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紹
介
と
批
評

海
野
　
芳
郎
著

『
国
際
連
盟
と
日
本
』

　
一
九
七
一
年
一
〇
月
孤
六
日
（
日
本
時
間
）
国
連
は
中
国
の
代
表
権
の
表
決
に

わ
き
立
つ
て
い
た
。
第
二
六
回
総
会
は
「
中
国
招
請
、
国
府
追
放
」
を
骨
子
と

す
る
ア
ル
パ
ニ
ア
案
を
賛
成
七
六
票
、
反
対
三
五
票
、
棄
権
一
七
票
、
欠
席
三

票
の
圧
倒
的
多
数
で
可
決
し
た
。
議
場
を
ゆ
る
が
す
ど
よ
め
き
、
踊
り
上
つ
て

喜
ぶ
中
国
招
請
派
の
代
表
団
た
ち
…
…
。
そ
の
模
様
は
宇
宙
衛
星
を
通
じ
て
、

日
本
の
茶
の
間
に
も
送
り
届
け
ら
れ
た
。
し
か
し
私
に
と
つ
て
は
、
い
わ
ゆ
る

逆
重
要
事
項
の
表
決
に
敗
れ
、
ア
ル
バ
ニ
ア
案
が
投
票
に
付
さ
れ
る
直
前
「
い

ま
国
連
憲
章
は
す
で
に
破
壊
さ
れ
、
国
連
設
立
の
主
旨
は
動
揺
し
て
お
り
、
わ

が
国
は
国
連
の
主
旨
と
憲
章
の
伸
張
、
国
際
公
理
、
正
義
お
よ
び
世
界
の
永
続

的
安
全
、
平
和
の
実
現
に
対
す
る
尽
力
は
報
い
ら
れ
ず
、
決
然
と
脱
退
す
る
ほ

か
な
く
な
つ
た
」
と
最
後
の
演
説
を
す
る
周
書
楷
国
府
代
表
の
姿
と
、
議
場
を

去
る
国
府
代
表
団
、
そ
れ
に
贈
ら
れ
る
静
か
な
拍
手
の
方
が
よ
り
印
象
的
で
あ

つ
た
。
私
に
は
三
八
年
前
の
一
九
三
三
年
リ
ッ
ト
ン
報
告
書
の
採
決
に
敗
れ
ジ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二
　
　
　
（
一
ム
几
四
六
）

ユ
ネ
ー
ブ
の
国
際
連
盟
の
議
場
か
ら
退
場
す
る
日
本
代
表
団
の
姿
を
ダ
ブ
ヅ
て

見
る
よ
う
な
気
が
し
た
か
ら
で
あ
る
。
中
国
の
国
連
加
盟
は
「
普
遍
性
を
標
榜

す
る
国
連
が
名
実
と
も
に
国
連
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
機
関
と
な
つ
た
」
と
わ
が

国
で
は
高
く
評
価
さ
れ
、
紛
争
の
解
決
に
も
大
き
な
役
割
を
果
す
か
の
よ
う
に

受
け
と
め
ら
れ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
中
国
が
国
連
に
加
盟
し
た
後
に
発
生

し
た
印
・
パ
紛
争
も
中
ソ
の
主
張
が
衝
突
し
、
日
本
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ソ
な
ど
三

三
力
国
決
議
を
採
択
し
た
が
、
強
制
力
の
な
い
総
会
決
議
は
戦
争
を
終
ら
せ
る

こ
と
は
で
き
な
い
ま
ま
、
イ
ン
ド
側
の
勝
利
に
よ
つ
て
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
政
府

の
独
立
と
な
つ
た
。
国
家
間
の
争
い
の
前
で
は
国
連
は
な
ぜ
か
く
も
無
力
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
第
一
次
大
戦
の
戦
火
と
反
省
の
中
に
生
ま
れ
、

大
き
く
機
能
し
得
ず
に
潰
え
去
つ
た
国
際
連
盟
を
想
い
起
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な

い
。
こ
う
し
た
折
に
本
書
が
刊
行
さ
れ
た
意
味
は
大
き
い
。

　
著
者
海
野
芳
郎
氏
は
東
京
大
学
文
学
部
仏
文
科
卒
業
後
、
外
務
省
に
入
ら

れ
、
外
交
文
書
室
で
「
日
本
外
交
文
書
」
の
編
纂
の
任
に
当
ら
れ
、
そ
の
間
四

年
程
パ
リ
の
日
本
大
使
館
に
勤
務
さ
れ
、
そ
の
後
『
外
務
省
の
百
年
』
編
纂
の

仕
事
に
従
事
さ
れ
た
他
、
再
び
外
交
文
書
室
（
現
在
は
発
展
し
て
外
務
省
外
交
史
料

館
）
に
勤
務
さ
れ
て
現
在
に
及
ぶ
、
い
わ
ぽ
日
本
の
外
務
省
文
書
に
精
通
す
る

ベ
テ
ラ
ン
で
あ
る
。
日
本
国
際
政
治
学
会
の
機
関
誌
『
季
刊
国
際
政
治
』
に
も

「
ロ
ソ
ド
ソ
海
軍
軍
縮
条
約
」
（
『
日
本
外
交
史
研
究
－
昭
和
時
代
』
昭
和
三
五
年
）
、

「
資
料
・
ア
ス
ト
リ
ア
号
の
斎
藤
大
使
遺
骨
の
護
送
」
（
『
日
米
関
係
の
イ
メ
ー
ジ
』

昭
和
四
二
年
）
な
ど
外
務
省
資
料
に
基
づ
く
研
究
を
時
折
り
発
表
さ
れ
る
篤
学
の

士
で
も
あ
る
。

　
さ
て
、
著
者
は
本
書
を
著
し
た
動
機
を
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
こ
う
し
た
事



件
（
印
パ
戦
争
）
ご
と
に
国
際
連
合
論
は
今
後
と
も
活
発
に
な
る
と
思
わ
れ
る

が
、
そ
れ
に
し
て
も
国
際
連
合
の
前
身
で
あ
る
『
国
際
連
盟
』
の
歴
史
的
研
究

に
つ
い
て
は
、
見
る
べ
き
も
の
が
少
な
く
．
い
わ
ば
研
究
上
の
一
つ
の
谷
間
の

よ
う
な
感
じ
で
あ
る
。
そ
の
発
足
以
来
『
国
際
連
盟
』
は
あ
る
種
の
紛
争
に
は

き
わ
め
て
巧
妙
な
解
決
策
を
講
じ
た
か
と
思
う
と
、
ま
た
あ
る
種
の
紛
争
に

は
．
完
全
に
失
敗
の
歴
史
を
刻
み
つ
つ
、
こ
う
し
て
各
種
の
期
待
と
そ
れ
に
倍

加
す
る
失
望
を
織
り
混
ぜ
な
が
ら
、
一
九
三
〇
年
代
後
半
か
ら
の
世
界
の
激
動

に
抗
す
る
術
も
な
く
、
つ
い
に
二
十
八
年
と
い
う
短
い
命
脈
を
保
ち
な
が
ら

も
、
そ
の
全
生
命
を
国
際
連
合
に
託
し
た
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
短
い
生
涯
の

う
ち
で
も
、
平
和
維
持
と
国
際
協
力
の
両
面
で
は
、
不
滅
の
火
を
残
し
て
い
た
。

国
際
連
合
は
い
か
に
あ
る
べ
き
か
を
論
ず
る
前
に
、
も
う
一
度
そ
の
成
長
発
展

過
程
で
あ
る
『
国
際
連
盟
』
の
歩
み
を
回
顧
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
」

（
ま
え
が
き
）
。
海
野
氏
も
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
国
際
連
盟
は
、
国
際
連
合
の
前
身

と
し
て
歴
史
的
に
研
究
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
過
去
そ
う
し

た
努
力
は
思
つ
た
ほ
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
．
た
と
え
ば
、
戦
前
に
お
い
て
は
時

事
評
論
の
た
ぐ
い
の
も
の
は
あ
つ
て
も
、
学
問
的
に
跡
付
け
る
努
力
は
な
さ
れ

て
い
な
か
つ
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
は
二
つ
の
理
由
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
第
一
は
、
本
書
の
中
で
も
あ
き
ら
か
に
な
つ
て
い
る
が
、
国
際
連
盟
そ
の
も

の
が
平
和
維
持
機
構
と
な
る
に
十
分
な
形
を
と
と
の
え
て
お
ら
ず
、
ま
た
日
本

側
に
積
極
的
に
協
力
す
る
よ
う
な
実
力
も
姿
勢
も
な
か
つ
た
こ
と
．
第
二
に
、

国
際
連
盟
が
日
本
に
と
つ
て
大
き
く
意
識
さ
れ
る
の
は
、
満
州
事
変
と
の
関
連

に
お
い
て
で
あ
つ
て
、
日
本
は
、
活
躍
の
舞
台
を
与
え
ら
れ
る
よ
り
む
し
ろ
被

告
の
席
に
す
わ
ら
さ
れ
る
と
い
つ
た
感
じ
が
強
く
、
プ
ラ
ス
の
意
味
で
の
国
際

　
　
　
紹
介
と
批
評

連
盟
観
が
な
か
つ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
本
書
の
内
容
の
紹
介
に
う
つ
る
。
本
書
は
．
著
者
自
ら
「
こ
の
種
の
研
究
は

概
し
て
そ
の
膨
大
な
組
織
と
人
的
構
成
、
そ
の
と
り
あ
つ
か
つ
た
複
雑
多
岐
な

諸
問
題
な
ど
短
期
間
に
個
人
の
研
究
を
許
さ
な
い
き
び
し
さ
が
あ
り
一
面
ま
た

会
議
外
交
に
漂
う
一
種
特
有
の
平
板
さ
、
そ
の
叙
述
し
難
い
困
難
が
伴
な
い
勝

ち
で
あ
る
の
で
、
機
構
論
、
法
理
論
は
避
け
、
そ
の
歴
史
的
課
程
を
で
き
る
だ

け
流
動
的
に
な
が
め
る
こ
と
に
し
た
」
（
ま
え
が
ぎ
）
こ
と
を
反
映
し
て
、
第
一

章
、
連
盟
規
約
の
誕
生
と
「
連
盟
」
設
立
へ
の
準
備
、
第
二
章
、
建
設
期
の

「
連
盟
』
と
日
本
、
第
三
章
、
活
動
期
の
「
連
盟
」
と
日
本
、
第
四
章
、
　
「
連

盟
」
の
対
中
国
技
術
援
助
、
第
五
章
、
「
満
州
事
変
」
と
「
連
盟
」
、
第
六
章
、

「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
軍
縮
本
会
議
」
と
「
・
ソ
ド
ン
国
際
経
済
会
議
」
、
第
七
章
、

日
本
「
連
盟
」
諸
機
関
と
の
協
力
を
停
止
、
と
い
う
構
成
に
な
つ
て
い
る
。

　
第
一
章
．
「
連
盟
規
約
」
の
誕
生
と
「
連
盟
」
設
立
へ
の
準
備
は
、
　
一
、
各

国
の
「
連
盟
」
運
動
、
二
、
「
規
約
」
の
審
議
と
「
連
盟
」
発
足
へ
の
準
備
、

か
ら
な
る
が
、
日
本
と
の
関
連
で
は
、
日
本
が
連
盟
に
関
心
を
示
し
は
じ
め
た

の
は
大
戦
末
期
で
あ
り
、
は
じ
め
そ
の
実
態
が
つ
か
め
な
い
ま
ま
に
、
単
に

「
へ
ー
グ
仲
裁
裁
判
所
」
の
よ
う
な
諮
詞
機
関
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
も
の
か

ら
、
現
存
国
家
の
主
権
を
事
実
上
う
ば
い
さ
る
超
国
家
的
権
力
主
体
を
想
定
し

た
両
極
端
論
も
し
く
は
そ
の
中
間
的
折
衷
論
な
ど
に
わ
か
れ
た
と
い
う
。
　
一

方
、
政
府
の
「
講
和
準
備
委
員
会
」
は
、
一
九
一
九
年
四
月
、
調
書
を
作
成
し

た
が
、
そ
の
最
終
調
書
に
お
い
て
も
、
米
国
大
統
領
の
講
和
提
唱
に
関
す
る
覚

書
に
対
し
、
連
合
国
側
回
答
覚
書
、
本
野
前
外
務
大
臣
の
意
見
、
内
田
外
務
大

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三
　
　
（
一
九
四
七
V



　
　
　
　
紹
介
と
批
評

臣
談
の
三
件
を
あ
つ
か
つ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
時
の
外
務
次
官
幣
原
喜
重
郎
で

さ
え
．
国
際
連
盟
に
つ
い
て
、
「
迷
惑
し
ご
く
や
む
を
え
な
け
れ
ば
大
勢
順
応
」

の
考
え
方
を
披
露
し
て
い
る
の
が
注
目
さ
れ
る
。
も
つ
と
も
、
当
時
の
新
聞

は
、
関
係
当
局
の
迷
惑
至
極
的
な
態
度
と
は
対
照
的
に
日
本
は
い
や
い
や
な
が

ら
追
随
す
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
積
極
的
に
参
加
し
、
経
済
的
障
壁
の
撤
廃
、
軍

備
制
限
、
人
種
差
別
の
撤
廃
を
堂
々
主
張
せ
よ
、
連
盟
は
も
は
や
空
論
に
あ
ら

ず
実
行
問
題
で
あ
る
と
要
求
し
て
お
り
、
在
外
で
も
連
盟
の
本
質
に
近
い
線
を

と
ら
え
て
い
た
と
い
う
．
日
本
は
、
連
盟
規
約
の
草
案
に
対
し
て
大
多
数
は
、

理
想
案
に
す
ぎ
な
い
と
か
．
無
用
の
長
物
で
あ
る
と
か
い
つ
た
考
え
方
が
多
か

つ
た
が
、
規
約
案
に
よ
せ
た
最
大
の
関
心
事
は
、
軍
備
問
題
赤
道
以
北
太
平

洋
諸
島
問
題
、
及
び
人
種
差
別
撤
廃
問
題
の
三
つ
で
あ
つ
た
。
本
章
に
お
ヤ
て

は
、
日
本
が
国
際
連
盟
と
い
う
史
上
初
の
国
際
機
構
に
対
し
、
不
安
と
関
心
を

い
だ
き
な
が
ら
手
さ
ぐ
り
同
様
に
対
応
し
、
そ
れ
が
し
だ
い
に
具
体
化
し
て
い

く
課
程
を
跡
付
け
て
い
る
．

　
第
二
章
、
建
設
期
の
「
連
盟
」
と
日
本
は
、
い
よ
い
よ
一
九
二
〇
年
一
月
十

日
、
対
独
講
和
条
約
の
批
准
と
発
効
に
よ
つ
て
国
際
連
盟
が
成
立
す
る
模
様
が

ま
ず
「
連
盟
」
の
始
動
と
し
て
え
が
か
れ
る
。
海
野
氏
は
「
第
一
次
大
戦
が
欧

州
を
震
源
地
と
す
る
大
震
災
で
あ
る
と
す
れ
ば
連
盟
は
瓦
礫
の
中
に
急
造
さ
れ

た
パ
ラ
ッ
ク
建
て
」
と
表
現
し
、
連
盟
の
実
際
の
活
動
は
、
連
盟
理
事
会
の
開

催
と
第
一
回
連
盟
総
会
に
よ
つ
て
開
始
さ
れ
た
と
す
る
。
こ
の
連
盟
の
創
成
期

、
の
連
盟
に
対
す
る
日
本
人
一
般
の
態
度
は
、
連
盟
関
係
者
、
一
部
識
者
を
除
い

て
は
ま
こ
と
に
同
情
が
な
く
冷
淡
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
、
日
本
に
は
敗
戦
の
苦

悩
が
な
か
つ
た
こ
と
、
欧
州
諸
国
が
経
験
し
た
戦
争
の
惨
禍
を
知
ら
な
か
つ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四
　
　
（
一
九
四
八
）

こ
と
、
官
僚
組
織
を
脱
し
き
れ
な
い
国
内
政
治
組
織
な
ど
の
理
由
に
よ
る
と
の

指
摘
が
な
さ
れ
る
。
ま
た
連
盟
の
誕
生
を
歓
迎
し
た
人
々
の
中
に
も
、
連
盟
の

欠
点
を
指
摘
す
る
の
に
や
ぶ
さ
か
で
な
か
つ
た
．
そ
の
論
評
に
み
ら
れ
る
欠
点

と
は
、
第
一
に
暴
力
主
義
を
排
斥
し
、
法
に
よ
る
支
配
を
あ
げ
な
が
ら
、
連
盟

は
か
な
ら
ず
し
も
そ
の
精
神
に
則
し
て
い
な
い
。
第
二
に
、
平
和
維
持
と
と
庵

に
国
際
協
力
は
連
盟
の
第
二
の
原
則
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
の
に
、
連
盟
は
と
か

く
非
連
盟
国
に
対
抗
し
、
戦
時
中
の
敵
国
で
あ
つ
た
ド
イ
ッ
を
加
盟
さ
せ
て
い

な
い
。
第
三
は
．
国
家
の
平
等
と
い
う
連
盟
の
第
三
の
原
則
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
大
国
本
位
で
あ
つ
て
、
小
国
は
失
意
の
境
遇
に
あ
る
、
・
第
四
に
、
連
盟
は

理
想
論
と
現
実
主
義
を
混
同
し
て
つ
く
ら
れ
た
矛
盾
撞
着
的
な
も
の
で
、
そ
の

最
た
る
も
の
は
、
そ
の
美
名
の
も
と
に
植
民
地
を
併
合
し
た
委
任
統
治
で
あ

る
、
と
い
つ
た
諸
点
で
あ
り
．
連
盟
は
．
「
戦
争
か
ら
平
和
へ
の
過
渡
時
代
の

産
物
」
と
い
う
認
識
が
多
か
つ
た
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
過
渡
時
代
の
産
物
で

あ
る
連
盟
に
．
第
一
次
大
戦
後
の
重
要
間
題
す
べ
て
を
託
す
る
と
い
う
こ
と
が

冒
険
で
あ
り
、
将
来
の
発
展
成
熟
に
期
待
を
か
け
る
空
気
が
濃
厚
で
あ
つ
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
．
著
者
は
第
一
回
連
盟
総
会
の
開
催
と
日
本
の
主
張
に
筆
を

す
す
め
る
。
日
本
は
山
東
問
題
、
人
種
差
別
撤
廃
の
問
題
を
除
い
て
は
．
例
え

ば
、
ド
イ
ツ
．
オ
ー
ス
ト
リ
ー
両
国
の
加
入
間
題
、
米
国
の
加
入
問
題
等
に
つ

い
て
は
、
大
勢
順
応
主
義
を
と
り
．
む
し
ろ
、
会
議
開
催
当
初
、
日
本
側
が
も

つ
と
も
苦
心
し
た
の
は
．
副
議
長
へ
の
喰
い
こ
み
問
題
で
あ
つ
た
と
い
う
。
山

東
問
題
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
日
本
が
パ
リ
平
和
会
議
に
お
い
て
、
強
引
に
押

し
と
お
し
た
も
の
で
あ
つ
た
が
、
中
国
で
は
、
そ
れ
を
め
ぐ
つ
て
五
・
四
運
動

の
嵐
が
吹
ぎ
荒
れ
て
お
り
、
中
国
側
が
連
盟
を
利
用
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
を



と
ら
え
て
．
山
東
問
題
を
持
ち
出
し
て
く
る
こ
と
を
、
日
本
側
は
危
惧
し
て
い

た
。
そ
し
て
、
連
盟
の
内
外
に
お
い
て
、
各
種
の
工
作
を
開
始
し
た
の
で
あ

る
。
た
と
え
ば
、
北
京
で
は
、
中
国
通
の
坂
西
利
八
郎
少
将
か
ら
中
国
の
政
府

要
人
に
対
し
、
ま
た
海
外
に
お
い
て
は
、
パ
リ
平
和
会
議
で
日
本
に
不
利
な
報

告
を
行
つ
た
フ
ラ
ソ
ス
の
レ
オ
ン
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
の
説
得
に
あ
た
る
な
ど
、
日

本
側
は
活
発
な
運
動
を
行
つ
た
。
人
種
差
別
撤
廃
問
題
に
つ
い
て
は
、
イ
ギ
リ

ス
植
民
地
代
表
の
反
対
、
あ
る
い
は
、
ア
メ
リ
カ
の
世
論
の
冷
た
さ
等
を
考
慮

に
入
れ
て
、
日
本
は
将
来
機
会
あ
る
ご
と
に
主
張
す
る
旨
を
明
ら
か
に
し
て
、

連
盟
規
約
に
も
り
こ
む
こ
と
は
断
念
せ
ざ
る
を
え
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
ま

た
、
第
二
章
に
お
い
て
は
、
連
盟
の
各
種
紛
争
処
理
、
た
と
え
ば
、
ス
ウ
ェ
ー

デ
ソ
、
フ
ィ
ン
ラ
ソ
ド
間
に
あ
る
ボ
ス
ニ
ア
湾
入
口
の
オ
ー
ラ
ソ
ド
群
島
の
所

属
間
題
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
、
リ
ト
ア
ニ
ア
国
境
紛
争
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ビ
ア
国
境
紛
争
、
「
上
部
シ
レ
ジ
ア
」
紛
争
、
イ
タ
リ
ア
、
ギ
リ
シ
ア
紛
争

の
処
理
が
描
か
れ
て
い
る
が
、
日
本
は
、
所
詮
利
害
関
係
を
全
く
持
た
な
い
国

で
あ
り
．
紛
争
処
理
に
つ
い
て
も
、
き
わ
め
て
第
三
者
的
な
立
場
か
ら
行
動
す

る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
平
和
議
定
書
と
軍
縮
間
題
、
国
際

財
政
経
済
問
題
に
つ
い
て
も
第
二
章
で
え
が
か
れ
て
い
る
が
、
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
平

和
議
定
書
は
連
盟
規
約
の
欠
陥
を
、
そ
れ
に
よ
つ
て
補
う
と
い
う
意
味
が
あ

り
、
こ
れ
に
対
し
て
日
本
は
、
当
時
注
目
さ
れ
て
い
た
日
米
移
民
問
題
と
の
関

連
で
、
日
本
側
が
制
裁
を
う
け
る
立
場
に
な
る
こ
と
を
恐
れ
て
反
対
を
し
た
こ

と
が
、
詳
述
さ
れ
て
い
る
。
軍
縮
問
題
は
、
周
知
の
よ
う
に
ワ
シ
ソ
ト
ソ
会
議

に
お
い
て
、
五
大
国
で
と
り
ひ
き
さ
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
連
盟
に
お
け
る
軍
縮

に
は
見
る
べ
き
も
の
は
な
く
、
国
際
財
政
経
済
問
題
は
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
財

　
　
　
紹
介
と
批
評

政
復
興
、
国
際
二
重
課
税
お
よ
び
脱
税
防
止
問
題
等
々
で
あ
つ
て
、
日
本
と
し

て
は
、
直
接
関
係
は
な
い
こ
と
か
ら
、
や
は
り
大
勢
順
応
主
義
で
あ
つ
た
の
で

あ
る
。
ま
た
、
常
設
国
際
司
法
裁
判
所
に
つ
い
て
は
、
誰
を
日
本
の
代
表
と
し

て
、
送
り
こ
む
か
が
間
題
で
あ
り
、
国
際
労
働
機
関
に
つ
い
て
は
．
労
働
代
表

の
選
出
の
問
題
諸
外
国
と
の
労
働
条
件
で
は
競
争
に
な
ら
な
い
が
、
し
か

し
、
五
大
国
の
一
員
で
あ
る
日
本
が
八
大
工
業
国
に
指
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
い
つ
た
矛
盾
に
悩
ん
だ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
各
専
門
分
野
の
国
際
協

力
に
つ
い
て
は
．
委
任
統
治
、
ア
ヘ
ソ
等
の
麻
薬
取
り
締
ま
り
．
保
健
衛
生
．

知
的
国
際
協
力
等
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
日
本
と
し
て
大
い
に
協
力

で
き
る
よ
う
な
見
通
し
も
力
も
持
つ
て
い
な
か
つ
た
だ
け
に
大
勢
順
応
で
処
す

る
他
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
第
二
章
の
後
半
の
記
述
は
そ
う
し
た
こ
と
も
反
映

し
て
、
連
盟
内
部
の
事
務
的
な
問
題
が
多
く
、
や
や
退
屈
な
記
述
と
な
つ
て
い

る
。　

第
三
章
．
活
動
期
の
「
連
盟
」
と
日
本
で
は
一
九
二
〇
年
代
半
ば
以
降
．
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
政
局
の
雪
融
け
を
反
映
し
て
、
大
い
に
変
貌
し
た
連
盟
と
そ
こ
に
お

け
る
日
本
の
活
動
が
描
か
れ
る
。
日
本
は
杉
村
陽
太
郎
の
事
務
局
次
長
就
任

（
一
九
二
七
年
一
月
）
も
あ
り
実
際
的
な
発
言
力
も
増
し
て
い
つ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
う
し
た
日
本
の
発
言
力
の
増
大
、
連
盟
自
身
の
国
際
政
治
の
本
舞
台

へ
の
昇
格
と
い
つ
た
事
情
と
う
ら
は
ら
に
、
皮
肉
に
も
田
中
政
友
会
内
閣
の
登

場
と
共
に
、
日
中
間
に
は
済
南
事
件
に
代
表
さ
れ
る
紛
争
、
あ
る
い
は
．
東
支

鉄
道
を
め
ぐ
る
中
ソ
紛
争
と
極
東
を
め
ぐ
る
問
題
は
紛
糾
す
る
。
両
事
件
に
対

処
す
る
連
盟
の
態
度
は
列
国
間
の
足
並
の
不
調
、
中
国
自
身
の
内
部
分
裂
等
に

よ
つ
て
、
有
効
に
機
能
し
え
な
か
つ
た
。
一
方
、
軍
縮
準
備
委
員
会
は
、
あ
い
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）



　
　
　
紹
介
と
批
評

か
わ
ら
ず
連
盟
に
お
け
る
軍
縮
澗
題
は
牛
歩
の
ご
と
き
前
進
ぶ
り
で
．
ジ
ュ
ネ

ー
ヴ
平
和
議
定
書
も
成
立
せ
ず
、
数
回
に
わ
た
つ
て
開
か
れ
た
会
議
も
軍
縮
条

約
案
を
誕
生
さ
せ
た
だ
け
で
あ
つ
て
、
大
国
の
そ
れ
ぞ
れ
の
思
惑
に
．
そ
れ
を

実
施
に
移
す
こ
と
は
望
み
が
た
か
つ
た
の
で
あ
る
。
国
際
経
済
会
議
も
何
回
か

開
催
さ
れ
る
が
．
各
国
の
極
端
な
保
護
政
策
、
排
他
主
義
を
是
正
す
べ
き
機
会

も
数
回
も
た
れ
た
が
、
こ
れ
も
諸
大
国
の
歩
調
の
不
統
一
か
ら
実
行
に
移
さ
れ

る
ま
で
に
は
い
た
ら
な
か
つ
た
。
結
局
、
第
三
章
で
は
、
連
盟
が
活
動
期
に
入

り
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
構
成
す
る
大
国
間
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
に
よ
つ
て
、
有
効
に

機
能
し
え
な
い
有
様
が
え
が
か
れ
て
い
る
。

　
第
四
章
、
「
連
盟
」
の
対
中
国
技
術
援
助
は
．
一
九
三
〇
年
代
に
は
い
つ
て

後
の
、
連
盟
に
よ
る
中
国
へ
の
援
助
を
中
心
に
え
が
か
れ
て
い
る
。
連
盟
の
対

中
国
援
助
へ
の
道
程
が
拓
か
れ
た
の
は
、
一
九
二
九
年
初
頭
の
ア
ブ
ノ
ル
代
理

総
長
の
中
国
訪
問
に
始
ま
る
。
そ
し
て
、
技
術
援
助
、
特
に
衛
生
部
門
を
皮
切

り
と
し
て
、
道
路
建
設
、
中
国
人
技
術
者
の
養
成
な
ど
を
中
心
に
活
発
に
動
き

は
じ
め
た
模
様
が
え
が
か
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
本
と
し
て
は
、
そ
う
し
た
連

盟
の
態
度
が
望
ま
し
く
な
か
つ
た
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
財
団
諮
問
委
員
会
の

設
立
案
を
葬
り
さ
つ
た
り
、
極
力
そ
の
牽
制
に
つ
と
め
る
が
、
満
州
事
変
あ
る

い
は
、
日
本
の
連
盟
脱
退
通
告
と
重
な
り
合
う
時
期
で
あ
つ
た
た
め
に
有
効
な

対
処
が
で
き
な
か
つ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
盟
の
対
中
国
援
助
は
、
そ
れ

に
よ
つ
て
益
々
日
本
を
除
外
し
、
ま
た
、
日
本
に
対
抗
す
る
よ
う
な
形
で
遂
行

さ
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
こ
と
も
否
定
で
き
な
い
。
第
四
章
は
、
問
題
の
性
質
も

あ
つ
て
少
な
い
ぺ
ー
ジ
数
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
注

冒
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
つ
允
問
題
だ
け
に
興
味
深
い
。
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第
五
章
、
「
満
州
事
変
」
と
「
連
盟
」
は
、
著
者
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
連

盟
十
二
年
余
の
歴
史
に
か
ん
が
み
そ
の
処
理
に
も
つ
と
も
悪
戦
苦
闘
し
重
大
な

汚
点
を
頁
に
刻
み
こ
ん
だ
満
州
事
変
へ
の
対
処
」
が
え
が
か
れ
る
。
満
州
事
変

の
勃
発
ま
で
、
日
本
は
常
任
理
事
国
と
し
て
、
直
接
利
害
関
係
の
な
い
ヨ
ー
ロ

ヅ
パ
各
地
の
紛
争
に
、
比
較
的
冷
静
に
対
処
し
、
各
種
の
国
際
会
議
、
連
盟
の

諸
機
関
を
通
じ
て
着
々
国
際
協
力
の
実
を
あ
げ
て
き
た
が
、
満
州
事
変
の
勃
発

に
至
つ
て
、
被
告
の
椅
子
に
つ
か
さ
れ
、
、
こ
れ
ま
で
比
較
的
無
関
心
で
あ
つ
た

日
本
の
世
論
が
、
憎
悪
的
な
関
心
を
連
盟
に
示
す
に
至
る
。
や
は
り
．
問
題
の

性
質
も
あ
つ
て
第
五
章
が
も
つ
と
も
精
彩
に
と
ん
で
い
る
が
、
そ
の
記
述
の
し

か
た
は
、
事
変
の
勃
発
と
連
盟
の
審
議
そ
れ
が
柳
条
溝
事
件
、
錦
州
事
件
さ
ら

に
リ
ッ
ト
ン
調
査
団
派
遣
へ
の
気
運
、
上
海
事
変
の
勃
発
と
リ
ッ
ト
ン
調
査
団

の
派
遣
、
臨
時
総
会
の
審
議
．
リ
ッ
ト
ソ
報
告
書
の
内
容
紹
介
、
日
本
の
満
州

国
承
認
と
い
つ
た
よ
う
に
、
事
変
の
進
展
に
連
盟
と
日
本
が
ど
う
対
処
し
よ
う

と
し
た
か
、
主
と
し
て
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
を
舞
台
と
す
る
動
き
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ

て
い
る
。
満
州
事
変
と
の
関
連
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
国
際
連
盟
の
存
在
は
日

本
の
一
般
国
民
レ
ベ
ル
に
ま
で
大
き
く
認
識
さ
れ
た
と
言
つ
て
よ
い
が
、
そ
れ

だ
け
に
、
研
究
者
の
研
究
も
こ
れ
ま
で
こ
の
点
に
集
中
さ
れ
て
き
た
感
が
あ
つ

た
。
例
え
ば
、
田
中
直
吉
「
国
際
連
盟
に
お
け
る
満
州
事
変
の
審
議
」
（
『
英
修

道
博
士
還
暦
記
念
論
文
集
・
外
交
史
及
び
国
際
政
治
の
諸
問
題
』
昭
和
三
十
七
年
）
緒
方

貞
子
「
外
交
と
世
論
、
国
際
連
盟
脱
退
を
め
ぐ
つ
て
」
（
『
季
刊
国
際
政
治
。
日
本

外
交
史
研
究
・
外
交
と
世
論
』
昭
和
四
〇
年
）
と
い
つ
た
諸
論
文
も
発
表
さ
れ
て
い

る
。
海
野
氏
の
著
書
は
連
盟
以
外
で
日
本
が
外
交
機
関
を
主
軸
に
出
先
軍
憲
な

ど
の
協
力
を
得
た
大
幅
な
啓
発
宣
伝
活
動
を
行
な
つ
た
こ
と
な
ど
に
つ
い
て



も
、
紹
介
が
な
さ
れ
て
お
り
、
特
に
最
後
の
リ
ヅ
ト
ソ
調
査
団
の
報
告
の
採
択

に
つ
い
て
、
シ
ャ
ム
が
棄
権
し
た
う
ら
に
は
、
日
本
側
の
矢
田
部
公
使
の
説
得

工
作
が
あ
つ
た
事
情
な
ど
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
貴
重
な
指
摘
と
し

て
、
代
表
部
の
総
会
引
上
げ
後
、
そ
の
去
就
が
大
い
に
注
目
さ
れ
た
日
本
は
、

総
会
の
議
場
で
は
脱
退
に
つ
い
て
一
言
も
ふ
れ
ず
、
脱
退
通
告
後
も
日
本
は
、

政
治
的
性
質
を
お
び
る
機
関
に
は
、
以
後
参
加
協
力
し
な
い
が
、
平
和
的
専
門

機
関
と
の
協
力
は
脱
退
の
場
合
に
関
係
な
く
継
続
す
る
と
し
て
、
そ
の
方
針
は

一
九
三
八
年
十
一
月
日
本
が
連
盟
の
各
種
専
門
機
関
と
の
協
力
を
停
止
し
．
事

実
上
連
盟
と
完
全
に
断
絶
す
る
ま
で
続
い
た
の
で
あ
る
。
第
五
章
は
、
日
本
と

連
盟
と
の
関
係
に
お
け
る
最
も
ド
ラ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
部
分
で
あ
り
、
本
書
に

も
、
も
う
少
し
劇
的
な
記
述
が
ほ
し
か
つ
た
よ
う
な
気
が
す
る
。
た
と
え
ば
、

リ
ッ
ト
ン
報
告
書
の
採
択
に
よ
つ
て
松
岡
主
席
全
権
が
、
最
後
の
発
言
を
求

め
、
随
員
を
従
え
て
議
場
か
ら
退
席
す
る
の
で
あ
る
が
．
そ
う
し
た
い
わ
ば
ド

ラ
マ
の
場
面
は
、
当
時
の
新
聞
記
事
を
用
い
る
な
ど
し
て
、
精
彩
に
と
ま
せ
る

方
が
よ
か
つ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　
第
六
章
「
ジ
ュ
ネ
ー
ヴ
軍
縮
本
会
議
」
と
「
ロ
ソ
ド
ソ
国
際
経
済
会
議
」
は

一
九
三
一
年
に
行
な
わ
れ
た
軍
縮
会
議
と
、
三
三
年
に
行
な
わ
れ
た
国
際
経
済

本
会
議
を
あ
つ
か
つ
た
も
の
で
あ
る
が
、
双
方
と
も
大
国
間
の
意
見
の
不
一

致
、
特
に
後
者
の
場
合
は
主
導
国
ア
メ
リ
カ
に
充
分
な
準
備
と
具
体
的
成
案
が

な
く
、
ま
た
各
国
の
特
殊
な
事
情
を
無
視
し
た
た
め
に
、
世
界
的
な
失
望
と
失

敗
の
二
語
を
残
し
て
休
会
の
も
と
に
無
期
延
期
と
な
つ
た
こ
と
が
描
か
れ
て
い

る
。

　
第
七
章
、
日
本
、
「
連
盟
」
諸
機
関
と
の
協
力
を
停
止
は
、
脱
退
後
日
本
の
参

　
　
　
紹
介
と
批
評

加
し
た
各
専
門
機
関
に
お
け
る
若
干
の
活
動
が
描
か
れ
る
が
、
日
中
戦
争
の
勃

発
と
進
展
は
、
日
本
を
し
て
つ
い
に
連
盟
諸
機
関
に
対
す
る
協
力
と
も
断
絶
さ

せ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
紹
介
し
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
主
と
し
て
日
本
外
務
省
の
文
書
に
依

拠
し
た
国
際
連
盟
の
活
動
と
そ
こ
に
お
け
る
日
本
の
対
応
を
え
が
い
た
貴
重
な

労
作
と
い
え
よ
う
。
た
だ
望
蜀
の
感
を
あ
え
て
示
せ
ば
、
目
本
が
利
害
関
係
の

あ
る
事
項
、
あ
る
い
は
機
関
に
お
け
る
動
き
を
も
つ
ど
ク
ロ
ー
ズ
、
・
ア
ッ
プ
し

て
、
問
題
の
所
在
を
明
確
に
し
た
方
が
良
か
つ
た
か
も
知
れ
な
い
。
特
に
満
州

事
変
勃
発
後
、
あ
る
い
は
脱
退
通
告
後
の
日
本
の
連
盟
観
に
つ
い
て
の
紹
介
の

記
述
が
欲
し
か
つ
た
。
リ
ッ
ト
ソ
報
告
は
「
満
州
の
事
態
に
対
す
る
認
識
不
足
」

と
日
本
国
内
で
は
受
け
と
ら
れ
、
以
後
「
認
識
不
足
」
と
い
弥
言
葉
が
流
行
し

た
と
聞
く
が
、
脱
退
反
対
の
声
は
ど
の
程
度
で
あ
つ
た
の
か
脱
退
後
の
孤
立
感

は
な
か
つ
た
の
か
、
と
い
つ
た
点
に
つ
い
て
の
紹
介
が
あ
る
と
、
成
立
時
の
期

待
と
不
安
と
の
対
比
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。

　
今
日
の
国
連
の
動
き
と
関
連
さ
せ
て
本
書
か
ら
学
ぶ
所
は
多
か
つ
た
．
今
後

本
書
を
土
台
に
、
連
盟
論
、
国
連
論
の
さ
か
ん
に
な
る
こ
と
を
希
望
し
て
や
ま

な
い
。

　
　
　
（
昭
和
四
七
年
、
三
五
六
ぺ
ー
ジ
、
二
、
九
〇
〇
円
、
原
書
房
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
池
　
井
　
　
優
）

一
五
七
　
　
（
一
九
五
一
）


