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木
村
汎
（
執
筆
代
表
）
平
和
・
安
全
保
障
研
究
所
編

　
　
『
逆
説
の
ソ
連

　
　
　
－
経
済
停
滞
・
軍
拡
と
日
本
の
安
全
保
障
』

一

　
日
本
の
安
全
保
障
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ソ
連
に
対
す
る
評
価
を
避

け
て
通
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
ま
で
も
ソ
連
に
関
し
て
は
そ
の
軍
事

力
、
経
済
力
を
め
ぐ
っ
て
様
々
な
議
論
が
行
わ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
ソ

連
の
軍
事
力
が
日
本
に
と
っ
て
脅
威
で
あ
る
の
か
否
か
、
ま
た
こ
こ
数
年

の
ソ
連
経
済
の
不
振
は
何
に
由
来
す
る
の
か
を
解
明
す
る
た
め
に
多
く
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

論
文
．
研
究
書
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
の
研
究
は
、
軍

事
力
，
経
済
力
を
各
々
別
個
に
、
バ
ラ
バ
ラ
の
観
点
か
ら
論
じ
た
も
の
が

多
く
．
両
者
の
関
係
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
日
本
の
安
全
保
障
、

対
ソ
政
策
の
あ
り
方
を
探
る
試
み
は
、
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
度
刊
行
さ
れ
た
『
逆
説
の
ソ
連
』
は
、
ソ
連
の
経
済
が
日
本
の
安

全
保
障
に
ど
う
い
う
影
響
を
与
え
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
書
か
れ

た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
①
軍
事
力
を
さ
さ
え
る
も
の
の
中
で
経
済
は

最
も
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
み
な
し
得
る
、
②
経
済
の
低
調
に
も
か
か
わ

ら
ず
ソ
連
の
軍
事
力
が
増
強
し
続
け
て
い
る
原
因
は
何
か
、
③
日
本
経
済

は
ソ
連
経
済
に
比
べ
て
良
好
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
経
済
力
を
外
交
に
上
手

に
リ
ン
ク
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
目
本
の
安
全
保
障
に
有
利
な
状
況
を
作
り

出
せ
な
い
か
、
と
い
う
三
点
が
本
書
を
さ
さ
え
る
問
題
意
識
で
あ
る
．
こ

の
よ
う
に
本
書
は
、
ソ
連
の
経
済
力
と
軍
事
力
を
合
わ
せ
て
検
討
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
日
本
の
安
全
保
障
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
な

さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
意
欲
的
な
試
み
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

二

　
本
書
は
．
平
和
・
安
全
保
障
研
究
所
の
依
頼
に
よ
っ
て
、
一
九
八
一
年

春
か
ら
八
四
年
春
ま
で
の
三
年
間
に
わ
た
っ
て
行
っ
た
共
同
研
究
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
、
「
ソ
連
圏
の
経
済
開
発
と
わ
が
国
の
安
全
保
障
に
関
す
る
調
査

研
究
」
の
一
部
を
、
木
村
汎
、
金
田
辰
夫
、
鈴
木
啓
介
の
三
氏
が
全
面
的

に
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
木
村
氏
は
、
現
在
北
海
道
大
学
ス
ラ
ブ
研

究
セ
ン
タ
i
教
授
で
あ
り
、
ソ
連
の
対
日
政
策
に
関
す
る
論
文
、
研
究
書

を
数
多
く
書
か
れ
て
い
る
。
金
田
氏
は
、
ア
ジ
ア
生
産
性
機
構
事
務
局
農

業
部
長
と
し
て
、
ソ
連
の
農
業
問
題
を
め
ぐ
る
研
究
を
発
表
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
鈴
木
氏
は
、
日
ソ
経
済
委
員
会
主
任
研
究
員
と
し
て
、
ソ
連
と
の
交

渉
に
直
接
あ
た
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
日
ソ
経
済
関
係
に
関
す
る
著
書
、

論
文
も
多
い
。
こ
の
よ
う
に
本
書
は
、
大
学
の
研
究
者
と
実
務
関
係
の
研

究
者
に
よ
る
共
同
の
労
作
で
あ
り
、
こ
の
点
は
本
書
の
大
き
な
特
色
と
も

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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紹介と批評

　
本
書
の
構
成
は
以
下
の
よ
う
で
あ
る
。

　
　
　
第
－
部
　
ソ
連
の
安
全
保
障
（
木
村
汎
）

　
　
第
一
章
　
ソ
連
の
安
全
保
障
に
つ
い
て
の
考
え
方

　
　
第
二
章
　
シ
ベ
リ
ア
開
発
と
日
本
の
安
全
保
障

　
　
第
三
章
　
低
迷
す
る
経
済
と
軍
事
増
強
の
ジ
レ
ン
マ

　
　
　
第
H
部
　
ソ
連
の
経
済
（
金
田
辰
夫
）

　
　
第
四
章
　
ソ
連
経
済
の
特
徴

　
　
第
五
章
　
ソ
連
経
済
の
現
状

　
　
第
六
章
　
ソ
連
経
済
の
行
方

　
　
　
第
皿
部
　
日
ソ
貿
易
と
安
全
保
障
（
鈴
木
啓
介
）

　
　
第
七
章
　
日
ソ
貿
易
の
特
徴

　
　
第
八
章
　
日
ソ
経
済
関
係
の
歴
史

　
　
第
九
章
　
経
済
交
流
と
安
全
保
障

　
　
第
十
章
　
今
後
の
日
ソ
経
済
交
流

以
下
各
章
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
く
。

　
第
一
章
で
は
、
本
論
に
は
い
る
前
提
と
し
て
ソ
連
の
安
全
保
障
観
が
説

明
さ
れ
て
い
る
。
ソ
連
は
絶
対
的
に
近
い
安
全
保
障
を
追
及
し
て
い
る
国

な
の
で
、
軍
事
力
に
対
す
る
考
え
方
そ
の
も
の
が
日
本
人
の
そ
れ
と
全
く

異
な
っ
て
い
る
．
ソ
連
の
軍
事
力
に
期
待
さ
れ
る
機
能
は
単
に
防
衛
的
な

も
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
基
本
的
に
対
外
志
向
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
ソ
連
の
安
全
保
障
観
を
防
衛
的
膨
張
主
義
と
定
義
し
、
ソ
連
が
防

衛
的
な
国
で
あ
る
か
攻
撃
的
な
国
で
あ
る
か
と
い
う
し
ば
し
ば
行
わ
れ
る

設
問
は
、
設
問
の
仕
方
そ
の
も
の
が
ま
ち
が
っ
て
い
る
と
述
べ
る
。
す
な

わ
ち
ソ
連
は
「
状
況
主
義
的
な
い
し
機
会
主
義
的
な
色
彩
の
強
い
行
動
様

式
を
と
る
国
」
で
あ
り
、
状
況
し
だ
い
で
防
衛
的
に
も
攻
撃
的
に
も
な
り

得
る
と
い
う
の
で
あ
る
．
こ
の
点
は
一
見
当
た
り
前
の
よ
う
に
思
え
る
が
、

防
衛
的
か
攻
撃
的
か
と
い
う
一
面
的
な
観
点
で
ソ
連
を
と
ら
え
よ
う
と
す

る
見
方
が
大
勢
で
あ
る
今
日
、
興
味
深
い
指
摘
で
あ
る
。

　
第
二
章
で
は
、
シ
ベ
リ
ア
開
発
と
日
本
の
安
全
保
障
と
の
関
係
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
筆
者
は
ソ
連
の
第
十
次
五
ヶ
年
計
画
（
一
九
七
六
－
八
○
）
、

第
十
一
次
五
ヶ
年
計
画
（
一
九
八
一
ー
八
五
）
を
分
析
し
た
結
果
、
ソ
連
の

極
東
、
シ
ベ
リ
ア
開
発
計
画
に
力
点
の
変
化
が
み
ら
れ
る
と
い
う
注
目
す

べ
き
指
摘
を
行
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
ソ
連
は
一
九
七
〇
年
代
を

通
じ
て
シ
ベ
リ
ア
、
極
東
地
域
を
全
面
的
に
開
発
す
る
政
策
を
と
っ
て
い

た
が
、
八
O
年
代
に
は
い
り
、
中
央
か
ら
遠
く
資
木
回
収
に
時
間
の
か
か

る
東
シ
ベ
リ
ア
、
極
東
の
開
発
は
後
ま
わ
し
も
し
く
は
外
国
に
依
存
す
る

こ
と
と
し
、
す
で
に
着
手
し
て
い
る
西
シ
ベ
リ
ア
を
重
点
的
に
開
発
す
る

政
策
に
移
行
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
東
シ
ベ
リ
ア
や
極
東

の
開
発
に
つ
い
て
は
、
日
本
を
は
じ
め
と
す
る
西
側
諸
国
に
依
存
す
る
こ

と
に
な
る
。
そ
こ
で
シ
ベ
リ
ア
開
発
を
め
ぐ
る
日
ソ
の
立
場
は
以
前
に
も

増
し
て
日
本
が
有
利
に
な
り
、
日
本
は
日
ソ
経
済
交
流
を
外
交
的
道
具
と

し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
で
は
い
か
に
し
て
外
交
的

道
具
と
し
た
ら
よ
い
か
．
筆
者
は
シ
ベ
リ
ア
開
発
協
力
を
め
ぐ
る
単
純
な

賛
否
両
論
を
排
し
、
「
わ
が
ほ
う
の
経
済
的
・
政
治
的
挺
子
を
十
分
考
慮

し
．
同
開
発
に
よ
っ
て
西
側
が
得
ら
れ
る
も
の
と
の
ブ
ラ
ス
・
マ
イ
ナ
ス

の
差
引
勘
定
で
態
度
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
立
場
」
を
と
る
こ
と
を
勧
め
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る
。
要
す
る
に
、
時
、
場
所
、
イ
シ
ュ
ー
ご
と
に
配
慮
し
た
「
注
意
深
く

計
算
さ
れ
た
リ
ソ
ケ
ー
ジ
政
策
」
を
日
本
の
対
ソ
政
策
に
採
り
入
れ
る
こ

と
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
章
で
は
、
ソ
連
経
済
の
成
長
率
の
低
下
（
五
〇
年
代
ー
年
率
六
～
七

％
、
六
〇
年
代
ー
五
％
、
七
〇
年
代
－
三
～
四
％
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
防

費
が
毎
年
コ
ン
ス
タ
ン
ト
に
四
～
五
％
伸
び
続
け
た
と
い
う
矛
盾
の
原
因

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
ブ
レ
ジ
ネ
フ
時
代
の
経
済
政
策
に
着

目
し
、
一
九
六
五
年
か
ら
七
五
年
に
か
け
て
は
投
資
、
消
費
、
軍
事
の
す

べ
て
の
分
野
の
伸
び
が
可
能
で
あ
っ
た
が
，
七
六
年
以
降
投
資
が
抑
制
さ

れ
、
「
生
産
の
集
約
化
」
が
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
述
べ
る
。
こ

の
よ
う
に
投
資
を
犠
牲
に
し
て
軍
事
費
を
増
大
さ
せ
た
理
由
は
一
体
何
な

の
か
。
こ
の
理
由
を
従
来
言
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
・
シ
ア
的
過
剰
防
衛
癖

や
米
国
と
の
対
抗
関
係
に
の
み
求
め
る
こ
と
は
不
十
分
で
あ
る
。
筆
者
は
．

ソ
連
の
軍
事
費
が
内
政
上
の
政
治
的
経
済
的
考
慮
か
ら
遮
断
さ
れ
て
決
定

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
ソ
連
に
お
い
て
は
経
済
不
振
の
影
響
を
受

け
ず
に
軍
事
費
が
増
大
し
て
ぎ
た
と
述
ぺ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
今
後

は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
短
中
期
的
に
大
き
な
変
化
は
な
い
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
長
期
的
に
は
経
済
的
条
件
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

経
済
不
振
に
も
か
か
わ
ら
ず
大
き
な
軍
事
力
を
も
つ
と
い
う
矛
盾
が
ソ
連

国
内
で
危
機
に
転
化
し
た
時
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
に
先
見
的
、
強
力
な

リ
ー
ダ
ー
が
出
現
す
る
な
ら
ば
、
軍
事
費
増
大
の
停
止
、
削
減
も
あ
り
得

る
、
と
い
う
の
が
筆
者
の
結
論
で
あ
る
．

　
第
四
章
で
は
ソ
連
経
済
の
特
徴
が
分
析
さ
れ
て
い
る
。
ソ
連
経
済
は
国

際
的
に
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
世
界
の
総
G
N

P
に
西
側
先
進
諸
国
の
占
め
る
割
合
が
五
九
％
な
の
に
対
し
て
、
ソ
連
東

欧
諸
国
は
一
五
％
を
占
め
る
に
過
ぎ
な
い
。
筆
者
は
東
西
双
方
の
経
済
規

模
の
格
差
を
指
摘
し
、
ソ
連
で
は
経
済
成
長
に
対
す
る
要
求
が
依
然
と
し

て
根
強
い
と
述
べ
る
の
で
あ
る
．
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
最
近

の
低
成
長
傾
向
は
何
に
起
因
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
原
因
の
一
つ
は

高
度
成
長
を
さ
さ
え
た
投
資
労
働
力
の
大
幅
な
増
大
が
も
は
や
不
可
能

に
な
っ
た
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
し
か
し
よ
り
根
本
的
に
は
経
済
体
制
そ

の
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
ソ
連
経
済
が
一
定
の
成
熟
を
み
せ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
伝
統
的
な
計
画
と
管
理
の
制
度
方
法
に
固
執
し
て
い
る
た
め
に

生
産
効
率
が
低
下
し
た
こ
と
が
低
成
長
の
原
因
で
あ
る
と
指
摘
す
る
の
で

あ
る
。

　
で
は
生
産
効
率
の
上
昇
は
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
第
五
章
で
は
工
業
、

農
業
、
エ
ネ
ル
ギ
i
産
業
の
現
状
と
見
通
し
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
共
に
、

西
側
か
ら
も
注
目
を
集
め
て
い
る
経
済
改
革
に
つ
い
て
特
に
言
及
し
て
い

る
。
ソ
連
で
は
一
九
六
五
年
の
経
済
改
革
以
来
、
生
産
効
率
上
昇
の
た
め

に
度
々
対
策
が
講
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
依
然
と
し
て
成
功
し
て
い
な
い
。

そ
の
原
因
は
、
現
存
の
経
済
体
制
を
そ
の
ま
ま
残
し
て
市
場
経
済
の
メ
リ

ッ
ト
を
積
ぎ
木
し
よ
う
と
し
た
か
ら
で
あ
る
と
筆
者
は
述
べ
る
。
す
な
わ

ち
、
ソ
連
経
済
を
改
革
す
る
に
は
命
令
経
済
体
制
の
本
質
の
一
部
を
決
定

的
に
改
革
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
に
は
、
経
済
困
難
が
危
機
に
ま
で

悪
化
し
、
現
体
制
で
は
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
と
い
う
認
識
が
指
導
部
内
に

多
数
化
す
る
か
．
あ
る
い
は
改
革
志
向
の
若
手
世
代
が
党
首
脳
部
の
地
位
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を
占
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
．
な
お
工

業
、
農
業
の
特
徴
に
関
す
る
同
章
の
記
述
は
、
従
来
か
ら
指
摘
さ
れ
て
き

た
問
題
点
の
繰
り
返
し
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
（
工
業
に
お
け
る
生
産
財
の

偏
重
．
農
業
の
低
生
産
性
な
ど
）
、
総
投
資
の
一
九
％
を
占
め
る
エ
ネ
ル
ギ
ー

生
産
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
ソ
連
経
済
の
大
き
な
可
能
性
で
あ
る
と
共
に
、

他
部
門
へ
の
投
資
を
制
約
し
国
民
経
済
の
重
い
負
担
と
な
っ
て
い
る
と
の

指
摘
が
興
味
深
い
。

　
第
六
章
で
は
ソ
連
経
済
の
今
後
の
展
望
が
示
さ
れ
て
い
る
．
第
一
に
今

後
ソ
連
で
は
労
働
力
、
投
資
の
大
幅
な
増
大
は
望
め
な
い
こ
と
か
ら
、
経

済
成
長
に
は
生
産
性
の
向
上
に
よ
る
「
集
約
的
発
展
」
が
必
要
で
あ
る
と

述
べ
る
．
こ
こ
で
も
ま
た
経
済
改
革
の
必
要
性
を
主
張
す
る
筆
者
の
見
解

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
経
済
基
盤
に
不
釣
り
合
い
な
軍
事
力

を
い
つ
ま
で
保
持
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
筆
者
は
、
ソ

連
国
民
一
人
当
た
り
の
国
防
費
の
実
質
的
な
負
担
が
西
側
諸
国
と
比
べ
る

と
き
わ
め
て
大
き
く
、
ソ
連
国
民
が
こ
れ
に
耐
え
て
き
た
の
は
一
九
五
〇

年
代
以
降
消
費
水
準
が
毎
年
少
し
ず
つ
（
約
三
％
）
向
上
し
た
か
ら
で
あ

る
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
軍
事
費
を
今
後
も
増
大
さ
せ
る
た
め
に
は
、
消

費
水
準
を
向
上
さ
せ
て
国
民
の
不
満
を
抑
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ソ
連

経
済
が
今
後
と
も
消
費
と
軍
事
の
両
面
を
ひ
き
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
か

否
か
が
問
題
を
解
く
カ
ギ
で
あ
る
と
筆
者
は
結
論
づ
け
る
。

　
第
七
章
で
は
日
ソ
貿
易
の
特
徴
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
日
本
が
資
源
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
乏
し
い
先
進
工
業
国
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ソ
連
は
豊
か

な
資
源
国
で
あ
る
一
方
、
開
発
の
た
め
の
機
資
材
、
技
術
、
資
金
を
必
要

と
し
て
い
る
。
し
ば
し
ば
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
日
ソ
貿
易
の
基
本
的
な
特

徴
は
そ
の
相
互
補
完
性
に
あ
る
と
い
う
筆
者
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　
第
八
章
で
は
、
こ
こ
二
〇
数
年
間
に
一
四
〇
倍
に
増
大
し
た
日
ソ
貿
易

や
、
六
〇
年
代
以
降
開
始
さ
れ
た
シ
ベ
リ
ア
開
発
協
力
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

中
心
に
、
日
ソ
経
済
関
係
の
歴
史
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
日
ソ
貿
易
は
一

九
八
二
年
を
ピ
ー
ク
に
翌
八
三
年
に
は
大
幅
に
減
少
し
た
が
、
筆
者
は
そ

の
原
因
と
し
て
①
東
西
関
係
の
冷
却
化
、
②
日
本
の
産
業
構
造
の
変
化
、

加
え
て
世
界
的
な
資
源
、
エ
ネ
ル
ギ
i
需
給
の
緩
和
、
③
ソ
連
の
国
内
事

情
（
投
資
の
削
減
、
外
貨
不
足
、
労
働
力
不
足
）
に
よ
る
対
西
欧
買
付
志
向
、

④
ソ
連
国
内
の
大
型
プ
・
ジ
ェ
ク
ト
関
連
機
資
材
の
買
付
の
一
巡
を
あ
げ

て
い
る
．
特
に
③
の
ソ
連
国
内
事
情
に
よ
る
対
西
欧
買
付
志
向
は
見
逃
が

せ
な
い
要
素
で
あ
る
と
述
べ
て
、
日
ソ
貿
易
減
少
の
原
因
を
す
べ
て
日
本

政
府
の
対
ソ
経
済
制
裁
に
求
め
よ
う
と
す
る
一
部
の
傾
向
に
批
判
を
加
え

て
い
る
。
た
だ
し
日
本
の
産
業
構
造
が
変
化
し
た
と
は
い
っ
て
も
資
源
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
開
発
は
長
期
的
観
点
か
ら
考
え
る
必
要
が
あ
り
、
シ
ベ
リ

ア
開
発
の
意
義
も
薄
れ
て
い
な
い
こ
と
、
ま
た
欧
米
諸
国
と
の
貿
易
摩
擦

が
政
治
問
題
化
し
て
い
る
今
日
、
ソ
連
市
場
の
存
在
は
見
逃
が
せ
な
い
こ

と
か
ら
、
ソ
連
と
の
パ
イ
プ
維
持
の
必
要
性
を
強
調
す
る
こ
と
も
筆
者
は

忘
れ
て
い
な
い
。

　
第
九
章
で
は
経
済
交
流
と
安
全
保
障
に
つ
い
て
問
題
点
が
整
理
さ
れ
て

い
る
。
一
九
七
〇
年
代
以
降
日
ソ
間
で
シ
ベ
リ
ア
開
発
協
力
プ
・
ジ
ェ
ク

ト
が
活
発
と
な
り
、
経
済
交
流
を
進
め
る
に
あ
た
っ
て
安
全
保
障
面
に
ど

こ
ま
で
留
意
し
た
ら
よ
い
か
、
さ
か
ん
に
議
論
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
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た
の
で
あ
る
。
日
本
政
府
が
、
日
ソ
関
係
に
お
け
る
政
治
問
題
を
無
視
し

て
経
済
関
係
を
進
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
政
経
不
可
分
の
立
場
を

と
る
の
に
対
し
て
、
業
界
は
日
ソ
経
済
関
係
推
進
の
意
義
を
力
説
す
る
政

経
分
離
論
を
唱
え
る
こ
と
が
多
い
。
こ
の
点
で
筆
者
は
、
日
本
の
業
界
が

対
ソ
経
済
協
力
の
推
進
に
よ
り
「
ソ
連
の
マ
イ
ル
ド
化
を
図
る
」
と
い
う

主
張
に
固
執
し
が
ち
な
こ
と
は
、
日
ソ
経
済
関
係
の
買
い
か
ぶ
り
に
他
な

ら
ず
、
具
体
的
側
面
を
考
慮
せ
ず
に
抽
象
論
に
ふ
け
る
も
の
で
あ
る
と
批

判
す
る
。
日
ソ
経
済
交
流
に
賛
成
す
る
側
も
反
対
す
る
側
も
、
現
実
の
問

題
を
無
視
し
て
政
治
的
意
図
の
濃
厚
な
議
論
を
行
う
こ
と
の
多
い
今
日
、

筆
者
の
指
摘
は
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

　
第
十
章
で
は
、
今
後
の
日
ソ
経
済
交
流
に
つ
い
て
述
べ
る
と
共
に
、
八

○
年
代
前
半
．
第
十
一
次
五
ヶ
年
計
画
に
お
け
る
ソ
連
の
対
目
政
策
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
筆
者
は
、
八
○
年
代
前
半
の
ソ
連
の
対
外
政
策
は
、

対
ソ
経
済
制
裁
を
積
極
的
に
推
進
し
た
日
米
と
、
消
極
的
で
あ
っ
た
西
欧

と
を
切
り
離
す
政
策
で
あ
っ
た
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
ソ
連
は
、
八
一
年

か
ら
八
二
年
に
か
け
て
対
日
経
済
政
策
の
樹
立
を
「
後
ま
わ
し
」
に
し
、

徹
底
し
た
対
西
欧
重
点
主
義
を
と
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
政
策
が

「
ソ
連
の
国
内
経
済
と
り
わ
け
投
資
お
よ
び
労
働
力
の
制
約
と
密
接
に
結

び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
い
う
指
摘
は
、
本
書
第
－
部
、

第
n
部
の
木
村
論
文
、
金
田
論
文
の
論
旨
を
合
わ
せ
て
考
え
る
時
、
特
に

興
味
深
い
も
の
で
あ
る
。
で
は
今
後
の
日
ソ
経
済
関
係
は
ど
う
な
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
一
昨
年
一
九
八
四
年
後
半
は
、
目
ソ
円
卓
会
議
の
開
催
、
ソ

連
議
員
団
の
訪
目
、
日
ソ
経
済
合
同
委
員
会
の
開
催
な
ど
両
国
間
に
目
立

っ
た
動
き
が
み
ら
れ
た
。
ま
た
同
年
九
月
の
バ
ム
鉄
道
の
開
通
、
中
ソ
経

済
関
係
の
復
活
な
ど
新
た
な
動
向
を
見
逃
が
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か

し
こ
こ
当
面
、
大
規
模
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
実
現
す
る
要
因
は
な
い
、
と

い
う
の
が
筆
者
の
結
論
で
あ
る
。

三

　
本
書
の
価
値
は
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
第
一
に
、
ソ
連
の

軍
事
力
増
大
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
経
済
面
か
ら
説
明
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

木
村
論
文
、
金
田
論
文
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ソ
連
の
軍
事
費
の
増
大

は
、
投
資
を
抑
制
し
、
消
費
水
準
を
あ
る
程
度
伸
ば
し
て
国
民
の
不
満
を

抑
え
、
さ
ら
に
軍
事
費
を
経
済
不
振
の
状
況
か
ら
遮
断
し
て
決
定
す
る
こ

と
で
可
能
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
国
民
経
済
の
各
方
面
に
ひ
ず
み

を
も
た
ら
し
て
い
る
．
木
村
、
金
田
両
氏
の
主
張
は
、
こ
の
ひ
ず
み
が
よ

り
深
刻
化
し
て
危
機
に
ま
で
転
化
し
た
時
．
あ
る
い
は
危
機
を
先
取
り
で

き
る
若
手
の
強
力
な
リ
ー
ダ
ー
が
誕
生
し
た
時
、
経
済
改
革
、
ま
た
軍
事

費
増
大
の
停
止
、
削
減
も
あ
り
得
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
、

昨
年
三
月
発
足
し
た
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
政
権
の
今
後
の
動
向
を
長
期
的
観
点

で
注
目
す
る
時
、
き
わ
め
て
興
味
深
い
も
の
が
あ
る
。

　
第
二
に
，
ソ
連
経
済
と
そ
の
対
日
政
策
に
関
し
て
一
つ
の
構
図
を
提
示

し
て
い
る
点
で
あ
る
。
本
書
の
内
容
紹
介
か
ら
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、

七
〇
年
代
後
半
か
ら
の
投
資
の
抑
制
は
、
第
十
一
次
五
ヶ
年
計
画
に
お
け

る
西
シ
ベ
リ
ア
重
点
戦
略
へ
と
つ
な
が
り
、
さ
ら
に
そ
れ
は
ソ
連
の
対
日

政
策
、
日
本
は
後
ま
わ
し
と
し
西
欧
を
優
先
す
る
日
欧
離
間
策
を
導
き
出
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し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
最
近
の
日
ソ
経
済
関
係
の
停
滞
を
単

に
日
本
側
の
対
ソ
経
済
制
裁
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
ソ
連
の
内
政
と
関

連
さ
せ
て
説
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
評
価
に
値
す
る
。

　
第
三
に
、
こ
れ
は
第
二
の
点
と
関
連
す
る
が
、
日
ソ
経
済
関
係
の
あ
り

方
に
つ
い
て
問
題
提
起
を
行
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
日
ソ
経
済

関
係
の
推
進
は
ソ
連
の
軍
事
力
を
増
強
L
西
側
に
と
っ
て
不
利
な
状
況
を

も
た
ら
す
と
み
る
促
進
反
対
派
と
、
経
済
協
力
は
資
源
小
国
日
本
に
と
っ

て
不
可
決
で
あ
り
、
ま
た
ソ
連
の
政
策
を
軟
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
す

る
促
進
賛
成
派
と
の
間
で
、
賛
否
両
論
が
た
た
か
わ
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
こ
れ
ら
の
議
論
は
と
か
く
杓
子
定
規
な
、
時
に
は
政
治
的
意
図
の
み
が

優
先
し
た
形
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
ソ
連
経
済
や
日
ソ
経
済
関
係
の

具
体
的
現
実
的
側
面
に
立
ち
入
っ
た
論
議
は
少
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
．

本
書
は
こ
の
よ
う
な
杓
子
定
規
な
立
場
を
排
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
む
ろ
ん
本
書
に
お
い
て
も
い
く
つ
か
の
問
題
点
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な

い
。
第
一
に
、
こ
れ
は
特
に
金
田
論
文
に
つ
い
て
い
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、

本
書
は
ソ
連
経
済
の
現
状
に
つ
い
て
か
な
り
否
定
的
な
評
価
を
下
し
、
ま

た
こ
の
よ
う
な
見
方
が
西
側
の
研
究
で
一
致
し
た
も
の
で
あ
る
と
み
な
し

て
い
る
が
、
事
実
は
必
ず
し
も
そ
う
で
は
な
い
。
ソ
連
経
済
の
不
振
は
明

ら
か
な
事
実
で
あ
る
が
、
不
振
を
克
服
す
る
た
め
に
本
書
の
指
摘
す
る
よ

う
な
徹
底
的
な
経
済
改
革
が
必
ず
必
要
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
西

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

側
で
も
現
在
意
見
が
分
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
書
に
は
こ
の
点
に
関

す
る
留
意
が
全
く
み
ら
れ
な
い
。

　
第
二
に
、
ソ
連
の
西
シ
ベ
リ
ア
重
点
戦
略
が
対
日
政
策
に
及
ぽ
す
影
響

に
っ
い
て
、
木
村
論
文
と
鈴
木
論
文
で
は
若
干
視
点
の
ず
れ
が
み
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
．
木
村
論
文
は
ソ
連
が
西
シ
ベ
リ
ア
重
点
戦
略
を
と
る
こ
と
に

よ
っ
て
日
ソ
経
済
関
係
に
お
け
る
日
本
の
比
重
が
高
ま
る
と
述
べ
る
の
に

対
し
て
．
鈴
木
論
文
は
ソ
連
の
西
欧
優
先
主
義
、
日
本
後
ま
わ
し
論
を
指

摘
す
る
。
こ
の
矛
盾
を
評
者
な
り
に
解
釈
す
れ
ば
、
木
村
論
文
が
西
側
一

般
の
立
場
を
強
調
す
る
の
に
対
し
て
、
鈴
木
論
文
は
日
欧
の
置
か
れ
て
い

る
現
実
的
な
状
況
の
相
違
に
力
点
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い

は
前
者
が
長
期
的
な
展
望
を
述
べ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
短
中
期

的
な
問
題
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
は
も
う
少
し
説

明
の
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
同
時
に
大
学
の
研
究
者
と
実

務
関
係
の
研
究
者
の
観
点
の
相
違
が
あ
ら
わ
れ
て
お
り
、
本
書
の
お
も
し

ろ
い
特
色
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
本
書
は
日
本
の
対
ソ
政
策
の
問
題
点
を
指
摘
し
な
が
ら
、
そ

れ
が
い
か
に
あ
る
べ
き
か
と
い
う
提
言
を
避
け
て
い
る
。
た
と
え
ば
木
村

論
文
の
「
注
意
深
く
計
算
さ
れ
た
リ
ン
ケ
ー
ジ
政
策
」
と
は
、
一
般
論
と

し
て
は
理
解
で
き
る
が
、
具
体
的
に
ど
う
い
う
政
策
を
示
す
の
で
あ
ろ
う

か
。
む
ろ
ん
こ
の
点
が
明
確
で
な
い
の
は
本
書
の
性
格
上
や
む
を
得
な
い

が
、
欲
を
言
う
な
ら
ば
筆
者
な
り
の
政
策
提
起
が
ほ
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で

あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
問
題
点
を
含
む
こ
と
が
本
書
の
価
値
を
減
ず
る
も
の
で

は
全
く
な
い
。
初
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
は
、
ソ
連
の
経
済
力
と

軍
事
力
を
合
わ
せ
て
検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
の
安
全
保
障
を
考
察

す
る
と
い
う
、
今
ま
で
な
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
意
欲
的
な
試
み
で
あ
り
、
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今
後
の
日
ソ
関
係
研
究
に
貴
重
な
問
題
を
提
起
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
（
1
V
　
主
と
し
て
軍
事
的
観
点
か
ら
「
ソ
連
の
脅
威
と
日
本
の
安
全
保
障
」
の
問

　
　
題
を
取
り
扱
っ
た
論
文
、
単
行
本
は
数
多
い
。
比
較
的
最
近
出
版
さ
れ
た
ま
と

　
　
ま
っ
た
も
の
と
し
て
は
、
毎
日
新
聞
社
外
信
部
編
『
東
西
軍
事
力
ー
ソ
連
脅

　
　
威
論
の
虚
と
実
』
（
築
地
書
館
、
一
九
八
一
年
）
、
朝
日
新
聞
社
編
『
ソ
連
は

　
　
「
脅
威
」
か
』
（
朝
日
新
聞
社
、
一
九
八
二
年
）
、
丹
波
実
『
二
〇
〇
％
の
安
全
保

　
　
障
を
求
め
る
国
』
（
人
間
の
科
学
社
、
一
九
八
四
年
）
、
志
水
速
雄
『
対
ソ
国
家

　
　
戦
略
論
』
（
P
H
P
研
究
所
、
一
九
八
四
年
）
な
ど
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。

　
　
ま
た
ソ
連
経
済
の
現
状
と
問
題
点
を
分
析
し
た
も
の
と
し
て
は
、
加
藤
寛
・
丹

　
　
波
春
喜
『
現
代
ソ
連
経
済
の
構
造
』
（
日
本
経
済
新
聞
社
、
一
九
八
三
年
）
、
森

　
　
信
茂
樹
『
ソ
連
経
済
最
新
事
情
』
（
東
洋
経
済
新
報
社
、
一
九
八
三
年
）
、
マ
ー

　
　
シ
ャ
ル
・
ゴ
ー
ル
ド
マ
ン
（
小
川
和
男
監
訳
）
『
危
機
に
立
つ
ソ
連
経
済
』
（
時

　
　
事
通
信
社
、
一
九
八
三
年
）
、
吉
田
靖
彦
「
ソ
連
経
済
の
動
向
と
展
望
」
（
『
共

　
　
産
主
義
と
国
際
政
治
』
三
二
号
、
一
九
八
四
年
）
な
ど
が
あ
る
．

　
（
2
）
　
ソ
連
経
済
を
比
較
的
高
く
評
価
し
た
論
文
と
し
て
は
、
小
川
和
男
「
ソ
連

　
　
経
済
の
底
力
」
（
『
経
済
評
論
』
、
一
九
八
二
年
十
一
月
号
）
、
望
月
喜
市
「
知
ら

　
　
れ
ざ
る
ソ
連
型
計
画
経
済
の
強
さ
」
（
2
コ
ノ
、
ミ
ス
ト
』
、
一
九
八
三
年
八
月

　
　
九
日
号
）
、
同
「
安
定
成
長
を
持
続
す
る
ソ
連
経
済
」
（
『
エ
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
、
一

　
　
九
八
四
年
八
月
七
日
号
）
、
金
森
久
雄
「
見
て
き
た
ソ
連
経
済
の
強
さ
と
弱
さ
」

　
　
（
』
コ
ノ
ミ
ス
ト
』
、
一
九
八
四
年
七
旦
三
日
号
）
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
こ

　
　
の
問
題
を
め
ぐ
る
米
国
の
最
近
の
研
究
動
向
に
つ
い
て
は
、
『
ソ
連
東
欧
貿
易

　
　
調
査
月
報
』
（
一
九
八
五
年
三
月
号
）
所
収
「
米
国
に
お
け
る
ソ
連
経
済
研
究
」

　
　
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
（
人
間
の
科
学
社
、
三
四
九
頁
、
一
九
八
五
年
三
月
二
五
日
、
一
九
〇
〇
円
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
小
沢
　
治
子
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