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.一
、
.南
北
問
題
の
進
展

1

ブ
ナ
〇
年
代
を
迎
え
て
開
花
期
に
入
っ
た

「

南
北
問
題

」

は
、
た
し
か
に
一
九
六
四
年
三
丨
六
月
の
敗

一
回
国
連
貿
易
麗
会
議
の

.開
催
を 

機
と
し
て
，時
代
の
脚
光
を
浴
び
る
に

V
た
っ
た
。
東
西
問
題
と
並
ん
で
、
南
と
北
と

Q

間
の
匪
は
、
今
後
の
讓
政
治

1
世
界
経
済
の
動 

向
を
規
制
す

る
霞
と
し
て
、
軽
視

1

な
い
課
題
と
琴
て

い
る
。
.周
知
の
如
く
、

と
の
両
問
題
は

個
.々
別
々
に
で
は
な
く
、
互
に

絡
み
合
っ 

て
展
開
を
示
し
て

い
る
と
こ
ろ
に
、
.い
づ
.そ
う
こ
の
課
題
の
性
格
の
複
雑
性
甚

解
決
の
困
難
性
が
見
出
さ
れ

.る
。

I

面
か
ら
い
え
ば
、

.東
S

営
§

t

、：西
の
陣
営
の
国

.々
も
、
い
か
に
す
れ
ば
葉
に
お
い
て
南
の
国
々
を
自
己
の
陣
営

S

引
し
う
る 

が
.に
深
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る

。
'ま
た
他
面
か
ら

■い
え
ば
、,南
の
国
々
は
、
東
西
い
ず
れ
の
北
側
の
国
々
と
の
緊
密

I

連
の
樹
立
に

よ
.っ
て
、
 

そ
の
抵
ぎ
の
発
展
を
確
保
し

.う
る
か

に
つ
い
て
、
吟
味
を
重
ね

て
い
る
か
の
如
く
で

I

。，：さ
|

そ
の
中
間
的
な
方
策
と
し
て
.、
南
の
固
々
同 

志
の
結
合
に
よ
っ
て
.

(

例
え
ば

A 

• 

A
グ
ル

1
プ
の
結
成

)

新
た

I

三
の
世
界
を
形
成
む
よ
う
と
す
る
試
み
も
行
わ
れ
て
い
る
。
南
の
国
々
に
と
っ

て
と
の
道

力
政
治
的
安
定
と
経
済
的
発
展
の
促
進
の

.た
め
に
、
最
も
有
利

.で
あ

.り
旦
つ
有
効
で
あ
る
か

.は
、

軽
々
し
く
判
定
を
許
さ
な
い
と
こ 

.南
北
問
題
と
東
南
ア
ジ
ア
達
済

I
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そ
の
，場
合
、
問
題
は
南
の
国
.々
，自
身
の
選
.択
.の
態
度
よ
り
も
、
：..む
し
ろ
こ
”れ
ら
の
国
々
.を
め
ぐ
る
世
界
政
治
•
経
済
環
境
の
推
移
の
如
何
に
、
 

大
f

懸
っ
て
も
る
と
と
^
な
ろ
う
。'、け
だ
し
独
立
国
と
し
.て
の
発
展
の
た
め
^
，

一：^
の
低
開
発
国
が
、:.T

国
の
み
で
能
く
自
立
的
な
発
展
を
. 

確
保
し
う
る
.ヶ
ー
ろ
は
そ
5
多
く
な
い
と
悤
わ
れ
る
。，，少
数
の
.例
外
を
除
い
て
、：.:
-多
く
の
低
開
発
諸
国
は
こ
.の
目
的
の
、達
成
の
た
.め
に
.、
何̂
等
か 

の
形
^
、
諸
外
国
と
.の
連
携
を
必
要
と
す
る
に
外
な
ら
な
い
。」

：
ソ

'

‘ 

.

.

.

:
b
o
点
と
.関
連
し
て
.、
'.西
の
先
進
諸
国
側
か
ら
の
低
開
発
国
に
対
す
る
経
済
協
力(economic cooperation).

の
方
法
に
関
し
て
、
種
々
の
タ
ィ 

プ
が
示
さ
れ
て
.い
る
：グ
そ
の
.ー
部
に
> 
人
道
主
義
的
，な
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
$
:と
.は
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
：る
と
お
り
で
あ
る
。，
す
な
わ
ち
低 

開
発
国
の
原
住
民
を
現
在
の
'よ
う
な
低
い
生
活
水
準
に
置
い
て
お
く
こ
：と
は
人
類
.の
不
幸
で
あ
り
、：彼
等
を
瑰
代
文
化
の
‘恩
恵
に
浴
せ
し
め
る
よ 

う
に
、.
.

」

そ
の
生
活
の
向
上
に
協
力
す
ベ
.き
：で
あ
る
と
の
見
方
で
あ
る
。

.
：

そ
れ
は
人
道
主
義
的
な
理
想
論
と
し
て
充
分
肯
け
る
.ー
面
を
も
っ
て
い
る
。

.し
か
.し
反
面
か
ら
考
え
る
と
、
そ
れ
は
原
住
民
に
と
っ
て
は
、
余 

計
な
お
世
話
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
し
、
事
実
そ
の
よ
う
な
ヶ
ー
ス
も
あ
り
え
よ
う
。
先
進
国
民
か
ら
見
る
と
、
極
め
て
非
衛
生
な
貧
困
状
態
の 

儘
で
、
案
外
、
原
住
民
と
し
て
は
原
始
的
な
生
活
方
法
の
う
ち
に
安
住
の
地
を
得
て
い
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
え
る
。

そ
こ
で
こ
の
場
合
の
対
低
開
発
国
経
済
協
力
の
狙
い
と
し
て
は
、
主
と
し
て
供
与
国
側
の
経
済
的
利
害
関
係
の
視
野
、
端
的
に
い
う
と
低
開
発 

地
域
を
対
象
と
す
る
将
来
市
場
の
育
成
と
い
う
市
場
的
観
点
が
強
く
前
面
に
浮
び
上
っ
て
く
る
。
た
だ
し
過
去
に
見
ら
れ
た
よ
う
な
単
一
の
先
進 

強
国
に
よ
る
帝
国
主
義
的
な
市
場
独
占
は
、
現
在
の
国
際
的
環
境
の
下
で
は
不
可
能
で
あ
り
、
い
わ
ば
国
際
協
調
体
制
の
下
で
の
資
本
主
義
世
界 

市
場
の
拡
大
と
い
う
方
向
が
進
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
"
^
,
.
. 

.

い
ま
一
つ
、

::
£
;6
#

^
か
％

.の
；経
^
協
カ
の
目
標
に
は
、
^
治 

と
り
わ
け
防
共
路
線
の
確
立
と
い
う
意
図
の
含
ま
れ
て
い 

る
こ
と
を
見
逃
せ
な
い
。
後
に
触
れ
る
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
へ
の
ア
メ
リ
カ
の
深
い
介
入
は
、
こ
の
点
を
強
く
裏
書
き
す
る
に
足
り
る
。

•

こ

れ

に

対

し

て

•*
の
P
呂
の
国
々
か
ら
の
低
開
発
諸
国
へ
の
経
済
協
ガ
の
遂
行
に
つ
い
.て
、
そ
の
.動
機
が
前
と
同
じ
意
味
で
の
市
場
拡
張
^. 

に
根
ざ
す
と
は
見
ら
れ
な
い
'。
し
か
し
西
陣
営
と
の
対
抗
関
係
か
ら
、
低
開
発
諸
国
民
.の
：自
主
的
な
民
族
解
放
闘
争
を
支
援
す
る
と
い
う

形
で
、

究
極
的
に
は
友
好
市
場
の
拡
大
を
期
じ
て
い
る
こ
と
.を
.否
定
；で
き
な
い
。
';
-
'
'

• 

-

こ
'の
ょ
う
な
国
際
的
な
東
西
間
0'
*
藤
の
影
響
：か
ら
免
れ
ょ
う
と
す
る
に
ば
、
実
は
南
の
国
々
の「

み
で
の
団
結
と
相
互
協
カ
の
組
織
匕
が
么
要

視
さ
れ
る
。
♦
の
瘍
合
さ
き
.に
挙
げ
た
第
三
の
世
界
は
：、
.い
わ
ば
世
界
の
'第

三

市

場

'
の

形

成

を

意

味

す

る

こ

'と
I

る
。
資
本
主
義
世
界
市
場
に

も
社
会
主
義
世
界
市
場
に
も
併
合
さ
れ
ず
に
、.
.こ
れ
ら
と
対
等
の
規
模
と
勢
カ
を
備
え
る
新
た
な
世
界
市
場
の
構
说
と
進
展
で
あ
る
。

.

現
実
の
問
題
と
.し
て
、
'近
い
将
来
に
，お
い
て
、

こ
め
ょ
う
な
新
世
界
市
場
の
具
現
'の
可
能
性
は
.薄
い
で
あ
ろ
う
。

だ
が
こ
の
目
的
へ
の
接
近

が

.
低
麗
讓
の
発
展
の
将
来
に
と
っ
て
望
ま
し
い
方
向
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
実
現
を
妨
げ
て
い
る
種
々
の
要
因
を
検
討
し
、
そ
の
除
去 

に
努
力
す
る
こ
と
が
望
史
れ
る
.
。

.

.
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、.「

第
三

.

市
場」

：.
'

形

成

の

阻

害

要

因
.'
 

.

.
 

.

.

そ
の
戴
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
低
開
発
国
自
体
に
お
け
る
ナ
シ
3
ナ
リ
ズ
ム
の
.抵
抗
で
あ
る
。
多
く
の
低
麗
国
は
、
新
興
独
立
国
と
し
て 

往
々
.に
し
て
自
立
意
識
過
翠
.あ
る
。
.と
く
S

接
の
•同
類
項
の
国
々AJ Q

提
揲
の
_

乏
し
く
、
む
し
ろ
激
し
い
競
霊
識
を
持
し
て
い
る
■場 

合
が
多
い
。
.
.過
去
の
歴
史
.に
お
.い
て
、
' 低
開
発
諸
国
の
多
く
は
そ
れ
ぞ
.れ
の
植
民
本
国
と
深
い
縦
：の
連
携
関
係
を
||
;
持
し
て
き
た
だ
.け
に
、
独
立 

に
ょ
ク
.て
旧
本
国
か
ら
.離
反
し
た
.国
も
.あ
る
が
、
多
く
は
依
然
と
し
て
、
小
ノ
く
と
も
経
済
的
に
：ば
か
な
り
密
接
な
関
連
.を
保
持
し
.て
い
る
と
解
さ 

れ
る
ズ
I

方
式
S

々
.あ
り
う
る
の
.で
あ
り
、
例
え
ば
ィ
ギ
リ
ス
連
邦
に
お
け
る
連
邦
方
式
、
ワ
ラ
.ン
ス
連
合
に
み
ら
れ
る
連
合
方
式
、
ま
た 

ソ
連
な
、と
に
お
け
る
同
盟
力
式
等
が
.指
摘
さ
，れ
る
.
。
.
.
い
ず
：れ
fe
■し
て

も

ど

.う

じ

た

考

慮

の

な

か
，に
、
嘗
て
日
本
が
提
喝
し
た
大
東
亜
共
栄
圏
の
構 

想
そ
の
も
.
-の
ば
瓦
解
し
た
.が
、
：.，
い
，
：わ

ば

共

存

共

栄

の

.理
念
が
、
意
外
な
と
.
ろ̂
で
_甦
生
し
て
い
る
感
を
与
え
る
。

■

'

南
北
問
題
と
東
南
ア
ジ
ア
経
済 

： 

ーー-.(

一
蒙
五)
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」
か
く
し
て
現
代
の
低
開
発
諸
国
^
と
づ
て
，
こ
れ
'ら
，の
方
式
の
'い
ず
れ
か
を
援
用
す
衣
こ
と
に
よ
っ
て
.、
相
互
間
で
の
結
合
の
強
化
を
図
る
途 

.が
示
.さ
れ
て
い
る
。
' そ
し
ー
て
ど
く
に
最
近
泛
お
け
る
南
北
間
題
の
展
開
に
伴
い
、
，そ
の
必
要
性
、の
、認
識
と
結
合
の
.意
識
が
次
第
に
高
ま
っ
て
き
て 

い
る
^
と
は
、.
-注
目
に
値
す
る
。

.

.
'ニ

'
、
て
.

.

.

•

.

こ
：

，

.
'

.•
■
そ
の
第
ニ
は
.
,前
述
め
'よ
う
な
意
i

向
上
に
も
拘
ら
ず
、

a
実
の
問
題
と
C
V
:、.い
結
合
れ
た
め
.の
具
体
的
な
諸
条
件
を
欠
い
て
い
る
こ
と 

が
、
撸
摘
さ
れ
.な
く
で
ぼ
な
ら
な
い
。
例
を
主
題
の
東
南
ア
交
ア
諸
@-
に
ど
0
:て
.み
.て
も
、
.务
国
間
に
お
け
る
政
治
的
体
制
の
異
同
、
経
済
的
な 

.非
補
完
性
，に
加
え
て
、
.
多
く
の
社
会
的
不
等
質
性
が
見
出
さ
れ
る
。

換
言
す
れ
ば
今
日
の
ア
ジ
ア
は
、
' 
も
は
や
一
つ
の
纒
ま
っ
た
存
在
で
は
な 

く
、
複
繁
岐
な
実
態
を
示
し
て
い
る
？

.

'

」

V 

,

.

.

:

こ
の
よ
う
な
地
域
で
は
、
お
互
に
利§

1
の
共
通
す
る
小
地
域
.を
範
囲
と
し
て
、
い
わ
ば
サ
ブ•

リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
結
合
の
具
体
化
を
図
る
か
、
 

あ
る
い
は
共
同
の
利
益
に
役
立
つ
基
礎
的
な
建
設
事
業
.

(

運
輸
•
通
信
施
設)

を
着
工
す
る
こ
と
.が
い
っ
そ
う
適
切
と
考
え
ら
れ
る
。
事
実
、
こ
う 

し
た
方
向
へ
の
努
力
は
行
わ
れV

お
り
、
前
者
の
例
と
し
て
A

S

Aや
マ
レ
ー
シ
ア
の
形
成
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
し
ば
し
ば
ア
ジ
ア
•
ハ
イ
ゥ 

•エ
イ
の
建
設
が
挙
げ
ら
れ
る
。

し
が
し
こ
れ
ら
す
ら
も
、：
必
ず
U
も
円
滑
な
進
展
は
示
さ
れ
て
.い
な
い
.の
で
あ
り
、
.こ
と
に
最
近
に
.お
い
て
、
隣
接
国
同
志
の
間
の
軋
鑠
や
紛 

争
が
目
立
っ
て
い
る
。.
南
北
べ
ト
ナ
ム
の
戦
乱
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
マ
レ
！
シ
ア
、
シ
ン
ガ
ボ
ー
ル
の
マ
レー

シ
ア
離
脱
、
 

イ
ン
ド
と
パ
キ
ス
タ
ン
、
イ
シ
ド
と
中
共
等
、
こ
の
地
域
の
政
治
的
不
定
の
激
化
を
如
実
に
物
語
る
事
件
が
相
次
い
で
い
る
。

.第
三
に
は
、

一
口
に
低
開
発
諸
国
と
い
っ
て
も
、
現
在
ま
で
の
経
過
に
お
い
て
、
相
互
の
間
で
か
な
り
の
発
展
の
格
差
を
生
じ
て
い
る
こ
と
に 

注
目
を
要
す
る
。
独
立
後
す
で
に
十
数
年
を
経
過
し
、
'曲
り
な
り
に
も
経
済
開
発
事
業
を
遂
行
し
て
き
た
国
と
、
ご
く
最
近
新
た
に
独
立
を
達
成 

し
た
ア
フ
リ
カ
そ
の
他
の
新
生
国
と
の
間
に
はV

経
済
発
展
水
準
の
上
で
、
相
当
の
懸
隔
が
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。.
対
象
を
東
南
ア
ジ
ア
地 

域
に
限
•つ
て
も
、
特
殊
の
環
境
の
下
.で
急
速
な
発
展
を
示
し
た
香
港
や台

！
：

は
例
外
と
し
て
、
'あ
る
程
度
の
工
業
化
を
具
現
し
た
イ
ン
ド
、
パ
キ

.
•スタ
ン
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
、
タ
イ
と
そ
の
外
の
国
々

.と
の
間
で
は
、
対
内
的
•
対
外
的
に
不
一
致
の
原
因
を
造
成
し
.つ
つ
あ
る
。

そ
の
こ
と
か
ら
、

一
方
で
は
低
開
発
諸
国
の
対
先
醫
政
策
に
お
い
て
、
次
第
に
分
裂
を
招
き
が
ち
で
I

こ
と
は
否
め
な
い
が
、
ま
た
他
方

で
は
、
と
の
こ
と
は
低
開
発
国
相
互
間
に
お
け
る
新
し
い
補
完
関
係
の
設
定
の
，上
に
、
基
盤
を
供
給
す
る
こ
と
に
も
な
る
と
解
釈
さ
れ
る
。
例
え

ば

あ

る

一

定

地

域

内

の

間

で

、
そ
れ
ぞ
れQ

麗

計

震

階

に

お

け

る

相

f

i馨
通

じ

て

、
綜
合
的
な
立
地
主
義
に
基
づ
く
産 

業
配
分
の
実
施
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
好
ま
し
い
.方
向
と
い
え
よ
う
。

.い
ず
れ
に
し
て
も
、
上
述
の
.諸
条
件
が
十
分
に
充
.た
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
に
、
現
代
の
低
開
発
諸
国
の
組
織
化
が
実
ら
な
い
.根
拠
が
見

出

さ

れ

る
 

の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
は
、
す
で
に
触
れ
た
政
治
，的
不
安
定
の
強
化
が
、
.こ
の
方
向
へ
の
努
力
を
大
き
く
制
約
し
て 

ぃ
る
' 

. 

.

た
だ
し
こ
の
よ
う
な
経
緯
.を
通P

て
、
南
北
問
題
が
、
従
来
の
観
念
論
的
考
察
の
領
域
か
ら
次
第
.に
離
れ
て
、
目
i

的
分
析
を
要
ま
す
る
段
階 

を
迎
え
：つ
つ
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
うC

. 

-
. 

.
,

三
、
：
東
南
ア
ジ
ア
の
政
治
的
不
安
定
の
実
態

• 

- 

• 

• 

- 

' 

. 

• 

-

r
節
に
お
I
て
、
若
干
言
及
し
た
と
こ
ろ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
現
在

'^
お
い
て
、
東
南
ア
ジ
ア
を
.め
ぐ
る
国
際
政
治
情
勢
は
、
余
り
に 

■4
混
池
た
る
状
態
を
続
け
、
し
か
も
そ
れ
が
恒
久
化
し
、
慢
性
化
す
る
危
險
を
脍
ん
で
い
る
こ
と
に
生
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
こ
の
.地
域
の
._
々
.の
内

部

の

政

治

的

安

定

の

.
み

な

ら

ず

>
.鏟
済

的

，
社
会
的
な
安
定
^
^
 ̂

最
大
の
.要
因
と
見
ら 

れ

ひ
I
Vて
は
こ
の
地
域
を
大
規
模
な
国
際
紛
争
の
場
と
化
せ
し
め
な
い
と
も
限
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
南
北
問
題
が
、
•正
し
く
東
西
問
題
と
深
い 

関
連
を
も
っ
て
提
起
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
そ
の
解
決
の
前
途
に
多
く
の
憂
慮
が
抱
か
れ
て
い
る
。
.

.

「

歌
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
く

.'
予
て
か
ら
こ
の
地
域
に
お
い
て
は
、
ニ
.つ
の
中
国
の
対
立
.が
、
ニ
'つ
の
朝
鮮
の
分
裂
、
国
際
政
治
上
の
係
争
問 

.
南
北
題
と
東
南
ア
ジ
ア
経
済

 

五

靈

七

)

；
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題
を
惹
起
し
、
如
え
て
.ィ
ン
ド
シ
ナ
戦
争
の
処
理
.を
め
ぐ
る
ラ
オ
ズ
問
題
、

::

さ
ち
に
は
.現
下
の
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
が
い
：っ
そ
.う
：.の
危
機
感
を
招
来
し

'
: 

. 

. 

一
 

A 

H四
年
の
ィ
ン
h

ナ̂
.に
関
す
^
ジ
ュ
..ネ
：！
ブ

協

定

を

先
.に

侵

犯

し

た

の

は
,'
'
南

北

め

あ

る

い

は

東

西

め

そ

れ

ぞ

れ

い

ず

れ

め

側

で

あ

る 

'
か
に
^
い
て
は
議
論
が
岐
れ
て
‘
名
。
：ま
た
ア
メ
リ
ヵ
.の
.北
爆
を
.誘
致
ル
炎
原
因
が
、，"い
ず
れ
の
側
に
.尨
る
か
も
、
M
局

；は

水

掛

け

論

に

終

る

で

お

ろ(

う

0
.
 

,

'

:

-

;
:>
.
'
.
;
ー

 

厂

：
.
.
.

,

:
.

^
 

:

■
,■
.

:

パ
：

「

'

■

.

:

-

た
だ
現
在
ま
で
の
：経
過
と
：実
状
に
.つ
い
.

V

い
え
る
こ
と
ほ
、
.
.国
連
を
は
じ
：：め
.諸
外
国
.の
す
ベ
：て
の
和
平
工
作
が
、
遺
憾
な
が
ら
失
敗
の
記
録
を 

積
み
重
ね
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
下
で
無
辜
の
南
北
ベ
ト
ナ
ム
の
住
民
が
、
日
犯
生
命
を
奪
わ
れV

い
る
と
い
う
冷
酷
な
事
実
で
あ
る
。
こ 

と
に
東
側
に
つ
い
て
も
西
側
^;
つ
：S

て
も
、
べ
ト
ナ
ム
対
策
に
関
し
^.
、
必
ず
し
も
充
分
な
慠
調
政
策
が
採
ら
れ
て
い
な
い
だ
け
に
、
現
地
住
民 

:の
：困
惑
も
倍
加
す
る
も
の
;>
.見
：な

け

れ

ば

な

ら

な

，
い

'°
'

.

'

•

南
北
ベ
ト
ナ
ム
入
に
限
ら
'ず
、：
東
南
ア
ジ
ア
の
現
地
住
民
が
心
か
ら
希
望
す
る

と

こ
ろ
は
、
戦
火
な
き
土
地
で
.あ
り

.、平
和
な
生
活
の
確
保
：で 

あ
.る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
隣
接
の
国
々
が
戦
火9,
波
及
の
防
止
に
最
大
の
関
心
を
払
っ
て
い
る
の
も
、
当
然
と
い
え
よ
う
。

し
か
も
さ
き
に
触
れ
た
如
X
、
こ
.う
し
た
摩
擦
が
シ
ン
ガ
ボ

ー

.ル
めマ

：：

レ
'
I
:
シ
ア
脱
退
’
印

.. ：

パ
.国
境
紛
争
、':
さ
ら
に
，は
ィ
ゾ

ド
ネ
シ
ア
の
内 

乱
等
、
東
南
.ア
ジ
.ア
.諸
国
自
体
の
内
.的
要
因
に
よ
っ
て
、
相
次
い
で
起
っ
て
い
る
こ
と
.は
、/
:充
分
に
反
省
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
：。

つ
.ま
り
東 

南
ア
ジ
ア
地
域
を
め
.ぐ
る
国
際
政
治
環
境
の
，不
安
定
に
加
.えH

、
'

自
ら
内
的
擦
乱
を
醸
成
す
る
よ
う
で
は
、
到
底
安
定
と
か
発
展
の
コ
ー
ス
を
進 

む
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
'0
こ
め
点
：に
.つ
い
て
は
、
既
述
の
；偏
狭
な
各
国
I

ナ
：：

シ
ョ
ナ
.リ
ズ
上
‘：の
影
響
も
あ
る
で
，あ
ろ
う
が
、
何
よ
り
も
洛
国
指
導 

者
層
の
自
覚
の
不
徹
底
.が
指
摘
さ
る
、べ
き
で
あ
ろ
う
。
換
言
す
れ
ば
、.
こ
の
よ
う
な
混
乱
の
持
続
を
通
じ
て
、
ど
う
し
て
真
の
独
立
を
成
就
.で
き 

る
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
： 

’
. 

こ
う
し
た
経
緯
の
裡
に
、
わ
れ
わ
れ
第
三
者
的
な
立
場
.か
ら
見
て
痛
感
し
、..且
つ
東
南
ア
ジ
ア
の
新
興
諸
国
に
対
し
て
同
情
を
禁
じ
え
な
い
の

は
、
' 次
の
ニ
点
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
各
国
政
傭
お
よ
び
指
導
者
層
を
含
め
て
原
住
民|

般
に
見
ら
れ
る
い
わ
ば

「

あ
せ
り
の
感
情

」

で
あ 

り
、
そ
の
ニ
は
、
依
然
と
し
て
こ
の
地
域
め
政
治
•
経

済

を

リ

ー

ド

し

て

.い
る
も
の
は
、
先
進
大
国
：で
あ
る
と
.い
う
現
実
で
あ
る
。

㈠
の
点
に
つ
い
て
、.
大
部
分
の
東
南
ア
ジ
ア
の
国
々
は
、

す
で
に
十
数
年
.に
わ
た
る
独
立
後
の
経
験
を
保
持
し
て
い
る
。

さ
き
に
述
べ
た
如 

く
、
そ
の
う
ち
若
干
の
国
々
で
は
、
あ
る
程
度
の
経
済
発
展
実
績
を
示
し
て
き
て
は
い
る
が
、
多
く
の
場
合
そ
れ
は
決
し
て
期
待
通
り
に
満
足 

な
も
の
で
は
な
く
、
.S

政
治
的
混
乱
とg

経
済
的
停
滞
を
持
続
し
.て
い
る
場
合
が
少
く
な：

い
。
前
者
に
つ
い
て
、
独
立
運
動
当
時
は
、
統
一
の
と 

れ
て
い
た
国
民
戦
線
が
：、.
，独
立
達
成
後
の
指
導
者
層
の
意
識
と
政
策
の
如
何
に
よ
っ
て
、
国
内
の
政
治
的
•
社
会
的
分
裂
を
招

き

、却
っ
て
国
内 

の
不
安
定
を
醸
成
し
た
例
が
、
し
ば
し
ば
.見
出
さ
れ
る
。
:-
こ
と
..に
政
権
：の
座
に
づ
い
た
指
導
者
グ
ル
ー
プ
が
、.
汚
職
そ
の
他
の
腐
敗
政
治
に
堕
し 

て
、
国
民
の
ひ
ん
し
ゅ
く
を
買
う
例
も
少
く
な
い

。

一一ー

三
年
を
転
機
と
し
て
、
ク
.！
'一
ア
タ
ー
が
繰
返
さ
れ
る
ヶ
ー
ス
の
多
い
の
は
、
こ
の
事
実 

を
裏
書
き
し
て
い
る
も
の
と
#
え
よ
.う
。
.過
去
に
.お
い
.て
大
多
数
の
.国
民
ほ
、
こ
う
し
た
政
権
の
変
動
に
殆
ん
ど
無
関
心
で
あ
っ
た
。
し
か
し
独 

立
と
い
う
華
や
か
な
'事
実
を
.経
験
し
.た
後
で
' 
彼
等
の
生
活
が
少
し
も
改
善
さ
れ
な
い
：と
い
っ
た
現
実
に
遭
遇
し
た
場
合
'
そ
と
に
は
新
た
に
不 

平
の
念
が
強
化
さ
れ
.る
.こ
と
を
禁
じ
え
な
い
。
:;

こ
と
に
世
界
の
進
歩
、
諸
外
国
の
発
展
と
比
較
し
て
、
，自
分
た
ち
が
取
残
さ
れ
た
状
態
に
い
る
こ
と
を
知
る
に
#
い
、
そ
の
不
満
は
い
っ
そ
う 

激
成
さ
れ
る
。
冬
こ
に
.国
内
の
指
導
者
層
.や
外
部
か
ら
の
協
カ
者
に
対
す
る
，.不
，信
の
感
情
が
抱
か
れ
、
強
力
.で
有
能
な
.独
裁
者
の
出
現
や
徹
底
し 

た
社
会
変
革
，の
断
行
を
求
め
る
声
が
強
ま
る
こ
上
を
否
定
で
含
な
い
。
そ
：し
て
そ
こ
に
ま
た
民
族
解
放
闘
争
を
檩
榜
す
る

社
会
主
義
運
動
が
浸
透 

す
る
地
盤
が
，見
出
さ
れ
る
。
と
.の
よ
う
な
国
民
的
な
焦
燥
感
の
爆
発
を
予
防
す
る
手
段
は
、
何
よ
り
も
政
治
的
安
定
の
確
立
で
あ
り
、
経
済
発
展 

の
実
現
に
よ
る
国
民
生
活
..の
向
上
.
.で
な
け
.れ
ば
な
ら
な
.い
。
こ
め
.方
向
ベ
の
前
進
が
困
難
な
良
り
、
案
南
ア
ジ
ブ
の
危
機
は
激
化
さ
れ
る
ほ
か 

は
な
.い
。
 

 ̂

. 
' 

. 

.

. 

. 

-
.

㈡
の
点
に
つ
い
て
、CD.

の
よ
う
な
事
実
が
認
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
東
南
ア
ジ
ア
の
.そ
れ
ぞ
れ
一
国
の
み
：で
は
、
,こ
う

し

：た

現

実

を

，
救

済

す

る 

南
北
問
題
と
東
南
ア
ジ
ア
経
済 

七

(

三
'五
九)
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力
を
充
分
に
.保
有
し
て
.い
な
い
こ
と
，：を
、

残
念
な
が
ら
認
め
ざ
る
'を
え
；な
い
。

し
か
，も
現
在
ま
で
の
と
こ
ろ
、

な
お
相
互
間
.の
痛
力
を
通
じ 

て
，
こ
の
目
的
の
た
め
の
強
固
な
共
同
組
織
の
樹
立
を
見
る
に
い
た
っ
.て
い
な
い
。

ニ 

•三
年
前
に
提
唱
さ
れ
た
.ア
ジ
ア
経
済
協
力
機
構(

O
A 

£

0)

^
鐘

は

、
：時
醫
早
と
し
て
見
送
ら
れ
た
^
、
す
で
に
具
体
化
し
た
小
規
模
众
サ
ブ
：
•リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
な
結
合
^
、
必
ず
し
も
こ
の
点 

で
有
効
な
活
動
を
実
行
し
て
い
.る
と
は
い
え
な
い
。
'.
.
;
■.
.

す
な
わ
ち
こ
5

.し
光
運
動
を
促
進
す
る
必
要
性
に
P
ぃ
て
の
認
識
が
次
第
に
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
は
事
|
で̂
あ
：り
な
が
ら
、
現
実
の
問

題

と

な
 

る
と
相
互
間
の
利
害
関
係
が
な
か
な
か
1
,致
し

雜

い

と

.
い

う

こ
と
は
、
す
で
^
指
摘
し
た
如
く
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
そ
こ
に
旧
宗
主
国
を
は
じ 

め
、
東
西
の
先
進
諸
国
勢
力
の
介
入
がI

必
然
化
さ
れ
て
く
る
根
拠
が
あ
る
。
. 

.

事
実
、.1

九
五
〇
年
代
半
ば
以
来
、
東
西
両
陣
営
，間
.の
い
わ
ゆ
る「

援
助
競
争」

の
展
開
に
呼
応
し
て
、
こ
の
地
域
で
も
、
援
助
分
捕
り
競
争 

と
も
い
う
べ
き「

被
援
助
競
争」

の
現
象
が
見
ら
れ
た
こ

と

.も
あ
っ
た
。

'
一
面
か
ら
.い
.っ
て
、
な
る
ほ
ど
過
去
永
き
に
亘
っ
て
植
民
地
的
仅
奪
を 

う
け
た
こ
れ
ら
の
国
々
が
、
援
助
の
名
に
ょ

っ
て
そ
の
代
償
を
受
け
石

権
利
を
も
つ
と

の

解
釈
も
成
立
す
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
他
面
か
ら 

見
る
と
、
余
り
に
も
無
定
見
な
援
助
導
入
競
争
の
展
^
は
、
そ
の
独
立
心
や
民
族
意
識
を
疑
わ
し
む
る
に
.足
る
も
の
さ
え
あ
っ
た
。

』

か
く
し
て
事
実
問
題
と
し
て
、
多
く
の
.東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
政
治
:*
経
済
が
、
そ
の
名
が
協
力
で
あ
れ
援
助
で
あ
れ
、
大
き
く
先
進
大
国
に
依 

存
し
て
い
る
こ
と
を
否
認
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
の
当
否
を
論
ず
る
こ
七
は
暫
ら
く
措
き
、
こ
の
現
実
を
踏
ま
え
た
上 

で
、
こ
の
地
域
の
政
治
的
安
定
と
経
済
的
発
展
の
た
め
の
捷
径
を
求
め
る
こ
と
が
肝
要
.で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

.

四
、
政

治

的

安

定

か

経

済

的

蹇

か

,

'

■

■
:

.

.

右
の
課
題
が
、
ぃ
ぅ
べ
く
し
て
実
現
困
難
な
も
の
で
ぁ
る
こ
と
は
繰
返
す
ま
で
も
な
ぃ
。
し
か
ん
困
難
を
理
由
に
、
こ
う
し
た
方
向
\
の
努
力 

を
放
棄
し
て
徒
ら
に
遷
延
を
重
ね
る
の
み
で
は
、
事
態
は
い
っ
そ
う
悪
化
す
る
ば
.か
り
で
あ
ろ
う
':
0

'

こ
の
^
域
に
お
^
て
.は
政
治
的
安
定
と
経
済
的
安
定
の
い
ず
れ
を
優
先
目
標
と
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
両
者
は
も
ち
ろ
ん
相
関
連
す
る
も
の 

で
あ
る
が
、
現
在
0.
.時
点
か
ら
見
て
、
前
者
の
確
立
.に
当
然
重
点
が
置
か
れ
る
べ
き
も
.の
と
考
え
ら
れ
る
。

す
で
に
明
ら
か
な
如
く
、•
こ
の
地
域
の
政
治
的
安
定
は
内
外
の
要
因
に
よ
っ
て
攪
乱
さ
れ
て
い
る
。
こ
と
に
べ
ト
ナ
ム
の
場
合
の
如
き
、
外
来 

勢
力
の
介
入
に
よ
っ
て
、
戦
争
の
熾
烈
化
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
最
悪
の
情
勢
に
突
入
し
，て
い
る
。
そ
の
際
'
外
来
勢
力
の
排
除
を
求

め

る

こ 

と
は
、
一
つ
の
手
段
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
の
こ
と
だ
げ
に
よ
っ
て

0
内
め
安
定
が
保
証
さ
れ
え
な
い
と
こ
ろ
に
問
題
の
重
大
性
が
あ
る
。

.
ま
た
内
荀
的
な
不
安
定
要
因
の
除
去
に
.つ
い
.て
は
、
も
と
よ
り
政
権
担
当
者
の
自
覚
と
反
省
を
基
礎
と
し
て
、
明
朗
な
政
治
の
実
行
が
根
本
条 

件
で
t

が
、
何
よ
り
も
指
導
者
層
に
対
す
る
国
民
の
不
信
感
.の
排
除
が
肝
要
と
龙
ら
れ
る
。
指
導
者
が
信

頼

感

を

欠

く

場

合

に

は
容

易

に

混

乱

 

を
収
拾
し
え
な
い
こ
と
は
自
明
.で
あ
り
、
.逆
に
信
望
の
厚
い
指
導
者
が
出
現
す
れ
ば
、
国
内
の
多
少
の
魅
済
的

•
社
会
的
摩

擦

の

存

在

を

の

り

越
 

え
て
、
'政
治
的
安
定
を
樹
立
し
う
るAJ

と
も
.、
と
.く
.に
.
低

開

発

諸

国

の

場
合
、
.顕
著
.な
事
実
で
あ
る
。
：
：

，

そ
の
.意
味
で
は
、
指
導
者
に
人
を
得
る
こ
と
が
先
決
問
題
で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
個
人
的
能
力
に
は
限
界
の
あ
る
こ
と
を
知
ら
k
く
て
は
な
ら 

な
い
。
こ
う
し
た
優
れ
た
指
導
者
の
下
に
、■
可
及
的
速
や
か
S

全
な
政
治
•
行
政
組
織
を
設
立
す
る
こ
と
が
、
重
要
な
課
題
と
な
る
。
し
か
も 

内
外
の
霞
条
件
か
ら
見
■て
、
.多
く
の
東
南
：ア
ジ
ア
諸
国
に
と
づ
.て
、
：
一
国
の
み
で
そ
の
独
立
と
安
全
を
確
保
し
難
い
と
す
れ
ば
、
共
通
の
利
害 

関
係
を

.%
つ
国
々
の
間
で
、
.地
域
的
な
集
団
安
全
保
障
機
構
を
も
つ
と
.と
も
望
ま
し
い
で
'あ
ろ
う
し
、
.、、ハ
ィ

ラ
テ
ラ
ル
な
ベ
ー
シ
ス
で
国
境
不
可 

侵
条
約
を
締
結
す
る
こ
と
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
と
の
よ
う
な
地
域
内
部
で
の
自
主
的
な
安
全
保
持
体
制
を
、
国

連

.
の

よ

う

な

国

際

機

関

に
 

よ

っ

て

間

接

的

に

保

障

さ

れ

:.
^

態

勢

が

好

ま

し

い

と

思
わ
れ
る

.0
,

.

.

こ
の
よ
う
.な
政
治
的
側
面
に
お
け
る
相
互
協
力
体
制
の
，樹
立
の
み
で
充
分
で
な
い
と
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
部
面
で
の
共
同
の
組
織
な 

り
体
制
な
り
が
可
能
と
な
れ
ば
、
こ
れ
を
当
該
地
域
で
の
経
済
的
結
合
の
具
体
化
に
よ
っ
て
、
裏
打
ち
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
つ

ま
り 

東
南
ア
ジ
ア
を
含
め
て
低
開
発
地
域
に
お
い
て
はr 

E

E

Cの
如
き
先
進
工
業
諸
国
間
に
お
け
る
経
済
統
合
の
先
行
と
は
逆
に
、
先
ず
政
治
的
協 

南
北
問
題
と
東
南
ア
ジ
ア
経
済 

し

I

、
ニ



.
:
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、

 ̂

1
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(

三
六
二)

力•
結
合
関
係
の
導
入
を
企
図
し
■、

そ

れ

が

可

能

な

範

囲

：
に

お

：い

.て
、
：：_経
済
的
協
カ
.
結
合
：の
具
現
を
期
す
る
方
が
、' .

穏
当
と
目
さ
れ
る
。
も
と 

:

ょ

り

.：こ

れ

は

ー

.般
的
な
原
則
論
：で
あ
り
、ド
地
域
的
：な
経
済
播
カ
：組
織
：.

(

例
ぇ
：ば
，

：ジ

ア

開

発

銀

行

の

設

立

)

：
の

先

行

を

排
.除
す
る
も
の
で
は
な
い
。

東
南
ア
ジ
ア
地
域
に
お
け
る
政
治
的
ま
た
：は
経
済
的
結
合
；の
推
進
と
い
う
こ
と
に
関
連
し
て
、
.と
く
.に
注
意
.を
要
す
る
.の
は
、
中
共
の
根
強
い 

影
響
力
の
波
及
で
あ
る
。
北
べ
：ト
.ナ
A
.に
対
す
る
中
共
の
有
形
•
無
形
の
援
助
に
関
し
て
は
、
こ
こ
で
は
論
議
の
外
に
お

く

と

し
て
、
そ
の
他
の 

諸
国
に
対
す
る
諸
種
の
工
作
の
展
開
を
.無
視
す
る
こ
と
ば
で
き
な
い
。
，
：
：

'

中
共
の
東
南
ア
ジ
'デ
に
対
す
る
政
治
工
作
の
第
：ゴ
路
線
が
中v

印
国
境
に
向
い
、
第
一
ー
路
線
が
中
ヽ
«
B

境
を
指
し
、
そ
し
て
第
三
路
線
が
.ィ

ン
ド
シ
ナ
半
島
の
南
下
に
あ
る
こ
と
は
，、.
殆
ん
ど
周
知
の
事
実
と
-^
え
よ
ぅ
。
'
.そ
し

て

，
格

別

に

強

力

な

T '
作
を
必
要
と
し
な
い
第
一
一
路
線
を
除

• 

. 

,

い
て
、
時
に
第
一
路
線
を
衝
含
、
■と
く
に
第
三
路
線
に
重
点
を
振
り
向
け
て
い
る)J

と
は
明
白
で
あ
.る
0

,

し
-か
も
ィ
シ
ド
シ
ナ
半
鳥
か
ら
'マ
、
レ

丨

半

島

に

か

け

て

.、
近
.い
将
来
に
そ
の
経
済
発
展
が
軌
道
に
.の
る
可
能
性
を
も
つ
国
々
に
お
い
て
、
華
商 

の
活
動
力
が
傻
勢
で
あ
る
こ
と
も
、こ
.の
際

留

意

に

値

し

ょ

：
ぅ

。

.華
商
の
新
国
籍
取
得
国
に
対
す
る
協
力
活
動
を
信
用
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
 

.仮
に
中
共
の
勢
カ
が
さ
ら
^
漫
透
度
を
加
え
て
き
た
際
に
お
け
'る
そ
の
.向
背
，に
つ
い
て
、
確
固
た
：る
予
測
を
も
ち
.ぅ
る
者
.は
少
い
で
あ
ろ
ぅ
。
：

■
こ
ぅ
し
た
問
題
を
含
.め
て
、

東
南
ア
ジ
ア
地
域
の
今
後
.の
発
膨
の
.動
向
.に
関
し
、
.：
な
お
当
分
の
間
、
'
純
粋
な
経
済
学
的
考
察
の
適
用
は
難
し

く
、：
概
し
て
国
際
政
治
経
済
論(International iPolitical Eco

g-m
y
)

の
立
場
か
ら
の
分
析
.が
童
要
と
考
え
ら
れ
る
。

. 

■- 

.

五
、
東
南
ア
ジ
ア
経
済
の
進
路
.

■

 

•

 

.

 

.

 

.

.

 

.

'

.

 

■

;

.

.

 

... 

.■■.
■

■

.

.

r
記
の
観
点
力
ら
；

「

と
く
に
^
北
問
題
と
の
||
速
に
^

1

“
て
東
南
ヶ
ジ
ア
経
済
c>
進
路
を
探
究
す
る
の
^
際
し
、
.こ
こ
•で
多
く
の
東
南
ア
ジ
ア 

諸
国
が
、
概
し
て
い
ま
な
お
弱
小
国
の
.範
疇
に
属
す
る
こ
と
が
、
銘
記
さ
れ
て
よ
か
ろ
う
。
.す
な
わ
ち
こ
の
地
域
に
は
、
面
積
狭
小
、
人
口
過
少 

に
加
え
て
政
治
的
•
絰
済
的
に
务
勢
な
多
く
の
小
国
が
含
ま
れ
て
い
る
.。

.

も
と
よ
り
亜
大
陸
と
よ
ば
れ
る
ほ
ど
の
広
大
な
面
積
と
'四
億
兰
千
万
を
.越
え
る
尨
大
な
人
口
を
擁
す
る
イ
ン
ド
.の
如
き
、

一

見

大

国

と

'
目

さ

れ 

.る
国
も
存
在
す
る
。
し
か
し
イ
ン
ド
の
経
済
•
技
術
の
'発
展
水
準
か
ら
見
て
、
そ
れ
が
真
の
大
国
と
し
て
の
条
件
を
具
備
し
て
い
る
と
い
え
る
か 

•ど
う
か
：は
、
す
こ
ぶ
る
疑
問
で
あ
る
。く

こ
こ
で
小
国
の
範
囲
を
一
応
明
か
に
し
て
お
く
た
め
に
、
こ
れ
と
対
照
的
な
い
わ
ゆ
る
大
国
と
し
て
評
価
さ
れ
る
た
め
の
具
体
的
条
件
を
挙
げ 

.て
見
よ
う
。
.
.
.
.

㈠

相
当
広
大
な
面
積
を
保
持
す
.る
こ
と
。.

.

’

.»
少
く
と
も
約
五
、'
.
0
0
0
万
.の
人
ロ
を
保
有
す
る
と
：と
0

㈢
.
相
当
高
度
の
広
義
ザ
経
済
，•
技
術
力
を
真
備
1>
て

い

る

こ

と.0
:
，

そ
し
.て
前
記
.三
条
件
：の
う
ち
、一

ー
条
件
を
充
た
す
も
.の
で
な
く
て
は
、
',
,
.大
国
と
は
呼
び
難
い
と
思
わ
れ
る
9
そ

，
の

限

り.、_
イ
ン
ド
の
如
き
は
、
 

一
応
大
国
と
看
做
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
㈢
を
著
し
く
欠
く
た
め
に
、
将
来
•そ
の
経
済
開
発
が
推
進
さ
れ
、
そ
の
経
済
発
展
が
軌
道
に
乗
っ
た 

時
に
、
大
国
と
：な
り
う
る
可
能
性
を
蔵
す
る
も
の
と
■評
価

す

る

の

：
が

妥

当

：で

あ

.ろ
う

.。

-

そ
の
外
は
、.
殆
ん
ど
こ
の
条
件
を
充
た
す

に

.

い
た
ら
な
い
で
.
、
' 小
国

と

，
し

て

の

地

.位

に
.低

速

し

；て

い

る

の

.が
実
情
と
い
え
る
。
逆
に
日
本
の
よ 

う
な
場
合
に
は
、
前
記
の
«
と
0
を
備
え
る
，こ
と
に
よ
っ
て
、：
瑰
在
で
：'は
'ー.応
大
国
と
し
て
の
存
在
を
主
張
し
え
る
が
、：
，
こ
：れ
と
て
も
将
来
、
 

㈠
、
H
、
©
の
す
べ
て
を
完
備
し
た
国
々
の
み

.が

大

国

と

：し

そ

地

位

.に
立
ち
う
る
よ
う
.に
な
：る
瘍
含
に
.は
、
日
本
の
現
在
の
立
場
は
、
必
ず
し
も 

保
証
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
？

、

': 

. 

, 

•

-,
,
.
:

■敢
て
.低
開
発
諸
国
に
限
ら
ず
、
現
在
の
先
進
国
を
も
含
め
て
、：
将
来
に
お
；い
て
前
述
の
よ
う
.な
.事
態
の
到
来
が
予
想
：さ
れ
る
と
'す
る
と
、
東
南 

ア
ジ
ア
地
域
に
お
い
て
は
、
頗
る
安
定
勢
力
を
欠
く
こ
と
に
な
り
が
ち
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
う
し
た
多
数
の
小
国
を
.含
む
東
南
ア
ジ
ア
経
済
の
将 

.
^
^
の

発

展

の

た

め

に

は

/-
*
'
好

むと
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、
相
互
間
の
]^
治
的

*,
経
済
的
連
携
関
係
の
：樹
立
が
、
不
可
欠
の
要
望
と
な
っ
て
こ
よ
- 

南
北
問
題
と
東
南
ア
ジ
ア
経
済 

一
一(

三
5
1
1

)



す
で
に
指
摘
し
た
如
く
、

そ
の
具
体
化
は
極
め
て
困
難
な
課
題
と
目
さ
れ
る
。

し
か
し
恐
ら
く
は
、

か
な
り
緻
密
な
連
携
の
組
織
を
欠
い
て 

は
、

一
小
国
が
そ
の
存
立
と
発
展
を
維
持
す
る
こ
と
は
難
し
く
な
る
も
の
と
想
定
さ
れ
る
。
そ
こ
.に
予
て
か
ら
筆
者
が
提
唱
す
る
地
域
的
な「

経 

済
開
発
共
同
体」
の
根
拠
-^
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
.い
ず
れ
に
し
て
も
、
各
国
が
そ
の
ナ
シ
ョ
ナ

.ル
•
ィ
ン
テ
レ
ス
ト
の
主
張
を
超
克
し 

て
、
先
ず
リ
ー
ジ
ョ
ナ
ル
•
ィ
ン
テ
レ
ス
ト
の
確
立
の
：必
要
性
に
つ
い
て
\
根
本
的
に
覚
醒
す
る
こ
と
が
望
ま
れ
る
o 

.

そ
れ
に
は
何
よ
り
も
相
互
間
に
お
け
.る
信
頼
感
を
培
養
し
、
連
帯
意
識
を
育
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
"
た
し
か
に
E

C

A

F

E
の
こ
れ
ま
で 

の
活
動
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
相
当
の
効
果
を
挙
げ
え
た
も
の
と
評
.«
で
き
る
。
し
か
し
そ
の
.活
動
に
だ
け
依
存
し
て
い
る
こ
と
.は
不
充
分
で
あ 

り
，
ア
ジ
ア
開
発
銀
行
を
は
じ
め
、
諸
種
の
地
域
的
な
機
関
や
会
議
を
活
用
し
て
、
い
っ
そ
う
こ
の
方
询
へ
の
努
力
を
強
化
す
る
こ
と
が
肝
要
で 

ぁ
る
。

'

そ
の
際
、
.現

在

こ

：の

地

域

：に

お

い

て

唯

一

，

.の
先
進
工
業
国
と
し
て
'の
立
場
を
保
つ
日
本
：の
役
割
は
、
き
わ
め
て
微
妙
な
も
の
が
あ
る
。
.
'

一
.昨
年
春
の
日
本
の
O
IE
C
D
.正
式
加
盟
や
.I

M

F八
条
国
移
行
に
よ
っ
，て
、
宿
願
の
先
進
国
.の
.仲
間
入
り
.を
果
し
た
と
自
負
す
る
日
本
に
対 

し
て
、
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
が
抱
く
感
情
は
、
な
か
な
か
複
雑
で
あ
り
、
■ 

U

部
に
は
不
信
感
を
強
め
た
国
も
あ
る
と
伝
え
ら
れ
る
。

'

そ
こ
で
わ
が
国
と
ん
て
も
、
東
南
.ア
ジ
ア
諸
国
に
対
す
る
態
度
を
.い
っ
そ
う
明
確
に
す
べ
き
段
階
を
迎
え
て
い
る
と
見
ら
れ
る
。
従
来
の
よ
う 

に
、
単
.に
口
先
き
だ
け
で
な
く
、

に
ア
ジ
ア
の
一
国
と
し
て
、
と
り
わ
け
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
友
邦
と
し
て
、
日
本
の
立
場
を
強
調
す
る
た
め 

に
は
、
実
践
的
活
動
：に
よ
っ
て
そ
れ
を
実
証
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

.

こ
め
自
的
の
た
.め
.に
、
，相
手
国
か
ら
歓
迎
さ
れ
る
技
術
協
力
や
企
業
コ
ン
サ
ル
.タ
ン
ト
的
役
割
を
、
ま
す
ま
す
拡
充
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
い 

う
ま
で
も
な
い
。
.そ
れ
に
加
え
て
今
後
日
本
の
負
担
に
お
い
て
、
い
っ
そ
う
の
拡
張
を
望
ま
れ
る
.も
の
に
、東
南
ア
ジ
ア
青
少
年
を
対
象
と
し
て
、
 

わ
が
国
に
.お
け
る
長
期
的
な
か
■つ
大
規
模
な
職
業
実
習
計
画
の
実
行
が
拳
げ
ら
れ
る
。

コ
ロ
ン
ボ
..
。フ
ラ
.ン

そ

の

他

に

よ

る

従

来

の

技

，

研

修

生

の
受
入
れ
が
、
相
当
の
成
果
を
生
ん
で
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
整
備
さ
れ
た
受
容
れ
体
制
を
設
け
て
：、
職
業
学
校
的
.な
施
設
を
通 

じ
て
の
初
等
技
術
教
育
'の
•，供

与

が

望

ま

し

い

。

こ
.う
し
た
.教
育
活
動
を
通
じ
て
、
現
地
の
青
少
年
の
間
に
、
わ
が
国
に
対
す
る
信
頼
感
を
付
与
し
、
ま
た
相
互
の
間
で
の
連
帯
感
を
養
う
こ
と 

が
で
，き
る
と
す
れ
ば
、aj

の
方
法
は
長
期
を
荽
ず
る
割
に
、
比
較
的
短
期
間
に
効
果
を
挙
げ
う
る
に
相
違
な
い
。
こ
の
よ
う
な
政
策
論
的
な
ア
ブ 

ロ
ー
チ
こ
そ
、
東
南
ア
ジ
ア
経
済
の
進
路
を
拓
く
ー 

つ
の
捷
径
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

南
北
問
題
と
東
南
ア
ジ
ア
経
済

1
—

-一
一(

三
六
五)

.


