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集
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的
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1

1

禁
じ
手
を
用
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す
ぎ
で
は
な
い
か

南
野

オ
ス
プ

ν
イ
は
尖
閣
に
は
飛
べ
な

い
i
l
追
加
配
備
の
虚
妄
と
日
米
関
係

佐
藤

学

「
法
の
支
配
」
か
ら
「
人
の
支
配
」
へ
1

1
首
相
が
意
欲
を
見
せ
る
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
め
ぐ
る
憲
法
解
釈
の
見
直
し
は
、

法
治
国
家
の
ル

l
ル
を
根
底
か
ら
無
力
化
す
る
も
の
で
は
な
い
か
。
法
理
論
か
ら
、
「
異
例
の
人
事
」
の
イ
ン
パ
ク
ト
を
考
え
る。

集
団
的
自
衛
権
と
内
閣
法
制
局
l

禁
じ
手
を
用
い
す
ぎ
で
は
な
い
か

第
二
次
安
倍
内
閣
は
、
去
る
八
月
八
日
、
内

閣
法
制
局
の
山
本
庸
幸
長
官
を
退
任
さ
せ
、
後

任
に
元
外
務
省
国
際
法
局
長
で
駐
仏
大
使
の
小

松

一
郎
氏
を
任
命
し
た
。
こ
の
人
事
は
、
内
閣

法
制
局
の
次
長
や
部
長
ど
こ
ろ
か
参
事
官
す
ら

経
験
し
た
こ
と
の
な
い
完
全
に
「
外
部
」
の
人

聞
が
、
し
か
も
二

0
0
0年
ま
で
他
省
庁
と
は

異
な
る
独
自
の
採
用
試
験
を
実
施
し
て
い
た
外

南
野

元三
本f'

務
省
の
人
聞
が
、
い
き
な
り
長
官
ポ
ス
ト
に
抜

擢
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
戦
後
の
内
閣
法
制
局

の
歴
史
に
お
い
て
異
例
中
の
異
例
、
初
め
て
づ

く
し
の
驚
惇
人
事
で
あ

っ
た
。
か
か
る
人
事
が
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行
わ
れ
た
背
景
に
は
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使

を
違
憲
と
す
る
こ
れ
ま
で
の
政
府
解
釈
を
、
何

と
し
て
も
自
ら
の
政
権
で
破
致
し
正
反
対
の
解

釈
を
打
ち
立
て
よ
う
と
い
う
、
安
倍
首
相
そ
の

人
の
強
い
政
治
的
意
志
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

日
本
が
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
す
べ
き
か
否

か
は
、
日
本
の
国
柄
と
将
来
を
劇
的
に
変
え
る

論
点
で
あ
り
、
賛
否
様
々
な
見
解
が
あ
る
だ
ろ

う
。
本
稿
で
は
、
政
策
論
で
は
な
く
、
法
理
論

の
観
点
か
ら
、
安
倍
首
相
が
い
ま
取
ろ
う
と
し

て
い
る
手
法
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

－

内

閣

法

制

局

と

は

？

内
閣
法
制
局
は
、

一
八
八
五
年
、
内
閣
制
度

の
発
足
と
と
も
に
作
ら
れ
た
大
変
由
緒
あ
る
組

織
で
あ
る
。
い
わ
ば
政
府
・
内
閣
の
法
律
顧
問

団
で
あ
り
、
そ
の
主
な
業
務
は
、
閣
議
に
付
さ

れ
る
法
令
案
を
審
査
す
る
「
審
査
事
務
」
と
、

法
律
問
題
に
つ
き
首
相
や
各
省
大
臣
等
に
意
見

を
述
べ
る
「
意
見
事
務
」
の
二
種
で
あ
る
。

法
令
案
の
審
査
で
は
、
細
か
く
念
入
り
な
逐

条
審
査
を
通
し
て
、
当
該
法
令
案
は
、

憲
法
を

頂
点
と
す
る
国
法
体
系
と
の
整
合
性
や
、
政
府

見
解
や
判
例
と
の
適
合
性
が
確
保
さ
れ
た
も
の

と
な
る
。
憲
法
適
合
性
に
つ
い
て
言
え
ば
、
日

本
は
諸
外
国
に
比
べ
て
違
憲
判
決
が
少
な
く
、

違
憲
審
査
制
が
十
分
に
機
能
し
て
い
な
い
と
批

判
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
こ
の

よ
う
に
事
前
に
法
の
専
門
家
が
厳
し
く
審
査
す

る
た
め
、
裁
判
官
が
違
憲
と
考
え
る
よ
う
な
法

令
が
も
と
も
と
少
な
い
、
と
い
う
事
情
が
あ
る

（実
際
、
過
去
に
最
高
裁
が
違
憲
と
判
断
し
た
法
律
の

多
く
が
、
戦
前
か
ら
存
在
し
て
い
た
も
の
か
、
議
員
立

法
に
よ
る
も
の
で
あ
る
）
。
日
本
の
立
法
の
レ
ベ
ル

は
非
常
に
高
く
、
整
合
性
や
一

貫
性
が
充
分
に

確
保
さ
れ
て
い
る
点
が
誇
る
べ
き
と
こ
ろ
の
一

つ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
よ
う
な
立
案
段

階
で
の
精
轍
な
準
備
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
な
の

で
あ
る
。

審
査
事
務
が
法
の
制
定
前
の
業
務
だ
と
す
る

と
、
意
見
事
務
は
主
に
制
定
後
の
そ
れ
で
あ
る
。

省
庁
か
ら
の
法
令
解
釈
に
関
す
る
照
会
へ
の
回

答
の
ほ
か
、
国
会
議
員
の
質
問
主
意
書
に
対
す

る
答
弁
書
案
の
作
成
・
審
査
、
法
令
解
釈
に
関

す
る
国
会
で
の
答
弁
や
政
府
見
解
の
調
整
・
作

成
も
担
当
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
集
団
的
自
衛
権

に
関
す
る
政
府
見
解
も
、
こ
こ
に
淵
源
が
あ
る
。

－

内

閣

法

制

局

は

不

要

か

？

世
間
に
は
、
集
団
的
自
衛
権
行
使
に
踏
み
切

る
べ
き
な
の
に
内
閣
法
制
局
だ
け
が
頑
迷
に
抵

抗
し
て
い
る
と
か
、
た
ん
な
る

一
官
庁
が
政
府

の
政
策
実
現
を
妨
害
す
る
の
は
不
当
だ
と
の
主

張
が
あ
る
。
自
由
党
時
代
の
小
沢

一
郎
氏
ら
が

「
内
閣
法
制
局
廃
止
法
案
」
を
国
会
に
提
出
し

た
こ
と
も
あ
る
し
、
民
主
党
政
権
で
は
「
政
治

主
導
」
の
か
け
声
の
も
と
内
閣
法
制
局
長
官
に

よ
る
国
会
答
弁
を
禁
止
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。

し
か
し
、
内
閣
法
制
局
の
果
た
す
機
能
は
、

ま
っ
と
う
な
法
治
国
家
に
は
必
要
不
可
欠
で
あ

る
。
「
人
の
支
配
」
で
は
な
く
「
法
の
支
配
」

を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
「
法
」
が
安
定
し
て

い
る
こ
と
は
最
低
限
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
朝

に
許
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
暮
れ
に
は
禁
止
さ
れ

る
よ
う
で
は
、
い
く
ら
法
を
用
い
た
支
配
と
は

い
え
、
そ
れ
は
「
人
の
支
配
」
で
あ
る
。
そ
し

て
法
と
は
、
議
会
等
で
制
定
さ
れ
た
法
文
が
、

そ
れ
を
適
用
す
る
機
関
（
行
政
や
司
法
）
に
よ
っ

て
解
釈
さ
れ
る
こ
と
で
効
果
を
生
む
も
の
で
あ

る
か
ら
、
仮
に
法
文
が
安
定
し
て
い
て
も
そ
の

解
釈
が
不
安
定
で
あ
れ
ば
、
結
局
は
法
が
不
安
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定
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
法
の
支
配
は
成
立
し

え
な
い
。

一
見
単
純
な
法
文
で
あ
っ
て
も
、
そ

の
解
釈
が
専
門
家
の
あ
い
だ
で
分
か
れ
る
こ
と

は
し
ば
し
ば
あ
る
。
学
者
の
あ
い
だ
で
解
釈
が

分
か
れ
て
い
る
だ
け
な
ら
勝
手
に
論
争
し
て
お

け
ば
良
い
と
突
き
放
す
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、

法
適
用
に
あ
た
る
国
家
機
関
に
よ
っ
て
解
釈
が

ば
ら
ば
ら
で
あ
れ
ば
、
国
家
は
国
家
と
し
て
た

ち
ゆ
か
な
く
な
る
し
、
国
民
も
安
心
し
て
暮
ら

せ
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
法
治
国
と
し
で
は
二
流

三
流
に
成
り
下
が
る
ご
と
に
な
る
。

－

裁

判

所

に

任

せ

る

べ

き

で

は

な

い

か

？

そ
れ
は
裁
判
所
の
役
割
だ
と
の
意
見
も
あ
り

え
よ
う
。
た
し
か
に
、
法
の
適
用
を
め
ぐ
る
争

い
に
決
着
を
つ
け
る
の
は
裁
判
所
で
あ
る
し
、

最
終
的
に
は
最
高
裁
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日

本
の
裁
判
所
は
法
令
案
の
事
前
審
査
を
行
え
な

い
し
、
事
後
的
に
も
法
的
問
題
の
全
て
に
判
断

を
下
す
わ
け
で
は
な
く
、
下
す
と
し
て
も
い
つ

下
す
か
は
分
か
ら
な
い
。
ま
た
、
裁
判
所
、
と

く
に
最
高
裁
の
判
決
が
法
令
や
政
府
の
行
為
を

違
憲
と
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
影
響
は
深

刻
で
あ
る
。
最
高
裁
が
自
衛
隊
の
海
外
派
遣
を

違
憲
と
判
断
す
れ
ば
、
そ
の
善
後
策
に
は
、
内

政
・
外
交
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
膨
大
な
エ
ネ

ル
ギ
ー
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
政
府
と
し
て

は
常
に
、
事
前
に
、
そ
し
て
法
の
専
門
家
の
視

点
か
ら
違
憲
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
限
り
な

く
ゼ
ロ
に
近
づ
く
よ
う
に
、
法
の
適
用
・
解
釈

を
統
一
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
内
閣
法
制
局
が
法
治
国
家
の
安
定

の
た
め
に
果
た
し
て
い
る
役
割
は
、
大
方
の
想

像
以
上
に
重
要
で
あ
る
。
仮
に
同
局
を
廃
止
す

る
と
し
て
も
、
代
わ
り
に
そ
の
役
割
を
担
う
組

織
が
必
要
と
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
か
か
る
制

度
改
革
の
準
備
も
せ
ず
に
、
そ
の
廃
止
だ
け
を

先
行
さ
せ
る
の
は
非
現
実
的
で
あ
り
無
責
任
で

あ
る
。
い
く
ら
政
治
主
導
の
理
念
は
正
し
く
と

も
、
そ
れ
で
は
た
ん
な
る
壊
し
屋
の
所
業
と
非

難
さ
れ
て
も
仕
方
が
な
い
。
法
と
は
高
度
に
専

門
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
法
を
作
る
段
階
に
お

い
て
も
、
法
を
適
用
す
る
段
階
に
お
い
て
も
、

法
の
専
門
家
に
よ
る
一
貫
性
、
整
合
性
、
論
理

性
の
確
保
の
た
め
の
関
与
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
い
く
ら
法
的
安
定
性
が
重
要
と

は
い
え
、
時
代
や
社
会
の
変
化
に
応
じ
て
真
に

必
要
な
法
解
釈
の
変
更
は
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ

る
し
、
そ
も
そ
も
法
の
支
配
と
い
っ
て
も
そ
れ

は
あ
く
ま
で
も
社
会
全
体
の
幸
福
実
現
の
た
め

の
手
段
な
の
で
あ
る
か
ら
、
法
を
墨
守
す
る
こ

と
で
国
益
｜

l
言
葉
の
厳
格
な
意
味
で
の
そ
れ

ー
ー
を
損
な
う
こ
と
に
な
っ
て
は
本
末
転
倒
で

あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
最
高
裁
が
判
例
変
更
を

行
う
こ
と
も
時
に
は
あ
る
し
、
内
閣
法
制
局
自

身
、
た
と
え
ば
文
民
条
項
（
憲
法
六
六
条
）
に
つ

い
て
の
解
釈
を
亦
冬
更
し
た
こ
と
も
あ
る
。

し
か
し
、
集
団
的
自
衛
権
に
つ
い
て
の
解
釈

は
「
別
格
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
ま
り
に
も

長
い
あ
い
だ
、
一
貫
し
て
、
し
か
も
国
会
で
、

繰
り
返
さ
れ
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。

－

政

府

の

集

団

的

自

衛

権

解

釈

史

集
団
的
自
衛
権
に
関
す
る
政
府
見
解
が
確
立

し
た
の
は
八

0
年
代
初
顕
で
あ
り
さ
ほ
ど
古
く

は
な
い
と
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
た
し
か
に
、

質
問
主
意
書
へ
の
答
弁
書
と
し
て
明
確
な
定
義

を
含
む
見
解
が
出
さ
れ
た
の
は
八
一
年
五
月
で

あ
る
が
、
そ
れ
以
前
に
も
、
国
会
答
弁
等
で
、

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
違
憲
と
す
る
政
府
解

釈
が
繰
り
返
し
表
明
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
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て
は
な
る
ま
い
。
た
と
え
ば
七
二
年

一
O
月
に

は
、
参
議
院
決
算
委
員
会
に
対
し
て
そ
れ
ま
で

の
政
府
答
塞
守
を
整
理
し
た
文
書
が
提
出
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
の
段
階
で
既
に
、
政
府
は
「
従

来
か
ら

一
貫
し
て
」
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を

違
憲
と
し
て
き
た
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

も
う

一
点
確
認
し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
内

閣
法
制
局
が
ひ
と
り
独
自
の
立
場
を
固
守
し
て

き
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
政

、、
府
の
立
場
と
い
ぜつ
も
の
が
ま
ず
形
成
さ
れ
、
そ

れ
を
法
的
に
国
会
で
説
明
す
る
役
割
を
主
と
し

て
担
っ
て
き
た
の
が
内
閣
法
制
局
で
あ
る
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
歴
代

長
官
の
ほ
か
に
も
首
相
や
関
係
閣
僚
、
そ
し
て

小
松

一
郎
新
長
官
の
古
巣
で
あ
る
外
務
省
国
際

法
局
（
二
O
O四
年
以
前
は
条
約
局
）
の
歴
代
局
長

に
よ

っ
て
も
説
明
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

古
い
と
こ
ろ
で
は
、
一
九
五
四
年
六
月
三
日

の
衆
議
院
外
務
委
員
会
に
お
け
る
下
回
武
三
条

約
局
長
の
答
弁
が
あ
る
。
下
回
は
、
集
団
的
自

衛
権
「
つ
ま
り
自
分
の
国
が
攻
撃
さ
れ
も
し
な

い
の
に
、
他
の
締
約
国
が
攻
撃
さ
れ
た
場
合
に

（
・
：
）
自
衛
の
名
に
お
い
て
行
動
す
る
と
い
う

こ
と
は
」
認
め
ら
れ
ず
、
「
現
憲
法
の
も
と
に

お
い
て
は
、
集
団
的
自
衛
（
：
・
）
は
な
し
得
な

い
」
と
き
守
つ
。
下
回
に
続
い
て
条
約
局
長
と
な

っ
た
高
橋
通
敏
も
、
五
九
年
九
月

一
日
の
同
委

員
会
で
「
相
手
国
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
場
合

に
こ
れ
に
援
助
に
お
も
む
く
（
：
・）
そ
の
よ
う

な
意
味
に
お
け
る
（
：
・
）
集
団
自
衛
権
は
、
わ

れ
わ
れ
（
に
）
は
な
い
」
と
答
え
て
い
る
。

激
動
の
安
保
国
会
に
お
い
て
も
政
府
見
解
は

揺
る
が
な
い
。
歴
代
の
内
閣
法
制
局
長
官
で
最

長
任
期
を
誇
る
林
修
三
と
い
わ
ば
二
人
三
脚
で

厳
し
い
国
会
に
対
応
し
た
岸
信
介
首
相
は
、
た

と
え
ば
六

O
年
二
月
一

O
日
の
参
議
院
本
会
議

で
、
つ
自
国
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
他
の
国
が

侵
略
さ
れ
た
場
合
に
（
・
：
）
他
国
に
ま
で
出
か

け
て
い
っ
て
こ
れ
を
防
衛
す
る
と
い
う
こ
と
が
、

集
団
的
自
衛
権
の
中
心
的
の
問
題
に
な
る

（
・
：
）
日
本
憲
法
に
お
い
て
そ
う
い
う
こ
と
が
で

き
な
い
こ
と
は
こ
れ
は
当
然
」
と
述
べ
て
い
る
。

紙
幅
の
関
係
上
こ
れ
以
降
の
答
弁
の
紹
介
は

断
念
す
る
が
、
一
点
だ
け
、
九

0
年
代
に
入
り
、

湾
岸
戦
争
を
機
に
「
国
際
貢
献
」
が
叫
ば
れ
た

後
で
も
、
政
府
見
解
は
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と

を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
安
倍
首
相
の
設
置
し

た
「
安
保
法
制
懇
」
の
座
長
を
務
め
る
柳
井
俊

二
氏
が
条
約
局
長
と
し
て
九

O
年
九
月
七
日
の

衆
議
院
外
務
委
員
会
で
行
っ
た
答
弁
は
、
「
従

来
よ
り
（
：
・
）
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
憲
法

上
認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
政
府
の
一

貫
し
た
立

場
が
ご
ざ
い
ま
す
」
と
一吉
う
し
、
ま
た
九
二
年

五
月
二
二
日
の
参
議
院
国
際
平
和
協
力
等
特
別

委
員
会
で
も
、
や
は
り
柳
井
局
長
が
、
「
政
府

と
い
た
し
ま
し
て
は
、
憲
法
九
条
の
も
と
に
お

い
て
許
容
さ
れ
て
い
る
自
衛
権
の
行
使
は
、
我

が
国
を
防
衛
す
る
た
め
必
要
最
小
限
度
の
範
囲

に
と
ど
ま
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
（
：
・）
従
来

か
ら
解
し
て
お
」
り
、
「
集
団
的
自
衛
権
を
行

使
す
る
こ
と
は
そ
の
範
囲
を
超
え
る
も
の
で
あ

っ
て
、
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
と
い
う
考
え
を
と

っ
て
き
て
い
る
」
と
答
弁
し
て
い
る
。
そ
し
て

こ
の
点
で
の
政
府
見
解
は
、
「
安
保
再
定
義
」

や
「
テ
ロ
と
の
戦
い
」
、
そ
し
て
イ
ラ
ク
戦
争

を
経
た
現
在
で
も
な
お
変
わ
っ
て
は
い
な
い

0

．

解

釈

改

憲

は

可

能

か

？

こ
の
よ
う
に
、
集
団
的
自
衛
権
の
中
核
部
分

が
憲
法
に
よ
り
否
定
さ
れ
て
い
る
と
の
解
釈
は
、
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八
0
年
代
ど
こ
ろ
か
、
五

0
年
代
か
ら
、
少
な

く
と
も
半
世
紀
以
上
、
政
府
が

一
貫
し
て
繰
り

返
し
て
き
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
議
事
録
を
読

め
ば
、
首
相
、
閣
僚
、
内
閣
法
制
局
長
官
、
条

約
局
長
ら
が
、
政
府
と
し
て

一
丸
と
な
り
、
時

と
し
て
「
物
わ
か
り
の
悪
い
」
議
員
た
ち
の
執

劫
な
追
及
に
対
し
て
、
苦
心
し
な
が
ら
も
丁
寧

に
憲
法
解
釈
を
説
明
し
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。

政
策
論
と
し
て
は
、
安
倍
首
相
の
祖
父
を
始
め

と
す
る
歴
代
の
首
相
、
そ
し
て
歴
代
の
長
官
や

局
長
の
な
か
に
も
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
支

持
す
る
人
聞
は
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し

政
府
は
、
国
会
に
対
し
て
、
半
世
紀
問
、
集
団

的
自
衛
権
は
憲
法
に
よ
り
禁
じ
ら
れ
て
い
る
と

説
明
し
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
国
会
は
こ
れ
ま

で
の
立
法
活
動
を
展
開
し
て
き
た
の
で
あ
る
。

集
団
的
自
衛
権
と
い
う
、
日
本
と
い
う
国
家

の
命
運
に
直
結
す
る
、
憲
法
上
最
も
重
要
で
あ

る
と
言
っ
て
も
よ
い
論
点
で
、
半
世
紀
以
上
維

持
し
て
き
た
解
釈
を
、
し
か
も
法
の
専
門
家
が

こ
ぞ
っ
て
誤
り
だ
と
指
摘
し
て
い
る
と
い
う
状

況
が
あ
る
わ
け
で
も
な
い
の
に
、

一
時
の
政
権

が
変
更
す
る
こ
と
は
、
明
白
に
重
大
な
危
機
が

差
し
迫
っ
て
い
る
例
外
状
況
で
も
な
い
限
り
、

と
て
も
正
当
化
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
し

て
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
大
問
題
を
、
憲
法
改
正
も

せ
ず
に
断
行
す
る
国
家
は
諸
外
国
か
ら
の
信
頼

も
失
う
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
で
の
解
釈
改
憲
は
、

失
う
も
の
が
あ
ま
り
に
も
大
き
す
、
ぎ
る
。

筆
者
に
は
、
安
倍
首
相
の
言
う
よ
う
に
「
集

団
的
自
衛
権
を
行
使
で
き
る
な
ら
、
日
米
は
圧

倒
的
に
対
等
に
な
り
ま
す
。
日
米
が
対
等
に
な

れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
も
っ
と
主
張
で
き

る
よ
う
に
な
る
」
（
「
論
座
」

二
O
O四
年
二
月号）

と
は
到
底
思
え
な
い
し
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
近

隣
諸
国
と
の
関
係
が
悪
化
し
て
い
る
タ
イ
ミ
ン

グ
で
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
容
認
へ
と
政
策
転

換
す
る
こ
と
が
得
策
と
も
到
底
思
え
な
い
。
と

は
い
え
、
民
主
的
に
正
当
な
政
権
が
そ
う
考
え

て
決
断
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
そ

の
た
め
に
国
際
政
治
や
外
交
の
専
門
家
の
意
見

を
聴
く
こ
と
も
賢
明
で
あ
ろ
う
。
著
名
な
国
際

政
治
学
者
を
メ
ン
バ
ー
に
含
む
安
保
法
制
懇
が

そ
の
よ
う
な
役
割
を
自
任
し
、
集
団
的
自
衛
権

行
使
の
容
認
を
提
言
す
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
は

そ
れ
で
良
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
政
策
を
実

現
す
る
手
段
は
、
法
的
に
正
当
化
で
き
る
も
の

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
今
度
は
法
の
専

門
家
の
意
見
に
耳
を
傾
け
る
必
要
が
あ
る
。
政

策
上
の
必
要
性
か
ら
、
過
去
半
世
紀
の
歴
代
内

う
そ
ぶ

閣
の
憲
法
解
釈
は
誤
っ
て
い
た
な
ど
と
鳴
く
こ

と
ほ
ど
大
き
な
誤
り
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て

そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
先
人
へ
の
礼
を
欠
く
。

安
倍
首
相
は
、
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
た
め

の
憲
法
九
条
改
正
が
現
状
で
は
困
難
と
み
る
や
、

憲
法
九
六
条
か
ら
先
に
変
え
よ
う
と
し
た
。
そ

れ
も
評
判
が
悪
く
想
定
し
た
支
持
が
得
ら
れ
な

い
と
な
る
と
、
今
度
は
解
釈
改
憲
を
先
行
さ
せ

よ
う
と
し
て
い
る
。
内
閣
の
法
律
顧
問
団
が
そ

れ
に
法
的
観
点
か
ら
抵
抗
す
る
や
、
そ
の
ト
ッ

プ
の
首
を
、
先
例
に
も
慣
行
に
も
反
し
て
「
お

友
だ
ち
」
に
す
げ
替
え
る
こ
と
で
強
行
突
破
し

よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
に
次
々
に
禁
じ
手
を

用
い
て
伝
統
を
破
投
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
つ

く
づ
く
美
し
い
国
に
相
応
し
く
な
い
。
壊
し
屋

で
は
な
く
、
真
の
保
守
政
治
家
と
し
て
歴
史
に

名
を
残
す
た
め
に
も
、
正
攻
法
で
の
政
策
実
現

を
目
指
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

（
み
な
み
の
・
し
げ
る
九
州
大
学
法
学
部
准
教
授
）


