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ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
ア
ジ
ア
訪
問
の
意
味本

紙
編
集
部

　
ト
ラ
ン
プ
米
大
統
領
が
日
本
、
韓
国
、
中
国

を
歴
訪
し
た
が
、
そ
の
ド
ラ
マ
は
「
脚
本
家
」

の
腕
に
相
当
の
差
が
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
よ
う
だ
。

　
ま
ず
ア
メ
リ
カ
と
し
て
は
、
国
防
の
脚
本
家

で
あ
る
マ
チ
ス
国
防
長
官
が
分
析
し
て
い
る
通

り
、
日
本
は
独
自
の
戦
争
遂
行
能
力
を
持
っ
て

は
い
な
い
が
信
用
で
き
る
同
盟
国
、
韓
国
は
ま

る
で
信
用
で
き
な
い
問
題
児
、
中
国
は
あ
と
十

年
し
な
け
れ
ば
ア
メ
リ
カ
と
戦
争
で
き
る
軍
事

力
が
完
成
し
な
い
の
で
、
そ
の
間
は
逆
ら
わ
な

い…
…

と
い
う
も
の
だ
。
こ
れ
に

基
づ
い
て
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は

「
誰
か
」
に
脚
本
を
書
か
せ
た
。

　
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
身
辺
に
は

中
国
を
捨
て
た
大
金
持
ち
の
華
僑

た
ち
が
大
勢
い
る
の
で
、
中
国
の

実
態
や
中
国
共
産
党
と
の
パ
イ
プ

な
ど
は
完
全
に
手
の
内
に
あ
る
。

だ
か
ら
習
近
平
皇
帝
の
顔
を
上
手

く
立
て
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
筋
書

き
で
段
取
り
は
進
む
と
判
断
し
て

い
る
。
そ
の
判
断
が
正
し
か
っ
た

こ
と
は
い
ず
れ
証
明
さ
れ
る
だ
ろ

う
。
　
韓
国
は
「
フ
ァ
ビ
ョ
ン
（
瞬
間
湯
沸
か
し
器

的
性
質
）」
と
「
ケ
ン
チ
ャ
ネ
（
ど
う
に
か
な
る

と
い
う
運
任
せ
の
性
質
）」
の
国
民
性
で
あ
る
こ

と
を
心
配
し
て
い
る
ア
メ
リ
カ
筋
で
は
、
同
盟

国
と
し
て
の
責
任
感
や
国
際
常
識
を
後
回
し
に

す
る
危
険
性
を
韓
国
政
府
に
感
じ
て
い
る
の
で
、

再
び
「
岸
信
介
＆
朴
正
煕
の
時
代
」
の
よ
う
に

日
韓
を
対
立
反
目
さ
せ
て
か
ら
ア
メ
リ
カ
が
仲

介
役
と
し
て
強
権
発
動
・
是
正
命
令
を
出
し
て

韓
国
世
論
を
逆
ら
え
な
い
よ
う
に
縛
ろ
う…

と

考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
韓
国
大
統
領
の
世
論
的
支
持
率
の
問
題
は
、

フ
ァ
ビ
ョ
ン
の
国
民
性
に
起
因
し
て
い
る
と
分

析
さ
れ
て
い
る
。
瞬
間
湯
沸
か
し
器
は
ス
イ
ッ

チ
を
切
れ
ば
す
ぐ
に
冷
め
る
も
の
だ
。

　
恐
ら
く
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
の
脚
本
で
は
、
あ

と
二
、
三
年
は
現
状
の
ま
ま
「
緊
張
感
高
め
の

安
定
」
を
確
保
し
た
状
態
で
推
移
す
る
と
考
え

る
が
、
そ
れ
を
利
用
し
て
ア
メ
リ
カ
・
中
国
・

日
本
は
充
分
に
発
展
で
き
る
予
測
と
い
う
基
本

を
、
唯
一
お
び
や
か
す
要
因
が
あ
る
。

　
中
国
の
バ
ブ
ル
を
作
り
上
げ
た
張
本
人
で
あ

り
、
中
央
銀
行
局
長
を
長
く
務
め
た
周
小
川
と

い
う
金
融
界
の
風
雲
児
が
い
る
。
ア
メ
リ
カ
の

バ
ブ
ル
を
作
っ
た
Ｆ
Ｒ
Ｂ
議
長
グ
リ
ー
ン
ス
パ

ン
に
繋
が
る
人
物
ら
し
い
が
、
そ

の
周
小
川
が
引
退
し
て
か
ら
「
人

民
元
は
静
か
に
突
然
死
す
る
可
能

性
が
あ
る
」
と
言
い
出
し
た
の
だ
。

　
グ
リ
ー
ン
ス
パ
ン
が
引
退
し
た

後
、
ア
メ
リ
カ
金
融
界
で
は
サ
ブ
プ

ラ
イ
ム
ロ
ー
ン
問
題
が
爆
発
し
た
。

そ
れ
を
引
き
金
に
し
て
、
リ
ー
マ
ン

シ
ョ
ッ
ク
が
起
こ
り
、
ア
メ
リ
カ
経

済
は
弱
体
化
し
た
。
そ
の
時
は
日
本

と
Ｅ
Ｕ
が
協
力
し
て
世
界
金
融
界

を
支
え
、
辛
う
じ
て
ア
メ
リ
カ
経

済
は
立
ち
直
り
の
軌
道
に
乗
っ
た
。

こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
近
々
、
中
国

金
融
界
で
発
生
す
る
と
周
小
川
が
予
測
を
発
表

し
た
の
で
あ
る
。
で
も
日
本
・Ｅ
Ｕ・
ア
メ
リ
カ

が
協
力
し
て
助
け
る…

と
思
っ
て
い
る
人
は
少

な
い
だ
ろ
う
。

　
日
本
の
バ
ブ
ル
発
生
・
崩
壊
の
歴
史
を
教
科

書
と
し
て
、
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
は
中
国
に
対
応

し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
れ
が
計
算
ど
お
り
二
、

三
年
持
つ
の
か
ど
う
か
は
大
き
な
賭
け
か
も
知

れ
な
い
。

　
中
国
の
生
き
血
を
早
く
吸
い
上
げ
て
、
日
韓

に
戦
争
態
勢
を
作
ら
せ
て
、
ア
メ
リ
カ
経
済
を

回
復
基
調
に
乗
せ
る
た
め
に
、
現
在
の
北
朝
鮮

危
機
を
目
一
杯
利
用
す
る
ーー
こ
れ
が
ト
ラ
ン
プ

大
統
領
の
ア
ジ
ア
訪
問
の
重
要
な
意
味
で
あ
る
。
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本
誌
で
は
お
馴
染
み
、
近
江
商
人
の
モ
ッ
ト
ー
で
あ

る
「
三
方
よ
し
」。
こ
の
精
神
な
く
し
て
商
売
を
す
る

べ
か
ら
ず
と
言
わ
れ
た
掟
で
あ
る
。

　
「
売
り
手
よ
し
」「
買
い
手
よ
し
」「
世
間
よ
し
」
と

い
う
、
三
方
が
円
満
に
納
得
し
た
上
で
商
売
が
成
立
す

る
も
の
で
あ
る
べ
き
と
の
教
え
で
あ
る
が
、
こ
れ
ほ
ど

簡
単
そ
う
に
見
え
て
難
し
い
こ
と
は
な
い
。な
に
し
ろ
、

売
り
手
は
良
い
品
物
を
吟
味
し
て
仕
入
れ
、
薄
い
利
益

幅
を
設
定
し
て
客
に
売
り
、
良
い
品
物
を
安
く
売
る
こ

と
で
信
用
を
築
い
て
末
永
い
商
売
を
続
け
る
。
買
い
手

は
欲
し
い
品
物
を
安
く
買
い
た
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
良

い
品
質
で
安
く
安
心
し
て
変
え
れ
ば
そ
の
商
人
を
絶
対

的
に
信
用
す
る
。
法
律
に
も
触
れ
ず
、
ず
る
賢
い
手
段

で
競
合
す
る
商
人
を
出
し
抜
く
よ
う
な
卑
怯
な
手
を
使

わ
な
け
れ
ば
、
世
間
は
納
得
し
、
そ
の
商
売
が
世
間
に

何
ら
か
の
貢
献
を
す
れ
ば
皆
が
幸
せ
に
な
れ
る…

　
こ

れ
が
「
三
方
よ
し
」
の
基
本
精
神
で
あ
る
。

　
こ
の
精
神
の
発
端
と
な
っ
た
「
近
江
の
嘉
兵
衛
」
の

話
は
有
名
で
あ
る
。

　
「
の
こ
ぎ
り
商
売
」
と
呼
ば
れ
た
伝
統
的
な
近
江
の

商
売
は
、
大
和
の
蚊
帳
を
仕
入
れ
て
堺
で
売
り
、
堺
の

舶
来
物
を
仕
入
れ
て
京
で
売
り
、
京
の
反
物
を
仕
入
れ

て
名
古
屋
で
売
り
、
名
古
屋
で
瀬
戸
物
を
仕
入
れ
て
江

戸
で
売
り
、
江
戸
で
小
間
物
を
仕
入
れ
て
近
江
に
帰
る

…

と
い
う
、
押
し
た
り
引
い
た
り
し
な
が
ら
少
し
ず
つ

儲
け
て
い
く
商
売
で
あ
る
。
こ
の
近
江
商
人
の
一
人
で

あ
る
嘉
兵
衛
は
、
の
こ
ぎ
り
商
売
を
し
な
が
ら
東
北
に

ま
で
進
出
し
て
い
た
が
、
そ
こ
で
奥
州
の
飢
饉
を
助
け

よ
う
と
仲
間
に
呼
び
か
け
て
食
料
を
援
助
し
、
手
間
仕

事
と
し
て
男
に
は
炭
焼
き
を
、
女
に
は
木
綿
織
り
を
教

え
て
商
品
を
作
ら
せ
た
。
そ
の
商
品
を
嘉
兵
衛
が
全
部

仕
入
れ
て
売
り
、
農
作
物
も
代
官
所
の
許
可
を
得
て
一

手
に
買
い
上
げ
た
。
奥
州
の
飢
饉
は
近
江
商
人
の
力
で

乗
り
切
れ
た
だ
け
で
な
く
、
後
々
ま
で
も
農
業
以
外
に

収
益
が
上
げ
ら
れ
る
副
業
を
作
っ
て
く
れ
た
の
で
あ

る
。
こ
の
時
に
嘉
兵
衛
が
近
江
商
人
の
心
得
と
し
て
叫

ん
だ
の
が
「
三
方
よ
し
」
の
精
神
で
あ
る
。

　
さ
て
、
現
在
の
外
交
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
近
江
商

人
の
「
三
方
よ
し
」
の
精
神
と
大
き
く
違
う
所
が
あ
る

こ
と
に
誰
も
が
気
づ
く
だ
ろ
う
。

　
ど
こ
の
国
家
で
も
「
お
家
の
事
情
」
が
最
優
先
さ
れ

る
の
は
道
理
で
あ
る
が
、
再
優
先
と
唯
一
絶
対
と
は
似

て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。

自
分
の
利
益
の
た
め
に
は

相
手
を
叩
き
、
国
際
的
に

再
優
先
さ
れ
る
べ
き
課
題

を
先
送
り
し
、
競
合
す
る

仲
間
を「
敵
の
敵
は
味
方
」

と
い
う
論
理
だ
け
で
糾
合

し
、
最
終
的
に
信
用
が
得

ら
れ
る
と
で
も
思
っ
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。

　
資
金
や
資
源
で
屈
服
さ
せ
た
り
、
軍
事
力
や
取
引
材

料
で
恫
喝
し
た
り
、
特
許
や
裁
判
で
萎
縮
さ
せ
る
こ
と

で
己
が
有
利
に
な
ろ
う
と
す
る
な
ら
、そ
れ
は
末
長
い

信
用
で
は
な
く一時
的
な
勝
ち
で
し
か
な
い
。

　
日
本
外
交
が
ア
メ
リ
カ
の
下
請
け
と
呼
ば
れ
て
久
し

い
が
、日
本
外
交
の
要
諦
が「
ア
メ
リ
カ
追
随
」で
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
。
日
本
外
交
の
要
諦
こ
そ「
三
方
よ
し
」

の
精
神
で
あ
る
と
国
際
的
に
宣
言
し
、
そ
れ
を
実
行
す

る
努
力
を
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
。
国
民
も
、
日
本
政

府
に
強
く
そ
れ
を
望
む
べ
き
で
あ
る
。

「
三
方
よ
し
」
こ
そ
外
交
の
要
諦

　
毛
沢
東
時
代
の
抗
日
将
軍
と
し
て
有
名
だ
っ
た
馮
玉

祥
の
孫
で
、
一
九
六
二
年
に
安
徽
省
生
ま
れ
の
馮
丹
宇

が
新
し
い
中
共
海
軍
副
司
令
に
就
任
し
た
。

　
大
連
艦
隊
学
院
を
卒
業
し
た
海
軍
の
エ
リ
ー
ト
で
、

北
海
艦
隊
や
国
防
科
学
委
員
会
で
キ
ャ
リ
ア
を
積
み
、

二
〇
〇
三
年
に
海
軍
局
長
、
二
〇
〇
五
年
七
月
に
海
軍

少
将
、
二
〇
〇
五
年
十
二
月
に
装
備
部
副
部
長
、
二
〇

一
〇
年
に
装
備
部
部
長
、
二
〇
一
四
年
に
総
合
計
画
部

副
部
長
、
二
〇
一
六
年
に
装
備
発
展
部
副
部
長
と
い
う

大
陸
情
報

経
歴
を
踏
ん
で
き
た
。

　
習
近
平
と
し
て
は
、「
中

共
海
軍
は
抗
日
戦
争
の
た
め

に
存
在
す
る
」
と
い
う
意
味

を
込
め
て
彼
を
海
軍
副
司
令
に
抜
擢
し
た
よ
う
で
あ

る
。
　
中
共
海
軍
の
増
強
は
、
新
型
空
母
の
建
設
を
発
表
し

た
こ
と
に
も
窺
え
る
。
そ
の
た
め
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
か

ら
空
母
設
計
者
を
青
島
に
移
住
さ
せ
、
破
格
の
厚
遇
を

新
し
い
中
共
海
軍
副
司
令
は
抗
日
エ
リ
ー
ト

馮丹宇 近江商人
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中
共
の
ミ
サ
イ
ル
や
武
器
の
移
動
は
、
ア
メ
リ
カ
の

人
工
衛
星
が
厳
し
く
監
視
し
て
い
る
。

　
ア
メ
リ
カ
は
「
経
済
と
政
治
は
別
だ
」
と
ト
ラ
ン
プ

大
統
領
が
選
挙
前
か
ら
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、
中
国
の

消
費
や
投
資
が
ア
メ
リ
カ
経
済
に
は
不
可
欠
だ
け
れ
ど

も
、
中
国
共
産
党
は
明
確
な
敵
で

あ
る
と
主
張
す
る
。
特
に
、
ア
メ

リ
カ
に
と
っ
て
中
国
の
軍
事
は
最

大
の
懸
念
事
項
で
あ
る
。

　
写
真
上
は
、
弾
道
ミ
サ
イ
ル
を

民
間
の
大
型
ト
ラ
ッ
ク
で
陸
運
し

て
い
る
所
で
あ
る
。

　
写
真
下
は
、
部
隊
に
新
型
武
器

を
納
入
す
る
民
間
の
ト
ラ
ッ
ク
に
「
ペ
プ
シ
コ
ー
ラ
」

な
ど
と
手
書
き
し
た
シ
ー
ト
を
被
せ
て
陸
運
し
て
い
る

所
で
あ
る
。

　
中
共
が
ア
メ
リ
カ
の
人
工
衛
星
を
警
戒
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
「
国
連
安
保
理
事
会
で
問
題
に

さ
れ
た
ら
困
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
国
連
安
保
理

事
会
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
と
中
国
は
明
確
な
敵
対
国

で
あ
る
。

　
ロ
シ
ア
は
、
プ
ー
チ
ン
大
統
領
の
選
挙
が
来
年
三
月

な
の
で
、
そ
れ
ま
で
に
ア
メ
リ
カ
の
経
済
制
裁
を
解
除

さ
せ
た
い
と
い
う
本
音
が
あ
り
、

経
済
制
裁
解
除
が
な
け
れ
ば
ロ
シ

ア
国
民
の
不
満
が
爆
発
す
る
の

で
、
そ
れ
ま
で
は
ア
メ
リ
カ
に
表

立
っ
て
逆
ら
え
な
い
と
い
う
事
情

が
あ
る
。
だ
か
ら
、
決
し
て
中
国

の
肩
は
持
た
な
い
。

　
中
国
と
す
れ
ば
、
何
か
の
弾
み

で
ア
メ
リ
カ
・
日
本
・
韓
国
・
台
湾
だ
け
で
な
く
ロ
シ

ア
ま
で
も
敵
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
恐
怖
感
を
持
っ
て

い
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、
ミ
サ
イ
ル
や
武
器
を
移
動
さ

せ
る
の
に
神
経
質
に
な
っ
て
偽
装
す
る
の
も
理
解
で
き

る
。

約
束
し
て
い
る
。
そ
の
新
型
空
母
の
構
想
図
が
「
艦
船

知
識
」
と
い
う
中
共
海
軍
雑
誌
に
発
表
さ
れ
た
が
、
驚

く
べ
き
こ
と
に
離
着
陸
甲
板
は
フ
ラ
ッ
ト
で
、
し
か
も

カ
タ
パ
ル
ト
が
装
備
さ
れ
て
い
る
。
記
事
を
読
む
と
、

こ
の
カ
タ
パ
ル
ト
は

「
蒸
気
打
ち
上
げ
方

式
」
で
は
な
く
「
超

伝
導
打
ち
上
げ
方
式
」

を
採
用
す
る
の
だ
と

書
か
れ
て
い
る
。

　
ロ
シ
ア
に
兵
器
を
売
れ
な
い
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
す
れ

ば
、
い
く
ら
優
秀
な
技
術
者
で
も
失
業
す
る
こ
と
を
防

げ
な
い
事
情
が
あ
る
。
そ
れ
を
根
こ
そ
ぎ
高
給
で
雇
っ

て
く
れ
る
中
共
解
放
軍
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
と
っ
て
救
世

主
で
あ
る
。

　
ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
い
う
国
は
、
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え

ば
「
軍
需
産
業
以
外
に
何
も
無
い
」
国
で
あ
る
。
我
が

国
の
北
方
領
土
を
支
配
し
て
い
る
ウ
ラ
ジ
オ
ス
ト
ッ
ク

の
マ
フ
ィ
ア
組
織
の
上
部
組
織
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
軍
需

産
業
系
マ
フ
ィ
ア
な
の
で
あ
り
、
戦
争
と
暴
力
を
職
業

と
し
て
い
る
数
少
な
い
国
家
の
一
つ
な
の
で
あ
る
。

　
そ
の
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
軍
需
産
業
と
中
共
解
放
軍
海

軍
が
結
託
し
た
上
に
、
技
術
者
や
設
計
者
を
造
船
所

や
研
究
所
の
近
く
に
移
住
さ
せ
て
厚
遇
す
る
と
な
れ

ば
、
中
共
は
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
技
術
で
軍
艦
や
兵
器
を

開
発
す
る
こ
と
に
な
る
。そ
の
上
に「
抗
日
エ
リ
ー
ト
」

を
海
軍
副
司
令
と
い
う
艦
隊
最
高
責
任
者
に
任
命
し

た
と
い
う
こ
と
は
、
日
本
海
上
自
衛
隊
を
い
つ
で
も

凌
駕
す
る
海
軍
力
を
見
せ
つ
け
る
と
宣
言
し
て
い
る

に
等
し
い
。

　
習
近
平
政
権
に
な
っ
て
「
国
防
動
員
法
」
が
制
定
さ

れ
た
。
海
外
に
い
る
中
国
人
は
例
え
帰
化
し
て
い
て

も
、
こ
の
国
防
動
員
法
に
縛
ら
れ
て
「
中
国
人
と
し
て

敵
国
と
戦
争
す
る
義
務
を
持
つ
」
と
さ
れ
、
違
反
す
れ

ば
最
高
刑
は
死
刑
だ
。

　
国
内
の
高
校
生
も
義
務
と
し
て
軍
事
訓
練
を
受
け
さ

せ
ら
れ
る
。
国
家
が
裕
福
な
の
で
、
制
服
な
ど
は
新
品

を
貸
与
さ
れ
る
と
い
う
が
、
粗
悪
品
の
た
め
「
訓
練
用

の
運
動
靴
は
蒸
れ
て
水
虫
に
罹
る
」と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
そ
こ
で
「
神
器
」
と
称
さ
れ
て
い
る
の
が
、
女
性
用

生
理
ナ
プ
キ
ン
で
あ
る
。中
国
の
生
理
ナ
プ
キ
ン
に
は
、

三
五（
Ｓ
）、

三
六（
Ｍ
）、

三
七
（
Ｌ
）

の
三
サ
イ

ズ
あ
り
、
こ
れ
が
訓
練
用
運
動
靴
の
中
敷
き
に
最
適
だ

と
い
う
の
だ
。
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト
ア
に
は
男
子
高
校
生
た

ち
が
生
理
ナ
プ
キ
ン
を
求
め
て
押
し
か
け
て
い
る
。
殆

ど
の
店
で
は
「
軍
事
専
用
」
と
書
い
て
売
ら
れ
て
い
る

（
写
真
上
）。
男
子
高
校
生
た
ち
は
生
理
ナ
プ
キ
ン
を
ハ

サ
ミ
で
足
の
形
に
切
り
、
訓
練
用
の
運
動
靴
の
中
敷
き

に
し
て
安
心
し
て
い
る
（
写
真
下
）。

中
共
は
ミ
サ
イ
ル
や
武
器
を
偽
装
し
て
陸
運
す
る

中
国
の
高
校
で
は
軍
事
訓
練
を
さ
せ
ら
れ
て
い
る
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千
葉
県
に
も
在
っ
た
「
ド
イ
ツ
兵
俘
虜
収
容
所
」

　
徳
島
県
鳴
門
市
に
あ
る
「
ド
イ
ツ
兵
俘
虜
収
容
所
」

は
有
名
で
あ
る
。
坂
東
俘
虜
収
容
所
は
、
第
一
次
世
界

大
戦
で
日
本
が
勝
利
者
と
な
り
敗
戦
国
の
ド
イ
ツ
兵
を

連
行
し
て
収
容
し
た
施
設
で
あ
る
。
世
界
の
優
等
国
の

仲
間
入
り
の
た
め
に
は
、
日
本
が
敗
戦
国
兵
士
の
人
権

に
配
慮
し
た
紳
士
国
だ
と
世
界
中
に
理
解
さ
せ
ね
ば
な

ら
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
こ
で
は
優
秀
な
陸
軍
幹
部
が

所
長
と
な
っ
て
管
理
し
、
ド
イ
ツ
兵
の
自
主
性
を
尊
重

し
て
い
た
。
収
容
所
で
は
ド
イ
ツ
兵
捕
虜
た
ち
が
自
主

管
理
し
、
新
聞
を
発
行
し
、
集
会
や
音
楽
会
な
ど
を
開

き
、
朝
の
点
呼
が
終
わ
れ
ば
鳴
門
市
の
日
本
人
グ
ル
ー

プ
の
所
に
パ
ン
作
り
や
楽
器
演
奏
を
教
え
に
行
き
、
夕

方
の
点
呼
に
帰
っ
て
来
る
と
い
う
生
活
を
送
っ
て
い

た
。
鳴
門
市
民
た
ち
と
ド
イ
ツ
兵
捕
虜
た
ち
が
ク
リ
ス

マ
ス
に
合
同
で
演
奏
し
た
の
が
、
我
が
国
最
初
の
「
第

九
」
な
の
で
あ
る
。

　
収
容
所
長
は
定
年
退
官
し
、
故
郷
の
福
島
県
会
津
若

松
市
に
戻
っ
て
初
代
市
長
に
な
っ
た
。

　
こ
の
坂
東
収
容
所
の
物
語
は
映
画
に
も
な
り
、「
バ

ル
ト
の
楽
園
」
と
し
て
文
部
省
推
薦
の
ヒ
ッ
ト
作
に
も

な
っ
た
。
地
元
鳴
門
市
で
は
、
収
容
所
に
ド
イ
ツ
舘
と

い
う
記
念
館
が
建
て
ら
れ
、
日
独
友
好
の
象
徴
と
し
て

当
時
の
記
念
品
や
資
料
が
展
示
さ
れ
て
い
る
。

　
ド
イ
ツ
兵
捕
虜
の
収
容
所
は
鳴
門
市
だ
け
か
と
思
え

ば
、
千
葉
県
習
志
野
市
に
も
存
在
し
て
い
た
と
い
う
記

事
が
、
過
日
新
聞
に
掲
載
さ
れ
た
。

　
こ
こ
で
も
鳴
門
市
と
同
様
に
、
ド
イ
ツ
兵
捕
虜
た
ち

は
自
主
性
が
認
め
ら
れ
て
施
設
内
で
ス
ポ
ー
ツ
や
音
楽

に
打
ち
込
ん
だ
よ
う
で
あ
る
。収
容
所
を
出
て
町
に「
ド

イ
ツ
の
先
進
的
な
音
楽
演
奏
や
料
理
な
ど
を
教
え
に
行

く
」
と
い
う
、
鳴
門
市
で
認
め
ら
れ
て
い
た
よ
う
な
自

由
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
世
界
史
に
残
る
よ
う
な

捕
虜
待
遇
で
あ
る
。

　
千
葉
県
習
志
野
市
で
は
、
こ
の
歴
史
的
事
実
が
長
く

忘
れ
ら
れ
て
い
た
そ
う
だ
が
、
十
年
ほ
ど
前
に
教
育
委

員
会
が
本
格
的
な
調
査
を
始
め
て
か
ら
、
あ
れ
こ
れ
と

記
録
や
写
真
が
出
て
き
た
そ
う
で
あ
る
。

　
習
志
野
市
で
は
、こ
の
時
に
ド
イ
ツ
兵
捕
虜
が
作
曲

し
た
歌
曲
が
、
地
元
の
音
楽
家

た
ち
に
よ
っ
て
市
民
会
館
で
演

奏
会
が
開
か
れ
る
ま
で
に
な
っ

た
。
　
暗
い
戦
争
の
記
憶
の
隣
に

は
、明
る
い
収
容
所
で
の
記
憶

も
存
在
し
て
い
る
。
歴
史
は
複

雑
だ
が
、
徳
島
県
と
千
葉
県
で

の
、第
一
次
世
界
大
戦
の
ド
イ
ツ

兵
捕
虜
を
ど
の
よ
う
に
扱
っ
て

い
た
か
と
い
う
歴
史
は
忘
れ
な

い
よ
う
に
し
た
い
も
の
で
あ
る
。

　
夏
に
北
戴
河
会
議（
中
共
最
高
意
思
決
定
長
老
会
議
）

で
毛
新
宇
を
外
す
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
と
噂
に
な
っ
て

い
た
が
、
案
の
定
、
九
月
の
解
放
軍
の
パ
ー
テ
ィ
に
参

加
し
た
習
近
平
が
毛
新
宇
の
前
を
完
全
無
視
で
通
り
過

ぎ
、
女
性
軍
幹
部
と
乾
杯
し
て
談
笑
し
始
め
た
。

　
呆
気
に
取
ら
れ
て
い
た
毛
だ
っ
た
が
、
流
石
に
彼
も

馬
鹿
で
は
な
い
の
で
、
自
分
が
次

の
政
権
で
は
無
用
の
長
物
と
さ
れ

る
こ
と
を
覚
悟
し
た
よ
う
で
あ
る
。

　
そ
の
決
定
的
瞬
間
は
、
動
画
で

中
国
の
ネ
ッ
ト
に
配
信
さ
れ
て
い

る
。

　
中
国
黒
竜
江
省
ハ
ル
ピ
ン
に
あ
る
ハ
ル
ピ
ン
工
業
大

学
は
エ
リ
ー
ト
校
だ
が
、
各
国
か
ら
留
学
者
を
数
多
く

受
け
入
れ
て
莫
大
な
授
業
料
を
徴
収
し
て
儲
け
る
悪
評

も
あ
る
大
学
だ
。

　
そ
こ
に
北
朝
鮮
か
ら
核
兵
器
に
関
す
る
技
術
者
が
約

二
六
〇
人
送
り
込
ま
れ
、
ア
パ
ー
ト
で
共
同
生
活
し
な

が
ら
教
育
を
受
け
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

　
国
連
安
保
理
事
会
も
最
初
の
「
北
朝
鮮
制
裁
」
の
時

に
は
、
教
育
制
裁
を
否
定
し
た
の
で
、
彼
ら
は
核
兵
器

技
術
の
教
育
を
受
け
続
け
ら
れ
た
。

　
そ
こ
ろ
が
、
二
回
目
の
国
連
安
保
理
事
会
の
北
朝
鮮

制
裁
で
、「
教
育
に
つ
い
て
も

制
裁
対
象
と
す
る
」
と
決
め
ら

れ
、
北
朝
鮮
か
ら
の
留
学
者
は

ハ
ル
ピ
ン
大
学
か
ら
大
半
が
帰

国
し
た
。

　
下
の
写
真
は
、
中
国
の
「
博

訊
」
が
報
道
し
た
も
の
で
、
ハ

ル
ピ
ン
大
学
に
登
録
さ
れ
た
北
朝
鮮
核
兵
器
技
術
者
の

金
京
設
で
あ
る
。
彼
こ
そ
、
北
朝
鮮
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｍ
の
主
要

技
術
者
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。

北
朝
鮮
の
核
兵
器
技
術
者
は
ハ
ル
ピ
ン
工
業
大
学
留
学
者

毛
沢
東
の
孫
（
毛
新
宇
）
を
完
全
無
視
す
る
習
近
平
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マ
ス
コ
ミ
や
ネ
ッ
ト
ニ
ュ
ー
ス
な
ど
で
は
、
意
図
的

な
「
真
相
」
が
流
さ
れ
る
の
だ
が
、
軽
い
客
観
的
な
話

は
無
視
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
そ
こ
で
、
韓
国
と
北
朝

鮮
の
「
真
相
」
の
幾
つ
か
を
現
地
の
関
係
者
に
聞
い
て

み
る
。

▼
韓
国
の
労
働
組
合
が
デ
モ
を
す
る
時
に
は
幹
部
が
現

場
で
命
令
し
て
組
合
員
を
動
か
す
の
だ
が
、
そ
れ
は
軍

隊
経
験
者
の
組
合
員
ば
か
り
を
動
員
す
る
。「
右
向
け

右
」
に
慣
れ
て
い
る
の
で
動
か
し
や
す
い
と
か
。
だ
か

ら
現
代
自
動
車
な
ど
は
労
組
が
デ
モ
を
始
め
る
と
会
社

は
停
止
す
る
の
で
、
労
使
交
渉
は
毎
回
三
％
ア
ッ
プ
な

ど
の
落
と
し
所
を
決
め
て
か
ら
儀
式
的
に
す
る
そ
う

だ
。
国
民
の
現
代
自
動
車
労
組
に
対
す
る
怨
嗟
は
か
な

り
強
い
。
韓
国
の
財
閥
系
大
手
企
業
で
は
、
労
組
の
軍

隊
化
を
恐
れ
て
い
る
。
労
組
の
幹
部
た
ち
の
大
半
は
、

朴
正
熙
大
統
領
の
時
代
に
左
翼
学
生
と
し
て
反
政
府
運

動
を
し
て
い
る
時
に
逮
捕
さ
れ
、「
刑
務
所
で
思
想
改

造
す
る
か
、
軍
隊
で
根
性
を
叩
き
直
す
か
選
べ
」
と
言

わ
れ
て
軍
隊
に
行
っ
た
連
中
ば
か
り
。
実
は
現
在
の
文

在
寅
大
統
領
も
そ
れ
だ
。

▼
次
に
北
朝
鮮
の
現
状
だ
が
、
特
別
地
区
の
平
壌
都
心

部
で
は
全
て
の
店
舗
で
支
払
い
の
時
に
デ
ビ
ッ
ド
カ
ー

ド
を
使
用
す
る
。
銀
行
に
預
金
し
て
あ
る
通
帳
か
ら
、

そ
の
カ
ー
ド
で
買
物
す
る
度
に
引
き
落
と
さ
れ
る
。
特

権
階
級
の
特
別
市
な
の
で
最
先
端
な
の
だ
。
ま
た
、
外

国
人
に
と
っ
て
平
壌
は
世
界
一
安
心
な
町
だ
と
言
わ
れ

て
い
る
の
だ
が
、
住
民
相
互
監
視
体
制
が
整
っ
て
い
る

の
で
、
外
国
人
観
光
客
に
迷
惑
を
か
け
た
と
密
告
さ
れ

れ
ば
労
働
強
化
所
に
送
ら
れ
る
。
市
民
は
緊
張
の
日
々

を
送
っ
て
い
る
。

▼
北
朝
鮮
の
ス
マ
ホ
普
及
台
数
は
三
七
〇
万
台
、
全
て

ア
ン
ド
ロ
イ
ド
で
エ
ジ
ブ
ト
の
オ
ラ
ス
コ
ム
社
が
納
入

し
て
い
る
。
ネ
ッ
ト
の
通
信
基
地
局
は
中
国
に
依
存
し

て
い
た
が
、
全
て
ロ
シ
ア
に
切
り
替
え
る
。
全
て
の
背

景
に
イ
ギ
リ
ス
が
い
る
。

▼
さ
て
、
北
朝
鮮
と
中
国
の
不
仲
が
表
面
化
し
て
い
る

が
、
中
国
が
ト
ラ
ン
プ
大
統
領
が
提
唱
し
て
国
連
安
保

理
事
会
が
決
議
し
た
北
朝
鮮
制
裁
に
同
調
し
た
の
が
原

因
と
世
間
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
実
は
、
中

国
が
援
助
食
料
と
し
て
平
壌
に
送
っ
た
食
料
は
、
不
良

汚
染
毒
性
食
品
を
中
国
当
局
が
国
内
で
摘
発
し
た
も
の

で
、
本
来
は
中
国
で
廃
棄
処
分
さ
れ
る
は
ず
の
も
の

だ
っ
た
。
そ
れ
を
北
朝
鮮
に
食
料
援
助
品
と
し
て
平
然

と
送
り
、
知
ら
ず
に
食
べ
た
平
壌
市
民
に
死
者
が
大
勢

出
た
こ
と
が
き
っ
か
け
に
な
っ
て
い
る
。
金
正
恩
委
員

長
は
、
中
国
に
対
し
て
激
怒
し
た
そ
う
だ
。

▼
北
朝
鮮
と
韓
国
が
共
同
で
運
営
し
て
い
た
開
城
（
ケ

ソ
ン
）
工
業
団
地
だ
が
、
韓
国
が
国
連
制
裁
決
議
に
基

づ
き
撤
退
し
た
後
、
北
朝
鮮
側
が
韓
国
の
機
械
設
備
や

在
庫
原
料
を
「
韓
国
が
所
有
権
放
棄
し
た
も
の
」
と
宣

言
し
て
略
奪
し
、
操
業
を
始
め
て
い
る
。
製
品
は
中
国

が
密
輸
し
て
買
い
取
る
。
実
は
、
韓
国
が
残
し
た
在
庫

原
料
を
使
い
切
っ
た
ら
操
業
を
中
止
す
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。

▼
三
十
八
度
線
の
見
学
は
、
北
朝
鮮
側
は
外
国
人
観
光

客
に
大
っ
ぴ
ら
に
開
放
し
て
い
る
が
、
韓
国
側
は
非
常

に
厳
し
く
デ
リ
ケ
ー
ト
な
規
制
を
設
け
て
い
る
。
北
朝

鮮
で
は
見
学
に
服
装
規
制
は
な
い
が
、
韓
国
で
は
服
装

規
制
は
異
様
に
厳
し
い
。「
ジ
ー
パ
ン
は
北
か
ら
撃
た

れ
る
危
険
性
が
あ
る
。
ミ
ニ
ス
カ
ー
ト
は
兵
士
を
欲
情

さ
せ
る
」
な
ど
と
ナ
ン
セ
ン
ス
だ
。
実
は
、
三
十
八
度

線
見
学
ツ
ア
ー
は
、
韓
国
政
府
と
財
閥
系
企
業
が
結
託

し
た
観
光
ビ
ジ
ネ
ス
な
の
だ
。

余
り
知
ら
れ
て
い
な
い
韓
国
と
北
朝
鮮
の「
真
相
」

相
撲
の
起
源
を
考
え
る

　
我
が
国
の
「
国
技
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
相
撲
で
あ
る

が
、
そ
の
国
技
と
し
て
の
起
源
を
考
え
る
こ
と
は
重
要

な
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
相
撲
の
起
源
は
、
野
見
宿
禰
と
當
麻
蹶
速
が
垂
仁
天

皇
の
命
令
に
よ
り
死
闘
を
繰
り
広
げ
た
も
の
と
い
わ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
背
景
を
詳
細
に
見
て
み
よ
う
。

　
日
本
書
紀
の
巻
六
「
垂
仁
天
皇
」
に
は
、
當
麻
村
の

蹴
速
と
い
う
男
が
乱
暴
狼
藉
の
限
り
を
尽
く
し
て
い
る

が
誰
も
彼
を
倒
せ
な
い
の
で
、
そ
れ
な
ら
ば
古
今
東
西

最
強
の
男
が
出
雲
に
い
る
野
見
宿
禰
な
の
で
、
大
和
に

呼
ん
で
當
麻
蹴
速
を
倒
さ
せ
よ
う
と
し
た
物
語
が
書
か

れ
て
い
る
。

　
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
垂
仁
天
皇
が
朝
廷
の
権
威
と

権
力
を
守
る
た
め
に
「
正
々
堂
々
」
と
天
覧
の
死
闘
を

計
画
し
た
こ
と
で
あ
る
。
日
本
書
紀
に
は
、両
雄
は「
四

股
を
踏
ん
で
か
ら
立
ち
合
い
、
野
見
宿
禰
が
當
麻
蹴
速

の
肋
骨
を
へ
し
折
っ
て
か
ら
腰
骨
を
粉
砕
し
て
殺
し

た
」
と
あ
る
。
こ
れ
は
ロ
ー
マ
の
コ
ロ
セ
ウ
ム
で
演
じ

ら
れ
て
い
た
グ
ラ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
の
死
闘
そ
の
も
の
で

あ
る
。
紀
元
前
七
七
六
年
の
古
代
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
種
目

に
は
、
素
手
で
殺
し
合
う
「
パ
ン
ク
ロ
チ
オ
ン
」
と
い

う
競
技
が
正
式
に
記
録
さ
れ
て
い
る
、

む
す
び
の
集
ひ
事
務
局
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第
十
代
の
崇
神
天
皇
か
ら
三
輪
山
を
中
心
と
し
た

地
域
で
の
大
和
朝
廷
が
発
足
し
て
い
る
が
、
次
代
の

垂
仁
天
皇
が
朝
廷
の
安
定
に
不
可
欠
な
要
素
の
一
つ

と
し
て
「
相
撲
」
を
採
用
し
、
勝
者
の
野
見
宿
禰
は

天
皇
側
近
と
な
り
、
皇
后
の
死
去
に
伴
う
殉
死
の
風

習
を
中
止
さ
せ
、
出
雲
か
ら
半
島
渡
り
の
土
師
（
は

じ
／
焼
物
作
り
）
を
百
家
族
呼
び
寄
せ
て
人
型
の
埴

輪
を
大
量
に
作
ら
せ
皇
后
の
墳
墓
に
納
め
て
い
る
。

　
野
見
宿
禰
は
伝
承
で
は
、
天
穂
日
命
の
十
四
世
子

孫
と
言
わ
れ
て
い
る
。
父
親
は
ま
た
、
崇
神
天
皇
か

ら
初
代
出
雲
國
造
を
任
命
さ
れ
た
ウ
カ
ツ
ク
ヌ
だ
と

さ
れ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
垂
仁
天
皇
と
野
見
宿
禰

は
遠
い
親
戚
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
同
じ
一
族

だ
っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
こ
の
当
時
、
大
和
と
出
雲
は
さ
ほ
ど
長
旅
で
は
な

か
っ
た
よ
う
で
、
既
に
大
和
と
出
雲
、
大
和
と
太
宰

府
の
間
に
は
円
滑
な
往
来
が
可
能
に
な
っ
て
い
た
よ

う
だ
。
江
戸
時
代
の
相
撲
巡
業
の
記
録
を
見
て
も
、

「
雷
電
為
右
衛
門
日
記
」
に
は
出
雲
か
ら
堺
ま
で
を

巡
業
し
な
が
ら
十
日
で
移
動
し
た
と
あ
り
、
大
和
と

出
雲
の
間
は
急
げ
ば
四
日
で
行
け
る
道
程
だ
っ
た
と

見
ら
れ
る
。
先
進
地
（
出
雲
、
太
宰
府
、
敦
賀
な
ど
）

と
中
心
地
（
大
和
）
と
は
、
主
要
幹
線
が
あ
っ
た
の

は
当
然
の
こ
と
だ
ろ
う
。

　
相
撲
の
記
録
を
見
る
と
、
奈
良
時
代
初
期
ま
で
は

土
俵
も
禁
じ
手
も
、
時
間
制
限
も
な
い
殺
し
合
い

だ
っ
た
よ
う
だ
。
し
か
し
雄
略
天
皇
の
時
代
に
は
、

宮
中
で
女
官
た
ち
に
裸
で
相
撲
を
取
ら
せ
る
娯
楽
的

な
要
素
も
生
ま
れ
て
い
る
。
パ
ン
ク
ロ
チ
オ
ン
的
な

相
撲
と
、
娯
楽
的
な
相
撲
と
い
う
二
つ
の
顔
が
見
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
皇
極
天
皇
の
時
代
に
は
、
百
済

か
ら
の
使
節
を
歓
待
す
る
た
め
に
「
子
供
相
撲
」
が

演
じ
ら
れ
た
記
録
が
あ
る
。
こ
こ
で
新
た
な
儀
礼
と

し
て
の
顔
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
相
撲
に
は
、
朝
廷

（
国
家
）
と
し
て
の
外
交
的
な
も
の
と
内
政
的
な
も

の
が
併
存
し
て
い
た
よ
う
だ
。

　
第
四
十
四
代
元
正
天
皇
の
時
代
に
は
、
正
式
な
朝

廷
の
役
職
と
し
て
「
相
撲
官
」
が
立
て
ら
れ
、
朝
廷

儀
式
と
し
て
の
制
度
も
完
成
し
て
い
る
。正
式
な「
国

技
」
と
し
て
の
位
置
付
け
が
明
確
に
さ
れ
た
と
言
え

る
が
、
次
代
の
聖
武
天
皇
は
伊
勢
な
ど
の
近
畿
の
大

社
へ
「
奉
納
相
撲
」
を
実
施
し
て
、
神
様
に
相
撲
を

奉
納
す
る
と
い
う
特
殊
な
形
が
作
ら
れ
て
い
る
。

　
ま
た
聖
武
天
皇
は
、
皇
居
内
に
土
俵
を
設
け
て
宮

中
相
撲
を
楽
し
ん
で
い
た
と
あ
り
、
全
国
か
ら
相
撲

の
強
い
人
物
が
推
挙
さ
れ
て
集
ま
っ
て
き
た
よ
う

だ
。「
天
皇
が
相
撲
を
後
援
す
る
」
と
い
う
こ
と
が

重
要
で
あ
り
、
こ
の
時
期
に
「
武
道
」
と
し
て
相
撲

が
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
大
和
と
出
雲
の
結
び
つ
き
が
あ
り
、
第
十
一
代
垂

仁
天
皇
の
パ
ン
ク
ロ
チ
オ
ン
的
な
天
覧
相
撲
の
開
始

か
ら
、
我
が
国
で
は
「
国
技
・
相
撲
」
が
二
千
年
の

伝
統
を
持
つ
ま
で
に
成
長
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
力

士
の
国
籍
も
民
族
も
関
係
な
く
、
た
だ
天
皇
が
神
社

に
奉
納
す
る
に
値
す
る
相
撲
で
あ
れ
ば
、
常
に
「
国

技
」
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
相
撲
の
背

景
や
経
過
に
は
日
本
人
と
し
て
知
っ
て
お
く
べ
き
事

柄
が
数
多
く
あ
る
。

本
部
、地
方
本
部
活
動
報
告

■
本
部
、
関
東
・
東
北
本
部

◇
十
一
月
四
日
（
土
）

　
・
午
後
四
時
よ
り
台
東
区
池
之
端

「
上
野
東
天
紅
」
に
お
い
て
「
青
年

思
想
研
究
会
・
亡
き
先
憂
を
偲
ぶ

会
」。
内
藤
幹
事
長
、
山
田
関
東
本

部
副
本
部
長
が
出
席
（
写
真
①
）。

■
関
西
本
部

◇
九
月
十
五
日
（
金
）

・
午
後
六
時
三
十
分
よ
り
、
尼
崎

市
内
に
お
い
て
「
む
す
び
の
集
い

勉
強
会
」。
出
席
者
、
党
員
党
友
他

六
名
。
テ
ー
マ
は
「
日
本
統
一
王

朝
誕
生
の
風
景
（
仮
説
）」
他
。

◇
十
月
七
日
（
土
）

・
正
午
よ
り
、
朝
来
市
生
野
町
・

山
口
護
国
神
社
に
て
、
毎
年
恒
例

の
生
野
義
挙
慰
霊
碑
清
掃
奉
仕
。

有
志
七
名
が
参
加
し
、
雑
草
除
去
、

落
葉
集
め
に
励
ん
だ
。
清
掃
後
、
黙
祷
を
捧
げ
境
内
に
て

直
会
。
午
後
二
時
頃
解
散
し
た
。（
写
真
②
）

◇
十
月
二
十
七
日
（
金
）

・
午
後
七
時
よ
り
、
尼
崎
市
内
に
お
い
て
「
む
す
び
の
集

い
勉
強
会
」。九
州
佐
賀
よ
り
は
る
ば
る
丹
野
党
首
が
出
席
。

こ
れ
は
平
成
二
十
六
年
秋
の
党
首
就
任
以
来
、
各
地
方
本

部
を
一
巡
す
る
意
向
を
持
ち
つ
つ
も
、
折
悪
し
く
台
風
災

害
な
ど
で
関
西
の
み
延
期
と
な
っ
て
い
た
が
、
此
の
度
、

党
首
自
身
の
強
い
希
望
に
よ
り
急
遽
実
現
し
た
も
の
。
会

場
に
は
党
員
ほ
か
有
志
十
五
名
が
つ
め
か
け
た
。
勉
強
会

の
テ
ー
マ
は
「
相
撲
の
起
源
を
考
え
る
」
他
。
最
後
に
、

党
首
か
ら
挨
拶
が
あ
り
、
自
身
で
竹
島
実
地
調
査
に
行
っ

た
際
、
島
根
県
松
江
市
の
真
摯
な

姿
勢
に
対
し
、
外
務
省
の
余
り
の

不
甲
斐
な
さ
と
国
家
意
識
の
欠
如

を
目
の
前
で
確
認
し
た
怒
り
と
悲

し
み
を
述
べ
、
出
席
者
の
強
い
共

感
を
喚
起
し
た
（
写
真
③
）。
此

の
後
、
丹
野
党
首
は
再
会
を
約
し
、

と
ん
ぼ
帰
り
で
最
終
新
幹
線
で
帰

路
に
就
き
持
ち
前
の
バ
イ
タ
リ

テ
ィ
を
遺
憾
な
く
発
揮
し
た
。

①①②②③
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