
司.

小
泉
異
常
人
気
と

一O
O
一
年
日
士
そ
テ
モ
ク
ラ
シ
I

論
文

斗

一

m
rr
事

万
ム一品

、4

口貝品
橋
爪
大
三
郎

紅
央

引

中

九

O
%
に
迫
る
小
泉
内
閣
の
異
犠
な
高
支
持
率
、
シ
シ
ロ
ー
グ

繍
ッ
ズ
を
は
じ
め
と
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
人
気
に
つ
い
て
は
、
す
で

配
に
多
く
が
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
次
の
点
に
ポ
イ
ン
ト
を
し

お
ぼ
っ
て
、
論
じ
て
み
た
い
。

M
①
小
泉
人
気
は
フ
ァ
シ
ズ
ム
へ
の
危
険
な
入
り
口
な
の
か
?

E

切
②
小
泉
改
革
は
、
橋
本
行
革
な
ど
こ
れ
ま
で
の
改
革
と
、
ど
こ
が

則

違

う

の

か

っ

巻
③
小
泉
政
権
は
自
民
党
の
救
世
主
か
、
そ
れ
と
も
破
壊
者
か
?

創
④
ポ
ス
ト
小
泉
の
、
日
本
政
治
の
課
題
は
な
に
か
?

ね

*

用
ヒ
ト
ラ
ー
が
ワ
イ
マ

l
ル
共
和
国
で
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
宣
伝

研
を
駆
使
し
て
権
力
を
握
っ
た
の
で
、
大
衆
的
な
人
気
を
集
め
る
政

的
治
家
が
表
れ
る
と
、
す
わ
独
裁
者
で
は
な
い
か
と
警
戒
す
る
パ
夕

刊

l
ン
が
で
き
あ
が
っ
た
。
社
民
党
の
参
院
選
T
V
コ
マ
ー
シ
ャ
ル

問
「
ほ
ん
と
う
に
怖
い
も
の
は
、
人
気
者
の
顔
を
し
て
や
っ
て
く
る
」

一一--A.治
は
も
う
や
め
て
く
れ
と
い
う
意
思
表
示
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

民
主
主
義
は
、
国
民
が
主
体
と
な
っ
て
政
治
的
な
意
思
決
定
を

行
な
う
制
度
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
戦
後
民
主
主
義
は
、

い
ろ
い
ろ
な
経
緯
か
ら
、
国
民
が
主
体
と
な
っ
て
意
思
決
定
を
行

な
っ
て
き
た
と
は
言
い
に
く
か
っ
た
。
官
僚
の
力
が
強
す
ぎ
る
し
、

自
民
党
の
集
票
・
利
権
構
造
も
関
係
者
の
利
害
を
優
先
さ
せ
て
き

た
。
小
泉
政
権
は
、
も
う
少
し
国
民
の
主
体
性
を
取
り
返
そ
う
と

主
張
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
民
主
主
義
に
必
要
な
政

治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
あ
っ
て
、
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
な
ん
の
関
係

も
な
い
。

* 

小
泉
首
相
の
唱
え
る
「
聖
域
な
き
構
造
改
革
」
は
、
橋
本
行
革

な
ど
、
こ
れ
ま
で
の
改
革
と
ど
こ
が
違
う
の
か
。

一
九
九
九
年
の
暮
れ
、
橋
本
元
首
相
が
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
で
講

演
を
行
な
っ
た
際
、
私
は
た
ま
た
ま
ボ
ス
ト
ン
に
滞
在
中
で
、
そ

れ
を
聴
く
こ
と
が
で
き
た
。
彼
は
、
あ
と
一
年
も
す
れ
ば
中
央
省

庁
の
統
廃
合
が
実
現
し
、
行
政
改
革
の
目
ざ
ま
し
い
成
果
が
明
ら

か
に
な
る
だ
ろ
う
と
胸
を
張
っ
た
。
大
蔵
省
や
通
産
省
と
い
っ
た
、

戦
後
を
主
導
し
た
役
所
が
消
滅
す
る
の
は
、
目
覚
ま
し
い
成
果
か

も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
ん
な
こ
と
は
、
た
ん
な
る
看
板
の
か
け

替
え
に
す
ぎ
な
い
。
中
央
省
庁
に
働
く
官
僚
た
ち
の
人
数
も
減
ら

な
け
れ
ば
、
許
認
可
や
規
制
の
権
限
も
温
存
さ
れ
、
特
殊
法
人
に

も
手
が
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
橋
本
行
革
は
、
「
中
央
省
庁
の
再
編
」

に
倭
小
化
さ
れ
た
。
そ
の
程
度
の
こ
と
な
ら
、
や
ら
な
く
て
も
同

11 

11 

も
、
そ
れ
で
あ
る
。

小
泉
政
権
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
型
の
独
裁
政
権
に
な
る
は
ず
も
な
い

し
、
大
衆
迎
合
の
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
政
権
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
、

こ
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
多
様
化
・
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
化
し
、
ど
ん
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
も
成
り
立
た
な
い
。
古

典
的
な
独
裁
者
は
、
テ
レ
ビ
の
登
場
と
と
も
に
と
っ
く
に
不
可
能

に
な
っ
て
い
た
。
そ
れ
で
も
長
い
あ
い
だ
、
「
マ
ス
コ
ミ
に
操
作
さ

れ
る
大
衆
は
危
険
な
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
温
床
だ
」
と
い
う
た
ぐ
い
の

論
文
が
山
ほ
ど
生
産
さ
れ
て
き
た
が
、
書
い
た
本
人
の
気
休
め
に

な
っ
た
だ
け
だ
っ
た
。
小
泉
内
閣
が
歓
迎
さ
れ
て
い
る
の
は
、
こ

れ
ま
で
の
政
治
に
心
底
飽
き
飽
き
し
て
い
る
有
権
者
の
正
常
な
反

応
で
、
決
し
て
病
的
な
も
の
で
は
な
い
。
改
革
の
具
体
的
な
プ
ラ

ン
と
、
そ
れ
に
と
も
な
う
「
痛
み
」
の
な
か
み
が
は
っ
き
り
し
な

い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
に
し
て
も
、
と
も
か
く
国
民
の
大
多
数
が

「
構
造
改
革
」
を
支
持
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
ま
で
の
調
整
型
の
政

じ
で
あ
る
。

い
ま
必
要
な
改
革
は
、
国
(
中
央
政
府
)
と
日
本
社
会
と
の
関

係
を
再
点
検
し
、
新
し
い
社
会
の
青
写
真
に
も
と
づ
い
て
政
府
の

役
割
と
機
構
を
再
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。
本
当
に
必
要
な
機
能

は
強
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
う
で
な
い
部
分
は
ば
っ
さ

り
整
理
す
る
。
地
方
に
移
管
で
き
る
と
こ
ろ
は
移
管
す
る
。
具
体

的
に
言
え
ば
、
財
源
(
た
と
え
ば
消
費
税
)
を
地
方
に
移
管
す
る

か
わ
り
に
、
地
方
交
付
税
を
廃
止
す
る
。
財
政
投
融
資
の
制
度
は

廃
止
す
る
。
特
殊
法
人
は
、
そ
の
事
業
や
組
織
の
存
続
の
必
要
を

議
会
で
立
証
で
き
た
も
の
を
除
き
、
一
律
に
廃
止
・
民
営
化
す
る
。

中
央
省
庁
の
業
務
(
許
認
可
権
限
)
に
つ
い
て
も
、
そ
の
存
続
の

必
要
を
立
証
で
き
た
も
の
以
外
は
一
律
廃
止
す
る
。
こ
れ
ま
で
さ

ん
ざ
ん
、
税
金
や
権
限
が
い
い
加
減
に
使
わ
れ
て
き
た
。
そ
の
詳

し
い
デ
l
タ
は
、
省
庁
や
特
殊
法
人
が
握
っ
て
い
る
。
税
金
の
無

駄
づ
か
い
を
、
国
会
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
が
調
査
し
立
証
す
る
の

は
大
変
な
手
間
が
か
か
る
。
そ
こ
で
発
想
を
変
え
、
省
庁
や
特
殊

法
人
が
自
分
か
ら
デ
1
タ
を
出
し
て
、
そ
の
必
要
性
を
、
期
限
つ

き
で
国
民
に
向
か
っ
て
(
た
と
え
ば
国
会
の
公
聴
会
の
場
で
)
証

明
さ
せ
る
こ
と
に
す
る
。
証
明
に
成
功
し
な
け
れ
ば
、
廃
止
す
る
。

こ
こ
ま
で
徹
底
し
な
い
と
、
改
革
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ

を
や
り
と
げ
な
い
と
、
日
本
の
市
場
に
も
社
会
に
も
地
方
に
も
、

活
力
は
戻
ら
な
い
。
国
民
の
利
益
に
も
な
ら
な
い
。
改
革
を
成
功

さ
せ
る
に
は
、
政
府
関
係
機
関
で
働
く
職
員
・
労
働
組
合
の
理
解

と
協
力
も
必
要
に
な
る
。

11 

11 

2争

は
し
づ
め
・
だ
い
さ
ぶ
ろ
う

一
九
四
八
年
神
奈
川
県
生
ま
れ
。
東
京

大
学
大
学
院
社
会
学
研
究
科
社
会
学
専

攻
博
士
課
程
修
了
。
現
在
、
東
京
工
業

大
学
教
授
。
専
門
は
理
論
社
会
学
、
宗

教
社
会
学
、
現
代
ア
ジ
ア
研
究
、
現
代
社

会
論
。
『
橋
爪
大
三
郎
の
社
会
学
講
義
』

(
夏
白
書
房
、
一
九
九
五
年
)
を
は
じ
め
、

『
幸
福
の
つ
く
り
か
た
』
(
ポ
ッ
ト
出
版
、

二
O
O
O年
)
、
『
言
語
派
社
会
学
の
原

理
』
(
洋
泉
社
、
二

O
O
O年
)
な
ど
著

書
・
論
文
多
数
。
近
著
に
『
世
界
が
わ

か
る
宗
教
社
会
学
入
門
』
(
筑
摩
書
房
、

二
O
O
一
年
)
が
あ
る
。
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小
泉
政
権
が
ど
こ
ま
で
本
格
的
な
改
革
を
実
現
で
き
る
か
、
も

う
少
し
様
子
を
み
な
い
と
わ
か
ら
な
い
が
、
橋
本
行
革
の
よ
う
な

看
板
の
か
け
替
え
で
お
茶
を
に
ご
す
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
小
泉
首

相
は
、
郵
政
三
事
業
の
民
営
化
を
か
ね
て
か
ら
主
張
し
て
き
た
。

こ
れ
は
、
自
民
党
の
集
票
・
利
権
構
造
の
一
角
を
つ
き
崩
す
こ
と

を
意
味
す
る
、
大
胆
な
提
案
だ
っ
た
。
組
閣
に
あ
た
っ
て
は
、
若

手
の
石
原
伸
晃
議
員
を
行
政
改
革
担
当
相
に
任
命
、
特
殊
法
人
の

整
理
を
指
示
し
て
い
る
。
道
路
特
定
財
源
の
見
直
し
を
進
め
る
こ

と
に
し
た
の
も
、
橋
本
派
な
ど
自
民
党
の
こ
れ
ま
で
の
集
票
・
利

権
構
造
に
と
っ
て
は
打
撃
と
な
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
れ
ま
で

の
か
け
声
だ
け
の
改
革
と
は
違
っ
た
、
実
質
の
と
も
な
っ
た
プ
ラ

ン
が
進
め
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
抵
抗
も
激
し

い
も
の
が
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
と
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
、
小
泉

政
権
は
、
な
か
み
の
あ
る
改
革
に
着
手
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る

と
言
っ
て
よ
い
。

* 

そ
れ
で
は
、
小
泉
首
相
は
、

と
も
、
自
民
党
の
破
壊
者
か
。

そ
の
ど
ち
ら
で
も
あ
(
り
う
)
る
。

と
う

ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
に
せ
よ
、
部
小
平
に
せ
よ
、
体
制
内
の
改
革
者

は
、
矛
盾
し
た
二
重
の
役
割
を
背
負
う
の
が
常
で
あ
る
。
小
泉
首

相
の
場
合
、
自
民
党
政
権
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
高
い
支
持
率
の

半
分
以
上
は
無
党
派
層
な
ど
自
民
党
外
か
ら
寄
せ
ら
れ
る
と
い
う
、

ね
じ
れ
た
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
民
主
党
な
ど
、
改
革
を
標
梼
す

自
民
党
の
救
世
主
な
の
か
、

そ
れ

l
公
認
」
を
与
え
る
↓
⑤
新
党
が
過
半
数
を
え
て
、
改
革
政
権
が

発
足
す
る
、
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
シ
ナ
リ
オ
が
現
実
の
も
の
に

な
る
に
は
、
景
気
が
し
ば
ら
く
失
速
せ
ず
国
民
の
忍
耐
が
続
く
こ

と
、
民
主
党
な
ど
野
党
が
協
力
す
る
こ
と
、
な
ど
の
条
件
が
必
要

と
な
ろ
う
。

細
川
首
相
の
反
自
民
連
立
政
権
は
、
政
策
合
意
な
し
に
多
数
派

形
成
を
先
行
さ
せ
た
た
め
、
あ
と
か
ら
政
策
協
定
を
結
ぼ
う
と
し

て
連
立
に
ひ
び
が
入
っ
た
。
小
泉
政
権
の
シ
ナ
リ
オ
で
は
、
改
革

の
政
策
プ
ラ
ン
と
新
党
の
結
成
を
総
選
挙
が
信
任
す
る
か
た
ち
に

な
る
の
で
、
ず
っ
と
す
っ
き
り
す
る
。
小
泉
首
相
は
自
民
党
の
破

壊
者
と
な
る
こ
と
で
、
改
革
を
完
成
さ
せ
る
の
だ
。

自
民
党
を
破
壊
す
る
と
は
、
自
民
党
の
従
来
の
集
票
・
利
権
構

造
を
破
壊
す
る
こ
と
で
あ
る
。
小
泉
首
相
が
唱
え
て
き
た
郵
政
三

事
業
の
民
営
化
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
が
あ
っ
た
。
民
主
党
や
自

民
党
の
若
手
の
な
か
に
は
、
公
共
事
業
や
財
源
の
ば
ら
ま
き
に
反

対
し
、
政
策
合
理
性
を
訴
え
る
こ
と
で
有
権
者
の
支
持
を
う
る
タ

イ
プ
の
政
治
家
が
育
っ
て
い
る
。
小
泉
首
相
が
核
と
な
っ
て
、
彼

ら
を
糾
合
す
る
な
ら
ば
、
改
革
指
向
の
政
策
プ
ラ
ン
に
も
と
づ
く

新
党
を
結
成
で
き
る
チ
ャ
ン
ス
が
あ
る
。

* 

小
泉
内
閣
が
、
今
後
数
年
に
わ
た
っ
て
改
革
を
推
し
進
め
る
本

格
政
権
と
な
る
に
せ
よ
、
そ
れ
と
も
短
期
で
挫
折
し
て
つ
ぎ
の
政

権
と
交
替
す
る
に
せ
よ
、
い
っ
た
ん
高
ま
っ
た
有
権
者
の
期
待
は
、

そ
れ
以
降
の
政
権
の
ゆ
く
え
を
も
左
右
す
る
。
日
本
の
政
治
は
、

ll 

る
野
党
に
と
っ
て
、
攻
め
に
く
い
相
手
だ
。
そ
こ
で
、
自
民
党
の

守
旧
派
(
決
し
て
小
泉
首
相
の
改
革
に
賛
成
で
は
な
い
人
び
と
)

に
と
っ
て
も
、
小
泉
首
相
は
大
い
に
利
用
価
値
が
あ
る
。
党
内
基

盤
を
ほ
と
ん
ど
持
た
な
い
小
泉
首
相
が
、
政
権
を
維
持
で
き
る
の

は
、
自
民
党
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
の
か
、
そ
れ
と
も
自
民
党
の
枠

を
越
え
た
改
革
や
政
界
再
編
を
構
想
し
て
い
る
の
か
、
あ
い
ま
い

だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
ど
ち
ら
か
は
っ
き
り
し
た
と
き
に
は
、

少
な
く
と
も
片
方
の
側
に
幻
滅
が
生
じ
、
政
権
を
成
り
立
た
せ
る

バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
る
だ
ろ
う
。

小
泉
政
権
は
、
従
来
の
自
民
党
の
政
治
手
法
が
ま
す
ま
す
国
民

の
信
頼
を
失
い
、
か
と
言

っ
て
、
野
党
は
ま
だ
ま
だ
弱
体
で
あ
る

た
め
、
仕
方
な
し
に
人
気
を
集
め
て
い
る
過
渡
的
な
政
権
で
あ
る
。

自
民
党
守
旧
派
は
、
小
泉
首
相
を
ワ
ン
ポ
イ
ン
ト
・
リ
リ
ー
フ
と

考
え
、
参
院
選
か
、
せ
い
ぜ
い
年
内
に
は
交
替
さ
せ
る
腹
づ
も
り

で
い
た
。
小
泉
政
権
と
改
革
に
対
す
る
国
民
の
支
持
が
し
ぼ
ま
な

い
場
合
は
、
こ
の
目
算
が
狂
っ
て
く
る
。

小
泉
政
権
が
過
渡
的
な
政
権
で
は
な
く
て
、
本
格
的
な
改
革
政

権
に
大
化
け
す
る
た
め
に
は
、
小
泉
首
相
み
ず
か
ら
が
野
党
の
役

割
を
買
っ
て
出
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
シ
ナ
リ
オ
を
簡
単
に
描
い

て
み
れ
ば
、
①
よ
い
ブ
レ
ー
ン
を
集
め
て
、
大
胆
で
実
行
可
能
な

改
革
.フ
ラ
ン
を
ま
と
め
、
実
行
に
移
そ
う
と
す
る
↓
②
守
旧
派
が

強
引
に
抵
抗
す
る
↓
③
首
相
に
在
職
し
た
ま
ま
自
民
党
を
離
党
し

て
新
党
結
成
を
表
明
、
衆
議
院
を
解
散
す
る
↓
④
総
選
挙
で
は
、

与
野
党
を
問
わ
ず
、
改
革
.
フ
ラ
ン
を
支
持
す
る
候
補
に
「
シ
シ
ロ

「
ポ
ス
ト
小
泉
」
と
い
う
新
し
い
段
階
に
入
る
の
だ
。

小
泉
政
権
が
登
場
し
、
歓
迎
さ
れ
た
の
は
、
日
本
の
政
治
が
弱

体
化
し
、
意
思
決
定
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
機
能
し
な
く
な
っ
た

か
ら
。
そ
し
て
そ
れ
に
、
国
民
が
大
き
な
不
満
を
覚
え
た
か
ら
で

あ
る
。国

民
の
た
め
に
、
質
の
高
い
政
治
を
行
な
う
に
は
、
川
国
内
の

状
況
や
国
際
情
勢
を
正
確
に
認
識
し
、
同
国
民
の
要
求
す
る
政
策

優
先
順
位
を
明
確
に
意
識
し
、
同
適
切
な
政
府
や
議
会
の
行
動
を

合
理
的
な
政
策
体
系
の
か
た
ち
に
ま
と
め
、
凶
そ
の
政
策
を
正
確

な
理
解
し
や
す
い
言
葉
で
国
民
に
説
明
し
、
同
状
況
を
見
定
め
な

が
ら
適
切
に
実
行
に
移
す
、
と
い
っ
た
一
連
の
行
動
が
必
要
に
な

る
。
す
な
わ
ち
、
情
勢
認
識
(
歴
史
認
識
を
含
む
)
、
価
値
(
国
益
)
、

政
策
プ
ラ
ン
、
説
明
責
任
、
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
そ
ろ
わ
な
け
れ

ば
、
質
の
高
い
政
治
的
な
意
思
決
定
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
従

来
の
自
民
党
政
治
は
、
政
策
合
理
性
に
お
い
て
不
十
分
で
あ
り
、

説
明
責
任
が
ほ
と
ん
ど
果
た
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
政
治
家
・
官

僚
・
業
界
の
、
狭
い
閉
じ
た
三
角
形
の
な
か
で
「
政
治
」
が
行
な

わ
れ
、
国
会
審
議
は
形
式
化
し
て
い
た
。
後
続
政
権
が
こ
う
し
た

レ
ヴ
ェ
ル
に
舞
い
戻
る
な
ら
、
森
内
閣
以
上
の
不
人
気
を
覚
倍
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
ず
安
全
保
障
に
つ
い
て
言
え
ば
、
日
本
は
こ
れ
ま
で
以
上
の

積
極
的
な
役
割
を
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
認
識
に
立
た
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

冷
戦
時
代
、
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日
米
同
盟
は
ア
メ
リ
カ
の
世
界
核
戦
略
に
付
随
す
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回
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回
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R
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巴
笹
川
町
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母

-
O
O
N

寸

る
も
の
で
、
日
本
は
通
常
兵
器
に
よ
る
専
守
防
衛
を
分
担
す
る
だ

け
で
よ
か
っ
た
。
九

0
年
代
の
初
め
の
湾
岸
戦
争
、
九

0
年
代
半

ば
の
朝
鮮
半
島
危
機
を
経
て
、
ア
メ
リ
カ
の
戦
略
は
、
な
ら
ず
者

国
家
の
冒
険
主
義
を
封
じ
込
め
る
も
の
に
代
わ
っ
た
が
、
日
本
の

役
割
に
大
き
な
変
更
は
な
か
っ
た
。

ブ
ッ
シ
ュ
政
権
は
、

M
D
(
ミ
サ
イ
ル
・
デ
ィ
フ
ェ
ン
ス
)
を

本
格
的
に
推
し
進
め
る
方
針
を
掲
げ
、
ロ
シ
ア
や
中
国
の
反
対
を

押
し
切
っ
て

A
B
M
(迎
撃
ミ
サ
イ
ル
)
禁
止
条
約
を
離
脱
す
る

考
え
を
明
ら
か
に
し
た
。

M
D
は
、
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
T
M
D

(
戦
域
防
衛
ミ
サ
イ
ル
リ
日
本
な
ど
同
盟
国
を
防
衛
す
る
)
と
N
M

D

(
国
土
防
衛
ミ
サ
イ
ル
H

ア
メ
リ
カ
本
国
を
防
衛
す
る
)
と
を

統
合
し
た
も
の
で
、
こ
れ
が
現
実
に
な
れ
ば
、
日
米
安
保
体
制
は

根
本
的
な
変
更
を
こ
う
む
る
。
日
米
安
保
は
、
日
本
に
対
す
る
攻

撃
に
対
し
て
ア
メ
リ
カ
が
反
撃
す
る
片
務
的
な
も
の
(
ア
メ
リ
カ

が
攻
撃
さ
れ
て
も
日
本
は
何
も
し
な
い
)
だ
っ
た
が
、

M
D
は、

ア
メ
リ
カ
を
攻
撃
す
る
戦
略
ミ
サ
イ
ル
を
日
本
が
迎
撃
す
る
と
い

う
も
の
、
す
な
わ
ち
、
ア
メ
リ
カ
に
対
す
る
攻
撃
に
日
本
が
反
撃

す
る
と
い
う
も
の
だ
か
ら
だ
。
こ
れ
は
、
日
米
共
同
で
中
国
を
封

じ
込
め
る
な
ど
、
東
ア
ジ
ア
と
世
界
の
安
全
保
障
に
つ
い
て
ま
っ

た
く
新
し
い
体
制
を
構
築
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ポ
ス
ト
小
泉

政
権
は
、
こ
れ
を
支
持
す
る
に
せ
よ
代
替
案
を
提
示
す
る
に
せ
よ
、

議
論
を
重
ね
て
日
本
国
民
の
意
思
を
集
約
す
る
必
要
が
あ
る
。

M
D
は
、
ア
メ
リ
カ
が
、
世
界
の
な
か
で
相
対
的
に
経
済
力
を

低
下
さ
せ
る
な
か
で
、
超
大
国
と
し
て
の
責
任
を
果
た
し
続
け
な

=・-一一
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匡
附
田
」
￥
¥
笹
川

K
巨
鰹
¥
祉
部
構
呂

防で

出2

λ
比ル山間

叫
酬
明

ー
品
川
叫

l
円

μ

合
間
制
V品
川
相

け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
矛
盾
を
乗
り
切
る
試
み
の
ひ
と
つ
だ
。

一
二
世
紀
前
半
の
世
界
は
、
ア
メ
リ
カ
に
加
え
て
、
欧
州
連
合

(
E

U
)
や
日
本
な
ど
先
進
国
が
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
主
張
し
つ
つ
協

調
を
保
つ
と
い
う
、
寡
頭
制
シ
ス
テ
ム
を
と
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
で

日
本
も
、
地
球
環
境
や
世
界
経
済
に
つ
い
て
、
独
自
の
世
界
戦
略

を
練
り
上
げ
る
べ
き
だ
。

地
球
環
境
に
つ
い
て
言
え
ば
、
日
本
は
欧
州
と
連
携
し
て
、
京

都
議
定
書
を
離
脱
す
る
動
き
を
み
せ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
の
一
国
主

義
に
対
抗
す
る
べ
き
だ
。
ア
メ
リ
カ
に
、
資
源
浪
費
体
質
を
改
め

る
構
造
改
革
に
取
り
組
む
よ
う
要
求
す
べ
き
で
、
ア
メ
リ
カ
は
少

な
く
と
も
日
本
並
み
の
資
源
効
率
を
達
成
す
る
必
要
が
あ
る
。
先

進
国
の
真
剣
な
相
互
牽
制
を
通
じ
て
、
協
調
が
は
か
ら
れ
、
地
球

環
境
が
守
ら
れ
る
。

日
本
の
政
治
が
、
国
内
外
の
課
題
と
取
り
組
む
主
体
性
を
発
揮

で
き
る
か
ど
う
か
の
カ
ギ
は
、
政
治
的
な
言
論
に
あ
る
。
科
学
的

・e

合
理
的
な
根
拠
に
も
と
づ
く
政
策
オ
プ
シ
ョ
ン
を
、
国
民
に
提

示
す
る
。
国
民
は
、
み
ず
か
ら
の
価
値
前
提
を
参
照
し
つ
つ
、
そ

れ
ら
オ
プ
シ
ョ
ン
の
優
劣
を
真
剣
に
議
論
す
る
。
小
泉
政
権
が
目

覚
め
さ
せ
た
の
は
、
こ
う
い
っ
た
当
た
り
前
の
政
治
手
法
を
、
日

本
の
民
主
主
義
が
取
り
入
れ
な
い
の
は
お
か
し
い
と
い
う
率
直
な

感
覚
だ
っ
た
。
言
論
に
よ
っ
て
、
世
論
を
形
成
し
、
世
論
に
よ
っ

て
、
政
治
を
動
か
す
。
単
純
だ
が
力
強
い
、
そ
う
し
た
民
主
主
義

の
力
学
を
働
か
せ
よ
う
。
小
泉
首
相
は
ま
も
な
く
そ
の
役
割
を
終

え
る
。
主
役
で
あ
り
続
け
る
の
は
日
本
国
民
で
あ
る
あ
な
た
だ
。

肱鼎・|眠拠思(蜘軒高~~叩)
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