
第
二
節

幣
原
外
交
の
理
想
と
現
実

無
為
と
無
責
任
の
外
交

所
謂

｢幣
原
外
交
｣
は
'
対
支
不
干
渉
政
策
'
国
際
協
調
主
義
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
を
伴
ひ
'

一
九
二
〇
年
代
の
平
和
主
義
を
象
徴
す

る
も
の
で
あ
る
か
の
如
-
喧
伝
せ
ら
れ
が
ち
で
あ
る
｡
幣
原
は

1
九
二
四
年

(大
正
十
三
年
)
六
月
か
ら

一
九
二
七
年

(昭
和
二
年
)
四

月
ま
で
と
'

一
九
二
九
年

(昭
和
四
年
)
七
月
か
ら

7
九
三

1
年

(昭
和
六
年
)
十
二
月
ま
で
の
前
後
二
回
外
務
大
臣
を
勤
め
て
ゐ
る

が
'
こ
の
幣
原
の
外
交
姿
勢
の
根
本
を
幣
原
自
身
を
し
て
語
ら
し
め
る
な
ら
ば

ら
ん
よう

｢
今
や
世
界
の
人
心
は

一
般
に
偏
狭
か
つ
排
他
的
な
る
利
己
政
策
を
排
斥
L
t
兵
力
の
濫
用
に
反
対
し
,
侵
略
主
義
を
否
認
し
,
万

般
の
国
際
間
題
は
関
係
列
国
の
了
解
と
協
力
と
を
以
て
処
理
せ
ん
と
す
る
の
気
運
に
向
つ
て
進
み
つ
つ
あ
る
の
を
認
め
得
ら
る
る
の

で
あ
り
ま
す
｡
-
･-
国
際
的
争
闘
の
時
代
は
漸
-
過
ぎ
て
'
こ
れ
に
代
る
べ
き
も
の
は
国
際
的
協
力
の
時
代
で
あ
る
こ
と
は
疑
ひ
を

容
れ
ま
せ
ぬ
-
-
国
家
の
真
正
か
つ
永
遠
な
る
利
益
は
列
国
相
互
の
立
場
の
間
に
公
平
な
る
調
和
を
得
る
こ
と
に
依
り
て
確
保
せ
ら

る
る
も
の
で
あ
る
｡
我
々
は
こ
の
信
念
に
基
い
て
す
べ
て
の
列
国
に
対
す
る
外
交
関
係
を
律
せ
む
こ
と
を
期
す
る
次
第
で
あ
り
ま

す
｣
(外
務
省

『主
要
文
書
j
下
)｡

と
云
ふ
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
は
人
間
の
善
意
と
合
理
主
義
へ
の
確
信
で
あ
る
と
云
へ
る
｡
こ
れ
が
具
体
的
な
対
外
政
策
と
な
っ
て
現
れ

る
時
'
支
那
に
対
し
て
は

｢
支
那
の
合
理
的
立
場
を
尊
重
す
る
と
共
に
'
我
が
合
理
的
立
場
は
又
あ
-
ま
で
も
こ
れ
を
庇
護
す
る
覚

悟
｣
と
な
り
'
｢支
那
の
内
政
問
題
に
至
っ
て
は

一
切
こ
れ
に
干
渉
す
る
の
意
思
な
き
こ
と
｣
と
な
る
の
で
あ
っ
た
｡
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お
も

ま
た
支
那
全
土
を
掩
う
混
乱
と
不
統

一
に
つ
い
て
は

｢
支
那
国
内
平
和
統

一
を
確
立
す
る
の
事
業
は
決
し
て
容
易
で
は
あ
り
ま
せ

は
かば
か

ん
｡
今
日
ま
で
の
そ
の
事
業
の
成
績
が
捗
々
し
-
な
い
の
を
見
て
'
直
ち
に
支
那
の
国
民
性
が
自
治
の
能
力
に
耐
へ
ざ
る
も
の
の
如
-

推
断
す
る
の
は
誤
っ
た
見
解
で
あ
り
ま
す
｣
と
支
那
人
の
自
治
能
力
に
信
頼
し
て
ゐ
る
こ
と
を
述
べ
'
支
那
共
産
主
義
に
関
し
て
は

｢
世
上
に
は
支
那
が
共
産
主
義
の
国
家
と
な
る
か
も
知
れ
な
い
と
か
'
自
国
に
不
利
と
認
む
る
国
際
条
約
を
破
穀
す
る
の
計
画
が
あ
る

と
か
云
ふ
が
如
き
臆
説
も
あ
る
や
う
で
あ
り
ま
す
が
'
私
は
こ
れ
を
信
ず
る
こ
と
が
出
来
ま
せ
ぬ
｡
我
々
は
常
に
希
望
と
忍
耐
と
を
以

て
支
那
国
民
の
政
治
的
革
新
の
努
力
を
注
視
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
j
o
要
す
る
に
我
々
は
支
那
に
於
け
る
我
が
正
当
な
る
権
利
利
益

を
あ
く
ま
で
も
こ
れ
を
主
張
す
る
と
き
に
'
支
那
特
殊
の
国
情
に
対
し
て
は
十
分
に
同
情
あ
る
考
慮
を
加
へ
'
精
神
的
に
文
化
的
に
経

済
的
に
両
国
民
の
提
携
協
力
を
図
ら
む
と
す
る
の
で
あ
り
ま
す
｣
と
し
て
'
支
那
赤
化
に
対
す
る
危
倶
を
打
消
し
'
同
時
に
支
那
が
不

平
等
条
約
を

一
方
的
に
廃
棄
す
る
可
能
性
を
も
否
定
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
｡

こと
○と

何
と
い
ふ
楽
観
論
で
あ
ら
う
か
｡
支
那
に
対
す
る
何
と
い
ふ
寛
大
さ
で
あ
ら
う
か
｡
し
か
し
な
が
ら
'
こ
れ
ら
の
幣
原
の
予
測
は
悉

こと
コと

く
外
れ
信
頼
は

悉

-
裏
切
ら
れ
た
の
で
あ
る
｡

幣
原
は
､
米
国
に
於
て
排
日
移
民
法
が
成
立
す
る
の
と
時
期
を
同
じ
-
し
て
外
務
大
臣
に
就
任
し
た
の
で
あ
る
が
'
彼
は
こ
の
排
日

ひ
つき
よう

ま

移
民
問
題
に
つ
い
て
は
か
う
述
べ
て
ゐ
る
｡
｢
筆

意

米

国
国
民

一
般
の
我
が
国
民
並
び
に
我
が
主
張
に
対
す
る
正
当
な
る
理
解
に
侯
つ

外
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
性
急
な
る
態
度
感
情
に
囚
は
れ
た
言
論
は
決
し
て
国
際
的
了
解
を
進
む
る
途
で
は
あ
り
ま
せ
ぬ
｡
米
国
国
民
の
血

管
の
中
に
は
正
義
を
愛
す
る
建
国
当
時
の
精
神
が
依
然
と
し
て
流
れ
て
ゐ
る
こ
と
は
疑
ひ
を
容
れ
ま
せ
ぬ
｡
私
は
そ
の
事
実
が
実
際
に

証
明
せ
ら
る
る
時
期
の
来
る
べ
き
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
｣
と
｡
つ
ま
り
'
米
国
の
正
義
愛
に
全
幅
の
信
を
置
い
て
解
決

を
期
待
し
ょ
う
と
云
ふ
姿
勢
で
あ
る
｡

以
上
が
幣
原
自
身
の
言
葉
を
以
て
す
る
幣
原
外
交
の
基
本
精
神
の
説
明
で
あ
る
｡
こ
れ
は
'
な
べ
て

｢
合
理
的
な
る
も
の
｣
｢
正
当

な
る
も
の
｣
に
対
す
る
殉
教
者
的
な
ま
で
の
信
仰
告
白
で
あ
る
と
云
へ
る
｡
同
時
に
人
間
の
善
性
に
対
す
る
絶
対
的
信
頼
の
表
明
で
も

き
ち

あ
る
｡
以
て
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
一
端
を

窺

知

し
得
る
で
あ
ら
う
｡
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さ
れ
ば
南
京
事
件
発
生
に
際
し
て
幣
原
は
'

一
切
の
武
力
行
使
に
反
対
し
'
絶
対
不
干
渉
の
方
針
を
主
張
し
て
英
米
な
ど
の
列
強
と

は
異
な
る
独
自
の
立
場
を
貫
い
た
｡
幣
原
の
基
本
方
針
は
､
南
京
事
件
で
は
共
産
派
が
薄
を
難
局
に
追
ひ
や
り
'
失
墜
せ
し
め
よ
う
と

画
策
し
て
ゐ
た
の
で
あ
る
か
ら
'
｢
こ
の
際
列
国
と
し
て
最
良
の
策
は
'
支
那
の
治
安
は
支
那
人
の
手
に
よ
-
て
維
持
せ
し
む
べ
く
'

南
軍
側
に
於
て
不
完
全
な
が
ら
も
統
禦
の
中
心
と
な
り
居
る
健
全
分
子
に
対
し
'
時
局
の
安
定
を
計
る
の
機
会
を
与
ふ
る
の
外
な
し
と

思
考
す
｣
と
い
ふ
も
の
で
あ
っ
た
｡
幣
原
は
長
江
上
流
に
二
千
の
居
留
民
と
六
カ
所
の
領
事
館
'
出
張
所
を
も
つ
日
本
は
'
イ
ギ
リ
ス

も
つと

の
や
う
に
直
ち
に
強
硬
手
段
は
と
り
得
な
い
と
考
え
て
ゐ
た
が
'
こ
れ
は
そ
の
限
り
に
於
て
は
尤
も
な
こ
と
だ
と
思
は
れ
る
｡

事
件
の
あ
と
間
も
な
く

幣
原
と
会
談
し
た
テ
ィ
リ
ー
英
大
使
が
､
蒋
介
石
そ
の
他
国
民
軍
中
の
穏
健
分
子
に
対
し
列
国
か
ら
物
質

的
援
助
を
与
へ
る
や
う
な
積
極
的
な
意
思
は
な
い
か
と
質
問
し
た
の
に
対
し
'
幣
原
は
物
質
的
援
助
を
与

へ
れ
ば
'
薄
等
が
売
国
奴
の

非
難
を
う
け
'
却
っ
て
悪
条
件
を
招
-
と
同
意
し
な
か
っ
た
｡
だ
が
'
国
民
革
命
軍
中
の
共
産
分
子
が
ソ
連
の
指
令
と
支
持
で
排
外
倒

薄
の
活
動
に
従
事
し
て
ゐ
る
時
'
蒋
援
助
に
関
す
る
幣
原
の
不
同
意
は
'
共
産
勢
力
と
の
戦
ひ
を
放
棄
す
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ
っ

王
ん
えん

た
｡
そ
れ
は
無
為
と
共
に
無
責
任
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
｡
英
大
使
が
更
に
進
ん
で
'
｢
過
激
な
る
共
産
主
義
が
支
那
全
土
に
蔓
延
せ

る
場
合
｣
に
つ
い
て
尋
ね
た
と
こ
ろ
､
幣
原
は

｢
自
分
は
共
産
主
義
が
全
国
に
行
き
わ
た
る
も
の
と
信
ぜ
ざ
れ
ど
も
'
仮
に
共
産
派
の
天
下
と
な
る
も
-
-
さ
ほ
ど
恐
怖
す
べ
き
こ

と
に
も
あ
ら
ず
｡
支
那
時
局
の
帰
趨
が
い
づ
れ
に
な
る
も
'
列
国
は
む
し
ろ
こ
れ
を
放
任
し
て
隠
忍
そ
の
結
果
を
侯
つ
の
ほ
か
な

し
｣

と
答

へ
た
の
で
あ
る
｡
共
産
主
義
に
対
す
る
何
と
い
ふ
楽
観
論
で
あ
る
こ
と
か
｡
幣
原
自
身
は
本
質
的
に
反
共
で
あ
っ
た
に
も
拘
ら

ず
'
共
産
主
義
に
も

一
片
の
善
意
あ
り
と
信
じ
て
自
ら
を
慰
め
'
そ
の
危
倶
に
対
し
て
目
を
掩
ふ
こ
と
を
以
て
'
当
時
の
進
歩
的
風
潮

に
合
致
す
る
も
の
と
彼
は
考

へ
た
の
で
あ
る
｡
そ
の
後
の
支
那
に
於
け
る
共
産
主
義
運
動
の
悪
性
化
を
思
ふ
時
'
幣
原
の
臆
断
の
誤
り

は
明
瞭
で
あ
る
｡

幣
原
は
'
武
力
を
行
使
し
て
も
支
那
に
は
致
命
的
ハ
ー
ト
な
し
と
云
ひ
､
支
那
と
の
戦
ひ
で
苦
し
む
は
寧
ろ
列
国
側
で
あ
る
と
云
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ふ
｡
ま
た
蒋
介
石
等
穏
健
派
を
支
持
す
べ
L
と
云
ふ
｡
確
か
に
彼
の
支
那
論
に
は
傾
聴
す
べ
き
点
少
な
し
と
し
な
い
が
'
惜
し
む
ら
く

は
､
彼
は
持
論
を
現
実
と
結
び
つ
け
'
具
体
化
す
る
努
力
を
怠
っ
た
の
で
あ
る
｡
日
本
は
'
北
京
関
税
会
議
に
於
て
'
列
国
と
の
協
調

を
無
視
し
て
ま
で
支
那
の
不
平
等
関
税
に
対
し
て
大
な
る
理
解
と
同
情
を
示
し
た
こ
と
は
既
述
し
た
｡
だ
が
支
那
は
そ
の
日
本
に
対
し

て
,
南
京
事
件
と
い
ふ
暴
虐
を
以
て
返
報
し
た
の
だ
｡
こ
の
時
'
幣
原
は
支
那
の
混
乱
と
無
秩
序
の
実
体
を
洞
察
す
べ
き
で
あ
っ
た
に

も
拘
ら
ず
支
那
紛
乱
の
策
源
が
共
産
主
義
勢
力
に
あ
る
こ
と
を
見
抜
-
こ
と
が
で
き
ず
'
た
め
に
そ
の
理
想
主
義
的
平
和
外
交
は
現
実

か
ら
遠
-
遊
離
し
､
そ
の
高
論
卓
説
も
結
局
は
無
為
と
無
責
任
に
帰
す
る
他
な
か
っ
た
の
で
あ
る
｡

′

支
那
に
対
す
る
幣
原
の
宥
和
政
策
を
噸
笑
す
る
か
の
如
き
事
件
が
又
も
や
発
生
し
た
｡
即
ち
四
月
三
日
午
後
二
時
頃
､
漢
口
日
本
租

界
内
の
浪
花
食
堂
と
い
ふ
兵
士
の
酒
保
の
や
う
な
食
堂
の
近
-
で
､
上
陸
中
の
日
本
水
兵
に
子
供
が
石
を
投
じ
､
こ
れ
を
水
兵
が
叱
っ

た
こ
と
か
ら
争
論
と
な
り
,
支
那
人
群
衆
は
浪
花
食
堂
で
飲
食
し
て
ゐ
た
日
本
水
兵
を
包
囲
し
暴
行
を
加
へ
た
｡
多
数
の
群
衆
が
水
兵

を
追
ひ
か
け
,
水
兵
の
逃
げ
こ
ん
だ
家
を
破
壊
し
た
り
し
た
が
'
十
分
と
た
た
ぬ
う
ち
に
二

股
邦
人
に
も
暴
行
を
加
へ
る
や
う
に
な

っ
た
｡
邦
人
商
店
,
同
仁
病
院
'
平
願
寺
な
ど
が
破
壊

･
掠
奪
の
対
象
と
な
っ
た
｡
現
場
に
か
け
つ
け
た
田
中
副
領
事
も
殴
打
さ
れ
'

租
界
は
無
秩
序
状
態
と
化
し
た

(臼
井
前
掲
書
)0

こ
の
事
件
の
情
況
を
そ
の
渦
中
に
於
て
目
撃
し
た
と
こ
ろ
で
は
'
群
衆
の
日
本
租
界
襲
撃
は
総
工
会
(共
産
系
)が
事
前
に
準
備
し
た

も
の
の
如
-
､
こ
れ
に
先
立
つ
数
旦
別
か
ら
'
各
所
で
事
端
を
起
さ
ん
と
す
る
様
子
が
あ
つ
た
が
'
当
日
事
件
発
生
と
同
時
に
伝
令
が

り
り
つさ
ん

八
方
に
走
り
,
群
衆
の
日
本
租
界
乱
入
と
な
っ
た
｡
総
工
会
か
ら
は

李

立

三

･

向
忠
発
等
が
ト
ラ
ッ
ク
に
乗
込
ん
で
糾
察
隊
を
指
揮
し

た
と
云
ふ
｡
漢
口
に
は
約
二
千
二
百
名
の
日
本
居
留
民
が
居
り
へ
そ
の
生
命
の
安
否
が
気
づ
か
は
れ
た
た
め
'
陸
戦
隊
二
百
名
が
上
陸

し
,
遂
に
機
関
銃
を
地
面
に
向
け
て
数
十
発
発
射
さ
せ
､
群
衆
を
四
散
さ
せ
た
｡
こ
の
際
二
名
の
負
傷
者
を
出
し
た
｡
以
後
'
日
本
租

と
の
っ

界
は
鉄
条
網
と

土
嚢
で
防
備
さ
れ
,
租
界
外
は
支
那
軍
に
よ
っ
て
秩
序
が
維
持
さ
れ
た
｡
陸
戦
隊
は
最
後
に
は
約
五
百
名
に
増
加
'
租

界
外
の
日
本
人
も
全
部
救
出
さ
れ
'
支
那
側
に
抑
留
さ
れ
て
ゐ
た
水
兵
六
名
も
釈
放
さ
れ
た
｡
以
後
､
二
千
二
百
名
の
居
留
民
の
大
部

分
は
上
海
及
び
内
地
に
引
き
揚
げ
た
｡
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漠
口
事
件
は
数
日
で
鎮
静
に
帰
し
た
が
ー
対
日
世
論
悪
化
に
鑑
み
､
南
京
､
蕪
湖
､
九
江
､
沙
市
､
宜
昌
､
重
慶
､
成
都
な
ど
長
江

の
中
上
流
地
域
か
ら
'
必
要
以
外
の
居
留
民
は
続
々
と
上
海
及
び
内
地
へ
引
き
揚
げ
て
き
た
｡

か
く
し
て
漢
口
の
日
本
居
留
民
の
安
全
と
租
界
の
存
在
は
'
陸
戦
隊
の
機
関
銃
に
よ
っ
て
辛
く
も
確
保
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
｡
こ
れ

は
支
那
の
対
日
世
論
を
悪
化
さ
せ
る
結
果
と
は
な
っ
た
が
､
漠
口
･
九
江
の
英
租
界
奪
取
事
件
や
南
京
事
件
な
ど

表

の
不
穏
な
支
那

の
情
勢
の
下
に
於
て
は
'
万
や
む
を
得
ぬ
措
置
で
あ
っ
た
と
云
へ
る
｡
支
那
の
共
産
派
や
暴
徒
は
'
南
京
事
件
で
の
日
本
の
無
抵
抗
主

･J･(

義
を
見
て
'
日
本
を
与
し
易
し
と
考

へ
'
漠
口
事
件
を
企
ん
だ
も
の
か
も
し
れ
な
い
｡
だ
が
､
賢
明
に
も
我
国
は
南
京
事
件
の
二
の
舞

を
演
ず
る
こ
と
な
く

漠
口
事
件
で
は
実
力
を
以
て
自
国
居
留
民
の
安
全
を
守
っ
た
の
で
あ
る
｡

日
英
協
調
を
阻
害
し
た
幣
原
の
姿
勢

漠
口
･
九
江
英
租
界
に
対
す
る
国
民
革
命
軍
の
実
力
行
使

(
完

二
七
年
一
月
)
の
事
態
は
'
我
国
に
対
英
提
携
の
必
要
を
痛
感
せ
し

め
る
結
果
と
な
っ
た
｡
例
へ
ば
'
清
浦
前
首
相
は
'
漠
口
事
件
の
背
後
に
は

｢
ロ
シ
ア
の
魔
手
｣
が
あ
り
､
｢
大
国
間
の
協
力
原
則
が

崩
れ
た
点
に
こ
そ
混
乱
の
真
の
源
泉
が
あ
る
｣
と
し
て
国
際
協
調
の
必
要
性
を
説
い
た

(細
谷
千
博
論
文

｢
ワシ
ン
ト
ン
体
制
の
特
質
と
変

容
｣
)
が
二

万
英
国
で
も
'
す
で
に

一
九
二
五
年
秋
北
京
関
税
会
議
の
頃
に
は
'
日
本
と
の
提
携
を
望
む
声
が
上
が
っ
て
ゐ
た
｡
当

時
の
駐
日
英
国
大
使
サ
ー
･
チ
ャ
ー
ル
ズ

･
エ
リ
オ
ッ
ト
は

｢東
洋
に
関
す
る
限
り
'
特
に
我
々
が
東
洋
と
西
洋
の
双
方
に
於
け
る
ソ

連
の
活
動
の
危
険
性
を
正
し
-
評
価
す
る
な
ら
ば
'
合
衆
国
よ
り
も
む
し
ろ
日
本
と
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
本
国
に
報
告

し
'
英
国
王
は
こ
の
結
論
に
特
に
感
銘
を
受
け
た
と
云
は
れ
る

(
ロ
イ
ド
･
ガ
ー
ド
ナ
-
論
文

｢極
東
国
際
政
治
と
英
米
関
係
｣
)｡

即
ち
'
ワ
シ
ン
ト
ン
会
議
で
締
結
さ
れ
た
四
国
条
約
の
結
果
'
日
英
同
盟
は
廃
棄
さ
れ
た
の
で
あ
つ
た
が
,
そ
の
後
数
年
を
出
で
ず

し
て
'
今
後
は

｢
ボ
ル
シ
ェ
ビ
ズ
ム
の
脅
威
｣
を
契
機
と
し
て
新
た
に
日
英
提
携
の
必
要
が
日
英
双
方
で
痛
感
さ
れ
,
提
唱
さ
れ
る
に

至
っ
た
の
で
あ
る
｡
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と
こ
ろ
が
,

完

二
五
年
十
二
月
,
英
官
辺
筋
は
支
那
に
於
け
る
日
英
協
力
を
要
望
し
て
ゐ
た
も
の
の
'
日
本
の
陸
軍
が
英
国
と
の

親
密
な
る
提
携
を
望
ん
で
ゐ
た
の
と
は
対
照
的
に
,
幣
原
は
日
英
の
協
力
に
無
関
心
で
あ
っ
た
｡
こ
の
幣
原
の
態
度
を
エ
リ
オ
ッ
ト
駐

日
大
便
は

｢
侮
り
難
-
か
つ
危
険
｣
と
考

へ
,
鷲
-
よ
り
は
む
し
ろ
当
惑
し
た
の
で
あ
る
｡
エ
リ
オ
ッ
ト
の
意
見
に
よ
れ
ば
'
幣
原
は

日
本
の
山
東
,
北
樺
太
,
東
部
シ
ベ
リ
ア
か
ら
の
撤
退
に
示
さ
れ
る
平
和
的
徴
候
を

一
身
に
体
現
し
て
ゐ
た
の
で
あ
り
'
｢
か
つ
て
の

日
本
が
何
で
あ
れ
,
今
は
弱
い
国
で
あ
る
｣
こ
と
を
示
唆
し
て
ゐ
た
｡
そ
し
て
こ
の
臆
病
さ
'
大
国
た
ら
ん
と
す
る
野
望
を
抱
き
な
が

ら
そ
れ
ら
し
く
行
動
で
き
な
い
で
ゐ
る
こ
と
か
ら
'
｢
日
本
の
外
交
腰
帯
の
不
誠
実
さ
と
は
云
は
ぬ
ま
で
も
t

l
種
の
二
重
性
と

l
貫

性
の
欠
如
｣
が
生
じ
て
ゐ
た
｡
日
本
は
支
那
を
め
ぐ
っ
て
列
強
と
決
裂
す
る
よ
り
も
'
む
し
ろ

｢支
那
に
対
し
て
絶
え
ず
譲
歩
を
行
な

ふ
｣
で
あ
ら
う
と
エ
リ
オ
ッ
ト
は
予
言
し
,
支
那
と
ソ
連
に
対
す
る
幣
原
の
軟
弱
外
交
に
絶
望
し
て
ゐ
た

(ジ
ェ
ー
ム
ズ
･
B

･
ク
ラ
ウ

リ
-
論
文

｢
日
英
協
調
へ
の
模
索
｣
)｡

一
九
二
六
年
七
月
北
伐
開
始
の
頃
,
英
外
務
次
官
サ
ー
･
ウ
ヰ
リ
ア
ム

･
テ
ィ

レ
ル
は
英
政
府
は

世
界
の
至
る
所
で
平
和
と
繁
栄
の
た
め
に
尽
し
､
他
方
,

ソ
連
は
世
界
の
至
る
所
で
苛
惜
な
い
反
英
宣
伝
に
よ
っ
て
無
秩
序
を
醸
成
し

て
ゐ
る
と
考

へ
,
極
東
に
於
け
る
最
善
の
対
応
策
-

日
英
同
盟
の
復
活
-

の
可
能
性
は
'
残
念
な
が
ら
日
本
に
於
け
る
新
し
い
反

軍
国
主
義
的
,
民
主
主
義
精
神
の
た
め
に
閉
さ
れ
て
ゐ
る
と
し
'
同
盟
更
新
に
否
定
的
で
あ
っ
た
0

こ
れ
ら
英
国
外
交
筋
の
意
見
は
,
南
京
事
件
に
先
立
つ
一
年
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
も
前
か
ら
'
幣
原
外
交
に
対
す
る
不
信
感
が
英
国

側
に
あ
り
,
幣
原
外
交
が
対
支
間
題
で
の
日
英
協
調
を
妨
げ
て
ゐ
る
と
の
判
断
の
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
ゐ
る
と
云
へ
よ
う
｡
南
京
事

件
に
於
て
,
英
国
と
日
本
陸
軍
が
列
国
の
対
支
共
同
行
動
を
必
要
と
考
へ
た
の
に
対
し
て
'
幣
原
の
姿
勢
が
米
国
の
対
支
不
干
渉
政
策

に
近
く

日
英
協
調
を
阻
害
す
る
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
云
ふ
迄
も
な
い
｡

日
英
双
方
が

｢
日
英
同
盟
の
復
活
｣
と
ま
で
行
か
な
-
と
も
,
何
ら
か
の
日
英
協
調
を
切
望
し
た
時
機
に
'
そ
の
実
現
を
阻
ん
だ
も

の
が
幣
原
外
交
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
,
そ
し
て
又
,
そ
の
幣
原
外
交
自
体
が
支
那
問
題
打
開
に
無
力
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
'
我
々
は
幣

ど
こ

原
外
交
の
存
在
意
義
を

何
処
に
求
め
た
ら
よ
い
の
で
あ
ら
う
か
｡
幣
原
外
交
が
や
が
て
国
民
の
指
弾
を
受
け
る
に
至
っ
た
の
は
当
然
で

あ
っ
た
｡
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幣
原
外
交
終
る

南
京
事
件
'
続
い
て
漠
口
事
件
が
発
生
す
る
と
'
幣
原
外
交
を
非
難
す
る
世
論
が
急
速
に
高
ま
っ
た
｡
当
時
'
最
も
進
歩
的
と
さ
れ

た
朝
日
新
聞
で
さ
へ
'
政
府
の
居
留
民
保
護
対
策
が
充
分
で
な
い
こ
と
を
指
摘
し
'
｢
吾
人
は
支
那
に
対
し
て
反
省
を
警
告
す
る
と
共

に
'
な
す
べ
き
を
な
さ
ず
'
尽
す
べ
き
を
尽
さ
ず
し
て
､
尚
か
つ

『
時
局
を
慎
重
に
注
視
す
る
』
幣
原
外
相
に
対
し
て
も
そ
の
反
省
を

警
告
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
｣
と
い
ふ
幣
原
批
判
の
社
説
を
掲
載
し
た

(四
月
五
日
)｡
南
京
及
び
漢
口
事
件
に
つ
い
て
は
'
各
新
聞

と
も
激
烈
な
言
葉
で
幣
原
の
無
為
を
論
難
し
た
の
で
あ
る
｡

ゎ
か
つき

し
じ
ゆ
ん

若

槻

内

閣
は
四
月
十
三
日
､
台
湾
銀
行
救
済
の
緊
急
勅
命
の
発
布
を
は
か
り
'
枢
密
院
に

諮

諌

し

た
が
'
枢
密
院
本
会
議

(四
月
十

七
日
)
で
対
支
外
交
に
於
け
る
失
政
を
批
判
さ
れ
'
緊
急
勅
令
案
も
憲
法
違
反
と
し
て
否
決
さ
れ
た
｡
こ
こ
に
於
て
若
槻
内
閣
は
即
日

総
辞
職
を
行
な
っ
た
の
で
あ
る
｡
枢
密
院
の
反
対
は
憲
法
上
の
理
由
は
表
面
だ
け
で
'
実
は
軟
弱
外
交
の
政
府
を
倒
す
の
が
目
的
で

一

致
し
て
緊
急
勅
令
案
を
否
決
し
た
の
だ
と
云
は
れ
る
｡
次
期
内
閣
組
織
の
大
命
は
政
友
会
総
裁
田
中
義

一
(陸
軍
大
将
)
に
下
っ
た
｡

共
産
主
義
へ
の
楽
観

幣
原
に
つ
い
て
の
小
伝
を
書
い
た
宇
治
田
直
義
は
幣
原
と
そ
の
外
交
を
次
の
や
う
に
評
し
て
ゐ
る

(甫

原
喜
重
郎
｣
)0

｢
幣
原
の
対
支
外
交
は
'
国
民
革
命
軍
の
本
質
が
共
産
化
し
た
こ
と
を
考
慮
せ
ず
､
相
変
ら
ず
同
情
と
寛
容
の
精
神
を
以
て
こ
れ
に

臨
ん
だ
｡
従
っ
て
上
海
事
件
'
南
京
事
件
'
漠
口
事
件
な
ど
の
処
理
に
対
し
'
幣
原
外
相
は
不
干
渉
主
義
の
建
前
よ
り
殆
ど
無
抵
抗

主
義
に
近
い
態
度
を
と
っ
た
｡
そ
れ
が
た
め
に
'
わ
が
政
界
上
層
部
や
軍
部
に
於
て
は
非
常
な
不
安
と
不
満
を
感
じ
'
『幣
原
外
交
』

に
対
し
て
そ
の
信
頼
感
を
低
下
せ
し
め
た
の
で
あ
る
｡
-
-

『幣
原
外
交
』
の
理
念
は
'
お
よ
そ
外
交
や
国
際
間
題
に
興
味
を
持
つ
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者
に
と
つ
て
は
同
調
賞
讃
さ
れ
る
け
れ
ど
も
,
幣
原
の
支
那
共
産
党
論
だ
け
は
'
ど
う
ひ
い
き
目
に
見
て
も
全
然
同
意
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
み
な
ら
ず
,
そ
の
後
の
経
過
は
､
我
が
日
本
に
は
勿
論
,
幣
原
自
身
に
と
っ
て
も
決
し
て
よ
い
結
果
を
も
た
ら
さ
な
か

っ
た
｡
の
ち
に
彼
が
第
二
次
若
槻
内
閣
の
外
相
と
な
り
,
国
民
党
の
革
命
外
交
と
対
処
し
て
遂
に
そ
の
素
志
を
達
成
で
き
な
か
っ
た

の
も
､
実
は
こ
の
共
産
党
に
対
す
る
研
究
不
足
に
基
因
す
る
も
の
が
少
な
-
な
い
こ
と
を
想
起
す
れ
ば
'
確
か
に
こ
の
見
解
は
幣
原

に
と
っ
て

壷

の
ミ
ス
で
あ
っ
た
と
い
へ
る
で
あ
ら
う
｡
然
ら
ば
幣
原
外
交
の
欠
点
は
そ
れ
だ
け
か
と
い
ふ
と
へ
い
ま

一
つ
指
摘
し

な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
あ
る
｡
そ
れ
は
幣
原
は
自
ら
の
識
見
を
過
信
し
た
結
果
,
余
り
に
も
､
原
理
原
則
を
宣
揚
す
る
に
急
で
実

際
問
題
を
閑
却
し
た
嫌
ひ
が
あ
っ
た
こ
と
と
､
彼
の
性
格
が
非
常
に
理
想
主
義
的
な
独
断
家
で
あ
っ
た
た
め
'
時
代
の
真
相
や
国
民

感
情
の
動
向
を
看
取
し
て
臨
機
応
変
の
措
置
を
と
る
と
い
ふ
政
治
的
セ
ン
ス
に
欠
け
て
ゐ
た
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
に
彼
自
身
の

主
義
主
張
を
時
勢
の
要
求
に
調
和
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
ば
か
-
か
,
自
信
が
強
す
ぎ
た
結
果
'
必
要
以
上
に
時
代
の
傾
向
に
挑

戟
し
,
反
対
の
潮
流
を
激
化
さ
せ
る
と
い
ふ
風
が
多
分
に
あ
っ
た
｡
こ
れ
は

『幣
原
外
交
』
を
推
進
す
る
に
当
っ
て
'
事
実
上
非
常

な
欠
陥
と
な
っ
た
-
-
｣

て
つ
け
つ

寸
言
,
幣
原
の
人
物
と
外
交
の
問
題
点
を
鋭
-

別

挟

し

た
名
論
と
云
ふ
べ
き
で
あ
る
｡

第
三
節

田
中
外
交
の
北
伐
対
応

第

一
次
山
東
出
兵

田
中

(義
一
)
内
閣
は
昭
和
二
年

(
完

二
七
年
)
四
月
二
十
日
発
足
し
た
｡
外
相
は
首
相
が
兼
摂
し
た
｡
田
中
首
相
は
四
月
二
十
二
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