
珈　

日
本
に
と
っ
て
い
ち
ば
ん
大
事
な
二
国
間
関
係
は
何
か
と

言
わ
れ
れ
ば
、
多
く
の
日
本
人
は
日
米
関
係
だ
と
答
え
る
だ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
れ
に
疑
問
を
は
さ
む
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

だ
が
問
題
は
そ
の
関
係
が
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ

た
か
、
今
後
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
、
で
あ
る
。
友

好
的
な
日
中
関
係
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
き
た
流
れ
の
中
に
中

国
に
は
遠
慮
し
て
言
う
べ
き
こ
と
も
言
わ
な
か
っ
た
傾
向
が
あ

っ
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
の
嫌
が
る
こ
と
を
言
い
、

ア
メ
リ
カ
の
利
益
に
反
す
る
行
動
に
出
る
こ
と
は
日
米
関
係
を

損
な
う
、
と
い
う
考
え
が
日
本
を
支
配
し
て
き
た
こ
と
も
否
め

な
い
事
実
だ
ろ
う
。

　

孫
崎
享
『
戦
後
史
の
正
体
』（
創
元
社
、
１
５
７
５
円
）
は

歴
代
宰
相
や
外
相
が
ア
メ
リ
カ
と
ど
の
よ
う
に
向
き
合
い
、
ア

メ
リ
カ
か
ら
ど
の
よ
う
に
遇
さ
れ
た
か
を
直
裁
に
語
っ
て
い
る
。

吉
田
茂
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
と
も
堂
々
と
渡
り
合
っ
た
と
い
う
伝

説
が
流
布
し
て
い
る
が
、
著
者
に
よ
る
と
そ
ん
な
こ
と
は
ま
っ

た
く
な
く
、
占
領
が
終
わ
っ
た
後
も
ア
メ
リ
カ
の
意
を
汲
ん
だ

政
治
姿
勢
を
と
り
続
け
た
。
対
立
が
あ
っ
た
の
は
再
軍
備
と
軽

武
装
を
め
ぐ
っ
て
の
こ
と
く
ら
い
だ
っ
た
。
岸
信
介
は
、
意
外

に
も
ア
メ
リ
カ
に
対
し
て
自
主
性
を
保
と
う
と
し
て
さ
ま
ざ
ま

な
手
を
打
っ
た
と
し
て
元
外
務
官
僚
で
あ
る
著
者
の
評
価
は
高

い
。
だ
が
対
米
自
主
外
交
を
貫
こ
う
と
し
た
重
光
葵
、
芦
田
均
、

鳩
山
一
郎
、
石
橋
湛
山
、
田
中
角
栄
は
ア
メ
リ
カ
か
ら
忌
避
、

排
斥
さ
れ
た
。
官
僚
も
同
様
だ
っ
た
。
病
気
は
と
も
か
く
戦
後

追
放
や
失
脚
の
裏
に
は
必
ず
ア
メ
リ
カ
が
い
た
と
い
う
。
そ
う

し
た
い
き
さ
つ
が
さ
ま
ざ
ま
な
文
書
や
書
物
に
よ
っ
て
論
証
さ

れ
て
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。
戦
後
政
治
や
日
米
関
係
の
常
識
を

改
め
て
組
み
直
す
こ
と
を
迫
ら
れ
る
こ
と
必
定
で
あ
る
。
保
守
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論
壇
か
ら
は
目
の
敵
の
気
配
だ
が
、
今
年
話
題
の
書
と
し
て
一

読
の
価
値
が
あ
る
。

玳　

北
海
道
の
山
林
が
、
対
馬
が
、
中
国
、
韓
国
そ
の
他
の
外

国
資
本
に
よ
っ
て
買
い
占
め
ら
れ
て
い
る
な
ど
と
、
日
本
の
国

土
が
外
国
人
の
投
資
対
象
と
し
て
狙
わ
れ
て
い
る
話
が
し
ば
し

ば
聞
か
れ
る
。
た
だ
し
実
態
は
な
か
な
か
わ
か
ら
な
い
。
買
っ

た
先
の
多
く
が
移
転
登
記
を
し
な
い
か
ら
だ
。
タ
ッ
ク
ス
ヘ
イ

ブ
ン
を
経
由
す
る
の
で
固
定
資
産
税
さ
え
取
れ
な
い
土
地
が
増

え
て
い
る
。
尖
閣
や
竹
島
以
上
の
危
機
が
日
本
の
国
土
に
訪
れ

て
い
る
の
に
、
行
政
は
手
を
こ
ま
ぬ
い
て
い
る
ば
か
り
…
。

　

こ
う
し
た
恐
る
べ
き
実
情
を
報
告
し
て
い
る
の
が
平
野
秀
樹

『
日
本
、
買
い
ま
す
』（
新
潮
社
、
１
４
７
０
円
）
で
あ
る
。
と

に
か
く
地
籍
が
な
い
土
地
が
や
た
ら
に
多
い
。
と
い
う
こ
と
は

土
地
の
所
有
関
係
も
曖
昧
な
う
え
に
、
争
い
に
な
っ
て
も
外
国

人
に
対
抗
す
る
こ
と
も
難
し
い
。
山
林
の
み
な
ら
ず
農
地
も
観

光
地
も
防
衛
上
の
重
要
地
点
も
買
い
占
め
ら
れ
て
い
く
。
そ
の

実
態
を
座
視
す
る
し
か
な
い
と
い
う
法
制
度
の
不
備
を
鋭
く
突

い
て
い
る
。
提
言
も
貴
重
で
あ
る
。

珎　

韓
国
人
は
ハ
ン
グ
ル
が
世
界
一
す
ば
ら
し
い
言
語
だ
と
誇

っ
て
い
る
が
、
韓
国
語
に
は
膨
大
な
日
本
語
が
単
語
と
し
て
入

り
込
ん
で
い
る
。
豊
田
有
恒
『
韓
国
が
漢
字
を
復
活
で
き
な
い

理
由
』（
祥
伝
社
新
書
、
７
９
８
円
）
は
韓
国
の
日
本
に
対
す

る
屈
折
し
た
感
情
を
赤
裸
々
に
説
明
し
つ
つ
言
語
と
し
て
の
ハ

ン
グ
ル
を
詳
細
に
解
明
し
て
い
る
。
日
韓
比
較
文
化
論
と
し
て

の
色
彩
の
も
と
で
、
漢
字
を
使
え
な
い
韓
国
の
限
界
も
明
快
に

見
え
て
く
る
。
要
す
る
に
漢
字
を
使
う
と
「
日
本
」
の
影
が
濃

く
出
す
ぎ
る
と
こ
ろ
が
問
題
な
の
だ
そ
う
だ
。
な
る
ほ
ど
。

玻　

行
数
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
簡
単
に
済
ま
す
の
は

気
が
ひ
け
る
が
、
福
岡
伸
一
『
生
命
と
記
憶
の
パ
ラ
ド
ク
ス
』

（
文
藝
春
秋
、
１
２
６
０
円
）
は
気
軽
に
読
め
る　

の
科
学
エ

６６

ッ
セ
ー
集
。
生
命
、
生
き
物
、
進
化
、
記
憶
な
ど
、
と
き
に
ど

う
で
も
い
い
テ
ー
マ
で
あ
り
な
が
ら
結
構
、
重
要
な
こ
と
を
言

っ
て
い
る
。
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と
い
う
の
は
読
書
の
大
事
な
楽

し
み
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。 

（
玄
）
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