
「
そ
の
一
団
は
遠
く
中
国
よ
り
も
ま
だ
離
れ

た
神
秘
の
島
国
か
ら
や
っ
て
き
た
。
長
ら
く

鎖
国
を
続
け
な
が
ら
一
度
開
国
を
決
め
る
と

西
洋
文
明
を
ま
た
た
く
間
に
吸
収
し
て
自
分

の
も
の
に
す
る
一
方
、
近
代
的
な
軍
事
化
に

成
功
し
て
周
辺
の
国
を
植
民
地
化
す
る
も
、

列
強
と
の
戦
争
に
敗
れ
、
し
か
し
焦
土
の
中

か
ら
再
び
火
の
鳥
の
ご
と
く
飛
翔
し
、
経
済

大
国
に
生
ま
れ
変
わ
っ
た
国
。
彼
ら
は
遥
々

こ
の
地
に
や
っ
て
き
て
〝
伝
統
と
近
代
化
〞

を
テ
ー
マ
に
、
わ
れ
ら
と
大
い
に
忌き

憚た
ん

な
き

意
見
を
交
わ
し
、
一
瞬
の
う
ち
に
帰
っ
て
い

っ
た
。
対
話
の
残
響
が
乾
い
た
大
地
に
か
す

か
に
響
く
」

ギ
リ
シ
ャ
、
ペ
ル
シ
ャ
、
ロ
ー
マ
、
ビ
ザ
ン

テ
ィ
ン
、
オ
ス
マ
ン
と
名
だ
た
る
帝
国
が
勃

興
し
、
衝
突
し
衰
退
し
て
ゆ
く
、
そ
の
歴
史

の
舞
台
と
な
っ
て
き
た
地
で
、〝
遠
い
島
国
〞

日
本
か
ら
や
っ
て
き
た
私
た
ち
を
、
そ
こ
に

住
む
人
々
は
こ
う
書
き
残
す
の
だ
ろ
う
か
。

日
本
か
ら
の
１
週
間
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
は
、
ヨ

ル
ダ
ン
か
ら
始
ま
っ
た
。

ヨ
ル
ダ
ン

ハ
ッ
サ
ン
王
子
と
の
対
話

メ
ン
バ
ー
は
、
イ
ス
ラ
ム
地
域
研
究
の
エ

キ
ス
パ
ー
ト
、
東
京
大
学
の
山
内
昌
之
教
授

を
団
長
に
、
国
際
協
力
銀
行
の
田
波
耕
治
副

総
裁
、
神
戸
大
学
の
五
百
旗
頭

い

お

き

べ

真
教
授
、
オ

リ
ン
ピ
ッ
ク
柔
道
金
メ
ダ
リ
ス
ト
の
山
下
泰

裕
・
東
海
大
学
教
授
、
そ
し
て
筆
者
の
５
人
。

ヨ
ル
ダ
ン
の
首
都
ア
ン
マ
ン
で
ま
ず
、
故
フ

セ
イ
ン
国
王
の
弟
で
あ
る
ハ
ッ
サ
ン
王
子
が

待
つ
ラ
ガ
ダ
ー
ン
宮
殿
に
向
か
っ
た
。

「
意
見
が
違
う
、
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
こ

と
の
で
き
る
文
明
的
な
枠
組
み
が
必
要
な
の

で
す
」
。
英
国
式
の
緑
豊
か
な
庭
園
に
設
け

ら
れ
た
テ
ー
ブ
ル
で
、
ハ
ッ
サ
ン
王
子
は

切
々
と
「
対
話
の
文
化
」
の
必
要
性

を
語
っ
た
。
ヨ
ル
ダ
ン
は
、
流
血
の

惨
事
が
続
く
イ
ス
ラ
エ
ル
・
パ
レ
ス

チ
ナ
と
、
ア
メ
リ
カ
が
軍
事
力
を
も

っ
て
フ
セ
イ
ン
政
権
か
ら
〝
解
放
〞

し
た
イ
ラ
ク
と
い
う
、
ま
さ
に
両
隣

に
燃
え
盛
る
火
を
見
な
が
ら
立
っ
て

い
る
国
だ
。
そ
の
王
国
の
柱
と
な
る

王
家
の
重
要
な
一
員
と
し
て
生
き
て
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文明の十字路で
行なわれた

“遠い島国”との対話

第２回
中東文化交流・対話ミッションに

参加して

榎
え

原
ば ら

美樹
み き

ＮＨＫバンコク支局特派員

ヨルダンのハッサン王子（フセイン前国
王の弟）。何度も来日している知日派だ　



き
た
ハ
ッ
サ
ン
王
子
の
表
情
に
は
、
国
が
抱

え
る
苦
悩
が
そ
の
ま
ま
滲
み
出
て
い
る
よ
う

に
感
じ
た
。

「
イ
ス
ラ
エ
ル
と
の
関
係
が
ど
う
あ
る
べ
き

か
、
早
急
に
見
直
す
必
要
が
あ
る
。
イ
ラ
ク

で
は
、
ア
メ
リ
カ
が
軍
事
介
入
し
た
後
の
次

の
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
ど
う
平
和
を
構
築
す

る
か
の
概
念
が
欠
け
て
し
ま
っ
て
い
る
」「
日

本
は
地
理
的
に
離
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け

に
客
観
的
な
立
場
か
ら
地
域
的
な
パ
ー
ト
ナ

ー
シ
ッ
プ
を
促
進
す
る
役
割
を
果
た
し
て
も

ら
え
る
の
で
は
な
い
か
」。
王
子
は
日
本
へ
の

期
待
に
つ
い
て
も
強
調
し
、
予
定
の
時
間
を

は
る
か
に
越
え
て
対
話
が
続
い
た
。

日
本
の
立
場
は

「
と
も
に
考
え
、と
も
に
歩
む
」

ヨ
ル
ダ
ン
と
イ
ラ
ン
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
、

日
本
側
は
何
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。

団
長
の
山
内
教
授
が
両
国
で
強
調
し
た
の
は

「
と
も
に
考
え
、
と
も
に
歩
む
」
だ
。

日
本
と
の
間
で
国
交
が
樹
立
さ
れ
て
か
ら

今
年
で
50
年
と
な
っ
た
ヨ
ル
ダ
ン
で
は
、
山

内
教
授
は
、
①
先
の
Ｇ
８
サ
ミ
ッ
ト
で
提
示

さ
れ
た
「
拡
大
中
東
構
想
」（
中
東
地
域
の
発

展
と
安
定
は
国
際
社
会
全
体
に
か
か
わ
る
課
題

で
あ
り
、
先
進
各
国
は
民
主
的
・
社
会
的
・
経

済
的
な
改
革
へ
の
支
援
を
表
明
す
る
と
い
う
も

の
）
の
実
現
の
た
め
に
、
具
体
的
な
プ
ロ
グ

ラ
ム
を
先
進
国
と
ア
ラ
ブ
諸
国
が
一
緒
に
工

夫
す
る
べ
き
で
あ
り
、
②
そ
の
た
め
に
日
本

と
ヨ
ル
ダ
ン
は
、
こ
の
構
想
を
地
域
と
住
民

の
自
主
性
と
内
発
性
を
強
調
す
る
方
向
で
実

現
す
る
た
め
に
何
が
必
要
な
の
か
、
相
談
す

る
べ
き
だ
、
③
民
主
主
義
の
確
立
に
向
け
た

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
そ
の
国
あ
る
い
は
民
族
の

政
治
的
尊
厳
の
回
復
が
あ
っ
て
こ
そ
成
り
立

つ
も
の
で
あ
る
―
―
と
の
考
え
を
示
し
た
。

そ
し
て
、
中
東
に
お
け
る
知
識
社
会
の
建
設

の
た
め
に
Ｉ
Ｔ
（
情
報
技
術
）
や
教
育
の
分

野
な
ど
で
さ
ら
な
る
日
本
の
協
力
の
可
能
性

を
挙
げ
た
。

テ
ヘ
ラ
ン
で
は
、
山
内
教
授
は
去
年
の
第

１
回
ミ
ッ
シ
ョ
ン
の
際
に
出
た
、
19
世
紀
末

の
日
本
と
イ
ラ
ン
が
直
面
し
た
「
近
代
化
」

を
め
ぐ
る
議
論
を
踏
ま
え
て
、
今
回
さ
ら
に

議
論
を
深
め
、
当
時
の
立
憲
国
家
づ
く
り
を

進
め
る
過
程
に
お
い
て
、
国
力
を
い
か
に
発

揮
さ
せ
る
か
に
尽
力
し
た
経
緯
を
語
っ
た
。

歴
史
の
な
か
で
の
互
い
の
共
通
項
を
見
い

だ
し
、
そ
の
な
か
に
差
異
を
見
つ
け
、
経
験

を
分
か
ち
合
う
。
し
か
も
前
回
ミ
ッ
シ
ョ
ン

の
成
果
の
う
え
に
、
議
論
を
こ
の
よ
う
に
積

ん
で
い
く
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
が
た
と

え
ゆ
っ
く
り
と
し
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
し

っ
か
り
し
た
基
礎
の
う
え
に
や
が
て
は
後
世
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ヨルダン・イラン両国
で柔道指南をした山下
泰裕八段は、どこでも大
歓迎された。オリンピ
ック金メダリストから
直接、技の指導を受け
た若者や子どもたちは、
目を輝かせながら「一
生忘れない」と喜んで
いた。この柔道指南も
中東ミッションのハイ
ライトのひとつだ



に
残
る
建
造
物
の
よ
う
に
築
き
あ
げ
ら
れ
て

ゆ
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
「
一
緒
に
積
み

上
げ
る
」
過
程
が
、
じ
つ
は
ミ
ッ
シ
ョ
ン
が

め
ざ
す
最
も
大
切
な
目
的
な
の
か
も
し
れ
な

い
。

い
ま
そ
こ
に
あ
る

「
過
激
な
思
想
」の
影

日
本
側
の
呼
び
か
け
に
対
し
て
、
相
手
側

か
ら
は
何
が
読
み
取
れ
た
の
か
。
ヨ
ル
ダ
ン

で
は
、
平
和
な
日
本
に
生

き
る
私
た
ち
に
は
想
像
が

困
難
な
ほ
ど
の
、
山
積
す

る
問
題
と
そ
れ
が
落
と
す

影
の
暗
さ
を
感
じ
た
。
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
自
体
は
友
好

的
な
雰
囲
気
の
う
ち
に
行

な
わ
れ
、
冒
頭
講
演
し
た

マ
ル
ワ
ン
・
ム
ア
シ
ャ
ー
ル

外
相
は
「
日
本
は
ど
う
や

っ
て
、
あ
そ
こ
ま
で
の
経

済
成
長
を
達
成
す
る
こ
と

が
で
き
た
の
か
。
ど
う
す

れ
ば
日
本
の
よ
う
な
進
歩

が
可
能
な
の
か
、
学
ぶ
べ

き
こ
と
は
多
い
」
と
日
本

の
近
代
の
軌
跡
を
讃
え
た
。

し
か
し
ま
た
、「
今
の
時

代
は
世
界
的
に
ア
ラ
ブ
人
、

イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
だ
れ
も

が
テ
ロ
を
起
こ
し
て
い
る
と

疑
わ
れ
る
不
公
正
が
蔓
延

し
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
も

そ
の
犠
牲
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、

過
激
派
が
活
動
で
き
る
余
地
を
与
え
て
は
い

け
な
い
。
過
激
派
は
人
々
の
苦
し
み
に
巣
食

っ
て
生
き
る
か
ら
だ
」
と
訴
え
た
。
こ
の
、

ア
ラ
ブ
人
（
あ
る
い
は
国
家
）
ま
た
は
イ
ス
ラ

ム
教
徒
へ
の
嫌
疑
に
対
す
る
不
満
を
抱
え
る

一
方
で
、
人
々
を
「
過
激
な
思
想
」
に
走
ら

せ
る
環
境
が
実
際
に
隣
国
だ
け
で
な
く
国
内

に
も
あ
り
、
そ
の
思
想
に
共
感
・
共
鳴
す
る

エ
レ
メ
ン
ト
を
抱
え
て
い
る
と
い
う
、
そ
の

苦
悩
は
い
か
ほ
ど
の
も
の
か
。

パ
ネ
リ
ス
ト
の
一
人
、
ヨ
ル
ダ
ン
女
性
問

題
国
家
委
員
会
事
務
局
長
の
ア
マ
ル
・
サ
ッ

バ
ー
グ
女
史
も
、
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
前
日
の
夕

食
の
席
で
筆
者
に
対
し
、
ヨ
ル
ダ
ン
の
女
性

た
ち
が
い
ま
最
も
危
惧
し
て
い
る
こ
と
は
、

「
過
激
な
思
想
」
が
国
内
に
入
り
込
ん
で
く

る
こ
と
だ
、
と
語
っ
た
。
女
性
た
ち
が
こ
れ

ま
で
苦
労
し
て
築
き
あ
げ
て
き
た
社
会
的
地

位
や
獲
得
し
て
き
た
権
利
、
こ
れ
ら
が
一
夜

に
し
て
崩
れ
る
危
険
性
を
ヨ
ル
ダ
ン
を
取
り

巻
く
環
境
は
大
い
に
孕は

ら

ん
で
い
る
、
と
い
う

の
だ
。
さ
き
ほ
ど
の
外
相
の
言
葉
を
借
り
れ

ば
「
『
近
代
化
と
は
、
伝
統
の
損
失
に
等
し

い
』
と
主
張
す
る
輩

や
か
ら

が
い
る
」
。
中
東
諸
国

で
は
ま
さ
に
、
現
代
に
お
い
て
こ
の
命
題
こ

そ
が
、
そ
こ
に
あ
る
最
も
深
刻
で
か
つ
根
深

い
問
題
な
の
だ
。
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えばら みき●ＮＨＫバンコク支局特派員／大阪大学文学部西
洋史学科卒。1987年ＮＨＫ大阪放送局に入局。91～94年ヨー
ロッパ総局（ロンドン）特派員。94～99年報道局国際部（こ
の間の96～98年、衛星第１放送「プライムタイムニュース」
キャスター）。99～2000年バンコク支局特派員。2000～02年
「ニュース10」の国際問題担当キャスターとして韓国・北朝鮮
の南北首脳会談、イギリス総選挙やイラン大統領選挙、９・11
テロ事件、アフガニスタン戦争などを取材。02年から現職

イランのテヘランで開かれたシンポジウム「伝統と近代化」。昨年、小泉首相の中東訪問の際、イスラム
世界との相互理解を進めることで合意し、第１回ミッションを派遣した。今回はその２回目



「
日
本
と
西
洋
」

普
遍
性
と
変
化
の
模
索

近
代
化
で
成
功
を
お
さ
め
た
日
本
、
と
い

っ
て
も
万
事
が
順
調
に
い
っ
た
わ
け
で
は
な

く
、
揺
籃

よ
う
ら
ん

期
に
は
〝
テ
ロ
リ
ス
ト
〞
が
活
発

に
活
動
し
て
互
い
に
衝
突
も
起
こ
し
、
社
会

が
不
安
定
化
し
た
時
期
も
あ
っ
た
―
―
五
百

旗
頭
教
授
の
こ
の
わ
か
り
や
す
い
説
明
に
共

感
を
持
っ
て
聞
き
い
っ
た
人
た
ち
は
多
か
っ

た
だ
ろ
う
。
２
０
０
年
以
上
続
い
た
鎖
国
を

続
け
る
の
か
、
も
し
く
は
開
国
す
る
の
か
を

め
ぐ
っ
て
、
日
本
が
真
っ
二
つ
に
な
り
、
武

力
で
衝
突
し
た
時
代
。
悩
ん
だ
末
の
選
択
を

日
本
人
自
ら
が
行
な
っ
た
そ
の
歴
史
が
、
と

き
に
ユ
ー
モ
ア
あ
ふ
れ
る
五
百
旗
頭
節
で
語

ら
れ
た
。
近
代
化
は
成
功
し
、
国
家
の
自
立

を
保
っ
た
と
こ
ろ
ま
で
は
よ
か
っ
た
が
、
過

信
と
驕お

ご

り
は
往
々
に
し
て
「
成
功
し
た
や
り

方
を
変
え
に
く
い
」
状
況
を
つ
く
り
あ
げ
、

や
が
て
は
戦
争
へ
と
自
ら
を
導
く
こ
と
に
な

り
、
敗
戦
を
迎
え
る
。
教
授
の
重
要
な
メ
ッ

セ
ー
ジ
は
、
そ
の
後
の
日
本
に
起
き
た
こ
と

で
あ
る
。
戦
後
、
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
た
際
、

日
本
に
対
し
て
再
軍
備
を
せ
よ
と
迫
る
ア
メ

リ
カ
に
対
し
て
、
当
時
の
吉
田
首
相
は
こ
れ

を
断
り
、
日
本
の
安
全
保
障
は
ア
メ
リ
カ
に

任
せ
る
、
そ
の
代
わ
り
に
日
本
は
自
国
経
済

の
建
て
直
し
に
邁
進
す
る
と
い
う
選
択
を
し

た
。
こ
れ
が
焦
土
の
中
に
立
ち
尽
く
し
た
国

を
、
後
に
経
済
大
国
と
い
わ
れ
る
国
に
復
興

さ
せ
て
ゆ
く
ス
タ
ー
ト
と
な
っ
た
の
だ
、
と
。

国
際
協
力
銀
行
副
総
裁
の
田
波
氏
は
経
済

専
門
家
の
立
場
か
ら
、
日
本
の
経
済
発
展
の

基
礎
に
ど
の
よ
う
な
日
本
独
自
の
思
想
が
あ

っ
た
の
か
に
つ
い
て
講
義
し
た
。
日
本
の
経

済
が
戦
後
50
年
あ
ま
り
の
う
ち
に
世
界
最
高

水
準
に
ま
で
達
し
た
、
そ
の
背
景
に
は
「
乏

し
き
を
憂
え
ず
、
等
し
か
ら
ざ
る
を
憂
え
る
」

と
い
う
平
等
意
識
（
す
な
わ
ち
所
得
水
準
の
平

準
化
）
、「
和
を
も
っ
て
貴
し
と
な
す
」
と
い

う
調
和
性
（
す
な
わ
ち
和
を
基
本
と
す
る
雇
用

関
係
や
企
業
間
取
引
の
長
期
継
続
性
）
、
そ
し

て
武
士
道
（
す
な
わ
ち
道
徳
観
）
と
い
っ
た
伝

統
的
精
神
構
造
が
脈
々
と
流
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
戦
後
の
復
興
に
向
け
て
ア
メ

リ
カ
な
ど
か
ら
巨
額
の
借
款
を
受
け
な
が
ら

も
、
そ
う
し
た
精
神
に
則

の
っ
と

っ
て
、
で
き
る
だ

け
早
い
自
立
を
目
指
し
た
。
自
国
の
発
展
に

は
「
自
分
た
ち
が
何
を
や
っ
て
い
く
の
か
」

を
考
え
る
こ
と
が
大
切
な
の
だ
、
と
の
考
え

方
を
示
し
た
。

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」に

ど
う
対
応
す
る
か

「
伝
統
と
近
代
化
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
掲
げ

た
際
、
日
本
人
に
は
ど
う
し
て
も
、
黒
船
到

来
か
ら
大
政
奉
還
、
開
国
し
て
近
代
国
家
づ

く
り
に
邁
進
し
た
時
代
、
あ
る
い
は
第
二
次

世
界
大
戦
後
の
復
興
か
ら
経
済
成
長
へ
と
い

う
変
化
の
時
代
を
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と

「
振
り
返
っ
て
」
過
去
の
軌
跡
を
た
ど
る
と

い
う
見
方
に
な
り
が
ち
だ
。
そ
れ
に
対
し
て

中
東
諸
国
で
は
、
今
ま
さ
に
伝
統
と
近
代
の

価
値
観
が
社
会
の
な
か
で
衝
突
し
、
実
際
に

そ
れ
が
政
治
不
安
や
テ
ロ
リ
ズ
ム
を
も
引
き

起
こ
し
て
い
る
。
こ
れ
は
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ

ー
な
問
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
伴
う
危
機
感

や
焦
燥
感
を
、
日
本
人
に
は
な
か
な
か
自
分

の
も
の
と
し
て
共
有
す
る
こ
と
が
容
易
で
は

な
い
と
感
じ
た
。

た
だ
、
い
ま
や
国
境
を
越
え
て
わ
れ
わ
れ

は
、
世
界
共
通
の
課
題
に
直
面
し
て
い
る
こ

と
も
間
違
い
な
い
。
そ
れ
は
、
い
や
お
う
な

し
に
地
球
の
隅
々
で
起
き
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル

化
」
に
ど
う
対
応
し
て
い
く
の
か
、
と
い
う

問
題
だ
。
と
り
わ
け
１
９
７
９
年
の
イ
ス
ラ

ム
革
命
以
降
、
国
全
体
が
ま
さ
に
古
き
伝
統

の
な
か
に
す
っ
ぽ
り
と
隠
れ
入
っ
て
し
ま
っ

た
か
に
見
え
た
イ
ラ
ン
で
、
今
回
の
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
に
お
い
て
主
要
な
パ
ネ
リ
ス
ト
が
み

な
何
ら
か
の
形
で
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
と
そ
の

影
響
に
つ
い
て
言
及
し
た
こ
と
は
興
味
深
い
。

な
か
で
も
、
英
字
新
聞
「
イ
ラ
ン
・
ニ
ュ
ー
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ズ
」
の
発
行
責
任
者
で
大
学
教
授
の
モ
ハ
ン

マ
ド
・
ソ
ル
タ
ー
ニ
フ
ァ
ル
氏
の
「
情
報
化

時
代
に
お
け
る
仮
想
文
化
」
と
題
す
る
発
表

に
、
筆
者
は
多
い
に
刺
激
さ
れ
た
。

そ
の
内
容
は
―
―
21
世
紀
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
社
会
で
は
、
も
は
や
「
正
統
的
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
は
失
わ

れ
つ
つ
あ
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
文
化
の
面

で
も
進
ん
で
い
て
、
衛
星
通
信
シ
ス
テ
ム
は

新
た
な
観
念
が
国
境
を
越
え
て
や
っ
て
く
る

こ
と
を
可
能
に
し
、
「
検
閲
を
困
難
に
し
て

国
民
的
一
体
性
を
守
る
責
務
の
あ
る
ナ
シ
ョ

ナ
ル
な
報
道
シ
ス
テ
ム
を
脅
か
し
て
い
る
」
。

し
か
し
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
は
単
な
る
西
洋
化

か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
な
い
。
メ
デ
ィ
ア

の
世
界
規
模
の
発
展
を
「
西
洋
文
化
帝
国
主

義
」
と
し
て
理
解
し
た
の
は
「
一
世
代
前
の

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
研
究
者
だ
」
と
ソ
ル
タ
ー
ニ

フ
ァ
ル
氏
は
一
蹴
し
、
「
文
化
の
グ
ロ
ー
バ

ル
化
は
文
化
の
均
一
化
と
し
て
理
解
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
〝
グ
ロ
ー
バ
ル
〞

と
は
、
絶
対
的
に
〝
ロ
ー
カ
ル
〞
と
対
立
す

る
も
の
で
は
な
い
か
ら
だ
」
と
結
論
づ
け
る
。

厳
し
い
規
制
を
受
け
、
弾
圧
の
対
象
と
も
な

る
言
論
界
に
生
き
る
同
氏
が
、
こ
の
グ
ロ
ー

バ
ル
化
の
波
を
好
機
だ
と
と
ら
え
る
ポ
ジ
テ

ィ
ブ
な
姿
勢
に
感
銘
を
受
け
た
。

ま
た
、
イ
ス
ラ
ム
自
由
大
学
政
治
学
部
で

「
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
権
力
」
を
研
究
す
る
若
き

女
性
研
究
者
フ
ァ
ー
テ
メ
・
サ
ー
デ
ギ
ー
教

授
は
、
ヘ
ジ
ャ
ブ
（
女
性
が
身
体
の
線
や
髪
の

毛
を
隠
す
た
め
に
ま
と
う
ヴ
ェ
ー
ル
）
の
持
つ

概
念
の
歴
史
的
変
遷
を
例
に
取
り
上
げ
、
女

性
研
究
者
自
ら
の
視
点
で
発
表
し
た
。
か
つ

て
ヘ
ジ
ャ
ブ
は
、
社
会
か
ら
「
隠
れ
住
む
こ

と
」
を
で
き
る
余
裕
が
あ
る
上
流
階
級
の
女

性
の
み
が
、
権
力
の
象
徴
と
し
て
身
に
着
け

た
が
、
近
代
社
会
で
は
誰
し
も
が
身
に
着
け

る
一
般
的
な
も
の
と
な
り
、
社
会
の
な
か
で

「
公
」
と
「
私
」
を
区
別
す
る
、
分
離
を
意

味
す
る
も
の
と
な
っ
た
。
で
は
、
い
ま
近
代

化
が
進
む
な
か
で
問
題
と
な
る
の
は
「
自
身

の
伝
統
的
文
化
を
守
る
一
方
で
、
自
由
と
平

等
を
、
女
性
を
含
め
る
す
べ
て
の
階
層
に
与

え
る
能
力
を
イ
ス
ラ
ム
社
会
が
持
っ
て
い
る

の
か
ど
う
か
」
で
あ
る
、
と
聴
衆
を
前
に
大

き
な
問
題
を
提
起
し
た
。

イ
ラ
ン
の
有
識
者
に
よ
る
既
存
の
社
会
構

造
に
対
す
る
果
敢
な
挑
戦
の
声
。
そ
れ
は
も

ち
ろ
ん
、
発
言
し
て
も
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は

問
題
に
も
な
ら
ず
、
無
関
心
さ
の
な
か
に
溺

れ
て
し
ま
う
こ
と
も
多
い
日
本
と
比
較
す
る

と
、
こ
こ
で
は
行
間
に
表
わ
さ
れ
て
い
た
り

比
喩
の
な
か
に
隠
さ
れ
て
い
た
り
し
て
直
接

的
で
な
い
場
合
も
多
い
の
だ
が
、
だ
か
ら
こ

そ
発
言
の
一
言
一
言
が
、
公
的
な
場
で
あ
る

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
行
な
わ
れ
た
、
そ
の
こ
と

自
体
が
筆
者
に
と
っ
て
は
予
想
以
上
の
収
穫

だ
っ
た
と
言
え
る
。

う
ご
め
く
内
か
ら
の

変
化
へ
の
期
待
感

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
は
外
か
ら
来
る
も
の

で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
に
呼
応
す
る
社
会
の
内

か
ら
の
変
容
、
そ
し
て
内
な
る
変
化
へ
の
期

待
感
の
う
ご
め
き
を
、
筆
者
は
米
ブ
ッ
シ
ュ

大
統
領
か
ら
「
悪
の
枢
軸
」
と
呼
ば
れ
た
国
、

イ
ラ
ン
で
感
じ
た
。
そ
れ
は
、
自
ら
を
「
改

革
支
持
者
だ
」
と
呼
び
、
ハ
タ
ミ
大
統
領
を

側
近
と
し
て
支
え
る
ア
ブ
タ
ヒ
法
律
・
国
会

担
当
副
大
統
領
（
保
守
派
に
反
発
し
て
今
年
10

月
12
日
に
辞
任
）
が
、
わ
れ
わ
れ
ミ
ッ
シ
ョ

ン
の
表
敬
訪
問
の
際
に
話
し
た
次
の
言
葉
に

も
表
わ
れ
て
い
る
。

「
改
革
と
は
川
の
流
れ
で
あ
り
、
川
の
基
本

は
国
民
で
あ
る
。
い
ま
や
イ
ラ
ン
で
は
、
権

力
が
保
守
か
改
革
か
、
ど
ち
ら
の
側
に
あ
る

の
か
は
問
題
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ

な
ら
、
改
革
の
方
向
へ
向
か
う
列
車
に
国
民

は
す
で
に
乗
り
、
そ
の
列
車
は
動
き
始
め
て

い
る
か
ら
だ
」

前
回
の
選
挙
で
保
守
派
が
圧
倒
的
な
勝
利

を
収
め
、
改
革
の
動
き
が
止
ま
る
ど
こ
ろ
か

ま
た
も
や
後
ろ
向
き
に
動
く
の
で
は
な
い
か

遠近　2

60



と
の
危
惧
が
国
内
外
に
あ
る
こ
と
は
確
か
だ

が
、
副
大
統
領
は
、
権
力
の
所
在
は
も
は
や

関
係
な
い
と
い
う
。
彼
は
、
国
境
の
な
い
情

報
社
会
の
現
実
を
知
る
若
い
世
代
で
あ
る
が
、

現
体
制
で
権
力
を
握
る
人
で
も
あ
る
。
こ
の

社
会
に
住
む
一
般
の
市
民
は
、
実
際
に
ど
う

感
じ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
街
を
歩
き
、

前
回
２
０
０
１
年
の
大
統
領
選
挙
の
際
に
見

た
イ
ラ
ン
社
会
と
、
何
が
ど
う
変
化
し
て
い

る
の
か
を
観
察
す
る
こ
と
に
し
た
。

目
に
入
っ
た
の
は
女
性
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

の
変
化
だ
。
か
つ
て
、
女
性
た
ち
は
赤
い
口

紅
を
つ
け
た
だ
け
で
、
革
命
防
衛
隊
の
女
性

風
紀
委
員
に
よ
っ
て
、
見
せ
し
め
の
た
め
に

唇
を
ナ
イ
フ
で
切
ら
れ
た
こ
と
も
あ
っ
た
国

だ
。
た
っ
た
３
年
の
間
に
女
性
の
服
装
は
大

き
く
変
化
し
た
。
オ
ー
バ
ー
コ
ー
ト
の
丈
は

短
く
な
り
、
な
か
に
は
身
体
の
線
が
く
っ
き

り
と
わ
か
る
デ
ザ
イ
ン
で
、
し
か
も
ブ
ラ
ウ

ス
の
よ
う
に
薄
い
生
地
１
枚
だ
け
を
身
に
つ

け
て
い
る
若
者
も
い
る
。
カ
ラ
フ
ル
な
ス
カ

ー
フ
で
、
前
髪
を
わ
ざ
と
見
せ
る
よ
う
に
し

て
頭
の
後
ろ
だ
け
を
覆
っ
て
い
る
女
性
も
い

た
。
裸
の
く
る
ぶ
し
を
見
せ
る
こ
と
な
ど
考

え
ら
れ
な
か
っ
た
日
は
過
去
の
も
の
と
な
り
、

裸
足
で
サ
ン
ダ
ル
を
履
い
て
い
る
女
性
も
い

た
。
聞
く
と
「
若
い
う
ち
に
お
し
ゃ
れ
を
思

い
っ
き
り
楽
し
み
な
さ
い
、
私
た
ち
は
で
き

な
か
っ
た
か
ら
」
と
母
親
が
言
う
の
だ
そ
う

だ
。ミ

ッ
シ
ョ
ン
の
間
隙
を
縫
っ
て
、
ア
メ
リ

カ
の
大
学
か
ら
戻
っ
た
ば
か
り
の
イ
ラ
ン
の

若
い
友
人
と
会
っ
た
。
連
れ
て
い
っ
て
く
れ

た
小
さ
な
レ
ス
ト
ラ
ン
は
、
お
し
ゃ
れ
を
楽

し
む
女
性
や
カ
ッ
プ
ル
、
楽
し
そ
う
な
子
ど

も
た
ち
の
笑
い
声
に
包
ま
れ
て
い
て
、
こ
れ

が
ま
さ
に
「
列
車
」
の
中
な
の
か
、
と
見
渡

し
た
。
彼
女
は
言
っ
た
。
「
そ
う
。
人
々
は

も
う
保
守
派
・
改
革
派
の
権
力
者
た
ち
の
ど

ち
ら
を
信
じ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
ど

ち
ら
に
票
を
入
れ
た
と
こ
ろ
で
、
権
力
者
た

ち
が
で
き
る
こ
と
は
限
ら
れ
て
い
る
。
だ
か

ら
多
く
が
投
票
に
行
か
ず
、
結
果
的
に
保
守

派
が
勝
っ
た
。
ど
っ
ち
に
転
ん
で
も
、
あ
と

15
年
後
に
こ
ん
な
体
制
が
保
た
れ
て
い
る
わ

け
が
な
い
と
多
く
の
人
が
思
っ
て
い
る
」。

勝
者
と
弱
者
が
く
っ
き
り
と
分
か
れ
る
と

言
わ
れ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
化
時
代
。
厳
し
い
国

際
環
境
に
置
か
れ
た
こ
の
国
の
市
民
が
、
近

い
将
来
、
内
外
で
起
き
る
で
あ
ろ
う
荒
波
を

す
で
に
見
す
え
て
、
し
か
し
そ
の
さ
ら
に
沖

に
明
る
い
も
の
を
見
る
だ
け
の
強
さ
を
備
え

て
い
る
と
感
じ
た
。
振
り
返
っ
て
日
本
は
、

は
た
し
て
現
在
起
き
て
い
る
変
化
の
大
き
さ

に
対
応
す
る
柔
軟
性
と
、
そ
の
先
に
「
こ
う

あ
り
た
し
」
と
す
る
目
標
が
あ
る
の
か
、
日

本
で
は
こ
れ
か
ら
ど
の
よ
う
な
歴
史
が
編
ま

れ
て
い
く
の
か
―
―
ミ
ッ
シ
ョ
ン
を
終
え
、

そ
の
よ
う
な
思
い
を
め
ぐ
ら
せ
つ
つ
帰
途
に

着
い
た
。a
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