
危
機
を
弱
く

第
同
盟
国

一
目
露
関
誌
瞬
鶴
間
翻

「
日
本
文
庫
」
お
よ
び

「
日
本
学
」
へ
と
至
る
角
田

柳
作
の
発
心
は
、
ア
メ
リ
カ

に
対
す
る
「
文
化
的
負
債
」

の
償
却
と
し
て
、
「
米
国
文

化
の
申
さ
ば
長
者
の
万
燈
の

中
に
、
日
本
文
化
の
貧
の
一

燈
を
点
じ
た
い
」
と
い
う
こ

と
に
あ
っ
た
。

文
明
に
対
す
る
関
心
は
、

す
で
に
青
年
期
に
宗
教
を
学

ぶ
な
か
に
臨
胎
し
、
ハ
ワ
イ

時
代
を
通
じ
て
高
ま
っ
て
い

っ
た
。
移
民
教
育
の
あ
り
ょ

う
を
考
え
る
な
か
で
、
「
日

本
、
亜
米
利
加
、
東
洋
、
西

洋
と
文
明
の
傾
向
に
は
一
寸

異
な
る
所
が
あ
っ
て
も
、
究

寛
謂
和
統
一
さ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
」
と
い
う
確
信
が
生

ま
れ
、
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
そ

角

小
樽
商
科
大
学
教
護

荻
野

の
も
の
へ
の
関
心
に
つ
な
が

っ
た
。
大
き
く
相
違
す
る
日

米
の
文
明
は
い
つ
か
衝
突
す

る
と
予
測
し
た
う
え
で
、
そ

の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
る

「
新
し
い
、
よ
り
大
な
る
文

明
」
に
期
待
を
か
け
る
。

諮
問
行
為

と
こ
ろ
で
、
も
っ
と
も
中

心
と
な
る
べ
き
角
田
の
ア
メ

リ
カ
本
土
時
代
は
回
想
類
に

よ
っ
て
措
か
れ
る
に
と
ど
ま

っ
て
い
た
が
、
新
た
な
調
査

本

f乍

③ 

富
士
夫

の
結
果
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

日
系
新
聞
『
紐
育
新
報
』
に

多
く
の
文
章
が
掲
載
さ
れ
て

い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。

ま
た
、
主
に
日
本
滞
在

中
、
『
中
外
日
報
』
に
も
た

び
た
び
寄
稿
し
て
い
る
。
ー
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8 
撞

9
1
0年
代
か
ら
戦
後
に
お

よ
ぶ
そ
れ
ら
の
エ
ッ
セ
ー
類

を
読
む
と
、
日
本
の
政
治
@

社
会
状
況
や
日
米
関
係
の
変

他
に
応
じ
て
、
角
田
の
思
索

に
は
か
な
り
の
振
幅
が
あ
っ

た。
ご
く
簡
単
に
整
理
す
れ

ば、

1
9
2
0年
代
に
は
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
に
傾
斜
し
、
仏

教
の
「
民
主
的
影
響
」
や
俳

句
@
近
松
の
世
話
物
な
ど
に

み
え
る
「
民
主
的
傾
向
」
、

さ
ら
に
「
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ

ナ
ル
@
マ
イ
ン
ド
の
養
成
」

に
言
及
す
る
。
資
料
収
集
の

た
び
に
「
移
り
行
く
日
本
」

の
姿
を
観
察
し
、
特
に
満
州

事
変
後
の
日
本
に
つ
い
て
、

変
化
が
拙
速
に
す
ぎ
る
こ
と

や
欧
米
に
対
す
る
安
直
な
優

越
感
が
広
ま
る
こ
と
な
ど
を

「
見
て
居
て
も
気
が
気
で
な

い
」
と
し
て
警
鐘
を
鳴
ら

す。
そ
の
一
方
で
、
角
田
は
日

本
を
「
東
洋
文
明
の
正
統
的

世
襲
者
」
と
み
な
し
、
大
陸

や
太
平
洋
へ
の
膨
張
も
「
日

本
民
族
の
錦
衣
帰
郷
」
と
と

ら
え
る
。

し
か
し
、
日
米
関
係
の
緊

迫
化
の
な
か
で
、
軍
部
に
リ

ー
ド
さ
れ
、
軍
国
主
義
の
政

直
す
る
日
本
の
「
新
体
制
」

中
ぷ臨も

議む
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の
安
甚
な
優
越
感
台
頭
に
敬
一
一
戸
鐘

に
危
慎
を
深
め
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
「
木

造
文
佑
」
の
日
本
が
「
近
代

の
巨
石
文
佑
」
の
ア
メ
リ
カ

に
よ
り
破
滅
に
追
い
込
め
ら

っ
た
。
開
戦
と
と
も
に
角
田

は
ス
パ
イ
容
疑
で
拘
留
さ

れ
、
釈
放
後
も
監
視
下
に
置

か
れ
な
が
ら
も
、
二
つ
の
国

へ
の
忠
誠
を
持
ち
つ
づ
け

た
。
軍
国
主
義
日
本
の
崩
壊

を
望
む
一
方
で
、
「
詩
の

国
、
絵
の
国
の
故
郷
」
へ
の

想
い
が
、
日
本
へ
の
忠
誠
心

の
源
泉
だ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
思
想
転
回
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
常
に
角
田
の

め
ざ
し
、
願
う
と
こ
ろ
は
東

西
文
明
の
調
和
で
あ
っ
た
。

そ
れ
ゆ
え
、
戦
後
に
な
っ
て

も
「
日
米
文
也
学
会
」
の
構

想
が
未
完
で
あ
る
と
い
う
認

識
を
も
ち
つ
づ
け
、
「
日
米

の
相
互
の
理
解
の
よ
り
ど
こ

ろ
」
を
さ
ら
に
深
め
る
た
め

に
、
今
度
は
日
本
に
「
ア
メ

リ
カ
文
庫
」
を
設
立
す
る
夢

さ
え
抱
い
て
い
た
。




