
術
の
急
速
な
発
達
や
国
際
協
力
に
適
応
す
る
た
め
に
、
わ
が
日
本
は
そ
の
内
外
を
と
わ
ず
、
新

し
い
社
会
が
強
く
要
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
。
そ
の
た

め
に
、
教
育
課
程
の
編
成
や
教
育
内
容
や
新
教
授
法
や
道
徳
教
育
の
必
要
が
論
じ
ら
れ
、
だ
ん

だ
ん
新
し
い
あ
り
か
た
が
、
う
ち
だ
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
も
ア
メ
リ
カ
の
そ
れ
に
通
ず
る
も

の
が
あ
る
。
特
に
中
学
校
以
上
の
学
校
の
内
容
の
改
善
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
が
非
常
に
多

い
。
な
か
で
も
大
学
入
学
試
験
の
問
題
は
学
校
の
あ
り
方
の
み
な
ら
ず
、
一
般
社
会
の
あ
り
方

に
も
、
重
大
な
影
響
を
お
よ
ぼ
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
コ
ナ
ン
ト
氏
の
研
究
報
告

の
内
容
は
、
わ
が
国
の
中
学
校
、
高
校
の
持
ち
諸
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
も
貴
重
な
資
料
だ

と
考
え
ら
れ
る
。
数
年
前
に
読
ん
だ
も
の
で
は
あ
る
が
、
あ
え
て
こ
こ
に
紹
介
し
た
ゆ
え
ん
で

あ
る
。
　
一
九
六
〇
年
に
民
主
教
育
協
会
か
ら
邦
訳
も
出
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
六
四
、
一
〇
、
二
六
日
）

岸
本
英
夫
著

宗

教

学

岡

邦
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東
京
大
学
の
宗
教
学
教
授
と
し
て
、
日
本
の
宗
教
学
界
の
第
一
人
者
で
あ
り
、
更
に
、
ハ
ー

バ
ー
ド
大
学
、
ス
タ
ン
フ
ォ
ー
ド
大
学
、
シ
カ
ゴ
大
学
そ
の
他
の
欧
米
諸
大
学
で
も
長
ら
く
講

師
と
し
て
活
躍
さ
れ
た
、
故
岸
本
英
夫
氏
の
最
後
の
著
述
が
本
書
「
宗
教
学
」
で
あ
る
。
氏
に

は
こ
の
外
に
も
「
宗
教
神
秘
主
義
」
　
「
宗
教
現
象
の
諸
相
」
や
、
　
「
誰
れ
で
も
信
仰
」
　
「
人
間

と
宗
教
」
　
「
文
化
の
心
理
」
や
英
文
「
明
治
時
代
の
日
本
宗
教
」
の
編
著
が
あ
る
。
今
こ
の
最

後
の
著
作
と
し
て
の
宗
教
学
は
、
氏
の
苦
心
の
作
で
あ
る
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
西
欧
で
生

れ
発
達
し
た
宗
教
学
を
日
本
人
の
手
で
、
日
本
的
視
野
と
材
料
と
で
、
み
ご
と
に
ま
と
め
上
げ

ら
れ
た
宗
教
学
と
し
て
も
注
目
す
べ
き
著
述
で
あ
ろ
う
。
七
年
間
に
わ
た
っ
て
十
数
回
の
手
術

を
う
け
、
癌
と
悪
戦
苦
闘
し
な
が
ら
、
日
本
の
宗
教
学
樹
立
の
た
め
に
最
後
ま
で
活
動
を
つ
づ

け
ら
れ
、
つ
い
に
昨
年
な
き
人
と
な
っ
た
著
者
の
功
績
を
想
い
な
が
ら
、
い
さ
さ
か
本
書
の
内

容
を
紹
介
し
て
み
た
い
。

　
本
書
の
意
図
に
つ
い
て
著
者
は
「
筆
者
自
身
の
立
場
か
ら
、
宗
教
学
に
、
一
つ
の
体
系
を
あ

た
え
る
こ
と
を
志
し
た
の
で
あ
る
。
宗
教
学
の
体
系
化
と
は
、
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
さ
ま
ざ

ま
な
宗
教
現
象
を
、
綜
合
網
羅
し
た
、
こ
れ
を
組
織
だ
て
て
、
一
つ
に
ま
と
め
よ
う
と
す
る
試

み
で
あ
る
。
西
洋
の
宗
教
学
者
の
学
説
を
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
借
用
す
る
の
で
は
な
く
、
自

分
自
身
の
、
学
問
的
体
系
ら
し
い
も
の
を
立
て
よ
う
と
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
又
、
こ
の
点
を
著
者
は
「
宗
教
学
の
体
系
を
た
て
る
根
本
的
な
目
的
は
、
人
間
生
活
の
中
に

お
け
る
宗
教
の
意
味
と
役
割
り
と
を
、
綜
合
的
な
立
場
か
ら
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
」

と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
目
的
を
持
っ
て
な
さ
れ
た
本
書
の
内
容
を
概
観
す
れ
ば
、
著

者
の
と
っ
た
学
問
的
方
法
論
、
そ
し
て
、
こ
の
学
問
の
対
象
と
し
て
と
ら
え
た
材
料
の
整
理
と

云
ふ
も
の
が
、
従
来
の
宗
教
学
と
著
し
く
異
っ
て
い
る
こ
と
が
明
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
第
一
章
は
「
宗
教
学
の
領
域
」
と
な
っ
て
居
り
、
こ
こ
で
は
、
「
宗
教
の
科
学
的
研
究
」
「
宗

教
学
の
位
置
」
「
基
礎
学
と
し
て
」
の
三
項
目
が
取
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
「
宗
教
学
は
宗
教

の
科
学
的
な
研
究
を
試
み
る
学
問
で
あ
る
。
特
定
の
信
仰
的
立
場
に
か
か
わ
り
な
く
、
文
化
の

一
面
と
し
て
の
宗
教
に
つ
い
て
、
基
礎
的
な
知
識
を
得
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
」
勿
論
示
教
の

科
学
的
研
究
は
「
自
然
科
学
」
的
で
は
な
く
、
「
人
文
科
学
」
的
研
究
で
あ
り
、
「
人
間
的
価

値
も
そ
の
中
に
含
ん
だ
文
化
現
象
を
研
究
の
対
象
と
す
る
」
と
の
研
究
方
法
を
規
定
し
て
い

る
。
更
に
こ
の
点
に
つ
い
て
著
者
は
「
宗
教
に
は
二
つ
の
研
究
の
立
場
が
あ
る
。
　
（
中
略
）
一

つ
は
信
仰
の
立
場
か
ら
の
研
究
で
あ
る
。
　
（
中
略
）
主
観
的
な
立
場
か
ら
の
宗
教
研
究
で
あ

る
。
そ
れ
に
対
し
て
他
の
一
つ
は
、
客
観
的
な
立
場
か
ら
の
研
究
で
あ
る
。
　
（
奪
略
）
あ
る
が

ま
ま
の
姿
で
観
察
す
る
。
価
値
中
立
的
な
客
観
的
立
業
か
ら
研
究
を
試
み
る
。
」
　
宗
教
は
一
般

に
は
実
践
的
信
仰
生
活
で
あ
る
と
さ
れ
、
宗
教
の
科
学
的
、
客
観
的
研
究
と
し
て
の
宗
教
学
の

価
値
や
意
味
を
軽
く
見
る
人
々
に
対
し
て
著
者
は
、
「
宗
教
学
と
宗
教
と
の
関
係
は
、
基
礎
医

学
と
医
術
と
の
関
係
に
類
似
し
」
、
「
宗
教
の
問
題
に
悩
む
人
が
あ
っ
て
、
自
分
の
信
仰
を
大
き

な
視
野
か
ら
再
検
討
し
ょ
う
と
す
る
場
合
に
、
そ
の
基
礎
知
識
の
供
給
源
と
な
る
も
の
は
、
宗

教
学
を
お
い
て
他
に
な
い
」
と
し
、
宗
教
学
の
学
的
存
在
理
由
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　
第
二
章
は
「
宗
教
を
ど
う
定
義
す
る
か
」
で
、
こ
こ
で
は
「
定
義
の
性
格
」
　
「
宗
教
の
定
義

の
諸
形
態
」
　
「
宗
教
の
作
業
仮
設
的
規
定
」
の
三
項
目
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
　
「
同
じ
宗

教
と
い
う
言
葉
を
用
い
な
が
ら
、
内
容
的
に
は
非
常
に
性
格
の
か
け
離
れ
た
も
の
を
窺
え
て
い

一33一
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る
場
合
が
す
く
な
く
な
い
」
と
し
て
、
宗
教
の
定
義
の
必
要
を
の
べ
て
い
る
。
併
し
、
宗
教
の

道
義
は
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
は
、
世
間
で
伝
統
的
に
常
識
的
に
考
え
ら
れ
た
特
定
の
文
化
現

象
を
手
が
か
り
に
す
る
の
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
、
宗
教
の
定
義
は
あ
く
ま
で
も
「
作
業
仮
設
的

性
格
」
の
も
の
で
あ
り
、
「
宗
教
学
の
与
え
る
定
義
は
絶
対
に
動
か
す
べ
か
ら
ざ
る
も
の
で
は

な
い
」
と
し
て
い
る
。
宗
教
学
的
研
究
の
進
歩
に
つ
れ
て
、
宗
教
の
定
義
も
変
化
し
、
又
正
確

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
さ
て
、
宗
教
の
定
義
は
今
日
ま
で
お
び
た
だ
し
い
数
に
の
ぼ
っ
て
い
る
が

そ
れ
ら
を
大
別
す
る
と
「
大
体
三
つ
の
類
型
」
が
あ
る
と
著
者
は
の
べ
て
い
る
。
「
第
一
の
類

型
に
属
す
る
定
義
は
、
神
の
観
念
を
中
心
と
し
て
宗
教
を
規
定
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」

と
し
、
神
を
た
て
る
も
の
と
、
神
を
た
て
な
い
宗
教
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
神
を
た
て

る
宗
教
の
代
表
は
キ
リ
ス
ト
教
で
あ
り
、
神
を
た
て
な
い
宗
教
の
代
表
は
仏
教
で
あ
る
と
云
え

よ
う
。
マ
ホ
メ
ッ
ト
教
や
ゾ
ロ
ア
ス
タ
i
教
も
亦
神
を
た
て
る
宗
教
で
あ
り
、
原
始
宗
教
と
し

て
の
プ
レ
ア
ニ
シ
ズ
や
、
デ
ュ
ー
ウ
イ
博
士
等
の
主
張
す
る
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
宗
教
も
神

を
た
て
な
い
宗
教
の
代
表
で
あ
る
。
　
「
第
二
の
類
型
は
人
間
の
情
緒
的
経
験
の
上
に
、
宗
教
と

し
て
の
特
徴
を
見
出
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
神
々
し
さ
、
清
浄
感
、
神
聖
感
、
畏
敬
の
情

な
ど
は
、
宗
教
体
験
に
伴
っ
て
現
れ
て
く
る
特
徴
的
な
情
緒
経
験
で
あ
る
」
と
し
て
、
ド
イ
ツ

の
ル
ド
ル
フ
、
オ
ッ
ト
ー
の
ヌ
ミ
ノ
ー
ゼ
の
意
識
や
、
シ
ユ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
の
絶
対
所
依
の

感
情
等
を
あ
げ
て
い
る
。
第
三
の
類
型
と
し
て
、
　
「
人
間
の
生
活
活
動
を
中
心
と
し
て
宗
教
を

捉
え
よ
う
と
す
る
立
場
」
を
あ
げ
、
著
者
自
身
も
こ
の
第
三
の
立
場
を
と
る
こ
と
を
明
ら
か
に

し
て
い
る
。
い
よ
い
よ
著
者
は
作
業
仮
設
的
規
定
と
し
て
、
宗
教
を
一
応
次
の
如
く
定
義
し
て

い
る
。

　
「
宗
教
と
は
、
人
間
生
活
の
究
極
的
な
意
味
を
あ
き
ら
か
に
し
、
人
間
の
問
題
の
究
極
的
な

　
解
決
に
か
か
わ
り
を
も
っ
と
、
人
々
に
よ
っ
て
信
じ
ら
れ
て
い
る
い
と
な
み
を
申
心
と
し
た

　
文
化
現
象
で
あ
る
。
」

　
著
者
は
更
に
進
ん
で
、
第
三
章
を
「
宗
教
の
基
本
的
構
造
と
機
能
」
と
し
て
、
　
「
人
間
の
問

題
」
「
文
化
現
象
」
「
究
極
的
」
「
信
じ
ら
れ
て
い
る
」
の
四
項
目
を
、
第
四
章
「
個
人
の
場
に
お

け
る
宗
教
」
に
於
て
「
個
人
的
宗
教
の
構
造
」
「
信
仰
体
制
の
類
型
」
「
宗
教
体
験
」
の
三
項
目
、

第
五
章
「
宗
教
的
行
為
の
形
態
」
に
於
て
「
宗
教
的
行
為
の
性
格
」
「
呪
術
」
「
宗
教
儀
礼
」
「
祈

り
」
　
「
布
教
伝
道
と
宗
教
的
奉
仕
」
の
五
項
目
、
第
六
章
「
信
仰
体
制
の
形
成
」
に
於
て
信
仰

体
制
形
成
の
方
法
」
「
修
行
の
基
礎
的
性
格
」
「
修
行
の
方
法
」
の
三
項
目
、
第
七
章
「
宗
教

思
想
の
諸
相
」
、
第
八
章
「
社
会
の
場
に
お
け
る
宗
教
」
に
於
て
も
そ
れ
ぞ
れ
主
要
に
し
て
興

味
あ
る
課
題
を
多
く
と
り
上
げ
て
い
る
。
　
（
大
明
堂
発
行
、
菊
判
一
五
三
頁
　
　
ご
八
○
円
）

玉
上
琢
弥
博
士
著

源
氏
物
語
評
釈
第
一
巻

田
　
申
　
重
　
太
　
郎

　
た
の
し
い
本
で
あ
る
。
い
ま
ま
で
の
注
釈
書
の
や
う
な
感
じ
が
し
な
い
、
新
鮮
な
味
の
評
釈

書
で
あ
る
。

　
む
つ
か
し
い
源
氏
物
語
の
本
文
に
、
自
然
に
な
じ
ん
で
し
ま
ふ
。
そ
し
て
、
一
ペ
ー
ジ
あ
け

る
と
、
著
者
独
特
の
鑑
賞
の
筆
に
魅
せ
ら
れ
て
、
つ
ひ
つ
づ
い
て
何
ペ
ー
ジ
か
を
読
ん
で
し
ま

ふ
。
も
ち
ろ
ん
、
学
問
的
な
本
で
あ
る
が
、
近
づ
き
に
く
く
な
く
、
読
む
意
欲
を
そ
そ
ら
れ
る

評
釈
で
あ
る
。
罫
書
も
挿
絵
も
上
品
で
う
つ
く
し
い
。

　
作
者
の
紫
式
部
も
さ
ぞ
か
し
よ
ろ
こ
ん
で
み
る
こ
と
で
あ
ら
う
。
「
い
ま
ま
で
ず
る
ぶ
ん
た

く
さ
ん
源
氏
の
注
釈
や
口
語
訳
、
現
代
語
版
を
出
し
て
く
だ
さ
っ
た
け
れ
ど
、
こ
れ
ほ
ど
セ
ン

ス
の
あ
る
本
は
、
な
か
っ
た
わ
」
と
。

　
　
二
七
六
ペ
ー
ジ
を
開
い
て
み
る
。

　
な
よ
竹
の
心
ち
　
も
と
も
と
や
さ
し
い
女
が
、
心
に
も
な
い
態
度
を
と
る
。
し
な
や
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
竹
を
、
男
は
思
う
。

　
「
見
る
」
は
英
語
の
8
ω
o
o
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
女
は
男
に
顔
を
あ
わ
せ
な
い
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
　
　
　
　
　
　
　
か
べ
し
ろ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　

こ
ろ
か
姿
も
見
せ
な
い
。
み
す
の
裏
に
壁
代
が
あ
り
、
そ
の
奥
に
屏
風
・
几
帳
。
男
が
み
す

に
近
づ
け
ば
と
く
に
気
を
つ
け
て
扇
で
顔
を
か
く
す
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
は
は
き
ぎ
（
帯
木
）
巻
の
一
節
で
、
光
源
氏
が
伊
予
守
の
後
妻
　
う
つ
せ
み

と
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