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雑
誌
「
文
学
界
」
二
月
号
で

書
家
、
石
川
九
楊
氏
が
芥
川
賞

作
家
の
平
野
啓
一
郎
氏
等
を
例

に
挙
げ
て
「
ワ
ー
プ
ロ
で
書
い

た
小
説
は
疑
似
小
説
だ
」
と
批

判
し
問
題
を
醸
し
、
続
い
て
、

同
誌
四
月
号
で
は
作
家
、
評
論

家
一
四
〇
人
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を

と
っ
た
。
四
月
号
を
手
に
い
れ

た
が
、
二
月
号
は
無
理
だ
っ
た
。

　
そ
の
一
四
〇
人
の
う
ち
ワ
ー

プ
ロ
派
が
六
十
六
人
、
手
書
き

派
が
四
十
七
人
、
あ
と
は
併
用

で
あ
る
。
作
家
の
イ
メ
ー
ジ
か

ら
、
併
用
を
含
め
大
勢
は
ワ
ー

プ
ロ
で
書
い
て
い
る
。

  

手
書
き
派
は
①
ワ
ー
プ
ロ
を

触
っ
た
こ
と
も
な
い
。
②
ワ
ー

プ
ロ
は
使
っ
た
が
ど
う
し
て
も

な
じ
ま
な
い
の
二
つ
に
分
か
れ

て
い
る
。
石
川
氏
の
論
に
つ
い

て
ど
う
思
う
か
と
い
う
設
問
に

つ
い
て
、
後
者
に
石
川
氏
の
賛

同
者
が
多
い
。

　
し
か
し
、
大
半
の
ワ
ー
プ
ロ

派
は
無
視
し
て
い
る
。
そ
の
な

か
、
笙
野
頼
子
氏
は
「
ば
か
ば

か
し
い
」
と
し
、「
い
い
じ
ゃ
な

い
別
に
、
呉
服
屋
の
ミ
ニ
ス
カ

亡
国
論
み
た
い
な
も
ん
だ
か
ら
」

と
紹
介
し
て
い
る
。
ま
た
、
森

内
俊
雄
氏
は
「
何
故
、
手
書
き

派
と
ワ
ー
プ
ロ
・
パ
ソ
コ
ン
派

を
対
立
さ
せ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
の
よ
う
な
発
想
は
十
五
、
六

年
前
な
ら
成
立
し
た
か
も
知
れ

ま
せ
ん
が
、
今
日
で
は
最
早
通

じ
ま
せ
ん
。
創
作
の
の
現
場
で

は
、
手
書
き
と
ワ
ー
プ
ロ
・
パ

ソ
コ
ン
が
併
用
、
共
存
の
場
面

も
あ
り
得
る
こ
と
を
視
野
に
入

れ
て
考
え
る
べ
き
だ
と
思
い
ま

ワ
ー
プ
ロ
・
パ
ソ
コ
ン
と
原
稿
用
紙

す
・
・
」
私
も
同
感
、
こ
の
対

立
の
構
図
は
時
代
錯
誤
と
思
っ

て
い
る
。

　
短
歌
、
俳
句
、
詩
の
人
た
ち

は
思
考
過
程
が
わ
か
ら
な
い
か

ら
ワ
ー
プ
ロ
は
使
わ
な
い
と
い

う
。
ど
う
い
う
意
味
か
分
か
ら

な
か
っ
た
が
、
要
は
消
し
た
り
、

推
敲
し
た
後
が
残
ら
な
い
の
で

手
書
き
と
い
う
。
こ
れ
は
使
い

方
で
解
決
で
き
る
。
短
歌
、
俳

句
等
を
作
る
の
に
山
の
な
か
に

は
機
械
が
持
ち
こ
め
な
い
の
で

併
用
が
良
い
。

　
三
、
四
人
は
手
書
き
で
推
敲

の
後
ワ
ー
プ
ロ
で
浄
書
と
い
う
。

私
は
否
定
後
述
す
る
。
田
辺
聖

子
等
、
絶
対
日
本
語
は
縦
書
き

と
い
う
作
家
も
い
る
。
我
々
が

見
る
墨
跡
は
横
書
も
多
い
。
ま

た
、
縦
書
き
の
ソ
フ
ト
が
あ
る

こ
と
を
知
ら
な
い
ら
し
い
。

　
私
は
十
五
年
前
に
パ
ソ
コ
ン

を
導
入
し
た
。
私
が
ワ
ー
プ
ロ

と
い
う
と
き
は
パ
ソ
コ
ン
の

ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
を
い
う
。

ワ
ー
プ
ロ
専
用
機
は
使
わ
な
い
。

当
時
の
ワ
ー
プ
ロ
ソ
フ
ト
は
お

粗
末
な
限
り
で
あ
っ
た
が
、
現

在
使
っ
て
い
る
「
一
太
郎
」
の

最
新
版
は
頭
が
良
く
熟
語
の
登

録
は
ほ
と
ん
ど
必
要
な
い
。
先

の
論
で
「
漢
字
、
熟
語
が
思
う

よ
う
に
出
て
こ
な
い
」
と
い
う

否
定
論
が
少
く
な
か
っ
た
。
佛

教
用
語
を
多
く
使
う
私
で
さ
え

も
一
回
目
を
正
確
に
い
れ
る
、

あ
る
い
は
登
録
す
る
と
後
に
問

題
は
な
い
。
私
の
ソ
フ
ト
で
は

「
ぶ
っ
き
ょ
う
」
を
変
換
す
る
と

「
佛
教
」
と
な
る
。「
仏
教
」
と

す
る
に
は
二
度
手
間
に
な
る
。

か
く
し
て
使
い
こ
め
ば
使
い
こ

む
ほ
ど
私
専
用
の
ソ
フ
ト
に
な

る
。
そ
れ
で
も
「
使
い
込
め
ば
」

と
な
る
と
こ
ろ
が
機
械
だ
。
根

気
よ
く
、
妥
協
せ
ず
直
し
て
い

く
と
、
疑
似
文
学
な
ど
と
は
い

わ
れ
な
い
。

　
ワ
ー
プ
ロ
は
考
え
る
機
械
で

も
あ
る
。
文
章
と
い
う
の
は
考

え
た
結
果
を
い
か
に
残
し
て
い

く
か
だ
。
文
が
ま
と
ま
ら
な
い

の
は
考
え
方
が
ま
と
ま
ら
な
い

こ
と
だ
。
こ
の
考
え
と
こ
の
考

え
を
切
り
離
す
、
あ
る
い
は

ひ
っ
つ
け
る
こ
と
の
繰
り
返
し

の
連
続
だ
。
人
は
そ
れ
を
推
敲

と
い
う
。
く
り
か
え
す
と
編
集
、

校
正
は
で
き
て
い
る
。
先
の

ワ
ー
プ
ロ
で
浄
書
と
い
う
お
か

し
い
。
あ
る
人
は
ワ
ー
プ
ロ
の

な
か
に
そ
の
と
き
テ
ー
マ
と
な

る
言
葉
を
い
れ
る
。
そ
れ
を
展

開
し
て
一
つ
の
文
に
仕
上
げ
る
。

こ
れ
も
ワ
ー
プ
ロ
な
ら
で
は
の

こ
と
。
決
め
ら
れ
た
字
数
に
合

わ
せ
る
と
き
も
便
利
だ
。
多
く

の
作
家
は
そ
の
と
き
は
ワ
ー
プ

ロ
を
使
う
と
い
う
。

　
同
じ
よ
う
で
も
出
発
点
が
違

う
と
結
果
が
違
う
。
私
は
悪
筆

だ
か
ら
ペ
ン
の
代
わ
り
だ
。
元

当
山
執
事
服
部
徹
龍
師
は
私
の

本
誌
原
稿
を
和
文
タ
イ
プ
で
本

誌
を
打
っ
て
い
た
。
そ
れ
か
ら

出
発
の
彼
は
ワ
ー
プ
ロ
は
網
掛

け
、
白
抜
き
と
仕
上
げ
が
き
れ

い
だ
。
本
誌
は
さ
ら
に
印
刷
用

の
ソ
フ
ト
を
使
う
。
こ
れ
は
パ

ソ
コ
ン
で
な
い
と
無
理
。
森
毅

氏
の
よ
う
に
「
ワ
ー
プ
ロ
・
パ

ソ
コ
ン
使
わ
ん
の
で
わ
か
ら
ん
。

そ
れ
ぞ
れ
や
れ
ば
え
え
や
な
い

の
。
な
ん
で
そ
ん
な
こ
と
大
仰

に
か
ん
が
え
る
の
ん
？
」
と
い

う
の
が
本
当
の
と
こ
ろ
だ
。

　
三
月
二
十
八
日
、
東
大
の
学

部
卒
業
式
で
蓮
実
重
彦
総
長
は

「
先
輩
が
官
僚
と
し
て
知
性
を

疑
わ
れ
る
こ
と
も
な
い
で
は
な

い
」
と
キ
ャ
リ
ア
官
僚
の
批
判

を
行
っ
た
。

　
日
本
の
官
僚
は
従
来
優
秀
と

い
う
。
が
、
最
近
世
界
で
は
日

本
の
学
歴
だ
け
で
も
世
界
の
先

進
国
に
比
し
て
悪
い
。
む
ろ
ん

教
養
の
程
度
は
最
悪
だ
。
世
界

の
官
僚
に
は
博
士
号
（
Ｐ
Ｈ
Ｄ
）

を
持
つ
官
僚
は
多
い
。
そ
れ
は

人
生
の
途
中
で
大
学
に
帰
っ
て

学
問
を
や
り
直
す
。
そ
の
学
問

（
理
論
）
で
も
っ
て
仕
事
に
就

く
。
キ
ッ
シ
ン
ジ
ャ
ー
博
士
、

ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
博
士
等
大
学
の

教
授
、
こ
ん
ど
の
台
湾
の
内
閣

は
元
大
学
教
授
が
数
名
、
韓
国

の
閣
僚
も
大
学
教
授
経
験
者
が

い
る
。
政
治
家
も
ク
リ
ン
ト
ン

大
統
領
の
よ
う
に
ア
メ
リ
カ
の

弁
護
士
資
格
を
持
つ
も
の
は
全

員
大
学
院
課
程
卒
で
あ
る
。
日

本
も
技
術
系
の
研
究
職
の
官
僚

は
博
士
も
い
る
が
、
行
政
職
は

ご
く
少
な
い
。
日
本
は
公
務
員

第
Ⅰ
種
試
験
に
通
っ
て
し
ま
え

ば
所
謂
キ
ャ
リ
ア
と
し
て
の
階

段
を
の
ぼ
る
。
そ
の
間
、
ち
や

ほ
や
さ
れ
て
自
分
に
振
り
返
る

こ
と
な
ど
な
い
。
先
般
の
中
田

某
が
徳
島
県
警
の
本
部
長
だ
っ

た
頃
、
彼
を
知
る
何
人
か
は
異

口
同
音
「
酒
ば
か
り
で
あ
っ

た
」
と
。
私
で
も
「
監
禁
さ
れ

た
少
女
が
発
見
さ
れ
た
」
と
い

う
深
夜
の
ニ
ュ
ー
ス
を
聞
い
て

飛
び
起
き
た
。
そ
れ
ほ
ど
歴
史

上
ま
れ
な
大
事
件
だ
っ
た
。
飛

ん
で
い
く
の
が
普
通
だ
。
教
養

の
か
け
ら
も
な
い
。

「
知
性
を
疑
う
先
輩
官
僚
も
」
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　　 川
上
博
明
氏
ご
逝
去

  

当
山
総
代
で
多
家
良
公
民
館

長
の
川
上
博
明
氏
が
四
月
二
十

日
急
逝
さ
れ
た
。
氏
は
旧
制
徳

島
中
学
か
ら
予
科
練
を
志
願
。

終
戦
で
復
学
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
徳
島
本

部
か
ら
神
戸
に
転
職
、
六
年
間

米
軍
の
通
訳
を
経
て
帰
郷
。
み

か
ん
作
り
で
第
一
人
者
と
な

り
、
そ
の
後
加
工
農
協
の
役

員
、
川
上
英
語
塾
を
さ
れ
、
そ

の
間
多
家
良
地
区
の
道
路
建
設

を
は
じ
め
と
す
る
環
境
整
備
に

貢
献
さ
れ
、
二
年
前
か
ら
公
民

館
長
。

　
信
仰
の
年
篤
く
、
わ
た
し
が

住
職
に
就
任
と
同
時
に
総
代
に

就
任
し
て
い
た
だ
き
、
今
日
の

輪
奐
の
美
を
整
え
る
に
率
先
し

て
勧
募
に
勤
労
奉
仕
に
あ
た
ら

れ
た
。
私
的
に
は
中
学
高
校
と

泊
ま
り
込
み
で
英
語
を
教
え
て

い
た
だ
い
た
師
弟
の
関
係
。
故

に
い
つ
も
私
の
相
談
相
手
と
し

て
助
言
を
頂
い
た
。

　
享
年
、
七
十
三
歳
、
ま
だ
ま

だ
平
均
寿
命
を
満
た
ず
。
私
と

は
二
月
末
、
紅
灯
の
巷
を
さ
ま

よ
っ
た
の
に
短
期
間
の
病
で
逝

去
さ
れ
た
。
氏
の
性
格
か
ら

も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
大
往
生

だ
っ
た
。
哀
悼
。

　
我
々
が
日
常
使
っ
て
い
る

日
本
語
を
英
語
で
い
う
と
ど

う
な
る
か
。
学
校
で
教
え
て

く
れ
な
い
身
近
な
英
語
表

現
、
現
在
八
十
万
部
突
破
し

た
と
い
う
。
こ
ん
な
決
ま
り

文
句
。
数
や
図
形
の
英
語
。

算
数
、
数
学
、
幾
何
の
英
語

（
こ
れ
ら
は
だ
い
た
い
習
っ

た
よ
う
に
思
う
が
）
和
製
英

語
、
ホ
ン
ト
の
英
語
を
ご
存

じ
で
す
か
。
自
動
車
、
野
球

の
和
製
英
語
と
ほ
ん
も
の
。

英
語
よ
り
も
英
語
ら
し
い

（
？
）
日
本
語
等
。
日
用
雑

貨
、
例
え
ば
爪
切
り
、
ほ
う

き
、
雑
巾
、
日
用
品
、
事
務

用
品
、
街
角
の
信
号
機
、
横

断
歩
道
等
々
。
食
事
と
料
理
の

英
語
。
調
理
法
、
味
、
野
菜
、

肉
、
寿
司
屋
の
ネ
タ
、
日
本
料

理
。
遊
び
の
英
語
、
鬼
ご
っ

こ
、
か
く
れ
ん
ぼ
等
、
ス
ポ
ー

ツ
英
語
、
相
撲
を
英
語
で
い
う

と
。
キ
ャ
ン
パ
ス
の
英
語
。

キ
ャ
ン
パ
ス
ラ
イ
フ
か
ら
、
教

科
、
教
育
用
語
等
。
ビ
ジ
ネ
ス

マ
ン
の
常
識
。
会
社
の
英
語
、

社
会
の
英
語
。
病
気
と
身
体
の

英
語
。
と
っ
さ
の
一
言
。
日
本

の
諺
と
四
字
熟
語
、
英
語
の
発

想
で
言
え
ば
。
日
本
の
文
化
を

英
語
で
ど
こ
ま
で
話
せ
ま
す

か
。
等
々
単
語
、
単
文
を
体
系

的
に
ま
と
め
た
本
。
英
語
が
楽

し
く
な
る
本
で
あ
る
。

一
冊
の
本

『
こ
れ
を
英
語
で
い
え
ま
す
か
』
　

　
　    

講
談
社
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
編
　
千
二
百
円

五
月
の
佛
事
暦

  

正
月
、
五
月
、
九
月
は
魔
性

の
多
い
月
。
昔
か
ら
五
月
に
は

大
般
若
経
を
読
誦
し
、
魔
性
を

撃
退
す
る
唐
の
高
僧
、
玄
奘
三

蔵
は
都
長
安
（
現
、
西
安
）
か

ら
西
域
を
経
て
北
イ
ン
ド
へ
佛

法
を
求
め
長
い
旅
に
出
た
。
孫

悟
空
の
「
西
遊
記
」
は
こ
の
と

き
の
物
語
で
あ
る
。

　
北
イ
ン
ド
の
ナ
ー
ラ
ン
ダ
佛

教
大
学
で
教
え
、
か
つ
学
ん

だ
。
三
蔵
は
帰
路
に
あ
っ
た
。

そ
の
と
き
孫
悟
空
で
も
手
に
負

え
な
い
ほ
ど
の
魔
性
が
や
っ
て

き
た
。
玄
奘
三
蔵
は
こ
の
経
典

を
と
り
あ
げ
大
声
で
読
誦
、
魔

性
は
お
経
の
功
徳
に
よ
っ
て
降

伏
し
た
。
そ
の
故
事
か
ら
大
般

若
経
を
読
誦
す
る
と
き
は
大
声

を
出
す
。
ま
た
、
パ
タ
パ
タ
と

経
を
め
く
る
と
一
巻
読
誦
し
た

  

本
誌
正
月
号
に
掲
載
し
た
よ

う
に
二
千
年
の
今
年
、
記
念
事

業
を
は
じ
め
ま
す
。
二
千
年
と

い
う
節
目
の
年
に
我
々
が
生
き

て
い
た
証
を
三
千
年
に
向
か
っ

て
遺
そ
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　
事
業
は
仁
王
門
解
体
大
修
理

と
諸
堂
の
痛
み
の
激
し
い
尊

像
、
各
所
塗
装
、
そ
の
他
を
総

合
的
に
補
修
し
よ
う
と
い
う
も

の
で
す
。

　
仁
王
門
は
屋
根
が
老
朽
し
、

も
う
す
で
に
木
部
ま
で
腐
食
が

進
ん
で
い
ま
す
。
こ
れ
以
上
放

置
す
る
と
原
形
が
保
て
な
く
な

り
ま
す
。
屋
根
も
今
の
ま
ま
瓦

葺
き
と
原
形
通
り
復
元
し
ま

す
。
場
所
は
図
面
の
よ
う
に
変

更
し
、
基
壇
を
造
成
。
そ
こ
に

お
名
前
を
彫
り
た
い
と
思
い
ま

す
。
幸
い
仁
王
様
は
ご
健
在
で

修
復
の
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
施
工
は
地
元
の
宮
前
建
設
を

元
締
め
と
し
基
壇
の
土
木
工
事

は
山
麓
の
日
新
建
設
、
瓦
は
大

麻
町
の
春
本
製
作
所
、
石
工
事

は
ぶ
つ
だ
ん
の
も
り
、
重
機
工

事
は
港
運
送
、
そ
う
し
て
文
化

財
上
級
認
定
棟
梁
の
竹
内
秀
夫

棟
梁
が
あ
た
り
ま
す

  

工
事
は
ご
開
帳
開
あ
け
早
々

日
を
選
ん
で
土
公
供
（
地
神
鎮

壇
の
法
）
を
行
い
。
ま
ず
、
現

場
の
木
々
の
移
転
よ
り
は
じ
め

（
電
柱
の
変
更
は
終
了
）
基
壇

の
造
成
、
移
築
と
い
う
手
順
に

な
り
ま
す
。

　
ま
た
、
勧
募
は
五
月
か
ら
は

じ
め
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
旧
制
高
校
で
は
人
生
と
は
な

ん
ぞ
や
、
天
下
国
家
は
い
か
に

と
酒
を
酌
み
交
わ
し
な
が
ら
大

い
に
議
論
し
た
。
そ
れ
だ
け
の

時
間
的
精
神
的
余
裕
を
与
え
る

教
育
制
度
で
あ
っ
た
。
だ
が
、

今
の
受
験
制
度
が
続
く
か
ぎ
り
、

教
養
を
身
に
つ
け
る
と
こ
ろ
は

な
い
。
そ
の
基
本
と
な
る
古
典

も
傾
向
と
対
策
に
よ
っ
て
細
切

れ
、
断
片
で
し
か
読
ま
れ
な
い
。

フ
ラ
ン
ス
は
若
い
う
ち
か
ら
国

を
代
表
す
る
エ
リ
ー
ト
を
養
成

す
る
。
そ
の
た
め
に
は
充
分
な

教
養
と
識
見
を
身
に
つ
け
さ
せ

三
十
代
で
も
国
代
表
し
た
仕
事

を
す
る
。
教
養
を
身
に
つ
け
る

の
は
も
っ
と
若
い
、
青
年
期
を

い
か
に
過
ご
す
か
に
よ
っ
て
決

ま
る
。
子
供
の
頃
か
ら
読
書
の

習
慣
を
身
に
つ
け
さ
せ
、
人
格

形
成
の
最
も
重
要
な
青
年
期
に

古
典
よ
り
学
ば
せ
る
こ
と
が
大

切
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
生
活

の
た
め
の
学
問
と
別
の
よ
う
だ

が
、
実
は
新
し
い
こ
と
に
挑
戦

す
る
と
き
、
多
様
な
考
え
方
の
葛

藤
、
人
間
関
係
等
々
に
悩
む
と
き

に
解
決
を
導
く
も
の
で
あ
る
。

功
徳
が
え
ら
れ
る
。
か
く
し

て
、
五
月
は
全
国
津
々
浦
々
で

当
山
の
よ
う
な
法
会
の
他
、
い

ろ
い
ろ
な
方
法
の
大
般
若
会
が

行
わ
れ
る
。
徳
島
県
西
部
で
は

小
字
ご
と
に
或
い
は
辻
々
で
一

巻
ず
つ
読
誦
す
る
と
も
聞
く
。

首
相
交
代
、

別
な
視
点

　「
朝
日
新
聞
」
の
論
壇
に
米

国
ブ
ル
ッ
キ
ン
グ
ス
研
究
所
、

北
東
ア
ジ
ア
政
策
セ
ン
タ
ー

局
員
研
究
員
の
須
川
清
司
氏

が
今
度
の
首
相
交
代
の
い
い

加
減
さ
を
見
か
ね
て
投
稿
し

て
い
る
。
概
略
を
紹
介
す
る
。

 

彼
は
「
こ
の
事
件
が
日
本
発
の

ニ
ュ
ー
ス
と
し
て
は
珍
し
く
、

ワ
シ
ン
ト
ン
の
メ
デ
ィ
ア
や
知

識
人
た
ち
の
関
心
を
集
め
た
。

し
か
し
、
米
国
人
に
首
相
交
代

の
経
緯
を
説
明
す
れ
ば
す
る
ほ

ど
、
彼
ら
の
持
つ
日
本
の
イ

メ
ー
ジ
が
低
下
い
く
こ
と
に
気

付
き
複
雑
な
気
持
ち
に
な
っ
た
。

　
ジ
ョ
セ
フ
・
ナ
イ
（
ハ
ー

バ
ー
ド
大
学
ケ
ネ
デ
ィ
・
ス

ク
ー
ル
学
長
）
が
近
年
積
極
的

に
提
唱
し
て
い
る
「
ソ
フ
ト
パ

ワ
ー
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
。

軍
事
力
や
経
済
制
裁
を
通
し
て

行
使
さ
れ
る
「
ハ
ー
ド
パ
ワ
ー
」

に
対
し
て
、
強
制
に
よ
ら
ず
、

魅
力
に
よ
っ
て
何
か
を
な
し
と

げ
る
能
力
の
こ
と
で
あ
る
。
従

来
の
常
識
で
は
国
力
の
直
接
的

構
成
要
素
と
み
な
さ
れ
な
か
っ

た
文
化
、
法
律
、
会
計
制
度
な

ど
他
国
に
対
し
て
十
分
魅
力
的

で
あ
る
こ
と
で
国
家
の
影
響
力

の
源
に
な
り
う
る
と
信
じ
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
」

と
い
う
。
一
番
に
共
産
主
義
が

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
も
経
済
的

に
も
ア
ピ
ー
ル
し
な
く
な
り
ソ

フ
ト
パ
ワ
ー
を
失
っ
た
ソ
連
が

米
国
と
の
競
争
に
敗
れ
去
っ
た
。

日
本
も
か
っ
て
経
済
力
だ
け
で

な
く
、
東
ア
ジ
ア
経
済
成
長
の

奇
跡
を
可
能
に
し
た
日
本
型
経

済
モ
デ
ル
や
非
核
・
平
和
主
義

の
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
で
一
定
の
国

際
的
発
言
力
が
あ
っ
た
。
最
近

は
台
湾
、
鎮
水
偏
氏
の
総
統
就

任
で
あ
る
。
台
湾
を
民
主
主
義

国
家
と
み
と
め
台
湾
を
支
持
す

る
米
国
民
が
飛
躍
的
に
増
え
た

例
を
あ
げ
る
。

　
さ
ら
に
彼
は
小
渕
前
首
相
の

入
院
が
二
十
二
時
間
発
表
さ
れ

な
か
っ
た
。
虚
偽
の
当
日
の
行

動
発
表
。
官
房
長
官
が
首
相
か

ら
臨
時
代
理
に
指
名
さ
れ
た
事

実
関
係
の
不
透
明
性
。
病
状
が

医
師
団
で
は
な
く
政
治
家
に

よ
っ
て
し
か
発
表
さ
れ
な
か
っ

た
。
さ
ら
に
政
府
首
脳
が
開
き

直
と
無
視
で
答
え
よ
う
と
す
る

こ
と
で
、
日
本
の
政
治
の
透
明

性
と
説
明
責
任
の
欠
如
を
物

語
っ
て
余
り
あ
る
。
こ
の
二
つ

こ
そ
健
全
な
民
主
主
義
の
前
提

条
件
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
お
か
げ
で
日
本
の
民
主
主

義
に
対
す
る
信
頼
は
著
し
く
失

墜
し
、
日
本
の
魅
力
は
大
幅
に

低
下
し
て
し
ま
っ
た
。
結
果
、

森
総
理
の
連
休
中
の
外
国
訪
問

に
も
お
お
き
く
影
響
を
す
る
だ

ろ
う
と
い
う
。

仁
王
門
移
転
地

仁
王
門
修
復
予
定
図

二
千
年
紀
記
念
大
修
理

　
（
仁
王
門
を
中
心
と
し
て
）


