
　

め
ま
ぐ
る
し
く
変
化
す
る
世
界
情
勢
の
中
で
最
も
注
目

さ
れ
、
世
界
平
和
の
キ
ー
を
握
っ
て
い
る
地
域
の
一
つ
が

東
ア
ジ
ア
で
あ
る
。
急
速
な
経
済
成
長
を
背
景
に
し
た
中

国
の
台
頭
と
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟
に
よ
り
、
ア
ジ
ア
、
特
に
東
ア

ジ
ア
の
経
済
バ
ラ
ン
ス
は
変
化
し
つ
つ
あ
り
、
世
界
経
済

に
も
影
響
を
及
ぼ
し
つ
つ
あ
る
。
こ
う
し
た
中
で
、
南
北

朝
鮮
関
係
、
中
台
関
係
と
い
う
長
年
の
懸
案
が
く
す
ぶ
り

つ
づ
け
て
い
る
が
、
こ
の
微
妙
な
問
題
を
抱
え
な
が
ら
も

政
治
的
安
定
と
経
済
発
展
を
確
保
し
て
い
く
た
め
の
前
提

条
件
の
一
つ
に
、
東
ア
ジ
ア
の
安
定
的
な
食
料
需
給
関
係

の
確
保
が
あ
る
。

　

我
が
国
で
は
中
国
か
ら
の
野
菜
輸
入
急
増
の
影
響
が
大

き
く
、
こ
れ
に
目
を
奪

わ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、

近
年
、
東
ア
ジ
ア
の
農

産
物
需
給
、
さ
ら
に
は

農
業
生
産
が
構
造
的
に

変
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
す

な
わ
ち
中
国
で
は
九
〇
年
代
に
は
食
料
増
産
に
と
も
な
う

過
剰
基
調
へ
の
移
行
に
と
も
な
い
、
穀
物
か
ら
よ
り
商
品

性
が
高
く
付
加
価
値
の
大
き
い
野
菜
・
果
樹
、
畜
産
へ
と

生
産
が
シ
フ
ト
し
て
き
た
が
、
野
菜
・
果
樹
等
で
も
供
給

過
剰
状
態
を
き
た
し
、
我
が
国
や
韓
国
等
へ
の
輸
出
増
加

を
招
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
食
料
で
は
米
を
除

い
て
国
際
競
争
力
を
持
た
な
い
中
国
農
業
が
Ｗ
Ｔ
Ｏ
加
盟

に
先
行
し
て
構
造
改
革
を
推
進
し
て
き
た
こ
と
も
大
き
く

関
係
し
て
い
る
。
韓
国
も
中
国
の
輸
出
攻
勢
を
受
け
て
国

内
農
業
が
圧
迫
さ
れ
て
お
り
、
輸
入
も
の
と
差
別
化
を
は

か
る
た
め
施
設
化
に
よ
る
高
品
質
の
野
菜
・
果
樹
生
産
に

注
力
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
そ
の
一
部
が
日
本
に
向

け
て
輸
出
さ
れ
、
我
が
国
市
場
が
東
ア
ジ
ア
の
草
刈
場
的

様
相
を
呈
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
背
景
に
は
農
産
物
過
剰
に
よ
り
輸
出
圧
力
を

強
め
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
開
発
輸
入
に
見
ら
れ

る
よ
う
に
我
が
国
メ
ー
カ
ー
等
が
定
時
・
定
量
・
低
価
で

の
調
達
に
つ
い
て
は
も
っ
ぱ
ら
中
国
で
の
生
産
に
依
存
す
る

構
造
が
確
立
し
つ
つ
あ
る
。
こ
こ
に
は
農
業
労
働
力
の
高
齢

化
に
と
も
な
う
将
来
に
わ
た
っ
て
の
担
い
手
確
保
に
つ
い
て
の

不
安
と
い
う
、我
が
国
の
国
内
事
情
が
横
た
わ
っ
て
も
い
る
。

　

ま
た
、
各
国
の
米
消
費
量
減
少
に
端
的
に
象
徴
さ
れ
る

食
料
消
費
構
造
の
変
化
も
影
響
し
て
い
る
。
国
民
一
人
当

り
米
消
費
量
減
少
は
、
東
ア
ジ
ア
に
共
通
し
た
傾
向
で
あ

り
、
日
本
五
九
・
四�

（
二
〇
〇
〇
年
、精
米
ベ

ー
ス
。
以
下
同
じ
）、中

国
九
〇
・
一�
、
韓
国

八
九
・
一�
、
台
湾
に

至
っ
て
は
五
四
・
九�
に
ま
で
低
下
し
て
い
る
。
伝
統
的

な
食
生
活
は
洋
風
化
し
つ
つ
あ
り
、
我
が
国
と
台
湾
が
そ

の
先
頭
を
走
っ
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

　

東
ア
ジ
ア
で
は
恒
常
的
な
食
料
不
足
を
抱
え
る
北
朝
鮮

が
存
在
す
る
中
で
、
そ
の
他
各
国
は
過
剰
基
調
を
強
め
、

競
争
を
激
化
さ
せ
な
が
ら
食
料
供
給
の
相
互
補
完
関
係
を

形
成
し
つ
つ
あ
る
。
加
え
て
ア
メ
リ
カ
、
ケ
ア
ン
ズ
グ
ル

ー
プ
か
ら
の
攻
勢
も
激
し
い
。
日
本
農
業
は
多
品
種
少
量

生
産
、
集
約
農
業
を
基
本
と
し
た
地
域
農
業
に
徹
底
的
に

こ
だ
わ
っ
て
い
く
こ
と
が
原
点
で
あ
り
、
国
際
備
蓄
、
農

産
物
の
工
業
的
利
用
等
も
念
頭
に
お
き
な
が
ら
、
競
争
と

協
調
を
す
す
め
て
い
く
し
か
な
い
と
考
え
る
。

（
常
務
取
締
役　

蔦
谷
栄
一
）
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変
化
す
る
ア
ジ
ア
の
農
業
構
造
と

食
生
活

今月のテーマ：アジアの農業構造


