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９
月
20
日
、
岸
田
首
相
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
開
か

れ
て
い
る
国
連
総
会
に
お
い
て
一
般
討
論
演
説
を

行
っ
た
。
そ
の
中
で
「
わ
れ
わ
れ
が
目
指
す
べ
き
は
、

脆ぜ
い
じ
ゃ
く

弱
な
人
々
も
安
全
・
安
心
に
住
め
る
世
界
、
す
な

わ
ち
、『
人
間
の
尊
厳
』が
守
ら
れ
る
世
界
な
の
で
す
」

と
格
調
高
く
述
べ
て
い
る
。
後
半
で
は「
国
際
法
は
、

弱
い
立
場
の
国
の
た
め
に
あ
り
ま
す
。
人
間
の
尊
厳

を
守
り
強
化
す
る
た
め
に
、
脆
弱
な
国
・
人
々
が
平

和
に
生
き
る
権
利
を
、
法
の
支
配
を
も
っ
て
、
共
に

守
り
た
い
と
思
い
ま
す
」
と
続
く
。
こ
れ
は
、
主
に

ウ
ク
ラ
イ
ナ
と
ロ
シ
ア
の
戦
争
な
ど
国
際
紛
争
を
念

頭
に
置
い
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
、
自
然
災

害
な
ど
の
危
機
に
も
、
そ
の
ま
ま
当
て
は
ま
る
の
で

は
な
い
か
。

災
害
救
助
法
の
「
平
等
の
原
則
」

　

災
害
救
助
法
の
目
的
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
災
害
救
助
事
務
取
扱
要
領
（
令
和
５
年

６
月
）
に
は
、
法
の
原
則
を
次
の
よ
う
に
高
ら
か
に

う
た
っ
て
い
る
。

　

災
害
救
助
法
は
１
９
４
７
年
10
月
に
施
行
さ
れ
る

が
、
こ
の
時
の
日
本
人
の
平
均
寿
命
は
男
性
50
歳
、

女
性
54
歳
で
あ
り
、
大
多
数
の
国
民
は
若
く
、
し
か

も
食
う
や
食
わ
ず
の
生
活
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
、
災

害
時
に
行
政
が
必
要
な
救
助
を
無
差
別
に
行
う
と
い

う
救
助
法
の
理
念
は
輝
か
し
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違

い
な
い
。

　

現
在
の
平
均
寿
命
は
男
性
81
歳
、
女
性
87
歳
で
あ

り
、
要
介
護
者
数
は
７
０
０
万
人
を
超
え
、
障
が
い

者
数
も
１
千
万
人
近
く
い
る
。
そ
れ
以
外
に
も
、

脆
弱
性
を
抱
え
て
い
る
人
も
多
い
。
一
方
で
、
豊

か
な
生
活
を
享
受
し
て
い
る
人
々
も
多
く
な
っ
た
。

法
が
前
提
と
し
て
い
る
社
会
像
が
大
き
く
変
化
し
て

い
る
。

　

こ
の
状
況
を
踏
ま
え
た
時
、
岸
田
首
相
の
言
う
よ

う
に「
脆
弱
な
人
々
も
安
全
・
安
心
に
住
め
る
世
界
、

す
な
わ
ち
、『
人
間
の
尊
厳
』
が
守
ら
れ
る
世
界
」
こ

そ
、
現
代
社
会
に
ふ
さ
わ
し
い
輝
か
し
い
理
念
と
言

え
る
。

災
害
時
に
も
「
人
間
の
尊
厳
」
が

守
ら
れ
る
世
界
を
つ
く
る
法跡見
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こ
の
法
律
は
、
災
害
が
発
生
し
、
又
は
発
生
す
る

お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
、
国
が
地
方
公
共

団
体
、
日
本
赤
十
字
社
そ
の
他
の
団
体
及
び
国
民

（
１
）平
等
の
原
則

ア  

災
害
に
よ
る
混
乱
は
、
社
会
経
済
機
構
等
を
破

壊
又
は
麻
痺
さ
せ
、
一
時
的
に
は
生
活
に
必
要

欠
く
べ
か
ら
ざ
る
衣
食
住
の
基
本
的
な
要
件
を

脅
か
す
こ
と
と
な
る
が
、
法
に
よ
る
救
助
は
、

こ
う
し
た
事
態
に
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

イ  

事
情
の
如
何
を
問
わ
ず
現
に
救
助
を
行
わ
な
け

れ
ば
、
被
災
者
の
保
護
と
社
会
秩
序
の
保
全
に

欠
け
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
は
、
等
し
く
救

助
の
手
を
さ
し
の
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ウ  

被
災
者
の
経
済
的
な
要
件
等
は
必
ず
し
も
問
わ

れ
ず
、
現
に
救
助
を
要
し
て
い
る
か
否
か
に
よ

り
判
断
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
現
に
救
助
を
要

の
協
力
の
下
に
、
応
急
的
に
、
必
要
な
救
助
を
行

い
、
災
害
に
よ
り
被
害
を
受
け
又
は
被
害
を
受
け

る
お
そ
れ
の
あ
る
者
の
保
護
と
社
会
の
秩
序
の
保

全
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

す
る
場
合
に
は
平
等
に
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ

る
。 

（
傍
線
部
は
筆
者
に
よ
る
）
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形
式
的
平
等
と
合
理
的
配
慮

　

現
実
に
は
、
災
害
時
に
は
、
物
資
や
サ
ー
ビ
ス
な

ど
の
社
会
資
源
が
著
し
く
不
足
す
る
。
こ
の
時
、
成

り
行
き
に
任
せ
れ
ば
弱
肉
強
食
の
世
界
に
な
る
。
例

え
ば
、
避
難
所
を
開
設
し
た
と
き
に
良
い
場
所
を
取

れ
る
の
は
、
早
く
来
ら
れ
る
元
気
な
人
が
多
い
。
食

事
の
配
給
で
先
着
順
で
並
ば
せ
れ
ば
、
高
齢
者
、
障

が
い
者
、
妊
産
婦
な
ど
脆
弱
な
人
々
は
す
ぐ
に
は
並

べ
ず
に
後
ろ
に
並
ぶ
こ
と
に
な
る
。
結
果
と
し
て
弱

い
人
ほ
ど
、
長
い
時
間
を
立
っ
て
待
た
さ
れ
る
。
ま

た
、
支
援
物
資
を
選
ぶ
時
も
、
弱
い
人
が
後
に
な
る

こ
と
で
欲
し
い
も
の
が
手
に
入
り
に
く
く
な
る
。
先

着
順
と
い
う（
形
式
的
な
）平
等
の
原
則
を
と
っ
た
が

た
め
に
、
弱
い
人
ほ
ど
つ
ら
い
状
況
に
陥
る
と
い
う

不
合
理
な
結
果
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　

放
送
で
大
事
な
こ
と
を
流
せ
ば
、
耳
の
聞
こ
え
な

い
人
に
は
伝
わ
ら
な
い
。
掲
示
板
に
紙
を
貼
る
だ
け

で
は
、
目
の
見
え
な
い
人
に
は
伝
わ
ら
な
い
。
す
な

わ
ち
実
質
的
な
平
等
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
困
難
の
度
合
い
に
応
じ
た
支
援
が
必
要
で
あ

る
。
こ
れ
を
「
合
理
的
配
慮
」
と
い
う
。
合
理
的
配

慮
は
脆
弱
な
人
々
の
尊
厳
を
守
る
た
め
に
は
不
可
欠

で
あ
る
。

　

実
際
に
、
社
会
保
障
の
分
野
で
は
、
社
会
の
変
化

に
対
応
し
て
介
護
保
険
法（
２
０
０
０
年
施
行
）や
障

害
者
総
合
支
援
法（
２
０
１
３
年
施
行
）が
成
立
し
て

い
る
。
そ
の
目
的
規
定
を
見
る
と
「（
要
介
護
等
）
の

者
が
尊
厳
を
保
持
し
、 

そ
の
有
す
る
能
力
に
応
じ
自

立
し
た
日
常
生
活
を
営
む
…
…
」
と
あ
り
、「（
障
害

者
及
び
障
害
児
が
…
…
）
尊
厳
に
ふ
さ
わ
し
い
日
常

生
活
又
は
社
会
生
活
を
営
む
…
…
」
と
あ
り
、
ま
さ

に「
尊
厳
」が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。

災
害
法
制
に
福
祉
の
視
点
を

　

全
国
社
会
福
祉
協
議
会
は
２
０
２
２
年
３
月
に

「
災
害
か
ら
地
域
の
人
び
と
を
守
る
た
め
に
～
災
害

福
祉
支
援
活
動
の
強
化
に
向
け
た
検
討
会
報
告
書

～
」
を
ま
と
め
て
い
る
。
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、
こ

の
内
容
を
次
の
よ
う
に
紹
介
し
て
い
る
。

　

平
時
と
災
害
時
が
法
で
分
断
さ
れ
、
脆
弱
な
人
々

が
災
害
時
に
平
常
時
よ
り
も
低
い
レ
ベ
ル
の
医
療
・

保
健
・
福
祉
を
強
い
ら
れ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
災
害

関
係
法
を
平
時
の
社
会
保
障
関
係
法
に
近
づ
け
、
理

想
的
に
は
連
結
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
象
徴
が
、

福
祉
の
視
点
を
災
害
救
助
法
に
位
置
付
け
る
こ
と
に

あ
る
、
と
提
言
し
て
い
る
。

　

私
は
、
さ
ら
に
、
災
害
対
策
基
本
法
、
災
害
救
助

法
の
目
的
に「
尊
厳
」を
位
置
付
け
る
こ
と
を
提
案
し

た
い
。
災
害
時
に
も
「
脆
弱
な
人
々
も
安
全
・
安
心

に
住
め
る
世
界
、
す
な
わ
ち
、『
人
間
の
尊
厳
』
が

守
ら
れ
る
世
界
」
を
つ
く
る
と
い
う
岸
田
首
相
の
意

思
が
明
確
化
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
法
は
弱
い
立

場
の
人
々
を
守
る
た
め
に
あ
る
。
す
で
に
戸
田
市
、

熊
本
市
の
防
災
基
本
条
例
に
お
い
て
は
、
先
ん
じ
て

条
例
の
目
的
に「
尊
厳
」を
加
え
て
い
る
。
言
葉
は
言

霊
を
持
つ
。
ま
し
て
法
の
文
言
に
お
い
て
を
や
、
で

あ
る
。
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社
会
は
「
医
療
・
保
健
・
福
祉
」
の
連
携
・
協
働
に

よ
り
活
動
を
展
開
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
平
時
と

同
様
、
災
害
発
生
時
に
お
い
て
も
「
医
療
・
保
健
・

福
祉
」が
切
れ
め
の
な
い
連
結
を
図
っ
て
い
く
こ
と

が
必
要
で
あ
る
こ
と
。
そ
し
て
災
害
発
生
直
後
か

ら
被
災
者
に
寄
り
添
い
支
援
を
し
て
い
く
こ
と
が

必
要
で
あ
り
、
防
災
に
「
福
祉
」
の
視
点
を
入
れ
、

災
害
福
祉
支
援
活
動
を
強
化
し
て
い
く
こ
と
が
重

要
で
あ
る
こ
と
を
提
言
す
る
と
と
も
に
、
災
害
救

助
法
等
を
改
正
し
「
福
祉
」
の
位
置
づ
け
の
明
確
化

を
図
る
よ
う
提
言
し
て
い
ま
す
。
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