
昭和37年3月12日
第三種郵便物認可（ ） 令和 6 年 4 月 10日

− 1 −

（第 750 号）

略
対
話（Q

U
A

D

）の
提
唱
・
推
進
な
ど
、

国
家
の
安
全
保
障
、
経
済
発
展
に
関
は

る
数
々
の
基
本
的
政
策
を
実
現
さ
れ
た
。

そ
の
都
度
、
葛
西
氏
の
ご
示
唆
を
受
け
、

「
憂
国
の
思
ひ
」
を
偲
び
、
心
を
正
し

て
来
ら
れ
た
の
だ
と
思
ふ
。

葛
西
氏
が
亡
く
な
ら
れ
て
か
ら
僅
か

一
ヶ
月
半
後
、安
倍
元
総
理
が
凶
弾
に
斃

れ
ら
れ
た
。谷
口
先
生
は
、ご
講
演
の
中

で
、こ
れ
か
ら
先
の
十
年
、日
本
史
上
、最

大
の
危
機
を
迎
へ
る
中
、葛
西
氏
、安
倍

元
総
理
と
い
ふ
日
本
の
舵
取
り
の
コ
ン

パ
ス
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
嘆
か
れ
た
。

軍
事
的
な
威
嚇
を
続
け
る
国
々
に

囲
ま
れ
た
我
が
国
が
、
更
に
未
曾
有
の

危
機
に
直
面
す
る
と
の
ご
指
摘
に
対
し
、

自
分
は
、
ど
れ
だ
け
危
機
感
を
感
じ
て

ゐ
る
だ
ら
う
か
。
自
分
が
信
頼
し
、
慕

ふ
人
の
振
る
舞
ひ
や
言
葉
が
、
自
分
の

緩
み
が
ち
な
心
を
正
し
て
く
れ
る
の
だ

と
思
ふ
。
こ
れ
か
ら
も
「
松
陰
会
」
を

続
け
、
友
ら
と
共
に
松
陰
の
思
ひ
に
迫

る
と
と
も
に
、
葛
西
氏
、
安
倍
元
総
理

の
思
ひ
を
お
偲
び
し
て
ゆ
き
た
い
。

本
紙
先
月
号
の
折
り
込
み
で
御
案
内

の
や
う
に
、
来
る
五
月
二
十
五
日
（
土
）

の
当
会
主
催
の
国
民
文
化
講
座
で
は
、

谷
口
智
彦
先
生
を
お
招
き
し
て
、「
安

倍
晋
三
首
相
が
追
い
求
め
た
美
し
い
日

本
と
は
」
と
題
し
て
ご
講
演
い
た
だ
く
。

多
く
の
皆
様
の
御
聴
講
を
お
待
ち
し
て

ゐ
る
。 

（
一
社 

日
本
港
運
協
会
理
事
）

を
正
す
」
こ
と
で
あ
っ
た
や
う
に
思
ふ
。

本
年
二
月
十
一
日
、
安
倍
元
首
相
の

外
交
政
策
ス
ピ
ー
チ
ラ
イ
タ
ー
で
あ
っ

た
谷
口
智
彦
先
生（
筑
波
大
学
特
命
教
授
）

の
ご
講
演
を
お
聴
き
し
、
安
倍
元
総
理

も
ま
た
、
松
陰
と
同
様
に
国
難
の
中
に

あ
っ
て
、「
心
を
正
す
」こ
と
を
続
け
て

こ
ら
れ
た
方
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

安
倍
元
総
理
は
、
東
海
旅
客
鉄
道

（
株
）の
葛
西
敬
之
名
誉
会
長
を
心
か
ら

慕
っ
て
ゐ
ら
れ
た
さ
う
だ
。
葛
西
氏
が

入
院
さ
れ
た
後
、
令
和
四
年
五
月
二
十

五
日
に
お
亡
く
な
り
に
な
る
迄
の
約

一
ヶ
月
間
に
三
度
ま
で
も
見
舞
は
れ
、

葛
西
氏
の
告
別
式
で
は
、「
日
本
の
平

和
と
安
全
を
守
る
た
め
に
は
、
日
米
同

盟
に
よ
る
抑
止
力
が
何
よ
り
も
重
要
で

あ
り
、
我
が
国
に
相
応
し
い
安
全
保
障

上
の
責
任
を
全
う
す
べ
し
と
の
確
固
た

る
信
念
の
下
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使

容
認
に
道
を
拓
い
て
頂
き
ま
し
た
。
…

（
貴
方
の
）『
憂
国
の
想
ひ
』を
胸
に
、
こ

れ
か
ら
も
国
民
の
た
め
国
政
に
全
力
で

邁
進
す
る
こ
と
を
お
誓
ひ
し
ま
す
」
と

声
涙
下
る
弔
辞
を
述
べ
ら
れ
た
。

安
倍
元
総
理
は
、
九
年
間
に
わ
た
っ

て
国
政
を
担
は
れ
、
現
実
を
直
視
し
よ

う
と
し
な
い
野
党
勢
力
、
前
例
に
拘
る

官
僚
な
ど
と
闘
ひ
な
が
ら
、
平
和
安
全

法
制
の
整
備
、
ア
ベ
ノ
ミ
ク
ス
に
よ
る

経
済
再
生
、
自
由
で
開
か
れ
た
イ
ン

ド
太
平
洋
構
想（FO

IP
）や
日
米
豪
印
戦

的
な
威
嚇
に
屈
し
て
、
嘉
永
六
年
（
一

八
五
三
）、
本
来
開
港
地
の
長
崎
で
受
け

取
る
と
し
て
ゐ
た
大
統
領
親
書
を
浦
賀

近
く
の
久
里
浜
で
受
け
取
り
、
そ
の
後

の
対
応
に
お
い
て
も
、
旧
弊
に
拘
り
、

幕
府
、
全
国
諸
藩
が
一
体
と
な
っ
て

国
難
に
対
処
す
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

松
陰
は
、
か
う
し
た
幕
府
や
諸
藩
の
対

応
振
り
に
、「
人
心
の
正
し
か
ら
ざ
る
」

を
読
み
取
っ
た
の
だ
と
思
ふ
。

松
陰
は
、
国
の
為
に
諸
外
国
の
動
向

を
学
ば
う
と
、
国
禁
を
顧
み
ず
「
下
田

踏
海
の
挙
」
を
企
て
て
失
敗
し
、
獄
に

投
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
自
分
を
信
じ

て
見
守
り
、
励
ま
し
て
く
れ
る
家
族
や

同
志
に
感
謝
し
つ
つ
、『
孟
子
』
な
ど

の
四
書
五
経
や
日
本
の
歴
史
を
学
び
続

け
る
と
と
も
に
、
国
防
や
国
政
の
あ
り

方
を
考
へ
続
け
る
。
更
に
は
、
獄
中
の

仲
間
に
『
孟
子
』
を
講
じ
た
。
松
陰
に

と
っ
て
、
か
う
し
た
取
り
組
み
が
「
心

  関
東
地
区
の
学
生
や
社
会
人
の
先
輩

後
輩
と
一
緒
に
、
幕
末
に
生
き
た
吉
田

松
陰
の
文
章
を
読
む「
松
陰
会
」を
続
け

て
三
年
に
な
る
。
最
近
、
読
ん
だ
松
陰

の
著
書『
講
孟
余
話
』の
以
下
の
箇
所
に

つ
い
て
感
想
を
述
べ
て
み
た
い
。

「
群
夷
競
ひ
来
る
、
国
家
の
大
事
と

は
言
へ
ど
も
、
深
憂
と
す
る
に
足
ら
ず
。

深
憂
と
す
べ
き
は
人
心
の
正
し
か
ら
ざ

る
な
り
。
苟
も
人
心
だ
に
正
し
け
れ
ば
、

百
死
以
て
国
を
守
る
、
其
の
間
勝
敗
利

鈍
あ
り
と
云
へ
ど
も
、
未
だ
遽に
は

か
に
国

家
を
失
ふ
に
至
ら
ず
」（
訳
・
諸
外
国
の

軍
艦
が
競
っ
て
来
航
し
て
来
る
の
は
、
国
家
の

大
事
と
は
言
へ
る
が
、
深
く
憂
ふ
に
は
及
ば
な

い
。
深
く
憂
ふ
べ
き
は
、
人
心
が
正
し
く
な
い

こ
と
で
あ
る
。
人
心
が
正
し
け
れ
ば
、
決
死
の

覚
悟
を
以
て
国
を
守
る
こ
と
が
出
来
、
勝
ち
負

け
、
優
勢
劣
勢
は
あ
っ
て
も
国
家
を
失
ふ
こ
と

は
な
い
）（『
講
孟
余
話
』
滕
文
公
下
第
九
章
）。

徳
川
幕
府
は
、
ペ
リ
ー
艦
隊
の
軍
事

「
心
を
正
す
」
と
い
ふ
こ
と

   —

「
人
心
だ
に
正
し
け
れ
ば
、遽
か
に
国
家
を
失
ふ
に
至
ら
ず
」—
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