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は
じ
め
に

日
暮
さ
ん
の
よ
う
な
第
一
線
の
学
者
と
違
っ
て
、
私
の
よ
う
な
先
月
七
一
歳
に

な
っ
て
最
先
端
の
専
門
的
学
問
に
は
追
い
つ
け
な
い
学
者
が
で
き
る
こ
と
は
、
こ

れ
ま
で
の
学
問
を
自
分
な
り
に
総
合
し
て
、
長
い
歴
史
の
中
に
東
京
裁
判
を
位
置

づ
け
て
み
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

学
者
稼
業
を
長
く
や
っ
て
き
た
こ
と
が
取
り
柄
と
い
う
私
が
そ
れ
を
生
か
せ
る

こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
私
自
身
が
一
九
七
〇
年
代
か
ら
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル

ク
裁
判
、
東
京
裁
判
の
研
究
に
取
り
組
ん
で
、
戦
後
日
本
に
お
け
る
東
京
裁
判
研

究
史
・
論
争
史
、
そ
し
て
日
本
の
政
治
あ
る
い
は
国
際
政
治
の
中
で
の
東
京
裁
判

の
扱
い
、
そ
れ
に
関
連
し
た
日
本
の
戦
争
責
任
の
扱
い
を
、
身
を
も
っ
て
体
験
し

て
き
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
本
日
は
そ
れ
も
含
め
て
皆
様
に
お
話
し
で
き
れ
ば
と

思
っ
て
い
ま
す
。

一　

東
京
裁
判
の
捉
え
方

㈠　

敗
戦
直
後
か
ら
一
九
七
〇
年
代

ま
ず
、「
東
京
裁
判
の
捉
え
方
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。
東
京
裁
判
の
審
理

は
敗
戦
直
後
か
ら
始
ま
り
、
そ
れ
に
並
行
し
て
い
く
つ
か
研
究
も
出
て
き
た
の
で

す
が
、
当
時
の
主
な
東
京
裁
判
研
究
は
、「
文
明
の
裁
き
」
と
い
う
連
合
国
側
と
同

じ
捉
え
方
を
し
ま
し
た
。こ
れ
は
も
と
も
と
米
国
最
高
裁
判
事
だ
っ
た
ロ
バ
ー
ト
・

Ｈ
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
が
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
に
与
え
た
性
格
規
定
で
す
。
ジ
ャ
ク

ソ
ン
は
戦
後
の
戦
争
犯
罪
裁
判
の
設
計
者
で
あ
り
、
こ
の
ジ
ャ
ク
ソ
ン
が
「
文
明

の
裁
き
」
と
い
う
性
格
を
与
え
た
わ
け
で
す
。
そ
の
線
に
沿
っ
た
代
表
的
な
研
究

が
横
田
喜
三
郎
『
戦
争
犯
罪
論
』（
有
斐
閣
、
一
九
四
九
年
）
で
、
こ
れ
は
基
本

的
に
連
合
国
側
の
見
方
を
そ
の
ま
ま
祖
述
し
、
解
説
す
る
も
の
で
し
た
。

そ
れ
に
対
し
て
は
、
事
後
法
の
禁
止
を
犯
し
た
違
法
な
裁
判
で
あ
る
、
あ
る
い

は
「
勝
て
ば
官
軍
」「
力
が
正
義
」
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
っ
た
強
い
批
判
が
日
本
の

弁
護
側
を
中
心
と
し
て
ず
っ
と
あ
っ
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
後
、
論
争
史

の
中
で
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
が
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
Ｈ
・
マ
イ
ニ
ア
の

V
ictors

’ Justice

（
邦
訳
『
東
京
裁
判
―
勝
者
の
裁
き
』）
で
す
。
そ
れ
ほ
ど
深
い

研
究
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
こ
に
「
文
明
の
裁
き
」
か
「
勝
者
の
裁
き
」
か
と

講
演
会
「
東
京
裁
判
│
│
国
際
政
治
と
国
際
法
の
立
場
か
ら
│
│
」

東
京
裁
判

─
─

歴
史
と
法
と
政
治
の
狭
間
で

─
─

東
京
大
学
名
誉
教
授　
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い
う
二
項
対
立
の
図
式
が
き
れ
い
に
描
き
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

実
は
、
マ
イ
ニ
ア
が
こ
れ
を
書
い
た
の
は
、
東
京
裁
判
そ
の
も
の
の
批
判
と
い

う
よ
り
米
国
の
ヴ
ェ
ト
ナ
ム
戦
争
批
判
が
第
一
の
目
的
で
し
た
。
彼
は
ヴ
ェ
ト
ナ

ム
反
戦
運
動
の
闘
士
で
あ
り
、
米
国
が
普
遍
的
な
正
義
を
掲
げ
て
他
国
に
介
入
す

る
と
い
う
外
交
政
策
に
対
す
る
手
厳
し
い
批
判
と
し
て
、米
国
の
「
道
徳
主
義
的
・

法
中
心
主
義
的
」
ア
プ
ロ
ー
チ
の
偽
善
性
を
暴
き
出
す
た
め
に
、
そ
の
典
型
例
と

し
て
東
京
裁
判
をV

ictors
’ Justice

と
言
っ
た
の
で
す
。

私
は
そ
う
し
た
研
究
状
況
の
中
で
、
一
九
七
〇
年
代
か
ら
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁

判
に
お
け
る
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
の
研
究
を
始
め
ま
し
た
。
そ
れ
が
一
九
七
五

年
、『
戦
争
責
任
論
序
説
』
と
い
う
著
作
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
こ
の
研
究
は
、
国

際
法
学
界
よ
り
む
し
ろ
歴
史
学
界
で
高
い
評
価
を
い
た
だ
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

㈡　

一
九
八
〇
年
代
か
ら
二
〇
世
紀
末

続
く
一
九
八
〇
年
代
に
は
、
大
き
な
視
野
の
転
換
が
あ
り
ま
し
た
。
一
九
八
三

年
の
小
林
正
樹
監
督
の
映
画
『
東
京
裁
判
』
や
、
広
田
外
相
を
主
人
公
と
し
た
城

山
三
郎
の
『
落
日
燃
ゆ
』
が
話
題
を
呼
び
ま
し
た
。
同
じ
一
九
八
三
年
に
は
私
が

中
心
に
な
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
レ
ー
リ
ン
ク
判
事
や
先
述
の
マ
イ
ニ
ア
、
日
本
か

ら
は
日
本
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て
論
じ
て
い
た
小
説
家
の
木
下
順
二
、
思
想
家
の

鶴
見
俊
輔
、
右
派
陣
営
か
ら
論
陣
を
張
っ
て
い
た
児
島
襄
、
左
派
か
ら
は
『
戦
争

責
任
』
を
書
い
た
家
永
三
郎
、と
い
っ
た
一
流
の
方
々
に
参
加
し
て
い
た
だ
い
て
、

東
京
裁
判
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
ま
し
た
。

私
が
こ
の
東
京
裁
判
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
催
者
の
一
人
と
し
て
意
図
し
た

の
は
、
そ
れ
ま
で
の
米
国
を
中
心
と
し
た
「
文
明
の
裁
き
」
か
「
勝
者
の
裁
き
」

か
と
い
う
図
式
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
議
論
を
、
一
八
〇
度
変
え
た
い
と
い
う
こ
と

で
し
た
。

私
が
深
刻
な
問
題
と
考
え
た
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
に
ア
ジ
ア
が
ほ
と
ん
ど

出
て
こ
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
で
し
た
。
日
本
の
最
も
重
大
な
戦
争
責
任
の
問
題

は
、
ア
ジ
ア
に
対
し
て
侵
略
を
行
な
っ
た
こ
と
だ
っ
た
は
ず
な
の
に
、
米
国
に
よ

る
「
文
明
の
裁
き
」
と
い
う
裁
判
の
性
格
規
定
に
引
き
ず
ら
れ
て
、「
文
明
（
あ
る

い
は
「
正
義
」）
の
裁
き
」
か
「
勝
者
の
裁
き
」
か
と
い
う
図
式
が
議
論
の
中
心
に

な
っ
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
日
本
と
他
の
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
関
連
で
東
京
裁
判
を

考
え
る
よ
う
に
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
私
の
主
張
で
し
た
。
同
じ
一

九
八
三
年
に
私
は
「
ア
ジ
ア
に
対
す
る
戦
後
責
任
を
考
え
る
会
」
と
い
う
市
民
運

動
の
組
織
を
つ
く
っ
て
、
実
践
的
に
も
そ
う
い
う
運
動
を
行
っ
て
い
ま
し
た
。

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
前
年
に
、
私
は
『
中
央
公
論
』
に
「『
文
明
の
裁
き
』『
勝
者

の
裁
き
』
を
超
え
て
」
と
い
う
論
考
を
公
に
し
、
一
九
八
五
年
に
は
『
東
京
裁
判

か
ら
戦
後
責
任
の
思
想
へ
』（
有
信
堂
高
文
社
）と
い
う
論
文
集
を
出
版
し
ま
し
た
。

こ
の
本
は
幸
い
な
こ
と
に
今
日
に
至
る
ま
で
版
を
重
ね
て
、現
在
も
『
東
京
裁
判
、

戦
争
責
任
、
戦
後
責
任
』（
東
信
堂
、
二
〇
〇
七
年
）
と
い
う
題
名
で
読
ま
れ
て
い

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
米
国
中
心
の
東
京
裁
判
の
観
方
か
ら
ア
ジ
ア
と
の
関
連
で

東
京
裁
判
を
考
え
る
と
い
う
、
視
座
の
転
換

0

0

0

0

0

を
図
る
と
い
う
こ
と
が
、
一
九
八
〇

年
代
前
半
の
大
き
な
歴
史
的
課
題
だ
っ
た
わ
け
で
す
。

た
だ
、
実
際
に
私
の
よ
う
な
一
学
者
が
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
影
響
力
は
き
わ

め
て
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
八
〇
年
代
の
最
も
注
目
す
べ
き
動
き
は
、
戦
後
直
後
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考
え
て
い
る
ふ
し
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
一
次
史
料

を
見
な
い
と
そ
れ
は
歴
史
と
は
言
え
な
い
と
い
っ
た
よ
う
な
、
非
常
に
狭
い
歴
史

学
の
認
識
が
一
部
の
学
者
、
と
く
に
若
手
、
中
堅
の
歴
史
学
者
に
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
ま
す
。

こ
れ
は
研
究
者
と
し
て
傲
慢
な
態
度
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ

ん
一
次
史
料
に
基
づ
く
実
証
史
学
で
明
ら
か
に
な
る
部
分
は
あ
る
わ
け
で
す
け
れ

ど
も
、
実
証
史
学
が
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
限
界
も
当
然
あ
る
。
思
想
史

的
な
手
法
と
か
、
あ
る
い
は
法
哲
学
的
な
研
究
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
分
野
を

総
動
員
し
て
学
問
の
総
体
を
も
っ
て
立
ち
向
か
わ
な
け
れ
ば
、
東
京
裁
判
の
よ
う

な
巨
大
な
対
象
に
は
迫
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
一
次
史
料
に
基
づ
く
実
証
的
歴

史
研
究
と
い
う
の
は
東
京
裁
判
研
究
の
ご
く
一
部
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
あ
た
か
も

東
京
裁
判
研
究
の
す
べ
て
で
あ
る
よ
う
に
思
い
込
む
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
非
常
に

危
険
な
考
え
方
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
国
際
刑
事
法
の
研
究
に
つ
い
て
も
私
に
は
危
惧
が
あ
り
ま
す
。
旧
ユ
ー

ゴ
ス
ラ
ビ
ア
や
ル
ワ
ン
ダ
な
ど
で
は
、
安
保
理
決
議
に
基
づ
く
国
際
刑
事
法
廷
が

設
置
さ
れ
、
多
数
国
間
条
約
に
基
づ
い
て
常
設
の
国
際
刑
事
裁
判
所
が
創
り
出
さ

れ
、
戦
争
犯
罪
や
人
道
に
反
す
る
犯
罪
な
ど
を
訴
追
処
罰
す
る
と
い
う
試
み
が
な

さ
れ
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
は
確
か
に
大
き
な
進
歩
で
は
あ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た

法
廷
の
設
立
の
経
緯
や
運
営
に
つ
い
て
も
、
学
者
の
中
に
は
余
り
に
楽
観
的
で
過

大
評
価
が
過
ぎ
る
人
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
私
は
そ
う
し
た
危
惧
を
持
っ
て
い

ま
す
。

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
と
東
京
裁
判
が
、
ジ
ャ
ク
ソ
ン
が
期
待
し
た
よ
う
な
評

か
ら
あ
っ
た
「
勝
者
の
裁
き
」
と
い
う
東
京
裁
判
へ
の
批
判
を
「
東
京
裁
判
史
観
」

と
い
う
形
に
性
格
づ
け
、
裁
判
の
否
定
的
な
側
面
を
あ
ぶ
り
出
す
見
方
が
強
固
に

出
て
き
た
こ
と
で
し
た
。

㈢　

二
一
世
紀

次
に
二
一
世
紀
の
状
況
を
お
話
し
し
ま
す
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
学
問
の
分
野

で
は
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
が
発
掘
さ
れ
、
新
た
な
実
証
的
な
研
究
が
出
て
は
い
る
の

で
す
が
、
し
か
し
そ
の
実
証
研
究
の
レ
ベ
ル
は
期
待
し
て
い
る
ほ
ど
上
が
っ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
私
の
危
惧
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

た
と
え
ば
私
は
今
で
も
日
暮
さ
ん
の
著
作
を
ま
ず
実
証
研
究
と
し
て
第
一
に
推

薦
す
る
わ
け
で
す
が
、
日
暮
さ
ん
の
研
究
の
後
に
そ
れ
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
包
括

的
な
実
証
研
究
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
残
念
な
が
ら
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の

分
野
に
つ
い
て
の
史
料
に
基
づ
く
細
か
い
実
証
研
究
の
蓄
積
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま

す
し
、
ま
た
日
暮
さ
ん
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
国
際
人
道
法
、
国
際
刑
事
法

関
係
の
業
績
も
あ
る
の
で
す
が
、
私
か
ら
見
る
と
、
や
や
全
体
像
を
見
失
っ
て
史

料
の
中
に
埋
没
し
て
い
る
よ
う
に
感
じ
ま

す
。私

が
と
り
わ
け
危
惧
し
て
い
る
の
は
、
最

近
出
版
し
た
『
戦
後
責
任　

ア
ジ
ア
の
ま
な

ざ
し
に
応
え
て
』（
岩
波
書
店
、二
〇
一
四
年
）

の
中
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
一
部
の
学
者
に

一
次
史
料
さ
え
集
め
れ
ば
歴
史
は
わ
か
る
と

大沼 保昭　名誉教授
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価
を
全
世
界
的
に
受
け
て
い
る
わ
け
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
で
も
今
日

な
お
、
東
京
裁
判
に
対
す
る
強
い
反
発
、
否
定
的
な
考
え
方
が
、
一
定
程
度
共
有

さ
れ
て
い
る
の
は
皆
さ
ま
ご
存
知
の
通
り
で
す
。
で
す
か
ら
、
国
際
刑
事
法
の
発

展
も
、
そ
う
簡
単
に
一
本
調
子
で
い
く
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
東
京
裁
判
を
研

究
す
る
こ
と
は
、
そ
の
歴
史
へ
の
貢
献
と
同
時
に
、
歴
史
に
与
え
て
し
ま
っ
た
ネ

ガ
テ
ィ
ブ
な
側
面
も
十
分
考
え
た
上
で
、
総
体
的
に
見
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
の

が
私
の
考
え
で
す
。

二　

東
京
裁
判
と
法

㈠　

実
体
法
と
手
続
法

次
に
お
話
し
す
る
の
は
、「
東
京
裁
判
と
法
」
で
す
。
国
際
法
学
者
と
し
て
、
東

京
裁
判
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
法
的
に
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
こ
の
問
題
は
私
も
す

で
に
何
度
も
書
い
て
お
り
ま
す
し
、
多
く
の
方
々
が
い
ろ
い
ろ
と
議
論
し
て
お
ら

れ
ま
す
の
で
、
お
話
は
ご
く
簡
単
に
と
ど
め
ま
す
。

ま
ず
、
裁
判
で
す
か
ら
、
実
体
法
と
手
続
法
の
両
方
の
側
面
を
持
っ
て
い
ま
す
。

東
京
裁
判
に
は
実
体
法
の
面
で
新
規
性
が
あ
り
、
問
題
を
は
ら
ん
で
い
ま
し
た
。

最
大
の
問
題
は
、「
平
和
に
対
す
る
罪
」
が
事
後
法
の
禁
止
と
い
う
近
代
法
の
根
本

原
理
を
破
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
ま
た
、
手
続
法
の
観

点
か
ら
し
て
も
、
裁
判
所
の
構
成
に
お
い
て
、
中
立
国
の
判
事
が
お
ら
ず
、
ま
し

て
敗
戦
国
日
本
の
判
事
は
い
な
か
っ
た
こ
と
、
さ
ら
に
通
訳
の
問
題
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
問
題
性
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
批
判
さ
れ

て
き
ま
し
た
。

た
だ
、
直
前
ま
で
敵
と
し
て
憎
み
合
っ
て
い
た
日
本
人
の
被
告
人
を
弁
護
し
た

米
国
人
弁
護
士
の
感
動
的
な
働
き
も
あ
り
ま
し
た
。当
時
の
状
況
を
考
え
ま
す
と
、

多
く
の
法
的
な
欠
陥
は
あ
っ
た
に
せ
よ
、
あ
れ
以
上
の
何
が
で
き
た
の
か
と
い
う

観
点
か
ら
言
え
ば
、
問
題
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
批
判
す
る
だ
け
で
い
い
の
か
。
東
京

裁
判
は
、
国
際
法
上
に
一
つ
の
革
命
を
も
た
ら
し
た
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
を
再

確
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
―
―
つ
ま
り
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
の
法
理
を
否
定
し

な
い
と
い
う
形
で
―
―
国
際
法
の
遅
々
た
る
歩
み
に
大
き
な
貢
献
を
果
た
し
た
こ

と
に
疑
い
の
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。

も
う
ひ
と
つ
、
日
暮
さ
ん
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
ま
た
、
私
自
身
も
繰
り

返
し
書
い
て
お
り
ま
す
よ
う
に
、
裁
判
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ

ま
な
史
料
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
り
、
日
本
国
民
が
そ
れ
ま
で
知
る
こ
と
の
な

か
っ
た
戦
争
の
実
態
を
こ
の
東
京
裁
判
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
の
歴
史
教
育
的
な
効
果
は
き
わ
め
て
大
き
な
も
の
で
し
た
。
も
し
東

京
裁
判
が
な
く
、
即
決
処
刑
と
い
う
形
で
日
本
の
指
導
者
の
処
断
が
行
わ
れ
て
い

た
と
す
る
な
ら
、ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル
ト
の
陰
謀
論
と
か
、無
数
の
根
拠
の
な
い
ス
ト
ー

リ
ー
が
今
以
上
に
生
み
出
さ
れ
て
い
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク

裁
判
と
東
京
裁
判
を
実
施
し
た
こ
と
は
、
人
間
の
歴
史
の
中
で
起
こ
り
が
ち
な
根

拠
な
き
陰
謀
論
を
最
小
限
に
食
い
と
め
、
立
場
の
違
い
は
と
も
か
く
、
事
実
に
基

づ
い
て
議
論
を
す
る
と
い
う
出
発
点
を
創
り
出
し
た
点
で
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た

と
考
え
ま
す
。

な
お
、「
平
和
に
対
す
る
罪
」
に
つ
い
て
、
一
言
だ
け
言
っ
て
お
き
ま
す
。
通
常



－ 23 －

東京裁判―歴史と法と政治の狭間で―（大沼）

私
た
ち
は
、「
平
和
に
対
す
る
罪
」、「
人
道
に
対
す
る
罪
」、「
通
常
の
戦
争
犯
罪
」

と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
し
か
し
、「crim

es against peace

」「crim
es against 

hum
anity

」
は
、
本
来
「
平
和
に
反
す
る
犯
罪

0

0

0

0

0

」「
人
道
に
反
す
る
犯
罪

0

0

0

0

0

」
と
訳
す

べ
き
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。

私
は
か
な
り
昔
か
ら
、「
極
東
国
際
軍
事
裁
判
所
条
例
」と
い
う
の
は
お
か
し
い
、

原
語
は
チ
ャ
ー
タ
ー
な
の
だ
か
ら
、
国
連
憲
章
と
同
じ
く
、「
憲
章
」
と
言
う
べ
き

だ
と
主
張
し
て
き
ま
し
た
。
現
在
で
は
、
研
究
者
の
世
界
で
は
多
く
の
場
合
「
憲

章
」
と
言
う
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

同
じ
よ
う
に
、「crim

es against peace
」「crim

es against hum
anity

」
と

い
う
も
の
が
い
か
に
深
刻
な
犯
罪
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
を
私
た
ち
の
中
に
少
し
で

も
実
感
と
し
て
感
得
さ
せ
る
上
で
は
、「
平
和
に
反
す
る
犯
罪

0

0

0

0

0

」「
人
道
に
反
す
る

0

0

0

犯
罪

0

0

」
と
い
う
訳
語
を
定
着
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。「
平

和
（
人
道
）
に
対
す
る
罪

0

0

0

0

」
と
い
う
訳
語
は
、
そ
こ
を
曖
昧
に
す
る
機
能
を
営
ん

だ
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
点
が
気
が
か
り
で
す
。

㈡　

戦
争
違
法
観
と
指
導
者
責
任
観

次
に
「
戦
争
違
法
観
と
指
導
者
責
任
観
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
。
戦
争
違
法

観
と
は
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
ま
で
支
配
的
だ
っ
た
無
差
別
戦
争
観

―
―
戦
争
は
違
法
・
合
法
と
い
う
判
断
の
対
象
と
な
ら
な
い
法
を
超
え
た
現
象
で

あ
る
と
い
う
観
念
―
―
を
克
服
し
て
、
侵
略
戦
争
は
国
際
法
上
違
法
で
あ
る
と
す

る
観
念
で
す
。
そ
う
し
た
戦
争
の
違
法
化
と
い
う
流
れ
の
中
に
有
名
な
一
九
二
八

年
の
パ
リ
不
戦
条
約
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
意
味
で
一
九
三
一
年
の
日
本
の
中
国

侵
略
（「
満
州
事
変
」）
当
時
、
侵
略
戦
争
が
国
際
法
上
違
法
で
あ
っ
た
こ
と
は
間

違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

た
だ
し
、
侵
略
戦
争
が
違
法
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
の
戦
争
指
導
者
が
個
人
的
に

刑
事
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
別
問
題
で
す
。
違
法
と
犯
罪
は
異
な
る
概
念
で

あ
っ
て
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
、
東
京
裁
判
の
実
体
法
で
初
め
て
指
導
者
責
任

観
が
戦
争
違
法
観
と
結
び
つ
い
た
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
侵
略
戦
争
の
犯
罪
と
い

う
訴
因
で
日
本
の
指
導
者
を
裁
い
た
こ
と
は
国
際
法
上
合
法
と
言
い
難
い
。
こ
の

こ
と
は
確
認
し
て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

㈢　

法
の
意
義
と
限
界

先
ほ
ど
も
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
国
際
法
の
発
展
は
極
め
て
遅
々
た
る
も

の
で
、
そ
う
一
本
調
子
に
進
む
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
東
京
裁
判
も
ニ
ュ
ル
ン

ベ
ル
ク
裁
判
も
、
あ
る
面
で
は
事
後
法
の
禁
止
と
い
う
重
要
な
法
原
則
を
破
る
法

的
な
革
命
と
い
う
意
味
を
持
ち
な
が
ら
、
国
際
法
の
発
展
に
貢
献
し
て
き
た
の
で

す
。
そ
こ
で
ひ
と
つ
大
き
な
争
点
に
な
る
の
が
、
天
皇
が
戦
争
責
任
を
負
う
か
ど

う
か
と
い
う
問
題
で
す
。

か
つ
て
は
天
皇
に
限
ら
ず
、
ヒ
ト
ラ
ー
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
第
一
次
世
界
大
戦

の
際
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
二
世
に
せ
よ
、
国
家
の
元
首
を
代
表
と
す
る
国
家
機
関
は

責
任
を
問
わ
れ
な
い
、
主
権
者
無
答
責
あ
る
い
は
主
権
者
無
問
責
と
い
う
観
念
が

支
配
的
で
し
た
。
し
か
し
、
東
京
裁
判
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
は
こ
れ
を
否
定

し
て
、
国
家
の
最
高
指
導
者
と
い
え
ど
も
個
人
的
な
責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
を
明

確
に
し
た
わ
け
で
す
。
こ
の
こ
と
は
今
日
に
至
る
ま
で
繰
り
返
し
確
認
さ
れ
て
お
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り
、
両
裁
判
で
確
立
さ
れ
た
重
要
な
法
原
則
と
な
っ
て
い
ま
す
。

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
と
そ
れ
を
再
確
認
し
た
東
京
裁
判
は
、
い
く
つ
か
の
意

味
で
国
際
法
的
観
点
か
ら
み
て
革
命
的
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
わ
け
で
す
が
、
法

的
な
意
味
で
の
革
命
は
国
際
法
に
限
ら
ず
起
こ
り
ま
す
。
日
本
国
憲
法
が
大
日
本

帝
国
憲
法
か
ら
生
ま
れ
た
の
は
法
的
な
革
命
で
あ
る
と
す
る
、
有
名
な
宮
澤
俊
義

先
生
の
「
八
月
革
命
説
」
も
そ
う
で
す
。
大
日
本
帝
国
憲
法
か
ら
日
本
国
憲
法
へ

の
変
換
は
、
法
的
に
は
革
命
と
し
て
し
か
説
明
で
き
な
い
、
そ
れ
が
「
八
月
革
命
」

と
い
う
考
え
方
で
す
。
こ
う
し
た
変
換
を
説
明
す
る
上
で
ほ
か
に
も
説
明
の
仕
方

は
あ
る
わ
け
で
す
が
、
法
的
な
議
論
の
説
得
力
の
点
か
ら
宮
澤
説
が
多
く
の
学
者

に
受
け
入
れ
ら
れ
た
、
と
い
う
わ
け
で
す
。

ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
の
「
生
み
の
親
」
だ
っ
た
ジ
ャ
ク
ソ
ン
は
、
ニ
ュ
ル
ン

ベ
ル
ク
裁
判
が
既
存
の
実
定
法
に
照
ら
し
て
国
際
法
上
合
法
な
裁
判
で
あ
る
と
主

張
し
ま
し
た
が
、
こ
の
議
論
に
は
大
き
な
無
理
が
あ
り
ま
す
。
非
常
に
す
ぐ
れ
た

法
律
家
で
あ
っ
た
ジ
ャ
ク
ソ
ン
と
い
え
ど
も
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
を
当
時
の

実
定
国
際
法
上
合
法
で
あ
る
と
論
証
す
る
こ
と
は
困
難
で
、
十
分
な
説
得
力
を
持

つ
こ
と
は
難
し
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

三　

東
京
裁
判
と
政
治

㈠　

 

関
係
国
（
日
、
米
、
中
、
英
仏
蘭
、
豪
州
、
ロ
シ
ア
、
イ
ン
ド
、
東
南
ア
ジ

ア
諸
国
）
と
「
不
在
」
の
関
係
国
（
韓
国
、
北
朝
鮮
、「
ア
ジ
ア
」）

三
番
目
に
「
東
京
裁
判
と
政
治
」
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

東
京
裁
判
は
判
事
を
出
し
た
国
だ
け
で
も
一
一
カ
国
に
及
ん
で
い
ま
す
が
、
不

在
の
関
係
国
も
あ
り
ま
す
。た
と
え
ば
東
南
ア
ジ
ア
に
は
、日
本
と
の
戦
争
に
よ
っ

て
米
国
や
英
仏
蘭
以
上
に
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
国
も
た
く
さ
ん
あ
っ
た
の
で

す
が
、
そ
れ
ら
の
国
々
が
判
事
や
検
察
官
を
出
す
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

ヴ
ェ
ト
ナ
ム
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
仏
英
蘭
な

ど
の
植
民
地
で
し
た
。
そ
の
た
め
、
米
国
な
ど
東
京
裁
判
を
主
導
し
た
欧
米
諸
国

は
、
日
本
と
の
「
交
戦
国
」
は
植
民
地
支
配
国
た
る
欧
州
諸
国
で
あ
っ
て
、
実
際

に
戦
場
と
な
っ
た
植
民
地
の
国
々
で
は
な
い
（
東
京
裁
判
当
時
こ
れ
ら
の
東
南
ア

ジ
ア
諸
国
は
独
立
国
で
な
か
っ
た
）
と
し
た
の
で
す
。

韓
国
と
北
朝
鮮
は
日
本
の
一
部
で
し
た
か
ら
、や
は
り
「
交
戦
国
」
と
さ
れ
ず
、

東
京
裁
判
に
参
加
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
慰
安
婦
問
題
な
ど
の
女
性

の
人
権
を
侵
害
す
る
行
為
な
ど
、
大
日
本
帝
国
に
よ
る
朝
鮮
支
配
で
の
一
定
の
行

為
が
「
人
道
に
反
す
る
犯
罪
」
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
も
あ
る
わ

け
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
し
た
問
題
は
東
京
裁
判
で
は
き
わ
め
て
限
定
的
に
し
か

扱
わ
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
当
時
の
研
究
に
お
い
て
も
、
そ
う
い
う
問
題
に
関
心
が

向
け
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

東
京
裁
判
は
、
日
本
占
領
の
事
実
上
の
主
体
だ
っ
た
米
国
主
導
の
下
で
占
領
政

策
の
枠
内
で
行
わ
れ
ま
し
た
。
戦
後
の
日
本
の
言
説
空
間
、
わ
れ
わ
れ
の
物
の
見

方
、
物
事
の
考
え
方
そ
れ
自
体
が
圧
倒
的
な
米
国
の
影
響
力
の
も
と
に
あ
り
ま
し

た
。
私
は
一
部
の
人
々
の
よ
う
に
、「
占
領
政
策
に
よ
っ
て
日
本
へ
の
洗
脳
教
育

が
あ
っ
た
」
と
は
申
し
ま
せ
ん
が
、
占
領
期
か
ら
今
日
に
至
る
ま
で
、
日
本
人
の

発
想
・
考
え
方
を
規
定
す
る
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
と
い
う
点
に
お
い
て
、
米
国
が
巨
大
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な
影
響
力
を
持
ち
続
け
て
き
た
こ
と
は
否
定
で
き
ま
せ
ん
。

東
京
裁
判
を
「
勝
者
の
裁
き
」
か
「
文
明
の
裁
き
」
か
、
と
捉
え
て
き
た
こ
と

を
含
め
て
、
私
た
ち
が
世
界
を
見
る
際
、
物
事
を
考
え
る
際
の
プ
リ
ズ
ム
そ
れ
自

体
が
、
米
国
中
心
の
も
の
な
の
で
す
。
わ
れ
わ
れ
が
世
界
・
物
事
を
考
え
る
と
き

に
ど
う
し
て
も
先
進
国
、
特
に
米
国
を
中
心
に
考
え
て
し
ま
う
た
め
、
東
南
ア
ジ

ア
、
南
ア
ジ
ア
、
西
ア
ジ
ア
、
ア
フ
リ
カ
あ
る
い
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
こ

と
を
無
視
し
て
し
ま
い
が
ち
な
の
で
す
。
こ
の
点
は
最
後
に
も
う
一
度
ふ
れ
る
こ

と
に
し
ま
す
。

㈡　

日
本
政
治
と
東
京
裁
判

そ
う
し
た
中
で
日
本
の
政
治
に
つ
い
て
興
味
深
い
点
は
、
戦
後
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ズ
ム
に
お
い
て
反
米
と
親
米
と
い
う
複
雑
に
ね
じ
れ
た
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う

こ
と
で
し
ょ
う
。

戦
後
は
大
き
く
分
け
て
二
種
類
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
が
い
ま
し
て
、
一
つ
は
い

わ
ば
「
真
正
」
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
す
。
こ
れ
は
、
日
本
は
米
国
に
従
属
し
て
い

る
の
で
は
駄
目
で
、
対
米
自
立
で
な
い
と
真
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
で
は
な
い
と
い

う
、
最
も
徹
底
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
も
つ
人
々
。
も
う
一
つ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ

ス
ト
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
基
本
だ
け
れ
ど
も
、
日
米
同
盟
、
米
国
と
の
関
係

も
大
事
に
す
べ
き
だ
と
い
う
人
々
で
す
。
後
者
の
中
で
さ
え
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト

と
し
て
考
え
行
動
す
る
上
で
は
、
米
国
の
指
導
に
付
き
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

日
本
が
悔
し
い
、
残
念
だ
と
い
う
思
い
は
一
定
程
度
あ
り
ま
す
。
さ
ら
に
一
般
に

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
は
自
民
族
中
心
主
義
に
陥
り
や
す
く
、
前
者
で
あ
れ
後
者
で
あ

れ
中
国
や
韓
国
、
北
朝
鮮
に
対
す
る
強
い
反
発
心
を
持
っ
て
お
り
ま
す
。
そ
う
い

う
方
々
は
ど
う
し
て
も
「
東
京
裁
判
史
観
」
と
い
う
よ
う
な
批
判
に
向
か
い
や
す

い
わ
け
で
す
。

㈢　

被
害
者
意
識
の
相
克
―
―
戦
争
責
任
と
戦
後
責
任
の
問
題
―
―

も
う
一
つ
、
東
京
裁
判
に
つ
い
て
興
味
深
い
の
は
―
―
こ
れ
も
何
度
も
書
い
て

き
た
こ
と
で
す
が
―
―
、
日
本
国
民
の
大
多
数
は
東
京
裁
判
を
い
わ
ば
他
人
事
、

傍
観
者
と
し
て
見
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
東
条
英
機
を
は
じ
め
自
分
た
ち
を

ひ
ど
い
目
に
遭
わ
せ
た
旧
軍
の
指
導
者
が
東
京
裁
判
で
被
告
人
と
し
て
罪
状
を
読

み
上
げ
ら
れ
、
非
難
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
あ
り
さ
ま
を
、
多
く
の
日
本
国
民

は
一
方
で
「
ざ
ま
あ
み
ろ
」
と
い
う
感
じ
で
眺
め
て
い
ま
す
。

他
方
で
、「
文
明
の
裁
き
」
と
か
格
好
良
い
こ
と
言
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ア

メ
リ
カ
だ
っ
て
ソ
連
だ
っ
て
イ
ギ
リ
ス
だ
っ
て
似
た
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
き
た

じ
ゃ
な
い
か
、
た
ま
た
ま
勝
っ
た
か
ら
、「
文
明
の
裁
き
」
と
か
「
正
義
の
裁
き
」

と
か
言
っ
て
い
る
、
し
ょ
せ
ん
「
勝
て
ば
官
軍
」
で
は
な
い
か
。
こ
う
い
う
シ
ニ

カ
ル
な
思
い
で
東
京
裁
判
を
冷
や
や
か
に
見
て
い
る
。
そ
れ
が
多
く
の
日
本
国
民

の
姿
勢
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

換
言
す
れ
ば
、
自
分
た
ち
の
親
や
自
分
た
ち
自
身
が
大
日
本
帝
国
の
一
員
と
し

て
他
国
民
を
殺
し
、
傷
付
け
、
国
土
を
荒
ら
し
、
犠
牲
に
し
て
き
た
と
い
う
自
覚
、

自
分
自
身
を
含
む
大
日
本
帝
国
の
違
法
行
為
、
犯
罪
行
為
の
総
体
が
東
条
を
は
じ

め
と
す
る
指
導
者
の
個
人
責
任
と
い
う
形
で
追
及
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
意
識

が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
。
残
念
な
が
ら
、
丸
山
眞
男
を
は
じ
め
と
す
る
多
く
の
知
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識
人
に
も
そ
う
い
う
意
識
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

戦
争
直
後
に
か
ろ
う
じ
て
そ
う
い
う
意
識
が
見
ら
れ
た
の
は
ご
く
一
部
の
人
々
、

た
と
え
ば
大
熊
信
行
な
ど
に
限
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
大
熊
は
戦
前
、
大
日
本
言
論

報
国
会
の
一
員
と
し
て
戦
争
の
旗
を
振
っ
た
知
識
人
で
す
け
れ
ど
も
、
戦
後
そ
れ

を
反
省
し
て
、
日
本
が
侵
略
し
た
ア
ジ
ア
の
諸
民
族
へ
の
日
本
国
民
全
体
の
責
任

を
問
う
た
の
で
す
。『
国
家
悪
』
と
い
う
著
作
が
そ
の
表
れ
で
す
。

先
ほ
ど
日
暮
さ
ん
が
引
用
さ
れ
た
大
佛
次
郎
や
大
熊
の
よ
う
な
知
識
人
の
思
い

は
、
ご
く
一
部
に
と
ど
ま
り
、
そ
れ
が
大
き
な
声
に
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。
私
は
、
日
本
の
国
民
、
日
本
国
家
が
総
体
と
し
て
犯
し
た
戦
争
の
責
任
を

無
視
し
て
き
た
戦
後
の
あ
り
方
を
残
念
に
思
い
、「
戦
後
責
任
」
と
し
て
日
本
国
民

の
一
人
一
人
が
み
ず
か
ら
に
問
う
こ
と
を
一
九
七
〇
年
代
か
ら
訴
え
続
け
て
き
ま

し
た
。

こ
う
し
た
主
張
は
、
一
九
八
〇
年
代
か
ら
九
〇
年
代
の
前
半
に
か
け
て
日
本
の

主
要
メ
デ
ィ
ア
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、「
戦
後
責
任
」「
戦
後
補
償
」

と
い
う
考
え
方
が
一
般
化
し
ま
し
た
。
九
三
年
の
細
川
護
煕
首
相
の「
侵
略
戦
争
」

発
言
と
九
五
年
の
「
村
山
談
話
」
が
そ
う
い
っ
た
流
れ
の
頂
点
で
し
た
。
他
方
、

日
本
国
民
の
中
に
は
そ
う
し
た
見
方
へ
の
強
い
反
発
も
一
貫
し
て
あ
り
ま
し
た
。

「
米
ソ
や
英
仏
な
ど
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て
来
た
の
に
、
ど
う
し
て
日
本

だ
け
が
謝
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
被
害
者
意
識
、
ル
ー
ズ
ヴ
ェ
ル

ト
大
統
領
が
第
二
次
大
戦
に
参
戦
す
る
た
め
日
本
に
真
珠
湾
攻
撃
を
わ
ざ
と
や
ら

せ
た
の
だ
と
い
う
陰
謀
論
な
ど
が
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
と
合
体
し
て
、
今
日
の
歴
史
修

正
主
義
、
復
古
主
義
な
ど
の
形
で
ネ
ッ
ト
空
間
や
一
部
の
人
々
の
間
に
強
く
信
奉

さ
れ
て
い
ま
す
。
東
京
裁
判
に
つ
い
て
は
、
残
念
な
が
ら
私
が
克
服
し
よ
う
と
し

た
「
文
明
の
裁
き
」
か
「
勝
者
の
裁
き
」
か
と
い
う
枠
組
み
は
今
日
な
お
残
存
し

て
お
り
、
一
部
で
は
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
の
中
で
「
東
京
裁
判
史
観
」
批
判
が
猖
獗
を

き
わ
め
て
い
る
と
い
う
の
が
現
状
で
し
ょ
う
。

四　

東
京
裁
判
と
歴
史

㈠　

歴
史
と
学
問

以
上
を
踏
ま
え
て
、
最
後
に
「
東
京
裁
判
と
歴
史
」
に
つ
い
て
お
話
し
い
た
し

ま
す
。

ま
ず
、
歴
史
と
学
問
の
関
係
に
つ
い
て
。
東
京
裁
判
や
こ
れ
と
密
接
に
関
わ
る

日
本
の
戦
争
責
任
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
戦
後
の
知
識
人
、
と
く
に
歴
史
学
者
は
、

歴
史
学
で
有
力
だ
っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
の
影
響
の
下
で
、
日
本
国
民
一
般
の
問
題

と
し
て
で
は
な
く
、
一
部
の
軍
国
主
義
的
指
導
者
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
傾
向
が

強
か
っ
た
。
日
本
の
庶
民
、
国
民
は
軍
国
主
義
の
被
害
者
で
あ
っ
て
、
日
本
と
中

国
は
と
も
に
被
害
者
で
あ
る
、
悪
い
の
は
日
本
の
軍
国
主
義
者
で
あ
っ
て
日
本
の

国
民
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
一
九
七
二
年
の
日
中
国
交
正
常
化
の
際
に
毛
沢

東
、
周
恩
来
が
中
国
国
民
を
説
得
す
る
た
め
に
唱
え
た
論
理
、
日
本
で
も
マ
ル
ク

ス
主
義
の
影
響
が
強
か
っ
た
一
九
七
〇
年
代
頃
ま
で
は
日
本
の
知
識
人
、
主
要
メ

デ
ィ
ア
に
広
く
行
き
渡
っ
た
捉
え
方
が
、
当
時
の
日
本
の
論
調
を
支
配
し
て
い
た

の
で
す
。

私
が
一
九
八
〇
年
代
前
半
に
、
日
本
は
指
導
者
だ
け
で
戦
争
を
戦
っ
た
わ
け
で
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は
な
い
、
国
民
、
民
衆
、
庶
民
に
も
戦
争
責
任
は
あ
っ
た
の
だ
と
書
い
た
時
は
、

東
久
邇
内
閣
の
「
一
億
総
懺
悔
」
論
を
正
当
化
す
る
反
動
的
な
議
論
だ
と
し
て
歴

史
学
の
主
流
か
ら
指
弾
さ
れ
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
後
、
戦
争
は
指
導
者
だ
け

で
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
日
本
国
民
が
総
力
を
挙
げ
て
戦
っ
た
戦
い
な
の
だ
か

ら
、
そ
の
点
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
は
東
京
裁
判
や
戦
争
の
意
義
自
体
を
見
失
う
こ

と
に
な
る
と
い
う
考
え
方
が
次
第
に
定
着
し
て
き
ま
し
た
。「
民
衆
の
戦
争
責
任
」

と
い
う
こ
と
ば
も
一
般
化
し
て
、
一
部
の
軍
国
主
義
指
導
者
だ
け
に
責
任
が
あ
っ

た
と
い
う
考
え
は
克
服
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
中
国
で
は
そ
う
い
っ
た
学
問
の
自
由
は
認
め
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
邪
悪

な
軍
国
主
義
者
と
無
垢
な
国
民
・
民
衆
を
峻
別
す
る
と
い
う
枠
組
み
は
基
本
的
に

変
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
し
、
南
京
事
件
に
つ
い
て
は
三
〇
万
人
が
虐
殺
さ
れ
た
と

い
う
中
国
共
産
党
の
公
式
見
解
か
ら
中
国
の
学
者
は
一
歩
も
動
く
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
日
中
の
歴
史
認
識
を
共
有
す
る
上
で
、
そ
う
し
た
中
国
共
産
党
政
権
の
言

論
統
制
の
問
題
は
、
今
後
克
服
す
べ
き
課
題
と
し
て
残
っ
て
い
ま
す
。

韓
国
で
は
学
問
の
自
由
は
保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
反
日
が
社
会
全
体

の
思
想
空
間
、
言
説
空
間
を
支
配
し
て
い
る
と
い
う
状
況
が
あ
り
ま
す
。
こ
う
し

た
状
況
は
、
時
代
に
よ
っ
て
強
弱
が
あ
る
の
で
す
が
、
現
在
は
ま
た
そ
れ
が
非
常

に
強
い
時
代
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
客
観
的
な
認
識
を
求
め
る
の
は
難
し
い

と
い
う
問
題
が
あ
り
ま
す
。
日
本
で
も
、
い
わ
ゆ
る
「
東
京
裁
判
史
観
」
を
正
当

化
す
る
た
め
に
平
気
で
歴
史
の
歪
曲
、
恣
意
的
な
解
釈
を
す
る
学
者
・
知
識
人
が

お
り
ま
し
た
し
、
現
在
で
も
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
、
い
く
つ
も
問
題
は
あ
り
、
課
題
は
多
々
残
っ
て
い
る
わ
け
で
す

が
、
他
方
、
一
歩
一
歩
、
実
証
研
究
と
多
面
的
な
認
識
の
積
み
上
げ
と
い
う
面
で

改
善
は
な
さ
れ
て
い
ま
す
。進
歩
は
一
定
程
度
あ
る
と
私
と
し
て
は
考
え
た
い
し
、

自
分
自
身
も
そ
う
し
た
積
み
上
げ
の
一
環
を
担
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
機
会
に
発
言
し

て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

㈡　

文
明
史
の
中
の
東
京
裁
判

私
は
最
近
、
自
分
の
仕
事
の
集
大
成
と
し
てInternational Law

 in a T
rans-
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orld

と
い
う
本
を
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
出
版
局
か
ら
出
版
し
ま

し
た
。
そ
こ
で
も
書
い
た
よ
う
に
、
二
一
世
紀
は
世
界
秩
序
に
巨
大
な
変
容
が
起

き
る
時
代
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
中
国
と
い
う
、
一
九
世
紀
半
ば
ま
で
は
歴
史
上

ほ
と
ん
ど
の
期
間
に
超
大
国
で
あ
っ
た
国
が
、
一
九
世
紀
後
半
以
降
の
「
眠
れ
る

獅
子
」
か
ら
、「
目
覚
め
た
獅
子
」
と
い
う
、
い
わ
ば
歴
史
の
平
常
の
状
態
に
復
帰

し
て
く
る
。
多
く
の
人
は
、「
中
国
の
台
頭Em

ergence of China

」
と
い
う
こ
と

を
よ
く
言
い
ま
す
が
、
私
は
「
台
頭Em

ergence

」
で
は
な
く
て
、「
中
国
の
復
興 

Resurgence

（
あ
る
い
は Re-em

ergence

） of China

」
と
言
う
べ
き
だ
、
と
主

張
し
て
い
ま
す
。

私
た
ち
は
、
一
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
に
確
立
し
た
欧
米
中
心
主
義
的
な
世
界

認
識
、
物
事
の
見
方
に
強
く
規
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
西
暦
、
子
午
線
、
世
界
語
と

し
て
の
英
語
、
諸
国
の
民
主
主
義
や
人
権
の
モ
デ
ル
と
し
て
の
欧
米
社
会
、
米
国

の
強
力
な
大
衆
文
化
、
欧
州
の
知
的
優
位
な
ど
、
あ
ら
ゆ
る
面
に
そ
う
し
た
欧
米

中
心
主
義
が
入
り
込
ん
で
い
ま
す
。
そ
れ
は
近
代
を
つ
く
り
出
し
た
の
が
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
あ
り
、
そ
れ
を
引
き
継
い
で
、
ハ
リ
ウ
ッ
ド
映
画
に
せ
よ
ジ
ャ
ズ
な
ど
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の
音
楽
に
せ
よ
、
ハ
ー
バ
ー
ド
や
イ
ェ
ー
ル
と
い
っ
た
大
学
に
せ
よ
政
治
制
度
に

せ
よ
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
面
で
私
た
ち
に
モ
デ
ル
を
示
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
物
事

の
考
え
方
、
世
界
の
あ
り
方
を
示
し
、
指
導
し
、
影
響
力
を
及
ぼ
し
て
き
た
の
が

米
国
で
あ
り
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
だ
か
ら
で
す
。

私
は
、
そ
う
い
う
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
の
面
で
は
、
米
国
と
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
影
響

力
が
二
一
世
紀
以
降
も
続
く
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
二
一
世
紀
の

間
に
、
経
済
力
と
軍
事
力
に
お
い
て
は
中
国
や
イ
ン
ド
と
い
っ
た
国
々
が
米
国
や

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
日
本
な
ど
に
追
い
つ
い
て
、
物
質
的
な
力
の
面
で
は
欧
米
中
心

の
世
界
と
い
う
も
の
が
大
き
な
変
容
を
迎
え
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。

そ
う
い
う
時
代
の
中
で
私
た
ち
が
中
国
や
イ
ン
ド
に
そ
れ
な
り
の
敬
意
を
払
う

に
は
、
世
界
を
指
導
す
る
国
家
と
し
て
成
熟
し
て
も
ら
う
必
要
が
あ
り
ま
す
。
今

の
中
国
の
行
儀
の
悪
さ
に
は
、多
く
の
人
々
が
眉
を
ひ
そ
め
て
い
る
わ
け
で
す
が
、

ど
の
国
も
挑
戦
者
と
し
て
世
界
の
舞
台
に
出
て
く
る
と
き
は
お
行
儀
が
悪
い
も
の

で
す
。
そ
し
て
、
中
国
の
今
の
お
行
儀
の
悪
さ
は
、「
百
年
国
恥
」
と
言
わ
れ
る
、

こ
の
百
年
間
に
自
分
た
ち
が
差
別
さ
れ
、
被
害
を
受
け
て
き
た
と
い
う
、
強
い
被

害
者
意
識sense of national hum

iliation

に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
も
の
で
す
か

ら
、
な
か
な
か
こ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
す
の
は
難
し
い
と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
す
。

一
方
に
は
、
世
界
で
圧
倒
的
な
経
済
力
と
軍
事
力
を
持
ち
つ
つ
あ
る
国
が
そ
う

い
う
被
害
者
意
識
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
う
現
状
が
あ
り
、
他
方
で
米
国
の
よ

う
に
今
ま
で
自
分
こ
そ
が
世
界
の
中
心
で
あ
り
、
自
分
が
世
界
を
指
導
す
る
の
だ

と
い
う
こ
と
を
ま
っ
た
く
疑
う
こ
と
な
く
信
じ
て
い
た
国
民
が
、
自
分
の
国
が 

the super pow
er

で
は
な
く
て
、one of the super pow

ers

で
あ
る
こ
と
を
認

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
、
心
理
的
に
非
常
に
厳
し
い
過
程
に
差
し
か
か
っ

て
い
る
。
そ
れ
が
こ
の
二
一
世
紀
な
の
で
す
。

先
ほ
ど
言
い
ま
し
た
よ
う
に
、
東
京
裁
判
は
「
文
明
の
裁
き
」
だ
っ
た
と
い
う

捉
え
方
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
の
「
文
明
」
は
、
実
は
近
代
欧
米
の
西
洋
文
明

で
し
た
。し
か
し
、今
後
は
そ
れ
がm

ulti civilizational

な
世
界
に
な
っ
て
い
く
。

東
京
裁
判
に
限
ら
ず
、
私
ど
も
は
こ
う
い
う
二
一
世
紀
の
巨
大
な
文
明
史
的
変
容

を
意
識
し
て
、
中
国
と
も
利
口
に
つ
き
合
っ
て
い
く
と
い
う
訓
練
を
、
日
々
自
分

自
身
に
課
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
う
の
で
す
。
さ
も
な
い
と
、
二
一

世
紀
中
に
米
中
対
立
と
い
う
最
悪
の
シ
ナ
リ
オ
を
迎
え
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な

い
。
こ
う
し
た
私
の
危
惧
を
最
後
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
、
私
の
話
を
終
え
た
い

と
思
い
ま
す
。

ご
清
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

質
疑
応
答

問　

東
京
裁
判
で
は
、
天
皇
を
免
罪
し
て
国
家
指
導
者
が
全
責
任
を
負
う
と
い
う

体
制
が
、
結
局
は
裁
判
を
ね
じ
曲
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
指
摘

に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
お
考
え
に
な
り
ま
す
か
。ま
た
、共
同
謀
議
は
な
か
っ

た
、
勝
者
で
あ
る
連
合
国
側
が
都
合
の
よ
い
意
見
や
史
料
を
つ
ま
み
食
い
し
て

寄
せ
集
め
た
の
だ
、と
い
う
意
見
に
つ
い
て
は
ど
う
思
わ
れ
ま
す
か
。
そ
し
て
、

三
点
目
と
し
て
、
東
京
裁
判
に
は
日
本
国
民
と
し
て
な
か
な
か
受
け
入
れ
に
く

い
要
素
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
反
発
が
最
近
の
修
正
主
義
史
観
に
な
っ
て
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い
る
と
す
れ
ば
、
実
証
的
な
一
次
史
料
の
研
究
と
い
う
の
は
や
は
り
一
層
重
ん

じ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
が
、
先
生
の
ご
意
見
を
お
聞
か
せ

く
だ
さ
い
。

大
沼　

ま
ず
、
天
皇
を
訴
追
せ
ず
、
証
人
と
し
て
喚
問
し
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ

て
東
京
裁
判
に
大
き
な
問
題
が
残
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ご
指
摘
は
、

お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
昭
和
天
皇
は
お
そ
ら
く
平

和
を
望
ん
で
お
ら
れ
た
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
ま
す
し
、
そ
う
い
う
記
録
は
た
く

さ
ん
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
何
と
い
っ
て
も
天
皇
は
大
日
本
帝
国
の
主
権
者
で

す
か
ら
、
先
ほ
ど
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、「
主
権
者
無
問
責
」
を
否
定
し
て
最

高
指
導
者
で
あ
っ
て
も
裁
判
の
対
象
と
す
る
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
・
東
京
裁
判
の

法
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
当
然
、
天
皇
は
訴
追
の
対
象
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
た
と

考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
少
な
く
と
も
法
的
に
は
。

そ
の
こ
と
は
当
然
、連
合
国
側
も
意
識
し
て
い
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、マ
ッ

カ
ー
サ
ー
を
中
心
と
す
る
米
側
の
高
度
な
政
治
的
判
断
で
、
天
皇
を
訴
追
し
て

し
ま
っ
た
ら
米
国
の
占
領
政
策
が
非
常
に
難
し
く
な
る
と
い
う
危
惧
の
念
か

ら
、
最
終
的
に
は
訴
追
し
な
か
っ
た
。
証
人
と
し
て
尋
問
す
る
こ
と
さ
え
避
け

る
た
め
に
、
キ
ー
ナ
ン
首
席
判
事
は
戯
画
的
な
ま
で
の
努
力
を
払
い
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
天
皇
を
訴
追
し
な
か
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
証
人
と
し
て
喚
問

し
な
か
っ
た
こ
と
の
問
題
点
は
、
ご
指
摘
の
と
お
り
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

次
に
、
パ
ー
ル
判
事
が
強
く
批
判
し
、
学
説
上
も
さ
ま
ざ
ま
な
批
判
が
あ
る
、

共
同
謀
議
（
コ
ン
ス
ピ
ラ
シ
ー
）
概
念
の
問
題
性
に
つ
い
て
お
話
し
し
ま
す
。

も
と
も
と
コ
ン
ス
ピ
ラ
シ
ー
と
い
う
の
は
、
米
国
で
マ
フ
ィ
ア
の
犯
罪
を
取

り
締
ま
る
上
で
最
も
都
合
の
よ
い
概
念
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
、
日
本

の
よ
う
な
大
陸
法
系
の
国
か
ら
見
る
と
、
よ
く
こ
こ
ま
で
大
胆
な
構
成
要
件
の

無
視
が
で
き
る
な
と
思
う
ぐ
ら
い
に
包
括
的
な
概
念
に
よ
っ
て
犯
罪
の
被
疑
者

を
一
網
打
尽
に
す
る
も
の
で
す
。
と
は
い
え
、
一
九
二
八
年
か
ら
四
五
年
ま
で

の
日
本
の
政
軍
の
あ
ら
ゆ
る
行
動
に
つ
い
て
コ
ン
ス
ピ
ラ
シ
ー
概
念
を
使
う
の

は
、
い
く
ら
こ
の
概
念
が
も
と
も
と
そ
う
い
う
包
括
的
な
一
網
打
尽
を
想
定
し

て
い
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
さ
す
が
に
無
理
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し

た
疑
問
、
批
判
は
、
法
学
者
の
観
点
か
ら
言
え
ば
当
然
あ
り
得
る
批
判
で
す
。

し
か
し
、
先
ほ
ど
日
暮
さ
ん
も
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
日
本
は
ナ
チ
ス
ド

イ
ツ
と
違
っ
て
戦
争
指
導
が
多
元
的
で
、
陸
軍
と
海
軍
は
対
立
す
る
、
政
府
と

軍
は
対
立
す
る
、
軍
も
大
本
営
、
参
謀
本
部
、
陸
軍
省
、
海
軍
省
は
対
立
す
る

で
、ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
組
織
内
の
指
導
者
同
士
で
対
立
す
る
と
い
っ
た
具
合
で
、

戦
争
指
導
が
一
元
性
を
欠
い
た
状
態
で
行
わ
れ
た
。
こ
れ
は
皆
さ
ん
ご
存
知
の

と
お
り
で
す
。
そ
れ
を
一
九
二
八
年
か
ら
四
五
年
ま
で
ま
と
め
上
げ
て
訴
追
す

る
と
な
る
と
、
非
常
に
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
、
コ
ン
ス
ピ
ラ
シ
ー
概
念
は
便
利

な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
と
し
か
言
い
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
確
か

に
批
判
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
東
京
裁
判
が
持
っ
て
い
た

政
治
性
―
―
他
に
も
天
皇
を
訴
追
し
な
い
と
か
、
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
が
あ
っ
た

わ
け
で
す
が
―
―
の
あ
ら
わ
れ
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。

最
後
に
、
日
本
国
民
と
し
て
東
京
裁
判
は
受
け
入
れ
が
た
い
と
い
う
意
識
が

あ
っ
て
「
東
京
裁
判
史
観
」
と
い
う
よ
う
な
反
発
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
実

証
的
な
史
料
を
も
っ
と
発
掘
し
て
実
証
研
究
を
ち
ゃ
ん
と
や
れ
ば
も
っ
と
よ
く
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な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ご
質
問
が
あ
り
ま
し
た
が
、
私
の
答
え
は
「
イ
エ

ス
」
で
あ
り
「
ノ
ー
」
で
も
あ
り
ま
す
。

先
ほ
ど
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
、
実
証
研
究
を
幾
ら
や
っ
て
も
、
一
次
史

料
か
ら
読
み
取
れ
る
部
分
は
全
貌
の
ご
く
一
部
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
全
体
像
と
い

う
の
は
人
間
わ
ざ
で
は
永
久
に
わ
か
ら
な
い
の
で
す
。
さ
ら
に
問
題
な
の
は
、

確
信
犯
的
に
「
東
京
裁
判
史
観
」
批
判
を
激
し
く
行
う
人
は
、
ど
れ
だ
け
明
確

な
一
次
史
料
を
見
せ
ら
れ
て
も
、
彼
（
女
）
ら
は
「
ポ
ス
ト
・
ト
ゥ
ル
ー
ス
」

の
世
界
を
先
取
り
し
て
い
て
、
絶
対
に
説
得
さ
れ
な
い
。
で
す
か
ら
、
史
料
を

示
し
て
健
全
な
学
問
的
交
流
を
や
る
こ
と
は
、
一
部
の
「
学
者
と
称
し
て
い
る

人
」
た
ち
、
さ
ら
に
運
動
家
の
人
た
ち
相
手
に
は
非
常
に
難
し
い
の
で
す
。

で
す
か
ら
、
実
証
史
学
に
よ
る
研
究
の
蓄
積
は
も
ち
ろ
ん
大
事
で
す
が
、
哲

学
や
世
界
観
、
欧
米
中
心
的
な
も
の
の
見
方
か
ら
多
文
明
的
・
多
文
化
的
な
も

の
の
見
方
へ
の
転
換
と
い
っ
た
、
さ
ま
ざ
ま
な
学
問
的
手
法
を
用
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
の
分
野
で
そ
れ
ぞ
れ
の
学
問
的
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
す
。

そ
う
し
た
多
分
野
の
研
究
を
地
道
に
積
み
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
全

体
が
少
し
ず
つ
見
え
て
く
る
の
で
す
。

ご
く
当
た
り
前
の
話
で
、
そ
ん
な
こ
と
し
か
言
え
な
い
の
か
と
皆
さ
ん
が
っ

か
り
な
さ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
け
れ
ど
も
、
私
自
身
が
一
方
で
実
証
史
学
的

な
手
法
で
『
戦
争
責
任
論
序
説
』
を
執
筆
し
、
日
本
の
出
入
国
管
理
体
制
の
成

立
過
程
の
研
究
を
い
ろ
い
ろ
な
文
書
館
（
ア
ー
カ
イ
ブ
）
に
通
っ
て
実
証
的
に

調
べ
た
経
験
、
他
方
で
思
想
史
的
な
研
究
も
行
っ
て
問
題
を
解
明
し
よ
う
と
し

て
来
た
経
験
か
ら
申
し
上
げ
ら
れ
る
正
直
な
と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
「
ご
く
あ

た
り
ま
え
の
こ
と
」
な
の
で
す
。

問　

最
近
の
研
究
の
中
に
、
東
京
裁
判
の
判
決
文
等
を
よ
く
よ
く
読
ん
で
み
た

ら
、
慰
安
婦
問
題
に
関
わ
る
非
常
に
多
く
の
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ

の
当
時
は
例
え
ば
今
日
の
よ
う
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と
か
、
そ
う
い
っ
た
考
え
方
が

薄
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
か
、
結
果
と
し
て
は
判
決
に
は
反
映
さ
れ
な
か
っ
た

と
い
う
指
摘
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
う
し
た
指
摘
を
踏
ま
え
て
慰
安
婦
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
に
、
こ
れ

だ
け
議
論
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
や
は
り
認
め
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
と
い
う

議
論
も
あ
り
得
る
し
、
逆
に
、
こ
れ
だ
け
裁
判
の
中
で
議
論
さ
れ
た
結
果
と
し

て
判
決
が
下
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
を
も
う
一
回
取
り
上
げ
る
の
は
、
例

え
ば
西
洋
的
な
概
念
か
ら
す
れ
ば
一
事
不
再
理
と
い
う
か
、
二
重
処
罰
と
い
う

か
、
一
回
議
論
さ
れ
て
、
結
論
が
下
っ
た
も
の
を
も
う
一
回
処
罰
す
る
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
も
あ
る
か
と
思
う
の
で
す
。

そ
う
す
る
と
、
こ
う
い
っ
た
問
題
の
よ
う
に
一
度
裁
判
が
な
さ
れ
た
も
の
を

も
う
一
回
取
り
上
げ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
先
生
が
お
っ
し
ゃ
る
文
際
的
な
価
値

観
か
ら
ど
の
よ
う
に
処
理
し
て
い
け
ば
よ
い
の
か
。
そ
こ
ら
辺
の
お
考
え
が
あ

れ
ば
お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

大
沼　

慰
安
婦
問
題
の
扱
い
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
つ
い
数
日
前
の
朝
日
新
聞

に
、
内
海
愛
子
さ
ん
と
宇
田
川
幸
大
さ
ん
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
が
出
て
い
ま

し
た
（
二
〇
一
七
年
三
月
二
一
日
朝
刊
）。
そ
こ
で
内
海
さ
ん
は
、
東
京
裁
判

で
慰
安
婦
問
題
の
扱
い
が
不
十
分
で
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
の
資
料
集
を
作
っ
た

と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
ま
し
た
。
も
う
一
人
の
宇
田
川
さ
ん
は
、
最
近
の
東
京
裁
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判
研
究
の
中
で
一
番
し
っ
か
り
し
た
業
績
を
残
し
て
い
る
方
だ
と
思
い
ま
す
。

一
事
不
再
理
と
い
う
の
は
刑
事
法
上
、
確
定
判
決
が
下
っ
た
人
を
も
う
一
回

訴
追
し
て
裁
判
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
国
家
権
力
に
対
す
る
重
要

な
制
約
と
し
て
厳
守
す
べ
き
法
原
則
で
す
。
た
だ
、
学
問
の
分
野
で
は
、
新
た

に
史
料
が
出
て
き
た
ら
新
た
な
視
点
も
生
ま
れ
る
で
し
ょ
う
し
、
同
一
の
問
題

は
何
度
で
も
研
究
し
直
し
て
、
こ
う
い
う
点
が
足
り
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は

大
い
に
や
る
べ
き
で
す
。

こ
の
点
に
関
係
し
て
申
し
上
げ
る
と
、
私
が
東
京
裁
判
に
お
け
る
「
ア
ジ
ア

の
不
在
」
を
指
摘
し
た
こ
と
に
対
し
て
東
京
裁
判
の
研
究
者
の
中
に
こ
れ
を
批

判
し
て
い
る
方
が
お
ら
れ
ま
す
が
、
見
当
外
れ
な
批
判
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。

私
が
「
ア
ジ
ア
の
不
在
」
と
言
う
の
は
、
東
京
裁
判
は
ア
ジ
ア
諸
国
の
こ
と
を

何
も
審
理
し
て
い
な
い
と
か
ア
ジ
ア
諸
国
民
へ
の
犯
罪
を
認
定
し
て
い
な
い
と

か
、
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
東
京
裁
判
は
、
中

国
に
つ
い
て
も
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
つ
い
て
も
、
色
々
な
こ
と
を
当
然
審
理
し
て
い

ま
す
。
た
だ
、
基
本
的
な
認
識
の
枠
組
み
と
し
て
、
ど
う
し
て
も
欧
米
中
心
に

な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
米
国
の
ほ
か
、
英
仏
蘭
な
ど
ア
ジ
ア
諸
民
族
を
支
配

し
て
い
た
旧
宗
主
国
の
視
点
が
優
越
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
、
批
判

し
て
い
る
の
で
す
。

た
と
え
ば
先
ほ
ど
の
日
暮
さ
ん
へ
の
質
疑
応
答
の
中
で
、
な
ぜ
日
本
の
死
刑

判
決
が
七
名
で
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
が
一
二
名
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
捕
虜

虐
待
と
い
う
問
題
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
が
東
京
裁
判
に
お
け
る
「
ア
ジ

ア
の
不
在
」
の
一
例
な
の
で
す
が
、
通
常
の
戦
争
犯
罪
と
し
て
も
ち
ろ
ん
捕
虜

の
虐
待
や
虐
殺
も
あ
り
ま
す
が
、
民
間
人
、
一
般
市
民
の
虐
殺
や
虐
待
も
ま
た

重
要
な
戦
争
犯
罪
な
の
で
す
。
で
も
、
日
本
人
が
意
識
す
る
通
常
の
戦
争
犯
罪

は
、
多
く
の
場
合
捕
虜
虐
待
で
、
し
か
も
そ
の
場
合
の
捕
虜
と
い
う
の
は
、
米

国
と
か
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
と
い
っ
た
欧
米
諸
国
の
兵
士
が
想
定
さ

れ
る
こ
と
が
多
い
。

け
れ
ど
も
、
本
来
戦
争
犯
罪
と
し
て
訴
追
・
処
罰
の
対
象
と
な
る
事
例
の
圧

倒
的
多
数
は
、
民
間
人
に
対
す
る
虐
殺
、
暴
行
な
ど
の
戦
争
法
違
反
行
為
で
あ

る
は
ず
な
の
で
す
。
そ
れ
が
東
京
裁
判
に
か
か
わ
る
議
論
で
は
驚
く
ほ
ど
軽
視

さ
れ
て
い
る
。
東
京
裁
判
で
も
一
般
市
民
、
民
間
人
に
対
す
る
戦
争
犯
罪
の
問

題
も
審
理
さ
れ
て
は
い
ま
す
。
そ
の
場
合
、
日
本
軍
が
実
際
に
犯
し
た
犯
罪
行

為
と
い
う
点
で
は
、
被
害
者
の
多
く
は
中
国
や
東
南
ア
ジ
ア
諸
国
の
人
々
で

あ
っ
た
は
ず
で
、欧
米
諸
国
の
民
間
人
へ
の
戦
争
犯
罪
は
少
な
か
っ
た
。
一
方
、

日
本
と
戦
っ
た
米
国
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
国
は
、
軍
人
の
捕
虜
の
扱
い
に
つ
い
て

の
関
心
が
強
か
っ
た
。
東
京
裁
判
の
判
事
は
一
一
名
中
八
名
ま
で
が
欧
米
の
判

事
で
す
か
ら
、
ど
う
し
て
も
欧
米
諸
国
の
軍
人
に
対
す
る
日
本
軍
の
戦
争
犯
罪

へ
の
関
心
が
強
く
出
て
し
ま
い
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
民
間
人
へ
の
戦
争
犯
罪
は
軽

視
さ
れ
る
傾
向
が
強
か
っ
た
。
そ
れ
を
私
は
「
東
京
裁
判
に
お
け
る
ア
ジ
ア
の

不
在
」
と
い
う
表
現
で
示
し
た
わ
け
で
す
。

同
じ
こ
と
が
慰
安
婦
問
題
に
代
表
さ
れ
る
女
性
の
人
権
の
問
題
に
つ
い
て
も

い
え
ま
す
。
東
京
裁
判
の
時
代
は
男
性
中
心
主
義
が
き
わ
め
て「
あ
た
り
ま
え
」

の
こ
と
と
し
て
人
々
の
意
識
を
規
定
し
て
い
ま
し
た
。
一
九
九
〇
年
代
以
降
よ

う
や
く
女
性
の
人
権
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
研
究
者
も
東
京
裁
判
な
ど
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の
史
料
を
そ
う
い
う
目
で
見
る
よ
う
に
な
っ
た
。

慰
安
婦
問
題
は
東
京
裁
判
で
も
ま
っ
た
く
扱
わ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
ア
ジ
ア
の
問
題
が
扱
わ
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
の
と
同

じ
で
す
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
男
性
中
心
的
な
見
方
が
圧
倒
的
に
強
か
っ
た
時

代
で
す
か
ら
、
女
性
の
人
権
の
問
題
は
き
わ
め
て
不
十
分
で
限
ら
れ
た
視
点
か

ら
し
か
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
で
す
か
ら
、
男
性
中
心
主
義
を
克
服
し
よ
う
と
し

て
い
る
今
日
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
内
海
さ
ん
の
言
う
よ
う
に
、
東
京
裁
判
に

は
再
検
討
す
る
余
地
が
随
分
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
ア
ジ
ア
を
欧
米
と
同
じ
よ

う
に
し
っ
か
り
考
え
る
と
い
う
視
点
か
ら
す
る
と
、
東
京
裁
判
に
は
再
検
討
の

余
地
が
大
き
い
と
い
う
の
と
同
じ
こ
と
で
す
。

問　

三
点
あ
る
の
で
す
が
、
一
点
目
は
、
今
日
で
も
よ
く
見
ら
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、

反
動
・
復
古
主
義
に
戻
っ
て
し
ま
う
の
は
ど
う
し
て
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
非

常
に
不
思
議
な
感
じ
が
し
ま
す
。
先
生
の
お
立
場
か
ら
考
え
て
、
特
に
思
想
的

な
背
景
に
つ
い
て
ご
教
示
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

二
点
目
と
し
て
は
、
先
の
戦
争
で
日
本
人
自
身
も
三
〇
〇
万
人
以
上
の
被
害

者
を
出
し
た
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
加
害
者
と
し
て
も
大
変
な
数
の
惨
劇
を
も

た
ら
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
き
ち
ん
と
し
た
検
証
も
な
け
れ
ば
反
省
も
な
い
。

原
爆
の
被
害
を
主
張
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
そ
う
か
な
と
思
い
ま
す
が
、他
方
、

自
分
た
ち
の
行
っ
た
加
害
的
側
面
に
つ
い
て
も
ち
ゃ
ん
と
検
証
し
て
、
バ
ラ
ン

ス
の
あ
る
判
断
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
加
害
者
と
し
て
の
意

識
が
希
薄
な
の
は
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。

も
う
一
点
は
、
先
ほ
ど
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
最
近
の
中
国
は
い

か
に
も
覇
権
主
義
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
、幾
ら
経
済
力
、

軍
事
力
を
持
っ
て
も
、
中
国
に
は
世
界
の
人
々
を
納
得
さ
せ
る
よ
う
な
普
遍
的

な
理
念
が
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
が
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

大
沼　

な
ぜ
復
古
主
義
的
な
、反
動
的
な
考
え
が
起
こ
っ
て
し
ま
う
の
か
。
な
ぜ
、

数
千
万
も
の
人
を
殺
し
て
い
な
が
ら
戦
争
の
被
害
者
と
い
う
意
識
し
か
持
て
な

い
の
か
。
私
も
、
今
日
の
よ
う
に
復
古
主
義
、
修
正
主
義
が
激
し
く
な
か
っ
た

一
九
七
〇
年
代
か
ら
、
そ
の
問
題
を
ず
っ
と
研
究
し
て
き
ま
し
た
。

私
が
研
究
を
始
め
た
七
〇
年
代
初
期
に
は
、
日
本
国
民
の
戦
争
責
任
と
い
う

意
識
は
ほ
と
ん
ど
皆
無
だ
っ
た
と
言
っ
て
良
い
。
日
本
国
民
は
戦
争
の
被
害
者

だ
と
い
う
意
識
が
当
然
と
さ
れ
て
い
た
。
で
す
か
ら
、
昔
と
比
べ
れ
ば
現
在
は

ま
だ
ま
し
な
の
で
す
。

日
本
国
民
の
戦
争
に
対
す
る
意
識
の
問
題
を
四
〇
年
間
考
え
続
け
て
、
ま
た

近
年
、
欧
米
の
植
民
地
支
配
に
対
す
る
欧
米
諸
国
民
の
反
省
・
歴
史
認
識
に
つ

い
て
の
比
較
研
究
も
や
る
よ
う
に
な
っ
て
感
じ
て
い
る
こ
と
は
、
残
念
な
が
ら

人
間
と
い
う
の
は
な
か
な
か
反
省
で
き
な
い
も
の
な
の
だ
、
そ
れ
が
人
間
と
い

う
も
の
な
の
で
は
な
い
か
、
と
言
う
こ
と
で
す
。

そ
う
言
っ
て
し
ま
う
と
身
も
ふ
た
も
な
い
と
い
う
か
、
単
な
る
諦
め
に
な
っ

て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
必
ず
し

も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
だ
、
倫
理
的
・
道
徳
的
な
観
点
か
ら
批
判
す
る

前
に
、
ま
ず
は
そ
う
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
広
く
い
ろ
ん
な
事
実
を
調
べ
て
比

較
し
て
考
え
る
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
、
そ
こ
か
ら
反
省
・
自
己
批
判
の
難
し
さ

と
そ
の
難
し
い
こ
と
を
ど
う
考
え
る
べ
き
な
の
か
、
ど
う
実
行
す
る
の
か
を
深
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く
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
、
と
い
う
の
が
私
の
考
え
で
す
。

た
と
え
ば
、
大
英
帝
国
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
支
配
に
対
し
て
現
在

の
イ
ギ
リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
の
政
府
、
知
識
人
、
国
民
が
ど
れ
だ
け
反
省
し
、
自

己
批
判
し
、
実
際
に
そ
う
し
た
反
省
に
基
づ
く
政
策
を
と
っ
て
い
る
か
。
こ
れ

は
驚
く
ほ
ど
ひ
ど
い
も
の
で
す
。
率
直
に
言
っ
て
、
英
仏
と
比
べ
れ
ば
、
日
本

の
韓
国
に
対
す
る
対
応
の
ほ
う
が
―
―
む
ろ
ん
、
種
々
問
題
は
あ
る
に
せ
よ
―
―

は
る
か
に
立
派
だ
と
い
う
気
が
し
ま
す
。

日
本
と
韓
国
、
あ
る
い
は
朝
鮮
半
島
の
人
々
と
の
関
係
は
、
歴
史
的
に
複
雑

に
絡
み
合
い
、
国
際
的
に
は
圧
倒
的
多
数
を
占
め
る
英
仏
の
植
民
地
支
配
と
は

非
常
に
異
な
る
、
独
特
の
も
の
が
あ
り
ま
す
。

日
本
は
中
国
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
恩
恵
を
受
け
て
自
ら
を
形
成
し
て
き

ま
し
た
が
、
朝
鮮
半
島
の
人
々
か
ら
も
一
定
程
度
そ
う
い
う
恩
恵
を
受
け
て
き

ま
し
た
。
他
方
で
、
李
氏
朝
鮮
と
江
戸
日
本
を
比
較
す
る
と
、
ど
ち
ら
が
経
済

的
に
豊
か
で
あ
っ
た
か
、
軍
事
的
に
強
力
だ
っ
た
か
と
い
え
ば
、
明
ら
か
に
日

本
の
ほ
う
が
経
済
的
に
繁
栄
し
、
軍
事
的
に
も
強
力
だ
っ
た
。
江
戸
や
大
阪
の

繁
栄
を
見
て
も
、
同
時
代
の
李
氏
朝
鮮
は
到
底
か
な
わ
な
い
。
当
時
の
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
諸
国
と
比
較
し
て
も
、
日
本
の
江
戸
時
代
の
経
済
的
・
文
化
的
水
準
は
、

き
わ
め
て
高
い
も
の
が
あ
り
ま
し
た
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
朝
鮮
通
信
使
を
は
じ
め
朝
鮮
の
人
々
は
日
本
に
対
す
る

優
越
意
識
を
ず
っ
と
持
ち
続
け
て
い
ま
し
た
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
儒
教
の
観

念
か
ら
言
っ
て
、
ま
ず
は
中
国
の
中
華
が
あ
り
、
次
に
朝
鮮
が
あ
り
、
日
本
が

あ
る
。「
中
華
」
か
ら
離
れ
て
い
く
と
そ
れ
だ
け
夷
狄
に
な
っ
て
い
く
、
と
い

う
発
想
が
あ
り
ま
す
。
ま
し
て
、
当
時
の
中
国
は
「
夷
狄
」
の
満
州
人
が
支
配

す
る
王
朝
で
す
か
ら
、朝
鮮
か
ら
見
る
と
中
国
本
土
で
さ
え
夷
狄
の
国
で
あ
り
、

朝
鮮
が
最
も
中
華
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
意
識
さ
え
あ
っ
た
。
そ
う
い
う

意
識
を
も
っ
て
み
る
と
、
日
本
は
東
の
端
の
夷
狄
で
、
朝
鮮
よ
り
上
に
行
く
こ

と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
が
朝
鮮
の
人
々
の
考
え
で
し
た
。

そ
の
「
夷
狄
」
の
日
本
か
ら
一
九
一
〇
年
に
植
民
地
に
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
屈
辱
感
は
巨
大
な
も
の
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
ア
フ
リ
カ
の
多
く

の
人
々
は
、
そ
れ
ま
で
李
氏
朝
鮮
の
よ
う
な
優
越
意
識
を
持
っ
た
統
一
国
家
を

つ
く
る
こ
と
が
な
い
ま
ま
英
仏
に
植
民
地
と
さ
れ
ま
し
た
。
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ

の
人
々
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
布
教
を
受
け
入
れ
、「
魂
」
ま
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
化

さ
れ
た
。
こ
れ
ら
に
比
べ
て
、
朝
鮮
半
島
の
人
々
の
日
本
に
よ
る
植
民
地
支
配

に
対
す
る
意
識
に
は
、
き
わ
め
て
屈
折
し
た
、
強
い
反
発
・
屈
辱
・
被
害
者
意

識
が
あ
る
。
こ
う
い
う
歴
史
を
見
る
と
、
日
本
が
朝
鮮
を
植
民
地
支
配
し
た
の

は
実
は
と
ん
で
も
な
い
こ
と
を
や
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
が
よ
く
分
か
り

ま
す
。
そ
れ
と
比
べ
る
と
、
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
な
ど
は
、
第
二
次
大
戦
の

勝
者
で
あ
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
戦
後
日
本
と
ド
イ
ツ
だ
け
を
悪
者
に
し
て
、
自

ら
の
植
民
地
支
配
責
任
に
つ
い
て
は
素
知
ら
ぬ
顔
で
過
ご
す
こ
と
が
で
き
た
の

で
す
。
英
仏
の
旧
植
民
地
の
人
々
か
ら
は
、
韓
国
の
日
本
に
対
す
る
よ
う
な
植

民
地
支
配
へ
の
強
い
反
発
・
反
感
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
が
そ
の
理
由
の
一
つ
で

す
。私

た
ち
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
知
識
人
を
た
い
へ
ん
尊
敬
し
て
お
り
ま

す
し
、
教
養
の
あ
る
す
ぐ
れ
た
人
た
ち
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
で
も
唖
然
と
す
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る
ほ
ど
、
彼
ら
に
は
植
民
地
支
配
へ
の
罪
悪
感
が
あ
り
ま
せ
ん
。
残
念
な
が
ら

そ
れ
が
現
実
で
す
。

私
は
一
九
七
〇
年
代
か
ら
日
本
国
民
が
も
っ
ぱ
ら
戦
争
の
被
害
者
意
識
を
持

ち
、
戦
争
や
植
民
地
支
配
へ
の
加
害
者
性
に
鈍
感
な
こ
と
を
憂
え
て
、
後
者
を

も
っ
と
意
識
す
べ
き
だ
と
言
い
続
け
て
き
ま
し
た
。
で
も
、
せ
い
ぜ
い
数
十
年

の
こ
と
で
す
。
恐
ら
く
人
間
は
数
十
年
で
そ
ん
な
に
変
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い

の
だ
ろ
う
、
そ
れ
が
人
間
と
い
う
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
が
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
私
は
諦
め
た
く
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が
死
ん
で
も
後
の
人
は
続

く
わ
け
で
す
か
ら
、
次
世
代
へ
の
バ
ト
ン
タ
ッ
チ
は
大
事
な
仕
事
だ
ろ
う
と

思
っ
て
い
ま
す
。

最
後
に
、
現
在
の
中
国
が
魅
力
的
な
普
遍
的
理
念
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う

の
は
ま
っ
た
く
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
で
す
が
、
こ
れ
も
言
っ
て
み
れ
ば
気
の
毒

な
話
で
、
一
九
世
紀
ま
で
の
中
国
は
実
に
魅
力
的
な
普
遍
的
理
念
、
芸
術
、
文

学
、
音
楽
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
を
持
っ
て
い
た
の
で
す
。
そ
の

中
国
に
比
べ
れ
ば
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
米
国
な
ど
は
ま
さ
に
野
蛮
、
夷
狄
の
民

族
だ
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
啓
蒙
主
義
や
科
学
革
命
と

い
っ
た
近
代
化
を
踏
ま
え
て
、
そ
し
て
米
国
は
二
〇
世
紀
に
圧
倒
的
に
巨
大
な

大
衆
文
化
を
確
立
し
て
、
き
わ
め
て
魅
力
的
な
知
と
情
緒
の
シ
ス
テ
ム
を
つ
く

り
上
げ
た
の
で
す
。

私
は
こ
れ
ま
で
欧
米
中
心
主
義
を
批
判
し
、
最
近
の
著
書
の
中
で
も
、
一
九

七
〇
年
代
か
ら
や
っ
て
き
た
仕
事
の
集
大
成
と
し
て
、
私
た
ち
が
西
洋
中
心
的

な
も
の
の
見
方
を
克
服
し
て
、 

多
文
明
的
あ
る
い
は
文
際
的
な
も
の
の
見
方
を

確
立
で
き
る
か
が
大
切
だ
、と
い
う
議
論
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、そ
う
言
っ

て
い
る
自
分
自
身
が
い
か
に
近
代
西
洋
的
で
あ
る
か
。
つ
ま
り
、
欧
米
中
心
の

文
明
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
の
に
、
ま
さ
に
近
代
欧
米
の
概
念
、
理
論
に
依
拠

し
て
行
っ
て
い
る
。
二
一
世
紀
と
は
そ
う
い
う
意
味
で
大
き
な
矛
盾
を
抱
え
た

時
代
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
矛
盾
を
自
覚
し
て
生
き
て
い
か
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

先
ほ
ど
お
話
し
し
ま
し
た
よ
う
に
、
中
国
は
か
つ
て
巨
大
な
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー

を
持
っ
て
い
ま
し
た
。
他
方
、
現
在
の
中
国
が
取
り
組
ん
で
い
る
儒
教
の
復
活

な
ど
は
非
常
に
表
面
的
・
浅
薄
な
も
の
で
、
ま
だ
ま
だ
お
話
に
な
ら
な
い
お
粗

末
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

し
か
し
な
が
ら
、
あ
と
二
、三
世
紀
も
す
れ
ば
、
四
〇
〇
〇
年
の
歴
史
を
持

つ
中
華
民
族
の
ソ
フ
ト
パ
ワ
ー
は
復
活
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ

ま
で
に
、
米
中
核
戦
争
が
起
こ
ら
ず
い
て
欲
し
い
。
人
類
が
も
っ
と
豊
か
で
多

元
的
な
、中
国
文
明
も
イ
ン
ド
文
明
も
現
代
の
ア
メ
リ
カ
文
明
、近
代
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
文
明
と
同
様
に
賞
賛
さ
れ
享
受
で
き
る
よ
う
な
い
い
時
代
を
私
た
ち
の
子
孫

は
生
き
て
欲
し
い
。
そ
う
い
う
期
待
を
も
っ
て
私
の
講
演
を
終
え
た
い
と
思
い

ま
す
。

（
平
成
二
九
年
三
月
二
四
日
、
於
外
交
史
料
館
講
堂
）
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