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一
　
問
題
意
識 

私
は
こ
れ
ま
で
四
半
世
紀
余
に
わ
た
っ
て
、
戦
後
日
本
の
安
全
保
障
を
主
た
る
研
究
課
題
と
し
て
き
た
。
そ
も
そ
も
の
発
端
か

ら
現
在
に
至
る
ま
で
、
問
題
意
識
の
ひ
と
つ
に
は
、
戦
後
日
本
の
平
和
主
義

―
そ
の
思
想
と
行
動

―
に
対
す
る
疑
問
が
あ
っ

た
。
そ
れ
は
憲
法
改
正
論
議
が
高
ま
っ
て
い
る
今
日
、
一
層
強
く
感
じ
ら
れ
る
。
国
際
連
合
憲
章
は
「
わ
れ
ら
の
一
生
の
う
ち
に

二
度
ま
で
言
語
に
絶
す
る
悲
哀
を
人
類
に
与
え
た
戦
争
の
惨
害
か
ら
将
来
の
世
代
を
救
」
う
決
意
を
第
一
に
掲
げ
て
お
り
、
日
本

国
憲
法
も
こ
れ
を
受
け
て
、
前
文
で
「
政
府
の
行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を
決

意
」
す
る
と
と
も
に
「
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
」
て
い
る
。
そ
し
て
第
九
条
に
お
い
て
「
国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
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る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
」
を
「
永
久
に
放
棄
」
す
る
と
と
も
に
、「
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国

の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
」
と
宣
言
す
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
国
際
機
関
と
し
て
の
国
連
を
設
立
し
た
連
合
国

―
つ

ま
り
戦
勝
国

―
同
士
の
対
立
と
し
て
始
ま
っ
た
米
ソ
冷
戦
が
そ
の
後
、
世
界
大
に
拡
大
し
た
。
そ
の
結
果
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
も
今
日
ま
で
地
球
上
か
ら
砲
声
が
途
絶
え
た
こ
と
は
な
く
、
ま
た
、
近
い
将
来
そ
の
よ
う
な
平
和
な
世
界
が
訪
れ
る
こ
と
は
期

待
で
き
そ
う
に
な
い
。

世
界
が
こ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
る
以
上
、
平
和
を
求
め
る
人
び
と
は
現
実
世
界
に
お
け
る
戦
争
の
何
た
る
か
を
深
く
研
究
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
日
本
は
「
戦
争
の
惨
禍
」
を
味
わ
っ
た
か
ら
戦
争
を
よ
く
知
っ
て
い
る
、
と
い
え
る
の

か
。
あ
の
戦
争

―
さ
ま
ざ
ま
な
呼
称
が
あ
る
と
は
い
え
、
定
冠
詞
の
付
い
た
、
時
間
的
、
空
間
的
に
、
さ
ら
に
は
思
想
的
、
精

神
的
に
も
特
定
さ
れ
う
る
あ
の
戦
争

―
を
体
験
し
た
こ
と
と
、
そ
れ
以
外
の
戦
争

―
こ
れ
ま
で
に
起
き
た
、
今
日
起
き
て
い

る
、
ま
た
、
近
い
将
来
起
き
る
可
能
性
の
あ
る
戦
争

―
を
知
っ
て
い
る
こ
と
と
は
、
ま
っ
た
く
別
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
た
と

え
ば
、
阪
神
淡
路
大
震
災

―
こ
の
地
震
は
直
下
型
と
呼
ば
れ
る

―
が
、
主
に
津
波
に
よ
っ
て
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
東
日

本
大
震
災
と
は
異
な
る
地
震
災
害
で
あ
る
こ
と
は
誰
で
も
理
解
で
き
よ
う
。
阪
神
淡
路
大
震
災
を
体
験
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、

す
べ
て
の
地
震
を
知
っ
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
し
、
東
日
本
大
震
災
か
ら
逃
れ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な

い
。
も
し
、
両
震
災
を
体
験
し
た
、
あ
る
い
は
両
震
災
を
詳
し
く
研
究
し
た
と
し
て
も
、
次
に
起
こ
る
地
震
に
万
全
の
備
え
が
で

き
る
と
い
う
も
の
で
も
あ
る
ま
い
。
そ
れ
で
も
地
震
を
研
究
し
、
少
し
で
も
被
害
を
小
さ
く
す
る
努
力
を
怠
っ
て
は
な
ら
な
い
こ

と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
地
震
の
よ
う
な
自
然
災
害
と
は
異
な
り
、
戦
争
は
人
間
が
起
こ
す
完
全
な
人
災
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
防
ぐ
こ
と
は
で
き
る
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
戦
争
が
地
上
か
ら
消
え
る
日
の
来
る
こ
と
は
、
今
の
と
こ
ろ
想
像
が
難
し
い
。

人
間
が
起
こ
す
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
平
和
を
強
く
求
め
る
者
に
こ
そ
、
戦
争
の
研
究
は
責
務
で
あ
ろ
う
。

日
本
国
憲
法
の
前
提
に
置
か
れ
て
い
る
あ
の
戦
争
は
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
で
あ
る
が
、
次
に
日
本
が
起
こ
す
、
ま
た
は
参
加
す
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る
、
あ
る
い
は
巻
き
込
ま
れ
る
の
は
お
そ
ら
く
、
こ
れ
と
は
大
き
く
様
相
を
異
に
す
る
戦
争
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
私
た
ち
が
防
ぐ

―
あ
る
い
は
備
え
る

―
べ
き
戦
争
と
は
ど
の
よ
う
な
戦
争
な
の
か
。

私
は
、
戦
後
日
本
の
平
和
主
義
に
疑
問
を
抱
い
て
き
た
と
述
べ
た
が
、
平
和
主
義
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
実

際
に
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
論
じ
て
き
た
の
か
を
確
認
す
る
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
に
発
表
し
た
も
の
の
中
か
ら
主
な
論
点
を
い
く

つ
か
拾
い
出
し
て
み
よ
う
。

（
一
）
平
和
問
題
談
話
会

戦
後
の
平
和
主
義
の
発
展
と
定
着
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
の
が
平
和
問
題
談
話
会
で
あ
る
。
一
九
四
八
年
に
国

連
教
育
科
学
文
化
機
関
（U

N
ESCO

）
の
依
頼
に
よ
っ
て
作
成
さ
れ
た
「
平
和
の
た
め
に
社
会
科
学
者
は
か
く
訴
え
る
」
と
い

う
い
わ
ゆ
る
「
ユ
ネ
ス
コ
声
明
」
を
契
機
に
誕
生
し
た
同
会
は
、
二
つ
の
声
明
を
発
表
し
た
後
、
一
九
五
〇
年
の
朝
鮮
戦
争
勃
発

後
に
雑
誌
『
世
界
』
に
掲
載
さ
れ
た
の
が
こ
の
「
三
た
び
平
和
に
つ
い
て
」
で
あ
る
。
談
話
会
に
よ
る
第
三
の
声
明
で
あ
る
と
と

も
に
「
活
動
の
頂
点
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
の
声
明
は
戦
争
を
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

い
ま
や
戦
争
は
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
地
上
に
お
け
る
最
大

0

0

の
悪

0

0

と
な
っ
た
…
…
。
世
界
中
の
人
々
に
と
っ
て
平
和
を
維
持
し
、

平
和
を
高
度
に
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
そ
れ
な
し
に
は
他
の
い
か
な
る

0

0

0

0

価
値
も
実
現
さ
れ
な
い
よ
う
な
、
第
一
義
的
な
目
標

に
な
っ
た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い）

（
（

（
傍
点
は
原
文
）。

こ
の
よ
う
な
認
識
に
立
ち
、「
非
武
装
を
貫
き
、
安
全
保
障
は
国
連
に
委
ね
る
」
こ
と
を
推
奨
し
た
の
が
平
和
問
題
談
話
会
で

あ
っ
た
。
米
ソ
冷
戦
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を
覆
い
、
東
ア
ジ
ア
に
ま
で
広
が
っ
て
き
て
い
た
中
で
、
二
つ
の
世
界
の
共
存
を
図
り
、
中
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立
的
態
度
で
臨
む
姿
勢
を
崩
さ
ず
、
国
連
へ
の
期
待
も
捨
て
て
い
な
か
っ
た
。
戦
争
に
対
し
て
「
平
和
を
最
大
の
価
値
」
と
し
て

対
置
す
る
と
い
う
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
声
明
に
つ
い
て
私
は
、「
地
域
紛
争
や
限
定
的
侵
略
、
間
接
侵
略
な
ど
現
実
の
政
策

的
課
題
に
言
及
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
こ
の
会
の
性
格
を
表
し
て
い
る
」
と
指
摘
し
た）

（
（

。

平
和
問
題
談
話
会
に
と
っ
て
こ
の
三
つ
め
の
声
明
が
活
動
の
頂
点
と
な
り
、
こ
れ
以
降
次
第
に
活
動
は
低
下
し
て
い
く
。
こ
の

声
明
の
う
ち
先
に
引
用
し
た
部
分
を
執
筆
し
た
の
は
政
治
学
者
の
丸
山
眞
男
で
あ
る
が
、
そ
の
丸
山
に
よ
れ
ば
、
戦
争
を
防
げ
な

か
っ
た
と
い
う
知
識
人
の
悔
い
が
談
話
会
の
活
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
な
っ
て
い
た
。「
そ
れ
が
五
年
余
り
で
早
く
も
風
化
し
始
め

て
い
た
と
す
れ
ば
、
あ
ま
り
に
も
早
過
ぎ
る
」
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

「
あ
ま
り
に
も
早
過
ぎ
る
」
と
述
べ
た
の
は
、
ま
さ
に
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
こ
そ
、
戦
後
日
本
の
平
和
主
義
の
内
実
が
試
さ
れ
る

試
金
石
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
平
和
問
題
談
話
会
で
も
活
動
し
た
英
文
学
者
の
中
野
好
夫
は
こ
の
時
を
予
見
す
る
が
ご
と
く
、

談
話
会
の
前
身
の
平
和
問
題
討
議
会
の
席
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

現
在
（
一
九
四
八
年
十
二
月

―
引
用
者
）
で
は
ま
だ
私
た
ち
は
、
平
和
へ
の
意
思
を
表
明
し
た
り
、
平
和
を
語
る
こ
と

が
非
常
に
楽
で
あ
り
ま
す
。
い
や
、
楽
な
ば
か
り
か
、
あ
る
意
味
で
は
平
和
を
語
る
こ
と
が
む
し
ろ
人
気
の
あ
る
こ
と
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

こ
の
「
楽
」
な
時
代
の
終
わ
り
を
告
げ
た
の
が
一
九
五
〇
年
の
朝
鮮
戦
争
の
開
始
で
あ
っ
た
。
平
和
問
題
談
話
会
に
参
加
す

る
な
ど
平
和
運
動
と
深
い
か
か
わ
り
を
持
っ
た
社
会
学
者
の
清
水
幾
太
郎
は
、
こ
の
朝
鮮
戦
争
に
大
き
な
衝
撃
を
受
け
た
。「
六

月
二
十
五
日
（
朝
鮮
戦
争
が
始
ま
っ
た
日

―
引
用
者
）
以
前
の
わ
れ
わ
れ
は
温
室
の
中
に
あ
っ
た
」「
平
和
へ
の
意
思
は
、
実

に
六
月
二
十
五
日
以
後
の
た
め
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」「
我
々
が
世
界
に
向
っ
て
叫
ん
で
来
た
言
葉
が
真
実
の
も
の
か
、
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虚
偽
の
も
の
か
、
世
界
の
人
々
は
、
今
、
わ
れ
わ
れ
を
試
そ
う
と
し
て
い
る
」
と
い
う
清
水
の
言
葉
は
痛
切
で
あ
る）

（
（

。

歴
史
学
者
の
和
田
春
樹
は
、
そ
の
著
『「
平
和
国
家
」
の
誕
生

―
戦
後
日
本
の
原
点
と
変
容
』
の
な
か
で
、
丸
山
眞
男
が
執

筆
し
た
平
和
問
題
談
話
会
の
声
明
「
三
た
び
平
和
に
つ
い
て
」
を
次
の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
こ
こ
に
開
陳
さ
れ
て
い
る
見
解

は
先
に
述
べ
た
私
の
見
解
と
ほ
ぼ
同
一
の
も
の
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

朝
鮮
戦
争
の
現
実
と
あ
り
う
べ
き
結
末
に
は
、
い
っ
さ
い
触
れ
て
お
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
米
ソ
冷
戦
を
主
題
に
し
て
、
抽
象

的
に
『
戦
争
は
（
…
…
）
地
上
に
お
け
る
最
大
の
悪
と
な
つ
た
』
と
語
る
に
す
ぎ
な
い）

（
（

。

（
二
）
丸
山
眞
男

平
和
問
題
談
話
会
の
「
三
た
び
平
和
に
つ
い
て
」
の
先
の
引
用
部
分
を
執
筆
し
た
丸
山
眞
男
は
日
本
政
治
思
想
史
を
専
門
と

す
る
政
治
学
者
で
あ
り
、
こ
う
し
た
平
和
問
題
へ
の
論
評
な
ど
は
、
丸
山
自
身
の
言
葉
で
い
え
ば
「
夜
店
」
を
出
し
た
に
過
ぎ
な

か
っ
た
も
の
だ
と
い
う
。
そ
う
し
た
立
場
は
理
解
で
き
る
の
だ
が
、
私
は
丸
山
が
戦
争
や
軍
隊
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
見
解
を

持
っ
て
い
た
の
か
を
知
る
た
め
に
、
主
に
雑
誌
の
座
談
会
を
中
心
に
、
丸
山
の
発
言
を
探
っ
て
み
た
こ
と
が
あ
る
。
な
ぜ
座
談
会

に
注
目
し
よ
う
と
思
い
立
っ
た
の
か
と
い
う
と
、
次
の
よ
う
に
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

一
般
論
で
い
え
ば
、
人
は
書
く
と
い
う
行
為
に
お
い
て
は
慎
重
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
書
き
始
め
る
前
に
情
報
や
思

考
を
整
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
一
旦
書
き
上
げ
た
後
に
推
敲
に
よ
っ
て
表
現
等
を
書
き
換
え
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
座
談
会
に
お
け
る
発
言
は
、
活
字
に
す
る
時
点
で
多
少
手
を
入
れ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
表
現
や
話
の
中
身

を
完
全
に
書
き
変
え
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
と
は
ま
ず
し
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。（
略
）
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人
は
「
問
う
に
落
ち
ず
、
語
る
に
落
ち
る
」
と
い
う
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
丸
山
の
場
合
も
や
は
り
、「
語
る
に
落

ち
」
た
も
の
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、「
座
談
の
名
手
」
と
さ
れ
る
丸
山
の
対
談
や
座
談
会
で
の
発
言
か
ら
、
軍

隊
・
戦
争
・
平
和
に
関
す
る
も
の
を
拾
い
出
し
、
そ
の
戦
争
論
、
平
和
論
へ
接
近
す
る
手
掛
か
り
を
探
っ
て
み
よ
う）

（
（

。

こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
雑
誌
に
掲
載
さ
れ
た
座
談
会
の
記
録
を
読
み
、
講
演
の
記
録
で
若
干
の
補
足
を
す
る
な
ど
し
た
結
果
、

私
は
以
下
の
よ
う
な
結
論
に
達
し
た
。

丸
山
の
戦
争
体
験
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
丸
山
の
戦
争
観
や
平
和
論
は
ど
こ
ま
で
も
知
識
人
の
そ
れ
で
あ
っ
て
、

「
大
勢
の
人
間
の
毎
日
の
散
文
的
な
要
求
」
と
の
接
点
は
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、

筆
者
が
こ
れ
ま
で
に
読
ん
だ
丸
山
の
い
く
つ
か
の
論
文
に
は
見
当
た
ら
な
か
っ
た
が
、
座
談
に
お
け
る
発
言
に
も
そ
の
糸
口

を
見
い
だ
せ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
座
談
で
は
、
批
判
の
対
象
と
も
な
っ
た
よ
う
な
大
衆
嫌
悪
や
エ

リ
ー
ト
主
義
的
な
言
葉
が
し
ば
し
ば
発
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
印
象
に
残
っ
た
。

「
僕
は
少
く

0

0

も0

政
治
的

0

0

0

判
断

0

0

の
世
界
に

0

0

0

0

お
い
て

0

0

0

は0

高
度
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ス
ト
で
あ
り
た
い
」
と
い
う
よ
く
知
ら
れ
た
丸

山
の
姿
勢
は
、
少
な
く
と
も
平
和
論
に
お
い
て
は
、
平
和
を
観
念
的
に
語
る
こ
と
に
お
い
て
は
と
も
か
く
、
丸
山
が
求
め
る

平
和
を
日
本
に
お
い
て
つ
く
り
だ
す
上
で
は
、
十
分
に
発
揮
さ
れ
た
と
は
い
え
ま
い
。
丸
山
は
決
し
て
「
象
牙
の
塔
」
に
こ

も
っ
て
ば
か
り
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
で
も
、「
土
着
的
」「
日
本
的
」
な
る
も
の
を
嫌
悪
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代

の
理
念
に
帰
依
す
る
丸
山
と
「
大
勢
の
人
間
」
と
の
関
係
は
最
後
ま
で
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
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日
本
の
生
活
条
件
が
変
革
さ
れ
な
い
と
、（
略
）
二
階
に
は
プ
ラ
ト
ン
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
ま
で
並
ん
で
い
る
け
れ
ど
も
、

階
下
で
は
相
変
ら
ず
同
じ
生
活
を
し
て
い
て
、
二
階
と
階
下
と
を
つ
な
ぐ
階
段
が
ど
こ
に
あ
る
か
解
ら
な
い
と
い
う
よ
う
な

こ
と
に
な
る
。

丸
山
は
文
字
通
り
「
プ
ラ
ト
ン
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
ま
で
」
に
囲
ま
れ
て
暮
ら
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
が
、「
二
階
と
階

下
と
を
つ
な
ぐ
階
段
」
は
、
す
で
に
ど
こ
か
に
あ
る
も
の
を
見
つ
け
る
の
か
、
そ
れ
と
も
新
た
に
ど
こ
か
に
掛
け
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
か
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
丸
山
は
そ
の
た
め
に
「
日
本
の
生
活
条
件
が
改
革
さ
れ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
。「
改
善
」
さ
れ
る
べ
き
は
「
階
下
」
の
生
活
条
件
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
。
筆
者
は
、
階
段
を
掛
け
る
の
は
「
二
階
」

に
住
む
人
間
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
仕
事
で
あ
る
と
考
え
る
。
丸
山
に
も
そ
の
意
識
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
が
、
丸
山
と
「
階

下
」
の
人
々
の
関
係
は
、
最
後
ま
で
こ
の
ま
ま
で
あ
っ
た）

（
（

。

（
三
）
非
武
装
中
立
論

戦
後
日
本
の
平
和
主
義
を
象
徴
す
る
も
の
の
ひ
と
つ
に
非
武
装
中
立
論
が
あ
る
。
日
本
社
会
党
委
員
長
を
務
め
た
石
橋
政
嗣
に

よ
る
同
名
の
書
物
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
て
い
る
考
え
方
で
あ
る
が
、
日
本
国
憲
法
第
九
条
を
文
字
通
り
に
実
行
し
て
日
本
を
非
武

装
化
す
る

―
自
衛
隊
違
憲
論
が
そ
の
前
提
と
な
っ
て
い
る

―
の
み
な
ら
ず
、
米
ソ
（
東
西
）
冷
戦
か
ら
身
を
離
し
て
中
立
姿

勢
を
取
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
先
に
述
べ
た
平
和
問
題
談
話
会
と
こ
れ
に
影
響
を
受
け
た
日
本
労
働
組
合
総
評
議
会
（
総
評
）

が
採
用
し
た
平
和
原
則

―
初
め
は
「
全
面
講
和
」「
中
立
堅
持
」「
軍
事
基
地
反
対
」
の
三
原
則
、
後
に
「
再
軍
備
反
対
」
を
加

え
て
四
原
則

―
を
当
時
の
野
党
第
一
党
の
社
会
党
が
採
用
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
私
の
疑
問
は
、
平
和
問
題
談
話
会

や
丸
山
に
対
す
る
疑
問
と
ほ
と
ん
ど
同
一
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。
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（
四
）
護
憲
運
動

戦
後
、
平
和
主
義
や
平
和
政
策
を
模
索
し
て
き
た
勢
力
が
行
き
着
い
た
の
が
、
日
本
国
憲
法
の
明
文
改
正
を
阻
止
す
る
と
い
う

護
憲
運
動
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
か
つ
て
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
一
九
五
〇
年
代
半
ば
の
政
治
情
勢
か
ら
、
憲
法
第
九
条

の
改
正
を
阻
止
す
る
こ
と
に
努
力
を
集
中
し
た
結
果
、
そ
の
後
そ
れ
が
常
態
化
す
る
に
至
っ
た）

（
（

。「
平
和
国
家
」
の
建
設
を
目
指

す
運
動
が
、
ほ
と
ん
ど
た
だ
ひ
と
つ
の
目
標
と
し
て
憲
法
改
正
の
阻
止
に
収
斂

―
こ
れ
が
す
な
わ
ち
護
憲
運
動
と
な
る

―
し

て
い
っ
た
の
は
、
保
守
合
同
に
よ
り
憲
法
改
正
発
議
が
可
能
と
な
る
国
会
各
議
院
の
三
分
の
二
の
議
席
に
近
づ
い
て
い
た
と
い
う

当
時
の
政
治
情
勢
が
最
大
の
要
因
で
あ
っ
た
が
、
同
時
に
、
こ
れ
以
外
に
運
動
を
駆
動
す
る
、
そ
し
て
牽
引
す
る
力
と
な
る
も
の

が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
こ
う
し
た
運
動
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
と
な
っ
て
い
た
の
は
戦
争
体
験
で
あ
る
が
、
体
験
が
時
と

と
も
に
風
化
す
る
の
は
避
け
が
た
く
、「
賞
味
期
限
」
が
過
ぎ
よ
う
と
し
て
い
る）

（
（

。

平
和
を
望
む
の
で
あ
れ
ば
、
そ
し
て
一
時
的
で
は
な
い
「
平
和
国
家
」
を
目
指
す
の
で
あ
れ
ば
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
戦
争

体
験
す
な
わ
ち
、
あ
の
戦
争

―
定
冠
詞
の
付
い
た
、
時
間
的
に
も
空
間
的
に
、
さ
ら
に
は
思
想
的
に
も
精
神
的
に
も
特
定
さ
れ

う
る

―
体
験
へ
の
依
存
か
ら
脱
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
、
日
本
国
憲
法
第
九
条
さ
え
守
れ
ば

―
明
文
的

な
改
正
さ
え
許
さ
な
け
れ
ば

―
よ
し
と
す
る
よ
う
な
憲
法
擁
護
運
動
か
ら
の
脱
却
も
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

戦
争
に
つ
い
て
の
認
識
を
自
ら
の
体
験
に
狭
く
限
定
・
制
限
さ
せ
な
い
た
め
に
、
認
識
の
基
礎
に
置
か
れ
る
べ
き
は
、
戦
争
と

い
う
事
象
そ
の
も
の
に
対
す
る
理
解
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
戦
争
に
関
す
る
根
源
的
な
研
究
が
不
可
欠
の
基
盤
と
な
る
べ
き
で

あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
今
も
変
わ
ら
ず
、
一
九
世
紀
プ
ロ
イ
セ
ン
の
軍
人
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
（Carl von Clausew

itz

）

の
『
戦
争
論
』V

om
 K

riege

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
未
完
の
書
で
あ
り
な
が
ら
今
な
お
こ
れ
を
超
え
る
も
の
を
我
々
は
手
に
し

て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
経
済
学
を
学
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、
古
典
中
の
古
典

―
ス
ミ
ス
（A

dam
 Sm

ith

）『
諸
国
民

の
富
』
で
あ
れ
、
マ
ル
ク
ス
（K

arl M
arx

）『
資
本
論
』
で
あ
れ

―
を
少
な
く
と
も
一
度
は
じ
っ
く
り
と
読
み
込
む
も
の
で
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あ
ろ
う
（
た
だ
し
、
す
べ
て
の
経
済
学
者
が
古
典
を
じ
っ
く
り
読
ん
で
い
る
と
私
が
信
じ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
）。
分

野
に
か
か
わ
ら
ず
す
べ
て
の
学
問
に
お
い
て
、
古
典
の
理
解
は
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
基
礎
で
あ
る
。
言
及
さ
れ
る
こ
と
の
多
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
全
体
が
読
ま
れ
る
こ
と
は
少
な
く
、
ま
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
は
さ
ら
に
少
な
く
、
有
り
体
に
言
え
ば
、
誤
解
と
無

理
解
の
中
に
放
置
さ
れ
て
い
る

―
こ
の
点
で
ま
る
で
マ
キ
ア
ヴ
ェ
ッ
リ
（N

iccolo M
achiavelli

）『
君
主
論
』
と
同
じ
よ
う
な
、

あ
る
い
は
『
君
主
論
』　

以
上
に
悲
劇
の
書
と
も
い
え
る

―
よ
う
に
見
え
る
こ
の
書
物
と
そ
の
周
辺
状
況
の
整
理
か
ら
作
業
を

始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
『
戦
争
論
』
の
刊
行
と
翻
訳
　

ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
一
七
八
〇
年
に
当
時
の
プ
ロ
イ
セ
ン
に
生
ま
れ
、
一
八
三
一
年
に
そ
の
生
涯
を
閉
じ
た
。
つ
ま
り
、
奇

し
く
も
ド
イ
ツ
観
念
論
哲
学
の
完
成
者
、
ヘ
ー
ゲ
ル
（Georg W

ilhelm
 Friedrich H

egel

）、
音
楽
家
の
ベ
ー
ト
ー
ベ
ン

（Ludw
ig van Beethoven

）
と
同
時
代
人
で
あ
る
。『
戦
争
論
』
は
没
後
の
一
八
三
二
年
か
ら
マ
リ
ー
（M

arie

）
夫
人
の
手
に

よ
っ
て
刊
行
さ
れ
た
全
十
巻
の
遺
稿
集
『
戦
争
お
よ
び
戦
争
指
導
に
関
す
る
カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン･

ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
将
軍
の
遺

稿
』H

interlassene W
erke des G

enerals Carl von Clausew
itz über K

rieg und K
riegführung

の
一
部
を
成
す
も
の
で

あ
る
。

刊
行
に
至
る
事
情
は
、
マ
リ
ー
夫
人
が
寄
せ
た
「
序
文
」（V

orrede

）
に
よ
れ
ば
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ

ツ
は
そ
の
生
涯
の
晩
年
の
十
二
年
間
、
す
な
わ
ち
一
八
一
八
年
か
ら
三
〇
年
に
か
け
て
、『
戦
争
論
』
の
完
成
に
向
け
て
「
精
魂

こ
め
て
打
ち
込
ん
だ
」。
と
い
う
の
も
「
こ
れ
を
完
成
さ
せ
る
こ
と
が
彼
の
最
大
の
願
い
で
あ
っ
た
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
至

る
前
の
一
八
一
〇
年
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
士
官
学
校
の
教
官
に
就
任
し
、
一
八
一
六
年
か
ら
は
「
学
問
的
研
究
に
没
頭
」
す
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る
よ
う
に
な
っ
た
と
は
い
う
も
の
の
、「
職
務
が
多
忙
で
あ
っ
た
た
め
に
」
十
分
な
研
究
の
時
間
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
よ
う
で

あ
る
。
決
定
的
な
転
機
と
な
っ
た
の
は
そ
の
二
年
後
の
一
八
一
八
年
に
校
長
に
任
命
さ
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
同
時
に
生
涯
最

高
位
で
あ
る
少
将
に
昇
進
し
た
。
日
本
で
は
し
ば
し
ば
「
陸
軍
大
学
（
校
）」
と
も
訳
さ
れ
る
こ
の
学
校

―
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ

ツ
が
「
第
二
の
父
」
と
慕
っ
た
シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
（Gerhard von Scharnhorst

）
が
創
設
し
た
ベ
ル
リ
ン
一
般
士
官
学
校

（A
llgem

eine K
riegsschule

）―
は
、
将
校
に
は
知
性
と
教
養
が
必
要
と
の
考
え
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
教
養
科
目
を
重
視
し
て

い
た
。
こ
の
よ
う
な
学
校
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
校
長
と
い
う
職
は
、
教
育
に
直
接
携
わ
る
こ
と
の
な
い
あ
く
ま
で
行
政
的
な
任
務

と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
と
っ
て
満
足
の
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
反
面
、
研
究
及

び
執
筆
に
集
中
す
る
上
で
は
む
し
ろ
好
都
合
で
あ
り
、「
己
れ
の
著
作
に
一
層
の
発
展
を
附
け
加
え
、
近
年
の
戦
争
史
に
よ
っ
て

そ
れ
に
肉
づ
け
す
る
余
暇
を
も
ち
得
た
」。
こ
う
し
て
、「
一
八
三
〇
年
春
、
砲
兵
隊
へ
の
転
出
を
命
ぜ
ら
れ
る
ま
で
、
こ
の
研
究

を
熱
心
に
続
け
た
」

―
す
な
わ
ち
『
戦
争
論
』
の
執
筆
が
か
な
り
進
ん
だ

―
の
で
あ
っ
た
が
、
転
出
の
際
に
は
そ
れ
ま
で
書

き
溜
め
て
い
た

―
し
か
し
、
ま
だ
完
成
し
て
は
い
な
か
っ
た

―
原
稿
類
を
封
印
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
後
は

職
務
多
忙
に
よ
り
「
著
作
活
動
を
あ
ら
か
た
断
念
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
こ
と
と
な
り
、
結
局
、
そ
の
翌
年
十
一
月
に
死
去
す
る
ま

で
に
『
戦
争
論
』
は
完
成
を
見
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
『
戦
争
論
』
は
未
完
に
終
わ
っ
た
の
で
あ
る
。
残
さ
れ
た
遺
稿

は
、
夫
人
が
「
ま
っ
た
く
原
文
の
ま
ま
で
あ
っ
て
、
一
言
も
付
け
加
え
ら
れ
た
り
削
除
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
努
め

た
」
上
で
遺
稿
集
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
八
三
二
年
か
ら
三
七
年
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
こ
の
遺
稿
集
の
う
ち

第
一
巻
か
ら
第
三
巻
が
『
戦
争
論
』
に
当
た
る
。
た
だ
し
、「
遺
稿
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
、
整
理
や
若
干
の
疑
点
を
質
す
な
ど
の

種
々
な
操
作
を
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
」。
こ
の
作
業
に
は
「
数
人
の
親
友
た
ち
」
か
ら
「
助
言
」
が
寄
せ
ら
れ
た
と
し
て
い
る
が
、

そ
の
中
に
は
マ
リ
ー
の
弟
も
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
序
文
に
記
さ
れ
た
刊
行
に
至
る
事
情
は
、
そ
の
後
の
伝
記
的
研
究
で
も
概
ね

こ
の
通
り
に
確
認
さ
れ
て
い
る）

（
（

。



11

戦争論研究序説（一）

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
紹
介
し
た
マ
リ
ー
夫
人
の
序
文
（
一
八
三
二
年
六
月
三
十
日
付
）
は
、
清
水
多
吉
訳
の
『
戦
争
論
』
か

ら
の
引
用
で
あ
る）

（1
（

。
こ
こ
で
、『
戦
争
論
』
の
出
版
と
翻
訳
に
関
す
る
問
題
点
に
つ
い
て
述
べ
て
お
く
。
上
記
の
よ
う
な
事
情
で

刊
行
さ
れ
た
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
『
戦
争
論
』
で
あ
っ
た
が
、
日
本
で
は
『
戦
争
論
』
に
言
及
が
な
さ
れ
る
場
合
、
篠
田
英
雄

訳
（
岩
波
文
庫
、
一
九
六
八
年
）
を
用
い
る
こ
と
が
こ
れ
ま
で
は
ほ
ぼ
通
例
と
な
っ
て
い
る）

（（
（

。
し
か
し
、
こ
の
訳
書
に
は
大
き

な
問
題
が
あ
る
。
以
前
に
も
論
じ
た
こ
と
だ
が）

（1
（

、
翻
訳
に
際
し
て
底
本
と
し
て
い
る
の
は
原
著
第
一
四
版
（K

arl Linnebach, 
（（（（

）
で
あ
る
。
一
八
三
二
年
の
初
版
刊
行
後
、
一
八
五
三
年
の
第
二
版
の
刊
行
に
際
し
て
『
戦
争
論
』
に
は
手
が
加
え
ら
れ
た
。

そ
の
数
は
数
百
箇
所
に
の
ぼ
る
と
さ
れ
る）

（1
（

。
そ
し
て
、
そ
の
後
長
き
に
わ
た
っ
て
そ
の
ま
ま
版
を
重
ね
た
。
つ
ま
り
、
他
人
の

手
の
入
っ
た
版

―
改
竄
さ
れ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る

―
が
広
く
世
に
出
回
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
手
を
加
え
た
の
は
当
時
、

プ
ロ
イ
セ
ン
参
謀
本
部
に
勤
務
し
て
い
た
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
フ
ォ
ン
・
ブ
リ
ュ
ー
ル
（Friedrich W

ilhelm
 von Brühl

）
と

さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ブ
リ
ュ
ー
ル
と
は
『
戦
争
論
』
を
含
む
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
遺
稿
集
の
出
版
に
手
を
貸
し
た
夫
人
の
弟

で
あ
る
。『
戦
争
論
』
が
そ
の
よ
う
な
状
態
で
出
版
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
軍
事
史
家
の
ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ハ
ー
ル
ベ
ー
ク
（W

erner 
H

ahlw
eg

）
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
、
一
九
五
二
年
の
第
一
六
版
か
ら
は
初
版
と
同
じ
も
の
に
戻
さ
れ
て
い
る
。
篠
田
が
訳
し

た
第
一
四
版
は
当
然
な
が
ら
改
竄
版
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
改
竄
の
事
実
が
判
明
し
て
い
る
以
上
、
そ
の
翻
訳
を
そ

の
ま
ま
使
う
こ
と
は

―
少
な
く
と
も
研
究
者
に
は

―
許
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う）

（1
（

。

篠
田
英
雄
訳
・
岩
波
文
庫
版
を
使
用
す
る
こ
と
に
二
の
足
を
踏
ま
ざ
る
を
得
な
い
理
由
が
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
そ
れ
は
篠
田
の

翻
訳
に
対
す
る
姿
勢
に
い
さ
さ
か
疑
問
を
抱
か
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
篠
田
は
哲
学
を
専
門
と
し
て
お
り
、
多
く
の
哲
学

書
を
翻
訳
し
て
い
る
。
そ
れ
に
は
カ
ン
ト
（Im

m
anuel K

ant

）
の
『
純
粋
理
性
批
判
』K

ritik der reinen V
ernunft

や
『
プ
ロ

レ
ゴ
メ
ナ
』Prolegom

ena zu einer jeden künftigen M
etaphysik, die als W

issenschaft w
ird auftreten können

が
含
ま

れ
て
い
る
（
い
ず
れ
も
岩
波
文
庫
所
収
）。
し
か
し
、
カ
ン
ト
研
究
者
の
中
島
義
道
に
よ
れ
ば
、
篠
田
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
の



12

流経法学　第18巻 第 2号

翻
訳
に
際
し
て
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
で
「
語
順
を
変
え
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
章
を
補
い
意
訳
」
し
た
り
、「
さ
ま
ざ
ま
な
補
足
を
加
え
」

て
お
り）

（1
（

、『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
で
も
「
原
文
に
な
い
語
句
を
様
々
補
充
し
て
訳
し
て
」
い
る
の
だ
と
い
う）

（1
（

。

翻
訳
に
際
し
て
語
順
を
変
え
た
り
、
原
著
に
な
い
言
葉
を
加
え
た
り
す
る
の
は
、
場
合
に
よ
っ
て
は
否
定
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、

望
ま
し
い
こ
と
さ
え
あ
り
得
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
た
と
え
そ
れ
が
読
者
の
理
解
を
助
け
る
た
め
と
い
う
意
図
か
ら
出
た
も
の

で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
哲
学
書
な
ど
の
場
合
に
は
と
り
わ
け
細
心
の
注
意
が
求
め
ら
れ
る
。
翻
訳
に
対
す
る
篠
田
の
こ
の
よ
う
な

姿
勢
は
『
戦
争
論
』

―
篠
田
は
戦
争
史
や
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
研
究
者
で
は
な
い

―
の
翻
訳
に
際
し
て
は
無
縁
で
あ
ろ
う

か
。
改
竄
版
を
底
本
と
し
た
上
で
こ
の
よ
う
な
姿
勢
で
翻
訳
が
な
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
読
む
側
と
し
て
は
慎
重

に
な
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う）

（1
（

。
そ
こ
で
、『
戦
争
論
』
の
本
文
の
検
討
に
入
る
前
に
、「
序
文
」
類
で
こ
の
点
を
確
認
し
て
み
よ
う
。

ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
「
覚
え
書
」（N

achricht

）
に
お
い
て
、
清
水
訳
で
「
明
晰
な
表
象
は
是
非
と
も
必
要
」
と
し
て

い
る
箇
所
を
篠
田
は
「
理
論
的
に
明
瞭
な
考
え
を
も
つ
こ
と
は
、
決
し
て
無
用
の
閑
事
で
は
な
い
」
と
訳
し
て
い
る
。
原
文

は »
D

ie klaren V
orstellung in diesen D

ingen also nicht unnütz
« 

で
あ
る
。
ま
た
、
続
く
箇
所
で
清
水
が
「
軍
事
学

の
か
よ
う
な
哲
学
的
構
築
」
と
し
て
い
る
部
分
を
篠
田
は
「
戦
争
術
を
理
論
的
に
建
設
す
る
」
と
訳
し
て
い
る
の
は
、
原
文
で

は »
Philosophischer A

ufbau der K
riegskunst« 

で
あ
る
。
さ
ら
に
「
著
者
の
序
言
」（V

orrede des V
erfassers

）
で
は
、

『
戦
争
論
』
で
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
「
軍
事
的
諸
現
象
の
本
質
を
探
究
し
、
そ
れ
ら
の
諸
現
象
を
構
成
し
て
い
る
事
物
の
本
性
と

そ
れ
ら
諸
現
象
と
の
関
連
を
示
そ
う
」
と
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、「
哲
学
的
帰
結
を
決
し
て
避
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
」
と
し

て
い
る
。
こ
こ
は
『
戦
争
論
』
の
方
法
論
に
関
連
す
る
重
要
な
言
及
で
あ
る
が
、
こ
の
箇
所
を
篠
田
は
、「
い
か
な
る
場
合
に
も
思

考
の
一
貫
性
を
追
求
し
た
」
と
訳
し
て
い
る
。
原
文
は »

N
irgends ist der philosophieschen K

onsequenz ausgew
ichen

« 

で
あ
る
。
訳
文
づ
く
り
に
あ
た
っ
て
、
本
文
で
も
同
様
の
傾
向
が
あ
る
か
ど
う
か
は
こ
れ
か
ら
確
認
す
る
が
、『
戦
争
論
』
に
お
い

て
は
、
そ
の
方
法
論
、
と
り
わ
け
哲
学
と
の
関
連
に
関
心
を
持
つ
私
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
清
水
訳
と
の

―
そ
し
て
、
こ
ち
ら
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が
よ
り
重
要
で
あ
る
が
、
原
文
と
の

―
相
違
は
、
決
し
て
看
過
す
べ
き
で
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

篠
田
の
翻
訳
が
必
ず
し
も
不
適
切
と
ま
で
は
言
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
ど
う
も
「
哲
学
」»

Philosophie
« 

に
関
連
す

る
語
を
そ
の
ま
ま
日
本
語
に
し
な
い
傾
向
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
翻
訳
は
必
ず
し
も
逐
語
的
で
あ
る
必
要
は
な
く
、

文
脈
に
沿
っ
て
適
切
な
日
本
語
を
当
て
は
め
て
訳
文
を
作
成
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
る
が
、
と
り
わ
け
て
も
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が

「
哲
学
」
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
「
考
え
」
あ
る
い
は
「
思
考
」
と
す
る
に
は
特
に
注
意
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
れ
ま
で
多

く
の
碩
学
が
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
哲
学
と
結
び
つ
け
て
き
た
こ
と
か
ら
も
、
細
心
の
注
意
が
求
め
ら
れ
る
。

た
と
え
ば
軍
医
と
し
て
ド
イ
ツ
に
留
学
し
、『
戦
争
論
』
の
翻
訳
に
も
手
を
染
め
た
森
鷗
外
は
「
ク
ラ
ウ
ゼ
ヰ
ィ
ッ
ツ
は
兵
事

哲
学
者
と
も
謂
う
べ
き
人
な
り
」
と
日
記
に
記
し
て
い
る）

（1
（

。
ま
た
、
国
際
政
治
学
の
泰
斗
に
し
て
現
実
主
義
（
リ
ア
リ
ズ
ム
）

の
祖
と
さ
れ
る
ハ
ン
ス
・
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
（H

ans M
orgenthau

）
も
そ
の
古
典
的
名
著
『
国
際
政
治

―
権
力
と
平
和
』
で

ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
「
ド
イ
ツ
の
戦
争
哲
学
者
」
と
呼
ん
で
い
る）

（1
（

。
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
デ
ィ
ル
タ
イ
（W

ilhelm
 D

ilthey

）

は
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
「
こ
の
シ
ャ
ル
ン
ホ
ル
ス
ト
の
高
弟
に
匹
敵
す
る
ド
イ
ツ
の
歴
史
家
は
い
な
い
」
と
ま
で

―
歴
史

家
と
し
て

―
高
く
評
価
し
て
い
る）

11
（

。
そ
の
一
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
現
代
思
想
研
究
者
の
西
谷
修
は
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
『
戦
争

論
』
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
俗
に
「
戦
争
を
哲
学
的
に
考
察
し
た
」
な
ど
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
同
時
代
人

（
一
〇
年
遅
れ
て
生
ま
れ
て
い
ま
す
）
は
、
人
間
と
は
何
か
、
と
か
戦
争
と
は
何
か
、
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
深
い
瞑
想
」

を
展
開
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
哲
学
な
ど
ま
っ
た
く
引
用
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
本
は
ほ
と
ん
ど
、
彼
が
一
〇
代

半
ば
か
ら
従
軍
し
指
揮
し
た
実
際
の
戦
争
（
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
対
仏
同
盟
戦
争
、
そ
の
後
の
ナ
ポ
レ
オ
ン
戦
争
）
の
経
験

を
素
材
に
し
、
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
書
か
れ
た
も
の
で
す）

1（
（

。
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こ
れ
も
以
前
に
も
論
じ
た
こ
と
の
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
こ
れ
は
適
切
な
評
価
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
戦
争
を
理
解
す
る
う
え

で
必
要
な
の
は
「
深
い
瞑
想
」
な
の
か
。「
哲
学
的
に
考
察
」
す
る
と
は
哲
学
を
「
引
用
」
す
る
こ
と
な
の
か
。
答
え
は
い
ず
れ

も
「
否
」
で
あ
る
。
問
わ
れ
る
べ
き
は
、
戦
争
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
し
て
戦
争
と
他
の
要
素

―
と
り
わ
け
政
治

―
と

の
関
係
に
つ
い
て
の
分
析
・
考
察
が
方
法
に
お
い
て
哲
学
的
で
あ
る
か
ど
う
か
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
自
身

の
「
経
験
を
素
材
に
し
、
も
っ
ぱ
ら
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
」『
戦
争
論
』
を
書
い
た
わ
け
で
は
な
い
。『
戦
争
論
』
に
至
る
過
程
で

「
一
三
〇
以
上
の
作
戦
の
分
析
に
取
り
組
ん
だ
」
の
で
あ
り
、
十
冊
に
及
ぶ
遺
稿
集
の
う
ち
の
七
冊
は
「
グ
ス
タ
フ
・
ア
ド
ル
フ

か
ら
ナ
ポ
レ
オ
ン
に
至
る
ま
で
の
諸
作
戦
の
分
析
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い）

11
（

。
つ
ま
り
、
西
谷
は
こ

の
よ
う
な
基
本
的
な
知
識
も
持
た
な
い
ま
ま
に
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。『
戦
争
論
』
に
対
す
る
種
々

の
批
判

―
批
判
と
呼
び
得
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
理
解
不
足
や
誤
解
、
単
な
る
無
理
解
か
ら
果
て
は
曲
解
ま
で
様
々
あ
る
が

―

の
検
討
も
今
後
の
課
題
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
あ
ら
た
め
て
考
察
し
た
い
。

さ
て
、
翻
訳
の
問
題
に
戻
ろ
う
。
篠
田
訳
・
岩
波
文
庫
版
に
は
看
過
し
得
な
い
難
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
で
は
、
清
水
訳
・
現

代
思
潮
社
版
は
信
頼
の
お
け
る
も
の
だ
ろ
う
か
。「
訳
者
例
言
」
に
よ
れ
ば
、
底
本
と
し
て
い
る
の
は
一
九
五
七
年
に
当
時
の
東
ド

イ
ツ
で
発
行
さ
れ
た
版
で
あ
り
、
こ
れ
は
山
崎
カ
ヲ
ル
に
よ
れ
ば
改
竄
を
免
れ
て
い
る）

11
（

。
そ
の
ひ
と
つ
の
傍
証
と
な
る
と
思
わ
れ

る
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
『
戦
争
論
』
を
詳
細
に

―
と
り
わ
け
哲
学
的
に

―
研
究
し
た
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
（Raym

ond 
A

ron

）
は
、
清
水
と
同
じ
く
東
ド
イ
ツ
版
を
ハ
ー
ル
ヴ
ェ
ー
グ
編
集
に
な
る
第
十
八
版
（D

üm
m

ler

）
と
と
も
に
用
い
て
い
る）

11
（

。

以
上
の
よ
う
な
理
由
で
、
本
稿
で
は
『
戦
争
論
』
に
言
及
す
る
場
合
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
基
本
的
に
清
水
訳
・
現
代
思
潮

社
版
を
用
い
る
こ
と
と
し
、
重
要
な
部
分
で
は
随
時
、
ド
イ
ツ
語
原
文
に
当
た
る
こ
と
と
す
る
。
こ
れ
ら
以
外
に
も
手
に
入
り
や

す
い
邦
訳
と
し
て
、
淡
徳
三
郎
訳
（
徳
間
書
店
、
一
九
六
五
年
）
と
日
本
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
学
会
訳
（
芙
蓉
書
房
、
二
〇
〇
一

年
）
が
あ
る
。
前
者
の
淡
と
は
戦
前
に
『
戦
争
論
』
を
翻
訳
し
た
馬
込
健
之
助
の
筆
名
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
底
本
が
第
一
三
版
す
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な
わ
ち
改
竄
版
で
あ
る
。
後
者
の
底
本
は
、
初
版
に
戻
し
た
も
の
を
用
い
て
い
る
と
は
い
え
、
抜
粋
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
た
レ
ク

ラ
ム
文
庫
版
（Reclam

, （（（0

）
の
た
め
全
訳
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
の
レ
ク
ラ
ム
版
は
ハ
ー
ル
ヴ
ェ
ー
ク
の
高
弟
、
ウ
ル
リ

ヒ
・
マ
ー
ル
ヴ
ェ
ー
デ
ル
（U

lrich M
arw

edel

）
の
手
に
な
る
編
集
で
あ
り
、
信
頼
度
の
高
い
も
の
と
い
え
る
。『
戦
争
論
』

の
概
略
・
要
点
を
理
解
す
る
に
は
手
頃
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
英
語
へ
の
翻
訳
も
数
度
に
わ
た
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
英
語
訳
に
際
し
て
も
当
然
な
が
ら
、
底
本
や
翻
訳
の
問

題
が
生
じ
る
。
現
在
、
英
語
訳
と
し
て
最
も
信
頼
で
き
る
の
は
、
軍
事
史
研
究
の
第
一
人
者
で
あ
る
マ
イ
ケ
ル
・
ハ
ワ
ー
ド

（M
ichael H

ow
ard

）
と
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
研
究
者
の
ピ
ー
タ
ー
・
パ
レ
ッ
ト
（Peter Paret

）
に
よ
る
も
の
で
あ
る）

11
（

。
参

考
に
な
る
注
も
多
数
付
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
も
必
要
に
応
じ
て
適
宜
、
参
照
す
る
こ
と
と
す
る
。

三
　『
戦
争
論
』
の
序
文
類
　

『
戦
争
論
』
に
は
三
つ
の
序
文
類

―
清
水
訳
で
は
そ
れ
ぞ
れ
「
序
文
」「
覚
え
書
」「
著
者
の
序
言
」

―
が
付
さ
れ
て
い
る
。

な
お
、
先
に
言
及
し
た
マ
リ
ー
夫
人
に
よ
る
「
序
文
」
に
は
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
自
身
に
よ
る
日
付
不
詳
の
手
記
が
挿
入
さ
れ
て

い
る）

11
（

。
刊
行
に
至
る
経
緯
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
自
身
の
手
に
な
る
序
文
類
を
執
筆
年
代
順
に
見
て
い
こ
う
。

「
序
文
」
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
日
付
の
な
い
手
記
は
、
マ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、「
一
八
一
六
年
、
コ
ブ
レ
ン
ツ
に
お
い
て
彼
は
再
び

学
問
的
研
究
に
没
頭
」
し
て
い
た
時
期
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る）

11
（

。『
戦
争
論
』
に
収
録
さ
れ
た
序
文
類
の
う
ち
最
も
早
い
時
期

の
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
「
私
の
功
名
心
は
二
、
三
年
で
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、
こ
の
問
題

に
関
心
を
よ
せ
る
人
な
ら
何
ぴ
と
も
、
と
に
か
く
一
度
以
上
は
手
に
と
っ
て
み
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
書
物
を
書
く
こ
と
に
あ
っ

た）
11
（

」
と
述
べ
て
い
る
。
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次
の
「
著
者
の
序
言
」
に
つ
い
て
、
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
ロ
ジ
ン
ス
キ
ー
（H

erbert Rosinski

）
は
執
筆
年
を
一
八
一
六
年
と
推

定
し
て
い
る）

11
（

。
一
方
、
パ
レ
ッ
ト
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
一
八
一
六
年
か
ら
一
八
年
の
間
に
、
し
か
も
、『
戦
争
論
』
以
前

の
論
集
の
序
文
と
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る）

11
（

。
い
ず
れ
に
し
て
も
、『
戦
争
論
』
の
執
筆
か
ら
す
る
と
、
比
較
的
古
い
時
期
の

も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
目
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
「
体
系
」
を
強
く
意
識
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。「
本
書
に
お
い
て
は
外
見
上
体
系
な
る
も
の
は
全
く
見
出
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
し
、
完
結
し
た
学
説
の
代
り
に
見
出
さ

れ
る
も
の
は
断
章
以
上
の
何
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
し
つ
つ
も
、「
本
書
に
お
け
る
学
問
的
形
式
と
は
軍
事
的
諸
現
象
の

本
質
を
探
究
し
、
そ
れ
ら
の
諸
現
象
を
構
成
し
て
い
る
事
物
の
本
性
と
そ
れ
ら
諸
現
象
と
の
関
連
を
示
そ
う
と
す
る
努
力
に
あ

る
」
と
、
学
問
と
し
て
の
体
系
を
目
指
し
て
い
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
そ
の
先
で
あ
る
。
先
の
「
努

力
」
の
際
、「
哲
学
的
帰
結
を
決
し
て
避
け
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ

が
『
戦
争
論
』
を
ま
と
め
上
げ
る
、
す
な
わ
ち
断
章
的
な
考
察
の
体
系
化
に
向
か
う
た
め
の
方
法
論
上
の
重
大
な
課
題
が
示
唆
さ

れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
続
く
の
は
次
の
文
章
で
あ
る
。

そ
の
帰
結
が
ま
っ
た
く
細
い
糸
に
な
っ
て
消
え
て
ゆ
き
そ
う
な
と
こ
ろ
で
は
、
著
者
は
糸
先
を
切
断
し
、
再
び
そ
れ
に
対

応
し
た
経
験
の
諸
現
象
に
結
び
つ
け
た
。
と
い
う
の
は
植
物
の
茎
が
伸
び
す
ぎ
れ
ば
良
い
実
が
な
ら
な
い
よ
う
に
、
実
際
的

学
術
に
お
い
て
は
理
論
的
葉
や
花
を
あ
ま
り
に
高
々
と
繁
茂
さ
せ
る
べ
き
で
な
く
、
そ
の
本
来
の
土
壌
で
あ
る
経
験
に
常
に

即
し
て
あ
ら
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

一
読
し
て
明
ら
か
な
解
釈
が
導
か
れ
る
文
と
は
言
い
難
い
。
や
は
り
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
方
法
論
、
と
り
わ
け
哲
学
的

認
識
方
法
に
注
意
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
後
に
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
さ
ら
に
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
力
説
す
る
。



17

戦争論研究序説（一）

「
探
究
と
観
察
、
哲
学
と
経
験
と
は
お
互
い
に
決
し
て
軽
視
し
あ
い
排
斥
し
あ
っ
て
然
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
」
と
し
て
、「
本
書

の
諸
命
題
は
、
そ
の
内
的
必
然
性
の
緊
密
な
関
連
に
関
し
て
は
、
経
験
か
戦
争
自
体
の
哲
学
的
概
念
か
の
い
ず
れ
か
を
相
互
に

支
点
と
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
そ
の
根
拠
が
薄
弱
で
あ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る）

1（
（

」。

こ
の
あ
た
り
は
カ
ン
ト
の
哲
学
方
法
論
の
影
響
を
感
じ
さ
せ
る
。
続
い
て
「
戦
争
の
体
系
的
理
論
を
、
活
気
に
満
ち
、
内
容
あ
る

よ
う
に
記
述
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
不
可
能
で
は
な
い
」
と
す
る
と
こ
ろ
に
も
『
戦
争
論
』
を
体
系
的
書
物
と
し
て
完
成
さ
せ
よ

う
と
す
る
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
強
い
意
志
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
「
著
者
の
序
言
」
を
読
ん
だ
後
で
、
こ
れ
と
相
前
後
し
て
執
筆
さ
れ
た
先
の
手
記

―
マ
リ
ー
の
「
序
文
」
に
挿
入
さ

れ
た
も
の

―
を
あ
ら
た
め
て
読
み
返
し
て
み
る
と
、
こ
こ
に
も
体
系
化
へ
の
意
志
が
強
く
表
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

「
こ
れ
ら
の
素
材
は
前
も
っ
て
計
画
さ
れ
た
プ
ラ
ン
な
し
に
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
場
合
の
「
素
材
」
と
は
『
戦
争
論
』

の
各
部
を
な
す
個
別
の
テ
ー
マ
に
関
す
る
文
章
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
。
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
関
心
は
「
戦
略
を
構
成
す
る
主
要

問
題
」
に
あ
っ
た
が
、「
私
の
初
め
の
意
図
は
、
体
系
や
厳
密
な
関
連
な
ど
を
考
慮
せ
ず
、
こ
の
問
題
の
最
も
重
要
な
諸
点
に
つ

い
て
、
私
が
自
分
で
結
論
づ
け
た
も
の
を
、
ま
っ
た
く
短
い
が
精
確
に
圧
縮
さ
れ
た
諸
命
題
の
形
で
書
き
下
す
こ
と
で
あ
っ
た
」。

し
か
し
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
か
っ
た
。
体
系
化
へ
の
思
い
は
冷
め
る
こ
と
は
な
く
、「
研
究
を
進
め
て

ゆ
く
に
つ
れ
、
探
究
精
神
に
心
奪
わ
れ
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
、
い
や
ま
し
に
私
は
体
系
化
へ
と
引
き
戻
さ
れ
、
章
に
章
が
重
ね
ら
れ

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る）

11
（

」。

し
か
し
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
本
格
的
に
『
戦
争
論
』
に
取
り
組
ん
だ
の
は
、
一
八
一
八
年
か
ら
の

十
二
年
間
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
手
記
は
、
執
筆
さ
れ
た
の
が
一
八
一
八
年
で
あ
れ
一
八
一
六
年
で
あ
れ
、

マ
リ
ー
の
い
う
「
生
涯
の
最
後
一
二
年
間
、
精
魂
込
め
て
」
打
ち
込
ん
だ
、
あ
る
い
は
打
ち
込
も
う
と
し
て
い
た
時
期
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
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最
後
に
「
覚
え
書
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
二
つ
の
執
筆
時
期
の
異
な
る
文
章
を
含
ん
で
い
る
。
前
半
の
も
の
に
は
、
一
八
二
七

年
七
月
十
日
の
日
付
が
あ
る
。
こ
こ
に
か
の
有
名
な

―
こ
れ
以
上
に
、
と
い
う
よ
り
、
こ
れ
以
外
は
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な

い
、
す
な
わ
ち
、
読
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う

―
「
戦
争
と
は
他
の
諸
手
段
に
よ
る
継
続
し
た
政
治
以
外
の
何
も

の
で
も
な
い
」
と
い
う
文
言
が
登
場
す
る）

11
（

。
こ
の
テ
ー
ゼ
は

―
こ
れ
を
何
と
呼
ぶ
か
も
問
題
で
あ
る

―
方
法
論
と
の
関
係

で
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ
と
と
す
る
。
こ
の
「
覚
え
書
」
は
次
の
よ
う
な
文
章
で
始
め
ら
れ
て
い
る
。

す
で
に
清
書
さ
れ
て
い
る
最
初
の
六
篇
を
、
私
は
ま
っ
た
く
も
う
一
度
書
き
直
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
不
完
全
な
も
の
と

し
て
見
て
い
な
い
。
こ
の
書
き
直
し
の
際
に
二
種
類
の
戦
争
と
い
う
こ
と
が
常
に
鋭
く
観
察
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
て
か

か
る
観
察
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
理
念
が
よ
り
鋭
い
意
味
を
も
ち
、
は
っ
き
り
し
た
規
定
を
得
、
よ
り
正
確
な
適
用
を
受
け
る

だ
ろ
う
。

こ
こ
で
「
二
種
類
の
戦
争
」
と
は
、
ひ
と
つ
は
「
敵
対
者
を
政
治
的
に
否
定
す
る
も
の
で
あ
れ
、
単
に
抵
抗
力
を
奪
い
、
し
か

し
て
あ
ら
ゆ
る
任
意
の
和
平
を
強
い
る
も
の
で
あ
れ
、
と
に
か
く
敵
対
者
を
打
倒
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
他

の
ひ
と
つ
は
「
単
に
敵
対
者
の
国
境
で
な
に
が
し
か
の
侵
略
を
企
て
る
こ
と
」
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
異
な
る

―
性
質
に

お
い
て
、
あ
る
い
は
態
様
に
お
い
て

―
戦
争
を
設
定
し
た
こ
と
は
、
戦
争
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
何
が
し
か
の
根
源
的
な
認
識

上
の
突
破
が
な
さ
れ
た
か
ら
と
推
察
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
突
破
を
経
て
全
体
の
書
き
換
え
が
試
み
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
と

り
も
な
お
さ
ず
こ
れ
が
『
戦
争
論
』
全
体
を
貫
く
方
法
論
上
の
転
換

―
と
い
う
よ
り
思
想
上
の
大
い
な
る
飛
躍
と
呼
ぶ
べ
き
で

あ
ろ
う

―
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
こ
の
飛
躍
の
結
果
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
が
取
り
組
ん
だ
原
稿
の

書
き
直
し

―
す
な
わ
ち
『
戦
争
論
』　

の
完
成

―
は
、
自
身
の
急
死
に
よ
っ
て
未
完
成
に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
な
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が
ら
、
こ
の
転
換

―
な
い
し
突
破
あ
る
い
は
飛
躍

―
は
、
か
の
「
政
治
の
継
続
」
テ
ー
ゼ
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
考
え

て
間
違
い
な
か
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
テ
ー
ゼ
は
「
主
に
第
八
部
に
お
い
て
そ
の
有
効
性
を
示
す
で
あ
ろ
う
が
、
ま
ず
第
一
部

に
お
い
て
も
十
分
に
展
開
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
第
一
部
と
は
「
戦
争
の
性
質
に
つ
い
て
」
と

い
う
『
戦
争
論
』
の
根
幹
を
な
す
部
分
で
あ
り
、
第
八
部
は
戦
争
と
政
治
と
の
関
係
を
論
じ
て
お
り
、
こ
れ
ま
た
と
り
わ
け
重
要

で
あ
る
。「
私
が
こ
の
第
八
部
の
完
成
に
よ
っ
て
私
の
理
念
を
明
確
に
し
、
戦
争
の
大
ざ
っ
ぱ
な
様
相
を
し
っ
か
り
と
把
握
し
た

ら
、
こ
の
精
神
を
六
篇
の
初
稿
の
書
き
直
し
に
適
用
す
る
…
…
」
と
い
っ
た
記
述
に
そ
の
重
要
性
が
表
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

因
み
に
こ
こ
で
の
「
私
の
理
念
を
明
確
に
し
」
の
部
分
は »

m
it m

einen Ideen ins klare gekom
m

en
« 

で
あ
り
、「
理
念
」

は »
Idee

« 

で
あ
る
。
こ
の
言
葉
も
哲
学
的
方
法
論
と
関
わ
り
に
注
意
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
種
類
の
戦
争
と
い
う
概
念
と
「
戦
争
は
政
治
の
継
続
」
テ
ー
ゼ
の
登
場
を
伴
う
一
八
二
七
年
七
月
の
「
覚
え
書
」
に
続
く
の
は
、

日
付
の
な
い
「
覚
え
書
」
で
あ
る）

11
（

。「
非
常
に
新
し
い
日
付
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
は
編
者
の
言
で
あ
ろ
う
が
、
ハ
ワ
ー
ド
と

パ
レ
ッ
ト
は
こ
れ
を
一
八
三
〇
年
に
書
か
れ
た
も
の
と
見
て
い
る）

11
（

。
お
そ
ら
く
、
士
官
学
校
か
ら
砲
兵
隊
へ
の
転
出
に
よ
っ
て

原
稿
を
封
印
す
る
直
前
に
書
か
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
原
稿
が
な
お
未
完
成
で
あ
る
こ
と
に
悔

い
を
表
す
と
と
も
に
、「
つ
ま
る
と
こ
ろ
第
一
部
第
一
章
だ
け
が
、
私
の
完
全
で
あ
る
と
認
め
得
る
唯
一
の
も
の
で
あ
る
。
少
な

く
と
も
こ
の
章
は
、
私
が
常
に
主
張
せ
ん
と
し
て
い
た
方
向
を
全
体
に
わ
た
っ
て
指
示
す
る
の
に
役
立
つ
で
あ
ろ
う
」
と
、
第
一

部
第
一
章
す
な
わ
ち
「
戦
争
と
は
何
で
あ
る
か
？
」
が
完
成
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
そ
し
て
続
け
て
言
う
。

戦
争
全
体
の
理
論
、
所
謂
戦
略
論
を
論
ず
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
個
々
の
問
題
に
関
し
て
明
確
な
、

即
ち
必
然
的
次
元
に
ま
で
絶
え
ず
関
連
づ
け
ら
れ
た
表
象
を
持
ち
得
る
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
と
言
っ
て
も
い
い
か
ら
で
あ

る
。
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「
戦
争
全
体
の
理
論
、
所
謂
戦
略
論
」 »die T

heorie des grossen K
rieges oder sogenannte Strategie

« 

は
、
現
場
の

将
軍
た
ち
は
自
分
の
「
判
断
の
機
転
に
従
っ
て
」
行
動
し
て
い
る
た
め
、
必
ず
し
も
現
場
に
は
求
め
ら
れ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ

な
い
。
言
葉
を
用
い
て
こ
れ
を
論
じ
る
の
は
容
易
で
は
な
く
、「
己
れ
が
行
動
す
る
の
で
は
な
く
、
他
人
に
勧
告
す
る
こ
と
が
問

題
に
な
る
場
合
に
は
、
明
確
な
表
象
と
内
的
関
連
の
論
証
と
が
必
要
に
な
る
」。『
戦
争
論
』
の
完
成
を
目
指
す
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ

ツ
の
前
に
立
ち
は
だ
か
る
最
大
の
問
題
が
こ
れ
で
あ
っ
た
。「
明
晰
な
表
象
」»

klaren V
orstellung

«

と
「
事
物
の
必
然
的
関

連
」
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
に
と
っ
て
そ
れ
は
「
軍
事
学
の
か
よ
う
な
哲
学
的

構
築
が
も
つ
大
い
な
る
困
難
さ
」
と
し
て
表
れ
て
い
た
。
哲
学
的
構
築
に
は
哲
学
的
な
方
法
論
が
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
よ
う
に
、
突
然
の
死
が
訪
れ
る
ま
で
の
三
年
間
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
は
そ
の
運
命
を
知
る
由
も
な
い
ま
ま
、
長
い

研
究
と
思
索
の
末
に
辿
り
着
い
た
思
想
的
課
題
に
取
り
組
む
日
々

―
す
な
わ
ち
そ
れ
が
ま
さ
に
「
最
後
の
努
力
」

―
を
重

ね
た
こ
と
に
な
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
を
有
名
に
し
て
い
る
「
戦
争
は
他
の
手
段
に
よ
る
政
治
の
継
続
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
が

一
八
二
七
年
に
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
あ
ら
た
め
て
注
目
し
た
い
。
だ
が
、
こ
の
テ
ー
ゼ
に
つ
い
て
の
検
討
へ
と
筆
を
進
め
る
前

に

―
こ
の
テ
ー
ゼ
を
検
討
す
る
た
め
に
も

―
当
時
の
ド
イ
ツ
の
政
治
事
情
と
そ
れ
と
深
く
関
係
す
る
哲
学
事
情
に
つ
い
て
瞥

見
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

注（
1
）　

平
和
問
題
談
話
会
「
三
た
び
平
和
に
つ
い
て
」『
世
界
』
臨
時
増
刊
号
「
戦
後
平
和
論
の
源
流
」（
一
九
八
五
年
七
月
）、
一
二
二
ペ
ー
ジ
。

（
2
）　

植
村
秀
樹
『
再
軍
備
と
五
五
年
体
制
』（
木
鐸
社
、
一
九
九
五
年
）、
一
〇
三
ペ
ー
ジ
。

（
3
）　

植
村
秀
樹
「
戦
後
思
想
史
の
中
の
平
和
論

―
再
軍
備
問
題
を
中
心
に
」『
思
想
』
二
〇
〇
五
年
十
二
月
号
、
六
〇
―
六
一
ペ
ー
ジ
。

（
4
）　

和
田
春
樹
『「
平
和
国
家
」
の
誕
生
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
五
年
）、
一
四
九
ペ
ー
ジ
。



21

戦争論研究序説（一）

（
5
）　

植
村
秀
樹
「『
丸
山
眞
男
座
談
』
に
戦
争
と
平
和
を
『
聞
く
』」（
上
）『
流
経
法
学
』
第
十
一
巻
第
二
号
（
二
〇
一
二
年
一
月
）、
一
六
七
―
一
六
八
ペ

ー
ジ
。

（
6
）　

植
村
秀
樹
「『
丸
山
眞
男
座
談
』
に
戦
争
と
平
和
を
『
聞
く
』」（
下
）『
流
経
法
学
』
第
十
二
巻
第
一
号
（
二
〇
一
二
年
九
月
）、
五
三
―
五
四
ペ
ー
ジ
。

（
7
）　

前
掲
「
戦
後
思
想
史
の
中
の
平
和
論
」、
六
六
ペ
ー
ジ
。

（
8
）　

ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
時
に
空
襲
を
体
験
し
た
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
監
督
の
高
畑
勲
は
「
体
験
を
い
く
ら
語
っ
て
み
て
も
、
将
来
の
戦
争
を
防

ぐ
た
め
に
は
大
し
て
役
に
立
た
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
植
村
秀
樹
「
平
和
国
家
と
戦
争
論
」『
社
会
理
論
研
究
』
第
一
七
号
（
二
〇
一
七

年
一
月
）、
五
ペ
ー
ジ
よ
り
再
引
用
。『
東
京
新
聞
』
に
よ
る
私
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事
（
二
〇
〇
七
年
三
月
七
日
）
も
参
照
。

（
9
）　M

ichael H
ow

ard, C
lausew

itz 

（O
xford U

niversity Press, 1983

）, Peter Paret, C
lausew

itz and the State: T
he M

an, H
is 

T
heories, and H

is T
im

es 
（Princeton U

niversity Press, 1985

）.

後
者
に
は
邦
訳
（
白
須
英
子
訳
『
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ

―
「
戦
争
論
」

の
誕
生
』
中
央
公
論
社
、
一
九
八
八
年
）
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
部
が
省
略
さ
れ
て
い
る
上
に
、
特
に
哲
学
関
係
の
用
語
等
に
関
し
て
、
翻
訳
に

少
な
か
ら
ぬ
難
が
散
見
す
る
。

（
10
）　

カ
ー
ル
・
フ
ォ
ン
・
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
（
清
水
多
吉
訳
）『
戦
争
論
』
上
巻
（
現
代
思
潮
社
、
一
九
六
六
年
）［
以
下
、
特
に
断
ら
な
い
限
り
、
本

書
か
ら
の
引
用
の
際
は
『
戦
争
論
』
と
の
み
記
す
］、
三
ペ
ー
ジ
。
な
お
、
清
水
訳
は
中
公
文
庫
に
入
っ
て
い
る
（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
〇
一
年
）。

（
11
）　

前
掲
「
平
和
国
家
と
戦
争
論
」、
七
ペ
ー
ジ
。

（
12
）　

同
前
。

（
13
）　Carl von Clausew

itz, O
n W

ar, edited and translated by M
ichael H

ow
ard and Peter Paret 

（Princeton U
niversity Press, 

1976

）, ［hereafter, O
n W

ar

］ p. 608, fn.

（
14
）　

研
究
書
で
は
な
い
が
、
石
津
朋
之
編
著
『
名
著
で
学
ぶ
戦
争
論
』（
日
本
経
済
新
聞
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
）
で
は
、
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
『
戦

争
論
』
の
「
原
著
デ
ー
タ
」
と
し
て
、
篠
田
訳
・
岩
波
文
庫
版
を
掲
げ
て
い
る
（
七
六
ペ
ー
ジ
）
一
方
で
、
英
語
訳
で
は
前
掲
の
ハ
ワ
ー
ド
＝
パ

レ
ッ
ト
訳
を
「
最
良
の
英
語
訳
」
と
し
て
紹
介
し
て
い
る
（
七
七
―
八
〇
ペ
ー
ジ
）。
翻
訳
書
を
取
り
上
げ
る
に
際
し
て
底
本
の
問
題
を
軽
視
す
る

態
度
は
理
解
で
き
な
い
。

（
15
）　

中
島
義
道
『「
純
粋
理
性
批
判
」
を
嚙
み
砕
く
』（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
二
四
七
、
二
七
二
ペ
ー
ジ
。

（
16
）　

同
前
、
一
七
ペ
ー
ジ
。
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（
17
）　

た
だ
し
、
次
の
二
人
の
哲
学
研
究
者
が
と
も
に
篠
田
訳
を
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
カ
ン
ト
に
関
す
る
限
り
、
篠
田
訳
が
必
ず
し
も
不
適
切
と

い
う
わ
け
で
な
い
と
思
わ
れ
る
。
中
島
・
前
掲
書
、
竹
田
青
嗣
『
完
全
解
読
・
カ
ン
ト
「
純
粋
理
性
批
判
」』（
講
談
社
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
18
）　

大
江
志
乃
夫
『
日
本
の
参
謀
本
部
』（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
五
年
）、
八
二
頁
よ
り
再
引
用
。

（
19
）　

ハ
ン
ス
・
モ
ー
ゲ
ン
ソ
ー
（
現
代
平
和
研
究
会
訳
）『
国
際
政
治
』
Ⅱ
（
福
村
出
版
、
一
九
八
六
年
）、
三
七
八
ペ
ー
ジ
。
原
著
はH

ans M
orgenthau, 

Politics A
m

ong N
ations: T

he Struggle for Pow
er and Peace, Fifth Edition, 

（A
lfred A

. K
noph, 1978

）.

（
20
）　Paret, op. cit., p. 331.

（
21
）　

西
谷
修
『
夜
の
鼓
動
に
ふ
れ
る

―
戦
争
論
講
義
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
五
年
）、
八
二
ペ
ー
ジ
。

（
22
）　

シ
ュ
テ
ィ
ー
ク
・
フ
ェ
ル
ス
タ
ー
（
鈴
木
健
雄
訳
）「『
戦
争
論
』

―
現
代
軍
事
史
に
つ
い
て
の
諸
考
察
」
ト
ー
マ
ス
・
キ
ュ
ー
ネ
、
ベ
ン
ヤ

ミ
ン
・
ツ
ィ
ー
マ
ン
編
著
（
中
島
浩
貴
他
訳
）『
軍
事
史
と
は
何
か
』（
原
書
房
、
二
〇
一
七
年
）、
三
八
三
ペ
ー
ジ
。

（
23
）　V

om
 K

riege, V
erlag des M

inisterium
s fur N

ationale V
erteidigung: Berlin, 1957. 

山
崎
カ
ヲ
ル
「
現
代
思
想
の
中
の
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ

ッ
ツ

―
生
誕
二
百
周
年
に
よ
せ
て
」『
中
央
公
論
』
一
九
八
〇
年
六
月
号
、
一
四
五
ペ
ー
ジ
。

（
24
）　

私
の
手
元
に
あ
る
の
は
こ
の
デ
ュ
ム
ラ
ー
の
一
九
版
で
あ
る
。V

om
 K

riege, D
üm

m
ler, 1991. 

レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
（
佐
藤
毅
夫
訳
）『
戦
争

を
考
え
る

―
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
そ
の
時
代
』（
航
空
自
衛
隊
幹
部
学
校
、
一
九
九
六
年
〔
非
売
品
〕）。
本
書
は
『
戦
争
を
考
え
る
』
の
上
巻

に
当
た
る
。
原
書
は
以
下
の
通
り
。Raym

ond A
ron, Penser la guerre, Clausew

itz, I 

（Editions Gallim
ard, 1976

）.

な
お
、
下
巻
（II

）

の
日
本
語
訳
は
以
下
の
通
り
。
レ
イ
モ
ン
・
ア
ロ
ン
（
佐
藤
毅
夫
、
中
村
五
雄
訳
）『
戦
争
を
考
え
る

―
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
と
現
代
の
戦
略
』

（
政
治
広
報
セ
ン
タ
ー
、
一
九
七
八
年
）。

（
25
）　

注
（
13
）
参
照
。

（
26
）　

先
に
挙
げ
た
ハ
ワ
ー
ド
＝
パ
レ
ッ
ト
訳
の
英
語
版
で
は
こ
れ
ら
序
文
類
は
掲
載
順
に
、A

uthor

’s Preface, A
uthor

’s C
om

m
ent, Preface 

（M
arie von Clausew

itz

）, T
w

o N
otes by the A

uthor

と
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
は
訳
者
の
配
慮
に
よ
る
。
マ
リ
ー
の
序
文
に
挿
入
さ
れ

て
い
た
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
自
身
の
手
に
な
る
原
稿
を
独
立
さ
せ
た
の
が A

uthor

’s Com
m

ent 

で
あ
る
。
ま
た
、
執
筆
年
次
の
異
な
る
二
つ
の

「
覚
え
書
」
を
そ
の
よ
う
に
扱
っ
て
い
る
。
原
著
と
は
異
な
る
形
で
あ
る
が
、
読
者
の
理
解
を
助
け
る
意
味
で
有
用
で
あ
ろ
う
。

（
27
）　
「
序
文
」『
戦
争
論
』
上
巻
、
四
ペ
ー
ジ
。

（
28
）　

同
前
、
六
ペ
ー
ジ
。
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（
29
）　

ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
ロ
ジ
ン
ス
キ
ー
「『
序
言
』
及
び
『
手
記
』
に
照
ら
し
て
見
た
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
著
作
『
戦
争
論
』
の
発
展
」
オ
ッ
ト
ー
・

ヒ
ン
ツ
ェ
、
ヘ
ル
ベ
ル
ト
・
ロ
ジ
ン
ス
キ
ー
、
エ
ー
ベ
ル
ハ
ル
ト
・
ケ
ッ
セ
ル
（
新
庄
宗
雅
編
訳
）『
ク
ラ
ウ
ゼ
ヴ
ィ
ッ
ツ
研
究
論
文
選
』（
私
家

版
、
一
九
八
三
年
）、
八
六
ペ
ー
ジ
。

（
30
）　Paret, op. cit., p. 152, fn. 5.

（
31
）　
「
著
者
の
序
言
」『
戦
争
論
』
上
巻
、
一
四
―
一
五
ペ
ー
ジ
。

（
32
）　
「
序
文
」『
戦
争
論
』
上
巻
、
五
ペ
ー
ジ
。

（
33
）　
「
覚
え
書
」『
戦
争
論
』
上
巻
、
九
ペ
ー
ジ
。
因
み
に
篠
田
訳
で
は
「
戦
争
は
政
治
的
手
段
と
は
異
な
る
手
段
を
も
っ
て
継
続
さ
れ
る
政
治
に
ほ

か
な
ら
な
い
」
と
し
て
い
る
。

（
34
）　
「
覚
え
書
」『
戦
争
論
』
上
巻
、
一
一
―
一
三
ペ
ー
ジ
。

（
35
）　O

n W
ar, p. 70.


