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ヒ
ロ
シ
マ
を
考
え
る
：
歴
史
の
軌
道
、
進
む
べ
き
道

ウ
ィ
ン
ス
ト
ン
・
Ｅ
・ 
ラ
ン
グ
リ
ー

　

 

※
本
講
演
は
、
２
０
１
３
年
３
月
24
日
、
広
島
市
内
で
行
わ
れ
た

も
の
で
す
。
ラ
ン
グ
リ
ー
博
士
は
、
ジ
ャ
マ
イ
カ
出
身
。
米
マ

サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
大
学
の
国
際
政
治
学
者
で
、
開
発
途
上
国
に

対
す
る
国
連
の
援
助
の
あ
り
方
を
経
済
、
社
会
、
人
権
の
観
点

か
ら
研
究
。
女
性
の
権
利
の
研
究
に
も
著
名
な
実
績
を
も
っ
て

い
ま
す
。

　

第
２
次
世
界
大
戦
と
そ
の
余
波
は
、
人
類
に
い
く
つ
も
の
重

要
な
教
訓
を
与
え
、
新
た
な
機
構
や
展
望
を
生
み
出
し
ま
し

た
。
皆
さ
ま
の
最
も
傑
出
し
た
道
徳
的
指
導
者
の
一
人
で
あ
ら

れ
る
池
田
大
作
博
士
は
、
私
た
ち
一
人
ひ
と
り
が
、
そ
し
て
社

会
全
体
が
、
そ
の
教
訓
と
意
味
を
心
に
と
ど
め
、
生
か
し
て
い

く
た
め
に
、
絶
え
ず
誠
実
に
努
力
し
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。

　

今
日
は
、
深
遠
な
る
道
徳
的
オ
ー
ラ
を
放
つ
こ
の
広
島
の
地

で
、
そ
れ
ら
の
教
訓
、
機
構
、
展
望
、
そ
の
意
義
に
つ
い
て
話

を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

国
連
と
戦
争

─
通
常
の
見
解

　

第
２
次
世
界
大
戦
な
ら
び
に
戦
後
す
ぐ
の
展
開
に
つ
い
て
、

通
常
は
、
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
あ
の
戦
争

特
別
公
開
講
演
会
よ
り
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の
現
場
は
キ
リ
ン
グ
・
フ
ィ
ー
ル
ド
で
あ
り
、
近
代
に
お
け
る

最
悪
の
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
︵
大
量
虐
殺
︶
を
人
類
は
経
験
し
た
。

国
際
連
合
や
そ
の
専
門
機
関
と
い
っ
た
重
要
な
機
構
は
、
こ
の

戦
争
か
ら
生
ま
れ
た
。
国
連
そ
の
も
の
が
、
戦
争
に
よ
る
虐
殺

を
回
避
す
る
よ
う
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
平
和
へ
の
一

連
の
価
値
を
体
現
し
て
い
る
」
と
。

　

国
連
の
様
々
な
不
備
に
つ
い
て
は
と
も
か
く
、
こ
う
し
た
見

解
に
異
論
を
唱
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
。
と
く
に
、

国
連
に
つ
い
て
の
「
進
歩
的
な
考
え
」
や
、
国
連
の
原
点
、
発

展
、
行
動
に
賛
同
す
る
人
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
で
す
。〝
国

連
は
、
国
際
的
平
和
と
安
全
保
障
と
い
っ
た
人
類
共
通
の
目
的

に
奉
仕
す
る
た
め
に
設
立
さ
れ
た
〟
と
い
う
の
が
進
歩
主
義
者

の
見
解
な
の
で
す
か
ら
。

　

そ
う
し
た
見
解
は
、
国
連
憲
章
第
２
条
4
項
に
、
強
い
調
子

で
成
文
化
さ
れ
て
い
ま
す
。「
す
べ
て
の
加
盟
国
は
、
そ
の
国

際
関
係
に
お
い
て
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
を
、

い
か
な
る
国
の
領
土
保
全
又
は
政
治
的
独
立
に
対
す
る
も
の
も

…
…
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
いあ
」。
そ
の
上
、
こ
れ
に
は
〝
国

家
間
の
紛
争
が
継
続
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
当
事
者

で
あ
る
国
は
、
そ
の
紛
争
を
調
停
す
る
た
め
に
、
仲
介
、
調
停
、

仲
裁
裁
判
な
ど
を
用
い
た
平
和
的
手
段
に
よ
る
解
決
を
求
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
〟
と
い
う
条
項
が
付
帯
し
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
国
連
憲
章
第
６
章
︵「
紛
争
の
平
和
的
解
決
」︶
に
明

記
さ
れ
て
い
ま
す
。

講
演
に
先
立
ち
、
ラ
ン
グ
リ
ー
博
士
（
左
端
）
は
広
島
平
和
記
念
資
料

館
を
訪
問
。
ま
た
平
和
記
念
公
園
の
原
爆
死
没
者
慰
霊
碑
に
献
花
を
行

っ
た
（
２
０
１
３
年
3
月
24
日
）
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最
終
的
に
は
武
力
を
容
認

　

と
こ
ろ
が
、
国
際
間
の
不
和
を
解
決
す
る
た
め
に
武
力
に
訴

え
る
こ
と
は
、
不
本
意
な
最
終
手
段
と
し
て
で
す
が
、
認
め
ら

れ
て
い
る
の
で
す
︵
第
７
章
「
平
和
に
対
す
る
脅
威
、
平
和
の
破
壊
及

び
侵
略
行
為
に
関
す
る
行
動
」︶。
そ
う
し
た
最
終
手
段
を
行
使
す
る

場
合
は
、
国
際
機
関
を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
制
定
さ
れ

て
い
ま
す
。

　

さ
ら
に
進
歩
主
義
者
は
、
国
連
と
そ
の
加
盟
国
を
通
し
て
の

長
期
の
国
際
平
和
と
安
全
保
障
は
、「
一
定
の
社
会
的
・
経
済

的
な
欠
乏
を
解
消
す
る
こ
と
」
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
と

考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
国
連
憲
章
の
第
55
条
と
第
56
条
に
あ

り
ま
す
︵
第
９
章
「
経
済
的
及
び
社
会
的
国
際
協
力
」︶。
こ
れ
に

関
連
す
る
規
定
は
、
国
際
人
権
章
典

─
「
世
界
人
権
宣
言
」

「
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
︵
社

会
権
規
約
、
Ａ
規
約
︶」「
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る

国
際
規
約
︵
自
由
権
規
約
、
Ｂ
規
約
︶」
か
ら
構
成
さ
れ
る

─

に
見
ら
れ
ま
す
し
、
ユ
ネ
ス
コ
︵
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
︶
の

独
自
の
活
動
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

そ
の
う
ち
国
連
憲
章
第
55
条
は
、「
人
民
の
同
権
及
び
自
決

の
原
則
の
尊
重
に
基
礎
を
お
く
諸
国
間
の
平
和
的
且
つ
友
好
的

関
係
に
必
要
な
安
定
及
び
福
祉
の
条
件
を
創
造
す
る
」
こ
と
を

訴
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
れ
を
実
現
す
る
た
め
に
「
一
層
高

い
生
活
水
準
、
完
全
雇
用
並
び
に
経
済
的
及
び
社
会
的
進
歩
及

び
発
展
」「
経
済
的
、
社
会
的
及
び
保
険
的
国
際
問
題
と
関
係

国
際
問
題
の
解
決
並
び
に
文
化
的
及
び
教
育
的
国
際
協
力
」

「
す
べ
て
の
者
の
た
め
の
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
普
遍
的
な

尊
重
及
び
遵
守
」
と
い
う
条
件
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
第
56
条
に
は
、「
す
べ
て
の
加
盟
国
は
、
第
55
条
に

掲
げ
る
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
、
こ
の
機
構
と
協
力
し
て
、

共
同
及
び
個
別
の
行
動
を
と
る
こ
と
を
誓
約
す
る
」
と
あ
り

ま
す
。

　

１
９
４
８
年
の
世
界
人
権
宣
言

─
国
際
人
権
章
典
を
代
表

す
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
ま
す

─
は
、
こ
の
「
共
同
及
び

個
別
の
行
動
」
の
人
権
の
分
野
で
の
表
現
と
見
ら
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
ユ
ネ
ス
コ
の
設
立
も
、
文
化
的
・
教
育
的
協
力
の

分
野
で
の
重
要
な
「
行
動
」
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
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〝
互
い
を
知
ら
な
い
〟
こ
と
か
ら
戦
争
が

　

ユ
ネ
ス
コ
の
活
動
は
、
と
く
に
重
要
で
す
。
こ
の
こ
と
は
進

歩
主
義
者
た
ち
が
強
く
主
張
し
て
き
た
こ
と
で
す
。
な
ぜ
な

ら
、
ユ
ネ
ス
コ
は
、
戦
争
の
深
部
に
あ
る
根
本
原
因
に
つ
い
て

の
明
確
な
認
識
が
か
た
ち
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
原
因

を
除
去
し
よ
う
と
取
り
組
ん
で
き
た
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
、

ユ
ネ
ス
コ
憲
章
に
は
、
こ
う
記
さ
れ
て
い
ま
す
。「
相
互
の
風

習
と
生
活
を
知
ら
な
い
こ
と
は
、
人
類
の
歴
史
を
通
じ
て
世
界

の
諸
人
民
の
間
に
疑
惑
と
不
信
を
お
こ
し
た
共
通
の
原
因
で
あ

り
、
こ
の
疑
惑
と
不
信
の
た
め
に
、
諸
人
民
の
不
和
が
あ
ま
り

に
も
し
ば
し
ば
戦
争
と
な
っ
たい
」
と
。

　

国
際
人
権
レ
ジ
ー
ム
︵
人
権
に
関
す
る
条
約
や
宣
言
、
諸
制
度
の

複
合
体
︶
に
お
い
て
、
そ
の
焦
点
は
、
個
人
を
本
人
の
所
属
す
る

国
家
の
単
な
る
延
長
と
し
て
扱
わ
ず
、
国
際
法
に
よ
っ
て
守
ら

れ
る
主
体
と
見
な
す
こ
と
、
そ
し
て
言
論
の
自
由
、
財
産
権
、

良
心
や
宗
教
の
自
由
な
ど
の
関
連
規
範
を
確
立
す
る
こ
と
に
当

て
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

要
す
る
に
、
戦
争
と
い
う
も
の
は
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
そ

の
残
忍
さ
と
モ
ラ
ル
の
劣
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
間
の
意
識

の
向
上
と
も
結
び
つ
け
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。
意
識
の
向
上
と

は
、
例
え
ば
国
連
の
設
立
で
あ
り
、
集
団
的
自
衛
の
観
念
で
あ

り
、
国
家
間
の
不
和
に
対
処
す
る
た
め
に
不
本
意
な
最
終
手
段

と
し
て
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
で
あ
り
、
国
際
間
の
平
和
と
安

全
を
大
切
な
価
値
と
認
め
る
こ
と
、
す
べ
て
の
人
の
社
会
的
・

経
済
的
な
進
歩
や
発
展
、
人
間
の
疑
惑
と
不
信
を
根
絶
す
る
こ

と
を
目
標
に
し
た
ユ
ネ
ス
コ
の
設
立
な
ど
で
す
。

　

私
は
、
そ
う
し
た
進
歩
的
立
場
に
反
論
す
る
つ
も
り
は
あ
り

ま
せ
ん
。
こ
の
見
解
は
尊
重
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
い
ま

す
。
そ
の
上
で
、
私
は
、
あ
の
戦
争
と
そ
の
余
波
が
意
味
す
る

も
の
は
、
も
っ
と
ず
っ
と
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
う
の
で

す
。
そ
う
申
し
上
げ
る
の
は
、
と
く
に
ア
ジ
ア
で
の
戦
争
の
惨

状
の
た
め
で
す
。
な
か
ん
ず
く
、
こ
の
広
島
と
い
う
場
所
と
世

界
全
体
に
対
す
る
そ
の
衝
撃
と
意
味
を
思
う
か
ら
で
す
。

国
連
と
戦
争

─
も
う
ひ
と
つ
の
見
解

　

第
２
次
世
界
大
戦
は
、
歴
史
上
の
ど
の
戦
争
よ
り
も
世
界
中

の
多
く
の
人
々
を
巻
き
込
み
、
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
ま
し



181

「東洋学術研究」第52巻第２号

ヒロシマを考える：歴史の軌道、進むべき道

た
。
ど
ん
な
国
家
間
の
紛
争
も
、
か
つ
て
、
こ
れ
ほ
ど
の
野
蛮

と
残
忍
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
れ

だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
ま
で
科
学
や
宗
教
、
人
間
同
士
の
交
流
を
通
し
て
、
人

間
の
意
識
は
拡
大
さ
れ
て
き
た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
そ
う
い
う
変
化
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
戦
争
が
「
組
織

的
な
暴
力
」
へ
の
依
存
、
つ
ま
り
国
家
間
の
不
和
に
武
力

─

国
家
の
不
可
欠
の
要
素
と
し
て
の
武
力

─
で
対
処
す
る
と
い

う
悪
し
き
習
慣
を
も
た
ら
し
た
の
で
す
。
そ
し
て
ま
た
、
国
家

の
安
全
や
国
家
へ
の
忠
誠
心
の
た
め
に
は
、
人
類
全
体
を
滅
亡

さ
せ
得
る
、
人
間
の
持
ち
得
る
最
悪
レ
ベ
ル
の
破
壊
力
に
依
存

す
る
と
い
う
傾
向
を
も
、
も
た
ら
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

人
間
の
「
モ
ノ
化
」
の
極
致

　

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
『
イ
ー
リ
ア
ス
』
や
、
古
代
イ
ン
ド
の
『
バ

ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
』
の
時
代
か
ら
、
東
西
南
北
ど
こ
の

物
語
に
お
い
て
も
、
戦
争
に
は
、
国
家
や
都
市
、
帝
国
の
安
全

保
障
以
外
の
目
的
が
あ
り
ま
し
た

─
も
っ
と
も
、
結
果
的
に

戦
争
か
ら
は
い
か
な
る
安
全
保
障
も
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
す

が
。
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
語
ら
れ
な

い
、
そ
の
暗
黙
の
目
的
と
は
、
人
間
を
「
物
体
」
レ
ベ
ル
の
立

場
や
状
態
に
ま
で
矮
小
化
す
る
こ
と
で
し
た
。
人
は
簡
単
に

「
モ
ノ
化
」
と
表
現
し
た
り
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
実
際
に
人
間

を
命
あ
る
モ
ノ
に
、
あ
る
い
は
命
な
き
モ
ノ
に
ま
で
お
と
し
め

て
、
操
り
、
所
有
し
、
処
理
し
、
最
終
的
に
は
屍
に
す
る
と
い

う
こ
と
だ
っ
た
の
で
すう
。

　

そ
の
手
段
は
た
い
て
い
粗
野
で
粗
暴
で
、
野
蛮
な
も
の
で
し

た
。
し
か
し
、
そ
の
や
り
方
が
「
洗
練
さ
れ
て
し
ま
う
」
こ
と

も
あ
り
得
る
の
で
す
。
ヒ
ロ
シ
マ

─
私
が
ヒ
ロ
シ
マ
と
い
う

場
合
は
、
同
時
に
ナ
ガ
サ
キ
も
指
し
ま
す

─
は
、
人
間
が

「
モ
ノ
化
」
さ
れ
て
き
た
、
長
く
残
酷
な
道
の
り
の
最
終
の
姿

を
表
象
し
て
い
ま
す
。
ヒ
ロ
シ
マ
で
は
、「
人
間
や
動
物
の
力

を
使
う
代
り
に
、
能
力
の
点
で
も
規
模
の
点
で
も
動
物
の
体
力

と
は
比
べ
も
の
に
な
ら
な
い
ほ
ど
大
き
い
無
生
物
の
力
を
利

用え
」
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

〝
国
家
エ
ゴ
〟
の
悪
習
を
引
き
継
ぐ

　

国
連
と
そ
の
専
門
機
関
、
そ
れ
ら
に
結
び
つ
い
て
い
る
価
値
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観

─
そ
の
い
く
つ
か
は
ヒ
ロ
シ
マ
を
理
解
す
る
上
で
重
要
で

す

─
は
、
実
の
と
こ
ろ
、
国
家
の
安
全
保
障
、
国
家
主
権
、

国
家
へ
の
忠
誠
心
︵
あ
る
い
は
エ
ゴ
イ
ズ
ム
、
国
家
が
は
っ
き
り
と

体
現
し
て
い
る
集
団
的
エ
ゴ
︶
と
い
っ
た
悪
習
を
、
世
界
か
ら
取

り
除
き
は
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
実
際
、
国
連
憲
章
は
、
こ
う
し

た
価
値
観
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
す
。
国
連
憲
章
第
51
条
に

は
、「
こ
の
憲
章
の
い
か
な
る
規
定
も
…
…
︵
加
盟
国
の
︶
個
別

又
は
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
利
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
」

と
あ
り
、
第
２
条
7
項
に
は
「
こ
の
憲
章
の
い
か
な
る
規
定

も
、
本
質
上
い
ず
れ
か
の
国
の
国
内
権
内
に
あ
る
事
項
に
干
渉

す
る
権
限
を
国
際
連
合
に
与
え
る
も
の
で
は
な
い
」
と
記
さ
れ

て
い
ま
す
。
例
え
ば
、
軍
の
規
模
や
武
器
の
威
力
に
つ
い
て
国

家
が
決
定
す
る
権
利
に
は
干
渉
で
き
な
い
と
い
う
の
で
す
。
ユ

ネ
ス
コ
に
さ
え
、
そ
の
見
事
な
活
動
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
様

の
価
値
観
が
踏
襲
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
う
し
た
価
値
観
の
一
例
と
し
て
、
現
代
の
〝
最
も
見
識
が

高
い
政
治
家
〟
の
一
人
と
喧
伝
さ
れ
た
ト
ニ
ー
・
ブ
レ
ア
元
英

国
首
相
は
、「
テ
ロ
と
の
戦
い
の
本
当
の
意
味
は
何
か
」
と
い

う
寄
稿
の
中
で
、
人
類
を
「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
彼
ら
」
に
分
け
、

「
わ
れ
わ
れ
の
」
と
か
「
彼
ら
の
」
と
い
っ
た
言
葉
で
、
人
々

を
分
断
し
て
い
ま
すお
。

　

国
家
間
の
不
和
の
解
決
に
武
力
と
兵
器
、
暴
力
を
行
使
し
、

人
間
を
「
モ
ノ
化
」
し
て
き
た
背
景
に
は
、
人
間
が
〝
他
の
人

間
集
団
に
対
す
る
も
ろ
さ
〟
を
有
し
て
き
た
歴
史
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
脆
弱
さ
を
「
癒
し
」
た
り
「
緩
和
す
る
」
た
め
に
、

国
家
は
自
国
の
武
力
行
使
能
力
を
増
大
さ
せ
る
と
同
時
に
、
他

国
の
能
力
を
弱
め
る
と
い
う
政
策
を
追
求
し
て
き
ま
し
た
。

　

つ
ま
り
社
会
は
、
自
ら
の
力
が
弱
ま
る
の
を
避
け
る
た
め

に
、
絶
対
的
な
力
の
強
化
に
努
め
て
き
た
の
で
す
。
こ
れ
こ
そ

が
歴
史
の
中
で
最
も
重
視
さ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
合

言
葉
は
「
誰
が
よ
り
強
大
な
力
を
持
っ
て
い
る
か
？
」︵
つ
ま

り
「
武
力
に
は
、
よ
り
強
い
武
力
を
」︶
で
し
た
。
こ
れ
が
国
家
間

の
軍
備
競
争
の
歴
史
だ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
は
冷
戦
の
中

心
的
要
素
で
も
あ
り
ま
し
た
。
例
え
ば
米
ソ
間
の
「
相
互
確
証

破
壊か
」
と
い
う
戦
略
も
、
ま
さ
に
「
武
力
に
は
、
よ
り
強
い
武

力
を
」
の
競
争
だ
っ
た
の
で
す
。

　
「
力
」
を
欲
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
不
足
し
て
い
る
制
度
や
文

化
に
お
い
て
は
、
人
々
は
政
治
や
他
の
集
団
活
動
を

─
と
き
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に
は
個
人
の
人
間
関
係
さ
え
も

─
協
力
的
・
相
関
的
な
も
の

で
は
な
く
、︵
一
方
が
勝
者
と
な
れ
ば
他
方
が
敗
者
と
な
る
︶「
ゼ
ロ

サ
ム
・
ゲ
ー
ム
」
と
見
な
す
よ
う
に
な
り
ま
す
。
池
田
博
士
は

ロ
ー
ト
ブ
ラ
ッ
ト
博
士
と
の
対
談
『
地
球
平
和
へ
の
探
求
』
の

中
で
、
20
世
紀
後
半
の
「
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
」
の
心
理
に
言

及
さ
れ
て
い
ま
すき
。

「
よ
り
強
き
武
力
を
！
」
は

「
人
権
」
と
両
立
で
き
な
い

　

先
ほ
ど
も
触
れ
ま
し
た
が
、
人
権
レ
ジ
ー
ム
を
尊
重
す
れ

ば
、
言
論
の
自
由
、
私
的
財
産
権
、
良
心
と
宗
教
の
自
由
、
健

康
と
教
育
の
権
利
も
保
障
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か

し
、
人
権
レ
ジ
ー
ム
の
最
も
重
要
な
要
素
は
、
そ
れ
が
含
ん
で

い
る
一
連
の
権
利
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
他
に
あ
る
の
で
す
。

そ
れ
は
「
万
人
の
生
ま
れ
な
が
ら
の
尊
厳
」
と
い
う
思
想
で

す
。
そ
れ
こ
そ
が
、
こ
う
し
た
様
々
な
権
利
の
源
な
の
で
す
。

も
う
ひ
と
つ
の
大
切
な
要
素
は
、
世
界
人
権
宣
言
の
第
２
条
が

示
す
、
差
別
と
い
う
不
道
徳
の
克
服
で
す
。
第
２
条
に
は
「
す

べ
て
人
は
、
人
種
、
皮
膚
の
色
、
性
別
、
言
語
、
宗
教
、
政
治

上
そ
の
他
の
意
見
、
国
民
的
若
し
く
は
社
会
的
出
身
、
財
産
、

門
地
そ
の
他
の
地
位
又
は
こ
れ
に
類
す
る
い
か
な
る
事
由
に
よ

る
差
別
を
も
受
け
る
こ
と
は
な
く
、
こ
の
宣
言
に
掲
げ
る
す
べ

て
の
権
利
と
自
由
を
享
有
す
る
こ
と
が
で
き
るく
」
と
記
さ
れ
て

い
ま
す
。

　
「
万
人
が
生
来
の
尊
厳
性
を
も
ち
」「
世
界
人
権
宣
言
の
謳
う

権
利
を
誰
も
が
享
有
で
き
る
」

─
こ
の
両
者
を
兼
ね
合
わ
せ

て
考
え
る
と
、
そ
こ
に
は
何
が
意
味
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
は
、
人
権
レ
ジ
ー
ム
は
、
根
本
的
に
は
、「
武
力
に

は
、
よ
り
強
い
武
力
を
」
と
い
う
ゼ
ロ
サ
ム
・
ゲ
ー
ム
を
否
定

し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ

ま
り
人
権
レ
ジ
ー
ム
は
、
す
べ
て
の
人
類
の
た
め
の
「
単
一
の

道
徳
的
共
同
体
」
を
創
造
し
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
諸
国
家

が
〝
国
連
と
協
力
し
て
、
人
権
を
例
外
な
く

0

0

0

0

尊
重
し
順
守
す

る
〟
こ
と
を
誓
っ
て
い
る
の
で
す
。

い
か
な
る
「
過
去
」
を
想
起
し
生
か
す
かけ

　

し
か
し
、
今
述
べ
た
こ
と
だ
け
で
は
、
第
２
次
大
戦
と
そ
の

余
波
が
も
つ
重
大
な
意
味
を
完
全
な
も
の
に
し
た
わ
け
で
は
あ
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り
ま
せ
ん
。
第
一
、
万
人
に
適
用
さ
れ
る
人
権
規
範
の
テ
キ
ス

ト
が
で
き
た
こ
と
に
ふ
れ
た
だ
け
で
は
、
現
実
と
の
か
か
わ
り

に
つ
い
て
十
分
に
語
っ
た
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。

「
最
も
残
酷
な
世
紀
」
の
教
訓

　

ジ
ョ
ナ
サ
ン
・
グ
ラ
バ
ー
が
著
書
『
人
間
性

─
20
世
紀
の

モ
ラ
ル
の
歴
史こ
』
に
お
い
て
、
見
事
な
叙
述
で
「
20
世
紀
は
、

そ
の
後
半
も
含
め
て
、
人
類
史
で
最
も
残
酷
な
世
紀
で
あ
っ

た
」
と
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
現
実
は
人
権
に
つ
い
て
の
テ
キ

ス
ト
と
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
が

「
万
人
の
生
来
の
尊
厳
性
」
を
受
け
入
れ
な
い
限
り
、「
単
一
の

道
徳
的
共
同
体
」
は
実
現
さ
れ
な
い
か
ら
で
す
。
私
た
ち
は
、

す
べ
て
の
人
が
も
つ
尊
厳
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
ず
、
人
間

を
「
モ
ノ
化
」
し
、
最
後
は
死
体
に
し
て
し
ま
う
戦
争
の
準
備

に
、
せ
っ
せ
と
い
そ
し
ん
で
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に

人
間
の
尊
厳
と
対
極
に
あ
る
行
動
で
す
。
こ
の
「
人
間
の
尊

厳
」
こ
そ
が
、
基
本
的
に
、
池
田
博
士
の
一
連
の
対
話
の
焦
点

で
あ
り
続
け
て
き
ま
し
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ

を
ヒ
ロ
シ
マ
へ
と
向
か
わ
せ
る
の
で
す
。

　

繰
り
返
し
ま
す
が
、
原
爆
の
投
下
と
は
、「
人
間
の
モ
ノ
化
」

の
極
致
で
あ
り
、「
武
力
に
は
、
よ
り
強
い
武
力
を
」
の
思
想

が
行
き
着
い
た
と
こ
ろ
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
原
爆
投
下
の
前

と
後
の
広
島
の
写
真
を
比
べ
る
だ
け
で
わ
か
る
こ
と
で
す
。

「
人
類
の
死
に
い
た
る
論
理
」
と
対
抗
す
る

「
憲
法
９
条
」

　

ジ
ョ
セ
フ
・
ロ
ー
ト
ブ
ラ
ッ
ト
博
士
は
、
原
爆
を
製
造
し
た

マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
に
参
加
し
た
も
の
の
、︵
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ

に
よ
る
原
爆
開
発
の
可
能
性
が
消
え
た
後
︶
同
計
画
の
継
続
に
反

対
し
て
︵
原
爆
完
成
の
前
に
︶
離
脱
し
た
物
理
学
者
で
す
。
博
士

は
、
池
田
博
士
と
の
対
談
で
、
原
爆
の
開
発
が
成
功
し
た
と
し

て
も
︵
そ
れ
を
使
用
せ
ず
に
︶「『
ア
メ
リ
カ
は
こ
ん
な
す
ご
い
武

器
を
持
っ
て
い
る
』
と
日
本
に
伝
え
れ
ば
戦
争
は
終
結
す
る
の

で
は
な
い
かさ
」
と
い
う
希
望
が
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。
も

ち
ろ
ん
、
実
際
に
ア
メ
リ
カ
と
日
本
が
そ
の
よ
う
な
話
し
合
い

を
し
た
事
実
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
こ
こ
に
潜
ん
で
い
る
思
考
が
、
な
ぜ
原
爆
が
使
用

さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
部
分
的
で
す
が
説
明
し
て
く
れ
ま
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す
。
つ
ま
り
、「
原
爆
に
よ
る
破
壊
の
ひ
ど
さ
を
直
接
経
験
す

れ
ば
、
日
本
は
完
全
に
破
壊
さ
れ
る
こ
と
を
回
避
す
る
道
を
探

る
だ
ろ
う
」
と
い
う
考
え
で
す
。
こ
の
こ
と
を
、
長
崎
へ
の
投

下
の
後
、
終
戦
を
告
げ
る
玉
音
放
送
で
、
裕
仁
天
皇
は
次
の
よ

う
に
述
べ
ま
し
た
。
長
崎
の
惨
状
に
つ
い
て
は
ラ
ジ
オ
東
京

︵
日
本
の
海
外
向
け
放
送
︶
が
「
人
間
も
動
物
も
、
生
き
と
し
生

け
る
も
の
す
べ
て
が
、
文
字
通
り
、
焼
き
尽
く
さ
れ
た
」
と
伝

え
て
い
ま
し
た
。

　

天
皇
は
「
敵
ハ
新
ニ
殘
虐
ナ
ル
爆
彈
ヲ
使
用
シ
テ
頻し

き
り
ニ
無む

辜こ

ヲ
殺
傷
シ
慘
害
ノ
及
フ
所
眞ま
こ
と
ニ
測
ル
ヘ
カ
ラ
サ
ル
ニ
至
ル
而し
か

モ
尚な
お

交
戰
ヲ
繼
續
セ
ム
カ
終
ニ
我
カ
民
族
ノ
滅
亡
ヲ
招
來
ス
ル

ノ
ミ
ナ
ラ
ス
延ひ

い

テ
人
類
ノ
文
明
ヲ
モ
破
却
ス
ヘ
シ
︵
敵
は
新
た

に
残
虐
な
爆
弾
を
使
用
し
て
、
何
の
罪
も
な
き
民
衆
ま
で
も
、
し
き

り
に
殺
傷
し
て
お
り
、
惨
澹
た
る
被
害
が
ど
こ
ま
で
及
ぶ
の
か
全
く

予
測
で
き
な
い
事
態
に
至
っ
た
。
そ
れ
な
の
に
、
な
お
も
戦
争
を
継

続
す
る
な
ら
ば
、
つ
い
に
は
我
が
民
族
の
滅
亡
を
招
く
だ
け
で
な
く
、

ひ
い
て
は
人
類
の
文
明
を
も
破
壊
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
︶」
と
語
り

ま
し
た
。

　

ロ
バ
ー
ト
・
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
は
、
核
実
験
が
行
わ
れ
た

と
き
︵
１
９
４
５
年
７
月
16
日
︶、『
バ
ガ
ヴ
ァ
ッ
ド
・
ギ
ー
タ
ー
』

の
一
節
「
私
は
死
に
い
た
る
、
世
界
の
破
壊
者し
」
が
頭
に
浮
か

ん
だ
と
言
っ
た
そ
う
で
す
。
ま
さ
に
、
わ
れ
わ
れ
人
類
は
「
死

に
い
た
る
」
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
が
国
連

の
安
全
保
障
理
事
会
を
形
成
し
た
論
理
で
あ
り
、
こ
の
弱
点
ゆ

え
に
、
拒
否
権
も
制
定
さ
れ
、
こ
の
弱
点
ゆ
え
に
冷
戦
も
始
ま

り
、
拡
大
し
た
の
で
す
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
原
爆
に
よ
っ
て
灰
に
な
っ
た
広
島
は
、
不

死
鳥
の
ご
と
く
復
興
し
ま
し
た
。
池
田
博
士
が
言
わ
れ
た
よ
う

に
、
あ
た
か
も
、
そ
の
苦
し
み
の
体
験
か
ら
力
を
汲
み
上
げ
た

か
の
よ
う
に
。
そ
し
て
、
広
島
の
そ
の
姿
は
、
ユ
ネ
ス
コ
憲
章

が
目
指
し
た
道
徳
的
・
知
的
な
世
界
的
連
帯
を
現
実
の
も
の
と

す
る
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

日
本
国
憲
法
の
第
９
条
は
、
日
本
国
民
の
戦
争
体
験
の
す
べ

て
が
も
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
な
か
ん
ず
く
、
こ
れ

は
原
爆
に
真
っ
向
か
ら
対
抗
す
る
規
定
な
の
で
す
。

　
「
日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を

誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威

嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
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は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。
二　

前
項
の
目
的
を
達
す
る

た
め
、
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
」

　

こ
の
条
文
に
あ
る
通
り
、
国
際
平
和
の
た
め
に
、
日
本
は
、

こ
れ
ま
で
「
国
家
の
条
件
」
と
見
な
さ
れ
て
き
た
「
戦
争
す
る

権
利
」
を
放
棄
す
る
こ
と
を
誓
い
ま
し
た
。
こ
れ
は
、〝
正
義

と
社
会
的
・
道
徳
的
秩
序
の
た
め
に
、
人
間
の
「
モ
ノ
化
」
に

参
加
す
る
権
利
を
否
定
し
た
〟
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
ま
た
、

〝
国
家
は
自
身
の
弱
さ
や
も
ろ
さ
か
ら
、
他
に
倍
す
る
努
力
で

兵
器
の
開
発
に
携
わ
る
権
利
を
も
つ
〟
と
い
う
思
想
を
否
定
し

た
の
で
す
。

　

現
代
の
兵
器
は
、
命
あ
る
も
の
を
気
化
し
て
消
滅
さ
せ
、
鉄

骨
を
も
身
を
よ
じ
る
亡
霊
の
よ
う
な
姿
に
変
え
て
し
ま
い
ま

す
。
そ
れ
は
、「
人
間
の
身
体
や
住
居
の
無
力
さ
、
ち
っ
ぽ
け

さす
」
と
い
う
も
の
を
、
ま
ざ
ま
ざ
と
、
そ
し
て
轟
く
よ
う
な
強

い
説
得
力
で
示
し
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
以
前
に
は

知
ら
れ
る
こ
と
も
、
考
え
つ
か
れ
る
こ
と
さ
え
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。

「
防
衛
」
の
美
名
の
も
と
戦
争
は
続
い
た

　

日
本
は
「
交
戦
権
」
さ
え
否
定
し
ま
し
た
。
交
戦
権
は
、
近

代
国
民
国
家
の
出
現
以
来
、
否
定
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
権
利
で

す
。
こ
れ
は
、
１
９
２
８
年
、
国
家
の
政
策
の
手
段
と
し
て
の

戦
争
を
放
棄
す
る
よ
う
締
約
国
に
求
め
た
ケ
ロ
ッ
グ
＝
ブ
リ
ア

ン
条
約せ
︵
パ
リ
不
戦
条
約
︶
で
も
な
け
れ
ば
、
イ
ン
ド
の
ア
シ

ョ
カ
大
王
個
人
の
戦
争
放
棄
の
誓
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ

は
日
本
社
会
と
し
て
の
憲
法
上
の
誓
約
で
あ
り
、
近
代
国
家
の

定
義
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
も
の
な
の
で
す
。

　

批
准
さ
れ
た
ケ
ロ
ッ
グ
＝
ブ
リ
ア
ン
条
約
を
よ
く
読
む
と
、

言
葉
か
ら
受
け
る
印
象
ほ
ど
は
、
実
際
に
は
重
要
な
こ
と
を
意

味
し
て
い
な
い
の
が
わ
か
り
ま
す
。
例
え
ば
、
こ
の
条
約
に
は

「
締
約
国
は
、
国
際
紛
争
解
決
の
た
め
、
戦
争
に
訴
え
な
い
と

し
、
国
家
の
政
策
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
を
放
棄
す
る
」「
一

切
の
紛
争
又
は
紛
議
は
、
そ
の
性
質
又
は
起
因
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
っ
て
も
、
平
和
的
手
段
以
外
に
そ
の
処
理
又
は
解
決

を
求
め
な
い
」
と
記
さ
れ
て
い
ま
すそ
。
し
か
し
、
条
約
締
結
ま

で
の
交
渉
の
間
に
多
く
の
留
保
が
つ
け
ら
れ
、
結
局
の
と
こ
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ろ
、こ
の
「
一
切
の
紛
争
」
と
い
う
言
葉
が
指
す
も
の
は
、「
攻

撃
」
と
し
て
の
紛
争
だ
け
で
あ
っ
て
、「
防
衛
」
と
し
て
の
紛

争
は
含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　

例
え
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
場
合
、
ケ
ロ
ッ
グ
＝
ブ
リ
ア
ン
条
約

が
、
モ
ン
ロ
ー
主
義
の
強
化
を
含
む
防
衛
の
権
利
を
損
な
う
も

の
で
は
な
い
と
明
確
に
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
国
連
憲
章
第

２
条
4
項
に
、
加
盟
国
は
「
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行

使
を
…
…
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
第
51
条
に
防
衛
の
権
利
を
謳
っ
て
い
る
の
と
同
じ
な
の
で

す
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
、
ケ
ロ
ッ
グ
＝
ブ
リ
ア
ン
条
約
の
「
一
切

の
紛
争
」
云
々
と
い
う
言
葉
に
、
か
り
に
「
防
衛
」
戦
争
ま
で

含
ま
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
条
約
の
当
事
国
は
、
そ
れ
に
よ
っ

て
拘
束
さ
れ
る
つ
も
り
が
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

　

ま
た
、「
戦
争
省
」
と
い
う
名
称
を
「
国
防
省
」
へ
と
変
更

し
た
際
も
、
何
を
も
っ
て
「
防
衛
戦
争
」
と
い
う
の
か
、
言
葉

の
意
味
は
あ
い
ま
い
で
し
た
。
ほ
と
ん
ど
の
国
は

─
例
外
は

あ
っ
た
と
し
て
も

─
「
防
衛
戦
争
以
外
、
ど
ん
な
戦
争
も
認

め
る
つ
も
り
は
な
か
っ
た
」︵
し
か
し
、
現
実
に
は
防
衛
の
名
に
お

い
て
侵
略
が
行
わ
れ
た
︶
の
で
す
。

私
た
ち
が
求
め
る
未
来

　

こ
こ
に
、
日
本
の
行
動
が
極
め
て
重
要
で
あ
る
理
由
が
あ
り

ま
す
。
そ
し
て
、
日
本
が
重
要
で
あ
る
理
由
は
他
に
も
あ
り
ま

す
。
日
本
の
皆
さ
ま
は
、
日
本
国
憲
法
を
通
し
て
模
範
を
示
す

と
言
わ
れ
ま
し
た
。
つ
ま
り
、
人
類
が
「
新
た
な
道
徳
秩
序
」

へ
と
進
む
旅
路
に
お
い
て
模
範
に
な
る
と
い
う
約
束
で
す
。
こ

の
道
徳
秩
序
は
、
現
在
広
が
っ
て
い
る
「
武
力
や
戦
争
に
よ
る

秩
序
」
や
「
殺
人
の
容
認
」
と
同
じ
よ
う
に
、
や
が
て
は
世
界

に
広
が
っ
て
い
く
こ
と
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
模
範
を
示
す

と
い
う
こ
と
は
「
私
た
ち
は
、
自
分
自
身
が
『
こ
の
道
徳
秩
序

の
一
部
に
な
ろ
う
』
と
努
力
す
る
と
同
時
に
、
他
者
に
も
『
私

た
ち
の
意
思
を
共
有
し
て
、
と
も
に
努
力
し
て
ほ
し
い
』
と
促

し
て
い
き
ま
す
」
と
宣
言
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
ま
す
。

　

ち
な
み
に
、
こ
れ
は
池
田
博
士
が
担
わ
れ
て
い
る
大
い
な
る

重
責
そ
の
も
の
だ
と
思
い
ま
す
。
博
士
は
、
対
話
を
通
し
て
、

平
和
の
た
め
の
共
通
の
行
動
と
連
帯
を
広
げ
つ
つ
、
自
身
と
同

様
の
模
範
を
示
す
よ
う
人
々
を
啓
発
し
て
お
ら
れ
る
の
で
す

か
らた
。



188

「
戦
争
の
文
化
」
の
ま
や
か
し

0

0

0

0

　

こ
の
意
味
で
、
ヒ
ロ
シ
マ
後
の
日
本
の
行
動
と
、
西
洋
の
伝

統
で
ニ
ー
チ
ェ
的
世
界
観
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
も
の
と
を
混
同

し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
ニ
ー
チ
ェ
の
見
解
で
は
、
道
徳
は
呪
い

で
あ
り
呪
縛
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
弱
者
が
強
者
の
力
を
封

じ
込
め
よ
う
と
し
て
宗
教
的
ド
グ
マ
を
使
っ
た
の
だ
と
い
う
の

で
すち
。
日
本
の
行
動
は
ま
た
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
に
お
け

る
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
の
見
解
やつ
、
同
様
の
主
張
を
す
る
古
典
的

マ
ル
ク
ス
主
義
の
支
配
的
見
解
、
す
な
わ
ち
「
道
徳
と
は
、
強

者
の
利
益
に
か
な
う
も
の
を
善
、
強
者
の
利
益
に
反
す
る
も
の

を
悪
と
呼
ん
で
い
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
も
混
同
さ
れ
る
べ
き
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

日
本
が
模
範
を
示
す
と
い
う
こ
と
は
、「
国
家
の
安
全
保
障
」

そ
の
他
、
わ
れ
わ
れ
が
陥
り
が
ち
な
ま
や
か
し

0

0

0

0

の
数
々
を
否
定

す
る
よ
う

─
す
べ
て
の
ま
や
か
し
を
否
定
す
る
こ
と
は
無
理

だ
と
し
て
も

─
わ
れ
わ
れ
人
類
を
導
く
こ
と
で
あ
り
、「
戦

争
の
文
化
」
の
継
承
に
よ
っ
て
ゆ
が
め
ら
れ
た
人
類
の
自
画
像

を
見
つ
め
直
さ
せ
る
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、「
人

類
の
苦
悩
の
ほ
と
ん
ど
は
戦
争
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
」
こ
と
、
わ
れ
わ
れ
は
「
そ
れ
ぞ
れ
の
社
会
が
決
め
た

『
狭
い
枠
』
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
犠
牲
者
で
あ
るて
」
と
い
う
事

実
を
理
解
す
る
よ
う
人
類
を
導
く
こ
と
で
す
。

　

し
た
が
っ
て
、
再
び
「
戦
争
の
文
化
」
に
戻
っ
て
は
な
り
ま

せ
ん
。
人
類
を
長
く
支
配
し
て
き
た
「
戦
争
の
文
化
」
に
抗
し

て
、
私
た
ち
は
新
た
な
世
界
観
の
た
め
に
努
力
を
続
け
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
す
。
旧
い
文
化
へ
の
回
帰
は
、
こ
の
新
た
な
世
界

観
に
逆
行
す
る
不
当
き
わ
ま
り
な
い
行
為
な
の
で
す
。

人
間
と
し
て
の
当
然
の
真
情
を
肯
定
し
た
「
９
条
」

　

ヒ
ロ
シ
マ
と
憲
法
９
条
の
重
大
な
意
義
は
、
こ
れ
だ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
、
単
に
︵
国
家
の
安
全
保
障
と
い
っ
た
︶

自
己
欺
瞞
を
《
否
定
》
す
る
だ
け
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
そ
れ

は
ひ
と
つ
の
《
肯
定
》
で
も
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の

法
則
そ
の
も
の
、
表
現
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
大
切
な
あ

る
も
の
を
肯
定
す
る
こ
と
で
す
。
例
え
ば
、
全
人
類
は
平
和
を

希
求
し
て
い
ま
す
。
池
田
博
士
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「〝
平
和

な
生
活
を
送
り
た
い
〟〝
大
切
な
も
の
を
守
り
た
い
〟、〝
子
ど
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も
た
ち
に
苦
し
い
思
い
を
さ
せ
た
く
な
い
〟
と
い
っ
た
、
人
間

と
し
て
当
た
り
前
の
感
情と
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
を
力
強
く
肯

定
す
る
こ
と
な
の
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
真
理
は
、
長
い
間
、
ほ
と
ん
ど
覆
い

隠
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
人
類
が
何
十
年
あ
る
い
は
何

世
紀
も
の
間
、
ま
や
か
し
の
時
代
を
生
き
て
、
そ
の
中
で
行
動

し
自
己
形
成
し
て
き
た
か
ら
で
す
。

　

さ
ら
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
理
由
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
人

類
は
平
和
を
求
め
て
い
る
」
と
い
う
真
理
を
現
実
の
も
の
に
す

る
た
め
の
旅
路
は
、
た
だ
一
度
の
行
動

─
た
と
え
ど
ん
な
に

深
遠
な
行
動
で
あ
ろ
う
と

─
と
か
、
ひ
と
つ
の
行
事
と
か
運

動
だ
け
で
完
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
そ
の
旅
路

に
必
要
な
の
は
、
人
類
の
道
徳
的
成
長
で
あ
り
、
世
界
の
道
徳

的
覚
醒
な
の
で
す
。

　

そ
の
た
め
に
「
行
動
」
が
必
要
で
す
。
発
端
と
な
る
声
、
象

徴
的
な
声
に
と
ど
ま
ら
ず
、た
く
さ
ん
の
「
声
」
が
必
要
で
す
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
い
る
人
た
ち
の
た
め
に
、
ヒ

ロ
シ
マ
や
憲
法
９
条
に
基
づ
く
雄
弁
な
声
の
行
動
が
不
可
欠
な

の
で
す
。

　

池
田
博
士
は
、
平
和
の
た
め
の
世
界
的
連
帯
を
築
く
た
め
に

「
行
動
し
よ
う
」「
声
を
あ
げ
よ
う
」
と
、
先
頭
に
立
っ
て
人
々

に
訴
え
て
こ
ら
れ
ま
し
た
。
称
賛
す
べ
き
多
く
の
行
動
が
あ
り

ま
す
。
つ
い
最
近
も
、
２
０
１
３
年
の
平
和
提
言
で
、「
人
間

の
安
全
保
障
」
と
「
人
権
の
文
化
」
に
焦
点
を
当
て
て
お
ら
れ

ま
し
たな
。

　

ヒ
ロ
シ
マ
と
憲
法
９
条
は
、
世
界
人
権
宣
言
︵
１
９
４
８
年
︶

に
先
ん
じ
る
も
の
で
あ
り
、
宣
言
を
裏
づ
け
、
そ
の
意
義
を
証

言
す
る
も
の
で
す
。
宣
言
が
基
盤
と
し
て
い
る
の
は
「
全
世
界

は
、
ひ
と
つ
の
人
類
家
族
が
生
活
す
る
単
一
の
道
徳
的
共
同
体

で
あ
り
、
ひ
と
つ
の
国
際
都
市
で
あ
る
」
と
い
う
思
想
で
す
。

　

さ
ら
に
、
こ
の
思
想
が
基
盤
と
し
て
い
る
の
は
「
万
人
が
生

来
も
つ
尊
厳
性
」
と
い
う
概
念
で
す
。
世
界
人
権
宣
言
は
「
社

会
の
各
個
人
及
び
各
機
関
に
共
通
の
基
準
」
を
人
々
に
認
識
さ

せ
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
宣
言
を
「
す

べ
て
の
人
民
と
す
べ
て
の
国
と
が
達
成
す
べ
き
共
通
の
基
準
」

と
し
て
受
け
と
め
る
よ
う
呼
び
か
け
て
い
ま
す
。
同
時
に
、「
社

会
の
各
個
人
及
び
各
機
関
」
に
対
し
て
、「
こ
れ
ら
の
権
利
を

指
導
及
び
教
育
に
よ
っ
て
促
進
す
る
こ
と
に
努
力
す
る
」
こ
と
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を
促
し
て
い
る
の
で
す
。

　

近
代
国
民
国
家
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
と
同
時
に
、
国
民
国

家
そ
の
も
の
が
長
ら
え
さ
せ
て
き
た
文
化
︵
戦
争
の
文
化
︶

─
そ
の
本
質
は
「
単
一
の
道
徳
的
共
同
体
」
の
存
在
を
否
定

す
る
も
の
な
の
で
す
。
多
く
の
「
大
宗
教
」
が
、
そ
の
逆
の
こ

と
を
示
し
て
き
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
。
そ
の
文
化
は
「
国
民
国

家
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
道
徳
的
共
同
体
を
構
成
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
あ
る
共
同
体
は
他
の
共
同
体
よ
り
も
優
れ
て
い
る
」
と

主
張
す
る
こ
と
で
、
特
定
の
社
会
や
人
々
を
孤
立
さ
せ
た
り
、

モ
ノ
化
し
て
扱
っ
た
り
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
の
で
す
。

国
境
な
き
「
ひ
と
つ
の
道
徳
的
共
同
体
」
を

体
現
す
る
「
９
条
」

　

さ
ら
に
、「
道
徳
的
懐
疑
主
義
」
と
で
も
呼
べ
る
も
の
が
近

代
国
民
国
家
の
行
動
を
支
配
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
「
そ
も

そ
も
単
一
の
道
徳
的
共
同
体
な
ど
可
能
な
の
か
？
」
と
い
う
疑

念
で
す
。
世
界
人
権
宣
言
は
、
そ
の
可
能
性
に
「
イ
エ
ス
」
と

言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
先
に
述
べ
た

「
万
人
の
尊
厳
性
」
と
い
う
価
値
に
よ
っ
て
、
そ
の
共
同
体
は

「
す
で
に
存
在
し
て
い
る
」
と
主
張
し
て
い
る
の
で
す
。
私
た

ち
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
を
明
確
に
認
識
す

る
よ
う
努
力
し
、
あ
ら
ゆ
る
機
会
に
そ
れ
を
広
め
て
い
く
こ
と

な
の
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
国
家
間
・
社
会
間
の
不
和
を
解
決
す
る
た
め
に

戦
争
に
訴
え
る
こ
と
は
、
こ
の
「
万
人
の
尊
厳
性
」
へ
の
攻
撃

で
あ
り
、
つ
ま
り
は
、
そ
れ
を
拒
否
す
る
行
為
な
の
で
す
。
池

田
博
士
は
、２
０
１
３
年
の
平
和
提
言
の
中
で
、
同
じ
結
論
を
、

核
兵
器
に
つ
い
て
ふ
れ
た
箇
所
で
、
ま
こ
と
に
適
切
に
述
べ
て

お
ら
れ
ま
す
。「
核
兵
器
の
存
在
自
体
が
『
生
命
の
尊
厳
』
に

対
す
る
究
極
の
否
定
」
で
あ
る
と
。
だ
か
ら
こ
そ
、
国
際
人
権

章
典
を
構
成
す
る
ど
の
文
書
に
も
、
戦
争
に
つ
い
て
の
言
及
が

な
い
の
で
す
。

　

ヒ
ロ
シ
マ
と
憲
法
９
条
は
、「
人
間
尊
厳
の
精
神
」「
単
一
の

道
徳
的
共
同
体
」、
そ
し
て
「
ひ
と
つ
の
人
類
家
族
」
と
い
う

も
の
を
体
現
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
そ
れ
に
と
ど
ま
り
ま

せ
ん
。

　

先
ほ
ど
、「
交
戦
権
の
放
棄
は
、
こ
れ
ま
で
の
国
民
国
家
を

放
棄
す
る
こ
と
に
等
し
い
」
と
申
し
上
げ
ま
し
た
。
ひ
と
つ
の



191

「東洋学術研究」第52巻第２号

ヒロシマを考える：歴史の軌道、進むべき道

国
家
と
い
う
領
域
的
・
文
化
的
・
政
治
的
に
局
限
さ
れ
た
存
在

は
、
え
て
し
て
、
国
民
を
不
戦
状
態
か
ら
交
戦
状
態
に
追
い
や

っ
て
し
ま
う
も
の
で
す
。

　

そ
し
て
、
戦
争
と
い
う
も
の
は
予
測
不
可
能
な
動
き
を
し
ま

す
か
ら
、
そ
の
結
果
た
る
や
、
詩
人
オ
ー
デ
ン
の
言
葉
を
借
り

る
な
ら
ば
、
人
間
世
界
を
「
何
の
特
徴
も
な
い
、
あ
ら
わ
で
褐

色
の
平
原
だ
、
／
一
枚
の
草
の
葉
も
な
く
、
一
人
の
隣
人
も
い

そ
う
に
な
い
」︵
詩
「
ア
キ
レ
ス
の
盾に
」︶
も
の
に
変
え
て
し
ま
い

か
ね
な
い
の
で
す
。
国
民
国
家
と
い
う
も
の
は
人
類
を
自
滅
に

直
面
さ
せ
る
危
険
な
存
在
で
あ
り
、
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で

す
。
言
い
換
え
れ
ば
、「
単
一
の
道
徳
的
共
同
体
」「
ひ
と
つ
の

人
類
家
族
」
と
い
う
考
え
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、「
交
戦
権

を
も
つ
国
民
国
家
」
の
制
度
を
同
時
に
認
め
る
と
い
う
よ
う
な

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。

　

世
界
人
権
宣
言
第
28
条
や
、
１
９
４
９
年
の
米
国
議
会
の
両

院
一
致
決
議
は
、
同
様
の
認
識
を
示
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
も
、
こ
の
認
識
が
や
が
て
明
文
化
さ
れ
る
こ
と
で

し
ょ
う
。
例
え
ば
、
世
界
人
権
宣
言
第
28
条
に
は
、「
す
べ
て

人
は
、
こ
の
宣
言
に
掲
げ
る
権
利
及
び
自
由
が
完
全
に
実
現
さ

れ
る
社
会
的
及
び
国
際
的
秩
序
に
対
す
る
権
利
を
有
す
る
」
と

あ
り
ま
す
。
こ
の
「
権
利
及
び
自
由
」
に
は
「
個
人
の
尊
厳
、

生
命
・
自
由
及
び
身
体
の
安
全
に
対
す
る
権
利
、
教
育
を
受
け

る
権
利
、 

労
働
に
お
け
る
基
本
的
権
利
、
法
の
下
の
平
等
、
拷

問
や
屈
辱
的
な
取
扱
い
、
恣
意
的
な
逮
捕
を
さ
れ
な
い
権
利
、

思
想
・
良
心
及
び
宗
教
の
自
由
」
な
ど
が
含
ま
れ
ま
す
。

米
議
会
も
か
つ
て「
世
界
連
邦
」「
世
界
法
」を
希
求

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
宣
言
の
起
草
者
た
ち
は
、
宣
言
に
掲

げ
ら
れ
た
こ
う
し
た
権
利
は
、
既
存
の
国
際
秩
序
を
そ
の
ま
ま

に
し
て
お
い
て
は
決
し
て
実
現
で
き
な
い
こ
と
を
理
解
し
て
い

ま
し
た
。
日
本
の
憲
法
９
条
が
主
張
し
て
い
る
こ
と
も
、
こ
れ

な
の
で
す
。
そ
し
て
米
国
議
会
も
、
短
か
っ
た
け
れ
ど
も
重
要

で
あ
っ
た
あ
る
時
期
に
は
、
こ
れ
を
認
識
す
る
よ
う
に
な
っ
て

い
ま
し
た
。
１
９
４
９
年
、
米
国
議
会
両
院
で
可
決
し
た
64
号

決
議
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
ま
す
。

　
「
米
議
会
は
以
下
を
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
基
本
的
方
針
と
認

め
る
。
国
際
連
合
を
支
持
し
強
化
す
る
こ
と
、
す
べ
て
の
国
が

加
盟
で
き
る
世
界
連
邦
の
実
現
へ
と
国
連
が
発
展
し
て
い
く
よ
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う
希
求
す
る
こ
と
、
平
和
を
維
持
す
る
た
め
に
限
定
さ
れ
た
武

力
を
持
ち
、
世
界
法
の
制
定
と
理
解
と
施
行
を
通
し
て
、
武
力

侵
略
を
防
い
で
い
く
こ
と
」

　

こ
の
よ
う
な
決
議
内
容
に
疑
問
を
抱
く
人
も
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
決
議
を
現
実
化
し
て
い
く
な
ら
ば
、

現
在
の
よ
う
な
国
民
国
家
に
変
化
を
も
た
ら
す
で
し
ょ
う
。
そ

し
て
こ
れ
が
、
憲
法
９
条
が
私
た
ち
に
呼
び
か
け
て
い
る
こ
と

で
す
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
が
実
行
な
い
し
試
行
し
て
い
る
こ

と
な
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
Ｅ
Ｕ
で
は
共
通
安
全
保
障
防
衛
政

策
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
国
境
の
安
全
保
障
」
よ
り
も
「
人

間
の
安
全
保
障
」
に
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ

バ
ナ
ン
ス
の
模
範
と
な
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
地
域
連
合
の
発
展
を
確

か
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

「
暴
力
の
帝
国
」
に
従
わ
な
い
生
き
方

　

憲
法
９
条
と
ヒ
ロ
シ
マ
が
私
た
ち
呼
び
か
け
て
い
る
も
の
、

そ
れ
は
、
現
代
の
最
大
の
不
道
徳
の
闇
を
取
り
払
う
こ
と
で

す
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
が
長
年
そ
れ
に
加
わ
る
よ
う
に
求
め

ら
れ
続
け
て
き
た
悪

─
戦
争
と
い
う
不
正
を
正
す
対
策
を
と

る
よ
う
求
め
て
い
る
の
で
す
。

　

こ
こ
で
私
は
、
池
田
博
士
が
小
説
『
新
・
人
間
革
命
』
の
執

筆
を
、
１
９
９
３
年
の
ま
さ
に
「
８
月
6
日
」
に
開
始
さ
れ
た

こ
と
に
注
意
を
促
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
博
士
が
こ
の
小
説
で

表
明
し
て
お
ら
れ
る
の
は
「
人
間
の
可
能
性
へ
の
信
念
」
で

す
。
人
間
は
、
不
安
や
痛
み
や
苦
し
み
に
も
負
け
る
こ
と
な

く
、「
ひ
と
つ
の
人
類
家
族
」
を
実
現
す
る
た
め
に
、「
人
類
意

識
」
を
、「︵
自
分
は
国
民
で
あ
る
前
に
人
間
な
の
だ
と
い
う
︶
人
類

と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
を
、「
人
類
に
対
す
る
忠
誠

心
」
を
育
て
て
い
け
る
の
だ
と
い
う
信
念
で
す
。
そ
し
て
「
戦

争
と
い
う
名
の
旧
き
悪
習
」
を
根
絶
す
る
能
力
を
人
間
は
も
っ

て
い
る
の
だ
と
い
う
信
念
で
す
。

　

ま
た
、
こ
の
小
説
で
は
、
人
々
が
「
人
間
の
尊
厳
を
互
い
に

尊
重
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
新
し
い
人
間
主
義
︵
ニ
ュ
ー
・

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
︶」
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
２
０
１
３
年
の
平
和
提
言
の
中
で
も
提
唱
さ
れ
た
こ
と

で
す
。

　

ま
た
、
自
身
の
仏
性
を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
暴
力
の

帝
国
」
に
従
わ
な
い
す
べ
を
学
ん
だ
人
々
と
と
も
に
、
そ
う
い
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う
一
人
に
な
っ
て
い
く
よ
う
、
こ
の
小
説
は
私
た
ち
に
呼
び
か

け
て
い
る
の
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は

何
も
の
に
も
縛
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
互
い
に
思
い
や
り
、
愛

し
合
い
、
ど
こ
ま
で
も
正
義
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
す
。「

こ
れ
の
み
が
生い

の
ち命
で
あ
り
、
勝
利
な
の
だ
」

　

憲
法
９
条
と
ヒ
ロ
シ
マ
は
、
私
た
ち
に
、
歴
史
の
軌
道
を
破

壊
か
ら
創
造
へ
、
絶
望
か
ら
希
望
へ
、
奪
い
合
い
か
ら
分
か
ち

合
い
へ
、
分
断
か
ら
団
結
へ
、
不
和
か
ら
連
帯
へ
、
支
配
か
ら

自
由
の
追
求
へ
と
転
換
す
る
こ
と
を
求
め
て
い
ま
す
。
こ
れ
こ

そ
第
２
次
世
界
大
戦
か
ら
学
ぶ
教
訓
と
し
て
最
も
ふ
さ
わ
し
い

精
神
で
す
。

　

イ
ギ
リ
ス
の
詩
人
シ
ェ
リ
ー
は
詩
「
鎖
を
解
か
れ
た
プ
ロ
メ

テ
ウ
ス
」
の
終
わ
り
に
、
私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
論
じ
て
き
た
こ

と
、
そ
し
て
池
田
博
士
が
繰
り
返
し
語
っ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
に

触
れ
て
い
ま
す
。
人
間
は
苦
し
み
を
通
し
て
こ
そ
、
最
も
大
い

な
る
価
値
を
生
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
教
訓
に
つ
い
て

で
す
。

終
わ
る
こ
と
な
し
と
「
希
望
」
が
思
う
悲
哀
を
忍
ぶ
、

─

死
や
夜
よ
り
も
暗
い
悪
を
赦ゆ
る

す
、

─

　

全
能
に
見
え
る
「
力
」
を
恐
れ
な
い
、

─

愛
し
、
そ
し
て
耐
え
る
、

─
「
希
望
」
が

自
ら
の
残
骸
か
ら
、
静
思
す
る
も
の
を
創
り
出
す
ま
で

　

望
む
、

─

　

決
し
て
変
わ
ら
ず
、
た
じ
ろ
が
ず
、
悔
や
ま
な
い

─

こ
れ
こ
そ
が
、
あ
な
た
の
栄
光
の
よ
う
に
、
タ
イ
タ
ン
よ
、

善
で
あ
り
、
偉
大
で
あ
り
、
喜
ば
し
く
、
美
し
く
、

　

自
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
、

─

こ
れ
の
み
が
「
生い
の
ち命
」
で
あ
り
、「
喜
び
」
で
あ
り
、

　
「
支
配
」
で
あ
り
、「
勝
利
」
な
の
だぬ
。

　

ヒ
ロ
シ
マ
と
憲
法
９
条
が
、
私
た
ち
人
類
を
、
今
い
る
道
徳

の
崩
壊
の
中
か
ら
連
れ
出
し
て
「
ひ
と
つ
の
人
類
家
族
」「
ひ

と
つ
の
道
徳
的
共
同
体
」
の
勝
利
へ
と
導
い
て
く
れ
ま
す
よ
う

に
。
そ
れ
ら
こ
そ
、
ヒ
ロ
シ
マ
が
、
こ
れ
ま
で
ず
っ
と
希
望
し

続
け
、
築
き
続
け
て
き
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

　

私
は
、
こ
の
人
類
家
族
、
人
類
共
同
体
の
一
員
と
し
て
、
本
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日
の
講
演
を
池
田
博
士
に
捧
げ
ま
す
。
平
和
へ
の
博
士
の
業
績

に
ふ
さ
わ
し
い
大
い
な
る
敬
意
を
込
め
て

─
。

注︵
１
︶
国
連
憲
章
の
翻
訳
は
、
以
後
の
引
用
も
す
べ
て
国
際
連
合
広
報

セ
ン
タ
ー
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
か
ら
。http://w

w
w.unic.or.jp/

info/un/charter/text_japanese/　

憲
章
の
引
用
の
一
部
に
傍
点

が
あ
る
場
合
に
は
、
す
べ
て
講
演
者
自
身
が
強
調
の
た
め
に
施

し
た
傍
点
で
あ
る
。

︵
２
︶
ユ
ネ
ス
コ
憲
章
の
前
文
か
ら
。
冒
頭
の
「
戦
争
は
人
の
心
の
中

で
生
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
人
の
心
の
中
に
平
和
の
と
り
で

を
築
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
に
続
く
文
章
。
翻
訳
文
は
文
部

科
学
省
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
内
「
ユ
ネ
ス
コ
国
内
委
員
会
」
に
よ

る
。http://w

w
w.m

ext.go.jp/unesco/009 /001 .htm

︵
３
︶︵
原
注
︶
こ
れ
は
シ
モ
ー
ヌ
・
ヴ
ェ
イ
ユ
の
論
考
の
要
約
で
あ

る
。Sim

one W
eil, The Sim

one W
eil R

eader edited by　
G

eorge Panichas (London: M
oyer B

ell, 1977 ) pp. 153 -183

︵
４
︶
Ａ
・
Ｊ
・
ト
イ
ン
ビ
ー
『
現
代
が
受
け
て
い
る
挑
戦
』︵
吉
田

健
一
訳
、
新
潮
選
書
、１
９
６
９
年
︶
２
４
１
頁
︵
第
12
章
「
機

械
化
、
組
織
化
、
倦
怠
」︶

︵
５
︶︵
原
注
︶Tony B

lair, “ A
 B

attle for G
lobal Values”  in Foreign 

Affairs vol. 86 #1 January/February (2007 ) pp. 79 -90

︵
６
︶
相
互
確
証
破
壊
︵M

utual A
ssured D

estruction

／M
A

D

︶
は

冷
戦
期
、
米
の
マ
ク
ナ
マ
ラ
米
国
防
長
官
に
よ
っ
て
提
唱
さ
れ

た
理
論
。
一
方
が
先
制
核
攻
撃
を
し
て
も
、
相
手
国
が
、
攻
撃

さ
れ
た
後
に
も
残
っ
た
核
戦
力
で
報
復
攻
撃
す
る
か
ら
、
双
方

が
確
実
に
破
壊
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
双
方
の
首
脳
が
知
れ
ば
、

核
攻
撃
を
抑
止
で
き
る
と
す
る
。
こ
の
理
論
は
〝
敵
の
核
攻
撃

に
も
耐
え
て
十
分
残
る
だ
け
の
量
に
ま
で
核
兵
器
を
増
強
す
る

こ
と
が
抑
止
力
に
な
る
〟
と
い
う
主
張
を
生
み
、「
際
限
な
き

核
軍
拡
」
に
道
を
開
い
た
。

︵
７
︶
ジ
ョ
セ
フ
・
ロ
ー
ト
ブ
ラ
ッ
ト
／
池
田
大
作
『
地
球
平
和
へ
の

探
求
』︵
潮
出
版
社
、
２
０
０
６
年
︶、
69
頁

︵
８
︶
世
界
人
権
宣
言
の
翻
訳
は
、
以
後
の
引
用
も
す
べ
て
国
際
連
合

広
報
セ
ン
タ
ー
の
Ｗ
Ｅ
Ｂ
サ
イ
ト
か
ら
。http://w

w
w.unic.

or.jp/activities/hum
anrights/docum

ent/bill_of_rights/univer-
sal_declaration/

︵
９
︶︵
原
注
︶
こ
の
節
の
見
出
し
は
「
過
去
と
未
来
を
つ
な
ぐ
」
こ

と
を
意
図
し
て
い
る
。

︵
10
︶Jonathan G

lover, H
um

anity: A M
oral H

istory of the Tw
enti-

eth C
entury (N

ew
 H

aven: Yale U
niversity Press, 1999 )

︵
11
︶
前
掲
『
地
球
平
和
へ
の
探
求
』
57
頁

︵
12
︶
吉
田
文
彦
著
『
証
言
・
核
抑
止
の
世
紀
』︵
朝
日
選
書
、
２
０

０
０
年
︶。
ヴ
ィ
シ
ュ
ヌ
神
の
化
身
ク
リ
シ
ュ
ナ
が
、
戦
争
に

消
極
的
な
ア
ル
ジ
ュ
ナ
王
子
を
説
得
す
る
際
に
語
っ
た
言
葉
。

オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
︵
１
９
０
４
～
67
年
︶
は
、
自
分
が
ク
リ

シ
ュ
ナ
の
言
葉
ど
お
り
の
こ
と
を
し
て
し
ま
っ
た
と
戦
慄
し
、

苦
し
ん
だ
。
マ
ン
ハ
ッ
タ
ン
計
画
の
主
導
者
と
し
て
「
原
爆
の
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父
」
と
呼
ば
れ
た
が
、
そ
の
使
用
に
反
対
。
戦
後
も
、
核
開
発

競
争
へ
の
反
対
運
動
を
続
け
て
圧
迫
さ
れ
た
。

︵
13
︶︵
原
注
︶John Pina C

raven, The C
old W

ar Battle Beneath the 
Sea (N

ew
 York: Sim

on and Schuster, 2001 ) p. 13

︵
14
︶
パ
リ
不
戦
条
約
︵
協
定
︶
は
、
フ
ラ
ン
ス
と
ア
メ
リ
カ
の
協
議

か
ら
開
始
さ
れ
、
多
国
間
協
議
へ
と
拡
大
し
た
。
そ
こ
で
、
ア

メ
リ
カ
の
ケ
ロ
ッ
グ
国
務
長
官
と
フ
ラ
ン
ス
の
ブ
リ
ア
ン
外
務

大
臣
の
名
前
を
と
っ
て
、
ケ
ロ
ッ
グ
＝
ブ
リ
ア
ン
条
約
と
も
呼

ば
れ
た
。

︵
15
︶
条
約
の
発
効
を
告
示
す
る
「
昭
和
４
年 

外
務
省
告
示
第
64
号
」

の
原
文
は
以
下
の
通
り
。
第
一
條
「
締
約
國
ハ
國
際
紛
争
解
決

ノ
爲
戰
爭
ニ
訴
フ
ル
コ
ト
ヲ
非
ト
シ
且
其
ノ
相
互
關
係
ニ
於
テ

國
家
ノ
政
策
ノ
手
段
ト
シ
テ
ノ
戰
爭
ヲ
抛
棄
ス
ル
コ
ト
ヲ
其
ノ

各
自
ノ
人
民
ノ
名
ニ
於
テ
厳
肅
ニ
宣
言
ス
」、
第
二
條
「
締
約

國
ハ
相
互
間
ニ
起
コ
ル
コ
ト
ア
ル
ベ
キ
一
切
ノ
紛
争
又
ハ
紛
議

ハ
其
ノ
性
質
又
ハ
起
因
ノ
如
何
ヲ
問
ハ
ズ
平
和
的
手
段
ニ
依
ル

ノ
外
之
ガ
處
理
又
ハ
解
決
ヲ
求
メ
ザ
ル
コ
ト
ヲ
約
ス
」。

︵
16
︶︵
原
注
︶
池
田
大
作
「
核
兵
器
廃
絶
へ　

民
衆
の
大
連
帯
を
」︵
２

０
０
９
年
の
平
和
提
言
︶、
同
「
持
続
可
能
な
地
球
社
会
へ
の

大
道
」︵
２
０
１
２
年
の
平
和
提
言
︶
を
参
照
。

︵
17
︶︵
原
注
︶
ニ
ー
チ
ェ
の
『
善
悪
の
彼
岸
』『
力
へ
の
意
志
』『
ア

ン
チ
ク
リ
ス
ト
』
を
参
照
。

︵
18
︶
プ
ラ
ト
ン
の
『
国
家
』
第
１
巻
後
半
で
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
ト
ラ

シ
ュ
マ
コ
ス
が
正
義
と
幸
福
に
つ
い
て
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
問
答
す

る
。
ト
ラ
シ
ュ
マ
コ
ス
は
「
正
義
は
強
者
の
利
益
に
ほ
か
な
ら

な
い
」
等
と
主
張
す
る
。

︵
19
︶︵
原
注
︶ John Lew

is, Across The Bridge (N
ew

 York: H
yperi-

on B
ooks, 2012 ) p. 125

︵
20
︶︵
原
注
︶
前
掲
「
核
兵
器
廃
絶
へ　

民
衆
の
大
連
帯
を
」

︵
21
︶︵
原
注
︶「
２
０
３
０
年
へ　

平
和
と
共
生
の
大
潮
流
」︵
２
０

１
３
年
の
平
和
提
言
︶
を
参
照
。

︵
22
︶『
オ
ー
デ
ン
詩
集
』︵
沢
崎
順
之
助
訳
、
思
潮
社
、
海
外
詩
文
庫

４
︶
19
頁
。
ウ
ィ
ス
タ
ン
・
ヒ
ュ
ー
・
オ
ー
デ
ン
︵
１
９
０
７

～
73
年
︶
は
イ
ギ
リ
ス
詩
壇
で
活
躍
し
た
後
、
ア
メ
リ
カ
に
移

住
し
た
詩
人
。
詩
「
ア
キ
レ
ス
の
盾
」
は
１
９
５
２
年
の
作
。

︵
23
︶『
鎖
を
解
か
れ
た
プ
ロ
メ
テ
ウ
ス
』︵
石
川
重
俊
訳
、
岩
波
文
庫
、

２
０
０
３
年
︶
２
５
９
頁

︵W
inston E. Langley

／
米
マ
サ
チ
ュ
ー
セ
ッ
ツ
大
学

ボ
ス
ト
ン
校
学
事
長
︶


