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安
保
法
案
論
争
に
垣
間
見
ら
れ
る
も
の

第
二
次
安
倍
晋
三
内
閣
が
発
足
し
て
す
で
に
三
年
以
上
の
月
日
を
閲
し
た
。
歴
代
の
総
理
経
験
者
に
比
し
、
現
総
理
は
自
国

の
近
現
代
史
へ
の
関
心
が
極
め
て
強
い
。
昭
和
後
期
に
政
権
の
座
に
就
き
「
戦
後
政
治
の
総
決
算
」
を
掲
げ
る
一
方
、
歴
史
に

関
す
る
発
言
で
時
折
物
議
を
醸
し
た
中
曽
根
元
総
理
以
上
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
い
う
安
倍
内
閣
に
保
守
論
壇
の
多
数
派
が
望
ん

だ
も
の
に
、
従
軍
慰
安
婦
の
強
制
連
行
問
題
の
決
着
や
、
占
領
下
で
成
立
し
た
日
本
国
憲
法
が
規
定
す
る
専
守
防
衛
と
い
う
国

防
の
枠
組
み
の
積
極
的
再
検
討
が
あ
っ
た
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
発
端
と
な
る
強
制
連
行
記
事
を
か
つ
て
報
じ
た
『
朝
日
新
聞
』

が
、
一
昨
年
夏
、
報
道
内
容
の
虚
偽
に
つ
い
て
謝
罪
し
た
こ
と
で
保
守
派
は
ひ
と
ま
ず
溜
飲
を
下
げ
る
こ
と
を
得
た
。
も
う
ひ

と
つ
の
課
題
は
、
安
全
保
障
関
連
法
案
の
成
立
と
施
行
（
平
成
二
八
年
三
月
二
九
日
）
を
も
っ
て
、
進
み
出
す
こ
と
と
な
っ
た
。

安
全
保
障
関
連
法
案
の
是
非
を
め
ぐ
っ
て
、
国
民
の
間
で
議
論
が
沸
騰
し
た
。
と
り
わ
け
反
対
派
が
展
開
す
る
批
判
に
注
目
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史
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す
る
と
、
そ
こ
に
は
戦
後
日
本
の
戦
争
へ
の
理
解
や
認
識
の
諸
相
が
見
て
と
れ
る
よ
う
に
思
え
た
。
安
保
法
案
は
戦
前
の
徴
兵

制
に
直
結
す
る
、
と
い
う
批
判
は
、
子
を
持
つ
母
親
に
訴
え
な
が
ら
も
、
政
府
側
の
丁
寧
な
説
明
に
よ
り
的
を
射
て
い
な
い
こ

と
は
す
で
に
証
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
、
安
保
法
案
は
戦
争
法
案
で
あ
る
と
の
指
弾
は
、
い
ま
な
お
根
強
く
、
野
党
に
よ
る
安
倍

内
閣
批
判
の
常
套
句
と
化
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
戦
争
法
案
だ
、
い
や
そ
れ
は
甚
だ
し
い
誤
解
だ
、
と
い
う
議
論
の
応
酬
が
一

体
何
回
国
会
で
、
あ
る
い
は
政
治
討
論
番
組
で
、
繰
り
返
さ
れ
て
き
て
い
る
こ
と
か
。
そ
し
て
、
こ
の
論
戦
を
眺
め
る
と
、
安

保
法
案
の
賛
成
派
批
判
派
、
そ
の
双
方
に
共
通
し
て
見
て
と
れ
る
議
論
の
前
提
・
認
識
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
、
戦

争
を
悪
し
き
も
の
と
し
て
捉
え
る
姿
勢
で
あ
る
。

「
戦
争
犯
罪
」
と
は
「
戦
争
は
犯
罪
で
あ
る
」
の
意
に
あ
ら
ず

戦
争
に
対
す
る
こ
の
見
方
は
、
い
ま
や
国
民
の
大
多
数
が
憲
法
九
条
の
も
と
で
の
戦
後
教
育
を
受
け
て
き
た
世
代
の
た
め
、

と
い
う
よ
り
も
、
戦
争
そ
の
も
の
を
絶
対
悪
と
捉
え
よ
う
と
す
る
、
人
と
し
て
の
ご
く
自
然
な
気
持
ち
の
発
露
に
よ
る
も
の
と

思
う
。
本
誌
前
号
に
掲
載
さ
れ
た
宗
内
敦
教
授
の
論
考
「
戦
争
は
、
人
類
『
究
極
の
敗
北
』」
の
基
調
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

だ
が
、「
戦
争
は
悪
で
あ
る
」
か
ら
一
歩
進
め
て
「
戦
争
は
犯
罪
で
あ
る
」
と
言
い
切
っ
て
し
ま
っ
て
は
、
一
九
世
紀
か
ら
二

〇
世
紀
に
か
け
て
の
世
界
の
歴
史
を
深
く
解
す
る
こ
と
は
か
な
わ
な
い
。
他
者
と
の
対
話
と
い
う
舞
台
か
ら
無
意
識
の
う
ち
に

退
き
、
以
後
は
独
白
の
展
開
に
終
始
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
、
パ
リ
で
締
結
さ
れ
た
不
戦
条
約
（「
戦
争
抛
棄
ニ
関
ス
ル
条
約
」）
は
、
国
家
の
政
策
の
手
段

と
し
て
の
戦
争
の
放
棄
と
国
際
紛
争
の
平
和
的
解
決
を
規
定
し
た
。
背
景
に
は
、
空
前
の
総
力
戦
と
な
っ
た
第
一
次
世
界
大
戦

＜評壇＞
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が
も
た
ら
し
た
惨
禍
が
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
条
約
加
盟
国
は
原
則
と
し
て
自
衛
権
を
保
持
す
る
こ
と
が
交
渉
の
過
程
で
確
認

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
自
衛
に
相
対
す
る
「
侵
略
」
の
定
義
を
欠
い
て
い
た
た
め
、
以
後
の
戦
争
の
抑
止
に
効
力
を
発
揮
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
。

こ
こ
で
、
占
領
下
の
日
本
で
耳
目
を
引
い
た
「
戦
争
は
犯
罪
に
あ
ら
ず
」
と
い
う
主
張
の
実
例
を
紹
介
し
て
み
た
い
。
昭
和

二
一
（
一
九
四
六
）
年
五
月
一
四
日
、
開
廷
五
日
目
を
む
か
え
た
極
東
国
際
軍
事
裁
判
（
東
京
裁
判
）
に
お
い
て
、
ベ
ン
・
ブ

ル
ー
ス
・
ブ
レ
ー
ク
ニ
弁
護
人
は
、
要
旨
以
下
の
よ
う
に
発
言
し
た
│
│
戦
争
は
犯
罪
で
は
な
い
、
戦
争
に
関
し
国
際
法
の
法

規
が
あ
る
の
は
、
国
家
利
益
の
追
求
の
為
に
行
な
う
戦
争
は
合
法
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
・
・
・
戦
争
が
合
法
で
あ
る
以

上
、
戦
争
で
の
殺
人
は
合
法
的
な
殺
人
に
他
な
ら
な
い
。
も
し
、
真
珠
湾
攻
撃
に
よ
る
キ
ッ
ド
提
督
の
死
が
「
殺
人
罪
」
に
あ

た
る
な
ら
ば
、
原
爆
投
下
を
計
画
し
、
命
じ
た
者
の
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
者
た
ち
は
「
殺
人
罪
」
を
意
識
し
て

い
た
か
？
い
や
、
戦
争
が
合
法
と
い
う
こ
と
で
意
識
は
し
て
い
な
か
っ
た
・
・
・
原
子
爆
弾
の
よ
う
な
戦
争
に
関
わ
る
国
際
法

規
で
禁
止
さ
れ
て
い
る
武
器
に
よ
り
一
般
市
民
を
殺
傷
し
た
連
合
国
に
裁
く
権
利
は
あ
る
の
か
？

ブ
レ
ー
ク
ニ
の
発
言
が
と
り
わ
け
注
目
さ
れ
た
の
は
、
占
領
下
の
日
本
で
批
判
が
タ
ブ
ー
で
あ
っ
た
原
爆
投
下
を
、
こ
の
国

際
法
廷
で
取
り
あ
げ
、
言
葉
を
選
び
な
が
ら
も
批
判
し
た
か
ら
だ
っ
た
。
旧
敵
国
の
弁
護
人
が
果
た
し
て
日
本
人
被
告
を
本
気

で
弁
護
す
る
の
か
、
と
い
う
被
告
弁
護
側
に
あ
っ
た
不
審
の
念
を
一
掃
す
る
よ
う
な
鋭
い
論
陣
を
張
っ
た
の
だ
っ
た
。

少
々
説
明
を
加
え
て
お
く
。
第
二
次
世
界
大
戦
当
時
、「
ハ
ー
グ
陸
戦
法
規
」（
一
八
九
九
年
）
や
「
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
」（
一

八
六
四
年
）
と
い
っ
た
戦
争
に
関
わ
る
国
際
法
規
は
存
在
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
毒
ガ
ス
の
よ
う
な
化
学
兵
器
使
用
の
禁
止
、

軍
事
施
設
で
は
な
い
住
宅
地
等
へ
の
爆
撃
の
禁
止
、
非
戦
闘
員
で
あ
る
一
般
住
民
殺
戮
の
禁
止
、
戦
時
捕
虜
は
虐
待
せ
ず
に
保
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護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
定
め
、
等
の
規
定
が
あ
っ
た
。
こ
う
い
う
国
際
法
規
に
違
反
す
れ
ば
、
戦
争
に
関
わ
る
法
律

違
反
と
し
て
、「
戦
争
犯
罪
」
を
犯
し
た
者
、
つ
ま
り
「
戦
争
犯
罪
人
」
と
し
て
、
処
罰
の
対
象
と
な
っ
た
。
さ
き
の
大
戦
中
、

日
本
政
府
に
は
中
立
国
を
介
し
て
「
日
本
は
、
戦
時
捕
虜
の
取
扱
い
を
定
め
た
『
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
』
を
遵
守
す
る
か
」
と
い

う
問
い
合
わ
せ
が
届
い
た
。そ
れ
に
対
し
、日
本
政
府
は
確
答
を
避
け
、「『
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
』を
準
用
す
る-m

utatis
m

utandis-
」

と
の
回
答
を
お
く
っ
た
。

一
方
、
敵
国
の
軍
需
工
場
や
戦
艦
へ
の
空
爆
、
通
常
兵
器
を
用
い
て
の
戦
闘
員
同
士
の
殺
傷
行
為
等
は
、
戦
争
に
関
わ
る
法

規
に
違
反
し
な
い
合
法
的
行
為
だ
っ
た
。
捕
虜
の
試
し
切
り
は
明
白
な
戦
争
犯
罪
を
構
成
し
た
が
、
戦
場
で
斬
り
合
っ
て
敵
兵

を
殺
害
す
る
こ
と
は
、
違
法
で
は
な
く
友
軍
か
ら
は
戦
功
と
さ
れ
た
。「
燈
火
ち
か
く

衣
縫
ふ
母
は
」
で
始
ま
る
文
部
省
唱

歌
「
冬
の
夜
」
の
歌
詞
に
は
、「
囲
炉
裏
の
端
に

繩
な
ふ
父
は

過
ぎ
し
い
く
さ
の
手
柄
を
語
る
」
と
あ
る
。
教
科
書
初
掲
が

明
治
末
年
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
に
、
父
の
立
て
た
「
い
く
さ
の
手
柄
」
は
日
清
あ
る
い
は
日
露
の
戦
役
が
舞
台
だ
っ
た
で

あ
ろ
う
し
、
肉
弾
戦
も
ま
だ
普
通
だ
っ
た
時
代
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
手
柄
の
中
味
も
お
の
ず
と
想
像
で
き
よ
う
。
平
成
の
世
に

平
和
を
享
受
で
き
る
幸
せ
を
あ
り
が
た
く
思
う
一
方
で
、
戦
争
が
日
常
に
あ
っ
た
戦
前
期
を
今
日
の
尺
度
で
の
み
解
釈
し
、「
戦

争
＝
犯
罪
」
で
あ
る
と
即
断
す
る
の
は
避
け
る
に
如
く
は
な
し
、
と
思
わ
れ
る
。

revision
ism

の
原
義

と
こ
ろ
で
本
稿
冒
頭
で
、
現
総
理
は
歴
史
意
識
が
強
い
政
治
家
で
あ
る
と
記
し
た
。
そ
の
歴
史
認
識
は
、
戦
後
五
〇
年
の
節

目
に
出
さ
れ
た
「
村
山
談
話
」
の
克
服
を
目
指
す
も
の
と
言
わ
れ
て
い
た
。
も
っ
と
も
、
七
〇
周
年
の
折
に
出
さ
れ
た
談
話
は
、

＜評壇＞
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日
本
の
総
理
大
臣
と
し
て
言
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
要
所
を
押
さ
え
、
村
山
談
話
か
ら
逸
脱
し
な
い
こ
と
を
旨
と
す
る
内
容
と

な
っ
て
い
た
が
。

安
倍
総
理
が
内
に
秘
め
て
い
る
は
ず
の
史
観
を
念
頭
に
お
い
て
、
総
理
は
歴
史
修
正
主
義
者
だ
、
と
非
難
す
る
向
き
が
野
党

側
に
強
い
。「
修
正
」
の
語
に
は
本
来
無
色
透
明
ど
こ
ろ
か
肯
定
的
な
含
意
さ
え
あ
る
は
ず
な
の
に
、
こ
こ
で
の
「
修
正
」
の

語
に
は
否
定
的
な
意
味
合
い
が
看
取
さ
れ
、
正
統
派
の
歴
史
観
を
逸
脱
し
よ
う
と
し
て
い
る
者
、
の
意
で
批
判
的
に
用
い
ら
れ

て
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
政
治
家
は
、
そ
し
て
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
は
、
歴
史
研
究
者
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
歴

史
修
正
主
義
者
だ
、
と
し
て
首
相
を
糾
弾
す
る
議
員
や
マ
ス
コ
ミ
人
た
ち
は
、
こ
の
「
歴
史
修
正
主
義
」
の
原
義
を
心
得
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
自
分
と
相
容
れ
な
い
危
険
な
歴
史
観
を
抱
き
、
披
露
し
よ
う
と
す
る
者
を
、
一
刀
両
断
に
「
歴
史
修
正
主
義

．
．
．

者
」
と
し
て
糾
弾
す
る
の
は
、
歴
史
認
識
に
お
け
る
ラ
ベ
リ
ン
グ
作
業
の
典
型
例
そ
の
も
の
だ
ろ
う
。

試
み
に
現
在
も
っ
と
も
浩
瀚
な
国
語
辞
典
で
あ
る
『
日
本
国
語
大
辞
典
（
第
二
版
）』
に
あ
た
っ
て
み
て
も
、「
歴
史
修
正

主
義
」
あ
る
い
は
「
歴
史
修
正
主
義
者
」
の
項
は
見
当
た
ら
な
い
。
日
本
語
の
語
彙
と
し
て
は
、
比
較
的
新
し
い
と
い
う
こ
と

が
分
か
る
。
そ
こ
で
、
現
代
の
用
語
を
対
象
と
し
た
用
語
集
を
参
照
し
て
み
れ
ば
、
た
と
え
ば
ウ
ェ
ブ
上
の
辞
典
『
デ
ジ
タ
ル

大
辞
林
』
の
「
歴
史
修
正
主
義
」
の
項
に
は
、
以
下
の
記
載
が
あ
っ
た
│
│
「
①
歴
史
に
関
す
る
定
説
や
通
説
を
再
検
討
し
、

新
た
な
解
釈
を
示
す
こ
と
。
②

一
般
的
な
歴
史
認
識
と
は
異
な
る
解
釈
を
主
張
す
る
人
、
ま
た
そ
う
し
た
言
動
を
否
定
的
に

い
う
語
」。
首
相
は
歴
史
修
正
主
義
者
だ
、
と
指
弾
す
る
の
は
、
こ
の
②
の
用
法
で
あ
る
こ
と
が
直
ち
に
分
か
る
。

日
本
語
語
彙
と
し
て
の
普
及
の
歴
史
が
浅
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
海
外
発
の
語
彙
で
あ
ろ
う
と
察
し
が
つ
く
。

こ
こ
で
、OE

D
(O
xford

E
nglish

D
ictionary)

で
修
正
主
義
、
あ
る
い
は
修
正
主
義
者
に
あ
た
る

revisionism

や

revisionist
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を
見
て
み
る
こ
と
と
す
る
。revisionism

の
第
二
の
意
味
と
し
て
、
以
下
の
説
明
が
あ
が
っ
て
い
る
。

a
term

used
for

a
revised

attitude
to
som

e
previously

accepted
politicalsituation,doctrine,or

point
of
view

…

m
ostly

U
.S.,

a
m
ovem

ent
to
revise

the
accepted

versions
of
A
m
erican

history,
esp.

those
relating

to
foreign

affaires
since

the
w
ar
of
1939-45.

従
前
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
政
治
的
な
状
況
、
教
義
、
見
解
を
見
直
す
よ
う
な
姿
勢
に
用
い
る
語
・
・
・
大
概
は
合
衆
国

の
用
法
で
、
従
来
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
た
米
国
史
の
見
方
、
と
り
わ
け
一
九
三
九
年
か
ら
一
九
四
五
年
の
戦
争
﹇
第
二
次

大
戦
﹈
以
来
の
外
交
に
関
わ
る
従
来
の
見
方
、
を
見
直
そ
う
と
す
る
動
き
。

英
語
で
は
「
歴
史
の
」---historical---

を
付
さ
ず
と
も
、revisionism

と
書
け
ば
、
文
脈
か
ら
「
歴
史
修
正
主
義
」
と
い
う

こ
と
は
自
明
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
ベ
ト
ナ
ム
戦
争
の
よ
う
な
戦
後
ア
メ
リ
カ
の
外
交
政
策
に
異
を
唱
え
る
ア
メ
リ
カ
人
歴
史

家
が

revisionist

と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
のO

E
D

の
記
述
は
教
え
て
く
れ
る
。

「
歴
史
修
正
主
義
」
と
い
う
批
判
の
契
機

O
E
D

記
載
の
説
明
か
ら

revisionism

の
原
義
は
確
認
で
き
た
も
の
の
、
な
ぜ
「
歴
史
修
正
主
義
」
と
い
う
日
本
語
に
否
定

の
含
意
が
あ
る
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
、
一
寸
考
え
て
み
る
と
気
付
く
の
は
、
ア
メ
リ
カ
の

revisionist

は
政
府
の

＜評壇＞
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政
策
に
批
判
的
な
立
場
を
特
徴
と
す
る
一
方
、
日
本
で
は
歴
史
修
正
主
義
者
は
主
に
野
党
側
や
そ
の
支
持
者
か
ら
の
批
判
を
受

け
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
二
分
法
で
物
事
を
割
り
切
る
こ
と
は
避
け
た
い
も
の
の
、
敢
え
て
記
す
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
の

revisionist

は
政
権
批
判
派
の
「
左
」
で
あ
り
、
わ
が
国
の
歴
史
修
正
主
義
者
は
野
党
か
ら
の
攻
撃
を
受
け
る
「
右
」
と
ま

と
め
て
よ
い
だ
ろ
う
。
端
的
に
言
っ
て
、
日
本
語
の
「
歴
史
修
正
主
義
」
も
英
語
の

“revisionism
”

も
、
大
勢
の
歴
史
の
見

方
に
異
を
唱
え
る
と
い
う
特
徴
は
共
有
し
て
い
る
の
で
、
批
判
す
る
さ
い
の
ラ
ベ
リ
ン
グ
と
し
て
用
い
ら
れ
や
す
い
と
い
う
点

は
同
じ
な
が
ら
も
、
向
い
て
い
る
方
向
は
逆
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
一
体
い
つ
頃
か
ら
「
歴
史
修
正
主
義
」
や
「
歴
史
修
正
主
義
者
」
と
い
っ
た
表
現
が
、
論
壇
で
目
に
留
ま
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
。
こ
れ
に
は
「
歴
史
修
正
主
義
」
批
判
論
者
の
説
明
が
、
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
。

「
修
正
主
義
」
と
い
う
と
、
日
本
で
は
「
歴
史
修
正
主
義
」
と
い
う
こ
と
ば
が
さ
か
ん
に
使
わ
れ
、
そ
れ
は
主
と
し
て
い

わ
ゆ
る
「
自
由
主
義
史
観
」
の
主
張
と
し
て
登
場
し
て
い
る
。
そ
の
核
心
は
、
戦
後
日
本
の
歴
史
教
育
は
「
東
京
裁
判
史
観
」

「
コ
ミ
ン
テ
ル
ン
史
観
」「
暗
黒
史
観
」「
自
虐
史
観
」「
反
日
史
観
」
に
毒
さ
れ
て
き
た
も
の
で
、
そ
れ
を
正
す
に
は
「
自

国
の
生
存
権
や
国
益
追
求
の
権
利
」
を
は
っ
き
り
と
認
め
、「
自
国
の
歴
史
に
誇
り
」
を
も
つ
歴
史
教
育
を
め
ざ
さ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

尹
健
次
「
韓
国
に
『
修
正
主
義
』
は
あ
る
の
か
」（
歴
史
学
研
究
会
編
『
歴
史
に
お
け
る
「
修
正
主
義
」』
青
木
書
店
、
二
〇
〇
〇
年
所
収
）

一
九
九
〇
年
代
半
ば
の
、
藤
岡
信
勝
東
京
大
学
教
育
学
部
教
授
（
当
時
）
が
主
宰
す
る
「
自
由
主
義
史
観
研
究
会
」
提
唱
の
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「
自
由
主
義
史
観
」
の
登
場
が
き
っ
か
け
だ
っ
た
、
と
読
め
る
内
容
で
あ
る
。
こ
の
研
究
会
は
『
産
経
新
聞
』
に
「
教
科
書
が

教
え
な
い
歴
史
」
を
連
載
し
、
そ
の
後
間
も
な
く
藤
岡
は
、
独
文
学
者
で
あ
り
文
藝
評
論
家
と
し
て
著
名
な
西
尾
幹
二
た
ち
と

「
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
を
設
立
、
主
張
す
る
史
観
を
反
映
す
る
よ
う
な
歴
史
教
科
書
の
刊
行
へ
と
進
ん
だ
。
こ

れ
に
対
し
て
、
歴
史
学
研
究
会
に
所
属
す
る
研
究
者
た
ち
は
、「
自
由
主
義
史
観
研
究
会
」
や
「
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く

る
会
」
が
主
張
す
る
近
現
代
史
解
釈
は
「
通
俗
歴
史
主
義
」（
岡
部
牧
夫
「
歴
史
の
な
に
を
、
ど
う
修
正
す
る
の
か
」、
前
掲
書
所
収
）
で

あ
る
と
し
て
、
批
判
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
展
開
し
た
。

二
一
世
紀
へ
の
変
わ
り
目
に
展
開
さ
れ
た
歴
史
を
め
ぐ
る
こ
の
論
争
は
、
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
大
き
く
取
り
あ
げ
ら
れ
た
。

「
新
し
い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
が
編
集
し
た
教
科
書
の
採
択
率
は
低
か
っ
た
も
の
の
、
同
じ
内
容
を
も
つ
市
販
本
や
、

西
尾
の
『
国
民
の
歴
史
』
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
。「
自
国
の
歴
史
に
誇
り
を
も
つ
歴
史
教
育
」
に
関
心
を
示
す
国
民
が

少
な
く
な
い
こ
と
の
証
左
だ
っ
た
。
武
家
で
初
め
て
征
夷
大
将
軍
と
な
っ
た
の
は
源
頼
朝
で
あ
る
と
い
う
史
実
誤
認
（
実
際
は

木
曾
義
仲
）
な
ど
は
さ
ほ
ど
話
題
と
な
ら
ず
、
も
っ
ぱ
ら
近
現
代
史
を
め
ぐ
っ
て
論
争
は
展
開
さ
れ
、
南
京
攻
略
時
の
「
虐
殺

事
件
」
を
取
り
あ
げ
な
い
記
述
な
ど
を
念
頭
に
「
歴
史
の
改
竄
」
と
い
う
批
判
も
加
え
ら
れ
た
。
十
数
年
前
の
如
上
の
経
緯
を

ふ
り
か
え
る
な
ら
、
あ
え
て
「
歴
史
改
竄
」
で
は
な
く
、
英
語
に
見
ら
れ
るrevisionism

に
着
想
を
得
て
「
歴
史
修
正
主
義
」

の
語
を
、
誰
と
は
な
く
い
つ
し
か
使
い
始
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
こ
れ
が
「
起
源
」
の
で
は
な
い
か
、
と
推
察

し
て
い
る
（
以
上
の
拙
見
へ
の
読
者
諸
賢
の
ご
教
示
を
冀
う
）。

歴
史
家
と
は
誰
の
こ
と
か

＜評壇＞



- 9 -

＜歴史に向きあい、語りあうために＞

「
自
由
主
義
史
観
」
や
「
新
し
い
教
科
書
を
つ
く
る
会
」
の
教
科
書
を
め
ぐ
っ
て
は
、
歴
史
解
釈
の
当
否
だ
け
で
な
く
別
の

問
題
も
提
起
さ
れ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
れ
は
、
歴
史
を
書
く
者
の
資
格
に
つ
い
て
で
あ
る
。『
新
し
い
歴
史
教
科
書
』
の
執
筆

．
．

者
の
な
か
に
は
、
坂
本
多
加
雄
（
政
治
学
）
や
大
石
慎
三
郎
（
日
本
近
世
史
）
と
い
っ
た
歴
史
分
野
で
す
で
に
業
績
あ
る
研
究

者
も
い
た
が
、
藤
岡
や
西
尾
の
よ
う
に
歴
史
学
以
外
の
分
野
の
執
筆
者
が
何
人
も
名
を
連
ね
て
お
り
、
非
専
門
家
が
歴
史
を
書

．

く
、
と
い
う
こ
と
も
争
点
と
な
っ
た
。
そ
の
批
判
の
雰
囲
気
は
、
月
刊
誌
『
諸
君
！
』
が
平
成
一
三
（
二
〇
〇
一
）
年
七
月
号

で
企
画
し
た
「
近
・
現
代
史
を
知
る
五
〇
〇
の
良
書
」
と
い
う
特
集
記
事
に
寄
稿
し
た
一
〇
〇
人
の
一
人
で
あ
る
、
政
治
評
論

家
の
次
の
文
章
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
。

最
近
歴
史
家
で
も
な
い
の
に
通
史
を
書
い
た
り
、
通
史
の
教
科
書
を
書
い
た
り
す
る
向
き
が
散
見
さ
れ
ま
す
が
、
そ
の
畏

れ
を
知
ら
ぬ
大
胆
不
敵
さ
と
自
信
に
は
驚
嘆
を
禁
じ
得
ま
せ
ん
。

不
可
思
議
な
文
章
と
思
う
。「
歴
史
家
で
も
な
い
の
に
通
史
を
書
く
」
と
こ
の
人
は
批
判
す
る
が
、
そ
も
そ
も
通
史
の
執
筆

が
許
さ
れ
る
「
歴
史
家
」
の
資
格
と
は
何
な
の
か
。
史
学
に
関
わ
る
学
科
の
卒
業
生
、
あ
る
い
は
歴
史
学
の
博
士
号
を
有
す
る

こ
と
が
そ
の
「
資
格
」
な
の
か
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
こ
の
批
判
者
は
文
学
部
心
理
学
科
出
身
ゆ
え
、
政
治
評
論
を
本
業
と
す

る
資
格
は
な
い
、
と
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
自
分
は
政
治
評
論
を
数
十
年
行
な
っ
て
き
た
「
専
門
家
」
で
あ
る
、
よ
っ

．
．
．
．
．

て
、
政
治
評
論
を
生
業
と
す
る
資
格
は
あ
る
、
と
の
返
答
が
あ
る
や
も
知
れ
ぬ
、
も
っ
と
も
、
最
初
は
「
素
人
」
だ
っ
た
に
違

．
．
．
．
．

い
な
い
の
だ
が
。
で
は
、「
専
門
家
」
と
は
何
か
？
そ
し
て
、
歴
史
の
専
門
家
と
は
い
か
な
る
人
物
の
こ
と
か
？
と
続
け
て
問
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い
か
け
て
み
た
い
思
い
を
禁
じ
得
な
い
。

人
は
、
歴
史
を
書
い
て
こ
そ
歴
史
家
に
な
る
の
で
あ
る
。
史
学
専
攻
の
大
学
院
を
出
て
大
学
教
員
を
し
て
い
て
も
、
歴
史
学

関
係
の
学
会
員
で
あ
っ
て
も
、
書
い
た
論
文
が
修
士
論
文
一
本
だ
け
で
は
、
だ
れ
も
そ
の
人
を
専
門
の
歴
史
家
と
は
認
め
ま
い
。

一
方
、
物
理
学
の
学
位
を
有
す
る
者
で
あ
っ
て
も
、
通
史
を
書
く
自
由
は
あ
ろ
う
し
、
書
き
上
げ
た
そ
の
論
考
が
史
書
と
し
て

高
い
評
価
を
受
け
る
な
ら
ば
、
歴
史
家
と
呼
ぶ
の
に
相
応
し
い
だ
ろ
う
。
世
紀
の
変
わ
り
目
に
展
開
さ
れ
た
日
本
の
近
現
代
史

を
め
ぐ
る
論
争
は
、
わ
が
国
に
お
け
る
過
度
の
「
専
門
家
」
信
仰
に
つ
い
て
も
考
え
さ
せ
る
機
会
を
提
供
し
た
の
だ
っ
た
。

修
正
せ
ぬ
歴
史
修
正
主
義
者

歴
史
修
正
主
義
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
考
え
て
み
た
い
。
歴
史
修
正
主
義
を
批
判
す
る
者
は
、
歴
史
の
改
竄
だ
、
戦
前
の
皇

国
史
観
へ
の
回
帰
だ
、
な
ど
と
し
て
攻
撃
す
る
が
、
私
に
は
、
修
正
論
者
の
と
る
ア
プ
ロ
ー
チ
に
こ
そ
問
題
が
あ
る
の
で
は
な

い
か
、
と
思
わ
れ
る
。
学
問
の
進
歩
に
逆
行
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

ス
ポ
ー
ツ
の
記
録
は
、
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
法
の
進
化
と
用
具
の
向
上
に
よ
り
、
格
段
に
進
歩
を
遂
げ
て
き
て
い
る
。
五
二
年
前

の
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
走
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
ボ
ブ
・
ヘ
イ
ズ
選
手
が
追
い
風
参
考
記
録
な
が
ら
準
決
勝
で

九
秒
九
を
記
録
し
（
決
勝
は
一
〇
秒
〇
に
終
わ
っ
た
）、
国
立
競
技
場
に
詰
め
か
け
た
観
衆
を
沸
か
せ
た
。
四
年
後
、
新
し
い

競
技
場
を
舞
台
と
し
て
開
催
さ
れ
る
二
度
目
の
東
京
五
輪
で
は
、
優
勝
者
は
一
体
ど
の
く
ら
い
の
記
録
を
打
ち
立
て
る
の
か
興

味
ひ
か
れ
る
が
、
ヘ
イ
ズ
の
記
録
を
下
回
る
こ
と
は
ま
ず
考
え
ら
れ
な
い
。

ス
ポ
ー
ツ
の
記
録
が
進
歩
す
る
の
と
同
様
、
学
問
も
ま
た
進
む
こ
と
は
自
明
だ
ろ
う
。
明
治
の
昔
、
加
藤
弘
之
が
著
し
た
『
人

＜評壇＞
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権
新
説
』
は
、
ハ
ー
バ
ー
ド
・
ス
ペ
ン
サ
ー
流
の
社
会
進
化
論
を
用
い
て
天
賦
人
権
説
を
論
駁
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
り
、

民
権
運
動
批
判
者
の
論
拠
の
一
つ
と
な
っ
た
。
だ
が
二
一
世
紀
の
現
在
、
そ
の
内
容
を
真
摯
な
学
問
と
し
て
評
価
す
る
者
は
い

な
い
。
開
明
的
な
明
六
社
に
集
う
学
者
だ
っ
た
加
藤
が
、
保
守
反
動
の
論
者
に
転
じ
た
証
左
と
し
て
参
照
す
る
程
度
の
書
に
堕

ち
て
し
ま
っ
て
い
る
。

閑
話
休
題
。
歴
史
修
正
主
義
者
と
し
て
批
判
さ
れ
る
論
者
た
ち
を
見
て
い
て
時
折
不
思
議
に
思
う
の
は
、
大
勢
を
占
め
る
史

観
の
見
直
し
を
求
め
る
│
│

revise

を
求
め
る
│
│
に
あ
た
り
、
学
問
の
進
展
に
よ
っ
て
新
た
な
史
実
が
発
見
さ
れ
、
そ
の

解
釈
が
も
は
や
適
当
で
は
な
い
と
さ
れ
た
は
ず
の
史
書
を
自
説
の
根
拠
と
し
て
持
ち
出
し
、
歴
史
の
修
正
を
要
求
し
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
満
州
事
変
に
つ
い
て
Ａ
と
い
う
研
究
者
は
こ
の
よ
う
な
見
解
を
残
し
て
い
る
、
と
し
て
満
州
事
変
解

釈
の
修
正
を
求
め
る
の
だ
が
、
Ａ
が
見
解
を
表
す
時
点
で
は
判
明
し
て
い
な
か
っ
た
史
実
が
後
日
明
ら
か
と
な
り
、
そ
れ
に
基

づ
け
ば
Ａ
の
解
釈
は
も
は
や
妥
当
性
を
欠
く
こ
と
に
な
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
修
正
主
義
者
と
さ
れ
る
人
た
ち
は
Ａ
の
主
張

を
聖
典
の
ご
と
く
持
ち
出
し
て
、
史
観
の
修
正
を
求
め
る
の
で
あ
る
。
学
問
の
進
歩
に
と
も
な
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
史
料
を

も
と
に
し
て
、
従
前
の
歴
史
解
釈
の
見
直
し
を
図
る
こ
と
こ
そ
、
こ
と
ば
の
真
の
意
味
で
の
歴
史
修
正
主
義
で
は
な
か
ろ
う
か
、

．
．
．
．

と
思
え
て
な
ら
な
い
。

結
び
に
か
え
て
│
│
「
パ
ル
判
決
」
の
真
の
魅
力

歴
史
修
正
主
義
者
が
、「
修
正
」
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
感
じ
て
い
る
日
本
の
近
現
代
史
観
形
成
に
与
っ
た
一
因
が
、

敗
戦
直
後
実
施
さ
れ
た
対
日
軍
事
裁
判
で
あ
る
東
京
裁
判
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
戦
前
戦
中
の
日
本
の
国
家
指
導
者

- 12 -

や
高
位
の
軍
人
た
ち
の
戦
争
犯
罪
を
問
う
場
と
し
て
連
合
国
が
設
置
し
た
法
廷
で
は
、
審
理
の
過
程
で
、
訴
追
す
る
検
察
側
に

よ
っ
て
出
さ
れ
た
証
拠
を
通
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
史
実
が
明
る
み
に
出
さ
れ
た
。
一
方
、
弁
護
側
が
、
原
告
で
あ
る
連
合
国
側
の

戦
争
犯
罪
│
│
最
た
る
も
の
は
原
爆
投
下
│
│
に
言
及
し
よ
う
と
す
る
と
、
そ
れ
は
本
法
廷
の
審
理
に
無
関
係
で
あ
る
、
と
し

て
却
下
さ
れ
る
の
が
常
だ
っ
た
。
こ
う
い
う
経
過
を
経
て
、
検
察
側
が
提
出
し
法
廷
に
採
用
さ
れ
た
証
拠
に
基
づ
く
、
起
訴
状

が
対
象
と
し
た
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
以
降
の
日
本
史
解
釈
が
、
国
際
法
廷
で
次
々
と
提
示
さ
れ
、
占
領
軍
の
言
論
統
制
も

あ
っ
て
批
判
を
許
さ
な
い
史
観
と
し
て
確
定
し
た
。「
正
史
」
の
地
位
を
得
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
東
京
裁
判
で
は
一
一
名
の
判
事
中
、
七
名
が
「
多
数
派
」
を
形
成
し
て
公
式
判
決
の
起
草
か

ら
確
定
ま
で
を
行
な
い
、
残
り
四
名
の
判
事
は
そ
れ
ぞ
れ
に
「
個
別
意
見
書
」
を
提
出
し
た
│
│
フ
ィ
リ
ピ
ン
判
事
は
多
数
派

だ
っ
た
が
、
公
式
判
決
よ
り
厳
し
い
判
決
を
望
む
旨
の
意
見
書
を
別
途
提
出
し
た
。
イ
ン
ド
代
表
判
事
ラ
ダ
ノ
ビ
ー
ト
・
パ
ル

の
意
見
書
は
、「
起
訴
状
の
意
味
に
お
い
て
全
被
告
は
無
罪
」
と
判
定
し
、
注
目
さ
れ
た
。
パ
ル
自
身
が
、
個
別
意
見
書
の
冒

頭
にJu

d
gm

en
t

と
記
し
た
た
め
、「
パ
ル
判
決
」
と
通
称
さ
れ
て
い
る
。

パ
ル
の
全
被
告
無
罪
と
い
う
判
定
は
、
公
式
判
決
が
二
五
名
の
被
告
全
員
を
有
罪
と
し
た
こ
と
と
正
反
対
だ
っ
た
。
東
京
法

廷
が
日
本
近
現
代
史
の
公
式
見
解
を
生
み
出
し
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
に
抗
す
る
者
は
、「
パ
ル
判
決
」
の
歴
史
解
釈
に
目

を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
つ
ま
り
、
占
領
軍
の
歴
史
解
釈
に
異
を
唱
え
よ
う
と
す
る
者
の
多
く
が
、「
パ
ル
判
決
」

を
「
聖
典
」
の
ご
と
く
扱
う
契
機
が
こ
こ
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
今
日
の
歴
史
修
正
主
義
者
の
主
張
に
も
、
頻
繁
に
パ
ル
の
名

が
登
場
す
る
の
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

法
学
者
で
あ
っ
た
パ
ル
は
、
滞
日
中
、
社
交
は
一
切
辞
し
宿
舎
に
閉
じ
こ
も
り
、
法
廷
に
出
さ
れ
た
証
拠
類
は
も
と
よ
り
日

＜評壇＞
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本
に
関
係
す
る
多
数
の
文
献
を
渉
猟
し
た
。
こ
う
し
て
、「
起
訴
状
の
意
味
に
お
い
て
全
被
告
は
無
罪
」
と
い
う
結
論
に
い
た
っ

た
。「

パ
ル
判
決
」
は
東
京
裁
判
終
結
の
昭
和
二
三
（
一
九
四
八
）
年
時
点
で
は
、
立
派
な
「
研
究
論
文
」
に
な
り
得
て
い
た
。

し
か
し
、
七
〇
年
近
く
の
時
を
閲
し
た
現
在
、
歴
史
研
究
は
進
展
し
、
パ
ル
が
用
い
た
史
料
以
上
の
素
材
が
供
さ
れ
て
い
る
。

今
日
か
ら
見
れ
ば
限
り
あ
る
史
料
を
基
に
書
か
れ
た
「
パ
ル
判
決
」
の
歴
史
解
釈
を
用
い
て
歴
史
の
修
正
を
要
求
す
る
こ
と
は
、

こ
の
七
〇
年
間
の
学
問
の
進
歩
を
無
視
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。「
パ
ル
判
決
」
を
聖
典
視
す
る
歴
史
修
正
主
義
者

の
見
解
に
出
会
う
た
び
に
、
こ
う
い
う
思
い
を
禁
じ
得
な
い
。

だ
が
、
時
の
経
過
が
あ
っ
て
も
失
せ
な
い
大
き
な
魅
力
が
、「
パ
ル
判
決
」
に
は
あ
る
。
そ
れ
は
、「
史
料
の
読
み
方
」
を

教
え
て
く
れ
る
箇
所
で
あ
り
、
そ
の
一
例
を
最
後
に
紹
介
し
て
稿
を
結
ぶ
こ
と
と
し
た
い
。

検
察
側
は
、
日
本
軍
に
よ
る
残
虐
行
為
立
証
の
た
め
、
多
数
の
証
拠
を
提
出
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
パ
ル
は
、「
い
た
る
と

こ
ろ
で
行
な
わ
れ
た
日
本
軍
に
よ
る
残
虐
行
為
の
類
似
性
と
い
う
事
実
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
共
同
謀
議
が
存
在
し
て
い
た
と
い

う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
（
判
事
団
）
に
推
定
さ
せ
よ
う
と
し
た
」
と
記
し
た
。
類
似
の
残
虐
行
為
の
頻
発
は
、
軍
や
政
府
に
よ
る

残
虐
行
為
実
施
の
共
同
謀
議
が
発
生
の
背
景
に
あ
っ
た
か
ら
に
違
い
な
い
、
と
い
う
検
察
側
の
主
張
を
パ
ル
は
見
て
取
っ
た
。

以
上
を
踏
ま
え
て
次
の
よ
う
に
記
し
た
。

T
h

e
sim

ilarities
in

th
e

alleged
atrocities

m
ay

cu
t

ju
st

th
e

oth
er

w
ay

as
w

ell.
It

m
ay

as
w

ell
in

d
icate

som
e

com
m

on
sou

rce
sh

ap
in

g
th

e
allegation

s
an

d
evid

en
ce.

T
h

e
w

orld
is

n
ot

qu
ite

u
n

aw
are

of
som

e
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[sic.]
d

esign
ed

to
arou

se
an

im
osities.

数
々
の
残
虐
行
為
が
類
似
し
て
い
る
と
い
う
検
察
側
の
主
張
は
、
全
く
正
反
対
の
結
論
を
導
く
こ
と
に
も
な
る
。
法
廷
へ

の
申
し
立
て
お
よ
び
付
さ
れ
た
そ
の
証
拠
が
、
実
は
共
通
の
情
報
源
に
由
来
す
る
、
と
い
う
可
能
性
も
あ
る
。
敵
意
を
か
き

立
て
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
事
実
無
根
の
残
虐
行
為
の
話
は
、
人
間
の
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
こ
れ
ま
で
な
か
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。

類
似
の
残
虐
行
為
の
存
在
を
多
数
主
張
す
る
と
、
実
は
同
一
の
事
例
を
言
い
替
え
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
い
う
解
釈

も
可
能
だ
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
敵
意
を
か
き
立
て
る
た
め
に
考
え
出
さ
れ
た
事
実
無
根
の
残
虐
行
為
」
の
実
例

と
し
て
、
南
北
戦
争
当
時
、
南
軍
収
容
所
の
捕
虜
に
加
え
ら
れ
た
と
い
う
虐
待
の
「
実
話
」
を
列
挙
す
る
。
捕
虜
の
首
を
切
り

落
と
し
フ
ッ
ト
ボ
ー
ル
の
よ
う
に
蹴
り
飛
ば
し
た
、
負
傷
者
を
射
撃
の
標
的
と
し
た
、
下
痢
が
蔓
延
し
た
時
で
さ
え
す
し
詰
め

の
部
屋
か
ら
手
洗
い
へ
行
く
こ
と
を
許
さ
な
か
っ
た
、
腐
肉
を
食
べ
さ
せ
た
、
収
容
所
の
窓
か
ら
外
を
の
ぞ
い
た
だ
け
で
射
殺

し
た
、
こ
う
い
う
事
例
を
パ
ル
は
引
き
、
東
京
裁
判
に
先
立
つ
「
人
間
の
歴
史
」
を
紹
介
し
た
の
だ
っ
た
。

ち
な
み
に
、
パ
ル
が
依
拠
し
た
南
北
戦
争
を
扱
う
書
は
、W

illiam
B

est
H

esseltin
e,

C
ivil

W
a

r
P

rison
s:

A
Stu

d
y

in

W
a

r
P

sycholog
y

(T
h

e
O

h
io

State
U

n
iversity

P
ress,

19
30

)

│
│
Ｗ
・
Ｂ
・
ヘ
ッ
セ
ル
タ
イ
ン
『
南
北
戦
争
に
お
け
る

捕
虜
収
容
所
│
│
戦
争
心
理
の
研
究
』（
未
邦
訳
）
だ
っ
た
。
広
範
な
読
書
量
に
も
一
驚
す
る
が
、
虚
心
に
史
料
に
向
き
あ
う

そ
の
真
摯
な
姿
勢
は
、
真
の
歴
史
家
を
思
わ
せ
る
。
歴
史
修
正
主
義
者
も
、
そ
の
批
判
者
も
、
と
も
に
範
と
す
べ
き
姿
勢
で
あ

ろ
う
。

＜評壇＞
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