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e われわれは湾岸戦争をどう語ったのか?

田
中
康
夫
、
浅
田
彰
、
お
谷
行
人
、
西
部
述
、
い
と
う
せ
い
こ
う
:
:
・
。

ラ
ジ
カ
ル
な
平
和
主
義
か
ら
新
保
守
主
義
ま
で
、

湾
岸
戦
争
を
め
ぐ
っ
て
た
れ
流
さ
れ
た

あ
ら
ゆ
る
論
議
を
検
証
し
、

高
度
消
費
社
会
の
戦
争
を
尻
拭
い
す
る
!

一
正
義
一
の
根
拠
ほ
ど
こ
に
あ
る
の
か
?

ア
メ
リ
カ
の
正
義
と
ア
一
コ
フ
の
大
義

*
 

極
端
に
言
え
ば
、
一
億
人
に
は
一
憶
の
正
義
が
あ
る
!

だ
が
、

E
義
は
傍
観
者
の
も
の
で
は
な
い
。

実
現
さ
れ
な
け
れ
ば
意
昧
が
な
い
の
で
あ
る
。

橋
爪
大
三
郎
(
東
京
工
業
大
学
教
養
学
部
助
教
綬
)

「
正
義
」
と
間
違
っ
た
「
正
義
」
は
ど
の
よ
う
に
見

分
け
ら
れ
る
の
か
、
今
回
の
湾
岸
戦
争
の
よ
う
な

こ
れ
は
相
当
難
し
い
問
題
な
ん
で
す
が

る
カ
。

ー
ー
ー
海
岸
戦
争
に
つ
い
て
の
議
論
を
い
ま
も
う

い
ち
ど
読
み
返
し
て
み
る
と
、
そ
こ
で
語
ら
れ
て

い
た
の
は
、
実
は
「
正
義
」
を
め
「
る
問
題
で
あ

っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、

ア
メ
リ
カ
の
正
義
と
イ
ラ
ク
の
正
義
、
国
連
の
正

と
り
あ
え
ず
私
は

次
の
よ
う
に
考
え
て
い
ま
す
。

国
家
対
国
家
の
紛
争
に
お
け
る

ま
、
私

ま
ず
、

人
が
あ
る
集
団
を
つ
く
っ
て
大
勢
で
生

「
正
義
」

た
ち
の
個
人
的
な
人
間
関
係
に
お
け
る
「
正
義
」

そ、』
、て
は
必
然
的
に
、

や
っ
て

き
て
い
る
と
き

と
同
じ
も
の
な
の
か

そ
う
い
う
基
本
的
な
と
こ

い
い
こ
と
と
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
が
決
ま
っ

ろ
か
ら
お
伺
い
で
き
れ
ば
と
思
っ
た
ん
で
す
が

習
と
な
っ
て
いそ
くれ
わンが
け
で
す

て
き
ま
す
。

そ
の
集
団
の
ル
ー
ル
や
慣

け
で
す
が
、

義
と
ア
ラ
ブ
の
大
義
の
対
立
と
し
て
語
ら
れ
た
わ

-0 

そ
し
て
正
義
の
感

そ
の
と
き
の
「
正
義
」
の
意
味
が
、

I ~ I 

f立
の

正
義

あ
る
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覚
は

こ
の
ル
ー
ル
や
慣
習
に
関
係
が
あ
る
わ
け

語
る
人
に
よ
っ
て
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に

も
感
じ
た
ん
で
す
。
そ
こ
で
ま
ず
、
「
正
義
」
と
は

で
す
。た

と
え
ば

あ
る
ル
ー
ル
に
み
ん
な
が
従
っ
て

そ
も
そ
も
何
な
の
か
、

な
ぜ
複
数
の
「
正
義
」
が

同
時
に
成
立
し
得
る
の
か
、
そ
の
と
き
、
正
し
い

橋
爪

正
義
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
定
義
す

一
人
だ
け
そ
の
ル
ー
ル
に
従
わ
な

い
る
と
き
に
、
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い
宥
が
い
る
。

橋
爪

極
端
に
言
え
ば
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。
し

慣
習
と
し
て
み
ん
な

あ
る
い
は

に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が

一
人
だ
け
に
は
認

か
し
も
う
少
し
正
確
に
言
う
と
、
正
義
と
は
客
観

め
ら
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
と
き
に
、
人
は
そ
れ

的
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
主
観
的
な
も
の
で
も
な

を
不
正
義
だ
と
感
じ
る
わ
け
で
す
。

ぃ
。
そ
う
い
う
暖
昧
な

問
主
観
的
な
場
所
に
成

と
こ
ろ
が
、

議
論
が
少
し
視
雑

こ
こ
か
ら
先
、

立
す
る
も
の
だ
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

に
な
っ
て
き
ま
す
。

ル
ー
ル
は
や
が
て

こ
れ
ま
で
私
が
見

法
律
と

そ
う
い
う
正
義
の
定
義
で

し
て
明
文
化
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
す
が

法
律
に

た
な
か
で
も
っ
と
も
す
っ
き
り
し
て
い
る
と
思
つ

も
い
い
法
律
と
、

正
義
に
も
と
る
悪
い
法
律
が
あ

た
の
は
、
井
上
達
夫
氏
の
も
の
な
ん
で
す
が
、
「
同

る
。
法
律
に
合
致
し
て
い
れ
ば
正
義
、

と
は
簡
単

じ
も
の
は
同
じ
よ
う
に
扱
う
。
異
な
っ
た
も
の
は

に
吾
一
?
ん
わ
ゆ
く
な
る
の
で
す
。

ま
た
法
律
の
ほ
か
に

異
な
っ
た
よ
う
に
扱
う
」
と
い
う
も
の
で
す
。
同

道
徳
と
い
う
も
の
も
あ
っ
て
、

係
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
道
徳
と
正
義
が
常
に
一

こ
れ
も
正
義
と
関

じ
人
間
な
の
に
異
な
っ
た
扱
い
を
し
て
差
別
す
る

の
は
不
正
義
で
あ
る
。
そ
れ
と
は
逆
に
、

た
と
・
え

致
す
る
か
と
い
う
と

こ
れ
も
そ
う
と
も
言
え
な

ば
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
負
っ
て
い
る
人
を
健
常

し、。

者
と
同
じ
よ
う
に
扱
う
の
も
ま
た
不
正
義
で
あ
る

そ
こ
で
、

そ
う
い
う
複
雑
な
議
論
は
飛
ば
し
て

と
い
う
わ
け
で
す
。

現
在
正
義
に
つ
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
共
通
項
の

し
か
し
、
先
ほ
ど
こ
う
し
た
正
義
の
感
覚
の
背

よ
う
な
も
の
は
何
か
と
い
う
と
、

一
人
ひ
と
り
の

景
に
は
ル
l
ル
や
慣
習
が
あ
る
と
言
い
ま
し
た
が
、

人
聞
が
こ
れ
が
正
し
い
と
判
断
し
て
い
る
感
覚
、

こ
れ
は
個
人
に
よ
っ
て
異
な
る
以
上
に
、
文
化
的

そ
れ
が
正
義
だ
と
い
ち
お
う
は
定
義
で
き
る
ん
じ

伝
統
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の

ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

意
味
で
は
、
民
族
ご
と
に
正
義
の
あ
り
方
が
違
っ

て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
れ
が
今
回
の
、
ア
メ

-
1
4う
す
る
と
、

一
億
人
の
人
聞
が
い
れ
ば

一
億
個
の
正
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

リ
カ
の
正
義
と
ア
ラ
ブ
の
大
義
の
問
題
に
も
つ
な

、....... 晶 a晶ι

1

1

1

1
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が
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
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さ
ら
に
、
正
義
の
階
層
と
い
う
問
題
も
あ
り
ま

す
。
個
人
対
個
人
の
聞
の
正
義
が
あ
り
、
集
団
対

集
団
の
聞
の
正
義
も
あ
る
。
こ
れ
は
主
に
国
内
法

に
よ
っ
て
扱
わ
れ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
と
同
じ

よ
う
に
、
民
族
対
民
族
の
聞
の
正
義
、
国
家
対
国

家
の
聞
の
正
義
も
あ
り

そ
れ
が
国
際
法
に
よ
っ

て
扱
わ
れ
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
こ
の
階
層
の
違

い
に
よ
っ
て
、
問
題
も
微
妙
に
異
な
る
わ
け
で
す
。

た
だ
し
、
バ
ラ
バ
ラ
な
個
人
、
バ
ラ
バ
ラ
な
国
家

の
聞
の
秩
序
b
z
E
の
よ
う
に
つ
く
っ
て
い
く
か
と

い
う
意
味
に
お
い
て
、

正
義
の
あ
り
方
は
同
じ
だ

と
考
え
て
い
い
と
私
は
思
い
ま
す
。

一
ア
メ
リ
カ
の
「
正
義
」
と

一
ア
ラ
ブ
の
「
大
義
」

|
|
|
文
化
的
伝
統
の
違
い
と
し
て
の
ア
メ
リ
カ

の
正
義
と
ア
ラ
ブ
の
大
義
は
、
具
体
的
に
は
ど
の

よ
う
に
説
明
で
き
る
の
で
す
か
。

橋
爪

そ
の
こ
と
を
考
え
る
に
は
イ
ス
ラ
ム
教

の
正
義
と
キ
リ
ス
ト
教
の
正
義
を
、
意
志
論
と
し

て
比
較
し
て
み
る
と
面
白
い
と
思
う
ん
で
す
。
結

論
か
ら
先
に
言
っ
て
し
ま
う
と
、
神
の
意
志
を
知

り
得
る
と
い
う
立
場
に
立
て
ば
イ
ス
ラ
ム
の
正
義

に
な
り
、
神
の
意
志
は
不
可
知
だ
と
考
え
れ
ば
キ

リ
ス
ト
教
の
正
義
に
な
る
の
で
す
。

イ
ス
ラ
ム
の
神
、

ア
ラ
ー
は
、
正
義
の
神
で
も

あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
イ
ス
ラ
ム
教
徒
に
と
っ

て
は
、
正
義
と
は
ア
ラ
!
の
意
志
に
従
う
こ
と
で
-

実
現
さ
れ
る
も
の
な
の
で
す
。
そ
し
て

ア
ラ
ー

の
意
志
に
よ
っ
て
こ
の
世
に
正
義
を
実
現
す
る
た

め
の
方
法
は

コ
l
ラ
ン
に
書
か
れ
て
お
り

イ

ス
ラ
ム
法
と
し
て
体
系
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。

こ
の
意
味
、
て
、
イ
ス
ラ
ム
共
同
体
と
は
、
世
界

戦争支符90%、米南部の軍事墓地を訪れたジョージ・ブッシユ

そ
の
も
の
、
イ
ス
ラ
ム
法
を
共
有
す
る
人
び
と
の

集
ま
り
で
あ
り
、
地
球
規
模
の
国
際
社
会
、
人
類

社
会
な
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
イ
ス
ラ
ム
法
の
も

と
て
、

た
と
え
ば
ユ
，
ダ
ヤ
教
や
キ
リ
ス
ト
教
の
信

仰
の
自
由
も
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
具
合
に
、

正
義
と
平
等
は
保
障
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ

の
よ
う
に
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
い
て
は
、
国
際
社
会

に
お
け
る
正
義
が
非
常
に
明
快
に
位
置
づ
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

211 

キ
リ
ス
ト
教
に
お
い
て
も
、
正
義
が
神
の
意
志
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の
実
現
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。

し
か
し
キ
リ
ス
ト
教
の
場
合

困
っ
た
こ
と
に

E
う
す
れ
ば
地
上
に
神
の
正
義
が
実
現
で
き
る
の

か
、
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
は
い
ま
せ
ん
。

く
ら
イ
エ
ス
の
言
葉
を
読
み
返
し
て
み
て
も
、
世

俗
の
権
力
、
つ
ま
り
当
時
キ
リ
ス
ト
教
を
弾
圧
し
、

キ
リ
ス
ト
教
徒
を
ラ
イ
オ
ン
に
食
べ
さ
せ
た
り
し

て
い
た
ほ
ど
残
酷
な
ロ

l
マ
帝
国
の
権
力
を
ど
の

よ
う
に
理
解
し
て
い
い
の
か
、

書
か
れ
て
は
い
な

い
わ
け
で
す
。

使
徒
パ
ウ
ロ
は

け
っ
き
ょ
く
ロ

ー
マ
帝
国
の
権
力
を
否
定
し
ま
せ
ん
で
し
た
。

種
の
無
抵
抗
主
義
の
よ
う
な
態
度
を
と
っ
た
こ
と

が
『
聖
書
』
に
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

キ
リ
ス
ト
教
徒
が
地
上
に
正
義
を
実
現
さ
せ
る

方
法
論
を
持
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は

政
治

権
力
に
対
す
る
あ
き
ら
め
を
生
み

正
義
は
地
上

で
は
な
く
神
の
国
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う
、

二
王
国
論
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
き
ま
す
。
そ
し
て

キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
は
何
を
し
た
か
と
い
う
と

世
俗
の
権
力
、

つ
ま
り
ロ

l
マ
帝
国
と
取
引
き
を

し
た
わ
け
で
す
。

そ
の
取
引
き
と
い
う
の
は

こ
う
で
す
。
キ
リ

............:.ι 

界
」
と
か

「
国
際
社
会
」
と
か
は

イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
的
に
中
立
の
も
の
な
の
で
は
な
く
、

キ
リ
ス
ト

教
国
の
そ
う
し
た
歴
史
の
延
長
線
上
に
あ
る
も
の

な
の
で
す
か
。

橋
爪

私
は
そ
う
考
え
て
い
ま
す
。
「
世
界
」
が

う
な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も

そ
も
そ
も
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
で
し
か
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、

そ
れ
ぞ
れ

の
文
化
や
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の

世
界
の
「
解
釈
」
が
あ
る
だ
け
な
わ
け
で
す
。

た
と
え
ば
中
国
の
世
界
観
と
い
う
の
も

論
的
、て
非
常
に
明
快
で
す
。

世
界
と
い
う
の
は
中

国
の
こ
と
、で
あ
っ
て
、
中
国
の
周
辺
の
国
々
は
家

来
、
で
し
か
な
い
。
中
国
の
都
に
入
っ
て
皇
帝
の
座

そ
の
ま
ま
世
界
の
支
配
者
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
中
国
で
は
、
神
の
法
と
世
俗
の

に
つ
い
た
者
が
、

法
が
分
離
し
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
世
俗
の
権
力
が

互
い
に
対
等
な
も
の
と
し
て
競
合
す
る
状
態
が
正

当
化
さ
れ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
り
得
な

い
わ
け
で
す
。
こ
の
あ
た
り
は
イ
ス
ラ
ム
教
の
世

界
観
で
も
同
じ
で

イ
ス
ラ
ム
の
世
界
が
複
数
の

国
に
分
裂
し
て
い
る
の
は

や
が
て
強
力
な
宗
教

的
か
つ
政
治
的
指
導
者
が
登
場
し
て
イ
ス
ラ
ム
共

j
i

l

-

-

i

i
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ス
ト
教
徒
は

ロ
ー
マ
帝
国
の
権
力
を
認
め
、

の
法
伴
を
守
る
こ
と
に
よ
っ
て
ロ

i
マ
帝
国
の
治

安
維
持
に
協
力
す
る
。

そ
れ
と
引
き
替
え
に

L 、

ー
マ
帝
国
は

キ
リ
ス
ト
教
を
国
教
と
し
、
彼
ら

の
信
仰
を
守
る
。

他
の
宗
教
が
入
つ
で
き
た
ら
そ

れ
を
追
い
払
う
こ
と
を
約
束
す
る
。
こ
う
い
う
取

引
き
を
し
た
せ
い
も
あ
っ
て
、

一1
チ
エ
は
、
キ

リ
ス
ト
教
を
奴
隷
の
宗
教
と
批
判
す
る
わ
け
で
す

が
、
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
に
し
て
宗
教
的
権
力

と
世
俗
の
権
力
と
の
二
元
論
が
成
立
す
る
わ
け
で

す
。
そ
し
て
こ
の
二
元
論
は
、

当
然
の
・
』
と
な
が

ら
、
イ
ス
ラ
ム
教
の
、
宗
教
的
権
力
が
そ
の
ま
ま

政
治
的
権
力
と
一
致
す
べ
き
だ
と
い
う
一
元
論
と

は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
な
の
で
す
。

ー
キ
リ
ス
ト
教
の
た
め
に

l
l
1
1
そ
の
場
合
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
と
っ
て
、

国
際
関
係
に
お
け
る
正
義
と
い
う
の
は

E
の
よ
う

に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
、
で
し
ょ
う
か
。

ロ
ー
マ
帝
国
が
健
在
だ
っ
た
時
代

橋
爪

ま
ず
、

は
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
同
じ
ひ
と
つ
の
世
俗
の
法

同
体
を
再
統
一
す
る
ま
で
の
過
渡
的
状
態
で
し
か

な
い
わ
け
で
す
。

|
|
|
そ
う
い
う
-
元
論
、て
言
え
ば
、

マ
ル
ク
ス

主
義
の
世
界
観
も
同
じ
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
か
。

橋
爪

そ
う
で
す
ね
。
あ
れ
も
共
産
主
義
の
イ
デ

オ
ロ
ギ
l
の
も
と
に
世
界
が
統
一
さ
れ
る
ま
で
の

過
渡
的
状
態
と
し
て
、
現
在
を
規
定
す
る
わ
け
で

明
確
な
一
元
論
で
す
。
だ
か
ら
ア
メ
リ

す
か
ら
、

カ
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
国
か
ら

一
一
冗

見
れ
ば
、

イ
ス
ラ
ム
も
、
中
国
も

マ
ル
ク
ス
主

義
も
、

そ
し
て
日
本
も
、
あ
る
意
味
、て
は
み
ん
な

同
じ
に
見
え
る
わ
け
で
す
。

|
|
|
毛
れ
は
、
多
様
な
国
家
を
否
定
す
る
一
元

論
的
な
超
国
家
主
義
の
運
動
と
し
て
、
同
じ
よ
う

な
脅
威
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
・
』
と
で
す
か
。

橋
爪

そ
れ
も
含
め
て
、
自
分
た
ち
の
価
値
観
と

は
異
な
る
価
値
観
で
動
い
て
い
る
固
と
し
て
、
本

能
的
に
強
い
警
戒
感
を
持
つ
わ
け
で
す
。
そ
れ
が

フ
ァ
シ
ズ
ム
で
あ
り
、
共
産
主
義
で
あ
り

イ
ス

ラ
ム
原
理
主
義
‘
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、

そ
の
意

味
、
て
は

日
本
が
い
つ
「
世
界
」
の
敵
と
見
な
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
ん
で
す
。

J
H
"
M
q
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か
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ロ

ら
、
国
際
関
係
に
お
け
る
ト
ラ
ブ
ル
が
起
こ
る
は

ず
は
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
後
、

ロ
ー
マ
帝
国
は
西
と
東
に
分
裂
し
、

ゲ
ル
マ
ン
の
諸
部
肢
の
王
た
ち
の

西
ロ

l
マ
帝

国
は
や
が
て

国

さ
ら
に
細
か
く
分
割
さ
れ
て
し
・
ま
い
ま
す
。

つ
ま
り

こ
れ
ま
で
は
世
俗
の
権
力
は
ロ

l
マ
帝

国
ひ
と
つ
だ
け
だ
っ
た
の
に
、

た
く
さ
ん
の
世
俗

の
権
力
が
で
き
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
う
し
て
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
、
そ
う
し
た
世
俗

の
権
力
の
う
ち
の
ひ
と
つ
を
自
ら
の
守
護
者
と
し

て
選
び
た
く
て
も
、
そ
れ
が
で
き
な
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
彼
ら
は
、
ゲ
ル
マ
ン
の
王
た
ち
を

キ
リ
ス
ト
教
徒
に
改
宗
さ
せ
、

?
l
マ
帝
国
の
皇

帝
と
結
ん
だ
の
と
同
じ
よ
う
な
取
引
き
を

そ
れ

ぞ
れ
の
国
王
と
取
り
交
わ
し
た
の
で
す
。
そ
の
結

果
、
教
会
は
ひ
と
つ
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

複
数
の
世
俗
の
権
力
、
政
治
的
国
家
が
競
合
す
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
こ
れ
が
彼
ら
に
と
っ
て
の

国
際
社
会
で
あ
り
、
国
民
国
京
の
そ
も
そ
も
の
は

じ
ま
り
で
も
あ
る
わ
け
で
す
。

I

h

-

-

そ
う
す
る
と
、
現
在
言
わ
れ
て
い
る
「
世一一一一

目

の

義

が

正

し

い

1

|
|
|
占
取
初
に
国
際
法
と
国
内
法
、
て
は
正
義
の
階

層
が
違
う
と
い
う
お
話
が
あ
り
ま
し
た
が
、

そ
の

も
っ
と
も
大
き
な
違
い
は
、
圏
内
法
、
て
は
警
察
や

軍
隊
な
ど
の
「
暴
力
」
を
国
家
が
独
占
し
て
い
る

た
め
、
法
の
執
行
、
法
的
な
正
義
の
実
現
が
比
較

的
容
易
な
の
に
対
し
、
国
際
法
、
て
は
、
「
暴
力
」
を

独
占
す
る
世
界
政
府
の
よ
う
な
も
の
が
な
い
現
在
、

法
的
な
正
義
が
な
か
な
か
実
現
し
な
い

法
が
守

ら
れ
た
り
守
ら
れ
な
か
っ
た
り
す
る
、
と
い
う

と
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
今
回
の
イ
ラ

ク
に
対
す
る
同
情
論
を
見
て
い
る
と

イ
ラ
ク
の

側
に
正
義
が
あ
る
と
い
う
積
極
的
な
支
持
は
む
し

ろ
少
な
く
て

ア
メ
リ
カ
が
根
拠
に
す
る
国
際
法

な
ん
て
実
際
は
み
ん
な
が
き
ち
ん
と
守
っ
て
い
る

わ
け
で
も
な
い
の
に

イ
ラ
ク
だ
け
が
怒
ら
れ
て

か
わ
い
そ
う
だ
、
と
い
う
感
じ
の
も
の
が
多
か
っ

た
よ
う
な
気
が
す
る
ん
で
す
が
。

橋
爪

国
際
社
会
に
お
け
る
ル
ー
ル

た
し
か
に

を
誰
が
ど
う
取
り
締
ま
る
か
と
い
う
の
は

.. 
、

+
i
a

・、
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へ
ん
難
し
い
問
題
で
す
。
西
欧
諸
国
は
、
世
界
政

に
な
る
よ
う
に
、
自
国
の
経
済
的
な
枠
組
を
調
整

、~:也民，;110佳弘4主

府
が
樹
立
で
き
な
い
以
上
、
と
り
あ
え
ず
い
ち
ば

す
る
、
大
学
守
開
放
し
、
世
界
中
か
ら
留
学
生
を

ん
強
い
国
家
が
地
上
の
正
義
を
代
行
す
る
し
か
な

受
け
入
れ
、
彼
ら
に
高
等
教
育
を
施
し
て
祖
国
に

い
ん
だ
と
考
え
ま
し
た
。
そ
の
強
い
国
家
を

H

基

送
り
返
す
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
す
る
わ
け
で

軸
因
。
と
言
い
ま
す
。

か
つ
て
の
イ
ギ
リ
ス
や
現

日
本
に
は
欠
け
て
い
る
発
想
で
す
。

す
。
こ
れ
は
、

在
の
ア
メ
リ
カ
が
そ
れ
に
あ
た
る
わ
け
で
す
が

そ
し
て
現
実
に

ア
メ
リ
カ
が
そ
れ
を
し
な
く
な

そ
う
し
た
固
に
と
っ
て
は
、
国
際
社
会
に
正
義
を

っ
て
し
ま
っ
た
ら
、
世
界
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ
て

実
現
す
る
こ
と
こ
そ
大
国
の
義
務
で
あ
り
、
人
類

し
ま
う
わ
け
で
す
。

へ
の
責
任
で
あ
り
、
国
家
の
存
在
理
由
そ
の
も
の

i

l

-

-
そ
の
場
合
、
基
軸
園
、
現
在
は
ア
メ
リ
カ

に
な
る
わ
け
で
す
。

で
す
が
、
そ
の
ア
メ
リ
カ
が
考
え
る
国
際
社
会
に

基
軸
固
と
な
っ
た
国
は
ま
ず
、
国
際
秩
序
を
守

お
け
る
正
義
の
基
準
と
い
う
の
は
何
に
な
る
ん
で

一一一 一一一.ー一一---一一 一一一一一

る
た
め
の
強
大
な
軍
隊
を
擁
し
、
そ
れ
を
世
界
各

し
よ
う
か
。

地
に
派
遣
し
ま
す
。
そ
し
て
。
世
界
の
警
察
。
と

橋
爪

主
権
国
家
が
絶
対
で
あ
る
町
と
い
う
考
え

し
て
、
国
際
社
会
、
て
不
正
義
が
行
な
わ
れ
て
い
な

方
だ
と
思
い
ま
す
。
主
権
国
家
が
独
立
し
た
意
志

い
か
を
監
視
し
、
同
盟
国
の
主
権
が
脅
か
さ
れ
る

を
持
っ
て
他
の
国
家
と
交
渉
し
、
同
盟
し
、
あ
る

よ
う
な
事
態
に
な
れ
ば
血
を
流
し
て
で
も
そ
れ
を

そ
う
い
う
行
動
を
と
る
わ
け
で
す
。

い
は
戦
争
を
す
る
の
が
「
国
際
社
会
」
だ
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば

守
っ
て
や
る
、

そ
こ
に
当
然
、

ル
ー
ル
や
慣
習

あ
る
い
は
、
ポ
ン
ド
や
ド
ル
が
世
界
の
基
軸
通
貨

と
い
う
も
の
が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
の
ル
ー
ル
や

-ーーーー~・ー

慣
習
が
や
が
て
国
際
法
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い

き
、
国
際
法
に
違
反
す
る
行
為
が
「
不
正
義
」
だ

と
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
そ
し

て
そ
う
し
た
国
際
法
の
根
幹
を
考
え
て
い
く
と
、

そ
れ
は
「
国
家
主
権
を
守
る
」
と
い
う
こ
と
に
な

る
ん
で
す
。

主
権
と
い
う
の
は
も
と
も
と
は
神
に
属
す
る
も

の
で
あ
り
、
中
世
に
お
い
て
は
教
会
の
許
し
を
得

て
、
王
は
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
を
治
め
て
い
た
わ
け

で
す
。
そ
れ
が
や
が
て
、
王
権
が
教
会
の
権
威
か

ら
切
れ
て
、
宗
教
的
な
権
威
と
世
俗
の
権
力
を
一

身
に
体
現
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
王
が

主
権
を
持
つ
、
絶
対
主
義
の
誕
生
で
す
。
そ
し
て

こ
の
主
権
が
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
や
独
立
戦
争
な
ど

の
国
民
戦
争
を
経
て
国
民
の
手
に
渡
っ
た
と
き
、

も
は
や
こ
の
国
家
主
権
を
超
え
る
い
か
な
る
原
理

も
な
く
な
っ
た
わ
け
で
す
。

こ
の
よ
う
に
、
国
民
国
家
と
い
う
の
は
、
キ
リ

ス
ト
教
徒
が
教
会
の
支
配
や
王
権
の
支
配
を
離
れ

て
自
ら
国
家
を
つ
く
り
、
互
い
に
戦
争
を
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
な
わ
け
で
す
。
そ
し

て
そ
の
戦
争
と
い
う
の
は
、
国
民
の
意
志
に
よ
る

も
の
で
あ
る
以
上
誰
に
も
止
め
ら
れ
な
い
し
、
仲

裁
者
も
い
ま
せ
ん
か
ら
、

そ
れ
以
前
の
戦
争
に
比

べ
て
は
る
か
に
苛
酷
で
繊
烈
な
も
の
に
な
ら
、
ざ
る

を
得
な
い
。
こ
う
し
た
残
酷
な
近
代
戦
を
経
て
、

ど
の
よ
う
な
ル
ー
ル
に
則
っ
て
戦
争
を
す
る
か
と

い
う
戦
時
国
際
法
が
つ
く
ら
れ
て
い
っ
た
わ
け
で

す。
し
た
が
っ
て
、
国
家
主
権
と
い
う
の
は
も
ち
ろ

ん
ひ
と
つ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
な
わ
け
で
す
が
・
こ

の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
否
定
し
て
し
ま
う
と
、

リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
が
国
家
で
あ
る
こ

と
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

だ
か
ら
、
彼
ら
に
と
っ
て
国
家
主
権
は
神
聖
不
可

侵
な
ん
で
す
。

多民篠国家アメリ力、正義の象徴fロッキーJ

|
|
|
そ
れ
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
意
味
、
て
の
神

聖
不
可
侵
と
い
う
、
』
と
な
の
、
で
し
ょ
う
か
。

橋
爪

そ
う
で
す
ね
。
基
軸
固
と
い
う
の
は
、
宗

教
的
語
念
に
基
づ
い
て
国
家
主
権
を
守
ろ
う
と
す

る
、
と
言
っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
っ

と
は
っ
き
り
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
現
在
の
国
際
正

義
と
い
う
の
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
の
宗
教
的
正
義
と

密
接
な
関
係
が
あ
り

そ
の
正
義
を
代
行
す
る
ア

{I 
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メ
サ
カ
は
同
時
に
、
世
界
を
解
釈
す
る
者
で
も
あ

る
わ
け
で
す
。

i

t

-

-

そ
の
宗
教
的
正
義
を

今
回
は
イ
ラ
ク
が

冒
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

橋
爪

は
い
。
そ
う
言
っ
た
っ
て
か
ま
い
ま
せ
ん
。

I I 本ア | | 当ラ
| にプ
今 なの
固 いよ

2 符
岸?は
戦
争
で
は

い
ま
ま
で
お
話

し
い
た
だ
い
た
キ
リ
ス
ト
教
的
な
国
際
正
義
と
イ

ス
ラ
ム
教
の
正
義
、

い
わ
ゆ
る
ア
ラ
ブ
の
大
義
の

関
係
が
問
題
に
な
っ
た
と
思
う
ん
で
す
。
そ
こ
で
、

イ
ラ
ク
擁
護
の
主
張
と
い
う
の
を
見
る
と
、
大
き

く
分
け
て
ふ
た
つ
の
言
い
方
が
あ
っ
た
よ
う
に
思

い
ま
す
。
そ
の
ひ
と
つ
は
イ
ス
ラ
ム
教
に
お
い

て
は
国
家
主
権
な
ど
そ
も
そ
も
認
め
ら
れ
て
い
な

い
の
だ
か
ら
、

イ
ラ
ク
が
イ
ス
ラ
ム
圏
以
外
の
国

を
侵
略
し
た
の
な
ら
い
、
さ
し
ら
ず
、

イ
ス
ラ
ム
の

な
か
で
の
争
い
に
国
家
主
権
な
ど
と
い
う
正
義
の

基
準
を
持
ち
出
す
の
は
そ
も
そ
も
お
か
し
い
と
い

う
も
の
だ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
う
し
た
主

張
に
つ
い
て
は
、

E
の
よ
う
に
お
考
え
で
し
ょ
う

j
a
s--
f

‘‘
J
J
E唱
旬
、

，
dus
Z面
、

，
a
E
E"my

カ・橋
爪

私
は
ま
ず
、
正
義
と
は
傍
観
者
の
語
る
べ

き
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
正
義
と

い
う
の
は
、
当
事
者
が
行
動
す
る
基
準
で
あ
り

そ
れ
に
よ
っ
て
秩
序
を
つ
く
り
あ
げ
て
い
く
指
針

で
あ
る
わ
け
で
す
。
そ
の
意
味
、て
、
た
い
へ
ん
苛

国
家
も

認
め
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
。

日
本
の

ア
ラ
ブ
の
国
家
も
、
国
家
主
権
の
考
え

方
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
の

正
義
と
キ
リ
ス
ト
教
の
正
義
は
、
文
化
と
し
て
は

対
等
で
す
が
、
現
実
政
治
の
う
え
で
は
ま
っ
た
く

対
等
で
は
な
い
わ
け
で
す
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
両
者
を
ま
る
で
対
等
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見

な
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
正
義
を
批
評
し
、
裁
定
す

る
よ
う
な
、

7
』
を
い
く
ら
議
論
し
て
も
意
味
が
な

さ
ら
に

い
と
い
う
こ
と
で
す
。

ア
ラ
ブ
の
大
義
と
国
連
の
正
義
が
あ

る
と
し
て
、
私
た
ち
日
本
人
は

ア
ラ
ブ
の
大
義

に
は
コ
ミ
ッ
ト
で
き
な
い
し
、
す
る
べ
き
で
も
な

い
ん
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、
国
連
の
正
義
に
は

コ
ミ
ッ
ト
で
き
る
し
、
現
に
し
て
い
る
。
そ
う
で

あ
る
な
ら
ば
、

の
主
権
を
侵
さ
れ
た
く
な
い
と
思
う
の
な
ら
、

そ
し
て
も
し
日
本
人
が
自
分
の
国

メ
リ
カ
の
正
義
を
研
究
し
、
現
在
の
国
際
秩
序
に

日
本
が
当
事
者
と
し
て
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
い

私
は
思
い
ま
す
。

け
る
の
か
を
考
え
る
の
が
現
実
的
な
議
論
だ
と
、

資
料

V
o
国
際
社
会
の
正
義
。
を
知
識
人
は
ど
の
よ
う
に
語
っ
た
か
?

一
「
今
回
の
湾
岸
戦
争
は
、
日
本
国
忠
法
の
用
語
で
い
え
ば
、
専
制

一
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狂
を
白
昼
公
然
と
輸
出
し
た
サ
ダ
ム
・
フ
セ

一
イ
ン
の
行
為
に
対
し
て
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
道
理
と
正
義
に
反
す 酷

な
も
の
で
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
正
義
は
実
現
さ

れ
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
し
、

実
現
不
可
能
な
正

義
に
つ
い
て
い
く
ら
語
っ
た
と
こ
ろ
で
仕
方
が
な

い
の
で
す
。

非
常
に
残
念
な
こ
と
に

ア
ラ
ブ
世
界
は
現
在
、

世
界
を
リ
ー
ド
し
て
い
る
の
で
は
な
い
わ
け
で
す
。

世
界
の
石
油
の
六
割
以
上
を
手
に
し
て
い
る
と
い

な
か
で
は

ん つ
で
も
、
彼
ら
の
地
位
は
、
国
際
社
会
の
現
状
の

マ
イ
ナ
ー
な
も
の
で
し
か
あ
り
ま
せ

ア
ラ
ブ
の
正
義
は
実
現
不
可
能

橋
爪

だ
か
ら
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
私
た
ち
日
本
人
が
国

際
社
会
に
お
け
る
正
義
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、

ま
ず
、
現
実
の
世
界
に
・お
い
て
機
能
し
て
い
る
の

は
ア
メ
リ
カ
の
正
義
以
外
に
な
い
と
い
う
こ
と
を

行会る
使の行
は決為
や議と
むに認
を基め
えつ
ない決
いてし
こ 11"て
とわ黙
だれ認
とたで
思行ーき
う為な
己でい

あと
るす
。る

私国
は連

一案
力理
の事

ヨー『
{ 湾

「 ζ 岸
V と戦
o nヨ争
i出を
c 'Fど
8.ニう
ど」み

こる
年カ、天

谷
月ダ直
号チ弘

「
す
べ
て
の
国
家
は
国
益
に
基
づ
い
て
行
動
し
て
い
る
。
そ
れ
は

何
ら
と
が
め
ら
れ
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
何
ら
不
当
な
こ
と
で

も
な
い
。
そ
の
国
益
確
保
の
手
段
を
国
際
正
義
と
の
協
調
の
な
か

で
発
動
す
る
か
し
な
い
か
の
違
い
で
あ
る
。
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン

は
国
際
正
義
を
踏
み
に
じ
っ
て
軍
事
力
を
発
動
し
た
し
、
ブ
ッ
シ

ュ
は
協
調
の
な
か
で
軍
事
力
を
発
動
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

フ
セ
イ
ン
も
プ
ッ
シ
ュ
も
国
益
を
背
中
に
背
負
っ
て
戦
っ
て
い
る
。

「
つ
ま
り
、
も
と
も
と
戦
争
そ
の
も
の
が
、
非
人
道
的
か
つ
非
論

理
な
も
の
な
の
で
す
。
い
っ
た
ん
は
じ
ま
っ
た
以
上
、
勝
つ
た
め

に
は
何
だ
っ
て
や
っ
て
の
け
る
の
が
戦
争
で
す
。
ロ
に
し
た
く
も

な
い
こ
と
で
す
が
、
戦
時
中
に
日
本
の
大
学
で
ア
メ
リ
カ
兵
捕
虜

を
生
体
解
制
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
敵
を
材
料
と
し
て
医
学
研
究

を
向
上
さ
せ
、
味
方
の
命
を
救
い
た
い
と
い
う
吹
戦
時
下
の
正
義
。

に
よ
る
も
の
で
す
。

「
武
力
に
よ
り
地
中
海
の
キ
プ
ロ
ス
島
を
侵
略
し
、
島
の
北
方
を

こ
こ
二
十
年
近
く
占
領
し
続
け
て
い
る
ト
ル
コ
も
、
国
際
秩
序
な

る
も
の
を
破
っ
た
悪
者
で
あ
る
か
ら
懲
罰
さ
れ
る
筈
だ
が
、
国
連

の
決
議
を
尻
目
に
、
ア
メ
リ
カ
は
常
に
見
て
見
ぬ
撮
り
を
し
沈
黙

を
守
っ
て
き
た
。
共
産
圏
に
対
す
る
防
波
堤
と
し
て
重
要
視
さ
れ

そ
れ
が
湾
岸
戦
争
の
正
当
性
を
阻
害

こ
れ
ま
た
当
然
の
こ
と
で
、

す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。

(
・
中
略
)

現
実
世
界
に
は
「
百
%
の
正
義
」
と
か
「
百
%
の
悪
」
と
い
う

こ
と
は
な
か
な
か
な
い
が
、
「
九
O
%
な
い
し
八
O
%
の
正
義
」

と
、
「
九
O
%
な
い
し
八
O
%
の
悪
」
と
が
対
決
し
て
い
れ
ば
、
こ

れ
は
お
の
ず
と
判
断
は
明
ら
か
に
な
る
べ
き
は
ず
で
あ
る
。
」

(
中
略
)

イ
ラ
ク
を
決
し
て
支
持
す
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
に

は
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題
を
リ
ン
ク
さ
せ
る
イ
ラ
ク
の
言
い
分
も
一
理

あ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
中
東
周
辺
の
歴
史
や
風
土
を
無
視
し
て
、

国
連
の
正
義
の
も
と
に
近
代
理
論
と
近
代
兵
器
を
持
ち
込
む
の
は
、

一
前
仏の
侵
略
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
し

て
き
た
ト
ル
コ
に
対
し
、
島
の
一
つ
や
二
つ
占
領
し
た
く
・
ら
い
で

文
句
を
言
う
よ
う
な
馬
鹿
な
ア
メ
リ
カ
で
は
な
い
。
N
A
T
O
(北

大
西
洋
条
約
機
織
)
の
一
員
と
し
て
、
ト
ル
コ
は
今
回
ア
メ
リ
カ
に

忠
誠
を
苦
い
、
そ
の
御
褒
美
と
し
て
何
億
ド
ル
も
の
援
助
金
を
も

ら
っ
て
い
る
。

伊
藤
憲
一

「
湾
岸
戦
争
の
正
当
性
と
教
訓
」

「
正
論
」
九
一
年
三
月
号

上
板
冬
子

「
湾
岸
戦
争
を
ど
う
み
る
か
・
疑
わ
し

い
国
連
の
『
正
義
」
」

「
v
o
i
c
e」
九
一
年
三
月
号

， 

絵
原
久
子

「
ア
メ
リ
カ
は
戦
争
を
望
ん
で
い
た
」

「
文
京
建
春
秋
」
九
一
年
四
月
号

11 
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一
国
除
社
会
の
ル
ー
ル
を
破
っ
た

一
懲
ら
し
め
、
正
義
を
打
ち
立
て
る

な
い
。
」

侵
略
者
サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
を
一

と
い
う
の
は
大
義
名
分
に
過
ぎ
一

「
こ
こ
は
ア
メ
リ
カ
に
加
担
す
る
よ
り
な
い
の
で
あ
る
。
ノ
ー
と

言
い
た
き
事
も
山
と
あ
れ
ど
、
日
露
戦
争
の
仇
討
ち
と
ば
か
り
に
、

カ
ラ
フ
ト
か
ら
北
海
道
、
ひ
い
て
は
東
北
へ
と
侵
攻
し
、
戦
後
は

朝
鮮
半
島
同
様
に
日
本
の
二
分
割
を
画
策
し
た
北
極
熊
の
ソ
連
を

結
果
と
し
て
封
じ
て
く
れ
た
の
は
ア
メ
リ
カ
で
あ
り
、
朝
鮮
戦
争

で
も
う
け
さ
せ
て
く
れ
た
の
も
ア
メ
リ
カ
で
あ
る
。

6

そ
れ
が
ア
メ
リ
カ
の
政
策
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
そ
の
策
に
乗
じ

て
戦
後
四
十
数
年
、
何
も
し
な
か
っ
た
お
返
し
と
し
て
、
こ
こ
の

と
こ
ろ
は
ア
メ
リ
カ
に
金
を
出
す
の
が
、

で
あ
る
。

ど
ち
ら
に
大
義
が
あ
る
か
そ
れ
に
よ
っ
て
態
度
を
決
め
よ
う
な

ど
論
外
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
正
義
の
戦
争
な
ど
か
つ
て
こ
の
世
に
あ
っ
た
た
め
し

な
し
と
大
昔
に
孟
子
は
喝
破
し
て
い
る
。

正
義
と
大
義
は
国
の
数
だ
け
、
イ
テ
オ
ロ
ギ
l
の
数
だ
け
あ
る

と
相
場
は
極
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
が
解
っ
て
い
な
い
。
」

えニjjt

¥ 
脚

九逆噛
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も
っ
と
も
現
実
的
な
策

石
室
淑
朗

「
日
本
人
の
反
日
感
情
l
お
ぞ
ま
し

ゃ
牝
鶏
農
し
て
国
滅
ぶ
の
図
」

「
新
潟
佑
」
九
一
年
三
月
号

一

ツ

ケ

一
植
民
地
の
矛
盾
と
中
東
の
秩
序

|
|
|
イ
ラ
ク
擁
護
の
も
う
ひ
と
つ
の
言
い
方
に
、

イ
ラ
ク
と
ク
ウ
ェ
ー
ト
の
国
境
は
も
と
も
と
イ
ギ

リ
ス
が
勝
手
に
決
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
ん
な

も
の
に
正
当
性
な
ど
な
い
ん
だ
と
い
う
言
い
方
も

あ
っ
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、

ア

メ
リ
カ
や
イ
ギ
リ
ス
は
植
民
地
主
義
の
時
代
の
、
』

と
を
清
算
し
な
い
ま
ま
に
、
自
分
た
ち
の
都
合
の

い
い
正
義
を
ア
ラ
ブ
に
押
し
つ
川
て
い
る
ん
じ
ゃ

な
い
か
と
い
う
主
張
だ
と
思
う
ん
で
す
が
。

橋
爪

植
民
地
と
い
う
の
は
、
宗
主
国
に
よ
っ
て

国
家
主
権
を
放
棄
さ
せ
ら
れ
て
い
る
わ
げ
で
す
か

ら
、
先
は

E
か
ら
言
っ
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
な

正
義
の
基
準
に
照
ら
し
て
も
、

決
し
て
正
当
化
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
、
』
L
」は

は
っ
き
り
し
て
い

ま
す
。
そ
の
こ
と
を
前
提
と
し
た
う
え
で
議
論
を

そ
の
国
境
を
イ
ギ
リ
ス
が
決
め
た
と

進
め
る
と
、

い
う
歴
史
的
経
緯
は
あ
る
に
し
て
も
、
イ
ラ
ク
と

い
う
国
も
現
在
は
、
国
家
主
権
を
主
張
す
る
国
民

国
家
の
体
裁
を
と
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
国
家
主

権
と
い
う
の
は
、

相
互
承
認
の
ル
ー
ル
に
よ
っ
て

成
立
す
る
も
の
で
す
か
ら
、

ク
ウ
エ

イ
ラ
ク
も
、

ー
ト
を
含
む
他
の
国
々
の
主
権
を
認
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
ら
の
主
権
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
う

で
あ
る
以
上
、

ク
ウ
ェ
ー
ト
の
主
権
を
一
方
的
に

否
定
す
る
よ
う
な
こ
と
を
、
国
際
社
会
は
認
め
て

は
な
ら
な
い
わ
け
で
す
。
パ
ッ
ク
ス
・
プ
リ
タ
ニ

カ
の
時
代
の
す
べ
て
の
矛
盾
を
解
決
す
る
こ
と
な

ど
、
簡
単
に
で
き
る
は
ず
な
い
し
、
も
し
そ
れ
を

や
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
世
界
は
バ
ラ
バ
ラ
に
な
っ

て
し
ま
う
、

そ
れ
が
現
実
な
ん
で
す
。

ー
ー
ー
と
い
う
こ
と
は
、
植
民
地
時
代
に
不
正
義

が
行
な
わ
れ
た
と
し
て
も
、
被
植
民
地
国
は
そ
の

219 
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不
正
義
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
噂
』
と

で
す
か
。

橋
爪

そ
う
で
は
な
く
て

現
実
的
な
関
係
の
な

か
で
、

す
べ
て
の
不
正
義
が
い
ま
す
「
正
さ
れ
る

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
と
も
う

ひ
と
つ

今
回
の
戦
争
に
お
い
て

フ
セ
イ
ン
は

キ
リ
ス
ト
教
の
正
義
に
対
す
る
ア
ラ
ブ
の
大
義
を

体
現
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば

植
民
地
時

代
の
不
正
義
を
正
す
た
め
に
ク
ウ
ェ
ー
ト
を
侵
略

し
た
も
の
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
押
さ
え
て

お
く
べ
き
だ
と
思
い
ま
す
。

フ
セ
イ
ン
は
、
イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
者
、
で
も
な

け
れ
ば
、

宗
教
的
指
導
者
で
も
な
く
、

ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
、

つ
ま
り
近
代
的
な
国
民
国
家
の
枠
組
を

背
景
に
し
て
誕
生
し
た
独
裁
者
、て
す
。

そ
し
て
イ

ス
ラ
ム
の
理
念
は

も
と
も
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

と
は
相
入
れ
な
い
わ
け
で
す
か
ら

フ
セ
イ
ン
に

は
ア
ラ
ブ
の
大
義
を
語
る
資
格
は
な
い
ん
で
す
。

だ
か
ら
、

フ
セ
イ
ン
が
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
と
し
て
ア

ラ
プ
の
大
義
を
語
っ
て
い
る
と
し
て
も
、

そ
の
、
』

と
に
よ
っ
て
、

フ
セ
イ
ン
に
国
連
の
正
義
に
対
抗

.，";"'--=-

す
る
正
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
ん
で

シ
ア
待
望
論
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
組
み
合
わ
さ

っ
た
場
合
、

そ
こ
に
非
常
に
保
守
的
で
反
動
的
で

破
壊
的
な
勢
力
が
誕
生
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ま

す。

そ
れ
は
ま
た
、
中
東
の
秩
序
に
対
す
る
非
常

に
大
き
な
不
安
定
要
因
に
な
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し

よ
P

フ
か
。
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イ
ス
ラ
ム
原
理
主
義
者
を
は
じ

め
と
す
る
ア
ラ
プ
の
人
た
ち
は
、

そ
れ
が
た
と
え

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
っ
た
と
し
て
も
、

フ
セ
イ
ン
に

ア
ラ
ブ
の
大
義
を
見
た
と
思
う
ん
で
す
。
そ
の
場

合
、
彼
ら
ア
ラ
ブ
の
民
衆
の
「
正
義
」
を

E
の
よ

l li| 
うき
いの

fllf 
き

方
で

一一一一一一一一

イ
ギ
リ
ス
や

フ
ラ
ン
ス
は
何
の
責
任
も
感
じ
て
い
な
い
わ
け
で

す
か
?

橋
爪

そ
う
で
す
ね
。
彼
ら
は
か
つ
て
の
植
民
地

経
営
に
対
し
て
な
ん
ら
痛
棒
を
感
じ
て
い
な
い
ん

じ
ゃ
な
い
、で
し
ょ
う
か
。
逆
に
、
文
化
を
教
え
て

や
っ
て
何
が
悪
い
、
く
ら
い
の
こ
と
を
思
っ
て
い

世界を解釈するものの戦争ふ太平洋戦争(原爆で廃涯と化した長崎)

る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
す
る
ア
ラ
ブ
側
の

反
発
は
、
た
し
か
に
正
当
な
も
の
だ

t
思
い
ま
す
。

1
1
1
1
も
う
ひ
と
つ
、
イ
ラ
ク
に
よ
る
ク
ウ
ェ

!

ト
侵
攻
は
と
う
て
い
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、

そ
れ
に
対
し
て
主
張
さ
れ
る
ア
メ
リ
カ
の
正
義
に

も
ま
た
、
強
引
か
つ
倣
世
な
も
の
を
感
じ
て
つ
い

て
い
け
な
い
と
思
っ
た
日
本
人
も
多
か
っ
た
よ
う

な
気
が
す
る
ん
で
す
が
。

橋
爪

日
本
人
が
ア
メ
リ
カ
の
正
義
に
違
和
感
を

感
じ
る
の
は
、
文
化
的
伝
統
が
違
う
ん
だ
か
ら
、

こ
れ
は
当
た
り
前
な
ん
で
す
。
そ
れ
に
ア
メ
リ
カ

と
い
う
の
は
宗
教
的
人
造
国
家
で
す
か
ら

型さデ圃陣門
出向ザと唱『・今.
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う
に
理
解
す
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な

い
で
す
か
。

橋
爪

ア
ラ
ブ
の
人
び
と
の
置
か
れ

た
し
か
じ

た
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
的
か
つ
現
実
的
な
条
件
か
ら
、

彼
ら
が
フ
セ
イ
ン
に
救
世
主
を
見
よ
う
と
す
る
こ

と
も
理
解
は
で
き
ま
す
。
た
だ
し
、
そ
う
し
た
メ

正
義
が
国
家
の
存
在
理
由
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い

る
。
こ
れ
は
ア
メ
リ
カ
が
な
ぜ
イ
ス
ラ
エ
ル
を
支

持
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
問
題
と
も
つ

な
が
っ
て
く
る
わ
り
で
す
。

ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
は
、
先
住
民
族
で
あ
る
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
を
追
い
払
っ
て
つ
く
っ
た
国
で
す
が

ど
の
よ
う
に
考
え
て
も
、
そ
の
こ
と
に
何
の
正
当

性
も
な
い
わ
け
で
す
。
そ
し
て
イ
ス
ラ
エ
ル
と
い

う
の
も
パ
レ
ス
チ
ナ
人
を
追
い
払
っ
て
つ
く
っ
た

宗
教
的
人
造
国
家
で
す
か
ら
、
そ
の
意
味
、
て
は
ア

メ
リ
カ
と
イ
ス
ラ
エ
ル
は
運
命
的
に
つ
な
が
っ
て

い
る
ん
で
す
。
ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
は
自
ら
の
正

当
性
を
確
認
し
続
け
る
た
め
に
、
常
に
国
家
を
超

え
た
普
遍
の
正
義
、
神
の
正
義
守
主
張
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ど
か
ら
ど
う
し
て
も
ア
メ
リ

カ
の
正
義
は
強
引
で
倣
慢
に
問
、
』
え
て
し
ま
う
わ

け
で
す
が
、
先
ほ
ど
も
言
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
を

批
判
す
る
だ
り
で
は
意
味
が
な
い
わ
け
で
す
。

1
1
1
0
1
も
う
ひ
と
つ

そ
う
い
う
ア
メ
リ
カ
の
正

義
を
実
現
す
る
よ
う
な
ち
ゃ
ん
と
し
た
国
民
国
家

が
じ
つ
は
世
界
に
は
は
ん
の
一
握
り
し
か
な
い
と

そ
の

い
う
こ
と
は
言
え
ま
せ
ん
か
。

世界を解釈するものの戦争 l、朝鮮戦争
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橋
爪

そ
う
な
ん
で
す
。
だ
か
ら
ア
メ
リ
カ
は
苛

立
つ
わ
け
で
す
。

た
と
え
ば
、

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は

国
民
国
家
だ
と
し
て
も

東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
な
る

と
怪
し
く
な
る
。

そ
れ
が
ソ
ビ
エ
ト
に
な
る
と
も

っ
と
怪
し
く
な
る
。

ア
ジ
ア
を
見
た
っ
て
、
ギ
リ

ギ
リ
日
本
が
合
格
か
ど
う
か
で
、

そ
れ
以
外
に
は

国
民
国
家
な
ん
て
ど
、
』
に
も
な
い
。

ア
ラ
ブ
や
ア

フ
リ
カ
に
は
も
ち
ろ
ん
ひ
と
つ
も
な
い
わ
け
で
す
。

I
l
-
-
だ
か
ら
こ
そ
、

ホ
メ
イ
ニ
の
イ
ラ
ン
を
打

倒
す
る
た
め
に
フ
セ
イ
ン
と
組
み
、
そ
の
フ
セ
イ

ン
を
倒
す
た
め
に
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
の
よ
う
な
王

制
の
固
と
組
む
と
い
う
、
矛
盾
し
た
行
動
を
ア
メ

リ
カ
は
と
ら
、
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
か
。

橋
爪

そ
う
で
す
。
ア
メ
リ
カ
と
し
て
は
本
当
は

自
分
と
同
じ
価
値
観
を
共
有
す
る
国
と
同
盟
を
結

び
た
い
わ
け
で
す
が

実
際
に
は
そ
の
よ
う
な
国

が
ほ
と
ん
ど
な
い
以
上
、
ど
ち
ら
か
害
の
少
な
い

ほ
う
と
同
盟
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
だ
か
ら
、

国
民

国
家
の
原
理
を
否
定
す
る
超
国
家
主
義
の
イ
ス
ラ

ム
原
理
主
義
に
対
し
て
は

フ
セ
イ
ン
の
よ
う
な

独
裁
者
と
も
手
を
結
ぶ
し
、

そ
の
独
裁
者
を
牽
制

す
る
た
め
に
は
、
王
制
の
固
と
も
同
盟
を
結
ぶ
。

類
の
原
罪
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な

ん
、で
し
ょ
う
か
。

橋
爪

と
言
う
か
、
人
聞
が
そ
の
土
地
に
し
ば
り

つ
け
ら
れ
て
生
き
て

わ
る
時
代
に
は
、
国
家
な
ど

必
要
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
し
か
し
産
業
資
本
主

義
が
成
立
し
て
人
が
自
由
に
移
動
す
る
よ
う
に
な

る
と
、
国
家
と
い
う
枠
を
つ
く
っ
て
そ
れ
を
制
限

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
と
い

う
国
は
、

あ
の
広
大
な
国
土
に
あ
れ
だ
け
わ
ず
か

ア
メ
リ
カ
と
し
て
は
、

中
東
に
ホ
メ
イ
ニ
で
も
な

け
れ
ば
フ
セ
イ
ン
で
も
な
い
国
民
国
家
の
秩
序
が

生
ま
れ
る
見
込
み
な

E
な
い
以
上
、

他
に
方
法
は

な
い
わ
け
で
す
。

国
際
関
係
の
よ
う
な
複
雑
な
問
題
、て
、
正
義
が

一
挙
に
実
現
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
ま

せ
ん
。
ひ
と
つ
ず
つ
問
題
を
解
決
し
て
い
く
し
か

モ
グ
ラ
叩
き
の
よ
う
な
こ
と

な
い
わ
け
で
す
が
、

を
ず
っ
と
続
け
る
は
め
に
な
っ
て
、

ア
メ
リ
カ
は

ま
す
ま
す
苛
立
つ
わ
け
で
す
。

11 ~ 1 

れ 世
で界
は lま

霊布
妥与
問ヱ

ヱ与
で '
す
け
ど

そ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
正
義
、

キ
リ
ス
ト
教
国
の

枠
組
の
な
か
の
世
界
秩
序
と
い
う
も
の
を
追
求
し

て
い
っ
て
、
果
た
し
て
世
界
は
平
和
に
な
る
ん
で

し
ょ
P

フ
か
。

橋
爪

そ
こ
が
非
常
に
大
き
な
矛
盾
な
ん
で
す
。

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
言
う
と
、
国
家
主
権

を
神
聖
不
可
侵
な
も
の
と
す
る
と
、
当
然
そ
れ
は
、

現
在
の
国
境
を
固
定
化
す
る
力
と
し
て
働
く
わ
け

な
数
の
人
間
し
か
住
ん
で
い
な
い
か
ら
豊
か
な
ん

で
す
。

日
本
に
い
く
ら
就
職
機
会
が
あ
る
か
ら
と

い
っ
て
、

外
国
か
ら
無
制
限
に
人
が
移
住
し
て
き

つ
ま
り
、
先
仁
国
民
国
家

を
つ
く
っ
た
国
は
ず
っ
と
豊
か
な
ま
ま
で
、
残
り

て
は
困
る
わ
け
で
す
。

の
貧
乏
人
は
貧
乏
人
同
士
、
て
国
を
つ
く
れ
、
自
分

た
ち
の
国
に
は
入
れ
て
や
ら
な
い
よ

と
い
う
苛

酷
な
論
理
が
、

国
家
主
権
の
尊
重
と
い
う
思
想
の

背
後
に
あ
る
わ
け
で
す
。

ミ'ミ妻、
、、日
t¥ 

4 

d
四

国

周

回開

tl 

て
す
。

し
か
し
現
実
の
社
会
・
経
済
の
実
態
と
い

う
の
は
動
い
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
、

そ
の
固
定

化
さ
れ
た
国
境
が
ず
っ
と
合
理
的
で
あ
り
続
け
る

保
証
な
ど
ど
こ
に
も
な
い
ん
で
す
。
し
た
が
っ
て

現
在
の
シ
ス
テ
ム
だ
と
、
領
土
は
戦
争
に
よ
っ
て

変
更
す
る
し
か

現
実
的
に
は
方
法
が
な
い
。

t

ゎ
日
酔
ヲ
匂

L
」、

国
家
主
権
を
神
聖
不
可
侵
な
も
の
に
し

た
こ
と
に
よ
っ
て

逆
に
戦
争
の
危
険
を
大
き
く

し
て
い
る
と
も
言
え
る
わ
け
で
す
。

e
b
L」
a
b
'と、

す
べ
て
の
民
族
は
、

て
平
和
に
暮
ら
す
た
め
の
知
恵
を
持
っ
て
い
た
ん

入
り
混
じ
っ

で
す
。
そ
れ
が
、
国
民
国
家
の
よ
う
な
も
の
を
つ

く
っ
た
た
め
に
、
互
い
を
排
斥
し
て
、
苛
酷
な
識

減
戦
の
よ
う
な
乙
と
を
や
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ

た
わ
け
で
す
。

ー
ー
ー
ム
寸
回
の
湾
岸
戦
争
も
、
国
家
を
前
提
と
し

て
起
こ
っ
た
戦
争
で
す
よ
ね
。
そ
れ
を
ア
メ
リ
カ

は
、
国
家
の
原
理
に
よ
っ
て
正
そ
う
と
し
た
、
と

い
う
こ
と
な
ん
で
す
か
。

橋
爪

え
え
。
毒
を
以
て
毒
を
制
す
、

み
た
い
な

も
の
で
す
ね
。

ー
ー
ー
ム
?
る
と
、
国
家
を
つ
く
っ
た
こ
と
に
、
人

そ
し
て

最
初
に
言
っ
た
よ
う
に

V

T』

vhyr

'
'
'
・
'''
F2伺

慣
習
が
正
義
の
基
準
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

過
去
の
不
平
等
、

つ
ま
り
先
進
国
の
既
得
権
も
ま

た
、
正
義
の
ひ
と
つ
だ
と
見
な
し
得
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
ん
で
す
。

|
|
|
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
第
三
世
界
の
、
自

分
た
ち
だ
っ
て
ア
メ
リ
カ
や
日
本
の
よ
う
に
豊
か

に
な
り
た
い
と
い
う
要
求
も
ま
た
、
正
義
な
わ
け

一

で
す
よ
ね
。

橋
爪

え
え
。

、で
す
か
ら

さ
ま
ざ
ま
な
正
義
を

並
べ
て
正
義
の
品
評
全
の
よ
う
な
こ
と
を
や
っ
て

も
あ
ま
り
意
味
が
な
い
わ
け
で
す
。
私
た
ち
日
本

人
が
国
際
社
会
の
正
義
に
つ
い
て
い
ま
考
え
な
く

て
は
な
ら
な
い
こ
と
は

ア
メ
リ
カ
の
へ
ゲ
モ

世界を解釈するものの戦争3、ベトナム戦争

ー
を
認
め
た
う
え
で
そ
れ
に

E
の
よ
う
に
貢
献
す

る
か
、
あ
る
い
は
ア
メ
リ
カ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
認

め
な
い
な
ら
ば
、
そ
作
に
代
わ
る
正
義
の
枠
組
を

ど
の
よ
う
に
つ
〈
る
の
か
を
提
案
し
て
い
く
、

の
よ
三
な
も
の
.
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

t
思
い
ま

す。
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