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国
家
・
社
会
を
超
え
た
問
題
を
ま
え
に

国
家
・
社
会
の
問
題
は
ど
う
考
え
ら
れ
る
べ
き
か

g-nは
私
た
ち
に
ど
ん
な
課
題
を
差
し
出
し
た
の
か
。
テ
ロ
の
な
い
、
貧
困
の
な
い
世
界
を

ど
う
構
想
す
る
の
か
|
|
「
近
代
」
「
文
明
」
「
国
家
」
「
資
本
主
義
」
の
原
初
に
立
ち
返
っ
て

そ
れ
ら
を
根
底
か
ら
問
い
返
す
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「

8
・
円
以
後
の
国
家
と
社
会
」
が

十
一
月
二
目
、
東
京
都
港
区
の
明
治
学
院
大
で
聞
か
れ
た
(
主
催
H
明
治
学
院
大
国
際
学
部
付
属
研
究
所
)
。

こ
う
し
た
場
に
は
ほ
と
ん
ど
顔
を
見
せ
な
い
社
会
学
者
の
見
田
宗
介
氏
が
報
告
者
と
し
て
参
加
、

「
g
-
H」
を
め
ぐ
っ
て
初
め
て
考
え
を
明
ら
か
に
し
た
の
を
は
じ
め
、
閉
じ
社
会
学
の

橋
爪
大
三
郎
氏
、
宮
台
真
司
氏
、
哲
学
の
竹
田
青
嗣
氏
が
、
文
芸
評
論
家
・
加
藤
典
洋
氏
の
司
会
で

縦
横
に
論
じ
合
っ
た
。
司
会
・
報
告
者
の
冒
頭
発
言
と
討
論
の
要
旨
を
紹
介
す
る
。

橋
爪
大
三
郎
東
京
工
業
大
学
大
学
院
教
授
(
社
会
学
)

戦
争
と
国
家
と
社
会

「
脱
臼
」
す
る
近
代
の
前
提

二
十
世
紀
は
戦
争
と
と
も
に
始
ま
り
、
二
十
一
世
紀
は
テ
ロ
と
と
も
に
始
ま
っ
た
。

今
世
紀
、
世
界
中
で
テ
口
が
続
発
す
る
だ
ろ
う
。

市
民
は
国
家
を
通
し
て
、
互
い
を
監
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

9
・
1
同
時
多
発
テ
ロ
が
発
生
し
た
直
後
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
、

「
こ
れ
は
新
し
い
戦
争
だ
」
と
の
べ
た
。
た
し
か
に
こ
れ
は
、
新
し
い

戦
争
だ
ろ
う
。
二
十
世
紀
が
、
新
し
い
戦
争
で
幕
を
開
け
た
よ
う
に
、

二
十
一
世
紀
も
、
ま
た
別
の
新
し
い
戦
争
に
よ
っ
て
幕
を
開
け
た
こ
と

に
な
る
。
9

・
日
の
も
つ
意
味
を
な
る
べ
く
広
い
文
脈
の
な
か
で
明
ら

か
に
す
る
た
め
、
ま
ず
、
戦
争
の
歴
史
を
ふ
り
返
っ
て
み
よ
う
。

9 .11以後の国家と社会

戦
争
と
は
な
に
か

戦
争
は
、
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
武
力
に
よ
る
問
題
の
解
決
で
あ
る
。

戦
争
に
先
立
っ
て
、
紛
争
が
あ
る
。
あ
る
集
団
と
も
う
ひ
と
つ
の
集
団

はしづめ だいさぶろう 1948年生まれ。

東大大学院博士課程修了。主な著書に 『言

語ゲームと社会E監制『言語派社会学の原E到
『世界がわかる宗教社会学入門』など。国

際問題、政治、宗教と幅広い分野について

積極的に発言している。

が
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
々
の
こ
と
、
両
立
し
が
た
い
こ
と
を
考
え

て
い
る
。
戦
争
が
起
こ
っ
て
片
方
が
負
け
る
こ
と
で
、
現
実
が
ひ
と
通

り
に
確
定
す
る
。
戦
争
は
、
人
び
と
の
あ
い
だ
に
共
通
の
現
実
を
つ
く

り
出
す
。

武
力
に
よ
ら
ず
に
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
そ
れ
は
望

ま
し
い
。
け
れ
ど
も
人
び
と
の
利
害
の
対
立
は
、
い
つ
で
も
通
常
の
社

会
的
な
手
続
き
の
な
か
で
解
決
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
と
な
れ
ば
、

そ
う
し
た
手
続
き
に
収
ま
ら
な
い
解
決
、
す
な
わ
ち
、
武
力
に
よ
る
解

決
を
は
か
る
し
か
な
い
。
こ
う
し
て
、
人
類
の
歴
史
は
戦
争
の
歴
史
と

ほ
ぼ
重
な
っ
て
い
る
。

国
家
は
、
戦
争
を
起
こ
す
能
力
を
も
っ
て
い
る
。
戦
争
は
、
文
明
の
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一
部
分
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
戦
後
」
と
い
う
時
代
は
、
戦
争

を
考
え
る
意
思
と
能
力
と
言
葉
を
な
く
し
て
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
私
は

あ
え
て
、
戦
争
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
か
ら
始
め
る
。
ク
ラ
ウ
ゼ
ピ
ッ

ツ
の
「
戦
争
論
』
、
石
原
莞
爾
の
『
最
終
戦
争
論
』
や
リ
デ
ル
・
ハ

l
ト

の

『戦
略
論
』
が
参
考
に
な
る
と
思
う
。

二
十
世
紀
は
、
一
九
O
四
年
の
日
露
戦
争
と
と
も
に
始
ま
っ
た
。
日

露
戦
争
の
特
徴
は
、
機
関
銃
と
ト
ー
チ
カ
の
登
場
に
よ
っ
て
、
戦
争
が

長
び
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
。
十
九
世
紀
の
会
戦
が
、
ほ
ほ
数
時
間
か

ら
一
日
で
決
着
し
た
の
に
比
べ
、
何
カ
月
も
か
か
る
よ
う
に
な
っ
た
。

そ
し
て
、
鉄
道
に
よ
っ
て
、
兵
員
や
物
資
を
大
量
に
戦
場
に
送
り
込
む
、

総
力
戦
の
様
相
を
呈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
れ
が
大
規
模
に
な
っ
た
の
が
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
あ
る
。
こ
の

と
き
は
、
機
関
銃
座
を
巧
妙
に
配
置
し
た
縦
深
陣
地
に
よ
り
前
線
の
突

破
は
困
難
と
な
り
、
東
部
戦
線
も
西
部
戦
線
も
、
ア
ル
プ
ス
山
脈
か
ら

バ
ル
ト
海
ま
で
延
び
て
膝
着
状
態
と
な
っ
た
。
そ
の
前
線
に
、
あ
り
っ

た
け
の
兵
員
と
弾
薬
が
送
り
込
ま
れ
、
数
百
万
人
が
聖
壕
の
な
か
で
み

じ
め
に
生
命
を
失
っ
た
。
こ
の
虚
無
感
、
虚
脱
感
が
、
二
十
世
紀
の
ぬ

ぐ
え
な
い
基
調
に
な
っ
た
。

勝
着
し
た
前
線
を
突
破
す
る
た
め
、
戦
車
、
毒
ガ
ス
、
飛
行
機
と
い

っ
た
新
兵
器
が
登
場
す
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
は
、
こ
れ
ら
の
兵
器
を

中
心
に
、
第
一
次
大
戦
に
輪
を
か
け
た
総
力
戦
が
戦
わ
れ
た
。
前
線
と

後
方
は
一
体
化
し
た
。
後
方
の
都
市
を
戦
略
爆
撃
し
、
工
業
力
を
破
壊

す
る
こ
と
が
勝
利
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
そ
の
も
っ
と
も
効
果
的
な
兵

し
て
、
社
会
を
再
組
織
す
る
こ
と

(
H
革
命
)
を
意
味
す
る
。
旧
植
民

地
や
第
三
世
界
に
と
っ
て
、
魅
力
的
に
も
み
え
る
考
え
方
だ
っ
た
。
こ

の
革
命
は
、
資
源
を
権
力
に
よ
っ
て
再
配
分
す
る
こ
と
を
含
む
。
再
配

分
し
た
だ
け
で
、
生
産
力
が
拡
大
し
な
け
れ
ば
、
人
び
と
が
豊
か
に
な

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ソ
連
の
試
み
た
社
会
主
義
経
済
は
、
生
産
力
の

拡
大
に
失
敗
し
た
。
そ
の
せ
い
で
、
社
会
主
義
陣
営
が
瓦
解
し
た
い
ま
、

旧
植
民
地
や
第
三
世
界
の
将
来
を
、
社
会
主
義
に
よ
っ
て
展
望
す
る
こ

と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。

ア
メ

カ
の
戦
略
目
標
は
現
状
維
持
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冷
戦
の
終
結
と
と
も
に
、
ア
メ
リ
カ
一
極
体
制
が
始
ま
っ
た
。
ソ
連

の
挑
戦
を
し
り
ぞ
け
た
、
強
大
な
ア
メ
リ
カ
と
は
何
だ
ろ
う
。

ア
メ
リ
カ
は
、
新
大
陸
で
あ
る
こ
と
を
本
質
と
す
る
。

産
業
革
命
と
工
業
化
は
、
旧
大
陸
の
伝
統
文
明
を
土
壌
に
し
て
生
ま

れ
る
し
か
な
か
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
キ
リ
ス
ト
教

文
明
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
工
業
化
は
、
物
資
と
人
間
の
移
動
を
自
由
に

す
る
。
そ
の
結
果
、
新
大
陸
に
、
伝
統
文
明
の
な
か
の
合
理
的
な
エ
ー

ト
ス
を
受
け
継
い
だ
人
び
と
の
工
業
基
地
が
出
現
し
た
。
新
大
陸
は
旧

大
陸
に
比
べ
、
人
口
が
稀
薄
で
あ
り
、
そ
の
ぶ
ん
一
人
当
た
り
の
資
源

が
豊
富
で
あ
る
。
こ
の
比
較
優
位
を
背
景
に
、
ア
メ
リ
カ
は
貿
易
を
通

じ
て
繁
栄
し
、
富
を
蓄
積
し
た
。
ア
メ
リ
カ
の
優
位
は
、
資
源
の
豊
富

な
工
業
国
家
の
、
旧
世
界
に
対
す
る
優
位
で
あ
る
。

器
ー
ー
核
兵
器
ー
ー
が
登
場
す
る
こ
と
で
、
第
二
次
大
戦
は
終
了
す
る
。
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安
定
し
て
い
た
冷
戦
時
代

こ
う
し
て
始
ま
っ
た
「
冷
戦
」
と
い
う
時
代
は
、
ど
う
い
う
時
代
か
。

「
冷
戦
」
は
、
凍
結
さ
れ
た
第
三
次
世
界
大
戦
。
総
力
戦
の
継
続
で
あ

る
。
核
兵
器
は
、
前
線
を
飛
び
越
え
て
直
接
に
戦
略
目
標
を
攻
撃
す
る

能
力
を
も
つ
が
、
う
ち
も
ら
し
た
核
兵
器
に
よ
っ
て
反
撃
さ
れ
る
と
自

国
も
全
滅
す
る
。
核
兵
器
の
力
の
均
衡
(
相
互
確
証
破
壊
)
に
よ
っ
て
、

半
世
紀
に
わ
た
る
「
平
和
」
が
続
い
た
。
し
か
し
そ
の
問
、
ア
メ
リ
カ

は
G
D
P
の
七
%
、
ソ
連
は
二
O
%
を
軍
事
費
に
つ
ぎ
こ
み
、
ソ
連
が

先
に
経
済
破
綻
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

冷
戦
が
安
定
し
て
い
た
の
は
、
多
国
間
で
は
な
く
、
二
国
間
の
対
立

だ
っ
た
か
ら
。
そ
し
て
、
核
兵
器
の
攻
撃
力
が
巨
大
だ
っ
た
(
防
御
力

が
脆
弱
だ
っ
た
)
か
ら
で
あ
る
。
A
B
M
(弾
道
弾
迎
撃
ミ
サ
イ
ル
)

制
限
条
約
は
、
核
兵
器
の
力
の
均
衡
を
保
証
す
る
条
約
だ
っ
た
。
そ
し

て
、
レ
ー
ガ
ン
大
統
領
の
ス
タ

l
ウ
ォ

l
ズ
計
画
は
、
ハ
イ
テ
ク
防
御

兵
器
の
体
系
を
導
入
し
て
力
の
均
衡
を
崩
そ
う
と
い
う
、
ソ
連
に
対
す

る
挑
戦
だ
っ
た
。

冷
戦
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
(
大
き
な
物
語
)
の
対
立
の
時
代
で
も
あ

っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
自
由
主
義
と
対
立
し
た
、
ソ
連
の
主
張
と
は
何
か
。

ソ
連
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
共
産
主
義
で
あ
る
。
共
産
主
義
は
、
所
有

権
を
否
定
す
る
。
そ
れ
は
、
市
場
の
現
状
や
先
進
国
の
既
得
権
を
否
定

旧
世
界
は
、
伝
統
文
明
の
あ
い
だ
で
分
裂
し
、
抗
争
し
、
戦
争
が
避

け
ら
れ
な
い
。
新
大
陸
は
、
周
囲
を
海
に
固
ま
れ
安
全
で
あ
り
、
戦
争

か
ら
距
離
を
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、

二
十
世
紀
の
戦
争
の
帰

趨
は
、
す
べ
て
ア
メ
リ
カ
の
介
入
に
よ
っ
て
決
着
し
た
。
強
大
と
な
っ

た
ア
メ
リ
カ
は
、
世
界
戦
略
を
も
ち
始
め
る
。

自
由
主
義
経
済
を
否
定
す
る
社
会
主
義
・
ソ
連
は
、
存
在
す
べ
き
で

な
い
。
ア
メ
リ
カ
は
、
冷
戦
時
代
を
通
じ
て
、
ソ
連
を
解
体
す
る
こ
と

を
、
戦
略
目
標
と
し
て
き
た
。
ソ
連
が
解
体
し
た
い
ま
、
ア
メ
リ
カ
の

戦
略
目
標
は
、
自
由
主
義
経
済
の
現
状
が
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
切
り
替

わ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
旧
世
界
の
伝
統
文
明
1

1

キ
リ
ス
ト
教
文
明
、

イ
ス
ラ
ム
文
明
、
イ
ン
ド
文
明
、
中
国
文
明
ー
ー
が
、
工
業
化
し
つ
つ

も
互
い
に
衝
突
せ
ず
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
挑
戦
者
と
も
な
ら
な
い
こ
と
で

あ
る
。
そ
し
て
国
際
社
会
は
、
ア
メ
リ
カ
が
こ
の
よ
う
な
役
割
を
果
た

す
こ
と
を
承
認
し
、
そ
こ
か
ら
利
益
を
え
て
い
る
。

M
D
を
吹
き
飛
ば
し
た
9
・日
テ
ロ

ソ
連
の
崩
壊
と
冷
戦
の
終
結
か
ら
、
二
O
O
一
年
の

9
・
日
テ
ロ
ま

で
は
「
ポ
ス
ト
冷
戦
期
」
、
す
な
わ
ち
、
ポ
ス
ト
9
・
H
の
時
代
が
始
ま

る
ま
で
の
、
一
種
の
移
行
期
だ
っ
た
。

イ
ラ
ク
の
フ
セ
イ
ン
政
権
は
、
か
つ
て
ア
メ
リ
カ
の
支
持
の
も
と
に

イ
ラ
ン
と
戦
っ
た
。
そ
れ
は
、
イ
ラ
ン

・
イ
ス
ラ
ム
革
命
が
サ
ウ
ジ
ア

ラ
ビ
ア
に
波
及
し
な
い
よ
う
に
し
、
ア
メ
リ
カ
の
た
め
に
油
田
を
確
保
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す
る
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た
。
イ
ラ
ン
・
イ
ラ
ク
戦
争
が
終
結
し
た
あ

と
、
イ
ラ
ク
が
ク
ウ
ェ
ー
ト
に
侵
攻
す
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
多
国
籍
軍

を
組
織
し
て
、
湾
岸
戦
争
(
砂
漠
の
嵐
作
戦
)
に
勝
利
し
、
ク
ウ
ェ
ー

ト
の
独
立
を
回
復
し
た
。
こ
れ
は
、
ポ
ス
ト
冷
戦
期
に
、
通
常
兵
器
に

よ
る
戦
争
が
起
こ
り
う
る
が
、
そ
れ
は
不
法
行
為
と
み
な
さ
れ
、
国
際

社
会
に
よ
っ
て
制
裁
を
受
け
る
と
い
う
先
例
と
な
っ
た
。

現
在
検
討
さ
れ
て
い
る
「
イ
ラ
ク
攻
撃
」
は
、
湾
岸
戦
争
と
か
な
り

違
っ
て
い
る
。
湾
岸
戦
争
の
場
合
、
フ
セ
イ
ン
政
権
の
侵
略
戦
争
が
制

裁
の
対
象
と
な
っ
た
だ
け
で
、
フ
セ
イ
ン
政
権
そ
の
も
の
は
排
除
さ
れ

な
か
っ
た
。
イ
ラ
ク
軍
が
ク
ウ
ェ
ー
ト
か
ら
逃
げ
出
す
と
、
追
撃
も
行

バグダッド市内でのフセイン大統領支援

集会=2002年10月12日
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戦
争
で
は
な
く
て
、
テ
ロ
で
あ
る
。
テ
ロ
は
、
犯
罪
の

一
種
で
あ
る
。

合
法
的
に
行
な
わ
れ
る
戦
争
と
は
異
な
る
。

戦
争
は
、
あ
る
国
家
の
正
規
軍
が
、
別
な
国
家
の
正
規
軍
や
軍
事
目

標
に
対
し
て
起
こ
す
行
動
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
国
家
の
予
算
に
よ
っ
て

ま
か
な
わ
れ
、
国
家
の
指
導
者
に
よ
っ
て
指
揮
さ
れ
、
国
内
法
な
ら
び

に
国
際
法
に
従
う
。
正
規
軍
は
、
指
揮
系
統
を
も
ち
、
制
服
を
着
用
し
、

そ
れ
と
わ
か
る
か
た
ち
で
武
器
を
携
行
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
戦

場
で
は
、
軍
事
目
標
を
攻
撃
し
、
中
立
を
保
障
し
、
民
間
人
を
保
護
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

テ
口
組
織
は
、
国
際
法
に
違
反
し
て
い
る
。
そ
れ
は
し
ば
し
ば
指
揮

系
統
が
あ
い
ま
い
で
、
制
服
を
着
用
せ
ず
、
武
器
を
こ
っ
そ
り
携
行
す

る
。
軍
事
目
標
だ
け
で
な
く
な
ん
で
も
攻
撃
の
対
象
と
し
、
中
立
を
保

障
せ
ず
、
民
間
人
を
無
差
別
に
攻
撃
す
る
。
無
差
別
テ
ロ
は
、
人
間
が

人
間
を
殺
す
殺
し
方
と
し
て
最
低
最
悪
の
殺
し
方
な
の
だ
。

テ
ロ
組
織
は
、
政
治
的
要
求
を
も
っ
て
い
る
。
国
家
は
、
テ
ロ
組
織

と、

一
切
の
取
引
に
応
じ
な
い
こ
と
を
原
則
と
す
る
。
中
世
で
は
、
政

府
と
山
賊
・
海
賊
の
区
別
が
あ
い
ま
い
だ
っ
た
。
近
代
に
な
っ
て
主
権

国
家
の
シ
ス
テ
ム
が
成
立
す
る
と
、
合
法
的
な
武
力
は
国
家
が
独
占
し
、

そ
れ
以
外
の
武
装
集
団
は
非
合
法
な
存
在
と
な
っ
た
。
テ
ロ
組
織
と
交

渉
す
る
こ
と
は
、
国
家
の
正
統
性
を
脅
か
す
。
国
家
は
、
別
な
国
家
と

交
渉
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
テ
ロ
組
織
と
交
渉
す
る
こ
と
は
な
い
。

た
と
え
ば
、
モ
ス
ク
ワ
の
劇
場
人
質
事
件
で
は
、
犯
人
グ
ル
ー
プ
の
要

求
に
か
か
わ
ら
ず
、
特
殊
部
隊
が
突
入
し
犯
人
を
殺
害
す
る
以
外
の
解

な
わ
れ
な
か
っ
た
。

ポ
ス
ト
冷
戦
期
の
、
ア
メ
リ
カ
の
基
本
戦
略
は
、
同
時
に
二
カ
所
の

危
機
に
対
応
で
き
る
こ
と
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
中
東
と
朝
鮮
半
島
で

同
時
に
紛
争
が
生
じ
て
も
、
両
方
で
戦
え
る
こ
と
だ
っ
た
。
そ
の
政
策

の
柱
は
、
核
拡
散
防
止
条
約
(
す
な
わ
ち
、
新
た
な
核
保
有
国
を
増
や

さ
な
い
こ
と
て
そ
し
て
、
ミ
サ
イ
ル
・
デ
イ
フ
ェ
ン
ス

(
M
D
H
核
ミ

サ
イ
ル
を
撃
ち
落
と
す
こ
と
)
だ
っ
た
。

一
九
九

0
年
代
、
北
朝
鮮
が
核
兵
器
を
保
有
し
て
い
る
可
能
性
が
高

ま
り
、
日
本
を
射
程
に
収
め
る
ノ
ド
ン
・
ミ
サ
イ
ル
が
開
発
さ
れ
る
と
、

ア
メ
リ
カ
は
日
本
に

T
M
D
(戦
域
ミ
サ
イ
ル
防
衛
)
を
勧
め
た
。
戦

域
(
シ
ア
タ
ー
)
と
は
、
ア
メ
リ
カ
の
同
盟
国
の
こ
と
で
あ
る
。
T
M

D
は
、
ス
タ

l
ウ
ォ

l
ズ
計
画
の
リ
メ
イ
ク
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
中
国

の
東
風
ミ
サ
イ
ル
や
北
朝
鮮
の
テ
ポ
ド
ン
・
ミ
サ
イ
ル
に
備
え
、

N
M

D
(本
土
ミ
サ
イ
ル
防
衛
)
も
計
画
さ
れ
た
。
ク
リ
ン
ト
ン
政
権
の
次

の
ブ
ッ
シ
ュ
政
権
は
、
こ
の
二
つ
や
二
本
化
し
、

M
Dと
し
て
、
ア
メ

リ
カ
の
安
全
保
障
戦
略
の
基
本
に
据
え
る
こ
と
に
し
た
。
こ
れ
を
吹
き

飛
ば
し
て
し
ま
っ
た
の
が
、

9
・
1
テ
ロ
で
あ
る
。

28 

国
家
は
テ
ロ
組
織
と
は
取
引
し
な
い

9
・
日
テ
ロ
に
つ
い
て
は
、
，語
り
尽
く
さ
れ
た
感
が
あ
る
。
こ
れ
を
、

戦
争
の
観
点
か
ら
整
理
し
て
み
れ
ば
ど
う
な
る
か
。

ま
ず
、
ア
ル
カ
イ
ダ
・
グ
ル
ー
プ
の
犯
行
で
あ
る

9
・
日
テ
ロ
は
、

決
は
な
か
っ
た
。
罪
の
な
い
人
質
を
救
出
す
る
た
め
に
、
政
府
が
全
力

を
つ
く
す
の
は
当
然
だ
。
け
れ
ど
も
、
突
入
の
結
果
、
人
質
が
全
員
犠

牲
と
な
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
や
む
を
え
な
い
。
人
質
の
人
命
と
ひ
き

か
え
に
犯
人
の
要
求
を
き
く
こ
と
は
、
あ
り
え
な
い
選
択
で
あ
る
。
こ

れ
が
、
現
在
の
国
際
社
会
の
常
識
で
あ
る
。

ア
ル
カ
イ
ダ
・
グ
ル
ー
プ
が
同
時
多
発
テ
ロ
を
決
行
し
た
直
後
、
ア

メ
リ
カ
は
「
新
し
い
戦
争
」
を
宣
言
し
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
世
界
は
、

ポ
ス
ト
冷
戦
を
通
り
越
し
、
新
し
い
時
代
に
突
入
し
た
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。

9
・
日
ま
で
、
ア
メ
リ
カ
は
、
イ
ラ
ク
と
北
朝
鮮
の
よ
う
な
冒
険
主

義
的
な
国
家
に
警
戒
を
深
め
て
い
た
。
ど
ち
ら
も
核
兵
器
や
戦
略
ミ
サ

イ
ル
を
開
発
す
る
意
思
を
も
っ
て
い
る
。
M
D
に
よ
っ
て
封
じ
込
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
国
家
が
、
冷
戦
以
後
に
残
さ
れ
た
主
要

な
脅
威
で
あ
り
、
安
全
保
障
の
課
題
だ
と
考
え
ら
れ
た
。

け
れ
ど
も
、

9
・
日
テ
ロ
の
結
果
、
安
全
保
障
の
優
先
順
位
が
入
れ

替
わ
っ
た
。

ア
ル
カ
イ
ダ
・
グ
ル
ー
プ
は
、
軍
事
革
命

(
R
M
A
)
の
教
則
本
に

の
っ
と
り
、
麻
庫
戦
を
実
行
し
た
。
I
T革
命
の
結
果
、
軍
事
目
標
も

非
軍
事
目
標
も
、
戦
略
的
に
区
別
が
な
く
な
っ
た
。
彼
ら
は
飛
行
機
を

巡
行
ミ
サ
イ
ル
の
代
わ
り
に
、
経
済
中
枢
、
軍
事
中
枢
、
政
治
中
枢
を

同
時
・
多
発
的
に
、
ピ
ン
ポ
イ
ン
ト
攻
撃
し
よ
う
と
し
た
。
き
わ
め
て

わ
ず
か
な
人
員
に
よ
る
作
戦
が
、
劇
的
な
効
果
を
収
め
る
こ
と
を
-証
明

し
た
。
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ア
ル
カ
イ
ダ
・
グ
ル
ー
プ
指
導
者
の
身
柄
を
押
さ
え
る
だ
け
な
ら
、

諜
報
活
動
に
よ
っ
て
彼
ら
の
所
在
を
つ
か
み
、
特
殊
部
隊
を
送
り
込
む

方
法
も
あ
り
え
た
。
け
れ
ど
も
ア
メ
リ
カ
は
、
自
衛
権
を
発
動
し
て
正

規
軍
を
動
か
す
、
「
戦
争
」
を
選
ん
だ
。
テ
ロ
に
反
撃
す
る
こ
と
は
、
「
正

義
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
タ
リ
パ
ン
政
権
に
対
す

る
攻
撃
を
、
「
報
復
」
と
よ
ぶ
人
が
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
に
言
わ
せ

れ
ば
「
反
撃
」
で
あ
る
。
テ
ロ
リ
ス
ト
を
支
援
す
る
政
権
は
存
在
を
許

さ
れ
な
い
と
い
う
、
先
例
を
つ
く
る
た
め
の
戦
争
が
ア
フ
ガ
ン
戦
争
で

あ
る
。核

兵
器
や
、
生
物
兵
器
・
化
学
兵
器
も
、
こ
れ
ま
で
と
は
格
段
に
警

戒
さ
れ
る
よ
う
に
'な
っ
た
。
ア
ル
カ
イ
ダ
・
グ
ル
ー
プ
は
、
核
兵
器
が

あ
れ
ば
、
時
帰
路
な
く
使
っ
た
で
あ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
二
十
一
世
紀
を
通

じ
て
、
過
激
な
テ
ロ
リ
ス
ト
・
グ
ル
ー
プ
が
無
差
別
の
大
量
破
壊
兵
器

を
通
じ
て
、
先
進
国
に
脅
威
を
与
え
る
と
い
う
タ
イ
プ
の
事
件
が
続
発

す
る
可
能
性
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
、
そ
れ
を
に
ら
ん
で
、
イ
ラ
ク
と

北
朝
鮮
を
、
新
た
な
脅
威
と
認
定
し
た
の
だ
。

市
民
を
監
視
す
る
国
家

近
く
行
な
わ
れ
る
イ
ラ
ク
攻
撃
は
、
大
量
破
壊
兵
器
を
開
発
す
る
フ

セ
イ
ン
政
権
に
対
し
て
「
予
防
戦
争
」
に
訴
え
、
そ
れ
を
打
倒
し
て
脅

威
を
取
り
除
く
こ
と
が
正
し
い
と
い
う
、
先
例
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
。

こ
の
点
、
侵
略
行
為
に
対
す
る
原
状
回
復
を
は
か
っ
た
湾
岸
戦
争
と
は
、

ま
っ
た
く
性
格
を
異
に
す
る
。

す
で
に
核
兵
器
を
保
有
し
て
い
る
北
朝
鮮
に
対
し
て
は
、
「
予
防
戦
争
」

を
発
動
し
て
金
正
日
政
権
を
打
倒
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
ま
ず
イ

ラ
ク
を
片
づ
け
、
軍
事
的
な
圧
力
を
か
け
な
が
ら
北
朝
鮮
の
暴
発
を
コ

ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
時
間
を
か
け
て
そ
の
解
体
を
は
か
る
と
い
う
、
注
意

深
い
戦
略
が
と
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

か
り
に
こ
れ
ら
の
政
権
が
解
体
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
で
地
上
か

ら
テ
ロ
の
脅
威
が
除
去
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
テ
ロ
の
危
険
は
、
遍

在
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
テ
ロ
が
き
わ
め
て
有
効
な
手
段
で
あ
る
こ
と
は
、

証
明
ず
み
だ
か
ら
だ
。

近
代
国
家
が
成
立
し
、
武
力
を
独
占
し
て
他
の
組
織
を
圧
倒
し
て
か
ら
、

安
全
保
障
と
は
、
国
家
と
国
家
の
あ
い
だ
の
問
題
だ
っ
た
。
二
十
一
世

紀
、
国
家
が
軍
事
カ
に
訴
え
て
他
国
と
の
問
題
を
解
決
す
る
可
能
性
は
、

ま
す
ま
す
小
さ
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、
テ
ロ
に
対
す
る

警
戒
が
、
ま
す
ま
す
安
全
保
障
の
主
要
な
テ
l
マ
に
な
っ
て
い
く
。

テ
ロ
が
効
果
的
な
の
は
、
人
び
と
が
ま
す
ま
す
密
集
し
、
相
互
依
存

し
、
そ
の
生
存
を
互
い
に
支
え
合
う
か
ら
。
す
な
わ
ち
、
都
市
の
生
活

形
態
が
ま
す
ま
す
高
度
化
し
て
い
る
か
ら
だ
。
テ
ロ
リ
ス
ト
は
、
市
民

の
格
好
を
し
て
紛
れ
込
む
。
国
家
は
連
合
し
て
、
市
民
を
監
視
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
と
市
民
社
会
を
生
み
育
て
た
近
代
の
前
提
が
、

ど
こ
か
で
大
き
く
脱
臼
し
て
い
Y

く
。
二
十
世
紀
か
ら
み
れ
ば
、
そ
こ
に

あ
る
脅
威
と
し
て
つ
ね
に
テ
ロ
を
想
定
す
る
二
十
一
世
紀
文
明
は
、
そ

う
見
え
る
だ
ろ
う
。
@
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己月
一

Q
)

敵
へ
の
「
ギ
フ
ト
作
戦
」
巡
り
論
議
福

水曜日

9
・

n一ア口
1
周
年
を
前
に
問
う

2002年(平成14年)8月マ目

厚主罰

9
・
日
テ
ロ
と
は
伺
た
っ

た
の
か
。
ア
フ
ガ
ン
空
爆
は

正
し
か
っ
た
の
か
|
|
事
件

1
周
年
を
前
に
、
テ
ロ
と
ア

フ
ガ
ン
攻
撃
の
意
義
を
問
い

返
そ
う
と
す
る
論
考
が
月
刊

誌
で
出
始
め
た
。
「
論
座
)

9
月
号
で
は
、
東
工
大
教
授

の
橋
爪
大
三
郎
さ
ん
と
、
京

都
大
学
助
教
授
の
大
津
真
幸

さ
ん
と
い
う
2
人
の
社
会
学

者
が
対
論
。
大
津
さ
ん
が
示

す
「
ギ
フ
ト
作
戦
」
と
い
う

ユ
ニ
ー
ク
な
提
案
へ
の
評
価

を
軸
に
、
議
論
し
て
い
る
。

大津真幸さん

ー霧斤Eヨ

橋
爪
さ
ん
は
、

9
・日テ

ロ
後
の
世
界
秩
序
を
回
復
す

る
た
め
に
戦
争
が
い
か
に
意

味
が
あ
る
か
を
強
調
し
て
き

た
と
い
う
。
「
戦
争
を
し
な

か
っ
た
場
合
の
危
険
」
の
ほ

う
が
は
る
か
に
大
き
い
か
ら

で
、
「
戦
争
の
不
可
避
性
」

を
考
え
る
べ
き
だ
と
い
う
立

場
だ
。
さ
ら
に
国
際
法
と
し

て
「
テ
ロ
に
対
抗
し
て
戦
争

を
起
こ
し
て
い
い
」
と
い
う

先
例
に
な
っ
た
と
し
て
、
米

国
を
中
心
と
し
た
ア
フ
ガ
ン

攻
撃
を
「
成
功
」
と
見
る
。

一
方
、
大
津
さ
ん
は
ア
メ

リ
カ
の
軍
事
行
動
が
「
テ
ロ

リ
ス
ト
の
予
想
通
り
」
で
、
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「
そ
れ
こ
そ
が
ア
メ
リ
カ
リ

悪
の
図
式
を
裏
づ
け
る
」
た

め
効
果
は
な
く
、
逆
に
「
テ

ロ
リ
ス
ト
に
と
っ
て
最
も
裏

切
り
に
な
る
行
為
」
を
し
な

け
れ
ば
テ
ロ
リ
ス
ト
を
除
去

で
き
な
い
と
論
じ
る
。
国
際

政
治
的
に
言
え
ば
唐
突
感
は

あ
る
が
、
そ
れ
は
具
体
的
に

は
、
テ
ロ
国
家
へ
の
「
大
幅

な
経
済
援
助
、
贈
与
」
つ
ま

り
ギ
フ
ト
作
戦
と
な
る
。

大
津
さ
ん
も
ギ
フ
ト
作
戦

が
「
ア
メ
リ
カ
の
基
本
的
な

正
義
感
に
反
す
る
」
の
で
、

「
な
か
な
か
受
け
入
れ
ら
れ

な
い
」
と
は
認
め
つ
つ
、
自

分
た
ち
の
「
社
会
シ
ス
テ
ム

を
つ
く
っ
て
い
る
基
本
的
な

論
理
」
を
変
え
芯
い
限
り
、

根
本
的
な
解
決
に
は
な
ら
な

橋爪大三郎さん

;

』

i
r
f
i
di
-
-
L

い
と
い
う
考
え
だ
。
そ
の
論
一

理
と
は
資
本
主
義
シ
ス
テ
ム
-

の
「
交
換
の
原
理
」
で
、
そ
-
一

れ
を
「
機
軸
に
お
く
ア
メ
リ
一
一

カ
的
な
資
本
主
義
を
脱
構
築
一
一

す
る
」
必
要
を
訴
え
る
。

橋
爪
さ
ん
は
、
第
2
次大

戦
後
に
日
本
を
占
領
し
た
米

国
が
取
っ
た
、
余
剰
農
産
物

配
給
な
ど
の
行
動
を
「
大
津

さ
ん
の
ギ
フ
ト
作
戦
に
よ
く

似
た
作
戦
」
と
し
て
挙
げ
、

「
ア
イ
デ
ア
と
し
て
は
面
白

い
」
と
認
め
る
。
だ
が
、
ア

メ
リ
カ
が
世
界
の
中
心
、
文

明
の
象
徴
だ
か
ら
こ
そ
、
そ

の
存
在
が
憎
悪
の
的
に
な
る

た
が
い
っ
構
図
を
「
構
造
的

脆
弱
性
」
と
呼
び
、
そ
れ

は
「
ア
メ
リ
カ
が
テ
ロ
リ
ス

ト
国
家
に
ギ
フ
ト
を
し
た
ぐ

ら
い
で
は
解
決
し
な
い
」
と

断
じ
る
。

ギ
フ
ト
作
戦
の
発
想
は
、

対
人
関
係
か
、
人
類
学
が
扱

う
共
同
体
聞
の
力
学
に
は
応

用
で
き
る
が
、
「
幻
世
紀
の

国
際
社
会
に
持
ち
込
む
の
は

か
な
り
乱
暴
」
と
す
る
橋
爪

さ
ん
の
批
判
に
、
大
津
さ
ん

は
、
冷
戦
以
降
「
国
際
関
係

に
人
間
関
係
の
よ
う
な
愛
情

}

や
憎
悪
の
論
理
が
短
絡
的
に

直
結
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」

と
反
論
守
中
る

(|
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