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づ戦
手
責
任
」
の
決
着
を
ど
う
つ
け
る
か
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日
本
国
民
が
果
た
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
責
任
と
は

と
に
か
く
謝
っ
て
許
し
て
も
ら
お
う
と
す
る
。
戦
争
責
任
を
追
及
す
る
側
に
回
る
。

ど
ち
ら
も
自
分
に
責
任
が
な
く
、
無
関
係
だ
と
思
っ
て
い
る
点
で
、
不
誠
実
仕
態
度
で
あ
る

橋
爪
大
三
郎
(
京
工
業
大
学
大
学
院
議
)

p72-79 

戦
争
責
任
は
、
宙
に
浮
い
て
い
る
も
の
で

は
な
い
。

戦
争
責
任
は
、
誰
が
誰
に
責
任
を
問
う
の

か
、
そ
の
問
い
か
け
の
構
造
と
と
も
に
あ
る
。

そ
し
て
、
な
ぜ
責
任
が
問
え
る
の
か
と
い
う
、

根
拠
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
責
任
を
問
う
主

体
/
問
わ
れ
る
主
体
/
そ
の
根
拠
、
を
は
っ

き
り
さ
せ
る
こ
と
で
、
戦
争
責
任
を
考
え
る

筋
道
が
み
え
て
く
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ま
で
戦
争
責
任
と
い
う
言
葉
は
、
あ

い
ま
い
に
使
わ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
こ
こ
で

日本医|民が果たさねばならぬ立任とは

え
た
よ
う
な
ケ

1
ス
も
、

る
こ
と
が
で
き
る
。

責
任
を
問
う
枠
組
み
(
恨
拠
)
と
し
て
、

も
っ
と
も
合
意
を
え
や
す
い
の
は
、
法
で
あ

る
。
法
は
、
誰
に
で
も
一
様
に
適
用
さ
れ
る

も
の
な
の
で
、
あ
る
場
合
に
は
A
が
B
に、

別
な
場
合
に
は
B
が
A
に
責
任
を
問
い
う
る
。

法
は
、
権
利
や
権
限
を
確
定
し
、
人
び
と
の

正
当
な
行
為
の
範
聞
を
事
前
に
定
め
て
い
る

(
と
信
じ
ら
れ
て
い
る
)
の
で
、
そ
れ
が
破
ら

れ
る
と
「
不
当
」
な
感
じ
が
す
る
。
法
の
厳

密
な
適
用
を
求
め
る
こ
と
は
、
し
ば
し
ば
、

責
任
を
追
及
す
る
有
効
な
手
段
で
あ
る
。

法
の
ほ
か
に
道
徳
も
、
責
任
を
問
う
恨
拠

に
な
る
。
ふ
つ
う
の
、
ま
と
も
な
人
間
な
ら
、

そ
う
は
し
な
い
。
こ
う
問
い
詰
め
ら
れ
て
答

え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
道
徳
的
な
負
い
目
を
持

こ
の
延
長
で
考
え

は
、
責
任
と
は
何
か
、
戦
争
と
は
何
か
、
と

い
う
順
序
で
考
え
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

責
任
と
は
何
か

責
任
と
は
も
と
も
と
、
社
会
生
活
の
な
か

で
、
誰
か
が
何
ご
と
か
を
「
不
当
」
だ
と
感

じ
た
と
き
、
そ
の
原
因
を
う
み
出
し
た
と
思

わ
れ
る
人
物
に
、
そ
の
説
明
を
求
め
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
の
人
物
は
、
抗
議
を
認
め
て
、

行
動
を
改
め
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
は
思

い
違
い
だ
と
、
説
明
す
る
か
も
し
れ
な
い
。

つ
こ
と
に
な
る
。

戦
争
と
は
何
か

つ
ぎ
に
、
戦
争
と
は
何
だ
ろ
う
。

戦
争
は
、
近
代
に
お
い
て
は
、
国
家
の
行

動
で
あ
る
。

近
代
以
前
の
J

仕
会
で
は
、
集
団
と
集
団
、

共
同
体
と
共
同
体
、
国
家
と
国
家
が
し
ば
し

ば
武
力
で
争
っ
て
い
た
。
そ
れ
も
、
戦
争
で

あ
る
。
戦
争
で
は
、
ふ
つ
う
に
社
会
で
通
用

す
る
法
や
道
徳
や
ル

1
ル
の
効
力
が
停
止
し

て
、
武
力
で
す
べ
て
が
決
着
す
る
。
戦
争
の

元
に
あ
る
の
は
紛
争
(
利
害
の
対
立
)
だ
が
、

そ
れ
が
ふ
つ
う
の
手
続
き
で
解
決
で
き
る
の

な
ら
、
戦
争
に
は
な
ら
な
い
。
ふ

つ
う
の
手

続
き
で
は
解
決
で
き
な
い
か
ら
こ
そ
、
そ
の

手
続
き
を
は
み
出
し
た
武
力
に
訴
え
る
の
で
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こ
う
し
た
や
り
と
り
の
な
か
で
、
責
任
の
所

在
(
不
当
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
誰
が

う
み
出
し
た
の
か
)
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い

o
 

p
f

、誰
か
が
あ
る
人
物
に
仕
事
を
任
せ
た
よ
う

な
場
合
に
は
、
責
任
の
あ
り
か
は
わ
り
に
は

っ
き
り
し
て
い
る
。
任
さ
れ
た
仕
事
を
ち
ゃ

ん
と
果
た
す
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
結
果
を

報
告
す
る
こ
と
は
、
そ
の
人
物
の
義
務
だ
ろ

う
。
そ
れ
を
し
な
い
と
、
責
任
を
追
及
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。
人
民
が
政
府
に
権
限
を
与
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あ
る
。
武
力
で
打
ち
負
か
さ
れ
た
側
は
、
勝

者
の
意
思
に
従
う
。
古
代
で
は
、
敗
者
は
奴

隷
と
さ
れ
た
り
、
殺
害
さ
れ
た
り
し
た
。
勝

て
な
い
戦
争
に
訴
え
た
人
び
と
は
、
敗
戦
す

る
こ
と
で
、
そ
の
責
任
を
負
っ
た
。

戦
争
は
、
団
体
で
戦
う
も
の
な
の
で
、
指

揮
系
統
が
あ
る
。
戦
争
の
や
り
方
が
ま
ず
い

場
合
、
国
王
が
指
揮
官
の
責
任
を
問
う
た
り
、

指
揮
官
が
将
兵
の
責
任
を
問
う
た
り
す
る
で

あ
ろ
う
。
軍
隊
は
、
戦
争
と
い
う
仕
事
を
任

さ
れ
て
い
る
わ
け
な
の
で
、
仕
事
の
や
り
方

が
ま
ず
け
れ
ば
、
責
任
を
追
及
さ
れ
る
。
軍

法
に
よ
り
処
罰
さ
れ
た
り
、
指
揮
官
が
政
治

責
任
を
と
ら
さ
れ
た
り
す
る
。

戦
争
で
都
市
や
農
地
が
破
壊
さ
れ
た
り
、

住
民
の
生
命
や
財
産
が
奪
わ
れ
た
り
し
て
も
、

な
ん
の
補
償
も
な
い
の
が
古
代
か
ら
の
習
慣

だ
っ
た
。
戦
争
は
自
然
災
害
の
よ
う
な
も
の

で
、
民
法
の
時
外
な
の
で
あ
る
。
軍
隊
は
、

必
要
と
あ
ら
ば
、
食
糧
や
資
材
や
人
員
を
た

め
ら
わ
ず
に
徴
発
し
た
。

戦
争
の
や
り
方
が
慣
習
(
一
種
の
国
際
法
)

と
し
て
確
立
す
る
と
、
そ
れ
に
違
反
す
る
不
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法
行
為
が
問
題
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
中
立
。

中
立
を
宣
言
し
た
ら
、
ど
ち
ら
に
も
加
勢
せ

ず
、
た
と
え
敗
残
兵
が
逃
げ
て
き
て
も
追
い

返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
や
っ
て
中

立
を
守
っ
て
い
る
集
団
を
攻
撃
し
た
ら
、
不

法
行
為
と
し
て
責
任
を
問
わ
れ
る
。

戦
時
国
際
法

特集

絶
対
王
政
の
時
代
に
、
戦
争
を
め
ぐ
る
国

際
法
規
と
慣
習
が
徐
々
に
確
立
し
て
い
っ
た
。

軍
隊
は
制
服
を
着
用
す
る
、
民
間
人
(
非
戦

闘
員
)
は
戦
闘
に
加
わ
れ
な
い
代
わ
り
に
保

護
さ
れ
る
、
捕
虜
の
権
利
と
義
務
、
な
ど
。

近
代
国
家
は
、
武
力
を
独
占
し
、
軍
隊
以

外
の
団
体
が
武
力
を
行
使
す
る
こ
と
を
不
法

と
し
た
。
絶
対
王
政
の
軍
隊
は
傭
兵
主
体
だ

っ
た
が
、
近
代
国
家
は
兵
役
を
国
民
の
義
務

と
し
た
。
徴
兵
制
で
あ
る
。

近
代
国
家
に
と
っ
て
、
戦
争
は
、
国
益

(
国
民
の
利
益
)
追
求
の
手
段
で
あ
る
。
国
家

は
、
戦
争
を
す
る
権
利
を
持
つ
。
戦
争
に
負

け
れ
ば
、
国
益
の
追
求
に
失
敗
し
た
こ
と
に

な
り
、
国
民
は
大
き
な
不
満
を
持
つ
。
そ
こ

処戦
罰勝
す国
るが
こ敗
と戦
も匡!
あの
り箪
う人
るを
。裁

判

か
け
て

で
国
民
は
、
政
府
を
非
難
・
攻
撃
す
る
。
敗

戦
は
、
し
ば
し
ば
政
変
を
ひ
き
起
こ
し
た
。

そ
こ
で
、
相
手
国
の
政
変
を
狙
っ
て
戦
争
を

し
か
け
る
ケ

1
ス
も
あ
る
。

国
家
が
戦
争
を
行
な
う
と
き
に
従
う
ル
ー

ル
が
、
戦
時
国
際
法
で
あ
る
。

国
際
法
は
、
国
内
法
と
違
っ
て
、
は
っ
き

り
し
た
制
裁
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
な
い
。
国
内

法
な
ら
、
不
法
行
為
が
あ
れ
ば
対
抗
す
る
こ

と
が
で
き
、
裁
判
や
強
制
執
行
な
ど
の
方
法

で
、
法
を
貫
徹
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ

ど
も
、
国
家
が
国
際
法
に
違
反
し
て
も
、
警

察
や
裁
判
所
に
あ
た
る
も
の
が
な
い
。
そ
こ

で
国
際
法
は
法
な
の
か
と
い
う
疑
問
も
生
じ

よ
う
。イ

ギ
リ
ス
の
法
理
堂
キ
官
H
・
L
・
A
-
ハ

ー
ト
は
『
法
の
概
念
』
(
み
す
ず
書
房
)
で
、

こ
の
疑
問
に
こ
う
答
え
る
。
制
裁
が
な
く
て

も
、
国
際
法
は
法
で
あ
る
。
国
際
社
会
は
、

無
秩
序
な
わ
け
で
は
な
い
。
国
家
は
、
国
際

社
会
の
秩
序
(
ル

l
ル
)
を
、
法
と
し
て
意

識
し
、
そ
れ
に
従
お
う
と
す
る
。
違
反
す
れ

ば
、
ほ
か
の
国
々
が
報
復
を
試
み
る
だ
ろ
う

日本国民が果たさねばならぬ責任とは

東
京
裁
判
の
意
味

日
本
が
最
近
関
わ
っ
た
戦
争
、

す
な
わ
ち
、
満
州
事
変
、
日
華

事
変
、
な
ら
び
に
大
東
亜
戦
争

で
は
、
戦
争
犯
罪
は
ど
の
よ
う

に
裁
か
れ
た
の
だ
ろ
う
。

た
極
東
国
際
軍
事
裁
判
(
い
わ

恥
ゆ
る
東
京
裁
判
)
で
は
、

A
級、

併

B
級、

C
級
の
三
種
の
戦
争
犯

吟
罪
が
裁
か
れ
た
。

組

こ

の

う

ち

B
級
戦
犯
と
は
、

抗
戦
時
国
際
法
に
違
反
す
る
戦
争

M
犯
罪
行
為
を
部
下
に
命
令
し
た

射
も
の
、

C
級
戦
犯
と
は
、
そ
の

粉
命
令
に
従
っ
て
実
行
し
た
も
の

裁
を
い
う
。
ど
ち
ら
も
、
す
で
に

古小東
確
立
し
て
い
た
戦
時
国
際
法
に

対
す
る
違
反
行
為
(
戦
争
犯

罪
)
が
罪
に
関
わ
れ
た
。
な
お
、

B
級、

C
級
戦
犯
は
、
東
京
裁

判
だ
け
で
な
く
、
フ
ィ
リ
ピ
ン

や
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
な
ど
各
地
の

し
、
強
固
に
戦
争
を
仕
か
け
ら
れ
る
こ
と
も

背
趨
旧
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
国
際
社

会
で
は
、
強
固
(
覇
権
国
)
の
ふ
る
ま
い
が
、

法
な
の
で
あ
る
。

国
際
社
会
は
、
無
秩
序
で
は
な
い
。
と
す

れ
ば
、
国
際
社
会
に
お
け
る
国
家
同
士
の
実

力
に
よ
る
紛
争
解
決
、
す
な
わ
ち
戦
争
も
、

無
秩
序
で
は
な
い
。
戦
時
国
際
法
は
、
国
家

が
戦
時
に
従
う
法
で
あ
る
。
そ
の
一
部
は
慣

習
法
で
あ
る
が
、
主
要
な
部
分
は
、
ハ

1
グ

陸
戦
規
定
な
ど
の
条
約
の
か
た
ち
で
成
文
化

さ
れ
て
い
る
。
国
家
は
、
自
国
の
軍
隊
が
国

際
法
に
従
っ
て
戦
う
こ
と
に
、
責
任
を
持
た

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
他
の
国
家

に
対
す
る
義
務
で
あ
る
。

国
外
で
戦
う
こ
と
も
あ
る
軍
隊
に
は
、
通

常
の
国
内
法
と
は
異
な
る
軍
法
と
い
う
も
の

が
あ
り
、
師
団
や
全
軍
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
軍
事

法
廷
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
随
時
、

憲
兵
が
将
兵
を
取
り
締
ま
り
、
違
反
行
為
が

あ
れ
ば
逮
捕
し
裁
判
に
か
け
て
処
罰
す
る
。

戦
争
が
終
わ
っ
て
か
ら
国
際
法
に
違
反
し
た

行
為
(
戦
争
犯
罪
)
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
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法
廷
で
裁
か
れ
た
。
こ
れ
ら
の
裁
判
は
、
証

拠
調
べ
が
杜
撰
で
あ
る
な
ど
誤
審
の
可
能
性

を
含
む
か
も
し
れ
な
い
に
し
て
も
、
裁
判
の

根
拠
と
な
る
国
際
法
に
つ
い
て
は
問
題
が
な

'v 
こ
れ
に
対
し
て
、

A
級
戦
犯
は
、
人
類
に

対
す
る
罪
、
平
和
に
対
す
る
罪
な
ど
、
ニ
ュ

ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
で
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
戦

争
指
導
者
を
罪
に
問
う
た
と
同
じ
「
国
際

法
」
が
根
拠
に
な
っ
て
い
る
。
東
京
裁
判
で

は
、
東
傍
英
機
元
首
相
以
下
二
八
名
が

A
級

戦
犯
と
し
て
起
訴
さ
れ
、
二
五
名
が
有
罪

(
う
ち
七
名
が
死
刑
)
と
な
っ
た
。
こ
の
裁
判

に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
疑
問
が
残
る
。

①
「
人
類
に
対
す
る
罪
」
「
平
和
に
対
す

る
罪
」
は
、
戦
争
が
開
始
さ
れ
た
当
時
、
確

立
し
た
「
国
際
法
」
で
あ
っ
た
と
は
言
え
な

い
。
事
後
法
に
よ
る
裁
判
で
は
な
い
か
。

②
か
り
に
そ
の
よ
う
な
国
際
法
が
あ
っ
た

と
し
て
も
、
日
本
の
起
こ
し
た
戦
争
は
、
他

国
を
侵
略
す
る
意
図
に
基
づ
い
て
計
画
さ
れ

た
戦
争
だ
っ
た
と
は
三一
守
え
な
い
。
東
京
裁
判

に
お
け
る
犯
罪
の
立
証
も
不
十
分
だ
っ
た
の
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で
は
な
い
か
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
裁
判
で
、
東
隣

英
機
元
首
相
以
下
A
級
戦
犯
の
有
罪
は
締
定

し
た
。
こ
の
裁
判
の
正
当
性
と
そ
の
判
決
を

受
け
入
れ
る
こ
と
は
、
独
立
の
条
件
に
も
な

っ
て
い
る
。
A
級
戦
犯
の
有
罪
を
受
け
入
れ

る
こ
と
は
、
日
本
国
民
の
、
国
際
社
会
に
対

す
る
義
務
な
の
で
あ
る
。

①
の
点
に
つ
い
て
は
、
第
一
次
世
界
大
戦

後
、
一
九
二
八
年
に
不
戦
条
約
が
調
印
さ
れ

て
お
り
、
先
に
戦
争
を
仕
か
け
る
こ
と
は
、

凶
際
法
に
違
反
す
る
不
法
行
為
だ
っ
た
の
で

は
な
い
か
、
と
い
う
議
論
も
成
り
立
つ
か
も

し
れ
な
い
。
た
だ
、
少
な
く
と
も
日
本
の
指

導
者
は
、
戦
争
は
、
主
権
国
家
の
合
法
的
な
行

為
で
あ
る
こ
と
を
疑
っ
て
い
な
か
っ
た
。
日

本
が
受
諾
し
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
は
、
戦
争

犯
罪
人
の
処
罰
が
う
た
わ
れ
て
い
た
が
、
そ

れ
は
、
従
来
型
の
戦
争
犯
罪

(
B
級、

C
級

戦
犯
)
を
裁
く
と
い
う
意
味
だ
と
理
解
さ
れ

た
ろ
う
。
A
級
戦
犯
と
さ
れ
た
人
び
と
が
東

京
裁
判
と
そ
の
判
決
を
受
け
入
れ
た
の
は
、

彼
ら
が
、
天
皇
が
裁
か
れ
て
は
い
け
な
い
と

午年Ua

本
は
応
じ
る
ほ
か
な
く
、
戦
後
の
復
興
は
は

る
か
に
困
難
な
も
の
と
な
っ
て
い
た
ろ
う
。

中
継
人
民
共
和
国
も
対
日
国
交
回
復
の
際
、

こ
れ
に
な
ら
っ
て
賠
償
請
求
権
を
放
棄
し
た
。

日
本
の
対
中
経
済
援
助
は
、
こ
の
賠
償
に
代

わ
る
含
み
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
、

日
本
が
中
国
に
与
え
た
経
済
的
損
害
に
対
す

る
補
償
の
問
題
は
、
あ
い
ま
い
に
決
着
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

侵
略
戦
争
だ
っ
た
の
か

I 1;1.: !}i! 1:\\が !，J~たさねばならぬl引f とは

日
本
の
戦
争
犯
罪
を
裁
い
た
東
京
裁
判
の

枠
組
み
は
、
古
典
的
な
戦
争
観
で
な
い
。
国

際
連
盟
以
降
の
新
し
い
戦
争
観
に
も
と
づ
く

も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
戦
争
を
不
法
行
為

と
み
な
し
、
さ
き
に
戦
争
を
始
め
た
側
の
開

戦
責
任
を
問
う
。
だ
か
ら
日
本
に
は
、
開
戦

責
任
が
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
開
戦
の

意
図
は
、
侵
略
に
あ
る
と
さ
れ
た
。

古
典
的
な
戦
争
観
の
場
ム
円
戦
勝
国
は
敗

戦
闘
か
ら
賠
償
を
と
っ
て
決
着
す
る
。
開
戦

責
任
を
問
う
た
り
、
倫
理
的
に
戦
争
責
任
を

問
う
た
り
す
る
こ
と
は
な
い
。
け
れ
ど
も
、

考
え
た
か
ら
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

対
中
補
償
は
あ
い
ま
い
に
決
着

で
は
、
日
本
の
戦
争
責
任
と
は
何
な
の
か
。

古
典
的
な
戦
争
観
に
立
つ
な
ら
ば
、
戦
争

す
る
の
は
国
家
の
権
利
で
あ
り
、
不
法
行
為

で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
戦
争

責
任
は
生
じ
な
い
。
戦
争
の
や
り
方
が
、
戦

時
国
際
法
に
違
反
し
て
い
た
場
合
だ
け
、
違

反
し
た
寧
人
(
迅
法
な
命
令
を
し
た
指
揮
官
や
、

実
行
し
た
部
下
の
将
兵
)
が
戦
争
犯
罪
の
罪

を
問
わ
れ
、
処
罰
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
日

清
戦
争
、
日
露
戦
争
は
、
こ
う
し
た
戦
争
観

の
も
と
に
戦
わ
れ
て
お
り
、
誰
も
戦
争
責
任

を
問
題
に
し
て
い
な
い
。

戦
争
は
、
講
和
条
約
が
締
結
さ
れ
て
終
わ

る
。
日
清
戦
争
で
は
下
関
条
約
が
、
日
露
戦

争
で
は
ポ
l
ツ
マ
ス
条
約
が
結
ぼ
れ
た
。

前
和
条
約
は
、
賠
償
を
と
も
な
う
場
合
が

あ
る
。
戦
勝
国
が
敗
戦
国
に
、
領
土
の
割
譲

や
賠
償
金
な
ど
の
賠
償
を
課
す
。
日
清
戦
争

で
は
、
日
本
は
清
国
か
ら
、
巨
額
の
賠
償
金

を
受
け
取
っ
た
。
日
露
戦
争
で
は
、
危
う
い

新
し
い
戦
争
観
の
場
合
、
賠
償
を
求
め
な
い

か
わ
り
に
、
敗
戦
国
の
開
戦
責
任
を
非
難
し
、

敗
戦
国
の
倫
理
的
反
省
を
求
め
る
。
た
と
え

ば
、
「
日
本
の
起
こ
し
た
戦
争
が
侵
略
戦
争

で
あ
っ
た
」
と
、
つ
ぎ
の
世
代
に
歴
史
の
教

科
書
で
教
え
る
こ
と
を
要
求
す
る
。

日
本
は
、
侵
略
戦
争
を
起
こ
し
た
の
で
あ

ろ
う
か
。

台
湾
の
領
有
、
韓
国
の
併
合
、
満
州
事
変
、

日
華
事
変
、
大
東
亜
戦
争
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に

性
格
が
異
な
っ
て
い
る
。
台
湾
は
、
古
典
的

な
戦
争
観
が
支
配
的
な
時
代
で
、
日
清
戦
争

の
賠
償
と
し
て
清
国
か
ら
割
譲
さ
れ
た
。
韓

国
の
併
合
は
、
相
当
に
強
引
な
植
民
地
化
で

あ
る
が
、
日
本
は
列
強
諸
国
に
事
前
工
作
を

し
た
の
で
、
国
際
法
上
問
題
に
な
ら
な
か
っ

た
。
つ
ま
り
当
時
、
そ
の
程
度
に
強
引
な
こ

と
を
、
ほ
か
の
諸
国
も
行
な
っ
て
い
た
の
で

あ
る
。
満
州
事
変
(
満
州
国
の
建
国
)
は
、

日
本
の
「
単
独
行
動
」
の
産
物
で
あ
る
が
、

既
成
事
実
と
な
っ
た
。
リ
ッ
ト
ン
調
査
団
は
、

日
本
の
立
場
に
一
定
の
理
解
を
示
し
た
。
ア

メ
リ
カ
は
、
南
満
州
鉄
道
に
資
本
参
J

加
を
申

戦
勝
で
あ
っ
た
た
め
、
賠
償
金
が
取
れ
な
か

っ
た
。
そ
の
た
め
、
不
満
に
思
っ
た
国
民
が

騒
い
で
、
焼
き
討
ち
事
件
も
起
こ
っ
た
。

賠
償
は
、
敗
戦
国
の
戦
争
責
任
な
の
で
あ

ろ
う
か
。

賠
償
は
、

.勝
者
が
敗
者
か
ら
戦
利
品
を
奪

い
取
る
古
来
の
慣
行
に
も
と
づ
く
も
の
で
、

敗
戦
国
の
責
任
と
は
考
え
に
く
い
。
第
一
次

世
界
大
戦
で
敗
れ
た
ド
イ
ツ
は
、
莫
大
な
賠

償
を
課
せ
ら
れ
た
た
め
に
、
ナ
チ
ス
が
支
持

を
集
め
、
結
局
も
う
一
回
戦
争
に
な
っ
た
。

賠
償
は
、
敗
者
の
側
に
恨
み
を
残
し
、
新
た

な
戦
争
の
種
を
ま
く
。
そ
の
た
め
第
二
次
世

界
大
戦
か
ら
の
ち
、
敗
戦
国
に
賠
償
を
課
す

や
り
方
は
主
流
で
な
く
な
っ
て
い
る
。

と
は
言
え
、
一
九
一
三
年
の
満
州
事
変
、

一
九
三
七
年
の
目
撃
事
変
以
降
、
一
九
四
五

年
ま
で
、
中
国
大
陸
で
ほ
し
い
ま
ま
に
ふ
る

ま
っ
た
日
本
に
、
賠
償
責
任
は
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
日
本
に
と
っ
て
決
定
的
だ
っ
た
の
は
、

国
民
党
政
府
の
蒋
介
石
総
統
が
、
対
日
賠
償

請
求
権
を
放
棄
し
た
こ
と
だ
っ
た
。
も
し
も

蒋
総
統
が
賠
償
に
こ
だ
わ
っ
て
い
れ
ば
、
日
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し
入
れ
て
き
た
。
三
国
同
盟
や
不
可
侵
条
約

を
結
ん
だ
ド
イ
ツ
や
ソ
連
は
満
州
国
を
承
認

し
て
い
る
。

日
華
事
変
は
、
も
っ
と
も
正
当
化
し
に
く

い
戦
争
で
あ
る
。
国
際
社
会
は
、
日
本
の
軍

事
的
・
領
土
的
野
心
を
み
て
と
っ
た
。
日
本

の
指
導
部
は
、
古
典
的
な
戦
争
観
に
も
と
づ

き
、
中
国
と
ふ
つ
う
の
戦
争
を
し
て
い
る
つ

も
り
だ
っ
た
。
そ
れ
を
「
事
変
」
と
よ
び

「
戦
争
」
と
よ
ば
な
か
っ
た
の
は
、
日
本
側
、

中
国
側
双
方
の
都
合
で
あ
る
(
「
戦
争
L

な
ら
、

日
本
は
軍
需
物
資
の
輸
入
が
で
き
な
く
な
り
、

中
国
は
軍
事
援
助
が
受
け
ら
れ
な
く
な
る
)
。

中
国
に
し
て
み
れ
ば
、
自
国
の
領
土
に
勝
手

に
日
本
の
軍
隊
が
入
っ
て
き
て
、
占
領
支
配

し
続
け
た
の
だ
か
ら
、
侵
略
以
外
の
な
に
も

の
で
も
な
い
。
日
本
側
に
、
東
京
裁
判
が
立

証
し
よ
う
と
し
た
よ
う
な
継
続
的
で
一

貫
し

た
侵
略
意
図
が
あ
っ
た
と
は
思
え
ず
、
む
し

ろ
戦
争
目
的
が
最
後
ま
で
あ
い
ま
い
な
ま
ま

だ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
な
戦
争
を

終
わ
ら
せ
る
行
動
を
、
日
本
の
指
導
部
は
と

ら
な
か
っ
た
。
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ア
メ
リ
カ
は
世
界
情
勢
を
に
ら
み
つ
つ
、

日
本
と
あ
ま
り
早
す
ぎ
な
い
段
階
で
戦
争
す

る
決
意
を
固
め
た
。
中
国
か
ら
軍
隊
を
ひ
き

あ
げ
る
決
断
が
で
き
な
か
っ
た
日
本
に
と
っ

て
、
対
米
関
係
は
修
復
不
可
能
で
あ
り
、
戦

争
は
不
可
避
だ
っ
た
。
大
東
亜
戦
争
は
、
こ

う
し
て
始
ま
っ
た
戦
争
で
あ
る
。
日
本
の
指

導
部
は
、
こ
れ
を
通
常
の
戦
争
(
自
衛
の
た

め
の
戦
争
)
と
考
え
、
国
際
法
に
違
反
し
て

い
る
と
い
う
意
識
は
な
か
っ
た
。
日
本
軍
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
香
港
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
、
イ

ン
ド
ネ
シ
ア
そ
の
ほ
か
を
占
領
し
た
。
交
戦

国
の
植
民
地
を
攻
撃
・
占
領
す
る
こ
と
は
、

国
際
法
上
な
ん
の
問
題
も
な
い
(
侵
略
で
は

な
い
)
と
理
解
さ
れ
た
。

日
本
の
占
領
地
で
、
日
本
軍
が
、
さ
ま
ざ

ま
な
被
害
を
与
え
た
。
た
と
え
ば
、
民
間
人

に
対
す
る
暴
行
や
虐
殺
、
現
地
通
貨
の
軍
票

へ
の
強
制
的
な
交
換
な
ど
。
こ
う
し
た
行
為

の
一
部
は
、
戦
争
犯
罪
と
し
て
裁
か
れ
た
り

講
和
条
約
の
際
に
賠
償
の
対
象
と
な
っ
た
り

し
た
が
、
未
解
決
な
問
題
(
た
と
え
ば
、
軍

票
問
題
)
も
残
っ
て
い
る
。

特集日本国民が果たさねばならぬ武任とは

こ
の
責
任
は
免
れ
な
い
。

国
民
の
責
任
は
民
主
主
義
国
家
に
お
い
て

は
、
ま
ず
、
政
府
の
行
動
と
し
て
現
れ
る
。

平
和
条
約
を
締
結
し
賠
償
を
行
な
い
、
戦
後

秩
序
を
受
け
入
れ
、
国
際
社
会
へ
の
義
務
を

果
た
す
こ
と
が
戦
争
責
任
で
あ
る
。
こ
の
意

味
で
の
戦
争
責
任
は
、
ほ
ぼ
完
了
し
て
い
る

と
言
っ
て
よ
い
。

け
れ
ど
も
、
戦
争
責
任
の
議
論
が
い
つ
ま

で
も
蒸
し
返
さ
れ
る
の
は
、
戦
争
責
任
を
引

き
受
け
る
主
体
で
あ
る
日
本
国
民
が
、
再
生

産
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
。
そ
し
て

そ
れ
は
、
日
本
国
民
が
、
歴
史
的
な
過
去
を

共
有
し
、
認
識
し
、
理
解
す
る
努
力
と
不
可

分
だ
か
ら
だ
。
た
し
か
に
あ
っ
た
戦
争
も
、

自
分
に
と
っ
て
意
味
あ
る
出
来
事
だ
と
理
解

で
き
な
け
れ
ば
、
存
在
し
な
い
の
と
同
じ
で

あ
る
。
そ
ん
な
戦
争
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り

と
態
度
を
と
り
、
歴
史
と
し
て
認
識
す
る
こ

と
は
不
可
能
だ
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
を
材
料
に
、
日

本
と
日
本
人
を
非
難
す
る
言
説
が
あ
ふ
れ
で

い
る
。
従
軍
慰
安
婦
や
強
制
連
行
の
個
人
補

統
治
者
の
責
任

日
本
か
ら
独
立
し
た
台
湾
、
韓
国
、
北
朝

鮮
と
の
聞
に
は
、
ま
た
別
な
問
題
が
あ
る
。

日
本
は
韓
国
と
、
一
九
六
五
年
に
日
韓
基

本
条
約
を
結
び
、
賠
償
を
行
な
っ
た
。
北
朝

鮮
と
の
あ
い
だ
に
条
約
が
縞
ば
れ
る
場
合
に

は
、
日
韓
基
本
条
約
が
べ

l
ス
に
な
る
は
ず

だ
日
韓
併
合
後
の
朝
鮮
半
島
の
人
び
と
に
は
、

大
日
本
帝
国
憲
法
が
適
用
さ
れ
な
か
っ
た
が
、

兵
役
も
免
除
さ
れ
て
い
た
。
か
わ
り
に
、
大

勢
が
徴
用
さ
れ
、
日
本
や
カ
ラ
フ
ト
に
連
れ

て
い
か
れ
て
帰
国
の
チ
ャ
ン
ス
を
失
っ
た
人

び
と
も
い
る
。
戦
争
末
期
に
は
兵
役
も
課
せ

ら
れ
、
日
本
兵
と
な
っ
て
戦
っ
た
人
び
と
も

い
る
。
台
湾
か
ら
も
大
勢
が
日
本
兵
と
な
っ

た
。
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
、
戦
後
、
日
本
国

籍
を
失
い
、
思
給
や
補
償
の
対
象
外
と
な
っ

た
思
給
が
、
日
本
国
の
公
務
に
尽
く
し
た
こ

と
に
対
す
る
報
い
で
あ
る
な
ら
、
当
時
の
日

本
人
は
同
等
に
そ
の
権
利
を
も
つ
は
ず
で
、

償
の
よ
う
な
、
新
し
い
材
料
も
出
て
く
る
。

日
本
国
民
は
混
乱
す
る
。

こ
こ
で
陥
り
が
ち
な
、
ふ
た
つ
の
態
度
が

あ
る
。
ひ
と
つ
は
、
と
に
か
く
謝
っ
て
し
ま

お
う
と
い
う
も
の
。
歴
史
的
事
実
を
よ
く
確

か
め
も
せ
ず
、
謝
っ
て
許
し
て
も
ら
お
う
と

す
る
。
そ
の
く
せ
自
分
に
責
任
は
な
く
、
自

分
と
無
関
係
だ
と
思
っ
て
い
る
。
だ
が
、
自

分
に
無
関
係
な
こ
と
を
、
謝
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
謝
っ
て
そ
の
場
を
ご
ま
か
す
と
い
う

の
は
、
も
っ
と
も
卑
劣
な
態
度
だ
。
も
う
ひ

と
つ
は
、
戦
争
責
任
を
追
及
す
る
側
に
回
る

こ
と
。
戦
争
責
任
を
追
及
し
て
い
れ
ば
、
良

心
に
や
ま
し
い
と
こ
ろ
も
な
く
、
安
心
で
あ

る
。
自
分
に
責
任
が
な
く
、
無
関
係
だ
と
思

い
た
い
点
で
は
、
謝
る
の
と
似
て
い
る
。
そ

し
て
ど
ち
ら
も
、
同
じ
よ
う
に
不
誠
実
で
あ

る
と
思
う
。

謝
る
に
せ
よ
、
追
及
す
る
に
せ
よ
、
混
乱

は
深
ま
る
ば
か
り
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
い

ま
問
題
と
な
っ
て
い
る
戦
争
責
任
と
は
、
日

本
国
民
が
過
去
の
戦
争
を
わ
が
こ
と
と
し
て

受
け
止
め
、
意
味
づ
け
る
努
力
の
こ
と
だ
か

戦
後
の
国
籍
で
給
付
を
制
限
す
る
の
は
お
か

し
い
と
思
う
。

八
0
年
代
後
半
に
は
、
従
箪
慰
安
婦
の
議

論
が
も
ち
あ
が
っ
た
。
「
強
制
連
行
L

の
事

実
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
け
れ

ど
も
、
業
者
が
お
も
に
朝
鮮
半
島
の
女
性
に

目
を
つ
け
、
慰
安
婦
に
仕
立
て
て
戦
地
に
送

り
込
ん
だ
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
日
本
国

籍
を
も
っ
住
民
の
、
保
護
義
務
を
十
分
に
果

た
さ
な
か
っ
た
責
任
が
、
日
本
の
統
治
者
に

あ
る
と
言
え
る
と
思
う
。
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日
本
独
自
の
歴
史
認
識
も
必
要
だ

こ
う
し
た
戦
争
は
、
大
日
本
帝
国
と
い
う

国
家
が
行
な
っ
た
行
為
で
あ
る
。
こ
の
国
家

は
解
体
し
た
。
こ
の
国
家
の
戦
争
に
と
も
な

う
も
ろ
も
ろ
の
問
題
や
責
任
を
ひ
き
受
け
る

主
体
は
、
そ
の
国
家
の
正
統
な
後
継
団
体
で

あ
る
日
本
国
の
、
国
民
以
外
に
な
い
。
戦
争

責
任
を
関
わ
れ
、
ひ
き
受
け
る
主
体
は
、
す

べ
て
の
日
本
国
民
な
の
だ
。
戦
後
に
生
ま
れ
、

ま
っ
た
く
戦
争
に
関
わ
っ
て
お
ら
ず
、
個
人

と
し
て
身
に
覚
え
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

ら
だ
。
そ
れ
は
戦
争
を
、
歴
史
と
し
て
共
有

し
よ
う
と
す
る
努
力
で
あ
る
。
わ
け
も
な
く

謝
る
な
ら
ば
、
ど
ん
な
歴
史
も
共
有
で
き
な

い
。
や
み
く
も
に
追
及
す
る
な
ら
ば
、
追
及

さ
れ
る
側
に
だ
け
過
去
を
押
し
つ
け
る
こ
と

に
な
る
。

歴
史
は
、
日
本
国
民
の
誇
り
と
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
の
問
題
だ
と
し
た
点
で
、
「
新
し

い
歴
史
教
科
書
を
つ
く
る
会
L

を
私
は
評
価

す
る
。
歴
史
が
多
様
で
あ
る
の
は
、
正
常
な

こ
と
だ
。

問
題
は
そ
の
先
だ
。
戦
争
責
任
を
追
及
す

る
線
分
は
、
国
家
/
個
人
か
ら
国
家
/
個
人

へ
と
、
無
数
に
張
り
め
ぐ
ら
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
を
ひ
と
つ
に
収
束
さ
せ
る
こ
と
は
で
き

な
い
し
、
「
唯
一
の
正
し
い
歴
史
認
識
」
が

問
題
な
の
で
も
な
い
。
必
要
な
の
は
、
日
本

と
い
う
国
家
が
国
際
社
会
の
な
か
で
、
こ
れ

か
ら
の
平
和
と
国
際
秩
序
を
う
み
出
す
よ
う
、

積
極
的
に
貢
献
す
る
側
に
回
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
は
、
関
係
諸
国
の
歴
史
認
識
と
調
和

し
つ
つ
も
、
日
本
独
自
の
歴
史
認
識
が
ベ
ー

ス

と

な

る

は

ず

だ

。

②
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