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東
京
裁
判
は

政
治
シ
ョ
ー
だ
っ
た
の
か

橋
爪
大
三
郎

，、
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東京謎判は政治ショーだったのか

O
判
決
の
効
力
日
本
;
立
を
認
め
た
サ
ン
フ
ラ
ン
ン
ス
コ
平
和
条
約
は
、
東
京
裁
判
の
判
決
を

け
一
一
れ
れ
灯
、
が
が
て
、
こ
の
裁
判
の
正
統
性
と
判
決
の
効
力
を
認
め
る
こ
と
は
、
独
立
後

こ
れ
に
対
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
批
判
が
あ
る
。

義
付
討
日
時
日
い
い
ょ
せ
ん
、
勝
者
が
敗
者
を
裁
〈
裁
判
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
の
適
用
に
よ
る
正

に
、
単
な
る
復
讐
に
す
ぎ
な
い
。
判
事
の
選
任
も
、
中
立
国
の
判
事
が
い
な
い
、

国
際
法
の
専
門
家
が
一
人
し
か
い

ロ
題
が
多
い
。
「
一
切
ノ
戦
争
犯
罪
人
ニ
対
シ
テ
ハ
厳

重
ナ
ル
処
罰
ヲ
加
へ
ラ
ル
へ
シ
L

と
あ
る
ポ
ツ
ダ
ム
-
曇
一
P
を
日
本
は
受
諾
し
た
が
、
そ
れ
は
、
確
立
し

泊
料
一
日
れ
わ
れ
九
一
江
守
な
わ
ち
B
級
、

C
級
戦
犯
〉
を
裁
く
と
理
解
さ
れ
て
い
て
、

A
級
戦

さ

げ

し

肝

訪

れ

る

一

げ

勺

一

日

目

M4hfjH円
刊
誌
は
休
日
。
つ
て
か
ら
考
え
出

@
東
京
裁
判
の
証
拠
調
べ
は
、
伝
聞
証
拠
を
採
用
し
被
告
側
の
ふ
酢
が
で
キ

め
パ
不
十
分
な
も
の
で
、
共
同
謀
議
の
事
実
が
証
明
さ
れ
た
と
は
言
え
な
い
。
、
な
い
な
ど
、
き
わ

特
に
イ
ン
ド
の
パ
|
ル
判
事
(
東
京
裁
判
の
裁
判
官
の
一
人
)
立
、
多
数
意
見
に
抗
し
て
、
こ
う

た
見
地
か
ら
東
京
裁
判
を
批
判
し
被
告
の
無
罪
を
主
張
す
る
少
数

F
見
を
執
筆
し
、
公
表
し
こ

O

L訪
れ

同

時

計

訪

れ

れ

な

じ

れ

ド

ト

れ

れ

れ

炉

開

山

辻

井

町
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東
条
英
機
首
相
以
下
、
戦
前
・
戦
中
の
わ
が
国
の
国
家
指
導
者
二
十
八
名
を
A
級
戦
犯
と
し
て
起
訴

仁

川

泣

軒

下

位

持

片

目

立

清

一

ヨ

#

一

切

る

東

い
戻
っ
て
く
る
。
冷
静
に
、
こ
の
裁
判
の
も
つ
意
味
を
ふ
り
亙
っ
て
み
よ
う
。

!
E討
が
舞

東
京
裁
判
に
つ
い
て
、
一
般
に
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
以
h
の
こ
と
で
あ
る
。

O
裁
判
所
の
設
置
旦
ぺ
戦
い
、
勝
利
し
、
日
本
を
保
障
占
領
し
た
連
合
軍
(
の
マ
ツ
カ
!
?

最
高
司
令
官
)
が
、
こ
の
裁
半
所
の
設
置
を
命
じ
た
。
条
例
(
規
則
〉
の
制
定
も
同
様
。

O
法
源
す
で
に
確
立
さ
れ
た
国
際
法
(
戦
争
法
規
)
に
も
と
づ
く
B
級、

c
k
v旧
と
:
一

7

U
級
戦
犯
は
、
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
寸
人
道
に
対
す
る
罪

L

と
い
う
、
第
二
次
世
田
十
丸
山
町
(
町
一
一
一町一一

円
え
ら
れ
た
法
源
に
よ
っ
て
、
罪
を
問
う
て
い
る
。

O
戦
犯
の
罪
状
:
・一

九
二
八
年
か
ら
一
九
四
五
年
ま
で
の
戦
争
を
、

A
級
戦
犯
と
し
て
起
訴
さ
れ
て

い
る
日
本
の
指
導
ー
は
、
共
同
で
、
計
画
し
実
行
し
た
。
す
な
わ
ち
、
侵
略
戦
争
を
共
同
謀
議
し
た
点

え
、
有
罪
と
し
た
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止され復活せず、日本語の法廷速記録には記録

されず、 1982年まで日本人研究者も発言の詳細

を明らかにで・きなかった。

検察側の言頭陳述が始まる。

検察側により「南京問題」が急浮上し、 9月初

旬まで議論される。

弁護保IJによる反駁立証が始まる(翌48年1月まで〕。

検察側の反駁立証が始まり、論戦が続く。

検察の最終論告が終了。

弁護側の最終弁論が終了。

判決。 A級戦犯25名はすべて有罪。うち 7名は

絞首刑。終身禁固16名、禁固20年東郷茂徳、禁

固7年重光葵〔松岡洋右、永野修身・は裁判中に

病死、大川周明は発病して被告から除外〉。

A級戦犯 7名の死刑執行。東条英様、広田ヲム

毅、松井石根、土肥原賢二、板垣征四郎、木村

兵太郎、武藤章。

朝鮮戦争勃発。

重光葵釈放o A級戦犯有罪判決の釈放第 1号。

佐藤賢了(終身禁固〉が釈放され、生存するA

級戦犯の全員が釈放に。

靖国神社がA級戦犯の芳IJ死七柱、獄死七柱(松

岡、永野、東郷、白鳥敏夫、小磯国昭、平沼駿

一郎、梅津美治郎〕を合記。

(編集部作成〉
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主要年表

米英中がポツダム宣言。その第十項に「吾等ノ

{字虜ヲ虐待セル者ヲ含ム一切ノ戦争犯罪人ニ対

シテハ厳重ナル処罰ヲ加へラルヘシ」の文言。

米英仏ソによるロンドン協定が締結。「国際軍

事裁判所条例」の公布を宣言。

ポツダム宣言受諾。日本、無条件降伏。

ミズーリ号上で降伏文書調印。

東条英機元首相が戦争犯罪容疑者として逮捕。

ニュルンベルク国際軍事裁判の開廷 (46年10月

6日まで〕。

米首席検察官ジョセフ ・キーナンらが日本に到着。

モスクワ会議において、連合国が東京裁判の全

権をマッカーサーに付与することを決定。

「極東国際軍事裁判所」の設立。その条件の第

五条に「平和ニ対スル罪又ハ平和ニ対スル罪ヲ

含ム犯罪ニ付キ訴追セラレタル個人又ハ団体

員」の審理のため、と規定。

東条以下の28名を第五条イ項 「平和に対する

罪」に抵触するA級戦犯被告として起訴。

東京裁判の開廷。

清瀬一郎弁護人がウェッブ裁判長(豪〉の資格

をめぐって忌避申立(却下〉。

プレイクニー弁護人が 「原爆投下した固に裁く資格

なし」と論じた。衝撃のあまり同時通訳が即座に停

.， ". -1: _ '. ';c: .' :~ ーに3・ . 屯』 郎、一一ーー ー 一一一ーー ー_... ... . ~ _.ー 一一ーー ー 九ーームーーτ，-_.:，..:::.江二ニ.:.r_;ι→.:o.:~::.:..'-!. !':.. こ;;"~'~ '/'，， :. I

r; -~J 

ぞ1・
J ぞ1

_.1!.' 

'~H1 

守、

3 

‘ー ゴ i 

~: .l ' I 

明t・.，

・，.

1945・7・26

8・14

9・2

9・11

11・20

1946・1・19

4・29

5・3

5・6

5・14

守之さt:エニ~:~bi rr... 

iTJ事iilV
~~:~h~!::~;~ 1 r. 'j 

~i~~;~ 1.[ 
~. . ;::~~~;:♂宇~ ~ .，~. 

話 ~~:;~;ηj
一:年。Di: :~; ， :i
'ヨミ主1; 
ー:t-'-，:'ち吋

"，;戸~ . ~ . 

:J¥:.ふ、

詰\-勺~':" :~'ぺ: ‘ 1
"!2!.{込山、

11f:;戸

. ::~J~':h~~; '，: 

351il 

東京裁判関連
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12・26
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抗
議
し
て
か
ら
で
あ
る
。

③
天
皇
抜
き
の
裁
判

と
こ
ろ
で
東
京
裁
判
は
、
ニ
ユ
ル
ン
ベ
ル
ク
裁
判
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。

ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
は
、
敗
戦
時
に
ヒ
ト
ラ
ー
総
統
が
自
殺
し
、
国
家
と
し
て
存
在
し
な
く
な
っ
た
。

こ
の
点
、
政
府
や
議
会
が
存
続
し
た
日
本
の
場
合
と
、
異
な
っ
て
い
る
。
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
ひ
き
起

こ
し
た
戦
争
は
、
ヒ
ト
ラ
ー
以
下
の
指
導
部
が

一
貫
し
て
計
画
し
指
令
し
た
も
の
で
あ
る
。
特
に
、
ユ

ダ
ヤ
人
迫
害
の
残
虐
性
が
前
例
の
な
い
も
の
だ
っ
た
の
で
、
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
「
人
道
に
対
す
る

罪
」
を
裁
く
た
め
、
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク
に
連
合
軍
の
国
際
軍
事
法
廷
が
設
け
ら
れ
た
。
ナ
チ
ス
の
指
導

部
は
有
罪
と
な
っ
た
が
、
合
法
的
な
命
令
に
従
っ
た
だ
け
で
、
し
か
も
当
初
は
戦
争
に
反
対
し
た
国
防

軍
は
、
裁
か
れ
な
か
っ
た
。

ま
た
、
事
後
法
で
あ
る
な
ど
、
国
際
法
上
の
疑
問
は
、
ナ
チ
ス
の
犯
罪
性
が
あ
ま
り
に
桁
外
れ
な
も

の
だ
っ
た
の
で
、
大
き
な
声
に
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
う
し
た
裁
判
の
枠
組
み
を
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
日
本
に
持
ち
込
ん
だ
た
め
、
無
理
が
起
き
た
。

連
合
軍
に
し
て
み
れ
ば
、
大
日
本
帝
国
は
、
全
体
主
義
の
国
家
で
、
意
図
し
て
侵
略
戦
争
を
行
な
い
、

犯
罪
的
な
虐
殺
を
行
な
っ
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

三
十
万
人
が
犠
牲
に
な
っ
た
と
さ
れ
る

「
南
京
大
虐
殺
」
も
、
そ
の
よ
う
な
文
脈
で
事
実
と
認
め
ら
れ
た
。
東
京
裁
判
は
、
日
本
が
将
来
に
わ

た
っ
て
再
び
軍
事
的
な
脅
威
と
な
ら
な
い
た
め
の
、
戦
後
処
理
の
一
部
だ
っ
た
。
い
っ
ぽ
う
日
本
側
に

し
て
み
れ
ば
、
こ
の
期
間
、
政
府
の
指
導
的
地
位
に
終
始
つ
い
て
い
た
人
物
は
誰
も
お
ら
ず
、
侵
略
の

共
同
謀
議
も
あ
り
え
な
か
っ
た
。
戦
争
は
、
そ
の
場
そ
の
場
の
判
断
と
な
り
ゆ
き
で
、
拡
大
し
て
い
っ

た
。
対
米
英
戦
争
は
、
「
自
衛
」
の
た
め
の
戦
争
で
、
通
常
の
国
家
主
権
を
行
使
し
た
も
の
に
す
ぎ
な

、ν

ナ
チ
ス
の
場
合
と
異
な
っ
て
、
た
ま
た
ま
国
家
(
政
府
や
軍
)
の
指
導
的
地
位
に
あ
っ
た
職
員
が
、

「
平
和
に
対
す
る
罪
L

「
人
道
に
対
す
る
罪
L

の
名
の
も
と
に
、

A
級
戦
犯
と
し
て
訴
追
さ
れ
た
の
で
あ

ヲ

9
0

東京裁判は政治ショーだったのか

も
う
ひ
と
つ
の
事
情
は
、
天
皇
の
責
任
問
題
で
あ
る
。
こ
の
期
間
、
ず
っ
と
国
家
の
指
導
的
地
位
に

い
た
人
物
を
強
い
て
探
せ
ば
、
そ
れ
は
昭
和
天
皇
た
だ
一
人
だ
っ
た
。
そ
こ
で
、
天
皇
抜
き
に
東
京
裁

判
が
行
な
わ
れ
、
被
告
が
有
罪
に
な
れ
ば
、
天
皇
の
免
責
が
確
定
し
た
の
と
同
じ
で
あ
る
、
と
い
う
文

脈
が
生
ま
れ
た
。
東
京
裁
判
の
被
告
た
ち
が
、
審
理
の
進
め
方
と
自
分
の
罪
状
を
納
得
し
た
の
は
、
こ

の
よ
う
な
含
意
が
あ
っ
た
か
ら
だ
。

こ
う
し
て
、
東
京
裁
判
は
、
純
然
た
る
裁
判
と
い
う
よ
り
も
、
裁
判
の
か
た
ち
を
借
り
た
政
治
シ
ョ

ー
の
よ
う
な
も
の
と
な
っ
た
。
結
論
(
有
罪
)
は
わ
か
っ
て
い
た
。
侵
略
戦
争
を
起
こ
し
た
日
本
が
悪

く
、
そ
れ
を
打
ち
破
っ
た
連
合
軍
は
正
し
い
と
、
日
本
国
民
を
教
育
す
る
。
そ
し
て、

正
義
は
貫
か
れ

た
と
、
関
係
諸
国
を
納
得
、さ
せ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
戦
後
処
理
の
た
め
に
、
東
京
裁
判
は
ど
う
し

て
も
必
要
だ
っ
た
。

だ
が
、
状
況
は
変
わ
っ
た
。
当
時
な
ら
誰
で
も
納
得
し
た
東
京
裁
判
は
、
半
世
紀
の
の
ち
、
困
っ
た
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歴
史
の
置
き
土
産
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

日
本
を
武
装
解
除
し
た
ア
メ
リ
カ
は
、
手
の
平
を

返
す
よ
う
に
自
衛
力
の
整
備
を
求
め
、
冷
戦
後
は
、

日
本
が
同
盟
国
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
と
協
調
し
て

積
極
的
に
行
動
で
き
な
い
こ
と
に
い
ら
だ
っ
て
い
る
。
東
ア
ジ
ア
諸
国
の
発
展
は
め
ざ
ま
し
く
、
新
し

い
関
係
が
築
か
れ
る
べ
き
だ
が
、
歴
史
問
題
が
ネ
ッ
ク
に
な
っ
て
、
ぎ
く
し
ゃ
く
し
て
い
る
。
い
ト
ド
ト
ど

確
定
し
た
裁
判
は
、
状
況
が
変
わ
っ
て
も
、
効
力
を
持
ち
続
け
る
。
も
う
い
い
加
減
に
し
ろ
と
、
い
く

ら
日
本
人
が
思
っ
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
過
去
か
ら
逃
れ
ら
れ
な
い
。

靖
国
神
社
の

A
級
戦
犯
に
、
象
徴
的
に
表
れ
て
い
る
こ
の
問
題
を
、
整
理
し
て
み
よ
う
。
こ
ま
ご
ま

と
し
た
東
京
裁
判
の
法
学
論
争
や
、
靖
国
神
社
の
宗
教
論
争
、
憲
法
論
争
に
立
ち
入
る
か
わ
り
に
、
み

て
お
く
べ
き
議
論
の
骨
格
は
何
か
。

靖
国
神
社
は
「
国
事
殉
難
者
L

、
す
な
わ
ち
、
国
家
の
た
め
に
生
命
を
一
捧
げ
た
公
務
従
事
者
や
ボ
ラ

日
げ
ィ
ア
(
志
士
)
を
杷
っ
て
い
る
。

A
級
戦
犯
は
、
国
家
の
職
務
を
遂
行
し
て
い
て
敵
国
に
裁
か
れ
、

死
刑
に
な
っ
た
人
び
と
だ
か
ら
、
国
事
殉
難
者
に
あ
た
る
。
こ
う
い
う
理
由
で
、
靖
国
神
社
は
合

-杷
を

行
な
っ
た
。

一
理
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

A
級
戦
犯
と
な
っ
た
の
は
、
政
府
職
員
と
し
て
、
通
常
の
職
務
に
従
事
し
て
い
た
人
び
と
で
あ
る
。

職
務
上
、
判
断
を
誤
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
「
平
和
に
対
す
る
罪

L

「
人
道
に
対
す
る
罪
」

と
は
違
う
の
で
は
な
い
か
。

日
本
は
な
ぜ
、
中
国
大
陸
に
戦
線
を
拡
げ
、
対
米
英
戦
争
に
踏
み
切
っ
た
の
か
。
明
確
な
見
通
し
も
、

戦
略
も
な
か
っ
た
と
、
歴
史
学
者
は
吾
一
宝
ノ
。
指
導
者
た
ち
は
状
況
に
流
さ
れ
、
無
責
任
に
現
状
を
追
認

ー、ー



し
た
だ
け
だ
と
、
丸
山
田
県
男
は
号
一
言
ノ
。
「
空
気
」
の
支
配
を
逃
れ
ら
れ
な
か
っ
た
と
、
山
本
七
平
は
言

う
。
こ
れ
ら
は
、

通
説
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
社
会
シ
ス
テ
ム
に
制
度
的
な
欠
陥
が
あ
り
、
戦
争
を
回

避
で
き
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
た
。
特
定
の
誰
か
が
戦
争
を
意
図
し
て
ひ
き
起
こ
す
こ
と
も
、
反
対

に
阻
止
す
る
こ
と
も
、
不
可
能
な
状
況
だ
っ
た
。
戦
争
に
協
力
し
た
の
か
と
言
え
ば
、
誰
も
が
、
程
度

の
差
こ
そ
あ
れ
、
積
極
的
に
戦
争
に
協
力
し
た
。
そ
れ
な
ら
、
政
府
職
員
の
個
々
人
を
つ
か
ま
え
て
、

戦
争
の
責
任
を
問
う
の
は
適
切
で
な
か
ろ
う
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。

A
級
戦
犯
の
筆
頭
に
あ
げ
ら
れ
る
東
条
英
機
が
首
相
と
な
っ
た
の
は
、
戦

争
を
回
避
す
る
た
め
だ
っ
た
。
天
皇
の
意
向
を
受
け
、
就
任
か
ら
開
戦
ま
で
の
期
間
、
東
条
首
相
は
全

力
を
尽
く
し
た
。
猪
瀬
直
樹
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
も
通
説
と
言
っ
て
よ
い
。
東
京
裁

判
が
っ
く
り
あ
げ
た
イ
メ
ー
ジ
と
歴
史
の
実
像
と
の
あ
い
だ
に
は
、
と
き
に
大
き
な
ギ
ャ

ッ
プ
が
あ
る
。

東京裁判は政治ショーだったのか

@
日
本
を
牽
制
す
る
ツ

l
ル

日
本
人
の
多
く
が
こ
う
い
う
認
識
を
も
つ
よ
う
に
な
る
と
、

A
級
戦
犯
に
対
す
る
感
覚
は
、
ド
イ

ツ

国
民
が
ナ
チ
ス
や
ヒ
ト
ラ
ー
に
対
し
て
抱
く
の
と
違
っ
て
く
る
。
学
校
秀
才
で
勤
勉
で
、
組
織
の
一
員

と
し
て
忠
実
に
ふ
る
ま
っ
た
東
条
英
機
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
ふ
つ
う
の
人
間
で
あ
る
。
彼
が
有
罪
な
ら
、

日
本
人
は
み
な
有
罪
な
の
で
は
な
い
か
。
た
し
か
に
当
時
の
日
本
は
、
戦
争
マ
シ
ン
と
化
し
て
い
た
。

だ
が
そ
れ
で
も
、
議
会
と
普
通
選
挙
を
と
も
な
っ
た
法
治
国
家
で
あ
り
、
合
法
的
で
正
統
な
政
府
を
も

ち
、
そ
の
も
と
で
多
く
の
人
び
と
が
公
共
の
職
務
(
政
務
や
軍
務
)
に
つ
い
て
い
た
。
こ
の
こ
と
が
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「
犯
罪
」
で
あ
る
の
な
ら
、
同
じ
理
由
で
、
戦
後
の
日
本
も
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
東
京

裁
判
で
裁
か
れ
た
こ
と
の
内
実
は
、
不
当
で
は
な
い
の
か

|
l。
こ
れ
が
、
い
っ
ぽ
う
の
理
屈
で
あ
る
。

そ
う
で
は
あ
っ
て
も
、
東
京
裁
判
が
、
戦
後
の
世
界
秩
序
の
出
発
点
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
が

あ
る
。
戦
争
マ
シ
ン
と
化
し
た
日
本
は
、
中
国
を
侵
略
し
、
ア
ジ
ア
一
帯
に
災
厄
を
も
た
ら
し
た
。
こ

の
こ
と
の
責
任
は
、
戦
争
法
規
に
違
反
し
た
個
々
の
軍
人

(
B
級、

C
級
戦
犯
〉
を
処
罰
す
る
だ
け
で

は
、
追
及
で
き
な
い
。
国
家
の
意
思
形
成
に
か
か
わ
る
指
導
者
の
、
責
任
を
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
、
ご
く
少
人
数
の

A
級
戦
犯
が
、
罪
に
問
わ
れ
、
有
罪
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
ア
ジ
ア
諸
国

が
日
本
を
赦
す
た
め
に
必
要
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
ま
こ
と
に
寛
大
な
処
置
で
は
な
い
か
。

A
組
戦

犯
と
な
っ
た
個
々
人
が
ど
う
い
う
人
物
で
、
ど
う
い
う
行
動
を
と
っ
た
か
、
そ
れ
は
こ
の
際
、
本
質
的

で
は
な
い
。
彼
ら
の
地
位
と
権
限
が
問
題
で
あ
る
。
東
京
裁
判
は
、
白
本
が
不
当
な
戦
争
を
し
た
こ
と

を
立
証
す
る
、
唯
一
の
公
式
な
か
た
ち
な
の
だ
。
こ
の
裁
判
の
結
果
を
受
け
入
れ
、
歴
史
認
識
を
継
承

し
て
い
く
こ
と
は
、
国
際
社
会
に
対
す
る
日
本
国
民
の
義
務
で
あ
る
ー
ー
ー
。
こ
れ
が
、
も
う
い
っ
ぽ
う

の
理
屈
で
あ
る
。

東
京
裁
判
を
考
え
る
こ
と
が
困
難
な
の
は
、
こ
の
ど
ち
ら
の
理
屈
も
十
分
に
合
理
的
で
、
説
得
的
で

あ
る
の
に
、
互
い
に
矛
盾
し
て
、
両
立
し
が
た
い
か
ら
で
あ
る
。
手
軽
に
矛
盾
を
逃
れ
よ
う
と
、
前
者

に
立
ち
、
後
者
を
放
棄
す
れ
ば
、
倣
岸
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
み
な
さ
れ
、
国
際
社
会
で
孤
立
す
る
。

後
者
に
立
ち
、
前
者
を
放
棄
す
れ
ば
、
公
共
性
を
支
え
る
道
徳
と
規
範
の
根
幹
が
失
わ
れ
、
民
主
主
義

が
空
洞
化
す
る
。
両
者
を
ど
ち
ら
も
手
放
さ
ず
、
そ
の
矛
盾
に
苦
し
み
な
が
ら
、
そ
の
先
に
進
も
う
と

東京裁判は政治ショーだったのか

す
る
試
み
だ
け
が
、
価
値
が
あ
る
と
私
は
思
う
。

か
つ
て
の
戦
勝
国
で
あ
る
ア

メ
リ
カ
と
中
国
が
、
仮
に

A
級
戦
犯
の
人
び
と
の
再
評
価
(
名
誉
回

復
)
に
同
意
し
て
く
れ
れ
ば
、
日
本
と
し
て
は
ま
こ
と
に
好
都
合
だ
。
矛
盾
は
ほ
と
ん
ど
解
消
す
る
。

歴
史
上
の
人
物
の
評
価
が
玉
虫
色
な
の
は
、
よ
く
あ
る
こ
と
だ
。
中
国
は
毛
沢
東
の
評
価
に
困
っ
て
、

功
積
七
分
、
誤
り
三
分
、
な
ど
と
言
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
当
面
、
そ
う
し
た
再
評
価
は
望
み
う
す

で
あ
る
。
日
本
に
対
す
る
警
戒
感
が
ど
こ
か
に
あ
る
限
り
、
東
京
裁
判
は
、
日
本
を
牽
制
す
る
ツ
ー
ル

(孫
悟
空
の
頭
の
輪
〉
の
よ
う
に
は
た
ら
く
。

そ
う
す
る
と
残
さ
れ
た
道
は
、
東
京
裁
判
の
結
論
(
国
際
社
会

へ
の
約
束
〉
と
、
歴
史
の
真
実
と
の

板
ば
さ
み
状
態
を
、
そ
の
ま
ま
維
持
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、
新
し
い
戦
争
責
任
論
を

構
築
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
日
本
は
な
ぜ
、
戦
争
マ
シ
ン
と
化
し
た
か
。
そ
の
責
任
を
第
一
義
的
に
、

A

級
戦
犯
に
も
、
ほ
か
の
誰
か
(
た
と
え
ば
天
皇
〉
に
も
求
め
な
い
と
す
れ
ば
、
当
時
の
意
思
決
定
シ
ス

テ
ム
と
、
そ
れ
を
許
容
し
た
当
時
の
日
本
国
民
(
そ
し
て
、
そ
の
正
統
な
後
継
団
体
で
あ
る
、
主
権
者
た

る
日
本
国
民
〉
に
求
め
る
し
か
な
い
(
天
皇
に
戦
争
責
任
を
求
め
る
べ
き
で
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
加

藤
・
竹
田
・
橋
爪
『
Z

〈
皇
の
戦
争
責
任
L

径量
一目
一
房
で
詳
説
し
た
)
。

こ
の
観
点
か
ら
考
え
る
な
ら
、
靖
国
神
社
と
別
に
、
新
し
い
追
悼
施
設
を
つ
く
る
の
は
、
よ
い
考
え

で
は
な
い
。

A
級
戦
犯
を
「
分
配
し
し
て
切
り
離
し
、
国
際
社
会
の
反
感
を
な
だ
め
よ
う
と
す
る
の
は
、

な
お
さ
ら
よ
い
考
え
で
は
な
い
。

こ
の
問
題
に
、
簡
単
な
解
決
は
な
い
。

221 

し
か
し
、

希
望
は
あ
る
。
東
京
裁
判
は
、

日
本
に
対
す
る
警

宅

-v.
，

-，‘ ー
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戒
と
不
安
と
非
難
か
ら
う
ま
れ
た
も
の
だ
。
だ
か
ら
、
日
本
の
国
家
シ
ス
テ
ム
に
対
す
る
信
頼
が
揺
ス

ぎ
な
い
も
の
に
な
れ
ば
、
時
間
は
か
か
っ
て
も
、
必
ず
問
題
は
解
決
す
る
。
戦
後
半
世
紀
あ
ま
り
が
奴

過
し
た
。
日
本
が
、
警
戒
と
不
安
の
対
象
で
な
く
、
信
頼
す
べ
き
国
家
だ
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
h

ば、

A
級
戦
犯
の
問
題
を
む
し
返
す
こ
と
は
誰
に
と
っ
て
も
利
益
が
な
く
な
る
。
東
京
裁
判
自
体
が

や
が
て
完
全
に
過
去
の
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
地
道
な
努
力
を
続
け
る
こ
と
で
あ
る
。
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