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甲
斐
道
太
郎
先
生
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー 

本
誌
で
は
前
号
で
お
知
ら
せ
致
し
た
よ
う
に
「戦
後
70
年
に

思
う
こ
と
」を
テ
ー
マ
に
本
号
と
次
号
で
特
集
を
企
画
し
ま
す
。 

そ
の
一
環
と
し
ま
し
て
民
法
の
権
威
で
あ
る
甲
斐
道
太
郎
さ
ん

(

大
阪
市
大
名
誉
教
授)

に

「戦
中
戦
後
90
年
」
を
語
っ
て
も
ら

い
ま
し
た
。
甲
斐
さ
ん
は
中
央
の

「９
条
の
会
」
に
名
を
連
れ

ら
れ
る
な
ど

「暮
ら
し
を
守
る
」
運
動
の
先
顏
に
た
っ
て
お
ら

れ
ま
す
。
イ
ン
タ
ビ
ュ
ァ
ー
は
松
野
世
話
人
代
表
、
小
嶋
、
山

本
の
３
人
で
し
た
が
、
お
話
は
山
本
事
務
局
長
が
ま
と
め
ま
し
た
。 

 

先
の
会
報
101

号
で
小
嶋

さ
ん
が
お
書
き
に
な
っ
た

「『荒
木
寅
三
郎
の
頭
』と
河

上
博
士
」
に
一
枚
の
写
真
が

つ
い
て
い
ま
し
た
。
そ
の
写

真
に
は
荒
木
京
都
帝
大
総
長
、

佐
々
木
惣

一
、
河
上
肇
、
末 

川
博
、
そ
れ
に
法
学
部
の
学
生
で
あ
っ
た
私
の
父
親
も
鈉
ま
っ

て
い
ま
し
た
。
恐
ら
く
父
親
は
河
上
先
生
ら
の
薫
陶
を
受
け
て

い
た
の
で
し
ょ
う
。
私
も
親
父
が
生
き
て
い
る
間
に
こ
の
写
真

の
こ
と
を
も
っ
と
聞
い
て
お
け
ば
よ
か
っ
た
と
今
で
も
思
っ
て

い
ま
す
。
私
は
法
学
部
で
し
た
が
、
卒
業
は
１
９
４
８
年
で
す

か
ら
、
戦
時
中｢

発
禁｣

と
な
っ
て
い
た
河
上
肇
の
本
も
公
然
と

発
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
『貧
乏
物
語
』
『自
叙

伝
』
『日
記
』
な
ど
を
読
み
ま
し
た
が
、
河
上
肇
に
つ
い
て
突
っ

込
ん
で
研
究
し
た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

三
高
時
代 

私
が
旧
制
高
津
中
学
校

（１
９
４
８
年
か
ら
大
阪
府
立
高
津

高
等
学
校
）
に
入
学
し
た
の
は
、
日
中
戦
争
の
は
じ
ま
つ
た
翌

年
１
９
３
８
年(

昭
和
13
年)

で
す
。
私
の
い
た
高
津
中
学
校
は
、

自
由
な
校
風
で
知
ら
れ
て
い
た
学
校
で
、
昭
和
18
年
に
入
学
し

た
三
高
は
自
由
の
伝
統
を
持
っ
た
学
校
で
し
た
か
ら
、
当
時
の

学
内
で
は
、
軍
隊
や
将
校
は
嫌
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、

「反
戦
」
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
て
「厭
戦
」
と
い
う
気
分
で
、

兵
隊
嫌
い
で
し
た
。
三
高
で
は
先
生
た
ち
も
な
ん
と
か

「自
由

の
校
風
」
を
守
ろ
う
と
い
う
気
風
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
い
ま

す
。 

特
集

「戦
後
70
年
に
思
う
こ
と
」 
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三
高
当
時
、
軍
事
教
練
も
あ
り
ま
し
た
が
、
下
士
官
か
ら
将

校
に
な
る
前
の
軍
人

（准
尉
）
と
各
地
の
部
隊
か
ら
派
遣
さ
れ

た
将
校
も
来
て
い
ま
し
た
。
私
が
入
る
３
年
ほ
ど
前
に
、
生
徒

が
将
校
を
殴
る
と
い
う
事
件
も
起
き
て
い
た
と
聞
き
ま
し
た
。

当
然
、
退
学
処
分
に
な
り
ま
し
た
が
、
家
に
帰
る
と
母
親
が
「よ

く
や
っ
た
」
と
言
葉
を
か
け
た
、
と
い
う
話
は
三
高
の
歴
史
の

本
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

当
時
の
様
子
は
、
竹
内
洋
さ
ん
の
書
い
た

「学
歴
貴
族
の
栄

光
と
挫
折
」
に
も
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
私
の
１
年
上
だ
っ

た
品
川
正
治
さ
ん
が

「手
記 

反
戦
へ
の
道
」
で
書
い
て
い
ま
す

が
、
品
川
さ
ん
が
三
高
の
生
徒
総
代
を
し
て
い
た
１
９
４
４
年

２
月
、
軍
事
教
練
で

「軍
人
勅
諭
」
を
わ
ざ
と
取
り
違
え
て
高

唱
し
た
学
生
が
い
た
事
件
も
起
き
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

私
た
ち
は
ま
っ
た
く
気
が
つ
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

語
学
の
試
験
が
な
く
て
楽
で
し
た
が
、
も
っ
と
語
学
を
ま
じ

め
に
や
っ
て
お
れ
ば
よ
か
っ
た
と
思
っ
て
い
ま
す
。
井
上
智
勇

さ
ん
な
ど
は
面
白
い
は
な
し
も
し
て
く
れ
ま
し
た
。
井
上
智
勇

さ
ん
も
ド
イ
ツ
の
話
な
ど
し
て
く
れ
ま
し
た
が
、
試
験
が
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
の
で
、
そ
の
同
じ
ク
ラ
ス
に
後
に
労
働
法
を
や

っ
た
片
岡
曻
君
も
い
ま
し
た
。 

旧
制
の
高
等
学
校
は
３
年
制
で
し
た
が
、
我
々
の
時
は
２
年

に
短
縮
さ
れ
、
２
年
生
の
時
に
明
石
に｢

勤
労
動
員｣

で
行
き
ま

し
た
が
、
寮
で
は｢

室
長｣

が
選
ば
れ
ま
し
て
、
私
た
ち
は
片
岡

君
が
室
長
で
し
た
。
授
業
で
は
、
第
１
語
学
は
週
10
時
間
あ
り
、

第
２
語
学
も
７
時
間
あ
り
ま
し
た
。
第
２
語
学
は
た
い
て
い
の

人
は
ド
イ
ツ
語
を
と
り
ま
し
た
が
、
私
は
古
典

・
歴
史
を
取
り

ま
し
た
。 

三
高
の
２
年
目
か
ら
は
工
場
暮
ら
し
で
、
出
生
の
早
い
連
中

か
ら
兵
役
に
出
て
行
き
ま
し
た
。｢

海
軍
予
備
学
生｣

と
い
う
制

度
が
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
を
受
け
た
学
生
も
沢
山
い
ま
し
た
。

同
じ
ク
ラ
ス
で
、
藤
沢
令
夫
君
や
片
岡
君
も
受
け
ま
し
た
が
私

は
行
き
ま
せ
ん
で
し
た
。 

私
は
郷
里
の
大
分
で
徴
兵
検
査
を
受
け
よ
う
と
思
っ
て
い
ま

し
た
。
徴
兵
検
査
と
な
れ
ば
、
熊
本
の
五
高
や
鹿
児
島
の
七
高

と
か
に
友
達
が
い
ま
し
た
の
で
、汽
車
の
切
符
も
買
え
る
の
で
、

九
州
を
回
っ
て
の
旅
を
し
よ
う
と
思
っ
た
の
で
し
た
。
入
営
の

時
は
、
３
月
13

日
に
京
都
を
出
て
、
途
中
で
叔
父
の
家
に
泊
ま

っ
て
山
口
県
の
柳
井
の
兵
営
に
行
こ
う
と
し
て
い
た
と
こ
ろ
、

大
阪
大
空
襲
が
あ
り
ま
し
て
大
変
で
し
た
。 

軍
隊
生
活 

軍
隊
で
は
、
最
初
、
台
湾
に
赴
任
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
し
た
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が
、
結
局
行
く
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
、
山
口
県
の
柳
井
に

入
り
ま
し
た
が
、
ま
も
な
く
、
召
集
さ
れ
た
年
寄
り
と
一
緒
の

部
隊
に
な
り
、熊
本
の
三
角
の
対
岸
の
大
矢
野
島
に
い
ま
し
た
。 

当
時
、
陸
軍
に
船
舶
兵
と
い
う
制
度
が
あ
り
ま
し
て
、
上
陸

用
舟
艇
が
あ
り
、
そ
の
乗
組
員
は
そ
の
運
転
と
、
上
陸
の
際
に

は
先
頭
に
立
つ
こ
と
を
要
求
さ
れ
る
の
で
す
。
戦
死
の
危
険
性

が
大
き
い
の
で
、
歩
兵
な
ど
と
比
べ
る
と
待
遇
は
悪
く
な
か
っ

た
で
す
。
魚
な
ど
も
よ
く
食
べ
ま
し
た
が
、
後
か
ら
考
え
る
と

水
俣
病
の
心
配
も
あ
っ
た
と
思
い
ま
し
た
。
空
襲
は
多
少
は
あ

り
ま
し
た
が
、機
銃
で
撃
た
れ
て
怪
我
を
し
た
人
も
い
ま
し
た
。

８
月
15

日
は
大
矢
野
島
に
い
ま
し
た
が
、
天
皇
の
放
送
は
よ
く

わ
か
ら
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
後
で

「敗
戦
だ
」
と
い
う
こ
と

が
わ
か
り
ま
し
た
。
島
の
裏
山
を
見
て

「ア
メ
リ
カ
軍
が
来
た

ら
山
に
逃
げ
よ
う
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
や
が
て
部
隊
は
解

散
と
な
り
、住
ん
で
い
た
大
阪
に
は
空
襲
が
あ
り
ま
し
た
か
ら
、

祖
父
母
が
い
た
京
都
に
移
っ
て
い
た
家
族
の
も
と
に
帰
り
ま
し

た
。 京

大

へ 

当
時
の
帰
還
兵
は｢

疥
癬｣

治
療
と
い
う
こ
と
で
、
進
駐
軍
か

ら
Ｄ
Ｄ
Ｔ
の
粉
末
を
か
け
ら
れ
頭
が
真
っ
白
に
な
り
ま
し
た
。

東
京
は
焼
野
が
原
で
し
た
か
ら
、
１
９
４
５
年

（昭
和
20
年
）

４
月
に
入
営
中
に
入
学
し
た
こ
と
に
な
つ
て
い
た
東
大
か
ら
、

転
入
学
が
認
め
ら
れ
て
い
た
京
大
へ
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。 

そ
の
頃
の
私
に
最
も
大
き
な
シ
ョ
ッ
ク
を
受
け
た
の
は
、
投

獄
さ
れ
て
い
た
共
産
党
員
の
解
放
で
し
た
。
彼
等
が
解
放
さ
れ

た
こ
と
が
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
の
で
は
な
く
。
あ
の
戦
争
中
に
日

本
の
敗
戦
を
予
想
し
、
自
分
達
が
解
放
さ
れ
る
日
が
必
ず
く
る

こ
と
を
確
信
し
て
、
あ
く
ま
で
自
分
達
の
思
想.

信
条
を
守
り
通

し
た
人
達
が
い
た
と
い
う
事
実
、
そ
し
て
そ
の
確
信
を
支
え
た

も
の
が
マ
ル
ク
ス
主
義
理
論
、
こ
と
に
そ
の
社
会
科
学
理
論
で

あ
つ
た
と
い
う
事
実
が
シ
ョ
ッ
ク
で
し
た
。 

京
大
に
移
っ
て
く
る
と
、
１
９
３
３
年
の

「滝
川
事
件
」
で

京
大
を
去
っ
た
教
授
た
ち
も
、
非
常
勤
で
京
大
に
来
ら
れ
て
い

ま
し
た
。
末
川
博
先
生
は
立
命
館
の
総
長
で
、
恒
藤
恭
先
生
は

大
阪
市
大
の
学
長
で
し
た
。
滝
川
事
件
後
に
京
大
に
残
っ
た
教

授
た
ち
は
評
判
は
良
く
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
戦
後
、
教
職
追

放
に
な
っ
た
人
も
い
ま
し
た
。
そ
こ
に
穴
埋
め
す
る
形
で
若
い

助
教
授
た
ち
が
就
任
し
て
い
て
、
私
の
先
生
の
磯
村
哲
先
生
も

そ
う
で
し
た
。 

京
大
に
転
学
し
て
き
ま
し
た
が
、
い
ろ
ん
な
講
義
が
あ
り
ま

し
た
。
そ
の
中
で
磯
村
先
生
の
民
法
の
講
義
が
一
番
面
白
か
っ
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た
。
末
川
先
生
も
来
て
お
ら
れ
ま
し
た
が
講
義
で
は
脱
線
も
多

か
っ
た
で
す
ね
。
当
時
の
講
義
は
先
生
が
ノ
ー
ト
を
取
れ
と
い

わ
れ
た
部
分
を
ノ
ー
ト
に
筆
記
し
て
、
そ
の
後
解
説
が
あ
り
ま

し
た
。 

滝
川
先
生
の

「刑
法
総
論
」
の
講
義
も
聴
き
ま
し
た
が
、
法

経
１
番
教
室
に
入
っ
て
く
る
と
煙
が
も
う
も
う
と
し
て
い
て
、

と
て
も
怒
ら
れ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。
私
は

「刑
法
総
論
」

の
試
験
が
65
点
で
し
た
が
、
「ま
だ
合
格
点
が
も
ら
え
た
だ
け

マ
シ
や
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
１
９
５
５
年
６
月
に
起
き
た
滝

川
総
長
に
対
す
る
学
生
の
暴
行
事
件
で
伊
多
波
重
義
、
三
上
隆

の
二
人
が
逮
捕
さ
れ
ま
し
た
が
、
法
学
部
の
３
人
の
教
員

（田

畑
茂
二
郎
、
平
場
安
治
、
宮
内
裕
）
が
公
判
に
出
席
し
て
学
生

の
弁
護
を
す
る
と
い
う
こ
と
で
問
題
に
な
り
、
結
局
取
り
や
め

に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
し
た
。
こ
の
事
件
は
控
訴
審

で
、
「滝
川
証
人
の
本
件
に
関
す
る
記
憶
は
、
被
告
人
両
名
が
本

事
件
の
主
謀
者
で
あ
る
と
の
先
入
観
に
基
い
て
」
お
り
、｢
同
証

人
の
証
言
と
客
観
的
事
実
と
の
一
致
に
つ
い
て
は
大
い
に
疑
問

が
あ
る｣

と
論
断
し
、
三
上
の
傷
害
行
為
を
も
否
認
し
た
判
決
と

な
り
ま
し
た
。 

当
時
、
佐
々
木
惣

一
先
生
は
定
年
退
職
し
て
お
ら
れ
ま
し
た

が
、
近
衛
文
麿
さ
ん
に
呼
ば
れ
て
内
大
臣
府
御
用
掛
と
し
て
帝

国
憲
法
改
正
作
業
に
当
り
、
高
野
岩
三
郎
ら
の
憲
法
研
究
会
案

に
比
べ
て
保
守
的
な
憲
法
草
案
を
作
成
し
た
こ
と
、
近
衛
の
志

を
引
継
ぐ
か
た
ち
で
貴
族
院
議
員
と
し
て
新
憲
法
草
案
に
最
後

ま
で
異
議
を
唱
え
た
こ
と
は
、
日
本
国
憲
法
成
立
史
上
著
名
な

史
実
で
す
。 

佐
々
木
先
生
の
講
義
で
の
思
い
出
は

「こ
の
憲
法
で
私
有
財

産
制
度
を
廃
止
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」

と
い
う
の
が
主
張
で
し
た
。
佐
々
木
先
生
の
講
義
は
休
講
が
多

く
、
脱
線
も
多
か
っ
た
で
す
ね
。
杉
村
敏
正
先
生
の
講
義
は
聞

き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
酒
の
席
で
は
お
話
を
し
た
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。
当
時
の
経
済
原
論
は
青
山
秀
夫
先
生
が
マ
ッ
ク
ス
ウ

ェ
ー
バ
ー
を
や
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

法
学
部
の
法
律
学
と
い
う
の
は
戦
前
か
ら
法
解
釈
学
が
中
心

で
し
た
が
、
正
直
面
白
い
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
戦

後
、
法
社
会
学
と
い
う
分
野
が
盛
ん
に
な
り
ま
し
て
、
東
京
で

は
川
島
武
宜
先
生
な
ど
が
い
ま
し
た
が
、
私
は
法
社
会
学
を
や

り
た
く
て
、
京
大
の
磯
村
先
生
の
と
こ
ろ
に
行
き
ま
し
た
。 

１
年
後
に
乾
昭
三
君
ら
も
来
ま
し
た
。 

特
別
研
究
生 

戦
時
中
、
理
科
系
の
学
生
に
は

「徴
兵
猶
予
」
制
度
が
あ
り
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ま
し
た
が
、
文
科
系
に
は
な
く
て
、
「特
別
研
究
生
」
制
度
と
い

う
の
が
で
き
ま
し
て
、
敗
戦
に
な
っ
て
も
廃
止
さ
れ
な
い
で
残

っ
て
い
ま
し
た
。
私
は
、
か
ね
て
か
ら
磯
村
先
生
が
法
社
会
学

の
研
究
に
手
を
染
め
て
お
ら
れ
る
と
お
聞
き
し
て
い
ま
し
た
の

で
、
学
部
の
演
習
で
は
磯
村
ゼ
ミ
を
選
び
、
卒
業
後
幸
い
に
も

特
別
研
究
生
に
採
用
さ
れ
た
時
に
は
、
「助
教
授
だ
か
ら
…
」
と

渋
ら
れ
る
先
生
に
強
い
て
お
願
い
し
て
指
導
教
授
に
な
っ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
こ
の
師
を
見
出
し
た
こ
と
こ
そ
、
私
の
学
問

生
活
に
お
け
る
最
大
の
誇
り
と
今
で
も
思
っ
て
い
ま
す
。 

天
野
和
夫
君
、
富
山
康
吉
君
、
乾
昭
三
君
な
ど
も
特
研
生
で

給
費
で
し
た
。｢

月
給
で
は
な
い｣

と
い
う
こ
と
で
、
特
研
生
は

税
金
が
か
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
東
大
の
宇
沢
弘
文

さ
ん
も
先
生
に

「ど
ち
ら
に
す
る
か
選
べ
」
と
い
わ
れ
て
特
研

生
を
選
ん
だ
と
い
う
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
助
手
は
教
員
で

毎
年
給
与
が
上
が
り
ま
す
が
、
特
研
生
は
上
が
ら
な
い
の
で
、

京
大
で

「全
学
特
研
会
」
と
い
う
の
が
で
き
ま
し
て
、
文
学
部

の
直
木
孝
次
郎
さ
ん
な
ん
か
が
中
心
に
な
っ
て
、
学
生
部
と
交

渉
し
て
文
部
省
に
給
費
値
上
げ
を
突
き
上
げ
し
た
こ
と
も
あ
り

ま
し
た
。 

京
大
法
学
部
に
は
、
学
生
か
ら｢

学
内
選
考｣

で
直

接
助
手
に
採
用
さ
れ
る
制
度
も
あ
り
ま
し
た
。
片
岡
君
は
２
年

で
助
手
に
採
用
と
な
り
ま
し
た
が
、
私
は
５
年
間
特
研
生
で
い

ま
し
た
。
法
学
部
の
先
生
は
研
究
テ
ー
マ
に
つ
い
て
の
指
導
は

全
く
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

特
研
生
が
終
わ
る
頃
に
、
大
阪
市
大
の
谷
口
先
生
か
ら
お
誘

い
も
あ
っ
た
の
で
す
が
、
先
に
話
が
決
ま
っ
て
い
た
甲
南
大
学

に
行
き
、
11
年
い
ま
し
た
が
、
そ
の
後
、
大
阪
市
大
か
ら
呼
ば

れ
て
行
く
こ
と
に
し
ま
し
た
。
25
年
大
阪
市
大
に
い
ま
し
た
。 

法
学
者
と
し
て 

「戦
後
の
法
学
」
と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
が
、
潮
見
俊
隆
、

渡
辺
洋
三
、
長
谷
川
正
安
、
乾 

昭
三
、
天
野
和
夫
、
片
岡
曻
、

富
山
康
吉
、
宮
内 

裕
先
生
な
ど
８
人
の
座
談
会
の
記
録
で
、
そ

の
こ
ろ
、
大
学
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
し
て
い
た
か
と
い
っ
た

こ
と
を
話
し
合
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
と
、
民
主
主
義
科
学
者
協

会
で
す
が
、
末
川
先
生
が
会
長
を
さ
れ
て
い
て
、
法
律
部
会
だ

け
は
今
で
も
残
っ
て
い
ま
す
。
「民
科
法
律
部
会
の
50
年
」
と

い
う
本
に
も
詳
し
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。 

法
律
学
そ
の
も
の
に
つ
い
て
い
え
ば
、
も
と
も
と
戦
前
か
ら

の
法
律
学
の
中
心
を
占
め
て
き
た
法
解
釈
学
は
、
学
生
に
と
っ

て
興
味
の
も
て
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
戦
時
体
制

下
に
お
い
て
、
法
解
釈
学
的
な
法
律
学
が
権
力
や
体
制
に
奉
仕

す
る
こ
と
し
か
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
私
が
法
解
釈
学
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か
ら
遠
ざ
か
る
原
因
と
な
っ
た
わ
け
で
す
。
私
は
、
し
っ
か
り

し
た
科
学
的
根
拠
に
も
と
づ
い
て
権
力
や
体
制
を
批
判
す
る
こ

と
の
で
き
る
科
学
的
な
法
律
学
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
考

え
て
い
ま
し
た
。
私
の
先
生
の
磯
村
哲
先
生
も
法
社
会
学
に
興

味
を
持
た
れ
て
い
ま
し
た
。 

「大
塚
久
雄
と
丸
山
眞
男
」
（中
野
敏
男
著 

２
０
０
１
年
）

と
い
う
本
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
２
人
は
戦
後
の
オ
ピ
ニ
オ
ン

リ
ー
ダ
ー
と
し
て
ぬ
き
ん
で
て
い
た
存
在
で
し
た
が
、｢

戦
争
中

に
は
総
力
戦
を
唱
え
て
こ
ん
な
こ
と
を
書
い
て
い
た｣

と
い
う

よ
う
な
批
判
を
加
え
て
い
ま
す
。
当
時
、
大
塚
久
雄
さ
ん
の
論

文
や
本
が
沢
山
出
て
い
ま
し
た
が
、
私
も

「近
代
欧
州
経
済
史

序
説
」
（１
９
４
４
年
）
と
い
う
本
を
読
ん
で
い
ま
し
た
。 

法
社
会
学
の
分
野
で
は

「戒
能
通
孝
氏
が
一
番
マ
ル
ク
ス
主

義
に
近
い
」
と
長
谷
川
正
安
氏
が
言
っ
て
い
ま
す
が
、
「民
科
法

律
部
会
」
は
な
ん
と
言
っ
て
も
マ
ル
ク
ス
主
義
が
中
心
で
し
た
。

法
社
会
学
会
を
川
島
武
宜
さ
ん
な
ど
が
作
ら
れ
、
昭
和
26
、
27

年
こ
ろ
に
は
、
戦
前

・
戦
時
中
は
口
を
閉
ざ
さ
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
マ
ル
ク
ス
主
義
関
係
の
人
た
ち
が
出
て
き
ま
し
た
。
川
島

武
宜
さ
ん
が
中
央
公
論
な
ど
に
も
書
い
て
い
ま
し
た
が
、
マ
ル

ク
ス
の
言
っ
て
い
る
こ
と
を
法
律
に
置
き
換
え
た
と
し
か
思
え

な
い
よ
う
な
理
論
で
し
た
。 

「法
社
会
学
論
争
」
が
あ
り
ま
し
て
、
こ
の
頃
、
法
律
関
係

の
雑
誌
も
次
々
と
創
刊
さ
れ
て
き
ま
す
。
戦
前
の
唯
物
論
研
究

会
に
所
属
し
て
い
た
マ
ル
ク
ス
主
義
を
主
張
す
る
法
社
会
学
者

が
登
場
し
て
き
ま
し
た
が
、
「法
社
会
学
と
い
う
の
は
権
力
の
助

け
に
な
る
学
問
で
し
か
な
い
」
と
い
う
批
判
を
し
て
論
争
が
あ

り
ま
し
た
。
そ
の
他
に
、
山
中
康
雄
先
生
と
い
う
方
は
、
京
城

大
学
の
教
授
を
し
て
い
て
、
帰
っ
て
き
て
九
州
大
学
に
い
て
、

そ
の
後
愛
知
大
学
に
い
き
ま
し
た
が
、
こ
の
人
は

「資
本
論
を

法
律
的
に
述
べ
る
こ
と
が
目
的
で
あ
る
」
と
い
っ
た
こ
と
を
追

求
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
法
律
学
で
使
っ
て
い
る

「所
有
権
」
と

か

「債
権
」
と
か
の
概
念
を
、｢

そ
れ
自
体
が
弁
証
法
的
発
展
を

す
る
の
だ
」
と
い
う
論
争
な
ど
も
あ
っ
て
、
遠
見
の
見
物
で
面

白
か
っ
た
で
す
。 

法
社
会
学
と
い
う
の
は
、
戦
後
出
て
き
た
の
で
、
今
で
は
ほ

と
ん
ど
の
大
学
で
法
社
会
学
の
講
座
が
あ
り
ま
す
が
、
当
時
は

大
学
で
は
講
座
が
な
く
て
、
大
学
で
は
職
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。 末

川
先
生
の
こ
と 

２
０
０
２
年
10
月
に
河
上
肇
記
念
会
主
催
の
「末
川
先
生
生

誕
110
年
記
念
講
演
会
」
で

「末
川
博
先
生
の
人
と
学
問
」
と
題
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し
て
お
話
を
い
た
し
ま
し
た

（会
報
75
号
収
録
）。 

戦
前
、
「大
学
湯
訴
訟
」
と
い
う
裁
判
が
あ
り
ま
し
た
が
、
末

川
先
生
の
お
住
ま
い
の
近
く
に
大
学
湯
と
い
う
名
の
お
風
呂
屋

さ
ん
が
あ
っ
て
、
こ
の
お
風
呂
屋
さ
ん
は
家
主
か
ら
風
呂
屋
の

建
物
を
借
り
て
、
京
都
大
学
の
近
く
だ
か
ら
大
学
湯
と
い
う
名

前
を
付
け
て
、
繁
盛
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
の
貸
し
手
と
の

間
に
、
も
し
自
分
が
風
呂
屋
を
止
め
る
と
き
に
は
大
学
湯
と
い

う
名
前
を
他
の
人
に
売
る
事
が
出
来
る
と
い
う
約
束
を
し
て
い

た
と
、
借
り
た
方
は
そ
う
主
張
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
の
人

は
風
呂
屋
を
止
め
る
こ
と
に
な
っ
て
建
物
を
元
の
貸
し
主
に
返

し
た
わ
け
で
す
。
貸
主
は
別
の
人
に
そ
の
風
呂
を
全
部
貸
し
て

大
学
湯
と
い
う
名
前
も
使
わ
せ
て
風
呂
屋
の
営
業
を
や
ら
せ
た

の
で
、
最
初
の
借
主
が
損
害
賠
償
を
請
求
し
て
訴
訟
を
起
こ
し

た
裁
判
で
す
。
末
川
先
生
は
こ
の
訴
訟
に
関
心
を
持
た
れ
た
よ

う
で
す
が
、
結
局
こ
の
裁
判
は
訴
え
た
側
の
敗
訴
と
な
り
ま
し

た
。
そ
れ
に
先
立
っ
て
、
「桃
中
軒
雲
右
衛
門
事
件
」
と
い
う
訴

訟
で
は
、
有
名
な
浪
曲
師
で
あ
っ
た
雲
右
衛
門
の
浪
花
節
を
レ

コ
ー
ド
化
し
た
が
、
別
の
業
者
が
勝
手
に
レ
コ
ー
ド
を
複
製
販

売
し
た
こ
と
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
た
事
件
で
、
こ
の
時

大
審
院
は

「浪
花
節
は
著
作
権
法
上
の
著
作
権
で
無
け
れ
ば
そ

れ
が
侵
害
さ
れ
た
と
し
て
も
不
法
行
為
に
よ
る
損
害
賠
償
請
求

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
の
決
定
を
し
た
の
で
す
が
、
こ

の
判
断
は
後
の

「大
学
湯
事
件
」
で
変
更
さ
れ
ま
す
。 

大
阪
市
大
の
谷
口
知
平
先
生
の
話
に
よ
れ
ば
、
大
阪
市
大
で

は
、
京
大
か
ら
離
れ
て
い
て
、
研
究
会
な
ど
も
な
い
の
で
、
末

川
先
生
に
お
願
い
し
て

「民
事
法
研
究
会
」
を
作
っ
て
も
ら
っ

た
と
い
う
話
で
す
。
今
で
も
残
っ
て
い
ま
す
が
、
京
大
の
先
生

は
あ
ま
り
出
て
こ
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
関
西
一
円
の
何
処

の
大
学
に
属
し
て
い
て
も
、
民
法

・
商
法

・
民
事
訴
訟
法
の
研

究
者
で
あ
れ
ば
会
員
に
な
れ
ま
し
た
。
立
命
館
の
末
川
会
館
も

よ
く
使
っ
て
い
ま
し
た
が
不
便
な
の
で
、
今
で
も
キ
ャ
ン
パ
ス

プ
ラ
ザ

・
京
都
や
立
命
館
朱
雀
キ
ャ
ン
パ
ス
も
よ
く
使
っ
て
ま

す
。 大

阪
市
大
に
い
た
当
時
、
教
務
部
長
や
評
議
員
な
ど
も
や
り

ま
し
た
が
、
60
年
代
末
に
は

「大
学
紛
争
」
が
あ
り
、
学
内
で

教
授
会
の
会
議
が
で
き
な
い
よ
う
な
状
況
で
し
た
。 

 

水
俣
訴
訟
、
環
境
問
題
、
サ
ラ
金
対
策 

私
が
裁
判
で
か
か
わ
っ
た
水
俣
病
訴
訟
で
す
が
、
最
初
私
は

「こ
の
裁
判
は
勝
て
な
い
」
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が

東
京
の
清
水 
誠
さ
ん
と
か
大
阪
の
沢
井 

裕
さ
ん
な
ど
の
奮
闘
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で
、
状
況
が
変
わ
り
、
次
第
に
確
信
に
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

被
害
が
あ
る
わ
け
で
す
か
ら
、
そ
れ
を
救
済
す
る
法
理
論
を
組

み
立
て
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
た
の
で
す
。
水
俣
病
京
都
訴

訟
が
あ
り
ま
し
た
が
、
寿
岳
章
子
さ
ん
と
か
と
一
緒
に
後
援
会

に
も
入
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
和
解
で
解
決
と
な
り
ま
し
た
。 

伊
丹
空
港
の
騒
音
訴
訟
に
も
顔
を
出
せ
と
い
わ
れ
、
西
淀
川

の
公
害
訴
訟
な
ど
に
も
か
か
わ
り
ま
し
た
。
１
９
７
８
年
に
、

全
国
サ
ラ
金
問
題
対
策
協
議
会
が
発
足
し
、
そ
の
代
表
を
や
ら

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
ク
レ
ジ
ッ
ト
被
害
も
で
て
き
て

「ク
レ

サ
ラ
対
協
」
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
中
に
生
活
保
護
な
ど
貧
困

問
題
、
奨
学
金
問
題
、
社
会
保
障
全
般
、
借
家
問
題
な
ど
次
々

と
取
り
組
ま
れ
、
関
わ
っ
て
き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
こ
と
に
つ

い
て
は
、
最
近
も

「消
費
者
法
ニ
ュ
ー
ス
100
号

・
白
書
」
（２

０
１
４
年
７
月
）
に
も
書
き
ま
し
た
。 

 イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
記
録
の
文
章
化
に
あ
た
っ
て
、
以
下
の
資
料
を

参
照
し
ま
し
た
。 

・
「マ
ル
ク
ス
信
仰
」 

甲
斐
道
太
郎

（『書
斎
の
窓
』19

8
3
/5

.6

月
号N

0
.3

2
4

） 

・半
法
社
会
学
者
の
弁 

甲
斐
道
太
郎 

日
本
法
社
会
学
会
50 

周
年
記
念
事
業
か
ら

（

1
9
9
7

） 

・
「法
と
民
主
主
義
」2

0
0
2

年
６
月
号

「仏
の
顔
は
何
度
で
も 

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
法
を
説
く 

甲
斐
道
太
郎
」
訪
ね
人 

佐
藤
む
つ
み

（弁
護
士
） 

  

今
も
胸
に
迫
る
河
上
先
生
の
歌
と
暗
黒
の
時

代
に
戦
争
反
対
の
勇
気 

元
参
議
院
議
員

・
弁
護
士 

橋
本 

敦 

今
年
、
戦
後
七
〇
年
を
迎
え
る
に
あ
た
っ
て
、
平
和
へ
の
思

い
は
い
よ
い
よ
熱
い
。
と
こ
ろ
が
、
今
、
安
倍
内
閣
は
平
和
憲

法
を
踏
み
に
じ
り
、
集
団
的
自
衛
権
を
認
め
て
日
本
を
戦
争
す

る
国
に
変
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
を
許
し
て
は
な
ら
ぬ
と

思
う
た
び
に
、
私
は
河
上
先
生
が
昭
和
二
〇
年
八
月
十
五
日
終

戦
の
日
を
迎
え
て
詠
ん
だ
次
の
歌
が
心
に
し
み
る
。 

あ
な
う
れ
し 

と
に
も
か
く
に
も
生
き
の
び
て 

戦
や
め
け
る 

け
ふ
の
日
に
あ
ふ 

自
ら
の
学
問
を
ま
も
り
、
大
学
を
追
わ
れ
た
す
え
に
、
治
安
維

持
法
違
反
で
投
獄
さ
れ
た
不
当
な
弾
圧
に
耐
え
て
、
よ
う
や
く

平
和
の
日
を
迎
え
た
河
上
先
生
な
ら
こ
そ
の
溢
れ
る
思
い
が
し
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の
ば
れ
る
こ
の
歌
が
今
、
戦
後
七
〇
年
を
迎
え
て
我
々
の
胸
に

せ
ま
る
。 

河
上
先
生
の
戦
争
に
反
対
す
る
熱
い
思
い
を
、
戦
後
七
〇
年

の
今
、
思
い
お
こ
し
た
い
。
そ
れ
は
日
本
が
侵
略
戦
争
へ
の
道

を
進
め
て
い
た
満
州
事
変
直
前
の
、
昭
和
五

〈
一
九
三
〇
〕
年

三
月
十
一
日
の

『労
働
農
民
新
聞
』

一
〇
三
号
に
寄
せ
た
河
上

先
生
の

「帝
国
主
義
戦
争
の
話

—何
故
無
産
者
は
戦
争
に
反
対

か
ー
」
と
題
す
る
論
文
で
あ
る
。 

こ
の
時
代
、
公
然
と
戦
争
反
対
を
と
な
え
る
こ
と
は
な
ん
と

勇
気
の
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
河
上
先
生
は
敢
然

と
ぺ
ン
を
と
っ
て
こ
の
論
文
の
中
で
次
の
よ
う
に
の
ベ
て
い
る
。 

『
こ
の
三
月
十
日
は
日
ロ
戦
争
の
た
め
の
陸
軍
記
念
日
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
こ
の
記
念
日
に
何
を
思
い
起
こ
す
べ
き
で
あ
る

か
？(

中
略)

一
九

一
四
～
一
八
年
の
世
界
大
戦
は
、
た
し
か
に

今
日
ま
で
の
と
こ
ろ
は
未
曾
有
の
世
界
的
規
模
に
お
け
る
残
虐

き
わ
ま
る
戦
争
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
世
界
戦
争
は
こ
れ
で
終

り
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
。(

中
略)

よ
り
深
刻
な
、
よ
り
残
虐

な
、第
二
次
の
帝
国
主
義
戦
争
は
、現
在
の
瞬
間
に
お
い
て
も
、

世
界
列
強
に
よ
り
絶
え
間
な
く
準
備
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
の
爆
発
の
危
機
は
絶
え
ず
わ
れ
わ
れ
を
脅
迫
し
て
い
る
。(

中

略) 

列
強
と
も
戦
争
準
備
の
た
め
主
力
を
注
い
で
い
る
た
め
に
、

軍
事
に
関
係
の
あ
る
方
面
の
技
術
だ
け
が
、
今
日
で
は
す
ば
ら

し
い
勢
い
で
発
達
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、

一
面
に
お
い
て

は
、
今
日
の
資
本
主
義
が
い
か
に
一
般
の
生
産
力
の
発
展
を
故

意
に
阻
害
し
て
い
る
か
を
知
る
た
め
の
標
準
と
な
る
と
同
時
に
、

他
面
に
お
い
て
は
、
来
る
べ
き
帝
国
主
義
戦
争
の
形
容
す
べ
か

ら
ざ
る
惨
禍
を
物
語
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。(

中
略) 

こ
の
恐

る
ベ
き
帝
国
主
義
戦
争
に
反
対
せ
よ
！
労
働
者
農
民
は
あ
ら
ゆ

る
機
会
に
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
力
を
あ
げ
て
、
こ
の
恐
る
ベ
き

戦
争
の
襲
来
を
防
止
せ
よ
！
』 

あ
の
戦
前
、
い
よ
い
よ
戦
争
と
暗
黒
の
時
代
へ
と
む
か
う
中

で
、
こ
の
よ
う
に
近
代
戦
争
の
惨
禍
を
明
確
に
指
摘
し
、
戦
争

反
対
を
心
底
か
ら
訴
え
た
河
上
先
生
の
こ
の
勇
気
と
気
概
に
今

も
深
く
感
動
す
る
で
は
な
い
か
。
戦
後
七
〇
年
に
あ
た
り
、
わ

れ
わ
れ
の
河
上
先
生
を
し
た
う
思
い
は
い
よ
い
よ
熱
い
。 

 

憲
法
九
条
は
平
和
の
砦 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

菊
地
一
郎 

敗
戦
そ
し
て
父
の
戦
死
か
ら
七
〇
年
。
あ
の
悲
惨
な
犠
牲
の

う
え
の
平
和
！
い
ま
何
か
と
き
な
臭
い
。 

父
は
一
九
四
四
年
六
月
、
私
が
国
民
学
校
三
年
生
の
と
き
出
征
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し
た
。
母
は
千
人
針
を
縫
い
、
祖
母
と
裸
足
で
お
百
度
参
り
を

し
て
無
事
を
祈
り
、
祖
父
は
刀
剣
は
勿
論
、
仏
壇
の
釣
り
灯
菴

か
ら
燭
台
ま
で
供
出
し
て
武
運
長
久
を
祈
っ
た
。
し
か
し
、
翌

年
八
月
、
敗
戦
直
前
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
戦
死
し
た
。
祖
父
は
翌
年

か
ら
お
盆
の
精
霊
棚
も
簡
略
化
し
、
信
心
深
い
祖
母
に
よ
く
愚

図
ら
れ
て
い
た
。
母
は
私
を
頭
に
三
人
の
子
供
を
も
っ
て
三
〇

歳
で
未
亡
人
に
な
っ
た
。今
の
よ
う
な
農
機
具
も
農
薬
も
な
い
、

す
べ
て
が
手
作
業
の
な
か
、
小
柄
な
母
は
休
む
暇
も
な
く
働
き

詰
め
で
三
人
を
育
て
て
く
れ
た
。 

戦
争
は
神
国
を
護
る
た
め
と
の
名
目
で
、
権
力
者
と
財
閥
に

は
金
も
う
け
の
手
段
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
戦
地
に
か
り

だ
さ
れ
た
庶
民
に
と
っ
て
は
堪
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
わ
が
家

は
一
家
の
大
黒
柱
を
失
い
、
戦
争
の
非
情
さ
、
恐
ろ
し
さ
は
身

に
し
み
て
い
る
。 

戦
前
、
明
治
憲
法
の
も
と
で
い
か
に
人
権
を
無
視
し
た
世
界

で
あ
つ
た
か
、
言
論
思
想
の
弾
圧
で
、
国
民
は
た
だ
黙
っ
て
天

皇

・
軍
国
主
義
権
力
に
従
わ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
権
力
者
は

教
育
を
重
視
、
徹
底
し
た
軍
国
主
義
教
育
を
進
め
、
国
民
学
校

に
入
る
と

「
ヘ
イ
タ
イ
サ
ン 

ス
ス
メ
ス
ス
メ
」
二
年
生
に
な
る

と

「日
本
ヨ
イ
国
。
世
界
二
一
ツ
ノ
神
ノ
国
」
な
ど
と
教
え
込

ん
だ
。
私
も
立
派
な
軍
国
少
年
に
育
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
が

敗
戦
、
焼
け
野
原
と
三
一
〇
万
人
の
犠
牲
者
を
だ
し
た
の
だ
。

敗
戦
後
、
教
科
書
は

「い
ま
や
っ
と
戦
争
は
お
わ
り
ま
し
た
。

…
戦
争
は
人
間
を
ほ
ろ
ぼ
す
こ
と
で
す
。
…
そ
こ
で
こ
ん
ど
の

憲
法
で
は
、
日
本
の
国
が
、
け
っ
し
て
二
度
と
戦
争
を
し
な
い

よ
う
に
、
二
つ
の
こ
と
を
き
め
ま
し
た
。
そ
の
一
つ
は
、
兵
隊

も
軍
艦
も
飛
行
機
も
、
お
よ
そ
戦
争
を
す
る
た
め
の
も
の
は
、

い
っ
さ
い
も
た
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
れ
か
ら
さ
き
日
本

に
は
陸
軍
も
海
軍
も
空
軍
も
な
い
の
で
す
。
‥
」
と
。 

安
倍
首
相
は
戦
中
戦
後
の
国
民
の
苦
悩
と
民
主
主
義
を
、
ど

う
学
ん
だ
の
だ
ろ
う
。
国
会
の
答
弁
を
聞
い
て
い
る
と
、
空
恐

ろ
し
い
。
自
ら
ヤ
ジ
を
と
ば
し
後
で
訂
正
す
る
な
ど
、
唯
た
だ

呆
れ
る
ば
か
り
だ
。
そ
の
首
相
が
憲
法
改
正
を
目
論
み
、
戦
後

レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
と
か
で
秘
密
保
護
法
、
集
団
的
自
衛
権

な
ど
解
釈
改
憲
を
突
き
進
み
、
教
育
改
革
の
名
の
下
に
戦
前
の

教
育
復
活
に
手
を
つ
け
始
め
て
い
る
。 

曲
り
な
り
に
も
戦
後
七
〇
年
の
平
和
は
多
く
の
犠
牲
の
上
に

で
き
た
憲
法
の
お
陰
だ
。今
は
何
を
お
い
て
も
こ
の
平
和
憲
法
、

こ
と
に
第
九
条
を
護
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
子
孫
に

引
き
継
ぎ
た
い
。 

戦
争
で
一
人
の
命
も
奪
わ
れ
な
か
っ
た
七
十
年 
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２
０
１
５
年
２
月
20

日 

山
口
市
在
住

・
加
藤 

碩 

 

私
は
、
海
軍
省
の
直
轄
で
秘
密
裏
に
建
て
ら
れ
て
い
た
大
阪

府
と
和
歌
山
県
の
県
境
あ
っ
た
川
崎
造
船
所
の
潜
水
艦
工
場
の

社
員
社
宅
で
、
三
年
間
ほ
ど
幼
少
時
を
過
ご
し
ま
し
た
。
米
軍

機
Ｂ
29

の
攻
撃
に
さ
ら
さ
れ
た
日
々
で
し
た
。
和
歌
山
市
や
対

岸
の
神
戸
市
の
大
空
襲
で
、
夜
空
が
真
っ
赤
に
染
ま
る
中
を
防

空
壕
に
逃
げ
た
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
ま
せ
ん
。 

戦
争
終
結
時
は
五
歳
で
し
た
が
、
栄
養
失
調
で
が
り
が
り
に

や
せ
、
幼
い
心
に
戦
争
の
恐
ろ
し
さ
と
ひ
も
じ
さ
が
焼
き
つ
い

た
人
生
で
し
た
。
河
上 

肇
先
生
の

「死
ぬ
る
日
と 

饅
頭
ら
く

に
買
え
る
日
と 

二
つ
い
づ
れ
か
先
き
に
来
る
ら
む
」
の
一
首
が
、

私
の
当
時
の
子
ど
も
ご
こ
ろ
と
ぴ
っ
た
り
す
る
の
で
す
。 

広
島
、
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
を
は
じ
め
数
ヵ
月
の
短
い
日
々

で
、
お
び
た
だ
し
い
数
の
人
々
が
戦
争
の
犠
牲
に
な
り
ま
し
た
。 

一
九
六
三
年
の
厚
生
省

（当
時
）
の
発
表
で
は
、
十
五
年
に
わ

た
る
侵
略
戦
争
で
、
日
本
人
の
軍
人
軍
属
の
戦
死
者
、
民
間
人

の
国
外
で
の
死
者
、
国
内
の
空
襲
な
ど
に
よ
る
死
者
あ
わ
せ
て

三
百
十
万
人
以
上
と
さ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
ア
ジ
ア
、
太
平
洋

各
国
の
日
本
軍
国
主
義
に
よ
る
侵
略
戦
争
の
犠
牲
者
は
二
千
万

人
を
超
え
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。 

そ
れ
だ
け
に
、

一
九
四
五
年
か
ら
七
十
年
間
、
日
本
人
が
戦

争
に
参
加
せ
ず
、

一
人
の
国
民
も
犠
牲
に
な
ら
ず
、

一
人
も
他

国
の
人
々
の
命
を
奪
う
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
に
深
い
感
銘
を

受
け
て
い
ま
す
。
い
う
ま
で
も
な
く

「戦
争
放
棄
」
を
掲
げ
た

「日
本
国
憲
法
」
の
お
陰
で
す
。 

今
必
要
な
こ
と
は
、
「日
本
国
憲
法
」
の
崇
高
な
理
念
を

「世

界
の
情
勢
に
合
わ
な
い
」
と
い
う
勝
手
な
理
屈
を
付
け
て
破
壊

す
る
こ
と
で
は
な
く
、
こ
の
理
念
で
世
界
を
リ
ー
ド
す
る
国
民

的
な
努
力
を
尽
く
す
こ
と
で
す
。
内
閣
は
当
然
そ
の
先
頭
に
立

ち
、
こ
の
理
念
で
最
大
限
可
能
な
外
交
力
を
発
揮
す
る
こ
と
だ

と
思
い
ま
す
。 

中
近
東
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
か
ら
、
き
な
臭
い
ニ
ュ
ー
ス
が
伝
え

ら
れ
る
た
び
に
、
「日
本
国
憲
法
」
の
前
文
と
第
九
条
を
世
界
に

発
信
す
る
こ
と
を
切
実
に
考
え
る
昨
今
で
す
。 

   


