
戦
争
責
任
論
と
戦
後
思
想
の
構
造
を
明
る
み
に
出
す
人
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徳
治
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・
文
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史
の
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１

　

森
徳
治
さ
ん
は
一
九
二
九
年
生
ま
れ
で
、
戦
争
末
期
に
海
軍
少
年

飛
行
兵
を
志
願
し
軍
隊
経
験
を
持
つ
、
戦
争
責
任
を
問
い
続
け
る
評

論
家
で
あ
り
、
詩
・
短
歌
・
小
説
な
ど
の
実
作
者
で
も
あ
る
。
戦
争

経
験
者
で
あ
り
な
が
ら
、
戦
争
の
悲
劇
の
実
相
を
世
界
史
的
な
視
点

か
ら
実
証
的
で
論
理
的
な
評
論
と
し
て
書
き
記
す
こ
と
の
出
来
る
森

さ
ん
の
よ
う
な
詩
人
は
稀
に
し
か
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
森
さ
ん
の

戦
争
責
任
の
取
り
組
み
の
全
貌
が
、
こ
の
数
年
の
間
に
私
の
前
に
次

第
に
明
ら
か
に
な
っ
て
き
た
。
森
さ
ん
が
詩
誌｢

柵｣
に
連
載
し
て

い
た
評
論
「
戦
後
史
の
言
語
空
間
」
や
私
家
版
の
詩
集
や
そ
の
他
の

評
論
や
詩
篇
を
集
め
て
一
冊
の
『
評
論
・
文
学
集
』
に
し
て
、
森
さ

ん
の
言
説
を
後
世
に
残
す
こ
と
は
、
戦
争
の
悲
劇
の
構
造
を
冷
静
に

考
察
す
る
た
め
の
最
良
の
書
物
に
な
る
と
考
え
ら
れ
た
。
森
さ
ん
は

東
京
の
下
町
の
葛
飾
区
亀
有
で
、
私
と
同
じ
常
磐
線
沿
線
に
暮
ら
し

て
い
る
。
時
に
亀
有
駅
で
下
車
を
し
て
森
さ
ん
か
ら
戦
争
責
任
の
問

題
点
な
ど
を
直
接
お
伺
い
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
。
そ
ん
な
交
流
の
中

か
ら
同
じ
批
評
を
志
す
も
の
と
し
て
、
戦
争
体
験
を
事
実
に
基
づ
き

な
が
ら
も
、
深
く
思
索
し
て
い
く
森
さ
ん
の
評
論
と
文
学
作
品
を
ま

と
め
る
こ
と
の
意
義
を
確
か
な
も
の
と
感
じ
て
い
っ
た
。

　

森
さ
ん
に
は
二
〇
〇
九
年
三
月
十
日
に
コ
ー
ル
サ
ッ
ク
社
が
刊
行

し
た
『
大
空
襲
三
一
〇
人
詩
集
』
の
解
説
文
を
書
い
て
頂
い
た
。
そ

の
解
説
「
非
戦
闘
員
へ
の
空
襲
を
糾
す
―
『
大
空
襲
三
一
〇
人
詩

集
』
に
寄
せ
て
」
に
は
、
二
十
世
紀
の
戦
争
に
つ
い
て
の
透
徹
し
た

歴
史
観
が
具
体
的
に
語
ら
れ
て
い
た
。
日
本
本
土
へ
の
初
め
て
の
空

襲
は
、
一
九
四
二
年
四
月
一
八
日
の
米
軍
空
母
ホ
ー
ネ
ッ
ト
か
ら
発

進
し
た
十
六
機
の
重
爆
撃
機
に
よ
る
ド
ー
リ
ッ
ト
ル
空
襲
だ
。
十
三

歳
の
森
さ
ん
は
、
北
千
住
行
き
市
街
電
車
に
乗
車
し
て
い
て
千
住

大
橋
に
か
か
っ
た
時
に
隅
田
川
上
流
に
黒
煙
の
上
が
っ
た
の
を
見
て
、

戦
争
が
遠
い
国
の
出
来
事
で
は
な
く
現
実
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
を

実
感
し
た
と
い
う
。
日
本
は
中
国
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
ア
ジ
ア
の

国
々
に
侵
略
す
る
こ
と
が
出
来
た
の
は
、
数
多
く
の
爆
撃
機
で
制
空

権
を
得
た
か
ら
だ
と
指
摘
す
る
。
そ
の
観
点
か
ら
森
さ
ん
は
日
本
が

重
慶
を
始
め
多
く
の
中
国
な
ど
ア
ジ
ア
の
都
市
に
戦
略
的
な
爆
撃
を

繰
り
返
し
た
こ
と
に
よ
る
戦
争
責
任
を
明
ら
か
に
し
て
、
さ
ら
に
第

二
次
世
界
大
戦
後
の
核
兵
器
の
拡
散
や
、
ク
ラ
ス
タ
ー
爆
弾
、
小
型

版
核
兵
器
と
も
い
え
る
劣
化
ウ
ラ
ン
弾
、
巡
航
ミ
サ
イ
ル
な
ど
の
大

量
破
壊
兵
器
を
保
持
し
進
化
さ
せ
る
国
家
意
思
を
批
判
す
る
。
そ
し

て
日
本
の
加
害
者
と
し
て
行
為
を
記
し
た
上
海
や
重
慶
爆
撃
下
の
中

国
の
詩
人
の
詩
篇
か
ら
始
ま
る
『
大
空
襲
三
一
〇
人
詩
集
』
の
本
質

的
な
意
義
を
解
説
し
て
く
れ
た
の
だ
っ
た
の
だ
。
そ
の
中
で
ド
ー
リ

ッ
ト
ル
空
襲
か
ら
三
年
後
の
一
九
四
五
年
三
月
十
一
日
に
海
軍
少
年

兵
だ
っ
た
森
さ
ん
は
、
岡
崎
で
の
六
ヶ
月
の
訓
練
を
経
て
厚
木
基
地

に
転
勤
の
途
上
に
生
家
に
立
ち
寄
る
た
め
に
、
上
野
駅
に
降
り
立
っ

た
と
い
う
。
東
京
大
空
襲
の
翌
日
で
あ
っ
た
街
は
、「
一
望
、
建
物

が
消
え
て
白
い
原
に
変
わ
っ
た
向
う
に
浅
草
松
屋
デ
パ
ー
ト
が
汽
船

の
よ
う
に
浮
か
ん
で
い
た
」
と
い
う
。
そ
れ
か
ら
半
世
紀
後
に
森
さ

ん
は
『
大
空
襲
三
一
〇
人
詩
集
』
の
解
説
文
で
そ
の
目
撃
し
た
光
景

を
記
す
こ
と
に
な
る
の
は
、
森
さ
ん
が
同
時
代
の
無
残
に
死
ん
で
い

っ
た
人
び
と
の
語
り
部
的
な
役
割
を
自
覚
し
て
い
る
か
ら
だ
ろ
う
。

　

森
さ
ん
は
、
今
回
の
評
論
・
文
学
集
の
前
に
二
〇
〇
八
年
二
月
に

評
論
集
『
審
判
』
を
刊
行
し
て
い
る
。
そ
の
中
の
冒
頭
の
評
論
「
審

判
」
は
十
四
章
「
序
章
、
分
岐
点
、
確
立
、
基
盤
、
本
格
化
、
情
勢
、

指
導
者
、
分
裂
、
統
帥
部
、
大
衆
、
中
枢
、
責
任
、
追
悼
、
逆
照
」

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
日
本
は
日
清
・
日
露
戦
争
に
辛
う
じ
て
勝

っ
た
が
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
日
本
人
が
自
ら
の
欠
点
を
覆
い
隠
し

て
過
信
し
、
他
国
の
力
を
侮
り
過
小
評
価
し
て
い
く
体
質
を
増
幅
さ

せ
て
い
っ
た
い
こ
と
に
対
し
て
、
数
多
く
の
資
料
を
駆
使
し
て
そ
の

問
題
点
を
論
じ
て
い
る
。
日
本
の
権
力
支
配
の
精
神
構
造
に
ま
で
入

り
込
み
、
日
中
戦
争
か
ら
太
平
洋
戦
争
に
至
り
敗
北
す
る
ま
で
の
大

日
本
帝
国
の
迷
走
と
崩
壊
を
冷
静
に
分
析
し
た
。
ど
ち
ら
か
と
言
う

と
戦
争
の
原
因
を
作
り
出
し
た
日
中
戦
争
に
到
っ
た
原
因
の
解
明
に

力
点
を
お
き
な
が
ら
書
き
記
し
て
い
た
。
森
さ
ん
の
評
論
を
書
く
立

場
は
、
自
ら
も
同
時
代
の
目
撃
者
で
あ
る
の
だ
が
、
自
ら
の
立
場
さ

え
も
客
観
視
し
う
る
歴
史
の
審
判
者
と
も
言
う
べ
き
理
性
を
兼
ね
備

え
、
真
実
を
探
求
し
後
世
に
伝
え
て
い
く
と
い
う
歴
史
認
識
に
立
ち

返
っ
て
い
く
強
靭
な
批
評
精
神
を
感
ず
る
。
そ
し
て
東
京
裁
判
の
戦

前
の
支
配
層
が
ど
の
よ
う
に
連
合
国
の
よ
っ
て
「
審
判
」
さ
れ
た
こ

と
を
冷
静
に
辿
っ
て
い
っ
た
。

　
　

２

　

今
回
の
評
論
・
文
学
集
『
戦
後
史
の
言
語
空
間
』
は
十
章
「
１

章 

戦
後
史
の
言
語
空
間
、
二
章 

ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
戦
、
三
章 

戦
後
文

学
、
四
章 

詩
人
た
ち
、
五
章 

詩
論
、
六
章 

詩
篇
、
七
章 

歌
集
、
八

章 

童
話
・
少
年
小
説
、
九
章 

歴
史
小
説
、
十
章 

自
伝
」
か
ら
成
り

立
っ
て
い
る
。
森
さ
ん
は
戦
争
の
悲
劇
を
引
き
起
こ
し
た
戦
争
責
任

を
戦
前
の
日
本
の
在
り
方
を
粘
り
強
く
問
い
か
け
反
復
し
な
が
ら
批

評
文
や
小
説
・
短
歌
・
詩
を
試
み
て
き
た
。
そ
の
森
さ
ん
の
戦
後
の

活
動
の
総
体
が
こ
の
本
に
収
め
ら
れ
て
い
る
。

　

一
章
「
戦
後
史
の
言
語
空
間
」
の
冒
頭
の
「
審
判
の
構
造
」
の
中

で
、
東
京
裁
判
で
の
戦
争
犯
罪
は
「
一
、
平
和
に
対
す
る
罪　

二
、

一
般
的
な
戦
争
犯
罪　

三
、
人
道
に
対
す
る
罪
」
だ
っ
た
。
連
合
国

の
裁
判
官
た
ち
は
そ
れ
ら
を
日
本
の
戦
争
遂
行
者
た
ち
に
課
し
て
裁

い
て
い
っ
た
。
森
さ
ん
は
こ
の
中
の
「
平
和
に
対
す
る
罪
」
を
取
り



上
げ
た
だ
け
で
も
「
戦
勝
国
も
同
罪
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
な
ぜ

な
ら
一
と
三
の
罪
の
概
念
は
、
そ
れ
ま
で
の
国
際
法
に
は
な
い
新
し

い
立
法
で
あ
り
事
後
立
法
で
は
な
い
か
と
そ
の
正
当
性
に
疑
念
を
抱

い
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
森
さ
ん
は
日
本
人
の
精
神
構
造
の
問
題
点

に
取
り
組
ん
で
い
く
だ
け
で
な
く
世
界
の
政
治
や
軍
事
の
バ
ラ
ン
ス

の
中
で
行
わ
れ
た
勝
者
の
「
審
判
」
の
中
に
立
ち
現
れ
た
様
々
な
問

題
点
も
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

　

森
さ
ん
は
一
章
「
餓
死
に
つ
い
て
」
の
中
で
加
藤
典
洋
が
『
敗
戦

後
論
』
で
提
起
し
た
「
日
本
の
三
百
万
人
、
ア
ジ
ア
の
二
千
万
人
の

死
者
へ
の
哀
悼
と
謝
罪
へ
至
る
道
は
可
能
か
」
と
い
う
問
い
を
深
く

受
け
止
め
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
戦
争
の
悲
劇
を
伝
え
る
た
め
に
森

さ
ん
は
ま
ず
日
本
人
が
こ
う
む
っ
た
戦
争
の
悲
劇
を
「
炎
、
氷
、
飢

え
」
と
い
う
独
特
な
三
つ
の
イ
メ
ー
ジ
で
次
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
。

〈
先
の
大
戦
で
、
死
者
と
生
者
を
含
め
私
た
ち
が
経
験
し
た
悲
惨

な
体
験
を
分
類
す
れ
ば
、
お
よ
そ
三
つ
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
一

つ
は
広
島
、
長
崎
の
原
爆
禍
を
含
め
た
「
炎
」
体
験
で
あ
り
、
空

襲
の
記
憶
を
刻
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
二
つ
は
、
主
と
し
て
シ

ベ
リ
ヤ
抑
留
者
の
体
験
し
た
「
氷
」
体
験
、
大
規
模
な
凍
死
を
含

む
寒
冷
の
体
験
で
あ
る
。
三
つ
は
「
飢
餓
」
の
体
験
で
あ
る
。
そ

し
て
、
こ
の
体
験
を
裏
返
せ
ば
、
ア
ジ
ア
各
地
で
の
加
害
の
内
容

と
な
る
も
の
で
あ
る
。
炎
体
験
た
る
空
襲
に
つ
い
て
は
、
指
摘
さ

れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
、
組
織
的
か
つ
継
続
的
な
都
市
爆

撃
を
世
界
で
最
初
に
行
っ
た
軍
隊
は
日
本
軍
で
あ
り
、
一
九
三
七

年
、
日
中
戦
争
の
勃
発
し
た
年
の
八
月
、
日
本
海
軍
航
空
隊
は
中

国
都
市
（
南
京
・
南
昌
）
へ
の
渡
洋
爆
撃
を
敢
行
し
た
。
米
軍
の

日
本
本
土
各
都
市
へ
の
絨
緞
爆
撃
は
、
日
本
空
軍
の
先
鞭
を
付
け

た
形
式
の
再
創
造
で
あ
る
、
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
飢
餓
体
験
に
触
れ
る
と
、
日
本
軍
の
南
太
平
洋
戦
線
は

ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
戦
を
は
じ
め
と
し
て
、
累
々
た
る
餓
死
の
屍
で

彩
ら
れ
て
い
る
。
餓
死
総
数
は
百
万
を
優
に
越
え
る
。
と
り
わ

け
凄
惨
な
の
は
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
戦
線
で
あ
り
、
投
入
兵
力
約

二
十
万
。
帰
還
で
き
た
者
は
約
二
万
。
九
十
パ
ー
セ
ン
ト
が
戦
死
。

そ
の
ほ
と
ん
ど
が
餓
死
で
あ
っ
た
〉

　

森
さ
ん
は
自
分
と
同
じ
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
日
本
の
民

衆
で
あ
る
兵
士
達
が
ど
ん
な
悲
惨
な
経
験
の
果
て
に
死
ん
で
い
っ
た

か
、
そ
の
無
念
な
思
い
の
代
弁
を
こ
の
書
で
果
た
そ
う
と
し
て
い
る

か
の
よ
う
だ
。
た
だ
森
さ
ん
は
日
本
の
兵
士
の
視
点
だ
け
で
な
く
ア

ジ
ア
の
民
衆
や
米
軍
兵
士
達
な
ど
人
類
を
視
野
に
入
れ
な
が
ら
書
き

記
し
て
い
る
。
森
さ
ん
は
戦
争
末
期
の
海
軍
少
年
兵
の
体
験
で
飛
行

機
を
飛
ば
す
た
め
の
現
場
を
経
験
す
る
中
で
、
日
本
の
軍
隊
が
い
か

に
「
兵
士
の
人
権
」
を
無
視
し
た
天
皇
を
頂
点
と
し
た
絶
対
服
従
の

恐
怖
の
体
制
で
成
立
し
て
い
た
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
掛
け
替
え
の
な
い
同
世
代
と
そ
の
上
の
世
代
の
命
が
虫

け
ら
の
よ
う
に
消
え
て
い
っ
た
と
の
意
味
を
持
続
的
に
考
え
て
き
た

の
で
は
な
い
か
。
こ
の
あ
ま
り
に
も
無
責
任
な
戦
争
を
引
き
起
こ
し

遂
行
し
た
者
た
ち
の
思
考
方
法
を
暴
き
出
し
、
そ
の
構
造
的
な
問
題

点
を
正
す
こ
と
は
出
来
な
い
か
と
考
察
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
。
そ
の

な
か
で
も
「
飢
え
」
や
餓
死
に
至
ら
し
め
た
体
験
を
森
さ
ん
は
、
最

も
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
悲
劇
的
な
出
来
事
だ
と
考
え
た

の
だ
ろ
う
。
な
ぜ
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
の
南
方
の

島
々
で
百
万
人
も
の
日
本
兵
士
が
餓
死
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

の
か
。
ま
た
大
本
営
参
謀
の
軍
人
達
の
机
上
の
作
戦
が
、
い
か
に
日

本
人
兵
士
だ
け
で
な
く
他
国
民
の
悲
劇
を
増
幅
さ
せ
て
行
っ
た
か
を

次
の
冷
静
に
記
し
て
い
る
。

〈
し
か
し
、
南
ア
ジ
ア
、
東
南
ア
ジ
ア
に
は
、
も
う
一
つ
の
餓
死

が
あ
っ
た
。
戦
線
が
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
移
っ
た
時
、
こ
の
地
は
ニ
ュ

ー
ギ
ニ
ア
と
違
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
人
が
住
ん
で
い
た
。
も
と
も

と
食
糧
自
給
率
の
低
い
地
で
あ
っ
た
の
で
、
日
本
軍
の
食
糧
徴
発

に
あ
っ
て
、
住
民
に
餓
死
者
が
あ
い
つ
い
だ
。
フ
ィ
リ
ピ
ン
政
府

は
日
本
軍
に
よ
る
虐
殺
、
抵
抗
軍
の
戦
死
、
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ

て
の
死
者
に
、
住
民
の
餓
死
を
含
め
て
戦
争
死
総
計
百
十
一
万
と

い
う
数
字
を
発
表
し
て
い
る
。
ま
た
日
本
軍
の
駐
留
し
て
い
た
仏

領
イ
ン
ド
シ
ナ
、
と
り
わ
け
現
在
の
ベ
ト
ナ
ム
で
は
、
日
本
軍
の

食
糧
徴
発
に
自
然
災
害
が
重
な
り
、
住
民
二
百
万
が
餓
死
し
た
、

と
言
わ
れ
て
い
る
。
そ
う
い
え
ば
戦
争
中
、
私
は
配
給
米
の
中
に

外
米
と
呼
ば
れ
た
細
長
い
形
の
、
日
本
米
と
は
明
ら
か
に
違
う
米

の
あ
っ
た
の
を
記
憶
し
て
い
る
。
そ
れ
は
ベ
ト
ナ
ム
米
で
あ
り
、

私
た
ち
が
そ
の
米
を
食
べ
て
い
た
時
、
多
数
の
ベ
ト
ナ
ム
人
が
飢

え
て
死
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
思
え
ば
加
藤
典
洋
の
「
謝
罪

と
哀
悼
」
に
つ
い
て
の
言
葉
は
、
新
し
い
意
味
を
帯
び
て
私
に
迫

っ
て
く
る
。

　

日
本
軍
の
百
万
の
餓
死
は
、
大
本
営
中
央
本
部
作
戦
室
参
謀
の
、

現
地
を
無
視
し
た
作
戦
と
、
伝
統
的
に
さ
え
な
っ
て
い
た
補
給
作

戦
の
軽
視
が
原
因
で
あ
る
が
、
ア
ジ
ア
諸
国
の
餓
死
は
、
日
本
の

侵
し
た
無
謀
な
戦
争
と
日
本
軍
の
食
糧
略
奪
の
結
果
で
あ
る
。
同

じ
餓
死
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
餓
死
を
生
み
出
し

た
者
へ
の
怒
り
に
共
通
項
を
み
つ
け
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
の
時

私
た
ち
が
戦
後
、
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
は
、「
哀
悼
」

の
前
に
戦
争
責
任
者
の
追
及
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
わ
ず
に
は
い
ら

れ
な
い
。
百
万
の
兵
士
の
餓
死
を
生
み
出
し
た
大
本
営
本
部
作

戦
課
の
作
戦
参
謀
の
罪
は
、
正
式
に
問
わ
れ
た
こ
と
は
一
度
も
な

い
。
続
け
て
は
、
戦
争
を
は
じ
め
た
者
の
責
任
追
及
の
運
動
が
あ

っ
て
、
は
じ
め
て
ア
ジ
ア
二
千
万
死
者
へ
謝
罪
の
顔
を
向
け
る
こ

と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
も
、
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

だ
っ
た
。〉



　

森
さ
ん
は
日
本
人
だ
け
で
な
く
ア
ジ
ア
の
民
衆
を
巻
き
込
ん
だ

「
飢
え
の
体
験
」
を
引
き
起
こ
し
た
大
本
営
中
央
本
部
作
戦
参
謀
達

の
責
任
追
及
を
日
本
人
自
身
が
身
を
斬
る
思
い
で
や
る
べ
き
だ
と
語

っ
て
い
る
。
そ
れ
こ
そ
が
加
藤
典
洋
の
「
謝
罪
と
哀
悼
」
に
適
う
も

の
だ
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
私
は
海
軍
少
年
兵
で
あ
っ
た
森
さ
ん
が

日
本
の
軍
隊
の
あ
り
方
を
徹
底
し
て
批
判
し
て
い
く
こ
と
に
森
さ
ん

自
身
の
自
国
と
他
国
の
死
ん
で
い
っ
た
多
く
の
民
衆
に
対
す
る
「
謝

罪
と
哀
悼
」
を
感
ず
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
戦
線

や
フ
ィ
リ
ピ
ン
戦
線
の
主
導
的
な
作
戦
を
立
て
た
大
本
営
作
戦
参
謀

の
辻
政
信
を
戦
後
に
国
会
議
員
に
し
て
し
ま
う
日
本
人
の
中
で
歴

史
か
ら
学
ば
な
い
人
々
に
姿
勢
に
強
い
危
惧
を
抱
い
て
い
る
。
そ
の

日
本
人
の
歴
史
的
な
経
験
を
不
問
に
付
し
て
し
ま
う
危
機
意
識
か
ら

「
戦
後
史
の
言
語
空
間
」
の
構
想
が
生
れ
た
こ
と
は
確
か
な
こ
と
だ

ろ
う
。
敗
北
の
根
源
的
な
問
題
点
を
抉
り
出
さ
な
い
日
本
人
の
責
任

を
と
ら
せ
な
い
曖
昧
な
思
考
方
法
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
の
だ
。

「
餓
死
に
つ
い
て
」
の
最
終
章
で
森
さ
ん
は
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い

る
。〈

戦
後
史
を
、
思
想
的
言
語
獲
得
の
空
間
と
捉
え
れ
ば
、
戦
争
責

任
追
及
の
問
題
が
国
民
的
課
題
と
し
て
は
、
こ
の
戦
後
史
の
空
間

に
ほ
と
ん
ど
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
落
ち
て
い
る
、
と
い
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
、
戦
争
責
任
の
問
題
を
含
め
、
戦
争
か
ら
の
伝
言
を

戦
後
史
の
中
に
み
つ
け
た
い
、
と
い
う
の
が
私
の
本
文
を
書
く
願

い
な
の
で
あ
る
。〉

　

森
さ
ん
は
一
章
４
『
野
火
』
に
お
い
て
、
大
岡
昇
平
の
小
説
『
野

火
』
で
罪
も
な
い
他
国
の
住
民
を
殺
し
、
さ
ら
に
戦
友
に
勧
め
ら
れ

て
人
肉
を
食
べ
た
田
村
一
等
兵
が
神
の
怒
り
を
感
じ
な
が
ら
狂
人
と

な
っ
て
い
く
こ
と
を
紹
介
し
て
い
く
。
ま
た
イ
ギ
リ
ス
の
作
家
バ
リ

ー
・
コ
リ
ン
ズ
の
『
審
判
』
で
修
道
院
地
下
室
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た

ロ
シ
ア
人
将
校
七
名
の
中
で
生
き
残
っ
た
二
名
に
よ
っ
て
他
の
者
は

食
べ
ら
れ
た
実
話
を
元
に
書
か
れ
た
独
白
劇
に
も
触
れ
て
い
る
。
森

さ
ん
は
日
本
や
世
界
の
戦
後
文
学
に
お
い
て
「
飢
え
」
の
果
て
に
行

わ
れ
た
人
間
の
行
為
を
神
の
ご
と
く
他
の
人
間
が
「
審
判
」
す
る
こ

と
は
出
来
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
い
を
発
し
て
い
る
。

　

一
章
５｢

氷
に
つ
い
て
（
石
原
吉
郎
と
鳴
海
英
吉
）｣

と
６
「
氷

に
つ
い
て
（
続
）」
で
は
、
二
人
の
シ
ベ
リ
ヤ
抑
留
者
の
詩
人
の

「
氷
」
体
験
を
紹
介
し
て
い
る
。
石
原
吉
郎
は
関
東
軍
の
ロ
シ
ア
語

情
報
を
解
読
す
る
特
務
機
関
に
い
た
人
物
で
あ
り
、
鳴
海
英
吉
は
中

国
戦
線
の
最
前
線
に
い
た
下
級
兵
士
だ
っ
た
。
二
人
の
詩
人
の
異
な

る
視
点
か
ら
シ
ベ
リ
ヤ
の
「
氷
」
体
験
の
全
体
像
を
浮
き
彫
り
に
さ

せ
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

そ
し
て
次
の
一
章
７
「
通
路
」、
８
「
最
後
の
戦
闘
機
」、
９
「
戦

争
責
任
」、
10
「
蚤
の
跳
梁
」、
11
「
頂
点
」、
12
「
頂
点
―
―
（
権

威
と
権
力
）」、
13
「
戦
争
勃
発
の
原
因
」、
14
「
戦
後
か
ら
の
声
」

な
ど
に
よ
っ
て
、
自
ら
の
戦
争
体
験
の
意
味
を
問
い
な
が
ら
、
戦
後

詩
を
切
り
拓
い
て
き
た
若
き
詩
人
た
ち
の
詩
篇
や
詩
論
を
通
し
て
戦

争
責
任
の
問
い
方
を
検
証
し
て
い
っ
た
。
そ
の
試
み
は
あ
の
未
曾
有

の
悲
劇
の
根
本
原
因
を
上
の
世
代
の
詩
人
・
小
説
家
が
ど
の
よ
う
に

感
じ
考
え
て
い
た
か
を
森
さ
ん
が
丁
寧
に
辿
り
な
が
ら
、
戦
後
の
人

び
と
が
ど
の
よ
う
に
格
闘
し
な
が
ら
戦
後
史
の
中
で
無
責
任
な
体
制

を
克
服
す
た
め
に
思
想
的
な
基
盤
を
構
築
し
よ
う
と
模
索
し
続
け
て

い
た
の
だ
。
大
日
本
帝
国
の
暴
走
が
軍
部
の
「
既
成
事
実
」
化
に
よ

っ
て
自
分
の
「
権
限
外
」
の
こ
と
で
あ
る
と
言
い
、
あ
っ
て
は
な
ら

な
い
侵
略
戦
争
を
追
認
し
て
い
っ
た
「
従
順
な
服
従
心
」
を
日
本
人

の
思
想
的
な
弱
点
だ
と
森
さ
ん
は
洞
察
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な

「
無
責
任
体
系
」・「
権
限
外
」・「
既
成
事
実
」
な
ど
の
負
の
遺
産
を

自
覚
し
な
が
ら
「
戦
争
か
ら
の
伝
言
を
戦
後
史
の
中
に
み
つ
け
た

い
」
と
い
う
思
い
が
、
詩
や
小
説
な
ど
戦
後
文
学
へ
の
批
評
活
動
に

つ
な
が
っ
て
い
っ
た
の
だ
ろ
う
。
日
本
は
戦
争
を
し
な
く
て
も
い
い

多
様
な
平
和
へ
の
選
択
が
あ
っ
た
こ
と
も
戦
前
の
外
交
交
渉
を
辿
り

な
が
ら
、
そ
の
可
能
性
の
見
解
を
語
っ
て
い
る
。
歴
史
を
語
る
際
に

も
「
既
成
事
実
」
化
を
歴
史
の
必
然
な
ど
と
思
考
を
停
止
さ
せ
な
い

粘
り
強
い
論
考
が
森
さ
ん
の
文
脈
に
流
れ
て
い
る
の
だ
。

　
　

３

　

森
さ
ん
の
言
説
の
特
筆
す
る
べ
き
こ
と
は
、
日
本
人
の
「
飢
え
」

の
体
験
の
極
限
を
独
自
の
方
法
で
肉
薄
し
て
解
明
し
よ
う
と
試
み

る
こ
と
だ
。
そ
れ
が
二
章
「
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
戦
」
の
「
前
文
、
１

（
砲
撃
）、
２
（
山
越
え
）、
３
（
飢
餓
）」
だ
っ
た
。
森
さ
ん
は

二
〇
〇
九
年
に
地
元
の
図
書
館
の
書
棚
に
「
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
戦
記
」

と
い
う
一
兵
士
の
書
簡
の
束
と
昭
和
五
十
年
代
の
週
刊
誌
記
事
の
コ

ピ
ー
を
見
つ
け
た
。
そ
の
コ
ピ
ー
に
は
「
三
十
五
年
目
の
告
白　

私

は
戦
友
の
人
肉
で
生
き
の
び
た
」
と
書
か
れ
て
あ
っ
た
。
そ
の
記
事

に
書
か
れ
て
あ
っ
た
人
物
は
、
当
時
は
寺
の
住
職
を
し
て
い
て
、
懺

悔
の
思
い
で
『
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
戦
線
敗
残
兵
の
告
白
』
と
い
う
手
記

を
自
費
出
版
し
、
そ
の
本
の
内
容
に
基
づ
い
た
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
記
事

だ
っ
た
ら
し
い
。
森
さ
ん
は
そ
の
作
者
や
関
係
者
に
連
絡
を
取
っ
た

が
、
高
齢
に
な
ら
れ
た
人
の
こ
と
で
詳
し
い
話
は
聞
く
こ
と
は
で
き

な
か
っ
た
ら
し
い
。
し
か
し
そ
の
コ
ピ
ー
記
事
や
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
戦

の
関
係
資
料
を
読
む
う
ち
に
、
手
記
を
書
い
た
人
物
が
森
さ
ん
の
中

で
動
き
始
め
て
い
っ
た
。
森
さ
ん
は
そ
の
兵
士
に
成
り
代
わ
っ
て
駆

逐
艦
に
乗
せ
ら
れ
て
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
東
部
北
海
岸
の
ハ
ン
サ
に
降
り

立
っ
た
。
本
人
に
成
り
代
わ
る
た
め
に
独
白
形
式
の
行
分
け
詩
を
挟

み
な
が
ら
、
そ
の
兵
士
が
ど
う
し
て
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
を
彷
徨
い
、

つ
い
に
は
戦
友
の
人
肉
を
食
べ
る
ま
で
に
な
っ
た
か
を
そ
の
兵
士
の

感
受
性
に
肉
薄
し
な
が
ら
記
そ
う
と
試
み
ら
れ
て
い
る
。
リ
ア
リ
ズ



ム
の
極
限
が
こ
の
よ
う
な
手
法
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
私
に
は
思

わ
れ
た
。
恐
竜
に
似
た
形
を
し
た
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
だ
が
、
そ
の
尾
の

付
け
根
部
分
に
は
サ
ラ
ワ
ケ
ッ
ト
と
い
う
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
人
跡
未

踏
の
海
抜
四
一
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
山
が
あ
る
。
日
本
軍
の
作
戦
参
謀

た
ち
は
、
米
軍
と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
が
い
る
ラ
エ
を
離
れ
て
北
海
岸

に
出
る
た
め
に
、
八
五
〇
〇
名
の
兵
士
に
前
人
未
踏
の
山
を
越
え
る

指
令
を
出
し
た
。
日
本
兵
た
ち
は
山
岳
地
帯
や
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
中
を

歩
か
さ
れ
て
、
次
々
に
死
ん
で
い
っ
た
。
日
本
兵
の
遺
体
に
は
蛆
が

わ
い
た
。
兵
士
た
ち
は
食
料
が
尽
き
て
そ
の
蛆
を
白
米
の
よ
う
に
食

べ
た
。
次
に
蛆
の
無
い
死
体
を
見
つ
け
る
と
、
人
肉
食
を
行
っ
た
と

い
う
。
そ
ん
な
自
分
と
同
じ
兵
士
で
あ
っ
た
者
た
ち
の
地
獄
の
風
景

と
鎮
魂
の
思
い
を
森
さ
ん
は
詩
と
散
文
で
書
き
記
し
た
の
だ
っ
た
。

　

三
章
「
戦
後
文
学
」（
１
～
５
）
で
は
、
森
さ
ん
が
影
響
を
受
け

た
小
説
家
や
評
論
家
で
あ
る
椎
名
麟
三
、
野
間
宏
、
武
田
泰
淳
、
埴

谷
雄
高
、
吉
本
隆
明
な
ど
の
試
み
を
紹
介
し
検
証
し
て
い
る
。
ま
た

四
章
「
詩
人
た
ち
」（
１
～
５
）
で
は
、
峠
三
吉
、
濱
口
國
雄
、
鮎

川
信
夫
、
黒
田
三
郎
、
木
原
孝
一
、
河
邨
文
一
郎
、
関
根
弘
、
石
川

逸
子
な
ど
の
戦
後
詩
の
試
み
が
死
者
た
ち
の
鎮
魂
の
思
い
を
様
々
な

手
法
で
試
み
て
い
る
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
。
五
章
「
詩
論
」
吉
原

幸
子
、
真
壁
仁
、
鳴
海
英
吉
達
の
全
体
像
を
掘
り
下
げ
て
論
じ
た
。

六
章
「
詩
篇
」
は
私
家
版
で
詩
集
だ
っ
た
『
祖
父
が
少
年
だ
っ
た
時

戦
争
が
あ
っ
た
』
十
八
篇
と
長
編
詩
『
雲
の
記
憶

―
厚
木
航
空
基

地
１
９
４
５
年

―
』
を
、
七
章
「
歌
集　

鏡
」
で
は
一
八
〇
首
も

の
短
歌
を
収
録
し
て
い
る
。
リ
ア
リ
ズ
ム
の
作
風
で
あ
る
が
森
さ
ん

の
誠
実
な
人
柄
が
個
人
的
な
事
柄
を
超
え
て
時
代
の
証
言
と
な
っ
た

作
品
群
だ
。
ま
た
八
章
の
「
童
話
・
少
年
小
説
」
は
、
教
師
時
代
の

生
徒
と
の
交
流
の
中
に
歴
史
の
悲
劇
を
具
体
的
に
手
触
り
の
あ
る
形

で
伝
え
、
子
供
た
ち
に
考
え
さ
せ
て
そ
の
発
言
か
ら
自
分
も
学
ん
で

き
た
姿
勢
が
良
く
出
て
い
て
、
森
さ
ん
は
き
っ
と
良
き
先
生
だ
っ
た

と
感
じ
ら
れ
た
。
ま
た
九
章
「
歴
史
小
説
」
は
、
森
さ
ん
が
時
代
小

説
の
職
業
作
家
と
し
て
の
可
能
性
を
秘
め
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

十
章
「
自
伝
」
を
読
め
ば
分
か
る
と
お
り
、
戦
後
に
は
、
長
男
と
し

て
弟
や
妹
の
学
費
や
妻
子
を
養
う
た
め
に
、
教
職
を
選
ん
だ
ら
し
い
。

昭
和
十
九
年
に
海
軍
少
年
飛
行
兵
に
志
願
し
た
。
多
く
は
特
攻
隊
に

編
成
さ
れ
た
り
し
た
が
、
森
さ
ん
は
整
備
兵
に
配
属
と
な
り
、
戦
争

末
期
の
航
空
隊
の
現
場
か
ら
、
世
界
の
様
々
な
問
題
点
を
自
分
の
頭

脳
で
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
。
し
か
し
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
純

粋
に
批
評
や
文
学
を
通
し
て
思
索
を
深
め
て
き
た
こ
と
が
森
さ
ん
の

独
自
性
を
養
い
、
根
源
的
な
思
索
を
続
け
る
文
体
に
結
実
し
て
い
っ

た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
重
厚
な
『
評
論
・
文
学
集
』
が
戦
争
責

任
論
や
戦
後
思
想
の
構
造
を
根
源
的
に
考
察
し
て
い
る
多
く
の
人
び

と
に
折
り
に
触
れ
て
読
ま
れ
て
、
語
り
継
が
れ
て
い
っ
て
欲
し
い
と

願
っ
て
い
る
。


