
��

阿

部

悠

貴

一

本
書
の
内
容

国
家
は
い
か
な
る
理
由
か
ら
過
去
の
戦
争
に
つ
い
て
謝
罪
す
る
の
だ
ろ

う
か
。
ま
た
な
ぜ
謝
罪
の
程
度
、
タ
イ
ミ
ン
グ
が
国
に
よ
っ
て
異
な
る
の

だ
ろ
う
か
。
ト
ー
マ
ス
・
バ
ー
ガ
ー

(

ボ
ス
ト
ン
大
学)

の
著
書

『
戦
争
、

罪
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
世
界
政
治』

は
こ
の
問
題
を
考
察
し
、
第
二

次
世
界
大
戦
の
戦
争
責
任
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
の
か
を
検
討

す
る
。
具
体
的
に
は

(

西)

ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
日
本
を
事
例
に

｢

な
ぜ
国
家
は
歴
史
に
つ
い
て
特
定
の
語
り
方

(

ナ
ラ
テ
ィ
ブ)

を
公
式

の
も
の
と
し
て
採
用
す
る
の
か｣

、
ま
た

｢

な
ぜ
そ
れ
が
政
治
的
対
立
の

原
因
と
な
る
の
か｣

(

一
二
頁)

と
い
う
点
を
め
ぐ
っ
て
議
論
を
展
開
し

て
い
く
。

こ
れ
を
説
明
す
る
要
因
と
し
て
、
第
一
章
で
は
三
つ
の
見
方
が
提
示
さ

れ
る
。
一
つ
目
は

｢

歴
史
的
決
定
論

(���������������������
)｣

で

あ
る
。
こ
れ
は
歴
史
的
事
実
そ
の
も
の
が
戦
争
責
任
に
対
す
る
態
度
を
決

定
す
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
は
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
と
い

う
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
の
歴
史
が
あ
る
か
ら
謝
罪
し
、
日
本
は
原
爆
投
下
と
い

う
被
害
の
歴
史
が
あ
る
か
ら

(

自
ら
の
加
害
に
つ
い
て
の)

謝
罪
に
は
消

極
的
に
な
る
と
い
う
よ
う
に
、
ど
の
よ
う
な
歴
史
的
事
実
が
存
在
す
る
か

が
重
視
さ
れ
る
。
二
つ
目
の

｢

道
具
主
義(���������������

)｣

は
、
政

治
家
が
特
定
の
利
益
の
た
め
に
歴
史
問
題
を
用
い
る
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

例
え
ば
国
際
社
会
の
一
員
と
し
て
認
め
て
も
ら
う
た
め
に
謝
罪
す
る
、
あ

��������������� ���������
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る
い
は
国
民
か
ら
の
支
持
獲
得
を
目
的
に
謝
罪
す
る
／
し
な
い
と
い
う
よ

う
に
、
何
ら
か
の

｢

利
益｣

が
そ
の
姿
勢
を
決
定
す
る
と
い
う
理
解
で
あ

る
。
三
つ
目
は

｢

文
化
的
説
明

(��������������������)｣
で
、
謝
罪

す
る
か
否
か
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
で
文
化
的
に
ど
う
解
釈
さ
れ
る
か
に
よ
る

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
日
本
と
ド
イ
ツ
に
は
異
な
る
文
化
が
存
在

す
る
の
で
あ
る
か
ら
謝
罪
の
仕
方
も
異
な
る
と
い
う
説
明
や
、
謝
罪
の
き
っ

か
け
は
利
得
計
算
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
広
く
社

会
に
浸
透
す
る
と
次
第
に

｢
文
化｣

と
し
て
定
着
し
、
そ
の
後
の
政
策
を

方
向
付
け
る
、
と
い
う
考
え
が
こ
れ
に
相
当
す
る

(

以
下
、
こ
の
三
点
を

｢

歴
史
的
事
実｣

、｢

利
益｣

、｢

文
化｣
と
記
し
、
各
章
の
中
で
ど
う
論
じ

ら
れ
て
い
る
か
を
示
す)

。

こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で

｢

理
念
型｣

で
あ
り
、
ど
れ
か
一
つ
で
全
て
を
説

明
で
き
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
バ
ー
ガ
ー
は
述
べ
る

(

二
九
頁)

。

重
要
な
の
は
現
実
を
正
確
に
理
解
す
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
組
み

合
わ
せ
、
歴
史
と
集
合
的
な
記
憶
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、

ま
た
そ
れ
が
ど
う
変
化
す
る
の
か
を
検
討
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い

る
。
ま
た
こ
れ
ら
を
統
合
し
た
見
方
と
し
て
、｢

歴
史
的
リ
ア
リ
ズ
ム

(�����������������
)

と
い
う
考
え
を
提
唱
し
て
い
る
。

第
二
章
で
は
こ
の
三
つ
の
理
念
型
を
踏
ま
え
た
上
で
、
ド
イ
ツ
の
事
例

が
検
討
さ
れ
る
。
西
ド
イ
ツ
時
代
を
含
め
、
こ
れ
ま
で
に
第
三
帝
国
の
犠

牲
者
に
一
〇
〇
〇
億
ド
ル
以
上
支
払
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
ド
イ
ツ
は
過

去
の
行
い
に
積
極
的
に
向
き
合
っ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
こ

に
至
る
ま
で
に
は
大
き
な
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
で
は

六
五
〇
万
人
が
死
亡
し

(

そ
の
半
数
は
民
間
人)

、
空
襲
に
よ
る
荒
廃
、

ソ
連
兵
に
よ
る
暴
行
、
食
糧
不
足
、
飢
餓
と
い
っ
た

｢

歴
史
的
事
実｣

か

ら
、
最
初
に
ド
イ
ツ
で
広
ま
っ
た
の
は
被
害
者
と
し
て
の
認
識
で
あ
っ
た

(

三
九
頁)

。
ま
た
冷
戦
が
始
ま
る
と
ア
メ
リ
カ
は
ド
イ
ツ
の
復
興
、
そ
れ

に
よ
る
対
ソ
防
衛
の
強
化
を
優
先
し
、
戦
争
責
任
の
追
及
を
緩
め
た
結
果

(

五
二
頁)

、
こ
の
認
識
は
益
々
国
内
で
定
着
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
確

か
に
ド
イ
ツ
政
府
は
そ
の
後
、
周
辺
諸
国
へ
の
補
償
を
開
始
す
る
が
、
そ

れ
は
あ
く
ま
で
も
同
盟
関
係
を
結
ぶ
西
側
諸
国
が
対
象
で
あ
っ
て
、
ま
た

ユ
ダ
ヤ
人
へ
の
補
償
も
国
際
的
評
判
の
回
復
と
い
う

｢

利
益｣

を
考
慮
し

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
一
九
六
八
年
の
学
生
運
動
に
よ
っ
て
若
い
世
代
が
台
頭
し
て
く

る
と
、
戦
争
責
任
を
問
う
声
が
強
く
な
っ
て
い
く
。
こ
れ
を
見
た
社
会
民

主
党

(���
)

は
こ
の
声
を
吸
収
す
る
こ
と
で
支
持
層
の
拡
大
を
目
指
し
、

歴
史
問
題
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る(

六
二
頁)

。

こ
う
し
た

｢

利
益｣

考
慮
が
働
い
た
結
果
で
は
あ
っ
た
が
、
過
去
に
向
き

合
う
姿
勢
は
社
会
に
浸
透
し
て
い
き
、
最
終
的
に
一
九
八
五
年
に
行
わ
れ

た
ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
ッ
カ
ー
大
統
領
の
終
戦
四
〇
周
年
記
念
演
説
に
見
る
よ
う

な
、
悔
悟
の

｢

文
化｣

が
確
立
す
る
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

第
三
章
で
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
オ
ー
ス

ト
リ
ア
が
考
察
さ
れ
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ア
は
ナ
チ
ス
ド
イ
ツ
に
併
合
さ
れ

た

｢
歴
史
的
事
実｣

と
、
第
三
帝
国
の
八
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
口
で
あ
り
な

が
ら
、
親
衛
隊
の
一
三
パ
ー
セ
ン
ト
、
強
制
収
容
所
職
員
の
四
〇
パ
ー
セ

ン
ト
、
そ
の
う
ち
看
守
で
は
七
〇
パ
ー
セ
ン
ト
以
上
を
提
供
し
た

｢

歴
史

書 評
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的
事
実｣

を
併
せ
持
つ
国
で
あ
る

(

八
四
頁)

。
し
か
し
戦
後
に
強
調
さ

れ
た
の
は
犠
牲
者
と
し
て
の
側
面
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
戦
時
中
、
連
合
国

が
ナ
チ
ス
へ
の
蜂
起
を
促
す
た
め
に
オ
ー
ス
ト
リ
ア
を

｢

最
初
の
犠
牲
者｣

と
呼
ん
だ
こ
と
に
起
因
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
後

(

第
三
帝
国
へ
の

忠
誠
心
か
ら
最
後
ま
で
徹
底
抗
戦
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず)

オ
ー
ス
ト
リ

ア
人
に
よ
っ
て
大
い
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
オ
ー
ス
ト
リ

ア
は
併
合
に
よ
っ
て
国
を
失
っ
た
犠
牲
者
で
あ
り
、
国
が
消
滅
し
た
以
上
、

戦
争
責
任
は
な
い
と
主
張
さ
れ
た
の
で
あ
る

(

九
六
頁)

。
加
え
て
、
同

盟
に
組
み
込
ま
れ
た
ド
イ
ツ
と
は
異
な
り
、
永
世
中
立
国
と
な
っ
た
こ
と

で
周
辺
国
に
よ
る
過
去
の
問
題
の
追
及
と
い
う
圧
力
か
ら
も
隔
離
さ
れ
た

た
め
、
こ
の
認
識
が
国
際
的
に
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
は
殆
ん
ど
な
か
っ
た
。

そ
の
た
め
象
徴
的
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
は
あ
る
が
、
映
画

『

サ
ウ
ン
ド
・
オ

ブ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク』

が
公
開
さ
れ
る
と
、(

オ
ー
ス
ト
リ
ア
が
第
三
帝

国
の
協
力
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
た
め)

本
国
で
は
全
く
ヒ
ッ
ト
せ
ず
、

国
際
的
な
成
功
に
比
し
て
僅
か
数
日
で
終
演
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た

(

一

〇
三
頁)

。
こ
の
例
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
が
当
時
の
認
識
だ
っ
た

の
で
あ
る
。

ま
た
国
内
の
政
党
政
治
も
過
去
の
犯
罪
が
問
わ
れ
に
く
い
状
況
を
形
成

し
て
い
た
。
国
民
党
と
社
会
民
主
党

(���
)

の
二
大
政
党
が
拮
抗
し
、

旧
ナ
チ
ス
政
権
支
持
者
の
票
を
奪
い
合
っ
て
い
た
た
め
、
両
党
と
も
あ
え

て
過
去
の
歴
史
を
持
ち
出
そ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
ま
し
て
時
に
極
右
政

党
の
自
由
党
と
の
連
立
を
模
索
し
て
い
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
な
お

さ
ら
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
こ
の
態
度
に
も
少
し
ず
つ
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

ヴ
ァ
ル
ト
ハ
イ
ム
大
統
領

(

元
国
連
事
務
総
長)

の
ナ
チ
ス
協
力
の
経
歴

が
国
際
的
批
判
に
晒
さ
れ
る
と
、
当
初
頑
な
反
応
を
見
せ
た
世
論
も
時
間

の
経
過
と
と
も
に
変
化
し
、
ま
た
九
〇
年
代
の
Ｅ
Ｕ
加
盟
プ
ロ
セ
ス
を
通

じ
て
過
去
の
歴
史
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
と
、
自
ら
進
ん
で
謝
罪
、
補

償
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て

｢

文
化
的｣

と

言
え
る
ほ
ど
に
浸
透
し
て
い
た
犠
牲
者
と
し
て
の
歴
史
観
は
変
化
し
て
い

く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

第
四
章
で
は
日
本
の
事
例
が
考
察
さ
れ
る
。
ア
メ
リ
カ
は
当
初
、
日
本

の
占
領
統
治
に
お
い
て
厳
し
い
姿
勢
で
臨
ん
で
い
た
が
、
直
ぐ
に
困
難
に

面
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
ず
ア
ジ
ア
に
お
け
る
犠
牲
者
数
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ

(

五
〇
〇
〇
万
人)

の
半
分
で
、
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
に
匹
敵
す
る
よ
う
な

組
織
的
犯
罪
が
行
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、
か
つ
詳
細
な
記
録
も

(

破
棄

さ
れ
た
こ
と
も
あ
り)

残
っ
て
も
お
ら
ず
、
明
確
な
指
導
者
も
不
在
、
政

策
決
定
も
不
透
明
で
あ
っ
た
た
め
、
戦
争
責
任
の
主
体
を
特
定
す
る
こ
と

が
困
難
な

｢

歴
史
的
事
実｣

が
揃
っ
て
い
た

(

一
二
七－

一
三
一
頁)

。

そ
の
上
、
占
領
統
治
の
効
率
的
な
運
営
の
た
め
に
旧
エ
リ
ー
ト
の
復
活
が

必
要
に
な
る
と
、
ア
メ
リ
カ
は
懲
罰
的
姿
勢
か
ら
方
向
転
換
を
図
り
、
日

本
の
戦
争
責
任
は
次
第
に
問
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
も
ち

ろ
ん
の
こ
と
、
こ
の
傾
向
は
冷
戦
の
開
始
に
よ
っ
て
加
速
さ
れ
て
い
っ
た
。

確
か
に
日
本
国
内
に
は
戦
争
責
任
を
問
う
厳
し
い
声
は
存
在
し
た
が
、

そ
れ
は
軍
国
主
義
が
国
民
に
も
た
ら
し
た
被
害
に
集
中
し
、
外
部
で
の
加

害
に
目
が
向
け
ら
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
の
一
つ
と

��������������� ���������
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し
て
バ
ー
ガ
ー
は
周
辺
諸
国
と
の
希
薄
な
繋
が
り
を
挙
げ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
ア
ジ
ア
に
は
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
よ
う
な
多
国
間
の
安
全
保
障
機
構
は
存

在
せ
ず
、
ま
た
共
産
主
義
の
中
国
、
発
展
に
伸
び
悩
む
ア
ジ
ア
諸
国
と
の

経
済
的
つ
な
が
り
は
極
め
て
弱
か
っ
た
た
め

(

一
五
六
頁)

、
外
部
か
ら

日
本
の
歴
史
問
題
が
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
う
し
た
姿
勢
が
変
化
す
る
の
は
国
際
状
況
の
変
化
に
応
じ

て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
八
〇
年
代
後
半
に
な
る
と
韓
国
が
民
主
化
し
、
市

民
団
体
か
ら
従
軍
慰
安
婦
問
題
が
発
せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
。
ま

た
中
国
で
は
毛
沢
東
主
義
に
代
わ
り
愛
国
心
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
国
民

統
合
、
党
の
正
統
性
の
根
拠
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
こ
こ
で

も
歴
史
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
あ
わ
せ
て
中

韓
、
な
ら
び
に
ア
ジ
ア
諸
国
の
経
済
発
展
に
よ
り
貿
易
取
引
が
増
え
て
い

く
と
、
こ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る｢

不
利
益｣

を
考
慮
し
、
日
本
政
府
も
徐
々

に
謝
罪
の
意
を
示
す
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
例
と
し
て

海
部
俊
樹
首
相
が
太
平
洋
戦
争
の
反
省
を
示
し
た
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
で
の
演

説
が
言
及
さ
れ
、
本
章
は
閉
じ
ら
れ
る
。

第
五
章
は
こ
れ
に
続
き
、
日
本
、
韓
国
、
中
国
の
順
に
焦
点
を
当
て
な

が
ら
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
東
ア
ジ
ア
で
の
歴
史
問
題
が
検
討
さ
れ
る
。

日
本
は
そ
の
後
、
細
川
護
煕
首
相
が
侵
略
戦
争
を
認
め
、
村
山
富
市
首
相

が
植
民
地
統
治
の
お
詫
び
を
表
明
し
、
謝
罪
の
流
れ
が
続
く
こ
と
に
な
っ

た
。
し
か
し
そ
の
反
動
と
し
て
保
守
層
か
ら

｢

自
虐
史
観｣

へ
の
批
判
が

勢
い
を
増
し
、
歴
史
資
料
展
示
会
へ
の
圧
力
、｢

新
し
い
歴
史
教
科
書
を

つ
く
る
会｣

の
結
成
と
い
っ
た
動
き
も
強
く
な
っ
て
い
っ
た(

一
八
一
頁)

。

一
方
、
韓
国
で
は
民
主
化
後
に
日
本
の
植
民
地
統
治
時
代
の
問
題
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
韓
国
で
は
独
立
後
、
植
民
地
時

代
の
負
の
遺
産
を
清
算
す
る
こ
と
が
最
大
の
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
李

承
晩
大
統
領
こ
そ
植
民
地
時
代
の
亡
命
者
で
あ
っ
た
も
の
の
、
実
務
は
旧

日
本
統
治
時
代
の
役
人
に
依
存
せ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
の
後
を
継
い
だ
朴
正

煕
大
統
領
は
旧
日
本
軍
の
士
官
で
あ
り
、
日
本
か
ら
の
経
済
支
援
を
期
待

す
る
こ
の
政
権
に
よ
っ
て
日
本
の
戦
争
責
任
を
問
う
声
は
弾
圧
さ
れ
た
こ

と
か
ら
、｢

現
代
韓
国
の
権
威
主
義
体
制
は
日
本
の
植
民
地
統
治
の
産
物｣

(

一
九
六
頁)

で
あ
り
、｢

真
の
民
主
主
義
は
植
民
地
時
代
に
遡
る
政
治
、

社
会
の
不
正
義
の
問
題
に
取
り
組
む
こ
と
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る｣

(

一
九

七
頁)

と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
一
九
八
〇

年
代
に
民
主
化
が
実
現
す
る
と
こ
れ
ま
で
抑
圧
さ
れ
て
き
た
声
は
噴
出
し
、

従
軍
慰
安
婦
は
じ
め
様
々
な
歴
史
問
題
が
日
本
と
の
間
で
表
面
化
し
て
い

く
こ
と
に
な
っ
た
。

中
国
は
戦
後
、
日
米
同
盟
に
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
、
日
本
を
中
国
側
に
引

き
寄
せ
る
こ
と
を
狙
い
と
し
て
い
た
た
め
、
歴
史
問
題
を
あ
え
て
持
ち
出

そ
う
と
は
せ
ず
、
非
常
に
寛
大
な
姿
勢
を
見
せ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の

狙
い
は
成
功
し
な
か
っ
た
も
の
の
、
中
ソ
対
立
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
功

を
奏
し
、
日
本
を
味
方
に
付
け
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
要
す
る
に

こ
の
間
、
日
中
の
間
で
は
過
去
の
戦
争
が
深
刻
な
問
題
と
し
て
浮
上
す
る

こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
一
九
八
〇
年
代
以
降
、
日
本
の
経

済
大
国
化
、
中
曽
根
康
弘
政
権
の
タ
カ
派
路
線
を
目
の
当
た
り
に
す
る
と

日
本
を
牽
制
す
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
先
述
し
た
よ
う
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
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ム
が
中
国
共
産
党
の
正
統
性
の
基
盤
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、

歴
史
問
題
は
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
日
本
と
の
摩
擦
が
増
加
し
て
い
っ

た
の
で
あ
っ
た
。

一
九
九
〇
年
代
以
降
、
日
韓
、
日
中
関
係
は
依
然
と
し
て
良
好
と
は
言

え
な
い
状
況
が
続
い
て
い
る
。
バ
ー
ガ
ー
は
こ
の
状
況
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と

比
較
し
、
Ｅ
Ｕ
の
よ
う
な

｢

共
通
の
政
治
的
枠
組
み｣

の
欠
如
が
そ
こ
に

関
係
し
て
い
る
と
述
べ
る
。
す
な
わ
ち
ド
イ
ツ

(

な
ら
び
に
九
〇
年
代
以

降
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア)

と
周
辺
国
の
間
で
は
度
々
歴
史
問
題
が
対
立
を
引

き
起
こ
し
て
き
た
が
、
常
に
Ｅ
Ｕ
が
沈
静
化
の
機
会
、
場
を
提
供
し
て
き

た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ア
ジ
ア
に
は
そ
の
枠
組
み
が
な
い
た
め
容
易
に

再
発
す
る
可
能
性
を
孕
ん
で
い
る
の
で
あ
る

(

二
〇
二
頁)

。
こ
の
こ
と

は
国
際
機
構
が
果
た
す
役
割
と
し
て
示
唆
に
富
む
考
察
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。終

章
は
事
例
研
究
の
考
察
を
踏
ま
え
、
バ
ー
ガ
ー
が
提
示
し
た
分
析
概

念
に
焦
点
を
当
て
て
内
容
を
再
検
討
し
、
全
体
の
議
論
を
ま
と
め
て
い
る
。

二

講
評

(1)
分
析
概
念
に
つ
い
て

本
書
で
バ
ー
ガ
ー
が
提
示
し
た

｢

歴
史
的
決
定
論｣

、｢

道
具
主
義｣

、

｢

文
化
的
説
明｣

と
い
う
三
つ
の
分
析
概
念
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
第
二

次
世
界
大
戦
後
の
歴
史
問
題
を
考
察
す
る
上
で
ど
れ
ほ
ど
有
益
で
あ
ろ
う

か
。
再
度
確
認
す
る
と
、
彼
は
こ
の
三
つ
は
い
ず
れ
も
理
念
型
で
あ
り
、

ど
れ
か
一
つ
で
全
て
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
く
、
相
互
補
完
的
に
捉
え

て
全
体
像
を
理
解
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
こ

れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
て
分
析
す
る

｢

歴
史
的
リ
ア
リ
ズ
ム｣

と
い
う
考
え

方
を
提
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

ま
ず
こ
の

｢

歴
史
的
リ
ア
リ
ズ
ム｣

で
あ
る
が
、(

上
記
の
三
つ
含
め)

バ
ー
ガ
ー
が
作
り
出
し
た
概
念
で
あ
る
も
の
の
、
必
ず
し
も
十
分
に
説
明

さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
分
析
枠
組
み
を
解
説
し
た
第
一
章
で
は
一

・
・
・

切
登
場
せ
ず
、
序
章
で
僅
か
に
言
及
さ
れ
る
程
度
で
あ
る

(

二－

四
頁)

。

・
・

に
も
か
か
わ
ら
ず
各
事
例
研
究
の
結
論
部
分
で
歴
史
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
有

効
性
が
論
じ
ら
れ
る
た
め
、
こ
れ
に
戸
惑
い
を
覚
え
る
読
者
は
少
な
く
な

い
で
あ
ろ
う
。
ま
し
て
こ
の

｢

リ
ア
リ
ズ
ム｣

と
い
う
言
葉
は
国
際
関
係

論
で
は

(

国
際
政
治
は
力
や
物
質
的
利
益
を
め
ぐ
る
争
い
で
あ
る
と
い
う)

最
も
伝
統
的
で
、
最
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
理
論
と
同
じ
表
記
で
あ
る
た

め
、
誤
解
を
招
か
ぬ
た
め
に
も
慎
重
に
な
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

そ
の
上
で
、
歴
史
的
リ
ア
リ
ズ
ム
の
新
し
さ
、
独
創
性
は
何
で
あ
る
の
か

を
も
っ
と
丁
寧
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

で
は
、
歴
史
的
リ
ア
リ
ズ
ム
と
は
い
か
な
る
概
念
な
の
か
。
僅
か
な
記

述
か
ら
読
み
解
く
と
、｢

歴
史
と
歴
史
に
つ
い
て
の
記
憶
が
政
治
問
題
に

お
い
て
占
め
る
位
置
を
現
実
的
に
捉
え
る｣

(

二
頁)

、
そ
し
て

｢

政
治
権

力
が
歴
史
に
つ
い
て
の
記
憶
を
再
形
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
限
界
を
現

実
的
に
捉
え
る｣

(

三
頁)

と
あ
る
。
し
か
し
、
単
に
現
実
を
正
し
く
捉

え
る
こ
と
が
重
要
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
あ
え
て

｢

イ
ズ
ム｣

と
い
う
言

葉
を
用
い
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

��������������� ���������
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次
に

｢

歴
史
的
決
定
論｣

、｢

道
具
主
義｣

、｢

文
化
的
説
明｣

の
三
つ
の

概
念
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
は
現
実
を
分
析
す
る
上

で
有
効
な
視
角
で
あ
り
、
そ
の
着
眼
点
は
十
分
に
評
価
す
べ
き
と
考
え
る
。

し
か
し
、(
バ
ー
ガ
ー
自
身
、
現
実
は
複
雑
で
ど
れ
か
一
つ
で
説
明
し
き

れ
る
も
の
で
は
な
い
と
断
わ
っ
て
は
い
る
が)

ど
う
し
て
も
分
析
の

｢

後

付
け｣

感
が
否
め
な
い
。
例
え
ば
ド
イ
ツ
で
は
一
九
六
〇
年
代
に
学
生
運

動
を
担
っ
た
世
代
が
登
場
し
、
過
去
の
戦
争
を
批
判
的
に
眺
め
る
こ
と
へ

の
心
理
的
抵
抗
が
少
な
く
な
っ
た
こ
と

(

歴
史
決
定
論
の
要
因
の
低
下)

(

八
〇
頁)

、
ま
た
社
会
民
主
党

(���
)

が
こ
の
世
代
の
票
を
取
り
込
む

こ
と
で
政
権
獲
得
を
目
指
し
、
積
極
的
に
歴
史
問
題
を
取
り
上
げ
た
こ
と

(

道
具
主
義
の
妥
当
性)

(

同)

、
そ
し
て
こ
れ
が

｢

悔
悟
の
文
化｣

と
し

て
社
会
に
定
着
す
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と

(
文
化
的
説
明
の
妥
当
性)

(

八
一
頁)

と
い
っ
た
考
察
が
見
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
現
実
に
起
き
た
出

来
事
に
事
後
的
な
解
釈
を
加
え
て
い
る
だ
け
で
あ
ろ
う
。
結
局
、
何
が
国

家
を
謝
罪
に
向
か
わ
せ
る
の
か
と
い
う
根
本
の
問
い
は
残
さ
れ
た
ま
ま
で

あ
る
。

む
し
ろ
彼
自
身
が
随
所
で
強
調
す
る

｢

国
内
政
治
の
硬
直
性｣

、｢
国
際

的
圧
力
の
有
無｣

と
い
う
二
つ
の
条
件
を
前
面
に
出
し
た
方
が
よ
か
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
国
内
政
治
に
お
い
て
歴
史
問
題
が

取
り
上
げ
ら
れ
る
余
地
が
あ
っ
た
か
、
戦
争
責
任
を
認
め
る
よ
う
促
す
国

際
的
な
圧
力
が
あ
っ
た
か
と
い
う
条
件
が
、
過
去
の
歴
史
問
題
に
対
す
る

態
度
を
決
定
す
る
要
因
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
か
ら
ド

イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
日
本
、
さ
ら
に
韓
国
、
中
国
も
含
め
て
考
え
る

と
以
下
の
議
論
が
展
開
で
き
る
と
考
え
る
。

ド
イ
ツ

国
内：

流
動
的
な
政
党
間
競
争
に
お
い
て
、
社
会
民
主
党

(���
)

が

支
持
基
盤
の
拡
大
を
目
指
し
歴
史
問
題
を
取
り
上
げ
た
こ
と
で

広
く
議
論
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

国
際：

Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
や
Ｅ
Ｕ
に
組
み
込
ま
れ
、
防
衛
、
経
済
復
興
の
た
め

に
謝
罪
は
不
可
欠
で
あ
っ
た
。

オ
ー
ス
ト
リ
ア

国
内：

国
民
党
と
社
会
民
主
党

(���
)

が
拮
抗
す
る
硬
直
し
た
二
大

政
党
制
が
形
成
さ
れ
、
ま
た
両
者
が
旧
ナ
チ
ス
政
権
関
係
者
の

票
を
奪
い
合
っ
て
い
た
た
め
、
歴
史
問
題
は
あ
ま
り
取
り
上
げ

ら
れ
な
か
っ
た
。

国
際：

中
立
を
掲
げ
た
こ
と
も
あ
り
、
外
か
ら
歴
史
問
題
を
追
求
す
る

圧
力
か
ら
遮
断
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
Ｅ
Ｕ
加
盟
を
通
じ
こ

の
圧
力
が
増
し
、
次
第
に
態
度
が
変
化
し
て
い
っ
た
。

日

本
国
内：

保
守
政
党
の
自
民
党
に
よ
る
長
期
政
権
と
い
う
硬
直
的
政
治
状

況
の
下
、
戦
争
責
任
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。

国
際：
ア
メ
リ
カ
と
の
二
国
家
間
関
係
が
中
心
で
、
ア
ジ
ア
諸
国
と
結

び
付
き
は
希
薄
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
植
民
地
時
代
の
歴
史
が
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目
立
っ
て
持
ち
込
ま
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た

(

た
だ
し
韓
国
、

中
国
の
経
済
発
展
と
貿
易
取
引
の
増
加
に
よ
っ
て
限
定
的
に
謝

罪
す
る
よ
う
に
な
っ
た)

。

韓

国
国
内：

民
主
化
に
よ
っ
て
硬
直
的
な
政
治
体
制
が
開
か
れ
、
日
本
の
戦

争
責
任
を
問
う
声
が
噴
出
す
る
よ
う

に
な
っ
た
。

国
際：

日
本
が
ア
ジ
ア
諸
国
と
国
際
的
に
結

び
付
か
な
か
っ
た
よ
う
に
、
日
韓
関

係
は
希
薄
で
、
ま
た
両
国
を
結
び
付

け
る
国
際
機
構
も
不
在
で
あ
っ
た
。

中

国
国
内：

共
産
党
の
一
党
体
制
と
い
う
条
件
に

変
化
は
な
い
が
、
毛
沢
東
主
義
に
代

わ
り
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
強
調
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
と
、
歴
史
問
題
が
取

り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

国
際：

韓
国
に
同
じ
。

こ
の
よ
う
に

｢

国
内
政
治
の
硬
直
性｣

と

｢

国
際
的
圧
力
の
有
無｣

と
い
う
観
点
か
ら
分

類
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
バ
ー
ガ
ー
の
議

論
を
元
に
再
構
成
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
条
件
こ
そ
歴
史
問

題
に
ど
の
よ
う
な
態
度
を
取
る
か
を
決
定
す
る
要
因
に
な
っ
て
い
る
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
以
上
の
議
論
を
ま
と
め
た
の
が
こ
の
表
で
あ
る
。

(2)
事
例
研
究
に
つ
い
て

既
に
論
じ
て
き
た
よ
う
に
、
本
書
は
第
二
次
世
界
大
戦
の
敗
戦
国
が
ど

の
よ
う
に
し
て
過
去
と
向
き
合
っ
て
き
た
か
を
明
ら
か
に
し
た
事
例
研
究

と
し
て
大
変
有
益
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
考
察
を
広

げ
る
こ
と
で
い
か
な
る
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
引
き
出
せ
る
か
検
討
し

て
み
た
い
。

日
本
に
関
し
て
で
あ
る
が
、
残
念
な
が
ら
本
書
の
出
版
が
二
〇
一
二
年

で
あ
る
た
め
、
同
じ
年
の
一
二
月
に
誕
生
し
た
第
二
次
安
倍
政
権
以
降
の

考
察
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
バ
ー
ガ
ー
な
ら
こ
の
時
代
を
ど
の
よ

う
に
論
じ
た
の
か
を
考
え
る
の
は
興
味
深
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
彼
は

｢

周

辺
諸
国
と
の
関
係
改
善
と
い
う
実
利
と
相
ま
っ
て
、
人
権
と
い
う
国
際
的

言
説
の
圧
力
が

[

謝
罪
に
反
対
す
る：

評
者
追
加]

抵
抗
を
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
は
抑
え
て
き
た｣

(

一
七
四
頁)

、
そ
し
て

｢

冷
戦
が
終
結
し
た
こ
と
で
、

同
じ
よ
う
な
力
学
が
ア
ジ
ア
で
も
機
能
し
て
い
る
よ
う
で
、
日
本
政
府
が

ア
ジ
ア
地
域
で
の
和
解
に
乗
り
出
す
準
備
が
あ
っ
た
証
拠
は
い
く
つ
も
見

ら
れ｣
、
経
済
の
相
互
依
存
が
進
展
す
る
世
界
に
お
い
て

｢

歴
史
的
正
義

を
求
め
る
声
を
無
視
す
る
日
本
の
試
み
は
成
功
し
な
い
運
命
に
あ
る｣

(

同)

と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
第
二
次
安
倍
政
権
の
事
例
を
鑑
み
る

��������������� ���������
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国内政治の硬直性

硬直的 非硬直的

あり
オーストリア (ＥＵ加盟に
おいて謝罪)

ドイツ (謝罪)

なし
日本 (限定的謝罪)､
中国 (毛主義後､ ナショナ
リズム喚起､ 責任追及)

韓国 (民主化後､責任追及)

国
際
的
圧
力



な
ら
ば
、
そ
の
反
動
は
予
想
以
上
に
強
い
こ
と
が
分
か
る
。

た
だ
こ
れ
は
バ
ー
ガ
ー
の
議
論
を
弱
め
る
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
考
察

の
意
義
を
確
認
さ
せ
る
も
の
と
考
え
る
。
彼
は
単
に
国
際
的
圧
力
が
重
要

な
条
件
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
制
度
化
す

る
国
際
機
構
の
存
在
に
も
着
目
し
て
い
る
。
例
え
ば
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
は

(

ナ
チ
ズ
ム
を
賛
美
す
る
言
動
で
知
ら
れ
た
イ
ェ
ル
ク
・
ハ
イ
ダ
ー
党
首

率
い
る)

自
由
党
が
二
〇
〇
〇
年
に
連
立
政
権
に
参
加
し
た
際
、
国
際
的

批
判
を
招
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
実
際
に
Ｅ
Ｕ
か
ら
制
裁
を
受
け
る
こ
と

な
っ
た
。
し
か
し
そ
の
後
、
自
由
党
で
さ
え
も
ナ
チ
ス
時
代
の
過
去
の
非

を
認
め
る
よ
う
に
な
り
、
こ
の
問
題
を
蒸
し
返
す
こ
と
は
な
く
な
っ
て
い

る

(

一
一
七－

一
一
九
頁)

(

現
在
は
移
民
排
斥
に
路
線
を
変
更
し
、
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
で
よ
く
見
ら
れ
る
右
翼
政
党
に
な
っ
て
い
る)

。
他
国
と
の
共
存

を
必
然
的
に
迫
る
国
際
機
構
の
影
響
力
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
よ
う
な

国
際
的
な
枠
組
み
が
ア
ジ
ア
に
お
い
て
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な

ら
ば
、
大
変
示
唆
に
富
む
指
摘
だ
と
思
わ
れ
る
。

日
本
に
関
し
て
も
う
一
点
加
え
た
い
。
バ
ー
ガ
ー
の
前
著

(��������
���������������������������������������������������
����������������������������������������������)

で
は
、

日
本
は
反
軍
事
主
義

(

平
和
主
義)

と
い
う
社
会
規
範
を
内
包
す
る
国
家

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
社
会
規
範
の
存
在
に
よ
り
再

び
軍
事
大
国
化
を
目
指
す
こ
と
が
な
い
と
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
本

書
に
お
い
て
日
本
は
歴
史
問
題
へ
の
謝
罪
に
極
め
て
消
極
的
な
国
家
と
し

て
描
か
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
両
者
は
別
の
議
論
で
あ
る
の
で
矛
盾
し
た
考
察

で
は
な
い
が
、
た
だ
強
い
平
和
主
義
を
抱
え
る
謝
罪
し
な
い
国
と
い
う
の

は
興
味
深
い
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
書
の
範
囲
を
越
え
る
も
の
で
あ
る
が
、

新
し
い
考
察
対
象
を
提
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三

お
わ
り
に

本
書
の
最
も
重
要
な
貢
献
は
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ
ア
、
日
本
の
戦
争

責
任
問
題
と
い
う
広
範
な
テ
ー
マ
を
詳
細
に
分
析
し
、
加
え
て
韓
国
、
中

国
の
戦
後
政
治
を
踏
ま
え
、
な
ぜ
日
中
韓
の
間
で
は
今
日
も
な
お
歴
史
問

題
が
争
い
の
火
種
に
な
る
の
か
と
い
う
点
に
興
味
深
い
議
論
を
提
示
し
て

い
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
複
数
の
事
例
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
一
つ

一
つ
の
国
か
ら
は
引
き
出
せ
な
い
国
際
政
治
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
が
見
え
て

く
る
。
こ
れ
だ
け
の
多
岐
に
わ
た
る
内
容
を
包
括
的
に
考
察
し
た
点
は
高

く
評
価
さ
れ
る
べ
き
と
考
え
る
。

書 評
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