
〈
特
集
「
ア
ジ
ア
に
お
け
る
平
和
の
思
想
」
３
〉

平
和
思
想
は
世
界
平
和
に
貢
献
し
た
か
？

一
　

二

つ

の
平

和

概

念

と
平

和

思

想

の

理

想

派

と

現

実

派

平
和
と
い
う
概
念
に
は
相
当
な
広
が
り
が

あ
る
。
そ
こ
で
、
平
和

の
概

念

を
分
類
す
る
な
ら
、
お
お
む
ね
次

の
二
つ

の
使
用
方
法
が
あ

る
よ
う

に
思

わ

れ
る
。
一
つ
目
は
、
個
人
ま

た
は
そ

の
周
辺

の
ご
く
限
ら
れ

た
人

々
の
心
が

平
安
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
の
平
和
で
あ

る
。
プ

ラ
イ
ベ

ー
ト
な
平
和

と

で
も

い
う
べ
き
も
の
で
、
こ

の
用
法
で

の
平
和
を
平
和
Ａ
と
呼
ぶ
こ

と
に
し

た
い
。
二
つ
目
は
、
こ
の
平
和
Ａ
概
念
と
、

あ
る
人

々
は
連

続
的

に
、
ま
た

あ
る
人
々
は
完
全
に
断
絶
し
た
も

の
と
し
て

考
え
て

い
る
平
和
概
念

、
す

な

わ
ち
国
際
関
係
上
の
平
和
で
あ
る
。
こ
れ

は
国
家
間

に
紛
争
が
な

い
、
通
常

は
国
交
が
正

常
に
維
持
さ
れ
て

い
る
状
態
を

い
う
。
こ
の
国
際
関
係
上

の
平

和
概
念
を
平
和
Ｂ
と
名
付
け
る
こ
と

に
し

た
い
。

平
　
山
　
　
　

洋

こ
の
平
和
Ａ

と
平
和
Ｂ
の
関
係
に
つ
い
て

、
そ
の
両
者
が
連
続
的
で
あ
る

と
考
え

る
人
々
と
、
こ
の
両
者

は
決
定
的
に
断
絶
し
て
い
る
と
考
え
る
人
々

が
い
て

、
日
本
に
お
い
て
も
明
治
維
新
直
後

か
ら
、
ず

っ
と
論
争
が
続
い
て

き
た
。
そ
こ
で

試
み

に
両
者
が
連
続
的
で
あ

る
と
考
え
る
人
々
を
理
想
派
、

断
絶
的
で

あ
る
と
考
え
る
人
々
を
現
実
派
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

理
想
派

は
次
の
よ
う

に
考
え
る
。
「
個
人
は
平

和
Ａ

を
望
む
。
世
界

は
個

人
の
集
合
体
で

あ
る
。
故
に
平
和
Ａ

を
広
め
れ
ば
、
必
然
的
に
平
和
Ｂ
へ
と

至
る
」
と
。
い

っ
ぽ

う
現
実
派

は
次
の
よ
う
に
考
え

る
。
「
個
人

は
平

和
Ａ

と
と
も
に
利

益
を
望
む
。
世
界

は
利
益
を
望
む
個
人
を
内
に
含
む
国
家
の
集

合
体
で

あ
る
。

国
家
は
国
民
の
利
益
を
最
大
化
す
る
行
動
を
と
る
か
ら
、
そ

の
目

的
の
た
め
に
は
戦
争
も
厭
わ
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
平
和
Ａ

は
平
和
Ｂ

と
は
必
然
的
に
は
結
び
つ
か
な
い
。
そ
の
た
め
平
和
Ｂ

の
実
現
に
は
国
際
関

係
上

の
取
り

決
め
や

、
軍
事
力
を
背
景

と
す
る
抑
止
力
が
必
要

で
あ
る
」
と
。
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論
理
展
開
は
現
実
派
の
ほ
う
が
複
雑

に
な

る
が
、
平
和
Ａ
Ｂ
両
概
念
と
も

に

目
的
と
考
え
て

い
る
点
で
は
理
想
派
と
同
じ
で
あ

る
。

現
在
平
和

の
思
想
と
い
う
場
合

に
は
、
平
和
Ａ
と
平
和
Ｂ

を
連
続
的

に
考

え
る
理
想
派

の
思
想
が
主
に
想
起
さ
れ

る
よ

う
で

あ
る
。
理
論
的

に
は
、

例

え
ば

。
「
我
が

国
も
現
行
憲
法

。
と
り

わ
け

そ
の
第
九
条

を
改
正

し
、
軍
事

力
の
強
化
と
核
武
装

に
よ

っ
て
抑
止
力

を
高

め
、
も
っ
て
平
和
Ｂ

を
維
持
す

る
べ
き
だ
」
と

い
う
考
え
方
も
、
立
派

に
平
和

の
思

想
だ
と
思
う

の
だ
が

、

な
ぜ

か
こ
う
し
た
現
実
派
の
思
想

は
平
和

の
思
想
と
は
見

な
さ
れ

な
い
。

そ

の
理
由
と
し
て
、
第
二
次
世
界
大
戦
後

の
日
本
に
お
い
て
、
平
和

の
思

想
が
、
必
ず
政
府
お
よ
び
米
国
へ

の
反
対
運
動

の
形

を
と

っ
て
き

た
こ
と

が

挙
げ
ら
れ
る
。
そ
の
平
和
運
動
も
日
本
国
内

か
ら

の
自
発

的
な
運
動

と
い
う

よ
り

は
、

コ
ミ
ン

フ
ォ
ル
ム
が
一
九
五
〇

年
一
月

に
発

表
し
た
、
『
日
本

の

情
勢

に
つ

い
て
』
と

い
う
日
本
共
産

党
批
判

に
示

唆
さ
れ
て

の
こ
と
で

あ

っ

た
。

そ
こ

に
は
、
米
国

に
よ

る
日

本
の
軍

事
基
地
化
と
永
久
占
領
に
反
対
す

る
た
め
、
「
日
本
の
独

立
、
民
主
・
平
和

日
本

の
建

設
、
公
正

な
講
和

条
約

締
結
」
を
目
指
す

べ
き
だ
、
と

あ
っ
た
。
反
米
思
想
が
平
和
思
想
と
見
な
さ

れ

る
要
件

な
の
で

あ
る
か
ら

、
事
実
上
現
実
派
の
思
想
は
平
和
思
想

か
ら
排

除

さ
れ
る
こ

と
に
な
る
。

本

論
で
私

は
、
現
実
派

の
立
場

か
ら
、
従
来
ま
で
平
和
の
思
想
と
見
な
さ

れ
て
き

た
、
平
和
Ａ

の
拡
大

が
平
和
Ｂ

へ
と
至
る
最
善
の
方
法
で
あ
る
、
と

い
う

考
え

を
批
判
し

、
国
際
関
係

上
の
平

和
Ｂ
（
国
家
間
の
政
治
的
平
和
）

は
、
軍
事
力

に
よ

る
抑
止
以
外

に
は
あ
り
え

な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

二
　
内
村
鑑
三

・
南
原
繁
・
丸
山
真
男

の

平
和
思

想
に
つ
い
て

こ
こ
で
私

が
取

り
上

げ
る
の
は
、
平
和
思
想
の
理
想
派
三
名
で

あ
る
。
と

は
い
え

内
村
鑑
三
・
南
原
繁

・
丸
山
真
男
を
そ
の
代
表
と
し
て
選

ぶ
こ
と

に

つ
い
て
は
、
異
論
が
あ
る
か
も

し
れ

な
い
。
そ
こ
で
こ
の
三
名
を
選

ん
だ
理

由
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
第
一

に
、
彼
ら

が
平
和
思
想
だ
け
で

は
な
く
、
一

般

に
二
〇

世
紀
の
日
本
を
代
表
す

る
思

想
家
と
し
て
扱
わ
れ
て
き

た
こ
と

、
第

二
に
、
少
な
く
と
も
公

に
は
特

定
の
政

党
や
政
治
勢
力
と
は
独

立
の
、
個
人

の
立
場
か
ら
発
言
し
た
と
さ
れ
て
き

た
こ
と
、
第
三
に
、
内
村
と
南
原

、
ま

た
南
原
と
丸
山
に
は
直
接
の
師

弟
関
係
が
あ

っ
て
、
理
想
派
の
思

想
を
流
れ

と
し
て
捉
え

る
の
に
適
切
で

あ
る
と

考
え
ら
れ

た
こ
と
、
の
三

点
に
基

づ
い

て

い
る
。

(
1
)
　
内
村
鑑
三
（
一
八
六
一
～
一
九
三
〇
）
の
場
合

日
本
近
代

の
思
想
家
、
ま
た
無
教
会
キ
リ
ス
ト
教
の
指
導
者
と
し
て

内
村

鑑
三

の
名
前

は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
存
命
中
か
ら
日
本
の
世
論

に
大
き

な
影
響

を
与
え
た
、
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
相
当
の
疑
問
が
あ
る
。

内

村
の
名
前
が
広
く
世
間
に
知
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
は
、
札
幌
農
学

校
を
卒
業
後
、

ア
メ
リ

カ
留
学

か
ら
戻

っ
て
嘱

託
教
員
と
な

っ
て
い
た
第
一

高
等
中

学
校

（
後

の
第
一
高
等
学
校
）
で
挙
行

さ
れ

た
教
育
勅
語
奉
戴
式
に

お
い
て

、
勅
語

に
最
敬
礼
し
な

か
っ
た
こ
と
に
よ
り
事
実
上
の
解
雇
と
な

っ
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た
、

い
わ
ゆ
る
内
村
不
敬
事
件
（
一
八
九
一
年
一
月
）
が
最
初
で

あ
る
。

こ

の
式
は
も
と
も
と
宗
教
儀
式
で
は
な

い
と

さ
れ
て

い
た
か
ら
、
他
の
キ

リ

ス
ト
教
の
教
員
は
当
然
の
よ
う
に
最
敬
礼
し
て
事

な
き
を
え
て

い
た
。
そ

れ

に
、
ど
う
し
て
も
嫌
な
ら
、
専
任
教
員
で

は
な
か
っ
た
内

村
は
。
式
に
欠

席
す

る
だ
け
で
よ
か

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
事
件

は
、
江
戸

時
代

に
実

施
さ

れ
て

い
た
踏
み
絵
の
よ
う
な
こ
と
を
、
明
治

の
官

立
学
校
が
行

う
こ
と
に
つ

い
て

、
反
発
心
を
も

っ
た
内
村
が
、
故
意

に
騒
動

を
引

き
起
こ
し
て

、
世
論

に
訴
え

よ
う
と
し
た
の
が
実
態
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
。

不

敬
事
件
と
俗
称
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
も

ち
ろ

ん
刑
事
犯
罪
と
し
て

の

不
敬
罪

が
構
成
さ
れ
る
は
ず
も
な
く
、
ま
た
学
校
当
局

も
、
内

村
が
勅
語

に

最
敬
礼

を
行

わ
な
か

っ
た
こ
と
で
、
免
職
処
分
な
ど

は
で
き

な
か
っ
た
。
内

村

は
騒
動
の
拡
大
に
よ

っ
て

出
講
で

き
な
く
な

っ
て

い
た
が
、

そ
の
う
ち

に

依
願

退
職
願
い
が
何
者
か
に
よ

っ
て

提
出
さ
れ
、
学
校

は
そ

の
願

い
を
受
け

入
れ

る
、
と

い
う
形
で
幕
引

き
と
な

っ
た
の
で
あ

る
。

そ
の
後
の
内
村
は
官
立
学
校
で
教
え
る
こ
と

は
な
く

な
っ
た
が
、

キ
リ
ス

ト
教
系
私
立
校
で

は
特

に
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
も

な
く
教
壇
に
立
っ
て

い
る
。

ま
た
、
一
八
九
四
年
七
月
に
始
ま
る
日
清
戦
争
で

は
、
当
然

の
よ
う
に
開
戦

に
賛
成
し
て
、
非
戦
の

立
場

は
と

っ
て

い
な

い
。
非
戦

を
唱
え

る
よ

う
に
な

る
の
は
、
二
〇
世
紀

に
入

っ
て

か
ら
の
こ
と
で
あ

る
。

内
村
が
考
え
を
改

め
て
戦
争

に
反
対
す
る
よ

う
に
な
っ
た
の
は
、
一

八
九

七
年
以

降
、
黒
岩
涙
香

の
『
万
朝
報
』

に
関

わ
っ
て

、
そ
こ
で
社
会
主
義
思

想
に
触
れ
る
よ
う

に
な

っ
た
た

め
で
あ

る
。
そ

の
非
戦

思
想
の
根
本

に
は
、

戦
争
で
犠
牲
に
な
る
兵
士
た
ち
は
、
た
と
え
勝
利

し
た
と
し
て
も
報
わ
れ
る

こ
と
の
な
い
労
働
者
階
級
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
が
あ

っ
た
。
日
露
戦

争
は

日
本
本
国
の
安
全
保
障
上
の
必
要

か
ら

起
き

た
戦
争
で

は
な
く
、
主
に
中

国

東
北
部
の
利
権
を
巡

っ
て
の
争
い
で

あ
っ
た
か
ら

、
そ
の
戦
争
に
異
を
唱
え

た
こ
と

に
つ
い
て
は
、
十
分
に
合
理
的
な
根
拠

が
あ
る
。

と
は
い
え
問
題
は
、
日
露
戦
争
後
に
本
格
化
し

た
非
戦
論
の
展
開
に
お
い

て

、
当
時
内
村
が
主
宰
し
て
い
た
雑
誌

『
聖
書
之
研
究
』

に
掲
載
さ
れ
た
そ

れ
ら
の
論
説
が
、
持
ち
前
の
プ
ロ
テ
ス

タ
ン
ト
・
キ
リ

ス
ト
教
の
信
仰

か
ら
、

一
直
線
に
世
界
平
和
の
到
来
を
予

言
し
て

い
る
こ

と
で
あ
る
。
絶
対
神

を
信

じ
て

い
な
い
大
多
数
の
日
本
人

に
と
っ
て

は
無
関
係
な
話
で
、
何
度
読
み
返

し

て
も
、
「
平
和

は
神
に
よ

っ
て
来

る
」
と

い
う
そ
の
主
張
が
、
ど
の
よ

う

な
根
拠

に
よ

る
の
か
分

か
ら
な

い
。
『
聖
書
之
研

究
』
の
読
者
に
は
理
解
で

き

る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
私

に
は
と
て
も
無
理
で
あ
る
。
当
然
に
し
て
、

無
教
会
派
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
し

か
読
ま
れ

る
こ
と

の
な

か
っ
た

『
聖
書
之
研

究
』

が
、
同
時
代
の
一
般
人
に
与
え

た
影
響

は
皆
無
な
の
で
あ

っ
た
。

(
2
)
　
南
原
繁
（
一
八
八
九
大
九
七
四
）
の
場
合

内
村
鑑
三
の
論
説
が
今
な
お
容
易
に
読
む
こ

と
が
で
き
る
の
は
、
彼

が
た

ま
た
ま
札
幌
農
学
校
で

新
渡
戸

稲
造
と
同

期
で

、
後
年
第
一
高
等
学
校
校
長

と
な
っ
た
新
渡
戸
の
紹
介
に
よ
り
、
一
高

生
で
あ

っ
た
矢
内
原
忠
雄
・
南
原

繁
・
宇
佐
見
毅
・
塚
本
虎
二
ら

が
内

村
の
聖
書
研
究
会

に
出
入
り
し
た
こ
と

か
ら
、
彼
ら
の
師
と
し
て
不
自
然

な
ほ
ど

に
祭
り
上
げ
ら
れ
た
た
め
、
と
い



う
見
方
が
適
切
で
あ

る
。

内
村

の
門
下

生
か
ら

は
南
原

繁
と

矢
内
原
忠

雄
の
二
人
の
東
大
総
長
が
出

て
い
る
が
、
そ

の
学
問

的
内

容
に
よ

っ
て
で

は
な
く

、
後
述
の
丸
山
真
男
の

師
で
あ

る
と

い
う
こ
と

に
お
い
て
、

南
原

の
後
代

に
与
え

た
影
響
が
よ
り
大

き
い
。
香
川
県
出
身

の
南
原

が
一
高

に
入
学
し

た
の
は
一
九
〇

七
年
、
東
大

法
学
部
入
学
は
一
〇
年
、
そ
し
て
そ
の
卒
業
は
一
四
年
で
あ
る
が
、
思
う
に
、

日
露
戦
争
の
直
後

か
ら
第
一
次
世
界
大
戦
直
前

の
時

期
に
東
京
で
学
生
生
活

を
送
っ
た
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。

田
舎
出
の
一
高
生
が

、
尊
敬
す

る
新
渡
戸
校
長

の
紹
介
に
よ
り
内
村
の
研

究
会
に
出
席
し
て
非
戦
思
想

に
触
れ
、
そ
し
て
そ

の
考
え

を
一
生
の
よ
す
が

と
し
た
、
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
日
露
戦
争
の
講
和
条
約
で

あ
る
ポ
ー
ツ
マ

ス
条
約
（
一
九
〇
五
年
）
は
日
本
人

の
満
足
と
す

る
と

こ
ろ
で

は
な

か
っ
た

の
で
、
日
露
戦
後
の
当
時
、
戦
前

に
は
一
部

か
ら
批
判

を
受
け

て
い
た
非
戦

思
想
に
も
、
一
定
の
再
評
価
が
与
え
ら
れ
て

い
た
。
戦

争
を
極
力
回
避
す
る

べ
き
だ
、
と
い
う
考
え

そ
の
も

の
は
危
険
思
想
で
も

何
で

も
な
い
か
ら
、
そ

の
信
奉
に
は
、
社
会
主
義

サ
ー
ク
ル
に
参
加
す

る
場

合
の
よ
う
な
決
断
も
不

要
で

あ

っ
た
。

さ
ら

に
南
原
の
学
生
時
代

は
、
新

カ
ン
ト
主
義
が
世
界

的
に
隆
盛
を
極
め

た
時
期
で

も
あ

っ
た
。
一
九
〇
四
年
が

カ
ン

ト
没
後
百

年
、
二
四

年
が
生
誕

二
百
年

に
あ
た

っ
て
い
て
、
そ
の
間

に
日
本
で
も
多
く

の
カ
ン
ト
の
翻

訳
が

出

さ
れ
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
ド
イ
ツ
語
の
得
意
な
南
原

に
と

っ
て

、
日
本
語

訳

の
出
版

な
ど

さ
し
あ
た

っ
て
無
関
係
な
わ
け
だ
が
、
自
分

が
カ
ン
ト
に
言

及

し
て

も
そ
れ
を
一
般
人
が
理
解
で
き

る
よ
う

に
な
っ
た
、
と
い
う
意
味
で

は
、
南
原
に
と

っ
て
よ
い
時
代

が
き

た
、
と

い
う
こ
と
で

は
あ
る
。

南
原

は
学
生
時
代
か
ら
カ
ン
ト
の

『
永
久
平
和
論
』
（
一
七
九
五
年
）
に
傾

倒
し
て

い
た
。
一
九
一
四

年
に
卒
業
し
て
内
務
省

に
入
り
。
二
一
年
に
大
学

に
戻

っ
て
後

に
書

い
た
「

カ
ン
ト

に
於
け
る
国
際
政
治
の
理
念
」（
二
七
年
）

が
初
期
の
代
表
的
論
文
で
あ
る
。

前
田
惠
學
氏
も

お
聴
き

に
な

っ
た
と
い
う
、

東
大
卒
業
式
訓
話

「
平
和

か
戦
争

か
」
（
五
一
年
）
は
、
丸
ご
と
カ
ン
ト
の
平

和

論
で

あ
る
。
戦
前
戦
後
を
通
じ
て
南
原

の
一
貫
性

は
見
事
な
も
の
で
、
ソ

連
を
含
む
全
交
戦
国
と
の
平
和
条
約
締
結
を
あ
く
ま
で
求

め
た
こ
と
に
つ

い

て

、
そ
れ
を
「
曲
学
阿
世
」
（
吉
田
茂
）
と
み
な
す
批
判
は
適
当
で
は
な
い
。

た
だ
し
、

カ
ン
ト
の
理
念

に
基

づ
い
て

作
ら
れ

た
国
際
連
盟
（
一
九
二
〇

年
～
一
九
四
六
年
）
体
制
が
第
二
次
世
界
大
戦
に
よ

っ
て
崩
壊
し
、
集
団
安
全

保
障
体
制
、
す
な

わ
ち
加
盟
国
が
軍
隊
を
供
出
す
る
こ
と
で
平
和
Ｂ

を
維
持

し
よ
う
と
す
る
国
際
連
合
の
制
度
が
発
足
し
て
後
ま
で
も
、
ま
だ
カ
ン
ト
を

信
奉
し
て
い
た
と
こ
ろ
か
ら
、
単
に
現
実

の
変
化

に
鈍
感
な
人
物
で
あ
っ
た

可

能
性
も

あ
る
。
そ
う
な

っ
て
く

る
と

、
吉

田
首
相

は
、
「
南
原
総
長

は
学

者
バ
カ
だ
！
」
と
言
う
べ
き
だ
っ
た
、
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

(
3
)
　
丸
山
真
男
（
一
九
一
四
～
一
九
九
六
）
の
場
合

丸
山

真
男
は
言
わ
ず
と
知
れ

た
南
原
繁
の
高
弟
で
あ
る
。
内
村
や
南
原
が

今

な
お
読
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
も
、
一
九
三
七
年
に
東
大
助
手
に
採
用
さ

れ
、
助

教
授
を
経
て
五
〇

年
か
ら
七
一
年
ま
で
法
学
部
教
授
で
あ
っ
た
丸
山
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の
、
静

か
な
働
き
か
け
が
あ

っ
て
こ

そ
と

い
っ
て
よ

い
。
第

二
次
世

界
大
戦

後

ま
も
な
く
創
刊

さ
れ
た
岩
波
書
店

の
雑
誌

『
世
界
』

を
中

心
に
活

動
し
た

丸
山
は
、
直
接
の
師
南
原
と
、
さ
ら
に
ま
た
そ
の
師
で
あ
る
内
村
に
こ
と
あ

る
ご
と
に
言
及

し
て
は
読
者

に
注
意

を
喚
起

し
た
の
で

あ
っ
た
。

東
大
総
長
で
あ

っ
た
南
原

に
つ
い
て

は
、
東
大
出

版
会
が
そ
の
名
声
の
維

持
に
協
力
し
た
の
は
当
然
と
し
て

も
、
内
村
に
つ
い
て

は
、
た
と
え

ば
筑
摩

書

房
の

『
現
代

日
本
文

学
全

集
』

第
五
一

巻
（
一
九
五
八
年
）
で
、
丸

山
自

ら
が
論
説
の
選
択
と
解
説
を
担

当
し
て

い
る
。
内

村
や

南
原

の
講
演
や
論
説

は
、
そ
れ
ら
が
発
表
さ
れ

た
当

時
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
読
者
を
、
ず

っ

と
後

に
な

っ
て
編
纂
さ
れ

た
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
に
お
い
て

獲
得
し
て
い
る
。
内

村
と
南
原
の
講
演
や
論
説
を
含
む
著
作

を
刊
行

し
た
の
は
、
キ
リ
ス
ト
教
系

の
出
版
社
を
除

い
て

は
、
ほ
ぼ

岩
波

・
筑
摩
・
東
大
出

版
会
の
三
社
に
限
ら

れ
る
が
、
丸
山

は
そ

の
い
ず

れ
に
も
影

響
力

が
あ
っ
た
。

恩
師
南
原

に
つ

い
て

は
、
そ
の
名
が
忘
れ
ら
れ
な
い
よ
う
に
努
め
る

の
は

当
然

の
こ
と

な
の
だ
が
、
内

村
の
顕
彰
に
つ
い
て
は
や
や
釈
然
と
し
な

い
も

の
が

あ
る
。

と
い
う
の
は
、
丸
山
に
は
キ
リ
ス
ト
教
臭
が
ま

っ
た
く
し

な
い

の
で

あ
る
。

有
名
な
ジ

ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
丸
山
幹
治
の
息
子
と
し
て
東
京

の
山

の
手
で
育
っ
た
彼
は
、
南
原
の
二
四
年
後
に
入
学
し
た
一
高
で
、
心
の
す
き

間
を
埋
め
る
た
め
の
宗
教
を
必
要
と
し
な
か

っ
た
。
そ
う
し
た
非

キ
リ
ス
ト

教
徒
の
読
者
が
内
村
の
論
説
を
読
む
と
き
、
私
が
す
で

に
述
べ

た
よ

う
な
論

理
の
飛
躍
を
感
じ
る
の
が
普
通
な
の
で

は
な

い
か
、
と
思
わ
れ

る
の
で

あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
内
村

は
存
命
中
、
同
時
代
の
世
論

に
ほ
と

ん
ど
何

の
影
響
も
与
え

て

は
い
な

か
っ
た
。
一
高
に
在
籍
し
て

い
た
数
名

の
弟
子
が

後
年
有
名
に
な

っ
て
、
非
戦
論
者
内
村
と
の
印
象

を
一
般

に
与
え

る
操
作
を

し
た
こ
と
に
よ
り
、
昔

か
ら
有
名
で
あ

っ
た
と
思

わ
れ
て

い
る
に
す
ぎ
な
い
。

信
仰
上
の
動
機

か
ら
南
原
が
内
村
を
顕
彰
す
る
の
は
当
然

だ
と
し
て
、
丸
山

が
内
村
を
評
価
す

る
の

は
、
少

な
く
と
も
信
仰
に
よ
る
の
で

は
な
い
、
も

っ

と
別
の
、
内
に
秘

め
た
動

機
が
あ

っ
た
と
考
え
ら

れ
る
。

思
う
に
、

キ
リ

ス
ト
者

南
原

に
対
し
、
丸
山

本
人
が

依
拠
し
て

い
た
の
は

マ
ル

ク
ス
主
義
で
あ

っ
た
。
し

か
し
そ
れ
を
は
っ
き
り
と

は
さ
せ

な
い
の
が

賢

い
と
こ

ろ
で
あ

る
。

そ
の
一
例
と
し
て
、
「
憲
法
第
九
条

を
め
ぐ
る
若
干

の
考
察
」
（
一
九
六
五
年
）
と

い
う
比

較
的
有

名
な
論
説
が
あ
る
。
一
九
六
四

年
一
一
月

の
憲
法
問
題
研

究
会
で
口
頭
発
表

さ
れ
、
『
世
界
』

六
五

年
六
月

号

に
初
出
と
な

っ
て

い
る
こ
の
論
説

は
、
そ
の
後
、
六
七
年
（
平
凡
社
）・
七

七
年
（
三
省
堂
）
・
八
二

年
（
未
来
社
）
と
三
回

も
再

録
さ

れ
て

い

る
。
こ
の

う
ち
現
在
も
よ
く
読
ま

れ
て

い
る
の
は
、
八
二
年
の
著

作
集
『
後

衛
の
位
置

か
ら
』

に
収

め
ら
れ
て

い
る
版
で
、
岩
波
の

『
丸
山
真
男
集
』
第
九
巻
（
一

九
九
六
年
）
中

の
「
一
九
六
五
年
」

の
部

に
入

っ
て

い
る
の
は
、
六
五
年

の

初
出
時
の
も

の
で

は
な
く
、
こ
の
八
二
年
の
改
訂
版
な
の
で
あ
る
。

六
五
年
版

に
お
い
て

、
丸
山
は
、
ソ
連
の

フ
ル

シ
チ

ョ
フ
首
相
に
よ
る
全

面
完
全
軍
縮
案

を
よ
り

高
い
次
元

の
提
案
と
し
て
肯
定
的
に
扱
い
、
米

の
ラ

ス
ク
国
務
長
官

に
よ
る
、
核
軍

拡
は
安
全
感
を
低
下

さ
せ
る
と
い
う
演
説
を
、

低
い
次
元
の
平
和
思
想
の
敗
北
宣
言
と
し
て
引
用
し
て
い
る
。
私
に
は
一
九

五
九
年
九
月

の
フ
ル

シ
チ
ョ
フ
提
案
と

は
、
軍
拡
競
争
に
つ
い
て
ゆ
け
ぬ
ソ



連
指
導
部
が
、
苦
し
紛
れ
に
言
い
出
し
た
遁
辞

に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
さ
ら
に
私
に
は
、
丸

山
報
告
が
憲
法
第
九
条
を
重
要
だ
と
す
る
決
定
的

根
拠
が
、
そ
れ
が
東
側
陣
営
を
利
す
る
か
ら
、
と
い
う
理
由
以

外
に
は
見
い

だ
す
こ
と
も
で

き
な
い
の
で

あ
る
。

三
　

自

宅

に

立

て

こ

も

り

、

突

然

発

砲

す

る

隣

人

が

い

る

よ

う

な

国

際

社

会

に
お

い
て

た
と
え

同
時
代

の
人

々
に
は
何
ら
の
影
響
も
与
え
て

い
な
か

っ
た
と
し
て

も
、
ま
た
、
自
分

自
身

は
そ
の
信
仰
に
ま

っ
た
く
共
感
し
て
い
な
か

っ
た
と

し
て
も

、
内
村

の
非
戦
論

を
丸
山

が
顕

彰
し
た
の
は
、
第
二
次
世

界
大
戦
後

の
一
時
期

に
お
い
て
、
そ

う
す

る
こ
と
が
自
ら
の
政
治
目
的
と
合
致
し
て
い

た
か
ら
、
と
し

か
言

い
よ
う
が

な
い
。

つ
ま
り
は
現
実
的
な
要

請
と
い
う
わ

け

だ
が

、
そ
れ

に
加
え
て
、
丸
山

の
み

な
ら
ず
、
平
和
思
想
の
理
想
派
は
、

そ
の
理

想
を
西

側
社
会

に
強

い
よ
う
と
は
し
た
が
、
東
側
の
国
々
に
求

め
よ

う
と

は
し

な
か
っ
た
、
と

い
う
こ
と
に
も
注
意
が
向
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

フ
ル

シ
チ
ョ
フ
は
丸
山
が
憲
法

問
題
研

究
会
で
口
頭
発
表
す
る
一
か
月
前

に
失
脚

し
、
「
憲
法
第
九
条

を
め
ぐ

る
若
干

の
考
察
」

が

『
世
界
』

に
発
表

さ
れ
た
時

に
は
、
す
で

に
ブ
レ
ジ
ネ
フ
体
制
が
発
足
し
て
い
た
。
プ
ラ
（

の

春

は
そ
の
三
年
後
の
一
九
六
八
年

の
こ

と
で
あ
る
。
本
来
な
ら
同
年
八
月
に

ソ
連
軍
が
チ
ェ
コ
ス
ロ
バ
キ
ア
に
軍
事
介
入
し
た
と
き
に
、
理
想
派
は
ソ
連

に
完
全
軍
縮
の
履
行
を
要
求
す

る
べ
き
で

あ
っ
た
。
そ
う
し
な
か
っ
た
の
は
、

東
側
が
そ
ん
な
こ
と
に
耳
を
貸
す

は
ず

が
な
い
と
、
理
想
派
自
身
が
よ
く
知

つ
て

い
た

か
ら
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
う
な

る
と
理
想
派
自
身
が
、
平
和
Ａ

か
ら
平
和
Ｂ
へ
の
連
続
的
な
移
り

ゆ
き
を
、
本
当

に
は
信
じ
て
い
な
か

っ
た
、
と
い
う
疑
い
が
出
て
く
る
。
心

の
平
安

（
平
和
Ａ
）
を
あ
く
ま
で
広
め
る
よ
う
な
フ
リ
を
し
て
、
実
は
そ
う

す

る
こ
と
で
国
際
関
係
上
の
平
和

（
平
和
Ｂ

）
が
も
た
ら
さ
れ
る
な
ど
と
は

考
え
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
で
も
理
想
派
を
装
う
理
由
は
、
そ

う
す
る
こ
と
が
、
別
な
方
向
か
ら
彼
ら
の
目
的
へ
至

る
最
短
の
道
で
あ
る
、

と

い
う
透
徹
し
た
リ
ア
リ
ズ

ム
が
あ

っ
た
か
ら
で

は
な
か
ろ
う
か
。

思
う

に
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
理

想
派
が
表
向
き
高
く
評
価

す

る
カ
ン
ト
の

『
永
久
平

和
論
』

の
平
和

へ
の
プ

ロ
セ
ス
は
、
平

和
を
愛
す

る
個
人
の
集
団
が
一
つ
の
平

和
国
家
を
形

成
し
、
異
な

っ
た
文
化
を
持
ち
な

が
ら
も
同
様
に
平
和
を
愛
す
る
諸
国
家
と
対

等
な
不
可
侵
条
約
を
結
ぶ
こ
と

で
、
加
盟
国
が
平
等
の
権
利
を
有
す
る
国
際
連
盟
体
制
が
創
ら
れ
る
、
そ
し

て

そ
う
な

っ
た
以
上
は
、
も
は
や
軍
事
力
は
不
必
要
と
な
る

か
ら
、
結
果
と

し
て
永
久
平
和
が
実
現
す
る
、
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
重
要

な
の
は
、

連
盟
加
盟
国
が
全
て
等
し
く
邪
念
な
し
の
平
和
愛
好
国
で
あ
る
、
と
い
う
点

で

あ
る
。

そ
う
で
な

か
っ
た
場
合
に
結
果
が
悲
惨
と
な
る
の
は
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。

邪
悪
な
国
家
だ
け
が
秘
密
裏
に
軍
事
力
を
保
有
し
、
善
意
の
国
々
が
完
全
非

武
装

に
踏
み
切

っ
た
と
た
ん
に
、
加
盟
国

全
て
を
自
分
の
勢
力
下

に
入
れ
る

こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で

あ
る
。
六
八
年
八
月
の
チ

ェ
コ
ス
ロ

バ
キ
ア
の

場
合
は
、
そ
れ
で
も
チ
ェ
コ
軍
は
果

敢
に
抵
抗
し
た

か
ら
、
ソ
連
軍

は
ま
っ
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た
く
の
無
傷
で
プ
ラ
ハ
に
入
城
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の

崩

さ
れ
た

カ
ン

ト
・

モ
デ

ル
の
場
合

は
、

流
血
な
ど
ま

っ
た
く
無
し
で
、
世

界

全
体
を
手
に
入
れ

る
こ
と
が
で
き

る
の
で

あ
る
。
実
は
透
徹
し
た
リ
ア
リ

ス
ト
で
あ

る
理
想
派

は
、

そ
れ
こ
そ
が
平
和
Ｂ
で

あ
る
と
称
し
て
、
実
現
を

目

指
し
て

い
た
の
で

は
な
か
ろ
う

か
。

と
は

い
え
、
幸

い
な
こ

と
に
、

理
想
派

が
発

言
し
よ
う
が
し
ま

い
が
、
行

動

し
よ
う
が
し

ま
い
が

、
実
際

の
影
響

は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
、
と
私
は
思

う
。
と

い
う
の
も

、
理

想
派

の
言

論
が

社
会
一
般
に
与
え
た
影
響

は
極
め
て

限
定
的
で
、
彼
ら

が
支
持
す

る
政

党
は
戦

後
一
度
も
選
挙
で
勝
利
し
た
こ
と

が
な

か
っ
た
た
め
、
国

の
政
策

に
寄
与
す

る
こ
と
も
な

か
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
後

、
日
本
が
戦
争

に
巻
き

込
ま
れ
る
こ
と
が
な
か

っ
た

の
は
、
べ

つ
に
戦

後
民
主
主
義
や

日
本
国

憲
法

に
よ
る
わ
け
で
は
な
い
、
ま

し
て
や
平
和
思

想
の
理
想
派

の
活
躍

に
よ
る
わ
け
で
も
な

い
。
祈
祷
師
が
雨

乞

い
の

祈
り
を
捧
げ
た
後
に
雨

が
降
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
祈
祷
師
の
祈

り

の
お
陰
で
あ
る
と
考
え

る
の
は
、

バ
カ
げ
て

い
る
。
平
和
へ
の
祈
り
が
平

和

を
実

現
さ
せ
る
、
と
考
え
る
の
も
同

じ
こ
と
で
あ
る
。
日
本
が
第
二
次
世

界

大
戦

後
に
平

和
を
維
持
で
き
た
の
は
、
単
に
、
自
衛

隊
と
在
日
米
軍
が
国

土
を
守

っ
て
い
た

か
ら

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

（
ひ
ら
や
ま
・
よ
う
、
倫
理
学
・
近
代
日
本
思

想
史
。

静
岡
県

立
大
学
国
際
関
係
学
部
助
教
）
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