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戦
争
責
任
と
は
何
か

 
ま
ず
、
「
戦
争
責
任
」
と
言
う
場
合
の
「
戦
争
」
と
は
、
具
体
的
に
ど
の

戦
争
を
指
す
の
か
と
い
う
問
題
か
ら
検
討
し
て
お
き
た
い
。
通
常
で
は
ア

ジ
ア
太
平
洋
戦
争
(
一
九
三
一
年
～
一
九
四
五
年
)
を
指
す
よ
う
だ
が
、
私
は

明
治
国
家
の
成
立
以
降
に
お
け
る
一
連
の
日
本
の
対
外
侵
略
戦
争
、
お
よ

び
そ
れ
に
連
動
す
る
植
民
地
支
配
の
全
体
を
指
し
て
使
う
べ
き
だ
と
考
え

て
い
る
。
具
体
的
に
は
台
湾
出
兵
や
日
清
・
日
露
戦
争
ま
で
遡
っ
て
捉
え

る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

 
私
は
ま
た
、
明
治
期
以
降
に
お
け
る
日
本
近
代
化
過
程
の
全
体
を
根
本

的
に
見
直
す
べ
き
質
と
内
容
と
を
も
っ
た
歴
史
の
責
務
と
し
て
、
「
戦
争

責
任
」
の
用
語
を
使
う
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
責

任
か
と
言
え
ば
、
基
本
的
に
は
侵
略
戦
争
や
植
民
地
支
配
に
よ
る
被
侵
略

諸
国
や
被
植
民
地
地
域
の
人
々
に
甚
大
な
被
害
や
苦
痛
を
与
え
た
事
実
へ

の
責
任
で
あ
る
。
そ
れ
は
謝
罪
や
補
償
を
通
し
て
被
侵
略
諸
国
民
と
の
和

解
を
求
め
、
侵
略
の
歴
史
に
よ
っ
て
共
有
可
能
な
歴
史
認
識
を
一
方
的
に

破
壊
し
た
日
本
側
の
責
任
を
自
己
批
判
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

 
確
か
に
戦
争
責
任
の
主
体
は
、
侵
略
戦
争
を
遂
行
し
た
戦
前
期
天
皇
制

と
天
皇
制
求
絡
¥
を
形
成
し
た
軍
部
・
官
僚
・
政
治
家
・
天
皇
側
近
グ
ル
ー

プ
、
そ
し
て
こ
れ
を
外
部
か
ら
支
え
た
右
翼
団
体
・
潤
雷
ｳ
団
体
・
学
界
・

労
働
組
合
な
ど
の
組
織
お
よ
び
戦
争
を
消
極
的
積
極
的
に
支
持
し
た
個
人

と
い
う
こ
と
に
な
る
。

 
そ
の
場
合
、
責
任
の
重
さ
と
い
う
点
で
は
差
異
が
存
在
す
る
の
は
当
然

で
あ
る
。
天
皇
制
を
内
側
で
支
え
た
権
力
エ
リ
ー
ト
と
、
天
皇
制
に
よ
っ

て
管
理
・
統
制
・
動
員
の
対
象
と
さ
れ
、
自
ら
の
政
治
的
諸
権
利
を
著
し

く
制
限
さ
れ
て
い
た
一
般
民
衆
の
責
任
と
を
同
次
元
に
据
え
る
事
は
合
理
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的
で
は
な
く
、
ま
た
歴
史
の
現
実
に
も
合
致
し
な
い
。
そ
こ
で
は
、
当
然

に
権
力
の
核
か
ら
の
遠
近
に
よ
っ
て
、
果
た
す
べ
き
責
任
の
質
も
大
き
さ

も
規
定
さ
れ
て
こ
よ
う
。

戦
後
世
代
に
戦
争
責
任
は
あ
る
の
か

 
さ
て
、
そ
れ
で
は
そ
う
し
た
時
代
に
生
命
を
受
け
な
か
っ
た
戦
後
世
代

に
属
す
る
人
々
に
と
っ
て
戦
争
責
任
は
存
在
す
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ

る
。
私
は
十
分
に
存
在
す
る
と
考
え
る
が
、
そ
れ
に
は
明
確
な
説
明
と
前

提
が
必
要
で
あ
る
。

 
戦
争
責
任
と
い
う
場
合
、
大
雑
把
に
分
類
し
て
、
政
治
的
・
社
会
的
・

歴
史
的
・
道
義
的
責
任
な
ど
に
分
別
で
き
よ
う
。
結
論
を
先
に
言
え
ば
、

戦
後
世
代
に
属
す
る
者
は
戦
前
期
に
は
存
在
し
な
か
っ
た
訳
で
、
そ
の
点

だ
け
か
ら
す
れ
ぽ
政
治
的
、
社
会
的
責
任
は
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
。

 
し
か
し
、
歴
史
的
な
意
味
に
お
け
る
責
任
か
ら
は
免
れ
な
い
と
考
え

る
。
だ
が
、
家
永
三
郎
が
主
張
す
る
、
世
代
を
越
え
た
”
日
本
国
民
”
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
)

「
連
帯
責
任
」
と
し
て
で
は
決
し
て
な
い
。

 
戦
争
責
任
と
は
、
自
ら
を
歴
史
を
創
造
す
る
主
体
で
あ
る
と
位
置
づ
け

る
認
識
に
立
ち
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
に
帰
結
す
る
明
治
近
代
国
家
成
立

以
降
に
お
け
る
日
本
帝
国
主
義
の
一
連
の
侵
略
戦
争
、
お
よ
び
植
民
地
支

配
を
批
判
的
に
総
括
す
る
な
か
か
ら
自
覚
的
主
体
的
に
形
成
さ
れ
た
歴
史

認
識
そ
の
も
の
を
指
す
の
で
あ
る
。
高
橋
彦
博
は
そ
れ
を
「
自
覚
的
主
体

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
)

的
戦
争
責
任
論
」
で
提
起
し
よ
う
と
し
た
。

 
し
た
が
っ
て
、
戦
争
責
任
と
は
ど
の
よ
う
な
世
代
に
属
そ
う
と
も
、
自

ら
を
歴
史
創
造
の
主
体
と
す
る
認
識
を
持
ち
、
公
民
と
し
て
の
自
覚
が
深

化
す
る
に
伴
い
必
然
的
に
育
ま
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
”
日
本
国
民
”
ゆ

え
に
宿
命
づ
け
ら
れ
か
つ
無
条
件
に
相
続
す
べ
き
責
任
の
こ
と
で
は
な

い
。
そ
れ
は
決
し
て
他
律
的
な
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
合
理
的
な
理

由
や
説
明
な
く
無
理
矢
理
に
背
負
い
込
む
こ
と
は
、
却
っ
て
戦
争
責
任
の

本
質
論
か
ら
遠
の
く
立
場
に
自
ら
を
置
く
こ
と
に
な
ろ
う
。

 
戦
争
責
任
の
内
容
は
、
ま
た
道
義
的
レ
ベ
ル
に
お
い
て
も
問
わ
れ
よ

う
。
つ
ま
り
、
日
本
国
家
が
犯
し
た
一
連
の
侵
略
戦
争
や
植
民
地
支
配
の

過
程
で
他
民
族
に
与
え
た
甚
大
な
人
的
か
つ
物
的
な
損
害
や
耐
え
難
い
屈

辱
や
苦
痛
な
ど
、
言
わ
ば
過
去
に
お
け
る
国
家
犯
罪
と
も
言
う
べ
き
歴
史

の
事
実
を
、
日
本
国
家
の
一
員
と
し
て
の
戦
後
世
代
が
ど
う
認
識
す
る
か

と
い
う
問
題
で
あ
る
。

 
過
去
に
お
け
る
負
の
歴
史
事
実
が
存
在
す
る
以
上
、
こ
れ
を
清
算
す
る

た
め
に
こ
そ
、
具
体
的
な
謝
罪
と
補
償
を
通
し
て
克
服
し
よ
う
と
す
る
道

義
的
責
任
が
課
せ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
に
客
観

的
な
意
味
で
の
道
義
的
責
任
が
存
在
し
よ
う
と
も
、
戦
争
責
任
を
自
覚
的

主
体
的
に
認
識
す
る
こ
と
が
前
提
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
道

義
的
責
任
こ
そ
、
自
発
的
内
発
的
な
次
元
の
課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。

 
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
道
義
的
責
任
を
認
識
し
、
知
覚
可
能
な
教

育
・
社
会
環
境
を
整
え
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
健
全
で
成
熟
し
た
民
主
主

義
社
会
と
見
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

政
治
的
責
任
と
し
て
の
戦
争
責
任

次
に
、
戦
後
世
代
に
も
実
は
政
治
的
責
任
と
し
て
の
戦
争
責
任
が
発
生



71時効なき罪責を担う

す
る
こ
と
に
触
れ
て
み
た
い
。
そ
れ
は
、
国
家
と
い
う
名
の
政
治
共
同
体

が
ど
の
よ
う
な
役
割
期
待
を
持
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
と
い
う
こ
と
と
関

連
す
る
。
つ
ま
り
、
近
代
国
家
は
、
そ
の
最
低
限
の
役
割
期
待
と
し
て
諸

個
人
の
権
利
1
1
人
権
を
擁
護
す
る
た
め
に
、
そ
れ
以
前
の
国
家
形
態
を
清

算
し
、
民
衆
か
ら
認
知
さ
れ
支
持
さ
れ
た
共
通
権
力
(
O
O
ヨ
P
コ
P
O
コ
℃
O
≦
〟
浴
u
)

と
磨
?
O
O
∋
ヨ
O
コ
一
じ
O
竃
)
を
必
要
条
件
と
し
て
国
家
(
O
。
∋
∋
8
≦
〟
絡
相
ｿ
)
を

成
立
さ
せ
た
。

 
そ
れ
ゆ
え
、
人
権
を
擁
護
・
確
立
す
る
た
め
に
生
み
出
さ
れ
た
国
家

が
、
他
民
族
に
不
当
な
危
害
を
加
え
た
事
実
を
率
直
に
認
め
ず
、
危
害
の

正
当
性
を
主
張
す
る
過
ち
を
犯
し
続
け
る
こ
と
を
容
認
す
る
と
な
れ
ば
、

そ
れ
は
明
ら
か
に
共
通
権
力
と
磨
翌
ﾌ
主
催
者
で
あ
る
民
衆
自
身
の
政
治
的

責
任
と
な
る
。

 
確
か
に
民
衆
は
暫
定
的
形
式
的
に
国
家
に
権
力
を
委
ね
て
い
る
が
、
国

家
の
行
為
に
は
相
応
の
責
任
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、

過
去
の
国
家
犯
罪
を
率
直
に
認
め
、
謝
罪
と
補
償
の
行
為
を
拒
否
し
続
け

る
国
家
を
容
認
す
る
こ
と
は
、
自
ら
の
政
治
的
責
任
を
放
棄
す
る
に
等
し

い
と
言
え
よ
う
。

 
民
衆
自
ら
の
権
力
が
国
家
に
よ
り
不
当
に
行
使
さ
れ
て
い
る
な
ら
ぽ
、

権
力
の
内
容
を
差
し
替
え
る
権
利
が
民
衆
の
手
に
握
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
権
利
は
抵
抗
権
・
革
命
権
と
い
う
言
葉
で
要
約
さ
れ
た
が
、
現

行
憲
磨
翌
ﾌ
な
か
で
は
「
国
民
主
権
(
H
人
民
主
権
)
」
と
称
さ
れ
る
も
の

に
、
そ
の
思
想
が
確
実
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

 
戦
争
責
任
の
問
題
は
、
こ
の
よ
う
に
、
実
に
権
力
の
主
催
老
が
自
ら
の

内
に
存
在
す
る
と
い
う
、
至
極
当
然
の
権
力
観
念
を
根
底
に
据
え
た
歴
史

認
識
が
繰
り
返
し
要
請
さ
れ
る
と
い
う
性
質
を
持
っ
た
問
題
で
あ
る
。
そ

こ
か
ら
戦
争
責
任
問
題
と
は
、
権
力
の
主
催
者
と
し
て
全
て
の
世
代
に
関

わ
る
課
題
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

 
そ
う
し
た
認
識
に
立
つ
な
ら
ば
、
日
本
国
政
府
が
国
家
犯
罪
へ
の
謝
罪

と
補
償
に
踏
み
切
れ
な
い
で
い
る
こ
と
は
、
た
だ
単
に
国
家
や
政
府
の
問

題
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
国
民
一
人
一
人
の
政
治
的
責
任
の
問
題
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
た
と
え
戦
後
世
代
に
属
そ
う
と
も
、
近
代
国
家
の
原
理
的

な
枠
組
み
を
首
肯
し
、
そ
こ
に
自
ら
の
発
展
の
求
莱
?
�
≠
ﾟ
る
な
ら
ば
、

戦
争
責
任
と
い
う
政
治
的
責
任
を
果
た
す
こ
と
で
、
日
本
国
家
を
し
て
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
3
)

り
本
源
的
な
姿
に
戻
す
努
力
を
惜
し
ん
で
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

戦
争
責
任
の
国
際
性
と
無
時
効
性

 
さ
て
、
こ
れ
ま
で
は
日
本
国
家
・
民
族
に
所
属
す
る
一
員
と
し
て
の
責

務
と
い
う
捉
え
方
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
だ
が
、
同
時
に
戦
争
責
任
の

国
際
性
と
無
時
効
性
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な

い
。 

国
際
性
と
い
う
場
合
に
は
、
戦
争
責
任
と
は
国
際
的
な
視
野
と
関
心
が

求
め
ら
れ
る
課
題
で
あ
り
、
そ
う
し
た
課
題
設
定
に
立
ち
、
こ
の
問
題
が

個
別
日
本
国
家
だ
け
の
問
題
に
留
ま
ら
ず
、
平
和
の
実
現
の
た
め
の
不
可

欠
な
認
識
作
業
で
あ
る
と
の
捉
え
方
を
強
調
す
る
も
の
で
あ
る
。
戦
争
責

任
と
は
、
こ
の
場
合
日
本
と
い
う
特
定
の
国
家
・
民
族
の
一
員
で
あ
る
が

ゆ
え
に
課
題
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
、
何
よ
り
特
定
の
国
家

・
民
族
の
属
性
だ
け
に
規
定
さ
れ
な
い
、
よ
り
普
遍
的
な
視
点
か
ら
検
討

さ
れ
る
べ
き
課
題
と
し
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
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そ
れ
は
、
日
本
国
家
の
戦
争
責
任
や
戦
後
世
代
の
戦
争
責
任
を
相
対
化

し
、
軽
減
す
る
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な

国
家
・
民
族
に
所
属
し
よ
う
と
も
、
そ
こ
に
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

負
の
歴
史
事
実
が
あ
り
、
そ
れ
が
今
な
お
清
算
さ
れ
て
い
な
い
と
す
れ

ば
、
属
性
に
関
係
な
く
こ
れ
に
正
面
か
ら
取
り
組
む
こ
と
が
求
め
ら
れ
て

い
る
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
。

 
戦
後
世
代
の
人
々
が
、
基
本
的
に
国
家
と
い
う
個
別
的
に
細
分
化
さ
れ

た
制
度
的
枠
組
み
に
の
み
拘
り
、
そ
の
属
性
に
よ
っ
て
平
和
実
現
の
た
め

に
克
服
す
べ
き
戦
争
責
任
と
の
間
に
距
離
を
設
定
す
る
こ
と
は
、
本
来

あ
っ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
ろ
う
。

 
も
う
ひ
と
つ
の
無
時
効
性
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
言
え
ば
、
戦
争
責
任

の
問
題
は
時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
自
然
に
解
消
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
は
具
体
的
な
謝
罪
や
補

償
が
な
さ
れ
た
だ
け
で
は
戦
争
責
任
を
果
た
し
た
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
同

時
に
、
言
わ
ば
反
戦
平
和
の
論
理
や
思
想
が
歴
史
認
識
の
な
か
に
定
着
す

る
ま
で
は
、
戦
争
責
任
に
時
効
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

 
現
代
社
会
で
頻
発
し
て
い
る
戦
争
や
戦
争
の
可
能
性
、
さ
ら
に
飢
餓
・

貧
困
・
抑
圧
・
差
別
と
い
う
「
暴
力
」
の
存
在
は
、
今
日
が
依
然
と
し
て

「
平
和
な
ら
ざ
る
状
態
」
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
か
ら

し
て
人
権
擁
護
の
確
立
を
阻
害
す
る
「
平
和
な
ら
ざ
る
状
態
」
か
ら
脱
却

す
る
た
め
に
も
、
時
効
な
き
戦
争
責
任
を
果
た
し
続
け
る
こ
と
が
、
戦
後

世
代
に
と
っ
て
も
歴
史
的
責
務
と
し
て
自
覚
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

 
こ
の
問
題
に
関
連
さ
せ
て
言
え
ば
、
日
本
基
督
教
団
が
行
っ
た
「
蕩
尽

告
白
」
と
は
、
ま
さ
に
時
効
な
き
戦
争
責
任
と
い
う
歴
史
認
識
か
ら
発
せ

ら
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
侵
略
戦
争
に
加
担
し
た
歴
史
事
実
を
率

直
に
「
告
白
」
し
、
そ
こ
で
派
生
し
た
罪
責
を
清
算
す
る
た
め
に
「
蹟

い
」
続
け
る
こ
と
の
誓
い
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

 
こ
こ
に
は
戦
争
責
任
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
抽
象
性
を
色
濃
く
帯
び
た

認
識
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
人
の
多
く
が
呼
称
す
る
よ
う
に
「
罪
責
問
題
」

(
ω
窪
巳
象
δ
o
q
〟
?
と
い
う
観
念
が
、
個
人
の
克
服
す
べ
き
課
題
と
し
て
強
く

意
識
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
理
由
か
ら
、
「
戦
責

告
白
」
は
、
戦
後
世
代
が
時
刻
な
き
戦
争
責
任
を
個
人
の
問
題
と
し
て
も

受
け
と
め
て
い
く
う
え
で
、
貴
重
な
課
題
を
提
示
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

戦
後
世
代
の
戦
後
責
任

 
戦
後
世
代
の
戦
争
責
任
と
い
う
場
合
に
は
、
同
時
的
に
戦
後
責
任
と
い

う
問
題
と
絡
め
て
論
じ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
で
あ
る
ラ
ル
フ
・
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
は
『
第
二
の
罪
ー
ド
イ
ツ
人
で
あ

る
こ
と
の
重
荷
』
(
一
九
八
二
年
刊
)
の
な
か
で
、
ヒ
ト
ラ
ー
の
時
代
に
ド

イ
ツ
人
の
犯
し
た
戦
争
犯
罪
を
「
第
一
の
罪
」
と
称
し
、
第
二
次
世
界
大

戦
後
に
「
第
一
の
罪
」
を
ド
イ
ツ
人
が
意
識
的
無
意
識
的
に
せ
よ
、
黙
認

・
隠
蔽
・
歪
曲
、
そ
し
て
、
否
定
し
よ
う
と
し
た
行
為
を
「
第
二
の
罪
」

と
断
じ
て
、
ド
イ
ツ
人
の
戦
後
責
任
を
厳
し
く
論
じ
た
。

 
ジ
ョ
ル
ダ
ー
ノ
の
「
第
二
の
罪
」
論
を
借
用
す
れ
ば
、
戦
後
世
代
は
確

か
に
「
第
一
の
罪
」
を
有
し
な
い
。
「
第
一
の
罪
」
と
は
戦
争
犯
罪
に
加
担

し
た
こ
と
か
ら
派
生
す
る
戦
争
責
任
の
こ
と
で
あ
り
、
「
第
一
の
罪
」
を

自
発
的
主
体
的
に
認
識
す
る
作
業
を
怠
り
、
「
第
一
の
罪
」
を
自
己
責
任

と
し
て
克
服
し
よ
う
と
し
な
い
行
為
自
体
を
「
第
二
の
罪
」
と
把
握
で
き
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よ
う
。

 
つ
ま
り
、
戦
争
責
任
を
引
き
継
ぎ
克
服
す
る
行
為
を
通
じ
て
、
あ
る
べ

き
歴
史
認
識
を
獲
得
す
る
行
為
こ
そ
が
、
戦
後
責
任
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し

い
。
戦
後
世
代
に
は
、
こ
の
「
第
二
の
罪
」
を
犯
し
て
は
な
ら
な
い
責
務

が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
日
本
と
比
較
し
て
は
る
か
に
徹
底
し
た
「
過
去

の
克
服
」
へ
の
努
力
を
重
ね
て
い
る
ド
イ
ツ
に
お
い
て
さ
え
も
、
「
第
二

の
罪
」
論
が
議
論
さ
れ
て
い
る
現
実
の
な
か
で
、
日
本
の
場
合
に
は
戦
争

責
任
が
極
め
て
粗
末
な
歴
史
認
識
に
よ
っ
て
曖
昧
に
さ
れ
、
ま
し
て
や
戦

後
責
任
の
問
題
は
、
過
剰
な
ま
で
の
被
害
者
論
が
先
行
す
る
こ
と
で
埋
没

し
た
状
況
に
あ
る
。

 
そ
こ
で
は
戦
後
世
代
が
克
服
す
べ
き
課
題
が
実
に
多
い
。
戦
後
日
本
社

会
や
日
本
人
の
政
治
的
歴
史
的
意
識
を
規
定
す
る
こ
と
に
な
っ
た
冷
戦
構

造
の
な
か
で
、
多
く
の
戦
後
世
代
は
普
遍
的
な
歴
史
認
識
を
獲
得
す
る
場

を
失
わ
れ
る
状
況
に
置
か
れ
続
け
た
こ
と
で
あ
る
。

 
冷
戦
構
造
は
、
米
ソ
の
角
逐
と
い
う
問
題
に
留
ま
ら
ず
、
日
本
が
侵
略

し
た
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
間
に
存
在
し
、
克
服
す
べ
き
歴
史
責
任
を
果
た
す

求
莱
?
�
ﾕ
断
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
問
題
は
戦
後
世
代
が
そ
の
こ
と
に
痛

覚
の
観
念
を
持
た
な
い
ま
ま
、
戦
後
日
本
社
会
の
「
民
主
化
」
を
追
求
し

て
き
た
こ
と
で
あ
る
。

 
そ
こ
か
ら
侵
略
事
実
の
忘
却
が
進
行
し
、
そ
れ
と
は
逆
に
被
侵
略
諸
国

の
人
々
は
、
ま
す
ま
す
対
日
不
信
感
を
募
ら
せ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
例

え
ば
、
パ
タ
ー
ン
死
の
行
進
、
南
京
事
件
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
虐
殺
事
件
な

ど
が
忘
却
さ
れ
、
広
島
・
長
崎
、
シ
ベ
リ
ア
抑
留
が
反
対
に
強
く
記
憶
さ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
4
)

れ
て
き
た
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

 
戦
後
世
代
は
忘
却
と
記
憶
を
都
合
よ
く
使
い
分
け
、
歴
史
を
任
意
に
再

形
成
す
る
こ
と
で
「
第
二
の
罪
」
を
犯
し
続
け
て
き
た
と
指
摘
す
る
の

は
、
酷
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。

 
こ
こ
で
結
論
を
言
う
な
ら
ぽ
、
教
科
書
検
定
や
「
不
戦
決
議
反
対
」
を

叫
ぶ
こ
と
で
過
去
の
歴
史
事
実
を
隠
蔽
し
よ
う
と
す
る
国
家
と
、
過
去
を

忘
却
し
よ
う
と
す
る
国
民
の
存
在
を
「
告
発
」
す
る
こ
と
こ
そ
、
戦
後
世

代
が
戦
争
責
任
を
果
た
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

 
現
在
、
侵
略
戦
争
を
単
な
る
「
過
去
の
出
来
事
」
と
し
て
位
置
づ
け
、

「
現
在
を
規
定
す
る
過
去
」
と
い
う
歴
史
の
捉
え
方
を
拒
否
し
よ
う
と
す

る
危
険
な
歴
史
の
捉
え
方
が
顕
著
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
不
可
欠
な
認

識
は
、
「
過
去
」
を
克
服
す
る
こ
と
な
く
し
て
私
た
ち
が
望
む
「
現
在
」
は

獲
得
で
き
な
い
と
い
う
視
点
の
確
立
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
こ
そ
が
戦
後
世
代

の
責
務
だ
と
す
れ
ば
、
「
現
在
」
を
獲
得
す
べ
き
戦
後
世
代
に
、
戦
争
責
任

・
戦
後
責
任
を
果
た
す
責
務
が
強
く
存
在
す
る
こ
と
は
明
白
な
の
で
あ

る
。

(
1
)
 
家
永
三
郎
『
戦
争
責
任
』
(
岩
波
書
店
、
 
九
八
五
年
)
参
照
。

(
2
)
 
高
橋
彦
博
『
民
衆
の
側
の
戦
争
責
任
』
(
青
木
書
店
、
一
九
八
九
年
)
参

 
照
。

(
3
)
 
こ
の
点
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
拙
稿
「
日
本
の
戦
争
犯
罪
と
戦
争
責
任
・

戦
後
補
償
」
(
『
日
本
の
科
学
者
』
「
九
九
四
年
八
月
号
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

(
4
)
 
拙
稿
「
侵
略
戦
争
美
化
決
議
案
の
背
景
に
あ
る
も
の
」
(
『
歴
史
評
論
』
一

九
九
五
年
六
月
号
)
を
参
照
さ
れ
た
い
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
こ
う
け
つ
・
あ
つ
し
 
山
口
大
学
教
養
部
教
授
)


