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六
、「
国
民
的
」
だ
と
い
う
隠
喩

　

日
本
が
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
へ
と
突
入
す
る

頃
、
中
堅
官
吏
の
行
っ
た
『
転
向
に
関
す
る
動
機

と
罪
態
と
の
関
係
調
』
に
は
興
味
深
い
こ
と
が
記

さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
思
想
犯

4

4

4

全
体
の

約
32
％
が
（
仮
装
も
含
め
て
）
国
民
的
自
覚

4

4

4

4

4

を
理

由
に
翼
賛
運
動
へ
と
吸
収
さ
れ
、
こ
れ
と
は
対
照

的
に
信
仰
上

4

4

4

の
理
由
で
転
向
し
た
者
は
全
体
の
僅

か
２
％
強
だ
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
調
査

結
果
に
つ
い
て
鶴
見
俊
輔
は
、「
一
度
社
会
科
学

の
形
に
お
け
る
急
進
主
義
か
ら
は
な
れ
る
と
、
フ

ァ
シ
ズ
ム
に
た
い
し
て
何
の
防
波
堤
も
な
い
と
い

う
日
本
の
思
想
状
況
と
符
合
し
て
い
る
」
と
述
べ

て
い
る
。（『
転
向
の
共
同
研
究
に
つ
い
て
』『
転
向
』

所
収
、
平
凡
社
・
１
９
６
１
）
確
か
に
、
一
度
事4

あ
ら
ば
、「
国
民
」
と
い
う
コ
ト
バ
に
心
底

共
感
す
る
信
仰
な
き

4

4

4

4

集
団
行
為
が
、
日
本
に
特
徴

的
な
文
化
形
態
だ
と
い
う
点
で
、
こ
の
指
摘
に
異

論
は
な
い
。
佐
野
学
や
鍋
山
貞
親
等
、
い
わ
ゆ
る

指
導
者
の
獄
中
声
明

4

4

4

4

4

4

4

4

か
ら
始
ま
る
運
動
組
織
ま
る

ご
と
の
状
況
追
随
に
、
そ
れ
は
顕
著
に
現
れ
て
い

る
。
し
か
し
、
組
織
自
体
の
状
況
追
随
が
、
組
織

継
続
の
必
要
条
件
で
あ
る
点
は
、
今
も
昔
も
変
わ

ら
な
い
。
問
題
は
、「
国
民
的
自
覚
」
に
、
そ
も

そ
も
声
明
文
な
ど
必
要
と
は
さ
れ
な
い
戦
後
に
在

っ
て
、わ
た
し
た
ち
は
こ
う
し
た
「
動
機
と
罪
態
」

を
如
何
に
把
握
す
れ
ば
よ
い
の
か
で
あ
る
。実
は
、

こ
れ
を
可
能
に
し
た
の
は
、
森
永
事
件
の
被
害
者

団
体
が
発
行
す
る
機
関
紙
『
ひ
か
り
』
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ま
で
、
思
想
史
研
究
者
が
ト
レ
ー
ス
困
難
だ

と
し
て
き
た
、
戦
後
の
「
状
況
」
認
識
4

4

を
可
能
に

し
た
と
い
う
点
で
、
記
述
の
内
容
は
と
も
か
く
、

こ
の
機
関
紙
は
一
史
料
と
し
て
紐
解
く
に
値
す
る

の
で
あ
る
。

　

２
０
０
６
年
11
月
、
守
る
会
は
、
会
員
（
森
永

事
件
の
被
害
者
）
向
け
に
発
行
す
る
該
紙
上
で

『「
国
民
的
合
意
」
と
は
何
か
』（
史
料
一
）
と
問

い
掛
け
、
冒
頭
に
於
い
て
、「
以
前
か
ら
守
る
会

内
部
4

4

で
使
用
さ
れ
て
い
る
「
国
民
的
合
意
」
の
内

容
を
正
し
く
理
解
す
る

4

4

4

4

4

4

4

こ
と
は
、
今
後
の
守
る
会

運
動
と
救
済
事
業
を
考
え
る
上
で
極
め
て
重
要
」

（
傍
点
は
筆
者
）
だ
と
謳
い
、
こ
の
要
請
が
「「
国

民
的
合
意
」
と
は
何
な
の
か
分
か
り
に
く
い
」
と

い
う
意
見
に
触
発
さ
れ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
前
節
で
論
じ
た
『
三
十
歳
代
を
迎
え

て
』
を
引
き
な
が
ら
、「
一
部
の
会
員
か
ら
「
国

民
的
合
意
」
と
い
う
の
は
、
被
害
者
へ
の
給
付
額

4

4

4

4

4

4

4

4

を
抑
え
よ
う
と
す
る
た
め

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

に
出
し
て
き
た
言
葉
で

戸 

倉 

恒 

信

粉
乳
中
毒
事
件
史
の
現
在
（
下
）

─
─
森
永
問
題
と
は
何
か
─
─
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史料一：学習討議『「国民的合意」とは何か』

は
な
い
の
か
と
い
う
疑
念
も
出
さ
れ
た
が
、
会
員

は
意
図
を
正
し
く
理
解

4

4

4

4

4

4

4

4

し
、
や
が
て
協
会
と
守
る

会
・「
被
害
者
の
会
」
は
生
活
保
障
水
準
に
合
意

し
て
い
っ
た
」（
傍
点
は
筆
者
）と
解
説
し
て
い
る
。

と
す
れ
ば
、
嘗
て
「
正
し
く
理
解
」
さ
れ
た
は
ず

の
「
意
図
」
が
、再
び
「
何
な
の
か
分
か
り
に
く
」

く
な
っ
て
い
る
現
状
4

4

を
鑑
み
て
、「
学
習
討
議
を

呼
び
か
け
」
た
と
い
う
事
に
な
ろ
う
。
機
関
紙
が

続
け
て
『
三
十
歳
代
を
迎
え
て
』
の
内
容
が
検
討

さ
れ
た
頃
、「
守
る
会
内
部
、
被
害
者
同
士
の
団

結
も
重
視
し
て
国
民
的
合
意
と
い
う
言
葉
が
使
わ

れ
た
事
実
」
を
告
白
し
て
い
る
所
以
で
あ
る
。
つ

ま
り
「
国
民
的
合
意
」
は
、
主
た
る
目
的
─
─
組

織
内
部
と
成
員
同
士
の
団
結
─
─
の
た
め
に
召
喚

さ
れ
た
の
だ
。
だ
か
ら
、
わ
た
し
た
ち
は
、
守
る

会
が
『
中
島
論
文
』
に
対
し
て
抗
議
文
書
を
発
信

し
て
い
る
同
年
秋
に
、「
正
し
く
理
解
す
」
べ
き

コ
ト
バ

4

4

4

と
し
て
「
国
民
的
合
意
」
が
再
び
召
喚
さ

れ
た
こ
の
状
況
を
捉
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　

さ
て
、『「
国
民
的
合
意
」
と
は
何
か
』
に
は
、『
高

い
倫
理
性
に
基
づ
く
「
自
主
的
規
制
」
の
必
要
性
』

と
い
う
章
節
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
、
戦
前

の
精
動
化
を
髣
髴
さ
せ
る
「
語
呂
合
わ
せ
」
に
は
、

『
三
十
歳
代
を
迎
え
て
』
の
思
考
法
を
援
用
し
て
、

四
十
歳
代
に
「
自
主
的
な
規
制
」
を
す
る
こ
と
が
、

「
国
民
的
合
意
」
に
繋
が
っ
て
ゆ
く
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。
こ
こ
に
い
う
「
自
主
的
な
規
制
」
と

は
、
要
約
す
れ
ば
「
障
害
の
有
無
に
係
わ
ら
ず
自

分
の
条
件
を
最
大
限
生
か
し
て
働
く
こ
と
、
そ
れ

に
よ
っ
て
得
た
賃
金
や
報
酬
で
自
立
し
た
生
活
を

送
」
る
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
そ
し
て
、「
た
と

え
低
賃
金
で
あ
っ
て
も
自
活
す
る
こ
と
の
誇
り
と

喜
び
」
を
感
じ
、そ
れ
を
成
し
遂
げ
る
こ
と
が
「
国

民
的
合
意
」
に
繋
が
る
こ
と
を
「
正
し
く
理
解
す

る
」
た
め
に
、「
倫
理
性
」
と
い
う
コ
ト
バ
は
用

い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
低
賃
金
で
も
自
活

す
る
」
こ
と
が
、
何
故
に
「
国
民
的
合
意
」
へ
繋

が
る
の
か
は
、
依
然
と
し
て
「
何
な
の
か
分
か
り

に
く
」
い
ま
ま
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

障
害
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
働
く
こ
と
に
よ
っ

て
得
た
賃
金
や
報
酬
で
自
立
し
た
生
活
を
送
る
こ

と
を
、
わ
た
し
た
ち
「
国
民
」
が
被
害
者
に
望
ん

だ
事
実
は
な
い
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
理
由
は
明
白
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で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
被
害
者
団
体
が
論
じ
る
こ

の
「
語
呂
合
わ
せ
」
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
組
織
の

内
部
で
必
要
と
さ
れ
た
標
語
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。「
標
語
」
と
は
、
い
つ
の
時
代
に
於
い
て
も
、

読
み
手
に
思
考
停
止
を
促
す
一
作
用
で
あ
り
、
動

機
説
明
な
ど
必
要
で
は
な
い
コ
ト
バ
で
あ
る
の

だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
意
志
統
制
の
手
法
は
、

嘗
て
の
官
製
4

4

労
働
者
組
織
に
よ
る
産
業
報
国
運
動

が
「
国
民
の
全
体
一
致
」
を
期
し
て
、
労
資
協
調

4

4

4

4

を
軸
に
「
報
国
」
と
い
う
「
何
な
の
か
分
か
り
に

く
い
」
コ
ト
バ
を
掲
げ
て
い
た
状
況
か
ら
類
推
で

き
る
。
本
論
で
は
、「
産
業
」
と
「
報
国
」
が
相

互
依
存
す
る
原
理
を
論
じ
て
い
る
余
裕
は
な
い

が
、
こ
の
時
代
の
「
国
民
」
を
掲
げ
た
学
習
討
議

で
は
、『
教
育
ニ
関
ス
ル
勅
語
』
と
い
う
「
何
な

の
か
分
か
り
に
く
」
い
朦
朧
と
し
た
文
言
が
掲
げ

ら
れ
、「
国
民
倫
理
4

4

」
の
何
た
る
か
が
示
さ
れ
て

い
た
点
に
は
言
及
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
倫
理

が
国
民
の
形
成
と
い
う
「
時
代
の
要
請
」
に
依
存

す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
国
の
「
倫
理
」
が
歴

史
的
状
況
に
翻
弄
さ
れ
る
コ
ト
バ
で
あ
る
こ
と
を

意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
な
ら
ば
、
此
処
に
い
う

「
高
い
倫
理
性
」
と
い
う
コ
ト
バ
に
も
、
状
況
に

応
じ
た
意
味
4

4

が
与
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
時
間

が
経
て
ば
、「
国
民
的
合
意
」
が
「
何
な
の
か
わ

か
り
に
く
」
く
な
る
よ
う
に
、
掲
げ
ら
れ
た
「
高

い
倫
理
性
」
は
、
そ
の
コ
ト
バ
以
上
の
意
味
を
持

た
な
い
標
語
と
し
て
の
役
割
を
担
う
と
い
う
訳
で

あ
る
。

　

か
く
て
、
戦
前
と
戦
後
の
運
動
団
体
を
「
状
況

へ
の
追
随
」
か
ら
捉
え
て
み
る
と
、
共
に
ド
ッ
ケ

4

4

4

ー
ジ
の
不
在

4

4

4

4

4

を
組
織
存
続
の
綱
領
に
し
て
い
る
公

約
数
が
炙
り
だ
さ
れ
、「
正
し
く
理
解
す
」
べ
き

コ
ト
バ

4

4

4

の
提
出
が
、
そ
の
コ
ト
バ
の
「
正
し
い
」

意
味
の
画
定
作
業
を
凌
駕
す
る
、
と
い
う
原
理
が

取
り
出
せ
る
の
で
あ
る
。「
何
な
の
か
分
か
り
に

く
」
い
が
、と
に
か
く
掲
げ
れ
ば
「
国
民
的
合
意
」

が
得
ら
れ
る
の
な
ら
、そ
の「
合
意
」の
中
身
と
は
、

恣
意
4

4

を
意
味
し
な
く
て
は
謬
見
と
な
ろ
う
。
け
れ

ど
も
「
国
民
的
合
意
」
は
、
使
い
古
さ
れ
た
標
語

で
あ
り
な
が
ら
、「
全
体
一
致
」
に
共
感
4

4

す
る
御

仁
に
と
っ
て
は
、
優
れ
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
用

い
ら
れ
て
い
る
の
だ
。

七
、「
何
な
の
か
分
か
り
に
く
い
」
Ａ
Ｄ
Ｒ

　

嘗
て
、
森
永
事
件
の
被
害
者
弁
護
を
し
た
波
多

野
二
三
彦
は
、
２
０
０
０
年
に
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
に
よ
る

被
害
児
の
生
涯
救
済
』（『
判
例
タ
イ
ム
ズ
』
所
収
・

２
０
０
０
、
以
下
『
波
多
野
論
文
』）
を
著
し
て

い
る
。
そ
こ
に
は
、
73
年
の
三
者
合
意
を
「
厚
生
4

4

省
の
主
宰
す
る
和
解
斡
旋

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

手
続
き
」
だ
と
認
め
た

上
で
、
日
本
の
制
度
体
系
の
中
で
は
、「
森
永
砒

素
ミ
ル
ク
中
毒
の
子
ど
も
を
守
る
会
が
考
え
た
よ

う
な
、
被
害
児
の
恒
久
救
済
を
訴
訟
で
や
ろ
う

と
し
て
も
、「
貴
方
が
要
る
と
い
う
だ
け
の
金
銭

を
、
被
害
児
の
生
き
て
い
る
限
り
出
し
ま
す
」
と

い
う
よ
う
な
判
決
は
も
ら
え
」
ず
、
況
ん
や
「
訴

訟
に
参
加
し
て
い
な
い
、
全
国
の
全
て
の
砒
素
中

毒
被
害
者
に
効
果
の
及
ぶ
、
い
わ
ゆ
る
「
ク
ラ
ス

ア
ク
シ
ョ
ン
」
形
式
の
判
決
や
和
解
は
、
わ
が

国
で
は
逆
立
ち
し
て
も
出
来
」
な
い
と
記
さ
れ

て
い
る
。
筆
者
は
、
こ
の
現
状
認
識
に
異
を
唱

え
な
い
が
、
こ
れ
を
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
」（A

lternative 

D
ispute R

esolution

）
へ
と
言
い
換
え
る
こ
と

に
は
断
固
異
を
唱
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
お
上
に
よ

4

4

4

4

る4

和
解
斡
旋
手
続
き
だ
と
認
め
る
傍
ら
で
、
Ａ
Ｄ

Ｒ
と
調
停
と
の
関
係
を
論
じ
な
い

4

4

4

4

点
に
、
問
題
設

定
の
政
治
性
が
窺
え
る
か
ら
で
あ
る
。
調
停
制
度

と
い
う
法
制
史
上
の
ア
ポ
リ
ア
を
鑑
み
る
こ
と
な

く
、
そ
れ
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
横
文
字
に
言
い
換
え

ら
れ
る
感
覚
に
、
却
っ
て
問
題
の
根
深
さ
が
見
て

取
れ
る
。
と
な
る
と
、「
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
と
い
う
コ
ト

バ
に
「
裁
判
外
紛
争
解
決
手
続
」
と
い
う
和
訳
を

4

4

4

与
え
る
前

4

4

4

4

に
、
史
実
に
即
し
て
７
０
年
代
に
日
本
4

4

的
な
意
味

4

4

4

4

が
付
与
さ
れ
る
経
緯
を
辿
ら
な
く
て
は

な
ら
な
い
。『
波
多
野
論
文
』
を
論
じ
る
の
は
そ

れ
か
ら
で
あ
る
。
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１
９
９
６
年
、
和
田
康
弘
は
「
合
意
」
と
い
う

概
念
を
論
じ
た
書
物
の
中
で
、
70
年
代
の
ア
メ
リ

カ
で
起
き
た
調
停
ブ
ー
ム
を
、「
ア
ジ
ア
・
ア
フ

リ
カ
等
の
「
村
落
調
停
」
に
関
す
る
人
類
学
的
研

究
が
法
学
雑
誌
等
に
次
々
紹
介
さ
れ
」
た
結
果
、

該
地
で
裁
判
外
紛
争
解
決
法
へ
の
認
識
が
広
ま
っ

た
こ
と
を
報
告
し
て
い
る
（『
幻
想
と
し
て
の
イ

ン
フ
ォ
ー
マ
ル
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
』、
棚
瀬
孝
雄

『
紛
争
処
理
と
合
意
：
法
と
正
義
の
新
た
な
パ
ラ

ダ
イ
ム
を
求
め
て
』
所
収
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
）。
和

田
の
伝
播
論
が
有
意
義
な
の
は
、「
非
公
式
的
紛

争
処
理
と
い
う
ア
イ
デ
ア
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
の

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
の
が
ア
ジ
ア
・
ア
フ

リ
カ
等
の
「
村
落
調
停
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え

る
と
き
、
そ
の
ア
イ
デ
ア
の
源
へ
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
逆

流
が
な
ぜ
起
き
た
の
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
て

い
る
か
ら
で
あ
る
（
前
掲
書
）。
そ
し
て
こ
の
問

い
は
、
感
情
的
に
融
合
す
る
共
同
体
社
会

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

─
─
日

本
に
於
い
て
２
０
０
０
年
あ
た
り
か
ら
議
論
さ
れ

出
す
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
に
、
知
識
の
不
毛

4

4

4

4

4

が
認
め
ら
れ

る
部
分
に
於
い
て
思
考
可
能
な
の
で
あ
る
。

　

２
０
０
４
年
に
濱
野
亮
は
、『
日
本
型
紛
争
管

理
シ
ス
テ
ム
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
論
議
』と
題
す
る
論
稿
で
、

ま
ず
「
司
法
制
度
改
革
推
進
本
部
の
Ａ
Ｄ
Ｒ
検
討

会
」
で
の
「
議
論
を
議
事
録
に
追
う
と
、
委
員
を

と
り
ま
い
て
い
る
独
特
の
社
会
的
文
脈

4

4

4

4

4

4

4

4

を
感
じ
ざ

る
を
得
な
い
」
と
し
て
、「
討
論
の
進
み
方
全
体

が
眼
に
見
え
な
い
壁
の
よ
う
な
も
の
で
取
り
囲
ま

れ
、
検
討
が
あ
る
と
こ
ろ
以
上
に
深
ま
っ
て
い
か

な
い
」（
傍
点
は
筆
者
）
問
題
を
指
摘
し
て
い
る

（『
日
本
型
紛
争
管
理
シ
ス
テ
ム
と
Ａ
Ｄ
Ｒ
論
議
』、

不
磨
書
房
）。
た
だ
、
こ
の
問
題
の
構
成
要
因
は
、

コ
ト
バ
の
定
義
を
紐
解
け
ば
一
目
瞭
然
で
あ
っ

た
。
例
え
ば
、
法
学
向
け
の
教
科
書
『
Ａ
Ｄ
Ｒ
仲

裁
法
』
の
第
一
章
で
は
、『
Ａ
Ｄ
Ｒ
の
定
義
』
と

い
う
章
節
が
設
け
ら
れ
、冒
頭
で
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
法4

は
、

Ａ
Ｄ
Ｒ
を
「
訴
訟
手
続
き
に
よ
ら
ず
に
民
事
上
の

紛
争
の
解
決
を
し
よ
う
と
す
る
紛
争
の
当
事
者
の

た
め
、
公
正
な
第
三
者
が
関
与
し
て
そ
の
解
決
を

図
る
手
続
」
と
規
定
し
て
お
り
、
本
書
に
お
い
て

も
、
と
く
に
断
り
の
な
い
か
ぎ
り
、
こ
の
定
義
を

採
用
す
る
」（
傍
点
は
筆
者
）と
規
定
し
て
い
る（
日

本
評
論
社
・
２
０
０
８
）。
し
か
し
、
定
義
と
い

う
語
彙
は
、
包
含
さ
れ
る
概
念
の
確
定
を
行
う
こ

と
で
あ
り
、
定
義
自
体
を
そ
の
概
念
に
先
行
さ
せ

て
は
な
ら
な
い
論
理
法
則
が
あ
っ
た
は
ず
だ
が
、

Ａ
Ｄ
Ｒ
の
定
義
に
、
Ａ
Ｄ
Ｒ
「
法
の
定
義
」
を
持

ち
出
す
教
科
書
の
存
在
は
、そ
も
そ
も
Ａ
Ｄ
Ｒ
は
、

な
ぜ
「
調
停
」
で
は
だ
め
な
の
か
、
と
い
う
命
題

を
反
問
さ
せ
る
。
ど
う
や
ら
、
和
田
の
提
起
し
た

「
Ａ
Ｄ
Ｒ
逆
輸
入
説
」
は
一
学
説
で
あ
り
な
が
ら
、

そ
の
信
憑
性
は
こ
う
し
た
循
環
論
を
提
出
し
な
く

て
は
な
ら
な
い
日
本
独
特
の
文
脈
か
ら
実
証
さ
れ

て
い
る
よ
う
で
あ
る
。「
Ａ
Ｄ
Ｒ
」を
語
る
御
歴
々

は
、「
実
定
法
の
定
義
」
に
拠
る
こ
と
な
く
、
自

ら
の
意
思
で
使
用
す
る
コ
ト
バ
の
意
味
を
き
ち
ん

と
把
握
し
て
か
ら
問
題
を
論
じ
る
べ
き
で
は
な
い

の
か
。

　

か
く
し
て
、
波
多
野
が
「
村
落
調
停
」
へ
の
共4

感4

を
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
と
し
て
語
り

直
し
て
い
る
理
由
が
炙
り
出
さ
れ
る
。
問
題
は

「
全
体
が
眼
に
見
え
な
い
壁
の
よ
う
な
も
の
で
取

り
囲
ま
れ
」
て
い
る
『
確
認
書
』
の
意
味
を
、
意

図
的
に
日
本
調
停
制
度
史
の
文
脈
か
ら
切
り
離
し

て
、
脱
胎
換
骨
を
行
っ
た
そ
の
動
機
に
あ
る
。
こ

こ
に
は
、
調
停
制
度
の
抱
え
る
問
題
を
法
制
史
上

の
問
題
と
し
て
自
覚
4

4

し
た
上
で
、
新
た
な
概
念
4

4

を

提
示
す
る
態
度
と
は
全
く
異
な
る
「
手
続
き
」
が

存
在
し
て
い
る
。『
波
多
野
論
文
』
で
は
、
森
永

事
件
の
被
害
者
団
体
が
裁
判
外
紛
争
解
決
機
関

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を

選
択
し
た
73
年
を
、「「
夜
明
け
前
」
か
ら
「
黎
明

期
」
に
差
し
掛
か
る
時
期
」
だ
と
画
定
し
て
、
そ

こ
に
「
わ
が
国

4

4

4

Ａ
Ｄ
Ｒ
発
展
史
」（
傍
点
は
筆
者
）

と
い
う
フ
レ
ー
ム
を
与
え
、
森
永
事
件
の
和
解
交

渉
の
成
果
が
歴
史
の
「
冒
頭
に
ふ
さ
わ
し
い
金
字
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塔
だ
と
」
位
置
づ
け
て
い
る
が
、
そ
の
論
拠
と

は
、
森
永
の
過
去
に
支
払
っ
た
金
額
や
一
般
的
な

和
解
の
場
合
に
「
大
抵
、
打
ち
切
り
の
一
時
金
支

払
い
で
終
結
し
て
」
い
る
と
い
う
、
ア
ク
チ
ュ
ア

ル
な
規
準
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
近
年
、
公

害
薬
害
職
業
補
償
研
究
会
が
、「
補
償
の
在
り
方

を
相
互
に
比
較
す
る
」
研
究
を
行
っ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
は
「
相
互
比
較
を
可
能
に
す
る
枠
組
み
づ

く
り
を
す
る
こ
と
自
体
が
」
問
題
と
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
の
点
は
比
較
作
業
を

行
う
上
で
の
、
ご
く
当
た
り
前
の
問
題
提
起
に

過
ぎ
な
い
。
森
永
事
件
の
場
合
、
被
害
者
の
「
全

て
」
が
乳
幼
児
だ
と
い
う
構
成
条
件
一
つ
を
採
っ

て
も
、
マ
ス
・
ア
ク
シ
デ
ン
ト
と
の
比
較
作
業
自

体
に
制
限
が
加
え
ら
れ
て
当
然
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
言
及
す
る
法
律
家
は
、
調
停
制
度
史
の
文
脈
か

ら
離
れ
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
他
の
補
償
と
の
比
較

4

4

4

4

4

4

4

4

を
行
い
、
更
に
新
た
な
歴
史
フ
レ
ー
ム
を
構
築
し

て
い
る
の
で
あ
る
。（
公
害
薬
害
職
業
補
償
研
究

会
：http://w

w
w

.einap.org/jec/com
m

ittee/

hoshoken/index.htm

）
思
え
ば
既
述
の
「
ド
キ

ュ
メ
ン
タ
リ
ー
」
で
は
、
当
該
事
件
の
救
済
形
態

を
「
森
永
の
補
償
に
上
限
が
あ
り

4

4

4

4

4

、
行
政
サ
ー
ビ

ス
を
活
用
し
、
そ
の
上
で

4

4

4

4

ひ
か
り
協
会
が
金
銭
を

出
す
シ
ス
テ
ム
」
だ
と
紹
介
し
て
い
た
が
、「
Ａ

Ｄ
Ｒ
発
展
史
」
の
実
際
が
、
裁
判
外
紛
争
解
決
機

4

4

4

4

4

4

4

4

関4

の
選
択
に
よ
っ
て
、『
確
認
書
』
に
は
な
い
こ

と
を
「
再
確
認
」
さ
せ
て
ゆ
く
陋
習
を
受
け
継
い

で
い
る
点
に
は
、
自
覚
的
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

八
、
戦
後
問
題
と
し
て
の
調
停
制
度

　

地
主
と
小
作
人
、
ま
た
労
使
間
の
紛
争
等
々
を

全
面
的
に
解
決
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

目
的
で
調
停
法

4

4

4

が
生
み
出
さ

れ
る
の
は
、
知
ら
れ
る
と
お
り
、
大
正
デ
モ
ク
ラ

シ
ー
下
に
於
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、大
正
の「
デ

モ
ク
ラ
シ
ー
」
に
「
民
主
」
と
い
う
訳
語
が
充
て

ら
れ
ず
、そ
れ
が
片
仮
名
標
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、

大
正
期
が
そ
も
そ
も
主
権
在
民

4

4

4

4

と
は
異
な
る
、
普

選
法
と
治
安
維
持
法
を
同
時
に
駆
使
す
る
社
会
構

造
と
無
関
係
で
は
な
い
点
は
、
意
外
に
も
知
ら
れ

て
い
な
い
。
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
を
中
国
語
標
記

す
る
場
合
、
依
然
と
し
て
「
大
正
民
主
」
と
い
う

誤
訳
4

4

が
与
え
ら
れ
、「
大
正
似
非
民
主
」
と
表
記

し
な
い
の
は
、
日
本
の
識
者
が
隣
国
に
そ
う
い
う

歴
史
的
事
情
を
伝
え
て
い
な
い
怠
慢
の
現
れ
で
あ

ろ
う
。

　

と
は
い
え
、
70
年
代
に
は
法
律
家
の
間
で
は
、

労
働
争
議
調
停
4

4

法
は
成
立
し
て
も
労
働
組
合
4

4

法
は

廃
案
と
な
る
問
題
を
認
識
し
た
上
で
、「
調
停
」

な
る
機
制
が
、
日
本
的
対
応
を
求
め
て
捻
出
し
た

制
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
改
め
て
問
い
直
そ
う
、
と

い
う
機
運
が
生
じ
た
の
も
事
実
で
あ
る
。
あ
ま
り

意
識
さ
れ
て
い
な
い
が
、
戦
後
に
於
い
て
、
調
停

法
に
関
す
る
記
念
す
べ
き

4

4

4

4

4

著
作
物
が
大
量
生
産
さ

れ
た
の
は
こ
の
頃
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
そ
れ
は
１

９
７
１
年
が
借
地
借
家
調
停
法
の
施
行
と
共
に
始

ま
る
調
停
制
度
史
が
、
単
に
「
五
十
年
目
」
を
迎

え
た
か
ら
だ
っ
た
と
い
う
理
由
は
、
─
─
戦
前
か

ら
法
原
理
を
問
わ
な
い
文
脈
が
瀰
漫
し
て
い
る
と

い
う
意
味
で
─
─
特
筆
す
べ
き
で
あ
る
。
問
題
意

識
の
希
薄
な
、
泰
山
鳴
動
し
て
鼠
一
匹
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い
こ
の
状
況
は
、
他
方
で
波
多
野
が
73

年
を
「
わ
が
国
Ａ
Ｄ
Ｒ
発
展
史
」
の
「「
夜
明
け
前
」

か
ら
「
黎
明
期
」
に
差
し
掛
か
る
時
期
」
だ
と
認

識
し
た
こ
と
が
、
如
何
に
法
原
理
の
レ
ベ
ル
に
基

4

4

4

4

4

4

4

4

4

づ
い
て
い
な
い

4

4

4

4

4

4

問
題
認
識
で
あ
っ
た
の
か
を
照
射

し
て
い
る
。

　

た
だ
、
同
年
に
行
わ
れ
た
『
調
停
制
度
の
現
状

と
展
望
』
と
い
う
座
談
記
録
（『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』

掲
載
）
だ
け
は
、
辛
う
じ
て
的
を
得
た
議
論
が
展

開
し
て
い
た
点
で
、
他
の
不
毛
な
論
稿
よ
り
も
紐

解
く
価
値
は
あ
っ
た
。
当
該
座
談
会
が
、
一
見
す

る
と
マ
ト
モ
に
見
え
る
の
は
、
磯
野
誠
一
が
会
議

の
開
始
直
後
、先
に
4

4

「
調
停
」
概
念
に
つ
い
て
、「
醇

風
美
俗
の
名
の
下
に
権
利
主
張
を
押
え
る
面
が
強

い
こ
と
」に
言
及
し
て
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

氏
は
、「
お
の
ず
か
ら
情
誼
も
あ
り
道
徳
も
あ
る
」

の
だ
か
ら
、「
そ
れ
に
よ
っ
て
決
定
し
よ
う
と
い
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う
意
味
で
調
停
す
る
」
法
原
理
を
批
判
し
て
、
こ

う
い
う
「
日
本
的
な
も
の
が
後
の
人
事
調
停
法
の

二
条
の
、「
道
義
ニ
本
ヅ
キ
温
情
ヲ
以
テ
」と
な
り
、

こ
の
よ
う
な
傾
向
が
ず
っ
と
流
れ
て
い
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

」（
傍

点
は
筆
者
）
と
指
摘
し
た
上
で
、
こ
う
述
べ
て
い

る
。

戦
後
の
場
合
に
は
、
過
去
の
調
停
制
度
と

そ
こ
で
全
く
断
絶
し
て
、
新
た
な
原
理
を

持
っ
て
出
発
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
に
果
た
し
て
過
去
と

の
画
然
た
る
断
絶
と
い
う
も
の
を
自
覚
し

て
こ
の
制
度
が
再
発
足
し
、
あ
る
い
は
新

し
く
つ
く
ら
れ
た
か
ど
う
か
、
そ
こ
に
非

常
に
疑
問
を
持
っ
て
い
ま
す
。
私
は
そ
う

で
な
い
と
こ
ろ
に
い
ま
の
調
停
制
度
の
問

題
点
の
一
つ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考

え
ま
す
。

　

こ
こ
に
は
、
日
本
調
停
制
度
史
に
お
け
る
「
50

年
目
の
課
題
」
が
何
で
あ
る
べ
き

4

4

4

4

か
が
明
確
に
提

起
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、

こ
の
課
題
認
識
は
、
仮
に
座
談
会
に
こ
う
し
た
発

言
が
な
け
れ
ば
、
議
論
が
如
何
な
る
方
向
へ
進
ん

で
い
た
か
、
と
い
う
切
実
な
問
題
を
呈
す
る
の
で

あ
る
。
そ
も
そ
も
、
な
ぜ
こ
の
座
談
会
か
ら
数
十

年
を
経
過
し
た
現
在
で
も
、
磯
野
の
課
題
認
識
は

有
効
で
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
『
波
多
野
論
文
』
が
、

如
何
に
「
過
去
の
調
停
制
度
と
そ
こ
で
全
く
断
絶

し
て
、
新
た
な
原
理
を
持
っ
て
出
発
し
」
て
い
な
4

4

か
っ
た

4

4

4

か
を
検
証
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。

　

奇
天
烈
な
の
は
、
２
０
０
０
年
あ
た
り
か
ら
出

現
す
る
「
Ａ
Ｄ
Ｒ
」
論
議
の
文
脈
と
平
行
し
て
、

守
る
会
の
一
部
の
会
員
か
ら
、「「
国
民
的
合
意
」

と
い
う
の
は
、
被
害
者
へ
の
給
付
額
を
抑
え
よ
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
す
る
た
め

4

4

4

4

4

に
出
し
て
き
た
言
葉
で
は
な
い
の

か
」
と
い
う
疑
念
が
出
て
い
る
に
も
係
わ
ら
ず
、

依
然
と
し
て
「
援
助
」
や
「
協
力
」、ま
た
「
尊
重
」

や
「
努
力
」
と
い
っ
た
「
お
の
ず
か
ら
情
誼
も
あ

り
道
徳
も
あ
る
」
語
彙
の
散
り
ば
め
ら
れ
た
『
確

認
書
』が
手
放
し
で
肯
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

例
え
ば
、
２
０
０
２
年
に
前
野
直
道
は
『
手
当
て

支
給
だ
け
が
「
ひ
か
り
協
会
」
の
仕
事
で
は
な
い
』

と
題
し
た
論
稿
で
、只
管
『
確
認
書
』
を
掲
げ
、「
そ

れ
以
降
、
厚
生
省
（
現
厚
生
労
働
省
）、
守
る
会
、

お
よ
び
森
永
は
、
被
害
者
救
済
の
た
め
に
誠
実
に

協
力
し
あ
っ
て
き
た
」
こ
と
を
准
え
て
、「
三
者

の
信
頼
と
協
力
に
よ
る
救
済
事
業
が
着
実
に
成
果

を
上
げ
て
い
る
こ
と
は
、
ひ
か
り
協
会
が
30
年
近

く
も
存
続
し
、
多
く
の
被
害
者
と
そ
の
親
族
か
ら

信
頼
を
得
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
」
な
の
だ

と
述
べ
て
い
る
（『
週
間
金
曜
日
』
所
収
）。
さ
て
、

わ
た
し
た
ち
は
こ
こ
に
、
磯
野
と
波
多
野
の
視
点

の
対
照
性
か
ら
、
三
者
合
意
を
日
本
の
調
停
制
度

史
上
か
ら
論
じ
な
い
方
法
的
視
点
の
所
在
を
確
認

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
守
る
会
の
「
一
部
の
会

員
」
が
危
惧
す
る
「
醇
風
美
俗
の
名
の
下
に
権
利

主
張
を
押
え
る
面
が
強
い
」
側
面
は
、
ひ
か
り
協

会
が
「
30
年
近
く
も
存
続
し
」
て
い
る
こ
と
や
、

「
多
く
の
被
害
者
と
そ
の
親
族
か
ら
信
頼
を
得
て

い
る
」
こ
と
を
理
由
に
、
勘
案
す
る
必
要
は
な
い

と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
論
理
に
従
え
ば
、
大

正
期
に
始
ま
る
調
停
制
度
史
が
１
０
０
年
近
く
も

存
続
し
、
そ
れ
が
多
く
の
国
民
か
ら
「
信
頼
」
を

得
て
い
る
現
状
認
識
に
よ
っ
て
、
問
題
回
避
で
き

る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

か
く
て
、
わ
た
し
た
ち
は
、
敢
え
て
「
一
部
の

会
員
」
が
危
惧
す
る
問
題
が
汲
み
取
ら
れ
る
こ
と

の
な
い
問
題
を
、
あ
ら
た
め
て
問
う
た
め
に
、『
確

認
書
』
に
散
り
ば
め
ら
れ
た
道
徳
的
な
コ
ト
バ
を

捉
え
直
し
、
真
偽
の
混
同
さ
れ
た
概
念
と
の
断
絶

に
向
け
て
、
日
本
調
停
制
度
史
の
「
発
展
法
則
」

に
学
ぼ
う
で
は
な
い
か
。『
対
策
案
』
の
末
尾
に

刻
ま
れ
た
、運
動
の
必
須
の
要
件

4

4

4

4

4

を「
再
確
認
」し
、

本
論
を
締
め
く
く
ろ
う
。
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・
・
・
以
上
の
対
策
案
を
実
現
し
、
確
立
し

た
暁
に
お
い
て
も
、
そ
れ
を
維
持
し
、
確

実
に
実
行
し
、
ま
た
絶
え
間
な
く
そ
の
内

容
の
充
実
、
向
上
、
改
善
を
か
ち
と
り
断

じ
て
後
退
も
、
有
名
無
実
化
も
許
さ
ぬ
と

い
う
強
い
体
制
を
作
る
た
め
に
も
、
被
害

者
の
恒
久
的
な
活
動
と
闘
い
の
継
続
を
必

須
の
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
。（『
対
策

案
』
よ
り
、
傍
点
は
筆
者
）

　
『
確
認
書
』
の
出
現
以
降
、
当
該
『
対
策
案
』

に
言
及
す
る
論
稿
に
は
、当
た
り
前
の
よ
う
に「
恒

久
的
な
」
と
い
う
形
容
詞
を
「
救
済
」
や
「
対
策
」

と
い
う
名
詞
に
繋
げ
る
こ
と
が
容
認
さ
れ
て
い
る

が
、
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
れ
が
「
活
動
と
闘
い
の

4

4

4

継
続
4

4

」
と
い
う
行
為
に
与
え
ら
れ
な
い
問
題
を
、

『
対
策
案
』
に
刻
ま
れ
た
右
の
一
文
に
照
ら
し
て

再
確
認

4

4

4

し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。そ
も
そ
も
な
ぜ
、

『
対
策
案
』
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
こ
の
こ
と
が
刻
ま

れ
た
の
か
。
そ
れ
は
、既
述
の
「
闘
争
二
十
年
史
」

が
明
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
ど
こ
ま
で
が
真
で
、

ど
こ
ま
で
が
偽
で
あ
る
の
か
す
ら
判
別
の
つ
か
な

い
組
織
的
な
「
合
意
」
が
、
そ
の
内
実
に
偽
を
望

む
者
に
利
を
齎
す
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
わ
た
し

た
ち
は
、
こ
う
し
た
陋
習
の
永
続
に
よ
っ
て
、
権

利
の
主
張
に
犠
牲
が
強
い
ら
れ
て
い
く
こ
と
を
、

再
認
識
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

九
、
お
わ
り
に

　

粉
乳
中
毒
事
件
史
の
現
在
と
は
、
加
害
者
で
も

被
害
者
で
も
な
い
一
市
民
が
、
岡
山
地
裁
に
守
る

会
を
訴
え
た
名
誉
毀
損
訴
訟
か
ら
4

4

構
成
さ
れ
る
歴

史
で
は
決
し
て
な
い
。
事
態
は
全
く
逆
で
あ
る
。

被
害
者
や
加
害
者
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
精
神

的
に
一
定
の
距
離
を
保
っ
て
い
る
「
市
民
」
と
は
、

日
本
の
場
合
、「
傍
観
者
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
い

う
な
れ
ば
、
村
落
調
停
社
会
に
於
け
る
こ
の
「
市

民
」
性
が
、
粉
乳
中
毒
事
件
史
に
一
定
の
方
向
性

を
与
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
同
じ

く
村
落
調
停
を
機
制
と
す
る
中
国
社
会
で
再
発
4

4

し

た
メ
ラ
ミ
ン
ミ
ル
ク
中
毒
事
件
の
被
害
者
が
、
今

後
に
於
い
て
ど
う
い
う
「
発
展
史
」
に
向
き
合
う

の
か
は
、
こ
こ
か
ら
比
較
・
類
推
さ
れ
て
し
か
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
歴
史
的
フ
レ
ー
ム
が
、「
わ
が

国
」
を
前
提
と
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
理
由
な
ど

ど
こ
に
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
傍
観

者
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
歴
史
社
会
そ
の
も
の
を

再
考
し
、
事
件
の
被
害
者
で
も
加
害
者
で
も
な
い

能
瀬
氏
の
実
践
を
、
粉
乳
中
毒
事
件
史
を
抱
え
る

社
会
に
向
け
て
問
い
返
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
氏
の

提
訴
の
意
味
は
、
己
の
生
と
共
に
在
る
事
件
か
ら

眼
を
逸
ら
な
い
言
説
的
介
入
、
そ
れ
自
体
に
あ
っ

た
。
そ
こ
に
は
、
社
会
的
身
分
や
、
機
構
組
織
に

寄
り
か
か
っ
て
追
随
的
に
発
言
す
る
「
市
民
」
の

姿
は
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、こ
れ
を
糸
口
に
し
て
、

事
件
史
の
現
在
を
「
社
会
全
体
で
問
」（『
中
島
論

文
』）
い
、
こ
の
社
会
を
貫
く
問
題
、
即
ち
藤
田

省
三
が
提
示
し
た
「
生
活
様
式
に
お
け
る
全
体
主

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

義4

」
の
所
在
を
抉
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
集
団
的
な
傍
観
と
は
、
当
該
訴
訟
の
も
つ
積

極
的
な
意
味
を
、
公
に
討
議
さ
せ
な
い

4

4

4

4

統
制
へ
の

加
担
行
為
に
他
な
ら
な
い
。
法
律
の
専
門
誌
や
新

聞
各
紙
が
、
依
然
と
し
て
こ
れ
に
見
て
み
ぬ
振
り

を
す
る
所
以
は
、
社
会
秩
序
─
─
治
安
の
維
持
を

盾
に
、
市
民
に
知
ら
せ
な
い

4

4

4

4

4

権
利
を
行
使
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
現
代
に
蔓
延
る
市
民
運
動
や
公

益
事
業
の
実
態
が
、
実
際
に
は
公
物
化
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
組
織
の
私
物
化
か
ら
逆
規
定
さ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
組
織
が
会
員
に
求
め
る
「
規
範
」
的

言
説
か
ら
容
易
に
説
明
が
つ
く
、
と
い
う
の
は
皮

肉
な
話
で
あ
る
。

（
お
わ
り
）

（
と
く
ら　

つ
ね
の
ぶ
）

連
絡
先
：douis@

m
s53.hinet.net


