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立
正
平
和
運
動
の
再
構
築
に
向
け
て

（
日
蓮
宗
現
代
宗
教
研
究
所
研
究
員
）

大

西

英

充

戦
後
日
本
の
あ
り
方
か
ら
立
正
平
和
運
動
の
再
構
築
に
つ
い
て
、
愚
考
を
巡
ら
し
て
み
ま
し
た
。

『
週
刊
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
』
二
〇
〇
六
年
一
一
月
一
三
日
号
に
「
ニ
ッ
ポ
ン
核
武
装
は
可
能
な
の
か
？
」
と
い
う
記
事
が
出
て
お
り
ま
す

が
、
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
日
本
の
核
武
装
は
、
技
術
的
に
も
政
治
的
に
も
き
わ
め
て
リ
ス
ク
が
大
き
い
と
の
こ
と
で
す
。
ま
た
日
本
が
今
後

自
前
に
し
ろ
、
あ
る
い
は
米
国
の
要
求
に
従
う
に
し
ろ
、
現
状
以
上
の
軍
備
を
持
つ
と
な
る
と
、
消
費
税
を
三
〇
％
に
し
て
も
足
り
な
い

の
で
は
な
い
か
と
も
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
憲
法
九
条
の
改
正
や
核
武
装
を
い
う
人
は
、
そ
う
い
う
軍
事
の
リ
ア
リ
ズ
ム
を
ど
れ
ほ
ど
わ
き

ま
え
た
上
で
発
言
し
て
い
る
の
か
。
単
な
る
感
情
論
で
は
な
い
か
。
道
徳
で
軍
事
を
語
る
べ
き
で
は
な
い
と
、
私
は
思
い
ま
す
。

そ
も
そ
も
現
行
憲
法
を
米
国
の
押
し
付
け
と
い
う
人
が
い
ま
す
が
、
そ
れ
な
ら
ば
現
在
の
日
本
の
軍
備
、
自
衛
隊
こ
そ
米
国
の
押
し
付

け
で
は
な
い
の
か
。
少
な
く
と
も
米
国
か
ら
の
要
求
に
応
じ
て
作
ら
れ
た
の
が
警
察
予
備
隊
で
、
こ
れ
が
保
安
隊
を
経
て
、
今
の
自
衛
隊

に
発
展
し
て
き
た
の
で
す
。
そ
の
自
衛
隊
の
あ
り
方
を
も
っ
と
問
題
に
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

そ
れ
か
ら
東
京
裁
判
の
結
果
、
い
わ
ゆ
る

級
戦
犯
に
つ
い
て
も
、
米
国
は
じ
め
戦
勝
国
が
勝
手
に
決
め
た
こ
と
だ
と
い
う
意
見
に

は
、
私
も
賛
同
し
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
一
九
五
一
年
に
当
時
の
吉
田
茂
内
閣
が
米
国
等
と
締
結
し
た
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ

講
和
条
約
の
第
一
一
条
に
よ
っ
て
、
日
本
に
は
東
京
裁
判
等
国
際
軍
事
法
廷
の
結
果
の
受
諾
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
日
本

は
、

級
戦
犯
の
処
刑
を
認
め
た
上
で
、
国
際
社
会
に
復
帰
し
た
の
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
一
般
国
民
な
ら
ま
だ
し
も
、
政
権
政
党
の
政

治
家
ま
で
も
が
「

級
戦
犯
な
ど
い
な
い
」
な
ど
と
ど
う
し
て
い
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。
政
治
家
か
ら
し
て
国
と
国
と
の
約
束
を
そ
の
程
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度
に
し
か
わ
き
ま
え
ら
れ
な
い
。
日
本
は
世
界
に
非
常
に
恥
を
晒
し
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

さ
て
、
日
本
は
そ
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
に
よ
っ
て
再
独
立
を
果
た
す
の
と
引
き
換
え
に
、
日
米
安
保
条
約
に
よ
っ
て
米
軍

基
地
を
受
け
入
れ
ま
し
た
。
冷
戦
の
開
始
、
特
に
朝
鮮
戦
争
の
勃
発
を
受
け
て
米
国
は
、
こ
の
時
点
で
対
日
戦
略
を
非
武
装
化
か
ら
再
軍

備
化
へ
と
方
針
転
換
し
て
い
ま
す
。
極
東
戦
略
の
一
環
と
し
て
、
ソ
連
と
中
国
に
対
す
る
「
反
共
の
砦
」
に
す
る
べ
く
日
本
に
再
軍
備
、

自
衛
隊
の
前
身
で
あ
る
警
察
予
備
隊
を
作
ら
せ
た
の
で
す
。

し
か
し
当
時
の
吉
田
茂
首
相
は
、
再
軍
備
よ
り
も
経
済
再
建
を
優
先
さ
せ
る
べ
き
と
考
え
ま
し
た
。
た
だ
こ
の
日
本
の
経
済
再
建
も
、

こ
れ
ま
た
米
国
の
利
害
と
一
致
し
て
い
ま
し
た
。
米
国
は
、
日
本
を
東
ア
ジ
ア
の
軍
事
拠
点
と
し
て
利
用
し
た
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の

日
本
の
産
業
が
復
興
し
て
く
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
米
国
の
軍
事
力
増
強
に
役
立
て
ら
れ
る
と
考
え
た
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
先
の
サ
ン
フ
ラ
ン

シ
ス
コ
講
和
条
約
で
は
、
日
本
は
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
行
う
べ
き
戦
時
賠
償
を
、
米
国
の
根
回
し
に
よ
っ
て
軽
減
し
て
も
ら
う
こ
と
に
成
功

し
ま
し
た
。

こ
の
よ
う
に
吉
田
首
相
が
米
国
の
要
求
を
、
あ
る
面
で
は
受
け
入
れ
、
あ
る
面
で
は
拒
絶
し
な
が
ら
で
き
た
の
が
、
今
日
の
日
米
安
保

体
制
で
す
。
日
本
は
経
済
再
建
を
優
先
さ
せ
た
い
の
で
、
最
小
限
の
軍
備
し
か
持
ち
ま
せ
ん
。
た
だ
米
国
が
そ
ん
な
に
中
ソ
に
睨
み
を
利

か
せ
た
い
の
な
ら
、
当
面
日
本
国
内
に
米
軍
基
地
を
置
い
て
も
い
い
で
す
よ
。
つ
い
で
に
中
ソ
の
脅
威
か
ら
日
本
を
守
っ
て
下
さ
い
ね
。

そ
う
い
う
駆
け
引
き
の
結
果
で
き
た
の
が
、
日
米
安
保
条
約
な
の
で
す
。

こ
れ
に
よ
っ
て
日
本
が
米
国
の
極
東
戦
略
に
組
み
込
ま
れ
た
と
同
時
に
、
日
本
の
軍
事
的
自
立
化
を
米
国
が
防
止
し
て
い
る
と
い
う
構

図
も
成
立
し
た
の
で
す
。
ゆ
え
に
日
米
安
保
が
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
脅
威
を
与
え
て
い
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
日
本
が
再
び
軍
国
主
義
化

す
る
の
を
米
国
が
抑
え
て
く
れ
て
い
る
と
い
う
評
価
の
方
が
東
ア
ジ
ア
諸
国
に
は
多
い
の
で
は
な
い
か
。
少
な
く
と
も
日
米
安
保
制
定
時

の
米
国
の
説
明
は
そ
う
で
し
た
し
、
今
日
で
も
米
国
は
、
中
国
な
ど
に
は
日
米
安
保
の
意
義
を
そ
う
説
明
し
て
い
ま
す
。
い
わ
ゆ
る
「
ビ

ン
の
ふ
た
」
論
で
す
。



─ ─

た
だ
、
こ
こ
数
年
の
国
際
情
勢
の
変
化
、
八
〇
年
代
後
半
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
東
ア
ジ
ア
や
中
南
米
諸
国
の
民
主
化
、
共
産
圏

崩
壊
に
よ
る
冷
戦
の
終
焉
は
、
国
際
秩
序
を
劇
的
に
変
え
ま
し
た
。
か
つ
て
の
西
側
諸
国
で
も
、
冷
戦
時
は
東
側
へ
の
対
抗
上
、
米
国
に

い
い
た
い
こ
と
も
遠
慮
し
て
き
た
。
し
か
し
も
は
や
そ
の
必
要
も
な
く
な
り
ま
し
た
。
東
ア
ジ
ア
や
中
南
米
で
も
、
か
つ
て
は
親
米
独
裁

政
権
が
ほ
と
ん
ど
で
、
そ
れ
ら
の
政
権
は
、
反
共
を
旗
印
に
米
国
を
後
ろ
盾
に
し
て
独
裁
権
力
を
維
持
し
て
き
ま
し
た
が
、
も
う
そ
れ
も

不
可
能
に
な
り
、
次
々
に
民
主
化
さ
れ
て
い
き
ま
し
た
。
そ
う
な
る
と
当
然
民
間
レ
ベ
ル
の
声
も
表
面
化
し
て
き
て
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
や

フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
で
は
、
第
二
次
大
戦
中
に
日
本
軍
が
占
領
中
に
為
し
た
行
為
を
問
い
、
日
本
政
府
に
賠
償
を
求
め
る
動
き
も
出
て
き
ま

し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
日
本
政
府
は
、
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
時
に
解
決
済
み
と
の
立
場
を
と
っ
て
い
ま
す
が
、
同
様
の
問
題
が
日
本

に
も
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
は
シ
ベ
リ
ア
抑
留
問
題
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
ロ
シ
ア
政
府
は
政
府
間
で
解
決
済
み
と
の
姿
勢
を
と
っ
て
い
ま

す
が
、
日
本
政
府
は
民
間
レ
ベ
ル
の
賠
償
請
求
権
ま
で
は
否
定
し
て
い
な
い
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
同
様
の
こ
と
を
日
本
政
府
は
、
東
ア

ジ
ア
民
衆
か
ら
い
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
、
ア
ジ
ア
の
中
の
日
本
の
今
後
を
考
え
る
な
ら
、
こ
の
問
題
に
も
っ
と
真
摯
に
向
き
合
う
姿
勢
が

必
要
で
は
な
い
か
。

さ
ら
に
重
要
な
の
は
、
冷
戦
終
焉
に
よ
っ
て
、
世
界
中
の
軍
事
バ
ラ
ン
ス
が
変
化
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

以
前
の
よ
う
に
、
東
西
の
最
前
線
に
強
大
な
軍
隊
を
貼
り
付
け
て
お
く
必
要
も
な
く
な
り
ま
し
た
。
当
然
日
米
安
保
の
意
義
や
自
衛
隊
の

存
在
理
由
も
、
考
え
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

世
界
の
趨
勢
と
し
て
は
、
軍
事
力
を
大
き
く
削
減
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
残
念
な
が
ら
世
界
中
が
平
和
主
義
に
目
覚
め
た
か

ら
で
は
な
く
、
軍
隊
そ
の
も
の
の
機
能
化
、
ハ
イ
テ
ク
化
が
背
景
に
あ
り
ま
す
。
今
や
先
進
国
で
徴
兵
制
を
行
っ
て
い
る
国
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、
こ
れ
も
軍
隊
が
高
度
に
エ
キ
ス
パ
ー
ト
化
し
た
た
め
で
す
。
い
く
ら
定
期
的
に
訓
練
を
施
す
と
は
い
え
、
一
般
国
民
を
集
め
て
軍

隊
を
編
成
す
る
の
は
効
率
が
悪
い
し
、
コ
ス
ト
も
か
か
る
。
む
し
ろ
専
門
家
に
よ
っ
て
少
数
精
鋭
化
し
た
ほ
う
が
、「
小
さ
な
政
府
」
を

目
指
す
新
自
由
主
義
経
済
の
原
則
か
ら
見
て
も
利
に
か
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
技
術
面
か
ら
の
軍
事
力
の
変
化
と
い
う
視
点
も
、



─ ─

憲
法
九
条
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
必
要
で
し
ょ
う
。

さ
ら
に
そ
の
理
由
と
し
て
、
戦
争
観
の
変
化
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
従
来
戦
争
と
い
え
ば
国
家
と
国
家
が
お
互
い
の
国
益
を
か
け
て
ぶ
つ

か
り
合
う
総
力
戦
で
し
た
が
、
今
後
は
そ
う
い
う
形
の
戦
争
は
、
も
は
や
起
き
得
な
い
で
し
ょ
う
。
軍
事
技
術
の
進
歩
の
他
、
経
済
環
境

の
変
化
な
ど
も
あ
い
ま
っ
て
、
国
家
間
戦
争
は
ど
ち
ら
に
も
リ
ス
ク
が
大
き
す
ぎ
る
か
ら
で
す
。

そ
れ
よ
り
も
今
後
は
、
と
い
う
よ
り
も
う
現
実
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
地
域
的
な
民
族
紛
争
や
宗
教
紛
争
、
そ
れ
ら
を
背
景
と
し
た
テ

ロ
の
脅
威
が
国
際
社
会
の
喫
緊
の
課
題
で
し
ょ
う
。
兵
頭
二
十
八
氏
と
い
う
オ
タ
ク
的
な
軍
事
評
論
家
が
「
こ
れ
か
ら
は
警
察
の
よ
う
な

軍
隊
が
必
要
」
と
い
っ
て
い
ま
す
が
、
世
界
の
ど
こ
か
で
紛
争
が
起
き
、
ほ
う
っ
て
お
く
と
国
際
的
な
火
種
に
な
り
か
ね
な
い
と
い
う
と

き
に
即
座
に
駆
け
つ
け
て
速
や
か
に
抑
え
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
国
家
挙
げ
て
の
戦
争
を
す
る
た
め
の
軍
隊
よ
り
も
、
戦
争
を
な
る
べ
く
最

小
限
に
抑
え
る
た
め
の
専
門
家
集
団
と
し
て
の
「
警
察
の
よ
う
な
軍
隊
」
が
こ
れ
か
ら
の
世
界
に
は
必
要
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
な
る
と
装
備
面
で
も
、
国
家
間
を
飛
び
交
う
弾
道
ミ
サ
イ
ル
や
抑
止
力
に
な
る
戦
略
核
よ
り
も
、
実
際
に
目
前
の
敵
を
ピ
ン
ポ
イ

ン
ト
で
確
実
に
仕
留
め
ら
れ
、
移
動
も
ス
ム
ー
ズ
な
小
型
ミ
サ
イ
ル
や
、
国
境
線
を
越
え
て
侵
攻
す
る
重
戦
車
よ
り
も
、
高
速
で
走
れ
る

軽
装
甲
車
な
ど
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
す
。
実
際
、
世
界
の
趨
勢
と
し
て
は
、
そ
う
い
う
方
向
に
変
化
し
つ
つ
あ
る
の
が
現
状
で

す
。そ

れ
に
対
し
、
自
衛
隊
の
現
状
は
、
一
九
九
九
年
か
ら
二
〇
〇
四
年
ま
で
の
五
年
間
で
、
陸
上
自
衛
隊
は
か
な
り
兵
力
を
削
減
し
て
い

る
よ
う
で
す
が
、
海
自
と
空
自
は
、
か
え
っ
て
増
加
し
て
い
る
と
の
こ
と
で
す
。
こ
れ
は
、
お
そ
ら
く
は
自
衛
隊
も
米
軍
と
と
も
に
世
界

展
開
せ
よ
と
い
う
米
国
の
要
求
を
受
け
入
れ
て
の
こ
と
で
し
ょ
う
が
、
一
方
で
防
衛
利
権
も
絡
ん
で
の
こ
と
と
思
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
北

朝
鮮
の
脅
威
な
ど
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
衛
隊
を
増
強
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
し
っ
か
り
儲
け
て
い
る
連
中
が
い
る
の
で
は
な
い

か
と
い
う
こ
と
で
す
。
特
に
今
後
、
軍
事
技
術
が
高
度
に
専
門
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
軍
事
が
ま
す
ま
す
素
人
の
立
ち
入
れ
な
い
領
域
に

な
る
の
に
伴
い
、
軍
事
の
現
実
が
一
般
国
民
の
感
覚
か
ら
乖
離
し
て
い
く
こ
と
が
予
測
さ
れ
ま
す
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
傾
向
が
ま
す
ま
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す
強
ま
る
可
能
性
も
出
て
き
ま
す
。
こ
の
国
の
政
治
家
や
官
僚
の
体
質
を
考
え
る
と
、
十
分
あ
り
う
る
話
だ
と
思
い
ま
す
。
憲
法
九
条
を

め
ぐ
る
議
論
に
お
い
て
、
意
外
に
見
落
と
さ
れ
て
い
る
視
点
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
九
条
を
改
正
し
た
場
合
に
生
じ
る
で
あ
ろ
う
利
権

の
問
題
、
国
を
守
る
た
め
と
い
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
利
用
し
て
ち
ゃ
っ
か
り
私
腹
を
肥
や
す
連
中
が
必
ず
出
て
き
ま
す
。
そ
う
い
う
視
座

か
ら
の
議
論
も
必
要
で
し
ょ
う
。

ま
た
在
日
米
軍
の
現
状
を
見
て
み
ま
す
と
、
安
保
た
だ
乗
り
論
と
い
う
こ
と
が
久
し
く
い
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
た
だ
乗
り
な
ん
て
と
ん

で
も
な
い
。
現
実
に
は
日
本
側
が
駐
留
費
用
の
約
七
割
も
負
担
し
て
い
ま
す
。
近
々
米
陸
軍
の
司
令
部
が
神
奈
川
県
座
間
に
移
転
し
て
く

る
そ
う
で
す
が
、
通
常
軍
隊
の
司
令
部
と
い
う
も
の
は
本
国
に
置
く
も
の
で
す
ね
。
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
極
東
の
日
本
に
移
す
の
は
、
そ
の

ほ
う
が
米
国
に
と
っ
て
安
上
が
り
だ
か
ら
で
す
。
い
わ
ゆ
る
思
い
や
り
予
算
の
問
題
で
す
が
、
二
〇
〇
三
年
の
米
国
防
総
省
の
資
料
に
よ

れ
ば
、
駐
留
米
兵
一
人
当
た
り
の
負
担
額
が
ド
イ
ツ
約
一
万
ド
ル
、
韓
国
約
二
万
ド
ル
な
の
に
対
し
、
日
本
は
約
一
二
万
ド
ル
で
す
。
当

然
こ
れ
す
べ
て
私
た
ち
日
本
国
民
の
税
金
で
す
。
こ
の
上
さ
ら
に
憲
法
を
改
正
し
て
自
衛
隊
を
増
強
す
る
よ
う
な
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
先

述
の
よ
う
に
消
費
税
三
〇
％
で
も
足
り
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
安
倍
首
相
は
任
期
中
に
憲
法
改
正
を
し
た
い
よ
う
で
す
が
、
財
政
面
で
大

丈
夫
か
な
と
も
思
い
ま
す
。

さ
て
、
憲
法
九
条
を
め
ぐ
る
問
題
で
す
が
、
米
国
か
ら
の
事
実
上
の
改
憲
要
求
、
現
行
憲
法
を
米
国
の
押
し
付
け
と
い
う
な
ら
ば
、
今

度
は
押
し
付
け
改
憲
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
冷
戦
時
に
は
、
日
本
は
専
守
防
衛
を
名
目
に
「
反
共
の
砦
」
と
し
て
中
ソ
に

睨
み
を
利
か
せ
て
い
れ
ば
よ
か
っ
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
九
条
と
自
衛
隊
は
折
り
合
い
を
つ
け
て
共
存
で
き
ま
し
た
。
米
国
と
し
て
も
、
自

衛
隊
に
は
在
日
米
軍
の
補
完
的
役
割
を
果
た
し
て
も
ら
え
れ
ば
よ
か
っ
た
。
し
か
し
今
後
は
、
自
衛
隊
を
米
軍
の
一
部
と
し
、
米
軍
の
指

揮
下
で
世
界
展
開
さ
せ
よ
う
と
い
う
米
国
か
ら
の
要
求
が
ま
す
ま
す
強
ま
る
で
し
ょ
う
。

国
内
に
も
九
条
が
日
本
を
弱
体
化
さ
せ
た
と
い
う
声
が
あ
り
ま
す
が
、
か
つ
て
吉
田
茂
な
ど
は
、
こ
の
九
条
を
逆
手
に
と
っ
て
米
国
か

ら
の
身
勝
手
な
要
求
に
抵
抗
し
、
妥
協
さ
せ
る
な
ど
し
た
た
か
な
面
を
見
せ
て
い
ま
す
。
実
際
、
吉
田
は
「
九
条
が
あ
る
の
は
天
与
の
幸
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い
で
、
米
国
か
ら
文
句
が
出
て
も
こ
れ
が
理
由
に
な
る
。
そ
の
憲
法
を
改
正
し
よ
う
と
い
う
政
治
家
は
馬
鹿
野
郎
だ
」
と
い
っ
た
そ
う
で

す
。
ま
た
藤
山
愛
一
郎
と
い
う
外
相
は
、
国
会
で
「
在
日
米
軍
は
番
犬
様
」
と
答
弁
し
て
爆
笑
を
誘
っ
た
そ
う
で
す
が
、
か
つ
て
の
日
本

に
は
そ
の
程
度
の
見
識
は
あ
っ
た
の
で
す
。

そ
れ
が
近
年
で
は
、
新
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
周
辺
事
態
法
や
各
特
措
法
等
の
有
事
立
法
と
い
う
形
で
、
戦
力
放
棄
を

謳
っ
た
九
条
の
も
と
で
、
国
際
貢
献
の
美
名
に
よ
る
米
国
の
対
日
軍
事
利
用
が
な
し
崩
し
的
に
進
行
し
て
い
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
情

勢
の
中
で
、
安
易
に
九
条
を
改
正
し
て
軍
備
増
強
し
た
ら
ど
う
な
る
か
。
三
島
由
紀
夫
も
「
憲
法
改
正
は
米
国
の
思
う
壺
」
と
い
い
ま
し

た
。
性
急
な
改
憲
は
、
米
国
の
戦
略
に
乗
せ
ら
れ
る
だ
け
と
い
う
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
す
。

同
時
に
従
来
の
護
憲
論
は
、
自
律
的
な
安
全
保
障
の
視
点
を
欠
い
た
多
分
に
自
己
満
足
的
な
も
の
で
あ
り
、
米
国
の
戦
略
に
対
峙
で
き

る
だ
け
の
具
体
性
に
欠
け
て
い
ま
す
。
日
本
が
な
し
崩
し
的
に
米
国
の
戦
略
に
巻
き
込
ま
れ
ず
、
真
の
自
立
し
た
国
家
に
な
る
た
め
に

は
、
あ
え
て
九
条
を
改
正
し
て
現
状
の
自
衛
隊
を
合
憲
化
し
、
さ
ら
に
自
律
的
な
安
全
保
障
を
明
確
に
法
制
化
し
て
、
日
本
と
し
て
で
き

る
こ
と
と
で
き
な
い
こ
と
を
国
際
社
会
に
明
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
は
な
い
か
。
い
わ
ば
九
条
の
止
揚
に
よ
る
「
護
憲
的
改
憲
」
で
す
。

こ
の
点
で
私
は
改
憲
派
で
す
。

た
だ
そ
の
前
提
と
し
て
、
軍
事
力
は
あ
く
ま
で
も
外
交
の
一
手
段
で
あ
る
と
の
認
識
を
国
民
レ
ベ
ル
で
深
め
る
必
要
が
あ
る
で
し
ょ

う
。
さ
ら
に
外
交
に
は
、
先
の
吉
田
茂
の
よ
う
な
し
た
た
か
な
知
恵
が
必
須
で
あ
り
、
ま
た
外
交
力
な
き
軍
事
力
は
、
ど
ん
な
に
強
大
で

も
国
民
に
と
っ
て
か
え
っ
て
有
害
で
す
。

と
こ
ろ
で
日
本
は
、
先
進
国
の
中
で
唯
一
武
器
を
輸
出
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
も
立
派
な
国
際
貢
献
で
は
な
い
か
。
ま
た
中
東
や
ア
フ

リ
カ
に
は
、
欧
米
と
異
な
り
侵
攻
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
こ
の
地
域
の
人
々
は
親
日
的
と
い
わ
れ
、
さ
ら
に
戦
乱
に
苦
し
む
国
々
で

は
、
憲
法
九
条
は
今
日
で
も
説
得
力
が
あ
る
よ
う
で
す
。
こ
う
い
う
と
キ
レ
イ
事
と
笑
う
人
も
い
ま
す
が
、
他
国
民
の
親
日
感
情
を
も
笑

い
飛
ば
し
て
よ
い
の
か
。
日
本
は
、
こ
う
い
う
親
日
派
の
存
在
を
も
っ
と
外
交
面
で
利
用
す
べ
き
で
す
。
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こ
と
は
憲
法
に
限
ら
ず
、
明
治
以
来
の
こ
の
国
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
問
う
べ
き
時
期
に
来
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
フ
ァ
ミ
レ
ス
や

コ
ン
ビ
ニ
に
象
徴
さ
れ
る
利
便
性
が
本
当
に
日
本
人
を
幸
福
に
し
た
の
か
。
そ
う
い
う
利
便
性
の
追
求
が
、
た
と
え
ば
水
俣
病
の
よ
う
な

弊
害
も
生
ん
だ
の
で
す
。
今
や
日
本
の
ど
こ
に
行
っ
て
も
東
京
の
コ
ピ
ー
の
よ
う
で
、
地
域
性
が
ど
ん
ど
ん
消
滅
し
て
い
っ
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
世
界
的
な
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
潮
流
の
中
で
、
日
本
人
が
日
本
人
で
あ
る
必
然
性
す
ら
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
私

は
、
米
国
の
世
界
戦
略
と
密
接
不
可
分
な
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
拡
大
を
大
変
危
惧
し
て
い
ま
す
。
昨
今
高
ま
っ
て
い
る
改
憲
論

も
、
か
か
る
傾
向
へ
の
不
安
感
が
背
景
に
あ
る
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
に
多
分
に
精
神
論
的
で
あ
り
、
平
和
ボ
ケ
の
裏
返
し

に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
憲
法
と
は
、
国
民
に
よ
る
国
家
へ
の
命
令
で
あ
り
、
道
徳
訓
話
で
は
な
い
の
で
す
。

今
後
憲
法
九
条
に
象
徴
さ
れ
る
平
和
問
題
を
論
じ
る
に
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
世
界
的
潮
流
の
中
で
、
日
本
人
と
し
て
ど
う

生
き
る
か
と
い
う
倫
理
的
な
課
題
を
根
底
に
す
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
近
代
日
本
の
黎
明
期
、
岡
倉
天
心
や
北
一
輝
ら
ア
ジ
ア
主
義
者

は
、
単
な
る
近
代
化
の
み
で
は
日
本
は
欧
米
の
模
倣
に
終
始
す
る
と
考
え
、
日
本
や
ア
ジ
ア
の
独
自
性
を
重
視
し
た
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
な

近
代
を
模
索
し
ま
し
た
。
ま
た
中
国
革
命
の
指
導
者
孫
文
は
、
日
本
国
民
に
対
し
て
「
西
洋
覇
道
の
走
狗
と
な
る
か
、
東
洋
王
道
の
干
城

た
り
う
る
か
」
と
問
い
か
け
、
イ
ン
ド
の
詩
聖
タ
ゴ
ー
ル
も
西
洋
列
強
の
武
力
に
対
す
る
東
洋
の
深
遠
な
る
精
神
性
の
優
位
を
説
き
ま
し

た
。
近
年
で
は

統
合
や
「
ス
ロ
ー
フ
ー
ド
」
に
見
ら
れ
る
欧
州
主
義
の
動
き
が
あ
り
ま
す
。
い
ず
れ
も
世
界
的
な
潮
流
の
中
で
、
現

実
を
把
握
し
つ
つ
自
己
認
識
を
深
め
よ
う
と
い
う
思
想
的
営
為
で
す
。
今
後
仏
教
の
可
能
性
も
、
こ
の
よ
う
な
営
為
の
中
か
ら
生
ま
れ
て

く
る
の
で
は
な
い
か
。
私
た
ち
僧
侶
が
平
和
に
言
及
す
る
場
合
、
米
国
主
導
の
価
値
観
に
基
づ
く
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
へ
の
対
抗
基

軸
に
仏
教
を
す
え
る
姿
勢
が
必
要
と
考
え
ま
す
。

日
蓮
聖
人
は
、
仏
教
東
漸
の
地
、
日
本
こ
そ
が
正
法
を
世
界
に
広
め
る
の
に
ふ
さ
わ
し
い
国
と
考
え
ら
れ
、
上
行
菩
薩
的
な
使
命
を
日

本
の
国
そ
の
も
の
に
託
さ
れ
ま
し
た
。
よ
く
日
蓮
仏
教
は
国
家
主
義
的
と
い
わ
れ
る
所
以
で
す
が
、
私
た
ち
日
蓮
門
下
は
、
か
か
る
傾
向

を
決
し
て
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
日
本
こ
そ
が
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
に
抗
す
る
理
念
の
も
と
で
世
界
の
平
和
構
築
を
主
導
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す
る
と
の
視
座
か
ら
大
い
に
肯
定
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
立
正
平
和
運
動
を
再
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
の
理
念
の
問
題
で
す
。

こ
の
点
を
お
ろ
そ
か
に
し
て
き
た
か
ら
同
運
動
が
そ
の
時
々
の
政
治
情
勢
に
左
右
さ
れ
、
所
期
の
成
果
を
挙
げ
得
な
か
っ
た
の
で
は
な
い

か
。
か
か
る
視
座
か
ら
正
法
弘
通
と
連
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
は
じ
め
て
立
正
平
和
運
動
も
、
社
会
的
な
実
効
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が

で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
た
め
に
も
ま
ず
は
、
私
た
ち
教
師
の
一
人
一
人
が
仏
教
者
と
し
て
、
ま
た
日
蓮
門
下
と
し
て
、

倫
理
的
主
体
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

以
上
、
立
正
平
和
運
動
の
再
構
築
に
向
け
て
の
愚
考
を
披
瀝
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。


