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戦
争
と
は
、
境
界
線
を
尊
重
す
る
も
の
で
は
な
く
破
壊
す
る
も
の

で
あ
る
。
対
照
的
に
戦
争
の
終
結
と
は
、
主
と
し
て
そ
れ
ら
の
境
界

を
物
理
的
に
全
く
違
っ
た
場
所
に
再
構
築
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

よ
う
に
境
界
が
移
動
す
る
こ
と
で
、
戦
争
終
結
か
ら
戦
後
ま
で
の
間

に
実
際
に
は
何
が
起
き
た
の
か
が
隠
蔽
さ
れ
、
我
わ
れ
の
想
定
は
妥

当
性
を
失
っ
て
し
ま
う
。
台
湾
人
作
家
の
呉
濁
流
が
述
べ
た
よ
う

に
、
日
本
が
降
伏
し
て
後
の
ポ
ス
ト
帝
国
時
代
と
い
う
混
乱
の
な
か

で
台
湾
人
は
実
質
的
に
歴
史
か
ら
忘
れ
去
ら
れ
、「
歴
史
の
陥
穽
」

に
陥
っ
た
。
彼
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
物
語
は
、
大
日
本
帝
国

の
突
然
の
崩
壊
と
と
も
に
消
え
去
っ
〉
1
〈

た
。
第
二
次
世
界
大
戦
に
関
す

る
西
洋
史
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
は
、
ヤ
ン
・
キ
ョ
ン
ジ
ョ
ン
の
究
極

的
な
事
例
を
引
用
し
つ
つ
こ
の
破
綻
が
強
調
さ
れ
〉
2
〈

る
。
ヤ
ン
は
朝
鮮

人
と
し
て
生
ま
れ
た
が
、
日
本
統
治
下
の
朝
鮮
で
大
日
本
帝
国
の
臣

民
と
し
て
徴
兵
さ
れ
、
の
ち
に
ソ
連
の
捕
虜
と
な
り
赤
軍
に
従
軍
し

た
。
さ
ら
に
捕
虜
と
し
て
ド
イ
ツ
軍
に
徴
用
さ
れ
、
第
二
次
世
界
大

戦
終
盤
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
戦
線
に
お
い
て
ア
メ
リ
カ
兵
に
投
降
し
た
。

著
名
な
歴
史
学
者
で
あ
る
ア
ン
ト
ニ
ー
・
ビ
ー
ヴ
ァ
ー
は
、
忠
誠
心

を
民
族
性
と
安
易
に
結
び
つ
け
て
語
る
こ
と
の
危
う
さ
を
、
ヤ
ン
を

事
例
と
し
て
検
証
し
て
い
る
。
た
だ
東
ア
ジ
ア
を
研
究
す
る
者
に

と
っ
て
、
ヤ
ン
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
そ
れ
ほ
ど
動
揺
す
べ
き
も
の
で
は

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
我
わ
れ
は
帝
国
主
義
に
よ
っ
て
国
家
の
簡
潔
な

歴
史
物
語
が
い
か
に
混
乱
す
る
の
か
、
そ
の
予
測
不
可
能
な
変
化
に

合
法
性
と
帝
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湾
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慣
れ
て
お
り
、
あ
る
い
は
慣
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
。

　

我
わ
れ
の
誰
も
が
認
識
す
る
と
お
り
、
日
本
帝
国
主
義
の
歴
史
に

は
、
戦
争
の
複
雑
さ
を
詳
述
し
、
そ
れ
が
い
か
に
単
純
な
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
概
念
を
砕
き
利
己
主
義
や
偶
発
性
、
運
命
と
い
っ
た
よ
り

具
体
的
な
層
に
入
り
込
む
の
か
を
詳
細
に
示
す
ス
ト
ー
リ
ー
が
数
多

く
あ
る
。
例
え
ば
上
述
し
た
ヤ
ン
と
同
様
、
若
き
日
本
兵
の
高
橋
茂

の
話
が
あ
る
。
高
橋
は
終
戦
時
に
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
対
岸
の
ジ
ョ
ホ
ー

ル
バ
ル
に
お
り
、
一
九
四
五
年
一
二
月
に
日
本
軍
が
武
装
解
除
さ
れ

る
さ
な
か
に
所
属
小
隊
を
抜
け
出
し
、
翌
四
六
年
の
三
月
ま
で
彼
は

中
国
人
の
友
人
の
と
こ
ろ
に
身
を
寄
せ
た
。
そ
こ
で
マ
レ
ー
人
の
友

人
に
対
し
て
、
大
日
本
帝
国
臣
民
な
が
ら
自
身
が
中
国
人
だ
と
「
証

明
」
す
る
新
た
な
書
類
を
用
意
し
て
も
ら
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
こ

の
日
本
兵
は
本
当
の
身
分
が
明
ら
か
に
な
る
一
九
四
九
年
一
二
月
ま

で
数
年
に
わ
た
り
潜
伏
活
動
を
行
っ
た
。
警
察
当
局
は
高
橋
を
「
正

式
」
書
類
ど
お
り
に
台
湾
人
と
し
て
逮
捕
し
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
か
ら

台
湾
の
基
隆
に
強
制
送
還
し
た
。
そ
の
後
、
高
橋
が
台
湾
人
で
は
な

く
実
際
に
は
日
本
人
で
あ
る
こ
と
が
判
明
し
、
日
本
国
民
で
あ
る
証

拠
の
提
示
が
求
め
ら
れ
た
。
現
地
の
マ
レ
ー
人
も
イ
ン
ド
人
も
、
彼

が
日
本
人
だ
と
知
っ
て
い
た
も
の
の
、
彼
を
と
て
も
厚
遇
し
て
い
た

よ
う
で
、
こ
の
元
日
本
帝
国
軍
兵
士
は
、
終
戦
直
後
に
ゴ
ム
の
プ
ラ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
働
い
て
い
た
こ
と
、
ま
た
賃
金
が
良
か
っ
た
と
も

語
っ
て
い
る
。
彼
は
以
前
に
も
当
局
に
逮
捕
さ
れ
た
こ
と
が
あ
っ
た

が
、「
ま
た
見
つ
け
た
場
合
は
送
還
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
通
告
さ

れ
な
が
ら
、
繰
り
返
し
釈
放
さ
れ
て
き
〉
3
〈
た
。

　

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
必
要
性
、
戦
争
、
敗
北
や
そ
の
他
い
く

つ
も
の
考
慮
す
べ
き
理
由
に
応
じ
て
し
ば
し
ば
柔
軟
に
変
容
す
る
。

そ
し
て
戦
争
が
軍
事
行
為
に
終
始
す
る
一
方
で
、
帝
国
と
い
う
も
の

は
に
わ
か
に
消
滅
す
る
こ
と
は
な
い
た
め
、
こ
の
柔
軟
性
と
い
う
観

念
は
重
要
で
あ
る
。
一
九
四
五
年
八
月
一
五
日
の
大
日
本
帝
国
に
よ

る
降
伏
宣
言
は
、
敗
北
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、
戦
争
か
ら
平
和
へ

の
い
く
ぶ
ん
曖
昧
な
移
行
の
開
始
を
も
意
味
し
た
。
こ
の
変
化
が
ど

の
よ
う
な
結
末
を
迎
え
、
ま
た
大
日
本
帝
国
軍
や
日
本
社
会
の
あ
ら

ゆ
る
階
層
が
こ
の
動
き
に
い
か
に
対
応
す
る
の
か
、
終
戦
直
後
に
は

ま
っ
た
く
予
想
が
つ
か
な
か
っ
た
。
日
本
人
戦
犯
、
中
国
人
の
対
敵

協
力
者
や
背
信
容
疑
者
を
追
及
す
る
中
国
側
の
取
り
組
み
は
、
彼
ら

が
遺
恨
と
向
き
合
い
、
残
虐
行
為
を
償
な
う
た
め
の
法
的
慰
安
を
提

供
し
、
帝
国
時
代
の
混
沌
と
し
た
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
か
ら
解
放
す
る
術

で
も
あ
っ
た
。
こ
の
動
き
を
日
本
側
は
批
判
的
に
捉
え
、
両
国
は
自

ら
の
主
張
の
正
当
性
を
立
証
す
べ
く
、
合
法
的
判
断
と
司
法
能
力
に

お
い
て
対
峙
す
る
構
え
を
見
せ
た
。
ま
た
重
要
な
点
は
、
実
質
的
勝

敗
の
決
す
以
前
に
双
方
が
そ
の
よ
う
な
対
立
構
図
を
描
き
つ
つ
あ
っ

た
こ
と
で
あ
〉
4
〈

る
。

　

結
果
的
に
は
中
国
当
局
の
「
正
義
」
が
証
明
さ
れ
た
が
、
流
動
的

な
世
界
秩
序
の
再
編
過
程
に
お
い
て
中
国
が
メ
ジ
ャ
ー
プ
レ
ー
ヤ
ー

と
し
て
新
た
な
役
割
を
担
う
う
え
で
、
そ
の
こ
と
は
国
内
／
国
際
的

な
支
援
を
獲
得
す
る
の
に
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
。
ま
た
東
ア
ジ
ア
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に
お
け
る
法
体
系
の
再
編
と
日
本
の
対
外
関
係
は
、
第
二
次
世
界
大

戦
の
終
盤
か
ら
冷
戦
へ
の
移
行
期
に
あ
っ
て
、
植
民
地
主
義
・
帝
国

主
義
時
代
の
勢
力
不
均
衡
を
是
正
す
る
う
え
で
、
決
定
的
な
役
割
を

果
た
し
た
。
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
見
る
こ
と
で
、
日
本
帝
国
が
ど
の

よ
う
に
解
体
し
、
ま
た
伝
統
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
が
新
興
の
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
勢
力
と
い
か
に
対
峙
し
た
か
、
我
わ
れ
は
理
解
で
き
よ

う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
勢
力
同
士
も
、
東
・
東
南
ア
ジ
ア
に
お
け
る
自

ら
の
将
来
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
せ
め
ぎ
合
っ
て
い
た
。
戦
犯

の
逮
捕
、
調
査
、
訴
追
は
、
ま
さ
に
国
際
法
的
な
手
段
で
あ
る
が
、

そ
れ
ら
は
こ
の
地
域
で
は
比
較
的
新
し
い
概
念
で
あ
っ
〉
5
〈
た
。
こ
の
制

度
は
公
職
に
就
い
て
い
た
人
々
の
罪
を
裁
き
、
日
本
人
、
中
国
人
、

そ
し
て
台
湾
人
が
誰
で
あ
る
か
の
輪
郭
を
浮
き
彫
り
に
し
た
。
こ
れ

は
一
見
す
れ
ば
簡
単
な
タ
ス
ク
の
よ
う
で
あ
る
が
、
日
本
が
唐
突
に

降
伏
し
た
後
、
矢
継
ぎ
早
に
顕
在
化
す
る
民
族
や
国
家
の
境
界
を
帝

国
主
義
が
曖
昧
に
し
て
き
た
た
め
、
政
治
的
に
は
複
雑
で
非
効
率
な

作
業
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
史
実
は
「
移
行
期
正
義
」（transitional justice

）
よ
り
む
し

ろ
「
競
争
的
な
正
義
」（com

petitive justice

）
と
い
う
概
念
に
基
づ

い
て
い
る
。
私
は
、
移
行
期
正
義
と
い
う
概
念
で
は
、
失
敗
し
た
大

日
本
帝
国
の
圏
域
に
お
い
て
は
運
命
づ
け
ら
れ
た
結
末
が
存
在
し
な

か
っ
た
こ
と
を
説
明
し
き
れ
な
い
と
考
え
る
か
ら
だ
。
戦
後
に
東
ア

ジ
ア
各
地
で
開
か
れ
た
日
本
人
戦
犯
に
対
し
て
正
義
を
問
う
国
内
軍

事
裁
判
で
は
、
新
た
な
国
際
法
制
が
導
入
さ
れ
た
が
、
こ
れ
ら
は
帝

国
崩
壊
に
よ
っ
て
生
じ
た
摩
擦
を
解
消
し
新
体
制
を
設
立
す
る
こ

と
、
ま
た
新
政
権
の
も
と
で
人
々
が
政
治
的
、
心
理
的
に
終
止
符
を

打
つ
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。
そ
れ
ら
は
イ
ン
ド
シ
ナ
の
サ
イ
ゴ

ン
か
ら
ビ
ル
マ
の
ラ
ン
グ
ー
ン
、
中
国
東
北
の
瀋
陽
や
イ
ン
ド
ネ
シ

ア
の
ク
パ
ン
ま
で
、
ア
ジ
ア
全
域
に
広
が
る
も
の
だ
っ
た
。
フ
ィ
リ

ピ
ン
を
除
く
大
半
の
地
域
で
、
こ
れ
ら
法
廷
は
日
本
の
帝
国
支
配
前

の
旧
植
民
地
時
代
と
同
じ
法
的
基
盤
と
監
視
機
能
を
焼
き
直
し
し
た

も
の
で
あ
り
、
同
時
に
当
時
、
安
全
保
障
問
題
が
深
刻
に
な
る
中

で
、
一
九
五
一
年
ま
で
結
審
が
延
び
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
を
除
く
各

国
当
局
は
、
こ
れ
ら
裁
判
を
迅
速
に
終
結
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
た
。

中
国
国
民
党
と
共
産
党
と
の
内
戦
が
激
化
し
つ
つ
あ
っ
た
中
国
法
廷

に
は
、
日
本
の
戦
争
犯
罪
問
題
を
め
ぐ
り
以
下
三
点
の
特
徴
が
見
受

け
ら
れ
る
。
第
一
に
、
政
権
交
代
に
よ
っ
て
一
九
四
六
年
か
ら
五
六

年
ま
で
実
質
的
に
は
最
も
長
い
（
長
い
中
断
を
含
む
）
裁
判
が
行
わ

れ
た
。
第
二
に
、
一
度
の
み
な
ら
ず
二
度
も
、
中
国
人
自
ら
が
日
本

人
戦
犯
を
裁
く
こ
と
の
で
き
る
司
法
制
度
を
ゼ
ロ
か
ら
整
備
す
る
必

要
に
迫
ら
れ
た
。
第
三
に
、
旧
支
配
地
域
や
旧
植
民
地
で
は
対
日
戦

犯
裁
判
の
問
題
が
歴
史
的
な
闇
に
埋
も
れ
て
い
っ
た
反
面
、
中
国
で

は
そ
の
逆
の
こ
と
が
起
こ
っ
た
。
つ
ま
り
、
台
湾
海
峡
で
の
緊
張
が

高
ま
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
中
国
法
廷
は
一
九
七
〇
年
代
中
盤
に
な
っ

て
改
め
て
注
目
さ
れ
、
政
治
的
な
氷
山
と
し
て
顕
在
化
し
た
。
日
中

間
の
摩
擦
が
表
面
化
す
る
ま
で
の
過
去
一
〇
年
に
わ
た
り
、
こ
の
問

題
は
大
き
な
力
を
孕
み
な
が
ら
も
大
半
が
押
し
と
ど
め
ら
れ
て
い
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た
。
そ
れ
は
、
歴
史
的
記
憶
と
し
て
は
実
質
的
に
無
視
さ
れ
て
き
た

東
京
裁
判
が
、
二
一
世
紀
初
頭
に
脚
光
を
浴
び
始
め
た
こ
と
に
も
通

じ
〉
6
〈

る
。

　

中
国
に
お
け
る
Ｂ
Ｃ
級
戦
争
犯
罪
裁
判
は
本
質
と
し
て
、
Ａ
級
戦

犯
裁
判
で
あ
る
ナ
チ
ス
の
戦
争
犯
罪
人
に
対
す
る
ニ
ュ
ル
ン
ベ
ル
ク

裁
判
と
日
本
人
指
導
者
に
対
す
る
東
京
裁
判
に
お
い
て
連
合
国
が
定

め
た
方
法
に
な
ら
う
も
の
だ
っ
た
。
先
の
拙
著
で
は
、
正
義
に
は

「
調
停
に
焦
点
を
当
て
た
見
方
」（arrangem

ent focused view

）
と

「
具
体
的
実
践
に
焦
点
を
当
て
た
理
解
」（realization focused 

understand ing

）
と
い
う
二
つ
の
特
性
が
あ
る
と
す
る
ア
マ
ル
テ
ィ

ア
・
セ
ン
の
論
理
を
用
い
た
。「
調
停
」
メ
ソ
ッ
ド
は
正
義
を
達
成

し
う
る
行
政
区
の
設
置
に
重
き
を
置
き
、
そ
れ
は
「
正
義
が
実
践
さ

れ
る
ア
ク
テ
ィ
ブ
な
実
在
」
で
あ
る
法
廷
と
弁
護
士
に
当
た
る
。
私

は
こ
の
研
究
を
始
め
た
当
初
、
こ
れ
は
中
国
国
民
党
（
Ｋ
Ｍ
Ｔ
）
を

活
性
化
さ
せ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
と
考
え
た
が
、
現
在
は
そ
の
確
信

が
少
し
薄
れ
、「
具
体
的
実
践
に
焦
点
を
当
て
た
理
解
」
と
い
う
ア

プ
ロ
ー
チ
が
、
司
法
機
関
に
よ
る
実
質
的
効
果
と
大
衆
が
求
め
る

「
正
義
」
の
獲
得
を
重
視
す
る
中
国
共
産
党
（
Ｃ
Ｃ
Ｐ
）
の
目
的
に

む
し
ろ
適
っ
て
い
る
と
判
断
し
〉
7
〈

た
。
特
に
こ
こ
数
年
、
こ
れ
ら
裁
判

が
政
治
的
焦
点
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
私
は
別
の
問
題

意
識
に
直
面
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
中
国
法
廷
の
ど
こ
が

他
と
は
異
な
り
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
点
な
の
か
、
そ
れ
は
中
国
国
民

党
か
共
産
党
か
を
問
わ
ず
中
国
に
お
け
る
正
義
の
性
質
に
よ
る
も
の

な
の
か
、
あ
る
い
は
他
に
考
慮
す
べ
き
力
学
が
働
い
て
い
る
の
か
、

最
後
に
日
本
と
の
関
係
に
お
い
て
豊
か
な
多
様
性
、
異
な
る
目
的
、

そ
し
て
相
反
す
る
遺
産
を
受
け
て
、「
中
国
の
」
法
廷
を
め
ぐ
る
総

合
的
分
析
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
質
問
に
答
え
る
べ
く
、
中
国
人
が
追
求
し
た
日
本
人
戦

犯
に
対
す
る
正
義
の
進
化
過
程
で
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
要
点
に
つ
い

て
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
制
限
と
現
行
研
究
の
課
題
が
あ
る
た
め
、
最

も
重
要
な
部
分
の
み
に
触
れ
な
が
ら
簡
潔
に
述
べ
る
こ
と
と
す
る
。

な
お
当
初
は
、
日
本
の
反
応
に
も
焦
点
を
当
て
る
つ
も
り
だ
っ
た

が
、
紙
幅
の
都
合
に
よ
り
他
の
論
稿
に
譲
る
こ
と
と
し
〉
8
〈
た
。
ま
ず
、

国
際
法
廷
に
お
け
る
中
国
の
役
割
に
つ
い
て
概
観
し
、
そ
し
て
東
京

裁
判
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
中
国
に
お
け
る
正
義
に
関
す
る
概
念
理
解
お

よ
び
中
国
国
内
法
廷
に
ど
の
よ
う
に
影
響
し
た
か
を
検
討
す
る
。
こ

の
点
は
、
過
去
一
五
年
間
に
中
国
で
進
め
ら
れ
て
き
た
多
く
の
研
究

を
書
き
換
え
る
た
め
、
政
治
的
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
。
ま
た
東

京
裁
判
に
お
い
て
中
国
共
産
党
（
Ｃ
Ｃ
Ｐ
）
は
、
相
対
的
に
み
れ
ば

補
助
的
役
割
を
果
た
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
歴
史
を
「
所
有
」

し
よ
う
と
試
み
て
い
る
、
と
の
指
摘
は
稀
で
あ
る
。
加
え
て
、
東
京

裁
判
や
そ
れ
へ
の
関
与
を
め
ぐ
り
台
湾
当
局
が
中
国
国
民
党
（
Ｋ
Ｍ

Ｔ
）
の
存
在
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
た
め
に
同
等
の
努
力
を
し
て
い
る
よ

う
に
は
見
受
け
ら
れ
な
い
。
最
後
に
、
Ｋ
Ｍ
Ｔ
に
よ
る
戦
犯
裁
判
の

要
点
を
整
理
す
る
こ
と
で
本
稿
の
結
論
と
す
る
。
な
お
、
Ｃ
Ｃ
Ｐ
に

よ
る
裁
判
に
つ
い
て
分
析
を
深
め
る
紙
幅
は
な
い
が
、
一
九
五
〇
年
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代
中
盤
に
追
加
的
に
開
廷
さ
れ
た
事
実
は
、
他
の
論
考
で
フ
ォ
ロ
ー

し
た
。研

究
課
題
の
設
定

　

カ
イ
ロ
会
談
や
連
合
国
に
よ
る
国
際
的
な
予
備
会
議
の
展
開
に
関

し
て
は
、
す
で
に
他
の
研
究
に
よ
っ
て
十
分
な
詳
述
が
な
さ
れ
て
お

り
、
一
般
的
な
議
論
に
つ
い
て
は
紙
幅
が
限
ら
れ
て
い
る
た
め
、
こ

こ
で
議
論
す
る
こ
と
は
控
え
〉
9
〈

る
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
は
事
前

に
想
定
さ
れ
対
応
が
計
画
さ
れ
て
い
た
反
面
、
戦
利
品
に
関
し
て
は

必
ず
し
も
平
等
に
分
配
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
中
国
は
内
戦

状
況
が
深
ま
る
な
か
で
高
ま
り
ゆ
く
敵
意
と
敗
北
の
可
能
性
を
孕
ん

で
お
り
、
そ
れ
ら
の
新
た
な
シ
ス
テ
ム
に
し
っ
か
り
と
参
加
で
き
た

わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
終
結
に
際
し
て
連
合
国

は
、
短
命
に
終
わ
っ
た
帝
国
時
代
に
犯
し
た
戦
争
犯
罪
の
責
任
を
非

武
装
化
し
た
日
本
に
負
わ
せ
る
と
い
う
降
伏
後
の
壮
大
な
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
追
わ
れ
た
。
一
九
四
五
年
の
ヤ
ル
タ
会
談
で
は
中
国
を
蚊
帳

の
外
に
置
き
、
条
約
と
引
き
換
え
に
多
く
の
ロ
シ
ア
皇
帝
時
代
の
特

権
を
ソ
連
に
譲
渡
す
る
こ
と
で
、
中
国
が
国
際
的
に
対
等
な
立
場
で

な
い
よ
う
に
見
せ
つ
け
た
。
ヤ
ル
タ
協
定
で
は
、
ロ
シ
ア
帝
国
が
一

九
〇
五
年
に
失
っ
た
東
・
南
満
州
鉄
道
の
ソ
連
へ
の
返
還
が
認
め
ら

れ
た
代
わ
り
に
、
ス
タ
ー
リ
ン
は
蔣
介
石
と
中
国
国
民
党
を
承
認
す

る
と
申
し
出
〉
10
〈

た
。
牛
軍
に
よ
れ
ば
、
一
九
二
〇
年
代
に
は
中
国
の
す

べ
て
の
政
党
が
、
国
家
の
滅
亡
を
回
避
す
る
た
め
、
あ
る
種
の
「
革

命
」
を
普
遍
的
理
念
と
し
て
掲
げ
る
か
、
も
し
く
は
志
向
し
て
い

た
。
確
か
に
、
抗
日
戦
争
中
や
そ
の
後
の
内
戦
前
夜
に
も
、
そ
れ
は

事
実
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
中
国
文
化
の
足
か
せ
、
ま
た
は
そ
の
伝
統

が
国
家
を
衰
退
さ
せ
る
と
い
う
明
確
な
恐
れ
が
存
在
し
て
お
〉
11
〈

り
、
中

国
の
国
家
統
一
は
不
可
能
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
た
。
中
国
は
恐
ろ
し

い
戦
争
の
後
に
大
衆
を
活
気
づ
け
る
た
め
、
評
論
家
が
言
う
と
こ
ろ

の
「
パ
ブ
リ
シ
テ
ィ
と
い
う
酸
素
」（
メ
デ
ィ
ア
で
書
き
立
て
ら
れ

る
こ
と
で
社
会
的
関
心
を
引
く
活
動
が
い
っ
そ
う
活
発
に
な
る
現

象
）
を
必
要
と
し
て
お
り
、
そ
れ
を
達
成
し
う
る
完
璧
な
方
策
を
日

本
人
戦
犯
の
断
罪
に
見
出
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ル
ー
ン
・
シ
ュ

ヴ
ァ
ー
ヴ
ァ
ル
（R

une Svarverud

）
が
記
し
た
と
お
り
、
解
決
す

べ
き
問
題
は
「
清
末
期
、
中
国
の
国
際
的
立
場
は
脆
弱
で
あ
っ
た
た

め
、
中
国
が
他
の
国
家
と
の
関
係
に
お
い
て
優
位
性
を
確
保
す
る
の

に
国
際
法
は
最
も
重
要
な
ツ
ー
ル
の
一
つ
で
あ
っ
た
」
と
い
う
こ

と
〉
12
〈

だ
。

　

中
国
の
政
治
的
必
要
性
と
は
別
に
、
戦
犯
裁
判
の
概
念
が
生
ま
れ

る
や
否
や
、
連
合
国
も
か
つ
て
の
大
日
本
帝
国
の
全
域
で
戦
争
犯
罪

の
立
件
を
競
い
合
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
旧
宗
主
国
も
同
様
の
目
的

か
ら
彼
ら
自
身
で
裁
判
を
管
理
し
よ
う
と
努
め
、
そ
の
合
法
性
は
今

日
に
お
い
て
も
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
が
、
失
わ
れ
た
植
民
地
時
代

の
領
域
を
取
り
戻
す
た
め
に
、
こ
れ
ま
た
同
じ
く
大
日
本
帝
国
軍
を

利
用
し
た
。
ア
メ
リ
カ
は
七
万
人
の
日
本
人
を
動
員
し
て
太
平
洋
諸
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国
と
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
労
働
者
と
し
て
軍
隊
に
仕
え
さ
せ
、
イ
ギ
リ
ス

は
一
〇
万
人
の
日
本
人
を
東
南
ア
ジ
ア
の
再
建
の
た
め
に
動
員

し
〉
13
〈

た
。
投
降
し
た
日
本
兵
の
大
規
模
動
員
は
、
日
本
軍
に
よ
る
戦
争

犯
罪
が
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
ネ
タ
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
な

く
、
む
し
ろ
中
国
は
、
法
廷
に
お
い
て
戦
争
犯
罪
の
証
拠
収
集
に
注

力
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
中
国
の
指
導
者
た
ち
は
、
お
の
ず
か
ら

事
実
は
事
実
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
と
信
じ
き
っ
て
お
り
、
国
際
法

の
手
順
に
則
り
証
拠
提
出
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、
中
国
は
そ
の
ゲ
ー

ム
か
ら
離
脱
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
識
字
率
が
た
っ
た
二
〇
％
の
国

に
お
い
て
、
国
民
党
が
共
産
党
を
あ
ら
ゆ
る
権
力
か
ら
遠
ざ
け
よ
う

と
腐
心
し
つ
つ
、
猛
烈
な
イ
ン
フ
レ
に
対
応
を
迫
ら
れ
て
い
る
状
況

下
で
、
過
去
の
戦
争
犯
罪
を
立
証
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な

か
っ
〉
14
〈
た
。

　

日
本
の
降
伏
に
と
も
な
い
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
正
義
の
問
題
に
関

し
て
、
中
国
の
構
想
と
手
順
か
ら
以
下
三
点
が
い
え
る
。
第
一
に
、

中
国
は
対
日
戦
犯
裁
判
を
開
廷
し
な
い
と
い
う
選
択
の
余
地
は
な
い

と
認
識
し
て
い
た
が
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
し
て
展
開
す
る
か
に
つ

い
て
は
、
様
々
な
懸
念
が
交
錯
し
て
い
た
。
第
二
に
、
こ
の
戦
勝
国

の
手
に
余
る
国
際
法
的
手
続
き
を
理
解
し
う
る
人
材
が
限
ら
れ
て
い

た
の
で
、
そ
の
確
保
の
た
め
敵
対
勢
力
間
で
激
し
い
争
奪
戦
が
繰
り

広
げ
ら
れ
た
。
第
三
に
、
裁
判
を
通
じ
て
国
民
は
、
い
ず
れ
の
勢
力

が
主
導
的
立
場
に
あ
る
の
か
を
理
解
し
て
い
っ
た
一
方
で
、
中
国
大

陸
と
台
湾
の
双
方
は
一
連
の
裁
判
に
関
す
る
情
報
を
速
や
か
に
包
摂

し
て
い
っ
た
。
換
言
す
れ
ば
、
中
国
側
は
裁
判
を
無
視
す
る
こ
と
は

な
か
っ
た
が
、
明
ら
か
に
重
視
し
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
戦
後
の

こ
う
し
た
出
来
事
を
め
ぐ
る
記
録
は
、
一
九
四
九
年
か
ら
五
六
年
の

間
は
公
式
見
解
か
ら
消
去
さ
れ
、
一
九
七
〇
年
代
に
入
り
公
式
に
さ

れ
て
以
後
、
一
九
九
〇
年
代
末
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
再
度
、
隠
さ

れ
て
い
る
。
戦
犯
裁
判
の
史
実
が
徐
々
に
明
ら
か
に
な
る
に
つ
れ

て
、
あ
の
戦
争
と
日
本
帝
国
主
義
に
関
す
る
二
〇
世
紀
後
半
の
事
実

と
現
代
中
国
に
広
く
浸
透
し
て
い
る
人
々
の
姿
勢
と
の
間
に
は
大
き

な
矛
盾
が
あ
る
（
王
泰
升
が
指
摘
す
る
と
お
り
、「
本
省
人
が
、
日

本
の
政
治
的
遺
構
を
抜
け
出
す
の
に
五
〇
年
近
く
（
一
九
四
五
〜
九

二
年
）
か
か
っ
た
」
こ
と
か
ら
、
台
湾
で
は
こ
の
議
論
は
小
康
状
態

に
あ
〉
15
〈

る
）。
一
九
四
五
年
に
蔣
介
石
と
毛
沢
東
は
と
も
に
日
本
に
対

し
て
慈
悲
と
寛
容
を
語
っ
た
が
、
今
日
の
大
陸
で
の
政
治
的
レ
ト

リ
ッ
ク
に
お
い
て
は
意
図
的
に
消
し
去
ら
れ
て
い
る
。
同
時
に
中
国

の
戦
犯
裁
判
の
史
実
は
、
中
国
／
台
湾
の
歴
史
に
新
た
な
教
訓
を
提

示
す
る
。
と
い
う
の
も
、
終
戦
直
後
に
中
国
人
が
日
本
人
に
対
し
て

慈
悲
深
く
対
応
し
た
こ
と
が
、
最
近
に
な
っ
て
公
認
さ
れ
た
か
ら
だ
。

　

戦
後
数
年
で
国
際
法
体
系
の
グ
ロ
ー
バ
ル
な
潮
流
が
形
成
さ
れ
た

一
方
で
、
中
国
や
台
湾
に
お
い
て
は
数
十
年
に
わ
た
り
司
法
機
能
が

停
滞
し
た
こ
と
に
留
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
両
者
に

お
い
て
は
正
義
を
め
ぐ
る
厳
し
い
せ
め
ぎ
合
い
を
公
認
し
周
知
す
る

法
廷
と
い
う
重
要
な
場
が
短
期
間
し
か
存
在
せ
ず
、
一
九
九
〇
年
代

ま
で
は
実
質
的
に
消
滅
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
た
。
戦
後
の
東
ア
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ジ
ア
に
お
け
る
戦
犯
裁
判
は
、
そ
れ
自
体
が
一
大
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り

日
本
人
を
弾
劾
す
る
公
的
宣
言
で
あ
っ
た
こ
と
に
加
え
て
、
当
時
に

限
ら
ず
、
よ
り
重
要
な
の
は
七
〇
年
後
の
今
日
に
お
い
て
も
、
こ
の

帝
国
を
め
ぐ
る
公
的
記
憶
の
水
先
案
内
役
を
担
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

日
本
兵
と
当
局
者
に
対
す
る
中
国
で
の
戦
犯
裁
判
は
、
一
九
九
〇
年

代
ま
で
は
政
治
的
混
乱
と
い
う
ベ
ー
ル
に
包
ま
れ
て
根
本
的
に
は
隠

蔽
さ
れ
〉
16
〈

た
。

　

そ
の
当
時
か
ら
、
こ
れ
ら
裁
判
の
法
的
価
値
が
議
論
さ
れ
て
お

り
、
中
国
大
陸
の
先
行
研
究
は
非
常
に
肯
定
的
な
評
価
を
与
え
て
い

る
が
、
他
地
域
で
の
そ
れ
に
は
、
よ
り
批
判
的
な
意
味
合
い
が
含
ま

れ
〉
17
〈

る
。
中
国
政
府
は
、
独
自
法
廷
の
構
想
を
決
定
づ
け
た
国
際
法
的

ア
リ
ー
ナ
と
し
て
の
東
京
裁
判
に
お
い
て
若
干
は
影
響
力
を
発
揮
し

た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
彼
ら
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
得
る

よ
う
な
法
的
枠
組
み
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中

国
が
日
本
に
対
し
て
正
義
を
追
求
し
た
こ
と
が
、
中
国
大
陸
の
先
行

研
究
に
は
看
取
さ
れ
る
。
そ
れ
は
、
主
だ
っ
た
日
本
人
指
導
者
に
対

し
て
戦
争
責
任
を
認
め
さ
せ
る
上
で
、
中
国
法
学
が
中
心
的
役
割
を

果
た
し
た
と
断
定
す
る
も
の
だ
。
東
京
裁
判
で
は
、
中
国
に
対
す
る

侵
略
と
同
国
に
お
け
る
残
虐
行
為
に
関
し
て
日
本
人
戦
犯
に
責
任
を

負
わ
せ
る
と
い
う
判
決
に
あ
た
り
、
中
国
人
判
事
で
あ
る
梅
汝
璈
が

中
心
的
な
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
の

見
解
が
中
国
で
広
ま
り
つ
つ
あ
〉
18
〈

る
。
二
一
世
紀
初
頭
の
学
術
環
境
の

改
善
に
と
も
な
い
、
中
国
人
歴
史
学
者
は
洞
察
を
深
め
、
中
国
の
司

法
制
度
を
め
ぐ
る
前
提
を
精
査
す
る
動
き
を
続
け
て
い
る
。

　

中
国
語
圏
に
お
け
る
歴
史
学
の
研
究
動
向
と
は
別
に
、
中
国
国
民

党
は
、
民
国
政
府
が
国
民
の
た
め
に
正
義
を
勝
ち
取
ろ
う
と
注
力
し

て
い
た
と
、
中
国
民
衆
お
よ
び
世
界
の
人
々
に
説
明
す
る
た
め
対
日

戦
犯
裁
判
を
利
用
し
よ
う
と
し
て
き
た
。
そ
し
て
中
国
の
二
つ
の
政

党
が
と
も
に
こ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
を
採
用
し
た
一
方
で
、
彼
ら
の
信
奉

者
に
対
し
て
は
同
等
の
厳
格
さ
を
適
用
し
な
か
っ
た
こ
と
は
皮
肉
で

あ
る
。
ま
た
最
終
的
に
彼
ら
は
裁
判
の
こ
と
を
忘
却
し
、
中
華
人
民

共
和
国
に
な
お
反
響
し
続
け
る
歪
ん
だ
政
治
目
的
の
た
め
、
自
ら
が

注
意
深
く
作
り
上
げ
た
革
命
的
な
法
律
を
覆
し
て
し
ま
っ
た
。
戦
犯

裁
判
と
い
う
機
に
乗
じ
て
、
両
政
党
は
正
義
を
定
義
付
け
近
代
的
法

治
国
家
に
向
け
た
機
構
整
備
に
着
手
し
た
が
、
そ
う
し
た
動
き
は
放

棄
さ
れ
た
。
こ
の
戦
後
に
お
け
る
司
法
制
度
の
国
際
化
に
向
け
た
変

化
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
歴
史
学
者
ア
ン
リ
・
ル
ッ
ソ
（H

enri R
ousso

）

の
研
究
に
お
い
て
も
、
記
憶
、
特
に
被
害
者
の
そ
れ
は
、
歴
史
証
言

に
お
い
て
よ
り
大
き
な
重
要
性
を
与
え
ら
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
傾

向
は
い
っ
そ
う
検
討
さ
れ
る
べ
き
も
の
〉
19
〈

だ
。

変
容
以
前
の
中
国
の
法
制

　

日
本
に
対
す
る
勝
利
が
目
前
に
迫
る
な
か
、
中
華
民
国
は
そ
の
成

功
を
ま
っ
た
く
予
期
し
て
い
な
か
っ
た
。
戦
利
品
な
ど
が
あ
っ
た
と

し
た
と
し
て
も
国
民
に
は
そ
れ
を
享
受
す
る
チ
ャ
ン
ス
は
な
く
、
中
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国
に
滞
在
し
て
い
た
日
本
人
自
身
も
ま
た
、
帝
国
の
敗
北
を
本
気
で

信
じ
な
か
っ
た
。
日
本
の
内
閣
情
報
局
の
最
後
の
総
裁
で
あ
っ
た
下

村
海
南
は
自
叙
伝
の
中
で
、
日
本
軍
は
中
国
に
お
い
て
無
敵
だ
っ
た

と
書
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
中
国
人
に
決
し
て
屈
す
る
こ
と
な
く
、

そ
の
敗
北
は
ア
メ
リ
カ
の
介
入
に
よ
る
も
の
だ
っ
た
。
ま
た
下
村

は
、
中
国
国
民
党
の
首
席
で
あ
っ
た
何
應
欽
の
記
述
を
引
用
し
つ

つ
、
中
国
は
彼
ら
自
身
の
力
で
な
く
連
合
国
の
支
援
を
受
け
て
勝
利

を
得
た
の
だ
と
も
述
べ
て
い
〉
20
〈

る
。

　

中
国
と
日
本
の
指
導
者
ら
は
、
戦
犯
裁
判
が
目
前
に
迫
っ
て
い
る

と
の
認
識
は
あ
っ
た
も
の
の
、
初
め
て
の
法
廷
は
皮
肉
に
も
ア
メ
リ

カ
合
衆
国
に
よ
っ
て
上
海
で
設
置
さ
れ
た
。
そ
し
て
こ
の
動
き
は
、

中
国
国
民
党
に
よ
る
法
廷
設
置
へ
の
動
き
を
早
め
る
こ
と
と
な
り
、

一
九
四
六
年
五
月
に
は
東
京
裁
判
が
実
施
さ
れ
た
。
基
本
的
に
は
、

中
国
の
司
法
制
度
は
世
界
に
お
い
て
高
く
評
価
さ
れ
て
お
ら
ず
、
苦

境
に
立
た
さ
れ
て
い
た
中
国
人
エ
リ
ー
ト
の
多
く
が
、
実
際
の
と
こ

ろ
自
国
に
も
法
原
理
が
あ
っ
て
人
治
的
で
は
な
い
と
誇
示
す
る
必
要

性
を
常
に
感
じ
て
い
た
。
中
華
民
国
の
代
表
と
し
て
東
京
裁
判
で
判

事
を
務
め
た
梅
汝
璈
は
一
九
三
二
年
に
書
い
た
短
い
論
考
に
て
、
中

国
の
「
礼
」
と
「
法
」
の
概
念
を
用
い
て
西
欧
人
に
対
し
て
自
国
の
司

法
制
度
史
を
解
説
し
、
自
国
を
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
梅
は

「
礼
」
と
「
法
」
と
い
う
伝
統
的
な
概
念
や
、
飴
と
鞭
の
ア
プ
ロ
ー
チ

を
自
然
法
と
実
定
法
の
よ
う
に
説
明
し
た
が
、
こ
れ
は
中
国
に
は
法

務
の
歴
史
的
蓄
積
が
一
切
な
い
と
信
じ
て
い
た
否
定
論
を
正
す
た
め

に
、
西
洋
で
高
く
評
価
さ
れ
て
い
た
学
術
雑
誌
に
投
稿
し
た
も
の
で

あ
〉
21
〈

る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
大
半
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
よ
う
だ
。
例
え
ば
、
一
九
四
七
年
五
月
か
ら
一
九
四
九
年
一

〇
月
ま
で
駐
南
京
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
大
使
館
に
赴
任
し
た
ウ
ィ
リ
ア

ム
・
ハ
ミ
ル
ト
ン
は
回
顧
録
の
中
で
、
友
人
が
「（
中
国
人
は
誇
張

す
る
た
め
）
南
京
事
件
で
の
残
虐
行
為
に
関
わ
る
す
べ
て
の
証
拠

は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
忠
告

し
た
こ
と
を
回
想
し
て
い
る
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
ハ
ミ
ル
ト
ン
の
同

僚
も
、「
中
国
人
は
戦
犯
に
ほ
と
ん
ど
興
味
を
示
す
こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
」
し
、「
中
国
人
の
多
く
は
他
の
外
国
人
と
比
べ
て
日
本
人
を

特
別
に
嫌
っ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
」
と
も
認
識
し
て
い
〉
22
〈

た
。

　

中
国
の
司
法
制
度
は
近
代
的
に
な
り
得
な
い
と
い
う
見
解
は
、
外

国
人
だ
け
が
有
し
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
清
末
期
の
法
律
家
で
、

の
ち
に
中
華
民
国
期
に
著
名
に
な
る
居
正
は
、
梅
汝
璈
と
同
様
に
中

国
の
法
学
は
深
遠
な
歴
史
が
あ
る
と
認
識
し
て
い
た
。
し
か
し
居
は

同
時
に
、
古
代
儒
教
の
考
え
方
で
は
法
律
が
実
質
的
に
は
思
潮
に
組

み
込
ま
れ
て
い
た
と
も
感
じ
て
い
た
。
そ
し
て
、
代
々
続
く
王
朝
に

お
い
て
法
律
の
捉
え
方
が
硬
直
し
て
い
っ
た
が
、
そ
う
し
た
遺
産
が

受
け
継
が
れ
る
こ
と
は
な
く
な
っ
た
と
、
中
国
の
司
法
制
度
を
破
壊

し
た
大
国
の
襲
来
を
評
価
し
て
い
る
。
居
は
結
論
的
に
、
中
国
の
司

法
を
不
安
定
な
も
の
と
し
た
最
大
の
原
因
は
、
治
外
法
権
と
領
事
裁

判
権
の
法
律
で
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
一
九
世
紀
半
ば
以
降
の
問
題

は
、
外
国
商
人
と
の
間
で
係
争
や
い
ざ
こ
ざ
が
起
き
た
際
に
、
彼
ら
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は
中
国
法
廷
で
問
題
解
決
す
る
の
を
望
ま
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、

（
中
国
人
は
当
時
、
そ
れ
が
良
い
こ
と
だ
と
考
え
た
が
）
中
国
の
統

治
権
は
大
き
く
傷
つ
き
、
清
末
の
政
府
高
官
は
こ
れ
を
是
正
し
よ
う

と
試
み
た
が
、
形
式
的
な
修
正
ば
か
り
で
根
本
的
な
改
善
に
は
至
ら

な
か
っ
〉
23
〈

た
。

　

居
正
は
、
領
事
裁
判
所
が
法
改
正
を
許
さ
な
い
こ
と
で
、
中
国
の

司
法
制
度
を
改
善
す
る
機
会
を
同
国
か
ら
奪
っ
て
い
る
と
判
断
し

た
。
制
度
や
専
門
家
が
社
会
的
変
革
に
適
応
す
る
方
法
は
存
在
せ

ず
、
多
く
の
場
合
が
「
礼
治
」
に
従
う
も
の
だ
っ
た
た
め
に
、
改
善

の
試
み
は
い
ず
れ
も
状
況
変
化
に
と
も
な
っ
て
無
意
味
に
終
わ
っ
た

（
刻
舟
求
剣
）。
同
時
に
、
と
は
い
え
中
国
は
馴
染
み
の
な
い
西
洋
法

を
急
遽
、
採
用
す
る
こ
と
も
で
き
な
か
っ
〉
24
〈

た
。
よ
っ
て
居
正
は
、
近

代
化
に
適
応
す
べ
く
中
国
は
法
律
制
度
を
再
編
す
べ
き
で
あ
る
と
の

結
論
に
至
っ
た
。
こ
れ
に
は
、
新
た
な
法
律
制
定
に
む
け
た
制
度
改

革
の
機
運
を
高
め
、
本
当
の
意
味
で
公
法
と
私
法
と
の
区
別
を
取
り

払
い
、
法
律
と
実
質
的
に
法
律
に
取
っ
て
代
わ
っ
て
い
た
伝
統
的
慣

習
を
儀
式
化
す
る
こ
と
で
、
歴
史
的
課
題
の
克
服
を
期
す
内
容
が
含

ま
れ
て
い
〉
25
〈

た
。
居
正
は
、
治
外
法
権
は
中
国
の
法
律
制
度
に
お
い
て

「
異
質
」
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
、
独
立
な
ら
び
に
中
国
の
近
代
的

法
律
制
度
の
整
備
を
妨
げ
る
も
の
と
考
え
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
中
国

で
は
こ
れ
が
障
害
と
な
っ
て
独
立
国
家
の
道
が
阻
ま
れ
て
い
る
と
断

言
し
た
の
〉
26
〈

だ
。
一
九
四
三
年
の
治
外
法
権
廃
止
、
そ
し
て
対
日
戦
犯

裁
判
は
、
中
国
が
近
代
的
な
法
律
制
度
を
完
全
に
導
入
す
る
絶
好
の

機
会
を
提
供
し
、
中
国
が
第
二
次
世
界
大
戦
に
お
い
て
ソ
連
、
ア
メ

リ
カ
、
イ
ギ
リ
ス
と
並
ぶ
連
合
国
で
あ
り
戦
勝
国
と
し
て
尊
重
さ
れ

る
べ
き
こ
と
を
内
外
に
示
す
よ
い
機
会
と
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
こ

と
は
、
世
界
の
多
く
人
々
の
眼
に
も
明
ら
か
で
あ
る
。
中
華
民
国
期

の
法
律
家
で
、
海
外
で
法
学
博
士
号
を
取
得
し
た
楊
兆
龍
は
、
東
京

裁
判
の
弁
護
団
一
員
と
し
て
招
集
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
居
正
同

様
、
彼
も
中
国
の
法
学
教
育
を
危
惧
し
て
お
り
、
一
九
三
四
年
に
東

呉
大
学
法
学
部
の
機
関
紙
に
「
中
国
の
法
律
教
育
の
弱
点
と
そ
の
解

決
の
た
め
の
方
策
」
と
い
う
論
文
を
投
稿
し
た
。
楊
は
、
一
九
三
〇

年
代
に
中
国
は
法
学
教
育
を
め
ぐ
っ
て
学
部
運
営
と
学
生
教
育
の
二

大
問
題
に
直
面
し
た
と
論
証
し
た
。
そ
の
中
で
彼
は
、
学
部
運
営
が

十
分
で
は
な
く
学
生
が
享
受
す
べ
き
教
育
の
た
め
の
適
切
な
カ
リ

キ
ュ
ラ
ム
が
な
い
と
訴
え
て
い
〉
27
〈
る
。

　

戦
争
に
よ
っ
て
中
国
は
分
裂
し
、
司
法
制
度
は
強
靭
で
な
く
、
ほ

と
ん
ど
の
地
域
で
有
効
に
機
能
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。
中
国
は
均

質
な
法
環
境
を
整
備
し
き
れ
て
お
ら
ず
、
改
革
に
つ
い
て
も
競
合
す

る
二
つ
の
学
派
が
対
峙
し
て
い
た
。
一
方
に
は
英
米
閥
が
あ
っ
て
、

「
東
呉
法
学
学
院
に
代
表
さ
れ
る
も
の
だ
っ
た
」。
他
方
で
は
「
そ
れ

と
競
合
す
る
法
文
化
が
上
海
に
所
在
す
る
少
な
く
と
も
六
つ
の
法
学

部
に
よ
り
推
奨
さ
れ
、
一
般
に
は
独
日
閥
と
し
て
知
ら
れ
〉
28
〈

る
」。
中

国
に
お
け
る
ア
メ
リ
カ
・
メ
ソ
ジ
ス
ト
監
督
教
会
の
宣
教
活
動
の
一

環
と
し
て
設
立
さ
れ
た
東
呉
大
学
は
、
日
本
に
対
し
て
正
義
を
追
求

す
る
中
国
の
取
り
組
み
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
。
す
な
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わ
ち
、
東
京
裁
判
に
携
わ
っ
た
す
べ
て
の
中
国
人
法
律
ス
タ
ッ
フ
を

実
質
的
に
輩
出
し
た
の
が
、
こ
の
大
学
だ
っ
た
か
ら
〉
29
〈

だ
。

　

中
国
は
、
人
材
確
保
の
面
で
も
実
際
の
法
廷
設
置
に
お
い
て
も
困

難
に
直
面
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
戦
時
中
に
も
止
ま
る
こ
と
な
く

将
来
構
想
の
実
現
に
向
け
て
前
進
を
続
け
た
。
こ
れ
ら
諸
課
題
を
ふ

ま
え
、
蔣
介
石
は
一
九
四
一
年
六
月
一
二
日
、
王
寵
惠
国
防
部
長
と

総
司
令
官
側
近
で
あ
っ
た
陳
布
雷
副
大
臣
に
対
し
て
国
際
的
課
題
を

研
究
す
る
リ
サ
ー
チ
グ
ル
ー
プ
を
作
る
よ
う
要
請
し
た
。
こ
れ
が
国

際
問
題
討
論
会
で
あ
〉
30
〈

る
。
国
際
社
会
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
ナ
チ

ス
の
残
虐
行
為
に
注
目
す
る
な
か
、
連
合
国
戦
争
犯
罪
委
員
会
（
Ｕ

Ｎ
Ｗ
Ｃ
Ｃ
）
へ
の
参
与
と
戦
争
犯
罪
の
検
証
プ
ロ
セ
ス
の
発
展
に
お

い
て
、
中
国
の
役
割
は
小
さ
く
な
か
っ
た
と
は
い
え
、
常
に
調
整
が

行
き
届
い
て
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
〉
31
〈
た
。
蔣
介
石
は
こ
う
し
た
こ
と

よ
り
も
、
敵
の
財
産
を
押
収
し
、
対
敵
協
力
者
と
共
謀
す
る
こ
と
な

く
、
元
日
本
兵
を
非
武
装
化
す
る
と
と
も
に
本
国
送
還
に
備
え
、
商

業
活
動
と
公
共
サ
ー
ビ
ス
に
被
害
が
及
ぶ
の
を
最
小
限
に
と
ど
め
る

よ
う
に
と
、
部
下
に
指
示
し
て
い
〉
32
〈

る
。

東
京
裁
判
と
の
関
連

　

こ
の
裁
判
の
経
緯
は
広
く
知
ら
れ
て
お
り
、
英
語
、
日
本
語
に
よ

る
多
く
の
文
献
で
も
解
説
さ
れ
て
い
る
一
方
で
、
中
国
側
が
ど
の
よ

う
に
関
与
し
た
か
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
〉
33
〈

い
。
東
京
裁
判
の
検
察

チ
ー
ム
に
は
計
一
七
人
の
中
国
人
メ
ン
バ
ー
が
参
加
し
た
。
高
文
彬

は
当
初
は
通
訳
と
し
て
、
の
ち
に
検
察
官
を
務
め
た
向
哲
浚
の
ア
シ

ス
タ
ン
ト
を
務
め
た
。
彼
の
存
在
を
重
要
と
す
る
理
由
は
、
東
京
裁

判
（
Ａ
級
戦
犯
裁
判
）
と
大
陸
で
取
り
扱
う
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁
判
と
の

関
係
性
を
的
確
に
示
す
た
め
で
あ
る
。
戦
後
、
高
自
身
が
語
っ
た
内

容
や
過
去
十
数
年
の
中
国
で
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
彼
は
百
人
斬
り
競

争
に
関
す
る
日
本
の
新
聞
記
事
を
読
ん
で
の
ち
に
、
こ
の
犯
罪
行
為

を
解
明
し
よ
う
と
し
た
と
主
張
す
〉
34
〈

る
。
ま
た
、
東
京
裁
判
と
南
京
で

の
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁
判
を
関
連
付
け
る
法
的
裏
付
け
は
な
く
、
偶
然
に

明
ら
か
に
さ
れ
た
犯
罪
に
よ
っ
て
中
国
法
廷
も
注
目
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
一
九
四
五
年
に
東
呉
法
学
学
院
を
卒
業
し
て
間
も
な
い
高

文
彬
は
、
一
九
四
六
年
五
月
に
英
語
通
訳
と
し
て
東
京
裁
判
へ
派
遣

さ
れ
〉
35
〈
た
。
高
は
回
顧
録
で
、
日
本
の
主
要
指
導
者
の
数
名
を
死
刑
に

処
し
た
こ
と
は
記
し
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
正
義
に
つ
い
て
述
べ
て

お
ら
ず
、
毛
沢
東
が
一
九
五
七
年
以
降
に
引
き
起
こ
し
た
社
会
的
混

乱
の
な
か
で
忘
れ
去
ら
れ
た
歴
史
を
記
念
す
る
こ
と
に
重
点
が
置
か

れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
中
国
に
よ
る
正
義
の
追
求
は
本
当
に
で
た

ら
め
だ
っ
た
の
か
、
も
し
く
は
他
の
研
究
者
が
検
証
し
よ
う
と
し
た

よ
う
に
、
よ
り
周
到
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　

東
京
裁
判
で
中
国
が
直
面
し
た
問
題
と
そ
の
対
応
に
苦
慮
し
た
こ

と
を
、
私
は
か
つ
て
議
論
し
た
が
、
梅
汝
璈
判
事
、
倪
征
噢
法
律
顧

問
、
国
民
党
戦
争
犯
罪
調
査
団
団
長
で
東
京
裁
判
の
証
人
を
務
め
た

秦
徳
純
も
、
回
顧
録
で
こ
の
点
に
言
及
し
て
い
〉
36
〈

る
。
た
だ
し
、
厳
密
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な
意
味
で
問
題
は
何
で
あ
る
の
か
。
倪
が
自
身
の
著
作
で
述
べ
て
い

る
と
お
り
、
中
国
政
府
は
証
拠
収
集
の
シ
ス
テ
ム
に
ま
っ
た
く
精
通

し
て
お
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
当
時
の
中
国
法
制
の
矛
盾
を
露
呈
す
る

も
の
〉
37
〈

だ
。
中
国
は
裁
判
に
関
し
て
十
分
な
準
備
が
で
き
て
お
ら
ず
、

日
本
が
降
伏
を
宣
言
し
た
時
点
で
ア
メ
リ
カ
に
滞
在
中
の
倪
は
、
そ

こ
で
二
つ
の
原
子
爆
弾
に
よ
る
甚
大
な
被
害
を
報
じ
る
ニ
ュ
ー
ス
に

触
れ
て
い
る
。
向
哲
浚
は
、
数
か
月
後
に
東
京
裁
判
の
中
国
検
察
官

と
し
て
派
遣
さ
れ
、
ア
メ
リ
カ
検
察
団
に
起
訴
す
べ
き
一
一
名
の
戦

争
犯
罪
人
リ
ス
ト
を
手
交
し
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
自
殺
し
た
こ
と

が
把
握
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
本
庄
繁
大
将
の
名
も
含
ま
れ
て
い
た
。

連
合
国
の
検
察
団
は
、
中
国
側
が
戦
争
犯
罪
人
の
簡
易
な
リ
ス
ト
し

か
用
意
し
て
お
ら
ず
、
公
判
の
準
備
不
足
に
つ
い
て
驚
き
を
禁
じ
得

な
か
っ
た
。
中
国
側
に
は
資
料
や
証
拠
の
提
示
な
ど
起
訴
準
備
に
つ

い
て
何
ら
事
前
の
通
達
は
な
く
、
彼
ら
も
ま
た
当
惑
し
た
。
そ
れ

は
、
彼
ら
が
起
訴
を
計
画
し
て
い
な
か
っ
た
か
ら
だ
け
で
な
く
、
彼

ら
が
日
本
の
戦
争
犯
罪
が
有
罪
と
な
る
の
は
「
火
を
見
る
よ
り
も
明

ら
か
」
と
信
じ
て
い
た
か
ら
で
も
あ
っ
〉
38
〈

た
。
さ
ら
に
、
彼
ら
は
日
本

に
到
着
し
て
は
じ
め
て
、
法
廷
で
は
大
陸
法
で
は
な
く
英
米
法
を
用

い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
倪
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
と
イ
ギ
リ

ス
の
法
体
系
は
当
事
者
対
抗
主
義
を
採
用
し
て
お
り
、
法
廷
で
は
原

告
と
被
告
が
対
等
に
主
張
を
戦
わ
せ
る
も
の
で
、
質
疑
応
答
よ
り
も

証
拠
を
重
視
す
る
。
中
国
人
法
律
家
の
多
く
が
東
呉
法
学
学
院
で
英

米
法
を
学
習
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
理
論
的
に
は
裁
判
官
の
質
問

を
通
じ
て
公
判
を
主
導
す
る
糾
問
主
義
に
立
つ
大
陸
法
に
よ
り
な
じ

ん
で
い
〉
39
〈

る
。

　

概
し
て
、
英
米
法
で
は
両
者
の
弁
護
士
が
法
廷
に
提
出
さ
れ
た
証

拠
の
法
的
価
値
を
検
証
す
る
一
方
で
、
大
陸
法
は
証
拠
を
採
用
す
る

か
否
か
は
裁
判
官
の
決
定
に
委
ね
ら
れ
る
。
中
国
側
は
、
起
訴
内
容

の
自
明
性
と
証
拠
を
採
用
す
る
判
事
の
双
方
を
頼
り
に
し
て
い
た

が
、
裁
判
が
ど
の
よ
う
に
展
開
す
る
か
は
想
定
で
き
な
か
っ
た
。
英

米
法
の
下
、
裁
判
は
ゆ
っ
た
り
と
展
開
し
て
い
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
訴

え
が
英
語
か
ら
日
本
語
、
そ
し
て
ま
た
英
語
に
訳
さ
れ
た
上
で
、
被

告
人
に
対
す
る
罪
状
認
否
が
な
さ
れ
る
が
、
行
き
詰
ま
る
審
議
過
程

で
中
国
も
、
延
々
と
主
張
を
展
開
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
〉
40
〈

た
。
向
と
随

行
員
ら
も
ま
た
「
証
拠
」の
必
要
性
を
認
識
す
る
や
、す
ぐ
さ
ま
派
遣

団
の
増
員
を
求
め
て
一
時
帰
国
し
た
。
彼
ら
は
戦
火
で
荒
廃
し
た
地

域
を
行
き
来
し
証
人
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
た
も
の
の
、
確
た
る

証
拠
を
収
集
す
る
の
に
膨
大
な
時
間
を
要
し
て
い
る
。
当
時
の
司
法

部
刑
事
司
長
だ
っ
た
楊
兆
龍
は
、
現
地
で
南
京
大
虐
殺
の
関
連
資
料

に
目
を
通
す
向
を
補
佐
し
た
。
ま
た
ア
メ
リ
カ
人
検
察
官
の
ジ
ョ
セ

フ
・
キ
ー
ナ
ン
は
、
自
ら
の
予
算
で
中
国
に
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を
派
遣

し
た
う
え
で
、
向
に
対
し
て
は
彼
の
義
兄
弟
で
あ
る
周
錫
卿
、
高
文

彬
、
鄭
魯
達
、
劉
継
盛
、
劉
子
健
の
五
人
を
含
む
ア
シ
ス
タ
ン
ト
を

雇
う
こ
と
を
許
可
し
〉
41
〈

た
。
こ
の
小
さ
な
所
帯
の
中
国
チ
ー
ム
は
、
他

の
同
盟
国
の
要
請
に
応
じ
て
の
ち
に
三
〇
人
に
縮
小
さ
れ
る
七
〇
人

を
擁
す
ソ
連
法
律
チ
ー
ム
と
比
べ
る
と
、
い
っ
そ
う
小
さ
く
見
え
た
。
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中
国
に
お
け
る
国
際
法
理
解
を
よ
り
深
め
る
た
め
、
倪
は
ア
メ
リ

カ
に
滞
在
し
て
お
り
、
主
要
な
情
報
提
供
者
の
一
人
が
、
ハ
ー
バ
ー

ド
大
学
の
著
名
な
国
際
法
学
者
で
戦
後
国
民
党
の
法
律
顧
問
と
な
っ

た
ロ
ス
コ
ー
・
パ
ウ
ン
ド
で
あ
っ
〉
42
〈

た
。
パ
ウ
ン
ド
は
一
九
三
五
年
と

一
九
三
七
年
に
す
で
に
東
呉
法
学
学
院
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
策
定
に
関

わ
っ
た
ほ
か
、
法
律
を
教
授
し
て
も
い
る
。
七
七
歳
で
ハ
ー
バ
ー
ド

を
引
退
し
て
の
ち
一
九
四
六
年
に
中
国
で
法
律
顧
問
を
務
め
た
。
倪

の
（
ア
メ
リ
カ
渡
航
の
）
目
的
は
、
彼
が
「
デ
ィ
ー
ン
・
パ
ウ
ン

ド
」
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
パ
ウ
ン
ド
宛
て
の
現
存
す
る
書
簡
か
ら
も
、

い
ま
や
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
倪
は
英
語
名
を
「Judson N

yi

」
と

名
乗
り
、
一
九
四
六
年
一
月
五
日
に
パ
ウ
ン
ド
と
の
文
通
を
再
開
し

て
い
る
。
倪
は
ロ
ス
コ
ー
に
対
し
て
、
上
海
と
重
慶
で
都
合
一
二
年

間
に
わ
た
り
裁
判
官
を
務
め
た
ほ
か
、
近
年
は
司
法
行
政
部
の
顧
問

で
あ
っ
た
と
伝
え
て
い
る
。
た
だ
し
書
簡
内
容
の
大
半
が
、
中
国
で

法
律
を
教
え
、
中
国
政
府
に
対
し
て
法
律
に
関
す
る
助
言
を
与
え
る

と
の
計
画
を
受
け
入
れ
る
よ
う
、
パ
ウ
ン
ド
に
要
請
す
る
も
の
で

あ
っ
た
。
一
九
四
六
年
の
二
月
一
六
日
、
倪
は
再
び
パ
ウ
ン
ド
に
手

紙
を
送
り
、
以
前
の
会
合
が
楽
し
か
っ
た
こ
と
を
伝
え
つ
つ
、「
イ

ギ
リ
ス
の
司
法
行
政
の
特
徴
に
つ
い
て
自
身
に
説
明
で
き
る
イ
ギ
リ

ス
人
法
学
者
を
数
名
紹
介
し
て
く
れ
る
よ
う
依
頼
す
る
と
と
も
に
、

イ
ギ
リ
ス
の
司
法
制
度
と
訴
訟
手
続
き
な
ど
に
関
す
る
諸
問
題
を
議

論
で
き
る
研
究
者
と
も
面
談
し
た
い
」
と
訴
え
〉
43
〈

た
。
倪
は
少
な
く
と

も
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
の
法
学
者
で
あ
る
ヘ
ン
リ
ー
・
ウ
ィ
ン

フ
ィ
ー
ル
ド
と
ヘ
ン
リ
ー
・
ア
ー
サ
ー
・
ホ
ー
ロ
ン
ド
の
二
名
を
紹

介
し
て
も
ら
い
、
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
出
身
の
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大

学
の
法
理
学
者
ア
ー
サ
ー
・
リ
ー
マ
ン
・
グ
ッ
ド
ハ
ー
ト
に
も
会
う

こ
と
が
で
き
た
。
加
え
て
、
倪
は
Ｕ
Ｎ
Ｗ
Ｃ
Ｃ
議
長
の
ロ
ー
ド
・
ラ

イ
ト
（
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
人
の
ラ
イ
ト
の
前
任
者
で
あ
り
初
代
議
長

は
、
イ
ギ
リ
ス
人
の
セ
シ
ル
・
ハ
ー
ス
ト
で
あ
っ
た
）
と
も
面
会
し

て
い
る
。

　

一
九
四
六
年
四
月
一
九
日
、
倪
は
パ
ウ
ン
ド
に
返
信
し
、
英
国
で

の
各
氏
紹
介
と
Ｕ
Ｎ
Ｗ
Ｃ
Ｃ
議
長
の
ロ
ー
ド
・
ラ
イ
ト
と
の
面
談
に

つ
い
て
謝
意
を
表
し
、
戦
犯
裁
判
を
視
察
す
る
た
め
東
京
を
訪
れ
た

こ
と
を
報
告
し
た
。
倪
は
、
イ
ギ
リ
ス
で
ロ
ン
ド
ン
の
裁
判
所
と
刑

務
所
を
訪
れ
た
ほ
か
、
起
訴
前
の
段
階
で
犯
罪
事
件
を
い
か
に
取
り

調
べ
る
か
を
知
る
た
め
、
ロ
ン
ド
ン
警
視
庁
も
視
察
し
て
お
り
、
警

察
と
裁
判
所
の
連
携
が
中
国
に
も
必
要
で
あ
る
と
述
べ
〉
44
〈

た
。
一
九
四

六
年
一
一
月
七
日
付
の
中
華
民
国
最
高
法
院
院
長
の
夏
勤
が
パ
ウ
ン

ド
に
宛
て
て
送
っ
た
書
簡
は
興
味
深
く
、
国
民
党
に
蔓
延
し
て
い
た

で
あ
ろ
う
身
内
び
い
き
の
様
子
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
夏

は
、
息
子
の
夏
道
泰
を
ハ
ー
バ
ー
ド
に
入
学
さ
せ
る
よ
う
に
、「
可

能
な
ら
ば
入
学
と
奨
学
金
を
認
め
て
く
れ
な
い
か
」
と
記
し
て

い
〉
45
〈

る
。
さ
ら
に
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
中
国
の
法
律
チ
ー
ム
の
一
員
で

あ
る
梁
鋆
立
も
ま
た
、
ロ
ス
コ
ー
・
パ
ウ
ン
ド
と
長
い
書
簡
の
往
来

を
行
っ
て
い
〉
46
〈

る
。

　

同
時
に
、
日
本
に
い
た
中
国
人
法
律
家
に
と
っ
て
渋
谷
事
件
に
起
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因
す
る
問
題
が
示
す
と
お
り
、
中
国
政
府
は
戦
後
日
本
に
お
い
て
司

法
空
間
や
法
律
の
発
展
の
た
め
に
戦
っ
た
こ
と
を
看
過
す
べ
き
で
は

な
い
。
向
哲
浚
の
秘
書
兼
通
訳
だ
っ
た
裘
劭
恆
は
中
国
検
察
団
の
一

員
だ
っ
た
が
、
渋
谷
事
件
に
関
与
し
た
台
湾
人
犯
罪
者
に
関
す
る
審

議
の
た
め
、
軍
事
裁
判
に
派
遣
さ
れ
た
。
他
の
同
盟
戦
勝
国
と
同
じ

く
中
国
の
国
民
た
ち
は
、
占
領
時
に
日
本
の
司
法
適
用
外
に
あ
っ
た

た
め
、
渋
谷
事
件
に
関
与
し
た
台
湾
人
犯
罪
者
を
裁
く
特
別
法
廷
が

設
置
さ
れ
た
が
、
大
半
が
ア
メ
リ
カ
人
の
軍
事
弁
護
士
で
、
わ
ず
か

に
中
国
人
弁
護
士
も
参
加
し
〉
47
〈

た
。
さ
ら
に
王
泰
升
に
よ
れ
ば
、
日
本

帝
国
の
失
敗
と
野
蛮
な
抑
圧
に
続
い
て
一
九
四
七
年
に
台
湾
で
起
き

た
二
・
二
八
事
件
で
も
、
日
本
の
法
律
を
学
ん
だ
台
湾
人
が
逮
捕
さ

れ
た
り
殺
害
さ
れ
〉
48
〈

た
。

中
国
国
民
党
の
戦
略
と
戦
犯
裁
判

　

中
国
国
民
党
に
よ
る
戦
犯
裁
判
は
東
ア
ジ
ア
で
最
初
に
実
施
さ
れ

た
た
め
、
中
国
共
産
党
に
よ
る
裁
判
と
比
べ
れ
ば
い
く
つ
か
の
点
で

は
い
く
ぶ
ん
容
易
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
裁
判
は
国
内
で
く
ま
な
く

検
証
さ
れ
た
が
、
全
体
的
に
は
低
い
評
価
が
な
さ
れ
て
い
〉
49
〈

る
。
ア
メ

リ
カ
が
長
崎
に
二
つ
目
の
原
子
爆
弾
を
投
下
し
、
ソ
連
が
参
戦
を
表

明
し
た
直
後
の
一
九
四
五
年
八
月
一
〇
日
に
、
日
本
政
府
は
降
伏
を

模
索
し
出
し
た
。
即
座
に
国
民
党
将
軍
の
何
応
欽
は
、
中
国
に
駐
留

す
る
日
本
軍
首
脳
に
軍
事
行
動
を
や
め
さ
せ
、
兵
士
が
秩
序
を
遵
守

し
食
糧
網
や
交
通
機
関
な
ど
を
破
壊
せ
ぬ
よ
う
指
示
せ
よ
と
、
部
下

に
命
じ
〉
50
〈

た
。
同
じ
く
八
月
一
〇
日
に
徐
仏
観
は
蔣
介
石
に
宛
て
て
、

敵
対
勢
力
の
占
領
地
域
と
対
敵
協
力
者
へ
の
対
応
に
つ
い
て
緊
急
課

題
メ
モ
を
送
っ
た
。
対
敵
協
力
と
い
う
問
題
が
中
国
政
府
に
と
っ
て

深
刻
か
つ
複
雑
で
あ
っ
た
の
は
、
誰
が
中
国
に
忠
誠
心
を
抱
き
、
誰

が
日
本
に
仕
え
た
か
を
見
極
め
ね
ば
な
ら
な
い
た
め
で
あ
る
。
そ
の

メ
モ
で
徐
は
、
一
〇
点
の
重
要
項
目
を
示
し
た
。
例
え
ば
、
中
国
は

近
々
に
対
日
戦
で
優
勢
に
立
ち
勝
利
を
収
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
国
民
党
も
速
や
か
に
旧
日
本
占
領
地
域
を
担
当
す
る
者
を
指
名

し
、
降
伏
プ
ロ
セ
ス
に
関
わ
る
べ
き
で
あ
る
。
中
国
は
日
本
語
を
解

す
る
人
物
を
派
遣
し
、
対
敵
協
力
軍
と
警
察
の
秩
序
を
保
ち
、
中
央

政
府
か
ら
の
命
令
を
待
つ
よ
う
指
示
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
中
国
は
占

領
地
域
の
「
公
正
な
人
々
」
に
対
し
て
将
来
の
平
和
を
と
も
に
作

り
、
団
結
し
て
勝
利
の
果
実
を
享
受
し
よ
う
と
ア
ピ
ー
ル
す
べ
き
で

あ
る
。
徐
は
最
後
に
、
中
国
共
産
党
と
対
話
を
始
め
、
中
国
復
興
と

国
家
再
建
の
た
め
議
会
を
設
立
す
べ
き
と
提
案
し
〉
51
〈

た
。

　

続
く
一
九
四
五
年
八
月
一
一
日
、
彭
克
定
は
蔣
総
統
に
降
伏
プ
ロ

セ
ス
、
武
装
解
除
、
武
器
回
収
の
詳
細
に
つ
い
て
電
信
を
送
っ
た
。

彭
は
、
日
本
軍
の
武
器
回
収
と
中
国
勝
利
後
の
対
応
が
こ
の
プ
ロ
セ

ス
で
最
も
苦
慮
す
る
だ
ろ
う
と
予
測
し
て
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て

い
く
つ
か
提
案
し
て
い
る
。
第
一
に
、
武
器
回
収
は
同
盟
国
に
先
駆

け
て
中
国
が
行
う
べ
き
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
国
民
党
は
日
本
軍
に
対

し
て
「
分
割
統
治
」
を
実
施
せ
ね
ば
な
ら
ず
、
日
本
軍
の
降
伏
を
待
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た
ず
に
交
渉
の
た
め
人
員
を
派
遣
す
べ
き
と
、
彭
は
記
し
た
。
ま

た
、
中
国
政
府
は
中
国
東
北
地
域
、
朝
鮮
お
よ
び
内
陸
部
で
日
本
軍

の
各
部
隊
と
そ
れ
ぞ
れ
交
渉
で
き
る
人
員
を
送
る
べ
き
で
あ
る
が
、

日
本
軍
が
武
器
を
破
壊
し
回
収
プ
ロ
セ
ス
を
台
無
し
に
す
る
こ
と
の

な
い
よ
う
、
日
本
軍
と
の
直
接
衝
突
は
何
と
し
て
も
避
け
る
べ
き
で

あ
る
、
と
思
慮
深
く
提
言
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
日
本
軍
が
武
器
回

収
に
応
じ
や
す
い
環
境
整
備
の
た
め
、
中
国
は
日
本
語
で
の
ラ
ジ
オ

放
送
を
通
じ
た
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
を
行
う
べ
き
で
、
国
民
党
は
イ
ギ
リ

ス
が
ド
イ
ツ
で
い
か
に
こ
れ
を
成
し
遂
げ
た
の
か
を
調
査
す
べ
き
と

主
張
し
〉
52
〈
た
。

　

戦
後
に
日
本
軍
小
隊
の
元
将
校
が
ま
と
め
た
統
計
か
ら
、
一
九
四

六
年
春
に
始
ま
っ
た
国
民
党
に
よ
る
戦
犯
裁
判
が
一
九
四
七
年
七
月

に
処
刑
と
棄
却
が
ほ
ぼ
同
数
で
急
増
し
て
の
ち
、
一
九
四
八
年
初
頭

に
は
ほ
ぼ
立
ち
消
え
状
態
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
間
に
数
か
月
に
わ

た
り
無
罪
判
決
も
散
見
さ
れ
〉
53
〈

た
。
国
民
党
政
権
の
裁
判
な
ら
び
に
蔣

介
石
の
寛
容
政
策
は
、
当
時
の
日
本
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
で
あ
ろ
う

か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
く
、
国
民
党
と
共
産
党
の
一
連
の
裁
判

に
は
、
そ
れ
自
体
が
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
た
長
期

的
影
響
に
は
、
大
き
な
分
断
が
看
取
さ
れ
る
。
呉
鼎
昌
は
一
九
四
八

年
九
月
二
四
日
付
の
蔣
介
石
に
宛
て
た
書
簡
で
、
張
群
の
東
京
裁
判

の
傍
聴
記
録
を
転
送
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
東
京
裁
判
が

結
審
し
た
閉
廷
前
後
で
、
ア
メ
リ
カ
の
対
日
政
策
に
お
い
て
い
わ
ゆ

る
「
逆
コ
ー
ス
」
が
採
ら
れ
た
時
期
で
あ
る
。
呉
は
書
簡
で
、
将
来

的
に
ア
ジ
ア
は
ソ
連
か
ら
の
防
衛
が
必
須
と
な
り
、
国
民
党
は
東
ア

ジ
ア
の
経
済
的
復
興
に
沿
っ
た
方
策
を
検
証
す
べ
き
と
分
析
し
て

い
〉
54
〈

る
。
他
方
、
一
九
四
八
年
九
月
二
三
日
付
の
張
の
報
告
に
よ
れ

ば
、
日
本
の
降
伏
直
後
、
国
民
党
は
対
日
寛
容
政
策
を
採
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
日
本
の
対
中
姿
勢
に
は
敬
意
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
私

た
ち
は
日
本
を
無
限
に
助
け
た
が
、
こ
こ
三
年
ほ
ど
の
状
況
に
は
、

悲
観
的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
さ
ら
に
ア
メ
リ
カ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

の
戦
後
情
勢
を
優
先
し
て
お
り
、
対
日
政
策
の
目
的
は
日
本
を
安
定

さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
経
済
復
興
や
日
中
関
係
の
強
化
で
は
な

い
、
と
の
見
解
を
示
す
。
張
は
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
や
日
本
首
脳
と
数
回

面
談
し
た
こ
と
で
、
日
本
の
情
勢
を
よ
く
理
解
し
て
い
た
。
そ
の
張

に
よ
る
と
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
戦
時
中
の
天
皇
は
権
力
の
操
り
人
形

で
あ
っ
て
、
戦
後
に
そ
の
神
格
化
は
す
で
に
消
滅
し
た
と
語
っ
た
。

ま
た
新
憲
法
の
下
、
天
皇
は
単
な
る
象
徴
で
あ
り
、
占
領
と
い
う
ア

メ
リ
カ
の
目
的
に
お
い
て
き
わ
め
て
有
効
な
存
在
で
あ
る
、
と
の

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
よ
る
説
明
を
引
用
し
た
。
ま
た
日
本
の
人
々
と
の

会
話
を
通
じ
て
、
彼
ら
が
戦
時
の
指
導
者
と
誤
っ
た
教
育
に
対
し
て

非
常
に
批
判
的
な
態
度
を
と
っ
て
い
る
と
述
べ
る
と
と
も
に
、
日
本

国
民
が
平
和
条
約
の
締
結
を
望
み
、
日
中
の
協
力
な
し
に
は
経
済
復

興
が
頓
挫
す
る
と
認
識
し
て
い
る
と
、
記
し
て
い
る
。

　

一
九
四
九
年
に
国
民
党
に
よ
る
大
陸
統
治
が
終
わ
り
、
国
民
党
に

よ
る
戦
犯
裁
判
の
記
憶
は
間
も
な
く
消
去
さ
れ
、
長
期
に
わ
た
る
交

渉
の
結
果
、
日
本
の
戦
後
賠
償
は
放
棄
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
甘
い
条
項
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内
容
は
、
一
九
五
一
年
の
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
の
枠
組
み

か
ら
は
外
さ
れ
、
国
民
党
政
権
の
平
和
条
件
に
盛
り
込
ま
れ
る
こ
と

と
な
っ
た
。

台
湾
─
─
準
共
和
国
の
中
国

　

特
に
一
九
九
〇
年
代
半
ば
に
民
主
的
レ
ジ
ー
ム
が
形
成
さ
れ
、
国

民
党
の
独
裁
体
制
が
終
結
し
て
以
降
、
台
湾
史
に
関
す
る
資
料
は
整

理
さ
れ
つ
つ
あ
る
が
、
日
本
帝
国
か
ら
の
脱
植
民
化
を
要
因
と
し
た

国
際
社
会
に
お
け
る
台
湾
の
戦
後
史
を
分
析
し
た
も
の
は
あ
ま
り
な

い
。
と
り
わ
け
日
本
帝
国
の
突
然
の
解
体
と
そ
れ
に
続
く
国
民
国
家

の
成
立
が
も
た
ら
し
た
影
響
に
焦
点
を
当
て
、
台
湾
の
輪
郭
（
台
湾

自
体
の
思
考
転
換
を
含
む
）
を
考
察
す
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
日
本
帝
国
の
崩
壊
に
対
す
る
東
ア
ジ
ア
地
域
の
様
々

な
反
応
と
、
戦
後
数
十
年
間
に
わ
た
る
東
ア
ジ
ア
域
内
の
権
力
争
い

と
い
う
文
脈
の
下
で
、
中
国
、
日
本
、
お
よ
び
台
湾
が
新
た
な
政
治

パ
ラ
ダ
イ
ム
を
構
築
す
る
手
段
と
し
て
暴
力
を
放
棄
し
、
正
義
を
追

求
す
る
な
か
で
い
か
な
る
相
互
作
用
を
果
た
し
た
の
か
を
注
視
す
る

必
要
が
あ
〉
55
〈

る
。

　

ポ
ス
ト
帝
国
史
を
理
解
す
る
に
は
、
台
湾
を
敗
戦
国
と
し
て
で
は

な
く
、
光
復
を
祝
う
個
の
集
合
と
し
て
で
も
な
く
、
政
権
移
行
の
文

脈
の
な
か
で
脱
植
民
地
化
と
い
う
要
因
を
考
慮
し
た
う
え
で
、
捉
え

な
お
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
台
湾
で
は
許
育
銘
、
羅
久
蓉
や
蔡
慧

玉
を
含
む
こ
の
分
野
の
素
晴
ら
し
い
研
究
者
が
い
る
が
、
お
し
な
べ

て
こ
れ
ら
先
行
研
究
は
、
政
治
的
な
台
湾
史
の
枠
組
み
に
お
け
る
台

湾
人
の
境
界
に
着
目
し
た
も
の
で
、
戦
犯
裁
判
の
過
程
で
帝
国
の
遺

産
か
ら
自
身
を
い
か
に
解
放
し
て
い
っ
た
の
か
に
重
点
を
置
く
も
の

で
は
な
い
。

　

日
本
帝
国
の
崩
壊
と
し
て
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
第
二
次
世
界
大
戦

を
捉
え
、
そ
の
終
戦
を
再
検
討
す
る
と
き
、
戦
後
中
国
に
い
た
日
本

人
に
何
が
起
こ
っ
た
か
、
そ
し
て
中
国
人
は
い
か
に
日
本
帝
国
の
支

配
か
ら
解
放
さ
れ
た
の
か
と
い
う
疑
問
が
浮
か
ぶ
。
中
国
人
も
日
本

人
も
、
自
身
の
管
轄
権
の
下
で
「
正
義
」
を
履
行
し
よ
う
と
す
る
た

め
、「
法
」
と
い
う
概
念
は
非
常
に
重
要
と
な
る
。
本
稿
の
序
論
で

挙
げ
た
諸
事
例
を
想
起
す
れ
ば
、
帝
国
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
順

応
性
が
あ
り
、
日
本
は
中
国
の
ど
こ
か
で
何
ら
か
の
か
た
ち
で
支
配

を
継
続
で
き
る
と
な
お
信
じ
た
の
に
対
し
、
中
国
人
は
国
際
的
政
策

と
い
う
レ
ベ
ル
で
自
身
の
プ
レ
ゼ
ン
ス
を
強
調
す
る
た
め
に
、
戦
犯

裁
判
の
早
期
開
設
を
必
要
と
し
た
。
国
民
党
が
大
陸
と
台
湾
の
双
方

で
展
開
す
る
「
中
国
」
の
政
策
は
、
し
ば
し
ば
矛
盾
を
来
た
し
て
お

り
、
そ
れ
は
中
国
の
各
地
域
に
よ
っ
て
目
的
が
異
な
る
こ
と
に
起
因

す
る
も
の
だ
っ
た
。
満
州
で
は
ソ
連
と
中
国
共
産
党
と
戦
わ
ね
ば
な

ら
ず
、
台
湾
と
主
要
な
支
配
都
市
部
で
は
、
帝
国
の
辺
境
で
な
お
踏

み
と
ど
ま
る
日
本
軍
残
党
の
投
降
を
完
了
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
そ
し
て
山
西
省
で
は
国
民
党
の
関
係
軍
閥
で
あ
る
閻
錫
山
将
軍

に
も
対
応
す
る
必
要
が
あ
っ
た
。
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三
〇
年
に
わ
た
り
台
湾
で
憲
兵
将
校
を
務
め
た
上
砂
勝
七
は
、
一

九
四
五
年
八
月
一
五
日
正
午
の
玉
音
放
送
を
台
湾
の
憲
兵
隊
本
部
で

聞
い
た
。「
苦
し
い
表
情
で
み
ん
な
静
か
に
聞
き
ま
し
た
」。
上
砂
は

ま
た
、
一
〇
月
初
頭
に
淡
水
港
に
到
着
し
た
一
五
〇
人
の
中
国
人
憲

兵
が
、
当
惑
し
た
台
湾
人
の
目
前
で
、
新
し
い
武
器
を
手
に
取
り
埠

頭
で
行
進
し
た
、
と
記
し
て
い
〉
56
〈

る
。
こ
れ
を
目
撃
し
た
台
湾
人
は
、

「
中
国
の
憲
兵
隊
は
装
備
が
整
う
が
、
結
果
は
日
本
人
の
軍
人
に
届

か
な
い
」
と
い
う
印
象
を
残
し
て
い
〉
57
〈

る
。
上
砂
は
ま
た
、
台
湾
人
は

中
国
憲
兵
隊
が
到
着
す
る
と
、
娘
を
逃
が
し
て
戸
締
り
す
る
と
い
っ

た
反
応
だ
っ
た
と
回
想
し
た
。
台
湾
総
督
府
は
、
戦
後
に
帝
国
の
境

界
で
何
が
起
き
た
か
、
す
べ
て
が
失
わ
れ
た
の
で
な
く
大
混
乱
が
生

じ
た
こ
と
を
し
っ
か
り
と
記
録
し
て
い
〉
58
〈

る
。
確
か
に
、
社
会
秩
序
は

場
面
ご
と
に
異
な
っ
て
お
り
、
一
九
四
五
年
一
〇
月
下
旬
の
台
湾
高

官
か
ら
政
府
へ
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
降
伏
直
後
は
こ
の
島
の
状
況
は

落
ち
着
い
て
い
た
が
、
し
ば
ら
く
し
て
後
に
窃
盗
事
件
や
警
察
へ
の

抗
議
が
次
第
に
増
え
た
と
詳
細
を
記
し
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
軍
は

な
お
武
器
回
収
に
応
じ
て
お
ら
ず
、
行
政
当
局
は
近
い
将
来
、
台
湾

の
社
会
的
安
定
に
つ
い
て
懸
念
を
示
し
て
い
る
。
司
令
官
も
述
べ
る

よ
う
に
、
当
時
台
湾
に
は
も
と
も
と
海
軍
属
の
労
働
者
や
元
兵
士
、

学
徒
動
員
さ
れ
た
者
な
ど
数
千
も
の
非
武
装
の
人
が
お
り
、
行
き
場

の
な
い
苦
境
に
あ
っ
た
の
だ
。
加
え
て
、
多
く
の
台
湾
人
家
族
が
軍

司
令
部
に
押
し
か
け
、
愛
す
る
故
郷
に
帰
還
さ
せ
る
よ
う
要
求
し

た
。
台
湾
総
督
府
は
多
く
の
台
湾
人
が
雇
わ
れ
た
マ
ニ
ラ
、
イ
ン
ド

ネ
シ
ア
な
ど
東
南
ア
ジ
ア
の
事
務
局
と
連
絡
を
取
り
情
報
収
集
す
る

な
ど
対
応
に
追
わ
れ
〉
59
〈

た
。

　

作
者
不
詳
だ
が
、
台
湾
人
と
朝
鮮
人
の
労
働
者
に
つ
い
て
詳
述
し

た
日
本
語
の
報
告
書
に
よ
れ
ば
、
日
本
当
局
は
終
戦
に
伴
う
状
況
変

化
に
よ
っ
て
、
朝
鮮
人
や
台
湾
人
が
多
く
暮
ら
す
国
内
地
域
で
事
件

が
生
じ
る
可
能
性
を
最
も
警
戒
し
て
い
た
。
秋
田
県
に
あ
る
鉱
山

で
、
十
数
人
の
朝
鮮
人
労
働
者
が
八
月
一
五
日
に
酒
を
飲
み
、「
日

本
は
戦
争
に
負
け
た
の
で
、
私
た
ち
が
日
本
人
を
鉱
山
で
働
か
せ

る
！
」
と
日
本
人
監
督
者
に
叫
ん
だ
。
そ
し
て
彼
ら
は
、
宿
舎
の
物

品
を
破
壊
し
暴
徒
と
化
し
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
五
〇
名
も
の
警
官

ら
に
よ
っ
て
一
帯
は
鎮
静
化
さ
れ
た
。
多
く
の
鉱
山
で
も
事
件
が
繰

り
返
し
起
き
て
お
り
、
七
千
人
も
の
台
湾
人
労
働
者
が
連
行
さ
れ
て

い
た
神
奈
川
の
海
軍
関
連
施
設
で
は
、
八
月
二
三
日
、
台
湾
人
労
働

者
が
仕
事
を
停
止
し
た
が
、
食
糧
不
足
の
う
え
女
性
労
働
者
や
食
堂

従
業
員
が
食
糧
を
持
ち
逃
げ
す
る
の
を
見
て
、
そ
れ
を
阻
止
し
よ
う

し
た
と
こ
ろ
、
秩
序
回
復
の
た
め
数
百
人
の
憲
兵
隊
が
出
動
し
て

い
〉
60
〈

る
。
日
本
外
務
省
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
台
湾
在
住
の
日
本
人
に

と
っ
て
戦
後
の
生
活
は
比
較
的
安
定
し
て
お
り
、
生
活
様
式
に
も
大

き
な
変
化
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
厳
し
く
な
る
配
給
に

よ
っ
て
物
価
上
昇
が
続
き
、
や
が
て
生
活
が
不
安
定
に
な
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
た
た
め
、
不
動
産
を
売
る
も
の
は
い
な
か
っ
〉
61
〈

た
。

　

一
九
四
六
年
一
〇
月
に
台
北
で
拘
束
さ
れ
、
中
国
法
廷
で
は
最
初

の
台
湾
人
戦
犯
と
な
っ
た
う
ち
の
一
人
が
陳
水
雲
で
あ
る
が
、
彼
は
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台
北
管
内
の
警
察
官
だ
っ
た
当
時
、
え
ん
罪
に
よ
る
違
法
逮
捕
、
監

禁
の
う
え
容
疑
者
を
殺
害
し
た
容
疑
で
起
訴
さ
れ
た
。
台
北
法
廷
で

は
七
件
の
同
様
の
事
例
が
あ
り
、
容
疑
者
の
う
ち
五
人
が
警
察
や
植

民
地
統
治
の
特
別
警
察
に
属
し
て
お
り
、
一
人
は
憲
兵
隊
で
、
も
う

一
人
が
憲
兵
隊
の
補
佐
を
し
て
い
た
。
陳
は
死
刑
判
決
を
受
け
た

が
、
刑
が
執
行
さ
れ
た
か
否
か
不
明
で
あ
る
。
他
に
も
台
湾
人
の
関

連
事
例
と
し
て
は
、
宜
蘭
市
で
中
国
人
警
察
官
が
市
民
二
人
を
違
法

に
逮
捕
し
殺
害
し
た
容
疑
に
つ
い
て
、
一
九
三
七
年
一
二
月
に
遡
り

起
訴
さ
れ
た
。
こ
の
警
察
官
と
日
本
人
関
係
者
は
、
数
年
間
の
懲
役

刑
を
受
け
〉
62
〈
た
。
台
北
で
は
他
に
も
数
人
の
台
湾
人
が
戦
犯
と
し
て
起

訴
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
た
と
え
漢
奸
裁
判
だ
っ
た
と
し
て
も
、

同
様
犯
罪
が
一
般
的
な
刑
事
事
件
と
し
て
処
理
さ
れ
た
一
方
で
、
な

ぜ
こ
れ
ら
の
事
件
だ
け
が
「
戦
争
犯
罪
」
と
し
て
訴
追
さ
れ
た
の
か

は
不
明
で
あ
る
。
日
本
憲
兵
隊
の
通
訳
だ
っ
た
三
三
歳
の
黄
両
成

は
、
一
九
四
四
年
一
一
月
に
行
っ
た
と
さ
れ
る
台
湾
人
同
胞
に
対
す

る
拷
問
に
加
担
し
た
容
疑
で
一
九
四
七
年
に
起
訴
さ
れ
、
一
〇
年
間

の
懲
役
判
決
を
受
け
〉
63
〈

た
。
他
に
も
一
九
四
七
年
に
台
北
で
は
、
三
九

歳
の
寥
正
全
が
拷
問
と
誘
拐
の
容
疑
に
よ
り
日
本
人
の
同
僚
と
共
に

起
訴
さ
れ
た
。
寥
は
拷
問
の
罪
に
よ
り
五
年
間
の
懲
役
刑
を
受
け
た

が
、
誘
拐
に
関
し
て
は
無
罪
と
な
っ
て
い
〉
64
〈

る
。

裁
判
の
余
波

　

国
民
党
は
台
湾
人
戦
犯
に
対
し
て
お
ざ
な
り
な
国
内
政
策
を
続
け

て
お
り
、
そ
れ
は
日
本
政
府
に
対
し
て
も
同
様
で
あ
っ
た
。
そ
の
日

本
で
は
、
帝
国
と
い
う
概
念
は
事
実
上
消
滅
し
て
い
〉
65
〈

た
。
日
本
政
府

は
一
九
五
二
年
一
二
月
段
階
で
、
朝
鮮
人
や
台
湾
人
戦
犯
の
収
容
所

建
設
に
関
す
る
計
画
を
し
て
い
た
が
、
こ
れ
ら
収
容
所
は
元
戦
犯
が

彼
ら
の
「
祖
国
」
に
帰
還
す
る
ま
で
の
住
居
と
さ
れ
て
い
た
。
東
京

に
数
か
所
、
埼
玉
県
に
は
少
な
く
と
も
一
か
所
、
最
大
規
模
の
収
容

所
が
あ
っ
た
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
日
本
を
経
由
し
て
最
終
目

的
地
へ
と
向
か
う
人
々
に
と
っ
て
は
、
一
時
し
の
ぎ
の
措
置
に
す
ぎ

な
か
っ
〉
66
〈
た
。
こ
の
「
歴
史
の
陥
穽
」
に
落
ち
た
元
戦
犯
に
つ
い
て
、

日
本
の
社
会
的
関
心
は
向
け
ら
れ
た
も
の
の
、
共
感
を
呼
ぶ
こ
と
は

な
か
っ
た
。

　

た
だ
し
皮
肉
な
こ
と
に
、
連
合
国
に
よ
る
戦
犯
裁
判
で
処
刑
さ
れ

た
台
湾
人
に
対
し
て
は
共
感
が
示
さ
れ
た
。
台
湾
人
戦
犯
が
東
京
で

台
湾
へ
の
帰
国
を
待
っ
て
い
た
そ
の
時
、
同
じ
処
遇
だ
っ
た
元
戦
犯

の
遺
書
や
告
白
を
所
収
し
た
『
世
紀
の
遺
書
』
と
い
う
日
本
語
書
籍

が
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
っ
た
。
こ
の
書
籍
は
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁
判
の
結

果
、
死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
日
本
帝
国
軍
人
の
遺
書
を
収
集
し
た
も
の

で
あ
る
。
す
べ
て
の
遺
書
を
収
集
す
る
こ
と
は
叶
わ
な
か
っ
た
が
、

多
く
の
台
湾
人
元
日
本
兵
は
自
身
を
日
本
帝
国
臣
民
だ
と
信
じ
て
お
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り
、
無
駄
死
に
を
望
ま
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
林
金
隆
は
台
湾

人
の
軍
属
で
、
マ
ニ
ラ
で
ア
メ
リ
カ
政
府
に
よ
っ
て
起
訴
さ
れ
、
一

九
四
六
年
七
月
一
七
日
に
処
刑
さ
れ
た
。
彼
は
、
戦
場
で
死
ぬ
こ
と

が
台
湾
青
年
の
運
命
だ
と
信
じ
て
い
た
が
、
判
決
が
言
い
渡
さ
れ
た

直
後
の
一
九
四
六
年
四
月
、
友
人
宛
て
の
手
紙
に
「
我
は
大
日
本
帝

国
の
為
に
犠
牲
と
な
り
て
天
国
へ
行
く
」
と
綴
り
、
ま
た
友
人
の
支

援
は
無
駄
に
な
っ
た
が
、
そ
の
努
力
に
感
謝
す
る
旨
を
記
し
て

い
〉
67
〈

る
。
李
安
は
嘉
義
出
身
の
台
湾
人
軍
属
で
、
広
東
法
廷
で
起
訴
さ

れ
た
。
李
は
父
親
に
宛
て
た
遺
書
で
「
我
誓
っ
て
国
法
を
犯
さ
ず
、

一
妻
一
子
あ
り
、
他
人
と
金
品
の
貸
借
な
し
、
我
処
刑
さ
る
る
も
、

何
人
と
雖
も
之
が
報
復
を
許
さ
ず
」
と
、
冷
静
に
記
し
〉
68
〈

た
。
東
南
ア

ジ
ア
で
拘
束
さ
れ
た
多
く
の
台
湾
人
軍
属
の
う
ち
、
林
江
山
は
オ
ー

ス
ト
ラ
リ
ア
政
府
に
よ
る
法
廷
で
の
判
決
を
受
け
、
ラ
バ
ウ
ル
で
処

刑
さ
れ
た
。
林
は
友
人
に
向
け
て
、「
御
国
に
捧
げ
ま
つ
ら
ん
若
桜

こ
こ
ラ
バ
ウ
ル
に
今
ぞ
散
り
行
く
」
と
感
謝
の
意
を
し
た
た
め
た
。

ま
た
彼
は
、
他
の
台
湾
人
の
遺
書
と
は
異
な
り
、
花
を
贈
ら
れ
た
こ

と
に
つ
い
て
も
謝
意
を
表
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
花
の
良
い
香

り
は
私
の
孤
独
を
慰
め
て
く
れ
る
と
の
中
国
語
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
続

け
て
、「
人
は
二
つ
と
し
て
似
た
も
の
が
な
い
花
の
様
で
あ
り
、
そ

の
絶
頂
に
咲
き
誇
り
眠
る
よ
う
に
地
表
に
落
ち
る
」
と
記
し
〉
69
〈

た
。
安

田
宗
治
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
チ
ャ
ン
ギ
刑
務
所
で
、
イ
ギ
リ
ス
政
府

に
よ
っ
て
処
刑
さ
れ
た
台
湾
人
軍
属
で
あ
る
。
安
田
は
一
九
四
二
年

以
降
、
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
や
ス
マ
ト
ラ
な
ど
に
配
属
さ
れ
、
拷
問
を

行
っ
た
容
疑
で
連
合
国
に
逮
捕
さ
れ
た
。「
私
の
運
命
が
こ
の
よ
う

に
決
し
た
事
は
、
私
は
自
分
の
義
務
を
遂
行
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
犠

牲
と
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
安
田
は
書
き
残
し
た
。
彼
は
家
族

に
下
関
支
店
の
銀
行
口
座
を
知
ら
せ
、
そ
の
預
金
を
使
う
よ
う
伝
え

た
。
ま
た
、
兄
に
も
家
名
を
残
す
よ
う
に
頼
ん
で
い
〉
70
〈

る
。
こ
れ
ら
の

事
例
に
よ
り
、
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
裁
判
で
処
刑
さ
れ
た
台
湾
人
が
日
本
帝

国
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
存
在
し
た
こ
と
が
分
か
る
。
そ
し
て
、
失
わ

れ
た
日
本
帝
国
に
対
す
る
同
情
を
集
め
た
書
籍
に
、
台
湾
人
戦
犯
の

遺
書
が
収
め
ら
れ
た
反
面
、
そ
の
地
理
的
所
在
に
よ
っ
て
は
犠
牲
者

の
詳
細
を
示
す
戦
後
の
語
り
は
、
国
民
的
慰
め
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
な
か
っ
た
。

結
　
論

　

本
稿
の
結
論
と
し
て
、
裁
判
を
め
ぐ
る
語
り
が
時
間
と
と
も
に
、

正
義
の
追
求
と
日
本
に
対
す
る
寛
容
か
ら
、
今
日
と
り
わ
け
大
陸
で

強
く
感
じ
ら
れ
る
怒
り
や
憤
り
へ
と
い
か
に
変
化
し
て
い
っ
た
の
か

と
い
う
点
に
つ
い
て
改
め
て
考
察
す
る
。
戦
争
と
日
本
に
よ
る
犯
罪

を
世
界
に
想
起
さ
せ
る
た
め
、
そ
し
て
議
論
の
余
地
が
な
お
あ
る
が

中
国
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
メ
モ
リ
ー
に
と
っ
て
は
重
要
で
あ
る
日
本
に

勝
利
し
た
中
国
と
い
う
主
張
を
世
界
に
知
ら
し
め
る
た
め
に
、
中
国

政
府
は
今
日
、
翻
訳
や
い
く
つ
か
の
西
洋
歴
史
学
者
の
著
作
を
含
む

二
三
二
の
主
要
書
籍
を
世
界
中
の
図
書
館
に
送
っ
て
い
〉
71
〈

る
。
こ
の
こ
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と
は
、
台
湾
法
廷
に
関
し
て
は
な
ぜ
注
目
し
な
い
の
か
、
と
い
う
重

要
な
問
題
意
識
を
喚
起
す
る
。

　

中
国
の
日
本
に
対
す
る
正
義
は
、
戦
後
す
ぐ
に
重
視
し
た
移
行
期

正
義
で
な
く
国
民
党
と
中
国
共
産
党
の
競
争
か
ら
生
ま
れ
た
そ
れ

だ
っ
た
。
国
民
党
の
裁
判
と
そ
の
正
義
の
追
求
を
通
じ
て
、
日
本
の

戦
争
犯
罪
と
攻
撃
的
な
帝
国
主
義
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
た
が
、

一
連
の
国
民
党
に
よ
る
裁
判
お
よ
び
一
九
五
六
年
の
中
国
共
産
党
に

よ
る
裁
判
は
、
当
時
の
国
際
世
論
の
注
目
を
集
め
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
日
本
人
犯
罪
者
の
自
白
は
十
分
に
記
録
さ
れ

た
が
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
持
続
し
な
か
っ
た
た
め
、
非
合
理
に
た
だ

正
義
を
法
律
と
化
し
て
追
求
し
て
も
、
台
湾
と
大
陸
の
中
国
社
会
に

浸
透
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

私
は
初
め
て
こ
れ
ら
裁
判
を
扱
っ
た
書
籍
を
、
一
九
六
四
年
に
最

後
の
日
本
人
戦
犯
三
名
が
送
還
さ
れ
た
話
で
締
め
く
く
っ
た
が
、
実

際
に
そ
の
物
語
は
完
結
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
事
実
、
日
本
の
戦

争
犯
罪
の
語
り
は
事
実
と
切
り
離
さ
れ
生
き
な
が
ら
え
た
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
多
く
の
公
職
に
あ
っ
た
者
が
裁
判
を
受
け
入
れ
な

か
っ
た
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
一
部
は
自
分
た
ち
が
偏
向
し
た
判

決
を
受
け
る
と
感
じ
、
ま
た
一
部
に
は
中
立
な
評
価
を
下
し
得
る
よ

う
な
記
録
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
た
め
で
あ
〉
72
〈

る
。
そ
し
て
、
数
名
の

日
本
政
府
高
官
は
元
戦
犯
に
対
し
て
彼
ら
の
記
憶
や
裁
判
に
関
す
る

見
解
に
つ
い
て
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
含
む
独
自
調
査
を
一
九
七
〇
年
代

ま
で
続
け
て
い
る
。
戦
犯
の
記
憶
や
歴
史
を
支
配
し
よ
う
と
す
る
国

際
競
争
は
、
決
し
て
無
く
な
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
し
、
さ
ら
に
両

岸
関
係
が
緊
張
状
態
に
あ
る
た
め
、
戦
犯
裁
判
の
問
題
は
、
中
国
と

台
湾
の
火
種
と
な
る
可
能
性
も
あ
る
。
中
国
は
日
本
人
戦
犯
を
日
本

に
帰
国
さ
せ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
九
七
五
年
に
蔣
経
国
の
政
府

は
日
本
に
滞
在
し
た
台
湾
人
戦
犯
を
引
き
取
る
こ
と
は
し
な
か
っ

た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
戦
後
七
〇
年
を
経
て
日
本
の
戦
争
犯
罪
と

そ
れ
を
め
ぐ
る
正
義
の
問
題
は
、
い
っ
そ
う
重
大
な
意
味
を
孕
ん
で

い
る
。

注〈
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彭
小
妍
『「
歴
史
很
多
漏
洞
」│
│
従
張
我
軍
到
李
昂
』
台
北
：

中
央
研
究
院
中
国
文
哲
研
究
所
籌
備
処
、
二
〇
〇
〇
年
、
五
一
頁
。

〈
2
〉 A

ntony Beevor, The Second W
orld W

ar , London: W
eidenfeld 

&
 N

icolson, 2012 .

〈
3
〉 

「
個
別
引
揚
関
係
、
南
方
地
域
関
係
、
台
湾
の
部
」
マ
イ
ク
ロ

フ
ィ
ル
ムK

’0020  (K
’7 -1 -0 , 19 -1 -4 )

、
東
京
：
外
交
史
料
館
。

〈
4
〉 

終
戦
に
向
け
た
法
整
備
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。M

atthias 
Z

achm
ann, “ Sublim

ating the E
m

pire: H
ow Japanese E

xperts of 
International 

Law Translated ‘ G
reater 

E
ast 

A
sia’  

into 
the 

Postwar Period,”  in Barak K
ushner and Sherzod M

um
inov, eds., 

The D
ism

antling of Japan’s Em
pire in East Asia: D

eim
perialization, 

Postw
ar Legitim

ation and Im
perial Afterlife , London: R

outledge, 
2017 , pp. 167 ‒181 .
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〈
5
〉 

裁
判
は
部
分
的
な
事
象
で
あ
り
、
こ
の
問
題
は
戦
後
に
引
き
継

が
れ
た
。Sandra W

ilson, “ T
he Sentence is O

nly H
alf the Story: 

From
 Stern Justice to C

lem
ency for Japanese W

ar C
rim

inals, 
1945 ‒1958 ,”  Journal of International Crim

inal Justice , Volum
e 13 , 

Issue 4 , pp. 745 ‒761 .

〈
6
〉 

現
在
、
中
央
政
府
か
ら
資
金
提
供
を
受
け
た
上
海
交
通
大
学
に

東
京
審
判
研
究
中
心
（
東
京
戦
争
犯
罪
裁
判
研
究
セ
ン
タ
ー
）
が
設

置
さ
れ
て
い
る
。

〈
7
〉 Barak K

ushner, M
en to D

evils,  D
evils to M

en: Japanese W
ar 

Crim
es and Chinese Justice , C

am
bridge, M

A
: H

arvard U
niversity 

Press, 2015 , pp. 87 ‒88 ; A
m

artya Sen, The Idea of Justice , London: 
A

llen Lane, 2009 , p. 10 ; A
dam

 C
athcart, “ R

esurrecting D
efeat: 

International Propaganda and the Shenyang Trials of 1956 ,”  in 
K

erstin von Lingen, ed., W
ar Crim

es Trials in the W
ake of 

D
ecolonization and Cold W

ar in Asia, 1945–1956: Justice in Tim
e 

of Turm
oil , London: Palgrave M

acm
illan, 2016 , pp. 261 ‒278 ; 

大

澤
武
司
『
毛
沢
東
の
対
日
戦
犯
裁
判
│
│
中
国
共
産
党
の
思
惑
と
一

五
二
六
名
の
日
本
人
』
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
一
六
年
。

〈
8
〉 

戦
犯
裁
判
の
開
廷
ま
で
に
日
本
人
容
疑
者
が
訴
追
を
受
け
入
れ

た
り
、
も
し
く
は
阻
止
し
よ
う
と
試
み
た
か
、
よ
り
詳
細
な
議
論
に

つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
。Barak K

ushner, “ T
he Q

uestion of 
C

om
plicity: Japan’ s E

arly Postures toward W
ar C

rim
es and W

ar 
R

esponsibility in the A
fterm

ath of W
W

II,”  in K
erstin von 

Lingen, ed., D
ebating Collaboration and Com

plicity in W
ar Crim

es 
Trials in Asia, 1945–1956 , London: Palgrave M

acm
illan (forth-

com
ing ); Barak K

ushner, “ Im
perial Loss and Japan’ s Search for 

Postwar Legitim
acy,”  in Barak K

ushner and Sherzod M
um

inov, 
eds., op. cit ., pp. 48 ‒65 . 

馬
場
公
彦
は
、
中
国
の
損
失
と
責
任
の
性

質
に
関
し
て
日
本
に
お
け
る
議
論
と
デ
ー
タ
の
不
足
を
指
摘
し
て
い

る
が
、
そ
の
要
因
と
し
て
日
本
人
が
中
国
と
の
戦
争
に
負
け
た
と
い

う
認
識
が
な
か
っ
た
点
を
挙
げ
て
い
る
。
馬
場
公
彦
『
戦
後
日
本
人

の
中
国
像
』
新
曜
社
、
二
〇
一
〇
年
、
九
二

－

九
三
頁
。

〈
9
〉 K

eith 
Sainsbury, 

The Turning 
Point: 

R
oosevelt, 

Stalin, 
Churchill, and Chiang-K

ai-Shek, 1943: The M
oscow

, Cairo and 
Teheran Conferences , O

xford: O
xford U

niversity Press, 1985 , pp. 
61 ‒109 ; 

呉
思
華
・
呂
芳
上
・
林
永
楽
編
『
開
羅
宣
言
的
意
義
與
影

響
』
台
北
：
政
大
人
文
系
列
叢
書
、
二
〇
一
四
年
、H

ans 
van 

de 
Ven, D

iana Lary, and Stephen R
. M

acK
innon, eds., N

egotiating 
China’s D

estiny in W
orld W

ar II , Palo A
lto: Stanford U

niversity 
Press, 2015 .

〈
10
〉 M

arc G
allichio, The Scram

ble for Asia: U
S M

ilitary Pow
er in 

the Afterm
ath of the Pacific W

ar , R
owm

an and Littlefield, 2008 , p. 
3 .

〈
11
〉 

牛
軍
『
冷
戦
與
新
中
国
外
交
的
縁
起1949 ‒1955

』
改
訂
版
、

北
京
：
社
会
科
学
文
献
出
版
社
、
二
〇
一
三
年
、
一
三
頁
。

〈
12
〉 R

une Svarverud, International Law
 as W

orld O
rder: Trans la-

tion, R
eception and D

iscourse, 1847–1911 , Leiden: Brill, 2007 , p. 
138 .

〈
13
〉 M

arc G
allichio, op. cit ., p. 80 .

〈
14
〉 O

dd A
rne W

estad, D
ecisive Encounters: The Chinese Civil 



101──合法性と帝国

W
ar: 1946–1950 , Stanford U

niversity Press, 2003 , p. 17 .
〈
15
〉 W

ang Tay-sheng, Legal R
eform

 in Taiw
an under Japanese 

Colonial R
ule, 1895–1945: The R

eception of W
estern Law

, Seattle: 
U

niversity of W
ashington Press, 2000 , p. 179 .

〈
16
〉 

概
要
は
以
下
を
参
照
。Barak K

ushner, “ C
hinese W

ar C
rim

es 
Trials of Japanese, 1945 ‒1956 : A

 H
istorical Sum

m
ary,”  in 

M
orten Bergsm

o, C
heah W

ui Ling and Y
i Ping, eds., H

istorical 
O

rigins of International Crim
inal Law

: Volum
e 2 , Brussels: Torkel 

O
psahl A

cadem
ic Publisher, 2014 , pp. 243 ‒265 . 

郭
大
釣
・
呉
広

義
『
浴
血
八
年
樹
豊
碑
│
│
受
降
与
審
判
』
桂
林
：
広
西
師
範
大
学

出
版
社
、
一
九
九
四
年
。

〈
17
〉 Ling Yan, “ T

he 1956  Japanese W
ar C

rim
es Trials in C

hina,”  
in M

orten Bergsm
o, C

heah W
ui Ling and Y

i Ping, eds., H
is tor-

ical O
rigins of International Crim

inal Law
: Volum

e 2 , p. 241 . 

著

者
は
「
日
本
人
戦
犯
は
一
九
五
六
年
の
瀋
陽
軍
事
法
廷
ま
で
公
平
な

裁
判
を
受
け
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
近
代
国
際
法
に
則
っ
て
行
わ
れ
た

だ
け
で
な
く
、
国
際
的
正
義
に
対
し
て
も
一
定
の
貢
献
を
果
た
し

た
」
と
主
張
し
て
い
る
。
た
だ
し
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
貢
献
で

あ
っ
た
か
は
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
。Z

hang T
ianshu, “ T

he For-
gotten Legacy: C

hina’ s Post-Second W
orld W

ar Trials of 
Japanese W

ar C
rim

inals, 1946 ‒1956 ,”  in M
orten Bergsm

o, 
C

heah W
ui 

Ling and Y
i Ping, eds., H

istorical O
rigins of 

International Crim
inal Law

: Volum
e 2 , pp. 267 ‒300 . 

こ
こ
で
は
全

体
的
な
分
析
は
試
み
て
い
な
い
が
、
制
定
さ
れ
た
法
律
と
手
順
を
リ

ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
い
る
。

〈
18
〉 

日
本
人
戦
犯
に
対
す
る
正
義
／
報
復
の
追
求
に
お
い
て
中
国
が

担
っ
た
役
割
を
肯
定
的
に
捉
え
た
も
の
と
し
て
、
以
下
を
参
照
。
梅

朝
栄
『
把
東
条
英
機
送
上
絞
刑
架
的
中
国
人
』
武
漢
：
武
漢
大
学
出

版
社
、
二
〇
〇
六
年
。
な
お
陳
新
宇
は
、
中
国
が
決
定
的
役
割
を
果

た
し
た
と
の
指
摘
を
疑
問
視
す
る
。「
東
京
審
判
量
刑
問
題
再
審
視

│
│
以
“
死
刑
投
票
六
比
五
”
為
中
心
」『
清
華
大
学
学
報
』（
哲
学

社
会
科
学
版
）
二
〇
一
四
年
第
四
期 (

第
二
九
巻
）、
四
二

－

四
八

頁
。
よ
り
積
極
的
な
見
解
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。Jam

es 
Sedgw

ick, “ T
he Trial W

ithin: N
egotiating Justice at the Inter-

national M
ilitary Tribunal for the Far E

ast, 1946 ‒1948 ,”  Ph.D
. 

dissertation at the U
niversity of British C

olum
bia, 2012 .

〈
19
〉 

中
国
人
が
歴
史
観
と
国
家
の
役
割
を
い
か
に
捉
え
て
い
る
か
を

考
察
す
る
う
え
で
、
こ
こ
一
〇
年
間
に
フ
ラ
ン
ス
で
起
き
た
事
象
と

比
較
す
べ
き
点
が
多
く
あ
る
。
例
え
ば
、
二
〇
〇
五
年
二
月
二
三
日

に
発
効
か
ら
一
年
ほ
ど
で
無
効
と
な
っ
た
法
律
に
は“ Les 

program
m

es scolaires reconnaissent en particulier le role positif 
de la presence francaise outré-m

er, notam
m

ent en A
frique du 

nord.”

（
学
校
の
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
は
、
海
外
、
特
に
北
ア
フ
リ
カ
に

お
け
る
フ
ラ
ン
ス
軍
駐
留
の
肯
定
的
役
割
を
認
め
て
い
る
）
と
あ
っ

た
。
こ
の
法
律
は
、
一
九
九
〇
年
の
ゲ
ソ
法
に
と
も
な
い
提
起
さ
れ

た
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
の
合
法
性
を
疑
問
視
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
原
則
に

則
っ
て
制
定
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
問
題
に
関
す
る
的
確
な
議
論
に
つ
い

て
は
、
以
下
を
参
照
。M

arc O
livier Baruch, D

es lois indignes ? 
Les historiens, la politique et le droit , Paris, Tallandier, 2013 . 

ル
ッ

ソ
氏
が
二
〇
一
一
年
九
月
二
七
〜
二
八
日
に
シ
ャ
ー
ブ
ル
ッ
ク
大
学
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で
行
っ
た
講
演
ビ
デ
オ
を
参
照
（https://vim

eo.com
/33646540

）。

〈
20
〉 

下
村
海
南
『
終
戦
秘
史
』
講
談
社
、
一
九
八
五
年
、
三
〇
一

－

三
〇
四
頁
。

〈
21
〉 Ju-A

o M
ei, “ C

hina and the R
ule of Law,”  Pacific Affairs , 

Vol. 5 , N
o. 1 0  (O

ct., 1932 ), pp. 863 ‒872 .

〈
22
〉 W

illiam
 S. H

am
ilton, N

otes from
 O

ld N
anking, 1947–1949 

the G
reat Transition , C

anberra: Pandanus Books, 2004 , p. 30 .

〈
23
〉 

范
忠
信
・
尤
陳
俊
・
龔
先
砦
選
編
『
為
什
麼
要
重
建
中
国
法
系

│
│
居
正
法
政
文
選
』（
二
十
世
紀
中
華
法
学
文
叢
）
北
京
：
中
国

政
法
大
学
出
版
社
、
二
〇
〇
九
年
、
二
四

－

二
六
頁
。

〈
24
〉 

同
右
、
二
六
頁
。

〈
25
〉 

同
右
、
二
七

－

二
九
頁
。

〈
26
〉 

同
右
、
四
七
頁
。

〈
27
〉 

「
中
国
法
律
教
育
之
弱
点
及
其
補
救
之
方
略
」
楊
兆
龍
・
艾
永

明
・
陸
錦
璧
編
『
楊
兆
龍
法
学
文
集
』
北
京
：
法
律
出
版
社
、
二
〇

〇
五
年
、
二
二
九

－

二
四
三
頁
。

〈
28
〉 Tahirih Lee, “ O

rienting Lawyers in C
hina’ s Tribunals 

before 1949 ,”  M
aryland Journal of International Law

, Vol. 27 : 
129 , 2012 , pp. 179 ‒212 . 

詳
細
は
以
下
を
参
照
。Pasha L. H

sieh, 
“ T

he D
iscipline of International Law in R

epublican C
hina and 

C
ontem

porary Taiwan,”  W
ashington U

niversity G
lobal Studies 

Law
 R

eview
, Vol. 1 4  (1 ), 2015 , pp. 87 ‒129 .

〈
29
〉 Li X

iuqing, “ John C
. H

. W
u at the U

niversity of M
ichigan 

School of Law,”  Journal of Legal Education , Volum
e. 58 , N

um
ber 

 4  (D
ecem

ber 2008 ), p. 549 . 

ジ
ョ
ン
・
ウ
ー
自
身
は
、
初
期
の
司

法
教
育
に
つ
い
て
以
下
で
述
べ
て
い
る
。John C

. H
. W

u, Beyond 
East and W

est , N
ew York: Sheed and W

ard, 1951 , pp. 66 ‒67 .

〈
30
〉 

呂
芳
上
『
従
日
記
及
檔
案
中
観
察
蔣
介
石
対
日
外
交
策
略

（1930’ s ‒1940’ s

）』
二
〇
〇
三
年
度
財
団
法
人
交
流
協
会
日
台
交
流

セ
ン
タ
ー
歴
史
研
究
者
交
流
事
業
報
告
書
、
中
央
研
究
院
近
代
史
研

究
所
、
二
〇
〇
四
年
三
月
。

〈
31
〉 A

nja Bihler, “ Late R
epublican C

hina and the D
evelopm

ent 
of International C

rim
inal Law

: C
hina’ s R

ole in the U
nited 

N
ations W

ar C
rim

es C
om

m
ission in London and C

hungking,”  
in M

orten Bergsm
o, C

heah W
ui Ling and Y

i Ping, eds., 
H

istorical O
rigins of International Crim

inal Law
: Volum

e 1 , 
Brussels: Torkel O

psahl A
cadem

ic Publisher, 2014 , pp. 507 ‒540 .

〈
32
〉 O

dd A
rne W

estad, op. cit ., pp. 69 ‒70 .

〈
33
〉 Yum

a Totani, The Tokyo W
ar Crim

es Trial: The Pursuit of 
Justice in the W

ake of W
orld W

ar II , C
am

bridge, M
ass.: H

arvard 
U

niversity A
sia C

enter, 2008 . 

お
よ
び
日
暮
吉
延
『
東
京
裁
判
』

講
談
社
、
二
〇
〇
八
年
を
参
照
。

〈
34
〉 

張
林
風
「
不
能
忘
却
的
歴
史
│
│
訪
東
京
審
判
親
歴
者
高
文

彬
」『
聯
合
時
報
』
二
〇
一
四
年
二
月
二
八
日
、「
口
述
：
高
文
彬

│
│
我
所
経
歴
的
東
京
大
審
判
」『
三
聯
生
活
周
刊
』
二
〇
一
四
年

年
八
月
一
五
日
。
ま
た
以
下
も
参
照
。Bob Tadashi W

akabayashi, 
“ T

he N
anking 100 -M

an K
illing C

ontest D
ebate: W

ar G
uilt 

A
m

id Fabricated Illusions, 1971 ‒75 ,”  Journal of Japanese Studies , 
Vol. 26 , N

o. 2  (Sum
m

er, 2000 ), pp. 307 ‒340 .

〈
35
〉 

上
海
虹
口
区
檔
案
編
『
東
京
審
判
』
上
海
：
上
海
書
店
出
版
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社
、
二
〇
〇
七
年
、
三

－

四
頁
（
高
文
彬
に
よ
る
序
文
）
を
参
照
。

ま
た
金
問
泗
は
一
九
四
三
年
に
彼
を
推
薦
し
た
と
し
て
い
る
が
、
そ

の
根
拠
は
不
明
で
あ
る
。

〈
36
〉 Barak K

ushner, M
en to D

evils,  D
evils to M

en , pp. 80 ‒82 .

〈
37
〉 X

iang Longwan and M
arquise Lee H

oule, “ In Search of 
Justice for C

hina: T
he C

ontributions of Judge H
siang C

he-chun 
to the Prosecution of Japanese W

ar C
rim

inals at the Tokyo 
Trial,”  in M

orten Bergsm
o, C

heah W
ui Ling and Y

i Ping, eds., 
H

istorical O
rigins of International Crim

inal Law
: Volum

e 2 , pp. 
143 ‒175 . 

ま
た
秦
徳
純
『
秦
徳
純
回
憶
録
』
台
北
：
伝
記
文
学
出

版
社
、
一
九
六
七
年
も
参
照
。

〈
38
〉 

李
伶
伶
『
法
界
巨
擘
、
倪
徴
噢
伝
』
南
京
：
江
蘇
人
民
出
版

社
、
二
〇
〇
八
年
、
四
二

－

四
三
頁
。

〈
39
〉 

同
右
、
四
四
頁
。

〈
40
〉 

同
右
。
東
京
裁
判
の
言
語
と
通
訳
の
問
題
は
、
正
義
の
追
求
の

大
き
な
障
害
に
な
り
、
東
京
裁
判
に
関
す
る
一
つ
の
研
究
分
野
と

な
っ
た
。K

ayoko Takeda, Interpreting the Tokyo W
ar Crim

es 
Trial: A Sociopolitical Analysis , O

ttawa: U
niversity of O

ttawa 
Press, 2010 ; K

ayoko Takeda, “ T
he V

isibility of C
ollaborators: 

Snapshots of W
artim

e and Post-war Interpreters”  in Fernández-
O

cam
po, A

. &
 W

olf, M
., eds., Fram

ing the Interpreter: Tow
ards a 

Visual Perspective , London: R
outledge, 2014 , pp. 150 ‒159

を
参

照
。

〈
41
〉 

李
伶
伶
、
前
掲
書
、
四
五
頁
。

〈
42
〉 

パ
ウ
ン
ド
の
批
評
に
関
し
て
は
、Jedidiah J. K

roncke, “ R
oscoe 

Pound in C
hina: A

 Lost Precedent for the Liabilities of 
A

m
erican Legal E

xceptionalism
,”  Brooklyn Journal of Inter-

national Law
, Vol. 38 , N

o. 1 , 2012 , pp. 2 ‒67

を
参
照
。
中
国
人
の

国
際
法
に
対
す
る
理
解
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
。W

en-W
ei Lai, 

“ Forgiven and Forgotten: T
he R
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