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今
日
は
、
戦
争
法
案
の
内
容
に
つ
い
て
、
そ
れ
に

反
対
す
る
大
規
模
な
行
動
に
つ
い
て
、
侵
略
戦
争
か

ら
70
年
も
た
つ
21
世
紀
の
い
ま
、
ど
う
し
て
こ
ん
な

法
案
が
出
て
来
る
の
か
に
つ
い
て
お
話
し
ま
す
。

戦
争
法
案
を
め
ぐ
る
論
戦
の
到
達
点

　

全
国
各
地
の
運
動
を
背
景
と
す
る
国
会
で
の
論
戦

の
到
達
点
の
第
１
は
、
何
よ
り
こ
れ
が
憲
法
違
反
だ

と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
中
の
憲
法
学
者
の
２
０
０

人
以
上
が
憲
法
違
反
だ
と
言
っ
て
い
る
。
憲
法
は
こ

の
国
の
政
治
の
最
高
の
ル
ー
ル
で
す
が
、
そ
れ
に
反

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
憲
法
違
反
の
１
つ
は

武
器
・
弾
薬
を
運
ぶ
兵へ
い

站た
ん

活
動
を
行
う
と
い
う
こ
と

で
す
。
兵
站
活
動
と
い
う
の
は
戦
闘
の
現
場
に
、
必

要
な
物
資
を
届
け
に
行
く
活
動
、
ナ
イ
フ
を
持
っ
て

切
り
合
い
を
し
て
い
る
人
間
の
と
こ
ろ
に
、
後
ろ
か

ら
次
の
ナ
イ
フ
を
持
っ
て
い
く
活
動
で
す
。
こ
れ
が

軍
事
活
動
で
な
く
て
何
で
し
ょ
う
。
兵
站
は
、
相
手

か
ら
見
れ
ば
、
真
っ
先
に
潰
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

活
動
で
す
。
安
倍
首
相
は
、
兵
站
を
後
方
支
援
と
ご

ま
か
し
て
、
こ
れ
は
安
全
な
と
こ
ろ
で
や
る
と
言
い

ま
し
た
が
、
兵
站
の
現
場
こ
そ
戦
場
に
な
る
場
所
で

す
。
２
つ
目
に
は
Ｐ
Ｋ
Ｏ
法
を
改
定
し
、
戦
乱
が
続

く
場
所
で
も
活
動
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
。
３

つ
目
に
は
ど
こ
の
国
か
ら
攻
め
ら
れ
て
い
な
く
て

も
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
と
い
う
名
目
で
、
行
動

が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

論
戦
が
明
ら
か
に
し
た
第
２
は
、
集
団
的
自
衛
権

の
行
使
が
、
現
実
的
に
は
ア
メ
リ
カ
追
随
の
軍
事
支

援
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
国
に
は
米
軍
基
地
が

１
３
０
カ
所
も
あ
り
、
４
万
か
ら
５
万
人
の
米
兵
が

常
に
出
撃
の
た
め
の
訓
練
を
受
け
て
い
る
。
そ
し

て
、日
本
の
自
衛
隊
と
の
共
同
演
習
を
、た
と
え
ば
２

０
１
３
年
度
に
は
少
な
く
と
も
74
回
、
の
べ
９
１
５

日
間
も
行
な
っ
て
い
ま
す（
多
国
間
共
同
演
習
を
含

む
）。
集
団
的
自
衛
の
準
備
を
こ
れ
ほ
ど
周
到
に
行

な
っ
て
い
る
相
手
は
ア
メ
リ
カ
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。

　

で
は
ア
メ
リ
カ
は
ど
ん
な
戦
争
を
し
て
い
る
か
。

こ
れ
ま
で
の
ア
メ
リ
カ
の
戦
争
に
つ
い
て
問
わ
れ
た

安
倍
首
相
は
「
違
法
な
武
力
行
使
は
支
援
し
な
い
」

と
言
い
ま
し
た
が
、
ア
メ
リ
カ
が
戦
後
、
他
国
に
攻

め
ら
れ
て
正
当
防
衛
を
理
由
に
武
力
行
使
を
し
た
こ

と
は
た
だ
の
１
度
も
あ
り
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
、
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
の
最
大
の
口
実
と
さ
れ
た
ト
ン
キ
ン
湾
事

件
は
ア
メ
リ
カ
の
捏
造
で
し
た
し
、
大
量
破
壊
兵
器

が
あ
る
と
し
て
開
始
し
た
イ
ラ
ク
戦
争
も
、
そ
の

後
、
そ
の
情
報
が
デ
タ
ラ
メ
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
り

ま
し
た
。
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
誤
っ
た
情
報
に
も
と

づ
い
て
戦
争
を
始
め
た
こ
と
を
認
め
ま
し
た
し
、
イ

ギ
リ
ス
で
は
ブ
レ
ア
元
首
相
が
、
戦
争
を
検
証
す
る

調
査
委
員
会
の
喚
問
を
受
け
ま
し
た
。
し
か
し
日
本

は
ア
メ
リ
カ
が
行
く
か
ら
つ
い
て
行
っ
た
。
そ
れ
で

よ
か
っ
た
と
い
う
態
度
の
ま
ま
で
す
。
ア
メ
リ
カ
の

戦
争
の
是
非
を
検
証
し
た
こ
と
は
な
く
、
今
も
確
か
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め
る
気
さ
え
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
メ
リ
カ
が
す
る
戦
争

な
ら
何
で
も
支
援
す
る
と
い
う
従
米
ぶ
り
で
す
。

　

論
戦
が
明
ら
か
に
し
た
第
３
は
、
安
倍
内
閣
の
特

異
な
歴
史
観
で
す
。
首
相
は
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
つ

ま
び
ら
か
に
読
ん
で
い
な
い
」
と
言
い
ま
し
た
が
、

ホ
ン
ネ
の
と
こ
ろ
は
戦
前
・
戦
中
社
会
の
礼
賛
で
、

か
つ
て
の
戦
争
を
間
違
っ
た
戦
争
と
は
認
め
ら
れ
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
２
０
０
５
年
７
月
の
『
Ｖ
ｏ

ｉ
ｃ
ｅ
』
と
い
う
右
派
雑
誌
の
対
談
で
、
安
倍
氏
は

ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
、「
戦
勝
国
が
叩
き
つ
け
て
き
た

も
の
」
と
憎
々
し
げ
に
語
り
ま
し
た
。
こ
う
し
た
人

物
が
、
あ
ら
た
め
て
戦
争
を
開
始
し
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
す
か
ら
、
世
界
中
が
不
安
を
覚
え
る
の
は
当

然
で
す
。
ア
メ
リ
カ
で
さ
え
、「
70
年
談
話
」
を
出

す
な
ら
、
侵
略
と
植
民
地
支
配
を
反
省
し
た
「
村
山

談
話
」
な
ど
を
継
承
す
る
態
度
を
と
れ
と
言
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
対
米
従
属
の
安
倍
さ
ん
も
こ
こ
だ

け
は
譲
れ
な
い
と
い
う
の
が
ホ
ン
ネ
で
す
。

　

論
戦
で
追
い
込
ま
れ
た
の
で
、
最
近
は
「
自
衛
隊

を
作
っ
た
と
き
も
、
60
年
に
安
保
を
改
定
し
た
と
き

も
、
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
言
わ
れ
た
。
で
も
巻

き
込
ま
れ
な
か
っ
た
じ
ゃ
な
い
か
」
と
言
っ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
一
人
の
戦
死
者
も
出
さ
な
か
っ
た
の

は
、
安
保
の
お
か
げ
で
は
な
く
、
憲
法
９
条
と
そ
れ

を
守
ろ
う
と
す
る
私
た
ち
、
み
な
さ
ん
方
、
み
な
さ

ん
方
の
先
輩
の
と
り
く
み
の
お
か
げ
で
す
。

　

も
う
一
つ
の
苦
し
紛
れ
は
、
安
全
保
障
環
境
が
変

化
し
た
、
北
朝
鮮
が
核
開
発
を
行
い
、
ミ
サ
イ
ル
の

発
射
実
験
を
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
だ
か
ら
と
い
う

も
の
で
す
。
し
か
し
「
あ
な
た
が
軍
事
で
来
る
な

ら
、
私
も
軍
事
で
行
き
ま
す
」
こ
れ
は
、
最
悪
の
悪

循
環
へ
の
道
で
す
。「
落
ち
着
き
ま
し
ょ
う
。
私
は

あ
な
た
に
武
器
を
向
け
た
り
し
ま
せ
ん
か
ら
」
そ
う

言
っ
て
、
互
い
に
冷
静
に
な
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

　

そ
れ
は
机
上
の
空
論
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
北
朝
鮮

も
、
一
時
は
６
カ
国
協
議
で
、
南
北
朝
鮮
の
核
兵
器

を
な
く
す
こ
と
に
合
意
し
ま
し
た
。
ま
た
、
Ａ
Ｓ
Ｅ

Ａ
Ｎ
が
呼
び
か
け
た
お
互
い
に
絶
対
戦
争
を
し
な
い

Ｔ
Ａ
Ｃ
（
東
南
ア
ジ
ア
友
好
協
力
条
約
）
と
い
う
条

約
に
、
北
東
ア
ジ
ア
の
す
べ
て
の
国
々
、
北
朝
鮮
も

韓
国
も
中
国
も
ロ
シ
ア
も
日
本
も
入
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
気
持
ち
が
真
剣
で
あ
れ
ば
、
北
東
ア
ジ
ア
に
平

和
友
好
の
機
構
を
作
る
こ
と
は
す
で
に
可
能
に
な
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
日
本
が
侵
略
と
植
民
地

支
配
の
問
題
に
誠
実
な
態
度
を
と
る
こ
と
は
、
そ
れ

ら
の
土
台
に
な
る
こ
と
で
す
。

戦
争
法
案
を
追
い
込
む
世
論
の
劇
的
変
化

　

い
ま
多
く
の
人
が
運
動
に
立
ち
上
が
っ
て
い
ま

す
。
全
国
50
を
超
え
る
大
学
で
、
教
職
員
た
ち
が
決

議
を
あ
げ
、
教
員
が
各
地
の
街
頭
で
ス
ピ
ー
チ
に
立

っ
て
い
ま
す
。
若
い
お
母
さ
ん
た
ち
は
「
だ
れ
の
子

ど
も
も
こ
ろ
さ
せ
な
い
」
と
い
う
見
事
な
ス
ロ
ー
ガ

ン
の
下
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
あ
っ
と
い
う
間
に
、

１
万
５
０
０
０
人
の
賛
同
を
集
め
ま
し
た
。
そ
し
て

各
地
で
ベ
ビ
ー
カ
ー
を
押
し
な
が
ら
〝
マ
マ
デ
モ
〟

を
行
な
っ
て
い
ま
す
。

　

全
国
革
新
懇
の
先
日
の
代
表
世
話
人
会
は
、
こ
の

運
動
は
「
か
つ
て
な
い
幅
広
さ
や
、
自
発
性
を
も
っ

た
運
動
」「
内
閣
法
制
局
長
官
経
験
者
ま
で
加
わ
る

運
動
は
、
安
保
闘
争
に
も
な
か
っ
た
」
と
さ
れ
、
こ

の
う
ね
り
は
、
こ
の
国
を
、
本
当
の
民
主
主
義
、
立

憲
主
義
の
国
に
す
る
ま
で
続
く
可
能
性
が
あ
る
と
議

論
し
ま
し
た
。

　

他
方
で
、
衆
議
院
で
の
強
行
採
決
が
、
政
府
の
強

さ
で
は
な
く
、
弱
さ
の
表
れ
だ
っ
た
点
へ
の
理
解
も

大
切
で
す
。
戦
後
最
長
の
国
会
会
期
延
長
を
し
ま
し

た
が
、
首
相
の
外
交
日
程
な
ど
を
考
慮
す
る
と
、
す

で
に
ギ
リ
ギ
リ
の
と
こ
ろ
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
強

行
採
決
の
直
後
に
、
菅
官
房
長
官
は
「
連
休
が
あ

る
。
３
日
経
て
ば
国
民
は
忘
れ
る
」
と
言
い
ま
し
た

が
、
国
民
に
忘
れ
て
も
ら
う
以
外
に
、
起
死
回
生
の

策
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
国
民
は
、
３

歩
歩
け
ば
も
の
を
忘
れ
る
と
評
さ
れ
る
ニ
ワ
ト
リ
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
争
法
案
廃
案
に
向
け
た
取
り
組

み
の
新
し
い
ス
テ
ー
ジ
は
こ
こ
か
ら
で
す
。

　

さ
ら
に
政
府
は
、
こ
の
夏
、
原
発
再
稼
働
、「
70

年
談
話
」、
辺
野
古
の
基
地
、
残
業
代
ゼ
ロ
法
案
、

Ｔ
Ｐ
Ｐ
な
ど
、
国
民
の
怒
り
を
高
め
ず
に
お
れ
な
い

た
く
さ
ん
の
地
雷
を
踏
ん
で
い
か
ね
ば
な
り
ま
せ

ん
。
こ
れ
も
大
き
な
弱
み
に
な
っ
て
い
ま
す
。
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さ
ら
に
地
方
の
自
民
党
で
す
が
、
宮
城
県
大
崎
市

の
市
議
が
こ
の
法
律
に
反
対
し
て
い
る
と
河
北
新
報

に
大
き
く
報
道
さ
れ
、
広
島
県
で
は
た
く
さ
ん
の
議

員
が
集
ま
っ
て
「
ス
ト
ッ
プ
・
ザ
・
安
保
法
制
」
と

い
う
グ
ル
ー
プ
を
作
っ
て
い
ま
す
。
自
民
党
自
体
に

ひ
び
が
入
り
始
め
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

Ｓ
Ｅ
Ａ
Ｌ
Ｄ
ｓ
（
シ
ー
ル
ズ
・
自
由
と
民
主
主
義

の
た
め
の
学
生
緊
急
行
動
）
の
ポ
ス
タ
ー
に
は
若
者

と
一
緒
に
、
著
名
な
学
者
で
あ
る
佐
藤
学
さ
ん
と
内

田
樹た
つ
るさ

ん
が
写
っ
て
い
ま
す
。
行
動
の
主
人
公
は

若
者
で
、
学
者
た
ち
は
知
恵
と
政
治
的
経
験
と
少
し

ば
か
り
の
資
金
を
提
供
し
な
が
ら
支
え
て
い
く
と
い

う
構
図
を
示
し
た
も
の
で
す
。

　

官
邸
前
の
集
会
に
は
、
創
価
学
会
イ
ン
タ
ー
ナ
シ

ョ
ナ
ル
（
Ｓ
Ｇ
Ｉ
）
の
旗
が
ふ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。
東
京
で
は
「
戦
争
法
案
反
対
」
の
署
名

の
呼
び
か
け
に
、
創
価
学
会
の
人
た
ち
が
、
私
た
ち

も
い
い
で
す
か
と
断
わ
り
な
が
ら
、
署
名
を
し
て
い

っ
た
そ
う
で
す
。
自
民
党
を
支
え
る
公
明
党
の
足
元

に
も
、
静
か
に
ひ
び
が
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
き
わ
め
て
急
速
な
市
民
の
変
化
で
す
。

安
倍
首
相
が
本
当
に
や
り
た
い
こ
と

　

首
相
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら

の
脱
却
を
成
し
遂
げ
る
た
め
に
は
憲
法
改
正
が
不
可

欠
」
と
主
張
し
て
い
ま
す
。
で
は
、
改
正
後
に
つ
く

り
た
い
新
し
い
憲
法
と
は
ど
う
い
う
憲
法
か
。
こ
の

国
を
ど
う
つ
く
り
か
え
た
い
と
い
う
の
で
し
ょ
う
。

　

２
０
０
９
年
に
民
主
党
政
権
が
誕
生
し
た
翌
２
０

１
０
年
、
自
民
党
は
緩
ん
だ
タ
ガ
を
締
め
直
す
と
し

て
新
し
い
綱
領
を
つ
く
り
ま
し
た
。
前
文
に
は
「
日

本
ら
し
い
日
本
の
保
守
主
義
を
政
治
理
念
と
し
て
再

出
発
し
た
い
」
と
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
戦
時
の
日
本

を
美
し
い
国
と
褒
め
称
え
る
靖
国
史
観
を
軸
に
す
る

と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
自
民
党
は
広
い
意
味
の

保
守
で
は
な
く
、
狭
い
意
味
の
右
派
に
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
だ
か
ら
河
野
洋
平
元
自
民
党
総
裁
が
安
倍
内

閣
の
政
治
を
「
保
守
政
治
と
い
う
よ
り
右
翼
政
治
み

た
い
な
気
が
す
る
」
と
述
べ
、
野
中
広
務
元
自
民
党

幹
事
長
も
「
沖
縄
県
民
の
痛
み
が
わ
か
ら
な
い
政

治
。
強
く
憤
慨
し
て
い
る
」
と
述
べ
る
よ
う
に
な
る

わ
け
で
す
。
こ
の
瞬
間
に
自
民
党
本
部
は
大
き
く
右

へ
ず
れ
ま
し
た
。

　

さ
ら
に
２
０
１
２
年
４
月
に
発
表
さ
れ
た
改
憲
案

の
前
文
に
は
「
日
本
国
は
国
民
統
合
の
象
徴
で
あ
る

天
皇
を
戴
く
国
家
」
と
あ
り
、
そ
の
「
国
家
を
末
永

く
子
孫
に
継
承
す
る
た
め
に
、
こ
の
憲
法
を
制
定
す

る
」
と
さ
れ
ま
し
た
。

　

で
は
「
天
皇
を
戴
く
国
家
」
と
は
ど
う
い
う
国
家

で
し
ょ
う
。
改
憲
案
の
第
１
条
は
「
天
皇
は
日
本
国

の
元
首
」
で
す
。
つ
ま
り
国
民
は
こ
の
国
の
代
表
を

選
べ
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
国
民
主
権
の
重

大
な
制
限
で
す
。
同
時
に
「
憲
法
尊
重
の
擁
護
義

務
」
か
ら
「
天
皇
と
摂
政
を
削
除
」（
第
１
０
２
条
）

し
て
い
ま
す
。つ
ま
り
天
皇
は
元
首
に
し
て
、憲
法
を

守
る
義
務
の
な
い
権
力
者
と
な
る
わ
け
で
す
。
通
常

の
日
本
語
で
は
、
そ
れ
は
独
裁
者
と
い
う
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
現
在
の
天
皇
が
望
ん
で
い

る
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
、
安
倍
内
閣

の
思
い
上
が
り
ぶ
り
が
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

改
憲
案
は
、
日
本
国
憲
法
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
る

不
戦
の
誓
い
を
す
べ
て
削
除
し
て
い
ま
す
。
い
ま
か

ら
戦
争
の
で
き
る
国
に
し
よ
う
と
い
う
の
で
す
か
ら

当
然
で
す
。
新
し
い
９
条
に
は
「
国
防
軍
」
の
任
務

が
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
独
立
を
守
る
こ

と
の
他
に
、「
国
際
的
に
協
調
し
て
行
わ
れ
る
活

動
」、
つ
ま
り
ア
メ
リ
カ
の
先
制
攻
撃
の
戦
争
に
追

従
す
る
こ
と
、
そ
れ
か
ら
「
公
の
秩
序
を
維
持
す
る

活
動
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
最
後
の
問
題
は
、
国
民

が
民
主
主
義
や
平
和
を
あ
ら
た
め
て
求
め
る
よ
う
に

な
れ
ば
、
国
防
軍
を
出
し
て
鎮
圧
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
戦
前
の
治
安
維
持
法
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
内

容
で
す
。

　

第
21
条
は
「
公
の
秩
序
を
害
す
る
結
社
は
認
め
な

い
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
さ
て
母
親
大
会
は
ど
う
な

る
の
で
し
ょ
う
。
み
な
さ
ん
に
は
寝
返
る
か
、
地
下

に
潜
る
か
道
は
二
つ
に
ひ
と
つ
し
か
残
り
ま
せ
ん
。

「
私
た
ち
は
子
ど
も
を
戦
争
に
送
り
ま
せ
ん
」
な
ん

て
こ
と
を
主
張
す
れ
ば
、
全
員
牢
屋
に
放
り
込
ま
れ

ま
す
。

　

第
98
条
は
、「
内
乱
等
に
よ
る
社
会
秩
序
の
混
乱
」
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が
あ
っ
た
場
合
に
「
緊
急
事
態
の
宣
言
」
を
行
う
と

し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
戒
厳
令
」
を
発
す
る
と
い

う
こ
と
で
す
。
平
和
や
民
主
主
義
を
求
め
る
「
内

乱
」
に
は
全
力
を
つ
く
し
て
対
処
す
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
国
防
軍
の
戦
車
や
装
甲
車
が
、
私
た
ち
を
蹴

散
ら
す
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

全
体
の
特
徴
を
ま
と
め
る
な
ら
自
民
党
の
改
憲
案

は
、
第
一
に
天
皇
中
心
の
復
古
主
義
の
国
へ
。
第
二

に
ア
メ
リ
カ
と
の
共
同
戦
争
が
で
き
る
国
へ
。
第
三

に
国
民
が
自
己
責
任
・
家
族
責
任
で
生
き
る
国
へ
。

第
四
に
、
経
済
運
営
は
大
企
業
中
心
の
お
こ
ぼ
れ
経

済
で
。
第
五
に
、
権
力
を
批
判
す
る
も
の
は
武
力
で

弾
圧
す
る
国
へ
、
と
な
っ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
対
米
従
属
で
復
古
主
義
な
の
か
？

　

な
ぜ
安
倍
政
権
は
、
ア
メ
リ
カ
に
従
属
し
な
が

ら
、
ア
メ
リ
カ
と
戦
争
し
た
日
本
を
美
し
い
と
呼
ぶ

矛
盾
の
中
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。
秘
密
は
戦
後
の
占

領
時
代
に
あ
り
ま
す
。
日
本
を
占
領
し
た
ア
メ
リ
カ

は
、
は
じ
め
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
も
と
づ
い
て
日
本

を
平
和
・
民
主
の
国
に
作
り
か
え
よ
う
と
し
ま
す
。

し
か
し
、
ソ
連
と
の
「
冷
戦
」
関
係
が
明
確
に
な

り
、
朝
鮮
半
島
が
南
北
に
割
れ
、
中
国
で
革
命
が
起

こ
り
そ
う
に
な
る
。
こ
の
時
、
ア
メ
リ
カ
国
内
で
も

政
治
の
右
傾
化
が
進
み
ま
す
。
そ
の
結
果
、
ア
メ
リ

カ
は
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
投
げ
捨
て
て
、
日
本
を
ア
メ

リ
カ
い
い
な
り
の
軍
事
大
国
に
つ
く
り
か
え
る
こ
と

に
し
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
を
実
行
す
る
日
本
人
を
探

し
、
戦
争
犯
罪
人
容
疑
者
と
し
て
巣
鴨
の
拘
置
所
に

入
っ
て
い
た
人
間
を
、
ア
メ
リ
カ
へ
の
忠
誠
と
引
き

換
え
に
解
放
し
ま
し
た
。
そ
の
代
表
選
手
が
、
自
民

党
の
初
代
幹
事
長
と
な
る
岸
信
介
で
す
。
財
界
人
や

新
聞
経
営
者
等
も
同
じ
で
す
。

　

こ
う
し
て
戦
後
日
本
は
、
世
界
的
に
も
先
駆
的
な

日
本
国
憲
法
を
も
ち
な
が
ら
、
憲
法
を
政
治
の
指
針

に
し
た
く
な
い
復
古
主
義
で
対
米
従
属
の
政
府
が
あ

り
、
平
和
を
切
望
し
な
が
ら
憲
法
の
内
容
を
ま
だ
十

分
に
は
理
解
で
き
な
い
国
民
の
組
み
合
わ
せ
の
下
で

ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。そ
し
て
戦
後

70
年
間
、私
た
ち
の
先
輩
は
、打
ち
続
く
改
憲
の
動
き

に
、憲
法
を
学
び
な
が
ら
、そ
の
憲
法
を
指
針
と
す
る

よ
う
な
政
治
を
求
め
て
対
抗
し
て
き
た
の
で
し
た
。

「
新
し
い
政
治
」
の
模
索
へ

　

さ
て
、
現
瞬
間
、
日
本
の
政
治
は
何
処
へ
向
か
お

う
と
し
て
い
る
で
し
ょ
う
。
財
界
が
二
大
政
党
制
の

追
求
を
具
体
化
し
た
の
は
２
０
０
３
年
で
す
。
そ
し

て
２
０
０
９
年
、
そ
の
一
方
の
民
主
党
が
政
権
に
つ

き
ま
し
た
。
そ
の
時
の
得
票
は
２
９
８
４
万
票
で
し

た
。
し
か
し
、
２
０
１
４
年
に
は
９
７
８
万
票
に
減

っ
て
い
ま
す
。
５
年
間
で
国
民
は
、
民
主
党
は
役
に

た
た
な
い
と
学
ん
だ
の
で
す
。
あ
わ
せ
て
重
要
な
こ

と
は
、
民
主
党
か
ら
離
れ
た
２
０
０
０
万
票
が
自

民
・
公
明
に
戻
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
２

０
０
９
年
の
自
民
党
の
得
票
は
１
８
８
１
万
で
し
た

が
、
14
年
に
は
１
７
６
６
万
票
に
減
っ
て
い
ま
す
。

同
じ
時
期
、
公
明
党
も
50
万
票
減
っ
て
い
ま
す
。
で

は
２
０
０
０
万
票
は
い
っ
た
い
何
処
に
い
っ
た
の
で

し
ょ
う
？

　

一
方
は
棄
権
で
す
。
い
ま
の
投
票
率
は
戦
後
最
低

で
す
。も
う
一
方
は
、選
挙
の
た
び
に
投
票
先
を
変
え

る
動
き
で
す
。
一
時
は
第
３
極
に
期
待
を
か
け
ま
し

た
が
、
気
が
つ
け
ば
「
み
ん
な
の
党
」
は
な
く
な

り
、「
維
新
」
は
ボ
ロ
ボ
ロ
、「
次
世
代
」
も
壊
滅
で
す
。

　

そ
ん
な
中
、
２
０
１
２
年
の
安
倍
政
権
成
立
を
き

っ
か
け
に
、
国
民
は
「
ス
ト
ッ
プ
安
倍
」
を
政
党
選

択
の
基
準
の
一
つ
と
し
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
が
今
の

共
産
党
人
気
の
理
由
で
す
。
そ
の
力
は
各
種
の
一
点

共
闘
を
通
じ
て
大
き
く
広
が
り
、
現
実
に
安
倍
政
権

打
倒
を
可
能
と
す
る
勢
い
を
も
つ
に
至
っ
て
い
ま

す
。

　

で
は
ポ
ス
ト
安
倍
政
権
は
、
ど
う
い
う
政
治
を
担

う
も
の
と
な
る
で
し
ょ
う
。
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る

の
は
憲
法
ど
お
り
の
政
治
で
す
。「
立
憲
主
義
」
の

実
現
を
求
め
る
現
在
の
運
動
は
、
そ
の
先
に
９
条
に

限
ら
ず
社
会
保
障
の
25
条
、
教
育
権
の
26
条
、
労
働

権
の
27
条
な
ど
を
全
面
的
に
守
る
政
治
を
つ
く
る
以

外
の
道
を
も
ち
ま
せ
ん
。

　

現
在
の
私
た
ち
の
取
り
組
み
は
、
そ
う
し
た
社
会

発
展
の
壮
大
な
展
望
を
拓
く
も
の
と
な
っ
て
い
ま

す
。
最
後
ま
で
が
ん
ば
り
抜
き
ま
し
ょ
う
。


