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はじめに

は
じ
め
に

　
戦
争
は
平
和
で
あ
る

　
自
由
は
屈
従
で
あ
る

　
無
知
は
力
で
あ
る

　
記
憶
の
底
か
ら
、
そ
ん
な
言
葉
が
甦
っ
て
く
る
。
英
国
の
作
家
、
ジ
ョ
ー
ジ
・
オ
ー
ウ
ェ
ル
の
未
来
小
説
『
1
9
8
4

年
』（
1
9
4
9
年
刊
）
で
描
か
れ
た
全
体
主
義
国
家
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
だ
。
そ
こ
で
は
「
平
和
省
」
が
戦
争
を
担
当
し
、

報
道
や
教
育
、
娯
楽
、
芸
術
は
す
べ
て
「
真
理
省
」
の
管
轄
に
置
か
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
「
真
実
」
が
国
家
の
管
理

下
に
お
か
れ
、
政
府
に
不
都
合
な
歴
史
的
な
事
実
、
統
計
な
ど
は
消
去
、
変
造
さ
れ
る
。
個
人
が
過
去
を
正
し
く
記
憶

し
た
り
、
反
省
し
た
り
す
れ
ば
、「
思
想
犯
罪
」
に
ひ
っ
か
か
る
。

　
今
年
3
月
、「
平
和
安
全
法
制
」
が
施
行
さ
れ
た
。
平
和
を
守
る
た
め
に
軍
事
力
を
強
化
し
、
集
団
的
自
衛
権
の
行

使
を
可
能
に
す
る
。
い
や
、
専
守
防
衛
と
い
う
従
来
の
方
針
か
ら
逸
脱
し
て
お
り
、
他
国
と
の
交
戦
へ
の
道
を
開
き
、

平
和
が
守
れ
な
く
な
る
。
そ
の
よ
う
な
論
議
は
十
分
に
尽
く
さ
れ
な
い
ま
ま
、「
平
和
」
を
掲
げ
た
〈
戦
争
法
〉
と
も

い
わ
れ
る
「
平
和
安
全
法
制
」
は
既
成
事
実
化
し
た
。「
平
和
」
と
「
戦
争
」
は
い
つ
し
か
矛
盾
す
る
こ
と
で
な
く
な
っ

て
い
る
。

　
国
民
の
た
め
の
国
家
で
は
な
く
、国
家
の
た
め
の
国
民
な
の
か
。
憲
法「
改
正
」論
議
の
な
か
で
、日
本
の
歴
史
、伝
統
、

家
族
が
ひ
と
き
わ
重
視
さ
れ
、
思
想
、
表
現
の
自
由
や
知
る
権
利
を
め
ぐ
る
制
約
が
か
け
ら
れ
つ
つ
あ
る
。
政
治
家
の

暴
走
、暴
言
、退
廃
も
目
立
ち
、「
反
知
性
主
義
」
が
横
行
し
て
い
る
か
の
よ
う
だ
。
こ
の
国
の
姿
は
ど
こ
か
「
オ
ー
ウ
ェ

ル
的
な
世
界
」
に
似
て
き
て
は
い
な
い
か
。
私
た
ち
は
い
ま
、
し
っ
か
り
と
「
国
の
か
た
ち
」
に
目
を
凝
ら
す
と
き
な

の
に
、
本
当
に
見
る
べ
き
も
の
を
見
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
そ
ん
な
思
い
を
抱
い
て
い
た
今
年
2
月
、日
本
平
和
学
会
会
長
で
立
命
館
大
学
国
際
関
係
学
部
教
授
（
現
・
同
学
部
長
、

憲
法
）
の
君
島
東
彦
さ
ん
を
囲
む
機
会
が
あ
っ
た
。
戦
後
、
平
和
問
題
が
も
っ
ぱ
ら
憲
法
論
（
解
釈
論
、
改
正
論
、
擁
護

論
）
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
が
、
安
全
保
障
の
構
想
や
政
策
ぬ
き
に
成
り
立
た
な
い
の
で
は
な
い
か
。
世
界
全
体
の

現
状
・
構
造
か
ら
出
発
し
て
憲
法
9
条
を
位
置
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
君
島
さ
ん
の
立
論
は
と
て
も
新
鮮

だ
っ
た
。

　
そ
の
君
島
さ
ん
に
『
永
続
敗
戦
論
』（
太
田
出
版
）
で
話
題
を
呼
ん
だ
京
都
精
華
大
学
専
任
講
師
（
政
治
学
）
の
白
井

聡
さ
ん
と
対
談
し
て
も
ら
っ
た
ら
、
面
白
い
の
で
は
な
い
か
。
リ
ベ
ラ
ル
派
の
論
客
と
し
て
注
目
を
浴
び
て
い
る
白
井

さ
ん
は
、
こ
れ
に
ど
う
応
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
激
し
く
火
花
が
散
れ
ば
、
そ
こ
か
ら
新
し
い
視
野
が
開
け
る
か
も
し

れ
な
い
。
そ
の
懇
談
の
場
に
同
席
し
て
い
た
永
澄
憲
史
さ
ん
（
京
都
新
聞
O
B
）
も
西
村
秀
樹
さ
ん
（
毎
日
放
送
O
B
）

も
同
じ
思
い
で
、
お
二
人
の
公
開
対
談
の
実
現
に
こ
ぎ
つ
け
た
。

　
こ
の
講
演
の
な
か
で
白
井
さ
ん
は
、日
本
の
戦
後
は
先
の
大
戦
の「
敗
戦
」を「
終
戦
」と
言
い
換
え
る
こ
と
で
、「
敗
戦
」

し
た
事
実
を
否
認
し
て
、
日
米
従
属
の
体
制
を
永
続
化
し
て
い
る
と
指
摘
。「
3
・
11
」
の
原
発
事
故
を
含
め
、「
目
に

し
た
く
な
い
事
実
を
見
よ
う
と
し
な
い
」日
本
の
政
治
の
姿
を
鋭
く
告
発
し
た
。
そ
し
て
憲
法
解
釈
の
変
更（
2
0
1
4

年
7
月
1
日
閣
議
決
定
）
を
踏
ま
え
、
7
月
の
参
議
院
選
挙
の
あ
と

︱
国
家
緊
急
事
態
条
項
（
主
に
災
害
対
応
）
の
追

加
に
よ
る
部
分
改
憲

︱
「
有
事
」
の
発
生
・
憲
法
停
止

︱
自
民
党
改
憲
草
案
へ
の
改
憲
、
と
い
う
「
憲
法
改
正
」
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本
書
は
2
0
1
6
年
6
月
18
日
に
京
都
市
で
開
催
さ
れ
た
、
平
和
問
題
講
演
会
「
平
和
を
ど
う
つ
く
る
の
か
―
『
戦

後
』
を
超
え
て
―
」（
主
催
：
平
和
問
題
研
究
会
、
後
援
：
一
般
社
団
法
人
大
阪
自
由
大
学
、
関
西
メ
デ
ィ
ア
フ
ォ
ー

ラ
ム
、
一
般
社
団
法
人
自
由
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
ク
ラ
ブ
、
日
本
ペ
ン
ク
ラ
ブ
）
を
も
と
に
構
成
し
た
も
の
で
す
。

へ
の
見
通
し
を
語
っ
た
。

　
君
島
さ
ん
は
、
平
和
論
を
憲
法
9
条
か
ら
始
め
る
こ
と
の
限
界
を
指
摘
し
た
う
え
で
、
①
ワ
シ
ン
ト
ン
か
ら
②
大
日

本
帝
国
か
ら
③
日
本
の
民
衆
か
ら
④
沖
縄
か
ら
⑤
東
ア
ジ
ア
か
ら
⑥
世
界
の
民
衆
か
ら
、
と
い
う
6
つ
の
視
点
か
ら
多

面
的
に
位
置
づ
け
る
「
六
面
体
の
憲
法
9
条
」
論
を
展
開
し
た
。

　
近
年
、
リ
ベ
ラ
ル
の
側
か
ら
も
、
専
守
防
衛
の
自
衛
隊
を
明
確
に
位
置
づ
け
る
「
平
和
の
た
め
の
新
9
条
論
」
と
い

う
改
憲
論
が
提
起
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
君
島
さ
ん
は
政
府
に
自
衛
隊
の
武
力
行
使
に
つ
い
て
説
明
責
任
を
負

わ
せ
る
規
定
と
し
て
「
9
条
2
項
」
の
意
味
を
語
り
、「
私
た
ち
は
ど
こ
ま
で
も
9
条
と
自
衛
隊
の
矛
盾
に
耐
え
る
べ

き
だ
」
と
し
て
改
憲
に
反
対
の
立
場
を
強
調
。
そ
の
う
え
で
憲
法
の
平
和
主
義
を
掲
げ
、市
民
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
（
非
政
府
組
織
）

な
ど
に
よ
る
国
際
交
流
の
活
動
に
期
待
を
述
べ
た
。

　
い
ま
、米
国
で
は
「
ト
ラ
ン
プ
現
象
」
が
広
が
り
、英
国
は
E
U
離
脱
の
道
を
選
び
、世
界
は
激
し
く
揺
れ
て
い
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
果
て
に
深
刻
化
す
る
経
済
格
差
、
同
時
に
「
ポ
ピ
ュ
リ
ズ
ム
（
大
衆
迎
合
主
義
）」
と
「
国
家
」
が
露

出
し
て
き
て
い
る
。
政
権
指
導
者
が
「
必
ず
守
る
」
と
言
明
し
た
「
約
束
」
も
「
新
し
い
判
断
」
と
い
う
言
葉
で
簡
単

に
ひ
っ
く
り
返
る
日
本
の
政
治
状
況
に
も
、
よ
り
厳
し
く
凝
視
し
な
く
て
な
ら
な
い
。

　
こ
の
本
で
熱
く
語
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
世
界
の
中
の
日
本
、
現
代
の
政
治
を
考
え
る
う
え
で
多
く
の
示
唆
を
含
ん

で
い
る
。
ま
ず
は
若
い
人
た
ち
に
、
日
本
の
現
代
政
治
を
考
え
る
た
め
の
手
引
き
と
し
て
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。
今

回
、
緊
急
出
版
に
快
く
応
じ
て
い
た
だ
い
た
メ
デ
ィ
ア
イ
ラ
ン
ド
の
千
葉
潮
さ
ん
、
講
演
内
容
な
ど
を
素
早
く
ま
と
め

て
い
た
だ
い
た
田
中
京
子
さ
ん
（
フ
リ
ー
ラ
イ
タ
ー
）
に
深
く
感
謝
し
て
い
る
。
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問
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池
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知
隆


