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第
４
章　

被
爆
の
記
憶
・
継
承
活
動
と
国
際
政
治

大
芝　
　

亮

　
『
平
和
政
策
』
と
い
う
本
の
な
か
で
、
藤
原
帰
一
は
、
平
和
を
め
ぐ
る
日
本
政
治
に
お
い
て
「
運
動
と
し

て
の
平
和
」
と
「
政
策
と
し
て
の
安
全
保
障
」
と
い
う
二
つ
の
流
れ
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
冷
戦
後
に

お
い
て
は
「
政
策
と
し
て
の
平
和
」
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
と
述
べ
た
（
藤
原 2006

）。

　

広
島
で
は
被
爆
の
記
憶
・
継
承
に
関
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ら
は
多
く
の
人
々

の
心
に
強
く
訴
え
、「
運
動
と
し
て
の
平
和
」
に
多
大
な
影
響
を
与
え
て
き
た
。
さ
ら
に
被
爆
の
記
憶
・
継

承
活
動
を
通
じ
て
核
兵
器
の
な
い
世
界
の
実
現
を
め
ざ
す
に
は
、
そ
こ
で
止
ま
ら
ず
、「
政
策
と
し
て
の
平

和
」
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
核
兵
器
の
な
い
世
界
に
至
る
道
筋

を
示
し
、
個
々
の
具
体
的
な
政
策
目
標
の
実
現
に
取
り
組
ん
で
い
く
こ
と
が
必
要
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
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る
。
例
を
あ
げ
る
な
ら
ば
、
戦
後
に
お
い
て
核
兵
器
が
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
（
二
〇
二
三
年
五
月
末
時
点
）
と

い
う
事
実
を
指
摘
す
る
だ
け
で
な
く
、
こ
こ
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
て
、
核
保
有
国
が
核
兵
器
の
先
制
不
使

用
政
策
を
採
用
す
る
よ
う
に
要
請
す
る
活
動
等
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
始
ま
っ
て
い
る

こ
と
だ
が
、
核
兵
器
廃
絶
国
際
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
（International Cam

paign to A
bolish N

uclear W
eapons: 

ICA
N

）
等
が
金
融
機
関
に
よ
る
核
兵
器
製
造
企
業
へ
の
融
資
が
な
い
か
ど
う
か
を
調
査
し
、
日
本
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ

が
日
本
関
連
を
日
本
語
で
公
表
し
て
い
る
こ
と
も
、
一
つ
の
道
筋
を
示
す
も
の
で
あ
り
、「
政
策
と
し
て
の

平
和
」
の
取
り
組
み
例
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

　

い
ま
だ
微
小
と
は
い
え
、
私
は
こ
う
し
た
取
り
組
み
に
大
い
に
期
待
を
し
て
い
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
、

「
運
動
と
し
て
の
平
和
」
も
ま
た
、
国
際
政
治
、
特
に
そ
の
流
れ
を
形
成
す
る
う
え
で
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

し
て
き
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

本
稿
で
は
、
被
爆
地
（
主
に
広
島
）
を
中
心
と
す
る
被
爆
の
記
憶
・
継
承
活
動
に
焦
点
を
当
て
、
こ
の
点

に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。
ま
ず
、
被
爆
の
記
憶
・
継
承
活
動
を
振
り
返
る
。
今
日
に
お
い
て
私
た
ち

が
目
に
し
、
耳
に
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
は
、
必
ず
し
も
最
初
か
ら
当
然
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い

た
わ
け
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は
伝
え
よ
う
と
す
る
営
み
が
あ
っ
た
。
次
に
、
こ
う
し
た
活
動
を
通
じ
て
、

何
を
訴
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
私
な
り
に
考
え
て
み
た
い
。
最
後
に
、
こ
う
し
た
活
動
は
国
際
政
治
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に
い
か
な
る
影
響
を
与
え
て
き
た
の
か
を
考
察
す
る
。

１　

伝
え
る
営
み

　

広
島
に
お
け
る
被
爆
の
記
憶
・
継
承
に
関
わ
る
活
動
は
、
長
期
に
わ
た
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
さ
ま
ざ

ま
な
形
態
を
と
り
展
開
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
を
整
理
す
る
こ
と
は
と
て
も
私
の
手
に
負
え
る
こ
と
で
は
な

い
の
で
、
主
に
宇
吹
暁
『
ヒ
ロ
シ
マ
戦
後
史
―
―
被
爆
体
験
は
ど
う
受
け
と
め
ら
れ
て
き
た
か
』（
第
六
章

「
被
爆
体
験
の
展
開
」
お
よ
び
第
七
章
「
被
爆
体
験
の
国
際
化
と
歴
史
化
」）
等
を
参
考
に
し
な
が
ら
、
活
動
の
担
い

手
に
焦
点
を
当
て
て
、
整
理
し
た
い
。

　

ま
ず
、
原
爆
慰
霊
碑
に
つ
い
て
、
米
国
の
占
領
体
制
下
で
は
、
戦
前
の
軍
国
主
義
教
育
と
の
関
係
か
ら

学
校
関
係
の
慰
霊
碑
の
建
立
に
は
制
約
が
あ
っ
た
。
こ
の
政
策
は
、
原
爆
犠
牲
者
の
遺
族
に
さ
ま
ざ
ま
な

影
響
を
与
え
た
が
、
広
島
市
立
高
等
女
学
校
の
関
係
者
は
、「
率
先
し
て
こ
れ
を
建
立
し
、
平
和
塔
と
呼
ん

で
い
た
」（
宇
吹 2014: 227

）。

　
「
原
爆
の
子
の
像
」
に
つ
い
て
は
、
佐
々
木
禎
子
（
幟
町
中
学
校
一
年
生
、
一
九
五
五
年
一
〇
月
に
白
血
病
で
亡

く
な
っ
た
）
の
友
人
た
ち
が
、
一
九
五
五
年
一
一
月
に
全
日
本
中
学
校
校
長
会
広
島
大
会
で
、「
原
爆
の
子

の
像
を
作
り
ま
し
ょ
う
と
呼
び
か
け
る
手
刷
の
ビ
ラ
を
全
国
か
ら
の
参
加
者
に
手
渡
し
た
」
こ
と
か
ら
始
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ま
っ
た
（
宇
吹 2014: 233

）。
現
在
で
も
、
内
外
の
学
校
か
ら
折
り
鶴
が
届
け
ら
れ
、
学
校
で
禎
子
さ
ん
の

話
が
語
り
継
が
れ
て
い
る
。

　

一
九
五
六
年
に
な
る
と
、
浜
井
信
三
広
島
市
長
は
、
平
和
記
念
公
園
内
に
す
で
に
多
数
の
慰
霊
碑
が
建

て
ら
れ
て
い
る
と
し
て
、
碑
の
建
立
規
制
方
針
を
掲
げ
、
こ
れ
を
実
施
し
た
。

　

一
九
六
七
年
春
に
な
る
と
、
韓
国
人
原
爆
犠
牲
者
慰
霊
碑
建
立
計
画
が
具
体
的
に
始
ま
っ
た
が
、
市
の

規
制
に
よ
り
、
一
九
七
〇
年
に
慰
霊
碑
は
公
園
外
に
設
置
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
公
園
外
に
あ
る

こ
と
に
対
し
て
関
係
者
の
不
満
が
強
ま
り
、
一
九
九
九
年
、
碑
は
公
園
内
に
移
設
さ
れ
た
（
宇
吹 2014: 

236

）。

　

原
爆
被
害
者
は
新
聞
、
ラ
ジ
オ
、
テ
レ
ビ
を
通
じ
て
、
被
爆
体
験
の
証
言
や
手
記
な
ど
を
残
す
取
り
組

み
を
行
っ
た
。
広
島
県
原
爆
被
害
者
団
体
協
議
会
や
広
島
県
原
爆
被
爆
教
職
員
の
会
な
ど
は
証
言
活
動
を

展
開
し
、
被
爆
者
団
体
に
よ
る
手
記
集
な
ど
も
発
行
さ
れ
た
。
さ
ら
に
広
島
平
和
文
化
セ
ン
タ
ー
は
、
一

九
八
三
年
か
ら
正
式
に
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
語
り
部
」
に
よ
る
被
爆
体
験
証
言
を
行
う
よ
う
に
な
っ
た
（
宇

吹 2014: 269-270

）。
中
学
生
や
高
校
生
の
広
島
へ
の
修
学
旅
行
が
増
加
す
る
中
で
、
被
爆
体
験
の
証
言
・

語
り
は
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
と
い
う
。

　

広
島
市
は
被
爆
後
二
年
目
か
ら
平
和
記
念
式
典
を
開
催
し
た
。
宇
吹
は
、
こ
れ
を
「
地
方
自
治
体
に
よ
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る
「
平
和
行
政
」
の
先
駆
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
（
宇
吹 2014: 248

）。
ま
た
行
政
と
し
て
原
爆
被
災

誌
や
手
記
集
の
発
行
に
も
取
り
組
み
、
マ
ス
コ
ミ
も
、
一
九
七
〇
年
前
後
か
ら
原
爆
に
関
す
る
企
画
を
活

発
化
さ
せ
、
原
爆
被
害
者
を
対
象
と
し
た
本
格
的
な
世
論
調
査
な
ど
を
実
施
し
た
。

　

こ
の
よ
う
に
原
爆
被
害
者
を
中
心
に
、
個
々
人
と
し
て
、
あ
る
い
は
学
校
関
係
者
や
メ
デ
ィ
ア
、
そ
し

て
在
日
韓
国
人
等
の
集
団
と
し
て
、
占
領
体
制
や
政
府
・
行
政
の
当
局
と
協
議
し
、
あ
る
い
は
対
抗
し
、

被
爆
体
験
の
記
憶
・
継
承
の
活
動
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。

　

一
九
五
五
年
以
降
、
被
爆
の
記
憶
・
継
承
の
取
り
組
み
は
、
国
際
化
と
歴
史
化
を
課
題
と
す
る
よ
う
に

な
っ
た
（
宇
吹 2014: 7 
章
）。

　

象
徴
的
な
も
の
は
国
立
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
航
空
宇
宙
博
物
館
に
よ
る
原
爆
展
示
論
争
で
あ
る
。
同
博
物
館

は
、
原
爆
投
下
五
〇
周
年
を
記
念
し
て
原
爆
展
を
企
画
し
、「
爆
撃
機
Ｂ
29
「
エ
ノ
ラ
・
ゲ
イ
」
と
あ
わ
せ

て
広
島
・
長
崎
の
被
爆
資
料
を
展
示
し
、
ア
メ
リ
カ
国
民
の
間
に
根
強
く
定
着
し
て
い
る
「
原
爆
投
下
の

正
当
性
」
を
問
い
直
そ
う
」
と
し
た
（
宇
吹 2014: 286

）。
し
か
し
、
全
米
退
役
軍
人
協
会
を
中
心
に
、
こ

の
企
画
へ
の
反
対
が
強
ま
り
、
一
九
九
五
年
一
月
、
ス
ミ
ソ
ニ
ア
ン
協
会
は
被
爆
資
料
の
展
示
を
取
り
や

め
た
。

　

原
爆
ド
ー
ム
の
ユ
ネ
ス
コ
世
界
遺
産
登
録
も
ま
た
、
被
爆
体
験
の
記
憶
・
継
承
の
国
際
化
に
お
い
て
、
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い
か
な
る
課
題
が
あ
る
の
か
を
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

今
日
で
こ
そ
原
爆
ド
ー
ム
は
、「
人
類
史
上
最
初
に
投
下
さ
れ
た
原
子
爆
弾
の
惨
禍
を
伝
え
る
歴
史
の
証

人
、
ま
た
、
核
兵
器
廃
絶
と
恒
久
平
和
を
求
め
る
誓
い
の
象
徴
」（
穎
原 2016: 6

）
と
い
わ
れ
る
が
、
原
爆

ド
ー
ム
の
存
廃
論
争
は
戦
後
直
後
か
ら
一
九
五
〇
年
代
、
そ
し
て
六
〇
年
代
ま
で
続
い
た
。
そ
こ
に
は
、

原
爆
被
害
者
を
中
心
に
、
こ
れ
を
保
存
し
て
い
こ
う
と
す
る
人
々
の
営
み
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、

当
時
は
、
平
和
記
念
公
園
、
平
和
大
通
り
、
平
和
大
橋
と
い
う
よ
う
に
「
平
和
」
と
い
う
文
字
を
か
ざ
す

こ
と
が
主
流
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
旧
産
業
奨
励
館
の
廃
墟
は
、
一
九
五
〇
年
頃
か
ら
誰
い
う
と

も
な
く
「
原
爆
ド
ー
ム
」
と
よ
び
習
わ
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
」（
穎
原 2016: 108

）。
穎
原
は
こ
れ
を
民
意
の

反
映
と
考
え
る
（
穎
原 2016: 111
）。

　

さ
ま
ざ
ま
な
過
程
を
経
て
、
一
九
六
六
年
七
月
に
広
島
市
議
会
が
原
爆
ド
ー
ム
の
保
存
を
満
場
一
致
で

決
議
し
、
募
金
が
始
ま
る
と
、
保
存
工
事
費
用
を
上
回
る
募
金
が
集
ま
っ
た
。
募
金
反
対
派
は
、
募
金
は

原
爆
ド
ー
ム
の
修
理
よ
り
も
、
生
の
身
の
被
爆
者
と
原
爆
死
没
者
に
向
け
る
べ
き
と
主
張
し
て
い
た
（
穎

原 2016: 174

）。

　

一
九
九
六
年
に
、
原
爆
ド
ー
ム
は
ユ
ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
。
し
か
し
、
良
く
知
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
、
中
国
は
、
日
本
の
加
害
責
任
を
認
め
よ
う
と
し
な
い
人
び
と
が
、
違
っ
た
目
的
の
た
め
に
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利
用
す
る
恐
れ
が
あ
る
と
し
て
、
登
録
承
認
を
保
留
し
た
。
米
国
は
、
広
島
の
悲
劇
を
理
解
す
る
た
め
に

は
、
そ
れ
に
至
る
歴
史
的
視
点
が
欠
け
て
い
る
と
し
て
、
登
録
決
定
に
不
参
加
の
姿
勢
を
示
し
た
（
穎
原 

2016: 185-187

）。
長
崎
市
長
を
務
め
た
本
島
等
は
「
広
島
よ
、
お
ご
る
な
か
れ
―
―
原
爆
ド
ー
ム
の
世
界

遺
産
化
に
思
う
」（
初
出
は
『
平
和
教
育
研
究　

年
報
』
二
四
巻
、
一
九
九
六
年
）
と
題
す
る
論
文
に
お
い
て
、
加

害
の
視
点
が
広
島
に
欠
け
て
い
る
と
論
じ
た
。

　

さ
て
、
原
爆
被
害
者
の
高
齢
化
に
伴
い
、
被
爆
体
験
伝
承
者
の
養
成
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
ま

た
、
被
爆
建
物
に
つ
い
て
は
、
改
修
や
建
替
の
必
要
性
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
改
修
・

建
替
の
た
め
の
費
用
の
問
題
か
ら
被
爆
建
物
が
失
わ
れ
て
い
く
状
況
に
対
し
て
、
市
民
か
ら
保
存
を
求
め

る
声
も
高
ま
っ
た
。
そ
こ
で
広
島
市
は
、
一
九
九
三
年
、「
被
爆
建
物
等
保
存
・
継
承
実
施
要
綱
」
を
策
定

し
、
爆
心
地
か
ら
五
キ
ロ
以
内
に
現
存
す
る
建
物
な
ど
を
被
爆
建
物
台
帳
に
登
録
し
て
い
る
。

　

被
爆
の
記
憶
・
継
承
に
関
わ
る
活
動
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
現
在
目
に
す
る
よ
う
な
こ
と
が
最
初
か

ら
当
然
の
こ
と
と
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
な
に
を
ど
の
よ
う
に
伝
え
て
い
く
の
か
、
あ
る
い
は
残

し
て
い
く
の
か
を
め
ぐ
り
、
占
領
体
制
や
日
本
政
府
、
そ
し
て
地
方
行
政
の
指
針
と
対
立
す
る
ケ
ー
ス
も

あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
市
民
・
集
団
の
間
で
事
象
の
捉
え
方
に
差
異
が
あ
り
、
そ
う
し
た
市
民
・
集
団
間
で

協
議
し
、
調
整
し
て
い
く
ケ
ー
ス
も
あ
る
。
い
ず
れ
の
パ
タ
ー
ン
が
中
心
と
な
る
か
は
、
時
期
や
事
例
に
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よ
り
異
な
る
よ
う
に
思
え
る
。

　

こ
こ
で
市
民
・
集
団
間
の
認
識
の
差
異
に
注
目
し
て
、
長
崎
に
あ
る
新
興
善
小
学
校
の
被
爆
建
物
保
存

問
題
を
分
析
し
た
深
谷
直
弘
の
研
究
を
紹
介
し
て
お
く
。
深
谷
は
、
こ
の
問
題
を
め
ぐ
り
、「
校
舎
」
を
被

爆
者
の
か
つ
て
の
治
療
の
場
と
し
て
見
る
人
々
は
現
物
保
存
を
訴
え
た
が
、「
校
舎
」
を
あ
く
ま
で
「
母

校
」
と
し
て
捉
え
る
人
々
は
、「
再
現
展
示
（
メ
モ
リ
ア
ル
・
ホ
ー
ル
と
し
て
の
保
存
）」
を
訴
え
、
原
爆
の
記
憶

は
小
学
校
内
の
行
事
で
あ
る
献
花
・
慰
霊
祭
や
平
和
学
習
を
通
じ
て
受
け
継
い
で
い
く
の
が
良
い
と
考
え

て
い
た
と
論
じ
て
い
る
（
深
谷 2014: 62

）。
な
お
、
新
興
善
小
学
校
校
舎
は
解
体
さ
れ
、
そ
の
跡
地
に
図
書

館
が
建
設
さ
れ
、
そ
こ
に
メ
モ
リ
ア
ル
・
ホ
ー
ル
が
設
置
さ
れ
た
。

　

被
爆
の
記
憶
・
継
承
に
関
す
る
広
島
の
自
己
像
は
、
外
国
や
国
内
の
他
地
域
の
人
々
の
イ
メ
ー
ジ
と
異

な
る
こ
と
も
あ
る
。
河
炅
珍
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
他
者
に
よ
る
「
変
奏
」
の
結
果
と
し
て
受
け
入
れ
る

必
要
性
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「
広
島
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
が
そ
の
可
能
性
を
広
げ
、
さ
ら
な
る
価
値

を
見
出
し
て
い
く
う
え
で
重
要
な
役
割
を
担
う
の
は
他
者
で
あ
り
、
他
者
か
ら
の
／
へ
の
ま
な
ざ
し
で
あ

る
」
と
述
べ
る
（
河 2021: 78

）。
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２　

被
爆
地
か
ら
の
訴
え

　

被
爆
体
験
を
伝
え
、
被
爆
体
験
を
語
る
建
物
な
ど
を
残
す
活
動
を
通
じ
て
、
私
た
ち
は
何
を
次
世
代
に
、

ま
た
内
外
に
訴
え
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
ろ
う
が
、

私
は
、
被
爆
関
係
者
の
意
識
調
査
を
行
っ
た
石
田
忠
の
い
う
、
反
原
爆
の
思
想
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。

　

石
田
は
『
原
爆
体
験
の
思
想
化　

反
原
爆
論
集
Ⅰ
』
に
お
い
て
、「
原
爆
は
人
間
に
対
し
て
何
を
な
し
た

か
。
そ
し
て
、
人
間
は
原
爆
に
対
し
て
何
を
な
す
べ
き
か
」
と
い
う
問
い
を
設
定
す
る
（
石
田 1986: 104

）。

そ
し
て
、
原
爆
は
す
べ
て
を
破
壊
し
、
人
は
あ
ら
ゆ
る
方
向
感
覚
を
失
い
、
ど
う
し
て
よ
い
か
わ
か
ら
な

く
な
る
と
述
べ
る
。「〈
原
爆
〉
は
そ
の
生
存
者
か
ら
〈
生
き
よ
う
と
す
る
意
志
〉
を
剝
ぎ
と
っ
て
し
ま
う
」

（
石
田 1986: 128

）。
そ
し
て
罪
の
意
識
に
苛
ま
れ
な
が
ら
も
、
原
爆
生
存
者
の
な
か
か
ら
、
原
爆
死
者
の
死

に
意
味
を
与
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
る
者
が
現
れ
（
石
田 1986: 129

）、
原
爆
に
よ
る
死
者
の
こ
と
を

人
間
の
歴
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
意
識
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、「
結
局
、
戦

争
と
核
兵
器
の
な
い
社
会
を
つ
く
る
」
ほ
か
な
い
と
考
え
る
よ
う
に
な
る
（
石
田 1986: 223

）。
こ
の
よ
う

に
、
原
爆
被
害
者
は
「
原
爆
で
さ
え
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
人
間
の
尊
厳
を
明
証
し
つ
づ
け
て
い
る
」
と

石
田
は
記
し
て
い
る
（
石
田 1986: 109

）。
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原
爆
被
害
者
が
伝
え
た
い
こ
と
は
、
ま
ず
、
原
爆
が
人
間
の
尊
厳
を
徹
底
し
て
破
壊
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
、
次
に
こ
の
よ
う
な
核
兵
器
は
廃
絶
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
最
後
に
、
破
壊
さ
れ
た

人
間
の
尊
厳
を
も
遂
に
は
回
復
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
訴
え
る
こ
と
が
、
被
爆
の

記
憶
・
継
承
の
活
動
の
め
ざ
す
と
こ
ろ
で
あ
り
、
目
標
で
あ
る
と
私
は
考
え
る
。

　

大
江
健
三
郎
は
『
ヒ
ロ
シ
マ
の
「
生
命
の
木
」』
の
な
か
で
、「
広
島
が
も
た
ら
す
イ
ン
パ
ク
ト
は
、
人

び
と
に
対
し
て
、
核
兵
器
の
問
題
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
を
越
え
て
、
生
の
問
題
、
生
き
方
の
課
題
に
ま
で
影

響
を
与
え
る
と
私
は
思
い
ま
す
」
と
語
る
（
大
江 1991: 106

）。
そ
れ
ゆ
え
に
「
ア
ウ
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ツ
で
生

き
残
っ
た
人
間
を
広
島
・
長
崎
で
生
き
残
っ
た
人
間
に
つ
な
ぎ
、
そ
し
て
の
ち
に
リ
フ
ト
ン
さ
ん
の
研
究

の
対
象
に
な
る
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
の
生
存
者
も
同
じ
視
点
で
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
て
、
他
と
の

つ
な
が
り
を
論
じ
る
（
大
江 1991: 94
）。

３　

核
兵
器
の
非
人
道
性
と
国
際
政
治

　

被
爆
の
記
憶
・
継
承
に
関
わ
る
取
り
組
み
を
通
じ
て
、
核
兵
器
の
非
人
道
性
を
訴
え
る
活
動
は
、
国
際

政
治
に
い
か
な
る
影
響
を
及
ぼ
し
て
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
も
と
よ
り
核
兵
器
の
非
人
道
性
と
い
う
よ
う
な

規
範
に
関
す
る
要
素
が
、
国
際
政
治
に
い
か
な
る
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
の
か
、
明
快
に
分
析
す
る
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こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
こ
こ
で
は
、
政
策
決
定
の
一
般
論
、
国
際
交
渉
の
戦
略
、
国
際
政
治
の
規
範
、

そ
し
て
国
際
秩
序
の
変
容
と
い
う
視
点
か
ら
、
若
干
の
考
察
を
行
い
た
い
。

政
策
決
定
論
か
ら
見
た
規
範
と
国
際
政
治

　

国
際
政
治
は
、
権
力
政
治
の
支
配
す
る
世
界
で
あ
り
、
そ
こ
に
道
義
や
倫
理
が
影
響
を
及
ぼ
す
余
地
は

少
な
い
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
国
際
政
治
研
究
者
の
納
家
政
嗣
は

「
国
際
関
係
と
は
い
え
人
間
の
行
為
か
ら
な
る
社
会
現
象
で
あ
る
以
上
、
そ
こ
に
人
間
の
理
念
、
認
識
、
規

範
な
ど
意
識
の
側
面
が
関
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
い
う
（
納
家 2005: 1

）。

　

わ
れ
わ
れ
は
、
国
際
政
治
に
つ
い
て
は
、
国
家
を
一
枚
岩
の
存
在
と
し
て
見
て
、「
米
国
は
」
と
か
、「
中

国
は
」
と
い
う
よ
う
に
議
論
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
国
際
政
治
学
に
お
け
る
政
策
決
定
論
で
は
、
国

家
の
対
外
政
策
決
定
に
つ
い
て
主
に
三
つ
の
視
点
を
設
定
す
る
。
第
一
は
古
典
的
な
現
実
主
義
の
考
え
方

で
、
国
家
を
一
枚
岩
と
し
て
見
る
。
国
家
は
、
国
家
目
標
・
国
家
利
益
を
持
ち
、
目
標
や
国
益
を
実
現
す

る
た
め
に
国
力
を
行
使
す
る
。
こ
の
見
方
を
採
る
と
、
対
外
政
策
決
定
に
は
、
倫
理
や
道
義
が
強
い
影
響

を
与
え
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
。

　

第
二
は
、
対
外
政
策
は
、
担
当
す
る
官
庁
の
組
織
的
ル
ー
テ
ィ
ン
で
決
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
組
織
過
程
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モ
デ
ル
と
呼
ば
れ
る
。
防
衛
費
を
含
め
、
予
算
編
成
過
程
な
ど
、
毎
年
繰
り
返
し
行
わ
れ
る
よ
う
な
決
定

に
つ
い
て
は
妥
当
す
る
場
合
も
多
い
。

　

第
三
は
、
政
府
内
政
治
モ
デ
ル
と
よ
ば
れ
る
も
の
で
、
政
府
の
対
外
政
策
は
、
政
治
指
導
者
間
の
駆
け

引
き
な
ど
で
決
ま
る
と
見
る
。
こ
の
視
点
に
基
づ
く
と
、
大
統
領
や
首
相
な
ど
の
個
人
の
他
、
省
庁
や
財

界
・
業
界
な
ど
も
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
対
外
政
策
決
定
を
め
ぐ
る
ゲ
ー
ム
に
参
加
す
る
。
納
家
の
い
う
よ

う
に
、
国
際
関
係
と
は
い
え
、
対
外
政
策
決
定
は
人
間
の
行
為
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
道
義
や
倫
理
も
対

外
政
策
決
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
。

　

こ
れ
ら
の
政
治
指
導
者
に
と
り
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
地
位
を
維
持
す
る
こ
と
で
、
そ
の
地
位
に
再
選

さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
す
る
見
方
は
政
治
学
で
は
強
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
対
外
政
策
は
国
内
政

治
に
強
く
拘
束
さ
れ
る
。
道
義
や
倫
理
と
い
っ
た
要
素
を
有
権
者
や
メ
デ
ィ
ア
な
ど
が
ど
の
よ
う
に
考
え

る
か
、
こ
の
点
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。

　

原
爆
被
害
者
が
核
兵
器
の
非
人
道
性
を
市
民
に
訴
え
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
こ
う
し
た
活
動
は
有

権
者
や
メ
デ
ィ
ア
に
強
い
影
響
を
及
ぼ
し
て
お
り
、
対
外
政
策
の
決
定
に
も
影
響
を
及
ぼ
し
得
る
と
い
え

よ
う
。
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国
際
交
渉
に
お
け
る
核
兵
器
問
題
の
位
置
づ
け

　

次
に
、
被
爆
の
記
憶
・
継
承
を
通
じ
て
核
兵
器
の
非
人
道
性
を
訴
え
る
活
動
は
、
核
兵
器
問
題
の
位
置

づ
け
を
変
化
さ
せ
る
う
え
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
核
兵
器
問
題
は
、
基

本
的
に
軍
事
問
題
・
安
全
保
障
問
題
に
位
置
付
け
ら
れ
て
き
た
。
国
家
だ
け
が
軍
事
力
を
正
当
に
保
持
で

き
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
軍
事
問
題
・
安
全
保
障
問
題
の
主
役
は
国
家
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
核
兵
器
問
題
を
非
人
道
性
の
問
題
と
位
置
付
け
る
と
、
ど
う
な
る
か
。
人
道
・
人
権
問
題
に

取
り
組
ん
で
き
た
も
の
も
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
し
て
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
討
議
の
場
所
も
、
国
家
だ
け

が
参
加
で
き
る
場
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
も
参
加
で
き
る
場
が
活
用
さ
れ
る
よ
う
に
な

る
。

　

地
雷
禁
止
国
際
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
（International Cam

paign to Ban Landm
ines: ICBL

）
は
、
こ
の
よ
う

な
点
に
着
目
し
、
対
人
地
雷
禁
止
条
約
を
成
立
に
ま
で
導
い
た
。

　

一
九
九
二
年
六
月
、
対
人
地
雷
問
題
に
関
心
を
も
つ
複
数
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｌ
を
設
置
し
た
。
Ｉ
Ｃ

Ｂ
Ｌ
は
、
対
人
地
雷
問
題
の
根
本
的
解
決
の
た
め
に
は
、「
安
全
保
障
規
範
で
は
な
く
人
道
規
範
を
優
先
さ

せ
、
対
人
地
雷
の
使
用
制
限
で
は
な
く
禁
止
を
訴
え
る
こ
と
が
必
要
と
考
え
て
い
た
」（
足
立 2009: 44

）。

　

そ
の
た
め
に
は
、
交
渉
の
舞
台
を
ど
こ
に
す
る
こ
と
が
適
切
か
。
た
し
か
に
、
特
定
通
常
兵
器
使
用
禁
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止
制
限
条
約
（Convention on Certain Conventional W
eapons: CCW

）
第
二
議
定
書
に
お
い
て
、「
安
全

保
障
規
範
が
優
位
で
は
あ
る
が
、
人
道
規
範
に
も
配
慮
す
る
形
で
対
人
地
雷
使
用
規
制
は
実
施
さ
れ
て
い

た
」（
足
立 2009: 45

）。
し
か
し
、
Ｃ
Ｃ
Ｗ
第
二
議
定
書
は
対
人
地
雷
に
よ
る
被
害
を
減
少
さ
せ
る
に
は
あ

ま
り
有
効
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
軍
縮
問
題
で
見
解
を
述
べ
る
こ
と
を
好
ま
な
い
国
も
少
な

く
な
か
っ
た
。

　

Ｉ
Ｃ
Ｂ
Ｌ
は
、
Ｃ
Ｃ
Ｗ
と
は
異
な
る
フ
ォ
ー
ラ
ム
で
対
人
地
雷
問
題
を
審
議
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

考
え
、
一
九
九
六
年
一
月
、
対
人
地
雷
禁
止
の
賛
同
国
と
の
会
合
を
開
催
し
た
。
第
一
回
政
府
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ

合
同
会
合
で
あ
る
。
こ
う
し
た
協
議
を
経
て
、
一
九
九
六
年
五
月
、
カ
ナ
ダ
政
府
が
オ
タ
ワ
会
議
開
催
を

正
式
に
発
表
し
た
。
オ
タ
ワ
会
議
で
は
、
対
人
地
雷
全
廃
に
同
意
す
る
国
の
み
に
よ
っ
て
協
議
が
進
め
ら

れ
た
。

　

ア
メ
リ
カ
は
、
オ
タ
ワ
会
議
を
主
要
舞
台
と
し
て
協
議
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
警
戒
し
、
軍
縮
会
議

（Conference on D
isarm

am
ent: CD

）
で
の
対
人
地
雷
問
題
の
交
渉
を
主
張
し
た
。
た
し
か
に
Ｃ
Ｄ
は
、
唯

一
の
多
国
間
軍
縮
交
渉
機
関
で
あ
っ
た
が
、
コ
ン
セ
ン
サ
ス
方
式
が
採
用
さ
れ
て
お
り
、
対
人
地
雷
禁
止

や
規
制
強
化
に
反
対
し
て
い
た
中
国
や
ロ
シ
ア
な
ど
が
参
加
し
て
い
た
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は

Ｃ
Ｄ
で
の
協
議
に
反
対
し
た
。
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こ
う
し
た
経
緯
を
経
て
、
対
人
地
雷
禁
止
条
約
は
、
一
九
九
七
年
一
二
月
、
オ
タ
ワ
で
の
署
名
式
に
お

い
て
署
名
の
た
め
各
国
に
開
放
さ
れ
、
一
九
九
九
年
三
月
、
発
効
し
た
。

　

核
兵
器
禁
止
条
約
の
成
立
過
程
で
も
、
対
人
地
雷
禁
止
条
約
の
際
に
用
い
ら
れ
た
戦
略
は
大
い
に
参
考

に
さ
れ
た
。
ま
ず
、
核
兵
器
問
題
を
非
人
道
性
の
問
題
に
位
置
付
け
る
。
二
〇
一
三
年
三
月
、
オ
ス
ロ
で

一
二
八
か
国
が
参
加
す
る
国
際
会
議
が
開
催
さ
れ
た
。
こ
の
時
、
ノ
ル
ウ
ェ
ー
政
府
は
、「
こ
れ
は
核
兵
器

使
用
の
「
影
響
」
を
科
学
的
に
検
証
し
よ
う
と
い
う
専
門
家
会
議
で
あ
っ
て
、
核
兵
器
の
軍
縮
や
禁
止
に

関
し
て
法
的
・
政
治
的
議
論
を
す
る
外
交
会
議
で
は
な
い
と
い
う
性
格
を
強
調
し
た
」（
川
崎 2018: 32

）。

こ
の
会
議
に
対
し
て
五
核
兵
器
国
は
集
団
で
ボ
イ
コ
ッ
ト
し
た
。
こ
の
オ
ス
ロ
会
議
に
お
い
て
、
日
本
赤

十
字
社
長
崎
原
爆
病
院
の
朝
長
万
左
男
院
長
は
、
原
爆
に
よ
る
放
射
線
が
今
日
に
至
る
ま
で
の
長
期
に
わ

た
り
健
康
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
報
告
し
た
（
川
崎 2018: 33

）。
そ
の
後
、
第
二
回
「
非
人
道

性
」
国
際
会
議
が
二
〇
一
四
年
二
月
に
メ
キ
シ
コ
に
お
い
て
、
第
三
回
「
非
人
道
性
」
国
際
会
議
が
二
〇

一
四
年
一
二
月
オ
ー
ス
ト
リ
ア
で
、
そ
れ
ぞ
れ
開
催
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
過
程
を
経
て
、
核
兵
器
禁
止
条
約
の
交
渉
会
議
が
国
連
で
行
わ
れ
、
二
〇
一
七
年
七
月
、
核

兵
器
禁
止
条
約
は
採
択
さ
れ
た
（
二
〇
二
一
年
一
月
発
効
）。
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
の
国
際
運
営
委
員
で
あ
り
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ

の
ピ
ー
ス
ボ
ー
ト
で
活
動
す
る
川
崎
哲
は
、「
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
の
運
動
の
な
か
で
、
ピ
ー
ス
ボ
ー
ト
は
こ
う
し
た
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船
旅
を
通
じ
て
核
兵
器
の
恐
ろ
し
さ
を
人
々
に
伝
え
、
核
兵
器
の
非
人
道
性
に
対
す
る
認
識
を
広
め
る
と

い
う
面
で
貢
献
し
て
き
た
。
そ
の
こ
と
が
核
兵
器
禁
止
条
約
の
成
立
と
、
そ
の
な
か
に
「
ヒ
バ
ク
シ
ャ
」

と
い
う
言
葉
と
核
兵
器
の
非
人
道
性
が
鋭
く
刻
ま
れ
た
こ
と
に
つ
な
が
っ
た
と
い
う
自
負
が
あ
る
」
と
述

べ
る
（
川
崎 2018: 4

）。

　

二
〇
一
七
年
一
二
月
、
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
は
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞
し
、
被
爆
者
と
し
て
国
際
社
会
で
核
兵

器
の
非
人
道
性
を
語
っ
て
き
た
サ
ー
ロ
ー
節
子
が
演
説
を
行
っ
た
。

国
際
政
治
に
お
け
る
「
核
の
タ
ブ
ー
」

　

ニ
ー
ナ
・
タ
ネ
ン
ワ
ル
ド
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
核
兵
器
が
使
用
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
注
目
し
、

そ
の
理
由
に
つ
い
て
、
抑
止
力
の
結
果
だ
と
す
る
見
方
な
ど
が
あ
る
こ
と
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
核
兵

器
の
使
用
に
対
す
る
強
力
な
タ
ブ
ー
が
存
在
す
る
か
ら
で
も
あ
る
と
論
じ
る
（
タ
ネ
ン
ワ
ル
ド 2022: 265

）。

「
核
の
タ
ブ
ー
」
と
い
う
の
は
間
主
観
的
な
も
の
で
あ
り
、
多
く
の
人
々
が
、
核
兵
器
の
使
用
は
タ
ブ
ー
で

あ
る
と
考
え
る
か
ら
、
本
当
に
タ
ブ
ー
に
な
る
と
説
明
す
る
（
タ
ネ
ン
ワ
ル
ド 2022: 266

）。

　

タ
ネ
ン
ワ
ル
ド
は
、
核
兵
器
の
使
用
が
タ
ブ
ー
に
な
っ
て
い
っ
た
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
放
射
線
の

影
響
を
含
め
て
、
日
本
に
投
下
さ
れ
た
原
爆
の
影
響
に
つ
い
て
の
知
識
が
徐
々
に
広
ま
っ
た
こ
と
が
、
核
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兵
器
に
対
す
る
国
民
の
恐
怖
心
と
反
発
を
強
め
る
要
因
と
な
っ
た
」
と
述
べ
る
（
タ
ネ
ン
ワ
ル
ド 2022: 266

）。

被
爆
の
記
憶
・
継
承
活
動
の
成
果
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
理
解
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、

核
兵
器
禁
止
条
約
に
よ
り
、
こ
の
タ
ブ
ー
化
は
さ
ら
に
促
進
さ
れ
た
と
い
う
。

　

核
の
タ
ブ
ー
に
は
、
三
つ
の
効
果
が
あ
る
と
い
う
。
第
一
に
、
こ
れ
に
よ
り
、
核
兵
器
を
通
常
の
兵
器

と
同
じ
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
。
そ
れ
と
と
も
に
、
第
二
に
、
タ
ブ
ー
は
核
保
有
国
の
相
互
抑

止
力
を
強
化
し
た
と
も
論
じ
る
。
す
な
わ
ち
、「
核
兵
器
の
適
切
な
役
割
は
使
用
で
は
な
く
抑
止
で
あ
る
」

と
い
う
考
え
方
が
支
持
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
第
三
に
、
核
の
タ
ブ
ー
は
核
保
有
国
と
非
保
有
国
の
間

の
抑
止
力
を
弱
体
化
さ
せ
て
き
た
と
論
じ
る
。
核
保
有
国
が
、
核
非
保
有
国
に
対
し
て
「
核
兵
器
を
使
用

す
る
と
威
嚇
し
て
も
、
も
は
や
信
頼
に
足
る
抑
止
に
な
ら
な
い
」
か
ら
で
あ
る
（
タ
ネ
ン
ワ
ル
ド 2022: 269-

270

）。
も
と
よ
り
、
タ
ネ
ン
ワ
ル
ド
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
も
あ
ろ
う
。
核
兵
器
の
非

人
道
性
と
核
の
タ
ブ
ー
の
関
係
に
関
連
し
て
、
佐
藤
史
郎
は
、「
核
兵
器
の
非
人
道
性
を
語
る
こ
と
は
、
核

兵
器
の
使
用
が
倫
理
に
反
す
る
か
ら
こ
そ
、
自
国
民
を
守
る
た
め
に
、
自
国
の
安
全
を
核
兵
器
に
強
く
依

存
す
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
逆
説
の
可
能
性
も
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
自
国

民
が
こ
の
よ
う
な
非
人
道
的
状
況
に
遭
遇
す
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
核
武
装
を
主
張
す
る
考
え
方
が

登
場
す
る
こ
と
を
強
く
危
惧
す
る
の
で
あ
る
（
佐
藤 2022: 99-100

）。
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ロ
シ
ア
に
よ
る
ウ
ク
ラ
イ
ナ
侵
攻
に
お
い
て
、
し
ば
し
ば
核
兵
器
使
用
の
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
た
こ
と

は
、
核
の
タ
ブ
ー
に
対
す
る
挑
戦
と
し
て
、
深
く
憂
慮
さ
れ
て
い
る
。

　

な
お
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
核
兵
器
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
の
は
、
核
の
タ
ブ
ー
に
よ
る
の
か
、
そ

れ
と
も
核
抑
止
が
作
動
し
て
い
る
か
ら
な
の
か
、
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
は
あ
る
が
、
一
般
に
、
実
際
に
起

こ
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
困
難
な
場
合
が
多
い
。

「
つ
な
が
り
」
と
国
際
秩
序
の
変
容

　

核
兵
器
の
非
人
道
性
を
訴
え
る
活
動
は
、
時
間
、
空
間
、
そ
し
て
問
題
領
域
を
超
え
た
つ
な
が
り
を
生

み
、
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
こ
と
で
、
国
際
政
治
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ

す
よ
う
に
も
な
っ
て
い
る
。
国
家
間
関
係
を
軸
と
す
る
国
際
政
治
か
ら
、
さ
ま
ざ
ま
な
非
国
家
ア
ク
タ
ー

や
市
民
も
重
要
な
役
割
を
演
じ
う
る
国
際
関
係
へ
と
変
容
さ
せ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

　

修
学
旅
行
を
例
に
説
明
し
た
い
。
多
く
の
中
学
生
・
高
校
生
が
修
学
旅
行
で
広
島
を
訪
問
し
、
原
爆
被

害
者
の
証
言
を
聞
く
。
そ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
核
兵
器
廃
絶
を
め
ざ
す
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
関
心
を
持
つ
。

少
数
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
う
し
た
修
学
旅
行
生
か
ら
、
反
核
兵
器
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
動
に
参
加
す
る
者
も
で

て
く
る
。
そ
し
て
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
な
ど
を
通
じ
て
海
外
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
も
つ
な
が
り
、
あ
る
い
は
環
境
問
題
や
人
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権
問
題
に
取
り
組
む
内
外
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
も
つ
な
が
る
よ
う
に
な
っ
て
く
る
。

　

実
際
に
こ
う
し
た
つ
な
が
り
は
成
長
し
て
き
て
お
り
、
被
爆
の
記
憶
・
継
承
の
こ
れ
ま
で
の
取
り
組
み

を
尊
重
し
つ
つ
、
核
兵
器
廃
絶
を
め
ざ
し
、
一
歩
ず
つ
具
体
的
目
標
を
設
定
し
、
そ
の
実
現
に
取
り
組
む

新
し
い
活
動
も
始
ま
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
議
会
で
の
動
き
を
強
め
る
こ
と
を
め
ざ
し
、
国
会
議
員
に
対
し

て
核
政
策
に
つ
い
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
・
公
表
し
て
い
る
。
ま
た
先
述
の
よ
う
に
Ｉ
Ｃ
Ａ
Ｎ
の
よ
び
か

け
に
応
じ
て
、
日
本
の
金
融
機
関
が
核
兵
器
製
造
に
関
わ
る
企
業
に
融
資
す
る
こ
と
を
控
え
る
よ
う
に
求

め
る
活
動
も
始
ま
っ
て
い
る
。
後
者
の
活
動
は
、「
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
」
と
よ
ば
れ
る
問
題
領
域
で
企
業
の

社
会
的
責
任
（Corporate Social Responsibility: CSR

）
あ
る
い
は
倫
理
的
消
費
者
（Ethical Consum

er

）
と

い
う
視
点
で
用
い
ら
れ
て
き
た
ア
プ
ロ
ー
チ
を
、
核
兵
器
廃
絶
の
た
め
に
適
用
し
た
も
の
と
い
え
る
。
問

題
領
域
を
こ
え
た
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
連
帯
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
私
は
広
島
に
お
け
る
反
核
兵
器
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
、
他

地
域
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、
あ
る
い
は
他
問
題
領
域
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
連
帯
し
て
い
く
な
か
で
、
日
本
に
強
固
な
「
市
民

社
会
」
が
育
成
さ
れ
て
い
く
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
な
動
き
に
加
え
て
、
広
島
市
と
長
崎
市
は
、
平
和
行
政
に
積
極
的
に
取
り
組
み
、
都
市
の
ト

ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
平
和
首
長
会
議
を
リ
ー
ド
し
て
、
核
兵
器
の
な
い
世
界
を

め
ざ
す
活
動
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
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地
方
自
治
体
に
よ
る
国
際
政
策
に
お
け
る
一
つ
の
課
題
は
、
中
央
政
府
の
方
針
と
異
な
る
場
合
に
ど
の

よ
う
に
対
応
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
九
九
二
年
に
地
方
自
治
体
の
国
際
的
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の

ひ
と
つ
で
あ
る
国
際
非
核
自
治
体
会
議
が
神
奈
川
県
の
主
催
で
開
催
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
と
き
、

プ
ル
ト
ニ
ウ
ム
を
フ
ラ
ン
ス
か
ら
日
本
へ
輸
送
す
る
こ
と
が
議
論
の
対
象
と
な
り
、
国
際
非
核
自
治
体
会

議
と
し
て
輸
送
に
反
対
す
る
決
議
を
採
択
せ
よ
と
い
う
意
見
が
外
国
の
自
治
体
代
表
か
ら
出
さ
れ
た
。
し

か
し
、
主
催
者
で
あ
る
神
奈
川
県
は
、
そ
れ
は
中
央
政
府
の
管
轄
す
る
外
交
事
項
に
当
た
る
と
し
て
、
決

議
の
採
択
を
回
避
し
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
そ
れ
で
は
何
の
た
め
の
国
際
非
核
自
治
体
会
議
な
の
か
、
と

い
う
疑
問
も
提
示
さ
れ
た
。

　

広
島
市
は
、
日
本
政
府
に
対
し
て
核
兵
器
禁
止
条
約
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
る
と
と
も
に
、
広
島
市
長

は
同
条
約
の
第
一
回
締
約
国
会
議
に
参
加
し
、
日
本
政
府
に
も
締
約
国
会
議
へ
の
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
参
加
を

働
き
か
け
て
い
く
と
し
て
い
る
（『
中
国
新
聞
』
二
〇
二
二
年
七
月
一
二
日
）。

　

こ
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
ト
ラ
ン
ス
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
形
成
は
、
国
家
間
関
係
を
主
と
す

る
国
際
政
治
秩
序
を
、
国
家
だ
け
で
な
く
市
民
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
な
ど
も
重
要
な
役
割
を
担
う
こ
と
が
で
き
る
グ

ロ
ー
バ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
・
シ
ス
テ
ム
へ
と
変
容
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
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二
〇
二
三
年
五
月
、
本
稿
執
筆
時
に
広
島
で
Ｇ
７
サ
ミ
ッ
ト
が
開
催
さ
れ
た
。
そ
こ
で
、
被
爆
の
記
憶
・

継
承
活
動
は
Ｇ
７
広
島
サ
ミ
ッ
ト
で
は
ど
の
よ
う
な
形
で
反
映
さ
れ
た
の
か
に
つ
い
て
、
若
干
書
き
加
え

て
お
き
た
い
。
ま
ず
、
核
保
有
国
を
含
め
、
Ｇ
７
諸
国
指
導
者
は
広
島
平
和
記
念
資
料
館
を
訪
問
し
、
小

倉
桂
子
の
被
爆
証
言
を
聴
い
た
。
そ
し
て
慰
霊
碑
に
献
花
を
行
っ
た
。
核
保
有
国
の
現
職
指
導
者
が
平
和

記
念
公
園
を
訪
問
す
る
の
は
、
二
〇
一
六
年
五
月
の
オ
バ
マ
大
統
領
以
来
で
あ
り
、
大
き
な
成
果
と
い
え

る
。
Ｇ
７
指
導
者
が
、
平
和
記
念
資
料
館
の
ど
の
よ
う
な
資
料
を
見
た
の
か
、
ま
た
被
爆
証
言
を
聞
い
て

ど
の
よ
う
な
質
問
を
し
た
の
か
な
ど
は
、
訪
問
直
後
の
時
点
で
は
非
公
表
と
さ
れ
た
が
、
こ
の
点
は
、
今

後
、
各
国
の
報
道
や
参
加
指
導
者
の
回
顧
録
な
ど
を
通
じ
て
し
だ
い
に
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し

て
い
る
。

　

次
に
、
サ
ミ
ッ
ト
で
は
、
核
軍
縮
に
焦
点
を
あ
て
た
文
書
（「
核
軍
縮
に
関
す
る
Ｇ
７
首
脳
広
島
ビ
ジ
ョ
ン
」）

が
公
表
さ
れ
た
。
こ
の
文
書
で
は
第
二
次
世
界
大
戦
後
、
核
兵
器
が
使
用
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
重
要
性

が
指
摘
さ
れ
、「
核
兵
器
の
な
い
世
界
」
と
い
う
言
葉
も
入
れ
ら
れ
た
が
、
核
兵
器
禁
止
条
約
に
つ
い
て
は

言
及
が
な
か
っ
た
。

　

最
後
に
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
の
Ｇ
７
サ
ミ
ッ
ト
参
加
が
発
表
さ
れ
る
と
、
広
島
で

軍
事
的
支
援
の
協
議
が
行
わ
れ
る
こ
と
を
心
配
す
る
意
見
も
聞
い
た
。
ゼ
レ
ン
ス
キ
ー
大
統
領
は
こ
の
よ
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う
な
協
議
も
進
め
た
よ
う
だ
が
、
同
時
に
、
平
和
記
念
資
料
館
を
訪
問
し
、
被
爆
証
言
を
聴
い
た
。
そ
し

て
、
演
説
に
お
い
て
「
人
影
の
石
」
や
被
爆
後
の
広
島
の
写
真
な
ど
に
触
れ
な
が
ら
、
広
島
の
復
興
に
も

言
及
し
た
。
こ
の
他
、
サ
ミ
ッ
ト
に
招
待
さ
れ
た
韓
国
の
ユ
ン
大
統
領
が
岸
田
首
相
や
在
日
韓
国
人
被
爆

者
等
と
と
も
に
韓
国
人
原
爆
犠
牲
者
慰
霊
碑
を
訪
問
し
た
こ
と
も
大
い
に
注
目
さ
れ
る
。

　

さ
て
、
本
稿
を
締
め
く
く
る
こ
と
に
し
た
い
。
被
爆
の
記
憶
・
継
承
活
動
は
、
内
外
の
市
民
や
政
治
指

導
者
に
核
兵
器
の
非
人
道
性
を
訴
え
、
実
際
に
核
兵
器
を
安
全
保
障
問
題
と
し
て
だ
け
で
な
く
、
非
人
道

問
題
と
し
て
も
協
議
す
る
交
渉
戦
略
を
生
み
出
し
、
核
兵
器
禁
止
条
約
の
発
効
に
も
寄
与
し
た
。
核
の
タ

ブ
ー
化
も
進
展
し
た
。

　

も
と
よ
り
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
核
兵
器
の
な
い
世
界
の
実
現
を
め
ざ
す
に
は
、
そ
の
た
め
の
具
体

的
な
道
筋
を
示
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
各
国
の
政
治
指
導
者
は
、
英
知
を
絞
り
「
政
策
と
し
て
の
平
和
」

を
提
示
す
る
責
任
を
有
し
て
い
る
。
Ｇ
７
広
島
サ
ミ
ッ
ト
は
そ
の
た
め
の
重
要
な
一
歩
で
あ
っ
た
。
加
え

て
、
Ｇ
７
広
島
サ
ミ
ッ
ト
を
き
っ
か
け
と
し
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
、
い
わ
ゆ
る
市
民
社
会
サ
ミ
ッ

ト
を
開
催
し
た
。
被
爆
地
の
市
民
や
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
、
被
爆
の
記
憶
・
継
承
活
動
を
基
盤
に
、
世
界
の
市
民
や

Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
連
帯
し
て
、
核
兵
器
の
な
い
世
界
に
向
け
た
具
体
的
一
歩
の
ア
イ
デ
ア
を
示
し
、
こ
れ
に
取
り

組
ん
で
い
く
こ
と
に
期
待
し
て
い
る
。
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連
続
市
民
講
座
に
お
い
て
「
平
和
研
究
と
「
平
和
文
化
」」
と
題
す
る
報
告
を
行
っ
た
。
こ
の
テ
ー
マ
を
考
え
る

う
え
で
ひ
と
つ
の
ポ
イ
ン
ト
と
し
て
被
爆
の
記
憶
・
継
承
に
関
連
す
る
活
動
は
国
際
政
治
に
ど
の
よ
う
な
影

響
を
及
ぼ
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
こ
と
と
し
た
。

《
参
考
文
献
》

足
立
研
幾
（
二
〇
〇
九
）『
レ
ジ
ー
ム
間
相
互
作
用
と
グ
ロ
ー
バ
ル
・
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
―
―
通
常
兵
器
ガ
ヴ
ァ
ナ
ン
ス
の
発
展
と
変

容
』
有
信
堂

石
田
忠
（
一
九
八
六
）『
原
爆
体
験
の
思
想
化　

反
原
爆
論
集
Ⅰ
』
未
來
社

宇
吹
暁
（
二
〇
一
四
）『
ヒ
ロ
シ
マ
戦
後
史
―
―
被
爆
体
験
は
ど
う
受
け
と
め
ら
れ
て
き
た
か
』
岩
波
書
店

穎
原
澄
子
（
二
〇
一
六
）『
原
爆
ド
ー
ム
―
―
物
産
陳
列
館
か
ら
広
島
平
和
記
念
碑
へ
』
吉
川
弘
文
館

大
江
健
三
郎
（
一
九
九
一
）『
ヒ
ロ
シ
マ
の
「
生
命
の
木
」』
日
本
放
送
協
会

川
崎
哲
（
二
〇
一
八
）『
新
版　

核
兵
器
を
禁
止
す
る
―
―
条
約
が
世
界
を
変
え
る
』
岩
波
書
店

佐
藤
史
郎
（
二
〇
二
二
）『
核
と
被
爆
者
の
国
際
政
治
学
―
―
核
兵
器
の
非
人
道
性
と
安
全
保
障
の
は
ざ
ま
で
』
明
石
書
店

サ
ー
ロ
ー
節
子
・
金
崎
由
美
（
二
〇
一
九
）『
光
に
向
か
っ
て
這
っ
て
い
け
―
―
核
な
き
世
界
を
追
い
求
め
て
』
岩
波
書
店

タ
ネ
ン
ワ
ル
ド
、
ニ
ー
ナ
（
二
〇
二
二
）
吉
田
文
彦
訳
「
二
一
世
紀
に
お
け
る
核
の
タ
ブ
ー
の
遺
産
」
マ
イ
ケ
ル
・
Ｄ
・
ゴ
ー
デ
ィ

ン
、
Ｇ
・
ジ
ョ
ン
・
ア
イ
ケ
ン
ベ
リ
ー
編
、
藤
原
帰
一
、
向
和
歌
奈
監
訳
『
国
際
共
同
研
究　

ヒ
ロ
シ
マ
の
時
代
―
―
原
爆
投

下
が
変
え
た
世
界
』
岩
波
書
店
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納
家
政
嗣
（
二
〇
〇
五
）「
序
文　

国
際
政
治
学
と
規
範
研
究
」『
国
際
政
治
』
一
四
三
号

河
炅
珍
（
二
〇
二
一
）「
韓
国
人
が
見
た
ヒ
ロ
シ
マ
―
―
ま
な
ざ
し
の
揺
れ
と
変
奏
」
広
島
市
立
大
学
広
島
平
和
研
究
所
編
『
広
島

発
の
平
和
学
―
―
戦
争
と
平
和
を
考
え
る
13
講
』
法
律
文
化
社
、
六
一
―
八
〇
頁

深
谷
直
弘
（
二
〇
一
四
）「
被
爆
建
造
物
の
保
存
と
記
憶
の
継
承
―
―
長
崎
・
新
興
善
小
学
校
一
部
校
舎
保
存
問
題
を
事
例
に
」『
社

会
学
評
論
』
六
五
巻
一
号
、
六
二
―
七
九
頁

藤
原
帰
一
（
二
〇
〇
六
）「
序
章　

政
策
と
し
て
の
平
和
」
大
芝
亮
・
藤
原
帰
一
・
山
田
哲
也
編
『
平
和
政
策
』
有
斐
閣
、
一
―
六

頁
本
島
等
（
二
〇
〇
九
）「
広
島
よ
、
お
ご
る
な
か
れ
―
―
原
爆
ド
ー
ム
の
世
界
遺
産
化
に
思
う
」
高
橋
眞
司
・
舟
越
耿
一
編
『
ナ
ガ

サ
キ
か
ら
平
和
学
す
る
！
』
法
律
文
化
社
、
二
四
一
―
二
四
七
頁

《
よ
り
深
く
知
る
た
め
に
》

カ
ー
、
Ｅ
・
Ｈ
（
二
〇
一
一
）
原
彬
久
訳
『
危
機
の
二
十
年
―
―
理
想
と
現
実
』
岩
波
書
店

直
野
章
子
（
一
九
九
七
）『
ヒ
ロ
シ
マ
・
ア
メ
リ
カ
―
―
原
爆
展
を
め
ぐ
っ
て
』
溪
水
社

広
島
市
立
大
学
広
島
平
和
研
究
所
編
（
二
〇
二
一
）『
広
島
発
の
平
和
学
―
―
戦
争
と
平
和
を
考
え
る
13
講
』
法
律
文
化
社

細
谷
千
博
・
入
江
昭
・
大
芝
亮
編
（
二
〇
〇
四
）『
記
憶
と
し
て
の
パ
ー
ル
ハ
ー
バ
ー
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房




