
「
正
義
の
戦
争
よ
り
不
正
義
の
平
和
の
ほ
う
が
い
い
」

　
こ
の
重
松
の
言
葉
は
ど
れ
ほ
ど
重
い
も
の
だ
っ
た
か
。
本
を
閉
じ
終

え
た
後
に
も
重
く
深
く
私
の
心
に
残
っ
て
い
た
。

　
私
は
、
こ
の
『
黒
い
雨
』
を
読
み
、
戦
争
や
原
爆
が
奪
っ
た
も
の
は
、

人
の
命
だ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
た
。
戦
争
は
、
一

人
一
人
の
未
来
の
選
択
肢
を
も
奪
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
っ
た
。
戦
争

を
乗
り
越
え
、
生
き
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
先
に
待
っ
て

い
る
の
は
、
決
し
て
幸
せ
な
未
来
で
は
な
い
と
思
っ
た
。
本
来
は
、
手

に
入
る
は
ず
の
幸
せ
で
す
ら
も
手
に
入
ら
な
い
状
況
に
ま
で
追
い
こ
ま

れ
た
人
々
が
多
く
い
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
。

　
そ
の
理
由
は
、
こ
の
物
語
か
ら
当
時
の
状
況
が
よ
く
伝
わ
っ
て
く
る

か
ら
だ
と
思
う
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
実
際
の
戦
争
の
人
々
の
様
子
が

挙
げ
ら
れ
る
。
擬
態
語
や
比
喩
を
用
い
て
い
る
た
め
、
私
は
、
当
時
の

様
子
を
容
易
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
実
際
の
戦
争
を
見
た
ま

ま
の
直
接
的
な
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
原
爆
に
対
す
る
危

機
感
」
や
「
戦
争
の
恐
ろ
し
さ
」
と
い
う
単
調
な
言
葉
で
は
言
い
表
せ

な
い
底
知
れ
ぬ
恐
怖
、
そ
し
て
、
悲
し
み
が
ひ
し
ひ
し
と
伝
わ
っ
て
き

た
。
そ
れ
に
加
え
、〝
無
知
〟
と
は
い
か
に
恐
ろ
し
い
も
の
か
が
伝
わ

っ
て
き
た
。
黒
い
雨
に
つ
い
て
よ
く
知
ら
な
か
っ
た
た
め
に
、
黒
い
雨

に
対
す
る
安
易
な
考
え
が
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
れ
は
、
本
書
中
の
「
黒

い
雨
の
こ
と
を
人
に
話
し
て
も
、
毒
素
が
あ
る
こ
と
は
誰
も
知
ら
ん
の

で
誤
解
さ
れ
な
ん
だ
で
し
ょ
う
」
と
い
う
文
か
ら
伝
わ
っ
て
く
る
。
ま

た
、
黒
い
雨
が
人
々
、
世
間
の
間
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
が
た

め
に
、
異
常
す
ぎ
る
ほ
ど
の
偏
見
の
目
が
被
爆
者
に
向
け
ら
れ
て
い
た

こ
と
は
、
重
松
の
姪
で
あ
る
矢
須
子
を
通
し
て
、
よ
く
伝
わ
っ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、
人
々
の
身
体
だ
け
で
な
く
、
心
に
も
、
治
る
こ
と
の
な

い
深
い
傷
を
つ
け
、
底
知
れ
ぬ
恐
怖
感
を
人
々
に
植
え
付
け
た
も
の
が

原
爆
、
そ
し
て
、
戦
争
な
の
だ
と
思
っ
た
。

　
ま
た
、
本
書
中
に
「
ど
う
し
て
ピ
カ
ド
ン
が
落
ち
る
前
に
降
伏
す
る

こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
の
か
」
と
重
松
が
語
っ
て
い
た
が
、
こ
れ
は
重

松
の
み
な
ら
ず
、
多
く
の
人
々
が
思
い
、
願
っ
て
い
た
こ
と
だ
と
思
う
。

私
は
、
実
際
に
原
爆
と
い
う
も
の
を
体
験
し
て
い
な
い
が
、
本
書
を
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読
む
こ
と
に
よ
り
、
以
前
よ
り
も
こ
の
よ
う
な
言
葉
に
よ
り
強
い
共
感

を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
ま
た
、
こ
の
言
葉
に
人
々
は
続
け
て
、「
も

う
負
け
て
い
る
こ
と
は
敵
に
も
分
か
っ
て
い
た
筈
だ
。
ピ
カ
ド
ン
を
落

と
す
必
要
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。」
と
語
っ
て
い
た
。
こ
の
言
葉
に
は
、

敵
に
対
す
る
嫌
悪
感
だ
け
で
な
く
、
遣や

る
瀬
な
い
悲
し
み
や
怒
り
も
込

め
ら
れ
て
い
た
と
思
う
。

　
本
書
で
は
、〝
戦
争
〟
の
恐
ろ
し
さ
を
平
凡
な
市
民
の
視
点
か
ら
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
故
、
共
感
で
き
る
部
分
も
多
く
あ
っ
た
。

私
は
、
こ
の
本
を
通
し
、〝
戦
争
〟
と
い
う
も
の
を
よ
く
理
解
す
る
必

要
が
あ
る
と
思
っ
た
。〝
戦
争
〟
は
良
く
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
世
界

的
に
も
多
く
の
人
々
が
思
っ
て
い
る
と
思
う
。
し
か
し
、
今
日
〝
戦
争
〟

と
い
う
殺
人
が
起
こ
り
、
再
び
〝
戦
争
〟
の
〝
悲
劇
〟
が
く
り
返
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
。
実
際
に
今
、
ロ
シ
ア
が
ウ
ク
ラ
イ
ナ
に
侵
攻
し
、

多
く
の
人
々
が
深
い
悲
し
み
の
中
に
い
る
。
多
く
の
人
々
が
自
国
の

〝
正
義
〟
を
背
負
い
戦
っ
て
い
る
。
私
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
が
異
な
る

〝
正
義
感
〟
を
持
ち
、
す
れ
違
い
を
起
こ
し
て
し
ま
う
こ
と
は
仕
方
が

な
い
こ
と
だ
と
思
う
。
だ
が
、
そ
れ
を
理
由
に
、
力
を
行
使
し
、
お
互

い
を
傷
つ
け
あ
っ
て
物
事
を
解
決
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
な

い
行
為
だ
と
思
う
。〝
戦
争
〟
を
行
わ
ず
と
も
解
決
す
る
方
法
は
必
ず

あ
っ
た
は
ず
だ
。
ま
た
、〝
戦
争
〟
を
起
こ
す
前
に
、〝
戦
争
〟
が
ど
う

い
う
も
の
な
の
か
を
考
え
な
お
す
時
間
は
あ
っ
た
と
思
う
。
第
一
に
、

〝
戦
争
〟
の
こ
と
を
よ
く
理
解
し
て
い
れ
ば
、〝
戦
争
〟
を
起
こ
す
気

に
な
ど
な
れ
な
い
は
ず
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一
人
一
人
が
〝
戦
争
〟
を

〝
恐
ろ
し
い
も
の
〟
と
い
う
単
調
的
な
言
葉
で
終
わ
ら
せ
ず
に
、〝
戦

争
〟
を
き
ち
ん
と
理
解
し
、
二
度
と
起
こ
さ
せ
な
い
と
い
う
強
い
意
志

を
持
つ
こ
と
が
大
切
だ
と
思
っ
た
。


