
日
本
国
憲
法　

第
9
条

日
本
国
民
は
、
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す
る

国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
、
国
権
の
発
動

た
る
戦
争
と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力

の
行
使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と

し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。 

前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海
空
軍
そ

の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な
い
。
国

の
交
戦
権
は
、
こ
れ
を
認
め
な
い
。

忘れてはならない
大政にのみこまれ
信仰の名のもと

小国民となったことを

�
希
望
�
�
�
�
憲
法
九
条
�

日
本
基
督
�
�
�
�
�
�
教
団�

別
府
野
口
教
会�

吉
武
二
郎  

　

１
９
４
４
年
（
昭
和
19
年
）
３
月

発
行
の
「
教
師
の
友
」。
そ
れ
は
教

会
に
来
て
い
る
子
ど
も
た
ち
に
、
ど

う
聖
書
を
解
き
明
か
す
か
の
教
案
で

す
が
、
以
下
の
よ
う
な
文
章
が
あ
り

ま
す
。

「
・
・
日
本
一
億
の
民
は
今
、
大
君

の
た
め
大
東
亜
十
億
の
友
の
た
め
に

自
分
を
す
て
ゝ
盡
さ
う
と
し
て
居
り

ま
す
が
、
私
た
ち
は
キ
リ
ス
ト
の
愛

に
押
迫
ら
れ
て
一
に
も
二
に
も
神
の

た
め
御
國
の
た
め
人
の
た
め
に
と
肉

を
さ
き
血
を
流
し
生
命
を
さ
ゝ
げ
て

も
盡
し
き
る
も
の
を
な
り
ま
せ
う
。

之
こ
そ
キ
リ
ス
ト
を
信
ず
る
少
國
民

の
進
む
可
き
道
で
す
」。

　

今
の
感
覚
か
ら
思
え
ば
、
聖
書
の

内
容
か
ら
全
く
逸
脱
し
て
い
る
と
し

か
思
え
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
当
時
を

生
き
た
人
達
の
真
剣
さ
を
、
今
の
時

代
感
覚
だ
け
で
軽
々
し
く
推
し
量
っ

た
り
、
裁
い
た
り
す
る
こ
と
な
ど
は

出
来
な
い
で
し
ょ
う
。
い
や
、
だ
か

ら
こ
そ
、
今
を
生
き
る
私
た
ち
が

時
流
に
染
ま
る
の
で
は
な
く
、
今
の

時
代
ゆ
え
に
や
る
べ
き
事
を
共
に
考

え
、
再
び
戦
争
へ
と
進
む
流
れ
を
作

ら
な
い
た
め
に
、
世
代
を
超
え
て
力

を
合
わ
せ
る
必
要
を
感
じ
ま
す
。

　

私
は
い
わ
ゆ
る
戦
後
世
代
で
あ

り
、
憲
法
九
条
の
精
神
を
小
学
校
の

素
晴
ら
し
い
先
生
達
に
教
え
ら
れ
た

記
憶
が
あ
り
ま
す
。
武
力
的
な
威
嚇

に
よ
ら
ず
紛
争
を
解
決
す
る
と
い
う

そ
の
精
神
は
、
い
つ
も
心
に
ひ
っ
か

か
っ
て
い
ま
し
た
し
、
友
達
関
係
な

ど
個
々
人
の
平
和
と
も
深
く
関
連
し

て
い
る
と
思
っ
て
き
ま
し
た
。

　

私
が
教
会
の
戦
争
責
任
に
つ
い
て

知
っ
た
の
は
、
神
学
校
で
学
ん
で
か

ら
の
こ
と
で
し
た
。
戦
前
、
国
策
と

し
て
宗
教
団
体
法
の
も
と
で
教
派
の

合
同
が
進
み
、
日
本
基
督
教
団
創
立

に
至
っ
た
こ
と
、
飛
行
機
献
納
や
、

歪
め
た
聖
書
解
釈
を
も
と
に
ア
ジ
ア

諸
国
の
教
会
に
神
社
参
拝
を
強
要

し
た
経
緯
等
。
個
々
人
に
お
い
て
は

戦
争
に
抵
抗
し
た
側
面
も
持
ち
な
が

ら
も
、
教
団
と
し
て
戦
争
協
力
に
傾

い
て
い
っ
た
こ
と
。
そ
の
責
任
を
日

本
基
督
教
団
は
１
９
６
７
年
３
月
に

「
第
二
次
大
戦
下
に
お
け
る
日
本
基

督
教
団
の
責
任
に
つ
い
て
の
告
白
」

と
し
て
表
明
し
ま
し
た
。「
・
・
わ

た
く
し
ど
も
は
、
教
団
成
立
と
そ
れ

に
つ
づ
く
戦
時
下
に
、
教
団
の
名
に

お
い
て
犯
し
た
あ
や
ま
ち
を
、
今
一

度
改
め
て
自
覚
し
、
主
の
あ
わ
れ
み

と
隣
人
の
ゆ
る
し
を
請
い
求
め
る
も

の
で
あ
り
ま
す
」（
部
分
）。
そ
れ
は

人
間
と
し
て
大
切
な
言
葉
「
ご
め
ん

な
さ
い
」
を
言
え
る
大
人
、
そ
う
言

え
る
教
会
の
姿
だ
と
思
い
ま
す
。
そ

の
時
か
ら
ア
ジ
ア
の
諸
教
会
と
の
和

解
も
始
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
た
こ

の
よ
う
な
姿
勢
は
、
既
に
ド
イ
ツ
で

心
あ
る
教
会
が
戦
後
す
ぐ
の
１
９
４

５
年
10
月
に
シ
ュ
ト
ッ
ト
ガ
ル
ト
罪

責
宣
言
」
を
表
明
し
て
い
ま
し
た
。

そ
こ
に
は
「
・
・
わ
れ
わ
れ
は
ナ
チ

の
権
力
支
配
の
な
か
に
そ
の
恐
る
べ

き
姿
を
あ
わ
ら
し
た
霊
に
抗
し
、
長

い
年
月
を
通
し
て
戦
っ
て
き
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
を

告
発
す
る
。
わ
れ
わ
れ
が
も
っ
と
大

胆
に
告
白
し
な
か
っ
た
こ
と
を
、
も

っ
と
忠
実
に
祈
ら
な
か
っ
た
こ
と

を
、
も
っ
と
喜
ん
で
信
じ
な
か
っ
た

こ
と
を
、
そ
し
て
、
も
っ
と
燃
え
る

よ
う
な
思
い
を
も
っ
て
愛
さ
な
か
っ

た
こ
と
を
。・
・
」（
部
分
）
と
あ

り
ま
す
。
こ
こ
に
は
宗
教
者
と
し
て

の
共
通
の
テ
ー
マ
も
あ
る
よ
う
に
思

い
ま
す
。
夢
を
描
き
に
く
い
現
代
に

あ
っ
て
、
武
力
に
よ
ら
な
い
平
和
へ

の
情
熱
を
決
し
て
絶
や
さ
な
い
こ
と

が
、
宗
教
が
異
な
っ
て
も
互
い
に
大

切
に
し
て
ゆ
く
課
題
だ
と
思
っ
て
い

ま
す
。
次
の
世
代
を
生
き
る
子
ど
も

た
ち
に
希
望
と
し
て
の
憲
法
九
条
を

手
渡
し
た
い
と
願
い
ま
す
。

宗教者 9条の会・大分　にゅーす 2008 年 4月 7日　14号

1

●発行：宗教者 9条の会・大分　●〒 879-5102 由布市湯布院町川上 3561 見成寺　TEL 0977-84-2257　FAX 0977-84-5203



宗教者 9条の会・大分　にゅーす 2008 年 4月 7日　14号

2

　

今
回
、『
立
正
安
国
論
を
中
心

に
日
蓮
と
平
和
を
語
る
』
と
い
う

題
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
宗
旨
教

派
が
違
う
中
で
、
そ
の
任
に
当
た

る
の
は
荷
が
重
い
と
は
思
い
ま
す

が
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

　

ま
ず
、「
立
正
安
国
論
」
の
前

に
、
１
２
８
０
年
（
弘
安
三
年
59

歳
）に
著
さ
れ
た
、『
諫
暁
八
幡
抄
』

を
紹
介
し
て
、
そ
の
著
述
の
背
景

を
説
明
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
「
日
蓮
は
去
ぬ
る
建
長
五
年
四

月
二
十
八
日
よ
り
、
今
弘
安
三
年

十
二
月
に
至
る
ま
で
二
十
八
年
が

間
、
ま
た
他
事
な
し
。
た
だ
妙
法

蓮
華
経
の
七
字
五
字
を
日
本
国
の

一
切
衆
生
の
口
に
入
れ
ん
と
励
む

ば
か
り
な
り
。
こ
れ
す
な
わ
ち
、

母
の
赤
子
の
口
に
乳
を
い
れ
ん
と

は
げ
む
慈
悲
な
り
。（
中
略
）
涅

槃
経
に
曰
く
、
一
切
衆
生
の
異
の

苦
を
受
く
る
は
悉
く
是
れ
如
来
一

人
の
苦
な
り
等
云
々
。日
蓮
曰
く
、

一
切
衆
生
の
同
一
の
苦
は
是
れ
日

蓮
一
人
の
苦
と
申
す
べ
し
。」

　

建
長
五
年
の
立
教
開
宗
の
年
か

ら
現
在
に
至
る
ま
で
、

　
「
一
切
衆
生
の
個
々
の
苦
し
み

は
す
べ
て
如
来
が
お
引
き
受
け
く

だ
さ
る
」と
、涅
槃
経
の
文
に
よ
っ

て
領
解
さ
れ
た
聖
人
は
、「
母
の

慈
悲
、
衆
生
の
同
一
の
苦
し
み
、

日
蓮
一
人
の
苦
」、
そ
れ
を
時
代

の
中
で
背
負
お
う
と
し
、
立
正
安

国
論
建
白
の
行
動
を
起
こ
し
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　

そ
の
行
動
の
根
幹
が
、
末
法
に

お
け
る
、
地
涌
の
菩
薩
の
自
覚
で

す
。

　

聖
人
は
末
法
に
お
け
る
法
華
経

の
行
者
た
ら
ん
と
自
覚
さ
れ
て
お

ら
れ
ま
す
が
、「
行
者
」
と
は
、『
釈

尊
滅
後
に
出
現
す
る
と
法
華
経
に

予
言
さ
れ
て
い
る
、
菩
薩
と
し
て

の
自
覚
を
持
っ
て
行
動
す
る
者

（
地
涌
の
菩
薩
）
で
あ
り
、
そ
の

予
言
に
応
え
、
法
華
経
を
身
口
意

の
三
業
に
よ
っ
て
行
い
持
つ
者
』

と
規
定
さ
れ
ま
す
。

　
『
法
華
経　

従
地
涌
出
品
第

十
五
』
に
は
、

「
そ
の
と
き
に
他
方
の
国
土
の
も

ろ
も
ろ
の
来
れ
る
菩
薩
摩
訶
薩
の

八
恒
河
沙
の
数
に
過
ぎ
た
る
、
大

衆
の
中
に
お
い
て
起
立
し
合
掌
し

礼
を
作
し
て
、
仏
に
も
う
し
て
も

う
さ
く
、
世
尊
、
も
し
我
ら
仏
の

滅
後
に
お
い
て
こ
の
娑
婆
世
界
に

あ
っ
て
、
勤
加
精
進
し
て
こ
の
経

典
を
護
持
し
読
誦
し
書
写
し
供
養

せ
ん
こ
と
を
ゆ
る
し
た
ま
わ
ば
、

ま
さ
に
こ
の
土
に
お
い
て
広
く
こ

れ
を
説
き
た
て
ま
つ
る
べ
し
。
そ

の
と
き
に
仏
、
も
ろ
も
ろ
の
菩
薩

摩
訶
薩
に
告
げ
た
ま
わ
く
、
止
み

ね
、
善
男
子
、
汝
等
が
こ
の
経
を

護
持
せ
ん
こ
と
を
も
ち
い
じ
。
ゆ

え
は
い
か
ん
、
わ
が
娑
婆
世
界
に

お
の
ず
か
ら
六
万
恒
河
沙
等
の
菩

薩
摩
訶
薩
あ
り
。
一
一
の
菩
薩
に

お
の
お
の
六
万
恒
河
沙
の
眷
属
あ

り
。
こ
の
諸
人
等
よ
く
我
が
滅
後

に
お
い
て
、
護
持
し
読
誦
し
広
く

こ
の
経
を
説
か
ん
。」
と
。

　
「
一
切
衆
生
の
個
々
の
苦
し
み

は
す
べ
て
如
来
が
お
引
き
受
け
く

だ
さ
る
」
上
に
、「
釈
尊
が
、
他

方
の
佛
国
土
の
菩
薩
摩
訶
薩
の
布

教
の
願
い
を
退
け
て
、
娑
婆
世
界

の
地
涌
の
菩
薩
の
出
現
を
予
言
さ

れ
」
て
い
る
以
上
、「
衆
生
の
同

一
の
苦
し
み
を
日
蓮
一
人
の
苦
と

捉
え
て
」
行
動
す
る
こ
と
は
、
末

法
に
生
き
る
行
者
の
必
然
で
あ
る

と
。

　

そ
れ
ら
を
参
考
に
、『
立
正
安

国
論
』
を
拝
見
す
る
と
、
聖
人
の

意
図
は
は
っ
き
り
す
る
の
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

１
２
６
０
年
（
文
応
元
年
39

歳
）、
前
の
執
権
北
条
時
頼
に
建

白
し
た
も
の
で
、
旅
客
と
主
人
と

の
問
答
形
式
で
す
。
す
べ
て
漢
文

体
で
書
か
れ
て
い
ま
す
が
、
冒
頭

の
一
文
は
、

「
旅
客
来
た
り
て
嘆
い
て
曰
く
、

近
年
よ
り
近
日
に
至
る
ま
で
、
天

変
地
夭
、
飢
饉
疫
癘
、
遍
く
天

下
に
満
ち
、
広
く
地
上
に
は
び
こ

る
。
牛
馬
巷
に
斃
れ
、
骸
骨
路
に

充
て
り
。
死
を
招
く
の
輩
、
既
に

大
半
を
超
え
、
こ
れ
を
悲
し
ま
ざ

る
の
族
、
敢
え
て
一
人
も
な
し
。」

と
、
天
災
や
飢
饉
・
病
気
の
蔓
延

が
人
々
を
苦
し
め
て
い
る
現
状
を

嘆
く
と
こ
ろ
か
ら
、
為
政
者
の
姿

勢
を
正
す
こ
と
に
よ
っ
て
安
国
が

顕
現
さ
れ
る
と
し
ま
す
。　

　

そ
の
要
旨
は
、「
正
法
・
像
法

が
過
ぎ
、
今
末
法
と
な
っ
て
、
厭

離
穢
土
・
欣
求
浄
土
の
教
え
ば
か

り
が
世
に
流
行
し
て
、
釈
尊
の
最

も
真
意
を
伝
え
る
末
法
救
護
の
法

華
経
が
捨
て
去
ら
れ
て
い
る
。
そ

の
た
め
に
、
国
土
を
守
護
す
る
善

神
も
聖
人
も
国
を
見
捨
て
、
逆
に

悪
魔
・
悪
鬼
が
力
を
得
て
暴
れ
、

そ
の
結
果
国
中
に
災
難
が
起
こ
り

万
民
が
苦
し
む
の
で
あ
る
。」「
そ

の
対
策
は
、
悪
法
・
邪
説
・
謗
法

を
禁
圧
し
、
す
べ
て
の
人
が
正
法

で
あ
る
法
華
経
に
帰
依
す
る
こ
と

で
あ
る
。」「
も
し
こ
の
方
策
が
行

わ
れ
な
け
れ
ば
、
薬
師
経
・
大
集

経
・
金
光
明
経
・
仁
王
経
に
い
う
、

三
災
七
難
の
う
ち
未
だ
現
れ
て
い

な
い
、
他
国
侵
逼
難
・
自
界
叛
逆

難
が
起
こ
り
、
日
本
滅
亡
に
も
つ

な
が
り
か
ね
な
い
。」「
よ
っ
て
、

即
刻
謗
法
を
禁
じ
、
そ
の
誤
っ
た

信
仰
を
改
め
て
、
実
乗
の
一
善
た

る
法
華
経
に
帰
依
せ
よ
。
こ
の
世

界
は
も
と
も
と
佛
国
で
あ
り
、
法

華
経
に
よ
っ
て
そ
の
佛
国
が
顕
現

さ
れ
、
十
方
は
こ
と
ご
と
く
宝
土

と
な
り
、
佛
国
・
宝
土
に
衰
亡
は

あ
り
え
な
い
か
ら
、
人
々
も
心
身

と
も
に
安
全
と
な
る
で
あ
ろ
う
。」

　

体
が
曲
が
れ
ば
影
も
曲
が
る
よ

う
に
、
精
神
の
不
正
が
環
境
の
不

　

日
蓮
と
平
和

日
田
市　

妙
榮
寺　

掛
橋 

泰
定　
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調
和
を
も
た
ら
し
、
天
災
は
人
間

の
心
の
す
き
ま
に
宿
る
慢
心
の
悪

魔
に
よ
っ
て
倍
加
す
る
。さ
ら
に
、

人
間
の
道
理
が
退
廃
す
れ
ば
社
会

は
混
乱
し
、
正
義
が
見
失
わ
れ
れ

ば
必
ず
平
和
は
脅
か
さ
れ
る
。「
立

正
」
と
「
安
国
」
は
一
体
の
も
の

で
対
立
さ
せ
る
も
の
で
は
な
く
、

正
法
を
立
て
れ
ば
自
ず
と
国
は
安

ん
ず
る
の
で
あ
り
、
安
国
を
求
め

る
な
ら
ば
、
ま
ず
社
会
全
体
の
心

の
世
界
を
正
し
い
仏
法
の
教
え
に

よ
っ
て
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
世
の
中
の
不
幸
は
、
単
に
個

人
の
心
の
持
ち
よ
う
で
決
ま
る
問

題
で
は
な
く
、
社
会
的
な
問
題
で

も
あ
る
。時
代
が
病
む
時
は
、個
々

人
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
、
人
間

全
体
が
同
じ
共
通
の
苦
し
み
を
負

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
現

実
を
前
に
し
て
は
、
単
に
個
人
の

心
の
救
済
だ
け
を
説
い
て
も
無
意

味
で
あ
る
。
そ
の
時
代
を
、
社
会

全
体
の
救
済
を
、
実
行
し
な
け
れ

ば
真
の
救
済
に
は
な
ら
な
い
。
社

会
救
済
の
た
め
に
は
、
世
に
正
し

い
理
念
を
植
え
付
け
、
と
り
わ
け

為
政
者
の
政
治
理
念
を
正
す
必
要

が
あ
る
。
政
治
が
正
し
い
理
念
に

よ
っ
て
行
わ
れ
な
い
限
り
、
真
の

意
味
の
平
安
な
国
土
社
会
は
実
現

し
な
い
。（
日
蓮
宗
信
仰
読
本
よ

り
）

　

さ
ら
に
、
聖
人
は
『
開
目
抄
』

（
１
２
７
２
年
）
に
「
邪
智
謗
法

の
者
多
き
時
は
折
伏
を
前
と
す
。

常
不
軽
品
の
ご
と
し
」
と
、
不
軽

菩
薩
の
但
行
礼
拝
を
も
っ
て
、
謗

法
の
者
を
折
伏
す
る
と
言
い
ま

す
。

　
『
法
華
経　

常
不
軽
菩
薩
品
第

二
十
』
に
は
、

「
こ
の
比
丘
お
よ
そ
見
る
と
こ
ろ

あ
る
。
若
し
は
比
丘
・
比
丘
尼
・

優
婆
塞
・
優
婆
夷
を
み
な
悉
く
礼

拝
讃
歎
し
て
、こ
の
言
を
作
さ
く
、

我
れ
深
く
汝
等
を
敬
う
。
敢
え
て

軽
慢
せ
ず
。
ゆ
え
は
い
か
ん
。
汝

等
み
な
菩
薩
の
道
を
行
じ
て
、
ま

さ
に
作
仏
す
る
こ
と
を
得
べ
し

と
。
し
か
も
こ
の
比
丘
、
も
っ
ぱ

ら
経
典
を
読
誦
せ
ず
し
て
、
た
だ

礼
拝
を
行
ず
。
乃
至
遠
く
四
衆
を

見
て
も
、
亦
復
こ
と
さ
ら
に
ゆ
い

て
礼
拝
讃
歎
し
て
、
こ
の
言
を
作

さ
く
。
我
れ
敢
え
て
汝
等
を
軽
し

め
ず
。
汝
等
み
な
ま
さ
に
作
仏
す

べ
き
が
ゆ
え
に
」

　

　

謗
法
者
へ
の
折
伏
と
い
う
言
葉

に
は
無
理
強
情
な
布
教
と
い
う
イ

メ
ー
ジ
が
あ
り
、
聖
人
も
そ
う

い
っ
た
印
象
で
語
ら
れ
る
こ
と
が

多
い
よ
う
で
す
が
、「
我
れ
深
く

汝
等
を
敬
う
。敢
え
て
軽
慢
せ
ず
。

乃
至
遠
く
四
衆
を
見
て
も
、
こ
と

さ
ら
に
ゆ
い
て
礼
拝
讃
歎
す
」と
、

今
の
時
代
に
は
柔
ら
か
く
受
け
入

れ
る
姿
勢
が
必
要
で
あ
る
と
説
い

て
い
ま
す
。

　

但
し
、「
大
涅
槃
経
に
云
く
、『
譬

え
ば
、
王
の
使
の
よ
く
談
論
し
方

便
に
巧
な
る
、
命
を
他
国
に
奉
ず

る
に
、
寧
ろ
身
命
を
喪
う
と
も
終

に
王
の
所
説
の
言
教
を
匿
さ
ざ
る

が
ご
と
く
、
智
者
も
ま
た
し
か
な

り
。
凡
夫
の
中
に
お
い
て
身
命
を

惜
し
ま
ず
し
て
、
か
な
ら
ず
大
乗

方
等
如
来
の
秘
蔵
は
、
一
切
衆
生

に
皆
仏
性
あ
る
こ
と
を
宣
説
す
べ

し
』
と
。
余
、
善
比
丘
の
身
た
ら

ず
と
い
え
ど
も
、
仏
法
中
怨
の
責

を
遁
れ
ん
が
た
め
に
、
た
だ
大
綱

を
撮
っ
て
ほ
ぼ
一
端
を
示
す
。」

（『
安
国
論
』）
と
、
涅
槃
経
を
ひ

い
て
、
法
華
経
こ
そ
が
生
身
の
本

師
釈
尊
で
あ
り
、
そ
の
御
教
え
に

従
わ
ね
ば
、「
仏
法
の
中
の
怨
」

と
な
っ
て
、
仏
弟
子
た
り
得
な
い

   

　

講
師　

伊い

勢せ

崎ざ
き 

賢け
ん

治じ 

さ
ん

　
　
　
　
　

１
９
５
７
年
、
東
京
生
ま
れ
。

　
　
　
　
　

早
稲
田
大
学
大
学
院
理
工
学
研
究
科
修
士
課
程
終
了
。

　

日
時　

５
月
10
日
（
土
）
開
場 

午
後
一
時
半

　

会
場　

大
分
コ
ン
パ
ル
ホ
ー
ル    

入
場
カ
ン
パ

　

イ
ン
ド
留
学
中
、
ス
ラ
ム
住
民
の
居
住
権
獲
得
運
動
に
携
わ
る
。

　

国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
に
身
を
置
き
ア
フ
リ
カ
各
地
で
活
動
後
、
東
チ
モ
ー

ル
、
シ
エ
ラ
レ
オ
ネ
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
で
紛
争
処
理
を
指
揮
。

　

現
在
、
東
京
外
国
語
大
大
学
院
地
域
文
化
研
究
科
平
和
構
築
紛
争

予
防
学
講
座
（
Ｐ
Ｃ
Ｓ
）
教
授
。

　

著
書
に
『
イ
ン
ド･

イ
ス
ラ
ム･

レ
ポ
ー
ト
』『
東
チ
モ
ー
ル
県
知
事

日
記
』『
武
装
解
除―

紛
争
屋
が
見
た
世
界
』
な
ど
が
あ
る
。

第
四
回 

公
開
講
座
の
お
知
ら
せ

と
言
わ
れ
る
の
が
、
聖
人
の
仏
教

受
容
と
伝
道
の
基
本
で
あ
る
こ
と

は
確
か
で
す
。

　

そ
し
て
、『
安
国
論
』
の
最
後

で
は
、
客
に
こ
う
語
ら
せ
て
い
ま

す
。「
い
よ
い
よ
貴
公
の
慈
誨
を

仰
ぎ
て
、
ま
す
ま
す
愚
客
の
痴
心

を
開
き
、
速
か
に
対
治
を
回
ら
し

て
、
早
く
泰
平
を
致
し
、
先
ず
生

前
を
安
ん
じ
、
さ
ら
に
没
後
を
扶

け
ん
。」

　
「
衆
生
の
同
一
の
苦
し
み
を
日

蓮
一
人
の
苦
と
捉
え
」「
法
を
謗

る
時
代
に
あ
っ
て
、
四
衆
を
選
ば

ず
、
軽
ん
じ
ず
、
但
行
礼
拝
を
行

じ
」「
寸
心
を
あ
ら
た
め
さ
せ
よ

う
と
す
る
姿
」に
徹
す
る
行
動
が
、

す
な
わ
ち
釈
尊
の
教
え
に
適
う
仏

教
者
た
る
日
蓮
の
、
平
和
へ
の
願

い
で
あ
り
、
祈
り
と
な
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。
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�
今
�
語
�
�
�
連
続
談
義

こ
の
学
習
会
は
、
公
開
討
論
会
の
形
を
取
り
ま
す
の
で
多

数
の
参
加
者
を
募
集
し
、
自
由
な
意
見
交
換
を
求
め
ま
す
。

第
七
回　

４
月
17
日
（
木
）   

２
時
よ
り

　

テ
ー
マ　
「
真
宗
と
靖
国
」

　

                             
イ
サ
ク
奉
献
を
手
が
か
り
と
し
て

     

コ
メ
ン
テ
ー
タ
ー　

江
林
智
静

　

会　

場　

 

大
分
キ
リ
ス
ト
教
会

　
　
　
　
　
　

大
分
市
城
崎
町
２
ー
６
ー
22

　

電　

話　

０
９
７ｰ

５
３
２ｰ

４
２
４
０
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■
満
開
の
桜
が
散
り

始
め
ま
し
た
。
こ
の

時
期
は
進
級
、
進
学
、

就
職
、
転
勤
、
退
職
等
い
ろ
い
ろ
な
形

で
ス
タ
ー
ト
が
切
ら
れ
て
い
ま
す
。
50

前
で
退
職
し
た
友
人
が
い
ま
す
。
カ
ム

ア
ウ
ト
し
た
の
が
４
月
１
日
だ
っ
た
の

で
、
周
り
は
エ
イ
プ
リ
ル
フ
ー
ル
で

し
ょ
う
、
と
か
、
え
っ
生
活
大
丈
夫
？

と
か
い
い
な
が
ら
、
心
配
し
て
い
る
の

で
す
が
、
本
人
は
た
だ
ガ
ハ
ハ
ハ
と
笑

う
ば
か
り
。「
弁
当
屋
で
も
始
め
た
ら
」

と
真
面
目
に
進
言
す
る
友
も
い
ま
す
。

■
桜
と
い
え
ば
「
靖
国
神
社
」（
前
回
、

枠
の
都
合
で
中
断
し
た
文
章
を
載
せ
ま
す
）

　

靖
国
問
題
に
関
連
し
て
、
靖
国
神
社

第
六
代
の
宮
司
松
平
永
芳
に
つ
い
て
調

べ
て
い
ま
す
。
Ａ
級
戦
犯
合
祀
の
張
本

人
と
し
て
、
昭
和
天
皇
か
ら
「
あ
の
馬

鹿
」
と
ま
で
呼
ば
れ
、
中
曽
根
首
相
か

ら
も
疎
ま
れ
た
存
在
で
す
。

　

前
任
の
宮
司
は
平
和
主
義
者
で
、
厚

生
省
か
ら
打
診
の
あ
っ
た
Ａ
級
戦
犯
の

名
簿
を
宮
司
預
か
り
と
し
て
い
た
そ
う

で
す
。
松
平
は
就
任
早
々
、
保
留
扱
い

の
名
簿
を
そ
の
年
（
昭
和
53
年
）
10
月

17
日
に
『
昭
和
殉
難
者
』
と
し
て
合
祀

し
ま
し
た
（
東
条
英
機
ら
Ａ
級
戦
犯
14

名
）。

　

松
平
の
か
か
る
決
断
に
つ
い
て
、
彼

は
大
義
を
も
っ
て
弁
明
し
て
い
ま
す

が
、
説
得
力
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し

彼
固
有
の
動
機
に
つ
い
て
注
意
を
払
う

と
、
少
し
見
え
て
く
る
問
題
も
あ
り
ま

す
。

　

松
平
の
義
父
は
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
と
し
て

死
刑
に
処
せ
ら
れ
た
そ
う
で
す
。（
Ａ

級
戦
犯
は
、「
平
和
に
対
す
る
罪
」
で

あ
る
の
に
対
し
、
Ｂ
Ｃ
級
は
そ
れ
ぞ
れ

「
通
例
の
戦
争
犯
罪
」「
人
道
上
の
犯
罪
」

と
定
義
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。） 

死
刑

判
決
を
受
け
た
戦
犯
の
多
く
は
遺
書
等

を
遺
す
こ
と
が
許
さ
れ
ず
、
遺
骨
も
秘

密
裏
に
焼
却
・
埋
葬
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

（
Ｂ
Ｃ
級
戦
犯
に
つ
い
て
は
就
任
前
に

す
で
に
合
祀
さ
れ
て
い
ま
し
た
）。

　

問
題
は
、
そ
れ
を
機
に
昭
和
天
皇
の

参
拝
が
な
さ
れ
な
く
な
っ
た
こ
と
で

す
。

（
戦
後
、
歴
代
総
理
大
臣
は
在
任
中
公

人
と
し
て
例
年
参
拝
し
て
い
ま
し
た
が 

１
９
７
５
（
昭
和
50
年
）
８
月
、
三
木

武
夫
首
相
は
初
め
て
「
総
理
と
し
て
で

は
な
く
、
個
人
と
し
て
参
拝
し
た
」
と

発
言
し
ま
し
た
。
そ
れ
を
最
後
に
、
そ

れ
ま
で
隔
年
で
行
な
わ
れ
て
い
た
天
皇

の
参
拝
が
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
と
も

い
わ
れ
て
い
ま
す
。）

　

戦
時
中
「
現
人
神
」
と
し
て
英
霊
（
鬼

神
）
の
慰
霊
鎮
魂
を
司
っ
て
い
た
天
皇

が
、「
人
間
宣
言
」
し
、
様
々
な
要
因

で
結
局
参
拝
し
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て

い
ま
す
。
３
０
０
万
の
国
内
戦
死
者
と
、

２
０
０
０
万
人
と
も
い
わ
れ
る
国
外

の
死
者
に
た
い
し
て
、「
有
責
性
」
を

担
う
存
在
が
不
在
で
あ
る
こ
と
は
、
靖

国
神
社
の
問
題
性
を
度
外
視
す
る
な
ら

ば
、
ゆ
ゆ
し
き
こ
と
と
も
考
え
ら
れ
ま

す
。

　

慰
霊
と
鎮
魂
は
、
宗
教
的
行
為
と
な

り
ま
す
。
政
教
分
離
の
原
則
の
上
で
、

ど
う
い
う
筋
道
と
し
て
、
慰
霊
と
鎮
魂

を
通
し
て
（
そ
の
可
否
も
ひ
と
ま
ず

措
い
て
お
く
と
し
て
）「
有
責
性
（
応

答
可
能
性
）」
を
回
復
し
て
い
く
か
は
、

私
た
ち
宗
教
者
に
と
っ
て
と
て
も
重
い

課
題
と
し
て
あ
り
ま
す
。

■
宗
教
者
９
条
の
会
・
大
分
も
あ
と

二
ヶ
月
ほ
ど
で
第
二
年
度
の
事
業
が
終

了
し
ま
す
。
第
一
年
度
は
そ
れ
ぞ
れ
が

所
属
す
る
、
宗
派
・
教
派
・
教
団
の

戦
争
責
任
を
問
う
て
き
ま
し
た
が
、
本

年
度
は
、「
平
和
」
が
テ
ー
マ
と
な
り
、

公
開
討
論
会
が
行
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

本
号
も
お
二
人
か
ら
玉
稿
を
い
た
だ
い

て
い
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
連
続
座
談
の
コ

メ
ン
テ
ー
タ
ー
を
引
き
受
け
て
い
た
だ

い
た
の
で
す
が
、
そ
の
時
の
お
話
は
と

て
も
平
易
で
わ
か
り
や
す
か
っ
た
の
で

す
が
、
論
文
形
式
と
な
り
ま
す
と
、
ど

な
た
も
と
て
も
難
し
い
論
調
に
な
り
ま

す
。

　

課
題
が
重
く
、
真
摯
に
深
く
掘
り
下

げ
る
さ
ま
が
見
て
取
れ
ま
す
が
、
自
己

（
自
宗
・
教
派
）
に
沈
潜
す
る
こ
と
が
、

ど
の
よ
う
に
し
て
他
者
へ
い
た
る
こ
と

が
で
き
る
か
、
も
ま
た
重
要
な
問
い
と

し
て
あ
り
ま
す
。

　

と
は
い
え
、
法
務
の
傍
ら
発
題
を
い

た
だ
き
原
稿
を
あ
げ
て
い
た
だ
く
ご
苦

労
を
思
う
と
た
だ
た
だ
頭
が
下
が
る
ば

か
り
で
す
。（
ｅ
）

年会費納入・カンパを

よろしくお願いします。


