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紛
争
や
戦
争
は
人
類
の
歴
史
か
ら
絶
え
る
こ

と
が
な
い
。
そ
れ
で
も
、
紛
争
や
戦
争
が
な
ぜ

起
き
る
の
か
と
人
が
問
う
の
は
、
原
因
を
特
定

で
き
れ
ば
、
そ
れ
を
取
り
除
き
、
戦
争
を
な
く

す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
、
少
な
く
と

も
減
ら
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思

う
か
ら
で
あ
る
。
戦
争
の
原
因
は
単
一
で
は
な

く
、
そ
の
答
え
は
立
脚
す
る
立
楊
（
学
問
領
域
）

に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
く
る
。
多
く
の
場
合
、
答

宗
教
の
視
点
か
ら
考
え
る
意
義

紛
争
や
戦
争
は
な
ぜ
起
き
る
の
か

ー
宗
教
の
視
点
か
ら
戦
争
の
原
因
と
抑
止
を
考
え
る

ヽ} 

え
は
明
快
な
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
戦
争

の
原
因
を
特
定
で
き
な
く
て
も
、
戦
争
を
抑
止

す
る
た
め
の
エ
夫
は
可
能
で
あ
り
、
本
稿
は
、

宗
教
の
視
点
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
課
題
に
応
え

よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

現
代
世
界
に
お
い
て
紛
争
や
戦
争
が
起
き
た

と
き
、
そ
の
原
因
究
明
に
は
、
国
際
政
治
学
や

安
全
保
障
な
ど
の
専
門
家
が
状
況
を
分
析
し
、

紛
争
の
原
因
や
紛
争
終
結
ま
で
の
見
通
し
を
論

じ
る
こ
と
が
多
い
。
我
々
が
ニ
ュ
ー
ス
メ
デ
ィ

ア
を
通
じ
て
、
大
枇
に
消
骰
し
て
い
る
情
報
は
、

こ
の
種
の
も
の
で
あ
る
。
現
代
で
は
イ
ン
タ
ー

届
志
社
大
学
教
授

一
小
原
克
博

ネ
ッ
ト
を
介
し
て
、
戦
況
を
ほ
ぼ
リ
ア
ル
タ
イ

ム
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
、
戦

争
の
リ
ア
ル
に
近
い
と
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い

が
、
梢
報
と
し
て
伝
え
ら
れ
た
戦
況
は
リ
ア
ル

な
「
自
分
事
」
に
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
大

拙
の
情
報
に
接
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
紛
争
や

戦
争
は
ど
こ
か
「
他
人
事
」
と
な
っ
て
は
い
な

い
だ
ろ
う
か
。

宗
教
の
視
点
か
ら
言
え
る
こ
と
の
一
っ
は
、

人
間
の
暴
力
行
為
や
、
そ
れ
が
組
織
的
に
展
開

さ
れ
る
戦
争
は
、
人
間
の
欲
望
か
ら
出
て
い
る

と
い
う
当
た
り
前
の
事
実
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
み
ず
か
ら
の
暴
力
性
や
際
限
な

い
欲
望
を
冷
静
に
直
視
す
る
こ
と
は
簡
単
で
は

な
い
。
そ
れ
で
も
、
そ
れ
を
洞
察
し
、
制
御
し

よ
う
と
努
力
す
る
中
で
、
こ
の
世
に
あ
る
ど
の

よ
う
な
暴
力
も
欲
望
の
暴
走
も
、
決
し
て
自
分

と
無
関
係
で
は
な
い
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

多
く
の
宗
教
伝
統
の
中
に
は
、
こ
の
よ
う
な
知

恵
が
蓄
梢
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
知
恵
の
一
部
と

し
て
、
リ
ア
ル
と
バ
ー
チ
ャ
ル
を
つ
な
ぐ
力
、

r
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世
代
を
超
え
て
重
要
な
思
想
を
継
承
す
る
力
、

世
界
観
を
構
築
す
る
力
な
ど
に
つ
い
て
後
に
見

て
い
き
た
い
。

戦
争
は
な
ぜ
起
き
る
の
か
。
個
人
に
よ
る
暴

力
と
組
織
的
な
戦
争
と
は
区
別
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
が
、
戦
争
の
起
源
を
探
る
た
め
に
、
動

物
を
含
め
た
暴
力
（
同
種
同
士
の
争
い
）
の
原

因
に
つ
い
て
は
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
。

動
物
の
場
合
、
限
り
あ
る
資
源
の
た
め
に
互

い
に
争
う
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
資
源
と
は
食

物
で
あ
り
交
尾
を
す
る
相
手
で
あ
る
。
み
ず
か

ら
の
生
命
を
維
持
し
、
子
孫
を
残
す
た
め
に
動

物
は
争
う
(
※
l
)。
集
団
を
維
持
す
る
た
め
の

食
を
確
保
す
る
た
め
に
、
人
間
集
団
も
他
の
集

団
を
襲
う
こ
と
が
あ
る
が
、
考
古
学
が
あ
き
ら

か
に
し
て
い
る
の
は
、
人
間
の
場
合
に
は
、
そ

う
し
た
物
質
的
な
も
の
の
た
め
だ
け
で
な
く
、

非
物
質
的
な
も
の
（
思
想
）
の
た
め
に
争
い
が

戦
争
の
原
因
と
戦
争
の
変
化

起
こ
っ
て
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
※
2

）
。

つ
ま
り
、
衣
食
住
が
足
り
て
い
た
と
し
て
も
、

も
っ
と
広
い
領
土
が
欲
し
い
な
ど
の
支
配
欲
は

容
易
に
増
大
す
る
。
そ
し
て
、
為
政
者
は
得
た

領
土
を
防
衛
す
る
た
め
に
外
部
の
敵
と
勇
敢
に

戦
う
こ
と
を
内
部
の
仲
間
に
鼓
舞
す
る
こ
と
に

な
る
。
愛
す
る
家
族
や
仲
間
、
共
同
体
を
守
る

た
め
に
敵
と
戦
う
と
い
う
犠
牲
的
な
行
為
は
、

自
然
な
感
情
の
発
露
と
は
簡
単
に
言
え
ず
、
む

し
ろ
思
想
に
よ
っ
て
強
化
・
拡
張
さ
れ
る
と
い

う
意
味
で
、
思
想
の
産
物
と
し
て
の
側
面
を
も

っ
て
い
る
。

戦
争
と
思
想
の
関
係
を
考
え
る
上
で
、
宗
教

は
膨
大
な
歴
史
的
教
訓
を
与
え
て
く
れ
る
。
政

治
的
な
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
だ
け
で
は
、
人
は
み
ず

か
ら
の
命
を
な
げ
う
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
よ

り
崇
高
な
（
神
聖
な
）
目
的
や
大
義
が
あ
っ
て

こ
そ
、
戦
争
へ
の
大
最
動
員
が
可
能
と
な
る
。

そ
う
し
た
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
分
析
し
戦
争
を
抑
止

す
る
た
め
に
も
、
戦
争
と
宗
教
の
関
係
を
考
察

す
る
こ
と
は
有
益
で
あ
る
。
と
く
に
今
日
の
テ

ろ
！ ロ

や
紛
争
に
は
一
神
教
が
関
係
し
て
い
る
こ
と
辺

が
多
く
、
拙
著
（
※
3

）
を
参
照
し
て
い
た
だ

き
た
い
。
宗
教
思
想
が
敵
・
味
方
の
二
分
法
に

陥
り
急
進
化
し
て
い
く
と
き
、
テ
ロ
や
戦
争
す

ら
積
極
的
に
正
当
化
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
は
、
今
後
の
戦
争
を
考
え
る
上
で
も

大
切
な
視
点
と
し
て
、
戦
争
の
バ
ー
チ
ャ
ル
化

を
取
り
上
げ
た
い
。
動
物
と
異
な
り
人
間
が
思

想
的
な
理
由
か
ら
争
い
を
起
こ
す
の
は
、
人
間

が
高
度
な
言
語
能
力
を
持
ち
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な

共
同
体
を
生
み
出
す
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
と
関

係
し
て
い
る
。
言
語
に
よ
っ
て
、
自
分
自
身
が

経
験
し
て
い
な
い
こ
と
を
仲
間
か
ら
聞
く
こ
と

が
で
き
る
だ
け
で
な
く
、
五
感
で
は
認
知
で
き

な
い
架
空
の
も
の
す
ら
共
有
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
そ
れ
は
ハ
ラ
リ
が
次
の
よ
う
に
語
る
通

り
で
あ
る
。

伝
説
や
神
話
、
神
々
、
宗
教
は
、
認
知
革
命
に
伴

っ
て
初
め
て
現
れ
た
。
そ
れ
ま
で
も
、
「
気
を
つ
け

ラ
イ
オ
ン
だ
！
」
と
言
え
る
動
物
や
人
類
種
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は
多
く
い
た
。
だ
が
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
認
知
革

命
の
お
か
げ
で
、
「
ラ
イ
オ
ン
は
わ
が
部
族
の
守
護

霊
だ
」
と
言
う
能
力
を
獲
得
し
た
。
虚
構
、
す
な
わ

ち
架
空
の
事
物
に
つ
い
て
語
る
こ
の
能
力
こ
そ
が
、

サ
ピ
エ
ン
ス
の
言
語
の
特
徴
と
し
て
異
彩
を
放
っ

て
い
る
。
(
※
4
)

国
家
も
、
こ
こ
で
い
う
「
架
空
の
事
物
」
に

他
な
ら
な
い
。
言
語
は
バ
ー
チ
ャ
ル
な
共
同
体

を
生
み
出
し
た
だ
け
で
な
く
、
高
度
な
言
語
作

業
の
産
物
と
し
て
精
緻
な
技
術
を
も
生
み
出
し

た
。
武
器
も
そ
の
ー
つ
で
あ
る
が
、
武
器
の
進

化
は
、
戦
争
の
バ
ー
チ
ャ
ル
化
を
も
た
ら
す
こ

と
に
な
っ
た
。
自
分
の
手
を
使
っ
て
相
手
を
殺

傷
す
る
武
器
（
刀
剣
な
ど
）
か
ら
、
相
手
の
顔

を
見
る
こ
と
な
く
殺
傷
で
き
る
銃
器
、
さ
ら
に

は
相
手
の
存
在
す
ら
知
る
こ
と
な
く
大
最
の
殺

傷
を
可
能
に
す
る
ミ
サ
イ
ル
に
至
る
ま
で
、
武

器
の
高
度
化
は
殺
傷
の
リ
ア
ル
を
希
薄
に
し
、

戦
争
を
バ
ー
チ
ャ
ル
な
も
の
へ
と
変
え
て
い
っ

た
。
自
分
の
手
で
相
手
を
殺
す
こ
と
は
、
普
通

未
来
の
平
和
の
た
め
に

い
ま
、
考
え
る
べ
き
こ
と

の
人
に
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
、
バ
ー
チ
ャ

ル
な
戦
争
の
中
で
は
、
特
別
な
訓
練
を
受
け
て

い
な
い
普
通
の
人
で
も
、
大
最
の
人
を
殺
す
こ

と
が
可
能
と
な
る
。

虚
構
の
力
、
バ
ー
チ
ャ
ル
な
力
は
、
物
質
的

な
制
約
を
超
え
る
可
能
性
を
人
類
に
与
え
た
が
、

同
時
に
、
そ
れ
が
リ
ア
ル
か
ら
遊
離
し
て
暴
走

す
る
と
き
、
と
て
つ
も
な
い
暴
虐
を
生
み
出
し

て
き
た
こ
と
に
も
十
分
な
注
意
が
必
要
で
あ
る

（
昨
今
の
カ
ル
ト
問
題
は
そ
の
典
型
で
あ
る
）
。

リ
ア
ル
と
バ
ー
チ
ャ
ル
の
間
を
行
き
来
す
る
作

法
を
示
し
て
き
た
宗
教
の
知
恵
と
負
の
教
訓
の

中
か
ら
、
問
題
解
決
の
糸
口
を
探
る
こ
と
は
可

能
だ
ろ
う
。

今
後
起
こ
り
得
る
争
い
や
戦
争
を
予
見
で
き

な
い
ま
で
も
、
そ
れ
を
抑
止
す
る
た
め
に
長
期

的
な
視
点
で
取
り
組
む
べ
き
課
題
は
あ
る
。
そ

れ
を
宗
教
の
知
見
を
交
え
て
提
起
し
た
い
。

第
一
に
、
過
剰
な
人
間
中
心
主
義
の
克
服
で

あ
る
。
人
間
も
他
の
動
物
と
同
様
、
生
存
の
た

め
の
食
物
や
生
活
環
境
な
し
に
は
生
き
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
人
間
中
心
的
な
欲
望
の
肥
大
化

が
、
地
球
環
境
や
生
態
系
に
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ

を
も
た
ら
し
、
結
果
的
に
、
人
間
の
食
や
住
に

対
し
悪
影
蓉
を
及
ぼ
し
て
い
る
。
水
や
食
を
安

定
的
に
得
ら
れ
な
く
な
る
と
、
地
域
紛
争
や
戦

争
が
起
き
る
可
能
性
は
高
く
な
る
。
物
質
的
な

も
の
を
め
ぐ
っ
て
戦
争
が
起
き
て
き
た
こ
と
は

先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
人
間

が
生
き
物
で
あ
る
限
り
、
変
わ
る
こ
と
は
な
い
。

か
つ
て
と
違
う
の
は
、
地
球
環
境
全
体
に
影
響

を
及
ぼ
す
よ
う
に
な
っ
た
人
類
は
、
そ
れ
に
対

し
て
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
と
地
球
環
境
（
自

然
）
と
を
一
体
的
に
考
え
る
世
界
観
や
価
値
観

が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
今
後
、
宇
宙
開
発
（
ま

ず
は
月
面
開
発
）
が
本
格
化
し
て
き
た
と
き
、

地
上
に
あ
る
覇
権
主
義
的
な
思
想
が
月
面
で
抑

止
さ
れ
る
と
は
考
え
に
く
い
。
長
期
的
に
は
、
改
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地
球
に
と
ど
ま
ら
ず
、
宇
宙
も
視
野
に
入
れ
た

新
た
な
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
（
世
界
観
・
宇
宙
観
）

が
戦
争
抑
止
の
た
め
に
必
要
と
な
る
。

第
二
に
、
戦
争
抑
止
の
た
め
の
世
代
間
倫
理

を
醸
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
在
世
代
の
作

為
・
不
作
為
が
未
来
世
代
に
大
き
な
影
蓉
を
及

ぽ
す
こ
と
か
ら
、
環
境
問
題
へ
の
対
応
の
中
で

世
代
間
倫
理
の
必
要
性
が
訴
え
ら
れ
て
き
た
。

世
代
を
超
え
た
戦
争
記
憶
の
継
承
は
困
難
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
長
期
的
な
視
点
で
取
り
組
ま
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
り
、
戦
争
経
験
者

の
個
別
の
記
憶
を
集
合
的
記
憶
と
し
て
歴
史
の

風
雪
に
耐
え
る
も
の
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
古
い
教
え
や
経
験
を
、
教
義
や
儀
礼

を
通
じ
て
身
体
化
し
、
世
代
を
つ
な
い
で
継
承

し
て
き
た
宗
教
は
、
こ
の
点
で
、
ユ
ニ
ー
ク
な

貢
献
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
国
中
心
主

義
を
超
え
て
い
く
こ
と
も
、
戦
争
抑
止
の
た
め

の
記
憶
の
倫
理
に
は
必
要
と
な
る
が
、
そ
う
し

た
準
備
が
で
き
て
い
る
か
ど
う
か
も
、
真
躁
に

問
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

第
三
に
、
自
然
・
人
間
・
人
工
物
の
間
の
平

和
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。
現
代
人
の
志
向

性
や
価
値
判
断
の
多
く
は
技
術
に
よ
っ
て
媒
介

さ
れ
て
お
り
、
人
間
は
純
粋
な
意
味
で
自
律
的

存
在
で
あ
る
と
は
も
は
や
言
え
な
い
。
た
と
え

ば
、
人
工
知
能
や
ド
ロ
ー
ン
は
、
民
生
利
用
も

軍
事
利
用
も
可
能
な
デ
ュ
ア
ル
・
ユ
ー
ス
な
技

術
で
あ
り
、
近
未
来
社
会
の
平
和
を
考
え
る
際
、

人
間
と
技
術
を
単
純
に
切
り
分
け
て
、
技
術
は

正
し
く
使
う
べ
き
だ
と
い
う
論
理
だ
け
で
は
、

技
術
が
人
間
の
活
動
や
梢
神
に
も
た
ら
す
影
響

力
を
正
し
く
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

か
つ
て
は
自
然
と
人
工
物
は
二
分
法
的
に
区

分
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
技
術
革
新
に
よ
り
、

あ
い
ま
い

自
然
と
人
工
物
の
区
分
が
曖
昧
に
な
る
傾
向
が

近
年
見
ら
れ
る
（
人
工
知
能
研
究
は
そ
の
典

型
）
。
近
未
来
に
お
い
て
、
人
間
の
知
能
や
欲
望

が
い
ま
以
上
に
人
工
物
に
依
存
す
る
こ
と
は
十

分
予
想
で
き
る
。
伝
統
的
に
宗
教
は
、
人
間
と

自
然
の
関
係
に
関
心
を
向
け
て
き
た
が
、
い
ま

や
、
人
工
物
と
の
関
係
も
無
視
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
人
工
物
が
人
間
の
暴
力
性
に
新
し
い
犯

次
元
を
付
け
加
え
る
と
す
る
な
ら
、
人
工
物
に

よ
り
媒
介
さ
れ
た
暴
力
性
と
紛
争
を
視
野
に
入

れ
る
こ
と
の
で
き
る
、
新
し
い
形
の
平
和
を
模

索
す
る
必
要
が
あ
る
。

以
上
、
動
物
を
含
む
、
太
古
よ
り
の
争
い
の

起
源
を
論
じ
つ
つ
、
未
来
の
戦
争
の
形
に
つ
い

て
も
考
え
て
き
た
。
個
人
も
社
会
も
、
争
い
の

火
種
（
戦
争
の
原
因
）
を
内
部
に
抱
え
て
い
る

こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
大
事
だ
が
、
そ
れ
が

わ
か
っ
た
と
し
て
も
、
簡
単
に
そ
れ
ら
を
除
去

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
不
都
合
な

現
実
か
ら
目
を
そ
ら
す
こ
と
な
く
、
長
期
的
な

視
点
か
ら
、
ね
ば
り
強
い
対
応
を
し
て
い
く
た

め
に
、
功
罪
合
わ
せ
も
つ
宗
教
の
歴
史
か
ら
学

べ
る
も
の
は
多
く
あ
る
だ
ろ
う
。
す
べ
て
の
人

間
は
単
純
に
善
で
も
な
け
れ
ば
悪
で
も
な
い
。

人
間
が
持
つ
「
光
」
の
部
分
と
「
闇
」
の
部
分

が
合
わ
せ
持
つ
複
雑
さ
を
、
宗
教
は
「
レ
ン
ズ
」

の
よ
う
に
照
ら
し
出
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。


