
関
法

第
二
九
巻
第
三
号

第
一
章
日
米
安
保
条
約
の
分
析

第
一
節
一
九
五
一
年
の
日
米
安
保
条
約

第
一
款
国
際
監
視
委
員
会

第
二
款
個
別
的
安
全
保
障
措
置

〔
以
上
第
十
巻
第
五
号
所
載
]

第
二
節
一
九
六

0
年
の
日
米
安
保
条
約

第
一
款
自
助
と
相
互
援
助

第

二

款

事

前

協

議〔
以
上
第
十
一
巻
第
一
号
所
載
〕

第

三

款

内

乱

条

項

第

四

款

経

済

協

力

第
五
款
国
際
連
合
憲
章
と
の
関
係

第

六

款

条

約

期

限〔
以
上
第
十
一
巻
第
一
-
l
•四
・
五
合
併
号
所
載
〕

第
二
章
日
本
国
民
の
防
衛
意
識
（
一
九
六
八
ー
一
九
七
八
）

第
一
節
日
米
安
保
条
約
へ
の
評
価

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

堀

¥＼‘ 
I

I

 
堅 （

三
六
八
）

士



持
つ

34 

第
二
節
自
衛
隊
へ
の
評
価

第
三
節
日
本
国
憲
法
第
九
条
へ
の
評
価

第
四
節
国
際
情
勢
へ
の
評
価

朝
日
新
聞
社
で
は
一
九
七
八
年
十
月
十
二
日
、
十
三
日
の
両
日
に
わ
た
っ
て
防
衛
問
題
に
つ
い
て
の
全
国
世
論
調
査
を
行
っ
た
。

こ
の
調
査
の
回
答
対
象
者
は
、
全
国
約
七
九

0
0万
人
の
有
権
者
の
中
か
ら
選
ん
だ
三

0
0
0名
で
、
学
生
調
査
員
が
直
接
面
接
し
て

実
施
し
た
。
そ
の
標
本
（
回
答
者
）
の
選
出
方
法
は
、
層
化
無
作
為
二
段
抽
出
方
式
。
全
国
の
市
区
町
村
を
都
市
規
模
、
産
業
な
ど
で
分

類
し
、

さ
ら
に
各
市
区
町
村
の
投
票
区
を
住
宅
地
域
、
商
工
業
地
域
、
農
漁
業
地
域
な
ど
の
特
性
に
よ
っ
て
三
四
八
層
に
分
け
た
上
で
、

無
作
為
に
各
層
か
ら
一
投
票
区
ず
つ
抽
出
し
て
、

不
在
と
か
回
答
拒
否
な
ど
の
た
め
回
答
の
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
四
八
一
名
。
有
効
回
答
率
は
八
四
％
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
十
一
月
一
日
の
朝
日
新
聞
に
よ
れ
ば
、
そ
の
調
査
の
結
果
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。

〈
質
問
1
〉

〈
あ
な
た
は
、

日
米
安
保
条
約
へ
の
評
価

日
本
の
国
を
守
る
こ
と
、
言
い
か
え
る
と
、

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

は
四
捨
五
入
の
結
果
1
％
に
満
た
な
か
っ
た
も
の
）

第
一
節

八
九

（
三
六
九
）

そ
の
投
票
区
の
選
挙
人
名
簿
か
ら
回
答
者
を
選
出
し
た
。

日
本
の
防
衛
問
題
に
日
ご
ろ
関
心
を
お
持
ち
で
す
か
。

第
二
章
日
本
国
民
の
防
衛
意
識
（
一
九
六
八
ー
一
九
七
八
）

（
な
お
数
字
は
％
を
示
し
、

0
と
あ
る
の



こ
の
よ
う
に
、

答
え
な
い

一
九
六
八
年
に
は
「
持
つ
」
「
多
少
持
つ
」
の
合
計
が
68
％
に
対
し
て
、

3
〉

持
た
ぬ

29 

多
少
持
つ

31 

〈
持
つ

37 

ま、
,
9
,
 

第
二
九
巻
第
三
号

そ
の
他
の
答
え

「
持
た
な
い
」
が
29
％
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ

「
あ
な
た
は
、
日
本
の
防
衛
問
題
に

一
九
七
八
年
十
月
の
時
点
で
の
「
日
本
の
国
を
守
る
こ
と
」
に
対
す
る
日
本
国
民
の
'
|
ー
正
確
に
言
え
ば
日
本
の
有
権
者
の
1

関
心

「
持
つ
」
が

3
4
%、
こ
れ
に
「
多
少
持
つ
」
の
26
％
を
加
え
る
と
合
計
60
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

（
三
七

0
)

朝
日
新
聞
社
で
は
、
十
年
前
の
一
九
六
八
年
十
二
月
九
日
、
十
日
の
両
日
に
も
同
じ
層
化
無
作
為
二
段
抽
出
方
式
で
、
全
国
約
六
八
〇

0
万
人
の
有
権
者
の
中
か
ら
選
ん
だ
三

0
0
0名
に
対
し
て
、
同
じ
く
防
衛
問
題
に
つ
い
て
の
世
論
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

不
在
と
か
回
答
拒
否
な
ど
の
た
め
回
答
の
得
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
四
五
八
名
。
有
効
回
答
率
は
八
五
％
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
調
査

結
果
は
、
翌
一
九
六
九
年
一
月
五
日
の
朝
日
新
聞
紙
上
に
発
表
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

日
ご
ろ
か
ら
関
心
を
お
持
ち
で
す
か
」
と
い
う
同
じ
質
問
に
対
し
て
、
答
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

答
え
な
い

3
〉

ー

持
た
な
い

36 

多
少
持
つ 関

法

26 

「
持
た
な
い
」
が
36
％
で
あ
る
。

九
〇



て
宣
言
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
自
存
権
」
に
関
連
し
て
い
る
。

他
の
―
つ
は
、

の
十
年
間
に
日
本
国
民
の
「
国
を
守
る
こ
と
」
に
対
す
る
関
心
度
は
7
％
乃
至
は
8
％
低
下
し
た
こ
と
に
な
る
。

個
人
と
し
て
の
「
人
間
」
は
、
個
体
保
存
本
能
を
持
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
国
内
法
的
に
は
「
生
存
権
」
と
「
正
当
防
衛
権
」
と
が
是

認
さ
れ
、
国
際
法
的
に
は
「
自
存
権
」

(right
o
f
 self,preservation: 
Selbsterhaltungsrecht: droit 
d
e
 c
o
n
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 d
e
 soi, 

(right 
of self,defence: 
R
e
c
h
t
 d
e
r
 N
o
t
w
e
h
r
:
 
droit 
d
e
 
legitime 
d
e
f
e
n
s
e
)
 

い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
関
連
し
て
、

日
本
国
憲
法
前
文
に
も
「
生
存
」
と
い
う
語
句
が
ニ
カ
所
に
あ
る
。

「
平
和
を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し
て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ
う
と
決
意
し
た
」
と
い

う
場
合
の
「
生
存
」
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
『
わ
れ
ら
の
生
存
』
と
は
、

日
本
国
民
に
も
「
生
存
権
」
が
あ
り
、

「
自
存
権
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
宣
言
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
『
わ
れ
ら
の
安
全
』
と
は
、

が
あ
り
、

ひ
い
て
は
日
本
国
家
に
も
「
自
衛
権
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
宜
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

九

ひ
い
て
は
日
本
国
家
に
も

日
本
国
民
に
も
「
正
当
防
衛
権
」

「
全
世
界
の
国
民
が
恐
怖
と
欠
乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
」
と
い

う
場
合
の
「
生
存
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
『
恐
怖
』
は
「
正
当
防
衛
権
」
と
「
自
衛
権
」
に
関
連
し
、

「
生
存
権
」
と

こ
の
よ
う
に
、
日
本
国
憲
法
の
そ
の
前
文
に
お
い
て
1

わ
れ
ら
日
本
国
民
は
、
そ
の
「
生
存
権
」
と
「
自
存
権
」
に
関
し
て
は
、
平
和

を
愛
す
る
諸
国
民
の
公
共
と
信
義
に
信
頼
し
、
全
世
界
の
国
民
と
共
に
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
こ
と
を
願
望
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
万

、、

一
、
平
和
を
愛
し
な
い
諸
国
民
の
「
不
公
正
」
と
「
不
信
義
」
に
よ
っ
て
、
平
和
が
破
ら
れ
、
わ
れ
ら
の
上
に
武
力
攻
撃
が
加
え
ら
れ
た

な
ら
ば
、
わ
れ
ら
も
ま
た
「
正
当
防
衛
権
」
と
「
自
衛
権
」
と
を
行
使
す
る
決
意
が
あ
る
の
だ
と
、

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

そ
の
―
つ
は
、

m
~
m
e
)と
「
自
衛
権
」

日
本
国
民
は
全
世
界
の
国
民
に
向
っ

（
三
七
一
）

『
欠
乏
』

は
と
が
肯
定
さ
れ
て



の
で
あ
る
。

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

答
え
な
い

平
和
憲
法

し
た
カ
ー
ド
の
中
か
ら
―
つ
選
ん
で
も
ら
う
）

そ
し
て
、

第
二
九
巻
第
三
号

「
防
衛
問
題
」
と
い
う
の
は
、

そ
の
う
ち
の
「
正
当
防
衛
権
」
と
「
自
衛
権
」
に
関
連
す
る
問
題
な
の
で
あ
り
、

、
、
、
、
、
、
、
、

如
何
な
る
意
味
に
お
い
て
も
「
自
存
権
」
と
「
自
衛
権
」
と
は
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。

〈
質
問
2
〉

日
米
安
保
条
約

〈
日
本
が
戦
後
三
十
年
以
上
も
平
和
だ
っ
た
の
は
、
主
と
し
て
ど
ん
な
理
由
に
よ
る
と
思
い
ま
す
か
。

悲
惨
な
戦
争
体
験

地
理
的
な
条
件

米
ソ
の
力
関
係

国
民
の
努
力

そ
の
他
の
答
え

現
在
が
『
平
和
』
で
あ
る
理
由
と
し
て
、

ま
さ
に
、

（
三
七
二
）

（
回
答
を
記
入
-

回
答
者
の
29
％
が
選
ん
だ
カ
ー
ド
が
「
悲
惨
な
戦
争
体
験
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
象
徴
的
で

「
戦
争
に
負
け
た
か
ら
良
か
っ
た
」
ー
ー
—
と
い
う
こ
の
日
本
国
民
の
意
識
は
国
際
的
常
識
か
ら
す
れ
ば
異
常
な

関
法

5
〉

2
 

19 8
 

17 2
 

29 18 

九



こ
の
『
悲
惨
な
戦
争
体
験
の
お
か
げ
で
、
日
本
は
現
在
平
和
な
の
だ
』
と
い
う
カ
ー
ド
と
、

法
の
お
か
げ
で
、

日
本
は
現
在
平
和
な
の
だ
』
と
い
う
カ
ー
ド
の
合
計
は
46
％
で
あ
っ
て
、
半
数
に
近
い
日
本
国
民
が
今
日
な
お
、
抽
象

画
と
し
て
の
『
平
和
の
小
鳩
』
の
気
分
に
酔
い
し
れ
、
後
向
き
の
姿
勢
で
『
平
和
』
を
謳
歌
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

何
故
な
ら
「
悲
惨
な
戦
争
体
験
」
な
る
も
の
も
、

い
う
観
念
論
的
な
姿
勢
に
お
い
て
で
は
な
く
）
、
日
本
国
民
が
そ
れ
ら
を
現
実
の
「
日
米
安
保
条
約
」
や
そ
の
「
地
理
的
な
条
件
」
や
「
米

ソ
の
力
関
係
」
の
中
で
ど
の
よ
う
に
生
か
し
て
使
う
か
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

で
あ
る
と
考
え
る
日
本
国
民
の
数
は
少
い
ー
|
'
「
日
米
安
保
条
約
の
お
か
げ
で
、

か
げ
で
、
日
本
は
平
和
な
の
だ
」

8
%、

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
外
的
要
因
、
そ
れ
ら
の
具
体
的
な
国
際
関
係
の
今
日
的
バ
ラ
ン
ス
こ
そ
が
．
今
日
の
日
本
の
平
和
の
よ
り
ど
こ
ろ

日
本
は
平
和
な
の
だ
」

1
8
%、

ま
し
て
「
国
民
の
主
体
的
な
努
力
の
お
か
げ
で
、

日
本
国
民
が
平
和
維
持
の
た
め
に
積
極
的
に
努
力
し
な
く
と
も
、
平
和
な
の
だ
と
い
う
認
識
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
で
は
他

人
か
ら
『
与
え
ら
れ
た
平
和
』
で
あ
り
、

あ
り
、
奴
隷
の
そ
れ
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
「
主
人
」
の
手
で
何
時
で
も
取
り
上
げ
ら
れ
る
可
能
性
の
あ
る
『
平
和
』
な
の
で
あ
る
。

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

も
、
そ
れ
は
全
体
の
28
％
に
す
ぎ
な
い
。

い
わ
ゆ
る
「
悲
惨
な
戦
争
体
験
」
も
、

い
わ
ゆ
る
「
平
和
憲
法
」
も
、

一
十
余
年
も
昔
に
生
起
し
た
―
つ
の
現
象
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、

「
平
和
憲
法
」
な
る
も
の
も
、

「
地
理
的
な
条
件
の
お
か
げ
で
、

九一

『
敗
戦
の
結
果
生
れ
た
平
和
憲

た
だ
そ
れ
だ
け
な
ら
、
そ
れ
は
過
去
の
産
物
で
あ
り
、

（
単
な
る
過
去
の
戦
争
へ
の
反
省
に
平
和
の
要
因
を
求
め
る
と

日
本
は
平
和
な
の
だ
」

2
％
の
三
つ
の
カ
ー
ド
を
合
計
し
て

日
本
は
平
和
な
の
だ
」
と
考
え
て
い
る
日
本
国
民
の
数
は
、
更
に
少
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
を
『
奴
隷
の
平
和
』
と
外
国
人
は
呼
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、

「
米
ソ
の
力
関
係
の
お

そ
れ
が
与
え
ら
れ
た
も
の
で

（
三
七
三
）



傘」
答
え
な
い

そ
の
他
の
答

な
っ
て
い
な
い

〈
な
っ
て
い
る

31〉 7
 

29 33 

前
回
一
九
六
八
年
の
世
論
調
査
で
は
、

答
え
な
い

14〉 2
 

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

22 

た
め
に
な
っ
て
い
な
い

13 

た
め
に
な
っ
て
い
る

た
め
に
な
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
か
。

〈
質
問
3
〉 関

法

第
二
九
巻
第
三
号

そ
の
他
の
答
え

〈
日
本
が
ア
メ
リ
カ
と
結
ん
で
い
る
安
保
条
約
は
、

単
に
こ
れ
だ
け
を
見
る
と
、

日
本
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
。
そ
れ
と
も
日
本
の

「
日
米
安
保
体
制
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

（
三
七
四
）

日
本
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
。
そ
れ

と
も
、
日
本
の
た
め
に
な
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
同
じ
質
問
に
対
し
て
、
そ
の
答
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

「
日
米
安
保
条
約
は
日
本
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
日
米
安
保
体
制
肯
定
派
が
33
％
か
ら
4
9
％
に

増
加
し
、
反
対
に
日
米
安
保
体
制
否
定
派
は
29
％
か
ら
13
％
に
減
少
し
て
い
る
の
で
、

へ
の
信
頼
度
は
こ
の
十
年
間
に
強
く
な
っ
た
よ
う
に
思
え
る
。

49 

日
本
国
民
の
「
在
日
米
軍
」
・
「
ア
メ
リ
カ
の
核
の

九
四



そ
の
他
の
答

そ
う
は
思
わ
な
い

と
も
、

〈
守
っ
て
く
れ
る

さ
て
、

一
九
六
八
年
の
世
論
調
査
で
は
、

6
 

51 24 

気
で
日
本
を
守
っ
て
く
れ
る
な
ど
と
は
思
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、

「
い
ざ
と
い
う
場
合
」
、

答
え
な
い

6
〉

ー 8
 

そ
う
は
思
わ
な
い

56 

〈
質
問
4
〉

守
っ
て
く
れ
る

そ
の
他
の
答
え

る
の
で
あ
る
。

20 

〈
い
ざ
と
い
う
場
合
、

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

ア
メ
リ
カ
は
本
気
で
日
本
を
守
っ
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
か
。
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
か
。

ヽ

つ
ま
り
外
国
か
ら
武
力
攻
撃
が
あ
っ
た
場
合
に
、
「
ア
メ
リ
カ
は
本
気
で
日
本
を
守
っ
て
く
れ
る
」
と
す
べ
て

の
日
本
国
民
が
期
待
し
て
、
こ
の
日
米
安
保
体
制
を
維
持
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
は
、
単
な
る
幻
想
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

そ
の
現
実
は
、
こ
の
世
論
調
査
の
結
果
で
も
判
明
し
た
よ
う
に
、

「
い
ざ
と
い
う
場
合
、

そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
同
じ
質
問
に
対
し
て
、

日
本
国
民
の
56
％
が
、

「
答
え
な
い
」
の
16
％
を
加
え
る
と
、

ア
メ
リ
カ
は
本
気
で
日
本
を
守
っ
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
か
。
そ
れ

そ
の
答
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

九
五

そ
の
合
計
は
72
％
に
も
達
す

（
三
七
五
）

「
い
ざ
と
い
う
場
合
」
に
、
ア
メ
リ
カ
が
本



い
う
場
合
、

え
て
お
り
、

そ
れ
で
は
、

第
二
九
巻
第
三
号

「
ア
メ
リ
カ
が
本
気
で
日
本
を
守
っ
て
く
れ
る
」
と
い
う
対
米
信
頼
派
が
、
こ
の
十
年
間
に
24
％
か
ら
20
％
へ

「
外
国
か
ら
武
力
攻
撃
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
は
、

「
ア
メ
リ
カ
は
日
本
を
放
棄
す
る
」
と
い
う
対
米
不
信
派
が
、

51
％
か
ら
56
％
へ

4
％
も
増
加
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
前
の
質
問
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
よ
う
な
「
在
日
米
軍
」

ア
メ
リ
カ
は
日
本
列
島
を
放
棄
す
る
に
違
い
な
い
」

を
守
る
も
の
か
」
と
い
う
の
が
、
実
は
、
今
日
の
日
本
国
民
の
過
半
数
の
5
6
%、
或
は
大
部
分
の
72
％
の
見
解
な
の
で
あ
り
、

ア
メ
リ
カ
が
本
気
で
日
本
を
守
っ
て
く
れ
る
」
と
今
日
な
お
信
じ
て
い
る
日
本
国
民
は
全
体
の
20
％
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、

、
、
、
、

つ
ま
り
外
国
か
ら
武
力
攻
撃
が
あ
っ
た
場
合
に
は
、
日
本
国
民
の
圧
倒
的
多
数
が

「
有
事
の
際
に
は
」
、

ー
米
軍
に
よ
る
保
護
を
期
待
す
る
ど
こ
ろ
か
ー
逆
に
、
米
軍
を
捨
て
、

『
自
由
ベ
ト
ナ
ム
』
で
、

ア
メ
リ
カ
か
ら
「
離
反
」
す
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
暗
示

〈
日
本
が
ア
メ
リ
カ
と
結
ん
で
い
る
安
保
条
約
は
、

日
本
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
、
そ
れ

と
も
日
本
の
た
め
に
な
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
か
〉
|
ー
_
に
対
し
て
は
、
日
本
国
民
の
49
％
が
「
日
本
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
」
と
答

「
日
本
の
た
め
に
な
っ
て
い
な
い
」
と
答
え
た
者
は
、
わ
ず
か
13
％
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。

い
っ
た
い
日
本
国
民
に
と
っ
て
、
「
日
米
安
保
体
制
」
と
は
何
な
の
か
。

1

日
本
国
民
は
、
こ
の
体
制
に
何
を
期
待
し
て
い
る
の
か
。
日
本
国
民
が
、
こ
の
条
約
か
ら
期
待
し
て
い
る
「
利
益
」
と
い
う
の
は
、
実

は
、
そ
の
本
筋
と
し
て
の
「
い
ざ
と
い
う
場
合
に
」
ア
メ
リ
カ
が
本
気
で
日
本
を
守
っ
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
、

そ
れ
で
い
て
〈
質
問

3
〉

つ
ま
り
有
事
の
際
に
、

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
或
る
朝
、
突
然
に
』
、

『
自
由
イ
ラ
ン
』
で
、
そ
れ
が
起
っ
た
よ
う
に
|
—
°

そ
れ
は
「
い
ざ
と
い
う
場
合
」

「
い
ざ
と

「
ア
メ
リ
カ
が
本
気
で
日
本

日
本
国
民
の
信
頼
度
の
増
大
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。

「
ア
メ
リ
カ
の
核
の
傘
」
に
対
す
る

4
％
も
減
少
し
て
お
り
、
逆
に
「
い
ざ
と
い
う
場
合
」

「
い
ざ
と
い
う
場
合
」

答
え
な
い 関

法

9
〉

ー

九
六

（
三
七
六
）



両
方
の
意
味
が
あ
る

ア
メ
リ
か
の
た
め

23 54 8
 

見
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
は
、
ど
ち
ら
の
意
見
に
賛
成
で
す
か
。

「
利
益
」
を
得
る
少
数
の
「
え
ら
い
人
た
ち
」

そ
の
駐
留
す
る
国
の
国
民
か
ら
信
頼
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

九
七

た
だ
、
そ
の
外
国
軍
の
駐
留
か
ら
汚
い

(

1

)

 

「
財
産
」
が
保
護
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

「
い
ざ
と
い
う
場
合
、
日
本
は
本
気
で
ア
メ
リ
カ
を
守
る
こ
と
は
出
来
な
い
J

「
お
互
に
狸
と
狐
の
だ
ま
し
合
い
を
や
っ
て
い
る
だ
け
だ
」
と
、
大
部
分
の
日
本
国
民
は
心
の
中
で
算
盤
を

は
じ
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
心
の
底
か
ら
の
「
対
米
従
属
派
」
・
「
向
米
一
辺
倒
派
」
は
、

も
平
和
だ
っ
た
の
は
、
主
と
し
て
ど
ん
な
理
由
に
よ
る
と
思
い
ま
す
か
〉
ー
ー
＇
に
対
し
て
、

に
対
し
て
、

〈
い
ざ
と
い
う
場
合
、

ア
メ
リ
カ
は
本
気
で
日
本
を
守
っ
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
か
〉
ー

「
ア
メ
リ
カ
は
本
気
で
日
本
を
守
っ
て
く
れ
る
と
思
う
」
と
答
え
た
20
％
の
日
本
国
民
だ
け
な
の
で
あ
る
。

如
何
な
る
外
国
の
軍
隊
で
も
、

せ
か
け
だ
け
の
歓
迎
で
あ
る
。
十
年
前
の
一
九
六
八
年
の
世
論
調
査
の
結
果
、
す
で
に
次
の
よ
う
な
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
た
。

＾
い
ま
安
保
条
約
に
も
と
づ
い
て
、
日
本
の
本
土
に
は
ア
メ
リ
カ
軍
が
い
ま
す
が
、
こ
の
ア
メ
リ
カ
軍
は
「
日
本
か
ら
頼
ま
れ
て
日
本

を
守
っ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
意
見
と
「
実
際
に
は
ア
メ
リ
カ
の
た
め
に
戦
後
の
占
領
か
ら
引
続
き
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
意

日
本
を
守
る
た
め

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

（
マ
タ
イ
ニ
0
|
2
5
)
だ
け
が
、
そ
の
外
国
軍
を
歓
迎
す
る
に
す
ぎ
な
い
し
、
そ
れ
も
見

（
三
七
七
）

る
」
と
答
え
た

1
8
%、
或
は
〈
質
問

4
〉

っ
て
く
れ
る
は
ず
は
な
い
」

「
そ
れ
は
、
日
米
安
保
条
約
の
お
か
げ
で
あ

〈
質
問

2
〉
〈
日
本
が
戦
後
三
十
年
以
上

「
い
ざ
と
い
う
場
合
、
ア
メ
リ
カ
が
本
気
で
日
本
を
守

在
日
米
軍
に
よ
っ
て
日
本
国
民
の
「
生
命
」



答
え
な
い

そ
の
他
の
答

＾
い
ま
日
本
の
本
土
に
い
る
ア
メ
リ
カ
軍
と
そ
の
基
地
は
、

そ
の
他
の
答

＾
軍
事
基
地
が
あ
る
と
、
飛
行
機
の
騒
音
や
事
故
、
風
紀
の
問
題
な
ど
で
、
住
民
に
迷
惑
は
か
か
る
が
「
日
本
の
国
を
守
る
た
め
だ
か

ら
、
が
ま
ん
す
べ
き
だ
」
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
。
•
あ
な
た
は
、
・
讃
成
で
す
か
。
反
対
で
す
か
。

迷
惑
の
程
度
に
よ
る

そ
の
他
の
答

反
対

8
>
 

2
 

18 59 

讃
成

13 

答
え
な
い

1
4
>
 

2
 

必
要
な
い

56 

必
要

す
か
。 答

え
な
い 関

法

第
二
九
巻
第
三
号

28 1
4
>
 

ー

日
本
の
国
を
守
る
た
め
に
必
要
だ
と
思
い
ま
す
か
。
必
要
な
い
と
思
い
ま

九
八

（
三
七
八
）



答
え
な
い

そ
の
他
の
答

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

1
5
>
 

6
 

危
険

67 

安
心

12 

り
ま
す
。
あ
な
た
は
、
ど
ち
ら
の
意
見
に
讃
成
で
す
か
。

そ
の
他
の
答

一
方
「
ア
メ
リ
カ
の
核
の
カ
サ
に
は
い
る
こ
と
は
、
核
戦
争
に
ま
き
こ
ま
れ
る
恐
れ
も
あ
っ
て
、

＾
「
原
水
爆
な
ど
の
核
兵
器
を
た
く
さ
ん
持
っ
て
い
る
ア
メ
リ
カ
が
、

答
え
な
い

1
4
>
 

ー

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

21 

役
立
っ
て
い
な
い

45 

役
立
っ
て
い
る

19 

九
九

＾
日
本
本
土
の
ほ
か
に
、
沖
縄
に
も
ア
メ
リ
カ
軍
が
い
ま
す
が
、
沖
縄
の
ア
メ
リ
カ
軍
は
、
日
本
の
国
を
守
る
の
に
役
立
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
か
。
役
立
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
か
。

か
え
っ
て
危
険
だ
」
と
い
う
意
見
が
あ

日
本
を
守
っ
て
い
る
か
ら
安
心
だ
」

（
三
七
九
）

と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
。



も
っ
と
強
く
な
っ
て
ほ
し
い

8
 

関
係
が
な
い

10 

必
要
な
い

12 12 

必
要
だ

20 

あ
っ
て
も
よ
い

第
二
節

八
あ
な
た
は
、
自
衛
隊
に
ど
ん
な
感
じ
を
お
持
ち
で
す
か
。

し
か
も
、
そ
の
評
価
は
十
年
後
の
今
日
で
は
49
％
に
増
加
し
た
の
で
あ
る
。

、。

r

っ
力 こ

の
よ
う
に
、
十
年
も
前
か
ら
、

を
見
抜
き
、

留
は
、

局
の
と
こ
ろ
、

第
二
九
巻
第
三
号

「
在
日
米
軍
は
、

日
本
を
核
戦
争
に
巻
き
込
む
危
険
が
あ
る
」
と
判
断
し
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な
お
前
述
の
よ
う
に
「
日
米
安
保
体
制
は
、
結

日
本
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
」
と
い
う
評
価
が
33
％
も
あ
っ
た
の
は
、

彼
ら
は
、
こ
の
条
約
の
何
が
「
日
本
の
た
め
」
に
な
っ
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

自
衛
隊
へ
の
評
価

〈
質
問
5
〉

災
害
救
助
に
役
立
つ

関
法

20 

日
本
国
民
の
過
半
数
が
「
在
日
米
軍
は
、

し、
っ

た
し‘ヽ

ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ

（
三
八

0
)

ア
メ
リ
カ
の
た
め
に
駐
留
し
て
い
る
の
だ
」
と
い
う
こ
と

日
本
を
守
る
た
め
に
は
必
要
で
は
な
い
」
と
い
う
意
見
を
持
っ
て
お
り
、
更
に
そ
の
6
7
％
が
「
米
軍
の
駐

（
自
由
回
答
）

1
0
0
 



日
本
を
守
っ
て
く
れ
る
と
は
思
わ
な
い
と
答
え
た
。

に
対
し
て
、

日
本
国
民
の
56
％
が
「
い
ざ
と
い
う
場
合
」
、

A
質
問

軍
隊
と
同
じ

そ
の
他
の
答
え

「
必
要
だ
」

20%、

よ
そ
自
衛
隊
を
肯
定
す
る
答
の
合
計
は
60
％
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
自
衛
隊
な
ど
は
「
必
要
な
い
」
と
し
て
自
衛
隊
を
積
極
的
に
否
定
す

る
答
が

1
2
%、
わ
た
し
に
は
「
関
係
が
な
い
」
と
し
て
消
極
的
に
自
衛
隊
を
否
定
す
る
答
が

1
0
%、

「
肯
定
」
対
「
否
定
」
の
比
は
「
二
」
対
「
こ
で
あ
っ
て
、
日

本
国
民
の
お
よ
そ
三
分
の
一
が
、
あ
の
「
悲
惨
な
戦
争
体
験
」
と
「
平
和
憲
法
」
へ
の
拘
泥
の
ゆ
え
に
自
衛
隊
を
否
定
し
た
い
と
思
っ
て

さ
て
、

1

自
衛
隊
と
は
何
か
ー
。
国
連
憲
章
第
五
十
一
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
あ
る
。

も
、
国
際
連
合
加
盟
国
に
対
し
て
武
力
攻
撃
が
発
生
し
た
場
合
に
は
、
安
全
保
障
理
事
会
が
国
際
の
平
和
及
び
安
全
の
維
持
に
必
要
な
措

置
を
と
る
ま
で
の
間
、
個
別
的
又
は
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
利
を
害
す
る
も
の
で
は
な
い
。
」

4
>^
い
ざ
と
い
う
場
合
、

こ
の
よ
う
に
、

ア
メ
リ
カ
は
本
気
で
日
本
を
守
っ
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
か
。
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
か
＞
ー

つ
ま
り
「
外
国
か
ら
武
力
攻
撃
が
加
え
ら
れ
た
場
合
」
、

日
本
国
に
向
っ
て
外
部
か
ら
加
え
ら
れ
る
武
力
攻
撃
に
対
し
て
、

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

い
る
こ
と
が
推
定
出
来
る
。

の
5
％
を
加
え
る
と
自
衛
隊
を
否
定
す
る
答
の
合
計
は
27
％
で
あ
る
。

「
あ
っ
て
も
よ
い
」

20%、

答
え
な
い

1
2
>
 

ー 5
 「

災
害
救
助
に
役
立
つ
」

1
2
%、

1
0
 
（
三
八
一
）

「
こ
の
憲
章
の
い
か
な
る
規
定

そ
れ
に
「
軍
隊
と
同
じ
」
と
い
う
答

ア
メ
リ
カ
が
本
気
で

日
米
安
保
条
約
に
よ
る
「
集
団
的
自
衛
権
」
の
行
使

「
も
っ
と
強
く
な
っ
て
ほ
し
い
」

8
%、
以
上
お



答
え
な
い

自
衛
隊
は
廃
止
す
る

5
>
 

3
 

5
 

自
衛
隊
は
縮
小
す
る

11 57 

自
衛
隊
は
強
化
す
る

19 

つ
い
て
は
、
彼
ら
は
「
個
別
的
自
衛
権
」
の
行
使
に
頼
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

と
す
る
な
ら
、
そ
の
た
め
の
「
軍
隊
」
の
創
設
が
必
要
で
あ
り
、
行
政
機
関
と
し
て
は
「
国
防
省
」
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

〈
質
問
6
〉

も
ら
う
）

自
衛
隊
は
現
状
で
行
く

そ
の
他
の
答
え

ア
メ
リ
カ
は
頼
り
に
な
ら
ぬ
か
ら
、
個
別
的
自
衛
権
が
行
使
出
来
る
よ
う
に
「
自
衛
隊
を
強
化
」
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
答
は

1
9
%。

こ
れ
に
真
向
か
ら
反
対
し
て
ー
「
自
衛
隊
を
廃
止
」
し
よ
う
と
い
う
答
は

5
%。
そ
れ
に
即
時
廃
止
と
は
言
わ
な
い
が
現
在
よ
り
も

「
縮
少
」
し
た
い
と
考
え
て
い
る
11
％
を
加
え
る
と
、

そ
の
合
計
は
16
％
に
な
る
。

つ
ま
り
「
ア
メ
リ
カ
は
本
気
で
日
本
を
守
っ
て
く
れ
る
と
は
思
わ
な
い
」
ー
す
な
わ
ち
集
団
的
自
衛
措
置
の
破
綻
を
前
提
と
し
た
上
で
、

八
あ
な
た
は
自
衛
隊
を
今
後
ど
う
し
た
ら
よ
い
と
思
い
ま
す
か
。

（
回
答
を
記
入
し
た
カ
ー
ド
の
中
か
ら
―
つ
選
ん
で

日
本
国
民
が
「
個
別
的
」
自
衛
権
を
行
使
し
よ
う

な
ど
と
い
う
も
の
が
本
気
で
は
期
待
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
を
日
本
国
民
の
過
半
数
が
自
覚
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
日
本
の
防
衛
に

関
法
第
二
九
巻
第
一
二
号

1
0
 
（
三
八
二
）



個
別
的
自
衛
措
置
へ
の
「
肯
定
」
と
「
否
定
」
と
が
、
こ
の
よ
う
に
ほ
ぼ
同
数
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
自
衛
隊
」
に
つ
い
て
は
、
過
半
数
で
あ
る
57
％
が
「
現
状
」
の
ま
ま
を
支
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
、

衛
隊
の
任
務
が
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
を
十
分
に
承
知
の
上
で
、

次
の
よ
う
に
規
定
し
て
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
答
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
自
衛
隊
法
第
三
条
に
は

「
自
衛
隊
は
、
わ
が
国
の
平
和
と
独
立
を
守
り
、
国
の
安
全
を
保
っ
た
め
、
直
接
侵
略
お
よ
び
間
接
侵
略

に
対
し
、
わ
が
国
を
防
衛
す
る
こ
と
を
主
た
る
任
務
と
し
、
必
要
に
応
じ
公
共
の
秩
序
の
維
持
に
当
る
も
の
と
す
る
」
。

う
意
見
と
、

『
そ
の
よ
う
な
軍
事
力
は
必
要
な
い
』
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
は
、

そ
の
他
の
答

7
>
 

ま
た
「
『
日
本
も
国
を
守
る
た
め
に
は
、
自
分
で
原
水
爆
な
ど
の
核
兵
器
を
持
つ
必
要
が
あ
る
』

い
』
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
は
、

そ
の
他
の
答

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

必
要
な
い

4
 

66 

1
0三

（三八―――)

A
必
要

21 
ど
ち
ら
の
意
見
に
讃
成
で
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
す
る
答
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

と
い
う
意
見
と
、

逆
に
『
必
要
は
な

答
え
な
い

3
 

必
要
な
い

26 

A
必
要

64 

質
問
に
対
す
る
答
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

十
年
前
の
一
九
六
八
年
の
世
論
調
査
で
は
、

「
日
本
の
国
を
守
る
た
め
に
は
、

『
自
衛
隊
と
か
軍
隊
と
か
の
軍
事
力
が
必
要
だ
』
と
い

そ
し
て
、

日
本
自

ど
ち
ら
の
意
見
に
讃
成
で
す
か
」
と
い
う



57
％
の
意
見
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

答
え
な
い

1
0
V
 

核
兵
器
を
持
つ
必
要
は
な
い
」
と
答
え
た
64
％
乃
至
は
66
％
の
日
本
国
民
の
常
識
は
健
全
で
あ
っ
た
。

そ
れ
で
は
、
彼
ら
は
核
兵
器
を
持
た
な
い
ま
で
も
日
本
自
衛
隊
を
増
強
し
て
、
個
別
的
自
衛
の
た
め
の
「
軍
事
力
」

て
上
げ
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
彼
ら
の
55
％
も
ま
た
、
次
の
よ
う
に
、

八
「
い
ま
の
自
衛
隊
は
も
っ
と
増
強
し
た
方
が
よ
い
」
と
い
う
意
見
や
、
「
い
ま
の
自
衛
隊
で
十
分
だ
」
と
い
う
意
見
、

は
必
要
な
い
」
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
は
、

そ
の
他
の
答

廃
止
も
せ
ず
、
さ
れ
ば
と
て
増
強
も
せ
ず
に
、
今
の
ま
ま
の
「
自
衛
隊
」
の
現
状
維
持
と
い
う
の
が
十
年
来
の
日
本
国
民
の

55
％
乃
至
は

3
 

必
要
な
い

，
 

縮
少
し
た
方
が
よ
い

4
 

い
ま
で
十
分

55 

増
強
し
た
方
が
よ
い

19 

分
だ
」
「
現
状
で
行
く
」
と
答
え
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

ど
の
意
見
に
讃
成
で
す
か
。

こ
の
よ
う
に
「
日
本
の
国
を
守
る
た
め
に
は
、

‘
 

或
る
程
度
の
軍
事
力
、
す
な
わ
ち
個
別
的
自
衛
力
を
持
つ
必
要
が
あ
る
」
「
し
か
し
、

答
え
な
い 関

法

第
二
九
巻
第
三
号

9
>
 

1
0四

「
現
在
の
自
衛
隊
で
十

（
三
八
四
）

ま
た
「
自
衛
隊

「
軍
隊
」
に
仕
立



改
正
し
な
い
こ
と
に
讃
成

3
 

64 19 

が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
は
、

ど
ち
ら
の
意
見
に
讃
成
で
す
か
。

答
え
な
い

1
6
>
 

ー

ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い

26 

違
反
で
は
な
い

40 

憲
法
違
反

17 

＾
日
本
は
憲
法
で
正
式
の
軍
隊
は
持
て
な
い
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

第
三
節

日
本
国
憲
法
第
九
条
へ
の
評
価

一
九
六
八
年
の
世
論
調
査
で
は
、

「
憲
法
違
反
で
は
な
い
」
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
は
、

そ
の
他
の
答

改
正
に
讃
成

そ
の
他
の
答

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

1
0五

ど
ち
ら
の
意
見
に
讃
成
で
す
か
。

（
三
八
五
）

日
本
国
憲
法
第
九
条
へ
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
つ
の
質
問
が
並
ん
で
い
た
。

＾
「
正
式
の
軍
隊
を
持
て
る
よ
う
に
憲
法
を
改
正
し
た
方
が
よ
い
」
と
い
う
意
見
と
、
「
憲
法
は
改
正
し
な
い
方
が
よ
い
」
と
い
う
意
見

「
い
ま
の
自
衛
隊
は
憲
法
に
違
反
し
て
い
る
」
と
い
う
意
見
と
、



日
本
国
憲
法
第
九
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
あ
る
。

「
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

「
戦
争
を
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
、

こ
の
「
質
問
」
そ
の
も
の
が
非
科
学
的
で
あ
る
。

答
え
な
い

6
>
 

5
 

よ
く
な
か
っ
た

7
 

よ
か
っ
た

82 

か
っ
た
と
思
い
ま
す
か
。
よ
く
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
か
。

そ
し
て
、
十
年
の
歳
月
が
流
れ
た
。

の
意
見
で
あ
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
も
ま
た
、
自
衛
隊
も
「
現
状
」
の
ま
ま
を
肯
定
し
、
憲
法
も
「
現
状
」
の
ま
ま
を
肯
定
す
る
と
い
う
の
が
日
本
国
民
の
過
半
数

〈
質
問
7
〉

A
日
本
は
憲
法
で
「
戦
争
は
し
な
い
、
軍
隊
は
持
た
な
い
」
と
決
め
て
い
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
に
決
め
た
こ
と
は
、

そ
の
他
の
答
え

「
質
問
」
と
し
て
設
定
し
た
こ
と
は
、

「
軍
隊
を
持
た
な
い
」
と
い
う
こ
と
と
は
別
の
意
味
を
持
つ
命
題
で
あ
り
、

そ
れ
が
故
意
な
ら
ば
悪
質
で
あ
り
、
そ
れ
が
過
失
な
ら
ば
軽
率
の
そ
し
り
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
。

答
え
な
い 関

法

第
二
九
巻
第
三
号

1
4
>
 

1
0六

（
三
八
六
）

よ

そ
れ
を
―
つ
の



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

こ
こ
に
「
戦
争
」
と
「
武
力
行
使
」
と
「
武
力
威
嚇
」
と
が
別
の
概
念
と
し
て
並
ん
で
い
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(
2
)
 

ま
た
「
武
力
」
と
「
戦
力
」
と
も
別
の
概
念
で
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

(force)

に
は
、

「
対
内
的
武
力
」

、、

（
軍
隊
）
が
「
戦
争
」
を
す
る
目
的
で
持
た
れ
る
時
に
、

（
対
外
的
武
力
）
が
行
使
さ
れ
る
時
に
は
、
そ
れ
は
す
べ
て
「
戦
争
」
で
あ
る
と
い
う
解
釈
は
、
法
律
的
で
は
な
い
。
そ
れ

で
は
「
戦
争
」
と
「
武
力
行
使
」
と
を
別
な
概
念
と
し
て
並
べ
た
日
本
国
憲
法
第
九
条
の
意
味
が
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

聯
合
国
軍
総
司
令
部
が
米
国
政
府
に
提
出
し
た
『
日
本
の
政
治
的
再
編
成
』

to 
Sep. 
1
9
4
8
》̀
と
題
す
る
「
報
告
書
」
の
第
百
二
頁
に
あ
る
い
わ
ゆ
る
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
」
に
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。

「
こ
れ
ま
で
独
立
国
の
持
つ
当
然
の
権
利
だ
と
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
の
戦
争
は
廃
止
さ
れ
る
。
日
本
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と

し
て
の
戦
争
は
勿
論
の
こ
と
、
自
衛
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
も
放
棄
す
る
。

り
動
か
し
つ
つ
あ
る
と
こ
ろ
の
、

日
本
の
如
何
な
る
武
力
組
織
に
対
し
て
も
、
交
戦
権
は
決
し
て
与
え
ら
れ
な
い
。
」

abolished, 
J
a
p
a
n
 r
e
n
o
u
n
c
e
s
 
it 
as 
a
n
 instrumentality 
for 
setting 
its 
disputes 
a
n
d
 e
v
e
n
 for 
p
r
e
s
e
r
v
i
n
g
 
its 
o
w
n
 

security. 

よ
り
崇
高
な
理
想
を
頼
み
と
す
る
の
で
あ
る
。

It 
relies 
u
p
o
n
 t
h
e
 h
i
g
h
e
r
 ideals 
w
h
i
c
h
 are n
o
w
 stirring t
h
e
 w
o
r
l
d
 for 
its 
d
e
f
e
n
s
e
 a
n
d
 its 
protection. 

N
o
 J
a
p
a
n
e
s
e
 A
r
m
y
`
N
a
v
y
,
 or 
A
i
r
 F
o
r
c
e
s
 
will 
e
v
e
r
 
b
e
 a
u
t
h
o
r
i
z
e
d
 a
n
d
 n
o
 rights 
of 
belligerency will 
e
v
e
r
 
b
e
 

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

「
軍
隊
」

（
警
察
隊
）
と
、

1
0七

（
三
八
七
）

＾6-そ
ar
as 
a
 s
o
v
e
r
e
i
g
n
 
right 
of 
nation 
is 

「
対
外
的
武
力
」

そ
れ
は
「
戦
力
」
と
し
て
の
軍
隊
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

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
、

「
対
外
的
武

こ

'Political
Reorientation of 
J
a
p
a
n
`
S
e
p
.
 
1
9
4
5
 

日
本
は
、
そ
の
防
衛
と
安
全
に
関
し
て
は
今
や
全
世
界
を
揺

日
本
の
陸
軍
、
海
軍
、
空
軍
は
絶
対
に
許
さ
れ
な
い
。

カ」
「
武
力
」

（
軍
隊
）
と
が
あ
り
、
そ
の
内
の

J

れ
を
保
持
し
な
い
。
国
の
交
戦
権
は
こ
れ
を
認
め
な
い
。
」



は
、
憲
法
を
改
正
し
な
く
と
も
可
能
な
の
で
あ
る
。

違
反
し
な
い
。

日
本
は
憲
法
上
「
自
衛
戦
争
」
は
出
来
な
い
。

し
か
し
、

日
本
は
「
自
衛
戦
争
」
も
出
来
な
い
と
い
う
の
は
正
し
い
。

第
二
九
巻
第
三
号

conferred u
p
o
n
 a
n
y
 J
a
p
a
n
e
s
e
 force." 

こ
の
「
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
」
が
日
本
国
憲
法
第
九
条
の
原
型
で
あ
る
こ
と
は
、
誰
し
も
の
認
め
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
「
戦
争
」
の
放
棄
と
「
交
戦
権
」

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
陸
軍
•
海
軍
・
空
軍
の
他
に
「
交
戦
権
を
持
た
な
い
武
力
組
織
」
の

存
在
、
す
な
わ
ち
「
戦
力
」
で
は
な
い
「
武
力
」
の
存
在
を
承
知
し
て
い
た
こ
と
が
推
定
出
来
る
。

「
日
本
は
憲
法
で
、
戦
争
を
し
な
い
と
決
め
た
」
と
い
う
の
は
正
し
い
。

（
戦
争
を
す
る
権
利
）
と
「
戦
力
」
と
し
て
の
陸
軍
•
海

「
日
本
は
憲
法
で
、
軍
隊
を
持
た
な
い
と
決
め
た
」
と
い
う
の
は
正
し
く
な
い
。

争
を
目
的
と
し
な
い
対
外
的
武
力
組
織
」
・
「
戦
力
で
な
い
軍
隊
」
、
換
言
す
る
な
ら
ば
、
「
武
力
行
使
の
た
め
の
軍
隊
」
お
よ
び
「
武
力
威

嚇
の
た
め
の
軍
隊
」
の
保
持
ま
で
も
日
本
国
憲
法
第
九
条
が
禁
止
し
て
い
る
と
い
う
の
は
間
違
っ
た
解
釈
で
あ
る
。

し
か
し
、
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
に
対
し
て
自
衛
の
た
め
の
「
武
力
行
使
」
と
「
武
力
威
嚇
」
を
行
う
こ
と
は
、
何
ら
日
本
国
憲
法
に

従
っ
て
、
そ
の
自
衛
の
「
武
力
」
行
使
お
よ
び
「
武
力
」
威
嚇
の
た
め
に
「
武
力
」
、

軍
・
空
軍
の
禁
止
を
提
案
し
て
い
る
こ
と
⑱

ら
な
か
っ
た
こ
と
②

(1) 

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、

「
戦
争
」
の
放
棄
だ
け
を
企
図
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

特
に
「
対
外
的
武
力
」

（
軍
隊
）
を
持
つ
こ
と

「
交
戦
権
を
持
た
な
い
武
力
組
織
」
・
「
戦

「
武
力
行
使
」

「
武
力
威
嚇
」
の
放
棄
に
は
思
い
致

関
法

1
0八

（
三
八
八
）



軍
隊
は
い
ら
な
い

，
 

16 

戦
争
は
イ
ヤ
だ

20 

〈
質
問
8
〉

そ
の
他
の
答
え

〈
質
問
9
〉

正
式
な
軍
隊
に

盆
質
問
10〉

八
日
本
が
正
式
の
軍
隊
を
持
て
る
よ
う
に
、
憲
法
を
改
正
す
る
こ
と
に
讃
成
で
す
か
。
反
対
で
す
か
。

八
（
讃
成
と
答
え
た
人
15
％
に
）
ど
う
い
う
わ
け
で
、

国
を
守
る
た
め

若
も
の
の
鍛
錬
の
た
め

そ
の
他
の
理
由

八
（
反
対
と
答
え
た
人
71
％
に
）
ど
う
い
う
わ
け
で
、

戦
争
に
ま
き
こ
ま
れ
る

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

理
由
を
あ
げ
な
い

l
>
 

ー ー 3
 ，
 

答
え
な
い

9
>
 

5
 

反
対

71 

讃
成

15 

そ
う
思
い
ま
す
か
。

そ
う
思
い
ま
す
か
。

1
0九

（
自
由
回
答
）

（
自
由
回
答
）

（
三
八
九
）



常
に
「
内
部
か
ら
」

ら
な
い
」

11

「
軍
隊
は
い
ら
な
い
」
と
思
い
、

「
平
和
憲
法
を
守
る
」
こ
と
を
心
掛
け
て
い
さ
え
す
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
ら
は
、

理
由
を
あ
げ
な
い

経
費
が
か
か
る

自
衛
隊
で
十
分

何
と
な
く
•
そ
の
他
の
理
由

こ
の
よ
う
に
「
憲
法
改
正
」
へ
の
反
対
が
日
本
国
民
の
71
％
を
占
め
て
い
る
以
上
、
改
憲
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、

そ
の
反
対
理
由
が
全
く
「
幼
稚
」
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
は
驚
か
ざ
る
を
得
な
い
。

「
医
者
」
が
存
在
す
る
か
ら
、
「
病
気
」
が
存
在
す
る
の
だ
と
考
え
て
い
る
。

従
っ
て
、
日
本
人
の
「
医
者
」
を
無
く
し
さ
え
す
れ
ば
、
こ
の
世
の
中
か
ら
「
病
気
」
は
無
く
な
る
と
、
彼
ら
は
「
幼
稚
」
に
も
考
え

お
の
れ
が
心
の
内
に
「
病
気
は
イ
ヤ
だ
」

1
1

「
戦
争
は
イ
ヤ
だ
」
と
思
い
、

「
軍
団
主
義
復
活
を
恐
れ
」
て
、

ば
、
世
界
中
に
「
戦
争
」
も
「
武
力
行
使
」
も
「
武
力
威
嚇
」
も
起
ら
な
い
と
言
う
の
か
。

前
に
引
用
し
た
国
連
憲
章
第
五
十
一
条
に
も
規
定
し
て
あ
っ
た
よ
う
に
、
武
力
攻
撃
は
「
外
部
か
ら
」
加
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

つ
ま
り
常
に
日
本
国
民
の
側
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
い
。
日
本
だ
け
が
「
帝
国
主
~
国
家
」
「
軍
国
主
義
国
家
」
で

軍
国
主
義
復
活
を
恐
れ
る

平
和
・
憲
法
を
守
る

関
法

第
二
九
巻
第
三
号

3
>
 

2
 

2
 

6
 

6
 

7
 

（
三
九
0
)

「
戦
争
に
ま
き
こ
ま
れ
る
」
こ
と
を
恐
れ
、

―1
0
 

「
医
者
は
い



の
「
自
衛
隊
」
は
そ
の
両
者
の
中
間
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

前
述
の
よ
う
に
「
武
力
」
に
は
、

（
軍
隊
）
の
二
種
類
が
あ
る
。
そ
し
て
現
在

る
の
で
あ
る
。

「
枢
軸
諸
国
」

(
T
h
e
 A
x
i
s
 

(the 
e
n
e
m
y
 state) 

Nations) 
の
一
員
で
あ
っ
た
日
本
、

に
指
定
さ
れ
て
い
る
日
本
に
対
し
J

は、

さ
T
h
e
U
n
i
t
e
d
 N
a
t
i
o
n
s
"
 (
U
•
N
.
)
或
は
さ
T
h
e
U
n
i
t
e
d
 Nations
 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
"
 (U•N.0.) 

さ

'
T
h
e
U
n
i
t
e
d
 N
a
t
i
o
n
s
"
と
は
「
聯
合
諸
国
」
と
翻
訳
さ
る
べ
き
語
で
あ
り
、

従
っ
て
国
連
憲
章
第

(
T
h
e
 U
n
i
t
e
d
 N
a
t
i
o
n
s
)
か
ら
不
断
の
政
治
的
謀
略
が
加
え
ら
れ
て
来
た
結
果
、

ら
起
る
」
「
日
本
が
戦
争
を
仕
掛
け
る
」
「
日
本
さ
え
軍
隊
を
彼
た
な
け
れ
ば
、
戦
争
は
起
ら
な
い
」
と
信
じ
込
ま
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い

と
誤
訳
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
政
治
的
謀
略
が
始
っ
て
い
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
聯
合
諸
国
の
、
聯
合
諸
国
に
よ
る
、
聯
合
諸
国
の
た
め
の
機
関
」
で
あ
り
、
従
っ
て
「
枢
軸
諸
国
」
の
一
員
で
あ
っ
た
日
本
は
、

さ
て
、
残
り
の
反
対
理
由
、

「
軍
隊
」
と
は
、

つ
ま
り
軍
隊
で
は
「
経
費
が
か
か
る
」
か
ら
、
現
在
の
「
自
衛
隊
で
十
分
」
だ
と
す
る
意
見
に
つ
い
て
言

え
ば
、
彼
ら
は
「
軍
隊
」
と
「
自
衛
隊
」
と
「
警
察
隊
」
の
区
別
さ
え
知
ら
な
い
の
だ
と
判
断
せ
ざ
る
を
得
な
い
。

「
対
内
的
武
力
」

（
警
察
隊
）
と
「
対
外
的
武
力
」

そ
の
銃
口
を
外
部
に
向
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
武
力
組
織
で
あ
る
。

「
警
察
隊
」
と
は
、
そ
の
銃
口
を
内
部
に
向
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
武
力
組
織
で
あ
る
。

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

（
三
九
一
）

今
な
お
そ
の
「
指
定
敵
国
」
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

ま、
9

9

＇ 

さ

T
h
e
U
n
i
t
e
d
 Nations 
O
r
g
a
n
i
z
a
t
i
o
n
"
 
と

を
、
故
意
に
「
国
際
連
合
」

今
日
で
は
日
本
国
民
の
71
％
が

、
、
、

「
戦
争
は
内
部
か

五
十
三
条
に
よ
っ
て
国
連
の
「
敵
国
」

戦
勝
国
側

「
聯
合
諸
国
」

し
か
し
な
が
ら
、
敗
戦
後
一
二
十
余
年
間
、

あ
る
わ
け
で
は
な
い
。



し
か
る
に
、
現
在
の
日
本
自
衛
隊
の
任
務
は
、
専
ら
「
直
接
侵
略
」
に
対
す
る
防
衛
、

ら
銃
口
を
外
部
に
向
け
て
）
、
祖
国
を
防
衛
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
前
に
引
用
し
た
自
衛
隊
法
第
三
条
の
規
定
し
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
＇
~
自
衛
隊
の
銃
口
は
内
部
に
も
向
け
ら
れ
、

大
震
災
な
ど
の
場
合
に
、

れ
は
軍
隊
の
「
主
た
る
任
務
」
で
は
な
い
。
し
か
し
、
敗
戦
に
起
因
す
る
対
米
従
属
の
軍
事
体
制
の
下
で
、

、
、
,
、
、
、
、
、
、

島
へ
出
動
し
た
米
軍
の
代
り
に
、
日
本
列
島
内
の
米
軍
基
地
を
日
本
国
民
の
暴
動
か
ら
守
ら
せ
る
た
め
の
「
治
安
維
持
部
隊
」
・
「
傭
兵
」

（
ガ
ー
ド
マ
ン
）
と
し
て
創
設
さ
れ
た
「
警
察
予
備
隊
」
、

内
閣
総
理
大
臣
の
命
を
受
け
行
動
す
る
も
の
と
す
る
。
」

「
公
共
の
秩
序
の
維
持
」
・
「
治
安
維
持
」
と
か
「
間
接
侵
略
の
鎮
圧
」
と
い
う
の
は
、
総
理
大
臣
の
命
令
さ
え
あ
れ
ば
、

派
」
以
外
の
日
本
国
民
に
「
暴
徒
」
と
い
う
汚
名
を
着
せ
て
殺
傷
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
『
同
胞
殺
傷
部
隊
』
で

あ
る
日
本
自
衛
隊
の
「
現
状
」
を
肯
定
し
維
持
す
る
こ
と
が
、

「
英
語
」
で
命
令
を
聞
く
現
在
の
日
本
自
衛
隊
は
、

こ
と
だ
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

、
、
、
、
、
、
、

「
警
察
予
備
隊
は
、
治
安
維
持
の
た
め
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に

日
本
国
民
に
と
っ
て
、

ど
れ
ほ
ど
「
経
費
の
か
か
ら
な
い
」
F

経
済
的
な
」

か
つ
て
の
「
満
人
保
安
隊
」
に
等
し
い
の
で
あ
る
。

お
い
て

警
察
予
備
隊
令
第
一
一
一
条
に
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
あ
っ
た
。

「
い
ざ
と
い
う
場
合
」

と
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
日
本
の
「
再
武
装
」
に
は
、
そ
の
最
初
か
ら
『
暗
い
影
』

「有

「
対
米
従
属

が
つ
き
ま

一
時
的
に
軍
隊
（
対
外
的
武
力
）
が
「
公
共
の
秩
序
の
維
持
」

「
間
接
侵
略
」
に
対
す
る
防
衛
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

関
法

一
九
五

0
年
八
月
に
朝
鮮
半

（
治
安
維
持
）
に
当
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ

第
二
九
巻
第
三
号

（
三
九
二
）

日
本
国
民
（
同
胞
）
を
殺
傷
す
る
こ
と
を
も
、

そ
の
「
主
た
る
任
務
」

つ
ま
り
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
に
対
し
て
（
専



は
32
％
よ
り
多
く
な
る
）

◇
心
配
が
あ
る
と
思
う
国
（
こ
の
質
問
は
、

答
え
な
い

13 3
 

心
配
は
な
い

52 

心
配
が
あ
る

32 

と
思
い
ま
す
か
。

に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
な
質
問
と
そ
れ
へ
の
答
が
あ
っ
た
。

「
外
国
か
ら
の
武
力
攻
撃
に
対
し
て
は
、
関
東
軍
が
出
動
し
て
守
っ
て
や
る
」

事
の
際
」

関
東
軍
の
基
地
を
守
る
こ
と
に
あ
る
」
と
言
っ
て
い
た
の
は
、
何
処
の
国
の
政
府
で
あ
っ
た
の
か
。
そ
し
て
、
そ
の
国
の
政
府
は
、
確
か

国
際
情
勢
へ
の
評
価

一
九
六
八
年
の
世
論
調
査
に
は
、
国
際
情
勢
へ
の
評
価
、
特
に
日
本
に
対
す
る
外
国
か
ら
の
戦
争
と
武
力
行
使
と
武
力
威
嚇
の
可
能
性

八
あ
な
た
は
、
外
国
が
日
本
を
攻
撃
し
た
り
、
武
力
で
お
ど
し
た
り
す
る
よ
う
な
心
配
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
。
そ
ん
な
心
配
は
な
い

そ
の
他
の
答

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

一
人
に
つ
き
二
つ
ま
で
の
回
答
を
認
め
て
集
計
し
た
も
の
で
1
1
複
数
回
答
1
1
回
答
の
合
計

第
四
節

に
「
満
州
帝
国
」
を
防
衛
し
た
の
か
。

三
（
三
九
一
―
―
)

「
満
人
保
安
隊
の
任
務
は
、
満
人
の
暴
動
か
ら



理
由
を
あ
げ
な
い

そ
の
他
の
理
由

何
と
な
く

日
本
の
戦
力
強
化
に
不
安

他
国
の
膨
張
政
策
か
ら

防
衛
力
や
地
理
的
位
置
か
ら

思
想
の
対
立
か
ら

戦
争
が
な
い
と
は
い
え
な
い

安
保
体
制
が
あ
る
か
ら

国
際
的
緊
張
か
ら

◇
心
配
が
あ
る
と
思
う
理
由
（
複
数
回
答
）

答
え
な
い

国
名
は
い
え
な
い

共
産
圏
の
国

中
国

ア
メ
リ
カ

ソ
連

関
法
第
二
九
巻
第
三
号

5
 

ー 3
 

ー 3
 

3
 

3
 

4
 

5
 

6
 

8
 

ー 2
 

5
 

6
 

15 

―
―
四

（
三
九
四
）



「
ア
メ
リ
カ
」日

米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

こ
の
よ
う
に
、

一
九
六
八
年
の
日
本
で
は
、

理
由
を
あ
げ
な
い

何
と
な
く

防
衛
力
が
あ
る
か
ら

日
本
の
政
治
・
外
交
を
信
頼

そ
の
他
の
理
由

核
時
代
に
戦
争
は
な
い

安
保
体
制
が
あ
る
か
ら

勢
力
均
衡
の
国
際
情
勢
か
ら

い
ま
平
和
だ
か
ら

日
本
は
平
和
国
家
だ
か
ら

◇
心
配
は
な
い
と
思
う
理
由
（
複
数
回
答
）

「
日
米
安
保
体
制
」

そ
の
も
の
が
日
本
に
武
力
攻
撃
や
武
力
威
嚇
を
加
え
る
心
配
が
あ
る
と
判
断
す
る
国
民
が
6
％
あ
っ
て
、

連
」
の
15
％
に
次
い
で
多
か
っ
た
。

1

そ
し
て
、
そ
の
当
然
の
結
果
と
し
て
ー
ー
。

八
日
本
の
国
を
守
る
た
め
に
は

r
ア
メ
リ
カ
に
頼
っ
た
ほ
う
が
よ
い
」
と
い
う
意
見
と
、

い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
は
ど
ち
ら
の
意
見
に
讃
成
で
す
か
＞
と
い
う
質
問
に
対
す
る
答
は
、
次
の
よ
う
に
「
中
立
」
支
持
が
過

1
2
>
 

2
 

6
 

2
 

2
 

3
 

4
 

7
 

7
 

8
 

を
通
じ
て

「
ア
メ
リ
カ
」

―
―
五

（
三
九
五
）

r
中
立
の
立
場
を
守
っ
た
ほ
う
が
よ
い
」
と

が
日
本
を
支
配
し
、

そ
れ
は

「
ソ

場
合
に
よ
っ
て
は



〈
質
問
11〉

し
か
し
、
十
年
後
の
一
九
七
八
年
の
世
論
調
査
で
は
、

「
必
要
な
い
」
と
い
う
26
％
を
は
る
か
に
し
の
い
で
い
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。、

、
、
、
、
、
、

日
本
に
対
し
て
武
力
攻
撃
又
は
武
力
威
嚇
を
加
え
る
可
能
性
の
あ
る
国
、

り
『
心
配
が
あ
る
と
思
う
国
』
と
い
う
の
は
、

ど
の
国
か
と
い
う
質
問
が
欠
落
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、

は
『
ア
メ
リ
カ
に
頼
っ
た
ほ
う
が
よ
い
』
と
思
う
か
、
そ
れ
と
も
『
中
立
の
立
場
を
取
っ
た
ほ
う
が
よ
い
』
と
思
う
か
」
と
い
う
重
要
な

質
問
が
欠
落
し
て
い
る
。
あ
の
64
％
乃
至
は
58
％
の
日
本
国
民
の
武
装
中
立
へ
の
指
向
が
こ
の
十
年
間
で
完
全
に
消
減
し
た
と
で
も
い
う

の
で
あ
ろ
う
か
。

＾
あ
な
た
は
、
外
国
が
不
意
に
日
本
を
武
力
で
攻
撃
し
て
く
る
よ
う
な
心
配
が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
。
そ
ん
な
心
配
は

い
う
答
が
64
％
に
も
及
び
、

あ
な
た
は
、
ど
ち
ら
の
意
見
に
賛
成
で
す
か
＞
ー
に
対
し
て
、

「
日
本
の
国
を
守
る
た
め
に

つ
ま

「
そ
の
よ
う
な
軍
事
力
は
必
要
な
い
」
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
。

前
に
引
用
し
た
よ
う
に

(
1
0三
頁
参
照
）
、

軍
事
力
が
「
必
要
」
と

そ
の
時
、

日
本
国
民
の
過
半
数
が
「
武
装
中
立
」
を
願
望
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、

は
「
自
衛
隊
と
か
軍
隊
と
か
の
軍
事
力
が
必
要
だ
」
と
い
う
意
見
と
、

そ
し
て
、

こ
の
「
中
立
」
と
い
う
の
は
、

「
非
武
装
中
立
」
で
は
な
く
て
、

答
え
な
い

1
2
>
 

そ
の
他
の
答

6
 

中
立
を
守
る

58 

A
ア
メ
リ
カ
に
頼
る

半
数
を
占
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

関
法

第
二
九
巻
第
三
号

24 

「
武
装
中
立
」
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
続
く
質
問

A
日
本
の
国
を
守
る
た
め
に

―
―
六

（
三
九
六
）



て
い
る
。

そ
の
他
の
答
え

八
（
心
配
が
あ
る
と
答
え
た
人
30
％
に
）

動
で
き
る
決
ま
り
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
「
不
意
に
攻
撃
さ
れ
た
場
合
に
は
、
自
衛
隊
だ
け
の
判
断
で
出
動
で
き
る
よ
う
に
、

法
律
で
決
め
て
お
く
べ
き
だ
」
と
い
う
意
見
が
あ
り
ま
す
。
あ
な
た
は
、
こ
の
意
見
に
讃
成
で
す
か
。
反
対
で
す
か
。

そ
の
他
の
答
え

し
か
し
、
米
国
政
府
お
よ
び
日
本
国
政
府
は
、
外
国
か
ら
の
日
本
へ
の
武
力
攻
撃
は
あ
る
も
の
と
み
て
、
今
や
そ
の
準
備
を
始
め
た
。

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

十
年
前
と
全
く
同
じ
く
、
日
本
国
民
の
過
半
数
は
、

答
え
な
い

3
>
 

ー

反
対

13 

讃
成

13 

〈
質
問
12〉

答
え
な
い

l
l
>
 

5
 

心
配
は
な
い

54 

心
配
が
あ
る

な
い
と
思
い
ま
す
か
。

30 

い
ま
の
法
律
で
は
、

―
―
七

「
外
国
が
不
意
に
日
本
を
武
力
で
攻
撃
し
て
く
る
よ
う
な
心
配
は
な
い
」
と
考
え

（
三
九
七
）

自
衛
隊
は
総
理
大
臣
の
命
令
が
あ
っ
て
初
め
て
防
衛
出



の
に
比
べ
、
こ
の
よ
う
な
共
同
対
処
の
指
針
で
合
意
し
た
こ
と
は
、

「
日
米
安
保
の
歴
史
で
意
義
が
深
い
」
と
外
務
省
、
防
衛
庁
は
評
価

「
基
本
原
則
を
定
め
た
抽
象
的
な
も
の
」

（
伊
藤

本
側
は
当
初
、

第
二
九
巻
第
三
号

こ
の
「
世
論
調
査
」
の
結
果
を
発
表
し
て
い
る
そ
の
十
一
月
一
日
の
朝
日
新
聞
は
‘
|
|
＇
く
す
し
く
も
ー
「
攻
勢
面
は
米
軍
主
体
」

と
い
う
標
題
で
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

A
有
事
の
際
に
自
衛
隊
と
米
軍
と
の
円
滑
な
共
同
対
処
行
動
を
と
る
た
め
の
ガ
ー
ド
ラ
イ
ン
（
指
針
）
作
り
を
協
議
し
て
い
た
日
米
防

衛
協
力
小
委
員
会
が
三
十
一
日
午
後
開
か
れ
、
指
針
の
草
案
を
ま
と
め
た
。
＞

＾
こ
れ
を
受
け
て
今
後
は
自
衛
隊
と
在
日
米
軍
・
米
太
平
洋
軍
の
制
服
サ
イ
ド
で
具
体
的
な
場
面
を
想
定
し
た
作
戦
研
究
に
と
り
か
か

、
、
、
、
、
、

り
、
日
米
防
衛
協
力
は
新
段
階
に
入
る
。
＞

を
米
軍
が
支
援
す
る
」
と
い
う
表
現
で
、
攻
勢
面
は
米
軍
が
主
体
に
な
る
機
能
分
担
を
日
米
双
方
が
確
認
し
た
。
各
項
目
の
主
な
点
は

①
作
戦
指
揮
は
日
米
が
別
個
に
お
こ
な
う
が
必
要
な
場
合
に
は
「
指
揮
調
整
所
」
を
設
置
す
る

時
か
ら
有
事
に
至
る
情
勢
を
数
段
階
に
区
分
す
る
共
通
の

II
物
差
し
11

を
作
り
適
切
な
準
備
態
勢
を
と
る

ト
を
明
確
に
す
る

④
後
方
支
援
に
つ
い
て
は
、
補
給
面
な
ど
で
相
互
に
協
力
す
る
、
な
ど
が
合
意
さ
れ
た
。
指
針
作
成
に
あ
た
り
、
日

在
日
米
軍
が
保
有
す
る
弾
薬
な
ど
の
対
日
援
助
量
、

し
た
い
希
望
を
持
っ
て
い
た
が
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、

米
側
は
新
た
な
対
日
義
務
を
負
う
こ
と
を
拒
否
し
、

防
衛
局
長
）
に
な
っ
た
と
い
う
。
し
か
し
安
保
条
約
が
あ
り
な
が
ら
こ
れ
ま
で
は
軍
事
面
に
つ
い
て
包
括
的
な
研
究
を
し
て
い
な
か
っ
た

し
て
い
る
。
こ
の
指
針
は
今
月
末
に
も
予
定
さ
れ
る
安
保
協
議
委
員
会
（
外
相
、
防
衛
庁
長
官
、
米
駐
日
大
使
、
米
太
平
洋
軍
司
令
官
）

に
報
告
さ
れ
て
正
式
に
決
定
さ
れ
る
が
、
そ
れ
を
受
け
て
自
衛
隊
（
統
合
幕
僚
会
議
事
務
局
）
と
在
日
米
軍
・
米
太
平
洋
軍
の
制
服
同
士

A
指
針
は
、
わ
が
国
の
憲
法
上
の
制
約
な
ど
を
ふ
ま
え
、

関
法

R
情
勢
認
識
を
統
一
す
る
た
め
、
平
和

―
一
八

「
不
足
す
る
部
分

③
情
報
交
換
の
内
容
、

米
軍
来
援
部
隊
の
概
要
な
ど
か
な
り
具
体
的
な
協
力
体
制
を
明
確
に

「
自
衛
隊
は
防
勢
面
を
担
当
す
る
」
と
の
原
則
を
示
し
、

（
三
九
八
）

レ
ー
ー



る。

換
言
す
る
な
ら
ば

―
―
九

が
日
本
自
衛
隊
の
「
主
た
る
任
務
」

と
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ

そ
の
行
動
は
米
軍
へ
の
協
力
、
防
禦
面
で
の
協
力
、

場
合
に
」

そ
の
外
国
軍
を
攻
撃
し
て
こ
れ
を
撃
減
し
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
、
日
本
国

「
い
ざ
と
い
う

「
米
太
平
洋
軍
」
（
関
東
軍
）
に
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
。

で
具
体
的
な
協
力
の
細
目
作
り
に
入
る
。
＞

『
日
米
防
衛
協
力
』
と
言
え
ば
聞
こ
え
は
良
い
が
、
そ
の
最
高
機
関
で
あ
る
「
日
米
安
保
協
議
委
員
会
」
の
メ
ン
バ
ー
が
、

「
外
務
大
臣
」

民
の
「
生
命
」

し
か
し
、

（
外
相
）
と
「
防
衛
庁
長
官
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
米
国
側
は
「
国
務
長
官
」

な
く
、
ず
っ
と
格
の
下
の
「
駐
日
大
使
」
と
「
太
平
洋
軍
司
令
官
」
で
あ
る
こ
と
が
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
日
本
の
「
外
務
大
臣
」
と
米
国
の
「
駐
日
大
使
」
と
が
同
格
に
取
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

日
米
安
保
体
制
の
下
で
は
、

日
本
の
「
自
衛
隊
」
（
満
人
保
安
隊
）
は
、

攻
撃
面
は
米
軍
が
主
体
に
な
り
、

「
外
国
か
ら
武
力
攻
撃
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
」
、

「
財
産
」
は
守
ら
れ
な
い
。

地
を
防
衛
す
る
こ
と
、

し
か
も
「
攻
撃
面
は
、
米
軍
が
主
体
」
と
い
う
そ
の
こ
と
が
、

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

「
間
接
侵
略
の
鎮
圧
」

（
外
相
）
で
も
、

日
本
側
は

「
国
防
長
官
」
で
も

日
米
安
保
体
制
と
は
、
そ
も
何
で
あ
る
の
か
を
象

日
本
自
衛
隊
は
防
禦
面
を
担
当
す
る
と
い
う
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

つ
ま
り
「
外
国
軍
」
に
対
し
て
で
は
な
く
、

「
有
事
の
際
に
」

そ
の
外
国
軍
を
攻
撃
す
る
こ
と
は
、
主
と
し
て
米
軍
が
担
当
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
日
本
自
衛
隊
の
任
務
の
中
に
も
、
そ

の
よ
う
な
場
合
の
「
直
接
侵
略
」
に
対
抗
す
る
防
衛
と
い
う
こ
と
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
「
わ
が
国
の
憲
法
上
の
制
約
」
が
あ
る
の
で
、

日
本
の
「
暴
徒
」
の
叛
乱
か
ら
米
軍
基

日
本
国
民
を
思
わ
ぬ
戦
争
の
惨
禍
に
巻
き
込
む
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。

地
球
の
裏
側
で
米
ソ
間
に
日
本
に
は
関
係
の
な
い
「
戦
争
」
ま
た
は
「
武
力
行
使
」
が
起
っ
た
場
合
で
も
、
当
然
、
在
日
米
軍
は
ソ
連
を

（
三
九
九
）



答
え
な
い

そ
の
他
の
国

す
ぺ
て
の
国

北
朝
鮮

韓
国

ソ
連

中
国

ア
メ
リ
カ

〈
質
問
13〉

1
8
>
 

3
 

17 2
 

5
 ゜゚

3
 

23 29 

「
財
産
」
を
守
る
た
め
に
1

あ
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

当
然
、

ソ
連
軍
が
日
本
列
島
に
上
陸
を
開
始
す
る
。

関
法

第
二
九
巻
第
三
号

攻
撃
す
る
。
そ
し
て
、

そ
の
他
の
答
え

そ
の
在
日
米
軍
へ
の
ソ
連
の
反
撃
は
日
本
列
島
に
集
中
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
時
の
「
弾
薬
」
の
対
日
援
助
量
も
、

八
こ
れ
か
ら
の
日
本
は
、

そ
の
他
の
ア
ジ
ア
諸
国

（四

0
0
)

「
米
軍
来
援
部
隊
」
の
概
要
も
、
米
国
は
一
切
、
確
約
し
よ
う
と
は
し
な
い
。

1

そ
れ
は
、

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
米
国
の
「
弾
薬
」
も
、
米
国
の
「
軍
隊
」
も
、
米
国
を
防
衛
す
る
た
め
に
ー
ー
＇
米
国
民
の
「
生
命
」

ど
こ
の
国
と
一
番
仲
よ
く
し
て
い
く
の
が
よ
い
と
思
い
ま
す
か
。

―二

0

（
自
由
回
答
）



北
方
領
土
問
題

11 14 18 

〈
質
問
16〉

答
え
な
い

2
1
>
 

4
 

そ
う
は
思
わ
な
い

62 

う
ま
く
い
っ
て
い
る

13 

〈
質
問
14〉

〈
質
問
15〉

A
日
本
が
、
こ
ん
ど
中
国
と
平
和
友
好
条
約
を
結
ん
だ
こ
と
は
、

＾
そ
れ
で
は
、

そ
の
他
の
答
え

八
（
そ
う
は
思
わ
な
い
と
答
え
た
人
62
％
に
）
そ
れ
は
ど
ん
な
点
で
し
ょ
う
か
。

漁
業
な
ど
の
経
済
問
題

ソ
連
へ
の
不
信
感

日
本
と
ソ
連
と
の
外
交
関
係
は
う
ま
く
い
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
。
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
か
。

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

答
え
な
い

8
>
 

そ
の
他
の
答
え

3
 

そ
う
は
思
わ
な
い

2
 

よ
か
っ
た

87 

よ
か
っ
た
と
思
い
ま
す
か
。
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
か
。

（
自
由
回
答
）（四

0
1
)



日
本
国
民
が
、

日
米
安
保
条
約
に
期
待
し
て
い
る
の
は
、

「
い
ざ
と
い
わ
な
い
場
合
」
、

4
〉
)
。

「
い
ざ
と
い
う
場
合
」

「
有
事
の
際
」
に
米
軍
が
日
本
国
民
の
「
生
命
」
「
財
産
」
を
守
っ
て
く
れ
る
こ
と
に

日
本
国
民
が
、

「利

も
日
本
の
た
め
に
な
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
か
。
＞
~
に
対
し
て
、

49
％
の
日
本
国
民
が
「
日
本
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
と
思
う
」

て
い
る
の
で
あ
る
。

答
え
な
い

日
本
外
交
の
弱
腰

そ
の
他
の
答
え

日
本
国
民
の
62
％
が
、

本
国
民
の
54
％
が
ソ
連
が
不
意
に
日
本
に
対
し
て
「
武
力
攻
撃
」
を
加
え
て
く
る
心
配
は
な
い
と
高
を
く
く
っ
て
い
る
（
〈
質
問

そ
れ
で
は
、
何
故
、

す
な
わ
ち
＾
質
問

益
」
と
い
う
の
は
、
実
は
、

団
的
自
衛
権
」
の
発
動
、

関
法

第
二
九
巻
第
三
号

ロ
（四

0
二）

11〉
)
。

「
日
本
と
ソ
連
と
の
外
交
関
係
」
は
、
現
在
う
ま
く
い
っ
て
い
な
い
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
同
時
に
、

ソ
連
が
日
本
を
武
力
で
攻
撃
し
て
く
る
よ
う
な
心
配
が
な
い
の
か
1

そ
れ
は
、

「
米
軍
」
の
駐
留
が
あ
る
か
ら
だ
ー
在
日
米
軍
が
ソ
連
へ
の
『
抑
止
力
』
と
し
て
作
用
し
て
い
る
の
だ
と
、

3
>八
日
本
が
ア
メ
リ
カ
と
結
ん
で
い
る
安
保
条
約
は
、

そ
の
本
筋
と
し
て
の
軍
事
上
の
相
互
協
力
1
1
共
同
防
衛
、

よ
る
「
利
益
」
な
の
で
は
な
い
。
そ
ん
な
も
の
を
日
本
国
民
の
大
部
分
は
期
待
し
て
は
い
な
い
（
〈
質
問

日
中
・
日
米
と
の
か
ね
合
い

5
>
 

4
 

3
 

7
 

日

日
米
安
保
条
約
に
も
と
づ
く

日
本
国
民
の
49
％
は
考
え

日
本
の
た
め
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
か
。
そ
れ
と

と
答
え
て
い
る
の
は
そ
の
意
味
な
の
で
あ
る
。

、
、
、
、

本
来
は
軍
事
上
の
相
互
協
力
1
1
共
同
防
衛
の
た
め
の
条
約
で
あ
る
は
ず
の
日
米
安
保
条
約
か
ら
期
待
し
て
い
る

つ
ま
り
国
連
憲
章
第
五
十
一
条
に
も
と
づ
く
「
集

つ
ま
り
在
日
米
軍
の
軍
事
力
を
恐
れ
て
、

ソ



連
が
日
本
列
島
へ
の
侵
攻
を
た
め
ら
っ
て
い
る
間
に
、

来
る
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
で
あ
る
。

、
、
、

日
本
国
民
の
多
く
は
、
今
な
お
「
大
宰
相
吉
田
茂
が
、
巧
妙
に
ア
メ
リ
カ
を
だ
ま
し
て
日
本
を
防
衛
さ
せ
た
。
そ
の
結
果
、
日
本
が
軍

事
力
に
国
家
の
資
金
を
使
わ
ず
に
、
経
済
成
長
に
資
金
を
集
中
で
き
た
の
は
良
か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

論
調
査
で
も
、
〈
「
日
本
が
戦
後
、
経
済
的
に
発
展
で
き
た
の
は
、

そ
の
他
の
答

こ
の
意
見
に
讃
成
で
す
か
。
反
対
で
す
か
＞
~
と
い
う
質
問
に
対
す
る
答
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

そ
の
故
に
、
外
国
人
は
彼
ら
を
『
ニ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
・
ア
ニ
マ
ル
』
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
が
、

日
米
安
保
条
約
の
他
方
の
当
事
国
で
あ
る
米
国
側
は
当
然
、
こ
の
条
約
に
「
い
ざ
と
い
う
場
合
」

の
『
抑
止
力
』
と
し
て
作
用
す
る
と
い
う
の
は
、
米
国
の
軍
事
力
が
ソ
連
の
軍
事
力
よ
り
も
圧
倒
的
に
優
位
だ
っ
た
「
昨
日
」
ま
で
の
こ

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

は
、
在
日
米
軍
は
、
も
は
や
ソ
連
軍
へ
の
『
抑
止
力
』
と
は
な
ら
な
い
。

三
（四
01―

―
)

と
な
の
で
あ
る
。

ソ
連
の
軍
事
力
が
米
国
の
軍
事
力
に
追
い
つ
き
、
そ
し
て
追
い
越
そ
う
と
し
て
い
る
「
今
日
」
、

更
に
は
「
明
日
」
に

ら
の
「
利
益
」
を
期
待
し
て
い
る
。
し
か
も
、

「
い
ざ
と
い
わ
な
い
場
合
」
の
日
本
側
の
「
利
益
」
の
源
泉
、
つ
ま
り
米
軍
が
ソ
連
軍
へ

に
見
え
て
も
、
結
局
は
「
ア
ニ
マ
ル
」
以
上
の
何
も
の
で
も
な
い
。

答
え
な
い

1
3
>
 

6
 

反
対

26 

＾
賛
成

55 

ま
す
。
あ
な
た
は
、

「
有
事
の
際
」
の
在
日
米
軍
基
地
か

ア
メ
リ
カ
軍
が
日
本
を
守
っ
て
く
れ
た
た
め
だ
」
と
い
う
意
見
が
あ
り

し
か
し
「
ア
ニ
マ
ル
」
は
賢
明
そ
う

一
九
六
八
年
の
世

日
本
が
一
方
的
に
「
即
物
的
利
益
」

「
経
済
的
利
益
」
を
手
に
入
れ
る
こ
と
が
出



憲
法
で
あ
る
」

「
日
本
の
国
を
守
る
の
に
一
番
大
切
な
も
の
は
」
ー
「
平
和
外
交
で
あ
る
」

答
え
な
い

4
>
 

2
 

平
和
外
交

42 2
 

2
 

愛
国
心

13 

平
和
憲
法

15 

国
の
経
済
力

自
衛
隊
の
カ

20 

〈
質
問
17〉

選
ん
で
も
ら
う
）

＾
日
本
の
国
を
守
る
の
に
一
番
大
切
な
の
は
、
何
だ
と
思
い
ま
す
か
。

関
法

第
二
九
巻
第
三
号

ア
メ
リ
カ
の
支
援

そ
の
他
の
答
え

一
九
五

0
年
一
月
二
十
四
日
、
内
閣
総
理
大
臣
吉
田
茂
が
国
会
で
の
施
政
方
針
演
説
の
中
で
「
武
力
な
き
自
衛
権
」
と
言
い
、
同
年
十

二
月
号
の
雑
誌
『
世
界
』
で
平
和
問
題
談
話
会
の
学
者
た
ち
が
「
精
神
的
文
化
的
乃
至
は
政
治
的
法
律
的
な
方
法
で
、
国
を
守
る
べ
き

だ
」
と
主
張
し
て
以
来
、

日
本
国
民
の
防
衛
意
識
は
狂
わ
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
は
、
前
述
の
国
家
の
「
自
存
権
」
と
「
自
衛
権
」
と
が
故
意
に
混
同
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
1
5
%
)
と
い
う
合
計
77
％
の
答
え
は
、

(
4
2
%）
、
「
国
の
経
済
力
で
あ
る
」

み
な
そ
の
系
譜
に
属
す
る
の
で
あ
る
が
、

（
回
答
を
記
入
し
た
カ
ー
ド
の
中
か
ら
―
つ
を

―
二
四

（四

0
四）

「
国
を
守
る
」

(
2
0
%）
、
「
平
和

「
国
家
を
防
衛
す
る
」



段
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

J

の
よ
う
に
、

が
正
当
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

ヲ
罰
セ
ス
」

は
な
か
っ
た
。

の
み
、
正
当
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ぐ
ら
い
は
、

の
手
段
」

カ
」
や
ら
、

―
二
五

つ
ま
り
「
自
衛
権
」
を
行
使
出
来
る
場
合
と
い
う
の
は
、
そ
の
よ
う
な
「
外
交
的
手
段
」
や
ら
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
`
‘

ま
し
て
「
平
和
憲
法
」
な
ど
で
は
間
に
合
わ
ぬ
緊
急
の
場
合
の
み
に
限
ら
れ
る
と
い
う
の
が
国
際
法
上
の
常
識
で
あ
る
。

一
八
＿
―
-
七
年
の
「
カ
ロ
ラ
イ
ン
号
事
件
」
で
、
米
国
国
務
長
官
ウ
ニ
ブ
ス
タ
ー
が
述
べ
た
よ
う
に
、

圧
倒
的
な
必
要
が
あ
っ
て
、
手
段
の
選
択
を
許
さ
ず
、

ま
た
考
慮
し
て
い
る
余
裕
の
な
い
場
合

(instant,
o
v
e
r
w
h
e
l
m
i
n
g
`
l
e
a
v
i
n
g
 

n
o
 c
h
o
i
c
e
 
of 
m
e
a
n
s
 a
n
d
 n
o
 m
o
m
e
n
t
 for 
deliberation) 

「
外
交
そ
の
他

「
精
神
的
、
文
化
的
、
政
治
的
、
法
律
的
な
方
法
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
悠
長
な
方
法
手
段
で
は
間
に
合
わ
ぬ
緊
急
の
場
合
に

「
外
交
官
」
吉
田
茂
や
平
和
問
題
談
話
会
の
「
学
者
」
た
ち
が
知
ら
ぬ
は
ず

ま
さ
に
「
急
迫
不
正
ノ
侵
害
二
対
シ
自
己
又
ハ
他
人
ノ
権
利
ヲ
防
衛
ス
ル
為
メ
已
ム
コ
ト
ヲ
得
サ
ル
ニ
出
テ
タ
ル
行
為
ハ
之

（
刑
法
第
三
十
六
条
）
と
い
う
「
正
当
防
衛
権
」
の
場
合
に
相
当
す
る
の
で
あ
り
、
現
在
の
国
連
憲
章
的
表
現
を
借
用
す
れ

、
、
、
、
、

ば
、
前
に
も
引
用
し
た
よ
う
に
、
第
五
十
一
条
の
「
そ
の
国
に
対
し
て
武
力
攻
撃
が
加
え
ら
れ
た
場
合
」
に
の
み
、

「
平
和
」
の
状
態
が
破
ら
れ
て
、

そ
の
国
に
対
し
て
「
武
力
」
攻
撃
が
現
に
加
え
ら
れ
た
場
合
に
の
み
正
当
と
さ
れ
、

合
法
的
な
も
の
と
さ
れ
る
「
自
衛
」
の
方
法
手
段
は
、

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

そ
れ
が
有
効
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
当
然
、

「
日
本
の
国
を
守
る
の
に
一
番
大
切
な
も
の
は
、
何
だ
と
思
い
ま
す
か
」
—
ー
＇
「
日
本
の
国
を
守
る
」
と
い
う
よ
り
は
、

、
、
、
、
、

の
生
命
、
財
産
を
守
る
」
と
表
現
し
た
ほ
う
が
正
し
い
の
で
あ
る
が
|
|
＇
外
国
か
ら
武
力
攻
撃
が
加
え
ら
れ
た
場
合
に
、
そ
の
武
力
攻
撃

「
国
家
が
自
衛
す
る
」
場
合
、

「
自
衛
権
」
の
行
使

「
武
力
的
方
法
」

（四
0
五）

に
の
み
、
国
際
法
上
合
法
と
さ
れ
る
」
の
で
あ
り
、

「
武
力
的
手

「
日
本
国
民

「
自
衛
権
の
行
使
は
．
急
迫
な
、

「
経
済



し
か
し
、

た
13
％
の
日
本
国
民
は
基
本
的
に
は
正
し
い
。

本
国
民
は
、
そ
れ
と
な
く
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

か
．
米
軍
墓
地
を
守
る
た
め
に
米
軍
と
協
力
し
て
日
本
国
民
の
「
生
命
」

現
在
の
「
自
衛
隊
」
が
「
満
人
保
安
隊
」
で
あ
り
、

「
い
ざ
と
い
う
場
合
」
に
は
、
日
本
国
民
の
「
生
命
」

隊
の
力
で
あ
る
」
と
答
え
た
日
本
国
民
は
わ
ず
か
2
％
に
す
ぎ
な
い
。

「
財
産
」
を
防
衛
す
る
方
法
に
は
（
現
在
の
国
連
憲
章
第
五
十
一
条
に
よ
れ
ば
）
二
種
類
あ
る
。

こ
れ
は
外
国
か
ら
武
力
攻
撃
が
加
え
ら
れ
た
場
合
、

撃
退
さ
せ
て
、

日
本
国
民
の
「
生
命
」

日
本
の
「
武
力
」
、
特
に
「
対
外
的
武
力
」
（
軍
隊
）
に
よ
っ
て
、
そ
の
外
国
軍
を

「
財
産
」
を
保
護
す
る
方
法
で
あ
る
。

し
か
し
、
現
実
に
は
「
日
本
の
国
を
守
る
の
に
一
番
大
切
な
の
は
、
何
だ
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、

「
日
本
の
国
を
守
る
の
に
一
番
大
切
な
の
は
、
何
だ
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、

「
愛
国
心
」
だ
け
で
国
が
守
れ
る
も
の
な
ら
、

集
団
的
安
全
保
障
措
置
（
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
）

対
米
従
属
の
非
愛
国
的
「
自
衛
隊
」
を
持
つ
よ
う
な
こ
と
に
は
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

J
 

2
 

［
 

こ
れ
は
日
本
に
対
し
て
武
力
攻
撃
が
加
え
ら
れ
た
場
合
、
集
団
安
全
保
障
条
約
の
相
手
国
の
軍
隊
、
現
在
で
は
米
国
の
軍
隊
に
よ
っ
て
、

そ
の
外
国
軍
を
排
除
し
て
も
ら
っ
て
、

き
発
想
で
あ
り
、

日
本
は
大
東
亜
戦
争
で
米
国
に
負
け
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
、
こ
の
よ
う
な

日
本
国
民
の
「
生
命
」

「
財
産
」
を
守
っ
て
も
ら
う
方
法
で
あ
る
が
、

不
道
徳
な
非
人
間
的
な
、
す
な
わ
ち
ア
ニ
マ
ル
的
な
発
想
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
れ
は

clJ

個
別
的
安
全
保
障
措
置
（
個
別
的
自
衛
権
の
行
使
）

か
ら
日
本
国
民
の
「
生
命
」

関
法
第
二
九
巻
第
一
二
号

そ
れ
は
、
実
は
、
恥
ず
べ

「
そ
れ
は
愛
国
心
で
あ
る
」
と
答
え

「
財
産
」
を
守
る
ど
こ
ろ

「
財
産
」
を
侵
害
す
る
『
同
胞
殺
傷
部
隊
』
で
あ
る
こ
と
を
日

―
二
六

（四

0
六）

「
そ
れ
は
自
衛



日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

自
信
を
喪
失
し
、

ア
メ
リ
カ
ヘ
の
「
不
信
」
の
か
げ
り
を
見
せ
て
い
る
。

『
自
由
ペ
ト
ナ
ム
』

―
二
七

「
今
日
」
、

し
て
、
「
ア
メ
リ
カ
は
本
気
で
日
本
を
守
っ
て
く
れ
る
と
思
う
」
と
答
え
た
日
本
国
民
は
、

20
％
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
約
20
％
の
「
対
米
従
属
派
」
・
「
向
米
一
辺
倒
派
」
と
い
え
ど
も
、

『
自
由
イ
ラ
ン
』
を
冷
た
く
切
り
捨
て
て
、

（四
0
七）

(3) 

「
明
日
」
の
ア
メ
リ
カ
の
支
援
に
つ
い
て
は
、

(2) 

八
い
ざ
と
い
う
場
合
、

ア
メ
リ
カ
は
本
気
で
日
本
を
守
っ
て
く
れ
る
と
思
い
ま
す
か
＞
と
い
う
八
質
問

日
米
安
保
条
約
の
お
か
げ
で
あ
る
」

4
>に
対

国
民
は
、

18
％
で
あ
っ
た
。

八
質
問

2
>
に
対
し
て
、

「
そ
れ
は
、

（
ア
メ
リ
カ
の
支
援
の
お
か
げ
で
あ
る
）
と
答
え
た
日
本

(1) 

「
そ
れ
は
ア
メ
リ
カ
の
支
援
で
あ

い
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
は
、
今
日
的
意
味
に
お
い
て
は
、

日
米
安
保
条
約
の
他
方
の
当
事
国
で
あ
る
米
国
は
、
当
然
、

米
国
民
の
「
税
金
」
と
米
国
青
年
の
「
血
」
で
お
の
れ
の
「
生
命
」
「
財
産
」
を
守
ら
せ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

、

し
か
も
、
米
国
の
軍
隊
は
、
米
国
を
防
衛
す
る
た
め
に
あ
る
の
だ
と
い
う
当
然
の
こ
と
を
忘
却
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
こ
の
発
想
は

(
3
)
 

全
く
愚
劣
で
あ
る
。

「
い
ざ
と
い
う
場
合
」
の
在
日
米
軍
基
地
か
ら
の
「
利
益
」
を
期
待
し
て

日
本
列
島
に
軍
事
基
地
を
置
く
こ
と
が
、
米
国
の
防
衛
に
役
立
つ
か
ら
、

1

米
国
民
の
「
生
命
」

る
の
に
役
立
つ
か
ら
、
米
軍
は
日
本
に
駐
留
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

ソ
連
軍
の
攻
撃
か
ら
米
国
太
平
洋
岸
を
防
衛
す
る
た
め
に
、

る
」
と
答
え
た
日
本
国
民
も
ま
た
、
わ
ず
か
に
2
％
で
あ
っ
た
こ
と
は
、

「
日
本
の
国
を
守
る
の
に
一
番
大
切
な
も
の
は
、
何
だ
と
思
い
ま
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、

ま
i
1
と
に
重
要
で
恥
が
。

「
財
産
」
を
守

そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
特
に
ゥ

ラ
ジ
ウ
ォ
ス
ト
ッ
ク
軍
港
に
対
す
る
電
撃
的
攻
撃
を
加
え
る
た
め
に
、
米
軍
は
日
本
に
駐
留
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
昨
日
」
ま
で
、
八
日
本
が
戦
後
一
二
十
年
以
上
も
平
和
だ
っ
た
の
は
、
主
と
し
て
ど
ん
な
理
由
に
よ
る
と
思
い
ま
す
か
＞
と
い
う



⑦
答
え
な
い

⑥
「
安
保
条
約
を
や
め
る
」
と
い
う
カ
ー
ド
を
選
ん
だ
者

1
3
>
 

ー 12 42 13 

ん
だ
者

う
質
問
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
対
す
る
答
は
次
の
如
く
で
あ
っ
た
。

思
え
ば
一
九
六
八
年
の
世
論
調
査
で
は
、
八
日
米
安
保
条
約
は
、

以
後
も
、

第
二
九
巻
第
三
号

ア
ジ
ア
か
ら
撤
退
を
開
始
し
た
ア
メ
リ
カ
、

し
か
も
、

ア
メ
リ
カ
軍
に
頼
る
」
と
い
う
カ
ー
ド
を
選
ん
だ
者

一
九
七

0
年
に
、
十
年
の
一
応
の
期
限
が
き
て
、

そ
の
軍
事
力
が
ソ
連
に
追
い
つ
か
れ
追
い
越
さ
れ
か
け
て
い
る
米
国
が
、
「
明
日
」

「
日
本
の
防
衛
に
と
っ
て
一
番
大
切
な
も
の
」
と
な
り
得
る
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
は
、

辺
倒
派
」
と
い
え
ど
も
、

⑥
そ
の
他
の
答

関
法

そ
の
十
分
の
一
の
わ
ず
か
2
％
が
「
イ
ニ
ス
」
と
答
え
た
だ
け
で
あ
っ
た
。

本
が
や
め
よ
う
と
い
え
ば
、
そ
の
一
年
後
に
や
め
ら
れ
る
状
態
に
な
り
ま
す
。
あ
な
た
は
、
こ
の
条
約
を
今
後
ど
う
す
る
の
が
一
番
よ
い

と
思
い
ま
す
か
。
こ
の
な
か
か
ら
（
カ
ー
ド
を
見
せ
る
）
あ
な
た
の
お
気
持
に
一
番
近
い
も
の
を
一
っ
だ
け
選
ん
で
下
さ
い
＞
ー
と
い

A
①
「
安
保
条
約
を
さ
ら
に
十
年
ぐ
ら
い
や
め
ら
れ
な
い
よ
う
に
改
定
し
て
、

③
「
安
保
条
約
は
改
定
せ
ず
、

や
め
よ
う
と
思
え
ば
や
め
ら
れ
る
状
態
の
ま
ま
続
け
て
、

か
の
「
対
米
従
属
派
」
・
「
向
米
一

ア
メ
リ
カ
軍
に
頼
る
」
と
い
う
カ
ー
ド
を
選

③
「
必
要
な
と
き
だ
け
ア
メ
リ
カ
軍
に
来
て
も
ら
え
る
よ
う
に
安
保
条
約
を
改
定
す
る
」
と
い
う
カ
ー
ド
を
選
ん
だ
者

④
「
安
保
条
約
を
す
ぐ
に
は
や
め
な
い
が
、
機
会
を
み
て
や
め
る
方
向
に
も
っ
て
ゆ
く
」
と
い
う
カ
ー
ド
を
選
ん
だ
者

―
二
八

（四
0
八）

15 4
 

そ
の
あ
と
は
、
日



(
3
)
 

(
2
)
 

註
(
1
)

そ
れ
か
ら
十
年
後
の
一
九
七
八
年
の
世
論
調
査
で
は
、
も
は
や
こ
の
よ
う
な
各
種
の
「
反
対
論
」
は
す
べ
て
問
題
外
と
さ
れ
て
い
る
。

「
安
保
条
約
を
す
ぐ
に
は
や
め
な
い
が
、
機
会
を
み
て
や
め
る
方
向
に
持
っ
て
行
く
」
と
い
う

4
2
%、
及
び
「
安
保
条
約
を
す
ぐ
や
め
る
」

と
い
う

1
2
%、
合
計
54
％
の
日
米
安
保
条
約
廃
棄
論
は
、
完
全
に
不
問
に
付
せ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
事
実
上
、
「
有
事
の
際
」

の
日
米
間
の
「
指
揮
調
整
所
」
の
設
置
と
い
う
「
新
段
階
」
に
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
こ
の
『
自
由
日
本
』
に
お
い
て
も
ま
た
、
『
或
る
朝
、
突
然
に
』
、
日
本
国
民
の

80
％
乃
至
は
98
％
が
、
米

軍
を
捨
て
、

ア
メ
リ
カ
か
ら
完
全
に
「
離
反
」
し
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
、
米
国
は
あ
わ
て
ふ
た
め
く
に
違
い
な
い
。
如
何
な

る
外
国
の
軍
隊
で
も
、
そ
の
駐
留
す
る
国
の
国
民
か
ら
信
頼
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

拙
稿
『
新
日
米
安
保
条
約
と
憲
法
の
一
断
面
』

『
ジ
ュ
リ
ス
ト
』
一
九
六

0
年
一
月
号
（
臨
時
増
刊
）
一

0
二
頁
参
照

拙
稿
『
「
戦
争
の
放
棄
」
解
釈
ー
~
日
本
国
憲
法
に
於
け
る
平
和
原
理
けl

』

『
関
西
大
学
法
学
論
集
』
第
三
巻
第
三
号
四
四
頁
参
照

拙
稿
『
「
自
衛
力
」
の
諸
問
題
l

日
本
国
憲
法
に
於
け
る
乎
和
原
理
⇔
ー
』

『
関
西
大
学
法
学
論
集
』
第
四
巻
第
二
号
一
九
頁
参
照

拙
稿
『
国
民
、
国
会
、
そ
し
て
政
府
』

『
法
律
時
報
』
一
九
六

0
年
六
月
号
（
通
巻
第
三
六
四
号
）
八
四
頁
参
照

日
米
安
保
体
制
の
再
検
討
（
四
）

―
二
九

（四
0
九）

〔
一
九
七
八
・
十
一
・
十
一
〕




