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国
々
や
地
域
で
人
び
と
が
圧
制
に
対
す
る
抵
抗
や
解

放
運
動
を
通
じ
て
確
認
し
、
共
有
し
て
き
た
も
の
で

あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
普
遍
性
を
主
張
で
き
る
原
理

な
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
憲
法
が
国
民
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
政
府

の
権
力
行
使
を
制
限
で
き
る
の
は
、
そ
れ
が
人
権
と

い
う
普
遍
的
な
原
理
を
そ
な
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
原
理
を
否
認
す
る
よ
う
な
改
憲
は
、
改
憲
で
は

な
く
憲
法
そ
の
も
の
の
自
殺
行
為
で
あ
り
、
憲
法
の

破
壊
（「
壊
憲
」）
な
の
で
あ
る
。

憲
法
が
拠
っ
て
立
つ
原
理
の
１
８
０
度
の
転
換

―
自
民
党
の
憲
法
改
正
草
案

憲
法
は
、
普
遍
的
な
原
理
に
拠
っ
て
政
府
の
権
力

を
制
限
す
る
。
こ
の
立
憲
主
義
の
考
え
方
を
、
安
倍

首
相
は
真
っ
向
か
ら
否
定
す
る
。「
憲
法
が
国
家
権

力
を
縛
る
も
の
だ
と
い
う
考
え
は
、
１
つ
の
考
え
方

で
あ
っ
て
、
絶
対
王
政
の
時
代
の
主
流
的
な
考
え
方
。

憲
法
は
（
日
本
と
い
う
）
国
の
形
、
理
想
、
未
来
を

語
る
も
の
で
あ
る
」（
14
年
２
月
３
日
、
衆
院
予
算
委
員

会
）。憲法

が
政
府
の
権
力
を
縛
る
と
い
う
考
え
方
は
時

代
遅
れ
の
も
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
代
わ
っ

て
、
憲
法
が
「
国
の
形
、
理
想
、
未
来
を
語
る
も
の
」

だ
と
い
う
こ
と
は
、
何
を
意
味
す
る
の
か
。
憲
法
は
、

自
国
の
歴
史
や
伝
統
に
も
と
づ
く
国
家
の
ア
イ
デ
ン

テ
ィ
テ
ィ
を
示
す
規
範
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
美
し

い
国
」
を
作
る
と
い
う
国
民
の
あ
る
べ
き
姿
や
生
き

方
を
提
示
す
る
も
の
（「
行
為
規
範
」）
だ
、
と
言
い

た
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
憲
法
の
見
方
は
、
自
民
党
の
憲
法
改
正

草
案
に
絵
に
画
い
た
よ
う
に
現
わ
れ
て
い
る
。「
日

本
国
は
、
長
い
歴
史
と
固
有
の
文
化
を
持
ち
」、「
天

皇
を
戴
く
国
家
で
あ
る
」。「
日
本
国
民
は
、
国
と
郷

土
を
誇
り
と
気
概
を
持
っ
て
自
ら
守
り
、
基
本
的
人

権
を
尊
重
す
る
と
と
も
に
、
和
を
尊
び
、
家
族
や
社

会
全
体
が
互
い
に
助
け
合
っ
て
国
家
を
形
成
す
る
」。

「
良
き
伝
統
と
我
々
の
国
家
を
末
永
く
子
孫
に
継
承

す
る
た
め
、こ
こ
に
こ
の
憲
法
を
制
定
す
る
」（
前
文
）。

そ
こ
で
は
、
憲
法
は
、
人
権
と
い
う
普
遍
的
な
原

理
に
代
わ
っ
て
、
民
族
の
「
長
い
歴
史
と
固
有
の
文

化
」
と
「
良
き
伝
統
」
に
立
脚
す
る
も
の
に
す
り
替

え
ら
れ
て
い
る
。「
基
本
的
人
権
の
尊
重
」
と
い
う

言
葉
だ
け
は
残
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
普
遍
的
な
原

理
で
あ
る
こ
と
は
巧
み
に
消
去
さ
れ
て
い
る
。
現
在

の
憲
法
に
あ
る
「
人
類
普
遍
の
原
理
」（
前
文
）、「
基

本
的
人
権
は
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努

と
に
か
く
キ
ナ
臭
い
。
私
が
生
き
て
い
る
う
ち

に
、
こ
ん
な
時
代
が
来
る
と
は
思
っ
て
も
い
な
か
っ

た
。第
１
次
安
倍
内
閣（
２
０
０
６
年
９
月
～
07
年
８
月
）

が
そ
の
先
触
れ
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
が
、
現
在
の
第
２

次
に
な
っ
て
か
ら
の
進
み
行
き
は
異
常
と
い
う
し
か

な
い
。

私
は
07
年
９
月
に
『
目
覚
め
た
ら
、
戦
争
。
―
―	

力
の
成
果
」（
第
97
条
）
と
い
う
規
定
を
も
の
の
見
事

に
削
り
落
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。　

安
倍
首
相
と
自

民
党
の
改
憲
の
狙
い
は
、
憲
法
が
拠
っ
て
立
つ
原
理

を
人
権
と
い
う
普
遍
的
な
原
理
か
ら
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
（
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
）
に
１
８
０
度

転
換
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
個
人
の
自
由
や

人
権
と
い
っ
た
憲
法
の
最
も
重
要
な
価
値
の
否
定
で

あ
る
。
人
権
と
い
う
普
遍
的
な
原
理
の
上
に
立
つ
立

憲
主
義
を
壊
す
こ
と
で
あ
る
。
安
倍
政
権
の
改
憲
は
、

憲
法
そ
の
も
の
を
破
壊
す
る「
壊
憲
」に
ほ
か
な
ら
な
い
。

参
考
文
献：樋
口
陽
一『
い
ま「
憲
法
改
正
」を
ど
う
考
え
る
か
』

（
２
０
１
３
年
、
岩
波
書
店
）

（
し
ら
か
わ
・
ま
す
み
／
『
季
刊
ピ
ー
プ
ル
ズ
・
プ
ラ
ン
』

編
集
長
、「
座
標
塾
」
講
師
。
１
９
４
２
年
生
ま
れ
。
憲
法

に
つ
い
て
は
「
憲
法
と
は
何
か
―
―
な
ぜ
『
国
民
の
義
務

規
定
』
と
し
て
は
な
ら
な
い
か
」〈
シ
リ
ー
ズ
『
改
憲
異
論
』

№
１
、２
０
０
５
年
、現
代
企
画
室
〉で
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
）

過い
ま去
を
忘
れ
な
い
た
め
の
現か
こ在
』（
コ
モ
ン
ズ
刊
）
と

い
う
本
を
上
梓
し
た
。
そ
の
本
の
中
で
、
こ
ん
な
ふ

う
に
書
い
た
。

〈
戦
争
は
こ
う
し
て
突
然
、
私
た
ち
の
目
の
前
に

現
実
と
な
っ
て
立
ち
現
わ
れ
た
。
あ
る
朝
、
銃
声
で

目
覚
め
る
と
い
う
こ
と
が
、
絵
空
事
で
は
な
く
な
っ

安
倍
流「
日
本
を
取
り
戻
す
政
治
」の
あ
ま
り
に

デ
タ
ラ
メ
な
中
身
を
検
証
す
る
と
…
…

鈴
木
耕
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た
の
で
あ
る
。

テ
レ
ビ
が
速
報
を
伝
え
る
。「
臨
時
ニ
ュ
ー
ス
を

お
伝
え
し
ま
す
。
紛
争
地
〇
〇
で
活
動
中
の
自
衛
隊

が
、
反
政
府
武
装
勢
力
と
交
戦
状
態
に
陥
り
、
自
衛

隊
員
五
名
が
戦
死
し
た
模
様
で
す
」

そ
ん
な
こ
と
が
起
き
な
い
と
、
誰
が
確
約
で
き
よ

う
か
。〉

む
ろ
ん
、
こ
の
文
章
は
、
そ
ん
な
こ
と
が
起
き
ま

せ
ん
よ
う
に
、
と
い
う
私
の
願
望
を
込
め
た
も
の

だ
っ
た
が
、
安
倍
晋
三
首
相
に
対
し
て
は
、
あ
の
当

時
か
ら
そ
ん
な
危
惧
を
抱
い
て
い
た
の
だ
。

安
倍
氏
は
お
な
か
の
病
を
抱
え
て
１
年
足
ら
ず
で

退
陣
し
た
け
れ
ど
、
元
気
を
回
復
し
て
再
登
場
。
７

年
前
に
私
が
感
じ
た
危
惧
が
、
い
よ
い
よ
現
実
味
を

帯
び
て
き
て
し
ま
っ
た
。

極
右
政
治
の
兆
し
、「
ナ
チ
ス
に
学
べ
」
…
…

い
ろ
い
ろ
と
危
な
い
兆
候
は
あ
っ
た
け
れ
ど
、
そ

れ
が
最
初
に
飛
び
出
し
た
の
は
、
麻
生
太
郎
副
総
理

兼
財
務
相
の
恐
る
べ
き
暴
言
だ
っ
た
と
思
う
。
13
年

７
月
、
彼
は
講
演
で
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。

「
ヒ
ト
ラ
ー
の
ナ
チ
ス
政
権
は
民
主
的
な
議
会
選

挙
で
出
て
き
た
。
だ
か
ら
静
か
に
や
ろ
う
や
と
。
あ

る
日
、
気
づ
い
た
ら
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
が
ナ
チ
ス
憲

法
に
変
わ
っ
て
い
た
ん
で
す
。
誰
も
気
づ
か
な
い
で

変
わ
っ
た
。
あ
の
手
口
を
学
ん
だ
ら
ど
う
か
ね
」

凄
ま
じ
い
発
言
だ
。
欧
米
な
ら
即
座
に
罷
免
、
政

治
生
命
を
失
う
類
い
の
妄
言
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の

発
言
、
事
実
関
係
も
間
違
え
て
い
る
。
ナ
チ
ス
憲
法

に
変
わ
っ
た
の
で
は
な
い
。
ナ
チ
ス
が
「
全
権
委
任

法
」
を
作
っ
て
ワ
イ
マ
ー
ル
憲
法
を
骨
抜
き
に
し
た

の
だ
。
歴
史
的
事
実
さ
え
知
ら
な
か
っ
た
。
と
も
か

く
、
こ
の
あ
た
り
か
ら
安
倍
内
閣
の
恐
る
べ
き
体
質

が
露
わ
に
な
っ
た
と
、
私
は
考
え
て
い
る
。

副
総
理
の
こ
の
よ
う
な
危
険
極
ま
り
な
い
発
言
を

な
ん
と
か
し
の
い
だ
安
倍
氏
は
、
国
民
は
少
々
の
こ

と
で
は
気
づ
か
な
い
と
高
を
括
っ
た
の
か
、
次
々
に

ヤ
バ
イ
手
を
打
ち
始
め
る
。〝
お
友
だ
ち
人
事
〟
と

呼
ば
れ
る
露
骨
な
手
法
も
そ
の
ひ
と
つ
だ
。

「
憲
法
の
番
人
」
と
も
言
わ
れ
る
内
閣
法
制
局
長

官
に
、「
集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
」
を
声
高
に
主

張
し
て
き
た
小
松
一
郎
前
駐
仏
大
使
を
起
用
。
こ
れ

ま
で
法
制
局
長
官
は
、
法
制
局
内
部
か
ら
の
起
用
と

い
う
の
が
慣
例
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
ん
な
も
の
は
一

蹴
。
こ
れ
に
よ
り
、安
倍
首
相
の
悲
願
で
も
あ
る「
集

団
的
自
衛
権
行
使
」
は
首
相
の
掌
の
上
に
乗
せ
ら
れ

て
し
ま
っ
た
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
人
事
へ
の
介
入
も
ひ
ど
い
。
経
営
委
員
に

続
々
と
お
友
だ
ち
を
送
り
込
ん
だ
。
極
右
的
言
動
が

物
議
を
か
も
し
て
い
る
作
家
の
百
田
尚
樹
氏
や
哲
学

者
の
長
谷
川
三
千
子
氏
ら
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、
Ｎ

Ｈ
Ｋ
会
長
に
は
籾
井
勝
人
氏
（
日
本
ユ
ニ
シ
ス
前
社
長
）

を
任
命
。
籾
井
氏
が
記
者
会
見
等
で
不
穏
な
発
言
を

繰
り
返
し
、
国
会
に
呼
び
つ
け
ら
れ
て
支
離
滅
裂
な

答
弁
を
連
発
し
て
い
る
の
は
、
も
は
や
知
ら
ぬ
者
も

い
な
い
。
そ
れ
で
も
百
田
氏
や
長
谷
川
氏
は
も
ち
ろ

ん
、
籾
井
氏
に
も
何
の
お
咎
め
も
な
い
。
安
倍
氏
は
、

お
友
だ
ち
は
守
り
抜
く
、
と
い
う
友
情
に
満
ち
溢
れ

て
い
る
よ
う
だ
。

こ
う
し
て
、
法
制
局
を
抑
え
、
巨
大
放
送
局
を
支

配
下
に
置
き
、
準
備
万
端
整
え
た
上
で
、
い
よ
い
よ

「
解
釈
改
憲
」「
集
団
的
自
衛
権
行
使
」さ
ら
に
は「
憲

法
改
定
」
へ
と
駒
を
進
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
ひ
と

つ
ず
つ
、
外
堀
を
埋
め
て
い
く
。

ま
ず
は
昨
年
暮
れ
の
「
特
定
秘
密
保
護
法
」。
あ

れ
ほ
ど
各
界
か
ら
の
批
判
を
受
け
、
デ
モ
の
人
波
が

国
会
を
取
り
囲
む
中
で
の
強
行
採
決
。
危
な
い
情
報

は
国
民
の
目
か
ら
隠
し
、
批
判
を
す
れ
ば
逮
捕
に
至

る
現
代
の
「
治
安
維
持
法
」
と
ま
で
呼
ば
れ
た
法
律

の
成
立
だ
っ
た
。

「
武
器
」
を
「
防
衛
装
備
」
と
言
い
換
え
て
の
武

器
輸
出
解
禁
。
ト
ル
コ
・
ア
ラ
ブ
首
長
国
連
邦
へ
の

原
発
輸
出
を
可
能
に
す
る
原
子
力
協
定
の
締
結
。
さ

ら
に
原
発
推
進
の
た
め
に
「
重
要
な
ベ
ー
ス
電
源
」

を
「
ベ
ー
ス
ロ
ー
ド
電
源
」
と
言
い
繕
っ
て
の
「
エ

ネ
ル
ギ
ー
基
本
計
画
」
の
閣
議
決
定
。
言
葉
を
変
え

れ
ば
内
実
ま
で
変
わ
る
か
の
よ
う
な
錯
覚
で
政
治
を

左
右
す
る
の
が
安
倍
流
な
の
だ
。

第
１
次
内
閣
で
で
き
な
か
っ
た
怨
念
を
、
す
べ
て

吐
き
出
す
よ
う
な
安
倍
氏
。
連
立
を
組
む
公
明
党
は

抵
抗
の
姿
勢
は
示
す
も
の
の
、
連
立
の
蜜
の
味
は
手

放
し
そ
う
も
な
い
。
民
主
党
は
原
子
力
協
定
に
賛
成

す
る
な
ど
、
野
党
と
し
て
の
気
概
も
意
識
も
失
く
し

た
ま
ま
。
労
働
者
組
織
だ
っ
た
は
ず
の
連
合
も
、
ア

ベ
ノ
ミ
ク
ス
の
お
こ
ぼ
れ
に
あ
ず
か
ろ
う
と
い
う
の

か
、
批
判
の
声
す
ら
挙
げ
な
い
。
な
に
し
ろ
、
連
合

最
大
の
〝
お
祭
り
〟
メ
ー
デ
ー
に
、安
倍
首
相
を
〝
お

招
き
〟
す
る
の
だ
か
ら
、
ど
こ
へ
顔
を
向
け
て
い
る

の
か
分
か
ら
な
い
。
連
合
東
京
に
至
っ
て
は
、
都
知
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事
選
で
自
民
党
と
と
も
に
舛
添
要
一
氏
を
推
す
と
い

う
て
い
た
ら
く
。
闘
う
主
体
が
影
を
潜
め
て
し
ま
っ

た
の
だ
か
ら
、
安
倍
氏
の
極
右
突
進
は
止
ま
ら
な
い
。

も
っ
と
も
危
な
い
「
安
保
法
制
懇
」

安
倍
首
相
の
〝
お
友
だ
ち
利
用
〟
の
政
策
決
定
は
、

ど
う
考
え
て
も
異
常
だ
。
そ
の
典
型
例
が
「
安
全
保

障
の
法
的
基
盤
の
再
構
築
に
関
す
る
懇
談
会
（
略
称・

安
保
法
制
懇
）」
で
あ
る
。
こ
れ
は
あ
く
ま
で
首
相
の

〝
私
的
〟
懇
談
会
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
い
つ
の
間

に
か
公
的
な
政
策
決
定
機
関
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け

て
い
る
。
Ｎ
Ｈ
Ｋ
な
ど
は
、
意
図
的
か
ど
う
か
は
分

か
ら
な
い
が
、
ニ
ュ
ー
ス
で
扱
う
場
合
に
は
「
政
府

の
安
保
法
制
懇
で
は
…
…
」
と
い
う
伝
え
方
を
す
る
。

首
相
の
〝
私
的
懇
談
会
〟
が
い
つ
の
間
に
か
政
府

の
〝
公
的
機
関
〟
に
成
り
上
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

し
か
も
誰
も
そ
れ
に
異
論
を
唱
え
な
い
。

こ
の
懇
談
会
は
、
柳
井
俊
二
座
長
（
元
駐
米
大
使
）

や
北
岡
伸
一
座
長
代
理
（
国
際
大
学
学
長
）
を
始
め
と

し
て
、
14
人
の
メ
ン
バ
ー
全
員
が
集
団
的
自
衛
権
容

認
派
と
い
う
〝
偏
向
〟
有
識
者
集
団
、
つ
ま
り
安
倍

首
相
の
気
心
の
知
れ
た
お
友
だ
ち
ば
か
り
な
の
だ
。

ど
う
い
う
報
告
書
が
上
が
っ
て
く
る
か
は
、
最
初
か

予
想
が
つ
く
。
事
実
、
13
年
９
月
の
会
合
で
は
、
こ

ん
な
意
見
が
示
さ
れ
て
い
る
。

「
積
極
的
平
和
主
義
こ
そ
、
日
本
が
こ
れ
か
ら
背

負
う
べ
き
看
板
。
新
し
い
時
代
に
ふ
さ
わ
し
い
憲
法

解
釈
の
基
盤
を
」

何
の
法
的
裏
付
け
も
な
い
こ
ん
な
報
告
書
が
、
安

倍
内
閣
の
「
解
釈
改
憲
」
と
い
う
重
大
な
日
本
の
針

路
変
更
の
叩
き
台
に
利
用
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の

だ
。
こ
と
に
う
さ
ん
臭
い
の
が
こ
の
〝
積
極
的
平
和

主
義
〟
と
い
う
言
葉
。〝
平
和
〟
に
背
を
向
け
よ
う

と
す
る
と
き
に
は
、
逆
に
や
た
ら
と
〝
平
和
〟
を
連

発
す
る
。
例
え
ば
基
地
の
あ
る
街
へ
行
っ
て
み
れ
ば

分
か
る
。
た
い
て
い
〝
平
和
通
り
〟
や
〝
平
和
公
園
〟

が
あ
る
。
平
和
へ
の
う
し
ろ
め
た
さ
が
そ
ん
な
名
称

を
選
ば
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。

安
倍
首
相
は
、
自
身
が
右
翼
政
治
家
で
あ
る
こ
と

を
認
め
て
い
る
よ
う
だ
。
13
年
９
月
、
訪
米
中
に
保

守
系
シ
ン
ク
タ
ン
ク
で
講
演
し
「
も
し
私
を
右
翼
の

軍
国
主
義
者
と
呼
び
た
い
な
ら
ど
う
ぞ
」
と
ま
で
言

い
放
っ
た
。
そ
れ
で
も
な
お
支
持
率
は
50
％
超
を

キ
ー
プ
。
そ
れ
を
盾
に
安
倍
氏
の
言
い
分
は
エ
ス
カ

レ
ー
ト
す
る
。
14
年
２
月
の
衆
院
予
算
委
で
は
「
政

府
の
最
高
責
任
者
は
私
だ
。
政
府
の
答
弁
は
私
が
責

任
を
持
っ
て
、
そ
の
上
で
選
挙
で
審
判
を
受
け
る
」

と
答
弁
。
首
相
個
人
の
見
解
で
憲
法
解
釈
を
変
え
ら

れ
る
と
す
る
、
恐
る
べ
き
認
識
を
示
し
た
。

ま
た
、
同
委
員
会
で
「
立
憲
主
義
」
に
つ
い
て
問

わ
れ
る
と
「
そ
れ
は
王
権
が
絶
対
権
力
を
持
っ
て
い

た
時
代
の
考
え
方
。
い
ま
憲
法
と
い
う
の
は
、
国
の

形
、
理
想
と
未
来
を
、
そ
し
て
目
標
を
語
る
も
の
で

は
な
い
か
」
と
い
う
、
珍
妙
な
リ
ク
ツ
を
披
露
。
一

国
の
最
高
責
任
者
が
、
権
力
を
縛
る
も
の
と
し
て
の

憲
法
（
立
憲
主
義
）
に
つ
い
て
、ほ
と
ん
ど
、ま
っ
た
く
、

完
全
に
、
ど
う
し
よ
う
も
な
く
無
知
だ
っ
た
、
と
い

う
肌
寒
く
な
る
よ
う
な
政
治
状
況
が
現
在
も
続
い
て

い
る
の
で
あ
る
。

珍
説
「
砂
川
事
件
最
高
裁
判
決
を
根
拠
に
」

安
倍
氏
の
歯
止
め
な
き
集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認

論
に
、
さ
す
が
に
与
党
内
か
ら
も
批
判
が
上
が
り
始

め
た
。
そ
こ
へ
助
け
舟
。
高
村
正
彦
自
民
党
副
総
裁

が
「
砂
川
事
件
最
高
裁
判
決
（
１
９
５
９
年
）
を
根

拠
に
、
集
団
的
自
衛
権
の
限
定
的
行
使
は
認
め
ら
れ

る
」
と
い
う
ま
さ
に
〝
珍
説
〟
を
披
露
。
こ
れ
に
安

倍
首
相
が
飛
び
つ
い
た
の
だ
。

１
９
５
７
年
、
東
京・立
川
米
軍
基
地
の
北
側
（
旧

砂
川
町
）
へ
の
拡
張
に
反
対
し
た
住
民
や
学
生
ら
７

人
が
基
地
侵
入
し
た
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
の
が
砂
川

事
件
。
東
京
地
裁
の
伊
達
秋
雄
裁
判
長
は
「
米
軍
駐

留
は
憲
法
９
条
違
反
」
と
し
て
全
員
に
無
罪
（
伊
達

判
決
）
を
言
い
渡
し
た
。
驚
愕
し
た
日
本
政
府
は
高

裁
を
飛
び
越
え
最
高
裁
へ
異
例
の
飛
躍
上
告
。
す
る

と
最
高
裁
は
、
ま
る
で
政
府
の
意
を
酌
ん
だ
よ
う
に

「
わ
が
国
が
、
存
立
を
全
う
す
る
た
め
に
必
要
な
自

衛
の
た
め
の
措
置
を
取
り
得
る
こ
と
は
国
家
固
有
の

権
能
の
行
使
と
し
て
当
然
」
と
し
て
逆
転
有
罪
。

だ
が
こ
れ
に
は
裏
事
情
が
あ
っ
た
。
実
は
、
判
決

直
前
に
田
中
耕
太
郎
最
高
裁
長
官
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー

米
大
使
と
密
談
。
判
決
内
容
を
事
前
に
伝
え
て
い
た

と
い
う
。
政
治
的
思
惑
の
判
決
だ
っ
た
の
だ
。

こ
ん
な
疑
義
の
多
い
最
高
裁
判
決
に
さ
え
「
集
団

的
自
衛
権
」
な
ど
と
い
う
文
言
は
出
て
こ
な
い
。
ど

う
見
て
も
、
高
村
氏
の
意
見
は
牽
強
付
会
。
そ
れ
を

一
国
の
首
相
が
援
用
す
る
と
は
、
も
は
や
政
治
以
前

の
非
常
識
と
い
う
し
か
な
い
。

こ
ん
な
強
圧
的
な
「
日
本
を
取
り
戻
す
」
右
翼
政
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特
集
１　
若
者
へ
贈
る
新
「
憲
法
読
本
」

治
が
い
つ
ま
で
続
く
の
か
？　

だ
が
東
京
新
聞
（
４

月
30
日
）
の
世
論
調
査
報
道
に
よ
れ
ば
、
憲
法
９
条

改
憲
反
対
が
58
％
（
昨
年
６
月
）
か
ら
62
％
に
増
え
、

賛
成
は
33
％
（
同
）
か
ら
24
％
に
激
減
。
他
の
世
論

調
査
も
同
様
の
結
果
だ
。
多
く
の
人
た
ち
が
、
よ
う

や
く
極
右
政
治
に
Ｎ
Ｏ
を
突
き
つ
け
始
め
た
、
と
見

る
の
は
私
の
希
望
的
観
測
だ
ろ
う
か
…
…
。

若
者
た
ち
の
改
憲
反
対
派
は
増
加
の
傾
向
？

学
生
た
ち
が
利
用
す
る
就
職
情
報
会
社
マ
イ
ナ
ビ

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、
社
会
人
デ
ビ
ュ
ー
を
応
援
す
る

「
フ
レ
ッ
シ
ャ
ー
ズ
」
と
い
う
サ
イ
ト
が
あ
る
。
そ
の

フ
レ
ッ
シ
ャ
ー
ズ
が
２
０
１
４
年
２
月
に
実
施
し
、
19

歳
か
ら
29
歳
の
男
女
４
５
６
名
が
回
答
し
た
「
憲
法

９
条
に
つ
い
て
」
の
調
査
に
よ
る
と
、「
変
え
る
べ
き

で
は
な
い
」
は
52
・
２
％
と
半
数
を
超
え
、「
部
分
的

に
変
え
る
べ
き
」
が
24
・
６
％
、「
す
べ
て
変
え
る
べ

き
」
は
７・２
％
、「
条
文
は
そ
の
ま
ま
に
、
解
釈
を

考
え
な
お
す
べ
き
」
が
16
・
０
％
と
い
う
結
果
で
あ
っ

た
。
安
倍
が
強
行
す
る
「
解
釈
改
憲
」
の
内
容
を
質

問
に
採
り
入
れ
た
調
査
の
、
興
味
深
い
結
果
で
あ
る
。

実
際
、
こ
の
と
こ
ろ
の
各
新
聞
社
や
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
世

論
調
査
で
も
改
憲
反
対
は
、
あ
ま
り
の
安
倍
の
暴
走

ぶ
り
へ
の
懸
念
か
、
全
体
の
半
数
近
く
み
ら
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
お
り
、
ず
っ
と
改
憲
派
が
多
か
っ
た
読

売
の
世
論
調
査
で
す
ら
２
０
１
４
年
３
月
の
調
査
で

は
、
改
憲
賛
成
４
割
に
対
し
て
反
対
も
４
割
と
拮
抗

し
て
い
る
。

こ
の
読
売
調
査
で
は
、
30
代
か
ら
60
代
で
改
憲
賛

成
が
改
憲
反
対
を
５
～
10
㌽
上
回
っ
た
も
の
の
、
改

憲
反
対
の
値
が
20
代
で
５
㌽
改
憲
賛
成
の
値
を
上

回
っ
た
と
い
う
か
ら
、
一
概
に
「
若
者
は
保
守
化
し

て
い
る
」
と
は
言
え
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。

学
生
に
課
し
た
５
月
３
日
の
新
聞
社
説
分
析
か
ら

勤
め
先
の
女
子
大
学
で
新
聞
・
出
版
論
と
い
う
授

業
を
講
じ
て
お
り
、
学
生
た
ち
に
、
こ
の
５
月
の
連

休
中
の
課
題
と
し
て
、
５
月
３
日
の
新
聞
い
ず
れ
か

３
紙
を
選
び
、
憲
法
記
念
日
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

社
説
を
表
に
整
理
し
比
較
分
析
せ
よ
と
い
う
レ
ポ
ー

ト
を
求
め
、
Ｇ
Ｗ
明
け
に
提
出
さ
せ
た
。

若
い
世
代
の
９
条
観

―
―
学
生
の
５
月
３
日
新
聞
社
説
分
析
を
中
心
に
―
―諸

橋
泰
樹

レ
ポ
ー
ト
提
出
者
43
人
が
分
析
対
象
と
し
た
新
聞

３
紙
は
、
朝
日
32
、
読
売
29
、
毎
日
21
、
日
本
経
済

14
、
神
奈
川
10
、
産
経
６
、
東
京
３
、
中
国
２
、
下

野
２
、
山
陽
２
、
西
日
本
、
河
北
新
報
、
新
潟
日
報
、

信
濃
毎
日
、
山
梨
日
日
、
長
野
日
報
、
北
日
本
、
し

ん
ぶ
ん
赤
旗
が
各
１
で
、
延
べ
１
２
９
紙
。
同
日
に

朝
日
と
東
京
に
載
っ
た
意
見
広
告
に
つ
い
て
言
及
し

て
い
る
学
生
が
、
１
名
だ
け
い
た
。

改
め
て
全
国
紙
３
紙
の
社
説
の
論
点
を
分
析
し
て

み
た
と
こ
ろ
、
表
（
次
ペ
ー
ジ
）
の
よ
う
に
な
っ
た
。

朝
日
と
毎
日
は
、
集
団
的
自
衛
権
の
歯
止
め
の
な
さ

に
よ
る
危
険
性
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
解
釈
改
憲

は
立
憲
主
義
に
反
す
る
と
批
判
し
、
ほ
ぼ
同
様
の
ス

タ
ン
ス
と
い
え
る
。
そ
れ
に
対
し
読
売
は
真
逆
で
、

集
団
的
自
衛
権
の
必
要
性
を
声
高
に
述
べ
、
憲
法
解

釈
の
変
更
は
立
憲
主
義
に
反
す
る
と
い
う
批
判
は
理

解
に
苦
し
む
と
ま
で
書
い
て
い
る
。

大
方
の
認
識
だ
ろ
う
が
、
学
生
た
ち
の
レ
ポ
ー
ト

か
ら
他
紙
の
分
析
結
果
を
見
る
と
、
日
経
と
産
経
で

比
較
的
読
売
的
な
立
場
、
東
京
や
地
方
紙
は
比
較
的

朝
日
・
毎
日
に
近
い
立
場
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
一
見
「
メ
デ
ィ
ア
間
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
闘

争
」
が
み
ら
れ
る
も
の
の
、
朝
日
も
毎
日
も
、
解

釈
改
憲
は
立
憲
主
義
に
も
と
る
と
主
張
す
る
あ
ま

り
、
集
団
的
自
衛
権
を
採
り
入
れ
る
の
で
あ
れ
ば
正

規
の
改
憲
手
続
き
を
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
議
論
に

嵌
っ
て
し
ま
う
こ
と
と
な
っ
た
。
言
う
ま
で
も
な
く

政
府
の
戦
略
は
、
解
釈
改
憲
に
対
す
る
批
判
は
百
も

承
知
で
、
解
釈
改
憲
の
よ
う
な
姑
息
な
手
段
で
は
な

く
堂
々
と
改
憲
を
行
な
う
べ
し
と
主
張
す
る
産
経
や

（
す
ず
き
・
こ
う
／
編
集
者
・
ラ
イ
タ
ー
。
社
団
法
人
「
マ

ガ
ジ
ン
９
」
代
表
理
事
、
市
民
ネ
ッ
ト
「
デ
モ
ク
ラ
Ｔ
Ｖ
」

同
人
。
元「
週
刊
プ
レ
イ
ボ
ー
イ
」「
イ
ミ
ダ
ス
」編
集
長「
集

英
社
新
書
」編
集
部
長
。
著
書
に『
ス
ク
ー
ル・ク
ラ
イ
シ
ス
』

〈
角
川
文
庫
〉、『
目
覚
め
た
ら
、
戦
争
』〈
コ
モ
ン
ズ
〉、『
沖

縄
へ
』『
原
発
か
ら
見
え
た
こ
の
国
の
か
た
ち
』〈
と
も
に
リ

ベ
ル
タ
出
版
〉
な
ど
）
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