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集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評

青　
　

山　
　

武　
　

憲

は
じ
め
に

平
成
二
四
年
一
一
月
一
日
、
産
経
新
聞
の
「
主
張
」
は
、
衆
議
院
に
於
け
る
代
表
質
問
を
契
機
と
し
た
論
説
で
、「
集
団
的
自
衛
権

も
っ
と
語
れ
」
と
題
し
て
、
首
相
自
ら
も
集
団
的
自
衛
権
の
議
論
を
活
性
化
す
べ
き
だ
と
述
べ
た
。
代
表
質
問
に
於
い
て
は
、
安
倍
晋
三

自
民
党
総
裁
が
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
可
能
に
す
れ
ば
、
日
米
同
盟
は
よ
り
対
等
と
な
り
強
化
さ
れ
る
と
し
な
が
ら
、
集
団
的
自
衛
権

の
行
使
の
容
認
に
向
け
て
、
権
利
を
保
有
し
て
い
る
が
行
使
で
き
な
い
と
云
う
政
府
の
憲
法
解
釈
の
変
更
に
つ
い
て
の
見
解
を
質
し
た
の

に
対
し
て
、
野
田
佳
彦
首
相
は
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
違
憲
で
あ
り
、
野
田
内
閣
で
解
釈
を
変
え
る
こ
と
は
な
い
と
す
る
一
方
で
、

「
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
」
と
応
え
た
。
こ
の
野
田
首
相
の
答
弁
は
、
同
年
七
月
二
四
日
の
本
会
議
答
弁
（
1
）

を
繰

り
返
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

三
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同
じ
一
一
月
一
日
、
佐
々
江
賢
一
郎
駐
米
大
使
も
、
同
じ
新
聞
の
「
単
刀
直
言
」
と
云
う
欄
で
、「
集
団
的
自
衛
権
議
論
を
」
と
題
し

て
、「
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
の
問
題
は
、
大
い
に
議
論
す
べ
き
だ
」
と
述
べ
た
。
そ
の
際
同
大
使
は
、
日
米
同
盟
関
係
の
土
台
は
揺
ら

い
で
い
な
い
と
し
な
が
ら
も
、
更
な
る
同
盟
の
強
化
の
必
要
を
説
い
て
い
る
。
ま
た
、
大
使
が
「
日
米
同
盟
関
係
の
土
台
は
揺
ら
い
で
い

な
い
」
と
本
来
揺
ら
ぎ
が
な
い
こ
と
が
当
然
で
あ
る
べ
き
日
米
関
係
に
つ
い
て
殊
更
に
触
れ
た
の
は
、
日
米
関
係
の
現
況
に
不
安
材
料
が

顕
現
し
て
い
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
大
使
が
「
更
な
る
同
盟
の
強
化
」
に
よ
っ
て
何
を
意
図
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
論
題

か
ら
し
て
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
係
る
問
題
が
脳
裏
に
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

わ
が
国
は
、
長
い
間
、
連
合
国
最
高
司
令
官
総
司
令
部
（
Ｇ
Ｈ
Ｑ
）
に
よ
っ
て
押
し
付
け
ら
れ
た
い
わ
ゆ
る
戦
争
を
放
棄
し
た
日
本
国

憲
法
の
下
で
、
か
た
ち
の
上
で
は
昭
和
二
七
年
に
独
立
し
た
が
、
そ
の
後
も
完
全
に
は
独
立
し
得
ず
、
実
質
上
、
双
頭
の
鷲
の
翼
下
に

あ
っ
て
、
そ
の
安
全
を
米
国
に
依
存
し
て
、
只
管
経
済
的
な
繁
栄
を
追
求
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
応
の
目
的
は
達
し
た
が
、
そ
の
間
に
も
、

完
全
な
独
立
を
志
向
す
る
動
き
は
絶
え
ず
、
国
防
の
努
力
も
な
さ
れ
続
け
た
。
そ
れ
で
も
、
米
国
依
存
の
基
本
姿
勢
に
は
変
わ
り
な
く
、

未
だ
そ
の
状
態
を
脱
却
し
得
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
所
、
わ
が
国
が
頼
り
と
し
た
米
国
に
は
、
翳
り
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
で
も
、
米

国
側
に
は
、「
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
」（
以
降
、「
安
保
条
約
」
と
云
う
。）
の
下
、
依
然
と

し
て
わ
が
国
の
国
防
安
全
に
寄
与
す
る
姿
勢
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
安
保
条
約
に
於
け
る
相
互
協
力
と
は
名
ば
か
り
で
、
わ
が
国
に
は
、

米
国
の
国
防
や
わ
が
国
の
国
防
安
全
に
寄
与
す
る
米
国
の
行
為
に
対
し
て
必
ず
し
も
き
ち
ん
と
協
力
す
る
体
制
が
無
い
。
わ
が
国
に
は
、

米
軍
の
存
在
に
よ
る
侵
略
に
対
す
る
抑
止
と
云
う
恩
恵
を
無
視
あ
る
い
は
軽
視
し
て
、「
旦
那
三
百
、
我
五
百
」
と
す
る
姿
勢
が
あ
る
ど

こ
ろ
か
、
一
部
に
は
米
国
の
戦
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
と
し
、
安
保
条
約
の
破
棄
を
説
く
者
さ
え
い
る
。
他
方
で
は
一
時
期
、
わ
が
国
の
国

防
安
全
に
命
を
か
け
よ
う
と
す
る
姿
勢
を
有
す
る
米
国
へ
の
協
力
費
に
対
し
て
、「
思
い
や
り
予
算
（
2
）

」
と
し
て
金
で
用
心
棒
を
雇
う
か
の

三
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如
き
言
辞
を
弄
し
た
者
が
存
し
た
。
核
の
脅
威
さ
え
存
在
し
た
時
代
、
米
国
が
わ
が
国
の
頼
り
で
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
独
力
で
十
全

の
国
防
体
制
を
整
え
も
せ
ず
、
一
方
的
に
米
側
の
恩
恵
に
服
し
な
が
ら
、
お
よ
そ
日
本
人
ら
し
く
な
い
謙
虚
さ
を
欠
く
姿
勢
を
と
っ
た
者

が
い
た
の
だ
。
尤
も
米
国
を
頼
り
と
し
、
米
国
に
と
っ
て
片
務
的
な
現
況
を
潔
し
と
せ
ず
、
自
国
の
国
防
の
充
実
を
説
く
一
方
で
、「
友

を
得
る
唯
一
の
方
法
は
、
自
ら
そ
の
人
の
友
と
な
る
こ
と
に
あ
る
」（the only w

ay to have a friend is to be one （3
）

）
と
し
て
、
日
米
の
両

国
関
係
を
真
に
対
等
友
好
関
係
と
し
よ
う
と
す
る
声
も
絶
え
ず
存
在
し
た
。
こ
の
所
、
そ
の
よ
う
な
声
は
、
以
前
に
比
し
て
高
ま
っ
て
い

る
。
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
の
見
直
し
論
は
、
そ
の
よ
う
な
声
の
一
つ
で
あ
り
、
冒
頭
の
産
経
新
聞
の
「
主
張
」
等
は
、
そ
の
よ
う
な
顕

現
の
一
例
で
あ
る
。

以
降
で
は
、
そ
の
よ
う
な
主
張
を
生
み
出
し
て
い
る
国
防
安
全
に
関
す
る
体
制
の
法
的
基
盤
の
概
況
を
論
ず
る
。

一　

戦
争
の
放
棄
か
ら
安
保
条
約
へ

1　

日
本
国
憲
法
九
条
の
原
初
的
法
意
と
自
衛
権

日
本
国
憲
法
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
原
案
が
練
ら
れ
、
そ
れ
を
基
本
と
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
掌
の
上
で
審
議
さ
れ
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
の
憲
法
の
中
に
、
諸
説
が
あ
り
発
想
者
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
い
わ
ゆ
る
戦
争
放
棄
の
規
定
が
設
け
ら
れ
た
。
そ
の

起
草
に
先
立
っ
て
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
は
、
わ
が
国
に
よ
る
自
衛
戦
争
を
も
放
棄
さ
せ
る
考
え
方
が
あ
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
マ
ッ
カ
ー

サ
ー
・
ノ
ー
ト
の
二
項
が
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
国
家
の
主
権
的
権
利
と
し
て
の
戦
争
を
廃
棄
す
る
。
日
本
は
、
紛
争
解
決
の
た
め
の
手
段
と
し
て
の
戦
争
、
お
よ
び
自
己
の
安
全

三
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を
保
持
す
る
た
め
の
手
段
と
し
て
の
そ
れ
を
も
放
棄
す
る
。
日
本
は
そ
の
防
衛
と
保
護
を
、
今
や
世
界
を
動
か
し
つ
つ
あ
る
崇
高
な
理

想
に
委
ね
る
。

い
か
な
る
日
本
陸
海
空
軍
も
決
し
て
許
さ
れ
な
い
し
、
い
か
な
る
交
戦
者
の
権
利
も
日
本
軍
に
は
決
し
て
与
え
ら
れ
な
い
。」

こ
の
戦
争
放
棄
に
関
す
る
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
意
向
は
、
ハ
ッ
シ
ー
に
よ
っ
て
手
を
加
え
ら
れ
て
、「
国
権
の
発
動
た
る
戦
争
は
、
廃
止

す
る
。
い
か
な
る
国
で
あ
れ
他
の
国
と
の
間
の
紛
争
解
決
の
手
段
と
し
て
は
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
ま
た
は
武
力
の
行
使
は
、
永
久
に
放
棄

す
る
。
陸
軍
、
海
軍
、
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
を
も
つ
権
能
は
、
将
来
も
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
交
戦
権
が
国
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
も

な
い
。」
と
し
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
案
作
成
の
段
階
で
前
文
に
挿
入
さ
れ
た
。
そ
の
際
、
自
衛
戦
争
の
放
棄
に
関
す
る
部
分
は
削
ら
れ
た
が
、
マ
ッ

カ
ー
サ
ー
は
、
そ
の
よ
う
に
重
要
な
訂
正
を
含
む
右
の
部
分
を
一
条
に
回
す
よ
う
に
指
示
し
た
だ
け
で
、
何
ら
咎
め
だ
て
を
し
な
か
っ
た
。

そ
れ
は
結
局
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
案
の
八
条
と
な
っ
て
規
定
さ
れ
た
が
、
右
の
メ
モ
以
来
、
自
衛
戦
争
の
放
棄
の
部
分
が
復
活
さ
れ
る
こ
と
は
な

か
っ
た
（
4
）

。

そ
の
よ
う
な
経
緯
が
あ
っ
た
に
も
拘
わ
ら
ず
、
日
本
国
憲
法
の
審
議
に
際
し
て
、「
自
国
を
護
る
た
め
の
戦
争
」「
正
し
い
戦
争
」
の
規

定
の
必
要
を
説
く
日
本
共
産
党
野
坂
参
三
の
主
張
に
対
し
て
、
内
閣
総
理
大
臣
吉
田
茂
は
正
当
防
衛
権
に
依
る
戦
争
を
も
否
定
し
、
金
森

徳
次
郎
国
務
大
臣
は
、
実
際
の
具
体
的
事
象
を
想
定
し
な
け
れ
ば
答
弁
し
難
い
と
し
な
が
ら
も
、「
普
通
の
形
」
を
想
定
す
れ
ば
、
わ
が

国
は
日
本
国
憲
法
九
条
に
よ
っ
て
全
て
の
戦
争
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
と
し
た
（
5
）

。
こ
の
時
期
、
赤
か
っ
た
が
故
に
ホ
ワ
イ
ト
・
パ
ー
ジ

の
恐
れ
も
無
か
っ
た
か
ら
、
わ
が
国
が
大
東
亜
戦
争
の
開
戦
で
宣
し
た
自
衛
戦
争
の
よ
う
な
も
の
を
認
め
る
当
然
の
法
理
を
公
的
な
場
で

「
堂
々
と
」
主
張
し
得
た
の
は
、
日
本
共
産
党
の
よ
う
な
政
党
や
一
部
の
者
だ
け
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。
当
時
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に

三
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よ
る
パ
ー
ジ
と
検
閲
は
繁
く
、
真
に
自
由
で
あ
り
得
た
の
は
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
メ
ガ
ネ
に
適
っ
た
者
た
ち
あ
る
い
は
そ
れ
に
与
し
た
者
た
ち
だ

け
で
あ
っ
た
の
だ
。
将
来
独
立
す
る
国
家
の
根
幹
の
原
案
を
押
し
付
け
ら
れ
た
日
本
国
憲
法
に
つ
い
て
も
、
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
掌
中
で
物
言
え
た

者
た
ち
に
は
決
し
て
押
し
付
け
ら
れ
た
と
云
う
認
識
な
ど
生
ま
れ
る
筈
も
な
く
、
他
人
に
よ
っ
て
練
ら
れ
た
憲
法
で
あ
る
こ
と
を
恥
と
せ

ず
、
恰
も
親
に
作
業
し
て
貰
っ
た
宿
題
に
少
し
く
自
分
で
手
を
加
え
て
わ
が
作
業
と
し
て
悦
ぶ
子
供
の
如
く
、
そ
の
出
来
を
評
価
す
る
者

は
少
な
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
憲
法
で
言
論
、
出
版
そ
の
他
一
切
の
表
現
の
自
由
や
職
業
選
択
の
自
由
が
保
障
さ
れ
た
筈
で
あ
る
（
憲
法

二
一
条
、
二
二
条
）
が
、
検
閲
が
行
わ
れ
、
パ
ー
ジ
の
波
は
、
や
が
て
ホ
ワ
イ
ト
か
ら
レ
ッ
ド
へ
移
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
代
、
愛
国

心
を
前
面
に
出
し
て
わ
が
国
の
国
防
を
公
然
と
論
ず
る
こ
と
は
、
勇
気
を
要
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

日
本
国
憲
法
が
発
効
し
た
の
は
、
昭
和
二
二
年
の
こ
と
で
あ
る
。
当
時
わ
が
国
は
、
依
然
と
し
て
被
占
領
下
に
あ
っ
た
。
わ
が
国
が
独

立
し
た
の
は
、
昭
和
二
七
年
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
制
定
当
時
、
わ
が
国
に
と
っ
て
憲
法
に
優
位
し
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
基
づ
き
、
全
日

本
国
軍
隊
は
無
条
件
降
伏
を
し
（
ポ
宣
言
一
三
項
、
降
伏
文
書
）、
わ
が
国
の
軍
隊
は
解
体
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
よ
う
に
軍
隊
が
解
体
さ
れ

た
状
態
で
、
軍
事
力
に
よ
る
わ
が
国
の
防
衛
に
責
任
を
負
っ
た
の
は
占
領
軍
で
あ
り
、
わ
が
国
に
は
、
軍
事
力
に
よ
る
国
家
自
ら
の
防
衛

の
能
力
と
責
任
と
が
、
法
的
に
も
事
実
上
も
欠
け
て
い
た
。
防
衛
の
責
任
も
能
力
も
無
い
わ
が
国
が
、
日
本
国
憲
法
に
於
い
て
戦
争
放
棄

条
項
を
設
け
た
（
憲
法
九
条
）
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
に
法
的
な
意
味
は
無
か
っ
た
。
戦
争
は
、
原
則
と
し
て
軍
隊
と
軍
隊
と
に
依
る
も

の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
日
本
国
憲
法
施
行
時
、
戦
争
の
放
棄
の
規
定
は
、
三
歳
の
幼
児
が
親
の
債
務
を
返
済
す
る
と
云
う
証
文
を
書
い
た

よ
う
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
法
の
問
題
で
は
な
く
、
単
な
る
政
治
的
事
象
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
わ
が
国
が
戦

争
放
棄
の
よ
う
な
法
的
決
断
を
す
る
こ
と
に
法
的
意
味
が
生
じ
る
の
は
、
わ
が
国
が
超
憲
法
的
存
在
で
あ
っ
た
Ｇ
Ｈ
Ｑ
に
よ
っ
て
軍
隊
の

設
置
を
認
め
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
独
立
し
た
場
合
以
外
に
な
か
っ
た
の
だ
。

三
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二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
四
四
）

し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
わ
が
国
が
当
時
自
衛
権
を
持
た
な
い
こ
と
を
意
味
し
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
わ
が
国
は
、
無
条
件
降

伏
を
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
（
6
）

。
連
合
国
最
高
司
令
官
等
は
、
飽
く
ま
で
も
「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
ヲ
実
質
ス
ル
為
」
の
存
在
で
あ
っ
た
（
降

伏
文
書
）。
そ
れ
故
、
彼
ら
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
に
反
す
る
国
家
の
存
立
を
危
う
く
す
る
よ
う
な
行
為
を
と
っ
た
り
、
わ
が
国
に
対
す
る
侵

略
に
対
し
て
わ
が
国
を
防
衛
す
る
行
為
を
と
ら
な
か
っ
た
場
合
、
わ
が
国
に
は
、
自
衛
権
と
軍
隊
に
よ
る
戦
争
行
為
以
外
の
方
法
に
よ
る

そ
の
行
使
権
と
が
留
保
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
自
衛
権
に
つ
い
て
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
と
降
伏
文
書
と
に
よ
っ
て
行
使
の
方
法
を
制
限
さ

れ
た
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
。
一
体
、
自
衛
権
は
、
法
の
本
質
に
関
す
る
い
か
な
る
学
説
に
於
い
て
も
、
そ
れ
を
行
使
す
る
か
否
か
は
と

も
か
く
、
国
家
形
成
と
共
に
、
国
民
の
た
め
に
す
べ
て
の
国
家
に
伴
う
固
有
の
権
利
な
の
だ
（
7
）

。
お
よ
そ
国
家
が
存
続
し
な
い
限
り
、

人
々
の
生
命
、
自
由
、
安
全
お
よ
び
幸
福
追
求
に
対
す
る
害
悪
を
回
避
す
る
こ
と
は
、
至
難
だ
か
ら
だ
。
個
人
で
は
、
国
家
そ
の
他
の
集

団
か
ら
の
攻
撃
に
は
対
抗
し
得
な
い
の
だ
。
そ
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
国
家
が
構
築
さ
れ
る
が
、
そ
の
国
家
が
存
続
す
る
た
め
の
自

衛
権
を
持
た
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
は
無
に
帰
す
る
の
だ
。
そ
れ
故
、
自
衛
権
の
存
在
は
、
当
時
、
吉
田
首
相
も
認
め
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

彼
は
、「
自
衛
権
も
放
棄
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
」
と
云
う
日
本
進
歩
党
の
原
夫
次
郎
の
質
問
に
答
え
て
、「
戦
争
抛
棄
に
関
す
る
本
案
の
規

定
は
、
直
接
に
は
自
衛
権
を
否
定
し
て
は
居
り
ま
せ
ぬ
が
、
第
九
条
第
二
項
に
於
て
一
切
の
軍
備
と
国
の
交
戦
権
を
認
め
な
い
結
果
、
自

衛
権
の
発
動
と
し
て
の
戦
争
も
、
又
交
戦
権
も
抛
棄
し
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。」
と
答
弁
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
8
）

。
た
だ
当
時
、
戦
力
の
不

保
持
や
交
戦
権
の
否
認
に
関
す
る
日
本
国
憲
法
の
規
定
は
、
軍
隊
の
解
体
を
定
め
た
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
等
の
延
長
上
の
も
の
で
あ
っ
た
。
当

時
わ
が
国
は
、
自
衛
戦
争
な
ど
で
き
る
筈
も
な
く
、
政
府
の
説
明
に
よ
る
交
戦
権
な
ど
存
在
し
得
な
か
っ
た
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
右
の

答
弁
は
、
わ
が
国
の
当
時
の
当
然
の
法
的
状
態
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
規
定
が
あ
ろ
う
と
無
か
ろ
う
と
、

わ
が
国
は
、
侵
略
戦
争
は
も
と
よ
り
、
あ
ら
ゆ
る
戦
争
が
で
き
な
い
状
態
に
あ
っ
た
の
だ
。
僅
か
に
可
能
で
あ
っ
た
の
は
、
自
衛
権
に
基

四
〇



集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評
（
青
山
）

（
五
四
五
）

づ
く
軍
隊
あ
る
い
は
戦
力
に
依
ら
な
い
手
段
に
限
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
実
際
、
金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
に
よ
れ
ば
、「
第
二
項
は
、
武
力

を
持
つ
こ
と
を
禁
止
し
て
居
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
武
力
以
外
の
方
法
に
依
っ
て
或
程
度
防
衛
し
て
損
害
の
限
度
を
少
く
す
る
と
云
う
余
地

は
残
っ
て
居
る
と
思
い
ま
す
。」
と
云
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
同
大
臣
に
よ
れ
ば
、
交
戦
権
が
否
認
さ
れ
て
も
、
国
際
法
で
知
ら
れ
る

群
民
蜂
起
、
ル
ヴ
ェ
ー
・
ア
ン
・
マ
ス
に
つ
い
て
は
、
緊
急
必
要
な
正
当
防
衛
の
原
理
が
当
て
嵌
ま
る
と
云
う
こ
と
で
あ
っ
た
（
9
）

。

要
す
る
に
、
政
府
に
よ
れ
ば
、
わ
が
国
は
、
日
本
国
憲
法
制
定
の
前
後
も
自
衛
権
を
有
し
た
。
そ
の
憲
法
が
、
侵
略
戦
争
は
も
と
よ
り

自
衛
権
の
行
使
と
し
て
の
戦
争
の
放
棄
を
政
治
的
に
宣
言
し
た
が
、
そ
れ
は
、
当
時
の
状
況
の
確
認
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
自
衛
権
の
行
使

が
す
べ
て
放
棄
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。

2　

自
衛
権
行
使
の
装
置
の
創
設
と
拡
充

第
二
次
大
戦
後
、
共
産
主
義
勢
力
は
、
東
欧
を
席
巻
し
、
世
界
各
地
に
浸
透
を
始
め
た
。
西
欧
で
も
東
ア
ジ
ア
で
も
、
共
産
主
義
と
の

平
時
の
戦
い
が
存
在
し
た
（
10
）

。
米
国
で
は
、
共
産
主
義
へ
の
警
戒
か
ら
マ
ッ
カ
ー
シ
ズ
ム
が
勢
い
を
示
し
た
（
11
）

。
中
国
で
は
、
共
産
党
が
台
頭

し
て
国
家
を
奪
い
、
朝
鮮
半
島
に
は
、
北
の
南
侵
に
伴
う
赤
化
戦
争
が
勃
発
し
た
。
朝
鮮
半
島
の
影
響
は
、
直
ち
に
わ
が
国
に
も
及
ん
だ
。

在
日
米
軍
の
朝
鮮
半
島
へ
の
出
動
に
伴
い
、
わ
が
国
の
治
安
維
持
等
と
海
岸
線
の
保
安
等
の
た
め
に
、
そ
れ
ぞ
れ
七
万
五
千
人
か
ら
成
る

「
国
家
警
察
予
備
隊
」
の
設
置
と
海
上
保
安
庁
に
八
千
人
の
増
員
が
認
め
ら
れ
た
。
米
国
に
は
、
朝
鮮
戦
争
勃
発
以
前
に
日
本
を
再
軍
備

す
る
策
動
が
既
に
あ
っ
た
が
、
日
本
の
再
軍
備
に
必
ず
し
も
積
極
的
で
な
か
っ
た
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
は
、
朝
鮮
戦
争
が
勃
発
し
て
も
、
緊
急

時
に
対
応
す
る
組
織
の
創
設
に
対
し
て
「
警
察
以
上
、
し
か
し
軍
隊
以
下
」
を
企
図
し
た
（
12
）

。
経
済
、
財
政
を
重
視
し
た
吉
田
首
相
も
、

マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
よ
っ
て
押
し
付
け
ら
れ
た
憲
法
の
戦
争
放
棄
の
問
題
に
も
留
意
し
て
自
前
で
の
再
軍
備
に
必
ず
し
も
積
極
的
で
は
な

四
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
四
六
）

か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
設
け
ら
れ
た
警
察
予
備
隊
の
任
務
は
、
警
察
予
備
隊
令
に
よ
り
「
わ
が
国
の
平
和
と
秩
序
を
維
持
し
、
公

共
の
福
祉
を
保
障
す
る
の
に
必
要
な
限
度
内
で
、
国
家
地
方
警
察
及
び
自
治
体
警
察
の
警
察
力
を
補
う
」
も
の
と
な
っ
た
。
そ
の
警
察
予

備
隊
に
つ
い
て
、
発
足
の
時
か
ら
そ
れ
を
違
憲
の
再
軍
備
と
す
る
意
見
も
生
じ
た
が
、
時
代
の
状
況
も
あ
っ
て
、
国
論
を
割
る
よ
う
な
論

議
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
の
装
備
と
組
織
の
改
編
と
が
進
む
に
伴
い
、
日
本
国
憲
法
九
条
の
論
議
、
戦
力
の
論
議
が
、
次
第

に
活
発
化
し
始
め
る
（
13
）

。

昭
和
二
六
年
九
月
八
日
に
は
、「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
」（
以
降
、「
平
和
条
約
」
と
云
う
。）
が
調
印
さ
れ
、
同
時
に
、
全
く
不
足
し
て

い
る
わ
が
国
の
自
衛
権
を
補
う
た
め
に
安
保
条
約
も
調
印
さ
れ
た
。
平
和
条
約
は
、
戦
力
の
不
保
持
を
定
め
る
日
本
国
憲
法
九
条
の
内
容

を
確
認
す
る
内
容
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
そ
れ
は
、
日
本
が
国
連
憲
章
五
一
条
の
個
別
的
又
は
集
団
的
な
固
有
の
権
利

を
持
ち
、
占
領
軍
が
撤
退
し
た
後
の
集
団
的
安
全
保
障
の
取
極
を
認
め
、
そ
の
取
極
に
基
づ
く
外
国
軍
の
駐
留
を
認
め
さ
え
し
た
。
安
保

条
約
は
、
そ
の
平
和
条
約
第
三
章
の
取
極
で
あ
り
、
世
界
の
無
責
任
な
軍
国
主
義
に
対
応
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
（
14
）

。
そ
の
際
米
国
側

は
、
そ
の
軍
隊
の
駐
留
を
暫
定
的
な
も
の
と
し
、「
日
本
国
が
、
攻
撃
的
な
脅
威
と
な
り
又
は
国
際
連
合
憲
章
の
目
的
及
び
原
則
に
従
つ

て
平
和
と
安
全
を
増
進
す
る
こ
と
以
外
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
軍
事
を
も
つ
こ
と
を
常
に
避
け
つ
つ
、
直
接
又
は
間
接
の
侵
略
に
対
す
る
自

国
の
防
衛
の
た
め
漸
増
的
に
自
ら
責
任
を
負
う
こ
と
」
に
期
待
し
た
。
こ
の
時
期
、
わ
が
国
で
独
立
の
機
運
が
高
ま
る
に
伴
い
、
再
軍
備

や
米
軍
基
地
問
題
に
対
す
る
自
由
な
批
判
も
活
発
に
な
り
始
め
た
が
、
吉
田
首
相
に
は
独
立
国
家
に
相
応
し
い
再
軍
備
構
想
と
計
画
が
存

在
し
た
。
そ
の
際
、
吉
田
首
相
は
朝
鮮
戦
争
の
国
際
化
や
ソ
連
軍
の
日
本
侵
略
に
は
疑
問
を
抱
い
て
い
た
か
ら
、
彼
の
脳
裏
に
あ
っ
た
の

は
、
軍
事
面
の
量
的
拡
大
と
云
う
よ
り
質
的
拡
大
で
あ
っ
た
。
し
か
し
米
国
側
に
は
、
吉
田
首
相
の
防
衛
構
想
は
悠
長
で
危
機
感
に
乏
し

い
も
の
に
思
え
た
。
そ
れ
で
も
、
大
勢
は
吉
田
首
相
の
思
惑
で
進
ん
だ
（
15
）

。

四
二



集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評
（
青
山
）

（
五
四
七
）

警
察
予
備
隊
令
が
平
和
条
約
の
発
効
一
八
〇
日
後
に
失
効
す
る
こ
と
に
伴
い
、
わ
が
国
は
、
昭
和
二
七
年
七
月
保
安
庁
法
を
制
定
し
、

翌
月
に
は
保
安
庁
を
発
足
さ
せ
、
一
〇
月
に
は
警
察
予
備
隊
か
ら
保
安
隊
の
体
制
へ
と
改
編
あ
る
い
は
移
行
さ
せ
た
。
保
安
庁
法
に
は
、

「
警
察
力
の
不
足
を
補
う
」
と
云
う
文
言
こ
そ
な
く
な
っ
た
が
、
保
安
隊
は
、
依
然
と
し
て
警
察
と
云
う
認
識
の
下
の
存
在
で
あ
っ
た
（
16
）

。

こ
の
保
安
隊
へ
の
改
編
は
、
間
接
侵
略
に
対
す
る
備
え
を
意
味
し
て
も
直
接
侵
略
に
対
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

昭
和
二
九
年
三
月
八
日
に
は
、
国
連
憲
章
の
体
制
内
に
於
い
て
、
同
憲
章
の
目
的
お
よ
び
原
則
を
支
持
し
、
個
別
的
お
よ
び
集
団
的
自

衛
の
た
め
の
効
果
あ
る
方
策
を
推
進
す
る
能
力
を
高
め
る
べ
き
自
発
的
措
置
に
よ
っ
て
、
国
際
の
平
和
お
よ
び
安
全
保
障
を
育
成
す
る
こ

と
を
希
望
し
て
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
（
い
わ
ゆ
る
Ｍ
Ｓ
Ａ
協
定
）
が
調
印
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
わ
が
国
は
、
安
保
条
約
上
の
責
務
で

あ
る
軍
事
的
義
務
の
履
行
の
決
意
を
確
認
し
、
自
国
の
政
治
や
経
済
と
矛
盾
し
な
い
範
囲
で
自
国
の
防
衛
力
お
よ
び
自
由
世
界
の
防
衛
力

の
発
展
お
よ
び
維
持
に
寄
与
し
、
防
衛
力
の
増
強
に
必
要
な
す
べ
て
の
合
理
的
措
置
を
と
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
協
定
の
後
、
同
年
五

月
一
四
日
、
合
衆
国
艦
艇
の
貸
与
に
関
す
る
協
定
が
調
印
さ
れ
、
更
に
、
日
米
相
互
防
衛
援
助
協
定
等
に
伴
う
秘
密
保
護
法
も
制
定
さ
れ
た
（
17
）

。

と
こ
ろ
で
米
国
に
は
、
地
域
的
協
約
お
よ
び
そ
の
他
の
集
団
的
協
約
に
関
与
す
る
前
提
と
し
て
継
続
的
か
つ
効
果
的
な
自
助
と
相
互
扶

助
を
前
提
と
す
る
こ
と
を
謳
っ
た
バ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
決
議
が
あ
っ
た
。
警
察
予
備
隊
や
保
安
隊
は
、
そ
の
性
格
上
警
察
で
あ
っ
た
か
ら
、

自
助
体
制
さ
え
無
か
っ
た
わ
が
国
は
、
侵
略
に
直
面
し
て
米
国
の
協
力
を
得
ら
れ
る
体
制
に
は
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ
て
、

昭
和
二
八
年
、
吉
田
自
由
党
総
裁
と
重
光
保
改
進
党
総
裁
と
は
直
接
侵
略
に
備
え
る
た
め
に
自
衛
力
の
増
強
の
申
し
合
わ
せ
を
し
、
保
安

隊
を
自
衛
隊
に
改
編
す
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
結
果
、
昭
和
二
九
年
七
月
一
日
に
は
、
防
衛
庁
設
置
法
お
よ
び
自
衛
隊
法
が
施
行
さ
れ
た
。

こ
の
自
衛
隊
は
、
直
接
侵
略
お
よ
び
間
接
侵
略
か
ら
わ
が
国
を
防
衛
す
る
こ
と
を
主
務
と
し
た
実
力
部
隊
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、
従

来
の
警
察
を
補
充
す
る
目
的
の
組
織
は
、
存
在
す
る
か
も
知
れ
な
い
侵
略
国
家
に
備
え
た
国
防
組
織
へ
と
改
編
さ
れ
た
（
18
）

。
四
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
四
八
）

安
保
条
約
の
締
結
に
先
立
ち
、「
日
本
の
用
意
し
た
条
約
案
は
、
日
本
の
平
和
と
安
全
を
守
る
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
太
平
洋
地
域

お
よ
び
ア
メ
リ
カ
の
平
和
と
安
全
を
守
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
日
本
が
武
力
攻
撃
を
受
け
た
場
合
に
は
ア
メ
リ
カ
は
日
本
を
防
衛
し
日
本

は
こ
れ
に
可
能
な
協
力
を
す
る
、
す
な
わ
ち
、
両
国
は
集
団
自
衛
の
関
係
に
立
つ
こ
と
を
規
定
し
、
両
国
が
こ
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か

ら
日
本
は
合
衆
国
軍
隊
の
日
本
に
駐
留
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
と
い
う
趣
旨
を
根
幹
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
あ
く
ま
で
国
連
憲
章
の
枠

内
で
の
結
び
つ
き
を
考
え
た
も
の
で
あ
」
っ
た
（
19
）

が
、
わ
が
国
の
「
可
能
な
協
力
」
に
は
バ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
決
議
に
照
ら
し
て
不
足
が
あ
り
、

両
国
は
真
の
集
団
自
衛
の
関
係
に
は
な
か
っ
た
。
そ
の
時
期
、
わ
が
国
の
国
防
力
は
著
し
く
欠
け
、
米
国
に
は
わ
が
国
を
守
る
義
務
は
な

か
っ
た
か
ら
、
わ
が
国
の
存
立
と
安
全
と
は
、
唯
々
米
軍
の
駐
留
に
よ
る
事
実
の
威
圧
す
る
力
に
依
存
し
て
い
た
の
だ
。
両
国
は
、
集
団

自
衛
の
関
係
に
は
程
遠
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
自
衛
隊
の
創
設
は
、
日
米
両
国
の
集
団
自
衛
の
関
係
へ
の
一
歩
前
進
を
意
味
し
た
。

二　

安
保
条
約
と
集
団
的
自
衛
権

1　

安
保
条
約

⑴　

日
本
側
の
「
条
約
案
」

安
保
条
約
締
結
当
時
、
集
団
的
自
衛
と
云
う
概
念
や
そ
れ
と
日
本
国
憲
法
と
の
関
係
は
、
そ
れ
程
重
要
視
さ
れ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な

か
っ
た
。
燃
え
滾
る
よ
う
な
国
民
的
議
論
と
は
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
は
、
当
時
未
だ
十
分
に
言
論
の
自
由
が
な
か
っ
た
所
為
か
も

知
れ
な
か
っ
た
。
あ
る
い
は
、
生
活
に
困
窮
し
た
国
民
に
未
だ
憲
法
問
題
を
論
ず
る
余
裕
が
な
か
っ
た
所
為
で
あ
っ
た
か
も
知
れ
な
か
っ

た
。
否
、
占
領
軍
に
よ
っ
て
野
に
放
た
れ
労
働
運
動
等
激
し
い
動
き
を
示
し
て
い
た
共
産
勢
力
に
危
機
を
覚
え
始
め
て
い
た
者
が
少
な
く

な
か
っ
た
所
為
か
も
知
れ
な
か
っ
た
。
共
産
主
義
者
に
対
す
る
警
戒
は
自
由
主
義
社
会
で
高
ま
り
、
わ
が
国
で
も
、
昭
和
二
五
年
以
降
は
、

四
四



集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評
（
青
山
）

（
五
四
九
）

徳
田
球
一
以
下
日
本
共
産
党
中
央
委
員
二
四
人
等
が
公
職
を
追
わ
れ
、
マ
ス
コ
ミ
等
に
も
同
様
の
動
き
が
生
じ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
同
年

朝
鮮
半
島
に
勃
発
し
た
戦
争
に
よ
る
特
需
の
恩
恵
が
全
て
の
者
に
直
ち
に
及
ん
だ
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
故
か
、
共
産
党
員
以
外
に

は
明
ら
か
に
自
由
の
な
い
体
制
を
追
求
し
た
共
産
勢
力
の
激
し
い
足
音
が
国
の
内
外
で
高
ま
っ
て
い
た
の
だ
。
暴
力
革
命
を
企
て
る
勢
力

と
自
由
を
守
ろ
う
と
す
る
勢
力
と
の
冷
戦
構
造
は
、
米
国
を
し
て
わ
が
国
に
も
戸
締
り
を
要
求
さ
せ
る
一
方
で
、
わ
が
国
の
自
由
世
界
へ

の
貢
献
を
も
要
求
さ
せ
た
。
安
保
条
約
は
そ
の
よ
う
な
時
代
が
要
求
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
産
物
で
あ
っ
た
。

昭
和
二
五
年
に
は
、
安
保
条
約
の
締
結
に
先
立
っ
て
、
わ
が
国
で
は
、「
条
約
」
の
た
め
の
Ａ
か
ら
Ｄ
ま
で
の
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
四

つ
の
作
業
が
行
わ
れ
て
い
た
（
20
）

。
そ
の
う
ち
Ａ
作
業
は
、「
Ａ
│

1
・
対
日
講
和
問
題
に
関
す
る
情
勢
判
断
」「
Ａ
│

2
・
米
国
の
対
日
条
約
案

の
構
想
」「
Ａ
│

3
・
米
国
の
対
日
条
約
案
の
構
想
に
対
応
す
る
わ
が
方
要
望
方
針
（
案
）」「
Ａ
│

4
・
対
米
陳
述
書
（
案
）」
を
検
討
し
た

も
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
、
米
軍
の
駐
留
が
わ
が
国
を
防
衛
す
る
国
連
の
「
機
能
を
体
現
し
て
、
そ
の
衝
に
当
る
」
の
が
米
国
で
あ
る
と

云
う
「
枠
組
み
」
の
中
で
実
施
さ
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
。
し
か
し
吉
田
は
、
こ
れ
を
「
野
党
の
口
吻
の
如
し
、
無
用
の
議
論
一
顧
の
値
無

し
、
経
世
家
的
研
究
に
付
一
段
の
工
夫
を
要
す
」
と
し
て
評
価
し
な
か
っ
た
。
Ｂ
作
業
は
、
全
一
二
条
か
ら
成
る
「
安
全
保
障
に
関
す
る

日
米
条
約
案
」
を
練
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
作
業
の
論
理
は
、
Ａ
作
業
を
継
受
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
国
連
と
の
結
び
付
き
を
明
確
に

し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
案
の
基
調
に
は
、
国
連
憲
章
五
一
条
の
適
用
を
謳
う
一
方
で
、「
も
ち
ろ
ん
、
わ
れ
わ
れ
は
、
実
質
的
に
、

わ
が
国
の
防
衛
を
米
国
に
依
頼
し
、
そ
の
た
め
、
米
国
に
対
し
て
一
切
の
協
力
援
助
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
て
い

る
。
し
か
し
、
単
刀
直
入
的
に
防
衛
条
約
を
締
結
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
第
三
国
を
目
標
に
し
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
余
り
に

も
露
骨
に
現
れ
る
。
実
体
は
そ
う
で
あ
ろ
う
と
も
、
形
式
上
は
、
何
人
か
ら
も
指
弾
さ
れ
な
い
名
分
の
立
つ
条
約
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
う
し
て
初
め
て
、
わ
が
憲
法
第
九
条
（
戦
争
放
棄
と
無
軍
備
）
に
違
反
す
る
か
否
か
の
憲
法
論
も
避
け
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
わ
が
国

四
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
五
〇
）

民
感
情
も
納
得
す
る
で
あ
ろ
う
。」
と
す
る
考
え
方
が
あ
っ
た
。
唯
、
国
連
憲
章
五
一
条
の
挿
入
に
よ
っ
て
、
Ａ
作
業
が
国
連
に
よ
る
集

団
安
全
保
障
の
発
想
の
上
に
立
っ
て
い
た
の
に
対
し
て
、
集
団
的
自
衛
権
の
方
に
傾
斜
し
、「
日
本
と
米
国
一
国
と
の
特
殊
関
係
」
に
傾

斜
し
た
と
云
わ
れ
る
。
Ｃ
作
業
は
、「
北
太
平
洋
六
国
条
約
案
」
を
考
案
し
た
も
の
で
あ
り
、
吉
田
に
よ
る
「
イ
日
本
・
朝
鮮
の
非
武
装
、

ロ
一
定
地
域
の
空
軍
基
地
の
撤
廃
、
ハ
西
太
平
洋
に
お
け
る
海
軍
の
縮
小
を
基
幹
と
す
る
安
全
保
障
条
約
案
」
の
構
想
を
具
現
し
た
も
の

で
あ
る
。
こ
の
「
夢
の
ま
た
夢
」
の
案
は
、
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
手
の
反
応
を
探
る
観
測
気
球
的
案
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
Ｄ
作
業

は
、（
米
大
統
領
の
特
使
ダ
レ
ス
と
の
間
で
な
さ
れ
る
）「
ダ
レ
ス
会
談
に
臨
ま
れ
る
総
理
の
参
考
に
供
す
べ
く
」「
Ａ
作
業
に
代
わ
る
べ
き
」

も
の
を
準
備
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
作
業
で
安
全
保
障
問
題
は
Ｂ
作
業
の
案
を
基
調
に
作
成
さ
れ
た
が
、
米
軍
駐
留
に
関
し
て
国
連
総

会
の
決
議
に
根
拠
を
求
め
る
考
え
方
は
削
除
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
米
国
は
わ
が
国
の
防
衛
に
つ
い
て
国
際
連
合
に
代
わ
っ
て
わ
が
国
を

防
衛
す
る
の
で
は
な
く
、（
米
国
の
た
め
の
論
拠
は
不
明
で
は
あ
っ
た
が
）
わ
が
国
と
「
共
同
の
責
に
任
ず
る
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
の

論
拠
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
一
年
に
そ
の
Ｄ
作
業
案
に
訂
正
版
が
出
さ
れ
、「
合
衆
国
の
責
務
」
を
定
め
た
第
一
条
の
冒
頭
で
、「
合
衆
国

は
、
日
本
の
平
和
と
安
全
が
太
平
洋
地
域
と
く
に
合
衆
国
の
平
和
と
安
全
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
認
め
る
。」
と
謳
わ
れ
た
。

日
本
の
安
全
と
米
国
の
そ
れ
と
が
「
不
可
分
の
関
係
」
で
あ
る
が
故
に
、「
共
同
の
責
に
任
ず
る
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
Ｄ
作
業

の
訂
正
版
は
、
最
終
的
に
日
本
側
の
条
約
案
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

⑵　

安
保
条
約
の
成
立

昭
和
二
六
年
一
月
、
ダ
レ
ス
使
節
団
は
、
対
日
講
和
七
原
則
に
関
す
る
文
書
と
共
に
、
米
国
側
が
予
定
し
て
い
る
会
議
の
議
題
表
を
吉

田
首
相
に
手
交
し
た
。
そ
の
議
題
表
に
は
、
領
域
、
安
全
保
障
、
再
軍
備
等
一
三
項
目
が
掲
げ
ら
れ
て
い
た
。
わ
が
事
務
当
局
は
、
吉
田

首
相
の
命
を
受
け
て
米
側
文
書
の
検
討
と
対
策
の
起
草
に
入
っ
た
が
、
そ
の
結
果
纏
め
ら
れ
た
「
対
処
案
」
は
、
Ｄ
作
業
の
最
終
案
が
底

四
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集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評
（
青
山
）

（
五
五
一
）

本
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
「
対
処
案
」
は
、「
一
般
原
則
に
つ
い
て
」
と
「
特
定
事
項
に
つ
い
て
」
の
二
部
で
構
成
さ
れ
、
そ

の
う
ち
「
特
定
事
項
に
つ
い
て
」
の
「
⑵
安
全
保
障
」
に
お
い
て
は
、
Ｄ
作
業
の
前
文
を
踏
ま
え
て
国
連
を
媒
介
と
し
た
日
米
間
の
協
力

体
制
の
構
築
が
提
起
さ
れ
た
。
ま
た
「
⑶
再
軍
備
」
で
は
、
大
戦
の
経
験
や
結
果
に
伴
う
問
題
や
独
力
で
の
国
内
治
安
維
持
等
に
触
れ
、

さ
ら
に
、
Ｃ
作
業
の
「
非
武
装
・
中
立
地
帯
案
」
に
つ
い
て
明
記
し
た
。
な
を
、「
非
武
装
・
中
立
地
帯
案
」
は
、
対
処
案
の
改
訂
版
で

は
削
除
さ
れ
、「
国
際
連
合
が
前
述
の
責
任
を
実
効
的
に
果
た
し
う
る
よ
う
に
な
る
ま
で
、
日
本
区
域
に
お
け
る
国
際
の
平
和
と
安
全
の

維
持
の
た
め
、
日
本
は
米
国
と
の
協
力
体
制
を
取
り
き
め
、
応
分
の
協
力
を
な
す
用
意
が
あ
る
」
と
云
う
部
分
が
吉
田
首
相
の
口
述
に
基

づ
く
「
日
本
は
、
自
力
に
よ
っ
て
国
内
治
安
を
確
保
し
、
対
外
的
に
は
国
際
連
合
あ
る
い
は
米
国
と
の
協
力
（
駐
兵
の
如
き
）
に
よ
っ
て

国
の
安
全
を
確
保
し
た
い
。」
と
云
う
文
言
に
改
め
ら
れ
た
。

日
米
の
折
衝
で
は
、
Ｄ
作
業
の
安
全
保
障
に
関
す
る
「
提
案
」
が
「
相
互
の
安
全
保
障
の
た
め
の
日
米
協
力
に
関
す
る
構
想
」
と
云
う

題
と
な
っ
て
米
側
に
提
出
さ
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
、
逐
条
的
に
検
討
し
な
が
ら
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
た
。「
構
想
」
に
明
記
さ

れ
な
い
も
の
と
し
て
は
、
第
三
国
軍
の
わ
が
国
に
於
け
る
駐
留
が
論
議
さ
れ
た
が
、
わ
が
国
側
は
、
米
軍
の
駐
留
の
み
を
希
望
す
る
旨
を

伝
え
た
。
右
の
「
構
想
」
を
基
礎
に
し
て
、
米
側
か
ら
そ
の
対
案
と
し
て
「
相
互
の
安
全
保
障
の
た
め
の
日
米
協
力
協
定
」
案
が
提
出
さ

れ
た
が
、
そ
れ
は
、
米
側
の
基
本
姿
勢
を
集
約
し
た
よ
う
な
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
案
は
、
平
和
維
持
を
目
的
と
し
、
国
連
憲
章

に
沿
っ
た
わ
が
国
の
再
軍
備
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
日
本
国
内
に
於
け
る
敵
対
行
為
に
つ
い
て
は
、
警
察
予
備
隊
や
他
の
す
べ

て
の
日
本
の
軍
隊
は
、
米
国
政
府
が
指
名
す
る
最
高
司
令
官
の
統
一
指
揮
下
に
入
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
わ
が
国
側
に
し
て
見
れ
ば
、

そ
れ
は
、
好
感
の
持
て
る
提
案
で
は
決
し
て
な
か
っ
た
。
米
国
側
に
は
、
わ
が
国
に
駐
留
し
た
い
欲
望
を
隠
し
て
わ
が
国
に
よ
る
米
軍
駐

留
の
希
望
に
応
え
る
と
云
う
（
し
た
が
っ
て
、
駐
留
を
義
務
で
は
な
く
権
利
と
す
る
）
姿
勢
が
貫
か
れ
て
い
た
。
そ
の
際
、
わ
が
国
に
よ
る
有

四
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
五
二
）

事
に
於
け
る
協
力
の
内
容
は
、
最
も
知
り
た
い
こ
と
の
よ
う
で
あ
っ
た
。
日
本
側
に
は
、
再
軍
備
に
関
し
て
は
憲
法
問
題
の
不
安
が
あ
っ

た
。
そ
こ
で
日
本
側
は
、「
国
内
治
安
の
た
め
の
警
備
力
と
い
う
概
念
の
う
ち
に
は
い
る
フ
ィ
ヂ
カ
ル
・
フ
ォ
ー
ス
に
よ
っ
て
、
再
軍
備

の
目
的
を
実
際
上
達
成
す
る
外
途
が
な
い
と
考
え
る
。」
と
応
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
、
わ
が
国
は
、「
海
陸
を
ふ
く

め
て
新
に
五
万
の
保
安
隊
（
仮
称
）
を
設
け
る
。
こ
の
五
万
人
は
、
予
備
隊
と
海
上
保
安
隊
と
は
別
個
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
訓
練
し
装

備
に
お
い
て
も
両
者
よ
り
強
力
な
も
の
と
し
、
国
家
治
安
省
の
防
衛
部
に
所
属
さ
せ
る
。
こ
の
五
万
が
、
日
本
に
再
建
さ
れ
る
民
主
的
軍

隊
の
発
足
と
す
る
」
と
云
う
こ
と
を
内
容
と
し
た
「
再
軍
備
の
発
足
に
つ
い
て
」
と
云
う
文
書
を
米
国
側
に
手
交
し
た
。

そ
の
よ
う
な
経
過
を
辿
っ
た
後
、
米
側
か
ら
「
平
和
条
約
」「
日
米
協
定
」「
実
施
協
定
」
と
云
う
三
つ
の
文
書
が
提
出
さ
れ
た
。
そ
の

う
ち
「
日
米
協
定
」
は
、
正
式
に
は
「
日
本
国
連
合
国
間
平
和
条
約
お
よ
び
国
際
連
合
憲
章
第
五
一
条
の
規
定
に
し
た
が
い
作
成
さ
れ
た

集
団
的
自
衛
の
た
め
の
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
お
よ
び
日
本
国
間
協
定
」
案
と
云
う
長
た
ら
し
い
名
称
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
そ
の
名

称
と
異
な
り
、
前
文
と
四
条
か
ら
成
る
簡
明
な
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
案
で
は
、
わ
が
国
が
米
国
側
に
直
ち
に
「
貢
献
」
で
き
な
い
こ
と

が
前
提
と
さ
れ
た
。
米
国
側
の
権
利
で
あ
る
駐
留
は
、「
専
ら
外
部
か
ら
の
武
力
攻
撃
に
対
す
る
日
本
国
の
防
衛
」
が
目
的
で
あ
る
と
さ

れ
た
。
わ
が
国
に
よ
る
第
三
国
へ
の
基
地
の
提
供
は
否
定
さ
れ
た
。
駐
屯
の
規
律
条
件
が
日
米
両
政
府
間
の
行
政
協
定
で
定
め
ら
れ
る
こ

と
と
さ
れ
た
。
最
後
に
協
定
の
存
続
期
間
が
定
め
ら
れ
た
。
因
み
に
こ
の
期
間
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
の
意
向
が
汲
ま
れ
、
日
本
区
域
に

於
け
る
平
和
と
安
全
を
維
持
す
る
た
め
の
国
連
の
取
極
、
ま
た
は
そ
れ
に
代
わ
る
措
置
が
有
効
に
な
っ
た
と
合
衆
国
お
よ
び
日
本
国
の
政

府
が
認
め
た
と
き
効
力
を
失
う
と
さ
れ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
を
米
国
側
か
ら
見
れ
ば
、
米
国
側
が
望
む
間
、
協
定
は
存
続
す
る
こ
と

に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

次
に
「
実
施
協
定
」（「
行
政
協
定
」）
の
正
式
名
称
は
、「
集
団
的
防
衛
の
た
め
締
結
し
た
協
定
の
規
定
を
実
施
す
る
た
め
の
ア
メ
リ
カ

四
八
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評
（
青
山
）

（
五
五
三
）

合
衆
国
お
よ
び
日
本
国
間
行
政
協
定
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
全
四
章
二
〇
項
か
ら
成
り
、「
米
軍
が
日
本
に
於
い
て
有
す
る
地
位
と
か
軽

費
と
か
共
同
委
員
会
と
か
緊
急
事
態
に
た
い
す
る
措
置
を
規
定
す
る
」
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
行
政
協
定
の
本
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

の
は
、
こ
れ
を
政
府
間
協
定
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
国
会
の
承
認
が
必
要
な
条
約
締
結
の
手
続
（
憲
法
七
三
条
三
号
、
六
一
条
）
を
回
避
す

る
た
め
で
あ
っ
た
。

右
の
「
日
米
協
定
」
お
よ
び
「
実
施
協
定
」
は
、
そ
の
後
締
結
さ
れ
る
安
保
条
約
の
母
体
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
成
立
過
程
に
於
い
て
、
米
国
に
よ
る
基
地
駐
留
の
恩
恵
主
義
を
除
け
ば
、
総
じ
て
わ
が
邦
の
要
求
は
通
っ
て
い
る
。
し
か
し
、

出
来
上
が
っ
た
「
日
米
条
約
」
は
不
完
全
な
も
の
で
、
特
に
「
実
施
協
定
」
は
全
般
的
に
改
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

右
の
如
く
し
て
い
わ
ゆ
る
旧
安
保
条
約
が
誕
生
し
た
が
、
そ
れ
は
、
国
連
憲
章
五
一
条
の
集
団
的
自
衛
権
を
模
し
て
そ
れ
を
不
完
全
な

か
た
ち
で
組
織
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
わ
が
国
が
独
立
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ
の
条
約
と
国
連
憲
章
と
の
脈
絡
は
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
昭
和
三
二
年
、
藤
山
・
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
交
換
公
文
は
、
そ
の
条
約
と
国
連
憲
章
の
二
つ
を
関
係
あ
る
も
の
と
し
た
。

わ
が
国
が
独
立
し
、
自
衛
隊
も
創
設
さ
れ
、
昭
和
二
九
年
、
鳩
山
一
郎
内
閣
が
誕
生
す
る
と
、
旧
安
保
条
約
に
欠
け
た
双
務
性
・
対
等

性
の
実
現
へ
の
動
き
が
始
ま
る
。
昭
和
三
二
年
、
短
命
に
終
わ
っ
た
石
橋
湛
山
内
閣
を
継
い
だ
岸
信
介
は
、
条
約
改
正
に
内
閣
の
命
運
を

か
け
た
。
改
正
の
狙
い
は
、
国
連
憲
章
と
の
関
係
や
政
治
・
経
済
分
野
の
協
力
関
係
・
米
国
の
日
本
防
衛
義
務
・
条
約
地
域
の
明
確
化
、

わ
が
国
の
義
務
の
憲
法
の
範
囲
内
限
定
、
米
軍
駐
留
の
容
認
と
米
軍
の
域
外
活
動
・
重
要
装
備
に
関
す
る
事
前
協
議
制
の
導
入
、
内
乱
条

項
の
削
除
、
第
三
国
軍
隊
の
駐
留･

通
過
等
に
関
す
る
米
国
の
事
前
同
意
制
の
廃
止
、
条
約
の
円
滑
運
営
の
た
め
の
協
議
条
項
の
導
入
、

一
〇
年
の
期
限
と
廃
止
条
件
と
し
て
の
一
年
前
の
予
告
制
に
あ
っ
た
。
そ
の
狙
い
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
内
容
と
し
た
改
正
条
約
、
い
わ
ゆ
る

新
安
保
条
約
が
調
印
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
三
五
年
一
月
一
九
日
で
あ
る
（
21
）

。
こ
の
条
約
は
、
日
米
の
相
互
援
助
と
共
同
防
衛
行
動
と
を
定
め
て
（
22
）

、

四
九



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
五
四
）

バ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
決
議
に
謳
う
「
継
続
的
か
つ
効
果
的
な
相
互
援
助
」
の
関
係
を
さ
ら
に
一
歩
進
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
国
連
憲

章
と
の
脈
絡
も
明
確
に
つ
け
ら
れ
た
条
約
で
あ
っ
た
。

2　

集
団
的
自
衛
権

⑴　

自
衛
権

本
稿
の
目
的
で
あ
る
集
団
的
自
衛
権
の
法
問
題
の
追
究
を
急
ぐ
。

旧
安
保
条
約
は
そ
の
前
文
で
、
わ
が
国
が
「
武
装
を
解
除
さ
れ
て
い
る
の
で
、
平
和
条
約
の
効
力
発
生
の
時
に
於
い
て
固
有
の
自
衛
権

を
行
使
す
る
有
効
な
手
段
を
も
た
な
い
」
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
前
文
の
こ
の
部
分
は
、「
日
本
国
と
の
平
和
条
約
」
が
締
結
さ
れ
た

時
点
の
こ
と
を
宣
べ
た
も
の
で
、
お
よ
そ
国
家
に
は
自
衛
権
が
存
在
す
る
こ
と
（
自
衛
権
の
国
家
固
有
性
）、
わ
が
国
が
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
九

項
に
基
づ
い
て
軍
が
解
体
さ
れ
て
い
る
状
態
に
あ
っ
た
し
、
現
に
（
当
時
）
あ
る
こ
と
（
降
伏
条
件
と
し
て
の
無
戦
力
）、
し
た
が
っ
て
、
独

立
し
た
わ
が
国
が
自
衛
権
行
使
の
た
め
に
最
も
有
効
で
あ
る
手
段
を
欠
い
て
い
る
こ
と
（
有
効
な
自
衛
力
行
使
手
段
の
欠
如
）
を
改
め
て
確

認
し
た
も
の
で
あ
る
。

自
衛
権
の
国
家
固
有
性
は
、
お
よ
そ
人
が
国
家
を
構
築
す
る
場
合
の
不
可
欠
の
内
容
で
あ
る
。
人
が
安
全
や
福
利
を
期
待
す
る
国
家
が

存
続
し
な
い
限
り
、
そ
の
期
待
は
無
に
帰
す
る
か
ら
で
あ
る
。
一
九
二
八
年
、
不
戦
条
約
を
結
ぶ
に
際
し
て
、
実
質
的
な
発
案
国
で
あ
る

米
国
の
国
務
長
官
ケ
ロ
ッ
グ
は
、「
不
戦
条
約
に
関
す
る
米
国
の
草
案
に
は
、
自
衛
権
を
少
し
で
も
制
限
し
、
ま
た
は
、
害
す
る
も
の
は

何
も
な
い
。
す
べ
て
の
国
は
い
つ
で
も
条
約
の
規
定
に
か
か
わ
り
な
く
攻
撃
ま
た
は
侵
入
に
対
し
自
己
の
領
土
を
防
衛
す
る
こ
と
が
自
由

で
あ
る
（
23
）

。」
と
述
べ
た
が
、
軍
隊
を
解
体
さ
れ
た
大
東
亜
戦
争
後
の
わ
が
国
の
ご
と
く
、
自
衛
権
の
行
使
が
制
限
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
例

五
〇



集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評
（
青
山
）

（
五
五
五
）

外
を
除
き
、
そ
の
云
う
所
は
正
し
い
。
そ
の
よ
う
な
法
理
の
当
然
と
し
て
、
吉
田
首
相
は
、
既
述
し
た
日
本
国
憲
法
制
定
過
程
に
於
い
て
も
（
24
）

、

わ
が
国
の
被
占
領
状
態
に
於
い
て
も
わ
が
国
が
自
衛
権
を
有
す
る
と
す
る
姿
勢
で
は
一
貫
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
昭
和
二
五
年
、
吉
田
首

相
は
、「
戦
争
放
棄
に
よ
つ
て
、
あ
た
か
も
日
本
の
安
全
保
障
が
危
険
に
な
つ
た
と
い
う
よ
う
な
ふ
う
に
感
ず
る
向
き
が
あ
つ
て
、
し
き

り
に
安
全
保
障
と
い
う
こ
と
が
出
ま
す
か
ら
、
武
力
に
よ
ら
ざ
る
自
衛
権
は
国
家
と
し
て
存
在
す
る
。」
と
断
言
し
て
い
た
の
で
あ
る
（
25
）

。

国
務
大
臣
木
村
篤
太
郎
に
も
、「
要
す
る
に
九
条
一
項
に
お
い
て
『
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
放
棄
す
る
。』
…
こ
の
意
味
か
ら
申
し
ま
す
る
と
、
再
び
侵
略
戦
争
の
愚
を
繰
返
す
よ

う
な
こ
と
を
さ
せ
な
い
と
い
う
こ
と
が
根
本
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
規
定
の
裏
か
ら
見
て
、
自
衛
権
を
否
定
し
た
も
の
で
も
な
し
、
又
自
衛

権
の
裏
付
で
あ
る
自
衛
力
を
否
定
し
た
も
の
で
な
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。
併
し
な
が
ら
自
衛
権
の
行
使
の
下
に
往
々
に
し
て
侵
略
戦
争

の
よ
う
な
愚
を
繰
返
す
危
険
が
あ
る
か
ら
し
て
、
第
二
項
に
お
い
て
さ
よ
う
な
こ
と
に
行
使
さ
れ
る
大
き
な
力
、
即
ち
戦
力
を
持
た
せ
な

い
と
い
う
こ
と
で
こ
こ
で
抑
え
て
言
つ
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
裏
か
ら
返
せ
ば
、
自
衛
権
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
も
な
し
、
そ
の

裏
付
で
あ
る
自
衛
力
も
否
定
さ
れ
て
お
ら
な
い
。
…
国
家
で
あ
る
以
上
は
、
自
衛
権
を
持
ち
自
衛
力
を
持
つ
の
は
、
こ
れ
は
当
然
で
あ
ろ

う
と
思
つ
て
お
り
ま
す
（
26
）

。」
と
云
う
答
弁
が
確
認
さ
れ
る
。
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
政
府
の
自
衛
権
不
放
棄
の
姿
勢
に
は
、
一
貫
し
た

も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
自
衛
権
に
対
す
る
政
府
の
見
解
は
、「
急
迫
不
正
の
侵
害
に
対
し
ま
し
て
わ
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
に
、
ほ
か
に
手
段
が

な
い
と
い
う
場
合
に
お
き
ま
し
て
、
こ
れ
を
防
衛
す
る
た
め
に
必
要
最
小
限
の
実
力
を
行
使
す
る
」
こ
と
（
27
）

で
、
国
際
法
上
国
家
に
認
め
ら

れ
た
権
利
（
28
）

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
個
人
に
於
け
る
正
当
防
衛
権
の
理
論
を
国
家
レ
ベ
ル
で
応
用
し
た
も
の
で
あ
る
（
29
）

。
す
な
わ
ち
、
自

衛
権
は
、
そ
の
行
使
の
た
め
に
「
急
迫
不
正
の
侵
害
」「
代
替
手
段
の
不
存
在
」「
必
要
最
小
限
の
実
力
行
使
」
の
要
件
を
必
要
と
す
る
と

五
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
五
六
）

云
う
わ
け
で
あ
る
（
し
か
し
、
正
当
防
衛
権
は
被
害
者
だ
け
の
権
利
で
は
な
い
か
ら
、（
後
述
す
る
ご
と
く
）
自
衛
権
を
も
っ
て
自
国
を
守
る
た
め
だ
け

の
も
の
と
す
る
見
解
を
も
つ
右
の
政
府
の
説
明
で
は
、
不
十
分
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
わ
が
国
は
、
台
湾
に
武
力
攻
撃
が
な
さ
れ
た
場
合
、
自
衛
す
る
台

湾
を
守
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。）。

政
府
に
よ
れ
ば
、
右
の
要
件
の
う
ち
「
急
迫
不
正
の
侵
害
」
と
云
う
た
め
に
は
、
武
力
攻
撃
が
あ
れ
ば
よ
く
、
現
実
に
被
害
が
発
生
す

る
必
要
は
な
い
（
30
）

。
た
だ
「
急
迫
不
正
の
侵
害
」
と
云
う
表
現
に
は
、
問
題
が
無
い
わ
け
で
は
な
い
。
政
府
委
員
は
、「
急
迫
」
と
云
う
こ

と
ば
に
つ
い
て
、「
武
力
攻
撃
の
お
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
時
期
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
現
実
に
武
力
攻
撃
が
あ
つ
た
と
い
う
時
期
」
と
説

明
し
て
い
る
（
31
）

。
そ
の
よ
う
な
説
明
は
、
小
規
模
な
武
力
攻
撃
の
場
合
は
と
も
か
く
、
兵
器
が
発
達
し
て
い
る
こ
ん
に
ち
、
国
民
に
多
大
な

被
害
を
生
じ
さ
せ
た
り
、
あ
る
い
は
国
家
の
存
立
さ
え
危
う
く
し
兼
ね
な
い
。
武
力
攻
撃
と
云
う
事
態
が
、
牧
歌
的
な
戦
争
の
時
代
の
そ

れ
と
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。「
武
力
攻
撃
の
お
そ
れ
」
と
云
う
だ
け
で
は
自
衛
権
行
使
の
た
め
に
不
十
分
で
あ
る
と
し
て
も
、

「
急
迫
」
と
い
う
こ
と
ば
を
現
実
の
武
力
攻
撃
の
存
在
と
同
義
に
解
す
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。「
急
迫
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
武
力
攻
撃

の
現
実
の
発
生
よ
り
も
幅
を
持
た
せ
、
武
力
攻
撃
と
云
う
行
為
が
発
生
し
た
事
態
だ
け
で
な
く
、
文
字
通
り
に
、
明
ら
か
に
そ
の
行
為
が

差
し
迫
っ
て
い
る
急
な
事
態
を
も
含
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
意
味
が
生
じ
る
の
だ
。

次
に
「
不
正
」
と
云
う
こ
と
ば
に
も
、
問
題
が
あ
る
。
わ
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
に
対
し
て
「
非
不
正
」
の
も
の
を
認
め
る
わ
け
に

は
行
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
国
連
の
決
議
に
基
づ
く
わ
が
国
に
対
す
る
武
力
に
よ
る
制
裁
行
為
は
、
少
な
く
と
も
国
連
の
あ
る
い
は
そ
れ

に
与
す
る
立
場
に
於
い
て
は
違
法
性
を
欠
く
。
個
人
の
正
当
防
衛
の
場
合
に
は
、
刑
の
執
行
を
含
む
正
当
な
職
務
行
為
に
よ
っ
て
制
限
さ

れ
る
場
合
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
法
的
に
確
立
さ
れ
て
い
る
と
は
云
え
な
い
国
際
社
会
の
現
状
で
は
、
わ
が
国
か
ら
見
れ
ば
、
そ
の
よ
う

な
国
連
の
行
為
も
不
正
の
行
為
で
あ
る
。
わ
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
は
、
す
べ
て
不
正
の
も
の
と
看
做
さ
れ
る
べ
き
な
の
だ
。
自
衛
権

五
二



集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評
（
青
山
）

（
五
五
七
）

の
行
使
の
要
件
に
「
不
正
」
と
云
う
文
言
は
、
必
ず
し
も
必
要
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
侵
害
」
と
云
う
こ
と
ば
は
、
政
府
委
員

の
答
弁
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
被
害
の
発
生
を
必
要
と
し
な
い
。
で
あ
る
以
上
、
そ
の
こ
と
ば
も
、
必
ず
し
も
必
要
で
は
あ
る
ま
い
。

要
す
る
に
、
第
一
の
要
件
は
、
武
力
攻
撃
の
事
態
あ
る
い
は
明
ら
か
に
武
力
攻
撃
が
予
想
さ
れ
る
事
態
と
改
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
二
の
代
替
手
段
の
不
存
在
は
、
そ
の
判
断
が
困
難
な
事
態
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
自
衛
権
行
使
の
要
件
と
し
て
不
合
理
で
は
な
い
。

現
実
に
は
、
余
程
に
小
規
模
な
場
合
は
と
も
か
く
、
武
力
攻
撃
が
発
生
し
て
い
た
り
、
明
ら
か
に
武
力
攻
撃
が
予
想
さ
れ
る
事
態
に
は
、

最
早
、
代
替
手
段
を
考
え
る
余
裕
な
ど
あ
る
ま
い
。

第
三
に
、
必
要
最
小
限
と
云
う
要
件
も
理
論
的
に
は
正
し
い
。
し
か
し
現
実
に
は
、
自
衛
権
行
使
の
事
態
に
於
い
て
、
自
衛
権
行
使
の

結
果
は
す
べ
て
勝
利
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
武
力
攻
撃
に
対
し
て
余
程
に
余
裕
が
あ
る
場
合
あ
る
い
は
武
力
攻
撃
が
局
地
的
・
限
定
的

な
場
合
に
は
比
例
の
原
則
を
働
か
せ
得
る
（
32
）

が
、
実
際
に
は
、
遵
守
し
難
い
要
件
で
あ
る
。

⑵　

自
衛
力
と
戦
力

わ
が
国
の
独
立
は
、
主
権
の
完
全
回
復
を
意
味
し
た
か
ら
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
に
つ
い
て
Ｇ
Ｈ
Ｑ
等
か
ら
の
束
縛
は
な
く
な
っ
た
。

そ
れ
で
も
わ
が
政
府
は
、
政
治
的
意
味
合
い
を
有
し
た
に
過
ぎ
な
い
日
本
国
憲
法
九
条
の
解
釈
を
維
持
し
、
す
べ
て
の
戦
争
を
放
棄
し
て

い
る
と
云
う
解
釈
を
維
持
し
た
。
そ
の
当
否
は
と
も
か
く
、
そ
れ
が
法
的
な
わ
が
政
府
の
有
権
解
釈
と
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
も

政
府
は
、
自
衛
権
に
よ
る
自
衛
力
の
充
実
に
は
努
力
し
た
。
そ
の
際
当
然
に
、
日
本
国
憲
法
九
条
が
不
保
持
を
定
め
た
戦
力
と
自
衛
力
と

の
差
異
が
問
題
と
な
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
政
府
に
は
、
日
本
国
憲
法
九
条
の
「
戦
力
」
に
つ
い
て
一
定
の
確
た
る
も
の
は
な
い
と
し

な
が
ら
も
、「
近
代
戦
を
有
効
且
つ
適
切
に
遂
行
し
得
る
装
備
と
兵
力
」
と
す
る
考
え
方
が
あ
っ
た
（
33
）

。
昭
和
二
七
年
、
内
閣
法
制
局
は
、

よ
り
詳
し
く
次
の
よ
う
な
「『
戦
力
』
に
関
す
る
統
一
見
解
」
な
る
も
の
を
示
し
て
い
る
（
34
）

。

五
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
五
八
）

一　

憲
法
第
九
条
第
二
項
は
、
侵
略
の
目
的
た
る
と
自
衛
の
目
的
た
る
と
を
問
わ
ず
「
戦
力
」
の
保
持
を
禁
止
し
て
い
る
。

一　

右
に
云
う
「
戦
力
」
と
は
、
近
代
戦
争
遂
行
に
役
立
つ
程
度
の
装
備
、
編
成
を
具
え
る
も
の
を
云
う
。

一　
「
戦
力
」
の
基
準
は
、
そ
の
国
の
置
か
れ
た
時
間
的
、
空
間
的
環
境
で
具
体
的
に
判
断
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一　
「
陸
海
空
軍
」
と
は
、
戦
争
目
的
の
た
め
に
装
備
編
成
さ
れ
た
組
織
体
を
い
い
、「
そ
の
他
の
戦
力
」
と
は
、
本
来
は
戦
争
目
的
を

有
せ
ず
と
も
実
質
的
に
こ
れ
に
役
立
ち
得
る
実
力
を
備
え
た
も
の
を
云
う
。

一　
「
戦
力
」
と
は
、
人
的
、
物
的
に
組
織
さ
れ
た
総
合
力
で
あ
る
。
従
っ
て
単
な
る
兵
器
そ
の
も
の
は
戦
力
の
構
成
要
素
で
は
あ
る

が
、「
戦
力
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
兵
器
製
造
工
場
の
ご
と
き
も
無
論
同
様
で
あ
る
。

一　

憲
法
第
九
条
第
二
項
に
云
う
「
保
持
」
と
は
、
云
う
ま
で
も
な
く
わ
が
国
が
保
持
の
主
体
た
る
こ
と
を
示
す
。
米
国
駐
留
軍
は
、

わ
が
国
を
守
る
た
め
に
米
国
の
保
持
す
る
軍
隊
で
あ
る
か
ら
憲
法
第
九
条
の
関
す
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。

一　
「
戦
力
」
に
至
ら
ざ
る
程
度
の
実
力
を
保
持
し
、
こ
れ
を
直
接
侵
略
防
衛
の
用
に
供
す
る
こ
と
は
違
憲
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は

有
事
の
際
、
国
警
の
部
隊
が
防
衛
に
あ
た
る
の
と
理
論
上
同
一
で
あ
る
。

一　

保
安
隊
お
よ
び
警
備
隊
は
戦
力
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
保
安
庁
法
第
四
条
に
明
ら
か
な
ご
と
く
、「
わ
が
国
の
平
和
と
秩
序
を
維

持
し
人
命
お
よ
び
財
産
を
保
護
す
る
た
め
、
特
別
の
必
要
が
あ
る
場
合
に
お
い
て
行
動
す
る
部
隊
」
で
あ
り
、
従
っ
て
戦
争
を
目
的

と
し
て
組
織
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
軍
隊
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
客
観
的
に
こ
れ
を
見
て
も
保
安
隊
等
の
装

備
編
成
は
決
し
て
近
代
戦
を
有
効
に
遂
行
し
得
る
程
度
の
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
憲
法
の
「
戦
力
」
に
は
該
当
し
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
戦
力
」
に
関
す
る
見
解
は
、
余
り
に
も
不
明
瞭
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
「
近
代
戦
争
」
と
は
、
学
問
的
に
説
か

五
四



集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評
（
青
山
）

（
五
五
九
）

れ
る
歴
史
的
区
分
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
当
時
で
云
う
「
現
代
」
を
意
味
し
、「
近
代
戦
争
遂
行
能
力
」
と
は
、
一
定
の
水
準
に
達

し
た
国
家
の
実
力
（
装
備
、
編
成
）
の
能
力
を
意
味
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
近
隣
諸
国
に
つ
い
て
見
た
場
合
だ
け
で
も
、

非
常
に
戦
争
遂
行
能
力
に
差
が
あ
り
過
ぎ
た
の
だ
。
そ
の
能
力
の
水
準
を
ど
こ
に
置
く
か
に
よ
っ
て
装
備
、
編
成
等
に
違
い
が
出
て
来
る
。

と
も
あ
れ
「
近
代
戦
争
遂
行
能
力
」
の
判
定
は
、
抽
象
的
で
決
し
て
明
ら
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で
政
府
は
、「
戦
力
」
に
関
し
て
近
代
戦

争
遂
行
能
力
と
す
る
見
解
を
放
棄
す
る
こ
と
な
く
、
少
し
く
説
明
を
改
め
、
昭
和
二
九
年
一
二
月
以
降
、
そ
れ
を
必
要
最
小
限
度
を
超
え

る
実
力
と
定
義
し
て
い
る
（
35
）

。
こ
の
場
合
、「
戦
力
」
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
は
、
実
力
組
織
が
「
ど
う
い
う
個
々
の
兵
器
を
持
つ
て
い
る

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
決
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
し
て
」、
実
力
組
織
で
あ
る
「
人
的
、
物
的
の
組
織
体
が
ど
う
い
う
実
戦

的
な
能
力
を
持
つ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
総
合
的
に
判
断
さ
れ
る
」
と
さ
れ
る
（
36
）

。
要
す
る
に
政
府
の
立
場
は
、
近
代
戦

争
遂
行
能
力
を
持
ち
、
必
要
最
小
限
度
を
超
え
る
実
力
が
、
日
本
国
憲
法
九
条
の
「
戦
力
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
政
府
は
、

近
代
戦
争
遂
行
能
力
の
判
断
に
際
し
て
「
近
代
戦
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
機
能
」
と
云
う
新
た
な
基
準
を
加
え
た
。
た
と
え
ば
、
自
衛
隊
に

つ
い
て
は
、
敵
の
基
地
を
叩
く
よ
う
な
装
備
は
持
た
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
、
近
代
戦
争
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
機
能
の
う
ち
攻
撃
的
な
機

能
を
持
た
な
い
か
ら
、
近
代
戦
争
遂
行
能
力
を
有
す
る
実
力
組
織
と
云
え
な
い
と
し
て
い
る
（
37
）

。

政
府
は
、
戦
争
放
棄
条
項
を
持
つ
日
本
国
憲
法
の
下
、
既
述
し
た
よ
う
な
見
解
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
専
守
防
衛
を
基
本
姿
勢
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
衛
権
と
そ
の
行
使
が
専
ら
専
守
防
衛
に
限
定
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
な
し
と
し
な
い
。
古
来
、
攻
撃

は
最
大
の
防
御
と
云
う
こ
と
ば
も
あ
る
。
武
力
攻
撃
を
待
っ
た
専
守
防
衛
に
よ
っ
て
は
自
衛
権
お
よ
び
そ
の
行
使
の
目
的
が
達
成
し
得
な

い
場
合
は
、
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
あ
り
得
る
事
態
に
備
え
る
に
は
、
自
衛
の
た
め
の
抑
止
力
を
生
む
た
め
の
軍
拡
（
自

衛
力
の
拡
充
）
と
明
ら
か
に
武
力
攻
撃
が
予
想
さ
れ
る
事
態
に
対
す
る
自
衛
の
た
め
の
先
制
攻
撃
に
よ
る
攻
撃
地
破
壊
（
先
制
的
自
衛
）
と

五
五



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
六
〇
）

が
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
う
ち
前
者
を
単
独
で
行
う
に
は
、
兵
器
の
開
発
、
生
産
、
実
験
、
訓
練
等
の
た
め
に
膨
大
な
財
政
や
人
や
物
や
空

間
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
に
代
わ
る
も
の
の
一
つ
が
、
集
団
的
自
衛
権
で
あ
る
。

⑶　

集
団
的
自
衛
権

国
際
法
上
の
自
衛
権
の
観
念
の
理
解
は
、
必
ず
し
も
一
つ
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
日
本
国
憲
法
上
の
自
衛
権
が
国
際
法
上
の
そ
れ
と
一

致
し
て
い
る
と
は
云
え
な
い
。
そ
れ
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
場
合
に
も
、
お
よ
そ
最
高
法
規
で
あ
る
日
本
国
憲
法
（
憲
法
第
一
〇
章
）
の

概
念
は
、
国
際
法
上
の
固
ま
っ
た
概
念
を
尊
重
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
（
憲
法
の
国
際
協
調
主
義
（
38
）

）、
そ
れ
と
一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
の

だ
。
集
団
的
自
衛
権
と
云
う
こ
と
ば
は
、
日
本
国
憲
法
の
規
定
に
は
な
い
が
、
国
連
憲
章
に
は
あ
る
（
憲
章
五
一
条
）。
日
本
国
憲
法
に
は

自
衛
権
と
云
う
こ
と
ば
も
な
い
が
、
お
よ
そ
国
家
に
は
、
自
衛
権
は
固
有
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
。
国
連
憲
章
は
、
自
衛
権
に
個
別
的

自
衛
権
と
集
団
的
自
衛
権
と
を
認
め
て
い
る
（
憲
章
五
一
条
）
が
、
日
本
国
憲
法
上
の
自
衛
権
に
も
そ
の
構
成
部
分
と
し
て
集
団
的
自
衛

権
は
含
ま
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
そ
の
場
合
、
日
本
国
憲
法
上
の
集
団
的
自
衛
権
は
、
締
約
国
と
の
間
に
於
い
て
自
衛
権
を
合
併
し
自

衛
す
べ
き
状
態
に
陥
っ
た
締
約
国
の
要
請
あ
る
い
は
同
意
の
下
に
共
用
す
る
権
利
で
あ
る
。
こ
れ
を
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
実
、
締
約
国
同

士
が
そ
れ
ぞ
れ
の
自
衛
権
を
自
衛
す
べ
き
状
態
に
陥
っ
た
締
約
国
の
要
請
あ
る
い
は
同
意
を
得
て
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
責
務
で
あ

る
（
39
）

。
そ
れ
は
、
飽
く
ま
で
も
自
衛
権
で
あ
る
か
ら
、
わ
が
国
が
締
約
国
の
自
衛
権
の
行
使
以
外
の
行
為
に
協
力
す
る
義
務
は
な
い
。
こ
の

集
団
的
自
衛
権
と
そ
の
行
使
に
つ
い
て
、
政
府
は
、

「
集
団
的
自
衛
権
、
こ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
共
同
防
衛
ま
た
は
相
互
安
全
保
障
条
約
、
あ
る
い
は
同
盟
条
約
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま

し
て
、
つ
ま
り
自
分
の
国
が
攻
撃
さ
れ
た
と
同
様
に
み
な
し
て
、
自
衛
の
名
に
お
い
て
行
動
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
の
国
際
法
か

五
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集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
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評
（
青
山
）

（
五
六
一
）

ら
出
て
来
る
権
利
で
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
ぞ
れ
の
同
盟
条
約
な
り
共
同
防
衛
条
約
な
り
、
特
別
の
条
約
が
あ
つ
て
、
初
め
て
条
約

上
の
権
利
と
し
て
生
れ
て
来
る
権
利
で
ご
ざ
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
う
い
う
特
別
な
権
利
を
生
ま
す
た
め
の
条
約
を
、
日
本
の
現
憲
法

下
で
締
結
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
、
先
ほ
ど
お
答
え
申
し
上
げ
ま
し
た
よ
う
に
で
き
な
い
の
で
あ
り
ま
す
か
ら
、
結
局
憲
法

で
認
め
ら
れ
た
範
囲
と
い
う
も
の
は
、
日
本
自
身
に
対
す
る
直
接
の
攻
撃
あ
る
い
は
急
迫
し
た
攻
撃
の
危
険
が
な
い
以
上
は
、
自
衛
権

の
名
に
お
い
て
発
動
し
得
な
い
、
そ
う
い
う
よ
う
に
存
じ
て
お
り
ま
す
。」

と
云
う
よ
う
に
述
べ
て
、
集
団
的
自
衛
権
を
特
別
の
条
約
上
の
も
の
と
し
、
そ
の
行
使
を
日
本
国
憲
法
上
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
（
40
）

。

こ
の
姿
勢
は
、
政
府
に
一
貫
し
た
も
の
で
、
林
修
三
政
府
委
員
も
、「
要
す
る
に
自
国
と
非
常
に
関
連
の
あ
る
他
国
が
侵
略
さ
れ
た
場
合

に
、
そ
の
他
国
を
援
助
す
る
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
国
連
憲
章
上
違
法
な
武
力
行
使
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。」
と
し

な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

「
平
和
条
約
に
は
、
確
か
に
日
本
固
有
の
権
利
と
し
て
の
集
団
的
ま
た
は
個
別
的
の
自
衛
の
権
利
を
有
す
る
と
書
い
て
ご
ざ
い
ま
す
。

国
際
法
的
に
は
、
日
本
は
集
団
的
ま
た
は
個
別
的
の
自
衛
権
を
持
つ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
…
、
そ
う
い

う
こ
と
が
日
本
の
憲
法
の
い
わ
ゆ
る
自
衛
権
の
範
囲
に
入
る
と
か
と
云
わ
れ
れ
ば
、
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
い
ま
す
。
内
容
は
必

ず
し
も
一
に
限
ら
な
い
と
思
う
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
た
だ
、
…
、
外
国
の
領
土
に
、
外
国
を
援
助
す
る
た
め
に
武
力
行
使
を
行
う
と

い
う
こ
と
の
点
だ
け
に
し
ぼ
っ
て
集
団
的
自
衛
権
と
い
う
こ
と
が
憲
法
上
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
お
つ
し
や
れ
ば
、
そ

れ
は
今
の
日
本
の
憲
法
に
認
め
ら
れ
て
い
る
自
衛
権
の
範
囲
に
入
ら
な
い
、
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
（
41
）

。」

五
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日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
六
二
）

政
府
に
於
い
て
わ
が
国
に
よ
る
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
は
、
一
般
国
際
法
上
の
も
の
で
は
な
く
、
国
連
憲
章
上
認
め
ら
れ
て
い
る
と
こ

ろ
で
、
そ
れ
は
「
外
国
へ
の
援
助
」
で
あ
り
、「
国
連
憲
章
上
可
能
、
憲
法
上
不
可
能
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

お
よ
そ
自
衛
権
が
国
家
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
以
上
、
国
連
加
盟
国
だ
け
で
な
く
国
連
非
加
盟
国
も
そ
の
自
衛
権
の
内
容
と
し
て
集
団
的

自
衛
権
を
有
し
、
そ
れ
を
行
使
す
る
権
利
を
も
有
し
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
（
42
）

。
自
然
法
思
想
を
導
入
し
て
い
る
日
本
国
憲
法
（
憲
法

一
一
条
、
九
七
条
）
に
於
い
て
は
、
自
衛
権
を
国
際
社
会
に
於
け
る
自
然
権
と
明
言
し
て
良
い
が
、
集
団
的
自
衛
権
は
、
そ
の
自
然
法
に

基
づ
い
て
合
従
連
衡
が
行
わ
れ
た
古
代
か
ら
そ
の
内
容
の
一
部
と
し
て
生
育
し
た
国
際
社
会
に
於
け
る
確
立
さ
れ
た
慣
習
（
憲
法
九
八
条
）

と
云
え
る
。
国
連
憲
章
五
一
条
は
、「
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
」
と
云
う
規
定
の
仕
方
か
ら

明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
存
在
を
確
認
し
て
規
定
し
た
に
過
ぎ
な
い
の
だ
（
43
）

。
そ
れ
は
、
締
約
国
へ
の
援
助
で
は
な
く
義
務
で
あ
る
が
、
そ

の
行
使
は
、
国
際
連
合
へ
加
盟
し
た
場
合
、
そ
の
加
盟
と
云
う
自
己
規
制
に
よ
っ
て
非
加
盟
国
に
比
し
て
国
連
憲
章
に
よ
る
規
制
を
受
け

る
。
わ
が
国
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
（
憲
法
前
文
、
九
条
、
九
八
条
）
が
、
日
本
国
憲
法
の
解
釈
上
は
、
自
衛
を
必
要
と
す
る
状
態
に
陥
っ

た
締
約
国
の
要
請
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
拒
否
す
る
と
す
れ
ば
、「
自
国
の
こ
と
の
み
に
専
念
し
他
国
を
無
視
す
る
」
こ
と
を

普
遍
的
な
政
治
道
徳
の
法
則
に
反
す
る
も
の
と
す
る
日
本
国
憲
法
の
原
則
（
憲
法
前
文
第
三
段
）
に
反
す
る
。
わ
が
国
の
政
府
の
集
団
的
自

衛
権
の
行
使
に
関
す
る
解
釈
と
姿
勢
は
、
そ
の
法
則
に
従
っ
て
「
自
国
の
主
権
を
維
持
し
、
他
国
と
対
等
関
係
に
立
た
う
と
す
る
」
国
家

の
責
務
（
憲
法
前
文
第
三
段
）
を
放
棄
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
解
釈
お
よ
び
姿
勢
は
、
日
本
国
憲
法
上
わ
が
国
民
が

達
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
「
理
想
と
目
的
」（
憲
法
前
文
第
四
段
）
に
も
反
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

⑷　

新
安
保
条
約

最
後
に
、
現
在
わ
が
国
と
米
国
と
の
間
に
存
在
す
る
い
わ
ゆ
る
新
安
保
条
約
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
置
く
。
こ
の
条
約
は
、
イ
「
日

五
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集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評
（
青
山
）

（
五
六
三
）

米
間
の
平
和
・
友
好
関
係
の
強
化
、
民
主
主
義
の
諸
原
則
・
個
人
の
自
由
お
よ
び
法
の
支
配
の
擁
護
」
の
希
望
、
ロ
「
経
済
的
協
力
の
促

進
と
経
済
的
安
定
・
福
祉
条
件
の
助
長
」
の
希
望
、
ハ
国
連
憲
章
の
目
的
・
原
則
の
信
念
と
す
べ
て
の
国
民
お
よ
び
す
べ
て
の
政
府
と
共

に
平
和
的
に
生
き
る
願
望
」
の
再
確
認
、
ニ
「
国
連
憲
章
上
の
個
別
的
・
集
団
的
自
衛
の
固
有
の
権
能
の
所
有
」
の
確
認
、
お
よ
び
ヘ

「
極
東
の
国
際
の
平
和
・
安
全
の
維
持
に
共
通
の
関
心
を
持
つ
こ
と
」
の
考
慮
の
上
に
締
結
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
条
約
は
、
第
一
に
、
国
際
連
合
の
精
神
を
尊
重
し
、
そ
の
強
化
を
真
っ
先
に
謳
い
、
国
際
連
合
に
期
待
す
る
姿
勢
を
示
し
て
い
る

（
条
約
一
条
、
五
条
、
七
条
）。
条
約
の
失
効
条
件
の
一
つ
に
も
、
そ
の
期
待
が
顕
現
し
て
い
る
（
条
約
一
〇
条
）。

こ
の
条
約
は
、
第
二
に
、
経
済
の
相
互
協
力
の
促
進
を
定
め
た
（
条
約
二
条
）。
経
済
は
、
国
家
の
安
定
や
国
民
の
福
利
の
た
め
だ
け
で

な
く
、
両
国
の
防
衛
力
を
含
む
す
べ
て
の
協
力
の
強
度
の
基
盤
で
あ
る
か
ら
重
要
な
規
定
で
あ
る
。
お
よ
そ
経
済
力
は
、
国
力
の
最
大
の

基
礎
と
な
る
力
な
の
だ
。

こ
の
条
約
三
条
が
、
武
力
攻
撃
に
抵
抗
す
る
能
力
の
維
持
・
発
展
に
つ
い
て
「
継
続
的
か
つ
効
果
的
な
自
助
及
び
相
互
援
助
」
を
規
定

し
た
の
は
、
バ
ン
デ
ン
バ
ー
グ
決
議
に
留
意
し
た
も
の
で
あ
り
、「
憲
法
上
の
規
定
に
従
う
こ
と
を
条
件
と
し
て
」
と
定
め
た
の
は
、
日

本
国
憲
法
九
条
に
留
意
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
相
互
協
力
を
謳
っ
た
の
は
、
日
米
間
の
一
体
感
を
強
調
し
た
も
の
で
あ
る
（
条
約
三
条
）。

こ
の
条
約
は
、
わ
が
国
の
安
全
だ
け
で
な
く
、
極
東
に
於
け
る
国
際
の
平
和
お
よ
び
安
全
に
配
慮
し
て
い
る
（
条
約
四
条
、
六
条
）。
そ

の
場
合
、
締
約
国
が
「
自
国
の
憲
法
上
の
規
定
及
び
手
続
に
従
つ
て
」
共
通
の
危
険
に
対
処
す
る
の
は
、「
日
本
国
の
施
政
の
下
に
あ
る

領
域
に
お
け
る
、
い
ず
れ
か
の
一
方
に
対
す
る
武
力
攻
撃
」
と
さ
れ
て
い
る
（
条
約
五
条
）。
こ
こ
で
「
憲
法
上
の
手
続
」
で
は
な
く
、

「
憲
法
上
の
規
定
」
と
定
め
て
い
る
の
は
、
憲
法
上
の
実
体
規
定
に
も
留
意
す
る
姿
勢
を
示
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
場
合
、
基
本

権
規
定
が
い
わ
ゆ
る
「
憲
法
の
論
理
」（logique de la constitution

）
に
よ
る
も
の
で
少
数
者
の
権
益
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ

五
九
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学　
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十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
六
四
）

れ
と
「
公
共
の
福
祉
」（
憲
法
一
三
条
）
と
の
均
衡
の
重
要
な
憲
法
問
題
を
生
じ
さ
せ
防
衛
行
動
に
障
害
を
生
じ
さ
せ
る
虞
れ
が
あ
り
、
そ

の
適
用
に
際
し
て
慎
重
な
判
断
を
要
す
る
。
ま
た
わ
が
国
の
安
全
に
寄
与
す
る
た
め
の
米
国
の
艦
船
や
航
空
機
が
わ
が
施
政
権
外
の
極
東

内
に
あ
っ
て
攻
撃
を
受
け
た
場
合
の
わ
が
国
の
防
衛
協
力
義
務
の
不
存
在
は
決
し
て
日
本
国
憲
法
を
根
拠
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
外
交

の
駆
け
引
き
に
於
け
る
わ
が
国
の
利
益
に
過
ぎ
ず
、
独
善
を
排
除
し
た
日
本
国
憲
法
の
精
神
（
憲
法
前
文
第
三
段
）
と
は
矛
盾
す
る
。

わ
が
国
に
於
け
る
米
軍
の
駐
留
の
根
拠
が
わ
が
国
に
よ
る
許
与
と
定
め
ら
れ
た
（
条
約
六
条
）
の
は
、
旧
安
保
条
約
に
比
し
て
わ
が
国

の
地
位
を
高
め
た
も
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
安
全
保
障
に
関
す
る
も
の
を
含
め
て
条
約
は
、
外
交
上
の
交
渉
の
結
果
で
あ
る
か
ら
、
国
際
社
会
に
於
い
て
い
ろ
い
ろ
な
か

た
ち
が
あ
る
が
、
安
保
条
約
五
条
は
、
本
来
的
な
集
団
的
自
衛
権
を
定
め
た
も
の
と
は
云
え
な
い
。

お
わ
り
に

以
上
は
、
す
べ
て
わ
が
政
府
の
日
本
国
憲
法
に
関
す
る
解
釈
あ
る
い
は
姿
勢
を
前
提
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
既
述
し
た
よ
う
な
解
釈

あ
る
い
は
姿
勢
の
政
府
が
継
続
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
、
多
く
の
わ
が
国
民
の
日
本
国
憲
法
に
対
す
る
解
釈
お
よ
び
姿
勢
と
云
え
よ
う
。

ハ
ッ
シ
ー
・
メ
モ
以
来
の
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
の
本
意
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
被
占
領
時
、
わ
が
国
に
は
、
真
の
言
論
の
自
由

は
存
在
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
、
国
防
の
真
の
審
議
は
、
不
十
分
で
あ
っ
た
し
、
軍
の
解
体
が
国
際
約
束
で
あ
っ
た
以
上
、
わ
が
国
に
は
、

元
々
国
防
を
論
議
す
る
法
的
資
格
も
な
か
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
制
定
さ
れ
た
日
本
国
憲
法
に
つ
い
て
い
わ
ゆ
る
立
法
者
意
思
に
の

み
基
く
解
釈
で
は
十
分
で
は
な
い
。
そ
こ
で
い
わ
ゆ
る
法
律
意
思
に
基
づ
く
解
釈
を
す
れ
ば
、
日
本
国
憲
法
九
条
は
、「
一
切
」
の
戦
力

の
不
保
持
を
定
め
て
い
な
い
。
日
本
国
憲
法
二
一
条
で
は
、「
一
切
」
の
表
現
の
自
由
を
保
障
し
て
い
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
例
外
が
あ
る
。

六
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集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評
（
青
山
）

（
五
六
五
）

と
す
れ
ば
、
戦
力
の
不
保
持
に
も
、
例
外
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
日
本
国
憲
法
九
条
二
項
の
「
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
」
と
云
う
文

言
は
、
同
条
一
項
に
よ
る
侵
略
戦
争
の
放
棄
を
意
味
す
る
。
要
す
る
に
、
自
衛
の
た
め
の
戦
争
や
戦
力
は
放
棄
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
、
ソ
連
の
圧
力
も
あ
っ
て
文
民
条
項
（
憲
法
六
六
条
）
が
設
け
ら
れ
た
の
だ
。
お
よ
そ
軍
人
が
存
在
し
な
い
と
こ

ろ
に
、
文
民
条
項
な
ど
不
必
要
な
の
だ
。
実
定
法
上
他
に
存
在
し
な
い
交
戦
権
な
る
こ
と
ば
は
、
意
味
不
明
で
あ
る
。
わ
が
政
府
は
、
こ

れ
を
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
・
ノ
ー
ト
に
も
あ
っ
た
「
交
戦
者
と
し
て
の
権
利
」
と
解
し
（
44
）

、
筆
者
も
か
つ
て
そ
の
よ
う
に
解
し
た
。
し
か
し
、
こ

れ
は
宣
戦
権
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
消
極
的
に
自
衛
戦
争
し
か
で
き
な
い
国
に
は
、
元
々
不
必
要
な
権
利
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、

交
戦
権
の
否
認
の
条
項
は
、
単
な
る
確
認
規
定
に
過
ぎ
な
い
。
す
べ
て
の
戦
争
を
放
棄
す
る
と
云
う
高
邁
な
理
想
を
追
求
し
な
が
ら
も
、

現
実
を
見
詰
め
て
わ
が
国
の
平
和
と
安
全
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
政
府
の
工
夫
と
努
力
を
評
価
す
る
が
、
右
の
よ
う
な
解
釈
を
す
れ

ば
、
政
府
が
行
っ
て
来
た
よ
う
な
戦
力
の
不
保
持
に
伴
う
複
雑
で
難
解
な
解
釈
あ
る
い
は
姿
勢
は
不
必
要
な
り
、
ま
た
自
衛
権
に
基
づ
く

国
家
の
行
為
を
よ
り
有
効
な
も
の
と
な
し
得
る
。
最
後
に
、
条
約
は
国
益
を
追
求
す
る
外
交
の
駆
け
引
き
の
所
産
で
あ
る
か
ら
、
安
保
条

約
が
自
国
に
偏
っ
た
有
利
さ
を
持
つ
こ
と
を
否
定
し
な
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
在
り
様
に
つ
い
て
は
、
日
本
国
憲
法
の
精
神
に
従
っ
て
、

独
立
国
家
と
し
て
の
矜
持
と
締
約
国
を
含
め
た
国
際
的
な
信
用
を
喪
失
し
な
い
よ
う
に
努
め
な
が
ら
、
わ
が
国
の
真
の
平
和
と
安
全
に
役

立
つ
よ
う
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
の
際
少
な
く
と
も
現
在
の
集
団
的
自
衛
権
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
現
存
の
片
務
性
を
見
直
す
必

要
が
あ
る
。

（
1
） 

衆
会
議
録
第
一
八
〇
回
国
会
本
会
議
第
三
〇
号
二
頁
（
平
成
二
四
年
七
月
二
六
日
）。

（
2
） 

昭
和
五
三
年
六
月
衆
議
院
内
閣
委
・
金
丸
信
防
衛
庁
長
官
答
弁
に
由
来
（B

IG
L
O
B
E

百
科
事
典
、jiten.biglobe.ne.jp/j/f9/cf/f4/

六
一



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
六
六
）

32326590ce8e19582a2ea...

）

（
3
） R

alph W
aldo E

m
erson,w

iki.answ
ers.com

/Q
/T
he_only_w

ay_to_have_a_friend_is_to...
（
4
） 
拙
稿
『
新
訂
憲
法
』（
平
成
二
一
年
、
啓
正
社
）
一
二
四
頁
。

（
5
） 
清
水
伸
編
『
逐
条
日
本
国
憲
法
審
議
録
』（
増
訂
版
第
二
巻
）（
原
書
房
、
昭
和
五
一
年
）
四
一
頁
│
四
二
頁
、
四
六
頁
。

（
6
） 

『「
ポ
ツ
ダ
ム
」
宣
言
受
諾
ニ
関
ス
ル
八
月
一
〇
日
附
日
本
国
政
府
申
入
』、『
八
月
一
〇
日
附
合
衆
国
政
府
ノ
日
本
国
政
府
ニ
対
ス
ル
回
答
』、

『
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
』
五
項
以
下
参
照
。

こ
の
場
合
、
わ
が
国
と
の
関
係
を
契
約
関
係
で
は
な
く
、「
無
条
件
降
伏
を
基
礎
と
す
る
」
と
し
た
『
連
合
国
最
高
司
令
官
の
権
限
に
関
す
る

マ
ッ
ク
ア
サ
ー
元
帥
へ
の
通
達
』
は
、
わ
が
国
を
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
。
一
体
、
国
家
の
無
条
件
降
伏
と
は
、
そ
の
実
、
国
家
の
消
滅
と
同
義

で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
人
で
云
え
ば
、
人
が
そ
の
全
人
格
を
失
い
、
死
し
て
物
と
な
っ
た
に
等
し
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
無
条
件
降
伏

を
し
た
全
日
本
軍
隊
が
解
体
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
一
体
、
わ
が
国
は
、
不
平
等
な
契
約
関
係
に
立
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
契
約
に
反

し
て
、
た
と
え
ば
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
八
項
に
も
拘
わ
ら
ず
、
本
州
や
九
州
等
を
ど
こ
か
の
国
に
分
譲
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
は
無
い
の
で
あ
る
。

（
7
） 

国
際
司
法
裁
判
所
は
、
慣
習
国
際
法
下
お
よ
び
国
連
憲
章
下
で
固
有
権
あ
る
い
は
自
然
権
と
宣
べ
て
い
る
（E

ustace C
hikere 

A
zubuike,P

R
O
B
IN
G
 T
H
E
 S
C
O
P
E
 O
F
 S
E
L
F
 D
E
F
E
N
S
E
 IN
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T
E
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N
A
T
IO
N
A
L
 L
A
W
,17 A

nn.S
urv.U

nt’l &
 C
om
p.L
.129,at 

147

（S
pring,2011

））。

（
8
） 

清
水
編
『
前
掲
書
』
八
一
頁
│
八
二
頁
。

（
9
） 

『
前
掲
書
』
七
二
頁
、
七
九
頁
。

（
10
） S

ee,M
ark J.R

oe,L
E
G
A
L
 O
R
IG
IN
S
.P
O
L
IT
IC
S
,A
N
D
 M
O
D
E
R
N
 S
T
O
C
K
 M
A
R
K
E
T
S
,120 H

arv.L
.R
ev.460,at 500-501

（D
ecem

ber,2006

）.

（
11
） S
ee,N

eil W
.H
am
ilton,

（S
ym
posium

）FO
R
E
W
O
R
D
:S
Y
M
P
O
S
IU
M
 O
N
 Z
E
A
L
O
T
R
Y
 A
N
D
 A
C
A
D
E
M
IC
 F
R
E
E
D
O
M
,22 

W
m
.M
itchell L

.R
ev.333

（1996

）.

（
12
） 

増
田
弘
『
自
衛
隊
の
誕
生
』（
日
本
の
再
軍
備
と
ア
メ
リ
カ
）
五
頁
│
六
頁
、
九
頁
（
一
七
七
五
年
、
中
公
新
書
）。

六
二



集
団
的
自
衛
権
の
行
使
に
関
す
る
政
府
見
解
概
評
（
青
山
）

（
五
六
七
）

（
13
） 

憲
法
調
査
会
第
三
委
員
会
『
憲
法
運
用
の
実
際
に
つ
い
て
の
調
査
報
告
書
』
│
天
皇
・
戦
争
の
放
棄
・
最
高
法
規
│
一
一
八
頁
│
一
二
一
頁

（
昭
和
三
九
年
、
憲
法
調
査
会
報
告
書
付
属
文
書
第
五
号
）。

（
14
） 
平
和
条
約
前
文
。

（
15
） 
増
田
弘
『
前
掲
書
』
四
四
頁
、
四
六
頁
。

（
16
） 

憲
法
調
査
会
第
三
委
員
会
『
前
掲
書
』
一
二
二
頁
│
一
二
三
頁
。

（
17
） 

『
前
掲
書
』
一
二
三
頁
│
一
二
五
頁
。

（
18
） 

『
前
掲
書
』
一
二
五
頁
│
一
二
六
頁
。

（
19
） 

豊
下
楢
彦
『
安
保
条
約
の
成
立
』
│
吉
田
外
交
と
天
皇
外
交
│
三
頁
（
一
九
九
六
年
、
岩
波
文
庫
）。

（
20
） 

以
後
本
項
は
、
特
註
無
き
限
り
、
暫
時
、『
前
掲
書
』
六
頁
以
降
に
依
る
。

（
21
） 

憲
法
調
査
会
第
三
委
員
会
『
前
掲
書
』
一
五
七
頁
│
一
六
〇
頁
。

（
22
） 

新
安
保
条
約
三
条
、
五
条
。

（
23
） 

『
前
掲
書
』
一
六
八
頁
。

（
24
） 

見
よ
、
一
の
二
。

（
25
） 

衆
会
議
録
第
七
回
国
会
一
五
号
二
〇
五
頁
（
昭
和
二
五
年
一
月
二
八
日
）。

（
26
） 

参
予
算
第
一
六
回
国
会
二
三
号
一
〇
頁
（
昭
和
二
八
年
七
月
二
五
日
）。

（
27
） 

船
田
中
国
務
大
臣
答
弁
、
参
予
算
第
三
一
回
国
会
一
四
号
二
頁
（
昭
和
三
四
年
三
月
一
九
日
）。

C
aroline

事
件
（
一
八
四
二
年
）
で
は
、
比
例
性
、
必
要
性
、
即
時
性
、
不
可
忍
耐
性
お
よ
び
代
替
性
と
熟
慮
時
間
の
不
存
在
を
上
げ
て
い
る

（A
aron S

chw
abach,T

H
E
 L
E
G
A
L
IT
Y
 O
F
 T
H
E
 N
A
T
O
 B
O
M
B
IN
G
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E
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R
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H
E
 F
E
D
E
R
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L
 R
E
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U
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IC
 O
F
 

Y
U
G
O
S
L
A
V
IA
,11 P

ace Int’l L
.R
ev.405,at 409

（F
all,1999

））。

（
28
） 

高
辻
正
巳
政
府
委
員
、
衆
予
算
第
五
五
回
国
会
八
号
二
頁
、
同
九
号
一
四
頁
（
昭
和
四
四
年
三
月
一
〇
日
）。

（
29
） 

船
田
中
国
務
大
臣
、
参
内
閣
第
二
四
回
国
会
一
一
号
一
頁
。

六
三



日
本
法
学　

第
七
十
八
巻
第
四
号
（
二
〇
一
三
年
三
月
）

（
五
六
八
）

（
30
） 

吉
国
一
郎
政
府
委
員
、
衆
内
閣
第
七
一
回
国
会
三
二
号
一
七
頁
│
一
八
頁
（
昭
和
四
八
年
六
月
二
一
日
）。

（
31
） 

『
前
掲
書
』。

（
32
） 
国
際
司
法
裁
判
所
は
、
武
力
行
使
が
無
い
行
為
に
対
す
る
集
団
的
な
武
力
行
使
を
否
定
し
た
（M

ajor Joshua E
.K
asteberg,T

H
E
 U
S
E
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F
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S
E
 &
 P
R
E
E
M
P
T
IO
N
,55 A

.F
.L
.R
ev.87,at 109

（2004

））。

（
33
） 

木
村
篤
太
郎
国
務
大
臣
、
参
予
算
第
一
三
回
国
会
一
七
号
（
昭
和
二
七
年
三
月
一
〇
日
）。

（
34
） 

拙
稿
『
前
掲
書
』
一
三
六
頁
。

（
35
） 

吉
国
政
府
委
員
、
参
予
算
第
七
〇
回
国
会
五
号
二
頁
（
昭
和
四
七
年
一
一
月
一
三
日
）。

（
36
） 

金
丸
信
国
務
大
臣
、
参
決
算
第
八
四
回
国
会
一
一
号
三
頁
（
昭
和
五
三
年
四
月
一
四
日
）。

（
37
） 

伊
藤
圭
一
政
府
委
員
、
参
決
算
第
八
四
回
国
会
一
一
号
一
〇
頁
│
一
一
頁
（
昭
和
五
三
年
四
月
一
四
日
）。

（
38
） 

日
本
国
憲
法
前
文
、
九
条
、
九
八
条
。

（
39
） 

国
際
司
法
裁
判
所
は
、
犠
牲
国
家
に
よ
る
武
力
攻
撃
を
受
け
た
こ
と
の
宣
言
と
要
請
と
を
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
要
件
と
し
て
い
る
（
豊
下
楢

彦
『
集
団
的
自
衛
権
と
は
何
か
』
三
二
頁
（
二
〇
〇
七
年
、
岩
波
書
店
）。

（
40
） 

下
田
武
三
政
府
委
員
、
衆
外
務
第
一
九
回
国
会
五
七
号
四
頁
│
五
頁
。

（
41
） 

参
予
算
第
三
一
回
国
会
一
一
号
二
七
頁
（
昭
和
三
四
年
三
月
一
六
日
）。

（
42
） E

.C
.A
zubuike,supra note 7,at 147,174.

（
43
） S
ee,John A

lan C
ohan,E

sq,T
H
E
 B
U
S
H
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O
C
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E
 A
N
D
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H
E
 E
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E
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IN
G
 N
O
R
M
 O
F
 A
N
T
IC
IP
A
T
O
R
Y
,15 P

ace Int’l 

L
.R
ev.283,at 315

（F
all,2003

）.

（
44
） 

参
内
閣
第
一
九
回
国
会
四
三
号
三
頁
。

六
四


