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一　

も
り
上
が
ら
な
い
こ
と

　

連
日
、
集
団
的
自
衛
権
の
話
題
が
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
報
じ
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
の
割
に
は
、
輿
論

の
も
り
上
が
り
に
欠
け
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
特
定
秘
密
保
護
法
案
が
国
会
で
審
議
さ
れ
て
い
た
最
終
盤

に
、
国
民
の
間
に
広
が
っ
た
関
心
と
比
べ
て
も
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
論
へ
の
関
心
は
低
い
よ
う
に
思
わ
れ
ま

す
。
も
し
か
す
る
と
、
そ
も
そ
も
問
題
の
集
団
的
自
衛
権
が
個
別
的
自
衛
権
と
ど
う
違
う
の
か
さ
え
、
共
通
の
理
解
と

は
な
っ
て
い
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

そ
れ
は
、
な
ぜ
な
の
か
。
考
え
る
素
材
と
な
る
一
つ
は
、
こ
れ
も
ま
た
頻
繁
に
報
道
さ
れ
て
い
る
安
全
保
障
上
の

「
危
機
」
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
南
シ
ナ
海
で
の
領
有
権
を
め
ぐ
る
中
国
と
ベ
ト
ナ
ム
の
「
衝
突
」
や
中
国
軍
機
に
よ
る

自
衛
隊
機
へ
の
異
常
接
近
な
ど
が
、
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
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二
〇
一
四
年
五
月
一
五
日
、
安
倍
晋
三
首
相
が
安
保
法
制
懇
か
ら
の
報
告
書
を
受
け
て
、
一
八
時
か
ら
会
見
を
開
き

ま
し
た
。
そ
の
夜
の
Ｎ
Ｈ
Ｋ
「
ニ
ュ
ー
ス
ウ
ォ
ッ
チ
9
」
の
ト
ッ
プ
・
ニ
ュ
ー
ス
は
と
い
う
と
、
安
保
法
制
懇
の
報
告

書
と
首
相
会
見
だ
っ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
中
国
と
ベ
ト
ナ
ム
の
「
衝
突
」
映
像
か
ら
は
じ
ま
っ
た
の
で
し
た
。

「
歴
史
に
残
る
宣
伝
放
送
と
し
て
将
来
、
検
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」（
神
保
太
郎
「
メ
デ
ィ
ア
批
評
」『
世
界
』
二
〇

一
四
年
七
月
号
五
七
頁
）と
い
う
批
判
が
な
さ
れ
て
当
然
で
す
。

　

ど
う
や
ら
日
本
社
会
に
、
漠
然
と
し
た
「
脅
威
」
を
共
有
す
る
空
気
が
で
き
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

集
団
的
自
衛
権
の
文
脈
で
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
使
わ
れ
る
「
抑
止
」、「
安
全
」
と
い
う
言
葉
も
、
そ
の
よ
う
な
空
気
の
醸
成

に
助
力
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ま
す
。

　

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
に
つ
い
て
、
理
屈
の
問
題
と
し
て
い
え
ば
、
容
易
に
「
無
理
で
あ
る
」
と
の
結
論
が
得

ら
れ
ま
す
。
政
府
自
身
が
こ
れ
ま
で
「
憲
法
改
正
な
し
に
行
使
し
え
な
い
」
と
長
年
に
亘
っ
て
述
べ
て
き
た
の
で
す
か

ら
、「
で
き
な
い
」
の
が
当
た
り
前
で
す
。
政
府
の
憲
法
解
釈
を
支
え
て
い
た
元
内
閣
法
制
局
長
官
さ
え
も
、
安
倍
政

権
を
強
く
批
判
す
る
事
態
に
な
っ
て
い
る
の
も
、
そ
の
面
で
い
え
ば
驚
く
べ
き
事
態
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

問
題
は
、
そ
う
い
っ
た
理
屈
を
重
視
す
る
批
判
の
声
が
、
政
権
に
響
い
て
い
る
様
子
が
ま
っ
た
く
窺
わ
れ
な
い
と
こ

ろ
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
日
本
社
会
に
共
有
さ
れ
つ
つ
あ
る
空
気
が
政
権
を
支
え
て
い
る
こ
と
に
あ
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

─
─
「
そ
ん
な
小
難
し
い
こ
と
を
言
っ
た
っ
て
、
実
際
に
脅
威
が
あ
る
じ
ゃ
な
い
か
」、「
理
屈
に
こ
だ
わ
っ
て
国
が

守
れ
る
の
か
」
─
─
、
そ
う
い
っ
た
空
気
で
す
。

　

改
め
て
、「
脅
威
」、「
抑
止
」、「
安
全
」
と
い
っ
た
観
念
が
、
い
ず
れ
も
限
界
の
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
思
い
を
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致
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、「
水
を
コ
ッ
プ
一
杯
」
と
い
っ
た
ら
、
多
少
の
量
の
差
は
あ
っ
て
も
、
だ
い
た

い
ど
の
く
ら
い
か
観
念
で
き
ま
す
。
何
十
リ
ッ
ト
ル
の
水
を
「
コ
ッ
プ
一
杯
だ
」
と
言
い
張
る
の
は
、
オ
カ
シ
イ
と
、

ふ
つ
う
は
い
え
る
も
の
で
す
。
で
も
「
脅
威
」、「
抑
止
」、「
安
全
」
と
い
っ
た
概
念
は
、「
こ
の
く
ら
い
」
と
い
う
限

度
を
設
定
す
る
の
が
ひ
ど
く
困
難
で
す
。《「
脅
威
」
の
前
に
備
え
も
際
限
な
く
大
き
く
な
る
》、《「
安
全
」
の
た
め
に

限
界
な
く
前
倒
し
で
予
防
措
置
が
と
ら
れ
る
》、
そ
う
い
う
危
険
性
を
は
ら
ん
で
い
ま
す
。

　

ま
た
、
こ
れ
ら
が
抽
象
度
の
高
い
観
念
で
あ
り
、
し
か
も
多
く
の
人
に
と
っ
て
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
価
値
で

あ
る
た
め
に
、
簡
単
に
語
ら
れ
て
し
ま
う
側
面
が
あ
り
ま
す
。
な
に
し
ろ
「
脅
威
が
あ
る
」
と
い
う
主
張
を
完
全
に
否

定
す
る
こ
と
は
難
し
い
の
で
す
か
ら
、
あ
お
る
の
は
簡
単
で
す
。

　

い
ま
、
危
機
が
語
ら
れ
て
安
保
政
策
の
大
転
換
が
は
か
ら
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
法
と
か
理
屈
の
持
っ
て
い
る
重
要

性
や
、
理
念
な
る
も
の
に
、
こ
だ
わ
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
考
え
ま
す
。

二　
「
解
釈
改
憲
」
が
な
ぜ
い
け
な
い
の
か

　

憲
法
解
釈
の
変
更
、
す
な
わ
ち
一
般
に
「
解
釈
改
憲
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
方
法
で
、
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
で
き
る

よ
う
に
安
全
保
障
政
策
を
転
換
す
る
こ
と
が
い
け
な
い
理
由
に
つ
い
て
、
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
ま
す
。
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⑴

　理
屈
の
問
題
と
し
て

　①
立
憲
民
主
主
義

　

日
本
国
憲
法
は
、
政
治
を
立
憲
主
義
と
民
主
主
義（
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
）と
い
う
二
つ
の
観
点
か
ら
考
え
る
「
知
恵
」
を
、

他
の
い
わ
ゆ
る
先
進
諸
国
と
同
様
に
、
継
承
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
「
二
層
構
造
」
で
政
治
を
考
え
る
も
の
で
す
。
基

底
的
な
層
と
、
そ
の
上
に
乗
っ
て
い
る
層
の
位
相
を
同
じ
く
さ
せ
な
い
こ
と
で
、
統
治
の
安
定
を
確
保
し
て
人
権
を
保

障
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。

　

下
の
基
底
的
な
層
で
は
長
い
ス
パ
ン
で
考
え
て
、「
ど
う
や
っ
た
ら
人
権
が
も
っ
と
も
よ
く
確
保
さ
れ
る
の
か
」
を

考
え
ま
す
。
そ
れ
は
国
家
の
統
治
の
構
造（
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
）を
作
っ
て
、
国
民
の
人
権
を
守
る
こ
と
を
主
眼
と
す
る

も
の
で
す
。
こ
こ
で
念
頭
に
お
か
れ
て
い
る
「
国
民
」
は
、
現
在
だ
け
で
な
く
、
子
や
孫
、
そ
の
先
の
将
来
の
国
民
も

含
め
た
抽
象
的
な
概
念
で
す
。

　

そ
の
上
に
乗
っ
て
い
る
の
は
、
も
う
少
し
短
い
ス
パ
ン
で
考
え
て
、
政
治
的
な
決
定
を
し
て
ゆ
く
層
で
、
現
実
の
政

治
は
も
っ
ぱ
ら
、
こ
こ
に
関
わ
り
ま
す
。

　

日
々
の
政
治
と
い
う
の
は
、
時
に
振
幅
が
激
し
く
も
な
り
ま
す
か
ら
、
短
い
ス
パ
ン
だ
け
で
政
治
を
な
す
の
だ
っ
た

ら
、
十
分
に
人
権
を
守
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。「
私
が
最
高
責
任
者
だ
」
と
い
っ
て
も
、

首
相
が
な
し
う
る
こ
と
は
、
限
定
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

基
盤
と
な
っ
て
い
る
下
の
層
と
、
そ
の
上
の
層
で
は
、
時
間
の
流
れ
に
違
い
が
あ
る
わ
け
で
す
。
目
的
が
違
う
二
つ

の
層
で
政
治
を
考
え
る
の
で
す
か
ら
、
中
・
長
期
的
な
政
治
に
お
け
る
物
事
の
決
め
方
と
、
短
期
的
な
政
治
に
お
け
る

物
事
の
決
め
方
は
、
違
っ
て
い
ま
す
。
国
の
統
治
の
仕
組
み
に
関
わ
る
こ
と
や
、
守
る
べ
き
人
権
の
あ
り
よ
う
と
い
っ
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た
こ
と
を
変
え
る
際
に
は
、
熟
慮
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
熟
慮
を
経
た
上
で
国
民
的
な
判
断
を
得
て
行
う
と
い
う

の
が
、
日
本
国
憲
法
九
六
条
の
考
え
て
い
る
、
物
事
の
決
め
方
で
す
。

　

集
団
的
自
衛
権
の
行
使
容
認
は
、
基
盤
的
な
層
に
関
わ
る
問
題
で
、
中
・
長
期
的
な
物
事
の
決
め
方
が
妥
当
し
ま
す
。

後
で
も
確
認
す
る
よ
う
に
、
行
使
容
認
と
は
憲
法
九
条
の
規
範
を
な
く
す
に
等
し
い
か
ら
で
す
。
統
治
の
基
本
構
造
の

大
転
換
な
の
で
、
よ
く
よ
く
考
え
て
こ
れ
を
な
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　②
九
条
の
意
味

　

こ
こ
数
年
で
急
に
人
口
に
膾
炙
す
る
よ
う
に
な
っ
た
「
立
憲
主
義
」
と
い
う
言
葉
で
す
が
、
そ
の
意
味
に
つ
い
て
、

「
憲
法
に
基
づ
く
政
治
」、「
国
家
を
憲
法
で
縛
る
」
と
の
説
明
が
一
般
的
で
し
ょ
う
。
ま
た
「
国
民
の
自
由
は
無
限
定

だ
け
れ
ど
も
、
国
家
の
な
し
う
る
こ
と
は
限
界
が
あ
る
」、「
権
力
を
分
割
し
て
暴
走
を
防
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と

も
、
よ
く
い
わ
れ
ま
す
。
権
力
が
正
当
に
行
動
し
う
る
範
囲
が
事
前
に
決
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
、
私
た
ち
の
自
由
に

と
っ
て
非
常
に
重
要
で
す
。

　

右
の
点
か
ら
考
え
る
に
、
九
条
と
は
平
和
主
義
に
立
つ
条
文
で
す
が
、
平
和
と
い
う
価
値
を
い
っ
た
ん
カ
ッ
コ
に
入

れ
て
国
家
権
力
の
分
配
、
す
な
わ
ち
統
治
の
し
く
み
か
ら
み
る
と
、
憲
法
九
条
が
「
軍
隊
」
に
権
限
を
配
分
し
な
い

0

0

0

0

0

こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
が
重
要
で
す
。
つ
ま
り
、「
無
」
と
い
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
こ
こ
か
ら
巨
大
な
権
限
体

系
で
あ
る
自
衛
隊
・
防
衛
省
と
い
う
「
有
」
を
引
き
出
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
ら
を
合
憲
と
す
る
解
釈
は
九
条

の
解
釈
と
し
て
「
離
れ
業
」
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

政
府
は
、
九
条
に
書
か
れ
て
い
な
い
「
自
衛
権
」
と
い
う
概
念
を
持
っ
て
き
て
、「
日
本
も
主
権
国
家
で
あ
る
。
そ

う
で
あ
る
以
上
は
自
衛
権
を
持
っ
て
い
る
。
自
衛
権
の
行
使
の
た
め
に
必
要
最
小
限
度
の
実
力
は
憲
法
の
禁
ず
る
戦
力
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に
は
当
た
ら
な
い
」
と
、
長
年
に
わ
た
っ
て
説
明
し
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

す
な
わ
ち
、「
九
条
は
単
な
る
理
想
を
述
べ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
」
と
規
範
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
で
し
た
。
あ
る
い
は
九
条
の
文
言
に
形
式
的
な
文
理
解
釈
・
反
対
解
釈
を
施
し
て
、「
九
条
の
も
と
で
禁
止
さ
れ

て
い
な
い
実
力
の
行
使
の
あ
り
か
た
」
を
追
求
す
る
方
法
が
と
ら
れ
た
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
昭
和
三
〇
年
代
以
降
に

は
、
一
切
の
軍
事
行
動
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
デ
フ
ォ
ル
ト
に
、
自
衛
の
た
め
の
行
動
の
み
を
「
白
抜
き
」
し
て
合

憲
と
説
明
す
る
読
み
方
が
な
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

　

以
上
の
政
府
の
憲
法
解
釈
は
、
国
会
の
場
で
そ
の
多
く
の
部
分
が
示
さ
れ
て
き
た
と
い
う
の
が
、
一
つ
大
き
な
ポ
イ

ン
ト
と
な
っ
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
国
会
と
内
閣
の
共
同
作
業
の
よ
う
な
形
で
憲
法
の
解
釈
が
示
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
、

国
会
を
支
え
て
い
る
の
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
国
民
で
あ
る
こ
と
も
重
要
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
背
景
か
ら
は
自
衛
隊
に
つ
い
て
、
自
衛
の
た
め

0

0

0

0

0

の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
と
い
う
限
定
付
き
の
説
明
し

か
出
て
こ
な
い
た
め
、
自
衛
権
概
念
は
、
抑
制
的
に
理
解
し
な
く
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
自
衛
権
発
動
三
要

件
の
「
我
が
国
に
対
す
る
急
迫
不
正
の
侵
害
」
要
件
は
、
狭
く
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。「
急
迫
不
正
の
侵
害
」

要
件
を
な
く
し
て
し
ま
う
と
か
、「
明
白
な
危
険
」
を
理
由
に
武
力
行
使
が
認
め
ら
れ
る
と
す
る
と
か
は
、
こ
れ
ま
で

の
九
条
解
釈
の
姿
勢
に
ま
っ
た
く
接
合
し
ま
せ
ん
。

　

右
に
述
べ
た
理
屈
が
政
府
解
釈
の
核
に
あ
る
の
で
す
か
ら
、
自
国
が
攻
撃
さ
れ
て
い
な
い
の
に
他
国
を
防
衛
す
る
と

い
う
意
味
の
集
団
的
自
衛
権
は
ど
う
や
っ
て
も
行
使
し
え
な
い
の
は
、
当
然
で
す
。
政
府
は
自
衛
隊
を
伝
統
的
な
軍
隊

と
違
う
も
の
と
正
当
化
し
て
き
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
「
自
衛
の
た
め
に
」
と
い
う
範
囲
の
中
で
し
か
自
衛
隊
は
正
当

に
行
動
で
き
な
い
は
ず
で
す
。
完
全
な
る
他
衛
と
い
う
意
味
で
の
集
団
的
自
衛
権
は
、
こ
れ
ま
で
の
政
府
解
釈
に
立
つ
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場
合
で
も
出
て
き
ま
せ
ん
。
そ
れ
に
憲
法
九
条
二
項
で
交
戦
権
が
否
認
さ
れ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
戦
争
当
事
国
に

な
り
う
る
の
か
、
論
理
の
破
た
ん
は
明
ら
か
で
す
。

　

さ
ら
に
、
集
団
的
自
衛
権
の
行
使
を
容
認
す
る
こ
と
は
、
集
団
的
自
衛
権
を
認
め
る
だ
け
に
と
ど
ま
り
ま
せ
ん
。
自

衛
隊
法
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
法
令
の
よ
っ
て
た
つ
考
え
方
が
根
本
か
ら
転
換
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
条
文

が
一
文
字
も
変
わ
ら
な
い
ま
ま
、
九
条
の
持
っ
て
い
る
規
範
の
力
を
無
に
す
る
に
等
し
い
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と

が
行
わ
れ
る
に
は
、
本
来
な
ら
ば
、
憲
法
改
正
が
必
要
で
す
。
根
本
的
な
安
保
政
策
の
大
転
換
は
、
熟
議
の
上
で
、
今

の
国
民
だ
け
で
は
な
く
、
将
来
の
国
民
の
こ
と
も
含
め
て
、
中
・
長
期
的
な
観
点
か
ら
考
え
る
べ
き
話
で
す
。
九
六
条

と
い
う
憲
法
改
正
手
続
が
あ
る
の
に
、
私
た
ち
が
熟
議
し
て
決
定
す
る
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
が
飛
ば
さ
れ
て
し
ま
う
の
は
、

は
な
は
だ
し
い
憲
法
軽
視
で
す
。

　

ど
う
や
ら
政
治
の
世
界
で
は
、
限
定
的
な

0

0

0

0

集
団
的
自
衛
権
行
使
容
認
に
、
問
題
が
収
れ
ん
し
つ
つ
あ
る
よ
う
で
す
。

そ
れ
で
も
、
理
屈
か
ら
す
れ
ば
、「
で
き
る
か
で
き
な
い
か
」、
イ
チ
か
ゼ
ロ
か
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。

い
っ
た
ん
理
屈
が
乗
り
越
え
ら
れ
て
し
ま
え
ば
、「
小
さ
く
産
ん
で
大
き
く
育
て
る
」
の
は
容
易
で
す
。
そ
れ
は
先
に

も
述
べ
た
よ
う
に
、「
脅
威
」
や
「
安
全
」
等
の
概
念
は
限
定
な
く
大
き
く
な
り
う
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。

⑵

　賢
明
で
は
な
い
か
ら

　

⑴
で
は
、
理
屈
か
ら
す
れ
ば
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
す
る
こ
と
は
「
無
理
」
と
論
じ
ま
し
た
が
、
理
屈
の
問
題
は
集

団
的
自
衛
権
行
使
容
認
論
の
中
で
、
重
要
と
考
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
の
で
、
別
の
観
点
か
ら
見
て
も
、
集
団
的

自
衛
権
を
行
使
し
う
る
こ
と
は
賢
明
で
は
な
い
と
主
張
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
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　①
平
和
国
家
と
し
て
の
「
資
産
」

　

五
月
一
五
日
の
首
相
会
見
で
は
、「
国
民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
る
」
こ
と
が
、
何
度
も
何
度
も
強
調
さ
れ
ま
し
た
。

「
改
正
す
べ
き
法
制
の
基
本
的
方
向
を
、
国
民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
る
た
め
、
閣
議
決
定
し
て
い
く
」
と
い
っ
た
具
合

で
す
。

　

た
し
か
に
「
国
民
の
命
と
暮
ら
し
を
守
る
」
の
は
、
政
治
の
重
要
な
任
務
で
す
。
で
も
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
言
葉

で
は
な
く
、
具
体
的
に
そ
の
内
容
が
示
さ
れ
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
こ
れ
ま
で
も
日
本
の
政
治
は
「
国
民
の
命
と
暮
ら
し

を
守
る
」
努
力
を
し
て
き
た
と
い
え
ま
す
。
そ
の
一
つ
の
方
策
に
、「
平
和
国
家
」
と
し
て
国
際
社
会
で
認
め
ら
れ
る

地
位
を
築
く
と
い
う
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
非
軍
事
的
な
方
法
に
よ
る
努
力
が
重
ね
ら
れ
て
き
て
お
り
、
こ
れ
は
安
全

保
障
面
に
お
い
て
大
き
な
「
資
産
」
と
な
っ
て
き
た
旨
を
、
多
く
の
人
が
指
摘
し
て
い
ま
す
。

　
「
資
産
」
の
な
か
に
は
、
た
と
え
ば
武
器
輸
出
三
原
則
や
Ｏ
Ｄ
Ａ
を
軍
事
援
助
に
は
使
わ
な
い
と
い
っ
た
、
法
律
に

明
文
で
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
方
針
も
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
ら
は
単
な
る
方
針
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な

く
、
平
和
国
家
の
あ
り
よ
う
と
し
て
、
憲
法
的
な
価
値
を
表
わ
す
も
の
だ
っ
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

　

日
本
は
、
戦
後
、
日
本
国
の
名
の
も
と
に
お
い
て
海
外
で
人
を
殺
し
て
き
て
い
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
す
ご
い
こ
と
で
す
。

自
衛
の
た
め
の
必
要
最
小
限
度
の
実
力
と
そ
の
行
使
の
み
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
日
本
が
自
ら
戦
争
当

事
国
に
な
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
「
枠
」
が
あ
り
、
そ
の
も
と
で
作
ら
れ
て
き
た
諸
政
策
の
総
体
に
よ
っ
て
、
武
力
に

よ
ら
な
い
紛
争
の
解
決
や
平
和
へ
の
志
向
が
具
現
さ
れ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
し
う
る
よ
う
に
す
る
と
は
、
自
ら
戦
争
当
事
国
に
な
る
こ
と
を
時
の
政
権
の
政
策

判
断
に
ゆ
だ
ね
る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
築
い
て
き
た
、
貴
重
な
「
平
和
国
家
と
し
て
の
資
産
」
を
捨
て
る


