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人
道
的
危
機
へ
の
非
暴
力
的
介
入

―

日
本
国
憲
法
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ―

君　

島　

東　

彦

　

立
命
館
大
学
国
際
関
係
学
部
の
君
島
と
申
し
ま
す
。
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願

い
い
た
し
ま
す
。
シ
ー
ゲ
ル
先
生
と
あ
る
と
こ
ろ
で
出
会
っ
て
、『
九
・
一
一

事
件
以
降
の
世
界
に
お
け
る
公
平
と
平
和
を
求
め
て―

日
本
と
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
の
た
め
の
オ
ル
タ
ー
ナ
テ
ィ
ブ
を
構
想
し
て―

』
と
い
う
南
山
大
学

と
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
大
学
と
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
紹
介
し
て
い
た
だ
き
ま
し

た
。
そ
し
て
、
一
度
し
ゃ
べ
れ
と
い
う
こ
と
で
、
き
ょ
う
お
話
し
さ
せ
て
い
た

だ
く
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
光
栄
に
思
い
ま
す
。

　

寺
島
さ
ん
も
巻
き
込
ん
で
し
ま
い
ま
し
た
が
、
寺
島
さ
ん
と
私
は
考
え
方
に

か
な
り
近
い
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
寺
島
さ
ん
の
話
に
関
連
づ
け
て
私
の

考
え
て
い
る
こ
と
を
少
し
申
し
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

レ
ジ
ュ
メ
を
つ
く
る
時
間
が
な
く
て
、
こ
こ
一
年
く
ら
い
の
間
に
私
が
書
い

た
論
文
を
幾
つ
か
束
ね
て
あ
り
ま
す
の
で
、
そ
れ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
そ
れ
と

も
う
一
つ
、『
平
和
・
人
権
・
Ｎ
Ｇ
Ｏ
』
と
い
う
本
が
一
年
く
ら
い
前
に
新
評

論
と
い
う
出
版
社
か
ら
出
た
の
で
す
が
、
そ
の
中
の
第
一
章
「
平
和
を
つ
く
る

主
体
と
し
て
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
」
を
私
が
書
い
て
お
り
ま
す
。
そ
の
部
分
の
抜
き
刷
り

を
お
配
り
し
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
拙
稿
を
読
ん
で
い
た
だ
け
る
と
、
私
の
考
え

て
い
る
こ
と
は
だ
い
た
い
わ
か
っ
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。
き
ょ
う
は
こ

れ
ら
と
あ
ま
り
重
複
し
な
い
よ
う
に
、
い
ま
私
が
考
え
て
い
る
こ
と
を
お
話
し

し
ま
す
。
み
な
さ
ん
の
ご
意
見
を
う
か
が
え
た
ら
幸
い
で
す
。

　

ま
ず
前
置
き
で
す
が
、
寺
島
さ
ん
の
報
告
の
中
で
出
て
き
た
論
点
の
一
つ

に
、「
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
」
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
私

も
ず
っ
と
考
え
て
い
ま
す
。
ネ
グ
リ
は
「
世
界
を
変
革
す
る
主
体
は
マ
ル
チ

チ
ュ
ー
ド
だ
」
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
る
。
こ
れ
は
何
な
の
か
と
い
う
こ
と

が
ず
っ
と
議
論
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
聞
き
慣

れ
な
い
言
葉
で
す
が
、
イ
タ
リ
ア
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
の
研
究
者
に
言
わ
せ
る
と
、

イ
タ
リ
ア
人
は
ず
っ
と
使
っ
て
き
た
と
言
い
ま
す
。

　

み
な
さ
ん
網
野
善
彦
を
ご
存
じ
だ
と
思
い
ま
す
。
日
本
中
世
史
を
専
門
と
す

る
歴
史
学
者
、
網
野
善
彦
が
こ
だ
わ
っ
た
言
葉
は
「
百
姓
」
で
す
。
彼
は
民
衆

と
言
わ
ず
に
「
百
姓
」
と
い
う
言
い
方
に
こ
だ
わ
り
ま
し
た
。
百
の
姓
、
い
ろ

い
ろ
な
人
と
い
う
意
味
で
す
。
日
本
で
姓
が
な
い
の
は
天
皇
家
だ
け
で
す
。
百

姓
と
い
う
の
は
決
し
て
農
民
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
私
は
、
網
野
善
彦
が
百

姓
と
言
っ
た
も
の
が
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
だ
と
思
い
ま
す
。
人
民
と
か
民
衆
と
言
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う
と
、
す
べ
て
の
差
異
が
消
え
て
し
ま
っ
て
、
の
っ
ぺ
り
し
て
く
る
。
百
姓
と

は
い
ろ
い
ろ
に
違
う
民
衆
な
の
で
す
。
ネ
グ
リ
は
人
民
と
か
労
働
者
階
級
と
い

う
言
い
方
を
し
な
い
で
、
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
と
言
う
わ
け
で
す
。
た
ぶ
ん
違
い

が
重
要
で
、
そ
れ
が
主
体
な
の
だ
と
言
い
た
い
の
だ
と
思
い
ま
す
。
最
近
、
網

野
善
彦
を
読
ん
で
、
あ
の
人
が
百
姓
と
い
う
言
い
方
に
こ
だ
わ
っ
た
こ
と
と
ネ

グ
リ
の
マ
ル
チ
チ
ュ
ー
ド
は
つ
な
が
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
し
た
。

　

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
私
は
立
命
館
大
学
国
際
関
係
学
部
で
憲
法
の
講
義
を
担

当
し
て
お
り
ま
す
。
わ
た
し
自
身
は
、
大
学
院
法
学
研
究
科
で
憲
法
を
専
攻

し
ま
し
た
。
日
本
国
憲
法
を
勉
強
し
て
い
る
と
、
平
和
主
義
の
問
題
を
考
え
ざ

る
を
え
ま
せ
ん
。
平
和
主
義
の
問
題
を
考
え
て
い
く
う
ち
に
、
だ
ん
だ
ん
自
分

の
関
心
が
広
が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
か
、
重
点
が
移
動
し
て
き
た
と
い
う
感
じ

で
、
い
ま
で
は
平
和
学
も
か
な
り
勉
強
し
て
お
り
ま
す
。
日
本
国
憲
法
の
平
和

主
義
の
影
響
が
大
き
い
た
め
、
日
本
で
は
平
和
問
題
と
い
う
と
す
ぐ
に
憲
法
問

題
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、
憲
法
問
題
は
平
和
問
題
の
ほ
ん
の
一
部
で
す
。

日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
を
本
当
に
実
現
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
憲
法
学
だ

け
で
は
す
み
ま
せ
ん
。
平
和
学
、
国
際
政
治
学
、
国
際
関
係
論
な
ど
の
領
域
に

踏
み
込
ま
ず
に
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
を
活
か
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い

ま
す
。
私
は
大
学
院
国
際
関
係
研
究
科
で
ゼ
ミ
を
持
っ
て
い
ま
す
が
、
大
学
院

の
わ
た
し
の
ゼ
ミ
に
所
属
し
て
い
る
院
生
は
み
な
平
和
学
の
テ
ー
マ
を
研
究
し

て
い
ま
す
。

　

日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
を
活
か
す
こ
と
を
考
え
て
い
く
う
ち
に
、
私
は
Ｎ

Ｇ
Ｏ
活
動
に
出
会
い
ま
し
た
。
憲
法
の
平
和
主
義
か
ら
始
ま
っ
て
、
平
和
学
、

そ
れ
に
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
理
論
と
実
践
へ
と
関
心
と
活
動
が
広
が
っ
て
き
た
の
が
、
過

去
一
〇
年
く
ら
い
の
私
の
経
験
で
す
。
学
会
で
い
え
ば
、
日
本
平
和
学
会
に
行

く
こ
と
が
多
い
で
す
し
、
い
ま
私
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
に
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。

で
す
か
ら
、
憲
法
学
、
平
和
学
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
研
究
が
私
の
専
門
な
の
で
す
。

　

ご
存
じ
の
と
お
り
、
憲
法
は
大
き
く
分
け
る
と
人
権
保
障
の
部
分
と
政
府
の

組
織
の
部
分
の
二
つ
の
部
分
か
ら
で
き
て
い
ま
す
か
ら
、
憲
法
論
と
は
人
権
論

プ
ラ
ス
統
治
機
構
論
で
す
。
で
も
同
時
に
、
憲
法
論
は
正
義
論
だ
と
い
う
の
が

最
近
の
私
の
意
見
で
す
。
日
本
国
憲
法
九
条
に
、「
正
義
と
秩
序
を
基
調
と
す

る
国
際
平
和
を
誠
実
に
希
求
し
」
と
い
う
表
現
が
出
て
き
ま
す
が
、
も
っ
と
広

い
意
味
で
、
憲
法
は
正
義
論
だ
と
思
い
ま
す
。

　

正
義
論
と
い
う
と
誰
で
も
連
想
す
る
の
が
、
二
〇
世
紀
後
半
を
代
表
す
る
成

果
、
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
で
す
。
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正

義
論
』
は
右
か
ら
も
左
か
ら
も
批
判
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
私
は
や
は
り
相
当
な

成
果
だ
と
最
近
痛
感
し
て
い
ま
す
。
あ
れ
は
半
分
以
上
が
憲
法
論
で
す
。
日

本
の
憲
法
研
究
者
で
も
『
ロ
ー
ル
ズ
の
憲
法
哲
学
』
と
い
う
本
を
出
し
て
い
る

人
が
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
当
然
で
、『
正
義
論
』
を
よ
く
読
ん
で
い
く
と
、
あ

れ
は
ま
さ
に
憲
法
論
な
の
で
す
。
例
え
ば
、
ロ
ー
ル
ズ
は
「
格
差
原
理
」
と
い

う
こ
と
を
言
い
ま
す
。
社
会
権
を
基
礎
づ
け
る
よ
う
な
、
社
会
の
中
で
も
っ
と

も
恵
ま
れ
な
い
人
た
ち
の
た
め
の
政
治
的
配
置
を
必
要
と
す
る
と
い
う
『
正
義

論
』
は
、
ま
さ
に
社
会
権
論
で
す
。
ア
メ
リ
カ
憲
法
に
は
社
会
権
が
あ
り
ま
せ

ん
か
ら
、
ロ
ー
ル
ズ
の
「
格
差
原
理
」
は
な
お
さ
ら
重
要
で
す
。

　

憲
法
は
基
本
的
に
主
権
国
家
の
単
位
で
で
き
ま
す
か
ら
、
正
義
論
を
語
る
と

き
に
は
主
権
国
家
の
中
の
正
義
論
を
議
論
す
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
同
時
に
、

地
球
的
正
義
論
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
伝
統
的
な
国
際
政
治
学
の
考
え
方
で
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い
え
ば
、
国
際
関
係
を
つ
か
さ
ど
る
も
の
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
勢
力
均
衡
論
（
バ

ラ
ン
ス
・
オ
ブ
・
パ
ワ
ー
）
で
す
か
ら
、
国
際
社
会
に
お
い
て
は
正
義
論
の
側

面
は
非
常
に
希
薄
に
な
り
ま
す
。
む
し
ろ
、
国
際
関
係
に
正
義
な
ど
持
ち
込
ま

な
い
の
が
リ
ア
リ
ズ
ム
の
知
恵
だ
っ
た
。

　

き
ょ
う
の
資
料
に
「
国
際
社
会
に
お
け
る
正
義
と
憲
法
」
と
い
う
私
の
論
文

が
あ
り
ま
す
（『
女
た
ち
の
21
世
紀
』
三
九
号
、
ア
ジ
ア
女
性
資
料
セ
ン
タ
ー
、

二
〇
〇
四
年
、
七
二―
七
六
頁
）。
そ
の
中
で
ア
メ
リ
カ
の
ソ
連
大
使
で
冷
戦

の
立
て
役
者
だ
っ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
ナ
ン
の
文
章
を
引
用
し
て
い
ま
す
が
、Ｅ
・

Ｈ
・
カ
ー
や
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
ナ
ン
な
ど
は
、
国
際
関
係
に
倫
理
や
正
義
を
持
ち

込
む
こ
と
を
批
判
し
た
わ
け
で
す
。
一
九
二
〇
年
代
の
国
際
関
係
に
は
ま
だ
理

想
主
義
の
要
素
が
強
く
て
、
そ
の
時
代
の
国
際
法
は
面
白
い
で
す
が
、
第
二
次

大
戦
後
は
リ
ア
リ
ズ
ム
が
基
調
に
な
り
ま
す
。
ジ
ョ
ー
ジ
・
ケ
ナ
ン
の
発
想
が

そ
う
で
す
が
、
法
律
家
的
、
道
徳
家
的
な
発
想
は
や
め
よ
と
い
う
の
が
国
際
関

係
論
の
基
調
に
な
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、
正
義
論
的
な
要
素
は
あ
ま
り
な
か
っ

た
わ
け
で
す
。
国
際
関
係
は
極
力
、
没
価
値
的
に
考
え
る
。
価
値
を
持
ち
込
ん

で
は
い
け
な
い
と
い
う
考
え
方
で
し
た
。

　

し
か
し
、
い
ま
や
国
際
関
係
論
の
世
界
で
も
地
球
的
正
義
論
（
グ
ロ
ー
バ

ル
・
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ス
）
の
議
論
が
盛
ん
に
な
っ
て
い
ま
す
。
冷
戦
と
い
う
の
は

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
対
立
で
し
た
か
ら
、
そ
こ
に
価
値
の
要
素
が
入
っ
て
は
い
ま

し
た
。
そ
れ
は
お
い
て
お
く
と
し
て
も
、
以
前
は
国
際
関
係
を
語
る
と
き
に
あ

ま
り
正
義
論
と
い
う
議
論
は
し
な
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
一
九
九
〇
年

代
以
降
、
国
際
関
係
に
お
け
る
倫
理
的
側
面
や
正
義
論
の
側
面
の
新
た
な
展
開

を
顕
著
に
感
じ
ま
す
。
地
球
的
正
義
と
は
何
な
の
か
と
い
う
議
論
が
、
哲
学
の

世
界
で
も
国
際
政
治
学
の
世
界
で
も
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
私
は
こ
の
傾
向
を
歓

迎
し
ま
す
。
地
球
的
正
義
論
は
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
憲
法
論
は
正
義
論
で
す

が
、
そ
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
と
パ
ラ
レ
ル
な
も
の

と
し
て
、
地
球
的
正
義
論
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。
そ
れ
と
日
本
国
憲
法
の
正
義
論
と
の
関
係
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

い
ま
日
本
国
憲
法
改
正
論
が
非
常
に
盛
ん
で
す
。
い
ま
の
憲
法
改
正
論
の
中

で
は
「
国
の
か
た
ち
」
論
と
い
う
の
が
は
や
り
言
葉
で
す
。「
国
の
か
た
ち
」

と
い
う
言
い
方
は
司
馬
遼
太
郎
に
由
来
し
ま
す
が
、
あ
る
憲
法
学
者
が
「
憲
法

は
国
の
か
た
ち
だ
」
と
言
い
ま
し
た
。
私
は
、「
国
の
か
た
ち
」
論
を
議
論
す

る
前
に
、「
地
球
社
会
の
か
た
ち
」
論
が
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と
思
っ
て
い
ま

す
。「
地
球
社
会
の
か
た
ち
」
論
ぬ
き
で
、「
国
の
か
た
ち
」
論
は
議
論
で
き
な

い
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
、
私
の
意
見
で
す
。
日
本
国
憲
法
の
正
義
論
を
議
論
す

る
に
当
た
っ
て
、
地
球
的
正
義
論
が
必
要
で
す
。

　

き
ょ
う
は
前
文
と
九
条
の
条
文
を
お
配
り
し
ま
し
た
の
で
、
そ
れ
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
と
言
っ
た
と
き
に
、
九
条
に
ま
ず
目
が

行
き
ま
す
が
、
九
条
だ
け
を
孤
立
し
て
取
り
出
し
て
も
き
ち
ん
と
し
た
理
解
に

は
な
り
ま
せ
ん
。
前
文
と
九
条
を
セ
ッ
ト
で
見
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は

憲
法
の
制
定
過
程
か
ら
言
っ
て
も
そ
う
で
す
。
起
草
過
程
で
い
ろ
い
ろ
な
バ
ー

ジ
ョ
ン
が
で
き
ま
し
た
が
、
あ
る
時
期
に
は
九
条
の
内
容
は
前
文
に
入
っ
て
い

ま
し
た
。
前
文
で
は
駄
目
だ
、
や
っ
ぱ
り
独
立
さ
せ
な
け
れ
ば
い
け
な
い
と

言
っ
て
、
一
条
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
草
案
で
は
八
条

に
な
り
ま
し
た
。
で
す
か
ら
、
位
置
づ
け
か
ら
し
て
も
、
最
初
か
ら
九
条
と
前
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文
の
内
容
は
セ
ッ
ト
で
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
、
最
終
的
に
前
文
か
ら
独
立

し
て
九
条
と
い
う
形
に
な
っ
た
。

　

憲
法
学
で
言
う
と
、
前
文
は
裁
判
で
使
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
議
論
が
あ
り

ま
す
。
意
見
は
完
全
に
分
か
れ
ま
す
。
前
文
は
理
念
を
語
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
っ

て
、
裁
判
官
を
拘
束
し
な
い
と
い
う
議
論
が
あ
り
ま
す
。
条
文
に
な
れ
ば
基
本

的
に
裁
判
官
を
拘
束
し
ま
す
。
前
文
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
理
念
で
あ
っ
て
、

参
考
に
は
す
る
が
具
体
的
な
裁
判
の
基
準
に
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
が
あ

り
、
い
や
な
る
の
だ
と
い
う
考
え
方
が
あ
り
、
そ
れ
が
争
っ
て
い
る
状
態
で
す
。

前
文
か
ら
独
立
し
て
九
条
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
法
規
範
の
規
範
性
が
高

ま
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
条
文
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
単
な
る

理
念
で
は
な
く
、
ま
さ
に
裁
判
官
が
こ
れ
に
拘
束
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

逆
に
、
九
条
は
条
文
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
法
規
範
性
、
法
規
範
と
し
て
の
拘

束
力
は
弱
い
と
考
え
る
の
が
伊
藤
正
己
氏
で
す
。
東
大
法
学
部
教
授
か
ら
最
高

裁
の
裁
判
官
を
な
さ
っ
た
伊
藤
正
己
氏
は
、
九
条
は
政
治
規
範
で
あ
っ
て
法
規

範
で
は
な
い
と
言
い
ま
す
。
九
条
が
法
規
範
で
な
い
と
す
る
と
、
そ
れ
は
裁
判

官
を
拘
束
せ
ず
、
九
条
は
裁
判
で
使
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

そ
う
い
う
問
題
も
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
は
横
に
お
い
て
、
前
文
と

九
条
を
セ
ッ
ト
で
見
て
み
ま
し
ょ
う
。
一
番
大
事
な
の
は
、
前
文
の
第
二
段
落

以
下
で
す
。

　

日
本
国
民
は
、
恒
久
の
平
和
を
念
願
し
、
人
間
相
互
の
関
係
を
支
配
す
る
崇
高

な
理
想
を
深
く
自
覚
す
る
の
で
あ
っ
て
、
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
。
わ
れ
ら
は
、

平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し
よ
う

と
務
め
て
ゐ
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
と
思
ふ
。
わ

れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
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
。

　

わ
れ
ら
は
、
い
づ
れ
の
国
家
も
、
自
国
の
こ
と
の
み
に
専
念
し
て
他
国
を
無
視

し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、
政
治
道
徳
の
法
則
は
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、

こ
の
法
則
に
従
ふ
こ
と
は
、
自
国
の
主
権
を
維
持
し
、
他
国
と
対
等
関
係
に
立
と

う
と
す
る
各
国
の
責
務
で
あ
る
と
信
ず
る
。

　

日
本
国
民
は
、
国
家
の
名
誉
に
か
け
、
全
力
を
あ
げ
て
こ
の
崇
高
な
理
想
と
目

的
を
達
成
す
る
こ
と
を
誓
ふ
。

　

私
は
、
こ
こ
か
ら
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
読
み
取
れ
る
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
の

部
分
を
比
較
的
早
い
時
期
に
的
確
に
読
ん
だ
の
は
、
丸
山
眞
男
で
す
。
丸
山
の

「
憲
法
第
九
条
を
め
ぐ
る
若
干
の
考
察
」
と
い
う
論
文
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は

最
初
に
月
刊
誌
『
世
界
』（
岩
波
書
店
）
一
九
六
五
年
六
月
号
に
掲
載
さ
れ
た

も
の
で
、『
後
衛
の
位
置
か
ら
』
と
い
う
未
來
社
の
本
に
入
っ
て
い
て
、
も
ち

ろ
ん
岩
波
か
ら
出
た
著
作
集
に
入
っ
て
い
ま
す
が
、
あ
る
研
究
会
で
の
報
告
を

ま
と
め
た
も
の
で
す
。
あ
の
中
で
は
っ
き
り
言
っ
て
い
ま
す
。

　

憲
法
の
前
文
の
考
え
方
は
全
然
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
で
は
な
く
て
、
第
二
段
落
の

「
平
和
を
維
持
し
、
専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
地
上
か
ら
永
遠
に
除
去
し

よ
う
と
務
め
て
い
る
国
際
社
会
に
お
い
て
、
名
誉
あ
る
地
位
を
占
め
た
い
と
思

ふ
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
極
め
て
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
も
の
で
あ
っ
て
、

日
本
が
そ
う
い
う
努
力
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
安
全
が
保
障
さ
れ
る
の
だ
。
決
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し
て
受
け
身
で
も
な
い
し
、
他
国
依
存
で
も
な
い
の
だ
と
。
丸
山
は
そ
の
論
文

で
は
「
努
力
を
す
る
主
体
」
と
し
て
政
府
と
市
民
の
区
別
を
し
て
い
ま
せ
ん
。

丸
山
の
論
文
で
は
、
努
力
を
す
る
主
体
は
政
府
だ
と
読
め
ま
す
。
私
は
憲
法
前

文
か
ら
日
本
の
市
民
の
行
動
を
読
み
た
い
と
思
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

専
制
と
隷
従
、
圧
迫
と
偏
狭
を
な
く
す
国
際
社
会
を
つ
く
っ
て
い
く
た
め
に
努

力
す
る
と
言
っ
て
い
る
。
そ
こ
に
日
本
の
安
全
が
あ
る
と
い
う
の
が
丸
山
の
言

い
方
で
し
た
。

　

私
は
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
の
は
、
公
正
な
国

際
社
会
、
あ
る
い
は
公
正
な
世
界
秩
序
を
つ
く
っ
て
い
く
こ
と
に
日
本
の
政

府
も
市
民
も
努
力
す
る
と
い
う
趣
旨
だ
と
思
い
ま
す
。
私
は
、
前
文
の
第
二
段

落
の
中
に
は
明
ら
か
に
一
定
の
世
界
秩
序
観
、
国
際
社
会
観
が
あ
る
と
思
い
ま

す
。
正
義
に
か
な
っ
た
公
正
な
世
界
秩
序
、
国
際
社
会
を
目
指
し
、
そ
の
国
際

社
会
の
基
礎
と
し
て
、
全
世
界
のpeople

が
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利

が
あ
る
。
こ
れ
を
中
核
と
し
て
、そ
れ
を
実
現
す
る
よ
う
な
公
正
な
世
界
秩
序
、

国
際
社
会
を
目
指
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、Japanese people
は
自
分
自

身
で
、
あ
る
い
は
ガ
バ
メ
ン
ト
を
通
じ
て
努
力
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
思

い
ま
す
。
そ
れ
が
は
っ
き
り
読
み
取
れ
る
と
思
い
ま
す
。
憲
法
学
者
は
「
国
際

協
調
主
義
」
と
い
う
言
い
方
を
し
ま
す
が
、
そ
の
と
お
り
、
日
本
国
憲
法
の
立

場
は
国
際
主
義
で
す
。
そ
し
て
日
本
国
憲
法
前
文
に
は
地
球
的
正
義
論
が
含
ま

れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

憲
法
前
文
の
も
う
一
つ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
国
家
や
政
府
で
は
な
く
てpeople

が
主
語
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
ガ
バ
メ
ン
ト
はpeople

の
信
託
だ
と
言
っ
て

い
ま
す
。
前
文
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、people

の
主
体
性
で
す
。
日
本
国

憲
法
は
、
主
権
に
つ
い
て
も
人
権
に
つ
い
て
も
、people

と
い
う
言
葉
を
全

部
「
国
民
」
と
訳
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
誤
訳
で
す
。
こ
こ
で
言
っ
て
い
る

people

と
い
う
の
は
、
国
籍
が
あ
る
か
な
い
か
と
い
う
問
題
と
は
別
の
概
念

で
す
。people

を
何
と
訳
す
か
は
難
し
い
と
思
い
ま
す
。「
人
民
」
と
訳
す
と
、

人
民
と
い
う
日
本
語
の
イ
メ
ー
ジ
、
先
入
観
に
影
響
さ
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
私

は
場
合
に
よ
っ
て
は
「
人
々
」
と
訳
し
た
り
し
ま
す
。
花
崎
皋
平
さ
ん
と
い
う

北
大
を
途
中
で
辞
め
た
在
野
の
哲
学
者
が
い
ま
す
が
、
あ
の
人
は
カ
タ
カ
ナ
で

「
ピ
ー
プ
ル
」
と
書
い
て
い
ま
す
。
カ
タ
カ
ナ
で
書
く
の
も
ま
た
何
か
変
で
す

が
、「
ピ
ー
プ
ル
」
と
彼
は
言
い
ま
す
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、people

の
主
体

性
を
実
現
す
る
と
き
の
ル
ー
ト
と
し
て
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
出
て
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

people

が
主
権
者
と
し
て
、
政
府
、
国
家
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
側
面

も
当
然
あ
り
ま
す
。
で
す
か
ら
、people

は
二
つ
の
途
を
通
じ
て
平
和
を
つ
く

る
主
体
に
な
る
。
一
つ
は
、
主
権
者
、
有
権
者
と
し
て
議
会
を
動
か
し
、
政
府

を
動
か
し
て
い
く
側
面
。
も
う
一
つ
は
、people

が
政
府
を
経
由
し
な
い
で
自

分
自
身
で
活
動
す
る
側
面
。
こ
れ
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
と
な
り
ま
す
。

　

小
泉
首
相
は
前
文
だ
け
読
ん
で
、
あ
る
い
は
自
衛
隊
は
九
条
に
違
反
し
な
い

と
考
え
る
か
ら
、
自
衛
隊
を
海
外
に
派
遣
す
る
の
で
し
ょ
う
が
、
い
ま
の
自
衛

隊
が
九
条
二
項
に
違
反
し
な
い
と
い
う
の
は
、私
は
ち
ょ
っ
と
信
じ
ら
れ
な
い
。

こ
こ
は
依
然
と
し
て
大
問
題
で
す
。
憲
法
学
者
の
間
で
も
、
自
衛
隊
あ
る
い
は

必
要
最
小
限
度
の
自
衛
力
は
九
条
二
項
に
違
反
し
な
い
と
い
う
見
解
は
少
数

な
が
ら
有
力
な
も
の
で
す
か
ら
、
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
考
え
方
も
あ
り
得
る
で

し
ょ
う
。「
戦
力
を
保
持
し
な
い
」
と
言
っ
た
と
き
に
、
ど
の
レ
ベ
ル
ま
で
な

ら
ば
戦
力
に
あ
た
ら
ず
九
条
二
項
に
違
反
し
な
い
の
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、
九
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条
二
項
に
違
反
し
な
い
あ
る
種
の
必
要
最
小
限
度
の
自
衛
力
は
あ
り
得
る
か
も

し
れ
な
い
。
私
は
そ
の
考
え
方
を
と
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
人
が

い
て
も
、
そ
れ
は
あ
り
得
る
だ
ろ
う
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
軍
事
的
な
手
段
に

よ
っ
て
国
際
秩
序
や
国
際
社
会
を
つ
く
る
こ
と
は
、
日
本
国
憲
法
の
方
向
性
で

は
な
い
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
何
も
し
な
い

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
日
本
の
政
府
や
市
民
は
非
軍
事
的

な
手
段
に
よ
っ
て
、
前
文
の
第
二
段
落
が
言
っ
て
い
る
よ
う
な
国
際
社
会
、
世

界
秩
序
を
つ
く
る
た
め
に
努
力
す
る
責
務
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

い
ま
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
平
和
学
の

成
果
、
認
識
に
照
ら
し
て
日
本
国
憲
法
を
読
む
必
要
が
あ
る
と
私
は
考
え
て

い
ま
す
。
平
和
学
の
認
識
を
得
た
あ
と
で
日
本
国
憲
法
を
読
ん
で
わ
か
る
こ
と

は
、
日
本
国
憲
法
前
文
と
平
和
学
の
主
張
は
響
き
あ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
平

和
学
で
は
平
和
を
直
接
的
暴
力
と
構
造
的
暴
力
の
克
服
と
し
て
捉
え
ま
す
が
、

日
本
国
憲
法
が
考
え
る
平
和
も
そ
れ
と
同
じ
こ
と
で
す
。
構
造
的
暴
力
と
い
う

の
は
一
九
六
九
年
の
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
の
論
文
で
出
て
き
た
概
念
で
す
か
ら
、
日

本
国
憲
法
が
で
き
た
一
九
四
六
年
に
は
構
造
的
暴
力
と
い
う
概
念
は
ま
だ
あ
り

ま
せ
ん
。
し
か
し
、
そ
の
概
念
を
知
っ
た
う
え
で
、
も
う
一
度
日
本
国
憲
法
を

読
ん
で
み
る
と
、
日
本
国
憲
法
の
前
文
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
、
国
際
社
会
は

構
造
的
暴
力
を
克
服
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

九
条
が
言
っ
て
い
る
の
は
直
接
的
暴
力
の
克
服
で
す
。

　

ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
の
話
を
少
し
し
ま
す
。
平
和
と
は
戦
争
が
な
い
状
態
だ
と
い

う
の
は
、
み
ん
な
そ
う
思
う
わ
け
で
す
。
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
一
九
六
九
年
に
論

文
を
書
い
て
、
平
和
を
暴
力
か
ら
定
義
し
直
し
た
わ
け
で
す
。
平
和
と
は
暴
力

が
な
い
状
態
で
あ
る
。
暴
力
を
克
服
し
た
状
態
が
平
和
で
あ
る
。
暴
力
に
は
二

つ
あ
っ
て
、
一
つ
は
戦
争
と
か
、
人
を
殴
る
蹴
る
と
い
う
直
接
的
、
物
理
的
暴

力
で
あ
る
。
も
う
一
つ
は
構
造
的
暴
力
で
あ
る
。
構
造
的
暴
力
と
は
何
か
と
言

う
と
、
実
は
定
義
が
難
し
く
て
、
不
正
義
は
何
で
も
そ
こ
に
入
っ
て
し
ま
い
そ

う
で
す
。
で
す
か
ら
、
批
判
す
る
人
も
い
ま
す
。

　

一
九
六
〇
年
代
に
国
際
平
和
研
究
学
会
と
い
う
学
会
が
で
き
て
、
二
年
ご
と

に
世
界
各
地
で
大
会
を
開
い
て
い
ま
す
。
一
九
六
八
年
の
大
会
の
と
き
に
、
ダ

ス
グ
プ
タ
と
い
う
イ
ン
ド
の
人
が
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
に
影
響
を
与
え
る
報
告
を
し

ま
し
た
。
彼
の
報
告
は“ Peacelessness and M

aldevelopm
ent”

と
い
う
も

の
で
し
た
。peacelessness

と
い
う
言
葉
は
、
日
本
で
は
い
ろ
い
ろ
な
訳
し

方
を
し
ま
す
が
、
た
ぶ
ん
「
非
平
和
」
と
訳
す
の
が
い
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

「
平
和
な
ら
ざ
る
」
と
い
う
意
味
で
す
。m

aldevelopm
ent

と
い
う
の
は
間

違
っ
た
開
発
、
欠
陥
の
あ
る
開
発
、
不
良
開
発
と
か
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
を
し

ま
す
が
、mal-

と
い
う
の
は
不
良
と
か
、よ
く
な
い
と
い
う
意
味
で
す
。彼
は「
先

進
国
に
住
ん
で
い
る
人
た
ち
に
と
っ
て
は
、
戦
争
が
な
け
れ
ば
確
か
に
平
和
だ

ろ
う
。
で
も
、
途
上
国
は
違
う
。
イ
ン
ド
で
は
、
餓
死
だ
っ
た
り
、
飢
饉
だ
っ

た
り
、
あ
る
い
は
政
治
的
な
弾
圧
だ
っ
た
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で
戦
争
が
な

く
て
も
お
び
た
だ
し
い
数
の
人
が
死
ん
で
い
く
。
こ
の
死
を
止
め
な
け
れ
ば
い

け
な
い
。
戦
争
で
は
な
い
理
由
で
た
く
さ
ん
の
人
が
死
ん
で
い
く
こ
と
を
止
め

る
こ
と
も
平
和
学
の
大
き
な
課
題
だ
」
と
言
っ
た
わ
け
で
す
。

　

こ
れ
は
決
定
的
な
指
摘
で
、
そ
の
と
お
り
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
北
の
世
界

で
は
戦
争
が
な
け
れ
ば
比
較
的
平
和
に
な
る
の
で
す
が
、
そ
も
そ
も
戦
争
が
な

く
て
も
平
和
を
達
成
で
き
な
い
地
域
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
地
域
の
問
題
を
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考
え
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
た
。
翌
年
、
ガ
ル
ト
ゥ
ン

グ
は
こ
の
主
張
を
受
け
て
、
平
和
の
概
念
を
拡
大
・
再
定
義
し
て
、
構
造
的
暴

力
と
い
う
こ
と
を
言
い
出
し
た
わ
け
で
す
。

　

で
す
か
ら
、
構
造
的
暴
力
は
北
の
世
界
で
は
比
較
的
改
善
さ
れ
て
い
る
問
題

な
の
で
す
。
構
造
的
暴
力
の
問
題
は
他
に
も
い
ろ
い
ろ
な
言
い
方
が
で
き
る
と

思
い
ま
す
。
憲
法
学
の
言
葉
で
言
え
ば
、
構
造
的
暴
力
と
言
わ
れ
て
い
る
問
題

は
全
部
人
権
侵
害
、
人
権
保
障
の
問
題
で
す
し
、
あ
る
い
は
民
主
主
義
の
不
足

と
い
う
言
い
方
も
で
き
ま
す
。
平
和
学
で
は
、
こ
れ
を
構
造
的
暴
力
と
呼
ぶ
わ

け
で
す
。
構
造
的
暴
力
と
い
う
言
い
方
は
、
確
か
に
新
し
い
視
野
を
開
く
も
の

で
、
こ
れ
は
非
常
に
よ
く
使
わ
れ
て
、
い
ま
で
は
社
会
科
学
に
お
け
る
共
有
財

産
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　

ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
一
九
八
〇
年
代
末
か
ら
、
直
接
的
暴
力
、
構
造
的
暴
力
に

加
え
て
、
文
化
的
暴
力
と
い
う
こ
と
を
言
い
出
し
ま
し
た
。
最
近
の
ガ
ル
ト
ゥ

ン
グ
は
直
接
的
暴
力
、
構
造
的
暴
力
、
文
化
的
暴
力
と
い
う
三
つ
の
暴
力
が
あ

る
と
言
っ
て
い
ま
す
。
文
化
的
暴
力
と
は
一
体
何
を
指
し
て
い
る
の
か
。
こ

れ
は
一
番
わ
か
り
に
く
い
で
す
が
、
文
化
的
暴
力
と
は
暴
力
を
正
当
化
す
る
よ

う
な
思
想
、
文
化
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
だ
と
い
う
言
い
方
を
し
て
い
ま
す
。
し
た

が
っ
て
、
い
ま
の
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
の
理
論
で
は
、
平
和
は
三
つ
の
側
面―

直

接
的
平
和
、
構
造
的
平
和
、
文
化
的
平
和―

か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
暴
力
が
な
い
状
態
が
平
和
で
あ
る
、
私

た
ち
は
三
つ
の
平
和
す
べ
て
を
め
ざ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

日
本
国
憲
法
を
読
む
と
、
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
が
言
っ
て
い
た
構
造
的
暴
力
を
克

服
す
る
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
前
文
の
第
二
段
落
に
書
い
て
あ
る
の
で
す
。
ガ

ル
ト
ゥ
ン
グ
自
身
が
、
日
本
国
憲
法
の
前
文
を
読
ん
で
、
こ
れ
は
私
の
言
う
と

お
り
だ
と
日
本
の
講
演
で
言
っ
て
い
ま
す
。

　

ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
本
当
に
ブ
リ
リ
ア
ン
ト
で
シ
ャ
ー
プ
な
人
で
す
。

九
・
一
一
も
自
分
の
理
論
で
全
部
説
明
で
き
る
の
で
す
。
九
・
一
一
で
攻
撃
さ

れ
た
の
は
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
と
ワ
シ
ン
ト
ン
の
ペ
ン
タ
ゴ

ン
、
国
防
総
省
で
す
。
世
界
貿
易
セ
ン
タ
ー
は
構
造
的
暴
力
の
象
徴
で
、
ペ
ン

タ
ゴ
ン
は
直
接
的
暴
力
の
象
徴
だ
と
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
は
言
い
ま
す
。
あ
の
テ
ロ

で
は
構
造
的
暴
力
の
象
徴
と
直
接
的
暴
力
の
象
徴
が
襲
わ
れ
た
の
だ
と
。
そ
れ

は
ア
メ
リ
カ
が
世
界
に
対
し
て―

と
り
わ
け
南
の
世
界
に
対
し
て―

は
な

は
だ
し
い
暴
力
を
行
使
す
る
か
ら
だ
と
い
う
話
に
な
る
わ
け
で
す
。
ガ
ル
ト
ゥ

ン
グ
は
自
分
自
身
の
理
論
と
関
連
づ
け
て
九
・
一
一
を
と
ら
え
ま
し
た
が
、
確

か
に
そ
う
い
う
面
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
に
戻
り
ま
す
と
、
九
条
が
直
接
的
暴
力
の
克
服

で
、
前
文
が
構
造
的
暴
力
の
克
服
だ
と
思
い
ま
す
。
両
方
を
克
服
し
よ
う
と
し

て
い
る
わ
け
で
す
。
で
す
か
ら
、
私
は
「
非
暴
力
平
和
主
義
」
と
呼
び
た
い
と

思
い
ま
す
。
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
は
よ
く
「
無
軍
備
平
和
主
義
」
と
か
「
非

武
装
平
和
主
義
」
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
ま
す
が
、
も
う
少
し
広
い
の
で
は
な

い
か
。
直
接
的
暴
力
だ
け
で
は
な
く
て
、
前
文
の
第
二
段
落
が
言
っ
て
い
る
よ

う
な
構
造
的
暴
力
の
克
服
も
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
に
含
ま
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
は
、
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
的
な
意
味
で
構
造
的

暴
力
の
克
服
も
含
め
て
「
非
暴
力
平
和
主
義
」
な
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

き
ょ
う
は
日
本
国
憲
法
二
四
条
の
話
を
あ
ま
り
で
き
ま
せ
ん
が
、
私
は
憲
法

二
四
条
と
九
条
を
セ
ッ
ト
で
見
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
前
文
と
九
条
を
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セ
ッ
ト
で
見
、
か
つ
九
条
と
二
四
条
も
セ
ッ
ト
で
見
る
。
二
四
条
が
否
定
す
る

も
の
は
家
父
長
制
で
す
。
二
四
条
と
は
家
族
圏
に
お
け
る
男
性
支
配
の
否
定
で

す
。
ガ
ル
ト
ゥ
ン
グ
の
言
葉
で
言
う
と
、
家
父
長
制
と
い
う
の
は
文
化
的
暴
力

だ
と
思
い
ま
す
。
き
ょ
う
の
資
料
の
中
に
二
四
条
に
つ
い
て
も
入
っ
て
い
ま
す

の
で
、
ぜ
ひ
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
の
と
こ
ろ
で
一
つ
言
い
忘
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
し

た
。
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
は
基
本
的
に
国
内
社
会
の
議
論
を
し
て
い
た

わ
け
で
す
が
、
国
際
社
会
に
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
を
拡
大
す
る
理
論
が
あ
り
ま

す
。
ジ
ョ
ン
・
ロ
ー
ル
ズ
の
『
正
義
論
』
は
一
九
七
一
年
に
出
ま
し
た
。
ロ
ー

ル
ズ
は
晩
年
に
は
国
際
社
会
に
つ
い
て
少
し
触
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
が
、

彼
の
『
正
義
論
』
は
あ
く
ま
で
も
国
内
社
会
の
正
義
論
で
す
。
い
ま
プ
リ
ン
ス

ト
ン
大
学
に
い
る
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ベ
イ
ツ
と
い
う
政
治
学
者
が
一
九
七
〇
年
代

末
に
本
を
書
い
て
い
て
、
彼
が
ロ
ー
ル
ズ
の
正
義
論
を
国
際
社
会
に
拡
大
適
用

し
ま
し
た
。
こ
の
本
は
筑
波
大
学
の
先
生
だ
っ
た
進
藤
栄
一
さ
ん
が
『
国
際
秩

序
と
正
義
』
と
い
う
題
名
で
岩
波
書
店
か
ら
翻
訳
を
出
し
て
い
ま
す
。
ロ
ー
ル

ズ
正
義
論
の
格
差
原
理
か
ら
、
も
っ
と
も
恵
ま
れ
な
い
人
た
ち
の
地
位
が
改
善

さ
れ
る
よ
う
な
制
度
が
つ
く
ら
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
が
出
て
き
ま
す
が
、

こ
れ
は
国
内
社
会
で
は
生
存
権
の
よ
う
な
社
会
権
の
保
障
の
問
題
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
を
国
際
社
会
に
拡
大
適
用
す
る
と
ど
う
な
る
か
。
先
進
国
か
ら
途
上

国
へ
の
開
発
援
助
は
地
球
規
模
の
社
会
権
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
開
発

援
助
は
北
か
ら
南
に
対
す
る
恩
恵
で
は
な
く
て
、
南
の
権
利
で
あ
り
、
北
の
義

務
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ロ
ー
ル
ズ
正
義
論
を
地
球
社
会
に
拡
大
適
用
す
る

議
論
は
、
い
ま
非
常
に
盛
ん
に
行
な
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。

　

き
ょ
う
の
私
の
具
体
的
な
テ
ー
マ
と
し
て
「
人
道
的
危
機
へ
の
非
暴
力
的
介

入
」
と
い
う
題
名
を
挙
げ
ま
し
た
の
で
、
そ
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
ま
す
。

　

寺
島
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
一
九
九
〇
年
代
の
国
際
社
会
の
問
題

と
し
て
、
旧
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
に
お
け
る
内
戦
、
ル
ワ
ン
ダ
の
内
戦
、
虐
殺
、

ソ
マ
リ
ア
や
東
テ
ィ
モ
ー
ル
の
問
題
な
ど
、
南
の
世
界
に
お
い
て
は
な
は
だ
し

い
人
権
侵
害
や
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
的
な
状
況
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
に
対
し
て
国

際
社
会
は
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
は
ま
さ
に
地

球
的
正
義
論
の
問
題
に
な
っ
て
き
ま
す
。
そ
し
て
、
人
権
侵
害
や
ジ
ェ
ノ
サ
イ

ド
を
と
め
る
た
め
に
、
武
力
行
使
が
必
要
だ
と
い
う
議
論
が
出
て
き
ま
し
た
。

例
え
ば
、
ル
ワ
ン
ダ
の
場
合
、
国
連
の
関
与
が
遅
く
、
不
十
分
で
、
虐
殺
を
許

し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
痛
恨
の
念
が
あ
る
し
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
も
国
連
Ｐ
Ｋ

Ｏ
が
か
か
わ
っ
た
り
も
し
た
が
、
最
後
の
段
階
で
は
コ
ソ
ボ
に
お
け
る
ジ
ェ
ノ

サ
イ
ド
的
な
状
況
が
あ
っ
た
。
そ
れ
を
と
め
る
た
め
に
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
が
ユ
ー
ゴ
ス

ラ
ビ
ア
を
空
爆
し
た
。
こ
れ
は
人
道
的
介
入
だ
と
正
当
化
さ
れ
ま
し
た
。
あ
る

い
は
、
東
テ
ィ
モ
ー
ル
が
独
立
す
る
と
き
に
や
は
り
虐
殺
の
よ
う
な
状
況
が
起

き
て
、
そ
れ
に
対
し
て
ど
う
す
る
か
と
い
う
議
論
に
な
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

が
そ
こ
に
介
入
し
て
い
っ
た
。
は
な
は
だ
し
い
人
権
侵
害
が
起
こ
っ
て
い
る
と

き
、
あ
る
い
は
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
的
状
況
に
対
し
て
、
ど
う
す
る
の
か
と
い
う
問

題
提
起
が
な
さ
れ
て
き
た
。
人
権
侵
害
を
と
め
る
た
め
に
武
力
行
使
は
必
要
で

は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
起
き
た
わ
け
で
す
。「
人
道
的
介
入
」
と
い
う
問
題

が
一
九
九
〇
年
代
に
大
き
な
テ
ー
マ
と
し
て
浮
上
し
て
き
た
と
思
い
ま
す
。

　

冷
戦
期
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
紛
争
を
米
ソ
核
戦
争
に
エ
ス
カ
レ
ー
ト
さ
せ
て

は
い
け
な
い
と
い
う
の
が
ま
ず
至
上
命
令
と
し
て
あ
り
ま
し
た
。
が
、
冷
戦
期
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に
お
い
て
も
、
ア
メ
リ
カ
も
ソ
連
も
途
上
国
に
介
入
し
て
い
ま
し
た
。
特
に
ア

メ
リ
カ
は
ラ
テ
ン
・
ア
メ
リ
カ
に
徹
底
的
に
介
入
し
ま
し
た
。
だ
か
ら
、
冷
戦

期
に
介
入
が
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
介
入
は
一
貫
し
て
あ
っ
た
わ

け
で
す
が
、
一
九
九
〇
年
代
に
は
冷
戦
と
は
ま
っ
た
く
別
に
、
諸
地
域
の
問
題

が
出
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ど
う
す
る
か
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た
わ

け
で
す
。
介
入
と
言
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
な
レ
ベ
ル
が
あ
り
ま
す
が
、
最
終
的
に

は
軍
事
介
入
の
議
論
に
な
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
地
球
的
正
義

論
の
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
介
入
す
る
権
利
や
義
務
が
あ
る
の
だ
と
い
う
議
論

が
な
さ
れ
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、
最
終
的
に
は
実
力
を
伴
う
介
入
が
義
務
だ

と
か
権
利
だ
と
い
う
議
論
が
な
さ
れ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
を
ど
う
考
え
た
ら
い

い
だ
ろ
う
か
と
い
う
の
は
大
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
日
本
国
憲
法
「
改

正
」
論
に
と
っ
て
も
た
ぶ
ん
大
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
に
つ
い
て
は
、
き
ょ
う
の
資
料
の
最
初
に
「
人
道
的
介
入
と
日
本
国
憲

法
」
と
い
う
拙
稿
が
あ
り
ま
す
（
全
国
憲
法
研
究
会
編
『
法
律
時
報
増
刊　

憲

法
改
正
問
題
』
日
本
評
論
社
、
二
〇
〇
五
年
、
一
四
五―

一
四
九
頁
）。
こ
の

問
題
に
つ
い
て
私
な
り
に
ま
と
め
た
も
の
で
す
。
キ
リ
ス
ト
教
正
戦
論
が
関
係

し
て
き
ま
す
の
で
、
シ
ー
ゲ
ル
さ
ん
の
論
文
も
引
用
し
て
い
ま
す
。

　

国
際
法
的
に
言
う
と
、
人
道
的
介
入
の
合
法
性
は
疑
わ
し
い
で
す
。
見
解
が

分
か
れ
て
い
ま
す
。
国
連
憲
章
上
に
は
人
道
的
介
入
と
い
う
も
の
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
国
連
憲
章
で
は
根
拠
づ
け
ら
れ
ま
せ
ん
。
国
連
憲
章
の
二
条
四
項

で
武
力
行
使
は
禁
止
さ
れ
て
い
ま
す
。
例
外
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
の
が
安
保

理
の
軍
事
行
動
と
安
保
理
が
活
動
す
る
ま
で
の
間
の
自
衛
権
の
行
使
で
す
。
国

連
憲
章
は
そ
う
い
う
構
造
を
持
っ
て
い
て
、
基
本
的
に
加
盟
国
の
武
力
行
使
は

全
部
駄
目
だ
と
言
っ
て
い
ま
す
。
平
和
に
対
す
る
脅
威
が
生
じ
た
ら
、
安
保
理

が
認
定
し
て
、
安
保
理
が
行
動
す
る
。
安
保
理
が
間
に
合
わ
な
い
と
き
は
、

五
一
条
で
暫
定
的
な
措
置
と
し
て
自
衛
権
の
行
使
も
認
め
る
。
と
こ
ろ
が
、

五
一
条
の
自
衛
権
を
根
拠
に
す
る
武
力
行
使
が
よ
く
な
さ
れ
た
の
が
国
連
の
現

実
だ
っ
た
と
い
え
ま
す
。
例
え
ば
、
九
・
一
一
後
の
ア
メ
リ
カ
の
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
攻
撃
も
イ
ラ
ク
攻
撃
も
、
ア
メ
リ
カ
は
自
衛
権
行
使
と
し
て
正
当
化
し
て

い
ま
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
特
に
一
九
九
〇
年
代
の
コ
ソ
ボ
紛
争
の
後
、
人
道
的
介
入

が
認
め
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
議
論
が
出
て
き
ま
し
た
。
国
際
法
学

者
の
間
で
、
人
道
的
介
入
は
合
法
だ
と
い
う
学
説
も
あ
り
ま
す
が
、
合
法
と
い

う
と
こ
ろ
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
あ
る
ほ
ど
意
見
は
固
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
国
際

法
学
者
の
世
界
で
は
、
人
道
的
介
入
は
認
め
ら
れ
な
い
、
Ｎ
Ａ
Ｔ
Ｏ
の
ユ
ー
ゴ

空
爆
は
国
際
法
上
違
法
で
あ
る
と
い
う
意
見
の
ほ
う
が
強
い
と
思
い
ま
す
。

　

し
か
し
、
コ
ソ
ボ
紛
争
以
降
、
こ
れ
で
は
困
る
か
ら
、
人
道
的
介
入
に
つ
い

て
何
ら
か
の
根
拠
づ
け
を
し
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
国
連
の
意
見
で
、
介
入

と
国
家
主
権
に
関
す
る
国
際
委
員
会
が
二
〇
〇
〇
年
に
で
き
ま
し
た
。
こ
れ
は

カ
ナ
ダ
政
府
が
イ
ニ
シ
ア
チ
ブ
を
と
っ
て
、
カ
ナ
ダ
政
府
が
お
金
を
出
し
て
つ

く
っ
た
委
員
会
で
す
。
こ
の
委
員
会
は
一
年
間
の
討
議
の
後
、
二
〇
〇
一
年

一
二
月
に“ T

he R
esponsibility to P

rotect

（
保
護
責
任
）”

と
い
う
題
名
の

報
告
書
を
出
し
ま
し
た
。
こ
の
報
告
書
が
、
い
ま
の
国
際
社
会
に
お
い
て
、
人

道
的
介
入
に
関
す
る
最
も
熟
慮
さ
れ
た
標
準
的
な
見
解
だ
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
報
告
書
の
内
容
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
国
家
に

は
住
民
を
保
護
す
る
責
任
が
あ
る
。
国
家
が
そ
の
保
護
す
る
責
任
を
果
た
せ



社 会 と 倫 理

214

な
く
な
っ
た
ら
、
国
際
社
会
が
介
入
す
る
。
基
本
的
に
内
政
不
干
渉
と
い
う
原

則
が
あ
る
が
、
国
家
が
保
護
責
任
を
果
た
せ
な
く
な
っ
た
ら
、
介
入
が
そ
れ
に

優
位
す
る
。
国
家
が
住
民
の
生
命
を
保
護
で
き
な
く
な
っ
た
ら
、
国
際
社
会
が

入
っ
て
い
か
な
け
れ
ば
い
け
な
い
。
保
護
す
る
責
任
に
は
予
防
責
任
、
対
応
責

任
、
再
建
責
任
と
い
う
三
つ
の
側
面
が
あ
る
。
紛
争
を
予
防
す
る
、
あ
る
い
は

人
命
に
対
す
る
危
機
を
予
防
す
る
責
任
が
一
番
大
き
い
。
そ
れ
を
果
た
し
て
も

な
お
駄
目
な
ら
ば
、
緊
急
事
態
に
対
応
す
る
責
任
が
あ
る
。
対
応
責
任
は
最
終

的
に
は
軍
事
介
入
も
あ
り
得
る
。
さ
ら
に
軍
事
介
入
し
た
場
合
に
は
再
建
す
る

責
任
が
あ
る
。
こ
う
い
う
も
の
で
す
。

　

私
は
軍
事
介
入
の
責
任
や
権
限
が
あ
る
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
、
順
序
と
し
て

予
防
責
任
が
ま
ず
大
事
だ
と
い
う
の
は
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
問
題

は
、
予
防
責
任
を
本
気
で
果
た
す
気
が
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ

の
報
告
書
は
、
最
終
的
に
軍
事
介
入
も
あ
り
得
る
と
認
め
て
い
ま
す
。
ど
う
い

う
場
合
に
軍
事
介
入
が
あ
り
得
る
か
と
言
う
と
、
昔
か
ら
キ
リ
ス
ト
教
正
戦
論

が
議
論
し
て
き
た
六
つ
の
要
件
と
い
う
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
を
そ
っ
く

り
挙
げ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
昔
か
ら
同
じ
で
、
正
当
な
理
由
、
正
当
な
動
機
、

最
後
の
手
段
、
手
段
の
均
衡
性
、
成
功
の
見
込
み
、
正
当
な
権
威
と
い
う
六
つ

が
正
し
い
戦
争
の
基
準
で
す
。
人
道
的
介
入
も
こ
れ
ら
六
つ
の
基
準
を
満
た
せ

ば
正
当
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
報
告
書
は
、
軍
事
介
入

は
安
保
理
が
や
る
べ
き
だ
、
安
保
理
が
承
認
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
た
だ
、

安
保
理
が
行
動
で
き
な
い
場
合
、
加
盟
国
が
単
独
で
行
動
す
る
こ
と
は
と
め
ら

れ
な
い
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
な
っ
た
ら
、
国
連
の
権
威
は
丸
つ
ぶ
れ
だ

か
ら
、
安
保
理
は
し
っ
か
り
し
ろ
と
い
う
話
で
す
。

　

こ
の
報
告
書
の
影
響
は
大
き
い
で
す
。
ア
ナ
ン
国
連
事
務
総
長
は
基
本
的
に

こ
の
線
で
考
え
て
い
ま
す
。
人
道
的
介
入
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
の
報
告
書

の
内
容
が
国
連
の
考
え
だ
と
い
え
る
と
思
い
ま
す
。
国
連
改
革
が
い
ま
問
題
に

な
っ
て
い
て
、
三
月
二
一
日
に
ア
ナ
ン
事
務
総
長
の
提
案
書
が
出
ま
し
た
。
日

本
で
は
、
国
連
改
革
の
ア
ナ
ン
提
案
が
き
ち
ん
と
報
道
さ
れ
て
い
な
く
て
、
安

保
理
常
任
理
事
国
入
り
だ
け
が
問
題
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ア
ナ
ン
提
案
は
非

常
に
包
括
的
な
も
の
で
、
い
ま
の
国
連
を
ど
の
よ
う
に
改
革
す
べ
き
か
に
つ
い

て
か
な
り
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
人
道
的
介
入
の

基
準
に
つ
い
て
も
こ
の
報
告
書
に
基
づ
く
提
案
を
し
て
い
ま
す
。

　

つ
い
で
に
申
し
上
げ
ま
す
と
、
ア
ナ
ン
提
案
の
中
心
は
南
北
問
題
で
す
。
世

界
の
問
題
の
中
で
、
一
番
大
き
い
の
は
や
は
り
開
発
で
す
。
そ
し
て
、
最
後
に

組
織
改
革
と
し
て
安
保
理
の
拡
大
と
い
う
テ
ー
マ
が
入
っ
て
き
ま
す
。
制
度
改

革
に
関
し
て
ア
ナ
ン
提
案
が
言
っ
て
い
る
の
は
、
信
託
統
治
理
事
会
の
廃
止
、

敵
国
条
項
の
廃
止
、
人
権
理
事
会
の
設
置
で
す
。
国
連
創
設
六
〇
周
年
を
迎
え

て
、
も
う
役
割
を
終
え
た
と
思
わ
れ
る
信
託
統
治
理
事
会
を
廃
止
し
、
敵
国
条

項
は
も
う
現
実
的
で
な
い
か
ら
廃
止
し
、
人
権
委
員
会
を
理
事
会
に
す
る
と
い

う
提
案
を
し
て
い
ま
す
。
安
全
保
障
理
事
会
、
経
済
社
会
理
事
会
、
そ
し
て
人

権
理
事
会
と
、
理
事
会
と
し
て
は
三
つ
目
で
す
。
ア
ナ
ン
提
案
の
中
に
は
国
名

は
入
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
安
保
理
の
常
任
理
事
国
を
い
ま
の
五
カ
国
に
六
つ
足

す
と
い
う
提
案
が
入
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

話
を
も
と
に
戻
し
ま
す
。
こ
の
『
保
護
責
任
』
報
告
書
に
つ
い
て
、
ど
う
考

え
た
ら
よ
い
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
第
一
に
、
人
道
的
介
入
と
い
う
の
は
常
に

北
か
ら
南
に
向
か
っ
て
い
き
ま
す
。
保
護
責
任
と
い
う
こ
と
を
言
う
の
は
特
に
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問
題
は
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
問
題
な
の
は
、
あ
る
国
家
が
保
護
責
任
を
果

た
せ
な
く
な
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
保
護
責
任
を
果
た
せ
な
く
な

る
国
家
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
破
綻
国
家
で
す
。
な
ぜ
そ
う
な
る
の
か
と
い

う
と
こ
ろ
に
一
番
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。
一
部
の
国
家
が
保
護
責
任
を
果
た
せ

な
く
な
る
よ
う
な
国
際
秩
序
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
が
根
源
的
な
問
題

だ
と
思
い
ま
す
。
武
力
介
入
す
る
か
ど
う
か
で
は
な
く
て
、
す
べ
て
の
国
家
が

保
護
責
任
を
果
た
せ
る
よ
う
な
国
際
秩
序
を
つ
く
れ
る
か
ど
う
か
が
、
ま
ず
大

き
な
テ
ー
マ
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
軍
事
問
題
で
は
な
く
て
、
開
発
問
題
に

な
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。
こ
の
問
題
に
は
こ
の
報
告
書
は
あ
ま
り
敏
感
で
は

な
い
の
で
す
。

　

第
二
に
、
予
防
責
任
が
大
事
だ
と
い
う
の
は
そ
の
と
お
り
で
す
が
、
言
葉
だ

け
で
な
く
、
本
気
で
実
行
せ
よ
と
い
う
こ
と
で
す
。
国
連
の
政
策
、
あ
る
い
は

各
国
政
府
の
政
策
に
お
い
て
、
紛
争
予
防
に
ど
れ
く
ら
い
重
点
を
置
い
て
い
る

か
、
紛
争
予
防
の
た
め
に
ど
れ
く
ら
い
の
予
算
を
あ
て
て
い
る
か
、
そ
れ
が
問

わ
れ
ま
す
。

　

第
三
に
、
報
告
書
は
キ
リ
ス
ト
教
に
由
来
す
る
正
戦
論
で
人
道
的
介
入
の
根

拠
づ
け
を
し
、六
つ
の
基
準
で
人
道
的
介
入
を
制
約
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
が
、

こ
れ
が
機
能
す
る
か
ど
う
か
、
私
に
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。
絶
対
平
和
主
義
の
立

場
か
ら
す
れ
ば
、
軍
事
介
入
は
認
め
難
い
で
す
。

　

予
防
責
任
を
果
た
す
に
あ
た
っ
て
、
私
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
役
割
が
大
き
い
と
思
い

ま
す
。
各
国
政
府
の
政
策
も
国
連
の
政
策
も
重
要
で
す
が
、
紛
争
の
悪
化
を
防

ぎ
、
は
な
は
だ
し
い
人
権
侵
害
を
防
ぐ
た
め
に
、
一
番
有
効
な
の
は
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の

活
動
だ
と
思
い
ま
す
。
い
ろ
い
ろ
な
種
類
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
活
動
し
て
い
ま
す
。
ま

ず
、
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
やH

um
an R

ights W
atch

の

よ
う
な
人
権
侵
害
を
監
視
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
あ
り
ま
す
。
ア
ム
ネ
ス
テ
ィ
・
イ
ン

タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
やH

um
an R

ights W
atch

は
毎
年
、
世
界
の
人
権
状
況
に

関
す
る
報
告
書
を
出
し
て
い
て
、
ど
こ
で
ど
う
い
う
人
権
侵
害
が
起
き
て
い
る

か
、
絶
え
ず
国
際
社
会
に
発
信
し
て
い
ま
す
。
こ
う
い
う
監
視
型
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の

活
動
は
、
予
防
責
任
を
果
た
す
と
い
う
意
味
で
重
要
だ
と
思
い
ま
す
。

　

そ
れ
か
ら
、
国
境
な
き
医
師
団
や
世
界
の
医
師
団
と
い
う
よ
う
な
、
紛
争
地

で
緊
急
医
療
援
助
を
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
活
動
も
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
日
本
国

際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
・
セ
ン
タ
ー
や
ピ
ー
ス
ウ
ィ
ン
ズ
・
ジ
ャ
パ
ン
の
よ
う
な
、

紛
争
地
に
緊
急
人
道
援
助
を
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
い
は
、
中
村
哲

さ
ん
の
や
っ
て
い
る
ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
会
の
よ
う
な
、
難
民
を
支
援
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ

も
あ
り
ま
す
。

　

私
自
身
が
か
か
わ
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
非
暴
力
的
介
入
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
あ

り
ま
す
。
こ
れ
は
、
紛
争
地
か
ら
の
依
頼
に
よ
っ
て
、
紛
争
地
に
非
武
装
の

多
国
籍
の
市
民
チ
ー
ム
を
派
遣
す
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
す
。
派
遣
さ
れ
る
メ
ン
バ
ー
は

事
前
に
充
分
な
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
を
受
け
ま
す
。
紛
争
地
に
入
っ
て
い
っ
た
外
国

人
の
チ
ー
ム
メ
ン
バ
ー
は
、
武
器
を
使
わ
ず
に
現
地
の
人
権
活
動
家
や
弁
護
士

の
ボ
デ
ィ
ガ
ー
ド
を
し
た
り
し
ま
す
。
多
く
の
紛
争
地
に
お
い
て
、
武
装
集
団

は
自
国
民
に
対
し
て
は
殺
害
を
躊
躇
し
ま
せ
ん
が
、
外
国
人
に
対
し
て
は
抑
制

が
あ
り
ま
す
。
外
国
人
を
殺
し
て
し
ま
う
と
、
そ
れ
が
外
交
問
題
、
国
際
問
題

に
発
展
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
か
ら
で
す
。
外
国
人
の
ボ
デ
ィ
ガ
ー
ド
は
有
効
な

の
で
す
。
紛
争
地
に
入
っ
て
い
く
外
国
人
の
チ
ー
ム
は
い
わ
ば
「
国
際
社
会
の

目
」
で
あ
り
、
彼
ら
が
そ
こ
に
い
る
こ
と
は
「
国
際
社
会
が
見
て
い
る
ぞ
」
と
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い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
と
い
え
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
紛
争
地
に
お
い
て
外

国
人
の
存
在
が
抑
止
力
に
な
る
と
い
う
の
が
非
暴
力
的
介
入
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
活
動
の

基
礎
で
す
。
軍
隊
の
抑
止
力
で
は
な
く
、
国
際
社
会
の
目
と
い
う
抑
止
力
に
基

づ
く
わ
け
で
す
。
こ
の
種
類
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
世
界
で
活
動
し

て
き
ま
し
た
。

　

非
暴
力
的
介
入
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
と
し
て
一
番
有
名
な
の
は
、
一
九
八
一
年
に
設
立

さ
れ
た
国
際
平
和
旅
団
（Peace B

rigades International, P
B

I

）
と
い
う
Ｎ

Ｇ
Ｏ
で
す
。
Ｐ
Ｂ
Ｉ 

は
二
〇
〇
一
年
に
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
に
ノ
ミ
ネ
ー
ト
さ

れ
て
い
ま
す
。
私
が
か
か
わ
っ
て
い
る
の
は
、
非
暴
力
平
和
隊
（N

onviolent 

Peaceforce, N
P

）
と
い
う
Ｎ
Ｇ
Ｏ
で
、
こ
れ
は
Ｐ
Ｂ
Ｉ 

の
影
響
を
受
け
て

二
〇
〇
二
年
に
設
立
さ
れ
た
Ｐ
Ｂ
Ｉ
の
妹
と
い
う
べ
き
も
の
で
す
。
Ｐ
Ｂ
Ｉ 

は
過
去
二
〇
数
年
間
、
グ
ア
テ
マ
ラ
、
ハ
イ
チ
、
エ
ク
ア
ド
ル
、
コ
ロ
ン
ビ
ア
、

ス
リ
ラ
ン
カ
な
ど
に
チ
ー
ム
を
派
遣
し
て
、一
定
の
成
果
を
挙
げ
て
き
ま
し
た
。

非
暴
力
平
和
隊
は
、
二
〇
〇
三
年
か
ら
ス
リ
ラ
ン
カ
に
チ
ー
ム
を
派
遣
し
て
い

ま
す
。
現
在
、
世
界
各
国
か
ら
来
た
約
三
〇
名
の
メ
ン
バ
ー
が
ス
リ
ラ
ン
カ
各

地
に
入
っ
て
い
っ
て
、
暴
力
を
抑
止
す
る
た
め
の
活
動
を
し
て
い
ま
す
。

　

非
暴
力
平
和
隊
の
活
動
を
紹
介
す
る
ビ
デ
オ
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
こ
で

ち
ょ
っ
と
ご
覧
く
だ
さ
い
。

〈
ビ
デ
オ
鑑
賞
〉

　

以
上
、
ま
と
ま
り
が
な
い
散
漫
な
話
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
恐
縮
で
す
。
ご
静

聴
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

（
終
了
）


