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も
と
で
、
平
和
主
義
、
人
権
の
重
視
、

国
民
主
権
の
「
新
し
い
国
に
生
ま
れ

変
っ
た
」
の
だ
と
い
ふ
認
識
は
、
公
的

な
言
論
空
間
に
定
着
し
た
。
安
倍
元
首

相
が
戦
っ
た
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
」
が
こ

れ
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
“
日
本
＂
が
存

在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
言
論
空
間

で
、
今
や
、
欧
米
発
の
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
な
ど

の
流
行
思
想
や
夫
婦
別
姓
論
、
安
易
な

外
国
人
労
働
者
の
移
入
策
な
ど
自
ら
の

文
化
を
破
壊
す
る
や
う
な
議
論
が
な
さ

れ
て
ゐ
る
。

日
本
は
そ
ん
な
底
の
浅
い
存
在
で

は
な
い
。
二
千
数
百
年
の
民
族
的
体
験

を
通
し
て
培
っ
た
豊
か
な
文
化
を
有
し

て
ゐ
て
、
そ
の
文
化
は
国
民
生
活
全
般

に
溶
け
込
ん
で
ゐ
る
。
特
に
、
国
語
の

面
で
は
、
記
紀
万
葉
以
来
過
去
の
民
族

体
験
を
直
接
に
記
し
た
言
葉
は
、
歴
代

御
製
を
含
め
て
多
く
残
さ
れ
て
ゐ
て
、

そ
こ
に
は
、
血
の
通
っ
た
祖
先
の
言
葉

が
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
に
気
づ
か
ず
新

奇
な
も
の
に
飛
び
付
い
て
し
ま
ふ
。

吉
田
松
陰
が
従
弟
に
与
へ
た
「
士

規
七
則
」
の
一
文
に
、「
凡
そ
皇
国
に

生
れ
て
は
、
よ
ろ
し
く
皇
国
の
宇
内

（
天
下
）
に
尊
き
所
以
を
知
る
べ
し
」
と

あ
る
。
誇
り
あ
る
日
本
の
個
性
を
知
る

べ
き
だ
と
い
ふ
の
だ
が
、
そ
れ
は
歴
代

御
製
を
通
し
て
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。

二
千
数
百
年
の
歴
史
を
自
分
の
心
で
感

じ
取
っ
て
、
占
領
政
策
の
眠
り
か
ら
目

を
覚
ま
す
べ
き
時
で
あ
る
。

は
ど
う
な
っ
て
も
い
い
か
ら
国
民
を
守
っ

て
ほ
し
い
と
申
し
出
ら
れ
た
、
そ
の
真

心
が
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
を
感
動
せ
し
め
た

の
は
有
名
な
話
で
あ
り
、
こ
こ
か
ら
戦

後
復
興
が
始
ま
っ
た
と
言
っ
て
い
い
。

一
方
の
占
領
政
策
は
、
二
度
と
日

本
が
「
米
国
の
脅
威
」
に
な
ら
な
い
や

う
日
本
国
憲
法
の
強
要
に
始
ま
る
皇
室

制
度
や
民
法
な
ど
の
法
制
度
改
革
、
教

育
改
革
、
財
閥
解
体
と
幅
広
い
分
野
に

及
ん
だ
。
そ
れ
ら
は
二
千
数
百
年
の
日

本
の
伝
統
を
切
断
し
、
日
本
人
の
力
の

源
を
断
た
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
厳
し
い
占
領
下
に
あ
っ
て
、
昭
和

天
皇
は
全
国
を
御
巡
幸
さ
れ
、
国
民
を

勇
気
づ
け
ら
れ
た
。

わ
ざ
は
ひ
を
わ
す
れ
て
わ
れ
を
出
む
か

ふ
る
民
の
心
を
う
れ
し
と
ぞ
思
ふ

天
皇
と
国
民
と
の
直
の
触
れ
あ
ひ

の
感
激
の
中
に
、
戦
後
復
興
の
意
欲
が

高
ま
っ
た
の
だ
っ
た
。
昭
和
二
十
七
年

に
独
立
を
回
復
し
た
と
き
の
御
製
、

国
の
春
と
今
こ
そ
は
な
れ
霜
こ
ほ
る

冬
に
た
へ
こ
し
民
の
力
に

に
は
、
そ
の
お
喜
び
が
満
ち
溢
れ
て
ゐ

る
。
長
い
冬
（
占
領
）
は
終
り
、
今
や

春
（
独
立
）
が
到
来
し
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
占
領
政
策
の
狙
ひ
は
、

も
っ
と
後
に
な
っ
て
、
戦
争
や
占
領
期

の
苦
渋
を
直
接
に
体
験
せ
ず
、
戦
後
教

育
の
中
だ
け
に
育
っ
た
世
代
が
主
力
に

な
る
に
つ
れ
て
顕
現
化
し
た
や
う
に
思

ふ
。
日
本
は
、
戦
後
、
日
本
国
憲
法
の

い
に
し
へ
に
天
地
人
も
か
は
ら
ね
ば
み

だ
れ
は
果
て
じ
あ
し
は
ら
の
国

右
は
戦
国
時
代
初
期
の
後
土
御
門
天

皇
の
御
製
だ
が
、
こ
の
御
製
に
こ
め
ら

れ
た
悲
痛
の
御
心
は
、
天
皇
の
御
目
に

当
時
の
わ
が
国
が
“
乱
れ
果
て
る
＂
崩

壊
の
危
機
を
晒さ
ら

し
て
ゐ
た
こ
と
を
示
す
。

歴
代
の
天
皇
は
国
民
の
労
苦
を
御
心

に
担
は
せ
ら
れ
な
が
ら
歩
ん
で
こ
ら
れ

た
。
こ
と
に
西
洋
と
対
峙
し
た
幕
末
以

降
、
御
心
を
悩
ま
さ
れ
る
御
製
は
孝
明

天
皇
を
始
め
と
し
て
少
な
く
な
い
。
中

で
も
最
も
苛
酷
な
時
期
に
皇
位
に
あ
ら

れ
た
の
が
昭
和
天
皇
で
あ
っ
た
。
平
和

へ
の
強
い
願
ひ
を
持
た
れ
な
が
ら
も
、

経
済
封
鎖
・
石
油
禁
輸
を
前
に
御
心
な

ら
ず
も
開
戦
に
至
ら
れ
た
御
苦
悩
、
戦

時
中
の
御
苦
悩
、
さ
ら
に
終
戦
和
平
に

向
け
て
の
御
苦
悩
と
、
想
像
を
絶
す
る

日
々
を
過
さ
れ
た
。
何
よ
り
も
二
千
数

百
年
の
長
い
歴
史
で
唯
一
外
国
の
占
領

下
に
置
か
れ
た
天
皇
で
あ
ら
れ
た
。

戦
後
、
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
に
自
分
の
身

昨
年
十
月
に
刊
行
し
た
当
会
編
著
の

『
歴
代
天
皇
の
御
製
集
』（
致
知
出
版
社
）

の
編
集
に
携
は
っ
て
、
つ
く
づ
く
思
っ

た
の
は
、
二
千
数
百
年
の
日
本
の
長
い

歴
史
を
時
々
の
天
皇
の
御
心
と
と
も
に

回
顧
で
き
る
と
い
ふ
、
わ
が
国
の
有
難

さ
で
あ
る
。
一
系
の
皇
統
と
国
語
の
伝

統
の
中
に
あ
る
国
民
の
幸
で
あ
る
。

一
方
、
長
い
日
本
の
歴
史
は
平
坦

で
は
な
く
、
天
変
地
異
や
政
争
、
時

に
は
外
寇
な
ど
苦
難
の
多
い
歩
み
で

あ
っ
た
と
い
ふ
こ
と
も
改
め
て
思
は
さ

れ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
苦
難
の
中
で

時
々
の
天
皇
に
よ
る
国
安
か
れ
民
安
か

れ
の
祈
り
が
、
人
知
れ
ず
続
け
ら
れ
て

ゐ
た
こ
と
も
御
製
を
通
し
て
窺
ひ
知
る

の
で
あ
る
。

特
に
、
承
久
の
変
と
元
寇
と
い
ふ

内
外
の
重
大
事
件
が
あ
り
、
持
明
院
統

と
大
覚
寺
統
の
両
統
迭
立
か
ら
南
北
朝

時
代
と
な
り
、
戦
国
時
代
へ
と
至
る
中

世
の
天
皇
の
ご
苦
悩
は
計
り
知
れ
な
い

も
の
が
あ
っ
た
。

編
集
後
記
昨
年
の
「
Ｌ
Ｇ
Ｂ
Ｔ
理
解
増
進

法
」
成
立
に
続
い
て
、今
度
は
「
親
子
別
姓
」
か
。

立
憲
共
産
両
党
は
少
数
派
で
も
大
勢
メ
デ
ィ
ア

の
加
担
で
自
民
党
が
動
揺
す
れ
ば
日
本
が
更
に

「
内
」か
ら
崩
れ
る
。
い
ま
中
国
公
船
が「
尖
閣
」

近
海
を
連
続
215
日
（
７
／
23
現
在
）
航
行
中
だ

が
、「
内
」
か
ら
も
日
本
が
危
ふ
い
。
（
山
内
）

歴
代
天
皇
の
御
製
と
現
代
日
本

—

「
二
千
数
百
年
の
歴
史
」を
感
じ
取
ら
う—

理
事
長
小
柳
志
乃
夫




