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一
本
稿
は
沖
縄
国
体
日
の
丸
旗
焼
却
事
件
第
一
審
判
決
（
那
覇
地
判
平
五
・
三
・
一
一
三
判
夕
八
一
五
・
一
一
四
、
以
下
第
一
審
判
決
と
表

記
）
と
同
控
訴
審
判
決
（
福
岡
高
那
覇
支
判
平
七
・
一
○
・
二
六
判
夕
九
○
一
・
二
六
六
、
以
下
控
訴
審
判
決
と
表
記
）
を
読
み
返
し
、
同
事
件

の
捉
え
直
し
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

再
検
討
の
視
角
は
二
風
谷
ダ
ム
判
決
（
札
幌
地
判
平
九
・
一
一
一
・
一
一
七
判
時
一
五
九
八
・
三
三
）
に
よ
り
与
え
ら
れ
て
い
る
。
同
判
決
は
、
ア

イ
ヌ
民
族
を
先
住
少
数
民
族
で
あ
る
と
認
め
、
ア
イ
ヌ
民
族
が
多
く
居
住
す
る
一
一
風
谷
地
域
に
お
け
る
ダ
ム
建
設
の
事
業
認
定
を
土
地

収
用
法
一
一
○
条
三
号
に
違
反
す
る
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
ま
ず
、
ダ
ム
建
設
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
工
業
用
水
の
確
保
等
の
利

目
次

は
じ
め
に

五四三二

結
び
に
代
え
て

は
じ
め
に

侵
害
利
益
に
つ
い
て

保
全
利
益
に
つ
い
て

比
較
衡
量

沖
縄
・
日
の
丸
旗
焼
却
事
件
再
考

森
川
恭
剛
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一
一
「
右
背
景
事
実
に
お
い
て
」
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
の
保
全
利
益
を
明
確
に
す
る
、
と
書
い
た
が
、
本
稿
が
一
一
風
谷
ダ
ム
判
決
を
参

考
に
し
た
い
最
大
の
理
由
は
、
同
判
決
が
、
「
失
わ
れ
る
公
共
な
い
し
私
的
利
益
は
、
少
数
民
族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
民
族
の
文
化
で
あ
っ
て
、

こ
れ
ま
で
議
論
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
も
の
」
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
つ
つ
、
敢
え
て
右
の
利
益
な
い
し
価
値
を
指
摘
し
て
、
そ
の
優
越

性
を
肯
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
原
告
弁
護
人
に
よ
れ
ば
、
「
失
わ
れ
る
利
益
」
に
関
し
て
原
告
ら
は
、
「
本
件
は
土
地
収
用
で
あ
る
か
ら
、

本
件
土
地
が
収
用
の
対
象
と
な
る
こ
と
で
直
接
失
わ
れ
る
利
益
は
耕
作
地
と
し
て
の
土
地
そ
の
も
の
と
農
作
物
く
ら
い
で
は
な
い
か
と

益
と
対
抗
す
る
と
こ
ろ
の
、
そ
れ
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
利
益
な
い
し
価
値
を
明
ら
か
に
し
て
、
次
に
、
両
者
を
比
較
衛
量
す
る
た
め
の

判
断
方
法
を
示
し
て
い
る
。
ま
ず
、
失
わ
れ
る
利
益
な
い
し
価
値
と
は
、
「
自
然
と
の
共
生
と
い
う
精
神
的
文
化
を
基
礎
に
、
地
域
と
密

着
し
た
先
住
少
数
民
族
で
あ
る
ア
イ
ヌ
民
族
の
民
族
的
・
文
化
的
・
歴
史
的
・
宗
教
的
諸
価
値
」
で
あ
る
と
し
た
。
次
に
、
比
較
衡
量

の
判
断
方
法
に
つ
い
て
、
右
の
諸
価
値
に
譲
歩
を
求
め
る
場
合
に
は
、
「
同
化
政
策
に
よ
り
ア
イ
ヌ
民
族
独
自
の
文
化
を
衰
退
さ
せ
て
き

た
歴
史
的
経
緯
に
対
す
る
反
省
の
意
を
込
め
て
最
大
限
の
配
慮
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
。

沖
縄
国
体
日
の
丸
旗
焼
却
事
件
（
以
下
本
件
と
表
記
）
で
は
、
被
告
人
Ａ
の
行
為
の
背
景
に
、
あ
る
種
の
「
歴
史
的
、
社
会
的
事
実
が

存
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
控
訴
審
判
決
が
述
べ
て
い
る
。
こ
の
背
景
事
実
が
、
日
の
丸
旗
焼
却
等
の
行
為
の
正
当
性
を
根
拠

付
け
る
と
弁
護
人
は
主
張
し
た
の
で
あ
る
が
、
控
訴
審
判
決
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
「
Ａ
の
心
情
を
理
解
す
る
う
え
で
は
十
分
意
義
の
あ

る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
Ａ
の
行
為
の
正
当
性
な
い
し
は
適
法
性
を
根
拠
付
け
る
事
由
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
の
で
あ
っ

た
。
一
一
風
谷
ダ
ム
判
決
を
参
考
に
す
る
な
ら
、
こ
う
し
た
違
法
阻
却
に
関
す
る
理
論
を
展
開
す
る
た
め
に
は
、
右
背
景
事
実
に
お
い
て
、

日
の
丸
旗
焼
却
行
為
が
保
全
し
よ
う
と
し
た
利
益
な
い
し
価
値
を
明
確
に
し
て
、
侵
害
利
益
と
の
比
較
衡
量
に
お
い
て
歴
史
的
観
点
を

持
ち
込
む
必
要
が
あ
っ
た
と
考
え
る
。
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い
う
考
え
も
あ
り
、
当
初
は
、
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
と
悩
ん
で
い
た
」
が
、
「
議
論
し
て
い
る
中
で
、
そ
れ
ほ
ど
狭
く
考
え
る
必
要
は
な

い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
」
に
な
り
、
二
風
谷
地
域
が
「
ア
イ
ヌ
民
族
の
歴
史
・
伝
説
等
に
照
ら
し
、
高
度
の
文
化
的
価
値
を
有

（
１
）

す
る
地
域
」
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
ダ
ム
建
設
は
「
ア
イ
ヌ
民
族
の
尊
厳
を
否
定
す
る
」
と
主
張
し
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り

二
風
谷
ダ
ム
判
決
は
、
「
ア
イ
ヌ
民
族
の
尊
厳
」
と
い
う
価
値
の
優
越
性
を
は
じ
め
て
法
的
に
確
認
し
た
こ
と
に
お
い
て
、
大
き
な
意
義

を
有
す
る
。
そ
し
て
》
」
の
承
認
さ
れ
た
価
値
は
個
人
的
な
も
の
で
は
な
く
、
集
団
的
な
次
元
に
お
け
る
も
の
で
あ
る
。

一
一
風
谷
ダ
ム
判
決
は
、
「
ダ
ム
建
設
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
利
益
と
し
て
ア
イ
ヌ
民
族
の
『
文
化
享
有
権
』
を
挙
げ
た
」
と
論
じ
ら
れ
て

（
２
）

い
る
が
、
疑
問
で
あ
る
。
た
し
か
に
同
判
決
は
、
右
の
ア
イ
ヌ
民
族
固
有
の
価
値
が
憲
法
一
一
二
条
に
よ
り
文
化
享
有
権
と
し
て
「
そ
の

民
族
に
属
す
る
鰯
人
」
に
帰
属
す
る
と
し
て
い
る
．
し
か
し
こ
こ
に
は
二
段
階
の
理
論
樹
成
ｌ
第
一
に
、
ダ
ム
建
設
に
よ
っ
て
得
ら

れ
る
利
益
と
ア
イ
ヌ
民
族
圖
有
の
価
値
と
の
比
較
衡
量
第
二
に
後
譽
を
文
化
享
有
橇
と
し
て
個
人
に
保
障
す
る
ｌ
が
あ
る
と
み

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
を
そ
の
歴
史
的
社
会
的
背
景
事
実
の
中
に
位
圃
づ
け
よ
う
と
す
る
本
稿
は
、
同
行
為
に
よ
る

保
全
利
益
を
集
団
的
な
も
の
あ
る
い
は
地
域
的
な
も
の
と
し
て
指
摘
し
た
い
の
で
あ
る
。

「
少
数
民
族
に
と
っ
て
民
族
固
有
の
文
化
は
、
多
数
民
族
に
同
化
せ
ず
、
そ
の
民
族
性
を
維
持
す
る
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
民
族
に
属
す
る
個
人
に
と
っ
て
、
民
族
固
有
の
文
化
を
享
有
す
る
権
利
は
、
自
己
の
人
格
的
生
存
に
必
要
な
権
利
と
も
い
い
得
る
重

要
な
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
保
障
す
る
こ
と
は
、
個
人
を
実
質
的
に
尊
重
す
る
こ
と
に
当
た
る
と
と
も
に
、
多
数
者
が
社
会
的
弱
者

に
つ
い
て
そ
の
立
場
を
理
解
し
尊
箪
し
よ
う
と
す
る
民
主
主
義
の
理
念
に
か
な
う
も
の
と
考
え
ら
れ
る
．
」
ｌ
と
述
べ
た
二
風
谷
ダ
ム

判
決
は
、
ま
ず
少
数
民
族
に
と
っ
て
の
民
族
固
有
の
文
化
の
価
値
を
、
そ
れ
ゆ
え
に
次
に
そ
の
民
族
に
属
す
る
個
人
の
文
化
享
有
権
を

認
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
も
同
様
に
、
ま
ず
集
団
的
あ
る
い
は
地
域
的
な
保
全
利
益
を
指
摘
し
て
、
次
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
Ａ
の
行
為

は
刑
法
的
に
保
護
さ
れ
る
と
論
じ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
控
訴
審
判
決
は
、
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
の
歴
史
的
社
会
的
背
景
事
実
を
「
Ａ
の
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心
情
」
を
説
明
す
る
も
の
と
考
え
て
、
「
Ａ
の
本
件
行
為
の
ご
と
き
は
そ
の
手
段
・
方
法
に
お
い
て
民
主
社
会
の
到
底
受
け
入
れ
難
い
と

（
３
）

こ
ろ
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
こ
れ
は
、
目
的
と
の
有
意
味
な
関
連
を
欠
い
た
手
段
・
方
法
に
関
す
る
検
討
で
あ
っ
た
。

以
下
の
論
述
で
、
ま
ず
本
件
行
為
に
よ
る
侵
害
利
益
を
、
次
に
保
全
利
益
を
明
ら
か
に
し
、
最
後
に
両
者
を
比
較
衡
量
し
後
者
の
優

越
性
を
示
し
た
い
。

二
侵
害
利
益
に
つ
い
て

一
本
件
起
訴
状
の
記
載
す
る
適
用
罪
名
は
建
造
物
侵
入
、
器
物
損
壊
、
威
力
業
務
妨
害
で
あ
り
、
第
一
審
判
決
は
右
の
三
つ
の
罪

を
科
刑
上
一
罪
と
し
て
、
「
犯
情
の
最
も
重
い
器
物
損
壊
罪
の
刑
で
」
、
懲
役
一
年
の
刑
を
言
い
渡
し
、
そ
の
執
行
を
三
年
間
猶
予
す
る

と
し
た
。
罪
と
な
る
べ
き
事
実
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

（
３
）
井
上
祐
司
『
争
議
禁
止
と
可
嗣
違
法
論
』
（
一
九
七
三
年
）
一
三
五
－
八
頁
参
照
。
高
松
高
判
昭
四
三
・
四
・
三
○
（
判
時
五
三
四
・
一
九
）
を

批
評
す
る
井
上
は
、
法
益
侵
害
惹
起
の
態
様
の
側
面
か
ら
で
は
な
く
、
法
益
保
全
追
求
の
側
面
か
ら
手
段
の
相
当
性
を
検
討
す
べ
き
で
あ
る
と

論
じ
て
い
た
。

（
１
）
房
川
樹
芳

九
九
年
）
｜

（
２
）
常
本
照
樹

一
八
○
頁
。

「
ア
イ
ヌ
民
族
の
『
少
数
先
住
民
族
』
性
に
関
す
る
考
察
」
北
大
法
学
研
究
科
ジ
ュ
ニ
ア
・
リ
サ
ー
チ
・
ジ
ャ
ー
ナ
ル
六
号
（
一
九

二
五
六
頁
以
下
。

「
民
族
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
梅
利
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
（
『
岩
波
鰄
座
現
代
の
法
Ｍ
自
己
決
定
梅
と
法
』
一
九
九
八
年
、
所
収
）
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（
１
）

右
の
認
定
事
実
の
う
ち
、
威
力
業
務
妨
害
罪
に
関
し
て
は
そ
の
事
実
関
係
に
争
い
が
あ
っ
た
が
、
第
一
審
判
決
が
「
犯
情
の
最
圭
□
重

い
器
物
損
壊
罪
」
と
捉
え
、
ま
た
Ａ
が
本
件
当
日
午
後
四
時
か
ら
行
っ
た
記
者
会
見
で
、
「
自
分
自
身
を
か
け
て
『
日
の
丸
』
を
焼
き
す

て
た
」
と
述
べ
て
い
る
こ
と
か
霞
、
本
稿
で
は
Ａ
の
行
為
に
つ
い
て
は
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
を
念
頭
に
お
き
、
ま
た
侵
害
利
益
に
つ
い

て
は
右
行
為
に
よ
る
そ
れ
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

Ａ
は
、
昭
和
六
二
年
一
○
月
二
六
日
、
沖
縄
県
中
頭
郡
説
谷
村
字
座
喜
味
二
、
九
○
一
番
地
所
在
の
読
谷
平
和
の
森
球
場
に
お
い
て
本
件
競

技
会
の
開
始
式
の
様
子
を
見
守
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、
同
球
場
外
野
ス
タ
ン
ド
に
建
て
ら
れ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
造
り
の
諸
旗
掲
揚
台
兼
ス
コ

ア
ボ
ー
ド
（
以
下
「
本
件
ス
コ
ア
ボ
ー
ド
」
と
い
う
。
）
の
諸
旗
掲
揚
台
に
設
瞳
さ
れ
た
セ
ン
タ
ー
ボ
ー
ル
に
国
旗
と
し
て
日
の
丸
旗
が
掲
揚
さ

れ
た
の
を
見
て
、
右
日
の
丸
旗
を
引
き
降
ろ
す
と
と
も
に
そ
の
掲
揚
を
妨
げ
る
た
め
に
燃
や
し
て
し
ま
お
う
と
決
意
し
、
ま
た
、
右
行
為
に
よ
っ

て
本
件
競
技
会
の
業
務
を
妨
害
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
や
む
を
得
な
い
と
考
え
、
同
日
午
前
九
時
一
七
分
こ
ろ
、
銃
谷
村
畳
兼
読
谷
村
実
行
委

員
会
会
長
Ｂ
が
係
員
に
ス
コ
ア
ボ
ー
ド
操
作
室
等
へ
の
出
入
口
戸
を
施
錠
さ
せ
る
な
ど
し
て
看
守
す
る
本
件
ス
コ
ア
ボ
ー
ド
の
南
西
側
壁
面
の

花
ブ
ロ
ッ
ク
を
よ
じ
登
っ
て
そ
の
屋
上
に
故
な
く
侵
入
し
、
セ
ン
タ
ー
ポ
ー
ル
に
取
り
付
け
ら
れ
た
読
谷
村
所
有
の
ロ
ー
プ
を
あ
ら
か
じ
め
準

備
し
た
カ
ッ
タ
ー
ナ
イ
フ
で
切
断
し
た
上
、
同
ボ
ー
ル
に
国
旗
と
し
て
掲
揚
さ
れ
て
い
る
読
谷
村
実
行
委
員
会
所
有
の
日
の
丸
旗
一
枚
（
縦
一
・

三
メ
ー
ト
ル
）
を
引
き
降
ろ
し
、
こ
れ
に
所
撹
の
ラ
イ
タ
ー
で
火
を
つ
け
、
こ
れ
を
右
球
場
に
い
る
人
々
に
掲
げ
て
見
せ
た
後
．
そ
の
場
に
投

げ
捨
て
、
そ
の
半
分
を
焼
失
さ
せ
、
日
体
協
、
文
部
省
、
沖
縄
県
及
び
読
谷
村
が
主
催
し
、
日
ソ
協
が
主
管
し
、
読
谷
村
実
行
委
員
会
が
運
営

す
る
本
件
競
技
会
の
運
営
を
混
乱
さ
せ
、
そ
の
競
技
の
開
始
を
約
一
五
分
間
遅
延
さ
せ
る
な
ど
し
、
も
っ
て
他
人
所
有
の
器
物
を
損
壊
す
る
と

と
も
に
、
威
力
を
用
い
て
本
件
競
技
会
の
業
務
を
妨
害
し
た
も
の
で
あ
る
。
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二
日
の
九
旗
焼
却
行
為
に
よ
っ
て
日
の
丸
旗
の
価
値
が
失
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
侵
害
利
益
の
具
体
的
な
内
容
に
つ
い
て
、
第

一
審
で
弁
窺
人
ら
は
「
三
五
○
○
円
の
財
産
的
価
値
」
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
軽
微
事
件
で
あ
り
起
訴
猶
予
処
分
が

相
当
で
あ
っ
た
、
と
公
訴
権
濫
用
の
主
張
が
さ
ら
に
展
開
さ
れ
た
が
、
第
一
審
判
決
は
、
「
公
訴
提
起
が
無
効
と
さ
れ
る
の
は
公
訴
提
起

自
体
が
職
務
犯
罪
を
構
成
す
る
よ
う
な
極
限
的
な
場
合
に
限
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
し
て
右
の
主
張
を
斥
け
、
日
の
丸
旗
の
価
値
に

つ
い
て
こ
の
脈
絡
で
は
言
及
し
て
い
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
検
察
官
の
理
解
す
る
日
の
丸
旗
の
価
値
は
国
旗
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
っ
た
。
器
物
損
壊
罪
の
行
為
客
体
に
つ
い
て

「
『
日
の
丸
』
の
旗
（
時
価
三
、
五
○
○
円
相
当
）
」
と
あ
っ
た
読
谷
村
実
行
委
員
会
Ｂ
会
長
の
告
訴
状
の
記
救
を
起
訴
状
で
は
「
読
谷
村

実
行
委
員
会
（
会
長
Ｂ
）
所
有
の
国
旗
」
と
変
更
し
て
、
こ
の
旨
を
明
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
起
訴
状
記
救
の
「
国
旗
」
に
関
し
て
、

弁
護
人
ら
は
、
日
の
丸
旗
を
国
旗
と
し
て
定
め
る
法
令
が
存
在
し
な
い
こ
と
等
を
理
由
と
し
て
、
器
物
損
壊
罪
の
訴
因
の
不
特
定
を
主

張
し
た
。
第
一
審
判
決
は
、
一
方
で
「
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
用
い
る
場
合
の
国
旗
に
つ
い
て
は
何
ら
の
法
律
も
存
せ
ず
、
国
民
一

般
に
何
ら
の
行
為
も
義
務
づ
け
て
い
な
い
」
と
述
べ
つ
つ
も
、
他
方
で
「
国
民
か
ら
日
の
丸
旗
以
外
に
国
旗
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
も

の
は
な
く
、
ま
た
多
数
の
国
民
が
日
の
丸
旗
を
国
旗
と
し
て
認
識
し
て
用
い
て
い
る
」
と
し
て
、
右
の
弁
護
人
ら
の
主
張
を
斥
け
て
い

る
０

（
１
）
争
わ
れ
た
の
は
威
力
業
務
妨
害
の
故
意
に
つ
い
て
、
火
を
つ
け
た
日
の
丸
旗
を
「
球
場
に
い
る
人
々
に
掲
げ
て
見
せ
た
」
と
い
う
行
為
に
つ
い

て
、
お
よ
び
Ａ
の
行
為
と
約
一
五
分
間
の
競
技
会
の
開
始
の
遅
延
と
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。

（
２
）
知
花
昌
一
『
焼
き
す
て
ら
れ
た
日
の
丸
』
（
増
補
版
、
一
九
九
六
年
）
四
二
頁
。

で
は
、
第
一
審
判
決
は
日
の
丸
旗
に
国
旗
と
し
て
の
価
値
を
認
め
た
の
か
。
日
の
丸
旗
が
国
旗
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
九
九
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九
年
八
月
に
「
国
旗
及
び
国
歌
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
法
的
整
備
が
は
か
ら
れ
た
が
、
し
か
し
同
法
に
対
し
て
学
校
教
育
を
通

Ⅱ

し
て
天
皇
に
よ
る
国
民
意
識
の
統
合
を
推
進
し
よ
う
と
す
る
狙
い
が
あ
る
と
強
い
批
判
が
提
起
さ
れ
て
い
る
》
」
と
か
ら
し
て
も
、
天
皇

主
権
主
義
か
ら
戦
争
の
惨
禍
を
経
て
、
国
民
主
権
・
基
本
的
人
権
の
尊
重
・
平
和
主
義
と
い
う
三
原
則
を
掲
げ
る
日
本
国
憲
法
の
も
と

で
、
日
の
丸
旗
が
国
旗
と
し
て
象
徴
す
べ
き
内
容
に
関
す
る
考
察
を
欠
い
て
、
日
の
丸
旗
に
国
民
統
合
の
象
徴
と
い
う
意
味
で
国
旗
と

し
て
の
価
値
を
安
易
に
付
与
し
て
よ
い
と
は
思
わ
れ
な
い
。
弁
護
人
ら
に
よ
れ
ば
、
沖
縄
に
と
っ
て
日
の
丸
旗
は
「
戦
争
と
抑
圧
の
シ

ン
ボ
ル
」
で
あ
り
、
ま
た
読
谷
村
に
と
っ
て
そ
れ
は
「
皇
民
化
教
育
の
シ
ン
ボ
ル
」
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
皇
民
化
教
育
こ
そ
が
沖
縄

戦
米
軍
上
陸
地
点
と
な
っ
た
読
谷
村
で
チ
ビ
チ
リ
ガ
マ
に
避
難
し
た
八
四
名
の
住
民
に
「
集
団
自
決
」
を
強
制
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

（
⑩
こ

れ
は
二
口
い
換
え
れ
ば
「
住
民
を
虐
殺
し
た
シ
ン
ボ
ル
」
に
他
な
ら
な
い
。
第
一
審
判
決
も
ま
た
、
「
読
谷
村
で
生
ま
菰
育
っ
た
被
告
人
が
、

同
村
に
お
け
る
沖
縄
戦
の
歴
史
、
と
り
わ
け
チ
ビ
チ
リ
ガ
マ
の
集
団
自
決
の
調
査
等
を
と
お
し
て
日
の
丸
旗
に
対
し
て
否
定
的
な
感
情

を
有
す
る
に
至
っ
た
こ
と
自
体
は
理
解
し
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
、
沖
縄
や
読
谷
の
歴
史
が
日
の
丸
旗
に
否
定
的
な
意
味

を
付
与
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
肯
定
的
で
あ
る
。
控
訴
審
判
決
も
ま
た
、
「
沖
縄
県
民
、
と
り
わ
け
読
谷
村
民
の
中
に
日
の
丸
旗
に
対
し

て
本
土
の
住
民
の
中
に
あ
る
よ
り
以
上
の
強
い
拒
否
的
感
情
が
存
す
る
こ
と
は
十
分
に
理
解
で
き
る
」
と
し
て
、
右
の
認
識
を
共
有
す

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
多
数
の
国
民
が
日
の
丸
旗
を
国
旗
と
し
て
認
識
し
て
用
い
て
い
る
」
（
第
一
審
判
決
）
と
い
う
事
実
が
他
方
で
あ
る

と
し
て
も
、
そ
の
象
徴
す
る
内
容
が
地
域
的
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
右
の
事
実
か
ら
直
ち
に
日
の
丸
旗
が
国
民
統
合
の
象

徴
と
し
て
定
着
し
て
い
る
、
と
導
く
こ
と
は
で
き
な
い
。

し
か
し
、
第
一
審
判
決
は
、
次
の
よ
う
な
問
題
の
あ
る
見
解
を
示
し
て
本
件
日
の
丸
旗
に
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
価
値
を
認
め

た
。
つ
ま
り
、
「
日
の
丸
旗
を
こ
の
意
味
（
国
民
統
合
の
象
徴
の
意
味
ｌ
引
用
者
）
で
の
国
旗
と
し
て
用
い
る
か
ど
う
か
、
い
か
な
る
場
合

に
掲
揚
す
る
か
は
国
民
各
自
の
自
由
な
意
思
に
委
ね
ら
れ
て
」
お
り
、
そ
し
て
本
件
日
の
丸
旗
は
主
催
者
ら
の
意
思
決
定
に
基
づ
き
国
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旗
と
し
て
掲
揚
さ
れ
、
「
そ
の
本
来
の
効
用
に
従
っ
て
現
に
使
用
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
保
護
に
値
す
る
価
値
を
有
す
る
」
と
。

控
訴
審
判
決
も
同
様
で
あ
る
。
「
本
件
日
の
丸
旗
は
、
主
催
者
ら
に
よ
り
国
旗
と
し
て
掲
揚
さ
れ
現
に
利
用
さ
れ
て
い
る
際
に
焼
却
さ
れ

た
も
の
と
い
え
る
か
ら
、
読
谷
村
民
ら
に
日
の
丸
旗
を
忌
避
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
強
か
っ
た
と
し
て
も
、
本
件
日
の
丸
旗
が
布
切
れ

と
し
て
の
効
用
し
か
な
か
っ
た
な
ど
と
は
到
底
い
え
な
い
」
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
日
の
丸
旗
を
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
価
値
付
け

る
の
は
そ
の
掲
揚
者
の
主
観
的
な
意
思
決
定
で
あ
る
と
す
る
こ
の
考
え
方
は
、
国
民
統
合
の
象
徴
と
い
う
主
観
的
に
は
根
拠
づ
け
得
な

い
価
値
の
根
拠
を
説
明
す
る
も
の
と
は
言
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。

一
一
一
右
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
は
、
し
か
し
、
日
の
丸
旗
に
は
「
布
切
れ
と
し
て
の
効
用
」
あ
る
い
は
本
件
で
は
「
三
五
○
○
円
の

財
産
的
価
値
」
し
か
な
い
と
理
解
す
る
こ
と
と
同
じ
で
は
な
い
。
「
国
民
か
ら
日
の
丸
旗
以
外
に
国
旗
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
は
な

ど
（
第
一
審
判
決
）
と
い
う
消
極
的
な
理
由
で
、
日
の
丸
旗
に
は
「
布
切
れ
と
し
て
の
効
用
」
以
外
の
旗
と
し
て
の
価
値
、
例
え
ば
日
本

国
の
標
と
し
て
の
価
値
あ
る
い
は
潜
在
的
に
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
価
値
が
あ
る
と
認
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

控
訴
審
で
は
、
弁
趨
人
ら
は
象
徴
的
表
現
行
為
の
理
論
を
用
い
て
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
の
正
当
性
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

て
裁
判
所
は
、
個
人
の
財
産
権
侵
害
に
対
す
る
器
物
損
壊
罪
の
適
用
は
表
現
の
抑
圧
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
し
て
右
の
主
張
を
斥
け
た

（
１
）
永
井
憲
一
「
国
旗
・
国
歌
法
と
教
育
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
四
一
号
（
二
○
○
○
年
）
五
二
頁
以
下
、
横
田
耕
一
「
『
日
の
丸
』
『
君
が
代
』
と

『
天
皇
制
Ｅ
同
六
一
頁
以
下
等
参
照
。

（
２
）
本
件
第
一
審
弁
謹
団
最
終
弁
論
要
旨
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が
、
こ
の
脈
絡
で
は
、
器
物
損
壊
罪
の
行
為
客
体
と
し
て
の
日
の
丸
旗
に
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
価
値
を
認
め
る
先
の
考
え
方
は

後
退
し
て
い
る
。
控
訴
審
判
決
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
右
の
価
値
は
「
国
旗
冒
涜
行
為
を
犯
罪
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
擁
識
さ
れ

得
る
利
益
」
で
あ
り
、
器
物
損
壊
罪
の
侵
害
客
体
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
で
は
な
ぜ
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
に
器
物
損
壊
罪
を
適
用
す
る
本
件
で
、
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
日
の
丸
旗
の
価
値
が

そ
も
そ
も
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
か
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
形
式
的
に
は
起
訴
状
記
載
の
「
国
旗
」
の
語
に
よ
る
が
、
し
か
し
実
質
的
に

は
、
逆
説
的
で
あ
る
が
、
本
件
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
が
日
の
丸
旗
の
価
値
を
問
う
象
徴
的
表
現
行
為
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

り
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
が
象
徴
的
表
現
行
為
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
、
同
行
為
が
財
産
的
価
値
の
侵
害
行
為
に
尽
き
な
い
こ
と
を
前
提

と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
Ａ
が
「
自
分
自
身
を
か
け
て
『
日
の
丸
』
を
焼
き
す
て
た
」
の
は
何
も
「
布
切
れ
と
し
て
の
効
用
」
を
害
す

る
た
め
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
「
単
純
な
器
物
損
壊
と
同
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
」
、
と
は
他
な
ら
ぬ
控
訴
審
判
決
が
示
し
た
理

解
で
あ
る
。
本
件
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
は
、
「
戦
争
と
抑
圧
の
シ
ン
ボ
ル
」
で
あ
り
ま
た
「
皇
民
化
教
育
の
シ
ン
ボ
ル
」
で
あ
る
日
の
丸

旗
に
対
す
る
、
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
安
易
な
価
値
付
与
を
許
さ
な
い
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
性
の
あ
る
表
現
行
為
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
本
件
で
は
、
旗
と
し
て
の
固
有
の
価
値
が
あ
る
、
つ
ま
り
少
な
く
と
も
何
ら
か
の
旗
と
し
て
機
能
し
て
い
る
日
の
丸
旗
が
焼
却

さ
れ
た
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

（
１
）
山
口
二
郎
「
『
日
の
丸
』
『
君
が
代
』
法
と
民
主
主
義
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
四
一
号
（
二
○
○
○
年
）
六
八
頁
は
、
「
二
一
世
紀
に
国
民
の
一
体

性
を
持
ち
越
そ
う
と
す
る
態
度
は
、
近
代
日
本
の
歴
史
に
学
ば
な
い
も
の
」
で
あ
る
と
し
て
、
「
国
旗
及
び
国
歌
に
関
す
る
法
律
」
の
制
定
を

批
判
し
て
い
る
。
山
口
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
進
展
に
と
も
な
い
、
国
際
関
係
に
お
い
て
他
国
と
識
別
す
る
た
め
の
旗

と
し
て
、
「
国
民
か
ら
日
の
丸
旗
以
外
に
国
旗
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
も
の
は
な
い
」
こ
と
は
ま
す
ま
す
憂
慮
す
べ
き
現
実
で
あ
る
よ
う
に
恩
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し
か
し
右
の
批
判
的
見
解
が
意
義
を
有
す
る
の
は
、
比
較
的
安
価
な
財
産
的
価
値
に
対
す
る
表
現
の
自
由
の
価
値
の
優
越
性
を
肯
定

す
る
と
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
右
の
利
益
衡
量
の
結
論
は
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
。
比
較
的
安
価
な
財
物
を
損
壊
す
る
表
現
行
為
が

（ワ】）

一
般
的
に
正
当
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
「
利
益
衡
量
の
結
果
、
Ａ
の
表
現
行
為
を
処
罰
す
る
こ
と
は
違
憲
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
」
と

す
る
も
う
一
歩
踏
み
込
ん
だ
見
解
が
あ
る
が
、
「
違
憲
と
な
る
」
と
す
る
根
拠
、
つ
ま
り
「
三
五
○
○
円
の
財
産
的
価
値
」
に
対
し
て
表

（
３
）

現
の
自
由
の
価
値
が
優
越
す
る
と
判
断
す
る
根
拠
は
示
さ
れ
て
い
な
い
。
本
件
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
が
表
現
行
為
で
あ
る
｝
」
と
は
疑
い

え
な
い
が
、
同
行
為
の
優
越
性
を
認
め
る
た
め
に
は
、
後
述
す
る
と
お
り
、
そ
の
表
現
内
容
へ
の
言
及
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
右

四
し
か
し
第
一
審
判
決
は
、
象
徴
的
表
現
行
為
の
理
論
を
用
い
て
次
の
よ
う
に
批
評
さ
れ
た
。
第
一
に
、
本
件
は
器
物
損
壊
罪
が

適
用
さ
れ
た
事
例
で
あ
る
か
ら
、
侵
害
利
益
と
し
て
は
読
谷
村
実
行
委
員
会
の
財
産
権
を
指
摘
す
べ
き
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
財
物
は

「
比
較
的
安
価
」
（
第
一
審
判
決
）
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
し
て
、
当
該
表
現
行
為
を
規
制
す
る
こ
と
の
是
非
を
検
討
す
べ
き
で
あ
っ
た
、

（
１
）

と
す
る
見
解
で
あ
る
。
控
訴
審
判
決
は
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
件
法
適
用
は
「
表
現
の
抑
圧
と
は
無
関
係
」
で
あ
る
と
し
て
オ
ブ
ー
フ
イ

ェ
ン
・
テ
ス
ト
を
適
用
し
、
器
物
損
害
罪
の
保
讃
法
益
の
要
保
護
性
は
高
い
と
敷
術
し
た
。
オ
ブ
ラ
イ
エ
ン
・
テ
ス
ト
と
は
、
当
該
法

適
用
の
目
的
・
対
象
が
表
現
効
果
に
向
け
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
当
該
法
適
用
に
よ
る
表
現
の
自
由
に
対
す
る
付
随
的
な
制
約
が

そ
れ
に
よ
り
保
護
さ
れ
る
利
益
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
な
程
度
を
超
え
て
い
な
い
こ
と
を
要
件
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
控
訴

審
判
決
で
は
、
こ
の
利
益
衡
量
に
関
し
て
十
分
な
審
査
が
行
わ
れ
て
い
な
い
。
右
の
見
解
は
こ
の
点
に
疑
問
を
提
起
し
て
い
る
と
言
え

る
。

わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
日
の
丸
旗
に
よ
っ
て
識
別
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
別
の
単
位
集
団
あ
る
い
は
個
人
で
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
と
と
も
に
、
歴
史
的
反
省
を
踏
ま
え
て
日
の
丸
旗
に
新
し
い
意
味
を
付
与
し
て
い
く
努
力
が
他
方
で
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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行
為
は
日
の
丸
旗
に
お
け
る
「
布
切
れ
と
し
て
の
効
用
」
以
外
の
価
値
を
侵
害
す
る
限
り
に
お
い
て
表
現
行
為
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か

ら
こ
そ
正
当
化
さ
れ
る
余
地
を
有
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
同
行
為
に
よ
る
侵
害
利
益
に
つ
い
て
も
日
の
丸
旗
に
お
け
る
「
布

切
れ
と
し
て
の
効
用
」
以
外
の
価
値
の
指
摘
が
必
要
と
な
る
。
仮
に
本
件
日
の
丸
旗
の
価
値
が
「
三
五
○
○
円
の
財
産
的
価
値
」
に
尽

き
る
の
で
あ
れ
ば
、
弁
護
人
も
第
一
審
で
主
張
し
て
い
た
が
、
公
訴
提
起
の
利
益
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、
「
仮
に
『
日
の
丸
』
旗
を
法
律
で
国
旗
と
し
国
旗
冒
涜
罪
が
制
定
さ
れ
た
場
合
で
あ
っ
て
も
、
（
中
略
）
ジ
ョ
ン
ソ
ン
判
決
の

ル
ー
ル
が
妥
当
す
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
法
律
が
な
く
単
純
な
器
物
損
壊
罪
で
起
訴
さ
れ
た
本
件
の
場
合
に
は
、

（
１
）

そ
れ
で
も
表
現
行
為
の
処
罰
を
肯
定
し
う
る
か
の
論
点
を
つ
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
す
る
見
解
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
判
決

の
ル
ー
ル
と
は
、
星
条
旗
焼
却
行
為
が
ア
メ
リ
カ
憲
法
修
正
一
条
に
よ
っ
て
保
護
さ
れ
る
場
合
に
当
該
行
為
に
国
旗
冒
涜
罪
を
適
用
す

（
５
）

る
こ
と
を
違
憲
で
あ
る
と
す
る
論
理
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
右
の
見
解
は
、
国
旗
と
し
て
の
日
の
丸
旗
を
冒
涜
す
る
表
現
行
為
が
保
護
さ
れ
、
器
物
と
し
て
の
そ
れ
を
損
壊
す
る
表
現
行

為
が
規
制
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
あ
る
種
の
不
均
衡
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
右
を
不
均
衡
で
あ
る
と

す
る
判
断
は
、
国
旗
冒
涜
罪
の
保
讃
す
る
国
家
的
法
益
が
器
物
損
壊
罪
の
保
護
す
る
個
人
的
法
益
よ
り
も
一
般
的
に
法
的
価
値
が
高
い

と
す
る
考
え
方
を
前
提
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
利
益
衡
量
の
結
論
も
ま
た
自
明
で
は
な
い
。
本
稿
が
日
の
丸
旗
に
そ
の
旗
と
し
て
の
固

有
の
価
値
が
あ
る
と
認
め
た
こ
と
や
「
国
旗
及
び
国
歌
に
関
す
る
法
律
」
が
制
定
さ
れ
た
こ
と
は
、
日
の
丸
旗
に
対
し
て
器
物
損
壊
罪

が
保
護
す
る
財
産
的
価
値
以
上
の
価
値
を
付
与
す
る
こ
と
で
は
必
ず
し
も
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
旗
と
し
て
の
日
の
丸
旗
に

つ
い
て
固
有
の
刑
法
的
要
保
護
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
他
人
所
有
の
国
旗
が
損
壊
さ
れ
た
場
合
に
器
物
損

壊
罪
を
適
用
す
る
と
い
う
現
在
の
法
制
が
、
右
の
理
解
を
確
認
し
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
国
旗
尊
重
を
規
範
化
す
る
こ

（
６
）

と
が
思
想
・
良
心
の
自
由
に
反
す
る
と
い
う
理
由
で
日
の
丸
旗
の
刑
法
的
要
保
議
性
を
何
れ
に
せ
よ
否
定
し
て
い
る
か
、
さ
も
な
け
れ
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（
３
）
塚
田
哲
之
「
星
条
旗
・
第
一
修
正
・
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
（
四
）
完
」
法
政
論
集
一
五
九
号
（
一
九
九
五
年
）
四
二
頁
。

（
４
）
古
川
純
「
『
日
の
丸
』
旗
焼
却
事
件
」
法
学
教
室
一
五
五
号
（
一
九
九
三
年
）
’
一
一
頁
。

（
５
）
伊
志
嶺
恵
徹
「
星
条
旗
焼
却
事
件
に
み
る
象
徴
的
言
論
と
司
法
権
」
琉
大
法
学
四
八
号
二
九
九
一
一
年
）
四
五
頁
以
下
参
照
。

（
６
）
西
原
博
史
「
国
旗
・
国
歌
法
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
ニ
六
六
号
〈
一
九
九
九
年
）
四
八
頁
。
異
な
る
理
由
か
ら
で
あ
る
が
遠
藤
比
呂
通
『
自
由
と
は

ぱ
日
の
丸
旗
の
国
旗
と
し
て
の
価
値
は
そ
の
財
産
的
価
値
に
比
べ
て
は
る
か
に
低
い
と
考
え
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
本
稿
が
「
布
切
れ
と
し
て
の
効
用
」
以
外
の
旗
と
し
て
の
価
値
を
日
の
丸
旗
に
お
い
て
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
国
旗
冒
涜
罪

を
新
設
し
て
日
の
丸
旗
の
価
値
を
保
護
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

（
１
）
木
下
智
史
「
日
の
丸
焼
き
捨
て
と
表
現
の
自
由
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
四
六
四
号
（
’
九
九
三
年
）
六
七
頁
。

（
２
）
争
議
行
為
等
の
際
の
ビ
ラ
貼
り
行
為
が
建
造
物
損
壊
罪
・
器
物
損
壊
罪
に
お
け
る
「
損
壊
」
に
あ
た
る
か
否
か
は
、
一
つ
の
論
点
と
な
っ
て
い

る
〈
最
判
昭
一
一
一
九
・
一
一
・
二
四
刑
集
一
八
・
九
・
六
一
○
、
最
決
四
一
・
六
・
一
○
刑
集
二
○
・
五
・
一
一
一
七
四
等
）
。
ま
た
ビ
ラ
貼
り
行
為

に
対
す
る
軽
犯
罪
法
一
条
一
一
一
一
一
一
号
あ
る
い
は
屋
外
広
告
物
条
例
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
表
現
の
自
由
と
財
産
権
あ
る
い
は
美
観
風
致
の
維
持
等

の
利
益
と
の
法
益
衡
量
の
観
点
か
ら
疑
問
が
提
起
さ
れ
て
い
る
（
例
え
ば
、
井
上
『
前
掲
書
』
一
四
○
頁
以
下
、
中
山
研
一
「
ビ
ラ
貼
り
の
刑

法
的
規
制
（
｜
）
Ｉ
（
六
．
完
）
」
警
察
研
究
六
一
一
一
巻
一
○
号
、
同
一
一
号
、
同
一
一
一
号
、
同
六
四
巻
一
号
、
同
一
一
号
、
同
四
号
、
一
九
九
一
一

’
三
年
、
等
参
照
）
。
な
お
表
現
の
自
由
に
関
す
る
法
益
衡
選
と
い
う
こ
と
で
は
森
川
「
従
犯
の
因
果
性
と
売
春
防
止
法
に
お
け
る
社
会
的

法
益
」
琉
大
法
学
五
八
号
（
一
九
九
七
年
）
一
七
九
頁
以
下
で
、
売
春
防
止
法
六
条
二
項
一
一
一
号
の
売
春
周
旋
目
的
誘
因
罪
は
社
会
の
善
良
の
風

俗
（
性
的
奴
隷
制
の
禁
止
）
を
第
一
次
的
な
保
讃
法
益
と
し
て
売
春
を
助
長
す
る
表
現
行
為
を
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
た
こ
と
が

あ
る
。
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五
前
項
で
述
べ
た
通
り
、
本
稿
は
「
表
現
の
自
由
の
価
値
ｖ
国
旗
の
価
値
Ｖ
器
物
損
壊
罪
の
保
護
す
る
財
産
的
価
値
」
と
い
う
価
値

序
列
を
前
提
に
し
て
い
な
い
。
た
し
か
に
「
表
現
の
自
由
の
価
値
ｖ
国
旗
の
価
値
」
に
つ
い
て
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
判
決
等
が
判
断
を
示
し
て

い
る
。
し
か
し
本
件
で
焼
却
さ
れ
た
日
の
丸
旗
に
国
旗
と
し
て
の
価
値
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
象
徴
的
表
現
行
為
の
理
論

は
「
表
現
の
自
由
の
価
値
ｖ
器
物
損
壊
罪
の
保
護
す
る
財
産
的
価
値
」
と
「
国
旗
の
価
値
ｖ
器
物
損
壊
罪
の
保
護
す
る
財
産
的
価
値
」
に

（
１
）

つ
い
て
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
⑰
こ

本
件
は
、
日
の
丸
旗
に
対
す
る
国
民
統
〈
ロ
の
象
徴
と
し
て
の
価
値
付
与
を
否
定
す
る
た
め
に
、
日
の
丸
旗
の
旗
と
し
て
の
価
値
を
侵

害
し
た
行
為
に
つ
い
て
、
日
の
丸
旗
は
国
旗
と
し
て
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
価
値
を
有
す
る
と
い
う
誤
解
に
基
づ
い
て
公
訴
提
起

が
な
さ
れ
、
さ
ら
に
裁
判
所
が
、
国
民
統
合
の
象
徴
と
い
う
意
味
で
の
国
旗
と
し
て
の
価
値
を
本
件
日
の
丸
旗
に
認
め
る
と
い
う
誤
っ

た
判
断
に
よ
っ
て
そ
れ
を
追
認
し
た
、
と
い
う
榊
図
に
あ
る
。
こ
の
意
味
で
た
し
か
に
本
件
は
「
日
の
丸
裁
判
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

本
件
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
は
、
日
の
丸
旗
に
対
す
る
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
安
易
な
価
値
付
与
を
許
さ
な
い
行
為
と
し
て
、
こ
れ

を
否
定
的
に
表
現
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
裏
返
し
て
、
さ
ら
に
肯
定
的
に
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
行
為

で
あ
っ
た
。
次
に
、
右
行
為
に
よ
る
保
全
利
益
に
つ
い
て
考
え
て
、
本
件
を
捉
え
直
す
こ
と
に
し
た
い
。

（
１
）
仲
地
博
・
水
島
朝
穂
編
『
オ
キ
ナ
ワ
と
憲
法
』
（
一
九
九
八
年
）
一
二
一
頁
以
下
（
高
良
鉄
美
執
篭
）
が
「
表
現
の
自
由
ｌ
日
の
丸
焼
却
事
件
」

と
題
し
て
本
件
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、
そ
の
柵
成
が
本
件
を
通
し
て
ジ
ョ
ン
ソ
ン
判
決
の
意
義
を
説
く
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
は
偶
然
で
は

何
か
』
（
一
九
九
三
年
）
四
一
頁
以
下
も
国
旗
に
お
け
る
国
民
統
合
の
象
徴
と
い
う
価
値
の
刑
法
的
要
保
護
性
を
否
定
し
て
い
る
。
な
お
西
原

も
指
摘
す
る
よ
う
に
外
国
国
章
損
壊
罪
の
保
護
法
益
は
良
好
な
国
際
関
係
あ
る
い
は
外
交
作
用
で
あ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。
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三
保
全
利
益
に
つ
い
て

一
弁
護
人
ら
は
被
害
軽
微
を
理
由
と
す
る
可
罰
的
違
法
性
の
不
存
在
を
主
張
す
る
ほ
か
、
刑
法
三
五
条
の
正
当
行
為
あ
る
い
は
同

三
六
条
の
正
当
防
衛
に
あ
た
る
と
し
て
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
の
正
当
化
を
主
張
し
て
い
た
。
正
当
行
為
や
正
当
防
衛
の
主
張
の
前
提
に

あ
る
の
は
、
本
件
競
技
会
の
開
始
式
に
お
い
て
日
の
丸
旗
が
掲
揚
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
理
解
で
あ
る
。

本
件
競
技
会
開
催
の
前
年
で
あ
る
一
九
八
六
年
一
二
月
に
読
谷
村
議
会
が
「
日
の
丸
掲
揚
、
君
が
代
斉
唱
の
押
し
つ
け
に
反
対
す
る

要
請
決
議
」
を
採
択
し
、
ま
た
そ
の
開
催
年
で
あ
る
翌
八
七
年
三
月
に
は
Ｂ
村
長
自
身
が
「
チ
ピ
チ
リ
ガ
マ
の
集
団
自
決
の
悲
劇
（
八

四
人
）
」
を
想
起
し
な
が
ら
、
か
っ
て
「
日
の
丸
」
「
君
が
代
」
が
果
た
し
た
歴
史
的
事
実
へ
の
一
顧
の
反
省
も
な
く
、
学
校
現
場
へ
日

の
丸
旗
掲
揚
と
君
が
代
斉
唱
を
強
制
す
る
こ
と
は
、
誠
に
遺
憾
で
あ
る
旨
の
施
政
方
針
演
説
を
行
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
こ
の
間
、
読
谷

村
内
の
全
有
権
者
の
過
半
数
を
超
え
る
八
一
一
○
○
余
名
か
ら
、
「
私
た
ち
は
、
『
日
の
丸
』
、
『
君
が
代
』
が
、
歴
史
的
に
い
か
な
る
役
割

を
果
し
て
き
た
か
、
そ
し
て
、
そ
の
押
し
つ
け
が
い
か
な
る
結
果
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
か
、
沖
縄
戦
の
病
苦
な
体
験
を
通
し
て
よ

く
知
っ
て
い
（
る
）
」
と
し
て
、
日
の
丸
旗
掲
揚
と
君
が
代
斉
唱
の
強
制
に
反
対
す
る
旨
の
署
名
が
集
め
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
読
谷
村

と
何
村
民
は
、
本
件
競
技
会
開
始
式
に
お
い
て
日
の
丸
旗
を
掲
揚
し
な
い
こ
と
を
固
く
決
意
し
て
い
た
。
日
体
協
（
財
団
法
人
日
本
体
育

（
２
）
本
件
の
二
つ
の
判
決
か
ら
読
み
と
れ
る
の
は
、
一
方
で
侵
害
利
益
は
財
産
的
価
値
で
あ
る
と
す
る
弁
護
人
ら
の
主
張
に
対
し
て
裁
判
所
が
そ
れ

は
国
旗
と
し
て
の
憾
値
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
他
方
で
弁
籔
人
ら
の
象
徽
的
表
現
行
為
の
鰹
論
ｌ
本
文
で
述
べ
た
よ
う
に
こ
の
幽
論
は
日
の

丸
鱸
の
旗
と
し
て
の
価
値
へ
の
實
及
を
不
可
欠
と
す
る
ｌ
を
排
斥
す
る
た
め
に
裁
判
所
が
鶏
物
損
壊
罪
の
行
為
客
体
と
な
っ
た
日
の
丸
旗

に
お
け
る
財
産
的
価
値
に
着
目
す
る
、
と
い
う
明
ら
か
に
噛
み
合
わ
な
い
対
立
関
係
で
あ
る
。

な
か
ろ
う
。
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協
会
）
の
国
民
体
育
大
会
開
催
基
準
要
綱
・
同
細
則
に
は
、
競
技
会
開
始
式
に
お
け
る
日
の
丸
旗
掲
揚
に
つ
い
て
定
め
る
規
定
は
な
い
。

し
か
し
、
本
件
競
技
会
を
主
管
す
る
日
ソ
協
（
財
団
法
人
日
本
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
協
会
）
の
Ｃ
会
長
が
、
開
始
式
四
日
前
に
、
日
の
丸
旗
を
掲

揚
し
な
け
れ
ば
読
谷
村
外
へ
の
会
場
変
更
も
あ
り
う
る
旨
を
電
話
で
Ｂ
村
長
（
読
谷
村
実
行
委
員
会
会
長
）
に
伝
え
る
と
と
も
に
同
趣
旨

の
記
者
会
見
を
行
い
、
日
の
丸
旗
掲
揚
を
強
制
し
た
。
Ｂ
村
長
は
、
「
明
ら
か
に
違
法
か
つ
不
当
な
手
段
で
人
生
で
一
番
苦
し
い
心
境
に

追
い
や
ら
れ
自
由
意
思
を
抑
圧
さ
れ
た
結
果
、
重
大
な
害
悪
を
避
け
る
た
め
『
断
腸
の
思
い
で
』
日
の
丸
旗
掲
揚
を
決
意
せ
ざ
る
を
え

（
１
）

な
か
っ
た
」
。
つ
ま
り
、
Ｃ
〈
云
艮
に
よ
る
こ
の
日
の
丸
旗
掲
揚
の
強
制
に
対
す
る
防
衛
行
為
あ
る
い
は
抵
抗
行
為
が
、
弁
通
人
ら
に
よ
れ

ば
、
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
で
あ
っ
た
。

で
は
、
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
は
ど
の
よ
う
な
利
益
保
全
を
目
的
と
す
る
防
衛
行
為
あ
る
い
は
抵
抗
行
為
で
あ
っ
た
と
主
張
さ
れ
て
い

た
で
あ
ろ
う
か
。
弁
護
人
ら
に
よ
れ
ば
、
開
始
式
に
お
い
て
日
の
丸
旗
が
掲
揚
さ
れ
る
こ
と
は
読
谷
村
、
同
村
民
、
開
始
式
参
加
者
及

び
Ａ
の
思
想
・
良
心
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
と
な
り
、
ま
た
「
日
の
丸
の
な
い
国
体
」
を
開
催
し
よ
う
と
す
る
同
村
、
同
村
民
及
び
Ａ

の
表
現
の
自
由
に
対
す
る
侵
害
と
な
る
。
し
か
し
日
の
丸
旗
は
掲
揚
さ
れ
た
た
め
、
読
谷
村
実
行
委
員
会
所
有
の
日
の
丸
旗
を
用
い
た

こ
の
Ｃ
会
長
の
日
の
丸
旗
掲
揚
強
制
と
い
う
不
正
の
侵
害
行
為
に
対
し
て
反
撃
し
、
開
始
式
を
日
の
丸
旗
の
な
い
状
態
に
し
て
、
右
の

憲
法
上
の
価
値
を
保
全
・
回
復
す
る
た
め
に
、
右
日
の
丸
旗
が
焼
却
さ
れ
る
他
な
か
っ
た
と
い
う
。

第
一
審
判
決
は
、
こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
、
Ｃ
会
長
に
よ
る
日
の
丸
旗
掲
揚
の
強
制
の
事
実
を
否
定
し
て
、
主
催
者
ら
の
意
思
決

定
に
基
づ
く
日
の
丸
旗
の
掲
揚
が
不
正
の
侵
害
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
と
し
た
あ
と
、
さ
ら
に
「
自
己
の
主
張
の
実
現
は
言
論
に

よ
る
討
論
や
説
得
な
ど
の
平
和
的
手
段
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
（
中
略
）
Ａ
の
実
力
行
使
は
手
段
に
お
い
て
相
当
な
も
の

と
は
い
い
難
（
い
）
」
と
し
て
正
当
行
為
の
主
張
も
斥
け
た
。
学
問
の
自
由
・
大
学
の
自
治
を
保
全
利
益
と
す
る
暴
行
行
為
が
問
題
と
な
っ

た
ポ
ボ
ロ
事
件
と
思
想
・
表
現
等
の
自
由
を
保
全
利
益
と
す
る
監
禁
行
為
が
問
題
と
な
っ
た
舞
鶴
事
件
を
検
討
し
た
内
藤
謙
に
よ
れ
ば
、
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ニ
も
ち
ろ
ん
日
の
丸
旗
の
掲
揚
が
日
ソ
協
と
読
谷
村
実
行
委
員
会
の
協
議
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
二
つ
の
本
件
判

決
は
次
の
論
点
を
省
い
て
い
る
が
、
読
谷
村
民
及
び
Ａ
と
の
関
係
で
日
の
丸
旗
掲
揚
が
強
制
さ
れ
た
と
認
め
る
余
地
は
失
わ
れ
な
い
。
ま

た
開
始
式
参
加
者
と
の
関
係
で
も
、
日
の
丸
旗
掲
揚
は
「
多
衆
に
対
し
て
日
の
丸
を
誇
示
す
る
力
が
あ
り
、
大
会
参
加
者
を
し
て
、
い

や
で
も
見
た
く
な
い
も
の
を
見
さ
せ
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
、
そ
の
者
の
精
神
の
自
由
を
侵
す
」
と
論
じ
る
こ
と
は
な
お
可
能
で

（
１
）

あ
る
。
後
者
に
つ
い
て
は
、
学
校
教
育
に
お
け
る
生
徒
に
対
す
る
日
の
丸
旗
掲
揚
の
強
制
が
生
徒
の
、
心
想
・
良
心
の
自
由
を
侵
害
す
る

（
２
）

と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
論
点
は
共
通
す
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
前
者
を
議
論
す
る
た
め
に
は
、
Ａ
を
〈
凸
む
多
く
の
村
民
の
意

思
に
反
し
て
、
「
押
し
つ
け
ら
れ
て
」
、
読
谷
村
に
お
い
て
、
日
の
丸
旗
が
掲
揚
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
侵
害
さ
れ
る
価
値
が
あ
る
こ

と
を
示
す
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
Ａ
を
含
む
読
谷
村
民
の
思
想
・
良
心
の
自
由
あ
る
い
は
表
現
の
自
由
に
対
す
る

攪
響
が
あ
る
と
し
て
譜
鑛
さ
れ
た
こ
と
は
識
谷
村
隆
１
人
ｌ
蝋
伎
会
剛
始
式
に
参
加
し
た
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
、
ま
た
婦
人

最
高
裁
判
例
が
具
体
的
事
案
に
つ
い
て
超
法
規
的
違
法
阻
却
事
由
の
存
在
を
認
め
て
い
な
い
理
由
は
、
憲
法
上
保
障
さ
れ
た
権
利
・
自

由
の
侵
害
に
十
分
な
配
慮
を
示
さ
な
い
か
、
あ
る
い
は
そ
の
事
実
を
否
定
す
る
こ
と
と
、
補
充
性
の
原
則
を
厳
格
に
要
件
化
す
る
こ
と

（
２
）

に
あ
る
。
本
件
で
も
、
同
じ
方
法
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
控
訴
審
で
も
う
一
度
、
日
の
丸
旗
掲
揚
の
強
制
の
事
実
の
有

無
が
争
わ
れ
、
ま
た
象
徴
的
表
現
行
為
の
理
論
を
用
い
た
正
当
行
為
の
主
張
が
積
極
的
に
展
開
さ
れ
た
が
、
右
の
判
断
方
法
に
変
更
は

な
か
っ
た
。

（
１
）
本
件
第
一
審
弁
蝋
団
最
終
弁
論
要
旨

（
２
）
内
藤
謙
『
刑
法
榊
義
総
論
（
中
）
』
（
一
九
八
六
年
）
七
一
一
’
二
頁
。
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会
老
人
ク
ラ
ズ
自
治
会
青
年
会
等
を
通
し
て
競
技
会
の
Ⅷ
催
準
備
に
綱
極
的
に
關
与
し
た
か
否
か
に
関
わ
ら
ず
Ｉ
の
精
神
的

自
由
権
に
対
す
る
侵
害
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
何
ら
か
の
地
域
的
に
保
全
さ
れ
る
べ
き
利
益
が
存
在
す
る
こ
と
の
認
識

を
前
提
に
し
て
、
そ
れ
に
対
す
る
侵
害
が
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
、
と
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
が
明
確
に
し
た
い
の
は
、

こ
の
地
域
的
あ
る
い
は
集
団
的
な
保
全
利
益
で
あ
る
。

本
件
前
日
の
次
の
出
来
事
が
示
唆
的
で
あ
る
。
「
日
ソ
協
は
、
読
谷
村
の
住
民
感
情
を
劇
酌
し
て
、
Ｃ
会
長
以
下
選
手
団
約
五
○
○
名

が
翌
二
五
日
に
読
谷
村
内
の
地
下
壕
チ
ビ
チ
リ
ガ
マ
（
沖
縄
戦
に
お
い
て
住
民
八
十
数
名
に
よ
る
集
団
自
決
が
行
わ
れ
た
場
所
）
を
参

拝
す
る
こ
と
を
表
明
し
、
同
日
、
参
拝
に
赴
い
た
。
し
か
し
、
Ａ
や
チ
ピ
チ
リ
ガ
マ
遺
族
会
の
一
部
の
者
は
、
Ｃ
会
長
は
日
の
丸
旗
の

掲
揚
を
強
制
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
同
会
長
の
参
拝
を
拒
否
し
た
た
め
、
選
手
団
の
み
が
参
拝
し
献
花
し
た
．
」
（
控
訴
審
判
決
）
１

１
控
訴
審
判
決
が
こ
の
事
実
に
言
及
し
た
の
は
、
読
谷
村
実
行
委
員
会
と
日
の
丸
旗
掲
揚
に
つ
い
て
「
協
議
」
す
る
日
ソ
協
Ｃ
会
長
が

「
読
谷
村
の
住
民
感
情
を
斜
酌
し
て
い
た
」
、
と
い
う
認
識
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
本
稿
が
こ
の
出
来
事
を
取
り
上
げ
る

の
は
、
Ｃ
会
長
の
献
花
を
拒
否
す
る
こ
と
と
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
の
共
通
性
に
注
意
を
促
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

Ｃ
会
長
は
そ
の
資
格
が
な
い
と
の
理
由
で
、
チ
ビ
チ
リ
ガ
マ
で
の
献
花
を
拒
否
さ
れ
て
い
る
。
Ｃ
会
長
を
そ
の
場
で
拒
否
し
た
遺
族

（
Ｊ
》

の
一
人
は
、
五
人
の
家
族
（
親
弟
妹
）
が
「
集
団
自
決
」
の
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
女
性
で
あ
る
。
ま
た
親
戚
四
家
族
一
五
名
が
同
じ
く
犠

（
４
）

牲
に
な
っ
た
別
の
遺
族
も
「
四
日
前
に
〈
云
場
変
更
の
発
言
を
し
た
人
が
、
村
民
を
お
び
や
か
し
て
い
る
中
で
来
た
も
の
で
来
る
べ
き
で

は
な
い
と
思
っ
た
。
私
も
か
っ
と
な
っ
た
。
」
と
証
言
し
て
い
壷
。
「
集
団
自
決
」
と
は
、
「
親
が
子
を
、
兄
弟
同
士
が
、
つ
ま
り
最
愛
の

者
同
士
が
殺
し
合
わ
ね
ば
な
ら
な
い
状
況
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
話
せ
ば
村
の
中
で
誰
も
が
傷
つ
く
こ
と
は
は
っ
き
り
し
て
」
お
り
、
「
生

き
残
っ
た
人
々
自
身
の
な
か
で
も
そ
れ
は
思
い
出
す
こ
と
じ
た
い
が
苦
し
い
ほ
ど
の
体
験
」
と
し
て
あ
っ
た
。
こ
の
事
実
が
Ａ
ら
に
よ

り
調
査
さ
れ
る
の
は
一
九
八
三
年
で
あ
り
、
こ
の
調
査
を
通
し
て
そ
れ
を
追
体
験
し
た
こ
と
が
、
Ａ
を
し
て
「
あ
の
行
為
（
日
の
丸
旗
焼
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却
行
為
ｌ
引
用
者
）
に
た
た
せ
て
い
っ
た
」
、
と
Ａ
は
述
べ
て
い
る
。
Ａ
を
し
て
右
の
遺
族
ら
と
と
も
に
Ｃ
会
長
を
拒
否
さ
せ
た
行
為
の
動

機
も
、
も
ち
ろ
ん
「
集
団
自
決
」
の
追
体
験
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
約
五
○
○
名
の
選
手
団
が
一
人
ず
つ
献
花
す
る
間
、
Ａ
は

（
６
）

「
集
団
自
決
」
の
理
由
等
を
彼
ら
に
説
明
し
続
け
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
一
つ
の
行
為
は
「
集
団
自
決
」
と
い
う
同
じ
立
脚
点
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
一
方
は
、
日
の
丸
旗
を
掲
揚
し
な
け

れ
ば
会
場
変
更
も
あ
り
う
る
旨
の
「
穏
当
を
欠
く
」
「
強
固
な
」
（
控
訴
審
判
決
）
発
言
を
行
い
、
日
の
丸
旗
掲
揚
を
押
し
つ
け
て
い
る
Ｃ

会
長
を
拒
否
す
る
行
為
で
あ
り
、
他
方
は
、
そ
う
し
て
Ｃ
会
長
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
日
の
丸
旗
を
拒
否
す
る
行
為
で
あ
る
。
つ
ま
り
両

者
は
、
「
集
団
自
決
」
の
観
点
か
ら
し
て
許
容
で
き
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
同
じ
も
の
（
Ｃ
会
長
と
日
の
丸
旗
）
に
対
し
て
、
そ
の
同

じ
意
味
を
持
っ
て
為
さ
れ
た
行
為
で
あ
る
。
．
そ
れ
ゆ
え
、
右
の
二
つ
の
行
為
は
保
全
す
べ
き
共
通
の
利
益
を
有
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

（
６
）
知
花
『
前
掲
書
』
一
七
頁
以
下
、
一
一
七
頁
以
下
、
一
一
一
一
一
一
頁
以
下
、
野
田
正
彰
「
か
な
し
い
象
徴
ｌ
沖
縄
と
『
日
の
丸
』
」
世
界
一
九
八
八

年
三
月
号
一
一
六
○
頁
以
下
、
下
嶋
『
白
地
の
赤
く
百
円
ラ
イ
タ
ー
』
（
一
九
八
九
年
）
’
二
一
一
一
頁
以
下
参
照
。

（
２
）
野
中
俊
彦
・
中
村
睦
里

（
３
）
下
嶋
哲
朗
『
チ
ピ
チ
Ⅲ

（
４
）
『
同
書
』
五
二
頁
以
下
。

（
５
）
本
件
第
一
審
弁
讃
団
畠

（
１
）
本
件
第
一
審
弁
麹
団
最
終
弁
論
要
旨
。

（
２
）
野
中
俊
彦
・
中
村
睦
男
・
高
橋
和
之
・
高
見
勝
利
『
憲
法
Ｉ
』
（
第
一
一
一
版
、
二
○
○
｜
年
）
二
九
一
頁
、
西
原
「
前
掲
論
文
」
四
八
頁
。

（
３
）
下
嶋
哲
朗
『
チ
ピ
チ
リ
ガ
マ
の
集
団
自
決
』
（
凱
風
社
版
、
一
一
○
○
○
年
）
一
四
五
頁
以
下
。

本
件
第
一
審
弁
謹
団
最
終
弁
論
要
旨
。
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し
た
が
っ
て
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
Ｃ
会
長
が
チ
ピ
チ
リ
ガ
マ
を
訪
れ
た
こ
と
は
、
第
一
に
、
「
死
者
へ
の
冒
涜
」
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ

（
４
）

た
の
で
あ
り
、
第
一
一
に
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
集
団
自
決
」
し
た
住
民
八
四
人
は
再
び
殺
さ
れ
た
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
と
評
価

（
５
）

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
Ｃ
〈
室
長
の
行
為
は
、
第
一
に
、
沖
縄
戦
犠
牲
者
に
対
す
る
冒
涜
、
す
な
わ
ち
平
和
へ
の
願
い
に

敵
対
す
る
行
為
で
あ
り
、
第
二
に
、
沖
縄
に
犠
牲
を
強
い
る
行
為
で
あ
っ
た
。

牧
港
篤
三
は
こ
の
出
来
事
に
つ
い
て
「
ヤ
マ
ト
と
沖
縄
の
い
び
つ
な
関
係
を
拡
大
し
収
縮
し
た
形
の
象
徴
的
事
件
と
し
て
印
象
に
残
っ

（
６
）

た
」
と
記
し
て
い
る
。
「
拡
大
し
収
縮
し
た
」
と
は
、
こ
の
一
つ
の
出
来
事
が
「
ヤ
マ
ト
と
沖
縄
」
の
あ
る
形
態
の
歴
史
的
関
係
を
映
し

出
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
歴
史
的
関
係
に
つ
い
て
は
、
安
仁
屋
政
昭
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
３
）

格
が
な
い
」
の
で
あ
る
。

三
Ｃ
会
長
が
チ
ピ
チ
リ
ガ
マ
で
の
献
花
を
拒
否
さ
れ
た
の
は
、
そ
の
資
格
が
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
っ
た
。
Ｃ
会
長
に
は
「
資

格
が
な
い
」
と
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
に
、
読
谷
村
民
が
日
の
丸
旗
掲
揚
に
反
対
す
る
こ
と
の
意
味
を

Ｃ
会
長
が
理
解
し
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
チ
ビ
チ
リ
ガ
マ
で
の
「
集
団
自
決
」
と
い
う
犠
牲
は
皇
民
化
教

育
に
よ
っ
て
強
い
ら
れ
た
「
苦
し
い
」
こ
と
、
「
痛
苦
な
体
験
」
で
あ
嘘
、
こ
の
経
験
を
受
け
継
い
で
い
る
読
谷
村
で
は
、
そ
れ
ゆ
え
に

日
の
丸
旗
掲
揚
に
反
対
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
せ
ず
、
日
の
丸
旗
掲
揚
を
押
し
つ
け
て
、
読
谷
村
民
と
り
わ
け
「
集
団
自
決
」

の
遺
族
の
反
感
を
か
っ
て
い
る
、
そ
れ
が
Ｃ
会
長
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
Ｃ
会
長
は
「
集
団
自
決
」
と
日
の
丸
旗
の

結
び
つ
き
、
つ
ま
り
「
集
団
自
決
」
を
も
た
ら
し
た
「
皇
民
化
教
育
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
住
民
を
虐
殺
し
た
シ
ン
ポ

（
２
）

ル
」
と
し
て
、
日
の
丸
旗
が
読
谷
村
で
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
理
解
を
欠
く
た
め
、
「
資
格
が
な
い
」
の
で
あ
る
。
第
一
一
に
、

Ｃ
会
長
に
よ
る
こ
の
日
の
丸
旗
掲
揚
の
押
し
つ
け
が
、
皇
民
化
教
育
と
同
じ
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
沖
縄
の
苦
難
と
犠
牲

を
繰
り
返
す
性
質
の
行
為
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
Ｃ
会
長
は
沖
縄
に
対
し
て
抑
圧
的
に
行
為
し
て
い
る
た
め
に
、
「
資
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圧
力
を
か
け
た
こ
と
は
、
沖
縄
県
民
の
歴
史
に
対
す
る
挑
戦
で
あ
る
と
書
か
れ
て
い
る
。
琉
球
処
分
が
強
行
さ
れ
て
以
来
、
沖
縄
に

対
す
る
同
化
政
策
が
進
め
ら
れ
た
が
、
「
同
化
」
政
策
と
は
「
多
数
者
の
側
を
主
体
と
し
て
少
数
者
に
同
化
を
強
制
す
る
過
程
」
で
あ
る

（
８
）

（
９
）

か
ら
、
そ
の
強
制
の
過
程
は
沖
縄
に
対
す
る
差
別
と
な
っ
た
。
安
仁
屋
に
よ
れ
ば
、
「
差
別
と
同
化
は
表
と
裏
の
関
係
に
あ
る
」
。
そ
し

て
本
土
防
衛
あ
る
い
は
「
国
体
護
持
」
の
た
め
の
捨
て
石
と
さ
れ
た
沖
縄
戦
は
そ
の
「
終
着
駅
」
と
し
て
あ
り
、
そ
の
悲
劇
の
頂
点
と

（
Ⅶ
）

し
て
「
集
団
自
決
」
が
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
の
統
治
下
に
お
か
れ
た
戦
後
沖
縄
で
は
軍
事
基
地
化
が
進
め
ら
れ
、
そ
の
基
地
被
害
は
日

米
安
全
保
障
体
制
の
も
と
復
帰
後
も
絶
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
を
指
し
て
既
述
の
施
政
方
針
演
説
で
Ｂ
村
長
は
、
「
沖
縄
に
対
す
る

日
本
の
歴
史
的
な
差
別
で
あ
り
政
治
的
抑
圧
以
外
の
何
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
」
と
述
べ
た
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
同
化
政
策
に
対

し
て
は
受
容
と
抵
抗
の
二
側
面
が
あ
る
が
、
安
仁
屋
が
想
起
し
て
い
る
の
は
、
沖
縄
の
人
た
ち
の
沖
縄
へ
の
強
い
帰
属
意
識
に
よ
っ
て

そ
の
根
底
に
お
い
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
抑
圧
・
差
別
に
対
す
る
抵
抗
の
歴
史
で
あ
る
。
と
り
わ
け
復
帰
後
は
、
平
和
へ
の

願
い
と
い
う
形
で
、
こ
の
抑
圧
的
・
差
別
的
な
関
係
へ
の
抵
抗
の
意
思
表
示
が
行
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
「
沖
縄
の
心
」
あ
る
い
は
「
沖

（
Ⅱ
）

縄
の
尊
厳
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

Ｃ
会
長
の
献
花
を
拒
否
す
る
こ
と
が
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
関
係
を
凝
縮
し
た
行
為
で
あ
る
な
ら
、
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
も
同
様
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
法
的
に
も
歴
史
的
な
拡
い
視
野
で
評
価
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
１
）
「
集
団
自
決
」
と
皇
民
化
教
育
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
金
城
重
明
『
「
集
団
自
決
」
を
心
に
刻
ん
で
』
ご
九
九
五
年
）
等
参
照
。

日
本
ソ
フ
ト
ボ
ー
ル
協
会
が
国
体
開
催
要
項
を
た
て
に
と
っ
て
、
読
谷
村
に
日
の
丸
掲
揚
・
君
が
代
斉
唱
で
圧
力
を
か
け
た
こ
と
は
、
海
邦

（
７
）

国
体
の
最
大
の
汚
点
で
あ
っ
た
。
沖
縄
県
民
の
歴
史
と
平
和
へ
の
願
い
に
対
す
る
挑
戦
と
も
考
え
ら
れ
る
。
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（
２
）
沖
縄
戦
と
り
わ
け
そ
の
住
民
被
害
に
関
す
る
沖
縄
に
お
け
る
調
査
研
究
史
と
、
戦
後
沖
縄
史
に
お
け
る
日
の
丸
の
取
り
扱
い
あ
る
い
は
日
の
丸

に
対
す
る
認
識
の
変
化
が
、
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
本
稿
で
は
説
明
を
し
て
い
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
田
中
伸
尚
は

「
沖
縄
が
完
全
に
『
日
の
丸
』
を
捨
て
る
の
は
、
七
○
年
代
の
自
衛
隊
配
備
の
問
題
を
き
っ
か
け
に
沖
縄
戦
の
『
読
み
直
し
』
が
始
ま
っ
て
か

ら
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
（
同
『
日
の
丸
・
君
が
代
の
戦
後
史
』
二
○
○
○
年
、
一
五
○
頁
）
。
ｌ
後
者
（
戦
後
沖
縄
史
に
お
け
る
日
の

丸
）
に
つ
い
て
は
、
仲
宗
根
勇
「
沖
縄
に
お
け
る
天
皇
制
と
日
の
丸
・
君
が
代
」
等
『
新
沖
縄
文
学
・
沖
縄
ｌ
日
の
丸
・
君
が
代
』
（
臨
時

増
刊
号
、
一
九
八
六
年
）
所
収
の
諸
論
稿
、
新
崎
盛
暉
『
日
本
に
な
っ
た
沖
縄
』
（
一
九
八
七
年
）
二
頁
以
下
、
崎
原
醗
秀
「
学
校
現
場
と

日
の
丸
・
君
が
代
」
（
新
崎
盛
暉
・
川
満
信
一
編
『
沖
縄
・
天
皇
制
へ
の
逆
光
』
一
九
八
八
年
、
三
三
○
頁
以
下
）
、
保
坂
腐
志
「
沖
縄
に
お
け

る
日
の
丸
・
君
が
代
問
題
と
世
論
」
（
菅
孝
行
編
『
叢
論
日
本
天
皇
制
Ⅲ
』
一
九
八
八
年
、
二
四
一
頁
以
下
）
、
田
中
『
前
掲
書
』
’
一
一
九
頁
以

’￣、

３
－〆

〆へ〆へ〆￣、〆■、戸へ’■、

９８７６５４
－〆、－”～〆～〆、ロン、．”

田
中
『
前
掲
書
』
一
一
一
一
三
頁
で
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
八
七
年
の
『
海
邦
国
体
』
へ
の
天
皇
訪
沖
が
目
前
に
迫
る
と
、
一
気
に
沖

縄
の
人
び
と
の
前
に
『
日
の
丸
』
『
君
が
代
』
問
題
が
立
ち
現
れ
た
の
で
あ
る
。
結
果
的
に
、
『
日
の
丸
』
『
君
が
代
』
は
沖
縄
の
人
び
と
を
ま

た
も
や
抑
圧
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
」

新
崎
『
小
国
主
義
の
立
場
で
』
（
一
九
九
二
年
）
一
六
六
頁
。

高
良
勉
『
琉
球
弧
（
う
る
ま
）
の
発
信
』
（
一
九
九
六
年
）
一
二
一
頁
。

牧
港
篤
三
「
国
体
雑
感
・
上
」
沖
縄
タ
イ
ム
ス
一
九
八
七
年
一
○
月
二
九
日
朝
刊
。

安
仁
屋
政
昭
「
祭
り
の
後
．
ｌ
」
琉
球
新
報
一
九
八
七
年
二
月
四
日
朝
刊
。

石
田
雄
『
記
憶
と
忘
却
の
政
治
学
』
（
二
○
○
○
年
）
五
一
頁
。

安
仁
屋
「
沖
縄
戦
と
天
皇
」
（
新
崎
・
川
満
編
『
前
掲
書
』
所
収
）
二
一
頁
。
川
満
「
沖
縄
に
お
け
る
天
皇
制
思
想
」
（
後
掲
一
四
二
頁
注
（
４
）

下
等
参
照
。
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四
弁
護
人
ら
に
よ
れ
ば
、
日
の
丸
旗
は
、
沖
縄
に
と
っ
て
「
戦
争
と
抑
圧
の
シ
ン
ボ
ル
」
で
あ
り
、
読
谷
村
に
と
っ
て
「
皇
民
化

教
育
の
シ
ン
ボ
ル
」
あ
る
い
は
「
住
民
を
虐
殺
し
た
シ
ン
ボ
ル
」
で
あ
る
か
ら
焼
却
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
象
徴
的
表
現
行
為
の
理
論

に
即
し
て
言
え
ば
、
「
Ａ
は
、
日
の
丸
旗
に
つ
い
て
、
沖
縄
戦
の
惨
禍
を
招
い
た
皇
民
化
教
育
の
象
徴
で
あ
り
、
そ
の
掲
揚
に
反
対
し
て

い
る
読
谷
村
民
の
意
思
を
押
さ
え
つ
け
て
本
件
競
技
会
の
開
始
式
に
日
の
丸
旗
を
掲
揚
す
る
こ
と
は
ふ
さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
、
こ
れ

に
抗
議
す
る
た
め
に
」
（
控
訴
審
判
決
）
行
為
し
た
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
そ
の
表
現
す
る
内
容
は
、
戦
争
の
惨
禍
の
再
来
を
拒
否
す
る

と
い
う
平
和
へ
の
願
い
と
、
沖
縄
に
苦
難
と
犠
牲
を
強
い
る
押
さ
え
つ
け
を
拒
否
す
る
と
い
う
抵
抗
の
姿
勢
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、

右
の
行
為
を
歴
史
的
に
拡
い
視
野
で
考
察
す
る
と
き
に
は
、
第
一
に
「
戦
争
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
し
て
の
日
の
丸
旗
の
、
第
二
に
「
抑
圧

の
シ
ン
ボ
ル
」
と
し
て
の
そ
れ
の
損
壊
行
為
と
し
て
、
そ
の
意
味
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
一
の
「
戦
争
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
し
て
の
日
の
丸
旗
を
拒
否
し
た
側
面
は
、
肯
定
的
に
言
い
換
え
れ
ば
、
平
和
の
価
値
を
保
全
し
追

求
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
平
和
の
価
値
は
、
憲
法
前
文
に
よ
れ
ば
、
日
本
国
民
が
恒
久
の
そ
れ
を
念
願
し
、
ま
た
平
和
的
生

存
権
と
し
て
全
世
界
の
国
民
が
ひ
と
し
く
享
有
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
学
説
上
は
、
平
和
的
生
存
権
の
裁
判
規
範
性
に
つ
い
て
消
極
説

と
積
極
説
の
間
で
争
い
が
あ
る
が
、
消
極
説
に
お
い
て
も
、
「
直
接
の
裁
判
規
範
性
の
有
無
が
必
ず
し
も
法
的
権
利
性
の
決
め
手
で
は
な

参
照
）
一
○
九
頁
に
は
、
７
世
が
わ
り
“
と
し
て
囲
県
を
受
け
と
め
た
民
衆
は
、
（
中
略
）
”
ヤ
マ
ト
フ
ウ
“
に
変
わ
っ
て
い
く
役
人
に
よ
っ

て
物
質
的
に
も
精
神
的
に
も
、
い
よ
い
よ
身
を
屈
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
」
と
あ
る
。

（
ｕ
金
城
「
皇
民
化
教
育
の
終
希
釈
」
（
新
崎
・
川
満
編
『
前
掲
書
』
所
収
）
一
○
四
頁
以
下
。

、
）
「
沖
縄
の
心
」
に
つ
い
て
は
「
ヤ
マ
ト
ン
チ
ュ
ー
に
な
り
た
く
て
、
な
り
き
れ
な
い
心
」
（
西
銘
順
治
元
沖
縄
県
知
事
）
だ
と
す
る
説
明
も
あ
る

の
で
、
本
稿
で
は
「
沖
縄
の
尊
厳
」
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
た
い
。
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（
１
）

い
」
Ｌ
」
さ
れ
、
ま
た
械
極
説
に
お
い
て
は
、
右
の
権
利
は
平
和
の
た
め
の
繍
極
的
政
策
を
推
進
す
る
基
本
原
理
と
し
て
の
意
義
を
有
す

（
叩
】
）

（
制
》

る
シ
」
説
か
れ
、
あ
る
い
は
日
本
か
ら
発
信
し
て
国
際
社
会
に
お
い
て
そ
の
確
立
を
主
張
す
る
こ
と
の
で
き
る
人
権
で
あ
る
等
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
何
れ
に
し
て
も
平
和
主
義
は
憲
法
の
基
本
原
則
で
あ
り
、
憲
法
に
お
い
て
平
和
的
生
存
権
が
認
め
ら
れ
、
平
和
が
高
い
価

値
を
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
議
論
の
余
地
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。

か
っ
て
自
術
隊
法
一
二
一
条
の
武
器
等
損
壊
罪
の
成
否
が
争
わ
れ
た
恵
庭
事
件
（
札
幌
地
判
昭
四
二
・
三
・
二
九
判
時
四
七
六
・
一
一
五
）
で

は
、
平
和
主
義
の
観
点
か
ら
自
衛
隊
法
に
つ
い
て
違
憲
審
査
を
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
た
が
、
判
決
は
こ
れ
を
回
避
し
、
被
告
人
ら
に

よ
り
切
断
さ
れ
た
電
話
通
信
線
は
「
防
衛
の
用
に
供
す
る
物
」
に
該
当
し
な
い
と
し
て
、
右
切
断
行
為
の
柵
成
要
件
該
当
性
を
否
定
し

た
。
恵
庭
事
件
で
は
被
告
人
ら
は
そ
の
飼
育
す
る
乳
牛
へ
の
砲
爆
音
に
よ
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
に
行
為
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

（
１
）

こ
れ
に
対
し
て
ｐ
Ｈ
の
丸
旗
焼
却
事
件
で
は
、
平
和
の
価
値
が
、
Ａ
の
行
為
の
保
全
利
益
と
し
て
、
価
値
衡
量
の
判
断
の
対
象
と
な
る
。

平
和
の
価
値
が
Ａ
の
行
為
の
保
全
利
益
で
あ
る
こ
と
は
、
Ａ
の
行
為
が
そ
の
平
和
的
生
存
権
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
。
平
和
の
価
値
と
平
和
的
生
存
権
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
二
風
谷
ダ
ム
判
決
が
、
少
数
民
族
に
と
っ
て
民
族
固
有
の
文
化

の
価
値
は
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
民
族
に
属
す
る
個
人
に
民
族
固
有
の
文
化
を
享
有
す
る
権
利
が
あ
る
と
し
た
よ
う
に
、
平

和
の
価
値
は
戦
争
の
惨
禍
に
よ
っ
て
再
び
侵
害
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
尊
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
戦
争
の
惨
禍
か
ら
免
れ
る
べ
き
個

人
に
平
和
的
生
存
権
が
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
問
題
は
、
平
和
的
生
存
権
の
内
容
と
し
て
、
「
戦
争
の
シ
ン
ボ
ル
」

か
ら
の
自
由
が
含
ま
れ
て
い
る
か
で
あ
る
が
、
こ
の
点
は
た
し
か
に
平
和
的
生
存
権
を
「
軍
備
に
よ
る
国
の
防
衛
を
認
め
な
い
権
利
」
と

（
５
）

積
極
的
に
解
す
る
に
せ
よ
、
ま
た
「
戦
争
の
な
い
状
態
で
暮
ら
す
権
利
」
Ｌ
」
広
く
解
す
る
に
せ
よ
、
議
論
の
余
地
が
生
じ
る
。
刑
法
的

に
は
問
題
は
、
戦
争
の
シ
ン
ボ
ル
（
日
の
丸
旗
）
の
焼
却
行
為
が
平
和
の
価
値
の
保
全
行
為
と
し
て
の
目
的
適
合
性
あ
る
い
は
必
要
性

の
要
件
を
充
足
す
る
か
、
で
あ
る
と
言
え
る
が
、
こ
の
点
は
た
と
え
否
定
的
に
解
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
程
度
を
超
え
た
過
剰
な
行
為
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と
し
て
、
違
法
減
少
の
効
果
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
二
の
「
抑
圧
の
シ
ン
ボ
ル
」
と
し
て
の
日
の
丸
旗
を
拒
否
し
た
側
面
で
は
、
Ａ
の
行
為
の
保
全
利
益
は
日
本
本
土
と
の
関
係
に
お

け
る
沖
縄
の
尊
厳
で
あ
り
、
Ａ
の
行
為
は
抑
圧
的
な
行
為
に
対
す
る
抵
抗
行
為
、
あ
る
い
は
差
別
的
な
行
為
に
対
す
る
反
差
別
行
為
と

し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ａ
の
第
一
審
意
見
陳
述
書
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
沖
縄
の
歴
史
的
体
験
、

文
化
、
地
域
性
等
、
特
異
性
を
本
土
の
権
力
者
は
真
蟄
に
受
け
と
め
る
べ
き
で
す
。
（
改
行
）
沖
縄
の
特
異
性
を
の
ば
し
、
普
遍
化
す
る

こ
と
が
沖
縄
の
た
め
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
日
本
の
た
め
に
な
る
も
の
と
か
た
く
信
じ
て
お
り
ま
す
。
（
改
行
）
私
の
行
為
は
、
沖
縄
の
特

異
性
を
無
視
し
、
本
土
一
体
化
、
日
本
画
一
化
を
強
引
に
推
し
す
す
め
よ
う
と
す
る
本
土
権
力
者
、
そ
れ
に
追
従
す
る
沖
縄
の
現
権
力

者
に
対
す
る
さ
さ
や
か
な
抵
抗
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
」

問
題
は
、
日
本
本
土
と
の
関
係
に
お
け
る
沖
縄
の
尊
厳
の
価
値
を
法
的
に
ど
の
よ
う
に
適
示
す
る
か
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
対
し
て

本
稿
が
提
起
し
た
い
の
は
、
憲
法
一
四
条
の
平
等
の
法
的
価
値
に
基
づ
い
て
、
反
差
別
の
観
点
か
ら
、
そ
の
重
要
性
を
導
く
こ
と
で
あ

（
⑯
）

る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
法
の
下
の
平
等
」
の
意
義
を
反
差
別
の
観
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
は
、
江
橋
崇
の
指
摘
が
あ
る
よ
う
に
、
憲
法
一
四

条
の
解
釈
学
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
平
等
論
と
し
て
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
で
は
な
く
、
し
た
が
っ
て
こ
の
方
法
に
つ
い
て
は
予
め
説
明
す

べ
き
多
く
の
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
一
つ
の
理
論
的
な
特
徴
で
あ
る
点
、
つ
ま
り
集
団
間
に
差
別
的
関
係
が
あ
る
場
合
に
、
そ

こ
に
平
等
の
法
的
価
値
侵
害
を
認
め
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ら
い
予
防
法
制
の
も
と
で
の
ハ
ン
セ
ン
病
隔
離
政
策
に
よ
る
ハ
ン
セ
ン
病

（
『
Ｉ
）

患
者
に
対
す
る
差
別
に
つ
い
て
検
討
し
た
際
に
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
｝
」
と
を
論
じ
た
。
こ
こ
で
も
、
そ
の
考
え

方
を
敷
桁
し
て
、
沖
縄
に
対
す
る
差
別
的
な
日
の
丸
旗
の
押
し
つ
け
に
対
し
て
、
反
差
別
行
為
と
し
て
、
憲
法
一
四
条
か
ら
導
か
れ
る

沖
縄
の
尊
厳
の
価
値
を
保
全
利
益
と
す
る
、
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
が
行
わ
れ
た
、
と
す
る
見
解
を
提
示
し
た
い
。

右
の
よ
う
な
見
解
は
必
ず
し
も
例
外
的
で
は
な
い
。
’
九
九
六
年
の
沖
縄
県
知
事
署
名
等
代
行
職
務
執
行
命
令
訴
訟
（
最
判
平
八
・
八
・
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一
一
八
判
時
八
・
二
・
一
一
）
で
は
、
駐
留
軍
用
地
特
措
法
の
適
用
に
関
し
て
上
告
理
由
書
で
前
沖
縄
県
知
事
か
ら
次
の
よ
う
な
憲
法
一

四
条
違
反
の
主
張
が
出
さ
れ
て
い
た
。
第
一
に
、
狭
隙
な
島
喚
県
沖
縄
に
極
端
な
ま
で
に
米
軍
基
地
が
集
中
し
て
お
り
、
そ
の
た
め
沖

縄
県
民
に
対
す
る
基
地
被
害
が
深
刻
で
あ
る
、
と
い
う
駐
留
軍
用
地
特
措
法
そ
の
他
の
基
地
提
供
法
令
の
運
用
の
実
態
が
あ
り
、
そ
の

一
環
と
し
て
同
法
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
沖
縄
県
民
の
平
等
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
二
に
、
右
の
よ
う
な
米
軍
基
地
の

存
在
が
沖
縄
県
の
地
域
振
興
開
発
等
に
お
け
る
自
立
的
発
展
を
著
し
く
阻
害
し
て
い
る
、
と
い
う
同
法
そ
の
他
同
法
令
の
運
用
の
実
態

が
あ
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
同
法
を
適
用
す
る
こ
と
は
、
沖
縄
県
（
地
方
公
共
団
体
）
の
平
等
権
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
第
三

に
、
同
法
が
沖
縄
県
の
み
を
対
象
と
し
て
運
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
実
態
が
あ
り
、
そ
の
一
環
と
し
て
同
法
を
適
用
す
る
こ
と
は
平
等

原
則
に
反
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
適
用
違
憲
の
主
張
を
斥
け
た
最
高
裁
は
、
憲
法
一
四
条
違
反
に
つ
い
て
一
義
的
に
明
白
と

言
え
な
い
こ
と
や
司
法
審
査
の
限
界
を
超
え
る
｝
」
と
等
を
そ
の
理
由
と
し
て
述
べ
た
が
、
こ
の
点
は
措
く
と
し
て
も
、
右
の
主
張
の
基

調
は
本
稿
と
同
じ
で
あ
る
。
と
り
わ
け
駐
留
軍
用
地
特
措
法
が
沖
縄
県
の
み
を
対
象
と
し
て
運
用
さ
れ
深
刻
な
基
地
被
害
が
生
じ
て
い

（
８
）

る
こ
と
は
、
沖
縄
の
側
に
、
平
等
の
法
的
価
値
の
侵
害
が
生
じ
て
い
る
こ
と
を
端
的
に
表
し
て
い
る
。
し
か
も
原
審
福
岡
高
裁
那
覇
支

部
に
提
出
さ
れ
た
沖
縄
県
側
の
第
一
準
備
書
面
の
構
成
を
み
れ
ば
、
戦
前
、
沖
縄
戦
、
戦
後
と
続
く
沖
縄
の
苦
難
の
歴
史
か
ら
説
き
起

こ
し
、
米
軍
基
地
の
形
成
過
程
を
説
明
し
、
基
地
被
害
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
そ
し
て
平
和
的
生
存
権
の
侵
害
と
憲
法
一
四
条
運

（
９
）

反
を
主
張
し
た
後
、
よ
う
や
く
財
産
権
侵
害
の
指
摘
が
行
わ
れ
て
い
る
。
沖
縄
の
苦
難
の
歴
史
へ
の
一
三
口
及
が
不
可
欠
で
あ
る
の
は
、
右

の
平
等
の
法
的
価
値
の
侵
害
と
は
他
な
ら
ぬ
沖
縄
の
尊
厳
の
侵
害
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
前
沖
縄
県
知
事
が
代
理
署
名
を
拒

（
Ⅲ
）

否
し
た
》
」
と
は
沖
縄
の
尊
厳
を
回
復
す
る
行
動
と
し
て
歴
史
的
に
強
く
支
持
を
え
た
の
で
あ
っ
た
。

も
ち
ろ
ん
沖
縄
県
の
主
張
と
本
稿
の
見
解
と
の
間
に
は
平
等
原
則
や
平
等
権
の
主
体
に
関
し
て
考
え
方
の
相
違
が
あ
る
。
一
一
風
谷
ダ

ム
判
決
を
参
考
に
す
る
本
稿
の
考
え
方
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、
沖
縄
に
苦
難
と
犠
牲
を
強
い
て
き
た
日
本
本
土
と
沖
縄
と
の
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歴
史
的
関
係
を
兵
争
に
受
け
と
め
る
な
ら
'
沖
縄
の
尊
厳
に
尊
い
価
値
を
認
め
る
こ
と
は
､
反
差
別
の
観
点
か
ら
平
等
の
法
的
価
値

(平

等
原
則
)
を
確
路
し
た
恵
法

1
四
条
の
要
請
で
あ
る
｡
第
二
に
､
沖
縄
の
尊
厳
を
保
全
利
益
と
す
る
A
の
行
為
は
'
そ
の
平
等
権
に
基

づ
く
も
の
と
し
て
正
当
化
の
余
地
を
有
し
て
い
る
｡

琉大法学 第 67号 (2002)

(-
)
佐
藤
孝
治

『現
代
法
律
学
辞
座
5
意
法
』
(第
三
版
'

一
九
九
五
年
)
六
四
七
頁
｡

(2
)
山
下
健
次

r平
和
研
究
と
平
和
患
法
学
｣
(探
瀬
忠

一
･
杉
原
康
雄

･
樋
口
随

1
･
浦
田
賢
治
輔

『恒
久
世
界
平
和
の
た
め
に
』

一
九
九
八
年
)

八

一
九
頁
以
下
｡

(3
)
横
田

｢『平
和
的
生
存
権
J
の

F国
際
化
J
に
向
け
て
｣
(深
瀬
他
描

『前
掲
番
A
)
八
七
三
頁
以
下
｡

(4
)
本
件
日
の
丸
放
焼
却
行
為
が
平
和
の
価
値
を
保
全
利
益
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
､
前
項
で
は
､
C
会
長
の
献
花
を
拒
否
す
る
行
為
に
即
し
て
'

読
谷
村
で
は

｢熊
田
自
決
｣
と
い
う
職
争
の
惨
禍
を
も
た
ら
し
た
シ
ン
ボ
ル
､
す
な
わ
ち

｢住
民
を
膚
殺
し
た
シ
ン
ボ
ル
｣
と
し
て
日
の
丸
朗

が
諾
放
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
そ
の
論
拠
と
し
た
が
､
こ
の
点
に
注

(2
)
を
付
し
､
沖
縄
職
に
お
け
る
住
民
披
宵
と
日
の
丸
の
関
係
に
つ
い
て

十
分
な
説
明
を
本
稿
で
行
っ
て
い
な
い
こ
と
を
附
記
し
た
｡
そ
の
た
め
平
和
の
価
値
を
保
全
利
益
と
す
る
根
拠
も
十
分
と
は
言
え
な
い
が
､
さ

ら
に
拭
論
を
進
め
る
た
め
に
は
沖
縄
戦
と
天
皇
制
の
関
係
へ
の
言
及
を
必
要
と
す
る
｡
今
後
の
課
題
と
し
た
い
｡
な
お
こ
の
論
点
に
関
す
る
先

行
研
究
は
蕃
横
が
あ
る
が
'
岡
本
恵
徳
が

｢天
皇
の
職
争
貴
任
の
問
題
と
結
び
つ
け
て
沖
縄
戦
の
体
験
が
泊
ら
れ
出
す
の
は
､

一
九
七
〇
年
代

以
降
｣
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
'
｢沖
縄
戦
の
読
み
直
し
｣
(田
中
)
と
関
連
し
て
興
味
深
い
｡
川
満
信

一
｢沖
縄
に
お
け
る
天
皇
制
思
想
｣

(同

『沖
縄

･
根
か
ら
の
闘
い
』
所
収
､

一
九
七
八
年
'
初
出
は

一
九
七
〇
年
)
が
沖
縄
で
の
天
皇
制
論
の
始
ま
り
だ
と
さ
れ
て
い
る

(岡
本

｢復
帰

一
五
年

･
天
皇
制
の
問
い
方
｣､
新
崎

･
川
横
縞

『前
掲
苗
』
所
収
'
二
〇
五
貢
以
下
)｡

(5
)
横
田

｢前
掲
論
文
｣
(本
項
注
(
3

)

)

八
八
〇
貫
｡
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四
比
較
衡
量

一
本
件
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
の
侵
害
利
益
は
日
の
丸
旗
に
お
け
る
そ
の
旗
と
し
て
の
価
値
と
そ
の
財
産
的
価
値
で
あ
り
、
本
件
審

理
は
こ
の
う
ち
前
者
の
旗
と
し
て
の
価
値
を
問
う
も
の
と
し
て
提
起
さ
れ
た
。
他
方
で
右
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
の
保
全
利
益
は
平
和
の

価
値
と
沖
縄
の
尊
厳
で
あ
り
、
本
稿
が
右
行
為
を
そ
の
歴
史
的
社
会
的
背
景
事
実
の
中
に
位
置
づ
け
て
、
と
り
わ
け
そ
の
保
全
利
益
と

し
て
明
確
化
し
た
い
と
考
え
た
の
は
後
者
の
沖
縄
の
尊
厳
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
日
の
丸
旗
の
旗
と
し
て
の
価
値
と
沖
縄
の
尊
厳
と

（
１
）

を
価
値
衝
量
し
て
、
日
の
丸
旗
焼
却
行
為
の
違
法
性
に
つ
い
て
判
断
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

違
法
阻
却
の
一
般
原
理
に
つ
い
て
は
、
社
会
的
相
当
性
説
と
法
益
衡
量
説
の
対
立
が
あ
る
が
、
前
者
に
つ
い
て
は
、
行
為
態
様
の
相

（
６
）
江
橋
崇
「
自
己
決
定
権
を
支
え
る
人
権
行
政
」
（
『
岩
波
識
座
現
代
の
法
Ｍ
自
己
決
定
権
と
法
』
一
九
九
八
年
）
二
四
一
頁
以
下
。
安
西
文
雄

「
法
の
下
の
平
等
に
つ
い
て
Ｈ
」
国
家
学
会
雑
誌
一
○
五
巻
五
・
六
号
（
一
九
九
一
一
年
）
五
六
頁
以
下
が
「
敵
意
あ
る
差
別
の
構
造
」
に
つ
い

て
論
じ
て
い
る
の
は
貴
重
で
あ
る
。

（
７
）
森
川
「
法
律
に
よ
る
差
別
と
い
う
被
害
」
琉
大
法
学
六
六
号
（
二
○
○
一
年
）
一
頁
以
下
。

（
８
）
遠
藤
「
積
極
的
平
和
論
の
基
礎
」
（
『
岩
波
禰
座
現
代
の
法
１
現
代
国
家
と
法
』
一
九
九
七
年
）
一
二
三
頁
で
代
理
署
名
訴
訟
の
論
点
が
次
の
よ

う
に
定
式
化
さ
れ
て
い
る
。
「
沖
縄
は
、
ア
メ
リ
カ
軍
政
下
の
施
設
を
そ
の
ま
ま
に
し
て
、
合
衆
国
か
ら
日
本
に
返
還
さ
れ
た
が
、
返
還
か
ら

二
五
年
も
た
っ
た
現
在
、
全
ア
メ
リ
カ
基
地
の
七
五
％
が
沖
抑
に
集
中
し
て
い
る
。
安
保
条
約
の
合
廠
性
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
た
と
し
て

も
、
こ
れ
は
差
別
で
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
」
。

（
９
）
沖
縄
県
編
『
沖
綱
苦
難
の
現
代
史
』
（
一
九
九
六
年
）
一
一
○
九
頁
以
下
。

、
）
比
屋
根
照
夫
『
近
代
沖
縄
の
糖
神
史
』
（
一
九
九
六
年
）
八
頁
以
下
参
照
。
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当
性
（
行
為
無
価
値
）
の
判
断
が
主
観
的
で
あ
る
と
、
ま
た
後
者
に
つ
い
て
は
、
法
益
衡
量
の
基
準
が
主
観
的
で
あ
る
と
批
判
が
提
起
さ

（
２
）

れ
て
い
る
。
本
稿
は
侵
害
さ
れ
た
価
値
（
結
果
無
価
値
）
と
保
全
さ
れ
た
価
値
に
つ
い
て
客
観
的
に
価
値
衡
量
を
行
う
立
場
を
と
る
も
の

で
あ
り
、
そ
の
価
値
衡
量
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
「
常
に
現
実
的
な
事
実
関
係
の
中
で
、
実
存
と
の
距
離
、
す
な
わ
ち
実
存
に
と
っ
て
の

（
３
）

切
実
さ
に
よ
っ
て
、
そ
の
都
度
」
、
価
値
の
序
列
化
を
行
う
と
い
う
方
法
に
従
う
。

さ
て
、
こ
の
基
準
を
本
件
に
用
い
る
と
、
ま
ず
保
全
さ
れ
た
価
値
に
つ
い
て
は
、
歴
史
的
な
重
み
が
あ
り
、
し
か
も
常
に
保
全
・
回

復
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
性
の
高
い
も
の
と
し
て
、
少
な
く
と
も
沖
縄
で
は
受
け
と
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
侵
害
さ

れ
た
価
値
に
つ
い
て
は
、
読
谷
村
実
行
委
員
会
所
有
の
日
の
丸
旗
に
お
け
る
そ
の
旗
と
し
て
の
価
値
と
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、
そ
の

国
旗
と
し
て
の
掲
揚
に
つ
い
て
は
も
と
も
と
「
断
腸
の
思
い
」
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
告
訴
状
に
「
日
の
丸
』
の
旗
（
時
価

三
、
五
○
○
円
相
当
）
」
と
記
載
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
そ
の
比
較
的
安
価
な
財
産
的
価
値
に
付
加
し
て
記
載
す
べ
き
程
度
の
別
の
価
値

が
そ
の
日
の
丸
旗
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
そ
の
当
時
の
社
会
的
な
日
の
丸
旗
の
旗
と
し
て
の
価

値
と
い
う
観
点
か
ら
し
て
も
、
国
民
統
合
の
象
徴
と
し
て
の
価
値
は
歴
史
的
に
否
定
さ
れ
た
ま
ま
定
着
し
て
お
ら
ず
、
い
ず
れ
に
せ
よ

固
有
の
刑
法
的
要
保
護
性
を
認
め
る
程
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
読
谷
村
民
に
押
し
つ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
性
・
切

実
さ
な
ど
な
い
旗
が
、
沖
縄
の
尊
厳
の
前
に
斥
け
ら
れ
た
の
が
本
件
に
お
け
る
価
値
衝
突
の
実
態
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
．
本
件
日
の
丸

旗
焼
却
行
為
の
違
法
性
は
完
全
に
阻
却
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
Ａ
の
行
為
は
そ
の
平
等
権
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
正
当
で
あ
っ

た
。

（
１
）
弁
纏
人
ら
は
第
一
審
最
終
弁
論
の
冒
頭
で
、
弁
論
を
は
じ
め
る
に
あ
た
っ
て
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
と
し
て
。
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
た
．
「
ま
ず
本
件
が
沖
縄
で
起
き
た
と
い
う
点
で
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
沖
縄
は
本
土
各
府
県
と
は
異
な
っ
た
幾
つ
か
の
特
色
が
あ
る
。
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二
一
点
だ
け
補
足
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ノ
ー
マ
・
フ
ィ
ー
ル
ド
が
読
谷
村
で
は
Ａ
の
行
為
を
遺
憾
と
見
る
の
は
共
通
の
感
覚
で

（
１
）

あ
っ
た
と
報
告
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
右
行
為
の
違
法
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
。

フ
ィ
ー
ル
ド
は
米
軍
基
地
と
リ
ゾ
ー
ト
施
設
が
読
谷
村
に
基
地
被
害
と
環
境
破
壊
を
も
た
ら
す
反
面
で
経
済
的
利
益
を
も
た
ら
し
て

（
り
こ

い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
あ
と
、
「
こ
う
い
う
事
情
は
ど
っ
ち
つ
か
ず
の
両
価
的
態
度
を
は
ぐ
く
む
」
と
書
い
て
い
る
。
両
価
的
な
る
も
の

が
、
あ
る
い
は
諸
価
値
が
、
先
鋭
な
価
値
衝
突
を
回
避
し
た
と
こ
ろ
で
辛
う
じ
て
均
衡
を
保
っ
て
い
る
の
が
日
常
生
活
の
現
実
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
は
差
別
の
問
題
と
て
例
外
で
は
な
い
。

差
別
の
問
題
は
重
層
的
で
あ
り
、
差
別
者
と
被
差
別
者
と
い
う
立
場
は
互
換
性
を
も
っ
て
個
人
を
規
定
し
て
い
る
の
が
通
常
で
あ
る
。

（
２
）
梅
崎
進
哉
・
宗
岡
嗣
郎
『
刑
法
学
原
論
』
二
九
九
八
年
）
二
○
八
頁
以
下
。

（
３
）
『
同
書
』
二
○
六
頁
、
宗
岡
『
法
と
実
存
』
（
一
九
九
六
年
）
二
四
頁
以
下
、
四
一
一
一
頁
以
下
、
同
「
ゲ
ル
一
一
力
判
決
に
お
け
る
知
的
頽
廃
」
久
留

米
法
学
一
一
一
二
・
一
一
一
一
一
一
合
併
号
（
一
九
九
八
年
）
二
○
一
二
頁
以
下
。

と
で
も
、

い
る
。
」

（
改
行
）
そ
の
一
つ
は
、
歴
史
・
文
化
の
伝
統
か
ら
く
る
特
色
で
あ
る
。
そ
の
差
異
は
日
常
的
に
は
潜
在
化
さ
れ
て
い
る
が
、
事
あ
る
と
き
は

こ
れ
が
顕
在
化
す
る
．
（
改
行
）
特
に
明
治
以
来
大
日
本
帝
国
が
行
っ
た
、
強
制
と
差
別
の
問
題
に
つ
い
て
は
き
び
し
い
も
の
が
あ
る
。
（
改
行
）

も
う
一
つ
は
、
太
平
洋
戦
争
に
お
い
て
、
天
皇
は
じ
め
本
土
国
民
の
た
め
の
捨
て
石
と
し
て
、
唯
一
地
上
戦
の
戦
場
と
な
っ
た
、
と
い
う
点
で

あ
る
。
（
改
行
）
住
民
の
ほ
と
ん
ど
は
、
財
産
の
す
べ
て
を
失
い
．
親
族
を
失
い
、
軍
隊
に
よ
り
惹
き
起
こ
さ
れ
た
諸
々
の
事
な
ど
が
、
今
日

な
お
他
よ
り
極
め
て
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、
当
然
で
あ
る
。
（
改
行
）
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
仮
に
本
土
に
お
い
て
正
当
と
さ
れ
る
こ

と
で
も
、
沖
縄
で
は
不
当
と
感
じ
ら
れ
、
本
土
に
お
い
て
は
不
当
と
非
難
さ
れ
る
こ
と
で
も
、
沖
縄
で
は
正
当
と
さ
れ
る
も
の
を
創
り
だ
し
て
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そ
の
よ
う
な
中
で
個
人
が
あ
る
特
定
の
被
差
別
者
と
し
て
立
ち
現
れ
る
の
は
、
一
般
に
、
そ
の
特
定
の
従
属
的
集
団
が
支
配
的
集
団
に

対
し
て
激
し
く
価
値
を
衝
突
さ
せ
た
と
き
で
あ
る
。
沖
縄
と
日
本
本
土
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
、
両
者
は
地
理
的
な
距
離
に
隔
て

ら
れ
て
お
り
、
そ
の
間
に
存
在
す
る
差
別
的
関
係
は
、
常
に
緊
迫
し
た
も
の
と
し
て
沖
縄
の
人
た
ち
を
規
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
本
件

の
場
合
、
海
邦
国
体
の
開
催
を
契
機
と
し
て
「
日
の
丸
」
「
君
が
代
」
の
問
題
が
沖
縄
に
持
ち
込
ま
れ
た
一
九
八
七
年
は
、
「
沖
縄
の
人
々

（
３
）

に
と
っ
て
、
復
帰
後
に
迎
え
た
何
度
目
か
の
大
き
な
〃
試
練
の
年
“
」
で
あ
り
、
こ
れ
に
抗
し
て
読
谷
村
民
の
多
く
は
日
の
丸
旗
掲
揚

と
君
が
代
斉
唱
の
強
制
に
反
対
す
る
旨
の
署
名
を
し
た
。
そ
の
中
で
と
り
わ
け
Ａ
は
、
チ
ピ
チ
リ
ガ
マ
で
の
「
集
団
自
決
」
の
追
体
験

を
読
谷
村
で
最
も
強
く
行
っ
た
者
の
一
人
と
し
て
、
い
わ
ば
そ
の
「
試
練
」
を
最
も
強
烈
に
引
き
受
け
た
個
人
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え

（
１
）

Ａ
は
、
は
っ
き
り
と
抵
抗
行
為
に
で
て
価
値
を
保
全
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
Ｂ
村
長
と
と
も
に
「
屈
服
」
し
た
か
、
い
わ
ば
黙
し

て
「
試
練
」
を
引
き
受
け
て
い
た
多
く
の
人
た
ち
に
と
っ
て
、
Ａ
の
行
為
は
均
衡
を
崩
す
も
の
、
つ
ま
り
、
厳
し
く
映
っ
た
の
で
あ
る
。

（
５
）

「
旗
を
引
き
お
ろ
し
た
の
は
い
い
、
で
も
燃
や
し
た
の
は
ま
ず
か
っ
た
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
心
情
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
Ａ
を
坐
口
訴
し

（
６
）

た
Ｂ
村
長
が
、
「
Ａ
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
は
、
歴
史
が
証
明
す
る
で
し
ょ
う
」
と
麺
叩
っ
た
、
と
フ
ィ
ー
ル
ド
は
伝
え
て
い
る
。
Ａ
の
行

為
を
正
し
く
評
価
す
る
た
め
に
は
、
両
価
的
な
る
世
界
に
歴
史
的
な
観
点
か
ら
分
け
入
っ
て
、
保
全
す
べ
き
価
値
を
確
認
す
る
作
業
が

必
要
な
の
で
あ
る
。

（
１
）
ノ
ー
マ
・
フ
ィ
ー
ル
ド

（
２
）
『
同
書
』
六
四
－
五
頁
。

（
３
）
高
良
勉
『
前
掲
書
』
｜

（
４
）
ノ
ー
マ
・
フ
ィ
ー
ル
ド

三
頁
。

『
前
掲
譜
』
六
五
頁
。

『
天
皇
の
逝
く
国
で
』
（
大
島
か
お
り
訳
、
一
九
九
四
年
）
九
二
頁
。
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(5
)
F同
宙
l
六
三

-
四
頁
｡

(6
)
『同
番
』

二

九
百
｡

五

結
び
に
代
え
て

一

二
風
谷
ダ
ム
判
決
の
比
較
衡
免
諭
を
参
考
に
し
た
本
稿
の
考
察
は
'
差
別
的
な
行
為
に
対
す
る
反
差
別
行
為
を
刑
法
的
に
保
緯

す
る
超
法
規
的
遵
法
阻
却

･
減
少
輪
で
あ
る
｡

平
川
宗
信
は

｢差
別
の
解
消

･
平
等
の
実
現
に
関
し
て
刑
法
が
な
し
う
る
こ
と
は
､

山
定
の
差
別
行
為
を
犯
罪
と
し
て
処
嗣
す
る
こ

(-
)

と
で
あ
る
｣
と
し
つ
つ
も
､
刑
法
の
こ
の
役
割
に
つ
い
て
は
限
定
的
に
理
解
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
｡
し
か
し
'
人
種
差
別
撤

廃
条
約
の
履
行
状
況
に
関
す
る
日
本
政
府
の
報
告
書
を
審
査
し
た
人
種
差
別
撤
廃
委
員
会
の
最
終
所
見

(二
〇
〇
一
年
三
月
)
は
､
｢人
種

(2
)

差
別
を
犯
罪
と
す
る
｣
こ
と
を
日
本
政
府
に
勧
告
し
て
お
り
､
差
別
の
間
題
に
つ
い
て
刑
法
理
論
は
課
題
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
状
況
に

あ
る
｡
本
稿
は
差
別
行
為
を
犯
罪
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
判
断
を
示
し
て
い
な
い
が
'
反
差
別
行
為
の
刑
法
的
保
湾
と
い
う
も
う

一
つ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
提
起
し
て
い
る
｡

こ
の
も
う

一
つ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
'
愈
法

一
四
条

一
項
の

｢法
の
下
の
平
等
｣
の
意
義
の
異
な
る
理
解
に
よ
っ
て
､
つ
ま
り
そ
れ
を

反
差
別
の
観
点
か
ら
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
た
｡
と
い
う
の
は
､
差
別
行
為
は
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
攻
撃
を
含
む
が
'

こ
れ
が
も
っ
ぱ
ら
人
間
の
尊
厳
に
対
す
る
攻
撃
で
あ
る
な
ら
､
そ
れ
に
反
撃
す
る
行
為
は
人
間
の
尊
厳
を
回
復
す
る
行
為
で
あ
っ
て
'
そ

の
行
為
を
正
当
化
す
る
た
め
に
'
敢
え
て
慈
法

一
四
条
を
参
照
す
る
必
要
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
き
､
そ
こ
か

ら
は
そ
れ
を
反
差
別
行
為
と
し
て
刑
法
的
に
保
積
し
よ
う
と
す
る
理
論
偶
成
は
生
ま
れ
て
こ
な
い
｡
こ
れ
に
対
し
て
本
稿
は
､
差
別
行

為
に
対
す
る
反
差
別
行
為
は
侵
脊
さ
れ
た
平
等
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
t
と
考
え
て
い
る
J
J
の
点
を
少
し
補
足
し
て
結
び
に
代
え
た
い
｡
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二
平
川
に
よ
れ
ば
、
差
別
行
為
を
規
制
す
る
罪
の
保
護
法
益
は
、
被
差
別
者
の
生
命
・
身
体
・
自
由
・
人
格
・
財
産
等
で
あ
り
、
こ

（
１
）

れ
は
差
別
行
為
の
行
為
客
体
が
個
人
で
あ
る
場
〈
ロ
も
そ
う
で
な
い
場
合
も
、
そ
う
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
差
別
的
名
誉
毅
損
は
、

個
人
の
名
誉
に
対
す
る
攻
撃
と
し
て
理
解
で
き
る
。
ア
メ
リ
カ
の
へ
イ
ト
・
ク
ラ
イ
ム
の
立
法
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
差
別
的
暴
力
行

為
の
場
合
も
そ
う
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
は
そ
の
差
別
的
動
機
の
部
分
に
照
ら
し
て
刑
を
加
重
す
る
方
法
で
あ
る
が
、
客
観
的
違
法

論
の
枠
組
み
で
こ
れ
を
理
解
す
る
な
ら
、
差
別
的
動
機
が
被
害
者
の
人
格
に
対
す
る
特
別
な
攻
撃
性
を
有
し
て
い
る
と
す
る
か
、
あ
る

い
は
差
別
的
動
機
が
差
別
を
助
長
す
る
効
果
に
侵
害
性
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
仮
に
後
者
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
差
別
の
助

長
と
は
、
既
存
の
差
別
を
前
提
と
す
る
が
、
そ
の
前
提
と
さ
れ
た
差
別
と
は
一
般
に
集
団
間
に
お
い
て
存
在
す
る
も
の
、
つ
ま
り
支
配

的
集
団
に
よ
る
従
属
的
集
団
に
対
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
稿
は
こ
こ
に
平
等
の
法
的
価
値
（
平
等
原
則
）
の
侵
害
さ
れ
た
状
態
が
あ
る
と

理
解
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
差
別
を
助
長
す
る
行
為
の
違
法
性
を
理
解
す
る
の
は
困
難
で
は
な
い
。

し
か
し
こ
れ
は
個
人
的
法
益
へ
の
還
元
論
（
平
川
の
論
理
）
の
方
法
で
は
な
い
。
還
元
論
で
は
、
差
別
の
助
長
と
は
差
別
行
為
の
助

長
で
あ
る
と
理
解
し
て
、
個
人
的
法
益
へ
の
間
接
的
侵
害
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
危
険
犯
の
構
成
で
あ
る
。
人
種
差
別
撤
廃
条

約
四
条
（
ａ
）
が
禁
止
す
る
人
種
的
優
越
・
憎
悪
思
想
の
流
布
や
人
種
差
別
の
扇
動
等
に
つ
い
て
も
解
釈
は
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
そ

う
す
る
と
、
教
唆
犯
の
解
釈
論
と
の
整
合
性
か
ら
し
て
も
、
「
相
当
程
度
の
具
体
的
・
実
質
的
な
危
険
の
存
在
が
必
要
」
と
考
え
ね
ば
な

（
⑩
こ

ら
な
い
。
つ
ま
り
「
処
罰
は
、
き
わ
め
て
限
定
的
に
し
か
許
容
さ
れ
な
い
」
。
そ
れ
ゆ
え
平
川
は
、
差
別
意
田
》
・
差
別
感
情
の
表
示
を
そ

の
本
質
と
す
る
、
集
団
に
対
す
る
侮
辱
罪
、
す
な
わ
ち
直
接
的
に
集
団
を
対
象
と
す
る
犯
罪
類
型
が
考
慮
に
値
す
る
と
し
た
の
で
あ
る
。

（
１
）
平
川
宗
信
『
刑
法
各
論
』
（
一
九
九
五
年
）
二
六
六
頁
。

（
２
）
反
差
別
国
際
運
動
日
本
委
員
会
編
『
現
代
世
界
と
人
権
胴
国
連
か
ら
見
た
日
本
の
人
種
差
別
』
（
二
○
○
一
年
）
二
二
八
頁
．
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し
か
し
こ
の
種
の
犯
罪
も
や
は
り
集
団
を
通
じ
て
間
接
的
に
個
人
的
法
益
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
内
野
正
幸
が
「
差
別

的
集
団
侮
辱
を
集
団
に
属
す
る
多
数
人
の
名
誉
感
情
に
対
す
る
危
険
犯
」
と
し
て
構
成
し
た
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
野
は
、

「
名
誉
感
情
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
を
立
証
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
」
か
ら
、
「
被
差
別
集
団
の
な
か
の
あ
る
者
の
名
誉
感
情
が
害
さ
れ
る

（
恐
》

実
際
的
な
危
険
が
生
じ
た
こ
と
、
つ
ま
り
そ
の
表
現
が
被
害
者
に
伝
わ
っ
た
こ
と
」
を
要
件
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
れ
は
論
理
と

し
て
は
危
険
性
の
擬
制
で
あ
る
し
、
そ
も
そ
も
、
そ
の
よ
う
な
解
釈
論
を
要
し
て
ま
で
、
集
団
に
対
す
る
侮
辱
行
為
を
規
制
す
る
利
益

が
高
い
の
で
あ
れ
ば
、
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
ほ
ど
差
別
の
法
益
侵
害
性
に
つ
い
て
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
端
的

に
平
等
侵
害
と
し
て
楢
成
す
べ
き
性
格
の
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

と
い
う
の
は
、
差
別
行
為
を
個
人
的
法
益
に
還
元
し
て
不
足
が
生
じ
な
い
の
は
、
財
の
等
し
い
配
分
を
問
題
に
し
て
、
あ
る
財
の
稀

少
が
、
そ
の
財
に
対
す
る
個
人
の
権
利
の
侵
害
を
櫛
成
す
る
と
き
、
そ
れ
が
差
別
行
為
で
あ
る
、
と
考
え
る
と
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
等

し
い
財
の
配
分
自
体
に
価
値
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
「
等
し
い
も
の
は
等
し
く
、
異
な
る
も
の
は
別
異
に
」
取
り
扱
う
こ
と
に
お
い
て
配

分
的
正
義
は
比
例
的
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
憲
法
学
で
は
合
理
的
な
差
別
と
不
合
理
な
差
別
を
論
じ
て
い
る
。

し
か
し
、
差
別
行
為
を
法
的
に
問
う
と
は
、
そ
こ
に
匡
正
的
な
観
点
あ
る
い
は
被
害
回
復
的
な
観
点
を
持
ち
込
む
こ
と
で
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
で
は
合
理
的
な
差
別
と
い
う
観
念
を
入
れ
る
余
地
は
な
く
な
り
、
差
別
的
な
関
係
を
前
提
と
す
れ
ば
、

反
差
別
的
で
あ
る
こ
と
が
合
理
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
沖
縄
と
日
本
本
土
の
間
で
沖
縄
に
対
す
る
ヤ
マ
ト
の
尊
厳
を
も
取
り
上
げ
て
、
「
尊

厳
」
の
等
し
い
配
分
に
つ
い
て
考
え
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
集
団
間
に
お
い
て
差
別
的
な
関
係
が
存
在
す
る
と
き
、
と
り
わ
け
財

の
配
分
論
は
差
別
の
実
態
に
そ
ぐ
わ
な
い
論
理
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ハ
ン
セ
ン
病
隔
離
政
策
に
よ
る
ハ
ン
セ
ン
病
者
集
団
に
対
す
る
差
別
を
考
え
る
と
、
そ
の
差
別
性
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
者
を
総
じ
て
被

差
別
の
社
会
的
地
位
に
置
く
こ
と
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
ハ
ン
セ
ン
病
者
は
、
差
別
・
偏
見
を
恐
れ
て
、
怯
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え
て
生
活
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
被
害
は
、
差
別
的
な
ハ
ン
セ
ン
病
政
策
に
よ
っ
て
助
長
さ
れ
た
個
別
の
差

別
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
間
接
的
被
害
で
は
な
い
。
た
し
か
に
差
別
的
な
政
策
に
よ
っ
て
個
人
的
法
益
の
間
接
的
な
侵
害
が

も
た
ら
さ
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
が
差
別
的
な
政
策
に
よ
る
差
別
と
い
う
被
害
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
ハ
ン
セ
ン
病

者
を
総
じ
て
被
差
別
の
社
会
的
地
位
に
置
く
も
の
で
あ
っ
た
》
」
と
を
指
し
て
説
明
す
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
ハ
ン

（
４
）

セ
ン
病
政
策
の
差
別
性
は
、
集
団
的
な
平
等
の
法
的
価
値
の
侵
害
を
指
し
て
説
明
す
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
識
論
は
、
差
別
行
為
を
犯
罪
と
す
る
場
合
の
保
護
法
益
の
適
切
な
捉
え
方
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
差
別
的

名
誉
駿
損
を
個
人
的
法
益
に
対
す
る
侵
害
行
為
と
理
解
す
る
こ
と
に
問
題
は
な
い
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
差
別
行
為
は
そ
の
よ
う
に
、
つ

ま
り
個
人
的
法
益
に
対
す
る
罪
を
構
成
す
る
限
度
で
、
刑
法
的
に
規
制
す
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
議
論
も
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ

る
い
は
個
人
に
対
す
る
も
の
で
あ
れ
集
団
に
対
す
る
も
の
で
あ
れ
、
差
別
行
為
は
差
別
行
為
と
し
て
犯
罪
類
型
化
す
る
の
で
は
な
く
、
特

定
の
行
為
類
型
を
取
り
出
し
て
（
個
人
の
名
誉
の
駿
損
、
少
数
民
族
の
聖
地
の
冒
涜
等
）
、
そ
の
類
型
に
お
い
て
犯
罪
化
す
る
方
法
も
あ
ろ

う
。
差
別
（
平
等
の
法
的
価
値
侵
害
）
は
遍
在
し
て
お
り
、
ま
た
立
場
は
互
換
的
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
全
て
を
刑
法
的
に
規
制
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
差
別
行
為
を
個
人
的
法
益
侵
害
に
還
元
す
る
議
論
は
差
別
行
為
の

差
別
性
を
つ
か
み
き
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
稿
は
、
集
団
間
に
差
別
的
関
係
が
存
在
す
る
と
き
、
差
別
行
為
に
対
す
る
反
差
別
行
為
は
、
当
該
行
為
者
の
平
等
権
に
基
づ
く
も

の
と
し
て
正
当
化
の
余
地
を
有
す
る
と
述
べ
た
。
平
等
原
則
（
反
差
別
の
観
点
か
ら
す
る
平
等
の
法
的
価
値
）
と
こ
の
平
等
権
と
の
関
係

に
つ
い
て
も
本
稿
は
議
論
を
し
て
い
な
い
。
右
に
素
描
し
た
点
と
と
も
に
稿
を
改
め
て
論
じ
た
い
。

（
１
）
平
川
『
前
掲
鶴
』
二
六
九
頁
。
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（
２
）
『
同
啓
』
二
七
○
’
一
頁
。

（
３
）
内
野
正
幸
『
差
別
的
表
現
』
二
九
九
○
年
）
一
五
九
頁

（
４
）
森
川
「
前
掲
論
文
」
（
一
四
三
頁
注
（
７
）
）
七
二
頁
以
下
。

（
二
○
○
一
年
一
○
月
一
五
日
）


