
ー
闇
民
権
研
究
再
考
⑫

国
民
国
家
と
民
衆
運
動
(
覚
え
書
)

今

西

私
は
た
ま
た
ま
、
一
九
九
五
年
の
九
月
一
五
日
か
ら
一
カ
月
余
り
、

ア
メ
リ
カ
の
大
学
と
ド
イ
ツ
の
学
界
を
見
学
す
る
機
会
を
得
た
。
下

手
な
ア
メ
リ
カ
の
印
象
記
か
ら
書
く
と
、
研
究
会
の
あ
い
閣
を
ぬ
っ

て
、
ニ
ュ

i
ヨ
i
ク
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
や
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・

ミ
ュ
ジ
ア
ム
を
見
て
ま
わ
り
、
改
め
て
ア
メ
リ
カ
が
二

O
世
紀
の

H

帝
国
H

で
あ
る
こ
と
を
実
感
し
た
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ミ
ュ
ジ
ア
ム

の
展
示
を
見
て
い
る
と
、
今
日
の
ア
メ
リ
カ
の
富
と
繁
栄
が
、
マ
ヤ
・

イ
ン
カ
な
ど
か
ら
の
掠
奪
と
、
「
イ
ン
デ
ア
ン
」
と
呼
ば
れ
た
ネ
イ

テ
ブ
・
ア
メ
リ
カ
ン
の
人
々
へ
の
侵
略
の
う
え
に
成
り
立
っ
て
い
る

こ
と
が
嫌
で
も
わ
か
る
。

ま
た
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
で
は
、
ア
メ
リ
カ
の
富
を
使
っ
て
、

世
界
中
か
ら
買
い
集
め
ら
れ
た
美
術
品
に
、
た
だ
た
だ
感
動
し
た
。

一
方
、
そ
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
で
は
、
殺
人
や
レ
イ
プ
が
日
常
化
し
て

き
で
い
る
。
今
日
の
ア
メ
リ
カ
社
会
の
な
か
で
、
「
近
代
」
を
批
判
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し
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
や
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
の
問
題
を
議
論
す
る
こ
と
の

切
実
さ
が
、
一
旅
行
者
の
私
に
も
よ
く
理
解
で
き
た
。
ベ
ル
リ
ン
で

も
、
ボ
ス
ニ
ヤ
戦
争
や
旧
ソ
連
の
「
難
民
」
が
流
れ
込
ん
で
お
り
、

貧
富
の
格
差
が
増
し
て
い
る
こ
と
は
、
一
目
瞭
然
で
あ
っ
た
。

ア
メ
リ
カ
と
ド
イ
ツ
の
日
本
学

ア
メ
リ
カ
で
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州
イ
サ
カ
の
コ
l
ネ
ル
大
学
で
、

酒
井
直
樹
氏
と
ブ
レ
ッ
ト
・
ド
・
パ
リ
l
氏
の
共
催
し
て
い
る
セ
ミ

ナ
ー
で
報
告
し
た
。
ア
メ
リ
カ
で
の
印
象
は
、
ま
ず
大
学
毎
の
学
問

の
色
分
け
が
、
実
に
濃
厚
な
の
に
感
動
し
た
。
一
言
で
単
純
化
す
れ

ば
、
ハ
ー
バ
ー
ド
大
学
の
近
代
化
論
に
対
し
て
、
コ

l
ネ
ル
大
学
の

「
ポ
ス
ト
構
造
主
義
」
論
が
対
極
に
あ
る
、
と
い
う
図
式
に
な
る
。

ア
メ
リ
カ
社
会
で
は
、
学
問
的
な
言
説
が
、
即
社
会
的
政
治
的
影
響

力
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
の
「
神
話
」
は
、
ア

メ
リ
カ
H

帝
国
u

と
ハ
イ
ソ
サ
イ
テ
ィ

i
社
会
を
基
礎
づ
け
て
き
た

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
根
底
か
ら
批
判
す
る
「
ポ
ス
ト
構
造
主
義
」

論
は
、
ア
メ
リ
カ
社
会
で
最
も

H

危
険
な
思
想
H

と
い
う
こ
と
に
な

る。
し
か
し
、
コ

l
ネ
ル
大
学
と
コ
ロ
ン
ビ
ア
大
学
の
セ
ミ
ナ
ー
に
参

加
し
て
、
ア
メ
リ
カ
の
若
手
研
究
者
の
成
長
に
は
驚
か
さ
れ
た
。
院

生
た
ち
と
話
し
て
い
て
も
、
フ
l
コ
l
は
勿
論
、
デ
リ
ダ
、
ガ
タ
リ
、

ド
ゥ
ル
ー
ズ
な
ど
を
自
家
薬
龍
中
の
も
の
と
し
て
お
り
、
そ
の
研
究

の
実
証
性
も
相
当
に
高
い
も
の
で
あ
っ
た
。
も
し
彼
ら
の
研
究
が
日

本
語
に
翻
訳
さ
れ
れ
ば
、
日
本
の
歴
史
学
界
や
文
学
学
界
を
根
底
か

ら
揺
さ
ぶ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
日
本
の
歴
史
学
界
は
、

今
や
「
開
国
」
前
夜
と
い
う
状
態
に
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
の
日
本
学
の
現
状
は
、
逆
の
意
昧
で
驚
か

さ
れ
た
。
ド
イ
ツ
で
は
、
ベ
ル
リ
ン
日
独
セ
ン
タ
ー
と
ベ
ル
リ
ン
・

ブ
ラ
ン
デ
ン
ブ
ル
グ
学
術
ア
カ
デ
ミ
ー
共
催
の
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

と
カ
ノ
ン
」
と
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
し
た
。
報
告
者
は
、
日

本
側
で
は
安
丸
良
夫
、
田
中
克
彦
、
亀
井
秀
雄
、
成
田
龍
一
氏
、
ア

メ
リ
カ
側
で
は
キ
ャ
ロ
ル
・
、
グ
ラ
ッ
夕
、
ハ
l
リ
l
・
ハ
ル
ツ
ウ
ニ

ア
ン
、
酒
井
直
樹
氏
と
い
っ
た
鐸
々
た
る
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
。
し

か
し
、
率
直
に
言
っ
て
ド
イ
ツ
側
の
報
告
の
レ
ベ
ル
は
低
い
と
思
っ

た。
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そ
し
て
何
よ
り
意
外
だ
っ
た
の
は
、
グ
ラ
ッ
ク
氏
や
酒
井
氏
が
、

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
H
H並
区
遍
u

、
日
本
H
H
特
殊
H
と
い
う
議
論
を
批

判
し
た
時
の
、
ド
イ
ツ
側
の
研
究
者
の
猛
反
発
で
あ
っ
た
。
同
じ
こ

と
を
安
丸
氏
ら
日
本
の
研
究
者
が
言
っ
て
も
反
発
し
な
い
が
、
ア
メ

リ
カ
の
研
究
者
が
言
う
と
、
ス
ト
レ
ー
ト
に
反
発
す
る
。
こ
こ
に
も

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
世
界
の
ア
メ
リ
カ
蔑
視
が
、
露
骨
に
現
わ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
ハ
ル
ツ
ウ
ニ
ア
ン
氏
が
折
口
信
夫
に
つ
い
て
報
告
す
る
と
、

「
折
口
と
ハ
イ
デ
ガ
1
は
、
よ
く
似
て
い
る
。
折
口
は
ハ
イ
デ
ガ
ー

を
読
ん
だ
の
か
」
と
い
う
質
問
が
出
さ
れ
る
の
に
も
驚
か
さ
れ
た
。

何
で
も
ド
イ
ツ
H
西
ヨ

l
ロ
パ
に
源
流
が
あ
っ
て
、
日
本
は
そ
れ
を

真
似
た
、
と
い
う
の
は
何
十
年
前
の
発
想
で
あ
ろ
う
か
。



た
だ
、
日
本
で
も
「
講
座
」
派
、
大
塚
史
学
、
丸
山
政
治
学
が
、

こ
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
H

H

普
遍
H

、
日
本
H

H

特
殊
H

と
い
う
議
論

を
前
提
に
形
成
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
う
え
に
ま
だ
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
刊
行

H

近
代
H

、
日
本
H

H

半
封
建
u

と
い
う
バ
イ
ア
ス
ま
で
か
け
て
き

た
の
で
あ
る
。
安
丸
氏
や
グ
ラ
ッ
ク
氏
の
日
本
と
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
を

同
じ
「
近
代
」
と
し
て
論
じ
る
「
創
ら
れ
た
伝
統
」
論
が
、
こ
の
西

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
史
観
へ
の
重
大
な
挑
戦
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、

逆
に
ド
イ
ツ
の
研
究
者
の
反
発
か
ら
教
え
ら
れ
た
。

国
民
国
家
の
相
対
化

こ
の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
史
観
ゃ
、
「
国
民
国
家
」
の
枠
組
の
な

か
で
歴
史
を
考
え
る
こ
と
を
最
も
批
判
し
て
い
る
論
者
の
一
人
に
、

フ
ラ
ン
ス
史
の
二
宮
宏
之
氏
が
い
る
。
二
宮
氏
は
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。フ

ラ
ン
ス
革
命
に
よ
り
「
一
に
し
て
不
可
分
の
」
国
家
体
制
を

つ
く
り
上
げ
た
と
見
倣
さ
れ
て
い
る
国
家
に
お
い
て
も
、
オ
ツ

ク
語
文
化
圏
と
し
て
の
南
フ
ラ
ン
ス
は
、
そ
の
独
自
性
を
強
く

主
張
し
、
ブ
ル
タ
l
ニ
ュ
に
お
い
て
も
、
ブ
ル
ト
ン
語
を
象
徴

と
す
る
ケ
ル
ト
文
化
を
掲
げ
て
パ
リ
の
支
配
に
抵
抗
す
る
動
き

は
根
強
い
。
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
バ
ス
ク
の
独
立
運
動
ゃ
、
ベ

ル
ギ
ー
に
お
け
る
フ
ラ
マ
ン
と
ワ
ロ
ン
の
言
語
対
立
も
、
そ
の

激
烈
さ
に
お
い
て
、
近
代
国
家
な
る
も
の
の
内
実
を
露
わ
に
し

て
い
る
。
他
方
ま
た
、
民
族
自
決
の
原
則
の
下
に
政
治
独
立
を

達
成
し
た
、
第
二
一
世
界
に
お
け
る
多
く
の
国
々
に
お
い
て
は
、

独
立
後
た
だ
ち
に
、
深
刻
な
「
民
族
紛
争
」
が
激
発
す
る
こ
と

と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
民
族
自
立
の
側
面
か
ら
の
み

民
族
解
放
闘
争
を
捉
え
て
来
た
視
点
を
裏
切
る
も
の
で
あ
っ
た

と
言
え
よ
う
(
「
ソ
シ
ア
ピ
リ
テ
の
歴
史
学
と
民
族
」
『
歴
史

学
再
考
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
l
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
九
四
年
、

四
五

1
四
六
頁
)
。

フ
ラ
ン
ス
革
命
な
ど
の
古
典
的
な
「
民
族
統
こ

H

「
国
民
国
家
」

論
が
批
判
さ
れ
て
い
る
と
と
も
に
、
近
年
の
社
会
主
義
体
制
の
崩
壊

の
な
か
で
の
、
中
国
や
ベ
ト
ナ
ム
の
「
開
発
独
裁
国
家
」
化
と
い
う

現
象
は
、
第
三
世
界
の
「
民
族
解
放
運
動
」
な
る
も
の
を
再
検
討
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
状
況
に
さ
し
か
か
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
勿

論
、
「
民
族
解
放
運
動
」
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
正
し
い
も
の
と
考
え
、

日
本
の
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
「
独
立
」
を
、
「
民
族
解
放
運
動
」
と
し

て
と
ら
え
て
き
た
、
戦
後
の
革
新
運
動
や
歴
史
学
の
方
法
自
体
に
も

反
省
を
迫
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
二
宮
氏
は
、
「
十
八
世
紀
末
葉
よ
り
十
九
世
紀
に
か
け
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
を
中
心
に
形
成
さ
れ
た
ネ
i
シ
ョ
ン
・
ス
テ
ー
ト
(
国
民
国

家
)
を
、
世
界
を
読
み
解
く
基
本
的
な
枠
組
み
と
し
て
き
た
が
、
そ

の
さ
い
、
『
階
級
』
と
『
民
族
』
と
い
う
こ
つ
の
概
念
を
、
歴
史
認

識
の
座
標
軸
と
し
て
き
た
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ま
ず
も
っ

て
ネ
l
シ
ヨ
ン
・
ス
テ
ー
ト
を
正
当
化
し
よ
う
と
す
る
支
配
的
言
説

を
支
え
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
批
判
的
言
説
も
ま
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た
、
こ
の
点
で
は
同
じ
土
俵
に
あ
が
っ
て
い
た
の
だ
っ
た
」
(
「
ソ

シ
ア
ビ
リ
テ
論
の
射
程
」
『
結
び
あ
う
か
た
ち
』
山
川
出
版
、
一
九

九
五
年
、
四
頁
)
と
語
っ
て
い
る
。

同
じ
フ
ラ
ン
ス
史
の
西
川
長
夫
氏
も
ま
た
、
イ
マ
ニ
エ
ル
・
ウ
ォ

ラ
l
ス
テ
ィ
ン
の
国
家
間
シ
ス
テ
ム
論
を
引
き
な
が
ら
、
「
日
本
の

自
由
民
権
や
本
来
国
際
主
義
的
で
あ
る
は
ず
の
社
会
主
義
運
動
(
反

シ
ス
テ
ム
運
動
)
が
、
な
ぜ
あ
れ
ほ
ど
国
家
主
義
的
で
あ
っ
た
か
」

を
問
う
て
い
る
(
『
地
球
時
代
の
民
族
H
文
化
理
論
』
新
曜
社
、
一

九
九
五
年
、
二

O
四
頁
)
。
私
た
ち
は
、
自
由
民
権
運
動
の
国
家
主

義
的
性
格
を
つ
く
り
だ
し
た
、
国
民
国
家
の
枠
組
み
に
つ
い
て
の
議

論
を
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

民
衆
運
動
史
の
問
題

二
宮
氏
は
ま
た
、
民
衆
運
動
史
研
究
に
つ
い
て
も
次
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。
「
社
会
運
動
も
ま
た
、
階
級
闘
争
と
民
族
運
動
に
収
蝕
さ

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
げ
ん
に
戦
後
の
社
会
運
動
史
研
究
は
、
こ
の

よ
う
な
枠
組
の
な
か
で
す
す
め
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に

た
い
し
、
運
動
を
突
き
動
か
し
て
い
た
も
の
を
よ
り
的
確
に
と
ら
え

ち
ゅ
う
た
い

る
た
め
に
、
運
動
の
背
後
に
あ
る
社
会
的
紐
帯
を
、
よ
り
多
元
的
に
、

ま
た
状
況
に
そ
く
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
視
点
が
提
起
さ
れ
て
く

る
。
今
日
流
に
い
う
な
ら
ば
、
日
常
的
プ
ラ
テ
ィ

l
ク
に
焦
点
を
定

め
た
対
象
と
の
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
」
と
す
る
。

そ
こ
で
E
・
p
-
ト
ム
ソ
ン
の
モ
ラ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
論
や
、
ミ
シ
エ

ル
・
ペ
ロ

l
の
「
ス
ト
ラ
イ
キ
の
な
か
の
労
働
者
」
な
ど
の
研
究
が
、

そ
の
優
れ
た
例
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
(
二
宮
前
掲
書
、
五
頁
)
。

日
本
の
近
世
・
近
代
の
民
衆
史
の
な
か
で
も
、
か
つ
て
か
ら
近
代

的
な
「
個
」
か
共
同
体
か
、
と
い
う
不
毛
な
二
元
論
が
あ
っ
た
。
し

か
し
私
は
、
そ
う
し
た
議
論
を
乗
り
越
え
て
、
今
こ
そ
民
衆
の
「
日

常
的
。
フ
ラ
テ
ィ

1
ク
に
焦
点
を
定
め
た
」
社
会
的
結
合
(
ソ
シ
ア
ビ

リ
テ
)
論
を
提
起
す
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
な
し

に
は
、
今
後
の
民
衆
運
動
史
研
究
の
前
進
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
は
、
か
な
り
の
人
の
賛
同
を
得
て
き
て
い
る
と
思
う
。

そ
の
場
合
、
ロ
ジ
ェ
・
シ
ャ
ル
チ
ェ
氏
が
語
る
よ
う
に
、
「
以
前

に
は
、
民
衆
文
化
と
エ
リ
ー
ト
文
化
と
を
対
立
さ
せ
る
よ
う
な
、
そ

し
て
ま
た
階
層
的
な
関
係
を
想
定
す
る
よ
う
な
、
か
な
り
単
純
化
し

た
考
え
方
が
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
文
化
の
多
層
性
を
強
調
す
る
必
要

が
あ
っ
た
」
と
い
う
指
摘
は
重
要
で
あ
る
。

ま
た
シ
ャ
ル
チ
ェ
氏
は
、
「
民
衆
文
化
に
つ
い
て
は
、
一
方
に
パ

フ
!
チ
ン
流
の
、
独
自
な
象
徴
体
系
を
も
っ
た
、
一
種
自
足
的
に
閉

じ
ら
れ
た
、
か
つ
生
き
生
き
し
た
世
界
を
想
定
す
る
見
方
が
あ
り
、

他
方
に
は
、
ブ
ル
デ
ュ

l
の
議
論
を
押
し
つ
め
る
と
そ
う
な
り
ま
す

が
、
象
徴
支
配
の
な
か
に
お
か
れ
て
、
も
っ
ぱ
ら
否
定
的
に
し
か
定

義
さ
れ
な
い
と
す
る
見
方
が
あ
り
ま
し
た
」
、
「
文
化
に
お
け
る
支

配
被
支
配
関
係
を
見
す
え
た
う
え
で
、
多
層
性
と
領
有
を
考
え
る
こ

と
が
必
要
だ
、
と
思
い
ま
す
」
(
福
井
憲
彦
編
『
歴
史
の
愉
し
み
・

歴
史
家
へ
の
道
』
新
曜
社
、
一
九
九
五
年
、
五
八

1
五
九
頁
)
と
も
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述
べ
て
い
る
。
私
は
、
こ
の
シ
ャ
ル
チ
ェ
氏
の
言
葉
は
、
今
日
の
日

本
の
民
衆
運
動
史
研
究
に
も
、
よ
く
当
て
は
ま
る
と
考
え
て
い
る
。

最
後
に
自
由
民
権
運
動
に
即
し
た
具
体
的
な
例
を
ひ
と
つ
だ
け
あ

げ
る
。
作
家
の
安
岡
章
太
郎
氏
は
、
高
知
県
西
部
の
幡
多
郡
の
各
部

落
に
二
戸
ず
つ
残
っ
て
い
る
「
ト
マ
リ
ヤ
」
と
い
う
建
物
に
注
目
し

て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

い
ま
あ
る
ト
マ
リ
ヤ
の
な
か
に
は
、
電
線
を
ひ
い
て
屋
根
裏
の

梁
か
ら
裸
電
球
を
ブ
ラ
下
げ
た
も
の
も
あ
る
が
、
大
半
は
昔
の

ま
ま
、
夜
に
な
る
と
ラ
ン
プ
か
ロ
ウ
ソ
ク
を
点
け
て
、
そ
れ
を

か
こ
ん
で
若
者
た
ち
の
通
過
儀
礼
を
語
り
合
う
の
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
民
権
思
想
も
、
こ
こ
で
は
世
の
中
全
体
が
新
し
い
も
の

に
生
れ
変
る
こ
と
を
夢
見
て
、
そ
う
な
る
た
め
の
通
過
儀
礼
を
、

覚
え
た
て
の
新
し
い
言
葉
や
横
文
字
な
ど
も
交
じ
え
な
が
ら
談

じ
合
い
、
討
論
し
合
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
民
権
運
動
の
基
盤
と
な
っ
た
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア

が
、
も
っ
と
発
掘
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま

た
安
岡
氏
は
、
天
諒
組
総
裁
の
吉
村
虎
太
郎
が
、
こ
の
幡
多
郡
の
山

ゆ
ず
は
ら

奥
の
梼
原
村
の
出
身
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
「
吉
村
の
倒
幕
思
想
か
ら

民
権
論
ま
で
の
距
離
は
、
ほ
ん
の
一
と
跨
ぎ
で
あ
る
」
と
言
う

(
「
民
権
と
風
土
と
人
間
と
」
『
歴
史
へ
の
感
情
旅
行
』
新
潮
社
、

一
九
九
五
年
、
三
七

i
=一
八
頁
)
。
安
岡
氏
の
名
作
『
流
離
課
』

(
新
潮
社
、
一
九
八
一
年
)
の
よ
う
に
、
幕
末
・
維
新
期
か
ら
の
長

い
ス
パ
ン
で
、
自
由
民
権
運
動
を
と
ら
え
直
す
こ
と
が
重
要
な
課
題

と
な
っ
て
き
て
い
る
と
、
私
も
ま
た
考
え
て
い
る
。

(
い
ま
に
し
は
じ
め
小
樽
商
科
大
学
教
授
)




