
は
じ
め
に

二
〇
一
六
年
八
月
現
在
、
Ｉ
Ｓ
の
台
頭
、
イ
ギ
リ
ス
の
Ｅ
Ｕ
離
脱
、
ト
ラ
ン

プ
氏
の
ア
メ
リ
カ
大
統
領
選
へ
の
出
馬
、
今
上
天
皇
に
よ
る
生
前
退
位
の
意
思

表
明
な
ど
が
起
こ
っ
て
い
る
。
立
憲
主
義
の
危
機
を
自
国
内
の
問
題
と
み
な
し
、

現
状
を
護
憲
意
識
の
不
徹
底
や
現
政
権
の
横
暴
の
結
果
で
あ
る
と
す
る
保
守
的

な
言
説
は
こ
れ
ま
で
に
多
く
み
ら
れ
た
。
し
か
し
、
一
箇
の
政
権
の
横
暴
に
対

す
る
単
純
な
反
動
的
批
判
が
通
用
し
な
く
な
り
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
む
し
ろ
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
」
が
一
政
権
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
し

て
だ
け
で
は
な
く
、
世
界
規
模
で
進
行
し
て
い
る
今
こ
そ
、
一
見
倫
理
的
で
あ

る
よ
う
に
見
え
る
反
動
的
批
判
を
脱
し
、
立
憲
主
義
を
根
本
的
に
問
い
直
す
必

要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。
無
論
、
渾
沌
と
し
た
状
況
が
、
与
件
を
排
し
た
純
粋

な
思
索
な
る
も
の
を
必
ず
し
も
可
能
に
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
立
憲
主
義
の

本
質
を
探
究
し
よ
う
と
す
る
研
究
姿
勢
は
学
問
に
と
っ
て
必
要
不
可
欠
の
も
の

で
あ
ろ
う
。

そ
う
し
た
姿
勢
を
以
て
書
か
れ
た
林
尚
之
氏
、
住
友
陽
文
氏
編
著
『
立
憲
主

義
の
「
危
機
」
と
は
何
か
』
（
す
ず
さ
わ
書
店
、
二
〇
一
五
年
九
月
）
が
、
い
か

な
る
意
味
に
お
い
て
立
憲
主
義
の
「
危
機
」
に
対
処
し
得
る
か
を
解
明
す
る
こ

と
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。
な
お
、
本
文
中
の
ペ
ー
ジ
数
は
、
特
に
記
載
の
な

い
限
り
同
書
の
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。

第
一
章　

各
章
紹
介

　
第
一
章
　
戦
後
世
界
秩
序
の
中
の
近
代
立
憲
主
義

　—
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
」
が
導
く
（
？
）
混
迷—

樋
口
陽
一
（
一
六
頁
）

〈
自
然
＝
実
在
〉
を
基
盤
と
す
る
伝
統
と
し
て
の
立
憲
主
義
は
、
憲
法
制
定
権
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HIRANO, Akari
Rethinking, What is the Crisis of 
Constitutionalism
(Received 30 August 2016)

A Noon of Liberal Arts, No. 7, 2016

Review

再
考
・『
立
憲
主
義
の
「
危
機
」
と
は
何
か
』

平
野
　
明
香
里



64人　文　学　の　正　午　No. 7  December  2016

Review

力
に
よ
り
解
体
さ
れ
、
〈
人
為
＝
仮
構
〉
を
基
盤
と
す
る
近
代
立
憲
主
義
へ
と

転
換
し
た
。
こ
の
破
壊
的
な
憲
法
制
定
権
力
は
近
代
立
憲
主
義
の
成
立
以
後
、

憲
法
の
制
約
に
服
す
る
も
の
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
と
は
い
え
、
近
代
立
憲
主

義
は
脆
弱
さ
を
内
包
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

樋
口
氏
は
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
」
を
掲
げ
る
現
政
権
の
政
策
を
、

世
界
基
準
か
ら
の
脱
却
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
。

第
二
章
　
法
外
な
る
こ
の
世
界—

近
代
日
本
社
会
と
立
憲
主
義—

田
中
希
生
（
三
一
頁
）

前
近
代
に
お
け
る
法
は
、
人
間
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
有
す
る
根
源
的
無
限
責

任
に
基
づ
く
強
固
な
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
法
的
世
界
の
つ
く

る
「
縁
＝
絆
」
を
断
ち
切
る
、
ア
ジ
ー
ル
な
ど
の
方
法
が
存
在
し
た
。
近
代
は

ア
ジ
ー
ル
が
消
滅
し
法
に
覆
わ
れ
た
世
界
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、

近
代
に
お
い
て
も
法
外
の
世
界
が
あ
っ
た
か
ら
こ
そ
立
憲
主
義
が
可
能
と
な
っ

た
。
す
な
わ
ち
、
憲
法
は
国
民
を
権
利
規
定
と
義
務
規
定
の
中
に
囲
い
込
む
も

の
で
は
な
く
、
憲
法
は
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
闘
争
や
言
説
の
蓄
積
な
ど
の
実
践
の

結
果
と
し
て
制
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
立
憲
主
義
を
可
能
に
す
る
脱
―
法
的
実

践
の
例
と
し
て
、
大
陸
浪
人
、
「
日
本
政
府
脱
管
届
」
、
植
木
枝
盛
「
東
洋
大
日

本
国
国
憲
按
」
、
北
村
透
谷
を
挙
げ
て
い
る
。

第
三
章
　
大
正
期
立
憲
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
論
の
展
開
と
帰
結

—

法
治
主
義
と
徳
治
主
義
の
分
節
化
の
果
て
に—

住
友
陽
文
（
六
七
頁
） 

戦
前
に
は
翼
賛
型
民
意
集
約
論
に
基
づ
く
国
体
こ
そ
が
立
憲
主
義
を
担
保
し

た
こ
と
を
上
杉
慎
吉
の
思
想
か
ら
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

法
治
主
義
と
徳
治
主
義
は
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
天
皇
イ
メ
ー
ジ
を
臣

民
の
内
面
に
埋
め
込
ん
で
い
く
戦
前
の
徳
治
主
義
の
試
み
は
立
憲
主
義
の
一
つ

の
作
用
に
つ
な
が
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
天
皇
を
媒
介
に
臣
民
は
主
権
の
分
節

と
し
て
振
舞
い
、
議
会
を
通
じ
て
政
府
を
監
督
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

二
十
世
紀
初
頭
に
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
国
家
主
権
に
対
す
る
外
部
か
ら
の
制

約
は
国
家
内
在
的
制
約
へ
と
読
み
替
え
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
こ
で
重
要
な
の
が

国
体
観
念
で
あ
り
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
国
家
を
表
象
す
る
実
体
が
天
皇

の
存
在
で
あ
っ
た
。

し
か
し
例
外
状
態
を
演
出
す
る
要
因
と
な
る
政
党
に
は
制
度
的
リ
ミ
ッ
タ
ー

が
存
在
し
な
い
た
め
、
上
杉
は
「
国
論
」
に
よ
り
フ
ァ
シ
ズ
ム
に
対
抗
し
よ
う

と
し
た
。

敗
戦
後
の
日
本
に
お
い
て
、
国
体
に
代
る
立
憲
主
義
の
正
統
性
の
根
拠
を
探

求
す
る
必
要
が
あ
る
。

第
四
章
　「
護
憲
」
の
超
克
と
民
主
主
義
の
制
度
設
計

—
国
民
主
権
の
実
効
化
の
探
究
求—

小
関
素
明
（
一
〇
六
頁
）

現
在
に
お
け
る
「
国
民
主
権
の
無
効
化
」
と
い
う
べ
き
事
態
が
必
然
的
に
生
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じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

公
権
力
は
国
民
主
権
に
依
存
す
る
こ
と
で
成
立
し
え
た
権
力
だ
っ
た
。
そ
の

例
と
し
て
日
本
近
代
の
歴
史
が
挙
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
公
権
力
は
統
治
権
力
と

し
て
の
正
統
性
を
住
民
の
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
と
権
利
の
保
護
に
求
め
る
た
め
、
国

民
は
自
ら
の
権
利
の
保
全
を
公
権
力
の
「
恩
寵
」
と
し
て
受
け
取
る
。
そ
の
た

め
、
国
民
主
権
が
公
権
力
批
判
の
根
拠
と
な
ら
な
い
（
「
国
民
主
権
の
自
家
中
毒
」
）
。

こ
う
し
た
状
況
を
打
破
す
る
た
め
に
小
関
氏
は
、
二
大
政
党
制
の
定
着
化
と
、

政
権
交
代
が
官
僚
的
意
思
決
定
の
中
に
効
果
的
に
反
映
す
る
制
度
設
計
を
提
示

し
た
。
ま
た
こ
の
た
め
に
、
「
全
体
知
」
の
構
成
の
可
能
性
を
探
究
す
る
必
要

を
説
く
。

第
五
章
　
敗
戦
・
ア
メ
リ
カ
・
日
本
国
憲
法

—

戦
時
思
想
か
ら
戦
後
政
治
へ—

佐
藤
太
久
磨
（
一
二
二
頁
）

日
米
安
保
体
制
を
、
国
家
主
権
を
「
外
部
」
か
ら
規
制
し
立
憲
主
義
を
構
成

す
る
要
件
で
あ
る
と
み
て
、
立
憲
主
義
の
危
機
的
状
況
が
常
態
で
あ
っ
た
こ
と

の
果
て
に
現
在
を
位
置
付
け
る
。

一
九
三
〇
年
代
、
大
東
亜
共
栄
圏
構
想
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
近
代
主
権

理
論
に
対
す
る
革
命
的
言
説
が
展
開
さ
れ
る
。
日
本
を
「
主
導
国
」
と
す
る
こ

の
構
想
は
敗
戦
に
よ
り
実
現
し
な
か
っ
た
が
、
冷
戦
構
造
の
中
で
逆
説
的
に
も

日
本
を
被
主
導
国
と
す
る
広
域
圏
理
論
が
実
現
す
る
。

こ
こ
で
の
日
本
は
向
米
一
辺
倒
の
姿
勢
を
取
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
吉
田

路
線
に
お
い
て
は
、
日
米
安
保
が
日
本
の
主
権
と
独
立
、
日
本
国
憲
法
を
保
守

す
る
た
め
の
秩
序
と
し
て
読
み
込
ま
れ
た
。
一
方
で
、
主
権
の
完
成
態
を
目
指

す
改
憲
思
想
と
そ
の
運
動
に
お
い
て
も
、
「
自
主
独
立
」
に
必
要
な
の
は
日
米

協
調
の
強
化
で
あ
り
、
改
憲
は
日
米
安
保
体
制
の
枠
内
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
護
憲
、
改
憲
の
両
者
と
も
日
米
安
保
と

齟
齬
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
対
米
従
属
の
二
重
性
が
憲
法
解
釈
の
境
域
ま
で
浸
潤
し
た
こ
と
を
現
状

が
示
し
て
い
る
。
こ
れ
を
危
機
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
戦
後
日
本
は
つ
ね
に
「
危
機
」

を
内
在
さ
せ
た
歴
史
で
あ
っ
た
。

第
六
章
　
世
界
大
戦
の
な
か
の
立
憲
主
義
と
世
界
連
邦
的
国
連
中
心
主
義

—

近
衛
新
体
制
と
大
東
亜
共
栄
圏
の
「
敗
戦
」—

林
尚
之
（
一
六
二
頁
）

生
存
保
障
＝
国
体
と
い
う
根
本
軌
範
か
ら
の
主
権
の
再
構
成
は
近
代
国
際
法

秩
序
を
再
解
釈
す
る
試
み
で
あ
り
、
そ
の
実
践
が
大
東
亜
共
栄
圏
構
想
だ
っ
た
。

し
か
し
自
己
保
存
権
的
自
衛
権
は
満
州
事
変
に
お
い
て
解
釈
の
限
界
に
直
面
す

る
。
こ
の
た
め
既
存
の
法
秩
序
の
再
解
読
と
新
た
な
国
際
法
の
構
築
が
必
要
と

な
っ
た
。
そ
こ
で
国
家
の
構
成
原
理
を
、
主
権
で
は
な
く
生
存
権
の
観
点
か
ら

再
解
読
す
る
実
践
が
な
さ
れ
た
。
大
東
亜
共
栄
圏
に
お
け
る
国
家
主
権
の
制
約

は
生
存
権
か
ら
く
る
内
在
的
制
約
で
あ
っ
た
。

敗
戦
後
、
主
権
の
自
己
膨
張
が
「
敗
戦
」
と
い
う
主
権
喪
失
に
遭
遇
し
た
こ

と
で
世
界
連
邦
政
府
に
対
す
る
指
向
性
が
生
ま
れ
る
。
こ
う
し
た
戦
後
日
本
の

自
衛
権
の
放
棄
と
平
和
国
家
と
し
て
の
自
己
形
成
は
、
国
際
立
憲
主
義
的
性
格

を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
戦
後
国
際
社
会
の
課
題
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
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第
二
章　

佐
藤
氏
論
文
の
史
学
史
上
の
位
置
付
け

後
述
す
る
よ
う
に
、
各
論
に
よ
っ
て
主
題
、
方
法
論
、
立
憲
主
義
と
い
う
も

の
に
対
す
る
見
解
な
ど
は
異
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
本
書
の
表
題
で
も
あ
る
立

憲
主
義
の
危
機
の
所
在
に
つ
い
て
、
樋
口
氏
は
近
代
立
憲
主
義
が
元
来
脆
弱
な

性
質
を
も
つ
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
一
九
三
〇
年
代
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
お
よ
び
現

政
権
に
よ
る
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
」
を
立
憲
主
義
の
突
発
的
危
機
と

見
て
い
る
。
一
方
、
佐
藤
氏
は
現
在
の
危
機
を
突
発
的
な
も
の
と
見
る
の
で
は

な
く
、
大
東
亜
共
栄
圏
構
想
に
危
機
の
原
点
を
見
出
し
た
。
ま
た
、
国
体
が
立

憲
主
義
を
担
保
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
機
能
し
て
き
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し

た
住
友
氏
に
よ
る
な
ら
ば
、
国
体
喪
失
以
降
す
な
わ
ち
敗
戦
以
降
が
危
機
の
歴

史
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
論
考
に
よ
り
見
解
は
大
き
く
異
な
っ

て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
が
本
書
に
瑕
疵
を
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

一
般
的
に
共
著
に
お
け
る
各
論
の
不
統
一
は
議
論
が
熟
し
て
い
な
い
こ
と
の

表
れ
で
あ
る
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
一
見
統
一
し
た
見
解

を
持
つ
よ
う
に
見
え
る
共
著
で
あ
っ
て
も
同
じ
結
論
を
補
強
す
る
た
め
に
各
論

考
が
各
々
史
料
を
持
ち
寄
る
作
業
で
し
か
な
く
、
真
の
意
味
に
お
い
て
は
各
論

考
の
間
に
な
ん
ら
連
関
の
な
い
も
の
も
多
く
あ
ろ
う
。
よ
っ
て
議
論
の
統
一
不

統
一
は
本
の
価
値
と
は
別
個
の
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
。
む
し
ろ
本
書
で
展
開

さ
れ
た
多
角
的
な
議
論
や
各
論
考
の
間
に
見
ら
れ
る
対
立
点
や
見
解
の
交
錯
の

中
に
、
立
憲
主
義
の
危
機
に
対
抗
し
う
る
可
能
性
を
見
出
し
、
今
後
の
立
憲
主

義
に
関
す
る
議
論
を
よ
り
高
次
の
も
の
に
高
め
て
い
く
こ
と
が
筆
者
の
果
た
す

べ
き
役
割
で
あ
ろ
う
。

本
論
で
は
と
く
に
第
五
章
佐
藤
氏
論
文
及
び
第
二
章
田
中
氏
論
文
を
中
心
に

取
り
上
げ
て
本
書
の
史
学
史
的
位
置
付
け
を
考
察
し
た
い
。
先
取
り
し
て
い
え

ば
、
立
憲
主
義
を
メ
タ
レ
ベ
ル
の
要
素
か
ら
説
明
す
る
佐
藤
氏
論
文
と
、
立
憲

主
義
と
は
憲
法
を
め
ぐ
る
言
説
の
蓄
積
に
よ
り
構
成
（constitution

）
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
と
見
る
田
中
氏
論
文
と
は
、
本
書
に
お
い
て
対
極
を
な
し
て
い
る

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。

佐
藤
氏
、
林
氏
に
共
通
す
る
の
は
国
際
関
係
な
ど
、
国
家
主
権
を
メ
タ
レ
ベ

ル
か
ら
制
約
す
る
要
素
を
立
憲
主
義
と
見
る
視
座
で
あ
る★
。

1
林
氏
は
こ
れ
を
「
国

際
立
憲
主
義
」
の
呼
称
を
用
い
戦
後
日
本
の
平
和
主
義
が
戦
後
国
際
社
会
の
秩

序
形
成
に
貢
献
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
評
価
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
視
座
に
お

い
て
現
在
の
「
立
憲
主
義
の
危
機
」
の
所
在
を
明
確
に
示
し
た
の
が
佐
藤
氏
論

文
で
あ
る
。

佐
藤
氏
論
文
は
、
護
憲
と
日
米
安
保
が
齟
齬
し
な
い
と
同
時
に
改
憲
と
日
米

安
保
も
ま
た
齟
齬
し
な
い
と
い
う
、
ま
さ
に
矛
盾
律
に
反
す
る
事
態
が
現
実
に

生
じ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
る
。
そ
し
て
そ
の
両
者
と
も
が
、
大
東
亜

共
栄
圏
構
想
に
端
を
発
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

佐
藤
氏
論
文
を
史
学
史
的
に
位
置
づ
け
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
「
歴
史
の
正
面

図
」
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
野
家
啓
一
氏
の
研
究★
に2

よ
れ
ば
以
下

の
と
お
り
で
あ
る
。
一
般
的
に
、
時
間
軸
を
一
本
の
線
分
と
み
な
し
、
そ
の
上

に
個
々
の
出
来
事
を
位
置
付
け
て
ゆ
く
こ
と
が
歴
史
の
営
み
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
歴
史
を
描
く
視
点
は
歴
史
過
程
の
外
部
に
仮
説
さ
れ
た

超
越
的
視
点
で
あ
る
。
ま
た
遠
近
法
を
排
除
さ
れ
た
時
間
は
線
形
順
序
を
も
っ
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て
等
間
隔
に
目
盛
ら
れ
て
い
る
。
野
家
氏
は
こ
う
し
た
「
歴
史
の
側
面
図
」
は
、

一
九
九
〇
年
代
の
「
歴
史
の
終
焉
」
議
論
に
よ
り
知
的
指
南
力
を
失
っ
た
と
し
、

そ
こ
で
従
来
の
歴
史
の
側
面
図
に
対
し
て
、
内
在
的
視
点
に
よ
っ
て
非
均
質
の

時
空
間
に
描
か
れ
る
「
歴
史
の
正
面
図
」
を
新
た
に
提
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で

求
め
ら
れ
る
歴
史
家
像
は
、
時
間
の
表
象
で
あ
る
直
線
の
外
に
立
つ
超
越
的
歴

史
家
で
は
な
く
、
直
線
上
に
立
つ
内
在
的
歴
史
家
で
あ
る
。
歴
史
家
の
側
か
ら

見
れ
ば
、
自
身
の
足
元
に
つ
な
が
る
道
程
を
辿
る
こ
と
が
「
正
面
図
」
を
描
き

出
す
営
み
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

佐
藤
氏
は
ま
さ
に
こ
う
し
た
視
座
か
ら
現
在
に
お
け
る
立
憲
主
義
の
危
機
す

な
わ
ち
「
戦
後
レ
ジ
ー
ム
か
ら
の
脱
却
」
が
突
発
的
現
象
で
は
な
く
、
改
憲
意

志
と
日
米
安
保
体
制
を
維
持
し
続
け
て
き
た
戦
後
政
治
の
帰
結
で
あ
っ
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
さ
ら
に
淵
源
を
辿
れ
ば
、
戦
後
政
治
は
戦
時
思
想
に

自
己
規
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
こ
う
し
た
視
座
か
ら
の
歴
史

叙
述
は
、
現
在
か
ら
断
絶
し
た
一
人
の
歴
史
上
の
人
物
の
思
想
を
紹
介
す
る
だ

け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
現
代
と
の
連
関
か
ら
歴
史
を
見
る
視
座
を
提
示
し
て
い
る

と
い
え
よ
う
。
こ
れ
に
よ
り
、
一
九
三
〇
年
代
や
現
在
の
危
機
を
唐
突
で
例
外

的
な
も
の
と
す
る
見
方
を
斥
け
、
現
在
の
危
機
を
歴
史
の
中
に
根
差
す
も
の
と

し
て
位
置
付
け
た
。

ま
た
国
際
関
係
が
、
あ
る
い
は
主
権
と
主
権
の
拮
抗
が
単
純
に
一
箇
の
主
権

を
制
約
す
る
側
面
を
見
る
だ
け
で
は
な
く
、
国
際
協
調
が
か
え
っ
て
主
権
の
自

己
解
放
を
招
く
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
点
は
慧
眼
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。

第
三
章　

田
中
氏
論
文
の
史
学
史
上
の
位
置
付
け

こ
の
よ
う
に
メ
タ
レ
ベ
ル
か
ら
主
権
を
制
約
す
る
見
方
を
排
し
、
あ
く
ま
で

も
「
出
来
事
の
内
部
か
ら
記
述
す
る
や
り
方
」
（
三
二
頁
）
に
よ
っ
て
、
近
代

日
本
に
お
け
る
立
憲
主
義
の
形
成
過
程
を
叙
述
し
た
の
が
第
二
章
田
中
氏
論
文

で
あ
る
。

田
中
氏
論
文
に
お
け
る
方
法
論
に
関
し
て
特
筆
す
べ
き
は
、
い
わ
ば
イ
デ
ア

論
的
な
視
座
を
斥
け
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
理
想
的
立
憲
主
義
と
い
う
抽
象
的
理

念
を
イ
デ
ア
界
あ
る
い
は
西
洋
に
ま
ず
想
定
し
、
そ
れ
に
対
し
て
近
現
代
の
日

本
に
お
い
て
実
際
に
行
わ
れ
た
似
像
と
し
て
の
立
憲
主
義
が
い
か
に
劣
っ
て
い

た
か
を
あ
げ
つ
ら
う
論
は
多
々
見
受
け
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
議
論
は
、
実
際
の

政
策
が
ど
う
い
っ
た
点
で
理
想
的
立
憲
主
義
に
劣
っ
て
い
る
か
を
容
易
に
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
田
中
氏
論
文
は
こ
う
し
た
方
法
を
取
ら
ず
、
立
憲
主
義
と
い
う
も
の

が
憲
法
を
め
ぐ
る
言
説
の
中
で
生
成
し
て
く
る
様
を
叙
述
し
て
い
る
。
日
本
と

い
う
実
地
に
お
け
る
抽
象
的
概
念
の
演
繹
で
は
な
く
、
日
本
と
い
う
地
盤
が

あ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
経
験
的
議
論
で
あ
る
。
よ
っ
て
日
本
に
お
け
る

立
憲
主
義
と
西
洋
に
お
け
る
立
憲
主
義
と
を
単
純
に
比
較
す
る
こ
と
は
意
味
を

な
さ
な
い
。

こ
の
点
に
お
い
て
国
際
関
係
を
立
憲
主
義
の
構
成
要
素
と
見
な
す
佐
藤
氏
・

林
氏
論
文
と
対
峙
す
る
こ
と
は
否
め
な
い
だ
ろ
う
。

で
は
概
念
の
輸
入
に
よ
る
説
明
に
よ
ら
ず
に
ど
の
よ
う
に
し
て
近
代
日
本
に
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お
け
る
立
憲
主
義
の
成
立
を
叙
述
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
田
中
氏
も
西
洋
思
想

の
輸
入
が
あ
っ
た
こ
と
は
認
め
て
い
る
が
、
西
洋
思
想
が
近
代
日
本
に
お
け
る

立
憲
主
義
を
可
能
に
す
る
根
本
原
因
な
の
で
は
な
い
。
田
中
氏
論
文
が
明
ら
か

に
し
た
の
は
、
憲
法
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
巡

る
諸
言
説
の
あ
と
に
生
ま
れ
る
結
果
・
効
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

憲
法
が
制
定
さ
れ
る
こ
と
や
あ
る
い
は
立
憲
主
義
的
思
想
の
輸
入
を
も
っ
て
立

憲
主
義
の
始
ま
り
と
見
る
の
で
は
な
い
。
立
憲
主
義
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
憲

法
制
定
以
前
に
行
わ
れ
た
具
体
的
な
脱–

法
的
「
実
践
」
で
あ
っ
た
。

こ
う
し
た
実
践
を
可
能
に
す
る
「
法
外
の
世
界
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

こ
こ
で
注
意
し
て
お
く
べ
き
は
田
中
氏
独
自
の
「
法
外
」
の
意
味
に
つ
い
て
で

あ
る
。
林
氏
は
主
権
の
最
高
独
立
性
を
、
超
越
的
・
例
外
的
と
い
う
意
味
で
「
法

外
」（
一
六
四
頁
）
な
力
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
「
法
外
」
の
意
味
は
我
々

に
と
っ
て
も
な
じ
み
の
深
い
も
の
だ
ろ
う
。
ま
た
我
々
は
世
俗
の
法
が
適
用
さ

れ
な
い
避
難
所
と
し
て
の
聖
山
・
ア
ジ
ー
ル
の
連
想
か
ら
、
法
外
の
世
界
を
特

殊
的
・
例
外
的
状
態
の
よ
う
に
考
え
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
田
中
氏

の
論
じ
る
「
法
外
の
世
界
」
は
、
法
が
世
界
を
覆
い
尽
く
し
て
い
る
こ
と
を
暗

黙
の
前
提
と
す
る
一
般
的
な
語
義
と
異
な
り
、
あ
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と

に
注
意
を
要
す
る
（
「
法
外
な
世
界
と
は
、
こ
の
世
界
の
こ
と
で
あ
る
」
五
八
頁
）
。

さ
ら
に
田
中
氏
は
内
部
に
外
部
を
作
り
出
す
「
平
和
的
内
戦
状
態
」
の
創
出

と
い
う
立
憲
主
義
の
作
用
に
よ
っ
て
、
主
権
国
家
形
成
が
可
能
と
な
る
こ
と
を

示
す
（
六
〇
頁
）
。
す
な
わ
ち
、
国
家
主
権
さ
え
も
他
の
権
力
と
の
拮
抗
の
中

か
ら
分
有
さ
れ
形
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
実
践
と
い
う
事
実
を
通
じ
て
獲

得
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
国
家
主
権
の
形

成
に
つ
い
て
、
以
下
の
様
に
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
に

お
け
る
個
人
像
は
、
身
分
的
制
約
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
が
約
束
さ
れ
て
い
る

も
の
の
、
そ
の
実
は
従
来
の
特
権
を
失
っ
た
脆
弱
な
存
在
で
あ
る
。
そ
の
た
め

国
民
主
権
の
名
の
も
と
に
個
人
の
自
由
が
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の

よ
う
な
弱
い
個
人
を
守
る
た
め
、
立
法
も
ま
た
立
憲
主
義
の
制
約
に
服
す
よ
う

約
束
を
結
ば
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
。
し
か
し
、
「
平
和
的
内
戦
状
態
」
を
経
て

獲
得
さ
れ
た
主
権
は
実
践
と
い
う
事
実
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
多
重

の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
そ
れ
が
も
た
ら
す
弊
害
を
防
ぐ
幾
重
も
の
約
束
事
を
想
定

す
る
必
要
な
く
、
確
固
と
し
た
近
代
立
憲
主
義
と
主
権
に
つ
い
て
の
説
明
が
可

能
と
な
る
と
言
え
よ
う
。

で
は
な
ぜ
ア
プ
リ
オ
リ
に
世
界
を
覆
う
も
の
で
は
な
く
あ
く
ま
で
も
言
論
の

結
果
と
し
て
生
ま
れ
る
憲
法
が
、
王
権
を
制
限
で
き
る
よ
う
な
強
大
な
力
を
得

ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
田
中
氏
論
文
で
は
明
確
に
強
調
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
、
私
見
を
立
て
た
い
。

そ
れ
は
結
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
言
論
や
闘
争
と
い
う
実
践
が
な
さ
れ

た
と
い
う
い
わ
ば
《
事
実
》
の
重
み
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

久
米
邦
武
は
、
明
治
期
の
歴
史
家
で
あ
る
。
岩
倉
使
節
団
に
随
行
し
『
米
欧

回
覧
実
記
』
を
記
し
た
。
の
ち
に
修
史
局
で
国
史
編
纂
事
業
に
従
事
し
、
近
代

実
証
主
義
的
歴
史
学
の
確
立
に
貢
献
し
た
。
し
か
し
、
一
八
九
二
年
論
文
「
神

道
は
祭
天
の
古
俗
」
が
筆
禍
に
あ
い
辞
職
す
る
。
そ
う
し
た
経
歴
を
持
つ
彼
が

帝
国
憲
法
発
布
の
二
年
後
に
あ
た
る
一
八
九
一
年
に
論
文
「
勧
懲
の
旧
習
を
洗

ふ
て
歴
史
を
見
よ★
」3

で
奇
し
く
も
周
の
礼
法
を
憲
法
に
た
と
え
、
《
事
実
》
こ

そ
が
規
範
を
与
え
る
こ
と
を
明
か
に
し
て
い
る
。
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久
米
に
よ
る
と
、
「
歴
史
は
其
時
代
に
現で

出き

た
る
事
を
、
実
際
の
通
り
に
記

し
た
る
が
良
史★
」4

で
あ
る
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
現
在
の
歴
史
は
依
然
と
し
て

勧
善
懲
悪
史
観
か
ら
脱
却
で
き
て
い
な
い
。
こ
の
原
因
に
は
孔
子
の
春
秋
に
対

す
る
誤
解
と
、
寄
芝
居
の
思
想
の
二
つ
が
あ
る
。
両
者
は
結
合
し
「
歴
史
癌
と

か
結
核
と
か
称
す
べ
き
難
治
の
症★
」5

と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
治
療
に
は
困
難
が

伴
う
が
、
「
今
度
国
会
の
始
り
た
る
は
、
実
に
コ
ッ
ホ
薬
の
如
き
良
薬★
」6

で
あ

る
と
現
状
を
分
析
し
て
い
る
。
久
米
の
言
う
春
秋
誤
解
と
は
、
現
実
に
生
じ
て

い
る
世
相
の
乱
れ
を
見
た
孔
子
が
、
乱
臣
賊
子
を
戒
め
る
た
め
に
事
後
的
に
春

秋
を
書
い
た
と
考
え
る
こ
と
で
あ
る★
。7

し
か
し
春
秋
を
紐
解
い
て
み
る
と
道
徳

的
提
言
が
な
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
其
春
秋
は
見
た
る
人
も
あ
ら
ん
。

年
代
記
の
様
な
る
も
の
な
り★
」8
。
記
さ
れ
て
い
る
の
は
い
わ
ば
「
其
時
代
に
現で

出き

た
る
事
」
で
あ
っ
て
、
乱
臣
賊
子
を
戒
め
る
教
訓
で
は
な
い
。

其
書
様
は
赴
告
の
策
書
と
て
、
各
国
政
府
へ
内
外
よ
り
報
告
の
大
事
件

を
、
簡
短
に
竹
札
に
記
し
編
成
す
る
も
の
な
り
。
事
実
を
簡
短
に
書
こ

と
は
六
ヶ
敷
も
の
に
て
、
一
字
も
当
を
得
ざ
れ
ば
事
実
を
誤
る
。
故
に

詳
細
の
記
事
と
は
趣
き
甚
異
な
り
、
春
秋
を
書
に
は
法
則
の
あ
る
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

な
り

0

0

。

…
（
中
略
）
…

其
法
則
と
は
周
の
礼
法
な
り
。
周
代
ま
で
の
支
那
は
、
独
逸
の
如
き
聯

邦
政
治
に
て
、
国
初
に
礼
法
を
定
め
、
其
下
に
於
て
五
爵
の
国
々
聯
合

し
た
る
は
、
猶
当
今
の
憲
法
公
法
の
如
し
。
尤
も
礼
法
と
い
ふ
故
に
、

行
儀
作
法
格
式
に
も
及
び
て
、
今
の
法
律
と
は
趣
き
異
な
り
と
想
像
す

べ
し
。
〔
傍
点
マ
マ★

〕
9

久
米
は
、
春
秋
の
「
法
則
」
（
掟
、
手
本
）
と
な
っ
た
周
の
礼
法
に
つ
い
て

述
べ
る
。
連
邦
の
最
大
国
で
あ
っ
た
周
は
こ
の
礼
法
に
よ
っ
て
他
国
を
も
規
律

し
た
が
、
「
時
勢
の
変
遷
に
て
、
礼
法
の
見
解
を
乱
し
、
だ
ん
〳
〵
勝
手
自
儘

の
挙
動
を
な
す
に
至
り
ぬ
。
是
を
春
秋
の
乱
と
云★
」10
。
す
な
わ
ち
礼
法
が
恣
意

的
に
解
釈
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
で
、
春
秋
の
乱
と
な
り
乱
臣
賊
子
が
跳

梁
跋
扈
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。
そ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
大
国
の
一
つ

で
あ
る
魯
国
は
文
学
の
盛
ん
な
国
で
あ
り
、
「
周
礼
尽
在
レ

魯
」
と
評
さ
れ
た
。

孔
子
は
魯
国
に
生
れ
、
非
凡
の
大
学
者
に
て
、
礼
法
・
歴
史
に
博
通
し
、

其
原
理
の
出
た
る
易
学
を
究
め
た
る
は
、
各
国
皆
畏
れ
、
「
隣
国
有二
聖
人一

者
国
之
害
也
」
と
て
、
種
々
に
妨
げ
を
な
し
、
用
ゐ
ら
れ
ぬ
様
に
し
た

る
は
、
即
春
秋
の
成
ら
ぬ
前
に
已
に
乱
臣
賊
子
は
懼
れ
た
る
な
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
〔
傍

点
マ
マ★

〕
10

孔
子
は
乱
臣
賊
子
の
出
現
を
嘆
い
て
そ
れ
を
戒
め
る
た
め
に
事
後
的
に
春
秋

を
書
い
た
の
で
は
な
い
。
逆
に
礼
法
に
精
通
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
乱
臣
賊

子
を
事
前
に
戒
め
る
抑
止
力
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
孔
子
が
春
秋
に
記
し

た
の
は
、
教
訓
的
価
値
判
断
で
は
な
く
《
事
実
》
を
記
し
た
年
代
記
で
あ
っ
た
。

久
米
は
礼
法
と
孔
子
の
逸
話
を
帝
国
憲
法
お
よ
び
帝
国
議
会
に
つ
い
て
敷
衍
す

る
。
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如
何
ん
と
な
れ
ば
、
国
会
は
全
国
二
、
三
百
の
撰
挙
区
よ
り
出
た
る
政
治

論
家
の
集
り
、
即
二
、
三
百
国
の
聯
合
な
り
。
其
三
百
議
員
が
合
従
連
衡

し
て
政
府
に
議
論
せ
ん
と
欲
し
た
れ
ど
も
、
国
会
は
憲
法
の
下
に
成
た

る
も
の
な
れ
ば
、
発
論
毎
に
是
は
憲
法
に
含
む
歟
、
其
は
憲
法
に
違
ふ
と
、

言
論
を
制
せ
ら
れ
た
る
に
て
、
春
秋
各
国
の
礼
法
を
棄
る
を
得
ぬ
訳
を

ば
思
合
す
べ
し
。
憲
法
の
誤
解
が
甚
し
く
な
れ
ば
、
夫
よ
り
暴
論
も
噴

出
し
、
壮
士
も
跳
出
て
、
摑
合
ひ
打
合
ふ
に
も
至
る
べ
し
。
即
邪
説
暴

行
復
作
た
る
な
り
。
是
を
粛
正
す
る
に
は
、
憲
法
に
熟
達
し
、
原
理
を

見
透
し
、
歴
史
に
通
じ
た
る
人
出
て
、
議
場
整
理
せ
ば
、
不
法
の
人
は

皆
困
る
な
ら
ん
。
即
乱
臣
賊
子
懼
た
る
所
な
り★
。

12

久
米
は
憲
法
と
「
憲
法
に
熟
達
し
、
原
理
を
見
通
し
、
歴
史
に
通
じ
た
る
人
」
、

す
な
わ
ち
憲
法
学
者
と
の
関
係
を
、
周
の
礼
法
と
孔
子
と
の
関
係
に
例
え
て
い

る
。
憲
法
学
者
が
す
べ
き
は
、
個
々
の
事
例
に
対
し
て
憲
法
を
演
繹
し
そ
の
場

し
の
ぎ
の
合
憲
・
違
憲
の
判
断
を
下
す
こ
と
で
は
な
い
。
憲
法
や
歴
史
に
精
通

し
原
理
を
見
通
し
た
人
が
「
議
場
整
理
」
を
す
れ
ば
、
恣
意
的
解
釈
が
も
た
ら

す
混
乱
を
是
正
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
不
法
の
人
」
を
戒
め
る
こ
と
が
で

き
る
と
述
べ
て
い
る
。
国
会
を
諸
国
の
連
邦
と
み
な
す
久
米
の
見
解
が
法
学
的

に
正
し
い
か
は
さ
て
お
き
、
重
要
な
の
は
憲
法
学
者
、
あ
る
い
は
歴
史
家
が
《
事

実
》
を
叙
述
す
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
が
、
あ
る
べ
き
憲
法
解
釈
を
可
能

に
す
る
と
久
米
は
指
摘
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
田
中
氏
論
文
を
踏
ま
え
た
上
で
我
々
に
残
さ
れ
て
い
る
課
題
は
、
「
憲

法
へ
の
意
志
」
（
四
六
頁
）
を
い
か
に
獲
得
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確

か
に
言
論
は
な
さ
れ
、
一
定
の
水
準
に
達
し
た
か
ら
こ
そ
憲
法
は
制
定
さ
れ
た
。

し
か
し
一
度
完
了
し
て
終し
ま

え
ば
立
憲
主
義
は
「
不
磨
」
の
も
の
と
し
て
保
た
れ

て
ゆ
く
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
丸
山
真
男
が
述
べ

る
よ
う
な
民
主
主
義
が
持
つ
、
「
不
断
の
民
主
化
に
よ
っ
て
辛
う
じ
て
民
主
主

義
で
あ
り
う
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
性
格★
」13

を
、
立
憲
主
義
も
ま
た
持
つ
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

立
憲
主
義
を
志
向
す
る
道
徳
、
倫
理
性
、
も
し
く
は
「
憲
法
へ
の
意
志
」
は

何
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
る
の
か
。
そ
の
点
に
つ
い
て
、
樋
口
氏
が
現
政
権
の
立

憲
主
義
に
対
す
る
無
知
識
・
無
感
覚
を
批
判
し
た
（
二
六
頁
）
こ
と
や
、
住
友

氏
論
文
に
お
い
て
上
杉
慎
吉
が
憲
法
に
規
定
の
な
い
政
党
の
暴
走
を
防
ぐ
た
め

人
心
涵
養
を
求
め
た
（
九
八
頁
）
こ
と
は
是
が
な
い
話
で
は
な
い
。
し
か
し
「
憲

法
へ
の
意
志
」
を
安
定
的
に
確
保
す
る
具
体
的
な
方
法
を
提
示
す
る
に
は
、
多

大
な
困
難
が
つ
き
ま
と
う
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
「
憲
法
へ
の

意
志
」
の
獲
得
は
、
制
度
化
に
よ
る
効
果
が
期
待
で
き
る
よ
う
な
こ
と
が
ら
で

は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
樋
口
氏
や
小
関
氏
の
指
摘
す
る

立
憲
主
義
や
国
民
主
権
へ
の
無
関
心
は
、
学
校
教
育
の
不
徹
底
や
制
度
上
の
不

備
に
よ
り
引
き
起
こ
さ
れ
た
事
態
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
憲
法
へ
の
意
志
」
は
、

元
来
ア
ジ
ー
ル
と
し
て
あ
っ
た
学
校
、
病
院
、
寺
な
ど
が
法
的
世
界
に
回
収
さ

れ
ア
ジ
ー
ル
と
し
て
の
特
権
を
失
っ
た
こ
と
に
類
似
し
て
、
法
制
化
に
よ
っ
て

は
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
喪
失
す
る
よ
う
な
こ
と
が
ら
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
法
制
化
に
よ
っ
て
は
期
待
で
き
な
い
「
憲
法
へ
の
意
志
」
を
、
い
か
に
確

保
す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
回
っ
て
い
る
コ
マ
を
捕
ま
え
る
よ
う
な—

捕
ま

え
た
瞬
間
に
は
「
回
っ
て
い
る
」
コ
マ
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う—

確
か
に
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難
題
で
は
あ
る
。
し
か
も
ま
た
単
な
る
偶
然
の
産
物
と
し
て
消
化
さ
れ
な
い
形

で
「
憲
法
へ
の
意
志
」
が
い
か
に
獲
得
さ
れ
る
の
か
を
描
き
出
す
の
は
歴
史
家

の
次
の
使
命
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。

し
か
し
難
題
で
は
あ
る
が
不
可
能
で
な
い
こ
と
は
、
な
に
よ
り
実
際
の
歴
史

が
証
明
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

本
書
は
立
憲
主
義
の
危
機
に
対
し
ど
う
い
っ
た
意
味
で
対
処
し
た
の
だ
ろ
う

か
。
ま
ず
は
、
本
書
が
憲
法
を
め
ぐ
る
一
つ
の
言
説
と
し
て
立
憲
主
義
に
貢
献

し
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
本
書
だ
か
ら
こ
そ
見
ら
れ
る
新
規
性
と

し
て
は
、
本
論
で
取
り
上
げ
た
立
憲
主
義
の
危
機
の
所
在
、
立
憲
主
義
の
在
り

方
に
関
す
る
見
解
の
相
違
以
外
に
も
、
例
え
ば
「
内
在
性
」
を
め
ぐ
る
見
解
な

ど
の
重
要
な
点
で
対
立
を
孕
ん
で
お
り★
、14

こ
れ
ら
を
止
揚
す
る
こ
と
で
立
憲
主

義
に
関
す
る
議
論
の
さ
ら
な
る
発
展
を
期
待
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
立
憲

主
義
が
開
放
系
で
あ
れ
ば
こ
そ
反
動
的
・
保
守
的
批
判
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
対

立
を
も
含
み
こ
ん
だ
多
角
的
な
議
論
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

最
後
に
、
筆
者
の
力
量
の
未
熟
さ
か
ら
佐
藤
氏
、
田
中
氏
の
他
の
著
者
に
つ

い
て
詳
し
く
論
じ
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
点
に
つ
い
て
お
詫
び
を
申
し
上
げ

た
い
。
ま
た
先
哲
に
対
し
て
僭
越
な
見
解
も
多
く
見
ら
れ
る
か
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
石
母
田
正
が
「
新
し
い
学
問
の
体
系
が
伝
統
的
な
も
の
と
の
対
立
と
た

た
か
い
の
な
か
か
ら
の
み
形
成
さ
れ
て
く
る★
」15
。「
み
ず
か
ら
を
高
め
き
た
え
よ

う
と
す
る
学
問
は
最
良
の
敵
手
を
え
ら
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
み
ず
か
ら
も

そ
こ
か
ら
学
び
、
そ
れ
を
克
服
す
る
た
め
に
必
死
の
努
力
を
必
要
と
し
、
こ
の

努
力
の
ほ
か
に
新
し
い
学
問
の
成
立
も
学
問
の
変
革
も
な
し
が
た
い
よ
う
な
敵

手
を
え
ら
ば
ね
ば
な
ら
な
い★
」16

と
し
て
師
で
あ
る
津
田
左
右
吉
の
根
本
的
批
判

を
行
っ
た
こ
と
に
な
ら
い
、
先
哲
の
議
論
の
枠
内
に
安
住
し
な
い
新
た
な
見
解

を
立
て
る
よ
う
務
め
た
。
本
論
の
さ
さ
や
か
な
試
み
が
立
憲
主
義
に
関
す
る
議

論
の
進
展
に
貢
献
で
き
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。

＊
本
論
は
、
二
〇
一
六
年
二
月
二
〇
日
に
奈
良
女
子
大
学
に
お
い
て
史
創
研
究

会
に
よ
り
開
催
さ
れ
た
同
書
の
書
評
会
で
の
報
告
を
修
正
・
加
筆
し
た
も
の

で
あ
る
。

★
1 

住
友
氏
論
文
は
と
く
に
元
来
外
在
的
制
約
と
し
て
あ
っ
た
立
憲
主
義
が
内
在

的
制
約
と
し
て
読
み
替
え
ら
れ
て
い
く
過
程
こ
そ
が
「
大
正
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
」

の
正
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

★
2 

野
家
啓
一
「
物
語
と
し
て
の
歴
史—

歴
史
哲
学
の
可
能
性
と
不
可
能
性
」

『
物
語
の
哲
学
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
（
初
出
一
九
九
三
年
）
一
二
五

～
一
八
八
頁
。

★
3 

久
米
邦
武
「
勧
懲
の
旧
習
を
洗
ふ
て
歴
史
を
見
よ
」
明
治
二
四
年
『
史
学
会

雑
誌
』
第
二
編
一
九
号
（
久
米
邦
武
『
久
米
邦
武
歴
史
著
作
集
第
三
巻　

史
学
・

史
学
方
法
論
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年
、
一
三
四
頁
）
。

★
4 
同
前
一
三
四
頁
。

★
5 
同
前
一
三
四
頁
。

★
6 

同
前
一
三
四
頁
。

★
7 

同
前
一
三
四
頁
「
春
秋
誤
解
と
は
、
孟
子
に
春
秋
を
修
た
る
主
意
を
、
『
世
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衰
道
微
、
邪
説
暴
行
有
作
、
臣
弑
二

其
君
一

者
有
レ

之
、
子
弑
二

其
父
一

者
有
レ

之
、
孔
子

懼
作

二

春
秋

一

』
と
説
き
、
『
孔
子
成

二

春
秋

一

、
而
乱
臣
賊
子
懼
』
と
説
け
り
。
因

て
歴
史
は
乱
臣
賊
子
威
の
機
械
、
勧
懲
説
の
病
原
と
は
な
れ
り
」
。

★
8 
同
前
一
三
五
頁
。

★
9 

同
前
一
三
五
頁
。

★
10 

同
前
一
三
五
頁
。

★
11 

同
前
一
三
五
頁
。

★
12 

同
前
一
三
六
頁
。

★
13 

丸
山
真
男
「
『
で
あ
る
』
こ
と
と
『
す
る
』
こ
と
」『
日
本
の
思
想
』
岩
波
書
店
、

一
九
六
一
年
（
初
出
一
九
五
八
年
）
、
一
五
六
頁
。

★
14 

著
者
ら
は
挙
っ
て
内
在
的
観
点
か
ら
の
叙
述
を
目
指
す
が
、
各
々
の
意
味
す

る
「
内
在
」
性
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
本
書
序
文

に
お
い
て
こ
う
し
た
観
点
か
ら
の
先
行
研
究
の
欠
如
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
こ

と
か
ら
見
て
も
、
本
書
の
新
規
性
に
関
わ
る
重
要
な
論
点
と
な
ろ
う
。

★
15 

石
母
田
正
「
歴
史
家
に
つ
い
て
」
『
石
母
田
正
著
作
集　

第
十
五
巻
』
岩
波

書
店
、
一
九
九
〇
年
（
初
出
一
九
四
九
年
）
、
一
頁
。

★
16 

同
前
三
頁
。

　

【
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文
献
】
（
注
に
あ
げ
た
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プ
ラ
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著
、
藤
沢
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夫
訳
『
国
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（
下
）
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
年
）

柄
谷
行
人
『
憲
法
の
無
意
識
』
（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
六
年
）

樋
口
陽
一
『
「
日
本
国
憲
法
」
ま
っ
と
う
に
議
論
す
る
た
め
に
』
（
み
す
ず
書
房
、

二
〇
一
五
年
）

ひ
ら
の
・
あ
か
り
（
奈
良
女
子
大
学
博
士
前
期
課
程
）
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