
は
じ
め
に

評
者
は
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
か
ら
著
者
の
田
中
氏
（
以
下
、
敬
称
は
省
略
す
る
）

と
知
己
を
得
た
法
学
者
（
専
門
は
憲
法
学
）
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
歴
史—

と
く
に
、
専
門
と
の
関
係
も
あ
っ
て
日
本
の
近
現
代
憲
政
史—
に
は
人
並
み

の
関
心
を
抱
い
て
い
る
も
の
の
、
歴
史
学
の
素
人
で
あ
り
、
そ
の
観
点
か
ら
の

批
評
を
行
う
能
力
を
も
た
な
い
。
そ
こ
で
、一
方
で
素
人
が
感
じ
た
面
白
さ
と
、

他
方
で
法
学
者
と
し
て
触
発
さ
れ
た
諸
点
と
を
述
べ
、
同
書
の
魅
力
を
伝
え
る

こ
と
で
、
責
を
塞
ぎ
た
い★
★

。

１
．
歴
史
学
の
素
人
と
し
て
感
じ
た
こ
と

一
読
者
と
し
て
感
じ
入
っ
た
の
は
、
第
一
に
、「
孤
独
な
存
在
者
」「
存
在
の

生
成
変
化
」
と
い
う
表
現
に
あ
る
よ
う
に
、
人
間
の
存
在—

関
係
性
に
取
り

込
ま
れ
な
い—

に
着
目
し
、
そ
の
根
本
か
ら
考
察
を
行
い
、
存
在
の
不
安
が

国
家
を
生
み
出
し
、
ま
た
孤
独
な
存
在
者
が
新
た
な
「
場
」
を
求
め
る
動
き
が

歴
史
を
動
か
す
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
描
い
て
い
る
点
で
、
哲
学
的
に
も
、
歴
史
的

に
も
深
い
示
唆
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
二
に
、
明
治
維
新
か
ら
太
平
洋
戦
争—

同
書
に
従
え
ば
大
東
亜
戦

争—

の
終
結
ま
で
の
日
本
近
代
史
に
つ
い
て
、
一
方
で
、
内
藤
湖
南
に
倣
い
、

応
仁
の
乱
に
話
の
起
点
を
置
く
。
そ
の
趣
旨
は
、
応
仁
の
乱
で
天
皇
に
よ
る
祭

祀
が
廃
絶
さ
れ
、
そ
の
状
態
が
近
代
を
通
し
て
続
い
た
と
こ
ろ
、
明
治
維
新
は

天
皇
に
よ
る
祭
祀
の
復
活
と
い
う
意
義
が
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。「
神
々
の

復
活
に
帰
結
し
た
明
治
維
新
は
、
世
界
史
上
も
っ
と
も
奇
妙
な
近
代
革
命
な
の

で
あ
る
」（
五
六
頁★
★

）
と
い
う
評
価
は
素
人
な
が
ら
に
面
白
い
。
他
方
、
明
治

維
新
で
新
政
府
に
入
れ
ず
「
孤
独
の
存
在
者
」
と
な
っ
た
、
あ
る
い
は
前–

存

在
た
る
元
武
士
が
、
自
由
民
権
運
動
や
文
士
、
ひ
い
て
は
大
陸
浪
人
に
生
成
変

上
田
　
健
介

『
存
在
の
歴
史
学
』
を
読
ん
で

　—

一
法
学
者
と
し
て
考
え
た
こ
と

[Article]
Ueda Kensuke
Review of History of Existence: from the 
Viewpoint of an Academic Lawyer
(Received 17 April 2022)

A Noon of Liberal Arts, No. 11, 2022

Article❸



38人　文　学　の　正　午　No. 11  June  2022

Article❸

化
す
る—

そ
し
て
そ
の
動
き
が
近
代
史
の
一
部
を
形
成
す
る—

こ
と
を
活

き
活
き
と
描
出
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。

そ
し
て
第
三
に
、
お
そ
ら
く
歴
史
学
的
に
は—

評
者
は
門
外
漢
な
の
で
推

測
で
あ
る
が—

、
近
時
の
歴
史
学
が
扱
わ
な
い
文
献
（
哲
学
書
、
思
想
書
、

そ
し
て
文
学
！
）
を
取
り
上
げ
、
そ
れ
ら
の
筆
者—

政
治
権
力
を
中
心
に
描

く
歴
史
か
ら
見
れ
ば
周
縁—

か
ら
み
た
当
時
の
状
況
を
、
手
触
り
が
感
じ
ら

れ
る
か
た
ち
で
描
出
し
て
い
る
点
で
ユ
ニ
ー
ク
か
つ
（
難
解
な
が
ら
も
）
面
白

い
作
品
と
な
っ
て
い
る
。

２
．
法
学
者
と
し
て
考
え
た
こ
と

（
１
）
法
（
と
く
に
憲
法
）
の
捉
え
方
・
主
権
論

同
書
は
、
と
く
に
第
二
章
で
、「
法
外
な
る
こ
の
世
界
」
と
タ
イ
ト
ル
を
打
っ

て
い
る
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、《
法
》・《
命
令
》
に
囚
わ
れ
な
い
、
法
外

の
存
在
者
・
孤
独
な
存
在
者
の
《
自
由
》
な
生
き
方
・
生
成
変
化
を
描
き
、
い

わ
ば
こ
の
よ
う
な
者
た
ち
の
生
が
逆
説
的
に
歴
史
を
形
作
っ
て
い
く
さ
ま
を
語

ろ
う
と
す
る
。

し
か
し
、
そ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
《
法
》
の
観
念
は
狭
く
、
法
学
（
と
く

に
憲
法
学
）
に
携
わ
る
者
か
ら
み
る
と
、
同
書
が
描
い
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ

法
（
と
く
に
憲
法
）
を
支
え
、
あ
る
い
は
法
（
と
く
に
憲
法
）
に
よ
っ
て
守
ら

れ
る
人
間
の
活
動
で
は
な
い
か
と
感
じ
ら
れ
た
。

い
く
つ
か
例
を
挙
げ
て
説
明
し
て
み
た
い
。
第
一
に
、
同
書
は
、
井
上
毅
と

モ
ッ
セ
の
問
答
を
挙
げ
、「
憲
法
は
法
で
は
あ
る
が
完
全
に
法
と
は
い
え
ず
、

徳
義
で
は
な
い
が
徳
義
を
必
要
と
す
る
。
ア
ル
ベ
ル
ト
・
モ
ッ
セ
の
禅
問
答
の

ご
と
き
回
答
に
、
井
上
毅
は
理
解
を
示
し
た
」
と
述
べ
（
九
一
頁
）、
ま
た
帝

国
憲
法
告
文
の
冒
頭
を
引
用
し
て
、憲
法
制
定
の
き
っ
か
け
は「『
世
局
ノ
進
運
』

と
『
人
文
ノ
發
達
』
と
い
う
の
だ
」、
憲
法
を
支
え
て
い
る
の
は
「『
君
主
及
人

民
ノ
徳
義
及
政
事
的
発
達
』
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（
同
頁
）、さ
ら
に
、「
憲
法
は
、

法
と
法
廷
と
い
う
、
公
共
空
間
を
閉
じ
込
め
る
円
環
な
し
に
、
政
治
の
世
界
に

露
出
し
て
い
る［
…
…
］。
そ
こ
は
法
哲
学
よ
り
も
、政
治
哲
学
の
領
域
で
あ
る
」

と
述
べ
る
（
九
二
頁
）。
こ
れ
ら
の
理
解
は
極
め
て
正
当
で
あ
る
。
た
だ
、
比

較
法
と
し
て
イ
ギ
リ
ス
憲
法
を
学
ん
で
い
る
者
か
ら
す
れ
ば
、
日
本
語
に
訳
せ

ば
「
憲
法
」
に
な
る
言
葉
と
し
て
、‘constitution’

と‘constitutional law
’

が

あ
る
と
こ
ろ
、
後
者
は
裁
判
規
範
に
な
る
《
法
》
で
あ
る
の
に
対
し
、
前
者
は
、

憲
法
習
律
（constitutional convention

）
な
ど
裁
判
規
範
で
は
な
い
が
統
治

に
か
か
わ
る
者
が
遵
守
す
べ
き
規
範
を
含
む
広
い
概
念
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て

こ
のconstitution

を
（「
国
の
か
た
ち
」
と
訳
し
た
う
え
で
）
日
本
に
お
い
て

も
論
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
主
張
は
憲
法
学
界
で
も
相
当
程
度
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い★
★

。

次
に
、「
法
外
の
世
界
」
の
ひ
と
つ
と
し
て
、「
法
と
戦
う
こ
と
」す
な
わ
ち
植

木
枝
盛
の
抵
抗
権
論
が
紹
介
さ
れ
る（
九
七
頁
以
下
）。
こ
の
点
、「
法
」
を
、
条

文—

法
律
で
あ
れ
憲
法
典
で
あ
れ—

の
存
在
を
前
提
と
す
る〈
実
定
法
〉と

狭
く
と
ら
え
れ
ば
、「
法
外
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
憲
法
学
の
テ
キ
ス
ト
を
繙
け
ば
、
抵
抗
権
は
「
憲
法
保
障

0

0

」
の
ひ
と
つ
と

し
て
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
そ
の
う
え
で
、
日
本
国
憲
法
が
抵
抗
権
を
認

め
て
い
る
か
と
い
う
論
点
が
立
て
ら
れ
、「
基
本
的
人
権
を
国
民
は
『
不
断
の
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努
力
に
よ
つ
て
』
保
持
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
（
一
二
条
）
か
ら
、
た
だ

ち
に
実
定
法
上
の
権
利
と
し
て
の
抵
抗
権
を
導
き
出
す
こ
と
は
、
き
わ
め
て
困

難
で
あ
る
が
、
憲
法
は
自
然
権
を
実
定
化
し
た
と
解
さ
れ
る
の
で
、
人
権
保
障

規
定
の
根
底
に
あ
っ
て
人
権
の
発
展
を
支
え
て
き
た
圧
政
に
対
す
る
抵
抗
の
権

利
の
理
念
を
読
み
と
る
こ
と
は
、
十
分
に
可
能
で
あ
る
」★
★

、「
日
本
国
憲
法
は

抵
抗
権
を
明
示
的
に
は
保
障
し
て
い
な
い
が
、
一
二
条
に
お
い
て
憲
法
の
保
障

す
る
国
民
の
権
利
・
自
由
は
『
国
民
の
不
断
の
努
力
に
よ
つ
て
』
保
持
す
べ
き

こ
と
を
定
め
、
九
七
条
に
お
い
て
『
人
類
の
多
年
に
わ
た
る
自
由
獲
得
の
努
力

の
成
果
』
で
あ
る
『
基
本
的
人
権
』
の
保
全
に
努
め
る
べ
き
国
民
の
責
務
を
規

定
し
て
い
る
の
は
、
上
の
趣
旨
［
＝「
抵
抗
権
は
、
憲
法
上
明
文
で
保
障
さ
れ

て
い
る
場
合
に
は
も
と
よ
り
の
こ
と
、
そ
う
で
な
い
場
合
で
も
『
自
然
権
』
を

基
盤
と
す
る
立
憲
主
義
憲
法
に
内
在
す
る
と
こ
ろ
の
、
実
定
法
上
の
権
利
で
あ

る
」
と
い
う
趣
旨
］
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
る
」★
★

な
ど
と
説
か

れ
る
。
法
学
者
か
ら
み
れ
ば
、
抵
抗
権
は
、
人
権
や
憲
法
を
支
え
る
法
の
一
部

0

0

0

0

で
あ
る★
★

。

以
上
の
二
つ
の
例
か
ら
、
同
書
は
法
よ
り
も
政
治
、
人
間
の
意
志
や
行
為
を

重
視
す
る
見
方
に
立
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
法
学
者
の
中
に
も

そ
の
こ
と
を
認
め
る
者
は
多
い
こ
と
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
、
国
民

主
権
と
は
何
か
、
と
い
う
と
き
、
憲
法
制
定
権
力
を
国
民
が
も
っ
て
い
る
こ
と

だ
と
い
う
の
が
通
説
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
「
憲
法
制
定
権
力
」
と
は
、「
憲

法
を
つ
く
り
、
憲
法
上
の
諸
機
関
に
権
限
を
付
与
す
る
権
力
」★
★

や
「
国
家
の
統

治
の
あ
り
方
の
根
源
に
か
か
わ
る
憲
法
を
制
定
し
か
つ
支
え
る
権
力
な
い
し
権

威
」★
★

と
い
わ
れ
る★
★

。
権
力
な
の
で
あ
っ
て
、
法
や
憲
法
と
い
っ
て
も
、
窮
極

に
は
人
間
の
意
志
や
行
為
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
と
い
う
見
方
が
窺
え
る
。

こ
の
点
、
法
哲
学
者
・
尾
高
朝
雄（
一
八
九
九
～
一
九
五
六
）に
、『
法
の
窮

極
に
在
る
も
の
』
と
い
う
作
品
が
あ
る★1★
。
尾
高
は
、「
法
の
窮
極
に
在
る
も
の

と
し
て
考
察
し
て
来
た
力
は
、『
法
を
作
る
力
』
に
せ
よ
、『
法
を
破
る
力
』
に

せ
よ
、
結
局
は
政
治
の
力

0

0

0

0

に
外
な
ら
ぬ
」★★
★

、「
擬
人
化
し
た
表
現
を
用
い
る
こ

と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
政
治
は
『
法
の
原
動
者
』
で
あ
る
。
法
の
原
動
者
た

る
政
治
は
、法
に
対
し
て
優
位
に
立
つ
」★1
★

と
述
べ
る
。
し
か
し
、法
、法
学
が
「
特0

定
の
一
つ
の

0

0

0

0

0

政
治
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の

0

0

政
治
動
向
に
奉

仕
す
べ
き
も
の
で
あ
る★1★
」
と
い
う
傾
向—

ナ
チ
ズ
ム
の
動
向
や
マ
ル
ク
ス

主
義—

を
挙
げ
て
、
一
つ
の
政
治
の
優
位
と
い
う
「
こ
の
運
命
を
甘
受
す
る

こ
と
は
、
法
学
に
と
っ
て
の
自
殺
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
」★1★

と
も
述
べ
、
考
察
を
続
け
る
。
尾
高
に
よ
れ
ば
、
政
治
の
優
位
の
傾
向
が
出
る

の
は
、
政
治
の
中
に
理
念
が
存
在
し
、
そ
れ
を
人
々
が
信
頼
、
礼
賛
す
る
か
ら

で
あ
る
が（「
理
念
と
し
て
の
政
治
」）、
理
念
の
中
に
一
つ
の
政
治
理
念
だ
け
を

絶
対
に
権
威
あ
る
も
の
と
な
し
え
る
尺
度
が
あ
る
の
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
な

い
。
そ
う
す
る
と
、
結
局
は
実
力
に
な
り
そ
う
で
あ
る
が（「
実
力
と
し
て
の
政

治
」）、尾
高
は「
ど
う
し
て
強
い
者
が
強
い
か

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

★1
★

」を
問
い
、「
人
間
の
共
同
生
活

に
は
色
々
な
目
的
が
あ
る
」
と
こ
ろ
、「
一
定
の
歴
史
の
事
情
、
地
理
の
条
件
、

国
民
精
神
の
特
性
、
等
か
ら
見
て
、
こ
れ
ら
の
諸
目
的
の
間
の
調
和
が
い
か
に

し
て
保
た
れ
、
公
共
の
福
祉
が
い
か
に
し
て
増
進
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、

自
ら
に
し
て
一
つ
の
筋
道
と
し
て
き
ま
っ
て
来
る
筈
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
の

で
あ
り
、「
政
治
が
こ
の
筋
道
に
か
な
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
活
の
秩
序
は
保

た
れ
、
人
の
和
に
よ
る
団
結
力
が
発
揮
さ
れ
る
。
そ
れ
が
強
い
政
治

0

0

0

0

な
の
で
あ
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る
」★1★
と
す
る
。
こ
う
し
て
、
尾
高
は
、
窮
極
に
は
「
政
治
の
矩
と
し
て
の
法
」

が
あ
る
は
ず
だ
と
す
る
。
尾
高
は
、
明
治
憲
法
と
日
本
国
憲
法
と
の
関
係
を
め

ぐ
り
「
八
月
革
命
説
」
を
唱
え
る
宮
澤
俊
義
（
一
八
九
九
～
一
九
七
六
年
）
に

対
し
、
両
者
の
連
続
性
を
強
調
す
る
「
ノ
モ
ス
の
主
権
論
」
を
ぶ
つ
け
て
論
争

に
な
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
が★1★
、
そ
の
「
ノ
モ
ス
の
主
権
論
」
に
通
じ
る
議

論
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
尾
高
の
議
論
も
、
む
し
ろ
政
治
が
法
を
作
り
動
か

す
こ
と
を
正
面
か
ら
受
け
入
れ
た
う
え
で
の
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（
２
）
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
・
自
由
権
の
意
義

同
書
の
目
標
（
第
二
章
に
「
本
章
の
目
標
は
」
と
あ
る
が
、
同
書
全
体
を
貫

く
モ
チ
ー
フ
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
）
の
ひ
と
つ
は
、「
法
外
の
存
在
者
の
歴
史

を
描
く
こ
と
」（
七
二
頁
）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
脱–
法
的
実
践
の
四
番
目
の

例
と
し
て
「
精
神
」
を
掲
げ
、
法
的
な
言
語
使
用
か
ら
「
も
っ
と
も
遠
く
へ
と

逃
れ
た
者
た
ち
」と
し
て
純
文
学
者
を
挙
げ
る（
一
〇
一
頁
）。北
村
透
谷
の
、「
心

の
奥
の
秘
宮
」（
一
〇
二
頁
、
一
六
二
頁
な
ど
）
を
重
ん
じ
、
そ
し
て
こ
れ
を

言
葉
と
し
て
公
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
の
言
葉
を
紹
介
す
る
。

こ
の
よ
う
な
純
文
学
者
の
姿
に
、
評
者
は
一
個
人
と
し
て
〈
強
度
〉
を
持
つ
人

間
の
あ
り
方
を
見
て
憧
れ
を
抱
く
。
し
か
し
法
学
者
と
し
て
違
和
感
を
覚
え
る

の
は
、
こ
れ
を
受
け
て
、
田
中
が
「
法
の
内
部
で
は
、
暴
か
れ
な
い
『
秘
密
』

は
不
在
し
か
意
味
で
き
な
い
」（
一
〇
二
頁
）
と
述
べ
る
点
で
あ
る
。
思
想
・

良
心
の
自
由
（
あ
る
い
は
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
）
と
い
う
権
利
は
、暴
か
れ
な
い
（
そ

し
て
暴
く
べ
き
で
な
い
）「
秘
密
」
が
あ
る

0

0—

も
ち
ろ
ん
、
そ
の
具
体
的
内

容
は
外
部
か
ら
は
わ
か
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
が—

こ
と
を
前
提
に
そ
れ
を
手

厚
く
保
障
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、「
心
の
奥
の
秘
宮
」
が

言
葉
で
公
に
な
る
過
程
を
「
動
的
な
過
程
か
ら
な
る
連
続
体
」（
同
頁
）
と
し

て
捉
え
る
見
方
も
、
法
学
と
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
思
想
・
良
心
の
自
由
は
、

「
精
神
的
自
由
の
母
体
を
な
す
も
の
で
、
外
部
に
向
か
っ
て
表
現
さ
れ
る
に
至

0

0

る0

と
き
は
、『
表
現
の
自
由
』（
二
一
条
）
の
問
題
と
な
［
る
］」★1★（
傍
点
引
用
者
）

と
い
う
の
が
通
説
的
な
二
つ
の
自
由
の
関
係
に
関
す
る
捉
え
方
だ
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
、
田
中
は
、「
狭
義
の
政
治
や
外
交
と
い
っ
た
法
的
な
世
界
の
歴
史
は
、

人
間
の
生
活
史
全
体
の
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
一
部
分
を
占
め
る
に
す
ぎ
な
い
」
と

も
述
べ
る
（
一
一
三
頁
）。
し
か
し
、
法
的
な
世
界
は
人
間
の
生
活
か
ら
切
り

離
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
ひ
と
り
の
独
立
し
た
人
間
と
し
て
「
存
在
」

す
る
こ
と
そ
の
も
の
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
見
方
は
憲
法
学
で
も

古
く
か
ら
あ
っ
た
。
佐
々
木
惣
一
（
一
八
七
八
～
一
九
六
五
）
は
、
基
本
的
人

権
を
「
国
民
が
一
箇
独
自
の
人
間
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
、
国
民
が
自
由
を
保

持
す
る
こ
と
、
国
民
が
国
務
を
要
求
す
る
こ
と
、
及
び
、
国
民
が
国
家
の
行
動

に
参
与
す
る
こ
と
」
の
四
つ
に
分
類
す
る★1★
。
二
～
四
番
目
は
、
自
由
権
、
国

務
要
求
権
（
国
務
請
求
権
）、
参
政
権
で
あ
り
よ
く
挙
げ
ら
れ
る
人
権
の
分
類

で
あ
る
が
、注
目
す
べ
き
は
、冒
頭
の「
存
在
権
」で
あ
る
。
佐
々
木
い
わ
く
、「
人

間
の
生
活
す
る
立
場
に
は
、
二
種
あ
る
。
一
は
何
ら
か
の
関
係
で
、
他
の
者
に

従
属
し
て
行
動
す
る
立
場
で
あ
る
。
他
は
、
一
の
生
来
の
人
間
と
し
て
、
独
立

し
て
行
動
す
る
立
場
で
あ
る
。
便
宜
上
前
者
を
従
属
的
立
場
と
い
い
、
後
者
を

独
自
的
立
場
と
い
う
。
従
来
、
国
民
は
、
国
家
と
の
関
係
に
お
い
て
、
専
ら
又

は
主
と
し
て
、
従
属
的
立
場
に
お
い
て
取
扱
わ
れ
て
い
た
。［
…
…
］
国
家
と

の
関
係
以
外
に
お
い
て
も
、
何
ら
か
の
事
情
の
下
に
、
支
配
力
を
有
す
る
者
に
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対
し
て
、
従
属
的
立
場
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
憲
法
で
は
、
国
民
が

生
来
の
人
間
と
し
て
独
立
し
て
行
動
す
る
、
独
自
的
立
場
を
尊
重
し
、
国
民
を

し
て
右
の
独
自
的
立
場
を
維
持
せ
し
め
る
よ
う
努
力
す
る
こ
と
を
、
国
家
の
任

務
と
す
る
。
そ
し
て
、
国
民
は
、
国
家
に
対
し
て
右
の
立
場
を
主
張
す
る
こ
と

を
得
る
、
も
の
と
す
る
」。
そ
し
て
、
憲
法
一
三
条
を
引
用
し
て
、「
同
条
に
、

『
国
民
が
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
。』
と
い
う
の
は
、
国
民
が
前
述
の
独
自
的

の
立
場
に
お
い
て
、
人
間
と
し
て
の
存
在
を
認
め
ら
れ
、
国
家
に
対
し
て
、
そ

の
存
在
を
主
張
し
得
る
こ
と
を
定
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
称
し
て
国
民
の
存

在
権
と
い
う
」
と
述
べ
る
の
で
あ
る11★
。

こ
の
佐
々
木
の
存
在
権
は
、
ユ
ニ
ー
ク
な
学
説
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
佐
藤

幸
治
（
一
九
三
七
～
）
は
、
こ
の
国
民
の
存
在
権
と
い
う
「
発
想
そ
れ
自
体
に

は
強
く
惹
か
れ
る
も
の
が
あ
り
」1★
★

、
ア
メ
リ
カ
の
議
論
状
況
に
も
触
発
さ
れ
て
、

日
本
に
お
け
る
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
権
論
を
先
導
・
展
開
し
て
い
っ
た
こ
と
が
知
ら

れ
る
。
佐
藤
は
、「
個
人
の
尊
重
」
と
は
、「
一
人
ひ
と
り
の
人
間
（
個
人
）
が
、

自
由
・
自
律
と
い
う
尊
厳
性
を
表
象
す
る
『
人
格
』
主
体
、『
権
利
』
主
体
と

し
て
（
端
的
に
い
え
ば
、
人
格
的
自
律
の
存
在
と
し
て
）、
他
者
と
協
働
し
つ

つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
か
け
が
え
な
い
生
の
形
成
を
目
指
す
、
い
わ
ば
〝
自
己
の
生

の
作
者
〟
と
し
て
己
の
道
を
歩
む
、
と
い
う
こ
と
を
最
大
限
尊
重
し
よ
う
と
い

う
趣
旨
で
あ
る
」11
★

、「［
憲
法
一
三
条
］
後
段
の
『
幸
福
追
求
権
』
は
、
前
段
の

『
個
人
の
尊
重
（
尊
厳
）』
原
理
を
受
け
て

4

4

4

4

、
人
格
的
自
律
の
存
在
と
し
て
自
己

を
主
張
し
、
そ
の
よ
う
な
存
在
で
あ
り
続
け
る
う
え
で
重
要
な
権
利
・
自
由
を

包
括
的
に
保
障
す
る
権
利
（
包
括
的
基
本
的
人
権
）
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
」11
★

（
圏

点
原
文
）
と
い
う
人
格
的
自
律
権
説
を
打
ち
立
て
た
こ
と
で
も
知
ら
れ
る
が
、

こ
こ
に
も
「
存
在
」
を
直
視
す
る
点
で
佐
々
木
の
影
響
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
法
学
者
が
説
く
「
存
在
」
は
、
国
家
に
対
し
主
張
す
る
も

の
で
、
田
中
が
念
頭
に
お
く
「
孤
独
な
存
在
者
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
し
か

し
、
法
（
学
）
が
他
者
（
国
家
を
含
む
）
と
の
関
係
性
を
前
提
と
す
る
の
は
必

須
の
も
の
で
あ
り
、
こ
こ
で
法
（
学
）
は
「
存
在
」
の
具
体
的
あ
り
よ
う
に
つ

い
て
何
か
を
命
令
、
指
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
叙
述
か
ら
も
感
じ
る
の

は
、
田
中
は
、（
１
）
で
述
べ
た
点

と
は
別
の
点
で
も
、
法
を
狭
く
理
解

し
て
い
る
の
で
は
な
い
か—

そ
れ

は
、
お
そ
ら
く
一
般
の
人
々
の
法
の

捉
え
方
に
近
い
の
だ
ろ
う
が—

と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法

を
、〈
国
家
が
そ
の
権
力
を
も
っ
て

人
々
の
自
由
を
制
限
す
る
も
の
〉
と

捉
え
る
も
の
で
あ
る
（
と
く
に
刑
法

の
イ
メ
ー
ジ
。
図
①
）。
し
か
し
、

憲
法
（
と
く
に
自
由
権
）
は
そ
の
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
。
基
本
的
に
憲

法
の
名
宛
人
は
国
家
（
そ
の
公
権
力

の
担
い
手
）
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し

憲
法
を
遵
守
し
人
々
の
自
由
権
を
侵

害
し
な
い
よ
う
要
請
す
る
も
の
で
あ
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り
、
野
暮
な
法
学
者
と
し
て
は
そ
の
点
を
指
摘
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、

も
し
自
由
で
あ
る
は
ず
の
純
文
学
者
の
精
神
、
活
動
が
万
が
一
に
も—

香
港

や
ロ
シ
ア
の
こ
と
を
見
れ
ば
「
万
が
一
」
ど
こ
ろ
で
は
な
い
の
で
あ
る
が—

公
権
力
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
状
況
に
な
れ
ば
、「
思
想
・
良
心
の
自
由
」「
表

現
の
自
由
」
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
付
随
す
る
諸
々
の
法
の
言
葉
を
駆
使
し
て
、

彼
女
／
彼
の
活
動
を
守
る
た
め
と
も
に
戦
う
だ
け
の
こ
と
だ
。

（
３
）
天
皇
論

田
中
は
、
天
皇
論
に
も
果
敢
に
切
り
込
む
。
も
っ
と
も
、
そ
の
ア
プ
ロ
ー
チ

は
こ
こ
で
も
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
で
あ
る
。
先
に
み
た
と
お
り
、
明
治
維
新
を
応

仁
の
乱
ま
で
引
き
戻
し
て
（
あ
る
い
は
、
引
き
伸
ば
し
て
）
論
じ
て
お
り
、
天

皇
の
役
割
は
「
慰
霊
や
鎮
魂
」
に
努
め
る
こ
と
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る

（
一
七
頁
）。
し
か
し
、
折
口
信
夫
の
大
嘗
祭
に
関
す
る
議
論
を
手
掛
か
り
と
し

な
が
ら
、
大
嘗
祭
を
通
じ
て
新
天
皇
が
受
け
継
ぐ
天
皇
霊
に
は
穀
霊
だ
け
で
な

く
、
戦
争
霊
の
要
素
も
含
ま
れ
る
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
根
源
的
な
不

安
・
恐
怖
の
対
象
を
①
死
・
病
、
②
孤
独
、
③
暴
力
に
整
理
し
、
一
般
に
は
国

家
（
ア
マ
テ
ラ
ス
、
ま
た
持
統
天
皇
以
降
）
は
、
①
に
は
宗
教
・
道
徳
を
、
②

に
は
家
・
結
婚
等
を
、
③
に
は
兵
士
・
警
察
を
手
当
て
す
る
こ
と
で
対
応
す
る

と
こ
ろ
、
古
代
国
家
に
お
け
る
天
皇
（
ス
サ
ノ
オ
）
は
む
し
ろ
、「
原
始
人
」

と
し
て
、
不
安
を
遠
ざ
け
ず
に
不
安
か
ら
力
を
得
る
こ
と
で
お
の
れ
を
活
性
化

す
る
、
す
な
わ
ち
①
に
は
死
の
意
志
を
、
②
に
は
恋
愛
を
、
③
に
は
戦
争
を
ぶ

つ
け
、
祝
祭
的
発
露
に
よ
っ
て
こ
れ
を
乗
り
越
え
る
と
整
理
す
る
（
三
一
一

～
三
頁
）。
そ
し
て
、
平
安
期
の
天
皇
は
、
①
譲
位
と
院
政
が
死
の
意
志
を
、

る
」（
九
九
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
精
神
的
な
議

論
と
し
て
は
よ
く
理
解
で
き
る
。実
際
、純
文
学
者
が
み
ず
か
ら
の
営
み
を〈「
思

想
・
良
心
の
自
由
」「
表
現
の
自
由
」
で
保
障
さ
れ
た
行
為
を
行
っ
て
い
る
の
だ
〉

な
ど
と
認
識
し
な
が
ら
活
動
す
る
こ
と
は
お
か
し
な
こ
と
だ
。
し
か
し
、
そ
れ

は
各
々
の
主
体
が
も
つ
見
方
の
問
題
で
あ
る
。
田
中
が
、
そ
し
て
純
文
学
者
が

そ
の
よ
う
に
宣
言
し
よ
う
が
、
現
に
法
は
そ
の
活
動
を
保
障
し
て
い
る
の
で
あ

る
。い
わ
ば
、上
記
の
①
の
法
が
人
々

の
自
由
を
過
剰
に
制
限
し
な
い
よ
う

に
し
、
む
し
ろ
人
々
の
自
由
を
支
え

る
も
の
で
あ
る
（
図
②
）。

も
っ
と
も
、
田
中
が
「
法
外
に
出

る
こ
と
」
に
拘
る
の
は
、
こ
の
よ
う

に
〈
人
々
の
自
由
を
憲
法
（
自
由
権
）

が
保
障
し
て
い
る
〉
と
い
う
見
方
自

体
を
拒
絶
し
た
い
の
か
も
し
れ
な

い
。
現
に
、
日
本
国
憲
法
二
一
条
に

つ
い
て
、
田
中
は
「
こ
の
言
い
か
た

が
言
外
に
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
自

由
が
憲
法
に
取
り
囲
ま
れ
て
い
る
こ

と
だ
。
法
の
ほ
う
が
自
由
に
ま
し
て

無
制
限
に
拡
大
し
て
い
る
た
め
に
、

か
え
っ
て
法
外
の
世
界
で
自
由
を
発

揮
す
る
可
能
性
が
隠
蔽
さ
れ
て
い



43 『存在の歴史学』を読んで

②
女
房
が
仲
介
す
る
宮
廷
恋
愛
が
恋
愛
を
、
③
武
士
が
戦
争
を
担
い
、「
き
わ

め
て
洗
練
さ
れ
た
形
で
欲
望
を
流
露
さ
せ
る
奇
妙
な
文
化
が
築
き
あ
げ
ら
れ

て
い
た
」（
三
二
三
頁
）
と
評
価
す
る
。
そ
の
後
、
天
皇
は
古
代
性
を
回
復
し

よ
う
と
す
る
も
叶
わ
ず
、
波
間
に
漂
流
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る

（
三
二
五
頁
）。
田
中
は
、「『
天
皇
信
仰
』
な
ど
と
は
無
縁
な
、
不
安
に
対
す
る

勇
気
に
満
ち
た
解
決
、
す
な
わ
ち
死
、
孤
独
、
力
を
肯
定
し
つ
つ
こ
れ
に
立
ち

む
か
う
、
国
家
な
る
も
の
を
通
過
し
な
い
解
決
」
に
「
天
皇
の
姿
を
認
め
る
可

能
性
は
な
い
の
か
」、「
そ
し
て
こ
の
潜
勢
的
で
宿
命
的
な
、
し
た
が
っ
て
純
粋

に
持
続
的
な—

不
滅
の—
無
意
識
の
不
安
に
寄
り
添
う
か
ら
こ
そ
、
天
皇

は
命
脈
を
保
っ
て
き
た
と
い
え
は
し
な
い
か
」（
三
四
四
頁
）
と
天
皇
の
意
義

と
存
続
の
理
由
を
探
ろ
う
と
す
る
。

人
間
の
不
安
・
欲
望
に
寄
り
添
う
天
皇
が
、
今
日
の
天
皇
制
と
ど
の
よ
う
に

結
び
つ
き
う
る
の
か
は
評
者
が
現
在
理
解
で
き
る
範
疇
を
超
え
る
。
た
だ
、
憲

法
学
に
近
い
と
こ
ろ
で
一
点
だ
け
指
摘
し
た
い
。
近
年
、天
皇
が
〈
祈
る
存
在
〉

で
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。

こ
れ
に
は
憲
法
的
に
い
え
ば
二
つ
の
事
象
か
ら
な
る
。
ひ
と
つ
は
、
宮
中
祭

祀
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
る
と
お
り
、戦
前
の
国
家
神
道
に
対
す
る
反
省
か
ら
、

日
本
国
憲
法
で
は
政
教
分
離
原
則
が
採
用
さ
れ
（
憲
法
二
〇
条
一
項
、
三
項
、

八
九
条
）、
宮
中
祭
祀
は
〈
私
的
な
行
為
〉
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

日
本
人
の
「
ホ
ン
ネ
と
タ
テ
マ
エ
」11
★

の
ひ
と
つ
の
例
と
も
い
え
そ
う
で
あ
る
が
、

天
皇
が
宮
中
祭
祀
を
行
っ
て
い
る
こ
と
は
、
近
年
は
よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
る
。

も
う
ひ
と
つ
は
、宮
中
祭
祀
と
は
別
に
、平
成
に
入
っ
て
か
ら
、天
皇
が
、〈
公

的
な
行
為
〉
と
し
て
、
各
地
で
被
災
者
の
見
舞
い
や
、
戦
没
者
の
慰
霊
を
熱
心

に
行
い
、
天
皇
の
役
割
が
人
々
の
「
慰
霊
・
鎮
魂
」
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
広

が
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
こ
と
で
あ
る
。

か
か
る
「
平
成
流
」
は
、
現
在
の
天
皇
ま
た
秋
篠
宮
も
受
け
継
い
で
い
る
よ

う
に
み
え
る
。
そ
し
て
、
日
本
国
憲
法
と
の
関
係
で
い
っ
て
も
、
評
者
は
、
宮

中
祭
祀
は
〈
私
的
な
行
為
〉
と
し
て
で
あ
れ
ば
政
教
分
離
原
則
に
反
せ
ず
、
ま

た
〈
公
的
な
行
為
〉
と
し
て
の
「
慰
霊
・
鎮
魂
」
も
、〈
象
徴
と
し
て
の
行
為

＝
国
事
行
為
〉、〈
私
的
な
行
為
〉
と
別
に
、〈
公
人
と
し
て
の
行
為
〉
が
認
め

ら
れ
る
以
上
、
そ
の
行
為
と
し
て
行
う
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
か
つ
政
教
分
離

原
則
に
は
違
反
し
な
い
と
考
え
て
い
る11★
。
か
か
る
〈
祈
る
天
皇
〉
は
、
存
外
、

田
中
の
い
う
、
人
々
の
不
安
に
寄
り
添
う
天
皇
像
に
近
い
の
か
も
し
れ
な
い11★
。

む
す
び
に
か
え
て

以
上
、
膨
大
な
思
想
・
文
学
・
歴
史
書
を
駆
使
し
て
歴
史
を
描
こ
う
と
す
る

本
書
に
お
け
る
壮
大
な
企
て
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
書
評
が
そ
の
ご
く
一
部
の
言

葉
尻
を
捉
え
て
の
些
末
な
批
評
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
お
そ
れ
る
。
と
は
い

え
、
一
法
学
者
が
法
学
者
と
し
て
気
に
な
っ
た
点
を
指
摘
す
る
の
も
、
本
書
の

取
り
扱
う
領
域
の
広
さ
を
示
す
と
い
う
点
で
は
意
味
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
繰

り
返
し
い
え
ば
、
主
観
的
に
は
法
に
収
ま
ろ
う
と
し
な
い
自
由
な
存
在
の
あ
り

方
を—
本
人
は
拒
絶
し
て
も—

法
は
そ
れ
を
肯
定
す
る
か
た
ち
で
包
み
込

ん
で
お
り
、
他
方
で
、
法
は
、
か
か
る
自
由
な
存
在
を
念
頭
に
置
い
て
作
ら
れ
、

ま
た
そ
の
者
た
ち
の
活
動
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
書
は
、
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★
1 

本
稿
は
、
二
〇
二
二
年
一
月
二
三
日
に
奈
良
女
子
大
学
で
行
わ
れ
た
田
中
希

生
『
存
在
の
歴
史
』
刊
行
記
念
書
評
会
に
お
け
る
報
告
内
容
を
、
そ
の
後
の

質
疑
内
容
も
参
考
に
し
て
加
除
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

★
2 

以
下
も
含
め
、
田
中
希
生
『
存
在
の
歴
史
』（
有
志
社
、
二
〇
二
一
年
）
か

ら
の
引
用
は
、
本
文
中
括
弧
内
に
頁
数
を
掲
げ
る
か
た
ち
で
行
う
。

★
3 

佐
藤
幸
治
『
日
本
国
憲
法
論
〔
第
二
版
〕』（
成
文
堂
、
二
〇
二
〇
年
）
四
頁
。

そ
こ
で
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
通
り
、「
国
の
か
た
ち
」
と
い
う
訳
語
は
、
国

際
政
治
学
者
・（
故
）
高
坂
正
尭
の
創
案
で
あ
る
。

★
4 

芦
部
信
喜（
高
橋
和
之
補
訂
）『
憲
法〔
第
七
版
〕』（
岩
波
書
店
、二
〇
一
九
年
）

三
八
七
～
八
頁
。

★
5 

佐
藤
・
前
掲
注
3
、
六
三
～
四
頁
。

★
6 

な
お
、田
中
は
、抵
抗
権
の
前
に
「
法
の
庇
護
を
受
け
な
い
と
宣
言
す
る
こ
と
」

と
し
て
「
日
本
政
府
脱
管
届
」
を
紹
介
す
る
（
九
五
頁
）。
法
学
者
か
ら
み

れ
ば
奇
妙
と
い
う
印
象
を
受
け
る
が
、
こ
れ
を
明
治
新
政
府
と
そ
れ
に
よ
る

法
秩
序
に
対
す
る
不
服
従
の
意
思
表
示
と
い
う
ふ
う
に
と
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る

「
市
民
的
不
服
従
」
の
一
種
と
理
解
で
き
な
く
も
な
い
。「
市
民
的
不
服
従
」

も
人
権
や
憲
法
を
支
え
る
法
の
一
部
だ
と—

田
中
は
お
そ
ら
く
こ
の
よ
う

に
既
成
概
念
に
は
め
込
む
こ
と
を
拒
絶
す
る
の
で
あ
ろ
う
が—

理
解
で
き

る
。
佐
藤
・
前
掲
注
3
、
六
六
頁
。

★
7 

芦
部
・
前
掲
注
4
、
一
一
頁
。

★
8 

佐
藤
・
前
掲
注
3
、
四
三
二
頁
。

★
9 

他
方
、「
憲
法
の
ま
え
に
、
憲
法
制
定
行
為
を
根
拠
づ
け
る
法
規
範
を
認
め

る
こ
と
は
、
法
論
理
的
に
可
能
で
あ
り
、
ま
た
、
必
要
で
あ
る
」（
次
の
引

用
も
合
わ
せ
、
清
宮
四
郎
『
憲
法
Ⅰ
〔
第
三
版
〕』〔
有
斐
閣
、
一
九
七
九
年
〕

三
二
～
三
頁
）
と
し
て
、ケ
ル
ゼ
ン
（
一
八
八
一
～
一
九
七
三
）
に
な
ら
っ
て
、

「
憲
法
制
定
者
に
憲
法
制
定
権
を
授
権
す
る
法
規
範
」
が
あ
る
は
ず
だ
と
し

て
、
こ
れ
を
「
根
本
規
範
」
と
し
て
説
明
す
る
学
説
も
多
い
。

★
10 

尾
高
朝
雄
『
法
の
窮
極
に
在
る
も
の
〔
新
版
〕』（
有
斐
閣
、
一
九
六
五
年
）。

『
存
在
の
歴
史
』
と
の
関
係
で
興
味
深
い
の
は
、
尾
高
朝
雄
は
、
一
九
二
八

～
四
四
年
ま
で
京
城
帝
国
大
学
に
助
教
授
・
教
授
と
し
て
籍
を
置
き
、
清
宮

四
郎
（
憲
法
）、
鵜
飼
信
成
（
憲
法
・
行
政
法
）、
船
田
享
二
（
ロ
ー
マ
法
）

な
ど
を
リ
ー
ド
し
て
「
京
城
学
派
」
を
築
い
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
田
中
は
、

「
法
外
の
世
界
」
の
脱–

法
的
実
践
の
ひ
と
つ
と
し
て
「
法
の
適
用
範
囲
を

物
理
的
に
越
え
出
る
こ
と
」
を
挙
げ
る
が
（
一
〇
〇
頁
）、
法
学
者
も
内
地

か
ら
植
民
地
に
出
る
こ
と
で
、
新
た
な
、「
支
配
民
族
・
被
支
配
民
族
の
い

ず
れ
か
ら
も
等
距
離
に
あ
る
は
ず
の
〝
第
三
の
視
座
〟」（
石
川
健
治
「『
京
城
』

の
清
宮
四
郎
」
酒
井
哲
哉
＝
松
田
利
彦
編
『
帝
国
日
本
と
植
民
地
大
学
』〔
ゆ

ま
に
書
房
、
二
〇
一
四
年
〕
三
〇
五
頁
以
下
、
三
一
七
頁
）
に
基
づ
く
理
論

を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
京
城
学
派
と
尾
高
に
つ
い
て
は
、

石
川
健
治
「
コ
ス
モ
ス—

京
城
学
派
公
法
学
の
光
芒
」
酒
井
哲
哉
編
『
岩

波
講
座
「
帝
国
」
日
本
の
学
知　

第
一
巻
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
六
年
）

一
七
一
頁
以
下
、
金
昌
禄
「
尾
高
朝
雄
と
植
民
地
朝
鮮
」
酒
井
哲
哉
＝
松
田

利
彦
編
・
上
掲
書
二
八
五
頁
以
下
な
ど
を
参
照
。
ま
た
こ
れ
ら
の
学
問
の
前

提
と
し
て
、
植
民
地
に
は
植
民
地
の
法
が
あ
り
（「
外
地
法
」）、
さ
ら
に
満

州
国
に
も
日
本
の
法
律
家
が
入
っ
て
法
が
整
備
さ
れ
た
事
実
も
見
逃
せ
な

い
。
た
と
え
ば
満
州
国
民
法
に
つ
き
参
照
、
申
政
武
「
満
洲
国
民
法　

解
題
」

前
田
達
明
編
『
史
料
民
法
典
』（
成
文
堂
、二
〇
〇
四
年
）
一
七
〇
〇
頁
以
下
。

か
よ
う
な
法
の
〈
臨
界
〉
を
考
え
さ
せ
る
作
品
で
も
あ
る
。
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★
11 

尾
高
・
前
掲
注
10
、
一
三
一
頁
。
傍
点
原
文
（
以
下
尾
高
か
ら
の
引
用
に
つ

い
て
同
じ
）。

★
12 

尾
高
・
前
掲
注
10
、
一
三
三
頁
。

★
13 
尾
高
・
前
掲
注
10
、
一
三
九
～
四
〇
頁
。

★
14 
尾
高
・
前
掲
注
10
、
一
四
二
頁

★
15 

尾
高
・
前
掲
注
10
、
一
五
六
頁
。

★
16 

尾
高
・
前
掲
注
10
、
一
五
八
～
九
頁
。

★
17 

尾
高
朝
雄
『
国
民
主
権
と
天
皇
制
』（
国
立
書
院
、
一
九
四
七
年
）、
宮
澤
俊

義
「
国
民
主
権
と
天
皇
制
と
に
つ
い
て
の
お
ぼ
え
が
き
」
国
家
学
会
雑
誌

六
二
巻
六
号
（
一
九
四
八
年
）
一
頁
、
尾
高
朝
雄
「
ノ
モ
ス
の
主
権
に
つ
い

て
」
国
家
学
会
雑
誌
六
二
巻
一
一
号
（
一
九
四
八
年
）
五
七
四
頁
、
宮
澤
俊

義
「
ノ
モ
ス
の
主
権
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
」
国
家
学
会
雑
誌
六
三
巻
一
〇
～
一
二

号
（
一
九
四
九
年
）
一
頁
、
尾
高
朝
雄
「
事
実
と
し
て
の
主
権
と
当
為
と
し

て
の
主
権
」
国
家
学
会
雑
誌
六
四
巻
四
号
（
一
九
五
〇
年
）
一
頁
。
こ
れ
ら

の
論
考
は
、現
在
、尾
高
朝
雄
『
国
民
主
権
と
天
皇
制
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、

二
〇
一
九
年
）、
宮
澤
俊
義
『
憲
法
の
原
理
』（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
年
）

の
中
で
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

★
18 

佐
藤
・
前
掲
注
3
、
二
四
三
頁
。
ち
な
み
に
、
憲
法
一
九
条
で
保
障
さ
れ
る

「
思
想
・
良
心
」
を
「
信
仰
に
準
ず
る
世
界
観
、
主
義
、
思
想
、
主
張
を
全4

人
格
的
に

4

4

4

4

も
つ
こ
と
を
意
味
す
る
と
み
る
」（
次
の
引
用
も
合
わ
せ
、
同
書
、

二
四
四
頁
。
圏
点
原
文
）
が—

こ
の
よ
う
な
捉
え
方
は
佐
藤
独
自
の
も
の

で
は
な
く
、
通
説
で
あ
る—

こ
の
よ
う
に
狭
く
解
す
る
点
に
つ
き
「『
思

想
及
び
良
心
』
は
、
そ
の
動
態
的
な
形
成
過
程
に
対
す
る
配
慮
を
必
要
と
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

て
い
る

4

4

4

点
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
」
と
も
述
べ
る
。

★
19 

佐
々
木
惣
一
『
改
訂
日
本
国
憲
法
論
』（
有
斐
閣
、一
九
五
二
年
）
四
〇
〇
頁
。

旧
字
体
は
改
め
て
い
る
（
以
下
同
じ
）。

★
20 

佐
々
木
・
前
掲
注
19
、
四
〇
〇
～
一
頁
。

★
21 

佐
藤
幸
治
『
憲
法
と
そ
の
〝
物
語
〟
性
』（
有
斐
閣
、二
〇
〇
三
年
）
一
四
頁
。

同
所
で
佐
藤
自
身
も
言
及
す
る
と
お
り
、
種
谷
春
洋
「『
生
命
・
自
由
及
び

幸
福
追
求
』
の
権
利
（
一
～
三
・
完
）」
岡
山
大
学
法
経
学
会
雑
誌
一
四
巻

三
号
（
一
九
六
四
年
）、
一
五
巻
一
号
、
二
号
（
一
九
六
五
年
）
も
今
日
の

一
三
条
論
の
礎
を
築
い
た
論
文
で
あ
る
。

★
22 

佐
藤
・
前
掲
注
3
、
一
三
九
頁
。

★
23 

佐
藤
・
前
掲
注
3
、
一
九
六
頁
。

★
24 

参
照
、柴
田
光
蔵
『
タ
テ
マ
エ
の
法
ホ
ン
ネ
の
法
〔
第
四
版
〕』（
日
本
評
論
社
、

二
〇
〇
九
年
）

★
25 「
慰
霊
・
鎮
魂
」
は
、
素
朴
に
は
宗
教
的
な
行
為
と
い
え
る
。
し
か
し
、
た
と

え
ば
、原
爆
死
没
者
慰
霊
式
（
八
月
六
日
、九
日
）、全
国
戦
没
者
追
悼
式
（
八

月
一
五
日
）、
あ
る
い
は
東
日
本
大
震
災
追
悼
復
興
祈
念
式
（
三
月
一
一
日
）

な
ど
、
現
に
〈
公
的
な
行
為
〉
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
式
典
は
、
政
教
分
離

原
則
に
反
す
る
と
さ
れ
て
い
な
い
。

★
26 

さ
ら
に
い
え
ば
、
先
代
の
天
皇
（
明
仁
）
が
「
天
皇
の
退
位
等
に
関
す
る
皇

室
典
範
特
例
法
」
に
基
づ
き
退
位
し
、
皇
嗣
（
徳
仁
）
が
即
位
し
た—

皇

室
典
範
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
が
実
質
的
に
は
譲
位
を
し
た—

こ
と
も
、

死
と
い
う
不
安
に
「
死
の
意
志
」
で
対
処
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。

う
え
だ
・
け
ん
す
け
（
憲
法
学
）






