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歴
史
に
お
い
て
、
大
義
に
い
の
ち
を
捧
げ
る
と
は

永

安

幸

正

目

次

一

い
の
ち
よ
り
大
切
な
も
の
が
あ
る
か

二

国
家
の
安
全
保
障
に
い
の
ち
を
捧
げ
る

三

何
が
大
義
か
｜
｜
個
人
と
国
家
か
ら
、
人
類
の
安
全
保
障
へ
｜
｜

四

慎
重
な
思
考
実
験
を
通
じ
て
歴
史
を
創
造
す
る

五

新
し
い
戦
争
倫
理
｜
｜
先
制
攻
撃
論
に
大
義
あ
り
や
｜
｜

六

同
盟
主
義
か
国
連
主
義
か

七

日
本
は
、
新
次
元
の
「
人
間
の
安
全
保
障
」
に
献
身
を

八

自
衛
隊
派
遣
に
つ
い
て
の
思
考
実
験

一

い
の
ち
よ
り
大
切
な
も
の
が
あ
る
か

か
つ
て
一
九
七
七
年
、
連
合
赤
軍
に
よ
っ
て
日
航
機
が
ハ
イ
ジ
ャ
ッ
ク

さ
れ
、
人
質
事
件
と
い
う
緊
急
の
事じ
態たい
が
起
こ
っ
た
と
き
に
、
日
本
の
福ふく

田だ
赳たけ
夫お
総
理
大
臣
が
「
い
の
ち
は
地
球
よ
り
重
い
」
と
述
べ
て
、
一
方
で

相
当
数
の
日
本
国
民
に
感かん
銘めい
を
与
え
る
と
と
も
に
、
他
方
、
世
界
中
か
ら

の
批
判
を
惹ひ
き
起
こ
し
た
。
日
本
は
テ
ロ
に
弱
い
、
い
の
ち
よ
り
大
切
な

も
の
が
あ
る
、
と
い
う
批
判
で
あ
っ
た
。

人
類
の
歴
史
に
は
、
こ
の
よ
う
に
崇すう
高こう
な
価
値
目
的
に
向
け
て
、「

極
きよく

限げん
に
お
い
て
は
い
の
ち
を
捧ささ
げ
る
」
と
い
う
意
味
で
の
「
忠ちゆう
誠せい
」
の
問

題
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
時
代
状
況
に
応おう
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
繰
り
返

し
問
い
直
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。

二
〇
〇
四
年
初
め
、
イ
ラ
ク
へ
の
自
衛
隊
の
派は
遣けん
問
題
と
絡から
ん
で
、
こ

の
重
大
な
意
味
を
孕はら
む
言
葉
が
復
活
し
、
日
本
国
民
お
得とく
意い
の
「
遅
れ
て

や
っ
て
来
た
論
争
」
が
起
き
た
。

一
方
、
派
遣
反
対
派
曰いわ
く
、
戦
闘
状
態
の
可
能
性
の
あ
る
危
険
な
所
に

自
衛
隊
を
派
遣
し
て
は
い
け
な
い
、
憲
法
違
反
と
な
る
、
大たい
義ぎ
の
な
い
戦



争
や
武
力
紛
争
の
と
こ
ろ
に
足
を
踏ふ
み
入
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
。

他
方
、
派
遣
賛
成
派
曰
く
、
い
や
派
遣
す
べ
き
な
の
だ
、
テ
ロ
で
危
険

な
状
態
で
あ
り
、
イ
ラ
ク
の
住
民
の
皆
さ
ん
が
困こん
窮きゆう
し
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
そ
れ
を
解
消
し
平
和
な
暮
ら
し
を
回
復
す
る
た
め
に
、
人じん
道どう
支し
援えん
と

し
て
行
く
の
で
あ
っ
て
、
危
険
だ
か
ら
近
づ
か
な
い
と
い
う
の
は
、
臆おく

病びよう
者もの
の
言
う
こ
と
だ
、
と
。

日
本
人
は
、
大だい
東とう
亜あ
戦せん
争そう
の
敗はい
戦せん
よ
り
こ
の
か
た
、
戦
争
に
行
っ
て
国

家
の
た
め
に
い
の
ち
を
懸か
け
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
で
す
む
よ
う
に
な

っ
た
。
す
ぐ
目
と
鼻
の
先
で
行
わ
れ
た
朝
鮮
動
乱
（
戦
争
、
一
九
五
〇
〜

五
三
）
で
も
、
軍
需
景
気
に
よ
っ
て
一ひと
息いき
つ
い
た
程
で
、「
朝
鮮
の
人
の

血
に
よ
っ
て
日
本
は
復ふつ
興こう
し
た
の
だ
」
と
ソ
ウ
ル
で
聞
か
さ
れ
た
。

半
世
紀
以
上
も
「
一いつ
国こく
平へい
和わ
主しゆ
義ぎ
」
に
安あん
住じゆう
し
て
き
た
わ
れ
わ
れ
日

本
国
民
に
と
っ
て
、
イ
ラ
ク
問
題
と
い
う
事
態
は
画かつ
期き
的てき
な
、
抜ぬ
き
差さ
し

な
ら
な
い
経
験
で
あ
り
問
い
か
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
常つね
日ひ
頃ごろ
、
国
民
が
議
論
し
て
方
針
を
出
し
て
置

く
べ
き
こ
と
で
あ
る
の
に
、
問
題
が
起
き
て
か
ら
、
ど
う
す
る
か
議
論
し

始
め
る
の
が
、
日
本
人
の
お
家いえ
芸げい
の
よ
う
だ
。

国
連
の
平へい
和わ
維い
持じ
活かつ
動どう
（
Ｐ
Ｋ
Ｏ
）
ど
ま
り
ま
で
は
、
一
九
九
〇
年
代

前
半
の
湾わん
岸がん
戦
争
な
ど
を
機き
に
議
論
し
て
あ
る
が
、
さ
ら
に
は
平
和
維
持

軍
（
Ｐ
Ｋ
Ｆ
）
つ
ま
り
武
力
紛
争
地
域
へ
の
自
衛
隊
派
遣
は
、
憲
法
違
反

だ
か
ら
と
、
未
だ
検
討
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
軍
隊
・

戦
力
を
も
た
な
い
」、「
国
際
紛
争
に
お
け
る
武
力
行
使
を
し
な
い
」
と
い

う
国
家
方
針
｜
｜
身
勝
手
な
一
国
平
和
主
義
｜
｜
の
せ
い
で
あ
る
。

し
か
し
、「
い
の
ち
を
懸か
け
て
も
守
る
べ
き
崇すう
高こう
な
も
の
が
あ
る
か
」

と
い
う
よ
う
な
問
い
に
答
え
て
行
く
こ
と
は
、
自
衛
隊
の
海
外
｜
｜
外
国

｜
｜
派は
遣けん
を
正せい
当とう
化か
で
き
る
か
ど
う
か
を
判
断
す
る
た
め
だ
け
に
と
ど
ま

ら
な
い
、
ま
し
て
単
に
「
現
行
の
憲
法
に
反
す
る
か
ど
う
か
」
で
の
判
断

に
収おさ
ま
ら
な
い
、
よ
り
広
く
深
い
問
い
な
の
で
は
な
い
か
。

は
た
し
て
、
い
の
ち
と
は
何
で
あ
り
、
懸
け
る
と
は
何
に
対
し
て
か
、

ど
ん
な
方
法
で
懸
け
る
の
か
。

問
い
は
簡
単
で
な
い
。
こ
こ
に
は
、
一
つ
、
落
ち
着
い
て
深
く
か
つ
正

確
に
考
え
て
み
る
べ
き
問
い
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
般
に
、
人
の
世
に
い
の
ち
よ
り
大
切
な
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と

は
、
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
単
に
い
の
ち
よ
り
大
切
な
も

の
が
あ
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
何
を
い
っ
て
い
る
の
か
全
く
不
明
で
は
な

い
か
。
こ
こ
に
は
、
次
の
よ
う
な
問
い
が
隠かく
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

①
ま
ず
、
い
の
ち
と
は
何
か
。

い
の
ち
と
は
、「
あ
の
世
」（
彼ひ
岸がん
）
で
は
な
く
、「
現げん
世せい
」（
此
岸
）
の
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いのちを懸ける場合の関連図

部分と全体、今と永遠

捧げる

対象目的

捧げる

いのち手段

人類全体

のいのち

永遠不滅

数カ国の国民

のいのち

永遠不滅

一国民の

いのち

永遠不滅

ある国民の

一部のいのち

永遠不滅

誰か一人の

いのち

永遠不滅

人類全体の

いのち

ありうる

○

ありえない

×

ありえない

×

ありえない

×

ありえない

×

全体のいのちを部分のいのちのために犠牲にすることは無意味。

全体が全体のために犠牲となるとは、自殺・玉砕と同じで例外。

幾つかの国の

いのち全体

ありうる

○

ありうる

○

ありえない

×

ありえない

×

ありうる

×

犠牲が相手のいのちの価値より大きく、無意味。

ある国の国民

全体のいのち

ありうる ありうる ありうる ありうる ありうる

しかし、ある国の国民のいのち全体を犠牲に捧げることは無意味。

国民全体を滅ぼしては意味がない。

ある国民の

一部のいのち

ありうる ありうる ありうる ありうる ありうる

例えば、自国の軍隊を国際平和活動に派遣し犠牲者が出る場合。

奉仕対象となるいのちより犠牲になるいのちの数がより大きいときでも有

意味。

一人のいのち ありうる ありうる ありうる ありうる ありうる

自己のいのちを捧げて、より大なるいのちを救うとか、その価値を高める

のは、大いに意味がある。例えば、勇敢な韓国の留学生の場合。

（注）ある国が国民のいのちの全力を懸けて、自国の国民を救おうとするときなどに、意図しないで、「自国

が滅ぶという犠牲」が起きる可能性がある。犠牲奉仕の行為には、次の原則があるのではないか。①人類全

体のいのちを犠牲にしてはならない。②ある国民のいのち全体を犠牲にしてはならない。③より大きな数の

いのちのためにも、より小さな数のいのちを安易に犠牲にしない。④一切の根底にある大原則・公理は人類

のいのち全体及び国民のいのち全体の永遠不滅（持続的発展）である。

全体のいのちとは、現世のいのちだけでなく、過去・現在・未来にわたる此岸、彼岸のいのちである。未

来の国家の新生と永久不滅に懸けて戦場に散華した出征兵士や特攻兵士などの悲願を忘れてはならない。

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



い
の
ち
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
、
こ
の
世
の
い
の
ち
だ
け
に

限
ら
な
い
広
い
視
野
が
必
要
と
な
ろ
う
。
｜
｜
英えい
霊れい
祭さい
祀し
の
問
題
が
各
国

と
も
か
か
わ
る
。

②
次
に
、
誰だれ
の
い
の
ち
か
。

こ
れ
に
は
、
次
の
三
つ
の
場
合
が
あ
る
。

㈠
集
団
全
体
の
中
の
部
分
の
い
の
ち
、
つ
ま
り
個
人
の
い
の
ち
。
も
し

く
は
少
数
の
人
々
の
い
の
ち
。

㈡
あ
る
い
は
国
民
全
員
の
い
の
ち
。

㈢
さ
ら
に
人
類
全
体
の
い
の
ち
。

③
さ
ら
に
、
い
の
ち
よ
り
「
大
切
な
も
の
」
と
は
何
か
。

こ
れ
は
、
何
ら
か
の
高
い
目
的
価
値
で
あ
っ
て
、
い
の
ち
を
懸か
け
る
と

は
、
極
限
状
況
に
お
い
て
は
「
現
世
の
い
の
ち
を
犠
牲
に
し
死
を
賭と
し

て
」
実
現
す
べ
き
も
の
、
保
持
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
い
の
ち
を
懸
け
る
と
い
う
行
為
に
は
、
ど
ん
な
も
の
が
あ
る

か
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
殉じゆん
職しよく
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
普
通
の
仕
事
・
任

務
に
お
い
て
懸けん
命めい
に
努
力
し
、
事
故
な
ど
に
よ
り
、
極
限
で
は
い
の
ち
を

犠ぎ
牲せい
に
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。
特
に
、
軍
人
や
警
察
官
な
ど
、
公
務
員

の
殉
職
の
場
合
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
般
に
軍
人
の
戦
死
も
殉
職
で
あ

る
。よ

く
出
来
た
国
で
あ
れ
ば
、
各
国
は
、
公
務
で
の
殉
職
に
対
し
て
は
、

そ
の
名めい
誉よ
を
称たた
え
、
遺い
族ぞく
が
暮く
ら
し
に
困こま
ら
な
い
よ
う
に
年
金
な
ど
の
形

で
何
ら
か
の
保ほ
障しようを
与
え
る
の
が
常つね
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
こ
に
は
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
、
特
に
外
国
で
の
人
道
支
援
の
た
め

に
自
己
の
い
の
ち
を
犠
牲
に
す
る
と
い
う
場
合
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
後
に

考
え
て
み
た
い
。

こ
れ
は
、「
全
体
の
い
の
ち
」
を
存そん
続ぞく
発はつ
展てん
さ
せ
る
た
め
に
、
そ
の

「
部
分
の
い
の
ち
」
が
自
己
を
犠
牲
に
し
て
奉ほう
仕し
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。国

家
と
い
う
も
の
が
成
立
し
発
展
す
る
以
前
に
、
一いち
族ぞく
、
氏し
族ぞく
、
部ぶ
族ぞく

が
最
高
価
値
の
集
団
で
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
集
団
の
メ
ン
バ
ー
は
そ
の

「
自
分
の
集
団
」
の
た
め
に
い
の
ち
を
懸
け
る
こ
と
が
当
然
と
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
国
家
と
い
う
も
の
が
成
立
し
て
国
家
対
立
の
時
代
に
な
れ
ば
、

い
の
ち
を
懸
け
る
も
の
と
し
て
、
祖そ
国こく
へ
の
「
報ほう
国こく
」、
特
に
国
防
へ
の

参
加
が
最
も
重
要
な
価
値
目
的
と
な
っ
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
祖
国
に
尽つ

く
す
と
い
う
大
義
の
た
め
に
、
国
民
各
自
が
自
分
の
い
の
ち
を
犠
牲
と
す

る
の
で
あ
る
。

近
代
国
家
に
お
い
て
国
家
が
正せい
規き
軍ぐん
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
、
国
民
が

兵へい
役えき
の
義
務
に
献
身
し
、
祖
国
の
行
う
戦
争
に
お
い
て
い
の
ち
を
捧ささ
げ

る
。
日
本
で
い
え
ば
、
大
東
亜
戦
争
末
期
に
お
け
る
神かみ
風かぜ
特とく
別べつ
攻こう
撃げき
隊たい
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は
、
こ
の
報
国
の
最
も
華
々
はなばな

し
い
事
例
で
あ
っ
た
。
彼
方
か
な
た

、
中
国
大
陸
に

行
け
ば
、「
抗こう
日にち
戦せん
」
に
お
い
て
祖
国
防
衛
の
た
め
に
散さん
華げ
し
た
兵
士
や

人
民
が
称たた
え
ら
れ
る
。

次
に
、
歴
史
上
の
例
を
あ
げ
れ
ば
、
い
の
ち
を
懸
け
る
行
為
に
は
、
仇あだ

討う
ち
と
い
う
も
の
も
あ
る
。
仇
討
ち
と
は
、
失
わ
れ
た
い
の
ち
と
名めい
誉よ
を

回
復
す
る
た
め
の
、
い
の
ち
を
懸
け
た
決けつ
死し
の
戦
い
な
の
で
あ
っ
た
。

先
に
赤
穂
あ
こ
う

義ぎ
士し
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
よ
う
に
、
主しゆ
君くん
や
親
祖
先
の
た
め

の
仇
討
ち
に
い
の
ち
を
懸
け
る
場
合
で
あ
る
。
仇かたき
探
し
に
苦く
節せつ
何
年
も

各
地
を
放ほう
浪ろう
す
る
と
か
、
運
よ
く
仇
に
巡めぐ
り
合
っ
て
も
返かえ
り
討う
ち
に
な
る

と
か
、
首しゆ
尾び
よ
く
目
的
を
果
た
し
て
も
切せつ
腹ぷく
や
打う
ち
首くび
な
ど
の
形
で
処しよ
刑けい

さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

日
本
の
仇
討
ち
で
は
、「
い
の
ち
よ
り
大
切
な
も
の
が
あ
る
」
と
い
う

武
士
道
の
観
念
が
そ
の
行
為
を
促うながし
た
。
例
え
ば
、
赤
穂
義
士
の
四
十
七

士し
は
、
主しゆ
君くん
の
仇
討
ち
と
い
う
武
士
道
的
な
忠ちゆう義ぎ
と
名めい
誉よ
に
自
分
た
ち
の

い
の
ち
を
捧ささ
げ
た
。
結
果
は
、
死し
罪ざい
と
い
う
処しよ
罰ばつ
を
受
け
た
が
、
切せつ
腹ぷく
と

い
う
名
誉
の
形
式
を
与あた
え
ら
れ
た
。
義
士
た
ち
は
、
大たい
義ぎ
に
生
き
た
と
称たた

え
ら
れ
、
武
士
と
し
て
の
忠ちゆう
節せつ
を
完
成
し
た
。

で
は
そ
の
と
き
、
仇
討
ち
の
大
義
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
や
は
り
武
士
道

に
お
い
て
も
、
武
士
階
級
と
い
う
「
人
間
と
し
て
の
い
の
ち
全
体
」
の
よ

り
良
い
理
想
的
な
あ
り
方
・
忠
義
が
大
義
で
あ
り
、
そ
の
大
義
に
対
し
て

仇
討
ち
が
貢こう
献けん
す
る
と
見
な
さ
れ
た
か
ら
で
は
な
い
か
。
仇
討
ち
は
、
少

数
の
い
の
ち
を
犠
牲
に
し
て
、
よ
り
大
き
い
い
の
ち
集
団
の
価
値
と
秩ちつ
序じよ

を
高
め
る
こ
と
に
役
立
つ
か
ら
こ
そ
、
一
つ
の
道
と
さ
れ
た
の
で
は
な
い

か
。忠

義
・
忠
誠
の
行
為
と
し
て
、
正
義
と
公
平
な
処
罰
、
恩
義
へ
の
報

恩
、
怨えん
恨こん
の
清せい
算さん
つ
ま
り
不
公
平
な
処
罰
に
よ
る
怨
恨
を
人
の
世
に
残
さ

な
い
こ
と
、
な
ど
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
人
間
の
世
の
中
に
は
、
マ
イ

ナ
ス
の
価
値
を
償つぐない
、
事こと
に
応おう
じ
て
プ
ラ
ス
と
マ
イ
ナ
ス
の
価
値
の
均きん
衡こう

を
図はか
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
行
為
が
名
誉
と
い
う
価
値
を
帯お
び
る
も
の
と
し
て
称たた
え
ら
れ

た
の
で
あ
る
。
赤
穂
義
士
の
行
為
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
こ
の

よ
う
な
永
遠
の
意
味
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

尤もつと
も
、
武
士
道
の
忠
義
の
行
為
の
例
と
し
て
、
悲
劇
的
な
場
合
も
あ

る
。
全
員
が
い
の
ち
を
奪うば
わ
れ
た
の
で
は
な
い
が
、
統
一
政
権
と
国
家
成

立
の
後
、
一
つ
の
藩はん
が
丸まる
ご
と
虐しいたげ
ら
れ
た
事
例
が
あ
る
。
明
治
維
新
に

際
し
て
、
徳
川
方
に
立
っ
て
敗
れ
た
会あい
津づ
藩はん
の
場
合
が
そ
れ
で
あ
り
、
下しも

北きた
半
島
に
追
い
や
ら
れ
た
斗と
南なみ
藩はん
が
思
い
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

新しん
撰せん
組ぐみ
も
結
局
は
滅めつ
亡ぼう
し
た
。
そ
れ
は
滅
び
行
く
幕
府
方
に
属
し
、
し

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



か
も
隊たい
士し
と
い
う
「
部
分
の
い
の
ち
」
が
犠
牲
と
な
っ
た
も
の
で
あ
っ

た
。
た
だ
、
惜お
し
む
ら
く
は
、
一いち
途ず
な
青
年
た
ち
の
献けん
身しん
も
少
々
無む
駄だ
に

終
わ
っ
た
か
に
見
え
る
こ
と
で
あ
る
。
い
の
ち
を
捧
げ
る
べ
き
歴
史
の
大

義
を
読
み
間
違
え
る
と
、
何
ら
か
の
目
的
価
値
を
目
指
す
行
為
で
あ
っ
て

も
、
方
向
性
の
狂
っ
た
悲
劇
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
い
の
ち
を
懸
け
る
も
の
と
し
て
殉じゆん死し
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
自
分
の
主
君
や
貴
族
な
ど
大たい
恩おん
あ
る
人
の
死
に
当
っ
て
、
自

分
が
自じ
死し
し
て
死し
出で
の
旅たび
路じ
の
お
供とも
を
す
る
場
合
か
、
あ
る
い
は
生い
け
贄にえ

と
し
て
死
を
強きよう
制せい
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
上じよう
位い
者しや
に
何
ら

か
の
件
に
つ
い
て
謝しや
罪ざい
す
る
、
死
し
て
お
詫わ
び
す
る
、
と
い
う
場
合
も
あ

る
。殉

死
は
古
代
か
ら
行
わ
れ
た
。
お
隣
の
中
国
で
も
、
既
に
殷いん
の
時
代
に

行
わ
れ
た
。
戦
乱
の
時
代
に
は
殉
死
は
珍
し
い
こ
と
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
。日

本
で
も
『
日
本
書
紀
』
に
、
垂すい
仁じん
天
皇
の
弟
おとうと

君ぎみ
・
倭やまと
彦ひこ

命
のみことの

崩ほう

御ぎよ
に
際
し
て
殉
死
が
行
わ
れ
、
そ
れ
が
あ
ま
り
に
も
む
ご
い
状
態
で
あ
っ

た
の
で
、
垂
仁
天
皇
の
勅ちよく
令れい
が
出
さ
れ
、
以
後
は
殉
死
を
禁
止
す
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
、
人
の
殉
死
の
代
わ
り
に
埴はに
輪わ
と
い
う
も
の
を
作
り
、

そ
れ
を
死
者
に
添そ
え
て
埋まい
葬そう
す
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る

（『
日
本
書
紀
』
二
、
岩
波
文
庫
、
四
二
〜
四
四
ペ
ー
ジ
。『
国
史
大
辞
典
』

第
七
巻
、
四
一
六
ペ
ー
ジ
）。

殉
死
は
、
江
戸
時
代
に
徳
川
幕
府
に
よ
っ
て
改かい
訂てい
さ
れ
た
「
武ぶ
家け
諸しよ
法はつ

度と
」
に
お
い
て
禁
止
さ
れ
、
実
行
す
る
と
そ
の
関
係
者
が
処
罰
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
た
の
で
、
以
後
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
な
く
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
明
治
四
十
五
年
、
乃の
木ぎ
希まれ
典すけ
大たい
将しよう
の
殉
死
が
起
こ
っ
た
。

大
将
は
明
治
天
皇
に
殊こと
の
外ほか
愛あい
顧こ
を
蒙こうむっ
た
方
だ
が
、
明
治
天
皇
が
薨こう
去きよ

さ
れ
た
と
き
、
夫ふ
人じん
と
も
ど
も
跡あと
を
追お
っ
て
殉
死
な
さ
っ
た
。
殉
死
す
る

こ
と
で
、
明
治
天
皇
に
対
す
る
忠
義
を
全まつとう
さ
れ
た
。
し
か
も
、
ご
子
息

が
二
人
と
も
戦
死
し
た
か
ら
、
乃
木
家
直ちよつ
系けい
の
子
孫
は
途と
絶だ
え
る
こ
と

に
な
っ
た
。

乃
木
将
軍
の
辞じ
世せい
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

神
あ
が
り
あ
が
り
ま
し
ぬ
る
大おお
君きみ
の

み
あ
と
は
る
か
に
お
ろ
が
み
ま
つ
る

う
つ
志し
世よ
を
神
さ
り
ま
し
し
大
君
の

み
あ
と
志し
た
ひ
て
我
は
ゆ
く
な
り

静
子
夫
人
の
辞
世
は
次
の
通
り
。

出
で
ま
し
て
か
へ
り
ま
す
日
の
な
し
と
き
く

け
ふ
の
御み
幸ゆき
に
逢あ
ふ
ぞ
か
な
し
き
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乃
木
大
将
の
殉
死
の
理
由
は
、
ご
自
身
の
説
明
に
よ
れ
ば
こ
う
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

「
自
分
此この
度たび
御おん
跡あと
ヲ
追
ヒ
奉
たてまつリ

、
自
殺

候
そうろう

段だん
恐おそれ
入いり
候
そうろう

儀ぎ
、
其
罪
ハ

不
軽

かろからず
存ぞんじ
候
そうろう。

然しか
ル
處ところ
明
治
十
年
ノ
役えき
ニ
於おい
テ
軍ぐん
旗き
ヲ
失
ヒ
、
其
後

死し
處しよ
得え
度たく
心こころ
掛がけ
候
そうろうモ

其
機き
ヲ
得
ズ
。

皇こう
恩おん
ノ
厚あつきニ
浴よく
シ
、
今
日
迄まで
過か
分ぶん
ノ
御おん
優ゆう
遇ぐう
ヲ
蒙
こうむり、

追
々
おいおい

老ろう
衰すい
、
最
早
も
は
や

御
役
ニ
立
候
時
モ
餘よ
日じつ
無なく
候
そうろう

折おり
柄がら
、
此
度
ノ
御
大
葬
、
何なん
共とも
恐
入
候

次
第
、
茲ここ
ニ
覚
悟
相
定
メ
候
事
ニ
候
」

（
大
将
の
こ
の
「
遺
言
条
々
」
に
は
、
ル
ビ
を
追
加
し
た
。
乃
木
神
社

の
ご
厚
意
に
よ
り
そ
の
活
字
版
を
お
送
り
い
た
だ
い
た
。
篤
く
感
謝
申

し
上
げ
る
。
乃
木
大
将
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
松
下
芳
雄
『
乃
木
希

典
』
人
物
叢
書
、
吉
川
弘
文
舘
、
昭
和
三
十
五
年
。『
乃
木
希
典
日
記
』

金
園
社
、
昭
和
四
十
五
年
。『
乃
木
希
典
全
集
』
乃
木
神
社
編
集
刊
行
、

平
成
六
年
、
補ほ
遺い
は
平
成
九
年
、
ル
ビ
追
加
。）

乃
木
大
将
の
殉
死
は
、
明
治
天
皇
・
国
家
に
対
す
る
謝
罪
と
責
任

償
しよう

却きやくの
意
味
を
込
め
た
殉
死
で
あ
り
、
伝
統
的
な
精
神
に
お
け
る
い
の
ち
の

懸
け
方
で
あ
っ
た
。
乃
木
大
将
は
、
二
〇
三
高
地
攻
略
の
「
不
首
尾
」
ゆ

え
に
と
か
く
の
マ
イ
ナ
ス
評
価
を
受
け
た
が
、
単
な
る
優すぐ
れ
た
戦
略
家
で

あ
っ
た
他
の
大
将
た
ち
よ
り
も
、
か
え
っ
て
は
る
か
に
高
い
令れい
名めい
を
千せん
載ざい

青せい
史し
に
遺のこ
す
ゆ
え
ん
と
な
っ
た
。

殉
死
を
、
恨うら
み
を
晴
ら
す
、
マ
イ
ナ
ス
価
値
の
回
復
、
処
罰
の
均きん
衡こう
化か

と
い
う
動
機
か
ら
行
わ
れ
る
仇
討
ち
と
比
較
す
れ
ば
、
随
分
と
異
な
っ
た

意
味
を
帯
び
た
行
為
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
殉
死
は
謝
罪
と
責
任
決けつ

済さい
、
さ
ら
に
、
ご
恩
報
・
報
恩
と
い
う
意
味
を
込
め
た
行
為
で
あ
る
。

こ
の
世
で
失しつ
策さく
を
犯おか
し
て
価
値
の
欠けつ
損そん
を
引
き
起
こ
し
た
人
物
が
、
こ

の
世
の
い
の
ち
よ
り
も
大
切
な
価
値
の
た
め
に
、
自
己
の
此
岸
の
い
の
ち

を
犠
牲
と
す
る
こ
と
で
、
そ
の
価
値
の
不
均
衡
｜
｜
ご
愛あい
顧こ
に
対
す
る
奉

公
の
不
足
｜
｜
の
解
消
と
価
値
の
均
衡
化
を
図はか
る
。
現
世
の
い
の
ち
を
捧

げ
る
と
い
う
点
で
は
、
殉
死
も
仇
討
ち
も
根
本
的
に
は
同
一
な
の
で
あ

る
。こ

の
他
に
、
い
の
ち
を
懸
け
る
に
は
、
果は
た
し
合
い
と
い
う
も
の
も
あ

ろ
う
。
当
事
者
の
間
の
問
題
に
つ
い
て
、
話
し
合
い
で
決
着
が
つ
か
な
い

場
合
、
あ
る
い
は
武
道
家
が
技わざ
の
優ゆう
劣れつ
を
つ
け
る
た
め
の
試
合
と
し
て
、

真
剣
で
勝
負
を
行
う
場
合
で
あ
る
。

日
本
で
は
、
武
士
が
「
刀
に
懸
け
て
」
と
し
て
争あらそっ
た
場
合
が
あ
り
、

ま
た
生しよう
涯がい
剣
の
奥おう
義ぎ
を
極きわ
め
て
試
合
を
続
け
た
宮
本
武
蔵
の
よ
う
な
場

合
が
そ
れ
で
あ
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
も
、
騎
士
（
ナ
イ
ト
）
同
士
の
名

誉
・
面めん
子つ
争
い
、
女
性
を
取
り
合
う
決
闘
、
武
道
の
優
劣
を
競きそ
う
も
の
な

ど
の
物
語
に
事
欠
か
な
い
。

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



宗
教
的
な
行
為
で
、「
現
世
の
い
の
ち
よ
り
大
事
な
も
の
が
あ
る
」
と

し
、
そ
れ
に
い
の
ち
を
懸
け
る
場
合
も
あ
る
。

現
世
の
い
の
ち
を
懸
け
る
行
為
に
は
修
行
の
場
合
も
あ
る
。
仏
教
な
ど

で
即そく
身しん
成じよう
仏ぶつ
の
一
つ
の
形
と
し
て
、
生
き
た
ま
ま
ミ
イ
ラ
に
な
り
入
にゆう

寂じやくす
る
た
め
、
食
物
を
断た
ち
「
自じ
死し
」
す
る
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
宗
教

的
修
行
と
し
て
の
「
即
身
成
仏
」
で
は
、
自
ら
進
ん
で
ミ
イ
ラ
に
な
る
た

め
に
、
断だん
食じき
な
ど
に
よ
り
現
世
の
い
の
ち
を
断
つ
が
、
日
本
で
は
、
空くう
海かい

は
じ
め
幾
人
も
の
仏ぶつ
教きよう
僧そう
侶りよ
が
そ
れ
を
行
っ
た
。

こ
の
世
と
違
う
他た
世せい
、
来らい
世せい
と
い
う
も
の
を
求
め
る
思
想
に
お
い
て

は
、
現
世
の
い
の
ち
に
固こ
執しつ
す
る
動
機
は
強
く
な
い
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し

か
し
、
不
思
議
な
こ
と
に
、
そ
う
い
う
現
世
否
定
の
行
為
が
、
か
え
っ
て

現
世
で
の
人
々
の
生
き
方
に
、
そ
し
て
歴
史
に
、
多
大
の
作
用
を
及
ぼ
す

も
の
の
よ
う
で
あ
る
。

次
は
「
殉じゆん
教きよう」
で
あ
る
。

殉
教
と
は
、
迫はく
害がい
の
中
で
自
己
の
信
仰
を
貫つらぬき
通とお
す
た
め
に
、
あ
る
い

は
相
手
の
非ひ
を
咎とが
め
迫
害
や
侵
略
を
押
し
止とど
め
る
た
め
に
、
ま
た
は
自
分

た
ち
の
集
団
を
防
衛
す
る
た
め
に
、
い
の
ち
を
犠
牲
に
す
る
場
合
で
あ

る
。キ

リ
ス
ト
教
で
は
、
殉
教
の
事
件
は
数
多
い
。
ま
ず
、
イ
エ
ス
ご
自
身

が
そ
う
で
あ
る
と
い
え
る
し
、
古
代
ロ
ー
マ
帝
国
ネ
ロ
時
代
の
パ
ウ
ロ
や

ペ
テ
ロ
が
そ
う
で
あ
っ
た
（『
キ
リ
ス
ト
教
大
事
典
』
教
文
館
、
五
四
〇

〜
四
一
ペ
ー
ジ
）。
し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
広
が
る
と

と
も
に
、
キ
リ
ス
ト
教
徒
に
迫
害
さ
れ
た
ユ
ダ
ヤ
教
徒
に
も
殉
教
の
事
件

は
多
か
っ
た
。
ユ
ダ
ヤ
、
キ
リ
ス
ト
、
イ
ス
ラ
ム
と
い
う
三
つ
の
宗
教
の

間
に
、
こ
の
殉
教
が
長
く
続
い
た
。

宗
教
的
な
信しん
条じように
よ
る
殉
教
は
、
最
も
激
し
く
強きよう
靱じん
な
行
為
で
あ
り
、

歴
史
の
方
向
に
強
く
影
響
を
与
え
る
。
殉
教
で
は
、
宗
教
の
信
仰
を
守
り

通
す
上
で
、
迫はく
害がい
に
耐た
え
て
い
の
ち
を
懸
け
、
死
に
赴おもむき
、
来
世
に
お
い

て
神
の
も
と
に
行
く
こ
と
を
希
望
す
る
。
こ
れ
は
、
古
来
ど
ん
な
宗
教
に

も
見
ら
れ
た
が
、
ど
う
も
一
神
教
・
一
仏
教
（
大
日
如
来
教
な
ど
）
の
場

合
に
、
殉
教
の
行
為
は
多
い
よ
う
で
あ
る
。

儒
教
の
場
合
に
は
、
そ
の
教
え
に
よ
っ
て
、
主
君
の
た
め
の
忠ちゆうか
、
親

祖
先
に
対
す
る
孝こう
に
、
い
の
ち
を
か
け
る
、
と
い
う
場
合
も
あ
ろ
う
。
こ

れ
は
神
や
仏
な
ど
の
教
え
の
た
め
に
行
う
殉
教
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い

が
、
一
種
の
殉
教
で
は
あ
ろ
う
。

日
本
の
例
を
挙あ
げ
る
と
、
江
戸
時
代
初
め
の
天あま
草くさ
（
四し
郎ろう
時とき
貞さだ
）
の
乱

は
、
い
ろ
い
ろ
な
意
味
を
孕はら
ん
だ
歴
史
事
件
で
あ
っ
た
よ
う
だ
が
、
殉
教

と
い
う
宗
教
的
意
味
を
抜
き
に
し
て
は
到とう
底てい
理
解
で
き
ま
い
。
す
な
わ

ち
、
宗
教
的
な
意
味
を
込
め
て
、「
現
世
の
い
の
ち
を
超
え
た
大
切
な
も
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の
が
あ
る
」
と
い
う
考
え
と
行
動
が
、
そ
こ
に
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
殉
教
に
お
い
て
は
、「
こ
の
世
の
い
の
ち
」
を
棄す
て
る
人
々

は
、
あ
の
世
に
お
い
て
神
仏
に
、
天
に
、
あ
る
い
は
祖
国
の
先
祖
に
称たた
え

ら
れ
、「
新
た
な
い
の
ち
」
に
生
き
る
と
考
え
る
。

日
本
の
特とつ
攻こう
で
も
、
散さん
華げ
し
た
兵
士
た
ち
の
多
く
は
、
若
い
身
で
同
じ

よ
う
に
一
種
の
宗
教
的
な
覚かく
悟ご
に
達たつ
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

イ
ス
ラ
ム
の
人
々
が
自じ
爆ばく
テ
ロ
と
い
う
形
で
殉
教
す
る
の
は
、
そ
の
聖せい

戦せん
（
ジ
ハ
ー
ド
）
を
通
じ
て
来
世
に
お
い
て
天
国
に
行
け
る
と
期
待
す
る

か
ら
で
は
な
い
か
。『
コ
ー
ラ
ン
』
の
初
め
に
は
、
来
世
・
天
国
の
こ
と

を
思
い
な
さ
い
、
と
教
え
ら
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
ア
ラ
ブ
世
界
に
詳くわ
し
い
人
々
に
よ
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
を
嫌きら

う
青
年
た
ち
も
、
実
は
今
日
ア
メ
リ
カ
で
花
開
い
て
い
る
豊ゆた
か
な
現
世
文

明
を
嫌きら
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
は
憧あこがれ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

イ
ス
ラ
ム
社
会
が
一
向
に
豊
か
に
な
る
こ
と
が
で
き
ず
に
い
る
た
め
に
、

豊
か
な
ア
メ
リ
カ
型がた
の
文
明
を
憎にく
み
、
自
分
た
ち
の
古
来
の
生
き
方
に
こ

だ
わ
り
、
過
激
な
原
理
主
義
に
走
る
の
で
あ
る
と
い
う
。
そ
う
い
う
一
面

も
あ
ろ
う
か
。

今
日
の
イ
ス
ラ
ム
の
人
々
に
よ
る
自
爆
テ
ロ
も
、
殉
教
の
意
味
を
帯
び

た
も
の
で
あ
る
が
、
ど
う
も
そ
の
背
景
に
は
、
イ
ス
ラ
ム
社
会
が
ユ
ダ

ヤ
・
キ
リ
ス
ト
教
の
社
会
と
比
べ
て
経
済
的
に
も
格
段
に
遅
れ
て
し
ま

い
、
人
々
の
生
活
が
貧まず
し
い
と
こ
ろ
か
ら
、
絶ぜつ
望ぼう
的てき
な
精
神
状
態
に
陥おちいっ

て
い
る
、
そ
れ
で
、
イ
ス
ラ
ム
の
本
来
の
生
き
方
に
こ
だ
わ
る
。
か
く
て

極きよく
端たん
に
過か
激げき
な
原
理
主
義
に
突とつ
進しん
す
る
の
で
は
な
い
か
。
｜
｜
こ
れ
は

俗ぞく
な
理
解
か
も
知
れ
な
い
。

一
般
の
青
年
た
ち
は
、
実
は
ア
メ
リ
カ
文
明
の
豊
か
さ
に
憧
れ
て
い
る

が
、
そ
れ
が
手
に
入
り
そ
う
も
な
い
の
で
、
憧
れ
の
ア
メ
リ
カ
文
明
を
否

定
す
る
と
い
う
心
情
に
捉とら
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
見
方
で
あ

る
。
こ
の
点
は
、
イ
ス
ラ
ム
の
人
々
に
う
か
が
い
た
い
。

だ
か
ら
、
そ
う
し
た
自
爆
テ
ロ
を
な
く
す
に
は
、
彼
ら
が
求
め
る
「
自じ

立りつ
的てき
な
イ
ス
ラ
ム
型
の
純
粋
で
豊
か
な
社
会
」
を
実
現
す
る
こ
と
が
不
可

欠
で
、
わ
れ
わ
れ
が
「
い
の
ち
を
懸
け
て
」
手
助
け
を
し
な
く
て
は
な
ら

な
い
、
と
い
う
見
方
も
成
り
立
つ
。
こ
れ
は
、
殉
教
と
い
う
も
の
の
現
実

主
義
的
な
解
釈
で
あ
り
、
解
決
法
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

イ
ラ
ク
を
ど
う
す
る
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
、
今
後
の
一
つ
の
解
答

の
方
向
性
が
こ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。

所しよ
詮せん
、
ど
の
民
族
も
、
自
分
の
運
命
は
自
分
で
決
め
る
し
か
な
い
の

で
、
自
己
責
任
の
原
則
は
こ
こ
で
も
貫かん
徹てつ
す
る
が
、
自
立
を
支
援
す
る
側

も
よ
く
考
え
て
い
く
べ
き
だ
。

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



ア
メ
リ
カ
の
考
え
方
に
は
、
少
々
思し
慮りよ
が
足
り
な
い
と
思
う
。
歴
史
的

背
景
を
軽
視
し
て
、
い
た
ず
ら
に
ア
メ
リ
カ
型
の
民
主
主
義
と
個
人
主

義
・
自
由
主
義
を
移い
植しよくし
よ
う
と
し
て
も
失
敗
す
る
で
あ
ろ
う
し
、
な
に

よ
り
現
地
の
民
衆
に
と
っ
て
幸
せ
に
な
る
道
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

イ
ス
ラ
ム
の
人
々
の
過
激
な
攻
撃
主
義
も
困
り
も
の
だ
が
、
彼
ら
の
信
じ

る
イ
ス
ラ
ム
教
を
軽
ん
じ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
軽
ん
じ
る
と
文
明

戦
争
に
な
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
最
悪
の
道
だ
。

こ
の
点
の
無
理
解
を
放ほう
置ち
す
れ
ば
、
ア
メ
リ
カ
の
行
動
は
不
当
な
「
占

領
」
だ
と
受
け
取
ら
れ
、
反
抗
さ
れ
、
終
わ
り
な
き
混
乱
と
な
ろ
う
。

二

国
家
の
安
全
保
障
に
い
の
ち
を
捧
げ
る

以
上
は
す
べ
て
、
い
の
ち
を
懸
け
る
と
い
う
場
合
の
う
ち
、
一
人
の
人

間
あ
る
い
は
少
数
の
集
団
の
い
の
ち
が
、
よ
り
大
き
な
い
の
ち
全
体
、
あ

る
い
は
永
遠
の
い
の
ち
の
価
値
に
、
ど
う
献けん
身しん
す
る
か
、
現
世
の
い
の
ち

を
犠ぎ
牲せい
に
す
る
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
よ
り
大
き
な
価

値
と
し
て
、
国
民
一
人
の
い
の
ち
に
対
し
て
全
体
の
い
の
ち
、
現
世
の
い

の
ち
に
対
し
て
来
世
・
永
遠
の
い
の
ち
、
と
い
う
二
つ
の
軸じく
が
考
え
ら
れ

て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
般
に
人
類
社
会
と
し
て
、「
一
人
や
少
数
の
い
の
ち
」

が
、「
よ
り
大
き
な
い
の
ち
」
の
た
め
に
、
あ
る
い
は
「
そ
れ
を
背
景
と

す
る
何
ら
か
の
高
い
価
値
」
の
た
め
に
、
進
ん
で
身
を
捧ささ
げ
る
と
い
う
の
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は
、
理
解
で
き
る
行
為
な
の
で
あ
る
。

現
代
、「
い
の
ち
を
懸
け
る
」
と
い
う
場
合
に
お
い
て
、
考
察
す
べ
き

最
も
緊
急
の
問
題
は
、
先さき
程ほど
も
述
べ
た
報ほう
国こく
、
中
で
も
国
防
と
い
う
報
国

の
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
問
い
は
、
国
家
国
民
の

い
の
ち
の
全
体
の
た
め
に
対
し
て
、
そ
の
部
分
の
い
の
ち
を
犠
牲
に
す
る

に
し
て
も
、
ど
ん
な
意
味
づ
け
で
も
っ
て
、
い
か
な
る
方
法
で
犠
牲
に
す

る
か
で
あ
る
。

二
十
世
紀
の
日
本
は
、
大
東
亜
戦
争
に
お
け
る
未み
曾ぞ
有う
の
敗
戦
を
通

じ
、「
い
の
ち
を
懸
け
る
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
大
切
な
こ
と
を
学

ん
だ
。
大
東
亜
戦
争
末
期
に
は
、
米
軍
に
よ
る
本
土
爆
撃
が
頻ひん
繁ぱん
と
な

り
、
米
軍
に
よ
る
総
攻
撃
に
遭あ
っ
て
都
市
の
住
民
が
、
多
数
焼や
け
出
さ

れ
、
死
亡
し
、
お
ま
け
に
広
島
・
長
崎
へ
と
不ふ
当とう
な
原
爆
投
下
を
二
回
も

見み
舞ま
わ
れ
、
死
傷
者
が
鰻うなぎ
上のぼ
り
に
増
加
し
て
い
た
。

昭
和
天
皇
は
、
そ
こ
で
つ
い
に
、
御ご
前ぜん
会かい
議ぎ
｜
｜
天
皇
ご
臨りん
席せき
の
下

に
、
重
臣
、
内
閣
要
員
、
軍
関
係
者
で
構
成
す
る
も
の
｜
｜
に
お
い
て
、

「
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
」
の
受じゆ
諾だく
を
認
め
、
一
九
四
五
年
八
月
十
五
日
、
終
戦

の
詔しよう
勅ちよくを
発
せ
ら
れ
た
。
詔
勅
の
文
面
に
は
、「
日
本
国
の
滅めつ
亡ぼう
」
を
危き

惧ぐ
す
る
と
の
天
皇
陛
下
の
御み
心こころが
込
め
ら
れ
て
い
た
。

『
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
の
詔
勅
』（
い
わ
ゆ
る
「
終
戦
の
詔
勅
」）
に
は
、

そ
の
点
に
関
し
て
次
の
条くだりが
見
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

尚なお
交かうせん
ヲ
けい

續ぞく
セ
ム
カ
、
終つひ
ニ
我わ
カ
民みん
族ぞく
ノ
滅めつ
亡ばう
ヲ
招せう
來らい
ス
ル
ノ
ミ

ナ
ラ
ス
、
延ひい
テ
人じん
類るゐ
ノ
文ぶん
明めい
ヲ
モ
破は
却きやくス
ヘ
シ
。

斯かく
ノ
如ごと
ク
ム
ハ
、
朕ちん
何なに
ヲ
以もつ
テ
カ
億おく
兆てう
ノ
赤せき
子し
ヲ
保ほ
シ
、
皇くわう
祖そ

皇
くわう

宗そう
ノ
神しん
靈れい
ニ
謝しや
セ
ム
ヤ
。

是こ
レ
朕ちん
カ
帝てい
國こく
政せい
府ふ
ヲ
シ
テ
、
共きよう
同どう
宣せん
言げん
ニ
應おう
セ
シ
ム
ル
ニ
至いた
レ

ル
所ゆ
以ゑん
ナ
リ
。
…
…

（
森
清
人
謹
撰
『
み
こ
と
の
り
』
錦
正
社
）

言
う
ま
で
も
な
く
、
こ
こ
に
は
、
一
切
の
根こん
柢てい
に
、
す
べ
て
の
彼
方
か
な
た

に
、
祖
国
国
民
と
し
て
の
永えい
久きゆう
不ふ
滅めつ
、
つ
ま
り
天てん
壌じよう
無む
窮きゆう
｜
｜
天
地
と

共
に
永
遠
に
窮きわまり
無
く
｜
｜
と
い
う
最
高
価
値
が
存
す
る
の
で
あ
っ
た
。

昭
和
天
皇
は
、
日
本
国
民
が
全
員
滅めつ
亡ぼう
し
て
し
ま
っ
て
は
、
日
本
国
が

滅
亡
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
も
そ
も
戦
争
を
す
る
こ
と
に
意
味
が
な
く
な

る
、
と
お
考
え
に
な
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
私
は
推すい
察さつ
す
る
。

御ぎよ
製せい
に
あ
る
。

身
は
い
か
に
な
る
と
も
い
く
さ
と
ど
め
け
り

た
だ
た
ふ
れ
ゆ
く
民
を
お
も
ひ
て

ふ
り
つ
も
る
み
雪
に
た
へ
て
い
ろ
か
へ
ぬ

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



松
そ
お
お
し
き
人
も
か
く
あ
れ

国
民
が
全ぜん
滅めつ
し
た
な
ら
ば
、
国
民
の
永
遠
の
い
の
ち
は
途と
絶だ
え
て
し
ま

う
。
国
民
の
い
の
ち
の
伝
統
は
、
松
の
葉
の
よ
う
に
永えい
久きゆう
不ふ
変へん
に
色いろ
濃こ

く
あ
り
た
い
。
一
時
の
占
領
に
よ
っ
て
黄
色
に
変
色
し
て
は
な
ら
な
い
、

と
。松

は
枯か
れ
て
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
た
。

大
東
亜
戦
争
、
太
平
洋
戦
争
、
日
中
戦
争
に
お
い
て
は
、
大
東
亜
共
栄

圏
と
い
う
理
想
を
実
現
す
る
こ
と
に
国
家
の
命
運
を
懸
け
て
、
日
本
は
戦

っ
て
い
た
。
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
日
本
国
民
全
部
が
滅
亡
し
て
は
、

日
本
抜ぬ
き
の
大
東
亜
共
栄
圏
と
な
り
、
そ
も
そ
も
日
本
抜
き
で
は
共
栄
圏

は
成
り
立
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

一
九
四
五
年
に
戦
争
に
負
け
て
後のち
、
欧
米
植
民
地
か
ら
ア
ジ
ア
諸
国
を

解
放
で
き
れ
ば
、
日
本
民
族
は
滅
亡
し
て
も
本ほん
望もう
で
あ
る
、
と
い
う
類たぐ
い

の
考
え
も
一
部
に
無
い
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
は
壮そう
士し
気き
取ど
り
の
感

情
で
あ
り
、
悲ひ
壮そう
感かん
に
酔よ
っ
た
空くう
想そう
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

日
本
は
、
必
ず
勝
た
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
り
、
万まん
が
一いち
に
も
負
け
て
は

な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
た
。

よ
し
や
負
け
て
も
…
…
「
国
民
全
体
が
滅ほろ
ん
で
は
な
ら
ぬ
」
の
で
あ
っ

た
。
生
き
残
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
た
。

だ
か
ら
、
戦
争
に
は
、
必
勝
の
決
意
と
勝
利
へ
の
慎
重
な
準
備
と
と
も

に
、
撤てつ
退たい
、
休きゆう
戦せん
、
和わ
平へい
と
い
う
、
い
ざ
と
い
う
時
の
事じ
態たい
収しゆう
拾しゆうの
戦

略
が
、
開
戦
以
前
か
ら
用
意
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ

が
国
家
国
民
と
い
う
も
の
の
戦
略
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
昭
和
十
年
代
の
日
本
政
府
は
、
な
ん
と
和
平
の
仲ちゆう
介かい
役やく
を
、

帝
国
主
義
的
野
望
に
燃
え
た
ぎ
っ
て
い
た
あ
の
ス
タ
ー
リ
ン
率ひき
い
る
ソ
連

に
期
待
す
る
な
ど
、
全
く
判
断
が
狂
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
真
の
敵
を
見

誤
っ
て
い
た
。

国
家
国
民
は
、
必
ず
や
永
遠
不ふ
滅めつ
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
に
…
…
。

視
野
を
広
げ
て
、
地ち
球きゆう儀ぎ
と
人
類
社
会
全
体
の
中
で
こ
の
国
家
の
生
存

の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
お
い
て
は
、
せ
い
ぜ
い
「
各
国
と
も

み
な
滅
亡
せ
ず
に
共
存
す
る
」
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
皆
が
共
通
に
認
め

る
価
値
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

も
ち
ろ
ん
、
国
家
と
い
っ
て
も
十
億
を
越
え
る
大
人
口
の
国
か
ら
、
シ

ン
ガ
ポ
ー
ル
の
よ
う
に
三
百
万
程
度
の
小
人
口
の
国
ま
で
と
い
う
違
い
は

あ
れ
、
と
も
か
く
す
べ
て
の
国
家
国
民
の
い
の
ち
が
永
遠
不ふ
滅めつ
で
あ
り
た

い
と
い
う
の
が
人
類
全
体
の
共
通
価
値
で
あ
り
、
公こう
理り
で
あ
ろ
う
。

多
く
の
国
家
の
根こん
柢てい
に
は
、
一
つ
も
し
く
は
複
数
の
民
族
と
い
う
血

縁
・
文
化
集
団
が
あ
り
、
生
物
的
及
び
精
神
的
な
基
礎
と
な
っ
て
団
結
す

る
。
そ
う
し
て
、
国
家
と
い
う
も
の
が
犯おか
す
こ
と
の
で
き
な
い
価
値
を
も
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つ
単
位
な
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
い
の
ち
集
団
は
、
ど
れ
も
死し
滅めつ
さ
せ
て

は
な
ら
な
い
。

ま
た
、
現
代
の
低
い
発
展
段
階
に
あ
る
人
類
社
会
に
は
、
ど
れ
か
一
つ

の
国
民
全
体
の
い
の
ち
を
滅
亡
さ
せ
犠
牲
に
し
て
も
、
守
る
べ
き
で
あ
る

と
い
う
よ
う
な
「
共
通
至し
高こう
の
価
値
」
は
、
未
だ
明
確
に
は
存
在
し
な
い

の
で
あ
る
。
一
つ
の
国
家
社
会
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
い
の
ち
集
団
と
い
う

至
高
価
値
が
存
在
す
る
。
各
国
の
国
防
と
は
そ
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、

そ
の
た
め
に
国
民
の
一
部
が
軍
隊
と
し
て
い
の
ち
を
犠
牲
に
す
る
の
で
あ

る
。た

だ
、
世
界
の
各
国
が
相
当
努
力
し
て
守
る
べ
き
共
通
価
値
は
幾
つ
か

存
在
し
て
い
る
。
地
球
環
境
の
保
全
、
各
人
の
い
の
ち
と
そ
の
尊そん
厳げん
な
ど

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
価
値
を
守
る
義
務
を
各
国
が
忠
実
に
果
た

さ
な
い
、
と
い
う
の
が
現
実
で
あ
ろ
う
。
特
に
地
球
環
境
問
題
に
共
通
価

値
が
現
れ
る
の
で
あ
る
が
、
せ
っ
か
く
会
議
を
開
い
て
協
定
を
取
り
結
ん

で
も
、
各
国
は
な
か
な
か
そ
れ
を
守
ら
な
い
。

現
段
階
の
人
類
社
会
は
、
ま
だ
低
い
発
達
水
準
に
あ
る
か
ら
、
各
国
の

国
民
全
体
の
い
の
ち
を
少
し
で
も
犠
牲
に
す
る
よ
う
な
行
為
を
、
各
国
自

身
に
期
待
す
る
こ
と
は
容
易
で
な
い
。
そ
れ
は
過か
剰じような
期
待
で
あ
り
、
過

剰
な
名めい
誉よ
行
為
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
期
待
し
て
も
決
し
て
効
果
は
あ
が

る
ま
い
。
や
は
り
、
各
国
国
民
は
、
相
当
大
き
な
犠
牲
を
払
う
と
い
っ
て

も
、
自
国
の
国
民
全
体
の
い
の
ち
を
全
滅
さ
せ
る
ほ
ど
の
大
き
な
犠
牲
を

払
う
こ
と
は
、
事
実
上
、
不
可
能
で
あ
る
。

あ
の
広
島
・
長
崎
へ
の
原
爆
投
下
の
忌い
ま
わ
し
い
犠
牲
で
さ
え
、
各
国

民
に
と
っ
て
は
他た
人にん
事ごと
で
あ
っ
て
身
に
痛
み
を
覚
え
ず
、
そ
の
後
の
核
兵

器
破
棄
に
役
立
っ
て
は
い
な
い
。
悲
し
い
こ
と
で
あ
る
。
東
ア
ジ
ア
各
地

で
の
第
二
次
世
界
大
戦
中
の
戦
争
被
害
｜
｜
日
本
が
全
責
任
を
負
う
も
の

ば
か
り
で
は
な
い
｜
｜
も
、
同
様
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
事
態
は
ど
う
に

か
し
て
乗
り
越
え
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
に
は
、
諸
国
家
の
自
衛
の
共
存
が
人
類
社
会
の
根
本
原
則
と
し

て
、
ま
ず
各
国
家
が
、
国
家
と
し
て
し
っ
か
り
と
自
身
の
秩
序
を
固
め
、

自
国
国
民
の
い
の
ち
を
、
各
国
の
相
互
関
係
の
中
で
正
当
な
方
法
で
守
る

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
衛
が
各
国
の
自
然
権
で
あ
り
正
当
防
衛
の

権
利
と
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
自
分
は
自
分
で
守
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。こ

の
原
則
を
犯おか
し
て
、
外
国
の
国
民
の
、
あ
る
い
は
特
定
の
宗
教
を
信

じ
な
い
異い
邦ほう
人じん
た
ち
の
い
の
ち
は
全
滅
さ
せ
て
よ
い
、
と
い
う
狂
っ
た
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
に
駆か
ら
れ
て
侵
略
す
る
よ
う
な
国
家
国
民
は
、
世
界
中
か
ら

よ
っ
て
た
か
っ
て
袋ふくろ
叩だた
き
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
各
国
に
は
、
他
国
の

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



国
民
を
滅ほろ
ぼ
し
て
よ
い
自
由
権
は
認
め
ら
れ
ぬ
。

国
家
主
権
は
自
由
・
平
等
・
不
可
侵
で
あ
る
。
こ
れ
が
現
代
の
国
際
関

係
の
原
理
、
と
い
う
よ
り
公
理
で
あ
る
。
他
国
の
正
当
な
自
由
を
侵おか
す
自

由
は
、
い
ず
こ
の
国
家
に
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
よ
り
高
い
価
値
に
自
己
の
い
の
ち
を
懸
け
て
献けん
身しん
す
れ
ば

世せ
間けん
か
ら
称しよう
賛さん
さ
れ
、
そ
れ
を
、
わ
れ
わ
れ
は
名
誉
と
言
い
な
ら
わ
し

て
き
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
真
の
名
誉
は
、
い
の
ち
よ
り
も
大
切
な
価
値
の
一

つ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
い
の
ち
よ
り
大
切
な
も
の
が
あ
る
、
そ
れ
が
名

誉
で
あ
り
、
大たい
義ぎ
で
あ
る
、
と
。

た
だ
し
、
こ
の
と
き
に
懸
け
る
べ
き
「
い
の
ち
」
は
、
一
人
ひ
と
り
の

い
の
ち
で
あ
り
、
部
分
の
い
の
ち
で
あ
っ
て
、
国
家
国
民
全
部
の
い
の
ち

で
な
い
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

名
誉
や
大
義
で
あ
っ
て
も
、
い
ず
れ
か
一
つ
の
国
民
の
「
全
体
の
い
の

ち
」
を
そ
の
名
誉
の
た
め
に
捧
げ
る
、
つ
ま
り
国
民
全
体
が
犠
牲
と
し
て

滅
ぶ
、
と
い
う
こ
と
は
行
わ
れ
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。

先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
実
は
、
人
類
は
ま
だ
、
人
類
全
体
の
い
の
ち

を
、
あ
る
い
は
ど
こ
か
一
つ
の
国
民
が
全
員
い
の
ち
を
、
そ
れ
に
向
け
て

捧
げ
る
と
い
う
ほ
ど
の
、
高
い
価
値
を
見
出
し
て
は
お
ら
ず
、
共
有
し
て

も
い
な
い
。「
そ
の
よ
う
な
崇すう
高こう
な
価
値
に
一
つ
の
国
民
全
体
の
い
の
ち

を
懸
け
る
」
こ
と
を
「
名
誉
」
と
す
る
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
発
達
し
て

は
い
な
い
。

繰
り
返
し
主
張
し
た
い
。
結
局
、
国
家
国
民
に
と
っ
て
は
、
そ
の
自
国

民
全
体
の
い
の
ち
を
永
続
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
、
究
極
的
な
価
値
で
あ
ろ

う
。
犠
牲
と
さ
れ
る
い
の
ち
は
、
そ
の
全
体
の
中
の
部
分
の
い
の
ち
で
し

か
な
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
日
本
の
場
合
、
大
東
亜
戦
争
中
、
サ
イ
パ
ン
島
そ
の
他
で
の

玉ぎよく
砕さい
や
、
あ
る
い
は
特
攻
の
兵
士
に
対
し
て
は
、
そ
の
人
々
の
勇ゆう
猛もう
さ

と
忠
誠
行
為
を
称たた
え
る
お
言
葉
が
、
そ
の
と
き
に
応
じ
て
、
天てん
皇のう
陛へい
下か
か

ら
下くだ
さ
れ
た
。
し
か
し
、
は
た
し
て
そ
の
調
子
で
、
玉
砕
が
全
国
民
に
及

び
全
国
民
が
い
の
ち
を
失
う
状
態
と
な
る
ま
で
、
昭
和
天
皇
は
玉
砕
や
特

攻
と
い
う
よ
う
な
「
い
の
ち
を
懸
け
る
方
法
」
を
称しよう
賛さん
な
さ
れ
た
で
あ

ろ
う
か
。

断
じ
て
、
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
う
な
る
以
前
の
、
玉
砕
と
か
特
攻
で
の
、
一
部
分
の
国
民
・
兵
士
の

「
い
の
ち
を
懸
け
る
行
為
」
が
称しよう
賛さん
さ
れ
た
の
は
、「
全
国
民
の
い
の
ち
」

の
滅
亡
で
は
な
く
、
全
国
民
の
い
の
ち
の
救
い
と
戦
争
の
目
的
達
成
と
に

役
立
つ
か
ら
こ
そ
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
い
く
ら
犠
牲
と
い
っ
て

も
、
全
体
の
い
の
ち
に
対
す
る
部
分
の
い
の
ち
の
犠
牲
に
と
ど
ま
る
と
き

に
の
み
、
犠
牲
は
意
味
が
あ
る
。
犠
牲
が
全
体
の
い
の
ち
の
犠
牲
に
な
る

と
き
に
は
、
そ
れ
は
犠
牲
の
許きよ
容よう
限
度
を
越
え
る
の
で
あ
る
。
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幕
末
に
、
幾
つ
か
の
諸
藩
で
一
部
、
白びやつ虎こ
隊たい
な
ど
、
少
年
兵
士
た
ち
の

玉
砕
が
行
わ
れ
た
が
、
一いち
途ず
で
勇ゆう
敢かん
な
行
為
は
称
賛
さ
れ
る
の
だ
が
、
悲

劇
と
し
て
の
側
面
を
拭
い
き
れ
な
い
。
な
ぜ
そ
う
い
う
悲
劇
が
行
わ
れ
る

の
か
。
そ
れ
に
は
ど
ん
な
意
味
が
あ
る
の
か
。

戦
国
の
世
で
は
、
玉
砕
を
避
け
る
た
め
に
行
わ
れ
る
撤てつ
退たい
は
、
不
必
要

で
も
不
名
誉
な
こ
と
で
も
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
追お
い
討う
ち
を
か
け
ら
れ

る
の
で
、
大
き
な
犠
牲
を
伴ともな
う
行
動
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
味み
方かた
が
、
次

に
、
あ
る
い
は
最
後
に
勝
つ
た
め
の
、
永
遠
に
勝
つ
た
め
の
、
一
時
の
や

む
を
得
な
い
戦
略
で
あ
っ
た
。
ゆ
え
に
撤
退
は
、
戦
略
と
し
て
、
死し
活かつ
的てき

な
重
要
性
を
孕はら
ん
で
い
た
の
で
あ
る
。

秀ひで
吉よし
は
、
よ
く
撤
退
の
た
め
の
殿
軍
（
し
ん
が
り
）
を
務つと
め
、
信
長
に

認
め
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。

国
家
及
び
国
民
の
場
合
、「
国
民
全
体
の
い
の
ち
が
滅
ぶ
よ
う
な
い
の

ち
の
懸
け
方
」
は
無
意
味
な
の
で
あ
る
。
国
家
国
民
の
存
在
目
的
は
、
国

家
国
民
の
永
久
不
滅
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
感
情
的

に
意い
気き
が
っ
て
滅
亡
の
淵ふち
に
飛
び
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。

全
体
と
部
分
の
関
係
と
い
う
面
で
考
え
る
と
、
何
か
に
い
の
ち
を
懸
け

る
と
は
、
全
体
の
い
の
ち
を
生
か
す
こ
と
に
な
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
中
の

部
分
の
い
の
ち
の
み
を
懸
け
る
、
つ
ま
り
犠
牲
に
す
る
と
い
う
こ
と
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

結
局
、
い
の
ち
を
懸
け
る
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
な
と
き
に
意
味
が
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。「
全
体
の
い
の
ち
を
生
か
す
た
め
に
、
そ
の
部
分
の
い
の

ち
を
犠
牲
に
す
る
」
と
い
う
限
度
が
あ
る
と
き
だ
け
で
あ
ろ
う
。
懸
け
る

べ
き
い
の
ち
と
は
、
全
員
の
い
の
ち
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
そ
の
「
部

分
の
者
の
い
の
ち
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

『
旧きゆう
約やく
聖せい
書しよ
』
を
読
む
と
、
部
族
や
民
族
の
滅
亡
物
語
が
結
構
た
く
さ

ん
出
て
く
る
。
古
代
に
は
、
全
員
が
玉
砕
す
る
こ
と
さ
え
稀まれ
で
は
な
い
。

あ
る
一
つ
の
民
族
が
皆
殺
し
に
さ
れ
る
と
い
う
悲
劇
は
、
世
界
史
上
、
少

な
く
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
現
代
、
そ
う
し
た
玉

は
よ
く
よ
く
の
例
外

的
な
結
末
で
あ
ろ
う
。

他
か
ら
の
不
当
な
侵
略
攻
撃
に
抵
抗
し
、
全
員
の
い
の
ち
を
懸
け
て
戦

う
の
は
、「
不
利
と
は
い
え
、
い
く
ら
か
起き
死し
回かい
生せい
の
勝
利
の
可
能
性
」

を
見み
込こ
ん
で
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
結
果
、
不ふ
運うん
に
し
て
全
員
が
玉
砕

し
、
地
上
の
国
で
滅
亡
す
る
に
至いた
っ
て
も
、
そ
れ
は
人じん
知ち
を
超
え
た
不
運

な
の
で
あ
り
、
悲
劇
な
の
で
あ
る
。
そ
の
状
態
に
出
く
わ
す
人
々
に
と
っ

て
は
、
そ
れ
は
人じん
為い
の
力
で
は
い
か
ん
と
も
抗こう
し
が
た
い
天てん
命めい
で
あ
り

「
宿しゆく
命めい
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
。

ゆ
え
に
、
国
民
全
体
の
玉
砕
に
つ
い
て
、
国
民
全
体
の
い
の
ち
を
懸
け

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



て
も
守
る
べ
き
も
の
が
あ
る
か
ら
だ
、
と
い
う
ふ
う
に
言
え
る
と
す
れ

ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
希
望
す
る
か
ら
で
は
な
い
か
。

神
仏
や
天
が
、
わ
れ
わ
れ
の
正
当
な
戦いくさを
お
認
め
に
な
り
、
千せん
載ざい
の

歴
史
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
栄えい
誉よ
を
賜たまわり
、
わ
れ
わ
れ
を
い
ず
こ
の

地
に
か
再さい
生せい
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
で
あ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
こ
の
地
上
の
国
で
な
く
天
国
に
お
い
て
、
来
世
に
お
い

て
、
名
誉
あ
る
地
位
を
約
束
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。

現
代
で
も
確
か
に
、「
い
の
ち
よ
り
大
切
な
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
言

葉
は
、
ま
こ
と
に
重
々
おもおも

し
い
言
葉
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
こ
こ
ま
で
考
え
、

覚
悟
を
決
め
て
は
じ
め
て
、
確
実
に
言
え
る
言
葉
で
あ
る
。
そ
う
で
な
け

れ
ば
、
安あん
易い
で
、
評
論
家
的
で
、
扇せん
動どう
の
言
葉
に
過
ぎ
ま
い
。
自
分
が
そ

の
現
場
に
出
掛
け
な
い
者
の
言
葉
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

そ
も
そ
も
、
自
国
に
と
っ
て
の
戦
争
の
目
的
と
い
う
も
の
は
、
自
分
側

の
国
民
も
、
ま
た
相
手
側
の
国
民
も
、
そ
の
一
部
の
い
の
ち
の
犠
牲
を
伴
ともな

い
つ
つ
も
、
残
っ
た
双
方
の
国
民
全
体
の
い
の
ち
が
よ
り
健すこ
や
か
に
生
き

延
び
永
久
不
滅
に
発
展
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
る
。
玉
砕
と
い
う
状
態

で
自
国
の
全
員
の
い
の
ち
を
滅
ぼ
し
て
ま
で
突
進
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で

は
な
い
。
だ
か
ら
、
戦
い
済
め
ば
、
敵
も
味
方
も
仲なか
直なお
り
の
盃
さかずきを

交
わ
す

で
は
な
い
か
。
日
露
戦
争
後
に
、
日
本
と
ロ
シ
ア
は
敵
を
称たた
え
あ
っ
た
。

ま
た
、
た
と
え
運
悪
く
敗はい
残ざん
の
苦
し
み
と
屈くつ
辱じよく
を
受
け
て
も
、
国
民

全
体
の
い
の
ち
は
保
存
し
、「
七なな
転ころ
び
八や
起お
き
」「
七しち
生しよう
報ほう
国こく
」
を
目
指

さ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
血けつ
気き
に
は
や
っ
て
、
あ
る
い
は
絶ぜつ
望ぼう
し
て

し
ま
っ
て
、
滅
亡
に
及
ん
で
は
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

い
の
ち
を
懸
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
国
民
の
い
の
ち
が
永
遠
不
滅
に
生

き
延
び
発
展
し
て
こ
そ
意
味
が
あ
る
。
臥が
薪しん
嘗しよう
胆たん
と
い
う
言
葉
と
そ
れ

に
込
め
ら
れ
た
精
神
は
、
そ
れ
で
こ
そ
生
き
て
く
る
。

終
戦
の
前
後
、
陸
軍
の
一
部
が
徹てつ
底てい
抗こう
戦せん
を
叫さけ
ん
で
、
天
皇
陛
下
の
お

住
ま
い
に
な
る
皇こう
居きよ
・
宮きゆう
城じよう
に
ま
で
乱らん
入にゆう
し
た
が
、
仮
に
そ
の
動
機
に

熱ねつ
誠せい
あ
ふ
れ
る
も
の
が
存
し
た
に
せ
よ
、
や
は
り
血
気
に
逸はや
る
一
部
の
者

た
ち
の
軽けい
挙きよ
妄もう
動どう
で
あ
っ
た
と
し
か
い
え
ま
い
。
彼
ら
青
年
将
校
に
は
、

世
界
情
勢
な
ど
事
態
の
全
体
の
推すい
移い
が
見
え
な
く
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ

う
か
。
悲
し
い
こ
と
で
あ
っ
た
。
む
ろ
ん
、
昭
和
天
皇
の
ご
意
志
に
も
反

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

行
為
の
善
悪
は
動
機
の
み
で
は
決
ま
ら
な
い
。
動
機
と
、
目
的
と
、
行

動
方
式
と
、
そ
し
て
そ
の
結
果
と
に
つ
い
て
、
十
分
な
深しん
謀ぼう
遠えん
慮りよ
が
払はら
わ

れ
た
う
え
で
の
行
為
で
あ
り
た
い
。

武
力
や
権
力
を
国
民
か
ら
預
か
る
リ
ー
ダ
ー
た
る
も
の
、
こ
の
点
を
、

ゆ
め
忘
れ
て
な
ら
じ
。
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三

何
が
大
義
か

｜
｜
個
人
と
国
家
か
ら
、
人
類
の
安
全
保
障
へ
｜
｜

要
す
る
に
、
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
。

い
の
ち
よ
り
大
切
な
も
の
が
あ
る
、
そ
れ
に
い
の
ち
を
懸
け
る
、
と
い

う
言
葉
は
、
全
く
意
味
の
な
い
も
の
で
は
な
い
。
発
す
べ
き
言
葉
で
は
な

い
の
か
と
い
え
ば
、
決
し
て
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。

い
の
ち
を
懸
け
る
と
い
う
こ
と
は
、
で
は
、
ど
ん
な
と
き
に
意
味
が
あ

り
、
実
行
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
非ひ
常じよう時じ
に
お
い
て
で

あ
る
が
、
次
の
よ
う
な
幾
つ
か
の
事じ
態たい
で
あ
る
。

ま
ず
、
懸
け
る
の
は
、
全
体
の
い
の
ち
で
は
な
く
、
部
分
の
い
の
ち
ま

で
で
あ
る
。

即
ち
、
部
分
の
い
の
ち
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
に
な
っ
て
も
、
生
き
残
っ

た
全
体
の
い
の
ち
が
生
存
で
き
、
存
続
発
展
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う

見
通
し
が
立
つ
と
き
で
あ
る
。

特
に
、
先
に
述
べ
た
国
民
全
体
の
い
の
ち
の
玉ぎよく
砕さい
と
い
う
よ
う
な
も

の
は
、
初
め
か
ら
目
指
す
べ
き
目
的
で
は
な
い
。
そ
う
な
る
と
す
れ
ば
悲

劇
で
あ
り
、
で
き
る
こ
と
な
ら
回
避
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

第
二
次
世
界
大
戦
後
の
数
多
い
民
族
独
立
戦
争
や
、
最
近
で
は
東
テ
ィ

モ
ー
ル
な
ど
の
よ
う
に
民
族
独
立
の
た
め
に
自
分
の
い
の
ち
を
捧ささ
げ
た

人
々
は
、
民
族
全
体
の
い
の
ち
の
永
遠
に
尽
く
す
の
で
あ
る
。

イ
ス
ラ
ム
の
人
々
に
よ
る
自
爆
テ
ロ
に
も
、
自
己
の
宗
教
的
な
意
味
づ

け
に
基
づ
い
て
、「
自
己
一
人
の
現
世
の
い
の
ち
」
以
上
の
大
切
な
も
の

へ
の
献
身
が
あ
る
と
見
ら
れ
る
。

特
攻
に
散さん
華げ
し
た
日
本
の
兵
士
に
お
い
て
は
、
日
本
国
家
の
永えい
遠えん
不ふ
滅めつ

と
い
う
崇すう
高こう
な
価
値
が
、
各
人
の
い
の
ち
よ
り
も
大
切
で
あ
る
と
、
各
自

に
理
解
さ
れ
た
。
否
、
そ
こ
に
と
ど
ま
ら
ず
、
国
家
の
永
遠
不
滅
と
自
己

の
魂
たましいの

永
遠
不
滅
と
が
一
体
と
な
る
、
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

人
は
、
自
国
の
国
民
全
体
の
い
の
ち
の
自
衛
・
存
続
と
平
和
発
展
の
た

め
に
尽
く
す
。
国
家
と
し
て
の
戦
争
あ
る
い
は
そ
の
他
の
国
際
平
和
活
動

を
行
う
場
合
、
国
民
一
人
一
人
は
、
徴ちよう
兵へい
に
よ
り
、
あ
る
い
は
志し
願がん
に

よ
り
、
い
の
ち
を
捧
げ
る
。
あ
る
い
は
銃じゆう後ご
に
お
い
て
前ぜん
線せん
の
兵
士
の
行

為
に
協
力
し
、
自
ら
も
労ろう
苦く
を
厭いと
わ
な
い
。

国
家
と
は
、
国
民
に
、
国
防
の
た
め
に
い
の
ち
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
を

要
求
す
る
団
体
組
織
と
も
い
え
る
。
そ
の
国
家
の
中
で
国
民
は
、
国
家
と

い
う
組
織
団
体
に
対
し
て
自
己
の
生
命
財
産
の
安
全
を
防
衛
す
る
こ
と
を

要
求
す
る
権
利
を
持
つ
。
と
同
時
に
、
国
民
に
は
国
家
の
そ
の
行
為
に
参さん

画かく
し
、
自
己
の
生
命
を
捧
げ
る
義
務
が
あ
る
。

特
別
攻
撃
隊
に
参
加
し
て
南なん
海かい
に
散さん
華げ
し
た
隊
員
諸
氏
も
、
そ
の
他
の

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



兵
士
諸
氏
も
、
み
な
祖
国
日
本
の
弥
栄
いやさか

を
祈
り
、
銃
後
で
待
つ
自
分
の
両

親
は
じ
め
家
族
の
し
あ
わ
せ
を
願
っ
た
。
二
十
歳
そ
こ
ら
の
若
い
身
な
が

ら
、
見み
事ごと
に
国
民
と
し
て
の
義
務
と
使
命
を
果
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

い
の
ち
を
捧
げ
る
行
為
に
は
、
殉
職
、
殉
死
、
殉
教
な
ど
の
ほ
か
に
、

個
人
に
よ
る
自
発
的
な
隣
人
愛
の
行
為
も
あ
る
。

こ
れ
は
集
団
あ
る
い
は
他
の
個
人
の
い
の
ち
を
救
う
た
め
に
、
自
己
の

い
の
ち
を
犠
牲
に
捧
げ
る
行
為
で
あ
り
、
す
ば
ら
し
い
感
動
的
な
行
為
で

あ
る
。

先
年
、
東
京
の
山
手
線

やまのてせん
の
あ
る
駅
構
内
で
、
線
路
上
に
落
ち
た
酔よ
っ
払ぱら

い
の
人
を
、
韓
国
人
留
学
生
が
飛
び
降
り
て
助
け
よ
う
と
し
、
自
分
の
い

の
ち
を
犠
牲
に
さ
れ
た
こ
と
｜
｜
自
分
が
轢ひ
か
れ
る
と
は
思
わ
な
か
っ
た

の
で
あ
ろ
う
｜
｜
が
あ
っ
た
が
、
真
に
心こころ
温あたた
ま
る
行
為
で
は
あ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
れ
は
悲
し
い
事
件
で
あ
っ
た
。

で
き
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
酔
っ
払
い
な
ど
の
た
め
に
、
大
切
な
留
学
生

の
い
の
ち
が
犠
牲
に
さ
れ
な
い
ほ
う
が
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か

｜
｜
た
だ
、
神
仏
の
目
か
ら
見
れ
ば
、
い
の
ち
に
は
、
酔
っ
払
い
者
の
そ

れ
と
素す
面めん
の
者
の
そ
れ
と
の
間
に
、
区
別
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
私

に
は
分
か
ら
な
い
。

と
も
か
く
、
国
で
帰
り
を
待
っ
て
い
た
お
母かあ
さ
ん
の
悲
し
み
は
、
い
か

ば
か
り
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
英えい
雄ゆう
的てき
行こう
為い
で
も
、
い
の
ち
は
無む
駄だ
に
し
て

は
な
ら
な
い
。
も
し
も
、
こ
の
世
の
こ
と
が
一いつ
切さい
、
万
能
の
神
仏
の
な
さ

る
こ
と
と
す
れ
ば
、
な
ぜ
神
仏
は
こ
の
よ
う
な
事
件
を
起
こ
さ
れ
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

安
全
管
理
に
責
任
の
あ
る
Ｊ
Ｒ
は
、
速すみ
や
か
に
駅
の
ホ
ー
ム
の
作
り
方

に
安
全
上
の
改かい
善ぜん
を
施ほどこし
、
ホ
ー
ム
の
自
動
販
売
機
で
酒
を
売
る
な
ど
の

愚ぐ
行こう
を
厳げん
禁きん
し
た
か
。

国
家
と
い
う
も
の
の
価
値
の
内
部
で
は
、
国
民
と
し
て
、
そ
れ
に
い
の

ち
を
懸
け
る
こ
と
が
名めい
誉よ
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
超
え
て
最
後
に
考
え
て
い

く
べ
き
も
の
が
存
在
す
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
「
人
間
の
安
全
保
障
」
｜
｜

国
連
の
新
し
い
考
え
方
｜
｜
の
場
合
で
あ
る
。

国
連
に
お
け
る
「
人
間
の
安
全
保
障
委
員
会
」
は
、
二
〇
〇
三
年
、

『
人
間
の
安
全
保
障
』（H

u
m
a
n
 
S
ecu

rity

）
と
い
う
考
え
を
報
告
書
の

形
に
纏まと
め
、
ア
ナ
ン
事
務
総
長
に
提
出
し
た
。
こ
れ
は
緒お
方がた
貞さだ
子こ
氏
と
ア

マ
ル
テ
ィ
ア
・
セ
ン
氏
が
代
表
と
な
っ
て
作
成
し
た
も
の
で
あ
る
。

人
間
の
安
全
保
障
と
は
、
国
家
に
よ
る
国
家
の
安
全
保
障
・
国
防
を
否

定
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
国
防
に
お
い
て
は
扱
え
な
い
、
そ
れ
を

補おぎなう
領
域
で
の
種
々
の
安
全
保
障
を
指
す
。
す
な
わ
ち
、「
人
間
の
生せい
に

と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
中ちゆう
枢すう
部ぶ
分ぶん
を
守
り
、
す
べ
て
の
人
の
自
由
と

可
能
性
を
実
現
す
る
こ
と
」
を
い
う
の
で
あ
り
、「
人
間
の
基
本
的
自
由
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を
擁よう
護ご
し
、
広こう
範はん
か
つ
深しん
刻こく
な
脅きよう威い
か
ら
人
間
を
守
る
こ
と
」
で
あ
る
。

（『
安
全
保
障
の
今
日
的
課
題
』
朝
日
新
聞
社
、
二
〇
〇
三
年
、
一
〇
〜
一

一
ペ
ー
ジ
、
ル
ビ
追
加
。）

こ
れ
は
先
年
、
ノ
ー
ベ
ル
経
済
学
賞
を
受
け
た
イ
ン
ド
出
身
の
ア
マ
ル

テ
ィ
ア
・
セ
ン
博
士
の
哲
学
を
多
く
取
り
入
れ
た
考
え
で
あ
る
が
、
従
来

の
「
国
家
の
安
全
保
障
」
が
国
防
中
心
の
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
環
境

汚
染
、
国
際
テ
ロ
、
大
規
模
な
人
口
移
動
、
エ
イ
ズ
な
ど
感かん
染せん
症しよう
の
危

険
、
人
権
の
抑よく
圧あつ
、
困こん
窮きゆう
な
ど
、
人
間
の
い
の
ち
を
脅おびや
か
す
も
の
す
べ

て
を
指
す
。

こ
れ
ら
は
、
従じゆう
来らい
型がた
の
国
防
と
い
う
も
の
と
重かさ
な
ら
な
い
性
質
の
も

の
で
あ
る
。
人
類
世
界
の
各
国
家
と
国
際
機
関
は
、
国
防
と
い
う
安
全
保

障
活
動
に
加
え
て
、
こ
う
し
た
新
た
な
種
類
の
安
全
保
障
に
取
り
組
ま
ね

ば
な
ら
な
い
所
に
来
て
い
る
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
や
イ
ラ
ク
に
関
し
て

は
、
特
に
国
際
テ
ロ
を
い
か
に
防
止
す
る
か
と
い
う
人
間
の
安
全
保
障
が

か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
か
ら
は
、
新
し
い
人
間
の
安
全
保
障
に
対
す
る
献
身
と
い
う
こ
と

が
、
戦
争
防
止
の
他
に
も
、
い
の
ち
を
懸
け
る
課
題
と
な
っ
て
く
る
。

従
来
の
紛
争
解
決
や
治
安
は
も
ち
ろ
ん
不
可
欠
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
そ

れ
を
越
え
て
環
境
保
全
、
飢き
餓が
の
克こく
服ふく
、
医い
療りよう、
教
育
な
ど
へ
の
貢
献
活

動
の
場
合
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
グ
ロ
ー
バ
ル
時
代
に
な
り
、
人
類
の

一
体
感
が
高
ま
る
中
で
、
理
想
と
し
て
徐
々
に
で
き
あ
が
り
つ
つ
あ
る
人

類
感
情
に
基
づ
く
も
の
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
人
類
は
、
国
連
に
お
い
て
、
軍
事
・
治
安
を
含
め
、
環
境
、

雇こ
用よう
、
食しよく
料りよう、
医
療
、
差
別
克こく
服ふく
、
教
育
な
ど
、「
人
間
の
安
全
保
障
」

｜
｜
地
球
的
な
セ
ー
フ
テ
ィ
ー
ネ
ッ
ト
の
確
保
｜
｜
と
い
う
新
た
な
考
え

を
開
始
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
、「
い
の
ち
の
犠
牲
」

を
払
わ
ね
ば
な
ら
な
く
な
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
も
ち
ろ
ん
、

初
め
か
ら
必
ず
し
も
戦
死
や
事
故
死
な
ど
の
よ
う
な
死
と
い
う
形
の
い
の

ち
の
懸
け
方
で
は
な
く
、
他
に
い
ろ
い
ろ
な
形
が
あ
る
。

こ
の
地
球
的
な
人
間
の
安
全
保
障
は
、
ど
こ
か
外
国
で
の
問
題
で
あ

る
、
自
国
の
国こく
益えき
と
い
う
形
の
「
部
分
の
い
の
ち
」
よ
り
価
値
の
低
い
も

の
だ
、
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
今
は
ま
だ
そ
う
で
も
な
い
が
、
地
球

的
安
全
保
障
へ
の
献けん
身しん
は
、
人
類
社
会
に
お
い
て
最
高
の
名
誉
に
近
づ
い

て
い
く
も
の
と
な
ろ
う
。

単
な
る
国
益
だ
け
に
い
の
ち
を
懸
け
る
の
は
、
水
準
の
低
い
名
誉
だ
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
言
っ
た
か
ら
と
て
、
各
国
の
国
益
を
否
定
す
る
の
で

は
な
い
。
か
え
っ
て
、
国
益
を
実
現
す
る
た
め
に
必
要
な
哲
学
を
述
べ
て

い
る
の
で
あ
る
。
人
類
の
現
代
社
会
で
は
、
正
当
な
方
法
に
よ
っ
て
主
張

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



さ
れ
る
「
各
国
の
国
益
の
共
存
」
と
い
う
こ
と
が
、
最
小
限
度
、
基
本
的

な
原
則
で
あ
る
。
国
際
関
係
に
お
け
る
国
家
主
権
の
不ふ
可か
侵しん
と
主しゆ
権けん

平
びよう

等どう
、
互ご
恵けい
と
い
う
の
は
こ
の
こ
と
を
意
味
す
る
。

人
類
社
会
の
歴
史
の
現
段
階
で
は
、
各
国
の
国
益
が
最
も
明
確
で
あ

り
、
そ
の
中
心
は
、
自
国
民
の
い
の
ち
の
永
遠
不
滅
で
あ
る
。
各
国
に
と

っ
て
は
、
こ
の
意
味
の
国
益
の
追
求
が
第
一
目
的
と
な
る
。
し
か
し
、
そ

の
実
現
の
方
法
は
、
国
防
を
土ど
台だい
と
し
つ
つ
も
、
よ
り
広こう
範はん
な
人
間
の
安

全
保
障
と
い
う
も
の
と
不
可
分
に
組
み
立
て
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
石
油
産さん
出しゆつ
地
帯
で
の
紛ふん
争そう
の
解
決
は
、
人
間
の
安
全
保
障

の
重
要
問
題
で
あ
る
が
、
同
時
に
日
本
に
と
っ
て
石
油
の
安
定
供
給
と
い

う
経
済
的
な
国
益
実
現
の
た
め
に
不
可
欠
の
課
題
で
あ
る
。
国
益
第
一

か
、
そ
れ
と
も
紛
争
解
決
か
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
考
え
だ
け
を
分
け
て
扱
あつか

う
こ
と
は
、
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
っ
て
、
紛
争
解
決
が
国
益
に
つ
な
が

る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
今
や
軍
事
的
意
味
の
「
国
防
」
や
「
自
衛
」
と
い
う
考
え

そ
の
も
の
に
止
ま
る
の
で
な
く
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
軍

事
か
他
か
は
、
目
的
の
た
め
の
手
段
の
区
別
に
す
ぎ
な
い
。

日
本
で
の
憲
法
論ろん
議ぎ
は
、「
個
別
的
自
衛
権
か
集
団
的
自
衛
権
か
」
と

い
う
古
い
論
議
の
枠
組
み
に
足あし
踏ぶ
み
し
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
も
う
一
歩
先

に
進
ん
で
、
こ
の
意
味
で
の
「
安
全
保
障
」
と
い
う
も
の
を
、
考
え
ね
ば

な
ら
な
い
と
こ
ろ
に
、
わ
れ
わ
れ
人
類
は
、
到とう
達たつ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

当
然
そ
れ
は
、
一
国
の
範
囲
と
力
量
を
超こ
え
る
か
ら
集
団
的
で
し
か
あ
り

得
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、「
国
防
」
と
か
「
自
衛
」
の
み
で
は
な
く
、
国
防
も
含

め
、「
人
間
の
安
全
保
障
」
と
い
う
よ
り
高こう
次じ
の
目
的
を
立
て
ね
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
当
然
、
各
国
個
別
的
な
も
の
で
な
く
、
集
団
的
な
も
の
で

あ
る
か
ら
、
個
別
的
自
衛
を
越
え
て
、「
集
団
的
な
人
間
の
安
全
保
障
」

が
必
要
な
の
で
あ
る
。
も
は
や
、
国
防
と
か
自
衛
と
い
う
概
念
だ
け
で

は
、
時
代
遅
れ
と
な
り
つ
つ
あ
る
事
実
を
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
は
知
ら
ね

ば
な
ら
な
い
。

あ
の
野の
口ぐち
英ひで
世よ
博はく
士し
（
一
八
七
六
〜
一
九
二
八
）
は
、
残
念
な
が
ら
研

究
対
象
の
黄おう
熱ねつ
病びよう
に
斃たお
れ
た
。
そ
の
い
の
ち
の
懸
け
方
は
、
戦
争
に
お

け
る
い
の
ち
の
犠
牲
つ
ま
り
戦
死
で
は
な
い
が
、
や
は
り
立
派
な
犠
牲
で

あ
っ
た
。
侵しん
略りやく
か
ら
祖
国
を
守
る
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
、
と
い
う

平
和
論
だ
け
で
は
視し
野や
が
限かぎ
ら
れ
る
。
国
防
・
自
衛
を
基
礎
に
し
な
が
ら

も
、
そ
れ
を
越
え
る
活
動
を
、
わ
れ
わ
れ
は
視
野
に
入
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
れ
が
人じん
道どう
支し
援えん
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

自
衛
隊
が
イ
ラ
ク
に
出
掛
け
る
の
は
、
一
面
で
ア
メ
リ
カ
な
ど
の
仕
掛

け
た
戦
争
の
復ふつ
興こう
と
い
う
人
道
支
援
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
を
超
え
て
人
間
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の
安
全
保
障
と
い
う
意
味
を
帯
び
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
綺き
麗れい
な
水
の
供

給
、
病
院
の
再
建
、
学
校
の
再
開
、
雇
用
の
供
給
…
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
う
し
て
み
る
と
、
は
じ
め
に
述
べ
た
「
い
の
ち
よ
り
大
切
な
も
の
が

あ
る
」
と
い
う
主
張
は
、
確
か
に
人
類
社
会
に
お
い
て
、
う
な
づ
け
る
も

の
を
含
ん
で
い
る
。

次
の
よ
う
に
問
う
べ
き
だ
。

①
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
場
合
の
こ
と
か

②
何
に
懸
け
る
の
か

③
い
の
ち
と
は
誰
の
い
の
ち
か

④
ど
れ
だ
け
の
数
の
い
の
ち
か

⑤
ど
ん
な
方
法
で
懸
け
る
の
か

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
う
い
う
こ
と
を
正
確
に
検
討
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
場
合

の
た
め
に
準
備
を
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
た
だ
漠ばく
然ぜん
と
「
い
の
ち
よ
り

大
切
な
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
だ
け
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
行
動
を
正
し
く

有
効
に
促うながす
た
め
に
、
有ゆう
益えき
で
な
い
の
で
あ
る
。

日
本
国
民
は
、
大
東
亜
戦
争
に
敗やぶ
れ
て
こ
の
方かた
、
ず
っ
と
一いつ
国こく
平へい
和わ
主しゆ

義ぎ
に
安あん
住じゆう
し
、
こ
う
い
う
方
面
の
制
度
作
り
、
心こころ
作づく
り
に
欠か
け
た
。
感かん

傷しよう
的てき
に
、「
人ひと
の
い
の
ち
は
地
球
よ
り
重
い
」
な
ど
と
い
う
よ
う
な
言
葉

に
酔よ
う
奇き
妙みような
ゆ
と
り
は
、
人
類
に
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
の
間
に
、

多
く
の
生
命
が
地
上
か
ら
消
え
去
っ
た
、
今
も
消
え
去
り
つ
つ
あ
る
。
ど

う
い
う
と
き
に
、
ど
う
す
る
か
、
わ
れ
わ
れ
は
広
く
考
え
て
準
備
し
て
お

か
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
決
し
て
臆おく
病びよう
風かぜ
に
吹ふ
か
れ
て
は
な
ら
な
い
。
危あぶ
な
い

と
こ
ろ
に
は
出で
向む
か
な
い
、
お
金
で
済す
ま
す
、
安
全
が
保
障
さ
れ
る
よ
う

に
な
れ
ば
、
非ひ
戦せん
闘とう
地ち
帯たい
に
の
み
、
人
道
支
援
に
出
掛
け
る
。
こ
れ
で
は

人
類
社
会
の
一
員
た
る
資
格
は
な
い
。
国
際
紛
争
の
解
決
の
た
め
に
、
武

力
を
用
い
な
い
こ
と
は
理
想
で
あ
る
が
、
有
効
で
は
な
い
。
危
な
い
こ
と

に
近ちか
寄よ
ら
な
い
と
い
う
臆
病
風
に
吹
か
れ
て
、
そ
れ
を
包つつ
み
隠かく
し
弁べん
解かい
す

る
理り
屈くつ
と
し
て
、
非
武
力
主
義
に
逃
げ
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
、
個
人
の
で
あ
れ
、
国
民
の
で
あ
れ
、「
い
の
ち
」
と
い

う
最
も
か
け
が
え
の
な
い
も
の
を
捧
げ
る
に
つ
い
て
は
、
日
頃
か
ら
よ
く

考こう
慮りよ
を
巡めぐ
ら
し
、
い
ざ
と
い
う
と
き
過か
不ぶ
足そく
な
く
迅じん
速そく
、
的てき
確かく
に
行
動
で

き
る
よ
う
に
す
べ
き
だ
。
思
想
を
整
理
し
て
体
系
化
し
、
法
も
武
力
も
整

備
し
て
、
行
動
へ
の
覚かく
悟ご
を
決
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

勇ゆう
気き
と
慎しん
慮りよ
は
二に
人にん
三さん
脚きやく。
と
も
に
歩
み
、
ま
た
慎
慮
は
勇
気
に
導
みちび

か
れ
て
こ
そ
、
偉い
大だい
な
功こう
績せき
を
挙あ
げ
る
の
で
あ
る
。
率そつ
先せん
、
善ぜん
を
認
め
、

勇ゆう
を
鼓こ
し
て
貫つらぬく
、
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



四

慎
重
な
思
考
実
験
を
通
じ
て
歴
史
を
創
造
す
る

昔
、
東
北
生
ま
れ
の
詩
人
、
高
村
光
太
郎
さ
ん
（
一
八
八
三
〜
一
九
五

六
）
は
、「
僕ぼく
の
前まえ
に
は
道
は
な
い
、
僕
の
後
に
道
は
で
き
る
」（『
道どう

程てい
』）
と
書
い
た
。
こ
れ
は
真
に
意
味
深
い
言
葉
で
は
な
い
か
。
こ
の
ノ

ー
ト
で
も
何
度
か
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
哲
学
者
ヘ
ー
ゲ
ル
先
生
は
、

こ
う
述
べ
た
。

わ
れ
わ
れ
の
歩
ん
だ
跡あと
を
振
り
返
る
と
、
そ
こ
に
は
一
本
の
足
跡
の

系
列
が
で
き
る
。
そ
れ
は
も
う
出
来
て
し
ま
っ
た
系
列
で
あ
り
、
他た
で
は

あ
り
え
ず
、
そ
れ
で
し
か
あ
り
得
な
い
、
必ひつ
然ぜん
の
系
列
で
あ
る
。
し
か

し
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
れ
か
ら
歩あゆ
も
う
と
す
る
前ぜん
方ぽう
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
道

が
可
能
で
あ
る
」
と
。

未
来
と
は
、
自
由
な
選
択
を
通
じ
て
創
造
で
き
る
希
望
の
領りよう
域いき
で
あ

る
。確

か
に
、
あ
る
個
人
の
未
来
は
、
百
パ
ー
セ
ン
ト
で
は
な
い
が
、
そ
の

個
人
の
意い
志し
に
よ
り
、
個
人
の
選
択
に
よ
っ
て
決
ま
る
と
い
え
る
。
個
人

の
「
意
志
・
行
為
」（
因いん
）
と
、「
そ
の
結
果
」（
果か
）
と
の
関
係
は
、
過

ぎ
ゆ
く
時
間
の
流
れ
を
つ
た
う
一
本
の
縦
の
つ
な
が
り
で
あ
り
系
列
で
あ

り
、
必
然
の
系
列
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
し
た
縦たて
の
因いん
果が
必
然
の
系
列
に
は
、
突とつ
如じよ
、
予
想
外

に
横
か
ら
「
縁えん
」
と
い
う
も
の
が
加
わ
る
。
出で
来き
事ごと
は
、「
偶ぐう
然ぜん
」
と
し

て
発
生
し
て
来
る
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
人
類
の
歴
史
に
は
、
偶
然
の

事
件
が
つ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
一
体
、
偶
然
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
。

私
が
、
あ
る
時
、
あ
る
友
人
の
家
を
訪ほう
問もん
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
仮

定
す
る
。
そ
の
建
物
は
瓦かわら葺ぶ
き
の
家
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
屋や
根ね
の

瓦かわらの
一
つ
の
留と
め
ク
ギ
が
緩ゆる
ん
で
、
今
に
も
落
ち
そ
う
に
な
っ
て
い
る
。

そ
の
建
物
は
建た
て
て
か
ら
相
当
の
年
数
が
経
ち
、
古
く
な
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
は
、
私
は
全
く
気
が
つ
か
な
い
。
こ
れ
は
物
質
の

当
然
の
変
化
で
あ
り
、
必
ず
そ
う
な
る
と
い
う
「
必ひつ
然ぜん
」
｜
｜
原
因
か
ら

結
果
へ
の
｜
｜
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
、
私
が
、
所しよ
用よう
が
あ
っ
て
友
と
時
間
を
打
ち
合
わ
せ
、
そ
の
家

を
訪
問
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
も
理
由
の
あ
る
行
動
で
あ
り
、
打
ち
合

わ
せ
の
結
果
で
あ
っ
て
、
私
と
し
て
は
必
然
の
因
果
系
列
上
の
行
動
で
あ

る
。そ

し
て
、
ち
ょ
う
ど
私
が
屋
根
の
下
に
差さ
し
か
か
っ
た
と
き
、
そ
の
古

い
瓦かわら
が
、
私
の
頭
の
上
に
落
ち
て
来
て
、
私
が
怪け
我が
を
す
る
。
あ
る
い

は
、
瓦
は
頭
を
避さ
け
て
私
の
体
の
一
メ
ー
ト
ル
先
に
落
ち
た
と
す
る
。
私

は
そ
れ
が
シ
ョ
ッ
ク
で
失しつ
心しん
し
、
転ころ
ん
で
頭
を
打
ち
、
す
ぐ
さ
ま
入にゆう
院いん

と
な
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
話
は
こ
れ
で
終
わ
ら
な
い
。
し
ば
ら
く
入
院
し
て
い
る
間
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に
、
こ
れ
ま
で
い
つ
も
研
究
の
上
で
考
え
に
考
え
続
け
て
い
た
問
題
に
つ

い
て
、
す
ば
ら
し
い
着ちやく
想そう
を
得
た
。
入
院
と
は
、
毎
日
忙
し
い
日
程
で

動
き
回
っ
て
い
た
と
き
に
、
そ
れ
を
中
断
し
て
強きよう
制せい
休きゆう
養よう
を
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
で
あ
り
、
そ
う
し
た
休
養
は
し
ば
し
ば
「
よ
い
発
想
」
を
も
た
ら

す
。発

明
と
か
発
見
、
新
た
な
着
想
と
い
う
も
の
は
、
日ひ
頃ごろ
の
考
え
方
が
中

断
さ
れ
る
と
き
に
沸わ
き
上
が
っ
て
く
る
こ
と
が
多
い
。
風ふ
呂ろ
に
入
っ
て
く

つ
ろ
い
で
い
る
と
き
と
か
、
ボ
ン
ヤ
リ
と
風
景
を
眺なが
め
て
い
る
と
き
と

か
、
犬
を
連
れ
て
散
歩
し
て
い
る
と
き
、
あ
る
い
は
普ふ
段だん
の
仕
事
で
は
な

く
別
の
働
き
を
し
て
い
る
と
き
な
ど
に
、
良
い
考
え
が
フ
ッ
と
浮
か
ん
で

く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
ず
っ
と
同
じ
問
題
を
「
考
え
続
け
る
」
と
い
う
こ
と

が
基
本
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
思し
索さく
に
よ
っ
て
、
自
分
の
深
層
心
理
の

内
部
に
情
報
が
蓄たくわえ
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
情
報
の
組
み
替
え
や
合
成
は

起
こ
ら
な
い
の
で
あ
る
。
積せき
小しよう
為い
大だい
と
い
わ
れ
る
が
、
毎
日
の
小
さ
な

行
い
や
努
力
が
飛ひ
躍やく
を
産
出
す
る
の
で
あ
る
。

偶ぐう
然ぜん
の
事
件
は
、
マ
イ
ナ
ス
ば
か
り
と
は
限
ら
ず
、
プ
ラ
ス
の
こ
と
も

あ
る
。
マ
イ
ナ
ス
が
プ
ラ
ス
を
産
む
こ
と
も
あ
る
。
幸
運
と
は
、
そ
の
よ

う
な
種
類
の
恵
み
で
あ
る
。

さ
て
、
前
半
の
瓦かわら事じ
件けん
は
、
私
に
と
っ
て
「
思
い
も
か
け
ず
」
突とつ
発ぱつ
す

る
出
来
事
で
あ
り
、
こ
れ
は
偶
然
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
の
事
件
は
偶

然
の
出
来
事
で
あ
り
、
こ
の
偶
然
は
、「
瓦
の
落らつ
下か
」
と
「
私
の
友
人
訪

問
」
と
い
う
「
二
つ
の
異
な
っ
た
必
然
の
系
列
の
出
合
い
」
と
し
て
起
き

る
事
件
な
の
で
あ
る
。

私
に
と
っ
て
は
、
瓦
が
落
ち
て
く
る
と
い
う
出
来
事
は
偶
然
で
あ
り
、

私
自
身
の
因いん
と
果か
の
系
列
に
対
し
て
、
予
想
し
な
い
一
つ
の
別
の
系
列
、

つ
ま
り
縁えん
が
ぶ
つ
か
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
偶
然
は
、
私
の
一
本
の
必
然

の
因いん
果が
に
対
し
て
、
別
の
必
然
の
系
列
が
縁えん
の
要よう
因いん
と
し
て
外
か
ら
加
わ

っ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
思
い
も
か
け
ず
」
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
各
人
の
人
生
に
も
、
そ
れ
を
た
く
さ
ん
の
人
に
つ
い
て
集
め

た
人
類
の
歴
史
に
も
、
こ
の
よ
う
な
偶
然
と
縁
と
い
う
も
の
が
付
き
も
の

で
あ
る
。

か
つ
て
、
日
本
の
哲
学
の
歴
史
上
に
、
京
都
大
学
教
授
で
、
九く
鬼き

周
しゆう

造ぞう
と
い
う
哲
学
者
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
。
先
生
は
フ
ラ
ン
ス
哲
学
と
日
本

文
化
を
専
攻
さ
れ
た
。『
偶
然
性
の
問
題
』（
岩
波
書
店
）
と
い
う
書
物
を

書
き
著あらわ
し
、「
偶
然
と
は
必
然
と
必
然
と
の
出
合
い
で
あ
る
」
と
述
べ
て

お
ら
れ
る
。
先
生
は
、
日
本
文
化
の
「
粋いき
の
構
造
」
と
い
う
も
の
に
つ
い

て
の
、
こ
れ
ま
た
粋いき
な
思し
索さく
が
あ
り
、
そ
れ
も
先
生
の
今
一
つ
の
見
逃
せ

ぬ
功こう
績せき
で
あ
る
。

人
の
一
生
で
は
、
一
つ
の
業ぎよう
績せき
を
挙あ
げ
る
こ
と
さ
え
容よう
易い
で
な
い
の

に
、
才さい
ゆ
た
か
に
悠ゆうゆ々う
と
二
つ
も
の
業
績
を
挙
げ
て
逝ゆ
か
れ
る
と
は
、
幸

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



運
な
お
方かた
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
人
生
の
幸
運
」
と
い
う
も
の
は
、
必
然

で
あ
る
の
か
、
は
た
ま
た
偶
然
で
あ
る
の
か
。

歴
史
と
は
、
夥
おびただし

い
数
の
偶
然
の
「
出
合
」
で
あ
り
、
難
し
い
言
葉
で

言
え
ば
邂かい
合ごう
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
計
り
知
れ
な
い
偶
然
状
況
の
中
で
、
瞬しゆん
間かん
瞬
間
、
ど

う
す
る
か
、
こ
う
す
る
か
、
右
か
左
か
、
ど
の
道
に
進
む
か
と
、
頭
の
中

で
「
思
考
実
験
」
を
行
う
。
そ
し
て
、
物
事
を
自
分
自
身
の
意
志
で
選
択

し
な
が
ら
、
人
生
を
作
り
、
歴
史
を
作
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
皆
さ
ん
と
と
も
に
、
国
際
テ
ロ
と
戦
争
と
い
う
現
代
の
課
題

を
引
き
受
け
、
頭
脳
の
中
に
お
い
て
、
そ
う
い
う
思
考
実
験
を
試
み
て
み

よ
う
と
思
う
。
日
本
国
民
は
、
日
本
の
外
交
は
、
日
本
の
国
家
政
策
は
、

こ
の
思
考
実
験
が
ど
う
も
お
得とく
意い
で
な
い
よ
う
で
あ
っ
て
、
も
っ
と
訓くん
練れん

が
必
要
な
の
で
は
な
い
か
。

と
こ
ろ
で
、
日
本
民
俗
学
の
泰たい
斗と
、
柳
田
国
男
先
生
（
一
八
七
五
〜
一

九
六
二
）
は
、
も
と
も
と
農のう
政せい
学がく
か
ら
出
発
し
、
全
国
各
地
を
隈くま
無な
く
旅

行
し
た
人
で
あ
る
。
先
生
は
、
各
地
方
を
歩
き
な
が
ら
、
歴
史
と
い
う
も

の
に
つ
い
て
、
は
っ
と
す
る
よ
う
な
鋭するどい
観かん
察さつ
を
残
さ
れ
た
。

こ
れ
は
「
涕てい
泣きゆう
史し
談だん
」
と
題だい
し
、
日
本
人
の
「
な
く
」
と
い
う
こ
と

に
つ
い
て
の
歴
史
上
の
変
化
に
注
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
今
日
（
昭
和
十

六
年
、
一
九
四
一
年
当
時
）
の
日
本
人
が
「
な
く
」
と
い
う
行
為
を
か
な

り
忘
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
ま
た
、「
な
く
」
と
い
う
幅はば
の
広

い
現
象
に
「
泣
く
」
と
い
う
よ
う
な
漢
字
を
当あ
て
嵌は
め
た
た
め
に
、
も
と

も
と
の
広
い
範
囲
の
内
容
を
含
む
行
為
が
、
特
定
の
狭せま
い
も
の
、
つ
ま
り

悲
し
み
の
表
現
と
い
う
こ
と
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と

い
う
問と
い
か
け
で
も
あ
る
。

こ
こ
で
、
な
ぜ
こ
ん
な
問
い
を
提てい
起き
す
る
か
と
い
う
と
、
歴
史
感
覚
と

い
う
も
の
に
つ
い
て
、
一
般
人
に
警けい
鐘しよう
を
鳴な
ら
す
た
め
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
の
犯おか
し
や
す
い
二
つ
の
弊へい
害がい
が
あ
る
と
、
柳
田
先
生
は
、
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。

第
一
の
弊
害
は
こ
う
だ
。
歴
史
の
行こう
程てい
で
は
数
多
く
の
も
の
が
移
り
変

わ
る
が
、「
古こ
今こん
一いつ
貫かん
も
し
く
は
永えい
代たい
不ふ
易えき
の
も
の
が
必
ず
あ
る
」
の
で

あ
る
。「
何
も
か
も
、
時
さ
え
経けい
過か
す
れ
ば
み
な
無む
差さ
別べつ
に
改あらた
ま
っ
て
し

ま
う
も
の
と
速そく
断だん
す
る
こ
と
」
は
誤
り
で
あ
る
。
何
と
何
と
が
変
わ
ら
な

い
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
し
、
変
わ
る
も
の
で
は
そ
の
変
わ
り
方
を

学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
の
弊
害
は
、「
い
わ
ゆ
る
歴
史
の
偶ぐう
然ぜん
を
無
視
す
る
点
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
古
今
の
変へん
遷せん
は
実
は
幾いく
通とお
り
も
あ
り
得
た
の
に
、
何
ら
か
の

事
情
に
よ
っ
て
、
そ
の
中
の
あ
る
一
つ
の
道
を
通
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
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そ
れ
を
こ
う
し
か
変
わ
り
よ
う
が
な
か
っ
た
の
だ
、
と
き
め
て
し
ま
う
態

度
が
再さい
批ひ
判はん
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
は
何
か
と
い
う
と
『
成
る
よ
う
に

し
か
な
ら
ぬ
』
と
い
い
た
が
る
の
で
あ
る
が
、
…
…

こ
ん
な
愚おろ
か
な
あ﹅
き﹅
ら﹅
め﹅
を
棄す
て
さ
せ
る
た
め
に
は
、
で
き
る
だ
け
具

体
的
に
そ
の
筋すじ
道みち
、
す
な
わ
ち
成
功
と
失
敗
の
ち
が
い
を
、
並なら
べ
て
比ひ
較かく

し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
と
思
う
。」（『
柳
田
國
男
』
ち
く
ま
日
本
文
学
全
集
、

一
九
九
二
年
、
筑
摩
書
房
、
三
〇
五
ペ
ー
ジ
、
改
行
、
ル
ビ
追
加
。）

わ
れ
わ
れ
は
、
今
こ
こ
に
、「
現
代
の
歴
史
」
を
創
造
す
る
渦か
中ちゆう
を
歩

ん
で
い
る
。
こ
の
歴
史
は
、
過
去
の
既
に
起
き
て
し
ま
っ
た
道
と
し
て
の

歴
史
で
は
な
い
。
未
だ
現
れ
て
い
な
い
道
で
あ
り
、
新
た
に
創
造
さ
れ
よ

う
と
し
て
い
る
歴
史
で
あ
り
、
い
わ
ば
未
来
か
ら
の
歴
史
で
あ
る
が
、
そ

れ
は
す
べ
て
偶
然
状
況
の
中
で
作
ら
れ
る
歴
史
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
、
全
く
当
て
の
無
い
「
出
た
と
こ
勝
負
」
の
創
作
か

と
言
え
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
精

神
か
ら
「
思
考
実
験
」
を
通
じ
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
心
の
中
で
産さん

出
しゆつ

す
る
歴
史
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
、
今
置
か
れ
た
状
況
に
お

い
て
、「
自
ら
頭
の
中
で
」
さ
ま
ざ
ま
な
要よう
因いん
を
、
因いん
も
果か
も
縁えん
も
み
ん

な
組
み
合
わ
せ
、
ど
の
よ
う
に
新
た
な
人
類
社
会
像
を
設
計
し
、
実
現
す

る
段だん
取ど
り
を
組
み
立
て
る
か
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ

が
、
意
志
を
も
っ
て
創
造
す
る
心
実
で
あ
り
、
実
現
し
た
い
「
希
望
の
中

に
あ
る
歴
史
」
な
の
で
あ
る
。

希
望
や
志
こころざしは

「
大たい
義ぎ
」
に
か
な
っ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
こ

ろ
で
、
二
〇
〇
三
〜
四
年
に
か
け
て
、
イ
ラ
ク
へ
の
自
衛
隊
派は
遣けん
に
つ
い

て
、
大たい
義ぎ
な
ど
不ふ
要よう
で
あ
る
、
大
義
な
ど
存
在
し
な
い
、
国
益
が
第
一
で

あ
る
、
国
益
と
力
だ
け
が
派
遣
す
る
か
し
な
い
か
の
理
由
づ
け
で
あ
る
、

と
い
う
よ
う
な
単
純
で
割
り
切
り
す
ぎ
た
論ろん
説せつ
が
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
、

そ
ん
な
議
論
は
無む
茶ちや
で
あ
り
無む
理り
と
い
う
も
の
で
は
な
い
か
。

い
や
し
く
も
、
国
家
の
行
動
た
る
や
、
や
は
り
有ゆう
理り
な
も
の
｜
｜
理り
の

あ
る
も
の
｜
｜
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
正
当
な
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
日
本
人
は
、
自
分
の
国
益
し
か
頭
に
な
い
利
己
主
義
の

集
団
で
い
い
の
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
決
し
て
、
そ
う

で
は
あ
り
た
く
な
い
。

日
頃
か
ら
「
大
義
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
、
議
論
を
戦
わ
せ
、
体
系

的
な
哲
学
を
持
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
新
し
い
事じ
態たい
が
出しゆつ
来らい
し
た
と
き

慌あわ
て
ふ
た
め
く
こ
と
に
な
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
、
日
本
の
新
聞
の
論
説

に
も
、
そ
れ
を
書
く
記
者
諸
兄
に
も
、
慎しん
重ちよう
で
体
系
的
な
思し
索さく
を
希
望

し
た
い
も
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
二
〇
〇
一
年
九
月
十
一
日
の
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
世
界
貿
易

セ
ン
タ
ー
ビ
ル
で
の
九
・
一
一
テ
ロ
事
件
以
来
、「
新
し
い
戦
争
」
の
時

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



代
に
突
入
し
た
。
こ
れ
が
国
連
は
じ
め
世
界
の
大おお
方かた
の
見
方
で
あ
る
。

こ
こ
で
「
新
し
い
」
と
い
う
意
味
に
は
幾
つ
か
あ
る
が
、
そ
の
一
つ

は
、
戦
争
が
国
家
と
国
家
と
の
間
の
も
の
か
ら
、
国
家
で
な
い
テ
ロ
グ
ル

ー
プ
と
国
家
（
群
）
と
の
戦
争
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
う
一
つ
、
通
常
の
戦
争
は
宣せん
戦せん
布ふ
告こく
を
行
う
の
に
、
テ
ロ

で
は
そ
う
で
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
通
常
の
戦
争
で

は
、
宣
戦
布
告
が
な
け
れ
ば
卑ひ
怯きような
騙だま
し
討う
ち
と
批
判
に
さ
ら
さ
れ
る
。

国
際
条
約
の
う
ち
の
戦
争
法ほう
規き
で
も
、
宣
戦
布
告
が
謳うた
っ
て
あ
る
。

遠
い
昔
、
一
九
四
一
年
十
二
月
八
日
の
日
本
の
真
珠
湾
攻
撃
が
い
つ
ま

で
も
「
卑
怯
な
騙
し
討
ち
」
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
は
、
そ
の

た
め
で
あ
る
。
今
こ
こ
で
は
主しゆ
題だい
か
ら
外はず
れ
る
の
で
、
日
本
の
宣
戦
布
告

問
題
は
論
じ
な
い
。
他
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
の
で
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て

ほ
し
い
。

戦
争
の
現
場
で
は
、
奇き
襲しゆう、
夜や
襲しゆう、
奇き
策さく
、
騙
し
討
ち
、
み
な
当
た
り

前
な
の
に
、
国
家
と
国
家
と
の
間
の
通
常
の
戦
争
｜
｜
国
連
に
よ
る
武
力

行
使
を
含
め
て
｜
｜
の
「
始
ま
り
」
で
は
、
卑
怯
は
許
さ
れ
な
い
、
と
い

う
の
が
建たて
前まえ
で
あ
る
。
宣
戦
を
布
告
す
る
と
い
う
ル
ー
ル
を
設もう
け
る
の
は

な
ぜ
か
。
相
手
も
反
撃
の
準
備
を
す
る
か
ら
、
双
方
の
被
害
が
少
な
く
な

る
と
で
も
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
実
に
は
、
ど
う
も
そ
う
と
も
思
え
な

い
。

宣
戦
布
告
ル
ー
ル
と
は
、
せ
め
て
も
の
戦
争
抑よく
制せい
の
た
め
の
ル
ー
ル
な

の
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
何
の
た
め
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
に
反
し
、
建
前
も
何
も
な
く
、
宣
戦
布
告
な
し
の
、
し
た
が
っ
て

「
奇
襲
」
こ
そ
が
原
則
で
あ
る
べ
き
な
の
が
、
ま
さ
に
「
テ
ロ
」
で
あ
る
。

ゲ
リ
ラ
も
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
で
も
、
み
な
同
じ
で
あ
る
。
テ
ロ
が
テ
ロ
で
あ

る
た
め
に
は
、
宣
戦
布
告
や
攻
撃
の
予
告
を
行
っ
て
は
な
ら
な
い
。
テ
ロ

の
生せい
命めい
線せん
は
、
恐きよう怖ふ
を
煽あお
る
こ
と
に
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
有
効
で

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
完
全
な
奇
襲
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。

新
し
い
戦
争
と
い
う
意
味
は
、
そ
う
い
う
「
テ
ロ
を
相
手
と
す
る
戦

争
」
だ
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
た
ま
に
、
テ
ロ
の
予
告
が
行
わ
れ
る
こ
と

も
あ
る
が
、
そ
れ
は
相
手
に
対
す
る
一
般
的
な
脅おど
し
、
恐
怖
を
煽
る
効
果

を
狙ねら
う
か
ら
で
あ
る
。

本
当
に
５
Ｗ
１
Ｈ
、
つ
ま
り
い
つ
、
ど
こ
で
、
誰
に
、
ど
ん
な
や
り
方

で
…
な
ど
と
い
う
こ
と
を
、
具
体
的
に
予
告
す
る
訳
が
な
い
。
江
戸
城
の

桜さくら
田だ
門もん
外がい
で
大たい
老ろう
井い
伊い
直なお
弼すけ
を
襲おそ
っ
た
水み
戸と
浪ろう
士し
に
よ
る
テ
ロ
で
は
、

む
ろ
ん
、
予
告
な
ど
は
な
か
っ
た
。

テ
ロ
は
、
攻
撃
さ
れ
る
側がわ
か
ら
す
れ
ば
、
全
く
予よ
期き
で
き
な
い
偶
然
の

突とつ
発ぱつ
事
件
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
テ
ロ
側
か
ら
は
、
狙ねら
い
定さだ
め
い
の

ち
を
懸
け
た
必
然
の
行
為
な
の
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
に
、
人
類
の
新
し
い
時
代
は
、
新
し
い
意
味
の
テ
ロ
戦
争
を

用
意
す
る
、
い
な
む
し
ろ
、「
新
し
い
意
味
の
戦
争
が
、
新
し
い
意
味
の

時
代
を
切
り
開
く
」
と
い
う
ほ
う
が
、
歴
史
の
運うん
行こう
に
即そく
し
て
い
る
だ
ろ

う
。
悲
し
い
こ
と
に
、
戦
争
は
人
類
文
明
の
父
母
｜
｜
あ
る
い
は
継まま
父
母

｜
｜
で
あ
る
。

二
十
一
世
紀
初
頭
、
人
類
世
界
の
戦
争
は
、
新
し
い
質
、
新
し
い
関
係

の
も
の
に
変へん
身しん
し
た
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
国
家
と
国
家
と
の
間
の
武
力

紛
争
と
し
て
の
戦
争
か
ら
、
国
際
的
な
テ
ロ
の
実
行
と
、
そ
の
テ
ロ
グ
ル

ー
プ
へ
の
対
抗
、
と
い
う
「
テ
ロ
対
国
家
」
の
関
係
で
の
戦
争
へ
、
と
い

う
変
身
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
の
裏
に
は
、
武
器
の
小
型
強
力
化
と
、
情
報
機
器
の
発
達
に

よ
る
国
境
を
越
え
た
通
信
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
拡
大
と
が
あ
っ
て
、
安
全
保

障
の
力
学
が
複
雑
化
し
た
の
で
あ
る
。

例
え
ば
、
火
薬
爆
弾
だ
け
か
ら
情
報
爆
弾
も
、
遠えん
隔かく
攻
撃
だ
け
か
ら
自

身
を
投とう
じ
る
自じ
爆ばく
も
、
材
料
も
方
式
も
増
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
有
線
電

話
に
比
べ
、
ケ
ー
タ
イ
の
発
達
と
普
及
は
、
テ
ロ
実
行
者
の
間
の
連れん
繫けい
プ

レ
ー
を
支
え
る
。
テ
ロ
も
戦
争
も
、
科
学
技
術
の
発
展
と
密
接
な
関
係
が

あ
る
。

五

新
し
い
戦
争
倫
理

｜
｜
先
制
攻
撃
論
に
大
義
あ
り
や
｜
｜

二
十
一
世
紀
の
新
し
い
戦
争
の
時
代
は
、
ま
ず
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を

舞ぶ
台たい
に
出
現
し
た
。
二
〇
〇
一
年
の
九
・
一
一
テ
ロ
の
後のち
、
国
連
決
議
を

背
景
に
、
す
ぐ
さ
ま
十
月
七
日
、
ア
メ
リ
カ
主
導
｜
｜
英
国
な
ど
協
力
国

あ
り
｜
｜
で
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
へ
の
攻
撃
が
始
ま
り
、
タ
リ
バ
ン
政
権
を

攻
撃
し
打うち
倒たお
し
た
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
が
、
二
〇
〇
一
年
の
九
・
一
一
テ

ロ
を
起
こ
し
た
ア
ル
カ
ー
イ
ダ
・
グ
ル
ー
プ
の
温おん
床しよう
で
あ
る
と
、
ア
メ

リ
カ
大
統
領
が
見み
做な
し
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
攻

撃
の
場
合
に
は
、
国
連
安
全
保
障
理
事
会
は
、
攻
撃
を
支
持
す
る
決
議
を

行
っ
た
が
、
イ
ラ
ク
に
対
し
て
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
。

決
議
一
三
六
八
（
二
〇
〇
一
・
十
・
五
）
は
、
こ
の
よ
う
に
い
う
。

あ
ら
ゆ
る
手
段
に
よ
り
、
テ
ロ
行
為
に
起
因
す
る
国
際
間
の
平
和
と
安

全
に
対
す
る
脅きよう威い
と
闘たたかう
こ
と
を
決
意
し
、
国
連
憲
章
に
従
っ
た
固
有

の
個
別
的
あ
る
い
は
集
団
的
自
衛
権
を
認
識
し
、（
下
略
）

（
国
際
連
合
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
、h

ttp
: //w

w
w
.u
n
ic.o

r.jp
/n
ew
/

p
r 01-78.h

tm

、
二
〇
〇
四
年
七
月
七
日
、
ル
ビ
追
加
、
訳
文
一
部
修

正
。）

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



ま
た
、
決
議
一
三
七
三
（
二
〇
〇
一
・
十
・
五
）
は
、
こ
の
よ
う
に
い

う
。各

国
に
対
し
、
協
力
の
強
化
、
お
よ
び
、
テ
ロ
に
関
連
す
る
妥
当
な
国

際
条
約
の
完
全
な
履り
行こう
を
通
じ
た
も
の
を
含
め
、
テ
ロ
行
為
を
阻そ
止し

し
、
取と
り
締し
ま
る
た
め
に
緊きん
急きゆう
の
共
同
作
業
を
行
う
よ
う
求
め
、（
下

略
）

（
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
、h

ttp
: //w

w
w
.u
n
ic.o

r.jp
/n
ew
/p
r 01-

84.h
tm

、
二
〇
〇
四
年
七
月
七
日
、
ル
ビ
追
加
。）

＊
編
集
者
註：

現
在
、
前
記
二
ペ
ー
ジ
は
国
際
連
合
広
報
セ
ン
タ
ー
の

別
ペ
ー
ジ
に
移
動
し
て
い
ま
す
。

ア
メ
リ
カ
の
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
、
二
〇
〇
一
年
十
月
八
日
、
ア
フ
ガ

ン
攻
撃
に
当
た
り
、
こ
う
宣
言
し
た
。

米
軍
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
ア
ル
カ
イ
ダ
の
テ
ロ
リ
ス
ト
訓
練
キ
ャ

ン
プ
、
タ
リ
バ
ン
政
権
の
軍
事
施
設
に
対
す
る
攻
撃
を
開
始
し
た
。
標

的
が
慎
重
に
選
定
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
攻
撃
の
目
的
は
、
テ
ロ
リ
ス
ト
が

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
作
戦
基
地
と
し
て
使
用
す
る
の
を
防
ぐ
こ
と
で
あ

り
、
タ
リ
バ
ン
政
権
の
軍
事
能
力
を
た
た
く
こ
と
で
あ
る
。（
下
略
）

（h
ttp
: /
/
w
w
w
.re
sc
u
e
n
o
w
.n
e
t /
to
d
a
y
 
lin
e
/
to
p
n
e
w
s /
0
1
1
0
/

011008b
u
sh
.h
tm
l

、
二
〇
〇
四
年
七
月
七
日
）

＊
編
集
者
註：

現
在
、
当
該
ペ
ー
ジ
は
既
に
削
除
さ
れ
て
い
ま
す
。

元
来
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
タ
リ
バ
ン
と
は
、
一
九
八
〇
年
代
初
め
の

ソ
連
に
よ
る
不
当
な
侵
略
以
来
、
混こん
迷めい
に
覆おお
わ
れ
て
い
た
祖
国
を
再
建
し

よ
う
と
願
っ
た
イ
ス
ラ
ム
青
年
学がく
徒と
た
ち
で
あ
っ
た
。
ま
じ
め
に
厳げん
格かく
な

イ
ス
ラ
ム
信
仰
の
実
践
に
打
ち
込
む
こ
と
か
ら
出
発
し
て
で
き
た
グ
ル
ー

プ
で
あ
り
、
初
め
は
国
際
テ
ロ
と
結
び
付
い
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
わ
れ

る
。だ

が
、
い
つ
の
頃
か
ら
か
、
テ
ロ
集
団
ア
ル
カ
ー
イ
ダ
を
指
導
す
る
オ

サ
マ
・
ビ
ン
ラ
デ
ィ
ン
氏
が
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
に
入
り
込
み
、
や
が
て
タ

リ
バ
ン
の
最
高
指
導
者
ウ
マ
ー
ル
師し
と
昵じつ
懇こん
に
な
り
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

政
権
が
積
極
的
に
国
際
テ
ロ
の
実
行
や
支
援
に
突
き
進
ん
で
い
っ
た
。
タ

リ
バ
ン
は
、
あ
の
バ
ー
ミ
ヤ
ン
の
大
仏
遺い
跡せき
さ
え
も
、
偶ぐう
像ぞう
崇すう
拝はい
だ
と
の

理
由
で
砲ほう
撃げき
し
破
壊
し
去
っ
た
。

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
国
民
は
複
雑
な
関
係
を
も
つ
多
く
の
部
族
か
ら
な

る
が
、
人
々
は
目もつ
下か
、「
ロ
ヤ
ジ
ル
ガ
」（
国
民
大
会
議
）
を
結けつ
成せい
し
て
、

部
族
間
の
対
立
を
乗
り
越
え
、
部
族
の
武
装
解
除
を
行
い
、
民
主
的
な
国

民
政
権
の
構
築
に
取
り
掛
か
っ
て
い
る
。
ど
う
か
成
功
を
祈
り
た
い
。

タ
リ
バ
ン
打だ
倒とう
に
は
、
テ
ロ
の
最
初
の
被
害
国
ア
メ
リ
カ
の
不ふ
退たい
転てん
の

意
志
が
、
国
連
決
議
を
経
由
し
て
、
決
定
的
に
働
い
た
。
そ
れ
な
く
し
て
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ア
フ
ガ
ン
攻
撃
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

ア
メ
リ
カ
の
指
導
者
と
国
民
は
、
い
つ
も
こ
う
い
う
国こく
難なん
の
と
き
に
は

見み
事ごと
に
結けつ
束そく
し
、
速すみ
や
か
な
行
動
に
打
っ
て
出
る
。
一
九
四
一
年
の
パ
ー

ル
ハ
ー
バ
ー
の
昔
を
想そう
起き
す
る
ま
で
も
な
い
。
日
本
と
は
大おお
違ちが
い
で
あ

る
。日

本
は
や
れ
憲
法
だ
、
法
律
を
ど
う
整
備
す
る
か
、
な
ど
と
泥どろ
縄なわ
式しき
の

議
論
を
五
十
年
間
も
、
毎
度
繰
り
返
し
て
き
た
。

孔
子
先
生
は
「
過あやま
ち
て
は
則すなわ
ち
改あらた
む
る
に
憚はばか
る
勿なか
れ
」
と
教
え
ら
れ

た
が
、
ど
う
も
日
本
人
は
個
人
と
し
て
は
こ
れ
を
率そつ
直ちよく
に
実
行
す
る
が
、

し
か
し
国
家
・
国
民
集
団
と
し
て
と
な
る
と
、
こ
の
教
え
が
身
に
つ
い
て

い
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
戦
争
も
、
そ
し
て
平
和
も
、
人
間
の
意
志
か

ら
生
ま
れ
る
。
意
志
を
し
っ
か
り
持
た
ね
ば
何
も
な
し
得
な
い
。

さ
て
、
以
下
は
、
九
・
一
一
（
二
〇
〇
一
年
）
以
来
の
近こん
過か
去こ
に
関
す

る
私
の
思
考
実
験
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
後こう
悔かい
で
は
な
い
。
近
未
来

の
世
界
を
創
る
た
め
に
日
本
は
何
を
為
す
べ
き
か
を
考
え
る
の
で
あ
る
。

も
し
仮
に
、
日
本
が
テ
ロ
攻
撃
を
受
け
た
の
で
あ
っ
た
と
せ
よ
。
日
本

は
、
到とう
底てい
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
攻
撃
す
る
こ
と
は
「
な
か
っ
た
」
で
あ
ろ

う
し
、
そ
も
そ
も
「
で
き
も
し
な
か
っ
た
」
で
あ
ろ
う
。
日
本
国
憲
法
の

第
九
条
で
、
国
際
間
の
紛
争
解
決
方
式
と
し
て
国
家
に
よ
る
武
力
行
使
は

禁
じ
ら
れ
て
い
る
、
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
航こう
空くう
母ぼ
艦かん
さ

え
持
た
ぬ
か
ら
、
実
力
と
し
て
も
日
本
の
今
日
の
自
衛
隊
は
、
物もの
の
役やく
に

立
た
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
ひ
と
え
に
、
一
九
四
六
年
発はつ
布ぷ
の

日
本
国
憲
法
の
第
九
条
の
規き
定てい
が
そ
う
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。

敵
国
の
武ぶ
装そう
艦かん
船せん
が
、
日
本
の
領りよう
海かい
を
侵
略
し
て
攻
撃
を
行
っ
て
逃とう

亡ぼう
す
る
と
き
、
そ
れ
を
追つい
跡せき
し
て
も
、
相
手
に
領
海
線
を
越
え
ら
れ
る

と
、
追
跡
を
断だん
念ねん
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
の
武
力
行
使
も
停てい
止し
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
半
世
紀
も
前
に
、
日
本
を
無
能
化
す
る

た
め
の
日
本
国
憲
法
の
所しよ
以い
で
あ
る
。
国
家
と
国
家
と
の
間
の
戦
争
と
い

う
旧
時
代
の
戦
争
観
念
に
縛しば
ら
れ
、
し
か
も
非ひ
武ぶ
装そう
論ろん
に
立
つ
も
の
で
あ

る
。二

〇
〇
二
年
九
月
十
七
日
、
ピ
ョ
ン
ヤ
ン
会
談
で
北
朝
鮮
の
金
正
日
氏

が
認
め
た
日
本
人
の
「
拉
致
ら
ち

事
件
」
も
、
新
し
い
戦
争
、
テ
ロ
の
一いつ
環かん
、

と
い
う
意
味
合
い
を
帯お
び
て
い
る
。
あ
れ
か
ら
も
う
一
年
経た
っ
て
師
走
し
わ
す

だ

と
い
う
の
に
、
解
決
の
糸いと
口ぐち
は
少
し
も
見
え
て
こ
な
い
。
政
府
の
対
策
も

捗はかどら
な
い
。（
二
〇
〇
四
年
三
月
十
六
日
記
）

こ
れ
ま
で
の
戦
争
観
念
に
基
づ
い
て
、
下
手
へ
た

に
相
手
国
基
地
に
爆ばく
撃げき
で

も
す
れ
ば
、
拉
致
さ
れ
た
人
々
と
そ
の
子
供
た
ち
が
、
爆
撃
対
象
点
に
連れん

行こう
さ
れ
人
の
盾たて
と
さ
れ
か
ね
な
い
。
日
本
の
方
に
ミ
サ
イ
ル
が
飛
ん
で
く

る
か
も
し
れ
な
い
。
日
本
は
防ふせ
ぐ
す
べ
が
な
く
、
反
撃
も
で
き
な
い
。

ど
う
か
北
朝
鮮
の
指
導
層
よ
、「
柔にゆう
和わ
な
る
者
が
地ち
を
継つ
ぐ
」
と
い
う

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



教
え
を
、
国
民
の
た
め
に
反はん
芻すう
し
て
欲
し
い
。
戦
争
に
で
も
な
れ
ば
、
同どう

朋ほう
に
無
意
味
な
犠
牲
者
が
多
数
出
る
だ
け
だ
ろ
う
。

こ
れ
も
思
考
実
験
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
こ
の
問
題
で
は
、
米
、
中
、

ロ
、
韓
国
、
北
朝
鮮
、
日
本
の
間
の
「
六
カ
国
協
議
」
に
お
い
て
、
ア
メ

リ
カ
・
中
国
が
主
導
権
を
握にぎ
り
「
核
兵
器
不ふ
拡かく
散さん
」
だ
け
が
議
題
と
さ
れ

た
。
日
本
の
目もく
論ろ
み
が
外
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
本
外
交
に
お
け
る

「
普
遍
的
理
念
の
欠けつ
如じよ
」
と
い
う
歴
代
の
宿しゆく
痾あ
が
、
今
回
ま
た
し
て
も
露ろ

呈てい
し
た
の
で
あ
る
。
政
権
政
党
と
外
務
省
、
し
っ
か
り
せ
よ
、
と
言
い
た

い
。日

本
が
、
議
題
を
核
兵
器
に
限
定
せ
ず
、
も
っ
と
広
く
対
イ
ラ
ク
問
題

と
同
様
の
基
準
を
採
用
し
、「
テ
ロ
実
行
を
始
め
、
大
量
破
壊
兵
器
を
蓄
たくわ

え
、
人
権
抑
圧
を
行
う
よ
う
な
危
険
国
家
」
を
制せい
圧あつ
す
る
と
い
う
よ
う
に

包ほう
括かつ
的てき
な
議
題
を
も
っ
て
協
議
の
場
を
設
定
し
た
な
ら
ば
、
よ
り
有
効
で

あ
っ
た
ろ
う
。

日
本
は
そ
の
よ
う
に
、
同
盟
国
ア
メ
リ
カ
を
強
く
説
得
し
、
中
国
、
ロ

シ
ア
、
韓
国
も
説
得
す
れ
ば
よ
か
っ
た
。
そ
う
し
て
か
か
れ
ば
、
拉
致
問

題
が
日
本
と
北
朝
鮮
と
い
う
二
国
間
問
題
で
あ
る
と
し
て
、
六
カ
国
協
議

の
蚊
帳
か
や

の
外
に
置お
き
去ざ
り
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
も
、
国
連
に
お
い
て
、
中
国
、
ロ
シ
ア
、
ベ
ト
ナ
ム
な
ど
元もと
・

現げん
の
社
会
主
義
国
が
人
権
問
題
と
し
て
拉
致
問
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に

難なん
色しよく
を
示しめ
し
た
と
も
伝
え
ら
れ
る
が
、
日
本
の
友
好
国
と
し
て
、
中
国

の
振ふる
舞ま
い
は
解げ
せ
な
い
行
動
で
あ
り
、
日
本
と
し
て
残
念
で
あ
る
。
そ
れ

は
国
連
を
骨ほね
抜ぬ
き
に
す
る
行
動
で
は
な
い
か
。
友
好
国
で
は
あ
り
得
な
い

の
か
。

首
相
も
、
外
務
大
臣
も
、
国
連
大
使
も
、
そ
し
て
政
府
へ
の
外
交
ア
ド

ヴ
ァ
イ
ザ
ー
さ
ん
た
ち
も
、
外
交
に
も
っ
と
知
恵
と
汗
を
出
し
て
欲
し

い
。
こ
の
点
の
思
考
実
験
は
、
死し
活かつ
的てき
な
重
要
性
を
持
つ
。

ア
メ
リ
カ
の
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
、
二
〇
〇
四
年
秋
の
大
統
領
再
選
の

た
め
の
選
挙
を
前
に
、
二
〇
〇
三
年
十
二
月
現
在
、
北
朝
鮮
に
エ
ネ
ル
ギ

ー
と
食しよく
糧りよう
援えん
助じよ
さ
え
も
行
お
う
か
、
と
い
う
ふ
う
に
、
初
め
の
厳きび
し
い

姿し
勢せい
か
ら
後こう
退たい
し
つ
つ
あ
る
や
に
見
え
る
。
ま
さ
か
、「
君
子
、
大
統
領
、

豹ひよう
変へん
す
」
で
は
あ
る
ま
い
が
、
イ
ラ
ク
問
題
だ
け
で
も
荷
が
重
い
か
ら
、

東
ア
ジ
ア
の
問
題
は
で
き
る
だ
け
簡
単
に
片
づ
け
た
い
、
そ
れ
に
中
国
を

刺し
激げき
し
た
く
な
い
、
と
い
う
思おも
惑わく
も
あ
る
か
ら
な
の
か
。

日
本
は
、
一
九
七
一
年
の
ニ
ク
ソ
ン
シ
ョ
ッ
ク
の
際
、
米
国
よ
り
、
対

中
国
と
の
関
係
で
、
頭あたま越ご
し
の
外
交
を
さ
れ
た
。
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
は
、

同
盟
国
日
本
に
相
談
な
し
に
、
米
中
国
交
回
復
を
行
っ
た
｜
｜
国
交
回
復

自
体
は
よ
い
こ
と
で
あ
っ
た
が
。
小
さ
な
同
盟
国
日
本
な
ど
相
談
相
手
に

さ
れ
な
か
っ
た
。
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他
の
と
こ
ろ
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
真
珠
湾
攻
撃
直
前
の
日
米
交
渉
で

は
、
ア
メ
リ
カ
は
突とつ
如じよ
、
そ
れ
ま
で
の
交
渉
経
過
を
逆
転
し
、
手
の
ひ
ら

を
返
し
て
、
日
本
が
到とう
底てい
呑の
め
な
い
「
ハ
ル
・
ノ
ー
ト
」
を
突
き
付
け

た
。ア

メ
リ
カ
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
に
せ
っ
か
く
国
際
連れん
盟めい
を
作
っ
て

お
き
な
が
ら
、
自
分
は
加か
盟めい
し
な
か
っ
た
し
、
第
二
次
世
界
大
戦
後
の
一

九
四
五
年
に
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
で
調
印
し
発
足
し
た
国
連
を
も
、
今
ま

た
軽かろ
ん
じ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
地
球
温おん
暖だん
化か
に
つ
い
て
の
「
京
都
議ぎ
定てい

書しよ
」
に
も
自
分
の
国
の
産
業
に
都つ
合ごう
が
悪
い
と
い
っ
て
背
を
向
け
た
。

万
国
に
通
じ
る
普ふ
遍へん
理
念
を
掲
げ
る
の
も
う
ま
い
が
、
所しよ
詮せん
は
国
益
中

心
で
し
か
行
動
し
な
い
の
も
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
な
の
で
あ
る
。

普
遍
的
に
見
え
る
理
念
を
掲かか
げ
る
の
は
、
そ
れ
が
自
分
の
国
益
を
獲
得

す
た
め
の
方ほう
便べん
で
あ
る
か
ら
な
の
か
。
時とき
折おり
、
垣かい
間ま
見み
せ
る
ア
メ
リ
カ
の

指
導
者
と
し
て
の
豹ひよう
変へん
ぶ
り
は
、
積せき
年ねん
の
通つう
弊へい
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ア

メ
リ
カ
と
付
き
合
う
に
は
、
こ
の
あ
た
り
の
呼
吸
も
心こころ得え
る
べ
し
。

同
盟
国
日
本
は
、
ア
メ
リ
カ
と
い
う
金
魚
に
と
っ
て
の
糞ふん
で
は
あ
る
ま

い
。
歴
史
の
道
の
作
り
方
に
お
い
て
、
日
本
は
も
っ
と
上じよう
手ず
に
な
り
た

い
。
未
来
の
思
考
実
験
の
た
め
に
、
今
、
二
〇
〇
三
年
師
走
し
わ
す

現
在
で
、
進

行
状
況
を
次
に
記しる
し
て
お
く
。

二
〇
〇
三
年
三
月
二
十
日
、
ア
メ
リ
カ
は
、
ア
フ
ガ
ン
に
次
い
で
、
イ

ラ
ク
へ
の
「
先せん
制せい
攻こう
撃げき
」
に
踏ふ
み
切き
る
。
イ
ラ
ク
が
大たい
量りよう
破は
壊かい
兵へい
器き
に

つ
い
て
の
国
連
に
よ
る
査さ
察さつ
に
も
非
協
力
で
あ
り
、
か
つ
国
際
テ
ロ
グ
ル

ー
プ
へ
の
支
援
基
地
に
も
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
そ
の
理
由
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
新
た
な
戦
争
哲
学
に
よ
る
戦
争
実じつ
践せん
と
い
わ
れ
よ
う
。

ア
メ
リ
カ
大
統
領
ブ
ッ
シ
ュ
氏
は
、
勇ゆう
敢かん
に
も
、「
ネ
オ
コ
ン
」（th

e
 

n
eo
co
n
serv

a
tiv
e
＝

新
保
守
主
義
者
）
の
先
制
攻
撃
論
に
導みちび
か
れ
て
、

フ
セ
イ
ン
氏
の
支
配
す
る
イ
ラ
ク
へ
の
攻
撃
を
決けつ
断だん
し
、
海
外
か
ら
の
多

数
の
反
対
を
強きよう
硬こう
に
押お
し
切
り
、
国
連
に
頼たよ
ら
ず
、
米
英
独
自
に
、
三

十
数
カ
国
と
と
も
に
イ
ラ
ク
攻
撃
に
入はい
っ
た
。

こ
の
と
き
も
、
祖
国
の
歴
代
指
導
者
と
同
じ
く
、
ブ
ッ
シ
ュ
氏
も
、
自

分
た
ち
の
行
動
を
正
当
化
す
る
宣
言
を
明
確
に
述
べ
た
。
そ
の
点
で
は
、

自
信
に
満
ち
て
い
た
。

先
制
攻
撃
論
と
は
、
一
国
行
動
主
義
を
辞じ
さ
な
い
断だん
固こ
と
し
た
新
戦
争

哲
学
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
相
手
が
大
量
殺さつ
戮りく
兵
器
を
保
有
し
、
世
界
各

国
に
対
し
て
国
際
テ
ロ
を
は
じ
め
、
危
険
な
行
動
を
準
備
し
て
い
る
と
き

に
、
国
連
安
保
理
事
会
の
新
た
な
決
議
を
待
つ
ま
で
も
な
く
、
あ
る
国
が

単
独
あ
る
い
は
他
国
と
連
合
し
て
、
そ
の
相
手
を
封ふう
じ
込
め
る
た
め
、
独

自
に
「
攻
撃
」
し
て
よ
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
正
当
防
衛
と
し
て
認
め
ら

れ
る
、
と
。

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



こ
れ
は
一
つ
の
「
新
た
な
戦せん
争そう
神しん
話わ
」
の
創
造
と
い
っ
て
よ
い
。

と
は
い
え
、
こ
れ
は
決
し
て
突とつ
拍ぴよう
子し
な
哲
学
で
は
な
い
だ
ろ
う
。「
自

分
の
身
は
自
分
の
実
力
で
守
る
」（
自じ
力りき
救きゆう
済さい
）
と
い
う
古
く
か
ら
あ
る

国
家
の
正
当
防
衛
論
に
根ね
差ざ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
対
テ
ロ
戦
争
を
機
に
、

戦
争
開
始
ル
ー
ル
が
い
わ
ば
そ
こ
に
「
先せん
祖ぞ
帰がえ
り
」
し
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
そ
の
新
し
さ
と
は
、
国
連
と
い
う
も
の
が
で
き
て
、
そ
の
中

で
の
集
団
安
保
体
制
に
お
い
て
｜
｜
安
保
理
決
議
を
得
て
｜
｜
そ
れ
を
突

破
す
る
「
単
独
先
導
」
的
、
か
つ
集
団
的
な
行
動
主
義
で
あ
る
と
こ
ろ
に

あ
る
。生

ぬ
る
い
奴やつ
ら
は
ど
う
で
も
よ
い
、
俺おれ
が
や
る
、
お
前
ら
付
い
て
来

い
」
と
、
粋いき
な
「
ガ
ン
マ
ン
」
姿
が
、
ブ
ッ
シ
ュ
氏
に
は
ダ
ブ
る
。

ア
メ
リ
カ
国
民
が
ど
こ
ま
で
そ
の
支
持
を
続
け
る
か
、
見み
物もの
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
国
民
は
熱ねつ
し
や
す
く
冷さ
め
や
す
い
。
ア
メ
リ
カ
民
主
主
義
は
お

祭
り
民
主
主
義
で
あ
り
、
政
治
家
を
「
使
い
捨
て
商
品
」
に
し
て
来
て
い

る
か
ら
、
国
民
は
や
が
て
ブ
ッ
シ
ュ
氏
に
も
飽あ
き
が
き
て
ゴ
ミ
箱
へ
と
放ほう

棄き
す
る
恐おそ
れ
な
し
と
し
な
い
。

南
部
出
身
の
ブ
ッ
シ
ュ
氏
は
、
イ
ラ
ク
へ
の
攻
撃
に
際
し
て
、
次
の
よ

う
に
述
べ
て
、
武
力
行
使
の
正
当
性
を
力りき
説せつ
し
た
。

イ
ラ
ク
の
場
合
、
国
連
安
保
理
は
一
九
九
〇
年
代
初
め
に
決
議
六
七

八
と
六
八
七
の
下
に
行
動
し
た
。
両
決
議
は
、
今
で
も
有
効
だ
。
米
国

と
そ
の
同
盟
国
は
イ
ラ
ク
の
大
量
破
壊
兵
器
を
除じよ
去きよ
す
る
た
め
の
武
力

行
使
を
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
権けん
限げん
の
問
題
で
は
な
い
。
意
志
の

問
題
だ
。
…
…

安あん
保ぽ
理り
常
任
理
事
国
の
中
に
は
、
イ
ラ
ク
に
武ぶ
装そう
解かい
除じよ
を
強
制
す
る

い
か
な
る
決
議
案
に
も
拒
否
権
を
発はつ
動どう
す
る
と
公
然
と
表
明
し
た
国
が

あ
る
。
…
…

国
連
安
保
理
は
責
任
を
全まつとう
し
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
わ

れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
の
責
任
に
応
じ
て
立
ち
上
が
る
。（
下
略
）

（h
ttp
: //w

w
w
.sa
n
k
ei.co

.jp
/
d
a
ta
b
o
x
/
ira
q
/
sp
.ira

q
/
sp
 
ira
q
.

01.h
tm
l

、
改
行
、
句
読
点
、
ル
ビ
追
加
。）

こ
れ
こ
そ
が
、
先
制
攻
撃
論
の
立
場
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
安
保
理
で

拒
否
権
を
ち
ら
つ
か
せ
た
の
は
、
ど
の
国
か
。
ど
う
や
ら
、
そ
こ
に
は
、

近
代
の
世
界
秩
序
の
覇は
権けん
を
争あらそう
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
系
の
イ
ギ
リ
ス
及

び
ア
メ
リ
カ
と
、
そ
れ
に
対
抗
す
る
ラ
テ
ン
系
の
フ
ラ
ン
ス
｜
｜
ま
た
そ

れ
に
対
抗
し
た
り
便びん
乗じよう
し
た
り
す
る
ロ
シ
ア
、
中
国
｜
｜
と
の
地ち
殻かく
の

擦ず
れ
が
潜ひそ
ん
で
お
り
、
そ
れ
が
地じ
割わ
れ
の
よ
う
に
口
を
開
け
た
わ
け
で
あ

る
。
こ
の
対
立
軸
は
、
忘
れ
て
は
な
ら
ぬ
。

こ
う
い
う
先
制
攻
撃
と
い
う
行
動
は
、
ア
メ
リ
カ
な
ら
ず
と
も
、
こ
れ
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か
ら
も
発
生
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
国
連
安
保
理
に
、
五
カ
国
だ
け
が
保

有
す
る
「
拒きよ
否ひ
権けん
」
と
い
う
民
主
主
義
に
反
す
る
制
度
が
あ
り
、
単たん
独どく
で

行
動
し
得
る
超ちよう
大たい
国こく
が
存
在
し
、
他
国
か
ら
反
撃
さ
れ
る
こ
と
が
な
い

限
り
、
先
制
攻
撃
の
可
能
性
は
十
分
に
あ
り
得
る
。

国
連
の
枠わく
内ない
で
さ
え
、
右
に
示
し
た
ア
メ
リ
カ
以
外
の
国
々
で
核
兵
器

を
保
有
す
る
国
々
に
は
、
周
辺
地
域
に
向
か
っ
て
先
制
攻
撃
を
行
う
可
能

性
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
。
ロ
シ
ア
に
、
中
国
に
、
そ
し
て
Ｅ
Ｕ
に
も
、
自じ

重ちようを
お
す
す
め
し
た
い
。

先
制
攻
撃
論
を
乱らん
用よう
す
れ
ば
、
世
界
は
ジ
ャ
ン
グ
ル
の
無
法
世
界
へ
と

逆ぎやく
戻もど
り
し
、
二
十
一
世
紀
の
安
全
保
障
体
制
は
崩くず
れ
去
る
だ
ろ
う
。
今

回
イ
ラ
ク
攻
撃
に
踏
み
切
っ
た
米
国
だ
け
で
な
く
、
す
べ
か
ら
く
核
兵
器

を
保
有
す
る
他
の
大
国
諸
君
に
は
、
将
来
に
わ
た
り
良りよう
識しき
と
自じ
制せい
を
期

待
し
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

六

同
盟
主
義
か
国
連
主
義
か

世
界
史
の
精
神
の
発
展
に
は
、
温おん
故こ
知ち
新しん
と
い
う
作
用
が
含
ま
れ
る
。

大
昔
に
『
ハ
ン
ム
ラ
ビ
法
典
』
は
、「
目
を
傷や
ら
れ
た
ら
い
の
ち
を
取
る

ま
で
復や
り
返
せ
」
と
い
う
よ
う
に
、
限
り
無
く
報ほう
復ふく
す
る
こ
と
を
禁
止

し
、「
目
に
は
目
を
、
歯
に
は
歯
を
」
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
で
、
報
復
を

止
め
な
さ
い
、
と
教
え
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
れ
を
温あたため
こ
れ
を
思
い
出

す
。だ

が
、
ア
メ
リ
カ
が
新
た
に
唱とな
え
た
先
制
攻
撃
論
は
、
限
定
線
は
設
け

な
い
哲
学
で
あ
り
、
古
来
の
限
定
報
復
論
を
事
実
上
打だ
破は
す
る
も
の
で
あ

る
。
敵
の
テ
ロ
に
よ
る
味
方
側
の
犠
牲
者
数
に
対
し
、
相
手
側
の
犠
牲
者

は
幾いく
人にん
ま
で
に
せ
よ
、
な
ど
と
は
い
わ
な
い
。
二
千
有
余
年
を
経へ
て
、
そ

れ
が
進
歩
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
新
た
な
倫
理
基
準
の
設
定
と
見み

做な
す
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
先
の
第
八
章
で
も
言
及
し
た
が
、
テ
ロ
に
対
す
る
行

動
が
報
復
で
あ
り
、

怨うら
み
に
報むく
い
る
に
怨
み
を
も
っ
て
す
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
世
界
一
の
実
力
を
誇ほこ
る
高こう
貴き
な
る
ア
メ

リ
カ
帝
国
と
い
え
ど
も
、
そ
の
名
誉
は
損
な
わ
れ
よ
う
。
や
は
り
、

怨
み
に
報
い
る
に
徳
を
も
っ
て
す
」（『
老
子
』
六
三
）

と
い
う
東
ア
ジ
ア
古
代
に
お
け
る
老
子
の
指
針
を
、
ブ
ッ
シ
ュ
氏
に

も
、
お
伝
え
し
た
い
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
「
敵
を
愛
し
な
さ
い
」
と

い
う
二
千
年
前
の
イ
エ
ス
の
言
葉
は
、
耳
に
タ
コ
が
で
き
る
ほ
ど
に
、
ブ

ッ
シ
ュ
氏
も
子
供
の
頃
か
ら
聞
か
さ
れ
て
育
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
筈はず
。

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



た
だ
し
、
少
し
寄
り
道
に
な
る
が
、
次
の
点
を
注
意
し
て
お
き
た
い
。

孔
子
は
、
老
子
の
見
解
と
異
な
る
指
針
を
述
べ
、
老
子
の
見
解
を
補おぎなっ
て

い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

孔
子
曰いわ
く
、

直なおきを
以もつ
て
怨うらみ
に
報むく
い
、
徳とく
を
以
て
徳
に
報
ゆ
」（『
論
語
』
憲
問
第
十

四
）こ

れ
は
、
ま
ず
怨
・
不
正
、
不
義
に
対
し
て
は
正
義
（
真
っ
す
ぐ
な
正

し
さ
）
で
対
応
し
、
正
と
義
以
上
の
行
為
に
は
徳
で
報
い
る
、
と
い
う
意

味
で
あ
ろ
う
。
不ふ
正せい
義ぎ
、
理り
不ふ
尽じん
な
行
為
に
は
、
正
義
の
標
準
を
も
っ
て

然しか
る
べ
き
処しよ
罰ばつ
な
り
報
復
な
り
を
与
え
て
、
そ
う
い
う
行
為
を
抑よく
止し
す

る
。
そ
し
て
、
正
義
以
上
の
慈じ
愛あい
の
行
動
に
は
、
や
は
り
慈
愛
で
報
い

る
。
非ひ
道どう
に
対
し
て
そ
れ
を
正
す
よ
う
に
せ
ぬ
な
ら
ば
、
個
人
は
堕だ
落らく

し
、
社
会
は
乱
れ
る
。

孔
子
の
こ
の
基
準
は
、
調ちよう
整せい
的てき
正
義
を
欠
い
て
は
な
ら
ぬ
、
と
の
警

告
で
あ
る
。
愛
だ
と
か
慈
悲
と
い
う
単
な
る
お
人
よ
し
の
気
分
だ
け
で

は
、
社
会
の
秩ちつ
序じよ
は
保
て
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
心
す
べ
き
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
先
の
老
子
の
言
葉
の
不
充
分
さ
を
補
う
考
え
方
で
は
な
い

か
（
諸
橋
徹
次
『
中
国
古
典
名
言
辞
典
』
講
談
社
、
七
一
ペ
ー
ジ
参
照
）。

世
界
史
の
現
段
階
に
お
い
て
、
神しん
人じん
で
も
な
く
聖せい
人じん
で
も
な
く
俗ぞく
人じん
・

凡ぼん
夫ぷ
で
あ
る
わ
れ
わ
れ
人
類
で
は
、「
武ぶ
未
だ
止や
む
を
得
ざ
る
手
段
な
り
」

で
あ
っ
て
、
武
は
必
要
悪
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
武
は
、
怨うら
み
の
心
を
も
っ
て
で
は
な
く
、
常
に
愛
の
精
神
を

も
っ
て
、
行
使
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
必
要
悪
た
る
武
力
行
使
は
、
精
神

上
は
徳
で
も
っ
て
報
い
る
行
為
と
し
て
、
意
味
づ
け
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
要よう
は
、
そ
れ
を
単
に
知
識
と
し
て
弁わきまえ
る
の
で
は
な
く
、
心
を

込
め
て
実じつ
践せん
す
る
こ
と
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
の
歴
代
大
統
領
の
う
ち
、
優すぐ
れ
た
方
々
は
自みずから
父ふ
祖そ
以い
来らい
の

伝
統
の
宗
教
的
信
念
に
基
づ
い
て
行
動
し
、
神
話
を
創
造
し
て
来
た
。
信

念
な
く
し
て
は
、
自
分
の
決
定
が
は
た
し
て
ど
う
い
う
結
果
を
産
む
か
不

安
と
な
っ
て
、
重
大
な
意
志
決
定
を
下
す
こ
と
な
ど
到とう
底てい
で
き
ま
い
。

遠
く
は
十
八
世
紀
に
宗そう
主しゆ
国こく
イ
ギ
リ
ス
に
反
抗
し
た
ワ
シ
ン
ト
ン
、
十

九
世
紀
中ちゆう
葉よう
に
南
部
諸
州
と
対
立
し
た
リ
ン
カ
ー
ン
、
近
く
は
二
十
世

紀
に
ソ
連
と
の
間
で
の
核
兵
器
戦
争
で
、
一いつ
触しよく
即そく
発はつ
の
危
機
に
臨のぞ
ん
だ

ケ
ネ
デ
ィ
な
ど
は
、
そ
う
い
う
極きよく
限げん
心
理
を
経
験
し
た
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
と
い
う
国
は
、
人じん
工こう
的てき
・
作さく
為い
的てき
な
神
の
国
の
一
つ
と
し

て
、
建
国
時
の
「
独
立
宣
言
」
以
来
、
引
っ
切
り
な
し
に
神
話
を
作
り
続

け
ざ
る
を
得
な
い
国
家
な
の
で
は
な
い
か
。
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こ
う
し
た
ア
メ
リ
カ
の
思
想
的
背
景
を
理
解
す
る
に
は
、
リ
チ
ャ
ー

ド
・
Ｖ
・
ピ
ラ
ー
ド
╱
ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
・
リ
ン
ダ
ー
共
著
、
堀
内
一
史
ほ

か
訳
『
ア
メ
リ
カ
の
市
民
宗
教
と
大
統
領
』
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇

三
年
、
が
有
益
。）

ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
、
早
々
はやばや

と
、
二
〇
〇
三
年
五
月
二
日
、「
自
由
イ

ラ
ク
作
戦
」
と
名
付
け
た
戦せん
闘とう
の
終しゆう
結けつ
宣
言
を
発
表
し
た
。「
独
裁
者
フ

セ
イ
ン
は
倒
れ
た
」
と
。

し
か
し
、
テ
ロ
は
簡
単
に
は
止や
ま
な
い
。
ど
う
も
、
ブ
ッ
シ
ュ
氏
も
、

取
り
巻
き
の
ラ
ム
ズ
フ
ェ
ル
ド
国
務
長
官
な
ど
も
、
幾
分
、
高たか
を
括くく
っ
た

見
通
し
を
懐いだ
い
て
出
発
し
た
の
で
は
な
い
か
。
イ
ラ
ク
は
、
フ
セ
イ
ン
政

権
さ
え
打
倒
す
れ
ば
、「
後
は
一
九
四
五
年
の
日
本
占
領
と
同
じ
く
、
容

易
に
ア
メ
リ
カ
型
の
自
由
民
主
主
義
の
国
家
を
実
現
で
き
る
」
と
。

と
こ
ろ
が
ど
っ
こ
い
、
事
は
そ
う
都つ
合ごう
よ
く
運はこ
ば
な
い
。
ア
フ
ガ
ニ
ス

タ
ン
は
ど
う
に
か
落
ち
着
き
そ
う
だ
が
、
イ
ラ
ク
で
は
今
ま
で
の
と
こ
ろ

テ
ロ
に
よ
る
抵
抗
が
簡
単
に
は
息や
ま
な
い
。
イ
ラ
ク
地
域
は
、
国
家
が
な

く
な
っ
た
か
の
如ごと
く
、
水
道
も
電
気
も
病
院
も
ガ
タ
ガ
タ
と
な
り
、
ラ
イ

フ
ラ
イ
ン
は
断
た
れ
、
治
安
は
失
わ
れ
、
社
会
は
無
政
府
状
態
の
如
し
。

早
く
何
と
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

日
本
占
領
の
場
合
に
は
、
事
情
は
全まつた
く
違
っ
た
。「
億おく
兆ちよう
心こころ
を
一いつ
に

し
て
」
と
、
竹たけ
槍やり
で
も
戦
う
と
さ
え
覚かく
悟ご
を
決
め
て
い
た
国
民
で
あ
る

が
、
敗
戦
す
る
や
、
昭
和
天
皇
の
「
終
戦
の
詔しよう
勅ちよく」（
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受

諾
）
の
放
送
を
機
に
、
サ
ッ
と
潔
いさぎよく

武
器
を
納おさ
め
て
無む
抵てい
抗こう
と
な
っ
た
。

少
し
は
日
本
的
武
士
道
が
生
き
て
い
た
。
一
部
の
者
は
、
目
が
眩
ん
で
進しん

駐ちゆう
軍ぐん
を
「
解
放
軍
」
と
し
て
歓かん
迎げい
ま
で
し
た
。

が
、
イ
ラ
ク
で
は
、
国
民
性
か
ら
し
て
、
そ
ん
な
わ
け
に
は
行
く
ま

い
。
日
本
な
ど
よ
り
遥はる
か
に
戦
い
の
歴
史
が
古
く
、
戦
い
に
日
を
継つ
い
で

き
た
イ
ラ
ク
だ
。
こ
の
地
に
も
、
当
然
に
武
士
道
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
日

本
的
武
士
道
で
な
く
、
異
質
の
武
士
道
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

戦
争
に
は
、
文
化
と
国
民
性
と
が
結
び
つ
い
て
い
る
。
ア
ラ
ブ
の
人
々

は
、
日
本
人
よ
り
ず
っ
と
強したたか
で
あ
り
、
ア
ラ
ブ
の
誇ほこ
り
と
い
う
も
の
が

あ
る
よ
う
で
も
あ
る
。
今
こ
こ
の
文
章
を
書
い
て
い
る
二
〇
〇
三
年
の

師
走
し
わ
す

二
十
日
ま
で
の
と
こ
ろ
、
テ
ロ
が
頻ひん
発ぱつ
し
復ふつ
興こう
支し
援えん
は
捗はかどら
な
い
状

態
で
あ
る
。
イ
ラ
ク
か
ら
大
量
破
壊
兵
器
は
少
し
も
見
つ
か
ら
な
い
が
、

お
そ
ら
く
フ
セ
イ
ン
政
権
の
下もと
で
破は
棄き
さ
れ
た
も
の
も
あ
ろ
う
。

ま
さ
に
こ
の
点
に
、
依い
然ぜん
、
先
制
攻
撃
の
正
当
性
が
か
か
っ
て
い
る
。

も
し
も
見
つ
か
ら
な
い
な
ら
ば
、
イ
ラ
ク
へ
の
先
制
攻
撃
論
は
正
当
性
を

失
う
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
、
過
去
を
顧かえりみ
て
、
も
う
一
つ
思
考
実
験
を
行
お
う
。

イ
ラ
ク
攻
撃
を
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
「
急いそ
ぎ
過す
ぎ
た
」
の
で
は
な
い

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
フ
セ
イ
ン
政
権
に
対
し
て
、
国
連
の
査さ
察さつ
を
徹てつ

底てい
し
、
も
う
半
年
く
ら
い
細
か
に
調
べ
あ
げ
る
。「
攻
撃
す
る
ぞ
」
の
圧あつ

力りよくを
加
え
な
が
ら
、
大
量
破
壊
兵
器
の
存そん
否ぴ
を
確
か
め
る
。
そ
れ
で
も
イ

ラ
ク
の
フ
セ
イ
ン
政
権
が
査
察
に
協
力
し
な
い
よ
う
で
あ
れ
ば
｜
｜
望のぞ
む

ら
く
は
再
度
、
安
保
理
事
会
の
決
議
を
行
っ
て
｜
｜
そ
の
理
解
の
下
に
協

力
し
て
実
力
行
使
に
踏
み
切
る
べ
き
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
て
い
た
な
ら
ば
、
爆
撃
に
巻
き
込
ま
れ
殺さつ
傷しよう
さ
れ
る
一
般
人

の
数
も
少
な
め
に
留とど
め
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
ブ
ッ
シ
ュ
氏
は
焦あせ

っ
た
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
イ
ラ
ク
問
題
の
根
深
さ
を
、
甘
く
見
く

び
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

先
に
も
述
べ
た
が
、
テ
ロ
実
行
者
た
ち
を
討う
つ
た
め
に
、
一
般
人
を
巻ま

き
添ぞ
え
に
し
犠
牲
に
す
る
の
は
、
無む
慈じ
悲ひ
で
あ
り
悲ひ
惨さん
で
は
な
い
か
。
も

っ
と
も
、
こ
う
い
う
風
に
考
え
る
の
も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
日
本
人
の
平
和

主
義
の
悪
い
癖くせ
な
の
か
。
東
海
の
小
島
の
上
で
平
和
に
暮
ら
し
て
き
た
心
こころ

根ね
の
優やさ
し
い
日
本
人
の
。

国
際
社
会
で
は
、「
あ
あ
無む
情じよう」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
だ
、
と
叱しか
ら

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
だ
、
小
説
の
『
レ
・
ミ
ゼ
ラ
ブ
ル
』
に
は
、
寛かん

大だい
な
神しん
父ぷ
が
い
て
、
盗
人
ぬすつと

ジ
ャ
ン
・
バ
ル
ジ
ャ
ン
に
銀
の
食
器
を
恵めぐ
ん
で

や
る
で
は
な
い
か
。
一
体
、
ど
ち
ら
の
立
場
が
、
人
類
の
歴
史
を
創
造
す

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
双
方
と
も
な
の
か
。

オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
（
一
七
九
八
〜
一
八
五
七
）
と
い
う
フ
ラ
ン

ス
の
偉
大
な
る
社
会
学
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
ひ
ど
い
混
乱
を
眺なが
め

て
、「
代か
わ
り
が
な
い
う
ち
は
壊こわ
す
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
た
と
い
う

（
清
水
幾
太
郎
『
オ
ー
ギ
ュ
ス
ト
・
コ
ン
ト
』
岩
波
新
書
）。

コ
ン
ト
先
生
は
、
祖
国
フ
ラ
ン
ス
の
革
命
の
後のち
、
悲ひ
惨さん
な
状
況
を
眺なが

め
、
い
た
ず
ら
に
革
命
を
礼れいさん
す
る
の
は
愚ぐ
で
あ
る
、
と
見
て
取
っ
た
。

ま
た
、
ド
ー
ヴ
ァ
ー
海かい
峡きよう
の
対たい
岸がん
の
国
イ
ギ
リ
ス
が
作
り
つ
つ
あ
っ
た

資
本
主
義
と
い
う
私し
利り
優ゆう
先せん
の
競
争
社
会
の
有あり
様さま
を
観かん
察さつ
し
て
、
フ
ラ
ン

ス
は
そ
の
よ
う
に
は
な
り
た
く
な
い
、
と
勧かん
告こく
し
た
。

人
類
の
歴
史
に
お
い
て
、
完
全
な
る
建た
て
替か
え
、
つ
ま
り
革
命
と
い
う

急きゆう
進しん
的てき
な
方
法
が
よ
い
か
、
あ
る
い
は
少
々
の
リ
フ
ォ
ー
ム
と
い
う
漸ぜん

進しん
的てき
な
方
法
が
望
ま
し
い
か
。
こ
の
永
遠
の
問
い
を
、
わ
れ
わ
れ
は
抱かか
え

て
い
る
の
で
あ
る
。

普
通
に
考
え
れ
ば
、
一いつ
旦たん
、
物
を
壊こわ
し
、
人
を
殺
し
て
か
ら
復ふつ
興こう
す
る

と
い
う
方
式
よ
り
も
、
で
き
る
こ
と
な
ら
、
壊
さ
な
い
方
が
よ
い
に
決
ま

っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
日
本
だ
っ
て
、
大
東
亜
戦
争
の
当
時
、
広
島
・
長
崎

へ
の
原
爆
投
下
を
始
め
、
都
市
へ
の
絨じゆう
毯たん
爆ばく
撃げき
に
よ
っ
て
、
ど
れ
ほ
ど

多
く
の
犠
牲
者
が
出
た
こ
と
か
。
い
の
ち
は
一
旦
殺
し
た
ら
お
し
ま
い
。

殺
し
て
か
ら
作
り
直
す
訳
に
は
い
か
ぬ
。

も
っ
と
も
、「
い
や
、
旧きゆう
を
壊
し
た
か
ら
こ
そ
、
新しん
が
生
ま
れ
、
今
の
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発
展
し
た
日
本
が
建
設
さ
れ
た
の
だ
」
と
い
う
皮ひ
肉にく
な
見
方
も
あ
る
に
は

あ
る
。

経
済
学
者
で
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
教
授
の
Ｊ
・
Ｍ
・
ケ
イ
ン
ズ
は
、
一

九
三
六
年
、「
土
に
穴
を
掘
っ
て
ご
み
を
埋う
め
、
次
に
そ
れ
を
掘
り
返
し

て
、
ま
た
埋
め
る
、
と
い
う
こ
と
で
も
経
済
成
長
が
で
き
ま
す
よ
」
と
、

仕
事
が
な
く
て
大だい
不ふ
況きように
喘あえ
い
で
い
た
国
民
に
対
し
て
、
揶や
揄ゆ
気ぎ
味み
に
助じよ

言げん
し
た
。
破
壊
は
創
造
で
あ
る
、
と
。

今
こ
ん
な
こ
と
を
言
え
ば
、「
後あと
知ぢ
恵え
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
聞
こ
え

る
が
、
後
知
恵
で
結けつ
構こう
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
今
後
、
歴
史
か
ら
学
ん
だ

後
知
恵
は
、「
前さき
知ぢ
恵え
」
と
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
と
も
か
く
、
つ
い
に
二
〇
〇
三
年
十
二
月
十
三
日
夜
、
イ
ラ

ク
の
独どく
裁さい
者しや
フ
セ
イ
ン
元
大
統
領
が
、
米
軍
の
兵
士
に
よ
っ
て
隠かく
れ
家が
の

地ち
下か
で
発
見
さ
れ
、
身み
柄がら
を
拘こう
束そく
さ
れ
た
。
テ
レ
ビ
の
放
映
を
ご
覧
に
な

ら
れ
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

た
だ
、
フ
セ
イ
ン
氏
は
、
独
裁
者
の
最
後
と
し
て
は
、
チ
ャ
ウ
セ
ス
ク

氏
や
ミ
ロ
シ
ェ
ヴ
ィ
ッ
チ
氏
な
ど
の
通つう
例れい
に
違たが
わ
ず
、
哀あわ
れ
と
い
う
か
、

ぶ
ざ
ま
と
い
う
か
、
見
る
に
忍しの
び
な
い
姿
で
、
全
世
界
向
け
の
テ
レ
ビ
に

登
場
さ
せ
ら
れ
た
。
こ
れ
も
ア
メ
リ
カ
一
流
の
情
報
戦
略
で
あ
ろ
う
か
。

あ
の
あ
さ
ま
し
い
姿
の
フ
セ
イ
ン
氏
の
放
映
は
、
敗はい
者しや
の
名
誉
を
重おも
ん

じ
る
騎き
士し
道どう
か
ら
す
れ
ば
、
ア
ラ
ブ
人
の
気
持
ち
を
逆さか
撫な
で
す
る
よ
う
な

映
像
の
作さく
為い
で
あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
反
感
を
呼
び
、
好
ま
し
く
な
い

結
果
を
生
み
は
せ
ぬ
か
、
と
気
に
掛か
か
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
イ
ス
ラ
ム
と
の
「
文
明
の
戦
い
」
に
火
を
点つ
け
て
は
よ

く
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
慎しん
重ちよう
な
配はい
慮りよ
が
欲
し
い
と
こ
ろ
。
勝
者
側

の
リ
ー
ダ
ー
の
奢おご
り
は
、
や
が
て
彼
を
敗
者
へ
の
転
落
に
と
誘いざなう
。

戦いくさの
終
わ
り
の
儀
式
に
は
、「
敗
者
の
名
誉
の
尊そん
重ちよう」
が
な
け
れ
ば
な

る
ま
い
。
そ
れ
が
武
士
の
情なさけで
あ
る
。
ス
ポ
ー
ツ
で
は
、
終
わ
っ
て
勝
者

と
敗
者
と
が
握あく
手しゆ
す
る
で
は
な
い
か
。
そ
れ
す
ら
無
視
す
る
な
ら
ば
「
新

し
い
戦
争
も
や
は
り
低てい
俗ぞく
な
も
の
に
堕だ
落らく
し
た
」
と
言
う
こ
と
に
な
ろ

う
。フ

セ
イ
ン
政
権
打
倒
と
い
う
戦
争
の
終しゆう
極きよく
目
的
は
達
成
さ
れ
た
か
の

如
く
思
え
る
が
、
む
し
ろ
課
題
は
こ
れ
か
ら
で
は
な
い
か
（
二
〇
〇
五
年

六
月
）。
い
か
に
し
て
、
イ
ラ
ク
を
再
建
す
る
か
、
さ
ら
に
国
際
テ
ロ
を

い
か
に
減
ら
す
か
。
国
際
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
起
こ
す
テ
ロ
は
な
か
な
か
減

ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
イ
ラ
ク
国
内
の
テ
ロ
は
や
り
方
に
よ
っ
て
は
、
や
が

て
落
ち
着
い
て
行
く
で
あ
ろ
う
。

一
体
、
こ
れ
か
ら
ア
ラ
ブ
諸
国
に
、
ア
メ
リ
カ
型
の
民
主
主
義
と
い
う

も
の
が
根ね
づ
く
か
ど
う
か
、
難
し
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
実
は
フ
セ
イ
ン
政

権
は
、
イ
ラ
ク
国
内
の
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
う
ち
少
数
派
で
あ
る
「
ス
ン
ニ

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



ー
派
」
｜
｜
本
来
は
比
較
的
穏おん
健けん
な
人
々
｜
｜
か
ら
出
来
た
政
権
だ
が
、

そ
の
フ
セ
イ
ン
政
権
を
倒
せ
ば
、
国
民
世
論
は
イ
ラ
ン
と
同
じ
シ
ー
ア
派

で
人
口
多
数
グ
ル
ー
プ
と
、
北
方
イ
ラ
ク
に
住
ん
で
国
家
を
も
た
な
い
流る

浪ろう
の
民
で
あ
る
ク
ル
ド
族
と
あ
わ
せ
て
、
そ
れ
ら
が
国
政
を
左
右
す
る
こ

と
に
な
る
。
ス
ン
ニ
ー
、
シ
ー
ア
、
ク
ル
ド
と
い
う
三
集
団
は
、
三み
つ
巴
どもえ

に
な
っ
て
権
力
を
争
い
、
容
易
に
一
つ
へ
と
は
纏まと
ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
数

に
お
い
て
負
け
る
ス
ン
ニ
ー
派
が
、
ヒ
ッ
シ
の
抵
抗
を
試
み
る
の
で
は
な

い
か
。

イ
ラ
ク
は
、
安
定
し
た
親
米
的
な
民
主
主
義
国
と
は
な
ら
ぬ
可
能
性
が

あ
る
、
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
ど
う
な
る
こ
と
か
。

こ
れ
ま
で
に
も
ア
メ
リ
カ
は
、
キ
ュ
ー
バ
な
ど
世
界
各
地
に
介かい
入にゆう
し

て
来
て
い
る
が
、
ア
メ
リ
カ
型
の
民
主
主
義
と
い
う
政
治
文
化
は
、
そ
う

そ
う
簡
単
に
輸
出
し
て
成
功
す
る
も
の
で
も
な
か
ろ
う
。

た
だ
、
ア
メ
リ
カ
の
先
制
攻
撃
論
に
立
つ
果か
敢かん
な
行
動
は
、
予
想
外
の

波は
及きゆう
効こう
果か
を
産
み
落
と
し
て
き
て
い
る
。
イ
ラ
ク
の
隣
国
イ
ラ
ン
は
核

施
設
へ
の
査さ
察さつ
を
進
ん
で
受
け
入
れ
る
と
声
明
し
、
ま
た
ア
フ
リ
カ
で
は

リ
ビ
ア
国
の
カ
ダ
フ
ィ
氏
ま
で
も
大
量
破
壊
兵
器
の
破は
棄き
を
明めい
言げん
し
た
。

そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
に
と
り
、
と
て
も
よ
い
こ
と
で
あ
る
。

今
後
に
向
け
て
の
思
考
実
験
で
浮
か
ぶ
シ
ナ
リ
オ
と
し
て
は
、
以
下
の

よ
う
な
方
向
が
あ
ろ
う
。

第
一
、
最
悪
の
方
向
は
、
テ
ロ
が
止や
ま
ず
、
無む
秩ちつ
序じよ
が
全ぜん
土ど
を
覆おお
い
、

英
米
は
じ
め
派は
兵へい
し
て
い
る
三
十
数
カ
国
が
、
治ち
安あん
と
復ふつ
興こう
を
放ほう
棄き
し

て
、
撤てつ
退たい
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
後
に
大
混
乱
を
残
し
、
住

民
は
こ
れ
以
上
の
悲ひ
惨さん
は
な
い
と
い
う
事
態
に
抛ほう
り
出
さ
れ
よ
う
。
人
々

の
幸
せ
の
た
め
に
、
そ
れ
だ
け
は
何
と
し
て
も
防
止
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。第

二
、
現
在
派
兵
し
て
い
る
米
英
中
心
の
派は
遣けん
国こく
が
、
ど
う
に
か
イ
ラ

ク
国
内
の
テ
ロ
を
鎮ちん
圧あつ
し
、
し
か
る
後
に
、
イ
ラ
ク
人
自
身
の
意
志
で

｜
｜
イ
ス
ラ
ム
的
｜
｜
自
治
的
体
制
が
生
ま
れ
る
。
そ
の
と
き
、
米
英
主

導
の
体
制
が
終
わ
っ
て
「
国
連
主
導
」、
さ
ら
に
「
イ
ラ
ク
自
治
」
と
な

る
。
国
連
の
Ｐ
Ｋ
Ｆ
（
平
和
維
持
軍
）、
Ｐ
Ｋ
Ｏ
（
平
和
維
持
活
動
）
が

治
安
を
司
つかさどり

、
テ
ロ
を
抑よく
止し
し
、
そ
の
支
援
を
得
て
イ
ラ
ク
人
自
身
の
政

治
体
制
が
確
立
す
る
。

た
だ
そ
の
後
、
高
い
可
能
性
と
し
て
、
シ
ー
ア
派
が
主
導
す
る
隣
国
イ

ラ
ン
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、「
イ
ス
ラ
ム
型
神しん
権けん
国こつ
家か
」
｜
｜
イ
ス
ラ
ム

教
指
導
者
が
強
権
を
発
揮
す
る
政
治
宗
教
一
体
の
姿
｜
｜
に
落
ち
着
く
か

も
知
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、「
代
々
だいだい

、
父
母
、
ま
た
そ
の
父
母
か
ら

…
…
と
着
せ
て
貰もら
っ
た
衣ころもは
、
そ
う
簡
単
に
着
替
え
が
で
き
な
い
」
も
の

で
あ
ろ
う
。

モラロジー研究 No.72,2014



第
三
、
な
お
、
戦
後
処
理
と
し
て
、
拘こう
束そく
さ
れ
た
フ
セ
イ
ン
元
大
統
領

が
ど
の
よ
う
に
扱あつかわ
れ
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
イ
ラ
ク
自
身
の
裁
判

に
よ
る
か
、
ア
メ
リ
カ
自
身
の
軍
事
法
廷
か
、
ア
メ
リ
カ
主しゆ
導どう
の
何
ら
か

の
国
際
法
廷
か
、
国
連
主
導
か
、
あ
る
い
は
国
際
刑
事
裁
判
所
に
よ
る

か
。日

本
（
の
戦
犯
）
が
裁
か
れ
た
極
東
軍
事
裁
判
（
東
京
裁
判
）
は
、
全

く
の
「
事じ
後ご
法ほう
」
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
違
法
性
が
今
も
っ
て

問
題
と
さ
れ
る
が
、
今
回
イ
ラ
ク
で
も
事
後
法
に
よ
る
裁
判
と
な
れ
ば
、

ア
ラ
ブ
諸
国
か
ら
そ
の
正
当
性
が
疑
問
視
さ
れ
よ
う
。
裁
判
は
、
正
常
化

後
の
イ
ラ
ク
国
民
自
身
に
任まか
せ
、
国
連
が
後
ろ
に
つ
く
と
い
う
方
式
が
よ

い
の
で
は
な
い
か
。

文もん
殊じゆ
の
知
恵
、
出
で
よ
。

七

日
本
は
、
新
次
元
の
「
人
間
の
安
全
保
障
」
に
献
身
を

戦
争
に
よ
る
破
壊
の
後
に
は
、
住
民
の
生
活
の
復
興
・
再
建
が
待
っ
て

い
る
。
そ
の
復
興
は
、
国
民
精
神
の
復
興
で
あ
る
と
と
も
に
、
常
に
経
済

の
復
興
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
復
興
の
た
め
に
は
企
業
の
活
動
が
欠
か
せ

な
い
。

と
こ
ろ
が
、
な
ん
と
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
は
二
〇
〇
三
年
の
十
二
月
現

在
、「
イ
ラ
ク
に
派
兵
し
て
い
る
国
々
か
ら
の
企
業
し
か
、
イ
ラ
ク
に
入

る
こ
と
を
認
め
な
い
」
と
主
張
し
た
。
フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ロ
シ
ア
、

中
国
の
会
社
は
ダ
メ
と
い
う
の
で
あ
る
。
漁ぎよ
夫ふ
の
利り
、
ま
か
り
な
ら
ん
、

と
。
一
見
、
こ
れ
は
筋すじ
が
通
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
全
く
の
利
己
主
義
で

あ
り
、
料りよう
簡けん
が
狭せま
く
下
手
へ
た

な
戦
略
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
中
心
の
利
権
の

独
占
な
ど
、
で
き
は
す
ま
い
。

第
一
次
大
戦
が
終
っ
て
後のち
に
締てい
結けつ
さ
れ
た
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
｜
｜
ド

イ
ツ
に
過か
重じゆう
な
戦
後
賠ばい
償しよう
を
負
わ
せ
て
苛いじ
め
た
こ
と
｜
｜
の
失
敗
を
反

省
し
、
第
二
次
大
戦
の
後
、
マ
ー
シ
ャ
ル
プ
ラ
ン
（
一
九
四
六
〜
）
と
い

う
す
ば
ら
し
い
援
助
行
動
を
ア
メ
リ
カ
は
取
っ
た
で
は
な
い
か
。
そ
れ

は
、「
よ
き
物
を
独
占
し
な
い
」
と
い
う
麗うるわ
し
き
謙けん
譲じよう
的てき
行こう
動どう
で
あ
っ

た
。
ア
メ
リ
カ
よ
、
祖
国
の
歴
史
か
ら
、
先せん
人じん
の
賢かしこい
行
動
か
ら
学
ば
な

い
、
と
い
う
理
由
は
な
い
で
は
な
い
か
。

ア
メ
リ
カ
は
、
う
ん
と
寛かん
大だい
な
心
と
な
り
、
イ
ラ
ク
に
薦すす
め
て
、「
ど

う
ぞ
お
い
で
く
だ
さ
い
」
と
、
各
国
か
ら
企
業
を
招まね
き
入
れ
さ
せ
れ
ば
よ

い
。
さ
す
れ
ば
、
各
国
の
企
業
も
ま
た
、
テ
ロ
の
リ
ス
ク
を
共
同
で
負ふ
担たん

す
る
こ
と
に
な
る
。「
虎こ
穴けつ
に
入い
ら
ず
ん
ば
虎こ
児じ
を
得え
ず
」
の
譬たと
え
の
よ

う
に
、
リ
ス
ク
な
き
利り
は
あ
り
得
な
い
。

ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン
ス
、
ロ
シ
ア
、
中
国
な
ど
は
、
今
ま
で
は
派
兵
せ
ず

リ
ス
ク
は
負
わ
な
い
で
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
か
ら
は
各
国
の
企
業
が
、
イ

ラ
ク
の
た
め
に
リ
ス
ク
を
負
い
、
結けつ
果か
、
米
英
中
心
に
偏かたよら
ず
、
世
界
的

な
協
力
態たい
勢せい
を
つ
く
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



そ
う
な
れ
ば
、「
異い
教きよう徒と
の
ア
メ
リ
カ
人
が
イ
ラ
ク
を
無む
法ほう
に
占せん
領りよう
し

て
い
る
」
と
い
う
イ
ラ
ク
国
民
の
反はん
発ぱつ
感かん
情じよう
も
、
大
い
に
減へ
ら
す
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。

い
つ
ど
こ
で
も
、
戦
時
の
恩おん
賞しよう
の
独
占
は
、
恨うら
み
を
買
う
だ
け
で
あ

る
。
建
武
の
中
興
や
、
そ
の
後
戦
乱
が
続
い
た
戦
国
時
代
の
日
本
を
振
り

返
っ
て
も
、
そ
の
よ
う
に
い
え
る
。
力
に
頼
っ
て
物
事
を
独
占
す
る
こ
と

は
、
一いち
時じ
は
成
功
し
て
も
、
長
い
目
で
見
る
と
結
果
が
よ
ろ
し
く
な
い
で

あ
ろ
う
。

利
益
の
独
占
は
愛
の
実
行
で
は
な
い
。
か
つ
て
日
本
は
、
東
ア
ジ
ア
大

陸
で
そ
の
轍てつ
を
造
り
、
自
ら
そ
れ
を
踏
み
、
そ
し
て
仕し
舞ま
い
に
は
失
敗
し

た
。
イ
ラ
ク
の
復
興
で
は
、
ア
メ
リ
カ
大
統
領
の
ご
賢けん
察さつ
を
期
待
し
た

い
。
ど
う
か
心
の
目
を
開
い
て
欲
し
い
。

日
本
政
府
と
し
て
も
、
同
盟
国
ア
メ
リ
カ
だ
か
ら
こ
そ
｜
｜
同
盟
国
と

し
て
の
十
分
の
共
同
行
動
を
行
い
つ
つ
｜
｜
積
極
的
に
そ
う
い
う
提
言
を

行
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
が
同
盟
国
ア
メ
リ
カ
の
た
め
に
も
な
る
。
同
盟

相
手
、
真
の
友
に
は
、
時
に
応
じ
て
耳
に
痛いた
い
諌かん
言げん
も
行
わ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
失
敗
し
つ
つ
も
、
や
は
り
ア
メ
リ
カ
に
は
偉えら
い
と
こ
ろ
が

あ
る
。
ア
メ
リ
カ
政
府
は
思
考
の
幅はば
が
広
く
、
行
動
は
強したたか
で
あ
り
、
迅じん

速そく
で
あ
る
。
早
く
も
ア
メ
リ
カ
政
府
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
や
ロ
シ
ア
な
ど
に

特とく
使し
を
派は
遣けん
し
、
イ
ラ
ク
に
対
す
る
債さい
権けん
を
放ほう
棄き
し
た
り
、
割わり
引びき
す
る
こ

と
に
つ
い
て
、
イ
ラ
ク
国
民
に
成
り
代
わ
っ
て
各
国
に
交
渉
を
進
め
て
い

る
。
こ
れ
は
偉
大
な
行
為
で
は
な
い
か
。

戦
争
を
始
め
る
と
き
に
は
、
予
あらかじめ

、
い
か
に
終
わ
ら
せ
る
か
に
つ
い
て

の
見
取
り
図
と
行
動
予
定
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
終
わ
っ

た
と
た
ん
、
す
ぐ
さ
ま
予
定
し
た
後
始
末
の
実
行
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な

い
。こ

の
方
面
で
も
、
日
本
は
イ
ラ
ク
の
た
め
に
何
も
し
て
い
な
い
。
普ふ
遍へん

的てき
理り
念ねん
を
基き
礎そ
に
「
各
国
の
間
を
取
り
持
つ
」
と
い
う
調
整
活
動
が
、
ど

う
も
日
本
は
外
交
と
し
て
不ふ
得え
手て
で
あ
る
。
日
本
の
駐
イ
ラ
ク
大
使
が
東

京
に
止とど
ま
っ
て
い
る
と
も
い
う
。
こ
れ
い
か
に
。

い
ざ
と
い
う
時
に
、
日
本
は
自
分
の
財さい
布ふ
か
ら
身み
銭ぜに
を
切
る
と
い
う
こ

と
に
落
ち
着
く
。
自
分
か
ら
進
ん
で
身
銭
を
切
る
と
い
う
こ
と
も
大
切
だ

が
、「
各
国
の
間あいだ
を
取
り
持
つ
」
と
い
う
こ
と
も
、
世
界
の
中
で
生
き
る

に
は
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
正
義
と
愛
の
行
動
へ
と
各
国
を
誘さそ
う

こ
と
で
あ
る
。

日
本
は
、
昔
か
ら
、
大おお
岡おか
裁さば
き
に
お
い
て
「
三
方
よ
し
」
と
な
る
発
想

を
工く
夫ふう
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
国
民
も
そ
う
い
う
公
平
な
解
決
法
を

望
ん
で
来
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
れ
を
、
国
内
に
限
定
せ
ず
、
国
際

モラロジー研究 No.72,2014



問
題
に
も
応
用
し
な
い
と
い
う
手
は
な
い
で
は
な
い
か
。

当
面
は
、
フ
セ
イ
ン
政
権
が
打
倒
さ
れ
、
安
保
理
決
議
一
五
一
一
（
二

〇
〇
三
）
に
基
づ
き
、
米
英
主
導
の
「
暫ざん
定てい
占せん
領りよう
当とう
局きよく」
が
一
時
的
に

イ
ラ
ク
の
主
権
と
領
土
保
全
と
治
安
の
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、

速すみ
や
か
に
「
イ
ラ
ク
暫
定
統とう
治ち
機き
構こう
」
を
発
足
さ
せ
、
行
政
を
そ
れ
に
譲ゆず

る
方
向
で
動
く
。

そ
の
際
、
違
法
な
テ
ロ
の
抑
止
に
関
し
て
は
、
武
力
行
使
も
含
め
た
断だん

固こ
た
る
行
動
が
不
可
欠
で
あ
る
。
こ
こ
ま
で
は
国
連
で
も
一
致
を
見
た
既き

成せい
の
国
際
世
論
で
あ
る
。

国
連
は
、
武
力
制せい
裁さい
（
憲
章
第
七
章
第
四
二
条
）
か
ら
、
平
和
維
持
軍

（
Ｐ
Ｋ
Ｆ
）
を
経へ
て
、
第
四
一
条
に
基
づ
く
平
和
維
持
活
動
（
Ｐ
Ｋ
Ｏ
）

ま
で
の
直
接
行
動
を
取
り
得
る
。
こ
の
ほ
か
に
、
い
ろ
い
ろ
な
制
裁
措
置

や
査
察
な
ど
を
行
い
う
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
か
つ
て
連
合
赤せき
軍ぐん
浅あさ
間ま
山さん
荘そう
事
件
に
お
い
て
現

場
の
総そう
指し
揮き
を
執と
ら
れ
た
、
元
内
閣
安
全
保
障
室
長
、
佐
々
さ
つ
さ

淳あつ
行ゆき
氏
の

「
イ
ラ
ク
派
遣
は
外
交
活
動
と
捉とら
え
よ
」（
産
経
新
聞
「
正
論
」
平
成
十
五

年
十
二
月
十
四
日
）
と
い
う
論ろん
説せつ
が
時じ
宜ぎ
を
得
て
お
り
、
思
考
実
験
と
し

て
有
益
で
あ
る
。

し
か
し
、
イ
ラ
ク
に
限
ら
ず
、
対
テ
ロ
行
動
で
は
、
各
地
の
状
況
が
異

な
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
行
動
を
正
当
化
す
る
国
際
世
論
作
り
に

向
け
て
、
い
ち
い
ち
具
体
的
な
対
話
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
、
東
テ
ィ

モ
ー
ル
は
、
独
立
が
問
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
イ
ラ
ク
と
同
列
に
反
テ
ロ
を

論
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

そ
し
て
、
テ
ロ
を
行
っ
て
い
る
人
々
も
、
ど
う
か
紛
争
解
決
の
平
和
的

な
精
神
を
培ばい
養よう
し
、
平
和
的
な
対
話
を
通
じ
て
正
当
な
主
張
を
述
べ
て
い

た
だ
き
た
い
。

人
間
と
は
、「
自
己
に
語
り
か
け
て
く
る
言
葉
に
応おう
答とう
す
る
こ
と
に
よ

り
、
自
己
を
超ちよう
越えつ
し
て
い
く
存
在
」
で
あ
る
（
大
島
末
男
『
人
間
と
は

何
か
』
麗
澤
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
一
年
、
一
六
二
ペ
ー
ジ
）。

そ
こ
で
、
日
本
は
、
ブ
ッ
シ
ュ
大
統
領
の
選
挙
を
意
識
し
た
焦あせ
り
の
心

理
を
解ほぐ
し
、
ま
た
せ
っ
か
く
で
き
て
い
る
国
連
を
無む
用よう
物ぶつ
な
ど
と
い
っ
て

否
定
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
よ
り
良
く
指
導
す
る
。
ア
メ
リ
カ
と
国
連

と
の
関
係
修しゆう
復ふく
に
も
努
力
す
る
。
ア
メ
リ
カ
大
統
領
に
、
日
本
は
そ
う

助
言
す
る
と
よ
い
。

一
見
、
国
の
内
と
外
は
別
物
の
よ
う
に
思
え
る
が
、
決
し
て
そ
う
で
は

な
い
。
外
交
で
「
自
己
流
の
正
義
感
に
立
ち
世
界
を
分
裂
さ
せ
る
心
理
」

は
、
国
内
に
も
反
作
用
し
て
、
国
力
を
弱
体
化
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
ア
メ
リ
カ
国
民
の
幸
福
の
た
め
に
、
決
し
て
好
ま
し
く
な
い
。
家
庭

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



で
も
、
学
校
で
も
、
人
々
の
心
理
を
分
裂
さ
せ
、
離
婚
な
ど
の
家
庭
争

議
、
学
校
で
の
苛いじ
め
や
銃
の
乱
射
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。

国
際
テ
ロ
を
い
か
に
抑よく
止し
す
る
か
と
い
う
重
要
な
点
は
、
テ
ロ
を
行
う

人
々
の
主
張
の
中
で
、
正
当
な
部
分
を
認
め
、
暴
力
的
方
法
で
な
く
、
出

来
得
る
限
り
平
和
的
方
法
に
訴うつたえ
、
そ
れ
を
実
現
す
る
よ
う
に
支し
援えん
す
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
相
手
が
イ
ス
ラ
ム
教
徒
で
あ
る
と
な
い
と
に
か

か
わ
り
な
く
、
人
類
た
る
も
の
の
普
遍
的
義
務
で
あ
る
。

こ
の
視
点
か
ら
考
え
る
と
、
今
度
の
イ
ラ
ク
戦
争
の
問
題
で
は
、
日
本

の
貢こう
献けん
の
方
法
が
問
わ
れ
る
。
日
本
の
貢
献
義
務
と
は
、
イ
ラ
ク
が
平
和

な
地
域
と
な
り
国
家
と
し
て
再
建
さ
れ
る
た
め
に
、
テ
ロ
を
抑よく
止し
し
、

人
々
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
｜
｜
上
下
水
道
、
食
料
、
医
療
、
学
校
、
及
び
雇こ

用よう
機き
会かい
の
創そう
出しゆつ
｜
｜
へ
の
支
援
を
図はか
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
実
行
方
法

と
し
て
は
、
民
間
に
は
Ｎ
Ｐ
Ｏ
が
あ
る
が
、
国
家
と
し
て
は
必
要
な
資
金

援
助
と
と
も
に
、
再
建
の
実
動
部
隊
と
し
て
自
衛
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
状
態
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
日
本
は
自
衛
隊
を
派
遣
す
べ
き
な

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
国
連
憲
章
に
謳うた
う
武
力
行
使
（
Ｐ
Ｋ

Ｆ
）
で
は
な
く
、
平
和
維
持
活
動
（
Ｐ
Ｋ
Ｏ
）
に
属
す
る
行
動
を
担にな
う
も

の
で
あ
る
。
自
衛
隊
は
実
力
（
武
力
）
を
装そう
備び
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
自

衛
の
た
め
に
し
か
使
わ
な
い
。

泥どろ
縄なわ
式しき
に
作
っ
た
「
イ
ラ
ク
特
別
措
置
法
」（
二
〇
〇
三
年
）
に
は
、

自
衛
隊
の
行
動
目
的
は
「
人じん
道どう
的てき
復ふつ
興こう
支し
援えん
活
動
」（
国
連
決
議
一
四
八

三
号
に
基
づ
く
も
の
）
と
謳うた
わ
れ
て
い
る
。

自
衛
隊
派
遣
に
つ
い
て
は
、「
そ
も
そ
も
イ
ラ
ク
攻
撃
に
は
大
義
が
な

い
」
と
い
っ
て
反
対
す
る
向
き
も
あ
る
が
、
確
か
に
こ
の
批
判
は
厳
し

い
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
大
量
破
壊
兵
器
が
見
つ
か
ら
ぬ
と
す
れ
ば
、
ア

メ
リ
カ
の
大
義
は
失
わ
れ
る
。
し
か
し
、
戦せん
災さい
か
ら
の
復
興
支
援
に
お
い

て
は
、
紛
争
の
火
に
対
し
て
、
火か
事じ
場ば
論ろん
が
多
少
と
も
説
得
的
な
水
を
か

け
る
。
す
な
わ
ち
、
現
に
燃も
え
盛さか
っ
て
い
る
火
事
を
消
す
努
力
を
せ
ず
に

放
任
し
て
置
く
の
は
、
人
類
社
会
の
大
義
に
悖もと
る
、
と
。

す
べ
て
の
外
国
人
が
今
イ
ラ
ク
か
ら
引
き
上
げ
れ
ば
ど
う
な
る
だ
ろ
う

か
。
再
び
、
国
際
テ
ロ
グ
ル
ー
プ
の
温おん
床しよう
と
も
な
り
か
ね
な
い
だ
ろ
う
。

わ
れ
ら
が
時
の
首
相
、
小
泉
純
一
郎
さ
ん
は
、
近きん
来らい
稀まれ
な
難なん
局きよく
に
立

た
さ
れ
た
。
人
は
後
に
引
け
な
い
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
に
追
い
込
ま
れ
れ

ば
、
知
恵
｜
｜
入
れ
知
恵
｜
｜
が
出
る
も
の
か
。
二
〇
〇
三
年
十
二
月
十

日
の
記
者
会
見
で
、
首
相
は
前ぜん
代だい
未み
聞もん
の
憲
法
解かい
釈しやく
を
捻ひね
り
出
し
た
。

す
な
わ
ち
、
自
衛
隊
派
遣
は
、
日
本
国
憲
法
の
前
文
の
精
神
に
よ
る
も
の

で
あ
る
、
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。
自
衛
隊
派
遣
は
、
憲
法
前
文
に
い
う
次

の
精
神
に
基
づ
く
、
と
。

憲
法
前
文
は
、
平
和
主
義
に
徹てつ
す
る
こ
と
を
述
べ
、
日
本
が
世
界
平
和

に
積
極
的
に
貢
献
す
べ
き
こ
と
を
謳
い
上
げ
る
。
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「
日
本
国
民
は
、
恒こう
久きゆうの
平
和
を
念
願
し
、
…
…
平
和
を
愛
す
る
諸
国

民
の
公こう
正せい
と
信しん
義ぎ
に
信
頼
」
し
…
…

「
わ
れ
ら
は
、
全
世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
恐きよう
怖ふ
と
欠けつ
乏ぼう
か
ら
免まぬ
か

れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す
る
。」

…
…

「
い
づ
れ
の
国
家
も
、
自
国
の
こ
と
の
み
に
専
念
し
て
他
国
を
無
視
し

て
は
な
ら
な
い
」
…
…

「
日
本
国
民
は
、
国
家
の
名
誉
に
か
け
、
全
力
を
あ
げ
て
こ
の
崇すう
高こう
な

理
想
と
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
を
誓ちか
ふ
。」

大
方
の
識
者
と
マ
ス
コ
ミ
は
、
こ
の
解
釈
を
聞
い
て
び
っ
く
り
し
た

が
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
賛さん
否ぴ
両りよう
様よう
の
声
を
発
し
た
。

憲
法
学
者
は
、
こ
れ
ま
で
型
に
は
ま
っ
た
解
釈
論
｜
｜
私
も
聴
い
て
育

っ
た
立
場
｜
｜
で
講
義
を
続
け
て
来
た
か
ら
か
、
奇き
想そう
天てん
外がい
、
不
当
な
憲

法
誤
用
で
あ
る
と
、
首
相
を
諭さと
し
た
。
こ
の
前
文
を
、
も
っ
ぱ
ら
第
九
条

の
戦
争
放
棄
の
規
定
と
の
み
結
び
付
け
て
来
た
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
学
ん

だ
憲
法
の
通
説
で
あ
っ
た
。

首
相
の
こ
の
新
解
釈
｜
｜
目
く
ら
ま
し
論
法
｜
｜
を
肯
定
す
る
声
は
、

む
し
ろ
憲
法
学
者
以
外
の
人
々
か
ら
上
が
っ
た
よ
う
だ
っ
た
。
ア
ッ
と
驚

か
せ
る
の
が
い
つ
も
の
小
泉
流
で
あ
る
が
、
ま
こ
と
に
自
衛
隊
派は
遣けん
は
も

ち
ろ
ん
、
他
の
外
交
問
題
に
と
っ
て
も
、
こ
の
憲
法
解
釈
が
新しん
機き
軸じく
（
イ

ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
）
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
偉
大
な
政
治
家
は
、
意

志
決
定
に
お
い
て
意
味
の
あ
る
新
機
軸
を
遂すい
行こう
す
る
人
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
日
本
は
、
や
は
り
火ひ
消け
し
と
復ふつ
興こう
の
た
め
に
、
資
金
を
出

し
、
人
も
派
遣
し
、
人
道
的
支
援
に
貢
献
す
る
道
を
、
ま
じ
め
に
思
考
実

験
し
て
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
そ
の
理
由
は
次
の
通
り
。

一
）
テ
ロ
グ
ル
ー
プ
の
危
険
な
行
動
を
抑よく
止し
し
、
健けん
全ぜん
な
国
家
を
イ

ラ
ク
に
構こう
築ちく
す
る
こ
と
が
、
イ
ラ
ク
住
民
と
、
わ
れ
わ
れ
人
類
の
共
通
目

的
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
は
直
接
武
力
で
テ
ロ
を
抑よく
圧あつ
す
る
行
動
に
出

る
こ
と
は
、
い
か
ん
せ
ん
日
本
国
憲
法
の
上
か
ら
し
て
無
理
が
あ
る
の

で
、
国
連
と
ア
メ
リ
カ
な
ど
に
よ
る
武
力
行
使
に
付つ
い
て
行
っ
て
、「
人

道
的
支
援
」
及
び
「
復
興
支
援
」
を
引
き
受
け
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
。

こ
の
意
味
で
も
、
日
本
国
憲
法
は
、
ま
こ
と
に
理
想
的
な
も
の
の
よ
う

に
見
え
て
、
実
は
時
代
遅
れ
の
代しろ
物もの
な
の
で
あ
る
。
新
し
い
戦
争
の
時
代

に
と
っ
て
使
い
も
の
に
な
ら
ぬ
。
今
の
憲
法
を
保ほ
持じ
し
続
け
て
い
て
は
、

日
本
は
国
連
の
い
う
「
人
間
の
安
全
保
障
」
に
貢
献
で
き
な
い
の
で
あ

る
。二

）
安
全
地
帯
だ
け
を
想そう
定てい
し
た
日
本
の
イ
ラ
ク
特
別
措
置
法
の
哲

学
は
、
与
野
党
を
問
わ
ず
日
本
の
国
会
の
甘
く
身
勝
手
で
非
現
実
的
な
思

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



考
の
産
物
で
は
な
い
か
。
イ
ラ
ク
全
土
が
危
険
地
帯
で
あ
り
、
支
援
は
危

険
な
地
域
で
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
危
険
だ
か
ら
支
援
の
た
め
の
派
遣
を
し
な
い
と
い
う
の

は
、
国
家
と
し
て
国
民
と
し
て
、「
金
は
出
す
が
人
は
出
さ
な
い
」
と
い

う
、
ま
こ
と
に
卑ひ
怯きよう
で
臆おく
病びよう
な
行
動
で
あ
る
。
や
は
り
人
を
派
遣
し
、

危
険
を
覚
悟
し
て
、
イ
ラ
ク
の
人
々
の
平
和
の
回
復
に
支
援
を
す
べ
き
で

あ
る
。

危
険
地
帯
で
は
、
そ
れ
な
り
の
防
備
と
行
動
能
力
を
も
つ
も
の
と
し
て

自
衛
隊
を
派
遣
す
る
｜
｜
む
ろ
ん
、
Ｎ
Ｐ
Ｏ
や
企
業
の
働
き
場
所
も
あ
る

｜
｜
の
が
至し
当とう
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

三
）
そ
の
と
き
、
日
本
の
行
動
の
理
由
付
け
（
正
当
性
の
説
明
、
ア

カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
）
に
は
、
国
連
の
一
員
と
し
て
の
義
務
｜
｜
集
団
安

全
保
障
の
た
め
に
行
動
す
る
義
務
｜
｜
と
、
ア
メ
リ
カ
の
同
盟
国
と
し
て

の
義
務
と
、
二
重
の
義
務
を
重
ね
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
物

事
の
性
質
に
も
よ
る
が
、
ア
メ
リ
カ
も
日
本
も
国
連
加
盟
国
な
の
だ
と
い

う
事
実
を
基
本
と
し
、
次
に
同
盟
国
と
い
う
関
係
を
そ
の
上
に
重
ね
て
、

行
動
を
決
定
す
る
。

イ
ラ
ク
へ
の
自
衛
隊
の
派
遣
を
決
め
る
に
は
、
国
連
加
盟
国
と
い
う
条

件
を
全
く
無
視
し
て
、
日
本
は
ア
メ
リ
カ
の
同
盟
国
だ
と
い
う
条
件
だ
け

か
ら
行
動
す
る
の
で
は
不
十
分
で
あ
る
。

国
連
の
決
定
が
分
裂
し
て
何
も
決
ま
ら
な
い
と
き
に
は
、
同
盟
国
と
し

て
の
関
係
が
前
面
に
出
る
ほ
か
な
い
が
、
国
連
の
決
定
が
成
立
す
れ
ば
、

そ
れ
に
従
う
の
が
加
盟
国
と
し
て
妥だ
当とう
な
道
で
あ
る
。

国
連
を
軽
視
す
る
人
々
は
、

①
反
米
意
識
を
交
え
つ
つ
、「
国
益
だ
け
で
行
動
せ
よ
」
と
か
、

②
あ
る
い
は
日
米
安
保
の
同
盟
国
と
い
う
立
場
か
ら
だ
け
で
行
動
せ

よ
、と

主
張
す
る
が
、
そ
う
い
う
判
断
は
と
も
に
不
完
全
で
あ
る
。

戦
争
は
、
命
を
懸
け
る
最
も
厳げん
粛しゆく
な
行こう
為い
で
あ
る
が
、
人
類
世
界
で

は
一
種
の
ゲ
ー
ム
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
。
ゲ
ー
ム
に
は
ゲ
ー
ム
を
終
わ

ら
せ
る
ル
ー
ル
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
類
世
界
に
、
国
際
法
と
し
て

さ
ま
ざ
ま
な
戦
争
法
規
が
発
達
し
て
来
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。

新
し
い
戦
争
の
時
代
に
は
、「
戦
争
の
哲
学
」
だ
け
で
な
く
、
復
興
を

導
く
新
た
な
「
平
和
の
哲
学
」
が
求
め
ら
れ
る
。
戦
争
と
い
う
大
事
件
で

は
、
事
前
に
予
想
で
き
な
い
新
た
な
偶
然
的
事
情
が
発
生
す
る
か
ら
、
ど

う
し
て
も
事
後
的
と
な
る
面
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
と
も
か
く
歴
史
を
造
る

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
の
要
点
が
こ
こ
に
あ
る
。

ア
ラ
ブ
地
域
の
平
和
を
念
じ
つ
つ
、
私
は
、
二
〇
〇
四
年
三
月
三
日
の

時
点
で
こ
の
哲
学
と
政
策
を
提
案
し
、
こ
の
ノ
ー
ト
に
書
き
残
す
。
こ
れ

か
ら
未
来
の
歴
史
が
ど
う
動
く
か
。
歴
史
を
ど
う
造
る
か
。
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以
上
を
も
っ
て
、
私
の
一
つ
の
思
考
実
験
と
し
た
い
。
読
者
の
皆
さ
ん

も
、
一
緒
に
思
考
実
験
を
行
っ
て
記
録
し
て
お
き
ま
せ
ん
か
。

な
お
、
日
本
に
お
け
る
最
も
鋭
く
て
自
律
的
な
哲
学
者
の
一
人
、
加
藤

尚
武
教
授
の
『
戦
争
倫
理
学
』（
ち
く
ま
新
書
）
を
お
薦すす
め
し
た
い
。
思

想
の
訓
練
に
よ
い
教
材
で
あ
る
。

八

自
衛
隊
派
遣
に
つ
い
て
の
思
考
実
験

と
こ
ろ
で
、
こ
の
文
章
は
二
〇
〇
四
年
五
月
二
十
一
日
に
追
加
記
入
し

て
い
る
が
、
イ
ラ
ク
で
は
、
政
権
移い
譲じようも
平
和
秩ちつ
序じよ
の
回
復
も
な
い
ま
ま

に
時
が
過
ぎ
て
い
る
最さ
中なか
、
ま
こ
と
に
悲
し
く
も
慨がい
嘆たん
す
べ
き
事
件
が
米

軍
に
お
い
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
次
々
と
発
覚
し
て
い
る
。
国
際
赤
十
字

（
Ｉ
Ｒ
Ｃ
）
も
虐ぎやく
待たい
に
関
す
る
報
告
書
を
発
表
し
た
。

収
容
所
（
刑
務
所
）
に
お
け
る
イ
ラ
ク
人
収しゆう
容よう
者しや
へ
の
虐
待
が
そ
れ

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
報
道
で
明
ら
か
に
な
っ
た
虐
待
の
行
為
に
は
、
次

の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

①
収
容
者
た
ち
を
裸はだかに
し
て
重
ね
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
を
作
ら
せ
る
。

②
収
容
者
に
性
的
行
為
を
強きよう
要よう
す
る
。

③
イ
ス
ラ
ム
教
徒
の
忌い
み
嫌
う
豚
肉
を
口
に
押
し
込
む
。

④
さ
ら
に
何
人
か
の
殺
人
が
行
わ
れ
た
と
の
報
道
も
あ
る
。

も
し
も
こ
う
し
た
報
道
が
事
実
と
す
れ
ば
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
条
約
（
一
九

四
九
年
）
違
反
で
あ
り
、
米
国
軍
の
犯
罪
で
あ
る
。
イ
ラ
ク
の
人
々
が
、

ア
メ
リ
カ
を
中
心
と
す
る
各
国
の
軍
隊
を
不
当
な
占
領
軍
と
見
な
し
て
、

そ
れ
を
排はい
除じよ
す
る
と
い
う
名めい
目もく
で
テ
ロ
を
行
い
、
撤てつ
退たい
を
求
め
る
の
は
理

由
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。

米
軍
が
こ
ん
な
に
も
倫
理
的
に
堕だ
落らく
し
、
国
際
法
に
違
反
す
る
行
為
を

重
ね
る
軍
隊
で
あ
れ
ば
、
い
か
に
テ
ロ
を
禁きん
圧あつ
す
る
と
い
う
正
当
な
理
由

が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
理
由
な
ど
は
吹
き
飛
ん
で
し
ま
う
。

イ
ラ
ク
の
人
々
が
恭きよう
順じゆん
す
る
だ
け
の
卓たく
越えつ
し
た
行
為
を
見
せ
な
い
な

ら
ば
、
正
統
な
軍
隊
で
は
な
い
。
違
法
者
の
集
団
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
。
早さつ
急きゆう
に
事
実
関
係
を
確
認
し
、
違
法
者
に
妥だ
当とう
な
処しよ
罰ばつ
を
行

い
、
イ
ラ
ク
の
人
々
に
認
め
ら
れ
る
清せい
潔けつ
で
正
当
な
行
為
を
回
復
し
て
も

ら
い
た
い
。

軍
隊
の
中
に
規
律
の
緩ゆる
み
と
奢おご
り
が
彌び
蔓まん
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
ベ

ト
ナ
ム
戦
争
の
末まつ
期き
に
も
、
似
た
よ
う
な
不
法
行
為
が
行
わ
れ
た
。
大

義
・
正
義
を
欠
く
戦
争
行
為
に
、
こ
う
し
た
不
法
行
為
を
生
み
出
す
傾
向

が
高
い
。

ア
メ
リ
カ
の
同
盟
国
と
し
て
、
ア
メ
リ
カ
に
乞
わ
れ
て
自
衛
隊
を
派
遣

し
た
日
本
も
、
放
置
す
れ
ば
低
級
な
行
為
を
行
う
米
軍
と
同
罪
の
一いつ
端たん
を

担かつ
ぐ
こ
と
に
な
る
。
ア
メ
リ
カ
に
同
盟
国
と
し
て
率
直
に
速
や
か
な
改
善

を
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

歴史において、大義にいのちを捧げるとは



日
本
の
自
衛
隊
を
イ
ラ
ク
に
派
遣
す
る
政
策
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
多

く
の
矛む
盾じゆんす
る
筋
が
複
雑
に
絡から
み
合
っ
て
い
て
、
単
純
で
す
っ
き
り
し
た

答
え
は
出
せ
な
い
。（
図
参
照
）

ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
現
実
の
政
策
と
い
う
も
の
は
、
単
純
化
し
た
状
況

の
中
で
一
本
の
筋
だ
け
で
実
行
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
も
の
で
あ
り
、
矛

盾
し
た
筋
を
含
み
な
が
ら
決けつ
断だん
し
、
矛
盾
を
覚
悟
で
実
行
せ
ざ
る
を
得
な

い
も
の
で
あ
る
。
具
体
的
に
考
え
て
み
よ
う
。

例
え
ば
、
稲
を
作
る
時
、
外
界
か
ら
遮しや
断だん
し
た
理
想
的
環
境
で
あ
る
温

室
の
内
部
で
な
く
、
雨
も
風
も
乾
燥
も
虫
も
病
気
も
襲
っ
て
来
る
現
実
の

水
田
で
は
、
矛
盾
し
た
筋
を
ど
う
に
か
上
手
く
組
み
合
わ
せ
、
そ
の
総
合

で
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
稲
を
作
る
目
的
は
、
味
の
よ
い
米
を
、
厳
し
い

気
候
条
件
と
変
化
す
る
気
象
変
化
に
耐
え
、
い
か
な
る
病
虫
害
を
も
凌しの
い

で
、
安
定
的
に
実みの
ら
せ
る
こ
と
に
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
稲
は
元
々
、
熱
帯
の
植
物
だ
か
ら
、
寒
い
気
候
に
耐
え
る

こ
と
は
か
な
り
難
し
い
。
肥
料
を
与
え
過
ぎ
る
と
軟なん
弱じやく
と
な
り
、
か
つ

病
虫
害
に
や
ら
れ
る
度
合
い
も
大
き
く
な
る
し
、
稲
の
茎くき
の
節ふし
が
間
伸
び

し
て
風
に
倒
れ
や
す
く
な
る
。
ま
た
従
来
、
多
収
穫
の
品
種
は
概がい
し
て
米

の
味
が
落
ち
る
傾
向
が
あ
る
。
こ
う
し
た
相
互
に
矛
盾
す
る
性
質
を
、
い

か
に
上
手
に
組
み
合
わ
せ
て
目
的
を
遂と
げ
る
か
、
こ
れ
が
、
歴
史
上
、
ず
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っ
と
品
種
改
良
と
栽
培
技
術
の
工
夫
の
要
点
な
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
稲
の
話
は
、
生
物
学
的
な
科
学
技
術
の
事
例
で
あ
る
が
、
軍
事
で

も
政
策
で
も
、
ほ
ぼ
同
様
な
の
で
あ
る
。
一
本
の
筋
だ
け
か
ら
批
評
す
る

こ
と
は
や
さ
し
い
。
い
ろ
い
ろ
な
条
件
を
無
意
識
の
う
ち
に
省
略
し
、
状

況
を
単
純
化
し
て
結
論
を
導
く
か
ら
で
あ
る
。
派
遣
反
対
と
い
う
だ
け
な

ら
、
い
ろ
い
ろ
な
理
由
を
付
け
て
、
主
張
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
批

評
す
る
方
は
、
自
分
の
頭
の
中
で
満
足
す
る
が
、
現
実
の
問
題
は
そ
の
批

評
で
は
少
し
も
片
付
か
な
い
ま
ま
で
あ
る
。

多
く
の
要
因
が
絡から
む
と
い
う
点
で
は
、
生
物
技
術
も
人
間
社
会
と
同
様

で
あ
る
。
た
だ
、
人
間
の
社
会
問
題
の
場
合
に
は
、
善
悪
の
価
値
判
断
が

入
る
こ
と
で
あ
る
。
生
物
技
術
に
も
少
し
だ
け
入
る
に
は
入
る
が
、
単
純

で
あ
る
。

そ
こ
で
、
最
後
の
思
考
実
験
と
し
て
、
自
衛
隊
派
遣
に
「
反
対
」
の
立

場
を
列
挙
し
、
そ
れ
と
逆
の
立
場
を
突
き
合
わ
せ
、
検
討
し
て
い
こ
う
。

そ
れ
を
吟ぎん
味み
す
れ
ば
、
お
の
ず
と
妥だ
当とう
な
道
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ

る
。こ

れ
は
、
歴
史
を
創
造
す
る
営
み
で
あ
り
、
模も
擬ぎ
実じつ
験けん
・
シ
ミ
ュ
レ
ー

シ
ョ
ン
で
あ
っ
て
、
軍
事
用
語
で
い
え
ば
図ず
上じよう
演えん
習しゆうで
あ
る
。

反
対
①

イ
ラ
ク
攻
撃
に
は
大
義
が
存
在
せ
ず

そ
も
そ
も
ア
メ
リ
カ
の
イ
ラ
ク
攻
撃
は
大
義
を
欠
く
も
の
で
あ
り
、
不

当
な
攻
撃
で
あ
る
。
イ
ラ
ク
が
テ
ロ
の
温おん
床しよう
で
あ
る
と
か
、
大
量
破
壊

兵
器
を
所
有
し
て
い
る
と
か
、
理
由
は
何
で
あ
れ
確
認
さ
れ
な
い
も
の
で

あ
り
、
国
連
安
保
理
事
会
も
攻
撃
を
認
め
る
決
議
を
行
な
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
復
興
の
た
め
の
人
道
支
援
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
同
盟
国
と

し
て
日
本
が
ア
メ
リ
カ
に
協
力
し
て
イ
ラ
ク
に
自
衛
隊
を
派
遣
す
る
こ
と

に
は
、
出
発
点
で
正
当
な
理
由
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

反
対
②

ア
メ
リ
カ
の
不
当
占
領
こ
そ
が
反
米
抗こう
議ぎ
行
動
を
引
き
起
こ

す
も
し
も
、
ア
メ
リ
カ
が
イ
ラ
ク
攻
撃
を
行
わ
ず
、
フ
セ
イ
ン
政
権
を
打

倒
せ
ず
、
ア
メ
リ
カ
が
イ
ラ
ク
占
領
を
行
わ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
今
の
よ

う
な
イ
ラ
ク
国
内
の
反
米
テ
ロ
や
抗
議
行
動
は
起
き
ず
、
治
安
も
よ
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。

今
か
ら
で
も
、
ア
メ
リ
カ
な
ど
各
国
軍
は
軍
事
占
領
を
す
ぐ
に
や
め
て

撤てつ
退たい
せ
よ
。
イ
ラ
ク
国
内
の
い
ろ
い
ろ
な
勢
力
に
よ
る
占
領
反
対
の
テ
ロ

や
抗
議
行
動
は
、
す
ぐ
に
終しゆう
息そく
す
る
で
あ
ろ
う
。
治
安
が
よ
け
れ
ば
、

復
興
支
援
の
た
め
に
派
遣
す
る
の
は
、
軍
隊
と
し
て
の
自
衛
隊
で
な
く
と

も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

反
対
③

自
衛
隊
の
軍
事
行
動
は
日
本
国
憲
法
に
違
反
す
る

武
力
に
よ
る
国
際
紛
争
の
解
決
を
禁
止
す
る
日
本
の
現
行
憲
法
第
九
条

歴史において、大義にいのちを捧げるとは
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歴史において、大義にいのちを捧げるとは



の
規
定
か
ら
い
っ
て
、
自
衛
隊
が
、
海
外
で
も
国
内
で
も
、
外
国
軍
隊
や

外
国
テ
ロ
グ
ル
ー
プ
と
交こう
戦せん
す
る
こ
と
は
禁きん
じ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
攻
撃
さ
れ
武
力
を
使
っ
て
交
戦
す
る
危
険
の
あ
る
イ
ラ
ク
の
地
に
自

衛
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
は
、
憲
法
違
反
で
あ
り
、
派
遣
す
べ
き
で
は
な

い
。反

対
④

派
遣
は
二
重
の
意
味
で
違
法
行
為
で
あ
る

日
米
同
盟
が
あ
り
、
ア
メ
リ
カ
の
要
請
が
あ
る
と
は
い
え
、
ア
メ
リ
カ

の
イ
ラ
ク
攻
撃
自
体
も
国
際
法
違
反
の
不
当
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
日
本

が
憲
法
違
反
を
犯
し
て
ま
で
、
自
衛
隊
を
派
遣
す
る
こ
と
は
な
い
。
派
遣

は
国
際
法
に
も
日
本
国
憲
法
に
も
、
二
重
の
意
味
で
違
反
す
る
こ
と
で
あ

り
、
許
さ
れ
な
い
行
為
で
あ
る
。

矛む
盾じゆん
の
解
決
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
方
法
が
あ
る
。
ド
イ
ツ
、
フ
ラ
ン

ス
、
中
国
、
ロ
シ
ア
な
ど
の
よ
う
に
、
拱きよう
手しゆ
傍ぼう
観かん
の
側
に
立
つ
の
も
一

つ
の
選
択
で
あ
る
。
従
来
の
日
本
は
、
い
ろ
い
ろ
な
理り
屈くつ
を
く
っ
つ
け

て
、
こ
の
立
場
に
沿
っ
て
来
た
。

他
方
、
ア
メ
リ
カ
の
よ
う
に
、
ど
こ
に
で
も
軍
事
介
入
す
る
の
も
、
も

う
一
つ
の
極
端
な
道
で
あ
る
。

し
か
し
、
日
本
は
、
も
う
そ
ろ
そ
ろ
何
も
し
な
い
と
い
う
無
作
為
は
許

さ
れ
ま
い
。
国
民
も
、
一
九
九
〇
年
代
初
め
の
イ
ラ
ク
戦
争
で
歴
史
の
変

化
を
少
し
理
解
し
た
。
人
類
社
会
の
平
和
を
促そく
進しん
す
る
上
で
、
ど
の
よ
う

な
責
任
を
負
う
か
。
昔
、
人
か
ら
与
え
ら
れ
た
憲
法
に
縛しば
ら
れ
、
安
住
す

る
こ
と
は
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
、
と
。

こ
の
思
考
実
験
に
は
、
こ
こ
で
私
の
計
算
と
答
え
は
書
か
な
い
こ
と
に

す
る
。
皆
さ
ん
の
も
の
を
、
頭
の
中
で
お
書
き
く
だ
さ
い
。

幾
つ
か
の
大
国
の
よ
う
に
、
テ
ロ
に
は
反
対
と
い
い
な
が
ら
、
実
は
手

を
拱こまねい
て
傍
観
し
、
何
も
し
な
い
。
そ
れ
は
卑ひ
怯きような
態
度
で
あ
る
。
そ
れ

で
は
、
イ
ラ
ク
が
国
際
テ
ロ
グ
ル
ー
プ
の
温
床
と
な
る
こ
と
も
防
止
で
き

ま
い
。

こ
う
し
た
複
雑
さ
を
解
き
ほ
ぐ
し
な
が
ら
、
い
か
に
す
れ
ば
イ
ラ
ク
に

平
和
が
早
く
訪
れ
る
か
、
わ
れ
わ
れ
は
思
考
実
験
を
行
っ
て
み
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
、
イ
ラ
ク
の
問
題
は
、
下
手
へ
た

を
す
れ
ば
世
界
中
が

「
文
明
の
衝しよう
突とつ
」
に
引ひ
き
づ
り
込こ
ま
れ
、
全
人
類
が
宗
教
絡がら
み
の
戦
国
時

代
を
迎むか
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

日
本
と
し
て
も
、
日
米
同
盟
か
、
国
連
主
義
か
、
あ
る
い
は
単
独
国
益

主
義
か
と
い
う
選
択
を
迫せま
ら
れ
る
。
日
本
国
憲
法
を
も
た
ら
し
た
一
九
四

五
年
の
敗
戦
後こう
遺い
症しように
縛しば
ら
れ
た
国
際
戦
略
論
、
非
武
装
中
立
論
は
、
も

う
使
い
物
に
な
ら
な
く
な
っ
た
。
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こ
れ
か
ら
の
隣
国
中
国
は
強
大
と
な
ろ
う
。
悪
く
す
れ
ば
ア
メ
リ
カ
と

カ
リ
ブ
周
辺
国
と
の
関
係
の
よ
う
な
ギ
ク
シ
ャ
ク
し
た
関
係
を
東
ア
ジ
ア

に
生
ま
ぬ
と
も
限
ら
ぬ
。
願
わ
く
ば
、
主
権
平
等
で
相
互
不
可
侵
の
関
係

を
構こう
築ちく
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

ア
ラ
ブ
問
題
に
、
日
本
は
よ
り
一
層
思し
慮りよ
を
巡めぐ
ら
し
、
知
恵
を
高
め
ね

ば
な
ら
ぬ
。
東
ア
ジ
ア
の
将
来
に
と
っ
て
、
そ
の
思
考
実
験
が
必
ず
役
立

つ
に
違
い
な
い
。

＊
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史
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