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　「
憲
法
に
限
ら
ず
、
法
案
と
い
う
も
の
は
、
誰
が
案
を
出
し
た
の
か
は
重
要
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
を
審
議
、
議
決
し
た
の
が
誰
な
の
か
が
重
要
な
の
で
す
。（
略
）
／

審
議
、
議
決
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
は
国
会
が
作
っ
た
法
律
に
な
り
ま
す
。
憲
法
も
同
じ

こ
と
で
す
。
誰
が
案
を
出
し
て
き
た
の
か
は
本
質
的
な
こ
と
で
な
く
、
そ
れ
を
審
議
し

議
決
し
た
の
が
日
本
国
民
で
あ
る
以
上
、
日
本
の
国
民
が
作
っ
た
憲
法
で
す
。
押
し
つ

け
憲
法
で
も
マ
ッ
カ
ー
サ
ー
が
作
っ
た
憲
法
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
制
定
後
六
〇
年
間
、

国
民
が
憲
法
と
し
て
受
け
入
れ
て
き
た
事
実
は
、
さ
ら
に
こ
の
憲
法
の
正
当
性
を
根
拠

づ
け
る
も
の
で
す
。
／
そ
も
そ
も
当
時
、
押
し
つ
け
憲
法
と
い
う
概
念
は
あ
り
ま
せ
ん

で
し
た
。
押
し
つ
け
憲
法
と
い
う
言
葉
が
は
じ
め
て
出
て
き
た
の
は
、
一
九
五
四
年
の

自
由
党
の
憲
法
調
査
会
の
と
き
で
す
。
そ
こ
で
、
明
治
憲
法
の
体
制
を
維
持
し
た
か
っ

た
松
本
烝
治
が
感
情
的
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
と
発
言
し
、
そ
れ
が
押
し
つ
け
憲
法
と
い

う
決
ま
り
言
葉
と
し
て
政
治
的
に
利
用
さ
れ
て
き
た
だ
け
の
こ
と
で
す
」（
伊
藤
真
『
憲

法
の
力
』、
二
〇
〇
七
年
、
集
英
社
新
書
、
一
六
一
～
一
六
二
ペ
ー
ジ
）。

　
⑦

　
鶴
見
、
前
掲
書
、
一
八
二
ペ
ー
ジ
。
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負
け
っ
ぷ
り
が
悪
く
て
、
い
ま
だ
に
敗
戦
当
時
と
ほ
ぼ
変
わ
り
な
く
、
方
向
も
戦
略

も
失
っ
た
ま
ま
の
状
況
で
す
」（
一
一
五
～
一
一
六
）。

　
こ
こ
で
は
両
者
の
視
点
が
少
し
歩
み
寄
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
文
化
と

マ
ナ
ー
で
対
抗
す
る
鶴
見
の
視
点
が
一
定
の
有
効
性
を
持
つ
側
面
が
語
ら
れ
る
。
⑤

　
つ
ま

り
こ
こ
で
鶴
見
は
、
負
け
る
こ
と
に
よ
る
日
本
社
会
の
大
き
な
変
化
を
期
待
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
こ
こ
で
持
ち
出
さ
れ
た
竹
内
好
の
例
で
も
、
竹
内
が
中
国
侵
略
に
反
対
し
つ
つ
後
に

太
平
洋
戦
争
に
賛
成
に
回
っ
た
と
い
う
裏
に
は
、
こ
の
戦
争
の
敗
戦
に
よ
っ
て
日
本
の
変
化

を
期
待
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
上
坂
の
発
言
に
は
、

戦
争
責
任
を
問
題
に
す
る
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
、
保
守
派
に
あ
り
が
ち
の
被
害
者
意
識
の

枠
が
先
行
し
、
そ
れ
以
上
の
考
察
を
妨
げ
て
い
る
と
見
る
の
は
考
え
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

　
六

　さ
て
鶴
見
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
視
点
で
あ
る
、
権
力
へ
の
抵
抗
と
そ
れ
を
批
判
す
る
対
抗

原
理
に
つ
い
て
は
次
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　 

「
鶴	

見
　
す
べ
て
の
権
力
は
腐
敗
す
る
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
パ
ブ
（
酒
場
）
で
交
わ
さ

れ
て
い
る
言
葉
を
集
約
し
た
も
の
で
す
。
マ
ル
ク
ス
の
公
式
著
作
の
ど
れ
を
見
て

も
、
そ
う
い
う
言
葉
に
出
会
っ
た
こ
と
が
な
い
。
だ
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
は
ス
タ
ー

リ
ン
の
よ
う
な
完
全
な
権
力
を
作
る
け
ど
そ
れ
に
無
抵
抗
な
ん
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
政

治
で
は
繰
り
返
し
、
負
け
た
党
派
の
主
人
公
がW

e	are	m
inority

と
言
う
シ
ー
ン

が
出
て
く
る
。
だ
け
ど
そ
の
後
、But,	W

e	are	a	great	m
inority

と
言
う
ん
で
す
。

そ
れ
が
浸
透
し
て
い
く
。
／
憲
法
九
条
を
守
る
と
い
う
考
え
方
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に

な
っ
て
も
、
そ
れ
が
グ
レ
イ
ト
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
れ
ば
い
い
。
日
本
は
一
票
差

で
も
勝
て
ば
『
勝
ち
』
と
い
う
け
れ
ど
、
少
な
く
と
も
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
流
の
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
じ
ゃ
な
い
」（
一
一
三
）。

　
つ
ま
り
憲
法
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
負
け
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
多
数
の
民
衆
の
意
見
が

反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
次
の
運
動
を
動
か
し
て
い
く
力
と
な
る
と
い
う
確
信

で
あ
る
。
し
か
し
上
坂
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
単
純
に
、
こ
う
反
論
す
る
。

　 

「
上	

坂
　
で
も
、日
本
自
身
が
戦
争
は
こ
り
ご
り
だ
と
思
っ
て
作
っ
た
九
条
じ
ゃ
な
く
て
、

こ
っ
ち
が
一
番
弱
っ
て
い
る
時
に
、
二
度
と
立
ち
上
が
ら
せ
な
い
こ
と
を
目
的
に
、

わ
ず
か
一
週
間
く
ら
い
で
作
っ
て
押
し
つ
け
ら
れ
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
し
ょ
う
？
そ

コ
ー
ル
の
『
海
の
沈
黙
』
を
あ
げ
る
。

　 

「
鶴	

見
　
力
は
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
ヴ
ェ
ル
コ
ー
ル
が
書
い
た
『
海
の
沈
黙
』
と
い
う

本
が
あ
る
ん
で
す
。
ナ
チ
ス
が
フ
ラ
ン
ス
を
占
領
し
た
時
、
フ
ラ
ン
ス
の
軍
隊
の
将

校
は
黙
っ
て
飯
を
出
す
。
彼
ら
は
な
か
な
か
教
養
が
高
く
て
、
だ
か
ら
ド
イ
ツ
軍
の

将
校
は
文
化
的
な
話
を
し
よ
う
と
す
る
け
ど
、
ず
っ
と
黙
っ
て
い
る
の
で
つ
い
に

参
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
。
日
本
に
も
そ
う
い
う
文
化
が
あ
る
ん
で
す
。『
海
の
沈
黙
』
の

よ
う
な
文
化
と
マ
ナ
ー
で
対
抗
す
る
。
こ
れ
が
私
の
九
条
を
支
え
る
力
な
ん
で
す
」

（
一
一
一
）。

　
五

　
続
い
て
、
も
し
軍
隊
を
持
た
な
い
と
い
う
そ
の
結
果
負
け
た
ら
ど
う
す
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
を
見
通
し
た
議
論
に
移
る
。
こ
こ
で
の
上
坂
と
鶴
見
の
対
話
は
興
味
深
い
。

　 

「
上	

坂
　（
略
）
／
九
条
な
ん
て
た
わ
ご
と
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
戦
争
の
な
い
時
代
な

ん
て
あ
る
は
ず
が
な
い
し
、
国
家
が
国
家
た
る
た
め
に
は
軍
隊
お
よ
び
交
戦
権
が
な

け
れ
ば
失
格
だ
、
と
。（
略
）
も
う
あ
ん
な
惨
め
な
思
い
は
し
た
く
な
い
で
す
か
ら
。

哀
れ
な
負
け
方
を
す
る
の
は
イ
ヤ
で
す
。
私
の
考
え
方
を
総
括
す
る
と
、
戦
争
の
な

い
時
代
は
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
軍
隊
を
持
つ
べ
き
だ
。
た
だ
し
一
つ
加
え
る
と
し

た
ら
、
軍
隊
を
持
て
な
い
た
め
に
負
け
る
の
は
や
む
を
え
な
い
。
で
も
、
負
け
る
な

ら
せ
め
て
『
立
派
な
負
け
方
』
を
し
た
い
、
と
。

　
　
鶴	

見
　
そ
う
！

　
負
け
っ
ぷ
り
が
大
切
で
す
ね
。
私
の
知
る
か
ぎ
り
、
負
け
っ
ぷ
り
の

問
題
を
表
に
出
し
た
の
は
竹
内
好
で
す
。（
略
）

　
　
上	

坂
　
負
け
っ
ぷ
り
と
い
う
の
は
、
こ
ち
ら
の
責
任
で
も
あ
る
け
れ
ど
、
あ
る
意
味
で

相
手
の
責
任
で
も
あ
り
ま
す
ね
。
立
派
な
国
に
負
け
る
な
ら
い
い
け
ど
、
低
俗
な
国

に
負
け
た
場
合
は
六
十
年
経
っ
て
も
ヘ
ン
に
尾
を
引
き
ま
す
ね
。

　
　
鶴	

見
　
ガ
ン
ジ
ー
と
イ
ギ
リ
ス
は
い
い
関
係
だ
。
ガ
ン
ジ
ー
は
よ
く
戦
っ
て
、
結
局
、

イ
ギ
リ
ス
が
譲
っ
た
ん
だ
。（
略
）
ガ
ン
ジ
ー
は
イ
ギ
リ
ス
が
唸
る
ほ
ど
見
事
な
負

け
っ
ぷ
り
だ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
そ
の
後
、
次
か
ら
次
へ
と
植
民
地
を
解
放
し
て
い

く
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
勝
っ
た
側
を
根
底
か
ら
揺
る
が
す
よ
う
な
負
け
っ
ぷ
り
が
理

想
的
だ
。

　
　
上	

坂
　
お
っ
し
ゃ
る
通
り
ね
。
ア
メ
リ
カ
の
勝
ち
っ
ぷ
り
も
よ
く
な
い
け
ど
、
日
本
は
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理
を
絶
え
ず
意
識
す
る
と
い
う
鶴
見
の
視
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
が
枠
と
し
て
の
権
力

を
前
提
と
し
て
発
言
す
る
上
坂
と
の
違
い
で
あ
り
、
両
者
の
対
立
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し

か
し
鶴
見
の
思
想
の
柔
軟
さ
は
、上
坂
の
生
活
意
識
か
ら
の
発
言
に
一
定
の
意
義
を
認
め
る
。

そ
れ
は
、
日
常
意
識
に
位
置
を
占
め
る
保
守
的
意
識
の
存
在
を
求
め
た
上
で
運
動
を
進
め
て

い
く
と
い
う
鶴
見
の
運
動
論
に
関
わ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
社
会
の
改

革
運
動
の
姿
勢
と
結
び
つ
く
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
論
じ
る
余
裕
は
な

い
が
、
鶴
見
の
視
点
の
射
程
を
検
討
す
る
際
の
重
要
な
項
目
の
一
つ
と
な
る
。

　　
註

　
①	

　
鶴
見
俊
輔
・
上
坂
冬
子
『
対
論
・
異
色
昭
和
史
』、
二
〇
〇
九
年
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
。

以
下
本
書
か
ら
の
引
用
は
、
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
記
す
。

　
②	

　『
鶴
見
俊
輔
集

　
９
─
─
方
法
と
し
て
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
』、
一
九
九
一
年
、
筑
摩
書
房
、

三
八
五
ペ
ー
ジ
。

　
③	

　
岩
田
行
雄
編
・
著
『
検
証
・
憲
法
第
九
条
の
誕
生
』、
二
〇
〇
四
年
、
自
費
出
版
、

五
三
～
五
四
ペ
ー
ジ
。

　
④

　
同
書
、
六
八
ペ
ー
ジ
。

　
⑤	

　
こ
れ
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
ウ
エ
ッ
ブ
マ
ガ
ジ
ン
『
マ
ガ
ジ
ン
９
条
』
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
特
集
で
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
中
川
敬
は
編
集
部
か
ら
の
質
問
に
次
の
よ
う
に

答
え
て
い
る
。（『
マ
ガ
ジ
ン
９
条
』
編
集
部
編
『
み
ん
な
の
９
条
』、
二
〇
〇
六
年
、

集
英
社
新
書
、
一
九
四
ペ
ー
ジ
。）

　 

「
編	

集
部

　
９
条
の
改
定
に
つ
い
て
の
焦
点
は
、
自
衛
隊
を
今
後
ど
う
す
る
か
、
と
い
う

こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
中
川
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
？

　
　
中	

川
　
徐
々
に
で
も
い
い
、
国
際
災
害
救
助
隊
と
い
う
形
に
し
て
い
く
し
か
な
い
な
。

ま
じ
で
。
み
ん
な
い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
う
け
れ
ど
、
も
は
や
地
球
や
人
類
の
未
来
が

危
う
い
状
況
で
、
国
家
が
ど
う
の
、
国
防
が
ど
う
の
と
か
、
言
っ
て
い
る
場
合
じ
ゃ

な
い
。
日
米
安
保
も
、
米
軍
も
、
日
本
軍
も
い
ら
な
い
よ
。
日
本
は
丸
腰
で
行
く
わ

け
や
。
そ
れ
で
も
し
侵
略
さ
れ
て
滅
び
る
よ
う
な
民
族
な
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
誇

り
あ
る
滅
び
方
や
ね
。
や
っ
て
み
よ
う
や
な
い
の
。
丸
腰
の
大
和
魂
や
。（
略
）『
軍

事
』
以
外
の
解
決
法
を
、
人
類
は
本
気
で
考
え
な
い
と
ね
」。

　
　
こ
れ
は
、
鶴
見
の
視
点
に
通
じ
る
発
言
で
あ
る
。

　
⑥	

　
な
お「
押
し
つ
け
」か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、次
の
意
見
が
参
考
に
な
る
。

れ
が
グ
レ
イ
ト
な
も
ん
で
す
か
？

　（
略
）」（
一
一
三
～
一
一
四
）。

　
こ
こ
で
は
上
坂
の
認
識
不
足
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
鶴
見
も
ア
メ
リ
カ
を
全
面
肯

定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
押
し
つ
け
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
論
じ

ら
れ
な
い
の
で
ひ
と
ま
ず
置
く
と
し
て
⑥
、
対
抗
原
理
に
つ
い
て
鶴
見
は
、
別
の
と
こ
ろ
で

こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

　 

「
鶴	

見
　（
略
）
こ
れ
は
と
て
も
難
し
い
問
題
だ
け
ど
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
十
九
世
紀
ま

で
は
ま
だ
し
も
、
そ
れ
以
降
は
国
家
を
創
る
時
に
、
国
家
自
ら
を
内
部
か
ら
批
判
す

る
対
抗
原
理
を
作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
に
、そ
の
対
抗
原
理
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。

／
カ
ン
ト
そ
の
他
に
は
あ
り
ま
す
よ
。
だ
け
ど
ポ
ツ
ン
ポ
ツ
ン
と
あ
る
ば
か
り
で
、

決
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
考
え
の
主
流
で
は
な
い
。時
々
そ
れ
に
気
が
つ
い
て
、ケ
ロ
ッ

グ
・
ブ
リ
ア
ン
条
約
の
よ
う
な
も
の
を
作
ろ
う
と
す
る
運
動
が
出
て
く
る
け
ど
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
い
か
に
も
遅
れ
て
い
る
。ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
さ
ら
に
遅
れ
て
い
る
」

（
二
〇
八
）。

　
鶴
見
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
対
抗
原
理
の
基
底
を
自
己
に
置
く
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
主
張

で
あ
る
。
こ
れ
が
一
貫
し
た
「
私
的
な
根
」
の
思
想
で
あ
り
、
戦
後
の
改
革
運
動
か
ら
六
〇

年
安
保
や
七
〇
年
安
保
に
関
わ
っ
て
き
、
い
ま
な
お
続
い
て
い
る
鶴
見
の
確
信
で
あ
る
。
因

み
に
今
か
ら
見
れ
ば
や
や
時
代
的
な
印
象
を
与
え
る
が
、
憲
法
九
条
を
め
ぐ
る
現
在
の
状
況

に
ち
ょ
う
ど
当
て
は
ま
る
鶴
見
の
文
章
が
あ
る
。

　「
日
本
で
現
在
た
た
か
わ
れ
て
い
る
の
は
、
実
質
的
に
は
敗
北
前
に
日
本
を
支
配
し
た
国

家
と
敗
北
後
に
う
ま
れ
た
国
家
と
の
二
つ
の
国
家
の
た
た
か
い
で
あ
る
。
こ
の
運
動
を
支
え

る
思
想
は
、
国
家
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
私
生
活
の
享
受
に
没
頭
す
る
と
い
う
考
え
方
で
は

な
く
、
国
家
を
も
見
か
え
す
私
と
い
う
と
ら
え
方
に
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
の
見
な
お

し
と
い
う
近
年
の
日
本
の
論
壇
の
傾
向
が
、
明
治
以
後
つ
く
ら
れ
た
日
本
の
国
家
機
構
を
も

そ
の
中
に
の
み
つ
く
し
消
化
し
て
し
ま
う
も
の
と
し
て
の
日
本
社
会
の
常
民
の
知
恵
と
し
て

理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
は
、
現
行
憲
法
が
指
さ
す
国
家
批
判
の
運
動
と
結
び
つ
く
一

つ
の
生
活
感
情
の
流
れ
、
知
恵
の
貯
蔵
庫
が
あ
る
」
⑦
。

　
こ
れ
は
六
〇
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
い
ま
な
お
的
確
な
指
摘
を
し
て
い
る
。

　
以
上
、
鶴
見
と
上
坂
の
対
話
の
検
討
か
ら
、
鶴
見
の
思
想
の
特
徴
的
な
一
端
を
考
察
し
た
。

こ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、
生
活
を
思
想
の
出
発
点
と
す
る
も
の
の
、
生
活
自
体
が
権

力
と
の
接
点
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
と
い
う
意
識
で
あ
り
、
こ
れ
が
対
抗
原

鶴見俊輔と戦後民主主義の視点
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負
け
っ
ぷ
り
が
悪
く
て
、
い
ま
だ
に
敗
戦
当
時
と
ほ
ぼ
変
わ
り
な
く
、
方
向
も
戦
略

も
失
っ
た
ま
ま
の
状
況
で
す
」（
一
一
五
～
一
一
六
）。

　
こ
こ
で
は
両
者
の
視
点
が
少
し
歩
み
寄
る
よ
う
な
と
こ
ろ
も
見
受
け
ら
れ
る
が
、
文
化
と

マ
ナ
ー
で
対
抗
す
る
鶴
見
の
視
点
が
一
定
の
有
効
性
を
持
つ
側
面
が
語
ら
れ
る
。
⑤

　
つ
ま

り
こ
こ
で
鶴
見
は
、
負
け
る
こ
と
に
よ
る
日
本
社
会
の
大
き
な
変
化
を
期
待
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
こ
こ
で
持
ち
出
さ
れ
た
竹
内
好
の
例
で
も
、
竹
内
が
中
国
侵
略
に
反
対
し
つ
つ
後
に

太
平
洋
戦
争
に
賛
成
に
回
っ
た
と
い
う
裏
に
は
、
こ
の
戦
争
の
敗
戦
に
よ
っ
て
日
本
の
変
化

を
期
待
す
る
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
上
坂
の
発
言
に
は
、

戦
争
責
任
を
問
題
に
す
る
場
合
も
そ
う
で
あ
る
が
、
保
守
派
に
あ
り
が
ち
の
被
害
者
意
識
の

枠
が
先
行
し
、
そ
れ
以
上
の
考
察
を
妨
げ
て
い
る
と
見
る
の
は
考
え
過
ぎ
で
あ
ろ
う
か
。

　
六

　さ
て
鶴
見
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
視
点
で
あ
る
、
権
力
へ
の
抵
抗
と
そ
れ
を
批
判
す
る
対
抗

原
理
に
つ
い
て
は
次
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　 

「
鶴	

見
　
す
べ
て
の
権
力
は
腐
敗
す
る
。
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
の
パ
ブ
（
酒
場
）
で
交
わ
さ

れ
て
い
る
言
葉
を
集
約
し
た
も
の
で
す
。
マ
ル
ク
ス
の
公
式
著
作
の
ど
れ
を
見
て

も
、
そ
う
い
う
言
葉
に
出
会
っ
た
こ
と
が
な
い
。
だ
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
は
ス
タ
ー

リ
ン
の
よ
う
な
完
全
な
権
力
を
作
る
け
ど
そ
れ
に
無
抵
抗
な
ん
で
す
。
イ
ギ
リ
ス
政

治
で
は
繰
り
返
し
、
負
け
た
党
派
の
主
人
公
がW

e	are	m
inority

と
言
う
シ
ー
ン

が
出
て
く
る
。
だ
け
ど
そ
の
後
、But,	W

e	are	a	great	m
inority

と
言
う
ん
で
す
。

そ
れ
が
浸
透
し
て
い
く
。
／
憲
法
九
条
を
守
る
と
い
う
考
え
方
が
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に

な
っ
て
も
、
そ
れ
が
グ
レ
イ
ト
・
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
あ
れ
ば
い
い
。
日
本
は
一
票
差

で
も
勝
て
ば
『
勝
ち
』
と
い
う
け
れ
ど
、
少
な
く
と
も
そ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
流
の
デ
モ

ク
ラ
シ
ー
じ
ゃ
な
い
」（
一
一
三
）。

　
つ
ま
り
憲
法
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
負
け
た
と
し
て
も
、
そ
こ
に
多
数
の
民
衆
の
意
見
が

反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
次
の
運
動
を
動
か
し
て
い
く
力
と
な
る
と
い
う
確
信

で
あ
る
。
し
か
し
上
坂
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
単
純
に
、
こ
う
反
論
す
る
。

　 

「
上	

坂
　
で
も
、日
本
自
身
が
戦
争
は
こ
り
ご
り
だ
と
思
っ
て
作
っ
た
九
条
じ
ゃ
な
く
て
、

こ
っ
ち
が
一
番
弱
っ
て
い
る
時
に
、
二
度
と
立
ち
上
が
ら
せ
な
い
こ
と
を
目
的
に
、

わ
ず
か
一
週
間
く
ら
い
で
作
っ
て
押
し
つ
け
ら
れ
た
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
で
し
ょ
う
？
そ

コ
ー
ル
の
『
海
の
沈
黙
』
を
あ
げ
る
。

　 

「
鶴	

見
　
力
は
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
人
の
ヴ
ェ
ル
コ
ー
ル
が
書
い
た
『
海
の
沈
黙
』
と
い
う

本
が
あ
る
ん
で
す
。
ナ
チ
ス
が
フ
ラ
ン
ス
を
占
領
し
た
時
、
フ
ラ
ン
ス
の
軍
隊
の
将

校
は
黙
っ
て
飯
を
出
す
。
彼
ら
は
な
か
な
か
教
養
が
高
く
て
、
だ
か
ら
ド
イ
ツ
軍
の

将
校
は
文
化
的
な
話
を
し
よ
う
と
す
る
け
ど
、
ず
っ
と
黙
っ
て
い
る
の
で
つ
い
に

参
っ
ち
ゃ
う
ん
だ
。
日
本
に
も
そ
う
い
う
文
化
が
あ
る
ん
で
す
。『
海
の
沈
黙
』
の

よ
う
な
文
化
と
マ
ナ
ー
で
対
抗
す
る
。
こ
れ
が
私
の
九
条
を
支
え
る
力
な
ん
で
す
」

（
一
一
一
）。

　
五

　
続
い
て
、
も
し
軍
隊
を
持
た
な
い
と
い
う
そ
の
結
果
負
け
た
ら
ど
う
す
る
の
か
、
と
い
う

こ
と
を
見
通
し
た
議
論
に
移
る
。
こ
こ
で
の
上
坂
と
鶴
見
の
対
話
は
興
味
深
い
。

　 

「
上	

坂
　（
略
）
／
九
条
な
ん
て
た
わ
ご
と
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
戦
争
の
な
い
時
代
な

ん
て
あ
る
は
ず
が
な
い
し
、
国
家
が
国
家
た
る
た
め
に
は
軍
隊
お
よ
び
交
戦
権
が
な

け
れ
ば
失
格
だ
、
と
。（
略
）
も
う
あ
ん
な
惨
め
な
思
い
は
し
た
く
な
い
で
す
か
ら
。

哀
れ
な
負
け
方
を
す
る
の
は
イ
ヤ
で
す
。
私
の
考
え
方
を
総
括
す
る
と
、
戦
争
の
な

い
時
代
は
あ
り
え
な
い
。
だ
か
ら
軍
隊
を
持
つ
べ
き
だ
。
た
だ
し
一
つ
加
え
る
と
し

た
ら
、
軍
隊
を
持
て
な
い
た
め
に
負
け
る
の
は
や
む
を
え
な
い
。
で
も
、
負
け
る
な

ら
せ
め
て
『
立
派
な
負
け
方
』
を
し
た
い
、
と
。

　
　
鶴	

見
　
そ
う
！

　
負
け
っ
ぷ
り
が
大
切
で
す
ね
。
私
の
知
る
か
ぎ
り
、
負
け
っ
ぷ
り
の

問
題
を
表
に
出
し
た
の
は
竹
内
好
で
す
。（
略
）

　
　
上	

坂
　
負
け
っ
ぷ
り
と
い
う
の
は
、
こ
ち
ら
の
責
任
で
も
あ
る
け
れ
ど
、
あ
る
意
味
で

相
手
の
責
任
で
も
あ
り
ま
す
ね
。
立
派
な
国
に
負
け
る
な
ら
い
い
け
ど
、
低
俗
な
国

に
負
け
た
場
合
は
六
十
年
経
っ
て
も
ヘ
ン
に
尾
を
引
き
ま
す
ね
。

　
　
鶴	

見
　
ガ
ン
ジ
ー
と
イ
ギ
リ
ス
は
い
い
関
係
だ
。
ガ
ン
ジ
ー
は
よ
く
戦
っ
て
、
結
局
、

イ
ギ
リ
ス
が
譲
っ
た
ん
だ
。（
略
）
ガ
ン
ジ
ー
は
イ
ギ
リ
ス
が
唸
る
ほ
ど
見
事
な
負

け
っ
ぷ
り
だ
っ
た
。
イ
ギ
リ
ス
は
そ
の
後
、
次
か
ら
次
へ
と
植
民
地
を
解
放
し
て
い

く
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
勝
っ
た
側
を
根
底
か
ら
揺
る
が
す
よ
う
な
負
け
っ
ぷ
り
が
理

想
的
だ
。

　
　
上	

坂
　
お
っ
し
ゃ
る
通
り
ね
。
ア
メ
リ
カ
の
勝
ち
っ
ぷ
り
も
よ
く
な
い
け
ど
、
日
本
は

－ 23 －

理
を
絶
え
ず
意
識
す
る
と
い
う
鶴
見
の
視
点
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
点
が
枠
と
し
て
の
権
力

を
前
提
と
し
て
発
言
す
る
上
坂
と
の
違
い
で
あ
り
、
両
者
の
対
立
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し

か
し
鶴
見
の
思
想
の
柔
軟
さ
は
、上
坂
の
生
活
意
識
か
ら
の
発
言
に
一
定
の
意
義
を
認
め
る
。

そ
れ
は
、
日
常
意
識
に
位
置
を
占
め
る
保
守
的
意
識
の
存
在
を
求
め
た
上
で
運
動
を
進
め
て

い
く
と
い
う
鶴
見
の
運
動
論
に
関
わ
る
。
そ
し
て
こ
の
問
題
は
、
そ
の
ま
ま
日
本
社
会
の
改

革
運
動
の
姿
勢
と
結
び
つ
く
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
論
じ
る
余
裕
は
な

い
が
、
鶴
見
の
視
点
の
射
程
を
検
討
す
る
際
の
重
要
な
項
目
の
一
つ
と
な
る
。

　　
註

　
①	

　
鶴
見
俊
輔
・
上
坂
冬
子
『
対
論
・
異
色
昭
和
史
』、
二
〇
〇
九
年
、
Ｐ
Ｈ
Ｐ
新
書
。

以
下
本
書
か
ら
の
引
用
は
、
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
記
す
。

　
②	

　『
鶴
見
俊
輔
集

　
９
─
─
方
法
と
し
て
の
ア
ナ
キ
ズ
ム
』、
一
九
九
一
年
、
筑
摩
書
房
、

三
八
五
ペ
ー
ジ
。

　
③	

　
岩
田
行
雄
編
・
著
『
検
証
・
憲
法
第
九
条
の
誕
生
』、
二
〇
〇
四
年
、
自
費
出
版
、

五
三
～
五
四
ペ
ー
ジ
。

　
④

　
同
書
、
六
八
ペ
ー
ジ
。

　
⑤	

　
こ
れ
に
関
連
し
て
言
え
ば
、
ウ
エ
ッ
ブ
マ
ガ
ジ
ン
『
マ
ガ
ジ
ン
９
条
』
の
イ
ン
タ

ビ
ュ
ー
特
集
で
、
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
の
中
川
敬
は
編
集
部
か
ら
の
質
問
に
次
の
よ
う
に

答
え
て
い
る
。（『
マ
ガ
ジ
ン
９
条
』
編
集
部
編
『
み
ん
な
の
９
条
』、
二
〇
〇
六
年
、

集
英
社
新
書
、
一
九
四
ペ
ー
ジ
。）

　 

「
編	

集
部

　
９
条
の
改
定
に
つ
い
て
の
焦
点
は
、
自
衛
隊
を
今
後
ど
う
す
る
か
、
と
い
う

こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
中
川
さ
ん
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ま
す
か
？

　
　
中	

川
　
徐
々
に
で
も
い
い
、
国
際
災
害
救
助
隊
と
い
う
形
に
し
て
い
く
し
か
な
い
な
。

ま
じ
で
。
み
ん
な
い
ろ
ん
な
こ
と
を
言
う
け
れ
ど
、
も
は
や
地
球
や
人
類
の
未
来
が

危
う
い
状
況
で
、
国
家
が
ど
う
の
、
国
防
が
ど
う
の
と
か
、
言
っ
て
い
る
場
合
じ
ゃ

な
い
。
日
米
安
保
も
、
米
軍
も
、
日
本
軍
も
い
ら
な
い
よ
。
日
本
は
丸
腰
で
行
く
わ

け
や
。
そ
れ
で
も
し
侵
略
さ
れ
て
滅
び
る
よ
う
な
民
族
な
の
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
誇

り
あ
る
滅
び
方
や
ね
。
や
っ
て
み
よ
う
や
な
い
の
。
丸
腰
の
大
和
魂
や
。（
略
）『
軍

事
』
以
外
の
解
決
法
を
、
人
類
は
本
気
で
考
え
な
い
と
ね
」。

　
　
こ
れ
は
、
鶴
見
の
視
点
に
通
じ
る
発
言
で
あ
る
。

　
⑥	

　
な
お「
押
し
つ
け
」か
ど
う
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、次
の
意
見
が
参
考
に
な
る
。

れ
が
グ
レ
イ
ト
な
も
ん
で
す
か
？

　（
略
）」（
一
一
三
～
一
一
四
）。

　
こ
こ
で
は
上
坂
の
認
識
不
足
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
鶴
見
も
ア
メ
リ
カ
を
全
面
肯

定
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
押
し
つ
け
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
こ
こ
で
は
こ
れ
以
上
論
じ

ら
れ
な
い
の
で
ひ
と
ま
ず
置
く
と
し
て
⑥
、
対
抗
原
理
に
つ
い
て
鶴
見
は
、
別
の
と
こ
ろ
で

こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

　 

「
鶴	

見
　（
略
）
こ
れ
は
と
て
も
難
し
い
問
題
だ
け
ど
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
十
九
世
紀
ま

で
は
ま
だ
し
も
、
そ
れ
以
降
は
国
家
を
創
る
時
に
、
国
家
自
ら
を
内
部
か
ら
批
判
す

る
対
抗
原
理
を
作
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
に
、そ
の
対
抗
原
理
が
ほ
と
ん
ど
な
い
。

／
カ
ン
ト
そ
の
他
に
は
あ
り
ま
す
よ
。
だ
け
ど
ポ
ツ
ン
ポ
ツ
ン
と
あ
る
ば
か
り
で
、

決
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
考
え
の
主
流
で
は
な
い
。時
々
そ
れ
に
気
が
つ
い
て
、ケ
ロ
ッ

グ
・
ブ
リ
ア
ン
条
約
の
よ
う
な
も
の
を
作
ろ
う
と
す
る
運
動
が
出
て
く
る
け
ど
も
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
い
か
に
も
遅
れ
て
い
る
。ア
メ
リ
カ
合
衆
国
は
さ
ら
に
遅
れ
て
い
る
」

（
二
〇
八
）。

　
鶴
見
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
対
抗
原
理
の
基
底
を
自
己
に
置
く
と
い
う
こ
と
が
最
大
の
主
張

で
あ
る
。
こ
れ
が
一
貫
し
た
「
私
的
な
根
」
の
思
想
で
あ
り
、
戦
後
の
改
革
運
動
か
ら
六
〇

年
安
保
や
七
〇
年
安
保
に
関
わ
っ
て
き
、
い
ま
な
お
続
い
て
い
る
鶴
見
の
確
信
で
あ
る
。
因

み
に
今
か
ら
見
れ
ば
や
や
時
代
的
な
印
象
を
与
え
る
が
、
憲
法
九
条
を
め
ぐ
る
現
在
の
状
況

に
ち
ょ
う
ど
当
て
は
ま
る
鶴
見
の
文
章
が
あ
る
。

　「
日
本
で
現
在
た
た
か
わ
れ
て
い
る
の
は
、
実
質
的
に
は
敗
北
前
に
日
本
を
支
配
し
た
国

家
と
敗
北
後
に
う
ま
れ
た
国
家
と
の
二
つ
の
国
家
の
た
た
か
い
で
あ
る
。
こ
の
運
動
を
支
え

る
思
想
は
、
国
家
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
私
生
活
の
享
受
に
没
頭
す
る
と
い
う
考
え
方
で
は

な
く
、
国
家
を
も
見
か
え
す
私
と
い
う
と
ら
え
方
に
あ
る
。
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
の
見
な
お

し
と
い
う
近
年
の
日
本
の
論
壇
の
傾
向
が
、
明
治
以
後
つ
く
ら
れ
た
日
本
の
国
家
機
構
を
も

そ
の
中
に
の
み
つ
く
し
消
化
し
て
し
ま
う
も
の
と
し
て
の
日
本
社
会
の
常
民
の
知
恵
と
し
て

理
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
こ
こ
に
は
、
現
行
憲
法
が
指
さ
す
国
家
批
判
の
運
動
と
結
び
つ
く
一

つ
の
生
活
感
情
の
流
れ
、
知
恵
の
貯
蔵
庫
が
あ
る
」
⑦
。

　
こ
れ
は
六
〇
年
に
書
か
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
、
い
ま
な
お
的
確
な
指
摘
を
し
て
い
る
。

　
以
上
、
鶴
見
と
上
坂
の
対
話
の
検
討
か
ら
、
鶴
見
の
思
想
の
特
徴
的
な
一
端
を
考
察
し
た
。

こ
こ
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
の
は
、
生
活
を
思
想
の
出
発
点
と
す
る
も
の
の
、
生
活
自
体
が
権

力
と
の
接
点
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
と
い
う
意
識
で
あ
り
、
こ
れ
が
対
抗
原

鶴見俊輔と戦後民主主義の視点
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出
し
た
の
に
対
し
て
、
上
坂
は
そ
の
よ
う
な
理
想
主
義
で
は
無
力
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ

れ
に
対
し
て
鶴
見
の
立
場
は
、「
私
的
な
根
」
が
鶴
見
の
依
っ
て
立
つ
根
幹
で
あ
る
が
故
に
、

上
坂
の
素
朴
保
守
的
視
点
か
ら
す
る
批
判
に
対
し
て
も
、
政
治
的
党
派
の
よ
う
な
大
上
段
か

ら
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
抵
抗
の
視
点
は
時
代
の
変
化
を
問
わ
ず
一
貫

し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
三

　
ま
ず
は
両
者
の
印
象
が
共
通
す
る
側
面
を
見
て
み
よ
う
。
上
坂
は
、
戦
時
中
の
雰
囲
気
に

つ
い
て
、
こ
う
発
言
す
る
。

　 

「
上	

坂
　（
略
）
小
学
校
に
入
っ
た
夏
に
支
那
事
変
（
日
中
戦
争
）、
小
学
校
五
年
生
で
大

東
亜
戦
争（
太
平
洋
戦
争
）、女
学
校
三
年
生
で
芋
掘
り
を
し
て
い
た
頃
に
敗
戦
で
す
。

つ
ま
り
、
私
は
真
面
目
に
生
き
て
い
れ
ば
誰
で
も
軍
国
少
女
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い

時
代
に
生
ま
れ
育
ち
ま
し
た
。
い
え
、
嫌
な
時
代
に
育
っ
た
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
私
は
い
ま
で
も
戦
争
時
代
を
思
い
出
す
と
、
何
か
し
ら
一
種
の
爽
や

か
な
感
情
を
拭
い
切
れ
な
い
ん
で
す
よ
。
迷
わ
ず
ま
っ
す
ぐ
前
を
向
い
て
、
お
国
の

た
め
に
『
欲
し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ
ま
で
は
』
と
一
生
懸
命
に
生
き
て
き
た
少
女
時
代

は
、
私
に
と
っ
て
ど
こ
か
爽
や
か
な
思
い
が
否
定
で
き
な
い
の
」（
十
四
）。

そ
し
て
次
の
発
言
が
続
く
。

　 

「
鶴	

見
　（
略
）
そ
の
爽
や
か
さ
は
私
も
感
じ
た
。
東
京
大
空
襲
の
時
、
私
は
信
州
か
ら

帰
京
し
よ
う
と
し
て
大
宮
の
駅
で
降
ろ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
何
度
も
乗
り

換
え
て
最
後
に
渋
谷
に
着
い
て
、
そ
こ
か
ら
麻
布
の
自
宅
ま
で
歩
い
た
ん
で
す
よ
。

そ
う
し
た
ら
麻
布
の
ほ
う
か
ら
焼
け
出
さ
れ
た
人
た
ち
が
歩
い
て
く
る
の
と
出
く
わ

し
た
の
だ
け
れ
ど
、
人
々
が
と
て
も
元
気
で
陽
気
だ
っ
た
。
い
ま
思
い
出
し
て
も
私

は
感
動
す
る
ね
。（
略
）
あ
の
時
、
私
は
日
本
人
は
偉
い
と
思
っ
た
し
、
日
本
の
庶

民
の
底
力
感
じ
ま
し
た
ね
。

　
　
上	

坂
　
た
し
か
梅
棹
忠
夫
さ
ん
は
、
戦
後
に
大
陸
か
ら
引
き
揚
げ
て
こ
ら
れ
た
ん
で
す

ね
。引
き
揚
げ
船
の
甲
板
に
赤
ん
坊
の
お
む
つ
が
翩
翻
と
翻
っ
て
い
る
情
景
を
見
て
、

明
日
の
日
本
を
信
じ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
書
き
に
な
っ
て
い
た
の
を
思
い
出

し
ま
す
。
戦
争
を
礼
賛
す
る
気
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
、
戦
時
下
の
私
た
ち

は
瞬
間
風
速
に
抗
し
て
い
る
と
い
う
快
感
と
も
い
え
る
思
い
が
あ
っ
て
、
意
外
な
爽

日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
文
章
を
記
し
て
い
る
。

　「
何
年
も
前
に
大
野
力
か
ら
き
い
た
話
だ
が
、
戦
争
で
家
を
や
か
れ
て
歩
い
て
い
る
時
に
、

『
こ
ん
な
に
戦
争
と
い
う
も
の
は
ひ
ど
い
も
の
な
の
だ
か
ら
、
決
し
て
戦
争
を
し
て
は
い
け

な
い
』
と
思
う
人
は
、
評
論
家
型
の
平
和
論
を
戦
後
に
と
な
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し

同
じ
体
験
を
し
て
も
、『
こ
れ
か
ら
は
そ
ん
な
に
た
や
す
く
燃
え
な
い
家
を
つ
く
ら
な
く
て

は
い
け
な
い
』
と
思
っ
た
人
は
、
技
術
者
型
の
考
え
方
で
戦
後
は
何
か
の
実
務
の
立
場
に
つ

い
て
、
く
ら
し
の
向
上
を
め
ざ
し
た
。

　
同
じ
体
験
か
ら
ひ
き
だ
さ
れ
た
こ
の
二
つ
の
考
え
方
は
、
戦
後
に
は
た
が
い
に
結
び
つ
く

こ
と
な
く
進
ん
で
き
た
と
い
う
の
が
、
大
野
力
の
批
判
で
あ
る
。」
②

　
鶴
見
は
こ
の
文
章
で
、
花
森
の
主
催
し
た
『
暮
し
の
手
帖
』
の
姿
勢
を
わ
が
国
の
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
で
は
見
出
し
が
た
い
、「
戦
争
を
ひ
き
お
こ
す
力
を
く
ら
し
の
中
か
ら
は
じ
き
か

え
そ
う
と
す
る
考
え
方
」（
同
）
で
、
き
わ
だ
っ
て
い
る
と
し
て
賛
同
す
る
。

　
小
論
で
取
り
上
げ
る
鶴
見
と
上
坂
の
間
に
も
、
こ
の
よ
う
な
同
じ
体
験
か
ら
の
意
見
の
違

い
と
共
に
、
そ
れ
だ
か
ら
な
お
の
こ
と
、
両
者
が
接
近
す
る
場
面
も
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
結

論
的
な
こ
と
を
先
に
言
え
ば
、
両
者
の
違
い
は
、
見
通
す
タ
イ
ム
ス
ケ
ー
ル
と
生
活
へ
の
懐

疑
の
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
上
坂
の
生
活
実
感
は
、
戦
争
に
対
す
る

一
定
の
反
省
的
視
点
を
含
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
も
っ
ぱ
ら
戦
前
・
戦
時
中
か
ら
戦
後
の
素

朴
な
保
守
的
視
点
で
一
貫
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
視
点
か
ら
は
、
戦
後
の
民
主
主
義
の
あ

る
側
面
は
、
伝
統
的
で
あ
る
と
上
坂
が
考
え
る
生
活
実
感
を
歪
め
る
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
悪
役
の
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
鶴
見
の
そ
れ
は
、
か

ね
て
か
ら
の
主
張
で
あ
る
よ
う
に
、
明
治
時
代
に
は
ま
だ
存
在
し
て
い
た
日
本
的
な
伝
統
生

活
の
よ
さ
が
一
九
〇
五
年
の
日
露
戦
争
後
を
転
機
に
し
た
日
本
の
支
配
層
の
変
化
に
よ
っ
て

抑
圧
さ
れ
た
と
し
、敗
戦
に
よ
っ
て
再
び
日
常
の
伝
統
的
生
活
実
感
が
戻
っ
て
き
た
と
す
る
。

従
っ
て
、
そ
こ
に
は
支
配
に
対
す
る
絶
え
ざ
る
懐
疑
の
視
点
が
含
ま
れ
、
そ
の
生
活
実
感
の

復
活
＝
民
主
主
義
の
再
生
を
象
徴
す
る
日
本
国
憲
法
、
特
に
第
九
条
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を

徹
底
し
て
擁
護
す
る
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
た
だ
両
者
と
も
、
生
活
実
感
と
い
う
こ
と
に
基
点
を
置
く
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
す

る
時
代
の
印
象
に
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
時
代
時
代
の
底
流
と
し
て
庶
民

の
間
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
雰
囲
気
、鶴
見
の
言
葉
で
言
え
ば「
あ
た
り
ま
え
の
感
覚
」で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
両
者
が
対
立
す
る
側
面
は
、
そ
の
底
流
か
ら
何
を
汲
み
取
る
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
鶴
見
が
戦
後
民
主
主
義
の
肯
定
か
ら
国
家
権
力
へ
の
抵
抗
の
意
義
を
見

－ 21 －

と
に
依
っ
て
、
自
衛
権
に
依
る
交
戦
権
と
い
う
も
の
が
自
然
消
滅
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」

③
。
あ
る
い
は
金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
の
答
弁
、「
こ
の
憲
法
は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
に

依
り
ま
し
て
、
特
に
区
別
せ
ず
、
い
わ
ば
捨
身
に
な
っ
て
世
界
の
平
和
を
叫
ぶ
と
い
う
態

度
を
執
っ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
」
④
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
て
上
坂
は
、
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

　 

「
上	

坂
　
神
学
の
話
じ
ゃ
な
く
て
、
憲
法
の
話
で
す
よ
。
憲
法
は
現
実
的
な
規
範
と
し
て

扱
わ
れ
な
き
ゃ
意
味
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
他
国
は
皆
、
軍
隊
を
持
っ
て
い
る
の

に
、
日
本
だ
け
が
〝
平
和
論
者
〟
で
い
い
の
で
す
か
？
」（
一
一
〇
）。

　
そ
し
て
九
条
が
人
間
の
マ
ナ
ー
で
あ
る
と
す
る
鶴
見
に
対
し
て
、

　 

「
上	

坂
　
日
本
は
負
け
た
上
、
マ
ナ
ー
を
要
求
さ
れ
た
ん
じ
ゃ
帳
尻
が
あ
わ
な
い
。（
略
）

マ
ナ
ー
は
強
い
力
を
持
っ
た
場
合
に
の
み
成
立
す
る
も
の
で
す
。
軍
隊
を
持
た
な
い

変
形
の
国
家
が
ど
う
し
て
マ
ナ
ー
を
主
張
で
き
ま
す
か
」（
一
一
一
）

　
と
反
論
す
る
。

　
こ
こ
に
は
保
守
的
傾
向
の
人
々
が
持
つ
典
型
的
な
意
見
が
見
て
取
れ
る
。上
坂
の
言
う「
変

形
の
国
」
と
い
う
表
現
に
は
、
国
家
は
軍
隊
を
持
つ
の
が
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
い
と
い

う
の
が
歪
ん
だ
欠
陥
国
家
だ
と
す
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
上
記

の
戦
後
直
後
の
国
会
答
弁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
武
器
を
持
た
な
い
こ
と
で
世
界
に
範
を
示

す
と
い
う
意
義
の
重
要
性
を
上
坂
は
理
解
し
な
い
。
武
器
を
持
つ
国
が
正
常
で
あ
る
と
す
る

保
守
派
の
立
場
を
固
守
す
る
。

　
鶴
見
は
、
武
器
を
持
ち
、
兵
器
を
造
る
と
必
ず
そ
れ
を
使
っ
て
み
た
く
な
る
、
戦
前
の
日

本
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
、
こ
れ
以
外
の
い
ろ
い
ろ
な
手
を
打
っ
て
み
る
べ
き
だ

と
す
る
。

　 

「
鶴
見

　
武
器
は
そ
れ
こ
そ
棍
棒
程
度
で
も
い
い
で
し
ょ
う
し
・
・
・
。

　
　
上
坂

　
手
を
打
つ
な
ら
、
逆
に
核
兵
器
を
持
つ
と
い
う
方
法
も
あ
り
ま
す
け
ど
。

　
　
鶴	

見
　
沖
縄
空
手
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
あ
い
う
種
類
の
も
の
を
考

え
る
の
が
い
い
で
す
ね
。

　
　
上	
坂

　
そ
ん
な
も
の
で
、
国
と
国
と
の
戦
争
に
勝
て
る
は
ず
が
な
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん

か
。（
略
）だ
い
い
ち
、戦
争
の
な
い
世
の
中
な
ん
て
あ
り
え
ま
す
か
？（
略
）」（
一
一
二

～
一
一
三
）。

　
こ
こ
で
の
や
り
取
り
に
は
、
鶴
見
の
九
条
擁
護
へ
の
思
い
が
端
的
に
語
ら
れ
て
お
り
、
九

条
を
守
る
力
と
し
て
、
文
化
と
マ
ナ
ー
を
主
張
す
る
。
そ
の
例
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
ヴ
ェ
ル

や
か
さ
を
味
わ
っ
て
い
ま
し
た
よ
ね
」（
十
五
）。

　
こ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
庶
民
と
し
て
の
正
直
な
感
覚
が
存
在
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
両
者
は
ほ

ぼ
一
致
す
る
。
し
か
し
よ
く
見
れ
ば
、
上
坂
の
印
象
は
、「
全
体
主
義
は
嫌
だ
け
ど
、
迷
い

な
く
一
点
に
向
か
っ
て
前
に
進
む
の
は
快
感
で
し
た
」（
七
六
）
と
い
う
素
朴
さ
で
あ
り
、

鶴
見
の
場
合
に
は
、「
例
え
ば
前
に
話
し
た
東
京
大
空
襲
で
焼
け
出
さ
れ
る
人
た
ち
の
陽
気

さ
ね
。
本
当
に
び
っ
く
り
し
た
。
あ
の
時
は
、民
族
の
力
と
い
う
も
の
を
感
じ
ま
し
た
」（
同
）

と
い
う
生
活
力
の
確
信
で
あ
る
。
共
に
庶
民
と
し
て
の
感
覚
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
何
か
し

ら
の
ズ
レ
が
感
じ
ら
れ
る
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、
国
家
の
権
力
と
の
距
離
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

上
坂
の
場
合
に
は
、
国
家
体
制
の
枠
内
で
の
庶
民
と
し
て
正
直
な
印
象
で
あ
り
、
鶴
見
の
場

合
に
は
，
空
襲
に
よ
っ
て
そ
れ
が
一
時
的
に
で
は
あ
れ
消
え
去
っ
た
上
で
の
印
象
な
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
、
両
者
が
共
通
的
感
覚
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
そ
の
方
向
が
異
な
っ
て
く
る

一
つ
の
要
素
が
あ
る
。
更
に
い
え
ば
上
坂
に
は
超
え
が
た
い
枠
が
あ
る
と
言
え
る
。

　
四

　
こ
の
こ
と
は
、
両
者
が
問
題
と
す
る
憲
法
九
条
に
関
わ
る
議
論
に
な
る
と
よ
り
明
確
に
な

る
。「
九
条
の
会
」
の
呼
び
か
け
人
で
あ
る
鶴
見
の
主
張
は
も
ち
ろ
ん
九
条
擁
護
で
明
快
で

あ
る
。

　 

「
鶴	

見
　
な
ぜ
九
条
を
守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
。
起
案
と
い
う
の
は
理
想
主
義
で

い
い
ん
で
す
。
生
物
が
発
生
し
て
以
来
、
地
球
に
は
闘
争
が
絶
え
な
か
っ
た
。
人
間

が
発
生
し
て
五
十
万
年
、
争
い
が
続
い
た
。
そ
れ
が
一
九
四
五
年
に
十
万
人
単
位
で

人
を
殺
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
は
第
五
福
竜
丸
を
含
め
た
ら
、
原
爆
の
被
害
を

三
度
も
受
け
た
珍
し
い
国
な
ん
で
す
。
や
ら
れ
た
者
と
し
て
、
は
っ
き
り
理
想
を
掲

げ
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
れ
が
い
ま
の
私
の
考
え
方
で
す
。
九
条
っ
て
い
う
の

は
、
人
間
の
歴
史
の
中
で
一
つ
の
理
想
な
ん
で
す
よ
」（
一
一
〇
）。

　	

　
こ
れ
は
、
憲
法
制
定
当
時
の
意
気
込
み
を
示
す
吉
田
茂
首
相
の
発
言
、「
自
衛
権
に
依

る
交
戦
権
の
放
棄
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
自
衛
権
に
依
る
戦
争
、
ま

た
侵
略
に
依
る
交
戦
権
、
こ
の
二
つ
に
分
け
る
区
別
そ
の
こ
と
が
有
害
無
益
な
り
と
、
私

は
言
っ
た
つ
も
り
で
居
り
ま
す
。
今
日
ま
で
の
戦
争
は
、
多
く
は
自
衛
権
の
名
に
依
っ
て

戦
争
を
始
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
過
去
に
お
け
る
事
実
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
交

戦
権
に
二
種
あ
り
と
す
る
こ
の
区
別
自
身
が
無
益
で
あ
る
。
侵
略
戦
争
を
絶
無
に
す
る
こ

鶴見俊輔と戦後民主主義の視点
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出
し
た
の
に
対
し
て
、
上
坂
は
そ
の
よ
う
な
理
想
主
義
で
は
無
力
で
あ
る
と
指
摘
す
る
。
こ

れ
に
対
し
て
鶴
見
の
立
場
は
、「
私
的
な
根
」
が
鶴
見
の
依
っ
て
立
つ
根
幹
で
あ
る
が
故
に
、

上
坂
の
素
朴
保
守
的
視
点
か
ら
す
る
批
判
に
対
し
て
も
、
政
治
的
党
派
の
よ
う
な
大
上
段
か

ら
の
反
論
が
な
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
そ
の
抵
抗
の
視
点
は
時
代
の
変
化
を
問
わ
ず
一
貫

し
て
い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
三

　
ま
ず
は
両
者
の
印
象
が
共
通
す
る
側
面
を
見
て
み
よ
う
。
上
坂
は
、
戦
時
中
の
雰
囲
気
に

つ
い
て
、
こ
う
発
言
す
る
。

　 

「
上	

坂
　（
略
）
小
学
校
に
入
っ
た
夏
に
支
那
事
変
（
日
中
戦
争
）、
小
学
校
五
年
生
で
大

東
亜
戦
争（
太
平
洋
戦
争
）、女
学
校
三
年
生
で
芋
掘
り
を
し
て
い
た
頃
に
敗
戦
で
す
。

つ
ま
り
、
私
は
真
面
目
に
生
き
て
い
れ
ば
誰
で
も
軍
国
少
女
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い

時
代
に
生
ま
れ
育
ち
ま
し
た
。
い
え
、
嫌
な
時
代
に
育
っ
た
と
は
思
い
ま
せ
ん
。
そ

れ
ど
こ
ろ
か
、
私
は
い
ま
で
も
戦
争
時
代
を
思
い
出
す
と
、
何
か
し
ら
一
種
の
爽
や

か
な
感
情
を
拭
い
切
れ
な
い
ん
で
す
よ
。
迷
わ
ず
ま
っ
す
ぐ
前
を
向
い
て
、
お
国
の

た
め
に
『
欲
し
が
り
ま
せ
ん
勝
つ
ま
で
は
』
と
一
生
懸
命
に
生
き
て
き
た
少
女
時
代

は
、
私
に
と
っ
て
ど
こ
か
爽
や
か
な
思
い
が
否
定
で
き
な
い
の
」（
十
四
）。

そ
し
て
次
の
発
言
が
続
く
。

　 

「
鶴	

見
　（
略
）
そ
の
爽
や
か
さ
は
私
も
感
じ
た
。
東
京
大
空
襲
の
時
、
私
は
信
州
か
ら

帰
京
し
よ
う
と
し
て
大
宮
の
駅
で
降
ろ
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
後
、
何
度
も
乗
り

換
え
て
最
後
に
渋
谷
に
着
い
て
、
そ
こ
か
ら
麻
布
の
自
宅
ま
で
歩
い
た
ん
で
す
よ
。

そ
う
し
た
ら
麻
布
の
ほ
う
か
ら
焼
け
出
さ
れ
た
人
た
ち
が
歩
い
て
く
る
の
と
出
く
わ

し
た
の
だ
け
れ
ど
、
人
々
が
と
て
も
元
気
で
陽
気
だ
っ
た
。
い
ま
思
い
出
し
て
も
私

は
感
動
す
る
ね
。（
略
）
あ
の
時
、
私
は
日
本
人
は
偉
い
と
思
っ
た
し
、
日
本
の
庶

民
の
底
力
感
じ
ま
し
た
ね
。

　
　
上	
坂

　
た
し
か
梅
棹
忠
夫
さ
ん
は
、
戦
後
に
大
陸
か
ら
引
き
揚
げ
て
こ
ら
れ
た
ん
で
す

ね
。引
き
揚
げ
船
の
甲
板
に
赤
ん
坊
の
お
む
つ
が
翩
翻
と
翻
っ
て
い
る
情
景
を
見
て
、

明
日
の
日
本
を
信
じ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
お
書
き
に
な
っ
て
い
た
の
を
思
い
出

し
ま
す
。
戦
争
を
礼
賛
す
る
気
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
せ
ん
け
ど
、
戦
時
下
の
私
た
ち

は
瞬
間
風
速
に
抗
し
て
い
る
と
い
う
快
感
と
も
い
え
る
思
い
が
あ
っ
て
、
意
外
な
爽

日
本
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
文
章
を
記
し
て
い
る
。

　「
何
年
も
前
に
大
野
力
か
ら
き
い
た
話
だ
が
、
戦
争
で
家
を
や
か
れ
て
歩
い
て
い
る
時
に
、

『
こ
ん
な
に
戦
争
と
い
う
も
の
は
ひ
ど
い
も
の
な
の
だ
か
ら
、
決
し
て
戦
争
を
し
て
は
い
け

な
い
』
と
思
う
人
は
、
評
論
家
型
の
平
和
論
を
戦
後
に
と
な
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し

同
じ
体
験
を
し
て
も
、『
こ
れ
か
ら
は
そ
ん
な
に
た
や
す
く
燃
え
な
い
家
を
つ
く
ら
な
く
て

は
い
け
な
い
』
と
思
っ
た
人
は
、
技
術
者
型
の
考
え
方
で
戦
後
は
何
か
の
実
務
の
立
場
に
つ

い
て
、
く
ら
し
の
向
上
を
め
ざ
し
た
。

　
同
じ
体
験
か
ら
ひ
き
だ
さ
れ
た
こ
の
二
つ
の
考
え
方
は
、
戦
後
に
は
た
が
い
に
結
び
つ
く

こ
と
な
く
進
ん
で
き
た
と
い
う
の
が
、
大
野
力
の
批
判
で
あ
る
。」
②

　
鶴
見
は
こ
の
文
章
で
、
花
森
の
主
催
し
た
『
暮
し
の
手
帖
』
の
姿
勢
を
わ
が
国
の
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ズ
ム
で
は
見
出
し
が
た
い
、「
戦
争
を
ひ
き
お
こ
す
力
を
く
ら
し
の
中
か
ら
は
じ
き
か

え
そ
う
と
す
る
考
え
方
」（
同
）
で
、
き
わ
だ
っ
て
い
る
と
し
て
賛
同
す
る
。

　
小
論
で
取
り
上
げ
る
鶴
見
と
上
坂
の
間
に
も
、
こ
の
よ
う
な
同
じ
体
験
か
ら
の
意
見
の
違

い
と
共
に
、
そ
れ
だ
か
ら
な
お
の
こ
と
、
両
者
が
接
近
す
る
場
面
も
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
結

論
的
な
こ
と
を
先
に
言
え
ば
、
両
者
の
違
い
は
、
見
通
す
タ
イ
ム
ス
ケ
ー
ル
と
生
活
へ
の
懐

疑
の
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
上
坂
の
生
活
実
感
は
、
戦
争
に
対
す
る

一
定
の
反
省
的
視
点
を
含
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
も
っ
ぱ
ら
戦
前
・
戦
時
中
か
ら
戦
後
の
素

朴
な
保
守
的
視
点
で
一
貫
し
て
い
る
。
従
っ
て
こ
の
視
点
か
ら
は
、
戦
後
の
民
主
主
義
の
あ

る
側
面
は
、
伝
統
的
で
あ
る
と
上
坂
が
考
え
る
生
活
実
感
を
歪
め
る
作
用
を
及
ぼ
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
悪
役
の
役
割
を
果
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
鶴
見
の
そ
れ
は
、
か

ね
て
か
ら
の
主
張
で
あ
る
よ
う
に
、
明
治
時
代
に
は
ま
だ
存
在
し
て
い
た
日
本
的
な
伝
統
生

活
の
よ
さ
が
一
九
〇
五
年
の
日
露
戦
争
後
を
転
機
に
し
た
日
本
の
支
配
層
の
変
化
に
よ
っ
て

抑
圧
さ
れ
た
と
し
、敗
戦
に
よ
っ
て
再
び
日
常
の
伝
統
的
生
活
実
感
が
戻
っ
て
き
た
と
す
る
。

従
っ
て
、
そ
こ
に
は
支
配
に
対
す
る
絶
え
ざ
る
懐
疑
の
視
点
が
含
ま
れ
、
そ
の
生
活
実
感
の

復
活
＝
民
主
主
義
の
再
生
を
象
徴
す
る
日
本
国
憲
法
、
特
に
第
九
条
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を

徹
底
し
て
擁
護
す
る
べ
き
も
の
と
す
る
。

　
た
だ
両
者
と
も
、
生
活
実
感
と
い
う
こ
と
に
基
点
を
置
く
と
い
う
こ
と
で
、
そ
こ
か
ら
す

る
時
代
の
印
象
に
は
共
通
す
る
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
時
代
時
代
の
底
流
と
し
て
庶
民

の
間
に
感
じ
ら
れ
て
い
た
雰
囲
気
、鶴
見
の
言
葉
で
言
え
ば「
あ
た
り
ま
え
の
感
覚
」で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
両
者
が
対
立
す
る
側
面
は
、
そ
の
底
流
か
ら
何
を
汲
み
取
る
か
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
鶴
見
が
戦
後
民
主
主
義
の
肯
定
か
ら
国
家
権
力
へ
の
抵
抗
の
意
義
を
見
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と
に
依
っ
て
、
自
衛
権
に
依
る
交
戦
権
と
い
う
も
の
が
自
然
消
滅
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」

③
。
あ
る
い
は
金
森
徳
次
郎
国
務
大
臣
の
答
弁
、「
こ
の
憲
法
は
、
そ
の
よ
う
な
考
え
に

依
り
ま
し
て
、
特
に
区
別
せ
ず
、
い
わ
ば
捨
身
に
な
っ
て
世
界
の
平
和
を
叫
ぶ
と
い
う
態

度
を
執
っ
た
次
第
で
あ
り
ま
す
」
④
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
対
し
て
上
坂
は
、
次
の
よ
う
に
批
判
す
る
。

　 

「
上	

坂
　
神
学
の
話
じ
ゃ
な
く
て
、
憲
法
の
話
で
す
よ
。
憲
法
は
現
実
的
な
規
範
と
し
て

扱
わ
れ
な
き
ゃ
意
味
な
い
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。
他
国
は
皆
、
軍
隊
を
持
っ
て
い
る
の

に
、
日
本
だ
け
が
〝
平
和
論
者
〟
で
い
い
の
で
す
か
？
」（
一
一
〇
）。

　
そ
し
て
九
条
が
人
間
の
マ
ナ
ー
で
あ
る
と
す
る
鶴
見
に
対
し
て
、

　 

「
上	

坂
　
日
本
は
負
け
た
上
、
マ
ナ
ー
を
要
求
さ
れ
た
ん
じ
ゃ
帳
尻
が
あ
わ
な
い
。（
略
）

マ
ナ
ー
は
強
い
力
を
持
っ
た
場
合
に
の
み
成
立
す
る
も
の
で
す
。
軍
隊
を
持
た
な
い

変
形
の
国
家
が
ど
う
し
て
マ
ナ
ー
を
主
張
で
き
ま
す
か
」（
一
一
一
）

　
と
反
論
す
る
。

　
こ
こ
に
は
保
守
的
傾
向
の
人
々
が
持
つ
典
型
的
な
意
見
が
見
て
取
れ
る
。上
坂
の
言
う「
変

形
の
国
」
と
い
う
表
現
に
は
、
国
家
は
軍
隊
を
持
つ
の
が
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
が
な
い
と
い

う
の
が
歪
ん
だ
欠
陥
国
家
だ
と
す
る
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
上
記

の
戦
後
直
後
の
国
会
答
弁
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
武
器
を
持
た
な
い
こ
と
で
世
界
に
範
を
示

す
と
い
う
意
義
の
重
要
性
を
上
坂
は
理
解
し
な
い
。
武
器
を
持
つ
国
が
正
常
で
あ
る
と
す
る

保
守
派
の
立
場
を
固
守
す
る
。

　
鶴
見
は
、
武
器
を
持
ち
、
兵
器
を
造
る
と
必
ず
そ
れ
を
使
っ
て
み
た
く
な
る
、
戦
前
の
日

本
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
、
こ
れ
以
外
の
い
ろ
い
ろ
な
手
を
打
っ
て
み
る
べ
き
だ

と
す
る
。

　 

「
鶴
見

　
武
器
は
そ
れ
こ
そ
棍
棒
程
度
で
も
い
い
で
し
ょ
う
し
・
・
・
。

　
　
上
坂

　
手
を
打
つ
な
ら
、
逆
に
核
兵
器
を
持
つ
と
い
う
方
法
も
あ
り
ま
す
け
ど
。

　
　
鶴	

見
　
沖
縄
空
手
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
あ
い
う
種
類
の
も
の
を
考

え
る
の
が
い
い
で
す
ね
。

　
　
上	

坂
　
そ
ん
な
も
の
で
、
国
と
国
と
の
戦
争
に
勝
て
る
は
ず
が
な
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん

か
。（
略
）だ
い
い
ち
、戦
争
の
な
い
世
の
中
な
ん
て
あ
り
え
ま
す
か
？（
略
）」（
一
一
二

～
一
一
三
）。

　
こ
こ
で
の
や
り
取
り
に
は
、
鶴
見
の
九
条
擁
護
へ
の
思
い
が
端
的
に
語
ら
れ
て
お
り
、
九

条
を
守
る
力
と
し
て
、
文
化
と
マ
ナ
ー
を
主
張
す
る
。
そ
の
例
と
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
ヴ
ェ
ル

や
か
さ
を
味
わ
っ
て
い
ま
し
た
よ
ね
」（
十
五
）。

　
こ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
庶
民
と
し
て
の
正
直
な
感
覚
が
存
在
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
両
者
は
ほ

ぼ
一
致
す
る
。
し
か
し
よ
く
見
れ
ば
、
上
坂
の
印
象
は
、「
全
体
主
義
は
嫌
だ
け
ど
、
迷
い

な
く
一
点
に
向
か
っ
て
前
に
進
む
の
は
快
感
で
し
た
」（
七
六
）
と
い
う
素
朴
さ
で
あ
り
、

鶴
見
の
場
合
に
は
、「
例
え
ば
前
に
話
し
た
東
京
大
空
襲
で
焼
け
出
さ
れ
る
人
た
ち
の
陽
気

さ
ね
。
本
当
に
び
っ
く
り
し
た
。
あ
の
時
は
、民
族
の
力
と
い
う
も
の
を
感
じ
ま
し
た
」（
同
）

と
い
う
生
活
力
の
確
信
で
あ
る
。
共
に
庶
民
と
し
て
の
感
覚
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
何
か
し

ら
の
ズ
レ
が
感
じ
ら
れ
る
。
恐
ら
く
そ
れ
は
、
国
家
の
権
力
と
の
距
離
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

上
坂
の
場
合
に
は
、
国
家
体
制
の
枠
内
で
の
庶
民
と
し
て
正
直
な
印
象
で
あ
り
、
鶴
見
の
場

合
に
は
，
空
襲
に
よ
っ
て
そ
れ
が
一
時
的
に
で
は
あ
れ
消
え
去
っ
た
上
で
の
印
象
な
の
で
あ

る
。
こ
こ
に
、
両
者
が
共
通
的
感
覚
を
持
っ
て
い
た
と
し
て
も
そ
の
方
向
が
異
な
っ
て
く
る

一
つ
の
要
素
が
あ
る
。
更
に
い
え
ば
上
坂
に
は
超
え
が
た
い
枠
が
あ
る
と
言
え
る
。

　
四

　
こ
の
こ
と
は
、
両
者
が
問
題
と
す
る
憲
法
九
条
に
関
わ
る
議
論
に
な
る
と
よ
り
明
確
に
な

る
。「
九
条
の
会
」
の
呼
び
か
け
人
で
あ
る
鶴
見
の
主
張
は
も
ち
ろ
ん
九
条
擁
護
で
明
快
で

あ
る
。

　 

「
鶴	

見
　
な
ぜ
九
条
を
守
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
の
か
。
起
案
と
い
う
の
は
理
想
主
義
で

い
い
ん
で
す
。
生
物
が
発
生
し
て
以
来
、
地
球
に
は
闘
争
が
絶
え
な
か
っ
た
。
人
間

が
発
生
し
て
五
十
万
年
、
争
い
が
続
い
た
。
そ
れ
が
一
九
四
五
年
に
十
万
人
単
位
で

人
を
殺
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
日
本
は
第
五
福
竜
丸
を
含
め
た
ら
、
原
爆
の
被
害
を

三
度
も
受
け
た
珍
し
い
国
な
ん
で
す
。
や
ら
れ
た
者
と
し
て
、
は
っ
き
り
理
想
を
掲

げ
て
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
れ
が
い
ま
の
私
の
考
え
方
で
す
。
九
条
っ
て
い
う
の

は
、
人
間
の
歴
史
の
中
で
一
つ
の
理
想
な
ん
で
す
よ
」（
一
一
〇
）。

　	

　
こ
れ
は
、
憲
法
制
定
当
時
の
意
気
込
み
を
示
す
吉
田
茂
首
相
の
発
言
、「
自
衛
権
に
依

る
交
戦
権
の
放
棄
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
自
衛
権
に
依
る
戦
争
、
ま

た
侵
略
に
依
る
交
戦
権
、
こ
の
二
つ
に
分
け
る
区
別
そ
の
こ
と
が
有
害
無
益
な
り
と
、
私

は
言
っ
た
つ
も
り
で
居
り
ま
す
。
今
日
ま
で
の
戦
争
は
、
多
く
は
自
衛
権
の
名
に
依
っ
て

戦
争
を
始
め
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
が
、
過
去
に
お
け
る
事
実
で
あ
り
ま
す
。（
中
略
）
交

戦
権
に
二
種
あ
り
と
す
る
こ
の
区
別
自
身
が
無
益
で
あ
る
。
侵
略
戦
争
を
絶
無
に
す
る
こ

鶴見俊輔と戦後民主主義の視点
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本
と
も
類
似
す
る
箇
所
が
あ
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
ま
た
独
立
異
文
の
も
の
で
も
『
万
葉
集

抄
』
の
親
本
に
そ
の
原
因
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
可
能
性
に
つ
い
て
述
べ
た
。

　
万
葉
集
の
写
本
は
当
然
現
存
す
る
も
の
だ
け
で
な
く
散
佚
し
た
も
の
も
あ
り
、『
万
葉
集

抄
』
所
収
の
歌
に
つ
い
て
、現
存
古
写
本
と
の
比
較
だ
け
で
検
討
す
る
こ
と
は
限
界
が
あ
る
。

し
か
し
仙
覚
以
前
の
注
釈
書
で
あ
る
『
万
葉
集
抄
』
の
存
在
は
貴
重
で
あ
り
、
現
存
し
な
い

万
葉
集
古
写
本
の
本
文
の
姿
を
探
る
手
が
か
り
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
注

（
１
）	

宮
内
庁
書
陵
部
蔵
の
万
葉
集
抄
に
つ
い
て
は
佐
佐
木
信
綱
『
秘
府
本
万
葉
集
抄
』

（
一
九
二
六
年
七
月
、
古
今
書
院
）
に
よ
っ
て
紹
介
が
な
さ
れ
、
冷
泉
家
時
雨
亭
文
庫

蔵
の
も
の
は
、
冷
泉
家
時
雨
亭
叢
書
第
三
十
九
巻
『
金
沢
文
庫
本
万
葉
集	

巻
第
十
八	

中
世
万
葉
学
』（
一
九
九
四
年
十
月
、
朝
日
新
聞
社
）
が
あ
る
。
竹
下
豊
の
解
題
が
詳

し
い
。

　
　	

　
そ
の
他
、『
万
葉
集
抄
』
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
に
、
藤
平
泉
「
宮
内
庁
書
陵
部
蔵

「
万
葉
集
抄
」
に
つ
い
て
」（「
古
典
論
叢
」
第
十
八
号
、
一
九
八
七
年
八
月
）、
浅
田

徹
「
秘
府
本
万
葉
集
抄
に
つ
い
て
」（「
和
歌
文
学
研
究
」
第
五
十
九
号
、
一
九
八
九
年

十
一
月
）、後
藤
祥
子
「『
秘
府
本
万
葉
集
抄
』
の
作
者
」（「
国
文
目
白
」
第
二
十
五
号
、

一
九
八
六
年
二
月
）
な
ど
が
あ
る
。

（
２
）	

拙
稿
「
万
葉
集
抄
の
本
文
に
つ
い
て
」
奈
良
工
業
高
等
専
門
学
校
研
究
紀
要
第

四
十
四
号
、
二
〇
〇
九
年
三
月
。

（
３
）
古
写
本
の
確
認
と
し
て
、
以
下
の
本
を
参
照
し
た
。

　
　「
藍
紙
本
万
葉
集
」
日
本
名
筆
選
18

　
一
九
九
四
年
二
月
、
二
玄
社
。

　
　「
元
暦
校
本
万
葉
集
」
第
一
～
四
冊

　
一
九
八
六
年
六
月
、
勉
誠
社
。

　

　
　「
類
聚
古
集
」
縮
刷
新
版
、
一
九
九
二
年
七
月
、
臨
川
書
店
。

（
４
）	

万
葉
集
の
「
意
改
」
に
つ
い
て
は
「
万
葉
集
写
本
の
意
改
」（『
文
学
』
第
四
十
二
巻

　
　
二
号
、
一
九
八
〇
年
二
月
）
を
は
じ
め
と
す
る
木
下
正
俊
の
論
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　	

　
ま
た
竹
下
豊
も
『
万
葉
集
抄
』
に
お
い
て
、
意
図
的
な
改
変
の
あ
る
こ
と
を
「
平
安

後
期
の
万
葉
研
究
―
『
万
葉
集
抄
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」（『
講
座

　
平
安
文
学
論
究

　
第

十
輯
』
一
九
九
四
年
十
二
月
、
風
間
書
房
）
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
。

（
５
）
注
（
４
）
竹
下
論
文
、
三
九
頁
、
四
〇
頁
。

の
第
三
句
は
他
の
諸
本
が
「
モ
カ
リ
フ
ネ
」
と
訓
ん
で
い
る
の
に
対
し
、『
万
葉
集
抄
』
だ

け
が
こ
の
よ
う
な
訓
に
な
っ
て
い
る
。「
海
藻
」
の
二
文
字
で
「
モ
」
と
訓
む
こ
と
に
気
付

か
ず
、
本
文
に
引
か
れ
て
「
ウ
ミ
モ
」
の
訓
を
付
し
た
と
考
え
ら
れ
る
例
で
あ
る
。

　
ま
た
、
第
四
句
か
ら
五
句
に
つ
い
て
も
諸
本
「
ア
マ
コ
キ
イ
ツ
ラ
シ
」（
古
葉
略
類
聚
鈔

の
み
「
ア
マ
コ
キ
イ
テ
ゝ
ミ
レ
ハ
」）
と
あ
る
中
、「
ア
マ
コ
キ
イ
テ
ゝ
ツ
ラ
ハ
カ
ケ
ル
ミ
ユ
」

と
あ
る
の
が
不
審
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
元
暦
校
本
の
訓
を
見
て
み
る
と
「
こ
き
い
つ
ら

し
」
の
箇
所
、

の
よ
う
に
「
つ
ら
」
の
部
分
が
「
天
（
て
）」
の
草
体
と
似
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
「
い
て
ゝ
」

の
訓
が
生
じ
て
し
ま
っ
た
と
も
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
竹
下
豊
は
『
万
葉
集
抄
』
所
収
の
歌
の
中
に
、
巻
二
十
の
四
三
三
二
番
歌
と
四
三
三
三
番

歌
が
融
合
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
目
移
り
に
よ
る
と
思
し
き
融
合
の

原
因
と
し
て
、「『
万
葉
集
』
―
そ
の
本
文
の
正
確
さ
に
は
疑
問
も
あ
る
が
―
を
傍
ら
に
置
い

て
行
な
わ
れ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
」と
述
べ
、ま
た
二
首
融
合
の
現
象
は
、『
万

葉
集
抄
』
の
依
拠
し
た
『
万
葉
集
』
が
「
片
仮
名
傍
訓
の
体
裁
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
」
と
指
摘
し
て
い
る

（
５
）。

　『
万
葉
集
抄
』
の
親
本
が
片
仮
名
傍
訓
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
そ
の
中
に
含
ま
れ
る
訓
の
独

立
異
文
が
も
と
も
と
は
平
仮
名
別
提
の
も
の
を
参
照
し
て
お
り
、
そ
の
く
ず
し
字
の
判
読
を

間
違
っ
た
た
め
に
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。
な
お
こ
の
点
に
つ
い
て
は
推

測
の
域
を
出
な
い
た
め
、
今
の
段
階
で
は
、
万
葉
集
抄
独
自
の
訓
で
あ
っ
て
も
、
意
図
的
な

改
変
の
み
で
は
な
く
、
当
時
の
書
体
等
に
よ
る
何
ら
か
の
原
因
な
ど
が
想
定
さ
れ
る
場
合
の

あ
る
こ
と
を
述
べ
る
に
と
ど
め
て
お
く
。

　
　
　
　
　
六
　
結
び

　
以
上
、『
万
葉
集
抄
』
の
巻
六
か
ら
巻
九
ま
で
の
本
文
に
つ
い
て
検
討
し
、
元
暦
校
本
や

藍
紙
本
と
は
や
や
系
統
を
異
に
し
、
類
聚
古
集
、
広
瀬
本
、
ま
た
伝
壬
生
隆
祐
筆
本
や
近
衛
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一

　
太
平
洋
戦
争
後
の
日
本
社
会
を
様
々
な
批
判
的
視
点
か
ら
見
届
け
、
発
言
を
続
け
て
き
た

哲
学
者
鶴
見
俊
輔
の
思
想
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
あ
る
意
味
で
は
戦
後
日
本
社
会
の
本
質
的

側
面
に
迫
る
事
業
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
鶴
見
の
思
想
は
そ
れ
く
ら
い
の
意
義
を
持
っ
て
い
る

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
し
か
し
同
時
に
そ
の
事
業
は
、
現
在
に
お
い
て
も
な
お
解
決

さ
れ
る
べ
き
課
題
が
多
々
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
確
認
を
含
ん
で
お
り
、
こ
の
点
に
つ
い
て

言
え
ば
、
鶴
見
の
思
想
に
対
す
る
評
価
は
、
現
在
の
政
治
過
程
と
通
底
す
る
議
論
と
な
る
。

そ
し
て
そ
の
中
心
的
な
問
題
点
の
一
つ
が
戦
後
民
主
主
義
を
ど
う
見
る
か
と
い
う
問
題
で
あ

り
、こ
れ
と
関
連
す
る
戦
争
責
任
の
問
題
で
あ
る
こ
と
は
大
方
の
確
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
小
論
は
こ
こ
に
焦
点
を
当
て
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
一
部
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
を

目
指
し
て
い
る
。
主
た
る
資
料
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
鶴
見
と
作
家
上
坂
冬
子
と
の
対

話
、『
対
論
・
異
色
昭
和
史
』
①
そ
の
他
で
あ
る
。
け
だ
し
上
坂
が
、
鶴
見
と
は
対
極
の
立

場
を
取
る
発
言
を
し
て
き
た
保
守
的
傾
向
を
持
つ
作
家
で
あ
っ
た
が
、
ま
た
そ
の
反
面
、
生

活
実
感
か
ら
す
る
比
較
的
素
朴
な
主
張
が
数
多
く
あ
り
、
そ
こ
に
鶴
見
の
言
う
日
常
の
視
点

と
は
通
じ
る
も
の
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
同
時
に
上
坂
が
、
方
向
の
異
な
る
日

常
の
視
点
を
も
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
両
者
の
会
話
自
体
が
興
味
深
い
も
の
で

あ
る
と
と
も
に
、
相
互
の
立
場
の
違
い
が
鶴
見
の
思
想
の
特
徴
を
よ
り
深
く
印
象
付
け
る
こ

と
に
な
る
。
さ
ら
に
上
坂
が
、
そ
の
作
家
と
し
て
の
出
発
点
に
お
い
て
『
思
想
の
科
学
』
に

よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
が
ま
た
、
こ
れ
ら
両
者
の
比
較
の
焦
点
と
な
る
。
も
っ
と

も
上
坂
が
こ
の
対
話
の
直
後
に
死
去
し
、
両
者
の
こ
れ
以
上
の
対
話
の
展
開
を
見
る
こ
と
が

で
き
な
い
の
は
残
念
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
時
点
で
の
両
者
の
意
見
の
対
立
は
、
現
在

の
日
本
社
会
の
民
主
主
義
を
見
る
目
と
し
て
重
要
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
二

　
さ
て
両
者
の
対
話
は
、
太
平
洋
戦
争
の
戦
時
下
、
そ
し
て
戦
後
の
時
代
と
続
き
、
現
時
点

に
お
い
て
戦
後
日
本
を
あ
ら
た
め
て
問
う
地
点
ま
で
進
む
。
そ
し
て
そ
の
際
に
ま
ず
考
慮
に

入
れ
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
両
者
は
共
に
日
常
生
活
者
の
視
点
、
生
活
実
感
か
ら
出
発
し
て

も
、
そ
の
行
き
先
が
異
な
る
場
合
が
多
々
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
鶴
見
は

熟
知
し
て
お
り
、
既
に
か
な
り
古
い
時
代
に
花
森
安
治
の
『
一
　
五
厘
の
旗
』
に
寄
せ
て
、

䇳


