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天
皇
と
民
主
主
義
(
仮
)

橋
爪
大
三
郎

天
皇
は
、
日
本
に
し
か
い
な
い
。

天
皇
は
、
血
統
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
を
継
承

す
る
、
王
権
の
一
種
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
ど
う

も
ふ
つ
う
の
王
権
と
違
っ
て
い
る
。

ど
こ
が
違
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
三
点
ほ

ど
考
え
ら
れ
る
。

第
一
に
、
万
世
一
系
(
皇
統
連
綿
)
と
称
し

て
、
切
れ
目
な
く
続
い
て
い
る
こ
と
。

第
二
に
、
天
皇
と
い
う
、
皇
帝
と
も
何
と
も

つ
か
な
い
寄
妙
な
名
前
を
持
っ
て
い
る
こ
と
。

第
三
に
、
ご
く
最
近
ま
で
、
人
間
な
の
か
神

な
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
存
在
(
現
人
神
)
だ

っ
た
こ
と
。

こ
れ
ら
を
順
に
考
え
て
い
こ
う
。

ま
ず
、
万
世
一
系
だ
が
、
西
欧
の
王
様
で
も

中
国
の
皇
帝
で
も
、
王
朝
と
い
う
も
の
が
あ
っ

て
、
と
き
ど
き
血
統
が
途
絶
え
て
し
ま
う
。
そ

う
す
る
と
、
っ
き
の
王
様
が
選
ば
れ
、
別
の
新

し
い
王
朝
(
家
系
)
が
始
ま
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
い
う
こ
と
が
し
ば
し
ば
起
こ
る
も
の
な
の

だ
が
、
天
皇
の
場
合
に
は
一
.度

も
な
か
っ
た
。

こ
れ
は
不
思
議
な
こ
と
で
、
よ
ほ
ど
、
天
皇

を
存
続
さ
せ
た
い
と
い
う
社
会
的
な
力
が
働
い

て
い
た
に
違
い
な
い
。
ひ
と
つ
は
、
天
皇
に
誰

で
も
(
と
言
う
と
言
い
す
ぎ
だ
が
、
な
ん
と
な

く
血
が
つ
な
が
っ
て
い
れ
ば
)
な
れ
る
こ
と
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
天
皇
家
を
断
絶
さ
せ
て
も
、

誰
も
得
を
し
な
い
こ
と
。
こ
の
二
つ
の
条
件
が

あ
っ
て
、
天
皇
は
永
続
し
え
た
。

こ
れ
は
、
日
木
人
の
王
様
に
対
す
る
考
え
方

が
き
わ
め
て
特
殊
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て

い
る
。天

皇
と
は
何
か
。
古
事
記
、
日
本
書
紀
な
ど

に
よ
れ
ば
、
神
の
平
森
だ
と
い
う
。
だ
か
ら
偉

い
。
だ
が
そ
こ
に
は
、
日
本
人
は
み
な
神
の
子

孫
だ
と
も
書
い
て
あ
り
、
天
皇
と
ふ
つ
う
の
人

民
は
血
の
つ
な
が
っ
た
親
戚
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
も
、
白
木
人
は
死
ん
だ
ら
神
に
な
る

と
思
っ
て
い
る
か
ら
、
神
/
天
皇
/
人
民
の
あ

い
だ
に
、
は
っ
き
り
線
が
引
け
な
い
。
(
こ
れ

に
対
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
G
O
D
は
、
日
本
の

神
と
大
変
違
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
G
O
Dを

「
神
」
と
訳
し
た
の
が
誤
り
の
元
だ
っ
た
。
)

こ
う
い
う
天
皇
を
蹴
く
こ
と
で
、
日
本
人
は

自
分
た
ち
が
日
本
人
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
外
国
で
は
、
異
民
族
が
攻
め

て
き
て
王
様
に
な
る
と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
る

が
、
日
本
人
は
そ
う
い
う
経
験
が
全
然
な
い
。

二
番
目
に
、
天
皇
と
い
う
名
町
も
と
は
ス

メ
ラ
ミ
コ
卜
と
い

V22別
だ
っ
た
の
が
、
い
つ

か
ら
天
皇
に
な
っ
た
の
か
。

天
皇
は
、
中
国
を
意
識
し
た
名
前
。
中
国
に

は
皇
帝
が
い
て
、
周
辺
の
王
た
ち
を
家
来
に
し

て
世
界
を
玄
配
し
て
い
る
。
中
国
か
ら
見
れ
ば

天
皇
は
、
そ
ん
な
王
の
一
人
だ
が
、
日
本
人
は

器
妙
な
名
前
を
つ
け
て
、
あ
た
か
も
皇
帝
と
対

等
で
あ
る
、
み
た
い
に
思
う
こ
と
に
し
た
。
そ

し
て
、
奈
良
や
京
都
と
い
っ
た
中
国
都
市
の
ミ

ニ
チ
ュ
ア
を
作
り
、
律
令
や
仏
教
な
ど
中
国
の

制
度
・
文
物
を
輸
入
し
た
。

そ
れ
で
は
完
全
に
中
国
風
に
な
っ
た
か
と
い

う
と
、
そ
う
で
は
な
く
、
い
つ
の
間
に
か
日
本

風
に
変
質
し
て
し
ま
う
。
そ
し
て
明
治
に
な
る

と
、
今
度
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
真
恨
セ
始
め
た
。

天
皇
は
エ
ン
ペ
ラ
l
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

西
欧
に
は
立
憲
君
主
と
い
・
?
も
の
が
あ
る
。

天
皇
も
そ
れ
に
な
ら
お
う
と
い
う
わ
け
で
、
洋

服
に
着
か
え
た
り
、
軍
隊
を
作
っ
た
り
、
か
つ

て
中
国
を
真
似
し
た
よ
う
に
、
せ
っ
せ
と
外
国

を
模
倣
し
た
。
そ
う
い
う
旗
振
り
役
を
、
古
来

天
皇
家
は
担
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
今
日
で

言
え
ば
、
広
告
代
理
屈
の
電
通
・
博
加
盟
主
と
い

っ
た
役
回
り
で
あ
る
。

外
国
に
慢
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
場
合
、
そ
れ

を
コ
ピ
ー
し
て
、
何
と
し
て
も
日
本
の
文
化
水

準
を
そ
こ
ま
で
引
去
王
げ
る
。
そ
う
い
う
運
動

の
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
、
人
民
の
文
化
的
生
活
に

責
任
を
持
っ
て
い
る
の
が
天
皇
な
の
だ
。

三
番
目
の
、
天
皇
が
神
み
た
い
な
存
在
で
も

あ
る
と
い
う
の
は
、
西
欧
化
(
文
明
開
化
)
の

動
き
に
パ
ン
チ
を
利
か
せ
る
た
め
、
明
治
政
府

の
元
老
た
ち
が
考
え
た
宣
伝
文
句
だ
っ
た
。
天

皇
が
中
国
の
皇
帝
み
た
い
な
政
治
権
力
者
で
な

く
て
、
お
ま
じ
な
い
み
た
い
な
こ
と
を
や
っ
て

い
る
原
始
的
な
性
格
を
残
し
て
い
た
の
も
、
ち

ょ
う
ど
よ
か
っ
た
。
こ
う
い
う
、
二
千
年
も
昔

の
土
着
の
王
権
が
、
だ
ら
だ
ら
現
代
社
会
に
ま

で
生
き
の
び
て
い
る
と
い
う
の
も
、
世
果
的
に

見
て
学
し
い
。

本

つ
ぎ
に
、
民
主
主
義
と
は
何
か
に
つ
い
て
、

お
さ
ら
い
し
て
お
こ
う
。

新
憲
法
の
柱
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
民
主
主

義
。
民
主
主
義
と
言
っ
て
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
け

れ
ど
、
こ
こ
で
は
も
ち
ろ
ん
近
代
デ
モ
ク
ラ
シ

ー
と
い
・
つ
意
味
で
あ
る
。

民
主
主
義
と
は
何
か
?
ズ
バ
リ
こ
れ
は
、

「
法
の
支
配
」
の
特
別
な
場
合
で
あ
る
。

そ
こ
で
ま
ず
、
法
の
支
配
に
つ
い
て
説
明
す

る
と
、
専
制
政
治
や
単
な
る
共
同
体
と
違
っ
て
、

人
間
と
人
間
の
関
係
を
法
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ

ー
ル
し
よ
う
と
い
う
考
え
方
だ
。
人
び
と
の
聞

に
ト
ラ
ブ
ル
が
生
じ
た
ら
、
必
す
法
に
照
ら
し

て
解
決
す
る
。
こ
れ
が
法
の
支
配
で
、
人
間
よ

り
も
法
が
上
に
あ
る
わ
け
だ
。

(
図
・
法
の
支
配
)

法
の
支
配
は
、
近
代
社
会
を
作
る
の
に
絶
対

必
要
な
工
夫
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

市
民
一
人
ひ
と
り
が
自
由
と
、
権
利
と
、
財
産

の
保
障
を
う
る
。
近
代
的
な
市
民
と
し
て
、
安

心
し
て
ふ
る
ま
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
だ
。

つ
ぎ
に
民
主
主
義
が
、
た
だ
の
法
の
支
配
と



ど
う
違
う
か
と
い
う
と
、
こ
の
法
そ
の
も
の
を

自
分
た
ち
で
作
り
出
す
と
こ
ろ
が
違
う
。
自
分

た
ち
で
作
っ
た
法
で
な
け
れ
ば
、
法
と
は
認
め

な
い
の
で
あ
る
。
法
の
支
配
を
受
け
て
い
る
党

の
市
民
た
ち
が
、
そ
の
法
を
作
り
変
え
る
と
い

う
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
手
仇
眠
を
持
っ
て
い
る
。
そ

の
ル
l
プ
が
完
成
し
た
と
き
、
民
主
主
義
も
完

成
す
る
。

(
図
・
民
主
主
義
)

法
を
作
り
出
す
と
こ
ろ
は
議
ム
一
A

だ
か
ら
、
民

主
主
義
に
と
っ
て
ま
ず
議
会
は
不
可
欠
。
法
を

生
み
出
す
の
が
、
議
会
の
最
も
大
切
な
活
動
で

あ
る
。法

に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
が
、
な
か
で
も
、
政

治
制
度
全
体
の
枠
組
み
を
決
め
る
法
、
す
な
わ

ち
憲
法
が
い
ち
ば
ん
大
切
で
あ
る
。
そ
の
憲
法

の
な
か
に
天
皇
が
位
置
。
つ
い
て
い
る
の
が
、
日

木
国
憲
法
の
特
徴
だ
。

本

問
題
は
、
民
主
主
義
を
こ
の
よ
う
に
考
え
る

な
ら
、
そ
れ
は
天
皇
と
な
ん
の
関
係
も
な
い
こ

と
で
あ
る
。
実
際
、
天
皇
の
な
い
民
主
主
義
は

世
界
中
に
い
っ
ぱ
い
あ
る
。
い
や
、
逆
に
き
つ

べ
き
で
、
天
皇
の
あ
る
民
主
主
義
は
日
本
に
し

か
な
い
の
で
あ
る
。
ど
う
し
て
、
何
の
関
係
も

な
い
は
ず
の
天
皇
と
民
主
主
義
が
、
セ
ッ
ト
に

な
っ
て
い
る
の
か
。
読
者
の
み
な
さ
ん
は
、
こ

こ
を
ど
っ
岩

J

え
ま
す
か
?

結
論
を
言
う
と
、
民
主
主
義
に
と
っ
て
い
ち

ば
ん
の
問
題
は
、
正
統
性
。
そ
も
そ
も
、
こ
の

民
主
主
義
と
い
う
シ
ス
テ
ム
は
、
ど
う
し
て
存

在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
ど
う
し
て
ほ
か

の
制
度
で
な
く
、
こ
の
制
度
が
ス
タ
ー
ト
し
た

の
だ
ろ
う
。

か
に
貴
族
が
い
た
。
世
族
に
は
貴
族
の
都
合
が

あ
る
の
で
、
王
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
す

る
。
一
人
で
は
や
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
、
東
に

な
っ
て
議
会
を
作
る
。
そ
う
し
て
い
る
う
ち
、

議
会
の
ル
ー
ル
や
法
伴
が
で
き
あ
が
る
。
そ
の

結
果
、
王
が
偉
い
の
か
、
そ
れ
と
も
法
律
の
ほ

う
が
権
威
が
あ
る
の
か
で
も
め
る
こ
と
に
な
る

が
、
と
う
と
う
、
法
律
の
ほ
う
が
権
威
が
あ
る

の
で
王
も
法
に
従
え
、
と
な
っ
た
時
点
で
、
法

の
支
配
が
確
立
す
る
。
さ
ら
に
、
王
が
立
法
権

を
取
り
上
げ
り
れ
、
拒
京
最
も
な
く
な
っ
て
、

議
会
が
つ
く
っ
た
法
律
は
全
部
認
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
く
な
る
。
こ
う
な
れ
ば
、
立
憲
君
主
制

と
か
、
民
主
主
義
と
か
呼
ん
で
も
い
い
だ
ろ
う
。

イ
ギ
リ
ス
は
こ
ん
な
具
合
に
、
何
百
年
も
か
か

っ
て
民
主
主
義
へ
の
道
を
歩
ん
だ
。

日
本
の
民
主
主
義
は
、
よ
く
考
え
て
み
る
と

第
二
の
ケ
l
ス
。
伝
統
に
よ
る
民
主
主
義
の
正

統
化
、
と
い
っ
た
や
り
方
だ
と
号
一
思
え
る
。

日
本
は
一
度
も
革
命
が
な
か
っ
た
。
現
在
の

新
憲
法
は
、
旧
憲
法
の
改
正
で
出
来
あ
が
っ
て

い
る
し
、
旧
憲
法
は
、
専
制
晋
包
土
(
室
再
法
な
し

の
支
配
者
)
だ
っ
た
明
治
天
皇
が
、
人
民
の
た

め
に
プ
レ
ゼ
ン
ト
し
た
と
い
う
か
た
ち
を
取
っ

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
天
皇
は
、
大
昔
か
ら

日
本
の
支
配
者
だ
っ
た
と
い
う
の
だ
か
ら
、
ど

う
考
え
て
も
、
大
昔
か
ら
続
い
て
い
る
伝
統
的

な
権
威
が
憲
法
を
作
り
出
し
た
、
と
い
う
か
た

ち
に
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
で
、
正
統
性
の
説
明

は
一
応
つ
く
の
で
、
い
ま
の
憲
法
を
否
定
す
る

こ
の
始
ま
り
方
に
は
、
二
つ
し
か
な
い
。

ひ
と
つ
は
、
あ
る
日
突
然
始
ま
っ
た
、
と
い

う
ス
タ
ー
ト
の
仕
+
勾
憲
法
そ
の
も
の
は
た
だ

の
字
を
書
い
た
紙
切
れ
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
れ

を
民
衆
が
、
自
分
た
ち
の
憲
法
に
し
よ
う
と
言

い
は
じ
め
、
実
際
に
そ
う
し
て
し
ま
っ
た
。
こ

れ
は
、
革
命
と
呼
ば
れ
る
。

革
命
そ
の
も
の
は
、
法
の
支
配
で
も
、
も
ち

ろ
ん
民
主
主
義
で
も
な
い
。
山
が
流
れ
る
か
ど

う
か
は
別
と
し
て
、
と
に
か
く
暴
力
的
な
も
の

だ
。
そ
れ
に
よ
っ
て
民
主
主
義
が
支
え
ら
れ
る

と
い
う
の
は
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
だ
が
、
ま
あ
や

む
を
え
な
い
。

つ
ぎ
に
、
も
う
ひ
と
つ
の
可
能
性
は
、
伝
統

に
よ
っ
て
ス
タ
ー
ト
す
る
ケ
ー
ス
。
伝
統
と
民

主
主
義
も
や
は
り
無
関
係
な
の
だ
が
、
や
む
を

え
な
い
。

民
主
主
義
で
な
い
政
治
の
伝
統
と
言
え
ば
、

ま
ず
王
権
で
あ
る
。
王
様
が
人
民
を
支
配
し
て

い
た
ん
だ
け
れ
ど
も
、
い
つ
の
間
に
か
、
王
制

の
反
対
物
で
あ
る
民
主
主
義
に
移
行
し
て
し
ま

っ
た
。
奇
妙
な
こ
と
だ
が
、
実
際
に
そ
う
い
う

こ
と
が
あ
り
つ
る
の
だ
。

イ
ギ
リ
ス
の
例
で
考
え
て
み
る
と
、
王
の
ほ

立
場
の
ひ
と
は
ご
く
わ
ず
か
だ
。

本

日
本
の
憲
法
は
、
伝
統
に
よ
っ
て
正
統
化
さ

れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
日
本
の
民
主
主
義
は
、

木
場
の
イ
ギ
リ
ス
と
そ
っ
く
り
で
め
で
た
し
め

で
た
し
。
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
と
い
う
と
、

そ
う
は
な
ら
な
い
。

昭
和
天
皇
は
、
英
国
王
室
を
手
本
と
し
、
自

分
も
立
憲
君
主
と
し
て
ふ
る
ま
う
お
う
と
努
力

し
た
。
け
れ
ど
も
、
根
木
的
な
と
こ
ろ
で
、
英

国
王
室
と
民
主
主
義
の
関
わ
り
と
、
天
皇
制
と

民
主
主
義
の
関
係
は
違
っ
て
い
る
。

天
皇
制
の
伝
統
を
ど
う
ひ
っ
く
り
返
し
て
み

て
も
、
民
主
主
義
は
出
て
こ
な
い
。
そ
の
理
由

は
、
イ
ギ
リ
ス
の
民
主
主
義
の
出
発
点
を
考
え

直
し
て
み
れ
ば
わ
か
る
は
ず
だ
。

イ
ギ
リ
ス
で
、
王
制
か
ら
民
主
主
義
が
生
ま

れ
た
理
由
は
、
第
一
に
、
国
王
が
政
治
権
力
を

握
っ
て
い
た
こ
と
。
第
二
に
、
そ
の
権
力
を
封

じ
こ
め
る
た
め
に
、
阜
県
族
や
市
民
が
受
E

で
同

盟
し
た
こ
と
。
こ
れ
が
、
決
定
的
で
あ
る
。

日
本
で
、
天
皇
は
、
政
治
の
実
容
誇
っ
て

い
な
か
っ
た
。
つ
ぎ
に
日
本
の
貴
族
は
、
天
皇

の
取
り
巻
き
の
こ
と
で
、
天
皇
に
対
抗
す
る
能

力
も
必
要
も
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
、
イ
ギ
リ
ス

で
国
王
を
押
さ
え
込
ん
だ
よ
う
な
力
学
は
、
ま

っ
た
く
働
き
ょ
う
が
な
い
。

で
は
ど
う
い
う
こ
と
が
起
こ
っ
た
か
と
い
う

と
、
政
治
の
害
程
を
独
占
し
て
い
た
武
士
が
、

内
輪
も
め
を
起
こ
し
、
改
革
派
の
武
士
が
天
皇

L 



を
仰
ぎ
泊
山
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
明
治
維
利
天
皇
は
最
初
か

ら
、
政
治
力
学
の
坪
外
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
天

皇
が
担
ぎ
出
さ
れ
た
理
由
は
、
明
治
維
新
を
、

伝
統
に
も
と
づ
く
権
威
あ
る
も
の
の
よ
う
に
見

せ
か
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。

明
治
維
新
は
一
種
の
革
命
で
あ
る
。
し
か
し

表
面
上
は
、
王
政
復
古
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ

た
。
王
政
復
古
と
は
、
も
と
も
と
の
支
配
者
で

あ
る
天
皇
に
、
政
権
を
返
す
と
い
う
意
味
。
そ

ん
な
回
り
く
ど
い
こ
と
を
し
た
の
は
、
そ
の
ほ

う
が
う
ま
く
行
く
と
い
う
、
当
時
の
事
情
に
よ

る。
い
っ
ぽ
う
戦
後
民
主
主
義
は
と
言
え
ば
、
そ

れ
は
ア
メ
リ
カ
の
占
領
を
き
っ
か
け
に
し
て
い

る
。
占
領
の
結
果
、
天
皇
の
統
治
権
よ
り
も
、

も
う
一
段
高
い

G
H
Qの
権
力
が
生
ま
れ
た
。

こ
ん
な
-
」
と
を
旧
憲
法
は
相
臼
疋
し
て
い
な
い
。

弦
川
以
来
の
天
皇
制
は
、
こ
こ
で
い
っ
た
ん
断

絶
し
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
表
面
上

は
日
本
政
府
が
在
机
し
、
旧
憲
法
を
改
正
す
る

と
い
う
手
戸
ナ
さ
を
踏
む
な
ど
し
て
、
連
続
性
の

ほ
う
が
強
調
さ
れ
た
。
天
皇
は
そ
の
地
位
を
失

わ
な
か
っ
た
。

実
態
が
大
掌
早
で
あ
る
の
に
、
表
面
的
に
は

連
続
し
て
い
る
の
が
、
明
治
維
新
と
戦
後
民
主

主
義
の
共
通
点
で
あ
る
。
そ
の
ど
ち
ら
の
場
合

に
も
、
世
の
中
を
恨
本
的
に
ひ
っ
く
り
返
し
て

こ
れ
ま
で
と
無
闘
係
に
新
し
い
秩
序
を
作
り
あ

げ
る
よ
り
も
、
そ
れ
ま
で
の
秩
序
が
連
続
し
て

い
る
と
み
ん
な
に
思
わ
せ
た
ほ
・
つ
が
う
ま
く
行

く
と
判
断
し
た
人
び
と
が
い
た
の
だ
。

こ
の
連
続
性
を
演
出
し
た
の
が
、
天
皇
で
あ

る
。
大
き
な
変
化
を
カ
ヴ
ァ
ー
す
る
た
め
に
、

天
皇
は
便
利
な
援
者
剤
で
あ
る
。
万
世
一
系
と

は
、
こ
う
し
た
こ
と
の
積
み
重
ね
に
ほ
か
な
ら

こ
う
い
う
具
合
な
の
で
、
天
皇
が
律
令
制
下

の
君
主
で
あ
ろ
う
と
、
室
町
時
代
の
よ
う
に
貧

乏
で
で
即
位
の
儀
礼
が
で
き
な
か
ろ
う
と
、
江

戸
時
代
の
よ
う
に
御
所
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い

よ
う
と
、
明
治
に
な
っ
て
表
舞
台
に
出
て
こ
よ

う
と
、
日
太
人
の
国
家
の
永
続
性
に
対
す
る
信

念
に
は
変
わ
り
が
な
い
。

そ
う
す
る
と
、
天
皇
は
特
定
の
制
度
な
の
か

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
天
皇
が
政
治
制
度
の
一

部
を
構
成
す
れ
ば
、
国
家
機
関
な
の
は
当
た
り

前
で
あ
る
。
で
も
、
そ
う
い
う
当
た
り
前
の
こ

と
を
言
っ
た
だ
け
で
、
国
賊
扱
い
さ
れ
る
場
合

も
あ
っ
た
。
多
く
の
日
本
人
に
と
っ
て
、
天
皇

が
ど
う
い
う
制
度
の
一
部
な
の
か
は
ど
う
で
も

い
い
の
で
あ
る
。
単
な
る
国
家
機
関
や
制
度
を

越
え
た
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
ど
こ
か

で
考
え
た
が
っ
て
き
た
。

、i
a

肉、
o

d--'u 
そ
こ
で
、
万
世
一
系
を
い
ま
風
に
解
釈
し
て

み
る
と
、
「
日
本
人
の
多
く
が
持
っ
て
い
る
、

日
本
社
会
の
永
続
性
に
対
す
る
信
念
」
と
で
も

言
え
る
か
と
思
う
。
社
会
は
不
断
に
変
ル
「
レ
て

い
て
、
多
く
の
亀
裂
や
断
絶
に
見
舞
わ
れ
る
も

の
だ
が
、
日
本
人
は
そ
の
こ
と
を
-
認
め
た
く
な

い
。
社
会
は
今
ま
で
ど
お
り
順
調
に
発
展
し
て

い
き
、
今
後
も
い
ま
ま
で
の
幸
福
が
永
続
す
る

は
ず
だ
と
考
・
え
た
が
る
。

こ
れ
が
中
国
人
で
あ
れ
ば
、
固
定
し
た
制
度

を
こ
し
り
え
る
。
そ
れ
が
律
令
制
だ
っ
た
り
、

官
僚
機
構
だ
っ
た
り
、
法
律
だ
っ
た
り
す
る
。

で
も
、
か
た
ち
の
あ
る
制
度
を
作
る
と
、
い
つ

か
は
壊
れ
て
し
ま
う
。
断
絶
が
起
こ
る
。

日
本
人
の
場
合
、
そ
う
い
う
固
定
し
た
制
度

を
つ
く
る
こ
と
を
、
最
初
か
ら
あ
き
ら
め
て
い

る
。
そ
れ
が
諸
行
無
常
だ
。
権
力
者
た
ち
ま
で

も
無
常
感
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
、
わ
ざ
わ

ざ
打
倒
す
る
必
要
が
な
い
。
つ
ぎ
の
世
代
の
人

び
と
が
力
を
た
く
わ
え
て
い
け
ば
、
す
ん
な
り

交
替
が
実
現
し
て
し
ま
う
。
春
が
夏
に
な
る
よ

う
に
、
徳
川
の
世
が
明
治
に
な
り
、
戦
後
民
主

主
義
に
な
る
。

本

で
は
、
天
皇
は
何
を
し
て
き
た
の
か
。

産
業
と
の
関
連
で
考
え
て
み
よ
う
。
い
ろ
い

ろ
説
が
あ
る
が
、
天
皇
は
最
初
、
稲
作
が
日
本

に
伝
わ
っ
て
き
た
当
時
の
豪
族
の
ひ
と
つ
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
農
業
祭
杷
を

行
な
い
つ
つ
、
農
民
た
ち
を
支
配
し
て
い
た
。

も
し
天
皇
が
こ
れ
だ
け
の
存
在
で
あ
れ
ば
、

農
業
の
衰
退
・
滅
亡
と
と
も
に
、
天
皇
も
没
落

せ
ざ
る
を
え
な
い
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
明

治
維
新
・
文
明
開
化
以
降
、
天
皇
は
ま
す
ま
す

力
を
伸
ば
し
て
い
っ
た
。
天
皇
に
と
っ
て
は
、

農
業
も
工
業
も
、
同
じ
な
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
製
造
業
が
基
幹
産
業
で
な
く

な
り
、
脱
工
業
化
、
情
報
化
の
時
代
を
迎
え
て

も
、
天
皇
が
日
本
人
に
と
っ
て
意
味
を
持
た
な

く
な
る
と
は
限
ら
な
い
。
メ
デ
ィ
ア
は
天
皇
や

皇
室
の
動
静
を
、
毎
日
毎
日
報
道
し
て
い
る
。

人
び
と
は
、
そ
れ
に
関
心
を
持
ち
続
け
る
。
こ

う
し
て
拡
大
再
生
産
さ
れ
て
い
く
情
報
の
な
か

で
、
天
皇
は
生
き
延
び
て
い
く
。

天
皇
の
実
態
と
は
、
な
に
か
特
別
の
活
動
な

の
で
は
な
く
、
天
皇
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
の
情
諒
幼
果
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
象

徴
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
だ
。
天
皇
は
、
何
か

特
別
の
活
動
を
し
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
。
日

本
人
は
、
暖
昧
な
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
確
認
す
る
た
め
に
、
「
天
皇
」
と
い
う

名
前
を
欲
し
て
い
る
の
だ
、
と
私
は
思
う
。

考
え
て
み
れ
ば
、
象
徴
の
機
能
と
は
、
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
(
同
一
性
)
を
確
認
す
る
こ
と

だ。
国
家
は
、
目
に
視
え
な
い
。
自
に
視
え
な
い

か
ら
、
な
に
か
目
に
視
え
る
も
の
で
確
認
す
る

必
要
が
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
な
ら
星
条
船
団
可
紋
章

で
も
ホ
ワ
イ
ト
ハ
ウ
ス
で
も
い
い
は
ず
だ
け
れ

ど
、
器
市
に
便
利
で
安
い
の
で
、
星
条
旗
が
一

番
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
人
が
考
え
た
の
は
、
こ
の
星
条
旗

に
あ
た
る
も
の
を
、
日
本
人
に
作
っ
て
や
ろ
う

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
天
皇
を
、
憲
法
の
な
か

で
、
そ
う
位
置
づ
け
る
こ
と
に
し
た
。

・
し
か
し
天
皇
は
、
星
条
旗
と
違
っ
て
、
物
で
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は
な
い
。
生
身
の
人
間
で
あ
る
。
天
皇
の
、
一

個
の
人
間
と
し
て
の
あ
り
方
と
、
ア
メ
リ
カ
が

単
純
に
考
え
た
戦
低
民
主
主
義
の
象
徴
と
し
て

の
あ
り
方
と
は
、
時
に
矛
盾
を
ひ
き
お
こ
す
。

特
に
日
本
人
が
、
天
皇
の
な
か
に
自
分
た
ち
の

日
A

吾
乞
超
え
た
も
の
を
す
べ
て
見
ょ
う
と
す
る

か
ら
な
お
さ
ら
だ
。
た
と
え
ば
、
は
娼
問
題
。

ふ
つ
う
の
家
庭
と
違
っ
た
い
ろ
い
ろ
な
矛
盾
を

抱
え
て
、
い
ち
ば
ん
大
変
な
の
が
天
皇
家
だ
な

あ
、
と
思
っ
て
い
る
国
民
も
多
い
は
ず
だ
。

天
皇
に
、
わ
れ
わ
れ
普
通
人
を
超
え
た
も
の

を
見
よ
う
と
す
る
、
白
木
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
の
臨
認
の
仕
方
は
、
日
本
人
に
コ
ン
プ
レ

ン
ク
ス
が
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
大
き
く
ふ
く
れ

あ
が
る
。
も
と
も
と
中
国
に
対
す
る
コ
ン
プ
レ

ッ
ク
ス
が
あ
っ
た
か
ら
、
天
皇
を
必
要
以
上
に

立
派
な
、
中
国
的
君
主
だ
と
考
え
た
が
っ
た
。

今
度
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
対
す
る
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
が
、
天
皇
を
必
要
以
上
に
立
派
な
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
的
君
主
だ
と
考
え
た
が
っ
た
o
J
こ
う
い
う
強

が
り
が
、
戦
前
の
天
皇
制
だ
っ
た
。

こ
う
い
う
強
が
り
が
、
天
皇
を
人
間
と
神
の

中
間
に
位
置
付
け
た
。
天
皇
を
そ
う
や
っ
て
杷

り
上
げ
る
こ
と
で
、
日
本
人
は
ど
う
に
か
心
理

的
に
安
定
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
困
っ

た
傾
向
だ
と
、
ア
メ
リ
カ
は
思
っ
た
。
ア
メ
リ

カ
人
は
天
皇
が
「
仲
で
あ
り
人
間
で
あ
る
」
な

ど
と
聞
く
と
、
反
射
的
に
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト

を
思
い
浮
か
べ
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
、
こ
の
軍

国
主
義
の
温
床
を
断
ち
切
る
に
は
、
天
皇
の
神

性
を
否
定
す
る
こ
と
だ
と
、
天
皇
の
人
間
宣
言

を
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

に
冷
静
に
天
皇
を
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
白

木
国
憲
法
の
内
容
を
承
知
し
な
が
ら
、
ど
こ
か

人
間
を
超
え
た
存
在
と
み
て
し
ま
う
。
そ
の
理

由
は
、
わ
れ
わ
れ
が
民
主
主
義
(
新
憲
法
)
を

自
分
で
選
択
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
こ
と
と

関
係
が
あ
る
。

民
主
主
義
は
、
人
び
と
が
主
権
者
の
良
見
を

持
ち
、
契
約
(
憲
法
)
を
と
り
結
ぶ
と
こ
ろ
に

成
立
す
る
。
し
か
し
戦
後
民
主
主
義
は
、
比
職

的
に
言
え
ば
、
天
皇
が
民
主
主
義
に
「
改
宗
」

す
る
こ
と
で
始
ま
っ
た
。
日
本
国
民
は
、
そ
れ

に
つ
、
り
れ
て
民
主
主
義
者
と
な
っ
た
に
す
ぎ
な

い
。
そ
れ
は
、
天
皇
が
「
文
明
開
化
」
主
義
に

改
宗
し
た
の
で
明
治
維
新
が
始
ま
っ
た
の
と
、

同
じ
構
造
で
あ
る
。
日
本
人
は
、
自
分
の
頭
で

考
え
て
休
制
を
選
択
す
る
代
わ
り
に
、
い
つ
も

天
皇
の
真
似
乞
し
て
す
ま
せ
る
癖
が
つ
い
て
い

る
。
先
ほ
ど
「
日
本
社
会
の
、
赤
続
性
に
対
す
る

信
頼
」
と
の
べ
た
の
は
、
言
い
か
え
れ
ば
こ
う

い
う
こ
と
で
あ
る
。
日
本
人
が
理
解
す
る
「
象

徴
」
と
は
、
こ
う
い
っ
た
思
考
の
簡
略
化
装
置

(集
A
目
.
無
責
任
)
の
こ
と
な
の
だ
。

日
本
人
の
誤
僻
を
解
い
て
や

ろ
う
と
し
た
ア
メ
リ
カ
人
の
考
え
方
こ
そ
、
誤

解
に
基
づ
い
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

日
本
人
が
天
皇
を
「
現
人
神
」
と
呼
ん
だ
の

は
、
決
し
て
キ
リ
ス
ト
教
的
な
文
脈
で
は
な
か

っ
た
。
だ
か
ら
天
皇
が
象
徴
(
た
だ
の
人
間
)

で
あ
る
と
わ
か
っ
た
と
し
て
も
、
事
情
に
よ
っ

て
は
、
ま
た
人
聞
を
超
え
た
何
者
か
と
思
わ
れ

て
し
ま
w

つ
可
能
性
が
十
分
に
あ
る
。

本

日
本
人
は
、
「
象
徴
」
と
い
う
こ
と
の
意
味

を
、
や
は
り
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
の
だ
。

た
と
え
ば
、
天
皇
が
外
国
で
コ
冗
首
」
と
し

て
の
待
遇
を
受
け
る
。
す
る
と
、
「
天
皇
は
日

本
の
支
配
者
で
は
な
い
し
、
国
家
元
首
で
も
な

く
て
、
た
だ
の
象
徴
な
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
お

か
し
い
」
と
い
う
投
書
が
新
聞
に
載
っ
た
り
す

る
。
け
れ
ど
も
外
交
慣
例
か
ら
考
え
て
、
天
皇

が
コ
元
首
」
な
の
は
当
た
り
前
O

支
配
者
で
あ

ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
政
治
権
力
が
あ
ろ
う
と

な
か
ろ
う
と
、
あ
る
国
家
を
代
表
す
る
人
絡
の

こ
と
を
コ
冗
首
」
と
い
う
。
象
徴
で
あ
る
天
皇

は
、
ま
さ
に
「
元
首
」
以
外
の
何
者
で
も
な
い

の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
天
皇
を
象
徴
と
し
て
抱
え
こ
ん

だ
日
本
の
民
主
主
義
が
、
十
分
に
機
能
す
る
は

ず
が
な
い
の
は
明
ら
か
だ
。
「
自
粛
」
の
よ
う

な
、
欧
米
で
は
考
え
ら
れ
な
い
現
象
が
起
き
る

の
も
、
日
本
の
特
徴
で
あ
る
。
日
本
の
民
主
主

義
が
少
し
お
か
し
い
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、

ア
メ
リ
カ
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
と
っ
く
に
気
が
付

い
て
い
る
。

象
徴
と
は
、
一
国
を
代
表
し
、
日
本
国
憲
法

の
定
め
に
し
た
が
っ
て
行
動
す
る
一
個
の
人
格

(
国
家
機
関
て
と
い
う
意
味
だ
。

し
か
し
多
く
の
日
木
人
は
、

そ
-
つ
い
・
つ
ふ
・
つ

天
皇
も
、
自
分
た
ち
と
ま
っ
た
く
同
じ
人
間

で
あ
る
。
た
だ
天
皇
と
い
う
職
務
を
担
っ
て
い

る
だ
け
だ
。
|
|
こ
う
冷
静
で
現
実
的
に
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
で
、
日
本
の
民
主

主
義
の
成
熟
の
度
合
い
を
測
る
こ
と
が
で
き
よ

う
。
日
本
社
会
の
国
際
化
は
、
日
本
人
の
天
皇

に
対
す
る
態
度
の
な
か
に
こ
そ
、
そ
の
鍵
が
あ

る
の
だ
。

(
は
し
づ
め

「

g

だ
い
さ
ぶ
ろ
う
・
東
京
工
砦
歪
人

で

な

い

学
助
教
授
・
粁
γ

会
学
)

f 


