
llh .' 今
僕
た
ち
が
日
本
の
憲
法
を
新
し
く
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
こ
う
し
た
世
界
の
新
し
い
、
先
進
的

な
動
向
を
取
り
込
ま
な
け
れ
ば
意
味
が
な
い
と
思
い
ま
す
よ
。
そ
の
原
則
は
や
は
り
、
非
暴
力
)
非
核
・

民
主
主
義
・
人
権
・
環
境
保
護
・
日
本
の
内
外
の
第
三
世
界
的
諸
民
族
と
の
共
生
・
協
力
だ
と
思
い
ま
す

ね
。
だ
か
ら
日
本
の
新
憲
法
の
制
定
は
、
同
時
に
新
世
界
憲
法
、
新
国
連
憲
章
の
制
定
だ
、
と
い
う
く
ら

い
の
気
概
と
意
気
込
み
で
な
い
と
意
味
が
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
(
一
九
九
二
年
六
月
一
一
一
一
日
)

/993-f 

第
二
部

意
見
・
憲
法
草
案
を
読
む

第

部
の
憲
法
議
論
を
検
討
ナ
る

-
橋
爪
大
三
郎

第
一
部
の
リ
レ

l
討
論
に
対
す
る
意
見
を
書
い
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
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I1日.¥ 
第
一
部
の
、
景
山
さ
ん
、

鈴
木
さ
ん
、

伊
燥
さ
ん
の
原
稿
を
読
ん
だ
。

談
話
体
で
あ
る
が
ゆ
え
の
わ
か
り
や
す
さ
と
、

あ
や
ふ
や
さ
・
あ
い
ま
い
さ
、
そ
の
両
方
を
含
ん
だ
原

皆
さ
ん
そ
れ
ぞ
れ
の
言
い
た
い
こ
と
は
十
分
に

稿
だ
|
|
白
分
の
第
一
部
原
稿
も
そ
う
で
あ
る
ー
ー
が
、

伝
わ
っ
て
き
た
。

最
初
に
感
じ
た
の
は
、

素
人
が
憲
法
に
つ
い
て
論
じ
る
危
う
さ
、

で
あ
る
。

こ
の
本
の
企
画
を
、

は
じ
め
に
ポ
ッ
ト
出
版
の
沢
辺
さ
ん
か
ら
聞
い
た
と
き
、

私
は
ぜ
ひ
、

憲
法
の
専

門
家
に
加
わ
っ
て
も
ら
う
べ
き
だ
、

と
提
案
し
た
。

沢
辺
さ
ん
は
、

い
く
つ
か
理
由
を
あ
げ
て
、

そ
う
で

な
い
ほ
う
が
い
い
と
の
べ
た
け
れ
ど
も
、

+品、

私
は
半
分
く
ら
い
し
か
納
得
し
な
か
っ
た
。

憲
法
と
い
う
も
の

や
は
り
法
律
で
あ
り
、

法
律
で
あ
る
か
ら
に
は
、

専
門
家
で
な
い
と
十
分
に
論
じ
切
れ
な
い
部
分
が

あ
る
。

そ
れ
を
踏
ま
え
ず
に
い
く
ら
素
人
が
語
っ
て
も
、

ど
う
し
ょ
う
も
な
い

(
仮
に
よ
い
ア
イ
デ
ア
が

あ
っ
て
も
、

そ
れ
を
憲
法
草
案
の
か
た
ち
に
活
か
せ
な
い
)

と
こ
ろ
が
あ
る
。

私
は
憲
法
の
専
門
家
で
も

な
ん
で
も
な
い
し
、

そ
ん
な
役
回
り
を
押
し
つ
け
ら
れ
で
も
困
る
。

議
論
を
実
り
あ
る
も
の
に
す
る
た
め

『
」
、

せ
め
て
専
門
家
の
チ
ェ
ッ
ク
を
受
け
る
か
、

コ
メ
ン
ト
を
も
ら
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
の
が
、
私
の
希

望
で
あ
る
。

軍-、，

-

J

、

中
/
半
/
ー
し

沢
辺
さ
ん
の
考
え
も
、

わ
か
ら
な
い
で
は
な
い
。

ま
ず
第
一
に
、

憲
法
の
専
門
家
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
の
議
論
に
は
、

一
定
の
パ
タ
ー
ン
が
あ
り
、

そ
れ

が
あ
ま
り
面
白
く
な
い
。
建
前
ど
お
り
の
解
説
を
し
、
こ
ま
ご
ま
と
し
た
説
明
を
つ
け
加
え
て
く
れ
る
か

も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
こ
の
際
憲
法
を
作
り
直
そ
う
と
い
う
よ
う
な
し
っ
か
り
し
た
ス
タ
ン
ス
で
、
憲

法
の
大
き
な
骨
格
を
と
ら
え
た
発
言
を
し
て
く
れ
そ
う
な
人
が
い
な
い
。
第
二
に
、
憲
法
論
争
と
い
う
と
、

こ
れ
ま
で
の
護
憲
/
改
憲
論
争
の
手
垢
に
ま
み
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
い
ま
さ
ら
新
味
が
な
い
。
そ
の
あ

た
り
を
断
ち
切
る
た
め
、
む
し
ろ
専
門
家
を
パ
ス
し
て
、
素
人
の
人
び
と
に
市
民
と
し
て
の
資
格
で
い
ち

か
ら
議
論
し
て
も
ら
う
ほ
う
が
面
白
い
。
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
。

た
し
か
に
日
本
の
憲
法
学
者
は
、
も
う
ひ
と
つ
頼
り
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
現
在
の
憲

法
を
制
定
す
る
作
業
に
、
彼
ら
が
ほ
と
ん
ど
タ
ッ
チ
し
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
自
分
の
作
っ
た
も
の
で
な
け

れ
ば
、
責
任
の
持
ち
ょ
う
が
な
い
か
ら
、
条
文
解
釈
を
し
て
い
れ
ば
い
い
と
い
う
態
度
に
な
り
が
ち
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
不
幸
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
な
ら
な
お
の
こ
と
、
今
度
こ
そ
日
本
の
憲
法
学
者
が
自
前
で

憲
法
を
改
正
し
て
み
せ
て
ほ
し
い
。

ー
ー
と
い
う
希
望
は
あ
る
け
れ
ど
、

改
正
の
議
論
を
進
め
る
の
は
大
事
で
あ
る
。

日
本
の
大
部
分
の
法
律
は
、
関
係
省
庁
の
役
人
が
原
案
を
用
意
す
る
。
そ
れ
を
内
閣
が
国
会
に
提
出
、

ほ
と
ん
ど
が
そ
の
ま
ま
法
律
と
な
る
。
技
術
的
に
こ
ま
ご
ま
と
し
た
法
律
の
場
合
、
こ
れ
で
仕
方
が
な
い

そ
れ
に
劣
ら
ず
、

ほ
か
な
ら
ぬ
市
民
が
自
分
た
ち
の
手
で
、
憲
法

面
も
あ
る
。

川
・
抗

一
郎
の
出
法
唯一峨
九州
を
拘
バ
ず
る
〆
附
爪
大
一一
.山



l~n • 
憲
法
は
違
う
。
こ
れ
は
そ
も
そ
も
、
役
人
た
ち
に
ま
か
せ
る
こ
と
の
で
き
な
い
法
律
で
あ

る
。
ど
ん
な
に
面
倒
で
も
、
主
権
者
で
あ
る
市
民
が
、
自
分
た
ち
の
手
で
ま
と
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

憲
法
は
、
法
律
の
な
か
で
も
っ
と
も
素
人
っ
ぽ
い
法
律
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
歴
史
上
有
名
な
憲
法

の
起
草
者
た
ち
は
、
必
ず
し
も
法
律
の
専
門
家
で
な
か
っ
た
。
市
民
社
会
と
国
家
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

時
代
に
先
ん
じ
た
理
想
像
と
十
分
な
現
実
感
覚
と
を
そ
な
え
て
い
れ
ば
、
憲
法
は
ち
ゃ
ん
と
起
草
で
き
る
。

そ
の
憲
法
に
合
わ
せ
て
、
ほ
か
の
法
律
を
手
直
し
す
る
作
業
を
役
人
た
ち
(
あ
る
い
は
国
会
議
員
た
ち
)

に
ま
か
せ
れ
ば
よ
い
。
今
度
の
企
画
は
、
市
民
の
手
に
よ
る
そ
う
し
た
憲
法
づ
く
り
の
手
始
め
と
言
え
な

い
こ
と
も
な
い
と
思
っ
て
、
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

み
な
さ
ん
の
議
論
を
検
討
し
た
い
と
思
う
。

け
れ
ど
も
、

で
は
順
に
、

⑨
景
山
民
夫
さ
ん
へ
の
疑
問

景
山
民
夫
さ
ん
が
、
特
に
宗
教
と
い
う
点
に
絞
っ
て
い
ろ
い
ろ
の
べ
て
お
ら
れ
る
の
は
、
興
味
深
く
読

ん
だ
。
特
定
の
宗
教
・
宗
派
に
深
く
コ
ミ
ッ
ト
す
る
立
場
か
ら
、
憲
法
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
と
い
う
議

論
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
で
は
あ
ま
り
前
例
が
な
か
っ
た
の
で
、
有
益
だ
っ
た
。

景
山
さ
ん
が
主
と
し
て
と
り
あ
げ
て
い
る
の
は
、
憲
法
第
二

O
条
(
お
よ
び
第
八
九
条
)
の
、
政
教
分

離
の
原
別
で
あ
る
。
こ
こ
を
改
正
す
べ
き
だ
、
と
景
山
さ
ん
は
言
う
。《
今
は
ど
の
宗
教
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が

い
ろ
ん
な
神
を
持
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
(
中
略
)
大
も
と
で
あ
る
神
は
ひ
と
つ
で
あ
る
、
根
本
神
は
ひ
と
つ

で
あ
る
と
思
う
ん
で
す
。
(
中
略
)
現
在
は
過
渡
期
な
の
で
す
ね
。
こ
の
過
渡
期
を
抜
け
出
す
第
一
歩
と
し

て
、
憲
法
二

O
条
の
政
教
分
離
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
い
方
向
に
向
か
っ
て
い
く
可
能
性
が

あ
る
と
思
い
ま
す
。
:
:
:
憲
法
二

O
条
の
政
教
分
離
が
改
正
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
と
い
う
も
の

が
忌
み
嫌
う
べ
き
も
の
、
無
視
す
る
も
の
で
は
な
く
て
、
国
家
的
な
行
事
で
す
ら
宗
教
的
な
基
盤
に
も
と

づ
い
て
い
る
、
と
い
う
認
識
が
深
ま
る
の
で
は
な
い
か
》
(
七
二
頁
)

そ
れ
に
と
も
な
っ
て
、
で
き
れ
ば
前
文
も
書
き
か
え
る
べ
き
だ
と
、
景
山
さ
ん
は
言
う
。

《憲
法
の
前
文

に
、
日
本
国
民
は
神
理
に
も
と
づ
い
て
、
他
の
幸
福
を
害
さ
な
い
で
、
自
分
だ
け
で
は
な
く
他
の
幸
福
も

一
緒
に
な
っ
て
願
え
る
よ
う
な
人
間
と
し
て
の
国
家
を
つ
く
っ
て
い
こ
う
(
中
略
)
と
い
う
よ
う
な
文
章

が
ま
ず
く
る
。
そ
れ
か
ら
神
理
の
内
容
が
前
文
の
メ
イ
ン
テ

l
マ
に
な
る
。
そ
ん
な
憲
法
が
で
き
れ
ば
宗

教
者
の
立
場
と
し
て
理
想
的
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
》
(
七
七
頁
)

こ
う
し
た
景
山
さ
ん
の
意
見
は
、
政
教
分
離
の
原
則
を
景
山
さ
ん
が
誤
解
し
た
た
め
に
生
ま
れ
た
も
の

だ
。
憲
法
改
正
の
方
針
と
し
て
も
大
い
に
問
題
が
あ
る
。
私
は
こ
の
意
見
に
、
断
固
反
対
し
た
い
。

景
山
さ
ん
が
、
政
教
分
離
の
原
則
に
異
を
唱
え
る
の
は
、
そ
れ
が
人
び
と
の
宗
教
心
を
破
壊
す
る
と
考

え
る
か
ら
で
あ
る
。
景
山
さ
ん
は
言
う
、

《憲
法
二

O
条
が
、
極
端
な
ま
で
の
政
教
分
離
を
押
し
進
め
て
き

日
本
人
の
意
識
は
ど
ん
ど
ん
宗
教
離
れ
し
て
い
っ
た
。
信
仰
と
い
う
も
の
を

た、

条
文
化
し
た
お
陰
で
、

m
e抗
一
却

の
芯
法
治
泌
を
険
叶
川
す
る
/
ノ
陥
爪
大
二
一郎
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.' 日
常
生
活
の
な
か
か
ら
排
除
し
て
い
く
方
向
に
、
戦
後
の
四
七
年
間
は
進
ん
で
き
た
と
思
い
ま
す
》
(
六
五

頁
)こ

れ
は
、
二
重
に
お
か
し
い
。
ま
ず
第
一
に
、
政
教
分
離
の
原
則
は
、
人
び
と
の
信
仰
や
宗
教
活
動
を
、

国
家
権
力
の
妨
害
や
介
入
か
ら
守
ろ
う
と
い
う
目
的
で
生
ま
れ
た
も
の
だ
。
人
び
と
が
厚
い
信
仰
心
を
持

っ
て
お
り
、
真
面
目
に
宗
教
生
活
を
営
ん
で
い
る
。
そ
う
い
う
事
実
が
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
「
政
治
と

宗
教
と
を
分
離
」
し
よ
う
と
い
う
発
想
が
生
ま
れ
る
は
ず
は
な
い
。
第
二
に
、
政
教
分
離
の
原
則
が
、
日

本
人
の
信
仰
心
を
低
下
さ
せ
た
、
と
い
う
事
実
は
な
い
。
そ
う
い
う
事
実
を
証
明
し
た
人
間
も
い
な
い
。

宗
教
の
社
会
的
地
位
が
低
い
の
は
、
何
も
戦
後
社
会
に
は
じ
ま
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
廃
仏
棄
釈
か
ら
敗

戦
に
い
た
る
戦
前
の
日
本
も
同
様
だ
っ
た
し
、
仏
教
が
政
治
権
力
に
よ
っ
て
厳
し
く
管
理
さ
れ
た
江
戸
時

代
で
も
そ
う
だ
つ
た
。

で
は
、
政
教
分
離
の
原
則
と
は
何
か
。
念
の
た
め
に
確
認
し
て
お
く
。

ま
ず
、
一
人
ひ
と
り
の
人
聞
は
、
何
び
と
も
奪
う
こ
と
の
で
き
な
い
自
由
を
も
っ
て
い
る
。
そ
の
な
か

に
は
、
信
仰
の
自
由
も
含
ま
れ
る
。
と
い
う
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
成
立
ま
で
の
経
緯
を
考
え
て
み
れ

ば
わ
か
る
よ
う
に
、
信
仰
の
自
由
は
あ
ら
ゆ
る
自
由
の
な
か
で
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ

う
い
う
信
仰
の
自
由
を
あ
え
て
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
裏
を
返
せ
ば
、
信
仰
の
自

由
は
し
ば
し
ば
守
ら
れ
な
か
っ
た
(
信
仰
を
理
由
に
、
生
命
・
財
産
を
奪
わ
れ
た
り
、
移
住
を
余
儀
な
く

さ
れ
た
り
、
不
利
益
を
被
っ
た
り
し
た
)
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
は
ざ
ま
で
、
人
び
と
は
苦
し
み
ぬ

い
た
。
た
び
重
な
る
宗
教
戦
争
や
、
血
で
血
を
洗
う
抗
争
の
結
果
、
や
っ
と
た
ど
り
着
い
た
の
が
、
国
家

は
宗
教
問
題
に
関
与
し
な
い
と
い
う
ル

l
ル
だ
っ
た
。

信
仰
の
自
由
は
、
市
民
の
基
本
的
な
権
利
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
国
家
は
市
民
の
信
仰
を
尊
重
し
、
一

切
そ
こ
に
立
ち
入
ら
な
い
。
|
|
こ
れ
が
、
政
教
分
離
の
恨
本
思
想
だ
。
そ
れ
は
国
家
が
、
市
民
の
信
仰

生
活
を
重
視
し
尊
重
す
る
、
と
い
う
約
束
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
個
々
人
の
、
良
心
の
自
由
、
言

論
の
自
由
、
集
会
・
結
社
の
自
由
な
ど
を
基
礎
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

ア
メ
リ
カ
で
宣
誓
の
際
、
聖
書
に
手
を
載
せ
る
の
は
、
自
分
の
個
人
的
良
心
に
従
っ
て
い
る
こ
と
を
確

認
す
る
た
め
の
儀
式
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
に
は
事
実
上
、
キ
リ
ス
ト
教
の
諸
宗
派
し
か
な
か
っ
た
か
ら
、

ど
の
宗
派
の
信
者
だ
ろ
う
と
、
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
典
で
あ
る
聖
書
に
手
を
載
せ
れ
ば
そ
れ
で
よ
か
っ
た
。

こ
れ
を
、
国
家
が
宗
教
活
動
を
し
て
い
る
な
ど
と
、
勘
違
い
し
て
は
い
け
な
い
。

国
家
は
、
世
俗
的
な
制
度
(
権
力
機
構
)
で
あ
る
か
ら
、
宗
教
に
関
係
し
な
い
。
ま
た
、
関
係
し
て
は

な
ら
な
い
。
教
会
の
組
織
活
動
を
破
壊
し
た
り
妨
害
し
た
り
し
て
は
い
け
な
い
し
、
特
定
の
教
会
を
優
遇

し
て
も
い
け
な
い
(
寄
付
を
行
な
っ
た
り
、
宗
教
行
事
に
参
加
し
て
も
い
け
な
い
)
。
ど
の
宗
教
が
よ
い
と

い
う
よ
う
な
、
宗
教
上
の
価
値
判
断
を
も
っ
て
も
い
け
な
い
。
だ
か
ら
、

《
た
と
え
そ
れ
が
淫
洞
・
邪
教
で

あ
っ
て
も
解
散
を
命
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
》
(
五
九
頁
)
の
は
、
当
た
り
前
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
宗

山川
⑨
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活
動
の
な
か
に
、
法
に
触
れ
る
行
為
が
あ
れ
ば
、
そ
の
限
り
で
そ
う
し
た
行
為
は
取
り
締
ま
り
の
対
象

と
な
る
。
け
れ
ど
も
法
に
触
れ
な
い
限
り
、
国
家
は
一
切
宗
教
に
口
出
し
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
戦
後
社
会
の
出
発
点
で
あ
る
日
本
国
憲
法
に
と
っ
て
も
大
原
則
の
は
ず
で
あ
り
、
同
時
に
、
近

代
市
民
社
会
が
伝
統
と
し
て
引
き
継
い
で
き
た
知
恵
の
結
晶
で
あ
る
。

政
教
分
離
の
原
則
を
疑
う
こ
と
は
自
由
だ
が
、
疑
う
以
上
は
、

に
対
決
し
、
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
覚
悟
で
や
っ
て
ほ
し
い
。

こ
の
近
代
市
民
社
会
の
伝
統
と
全
面
的

* 

そ
れ
と
関
連
し
て
、
景
山
さ
ん
が
、
国
家
と
宗
教
の
関
係
を
三
つ
に
分
類
し
て
い
る
が
、

成
で
き
な
い
。

こ
れ
に
も
賛

政
教
分
離
と
い
う
考
え
方
は
、

て
き
た
考
え
方
で
あ
る
。

キ
リ
ス
ト
教
の
伝
統
(
特
に
そ
の
西
方
ロ

l
マ
教
会
)

の
な
か
か
ら
出

キ
リ
ス
ト
教
(
特
に
西
方
ロ

l
マ
教
会
)
で
は
、
二
王
国
論
と
言
っ
て
、
地
上
の
世
俗
の
王
国
/
地
上

な
ら
ざ
る
神
の
王
国
、
の
二
重
の
秩
序
と
し
て
こ
の
世
界
を
理
解
す
る
。
イ
エ
ス
は
、
世
俗
の
権
力
と
神

の
権
力
(
教
会
)
と
が
別
々
の
も
の
で
あ
る
と
教
え
た
。
ゆ
え
に
、
こ
の
二
つ
の
王
国
は
分
離
し
て
い
る

の
が
正
し
い
。
と
こ
ろ
が
た
ま
た
ま
、
ロ
ー
マ
帝
国
が
キ
リ
ス
ト
教
を
国
教
に
す
る
と
い
う
出
来
事
が
起

こ
り
、
そ
れ
が
東
方
教
会
(
東
ロ

l
マ
帝
国
)
の
伝
統
に
引
き
継
が
れ
た
り
し
て
話
が
や
や
こ
し
く
な
っ

た
。
け
れ
ど
も
、
少
な
く
と
も
西
欧
で
は
、
国
王
は
い
つ
何
ど
き
キ
リ
ス
ト
教
の
信
者
で
な
く
な
る
か
わ

か
ら
な
い
存
在
だ
っ
た
し
、
い
つ
何
ど
き
「
破
門
」
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
存
在
だ
っ
た
。

宗
教
改
革
の
結
果
、
ロ

l
マ
教
会
が
一
枚
岩
で
な
く
な
り
、
数
多
く
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
教
会
や
信

団
(
セ
ク
ト
)
が
生
ま
れ
た
。
そ
の
た
め
に
宗
教
戦
争
が
起
こ
っ
て
、
大
勢
の
人
び
と
の
血
が
流
れ
た
。

封
建
領
主
た
ち
は
、
宗
教
上
の
対
立
を
口
実
に
、
信
仰
を
守
る
と
称
し
て
、
自
分
た
ち
の
政
治
的
利
害
を

て
ん
で
に
主
張
し
た
。
自
分
の
信
仰
こ
そ
が
正
し
い
と
信
じ
る
人
び
と
は
、
自
分
た
ち
以
外
の
人
び
と
を

一
掃
す
れ
ば
問
題
は
解
決
す
る
と
考
え
た
が
、
お
互
い
に
殺
し
あ
い
憎
み
あ
う
ば
か
り
で
、
何
の
光
も
み

え
な
か
っ
た
。
こ
う
し
て
人
び
と
が
た
ど
り
着
い
た
の
は
、
信
仰
の
違
い
で
殺
し
あ
っ
て
は
い
け
な
い
と

い
う
、

宗
教
的
寛
容
の
精
神
だ
っ
た
。
政
治
権
力
は
、
あ
く
ま
で
も
世
俗
の
権
力
で
あ
る
べ
き
で
、
ど
ん

な
信
仰
も
対
等
に
保
護
す
べ
き
だ
ー
ー
ー
こ
れ
が
、
政
教
分
離
の
原
点
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

景
山
さ
ん
が
第
一
の
タ
イ
プ
と
し
て
あ
げ
て
い
る
国
教
型
。
ビ
ザ
ン
チ
ン
帝
国
(
社
会
学
者
ヴ
ェ

l
パ

ー
の
分
類
に
よ
る
と
、
皇
帝
日
教
皇
主
義
の
典
型
)
は
別
送
し
て
、
ま
ず
イ
ス
ラ
ム
教
は
大
い
に
疑
問
で

あ
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
信
仰
と
世
俗
の
国
家
権
力
と
を
厳
密
に
区
別
し
て
い
る
。
イ
ス
ラ
ム
教
は
、
ム

ス
リ
ム
た
ち
が
唯
一
の
世
俗
の
共
同
体
に
団
結
す
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
る
の
で
、
ば
ら
ば
ら
な
国
家

を
是
認
す
る
論
理
を
有
し
て
い
な
い
(
ゆ
え
に
、
国
王
の
戴
冠
式
に
あ
た
る
も
の
は
な
い
)
。
そ
れ
ゆ
え
宗

教
者
が
、
権
力
者
を
指
導
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
社
会
の
す
べ
て
の
人
び
と
が
イ
ス
ラ
ム
教
の
信
者
だ
と

日
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い
う
こ
と
と
、
国
教
と
い
う
こ
と
は
違
う
。
イ
ス
ラ
ム
教
圏
の
国
々
の
多
く
は
、

動
の
結
果
樹
立
さ
れ
た
も
の
で
(
た
と
え
ば
イ
ラ
ク
)
、
宗
教
を
国
家
の
基
本
と
す
る
と
は
う
た
っ
て
い
な

い
。

イ
ラ
ン
・
イ
ス
ラ
ム
共
和
国
み
た
い
な
も
の
も
あ
る
が
、
こ
れ
も
国
教
と
い
う
の
と
は
だ
い
ぶ
違
つ

キ
リ
ス
ト
教
の
宣
伝
と
異
な
り
、
異
教
徒
の
存
在
に
寛

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
運

た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
に
イ
ス
ラ
ム
教
は
、

容
で
あ
る
。

結
論
と
し
て
言
え
ば
、
第
一
の
国
教
型
は
、
現
代
社
会
に
は

な
い
と
言

っ
て
い
い
。

(
共
産
主
義
国
家
を
の
ぞ
け
ば
)
存
在
し

第
二
の
タ
イ
プ
は
、
分
離
型
。
近
代
国
家
は
、
原
則
的
に
こ
れ
で
あ
る
。

第
三
の
タ
イ
プ
(
折
衷
型
)
は
、
第
て
第
二
と
レ
ヴ
ェ
ル
が
違
う
話
な
の
で
、
別
に
論
ず
る
べ
き
だ

ろ
う
。

つ
ま
り
、
政
教
分
離
と
違
っ
た
、
別
の
や
り
方
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
近
代
市
民
社
会
に
、
国
教
型

と
か
政
教
一
致
型
と
か
い
っ
た
現
実
的
な
対
案
が
あ
る
と
、
考
え
て
も
ら
っ
て
は
困
る
の
だ
。

* 

日
本
国
憲
法
に
政
教
分
離
の
原
則
を
盛
り
込
ん
だ
理
由
が
、

日
本
が

《
二
度
と
戦
争
を
起
こ
さ
な
い
た

め
に
、

国
家
神
道
そ
の
も
の
を
無
力
化
し
て
し
ま
お
う
、

と
占
領
軍
側
が
判
断
し
た
か
ら
》
(
五
七
頁
)
な

の
は
そ
の
通
り
で
あ
る
。
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
な
の
は
、

大
日
本
帝
国
が
ず
っ
と
、

神
道
は
宗
教
に
あ
ら

者
た
ち
は
、

神
道
は
宗
教
で
は
な
く
て
、

国
家
神
道
の
推
進

日
本
人
の
生
き
方
そ
の
も
の
で
あ
る
と
真
剣
に
主
張
し
た
。
だ

こ
れ
は
詑
弁
と
も
思
わ
れ
る
が
、

ず
と
い
う
公
式
見
解
を
と
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

か
ら
こ
そ
、

日
蓮
宗
、

浄
土
宗
、

:
:
:
と
い
う
家
ご
と
の
宗
旨
を
持
っ
て
い
る
日
本
人
全
員
に
、

神
道
の

儀
礼
を
強
要
で
き
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
を
は
な
は
だ
不
都
合
と
考
え
た

G
H
Q
は、

神
道
は
れ
っ
き
と
し
た
宗
教
で
あ
る
、

し
た
が
っ
て
、

戦
前

1
戦
中
の
体
制
は
、

政
教
分
離
の
原
則
に
そ
む
い
て
い
た
、

と
い
う
見
解
を
と
っ
た
。

そ
し
て
、
そ

の
体
制
を
否
定
す
る
た
め
に
、

政
教
分
離
の
原
則
を
掲
げ
た
。

こ
れ
を
、

国
家
神
道
だ
け
を
禁
止
し
よ
う
と
し
た

《
国
家
神
道
一
本
狙
い
撃
ち
》
(
五
八
頁
)
と
み
る
の

は
正
確
で
な
い
。

近
代
国
家
の
基
本
で
あ
る

「
信
仰
の
自
由
」

を
確
立
し
よ
う
と
し
た
、

日
本
社
会
改
造

の
試
み
で
あ
る
。

政
教
分
離
の
原
則
に
つ
い
て
の
正
し
い
理
解
が
ま
だ
わ
れ
わ
れ
に
根
づ
い
て
い
な
い
よ

つ
な
ら
、

こ
の
改
造

0

フ
ラ
ン
は
ま
だ
成
果
を
あ
げ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。

、. 

~ 

⑨
鈴
木
邦
夫
さ
ん
へ
の
疑
問

場
合
ほ
ど
の
、

憲
法
改
正
の
議
論
を
《 理
楽解
しし
くや
》 ・す

やい
ろも
うの
、だ

っ
た

景
山
さ
ん
の

鈴
木
さ
ん
の
主
張
は
、

政
教
分
離
の
原
則
な
ど
を
含
め
、

重
大
な
疑
問
は
な
い
。

と
い
う
提
案
に
も
賛

成
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

少
し
小
さ
め
の
論
点
に
つ
い
て
、

い
く
つ
か
の
べ
よ
う
。

一f
、
前
-
刊
ハ
H
U
去
議
論
を
険
汁
す
る

/
附
爪
大一一
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I~S • ひ
と
つ
は
、
国
民
投
票
の
提
案
で
あ
る
。

国
民
投
票
も
、
民
主
主
義
の
ひ
と
つ
の
方
法
で
あ
る
。
た
だ
問
題
は
、
日
本
国
憲
法
に
国
民
投
票
の
規

定
が
な
い
こ
と
で
あ
る
。
日
本
国
民
の
政
治
的
な
意
思
は
、
総
選
挙
で
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、

こ
れ
が
最
高
の
判
断
で
あ
る
。
憲
法
の
規
定
に
な
い
「
国
民
投
票
」
を
行
な
っ
て
、
し
か
も
そ
れ
に
「
主

権
者
の
最
高
の
判
断
」
と
い
う
解
釈
を
与
え
る
と
す
る
と
、
こ
れ
は
超
法
規
的
な
事
態
と
い
う
こ
と
に
な

り
、
憲
法
秩
序
(
法
の
支
配
の
原
則
)
に
致
命
的
な
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
て
し
ま
う
。

ど
う
し
て
も
国
民
投
票
を
や
り
た
け
れ
ば
、
憲
法
を
改
正
し
て
、
新
し
く
国
民
投
票
の
規
定
を
作
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
提
案
な
ら
、
理
解
で
き
る
。
け
れ
ど
も
、

《今
の
日
本
の
憲
法
を
認
め
る
か

ど
う
か
、
国
民
投
票
を
し
た
ら
い
い
と
思
う
》
(
九
五
頁
)
と
い
う
鈴
木
さ
ん
の
意
見
は
、
い
ま
の
べ
た
理

由
で
、
と
う
て
い
賛
成
で
き
な
い
。

そ
の
す
ぐ
あ
と
で
、
鈴
木
さ
ん
は
こ
う
も
の
べ
て
い
る
。

《今
の
憲
法
は
ど
こ
が
お
か
し
い
ん
だ
、
ど
こ

と
い
う
こ
と
を
(
中
略
)
国
家
と
関
係
な
く
、
世
論
調
査
で
も
い
い
し
、
新
聞

社
で
も
い
い
し
、
民
間
団
体
で
も
い
い
か
ら
国
民
投
票
み
た
い
な
こ
と
を
や
っ
て
、
(
中
略
)
そ
れ
を
受
け

て
国
会
で
は
議
決
す
る
べ
き
だ
と
思
う
》
(
九
六
頁
)
「
国
民
投
票
み
た
い
な
こ
と
」
で
あ
れ
ば
、
本
物
の

国
民
投
票
で
は
な
い
か
ら
、
私
は
あ
え
て
反
対
し
な
い
。
た
だ
し
、
つ
ぎ
の
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

現
行
の
憲
法
が
、
国
民
投
票
を
採
用
し
て
い
な
い
の
は
、
ど
う
し
て
か
。
そ
れ
は
、
国
民
の
多
数
意
見

を
変
え
た
ら
い
い
ん
だ
、

を
う
っ
か
り
絶
対
視
す
る
と
、
え
て
し
て
独
裁
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
を
帰
結
し
や
す
い
か
ら
で
あ
る
。
民
主
主

義
は
、
多
数
者
の
絶
対
視
の
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
多
数
者
が
誤
り
う
る
と
い
う
現
実
感
覚
で
あ
り
、

少
数
者
の
尊
重
で
あ
る
。
論
議
を
尽
く
し
た
あ
と
で
投
票
に
訴
え
る
の
は
、
と
り
あ
え
ず
多
数
に
従
う
し

か
方
法
が
な
い
た
め
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
な
感
覚
か
ら
、
手
続
き
の
重
視
、
代
議
制
度
、
三
権
分
立
な
ど

と
い
っ
た
チ
ェ
ッ
ク
機
能
が
生
ま
れ
た
わ
け
で
も
あ
る
。
だ
か
ら
私
は
、
原
発
是
か
否
か
の
よ
う
な
限
定

さ
れ
た
問
題
な
ら
と
も
か
く
、
国
民
投
票
に
大
き
過
ぎ
る
期
待
を
か
け
る
考
え
方
に
賛
成
で
き
な
い
。

《
今
の
憲
法
を
認
め
る
か
認
め
な
い
か
、
認
め
る
人
は

O
、
認
め
な
い
人
は
×
と

つ
け
(
中
略
)
そ
れ
が

過
半
数
に
な
っ
た
ら
自
動
的
に
憲
法
を
改
正
す
る
作
業
に
入
る
》
(一

O
八
頁
)
と
い
う
の
も
無
茶
な
話

だ
。
憲
法
の
改
正
の
仕
方
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
の
だ
か
ら
、
現
行
案
と
、
特
定
の
改
正
案
(
対
案
)
と
を

二

つ

ぺ

ア

に

し

て

、

の

か

た

ち

で

ど

ち

ら

が

よ

り

よ

い

(

悪

く

な

い

)

か

を

間

い
わ
ば
「
究
極
の
選
択
」

く
の
で
な
け
れ
ば
、
国
民
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
を
形
成
で
き
な
い
。

* 

、

第
二
に
、

憲
法
解
釈
の
あ
り
方
に
つ
い
て
。

白
い
も
の
も
黒
と
言
い
く
る
め
て
し
ま
う
よ
う
な
、
行
き
過
ぎ
た
「
改
釈
」
は
も
ち
ろ
ん
困
る
。
そ
ん

な
解
釈
が
ま
か
り
通
れ
ば
、
憲
法
の
存
在
す
る
意
味
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
こ
と
へ
の
警
戒
心
は

わ
か
る
の
だ
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
憲
法
解
釈
の
余
地
を
ゼ
ロ
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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•• れ
を
や
っ
た
ら
死
刑
に
な
る
の
か
表
彰
さ
れ
る
の
か
わ
か
ら
な
け
れ
ば
、

《僑
爪
さ
ん
が
、
憲
法
と
い
う
の
は
最
高
の
法
律
で
あ
る
と
三
一
口
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
、
法
律
を
読
ん
で
こ

法
律
で
は
な
い
。
だ

そ
れ
は
、

か
ら
そ
の
解
釈
の
幅
を
許
す
こ
と
、

解
釈
を
変
え
れ
ば
い
い
と
い
う
こ
と
は
、

条
文
が
な
い
の
と
同
じ
こ

と
で
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
な
い
で
す
ね
》

(
九
八
頁
)

こ
う
言
う
鈴
木
さ
ん
の
ほ
う
こ
そ
、

憲
法
に
つ
い
て
あ
ま
り
に
不
用
意
に
語
っ
て
い
な
い
か
。

《
死
刑
に
な
る
の
か
:
:
:
》
と
の
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、

鈴
木
さ
ん
は
、

刑
法
を
も
と
に
憲
法
を

イ
メ
ー
ジ
し
て
い
る
よ
う
だ
。

た
し
か
に
刑
法
も
、

法
律
で
あ
る
。

そ
し
て
刑
法
は
、

罪
刑
法
定
主
義
と

い
っ
て
、

条
文
に
完
全
に
合
致
し
な
い
と
人
間
の
罪
を
問
え
な
い
原
則
に
な
っ
て
い
る
。

国
家
権
力
が
あ

い
ま
い
な
罪
状
で
民
衆
を
勝
手
に
監
獄
に
ぶ
ち
こ
ま
な
い
た
め
の
仕
組
み
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、

解
釈
の

余
地
は
極
小
に
な
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
は
刑
法
の
機
能
的
な
要
請
に
よ
る
も
の
だ
。

刑
法
を
適
用
す
る
の
は
、

裁
判
所
で
あ
る
。

個
々
の
犯
罪
の
ケ

l
ス
を
前
に
、

こ
れ
が
刑
法
の
ど
の
罪

に
該
当
す
る
か
、

ど
れ
だ
け
の
量
刑
が
妥
当
か
、

判
断
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、

憲
法
が
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
の
は
、

個
々
の
犯
罪
や
犯
人
で
は
な
く
て
、

も
う
一
段
上
位
の
こ
と
が
ら
|
|
こ
う
し
た

法
の
あ
り
方
そ
の
も
の
だ
。

く
ど
い
よ
う
だ
が
、

繰
り
返
す
。

社
会
を
法
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、

そ
の
法

を
憲
法
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
。

だ
か
ら
憲
法
は

「
最
高
の
法
」

な
の
で
あ
る
。

(
「
田
中
笠
口
同
」

と
言
っ
て
も
、

単
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
順
序
の
話
で
あ
り
、

景
山
さ
ん
が
読
み
取
ろ
う
と
し
た
よ
う
な

「
も
っ
と
も
優
れ

需
主
、4
2・

て
い
る
」

と
い
っ
た
意
味
で
は
な
い
。
)

だ
か
ら
憲
法
判
断
が
行
な
わ
れ
る
の
は
、

最
高
裁
判
所
な
の
だ
。

国
会
が
、

憲
法
に
違
反
す
る
法
を
制

定
し
な
か
っ
た
か
。

行
政
府
が
、

憲
法
に
違
反
し
た
行
動
を
起
こ
さ
な
か
っ
た
か
。

最
高
裁
も
裁
判
所
で

あ
る
か
ら
、

一
般
に
訴
え
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
判
断
が
下
せ
る
の
で
あ
っ
て
、

い
く
ら
怪
し
い
ケ

1
ス
が

あ
っ
て
も
、

自
分
か
ら
の
こ
の
こ
出
か
け
て
行
っ
て
、

憲
法
違
反
を
宣
告
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
ゆ

ほ
ん
と
う
は
憲
法
違
反
で
あ
る
場
合
が
あ
っ
て

、えに、

憲
法
判
断
が
ま
だ
示
さ
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、

も
お
か
し
く
な
い
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
判
例
変
更
。
最
高
裁
判
所
は
、
最
高
の
判
断
を
一
不
す
場
所
だ
か
ら
、
外
部
か
ら
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
さ
れ
な
い
。
法
律
家
と
し
て
の
良
心
に
従
っ
て
い
れ
ば
、
ど
う
い
う
判
断
を
下
し
て
も
よ
い
と

い
う
自
由
度
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
最
高
裁
判
所
が
自
分
の
判
断
で
、
憲
法
の
解
釈
を
変
え
て
し
ま
う
ケ
ー

ス
が
あ
り
う
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
、
正
し
い
こ
と
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
そ
も
そ
も
、
憲
法
に
解
釈
の
余

地
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
最
高
裁
判
所
が
置
か
れ
て
い
る
の
ど
'あ
る
。

第
三
に
、
な
ぜ
か
日
本
の
最
高
裁
判
所
は
、
憲
法
判
断
を
し
た
が
ら
な
い

G

そ
れ
は
行
政
の
裁
量
で
あ

る
な
ど
と
言
っ
て
逃
げ
回
っ
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
自
衛
隊
の
よ
う
に
既
成
事
実
化
し
て
し
ま
っ
て
、

そ
れ
が
合
法
と
な
る
よ
う
に
憲
法
解
釈
の
つ
じ
つ
ま
を
合
わ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

ま
こ
と
に
困
っ
た
問
題
で
、
日
本
人
の
憲
法
感
覚
を
麻
揮
さ
せ
て
い
る
責
任
の
半
分

三
番
目
の
点
は
、

川
@
引

.
川
刀
H
山山中小
山
前
九
千
乞
一
険
汁川
す
る

，
昨
川
爪
大
-一-・山



111 以
上
は
最
高
裁
判
所
に
あ
る
と
言
え
る
ほ
ど
だ
。

最
高
裁
判
所
が
筋
を
通
せ
ば
、

あ
り
過
ぎ
る
と
い
う
印
象
は
な
く
な
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
に
ひ
き
か
え
、

憲
法
に
解
釈
の
余
地
が

最
初
と
二
番
目
の
点
は
、
簡
単
に

解
決
の
つ
か
な
い
問
題
で
あ
る
。

。
λ
J
 

や
は
り
慾
法
は
、

刑
法
の
よ
う
な
単
純
明
快
な
法
律
で
は
な
い
の
で
あ

* 

日
以
後
に
、
自
衛
隊
に
つ
い
て
。

《武
力
を
持
っ
た
集
団
は
、
も
っ
と
も
っ
と
厳
格
に
チ
ェ
ッ
ク
す
べ
き
だ
》
(一

O
一
頁
)
と
い
う
基
本

認
織
に
、
私
は
賛
成
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
と
、

《
だ
か
ら
、
僕
は
戦
争
を
な
く
す
方
向
に
い
か
な
く
ち

ゃ
な
ら
な
い
し
、
軍
備
は
な
く
す
方
向
に
し
な
く
ち
ゃ
な
ら
な
い
と
思
う
ん
で
す
》
(一

O
二
頁
)
と
い
う

見
解
と
の
問
に
は
、
飛
躍
が
あ
る
と
思
う
。

鈴
木
さ
ん
と
私
と
で
は
、
ポ
ス
ト
冷
戦
の
世
界
の
イ
メ
ー
ジ
が
だ
い
ぶ
違
う
よ
う
だ
。
イ
メ
ー
ジ
が
違

え
ば
、

憲
法
改
正
の
方
針
も
違
っ
て
く
る
。

，

鈴
木
さ
ん
は
、
冷
戦
の
な
い
世
界
・
即
・
戦
争
の
な
い
世
界
、
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、

各
国
ご
と
に
警
察
力
が
あ
れ
ば
十
分
で
は
な
い
か
、
と
考
え
る
。
ま
こ
と
に
楽
天
的
だ
。

仮
に
世
界
中
の
指
導
者
が
そ
う
考
え
、
全
面
軍
縮
に
踏
み
切
っ
て
軍
隊
を
廃
止
し
た
ら
、
戦
争
の
危
険

は
か
え
っ
て
大
き
く
な
る
、
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
主
要
国
の
軍
備
が
簡
単
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
そ
れ

に
対
抗
す
る
の
は
簡
単
だ
(
値
段
も
安
い
)
か
ら
だ
。
仮
に
そ
れ
が
軽
機
関
銃
な
ら
、
重
機
関
銃
や
装
甲

車
を
手
に
入
れ
る
だ
け
で
相
手
を
圧
倒
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
主
要
国
を
圧
倒
す
る
こ
と
の
政

治
的
効
果
や
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
利
益
は
莫
大
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
試
み
る
無
謀
な
官
険

者
た
ち
が
、
か
な
り
頻
繁
に
現
れ
て
も
不
思
議
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。

ど
こ
か
の
官
険
的
な
国
家
が
問
目
険
的
な
軍
事
行
動
に
走
る
の
を
防
ぐ
た
め
に
は
、
数
年
の
準
備
や
少
々

の
予
算
で
は
太
万
打
ち
で
き
な
い
ほ
ど
の
本
格
的
な
軍
備
を
、
主
要
国
が
そ
な
え
て
い
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
が
安
全
保
障
と
い
う
も
の
だ
。
こ
の
や
り
方
は
、
ま
だ
当
分
続
く
だ
ろ
う
。
国
連
が
そ
の
主
要
国
の

役
割
を
担
う
の
か
、
そ
れ
と
も
ア
メ
リ
カ
が
引
き
続
き
軍
事
大
国
の
地
位
を
維
持
す
る
の
か
は
、
ゆ
っ
く

り
考
え
る
べ
き
問
題
で
あ
る
と
し
て
も
。
湾
岸
戦
争
の
教
訓
も
、
そ
う
し
た
も
の
だ
っ
た
。
ポ
ス
ト
冷
戦

時
代
の
多
極
的
な
国
際
秩
序
は
、
主
要
国
の
軍
事
的
努
力
を
ひ
と
つ
の
支
え
と
し
て
、
維
持
さ
れ
る
以
外

に
な
い
だ
ろ
う
。

そ
う
考
え
る
と
、
鈴
木
さ
ん
の
提
案
は
非
現
実
的
す
ぎ
る
左
思
え
る
。

《
九
条
の
あ
と
に
但
し
書
き
と
か

時
限
立
法
を
つ
く
っ
て
、
西
暦
二

0
0
0年
ま
で
は
自
衛
隊
を
、
自
衛
の
軍
隊
、
自
衛
軍
と
し
て
認
め
る
。

西
暦
二

0
0
0年
に
な
っ
た
ら
解
体
す
る
(
中
略
)
。
警
察
予
備
隊
ま
で
戻
す
。
そ
う
す
る
と
警
察
で
あ
っ

て
軍
隊
で
は
な
い
》
(一

O
四
頁
)
隣
国
や
国
際
機
関
と
協
調
し
て
、
こ
う
い
う
政
策
を
と
る
こ
と
に
な
っ

た
の
な
ら
話
は
べ
つ
だ
が
、
日
本
だ
け
が
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
も
、
ま
っ
た
く
理
解
さ
れ
な
い
だ
ろ
う



し
、
そ
れ
ば
か
り
か
力
の
空
白
を
生
じ
て
、
か
え
っ
て
紛
争
を
誘
発
し
か
ね
な
い
。

私
は
、
む
し
ろ
こ
う
い
う
順
序
で
考
え
る
べ
き
だ
と
思
う
。
ま
ず
、
憲
法
と
自
衛
隊
と
を
整
合
す
る
よ

う
に
、
憲
法
を
改
正
す
る
。

鈴
木
さ
ん
の
言
う

《自
衛
軍
》
と
い
う
こ
と
で
い
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
並
行

し
て
、
自
衛
軍
が
国
外
で
活
動
を
許
さ
れ
る
の
は
ど
う
い
う
場
合
で
あ
る
か
を
、
特
定
す
る
。
そ
れ
は
た

と
え
ば
、
正
規
の
国
連
軍
が
編
成
さ
れ
た
場
合
と
か
、
国
連
安
保
理
事
会
の
決
定
が
あ
っ
た
場
合
と
か
、

い
わ
ゆ
る

P
K
O
活
動
と
か
、
将
来
ア
ジ
ア
地
区
に

N
A
T
O
型
の
集
団
安
全
保
障
機
構
が
で
き
た
ら
、

そ
の
枠
内
で
の
活
動
と
か
、
な
ど
で
あ
る
。
い
ち
ば
ん
重
要
な
こ
と
は
、
日
本
が
自
分
勝
手
に
単
独
で
行

動
せ
ず
、
国
際
的
な
支
持
・
要
請
に
も
と
づ
い
て
、
国
際
法
を
守
っ
て
行
動
す
る
こ
と
だ
。

二

O
O
O年
と
期
限
を
切
っ
て
軍
を
解
体
す
る
と
憲
法
で
予
告
し
た
り
す
れ
ば
、
喜
ぶ
の
は
軍
事
的
な

冒
険
主
義
者
だ
け
で
あ
る
。

彼
ら
は
日
本
の
予
告
し
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
に
合
わ

.せ
て
、
着
々
と
準
備
を
進

め
、
行
動
を
起
こ
す
だ
ろ
う
。
こ
う
い
う
や
り
方
は
、
国
際
社
会
か
ら
の
理
解
も
尊
敬
も
得
ら
れ
な
い
。

と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

平
和
の
た
め
に
も
か
え
っ
て
マ
イ
ナ
ス
で
あ
る
、

(⑨
伊
藤
成
彦
さ
ん
へ
の
疑
問

伊
藤
さ
ん
の
話
は
、

い
ち
ば
ん
手
堅
く
ま
と
ま
っ
て
い
て
、
安
心
し
て
読
め
た
。
と
い
う
こ
と
は
、
ほ

か
の
お
二
人
の
よ
う
な
横
紙
破
り
の
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
、
論
争
を
吹
っ
か
け
に
く
い
と
い
う
こ
と
で
も

あ
る
。伊

藤
さ
ん
が
あ
げ
て
い
る
論
点
を
、

順
に
見
て
い
こ
う
。

第
一
に
、

自
衛
隊
と

P
K
O
に
つ
い
て
。

《自
衛
隊
は
憲
法
違
反
だ
と
僕
は
思
う
し
、
だ
か
ら
自
衛
隊
を
外
国
に
出
す
な
ん
て
と
ん
で
も
な
い
話
な

ん
だ
》

と
、
自
衛
隊
を
、

こ
二
八
頁
)
と
、

伊
藤
さ
ん
は
言
う
。

自
衛
隊
は
憲
法
違
反
だ
と
、

私
も
思
う
。

で
も
そ
の
こ
と

P
K
O
の
目
的
で
国
外
に
派
遣
す
る
こ
と
の
是
非
と
は
別
で
は
な
い
か
。

日
本
国
憲
法
第
九
条
一
項
は
、

「
国
権
の
発
動
た
る
戦
争
と
、

武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行
使
は
、

国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と
し
て
は
、

永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
」

と
の
べ
て
い
る
。

日
本
国
が
主
権

を
発
動
し
て
武
力
を
行
使
す
る
の
は
や
め
ま
し
た
、

と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

だ
か
ら
た
と
え
ば
、

国
連
軍
の
指
揮
下
に
入
っ
て
行
動
す
る

(
当
然
、

日
本
政
府
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
離
れ
て
い
る
)
場
合
は
、

主
権
の
発
動
に
該
当
し
な
い
。
そ
れ
に
続
く
二
項
に
、
「
陸
海
空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持
し
な

ぃL

と
あ
り
、

は
合
法
的
で
あ
り
、 こ

れ
に
自
衛
隊
は
抵
触
し
て
い
る
わ
け
だ
バ
も
し
も
二
項
が
な
け
れ
ば
、

憲
法
上
問
題
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

自
衛
隊
の
存
在

自
衛
隊
が

P
K
O
に
参
加
し
て
も
、

* 

第
二
に
、

国
連
憲
章
に
第
九
条
を
、

と
い
う
主
張
。

《安
全
保
障
理
事
会
が
中
心
だ
と
い
う
時
代
も
終
わ
っ
た
》
(
一
二
九
頁
)

と
伊
藤
さ
ん
は
の
べ
る
。
~ 

」ー



の
認
識
に
、
ギ
ャ
ッ
プ
を
感
じ
る
。
む
し
ろ
、
湾
岸
戦
争
で
は
じ
め
て
安
保
理
事
会
は
機
能
し
た
の
で
あ

る
し
、
こ
れ
か
ら
も
矛
盾
を
は
ら
み
な
が
ら
も
、
機
能
し
つ
-
つ
け
る
の
で
は
な
い
か
。

だ
か
ら
、

《
九
条
を
国
連
憲
章
の
な
か
に
そ
っ
く
り
入
れ
て
し
ま
っ
て
、
国
際
憲
法
に
し
ち
ゃ
え
ば
い
い

わ
け
で
す
》
(
二
ニ

O
頁
)
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
国
連
の
本
質
と
国
際
政
治
の
現
実
を

見
誤
っ
た
議
論
で
あ
る
。
九
条
を
採
用
し
た
ら
、
国
連
は
も
は
や
国
連
で
は
な
い
。
詳
し
い
こ
と
は
、
鈴

木
さ
ん
へ
の
疑
問
の
第
三
点
と
し
て
の
べ
た
の
で
、
そ
ち
ら
を
見
て
ほ
し
い
。

* 

第
三
に
、
天
皇
制
・
共
和
制
・
連
邦
制
に
つ
い
て
。

日
本
が
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
国
で
あ
る
、
と
い
う
指
摘
に
賛
成
す
る
。
天
皇
と
は
家
元

(
無
形
文
化
財
)
の
一
種
で
あ
る
と
い
う
視
点
に
賛
成
す
る
。
共
和
制
や
地
方
分
権
制
の
提
案
に
つ
い
て

も
、
大
筋
で
賛
成
す
る
。

第
四
に
、
市
民
権
、
外
国
人
の
権
利
を
重
視
す
る
方
向
に
改
正
す
る
と
い
う
意
見
に
、

そ
の
あ
と
の
、
国
際
情
勢
の
分
析
は
、
興
味
深
く
読
ん
だ
。

問
題
は
こ
れ
ら
の
提
案
を
、
ど
の
よ
う
に
条
文
に
表
現
す
る
か
、
で
あ
ろ
う
。

題
を
詰
め
な
い
と
、
憲
法
論
議
に
は
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
だ
、

と
こ
ろ
な
の
で
あ
る
。

ま
た
、

賛
成
す
る
。

や
は
り
、

そ
こ
ま
で
問

ほ
ん
の
登
山
口
に
た
ど
り
着
い
た

zu醤
帽
哩
す

af
f
N
P
・1

・第
二
部

意
見
・
憲
法
草
案
を
読
む

、

雪国

実家か

d冴二三すか

教
を
避
け

議
る

ま
ぜ
ん
カ為


