
天
皇
の
“
お

　
　
　
　
ー
そ
の

こ
と
ば
”
に
つ

憲
法
的
評
価
1

い
て

浦

田

賢

治

一二三四五六

問
題
の
意
味

学
説
と
実
例

象
徴
と
し
て
の
天
皇

象
徴
担
荷
者
と
し
て
の
天
皇

個
人
と
し
て
の
天
皇

む
す
び

問
題
の
意
味

　
国
会
の
開
会
式
に
天
皇
が
招
か
れ
て
”
お
こ
と
ば
”
を
の
べ
る
行
動
の
法
的
性
格
は
、
天
皇
の
国
事
行
為
と
そ
う
で
な
い
行
為
と
の
い

わ
ば
ボ
ー
ダ
ー
・
ラ
イ
ン
に
あ
る
も
の
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
学
者
は
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
機
関
と
し
て
の
天
皇
の
国
事
行
為
だ
と
い

い
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
人
と
し
て
の
天
皇
の
私
的
行
為
だ
と
解
し
、
ま
た
あ
る
学
者
は
、
こ
れ
を
象
徴
と
し
て
の
天
皇
の
象
徴
行
為
だ
と

　
　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
4
に
つ
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一



　
　
　
天
皇
の
〃
お
こ
と
ば
〃
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

論
じ
て
い
る
。
実
例
も
ま
た
こ
れ
を
半
分
公
式
の
天
皇
の
公
事
的
行
為
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
も
と
よ
り
、
　
“
お
こ
と
ば
”
は
、
憲
法
現
象
と
し
て
み
る
と
き
、
も
ろ
も
ろ
の
側
面
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
、
も
ろ
も
ろ
の
憲
法
学
的

考
察
が
可
能
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
象
徴
天
皇
が
国
会
開
会
式
で
“
お
こ
と
ば
”
を
の
べ
る
こ
と
は
、
か
っ
て
神
権
天
皇
が
帝
国
議
会
の

開
院
式
で
”
勅
語
”
を
の
べ
た
こ
と
と
外
観
上
の
類
似
性
を
も
ち
、
し
か
も
そ
れ
は
、
明
治
憲
法
か
ら
現
憲
法
へ
の
転
換
の
過
程
で
、
ほ

と
ん
ど
問
題
に
さ
れ
ず
に
続
け
ら
れ
て
き
た
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
開
院
式
で
の
”
勅
語
”
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
行
わ
れ
て
き
た

か
、
ま
た
、
新
し
い
天
皇
が
国
会
開
会
式
で
“
お
こ
と
ば
（
勅
語
）
”
を
の
べ
る
と
い
う
こ
と
が
、
か
っ
て
の
天
皇
が
開
院
式
で
”
勅
語
”

を
の
べ
た
こ
と
を
、
形
の
上
で
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
継
承
し
た
の
は
な
ぜ
か
、
と
い
う
、
い
わ
ば
憲
法
史
的
考
察
が
可
能
で
あ
る
。
つ
ぎ

に
“
お
こ
と
ば
”
は
、
現
憲
法
の
も
と
で
、
象
徴
天
皇
の
公
事
的
行
為
だ
と
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
象
徴
的
機
能
を
果

し
て
い
る
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、
　
“
お
こ
と
ば
”
は
、
国
事
行
為
お
よ
び
そ
れ
に
属
し
な
い
行
為
類
型
と
く
ら
べ
る
と
き
、
実
体
に
お
い

て
、
ど
う
い
う
行
為
類
型
に
属
し
、
ど
の
よ
う
な
象
徴
的
機
能
を
果
し
て
い
る
か
、
と
い
う
、
い
わ
ば
憲
法
社
会
学
的
考
察
も
可
能
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
“
お
こ
と
ば
”
は
、
現
憲
法
の
も
と
で
、
合
憲
法
的
な
も
の
と
し
て
、
実
例
上
処
理
さ
れ
て
い
る
こ
と
。
し
か
し
、
“
お
こ

と
ば
”
は
、
現
憲
法
の
諸
規
定
に
照
ら
し
て
み
る
と
き
、
は
た
し
て
合
憲
法
的
な
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
と
い
う
、
い
わ
ば

憲
法
解
釈
論
も
可
能
で
あ
る
。

　
本
稿
で
は
、
こ
の
憲
法
解
釈
論
が
と
り
あ
つ
か
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
現
憲
法
の
も
と
で
、
“
お
こ
と
ば
”
を
規
範
的
に
ど
う
評
価

す
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
憲
法
の
正
し
い
実
践
の
た
め
に
、
直
ち
に
、
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
と
思
う
か
ら
で

あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の
憲
法
解
釈
を
正
し
く
行
う
た
め
に
は
、
象
徴
天
皇
制
が
国
民
主
権
主
義
の
も
と
に
あ
る
こ
と
に
っ
い
て



の
深
く
広
い
事
実
認
識
と
規
範
的
評
価
が
前
提
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
し
か
し
、
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
の
憲
法
解
釈

の
基
本
的
な
問
題
点
を
論
じ
る
に
と
ど
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
国
会
開
会
式
に
お
け
る
“
お
こ
と
ば
”
と
い
う
行
動
の
実
体
、
象

徴
規
定
お
よ
び
国
事
行
為
規
定
の
規
範
的
意
味
な
ら
び
に
人
と
し
て
の
天
皇
の
法
的
地
位
を
考
察
す
る
と
き
、
は
た
し
て
、
“
お
こ
と

ば
”
は
、
支
配
的
学
説
が
解
し
て
い
る
よ
う
に
、
国
事
行
為
ま
た
は
私
的
行
為
で
あ
り
う
る
か
、
さ
ら
に
象
徴
行
為
あ
る
い
は
公
事
的
行

為
と
い
う
も
の
を
是
認
で
き
る
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
が
基
本
的
だ
と
い
う
意
味
は
、
こ
の
点
が
解
決
さ
れ
る
な
ら
ば
、

“
お
こ
と
ば
”
の
内
容
的
限
界
、
助
言
・
承
認
ま
た
は
補
佐
な
ら
び
に
責
任
な
ど
の
間
題
は
、
お
の
ず
か
ら
解
け
る
か
ら
で
あ
る
。

二
　
学
説

と
実
例

O
　
機
関
と
し
て
の
天
皇
が
行
う
国
事
行
為
と
解
す
る
説

　
「
天
皇
」
と
い
う
言
葉
は
、
国
家
機
関
と
し
て
の
天
皇
の
地
位
を
意
味
す
る
場
合
と
、
そ
の
地
位
を
占
め
る
人
を
意
味
す
る
場
合
が
あ

る
。
宮
沢
教
授
は
、
天
皇
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に
分
け
た
う
え
で
、
天
皇
が
国
会
開
会
式
に
参
列
し
て
“
お
こ
と
ば
”
を
の
べ
る
行
動

は
、
機
関
と
し
て
の
天
皇
が
行
う
国
事
行
為
（
憲
法
七
条
一
〇
号
「
儀
式
を
行
ふ
こ
と
」
）
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
も
と
よ
り
国
会
の
開

会
式
は
、
国
会
が
執
行
し
衆
議
院
議
長
が
主
宰
す
る
儀
式
（
国
会
法
八
、
九
条
）
で
あ
り
、
天
皇
は
こ
れ
に
参
列
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か

し
宮
沢
教
授
に
お
い
て
は
、
「
儀
式
を
行
ふ
」
と
い
う
の
は
、
儀
式
を
執
行
し
主
宰
す
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
儀
式
に
参
列
す
る
場
合
を

も
意
味
す
る
と
解
す
る
。
も
し
「
儀
式
を
行
ふ
」
と
い
う
の
は
儀
式
に
参
列
す
る
こ
と
を
含
ま
な
い
と
解
す
れ
ば
、
国
家
機
関
と
し
て
の

　
　
　
天
皇
の
〃
お
こ
と
ば
〃
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
天
皇
の
〃
お
こ
と
ば
〃
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
×
二
）

天
皇
の
国
会
開
会
式
参
列
は
憲
法
で
許
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
良
識
に
反
す
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
（
一
）
宮
沢
俊
義
「
日
本
国
憲
法
」
五
一
頁
、
一
四
五
ー
一
四
八
頁
。
同
説
・
田
上
穣
治
「
改
訂
憲
法
原
論
」
九
〇
頁
。
な
お
、
長
谷
川
正
安
「
目
本

　
　
　
の
憲
法
」
七
〇
頁
も
、
同
説
と
推
測
さ
れ
る
Q

　
（
二
）
　
こ
の
説
で
は
、
　
“
お
こ
と
ば
”
の
内
容
は
、
助
言
と
承
認
の
職
務
を
も
つ
内
閣
が
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
儀
礼
的
な
も
の
で
あ
る

　
　
　
べ
き
で
あ
っ
て
、
少
し
で
も
実
際
政
治
的
意
味
を
も
っ
て
は
な
ら
な
い
Q
も
し
政
治
的
意
味
を
も
つ
と
き
は
、
天
皇
の
公
の
儀
式
に
参
列
す
る
行

　
　
　
為
と
矛
眉
す
る
か
ら
責
任
を
生
じ
、
内
閣
が
自
己
の
責
任
と
し
て
国
会
に
対
し
て
総
辞
職
を
含
む
政
治
的
連
帯
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
　
い
。
宮
沢
・
前
掲
書
・
六
二
－
八
一
頁
、
一
四
五
ー
一
四
八
頁
、
五
〇
三
ー
五
〇
六
頁
。

　
⇔
　
人
と
し
て
の
天
皇
が
行
う
私
的
行
為
と
解
す
る
説

　
“
お
こ
と
ば
”
を
、
機
関
と
し
て
の
天
皇
が
行
う
国
事
行
為
と
み
る
説
に
対
立
し
て
、
こ
れ
を
人
と
し
て
の
天
皇
が
行
う
私
的
行
為
と

解
す
る
学
者
に
、
橋
本
公
亘
教
授
が
あ
る
。
橋
本
教
授
に
お
い
て
も
、
天
皇
の
地
位
は
、
国
家
機
関
と
し
て
の
公
的
地
位
お
よ
び
人
と
し

て
の
私
的
地
位
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
“
お
こ
と
ば
”
は
、
「
儀
式
を
行
ふ
」
こ
と
に
含
ま
れ
な
い
か
ら
、
人
と
し
て
の
私
的

地
位
に
も
と
づ
く
私
的
行
為
で
あ
る
。
　
「
儀
式
を
行
ふ
」
と
い
う
こ
と
に
、
儀
式
に
参
列
す
る
こ
と
を
含
ま
せ
る
の
は
、
文
言
上
常
識
に

反
し
、
さ
ら
に
弊
害
が
あ
り
危
険
だ
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
橋
本
教
授
に
よ
れ
ば
、
　
“
お
こ
と
ば
”
は
、
現
在
で
は
、
憲
法
上
の
習

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
×
二
）

律
と
し
て
確
立
し
て
い
る
と
み
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
橋
本
公
亘
「
憲
法
原
論
」
二
六
二
頁
、
二
六
八
－
二
六
九
頁
、
二
八
一
ー
二
八
三
頁
註
（
三
）
。



（
二
）
　
こ
の
説
で
は
、
　
“
お
こ
と
は
”
が
私
的
天
皇
の
私
的
行
為
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
に
は
憲
法
三
条
（
内
閣
の
助
言
と
承
認
）
は
及
ば
ず
、
ま
た
限

　
　
界
を
こ
え
た
“
お
こ
と
ば
”
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
も
、
憲
法
お
よ
び
法
律
に
な
ん
ら
の
規
定
も
な
い
。
な
お
、
こ
の
説
で
は
、
“
お
こ
と
ば
”

　
　
の
限
界
、
実
質
的
決
定
者
、
責
任
な
ど
に
つ
い
て
ふ
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
橋
本
・
前
掲
書
・
二
七
四
頁
。

㊧
　
象
徴
と
し
て
の
天
皇
が
行
う
象
徴
行
為
と
解
す
る
説

　
“
お
こ
と
ば
”
は
、
国
事
行
為
で
も
な
く
、
ま
た
、
私
的
行
為
で
も
な
く
、
い
わ
ば
第
三
の
範
疇
に
あ
る
天
皇
の
行
為
だ
、
と
解
す
る

学
者
の
代
表
は
、
清
宮
教
授
で
あ
る
。
教
授
に
よ
れ
ば
、
　
“
お
こ
と
ば
”
は
、
天
皇
が
公
の
資
格
で
国
家
機
関
の
公
の
儀
式
に
加
わ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
私
的
天
皇
の
行
為
で
な
く
、
ま
た
、
そ
れ
は
天
皇
が
主
宰
し
執
行
す
る
儀
式
で
な
い
か
ら
、
憲
法
に
い
う
「
儀
式
を
行
ふ

こ
と
」
に
含
ま
れ
な
い
。
そ
れ
は
、
象
徴
と
し
て
の
天
皇
が
行
う
象
徴
行
為
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
の
説
に
お
い
て
は
、
天
皇
の
地
位

は
、
国
家
機
関
と
し
て
の
地
位
お
よ
び
人
と
し
て
の
私
的
地
位
の
ほ
か
に
、
い
わ
ば
第
三
の
範
疇
と
し
て
、
象
徴
と
し
て
の
地
位
が
あ
る

と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
地
位
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
存
在
そ
の
も
の
に
一
般
的
・
恒
常
的
に
認
め
ら
れ
た
公
的
地
位
で
あ
る
。
も

と
よ
り
、
象
徴
と
し
て
の
地
位
は
、
当
然
に
、
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
た
め
の
特
別
の
行
為
を
伴
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
な
い
か

ら
、
憲
法
に
も
、
象
徴
と
し
て
の
天
皇
の
行
為
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
何
ら
の
規
定
も
な
い
。
し
か
し
人
間
を
象
徴
と
定
め
た
以
上
、
そ

れ
が
象
徴
と
し
て
、
何
ら
か
の
行
為
を
な
す
こ
と
は
当
然
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
憲
法
も
こ
れ
を
予
期
し
て
い
る
も
の
だ
、
と

　
　
　
　
（
一
）
（
二
）

い
う
の
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
清
宮
四
郎
「
天
皇
の
行
為
の
性
質
」
憲
法
演
習
一
ー
コ
一
頁
、
同
「
憲
法
1
」
一
一
二
－
一
五
三
頁
。
同
説
・
佐
藤
功
「
憲
法
」
二
二
頁
、
和

　
　
　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
4
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

　
　
田
英
夫
「
憲
法
体
系
」
八
一
頁
、
小
林
直
樹
「
憲
法
講
義
1
」
一
二
六
頁
。

（
二
）
　
こ
の
説
で
は
、
　
“
お
こ
と
ば
”
が
天
皇
の
公
的
地
位
に
お
け
る
公
的
行
為
と
み
な
さ
れ
る
結
果
、
そ
れ
は
天
皇
が
単
独
で
行
い
う
る
行
為
で
は

　
　
な
く
、
内
閣
の
直
接
ま
た
は
間
接
の
輔
佐
と
責
任
と
に
お
い
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
そ
れ
は
憲
法
一
、
四
、
二
〇
、
八
九
条
の
制

　
　
限
に
服
し
て
、
政
治
性
お
よ
び
宗
教
性
を
も
っ
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
こ
の
制
限
の
限
界
を
こ
え
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
輔
佐
の
職
務
を
も
つ
内

　
　
閣
（
宮
内
庁
）
が
、
自
己
の
責
任
と
し
て
国
会
に
対
し
、
取
消
そ
の
他
の
政
治
的
連
帯
責
任
を
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
清
宮
．
前
掲
・
八
ー

　
　
一
一
頁
、
前
掲
書
・
一
二
五
－
二
一
六
頁
。

　
㊨
　
半
分
公
式
の
天
皇
が
行
う
公
事
的
行
為
と
解
す
る
見
解
（
実
例
）

　
“
お
こ
と
ば
”
の
法
的
性
格
が
、
実
例
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
て
い
る
か
は
、
か
な
ら
ず
し
も
、
明
ら
か
で
は
な
い
。
け
れ

ど
も
、
あ
る
時
期
に
そ
れ
ぞ
れ
責
任
あ
る
地
位
に
あ
っ
た
佐
藤
達
夫
氏
お
よ
び
鈴
木
俊
一
氏
の
発
言
ま
た
は
報
告
に
よ
っ
て
こ
れ
を
と
ら

え
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
て
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
〃
お
こ
と
ば
〃
は
、
国
事
行
為
で
も
な
く
、
象
徴
行
為
で
も
あ
り
え
ず
、
そ
う
か
と
い
っ

て
裕
仁
個
人
の
行
為
で
も
な
い
。
そ
の
中
間
に
あ
る
「
半
分
公
式
」
の
天
皇
が
行
う
「
公
事
的
行
為
」
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
こ
の
よ
う

に
解
す
る
こ
と
に
は
、
第
一
に
、
憲
法
四
条
が
「
天
皇
は
…
…
国
事
に
関
す
る
行
為
の
み
を
行
ひ
」
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
、
第
二
に
、

国
事
行
為
規
定
の
な
か
に
「
儀
式
を
行
ふ
こ
と
」
（
七
条
一
〇
号
）
の
よ
う
な
事
実
行
為
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
と
の
関
係
で
問

題
が
あ
る
。
し
か
し
、
四
条
は
、
国
の
機
関
と
し
て
の
天
皇
を
対
象
と
す
る
規
定
で
あ
る
の
に
反
し
て
、
　
“
お
言
葉
”
は
国
の
機
関
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

て
の
立
場
を
離
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
憲
法
の
わ
く
の
外
の
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、
国
会
の
開
会
式
に
は
最
高
裁
判
所
長
官
某
や
会
計
検



査
院
長
某
が
参
列
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
の
と
き
の
か
れ
ら
の
資
格
は
、
最
高
裁
判
所
や
会
計
検
査
院
の
所
掌
事
務
に
も
な
い
。
し
か

し
個
人
と
し
て
の
資
格
で
も
な
い
。
そ
の
中
間
に
あ
る
事
実
行
為
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。
こ
れ
と
同
じ
形
の
行
為
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
噌
）
（
二
）
（
三
）

天
皇
に
も
あ
る
の
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
佐
藤
達
夫
「
開
会
式
の
“
お
言
葉
”
」
時
の
法
令
一
六
六
号
二
二
－
二
五
頁
、
同
「
憲
法
施
行
の
実
態
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
発
言
」
公
法

　
　
　
研
究
一
九
号
五
二
ー
五
八
頁
。
同
「
憲
法
調
査
会
第
二
八
回
総
会
議
事
録
」
　
二
八
－
二
九
頁
。
鈴
木
俊
一
　
「
憲
法
調
査
会
第
二
七
回
総
会
議
事

　
　
　
録
」
一
二
頁
。

　
（
二
）
　
こ
の
見
解
で
は
、
　
“
お
こ
と
ば
”
を
国
事
行
為
で
は
な
く
、
公
事
的
行
為
に
と
ど
ま
る
と
解
す
る
結
果
、
こ
れ
に
対
し
て
内
閣
の
助
言
と
承
認

　
　
　
は
お
こ
な
わ
れ
て
い
な
い
○
し
か
し
、
以
前
は
閣
議
に
か
け
ら
れ
、
近
年
は
宮
内
庁
長
官
の
決
裁
を
経
て
正
式
に
宮
内
庁
告
示
が
出
さ
れ
、
官
報

　
　
　
に
登
載
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
国
家
行
政
組
織
法
三
条
二
項
お
よ
び
四
条
一
項
に
も
と
づ
く
宮
内
庁
法
（
一
条
の
三
の
七
）
お
よ
び
同
組

　
　
　
織
令
（
三
条
の
一
）
に
よ
っ
て
、
す
く
な
く
と
も
法
律
上
は
公
式
の
も
の
と
み
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
Q
黒
田
了
一
「
天
皇
」

　
　
　
法
学
セ
ミ
ナ
ー
三
七
号
二
三
頁
、
藤
田
春
海
「
天
皇
の
地
方
巡
幸
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
関
西
法
政
学
会
・
法
政
論
叢
八
号
一
六
頁
参
照
。
　
“
お
こ

　
　
　
と
ば
”
の
内
容
の
限
界
に
つ
い
て
は
、
別
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
責
任
に
つ
い
て
は
、
宮
内
庁
長
官
が
決
裁
を
す
る
以
上
、
そ
の
責
任
を
生
じ
、

　
　
　
し
か
も
宮
内
庁
長
官
は
行
政
機
関
の
一
部
だ
か
ら
、
内
閣
も
行
政
の
最
高
機
関
と
し
て
責
任
を
負
う
と
さ
れ
て
い
る
。
佐
藤
達
夫
・
公
法
研
究
一

　
　
　
九
号
五
二
頁
参
照
o

　
（
三
）
　
“
お
こ
と
ば
”
が
政
治
性
の
な
い
無
色
透
明
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
Q
ま
ず
、
“
お
こ
と
ば
”
を
の
べ
る
こ
と
自
体
に
、
す
で
に
、

　
　
　
政
治
性
が
つ
ぎ
ま
と
っ
て
い
る
o
政
府
・
国
会
は
、
現
憲
法
施
行
当
初
か
ら
五
年
問
以
上
も
、
“
お
こ
と
ば
”
を
、
明
治
憲
法
下
と
同
様
に
、
“
勅

　
　
　
語
”
と
呼
ん
で
取
扱
っ
て
い
た
o
　
“
勅
語
”
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
天
皇
の
大
権
施
行
の
一
形
式
で
あ
っ
て
、
外
に
対
し
、
神
権
天
皇
の
直

　
　
　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



天
皇
の
〃
お
こ
と
ば
〃
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

接
の
意
思
と
し
て
表
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
Q
こ
の
呼
び
か
た
を
“
お
言
葉
”
に
改
め
た
の
は
、
昭
和
二
七
年
一
五
回
国
会
か
ら
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
参
議
院
の
あ
る
社
会
党
議
員
の
申
し
入
れ
に
発
し
た
も
の
と
い
う
。
佐
藤
達
夫
・
時
の
法
令
一
六
六
号
二
二
頁
。
ま
た
、
国
会
開
会
式

は
、
新
聞
で
も
ほ
と
ん
ど
必
ず
、
し
か
も
か
な
り
大
き
く
扱
わ
れ
、
帝
国
議
会
そ
の
ま
ま
の
議
場
で
、
国
会
議
員
の
頭
上
は
る
か
高
い
と
こ
ろ
に

あ
る
玉
座
か
ら
“
お
言
葉
”
を
“
賜
わ
る
図
”
を
掲
げ
て
い
る
Q
こ
れ
ら
の
図
は
天
皇
が
国
会
よ
り
も
一
段
と
偉
い
存
在
で
あ
る
と
い
う
印
象
を

国
民
の
政
治
意
識
に
植
え
つ
け
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
つ
ぎ
に
、
“
お
こ
と
ば
”
の
内
容
の
も
つ
政
治
性
で
あ
る
Q
第
一
回
国
会
か
ら
第
四
二
回
国
会
に
い
た
る
開
会
式
で
の
“
お
こ
と
ば
”
の
内
容

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

を
分
析
し
て
み
る
と
、
二
つ
の
特
徴
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
Q
一
つ
は
、
　
“
お
こ
と
ば
”
に
と
き
の
政
権
の
時
々
の
政
治
的
ス
ロ
：
ガ
ン
（
シ

ン
ボ
ル
）
が
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
「
平
和
条
約
の
調
印
」
を
喜
ぶ
（
一
二
回
国
会
）
、
平
和
条
約
の
「
効
力
の
発
生
を
待

つ
ば
か
り
と
な
っ
た
こ
と
」
を
喜
ぶ
（
一
三
回
国
会
）
、
「
遵
法
の
精
神
」
を
重
ん
じ
る
こ
と
（
三
六
回
国
会
）
な
ど
で
あ
る
。
こ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン

が
、
相
闘
う
政
治
勢
力
の
一
方
の
側
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
の
シ
ン
ボ
ル
を
天
皇
に
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
的
影
響
力

を
発
揮
す
る
に
い
た
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
顕
著
に
政
治
性
を
も
つ
例
と
し
て
二
二
回
国
会
（
一
九
五
一
・
一
〇
・
一

一
、
第
四
次
吉
田
内
閣
）
で
の
“
お
こ
と
ば
”
を
あ
げ
る
に
と
ど
め
よ
う
。
　
「
…
…
戦
争
が
終
了
し
て
か
ら
六
年
の
間
、
全
国
民
の
と
も
に
熱
望

し
て
き
た
平
和
条
約
の
調
印
が
よ
う
や
く
終
っ
た
こ
と
は
、
諸
君
と
と
も
に
、
誠
に
喜
び
に
堪
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
／
わ
た
く
し
は
、

全
国
民
諸
君
が
、
こ
の
機
会
に
、
終
戦
以
来
わ
が
国
に
寄
せ
ら
れ
た
連
合
諸
国
の
好
意
と
援
助
と
に
対
し
て
感
謝
の
念
を
新
た
に
し
、
今
後
に
処

す
べ
き
不
動
の
決
意
を
ふ
る
い
起
す
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
思
い
ま
す
o
／
こ
の
と
き
に
あ
た
り
、
国
会
が
、
国
権
の
最
高
機
関
と
し
て
、
独
立

の
日
に
備
え
る
諸
般
の
重
要
案
件
を
慎
重
に
審
議
…
…
す
る
こ
と
を
切
に
望
み
ま
す
。
」
　
こ
こ
で
は
、
　
つ
ぎ
の
よ
う
な
政
治
性
が
み
ら
れ
る
。

ω
「
サ
ン
フ
ラ
ン
シ
ス
コ
講
和
条
約
」
が
、
は
げ
し
い
政
治
闘
争
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
　
「
全
国
民
の
と
も
に
熱
望
し
て
き
た

平
和
条
約
」
と
は
か
な
ら
ず
し
も
い
え
な
い
こ
と
、
②
調
印
さ
れ
た
に
す
ぎ
な
い
条
約
案
に
対
す
る
無
条
件
の
賛
意
が
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
、



⑧
「
独
立
の
日
に
備
え
る
諸
般
の
重
要
案
件
を
慎
重
に
審
議
」
す
る
こ
と
の
要
望
は
、
条
約
案
の
承
認
を
前
提
と
し
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ

る
し
、
ま
た
他
の
議
案
と
差
別
し
て
重
視
さ
せ
る
意
図
を
う
か
が
わ
せ
る
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
清
宮
・
前
掲
・
一
〇
頁
、
宮
沢
・
前
掲
書
・
一
四

八
頁
、
佐
藤
達
夫
・
前
掲
（
時
の
法
令
）
二
二
頁
参
照
。
つ
ぎ
に
、
他
の
政
治
性
と
い
う
の
は
、
　
“
お
こ
と
ば
”
の
な
か
で
、
憲
法
尊
重
擁
護
と

い
う
文
言
が
、
し
だ
い
に
、
他
の
文
言
と
交
代
さ
せ
ら
れ
て
ゆ
き
、
つ
い
に
は
消
滅
し
そ
う
な
過
程
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
政
府

の
憲
法
改
正
意
図
を
反
映
す
る
か
に
み
え
る
。
す
な
わ
ち
、
政
府
が
再
軍
備
の
た
め
の
憲
法
改
正
を
公
式
に
は
否
定
し
て
い
る
段
階
ま
で
（
一
七

回
国
会
・
一
九
五
三
二
〇
・
二
九
・
第
六
次
吉
田
内
閣
）
は
、
平
和
憲
法
の
理
念
が
、
か
な
ら
ず
、
し
か
も
強
す
ぎ
る
ほ
ど
に
謳
わ
れ
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、
憲
法
改
正
を
は
っ
き
り
言
明
す
る
段
階
に
は
い
っ
て
「
憲
法
」
の
文
字
は
、
　
“
お
こ
と
ば
”
か
ら
ぎ
り
す
て
ら
れ
（
一
八
・
一
九
回

国
会
・
第
六
次
吉
田
内
閣
）
、
あ
る
い
は
め
だ
た
な
い
最
末
尾
に
お
し
や
ら
れ
た
（
二
〇
回
国
会
・
第
六
次
吉
田
～
二
四
回
国
会
・
第
三
次
鳩
山

内
閣
）
。
憲
法
改
正
の
是
非
を
か
け
て
闘
わ
れ
た
参
院
選
挙
（
一
九
五
六
年
）
の
前
に
は
、
「
憲
法
」
の
文
字
は
消
さ
れ
（
二
五
回
国
会
第
三
次
鳩

山
内
閣
）
、
選
挙
の
結
果
護
憲
勢
力
が
三
分
の
一
以
上
を
確
保
す
る
と
、
ふ
た
た
び
あ
ら
わ
れ
た
（
二
六
回
国
会
石
橋
内
閣
）
Q
け
れ
ど
も
、
憲

法
改
正
策
か
ら
安
保
体
制
の
強
化
へ
と
方
向
が
む
け
ら
れ
る
と
、
憲
法
は
無
視
さ
れ
、
　
“
お
こ
と
ば
”
の
な
か
か
ら
も
、
ほ
と
ん
ど
消
さ
れ
て
ゆ

く
か
の
よ
う
で
あ
る
（
二
九
回
国
会
以
降
岸
内
閣
、
三
六
回
国
会
以
降
池
田
内
閣
）
。

三
　
象
徴
と
し
て
の
天
皇

0
　
象
徴
規
定
の
組
織
規
範
性

国
会
開
会
式
に
お
け
る
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”

　
　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て

に
つ
い
て
憲
法
解
釈
を
行
う
た
め
に
は
、

つ
ぎ
の
三
つ
の
問
題
を
法
理
論
的
に
考
察
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
、
象
徴
と
し
て
の
天
皇
の
法
的
意
味
の
間
題
、
こ
と
に
、
憲
法
上
、
天
皇
は
、
国
事
行
為
を
行
う
と
き
に

の
み
象
徴
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
国
事
行
為
て
な
い
行
動
を
す
る
と
ぎ
に
も
象
徴
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
二
に
、
象
徴
担

荷
者
と
し
て
の
天
皇
の
法
的
地
位
の
問
題
、
こ
と
に
、
憲
法
が
国
事
行
為
を
制
限
列
挙
し
、
そ
の
な
か
に
事
実
行
為
を
も
含
め
て
い
る
の

は
、
国
事
行
為
で
な
い
事
実
行
為
に
つ
い
て
も
憲
法
的
規
制
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
第
三
に
、
個
人
と
し
て

の
天
皇
の
法
的
地
位
の
問
題
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
象
徴
と
し
て
の
天
皇
の
法
的
意
味
を
考
察
し
よ
う
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
象
徴
規
定
（
憲
法
一
条
）
に
法
規
範
性
を
認
め
る
べ
き
か
否
か
、
認
め
る
と
し
て
ど
の
よ
う
な
法
規
範
性
を
認
め
る
べ
ぎ
か
。
こ
の
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）
　
　
　
　
　
（
四
）

と
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
象
徴
の
意
義
が
定
ま
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
象
徴
と
い
う
概
念
は
、
も
と
よ
り
、
哲
学
、
社
会
科
学
あ
る

　
　
　
（
五
）

い
は
芸
術
上
の
そ
れ
と
し
て
、
い
ろ
い
ろ
の
意
味
に
使
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
天
皇
は
象
徴
で
あ
る
と
規
定
す
る
憲
法
の
意
味
を
探
る

た
め
に
は
、
つ
ぎ
の
三
点
が
と
く
に
注
目
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

　
第
一
に
、
象
徴
と
は
抽
象
的
事
物
を
具
体
的
事
物
の
媒
介
を
用
い
て
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
と
き
の
象
徴
の
媒
介
物
（
担
荷

物
）
は
、
通
常
は
、
物
で
あ
っ
て
、
人
間
こ
と
に
現
存
す
る
特
定
人
で
あ
る
こ
と
は
稀
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
に
稀
で
あ
る
か
と

い
え
ば
、
象
徴
担
荷
物
は
、
王
冠
や
国
旗
の
よ
う
に
、
そ
の
も
の
自
体
、
単
純
化
さ
れ
抽
象
化
さ
れ
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
よ
り
よ
く
象
徴

的
性
格
を
も
つ
。
こ
れ
に
反
し
て
、
具
体
的
な
特
定
人
の
よ
づ
に
、
象
徴
担
荷
物
が
不
安
定
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
だ
け
、
象
徴
関
係

が
不
安
定
に
な
り
、
象
徴
的
機
能
が
、
そ
れ
だ
け
、
果
し
え
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
象
徴
さ
れ
る
も
の
（
本
体
）
と

象
徴
す
る
も
の
（
担
荷
物
）
と
は
異
質
性
を
も
つ
こ
と
を
前
提
と
し
な
が
ら
、
な
お
抽
象
的
な
一
体
性
の
き
ず
な
に
よ
っ
て
結
ば
れ
て
い



な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
象
徴
担
荷
物
は
、
そ
れ
に
接
す
る
人
に
対
し
て
感
覚
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
具
象
性
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
特
定
人
は
、
そ
の
静
態
に
お
い
て
よ
り
も
、
そ
の
動
態
に
お
い
て
、
よ
り
感
覚
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
具
象
性
を

も
ち
、
静
態
に
お
い
て
よ
り
も
動
態
に
お
い
て
、
よ
り
よ
く
象
徴
的
機
能
を
果
す
の
で
あ
る
。

　
第
二
に
、
象
徴
と
い
う
の
は
、
象
徴
担
荷
物
自
体
に
固
有
の
性
質
に
よ
っ
て
能
動
的
な
機
能
を
営
む
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
象
徴
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
七
）

る
本
体
自
体
の
も
つ
内
在
的
性
質
を
表
現
す
る
関
係
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
象
徴
担
荷
物
の
象
徴
機
能
は
、
象
徴
さ
れ
る
本
体
（
生
活
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
八
〉

程
ピ
①
げ
窪
零
o
茜
き
α
q
“
統
合
一
巨
紹
β
ぎ
目
）
の
統
合
機
能
に
対
し
、
単
に
、
二
次
的
機
能
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
ス
メ
ン
ト
（
界
ω
ヨ
①
巳
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
九
）

も
、
「
象
徴
に
よ
る
統
合
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
つ
ね
に
象
徴
さ
れ
る
内
容
に
よ
る
統
合
で
あ
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
っ
て
い
る
。
だ

か
ら
、
た
と
え
ば
、
外
国
水
域
で
船
舶
に
掲
げ
ら
れ
た
日
の
丸
の
旗
が
日
本
国
を
象
徴
す
る
の
は
、
日
の
丸
の
旗
自
体
に
目
本
国
を
能
動

的
に
表
現
す
る
固
有
の
性
質
が
あ
る
か
ら
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
、
日
本
国
が
日
の
丸
の
旗
を
国
旗
と
定
め
、
こ
れ
を
船
舶
に
掲
げ
る
か

　
　
（
一
〇
）
　
、
　
、
　
、
　
、

ら
て
あ
る
。
ふ
ろ
し
き
と
し
て
使
わ
れ
る
日
の
丸
の
旗
が
日
本
国
を
象
徴
し
な
い
の
は
、
こ
の
理
由
に
よ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
第
三
に
、
象
徴
担
荷
物
は
、
一
定
の
関
係
に
お
い
て
の
み
、
象
徴
機
能
を
発
揮
す
る
の
だ
と
い
う
こ
と
が
注
意
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
日
の
丸
の
旗
（
象
徴
担
荷
物
）
が
、
日
本
国
（
象
徴
さ
れ
る
本
体
）
な
ら
び
に
そ
れ
を
み
る
人
（
象
徴

と
感
じ
る
人
）
に
対
し
立
つ
三
つ
の
関
係
の
う
ち
、
日
の
丸
の
旗
が
、
外
国
水
域
で
船
舶
に
掲
げ
ら
れ
る
と
き
そ
れ
を
み
る
人
に
対
し
て

立
つ
関
係
に
お
い
て
の
み
、
目
の
丸
の
旗
は
、
日
本
国
を
現
実
に
象
徴
す
る
機
能
を
果
す
。
こ
れ
に
反
し
て
、
日
の
丸
の
旗
が
、
国
旗
と

し
て
船
舶
の
な
か
で
保
管
さ
れ
る
関
係
に
お
い
て
は
、
日
の
丸
の
旗
は
、
国
旗
と
し
て
国
を
象
徴
す
る
こ
と
と
の
関
連
で
、
船
員
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

て
大
切
に
保
管
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
日
の
丸
の
旗
が
、
ふ
ろ
し
き
に
使
わ
れ
る
関
係
に
お
い
て
は
、
そ
れ
は
日
本
国
を
象
徴

　
　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

せ
ず
、
単
に
、
有
用
性
あ
る
ふ
ろ
し
き
と
し
て
そ
れ
を
使
う
人
と
関
係
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。

　
象
徴
と
い
う
概
念
の
こ
の
よ
う
な
一
般
的
性
質
は
、
天
皇
は
象
徴
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
場
合
に
も
、
ま
た
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
第
一
に
、
天
皇
と
い
う
象
徴
担
荷
者
は
、
物
で
な
く
、
具
体
的
な
特
定
人
で
あ
る
か
ら
、
象
徴
さ
れ
る
本
体
（
国
民
主
権
主
義
に
立

つ
日
本
国
お
よ
び
国
民
統
合
）
と
抽
象
的
な
一
体
性
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
か
も
静
態
に
お
い
て
よ
り
も
動
態
に
お
い
て
よ
り
象

徴
的
機
能
を
果
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
天
皇
が
象
徴
担
荷
者
で
あ
り
、
象
徴
的
機
能
を
果
す
の
は
、
天
皇
そ
れ
自
体
に
専
属

す
る
固
有
の
性
質
と
か
内
在
的
な
力
に
よ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
象
徴
さ
れ
る
本
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
性
質
で
あ
り
、
機
能

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
天
皇
は
、
一
定
の
関
係
態
称
に
お
い
て
の
み
、
象
徴
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
象

徴
機
能
を
果
す
と
み
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
他
の
関
係
態
様
に
お
い
て
は
、
あ
る
い
は
象
徴
担
荷
者
と
し
て
一
定
の
取
扱
い
を
う
け
、
あ
る

い
は
単
な
る
人
間
と
し
て
の
立
場
に
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
で
は
、
象
徴
規
定
（
一
条
）
は
法
規
範
性
を
も
つ
か
ど
う
か
、
も
つ
と
し
て
ど
の
よ
う
な
法
規
範
性
を
も
つ
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い

て
、
学
説
は
三
つ
に
分
か
れ
る
。
ま
ず
、
象
徴
規
定
に
い
う
象
徴
と
は
、
法
規
範
性
の
な
い
単
な
る
呼
称
も
し
く
は
事
実
の
表
示
だ
と
解

す
る
見
解
（
い
わ
ば
事
実
説
）
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
結
城
光
太
郎
教
授
に
よ
れ
ば
、
「
象
徴
命
題
は
畢
寛
個
人
の
内
心
表
象
の
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
一
）

白
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
…
…
象
徴
規
定
は
本
質
的
に
法
規
範
と
な
る
べ
き
何
等
の
理
由
を
有
し
な
い
」
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
の
基
本
法
で

あ
る
憲
法
の
、
し
か
も
冒
頭
第
一
条
に
、
な
ん
ら
法
規
範
性
の
な
い
文
言
を
お
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
文
言
を
お
く
こ

と
は
、
法
規
範
と
し
て
の
憲
法
そ
れ
自
体
の
存
在
性
を
疑
わ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
か
り
に
憲
法
の
法
規
範
性
を
別
と
し
て
考
え
て

み
て
も
、
憲
法
規
定
は
一
般
的
な
事
象
を
規
制
対
象
と
し
て
い
る
。
象
徴
命
題
が
個
人
の
内
心
表
象
の
表
白
と
い
う
事
実
に
す
ぎ
な
い
と



す
れ
ば
、
憲
法
と
い
う
一
般
性
を
属
性
と
す
る
も
の
の
な
か
に
、
こ
の
よ
う
な
個
人
性
し
か
も
た
な
い
象
徴
命
題
を
お
い
た
こ
と
自
体

が
、
矛
盾
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
象
徴
命
題
の
成
立
原
因
が
、
一
面
に
お
い
て
、
個
人
性
を
も
つ
事
実
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
、

他
面
に
お
い
て
、
そ
れ
は
社
会
心
理
的
現
象
と
し
て
、
す
ぐ
れ
て
、
社
会
性
を
も
っ
て
い
る
。
．
こ
の
よ
う
な
社
会
性
を
も
つ
象
徴
命
題

が
、
憲
法
の
規
定
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
こ
と
の
意
味
が
間
わ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
象
徴
規
定
を
単
な
る
事
実

の
表
示
だ
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
そ
こ
で
、
象
徴
規
定
の
法
規
範
性
を
認
め
る
見
解
の
う
ち
、
そ
の
一
は
、
こ
れ
を
、
国
民
の
行
為
を
規
制
す
る
規
範
（
行
為
規
範
）
だ

と
い
う
。
こ
の
説
に
よ
れ
ば
、
象
徴
規
定
は
国
民
に
対
し
て
天
皇
を
尊
崇
す
る
義
務
を
課
し
て
お
り
、
不
敬
罪
成
立
の
根
拠
を
な
す
と
い

（
一
二
）

う
。
思
う
に
、
民
主
主
義
を
原
理
と
す
る
憲
法
の
精
神
的
基
盤
は
、
外
的
権
威
に
拘
束
さ
れ
な
い
内
心
の
自
由
を
確
保
す
る
こ
と
に
あ

る
。
も
し
天
皇
を
尊
崇
す
る
義
務
を
国
民
に
課
す
る
な
ら
ば
、
外
的
権
威
に
よ
っ
て
国
民
の
内
心
の
自
由
（
憲
法
一
九
条
）
を
侵
す
こ
と

に
な
る
。
ま
た
、
象
徴
と
は
、
そ
れ
自
体
に
固
有
の
尊
厳
性
を
も
つ
も
の
で
も
な
い
か
ら
、
「
尊
崇
の
地
位
」
を
表
明
す
る
は
ず
が
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
三
）

象
徴
規
定
は
、
不
敬
罪
成
立
の
根
拠
で
あ
り
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
象
徴
規
定
は
行
為
規
範
で
は
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
こ
で
、
象
徴
規
定
は
組
織
規
範
だ
と
解
す
る
見
解
（
い
わ
ば
組
織
規
範
説
）
を
み
よ
う
。
た
と
え
ば
、
清
宮
教
授
に
よ
れ
ば
、
天
皇

に
は
「
国
家
機
関
と
し
て
の
地
位
及
び
人
と
し
て
の
私
的
地
位
」
の
ほ
か
に
「
象
徴
と
し
て
の
地
位
」
が
あ
る
と
し
、
そ
の
根
拠
を
憲
法

　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
四
）

一
条
前
段
に
求
め
て
い
る
。
こ
の
見
解
は
、
象
徴
規
定
を
組
織
規
範
と
解
す
る
点
で
は
正
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う

に
、
象
徴
担
荷
者
で
あ
る
天
皇
そ
れ
自
体
に
は
、
何
ら
専
属
的
な
固
有
の
価
値
は
な
く
、
し
か
も
具
体
的
特
定
人
で
あ
る
天
皇
は
、
動
態

　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

に
お
い
て
よ
り
具
象
性
を
も
つ
の
だ
か
ら
、
単
に
象
徴
で
あ
る
と
定
め
る
こ
と
を
、
国
事
行
為
（
そ
の
主
体
で
あ
る
国
家
機
関
と
し
て
の

　
　
　
天
皇
の
〃
お
こ
と
ば
〃
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二



　
　
　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

地
位
）
と
別
個
独
立
の
地
位
だ
と
解
す
る
に
は
、
憲
法
上
の
根
拠
が
薄
弱
で
あ
る
（
後
述
）
。
ま
た
、
そ
の
象
徴
と
し
て
の
地
位
そ
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）

の
も
、
　
「
明
治
憲
法
時
代
に
も
伝
統
的
・
慣
習
的
に
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
、
日
本
国
憲
法
は
、
そ
れ
を
成
文
化
し
た
に
す
ぎ
な
い
」

と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
明
治
憲
法
に
お
け
る
天
皇
の
象
徴
性
を
認
め
る
と
し
て
も
、
そ
の
象
徴
性
は
神
格
を
有
す
る
統

治
権
者
（
い
わ
ば
権
威
的
権
力
）
で
あ
る
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
、
ま
た
は
こ
れ
と
不
可
分
で
あ
っ
た
の
に
相
違
し
て
、
現
憲
法
は
明
治

憲
法
に
お
け
る
天
皇
の
権
威
的
権
力
性
を
全
く
否
定
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
五
）

受
諾
お
よ
び
一
九
四
六
年
元
旦
の
詔
勅
な
ら
び
に
民
主
主
義
を
原
理
と
す
る
憲
法
前
文
、
一
条
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、

天
皇
が
世
襲
的
特
殊
身
分
を
有
す
る
こ
と
は
、
民
主
主
義
の
例
外
を
な
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
、
明
治
憲
法
下
の
天
皇
が
も
っ

て
い
た
「
伝
統
的
・
習
慣
的
な
象
徴
性
」
を
も
継
承
す
る
意
味
ま
で
も
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
い
っ
て
み
れ
ば
現
憲
法
下
の
天
皇
の
象
徴

性
は
、
明
治
憲
法
下
の
神
権
天
皇
を
否
定
し
、
新
た
に
、
天
皇
に
象
徴
と
い
う
役
割
を
創
設
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
受
諾
後
の
変
質
し
た
天
皇
の
象
徴
機
能
を
確
認
し
、
さ
ら
に
、
そ
の
質
と
量
を
限
定
し
た
も
の
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
象
徴
規
定
は
、
天
皇
を
象
徴
と
い
う
地
位
に
お
き
、
そ
の
役
割
を
一
般
的
に
定
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
組
織
規

範
で
あ
る
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
規
範
内
容
は
、
憲
法
の
他
の
規
定
と
の
関
係
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
。

　
（
一
）
　
象
徴
規
定
の
規
範
性
は
、
憲
法
制
定
議
会
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
、
金
森
国
務
大
臣
は
、
終
始
、
天
皇
が
象
徴
で
あ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
権
能
は
、

　
　
　
六
条
七
条
に
掲
げ
ら
れ
た
国
事
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
象
徴
規
定
の
法
的
意
義
で
あ
る
、
と
説
明
し
た
。
岡
田
亥
之
三
朗
編
著
「
日
本
国
憲
法

　
　
　
審
議
要
録
」
一
二
八
ー
コ
一
一
八
、
一
五
五
－
一
五
八
頁
。
佐
藤
功
「
憲
法
改
正
の
経
過
」
一
六
三
－
一
六
七
頁
。
清
水
伸
編
著
「
逐
条
日
本
国
憲

　
　
　
法
審
議
録
」
第
一
巻
四
四
七
ー
五
七
六
頁
、
こ
と
に
四
六
八
頁
参
照
。



（
二
）

（
三
）

（
四
）

（
五
）

（
六
）

（
七
）

（
八
）

（
九
）

　
象
徴
と
い
う
こ
と
ば
の
日
常
用
語
と
し
て
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
金
森
国
務
大
臣
の
憲
法
制
定
議
会
に
お
け
る
説
明
な
ら
び
に
恒
藤
恭
教
授
の

論
文
い
ら
い
、
学
説
上
、
基
本
的
な
対
立
は
な
い
と
い
え
よ
う
。
清
水
・
前
掲
書
・
四
六
七
頁
、
金
森
徳
次
郎
「
天
皇
制
」
新
憲
法
十
講
・
所
収

五
七
頁
、
恒
藤
恭
「
天
皇
の
象
徴
的
地
位
に
つ
い
て
」
新
憲
法
と
民
主
主
義
・
所
収
九
－
一
一
頁
参
照
。

　
国
旨
曾
O
器
忽
お
き
国
器
曙
O
昌
鼠
帥
昌
ー
》
昌
ぎ
賃
O
α
蓉
菖
8
8
四
づ
匡
δ
ω
O
℃
ゲ
鴫
9
げ
露
ヨ
曽
昌
〇
三
貯
G
器
”
這
匙
。
宮
城
音
弥
「
人
間
ー
こ
の

象
徴
を
操
る
も
の
ー
」
、
中
O
器
忽
8
き
℃
三
一
〇
ω
8
三
〇
α
R
亀
ヨ
げ
o
房
9
窪
問
9
ヨ
o
P
一
〇
お
ー
一
旨
9
　
な
ど
参
照
。

　
国
琴
饗
一
〇
麗
a
富
9
9
0
ω
o
o
凶
巴
ω
9
0
8
8
℃
〈
o
一
●
蚤
＜
。
卜
O
㌣
お
F
Oo
鴫
ヨ
げ
o
房
日
”
国
α
薯
m
こ
ω
四
℃
ぎ
岡
義
達
「
権
力
の
循
環
と
象
徴
の

選
択
」
国
家
学
会
雑
誌
六
六
巻
一
一
・
一
二
号
二
九
－
五
四
頁
、
京
極
純
一
「
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
と
象
徴
過
程
」
思
想
一
九
五
六
．
一
一
、
一
－

三
〇
頁
、
永
井
陽
之
助
「
象
徴
」
社
会
学
辞
典
四
四
七
－
四
四
八
頁
、
石
原
岩
太
郎
・
藤
永
保
「
シ
ン
ボ
ル
」
心
理
学
事
典
三
五
六
ー
三
五
八
頁

な
ど
参
照
。

　
芸
術
上
の
ω
欄
ヨ
び
o
一
δ
日
ρ
ω
矯
ヨ
げ
o
房
β
砕
日
ぴ
o
冴
B
拐
｝
た
と
え
ば
、
世
界
文
芸
大
辞
典
第
三
巻
四
四
一
－
四
五
〇
頁
な
ど
参
照
Q

　
有
倉
遼
吉
「
憲
法
講
義
」
六
三
頁
。

　
長
谷
川
正
安
「
象
徴
の
法
的
意
味
内
容
に
つ
い
て
」
公
法
研
究
一
〇
号
二
六
頁
、
鵜
飼
信
成
「
憲
法
」
岩
波
全
書
二
七
六
頁
註
一
三
、
鈴
木
安

蔵
「
憲
法
学
原
論
」
二
九
三
－
二
九
四
頁
。

　
菊
●
ω
ヨ
雪
9
く
①
詠
錺
ω
仁
づ
α
q
‘
昌
α
＜
R
壁
ω
ω
仁
”
鵯
お
9
“
ω
梓
鎧
一
段
0
9
二
凶
9
0
＞
σ
蕃
5
色
ロ
ロ
磯
o
P
一
〇
㎝
9
ω
。
一
ω
ω
ヌ
零
ω
ヨ
o
＆
」
日
o
α
q
声
・

ロ
o
お
一
〇
げ
『
ρ
＝
餌
崇
一
毛
O
詳
Φ
き
蓉
げ
α
角
ω
o
巴
巴
毛
δ
器
昌
ω
o
プ
錬
8
P
S
＝
0
8
毎
⇒
ひ
q
”
お
α
合
ψ
N
O
璽
な
お
、
ス
メ
ン
ト
の
統
合
理
論
に
つ
い
て

は
、
小
林
孝
輔
「
憲
法
学
の
本
質
」
四
六
ー
四
九
、
一
｝
八
ー
二
一
二
頁
、
和
田
英
夫
「
憲
法
理
論
と
方
法
論
」
法
律
論
叢
三
〇
巻
一
号
一
〇
三

頁
以
下
三
〇
巻
三
号
四
六
頁
以
下
参
照
。

　
閃
。
ω
ヨ
o
昌
α
”
ω
＄
緯
ω
お
9
島
o
げ
o
＞
ぴ
げ
ω
口
色
二
昌
α
q
Φ
P
oD
●
一
①
ω
u
＞
昌
ヨ
。
O
，

天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五



　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六

（
一
〇
）
　
一
円
一
億
「
憲
法
基
本
間
題
の
研
究
」
九
〇
頁
参
照
・

（
一
一
）
　
結
城
光
太
郎
「
天
皇
の
憲
法
上
の
地
位
」
公
法
研
究
一
〇
号
四
五
頁
。

（
一
二
）
　
美
濃
部
達
吉
「
目
本
国
憲
法
原
論
」
二
二
六
頁
Q

（
一
三
）
　
鵜
飼
教
授
は
、
不
敬
罪
消
滅
の
実
質
的
根
拠
を
、
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
の
受
諾
に
よ
る
天
皇
の
主
権
者
た
る
地
位
の
喪
失
に
求
め
て
い
る
。
　
「
憲

　
　
法
」
岩
波
全
書
二
七
六
－
二
七
七
頁
参
照
。

（
一
四
）
　
清
宮
四
郎
「
憲
法
1
」
一
一
二
－
一
一
八
頁
。

（
一
五
）
　
清
宮
・
前
掲
書
・
一
一
五
頁
、
同
旨
・
宮
沢
「
日
本
国
憲
法
」
五
四
ー
五
五
頁
な
ど
参
照
Q

（
一
六
）
　
な
お
、
勺
o
一
庄
∩
巴
閑
8
ユ
①
暮
讐
δ
昌
o
隔
冒
℃
帥
P
ω
8
9
日
げ
R
這
ホ
一
〇
ω
8
8
ヨ
σ
R
一
罐
o
o
●
P
く
o
置
，
　
の
な
か
で
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に

　
　
い
わ
れ
て
い
る
。
「
憲
法
の
平
明
な
表
現
に
よ
れ
ば
、
天
皇
制
は
、
も
は
や
い
か
な
る
権
威
の
源
泉
で
も
な
く
、
　
い
か
な
る
権
能
も
行
使
で
き

　
　
ず
、
…
…
単
に
建
物
の
最
尖
端
た
る
に
す
ぎ
ず
、
骨
組
自
体
に
は
何
ら
機
能
的
な
関
係
を
も
っ
て
い
な
い
。
」
　
小
島
和
司
・
久
保
田
き
ぬ
．
芦
部

　
　
信
喜
訳
「
日
本
の
新
憲
法
」
国
家
学
会
雑
誌
六
五
巻
一
号
六
二
頁
。

⇔
　
象
徴
規
定
と
国
事
行
為
規
定
と
の
照
応
関
係

　
天
皇
が
象
徴
で
あ
る
と
い
う
象
徴
規
定
の
規
範
内
容
は
、
天
皇
が
法
的
概
念
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
日
本
国
お
よ
び
日
本
国
民
統
合
の

意
味
内
容
を
、
自
己
の
形
象
（
田
罷
）
に
よ
っ
て
、
あ
り
の
ま
ま
に
具
象
化
す
る
役
割
を
営
む
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
天
皇
が
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

意
味
で
、
象
徴
と
し
て
の
役
割
を
果
す
た
め
に
適
格
条
件
を
そ
な
え
て
い
る
か
と
い
う
と
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
は
い
え
な
い
。
と
い
う

の
は
、
現
憲
法
に
お
け
る
天
皇
も
、
世
襲
に
よ
っ
て
そ
の
地
位
に
つ
き
、
人
間
と
し
て
一
定
の
行
動
を
為
さ
ざ
る
を
え
ず
、
し
か
も
、
事



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

実
上
伝
統
を
背
負
っ
た
存
在
と
し
て
な
ん
ら
か
の
統
合
的
機
能
を
営
む
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
憲
法
は
、
民
主

主
義
原
理
に
矛
盾
す
る
世
襲
制
天
皇
を
象
徴
と
定
め
て
い
る
か
ら
、
象
徴
規
定
の
解
釈
に
あ
た
っ
て
、
原
埋
上
の
矛
盾
を
解
消
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
た
だ
、
規
定
の
論
理
構
造
と
こ
れ
を
支
え
る
憲
法
の
原
理
に
し
た
が
っ
て
、
矛
盾
を
最
少
限
に
止
め
る
努
力
を
す
る
ほ

か
は
な
い
。
こ
の
と
ぎ
、
「
日
本
国
」
と
い
う
の
は
、
国
際
法
上
の
人
格
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
「
日
本
国
民
統
合
」
と
い
う
の
は
、
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

権
者
と
し
て
の
国
民
の
統
一
性
を
意
味
す
る
、
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
象
徴
規
定
の
一
般
的
意
味
内
容
は
、
国
際

法
上
の
人
格
と
し
て
の
日
本
国
の
儀
礼
的
な
表
現
を
な
し
、
主
権
者
で
あ
る
国
民
の
統
一
性
を
あ
り
ま
ま
に
具
象
化
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
天
皇
の
象
徴
的
機
能
が
全
面
的
に
是
認
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
象
徴
概
念
の

本
質
は
、
象
徴
担
荷
者
が
部
分
対
部
分
の
抗
争
の
表
現
で
あ
る
と
き
に
、
よ
り
積
極
的
な
機
能
を
営
む
の
に
反
し
て
、
象
徴
担
荷
者
が
、

全
体
の
統
一
性
の
象
徴
で
あ
り
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
よ
う
な
象
徴
関
係
成
立
の
場
を
具
体
的
に
保
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
こ
そ
、
国
民
主
権
主
義
と
象
徴
天
皇
制
の
矛
盾
を
、
民
主
主
義
的
に
調
整
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
い
わ

ゆ
る
「
象
徴
の
場
」
に
お
い
て
、
明
治
憲
法
に
お
け
る
天
皇
が
権
威
的
権
力
的
存
在
で
あ
っ
た
た
め
に
広
い
場
の
推
定
を
う
け
て
い
た
と

す
る
な
ら
ば
、
こ
れ
に
反
し
て
現
憲
法
に
お
い
て
は
、
む
し
ろ
逆
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、

　
で
は
、
現
憲
法
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
象
徴
の
場
と
は
な
に
か
。
い
い
か
え
れ
ば
、
天
皇
が
発
揮
す
る
現
実
の
も
ろ
も
ろ
の
象
徴
的
機

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

能
の
う
ち
、
憲
法
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
を
、
象
徴
天
皇
の
象
徴
機
能
と
し
て
是
認
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
さ
き

に
の
べ
た
よ
う
に
、
一
般
に
、
象
徴
担
荷
物
は
、
分
裂
と
抗
争
の
状
況
に
お
い
て
、
一
方
の
側
の
利
益
の
た
め
に
利
用
さ
れ
る
と
ぎ
、
よ

り
積
極
的
な
機
能
を
営
む
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
分
裂
・
抗
争
が
一
方
の
側
の
圧
倒
的
勝
利
ま
た
は
両
方
の
側
の
妥
協
に
よ
っ
て
終
る
と

　
　
　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

ぎ
、
他
方
の
側
の
象
徴
ま
た
は
両
方
の
側
の
そ
れ
は
、
も
は
や
、
象
徴
担
荷
物
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
天
皇
に

つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
う
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
皇
が
分
裂
・
抗
争
す
る
勢
力
の
一
方
の
側
の
み
の
象
徴
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
は
、
天

皇
制
そ
の
も
の
の
存
立
条
件
を
失
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
よ
う
な
憲
法
現
象
の
生
じ
る
こ
と
を
、
憲
法
が
是
認
し
て
い
る
で
あ
ろ
う

か
。
否
で
あ
る
・
是
認
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
、
天
皇
制
の
自
殺
を
肯
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ち

　
そ
こ
で
憲
法
は
、
天
皇
が
現
実
に
発
揮
す
る
も
ろ
も
ろ
の
象
徴
的
機
能
の
う
ち
、
自
己
の
是
認
す
る
も
の
を
、
憲
法
上
、
天
皇
の
象
徴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

機
能
と
定
め
る
。
そ
し
て
象
徴
的
機
能
は
、
静
態
に
お
け
る
よ
り
も
動
態
に
お
い
て
よ
り
積
極
的
に
発
揮
さ
れ
る
か
ら
、
憲
法
は
天
皇
の

ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

象
徴
機
能
を
、
そ
の
行
為
と
の
関
係
に
お
い
て
規
制
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
象
徴
と
し
て
の
地
位
と
象
徴
機
能
を
果
す
行

為
（
象
徴
の
場
）
と
を
照
応
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
象
徴
天
皇
が
象
徴
機
能
を
営
む
場
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い

わ
ゆ
る
象
徴
の
分
裂
が
起
ら
な
い
よ
う
に
す
る
。
そ
し
て
、
象
徴
的
機
能
が
い
わ
ば
分
裂
の
象
徴
と
な
る
と
こ
ろ
で
は
、
憲
法
の
是
認
す

る
象
徴
機
能
を
営
ん
で
い
る
と
は
み
な
さ
な
い
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
天
皇
が
象
徴
で
あ
る
こ
と
と
か
れ
が
象
徴
機
能
を
営

む
こ
と
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
憲
法
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
規
定
の
一
つ
は
象
徴
規
定
（
一
条
）
で
あ
り
、
他
の
規
定
は

国
事
行
為
規
定
（
四
、
六
、
七
条
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
天
皇
が
象
徴
で
あ
り
、
象
徴
機
能
を
営
む
（
一
条
）
の
は
、
四
条
に
一
般
的

に
規
定
さ
れ
、
六
条
七
条
で
具
体
化
さ
れ
て
い
る
国
事
行
為
に
限
定
さ
れ
る
と
し
た
。
も
と
よ
り
、
こ
の
関
係
は
、
象
徴
の
意
味
内
容
が

国
事
行
為
に
よ
っ
て
一
方
的
に
規
定
さ
れ
る
関
係
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
憲
法
の
論
理
構
造
は
、
象
徴
の
意
味
内
容
が
国
事
行
為
に

依
存
す
る
関
係
に
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
国
事
行
為
の
形
式
的
性
格
も
ま
た
一
条
（
象
徴
規
定
）
に
よ
っ
て
質
的
に
規
定
さ
れ
、
四
条
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

項
後
段
（
政
治
不
関
与
規
定
）
も
一
条
の
帰
結
を
な
し
て
い
る
と
解
せ
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
憲
法
上
、
象
徴
と
は
、
象
徴
さ
れ
る
本
体



を
そ
れ
に
な
ん
ら
の
影
響
も
与
え
る
こ
と
な
く
あ
り
の
ま
ま
に
具
象
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
象
徴
天
皇
は
、
論
理
必
然
的

に
、
権
力
性
と
権
威
性
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
象
徴
天
皇
に
は
、
非
権
力
的
非
権
威
的
な
行
動
、
な
か
で
も
法

的
効
果
の
発
生
と
な
ん
の
関
連
も
な
い
事
実
行
為
に
つ
い
て
も
、
全
面
的
な
行
為
の
自
由
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

　
そ
こ
で
、
国
事
行
為
の
な
か
に
、
い
わ
ば
純
然
た
る
事
実
行
為
（
儀
式
を
行
ふ
こ
と
）
が
規
定
さ
れ
て
い
る
意
味
が
問
題
に
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
一
）
　
佐
藤
功
「
天
皇
象
徴
論
の
根
本
問
題
」
日
本
国
憲
法
十
二
講
・
所
収
二
五
〇
頁
、
稲
田
陽
一
「
天
皇
象
徴
論
の
諸
問
題
」
岡
山
大
学
法
経
学
会

　
　
　
雑
誌
一
六
号
二
七
頁
。

　
（
二
）
　
有
倉
・
前
掲
書
・
六
七
ー
六
八
頁
。

　
（
三
）
　
稲
田
・
前
掲
・
二
九
頁
o

　
（
四
）
　
象
徴
の
地
位
と
象
徴
的
機
能
の
場
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
佐
藤
功
・
黒
田
覚
両
教
授
に
よ
る
論
争
に
つ
い
て
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
思
う
。
争
点
の

　
　
　
第
一
、
君
主
の
象
徴
的
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
た
め
の
条
件
に
つ
い
て
。
黒
田
教
授
は
、
象
徴
的
機
能
の
質
そ
れ
自
体
が
君
主
の
地
位
に
随
伴
す
る

　
　
　
統
合
機
能
で
あ
る
と
し
、
そ
の
地
位
が
な
お
権
力
的
性
質
の
も
の
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
前
提
す
る
。
け
れ
ど
も
、
君
主
の
象
徴

　
　
　
的
機
能
は
、
そ
の
カ
リ
ス
マ
的
支
配
な
い
し
そ
の
擬
制
か
ら
の
解
放
H
権
能
の
名
目
化
過
程
に
お
い
て
増
大
し
て
い
っ
た
の
だ
か
ら
、
象
徴
的
機

　
　
　
能
が
成
立
す
る
決
定
的
要
素
は
、
君
主
の
権
能
が
名
目
化
し
て
ゆ
く
こ
と
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
争
点
の
第
二
、
日
本
国
憲
法
に

　
　
　
お
け
る
象
徴
天
皇
は
象
徴
的
機
能
を
発
揮
す
る
に
充
分
な
揚
を
与
え
ら
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
。
黒
田
教
授
は
、
君
主
の
象
徴
的
機
能
の
典
型
を

　
　
　
　
イ
ギ
リ
ス
君
主
の
そ
れ
だ
と
と
ら
え
、
象
徴
天
皇
は
名
臼
上
も
君
主
と
し
て
の
権
能
を
も
っ
て
い
な
い
か
ら
、
目
本
国
憲
法
に
は
象
徴
的
機
能
の

　
　
　
揚
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
い
う
。
け
れ
ど
も
、
憲
法
の
規
定
す
る
象
徴
天
皇
制
は
、
イ
ギ
リ
ス
君
主
制
（
象
徴
君
主
制
）
を
指
し
て
い
る
わ
け

　
　
　
　
天
皇
の
〃
お
こ
と
ば
〃
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

　
　
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
象
徴
天
皇
制
成
立
の
沿
革
と
特
殊
性
に
よ
り
、
君
主
と
し
て
の
名
目
的
権
能
さ
え
も
与
え
な
か
っ
た
結
果
象
徴
と
さ
れ
た

　
　
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
天
皇
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
象
徴
と
し
て
の
権
能
（
象
徴
の
場
）
が
定
め
ら
れ
た
と
の
だ
と
考
え
る
。
黒
田
覚
「
天
皇

　
　
の
憲
法
上
の
地
位
」
、
佐
藤
功
「
象
徴
の
機
能
に
つ
い
て
」
い
ず
れ
も
公
法
研
究
一
〇
号
所
収
。

（
五
）
　
稲
田
・
前
掲
・
三
〇
頁
、
一
円
・
前
掲
書
・
九
三
－
九
六
頁
・

（
六
）
　
国
事
行
為
は
、
法
的
効
果
と
の
関
連
に
お
い
て
検
討
す
る
と
き
、
三
つ
の
類
型
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
一
つ
は
、
　
「
公
布
」
の
よ
う
に
、

　
　
国
法
施
行
の
要
件
を
な
す
法
的
行
為
で
あ
る
こ
と
に
異
論
の
な
い
も
の
（
有
倉
・
前
掲
書
・
七
九
－
八
○
頁
参
照
）
。
第
二
に
、
「
認
証
」
（
有
倉
・

　
　
前
掲
書
・
八
二
ー
八
六
頁
参
照
）
、
「
栄
典
の
授
与
」
、
「
接
受
」
（
星
野
安
三
郎
「
天
皇
の
権
能
に
つ
い
て
」
公
法
研
究
一
〇
号
六
三
頁
、
中
谷
敬

　
　
寿
「
元
首
（
天
皇
の
対
外
的
地
位
）
」
憲
法
演
習
一
二
i
二
五
頁
参
照
）
な
ど
の
よ
う
に
、
法
的
効
果
の
発
生
と
の
関
連
で
学
説
の
対
立
が
あ
る

　
　
も
の
。
第
三
に
、
「
儀
式
を
行
ふ
こ
と
」
の
よ
う
に
、
事
実
行
為
で
あ
る
こ
と
に
異
論
の
な
い
も
の
で
あ
る
。

㊧
　
象
徴
行
為
説
の
批
判

　
象
徴
行
為
説
に
よ
れ
ば
、
憲
法
四
条
一
項
前
段
「
天
皇
は
、
こ
の
憲
法
の
定
め
る
国
事
に
関
す
る
行
為
の
み
を
行
ひ
」
と
い
う
規
定
は
、

機
関
と
し
て
天
皇
の
国
事
行
為
を
限
定
し
た
け
れ
ど
も
、
象
徴
と
し
て
の
天
皇
の
象
徴
行
為
は
、
（
憲
法
上
明
文
の
規
定
は
な
い
け
れ
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

も
）
当
然
許
さ
れ
る
、
た
だ
し
、
象
徴
行
為
は
事
実
行
為
で
あ
る
、
と
解
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
憲
法
が
国
事
行
為
に
事
実
行
為
を
含
ま
せ
て
制
限
列
挙
し
た
意
味
が
、
ぎ
わ
め
て
、
過
少
評

価
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
事
実
行
為
で
あ
る
国
事
行
為
も
、
事
実
行
為
で
あ
る
象
徴
行
為
も
、
と
も
に
公
的
行
為
だ
と
解
さ
れ
る
か

ら
、
そ
の
営
む
象
徴
的
機
能
に
は
ほ
と
ん
ど
差
異
が
な
い
。
象
徴
行
為
は
事
実
行
為
だ
け
れ
ど
も
、
国
事
行
為
と
同
じ
よ
う
に
、
公
的
行



為
だ
と
解
す
る
な
ら
ば
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
憲
法
が
天
皇
の
象
徴
機
能
を
一
二
の
国
事
行
為
に
よ
っ
て
限
定
し
よ
う
と
し
た
意
味

が
形
骸
と
化
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
象
徴
行
為
説
は
、
象
徴
と
し
て
の
地
位
に
と
も
な
う
象
徴
行
為
を
、
機
関
と
し
て
の
地
位
に
も
と
づ
く
国
事
行
為
か
ら
区
別
す
る
。
し

か
し
、
そ
の
根
拠
に
は
納
得
で
き
な
い
も
の
が
あ
る
。

　
た
と
え
ば
、
「
第
一
に
、
機
関
を
構
成
す
る
も
の
は
、
常
に
自
然
意
思
を
も
っ
た
人
間
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
象
徴
は
か
な
ら
ず
し
も
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
＝
）

の
要
な
く
、
国
旗
や
国
歌
も
象
徴
で
あ
り
、
人
間
が
象
徴
と
せ
ら
れ
る
の
は
む
し
ろ
異
例
で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
の
比
較
に
お
い
て
は
、

天
皇
が
機
関
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
あ
る
い
は
象
徴
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
前
者
に
お
い
て
は
天
皇
は
自
然
意
思
を
も
つ
も
の
、
後
者
に

お
い
て
は
自
然
意
思
を
有
す
る
と
否
と
を
と
わ
ず
、
存
在
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
、
と
い
う
意
味
で
比
較
さ
れ
る
こ
と
に
よ

っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
も
つ
。
も
し
、
こ
う
い
5
意
味
で
比
較
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
比
較
自
体
が
無
意
味
で
あ
る
。
で
は
、
こ

の
意
味
で
両
者
を
比
較
す
る
と
、
そ
こ
に
は
事
実
誤
認
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
で
て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
現
憲
法
は
、
機
関
を
担
荷
す
る
天

皇
を
、
自
然
意
思
に
よ
っ
て
行
為
す
る
人
間
と
し
て
は
と
ら
え
て
い
な
い
。
い
い
か
え
れ
ば
、
単
に
、
そ
の
形
象
に
よ
っ
て
国
家
意
思
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

表
現
す
る
機
能
を
果
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
国
事
行
為
は
、
天
皇
の
自
然
意
思
を
必
要
と
し
な
い
、
む
し
ろ
排
斥

す
る
。
こ
こ
に
、
国
事
行
為
の
主
体
で
あ
る
象
徴
天
皇
の
特
異
性
が
あ
る
。

　
「
第
二
に
、
機
関
は
、
機
関
と
し
て
行
動
す
る
場
合
に
の
み
機
関
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
の
に
対
し
、
象
徴
は
、
個
々
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

行
為
を
ま
た
ず
に
、
常
に
認
め
ら
れ
る
地
位
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
機
能
を
発
揮
す
る
」
と
い
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
象
徴
と
は
、
天

皇
の
存
在
自
体
に
専
属
す
る
固
有
の
性
質
に
よ
っ
て
能
動
的
な
機
能
を
営
む
の
で
は
な
く
、
象
徴
さ
れ
る
本
体
の
も
つ
内
在
的
な
性
質

　
　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
天
皇
の
〃
お
こ
と
ば
〃
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

（
具
体
的
に
は
、
国
民
主
権
主
義
に
立
つ
日
本
国
お
よ
び
国
民
統
合
）
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

象
徴
の
地
位
と
機
能
は
、
象
徴
さ
れ
る
本
体
の
性
質
に
よ
っ
て
、
憲
法
上
定
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
の
み
、
認
め
ら
れ
る
。
も
し
、
象
徴

と
は
、
天
皇
に
一
般
的
・
恒
常
的
に
認
め
ら
れ
る
地
位
・
機
能
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
天
皇
は
寝
て
い
る
と
ぎ
に
も
象
徴
の
地
位
に
あ

り
そ
の
機
能
を
果
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

　
「
第
三
に
、
機
関
の
行
為
は
国
家
の
行
為
と
み
な
さ
れ
る
の
に
対
し
、
象
徴
の
行
為
は
国
家
の
行
為
と
は
み
な
さ
れ
な
い
」
と
い
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
「
国
家
行
為
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
行
為
の
効
果
が
国
家
に
帰
属
す
る
ば
あ
い
に
意
味
を
も
つ
。
と
こ

ろ
で
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
機
関
と
し
て
の
天
皇
の
国
事
行
為
の
な
か
に
も
、
法
的
効
果
を
生
じ
な
い
行
為
（
た
と
え
ば
、
儀
式
を

行
う
こ
と
）
が
含
ま
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
機
関
の
行
為
が
国
家
行
為
で
あ
り
、
象
徴
行
為
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
区
別
す
る
こ
と
は
、

か
な
ら
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
象
徴
行
為
説
が
、
機
関
で
あ
る
こ
と
と
象
徴
で
あ
る
こ
と
と
を
区
別
す
る
の
は
、
必
ず
し
も
適
当
で
な
く
、
誤
り
で
さ

え
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
）

（
二
）

（
三
）

（
四
）

（
五
）

清
宮
四
郎
「
天
皇
の
行
為
の
性
質
」
憲
法
演
習
六
－
七
頁
・

清
宮
・
前
掲
・
七
頁
、
同
「
憲
法
1
」
一
一
七
ー
一
一
八
頁
。

一
円
・
前
掲
書
・
八
二
i
八
七
頁
。

清
宮
・
前
掲
、
前
掲
書
。

清
宮
・
前
掲
、
前
掲
書
。



　
㊨
　
国
事
行
為
説
の
批
判

　
宮
沢
教
授
に
お
い
て
は
、
天
皇
に
は
機
関
と
し
て
の
天
皇
の
地
位
を
意
味
す
る
場
合
と
、
そ
の
地
位
を
占
め
る
人
を
意
味
す
る
場
合
と

が
あ
る
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
憲
法
が
事
実
行
為
を
国
事
行
為
と
し
て
限
定
列
挙
し
た
意
味
は
、
そ
れ
以
外
の
事
実
行
為
は
、
機
関
と

し
て
の
天
皇
（
公
的
天
皇
）
に
は
認
め
ら
れ
な
い
、
す
な
わ
ち
憲
法
上
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
、
こ
の
見
解
を
正
し
い
と

考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
憲
法
は
、
天
皇
の
象
徴
的
機
能
は
、
法
的
行
為
に
よ
っ
て
ば
か
り
で
な
く
、
事
実
行
為
に
よ
っ
て
も
営
ま
れ
る
か

ら
、
事
実
行
為
を
も
憲
法
上
限
定
し
た
の
だ
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
別
の
面
か
ら
い
え
ば
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
象
徴
で
あ
る

こ
と
（
公
的
地
位
）
は
、
国
事
行
為
（
公
的
行
為
）
と
照
応
関
係
に
あ
り
、
し
か
も
こ
の
国
事
行
為
以
外
に
、
公
的
行
為
は
な
い
か
ら
で

あ
る
Q

　
し
か
し
、
宮
沢
教
授
に
よ
れ
ば
、
　
“
お
こ
と
ば
”
は
、
「
儀
式
を
行
ふ
こ
と
」
（
憲
法
七
条
一
〇
号
）
で
あ
る
か
ら
、
国
事
行
為
だ
と
解

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
に
は
、
疑
問
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
儀
式
を
行
ふ
」
と
い
う
の
は
、
天
皇
が
主
宰
す
る
儀
式
の

み
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
宮
沢
教
授
に
お
い
て
は
、
「
儀
式
を
行
ふ
」
こ
い
う
の
は
、
「
儀
式
に
参
列

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

す
る
こ
と
を
も
意
味
す
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
」
と
い
う
、
そ
の
根
拠
が
積
極
的
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
消
極
的
に
、
「
天
皇
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

れ
ら
の
儀
式
に
参
列
す
る
こ
と
を
禁
ず
る
趣
旨
を
憲
法
が
定
め
て
い
る
と
解
す
る
の
は
、
「
良
識
に
反
す
る
」
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
つ
ぎ
の
三
点
に
お
い
て
、
こ
の
見
解
に
は
疑
間
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
第
一
に
、
「
良
識
に
反
す
る
」
と
い
う
こ
と
を
憲
法
解
釈
の
ぎ
め
て
に
し
て
、
こ
れ
を
憲
法
規
定
に
内
在
す
る
意
味
内
容
の
科
学
的
認

　
　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

識
よ
り
も
優
越
さ
せ
る
解
釈
方
法
は
、
す
く
な
く
と
も
科
学
性
の
あ
る
方
法
だ
と
は
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
な
に
が
良
識

か
、
ま
た
な
に
が
良
識
に
か
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
高
度
に
価
値
判
断
的
性
質
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
一
義
的
に
き
め
に

く
い
こ
と
で
あ
る
。
か
り
に
、
良
識
と
い
う
も
の
が
客
観
的
に
認
識
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
科
学
的
真
実
に
あ
っ
て
い
る
と
は
、
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

な
ら
ず
し
も
、
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

　
そ
れ
ゆ
え
、
第
二
に
、
　
「
良
識
」
と
い
う
も
の
を
解
釈
の
き
め
て
に
す
る
ま
え
に
、
憲
法
規
定
に
内
在
す
る
意
味
内
容
を
科
学
的
に
吟

味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
“
お
こ
と
ば
”
は
、
明
治
憲
法
下
の
帝
国
議
会
の
開
院
式
で
行
わ
れ
て
い
た
“
勅
語
”
が
、
慣
習
と
し
て
、

現
憲
法
下
の
国
会
の
開
会
式
に
お
い
て
も
ひ
き
つ
が
れ
た
か
の
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
　
“
勅
語
”
と
“
お
こ
と
ば
”

と
の
あ
い
だ
に
は
本
質
的
な
違
い
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
天
皇
の
地
位
・
性
格
・
権
能
な
ら
び
に
国
会
の
性
質
の
ち
が
い
か
ら
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

じ
て
い
る
。
も
と
よ
り
、
開
院
式
の
“
勅
語
”
も
、
開
会
式
の
“
お
こ
と
ば
”
も
、
と
も
に
事
実
行
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
“
お
こ
と
ば
”

は
、
も
は
や
神
権
天
皇
の
“
勅
語
”
で
は
な
い
。
現
在
、
国
会
開
会
式
の
主
宰
者
は
、
天
皇
で
は
な
く
、
衆
議
院
議
長
で
あ
り
（
国
会
法

八
、
九
条
）
、
国
会
は
主
権
者
で
あ
る
国
民
の
代
表
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
国
権
の
最
高
機
関
で
あ
る
。
明
治
憲
法
に
お
け
る
天
皇
が
議

会
の
開
会
を
命
じ
る
権
能
を
も
っ
て
い
た
の
と
異
な
り
、
現
憲
法
の
天
皇
は
、
単
に
、
開
会
式
に
招
か
れ
て
“
お
こ
と
ば
”
を
の
べ
る
に

す
ぎ
な
い
。
さ
ら
に
、
明
治
憲
法
に
お
け
る
天
皇
が
、
統
治
権
の
総
撹
者
と
し
て
広
い
権
能
の
推
定
を
う
け
て
い
た
の
に
反
し
て
、
現
憲

法
の
天
皇
は
、
法
的
行
為
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
事
実
行
為
に
つ
い
て
も
、
憲
法
上
制
限
を
う
け
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
公
的
天
皇
の
行

動
領
域
は
狭
い
推
定
を
う
け
て
い
る
と
解
さ
れ
る
。

　
だ
か
ら
、
第
三
に
、
　
「
儀
式
を
行
ふ
」
と
い
う
事
実
行
為
の
範
囲
も
、
狭
い
推
定
を
う
け
る
と
解
さ
れ
る
。
か
つ
て
天
皇
は
現
人
神
で



あ
る
主
権
者
と
し
て
、
祭
祀
大
権
を
有
し
、
歴
史
的
伝
統
に
も
と
づ
き
、
な
に
び
と
の
輔
弼
に
も
よ
ら
ず
、
天
皇
み
ず
か
ら
ま
た
は
代
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）

者
を
し
て
、
こ
れ
を
行
っ
て
い
た
。
現
憲
法
は
、
天
皇
の
神
格
性
を
否
定
し
主
権
者
た
る
地
位
を
剥
奪
し
、
国
教
分
離
の
原
則
を
ふ
ま
え

て
、
天
皇
が
象
徴
と
し
て
行
う
に
ふ
さ
わ
し
い
儀
式
を
国
事
行
為
の
一
つ
と
定
め
た
。
だ
か
ら
、
そ
の
「
儀
式
」
は
、
国
家
的
儀
式
で
あ

り
、
　
「
儀
式
を
行
ぷ
」
と
い
う
の
は
、
象
徴
で
あ
る
天
皇
が
主
宰
す
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
、
文
理

に
も
素
直
で
あ
り
、
ま
た
象
徴
で
あ
る
天
皇
の
機
能
と
し
て
も
ふ
さ
わ
し
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
六
）

　
こ
れ
ら
の
理
由
に
よ
っ
て
、
　
〃
お
こ
と
ば
〃
を
「
儀
式
を
行
ふ
こ
と
」
に
含
ま
せ
る
国
事
行
為
説
に
賛
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
つ
ぎ
に
、
〃
お
こ
と
ば
〃
を
、
「
半
分
公
式
」
の
天
皇
の
「
公
事
的
行
為
」
と
み
る
実
例
の
見
解
を
検
討
し
よ
う
。
そ
の
た
め
に
は
、
象

徴
担
荷
者
と
し
て
の
天
皇
の
法
的
地
位
を
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
一
）
　
宮
沢
俊
義
「
目
本
国
憲
法
」
一
四
五
頁
。

（
二
）
　
宮
沢
・
前
掲
書
。

（
三
）
　
黒
田
了
一
「
憲
法
と
外
国
軍
隊
の
駐
留
」
季
刊
法
律
学
二
八
号
七
三
ー
七
四
頁
参
照
。

（
四
）
　
清
宮
・
前
掲
・
三
頁
o
佐
藤
功
「
憲
法
」
五
八
三
－
五
八
四
頁
。

（
五
）
　
美
濃
部
達
吉
「
憲
法
撮
要
」
（
昭
九
）
二
二
二
頁
、
二
四
〇
ー
二
四
六
頁
o

（
六
）
　
い
う
ま
で
も
な
く
、
国
事
行
為
説
は
、
国
事
行
為
規
定
と
い
う
客
観
的
基
準
に
よ
っ
て
、
天
皇
の
行
動
を
、
国
事
行
為
と
私
的
行
為
に
分
け
、

　
　
そ
れ
以
外
に
公
的
行
為
を
認
め
な
い
点
で
、
い
わ
ゆ
る
象
徴
行
為
説
や
公
事
的
行
為
説
よ
り
も
、
客
観
性
あ
る
解
釈
で
あ
る
と
い
え
よ
う
Q

天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て

二
五



天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て

二
六

四
　
象
徴
担
荷
者
と
し
て
の
天
皇

O
　
象
徴
担
荷
者
の
法
的
地
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）

　
一
般
に
、
国
家
機
関
を
担
荷
す
る
人
は
、
法
上
、
三
つ
の
資
格
に
お
い
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
機
関
と
し
て
の
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

格
、
機
関
担
荷
者
と
し
て
の
資
格
お
よ
び
個
人
と
し
て
の
資
格
で
あ
る
。
天
皇
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
国
家
意
思
を
供
給
す
る
も
の
で

は
な
い
か
ら
、
右
の
意
味
の
国
家
機
関
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
自
ら
の
形
象
に
よ
っ
て
国
家
を
具
象
化
す
る
機
能
を
も
つ
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
三
）

意
味
で
、
特
殊
な
国
家
機
関
、
ま
た
は
単
に
象
徴
と
呼
ん
で
も
さ
し
つ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
天
皇
の
ば
あ
い
に
も
、
右
に
準
じ
て
考
察

す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
。
す
な
わ
ち
、
象
徴
と
し
て
の
資
格
、
象
徴
担
荷
者
と
し
て
の
資
格
お
よ
び
個
人
と
し
て
の
資
格
で
あ
る
。

　
象
徴
と
し
て
の
天
皇
は
、
そ
の
形
象
を
供
給
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
国
家
を
表
現
す
る
。
象
徴
担
荷
者
と
し
て
の
天
皇
は
、
象
徴
を
担
荷

す
る
身
分
に
お
い
て
、
し
か
も
国
家
に
形
象
を
供
給
す
る
こ
と
を
離
れ
た
資
格
で
あ
る
。
個
人
と
し
て
の
天
皇
は
、
象
徴
と
全
く
関
係
の

な
い
天
皇
で
あ
る
。
象
徴
と
し
て
の
天
皇
に
つ
い
て
、
憲
法
は
、
一
、
三
、
四
、
六
、
七
、
九
六
条
に
よ
っ
て
、
直
接
、
規
定
し
、
象
徴

担
荷
者
と
し
て
の
天
皇
に
つ
い
て
、
憲
法
は
、
二
、
八
、
九
九
条
に
よ
っ
て
、
直
接
、
規
定
し
て
い
る
。
個
人
と
し
て
の
天
皇
に
つ
い
て

は
、
憲
法
は
、
特
に
規
定
を
お
い
て
い
な
い
と
解
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
三
つ
の
資
格
は
、
ひ
と
し
く
象
徴
と
い
う
地
位
を
占
め
る
人
に
由
来
す
る
け
れ
ど
も
、
法
的
に
は
、
お
の
お
の
異
っ
た
地
位
を

形
成
す
る
。
天
皇
は
、
象
徴
と
し
て
の
資
格
で
は
、
法
律
関
係
の
主
体
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
ば
あ
い
、
象
徴
は
国
家
と
一
体
だ
か



ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
天
皇
も
、
象
徴
担
荷
者
お
よ
び
個
人
と
し
て
の
そ
れ
ぞ
れ
の
資
格
に
お
い
て
は
、
法
的
主
体
で
あ
る
。

　
象
徴
担
荷
者
と
し
て
の
天
皇
の
法
的
地
位
は
、
象
徴
を
担
荷
す
る
身
分
に
お
い
て
、
し
か
も
国
家
に
形
象
を
供
給
す
る
こ
と
と
離
れ
た

と
こ
ろ
に
成
立
し
、
象
徴
担
荷
者
が
象
微
と
し
て
職
務
H
国
事
行
為
を
行
う
た
め
に
、
そ
の
目
的
の
範
囲
内
で
認
め
ら
れ
る
権
利
．
自

由
、
義
務
お
よ
び
責
任
の
総
体
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
憲
法
上
、
象
徴
担
荷
者
と
し
て
の
天
皇
は
、
国
事
行
為
を
行
う
権
利
．
義
務
を
有

し
（
一
、
四
、
六
、
七
条
）
、
国
か
ら
費
用
を
う
け
る
権
利
（
八
八
条
）
を
も
ち
、
財
産
行
為
に
制
限
を
う
け
（
八
条
）
、
政
治
不
関
与
の

義
務
（
四
条
一
項
）
お
よ
び
憲
法
尊
重
擁
護
の
義
務
（
九
九
条
）
を
負
い
、
こ
の
義
務
に
反
し
た
場
合
、
責
任
を
負
う
と
解
す
る
こ
と
が

　
　
（
四
）

で
き
る
。

　
（
一
）
　
渡
辺
宗
太
郎
「
改
訂
日
本
国
憲
法
要
論
」
三
一
－
三
四
頁
、
一
円
・
前
掲
書
・
八
九
頁
Q

　
（
二
）
　
機
関
と
し
て
の
資
格
と
い
う
の
は
、
国
家
の
意
思
を
供
給
す
る
資
格
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
人
民
に
租
税
賦
課
処
分
を
す
る
と
い
う
よ
う
な
ば

　
　
　
あ
い
の
税
務
署
長
の
資
格
で
あ
る
。
機
関
担
荷
者
と
し
て
の
資
格
と
い
う
の
は
、
機
関
を
担
荷
す
る
身
分
に
お
い
て
、
し
か
も
国
家
の
意
思
を
供

　
　
　
給
す
る
こ
と
を
離
れ
た
資
格
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、
税
務
署
長
A
が
国
に
対
し
て
職
務
上
知
っ
た
秘
密
を
漏
ら
し
て
は
な
ら
な
い
義
務
を
お
っ
て

　
　
　
い
る
と
い
う
よ
う
な
ば
あ
い
の
資
格
で
あ
る
o
個
人
と
し
て
の
資
格
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
機
関
に
関
係
の
な
い
資
格
で
あ
り
、
た
と
え
ば
、

　
　
　
税
務
署
長
A
が
私
用
の
た
ば
こ
を
買
う
と
い
5
よ
う
な
ば
あ
い
の
資
格
で
あ
る
。

　
（
三
）
　
一
円
教
授
は
、
機
関
と
は
国
家
の
意
思
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
象
徴
は
形
象
を
供
給
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
象
徴
は
機
関
で
は
な

　
　
　
い
と
い
う
。
一
円
・
前
掲
書
・
八
二
－
八
七
頁
参
照
。

　
（
四
）
　
憲
法
九
九
条
は
、
天
皇
に
対
し
て
も
、
憲
法
尊
重
擁
護
義
務
を
明
記
し
て
い
る
か
ら
、
そ
の
義
務
違
反
に
つ
い
て
少
く
と
も
政
治
的
責
任
を
生

　
　
　
じ
る
と
考
え
る
Q
も
っ
と
も
、
天
皇
無
答
責
の
原
則
か
ら
、
そ
の
責
任
は
内
閣
が
負
う
と
い
う
見
解
が
支
配
的
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
見
解

　
　
　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

に
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
理
由
で
賛
成
で
き
な
い
。
現
憲
法
に
は
、
明
治
憲
法
三
条
（
神
聖
不
可
侵
規
定
）
は
な
く
、
天
皇
の
世
襲
制
は
国
民
の
総
意

に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
象
徴
天
皇
制
は
、
神
権
天
皇
制
（
立
憲
君
主
制
）
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
。
で
あ
る
か
ら
、
君
主
の
神

聖
不
可
侵
観
念
に
含
ま
れ
る
政
治
的
無
答
責
の
原
則
は
現
憲
法
に
は
な
い
。
憲
法
三
条
（
内
閣
助
言
承
認
制
）
の
法
的
意
味
は
、
天
皇
の
国
事
行

為
を
誘
導
確
認
す
ろ
こ
と
を
内
閣
の
職
務
と
し
、
　
「
そ
の
」
助
言
・
承
認
と
い
う
自
己
の
行
為
に
つ
い
て
内
閣
が
責
任
を
負
う
と
い
う
民
主
的
自

己
責
任
の
原
則
を
表
明
し
た
も
の
と
解
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
事
行
為
で
な
い
天
皇
の
行
動
に
つ
い
て
も
天
皇
の
政
治
的
無
答
責
の
原
則
が
適

用
さ
れ
る
と
い
5
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
な
お
、
国
事
行
為
に
つ
き
政
治
的
無
答
責
の
原
則
は
存
在
し
な
い
と
解
す
る
学
者
と
し
て
、
鵜
飼
信
成

「
憲
法
に
お
け
る
天
皇
の
地
位
」
思
想
一
九
五
二
・
六
、
八
頁
、
同
「
憲
法
」
岩
波
全
書
二
六
六
i
二
六
七
頁
、
稲
田
陽
一
「
天
皇
の
国
事
行
為

に
つ
い
て
」
岡
山
大
学
法
経
学
会
雑
誌
一
七
号
三
〇
1
三
一
頁
。
な
お
、
明
治
憲
法
三
条
が
削
除
さ
れ
た
結
果
「
天
皇
は
公
私
と
も
に
、
法
的
責

任
を
追
求
さ
れ
得
る
も
の
と
な
っ
た
」
と
い
う
見
解
と
し
て
、
中
村
哲
「
天
皇
」
政
治
学
事
典
九
五
九
－
九
六
〇
頁
が
あ
る
。

⇔
　
公
事
的
行
為
説
の
批
判

　
“
お
こ
と
ば
”
を
、
半
分
公
式
の
天
皇
の
公
事
的
行
為
だ
と
解
す
る
実
例
の
考
え
か
た
は
、
“
お
こ
と
ば
”
は
象
徴
担
荷
者
の
行
動
（
権

利
・
自
由
）
に
属
す
る
と
解
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
天
皇
が
、
国
会
と
い
う
国
家
機
関
の
開
会
式
と
い
う
公
の
儀
式

に
参
列
で
き
る
の
は
、
　
「
天
皇
の
象
徴
性
に
縁
由
を
も
つ
」
か
ら
だ
と
解
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
天
皇
が
国
会
開
会

式
に
参
列
し
て
“
お
こ
と
ば
”
を
の
べ
る
行
動
が
、
は
た
し
て
、
象
徴
担
荷
者
と
し
て
の
行
動
（
権
利
・
自
由
）
で
あ
り
う
る
だ
ろ
う

か
。
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
象
徴
担
荷
者
の
権
利
・
自
由
は
、
象
徴
を
担
荷
す
る
身
分
に
お
い
て
、
国
家
に
形
象
を
供
す
る
こ
と
と
離

れ
た
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
　
“
お
こ
と
ば
”
を
の
べ
る
天
皇
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
そ
の
天
皇
の
身
分
は
象
徴
を
担
荷
す
る
身



分
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
　
“
お
こ
と
ば
”
を
の
べ
る
こ
と
は
、
国
会
と
い
う
国
家
機
関
の
開
会
式
と
い
う
公
の
儀
式
で
し
か
も
国
家

的
目
的
を
も
つ
内
容
の
こ
と
を
の
べ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
国
家
に
形
象
を
供
給
し
て
い
る
関
係
に
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
　
“
お
こ
と
ば
”
は
、
そ
の
客
観
的
実
体
の
性
質
に
着
眼
す
る
と
き
、
本
来
の
象
徴
担
荷
者
の
行
動
で
は
な
い
。

　
か
り
に
、
　
“
お
こ
と
ば
”
が
、
国
家
に
形
象
を
供
給
す
る
も
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
象
徴
担
荷
者
と
し
て
の
権
利
．
自
由
と
し
て
、

憲
法
上
是
認
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
象
徴
担
荷
者
の
権
利
・
自
由
は
、
象
徴
担
荷
者
が
象
徴
と
し
て
の
職
務
且
国
事
行
為
を
行
う
た
め
に

そ
の
目
的
の
範
囲
内
で
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
憲
法
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
国
事
行
為
を
憲
法
上
制
限
列
挙
し

（
四
、
六
、
七
条
）
、
し
か
も
こ
の
な
か
に
な
ん
ら
法
的
効
果
を
生
じ
な
い
事
実
行
為
（
た
と
え
ば
七
条
一
〇
号
）
を
も
加
え
て
こ
れ
を
制

限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
”
象
徴
の
分
裂
”
を
防
ご
う
と
い
う
趣
旨
を
も
つ
。
　
“
お
こ
と
ば
”
が
、
象
徴
と
し
て
の
職
務
π
国

事
行
為
を
行
う
人
で
あ
る
た
め
に
必
要
な
目
的
の
範
囲
内
で
み
と
め
ら
れ
る
も
の
か
ど
う
か
、
と
考
え
る
と
き
、
範
囲
内
の
も
の
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
“
お
こ
と
ば
”
　
（
事
実
行
為
）
を
象
徴
天
皇
の
国
事
行
為
と
し
て
は
禁
じ
ら
れ
て
い
る

と
解
し
な
が
ら
、
象
徴
担
荷
者
と
し
て
の
公
的
行
為
と
し
て
は
是
認
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
な
ら
ば
、
天
皇
の
象
徴
的
機
能
を
是
認
す
る

場
が
拡
大
さ
れ
、
ひ
い
て
は
”
象
徴
の
分
裂
”
を
生
じ
る
こ
と
に
な
り
、
憲
法
の
趣
旨
に
反
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

憲
法
四
条
「
天
皇
は
、
こ
の
憲
法
の
定
め
る
国
事
に
関
す
る
行
為
の
み
を
行
ひ
」
と
い
う
規
定
は
、
象
徴
と
し
て
の
天
皇
を
規
制
す
る
ば

か
り
で
な
・
＼
象
徴
担
荷
者
と
し
て
の
天
皇
の
法
的
地
位
を
も
規
制
す
る
意
味
を
も
つ
と
解
し
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
国
会
開
会
式
に
出
席
す
る
の
は
、
天
皇
ば
か
り
で
な
く
、
最
高
裁
判
所
長
官
、
会
計
検
査
院
長
な
ど
も
出
席
し
て
い
る
。

こ
の
ば
あ
い
の
最
高
裁
判
所
長
官
や
会
計
検
査
院
長
は
、
職
務
行
為
と
し
て
出
席
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
機
関
を
占
め
る
人

　
　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

と
し
て
半
ば
公
的
な
資
格
で
出
席
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
の
が
公
事
的
行
為
説
の
見
解
で
あ
る
。
し
か
し
思
う
に
、
こ
の
ば
あ
い
、
国
会

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ

が
こ
れ
ら
を
招
待
す
る
目
的
は
、
最
高
裁
判
所
長
官
ま
た
は
会
計
検
査
院
長
と
い
う
機
関
を
占
め
る
何
某
を
招
い
た
の
だ
と
見
る
よ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

む
し
ろ
、
そ
れ
ぞ
れ
司
法
部
ま
た
は
会
計
検
査
院
の
代
表
機
関
を
招
く
こ
と
に
あ
る
と
解
す
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
最
高
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

判
所
長
官
ま
た
は
会
計
検
査
院
長
は
、
現
行
法
制
上
、
そ
れ
ぞ
れ
、
司
法
部
ま
た
は
会
計
検
査
院
の
代
表
権
限
を
も
つ
機
関
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
以
上
、
国
会
開
会
式
に
出
席
す
る
天
皇
の
資
格
を
、
国
会
開
会
式
に
出
席
す
る
最
高
裁
判
所
長
官
某
お
よ
び
会
計

検
査
院
長
某
の
資
格
と
同
じ
に
類
推
す
る
見
解
に
は
根
拠
が
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
“
お
こ
と
ば
”
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
象
徴
と
し
て
の
天
皇
お
よ
び
象
徴
担
荷
者
と
し
て
の
天
皇
の
行
動
と
し
て
認
め
ら
れ
な
い
と

解
さ
れ
る
結
果
、
そ
れ
は
、
個
人
と
し
て
の
天
皇
の
行
動
で
あ
る
か
ど
う
か
が
残
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
佐
藤
達
夫
「
開
会
式
の
“
お
言
葉
”
」
時
の
法
令
一
六
六
号
二
三
頁
。

　
（
二
）
　
最
高
裁
判
所
長
官
に
つ
い
て
、
憲
法
六
条
二
項
、
七
九
条
一
項
、
裁
判
所
法
一
二
条
参
照
。
な
お
、
兼
子
一
「
裁
判
法
」
一
〇
八
頁
、
一
二
四

　
　
　
頁
参
照
。
会
計
検
査
院
長
に
つ
い
て
、
会
計
検
査
院
施
行
規
則
七
条
一
号
参
照
。

五
　
個
人
と
し
て
の
天
皇

O
　
個
人
と
し
て
の
天
皇
の
法
的
地
位

個
人
と
し
て
の
天
皇
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
、
憲
法
は
明
文
の
規
定
を
お
い
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
資
格
に



お
け
る
天
皇
の
法
的
地
位
は
、
こ
れ
を
解
釈
に
よ
っ
て
決
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
般
に
、
こ
の
資
格
の
天
皇
が
、
憲
法
三
章
（
人
権

宣
言
）
に
い
う
国
民
の
な
か
に
含
ま
れ
る
か
が
問
題
に
さ
れ
る
。
主
と
し
て
、
天
皇
の
人
権
に
つ
い
て
法
律
上
特
例
が
み
と
め
ら
れ
る
こ

と
を
憲
法
上
理
由
づ
け
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
天
皇
が
国
民
と
異
な
る
と
解
す
る
理
由
の
一
は
、
天
皇
が
象
徴
と
い
う
特
殊
の
地
位
に
つ

　
　
　
　
　
（
一
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
）

く
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
二
は
、
皇
位
が
世
襲
で
あ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
三
は
、
個
人
と
し
て
の
天
皇
が
象
徴
と
し
て
の
天
皇
と
不
可
分

（
三
）だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
個
人
と
し
て
の
天
皇
が
国
民
と
異
な
る
と
し
て
、
い
っ

た
い
、
ど
の
よ
う
に
異
な
る
か
、
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
天
皇
は
な
お
国
会
開
会
式
に
出
席
す
る
独
自
の
資
格
を
も
っ
て
い
る
か
と
い
う

点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
第
一
、
第
二
の
理
由
づ
け
を
す
る
見
解
は
、
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
し
か
し
、
と
も
に

“
お
こ
と
ば
”
を
個
人
と
し
て
の
天
皇
の
行
為
と
は
解
し
て
い
な
い
。
第
三
の
理
由
づ
け
を
す
る
見
解
は
、
個
人
と
し
て
の
天
皇
が
象
徴

と
し
て
の
天
皇
と
不
可
分
な
の
で
あ
る
か
ら
、
国
会
開
会
式
に
出
席
す
る
個
人
と
し
て
の
天
皇
の
資
格
そ
れ
自
体
が
存
在
し
え
な
い
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
四
）

　
そ
こ
で
、
個
人
と
し
て
の
天
皇
が
、
国
民
と
異
な
ら
な
い
と
解
す
る
見
解
で
は
ど
う
か
。
こ
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
こ
の
天
皇
は
、
憲
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
五
）
　
　
　
　
　
　
（
六
）

三
章
に
い
う
国
民
の
人
権
と
自
由
を
原
則
と
し
て
享
有
す
る
主
体
で
あ
る
。
た
だ
、
象
徴
担
荷
者
ま
た
は
世
襲
制
に
と
も
な
う
制
約
を
う

け
る
こ
と
は
あ
る
。
で
は
、
こ
の
見
解
に
立
っ
て
考
え
る
と
き
、
国
会
開
会
式
に
招
か
れ
て
“
お
こ
と
ば
”
を
の
べ
る
天
皇
の
側
か
ら
み

て
、
天
皇
は
開
会
式
に
出
席
す
る
権
利
・
自
由
を
憲
法
上
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
。
憲
法
上
、
そ
の
根
拠
を
明
示
す
る
規
定
は
な
い
。
こ

の
点
に
つ
い
て
、
憲
法
は
な
に
ご
と
も
語
っ
て
い
な
い
と
解
す
る
ほ
か
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
一
）
　
佐
藤
功
「
憲
法
」
九
四
ー
一
一
〇
頁
o

　
　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
〃
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
一



（
二
）

（
三
）

（
四
）

（
五
）

（
六
）

天
皇
の
〃
お
こ
と
ば
〃
に
つ
い
て

　
稲
田
陽
一
「
天
皇
の
世
襲
制
と
人
間
性
」
岡
山
大
学
法
経
学
会
雑
誌
一
九
号
六
五
頁
。

　
法
学
協
会
「
註
解
目
本
国
憲
法
」
（
新
版
）
六
七
頁
。

　
宮
沢
俊
義
「
憲
法
H
」
二
三
八
頁
、
「
目
本
国
憲
法
」
三
二
i
三
三
頁
。
一
円
・
前
掲
書
・
九
六
ー
一
〇
二
頁
、

号
一
〇
頁
。

　
一
円
・
前
掲
書
・
一
〇
一
頁
、
前
掲
Q

　
宮
沢
「
憲
法
∬
」
二
三
八
ー
二
三
九
頁
。

三
二

「
天
皇
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
五
〇

O
　
私
的
行
為
説
の
批
判

　
と
こ
ろ
で
、
　
“
お
こ
と
ば
”
は
、
国
会
と
い
う
国
家
機
関
の
し
か
も
開
会
式
と
い
う
公
の
儀
式
で
の
べ
ら
れ
る
公
の
目
的
を
も
っ
た
現

象
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
〃
お
こ
と
ば
〃
が
、
個
人
と
し
て
の
天
皇
の
私
的
行
為
で
あ
る
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。

実
例
に
お
い
て
、
国
会
・
内
閣
が
、
　
“
お
こ
と
ば
”
を
個
人
と
し
て
の
天
皇
の
行
為
と
し
て
取
扱
っ
て
い
な
い
の
は
、
こ
の
意
味
で
は
、

当
然
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
点
で
、
私
的
行
為
説
が
、
　
“
お
こ
と
ば
”
を
個
人
と
し
て
の
天
皇
の
私
的
行
為
と
解
し
て
い
る
の
は
、
　
“
お

こ
と
ば
”
の
実
体
に
反
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
国
会
開
会
式
に
出
席
し
て
”
お
こ
と
ば
”
を
の
べ
る
天
皇
の
資
格
と
行
為
の
性
質

が
、
個
人
的
ま
た
は
私
的
な
も
の
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
国
会
が
、
個
人
と
し
て
の
天
皇
を
開
会
式
に
招
い
て
私
的
な
行
為
と
し
て
“

お
こ
と
ば
”
を
の
べ
さ
せ
る
こ
と
は
、
許
さ
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
、
憲
法
（
一
、
四
、
六
、
七
条
）
お
よ
び
法
令
（
国

会
法
八
、
九
条
）
の
規
範
的
意
味
で
あ
ろ
う
。



　
し
か
し
な
が
ら
、
私
的
行
為
説
に
よ
れ
ば
、
　
“
お
こ
と
ば
”
を
私
的
行
為
と
解
し
た
う
え
で
、
な
お
、
そ
れ
が
合
法
的
な
も
の
で
あ
る

こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
は
「
憲
法
上
の
習
律
と
し
て
確
立
」
し
て
い
る
と
い
う
。
こ
こ
で
、
橋
本
教
授
が
、
　
「
憲
法
上
の
確

立
し
た
習
律
」
と
い
う
概
念
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
と
ら
え
て
い
る
か
は
、
い
ま
だ
明
確
で
な
い
。
け
れ
ど
も
、
思
う
に
、
ま
ず
、
そ
れ

が
憲
法
上
の
習
律
と
し
て
「
確
立
」
し
て
い
る
か
が
疑
間
で
あ
る
。
　
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
は
、
国
会
に
お
い
て
、
憲
法
施
行
前
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
）
（
二
）

も
、
ま
た
施
行
後
に
も
、
い
く
ど
か
論
議
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
　
“
お
こ
と
ば
”
は
、
現
憲
法
下
の
国
会
に
お
い
て
、
い

ま
だ
わ
ず
か
一
五
年
し
か
行
わ
れ
て
い
な
い
。
第
二
に
、
そ
の
よ
う
な
「
憲
法
上
の
習
律
」
と
い
う
も
の
が
、
日
本
国
憲
法
の
も
と
で
成

立
で
き
る
か
が
疑
間
で
あ
る
。
こ
の
点
、
不
文
憲
法
の
国
イ
ギ
リ
ス
に
お
け
る
「
憲
法
上
の
慣
例
」
（
8
薯
o
注
o
霧
o
㌘
ぽ
8
諾
酔
ぎ
ぎ
昌
）

の
ば
あ
い
と
異
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
は
国
会
主
権
主
義
に
立
つ
か
ら
「
憲
法
上
の
慣
例
」
は
、
よ
り
上
位
法
の
規
範
の
制
約
を
う
け
る
こ

と
な
く
成
立
し
、
そ
れ
自
体
が
憲
法
の
内
容
を
な
す
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
で
は
、
国
会
も
憲
法
の
規
制
の
も
と
に
あ
る
か
ら
、
　
「
憲
法
上

の
習
律
」
と
い
わ
れ
る
も
の
は
、
憲
法
（
成
文
を
主
と
す
る
）
に
違
反
す
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
　
“
お
こ
と
ば
”
は
、
憲
法

上
、
国
事
行
為
に
属
し
な
い
、
し
か
も
憲
法
上
、
国
事
行
為
以
外
に
公
的
天
皇
の
公
的
行
為
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
、
　
“
お
こ
と
ば
”

は
私
的
天
皇
の
私
的
行
為
と
し
て
な
ら
ば
憲
法
上
是
認
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
と
も
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
私
的
天
皇
の
私
的
行
為

　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ
　
　
ヤ

が
、
そ
も
そ
も
「
憲
法
上
の
習
律
」
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
か
は
、
き
わ
め
て
疑
間
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
　
“
お
こ
と
ば
”
を
私
的
行
為
と
解
し
、
し
か
も
憲
法
上
の
確
立
し
た
習
律
と
み
る
見
解
は
成
立
し
な
い
と
い
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
一
）
　
開
院
式
に
天
皇
が
出
席
す
る
こ
と
に
反
対
す
る
共
産
党
議
員
の
登
院
拒
否
ス
ト
（
昭
二
二
・
六
・
二
三
（
夕
）
・
朝
日
、
参
照
）
。

　
　
　
天
皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



（
二
）

（
三
）

天
皇
の
〃
お
こ
と
ば
〃
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

　
現
憲
法
下
の
国
会
に
お
い
て
も
、
明
治
憲
法
下
の
帝
国
議
会
と
同
様
に
、
　
“
勅
語
”
と
呼
ん
で
ぎ
た
も
の
を
改
め
よ
と
い
う
申
入
れ
が
、
参
議

院
の
社
会
党
議
員
か
ら
な
さ
れ
、
昭
二
七
年
一
五
回
国
会
か
ら
“
お
言
葉
”
に
改
め
ら
れ
た
。
　
“
お
言
葉
”
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
一
二
回
国
会

と
一
九
回
国
会
で
論
議
さ
れ
た
。
佐
藤
達
夫
「
開
会
式
の
“
お
言
葉
”
」
時
の
法
令
一
六
六
号
二
二
頁
参
照
。
な
お
、
　
“
お
こ
と
ば
”
の
実
質
的

決
定
機
関
も
内
閣
か
ら
宮
内
庁
へ
移
管
さ
れ
る
と
い
う
変
動
が
あ
っ
た
。
清
宮
・
前
掲
・
一
一
頁
参
照
Q

　
高
柳
賢
三
「
英
国
公
法
の
理
論
」
三
五
頁
お
よ
び
四
七
－
五
五
頁
。
伊
藤
正
巳
「
イ
ギ
リ
ス
公
法
の
原
理
」
八
九
－
九
一
頁
。

六
　
む
　
す
　
び

　
要
す
る
に
、
天
皇
が
国
会
開
会
式
に
招
か
れ
て
“
お
こ
と
ば
”
を
の
べ
る
行
動
は
、
そ
の
目
的
と
状
況
か
ら
判
断
し
て
、
個
人
と
し
て

の
天
皇
の
私
的
行
為
で
あ
り
え
な
い
。
ま
た
、
儀
式
を
行
う
こ
と
に
も
含
ま
れ
な
い
か
ら
、
国
事
行
為
で
も
な
い
。
し
か
も
、
象
徴
規
定

お
よ
び
国
事
行
為
規
定
の
規
範
的
意
味
内
容
な
ら
び
に
人
と
し
て
の
天
皇
の
法
的
地
位
に
照
ら
し
て
、
象
徴
行
為
ま
た
は
公
事
的
行
為
と

い
う
範
疇
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
、
公
的
天
皇
の
公
的
行
為
で
も
あ
り
え
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
天

皇
の
“
お
こ
と
ば
”
に
は
憲
法
上
の
根
拠
が
な
く
、
結
局
、
国
会
が
開
会
式
に
天
皇
を
出
席
さ
せ
“
お
こ
と
ば
”
を
の
べ
さ
せ
る
こ
と
は

憲
法
上
許
さ
れ
な
い
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
“
お
こ
と
ば
”
が
憲
法
上
許
さ
れ
な
い
と
論
結
さ
れ
る
以
上
、
そ
の
内
容
的
限
界
、

助
言
・
承
認
ま
た
は
補
佐
な
ら
び
責
任
の
問
題
は
解
消
す
る
。
た
だ
、
違
憲
の
既
成
事
実
を
つ
み
あ
げ
て
き
た
国
会
・
内
閣
の
責
任
の
問

題
は
残
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
ふ
れ
な
い
こ
と
に
す
る
。


