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以
下
、
こ
の
三
つ
の
観
点
か
ら
ヒ
ア
リ
ン
グ
の
内
容
を
振
り

返
つ
て
み
た
い
。

　
日
本
国
憲
法
と
天
皇

　

第
一
の
観
点
に
つ
い
て
だ
が
、
あ
く
ま
で
日
本
国
憲
法
の
枠

内
で
解
釈
を
試
み
た
議
論
と
「
象
徴
」
と
い
ふ
概
念
じ
た
い
に

立
ち
返
つ
た
議
論
と
に
分
か
れ
た
。

　

前
者
の
典
型
は
、
前
号
で
も
触
れ
た
憲
法
学
者
の
高
橋
和
之

（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）
だ
。
明
治
憲
法
に
お
い
て
「
主
権
者
あ

る
い
は
最
高
機
関
」
と
さ
れ
て
ゐ
た
天
皇
が
日
本
国
憲
法
に
お

い
て
「
象
徴
」
と
改
め
ら
れ
た
こ
と
を
重
視
す
る
高
橋
は
、
憲

法
上
の
「
公
務
」
は
条
文
に
明
記
さ
れ
た
「
国
事
行
為
」
の
み

で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
行
為
は
「
公
務
」
で
は
な
く
、
従
つ
て
、

自
己
の
責
任
に
お
い
て
自
由
に
行
ひ
得
る
も
の
で
あ
り
、
逆
に

云
へ
ば
行
ふ
義
務
は
な
い
と
主
張
し
て
ゐ
る
。

　

歴
史
学
者
の
古
川
隆
久
（
日
本
大
学
教
授
）
も
、「
天
皇
主
権

の
旧
憲
法
下
の
さ
ま
ざ
ま
な
歴
史
へ
の
反
省
」
に
基
づ
き
、「
国

　
ヒ
ア
リ
ン
グ
終
は
る

　

十
月
よ
り
始
ま
つ
た
「
天
皇
の
公
務
の
負
担
軽
減
に
関
す
る

有
識
者
会
議
」
で
は
、
皇
室
制
度
の
概
要
お
よ
び
天
皇
の
行
為

に
関
す
る
レ
ク
チ
ャ
ー
に
引
き
続
き
、
専
門
家
に
対
す
る
ヒ
ア

リ
ン
グ
が
行
は
れ
た
。
十
一
月
七
日
と
十
四
日
に
は
主
と
し
て

歴
史
的
視
点
か
ら
、
三
十
日
に
は
法
律
的
観
点
か
ら
の
意
見
表

明
・
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
た
と
い
ふ
。

　

意
見
表
明
は
、
事
前
に
発
表
さ
れ
て
ゐ
る
八
つ
の
聴
取
項
目

に
沿
つ
て
行
は
れ
た
。
そ
の
詳
細
な
内
容
は
本
誌
前
号
で
も
触

れ
た
の
で
繰
り
返
し
を
避
け
る
が
、
大
ま
か
に
は
「
日
本
国
憲

法
の
下
で
天
皇
は
如
何
な
る
御
存
在
で
あ
り
、
如
何
な
る
御
公

務
を
為
さ
れ
る
べ
き
か
」、「
天
皇
が
御
高
齢
に
な
ら
れ
た
場
合
、

御
公
務
に
伴
ふ
御
負
担
を
軽
減
す
る
方
法
は
存
在
す
る
か
」、

「
究
極
の
御
負
担
軽
減
策
と
し
て
譲
位
を
認
め
る
場
合
、
ど
の

や
う
な
制
度
設
計
が
必
要
か
」
と
い
ふ
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
だ

ら
う
。

金か
ね

子こ

　
宗む

ね

德の
り

里
見
日
本
文
化
学
研
究
所
所
長

亜
細
亜
大
学
非
常
勤
講
師

の
「
公
的
行
為
」
と
い
ふ
憲
法
解
釈
を
行
ひ
、
こ
れ
に
対
し
て

最
高
裁
判
所
も
異
議
を
呈
し
て
ゐ
な
い
。
国
民
主
権
原
理
を
前

提
と
し
て
ゐ
る
は
ず
の
高
橋
が
、
か
う
し
た
国
民
意
識
を
無
視

し
、
憲
法
の
文
言
の
み
に
拘
る
の
は
自
己
矛
盾
と
云
は
ざ
る
を

得
ぬ
。

　

ま
た
、
古
川
の
説
く
通
り
、
日
本
国
憲
法
に
お
い
て
「
象
徴
」

と
さ
れ
る
天
皇
は
「
政
治
的
存
在
」
で
あ
り
つ
ゝ
「
政
治
的
権

能
を
行
使
し
な
い
」
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
を
り
、「
法
令
や
制

度
の
改
廃
と
か
公
職
の
任
免
に
は
関
与
」
さ
れ
て
こ
な
か
つ
た

こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
と
は
云
へ
、
天
皇
と
関
係
の
な
い
と
こ

ろ
で
日
本
国
民
が
結
び
付
き
、
日
本
国
が
維
持
さ
れ
て
き
た
わ

け
で
は
な
い
。
反
発
や
否
定
を
も
含
め
、
天
皇
と
い
ふ
存
在
を

国
民
が
意
識
す
る
こ
と
な
く
し
て
日
本
国
は
続
い
て
来
な
か
つ

た
。
云
ひ
換
へ
る
な
ら
ば
、
天
皇
は
日
本
国
を
支
へ
る
「
政
治

的
存
在
」
で
あ
る
。
さ
う
で
あ
る
以
上
、
そ
の
御
立
場
か
ら
発

せ
ら
れ
た
今
回
の
「
お
言
葉
」
に
つ
い
て
、「
政
治
的
権
能
を

行
使
し
な
い
」
と
い
ふ
次
元
で
議
論
し
て
も
無
意
味
と
云
は
ざ

る
を
得
な
い
。

　

そ
の
点
、
同
じ
く
日
本
国
憲
法
を
前
提
と
す
る
議
論
で
も
大

石
眞
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）
は
、
一
口
に
「
公
務
」
と
云
つ

て
も
「
単
に
法
令
で
規
定
さ
れ
た
権
限
を
指
す
の
か
、
そ
れ
に

必
然
的
に
伴
う
付
随
的
な
事
務
を
含
む
の
か
、
公
務
を
行
う
立

場
に
あ
る
者
（
公
人
）
と
し
て
社
会
儀
礼
上
求
め
ら
れ
る
行
為

民
の
総
意
」
と
し
て
天
皇
が
「
日
本
国
、
日
本
国
民
統
合
の
象

徴
」
に
定
め
ら
れ
た
と
、
日
本
国
憲
法
を
議
論
の
出
発
点
に
す

る
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、「
こ
れ
を
維
持
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
ま

ず
話
の
前
提
」
で
あ
り
、「
皇
室
に
係
る
制
度
や
天
皇
の
具
体

的
な
お
仕
事
の
内
容
に
つ
い
て
か
な
り
踏
み
込
ん
だ
内
容
」
を

有
す
る
今
回
の
「
お
言
葉
」
に
つ
い
て
も
、「
国
民
が
こ
れ
に

対
し
て
主
体
的
に
検
討
し
、
判
断
す
る
過
程
が
必
ず
必
要
で
あ

ろ
う
」
と
強
調
す
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
い
く
ら
彼
ら
が
天
皇
を
日
本
国
憲
法
の
枠

内
に
押
し
込
め
よ
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
無
理
と
い
ふ
も
の

で
あ
ら
う
。『
日
本
書
紀
』
に
よ
れ
ば
神
武
天
皇
の
建
国
か
ら

二
千
六
百
年
あ
ま
り
、
推
古
天
皇
の
御
代
に
「
天
皇
」
号
が
成

立
し
て
か
ら
で
も
一
千
四
百
年
強
と
い
ふ
歴
史
を
有
す
る
御
存

在
を
、
た
か
〴
〵
七
十
年
ほ
ど
前
に
作
ら
れ
た
成
文
法
の
枠
組

に
収
め
よ
う
と
す
る
こ
と
じ
た
い
莫
迦
げ
て
ゐ
る
と
云
は
ね
ば

な
る
ま
い
。

　

確
か
に
、
高
橋
の
云
ふ
通
り
、
日
本
国
憲
法
に
よ
つ
て
公
認

さ
れ
た
天
皇
の
行
為
は
第
七
条
に
定
め
ら
れ
た
「
国
事
行
為
」

の
み
で
あ
る
。だ
が
、そ
れ
で
は
天
皇
を「
日
本
国
の
象
徴
」・「
日

本
国
民
統
合
の
象
徴
」
と
し
て
仰
ぐ
国
民
の
感
情
は
満
た
さ
れ

ぬ
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
国
民
は
事
あ
る
ご
と
に
天
皇
の
御
姿
を
拝
さ

う
と
し
、
昭
和
天
皇
も
今
上
陛
下
も
国
民
の
願
ひ
に
応
へ
ら
れ

た
。
そ
し
て
、
国
民
の
代
表
者
か
ら
な
る
政
府
も
象
徴
と
し
て

ヒ
ア
リ
ン
グ
を
振
り
返
る

─
─
三
つ
の
観
点
か
ら
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そ
の
点
で
興
味
深
い
の
は
、百
地
章
（
国
士
舘
大
学
客
員
教
授
）

の
議
論
だ
。「
天
皇
が
『
日
本
国
の
象
徴
』
で
あ
る
だ
け
で
な

く
『
日
本
国
民
統
合
の
象
徴
』
で
も
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
」

に
注
目
し
た
百
地
は
、「『
人
格
』
が
象
徴
と
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
『
国
民
統
合
の
た
め
の
具
体
的
な
行

為
・
行
動
』
が
期
待
さ
れ
て
い
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」

と
し
て
、「
公
的
行
為
（
象
徴
行
為
）」
の
重
要
性
を
説
く
。
さ

ら
に
、「
象
徴
」
た
る
天
皇
の
受
動
的
機
能
を
重
視
し
、
御
存

在
そ
の
も
の
が
尊
貴
で
あ
る
か
ら
公
務
が
出
来
な
く
な
つ
て
も

皇
位
に
坐
し
て
頂
き
た
い
と
の
議
論
に
対
し
、
違
和
感
を
表
明

す
る
。
天
皇
が
国
民
の
前
に
御
姿
を
見
せ
ら
れ
る
こ
と
は
滅
多

に
な
く
と
も
、
そ
れ
で
国
民
が
納
得
し
て
ゐ
た
時
代
な
ら
と
も

か
く
、
現
代
日
本
社
会
に
お
い
て
受
入
れ
ら
れ
る
か
。
こ
の
点

に
つ
い
て
、
百
地
は
次
の
や
う
に
述
べ
て
ゐ
る
。

　

天
皇
は
憲
法
上
「
国
民
統
合
の
象
徴
」
で
も
あ
る
。
だ

か
ら
こ
そ
、
今
上
陛
下
は
宮
中
祭
祀
を
熱
心
に
営
ま
れ
る

だ
け
で
な
く
、「
象
徴
と
は
何
か
」
を
真
剣
に
考
え
ら
れ
、

象
徴
に
相
応
し
い
行
為
を
一
所
懸
命
に
務
め
て
こ
ら
れ
た

と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
国
民
も
天
皇
を
直
接
あ

る
い
は
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
じ
て
目
の
当
た
り
に
し
、
そ

の
よ
う
な
「
象
徴
行
為
」
を
通
じ
て
天
皇
を
理
解
し
、
皇

室
の
ご
存
在
の
有
難
さ
を
自
覚
し
て
き
た
と
こ
ろ
が
大
き

い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、陛
下
が
象
徴
と
し
て
の
行
為
・

行
動
が
で
き
な
く
な
れ
ば
皇
位
に
と
ど
ま
る
べ
き
で
は
な

い
と
お
っ
し
ゃ
っ
て
い
る
そ
の
お
気
持
ち
も
良
く
理
解
で

き
る
。
ま
た
、
情
報
化
時
代
の
今
日
、
天
皇
は
直
接
国
民

の
目
に
触
れ
ら
れ
な
く
て
も
、「
た
だ
ご
存
在
す
る
こ
と

が
尊
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
ま
ま
皇
位
に
と
ど
ま
っ
て

戴
き
た
い
」
と
い
う
こ
と
で
、
多
く
の
国
民
が
本
当
に
納

得
す
る
だ
ろ
う
か
、
と
も
思
う
。

　

確
か
に
、
そ
の
通
り
で
あ
ら
う
。
百
地
は
憲
法
学
者
で
あ
る

か
ら
「
国
民
統
合
の
象
徴
」
と
い
ふ
憲
法
の
規
定
に
依
拠
し
て

ゐ
る
が
、
実
質
的
に
は
「
天
皇
統
治
」
を
巡
る
議
論
と
云
つ
て

良
い
。「
天
皇
統
治
」
と
い
ふ
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
昭
和
天
皇

そ
し
て
今
上
陛
下
は
、「
象
徴
に
過
ぎ
な
い
」
と
し
て
天
皇
を

権
力
機
構
の
実
質
的
プ
ロ
セ
ス
か
ら
排
除
し
た
日
本
国
憲
法
を

逆
手
に
取
ら
れ
、「
象
徴
に
あ
ら
せ
ら
る
る
」
が
ゆ
ゑ
に
、
権

力
機
構
を
経
由
す
る
こ
と
な
く
日
本
社
会
（
＝
国
体
）
を
統
治

せ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、
か
う
し
た
「
国
体
」
を
護
持
・
発

展
せ
し
め
る
こ
と
こ
そ
我
ら
国
民
の
務
め
だ
。

　「
御
負
担
」
軽
減
を
巡
る
本
末
顚
倒

　

第
二
の
観
点
に
つ
い
て
だ
が
、「
御
負
担
」
の
軽
減
を
図
る

と
い
ふ
点
で
は
意
見
は
一
致
す
る
も
の
の
、
如
何
に
し
て
軽
減

す
る
か
と
い
ふ
点
に
な
る
と
、各
人
の
意
見
は
大
き
く
異
な
る
。

　

こ
の
点
に
関
連
し
て
、
ま
づ
目
を
向
け
る
べ
き
は
「
祭
祀
」

の
位
置
づ
け
だ
。
こ
れ
は
政
教
分
離
を
定
め
た
日
本
国
憲
法
と

も
関
は
る
問
題
だ
が
、こ
の
点
に
つ
い
て
櫻
井
よ
し
こ
（
ジ
ャ
ー

ナ
リ
ス
ト
）
は
以
下
の
や
う
な
主
張
を
展
開
し
て
ゐ
る
。

　
（
前
略
）
歴
代
天
皇
は
、
ま
ず
何
よ
り
も
祭
祀
を
最
重

要
事
と
位
置
づ
け
て
、
国
家
・
国
民
の
た
め
に
神
事
を
行

い
、
そ
の
後
に
初
め
て
ほ
か
の
も
ろ
も
ろ
の
こ
と
を
行
わ

れ
ま
し
た
。
穏
や
か
な
文
明
を
育
ん
で
き
た
日
本
の
中
心

に
大
祭
主
と
し
て
の
天
皇
が
お
ら
れ
ま
し
た
。

　

し
か
し
、
戦
後
作
ら
れ
ま
し
た
現
行
憲
法
と
そ
の
価
値

観
の
下
で
、
祭
祀
は
皇
室
の
私
的
行
為
と
位
置
づ
け
ら
れ

ま
し
た
。
皇
室
本
来
の
最
も
重
要
な
お
役
割
で
あ
り
、
日

本
文
明
の
粋
で
あ
る
祭
祀
を
こ
の
よ
う
に
過
小
評
価
し
続

け
て
今
日
に
至
っ
た
こ
と
は
、
戦
後
日
本
の
大
い
な
る
間

違
い
で
あ
る
と
私
は
こ
こ
で
強
調
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
全
体
が
肝
心
の
祭
祀
に
対
し
て
配
慮
を
欠
く
一
方

で
、
天
皇
陛
下
の
御
公
務
に
関
し
て
は
、
政
府
も
国
民
も

本
来
の
皇
室
の
役
割
か
ら
考
え
ま
す
と
、
重
要
度
の
低
い

と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
多
く
の
事
案
で
両
陛
下
に
御
苦
労

を
か
け
て
き
ま
し
た
。
国
事
行
為
に
加
え
て
、
多
く
の
機

ま
で
を
も
含
め
る
の
か
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
く
、
そ
の
外
延

や
範
囲
も
明
ら
か
で
な
い
」
と
し
た
上
で
、
憲
法
に
よ
り
定
め

ら
れ
た
「
国
事
行
為
」
に
加
へ
、
国
会
開
会
式
に
お
け
る
「
お

言
葉
」
な
ど
明
文
化
さ
れ
て
ゐ
な
い
が
国
事
行
為
に
必
然
的
に

随
伴
す
る
「
準
国
事
行
為
」、
さ
ら
に
は
、
戦
歿
者
慰
霊
式
へ

の
出
席
や
被
災
地
へ
の
御
見
舞
な
ど
公
人
と
し
て
行
ふ
「
そ
の

他
の
儀
礼
的
行
為
」
の
存
在
を
認
め
る
な
ど
、
国
民
意
識
を
踏

ま
へ
て
柔
軟
に
解
釈
し
て
ゐ
る
。

　

後
者
と
し
て
は
、
ま
づ
大
原
康
男
（
國
學
院
大
學
名
誉
教
授
）

の
議
論
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』
か
ら
「
言

葉
に
表
し
に
く
い
事
象
、
心
象
な
ど
に
対
し
て
、
そ
れ
を
想
起
、

連
想
さ
せ
る
よ
う
な
具
体
的
な
事
物
や
感
覚
的
な
こ
と
ば
な
ど

で
置
き
換
え
て
表
す
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
表
し
た
も
の
」
と
い

ふ
「
象
徴
」
の
定
義
を
引
い
た
大
原
は
、
天
皇
が
果
た
さ
れ
る

「
象
徴
」
と
し
て
の
機
能
を
、
① 

天
皇
か
ら
国
民
に
働
き
掛
け

ら
れ
る
（
昭
和
天
皇
に
よ
る
敗
戦
後
の
全
国
御
巡
幸
や
今
上
陛
下

に
も
受
け
継
が
れ
た
様
々
な
国
民
と
の
御
交
流
な
ど
）
能
動
的
機

能
と
、
② 

国
民
か
ら
天
皇
が
受
け
給
ふ
（
昭
和
天
皇
の
御
不
例

に
際
し
て
国
民
が
一
体
と
な
つ
て
御
快
癒
を
祈
念
申
し
上
げ
た
こ

と
な
ど
）
受
動
的
機
能
と
い
ふ
二
つ
に
区
別
す
る
。
そ
の
上
で
、

大
原
は
普
段
は
表
面
化
せ
ぬ
受
動
的
機
能
に
も
目
を
向
け
る
べ

き
と
主
張
す
る
が
、
両
者
が
如
何
な
る
相
関
関
係
に
あ
る
か
ま

で
は
踏
み
込
ま
ぬ
と
こ
ろ
に
不
満
が
残
る
。
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今
す
ぐ
不
要
不
急
の
「
公
的
行
為
」
は
削
減
す
べ
き
だ
ら
う
。

　

た
だ
、「
祭
祀
」
さ
へ
行
は
れ
ば
よ
く
、「
公
的
行
為
」
と
り

わ
け
「
地
方
へ
の
行
幸
」
な
ど
な
く
と
も
構
は
な
い
と
い
ふ
発

言
に
違
和
感
を
抱
い
た
の
は
私
だ
け
だ
ら
う
か
。
こ
の
点
は
、

前
号
で
も
少
し
触
れ
た
が
、
大
事
な
問
題
で
あ
る
か
ら
改
め
て

論
じ
て
お
き
た
い
。

　

東
京
近
辺
に
住
む
者
は
、
天
皇
誕
生
日
お
よ
び
新
年
に
は
大

し
た
労
苦
な
く
皇
居
で
今
上
陛
下
の
御
姿
を
拝
す
る
こ
と
が
出

来
る
が
、
地
方
で
生
活
す
る
者
に
と
つ
て
は
上
京
じ
た
い
容
易

で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
ゑ
、
陛
下
の
行
幸
を
拝
す
る
こ
と
は
大
き

な
喜
び
で
あ
り
、
熱
烈
な
奉
迎
が
行
は
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
陛

下
も
御
存
じ
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
先
般
の
「
お
言
葉
」
に
お
い

て
も
、
わ
ざ
〳
〵
「
ほ
ぼ
全
国
に
及
ぶ
旅
」
に
つ
い
て
御
言
及

あ
そ
ば
さ
れ
た
の
だ
。

　

ま
た
、
筆
者
の
私
的
経
験
を
基
に
語
る
な
ど
恐
懼
の
至
り
だ

が
、
手
順
を
違
へ
る
こ
と
な
く
「
祭
祀
」
を
行
ふ
に
は
相
当
の

体
力
と
集
中
力
が
必
要
で
あ
る
。
身
体
に
少
し
で
も
支
障
が
あ

つ
た
り
、
他
事
に
気
を
取
ら
れ
た
り
す
る
と
必
ず
間
違
ひ
を
犯

し
、
自
ら
の
至
ら
な
さ
を
恥
ぢ
て
ば
か
り
だ
。

　

陛
下
が
行
は
れ
る
「
祭
祀
」
の
大
変
さ
は
、
私
如
き
の
比
で

は
な
い
。
高
森
明
勅
の
ブ
ロ
グ
〔https://w

w
w

.gosen-dojo.
com

/index.php?key=jo2bl4vop-14

〕
に
よ
れ
ば
、
掛
か

り
湯
に
よ
る
御
潔
斎
に
始
ま
り
、
動
き
辛
い
御
装
束
を
召
さ
れ

会
に
地
方
へ
の
行
幸
啓
を
お
願
い
し
、
過
重
な
御
公
務
と

な
っ
て
い
ま
す
。（
中
略
）

　

こ
の
点
に
つ
い
て
、
現
行
の
憲
法
、
皇
室
典
範
で
は
、

祭
祀
の
位
置
づ
け
が
国
事
行
為
、
公
的
行
為
の
次
に
来
て

い
ま
す
。
こ
の
優
先
順
位
を
実
質
的
に
祭
祀
を
一
番
上
に

位
置
づ
け
る
形
で
、
陛
下
の
御
日
常
の
日
程
を
整
理
し
直

す
の
が
大
事
な
の
で
は
な
い
か
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、
御
公
務
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
多
く
が
各
省

庁
を
通
じ
て
宮
内
庁
に
申
請
さ
れ
る
国
民
の
要
望
か
ら
生

ま
れ
て
い
る
の
が
現
状
で
す
。そ
の
こ
と
を
考
え
ま
す
と
、

御
高
齢
の
両
陛
下
の
御
負
担
を
政
府
、
政
治
家
、
国
民
の

側
の
自
制
に
よ
っ
て
減
ら
し
て
い
く
努
力
が
大
変
重
要
に

な
る
と
思
い
ま
す
。

　

ま
た
、
渡
部
昇
一
（
上
智
大
学
名
誉
教
授
）
も
「
天
皇
の
お

仕
事
と
い
う
の
は
、
昔
か
ら
第
一
の
お
仕
事
は
国
の
た
め
、
国

民
の
た
め
に
お
祈
り
さ
れ
る
こ
と
」、「
外
へ
出
よ
う
が
出
ま
い

が
そ
れ
は
一
向
構
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
あ
ま

り
に
も
熱
心
に
国
民
の
前
で
姿
を
見
せ
よ
う
と
な
さ
っ
て
ら
っ

し
ゃ
る
天
皇
陛
下
の
有
り
難
い
御
厚
意
を
、
そ
う
ま
で
な
さ
ら

な
く
て
も
天
皇
陛
下
と
し
て
の
任
務
を
怠
る
こ
と
に
は
な
り
ま

せ
ん
よ
と
申
し
上
げ
る
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
る
べ
き
だ
っ
た
」
と

述
べ
て
ゐ
る
。陛
下
の
御
体
調
を
慮
る
御
心
配
は
尤
も
で
あ
り
、

た
上
で
正
座
か
ら
立
ち
上
が
つ
て
御
拝
礼
の
後
に
座
る
と
い
ふ

御
所
作
を
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
と
い
ふ
。
当
然
の
こ
と
な
が

ら
手
順
を
違
へ
る
こ
と
な
ど
許
さ
れ
ず
、
そ
の
精
神
的
な
緊
張

感
や
肉
体
の
御
負
担
た
る
や
想
像
を
絶
す
る
。

　

さ
う
し
た
厳
粛
な
「
祭
祀
」
を
支
へ
て
ゐ
る
の
は
、「
皇
道
」

を
受
け
継
が
れ
た
上
御
一
人
と
し
て
の
責
任
感
の
み
な
ら
ず
、

市
井
に
生
き
る
細
民
に
ま
で
向
け
ら
れ
た
広
大
深
遠
な
る
御
慈

愛
の
念
で
は
な
い
か
。
現
に
、
陛
下
御
自
身
が
「
天
皇
と
し
て

大
切
な
、
国
民
を
思
い
、
国
民
の
た
め
に
祈
る
と
い
う
務
め
を
、

人
々
へ
の
深
い
信
頼
と
敬
愛
を
も
っ
て
な
し
得
た
こ
と
は
、
幸

せ
な
こ
と
で
し
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
ゐ
る
。
で
あ
る
以
上
、「
祭

祀
」
か
「
公
的
行
為
」
か
と
い
ふ
二
者
択
一
を
迫
る
議
論
に
は

意
味
が
な
い
。

　

問
題
と
す
べ
き
は
、
そ
の
優
先
順
位
だ
。
石
原
信
雄
（
元
内

閣
官
房
副
長
官
）
は
「
被
災
地
の
お
見
舞
い
」
な
ど
を
俎
上
に

載
せ
る
べ
き
と
主
張
す
る
が
、
政
治
家
や
官
僚
こ
そ
、「
先
づ

隗
よ
り
始
め
よ
」
の
精
神
で
、
認
証
官
の
任
命
式
や
春
秋
の
園

遊
会
な
ど
自
分
た
ち
に
関
は
る
儀
式
に
陛
下
の
御
足
労
を
煩
は

さ
な
い
と
す
べ
き
で
は
な
い
か
。

　
　
最
終
的
決
断
者
は
誰
か

　

第
三
の
観
点
に
つ
い
て
だ
が
、
譲
位
を
可
と
す
る
も
の
と
不

可
と
す
る
者
に
大
き
く
分
か
れ
た
。

　

不
可
と
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
笠
原
英
彦
（
慶
應
義
塾
大
学

教
授
）
は
、「
天
皇
と
前
天
皇
が
共
存
す
る
こ
と
で
国
民
の
混

乱
を
招
き
か
ね
ず
、
憲
法
が
定
め
る
象
徴
と
し
て
の
国
民
統
合

の
機
能
が
低
下
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
」
と
述
べ
て
ゐ
る
が
、
さ

う
し
た
点
を
当
事
者
で
あ
ら
せ
ら
れ
る
今
上
陛
下
が
考
慮
に
入

れ
て
を
ら
れ
ぬ
わ
け
が
な
く
、
そ
れ
で
も
な
ほ
御
譲
位
の
他
な

し
と
御
決
断
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
象
徴
」
と
し
て
の
御
行
為
を
続
け
ら
れ
な
い
と
い

ふ
理
由
に
よ
る
御
譲
位
を
認
め
る
こ
と
は
「
能
力
主
義
」
に
基

づ
く
考
へ
方
で
あ
り
、
血
統
原
理
に
基
づ
く
天
皇
の
御
存
在
を

傷
つ
け
か
ね
ぬ
た
め
認
め
が
た
い
と
の
見
解
も
示
さ
れ
た
。

　

代
々
続
く
天
皇
に
は
、
優
れ
た
方
も
そ
う
で
な
い
方
も

出
ら
れ
ま
し
ょ
う
。
健
康
に
問
題
の
あ
る
方
も
皇
位
に
つ

か
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
し
ょ
う
。
今
の
陛
下
が
一
生
懸
命

な
さ
っ
て
こ
ら
れ
た
こ
と
は
ま
こ
と
に
有
り
難
く
、
か
た

じ
け
な
く
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
一
部
の
学
者
先
生
が
説

か
れ
る
よ
う
な
行
動
者
と
し
て
の
天
皇
と
か
象
徴
天
皇
の

能
動
性
と
い
う
こ
と
も
大
切
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
私

は
そ
の
考
え
方
に
さ
か
し
ら
を
感
じ
ま
す
。
そ
の
世
俗
、

secular

の
面
に
偏
っ
た
象
徴
天
皇
の
役
割
の
解
釈
に
こ

だ
わ
れ
ば
、
世
襲
制
の
天
皇
に
能
力
主
義
的
価
値
観
を
持

ち
こ
む
こ
と
に
な
り
か
ね
ず
、
皇
室
制
度
の
維
持
は
将
来
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困
難
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
平
川
祐
弘
（
東
京
大
学
名
誉
教
授
）〕

・
能
力
原
理
を
排
除
し
、
男
系
継
承
と
い
う
血
統
原
理
に
基

づ
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
そ
の
地
位
を
め
ぐ
る
争
い
が
な
い

・
現
状
の
ま
ま
の
公
的
行
為
を
す
べ
て
全
身
全
霊
で
で
き
て

こ
そ
天
皇
で
あ
る
と
す
る
今
上
天
皇
の
ご
認
識
は
立
派
で

あ
り
が
た
い
が
、
同
じ
こ
と
を
国
民
が
期
待
す
れ
ば
、
次

代
の
天
皇
に
対
す
る
過
剰
な
期
待
を
招
き
、
能
力
評
価
を

行
い
、
苦
し
め
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　

 　
〔
八
木
秀
次
（
麗
澤
大
学
教
授
）〕

　

し
か
し
、
譲
位
す
る
皇
嗣
も
皇
族
で
あ
る
以
上
、
血
統
原
理

を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
し
、「
相
た
ず
さ
え
て
こ
の
国
の

未
来
を
築
い
て
い
け
る
よ
う
」
と
の
前
向
き
な
御
姿
勢
か
ら
次

世
代
に
譲
る
と
の
御
決
断
を
下
さ
れ
た
場
合
で
あ
つ
て
も
、「
能

力
主
義
」
に
基
づ
く
と
云
へ
る
の
か
。

　

も
と
〳
〵
、「
能
力
主
義
」
は
他
者
か
ら
の
評
価
を
前
提
と

す
る
も
の
だ
。
ゆ
ゑ
に
、
臣
た
る
国
民
が
御
歴
代
の
「
能
力
」

を
云
々
す
る
こ
と
は
断
じ
て
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
平
成

二
十
八
年
五
月
、
皇
太
子
殿
下
の
「
能
力
」
を
誹
謗
す
る
西
尾

幹
二
と
加
地
伸
行
の
対
談
が
月
刊
誌
に
掲
載
さ
れ
た
が
、
当
該

誌
と
付
き
合
ひ
の
あ
る
平
川
・
八
木
は
抗
議
し
た
の
だ
ら
う
か
。

筆
者
は
寡
聞
に
し
て
耳
に
し
た
こ
と
が
な
い
。

　

そ
の
他
、
今
谷
明
（
帝
京
大
学
特
任
教
授
）
は
、「
御
承
知
の

よ
う
に
与
野
党
の
見
解
が
分
か
れ
て
お
り
ま
し
て
、
既
に
政
治

問
題
化
し
か
か
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
政
治
問
題
化
し
て
い
る

と
言
っ
て
も
い
い
よ
う
な
現
状
で
、
そ
こ
で
天
皇
の
問
題
に
つ

い
て
こ
う
い
う
よ
う
に
国
論
が
一
致
せ
ず
、
あ
る
い
は
与
野
党

が
一
致
せ
ず
の
場
合
、
近
代
憲
政
史
上
で
は
極
め
て
遺
憾
な
処

理
が
行
わ
れ
ま
し
て
、
そ
れ
が
歴
史
に
禍
根
を
残
し
た
の
で
ご

ざ
い
ま
す
。
明
治
末
の
南
北
朝
正
閏
問
題
、
昭
和
初
年
の
天
皇

機
関
説
問
題
、
国
体
明
徴
運
動
、
さ
ら
に
昭
和
初
期
の
統
帥
権

干
犯
問
題
、
こ
れ
ら
は
与
野
党
が
分
か
れ
た
上
に
野
党
の
見
解

に
軍
部
が
便
乗
し
て
取
り
返
し
も
つ
か
な
い
日
本
の
無
謀
な
戦

争
へ
転
げ
落
ち
て
い
く
よ
う
な
動
き
に
つ
な
が
っ
た
。
特
に
南

北
朝
正
閏
問
題
な
ど
は
大
逆
事
件
と
セ
ッ
ト
に
し
て
考
え
ら
れ

て
い
て
、
大
変
政
府
は
困
っ
た
わ
け
で
ご
ざ
い
ま
す
。
こ
の
南

北
朝
正
閏
問
題
が
歴
史
学
に
ダ
メ
ー
ジ
を
与
え
た
影
響
も
は
か

り
知
れ
な
い
」
と
云
ふ
が
、
政
治
問
題
化
し
た
揚
げ
句
に
明
治

天
皇
の
聖
断
を
仰
い
だ
南
北
朝
正
閏
問
題
や
昭
和
天
皇
の
大
御

心
と
は
無
関
係
に
内
閣
声
明
で
解
決
を
図
つ
た
天
皇
機
関
説
問

題
な
ど
と
は
異
な
り
、
今
回
の
場
合
、
陛
下
は
「
お
言
葉
」
を

通
じ
て
明
確
に
御
意
思
を
表
明
さ
れ
て
ゐ
る
の
だ
。

　

今
谷
は
、「
望
ま
し
い
の
は
与
野
党
一
致
す
る
ま
で
見
送
り

が
相
当
で
は
な
い
か
。
こ
れ
は
私
、
個
人
的
な
見
解
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
た
と
え
陛
下
の
御
切
望
と
い
え
ど
も
政
府
が
無
条

件
に
対
応
す
る
よ
う
な
問
題
で
は
な
い
」
と
見
送
り
を
提
案
す

る
が
、
譲
位
を
望
ま
れ
る
陛
下
の
大
御
心
が
明
ら
か
で
あ
る
以

上
、
そ
れ
を
前
提
に
最
善
を
尽
く
す
べ
き
は
当
然
の
こ
と
だ
。

　

た
ゞ
、
そ
の
場
合
で
も
、「
人
間
的
な
側
面
、
あ
る
い
は
人

道
的
側
面
」〔
保
阪
正
康
（
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
作
家
）〕
や
「
終

身
在
位
は
残
酷
な
制
度
で
あ
る
」〔
岩
井
克
己
（
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
）〕
と
い
つ
た
、
陛
下
を
一
般
人
の
次
元
に
引
き
下
ろ
す
や

う
な
態
度
を
採
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
陛
下
も

我
ら
と
同
じ
く
自
然
人
で
あ
る
が
、
万
世
一
系
の
皇
位
に
坐
す

御
存
在
と
し
て
「
皇
道
」
に
服
し
て
を
ら
れ
る
か
ら
だ
。

　

こ
の
「
皇
道
」
に
つ
い
て
は
本
誌
〔
平
成
二
十
八
年
十
一
月
号
〕

で
も
触
れ
た
が
、
一
言
で
申
す
な
ら
ば
、
日
本
国
の
統
治
者
と

し
て
日
本
国
民
ひ
い
て
は
世
界
人
類
の
共
存
共
栄
を
御
実
現
あ

そ
ば
さ
れ
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
り
、
譲
位
の
具
体
的
手
続
き
に

つ
い
て
考
へ
る
に
あ
た
つ
て
も
「
皇
道
」
に
適
ふ
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　

明
治
の
皇
室
典
範
が
制
定
さ
れ
た
際
に
譲
位
の
制
が
廃
さ
れ

た
の
は
、
権
力
者
の
恣
意
に
よ
り
譲
位
が
強
ひ
ら
れ
た
こ
と
が

少
な
か
ら
ず
あ
つ
た
か
ら
だ
。
そ
れ
は
君
臣
の
分
を
破
る
も
の

で
あ
り
、「
皇
道
」
を
損
な
つ
た
悔
や
む
べ
き
史
実
で
あ
る
。

さ
う
し
た
過
ち
を
繰
り
返
さ
ぬ
た
め
、
所
功
（
京
都
産
業
大
学

名
誉
教
授
）
の
提
唱
に
従
ひ
、
こ
れ
ま
で
行
は
れ
て
き
た
御
存

命
中
の
退
位
と
は
異
な
る
「
高
齢
化
を
理
由
と
す
る
個
別
的
な

『
高
齢
譲
位
』」
と
し
て
制
度
を
構
想
す
る
必
要
が
あ
ら
う
。

　

ま
た
、
園
部
逸
夫
（
元
最
高
裁
判
所
判
事
）
が
指
摘
す
る
や

う
に
「
天
皇
の
御
意
思
の
み
に
よ
る
恣
意
的
な
譲
位
と
な
ら
な

い
よ
う
、
と
り
わ
け
譲
位
が
政
治
的
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の

な
い
よ
う
、譲
位
が
可
能
と
な
る
他
の
客
観
的
条
件
（
御
高
齢
、

御
健
康
状
態
な
ど
）
を
定
め
、
ま
た
国
民
の
賛
同
が
得
ら
れ
る

こ
と
が
確
認
で
き
る
仕
組
み
と
し
、
法
令
に
則
り
一
定
の
手
順

を
踏
ん
で
譲
位
が
実
現
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
が
必
要
」
で

あ
る
。
そ
の
や
う
な
こ
と
が
実
際
に
起
こ
る
と
は
思
へ
ぬ
が
、

退
位
の
自
由
を
認
め
る
こ
と
は
即
位
し
な
い
自
由
に
繋
が
り
か

ね
な
い
と
い
ふ
懸
念
を
払
拭
す
る
た
め
に
も
、
譲
位
に
際
し
て

は
一
定
の
要
件
を
定
め
る
必
要
が
あ
ら
う
。

　

な
ほ
、
譲
位
の
実
現
に
際
し
て
は
、
法
の
規
範
性
か
ら
し
て

将
来
を
も
見
据
ゑ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
特
別
措
置
法

の
制
定
で
は
な
く
皇
室
典
範
の
改
正
で
対
応
す
べ
き
で
あ
る
。

そ
の
際
、
本
誌
九
月
号
に
も
記
し
た
通
り
、
① 

陛
下
の
勅
許

を
事
前
に
得
る
こ
と
、
② 

今
後
の
改
正
に
つ
い
て
は
憲
法
と

同
じ
く
両
議
院
の
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
要
す
る
こ
と
、
の

二
点
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
ら
う
。
陛
下
の
御
年
齢

を
考
へ
る
と
、
結
論
は
急
が
ね
ば
な
ら
ぬ
。
安
倍
首
相
の
み
な

ら
ず
、
天
皇
を
戴
く
国
体
に
対
す
る
我
ら
自
身
の
当
事
者
意
識

が
問
は
れ
て
ゐ
る
。　
　
　
　
〔
平
成
二
十
八
年
十
二
月
九
日
〕


