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戦
卑
は
常
に
当
事
者
達
を
し
て
、
己
の
側
に
正
義

の
あ
る
こ
と
を
主
張
せ
し
め
る
。
激
対
者
は
不
正
で

あ
り
、
そ
の
限
に
お
い
て
倶
に
天
を
戴
く
べ
か
ら
ざ

る
存
在
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
も
近
代
的
国
家
間

の
傘
い
で
は
、
そ
5
し
た
正
義
と
入
道
の
為
の
聖
戦

と
い
》
つ
意
識
は
、
国
民
全
体
に
確
認
さ
れ
、
輿
論
の

集
結
と
昂
揚
、
麦
持
が
特
に
強
く
要
求
さ
れ
て
く
る
。

第
二
次
大
戦
も
ま
た
決
し
て
此
の
例
に
漏
れ
る
も
の

で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
結
果
と
し
て
敗
戦
国
の
責

任
が
、
正
義
と
入
道
と
平
和
の
名
に
お
い
て
裁
か
れ

た
こ
と
は
A
，
日
我
々
が
な
お
生
々
し
く
記
濾
し
て
い

み
と
こ
ろ
で
あ
る
。

八
四

　
と
こ
ろ
で
そ
の
よ
弓
な
正
義
の
主
張
が
極
端
化
す
　
ド
イ
ツ
原
罪
論
の
責
め
は
、
現
代
が
マ
ス
・
コ
ミ
ュ

る
と
、
戦
争
勃
発
の
直
接
原
因
と
な
っ
た
裁
手
国
の
　
ニ
ケ
イ
シ
ヨ
ン
の
時
代
で
あ
る
だ
け
に
、
い
よ
い
よ

個
々
の
主
張
乃
至
は
為
政
者
そ
の
も
の
を
不
正
で
あ
　
ド
イ
ツ
入
の
復
輿
へ
の
意
欲
と
自
信
と
を
紅
鮭
か
ら

る
と
責
め
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
追
手
国
の
存
在
そ
　
揺
が
し
、
打
ち
砕
く
ほ
ど
の
影
響
を
持
つ
た
よ
う
で

の
も
の
が
既
に
宿
命
的
に
平
和
破
壊
の
根
本
的
原
因
　
あ
る
。

で
あ
る
と
さ
え
説
か
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ま
た
．
　
し
か
し
な
が
ら
ド
イ
ツ
の
宿
命
的
な
平
和
破
色
と

錦
っ
て
自
国
罠
の
敵
惚
心
を
煽
る
上
に
甚
だ
有
力
な
．
い
・
つ
思
想
は
、
一
体
ど
れ
だ
け
の
歴
史
的
真
実
昧
が

効
果
を
収
め
る
と
い
っ
た
事
態
が
生
ず
、
る
に
至
つ
　
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
此
の
問
題
に
対
し
、
世
界
の
不

た
。
枢
軸
国
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
海
賊
　
信
の
膜
と
ド
イ
ツ
国
民
の
一
般
的
な
絶
望
の
唯
申
に
～

薗
論
が
そ
れ
で
あ
る
。
然
し
そ
れ
に
対
し
イ
ギ
リ
ス
．
　
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
の
歴
史
的
伝
統
が
、
入
聞
の
導
厳

で
は
、
た
だ
単
に
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
（
全
体
主
義
　
を
卑
し
め
る
悪
魔
的
性
絡
…
を
本
来
的
に
持
つ
も
の
で

的
独
裁
）
だ
け
で
は
な
く
、
ド
イ
ツ
の
存
在
そ
の
も
　
は
な
か
っ
た
こ
と
、
更
に
は
ド
イ
ツ
人
が
未
来
に
向

の
が
、
直
ち
に
平
和
破
壊
を
意
慶
す
る
と
い
う
急
進
　
　
つ
て
祖
国
の
復
興
に
努
力
す
る
こ
と
は
、
同
時
に
世

道
な
主
張
が
優
勢
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
　
界
に
寄
与
す
る
正
当
性
を
充
分
主
張
し
得
る
こ
と
を

考
え
方
は
、
戦
争
と
正
義
の
問
題
を
政
治
論
や
国
際
　
弁
明
し
、
ド
イ
ツ
人
の
勇
気
と
正
義
心
を
漏
養
し
よ

法
論
の
狭
い
枠
内
に
閉
じ
こ
め
る
こ
と
に
貫
ん
じ
な
　
・
つ
と
す
る
努
力
が
、
大
戦
の
回
顧
反
省
と
並
ん
で
瞬

い
で
、
ド
イ
ツ
の
「
集
団
的
責
任
」
　
（
囚
。
】
】
。
一
．
怖
く
，
　
屡
戦
後
の
ド
イ
ツ
史
学
界
に
お
い
て
試
み
ら
れ
て
い

・，

B
プ
。
匡
）
の
歴
史
的
説
明
に
ま
で
発
展
す
る
。
し
か
も
　
る
。
此
処
に
紹
介
し
よ
弓
と
す
る
リ
ッ
タ
ー
の
著
述

イ
ギ
リ
ス
の
ド
イ
ツ
に
対
す
る
勝
利
は
、
そ
う
し
た
　
も
・
そ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
現
在
的
要
請
に
応
え
よ
5

伝
統
的
な
平
和
破
壊
者
と
し
て
の
「
ド
イ
ツ
原
罪
　
と
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
碩
掌
の
蔽

論
」
を
背
景
と
し
て
、
ド
イ
ツ
入
の
罪
の
腰
い
を
要
　
蓄
に
よ
っ
て
潔
く
裏
づ
け
ら
れ
て
い
る
が
故
に
、
軽

饗
す
る
に
至
っ
た
。
敗
戦
と
分
割
統
治
に
打
ち
ひ
し
　
瀞
な
傾
向
的
時
事
評
論
に
お
わ
る
こ
と
な
く
、
我
々

が
れ
た
ド
イ
ツ
入
の
失
望
に
加
う
る
に
、
連
合
国
の
　
の
歴
史
観
に
多
く
の
学
問
的
示
竣
を
与
え
る
も
の
と

（84）



愚
わ
れ
る
。

　
近
世
ド
イ
ツ
の
画
図
的
特
徴
を
挙
げ
る
場
合
、
何

よ
り
も
先
に
指
摘
さ
れ
る
こ
と
は
、
ド
イ
ツ
の
軍
国

主
義
的
、
絶
．
対
権
力
的
国
家
の
形
成
で
あ
る
。
し
か

も
こ
う
し
た
ド
イ
ツ
の
歩
み
は
常
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

平
和
を
繁
乱
す
る
必
然
性
を
伴
う
と
い
う
事
が
、
即

ち
ド
イ
ツ
の
「
集
団
的
責
任
」
、
「
原
罪
」
に
他
な
ら

な
い
。
そ
れ
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
で
最
高
頂
に
達
し

た
が
、
然
し
此
の
性
向
は
ド
イ
ツ
民
族
の
歴
史
と
と

も
に
古
く
ま
た
根
源
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
軍
国

的
・
好
戦
的
と
い
う
点
と
、
專
権
的
と
い
5
特
徴
に

ド
ィ
ッ
的
伝
統
の
烙
印
を
捺
す
な
ら
ば
、
問
題
降
、
P
自

ら
プ
ロ
イ
セ
ン
軍
国
主
義
と
、
世
俗
権
力
に
対
す
る

服
従
を
説
い
た
と
い
わ
れ
る
ル
タ
ー
思
想
へ
．
と
遡
っ

て
行
っ
た
の
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
ル
タ
ー
の
領
邦
君

主
権
に
対
す
る
服
従
の
教
説
は
、
罷
申
の
自
由
の
要

求
を
宗
教
的
・
倫
理
釣
・
政
治
的
に
裏
切
り
、
ド
イ

ツ
人
の
権
力
に
対
す
る
盲
従
と
い
う
精
神
的
伝
統
を

形
成
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
ル
タ
ー
主
義
（
権

力
へ
の
盲
従
）
と
プ
ロ
イ
セ
ン
主
義
（
平
和
の
破
壊
）

こ
そ
は
、
自
由
轟
平
和
を
以
て
正
義
の
基
幹
と
見
倣

す
西
ヨ
ー
翼
ッ
バ
の
伝
統
に
背
反
す
る
も
の
と
い
5

風
に
一
般
化
さ
れ
る
に
至
っ
た
。

書

評

　
リ
ッ
タ
ー
は
此
の
よ
5
な
［
、
ド
イ
ツ
原
罪
論
」
に

対
し
て
、
ル
タ
ー
主
義
か
ら
出
発
し
、
プ
ロ
イ
セ
ン

主
義
、
革
命
、
国
民
主
義
、
帝
国
主
義
、
世
界
戦
争

と
歴
史
を
辿
り
つ
つ
、
そ
の
申
か
ら
昏
時
代
に
於
け

る
夫
々
の
ド
イ
ツ
政
治
思
想
の
意
義
を
検
討
し
つ

つ
、
　
「
原
罪
論
」
を
批
判
す
る
。

　
ド
イ
ツ
入
の
権
力
に
対
す
る
窟
従
の
淵
源
に
関
し

て
、
ル
タ
ー
が
屡
々
責
任
を
問
わ
れ
る
所
以
は
、
彼

が
道
義
酌
・
宗
教
的
戒
律
を
純
粋
に
個
人
的
内
面
的

倫
理
に
限
定
し
、
世
俗
の
政
治
的
生
活
と
宗
教
的
倫

理
と
を
分
離
す
る
方
向
に
導
い
た
点
に
あ
る
と
さ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
リ
ッ
タ
ー
に
よ
れ
ば
、
聖
書
に

基
く
服
従
の
要
請
は
ひ
と
り
ル
タ
ー
の
み
に
見
ら
れ

る
の
で
は
な
く
、
．
ツ
ウ
ィ
ン
グ
リ
、
カ
ル
ヅ
ィ
ン
も

同
様
で
あ
る
。
ま
た
世
俗
的
権
力
に
対
し
て
は
、
ル

タ
ー
は
屡
々
藩
命
的
と
さ
え
言
え
る
程
の
激
昂
を
示

し
て
屠
る
。
寧
ろ
政
治
と
宗
教
・
倫
理
と
の
解
離
を

誘
致
し
た
の
は
、
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
と
ド
イ
ツ
の
歴
更

的
環
境
の
距
り
に
由
来
す
る
と
い
5
の
で
あ
る
。
領

邦
需
主
と
ル
タ
ー
の
宗
教
改
革
と
は
、
共
に
中
世

的
な
諸
要
素
の
矛
盾
を
克
服
す
る
こ
と
を
志
向
し
て

い
た
点
で
、
團
じ
軌
道
を
進
ん
で
い
る
の
で
あ
り
、

従
っ
て
ル
タ
ー
主
義
は
、
領
邦
的
権
力
に
紺
し
て
反

抗
す
べ
き
契
機
を
一
般
的
に
は
見
出
せ
な
か
っ
た
。

西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
テ
ィ
ズ
ム
は
、
ド

イ
ツ
と
異
っ
て
、
政
治
権
力
の
残
酷
な
追
需
と
闘

い
、
そ
の
圧
追
か
ら
解
放
さ
れ
る
。
此
処
に
政
治
的

自
由
の
倫
理
と
宗
教
的
理
想
と
の
結
合
と
い
う
今
日

の
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
政
治
観
が
特
徴
的
に
形
成
さ
れ

る
。
従
っ
て
「
密
従
」
は
、
ル
タ
ー
思
想
が
本
来
的

に
内
包
す
る
特
質
乃
至
は
歓
陥
か
ら
発
す
る
の
で
は

な
く
、
十
六
・
七
世
紀
の
外
皮
的
条
件
・
環
境
に
由

来
す
る
。
更
に
ル
タ
ー
の
宗
教
の
内
面
化
と
世
俗
か

ら
の
乖
離
が
、
直
ち
に
絶
対
的
権
力
の
生
長
を
促
す

培
養
土
に
な
っ
た
と
見
る
こ
と
に
関
し
て
も
、
リ
ッ

タ
ー
は
反
対
す
る
。
世
俗
的
権
力
の
強
化
と
盲
従
を

促
し
た
も
の
は
、
十
入
世
紀
の
三
献
主
義
で
あ
り
、

そ
れ
は
ル
タ
ー
の
思
想
と
外
形
上
の
類
似
を
示
し
て

い
る
に
も
拘
ら
ず
、
本
質
に
お
い
て
は
甚
だ
し
く
異

っ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
．
．

　
同
様
に
リ
ッ
タ
ー
陣
，
悼
十
入
世
紀
の
プ
P
イ
セ
ン
の

隅田

寃
n
、
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
一
土
に
つ
い
て
三
型
や
和
積
甥
ハ

の
「
原
罪
」
を
否
宛
し
、
権
力
主
義
的
一
、
キ
ァ
ヴ
．
一

リ
ズ
ム
の
非
難
か
ら
擁
護
し
よ
・
つ
と
す
る
。
フ
リ
ー

ド
リ
ヒ
の
数
多
の
戦
傘
を
も
つ
て
ヨ
ー
¢
ッ
バ
の
平

和
を
棄
す
ド
イ
ツ
人
の
好
戦
的
軍
国
主
義
の
起
源
と

八
五

（　80’　）



評

費
め
る
な
ら
、
グ
ス
タ
ー
フ
。
ア
ド
ル
フ
か
ら
ル
イ

十
四
世
、
チ
轟
、
ー
ル
ス
十
二
枇
、
ピ
ョ
ー
ト
ル
大
帝

を
経
て
、
二
親
テ
・
リ
ナ
ニ
世
に
至
る
大
陸
尊
重
の
戦

嶺
と
征
服
を
我
々
は
一
体
如
何
に
解
釈
す
る
の
か
。

更
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
後
継
者
が
出
入
と
も
ヨ
ー
ロ

ジ
パ
の
戦
争
に
捲
ぎ
込
ま
れ
る
の
を
…
離
れ
回
避
し
た

事
実
は
、
プ
胃
イ
セ
ン
の
伝
統
を
軍
国
主
義
と
見
る

こ
と
に
背
馳
す
る
の
で
は
な
い
か
。

　
プ
リ
！
ド
リ
ヒ
大
王
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
の
絶
対

主
義
的
国
家
系
の
完
成
者
と
も
い
わ
れ
る
べ
き
存
在

で
あ
る
。
彼
は
征
服
欲
と
個
人
的
名
声
を
望
む
良
心

な
き
マ
キ
ァ
ヅ
ェ
リ
ス
ト
で
は
な
か
っ
た
。
彼
は
軍

隊
の
機
能
、
行
動
を
あ
る
限
界
に
か
ぎ
り
、
　
「
最
初

の
シ
ュ
レ
ジ
エ
ン
戦
争
の
成
果
を
収
め
た
後
は
、
極

め
て
山
事
的
に
防
禦
態
勢
に
努
め
た
の
で
あ
り
、
一

七
五
山
ハ
年
（
七
年
戦
争
開
始
）
　
に
竜
根
本
的
に
「
は
防

禦
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
。
ま
た
彼
は

所
謂
啓
蒙
的
専
制
君
主
で
あ
り
、
そ
の
絶
対
主
義
は

い
わ
檬
「
ホ
ッ
ブ
ス
的
自
然
法
思
想
に
立
っ
て
い

た
」
。
実
に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
こ
そ
は
近
世
前
半

に
お
け
る
国
家
理
性
を
実
現
し
た
の
で
あ
り
、
ル
イ

十
四
世
に
お
い
て
既
に
示
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
・
「
大
陸

型
」
近
世
魍
嫁
を
晃
饗
し
売
の
で
あ
っ
允
。
彼
の
出

現
と
プ
獄
イ
セ
ン
の
強
国
へ
の
上
5
5
御
は
里
勝
に
お
い

て
「
残
酷
な
征
服
者
、
桜
山
と
し
て
で
は
な
く
、
ま

さ
に
外
交
と
戦
術
と
の
巨
匠
と
し
て
、
西
ヨ
三
二
ヅ

パ
の
輿
論
に
認
め
ら
れ
て
居
た
」
の
で
あ
る
。
確
か

に
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
政
治
思
想
に
は
国
民
的
福
祉
が

考
慮
さ
れ
て
は
い
た
が
、
国
民
の
政
治
的
自
由
は
存

し
な
か
っ
た
。
然
し
そ
れ
は
絶
対
主
義
的
国
家
理
性

の
当
然
の
姿
で
あ
り
、
彼
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
の
中
に
は

　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

決
し
て
破
廉
恥
的
権
力
政
治
は
存
し
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
ナ
ス
ズ
ム
と
相
距
る
こ
と
き
わ
め
て
遠
い
も
の

が
あ
る
。
彼
の
時
代
に
擁
護
さ
れ
、
後
に
は
ド
イ
ツ

の
支
配
階
級
の
伝
統
と
な
っ
た
ユ
ン
カ
ー
気
質
1

そ
れ
こ
そ
は
プ
ロ
イ
セ
ン
主
義
で
あ
り
、
封
建
的
人

格
関
係
に
裏
づ
け
ら
れ
て
は
い
る
が
、
然
し
名
誉
と

濟
持
と
責
任
感
と
忠
誠
を
徳
臼
と
す
る
一
は
ナ
チ

ズ
ム
に
対
し
反
抗
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
フ

リ
ー
ド
リ
ヒ
大
王
か
ら
発
す
る
軍
青
島
プ
ロ
イ
セ
ン

主
義
を
以
て
ナ
チ
の
母
胎
、
ド
イ
ツ
の
原
罪
と
見
る

こ
と
は
鯨
り
に
一
面
的
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
5
に
リ
ッ
タ
ー
は
ル
タ
ー
主
義
と
プ
ロ

イ
セ
ン
主
義
と
の
「
原
罪
」
を
釈
明
し
た
後
、
ド
イ

ツ
の
強
権
的
要
素
の
酵
母
を
フ
ラ
y
ス
革
命
の
中
に

求
あ
よ
ら
と
す
る
。
此
の
革
命
は
絶
対
主
義
国
家
観

八
六

を
破
り
、
プ
ロ
イ
セ
y
の
「
牧
緻
」
か
ら
新
た
な
芽

を
つ
み
と
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
革
命
の
中
に
全

く
薪
し
い
「
大
陸
型
国
家
観
」
が
建
て
ら
れ
た
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
近
代
的
全
体
国
家
（
国
艮
国
家
）
思
想

の
先
駆
者
と
な
っ
た
。
平
等
的
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
に
立

つ
此
の
新
し
い
大
陸
型
国
家
観
は
、
議
会
主
義
的
な

「
島
潮
型
国
家
観
」
と
異
り
、
そ
の
理
論
は
ル
ゾ
ー

の
所
謂
く
。
同
。
コ
ま
σ
q
9
孚
巳
。
に
由
来
す
る
。
　
一
般

意
志
の
理
論
こ
そ
は
強
権
的
民
族
国
家
の
精
神
的
長

柱
で
あ
っ
た
。
箆
に
革
命
に
お
け
る
ナ
ポ
レ
オ
ン
の

征
服
か
ら
の
解
放
は
、
母
国
主
義
の
上
に
そ
の
道
を

開
く
こ
と
に
な
り
、
ド
イ
ツ
国
内
に
お
い
て
は
古
き

王
制
の
復
古
へ
と
導
く
こ
と
に
な
る
。
ド
イ
ツ
国
民

意
識
は
軍
隊
と
戦
争
の
上
に
基
礎
づ
け
ら
れ
、
祖
国

は
同
時
に
国
民
的
国
家
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。

此
の
よ
5
な
ド
イ
ツ
の
歩
み
は
、
大
陸
型
国
家
観
の

典
型
を
ド
イ
ツ
に
旨
集
中
せ
し
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。

そ
れ
は
ド
イ
ツ
の
宿
命
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
然
し

な
が
ら
た
だ
ド
イ
ツ
の
中
か
ら
自
然
寓
生
的
に
生
じ

た
も
の
で
は
な
く
、
ヨ
ー
胃
ヅ
バ
史
の
中
に
普
遍
的

な
も
の
と
、
ド
イ
ツ
自
身
の
も
つ
個
別
的
な
も
の
と

の
大
陸
型
的
結
合
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
リ
ッ
タ
ー
憶
此
の
後
に
理
想
主
義
、
　
ロ
マ
ン
主
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義
、
現
実
主
義
、
帝
国
主
義
と
十
九
世
紀
の
ヨ
1
ロ

ッ
バ
史
及
び
ド
イ
ツ
史
の
展
開
と
、
そ
れ
に
関
聯
す

る
政
治
の
鋤
行
を
追
及
し
つ
つ
、
ド
イ
ツ
の
破
滅
へ

の
道
を
跡
づ
け
る
。
旧
い
権
力
と
薪
た
に
生
長
す
る

・
人
間
疎
外
的
な
文
明
と
の
結
合
の
在
り
方
の
申
に
、

リ
ッ
タ
ー
は
悲
劇
を
反
省
し
て
い
る
。
然
し
な
が
ら

其
処
に
薇
べ
ら
れ
て
い
る
彼
の
見
解
は
今
日
極
め
て

重
要
な
事
柄
で
あ
る
と
は
い
え
、
歴
史
学
上
別
段
新

し
い
も
の
で
は
な
い
の
で
詳
説
を
控
え
よ
う
。
寧
ろ

リ
ッ
タ
ー
の
見
解
は
、
既
に
我
国
で
も
紹
介
さ
れ
て

い
る
マ
イ
ネ
ッ
ケ
の
思
惟
に
近
似
す
る
も
の
と
見
て

差
麦
え
な
い
（
矢
田
俊
隆
訳
「
ド
イ
ツ
の
悲
劇
」
参

照
）
。
然
し
な
が
ら
リ
ッ
タ
ー
も
亦
一
九
一
九
年
ま

で
は
一
即
ち
前
大
戦
の
終
る
ま
で
ー
ド
イ
ツ
の

政
治
思
想
が
所
謂
「
権
力
の
鬼
神
」
に
屈
従
す
る
こ

と
が
一
般
的
に
見
て
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と

主
張
す
る
。

　
最
後
に
リ
ッ
タ
ー
は
、
彼
の
最
初
に
提
出
し
た
問

題
、
即
ち
ド
イ
ツ
人
の
「
集
団
的
責
任
」
・
「
原
罪
」

に
立
ち
帰
り
次
の
よ
う
に
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
ω
　
「
全
体
主
義
的
」
独
裁
は
、
特
殊
に
ド
イ
ツ
的

な
現
象
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
れ
は
民
主
主
義
的
国

家
体
制
か
ら
専
権
的
な
そ
れ
へ
の
変
箪
を
意
讃
す
る

評

も
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
可
能
性
は
、
あ
ら
ゆ
る
歴

史
的
権
威
（
正
統
性
）
が
崩
れ
た
後
、
慮
接
的
人
民
支

配
が
「
大
衆
の
盛
事
」
か
ら
試
み
ら
れ
る
場
合
に
は
何

処
で
も
発
生
す
る
．
、
こ
こ
に
は
組
合
や
団
体
機
関
に

よ
る
、
ま
た
前
代
ま
で
の
政
治
的
長
所
の
伝
統
に
よ

る
大
衆
の
組
織
化
に
鋏
け
て
い
る
。
あ
る
政
治
的
危

機
が
生
ず
る
時
、
あ
る
政
治
的
行
動
主
義
者
が
宣
伝

や
評
判
に
よ
っ
て
大
物
の
人
気
を
得
、
自
ら
入
民
主

権
即
ち
統
一
的
な
入
民
の
意
志
の
代
表
者
の
如
く
見

せ
か
け
る
こ
と
に
成
功
し
た
場
合
に
、
金
上
主
義
的

独
裁
が
成
立
す
る
。
②
　
そ
の
様
な
状
態
は
、
ド
イ

ツ
に
お
い
て
は
第
一
次
大
戦
後
に
至
っ
て
は
じ
め
て

発
生
す
る
。
従
っ
て
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
主
義
は
ド
イ
ツ
史

の
全
体
を
通
じ
て
全
く
新
た
に
発
生
し
た
も
の
で
あ

り
、
長
い
歴
史
の
申
か
ら
必
然
的
に
期
待
さ
れ
た
現

象
で
は
な
い
。
⑧
そ
5
し
た
全
体
主
義
的
独
裁
が

大
戦
後
の
窮
状
を
解
決
す
べ
き
唯
一
の
道
と
し
て
、

ド
イ
ツ
入
に
よ
っ
て
要
請
さ
れ
期
」
待
さ
れ
た
と
い
う

こ
と
、
即
ち
ヒ
ジ
ト
ラ
ー
は
輿
論
に
よ
り
不
可
避
的

に
専
権
主
義
の
道
を
強
要
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
全

く
考
え
ら
れ
な
い
。
ヒ
ヅ
ト
ラ
ー
が
政
権
を
掌
握
す

る
前
に
彼
を
支
持
し
た
大
衆
は
、
彼
か
ら
独
裁
制
を

期
待
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
か
っ
た
．
、
む
し
ろ
大
衆

は
、
ワ
イ
マ
ー
ル
政
権
が
多
数
政
覚
の
連
立
政
府
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
の
に
代
っ
て
、
一
党
の
優

勢
に
よ
る
民
主
政
治
と
い
う
形
を
望
ん
だ
の
で
あ
っ

た
。
㈲
　
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
の
独
裁
が

人
民
の
反
抗
を
受
け
ず
に
容
易
に
達
成
せ
ら
れ
た
所

以
は
議
会
政
治
に
対
す
る
奏
上
の
不
信
に
あ
っ
た
。

そ
れ
は
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
下
に
於
け
る
政
党
政
治

の
苦
い
経
験
か
ら
生
じ
た
だ
け
で
挟
な
く
、
ド
イ
ツ

が
畏
い
専
制
三
主
政
下
に
あ
っ
た
こ
と
か
ら
生
ず
る

生
活
感
情
の
艦
習
に
、
よ
り
強
く
影
響
さ
れ
て
い
る
。

然
し
こ
の
纂
は
屈
従
へ
の
伝
統
と
い
う
も
の
で
は
な

い
。
何
故
な
ら
、
ナ
チ
の
政
権
確
立
に
と
っ
て
は
、

テ
官
や
大
衆
の
煽
動
が
重
要
で
あ
り
、
国
民
の
心
の

準
備
の
問
題
は
意
義
を
も
つ
も
の
で
は
な
か
っ
た
が

ら
。
⑤
　
然
し
な
が
ら
ナ
チ
の
勝
利
に
と
っ
て
よ
り

重
要
な
こ
と
は
、
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
条
約
の
束
縛
か
ら

早
く
権
勢
を
回
復
し
よ
弓
と
す
る
焦
燥
と
、
政
治
的

社
会
的
対
立
を
超
え
た
新
た
な
民
族
共
同
体
を
形
成

し
よ
う
と
す
る
衝
動
が
強
く
働
い
て
い
た
こ
と
で
あ

る
ゆ
此
の
二
つ
は
、
ド
イ
ツ
の
回
復
を
漸
進
せ
し
め

て
い
た
ワ
イ
マ
ー
ル
共
和
制
の
功
績
に
対
し
て
、
ド

イ
ツ
人
を
畜
目
に
し
た
。
其
処
に
国
家
理
性
を
軽
蔑

し
国
際
協
調
を
破
壊
す
る
ヒ
ッ
ト
ラ
ー
主
義
の
乗
ず

八
七
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書

評

る
隙
が
…
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
は
此
の
焦

燥
と
衝
動
に
対
し
自
ら
責
任
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
⑥
　
か
く
て
民
族
社
会
主
義
の
前
徴
は
既
に
十

九
世
紀
末
か
ら
普
遍
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
丈
明
の
没
落

の
中
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て

は
そ
の
没
落
か
ら
野
蛮
へ
の
転
落
が
前
大
戦
の
遺
産

の
申
に
準
備
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
「
政

治
の
傭
兵
」
化
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ

帝
国
の
没
落
の
混
沌
の
中
で
形
成
さ
れ
た
残
忍
な
闘

争
手
段
で
あ
っ
た
。
ω
　
然
し
な
が
ら
歴
史
は
た
だ

　
一
つ
の
軌
道
の
上
の
み
を
進
む
も
の
で
は
な
く
、
未

来
に
三
っ
て
数
多
く
の
並
行
交
叉
す
る
道
を
も
つ
て

い
る
。
ド
ィ
ッ
は
今
日
ま
で
は
崩
壊
の
道
を
と
る
結

果
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
我
々
に
は
入
間
の
平

和
を
脅
す
こ
と
な
し
に
再
び
上
昇
す
る
道
も
開
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
以
前
の
「
入
類
の
頂
点
」
に
達
し

よ
5
と
す
る
不
遜
な
目
的
を
も
は
や
我
々
は
今
日
望

．
み
は
し
な
い
。
我
々
は
文
化
民
族
と
し
て
安
定
し
た

存
在
に
達
す
れ
ば
そ
れ
で
満
足
す
る
で
あ
ろ
弓
。
が

然
し
そ
の
為
に
は
我
々
は
自
信
を
も
つ
こ
と
が
必
要

　
で
あ
る
。
し
か
も
ド
イ
ツ
の
過
表
に
就
い
て
の
考
察

は
一
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
一
我
々
が
文
化
民
族
た

る
こ
と
の
正
当
な
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

八
八

以
上
リ
ヅ
タ
ー
の
所
説
は
、
イ
ギ
リ
ス
的
な
「
原
　
聞
の
美
し
さ
を
感
ず
る
で
あ
ろ
う
。
臼
本
の
歴
史
家

罪
」
説
に
対
す
る
弁
明
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
入
に
齢
す

る
自
民
族
の
歴
輿
を
通
し
て
の
自
信
と
再
建
へ
の
励

ま
し
で
あ
る
。
彼
の
説
く
歴
史
的
環
境
、
条
件
と
い

・
う
歴
史
解
釈
の
方
法
は
、
既
に
批
判
を
強
く
受
け
た

歴
史
主
義
的
立
場
を
依
然
固
執
し
て
は
い
る
が
、
然

し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ド
イ
ツ
史
の
諸
現
象
を
全
ヨ

ー
ロ
ジ
バ
的
視
野
の
申
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
て
お

り
、
　
「
原
罪
」
説
の
狭
隆
を
学
問
的
に
退
け
る
こ
と

に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
彼
の
政
治
思
想
は
経
済
史

や
社
会
史
的
視
点
に
敏
け
る
も
の
少
し
と
し
な
い

が
、
国
家
観
を
政
治
・
宗
教
・
科
学
・
技
術
・
集
団

心
理
等
の
面
か
ら
綜
溶
し
て
、
し
か
も
大
陸
型
国
家

観
と
島
螺
型
国
家
観
に
類
別
し
な
が
ら
夫
々
の
型
の

も
つ
内
容
を
空
疎
な
も
の
に
終
ら
せ
ぬ
点
に
我
々
の

掌
び
発
展
さ
せ
る
べ
き
素
面
が
あ
ろ
弓
。
も
っ
と
も

此
の
よ
5
な
理
論
は
リ
ッ
タ
ー
が
以
前
か
ら
用
い
て

い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
本
書
に
お
い
て
は
じ
め
て
試

み
ら
れ
た
方
法
で
は
な
い
。
然
し
我
た
は
此
の
よ
う

な
弁
明
の
書
が
、
駁
論
意
識
の
強
烈
な
駈
り
反
動
的

に
自
己
の
誇
張
に
陥
り
易
卦
こ
と
を
殴
々
見
受
け

る
。
本
俸
が
此
の
弊
を
全
く
と
い
っ
て
よ
い
程
示
し

て
い
な
い
事
に
、
我
々
は
著
者
の
学
問
的
良
心
と
人

で
戦
後
幾
人
が
、
外
国
の
激
し
い
非
難
に
抗
し
乍
ら

公
正
を
失
わ
ず
、
卑
屈
さ
を
感
ぜ
ず
に
弁
明
と
富
来

へ
の
希
望
を
歴
史
的
反
省
と
し
て
主
張
し
得
た
で
あ

ろ
う
か
。
本
書
は
そ
う
し
た
意
昧
で
研
究
書
た
る
以

上
に
我
々
の
生
き
方
を
考
え
さ
せ
る
心
の
糧
で
も
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一
岡
部
健
彦
t

　
　
川
崎
庸
之
著
（
井
上
光
貞
編
、

　
　
　
　
　
　
　
　
古
代
社
会
二
章
二
節
）

　
　
　
　
奈
良
仏
教
の
成
立
と
崩
壊

　
こ
れ
は
表
題
に
記
し
た
よ
・
う
に
古
代
の
概
説
書
の

一
節
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
竜
、
古
代
仏

教
思
想
史
に
つ
い
て
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た
劃
期
的
な
労

作
で
あ
る
。
一
昨
年
、
井
上
光
貞
氏
が
古
代
仏
教
思

想
史
の
動
向
と
題
し
て
、
文
献
学
・
仏
教
考
吉
掌
。

教
理
史
な
ど
の
諸
分
野
、
あ
る
い
は
古
代
国
家
の
仏

数
政
策
な
ど
に
つ
い
て
従
来
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
立
場

と
聞
題
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
諸
業
績
を
、
古
代

国
家
の
成
立
一
動
揺
と
仏
教
と
い
う
観
点
か
ら
統

，
一
し
て
新
た
な
課
題
を
提
起
さ
れ
た
（
史
学
雑
誌
六

〇
ノ
一
）
。
こ
の
井
上
氏
の
主
張
に
お
け
る
「
古
代

国
家
の
成
立
一
動
揺
し
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
内
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