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闘
、
緒
　
　
風
負

　
響
に
筆
者
は
、
拙
稿
「
近
代
日
本
軍
隊
の
唐
墨
形
成
と
西
周
」
　
（
京
都
大
学

人
丈
科
学
研
究
所
紀
要
居
丈
学
報
第
四
号
、
昭
二
九
・
三
・
一
）
の
註
記
お
よ

び
「
追
記
」
に
お
い
て
、
軍
人
勅
諭
の
起
草
に
関
し
て
は
、
山
県
有
朋
を
中
心

に
、
当
時
参
事
院
議
官
井
上
毅
・
睦
策
省
禺
仕
西
燭
・
操
識
者
た
る
福
地
源
一

郎
の
名
が
挙
ワ
て
い
る
が
（
公
爵
山
県
有
朋
伝
、
中
巻
、
八
一
〇
一
八
一
一
頁
）
、

尚
将
来
解
決
す
べ
き
軍
人
勅
諭
成
立
更
上
の
異
調
点
と
し
て
、
明
治
十
三
年
の

西
周
の
「
勅
諭
稿
」
か
ら
朔
治
十
五
年
の
公
布
本
「
軍
人
勅
諭
」
へ
の
内
容
的

発
展
が
西
自
身
の
思
想
的
発
展
に
も
と
ず
く
も
の
か
、
或
は
酉
は
「
勅
諭
稿
」

の
立
場
に
と
ど
ま
っ
て
、
　
「
軍
人
勅
諭
」
へ
の
発
展
は
、
専
ら
山
県
有
駅
・
遡

上
毅
・
福
地
源
一
郎
な
ど
の
意
見
に
よ
っ
て
酉
の
稿
本
が
加
筆
修
正
さ
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
い
5
問
題
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
の
問
題
解
明
の
た
め

に
は
、
以
上
の
人
々
の
愚
想
的
相
異
を
正
し
く
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
、

且
そ
の
た
め
の
手
が
か
り
の
叫
は
、
後
述
す
る
よ
う
な
勅
諭
紀
口
早
過
程
を
見
う

る
稿
本
綴
に
接
し
な
い
限
り
、
嘗
て
尾
佐
竹
猛
博
士
が
「
樹
文
案
以
前
の
憲
法

草
案
」
　
（
季
刊
明
漁
文
化
研
究
箪
一
輯
）
に
お
い
て
そ
の
存
在
を
紹
介
せ
ら
れ

た
井
上
毅
螢
・
西
嗣
按
・
麟
憲
意
見
（
福
埴
源
一
郎
筆
）
の
比
較
研
究
に
あ
る

で
あ
ろ
う
と
し
、
な
か
で
も
算
盤
竹
博
士
が
、
軍
部
案
と
言
わ
れ
た
コ
幽
周
按
」

の
内
容
を
早
く
窺
い
た
く
、
し
か
も
そ
れ
に
は
井
上
毅
が
批
評
を
加
え
（
前
に

「
朱
筆
を
入
れ
」
と
し
た
の
は
誤
り
で
あ
っ
た
）
て
い
る
か
ら
尚
更
の
こ
と
で

あ
る
と
い
う
意
昧
の
こ
と
を
書
き
添
え
た
こ
と
が
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
本
年
四

月
国
立
国
会
図
書
館
国
会
分
室
の
憲
政
資
料
室
に
お
い
て
、
蝉
声
の
「
憲
法
草

案
」
　
（
以
下
単
に
「
草
案
」
と
略
称
す
る
）
を
閲
覧
す
る
機
会
に
認
ま
れ
た
の

で
、
こ
の
「
草
案
」
を
軍
人
勅
論
成
立
史
上
か
ら
取
上
げ
て
検
討
し
、
既
に
学

界
に
周
知
の
井
上
毅
の
「
照
．
法
私
案
」
　
（
以
下
単
に
「
私
案
」
と
略
称
す
る
）

と
対
比
し
、
も
っ
て
憲
法
の
草
案
、
就
中
軍
隊
並
に
流
入
勅
諭
の
性
愛
と
関
連

す
る
条
項
に
あ
ら
わ
れ
た
両
者
の
思
想
的
差
異
を
窺
い
つ
つ
、
そ
れ
を
通
じ
て

先
に
提
示
し
た
…
間
諜
点
に
対
し
て
一
つ
の
解
明
を
試
み
た
い
と
思
う
。
そ
れ
故
、

本
稿
で
は
、
起
草
閾
係
者
の
う
ち
、
と
く
に
西
と
井
上
両
者
の
関
係
の
み
が
、

問
題
と
さ
れ
、
山
県
や
福
地
は
一
応
論
外
に
お
か
れ
、
従
っ
て
問
題
点
の
全
県

的
な
解
決
を
昌
指
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
予
め
お
断
り
し
て
お
く
。

そ
し
て
、
ま
た
本
稿
は
両
者
が
各
月
勅
諭
完
成
の
設
階
に
お
い
て
い
か
に
実
際

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
カ

の
起
草
修
正
に
タ
ッ
チ
し
た
か
と
い
う
事
実
を
明
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

は
な
く
（
唯
そ
の
具
体
的
究
賜
は
稿
本
蔽
の
発
見
と
、
そ
の
加
筆
修
正
の
心
寒

か
ら
得
ら
れ
よ
5
）
、
　
両
者
が
各
く
タ
ッ
チ
し
た
と
す
れ
ば
い
か
な
る
仕
方
で
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ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
ヤ

タ
ヅ
チ
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
と
い
5
客
観
的
可
能
性
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

　
な
お
こ
の
機
会
に
本
稿
に
附
し
て
西
の
廃
案
」
を
紹
介
譜
表
し
て
お
き
た

い
。
螺
聞
の
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
「
草
案
し
は
そ
の
存
在
を
知
ら
れ
な
が
ら
、

そ
の
全
内
容
を
窺
・
つ
こ
と
が
な
か
っ
た
様
子
で
あ
る
の
で
、
巻
末
に
掲
載
し
て

日
塞
憲
政
史
・
B
塞
懸
法
学
輿
乃
至
は
比
較
憲
法
史
な
ど
の
専
門
的
立
場
か
ら

の
全
面
的
な
考
察
に
供
し
、
筆
者
ば
本
稿
を
屯
っ
て
紹
介
の
資
を
免
れ
た
い
と

思
う
。

　
　
　
　
　
二
、
軍
人
勅
諭
成
立
史
上
の
問
題
点

　
既
に
述
べ
た
よ
5
に
本
稿
は
、
筆
者
に
と
っ
て
は
云
わ
ば
続
篇
で
あ
り
、
博

論
成
立
史
上
の
問
題
点
と
し
て
の
明
漕
十
三
年
の
酉
周
の
「
勅
諭
稿
」
か
ら
開

治
十
五
年
の
公
布
本
「
軍
人
勅
諭
」
へ
の
内
容
的
発
展
な
る
も
の
を
こ
こ
に
再

び
繰
返
す
こ
と
は
越
し
も
本
鋪
と
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
本
論
展
開
上
必
要

と
す
る
程
度
に
之
に
触
れ
て
読
者
諸
賢
の
理
解
の
資
と
し
た
い
。

　
想
う
に
、
軍
人
勅
諭
の
成
立
過
程
に
関
す
る
研
究
峰
，
邸
、
明
治
懸
法
や
数
育
勅

語
な
ど
の
如
く
、
割
合
に
そ
の
根
本
資
料
が
公
に
せ
ら
れ
て
、
そ
れ
ら
の
成
立

過
程
の
研
究
が
進
ん
で
い
る
の
に
比
べ
る
と
、
薯
し
く
遅
れ
て
い
た
と
言
え
る
。

云
う
ま
で
も
な
く
天
皇
制
軍
隊
の
存
在
の
下
、
そ
れ
に
関
す
る
資
料
の
公
開
と

研
究
の
自
由
が
諮
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

　
勅
諭
成
立
の
過
程
に
お
い
て
は
、
　
「
公
碍
山
　
県
右
朋
伝
」
が
山
県
の
苦
心
に

つ
い
て
原
稿
を
代
え
る
こ
と
語
学
に
も
及
び
、
改
稿
の
慶
毎
に
山
傑
の
薩
筆
に

て
討
冊
潤
色
さ
れ
た
泌
が
あ
る
（
同
書
、
中
巻
、
八
一
一
頁
）
と
誌
し
て
い
る

よ
5
な
数
図
に
わ
た
る
草
稿
が
嘗
て
存
在
し
て
い
た
訳
で
あ
り
、
か
か
る
費
重

な
る
草
稿
は
、
山
県
家
に
お
い
て
関
東
大
震
災
の
た
め
焼
失
し
た
と
も
言
わ
れ

る
が
、
な
お
別
に
こ
れ
ら
草
稿
の
稿
本
綴
が
、
鍋
聖
王
に
よ
り
少
数
の
特
定
関

係
者
に
限
定
頒
布
せ
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
、
そ
の
ら
ち
の
幾
部
か
は
今
次
の
東

京
空
襲
に
よ
る
戦
災
の
た
め
失
わ
れ
た
と
し
て
も
、
恐
ら
く
某
所
に
は
現
在
尚

保
管
せ
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
竜
伝
聞
す
る
の
で
あ
る
。

　
五
口
々
は
か
か
る
貴
重
な
る
資
料
が
一
般
に
公
開
せ
ら
れ
る
田
の
近
か
ら
ん
こ

と
を
期
待
す
る
と
共
に
、
ま
た
積
極
的
な
資
料
探
査
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
を
痛
感
す
る
。

　
こ
う
し
た
現
況
に
お
い
て
、
こ
の
方
面
の
資
料
の
公
賄
・
研
究
に
努
力
を
傾

け
ら
れ
つ
つ
あ
る
の
は
名
古
屋
大
命
の
大
久
保
利
謙
教
授
で
、
そ
の
研
究
に
よ

っ
て
勅
諭
成
立
過
程
に
関
す
る
新
知
見
が
学
界
に
欝
ら
さ
れ
た
。
即
ち
①
明
治

十
三
年
、
山
県
有
朋
の
命
を
受
け
て
西
門
が
「
赫
論
稿
」
を
讐
い
た
こ
と
。
②

翌
十
四
年
（
何
月
頃
か
不
為
）
略
、
、
公
布
本
に
近
い
も
の
が
三
条
太
政
大
臣
に

ま
で
提
出
さ
れ
た
こ
と
。
③
こ
れ
が
若
干
修
正
さ
れ
て
翌
十
五
年
一
月
四
日
公

齋
を
箆
た
公
布
本
「
軍
人
無
論
」
で
あ
る
こ
と
。

　
締
て
筆
者
も
教
授
の
御
好
意
に
よ
っ
て
西
の
「
勅
諭
稿
」
を
葬
る
こ
と
を
得

た
が
、
こ
れ
と
、
公
布
本
「
箪
人
勅
論
」
と
は
、
縮
互
に
丈
体
上
は
勿
論
、
内

容
上
著
し
い
絹
異
が
あ
る
こ
と
が
濡
煮
を
惹
く
の
で
あ
る
。
今
、
文
体
学
、
公
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拓
本
が
〃
お
諭
し
”
的
、
荘
重
な
意
昧
を
感
ぜ
し
め
る
よ
5
に
な
っ
て
い
る
こ

と
は
暫
く
措
く
と
し
て
、
教
授
も
亦
特
に
内
容
上
に
お
け
る
両
者
の
相
異
を
問

題
と
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
公
布
本
「
軍
人
勅
諭
」
に
お
け
る
第
一
条
「
患
節
」

の
概
念
が
、
西
の
「
勅
諭
稿
」
に
お
け
る
第
一
条
「
秩
序
」
な
ら
び
に
同
灸
中

の
「
忠
節
」
の
概
念
と
異
な
る
点
を
重
要
視
せ
ら
れ
、
　
「
勅
講
話
」
に
お
け
る

「
忠
節
」
ほ
「
秩
序
」
の
・
つ
ち
に
包
括
さ
れ
た
上
下
閾
係
と
し
て
網
対
的
な
馬

方
関
係
で
取
扱
わ
れ
、
そ
れ
自
体
に
絶
対
健
が
附
与
さ
れ
て
い
な
い
の
に
対
し

て
公
布
本
「
軍
入
勅
諭
」
に
お
け
る
「
忠
節
」
は
絶
対
碧
主
た
る
天
皇
よ
り
の

逃
上
命
令
と
し
て
与
え
ら
れ
た
徳
目
と
し
て
絶
対
観
念
化
さ
れ
る
に
至
っ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
さ
れ
、
か
く
て
「
勅
論
稿
」
と
公
布
本
「
軍
入
勅
諭
」
と
は
内

容
上
〃
連
続
”
せ
ず
、
そ
の
間
に
〃
飛
躍
”
の
存
す
べ
き
を
主
張
せ
ら
れ
た
。

籔
者
も
亦
当
初
に
述
べ
た
よ
5
に
こ
の
〃
飛
躍
”
の
事
笑
を
認
め
る
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
筆
者
も
既
に
教
授
と
と
も
に
、
こ
の
〃
飛
躍
〃
を
解
明
す
る
こ
と

が
軍
人
勅
諭
成
立
史
上
の
問
題
点
た
る
こ
と
を
提
示
し
た
所
以
で
あ
る
。

　
而
し
て
教
授
は
、
こ
の
〃
飛
躍
”
の
推
進
者
の
究
明
に
は
、
西
の
外
に
「
軍

人
勅
諭
」
の
害
草
に
参
画
し
た
井
上
町
と
福
地
源
一
郎
の
思
想
を
尚
詳
細
…
に
検

討
す
べ
き
で
あ
る
と
せ
ら
れ
、
と
く
に
「
軍
入
勅
諭
」
と
憲
法
剃
定
と
の
関
連

上
、
井
上
の
立
場
は
微
妙
な
も
の
が
あ
る
と
し
、
進
ん
で
西
は
「
勅
論
稿
」
位

の
と
こ
ろ
で
踏
み
止
っ
て
、
そ
の
後
の
〃
飛
躍
”
の
バ
ト
ン
は
弁
天
あ
た
り
に

渡
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
と
推
察
さ
れ
た
。
（
嗣
氏
「
量
質
の
軍
部
論
」
・
「
忠

節
と
い
う
纐
胴
命
心
の
甫
脳
立
過
程
」
　
樽
底
本
歴
史
轄
耀
㎜
M
五
及
び
前
聞
山
ハ
既
駐
ン
参
照
）

　
も
と
よ
り
こ
の
問
題
の
全
戸
圓
的
簸
…
…
決
に
は
、
紀
…
輩
丁
閣
係
者
の
す
べ
て
に
わ
た

る
…
思
想
的
究
明
の
結
果
に
憲
と
ず
く
綜
毒
茸
考
察
を
必
要
と
す
る
が
、
筆
者
が

縄
に
考
察
し
、
今
ま
た
本
稿
に
お
い
て
考
察
し
つ
つ
あ
る
筆
画
内
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
う

教
授
の
以
上
の
ご
と
き
推
察
は
正
鴇
を
得
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
以
下
の
所
論

か
ら
判
鯛
す
る
で
あ
ろ
》
つ
。

　
す
な
わ
ち
、
翻
の
拙
稿
（
前
掲
）
に
お
い
て
つ
ぎ
の
如
き
考
察
を
試
み
た
こ

と
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
明
治
十
三
年
の
西
の
「
後
下
難
桶
」
と
明
治
十
五
年
公
布

本
「
軍
人
詳
論
」
と
の
間
に
、
か
の
井
上
毅
の
起
草
に
か
か
り
、
憲
法
制
定
上

の
一
要
件
と
し
て
統
帥
権
の
確
立
及
び
将
来
漢
発
を
豫
噂
し
て
瀬
瀬
勅
論
の
基

本
綱
領
を
規
定
し
て
い
ス
明
治
十
四
年
（
十
月
十
一
冒
）
の
「
七
参
議
意
見
書
」

を
挿
入
し
て
比
較
考
察
し
て
み
る
と
、
公
布
本
「
箪
入
勅
諭
」
が
「
七
参
議
論

見
書
」
の
筋
書
に
極
め
て
忠
実
で
あ
る
に
対
し
、
西
の
「
勅
諭
稿
」
は
一
も
と

よ
り
「
七
参
議
意
見
書
」
に
先
行
し
て
成
立
し
て
い
る
が
一
そ
の
「
意
見
書
」

に
重
し
も
忠
実
な
も
の
、
同
調
的
で
あ
る
と
は
患
え
な
い
。
例
え
ば
「
七
参
議

煮
見
書
」
が
強
く
表
現
し
て
い
る
軍
隊
の
政
治
よ
り
の
分
離
竜
公
布
本
「
薮
入

勅
諭
」
で
は
明
示
せ
ら
れ
て
い
る
に
対
し
、
西
の
「
勅
諭
稿
」
で
は
軍
隊
の
縛

殊
性
に
お
い
て
は
明
示
さ
れ
ず
、
　
「
秩
序
」
の
5
ち
に
包
摂
し
表
っ
て
い
る
点
、

蜜
た
上
述
し
た
「
患
節
」
の
観
念
に
お
い
て
も
、
公
帝
本
「
軍
入
勅
諭
」
の
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

れ
が
、
　
「
七
参
議
意
見
書
」
に
言
う
「
軍
人
た
る
者
、
専
ら
国
を
愛
し
、
君
に

。」　・a （6，1）



軍人渤諭の戚立と縢周の憲法草案（1）（梅漢）

う
　
　
　
わ
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
　
や
　
　
も
　
　
　
ロ
　
　
や
　
　
　
む
　
　
　
む
　
　
　
リ
　
　
　
カ
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
り
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
あ
　
　
　
つ
　
　
　
カ
　
　
も
　
　
　
や

忠
な
る
の
義
あ
り
…
…
…
…
陛
下
又
親
く
之
を
鼓
舞
振
作
し
、
其
義
方
を
示
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
　
　
も
　
　
も
　
　
め
　
　
や
　
　
も

其
れ
を
伝
へ
て
醤
風
を
成
し
、
以
て
永
く
飼
家
の
干
城
た
ら
し
む
べ
し
。
」
（
岩

倉
公
実
紀
三
冊
本
下
巻
七
七
六
…
八
頁
、
傍
点
筆
者
以
下
同
じ
。
）
と
す
る
天

轟
か
ら
の
玉
上
命
令
的
な
軍
隊
倫
理
の
設
竃
の
し
か
た
に
応
ず
る
も
の
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
し

こ
と
は
、
勅
諭
に
「
軍
人
は
忠
節
を
尽
す
を
本
分
と
す
べ
し
」
と
あ
る
に
よ
ワ

・
て
閣
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
酉
の
「
勅
諭
稿
」
が
「
軍
人
第
一
の
精
神
は

秩
序
を
紫
る
こ
と
無
き
を
要
す
。
…
…
…
此
の
如
く
し
て
上
下
相
和
し
、
通
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
つ

一
致
し
て
国
の
王
事
に
服
役
す
る
こ
そ
、
総
軍
人
が
膜
に
対
す
る
忠
節
な
れ
。
」

と
あ
っ
て
、
観
念
の
内
容
、
表
現
の
し
か
た
に
お
い
て
、
　
「
七
参
議
意
見
書
」

に
見
ら
れ
る
思
想
の
溌
れ
と
一
致
せ
ざ
る
竜
の
の
あ
る
点
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。

　
更
に
西
の
明
治
十
三
年
三
月
前
後
に
お
け
る
「
兵
学
論
」
（
明
治
十
一
年
十

月
二
十
日
－
隅
十
四
年
二
月
二
十
七
欝
の
聞
に
亘
る
連
続
講
演
が
そ
の
全
容
で

あ
る
が
、
今
そ
の
前
半
部
第
十
三
棲
分
し
か
見
る
機
会
を
得
て
い
な
い
。
後
半

部
所
載
の
「
内
外
兵
事
新
聞
」
の
所
在
に
つ
い
て
大
方
の
御
教
示
を
乞
5
。
）
を

併
せ
醐
案
ず
る
と
、
明
治
十
三
年
の
西
の
「
勅
諭
稿
」
は
、
専
ら
国
際
的
危
機

意
識
か
ら
、
軍
隊
の
性
格
を
軍
隊
そ
の
も
の
の
側
か
ら
規
冠
し
、
そ
の
故
に
近

代
箪
隊
の
本
質
た
る
「
秩
序
」
を
強
調
す
る
立
場
に
立
っ
た
に
対
し
て
、
明
治

十
四
年
井
上
の
「
七
参
強
意
見
書
」
に
見
え
る
「
今
入
勅
諭
」
の
筋
書
は
、
彼

の
よ
う
な
所
謬
絶
対
主
義
的
政
治
家
が
誰
時
に
お
け
る
羅
内
的
危
機
六
識
に
か

ら
れ
て
、
専
ら
政
治
の
側
か
ら
箪
隊
の
性
格
を
規
鷺
ぜ
ん
と
し
た
と
鷺
え
る
も

の
で
あ
り
、
そ
の
故
に
軍
隊
の
政
治
（
議
会
）
よ
り
の
分
離
を
臆
、
略
か
り
、
ま
た

そ
こ
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
「
忠
」
も
実
唾
、
略
今
後
国
会
に
如
何
な
る
過
激
論
が
起

ろ
う
と
も
、
そ
れ
を
天
皇
の
命
令
の
蜜
ま
に
鎮
圧
す
る
聡
き
天
皇
に
対
す
る
絶

対
的
服
従
の
軍
隊
に
お
け
る
申
心
乱
厨
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
考
察
の
結
果
、
明
治
十
五
年
公
布
本
「
後
入
勅
諭
」
に
は
「
勅

論
稿
」
に
見
る
西
の
立
場
か
ら
の
飛
躍
が
尾
ら
れ
、
　
「
七
参
議
意
見
書
」
に
お

け
る
井
上
の
立
場
が
強
く
進
出
す
る
に
至
っ
た
と
雪
5
こ
と
が
で
き
る
。

　
従
っ
て
筆
者
は
、
大
久
保
教
授
が
、
　
〃
飛
躍
”
の
推
進
者
と
し
て
井
上
を
擬

ぜ
ら
れ
る
の
を
妥
当
な
も
の
と
一
応
考
え
る
所
以
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
以
上
の
よ
う
な
考
察
は
、
専
ら
「
七
参
議
煮
見
書
」
に
お
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
趨

る
井
上
側
の
立
場
を
重
視
し
て
の
二
心
急
襲
の
仕
方
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
の
み

で
は
未
だ
必
要
且
十
分
な
条
件
を
言
え
た
も
の
で
あ
る
と
は
な
し
難
い
。
す
な

わ
ち
、
西
自
身
に
お
い
て
、
「
勅
諭
稿
」
の
立
場
か
ら
公
布
本
「
軍
人
勅
諭
」
の

立
場
へ
思
想
的
な
飛
躍
を
遂
げ
得
た
か
否
か
、
換
膏
噛
す
れ
ば
西
は
「
勅
論
…
稿
」

の
立
場
に
と
ど
蜜
っ
て
、
そ
れ
以
上
に
飛
躍
し
得
な
か
っ
た
か
否
か
を
明
か
に

す
る
こ
と
が
、
な
お
残
さ
れ
て
い
る
。
碧
し
西
に
し
て
「
軍
人
勅
諭
」
の
完
成

の
疇
期
に
お
い
て
な
お
「
勅
諭
稿
」
の
立
場
に
と
ど
ま
っ
て
、
飛
躍
す
る
と
こ

ろ
が
な
か
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
結
果
は
井
上
に
〃
飛
羅
”
の
推
進
者
た

る
勉
位
を
認
め
よ
・
り
と
す
る
推
論
は
よ
り
確
実
と
な
る
べ
き
関
係
に
立
つ
で
あ
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ろ
5
、
上
述
し
た
ご
と
く
西
の
「
勅
諭
稿
」
は
野
鶴
十
三
年
の
も
の
で
あ
り
、

公
霧
本
「
軍
人
勅
諭
」
の
笑
質
は
明
治
十
四
年
に
出
来
上
っ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
、
西
に
つ
い
て
上
の
残
さ
れ
た
問
題
点
を
鰐
か
に
す
る
に
は
、
彼
に
関
す
る

明
治
十
四
年
後
半
頃
の
思
想
を
窺
5
に
足
る
も
の
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

．
」
こ
に
お
い
て
康
さ
に
西
の
諏
蟻
掛
」
は
そ
の
時
宜
に
適
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
三
、
西
周
の
窯
呉
羅
案

1
、
起
草
の
由
来
と
そ
の
成
立
時
期

　
倦
て
初
め
に
少
し
く
触
れ
て
お
い
た
よ
・
つ
に
、
西
の
「
草
案
し
は
す
で
に
尾

佐
竹
博
士
に
よ
ウ
て
そ
の
存
在
が
明
か
に
さ
れ
、
「
そ
れ
が
軍
部
の
中
心
た
る

自
県
膚
朋
の
命
を
受
け
て
憲
法
草
案
を
作
っ
た
の
だ
か
ら
、
こ
れ
は
軍
部
案
と

雪
っ
て
宜
し
い
」
と
言
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
　
（
同
博
士
「
日
本
憲
政
史
の
研

究
」
ニ
ニ
三
頁
）

　
ま
た
傘
立
国
会
図
書
館
編
集
「
憲
法
資
料
展
示
会
目
録
」
（
昭
和
二
六
・
三

発
行
、
　
一
　
」
恥
ハ
一
嘗
）
　
は
、
　
「
西
諺
蹴
恕
法
私
案
」
な
ワ
Q
項
の
下
一
に
、
　
「
西
周
が
由
円

県
有
朋
の
命
令
で
明
治
十
顯
年
十
月
初
旬
か
ら
十
二
月
下
旬
に
わ
た
っ
て
起
草

し
、
岩
倉
具
視
の
閲
に
入
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
後
、
西
は
十
入
年
蜜
で
修

正
を
加
え
た
。
冒
頭
に
井
上
毅
の
撹
評
が
あ
る
。
」
と
解
説
し
て
い
る
。
　
起
草

の
由
莱
並
に
そ
の
成
立
時
期
に
関
し
て
筆
者
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
身
辺
の
周

麟
の
資
料
か
ら
は
、
こ
れ
以
上
に
附
加
し
、
ま
た
そ
の
経
緯
を
詳
細
に
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
唯
、
後
者
の
「
展
示
会
目
録
」
の
解
説
は
、
岩
倉
の
閲
に
入

れ
た
時
期
、
井
上
が
鋤
評
を
加
え
た
時
期
を
閥
確
に
示
し
て
い
な
い
風
で
あ
る

が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
こ
輝
以
下
の
ご
と
く
考
え
て
お
こ
5
。
す
な
わ
ち
、
当

時
明
治
十
四
年
越
六
月
末
頃
か
ら
居
睡
と
伊
藤
、
そ
れ
に
弁
上
を
加
え
て
内
々

憲
法
制
定
に
関
す
る
具
鉢
的
方
策
の
協
議
が
開
始
さ
れ
」
（
大
久
保
利
謙
教
授

「
明
治
十
㎞
閂
年
政
変
と
井
上
毅
」
關
四
国
百
年
詑
ム
芯
明
治
文
ル
和
史
蝋
講
集
山
一
字
四
百
ハ
）

て
お
り
、
井
上
は
周
知
の
ご
と
く
憲
法
制
定
の
基
本
方
針
を
勇
め
た
「
大
綱
領
」
、

「
綱
領
」
並
に
「
意
見
」
第
一
、
第
二
、
第
三
な
ど
を
起
草
し
て
六
月
岩
倉
へ

提
出
　
し
、
ま
た
周
年
七
月
二
臓
付
の
憲
法
制
定
に
関
し
伊
藤
博
文
宛
そ
の
奮
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
　
　
も
　
　
わ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
む
　
　
も
　
　
カ
　
　
も
　
　
り
　
　
つ

を
促
し
た
書
覇
の
「
再
論
」
に
は
先
日
…
蕨
右
府
の
求
需
に
応
じ
持
候
欽
定
憲
法

考
奉
供
貴
覧
候
」
と
あ
っ
て
、
岩
倉
と
井
上
と
の
密
接
な
交
渉
が
続
け
ら
れ
て

い
た
。
（
前
掲
論
丈
六
二
六
頁
）
　
そ
し
て
井
上
が
憲
法
起
草
上
の
実
質
上
の
主

役
者
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
十
四
年
十
二
月
下
旬
に
西
の
手
よ
り
山
県
へ

提
出
さ
れ
、
山
　
県
か
ら
岩
倉
の
閲
に
入
れ
た
も
の
を
、
岩
倉
が
井
上
を
し
て
批

評
せ
し
め
、
井
上
は
自
己
の
疑
点
を
書
き
つ
ら
ね
て
、
十
二
月
二
十
九
臼
山
　
県

に
返
し
た
も
の
で
あ
る
と
推
定
す
る
。
尤
竜
こ
の
聞
の
無
精
に
つ
い
て
は
さ
ら

に
資
料
の
調
査
研
究
を
侯
っ
て
再
考
し
た
い
が
、
今
、
本
論
展
開
の
上
に
支
障

を
来
す
も
の
で
は
な
い
。

　
と
も
あ
れ
、
こ
の
「
草
築
」
は
、
吾
々
の
必
要
と
す
る
明
治
十
四
年
（
末
期
）

に
お
け
る
西
の
思
想
を
窺
い
5
る
も
の
と
し
て
重
要
な
る
意
義
を
彊
ワ
て
い
る
。

2
、
軍
隊
及
び
軍
人
勅
諭
と
の
關
連
上
機
臼
す
べ
き
内
容
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a
、
軍
人
と
政
治
（
議
会
）
と
の
出
頭

　
先
ず
、
西
の
「
草
案
」
に
お
い
て
、
軍
隊
及
び
「
軍
人
勅
論
」
と
の
腿
連
上

淀
略
す
べ
き
内
容
を
も
つ
も
の
と
し
て
箪
人
と
政
治
（
議
会
）
に
關
す
る
条
項

が
存
す
る
。
　
「
草
案
」
の
第
三
篇
は
全
て
国
会
を
規
定
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

そ
の
第
圖
章
「
国
会
ノ
組
織
」
に
お
い
て
国
会
は
元
老
院
と
代
議
院
の
＝
院
を

も
っ
て
威
る
も
の
と
し
、
そ
の
う
ち
、
元
老
院
の
勅
選
議
員
と
し
て
選
任
せ
ら

れ
る
資
格
を
、
「
第
一
皇
族
・
第
二
蕪
族
・
第
三
奏
任
以
上
ノ
山
砂
・
第
閥
曾

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
わ
　
も
　
カ
　
め
り
も
　
も
　
り
　
し
　
も
　
ヘ

テ
奏
任
以
上
ノ
官
二
任
シ
タ
リ
シ
者
・
第
五
陸
海
軍
武
官
少
佐
以
上
・
第
六
学

士
若
ク
ハ
按
術
者
在
野
無
位
モ
可
ナ
リ
ト
ス
其
員
モ
亦
定
限
無
シ
一
二
．
上
慧
二

依
ル
但
歳
四
十
歳
以
上
タ
ル
ヘ
シ
」
と
し
、
そ
の
申
に
「
陸
海
軍
武
官
少
佐
以

上
」
を
挙
げ
た
こ
と
が
ま
ず
注
昌
さ
れ
る
。
さ
ら
に
同
篇
第
四
章
「
圏
会
通

磁
脚
」
に
一
．
お
い
げ
し
、
「
常
備
…
雌
學
ノ
ヰ
餓
宮
ハ
麗
ノ
黙
脳
邑
凪
タ
ル
醐
圓
ハ
二
六
総
幅
分
点
於
リ
ア

非
職
慣
タ
リ
厳
ハ
列
ヲ
表
レ
ハ
眉
二
復
ス
」
と
規
定
し
、
　
誠
昌
訟
仕
任
中
心
踏
規
臨
急
細
目

の
職
か
ら
離
れ
る
べ
き
条
件
を
附
与
し
つ
つ
も
、
議
員
の
列
を
去
れ
ば
旧
に
復

す
と
し
て
、
い
わ
ば
紐
つ
き
の
か
た
ち
で
現
役
軍
入
が
両
院
の
議
員
と
な
る
こ

と
を
認
め
て
撮
る
の
で
あ
る
。

　
b
、
国
家
治
安
の
維
持
と
軍
隊
と
の
聡
係

　
「
草
案
」
は
治
安
の
維
持
に
關
し
て
、
第
一
篇
「
国
土
井
人
民
」
勢
三
章

「
摩
民
ノ
権
利
升
三
四
」
中
に
、
一
、
凡
ソ
鼠
戻
ハ
結
社
三
二
集
会
ヲ
ナ
ス
ノ
権

為
り
ト
弱
蹴
財
ス
侭
静
「
認
ヲ
懇
μ
ス
ル
鐵
㌘
玉
執
器
ヲ
携
へ
輩
欄
ク
ハ
血
書
三
会
ス
ル
ハ

之
ヲ
禦
ス
猶
瞬
機
二
感
ス
ル
処
鷺
ヲ
詳
カ
ニ
ス
ル
為
二
法
律
ヲ
以
テ
之
ヲ
規
定

限
制
ス
」
と
規
定
し
、
の
ち
附
箋
し
て
そ
の
条
項
の
次
に
以
下
の
箇
条
を
附
謁

し
て
い
る
。
　
す
な
わ
ち
、
「
罠
間
暴
動
ノ
起
り
タ
ル
ニ
際
シ
未
其
襲
繋
ヲ
受
ケ

　
　
　
　
　
　
　
サ
サ

サ
ル
間
ハ
国
旗
ヲ
夕
虹
ヶ
天
漢
…
及
法
律
ノ
名
藩
職
ヲ
以
テ
三
度
耀
…
散
ヲ
説
孤
醐
シ
タ
ル

後
二
非
レ
ハ
兵
カ
ヲ
用
フ
ル
ヲ
得
ス
」
と
し
た
。
こ
こ
に
圏
内
治
安
維
持
の
た

め
の
兵
力
優
用
に
幸
し
て
、
そ
の
制
限
を
特
に
憲
法
上
に
明
確
化
し
た
こ
と
が

注
意
せ
ら
れ
る
。

　
c
、
天
皇
及
び
そ
の
地
位
に
凝
し
て

　
「
草
案
」
は
、
笙
こ
篇
「
帯
暖
し
餓
工
章
「
大
統
」
の
5
ち
に
お
い
て
、
「
大

統
ノ
継
承
ハ
既
憲
法
二
準
シ
合
轟
ナ
リ
ト
錐
ヘ
ト
モ
必
国
会
ノ
竜
戴
ヲ
受
ク
」
、

或
は
第
三
篇
「
国
会
」
第
五
章
「
立
法
権
」
の
5
ち
に
、
「
立
法
権
ハ
天
皇
国

会
ト
合
同
シ
テ
之
ヲ
行
フ
」
な
ど
と
規
定
し
、
天
嘉
お
よ
び
そ
の
地
位
に
關
し

　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
し

て
国
会
の
権
限
を
論
題
の
程
度
に
お
い
て
認
め
、
挙
止
五
章
「
司
法
権
」
箪
二

章
「
大
審
院
井
二
諸
裁
判
所
」
の
う
ち
に
お
い
て
、
「
天
皇
若
ク
ハ
纂
族
ヲ
被

告
ト
ス
ル
訴
訟
ハ
大
審
院
二
出
願
ス
」
と
し
、
天
皇
を
も
被
青
と
し
て
訴
訟
の

薄
象
と
な
し
う
る
こ
と
を
親
定
し
て
い
る
。
か
く
の
ご
と
く
「
草
案
」
は
他
方

に
お
い
て
天
皇
の
大
権
事
項
を
多
く
規
定
し
な
が
ら
も
、
天
皇
及
び
そ
の
地
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

に
閾
附
す
る
超
越
的
な
絶
薄
神
聖
性
を
完
全
に
獺
法
上
に
条
文
化
し
、
そ
の
二
上

性
を
全
三
三
に
三
二
し
得
て
い
な
い
こ
と
が
注
意
を
惹
く
の
で
あ
る
。

3
、
井
上
毅
の
論
評
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然
ら
ば
以
上
の
諸
点
に
つ
い
て
の
井
上
の
枇
評
は
嫡
何
。
さ
て
そ
れ
に
立
入

る
繭
に
一
言
触
れ
て
お
く
べ
き
は
彼
の
嶽
法
「
私
案
し
に
撫
し
て
で
あ
る
。
井

上
が
癌
法
古
製
志
望
の
実
質
的
な
主
役
者
で
あ
る
こ
と
は
繰
返
し
書
5
ま
で
竜

な
い
が
、
彼
自
身
に
お
け
る
憲
法
思
想
屯
ま
た
、
多
く
の
草
案
を
経
て
最
後
に

「
御
運
薄
型
」
の
成
立
に
至
る
ま
で
の
聞
に
は
、
微
細
に
見
れ
ば
聚
展
変
化
を

遂
げ
た
毛
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
彼
の
憲
法
思
想
上
の
小
起
伏
の
上
で
こ
の

「
私
案
」
に
い
か
な
る
評
価
を
下
す
べ
き
か
は
他
臼
に
譲
る
と
し
て
も
、
こ
の

「
私
案
」
が
何
酵
頃
に
お
け
る
彼
の
憲
法
思
想
を
窺
5
に
足
る
も
の
で
あ
る
か

は
今
の
場
合
明
確
に
し
て
お
か
な
け
れ
ば
徽
ら
な
い
の
で
あ
る
。
井
上
の
「
言

葉
」
の
成
立
時
期
に
麗
し
て
は
既
に
稲
田
正
次
氏
の
「
明
治
十
五
伊
藤
参
議
憲

法
下
調
の
た
め
呂
発
（
一
工
月
一
筆
者
註
）
後
間
も
な
く
、
井
上
子
は
、
私
案
を
作

成
し
て
滞
欧
中
の
公
に
送
っ
た
ら
し
い
」
（
影
堂
「
憲
法
御
書
発
案
の
成
立
過

程
の
」
、
圃
家
学
会
雑
誌
第
五
二
巻
第
八
号
七
一
頁
）
と
す
る
説
と
、
尾
佐
竹
博

士
の
「
井
上
毅
の
懸
軍
私
案
な
る
も
の
が
有
栖
川
家
に
存
在
し
、
そ
れ
が
明
治

十
四
年
の
作
製
に
か
か
る
も
の
で
あ
る
」
と
す
る
説
（
同
博
士
「
正
本
憲
政
史

の
研
究
」
二
九
一
了
五
頁
「
附
記
」
参
照
）
と
が
あ
る
。
そ
し
て
現
在
「
憲
法

資
料
展
示
会
目
録
」
は
十
五
年
説
を
採
っ
て
い
る
。
（
同
書
一
一
七
頁
）
　
二
士

が
そ
の
論
証
に
年
月
日
を
記
載
さ
れ
ず
に
引
用
さ
れ
た
髪
上
毅
よ
り
僻
藤
博
文

冤
の
磐
翰
は
、
先
に
記
し
た
「
再
転
先
日
議
右
府
の
求
需
に
応
じ
捲
候
欽
宛
憲

怯
考
証
供
貴
覧
候
」
と
あ
る
明
治
十
四
年
七
月
二
日
付
書
翰
と
実
は
岡
一
で
あ

る
。
そ
の
文
中
に
「
窃
に
明
公
の
秘
め
に
謀
る
に
第
一
、
　
獺
法
取
調
の
大
腸

を
自
ら
御
負
髪
膚
之
度
尤
三
大
鷺
申
主
任
の
人
鞍
骨
之
鰍
第
コ
、
第
一
の
方
法

若
し
非
な
り
と
な
ら
ば
退
い
て
密
か
に
一
部
の
私
擬
獄
法
を
草
創
し
御
上
奏
有

之
度
候
此
二
件
の
内
必
ず
其
一
に
撮
で
ら
れ
候
菓
一
歩
も
譲
る
べ
か
ら
ざ
る
も

の
と
譲
工
仔
候
若
し
明
公
に
於
て
今
臼
趨
題
逡
巡
せ
ら
潜
大
業
転
手
他
人
の
掌
中

に
落
ち
候
様
の
事
膚
之
候
は
ば
小
生
輩
突
に
頼
む
所
な
し
」
蛍
々
と
あ
る
を
も

っ
て
、
そ
れ
は
「
大
隈
が
憲
法
意
見
書
を
上
呈
し
、
そ
の
後
下
野
す
る
や
、
井

上
が
、
こ
れ
と
反
対
に
伊
藤
に
私
擬
憲
法
起
草
を
勧
め
た
の
で
あ
る
か
ら
、
伊

藤
弁
上
側
に
そ
の
案
を
作
る
べ
き
意
図
ゆ
、
い
充
分
在
っ
た
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

況
ん
や
蟻
溝
、
大
隈
が
交
謁
社
案
の
私
擬
憲
法
案
を
上
奏
し
た
と
誤
伝
せ
ら
れ

た
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
ち
ら
も
ま
た
私
擬
憲
法
案
と
い
ふ
と
こ
ろ
で
あ
る
。
…

…
（
繭
玉
）
…
…
（
井
上
の
憲
法
私
案
が
i
筆
者
挿
入
i
－
）
傍
藤
家
と
膚
栖
川
家

に
在
る
以
上
は
、
伊
藤
を
通
じ
て
看
栖
川
宮
に
上
呈
し
た
も
の
と
毘
な
く
て
は

な
ら
ぬ
。
井
上
の
当
時
の
地
位
と
し
て
は
直
接
宮
家
に
上
呈
の
嵐
来
る
筈
は
な

い
。
」
と
想
定
せ
ら
れ
た
。
　
こ
の
想
定
峠
、
い
、
明
治
十
四
年
政
変
に
先
立
つ
致
情

と
「
私
案
」
の
存
在
し
た
場
所
等
よ
り
推
察
を
試
み
ら
れ
た
も
の
で
、
他
方
に

「
私
案
」
の
十
五
年
説
が
あ
る
け
れ
ど
も
、
決
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
簡
単
に
否

定
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
而
し
て
、
稲
田
氏
が
導
管
十
五
年
説
の
証
左

と
し
て
、
「
＋
五
年
春
傍
藤
公
欧
洲
へ
出
発
後
間
も
な
く
書
か
れ
た
と
思
わ
れ

る
伊
藤
公
宛
井
上
毅
子
書
翰
（
日
付
不
明
穣
藤
家
文
書
冒
頭
に
「
御
懸
盤
後
ハ
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糎
ノ
風
鷲
別
一
歩
ヨ
リ
准
｛
ム
一
勢
一
＝
ア
已
二
…
塊
今
・
少
年
贈
輩
ノ
脳
裡
門
島
英
国
政
体
ノ

主
義
浸
漸
団
結
不
可
解
ノ
麿
様
有
之
」
云
々
と
あ
る
）
の
一
節
」
を
そ
の
註
に

引
偏
し
、
「
憲
法
日
大
中
等
御
地
ニ
テ
御
起
草
膚
之
候
方
漏
洩
ヲ
防
ク
為
尤
妙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
む
　
　
む
　
　
ロ
　
　
む
　
　
り
　
　
り

奉
存
競
漕
テ
小
生
嘗
テ
試
草
仕
丁
冊
子
御
参
考
ノ
為
奉
差
出
．
誤
還
御
一
覧
後
直

二
御
火
中
憂
欝
下
奉
論
客
」
と
あ
る
は
、
弁
上
子
「
私
案
」
の
事
を
歎
っ
て
い

る
認
勤
の
と
椎
㌍
定
さ
れ
た
（
同
辱
氏
前
掲
論
丈
、
訳
補
學
会
雑
誌
第
五
二
巻
第
八
号

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
　
　
も

七
三
頁
）
。
　
そ
れ
に
は
異
論
は
な
い
が
、
文
中
に
は
「
嘗
テ
露
草
黙
読
」
歎
々

　
　
　
　
　
セ
　
　
ら
　
　
や
　
　
も
　
　
も
　
　
カ
　
　
や

と
あ
2
」
、
そ
の
試
草
蒔
期
が
明
治
＋
五
年
で
あ
る
と
い
5
確
証
た
り
う
る
性

質
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
文
章
全
体
の
感
じ
か
ら
言
っ
て
、
十
五
年
春
獅
藤

滲
出
撃
発
後
聞
も
な
く
「
私
案
」
が
習
か
れ
た
こ
と
を
示
す
よ
り
は
、
む
し
ろ

既
．
に
以
前
に
轡
か
れ
て
あ
っ
た
と
解
読
せ
し
め
る
も
の
が
あ
る
。
従
っ
て
筆
者

は
、
稲
田
・
尾
佐
竹
両
説
を
遺
せ
考
え
、
更
に
井
上
が
十
四
年
六
月
よ
リ
ロ
エ

ス
レ
ル
と
の
聞
に
、
質
問
。
答
議
（
明
治
文
化
全
集
雑
史
篇
孤
雲
）
を
彌
忘
し

て
い
る
こ
と
、
及
び
「
私
案
」
の
蟹
頭
に
は
「
天
ノ
明
豊
ヲ
受
ヶ
万
世
一
系
ノ

帝
位
ツ
｛
践
ミ
…
明
嫉
循
†
年
　
月
　
日
ヲ
以
テ
憲
法
ヲ
裁
宛
シ
立
国
ノ
・
犬
血
ハ
ト
シ
並

一
購
怠
法
ノ
限
…
闘
内
二
於
テ
燦
聾
利
ヲ
開
賜
予
ス
ル
コ
ト
左
ノ
加
川
シ
し
（
血
書
類
纂
雑

鑓
典
三
、
　
二
山
ハ
ふ
ル
頁
以
下
、
　
尾
佐
傍
櫨
阿
士
　
「
口
本
’
憲
政
史
」
　
二
一
四
｝
貝
配
以
下
、

鈴
木
安
蔵
氏
「
憲
法
制
定
と
ロ
ェ
ス
レ
ル
」
二
八
五
頁
以
下
に
「
私
案
」
の
全

丈
が
収
め
ら
れ
て
あ
る
）
　
と
φ
め
つ
て
、
富
川
回
年
山
ハ
月
士
△
七
月
始
に
r
既
に
成
っ
て

い
た
「
鉱
畦
憲
法
考
」
（
鼎
欝
の
憲
法
制
新
霊
児
書
に
附
さ
れ
た
も
の
、
鼎
倉

公
実
詑
二
冊
本
下
巻
一
、
七
七
七
頁
以
下
）
と
も
梅
応
じ
、
井
上
が
交
感
社
案

に
嘉
し
て
自
ら
プ
ロ
シ
ャ
風
憲
法
欄
定
の
積
極
的
推
進
者
と
し
て
、
錦
繍
に
力

強
く
働
き
か
け
た
経
緯
（
前
掲
七
月
二
H
付
及
び
七
月
十
二
揖
付
井
上
毅
伊
藤

公
宛
書
翰
…
後
者
は
稲
田
氏
前
掲
論
丈
に
紹
介
…
参
照
）
、
岩
倉
と
の
密
擾
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
　
　
　
め
　
　
　
や
　
　
　
セ
　
　
　
む
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
セ
　
　
　
カ
　
　
　
も

結
付
き
か
ら
し
て
、
弁
論
に
し
て
十
五
年
に
入
っ
て
は
じ
め
て
「
私
案
」
を
起

篁
・
・
作
成
し
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
か
く
し
て
「
私
案
」
は
、
明
治
十
四
年
六
月
頃
よ
り
翌
十
五
年
三
月
頃
に
亙

る
間
に
作
成
せ
ら
れ
た
も
の
な
る
こ
と
は
確
実
で
あ
る
が
、
筆
者
は
む
し
ろ
十

四
年
六
、
七
月
に
成
っ
て
い
た
と
想
定
す
る
。
以
上
を
考
慮
し
た
上
で
、
大
凡

明
漁
†
四
年
後
半
期
に
お
け
る
井
上
の
憲
法
愚
想
を
窺
い
う
る
も
の
と
し
て
差

支
え
な
く
、
従
っ
て
西
の
「
草
案
」
と
も
略
、
、
醐
時
期
で
あ
っ
て
対
比
さ
る
べ

き
資
料
と
し
て
、
ま
さ
に
適
当
な
も
の
と
言
い
》
つ
る
。

　
従
っ
て
本
稿
に
お
い
て
問
題
と
し
て
い
る
時
期
に
お
け
る
井
上
の
立
場
・
思

想
を
見
5
る
こ
の
「
私
案
」
は
、
　
「
兀
々
の
条
項
よ
り
章
節
の
黒
革
に
至
る
蜜

で
煽
プ
ロ
イ
セ
ン
急
撃
に
相
当
類
蔑
し
て
居
り
、
従
っ
て
な
ほ
可
成
り
民
主
的

な
点
も
あ
る
。
又
こ
の
案
の
起
草
に
蟻
っ
て
は
、
一
7
6
老
院
案
の
際
は
全
く
無
視

さ
れ
て
る
た
君
主
々
義
的
色
彩
の
強
い
十
九
世
紀
第
一
四
灘
期
頃
制
定
の
バ
イ

エ
ル
ン
、
ウ
ユ
ル
テ
ム
ベ
ル
ヒ
筆
ド
イ
ツ
各
邦
の
旧
憲
法
が
参
酌
さ
れ
は
じ
め

て
み
る
点
も
、
濫
意
に
値
す
る
」
（
稲
田
氏
前
掲
論
交
、
國
家
学
会
雑
誌
第
五

二
巻
八
号
七
一
頁
）
と
い
わ
れ
、
ま
た
各
条
．
猟
に
は
独
虞
の
も
の
も
存
し
、
「
天
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ヤ
　
　
　
セ
　
　
　
わ
　
　
　
も
　
　
　
ね
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
む
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
も
　
　
　
ね

婁
の
至
至
的
瀧
位
の
条
文
化
の
努
力
は
、
階
上
案
を
し
て
プ
ロ
シ
ャ
懸
怯
と
溺

個
な
鱈
権
主
義
的
草
案
た
ら
し
め
た
」
と
承
評
価
さ
れ
て
い
る
（
詳
細
は
鈴
木

安
繭
馬
「
憲
法
制
定
と
・
鳳
ス
レ
ル
」
三
〇
三
頁
）
。
こ
う
し
た
立
場
に
立
つ
た

井
上
憶
、
西
の
コ
早
急
」
を
臼
し
て
「
西
氏
之
草
｛
築
ハ
他
之
私
擬
案
之
三
軸
ア

ラ
ス
十
分
用
｛
慧
ノ
著
撰
ト
一
箪
｛
二
手
ハ
」
と
’
な
し
つ
つ
・
も
、
払
削
粘
蓮
の
而
四
の
「
瞥
｝
案
」

巾
の
諸
点
に
遷
し
、
ま
ず
第
一
に
天
皇
の
絶
醤
神
斗
星
乃
簗
箆
上
機
地
位
に
回

し
て
、
そ
の
規
定
の
不
十
分
さ
或
は
不
適
当
な
る
こ
と
を
指
摘
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

「
一
、
大
統
之
懸
脳
暴
馬
国
会
之
認
戴
ヲ
解
入
ク
貴
酬
削

　
一
、
立
法
権
ハ
天
皇
賜
会
ト
合
同
シ
テ
之
ヲ
行
フ
是
亦
独
乙
ノ
主
権
論
二
合

　
　
　
ハ
ズ

　
一
、
天
皇
ヲ
被
告
ト
ス
ル
訴
訟
毒
筆
」

と
し
た
。
「
私
案
」
帖
弟
十
八
条
が
、
「
天
白
遡
ハ
大
政
ヲ
総
…
撹
シ
襯
川
シ
テ
此
聖
禅
法
馬

循
由
シ
テ
之
ヲ
施
行
ス
」
と
し
、
誤
認
二
十
二
条
に
、
「
日
本
国
ハ
万
世
一
系

ノ
塁
統
ヲ
以
テ
之
ヲ
治
ム
皇
統
ノ
継
嗣
ハ
皇
豊
艶
段
ノ
典
章
ヲ
以
テ
之
レ
ヲ
髭

訟
ヘ
シ
」
と
あ
り
、
象
た
立
法
権
に
退
し
、
同
三
十
八
条
「
天
皇
ハ
両
議
院
ノ

癩
…
製
ヲ
倶
四
テ
立
法
ノ
事
ヲ
一
戸
フ
　
両
一
義
員
ノ
可
決
ト
天
臨
詑
ノ
批
准
下
ヲ
播
麓
サ
ル
者
ハ

函
法
ヲ
為
サ
ス
」
、
　
審
尋
…
二
十
九
条
「
法
｛
榮
ノ
発
ス
ル
モ
ノ
ハ
天
白
盟
ノ
大
権
二

由
ル
」
等
の
君
権
主
義
的
条
項
を
見
れ
ば
、
以
上
の
批
判
は
蓋
し
当
然
で
あ
ろ

う
。

　
次
に
第
二
の
罵
内
治
安
と
兵
力
使
古
の
聞
題
に
つ
い
て
は
、
「
凶
徒
暴
動
之

時
二
國
旗
ヲ
整
ヶ
三
度
説
諭
ヲ
行
フ
条
ハ
仏
国
二
次
倣
シ
タ
ル
法
ナ
レ
リ
モ
実

用
ナ
シ
」
と
批
評
し
、
「
私
案
」
に
は
そ
の
第
頁
条
に
、
「
月
下
又
ハ
内
乱
二
当

リ
テ
ハ
其
ノ
地
方
二
限
り
既
ノ
懸
法
ノ
第
．
条
ヲ
緯
止
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
其

ノ
鵬
目
ハ
別
段
ノ
法
ヲ
以
テ
之
レ
ヲ
定
ム
ヘ
シ
」
と
し
て
い
る
。
　
「
私
案
」
に

言
う
「
別
段
ノ
法
」
と
は
恐
ら
く
翌
十
五
年
八
月
五
日
綱
｛
だ
等
身
を
見
た
「
戒

厳
ム
淵
」
　
（
太
政
官
肖
布
出
口
蹴
り
三
山
ハ
号
、
　
法
ム
下
ム
研
学
目
所
収
）
　
に
日
パ
体
ル
糧
せ
掛
り
れ
た
」
も

の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
芥
土
の
意
図
し
た
と
こ
ろ
は
、
「
戒
厳
令
」
の
制
定
及

び
こ
れ
が
発
動
に
よ
っ
て
無
法
を
一
部
停
止
し
、
か
の
岩
倉
の
田
野
と
し
て
よ
く

引
用
せ
ら
れ
る
「
陛
下
の
愛
費
し
て
股
肱
と
し
給
ふ
陸
海
軍
及
び
警
視
の
勢
威

を
左
右
に
提
げ
、
凛
然
と
し
て
下
に
臨
み
、
昆
心
を
し
て
戦
藻
す
る
所
あ
ら
し

む
べ
し
。
」
と
す
る
と
こ
ろ
に
存
し
た
も
の
と
考
え
て
大
過
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
第
三
に
軍
人
と
政
治
（
議
会
）
と
の
關
係
に
汗
す
る
「
草
案
」
の
規

定
に
対
し
て
、
前
述
の
井
上
起
草
「
七
参
議
意
見
書
し
に
は
、
「
軍
人
た
る
者

…
…
党
を
結
び
政
を
議
す
る
の
権
あ
る
こ
と
な
し
」
と
す
る
立
場
か
ら
、
当
然
、

軍
人
の
政
治
關
与
を
批
判
し
、
む
し
ろ
こ
れ
を
否
定
す
べ
き
筋
合
で
あ
る
。
然

る
に
井
上
は
之
に
属
し
、
何
等
の
批
評
も
蒲
え
て
い
な
い
。
尤
竜
井
上
は
自
ら

山
県
宛
に
「
兎
々
一
過
」
の
聞
に
批
評
し
た
ま
で
で
唯
「
参
考
之
一
端
」
た
る

べ
き
を
言
っ
て
い
る
が
、
彼
が
そ
の
点
に
否
鑓
的
批
判
を
下
さ
な
か
っ
た
の
に

は
絹
当
の
理
由
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
「
私
案
」
第
七
十
六
条
を
見
る
と
、
「
議
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員
ヘ
ハ
山
非
職
・
武
嘗
ヲ
除
ク
外
国
山
群
叉
田
地
ぬ
力
税
ノ
隠
絵
ア
ル
行
政
宥
一
戸
ト
相
兼
ヌ

ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
ど
あ
り
、
非
．
職
武
官
が
議
員
（
単
に
議
員
と
あ
る
か
ら
も
と

よ
り
両
院
の
議
員
を
指
す
）
と
し
て
国
会
に
参
撫
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の

で
あ
る
。
従
っ
て
西
の
「
草
案
」
が
、
常
備
軍
の
武
官
が
議
員
た
る
の
闇
は
非

職
た
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
井
上
も
ま
た
こ
れ
に
異
議
を

嬢
む
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
こ
こ

に
は
か
か
る
落
人
の
政
治
關
与
の
許
容
が
濁
者
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
或
は
そ
れ
が
、
井
上
白
身
に
お
い
て
、
そ
の
「
七
参
議
細
見
書
」
巾
の
軍

慮
の
政
治
關
与
禁
止
と
矛
訂
す
る
と
考
え
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、

な
お
問
題
が
残
る
訳
で
あ
る
。
以
下
こ
の
問
題
に
配
す
る
理
解
を
巾
心
と
し
、

如
上
の
他
の
こ
点
に
お
け
る
両
者
の
差
異
を
遍
じ
て
、
本
稿
課
題
に
淫
す
る
一

解
釈
を
試
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
四
、
問
題
点
の
一
解
釈

　
井
上
の
「
私
案
」
は
以
上
の
よ
・
り
に
、
第
七
十
六
粂
に
非
職
武
宮
の
政
治
關

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
や
　
　
も
　
　
セ
　
　
ち
　
　
ぬ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も

与
を
許
容
し
つ
つ
も
、
鋼
に
そ
の
第
十
五
条
に
、
「
凡
ソ
軍
隊
ハ
服
役
ノ
内
外

カ
　
　
い
　
　
も
　
　
も

ヲ
臨
調
セ
ス
雷
閉
A
7
ヲ
瞼
一
ク
外
豊
山
シ
テ
事
ヲ
一
議
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
肱
皿
二
政
事
ヲ
灘
…

論
シ
及
建
白
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ス
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
後
者
の
第
十
五
条

の
規
定
は
、
兵
力
集
団
た
る
軍
隊
が
「
団
衆
シ
テ
」
政
治
勢
力
と
な
る
こ
と
を

防
止
せ
ん
と
す
る
、
　
〃
軍
隊
の
非
情
治
化
乃
至
申
立
化
”
を
嶽
法
上
に
明
文
化

せ
ん
と
し
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
讐
て
藤
田
嗣
雄
縛
士
ほ
そ
の
著
「
明
浩
憲

怯
論
」
に
「
軍
隊
の
非
政
治
化
及
び
中
立
化
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
軍
人
の
そ
れ
等

と
は
別
箇
に
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
　
箪
隊
の
非
政
治
化
及
び
中
立

化
は
「
統
紳
権
の
強
化
に
よ
っ
て
絶
対
捌
潤
を
樹
立
せ
ん
と
す
る
企
図
」
で
あ
る

に
対
し
、
電
量
昏
人
の
政
治
「
干
与
の
禁
止
は
箪
紀
の
維
持
を
企
図
す
る
も
の

で
あ
る
」
と
記
さ
れ
た
こ
と
を
態
嘉
す
る
（
同
書
、
六
八
頁
参
照
）
。
「
私
案
」

が
第
十
五
条
・
第
七
十
六
条
を
何
ら
矛
盾
を
感
ぜ
ず
掲
げ
て
い
る
こ
と
は
、
井

上
に
お
い
て
〃
軍
隊
の
非
政
治
化
”
即
ち
〃
軍
入
の
政
溶
閥
与
の
禁
止
”
を
意

通
す
る
も
の
で
な
か
っ
た
こ
と
を
派
す
る
の
で
あ
り
、
第
七
十
六
条
に
お
い
て

〃
天
人
の
政
治
闘
与
の
禁
止
”
が
「
葬
職
」
た
る
を
要
件
と
し
て
嶽
法
上
に
貫

徹
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
ほ
、
彼
に
お
け
る
〃
箪
入
の
政
治
閥
与
の
禁
止
”
に
対
・

す
る
關
心
が
、
“
軍
隊
の
非
政
治
化
”
の
閣
心
よ
り
議
か
に
微
弱
な
こ
と
を
示

す
も
の
で
あ
っ
て
、
専
ら
〃
軍
隊
の
非
政
治
化
”
を
目
回
し
た
も
の
で
あ
る
と

言
え
る
。
井
上
に
あ
っ
て
は
第
十
五
条
の
存
す
る
限
り
、
軍
紀
の
維
持
に
支
障

な
い
限
り
に
お
い
て
軍
人
の
政
治
（
議
会
）
關
与
は
許
容
し
て
危
険
な
く
、
む

し
ろ
却
っ
て
軍
隊
の
維
鋳
・
発
展
を
確
保
す
る
上
で
の
麿
効
な
る
条
件
で
あ
る

と
さ
え
考
え
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
（
因
み
に
、
「
私
案
」
に
は
未
だ
後
に
問

題
と
さ
れ
た
軍
隊
の
編
欄
大
飾
に
關
す
る
明
文
は
な
い
。
）
　
ま
た
「
七
参
議
意

見
書
」
に
お
け
る
「
畢
人
た
る
者
…
…
党
を
結
び
政
を
議
す
る
権
あ
る
こ
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
も

し
」
と
は
、
そ
こ
に
7
軍
入
し
と
は
あ
る
も
の
の
、
実
は
〃
蟹
・
人
昏
膚
の
政
治

闘
与
の
禁
止
”
を
窮
極
の
欝
欝
と
し
た
愁
の
で
ほ
な
く
、
意
見
磐
が
強
調
し
て
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セ
　
も
　
シ

い
る
統
紳
権
独
立
に
鑑
み
れ
ば
、
そ
れ
は
専
ら
〃
軍
隊
の
非
政
治
化
”
乃
至
ほ

串
立
化
を
意
味
し
た
も
の
で
あ
る
。
か
く
の
こ
田
と
く
解
す
れ
ば
、
　
「
意
見
霞
」

と
鏡
七
十
六
条
と
は
何
ら
矛
盾
す
る
電
の
で
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
5
。

　
さ
て
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
西
が
「
草
案
」
に
お
い
て
非
職
武
官
の
政
治
（
議

会
）
畷
与
を
許
容
し
た
の
を
、
井
上
は
何
ら
批
評
・
否
楚
せ
ず
、
自
ら
も
第
七

十
六
条
に
て
酉
と
同
一
立
場
を
と
り
、
両
者
共
に
軍
紀
の
維
持
を
み
だ
さ
ぬ
限

　
　
　
　
　
も
　
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
も
　
　
わ
　
　
ヤ

度
に
お
い
て
軍
人
の
政
治
關
与
を
認
め
た
。
し
か
し
両
者
の
間
に
お
け
る
決
定

ヤ
　
　
リ
　
　
セ
　
　
や
　
　
む
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
　
　
ヤ

的
な
差
異
は
、
井
上
が
〃
軍
隊
の
非
政
治
化
”
を
明
文
化
し
た
第
十
五
条
を
そ

の
「
私
案
」
に
有
す
る
に
対
し
、
西
の
「
草
案
」
に
は
か
か
る
箇
条
を
有
し
な

い
こ
と
で
あ
っ
て
、
西
に
は
井
上
に
見
ら
れ
る
よ
5
な
「
統
帥
権
の
強
化
に
よ

っ
て
絶
対
制
を
樹
立
せ
ん
と
す
る
」
政
治
的
企
図
を
こ
の
「
草
案
」
の
段
階
に

お
い
て
亀
有
せ
ず
、
弁
上
的
立
場
へ
の
飛
躍
的
接
近
乃
至
は
同
調
は
こ
の
点
に

つ
い
て
認
め
ら
れ
な
い
。
（
尤
も
「
草
案
」
が
第
二
篇
「
帯
室
」
第
六
章
「
天

｛
髭
ノ
ぬ
人
権
」
に
て
「
天
皇
ハ
陸
恥
偲
軍
二
於
テ
最
上
宵
晶
剛
ノ
燦
鵬
ヲ
右
u
ス
」
と
掃
就
紬
一

権
の
独
立
を
規
定
し
て
い
る
が
、
西
に
お
け
る
統
勲
権
の
独
立
が
弁
上
の
ご
と

き
意
昧
か
ら
主
張
せ
ら
れ
た
の
で
は
な
く
、
彼
独
自
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ

い
て
は
「
兵
賦
論
」
を
引
爾
し
て
前
出
拙
稿
中
に
指
摘
し
て
お
い
た
。
）
　
而
し

て
井
上
が
葭
内
治
安
の
維
持
の
た
め
に
は
既
に
戒
厳
令
的
性
質
の
条
項
を
明
文

化
し
て
い
る
の
に
対
し
、
西
が
そ
の
た
め
の
兵
力
（
軍
隊
）
使
嗣
…
の
鋼
帯
を
明

丈
化
せ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
先
に
拙
稿
に
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
彼
が
軍

隊
存
立
の
露
盤
を
専
ら
「
其
閣
ノ
独
立
権
ヲ
黙
ヵ
ス
勉
蹴
」
に
対
す
る
対
外
酌

使
命
に
お
い
た
と
こ
る
か
ら
当
然
と
言
え
よ
5
。
ま
た
天
皇
の
地
位
に
關
し
て

も
諸
外
国
の
国
法
上
に
お
け
る
元
首
の
地
位
か
ら
撫
…
逸
せ
ん
と
し
た
と
こ
ろ
が

あ
り
、
井
上
の
天
皇
の
絶
苅
神
聖
・
至
上
主
義
の
立
場
か
ら
痛
烈
な
批
判
を
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
し
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
セ
　
　
し

け
た
こ
と
も
、
彼
の
天
皇
観
が
「
勅
論
稿
」
に
お
い
て
天
皇
を
「
国
法
上
に
於

も
　
　
わ

て
は
験
我
が
里
国
日
本
海
陸
軍
の
大
元
帥
と
し
て
総
軍
人
の
首
．
領
た
れ
ば
し
云

々
と
し
た
立
場
か
ら
多
く
臨
た
る
も
の
で
な
く
、
　
ま
し
て
公
布
本
「
軍
人
勅

諭
」
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
絶
対
君
主
と
し
て
の
天
皇
観
に
は
未
だ
か
な
り
の
距

離
を
沿
い
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
見
る
こ
と
が
で
ぎ
よ
う
。

　
と
も
あ
れ
以
上
の
諸
点
か
ら
、
西
は
十
三
年
「
勅
諭
幽
し
に
見
え
る
愚
想
的

立
場
か
ら
、
十
四
年
に
至
っ
て
飛
躍
し
、
井
上
に
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
、
軍
隊

の
性
格
乃
至
倫
理
を
専
ら
政
治
の
側
か
ら
規
定
せ
ん
と
す
る
思
想
的
立
場
に
身

を
移
し
た
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
む
し
ろ
「
軍
人
叢
論
」
の
最
後
晒
な
完
成
期
に

入
っ
て
毛
、
両
者
の
思
想
的
差
異
は
、
依
然
と
し
て
消
え
去
る
こ
と
が
な
か
っ

た
と
見
ら
れ
る
。
従
っ
て
本
稿
の
考
察
の
範
囲
に
お
い
て
、
ま
さ
に
井
上
毅
は

〃
飛
躍
”
の
推
進
者
た
る
資
絡
を
撹
5
と
推
論
し
て
よ
い
で
あ
ろ
5
。
そ
の
結

果
、
〃
軍
隊
の
非
政
治
化
・
中
立
化
”
の
貫
徹
に
不
拘
、
や
が
て
明
治
軍
隊
は

明
治
絶
対
主
義
権
力
の
墓
礎
と
し
て
す
ぐ
れ
て
政
治
約
性
格
を
糾
う
に
撃
つ
た
。

所
詮
、
非
政
治
的
・
中
立
的
性
絡
を
持
続
し
て
も
つ
軍
隊
な
ど
と
い
う
も
の
は

あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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五
、
結
　
　
　
語

　
「
勅
諭
稿
」
が
公
布
本
「
軍
人
勅
論
」
に
至
っ
て
、
主
と
し
て
そ
の
前
文
と

第
一
条
に
お
い
て
飛
躍
的
に
内
容
に
変
化
を
生
じ
、
し
か
も
そ
の
変
化
が
西
自

身
の
思
想
的
発
農
の
繕
…
県
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
勅
諭
完
成
の
功
を
語
る
上
で

或
い
は
彼
の
た
め
に
弛
む
べ
き
で
あ
る
か
竜
知
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
「
軍

人
勅
諭
」
の
成
立
の
時
期
は
、
恰
も
近
代
史
初
頭
の
最
初
に
し
て
最
大
と
い
5

べ
き
政
治
史
上
の
疾
風
怒
濤
時
代
で
あ
り
、
ま
た
か
か
る
激
動
期
な
る
が
故
に
、

そ
の
成
立
・
発
布
が
試
み
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
完
成
に
あ
っ
て
、
明
治

初
頭
の
啓
蒙
主
義
哲
学
縦
4
1
と
し
て
現
前
の
軍
隊
の
実
情
と
近
代
翔
家
に
お
け
る

軍
獄
の
一
般
性
の
認
識
か
ら
、
客
観
的
に
し
て
、
し
か
竜
内
面
的
・
自
発
性
の

あ
る
軍
入
モ
ラ
ル
を
設
上
せ
ん
と
し
た
企
図
が
、
井
上
的
な
す
ぐ
れ
て
時
局
的

な
絶
対
主
義
政
治
家
に
よ
る
政
治
の
欄
か
ら
の
、
蜜
さ
に
上
か
ら
の
モ
ラ
ル
の

強
制
の
た
め
に
山
脚
れ
去
っ
た
こ
と
も
、
当
時
の
歴
史
的
事
情
か
ら
当
然
な
こ
と

で
あ
っ
た
。
従
っ
て
井
上
が
西
に
代
っ
て
〃
飛
躍
”
の
推
進
者
た
る
資
格
を
獲

た
こ
と
る
、
彼
が
そ
の
時
期
に
演
じ
た
役
翻
の
主
導
的
に
し
て
重
旦
大
で
あ
っ

た
こ
と
を
思
え
ば
、
蓋
し
歴
史
的
必
然
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
ら
。
西
は
早
く
か

ら
政
治
と
宗
教
道
徳
と
の
区
別
を
提
説
し
、
彼
独
自
の
道
徳
論
を
有
し
た
。
而

臨
そ
う
し
た
広
く
且
深
い
歴
史
哲
掌
的
教
養
を
背
景
と
し
つ
つ
、
日
本
近
代
軍

隊
の
内
部
に
あ
っ
て
、
を
の
軍
隊
祉
会
構
造
に
お
け
る
臼
本
約
特
殊
性
と
近
代

酌
一
碧
牲
を
顯
恥
し
つ
つ
、
軍
人
モ
ラ
ル
を
礎
こ
う
と
し
た
の
が
「
勅
諭
稿
」

で
あ
っ
た
。
そ
こ
に
見
ら
れ
る
モ
ラ
ル
の
か
な
り
合
理
的
・
客
観
的
な
与
え
方
、

道
徳
と
し
て
の
自
発
性
の
豊
か
さ
を
、
井
上
的
立
場
に
飛
躍
せ
ぬ
こ
と
に
よ
っ

て
失
わ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
点
に
こ
そ
、
三
一
そ
の
入
の
本
領
が
あ
っ
た

訳
で
、
勅
諭
完
成
の
功
．
を
よ
し
や
井
上
に
譲
っ
た
と
し
て
竜
日
本
一
隊
の
挫
格

形
成
史
上
に
お
け
る
彼
の
役
割
は
至
大
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
彼
の
軍
隊
思
想
が

挫
折
し
た
と
こ
ろ
に
近
代
史
の
行
方
を
庄
右
し
た
そ
の
後
の
軍
隊
（
部
）
の
あ

り
か
た
を
早
く
も
説
明
す
る
も
の
が
奥
潔
く
潜
ん
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。
（
本

稿
は
昭
和
二
九
・
六
・
二
〇
読
史
会
春
季
大
会
に
発
表
し
た
要
旨
に
若
干
の
補

一
訂
ゆ
乞
田
即
・
凡
轟
に
“
℃
の
で
あ
｝
る
。
　
昭
勲
響
二
九
・
七
・
二
山
ハ
詑
）

　　　｝甲．　t’At”’ua 　
次
号
以
降
酉
嗣
の
「
憲
法
草
案
」
　
（
国
立
国
会
図
書
館
蔵
）
の
三
女
を
掲
げ

る
。
　
（
尚
「
草
案
」
の
閲
覧
に
恥
し
国
立
国
会
図
書
館
国
会
分
釜
憲
政
資
料
釜
、

並
に
大
久
保
利
謙
氏
に
負
う
と
こ
ろ
が
多
い
。
記
し
て
感
謝
の
煮
を
表
す
る
。
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