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H 、
わ
れ
わ
れ
は
陳
史
と
伝
統
を
窮
放
し
、
＝
拳
に
ふ
さ
わ

し
い
中
正
な
教
育
を
推
進
す
る

、
わ
れ
わ
れ
は
教
発
と
品
位
の
向
上
に
つ
と
め
、
薮
瑠
愛

の
触
相
と
と
も
に
、
明
る
く
純
粋
な
教
育
を
研
修
す
る
。

、
わ
れ
わ
れ
は
傭
人
の
向
、
－
弥
厳
を
煉
瓦
し
つ
つ
、
政
治

的
中
立
を
擬
詳
し
、
－
体
他
を
鷺
轟
す
る
一
）

い
が
、
茂
木

外
相
の
反
論

は
な
く
、
顔

が
笑
っ
て
い

る
よ
う
に
見

巻
頭
言年

頭
に
当
た
っ
て

岐
阜
県
蟄
愚
話
会
会
長
　
橋
本
秀
雄

明
け
ま
し
て
お
め
子
∴
こ
う
‥
す
い
ま
す

本

年

も

よ

ろ

し

く

お

願

い

し

ま

す

昨
年
は
新
型
コ
ロ
ナ
の
問
題
に
終
始
し

た
異
例
な
一
年
で
あ
っ
た
。
年
頭
に
当
た

り
、
最
近
の
国
内
外
の
状
況
か
ら
感
じ
た

必
須
の
教
育
課
題
を
述
べ
た
い
。

世
界
中
が
感
染
対
策
に
追
わ
れ
た
が
、

そ
れ
に
乗
じ
て
習
近
平
率
い
る
中
国
は

着
々
と
〝
世
界
制
覇
の
夢
〟
を
追
い
、
我

が
尖
閥
諸
島
を
〝
核
心
的
利
益
〟
と
称
し

て
奪
取
目
前
に
迫
っ
て
来
た
。

感
染
症
に
関
し
て
は
、
我
が
国
は
強
制

力
を
伴
わ
な
い
ゆ
る
い
対
応
だ
っ
た
が
、

感
染
拡
大
を
あ
る
程
度
抑
え
た
こ
と
を
評

価
さ
れ
た
。
こ
れ
は
政
府
の
施
策
だ
け
で

な
く
、
国
民
の
衛
生
観
念
、
相
手
を
思
い

や
る
心
、
整
っ
た
医
療
制
度
と
高
度
な
医

療
等
の
お
陰
で
あ
る
。
で
は
領
土
・
領
海

と
い
う
国
家
主
権
に
関
し
て
は
ど
う
か
。

尖
閣
諸
島
の
周
辺
に
中
国
公
船
の
侵
入

が
連
日
繰
り
返
さ
れ
た
が
、
メ
デ
ィ
ア
は

単
に
事
実
を
伝
え
る
程
度
で
あ
っ
た
。

国
会
に
お
い
て
は
、
〝
桜
を
見
る
会
〃

や
〝
日
本
学
術
会
議
〟
の
問
題
で
野
党
議

員
が
国
家
の
一
大
事
と
ば
か
り
に
追
究

し
、
大
々
的
に
報
じ
ら
れ
た
が
、
尖
閣
防

衛
に
関
し
て
の
攻
防
は
見
ら
れ
な
い
。

こ
う
し
た
状
況
を
見
透
か
し
て
か
、
昨

年
十
一
月
二
四
日
、
中
国
の
王
毅
外
相
が

来
日
し
た
。
そ
れ
に
対
す
る
大
臣
や
メ
デ

ィ
ア
の
対
応
が
ま
た
問
題
で
あ
っ
た
。

同
日
の
外
相
会
談
終
了
後
、
共
同
記
者

会
見
が
あ
っ
た
。
始
め
に
茂
木
外
相
が
合

意
し
た
内
容
を
説
明
し
、
尖
閣
諸
島
近
辺

へ
の
中
国
艦
艇
の
航
行
問
題
に
つ
い
て
は

前
向
き
の
対
応
を
求
め
た
と
述
べ
た
。
友

好
的
で
抑
え
た
発
言
で
あ
っ
た
。
そ
れ
に

対
し
て
王
毅
外
相
は
「
事
の
真
相
を
知
ら

な
い
日
本
の
漁
船
が
釣
魚
島
（
尖
閣
諸
島

魚
釣
島
）
　
の
周
辺
水
域
に
入
っ
て
い
る
。

中
国
と
し
て
は
や
む
を
得
ず
対
応
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
を
荒
立
て
る
よ
う

な
こ
と
は
し
な
い
で
も
ら
い
た
い
。
」
と
一

方
的
な
主
張
を
し
た
の
で
あ
る
。
外
交
上

の
礼
儀
を
欠
く
態
度
と
言
わ
ざ
る
を
得
な

i
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．
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え

て

国

民

か

ら
落
胆
の
声
が
あ
が
っ
た
。

茂
木
外
相
は
交
渉
上
手
と
定
評
の
あ
る

人
で
、
会
談
中
は
厳
し
い
応
酬
が
あ
っ
た

よ
う
だ
が
、
記
者
会
見
で
は
そ
れ
が
う
か

が
え
ず
、
残
念
で
あ
っ
た
。

こ
の
対
応
に
は
さ
す
が
に
自
民
党
の
一

部
か
ら
批
判
が
出
た
が
、
多
く
の
メ
デ
ィ

ア
の
反
応
は
冷
静
で
、
毎
日
新
聞
な
ど
は

「
領
土
を
め
ぐ
る
争
い
の
解
決
は
難
し
い

が
、
摩
擦
を
減
ら
す
こ
と
は
で
き
る
。
王

氏
は
事
態
を
複
雑
化
さ
せ
る
行
動
を
双
方

が
避
け
る
よ
う
に
求
め
た
」
と
し
て
い
る

が
、
そ
も
そ
も
尖
閣
諸
島
に
領
土
問
題
は

存
在
し
な
い
し
、
王
氏
は
〝
日
本
の
漁
船

に
来
さ
せ
る
な
〟
と
述
べ
た
と
す
る
報
道

も
あ
り
、
そ
う
捉
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

そ
の
点
、
国
民
は
正
直
で
、
最
近
の
中

国
へ
の
感
情
は
最
悪
で
あ
る
。
昨
年
十
一

月
の
報
道
に
よ
れ
ば
、
日
本
人
の
9
割
近

い
人
が
中
国
に
対
し
て
良
い
感
情
を
持
た

ず
、
そ
の
理
由
は
尖
閣
諸
島
へ
の
中
国
の

振
る
舞
い
に
あ
っ
た
。

言
う
ま
で
も
無
く
、
こ
う
し
た
圧
力
を

は
ね
除
け
る
に
は
、
そ
れ
以
上
の
力
が
必

要
で
、
政
府
も
米
国
を
始
め
と
す
る
友
好

国
と
の
連
携
を
確
認
し
、
海
上
保
安
庁
や

自
衛
隊
の
対
応
を
強
化
し
て
い
る
。
し
か

し
、
国
防
の
源
泉
は
国
民
の
意
識
に
あ
る
。

世
界
は
中
国
の
身
勝
手
な
行
動
に
気
付

い
て
警
戒
を
し
始
め
た
た
め
、
中
国
は
日

本
と
の
接
近
を
図
る
一
方
、
尖
閥
へ
の
圧

力
を
一
層
強
め
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

我
々
は
中
国
の
道
理
を
無
視
し
た
横
暴

は
許
さ
な
い
と
い
う
断
乎
と
し
た
態
度
を

明
確
に
示
す
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
。

戦
後
教
育
は
憲
法
前
文
の
　
「
平
和
を
愛

す
る
諸
国
民
の
公
正
と
信
義
に
信
頼
し

て
、
わ
れ
ら
の
安
全
と
生
存
を
保
持
し
よ

う
と
決
意
し
た
」
に
則
り
、
平
和
を
第
一

の
価
値
と
し
、
民
主
主
義
・
人
権
の
大
切

さ
を
教
え
て
き
た
。
そ
れ
だ
け
に
平
和
は

国
家
間
の
力
の
バ
ラ
ン
ス
で
保
た
れ
て
い

る
と
い
う
厳
し
い
現
実
を
教
え
て
こ
な
か

っ
た
。
現
在
の
指
勢
者
層
は
そ
の
環
境
下

で
育
っ
て
き
た
た
め
、
個
人
レ
ベ
ル
の
応

対
を
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
。

そ
の
点
、
味
わ
う
べ
き
は
大
西
郷
の
言

葉
で
あ
る
。
「
正
道
を
踏
み
、
国
を
以
て
舞

る
る
の
清
神
な
く
ば
外
国
交
際
は
全
か
る

べ
か
ら
ず
。
彼
の
強
大
に
畏
縮
し
、
円
滑

を
主
と
し
て
曲
げ
て
彼
の
意
に
順
従
す
る

時
は
軽
侮
を
招
き
、
好
親
却
っ
て
破
れ
、

遂
に
彼
の
制
を
受
く
る
に
至
ら
ん
」
と
。

西
欧
と
対
時
し
た
明
治
の
指
導
者
に
こ

う
し
た
覚
悟
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
独
立

を
保
ち
得
た
の
で
あ
る
。
今
こ
そ
先
人
に

学
び
、
国
民
教
育
の
在
り
方
を
抜
本
的
に

見
直
し
、
推
進
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
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譜
響「

皇
位
継
承
論
」
と
教
育

中
島
英
迫

小
泉
政
権
時
の
平
成
十
七
年
以
来
、
皇

位
継
承
論
が
盛
ん
に
な
っ
て
来
た
が
、
こ

の
問
題
に
関
し
て
教
育
の
分
野
で
教
師
が

自
戒
す
べ
き
こ
と
を
列
挙
し
た
い
。

ィ
、
「
天
照
大
神
信
仰
」
の
伝
統

ま
づ
、
日
本
国
が
君
主
制
を
と
り
、
「
天

皇
」
を
奉
戴
し
て
ゐ
る
の
は
、
「
天
照
大
神

信
仰
」
に
基
づ
い
て
ぬ
る
こ
と
を
子
供
達

に
理
解
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
れ
は
皇

祖
と
さ
れ
る
天
照
大
神
が
孫
の
ニ
ニ
ギ
ノ

ミ
コ
ト
に
与
へ
た
「
神
勅
」
　
で
あ
る
。

「
豊
葦
原
の
千
五
百
秋
の
瑞
穂
の
国
は
、

是
れ
わ
が
子
孫
の
主
た
る
べ
き
地
な
り
。

爾
皇
孫
就
き
て
治
せ
。
さ
き
く
ま
せ
。
宝

酢
の
栄
ま
さ
む
こ
と
、
ま
さ
に
天
壌
と
と

も
に
窮
り
な
か
る
べ
L
L
。

こ
の
　
「
神
勅
」
に
基
づ
き
、
そ
の
五
世

の
孫
・
神
武
天
皇
を
初
代
天
皇
と
し
て
、

そ
の
子
孫
が
1
2
6
代
続
い
て
今
上
天
皇

に
到
っ
て
ゐ
る
の
が
史
実
で
あ
る
。

そ
れ
は
『
記
紀
』
だ
け
で
な
く
、
ど
の

時
代
に
あ
つ
て
も
日
本
民
族
の
魂
の
根
底

を
流
れ
て
き
た
信
念
・
信
条
で
あ
っ
た
。

記
録
に
残
る
主
な
系
譜
と
し
て
は
、
和
気

満
床
呂
、
慈
円
、
日
蓮
か
ら
北
畠
親
房
等

を
経
て
、
江
戸
時
代
の
徳
川
光
囲
、
山
鹿

素
行
、
山
崎
闇
斎
、
そ
し
て
本
居
宣
長
、

平
田
篤
胤
、
藤
田
東
湖
、
吉
田
松
陰
等
々

に
顕
著
で
あ
り
、
そ
の
伝
統
に
基
づ
い
て

明
治
の
王
政
復
古
が
実
現
し
た
。
し
か
も

歴
代
の
天
皇
は
血
統
を
継
ぐ
だ
け
で
な
く

「
大
嘗
祭
」
に
始
ま
る
神
祭
り
で
天
照
大

神
と
の
一
体
感
を
持
っ
て
統
治
を
行
っ
て

き
た
。口

、
神
話
。
伝
説
。
事
実
か
ら
な
る
「
史

実」
そ
し
て
日
本
国
の
史
実
は
、
神
話
・
伝

説
・
事
実
か
ら
成
る
こ
と
を
子
供
達
に
教

へ
た
い
。
皇
統
譜
の
事
実
と
し
て
は
、
明

治
初
期
に
第
三
九
代
・
弘
文
天
皇
、
第
四

七
代
・
淳
仁
天
皇
、
第
八
五
代
・
仲
恭
天

皇
が
実
現
し
、
大
正
末
期
に
は
第
九
八

代
・
長
慶
天
皇
が
実
現
す
る
と
共
に
神
功

天
皇
が
「
皇
后
」
に
格
下
げ
さ
れ
た
。

こ
れ
ら
の
人
為
的
な
系
譜
作
り
は
『
日

本
書
紀
』
編
纂
時
に
も
行
は
れ
て
ゐ
て
、

第
二
代
・
綾
靖
天
皇
か
ら
第
九
代
・
開
化

天
皇
迄
は
「
欠
史
八
代
」
と
称
せ
ら
れ
て

ゐ
る
や
う
に
事
実
の
殆
ど
無
い
伝
説
で
あ

る
。
ま
た
、
初
代
・
神
武
天
皇
と
第
十
代
・

崇
神
天
皇
は
共
に
「
ハ
ッ
ク
ニ
シ
ラ
ス
ス

メ
ラ
ミ
コ
ト
」
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
や
う
に
、

神
話
・
伝
説
の
世
界
に
属
す
る
。
ま
た
、

第
十
一
代
・
垂
仁
天
皇
か
ら
第
十
四
代
・

伸
哀
天
皇
迄
は
親
子
関
係
や
生
没
の
年
数

な
ど
か
ら
見
て
と
て
も
事
実
と
は
言
へ
ま

い
。
そ
の
典
型
は
、
「
日
本
武
尊
」
　
（
ヤ
マ

ト
タ
ケ
ル
ノ
ミ
コ
ト
）
　
で
、
逝
去
に
際
し

白
鳥
と
な
っ
て
飛
び
去
つ
た
と
い
ふ
の
だ

か
ら
、
ま
さ
に
伝
説
の
英
雄
な
の
だ
。
学

者
よ
っ
て
は
第
十
五
代
・
応
神
天
皇
は
事

実
と
す
る
が
、
大
方
の
賛
同
を
得
て
を
ら

ず
、
謎
で
あ
る
。

さ
て
こ
ゝ
で
重
要
な
の
は
、
神
話
・
伝

説
は
決
し
て
軽
視
す
べ
き
も
の
で
は
な
く

民
族
の
信
仰
と
し
て
個
々
の
事
実
よ
り
も

圧
倒
的
に
重
要
な
面
が
あ
り
、
教
育
で
は

こ
の
点
を
強
調
す
べ
き
で
あ
る
。
蛇
足
な

が
ら
、
筆
者
も
伊
勢
神
宮
参
拝
は
毎
年
欠

か
さ
な
い
し
、
二
月
十
一
日
は
橿
原
神
宮

の
　
「
紀
元
祭
」
に
加
わ
っ
て
き
た
。

ハ
、
「
男
系
」
“
「
女
系
」
の
意
味

周
知
の
や
う
に
「
継
承
論
」
は
男
系
維

持
と
女
系
容
認
の
間
で
議
論
が
閲
は
さ
れ

て
き
た
が
、
こ
ゝ
で
「
男
系
」
「
女
系
」
の

意
味
を
明
ら
か
に
し
て
お
か
な
い
と
、
子

供
達
は
混
乱
す
る
だ
ら
ー
㌔
教
育
に
於
て

は
国
民
の
常
識
に
従
っ
て
辞
書
的
な
意
味

を
教
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
辞

典
で
は
、
「
女
系
」
は
「
女
性
を
中
心
と
し

た
家
系
」
な
ど
と
記
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
血

統
が
男
性
に
あ
る
か
女
性
に
あ
る
か
が
両

者
の
区
別
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
あ
る
。

皇
位
継
承
の
時
点
で
重
要
な
の
は
、
男
性

が
中
心
に
な
っ
て
ゐ
る
の
か
、
女
性
な
の

か
、
と
い
ふ
点
で
あ
る
。

例
へ
ば
、
第
二
六
代
・
継
体
天
皇
は
第

二
五
代
・
武
烈
天
皇
の
継
承
者
で
あ
る
が
、

第
二
四
代
・
仁
賢
天
皇
の
皇
女
に
婿
入
り

し
た
天
皇
だ
か
ら
「
女
系
」
な
の
だ
。
第

十
五
代
・
応
神
天
皇
の
〝
五
世
の
孫
〟
だ

と
い
ふ
の
は
「
事
実
」
か
否
か
定
か
で
は

な
い
　
「
伝
説
」
　
で
あ
り
、
神
功
皇
后
が
第

九
代
・
開
化
天
皇
の
〝
五
世
の
孫
〟
と
い

ふ
の
と
同
じ
伝
話
で
あ
る
。

「
現
天
皇
の
父
親
の
血
統
を
た
ど
っ
て

い
く
と
神
武
天
皇
に
行
き
つ
く
」
と
い
ふ

の
が
男
系
継
承
だ
と
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
事

実
は
外
国
か
ら
渡
来
し
た
人
を
除
け
ば
、

日
本
人
は
皆
、
神
武
天
皇
の
血
統
を
承
け

継
い
で
ゐ
る
と
見
て
よ
い
。
間
違
つ
て
も

「
Y
染
色
体
」
説
と
い
ふ
「
ニ
セ
科
学
」

を
学
校
で
教
へ
る
べ
き
で
は
な
い
。

二
、
「
男
女
平
等
」
の
心
情

教
へ
る
側
の
人
間
は
「
男
女
平
等
」
の

価
値
観
を
持
つ
必
要
が
あ
り
、
「
男
尊
女

卑
」
や
「
女
尊
男
卑
」
　
の
固
定
観
念
を
排

除
す
べ
き
で
あ
る
。
言
ひ
換
へ
れ
ば
「
男

性
優
位
」
「
女
性
優
位
」
の
思
ひ
込
み
を
捨

て
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
実
に
は
、
日
本
で

は
前
者
が
圧
倒
的
に
多
く
、
女
性
活
躍
度

の
国
際
比
較
で
も
、
日
本
は
全
国
家
の
中

で
下
位
に
あ
る
。

「
男
系
主
義
」
　
の
信
奉
者
に
「
男
尊
女

卑
」
の
傾
向
が
強
い
こ
と
は
、
「
女
性
天
皇

は
中
継
ぎ
に
過
ぎ
な
い
」
、
「
第
四
六
代
・

孝
謙
天
皇
は
道
鏡
を
皇
位
に
即
け
よ
う
と

の
野
望
を
持
っ
た
」
な
ど
と
女
性
を
軽
ん
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じ
、
「
女
帝
」
を
ま
る
で
女
の
独
裁
者
で
あ

る
か
の
や
う
な
言
葉
づ
か
ひ
を
し
た
り
、

「
天
照
大
神
」
を
男
性
だ
と
捏
造
し
た
り

す
る
こ
と
で
明
ら
か
だ
。
学
校
で
「
男
系

主
義
」
を
煽
る
教
師
は
、
そ
の
や
う
な
女

性
差
別
が
心
の
奥
深
く
に
潜
ん
で
居
な
い

か
と
自
省
す
べ
き
で
あ
ら
う
。

ホ
、
国
民
を
分
断
せ
ぬ
こ
と

「
皇
位
継
承
論
」
を
教
へ
る
に
当
た
っ

て
特
に
重
要
な
の
は
、
国
民
を
分
断
し
な

い
よ
う
配
慮
す
る
こ
と
で
あ
る
。
教
師
が

「
男
系
維
持
派
」
で
あ
れ
「
女
系
容
認
派
」

で
あ
れ
、
自
己
の
思
想
を
絶
対
善
と
し
、

相
手
側
を
悪
と
す
る
排
他
的
態
度
を
控
へ

ね
ば
な
る
ま
い
。
そ
の
た
め
に
は
「
慎
み
」

の
姿
勢
が
必
要
で
あ
り
、
た
と
へ
自
分
に

強
烈
な
信
念
が
あ
つ
て
も
、
相
手
側
に
も

言
ひ
分
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
公
平
に
教

へ
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
男
系
継
承
が
古
来
例
外
な
く
行
ほ
れ

て
き
た
こ
と
の
重
み
を
考
へ
ね
ば
な
ら
な

い
」
と
の
新
旧
首
相
の
言
や
、
「
女
系
天
皇

で
は
王
朝
が
変
り
、
日
本
国
が
滅
ん
で
し

ま
ふ
」
と
の
脅
迫
的
独
断
を
教
室
に
持
ち

込
む
こ
と
は
危
険
で
あ
り
、
教
育
の
崩
壊

を
も
た
ら
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
を
絶

対
善
と
す
る
事
は
、
男
系
継
承
を
正
義
と

し
、
さ
う
考
へ
な
い
者
を
悪
と
し
て
排
除

し
差
別
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

実
際
、
こ
の
十
数
年
の
間
に
そ
の
被
害
に

遭
っ
た
女
系
容
認
論
者
の
数
は
、
全
国
で

数
知
れ
な
い
。

こ
の
弊
害
を
回
避
す
る
に
は
、
デ
ィ
ベ

ー
ト
」
を
活
用
し
て
、
「
日
本
は
男
系
継
承

を
維
持
す
べ
き
だ
、
是
か
非
か
？
」
を
テ

ー
マ
に
議
論
を
さ
せ
る
こ
と
が
バ
ラ
ン
ス

感
覚
を
養
成
す
る
た
め
の
最
良
の
策
で
あ

ら
ー
㌔
子
供
達
は
、
ど
ち
ら
の
側
に
立
つ

て
も
言
ひ
分
が
あ
る
こ
と
を
知
り
、
絶
対

化
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、

こ
れ
が
国
民
思
想
の
分
断
を
阻
む
だ
ら
う
。

へ
、
「
世
襲
」
と
は
？

さ
て
、
現
実
の
政
治
世
界
で
は
、
憲
法

第
二
条
に
「
皇
位
は
世
襲
の
も
の
で
あ
っ

て
、
国
会
の
議
決
し
た
皇
室
典
範
の
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
を
継
承
す
る
」

と
明
記
さ
れ
て
ゐ
る
。
「
世
襲
」
と
い
ふ
の

は
子
が
地
位
や
財
産
な
ど
を
親
か
ら
承
け

つ
ぐ
こ
と
だ
か
ら
、
皇
室
で
は
天
皇
か
ら

そ
の
子
に
皇
位
を
継
承
す
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
無
論
、
皇
嗣
の
秋
篠
宮
は
今
上
天

皇
の
弟
だ
が
、
先
帝
つ
ま
り
上
皇
の
子
で

あ
る
か
ら
世
襲
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
旧
宮
家
の
子
孫
に
皇
位
が

移
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
れ
ば
、
男
系
の
血

統
か
ら
す
れ
ば
室
町
時
代
に
遡
る
こ
と
に

な
り
、
と
て
も
現
皇
族
の
　
「
世
襲
」
ど
こ

ろ
で
は
な
い
。
女
系
の
つ
な
が
り
か
ら
見

て
も
、
明
治
天
皇
の
末
裔
は
竹
田
・
束
久

邁
・
朝
香
の
三
家
、
昭
和
天
皇
の
血
統
は

東
久
澄
家
の
み
で
、
い
ず
れ
も
数
代
の
子

孫
だ
か
ら
世
襲
と
は
言
へ
な
い
。
こ
の
継

承
実
現
の
た
め
に
は
、
憲
法
第
二
条
の
改

正
を
要
す
る
で
あ
ら
う
。
こ
の
こ
と
も
教

育
の
場
で
し
っ
か
り
教
へ
ね
ば
な
ら
な
い
。

ト
、
「
ご
聖
断
」
の
必
要
性

無
論
、
天
皇
の
存
在
は
本
来
、
憲
法
に

縛
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
新
旧
両
憲
法

が
で
き
て
天
皇
制
が
誕
生
し
た
わ
け
で
は

な
く
、
天
皇
な
る
存
在
が
元
か
ら
あ
っ
て
、

近
代
に
入
っ
て
憲
法
に
よ
り
そ
の
位
置
づ

け
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
戦
後
の
民
主
主
義
下
の

「
象
徴
天
皇
制
」
も
仮
の
も
の
で
あ
り
恒

久
的
制
度
で
は
な
い
。
今
日
、
皇
位
継
承

を
巡
っ
て
国
民
は
百
家
争
鳴
の
如
く
議
論

を
閲
は
せ
て
ゐ
る
。
こ
の
事
自
体
は
意
味

が
あ
ら
う
が
、
継
承
論
は
国
民
の
多
数
に

よ
る
民
主
主
義
で
勝
手
に
決
着
す
べ
き
も

の
で
は
な
い
。

皇
位
継
承
の
主
役
と
な
る
べ
き
は
、
皇

室
し
か
も
そ
の
主
で
あ
る
天
皇
陛
下
で
あ

る
。
政
治
の
三
権
の
長
と
い
ヘ
ビ
も
、
「
臣

下
」
で
あ
り
「
民
草
」
で
あ
っ
て
意
見
は

具
申
し
て
も
最
終
的
判
断
は
陛
下
が
な
さ

れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
「
ご
聖
断
」
に
は

国
民
は
服
す
べ
き
で
あ
っ
て
、
国
体
の
本

義
も
そ
こ
に
あ
る
。

上
皇
陛
下
は
、
天
皇
は
終
身
在
位
せ
ね

ば
な
ら
ぬ
と
の
　
「
皇
室
典
範
」
　
の
規
定
を

乗
り
越
え
、
政
府
の
抵
抗
を
も
の
と
も
せ

ず
「
生
前
譲
位
」
を
達
成
さ
れ
た
。
今
上

陛
下
も
「
男
系
継
承
」
維
持
か
、
「
女
系
継

承
」
容
認
か
を
決
断
さ
れ
、
国
民
も
そ
の

「
ご
聖
断
」
に
慶
ん
で
服
す
る
こ
と
こ
そ
、

わ
が
国
伝
統
の
　
「
国
柄
」
　
で
あ
る
こ
と
を

教
師
は
子
供
達
に
教
へ
る
べ
き
で
あ
る
。

－　〔追記〕　　－
十
余
年
前
の
こ
と
、
人
間
魚
雷
「
回
天
」

の
黒
木
少
佐
を
顕
彰
す
る
「
回
天
楠
公
祭
」

に
筆
者
が
初
め
て
参
加
し
た
折
、
下
呂
の

旅
館
で
の
宿
泊
は
小
川
常
人
氏
と
相
部
屋

で
め
っ
た
。
小
川
先
生
は
高
名
な
方
で
始

め
は
緊
張
し
た
が
、
と
て
も
穏
や
か
な
お

人
柄
で
ホ
ツ
と
し
た
。
力
量
の
差
か
ら
、

私
は
聞
き
役
に
徹
し
た
が
、
話
が
皇
位
継

承
論
に
及
ん
で
次
の
や
う
に
語
ら
れ
た
。

「
私
は
、
考
へ
方
が
行
き
詰
ま
っ
た
り
、

壁
に
ぶ
つ
か
る
と
、
い
つ
も
（
平
泉
澄
）

先
生
に
お
伺
ひ
す
る
ん
で
す
。
す
る
と
夢

の
中
で
先
生
が
解
答
し
て
下
さ
る
の
で
す
。

こ
の
度
の
皇
位
継
承
問
題
で
も
、
今
回

も
東
京
か
ら
「
回
天
祭
」
に
出
席
さ
れ
て

ゐ
る
永
江
（
太
郎
）
さ
ん
や
渡
邁
（
正
之
）

さ
ん
は
男
系
派
で
す
。
と
こ
ろ
が
田
中

（
卓
）
さ
ん
や
所
（
功
）
さ
ん
は
女
系
容

認
派
で
す
。
皆
さ
ん
人
格
・
識
見
と
も
優

れ
た
立
派
な
人
た
ち
で
す
。
私
は
解
ら
な

く
な
っ
て
先
生
教
へ
て
下
さ
い
、
と
お
願

ひ
す
る
と
先
生
は
夢
の
中
で
か
う
諭
さ
れ

ま
し
た
。

『
小
川
君
－
・
こ
の
や
う
な
日
本
国
の
大

問
題
は
我
々
国
民
が
云
々
す
る
も
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
最
終
的
に
は
天
皇
陛
下
に

お
任
せ
す
る
の
で
す
。
』
と
」
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今
、
学
校
現
場
で
大
き
な
変
化
が
起
き

て
い
る
。
コ
ロ
ナ
感
染
症
へ
の
対
策
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、
そ
れ
以
上
に
大
き
い
の

は
教
員
の
時
間
外
在
校
時
間
を
月
6
0
時

間
以
内
（
県
立
学
校
は
4
5
時
間
以
内
）
、

部
活
動
は
週
二
日
の
休
み
を
と
る
な
ど
教

職
員
の
勤
務
環
境
を
変
え
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
昨
年
、
県
教
委
が
「
教
職
員
の

働
き
方
改
革
プ
ラ
ン
2
0
2
0
」
を
発
表

し
、
各
市
町
村
教
委
も
教
職
員
の
勤
務
状

況
の
改
善
に
動
き
だ
し
た
結
果
で
あ
る
。

教
員
の
多
忙
さ
は
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ

て
お
り
、
そ
の
軽
減
を
図
る
た
め
に
県
教

委
や
組
合
で
検
討
を
さ
れ
て
き
た
が
、
一

向
に
成
果
を
あ
げ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
平
成
二
八
年
八
月
に
発

足
し
た
第
三
次
安
倍
内
閣
が
、
少
子
高
齢

化
社
会
の
克
服
や
経
済
再
生
を
実
現
す
る

た
め
　
「
一
億
総
活
躍
社
会
」
を
目
指
し
、

「
働
き
方
改
革
」
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
提
唱
し
て
流
れ
が
変
わ
っ
た
。

文
科
省
は
そ
れ
を
受
け
て
同
年
一
〇
月

に
「
教
員
勤
務
実
態
調
査
」
を
行
い
、
翌

二
九
年
六
月
に
は
中
央
教
育
審
議
会
に
学

校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
に
関
す
る
総
合

的
な
方
策
を
諮
問
し
て
い
る
。

実
態
調
査
の
結
果
、
小
学
校
で
三
割
、

中
学
校
で
六
割
近
い
教
師
が
国
の
示
す
過

労
死
ラ
イ
ン
を
超
え
て
い
る
な
ど
、
深
刻

な
超
過
勤
務
の
実
態
が
明
ら
か
に
な
っ
た

た
め
、
中
央
教
育
審
議
会
は
八
月
に
「
緊

急
提
一
言
を
文
科
省
に
手
交
し
、
同
年
十

二
月
に
「
中
間
ま
と
め
」
を
大
臣
に
報
告

し
て
い
る
。
文
科
省
は
そ
れ
ら
を
受
け
て

「
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
に
関
す
る

緊
急
対
策
」
を
ま
と
め
、
翌
三
〇
年
二
月

に
全
国
の
教
育
委
員
会
に
取
り
組
み
を
通

知
し
て
い
る
。

そ
の
後
、
中
央
教
育
審
議
会
は
学
校
運

営
の
在
り
方
、
勤
務
時
間
管
理
の
徹
底
な

ど
に
つ
い
て
審
議
さ
れ
、
平
成
三
一
年
一

月
に
大
臣
に
答
申
を
し
た
の
で
あ
る
。

県
教
委
の
プ
ラ
ン
は
そ
う
し
た
文
科
省

の
通
知
な
ど
を
ベ
ー
ス
に
し
て
策
定
さ
れ
、

県
立
学
校
へ
次
の
様
に
指
示
し
て
い
る
。

〇
時
間
外
在
校
等
時
間
の
上
限
方
針

原
則
と
し
て
一
箇
月
に
つ
き
4
5
時
間

以
内
、
一
年
に
つ
き
3
6
0
時
間
以
内

①
出
退
勤
管
理
シ
ス
テ
ム
　
（
タ
イ
ム
カ
ー

ド
等
）
を
活
用
し
た
適
切
な
労
務
管
理

②
退
勤
時
刻
の
統
一
と
退
勤
時
刻
を
過
ぎ

て
勤
務
す
る
場
合
の
書
面
申
告
の
徹
底

③
勤
務
時
間
を
考
慮
し
た
時
間
の
設
定

④
時
間
外
在
校
等
時
間
の
上
限
を
超
え
た

場
合
の
事
後
検
証
の
実
施
（
と
報
告
）

⑤
勤
務
時
間
制
度
（
勤
務
時
間
の
ス
ラ
イ

ド
や
変
形
労
働
時
間
制
）
　
の
活
用

⑥
早
く
家
に
帰
る
日
（
8
の
つ
く
日
）
、
ノ

ー
残
業
デ
ー
（
毎
週
水
曜
日
）
　
の
徹
底

⑦
1
0
分
早
帰
り
運
動
の
実
施

⑧
年
次
休
暇
の
取
得
促
進

な
ど
で
あ
る
が
、
そ
の
他
に
学
校
の
業
務

の
適
正
化
・
効
率
化
に
向
け
た
取
り
組
み

を
要
請
す
る
な
ど
、
県
教
委
の
監
督
を
強

め
な
が
ら
実
施
を
促
し
て
い
る
。

こ
れ
は
県
立
学
校
へ
の
指
示
で
あ
る
が
、

同
様
の
こ
と
を
各
市
町
村
教
委
へ
も
通
達

し
て
お
り
、
市
町
村
の
規
準
に
沿
っ
て
小

中
学
校
は
動
い
て
い
る
。

今
後
、
こ
の
変
化
で
日
本
の
教
育
を
支

え
て
き
た
伝
統
、
風
土
が
失
わ
れ
な
い
か
、

教
師
の
や
る
気
は
上
が
る
の
か
、
そ
し
て

本
当
に
子
供
の
教
育
の
た
め
に
な
る
の
か

な
ど
検
証
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
　
　
H

（
お
知
ら
せ
）

O
「
建
国
記
念
の
日
を
祝
う
県
民
の
集
い
」

今
年
は
コ
ロ
ナ
感
染
症
の
た
め
、
役
員

等
で
小
規
模
に
行
う
予
定
で
、
皆
さ
ん
へ

の
案
内
は
あ
り
ま
せ
ん
。
神
社
で
建
国
祭

を
斎
行
さ
れ
る
所
が
あ
り
、
そ
こ
へ
参
列

さ
れ
る
こ
と
も
結
構
か
と
思
い
ま
す
。

○
令
和
一
二
年
度
岐
阜
県
教
育
懇
話
会
総
会

期
日
　
三
月
二
八
日
　
（
日
）
午
前
九
時

半
～
、
現
代
国
民
講
座
十
時
～

場
所
　
岐
阜
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー
二
階

研
修
室
3
0

※
現
状
で
は
コ
ロ
ナ
感
染
が
拡
大
し
て
お

り
、
予
定
通
り
実
施
す
る
か
ど
う
か
は
、

本
誌
三
月
号
で
確
認
を
願
い
ま
す
。

【
蜂
針
舘
】
今
日
、
一
般
に
重
ん
じ
ら
れ

て
い
る
価
値
に
「
自
由
」
や
「
権
利
」
が
あ
る
。

こ
う
い
う
言
葉
は
人
々
を
ひ
れ
伏
さ
せ
る

力
が
あ
る
▲
同
じ
こ
と
が
一
昔
の
教
育
界

に
も
あ
っ
て
、
「
教
育
の
中
立
」
を
旗
印
に

す
れ
ば
誰
で
も
黙
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。

自
ら
労
働
者
と
規
定
し
た
教
員
達
は
、
そ

れ
を
隠
れ
蓑
に
し
て
学
校
で
生
徒
を
「
革

命
の
戦
士
」
に
育
て
る
の
だ
と
言
い
放
っ

・
て
い
た
。
心
あ
る
教
師
は
「
干
さ
れ
る
」
の

を
覚
悟
し
て
「
教
育
正
常
化
」
に
力
を
注
が

ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
▲
昨
年
来
の
学
術
会

議
の
問
題
で
は
「
学
問
の
自
由
」
を
標
模

し
て
、
首
相
の
委
員
任
命
拒
否
が
非
難
さ

れ
て
き
た
。
だ
が
次
第
に
学
術
会
議
自
体

が
意
に
反
す
る
研
究
者
の
研
究
の
自
由
を

抑
圧
し
、
拒
否
し
て
き
た
こ
と
が
明
ら
か

と
な
り
、
国
会
で
居
丈
高
に
政
府
を
問
い

詰
め
た
野
党
も
支
持
率
は
上
が
ら
な
か
っ

た
▲
い
じ
め
、
虐
待
、
格
差
等
で
弱
者
に

お
こ
る
悲
劇
は
、
「
自
由
」
「
権
利
」
が
個
人

主
義
と
結
び
つ
き
自
己
の
欲
望
を
増
幅
さ

せ
た
結
果
だ
ろ
う
。
専
門
家
の
解
決
策
も

何
十
年
前
に
欧
米
で
お
こ
な
っ
た
こ
と
を

後
追
い
し
て
い
る
の
が
実
態
だ
▲
こ
こ
は

一
番
、
支
配
非
支
配
の
発
想
か
ら
生
ま
れ

た
構
造
を
、
お
も
い
や
り
の
心
＝
和
と
い

う
日
本
人
の
伝
統
的
な
分
別
、
良
識
を
発

揮
し
て
昇
華
す
る
秋
で
あ
る
。
事
態
の
限

界
を
示
す
法
律
の
上
位
に
あ
る
国
民
の
良

識
は
、
寛
容
で
あ
り
つ
つ
問
題
を
自
ず
と

解
消
に
向
か
わ
せ
る
だ
ろ
う
。
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