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平
和
研
究
の
ノゝ
」ヒ

体
像
と

総
△
ロ

研
究L
の
位
“
餞

u≡L

づ
け

藤

丸

智

雄

∧

一
∨
研
究
所
の

「平
和
」
研
究

二
〇

一
四
年
度
よ
り
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
で
は
、
「平
和
」
研
究
を
開
始
し
た
。
二
〇

一
五
年
は
戦
後
七
〇
年
を
迎

え
る
節
目
の
年
で
あ
り
、
戦
争
を
経
験
さ
れ
た
方
々
が
少
な
く
な
っ
て
き
た
こ
の
時
期
に

「平
和
」
に
つ
い
て
研
究
を
進
め
る
意
義
が

強
く
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
加
え
、
宗
門
全
体
で
進
め
ら
れ
る
各
種

「平
和
」
事
業
の
基
礎
作
業
を
行
う
と
い
う
目
的
を
以
て
、
研
究
が

開
始
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

総
合
研
究
所
の

「平
和
」
研
究
は
、
大
き
く
以
下
の
四
つ
の
柱
か
ら
な
っ
て
い
る
。

〔
一
〕

仏
教
や
真
宗
に
お
け
る
平
和
研
究
の
整
理

〔二
〕

平
和
に
関
す
る
論
点
整
理

〔三
〕

有
識
者
か
ら
の
情
報
蒐
集
、
有
識
者
を
交
え
た
議
論

〔四
〕

宗
門
内
へ
の
発
信

〔二
〕
は
、
現
代
と
い
う
時
代
か
ら
の
平
和
に
関
す
る
間
い
か
け
を
設
定
し
、
仏
教

・
浄
土
真
宗
の
教
義
や
歴
史
か
ら
の
応
答
の
可

能
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
作
業
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
紛
争
の
現
実
、
多
様
で
具
体
的
な
平
和
構
築
の
方
法
を
踏
ま
え
、
教
義
か

ら
現
実
の
課
題
へ
と
架
橋
す
る
試
み
で
あ
る
。

従
来
の
仏
教
と
平
和
に
関
す
る
研
究
の
多
く
は
、
仏
典
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
沿
っ
て
、
戦
争
を
議
論
じ
平
和
を
語
る
と
い
う
手
法
で

０

）
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あ
っ
た
が
、
戦
争
や
紛
争
は
時
代
と
共
に
刻
々
と
そ
の
様
態
を
変
化
さ
せ
続
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
変
化
す
る
現
状
に
何
を
言
う

　

１０

べ
き
か
と
い
う
視
点
も
重
要
で
あ
る
。
そ
う
し
た
仏
教
と
現
代
と
を
繋
ぐ
と
い
う
作
業
が
な
け
れ
ば
、
と
も
す
る
と
宙
に
浮
い
た
議
論

に
終
始
し
、具
体
的
な
紛
争
の
現
実
に
対
し
て
発
信
力
を
失
い
か
ね
な
い
。
理
念
と
現
実
を
つ
な
ぐ
た
め
の
基
礎
作
業
に
あ
た
る
の
が
、

本
研
究
分
野
の
目
的
で
あ
る
。

〔三
〕
は
、
平
和

・
紛
争
を
め
ぐ
る
状
況
に
つ
い
て
、
専
門
家
や
現
場
で
活
動
さ
れ
て
い
る
方
々
か
ら
情
報
蒐
集
し
、
そ
の
情
報
を

元
に
議
論
を
深
め
る
と
い
う
活
動
で
あ
る
。

二
〇

一
五
年
二
月
に
、
こ
の
方
針
の
下

「六
条
円
卓
会
議
」
を
開
催
し
た
。
ま
た
、
同
年
七
月
二
五
日
に
は
築
地
本
願
寺
に
お
い
て
、

平
和
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
を
開
催
し
た
。

「六
条
円
卓
会
議
」
で
は
、
伊
勢
崎
賢
治

。
東
京
外
語
大
学
教
授
な
ら
び
に
西
谷
修

・
立
教
大
学
特
任
教
授
に
行
っ
た
取
材
を
ビ
デ

オ
放
映
し
、
中
東
の
現
実
か
ら
考
え
る
平
和
構
築
の
可
能
性
と
、
宗
教
者
の
役
割
に
つ
い
て
学
ん
だ
。
続
い
て
、
吉
田
正
紀

・
慶
應
義

塾
大
学
特
別
招
聘
教
授
、
海
上
自
衛
隊
元
海
将
か
ら
、
東
ア
ジ
ア
の
緊
張
状
態
に
つ
い
て
ご
説
明
い
た
だ
き
、
東
ア
ジ
ア
の
現
実
に
つ

い
て
学
ぶ
機
会
を
得
た
。
さ
ら
に
、
こ
う
し
た
状
況
に
つ
い
て
、
日
本
の
仏
教

・
浄
土
真
宗
の
歴
史
的
知
見
か
ら
藤
原
正
信

・
龍
谷
大

学
教
授
か
ら
コ
メ
ン
ト
を
い
た
だ
き
、
小
林
正
弥

・
千
葉
大
学
教
授
の
フ
ァ
シ
リ
テ
ー
タ
ー
の
も
と
議
論
を
深
め
た
。
こ
の
内
容
に
つ

い
て
は
、
二
〇

一
五
年
六
月
現
在

ロ
ホ
報
』
に
連
載
中
で
あ
る

（二
〇

一
五
年
十

一
月
号
ま
で
連
載
予
定
）。
こ
の

「六
条
円
卓
会
議
」

で
は
、
紛
争
や
緊
張
状
態
に
つ
い
て
の
現
実
を
知
っ
た
上
で
、
平
和
に
つ
い
て
の
宗
教
者
の
役
割
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
が
主
要
テ
ー

マ
で
あ
っ
た
。

七
月
二
十
五
日
に
築
地
本
願
寺
で
開
催
さ
れ
た
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
チ
ベ
ッ
ト
と
中
東
情
勢
か
ら
考
え
る
平
和
構
築
を
テ
ー
マ
と

し
、
伊
勢
崎
賢
治
氏
、
池
内
恵

。
東
京
大
学
准
教
授
、
定
光
大
灯

・
口
ｏ
代
表
に
ご
登
壇
い
た
だ
き
、
議
論
を
行
っ
た
。
特
に
チ
ベ
ッ

ト
難
民
の
問
題
は
、
六
条
円
卓
会
議
で
は
課
題
と
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
あ
り
、
チ
ベ
ッ
ト
難
民
の
実
情
を
通
し
て
、
仏
教
と
紛
争
に



つ
い
て
、
議
論
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
た
。

こ
れ
ら
二
つ
の
活
動

（会
議

・
シ
ン
ポ
）
は
、
有
識
者
や
平
和
活
動
に
従
事
さ
れ
て
い
る
方
か
ら
紛
争
の
現
況
に
つ
い
て
ご
教
示
い

た
だ
き
、
紛
争
の
実
情
か
ら
、
具
体
的
に
平
和
実
現
の
方
途
を
模
索
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

〔四
〕
は
、
戦
後
五
〇
年
時
期
の
活
動
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
り
、
平
和
を
目
指
す
活
動
を
宗
門
全
体
に
波
及
さ
せ
て
い
く
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。

平
和
研
究
を
宗
門
の
活
動
と
し
て
捉
え
た
場
合
、
京
都
の
本
山
だ
け
で
進
め
ら
れ
る
の
で
な
く
、
宗
門
全
体

へ
の
波
及
効
果
が
要
請

さ
れ
る
。
戦
後
五
〇
年
の
折
に
は
パ
ネ
ル
が
製
作
さ
れ
、
パ
ネ
ル
展
が
広
く
各
教
区
に
お
い
て
開
催
さ
れ
た
実
績
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

写
真
資
料
に
解
説
を
加
え
た
簡
便
な
冊
子
も
作
成
さ
れ
、
そ
の
冊
子
が
各
地
の
寺
院
に
配
布
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
宗
門
全
体
に
平
和

活
動
を
広
げ
ら
れ
た
。
こ
の
活
動
実
績
を
二
〇
年
前
の
過
去
の
も
の
に
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
後
の
二
〇
年
間
に
生
起
し
た
紛
争
や

暴
力
に
関
す
る
資
料
を
加
え
る
こ
と
で
再
生
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
が
、
本
研
究
分
野
の
目
的
で
あ
る
。

研
究
所
が
製
作
し
た
パ
ネ
ル
は
、
八
月
十
六
日
に
本
願
寺
で
開
催
さ
れ
る
追
悼
法
要
に
お
い
て
、
ま
た
毎
年
九
月
十
八
日
に
開
催
さ

れ
て
い
る
千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法
要
の
前
後
の
期
間
、
築
地
本
願
寺
に
て
展
示
さ
れ
る
予
定
と
な
っ
て
い
る
。

さ
て
、
〔
一
〕
が
こ
の

『浄
土
真
宗
総
合
研
究
』
（以
下
、
紀
要
）
の
役
割
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
総
合
研
究
所
が
発
刊
す
る
本
紀
要

は
テ
ー
マ
性
を
明
確
に
し
、
二
〇

一
五
年
度
か
ら
、
新
た
な
装
い
で
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
今
回
は
、
そ
の
新
し
い
形
態
の
第

一
号
で
あ
り
、
テ
ー
マ
は
上
記

〔
一
〕
～

〔三
〕
に
繋
が
る
も
の
と
し
て

「平
和
と
宗
教
」
と
設
定
さ
れ
た
。
紀
要
は
、
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
な
性
格
を
持
つ
出
版
物
で
あ
る
。
学
術
的
成
果
に
お
い
て
は
新
規
性
が
求
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
今
回
の
紀
要
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
平

和
研
究
あ
る
い
は
平
和
活
動
の
歴
史
の

一
端
を
整
理
す
る
こ
と
を
第

一
の
目
的
と
し
、
新
規
性
に
つ
い
て
は
多
く
を
間
う
て
い
な
い
。

前
述
の
通
り
、
宗
門
内
外
に
お
け
る
平
和
研
究
の
歴
史
は
長
く
、
籠
谷
大
学
歴
史
学
科
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
研
究
機
関
で
貴
重
な

研
究
成
果
が
蓄
積
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
平
和
研
究
の
長
年
に
わ
た
る
功
績
を
無
視
す
る
こ
と
な
く
、
現
代
的
な
研
究
に
つ
な
げ
た
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い
と
い
う
意
識
の
元
、
本
紀
要
は
編
ま
れ
て
い
る
。
さ
て
、
そ
う
し
た
目
的
で
作
業
を
進
め
る
中
で
明
ら
か
と
な
っ
た
の
は
、
ま
と
め

　

１２

尽
く
せ
な
い
平
和
研
究
の
重
厚
さ
で
あ
る
。
平
和
研
究
は
、
釈
尊
の
ア
ヒ
ン
サ
ー
の
宣
言
か
ら
始
ま
っ
た
仏
教
の
二
五
〇
〇
年
に
及
ぶ

営
為
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
は
誠
に
広
く
深
く
、
本
紀
要
で
は
、
そ
の
ほ
ん
の

一
滴
を
整
理
す
る
に
と
ど
ま
ら
ぎ
る
を
え
な
い
。

特
に
、
仏
教
の
歴
史
全
体
に
お
け
る
平
和
問
題
に
つ
い
て
は
準
備
が
間
に
合
わ
ず
、
今
後
の
課
題
と
な
っ
た
。
本
紀
要
の
第

一
章
で
は

多
く
の
紙
数
を
割
い
て
、
こ
の
整
理
を
行
っ
て
い
る
。

続
い
て
、
第
二
章
で
は
、
外
部
の
専
門
家
を
招
聘
し
た
研
究
会
を
元
に
、
最
新
の
研
究
成
果
に
つ
い
て
も
紹
介
し
て
い
る
。
中
島
岳

志
氏
に
よ
る
近
代
真
宗
に
つ
い
て
の
論
考
と
、
伊
勢
崎
賢
治
氏
に
よ
る
紛
争
の
現
場
か
ら
見
た
平
和
構
築
の
二
本
を
収
録
し
て
い
る

が
、
い
ず
れ
も
平
和
問
題
へ
の
重
要
な
問
題
提
起
と
な
っ
て
い
る
。

以
下
で
は
、
本
紀
要
に
掲
載
さ
れ
た
個
別
の
論
考
を
概
観
し
、
紀
要
全
体
の
構
成
を
示
す
。

∧
二
∨
平
和
研
究
の
視
座

◆
第

一
章
　
平
和
研
究
の
分
析

第

一
章
の
編
集
方
針
と
し
て
は
、
前
述
の
通
り
、
宗
門
関
連
の
平
和
研
究
・平
和
活
動
を
整
理
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
（第

一
章
は
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
の
研
究
員
が
執
筆
し
た
原
稿
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。）

第

一
節
・坂
原
英
見
「「平
和
」
を
考
え
る

一
視
点
―
特
に
感
情
的
動
機
に
つ
い
て
―
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
宗
門
の
平
和
活
動
に
つ
い
て
、

ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
視
点
か
ら
整
理
分
析
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
坂
原
論
文
の
特
徴
は
、
「感
情
的
動
機
」
に
視
点
を
当
て
て
い
る
点

に
あ
る
。
坂
原
は
、
宗
門
の
種
々
の
平
和
活
動
に
自
ら
身
を
投
じ
て
き
た
が
、
そ
の
活
動
が

「何
が
起
こ
っ
た
か
」
と
い
う

「事
実
」

の
究
明
に
偏
重
し
す
ぎ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
自
省
す
る
。
歴
史
は
事
実
で
あ
る
と
と
も
に
、
そ
こ
に
感
情
が
介
在
し
、
絡
み
つ
い
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て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
と
、
元
来

「感
情
」
に
よ
っ
て
複
雑
化
す
る
と
い
う
紛
争
の

「事
実
」
を
見
逃
す
こ
と
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
極
め
て
本
質
的
な
問
い
か
け
で
あ
る
。
藤
井
睦
代
さ
ん
の
千
鳥
ヶ
淵
全
戦
没
者
追
悼
法
要
に
対
す
る
感
慨

を
記
し
な
が
ら
、
坂
原
は
感
情
を
記
述
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
す
る
。
こ
の
紀
要
が
編
ま
れ
て
い
る
の
は
、
戦
後
七
〇
年
と

い
う
時
期
で
あ
り
、
戦
争
を
直
接
経
験
し
た
人
の
記
憶
が
失
わ
れ
て
い
く
中
で
、
記
憶
を
ど
の
よ
う
に
と
ど
め
て
い
く
か
と
い
う
の
が
、

私
た
ち
日
本
人
全
体
に
と
っ
て
大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
風
化
さ
せ
る
こ
と
な
く
、
記
録
し
記
憶
す
る
と
き
に
注
意
す

べ
き
は
、
そ
こ
に

「事
実
」
だ
け
で
な
く
、
そ
の
時
代
を
生
き
た
人
び
と
の

「感
情
」
を
書
き
と
ど
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
本
論
の
主
調
音
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
本
論
は
、
戦
後
七
〇
年
の
平
和
活
動
、
平
和
研
究
全
体
ヘ

の
基
本
的
視
座
に
関
す
る
問
題
提
起
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

第
二
節

。
金
沢
豊

「贖
憲
と
い
う
苦
へ
の
対
処
法
―
平
和
構
築
の
手
が
か
り
と
し
て
の

『入
書
提
行
論
』
―
」
は
、
八
世
紀
の
仏
教

者
シ
ヤ
ー
ン
テ
イ
デ
ー
ヴ
ア

『入
菩
提
行
論
』
を
取
り
上
げ
る
。
『入
菩
提
行
論
」
は
、
菩
提
の
完
成
を
目
指
す
大
乗
菩
薩
の
歩
む
べ

き
あ
り
方
を
、
美
し
い
韻
文
で
綴
っ
た
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア
の
代
表
的
著
作
で
あ
る
。
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア
は
、
極
め
て
個

人
的
な
内
省
か
ら
、
平
和
へ
と
向
か
お
う
と
す
る
。
八
世
紀
と
は
、
イ
ス
ラ
ー
ム
と
い
う
中
東
で
生
ま
れ
た
宗
教
が
イ
ン
ド
に
流
入

し
て
い
た
時
代
で
も
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
状
況
の
中
で
、
あ
く
ま
で
も
内
省
的
な
あ
り
方
に
徹
底
し
、
あ
ら
ゆ
る
問
題
の
根
底
に
、

自
己
中
心
性
、
自
己
開
鎖
性
が
あ
る
と
シ
ャ
ー
ン
テ
ィ
デ
ー
ヴ
ア
は
説
き
つ
づ
け
る
。
暴
力
の
原
因
で
あ
る
怒
り
は
人
間
存
在
に
か
な

ら
ず
生
起
す
る
も
の
で
あ
り
、
怒
り
が
暴
力
を
肥
大
化
さ
せ
、
暴
力
の
連
鎖
の
要
因
と
な
る
。
こ
の
制
御
不
能
に
陥
り
が
ち
な
∧
怒
り

か
ら
暴
力
へ
の
変
換
∨
、
そ
し
て
∧
怒
り
と
暴
力
の
終
わ
ら
な
い
連
鎖
∨
を
、
「心
の
在
り
方
」
や

「縁
起
」
に
よ
っ
て
絶
と
う
と
し

た
八
世
紀
の
仏
教
者
の
試
み
は
、
今
も
輝
き
を
失
っ
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

現
代
の
平
和
論
に
お
い
て
は
、
戦
争
が
起
こ
っ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
だ
け
で
は
暴
力
が
終
わ
っ
て
い
な
い
と
論
じ
ら
れ
る
。
貧
困
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や
飢
餓
、
様
々
な
差
別
的
状
況
や
排
除
と
い
っ
た
争
い
の
背
景
問
題
に
働
き
か
け
続
け
、
こ
れ
ら
の
社
会
課
題
を
解
消
す
る
こ
と
の
中

　

１４

に
平
和
の
永
続
性
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
が
現
代
の
平
和
論
の

一
つ
の
特
徴
で
も
あ
る
の
だ
。
こ
う
し
た
考
え
方
と
、
シ
ヤ
ー
ン
テ
ィ

デ
ー
ヴ
ァ
の
論
を
比
較
す
る
と
、
八
世
紀
の
仏
教
者
の
思
想
と
現
代
と
の
接
続
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

第
三
節

・
岡
崎
秀
麿

「戦
中

・
戦
後
の
真
宗
教
学
者
の
動
向
」
は
、
題
目
の
通
り
、
戦
中

・
戦
後
の
浄
土
真
宗
の

「教
学
者
」
の
発

言
を
丁
寧
に
追
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
視
点
の
研
究
は
既
存
の
も
の
の
中
に
多
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
本
研
究
は
そ
う
し

た
論
考
に
基
づ
き
な
が
ら
筆
者
の
視
点
か
ら
再
構
成
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
岡
崎
が
重
視
し
た
の
は
、
政
教
関
係
を
近
世
社
会
か
ら

の
連
続
性
で
見
て
い
こ
う
と
し
た
点
で
あ
る
。
日
本
的
政
治
状
況
の
中
で
、
ど
の
よ
う
に
し
て
真
宗
の

「教
学
」
が
利
用
さ
れ
て
い
く

こ
と
に
な
っ
た
の
か
？
あ
る
い
は
、
協
力
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
整
理
す
る
。
教
学
と
は
、
本
来
、
変
化
し
に
く
い
も
の
だ
が
、

こ
の
硬
性
の
言
語
活
動
が
時
代
の
要
請
に
応
じ
な
が
ら
、
む
し
ろ
積
極
的
に
対
応
し
迎
合
し
て
い
く
。
そ
れ
は
時
に
、
政
治
を
先
導
す

る
よ
う
な
形
で
進
ん
で
い
く
の
だ
が
、
そ
の
局
面
を
、
近
代
国
家
の
政
教
分
離
原
則
の
受
容
の
中
で
岡
崎
は
検
証
し
て
い
る
。

明
治
維
新
以
降
、
日
本
は
近
代
国
家
へ
の
歩
み
を
急
速
に
進
め
て
い
く
。
近
代
国
家
は
い
く
つ
か
の
原
理
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
が
、

そ
の
う
ち
の

一
つ
が
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
リ
ア
条
約
を
契
機
と
し
て
導
入
さ
れ
た

「政
教
分
離
」
で
あ
る
。
十
八
世
紀
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は

宗
教
が
関
係
す
る
紛
争
が
や
ま
ず
、
政
教
分
離
と
い
う
考
え
方
が
導
出
さ
れ
、
政
教
の
調
和
が
図
ら
れ
た
。
こ
の
原
則
に
よ
り
宗
教
は
、

私
的
領
域
に
お
い
て
如
何
な
る
強
制
や
侵
害
も
受
け
な
い
こ
と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
原
則
が
日
本
に
導
入
さ
れ
た
と
き
、
真
宗
教
学

者
は
神
道
と
の
差
別
化
を
図
ろ
う
と
す
る
余
り
、
仏
教
＝
私
的
領
域
、
神
道
＝
公
的
領
域
と
い
う
構
図
を
描
い
て
し
ま
う
。
そ
の
結
果
、

図
ら
ず
も
、
国
体
論
を
宗
教
的
に
下
支
え
す
る
理
論
構
築
に
荷
担
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
四
節

・
竹
本
了
悟

「〈
研
究
ノ
ー
ト
〉
集
団
的
自
衛
権
に
関
す
る
論
点
整
理
」
は
、
「集
団
的
自
衛
権
」
に
つ
い
て
の
議
論
を
ま
と
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め
た
も
の
で
あ
る
。
現
在
、
国
会
で
集
団
的
自
衛
権
を
め
ぐ
る
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る

（本
紀
要
が
出
版
さ
れ
る
と
き
に
は
、
法
案
成

否
の
結
果
が
出
て
い
る
）
。
こ
の
日
本
と
い
う
国
家
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
法
案
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
は
、
集
団
的
自
衛
権
に
つ
い
て

の
正
し
い
理
解
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
、
竹
本
が
冒
頭
で
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「集
団
的
自
衛
権
」
と
い
う
概
念
の
理
解
に
つ
い
て

さ
え
、
法
学
者
の
間
で
違
い
が
見
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
「集
団
的
自
衛
権
」
を

一
部
可
能
に
し
よ
う
と
い
う
議
論
は
、
ど
の
よ
う
な

「集

団
的
自
衛
権
」
を
選
択
す
る
の
か
と
い
う
議
論
で
も
あ
る
の
だ
。

ま
た
、
「集
団
的
自
衛
権
」
と
は
歴
史
の
悲
劇
に
基
づ
い
て
、構
築
さ
れ
た
考
え
方
で
あ
る
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、

個
別
的
自
衛
権
は
全
て
の
国
に
認
め
ら
れ
た
権
利
な
の
だ
が
、　
一
国
だ
け
で
は
防
衛
す
る
こ
と
が
困
難
な
場
合
が
し
ば
し
ば
生
じ
う

る
。
そ
う
し
た
緊
急
事
態
に
お
い
て
、
（最
近
で
は
近
隣
諸
国
が
協
力
す
る
場
合
が
多
い
よ
う
だ
が
）
侵
略
さ
れ
た
国
家
を
時
限
的
に

（国
連
決
議
が
行
わ
れ
る
ま
で
の
間
）
保
護
す
る
た
め
に
考
案
さ
れ
た
の
が
集
団
的
自
衛
権
で
あ
る
。
ル
ワ
ン
ダ
で
は
、
他
国
が
軍
事

介
入
に
躊
躇
し
た
た
め
に

一
〇
〇
万
人
も
の
人
び
と
が
短
期
間
の
内
に
虐
殺
さ
れ
る
と
い
う
悲
劇
が
起
き
た
。
こ
う
し
た
悲
劇
が
起
き

な
い
よ
う
、
緊
急
避
難
的
に
軍
事
介
入
を
行
う
こ
と
を
可
能
に
し
よ
う
と
す
る
が
集
団
的
自
衛
権
の
本
来
の
発
想
で
あ
る
。

こ
う
し
た

「集
団
的
自
衛
権
」
の
基
礎
的
な
理
解
を
進
め
る
た
め
に
、
こ
の

「研
究
ノ
ー
ト
」
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

以
上
が
、
第

一
章
で
あ
る
。
第
二
章
は
、
外
部
の
先
生
方
と
の
研
究
会
な
ど
に
よ
っ
て
ご
教
示
い
た
だ
い
た
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
。

◆
第
二
章
　
平
和
研
究
の
現
在

第
二
章
で
は
、
現
在
、
平
和
研
究
を
主
導
さ
れ
て
い
る
お
二
人
の
研
究
者
の
論
考
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。

一
本
目
の
中
島
岳
志
『親
鸞
思
想
は
な
ぜ
超
国
家
主
義
へ
と
接
続
し
た
の
か
』
は
、戦
前
の
日
本
が
超
国
家
主
義
（ウ
ル
ト
ラ
・ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
）
に
陥
っ
て
い
く
時
に
、
そ
の
思
想
を
構
築
し
た
当
時
の
代
表
的
な
知
識
人
た
ち
が
、
親
鸞
思
想
に
傾
倒
し
、
親
鸞
思
想

に
基
づ
き
な
が
ら
超
国
家
主
義
を
構
想
し
て
い
く
状
況
を
、
見
事
に
描
出
さ
れ
て
い
る
。
中
島
氏
自
身
に
と
っ
て
、
親
鸞
思
想
は

「思
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考
様
式
の
中
心
」
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
、
な
ぜ
親
鸞
思
想
が
超
国
家
主
義
と
い
う
あ
だ
花
を
咲
か
せ
る
要
因
の

一
つ
に
な
っ
て
し
ま

　

１６

う
の
か
と
い
う
問
題
意
識
を
強
く
持
ち
、
丁
寧
に
検
証
が
な
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

「
一
君
万
民
」、
す
な
わ
ち
天
皇
の
も
と
で
す
べ
て
の
人
々
が
平
等
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
基
づ
い
て
明
治
維
新
が
起
こ
る
。
し

か
し
、
実
際
に
は
藩
閥
政
治
が
残
存
し
、
天
皇
の
大
御
心
に
基
づ
い
た
国
家
が
実
現
さ
れ
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
へ
の
不
満
や
不
安
、

自
我
の
危
機
が
、
愛
国
主
義
、
天
皇
主
義
、
右
翼
思
想
の
源
流
を
生
み
出
す
。
そ
し
て
、
こ
の

「大
御
心
」
と

「他
力
」
と
が
重
ね
合

わ
せ
て
理
解
さ
れ
て
い
く
よ
う
に
な
る
。
こ
の
親
鸞
理
解
は
、
親
鸞
思
想
を
専
門
と
し
た
暁
鳥
敏
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

と
か
く

「真
俗
二
諦
」
に
よ
っ
て
の
み
、
親
鸞
思
想
と
戦
時
思
想
の
接
近
を
見
が
ち
で
あ
る
が
、
よ
り
根
本
的
な

「他
力
」
と
い
う

教
義
が
超
国
家
主
義
と
結
び
付
い
て
い
っ
た
こ
と
へ
の
中
島
氏
の
指
摘
は
、
真
宗
教
学
に
対
し
て
重
要
な
問
題
提
起
と
な
っ
て
い
る
。

二
本
目
の
伊
勢
崎
賢
治

「宗
教
と
平
和
」
は
、
『宗
報
』
に
連
載
さ
れ
た
も
の
を
、
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
伊
勢
崎
氏
は
、
多
く

の
紛
争
の
現
場
に
立
ち
、実
際
に
平
和
構
築
の
交
渉
の
場
で
活
躍
さ
れ
て
き
た
。
そ
う
し
た
生
の
紛
争
現
場
に
お
け
る
経
験
の
中
か
ら
、

紛
争
が
な
ぜ
起
こ
る
の
か
、
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
紛
争
は
、
ど
う
し
た
ら
止
め
ら
れ
る
の
か
、
争
い
を
再
発
さ
せ
な
い
た
め
に
は
何
が

必
要
な
の
か
、
紛
争
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
の
準
備
と
し
て
は
何
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
説
く
。
そ
し
て
、
こ
の
議
論
の
中
で
、
宗
教
者

の
役
割
に
つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。

二
十

一
世
紀
に
な
り
、
国
家
間
の
戦
争
か
ら
、
内
戦
や
国
境
を
超
え
る
形
で
の
紛
争
へ
と
、
戦
い
の
様
態
は
変
化
し
て
き
て
い
る
。

そ
の
変
化
に
対
応
し
て
い
く
た
め
に
、
国
連
な
ど
の
諸
機
関
は
、
平
和
構
築
の
手
段
を
模
索
し
、
研
究
者
は
平
和
構
築
の
理
論
を
作
っ

て
き
た
。
書
店
に
行
け
ば
、
平
和
構
築
の
た
め
の
書
籍
が
、
所
狭
し
と
並
ん
で
い
る
。
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
み
、
テ
ロ
も
余
所
事
で
は

な
い
。
紛
争
の
現
在
的
状
況
か
ら
、
私
た
ち
宗
教
者
が
な
す
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
、
示
唆
深
い
議
論
と
な
っ
て
い
る
注
目

す
べ
き
論
考
で
あ
る
。
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∧
三
∨
平
和
研
究
の
眺
望

研
究
所
に
お
け
る
平
和
研
究
は
緒
に
就
い
た
ば
か
り
で
あ
る
。
当
初
、
研
究
が
ど
の
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
べ
き
か
、
そ
の
全
体
像
を

見
通
す
こ
と
さ
え
困
難
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
半
年
ほ
ど
闇
雲
に
研
究
を
進
め
て
い
っ
た
中
で
、
浄
土
真
宗
本
願
寺
派
総
合
研
究
所
に

お
け
る
平
和
研
究
に
は
、
大
分
し
て
三
つ
の
課
題
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

一
つ
は
、
「平
和
主
義
」
と
い
う
課
題
。
「平
和
主
義
」
は
、
「理
想
主
義
に
過
ぎ
な
い
」
「現
実
と
乖
離
し
て
い
る
」
と
い
う
批
判
が

し
ば
し
ぼ
聞
か
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、仏
教
が
平
和
主
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、仏
教
の
平
和
主
義
が
、

広
い
∧
平
和
主
義
∨
概
念
の
中
で
、
如
何
な
る
領
域
に
分
類
さ
れ
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
そ
の
平
和
主
義
が
現
実

に
対
し
て
思
想
的

・
実
践
的
に
有
効
で
あ
る
と
、
立
証
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
金
沢
論
文
は
、
こ
の
点
に
切
り
込
ん
だ
論

考
と
な
っ
て
い
る
。
仏
教
と
い
う
平
和
主
義
の
力
に
つ
い
て
の
検
証
、
こ
れ
が

一
つ
目
の
課
題
で
あ
る
。

二
つ
日
は
、
宗
教
と
戦
争
に
関
わ
る
課
題
で
あ
る
。
本
紀
要
で
も
岡
崎
論
文
と
中
島
論
文
に
お
い
て
、
教
学
や
根
本
的
な
思
想
か

ら
、
戦
う
原
理
が
導
出
さ
れ
て
い
く
状
況
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
や
は
り
宗
教
の
持
つ
何
ら
か
の
危
う
さ
を
示
し
て

い
る
の
だ
ろ
う
。
宗
教
者
の
側
か
ら
、
そ
の
危
う
さ
に
つ
い
て
検
証
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
国
家
と
宗
教
の
た
め
に
し
か

人
は
死
な
な
い
と
も
言
わ
れ
る
。
ま
た
、
現
在
も
宗
教
が
介
在
し
た
紛
争
が
世
界
各
地
で
勃
発
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
現
実
に
向
か
い

あ
う
た
め
に
、
宗
教
の
持
つ
排
他
性
／
求
心
力
の
危
う
さ
を
自
ら
摘
出
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
二
つ
目
の
課
題
で

あ
る
。

三
つ
目
は
、
平
和
を
形
作
る
方
法
と
し
て
の
宗
教
と
い
う
課
題
で
あ
る
。
紛
争
の
現
実
の
中
か
ら
、
具
体
的
に
平
和
を
作
り
出
す
た

め
に
、
平
和
な
状
況
を
生
み
出
す
た
め
に
、
宗
教
者
や
教
団
は
主
体
的
に
ど
の
よ
う
に
活
動
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
世
界
の
様
々
な
場

所
で
、
多
く
の
人
び
と
が
命
が
け
で
争
い
を
な
く
す
た
め
の
、
具
体
的
な
ア
ク
シ
ョ
ン
を
起
こ
し
続
け
て
い
る
。
私
た
ち
宗
教
者
の
こ

れ
ま
で
の
平
和
活
動
を
検
証
し
、
さ
ら
に
現
実
の
紛
争
に
対
し
て
な
し
う
る
平
和
活
動
の
可
能
性
を
し
っ
か
り
と
考
え
、
実
践
し
な
け
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れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
の
が
、
竹
本
論
文
、
伊
勢
崎
論
考
で
あ
る
。

本
紀
要
か
ら
始
ま
っ
た
平
和
研
究
の
歩
み
は
、
既
述
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
。
研
究
所
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
平
和
研

究
を
進
め
、
仏
教
思
想
の
主
要
テ
ー
マ
と
紛
争
の
止
ま
な
い
現
代
と
を
架
橋
し
て
い
く
営
為
を
継
続
し
て
い
き
た
い
。

平和研究の全体像と「総合研究』の位置づけ
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