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共
生
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
、
人
権

　
　
　
－
憲
法
学
は
ど
ん
な
こ
と
を
考
え
る
学
問
な
の
か
ー

は
じ
め
に

　
新
入
生
の
み
な
さ
ん
、
こ
入
学
お
め
で
と
う
，
こ
ざ
い
ま
す
。

　
「
共
生
」
と
い
う
、
最
近
一
部
で
流
行
り
つ
つ
あ
る
キ
ー
ワ
ー

ド
を
手
が
か
り
に
し
て
、
そ
れ
が
い
っ
た
い
憲
法
学
と
い
う
私
の

専
門
の
分
野
で
あ
る
学
問
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
と
か
皆
さ
ん
を
、
憲
法

学
と
い
う
－
僕
自
身
が
迷
い
こ
ん
で
い
て
、
し
か
も
ど
う
や
ら

簡
単
に
は
抜
け
出
せ
そ
う
も
な
い
1
学
問
の
世
界
に
招
待
す
る

ー
引
き
ず
り
こ
む
？
1
か
、
あ
る
い
は
逆
に
、
憲
法
学
な
ん

て
せ
い
ぜ
い
単
位
を
取
か
た
め
に
つ
き
あ
う
程
度
に
と
ど
め
て
お

い
て
、
大
学
生
活
と
い
う
限
ら
れ
て
い
て
し
か
も
と
て
も
貴
重
な

時
問
を
、
別
の
大
切
で
も
っ
と
楽
し
そ
う
な
も
の
に
振
り
向
け
る

阪
　
口

正
　
二

郎

か
、
み
な
さ
ん
一
人
一
人
が
な
す
決
定
の
お
手
伝
い
を
し
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
最
近
、
「
共
生
」
と
い
う
言
葉
を
よ
く
耳
に
す
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。
コ
ニ
世
紀
は
共
生
の
時
代
で
あ
る
L
な
ど
と
言
わ
れ

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
「
共
生
」
と
い
う
言
葉
そ
れ
自

体
は
別
に
そ
れ
ほ
ど
目
新
し
い
意
味
を
も
り
て
い
る
わ
け
で
は
な

さ
そ
う
で
す
。
少
し
気
に
な
っ
て
手
元
に
あ
っ
た
国
語
辞
典
で

「
共
生
」
と
い
う
言
葉
を
引
い
て
み
た
ら
、
最
初
に
出
て
き
た
定

義
は
「
い
っ
し
ょ
に
生
き
て
ゆ
く
こ
と
」
と
い
う
も
の
で
し
た
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
仮
に
人
間
だ
け
を
対
象
に
限
っ
て
み

て
も
ー
そ
う
で
な
い
も
の
と
し
て
、
た
と
え
ば
自
然
と
の
共
生

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
た
り
し
ま
す
L
大
半
の
人
間
が
お
よ

そ
口
。
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
よ
う
に
無
人
島
で
一
人
で
生
活
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（67）共生， リベラリズム，人権

し
て
い
る
存
在
で
は
な
く
、
社
会
の
中
で
他
者
と
と
も
に
生
活
し

て
い
る
存
在
で
あ
る
以
上
、
他
者
と
の
折
り
合
い
を
そ
れ
な
り
に

つ
け
て
生
き
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
以
上
の
意
味
は
な
さ
そ
う
で
す
。

　
し
か
し
、
僕
の
み
る
と
こ
ろ
、
ど
う
も
そ
う
で
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
’
最
近
、
た
と
え
ぱ
「
共
生
の
時
代
」
と
言
わ
れ
る

場
合
に
は
、
あ
る
種
の
特
別
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
込
め
て
「
共
生
」

と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
ど
う
も
、

人
そ
れ
ぞ
れ
「
異
な
っ
て
い
る
」
け
れ
ど
も
、
で
き
る
限
り
互
い

に
そ
の
「
違
い
」
を
認
め
そ
れ
を
尊
重
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
な

お
何
と
－
か
一
緒
に
生
き
て
ゆ
け
る
よ
う
な
社
会
を
築
い
て
い
こ
う

と
い
う
意
味
で
「
共
生
」
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う

な
の
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
「
違
っ
て
い
る
」
こ
と
を
互
い
に
認
め
大

切
に
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
一
緒
に
や
っ
て
ゆ
こ
う
と
い
う
わ
け

で
す
。
こ
こ
に
最
近
「
共
生
」
と
言
わ
れ
る
場
合
の
ポ
イ
ン
ト
が

あ
る
よ
う
で
す
。

　
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
は
日
本
国
憲
法
が
依
拠
し
て
い
る
と

恩
わ
れ
る
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
い
う
哲
学
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
だ

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
は
、
政
治
哲

学
者
の
ロ
ナ
ル
ド
・
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
国
家
の

な
す
政
治
的
決
定
は
、
で
き
る
限
り
、
何
が
善
い
生
き
方
、
何
が

生
き
る
価
値
か
と
い
っ
た
事
柄
に
関
す
る
い
か
な
る
特
定
の
考
え

方
か
ら
も
独
立
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
つ
ま
り
、
国

家
は
何
が
善
い
人
生
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
な
る
だ
け
中
立
で

な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
原
理
で
す
。
こ
れ
は
、
僕
流
に
理
解

す
る
と
、
各
個
人
の
多
様
な
価
値
観
・
世
界
観
と
い
っ
た
も
の
に

つ
い
て
は
そ
れ
を
な
る
だ
け
大
切
に
し
て
、
こ
れ
が
善
い
生
き
方

だ
、
こ
れ
が
価
値
あ
る
生
き
方
だ
と
い
プ
こ
と
を
み
ん
な
で
決
め

な
い
で
、
そ
れ
で
も
な
お
一
つ
の
国
家
の
中
で
何
と
か
み
ん
な
で

一
緒
に
や
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
、
と
い
う
「
共
生
」
の
哲
学
で
す
。

ニ
　
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
「
共
生
」

の
哲
学

　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
「
共
生
」
の
哲
学
な

の
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
、
国
家
は
何
が
善
い
人
生
な
の
か
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
中
立
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

難
し
い
問
題
で
す
が
、
何
と
か
頑
張
っ
て
僕
な
り
に
み
な
さ
ん
に

説
明
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
一
づ
の
可
能
な
答
え
は
、
い
か
な
る
人
生
が
善
い
人
生
な
の
か
、

い
か
に
人
は
生
き
る
べ
き
か
と
い
う
た
問
題
に
つ
い
て
は
答
え
は

多
様
で
あ
り
、
と
て
も
人
々
の
問
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
な
ど
圭
言
え

る
よ
う
な
も
の
な
ど
存
在
し
な
い
か
ら
と
い
う
も
の
で
す
。
確
か
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に
そ
の
通
り
で
す
。
人
そ
れ
ぞ
れ
価
値
観
や
世
界
観
は
異
な
っ
て

い
ま
す
。
自
分
の
信
じ
る
信
仰
の
た
め
に
一
生
を
捧
げ
る
こ
と
が

有
意
義
な
人
生
だ
と
考
え
る
人
も
い
れ
ば
、
金
も
う
け
の
た
め
に

一
生
を
捧
げ
る
こ
と
が
有
意
義
な
人
生
だ
と
考
え
る
人
も
い
る
で

し
ょ
う
し
、
好
き
な
彼
あ
る
い
は
彼
女
の
た
め
に
一
生
を
捧
げ
て

尽
く
す
こ
と
が
有
意
義
な
人
生
だ
と
考
え
る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。

と
て
も
コ
ン
セ
ン
サ
ス
な
ど
得
ら
れ
そ
う
に
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
な
い
中
で
、
誰
・
か
が
こ
れ
こ
そ
が
正
し
い
生

き
方
だ
と
考
え
る
も
の
を
周
り
の
人
々
に
押
し
つ
け
よ
う
と
す
る

と
、
こ
れ
は
共
生
な
ら
ぬ
強
制
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か

し
、
こ
れ
で
は
、
政
治
的
権
力
は
そ
れ
に
服
す
る
人
々
に
と
っ
て

正
当
化
さ
れ
う
る
、
つ
ま
り
合
理
的
に
納
得
の
い
く
形
で
行
使
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
則
に
反
す
る
こ
と
に
な
り
支
す
。
ま

た
、
そ
れ
で
は
各
人
を
互
い
に
平
等
な
も
の
と
し
て
取
扱
わ
な
い

こ
と
に
も
な
る
で
し
ょ
う
。

　
さ
ら
に
、
誰
か
が
自
分
が
こ
れ
こ
そ
は
正
し
い
生
き
方
だ
と
考

え
る
も
の
を
周
り
の
人
々
に
力
ず
く
で
強
制
し
よ
う
と
す
る
と
、

殴
り
合
い
の
喧
嘩
が
始
ま
る
で
し
ょ
う
。
実
際
、
昔
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

で
起
き
た
血
な
ま
ぐ
さ
い
宗
教
を
め
ぐ
る
闘
争
は
そ
の
典
型
で
す
。

宗
教
は
、
そ
れ
ぞ
れ
白
分
の
信
じ
る
神
様
が
絶
対
的
な
も
の
で
あ

り
、
　
一
つ
の
宗
教
か
ら
見
れ
ば
他
の
宗
教
は
問
違
っ
た
も
の
、
邪

教
で
あ
り
根
絶
す
ぺ
き
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
が
ち
で
す
。

そ
こ
で
一
つ
の
宗
教
が
支
配
し
よ
う
と
す
る
と
血
で
血
を
洗
う
戦

争
に
な
う
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

　
信
仰
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
が
真
面
目
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
人

が
最
後
は
白
ら
の
命
を
も
供
し
て
貫
く
も
の
の
代
表
的
な
例
に
す

ぎ
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
信
仰
以
外
に
も
そ
う
し
た
も
の
は
た
く
さ

ん
あ
る
は
ず
で
す
。
た
と
え
ば
、
戦
後
す
ぐ
の
時
期
に
、
自
分
は

裁
判
官
で
あ
る
以
上
、
ヤ
ミ
米
を
食
べ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
と

し
て
餓
死
し
た
裁
判
官
が
い
ま
し
た
。
人
は
、
ど
う
し
て
も
大
切

な
ま
も
る
べ
き
も
の
が
あ
れ
ば
、
そ
の
た
め
に
は
命
を
も
賭
す
生

き
も
の
な
の
で
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
何
が
正
し
い
生
き
方
か
、
何
が
善
い
生
き
方
か
、

何
が
幸
せ
か
と
い
づ
た
問
題
に
つ
い
て
人
々
の
問
で
対
立
が
あ
り

コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
無
理
し
て
決
定
し
て
血

を
見
る
よ
り
は
、
そ
こ
は
決
め
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
が
お
互
い

の
平
和
的
な
共
存
を
確
保
す
る
唯
一
の
合
理
的
な
選
択
肢
だ
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
う
し
て
リ
ペ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
何
が
正
し
い
生
き
方
か
、
何
が

幸
せ
な
人
生
か
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
人
々
の
間
で
コ
ン
セ
ン
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（69）共生，リペラリズム，人権

サ
ス
が
な
い
中
で
、
そ
れ
で
も
何
と
か
協
働
し
て
社
会
生
活
を
行

っ
て
い
こ
う
と
す
る
場
合
、
互
い
に
相
手
を
平
等
な
存
在
と
し
て

取
扱
う
と
い
う
原
理
的
な
意
味
で
も
、
ま
た
平
和
で
安
定
し
た
共

存
を
確
保
す
る
と
い
う
多
少
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
意
味
で
も
、

合
理
的
な
「
共
生
」
の
「
哲
学
」
な
い
し
は
「
知
恵
」
で
あ
る
と

い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
め
で
た
し
、
め
で
た
し
、
よ
う
や
く
最
初
の
問
い
に
つ
い
て
答

え
ら
し
き
も
の
が
見
つ
か
り
ま
し
た
。

　
た
だ
、
こ
こ
で
や
め
に
し
な
い
で
も
う
一
歩
先
を
考
え
て
み
て

も
い
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
、
そ
も
そ
も
、
こ
う

し
た
価
値
観
や
世
界
観
の
深
い
と
こ
ろ
に
関
わ
る
問
題
に
つ
い
て

コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
得
ら
れ
な
い
の
か
と
い
う
問
題
で
す
。
な
ぜ
で

し
ょ
う
か
。

　
最
近
考
え
ら
れ
て
い
る
一
つ
の
理
由
は
、
比
較
不
可
能
性
、
通

約
不
可
能
性
（
ま
8
ヨ
昌
彗
彗
冨
巨
一
q
）
と
い
う
も
の
で
す
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
何
が
正
し
い
人
生
か
、
人
は
い
か
に
生
き
る
べ

き
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
単
に
そ
れ
に
対
す
る
各
人
の
答

え
が
多
様
で
コ
ン
セ
ン
サ
ス
が
存
在
し
な
い
だ
け
で
な
く
、
そ
も

そ
も
各
人
の
相
対
立
す
る
多
様
な
答
え
の
間
で
互
い
に
比
較
す
る

こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
比
較
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
の
だ
か
ら

コ
ン
セ
ン
サ
ス
な
ど
そ
も
そ
も
得
ら
れ
よ
う
は
ず
が
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
す
。

　
一
つ
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
比
較
不
可
能
性
な
い
し
は
通

約
不
可
能
性
と
い
う
主
張
は
、
し
ば
し
ぱ
別
の
異
な
っ
た
主
張
と

混
同
さ
れ
が
ち
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
、
神

に
捧
げ
る
人
生
と
愛
す
る
男
性
や
女
性
に
捧
げ
る
人
生
は
客
観
的

に
見
て
ど
ち
ら
も
等
し
い
価
値
を
持
つ
と
い
う
主
張
で
す
。
も
ち

ろ
ん
両
方
と
も
等
し
い
の
で
あ
れ
ば
、
両
方
と
も
尊
重
し
ま
し
ょ

う
と
い
う
こ
と
も
充
分
考
え
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
に
対
し
て
、
簡
単

に
言
え
ば
、
比
較
不
可
能
性
・
通
約
不
可
能
性
は
、
そ
も
そ
も
両

方
を
比
較
す
る
客
観
的
な
も
の
さ
し
が
存
在
し
な
い
と
い
う
話
し

な
の
で
す
。
も
の
さ
し
白
体
が
存
在
し
な
い
わ
け
で
す
か
ら
、
そ

も
そ
も
両
方
を
等
し
い
と
す
ら
言
え
よ
う
は
ず
が
な
い
の
で
す
。

ま
さ
に
両
者
は
比
較
不
能
、
比
べ
ら
れ
な
い
の
で
す
。

　
人
は
、
そ
れ
ぞ
れ
中
味
は
異
な
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
他

の
な
に
も
の
に
も
代
え
難
い
大
切
な
も
の
を
何
か
も
っ
て
い
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。
あ
る
人
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
恋
人
と
の
恋
愛

か
も
し
れ
ま
せ
ん
し
、
ま
た
別
の
人
に
と
っ
て
は
友
だ
ち
と
の
友

情
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
た
と
え
ぱ
、
自
分
の
子
ど
も
と
の
関
係
を

か
け
が
え
な
く
大
切
だ
と
恩
う
て
い
る
人
は
、
い
く
ら
大
金
を
目
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の
前
に
積
ま
れ
て
も
、
お
金
と
引
き
換
え
に
子
ど
も
を
売
っ
た
り

し
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
そ
の
人
は
お
金
を
提
示
し
た
人
に
腹

を
た
て
、
そ
の
人
を
軽
蔑
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、
そ
の
人
が

子
ど
も
と
の
関
係
と
お
金
は
比
較
不
可
能
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
り
、
相
手
は
比
較
可
能
だ
と
恩
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。
も
し
、

そ
う
で
は
な
く
て
お
金
を
積
ま
れ
て
子
ど
も
を
売
り
渡
す
の
で
あ

れ
ぱ
、
そ
れ
は
そ
の
人
が
子
ど
も
と
の
関
係
を
本
当
に
か
け
が
え

の
な
い
も
の
だ
と
は
考
え
て
お
ら
ず
、
実
際
に
は
お
金
と
比
較
可

能
だ
と
思
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。

　
そ
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
生
は
、
ま
さ
に
一
人
一
人
の
人
間
に

よ
っ
て
違
う
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
人
に
と
っ
て

か
け
が
え
の
な
い
も
の
で
す
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
比
較

不
可
能
、
通
約
不
能
で
あ
り
、
何
が
善
い
人
生
か
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
コ
ン
セ
ン
サ
ス
な
ど
形
成
し
よ
う
と
し
て
も
そ
も
そ
も
得

ら
れ
よ
う
は
ず
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
か
く
し
て
、
こ
こ
か
ら
も
や
は
り
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
と
い
う

「
共
生
」
の
哲
学
な
い
し
は
知
恵
が
引
き
出
さ
れ
ま
す
。

三
　
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の

「
共
生
」
の
コ

ス
ト

も
ち
ろ
ん
、
お
そ
ら
く
少
し
隈
定
的
な
形
に
な
る
と
思
わ
れ
ま

す
が
、
国
家
の
中
立
性
と
い
う
理
念
そ
れ
自
体
は
別
の
論
理
の
遺

筋
か
ら
も
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。
た
と
え
ば
、
哲
学

者
の
カ
ン
ト
や
ミ
ル
は
、
何
が
善
き
生
き
方
か
と
い
う
問
題
に
つ

い
て
正
し
い
答
え
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
は
、

自
律
的
な
生
き
方
、
つ
ま
り
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
決
め
る
、
人

生
と
い
う
物
語
の
作
者
は
自
分
自
身
で
あ
る
、
と
い
う
答
え
で
す
。

こ
こ
か
ら
も
、
逆
説
的
で
す
が
、
国
家
の
中
立
性
と
い
う
理
念
が

引
き
出
せ
る
は
ず
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
自
律
的
な
生
き
方
が
善
き

生
き
方
だ
と
す
れ
ば
、
や
は
．
り
国
家
は
そ
れ
以
外
の
点
に
つ
い
て

は
申
立
的
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
か
ら
で
す
。
国
家
が
特
定
の
生

き
方
を
個
人
に
押
し
つ
け
よ
う
と
す
れ
ぱ
、
そ
れ
は
押
し
つ
け
ら

れ
た
人
に
と
っ
て
は
、
お
仕
着
せ
の
人
生
で
あ
り
、
自
律
的
な
生

き
方
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
こ
う
し
た
考
え
方
も
、

広
い
意
味
で
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
呼
ば
れ
る
の
で
す
が
、
先
の
狭

い
意
味
で
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
区
別
し
て
パ
i
フ
ェ
ク
シ
ョ
ニ
ズ

ム
（
o
①
ユ
8
ま
o
ま
ω
ヨ
）
と
呼
ば
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。

　
日
本
国
憲
法
を
こ
の
パ
ー
フ
ェ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
解

釈
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
場
合
、
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
か
ら
解
釈
す
る
の
と
パ
ー
フ
ェ
ク
シ
ョ
ニ
ズ
ム
か
ら
解
釈
す

る
の
と
で
は
、
結
果
が
同
じ
で
説
明
が
異
な
る
こ
と
に
な
る
だ
け
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な
の
か
、
そ
れ
と
も
結
果
も
異
な
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
か
は

興
味
深
い
間
題
で
す
。
僕
も
そ
の
う
ち
時
問
が
あ
っ
た
ら
考
え
て

み
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
さ
し
あ
た
り
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
の
観
点
に
立
っ
て
話
し
を
進
め
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
「
人
権
」
の
核
心
に
あ

る
の
は
、
国
家
の
な
す
政
治
的
決
定
が
、
先
の
よ
う
な
形
の
中
立

性
に
違
反
し
て
、
個
人
に
対
し
て
何
が
善
き
人
生
か
、
何
が
幸
せ

な
人
生
な
の
か
を
押
し
つ
け
る
形
で
、
．
そ
の
個
人
を
「
平
等
な
配

慮
と
尊
重
（
8
毒
一
8
目
8
；
彗
α
『
①
名
①
〇
一
）
」
を
持
っ
て
取
扱

わ
な
い
こ
と
を
禁
止
す
る
原
理
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
i

多
数
者
の
決
定
で
あ
っ
て
も
そ
れ
が
正
当
で
あ
る
と
い
え
る
た
め

に
は
、
こ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
「
す
べ
て
国
民
は
、
個
人
と
し
て
尊
重
さ
れ
る
」
と
定
め
る
憲

法
二
二
条
前
段
は
、
こ
う
し
た
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
考
え
方
を
日
本

国
憲
法
が
採
用
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、

「
思
想
の
自
由
」
、
「
信
教
の
自
由
」
、
「
表
現
の
自
由
」
と
い
っ
た

憲
法
が
保
障
す
る
基
本
的
人
権
は
、
「
平
等
な
配
慮
と
尊
重
を
持

っ
て
取
扱
わ
れ
る
権
利
」
と
い
う
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
「
人
権
」
を
、

そ
れ
が
経
験
上
脅
か
さ
れ
や
す
い
場
合
を
想
定
し
て
個
々
具
体
的

な
形
で
定
め
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
　
　
憲
法
の
保

障
し
て
い
る
個
々
の
権
利
が
全
て
こ
の
よ
う
に
理
解
で
き
る
か
ど

う
－
か
、
ま
た
理
解
す
べ
き
か
ど
う
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
－
1
、

日
本
語
の
「
憲
法
」
と
い
う
言
葉
に
あ
た
る
英
語
は
O
O
冨
幸
巨
－

ご
昌
で
す
。
O
O
易
葦
鼻
①
と
い
う
動
詞
に
は
「
構
成
す
る
」
、

「
組
成
す
る
」
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。
文
字
通
り
、
「
憲
法
」

と
は
一
つ
の
国
家
の
基
本
的
な
骨
組
み
（
8
畠
暮
⊆
ご
昌
）
を
定

め
る
も
の
で
あ
り
、
日
本
と
い
う
国
家
に
住
む
わ
れ
わ
れ
は
、
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
「
共
生
」
の
哲
学
な
い
し
は
知
恵
を
選
択
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
も
憲
法
は
立
派
な
実
定

法
で
す
。
実
定
法
と
い
う
の
は
、
あ
る
特
定
の
時
期
の
あ
る
社
会

に
お
い
て
、
現
に
あ
る
法
と
し
て
公
の
権
力
に
よ
づ
て
強
制
力
を

も
っ
て
通
用
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
規
範
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま

す
。
お
ま
け
に
目
本
国
憲
法
は
、
八
一
条
で
違
憲
審
査
制
と
い
う

も
の
を
設
け
て
い
ま
す
。
違
憲
審
査
制
と
い
う
の
は
、
簡
単
に
言

う
と
、
立
法
を
合
む
政
府
の
行
為
が
憲
法
に
反
し
て
い
る
場
合
、

裁
判
所
が
こ
れ
を
審
査
し
て
違
憲
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

制
度
で
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
た
と
え
ば
、
み
な
さ
ん
の
中
で
、
誰
か
あ
る
人

が
病
気
で
苦
し
ん
で
い
て
、
救
い
を
求
め
。
て
何
か
新
興
宗
教
に
帰
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依
し
た
い
と
考
え
て
い
る
場
合
に
、
政
府
が
そ
れ
は
邪
教
だ
か
ら

信
じ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
理
由
で
そ
の
宗
教
を
禁
止
す
る
法
律

を
制
定
す
れ
ぱ
、
み
な
さ
ん
は
事
件
を
お
こ
し
て
裁
判
所
に
行
っ

て
こ
の
法
律
を
憲
法
違
反
と
し
て
も
ら
ヶ
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ま

た
、
マ
ン
ガ
が
好
き
な
人
が
い
て
、
政
府
が
マ
ン
ガ
な
ん
か
読
ん

で
い
る
と
人
は
道
徳
的
に
堕
落
す
る
と
い
う
理
由
で
マ
ン
ガ
を
読

む
事
を
禁
止
す
る
法
律
を
制
定
す
れ
ぱ
、
そ
の
場
合
も
同
じ
で
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
一
つ
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
目
本
国
憲
法
が
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
目
指
す
「
共
生
」
は
た
だ
で
は
な
い
、
い
や
た
だ

で
は
な
い
ど
こ
ろ
か
、
極
め
て
大
き
な
コ
ス
ト
と
負
担
を
強
い
る

も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

　
一
つ
例
を
挙
げ
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
（
以
下
、
事
例
を
合
め
て

本
節
の
記
述
は
、
宕
亮
冒
く
ミ
巴
守
昌
一
↓
ぎ
5
ミ
一
g
蜆
に
大

幅
に
依
拠
し
て
い
る
）
。
一
般
に
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
拷
問
を
認
め

ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、
ヨ
i
ロ
ッ
パ
人
権
条
約
は
、
第
三
条
に
お

い
て
、
「
何
人
も
拷
問
（
8
ユ
胃
①
）
に
服
す
る
こ
と
は
な
い

…
…
」
と
定
め
て
い
ま
す
。
こ
の
法
律
の
定
め
方
だ
と
少
し
暖
味

な
の
で
す
が
、
こ
れ
は
絶
対
的
な
禁
止
、
す
な
わ
ち
、
た
と
え
い

か
な
る
理
由
が
あ
ろ
う
と
例
外
は
認
め
な
い
、
拷
問
は
絶
対
的
に

こ
れ
を
禁
止
す
る
趣
旨
の
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

点
は
、
目
本
国
憲
法
の
方
が
明
確
で
す
。
日
本
国
憲
法
は
第
三
六

条
に
お
い
て
「
公
務
員
に
よ
る
拷
問
…
…
は
、
絶
対
に
こ
れ
を
禁

止
す
る
」
と
し
て
お
り
、
拷
問
の
禁
止
が
例
外
を
認
め
な
い
、
絶

対
的
な
禁
止
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、

拷
問
が
な
ぜ
絶
対
的
に
禁
止
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
と
、
た
と

え
い
か
な
る
理
出
が
あ
ろ
う
と
も
、
拷
問
と
い
う
や
り
方
は
、
人

間
を
人
問
と
し
て
扱
わ
ず
、
そ
の
人
を
人
間
以
下
の
も
の
と
し
て

扱
う
か
ら
で
す
。

　
こ
の
よ
う
に
言
う
と
、
お
そ
ら
く
何
人
か
の
人
か
ら
は
次
の
よ

う
な
反
応
が
か
え
っ
て
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
－
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
、
「
拷
問
が
よ
く
な
い
、
そ
ん
な
こ
と
は
分
か
り
き

っ
て
い
る
」
、
「
そ
ん
な
こ
と
は
当
た
り
前
だ
」
、
「
そ
も
そ
も
、
拷

問
な
ん
て
ひ
ど
い
こ
と
を
す
る
の
は
、
サ
デ
ィ
ス
ト
か
ナ
チ
ス
か
、

そ
こ
ま
で
い
か
な
く
て
も
よ
ほ
ど
悪
い
奴
に
違
い
な
い
」
、
「
し
た

が
う
て
真
面
目
に
議
論
す
る
に
は
値
し
な
い
」
と
い
う
反
応
で
す
。

　
し
か
し
、
本
当
に
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
拷
問
が
禁
じ
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
自
然
で
当
た
り
前
の
こ
と
な
の
で
し
ょ

う
か
。
仮
に
拷
問
が
悪
い
こ
と
だ
と
し
て
も
、
拷
問
は
例
外
な
く

常
に
禁
じ
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。
．
ま
た
、
拷
問
を
行
う
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の
は
サ
デ
ィ
ス
ト
だ
け
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　
　
た
と
え
ぱ
、
次
の
よ
う
な
状
況
を
考
え
て
み
て
下
さ
い
。
あ
る

　
テ
ロ
リ
ス
ト
の
集
団
が
存
在
し
て
い
て
、
あ
ち
こ
ち
で
爆
破
テ
ロ

．
を
行
い
、
そ
の
被
害
に
あ
っ
て
何
十
人
も
死
ん
だ
り
、
死
な
な
く

　
て
も
大
怪
我
を
し
て
い
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
警
察
は
当
然
捜
査
を

　
し
、
犯
人
を
捕
ま
え
た
り
、
警
備
を
強
化
し
て
未
然
に
次
の
爆
破

　
を
阻
止
し
よ
う
と
一
生
懸
命
に
な
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
し
た
懸
命

　
な
捜
査
の
結
果
、
テ
ロ
リ
ス
ト
数
名
の
逮
捕
に
こ
ぎ
つ
け
ま
し
た
。

警
察
は
尋
問
を
し
て
懸
命
に
テ
ロ
組
織
の
あ
り
よ
う
や
次
の
爆
破

計
画
を
探
り
だ
そ
う
と
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
テ
ロ
リ
ス
ト
の
緒

來
が
強
く
ど
う
し
て
も
逮
捕
さ
れ
た
テ
ロ
リ
ス
ト
た
ち
が
口
を
割

　
り
ま
せ
ん
。
こ
の
テ
ロ
リ
ス
ト
た
ち
に
自
白
さ
せ
る
以
外
に
次
の

爆
破
を
阻
止
で
き
そ
ヶ
な
有
効
な
手
段
が
あ
り
ま
せ
ん
。
警
察
は

と
う
と
う
拷
間
を
行
い
、
拷
問
に
耐
え
か
ね
た
テ
ロ
リ
ス
ト
の
何

人
か
が
自
白
し
、
そ
の
結
果
テ
ロ
リ
ス
ト
集
団
に
属
す
る
他
の
メ

　
ン
バ
ー
が
逮
捕
さ
れ
、
爆
破
テ
ロ
に
終
止
符
が
う
た
れ
ま
し
た
。

　
　
こ
う
し
た
状
況
を
想
定
す
る
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
突
飛
で
は
な
い

は
ず
で
す
。
現
に
こ
れ
は
イ
ギ
リ
ス
で
あ
っ
た
事
例
で
す
し
、
地

下
鉄
サ
リ
ン
事
件
の
よ
う
な
テ
ロ
活
動
が
わ
が
国
で
も
起
き
て
い

る
わ
け
で
す
か
ら
、
こ
う
し
た
状
況
は
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は

な
い
は
ず
で
す
。

　
こ
の
場
合
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
対
し
て
拷
問
を
行
っ
た
警
察
は
サ

デ
ィ
ス
ト
で
し
ょ
う
か
、
ま
た
彼
ら
は
ナ
チ
ス
の
よ
う
な
専
制
的

な
支
配
者
で
し
ょ
う
か
。
た
し
か
に
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
、
拷
問

に
加
わ
っ
た
警
官
の
中
に
、
一
人
く
ら
い
は
人
が
傷
つ
け
ら
れ
る

の
を
見
て
快
感
を
え
る
よ
う
な
サ
デ
ィ
ス
ト
が
い
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
し
、
ま
た
、
密
か
な
ネ
オ
ナ
チ
の
信
奉
者
が
い
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
し
か
し
多
く
の
警
官
は
そ
う
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。
ま

た
、
拷
問
に
加
わ
っ
た
警
官
の
多
く
は
、
実
は
あ
ま
り
深
く
考
え

ず
、
た
だ
上
司
の
命
令
に
従
っ
た
だ
け
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
な
か
に
は
真
面
目
に
考
え
て
悩
ん
だ
後
に
行
動
し
た

警
官
が
い
る
は
ず
で
す
。
そ
う
で
す
、
「
拷
問
は
よ
く
な
い
。
し

か
し
拷
問
以
外
に
は
次
の
爆
破
テ
ロ
か
ら
市
民
の
命
を
ま
も
る
方

法
が
な
い
。
自
分
は
何
よ
り
も
人
命
を
守
る
立
場
に
あ
る
警
察
官

だ
し
、
ま
た
一
人
の
市
民
と
し
て
も
次
に
行
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
テ

ロ
に
よ
ウ
て
罪
も
な
い
人
た
ち
が
無
残
に
殺
さ
れ
る
こ
と
を
み
す

み
す
許
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
」
と
、
き
っ
と
考
え
た
人
が
。
お

そ
ら
く
、
映
画
「
ダ
イ
・
ハ
ー
ド
」
シ
リ
ー
ズ
に
登
場
す
る
、
み

な
さ
ん
に
も
お
馴
染
み
の
、
ブ
ル
ー
ス
・
ウ
ィ
リ
ス
演
じ
る
と
こ

ろ
の
ジ
ヨ
ン
．
マ
ク
レ
ー
ン
刑
事
な
ら
、
き
っ
と
そ
う
考
え
て
行
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動
す
る
と
恩
い
ま
す
1
厄
介
な
こ
と
に
、
僕
の
み
る
と
こ
ろ
、

映
画
の
中
で
彼
は
あ
ま
り
悩
ん
で
い
な
い
よ
う
な
の
で
す
が
ー
－
、

　
そ
れ
で
も
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
こ
の
場
合
、
　
マ
ク
レ
ー
ン
を
決

し
て
ヒ
ー
ロ
ー
扱
い
し
な
い
の
で
す
。
ヒ
ー
ロ
ー
扱
い
し
な
い
ど

こ
ろ
か
、
マ
ク
レ
ー
ン
を
拷
問
を
行
っ
た
警
官
と
し
て
ナ
チ
ス
と

同
じ
よ
う
に
法
廷
に
引
き
摺
り
出
し
て
、
そ
の
責
任
を
厳
し
く
問

い
、
そ
し
て
処
分
す
る
の
で
す
。
な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
理
由

は
、
あ
る
一
点
に
お
い
て
、
マ
ク
レ
ー
ン
の
行
為
と
テ
ロ
リ
ス
ト

の
行
為
が
最
終
的
に
は
同
じ
も
の
で
あ
り
、
ど
ち
ら
も
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
に
反
す
る
か
ら
で
す
。
テ
ロ
リ
ス
ト
の
行
為
は
大
量
殺
人
、

こ
れ
に
対
し
て
マ
ク
レ
ー
ン
の
行
為
は
拷
問
で
す
。
た
し
か
に
両

者
が
行
っ
た
行
為
は
そ
の
意
味
で
は
全
く
異
な
っ
て
お
り
、
区
別

可
能
で
す
。
け
れ
ど
も
、
よ
く
見
れ
ぱ
、
殺
人
も
拷
問
も
、
相
手

を
対
等
な
人
格
を
有
す
る
同
じ
人
問
と
し
て
取
扱
う
て
い
な
い
と

い
う
点
で
は
同
じ
で
あ
り
、
区
別
不
可
能
で
す
。
殺
人
と
拷
問
は

両
方
と
も
、
相
手
を
人
問
で
は
な
く
、
単
な
る
モ
ノ
と
し
て
扱
っ

て
い
る
と
言
っ
－
て
も
い
い
で
し
ょ
う
。

　
り
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
こ
う
し
た
「
共
生
」
の
哲
学
な
の
で
す
。

政
治
哲
学
者
の
ジ
ェ
レ
ミ
ー
・
ウ
ォ
ル
ド
ロ
ン
の
言
葉
を
借
り
る

な
ら
ば
、
「
人
権
」
と
い
う
も
の
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
は
、
「
社

会
的
な
貝
標
を
追
求
す
る
に
当
っ
て
、
あ
る
種
の
手
段
を
用
い
る

こ
と
を
放
棄
す
る
こ
と
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
L
で
あ
り
、
「
仮

に
そ
れ
ら
の
手
段
が
た
ま
た
ま
最
も
効
率
的
な
も
の
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
権
利
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
よ
り
も
効
率
性
に

お
い
て
劣
り
、
信
頼
性
も
低
く
、
よ
り
手
問
暇
が
か
か
る
か
も
．
し

れ
な
い
他
の
手
段
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
社
会
に
と

っ
て
の
コ
ス
ト
を
伴
う
」
の
で
す
。

　
し
た
が
っ
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
「
共
生
」
の
コ
ス
ト

は
極
め
て
高
い
も
の
だ
と
覚
悟
し
て
お
い
た
ほ
う
が
い
い
で
し
ょ

う
。
先
ほ
ど
の
想
定
事
例
で
言
え
ぱ
、
テ
ロ
リ
ス
ト
に
対
す
る

「
拷
問
」
を
放
棄
す
る
こ
と
の
コ
ス
ト
は
、
単
に
警
察
が
手
間
暇

の
か
か
る
地
道
な
捜
査
を
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
と
ど
ま
ら
ず
、
仲

問
の
テ
ロ
リ
ス
ト
を
逮
捕
で
き
ず
、
そ
の
結
果
爆
破
テ
ロ
が
防
げ

ず
、
何
人
か
何
十
人
か
、
い
や
何
百
人
か
の
テ
ロ
の
犠
牲
者
を
だ

す
か
も
し
れ
な
い
、
そ
こ
ま
で
及
ぷ
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　
そ
れ
で
も
、
互
い
に
多
様
で
異
な
っ
た
人
生
観
、
世
界
観
を
持

つ
人
問
同
⊥
⊥
が
、
互
い
を
真
に
対
等
な
存
在
と
し
て
尊
重
し
あ
っ

て
、
社
会
生
活
の
も
た
ら
す
利
益
を
享
受
し
な
が
ら
平
和
的
に

「
共
生
」
し
て
ゆ
こ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
今
の
と
こ
ろ
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
以
外
に
他
に
方
法
は
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
そ
う
だ
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と
す
れ
ぱ
、
た
と
え
高
く
と
も
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
．
「
共

生
」
の
コ
ス
ト
は
覚
悟
し
て
支
払
う
し
か
か
り
ま
せ
ん
。
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
形
で
の
「
共

生
」
を
放
棄
す
る
と
い
う
、
遥
か
に
大
き
な
コ
ス
ト
が
か
か
る
の

で
す
か
ら
。四

　
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
国
旗
・
国
歌

　
今
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
「
共
生
」
は
高
い
コ
ス
ト
を
伴

う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
よ
り
他
に
手
は
な
さ
そ
う
だ
と
い
う
お
話
を

し
ま
し
た
。
け
れ
ど
も
ど
う
も
私
た
ち
が
住
ん
で
い
る
日
本
社
会

は
、
い
っ
た
ん
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
「
共
生
」
の
「
哲
学
」
を

真
面
目
に
考
え
た
上
で
、
そ
れ
は
コ
ス
ト
が
か
か
り
す
ぎ
る
か
ら

別
の
や
り
方
を
考
え
て
み
よ
う
と
い
う
以
前
に
、
そ
も
そ
も
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
「
共
生
」
の
哲
学
な
い
し
は
知
恵
を
真
面
目
に

考
え
て
み
よ
う
と
い
う
前
提
を
欠
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑

い
た
く
な
る
こ
と
が
と
き
ど
き
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
「
共
生
」

と
い
う
言
葉
が
語
ら
れ
は
じ
め
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
も

そ
も
、
こ
の
目
本
と
い
う
社
会
に
は
、
多
様
で
異
な
っ
た
価
値
観

や
世
界
観
を
持
っ
て
い
る
人
問
が
存
在
し
て
い
て
、
そ
れ
は
尊
重

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
自
体
が
い
っ
た

い
ど
れ
だ
け
真
剣
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、
僕
自
身
不
安
に
思
う

こ
と
が
少
な
く
な
い
か
ら
で
す
。

　
た
と
え
ば
、
昨
年
の
夏
に
す
づ
た
も
ん
だ
し
た
後
国
会
で
「
国

旗
及
び
国
歌
に
関
す
る
法
律
」
な
る
も
の
が
成
立
し
ま
し
た
。
こ

の
法
律
は
、
「
日
の
丸
」
を
国
旗
と
し
、
「
君
が
代
」
を
国
歌
と
す

る
こ
と
以
上
な
ん
ら
法
的
意
味
を
持
つ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

別
に
、
国
民
に
対
し
て
「
目
の
丸
」
は
国
旗
だ
か
ら
尊
重
せ
よ
と

か
、
「
日
の
丸
」
の
掲
揚
に
際
し
て
は
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
る
人

は
全
員
起
立
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
と
か
、
さ
ら
に
は
「
君
が

代
」
を
斉
唱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
っ
た
特
定
の
行
為
を

義
務
づ
け
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
な
い
ど
こ
ろ
か
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
基
づ
く
「
共
生
」
を
目
指

す
社
会
で
は
そ
ん
な
こ
と
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
憲
法

で
思
想
．
信
条
の
自
由
、
表
現
の
自
由
が
保
障
さ
れ
て
い
る
以
上
、

そ
の
よ
う
な
こ
と
を
義
務
づ
け
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
法
律
は

憲
法
に
反
す
る
違
憲
の
法
律
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
そ
の
よ
う
に
言
う
場
合
、
た
ま
た
ま

「
日
の
丸
」
・
「
君
が
代
」
が
「
国
旗
」
・
「
国
歌
」
で
あ
る
と
い
う

こ
と
は
、
間
題
に
と
っ
て
イ
レ
レ
ヴ
ァ
ン
ト
、
つ
ま
り
関
係
が
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
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た
し
か
に
、
「
日
の
丸
」
・
「
君
が
代
」
を
そ
れ
ぞ
れ
国
旗
一
国

歌
と
す
べ
き
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
極
め
て

重
要
な
問
題
で
す
。
そ
の
こ
と
は
ま
ず
最
初
に
確
認
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
戦
前
・
戦
中
に
あ
っ
て
「
日
の
丸
」
．
「
君

が
代
」
は
、
日
本
の
自
国
民
の
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
「
大
東
亜
共

栄
圏
」
と
い
う
名
目
の
も
と
に
周
辺
の
ア
ジ
ア
諸
国
の
民
主
主
義

や
人
権
を
も
抑
圧
し
た
、
軍
国
主
義
日
本
の
シ
ン
ボ
ル
と
し
て
機

能
し
て
い
た
わ
け
で
す
。
そ
う
し
た
こ
と
を
考
え
た
だ
け
で
も

「
日
の
丸
」
・
「
君
が
代
」
は
国
旗
・
国
歌
と
す
べ
き
で
は
な
い
と

僕
は
思
い
ま
す
。
ま
た
、
そ
う
し
た
か
つ
て
の
日
本
の
あ
り
方
へ

　
の
反
省
が
決
し
て
充
分
に
な
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
ま
す
。
た
と
え
ぱ
ア
ジ
ア
に
お
け
る
目
本
の
植
民
地
支
配

　
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
、
「
日
本
が
植
民
地
に
し
な
く
て
も
ど
う

　
せ
ど
こ
か
別
の
国
が
植
民
地
に
し
て
い
た
は
ず
だ
」
と
い
う
議
論

　
か
ら
始
ま
う
て
「
植
民
地
支
配
は
植
民
地
に
と
づ
て
マ
イ
ナ
ス
と

　
ぱ
－
か
り
は
言
え
な
い
。
プ
ラ
ス
に
な
る
こ
と
だ
っ
て
目
本
は
し
て

　
や
ウ
た
は
ず
だ
」
と
い
う
類
の
、
日
本
の
貴
任
を
暖
味
に
す
る
だ

．
け
で
な
く
、
開
き
直
ろ
う
と
す
る
発
言
が
平
然
と
な
さ
れ
る
ほ
ど
、

　
侵
略
戦
争
へ
の
反
省
が
不
充
分
な
あ
り
さ
ま
で
す
。
こ
う
し
た
こ

　
と
を
考
え
る
と
、
や
は
り
「
日
の
丸
」
・
「
君
が
代
」
は
国
旗
．
国

歌
に
は
相
応
し
く
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
そ
の
意
味
で
は
、
僕
は
、
国
旗
・
国
歌
法
案
が
衆
議
院
を
通
過

し
た
後
の
談
話
で
、
当
時
の
民
主
党
の
代
表
で
あ
っ
た
管
直
人
が

「
天
皇
主
権
時
代
の
国
歌
が
、
何
ら
か
の
け
じ
め
の
な
い
ま
ま
、

象
徴
天
皇
時
代
の
国
歌
に
な
る
の
は
、
国
民
主
権
の
立
場
か
ら
反

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

対
し
た
方
が
い
い
」
と
述
べ
た
こ
と
に
さ
し
あ
た
り
共
鳴
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
ま
た
、
法
案
が
審
議
さ
れ
て
い
た
過
程
で
、

「
目
の
丸
」
や
「
君
が
代
」
は
軍
国
主
義
の
イ
メ
ー
ジ
を
拭
い
切

れ
な
い
、
だ
か
ら
他
の
旗
や
歌
を
考
え
て
は
ど
う
か
と
い
う
意
見

を
新
聞
の
投
書
欄
そ
の
他
で
よ
く
目
に
し
ま
し
た
が
、
こ
れ
に
も

　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

僕
は
さ
し
あ
た
り
賛
成
で
き
ま
す
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
前
提
に
し
た
上
で
な
お
、
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ぱ
、
国
旗
・
国
歌
と
い
う
問
題

に
つ
い
て
最
も
肝
心
な
問
題
は
、
何
が
い
っ
た
い
国
旗
．
国
歌
と

し
て
ふ
さ
わ
し
い
の
か
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
た
と
え
ど
の
よ

う
な
も
の
を
国
旗
・
国
歌
と
定
め
よ
う
と
、
そ
れ
を
い
か
な
る
形

で
あ
れ
個
人
に
対
し
て
強
制
力
を
も
っ
て
押
し
つ
け
る
こ
と
が
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
う
の
で
す
。
「
日
の

丸
」
・
「
君
が
代
」
で
な
け
れ
ば
、
他
の
国
旗
・
国
歌
で
あ
れ
ば
押

し
つ
け
て
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
リ
ベ
ラ
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リ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
国
旗
や
国
歌
そ
れ
白
体
、
あ
る
い
は
そ
れ

ら
が
象
徴
す
る
国
家
や
国
民
の
あ
り
よ
う
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に

考
え
る
か
、
国
旗
が
掲
揚
さ
れ
て
い
る
時
に
起
立
す
る
か
し
な
い

か
、
国
歌
の
斉
唱
に
加
わ
る
か
ど
う
か
と
い
っ
た
問
題
は
、
あ
く

ま
で
一
人
一
人
の
個
人
が
自
由
に
自
ら
の
意
思
で
判
断
す
べ
き
問

題
で
す
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
す
る
と
、
戦
後
こ
れ
ま
で
「
日
の

丸
」
．
「
君
が
代
」
の
押
し
つ
け
に
反
対
し
て
き
た
運
動
も
、
実
際

に
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
押
し
つ
け
ら
れ
る
国
旗
・
国
歌
の
中

味
ば
か
り
を
問
題
に
し
て
い
て
、
中
味
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
ろ

う
と
、
そ
も
そ
も
押
し
つ
け
る
こ
と
そ
れ
白
体
が
許
さ
れ
て
は
な

ら
な
い
の
だ
と
い
う
肝
心
な
点
を
あ
ま
り
真
面
目
に
考
え
て
こ
な

か
づ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
の
で
す
。

　
ど
う
も
僕
は
と
き
ど
き
、
日
本
で
は
右
と
呼
ぱ
れ
る
人
々
も
左

と
呼
ぱ
れ
る
人
々
も
、
両
方
と
も
、
あ
ま
り
に
も
集
団
や
国
家
と

い
う
も
の
に
自
己
を
過
度
に
同
一
化
さ
せ
す
ぎ
て
い
て
、
個
人
の

自
由
と
い
う
問
題
に
は
あ
ま
り
セ
ン
シ
テ
ィ
ブ
で
は
な
い
の
で
は

な
い
か
と
感
じ
る
の
で
す
。
右
の
側
か
ら
は
、
「
こ
れ
だ
け
国
民

に
漫
透
し
て
い
る
日
の
丸
・
君
、
が
代
の
法
制
化
に
反
対
す
る
の
は
・

特
殊
な
思
想
の
持
ち
主
だ
」
と
い
ナ
発
言
や
、
「
日
の
丸
・
君
が

代
に
反
対
す
る
奴
は
目
本
人
じ
ゃ
な
い
、
そ
ん
な
奴
は
日
本
か
ら

出
て
行
け
」
と
い
う
乱
暴
な
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。
逆
に
、
左
の

側
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
私
の
知
り
あ
い
か
ら
は
、
「
日
の
丸
・

君
が
代
の
法
制
化
に
反
対
し
な
い
の
は
フ
ァ
シ
ス
ト
だ
」
と
い
う
、

こ
れ
ま
た
同
じ
程
度
に
乱
暴
な
発
言
が
あ
り
ま
し
た
。
ど
う
も
右

も
左
も
、
内
容
が
正
反
対
な
だ
け
で
「
非
国
民
」
と
い
う
言
葉
が

好
き
な
点
で
は
い
さ
さ
か
も
変
わ
り
は
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
っ
て

し
ま
い
ま
す
。
右
も
左
も
相
当
強
烈
に
「
愛
国
心
」
を
お
持
ち
の

よ
う
で
す
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
僕
の
み
る
と
こ
ろ
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
「
愛

国
心
」
の
関
係
は
も
う
少
し
複
雑
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
一
方
で
は
、

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
「
愛
国
心
」
と
い
う
も
の
を
保
証
で
き
な
い
は

ず
で
す
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
か
ら
す
れ
ぱ
、
最
も
大
切
な
の
は
あ
く

ま
で
個
人
で
あ
っ
て
、
国
家
や
集
団
と
い
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
「
愛
国
心
」
を
持
つ
か
持
た
な
い
か
も
あ
く
ま
で
個
人
の

自
由
で
す
。
ま
た
「
愛
国
心
」
と
い
う
も
の
を
お
よ
そ
い
か
在
る

意
味
に
お
い
て
も
持
た
な
い
個
人
と
い
う
も
の
が
い
た
と
し
て
も
、

そ
れ
を
認
め
る
し
か
な
い
は
ず
で
す
　
　
税
金
く
ら
い
は
払
っ
て

も
ら
わ
な
い
と
困
る
こ
と
は
事
実
で
す
が
1
－
b
「
出
て
ゆ
く
」

と
い
う
の
は
そ
の
個
人
が
最
後
に
有
し
て
い
る
切
り
札
で
あ
っ
ズ
、

そ
れ
は
周
り
に
い
る
人
が
「
出
て
ゆ
け
」
と
い
う
形
で
行
使
す
べ
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き
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
「
出
て
ゆ
く
」
か
ど
う
か
は
個
人
が

決
め
る
ぺ
き
問
題
で
す
し
、
「
残
る
」
と
い
う
選
択
を
し
た
場
合

も
不
利
益
を
与
え
る
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
は
ず
で

す
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
立
場
か
ら
は
、
「
愛
国
心
」
が
な
い

と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
人
を
当
該
国
家
か
ら
排
除
す
る
理
由
に
ま

で
は
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
他
方
で
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い
う
も
の
が
そ
こ
ま
で
強
い
形

で
個
人
と
い
う
も
の
に
こ
だ
わ
り
、
そ
れ
を
大
切
に
す
る
も
の
で

あ
る
か
ら
こ
そ
逆
に
、
そ
こ
で
育
つ
「
愛
国
心
」
と
い
う
も
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

「
非
国
民
」
呼
ば
わ
り
が
好
き
な
人
た
ち
の
や
わ
な
「
愛
国
心
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

と
は
異
な
っ
て
、
真
に
強
カ
な
「
愛
国
心
」
に
な
る
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。
「
非
国
民
」
呼
ば
わ
り
が
好
き
な
人
た
ち
は
、
過
度
に

国
家
と
自
分
を
同
一
化
さ
せ
す
ぎ
る
あ
ま
り
、
国
家
の
あ
り
よ
う

と
い
う
も
の
に
対
し
て
懐
疑
的
・
批
判
的
な
ま
な
ざ
し
を
失
い
が

ち
で
す
。
国
家
が
間
違
っ
た
こ
と
を
行
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
が
見

え
な
く
な
る
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
「
非
国
民
」
呼
ぱ
わ
り
が
横

行
し
た
戦
前
の
日
本
や
共
産
主
義
体
制
の
こ
と
を
考
え
れ
ぱ
、
そ

の
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
こ
れ
に
対
し
て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
、
常

に
国
家
の
あ
り
よ
う
と
い
う
も
の
に
懐
疑
的
・
批
判
的
な
ま
な
ざ

し
を
向
け
て
い
る
の
で
、
国
家
が
問
違
っ
た
こ
と
を
す
る
場
合
に

は
、
黙
っ
て
従
う
の
で
は
な
く
、
勇
気
を
も
っ
て
立
ち
上
が
り
大

き
な
声
で
批
判
す
る
人
問
を
生
み
だ
し
、
さ
ら
に
こ
れ
を
応
援
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
僕
は
こ
う
し
た
意
味
で
の
真
の
「
愛
国

心
」
を
語
れ
る
の
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
と
最

近
考
え
は
じ
め
て
い
ま
す
。

　
と
も
あ
れ
、
重
要
な
こ
と
は
、
国
家
や
集
団
と
い
っ
た
も
の
を

一
度
徹
底
的
に
つ
き
は
な
し
て
相
対
化
し
て
見
て
み
る
必
要
が
あ

り
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
あ
く
ま
で
出
発
点
は
個
人
で
あ
っ

て
、
国
家
や
集
団
と
い
っ
た
も
の
は
個
人
が
よ
り
よ
く
生
き
て
い

く
た
め
に
存
在
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
い

っ
た
ん
そ
の
程
度
に
ま
で
徹
底
的
に
国
家
や
集
団
と
い
っ
た
も
の

を
相
対
化
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
国
家
や
集
団
と
い
う
も
の
と
個

人
は
ど
の
よ
う
に
向
き
合
づ
て
ゆ
く
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
を

改
め
て
考
え
る
こ
と
、
こ
れ
が
憲
法
学
と
い
う
学
問
の
、
す
べ
て

で
は
な
い
に
し
て
も
、
最
も
重
要
な
作
業
の
一
つ
な
の
で
は
な
い

か
と
僕
は
考
え
て
い
ま
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
助
教
授
）
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