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Ⅰ
　
平
和
憲
法
の
原
点

1
　
平
和
憲
法
の
歴
史
的
背
景

日
本
国
憲
法
の
非
武
装
平
和
主
義
が

成
立
し
た
背
景
に
は
、「
戦
争
の
違
法

化
」
へ
の
国
際
的
な
潮
流
と
、「
政
府

の
行
為
」
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た

「
戦
争
の
惨
禍
」
の
国
民
的
な
体
験
が

あ
っ
た
。

明
治
憲
法
の
役
割
は
、
そ
の
基
本
的

な
性
格
で
あ
る
神
権
天
皇
制
と
密
接
不

可
分
に
結
び
つ
い
て
い
た
。
神
権
天
皇

制
は
存
立
の
基
礎
を
天
孫
降
臨
神
話
に

置
い
て
い
た
の
で
、
支
配
体
制
の
維
持

存
続
の
た
め
に
は
軍
隊
な
ど
の
物
理
的

強
制
力
を
自
己
の
支
配
下
に
置
か
ざ
る

を
え
な
か
っ
た
。「
天
皇
ハ
陸
海
軍
ヲ

統
率
ス
」（
明
治
憲
法
11
条
）
は
「
統

帥
権
の
独
立
」
を
意
味
す
る
規
定
と
さ

れ
て
、
帝
国
議
会
も
内
閣
も
陸
海
軍
の

軍
事
行
動
を
統
制
で
き
な
か
っ
た
。
こ

の
よ
う
な
規
定
を
利
用
し
て
、
軍
部
が

侵
略
戦
争
を
拡
大
し
て
い
っ
た
。
明
治

憲
法
自
体
に
も
、
侵
略
戦
争
を
根
拠
づ

け
る
原
因
が
あ
っ
た
。

日
本
国
憲
法
は
前
文
で
、「
政
府
の

行
為
に
よ
っ
て
再
び
戦
争
の
惨
禍
が
起

こ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
を

決
意
し
、
…
…
こ
の
憲
法
を
確
定
す

る
」
と
規
定
す
る
。
憲
法
の
平
和
主
義

は
、「
政
府
の
行
為
」
に
よ
っ
て
引
き

起
こ
さ
れ
た
「
戦
争
の
惨
禍
」
の
体
験

（
ア
ジ
ア
諸
国
民
に
つ
い
て
は
二
千
万

人
以
上
、
日
本
国
民
に
つ
い
て
は
三
〇

〇
万
人
の
犠
牲
者
）
を
ふ
ま
え
て
、
そ

の
よ
う
な
「
戦
争
の
惨
禍
」
を
再
び
起

こ
さ
な
い
と
い
う
「
決
意
」
の
下
に
採

用
さ
れ
た
。

2
　
平
和
主
義
の
成
立
過
程
と
そ
の

特
色

憲
法
九
条
の
提
案
は
日
米
合
作
で

あ
っ
た
と
捉
え
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。

九
条
の
制
定
は
連
合
国
の
側
か
ら
す
れ

ば
、
日
本
に
対
す
る
「
非
軍
事
化
」
の

一
環
と
し
て
の
意
味
合
い
を
も
っ
て
い

た
し
、
他
方
で
日
本
政
府
に
と
っ
て

は
、「
国
体
護
持
の
避
雷
針
」
と
し
て

の
意
味
合
い
を
も
っ
て
い
た
。
い
ず
れ

に
し
て
も
当
時
は
、
戦
争
や
軍
隊
は
も

う
こ
り
ご
り
だ
と
い
う
厭
戦
感
情
や
反

軍
感
情
が
あ
ふ
れ
て
い
た
。

日
本
国
憲
法
の
平
和
主
義
は
、
戦
争

放
棄
、
戦
力
不
保
持
、
平
和
的
生
存
権

の
三
つ
か
ら
な
る
。
憲
法
九
条
で
は
戦

争
放
棄
と
戦
力
不
保
持
が
規
定
さ
れ
て

お
り
、
憲
法
前
文
で
は
平
和
的
生
存
権

が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
平
和
主
義
の
究

極
の
目
的
は
「
全
世
界
の
国
民
」
の

「
平
和
の
う
ち
に
生
存
す
る
権
利
」
の

保
障
に
あ
り
、
そ
の
た
め
に
憲
法
は
一

切
の
戦
争
を
放
棄
す
る
と
い
う
選
択
を

行
い
、
一
切
の
戦
争
を
放
棄
す
る
た
め

に
は
、
戦
争
の
手
段
と
し
て
用
い
ら
れ

る
戦
力
を
一
切
保
持
し
な
い
こ
と
を
決

め
た
。

3
　
憲
法
九
条
と
平
和
的
生
存
権

第
九
条
＝
①
日
本
国
民
は
、
正
義
と

秩
序
を
基
調
と
す
る
国
際
平
和
を
誠
実

に
希
求
し
、
国
権
の
発
動
た
る
戦
争

と
、
武
力
に
よ
る
威
嚇
又
は
武
力
の
行

使
は
、
国
際
紛
争
を
解
決
す
る
手
段
と

し
て
は
、
永
久
に
こ
れ
を
放
棄
す
る
。

②
前
項
の
目
的
を
達
す
る
た
め
、
陸
海

空
軍
そ
の
他
の
戦
力
は
、
こ
れ
を
保
持

し
な
い
。
国
の
交
戦
権
は
こ
れ
を
認
め

な
い
。

戦
争
放
棄
の
主
体
は
、「
主
権
の
存

す
る
国
民
」
で
あ
る
。
戦
争
の
放
棄
の

理
由
は
、「
専
制
・
隷
従
・
圧
迫
・
偏

狭
」
と
い
う
阻
害
要
因
を
な
く
し
て
い

く
、
国
際
平
和
の
追
及
で
あ
る
。
放
棄

の
対
象
は
、「
国
権
の
発
動
た
る
戦

争
」、「
武
力
の
行
使
」、「
武
力
に
よ
る

威
嚇
」
で
あ
る
。「
武
力
の
行
使
」「
武

力
に
よ
る
威
嚇
」
も
放
棄
し
た
憲
法

は
、
日
本
を
「
戦
争
を
し
な
い
国
家
」

と
位
置
づ
け
、
九
条
一
項
に
お
い
て
自

衛
戦
争
も
含
め
た
一
切
の
戦
争
の
放
棄

を
定
め
た
。

九
条
が
一
切
の
軍
事
的
選
択
肢
を
否

定
し
た
結
果
、
自
衛
権
は
そ
の
存
在
を

否
定
さ
れ
た
。
攻
め
ら
れ
た
ら
ど
う
す

る
か
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が

起
こ
ら
な
い
平
和
な
国
際
情
勢
・
地
域

環
境
を
作
り
上
げ
て
い
く
こ
と
が
課
題

と
な
る
。
九
条
二
項
の
「
戦
力
の
不
保

持
」
規
定
に
よ
っ
て
、
戦
力
と
区
別
さ

れ
た
「
自
衛
力
」
を
合
憲
と
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。「
交
戦
権
」
の
否
認
の

趣
旨
も
、
国
際
法
上
認
め
ら
れ
て
い
る

交
戦
国
の
権
利
を
も
否
定
す
る
こ
と

で
、
平
和
主
義
の
内
容
を
よ
り
周
到
に

実
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

憲
法
前
文
で
は
、「
わ
れ
ら
は
、
全

世
界
の
国
民
が
、
ひ
と
し
く
恐
怖
と
欠

乏
か
ら
免
か
れ
、
平
和
の
う
ち
に
生
存

す
る
権
利
を
有
す
る
こ
と
を
確
認
す

る
」
と
し
て
い
る
。
平
和
を
人
権
の
問

題
と
し
て
捉
え
て
い
る
平
和
的
生
存
権

を
巡
っ
て
は
多
く
の
議
論
が
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、「
戦
争
と
軍
備
お
よ
び
戦

争
準
備
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
り
侵
害

な
い
し
抑
制
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
恐
怖

と
欠
乏
を
免
れ
て
平
和
の
う
ち
に
生
存

し
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
平
和
な
国
と

世
界
を
つ
く
り
出
し
て
い
く
こ
と
の
で

き
る
核
時
代
の
自
然
権
的
本
質
を
も
つ

基
本
的
人
権
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
方

を
紹
介
し
た
い
。

Ⅱ
　
改
憲
情
勢
の
現
状
と

今
後
の
展
望

1
　
改
憲
の
危
機

以
上
の
よ
う
な
平
和
憲
法
の
原
点
を

否
定
し
、
日
本
を
ア
メ
リ
カ
の
意
思
に

従
属
さ
せ
る
戦
争
国
家
に
し
て
し
ま
う

と
い
う
危
険
極
ま
り
な
い
改
憲
提
案

が
、
参
議
院
選
挙
を
前
に
、
現
実
政
治

の
俎
上
に
上
っ
て
い
る
。
無
批
判
な
マ

ス
コ
ミ
、
新
自
由
主
義
改
革
の
進
行
を

声
高
に
叫
ぶ
政
治
集
団
や
財
界
の
後
押

し
、
国
家
主
義
的
言
説
の
高
揚
、
社
会

的
統
合
の
破
綻
に
並
行
し
た
ポ
ピ
ュ
リ

ズ
ム
政
治
の
登
場
な
ど
に
よ
っ
て
、
改

憲
勢
力
の
増
強
と
増
大
は
危
険
水
域
を

突
破
し
つ
つ
あ
る
。

そ
の
な
か
で
、
平
時
に
お
け
る
無
血

ク
ー
デ
タ
と
も
い
う
べ
き
憲
法
破
棄
論

が
極
右
陣
営
か
ら
繰
り
返
し
提
起
さ
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れ
、
憲
法
改
正
手
続
規
定（
九
六
条
）を

憲
法
改
正
の
第
一
弾
と
す
る
奇
策
が
政

権
与
党
と
野
党
か
ら
練
ら
れ
、
政
治
勢

力
の
結
集
と
大
同
団
結
が
図
ら
れ
て
い

る
。さ

ら
に
は
、
①
憲
法
改
正
と
い
う
乾

坤
一
擲
の
賭
け
が
成
功
し
な
い
場
合
の

代
案
と
し
て
「
解
釈
改
憲
」
の
動
き
が

あ
る
こ
と
を
見
逃
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
こ
れ
は
ジ
ャ
パ
ン
・
ハ
ン
ド
ラ
ー

ら
の
強
い
外
圧
を
利
用
し
て
、
政
治
的

利
益
を
共
有
す
る
審
議
会
に
よ
る
答
申

を
利
用
し
て
、
折
を
見
て
、
集
団
的
自

衛
権
の
禁
止
に
関
す
る
従
来
の
政
府
解

釈
を
変
更
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
策
動

で
あ
る
。
内
閣
法
制
局
が
長
年
に
わ

た
っ
て
積
み
上
げ
て
き
た
集
団
的
自
衛

権
の
行
使
は
違
憲
で
あ
っ
て
認
め
る
こ

と
が
で
き
な
い
と
い
う
政
府
解
釈
を
、

安
倍
政
権
を
取
り
巻
く
政
治
力
学
を
利

用
し
て
、
こ
こ
で
一
気
に
変
え
、
ア
メ

リ
カ
の
属
国
と
し
て
ア
メ
リ
カ
の
覇
権

的
な
軍
事
行
動
に
従
属
す
る
形
で
世
界

大
に
自
衛
隊
を
動
員
・
展
開
さ
せ
る
と

い
う
野
望
の
実
現
が
図
ら
れ
て
い
る
。

そ
れ
と
と
も
に
、
②
立
法
改
憲
の
模

索
も
同
時
に
な
さ
れ
て
い
る
。
自
民
党

が
昨
年
七
月
の
総
務
会
で
決
定
し
た

「
国
家
安
全
保
障
基
本
法
案
」
が
め
ざ

し
て
い
る
、
集
団
的
自
衛
権
行
使
の
立

法
に
よ
る
「
正
面
突
破
」
の
方
策
で
あ

る
。
こ
の
法
案
は
国
連
憲
章
の
規
定
す

る
集
団
的
自
衛
権
を
ほ
ぼ
全
面
的
に
解

禁
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
選
択
肢
も
政

治
力
学
の
周
到
な
計
算
を
へ
て
選
択
・

突
破
さ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
、
平
和
を
志

向
し
、
近
隣
ア
ジ
ア
祖
国
と
の
歴
史
的

和
解
の
実
現
に
心
を
砕
い
て
い
る
日
本

の
市
民
の
反
対
論
を
大
き
く
結
集
し
て
、

こ
の
よ
う
な
策
動
を
い
か
に
し
て
断
念

さ
せ
る
か
が
課
題
と
な
っ
て
い
る
。

2
　
自
民
党
改
憲
案
の
概
要

以
上
の
二
つ
の
選
択
肢
と
は
別
に
、

九
六
条
改
憲
が
成
功
し
た
暁
に
は
、
あ

る
い
は
九
六
改
憲
と
い
う
迂
回
ル
ー
ト

を
と
る
こ
と
な
く
、
憲
法
改
正
の
限
界

を
突
破
し
た
改
憲
の
道
（
正
確
に
は
改

憲
で
は
な
く
、
現
在
の
日
本
国
憲
法
の

基
本
原
理
を
解
体
す
る
憲
法
破
棄
で
あ

り
、
現
在
の
憲
法
に
代
わ
る
新
憲
法
の

制
定
、
無
血
ク
ー
デ
タ
）
が
狙
わ
れ
て

い
る
。
昨
年
四
月
に
発
表
さ
れ
た
自
民

党
の
改
憲
案
は
以
下
の
よ
う
な
、
改
憲

派
の
要
求
事
項
の
集
大
成
、
目
い
っ
ぱ

い
の
要
求
項
目
の
満
載
と
い
う
か
た
ち

で
提
起
さ
れ
て
い
る
。
①
天
皇
の
元
首

化
、
②
集
団
的
自
衛
権
を
行
使
し
海
外

へ
出
て
い
く
「
国
防
軍
」
の
創
設
と
緊

急
事
態
の
憲
法
化
、
③
か
け
が
え
の
な

い
個
人
の
尊
重
か
ら
「
個
」
の
な
い

「
人
」
へ
、
④
政
教
分
離
の
緩
和
に
よ

る
首
相
の
靖
国
神
社
公
式
参
拝
の
合
憲

化
、
⑤
国
家
が
義
務
づ
け
る
家
族
の
助

け
合
い
、
⑥
公
務
員
の
労
働
基
本
権
の

全
面
的
制
約
、
⑦
「
財
政
の
健
全
化
」

の
憲
法
化
に
よ
る
福
祉
国
家
・
社
会
国

家
か
ら
の
撤
退
、
⑧
地
方
自
治
の
本
旨

の
削
除
に
よ
る
住
民
自
治
と
団
体
自
治

の
変
質
、
⑨
国
会
議
員
に
よ
る
憲
法
改

正
の
発
議
要
件
の
緩
和
＝
憲
法
の
最
高

法
規
性
の
切
り
下
げ
、
⑩
公
務
員
の
憲

法
尊
重
擁
護
義
務
か
ら
国
民
の
憲
法
尊

重
擁
護
義
務
へ
の
変
更
＝
立
憲
主
義
の

変
質
が
そ
の
内
容
で
あ
る
。

3
　
今
後
の
展
望

憲
法
を
め
ぐ
る
情
勢
は
極
め
て
緊
迫

し
、
行
く
手
は
厳
し
く
険
し
い
。
私
た

ち
は
、
主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
に
よ
っ

て
赦
さ
れ
、
救
い
と
解
放
の
道
を
示
し

て
い
た
だ
い
た
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
、

大
胆
に
信
仰
を
告
白
し
、
以
上
の
よ
う

な
絶
望
的
な
破
滅
へ
の
道
か
ら
逃
れ
る

た
め
に
、
全
力
を
尽
く
し
て
行
動
し
、

平
和
憲
法
を
守
り
、
広
め
よ
う
と
い
う

声
を
大
き
く
あ
げ
て
い
く
べ
き
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
平
和
を
人
権
と
し
て
位

置
づ
け
、
平
和
の
価
値
を
何
よ
り
も
大

切
に
し
、
一
人
一
人
の
か
け
が
え
の
な

い
価
値
を
個
人
の
尊
重
と
い
う
憲
法
原

則
で
位
置
づ
け
て
い
る
日
本
国
憲
法
を

擁
護
し
、
広
め
、
国
際
的
に
も
理
解
を

得
る
た
め
に
、
現
在
ほ
ど
大
切
な
正
念

場
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
、
本
稿
の

結
び
に
か
え
た
い
。

憲
法
の
平
和
主
義
を
ア
ジ
ア
に
対
す

る
不
戦
の
誓
い
、
ア
ジ
ア
に
お
け
る
平

和
な
地
域
秩
序
の
建
設
の
課
題
と
し
て

捉
え
直
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
平
和
憲

法
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
被
害
と
加
害

の
歴
史
的
事
実
の
認
識
の
上
に
立
っ

て
、
冷
戦
の
遺
物
の
克
服
と
相
互
の
違

い
の
相
互
理
解
を
進
め
て
い
く
べ
き
と

き
で
は
な
い
か
。
と
も
に
頑
張
り
ま

し
ょ
う
。

（
本
稿
は
、
五
月
二
六
日
に
所
沢
み
く

に
教
会
で
も
た
れ
た
「
憲
法
に
つ
い
て
学

ぶ
会
」
で
講
演
し
て
い
た
だ
い
た
講
演
の

要
旨
で
す
。）
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こ
の
国
に
生
き
る
私
た
ち
は
、
今
、

「
忘
却
」
と
い
う
魔
物
に
、
自
ら
の
良

心
を
売
り
渡
し
、
自
ら
の
尊
厳
と
責

務
と
を
放
棄
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

こ
れ
か
ら
の
私
た
ち
が
、
何
よ
り
も
、
今
か
ら
二
年
数

か
月
前
に
起
き
た
、《
福
島
第
一
原
子
力
発
電
所
の
事
故
》

を
、
自
ら
の
心
の
中
に
記
憶
し
続
け
て
い
き
た
い
。

そ
れ
は
、
今
や
こ
の
国
の
多
く
の
人
々
が
、
こ
の
事
故

を
、
忘
却
の
彼
方
に
送
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。

と
り
わ
け
、
事
故
前
か
ら
、
原
発
を
「
国
策
」
と
奉
じ
続

け
て
き
た
、
こ
の
国
の
政
治
家
た
ち
・
官
僚
た
ち
・
学
者

た
ち
は
、
事
故
の
責
任
を
一
切
と
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
ツ
ケ

を
先
送
り
に
し
、
無
責
任
を
決
め
込
ん
で
い
る
か
ら
だ
。

こ
こ
に
一
冊
の
句
集
が
あ
る
。

『
棺
一
基
　
大
道
寺
将
司
全
句
集
』

（
二
〇
一
二
年
・
太
田
出
版
）

だ
い
ど
う
じ
・
ま
さ
し
。
彼
は
、
か
つ
て
「
東
ア
ジ
ア

反
日
武
装
戦
線
」
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、
天
皇
お
召
し
列

車
爆
破
未
遂
事
件
（
虹
作
戦
）
及
び
三
菱
重
工
爆
破
を
含

む
三
件
の
「
連
続
企
業
爆
破
事
件
」
を
起
こ
し
、
一
九
七

五
年
逮
捕
、
一
九
七
八
年
最
高
裁
で
死
刑
が
確
定
、
現
在
、

東
京
拘
置
所
で
死
刑
囚
と
し
て
の
日
々
を
送
っ
て
い
る
。

大
道
寺
の
「
犯
罪
」
の
根
拠
、
そ
れ
は
、「
日
本
に
よ
る

侵
略
と
植
民
地
支
配
の
加
害
責
任
は
未
だ
果
た
さ
れ
て
い

な
い
」
こ
と
、
と
り
わ
け
「
昭
和
天
皇
の
責
任
」
で
あ
っ

た
。
彼
は
今
、
こ
の
国
の
戦
後
責
任
を
問
い
続
け
て
い
る
。

上
記
句
集
の
「
生
み
の
親
」、
作
家
・
辺
見
庸
氏
は
、
大

道
寺
死
刑
囚
を
、
こ
の
国
の
人
々
が
、
そ
の
記
憶
か
ら
消

去
す
る
こ
と
の
不
当
性
を
訴
え
、
こ
の
句
集
を
編
ん
だ
。

大
道
寺
死
刑
囚
と
同
じ
戦
後
の
時
代
を
生
き
、
原
発
事

故
を
経
験
し
た
、
私
た
ち
が
、
こ
の
一
人
の
死
刑
囚
を
忘

れ
ず
、
自
ら
の
戦
後
責
任
を
記
憶
に
刻
ん
で
い
き
た
い
。

こ
れ
か
ら
の
私
た
ち
が
、
生
け
る
神
の
前
で
、
自
ら
の

尊
厳
と
良
心
と
責
務
と
を
回
復
し
、
こ
の
国
を
支
配
し
よ

う
と
す
る
「
忘
却
」
の
魔
物
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
き
た
い
。

主
　
張



『権
力
を
志
向
す
る
韓
国
の

キ
リ
ス
ト
教
』内
部
か
ら
の
対
案

崔
亨
黙
・
著
　
金
忠
一
・
訳

（
新
教
出
版
社
）

浦
和
東
教
会

井
上
　
雅
雄

本
書
は
韓
国
語
の
翻
訳
で
あ
り
若
干

読
み
に
く
い
日
本
語
で
あ
る
。

国
民
の
三
〇
％
（
一
五
〇
〇
万
人
）

が
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
あ
る
と
い
わ
れ

る
ほ
ど
に
急
成
長
し
て
き
た
韓
国
キ
リ

ス
ト
教
会
の
な
ぞ
と
、
実
態
を
述
べ
て

い
る
。

私
の
生
ま
れ
育
っ
た
宝
塚
に
は
昔
か

ら
、
強
制
労
働
の
た
め
在
日
韓
国
人
居

住
区
（
当
時
は
朝
鮮
人
部
落
と
呼
ん
で

い
た
）
が
近
く
に
あ
り
、
ク
ラ
ス
に
二

〜
三
人
の
韓
国
人
が
お
り
、
在
日
韓
国

人
（
キ
ョ
ッ
ポ
）
の
信
者
の
い
る
教
会

で
長
年
教
会
生
活
を
送
り
、
大
韓
教
会

と
の
付
き
合
い
も
長
い
。
ま
た
数
十
回

の
訪
韓
で
何
度
か
、
韓
国
友
人
と
礼
拝

を
守
っ
た
。

韓
国
教
会
の
あ
の
パ
ワ
ー
の
秘
訣
は

な
ん
だ
ろ
う
か
と
思
い
続
け
た
答
え
が

こ
の
著
書
に
見
出
さ
れ
た
。
韓
国
の
教

会
の
牧
師
の
力
強
い
説
教
と
熱
愛
の
信

者
の
姿
は
今
も
変
わ
っ
て
い
な
い
。

筆
者
は
「
永
年
の
日
帝
侵
略
時
代
、

朝
鮮
戦
争
、
軍
事
独
裁
時
代
、
急
速
な

経
済
発
展
を
成
し
遂
げ
た
韓
国
の
歴
史

に
は
教
会
が
良
き
に
つ
け
、
悪
し
き
に

つ
け
て
教
会
が
大
き
く
か
か
わ
っ
て
い

る
」
と
述
べ
て
い
る
。
永
年
の
封
建
社

会
と
侵
略
時
代
か
ら
脱
出
し
「
貧
官
汚

吏
虐
政
」
を
避
け
、
宣
教
師
に
依
存
し

「
洋
大
人
意
識
」「
現
世
物
質
主
義
」
に

よ
り
、
西
欧
の
近
代
化
を
め
ざ
す
た
め

「
力
の
宗
教
」
と
し
て
そ
の
役
割
今
も

果
た
し
て
い
る
。

一
九
〇
七
年
「
大
復
興
運
動
」
の
た

め
の
祈
祷
会
が
行
わ
れ
た
が
、
一
方
で

は
「
日
帝
」
へ
の
抵
抗
運
動
抑
圧
に
教

会
が
「
従
順
と
忍
耐
と
美
徳
」
を
信
仰

の
名
に
お
い
て
正
当
化
す
る
た
め
に
働

い
た
。
こ
う
し
て
絶
対
権
力
者
と
国
家

権
力
擁
護
に
働
く
保
守
的
キ
リ
ス
ト
教

勢
力
は
、
李
承
晩
軍
事
政
権
を
支
え

た
。一

方
、
七
〇
年
代
に
朴
（
現
朴
大
統

領
の
父
）
軍
事
政
権
に
抵
抗
し
た
民
主

勢
力
に
対
し
て
そ
の
後
、
教
会
は
自
己

中
心
的
排
他
性
を
強
め
、
物
質
的
報
奨

の
祝
福
を
強
調
し
、
政
治
・
経
済
と
一

体
化
し
、
真
の
民
主
化
が
進
ま
な
い
ま

ま
、
歴
代
大
統
領
の
経
済
発
展
を
今
も

支
え
て
い
る
。

こ
の
本
を
通
じ
て
、
韓
国
教
会
の
歴

史
的
か
つ
現
在
の
状
況
を
見
る
と
、
繁

栄
の
韓
国
社
会
と
恩
恵
享
受
に
お
ぼ
れ

る
多
く
の
若
者
を
韓
国
現
地
で
感
じ
る

の
は
私
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

教
会
は
、
長
老
・
執
事
・
勧
士
と
職

分
の
序
列
化
が
強
く
「
恵
み
の
効
率
的

配
分
」
と
さ
え
語
ら
れ
て
い
る
。

今
日
、
日
本
の
仏
教
・
国
家
神
道
・

創
価
学
会
他
が
国
家
体
制
擁
護
を
永
年

続
け
、
軍
国
主
義
を
支
え
、
再
度
軍
国

へ
と
進
め
、
日
本
経
済
発
展
の
力
？
で

あ
る
か
に
見
ら
れ
る
日
本
宗
教
界
の
よ

ろ
ず
宗
教
界
と
一
致
す
る
も
の
が
あ

り
、
西
欧
の
近
代
キ
リ
ス
ト
教
の
「
贖

罪
と
信
仰
」
と
は
異
な
る
も
の
を
韓
国

教
会
に
み
た
。

被
爆
地
広
島
見
学

和
戸
教
会

浅
子
　
和
夫

昨
年
十
一
月
十
四
日
（
水
）
同
教
会

の
亀
ヶ
谷
豊
彦
さ
ん
と
二
人
で
新
幹
線

を
使
い
日
帰
り
広
島
見
学
を
行
っ
た
。

広
島
駅
に
十
一
時
到
着
、
昼
食
を
済

ま
せ
、
原
爆
ド
ー
ム
ま
で
、
戦
前
か
ら

使
わ
れ
て
い
る
路
面
電
車
に
乗
っ
た
。

約
十
分
の
電
車
を
降
り
る
と
す
ぐ
左
側

に
ド
ー
ム
が
見
え
た
。

一
九
四
五
年
八
月
六
日
、
上
空
６
０

０
ｍ
一
発
の
原
子
爆
弾
に
よ
り
広
島
市

民
は
四
〇
万
人
の
う
ち
、
そ
の
年
内
に

一
四
万
人
も
の
人
が
亡
く
な
っ
た
と
言

わ
れ
る
。
当
時
、
広
島
県
物
産
陳
列
館

だ
っ
た
ド
ー
ム
は
被
曝
し
た
時
の
形
で

残
さ
れ
て
い
る
。
建
物
周
辺
の
地
面
は

今
も
瓦
礫
が
散
乱
し
た
ま
ま
だ
。

原
爆
ド
ー
ム
は
一
九
九
六
年
、
戦
争

を
戒
め
る
た
め
の
建
造
物
と
し
て
、
ユ

ネ
ス
コ
の
世
界
遺
産
に
指
定
さ
れ
た
。

元
安
川
を
は
さ
ん
で
対
岸
は
「
平
和

記
念
公
園
」
に
な
っ
て
い
る
。「
原
爆

の
子
の
像
」
や
「
原
爆
死
没
者
慰
霊

碑
」
の
周
り
は
小
中
高
生
の
見
学
者
で

賑
わ
っ
て
い
た
。

資
料
館
で
は
、
案
内
人
の
同
行
も
あ

り
、
ス
ム
ー
ズ
に
見
学
が
で
き
た
。
遺

品
や
写
真
、
模
型
も
沢
山
展
示
さ
れ
て

い
て
、
原
子
爆
弾
一
発
の
惨
た
ら
し
さ

を
ひ
し
ひ
し
と
感
じ
さ
せ
ら
れ
た
。

「
禎
子
さ
ん
の
折
り
鶴
」
も
展
示
さ

れ
て
い
た
。
禎
子
さ
ん
は
二
才
の
時
被

爆
し
、
十
年
後
に
白
血
病
と
診
断
さ
れ

た
。
幼
か
っ
た
少
女
は
健
康
の
回
復
を

願
っ
て
折
り
鶴
を
折
り
続
け
た
が
、
願

い
か
な
わ
ず
、
八
ケ
月
後
に
短
い
生
涯

を
終
え
た
と
い
う
。
こ
の
こ
と
一
つ

と
っ
て
も
深
い
悲
し
み
で
一
杯
だ
。

資
料
館
を
後
に
、
原
爆
投
下
時
、
燃

料
会
館
だ
っ
た
と
い
う
爆
心
地
か
ら
１

７
０
ｍ
の
位
置
に
あ
る
レ
ス
ト
ハ
ウ
ス

に
立
ち
寄
っ
た
。

こ
こ
に
は
地
下
室
が
あ
る
。
当
時
こ

の
燃
料
会
館
の
職
員
、
野
村
英
三
さ
ん

（
当
時
47
才
）
は
、
た
ま
た
ま
こ
の
地

下
室
で
爆
発
の
瞬
間
を
迎
え
た
の
で
野

村
さ
ん
だ
け
が
生
き
残
っ
た
と
い
う
。

野
村
さ
ん
は
一
九
八
二
年
八
四
才
で

亡
く
な
ら
れ
る
が
以
下
の
よ
う
な
証
言

を
残
さ
れ
て
い
る
。

『
ド
ー
ン
と
い
う
か
な
り
大
き
な
音

が
聞
こ
え
、
と
た
ん
に
パ
ッ
と
電
灯
が

消
え
、
真
っ
暗
に
な
っ
た
。
…
…
自
分

は
階
段
の
直
ぐ
下
に
立
っ
て
い
た
。
上

が
ろ
う
か
と
思
っ
て
足
を
階
段
に
か
け

た
。
そ
し
て
、
２
、
３
歩
上
が
り
か
け

た
が
、
ど
う
も
変
な
具
合
だ
。
階
段
の

状
態
が
無
い
。
板
切
れ
や
瓦
や
砂
や
ご

ち
ゃ
ご
ち
ゃ
に
混
ざ
っ
た
坂
に
な
っ
て

い
る
感
じ
だ
。

半
分
位
砂
の
中
に
埋
も
れ
て
い
る
。

あ
っ
人
間
だ
！
抱
え
起
こ
し
て
声
を
か

け
た
り
い
ろ
い
ろ
し
て
み
た
が
、
が
っ

く
り
し
て
い
て
…
…
以
下
略
』

（
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
よ
り
）

午
後
四
時
帰
路
に
つ
い
た
。
実
質
、

三
時
間
と
い
う
短
時
間
の
見
学
だ
っ
た

が
、
一
つ
一
つ
を
し
っ
か
り
と
見
る
こ

と
が
で
き
、
有
意
義
で
あ
っ
た
。
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社
会
委
員
会
活
動
方
針

社
会
委
員
会
委
員
長

本
間
　
一
秀

主
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
は
「
何
よ
り

も
ま
ず
、
神
の
国
と
神
の
義
を
求
め
な

さ
い
。」（
マ
タ
イ
六
：
三
三
）
と
言
わ

れ
た
。
私
達
社
会
委
員
会
に
託
さ
れ
た

使
命
、
そ
れ
は
、
こ
の
地
球
を
神
の
国

と
為
す
為
に
、
宣
教
の
一
翼
を
埼
玉
地

区
に
お
い
て
担
う
こ
と
と
信
じ
て
い

る
。
そ
れ
に
は
何
を
為
す
べ
き
か
で
あ

る
。今

年
度
は
従
来
行
っ
て
い
る
「
環
境

問
題
」
に
関
す
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、

八
・
一
五
集
会
に
近
藤
紘
子
先
生
を
お

招
き
し
、
被
爆
体
験
か
ら
平
和
、
原

爆
、
原
発
問
題
等
に
関
し
て
学
ぶ
予
定

で
あ
る
。
平
和
憲
法
の
改
定
、
原
発
問

題
で
揺
れ
る
私
達
の
社
会
。
昨
年
に
引

続
き
「
私
達
の
大
地
は
神
の
恵
み
、
貴

い
贈
り
物
」
と
し
て
の
認
識
を
さ
ら
に

強
く
呼
び
か
け
て
行
き
た
い
。

又
、
沖
縄
と
の
合
同
の
捉
え
直
し
の

問
題
は
関
東
教
区
と
し
て
も
積
年
の
課

題
で
あ
る
。
今
教
区
総
会
で
は
「
罪
責

告
白
」
が
決
議
さ
れ
た
が
、
こ
れ
か
ら

が
出
発
で
あ
る
。
本
年
度
は
六
月
三
〇

日
午
後
3
時
よ
り
埼
玉
和
光
教
会
に

て
、「
沖
縄
を
覚
え
る
講
演
会
」
を
沖

縄
出
身
で
あ
る
大
正
め
ぐ
み
教
会
牧

師
、
上
地
武
牧
師
を
講
師
に
行
う
。
講

師
自
ら
の
体
験
か
ら
講
演
し
て
頂
く
。

基
地
の
な
い
平
和
な
沖
縄
を
願
う
。

と
同
時
に
「
合
同
の
捉
え
直
し
と
実

質
化
」
に
向
け
て
の
礎
と
な
れ
ば
と

願
っ
て
い
る
。

平
和
憲
法
、
天
皇
制
に
関
す
る
課
題

に
も
取
り
組
み
、
二
・
一
一
集
会
に
向

け
て
準
備
す
る
予
定
で
あ
る
。

社
会
活
動
委
員
会
は
、
昨
年
度
に
引

き
続
き
、
す
で
に
活
動
を
開
始
し
て
い

る
。
社
会
委
員
会
と
各
個
教
会
と
の
良

き
パ
イ
プ
役
と
な
っ
て
頂
き
た
い
と

願
っ
て
い
る
。
六
月
一
六
日
に
は
「
沖

縄
を
覚
え
る
学
習
会
」
を
行
う
。
又
、

一
〇
月
二
〇
日
に
は
「
黄
砂
が
及
ぼ
す

環
境
被
害
」
等
に
つ
い
て
学
ぶ
予
定
で

あ
る
。

私
達
社
会
委
員
会
の
働
き
が
、
こ
の

埼
玉
地
区
に
あ
っ
て
主
の
御
栄
を
表
す

も
の
と
な
る
よ
う
希
望
し
て
止
ま
な

い
。

◎
第
一
回
社
会
委
員
会

日
時
・
四
月
二
九
日
（
月
・
休
）

一
一
時
〜
一
五
時
三
〇
分

場
所
・
川
口
教
会
（
出
席
者
八
名
）

●
委
員

教
職
　
本
間
　
一
秀
（
川
口
）

飯
野
　
敏
明
（
本
庄
）

清
水
　
与
志
雄
（
行
田
）

信
徒
　
浅
子
　
和
夫
（
和
戸
）

井
上
　
雅
雄
（
浦
和
東
）

岩
井
田
慎
二
（
埼
玉
和
光
）

協
力
委
員
・
後
藤
　
龍
男
（
和
戸
）

●
組
織

委
員
長
・
本
間
　
一
秀

会
　
計
・
後
藤
　
龍
男

書
　
記
・
岩
井
田
慎
二

委
　
員
・
飯
野
　
敏
明

清
水
　
与
志
雄

浅
子
　
和
夫

井
上
　
雅
雄

●
小
委
員
会

①
平
和
と
天
皇
制

○
清
水
、
本
間

②
部
落
差
別
問
題
と
人
権
問
題

○
後
藤
、
本
間
、
岩
井
田

③
環
境
問
題

○
井
上
、
本
間

④
「
埼
玉
の
夜
明
け
」
編
集

○
浅
子
、
飯
野
、
本
間

●
本
年
度
の
主
な
活
動

①
第
一
回
社
会
委
員
会
（
四
月
二
九
日
）

②
第
一
回
社
会
活
動
委
員
会
及
び

第
二
回
社
会
委
員
会
（
六
月
一
六
日
）

③「
沖
縄
問
題
講
演
会
」（
六
月
三
〇
日
）

④
「
平
和
を
求
め
る
八
・
一
五
集
会
」

第
三
回
社
会
委
員
会
（
八
月
一
五
日
）

⑤
第
二
回
社
会
活
動
委
員
会
及
び
第
四

回
社
会
委
員
会
（
一
〇
月
二
〇
日
）

⑥
第
五
回
社
会
委
員
会
（
月
日
未
定
）

⑦
信
教
の
自
由
を
求
め
る
二
・
一
一
集
会

（
二
月
一
一
日
）

＊
各
教
会
、
伝
道
所
か
ら
社
会
活
動
委

員
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
方
々（

敬
称
略
）

相
島
　
邦
行
（
大
宮
）

阿
部
　
孝
司
（
上
尾
合
同
）

井
上
　
雅
雄
（
浦
和
東
）

大
木
　
迪
子
（
埼
大
通
り
）

渡
辺
　
す
み
よ
（
埼
大
通
り
）

西
田
　
立
郎
（
加
須
）

長
川
　
雅
昭
（
所
沢
み
く
に
）

堀
越
　
徹
也
（
本
庄
）

安
永
　
直
美
（
埼
玉
和
光
）

村
上
　
紀
子
（
桶
川
）

以
上
　
十
名
（
六
月
一
六
日
現
在
）

◎
第
一
回
社
会
活
動
委
員
会
、
引
き
続

い
て
第
二
回
社
会
委
員
会

日
時
・
六
月
一
六
日（
日
）一
五
時
〜

場
所
・
川
口
教
会

●
社
会
活
動
委
員
会
（
出
席
者
四
四
名
）

礼
拝
・
説
教
「
神
の
国
と
神
の
義
を
求

め
な
さ
い
」

本
間
一
秀
牧
師

内
容
・
「
沖
縄
を
覚
え
る
学
習
会
」

質
疑
応
答

●
社
会
委
員
会
（
出
席
者
七
名
）

⑴
　
六
月
三
〇
日
（
日
）
に
行
わ
れ
る

「
沖
縄
を
覚
え
る
学
習
会
」
講
演
会

の
役
割
分
担
に
つ
い
て

⑵
　
八
・
一
五
集
会
「
広
島
の
原
爆
問

題
」
講
演
会
の
役
割
分
担

⑶
　
各
小
委
員
会
報
告

安
倍
内
閣
は
昨
年
末
の
政
権
交
代
以

後
、
景
気
回
復
を
前
面
に
押
し
出
し
支

持
率
を
上
げ
る
こ
と
を
最
優
先
し
、
参

議
院
選
に
突
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

民
意
を
伺
い
見
な
が
ら
、
改
憲
を
有
利

に
進
め
よ
う
と
し
て
い
る
。
選
挙
後
は

改
憲
、
原
発
推
進
、
軍
備
増
強
を
積
極

的
に
推
し
進
め
る
の
で
は
な
い
か
と
懸

念
し
て
い
ま
す
。
共
に
動
向
を
注
意
し

て
い
き
ま
し
ょ
う
。

（
浅
子
）
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社
会
委
員
会
報
告

平
和
を
求
め
る
八
・
一
五
集
会

日
時
・
八
月
一
五
日
（
木
）

午
前
一
〇
時
〜
一
二
時

会
場
・
埼
玉
和
光
教
会

講
師
・
近
藤
　
紘
子
氏

（
原
爆
廃
止
運
動
家
・
被
爆
者
）

講
演
「
平
和
を
作
り
出
す
人
た
ち
」

編
集
後
記


