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使
用
す
る
勇
気
を
持
て
」

ガ
ン
が
宣
言
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
す
で
に
「
自
分
で
考
え
る
」
能
力
の
存
在
が
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
も
し
こ
う
い
う
能
力
を
だ
れ
も
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
そ
れ
を
「
使
用
す
る
勇
気
」
な
ど
あ
り
え
な
い
か
ら
で

あ
り
、
こ
う
い
う
能
力
を
す
で
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
未
成
熟
状
態
は
み
ず
か
ら
に
責
任
が
あ
る
と
主
張
で
き
る
か
ら
で

あ
る
。
何
と
言
っ
て
も
、

に
「
あ
ん
よ
車
」

た
人
た
ち
こ
そ
が
、

「
啓
蒙
と
は
、
み
ず
か
ら
に
責
任
の
あ
る
未
成
熟
状
態
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、

(

l

)

 

（
三
,
3
5
)

が
、
そ
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
悟
性
が
、

1
4
6
A
n
m
.
)
能
力
で
あ
る
こ
と
は
明
白
だ
が
、
だ
と
す
る
と
、

「
自
然
は
と
っ
く
に
外
的
な
導
き
か
ら
解
放
し
た
」
の
だ
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

「
汝
自
身
の
悟
性
を

か
の
ス
ロ
ー

「
怠
惰
と
臆
病
さ
」
ゆ
え

（
三
"
3
5
)

を
出
る
こ
と
な
く
、
後
見
人
た
ち
を
頼
り
に
し
て
い
る
よ
う
な
人
た
ち
が
い
て
、
他
な
ら
ぬ
そ
う
い
っ

か
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
の
対
象
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
の
啓
蒙
に
は
、
す
で
に
潜
在
的
に
は
持
ち
合
わ

何
か
』
に
お
い
て
言
わ
れ
る
「
自
分
で
考
え
る
」
（
三
9

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、

カ
ン
ト
的
啓
蒙
の
前
提

カ
ン
ト
的
啓
蒙
の
可
能
性
と
限
界

舟

場

『
思
考
の
方
位
を
定
め
る
と
は

保

之



26 

カ
ン
ト
が
啓
蒙
を
促
進
す
る
も
の
と
し
て
必
要
と
す
る
の
は
、

2

理
性
の
私
的
使
用
と
公
的
使
用
の
含
意

せ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
発
揮
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
自
分
で
考
え
る
」
能
力
を
、
持
ち
主
た
ち
に
告
知
し
、
そ
の
使
用
を
喚
起

す
る
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ
と
を
、
見
出
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
後
述
の
よ
う
に
、

カ
ン
ト
の
啓
蒙
に
は
「
自
分
で
考
え
る
」
能

力
に
関
す
る
警
告
の
側
面
も
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
小
論
に
お
い
て
は
、
こ
う
し
た
告
知
や
喚
起
お
よ
び
警
告
と
い
う
特
性
を
持
つ

カ
ン
ト
の
啓
蒙
を
、
カ
ン
ト
的
啓
蒙
と
名
づ
け
る
こ
と
に
す
る
。
通
常
の
意
味
に
解
さ
れ
た
啓
蒙
と
は
、
た
と
え
ば
、
迷
信
を
信
じ
る

者
の
蒙
を
、
科
学
的
な
説
明
を
介
し
て
啓
く
こ
と
で
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
何
ら
か
の
思
想
を
教
導
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り

思
考
能
力
の
使
い
途
を
、
そ
の
伝
達
内
容
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
思
考
能
力
、
し
か
も
「
自
分
で
考
え
る
」
能
力
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
に
関
す
る
告
知
や
喚
起
お
よ
び
警
告
を
、
カ
ン
ト
的
啓
蒙
と
呼
び
た
い
の
で
あ
る
。

以
下
に
お
い
て
は
、
ま
ず
私
的
／
公
的
な
理
性
使
用
の
相
違
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
述
べ
(
2
)
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
説
を
検
討
す

る
こ
と
に
よ
り
、
公
的
使
用
に
対
す
る
私
的
使
用
の
優
先
が
何
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
明
ら
か
に
し

(
3
)
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ

ー
ン
説
を
取
ら
な
い
場
合
、
し
か
し
公
的
使
用
が
世
界
市
民
的
立
場
や
学
者
な
い
し
学
の
立
場
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
れ

は
ひ
と
つ
の
私
的
使
用
へ
と
変
貌
す
る
可
能
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す

(
4
)
。
す
る
と
カ
ン
ト
の
啓
蒙
論
の
う
ち
に
は
カ
ン

ト
的
啓
蒙
を
読
み
込
ま
ざ
る
を
え
ず
、
そ
の
結
果
、
こ
れ
は
ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
、

ア
ド
ル
ノ
の
主
張
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
啓
蒙
に

残
さ
れ
て
い
る
可
能
性
（
同
時
に
限
界
）
で
あ
る
こ
と
が
、
明
自
と
な
る
は
ず
で
あ
る

(
5
)
。

「
理
性
を
あ
ら
ゆ
る
点
で
公
的
に
使
用
す
る
自
由
」

（三"
3
6
)

で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
理
性
の
公
的
使
用
は
、
そ
の
私
的
使
用
を
対
概
念
と
し
て
持
つ
。
私
的
使
用
は
、
公
職
な
ど
に
就
く
者
に
よ
っ
て
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職
務
上
な
さ
れ
る
理
性
使
用
の
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
挙
げ
る
例
に
よ
れ
ば
、
聖
職
者
は
、
教
区
に
お
い
て
自
分
の
勤
務
す
る
教
会

の
信
条
書
に
し
た
が
っ
て
説
教
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
上
官
か
ら
の
命
令
を
受
け
た
将
校
は
、
そ
の
命
令
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
論

伝
達
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

(
v
g
l
.
 

三一

3
7
f
.
)

。

「
読
者
の
世
界
と
い
う
公
衆

は
、
す
で
に
成
立
し
て
い
る
何
ら
か
の
真
理
／
規
範
体
系
が
前
提
さ
れ
、
そ
う
し
た
体
系
に
お
い
て
妥
当
す
る
と
み
な
さ
れ
る
事
柄
が

(

2

)

 

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
概
念
を
使
っ
て
言
え
ば
、
聖
職
者
の
説
教
の
「
命
題
的
真
理
性
」
は
信
条
書
に
甚
‘
‘
つ
い
て

お
り
、
そ
も
そ
も
聖
職
者
が
説
教
す
る
と
い
う
こ
と
の
「
規
範
的
正
当
性
」
は
、
す
で
に
成
立
し
て
い
る
共
同
体
的
な
規
範
に
基
づ
い

て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
上
官
が
命
令
を
下
す
「
規
範
的
正
当
性
」
は
、
当
該
の
軍
隊
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
ー
に
基
づ
き
、
そ
の
命
令
の

「
命
題
的
真
理
性
」
も
、

た
と
え
ば
上
官
の
命
令
は
常
に
真
で
あ
る
と
す
る
よ
う
な
、
軍
の
規
則
に
基
づ
く
。
聖
職
者
の
説
教
も
、
上

官
の
命
令
も
、
そ
れ
ら
が
何
ら
か
の
妥
当
要
求
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
妥
当
は
既
存
の
真
理
／
規
範
体
系
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と

に
よ
り
認
証
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
こ
れ
ら
の
妥
当
要
求
が
、
前
提
と
す
る
真
理
／
規
範
体
系
そ
の
も
の

に
対
し
て
は
疑
問
を
呈
す
る
こ
と
な
く
そ
の
妥
当
性
を
承
認
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
理
性
が
公
的
に
使
用
さ
れ
る
場
合
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
公
的
な
理
性
使
用
と
は
、

全
体
を
前
に
し
た
、
学
者
と
し
て
の
理
性
使
用
」
の
こ
と
で
あ
る
。
私
的
使
用
の
場
合
と
同
じ
例
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
よ

れ
ば
、
あ
る
教
区
の
聖
職
者
が
学
者
と
し
て
、
信
条
書
の
欠
点
に
つ
い
て
の
入
念
な
吟
味
を
公
衆
に
伝
え
た
り
、
上
官
の
命
令
を
受
け

た
将
校
が
学
者
と
し
て
、
軍
務
に
お
け
る
欠
陥
を
指
摘
し
、
そ
の
指
摘
を
公
衆
の
判
定
に
供
す
る
場
合
、
理
性
は
公
的
に
使
用
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る

(
v
g
l
.
e
b
d
.
)
。
そ
う
す
る
と
、
理
性
が
公
的
に
使
用
さ
れ
る
場
面
で
は
、
す
で
に
妥
当
し
て
い
る
「
命
題
的
真
理

性
」
や
「
規
範
的
正
当
性
」
に
対
し
て
、
異
議
が
唱
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
私
的
使
用
に
際
し
て
理
性
が
頼
り
と
す
る

議
す
る
こ
と
な
く
、

た
だ
服
従
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

し
た
が
っ
て
、
理
性
が
私
的
に
使
用
さ
れ
る
場
面
で
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普
遍
性
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、
理
性
が
公
的
に
使
用
さ
れ
、

て
が
、
こ
こ
で
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
の
信
条
書
の
内
容
は
そ
も
そ
も
真
で
あ
る
の
か
、

か
か
る
信
条
書
に
則
っ
て
な
さ
れ
る
聖
職
者
の
説
教
を
正
当
な
も
の
と
す
る

規
範
体
系
は
そ
も
そ
も
正
統
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
上
官
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
命
令
の
内
容
は
そ
も
そ
も
真
で
あ
る
の
か
、
真
で
も

な
い
よ
う
な
命
令
を
す
る
上
官
を
絶
対
と
す
る
よ
う
な
規
範
体
系
は
そ
も
そ
も
正
統
で
あ
る
の
か
、
と
い
っ
た
ふ
う
に
問
題
が
提
出
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
私
的
使
用
に
お
い
て
は
承
認
さ
れ
て
い
る
既
存
の
真
理
／
規
範
体
系
の
妥
当
性
そ
の
も
の
に
対
す
る
異
議
申
し
立

そ
れ
で
は
、
公
的
使
用
に
お
け
る
「
命
題
的
真
理
性
」
や
「
規
範
的
正
当
性
」
の
妥
当
要
求
は
い
っ
た
い
何
を
、
そ
の
要
求
を
根
拠

づ
け
る
も
の
と
し
て
前
提
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
既
存
の
体
系
の
妥
当
性
そ
の
も
の
を
疑
問
視
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
と
は
異
な

る
も
の
を
根
拠
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
公
的
使
用
と
い
う
表
現
と
、
そ
れ
が
学
者

と
し
て
の
理
性
使
用
の
こ
と
で
あ
る
点
に
、
留
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
私
的
な
理
性
使
用
は
、
何
ら
か
の
既
存
の
体
系
を
前
提
す
る
以
上
、

当
の
体
系
が
異
な
れ
ば
、
そ
の
中
味
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。
旧
約
聖
書
を
教
典
と
す
る
場
合
と
、
新
約
聖
書
を

教
典
と
す
る
場
合
と
で
は
、
当
然
説
教
の
内
容
は
相
違
す
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
体
系
ご
と
に
相
違
し
う
る
理
性
使
用

が
私
的
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
公
的
と
言
わ
れ
る
そ
れ
は
、

い
か
な
る
体
系
に
対
し
て
も
普
遍
的
に
妥
当
性
を
持
つ
よ
う
な
も
の

の
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
歴
史
哲
学
の
言
葉
を
使
っ
て
言
え
ば
「
世
界
市
民
的
」
立
場
に
立
つ
理
性
使
用
を
意
味

す
る
。
ま
た
、
学
者
の
営
む
学
も
、
体
系
の
相
違
を
越
え
た
普
遍
性
を
要
求
し
う
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
た

と
え
ば
、
旧
約
新
約
の
い
ず
れ
を
教
典
と
す
る
共
同
体
に
お
い
て
も
、
同
じ
よ
う
に
万
有
引
力
は
働
い
て
お
り
、
物
理
学
は
（
よ
り
）

「
命
題
的
真
理
性
」
や
「
規
範
的
正
当
性
」
の
妥
当
要
求
が
な

(

3

)

 

さ
れ
る
と
き
、
そ
の
要
求
を
支
え
て
い
る
の
は
、
世
界
市
民
的
立
場
と
い
う
普
遍
性
と
学
者
の
営
む
学
の
普
遍
性
な
の
で
あ
る
。
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さ
れ
る
「
人
間
の
使
命
」
は
、

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
に
よ
れ
ば
、
啓
蒙
と
は
、

さ
て
、
上
述
の
よ
う
な
私
的
／
公
的
な
理
性
使
用
の
う
ち
、
カ
ン
ト
が
啓
蒙
の
た
め
に
必
要
と
し
た
の
は
、

で
公
的
に
使
用
す
る
自
由
」
で
あ
っ
た
。
私
的
使
用
は
、
制
限
し
て
も
「
啓
蒙
の
進
歩
が
格
別
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
」
の
だ
が
、

「
自
分
の
理
性
を
公
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
常
に
自
由
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
答
え
る
に
は
、

カ
ン
ト
の
論
文
よ
り
も
先
に
書
か
れ
、

先
順
位
と
は
逆
に
、
む
し
ろ
私
的
な
理
性
使
用
を
公
的
な
理
性
使
用
に
対
し
て
優
先
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
で

(

4

)

 

『
啓
蒙
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
』
と
い
う
カ
ン

ト
の
そ
れ
と
似
た
よ
う
な
題
を
持
つ
、

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
論
文
が
役
に
立
つ
は
ず
で
あ
る
。

「
人
間
の
使
命
に
及
ぽ
す
重
要
性
と
影
響
と
い
う
尺
度
か
ら
の
、
人
間
生
活
に
含
ま

れ
る
事
物
に
関
す
る
理
性
的
認
識
と
、
熟
達
し
た
理
性
的
熟
慮
」
に
、
関
係
す
る
。
陶
冶

(
K
u
l
t
u
r
)

と
と
も
に
形
成

(
B
i
l
d
u
n
g
)

の
下
位
概
念
を
な
す
啓
蒙
は
、
陶
冶
が
「
実
践
的
な
事
柄
に
関
わ
る
」
の
に
対
し
て
、

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
考
え
る
啓
蒙
は
、
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
与
え
ら
れ
た
使
命
を
果
た
す
上
で
必
要
と
な
る
理
論
的
な

知
を
、
獲
得
し
身
に
つ
け
て
い
く
こ
と
を
旨
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
そ
し
て
、

の
尺
度
と
目
標
と
し
て
、
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
が
道
を
見
失
い
た
く
な
け
れ
ば
そ
こ
へ
目
を
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
と
し
て
」
把
握

「
人
間
と
し
て
の
人
間
の
使
命
」
と
「
市
民
と
し
て
の
人
間
の
使
命
」
と
に
分
類
さ
れ
、
こ
れ
ら
が
さ

ら
に
そ
れ
ぞ
れ
本
質
的
な
も
の
、
本
質
外
的
（
偶
然
的
）
な
も
の
に
区
分
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
応
す
る
啓
蒙
も
、
そ
れ
ぞ
れ
性
格
を
異
に
す
る
。
人
間
と
し
て
の
人
間
に
関
わ
る
啓
蒙
は
、

3

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
説
の
検
討

「
人
間
の
使
命
」
が
こ
う
し
て
分
類
さ
れ
る
以
上
、

「
理
性
を
あ
ら
ゆ
る
点

「
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
努
力
や
骨
折
り

「
身
分
の
相
違
に
関
係
な
く

「
理
論
的
な
事
柄
に
関
わ
る
」
と
み
な
さ
れ
る
。

（三,
3
7
)
 

の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
う
し
た
優
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場
合
、

「
あ
る
も
の
は
、
そ

「
身
分
や
職
業
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
」
な
の
で
あ
る
。

「
市
民
と
し

て
の
人
間
の
使
命
」
は
、
市
民
生
活
に
お
け
る
「
身
分
や
職
業
」
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、
「
人
間
と
し
て
の
人
間
の
使
命
」
は
そ
う
し

(

6

)

 

た
も
の
に
関
係
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
バ
ー
ル
が
記
す
よ
う
に
、
こ
の
区
別
は
私
的
／
公
的
な
理
性
使
用
と
い
う
カ
ン
ト
の
区
別
に
ほ

ぼ
対
応
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
さ
て
こ
う
し
た
性
格
の
相
違
ゆ
え
に
、
人
間
の
啓
蒙
と
市
民
の
啓
蒙
と
は
対
立
し
う
る
。
た
と
え
ば

「
人
間
と
し
て
の
人
間
に
は
有
益
な
真
理
も
、
市
民
と
し
て
の
人
間
に
は
、
と
き
と
し
て
損
害
を
与
え
う
る
」
の
だ
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ

ま
ず
、
①
人
間
の
本
質
的
な
使
命
と
市
民
の
本
質
的
な
使
命
と
が
調
和
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
性
に
は
不
可
欠
の
啓
蒙
が
、
国
家
体

制
の
存
立
を
危
う
く
す
る
こ
と
な
し
に
は
あ
ら
ゆ
る
身
分
に
伝
播
し
え
な
い
場
合
、
そ
う
い
う
国
家
は
不
幸
で
あ
る
と
言
う
。
た
だ
、

こ
こ
で
哲
学
に
対
し
て
沈
黙
す
る
こ
と
を
要
求
し
、
必
然
性
が
法
を
定
め
う
る
と
言
及
す
る
以
上
、
そ
し
て
必
然
的
な
の
は
国
家
の
存

立
で
あ
る
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る
な
ら
ば
、

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
、
人
間
の
本
質
的
な
使
命
に
対
応
す
る
啓
蒙
を
、
市
民
の
本
質
的

な
使
命
に
対
応
す
る
啓
蒙
に
対
し
て
、
制
限
す
る
こ
と
を
止
む
を
得
な
い
と
み
な
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
次
に
、
②
人
問
の
本
質
外

的
な
使
命
と
市
民
の
本
質
的
な
い
し
本
質
外
的
な
使
命
が
対
立
し
た
場
合
、
例
外
を
認
め
、
対
立
に
決
着
を
つ
け
る
よ
う
な
規
則
が
定

め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。
人
間
の
本
質
外
的
な
使
命
に
対
応
す
る
啓
蒙
は
、
そ
れ
が
広
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
国
家
の
存
立
を
左
右

す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
場
合
が
あ
る
と
、

お
そ
ら
く
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
例
外
的
な
場
合
に

は
、
こ
れ
が
市
民
の
啓
蒙
に
対
し
て
優
先
さ
れ
う
る
。
最
後
に
、
③
人
間
の
本
質
的
な
使
命
が
市
民
の
本
質
外
的
な
使
命
と
対
立
す
る

つ
ま
り
い
っ
た
ん
身
に
つ
い
た
宗
教
や
人
倫
性
の
諸
原
則
を
取
り
払
う
こ
と
な
し
に
は
、
有
益
で
人
間
を
輝
か
し
い
も
の
と
す

る
真
理
を
広
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に
つ
い
て
考
え
る
。
こ
こ
で
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
頭
に
あ
る
の
は
、

ー
ン
は
、
考
え
う
る
対
立
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
整
理
し
て
い
る
。

一
般
的
」
で
あ
る
が
、
市
民
と
し
て
の
人
間
に
関
わ
る
啓
蒙
は
、
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4

世
界
市
民
的
立
場
と
学
者
な
い
し
学
の
立
場

質
外
的
な
使
命
に
甘
ん
じ
た
方
が
、

れ
が
完
全
性
に
お
い
て
高
貴
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
腐
敗
し
た
と
き
に
は
一
層
醜
悪
で
あ
る
」
と
い
う
ヘ
ブ
ラ
イ
の
文
筆
家
の
言
で
あ

り
、
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
か
れ
は
、
枯
れ
た
花
は
腐
敗
し
た
動
物
ほ
ど
に
は
吐
き
気
を
催
さ
せ
ず
、
腐
敗
し
た
動
物
は
腐
敗
し
た
人
間

(

7

)

 

ほ
ど
醜
悪
で
は
な
い
、
と
述
べ
る
。
こ
れ
を
「
使
命
」
に
当
て
は
め
て
み
れ
ば
、
人
間
は
本
質
的
な
使
命
を
目
指
す
よ
り
も
市
民
の
本

優
先
す
る
の
で
あ
る
。

一
層
ま
し
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
徳
を
愛
す
る
啓
蒙
家
は
用
心
深
く
で
は
あ
る

が
む
し
ろ
先
入
見
の
方
を
選
ぶ
、
と
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
論
じ
、
真
理
よ
り
も
身
に
つ
い
た
宗
教
や
人
倫
性
の
諸
原
則
の
方
に
優
先

権
を
与
え
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
の
本
質
的
な
使
命
に
対
応
す
る
啓
蒙
よ
り
も
、
市
民
の
本
質
外
的
な
使
命
に
対
応
す
る
啓
蒙
の
方
を

こ
う
し
た
整
理
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、

で
あ
る
市
民
と
し
て
の
人
間
の
啓
蒙
を
、

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
は
、
例
外
（
②
）
を
除
い
て
、

「
身
分
の
相
違
に
関
係
な
く
一
般
的
」
で
あ
る
人
間
と
し
て
の
人
間
の
啓
蒙
に
対
し
て
優
先

し
、
共
同
体
に
お
い
て
す
で
に
成
立
し
て
い
る
事
柄
を
真
理
よ
り
も
重
ん
じ
る
（
①
③
）
。
す
る
と
、
私
的
な
理
性
使
用
を
公
的
な
理
性

使
用
に
優
先
す
る
場
合
の
、
啓
蒙
の
目
標
と
は
、
既
存
の
真
理
／
規
範
体
系
を
前
提
し
、
そ
の
体
系
内
で
成
立
し
て
い
る
真
理
性
な
り

規
範
性
な
り
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
明
白
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
カ
ン
ト
の
唱
え
る
よ
う
な
、
世
界
市
民
的

立
場
や
学
者
な
い
し
学
の
立
場
か
ら
す
る
既
存
の
体
系
に
対
す
る
批
判
と
い
う
視
点
が
、

む
し
ろ
危
険
な
こ
と
と
し
て
否
定
さ
れ
る
の
で
も
あ
る
。

も
し
、
既
存
の
体
系
を
絶
対
的
な
も
の
だ
と
は
考
え
ず
、

「
身
分
や
職
業
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
」

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
よ
う
な
見
地
か
ら
は
、

つ
ね
に
可
能
な
か
ぎ
り
批
判
で
き
る
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
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さ
ら
に
カ
ン
ト
は
、

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
よ
う
な
立
場
を
取
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
考
え
な
い
理
由
も
述
べ
る
必
要
が
あ
ろ
う

が
、
小
論
に
お
い
て
は
ス
ペ
ー
ス
、
力
量
を
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
点
で
、
こ
れ
に
関
す
る
議
論
を
展
開
す
る
余
裕
は
な
い
。
し
た
が
っ
て

「
既
存
の
体
系
を
絶
対
的
な
も
の
だ
と
は
考
え
ず
、

と
い
う
仮
定
の
下
に
、
論
を
進
め
る
。
そ
れ
で
は
、

を
可
能
な
ら
し
め
る
、
世
界
市
民
あ
る
い
は
学
者
と
い
う
視
点
に
問
題
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

(

8

)

 

ハ
ー
バ
ー
マ
ス
が
引
用
す
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
『
理
論
で
は
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

〔
立
法
に
お
い
て
投
票
権
を
持
つ
公
民
で
あ
る
た
め
に
〕
必
要
な
資
格
は
、
自
然
的
な
も
の
（
子
供
で
は
な
い
こ
と
や
女
性
で
は

な
い
こ
と
）

の
ほ
か
に
は
、
た
だ
ひ
と
つ
、

「
自
分
自
身
の
主
人
で
あ
る
と
い
う
身
分
を
主
張
し
う

つ
ね
に
可
能
な
か
ぎ
り
批
判
で
き
る
も
の
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
」

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
よ
う
な
立
場
を
取
ら
ず
に
、
既
存
の
体
系
に
対
す
る
批
判

し
か
し
実
践
に
は
役
に
立
た
な
い
と
い

つ
ま
り
、
そ
の
人
が
自
分
自
身
の
主
人
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
生
活
の
資
と
な
る
何

ら
か
の
所
有
物
（
ど
ん
な
技
術
、
手
エ
、
芸
術
あ
る
い
は
学
問
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
な
か
に
数
え
ら
れ
る
）
を
持
っ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
生
活
の
た
め
に
他
の
人
々
か
ら
取
得
す
る
必
要
の
あ
る
場
合
に
は
、
た
だ
自
分
の
持
ち
物

を
売
却
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
取
得
し
、
自
分
の
労
力
を
使
用
さ
せ
る
同
意
を
他
の
人
々
に
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
取
得
す
る

の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
語
の
本
来
的
な
意
味
に
お
い
て
、
公
共
体
以
外
の
だ
れ
に
も
奉
仕
し
て
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
熟
練
者
も
大
（
あ
る
い
は
小
）
地
主
た
ち
も
、
す
べ
て
平
等
で
あ
る
…
…
。

こ
の
箇
所
に
つ
け
ら
れ
た
注

(
e
b
d
.
)
 

う
俗
説
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

以
下
で
は
、

の
末
尾
で
、

（三,
2
9
5
)
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る
た
め
に
必
要
な
事
柄
を
規
定
す
る
こ
と
は
、

い
く
ら
か
困
難
で
あ
る
と
わ
た
し
は
告
白
す
る
」
と
書
き
つ
つ
、

雇
い
人
、
理
髪
師
で
さ
え
も
、
単
な
る
労
役
者
で
あ
っ
て
職
人
（
語
の
比
較
的
広
い
意
味
に
お
い
て
）
で
は
な
く
、
国
民
の
一
員
で
も

な
け
れ
ば
市
民
の
資
格
も
欠
い
て
い
る
」
と
す
る
。
こ
の
あ
た
り
の
議
論
に
は
厳
密
性
が
欠
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
は
っ
き
り
し

て
い
る
の
は
、
投
票
権
を
持
つ
か
否
か
は
自
分
自
身
の
主
人
で
あ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
依
存
し
、
自
分
自
身
の
主
人
で
あ
る
か

ど
う
か
は
、
労
働
力
以
外
に
生
活
の
資
と
す
る
こ
と
の
で
き
る
所
有
物
を
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
依
存
す
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
政
治
的
に
論
議
す
る
公
衆
に
参
加
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
は
、
私
有
財
産
の
持
ち
主
だ
け
」
で
あ
り
、
こ

(10) 

「
典
型
的
な
意
味
に
お
け
る
理
性
の
公
的
使
用
の
権
利
が
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
た

が
っ
て
、
既
存
の
体
系
を
批
判
す
る
視
点
で
あ
っ
た
世
界
市
民
的
立
場
と
は
、
経
済
的
な
自
立
性
を
持
つ
者
の
立
場
な
の
で
あ
る
。
す

る
と
、
既
存
の
真
理
／
規
範
体
系
の
妥
当
性
そ
の
も
の
を
問
う
こ
と
な
く
、
そ
の
体
系
内
で
妥
当
す
る
真
理
な
り
規
範
な
り
に
則
っ
た

理
性
使
用
が
私
的
な
も
の
で
あ
り
、
普
逼
的
な
公
的
使
用
と
は
区
別
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
い
ま
や
、
経
済
的
な
自
立
性
を

持
つ
者
の
み
を
そ
の
担
い
手
と
す
る
後
者
も
、
そ
の
実
、
私
的
使
用
の
ひ
と
つ
に
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、
と
い
う
疑
念
を
禁
じ
え

な
い
。
担
い
手
に
関
し
て
こ
う
し
た
制
約
を
持
つ
理
性
使
用
は
、
前
提
す
る
真
理
／
規
範
体
系
が
い
ま
だ
共
同
体
的
な
も
の
と
な
っ
て

い
な
い
場
合
に
は
、
た
し
か
に
異
な
る
既
存
の
真
理
／
規
範
体
系
に
対
す
る
批
判
を
可
能
な
も
の
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
経
済

的
に
自
立
し
た
者
の
利
害
関
係
に
基
づ
い
て
真
理
や
規
範
が
設
定
さ
れ
る
体
系
が
、
そ
れ
ま
で
の
体
系
に
と
っ
て
替
わ
る
と
、
世
界
市

民
的
立
場
か
ら
の
理
性
使
用
は
当
の
体
系
内
で
の
み
妥
当
要
求
可
能
で
あ
っ
て
、

う
な
内
容
を
含
ん
で
い
る
と
は
言
い
難
い
こ
と
が
、

(11) 

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

う
い
う
人
々
に
の
み
、

「
家
僕
や
店
員
、
日

い
か
な
る
体
系
に
お
い
て
も
普
遍
的
に
妥
当
す
る
よ

一
層
明
確
に
な
る
に
違
い
な
い
。
実
際
こ
れ
は
こ
れ
で
、
ま
た
別
の
批
判
に
さ
ら
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次
に
、
世
界
市
民
的
立
場
と
並
ん
で
、
公
的
な
理
性
使
用
の
妥
当
要
求
を
支
え
る
と
考
え
ら
れ
た
学
者
の
立
場
に
つ
い
て
、
考
察
し

て
み
る
こ
と
に
す
る
。
カ
ン
ト
晩
年
の
著
作
『
学
部
の
争
い
』
で
は
、
実
践
に
関
わ
り
、
経
験
的
知
識
を
必
要
と
す
る
聖
職
者
、
司
法

と
呼
ば
れ
る
。
実
際
家
は
、
政
府
の
道
具
と
し
て
政
府
の
目
的
の
た
め
に
公
職
に
つ
き
、
国
民
に
対
し
て
直
接
的
に
合
法
的
な
影
響
を

及
ぼ
す
。
た
だ
し
職
務
上
必
要
な
知
識
の
源
泉
は
学
者
た
ち
に
あ
り
、
そ
れ
ら
の
知
識
を
使
用
す
る
に
あ
た
り
、
学
者
た
ち
の
専
門
分

野
に
応
じ
て
分
け
ら
れ
た
、
大
学
の
諸
学
部
に
よ
る
検
閲
を
受
け
る
と
さ
れ
る
。
さ
て
、
実
際
家
が
道
具
と
し
て
働
く
政
府
の
目
的
と

い
」
、
「
強
力
で
頭
数
の
多
い
国
民
の
現
存
」
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
当
然
、
こ
う
し
た
事
柄
に
関
わ
り
を
持
つ
学
は
、
そ
の
性
質
や

内
容
に
つ
い
て
政
府
が
関
心
を
抱
く
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
学
を
こ
と
と
す
る
学
部
、
す
な
わ
ち
神
学
部
、
法
学
部
、
医
学
部
が
、

上
級
学
部
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
上
級
の
三
学
部
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
を
「
聖
書
」
、
「
ラ
ン
ト
法
」
、
「
医
学
書
」
と
い
っ
た
文

書

(
S
c
h
r
i
f
t
)

に
基
づ
か
せ
、
そ
れ
ら
が
国
民
を
導
く
規
範
と
な
る
が
、

択
意
志
か
ら
生
じ
る
学
説
を
含
ま
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
自
明
」
で
あ
ろ
う
。
上
級
の
三
学
部
が
、

ま
た
実
際
家
に
よ
っ
て
、

的
の
た
め
に
」
働
く
実
際
家
の
知
識
の
拠
り
所
と
な
る
が
ゆ
え
に
、

「
政
府
は
上
級
学
部
の
学
説
に
認
可
を
与
え
る
」
か
ら
で
あ
る
。

「
政
府
の
道
具
と
し
て
政
府
の
目

「
国
民
に
対
す
る
影
響
を
当
て
込
ん
だ
よ
う
な
理
論
を
、
諸
学
部
に
押
し
つ
け
る
よ
う
、
政
府
が
そ
そ
の
か

さ
れ
る
」
と
い
う
可
能
性
に
も
、
カ
ン
ト
は
言
及
し
て
い
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
上
級
の
三
学
部
は
「
自
律
性
を
持
つ
大

学
」
の
学
部
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
取
り
扱
う
学
説
は
政
府
の
意
向
に
沿
う
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、
ま
た
こ
れ
ら
の
学
部
で
「
教

え
る
者
は
政
府
の
指
導
下
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
ニ
,
1
7
-
3
1
)

。
し
た
が
っ
て
、
学
に
携
わ
る
か
れ
ら
の
理
性
使
用
が
私
的

「
か
の
印
刷
物
が
規
約

(
S
t
a
t
u
t
e
)
、
つ
ま
り
当
局
の
選

ま‘
4
!
`
 

「
国
民
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
」
に
あ
る
が
、
そ
の
影
響
は
、

官
、
医
者
が
実
際
家

(
G
e
s
c
h
a
f
t
s
l
e
u
t
e
)
 

と
呼
ば
れ
る
の
に
対
し
、
大
学
と
い
う
一
種
の
共
同
体
を
形
成
す
る
者
た
ち
が
、
学
者

「
国
民
の
内
面
」
、
「
公
法
の
も
と
で
の
国
民
の
外
的
な
振
る
舞
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い
」
哲
学
部
は
、

「
学
の
真
理
を
こ
と
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

な
も
の
と
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
政
府
の
認
可
を
受
け
る
学
説
と
は
、
既
存
の
真
理
／
規
範
体
系
を
前
提
し
た
も
の
に
他
な
ら
な

い
か
ら
だ
。
学
も
学
者
も
、
既
存
の
体
系
を
前
提
し
な
い
普
遍
的
な
「
命
題
的
真
理
性
」
や
「
規
範
的
正
当
性
」
を
要
求
で
き
な
い
こ

と
に
な
る
。
た
だ
し
、

『
学
部
の
争
い
』
で
論
じ
ら
れ
る
学
や
学
者
は
上
級
学
部
の
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
学
者
と
し
て
の
理
性
使
用

に
関
し
て
評
価
を
下
す
前
に
、
別
の
ク
ラ
ス
の
学
部
、
す
な
わ
ち
下
級
学
部
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
み
る
。

「
規
準
と
し
て
受
け
入
れ
る
の
に
、
当
局
の
命
令
に
基
づ
く
の
で
は
な
い
よ
う
な
学
説
の
み
に
従
事
す
る
大
学
の

ク
ラ
ス
、
あ
る
い
は
そ
う
し
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
大
学
の
ク
ラ
ス
」
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
哲
学
部
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

上
級
学
部
の
学
説
は
、
政
府
が
関
心
を
寄
せ
る
事
柄
を
そ
の
内
容
と
し
た
の
に
対
し
、
下
級
学
部
の
哲
学
部
は
、
当
局
の
命
令
と
関
係

し
な
い
こ
と
か
ら
も
窺
え
る
よ
う
に
、
も
っ
ば
ら
「
学
的
関
心
、
す
な
わ
ち
真
理
へ
の
関
心
に
関
係
す
る
す
べ
て
の
こ
と
を
判
定
す
る

自
由
を
持
つ
」
と
み
な
さ
れ
る
。
真
理
の
受
諾
に
は
「
自
由
な
判
断
」
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
り
、

（
思
考
一
般
の
原
理
に
合
致
し
て
）
判
断
す
る
能
力
は
理
性
と
呼
ば
れ
る
」
こ
と
か
ら
、

な
る
。
ま
た
政
府
の
方
も
、

1
9—
2
8
)。
と
こ
ろ
で
こ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
は
、
哲
学
部
の
取
り
扱
う
事
柄
が
、
あ
た
か
も
真
理
問
題
だ
け
で
あ
る
か
の

よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
規
範
問
題
に
関
し
て
も
同
様
に
、
哲
学
部
は
、
政
府
の
意
向
に
は
関
係
な
く
た
だ
学
的

な
関
心
か
ら
判
断
を
下
す
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
そ
う
す
る
と
、
哲
学
部
の
学
者
が
真
理
／
規
範
に
関
す
る
何
ら
か
の
妥
当
要

求
を
す
る
際
に
は
、
少
な
く
と
も
上
級
学
部
の
学
者
と
は
異
な
る
理
性
の
用
い
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
公
的
に
理
性
を
使
用

し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
だ
ろ
う
。
殊
更
「
か
も
し
れ
な
い
」
と
す
る
の
は
、
単
に
下
級
学
部
の
前
提
す
る
体
系
が
上
級

下
級
学
部
と
は
、

「
下
級
学
部
の
学
説
を
学
識
の
あ
る
国
民
〔
II
哲
学
部
の
学
者
〕

「
自
律
的
に
、
す
な
わ
ち
自
由
に

「
政
府
の
立
法
の
下
に
で
は
な
く
、
理
性
の
立
法
の
下
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
に

の
理
性
に
委
ね
る
」
の
で
あ
る
（
ニ
9
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「
（
上
級
学
部
に
属
す
る
）
聖
雷
学
者
は
そ
の
学

学
部
の
前
提
す
る
体
系
と
は
異
な
る
だ
け
で
、
そ
れ
ゆ
え
下
級
学
部
の
理
性
使
用
も
ひ
と
つ
の
私
的
使
用
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と

が
あ
り
う
る
か
ら
だ
。
し
か
し
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
自
身
は
、
哲
学
部
が
「
学
的
関
心
、
す
な
わ
ち
真
理
へ
の
関
心
に
関
係
す
る
す
べ

述
べ
る
の
で
あ
っ
て
、

れ
を
「
究
極
目
的
」

（
手

2
0
)

と

つ
ま
り
、
哲
学
部
の
学
者
は
公
的
な
理
性
使
用
の
担
い
手
で
あ
る
と
、
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
手

3
5
)

と
す
る
が
、
そ
の
反
面
、
上
級
学
部
の
学
者
は
「
職
務
に
就
く
に
あ
た
り
〔
交
わ
し
た
〕
政
府
と
の

(VII, 
1
9
)

ゆ
え
に
、
既
述
の
ご
と
く
そ
の
学
説
の
内
容
に
関
し
て
政
府
か
ら
の
影
響
を
蒙
る
。
真
理
を
「
究
極
目
的
」
と
す

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
政
府
に
よ
っ
て
認
可
さ
れ
る
事
柄
は
、
理
性
に
よ
っ
て
必
然
的
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
学
説
と
は
つ
ね
に
一
致

的
と
な
ら
ざ
る
を
え
ず
、

（
手

2
8
)

下
級
学
部
の
標

こ
の
不
可
避
的
な
争
い
は
、
私
的
な
理
性
使
用
を
公
的
な
理
性
使
用
に
よ
っ
て
「
検
証
し
批
判
す
る
」
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
、

換
言
で
き
よ
う
。
上
級
学
部
の
学
者
が
理
性
を
私
的
に
使
用
す
る
と
き
に
従
う
、
政
府
の
認
可
を
受
け
た
学
説
に
対
し
て
、
政
府
の
関

心
と
は
関
わ
り
を
持
た
な
い
哲
学
部
の
学
者
が
、
普
遍
性
を
要
求
し
う
る
よ
う
な
学
の
立
場
か
ら
、
理
性
を
公
的
に
使
用
し
て
検
証
と

で
は
、
普
遍
性
を
要
求
し
う
る
よ
う
な
学
の
立
場
か
ら
行
な
う
検
証
と
批
判
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
上
級
学
部
は
そ
の
学
説
に
、
理
性
に
発
す
る
事
柄
を
混
入
し
な
い
よ
う
気
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
具
体
的
に

述
べ
ら
れ
る
箇
所
に
お
い
て
、
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
は
、

批
判
を
加
え
る
か
ら
で
あ
る
。 「

上
級
学
部
と
下
級
学
部
の
争
い
は
不
可
避
的
」

（
ニ
,
3
2
)

で
あ
る
。
い
ま
ま
で
の
議
論
か
ら
す
れ
ば
、

す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、
上
級
学
部
は
、

「
学
の
利
益
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
検
証
し
批
判
す
る
」

契
約
」 さ

て
、
真
理
が
「
学
識
一
般
の
本
質
的
に
し
て
第
一
の
制
約
」

（
手

2
8
)

で
あ
る
以
上
、
上
級
学
部
は
下
級
学
部
と
同
様
に
、
そ

て
の
こ
と
を
判
定
す
る
自
由
を
持
つ
」
場
合
に
は
、

「
理
性
は
公
的
に
話
す
権
利
を
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
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5
 

は
、
そ
の
批
判
の
対
象
で
あ
っ
た
神
話
へ
と
、
自
ら
転
落
す
る
か
ら
だ
。

説
を
理
性
か
ら
で
は
な
く
聖
書
か
ら
、
法
学
者
は
自
然
法
か
ら
で
は
な
く
ラ
ン
ト
法
か
ら
、
医
学
者
は
公
衆
に
入
っ
て
い
く
治
療
法
を

（
手

2
3
)

と
書
か
れ
る
。
こ
こ
で
聖
書
と
対
比
さ
れ
る
理
性
が

理
神
論
を
指
す
の
か
自
然
科
学
を
指
す
の
か
は
判
然
と
し
な
い
に
せ
よ
、
こ
れ
ら
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
と
自
然
法
お
よ
び
人
体
生
理
学

は
、
「
哲
学
部
の
縄
張
り
」

(
e
b
d
.
)

だ
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
哲
学
部
に
よ
る
「
批
判
と
検
証
」
は
、
理
神
論
あ
る
い

(12) 

は
自
然
科
学
、
自
然
法
、
人
体
生
理
学
の
立
場
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
行
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
上
級
学
部
の
学
者
の
理

性
使
用
が
私
的
で
あ
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
す
で
に
成
立
し
て
い
る
真
理
／
規
範
体
系
に
基
づ
い
た
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
が
、
し
か
し

そ
れ
と
は
異
な
る
は
ず
の
哲
学
部
の
学
者
に
よ
る
公
的
な
理
性
使
用
も
、
内
容
に
関
し
て
言
え
ば
、
何
ら
か
の
真
理
／
規
範
体
系
（
自

然
法
の
体
系
や
人
体
生
理
学
の
体
系
）
を
前
提
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
、
世
界
市
民
的
立
場
か
ら
の
理
性
使
用
に
関
し
て
抱

か
れ
た
の
と
同
じ
疑
念
が
、
こ
こ
で
も
姿
を
見
せ
る
で
あ
ろ
う
。
た
し
か
に
自
然
法
の
体
系
や
人
体
生
理
学
の
体
系
か
ら
は
、
従
来
の

真
理
／
規
範
体
系
に
対
す
る
批
判
が
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
ら
が
批
判
す
る
体
系
に
と
っ
て
替
わ
る
と
、
哲
学
部
の
学
者
が
行
な

、
、
、
、

う
妥
当
要
求
は
、
他
な
ら
ぬ
新
た
に
成
立
し
た
体
系
内
で
こ
そ
な
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

て
私
的
な
理
性
使
用
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
世
界
市
民
的
立
場
に
立
と
う
と
、
学
者
な
い
し
学
の
立
場
に
立
と
う
と
、
公
的
な
理
性
使
用
は
、
す
で
に
可
能
性
と
し

(13) 

『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
お
い
て
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
い
か
な
る
体
系
に
も
劣
ら
ず
全
体
的
で
あ
る
啓
蒙

カ
ン
ト
的
啓
蒙
の
可
能
性
と
限
界

既
存
の
真
理
／
規
範
体
系
に
対
す
る
異
議
が
申
し
立
て
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
異
議
の
内
容
が
理
解
さ
れ
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ
と
、
す

人
体
生
理
学
か
ら
で
は
な
く
医
療
法
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
獲
得
す
る
」
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折
る
必
要
が
な
か
っ
た
り
」
、
「
考
え
る
必
要
が
な
か
っ
た
り
」

ン
と
な
る
こ
と
に
も
納
得
い
く
の
で
あ
る
。

（三,
3
5
)

す
る
状
況
に
つ
い
て
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
『
学
部

マ
ニ
ュ
ア
ル
を
教
え
ら
れ
た
り
、

立
て
は
、

っ
て
、

「
わ
た
し
み
ず
か
ら
骨
を

な
わ
ち
新
た
な
体
系
が
す
で
に
成
立
し
て
い
る
も
の
に
と
っ
て
替
わ
る
こ
と
だ
け
が
目
指
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
公
的
な
理
性

使
用
は
私
的
な
そ
れ
と
本
質
的
に
は
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
的
使
用
で
は
な
く
公
的
使
用
に
啓
蒙
の
可
能
性

を
見
出
そ
う
と
す
る
カ
ン
ト
の
思
考
を
生
か
す
と
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

注
目
す
べ
き
は
、
異
議
申
し
立
て
に
よ
っ
て
、
読
者
と
い
う
公
衆
が
ま
さ
し
く
問
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
で
あ
る
。

理
性
が
私
的
に
使
用
さ
れ
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
既
存
の
真
理
／
規
範
に
つ
い
て
の
知
識
を
伝
達
す
る
こ
と
が
旨
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

か
り
に
問
い
が
発
せ
ら
れ
る
に
し
て
も
、
答
え
る
方
は
い
わ
ば
既
存
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
参
照
す
れ
ば
い
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か

し
、
公
的
使
用
に
よ
る
異
議
申
し
立
て
で
は
、
従
来
頼
り
と
し
て
き
た
他
な
ら
ぬ
そ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
自
身
の
妥
当
性
が
問
わ
れ
る
。

つ
ま

り
こ
の
場
合
、
問
わ
れ
た
者
は
、
頼
り
と
す
べ
き
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
持
た
ず
に
み
ず
か
ら
も
の
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

「
自
然
は
と
っ
く
に
外
的
な
導
き
か
ら
解
放
し
た
」
と
い
う
言
葉
ど
お
り
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
は
す
で
に
「
自
分
で
考
え

る
」
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
が
発
揮
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
こ
そ
問
題
が
存
す
る
。
と
こ
ろ
が
異
議
申
し

、
、
、

マ
ニ
ュ
ア
ル
の
妥
当
性
を
問
う
こ
と
を
通
じ
て
、
問
わ
れ
た
者
た
ち
が
潜
在
的
に
は
持
っ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
能
力
の
告
知

と
喚
起
と
を
、
行
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
理
性
の
公
的
使
用
は
、
「
自
分
で
考
え
る
」
能
力
の
告
知
と
喚
起
と
い
う
カ
ン

ト
的
啓
蒙
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
う
し
て
「
汝
自
身
の
悟
性
を
使
用
す
る
勇
気
を
持
て
」
が
、
カ
ン
ト
的
啓
蒙
の
ス
ロ
ー
ガ

マ
ニ
ュ
ア
ル
ど
お
り
に
問
答
し
た
り
す
る
場
合
、
潜
在

的
な
「
自
分
で
考
え
る
」
能
力
が
、
発
揮
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
か
ど
う
か
は
き
わ
め
て
疑
わ
し
い
。
そ
も
そ
も
『
啓
蒙
と
は
何
か
』
で

は
、
後
見
人
た
ち
が
「
わ
た
し
の
代
わ
り
に
」
悟
性
を
持
っ
て
く
れ
た
り
良
心
を
持
っ
て
く
れ
た
り
し
て
、
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見
通
し
て
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

カント的啓蒙の可能性と限界

て
論
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
う
し
た
疑
い
は
ま
す
ま
す
濃
厚
な
も
の
と
な
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
理
性
が
私
的
に
使
用
さ
れ

、
、
、

る
場
面
と
公
的
に
使
用
さ
れ
る
場
面
と
に
お
い
て
決
定
的
に
異
な
る
点
は
、
既
存
の
真
理
／
規
範
体
系
を
肯
定
す
る
か
否
か
と
い
う
こ

、
、
、

と
そ
の
こ
と
に
見
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
を
通
じ
て
「
自
分
で
考
え
る
」
能
力
に
対
す
る
働
き
か
け
が
あ
る
か

否
か
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
見
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
こ
の
働
き
か
け
こ
そ
が
、
カ
ン
ト
的
啓
蒙
の
成
立
す
る
可
能
性
で
あ
り
、
カ
ン
ト

的
啓
蒙
の
持
つ
可
能
性
な
の
で
あ
る
。

だ
が
こ
こ
で
、

想
内
容
を
前
提
し
、
こ
れ
を
伝
達
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、
し
た
が
っ
て
先
に
問
題
視
し
た
は
ず
の
ひ
と
つ
の
私
的
な

(14) 

理
性
使
用
に
よ
る
啓
蒙
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
論
に
答
え
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
い
っ
た
い
だ
れ
が
、
自

己
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
、

明
ら
か
に
、
主
張
す
る
こ
と
そ
れ
自
身
が
そ
の
主
張
の
命
題
内
容
と
矛
盾
す
る
と
い
う
、

な
る
。

つ
ま
り
、
各
人
が
「
自
分
で
考
え
る
」
能
力
を
潜
在
的
に
は
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
は
、

使
用
の
基
づ
く
立
場
と
み
な
し
う
る
自
然
法
や
人
体
生
理
学
と
は
異
な
り
、
有
意
味
的
に
批
判
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
の
で
あ
る
。
メ

、
、
、
、
、

ン
デ
ル
ス
ゾ
ー
ン
の
立
場
を
取
ら
な
い
理
由
を
論
じ
た
箇
所
で
、
そ
れ
は
、
既
存
の
体
系
を
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
く
、
可
能
な
か
ぎ

り
批
判
で
き
る
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
す
る
た
め
だ
と
、
回
り
く
ど
い
言
い
方
を
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
批
判
不
可
能
な
次
元
を

ん
だ
理
論
」
が
、

の
争
い
』
に
お
い
て
、
私
的
な
理
性
使
用
の
担
い
手
で
あ
る
実
際
家
所
望
の
、

「
国
民
自
身
骨
を
折
っ
た
り
、
自
己
の
理
性
を
用
い
た
り
す
る
必
要
の
も
っ
と
も
少
な
い
」

（ニ
'
3
1
)

も
の
と
し

カ
ン
ト
的
啓
蒙
と
い
え
ど
も
、
各
人
が
「
自
分
で
考
え
る
」
能
力
を
潜
在
的
に
は
持
っ
て
い
る
と
い
う
ひ
と
つ
の
思

「
自
分
で
考
え
る
」
能
力
を
持
つ
こ
と
に
異
議
を
唱
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
い
う
主
張
は

(15) 

「
遂
行
論
的
矛
盾
」
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に

ひ
と
つ
の
私
的
な
理
性

「
国
民
に
対
し
て
影
響
を
及
ぼ
し
う
る
こ
と
を
当
て
込
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注(

1

)

 

す
る
と
、

そ
れ
は
個
々
人
み
ず
か
ら
の
選
択
に
よ
る
と
み
な
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
自
分
で
考
え
る
」
能
力
を
告
知
し
喚
起
す
れ
ば
、
そ
れ
で
も
は
や
い
か
な
る
問
題
も
生

じ
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
的
啓
蒙
の
対
象
と
な
っ
た
者
が
、
潜
在
的
な
「
自
分
で
考
え
る
」
能
力
を
実
際
に
用
い
る
よ
う
に
な

れ
ば
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
よ
う
と
も
、
何
ら
の
問
題
も
学
ま
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
み
ず
か
ら
考
え
た
結
果
、
後
見
人
を

頼
り
に
し
て
「
あ
ん
よ
車
」
を
離
れ
な
い
こ
と
に
す
る
と
い
う
選
択
を
あ
え
て
行
な
う
可
能
性
も
、
も
ち
ろ
ん
否
定
で
き
な
い
。

民
は
指
導
さ
れ
た
い
、
す
な
わ
ち
（
デ
マ
ゴ
ー
グ
た
ち
の
言
葉
を
使
え
ば
）
欺
か
れ
た
い
」

(
e
b
d
.
)

あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
状
況
を
克
服
す
べ
く
、
後
見
人
の
教
え
る
知
識
と
は
異
な
る
別
の
知
識
を
も
っ
て
国
民
を
導
こ
う
と
す
る
啓

蒙
家
が
い
た
と
し
て
も
、
各
人
の
「
自
分
で
考
え
る
」
能
力
を
尊
重
し
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
後
見
人
の
な
し
て
い
る
こ
と
と
本
質
的

に
は
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
新
た
な
真
理
／
規
範
体
系
が
教
え
こ
ま
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

し
た
教
導
を
正
当
化
す
る
口
実
に
の
み
利
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
後
見
人
、
啓
蒙
家
の
い
ず
れ
を
選
ぼ
う
と
も
、

「
汝
自
身
の
悟
性
を
使
用
す
る
勇
気
を
持
て
」
と
い
う
か
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、

な
お
さ
ら
で

「
自
分
で
考
え
る
」
能
力
の
告
知
と
喚
起

に
加
え
て
、
こ
う
し
た
正
当
化
の
口
実
に
関
し
て
、
個
々
人
に
対
し
警
告
を
発
し
て
い
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
そ
し
て
前
二
者
と
と
も

(16) 

に
か
か
る
警
告
が
、
ど
の
よ
う
に
能
力
を
働
か
せ
れ
ば
、
自
分
で
考
え
た
こ
と
に
な
る
の
か
を
伝
達
す
る
わ
け
で
は
な
い
、
カ
ン
ト
的

啓
蒙
の
持
ち
う
る
、
ぎ
り
ぎ
り
の
可
能
性
で
あ
る
と
同
時
に
限
界
な
の
で
も
あ
る
。

カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
、
ア
カ
デ
ミ
］
版
に
依
り
、
括
弧
内
に
巻
数
、
頁
数
の
順
に
記
す
。
な
お
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
み
は
、
慣
例
に
従

う
。
ま
た
引
用
文
中
の
〔
〕
内
は
筆
者
に
よ
る
。

そ
れ
で
は
、
カ
ソ
ト
的
啓
蒙
に
よ
っ
て
、

「
自
分
で
考
え
る
」
能
力
が
そ
う

の
だ
と
す
れ
ば
、

「
国
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付
記
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)
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師
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、
、
、

既
存
の
真
理
／
規
範
体
系
と
は
異
な
る
別
の
体
系
の
思
想
を
伝
達
す
る
先
述
の
「
ひ
と
つ
の
私
的
使
用
」
と
、
批
判
を
通
じ
て
「
各
人
が

〈
自
分
で
考
え
る
〉
能
力
を
潜
在
的
に
は
持
っ
て
い
る
」
と
い
う
思
想
を
伝
達
す
る
こ
と
に
な
る
カ
ン
ト
的
啓
蒙
と
は
、
明
ら
か
に
相
違
し

て
い
る
が
、
こ
こ
で
の
反
論
は
、
そ
の
相
違
を
認
め
た
上
で
な
お
持
た
れ
う
る
も
の
と
考
え
る
。
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犯
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な
く
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繹
的
に
根
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け
る
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と
も
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能
で
あ
ろ

う
か
ら
、
ア
ー
ペ
ル
的
に
言
え
ば
、
「
議
論
の
超
越
論
的
遂
行
論
的
前
提
」
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
相
互
に
異
な
る
真
理
／
規
範
体
系
の

諸
主
張
が
「
神
々
の
争
い
」
を
演
じ
る
と
き
、
少
な
く
と
も
こ
の
前
提
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
争
い
を
制
す
る
た
め
の
制
約
と
な
る
に
違

い
な
い
。
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「
人
は
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
は
で
き
ず
…
…
た
だ
哲
学
す
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
る
」
(
A
8
3
8
11 B
8
6
6
)

と
い
う
有
名
な
文

言
は
、
「
自
分
で
考
え
る
」
能
力
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
何
を
考
え
れ
ば
自
分
で
考
え
た
こ
と

に
な
る
の
か
は
学
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
と
し
て
、
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

本
稿
は
、
日
本
カ
ン
ト
協
会
第
十
六
回
学
会
(
-
九
九
一
年
―
一
月
一
―

10日
、
法
政
大
学
）
に
お
い
て
口
頭
発
表
し
た
も
の
に
大
幅
に
加
筆

し
た
も
の
で
あ
る
。




