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月

刊

こ
こ
ろ
の
と
も

第
十
四
巻

六
月
号

裁
判
の
権
威
は
ど
こ
に

横
浜
地
方
裁
判
所
で

う
そ
が
通
用
す
る
の
は

民
事
裁
判
で
は

警
察
署
と

放
火
殺
人
犯
と
さ
れ
た
が

裁
判
所
な
の
だ
か
ら

刑
事
裁
判
で
は

無
罪
と
な
っ
た

で
も
今
で
は

そ
れ
が
一
般
化
し
て

冤
罪
な
の
か

世
間
で
も

真
犯
人
な
の
か

通
用
し
て
い
る
け
ど

真
相
は

ど
こ
ま
で
も

闇
の
な
か

ヒ
ト
ゲ
ノ
ム
解
読

ヒ
ト
ゲ
ノ
ム

解
読
さ
れ
た

と
い
う
け
れ
ど

悪
用
さ
れ
な
い
こ
と

祈
る
の
み

息
切
れ
の
日
本

明
治
来

追
い
つ
け

追
い
越
せ

欧
米
に

謳
っ
た
日
本

い
ま
や
息
切
れ



- 2 -

人
生
を
考
え
直
し
て

み
た
い
人
は
（
一
一
三
）

―

―

空
海
『
即
身
成
仏
義
』
解
説
（
一
六
）

〔

五
）

１

四
種
曼
荼
各
離
れ
ず
〕

（

―

「
四
種
曼
荼
（
ま
ん
だ
）
各
（
お
の
お
の
）
離
れ
ず
」
と

は
『
大
日
経
』
に
説
か
く

「
一
切
如
来
に
三
種
の
秘
密
身

、

有
り
、
謂
（
い
わ
）
く
、
字
・
印
・
形
（
ぎ
ょ
う
）
な
り
」

と
。字

（
じ
）
と
は
法
曼
荼
羅
（
ま
ん
だ
ら
）
な
り
。
印
（
い

ん
）
と
は
、
謂
く
、
種
種
の
○
幟
（
ひ
ょ
う
じ

、
即
ち
三

）

昧
耶
（
さ
ん
ま
や
）
曼
荼
羅
な
り
。
形
（
ぎ
ょ
う
）
と
は
、

相
好
（
そ
う
ご
う
）
具
足
の
身
（
し
ん

、
即
ち
大
曼
荼
羅

）

な
り
。
こ
の
三
種
の
身
に
、
各
威
儀
事
業
（
い
ぎ
じ
ご
う
）

を
具
す
。
是
れ
を
羯
磨
（
か
つ
ま
）
曼
荼
羅
と
名
づ
く
。
是

○
は
巾
へ
ん
に
票

れ
四
種
曼
荼
羅
な
り
。

＊

現
代
語
訳
と
し
て
、
一
月
号
で
も
採
用
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
、

補
足
的
説
明
の
多
い
、
金
岡
秀
友
訳
の
『
空
海
即
身
成
仏
義
』
の

も
の
を
、
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

＊

＊

＊

＊

こ
れ
ま
で
、
即
身
成
仏
義
の
第
一
句
「
六
大
無
礙
常
瑜
伽
」
に

つ
い
て
説
明
し
て
き
ま
し
た
が
、
つ
ぎ
に
、
第
二
句
「
四
種
曼
荼

各
不
離
」
に
つ
い
て
説
明
い
た
し
ま
す
。

四
種
曼
荼
お
の
お
の
離
れ
ず

と
い
う
句
に
つ
い
て
は

大

「

」

、『

日
経
』
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
か
れ
て
い
ま
す

「
す
べ
て
の
法
身

。

大
日
如
来
の
あ
ら
わ
れ
か
た
に
、
深
い
意
味
を
も
つ
真
実
の
す
が

た
（
秘
密
身
）
が
三
種
類
あ
る
。
そ
れ
は
、
文
字
（
字
）
と
印
と

形
像
（
ぎ
ょ
う
ぞ
う
）
と
で
あ
る
」
と

（
巻
六
、
説
本
尊
三
昧

。

品
第
二
八
）

こ
の
経
文
中
の
「
字
」
と
は
、
字
秘
密
身
、
す
な
わ
ち
文
字
で

あ
ら
わ
さ
れ
た
法
身
を
指
し
、
字
秘
密
身
だ
け
で
構
成
さ
れ
た
曼

荼
羅
で
あ
る
「
法
曼
荼
羅
」
を
意
味
し
ま
す

「
印
」
と
は
、
仏

。

さ
ま
を
象
徴
す
る
品
物
、
す
な
わ
ち
三
昧
耶
形
（
さ
ん
ま
や
ぎ
ょ

う
）
を
指
し
、
そ
う
し
た
品
々
だ
け
で
構
成
さ
れ
た
「
三
昧
耶
曼

陀
羅
」
を
意
味
し
ま
す

「
形
」
と
は
、
相
好
・
容
貌
の
そ
な
わ

。

っ
た
形
像
（
相
好
具
足
の
身
）
を
指
し
、
そ
の
形
像
だ
け
で
構
成

さ
れ
て
い
る
「
大
曼
荼
羅
」
を
意
味
し
ま
す
。
こ
の
字
・
印
・
形

に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
動
作
と
は
た
ら
き
〔
威
儀
事
業
（
い
ぎ
じ
ご

う

〕
が
あ
り
ま
す
の
で
、
こ
の
動
作
、
は
た
ら
き
の
す
が
た
を

）

示
し
た
曼
荼
羅
を
「
羯
磨
曼
陀
羅
」
と
名
づ
け
ま
す
。
こ
れ
が
、

「
四
種
曼
荼
羅
」
の
内
容
で
す
。
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＊

＊

＊

＊

こ
こ
一
年
程
は
、
二
頌
八
句
か
ら
な
る
「
即
身
成
仏
の
偈
頌
」

の
解
説
を
し
て
き
ま
し
た
。
最
初
の
句
で
あ
る
「
六
大
無
礙
（
む

）

」

。

、

げ

に
し
て
常
に
瑜
伽
な
り

が
終
わ
り
ま
し
た

今
月
号
か
ら

二
句
目
の
「
四
種
曼
荼
各
離
れ
ず
」
の
解
説
に
移
り
ま
す
。

参

考
ま
で
に
、
次
に
、
即
身
成
仏
の
偈
頌
を
再
掲
し
ま
す
。

六
大
無
礙
（
む
げ
）
に
し
て
常
に
瑜
伽
な
り

体

四
種
曼
荼
各
離
れ
ず

相

三
密
加
持
す
れ
ば
速
疾
に
顕
わ
る

用
（
ゆ
う
）

重
重
帝
網
な
る
を
即
身
と
名
づ
く

無
礙

法
然
に
薩
般
若
（
さ
は
ん
に
ゃ
）
を
具
足
し
て

心
数
（
し
ん
じ
ゅ

・
心
王
、
刹
塵
に
過
ぎ
た
り

）

各
五
智
・
無
際
智
を
具
す

円
鏡
力
の
故
に
実
覚
智
な
り

成
仏

こ
こ
に
出
て
き
て
い
ま
す
、
大
曼
陀
羅
、
三
昧
耶
曼
荼
羅
、
法

曼
荼
羅
に
つ
き
ま
し
た
は
、
す
で
に
、
二
月
号
で
例
示
し
て
い
ま

す
。
も
う
一
度
、
ご
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

今
回
の
曼
荼
羅
に
つ
い
て
の
説
明
は

『
大
日
経
』
に
書
か
れ

、

た
も
の
を
、
取
り
上
げ
て
い
ま
す
が
、
次
回
は

『
金
剛
頂
経
』

、

。

、

、

の
も
の
が
取
り
上
げ
ら
れ
ま
す

二
月
号
で
も

述
べ
ま
し
た
が

曼
荼
羅
と
い
え
ば

『
大
日
経
』
に
基
づ
い
て
描
か
れ
ま
し
た
、

、

胎
蔵
界
曼
陀
羅
と
『
金
剛
頂
経
』
に
基
づ
い
て
描
か
れ
ま
し
た
、

金
剛
界
曼
荼
羅
と
が
あ
り
ま
す
。

お
大
師
さ
ん
は
、
こ
の
二
つ
を

「
金
胎
不
二
」
と
し
て
統
一

、

さ
れ
ま
し
た
が
、
私
は
、
そ
の
こ
と
を
私
の
理
論
で
説
明
で
き
る

と
、
ず
っ
と
考
え
て
い
ま
し
た
。
こ
の
『
即
身
成
仏
義
』
の
解
説

を
書
く
よ
う
に
な
っ
て
、
曼
荼
羅
に
関
す
る
本
を
読
み
、
私
が
考

え
た
と
お
り
だ
っ
た
こ
と
が
、
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。

そ
の
考
え
と
は
、
私
の
自
己
・
他
己
双
対
理
論
の
「
自
己
」
と

「
他
己
」
が
、
金
胎
二
つ
の
曼
荼
羅
が
表
す
思
想
に
対
応
し
て
い

る
と
す
る
も
の
で
す
。

曼
荼
羅
に
関
し
ま
し
て
は
、
何
冊
も
購
入
し
読
み
ま
し
た
が
、

そ
の
中
で
、
上
の
対
応
の
確
信
を
得
た
本
は
、
古
本
屋
で
見
つ
け

ま
し
た
石
田
尚
豊
著
『
両
界
曼
荼
羅
の
智
慧

（
東
京
美
術
・
昭

』

和
五
四
年
刊
・
七
五
〇
〇
円
）
で
す
。
こ
の
方
は
、
こ
の
本
の
基

に
な
っ
て
い
る
名
著
と
さ
れ
る
『
曼
荼
羅
の
研
究

（
東
京
美
術

』

刊
）
で
昭
和
五
三
年
度
の
学
士
院
賞
を
い
た
だ
か
れ
て
い
ま
す
。

、

、

私
も

こ
の
学
士
院
賞
を
頂
か
れ
た
本
も
借
り
て
読
み
ま
し
た
が

こ
の
本
だ
け
で
は
な
く
、
私
が
入
手
で
き
ま
し
た
『
両
界
曼
荼
羅

の
智
慧
』
も
、
名
著
だ
と
思
い
ま
す
。
と
て
も
よ
く
ま
と
ま
り
、

感
動
し
て
読
ん
で
い
ま
す
。
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な
お
、
曼
荼
羅
は
絵
図
で
す
の
で
、
幾
ら
言
葉
で
説
明
し
ま
し

て
も
、
限
界
が
あ
り
ま
す
の
で
、
上
記
の
本
か
ら
カ
ラ
ー
コ
ピ
ー

機
で
コ
ピ
ー
し
、
今
回
、
同
封
し
て
送
ら
せ
て
頂
き
ま
す
。

ま
た
、
第
一
巻
の
五
月
号
と
六
月
号
で
載
せ
て
い
ま
す
、
両
界

曼
荼
羅
の
構
成
の
概
略
図
を
、
次
頁
に
再
掲
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

当
該
の
号
を
お
持
ち
の
方
は
、
説
明
も
あ
り
ま
す
の
で
ご
参
照
下

さ
い
。
そ
し
て
、
こ
の
概
略
図
と
お
送
り
し
ま
し
た
カ
ラ
ー
コ
ピ

ー
と
を
合
わ
せ
て
ご
覧
い
た
だ
け
れ
ば
分
か
り
や
す
い
と
思
い
ま

す
。
な
お
、
こ
の
再
掲
図
は
、
勝
又
俊
教
編
著
『
お
経
真
言
宗
』

（
図
は
略
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
い

（
講
談
社
刊
）
か
ら
の
引
用
で
す
。

ま
す
）

さ
て
、
本
題
に
か
え
り
ま
し
て

「
自
己
」
と
「
他
己
」
が
、

、

金
胎
二
つ
の
曼
荼
羅
の
思
想
に
対
応
し
て
い
る
、
と
す
る
点
で
す

が
、
前
述
の
本
か
ら
、
私
が
、
対
応
を
確
信
し
ま
し
た
部
分
を
原

文
で
引
用
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。

＊

＊

＊

＊

金
剛
界
曼
荼
羅
は
、
尊
像
を
か
こ
む
月
輪
観
に
象
徴
さ
れ
て
い

る
よ
う
に
、
精
神
を
統
一
し
、
瑜
伽
観
の
う
え
に
内
心
世
界
を
、

求
心
的
に
昂
揚
さ
せ
て
ゆ
く
、
迫
真
的
な
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
追
求

の
マ
ン
ダ
ラ
で
あ
り
、
行
に
よ
っ
て
最
高
の
智
慧
を
求
め
よ
う
と

す
る
た
め
智
の
曼
荼
羅
と
称
さ
れ
ま
す
。

こ
れ
に
対
し
て
胎
蔵
界
曼
荼
羅
は
、
さ
き
に
述
べ
た
ご
と
く
、

胎
蔵
界
大
日
の
禅
定
印
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
大
日
如
来
の
法

身
の
大
光
明
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
精
神
の
大
宇
宙
を
、
隅
々
ま
で

開
放
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
も
の
で
、
ど
の
よ
う
な
過
程
を
踏

む
こ
と
に
よ
っ
て
悟
り
に
到
達
し
、
ま
た
そ
れ
を
衆
生
に
及
ぼ
す

こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
、
段
階
的
な
論
理
過
程
を
、
開
か
れ
た

眼
で
俯
瞰
的
に
と
ら
え
よ
う
と
し
た
、
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
的
な
マ

ン
ダ
ラ
で
あ
る
た
め
、
理
の
曼
荼
羅
と
称
さ
れ
る
ゆ
え
ん
で
す
。

開
放
と
凝
集
、
演
繹
と
帰
納
、
具
象
と
抽
象
、
理
と
智
、
慈
悲

と
智
慧
と
い
う
、
宇
宙
の
波
動
に
相
応
ず
る
、
精
神
の
両
極
的
な

、

、

営
み
は

そ
の
ま
ま
胎
蔵
・
金
剛
両
部
の
曼
荼
羅
と
し
て
具
現
し

こ
の
両
者
は
ま
た
精
神
の
深
奥
に
お
い
て
大
統
一
さ
れ
る
が
ゆ
え

に

「
金
・
胎
は
不
二
な
り
」
と
称
さ
れ
て
き
た
の
で
す
。

、（
以
下
は
、
対
応
に
は
関
係
あ
り
ま
せ
ん
が
、
私
も
強
く

同
感
し
ま
す
の
で
、
引
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

）
。

こ
の
よ
う
に
み
て
き
ま
す
と

「
両
界
曼
荼
羅
」
は
、
人
間
の

、

心
に
内
在
す
る
仏
の
世
界
の
顕
現
で
あ
り
、
理
想
世
界
の
縮
図
で

も
あ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
現
代
人
は
、
曼
荼
羅
を
前
に
し
て
、

最
も
重
要
な
事
を
忘
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
れ
は
、
曼

荼
羅
の
前
に
壇
を
築
き
、
心
を
凝
ら
し
て
端
坐
し
、
ひ
た
す
ら
に

「
自
利
向
上
・
利
他
向
下
」
の
菩
薩
道
に
は
げ
む
行
者
が
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
行
ず
る
求
道
者
あ
っ
て
の
曼
荼
羅
で

あ
り
、
こ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
失
わ
れ
る
と
き
曼
荼
羅
は
単
な
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る
美
的
鑑
賞
物
に
堕
し
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、

曼
荼
羅
に
対
す
る
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
心
す
べ
き
、
重
要
な
問
題

で
あ
る
の
で
す
。
時
代
を
超
え
て
、
常
に
生
々
た
る
命
を
も
つ
両

界
曼
荼
羅
の
、
密
教
秘
奥
の
原
理
を
確
信
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
、

現
実
世
界
に
お
け
る
法
の
実
践
活
動
に
邁
進
す
る
こ
と
こ
そ
、
万

里
の
波
濤
を
超
え
て

は
る
ば
る
わ
が
国
に
も
た
ら
し
た
空
海

弘

、

（

法
大
師
）
の

『
両
界
曼
荼
羅
』
に
か
け
た
大
誓
願
に
ほ
か
な
ら

、

な
い
か
ら
な
の
で
す
。

＊

＊

＊

引
用
が
長
く
な
り
ま
し
た
が
、
な
か
な
か
含
蓄
の
あ
る
文
章
だ

と
思
い
ま
す
。

こ
の
中
に
出
て
き
ま
し
た
「
開
放
と
凝
集
、
演
繹
と
帰
納
、
具

象
と
抽
象
、
理
と
智
、
慈
悲
と
智
慧
」
は

「
宇
宙
の
波
動
に
相

、

応
ず
る
、
精
神
の
両
極
的
な
営
み
」
で
あ
る
自
己
と
他
己
の
働
き

だ
と
言
え
る
の
で
す
。
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
二
項
対
立

の
前
項
が
他
己
の
働
き
で
あ
り
、
後
項
が
自
己
の
働
き
で
す
。

胎
蔵
界
曼
荼
羅
・
金
剛
界
曼
荼
羅
の
図
＝
略
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自
作
詩
短
歌
等
選

ヒ

ラ

リ

ー

さ

ん

の

回

想

録

ア
メ
リ
カ
の

元
大
統
領

ク
リ
ン
ト
ン
の

夫
人
・
ヒ
ラ
リ
ー
さ
ん
が

回
想
録
を
出
版
し
た

そ
の
中
で

ク
リ
ン
ト
ン
氏
が

不
倫
を
告
白
し
た
時

息
も
で
き
な
い
ほ
ど

激
怒
し
た
と
い
う

ア
メ
リ
カ
で
は

イ
ン
テ
リ
ほ
ど

キ
リ
ス
ト
教
が

廃
れ
て
い
る
と
い
う

そ
の
こ
と
を

思
い
出
さ
せ
た

日

本

文

化

論

日
本
人
は
自
我
が

未
発
達
・
未
確
立

西
洋
人
は
自
我
が

発
達
・
強
固

こ
の
図
式
を

価
値
観
と
直
接
に

結
び
付
け
て

西
洋
の
文
化
を

高
い
と
見
る
人
多
し

西
洋
人
は

「
自
我
―
人
格
」
で

生
き
て
い
る

日
本
人
は

「
情
動
―
感
情
」
で

生
き
て
い
た

で
も
今

日
本
人
は

「

」

人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ

も（
＝
感
情
）

信
仰
も
失
っ
て

西
洋
人
よ
り
も
強
く

自
我
主
張
ば
か
り
を
し
て
い

る西
洋
に
は

ま
だ
少
し
で
も

信
仰
が
残
っ
て
い
る
の
に

権

利

中

心

社

会

人
と
人

ば
ら
ば
ら
な
世
と

な
り
し
今

権
利
ま
す
ま
す

義
務
に
勝
り
ぬ

日

本

の

母

に

利

他

心

梅
原
猛
氏
は

『
梅
原
猛
の
授
業
・
道
徳
』

中
で

次
の
よ
う
に

言
っ
て
い
る
と
い
う

母
の
子
に
対
す
る

利
他
心
が

日
本
人
の
倫
理
規
範
の

基
礎
に
あ
る

も
し

そ
う
だ
と
し
て
も

そ
れ
は
昔
の
こ
と

日
本
人
か
ら

利
他
心
が
消
え
て

す
で
に
久
し
い

時
代
錯
誤
も

は
な
は
だ
し
い
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個

人

は

強

い

日

本

人

日
本
人
は

個
人
は
弱
い
が

集
団
に
な
る
と
強
い
と

言
わ
れ
て
き
た

そ
の
こ
と
は

こ
れ
ま
で

国
の
た
め

会
社
の
た
め
に
と

集
団
に
な
っ
て

力
を
発
揮
し
て
き
た
の
を

見
れ
ば
明
ら
か
だ

と
こ
ろ
が

バ
ブ
ル
崩
壊
後

事
情
が
変
わ
っ
て
き
た

個
人
は
強
い
が

集
団
に
な
る
と
弱
い
と

い
う
こ
と
だ

外
国
で

個
人
と
し
て
活
躍
す
る

野
球
選
手
し
か
り

サ
ッ
カ
ー
選
手
し
か
り

芸
術
家
し
か
り

学
者
し
か
り
だ

な
ぜ
な
の
か

そ
れ
は
一
口
で
言
っ
て

他
己
が
な
い
と
い
う
こ
と

つ

ぶ

れ

そ

う

な

銀

行

銀
行
さ
ん

高
い
給
与
は

似
合
わ
な
い

誰
も
信
用

し
ま
へ
ん
で

豊

か

さ

の

お

陰

若
年
フ
リ
ー
タ
ー
が

年
々
増
加
し
て
い
る

と
い
う

勤
労
意
欲
も
減
退
し

資
質
も
低
下
し
て
い
る

パ
ラ
サ
イ
ト
・
シ
ン
グ
ル
が

増
え

少
子
化
が
加
速
す
る

た
だ
企
業
に
と
っ
て
は

リ
ス
ト
ラ
で
き

コ
ス
ト
削
減
に

有
用
な
人
た
ち
だ

所
得
格
差
は

ま
す
ま
す
広
が
り

不
健
全
な
社
会
も

加
速
さ
れ
て
い
く

こ
れ
も

豊
か
さ
の
お
陰
な
の

愛

国

心

と

人

へ

の

愛

愛
国
心
が
議
論
に

な
っ
て
い
る

国
を
愛
す
る
心
と

言
い
換
え
て
い
る
人
も

い
る
が

で
も

問
題
な
の
は

愛
国
心
を
言
う
な
ら

そ
の
前
に

人
を
愛
す
る
心
を

言
う
べ
き
な
の
に

そ
れ
が

無
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
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自
作
随
筆
選

愛
国
心
と
真
の
愛

最
近
、
日
本
人
の
右
傾
化
が
目
立
っ
て
い
ま
す
。

そ
の
一
つ
の
現
れ
は
、
愛
国
心
（
国
を
愛
す
る
心
）
に
つ
い
て

の
論
議
が
高
ま
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。

た
と
え
ば
、
日
本
人
の
精
神
形
成
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
教

育
基
本
法
の
改
正
に
つ
い
て
の
答
申
が
、
中
央
教
育
審
議
会
か
ら

出
さ
れ
ま
し
た
が
、
そ
の
大
き
な
特
徴
の
一
つ
と
し
て

「
国
を

、

愛
す
る
心
」
を
は
ぐ
く
む
べ
き
こ
と
が
、
う
た
わ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
こ
の
答
申
を
見
ま
し
て
も
、
で
は
、
そ
の
「
国
を
愛

す
る
心
」
と
は
何
な
の
か
、
に
つ
き
ま
し
て
は
、
誰
で
も
知
っ
て

、

。

い
る
分
か
り
き
っ
た
こ
と
だ
と
し
て

全
く
説
明
が
あ
り
ま
せ
ん

果
し
て
、
分
か
り
き
っ
た
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。

私
に
は
、
そ
れ
を
問
わ
な
い
こ
と
は
、
日
本
に
と
っ
て
、
と
て

も
危
う
い
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
の
で
す
。

少
し
検
討
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
初
め
に
、
教
育
基
本
法
改
正
の
答
申
中
に
出
て
い
ま
す

こ
の
言
葉
を
め
ぐ
る
文
言
を
見
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

、

、

、

「

、

そ
れ
は

第
２
章

１

の

⑤
日
本
の
伝
統
・
文
化
の
尊
重

郷
土
や
国
を
愛
す
る
心
と
国
際
社
会
の
一
員
と
し
て
の
意
識
の
涵

養
」
と
い
う
見
出
し
で
次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
進
展
す
る
中
で
、
自
ら
の
国
や
地
域
の
伝

統
・
文
化
に
つ
い
て
理
解
を
深
め
、
尊
重
し
、
郷
土
や
国
を
愛
す

る
心
を
は
ぐ
く
む
こ
と
は
、
日
本
人
と
し
て
こ
れ
か
ら
の
国
際
社

会
を
生
き
て
い
く
上
で
、
極
め
て
大
切
で
あ
る

（
以
下
略

」

。

）

こ
れ
を
読
み
ま
す
と
、
日
本
人
と
し
て
国
際
社
会
を
生
き
抜
く

た
め
に
国
を
愛
す
る
心
を
育
成
す
る
こ
と
が
大
切
だ
、
と
い
う
風

に
取
れ
ま
す
。
ま
さ
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
を
狙
っ
た
も

の
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
し
、
出
だ
し
で
言
い
ま
し
た

右
傾
化
の
一
つ
の
現
れ
だ
と
言
え
る
の
で
す
。

で
は
、
真
の
愛
国
心
と
は
ど
ん
な
も
の
な
の
で
し
ょ
う
か
。

そ
れ
を
考
え
る
に
は
、
ま
ず
、
愛
と
は
何
か
、
に
つ
い
て
考
え
て

み
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
ま
で
に
も
、
愛
に
つ
き
ま
し
て
は
、
何
度
か
触
れ
た
こ
と

が
あ
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
を
一
口
で
言
い
ま
す
と
、
他
者
に

対
す
る
無
償
の
自
己
奉
仕
で
あ
り
、
自
己
犠
牲
と
言
え
る
も
の
で

す
。
キ
リ
ス
ト
教
で
言
い
ま
す
と
、
神
の
愛
（
ア
ガ
ペ
ー
）
を
他

者
に
も
施
す
「
隣
人
愛
」
で
す
し
、
仏
教
の
言
葉
で
す
と

「
慈

、

悲
」
で
あ
り
、
具
体
的
に
は
「
お
布
施
」
で
す
。
ま
た
、
儒
教
の

言
葉
で
す
と
、
己
を
制
し
て
他
者
を
尊
重
す
る
「
仁
」
と
い
う
こ

と
に
な
り
ま
す
。
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こ
の
よ
う
に
、
聖
者
た
ち
が
教
え
る
と
お
り
、
私
た
ち
は
、
人

間
で
あ
る
以
上
、
誰
彼
の
区
別
な
く
、
普
遍
的
に
、
人
に
対
し
て

こ
う
し
た
愛
を
注
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
も
っ
と
言
い

ま
す
と
、
注
ぐ
素
質
を
人
間
性
の
根
幹
と
し
て
意
識
下
に
宿
し
て

い
る
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
人
間
の
本
質
に
反
し
て
、
愛
を
注
が

な
い
と
、
人
間
と
し
て
不
安
定
に
な
り
、
不
安
や
悩
み
を
抱
え
る

こ
と
に
な
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
精
神
的
健
康
を
維
持
す
る
こ
と

が
で
き
な
く
な
っ
て
く
る
の
で
す
。

こ
う
し
た
愛
は
、
当
然
な
が
ら
、
ま
ず
、
身
近
に
い
る
人
に
向

け
ら
れ
ま
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
愛
は
ま
ず
家
族
に
向
け
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
そ
し
て
、
次
い
で
、
家
族
を
取
り
巻

く
、
近
隣
に
向
け
ら
れ
ま
す
。
こ
う
し
て
徐
々
に
、
そ
の
範
囲
を

広
げ
て
い
く
の
で
す
。
近
隣
の
次
は
国
、
国
の
次
は
国
を
単
位
と

す
る
地
域
、
そ
し
て
最
後
に
、
地
域
全
体
で
あ
る
地
球
、
つ
ま
り

人
類
全
体
に
向
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

こ
の
愛
の
向
け
ら
れ
る
対
象
は
、
ど
こ
ま
で
も
人
で
す
。
そ
の

、

。

、

人
に
は

誰
で
あ
っ
て
も
差
別
が
あ
っ
て
は
な
り
ま
せ
ん

た
だ

意
識
の
範
囲
と
し
て
、
徐
々
に
輪
を
広
げ
て
い
く
だ
け
で
す
。
自

分
の
住
む
国
に
向
け
る
愛
も
、
隣
の
国
に
向
け
る
愛
も
、
意
識
が

そ
こ
へ
向
か
う
と
き
、
同
等
な
の
で
す
。
自
分
の
住
む
国
を
愛
す

る
よ
う
に
、
外
国
も
愛
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

愛
国
心
と
は
、
そ
う
い
う
も
の
な
の
で
す
。

と
り
わ
け
て
自
分
の
住
む
国
だ
け
を
愛
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す

と
、
最
後
に
は
、
国
と
国
と
の
対
立
を
招
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

現
在
の
民
主
主
義
制
度
で
は
、
国
際
的
な
会
議
な
ど
で
は
、
必

ず
と
い
っ
て
い
い
ほ
ど
、
ま
ず
、
国
益
が
主
張
さ
れ
ま
す
。
自
分

の
所
属
す
る
国
に
執
着
し
て
、
自
分
の
国
の
利
益
の
み
を
主
張
し

ま
す
。
そ
れ
は
や
が
て
対
立
を
招
き
、
遂
に
は
戦
争
に
い
た
る
こ

と
に
な
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
平
和
を
保
つ
こ
と
が
、
困
難

に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
、
ど
ん
な
人
を
も
平
等
に
愛

す
る
と
い
う
愛
の
本
質
が
、
国
へ
の
固
執
を
し
め
す
愛
国
心
に
よ

っ
て
踏
み
に
じ
ら
れ
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。

そ
れ
は
、
行
き
着
く
と
こ
ろ
、
愛
の
名
に
よ
っ
て
、
他
者
を
不

幸
に
す
る
こ
と
だ
と
言
え
ま
す
。
そ
ん
な
こ
と
が
あ
っ
て
い
い
の

で
し
ょ
う
か
。
愛
国
心
を
こ
と
さ
ら
に
主
張
す
る
こ
と
に
は
、
こ

う
し
た
危
険
が
潜
ん
で
い
る
の
で
す
。

私
た
ち
は
、
人
間
と
し
て
、
他
者
に
奉
仕
は
し
ま
す
が
、
そ
の

対
象
自
体
に
執
着
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。
ど
こ
ま
で
も
、
愛

は
捧
げ
る
だ
け
で
す
。
日
本
の
国
を
愛
し
ま
す
が
、
日
本
の
国
に

執
着
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
外
国
が
困
っ
て
い
れ
ば
、
日
本
の
国

と
同
等
に
愛
の
手
を
差
し
伸
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
仁

の
精
神
に
則
れ
ば
、
自
国
の
利
益
を
制
し
て
も
、
他
国
の
利
益
を

尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

そ
ん
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
日
本
人
の
独
自
性
が
廃
れ
る
と
、
感
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じ
ら
れ
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

日
本
に
は
日
本
に
独
特
な
心
性
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
日
本

人
は
、
伝
統
的
に
は
（
い
ま
は
失
わ
れ
て
来
て
い
ま
す
が

、
私

）

の
言
葉
で
言
い
ま
す
と

「
情
動

感
情
（
こ
こ
ろ

」
で
人
と

、

）

―

人
と
が
結
ば
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

い
つ
も
言
い
ま
す
よ
う
に
、
信
仰
や
宗
教
が
失
わ
れ
る
傾
向
を

も
っ
て
い
ま
す
民
主
主
義
制
度
で
は
、
あ
る
い
は
、
特
定
の
宗
教

に
世
界
が
統
一
で
き
な
い
現
状
下
で
は
、
宗
教
を
全
面
に
出
さ
な

い
で
も
、
人
々
が
平
和
に
暮
ら
せ
る
「
こ
こ
ろ
」
を
大
切
に
す
る

文
化
を
世
界
に
広
め
て
い
く
こ
と
こ
そ
が
、
日
本
に
生
ま
れ
日
本

に
育
っ
て
日
本
を
愛
す
る
人
が
行
う
、
世
界
へ
の
貢
献
で
あ
る
思

い
ま
す
。
そ
れ
が
、
日
本
人
の
愛
国
心
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

私
た
ち
の
祖
先
の
「
宥
和
」
の
生
き
方
を
広
め
る
こ
と
が
、
世

界
の
平
和
や
人
々
の
幸
福
の
実
現
に
役
立
つ
こ
と
が
で
き
る
、
と

私
は
信
じ
て
い
ま
す
。

、

。

そ
れ
が

人
類
愛
に
つ
な
が
る
愛
国
心
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か

単
な
る
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
・
国
粋
主
義
を
こ
え
て
、
人
そ
の
も

の
を
愛
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
思
う
の
で
す
。

い
ま
の
日
本
は
、
多
く
の
人
が
愛
を
失
っ
て
い
ま
す
。
家
族
か

ら
愛
が
消
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
や
が
て
社
会
の
崩
壊
に
つ
な

が
っ
て
行
き
ま
す
。
今
、
行
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。
愛
国
心
を
言
う

、

、

、

。

前
に

人
を
愛
す
る
こ
こ
ろ
こ
そ

ま
ず

言
う
べ
き
な
の
で
す

釈
尊
の
こ
と
ば
（
一
二
三
）

―
法
句
経
解
説
―

（
三
七
六
）
そ
の
行
い
が
親
切
で
あ
れ

（
何
も
の
で
も
）

。

わ
か
ち
合
え
。
善
い
こ
と
を
実
行
せ
よ
。
そ
う
す
れ
ば
、
喜

び
に
み
ち
、
苦
悩
を
減
ら
す
で
あ
ろ
う
。

こ
の
偈
に
、
難
し
い
言
葉
は
、
あ
り
ま
せ
ん
。
で
も
、
現
代
人

に
は
、
ま
っ
た
く
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
無
縁
な
世
界
に
な
っ
て

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ま
ず

「
そ
の
行
い
が
親
切
で
あ
れ
」
で
す
が
、
あ
ら
ゆ
る
行

、

い
を
親
切
の
こ
こ
ろ
か
ら
為
す
こ
と
は
、
な
か
な
か
難
し
い
こ
と

で
す
。
誰
で
も
、
他
者
に
は
親
切
に
し
た
方
が
よ
い
こ
と
は
、
知

っ
て
い
ま
す
が
、
で
も
、
そ
の
行
い
が
自
分
の
損
に
な
っ
た
り
、

自
分
が
嫌
い
な
こ
と
だ
っ
た
り
し
ま
す
と
、
い
や
、
も
っ
と
言
い

ま
す
と
、
利
益
に
な
ら
な
か
っ
た
り
、
好
き
な
こ
と
で
な
か
っ
た

り
し
ま
す
と
、
殆
ど
の
人
は
、
知
ら
な
い
ふ
り
を
し
た
り
、
無
視

し
た
り
し
ま
す
。
多
く
の
人
は
、
親
切
に
す
る
の
は
、
何
か
自
分

に
見
返
り
が
あ
る
こ
と
を
期
待
し
て
な
の
で
す
。
い
わ
ゆ
る
「
ギ

ィ
ヴ
・
ア
ン
ド
・
テ
イ
ク
」
な
の
で
す
。
で
も
、
こ
こ
で
言
う
よ

う
に
親
切
に
す
る
こ
と
は
、
ど
こ
ま
で
も
「
ギ
ィ
ヴ
・
ア
ン
ド
・

ギ
ィ
ヴ
」
な
の
で
す
。
仏
教
で
言
い
ま
す
と
、
お
布
施
の
こ
こ
ろ
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で
す
る
行
為
で
す
。

次
の

「

何
も
の
で
も
）
わ
か
ち
合
え
」
の
「
何
も
の
」
に

、

（

は
、
物
質
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
精
神
的
な
も
の
も
含
ま
れ

る
と
思
い
ま
す
。
人
の
喜
び
を
我
が
喜
び
と
し
、
人
の
悲
し
み
を

我
が
悲
し
み
と
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
の
で
す
。
私
は
、
自
閉
症

児
の
研
究
か
ら
、
そ
れ
を
「
情
動
の
共
有
」
と
い
っ
て
い
ま
す
。

そ
れ
は
、
一
般
的
な
言
葉
で
は
「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
」
で

す
し
、
ま
た
、
心
理
学
の
専
門
用
語
で
は

「
感
情
」
と
呼
べ
ま

、

す
。
仏
教
の
言
葉
で
言
い
ま
す
と

「
慈
・
悲
・
喜
・
捨
」
の
四

、

無
量
心
が
そ
れ
に
当
た
っ
て
い
ま
す
。
ど
こ
ま
で
も
、
他
者
の
こ

と
を
考
え
て
す
る
利
他
の
行
為
で
す
。

、「

」

、

、

、

次
の

善
い
こ
と
を
実
行
せ
よ

で
す
が

こ
れ
が

ま
た

現
代
人
に
は
、
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
。

い
ま
日
本
人
は
、
信
仰
と
宗
教
を
な
く
し
た
上
、
か
つ
て
は
日

本
社
会
の
特
質
で
あ
っ
た
「
人
の
心
を
感
じ
る
こ
こ
ろ
」
も
喪
失

。

、

、

し
て
い
ま
す

こ
う
し
た
日
本
で
は

民
主
主
義
の
思
想
の
み
が

人
々
の
行
動
基
準
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
社
会

で
は
必
然
的
に
倫
理
規
範
が
喪
失
し
て
い
く
の
で
す
。

倫
理
規
範
は
客
観
的
な
も
の
な
の
で
す
が
、
民
主
主
義
社
会
で

は
、
人
々
の
「
損
得
と
好
き
嫌
い
」
と
い
う
個
人
的
・
主
観
的
な

基
準
が
、
多
数
の
人
の
賛
成
に
よ
っ
て
公
共
的
・
客
観
的
な
も
の

と
み
な
さ
れ
、
人
々
の
行
動
基
準
と
な
っ
て
い
く
の
で
す
。
し
か

し
、
こ
と
の
本
質
上
、
そ
れ
は
、
常
に
刹
那
的
に
変
わ
っ
て
い
き

ま
す
。
ま
た
、
意
見
の
対
立
が
真
に
解
消
す
る
こ
と
は
な
く
、
常

に
衝
突
す
る
運
命
を
も
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
世
の
中
か
ら

争
い
が
無
く
な
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
平
和
は
永
遠
に
訪
れ
る

こ
と
は
な
い
の
で
す
。

こ
う
な
り
ま
す
と

「
善
」
も
相
対
化
さ
れ
ま
す
。
絶
対
的
な

、

善
は
無
く
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、
何
が
善
か
は
、
そ
の
時
の
相
対

的
な
条
件
に
よ
っ
て
異
な
る
の
で
す
。
と
い
う
こ
と
は
、
善
を
一

般
化
し
て
言
う
こ
と
は
、
出
来
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

仏
教
に
は
、
何
度
も
書
い
て
き
ま
し
た
よ
う
に
、
絶
対
的
な
善

と
し
て
、
十
善
戒
（
①
不
殺
生
、
②
不
偸
盗
、
③
不
邪
婬
、
④
不

妄
語
、
⑤
不
綺
語
、
⑥
不
悪
口
、
⑦
不
両
舌
、
⑧
不
慳
貪
、
⑨
不

瞋
恚
、
⑩
不
邪
見
）
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
教
に
も
十

戒
が
あ
り
ま
す
。

何
年
か
前
、
少
年
の
殺
人
事
件
が
相
次
い
だ
と
き

「
な
ぜ
人

、

を
殺
し
て
は
な
ら
な
い
の
か
」
と
い
う
子
ど
も
達
の
問
い
に
、
大

人
と
し
て
ど
う
答
え
る
か
が
問
題
に
さ
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

ま
さ
に
、
何
が
善
か
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
、

よ
い
例
だ
と
言
え
ま
す
。

で
す
か
ら
、
最
後
の
「
そ
う
す
れ
ば
、
喜
び
に
み
ち
、
苦
悩
を

減
ら
す
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
も
、
ほ
と
ん
ど
真
実
味
を
失
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
す
。
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後
記

一
、
う
っ
と
う
し
い
季
節
に
な
り
ま
し
た
。
人
間
も
、
太
陽
の
光

や
高
気
圧
・
低
気
圧
と
い
っ
た
大
気
圧
に
生
理
的
に
影
響
さ
れ

て
、
曇
っ
て
雨
が
降
っ
た
り
、
低
気
圧
に
な
っ
た
り
し
ま
す
と
、

血
圧
や
脈
拍
が
下
が
っ
て
、
心
理
的
に
も
、
う
っ
と
う
し
い
と
感

じ
る
の
だ
そ
う
で
す
。

二
、
雑
草
が
ど
ん
ど
ん
伸
び
て
き
ま
す
。
草
刈
り
機
で
刈
る
の
で

す
が
、
最
近
、
調
子
が
悪
く
て
、
修
理
す
る
の
で
す
が
、
な
か
な

か
本
調
子
に
な
り
ま
せ
ん
。
も
う
古
く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
の
よ

う
で
す
。
草
刈
り
機
の
他
に
も
、
今
年
は
、
機
械
類
が
よ
く
故
障

し
て
い
ま
す
。
チ
ェ
ー
ン
・
ソ
ー
も
新
品
に
買
い
換
え
ま
し
た
。

ま
た
、
ユ
ン
ボ
（
パ
ワ
ー
・
シ
ャ
ベ
ル
）
も
何
度
も
故
障
し
て
い

。

、

、

ま
す

他
に

先
月
号
に
書
き
ま
し
た
よ
う
に
耕
運
機
も
故
障
し

、

。

、

、

ま
た

ト
ラ
ッ
ク
も
故
障
し
ま
し
た

な
ぜ
か

壊
れ
る
と
き
は

続
く
も
の
の
よ
う
で
す
。
今
年
は
、
当
た
り
年
（
？
）
だ
か
ら
、

年
末
ジ
ャ
ン
ボ
宝
く
じ
で
も
買
う
か
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。

三
、
タ
マ
ネ
ギ
と
ニ
ン
ニ
ク
を
収
穫
し
ま
し
た
。

四
、
さ
つ
ま
芋
を
一
五
〇
本
植
え
ま
し
た
。
里
芋
も
た
く
さ
ん
植

。

、

。

え
て
い
ま
す

先
日

第
一
回
目
の
追
肥
・
土
寄
せ
を
し
ま
し
た

六
、
最
近
、
自
殺
が
増
加
し
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
ｅ
メ
ー

ル
に
よ
る
集
団
自
殺
や
自
殺
の
道
連
れ
に
他
者
を
殺
す
事
件
が
よ

く
起
こ
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
以
前
か
ら
、
自
殺
に
は
関
心
を
も

っ
て
い
ま
し
た
が
、
先
日
、
テ
レ
ビ
で
精
神
分
析
の
権
威
が
自
殺

に
つ
い
て
話
を
さ
れ
て
い
て
、
そ
の
中
で

「
自
殺
が
な
ぜ
起
こ

、

る
の
か
分
か
ら
な
い
」
と
言
わ
れ
る
の
を
聞
き
ま
し
た
。

七
、
私
は
、
自
殺
に
は
、
基
本
的
に
は
①
自
己
機
能
不
全
（
う
つ

病
）
に
よ
る
も
の
、
②
他
己
機
能
不
全
（
統
合
失
調
症
）
に
よ
る

も
の
（
以
上
は
自
他
の
均
衡
の
崩
れ
に
よ
る

、
③
自
己
と
他
己

）

の
統
合
の
失
敗
に
よ
る
も
の
、
④
「
自
我

人
格
」
に
よ
る
「
情

―

動

感
情
」
の
制
御
不
全
に
よ
る
も
の
（
③
と
④
は
「
自
我

人

―

―

」

）
、

、

格

の
機
能
不
全
に
よ
る

の
四
つ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と

今
は
、
考
え
て
い
ま
す
。
細
か
い
点
を
検
討
し
て
、
今
後
、
論
文

や
本
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

月
刊

平
成
十
五
年
六
月
八
日

こ
こ
ろ
の
と
も

〒
７
７
２
│
８
５
０
２

第
十
四
巻

徳
島
県
鳴
門
市
鳴
門
町
高
島

六
月
号

鳴
門
教
育
大
学

障
害
児
教
育
講
座
気
付

（
通
巻

一
六
二
号
）

（
ひ
び
き
の
さ
と

沙
門
）
中
塚

善

成

ぜ

ん

じ

ょ

う

本
誌
希
望
の
方
は
、
郵
送
料
と
し
て
郵
便
振
替
で
年
間
千
円
を

次
の
口
座
に
お
振
り
込
み
下
さ
い
。
加
入
者
名

ひ
び
き
の
さ

と

口
座
番
号
０
１
６
１
０
│
８
│
３
８
６
６
０
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