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河
野
雄
一
君
学
位
請
求
論
文
審
査
報
告

　
一
　
論
文
の
構
成

　

河
野
雄
一
君
よ
り
提
出
さ
れ
た
学
位
請
求
論
文
「
エ
ラ
ス
ム
ス
の

思
想
世
界
―
―
可
謬
性
・
規
律
・
改
善
可
能
性
」
の
構
成
は
、
以
下

の
通
り
で
あ
る
。

序
論

　

１　

問
題
の
所
在

　

（
１
）　

研
究
の
意
義

　

（
２
）　

構
成

　

２　

先
行
研
究
と
の
位
置
づ
け
―
―
古
典
的
解
釈
と
近
年
の
研
究
動
向

　

（
１
）　

古
典
的
解
釈

　

（
２
）　

近
年
の
研
究
動
向

第
一
章　

中
近
世
に
お
け
る
「
君
主
の
鑑
」
論
と
エ
ラ
ス
ム
ス
の
君
主

論

　

１　

は
じ
め
に

　

２　

中
世
に
お
け
る
「
君
主
の
鑑
」
論

　

（
１
）　
「
君
主
の
鑑
」
論

　

（
２
）　

ジ
ョ
ン
・
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
『
ポ
リ
ク
ラ
テ
ィ
ク
ス
』

　

（
３
）　

ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
『
君
主
の
統
治
に
つ
い
て
』

　

３　

十
五
・
十
六
世
紀
に
お
け
る
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
国
と
フ
ラ
ン
ス

の
君
主
論

　

（
１
）　

エ
ラ
ス
ム
ス
著
作
に
お
け
る
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
国
史

　

（
２
）　

シ
ャ
ル
ル
突
進
公
時
代
の
廷
臣

　

（
３
）　

十
六
世
紀
初
頭
フ
ラ
ン
ス
の
君
主
論

　

４　

エ
ラ
ス
ム
ス
の
君
主
論

　

（
１
）　

文
学
と
統
治

　

（
２
）　

専
制
批
判

　

（
３
）　

君
主
・
貴
族
・
市
民

　

５　

お
わ
り
に

第
二
章　

中
世
の
継
承
者
と
し
て
の
エ
ラ
ス
ム
ス

　

１　

は
じ
め
に

　

２　

カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者
と
の
論
争

　

３　

ル
タ
ー
や
ル
タ
ー
主
義
者
と
の
論
争

　

４　

キ
ケ
ロ
主
義
者
批
判

　

５　

お
わ
り
に

第
三
章　

エ
ラ
ス
ム
ス
『
リ
ン
グ
ア
』
に
お
け
る
言
語
と
統
治
―
―
功

罪
と
規
律

　

１　

は
じ
め
に

　

２　

中
世
キ
ケ
ロ
主
義

　

（
１
）　

キ
ケ
ロ
と
中
世
キ
ケ
ロ
主
義

　

（
２
）　

ジ
ョ
ン
・
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
『
メ
タ
ロ
ギ
コ
ン
』
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３　

エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
け
る
中
世
キ
ケ
ロ
主
義
と
言
語
の
弊
害

　

（
１
）　

戦
争
平
和
論
に
お
け
る
中
世
キ
ケ
ロ
主
義

　

（
２
）　
『
リ
ン
グ
ア
』
に
お
け
る
言
語
の
弊
害

　

４　
『
リ
ン
グ
ア
』
に
お
け
る
統
治
の
二
面
性

　

（
１
）　

統
治
に
お
け
る
功
罪
―
―
恩
恵
と
弊
害

　

（
２
）　

言
語
と
統
治
に
お
け
る
精
神
の
規
律

　

５　

お
わ
り
に

第
四
章　

エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
け
る
善
悪
・
運
命
・
自
由
意
志

　

１　

は
じ
め
に

　

２　

エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
け
る
善
悪
と
人
間
観

　

（
１
）　

理
性
・
情
念
・
人
間
本
性

　

（
２
）　

原
罪
論

　

３　

エ
ラ
ス
ム
ス
の
占
星
術
批
判
と
運
命
観

　

４　

エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
け
る
恩
寵
と
自
由
意
志

　

５　

お
わ
り
に

第
五
章　

エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
け
る
「
寛
恕
」
と
限
界

　

１　

は
じ
め
に

　

２　

エ
ラ
ス
ム
ス
統
治
論
に
お
け
る
寛
恕
と
刑
罰

　

（
１
）　

教
育
と
統
治
に
お
け
る
寛
恕
の
両
義
性

　

（
２
）　
『
キ
リ
ス
ト
者
の
君
主
の
教
育
』
に
お
け
る
死
刑

　

３　

エ
ラ
ス
ム
ス
戦
争
論
に
お
け
る
発
展

　

（
１
）　

一
五
一
〇
年
代
半
ば
の
戦
争
平
和
論

　

（
２
）　
『
対
ト
ル
コ
戦
争
論
』

　

４　

エ
ラ
ス
ム
ス
神
学
に
お
け
る
寛
恕
と
最
後
の
審
判

　

（
１
）　

エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
け
る
宗
教
的
異
端
へ
の
寛
容

　

（
２
）　
『
ヒ
ペ
ラ
ス
ピ
ス
テ
ス
』
に
お
け
る
悔
い
改
め

　

５　

お
わ
り
に

第
六
章　

エ
ラ
ス
ム
ス
政
治
思
想
に
お
け
る
「
医
術
」

　

１　

は
じ
め
に

　

２　
「
医
術
」
と
し
て
の
統
治

　

（
１
）　

古
代
・
中
世
に
お
け
る
医
学
的
メ
タ
フ
ァ
ー

　

（
２
）　
『
医
術
礼
讃
』

　

３　

暴
君
放
伐
論
と
抵
抗

　

（
１
）　

中
世
に
お
け
る
暴
君
放
伐
論

　

（
２
）　
『
暴
君
殺
害
』

　

（
３
）　

エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
け
る
抵
抗
と
君
主
政

　

４　

治
療
法
と
し
て
の
キ
リ
ス
ト
の
精
神

　

（
１
）　
『
リ
ン
グ
ア
』
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
教
社
会
の
分
裂

　

（
２
）　
『
教
会
和
合
論
』
に
お
け
る
希
望

　

５　

お
わ
り
に

結
論

参
考
文
献

　
二
　
内
容
の
紹
介

　

本
論
文
の
主
要
な
目
的
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
多
岐
多
彩
な
知
的
営

為
を
思
想
世
界
と
い
う
形
で
内
在
的
か
つ
総
合
的
に
捉
え
、
歴
史
的
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に
再
構
成
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
政
治
思
想

を
中
心
に
据
え
つ
つ
も
、
同
時
に
そ
れ
と
彼
の
人
間
論
、
言
語
論
、

教
育
論
、
神
学
論
と
の
関
係
性
に
注
目
し
、「
政
治
的
な
る
も
の
」

と
「
非
政
治
的
な
る
も
の
」
と
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
統
合
が
い
か
に

試
み
ら
れ
て
い
る
か
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
以
下
、
本
論
文

の
内
容
を
簡
単
に
紹
介
す
る
。

　

序
論
の
冒
頭
で
ま
ず
研
究
意
義
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
が
、
河
野

君
は
、
従
来
の
エ
ラ
ス
ム
ス
研
究
で
は
、
文
学
、
神
学
な
ど
へ
の
関

心
が
中
心
的
で
、
政
治
思
想
を
扱
っ
た
も
の
が
希
少
な
う
え
、
そ
れ

ら
を
総
合
的
に
捉
え
よ
う
と
し
た
研
究
書
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い

こ
と
を
指
摘
す
る
。
と
り
わ
け
わ
が
国
に
お
い
て
そ
う
し
た
傾
向
は

顕
著
で
あ
り
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
政
治
思
想
を
扱
っ
た
単
著
が
一
冊
も

存
在
し
な
い
事
実
を
重
く
見
、
自
ら
の
目
標
が
そ
う
し
た
現
状
の
打

破
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
状
況
の
背
景
に
は
、
そ
も
そ
も
エ
ラ
ス
ム

ス
自
身
が
政
治
思
想
に
つ
い
て
体
系
的
に
論
じ
て
い
な
い
と
い
う
事

実
、
そ
し
て
多
岐
に
わ
た
る
主
題
を
扱
っ
た
膨
大
な
著
作
群
を
相
互

に
関
連
づ
け
る
理
論
的
枠
組
が
い
ま
だ
に
構
築
さ
れ
て
い
な
い
と
い

う
学
問
的
状
況
も
あ
る
。
そ
う
し
た
困
難
が
立
ち
は
だ
か
る
中
、
河

野
君
は
「
可
謬
性
」
と
「
改
善
可
能
性
」
と
い
う
概
念
に
着
目
し
、

そ
れ
ら
こ
そ
が
エ
ラ
ス
ム
ス
の
人
間
論
を
形
づ
く
る
中
心
的
概
念
で

あ
る
と
の
認
識
の
う
え
、「
時
間
的
猶
予
」
を
旨
と
す
る
時
間
論
的

視
座
か
ら
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
思
想
世
界
に
お
け
る
政
治
思
想
の
位
置

づ
け
と
意
義
、
そ
し
て
そ
れ
と
人
間
論
、
言
語
論
、
教
育
論
、
神
学

論
と
の
内
的
関
連
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

な
お
、
河
野
君
は
「
現
代
的
意
義
に
つ
い
て
も
本
論
で
は
時
代
錯

誤
的
な
解
釈
に
陥
る
の
を
避
け
る
た
め
に
あ
え
て
言
及
を
差
し
控
え

た
い
」
と
述
べ
て
は
い
る
も
の
の
、
西
欧
政
治
思
想
史
研
究
の
現
状

に
対
し
て
は
批
判
的
な
眼
差
し
を
向
け
、
エ
ラ
ス
ム
ス
研
究
を
通
じ

て
よ
り
豊
か
な
も
し
く
は
射
程
の
広
い
「
政
治
的
な
る
も
の
」
の
捉

え
方
を
模
索
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
「
評

価
」
の
箇
所
で
再
び
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。

　

序
論
一
節
第
二
項
（「
構
成
」）
で
は
、
論
文
の
主
要
な
論
点
と
し

て
、
改
め
て
「
人
間
に
存
す
る
可
謬
性
と
改
善
可
能
性
と
の
緊
張
関

係
」
が
強
調
さ
れ
、
そ
れ
が
時
間
的
猶
予
の
問
題
と
密
接
に
関
連
し
、

し
か
も
時
間
的
限
界
の
局
面
に
お
い
て
エ
ラ
ス
ム
ス
の
政
治
性
が
明

示
的
に
現
わ
れ
る
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
。
こ
れ
は
第
五
章
で
本
格
的

に
論
じ
ら
れ
る
主
題
で
も
あ
る
が
、
第
五
章
こ
そ
が
本
論
文
の
コ
ア

を
な
し
て
お
り
、
そ
の
他
の
章
の
議
論
も
基
本
的
に
は
そ
こ
へ
と
収

斂
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
大
ま
か
な
区
分
と
し
て
、
第

一
章
か
ら
第
三
章
ま
で
が
「
言
葉
に
よ
る
説
得
を
通
し
た
教
育
や
規

律
に
お
け
る
政
治
性
」
に
力
点
を
置
い
た
議
論
、
第
四
章
か
ら
第
六
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章
ま
で
が
「
言
語
に
よ
る
教
導
の
政
治
性
を
踏
ま
え
、
世
俗
的
問
題

の
み
な
ら
ず
神
学
的
問
題
に
お
い
て
も
発
動
さ
れ
る
権
力
作
用
の
政

治
性
を
検
討
し
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
人
間
観
」
を
明
ら
か
に
す
る
試
み

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
ま
た
、
研
究
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
は
、

第
三
章
、
第
四
章
、
第
五
章
が
よ
り
哲
学
的
で
、
第
一
章
、
第
二
章
、

第
六
章
が
よ
り
歴
史
的
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

序
論
の
後
半
で
は
先
行
研
究
の
サ
ー
ベ
イ
が
行
わ
れ
る
。
二
部
構

成
に
な
っ
て
お
り
、「
古
典
的
解
釈
」
と
「
近
年
の
研
究
動
向
」
と

い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
、
研
究
史
と
そ
の
背
景
に
あ
る
争
点
・
論
争

が
わ
か
り
や
す
く
整
理
さ
れ
て
い
る
。

　

第
一
章
（「
中
近
世
に
お
け
る
『
君
主
の
鑑
』
論
と
エ
ラ
ス
ム
ス

の
君
主
論
」）
で
は
、
古
代
か
ら
中
世
、
近
世
へ
と
連
な
る
「
君
主

の
鑑
」
論
の
伝
統
を
概
観
し
た
上
で
、
そ
う
し
た
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に

お
け
る
エ
ラ
ス
ム
ス
の
君
主
論
の
位
置
づ
け
と
特
徴
を
明
ら
か
に
す

る
。
こ
こ
で
主
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
文
献
は
宗
教
改
革
以
前
に
著

さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
特
に
ブ
ル
ゴ
ー
ニ
ュ
公
国
の
君
主
ら
に
捧
げ

ら
れ
た
『
美
徳
の
追
求
に
つ
い
て
の
弁
論
』、『
パ
ネ
ギ
ュ
リ
ク
ス
』、

『
キ
リ
ス
ト
者
の
君
主
の
教
育
』
で
あ
る
。
同
時
代
の
ブ
ル
ゴ
ー

ニ
ュ
や
ヴ
ァ
ロ
ア
朝
の
廷
臣
に
よ
る
君
主
へ
の
助
言
が
君
主
権
の
一

層
の
伸
長
を
促
し
た
り
、
キ
リ
ス
ト
教
的
敬
虔
を
蔑
ろ
に
し
た
り
す

る
傾
向
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
逆
に
王
権
の
抑
制
や

キ
リ
ス
ト
を
模
範
と
す
る
必
要
性
を
唱
え
、
そ
の
た
め
の
教
育
を
重

視
し
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ジ
ョ
ン
・
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ

以
来
の
「
君
主
の
鑑
」
論
の
伝
統
を
踏
襲
し
つ
つ
も
、
教
育
の
対
象

に
市
民
を
含
む
な
ど
、
一
定
の
イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な
っ
て
い
る

点
が
エ
ラ
ス
ム
ス
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
と
し
て
強
調
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
章
（「
中
世
の
継
承
者
と
し
て
の
エ
ラ
ス
ム
ス
」）
で
は
、
一

五
二
〇
年
代
に
行
わ
れ
た
保
守
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者
、
ル
タ
ー

主
義
者
、
キ
ケ
ロ
主
義
者
と
の
論
争
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
、
エ
ラ
ス

ム
ス
が
中
世
思
想
の
何
を
批
判
し
、
何
を
継
承
し
た
か
が
明
ら
か
に

さ
れ
て
い
る
。
保
守
的
な
カ
ト
リ
ッ
ク
神
学
者
に
対
す
る
批
判
は
、

宗
教
改
革
以
前
に
著
さ
れ
た
『
反
野
蛮
人
論
』
と
『
痴
愚
神
礼
讃
』

に
お
い
て
既
に
表
明
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
二
著
作
が
ま
ず

分
析
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
エ
ラ
ス
ム
ス
が
一
部
の
ス
コ
ラ
神
学
者
の

主
張
を
痛
烈
に
批
判
し
つ
つ
も
、
そ
れ
が
ス
コ
ラ
哲
学
の
全
面
否
定

を
意
味
せ
ず
、
む
し
ろ
教
父
以
来
の
思
想
的
伝
統
や
修
辞
学
を
積
極

的
に
取
り
入
れ
た
点
に
エ
ラ
ス
ム
ス
の
中
世
思
想
継
承
者
の
姿
を
見

て
い
る
。
ま
た
、
ル
タ
ー
主
義
者
お
よ
び
ル
タ
ー
と
の
論
争
を
扱
う

節
で
は
、
ル
タ
ー
へ
の
反
論
書
『
奴
隷
意
志
論
』
と
『
ヒ
ペ
ラ
ス
ピ

ス
テ
ス
』
の
考
察
を
通
じ
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
立
場
が
先
と
同
様
、

教
父
と
ス
コ
ラ
哲
学
の
部
分
的
継
承
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ

る
。
な
お
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
キ
ケ
ロ
主
義
者
批
判
の
特
徴
と
意
義
は
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『
キ
ケ
ロ
主
義
者
』
と
題
す
る
著
作
の
検
討
を
通
じ
て
説
明
さ
れ
る

が
、
こ
こ
で
も
中
世
の
思
想
的
伝
統
と
の
連
続
性
が
指
摘
さ
れ
る
。

そ
し
て
こ
の
よ
う
に
多
様
な
論
敵
と
論
争
し
つ
つ
も
、
エ
ラ
ス
ム
ス

に
は
一
貫
し
て
追
求
し
た
課
題
が
あ
っ
た
と
河
野
君
は
説
明
す
る
。

そ
れ
は
「
キ
リ
ス
ト
教
的
敬
虔
を
目
的
と
し
て
、
教
父
を
媒
介
と
し

て
中
世
に
お
い
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
修
辞
学
を
中
心
と
し
た
学
問

を
修
得
し
た
う
え
で
、
名
誉
あ
る
行
い
へ
と
人
々
を
説
得
す
る
こ

と
」（
四
二
頁
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
本
論
文
の
中
心
的
テ
ー
ゼ
と
も

結
び
つ
く
重
要
な
論
点
で
あ
る
こ
と
が
、
改
め
て
強
調
さ
れ
る
。

　

第
三
章
（「
エ
ラ
ス
ム
ス
『
リ
ン
グ
ア
』
に
お
け
る
言
語
と
統
治

―
―
功
罪
と
規
律
」）
で
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
言
語
論
と
統
治
論
と

の
内
的
連
関
が
探
求
さ
れ
る
。
前
半
の
議
論
で
は
一
五
一
〇
年
代
半

ば
に
著
さ
れ
た
二
著
作
『
戦
争
は
体
験
し
な
い
者
に
こ
そ
快
し
』
と

『
平
和
の
訴
え
』
が
吟
味
さ
れ
、「
中
世
キ
ケ
ロ
主
義
」
と
の
類
似
性

が
指
摘
さ
れ
る
。「
中
世
キ
ケ
ロ
主
義
」
は
、
前
章
で
扱
っ
た
「
キ

ケ
ロ
主
義
」
と
は
異
な
り
、
キ
ケ
ロ
の
理
性
と
言
語
双
方
を
重
視
す

る
と
い
う
立
場
に
依
拠
し
、
ジ
ョ
ン
・
ソ
ー
ル
ズ
ベ
リ
に
そ
の
中
世

的
表
現
を
見
る
思
想
的
伝
統
で
あ
り
、
エ
ラ
ス
ム
ス
が
そ
れ
を
肯
定

的
に
評
価
し
て
い
る
点
が
指
摘
さ
れ
る
。
と
は
い
え
、
エ
ラ
ス
ム
ス

は
「
中
世
キ
ケ
ロ
主
義
」
の
伝
統
の
枠
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
言
語
の

危
険
性
と
弊
害
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
身
の
政
治
的
主
張
に

結
実
す
る
独
自
の
言
語
論
を
展
開
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
言
語
論

の
独
自
性
が
一
五
二
〇
年
代
の
論
争
の
最
中
に
執
筆
さ
れ
た
『
リ
ン

グ
ア
』
の
分
析
を
通
じ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
舌
は
い
わ
ば
諸
刃
の

剣
で
あ
り
、
祝
福
や
利
益
を
も
た
ら
し
う
る
一
方
、
一
歩
間
違
え
れ

ば
危
険
や
破
滅
を
も
た
ら
す
。
こ
の
負
の
側
面
を
強
調
す
る
点
、
舌

の
二
面
性
と
同
時
に
言
語
の
規
律
の
重
要
性
を
訴
え
る
点
が
オ
リ
ジ

ナ
リ
テ
ィ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
舌
の
規
律
と
精
神
の
規
律
と
為
政

者
に
よ
る
統
治
の
規
律
は
連
動
し
て
お
り
、
理
性
に
よ
っ
て
情
念
を

制
御
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
く
わ
え
て
、
習
慣
が
本
性
の

一
部
に
な
る
傾
向
が
あ
る
と
の
認
識
か
ら
、
そ
の
言
語
論
も
ま
た
エ

ラ
ス
ム
ス
の
教
育
学
的
、
政
治
学
的
関
心
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

　

第
四
章
（「
エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
け
る
善
悪
・
運
命
・
自
由
意
志
」）

で
は
、
言
語
に
ま
つ
わ
る
政
治
性
の
問
題
が
念
頭
に
置
か
れ
つ
つ
、

エ
ラ
ス
ム
ス
の
善
悪
・
運
命
・
自
由
意
志
に
関
す
る
議
論
が
検
討
さ

れ
る
。
そ
の
な
か
で
エ
ラ
ス
ム
ス
の
思
想
世
界
に
お
け
る
人
間
本
性

の
位
置
づ
け
が
検
討
さ
れ
、
理
性
と
情
念
、
可
謬
性
と
改
善
可
能
性

と
の
間
で
揺
れ
動
き
な
が
ら
も
「
魂
の
向
け
換
え
」
を
目
指
す
べ
き

と
さ
れ
る
中
間
的
存
在
と
し
て
の
人
間
観
が
、（
新
）
プ
ラ
ト
ン
主

義
と
の
関
連
で
論
じ
ら
れ
る
。
エ
ラ
ス
ム
ス
の
思
想
に
お
け
る
プ
ラ

ト
ン
主
義
の
影
響
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
行
研
究
が
そ
の
可
能
性
を
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示
唆
し
て
い
る
も
の
の
、
い
ま
だ
十
分
に
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
こ

う
主
張
す
る
河
野
君
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
に
よ
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
ら
新

プ
ラ
ト
ン
主
義
者
へ
の
直
接
的
言
及
が
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い
ゆ
え
、

完
全
な
論
証
は
難
し
い
と
断
り
つ
つ
も
、
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
影
響

を
大
き
く
受
け
た
ル
ネ
サ
ン
ス
期
お
よ
び
古
代
の
思
想
家
た
ち
の
考

え
が
エ
ラ
ス
ム
ス
の
著
作
の
中
で
ど
う
扱
わ
れ
、
ど
う
評
価
さ
れ
て

い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
輪
郭
を
浮
き
上
が
ら

せ
よ
う
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
著
作
が
『
エ

ン
キ
リ
デ
ィ
オ
ン
』
と
『
ヒ
ペ
ラ
ス
ピ
ス
テ
ス
』
で
あ
る
。

　

第
五
章
（「
エ
ラ
ス
ム
ス
に
お
け
る
『
寛
恕
』
と
限
界
」）
は
、
序

章
で
も
予
告
さ
れ
て
い
る
通
り
、
本
論
文
の
全
体
の
議
論
が
収
斂
し

て
い
く
コ
ア
の
章
で
あ
り
、
こ
こ
で
エ
ラ
ス
ム
ス
の
政
治
思
想
の
特

徴
と
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
先
鋭
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
前

章
ま
で
の
議
論
で
明
ら
か
に
な
っ
た
よ
う
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
人
間

の
可
謬
性
と
改
善
可
能
性
と
の
緊
張
関
係
を
強
調
す
る
わ
け
だ
が
、

そ
う
し
た
見
方
が
「
時
間
的
猶
予
」
を
前
提
と
す
る
「
寛
恕
」
論
と

結
び
つ
く
こ
と
に
よ
り
、
権
力
作
用
と
し
て
の
政
治
が
顕
在
化
す
る

契
機
が
同
定
さ
れ
る
と
同
時
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
考
え
る
も
う
一
つ

の
政
治
―
―
言
葉
に
よ
る
説
得
を
重
視
し
、
改
善
可
能
性
や
救
済
を

志
向
す
る
「
教
導
に
お
け
る
政
治
性
」
―
―
も
明
ら
か
に
な
る
。
し

か
も
、
こ
う
し
た
固
有
の
政
治
の
捉
え
方
と
エ
ラ
ス
ム
ス
の
「
寛

恕
」
論
は
密
接
に
関
連
し
て
い
る
と
説
明
さ
れ
る
。
な
お
、
河
野
君

は
、clem

entia

の
訳
語
と
し
て
「
寛
容
」
よ
り
「
寛
恕
」
の
方
が

適
切
で
あ
る
と
考
え
る
。
と
い
う
の
も
、
エ
ラ
ス
ム
ス
は
宗
教
的
異

端
へ
の
対
処
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
君
主
に
よ
る
統
治
の
も
と
で
い

か
に
改
善
可
能
性
お
よ
び
魂
の
救
済
が
可
能
に
な
る
か
と
い
う
問
題

も
追
求
し
た
の
で
あ
り
、「
権
力
者
の
裁
量
で
与
え
ら
れ
る
〈
寛
恕
〉

は
、
上
か
ら
の
〈
下
賜
と
し
て
の
寛
容
〉
と
し
て
捉
え
ら
れ
う
る
も

の
で
あ
り
、
相
互
的
な
〈
寛
容
〉
と
い
う
視
角
で
は
見
え
な
い
教
育

学
、
政
治
学
、
神
学
の
連
続
性
は
、〈
寛
恕
〉
と
い
う
上
か
ら
の

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
捉
え
う
る
も
の
と
な
る
」

（
九
二
頁
）
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　

第
六
章
（
エ
ラ
ス
ム
ス
政
治
思
想
に
お
け
る
『
医
術
』）
は
最
終

章
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
医
学
的
メ
タ
フ
ァ
ー
を
エ
ラ
ス
ム
ス
が
ど
の

よ
う
に
用
い
て
い
る
か
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
世
ま
で
の
医

学
的
メ
タ
フ
ァ
ー
と
の
違
い
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
彼
の
思

想
世
界
に
お
け
る
医
術
メ
タ
フ
ァ
ー
の
政
治
的
イ
ン
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
、『
医
術
礼
讃
』
に
は
エ

ラ
ス
ム
ス
独
自
の
予
防
医
学
的
視
点
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
し

た
う
え
で
、
他
の
著
作
に
現
れ
る
医
学
的
メ
タ
フ
ァ
ー
と
比
較
考
察

す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
暴
君
へ
の
抵
抗
の
問
題
な
ど
に
焦
点
を
当

て
つ
つ
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
政
治
思
想
の
変
遷
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
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う
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
医
術
と
統
治
の
関
係
性
に
つ
い
て
論
じ
る

な
か
で
、
人
間
の
作
為
の
契
機
を
重
視
す
る
視
点
を
も
析
出
し
、
そ

れ
が
エ
ラ
ス
ム
ス
の
政
治
思
想
の
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
こ
と

を
指
摘
す
る
。

　
三
　
評
価

　

以
上
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
河
野
雄
一
君
の
学
位
請
求
論
文
は
、

こ
れ
ま
で
わ
が
国
で
は
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
エ

ラ
ス
ム
ス
の
政
治
思
想
の
全
体
像
を
、「
可
謬
性
」
と
「
改
善
可
能

性
」
と
の
緊
張
関
係
に
立
つ
人
間
観
に
焦
点
を
あ
て
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
次
資
料
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
内
外
の
二
次
研
究
を
丹
念
に
探
究
し
た
う
え
で
、
独
自

の
解
釈
を
提
出
し
て
い
る
点
は
大
い
に
評
価
で
き
る
。

　

わ
が
国
で
は
、
一
般
的
に
初
期
近
代
の
政
治
思
想
研
究
に
お
い
て

は
、
そ
の
近
代
の
萌
芽
を
探
る
も
の
や
、
近
代
以
後
に
政
治
概
念
の

中
心
と
な
る
政
治
権
力
の
問
題
を
論
じ
る
研
究
が
多
い
が
、
河
野
君

は
古
代
、
中
世
、
そ
し
て
同
時
代
の
思
想
的
言
説
と
の
関
連
で
エ
ラ

ス
ム
ス
の
政
治
思
想
を
論
じ
、
さ
ら
に
は
そ
こ
に
お
け
る
時
間
概
念

の
重
要
性
と
そ
の
意
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
で
画
期
的
で
あ
る
。

　

河
野
君
の
研
究
が
読
み
手
に
、
西
欧
政
治
思
想
史
の
時
代
区
分
に

関
わ
る
見
直
し
を
改
め
て
迫
っ
て
い
る
点
は
、
次
の
よ
う
な
意
味
で

も
評
価
に
値
す
る
。
教
科
書
的
に
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
か

ら
近
代
が
始
ま
る
、
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
エ
ル
ン
ス
ト
・
ト

レ
ル
チ
は
『
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
』
に
お
い
て
、
特
に
一
六
世

紀
宗
教
改
革
の
中
世
性
を
指
摘
し
た
。
し
か
る
に
河
野
君
は
、（
北

方
）
ル
ネ
サ
ン
ス
の
（
古
代
・
）
中
世
性
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
、
と
い

え
よ
う
。
否
、
あ
え
て
踏
み
込
ん
だ
読
み
込
み
を
行
う
な
ら
、
河
野

君
描
く
と
こ
ろ
の
エ
ラ
ス
ム
ス
は
、
西
欧
の
（
古
代
・
）
中
世
の
思

想
的
伝
統
の
頂
点
に
位
置
し
て
い
る
、
と
さ
え
い
え
る
。
こ
の
こ
と

が
さ
し
あ
た
っ
て
含
意
す
る
の
は
、
西
欧
思
想
の
連
続
性
で
あ
る
。

け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
河
野
君
が
、
中
世
と
エ
ラ
ス
ム
ス
の
政
治
思

想
に
特
徴
的
な
医
術
の
メ
タ
フ
ァ
ー
の
中
に
「
作
為
」
の
契
機
を
見

出
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
思
想
的
伝
統
は
近
代
性
を
内
に
秘
め
る

も
の
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
河
野
君
は
、
西
欧
政
治
思
想
史
の
重

層
性
を
描
き
出
す
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
以
下
の
点
も
評
価
に
値
す
る
。

　

ま
ず
、
言
語
や
時
間
な
ど
が
有
す
る
政
治
性
に
着
目
す
る
こ
と
に

よ
り
河
野
君
は
、
権
力
の
契
機
を
重
視
し
た
結
果
「
国
家
論
の
特
定

の
主
題
ば
か
り
が
扱
わ
れ
て
き
た
」（
四
頁
）
西
欧
政
治
思
想
史
研

究
の
方
向
性
に
対
し
て
、
根
本
的
な
批
判
を
加
え
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
こ
の
点
は
、
論
文
の
独
自
性
と
同
時
に
河
野
君
の
野
心
的
な
姿

勢
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
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と
同
時
に
、
言
語
（
活
動
）
が
有
す
る
限
界
を
エ
ラ
ス
ム
ス
が
意

識
し
て
い
た
点
を
指
摘
し
た
こ
と
（
六
四
頁
）
は
、
ル
ネ
サ
ン
ス
知

識
人
と
言
語
へ
の
積
極
的
関
心
と
の
結
び
つ
き
が
当
然
視
さ
れ
る
中

に
あ
っ
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
思
想
と
一
六
世
紀
人
文
主
義
の
奥
深
さ

を
あ
ら
た
め
て
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
。

　

ま
た
、
同
時
代
の
知
的
世
界
に
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
宗

教
改
革
運
動
を
再
検
討
す
る
視
座
も
、
河
野
君
の
論
考
は
示
唆
し
て

い
る
。
エ
ラ
ス
ム
ス
に
よ
る
ル
タ
ー
批
判
の
眼
目
の
一
つ
を
河
野
君

は
、
後
者
が
「
自
由
意
志
を
巡
る
中
世
の
伝
統
的
解
釈
」（
三
七
頁
）

を
軽
視
し
て
、「
反
歴
史
的
態
度
」（
四
二
頁
）
に
終
始
し
て
い
る
点

に
求
め
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ポ
テ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
に
富
む
指
摘
で
あ

ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
中
世
的
な
る
も
の
に
対
す
る
徹
底
し
た
批
判

と
い
う
こ
と
で
そ
の
共
通
性
が
語
ら
れ
る
エ
ラ
ス
ム
ス
と
ル
タ
ー
で

は
あ
る
が
、
両
者
の
中
世
観
に
お
け
る
差
違
は
、「
北
方
ル
ネ
サ
ン

ス
」
と
「
宗
教
改
革
」
の
共
同
戦
線
の
破
綻
を
考
え
る
際
に
、
重
要

な
論
点
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　

以
上
、
評
価
す
べ
き
点
は
多
々
あ
る
が
、
問
題
や
残
さ
れ
た
課
題

が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　

ま
ず
は
、
時
代
区
分
に
関
わ
る
問
題
点
に
つ
い
て
。
古
代
・
中
世

や
同
時
代
の
思
想
に
つ
い
て
論
じ
る
際
、
参
照
さ
れ
て
い
る
文
献
は

二
次
資
料
が
中
心
で
あ
り
、
ま
た
直
接
に
政
治
思
想
の
文
献
と
関
連

さ
せ
て
論
じ
て
い
る
箇
所
が
少
な
い
。
と
り
わ
け
、
第
四
章
に
お
い

て
エ
ラ
ス
ム
ス
の
人
間
論
は
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
で
あ
る
と
規
定
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の
こ
と
と
そ
れ
以
前
の
第
二
章
で
述
べ
ら
れ
て
い
る

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
キ
ケ
ロ
、
さ
ら
に
ト
マ
ス
・
ア
ク
ィ
ナ
ス
な
ど

と
の
関
連
性
は
よ
り
直
接
的
に
議
論
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、
副
題
に
あ
る
「
規
律
」
の
概
念
の
説
明
が
不
十
分
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
。
一
般
的
に
「
規
律
」
の
概
念
は
「
権
力
」
の
問
題
と

と
も
に
近
代
以
後
に
注
目
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
エ

ラ
ス
ム
ス
の
規
律
概
念
の
内
容
や
独
自
性
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
な
議

論
が
展
開
さ
れ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
、「
規
律
」
と
は
誰

に
と
っ
て
の
も
の
で
あ
る
の
か
、
こ
の
点
で
「
市
民
教
育
」
や
市
民

の
政
治
参
加
の
問
題
と
関
連
さ
せ
て
論
じ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

　

さ
ら
に
河
野
君
は
、
エ
ラ
ス
ム
ス
の
思
想
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る

た
め
に
、
し
ば
し
ば
ル
タ
ー
（
と
そ
の
宗
教
改
革
運
動
）
と
の
比
較

を
行
っ
て
お
り
、
多
く
の
場
合
、
高
い
妥
当
性
の
あ
る
知
見
を
導
き

出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ツ
ヴ
ィ
ン
グ
リ
や
カ
ル
ヴ
ァ
ン
な
ど
エ
ラ

ス
ム
ス
に
好
感
を
抱
き
続
け
た
宗
教
改
革
者
た
ち
が
い
た
の
も
確
か

な
の
で
あ
っ
て
、
だ
と
す
れ
ば
、
そ
う
し
た
「
エ
ラ
ス
ム
ス
び
い

き
」
の
宗
教
改
革
者
た
ち
へ
の
言
及
を
文
中
で
も
っ
と
行
え
ば
、

「
ル
ネ
サ
ン
ス
と
宗
教
改
革
」
と
い
う
ひ
と
言
で
済
ま
せ
ら
れ
が
ち

な
一
六
世
紀
西
欧
思
想
の
奥
行
き
を
読
み
手
に
よ
り
伝
え
ら
れ
た
か
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も
し
れ
な
い
。
今
後
の
検
討
課
題
と
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

な
お
、
細
か
い
個
別
的
な
論
点
に
つ
い
て
も
指
摘
す
べ
き
こ
と
が

い
く
つ
か
あ
る
の
で
、
以
下
列
挙
す
る
。

　

可
謬
性
と
改
善
可
能
性
の
狭
間
に
生
き
よ
う
と
し
た
エ
ラ
ス
ム
ス

の
説
明
は
興
味
深
い
が
、
そ
の
実
像
は
、「
義
人
に
し
て
罪
人
」
で

あ
る
こ
と
を
意
識
し
続
け
た
ル
タ
ー
の
そ
れ
と
、
実
は
通
底
し
て
い

る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
後
者
を
「
善
悪
二
元
論

的
」（
一
頁
）
と
断
じ
る
の
は
、
問
題
で
あ
ろ
う
。

　

加
え
て
、
三
二
頁
で
示
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド

で
栄
え
たD

evotio M
oderna 

は
「
後
期
」
中
世
文
化
を
代
表
す

る
宗
教
運
動
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
宗
教
運
動
が
同
郷
人
エ
ラ
ス

ム
ス
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
、
多
く
の
論
者
が
指
摘
し
て

い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
河
野
君
が
エ

ラ
ス
ム
ス
と
の
連
続
性
を
強
調
す
る
中
世
思
想
と
、
こ
の
運
動
が
体

現
す
る
「
中
世
性
」
と
の
関
連
を
詳
述
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

と
り
わ
け
三
三
頁
で
は
、「
後
期
中
世
文
化
」
を
「
ス
コ
ラ
哲
学
に

代
表
」
さ
せ
、
そ
れ
に
対
し
て
エ
ラ
ス
ム
ス
が
「
否
定
的
態
度
」
を

と
っ
た
と
し
て
い
る
の
で
、
こ
の
問
題
は
河
野
君
の
中
世
（
思
想

史
）
理
解
の
試
金
石
に
も
な
る
は
ず
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
日
本
語
の
表
現
上
の
難
点
を
指
摘
し
た
い
。

　

ニ
ュ
ア
ン
ス
に
富
む
エ
ラ
ス
ム
ス
の
文
章
を
訳
出
す
る
こ
と
の
困

難
は
理
解
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
い
さ
さ
か
読
み
に
く
い
引
用

訳
文
が
散
見
さ
れ
た
。

　

ま
た
、「
改
善
可
能
性
は
人
間
に
与
え
ら
れ
た
時
間
的
猶
予
の
う

ち
に
あ
り
、
そ
の
猶
予
が
限
界
を
迎
え
可
謬
性
と
改
善
可
能
性
と
が

せ
め
ぎ
あ
う
と
こ
ろ
に
、
エ
ラ
ス
ム
ス
思
想
の
政
治
性
が
現
出
す

る
」（
一
頁
）
と
い
う
一
文
、
お
よ
び
「
統
治
に
お
い
て
〈
寛
恕
〉

の
限
界
が
生
じ
た
と
き
に
は
強
制
力
を
も
っ
て
対
処
せ
ざ
る
を
え
な

い
。
ま
さ
に
こ
の
〈
寛
恕
〉
の
限
界
が
生
じ
た
と
き
に
こ
そ
、
エ
ラ

ス
ム
ス
に
と
っ
て
真
の
政
治
、
す
な
わ
ち
隣
人
愛
に
基
づ
く
キ
リ
ス

ト
教
教
義
に
還
元
さ
れ
な
い
権
力
作
用
と
し
て
の
〈
政
治
〉
が
立
ち

現
わ
れ
る
瞬
間
で
あ
る
」（
九
四
頁
）
と
い
う
表
記
は
、
本
論
文
の

最
も
独
創
的
に
し
て
評
価
に
値
す
る
論
点
に
関
わ
る
ゆ
え
、
そ
の
誤

解
を
招
き
か
ね
な
い
表
現
に
は
再
考
が
求
め
ら
れ
る
。「
時
間
的
猶

予
」
を
中
心
に
展
開
す
る
河
野
君
の
議
論
は
、
主
と
し
て
「
政
治
以

前
の
こ
と
」
を
論
じ
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問

を
誘
発
し
か
ね
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

だ
が
、
河
野
君
の
解
釈
（
そ
し
て
エ
ラ
ス
ム
ス
の
政
治
思
想
の
）

最
大
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
ま
さ
に
「
時
間
的
猶
予
」
と
い
う
考

え
に
よ
っ
て
通
常
な
ら
「
非
政
治
的
な
る
も
の
」（「
政
治
以
前
の
こ

と
」）
と
し
て
理
解
さ
れ
る
事
柄
を
政
治
的
営
み
の
一
環
と
し
て
捉

え
る
と
こ
ろ
に
求
め
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
時
間
軸
を
拡
張
し
、



178

法学研究 88 巻 12 号（2015：12）

時
間
的
猶
予
の
限
界
の
前
後
、
さ
ら
に
は
世
俗
的
時
間
の
先
ま
で
を

連
続
的
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
政
治
思
想
と
人
間
論
、
言
語
論
、

教
育
論
、
神
学
論
と
の
内
的
関
連
性
を
示
そ
う
と
し
た
点
が
、
表
現

の
問
題
に
よ
っ
て
ぼ
や
け
て
し
ま
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
非
常
に

残
念
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
今
後
の
課
題
と
し
て
、
エ
ラ
ス
ム
ス

の
思
想
に
お
け
る
「
政
治
」
の
特
徴
と
位
置
づ
け
に
つ
い
て
よ
り
詳

し
く
説
明
し
て
ほ
し
い
。

　
四
　
結
論

　

以
上
の
よ
う
に
問
題
や
課
題
は
残
る
も
の
の
、
全
体
と
し
て
の
本

論
文
の
価
値
を
い
さ
さ
か
も
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
本
論
文
が
頗

る
独
創
的
に
し
て
高
水
準
な
内
容
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　

し
た
が
っ
て
、
審
査
員
一
同
は
、
河
野
雄
一
君
の
本
論
文
を
博
士

（
法
学
）（
慶
應
義
塾
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
に
ふ
さ
わ
し
い
と

判
断
し
、
そ
の
旨
を
こ
こ
に
報
告
す
る
次
第
で
あ
る
。

二
〇
一
五
年
九
月
一
七
日
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