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憲

序
論

自
由
に
し
て
大
胆
な
自
主
的
態
度

私
は
か
つ
て
昭
和
四
十
年
八
月
二
十
八
日
、
北
海
道
大
学
に
お
い
て

開
催
さ
れ
た
日
本
宗
教
学
会
に
お
い
て
、
「法
華
義
疏
の
特

徴
に

つ
い

て
」
と
題
し
、
『
法
華
義
疏
』
な
る
書
物
を

「筆
者
不
明

の

一
古
書
」

と
仮
定
し
純
文
献
学
的
に
研
究
し
直
し
た
結
果
、
抽
出
す
る
こ
と
の
で

き
る
特

徴
と
し
て
、
「
自
由
に
し
て
大
胆
な
自
主
的
態
度
」
な
る
も

の

を
指
摘

し
た
。
そ
し
て
、
そ
の
思
想
上
に
お
け
る
最
も
顕
著
な
特
徴
と

し
て
、

人
間
救
済
の
慈
悲
の
徹
底
を
あ
げ
、

一
大
乗
を
あ
げ
て
、
次
の

(1
)

よ
う

に

い

つ
た
。

思
想

上
に
お
け

る
最
も
顕
著

な
特
徴
は
、

人
間
救
済

の
慈
悲

の
徹

底
と
い
う

こ
と
で
あ
り
ま
す
。

「慈

悲
」
を
解
し
ま
し
て
、
「
慈

」
は
す

な
わ
ち

「与
楽
」

で
あ
り
、

「
悲
」

は
す
な
わ
ち

「
抜
苦
」

で
あ

る
と
い
た
し
て
お
り
ま
す

が
、

そ
の
極

は
如
来
出
世

の
本
懐

た
る
法
華

一
大

乗
の
開
顕

と
な
る

の
で
あ
り

ま

す

経
文
に
は

「
一
仏
乗
」

と
い
う
、

な
お
、
屡

用
い
ら
れ
る
言
葉

に
、

「
一
乗
」
の
語
あ
り
、
「
大
乗
」
の
語
あ
り
、

そ

の
他
、

こ
れ
に
類

す

る
言

葉

は
ご
ざ

い
ま
す
が
、

こ
の
よ
う
に

一
大
乗

と
熟

し
ま
し
て
、

こ
の
意
味
に

活
用
さ
れ
る
に
い
た
り
ま
し
た

の
は
、
実

に
本
義
疏
を
も

っ
て
噛
矢
と
す

る

と
い
い
う
る
の
で
あ
り
ま
し

て
、

こ
の

一
大
乗

の
新
し

い
言
葉

の
活
用

は
、

ま
さ
し
く
本
義
疏

の
新

し
い
発
明

で
あ
り
発
揮

で
あ
る
と
考
え
ま
す
。

文
学

い

の

ち

者
島

崎
藤
村

は
、
「
言
葉

は
生
命

で
あ
る
」
と
中

し
ま
し
た
。

「
新
し

き
言
葉

せ
い
め
い

し

ほ
う
は
く

は
新
し
き
生
命
な
り
」
と
申
し
て
お
り
ま
す
。
本
書
に
硬
購
す
る
徹
底
し
た

慈
悲
救
済
の
一
念
は
、
つ
い
に
一
大
乗
の
新
し
い
言
葉
の
活
用
と
な
っ
て
、

そ
の
思
想
は
法
華
思
想
史
上
に
進

一
歩
の
足
跡
を
か
た
く
印
す
る
に
至

っ
た

と
考
え
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

こ
の

「
慈
悲
救
済
思
想
の
徹
底
」
に
つ
い
て
、
更
に
今

一
歩
、
突
き

進
ん
だ
考
察
を
加
え
、
こ
こ
に
新
し
く
研
究
発
表
を
試
み
た
い
。

本
論

経
典
本
文
の
転
回
釈

'

醐

慈
悲
救
済
思
想

の
徹
底

-

「常
好
坐
禅
」
の
転
回
釈
-

『
法
華
義
疏
』
に
は
、

つ
と
に
花
山
信
勝
博
士
に
よ
つ
て
指
摘
せ
ら

れ
た

「安
楽
行
晶
」
の

「
常
好
坐
禅
」
の
転
回
釈
が
あ
る
。

『法
華
経
』
の

「安
楽
行
品
」
に
は
、
菩
薩
の
安
住
す
べ
き

「四
安
楽
行
」
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が
説
か
れ
、

そ
の
第

一
の

「
身
安
楽

行
」

に

お

い

て
菩

薩

の

「
行

処
」

と

「
親
近
処
」

と
が
示
さ
れ
て
い
る

の
で
あ

る
が
、

そ

の

「
親
近
処
」
に

「
初

め

の
親
近

処
」

と

「
第

二
の
親
近
処
」

と
を
述

べ
て
い
る
。

そ
し

て
、
そ

の

「初

め
の
親
近
処
」

と
名
づ
け
る
も
の
に
十
種
が
あ
げ
ら
れ
て

い
て
、

そ

の

第

一
か
ら
第
九
ま

で
は

「
不
親

近
の
境
〔

で
あ
る
が
、

そ
の
第

十
は

「
常
に

坐
禅
を
好

み
て
閑
か
な
る
処
に
在
り
て
共

の
心
を
修
し
摂

め
よ
」
と
い
う
の

で
あ

る
か
ら
、

「
応
に
親
近
す

べ
き
境
」
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
『
義
疏
』
は
、

こ
こ
に
お

い
て
特
に
異

を

立

て

て
、
「
十
不
レ
親
コ
近
常
好
レ
坐
少

乗
禅
師

こ

と
経
典

の
本
文

を
転
回
し
て
の
解
釈
を
施
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

な
お
、

こ

の
長
行
は
偶
頚

に
お
い
て
も
繰
り
返
さ
れ
、

そ
れ
も
明
ら
か

に

「
親
近

処
」

を

示
し
た
も

の
で
あ

る
が
、

こ
こ
で
も

『
義
疏
』
は
、

但
従

二顛
倒
分
別

一以
下

二
行
偶
、

頚
二
上
常
好
坐

禅
殉
初

一
句

明
二
好
レ
禅

之
由

噛
次

一
句
正
頗
二
上
常
好
坐
禅

言
由

レ有

二
顛
倒

分

別

心

一
故
、
捨

レ

此
就
二
彼
山
間

一常
好
二
坐
禅

殉
然
則
何
暇
弘

訓
通
此
経
於
世
間

故
知
常
好

坐
禅
猶
応

レ
入
下
不
二
親
近
一境
加
本
義
云
、

此
二
行
非

レ頗

二
常
好
坐
禅

殉
従
二

瀬
倒
分
別

二
以
下
五
行
偶
皆
頚
四
上
不
三
親

近
実

法
有

顛

倒
分
別

一
行
、

(2
)

但
挙
レ非
顕
レ是
。

と
い
つ
て
、
断
乎
、
強
引
に
無
理
な
転
回
釈
を
施
し
て
揮
ら
な
い
。

そ
し
て
、
こ
の
転
回
釈
こ
そ
は

「
人
間
救
済

の
慈
悲

の
徹
底
」
と
し

て

「実

に
自
由
に
し
て
大
胆
な
自
主
的
態
度
」
の
ピ
ー
ク
を
示
す
も

の

と
い
う

こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、

こ
れ
は
今

一

つ
の
特
徴
で
あ
る
如
来
に
絶
対
帰
依
す
る
筆
者
の
釈
風
と
相
矛
盾
し
衝

突
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

二

今

一
つ
の
特
徴

-

帰
依
信
解
の
立
場
-

な

「
如
来
は
是
れ
敬
う
べ
き
の
極
に
し
て
、
衆
生
は
是
れ
敬
を
作
す
の

(3
)
 

(
4
)

主
」
「
衆
生
と
仏
と
天
地
別
有
り
」
と
畏
み
、
本
義
の
説
に
対

し
て
す

(5
)

ら

「愚
心
及
び
難
し
」
と
自
称
す
る
も
の
、
こ
れ

『
義
疏
』
の
筆
者
で

あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
顕
著
な
特
徴
は
、
「方
便
晶
」
に
お
け
る

「
五
千

人
退
去
」
の
解
釈
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
明
瞭
に
表
現
せ
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。

夫
聖
人
所
為
非
レ無
二因
縁
嚇
必
因
レ遣
可
レ利
故
然
也
。
即
所
謂
下
足
挙
足
皆

(
6
)

従

二道

場

一来
也
。

(
7
)
 

(8
)

な
お
、
「
体
解
」
「体
信
」
と
い
う
言
葉
が

『
法
華
義
疏
』
に
は
出
て

く
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の

「帰
依
信
解
の
立
揚
」
こ
そ

『
義
疏
』
の
筆

者
の
今

一
つ
の
顕
著
な
特
徴
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
つ
て
、
こ
の
両
者
の
釈
風
の
相
違
と
い
う
も
の
は
、
む
し
ろ

筆
者
を
異
に
す
る
と
解
す
る
こ
と
の
方
が
自
然
な
ほ
ど
で
あ
つ
て
、「
如

来
と
我
れ
と
は
天
地
別
あ
り
」
「
如
来
は
是
れ
敬
す
べ
き

の
極
」
な
り

と
畏
み
、
「
聖
人
の
所
為
」
は
必
ず
凡
慮
の
予
想
外
の
も
の
た

る

べ
し

と
し
、
常
に

「
愚
心
及
び
難
し
」
と
自
称
す
る
筆
者
に
し
て
、
な
お
、

ご
ん
く

か
つ
、
如
来
金

口
の
経
文
で
あ
る
と
心
か
ら
畏

ん
で
い
る
こ
の
本
文
を

み
だ
り
に
転
回
し
て
、
如
来
の
慈
悲
は
か
く
あ
る

べ
し
と
、
自
ら
断
じ

て
愕
ら
ざ
る
が
ご
と
き
は
、
余
ほ
ど
何
か
特
殊
格
別
の
由
来
な
く
し
て

は
到
底
か
な
わ
ざ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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)
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三

先
哲
の
英
断
、
後
人
こ
れ
を
仰
い
で
た
め
ろ
う
こ
と
な
し

そ
の
こ
と
久
し
く
疑
問
の
ま
ま
に
、
そ
の
所
以
を
解
く
に
由
な
く
、

荏
薄
、

時
を
過
ご
す
の
や
む
な
き
ま
ま
で
あ

つ
た

が
、
幸

に
も
先
年

『
勝
髪
経
義
疏
』
の
本
義
な
る
も
の
が
明
ら
か
と
な
る
に
及
ん
で
、
同

種
同
様

の
転
回
釈
が
す
で
に
中
国
の
註
釈
書
に
お
い
て
実
施
さ
れ
て
い

る
こ
と
が
判
明
す
る
に
い
た
つ
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
先
年
、
京
都
大
学
の
人
文
科
学
研
究
所
の
藤
枝
晃
教
授
を

主
班

と
す
る
研
究
グ
ル
ー
プ
に
よ
つ
て
、
そ
の
本
義
が
明
ら
か
と
な

つ

(9
)

た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
つ
て
、
学
界
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
か
、
先
躍
す
で
に
大
陸
に
あ
り
、
し
か
も
、
仏
陀
絶

対
の
慈
悲
を
仰
げ
ば
、
理
ま
こ
と
に
然
り
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
か
ら
、
如
来
に
帰
依
し
心
か
ら
畏
む
筆
者
で
あ
つ
て
、
な

お
、
か

つ
、
如
来
の
慈
悲
は
か
く
あ
る
べ
し
と
、
い
さ
さ
か
も
躊
躇
す

る
こ
と
な
く
、
ひ
じ
よ
う
な
確
信
を
も

つ
て
、
こ
の
転
回
釈
を
敢
え
て

す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

私
が

「先
哲

の
英
断
、
後
人
こ
れ
を
仰
い
で
た
め
ろ
う
こ
と
な
し
」

と
称
す

る
所
以
で
あ
る
。

結
論

釈
尊
と
そ
の
慈
悲
を
同
じ
う
す

さ
て
、
「法
華
義
疏
と
勝
髭
経
義
疏
と
の
関
係
」
に
つ
い
て
は
、
さ
き

に
昭
和

四
十
二
年
十

一
月
十
二
日
、
東
京
大
学
に
お
け
る
史
学
会
の
日

本
史
部
会

の
研
究
発
表
に
お
い
て
、
同
じ
く

「筆
者
不
明
の
古
文
献
」

と
い
う
原
点
に
立
ち
直

つ
て
の
純
文
献
学
的

な
研
究
成
果
と

し
て
、

「
両
者
の
著
者
は
同

一
人
な
り
」
と
断
ず
る

こ
と
が
で
き
て
い
る
の
で

(10
)

あ
る
。「行

善
の
義
、
本
と
帰
依
に
在
り
」
と
は

『
勝
量
経
義
疏
』
に
お
い

て
特
筆
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
実
は

『
法
華
経
』
を
体
解
し
体
信
す

る
に
ま
さ
る
成
仏
の
原
因
と
し
て
の

「行
善

」
は
な
い
の
で
あ
る
。
ま

た
、
『
法
華
義
疏
』
に
は
、
「今
、
大
機
を
発

し
て
此
の
法
華
を
聞
く
者

(
11
)

は
、
正
し
く
三
品
の
外
凡
実
行
の
類
に
在
る
也
」
と
い
う
言
葉
が
出
て

く
る
。
こ
こ
に

「
三
品
」
と
い
う
の
は
上
根

・
中
根

・
下
根
の
三
種
で

あ
り
、
「
外
凡
」
と
い
う
の
は
内
凡
の
三
賢
に
対
し
て
十
信

の
位

の
凡

夫
を

い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
「
外
凡
実
行
の
類
」
と
は
筆
者
自
ら
を

も
(12
)

含
む
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
な
お

『
法
華
義
疏
』
に
は
「
外
凡
の
人
」

と
い
う
表
現
も
出
て
く
る
。

す
な
わ
ち
、
帰
依
行
善
の
凡
夫
、

こ
こ
に
先
哲
の
英
断
を
媒
介
と
す

る
こ
と
に
よ
つ
て
、

つ
い
に
釈
尊
絶
対
の
慈
悲
を
体
得
す
る
に
至

っ
た

わ
け
で
あ
る
。
か
く
て
、

一
た
び
釈
尊
絶
対

の
慈
悲
の
光
り
が
帰
依
行

善
の
凡
夫
の
心
に
点
火
さ
れ
た
以
上
、
火
は
あ
く
ま
で
も
火
で
あ
つ
て
、

火
の
本
質
に
い
さ
さ
か
の
変
り
も
な
い
。
私

が

「仏
陀
の
慈
悲
と
そ
の

光
り
を
同
じ
う
す
る
者
が
こ
の

『
義
疏
』
の
筆
者
で
あ
る
か
ら
、
聖
人

(13
)

こ
の
土
に
出
現
し
た
こ
と
、
ま
た
、
疑
う

べ
か
ら
ざ
る
こ
と
で
あ
る
」

と
い
う
所
以
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
れ
ば
、

こ
こ
に
私
は

「
法
華
義
疏
の

一
特
徴
」

と
題
し
た
が
、
そ
の

「
一
特
徴
」
と
は

一
つ
の
特
徴
で
あ

つ
て
、
同
時
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に
そ
の
特
徴
な
る
も
の
は
実
は

『
法
華
義
疏
』
が
示
す
最
第

一
の
特
徴

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

こ
こ
に
新
し
い
研
究
発
表
と
し
て
改

め
て
報
告
す
る
所
以
で
あ
る
。

余
論

派
生
的
な
問
題

国

成
疏

の
要
員
は
複
数
に
あ
ら
ず

な
お
、
上
来
考
察
し
て
き
た
転
回
釈
は
、

い
わ
ば
孤
高

・
単
独
の
卓

見
英
断
で
あ
つ
て
、
も
し
複
数
多
数
の
共
同
作
業
な
ら
ば
、
研
究
討
議

の
結
果
、
自
然
に
穏
健
妥
当
の
線
に
落
ち
つ
く
べ
き
で
あ
り
、

こ
の
よ

う
に
ひ
ん
ま
げ
た
解
釈
と
い
う
も
の
は
到
底
是
認
さ
れ
得
べ
く
も
な
い

の
で
あ
る
。

し
た
が
つ
て
、
最
近
、
東
京
大
学
教
授
井
上
光
貞
博
士
が

「
三
経
義

(14
)

疏
の
成
立
」
を
論
じ
て
学
団
グ
ル
ー
プ
の
研
究
成
果
た
る
こ
と
を
想
定

し
て
い
る
が
、
か
か
る
設
定
は
上
述
し
た
地
道
な
文
献
学
的
な
具
体
的

な
内
容
研
究
か
ら
は
到
底
考
え
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二

形
容
詞

「
破
天
荒
な
」
の
削
除

次
に
念
の
為
め
に
付
け
加
え
る
。
私
は
昭
和
四
十
三
年
に

『
勝
髪
経

義
疏
』

の
転
回
釈
な
る
も
の
を

「
ま
こ
と
に
大
胆
に
し
て
破
天
荒
な
転

(1
5
)

回
釈
で
あ
る
」
と
中
し
た
が
、
そ
の
後
に
お
い
て
、
先
ほ
ど
述

べ
た
よ

う
に

『
勝
髭
経
義
疏
』
の
本
義
が
発
見
せ
ら
れ
、
そ
の

「
本
義
」
に
す

で
に
同
様
の
転
回
釈
の
あ
る
こ
と
が
判
明
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
然

こ
の
形
容
詞
は
取
り
去
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
転
回
釈
は
、
古
註
に
お
い
て
他
に
ご

れ
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ

つ
て
、
中
国
に
お
い
て
す
で
に
特

異
の
見
解
で
あ
つ
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
中
国
先

匠
の
異
説
を
敢
え
て
採
択
し
て
お
る
と
こ
ろ

に
こ
そ
、
わ
れ

わ
れ
は

義
疏
の
筆
者
の
見
識
を
高
く
評
価
す
る
も

の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、

こ
の
よ
う
に
転
回
す
る
解
釈
を
採
択
し
て
こ
そ
、
仏
陀
絶
対
の
慈
悲
の

光
り
は
更
に
そ
の
輝
き
を
ま
す
か
ら
で
あ
る
。

三

外
国
史
料
の
裏
づ
け

更
に
、
今
、

一
つ
、
こ
の
よ
う
な
考
察
が
許

さ
れ
る
な
ら
ば
、『
勝
髭

経
義
疏
』
の
本
義
の
発
見
は
、
実
に

『
勝
壼
経
義
疏
』
の
筆
者
と

『
法

華
義
疏
』
の
筆
者
と
が
同

一
人
た
る
べ
き
こ
と
を
示
す
抜
き
差
し
な
ら

ぬ
決
め
手
の

】
つ
と
な
る
わ
け
で
あ

つ
て
、
こ
こ
に
は
か
ら
ず
も
法
華

勝
髪

の
両

疏

を

直

結

せ

し

め

る
外

国

史

料

の
裏

付

け

を

得

た

結

果

と

な

る

こ

と

を
、

改

め

て
報

告

す

る
も

の

で
あ

る
。

1

『
綜
合
歴
史
研
究
』
第

三
巻
第

一
・
二
号

(
四
三

・
一
二

・
八
)
六
三
頁

2

御
物
本

『
法
華
義
疏
』
第

四
、
安
楽
行
品
第
十

三

(
二
七
七
行
-

二
八

一
行
)

3

御
物
本

『
法
華
義
疏
』
第

二

(
二
六

一
・
二
六

二
行
)

4

同

(
二

一
〇
行
)

5

同
第

一

(
四

一
一
行
)

6

同

(
五
三
〇

・
五

三

一
行
)

7

同

(
四
二
四

・
五
行
、

四
三
三
行
)

8

同

(
四
三
二

行
)

9

『
聖
徳
太
子
研
究
』
第
五
号

(
四
五

・
八

・
二
〇
)

「敦
煙
本

・

勝
髭
経
義
疏
本
義
」

(
古
泉
円
順
)

参
照
1
0

前
記

『
綜
合
歴
史

研
究
』

第
三
巻
第

一
・
二
号

11

御
物
本

『
法
華
義
疏
』
第

一

(
五

一
一
行
)

12

同

(
六
二
三
行
)

13

前
記

『
綜
合
歴
史
研
究
』
第
三
巻
第

一
・
二

号

「
法
華
義
疏

の
思
想
」
九

一
頁

14

『
続
日
本
古
代
史
論
集
』
中
巻
(
四

七

・
七

・
一
、
吉
川
弘
文
館
)

15

前
記

『
綜
合
歴
史
研
究
』
第

三
巻
第

一
・
二
号

「
勝
壼
経
義
疏

に
関
す
る

一
考
察
」
五
六
頁

法
華
義
疏
の

一
特
徴
 
(
望

月
)
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