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中

隆

衣

鞍
前
、
『
歴
史
と
階
級
意
識
』
(
一
九
二
三
年
)
『
歴
史
文
事
論
』
(
一
ニ
七

年
)
等
で
わ
が
図
に
そ
の
名
を
知
ら
れ
て
い
た
マ
ル
グ
ス
主
義
支
義
理
論

家
ジ
ェ
ル
ジ
・
ル
カ
l
チ
(
の
ち
門
担

F
c
r
h
F
R
E
E
-
u
ば
、
畿
後
、

組
閣
ハ

ν
ガ
リ
I
の
解
放
と
と
も
に
そ
ス
グ
ワ
か
ら
プ
ダ
ベ
ス
ト
に
戻
る

や
、
モ
ス
グ
ワ
亡
命
時
代
(
一
二

O
年
l
四
去
年
)
の
研
究
成
果
を
矢
つ
ぎ

ぱ
ゃ
に
護
表
し
て
い
っ
た
。
す
で
に
邦
課
さ
れ
た
『

Jμ
ッ
文
拳
小
史
』

(
四
主
年

l
四
七
年
)
『
ゲ
1
テ
と
そ
の
時
代
』
(
四
七
年
)
を
は
じ
め
、

本
書
『
芳
き
へ

1
.ヶ
ル
』
(
四
八
年
)
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
前
記
二
一
邦
謬

書
に
ル
カ
1
チ
濁
特
の
リ
ア
リ
ズ
ム
論
に
も
と
づ
く
ド
イ
ツ
文
挙
史
観
、

就
中
グ
1
テ
、
シ
ラ
1
の
ド
イ

y
古
典
主
義
論
が
み
ら
れ
る
一
と
す
れ
ば
、

本
書
は
ド
イ

y
古
典
哲
挙
、
就
中
へ

l
ゲ
ル
燐
設
法
に
濁
す
る
彼
の
見
解

を
全
面
的
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
ル
カ
l
チ
は
へ
J
Jゲ
ル
排
謹
法
の

TflF
一
戸
時
代
恥

v
v



確
立
を
一
八

O
七
年
の
『
精
一
脚
現
象
事
』
と
み
て
、
チ
ュ

1
ピ
シ
ゲ
シ
大

墜
卒
業
ハ
一
七
九
三
年
)
後
よ
り
そ
れ
に
至
る
ま
で
の
へ

l
ゲ
ル
の
詩
論

文
、
草
稿
を
詳
細
に
分
析
し
つ
つ
、
へ

1
Jゲ
ル
弊
詮
法
の
生
成
と
性
格
を

営
時
の
廃
史
的
社
曾
的
諸
事
情
と
の
闘
聯
の
中
で
解
明
し
て
い
と
う
と
す

る
。
本
書
の
構
成
ば
序
文
、
と
本
文
四
章
、
か
ら
な
り
、
多
産
な
ル
カ
1
チ
の

論
文
と
し
て
も
、
七

O
O頁
以
上
に
及
ぶ
と
い
う
か
な
旬
の
犬
著
で
あ

る。

85 

預
め
、
本
書
の
特
徴
を
そ
の
序
文
に
も
と
喧
つ
い
て
示
し
て
お
こ
う
。

へ
1
グ
ル
排
詮
法
の
生
成
史
、
こ
れ
を
研
究
課
題
と
す
る
限
り
、
そ
の

糊
秘
的
側
面
ば
皐
に
反
動
的
と
規
定
し
て
か
え
り
み
な
い
わ
け
に
は
い
か
-

な
い
。
そ
の
よ
う
な
俗
流
マ
ル
グ
ス
主
義
者
に
あ
り
が
ち
な
公
式
的
へ

I

F
ル
解
穫
は
、
必
然
的
に
こ
の
分
野
に
メ
ス
を
加
え
る
こ
と
を
さ
ま
た

げ
、
へ

1
Jゲ
ル
を
ば
徒
ら
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
の
手
に
委
ね

る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
ル
カ
1
チ
は
、
十
九
世
紀
中
葉
以
降
の
ブ

ル
ジ
ョ
ア
的
へ
1
ゲ
ル
解
盟
障
を
次
の
よ
う
に
み
て
い
〈
。
即
ち
、
一
八
四

八
年
草
命
の
挫
折
後
、
ヘ
ー
グ
ル
ば
、
先
子
自
由
主
義
ド
イ
ツ
の
時
代
に

於
て
ほ
「
死
せ
る
犬
」
叉
ば
カ

ν
ト
の
歪
曲
と
み
な
さ
れ
た
。
績
い
て
七

十
年
代
、
ピ
ス
マ
ル
グ
に
よ
る
ド
イ
ツ
帝
圏
が
樹
立
さ
れ
る
や
、
今
度
は

カ

ν
ト
と
の
同
質
性
を
強
調
さ
れ
、
叉
ピ
ス
マ
ル
グ
の
先
騒
者
に
ま
つ
り

あ
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
二
十
世
紀
帝
図
主
義
の
時
代
に
は
い
る
や
、
へ
ー

グ
ル
は
、
さ
ら
に
そ
の
初
期
の
草
稿
、
断
片
が
と
り
あ
げ
ら
れ
て
ロ
マ
シ

書

野

一」ゐ.....&._-''"-

テ
f
カ
ー
と
の
つ
な
が
り
が
強
調
さ
れ
、
一
胸
秘
的
非
合
理
主
義
者
と
し
て

ナ
チ
ス
に
利
用
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
と
の
よ
う
な
へ

1
ゲ
ル
の
歪
曲
を
清

算
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
木
骨

m第
一
の
特
乱
で
あ
る
。
特
に
最
後
の
、
へ

I
Jゲ
ル
の
締
秘
的
側
面
を
不
営
に
措
大
し
一
般
化
す
る
解
穫
に
濁
し
、
ル

カ
1
チ
は
、
そ
の
中
核
と
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
の
『
へ

1
グ
ル
の
育
年
時
代
』

(
一
九

D
六
年
)
を
と
り
あ
げ
、
徹
底
的
な
批
判
を
試
み
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
著
者
の
積
概
的
見
解
と
し
て
、
ル
カ
1
チ
ば
へ
1
グ
ル

の
も
う
一
つ
mu
側
面
、
印
ち
合
理
的
側
面
を
思
い
き
っ
て
前
面
に
押
し
だ

し
、
へ

1
.ヶ
ル
解
謹
法
の
生
成
を
あ
く
ま
で
も
十
八
世
記
啓
蒙
の
設
展
と

し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
。
こ
れ
が
本
書
の
静
「
一
の
特
徴
で
あ
る
。
そ
れ

ば
へ

1
.ヶ
ル
思
想
護
展
の
出
護
識
を
唇
蒙
と
ジ
ャ
コ
バ
シ
の
共
和
思
想
と

み
る
第
一
章
か
ら
、
ル
カ
1
チ
が
木
文
で
一
貫
し
て
強
調
し
て
い
〈
観
酷

で
あ
る
が
、
就
中
、
啓
蒙
の
克
服
に
む
か
つ
た
ブ
ラ
シ
グ
ア
ル
ト
時
代
の

へ
1
.
ヶ
ル
(
第
二
章
の
研
究
開
象
)
に
あ
ら
わ
れ
る
脚
秘
的
側
面
ー
ー
ー
そ
し

て
そ
と
か
ら
へ
1
グ
ル
解
説
法
の
煎
芽
が
生
み
出
さ
れ
る
の
だ
が
|
|
に

掛
判
ず
る
ル
カ
1
チ
の
濁
特
な
解
轄
の
中
に
、
そ
の
第
二
の
特
徴
が
も
っ
と

も
よ
く
み
ら
れ
る
。
即
ち
、
ル
カ
1
チ
は
、
こ
の
啓
蒙
の
克
服
に
際
し
で

あ
ら
わ
れ
る
へ

1
ゲ
ル
の
綿
秘
的
側
面
を
、
啓
蒙
の
離
反
と
し
て
の
ロ
マ

ν
テ
4
カ
1
E
同
一
視
す
る
こ
と
に
反
濁
し
、
そ
れ
は
、
前
の
ペ
ル

y
時

代
に
フ
ラ

y
ス
革
命
の
影
響
守
つ
け
て
古
代
ポ
リ
ス
共
同
慢
の
公
人
の

立
場
を
理
想
と
し
た
へ
1
グ
ル
が
、
テ
ル
ミ
ド
1
ル
攻
鑓
後
に
あ
ら
わ
に

な
っ
て
き
た
現
賓
の
市
民
社
曾
を
そ
の
矛
盾
と
と
も
に
問
題
と
し
た
結
果

生
み
だ
さ
れ
た
も
の
と
、
解
懇
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
へ
1
グ
ル
の
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一

橋

論

叢

第
三
十
一
一
倉

第
六
指

市
民
枇
曾
批
判
が
啓
蒙
の
離
反
た
る
ロ
マ

ν
テ
4
カ
1
の
観
酷
か
ら
で
な

〈
、
市
民
社
曾
の
前
進
性
を
承
認
し
た
う
え
で
の
批
削
円
で
あ
る
こ
と
、
そ

し
て
そ
れ
は
ゲ
1
テ
、
ぎ
フ
1
の
古
典
主
義
と
同
様
な
立
場
で
あ
る
こ
と

を
ル
カ
1
チ
は
強
調
す
る
。
こ
う
し
て
、
思
蒙
の
賃
現
た
る
フ
ラ

ν
ス
革

命
か
ら
共
に
う
み
出
さ
れ
た
mz
台
と
し
て
の
個
性
の
設
展
と
、
骨
骨
の
市

民
社
合
同
と
の
和
解
・
相
魁
か
ら
、
へ

I
Jゲ
ル
榊
開
設
法
が
形
成
さ
れ
て
い
く
と

み
る
ル
カ
l
チ
の
見
解
は
、
か
な
り
異
色
あ
る
も
の
で
あ
る
。
と
も
あ

れ
、
こ
の
よ
う
に
唇
蒙
の
護
展
と
し
て
へ

1
ゲ
ル
帥
開
設
法
の
生
成
を
と
ら

え
る
ル
カ
1
チ
の
立
場
ば
、
さ
ら
に
そ
の
政
治
的
基
盤
と
し
て
、
デ
4
ル

タ
イ
の
よ
う
に
プ
ラ

ν
ス
革
命
か
ら
オ
l

ス
ト
リ
ヤ
の
方
向
で
な
く
、
プ

ラ

ν
ス
革
命
↓
デ
ィ
レ
グ
ト
ゥ
ワ
1
ル
↓
ナ
ポ

ν
オ

ν箆
制
の
線
に
求
め

る
ル
カ
1
チ
の
踊
鮪
に
き
わ
立
つ
で
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
も
本
書

ば
デ
ィ
ル
タ
イ
の
前
記
著
作
と
濁
照
的
な
へ

l
Jケ
ル
解
懇
で
あ
る
と
い
え

よ、つ。さ
ら
に
、
ル
カ
1
チ
は
へ

I
グ
ル
の
市
民
社
曾
把
握
の
地
盤
と
し
て
、

へ
1
グ
ル
が
後
進
図
ド
イ
ツ
で
な
く
産
業
革
命
の
進
展
を
み
せ
て
い
る
イ

ギ
リ
ス
に
求
め
た
こ
と
を
重
視
す
る
。
就
中
、
ス
ミ
ス
の
図
富
論
、
そ
の

第
働
概
念
の
摂
取
が
へ

1
グ
ル
鉾
設
法
生
成
に
重
要
な
契
機
と
な
っ
た
こ

と
を
ハ
第
三
章
の
肝
究
艶
象
)
、
即
ち
へ

1
グ
ル
初
期
の
問
題
の
中
心
た
る

《
律
法
性
》
(
句

2
5
i
s
o
-
-こ
れ
ば
人
間
主
鐙
を
抑
医
す
る
濁
象
的

な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
ー
ー
が
、
ス
ミ
ス
の
柑
労
働
概
念
の
犠
取
を
経

て
流
動
化
さ
れ
、
『
精
一
一
脚
現
象
事
』
の
中
心
概
念
た
る
《
外
化
》
(
肘
HMSロ・

7
E口
問
一
)
へ
と
議
反
し
て
い
〈
遁
程
を
、
ル
カ
1
チ
は
追
究
し
て
い
く
。
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こ
れ
が
木
警
の
副
題
と
し
て
「
解
詮
法
と
紐
済
事
の
聯
闘
に
つ
い
て
」
と

題
さ
れ
て
い
る
所
以
で
あ
り
、
叉
本
書
の
第
一
一
一
の
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
政
治
的
に
は
ブ
ラ

ν
ス
革
命
以
降
の
税
収
展
を
、
経
済
的
に

ば
イ
ギ

P
ス
産
業
革
命
の
態
度
を
地
盤
と
し
つ
つ
、
へ

1
Jゲ
ル
の
全
的
人

間
の
立
場
と
現
貸
そ
の
も
の
に
出
品
す
る
客
翻
的
態
度
と
が
相
ま
っ
て
、
資

本
主
義
社
舎
の
内
的
矛
盾
、
人
類
端
技
田
氏
の
運
動
法
則
の
定
式
化
た
る
解
詮

法
を
生
成
せ
し
め
て
い
っ
た
、
と
ル
カ
1
チ
は
み
る
。
こ
れ
が
本
書
の
骨

子
で
あ
る
。
以
下
、
門
地
文
に
は
い
り
、
金
与
を
お
っ
て
ル
カ
1
チ
の
論
謹

を
あ
と
ポ
つ
け
て
み
よ
う
。

第
二
早
《
若
き
へ

l
dツ
ル
の
共
和
主
義
者
時
代
》
(
ペ
ル
シ
時
代
、
一
七

九
三
年
|
九
六
年
〉
。
こ
こ
で
は
、
へ

1
グ
ル
の
出
残
鮪
を
啓
蒙
か
ら
の
離

反
と
み
る
従
来
の
見
解
を
批
剣
し
、
あ
〈
ま
で
も
啓
蒙
と
の
つ
な
が
り
を

強
調
す
る
こ
と
が
ル
カ
1
チ
の
所
論
の
中
心
で
あ
る
。

先
ず
ル
カ
1
チ
は
、
こ
の
時
期
の
へ

1
グ
ル
が
キ
リ
ス
ト
教
を
、
人
間

主
慢
の
道
徳
的
自
立
性
を
抑
墜
す
る
「
律
法
宗
教
」
と
し
て
批
剣
し
て
い

る
こ
と
に
注
目
し
、
そ
こ
に
レ
ッ
y
y
グ
以
来
の
ド
イ
ツ
啓
蒙
の
侍
統
が

う
け
つ
が
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
し
か
し
、
さ
ら
に
ル
カ

1
チ

ば
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
教
の
律
法
性
に
鞠
す
る
批
判
が
、
単
に
人
間
悟
性
に

反
す
る
も
の
と
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
歴
史
的
社
舎
的
必
然
性
と
し
て
把

握
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
却
ち
へ

1
グ
ル
に
よ
れ
ば
、
嘗
て
の

766 

匙ι;ー



自
由
人
の
社
命
日
た
る
古
代
ポ
リ
ス
が
富
の
不
平
等
の
都
民
生
に
よ
っ
て
溺
か

い
し
、
事
制
と
奴
隷
の
社
曾
が
う
み
出
さ
れ
る
や
、
ぞ
れ
ま
で
ぶ
ヮ
ィ
げ
ん
な

る
が
故
に
人
間
に
と
っ
て
主
陸
的
で
あ
っ
た
古
代
ポ
リ
ス
の
民
族
宗
教
も

治
滅
し
、
そ
れ
に
代
っ
て
律
法
的
な
キ
リ
ス
ト
教
が
、
人
間
生
活
全
般
の

私
的
化
に
照
感
ず
る
宗
教
と
し
て
、
専
制
と
奴
隷
の
宗
教
と
し
て
あ
ら
わ

れ
て
く
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
今
日
に
至
る
ま
で
ド
イ

y
の
封
建
的
経
針
主

義
の
精
柿
的
支
柱
と
し
て
ド
イ
ツ
の
近
代
化
を
さ
ま
た
げ
て
い
る
、
と
い

う
。
こ
の
よ
う
に
人
間
主
慢
に
と
っ
て
忌
む
べ
き
《
律
法
性
》
が
歴
史
的

社
舎
的
建
物
と
し
て
抑
握
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
、
ル
カ
1
チ
ば
後
の
へ
ー

ゲ
ル
の
《
外
化
》
へ
の
溺
芽
を
よ
み
と
ろ
、
コ
と
す
る
。
そ
し
て
単
に
図
民

の
蒙
昧
に
蹄
ぜ
し
め
る
啓
蒙
の
宗
教
批
判
を
の
り
こ
え
よ
う
と
す
る
へ
ー

ゲ
ル
の
優
越
性
を
ル
カ
1
チ
ば
強
調
す
る
。

勿
論
、
こ
こ
で
ル
カ
1
チ
は
、
か
か
る
キ
り
ス
ト
教
批
剣
が
フ
ラ

ν
ス

唇
蒙
の
よ
う
に
無
一
脚
論
に
ま
で
至
ら
ず
、
他
の
宗
教
即
ち
古
代
ポ
リ
ス
の

民
族
宗
教
を
自
己
の
理
想
と
し
た
へ
1
グ
ル
の
限
界
を
指
摘
す
る
。
し
か

し
、
そ
れ
は
ド
イ
?
の
後
進
性
に
蹄
せ
ら
れ
る
問
題
だ
と
さ
れ
、
そ
れ
だ
け

会
ト
ワ
V

「
ア
ン

に
へ
1
ゲ
ル
が
そ
の
理
想
と
す
る
民
族
宗
教
を
遇
し
て
、
嘗
て
の
会
人

の
社
命
固
た
る
古
代
ポ
リ
ス
の
共
和
制
札
T
理
想
的
世
曾
像
と
し
た
こ
と
、
そ

し
て
そ
の
支
柱
と
し
て
経
済
的
に
は
ポ
リ
ス
構
成
員
の
財
産
の
卒
等
を
、

精
一
脚
的
に
は
公
人
の
宗
教
た
る
民
族
宗
教
を
室
蘭
し
て
い
る
こ
と
に
、

ジ
ャ
ヨ
バ
シ
の
共
和
思
想
と
の
つ
な
が
り
が
み
ら
れ
る
と
、
ル
カ
1
チ
は

い
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
ル
カ
1
チ
は
、
こ
の
時
期
の
へ

1
ゲ
ル
の
宗

教
研
究
を
た
だ
表
面
的
に
と
り
あ
げ
・
へ

1
Jケ
ル
の
出
袈
賭
を
「
一
刑
事

血

的
」
と
規
定
し
・
啓
蒙
と
の
断
絶
を
ほ
か
る
ノ
1
ル
、
へ

1
リ

ν
グ
等
の

従
来
の
解
懇
を
反
動
的
侍
設
と
し
て
し
り
ぞ
け
、
あ
く
ま
で
も
唇
蒙
の
侍

続
か
ら
へ

1
ゲ
ル
ば
出
裂
し
、
特
に
そ
の
思
想
の
社
曾
的
内
容
は
ジ
守
コ

バ

ν
の
共
和
思
想
で
あ
る
と
規
定
す
る
。
と
の
時
期
の
へ

1
.ヶ
ル
の
古
代

讃
美
に
ジ
ャ
コ
バ

ν
の
共
和
思
想
と
の
闘
係
を
み
た
ル
カ
1
チ
の
指
摘
に

ば
教
え
ら
れ
る
所
が
あ
る
o

た
だ
、
こ
こ
で
ル
カ
1
チ
が
へ

1
ゲ
ル
に
と

っ
て
の
人
間
主
鐙
は
個
人
的
主
位
で
な
く
赴
曾
的
主
鐙
(
公
人
)
で
あ

る
と
し
て
、
へ

1
グ
ル
と
カ
シ
ト
の
医
別
を
強
調
す
る
の
徐
り
、
同
じ
こ

の
時
期
に
へ

1
グ
ル
が
カ
シ
ト
の
理
性
宗
教
を
そ
デ
ル
に
書
い
た
と
い
わ

れ
る
『
イ
エ
ス
の
生
涯
』
を
、
ル
カ
1
チ
が
無
観
し
て
い
る
こ
と
は
興
味

探
い
。し

か
し
、
い
子
れ
に
せ
よ
、
へ

1
Jゲ
ル
柿
併
設
法
が
形
成
さ
れ
る
に
は
、

啓
蒙
の
克
服
が
中
心
と
な
っ
て
〈
る
。
こ
の
時
期
の
へ
1
グ
ル
は
、
す
で

に
山
辺
べ
た
よ
う
に
、
古
代
ポ
リ
ス
の
民
族
宗
教
の
溺
か
い
か
ら
キ
リ
ス
ト

教
の
愛
生
に
至
る
過
程
に
つ
い
て
は
極
め
て
具
盤
的
に
、
歴
史
的
社
曾
的

必
然
性
と
し
て
解
明
し
て
い
る
と
は
い
え
、
キ
リ
ス
ト
教
か
ら
民
族
宗
教

の
復
活
へ
の
途
に
つ
い
て
は
極
め
て
ウ
ト
I
ピ

y
y
ュ
に
、
郎
ゆ
り
そ
れ
が

キ
リ
ス
ト
教
の
律
法
性
そ
の
も
の
か
ら
の
必
然
性
と
し
て
で
な
く
皐
に
古

代
ポ
リ
ス
民
族
宗
教
の
復
活
と
い
う
形
で
一
つ
の
要
請
に
終
止
し
て
い

る
。
こ
の
黙
で
こ
の
時
期
の
へ
1
グ
ル
ば
倫
魯
蒙
の
段
階
に
と
ど
ま
る

と
、
ル
カ
1
チ
は
い
う
。
し
た
が
っ
て
啓
蒙
か
ら
へ

1
グ
ル
燐
詮
法
が
形

成
さ
れ
る
に
は
、
先
ず
こ
の
古
代
ポ
リ
ス
、
民
族
宗
教
の
復
活
と
い
う
彼

へ
1
グ
ル
の
革
命
的
理
想
が
放
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
に
後
進
図
ド
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橋

論

叢

イ
ツ
の
悲
劇
が
み
ら
れ
る
と
し
て
、
ル
カ
l
チ
は
次
の
第
二
章
内
へ

1
グ

ル
枇
曾
観
の
危
機
、
と
そ
の
排
護
法
的
方
法
の
萌
芽
》
(
ブ
ラ
ン
ク
ア
ル
ト
時

代
、
一
七
九
七
年

l
一
八

O
一
年
)
に
移
っ
て
い
く
。

こ
の
ブ
ラ
シ
グ
フ
ル
ト
時
代
の
へ
1
.
ヶ
ル
段
、
前
の
ペ
ル

ν時
代
の
啓

蒙
か
ら
、
後
の
イ
エ
ナ
時
代
の
客
観
的
観
念
論
又
は
鉾
設
法
を
確
立
す
る

過
渡
期
で
あ
れ

J

、
そ
れ
だ
け
に
へ

1
グ
ル
の
断
片
・
草
稿
は
勿
論
、
ぞ
れ

を
分
析
し
迫
鐙
験
し
て
い
く
ル
カ

l
チ
の
所
論
も
、
か
な
り
難
解
で
あ

る
。
さ
ら
に
、
こ
の
時
期
の
へ

1
グ
ル
か
ら
神
秘
的
汎
一
脚
論
者
へ

1
ゲ
ル

を
ひ
き
出
ナ
デ
ィ
ル
タ
イ
と
の
濁
抗
か
ら
か
、
ル
カ
1
チ
の
所
論
に
は
思

い
き
っ
た
解
穣
叉
は
論
読
の
仕
方
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
私
な
り

に
ま
と
あ
て
み
る
と
、
こ
こ
で
ル
カ
1
チ
の
強
調
す
る
こ
と
は
大
鐙
二
つ

に
要
約
で
き
る
と
思
う
。

先
ず
第
一
に
、
ル
カ
l
チ
は
、
こ
の
時
期
の
へ
1
グ
ル
が
嘗
て
公
人

の
宗
教
と
し
て
理
想
と
し
て
い
た
古
代
民
族
宗
教
か
ら
、
私
人
叉
は
市
民

の
宗
教
た
る
キ
リ
ス
ト
教
に
移
行
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
部
品
り
、

ペ
ル
シ
時
代
の
よ
う
に
、
キ
リ
ス
ト
教
の
律
法
的
な
世
界
を
古
代
民
族
宗

教
の
復
活
に
よ
っ
て
一
翠
に
止
揚
す
る
こ
と
で
な
く
、
ユ
〆
ヤ
の
律
法
的

な
世
界
に
拙
到
し
同
じ
ユ
ダ
ヤ
人
た
る
イ
エ
ス
は
ど
の
よ
う
に
鞠
廃
し
て
い

っ
た
か
、
こ
う
い
う
問
題
の
た
て
か
た
に
へ

1
ゲ
ル
の
関
心
が
移
っ
て
い

っ
た
、
と
ル
カ
1
チ
は
い
う
。
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
ペ
ル

ν時
代
の
よ

シ
ト
ワ
イ
ア
ン

ラ
に
公
人
と
し
て
の
人
聞
で
な
く
、
個
人
そ
の
も
の
が
へ
1
グ
ル
の
中

心
と
な
り
、
と
れ
を
ル
カ
l
チ
は
「
へ
1
グ
ル
一
位
曾
観
の
危
機
」
と
名
づ

け
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
へ
1
グ
ル
の
問
題
設
定
か
ら
出
さ
れ
た

i.1 

解
答
及
び
そ
の
一
世
曾
的
意
味
ほ
何
か
。
へ
1
グ
ル
に
よ
れ
ば
、
ユ
〆
ヤ
の

《
律
法
性
》
目
齢
制
立
の
世
界
は
さ
し
あ
た
り
《
道
徳
性
》
に
よ
っ
て
止
場

さ
れ
る
が
、
こ
の
《
道
徳
性
》
(
カ

ν
ト
)
も
、
倫
主
鰻
内
部
に
義
務
と
傾

向
の
針
立
を
残
存
せ
し
め
る
限
り
、
こ
の
主
鐙
内
部
の
律
法
性
は
イ
エ
ス

の
《
愛
》

H
合
一
の
世
界
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
さ
れ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
ル
カ
1
チ
は
、
こ
の
よ
う
な
《
律
法
性
》
か
ら
《
愛
》
へ

の
方
向
を
ロ
マ
シ
テ
ィ
ヵ
ー
と
み
な
す
こ
と
に
反
鈎
し
、
・
次
の
様
に
解
眠
押

す
る
。
郎
ち
そ
れ
は
、
彼
へ

1
グ
ル
が
グ
1
テ
、
ぞ
フ
1
の
古
典
主
義
と

同
様
、
テ
ル
ミ
ド
ー
ル
政
鑓
後
に
あ
ら
わ
に
な
っ
て
き
た
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア

革
命
の
本
質
た
る
市
民
社
舎
を
一
つ
の
根
本
的
に
襲
じ
難
い
客
観
的
事
賓

と
し
て
認
る
、
そ
の
前
進
性
に
濁
し
探
い
信
頼
を
お
き
乍
ら
、
他
方
で
後

準
図
ド
イ
?
の
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立
場
か
ら
、
そ
の
市
民
社
舎
が
個
性

の
護
展
を
阻
止
す
る
生
活
様
式
で
あ
る
こ
と
も
認
め
ざ
る
号
得
ず
、
し
た

が
っ
て
そ
の
律
法
的
な
市
民
社
曾
に
あ
っ
て
個
人
は
い
か
に
人
間
的
な
生

活
を
遂
行
し
て
い
け
る
か
、
か
か
る
問
題
設
定
と
そ
の
解
答
を
示
し
た
も

の
が
、
か
の
《
倖
法
性
》
か
ら
ぬ
愛
》
へ
の
方
向
で
あ
る
、
と
ル
カ
1
チ

ば
い
、
つ
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
グ
1
テ
、

y
ラ
1
の
古
典
主
義
と
同
様
の
全
的
人
間
の
立

場

i
lそ
れ
は
現
賓
の
市
民
社
曾
と
共
に
ブ
ラ
シ
ス
革
命
の
結
果
、
か
ら
の

産
物
と
ル
カ
1
チ
は
み
る
1
1
i
が
へ

1
グ
ル
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
ル

カ
1
チ
は
、
緩
い
て
第
二
に
、
か
か
る
全
的
人
聞
の
立
場
を
示
す
《
愛
》

の
世
界
が
《
律
法
性
》
の
世
界
を
克
服
す
る
に
は
除
り
に
も
一
面
的
、
主

観
的
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
後
者
は
亦
そ
れ
を
無
滅
す
る
に
は
鈴
り
に
も
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強
大
で
あ
る
こ
と
を
、
へ

1
グ
ル
が
認
識
し
て
い
っ
た
こ
と
に
注
目
す

る
。
邸
ち
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ス
チ
ュ
ア
1
ト
の
沼
叫
治
経
済
筆
原
理
』
字

通
じ
て
市
民
社
曾
の
理
解
を
深
め
た
へ

1
Jゲ
ル
は
、
ユ
ダ
ヤ
の
《
律
法

性
》
に
艶
し
そ
れ
を
止
揚
す
ベ
〈
た
ち
む
か
つ
た
《
愛
》
の
鐙
現
者
イ
エ

ス
を
悲
劇
と
し
て
え
が
き
、
そ
こ
に
所
謂
「
愛
を
も
屋
倒
す
る
運
命
」
の

存
在
を
認
め
る
。
或
い
は
又
「
客
鐙
性
を
容
れ
る
べ
き
絵
地
の
な
い
」
《
愛
》

も
、
《
反
省
》
に
よ
っ
て
止
揚
さ
れ
、
そ
こ
に
「
再
び
客
鐙
性
を
た
て
、
そ

れ
と
と
も
に
再
び
諸
E

の
制
約
の
領
域
が
は
じ
ま
る
」
こ
と
が
結
論
と
し

て
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
へ

1
ゲ
ル
の
現
寅
そ
の
も
の
に
出
向
す
る
客
観

的
態
度
を
ル
カ
1
チ
は
強
調
す
る
。
以
上
、
こ
の
時
期
の
へ

1
ゲ
ル
の
ニ

つ
の
特
徴
を
、
『
ユ
ダ
ヤ
精
肺
の
諸
預
稿
』
か
ら
は
じ
ま
り
『
キ

P
ス
ト
教

の
精
一
柳
と
そ
の
運
命
』
に
集
大
成
さ
れ
る
一
連
の
草
稿
・
断
片
を
遁
し
て

分
析
し
た
ル
カ
1
チ
は
、
最
後
に
そ
の
綜
括
に
移
っ
て
い
く
。

所
で
、
さ
き
の
「
愛
を
も
医
倒
ナ
る
逗
命
」
、
そ
れ
は
個
人
の
主
観
的

意
画
を
超
え
た
歴
史
、
社
曾
等
の
客
間
観
的
存
在
の
運
動
法
則
を
意
味
す
る

も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
《
愛
》
を
統
一
一
保
理
と
し
《
反
省
》
を

鈎
立
原
理
と
し
、
雨
者
の
矛
盾
せ
る
統
一
鐙
た
る
《
生
》
と
し
て
、
こ
の

時
期
の
終
り
の
『
一
八

O
O年
鐙
系
断
片
』
で
定
式
化
さ
れ
た
と
、
ル
カ

1
チ
は
い
う
。
勿
論
、
《
反
省
》
に
よ
っ
て
鈎
象
化
さ
れ
た
物
的
世
界
も
、

ぞ
れ
が
《
愛
》
の
組
問
象
化
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
再
び
止
揚
さ
れ
、
こ
こ

に
市
民
社
舎
の
律
法
性
も
そ
の
中
で
止
揚
さ
れ
る
と
い
う
へ

1
ゲ
ル
の
観

念
性
が
み
ら
れ
る
が
、
同
時
に
ま
た
、
か
く
止
湯
さ
れ
た
《
反
省
》
即
ち

《
愛
》
が
そ
れ
に
と
ど
ま
り
得
ず
、
そ
の
一
面
的
な
る
こ
と
に
よ
っ
て

再
び
《
反
省
》
を
遇
し
て
齢
制
象
化
さ
れ
、
か
く
て
爾
恭
の
矛
盾
せ
る
統
一

鐙
た
る
《
生
》
と
い
う
全
鐙
認
識
が
得
ら
れ
た
こ
と
を
、
ル
カ
I
チ
は
こ

の
時
期
の
へ

1
グ
ル
の
最
大
の
枚
穫
と
み
る
。
特
に
《
愛
》
の
弱
賠
は

《
反
省
》
の
排
除
に
あ
る
と
洞
察
し
予
《
生
》
が
車
な
る
合
一
で
な
く
濁
立

を
内
包
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
へ

1
ゲ
ル
に
、
ル
カ
1
チ
ば
ロ
マ
シ
テ
ィ

ヵ
ー
と
の
区
別
を
強
調
す
る
。

緩
い
て
ル
カ
1
チ
は
、
さ
き
の
《
運
命
》
観
を
遜
し
て
こ
の
時
期
の
へ

ー
グ
ル
の
歴
史
認
識
が
深
め
ら
れ
た
こ
と
を
、
矢
張
り
こ
の
時
期
の
終
り

の
『
キ
リ
ス
ト
教
の
律
法
性
改
稿
』
の
中
に
み
て
い
く
。
そ
こ
で
は
、
す

で
に
ペ
ル

ν時
代
に
み
ら
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
の
律
法
性
に
艶
す
る
へ

1
ゲ

ル
の
歴
史
的
世
曾
的
把
握
が
一
持
び
設
展
さ
れ
た
形
で
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。

邸
ち
律
法
宗
教
は
、
た
と
え
啓
蒙
の
自
然
宗
教
の
立
場
か
ら
忌
む
べ
き
も

の
だ
と
さ
れ
て
も
、
ぞ
れ
が
時
代
の
本
性
に
適
合
し
て
い
る
な
ら
ば
何
ら

律
法
的
で
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
そ
の
よ
う
に
時
代
の
本
性
に
適
合
し
て

い
る
が
故
に
律
法
的
で
な
い
宗
教
、
制
度
等
も
、
時
代
が
襲
る
な
ら
ば
、

つ
ま
り
そ
れ
ら
を
支
え
て
い
る
普
遍
性
が
そ
と
か
ら
消
滅
し
、
新
ら
し
い

普
遍
を
目
ざ
す
「
自
由
な
気
分
」
が
生
じ
つ
つ
あ
る
時
に
は
、
従
来
の
宗

教
・
制
度
等
は
存
法
的
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
律
法
的
と
は
、
す
で
に
そ

れ
が
そ
れ
自
鐙
止
揚
さ
れ
、
新
ら
し
い
普
遍
が
形
成
さ
れ
る
と
と
を
意
味

す
る
。
と
の
よ
う
に
ペ
ル

ν
時
代
に
比
し
て
新
た
な
定
式
化
を
得
た
《
律

法
性
》
に
、
ル
カ
1
チ
は
、
へ
ー
グ
ル
の
歴
史
主
義
が
単
に
後
の
歴
史
法

撃
の
そ
れ
で
な
く
、
骨
骨
蒙
の
克
服
で
あ
る
と
向
時
に
人
類
遁
歩
の
唇
蒙
の

・
歴
史
観
一
を
つ
け
つ
い
で
い
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
こ
う
し
て
、
と
の
時
矧

'lfJ9 
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一

橋

論

議

策
一
ユ
十
二
品
哲

第
六
銭

の
へ

1
グ
ル
は
、
そ
の
全
的
人
聞
の
立
場
と
市
民
社
合
同
に
濁
す
る
、
操
い
現

寅
認
識
に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
市
民
社
曾
の
内
的
矛
盾
叉
は
入
類
裂
展
の

蓮
動
法
則
と
し
て
の
弊
詮
法
H
客
観
的
観
念
論
を
確
立
す
る
基
礎
を
作
り

だ
し
た
と
し
て
、
ル
カ
1
チ
は
本
草
を
結
論
づ
け
て
い
る
。

こ
の
十
八
世
紀
か
ら
十
九
世
記
へ
の
轄
同
期
に
際
し
、
営
時
の
ド
イ

y

憲
法
が
普
遍
性
を
喪
失
し
て
い
る
こ
と
を
、
し
た
が
っ
て
今
や
新
し
い
普

遍
を
目
ざ
す
「
形
成
」
の
時
期
で
あ
る
こ
と
を
断
じ
た
へ

1
グ
ル
は
、
そ

の
理
想
と
す
る
祉
舎
な
り
時
代
の
質
現
を
ナ
ポ
レ
オ

ν
燈
制
に
求
め
て
い

〈
、
と
し
て
ル
カ
1
チ
は
第
三
章
《
客
観
的
観
念
論
の
基
礎
つ
け
と
口
、
日
ノ

護
》
ハ
イ
エ
ナ
前
期
、
一
八

O
一
年

l
=一
年
)
に
移
っ
て
い
く
。

先
ず
、
ル
カ
I
チ
ば
、
へ

1
ゲ
ル
最
初
の
公
刊
論
文
『
プ
ィ
ヒ
テ
と
シ

z

リ

ν
グ
の
哲
墜
燈
来
の
差
別
』
(
一
八

O
一
年
)
が
、
後
者
の
名
の
も
と

で
の
新
し
い
哲
率
H
客
観
的
観
念
論
宣
言
の
書
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

y
ェ
H
Y
グ
と
共
に
『
哲
皐
批
評
雑
誌
』
(
一
八

O
二
年
|
三
年
)
に
よ
っ

て
客
観
的
問
観
念
論
の
よ
う
護
に
努
め
る
へ

1
グ
ル
の
活
躍
を
、
は
じ
め
の

=
一
節
で
紹
介
す
る
。
即
ち
へ

1
ゲ
ル
は
、
一
方
で
カ
ジ
ト
、
フ
ィ
ヒ
テ
の

反
省
哲
率
、
抽
象
的
個
人
主
義
の
倫
理
観
の
侠
陥
を
指
摘
す
る
と
同
時

に
、
他
方
で
か
か
る
侠
陪
を
信
仰
に
よ
っ
て
克
服
し
よ
う
と
す
る
ヤ
コ

1

ピ
等
の
非
合
理
主
義
を
批
剣
す
る
。
こ
れ
を
ル
カ
1
チ
は
、
カ

ν
ト
、
ブ

2
q

ヒ
テ
の
原
理
は
暦
蒙
の
完
成
た
る
プ
ラ

ν
ス
革
命
の
理
念
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
と
同
時
に
、
ヤ
コ

1
ピ
等
の
非
合
理
主
義
ば
魯
豪
か
ら
の
離

反
と
し
て
激
し
く
へ

1
ゲ
ル
に
エ
り
批
則
さ
れ
た
、
と
み
る
。

こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
に
批
創
刊
す
る
へ
1
ゲ
ル
の
す
一
場
、
町
ち
紹
鈎
的
人

倫
態
が
問
題
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
前
に
ル
カ
1
チ
ば
、
こ
の
時
期
の
へ

1

.
ヶ
ル
が
ス
ミ
ス
の
図
富
論
、
就
中
そ
の
勢
働
概
念
の
摂
取
に
よ
っ
て
、
客

観
的
観
念
論
を
基
礎
づ
け
て
い
く
過
程
を
か
な
り
詳
細
に
分
析
し
て
い

る
。
特
に
イ
エ
ナ
前
期
の
『
人
倫
の
健
系
』
『
ド
イ
ツ
憲
法
論
』
『
自
然
法

論
』
か
ら
『
イ
エ
ナ
賓
在
哲
挙
』
、
就
中
一
八

O
五
年
l
六
年
の
講
義
草
稿

へ
と
イ
エ
ナ
後
期
に
移
行
す
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
基
礎
づ
け
も
深
め
ら
れ

る
よ
り
一
を
ル
カ
1
チ
ば
強
調
す
る
。
今
、
と
れ
を
細
く
紹
介
す
る
紙
数
は

な
い
が
、
要
約
す
る
と
、
へ

1
ゲ
ル
は
ス
ミ
ス
の
図
富
論
、
努
働
概
念
の

摂
取
を
経
て
、
人
聞
は
勢
働
H
主
践
の
事
物
化
に
よ
っ
て
外
化
さ
れ
る
が
、

そ
れ
は
叉
人
聞
を
直
接
性
か
ら
一
般
性
へ
と
町
中
り
祉
曾
的
人
間
へ
と
高
め

る
基
盤
で
あ
る
こ
と
を
洞
察
し
、
か
か
る
外
化
の
二
重
性
把
握
に
よ
っ
て

嘗
て
の
律
法
性
を
流
動
化
し
、
否
定
性
の
緋
詮
法
を
確
立
し
た
、
と
ル
カ

1
チ
は
み
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば
歴
史
観
と
し
て
は
次
の
様
に
、
即
ち
、

嘗
て
へ

1
ゲ
ル
の
未
来
像
で
あ
っ
た
古
代
ポ
リ
ス
は
、
今
や
過
ぎ
去
っ
た

も
の
と
し
て
、
し
か
も
奴
隷
制
に
も
と
づ
〈
自
白
人
の
枇
曾
、
叉
は
人
間

シ
ト
ワ
イ
ア
ン

が
そ
の
ま
ま
で
公
人
で
あ
る
直
接
的
人
倫
態
の
時
代
と
し
て
え
が
か
れ

る
。
綬
い
て
そ
れ
の
必
然
的
崩
か
い
ー
ー
そ
の
重
要
な
契
機
と
し
て
後
の

『
精
柿
現
象
拳
』
で
は
奴
隷
務
働
が
あ
げ
ら
れ
る
i
l
s
か
ら
近
代
の
市
民

社
曾
の
歴
史
が
は
じ
ま
る
。
そ
こ
で
は
人
間
生
活
は
全
般
的
に
私
的
化
さ

れ
、
自
白
人
と
奴
隷
の
差
別
も
消
滅
し
、
経
済
生
活
が
優
位
を
占
め
て
い

く
。
そ
し
て
そ
れ
は
嘗
て
の
ペ
ル

ν時
代
の
よ
う
に
キ
リ
ス
ト
教
の
支
臨

す
る

m
vか
の
時
代
と
し
て
で
な
く
、
古
代
よ
り
も
高
度
の
・
人
間
の
個

性
を
充
分
に
議
展
せ
し
め
る
時
代
と
し
て
掴
ま
れ
る
。
し
か
し
叉
そ
こ
で
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A

，
 

守

い

¥ 

ば
人
間
ほ
第
働
に
よ
っ
て
野
象
的
富
の
世
界
を
豊
か
に
し
て
い
く
E
同
時

に
、
人
間
生
活
の
疎
外
も
深
化
し
、
そ
こ
で
の
人
倫
態
は
事
物
を
遇
し
て

媒
介
さ
れ
る
相
針
的
人
倫
態
の
時
代
と
さ
れ
る
。
そ
れ
ば
後
の
『
精
神
現

象
事
』
で
ほ
《
自
己
疎
外
せ
る
精
締
》
と
し
て
詳
細
に
展
開
さ
れ
、
啓
蒙

か
ら
プ
-
フ

ν
ス
草
A
叩
を
経
て
へ

1
グ
ル
の
現
代
、
即
ち
ナ
ポ
レ
オ
V
J

陸
制

の
時
代
へ
と
移
行
せ
し
め
ら
れ
る
、
と
ル
カ
1
チ
は
い
う
。

さ
て
、
こ
こ
で
へ

1
グ
ル
に
と
っ
て
の
あ
る
べ
き
社
曾
、
即
ち
絶
叫
判
的

人
倫
態
が
登
場
し
て
く
る
。
そ
の
構
造
は
今
述
べ
た
歴
史
の
シ
ェ
ー
マ
が

犬
鐙
適
用
さ
れ
、
原
始
人
倫
の
身
分
(ι

農
民
)
、

E
義
の
身
分
(
市
民
)
、

絶
濁
的
自
白
人
の
身
分
(
釘
ィ
応
)
の
三
身
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
そ

と
で
の
経
済
活
動
ば
す
べ
て
第
二
の
身
分
た
る
市
民
に
任
せ
ら
れ
る
代
り

に
、
政
治
活
動
、
就
中
鞍
争
遂
行
の
仕
事
ば
第
一
身
分
の
ぷ
ヮ
ィ
応
(
軍
事

指
導
者
)
と
、
第
三
身
分
の
農
民
ハ
兵
士
)
に
一
任
さ
れ
る
。
と
と
で
ル

カ
1
チ
は
、
こ
の
よ
う
な
絶
艶
的
人
倫
態
の
具
燈
像
が
ナ
ポ
レ
オ

ν鐙
制

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
ロ
マ

ν
テ
4
カ
1
の
有
機
的
図
家
期
間
と
異
る
こ

を
を
強
調
し
、
そ
こ
に
啓
蒙
の
賓
現
た
る
ブ
ラ

ν
ス
革
命
か
ら
共
に
う
み

出
さ
れ
た
・
野
台
と
し
て
の
ぶ
ィ
幻
の
立
場
と
野
由
民
の
市
民
社
曾
と
が
、

思
解
的
に
和
解
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
み
る
。
即
ち
そ
こ
で
ほ
、
特

殊
者
た
る
市
民
の
富
由
な
経
済
生
活
の
活
動
録
地
が
十
二
分
に
あ
た
え
ら

れ
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
こ
で
展
開
さ
れ
る
物
的
世
界
の
法
則
性
、
必
然

ブ

ル

ジ

ョ

ア

予

ト

性
に
艶
す
る
洞
察
は
特
殊
者
た
る
市
民
に
で
な
く
普
遍
者
た
る
会
人
叉

ほ
商
家
の
手
に
任
せ
ら
れ
る
。
勿
論
こ
こ
に
ド
イ
ツ
後
進
性
の
反
映
で
も

あ
る
図
家
優
位
の
思
想
が
み
ら
れ
る
が
、
窮
極
的
に
は
、
資
本
主
義
社
曾

. 
一、0噌. 

を
人
類
謹
展
の
最
高
段
階
と
み
な
し
そ
の
枠
内
で
そ
の
祉
曾
の
内
的
矛
盾

の
解
決
を
ほ
か
っ
た
ド
イ
ツ
・
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
必
然

的
に
陥
る
矛
盾
、
現
賓
的
に
は
ナ
ポ
レ
オ

ν
燈
制
の
矛
盾
の
反
映
で
あ
る

と
、
ル
カ
1
チ
は
み
る
。

こ
う
し
て
ル
カ
1
チ
は
、
こ
の
へ

1
グ
ル
の
紹
艶
的
人
倫
態
に
、
へ

1

5
ト
ワ
イ
ア
ン

グ
ル
の
公
人
、
全
的
人
間
の
立
場
が
資
本
主
義
社
曾
内
部
で
賓
現
さ
れ

る
と
い
う
幻
想
、
感
排
性
が
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
一
方
で
批
判
す
る
と
同

時
に
、
他
方
で
、
か
か
る
へ

1
.ヶ
ル
の
全
的
人
聞
の
立
場
が
ま
た
、
へ
ー

ゲ
ル
の
現
貸
そ
の
も
の
に
封
ず
る
客
観
的
態
度
と
相
ま
っ
て
、
よ
く
そ
の

弊
謹
法
を
定
式
化
せ
じ
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
へ

1
グ
ル
の
限
界
と

シ
ト
ワ
イ
ア
ン
プ
ル
ク
ヨ
ア

長
所
は
固
く
結
合
し
て
い
る
こ
と
を
み
る
。
し
か
も
そ
の
公
人
と
市
民

と
の
分
極
の
和
解
を
内
人
倫
態
の
悲
劇
》
と
え
が
い
た
へ

I
グ
ル
に
、
ル

ヵ
1
チ
ば
、
そ
の
異
質
の
解
決
を
次
の
世
代
印
ち
マ
ル
グ
ス
主
義
に
委
ね

た
へ

1
グ
ル
の
《
リ
ア
リ
ズ
ム
の
勝
利
》
が
み
ら
れ
る
こ
と
を
強
調
し
、

本
章
の
結
論
と
し
て
い
る
。

こ
こ
で
ル
カ
1
チ
は
、
本
書
の
終
章
た
る
第
四
営
《
ジ
ェ
リ

ν
グ
の
絶

縁
と
精
神
現
象
闇
苧
》
(
イ
エ
ナ
後
期
、
一
八
O
三
年

l
七
年
)
に
移
っ
て
い

〈
が
、
す
で
に
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
彼
が
マ
ル
グ
ス
主
義
の
源
泉
の
一
っ

た
る
へ

1
グ
ル
燐
詮
法
の
生
成
を
ど
う
と
ら
え
た
か
、
そ
の
特
徴
は
大
陸

紹
介
し
議
さ
れ
た
と
思
う
。
た
だ
こ
こ
で
ル
カ
1
チ
は
、
『
精
一
柳
現
象
盟
申
』

の
成
立
を
シ
ェ
リ
シ
グ
の
反
動
化
に
濁
す
る
へ

1
Jケ
ル
の
濁
抗
の
中
に
と

ら
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
今
ま
で
の
彼
の
所
論
を
よ
り
一
一
暦
浮
き
た
た
せ

て
い
る
。
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一

橋

論

叢

92 

U
J

品

F
ν
グ
と
へ

1
グ
ル
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
本
章
に
限
ら
子
第

二
早
か
ら
随
所
で
ル
カ
I
チ
ば
述
べ
て
い
る
が
、
特
に
ル
カ
1
チ
が
強
調

す
る
こ
と
は
、
へ

1
Jゲ
ル
と
比
べ
て
シ
ェ
リ
シ
グ
の
市
民
社
曾
に
劃
す

る
無
理
解
で
あ
る
。
郎
、
へ

1
グ
ル
が
ブ
ラ

ν
ス
革
命
後
の
矛
盾
に
鈎

し
、
酔
廿
蒙
の
俸
統
を
貫
徹
さ
せ
る
と
と
に
よ
っ
て
危
機
を
克
服
し
て
い
っ

た
に
濁
し
、
シ
ェ
リ

ν
グ
は
、
ぞ
と
に
た
だ
幻
滅
を
感
じ
辱
豪
か
ら
の
離

反
と
い
う
形
で
克
服
し
た
に
す
、
ぎ
子
、
し
た
が
っ
て
一
八

O
一
年
1

一一一年

の
問
、
へ

1
.ヶ
ル
と
と
も
に
客
観
的
観
念
論
ょ
う
ど
の
共
同
戦
線
を
形
成

ぜ
し
め
た
・
シ
ェ
リ
シ
グ
の
え
い
智
的
直
観
も
、
そ
の
後
、
天
才
の
み
の

杷
握
し
う
る
も
の
と
さ
れ
、
つ
い
に
非
開
化
主
義
へ
と
反
動
化
し
て
い
っ

た
と
、
ル
カ
1
チ
ば
い
う
。
こ
の
よ
う
な
シ
ェ
リ

ν
グ
の
反
動
化
ハ
そ
れ

ば
一
八

O
四
年
の
『
哲
墜
と
宗
教
』
で
決
定
的
と
な
る
と
ル
カ
1
チ
ば
み

る
)
と
の
濁
抗
の
中
で
、
こ
の
時
期
の
へ

I
グ
ル
は
、
特
に
ス
ミ
ス
の
摂

取
を
経
て
、
絶
叫
両
者
の
認
識
は
シ
ェ
リ

ν
グ
の
よ
う
に
直
接
的
で
な
〈
媒

介
的
に
可
能
で
あ
る
と
と
、
そ
し
て
矛
盾
の
統
一
段
矛
盾
の
解
消
に
よ
っ

て
で
な
〈
矛
盾
そ
の
も
の
の
自
己
揮
覇
の
中
に
求
め
ら
る
べ
き
こ
と
、
か

〈
て
絶
山
到
者
ば
運
動
と
し
て
、
結
果
と
し
て
把
握
し
う
る
こ
と
を
主
張
す

る
。
こ
こ
に
「
y
ェ
り

ν
グ
と
へ
I
F
J
ル
の
哲
製
鐙
系
の
差
別
」
と
し
て

の
『
精
一
脚
現
象
準
』
が
あ
ら
わ
れ
た
と
、
ル
カ
1
チ
は
み
る
。
へ

1
グ
ル

L」

Y

ェ
p
y
グ
の
絶
縁
を
、
間
早
に
へ

I
dツ
ル
の
一
方
的
な
殻
展
と
し
て
で

な
〈
、
シ
ェ
リ

ν
グ
の
反
動
化
に
濁
ず
る
へ

I
，
ヶ
ル
の
野
抗
と
し
て
と
ち

え
る
ル
カ
1
チ
の
指
摘
に
ほ
教
え
ら
れ
る
所
が
あ
る
。

綬
い
て
ル
カ
1
チ
は
、
『
精
脚
現
象
観
』
の
樟
建
を
、
「
主
間
的
精
一
脚
」

P 

(
一
章

l
玉
章
、
「
意
識
出
「
自
己
意
識
」
「
理
性
」
〉
、
「
客
観
的
情
綿
」
ペ
ム
ハ

章
、
「
精
刺
」
)
、
「
経
濁
的
精
柿
一
(
七
章

l
八
章
、
「
宗
教
」
「
絶
針
知
」
)

の
コ
一
段
階
に
わ
け
で
考
察
し
、
最
後
に
そ
の
中
心
概
念
た
る
《
外
化
》
を

と
り
あ
げ
、
こ
れ
に
到
す
る
マ
ル
グ
ス
の
批
剣
的
指
取
を
紹
介
し
て
、
本

書
全
鐙
の
し
め
く
〈
り
と
し
て
い
る
。

四

以
上
で
木
書
の
紹
介
を
終
る
が
、
何
し
ろ
七

O
O頁
徐
り
の
犬
著
に
し

て
、
し
か
も
ル
カ
1
チ
濁
特
の
リ
ア
リ
ズ
ム
論
に
も
と
づ
〈
へ

1
ゲ
ル
解

懇
で
も
あ
る
の
で
、
取
残
し
た
融
、
曲
解
し
た
所
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。

し
か
し
大
館
本
音
一
回
の
特
徴
は
紹
介
で
き
た
よ
う
に
思
う
。
最
後
に
一
、
二

私
の
感
想
を
の
べ
る
と
、
啓
蒙
の
賓
現
た
る
ブ
ラ
シ
ス
革
命
、
そ
こ
か
ら

共
に
う
み
出
さ
れ
た
理
念
と
し
て
の
人
間
性
の
全
面
的
な
設
展
と
現
賓
の

市
民
社
曾
と
の
和
解
、
相
魁
か
ら
へ

1
ゲ
ル
弊
詮
法
の
生
成
と
性
格
を
み

る
ル
カ
1
チ
の
立
場
。
そ
こ
に
は
常
然
の
こ
と
乍
ら
、
彼
の
リ
ア
リ
ズ
ム

論
に
照
懸
ず
る
立
場
が
貫
徹
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
だ
け
に
、
へ

I
，
ケ
ル
緋

詮
法
の
観
念
性
を
反
動
的
と
し
て
燐
詮
法
そ
の
も
の
ま
で
捨
て
て
し
ま
う

公
式
的
俗
流
マ
ル
グ
ス
主
義
者
の
中
に
は
み
ら
れ
な
い
、
極
め
て
濁
創
的

な
へ

1
グ
ル
解
穫
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
倫
、
私
の
疑
問
と
す

る
所
は
、
へ

1
ゲ
ル
鉾
澄
法
の
観
念
性
、
思
排
性
が
ル
カ
1
チ
に
あ
っ
て

は
、
帥
押
詮
法
と
共
に
か
な
り
静
護
論
的
に
解
緯
さ
れ
す
ぎ
て
い
る
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
司
で
あ
る
。
特
に
へ

1
ゲ
ル
弊
詮
法
と
マ
ル
グ
ス
の
そ

れ
と
が
、
皐
に
観
念
論
と
唯
物
論
の
相
違
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
相
違
が

" 

-

772 

戸内，.，$

一一一一一



， 
糟
果
と
し
て
弊
謹
法
そ
の
も
の
の
論
理
構
造
に
ま
で
及
ぶ
と
す
れ
ば
、
ヘ

ー
グ
ル
の
神
秘
的
側
面
は
ル
カ
I
チ
と
は
遣
っ
た
意
味
で
も
っ
と
重
腕
し

て
解
明
す
べ
き
問
題
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
ル
カ
1
チ
が
へ

1
.ヶ
ル
思
想

竣
展
の
「
エ
ピ

y

1
ド
」
と
み
な
す
プ
ラ

ν
グ
フ
ル
ト
時
代
に
、
彼
へ

1

グ
ル
の
《
律
法
性
》
↓
《
道
徳
性
》
↓
《
愛
》
↓
《
反
省
》
へ
と
移
行
し

て
い
く
論
理
が
、
つ
ね
に
そ
れ
自
慢
に
飲
け
た
も
の
を
遁
求
し
て
い
く
論

理
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
釘
立
の
統
一
と
い
っ
て
も
統
一
が
優
位
を

占
め
、
否
定
の
否
定
が
皐
な
る
移
行
の
論
理
で
あ
る
こ
と
を
み
る
な
ら

ば
、
そ
し
て
そ
れ
が
ル
カ
1
チ
の
極
め
て
抽
象
的
な
形
で
設
〈
所
の
「
人

間
性
の
全
面
的
な
設
展
」
と
い
う
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
立

場
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
こ
そ
へ
1
グ
ル
排
詮
訟
の
性
格

が
問
題
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
そ
の
貼
に
つ
い

て
は
、
鈴
り
に
も
ロ
マ
シ
テ
ィ
ヵ
ー
と
の
区
別
を
強
調
す
る
ル
カ
1
チ
か

ら
は
、
充
分
納
得
の
い
〈
説
明
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

と
は
い
え
、
本
書
『
若
き
へ
1
グ
ル
』
は
、
エ

ν
グ
ル
ス
の
言
葉
を
借

り
て
い
う
な
ら
ば
、
「
ラ
グ
ォ
ア
ジ
ェ
設
に
濁
す
る
燃
素
読
」
と
同
じ
関
係

に
祉
、
「
合
理
的
解
輩
出
ハ
マ
ル
グ
ス
解
明
置
法
〉
に
叫
叩
す
る
へ

I
Jゲ
ル
燐

置
港
を
、
そ
の
生
成
に
於
て
と
ら
え
得
た
卓
越
せ
る
警
で
あ
る
と
い
え

よ、フ。
(

1

)

遺
家
忠
遺
・
小
場
掘
削
卓
三
謬
『
ド
イ
ツ
交
拳
小
史
』
(
岩
波
現
代

叢
書
)
、
笹
本
駿
二
誇
『
グ
1
テ
と
そ
の
時
代
』
(
中
央
公
論
枇
)
、
菊

盛
英
夫
譲
『
ゲ
1
テ
論
』
(
青
木
文
庫
)
。
命
、
ル
カ
1
チ
C

古
典
主

義
論
に
づ
い
て
は
思
想
三
二
八
時
棋
に
遺
家
忠
道
氏
の
適
切
な
抑
併
設
が

害F

今日今一、知

あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お
く
。

(

2

)

本
舎
の
出
版
は
一
九
四
八
年
だ
が
、
ナ
で
に
一
九
三
八
年
に
完

成
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
、
「
序
文
」
よ
り
附
記
し
て
お
く
。

(

3

)

へ
I
ゲ
ル
が
プ
ロ
ジ
ア
と
妥
協
し
た
の
は
ナ
ポ
レ
オ
ン
崩
か
い

後
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
へ

1
グ
ル
は
ド
イ
ツ
の
近
代
化
を
ラ
イ
ン

同
盟
、
ナ
ポ
レ
オ
シ
健
制
に
期
待
し
て
い
た
と
、
ル
カ
1
チ
は
み

る。

(

4

)
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白.

¥ 

，
 

喝

2

. ， 
I、、

、

カ
1
チ
の
見
解
は
、
す
で
に
宮
鍋
峨
氏
に
よ
り
フ
リ
?
?
・
ぺ

1
ν

シ
ス
『
士
布
告
マ
ル
ク
ス
に
お
け
る
経
済
拳
O

褒
展
』
の
紹
介
の
中
で

適
切
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
、
と
と
で
は
省
略
し
た
o

(

一

橋
論
叢
、
第
三
十
一
曲
第
第
三
媛
、
七
四
頁
|
七
九
頁
参
照
)

(

7

)

ル
力

1
チ
の

P
ア
F
ズ
ム
諭
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
紹
介
で
き

な
か
っ
た
の
で
、
左
認
の
よ
う
な
参
考
文
献
を
あ
げ
て
お
く
。
針
金

一
郎
欝
編
『
リ
ア

F
ズ
ム
萎
術
。
基
礎
』
(
未
来
枇
)
、
相
良
丈
夫
諜

『
萎
術
論
』
(
一
位
舎
書
房
)
、
伊
東
勉
・
小
森
潔
謬
『
リ
ア

P
ズ
ム

論
』
(
理
論
枇
)
。
倫
ル
カ

1
チ
の
リ
ア
ロ
ズ
ム
論
一
般
に
嚇
到
す
る

《
シ
ガ

F
1
傍
働
者
集
中
央
委
員
V

グ
ア
イ
の
批
刺
刊
に
づ
い
て
は

】
・
対
0
4
Pご
の
ロ
ロ
ロ
H
O
O昨
日

E
z
n
m
v田
口
H
P
a
g
oロ
ammHHMORP昨
日

O

HUC同

ud--p日
H0・
(
F
P
ロ
C
C
4
0ロ
o
n
H
E
ρ
ロ
0
・
2
0
N
?
l民
主
"
巴
MH)

を
、
さ
ら
に
ル
カ

1
チ
θ

自
己
批
剣
に
つ
い
て
は
し
『
-
F
E
a
g
u『
山

寸
H
H
o
g
-同
占
ユ
立
ロ
岡
田
包
広
岡
、
ロ
E
b田
・
(
の
D
g
g
E
E
a
m
o
J『目。司・

冨
PH口
y
回
申
加
。
)
を
参
考
に
さ
れ
る
と
よ
い
。

(

8

)

『
民
デ
ュ

1
9
y
グ
論
』
(
マ
ル
・
エ
シ
選
集
、
第
十
四
巻
上
、

一
三
五
頁
、
大
月
害
賠
〉
参
照
。

(

9

)

今
ま
で
本
書
『
若
き
へ

1
グ
ル
』
に
開
ナ
る
書
評
と
し
て
、
私

の
調
べ
た
所
で
は
、
橋
本
峰
雄
氏
ハ
哲
拳
桝
究
、
第
百
一
十
五
巻
第
十

一一開放

l
昭
二
七
・
八
)
、
戸
間

E
S口
吟

F
C
B
S
(パ
言
。
冨

o
p
s

O
ロR
H
R
q・〈
c
r
h
f
E
y
h
f
H唱
さ
)
が
あ
る
こ
と
を
附
記
し
て
お

，、。

ハ
一
九
五
回
・
七
・
ご

O
)
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