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ル
y

I

『転
落
諭
』
に
つ
い
て

妨
六
十
五
啓

二
堅

(

葬
抱

･
五
汝

五
六

'
l,

ソ
√
-
『経

済

論
』
に

つ

'l
て

河

野

健

二

『
不
平
等
諭
』
や

『
牡
骨
契
約
論
』
で
有
名
な
ジ
ャ
ン
･
ジ
ャ
ッ
ク

･
ル
ソ
ー

(こ

.
A
.usseau)
は
'

l
七
五
五
年
､『
経
済
論
』

(i:conom
,e)
と
題
す
る

l
文
を
書
い
て
'
JJ
れ
を

『
ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
(有
料
仝
草
)
の
第
五
巻
の
な
か
で
発
表
し
た
O
こ
の

1
七
五
五
年
と
い
う
年
は
.
ま
た

『
不
平
等
論
』
が
蓉
表
さ

れ
た
年
で
も
あ
わ
'
ル
ソ
I
に
と
つ
て
は
彼
の
思
想
家
と
し
て
の
名
草

が

1
躍
し
て
高
ま
っ
た
記
念
す
べ
き
年
で
あ
る
O

『
経
済

論』
は
全
集
版
で
六
九
京
の
短
S
も
の
で
あ
る
が
'
内
容
的
に
は
t
の
ち
に
明
ら
か
に
す
る
:1
う
収
'

『
不
平
等
論
』
お

よ
び

『
批
禽
契
約
論
』
と
な
ら
ん
で
､
ル
ソ
ー
の
政
治
思
想
を
知
渇
上
に
不
可
敏
の
作
品
で
あ
る
｡
以
下
'
JJ
れ
に
つ
い
て
'
若
干

の
検
討
と
解
説
を
試
み
た
い
｡

『
鮭
酵
翰
』
が
執
輩
さ
れ
た
正
確
な
時
期
に
つ
S
て
は
'
不
明
で
あ
る
o

ル
ソ
I
AQ
政
治
関
係
の
論
文
を
集
め
た
ヴ
ォ
I
ガ
ン

の

研
究
に
よ
れ
ば

(C
･
E
･
V
augh
an
;
T
he
P
.1iticat
T
･itth
gs
.L
J
･J･
R
ousseaq･
19
35)
､
執
祭
の
時
期
竺

七
五
五
年
の
夏
か
,

普

た
は
恐
ら
く
そ
れ
以
前

で
あ

ろ
う
と

述
べ
て
5

る
だ
け
で
･
は
っ
き
り
し
て
5
な
i

(.111･,p
llI)
o
た
il･
ヴ
オ
ー
ガ
ン
は

『
不



竿
等
論
』
の
執
筆
時
期
を
1
七
重

二
年
の
役
牛
で
あ
る
と
し
て
い
る
か
ら
､

『経
済
静
』
が

｢
不
平
等
論
』
よ
り
も
後
に
告
か
れ
た

こ
と
は
.
自
明
の
こ
と
ゝ
考
え
て
S
る
.

こ
れ
に
射
し
て
'

『
ル

ソ
ー
と
ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
を
厚
い
た

ニ

ー
ル
の
且
僻
は
'
だ
い
ぶ
ん
違
っ
て
い
る
o
JJ
ま
か
い

議
論
は
別
と

し
て
'
ユ
べ
I
ル
は

『
経
済
論
』
の
執
筆
年
代
を

一
七
五
四
年
で
あ
る
と
推
定
し
'
し

か
も

『
不
平
等
論
』
と

『
経
済

満
』
は
'
同

じ
時
期

に
書
か
れ
た
も
の
で
.
内
容
的
に
S
っ
て
′も
両
者
は
､
そ
の
間
に
前
後
臣
つ
け
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
尭
張
し

て
い
る

(K
en:
Iub
阜

R
呂
SSea"
t
l,
i
ncyc盲

die
,
.
6戦

i

し
た
が
っ

て'われわれは
『粧緒論』
が
l唱
いつ等
かれ
た
か
を
断
言
す
る
こ
と
は
'
不
可
能
で
あ
る
O
た
ゞ
'
し
か
し
な

が
ら
'
こ
の
l
七
五
四
年
お
よ
び

l
七
五
五
年
と
い
う
年
代
が
'
ル
ソ
I
の
思
想
の
蓉
展
に
JJ
つ
て
き
わ
め
て
重
要

な
時
期
と
な
つ

て
を
り
､
こ
の
頃
に

『
不
平
等
諭
』
.
一『
経
済
論
』
'
さ
ら
に
は

『
社
食
契
約
論
』
の
基
本
的
な
構
想
が
作
-
上
げ
ら
れ
､
そ
れ
に
も

と
づ
い
て
個
々
の
作
品
が
田
爽
上
っ
た
も
の
と
見
る
こ
と
は
あ
や
享
q
で
な
S
で
あ
ろ
う
.

1
七
五
四
年
の
春
か
ら
夏
に
か
け
て
'
ル
ソ
I
は
パ
リ
を
去
っ
て
.
ジ
J
･キ
ー
ヴ
へ
Q
旗
術
を
試
み
る
o
JJ
の
ジ
ュ
ネ
｢
ヴ
滞
在

中
に
ル
ソ
I
は
t
の
ち
に

『
ジ
子
ネ
I
ヴ
の
草
稿
』
(m
anuSつ.1[
d
e
G
eneve)
と
呼
ば
れ
る
ノ
ー
ト
を
作
っ
て
牢
sl
.
ル
ソ
I
の
作
品

は
と
の
ノ
ー
ト
を
其
礎
と
L
P
書
か
れ
允
JJ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
『社
食

契
約
論
』
の
序
文
の
な
か
で
･
ル
ソ

ー
は

｢
こ
の
小
論

文
は
'
わ
ね
L
が
前
に
'

自
分
の
カ
を
考
え
ず
に
番
き
始
め
て
.,
長
い
間
そ
の
ま
ゝ
に
な
っ
て
い
た
も
つ
と
大
部
の
著
述
か
ら
放
き

穿
き
し
た
も
の
で
あ
る
O
そ
の
大
部
の
著
述
か
ら
は
'
も
つ
と
色

､
カ
の
断
片
を
抜
き

出
す
こ

とも
で
き
海
が
'
云
々
｣
と
書
い
て
い

る
が
∵

J
の
せ
.中
に
あ
る
大
部
の
著
述
と
い
う
の
が

『
,I,M

ネ
I
ヴ
の
草
稿
』
で
あ
少
-
ル
ソ
ー
t!･
こ
れ
を
基
礎
と
し
て

『
政敵

制
度
論
』
(lTIStltutI.nS
pOILt･queS)

JJ
題
す
る
大
き
な
著
作
を
仕
上
げ
る
意
陶
を
も
っ
て
S
た
D

し
か
し
.
JJ
Q
ル
ソ
1
の
意
国
は

ル
ソ
ー『癌
所論
』
に
つ
い
て

帝
大
十
五
番

二
四
三

炉
四
･
五
蚊

五
七



ル

ソ
ー
『経
済
詞
』
に
つ
い
て

第
六
十
五
番

二
四
四

夢
四

･
五
放

五
入

晋
規
を
見

ず

に

終
わ
り
'
結
局
'
『
不
平
等
給

』
'

『経
済
論
』
､
『
社
食
契
約
論
』

が
こ
の

『
草
稿

』

を
基

に
し

て
作

ら

れ
た
に
過
ぎ

な
い
こ
と
1
な
っ
た
O

ル
ソ
I
の
政
治
思
想
を
凄
規
す
る
こ
れ
ら
の
三
つ
の
作
日印
の
う
ち
'
最
も
代
表
的
な
も
の
は
'
吉
う
ま
で
も
な
-

｢
七
六
二
年
に

出
さ
れ
た

『
社
食
輿
約
論
』
で
あ
わ
､

F
政
令
契
約
論
』
こ
そ
は
彼
の
政
治
思
想
の
到
達
鮎
堅
不
す
も
の
で
あ
っ
た
O
こ
れ
に
比
ら

ぺ
る
と

『
経
韓
論
』
は

『
不
鉾
等
論
』
と
怒
ら
ん
で
'

違

令
契
約
論
』
に
い
き

O
ま
で
の
過
渡
的
改
作
品
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
が

し
か
し
ル
ソ
ー
の
政
治
上
の
作
品
の
基
礎
に
あ
る
考
え
方
が
'
す
で
に
と
の

『
経
済
論
｣
の
書
か
れ
た
時
期
に
お
5
て
桝
薙
上
っ
て

S
舟
と
い
う
JJ
JJ
偲
充
分
に
牲
意
さ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
O

(

〓

ル
ソ
ー
の
政
治
に
た
い
す
る
関
心
が
高
ま
っ
た
の
は
'

『
経
済
論
』
が
肘
た

一
七
五
五
年
よ
り
も
十
年
ほ
ど
前
に
さ
か
の
ぼ
る
.

1
七
四
三
年
か
ら
四
四
年
か
け
て
'版
は
ヴ
ェ
ニ
ス
(-め
旅
行
を
し
て
る
が
､
JJ
の
旅
行
を
契
機
,U
し
て
'
彼
は
政
治
の
も
つ
重
要
性

に
束
が
つ
き
始
め
る
O

『
昔
白
』
吃
述
べ
て
S
か
と
こ
ろ
に
よ
る
と
'
ル
ソ
I
は

｢
す
べ
て
が
根
本
的
に
政
治
に
つ
な
が
っ
て
S
る

JJ
と
'
ま
た
'
い
か
な
る
仕
方
に
よ
る
に
せ
よ
tT
い
か
な
る
人
民
も
そ
の
政
府
の
性
質
が
規
定
す
る
以
外
の
も
の
で
は
決
し
て
あ
り

得
ii
s
J
(c
on
fes51OnS.
V
.Il
.
p.
288)
L
'と
を
認
め
る
よ
う
に
な
る
o

l
七
四
九
年
に
出
た
彼
の
V
畢
褒
論
』
は
'
そ
れ
白
髄
が
､

学
問
整
術

の

批
判
と
い
う形

を

と
っ
た

l
つ
の
政
治
批
判
に
他
な
ち
な
い
が
t

l
七
五

一
年
頃
か
ら
彼
の
政
治
的
関
心
は
ru
ら
に
典

昭
的
に
な
り
'
前
に
塾
げ
た

『
琴
治
御
恩
諭
』
を
書
JJ
う
と
い
う
後
の
計
壷
も
こ
の
頃
か
ら
生
ま
れ
て
-
る
o

l
七
丘
三
年
'
ル
ソ
ー
は
自
作
の
亭
劇
『
ナ
ル
シ
ス
』
(N
ar°.5Se)A(
の
作
文
を
書
い
て
い
る
が
'
そ
の
な
か
で
ル
ソ
I
は
彼
が
『
畢



藩
論
』
で
批
判
し
た
諸
-
の
悪
が

｢
人
間
に
威
す
る
C
Lで
は
な
-
で
i
む
し
ろ
悪
政
下
の
人
粗
に
鼠
す
る
｣
JJ
i
う
こ
と
を
踏
ぺ
､

人
間
が
懇
S
.の
で
は
滋
ぐ
て
'
政
治
が
悪
S
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
言
し
て
5
る
｡
こ
の
ル
ソ
ー
の
考
え
が
､
直
接
に
『
不
平
等
論
』

や

『
経
済
論
』
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
'
貫
う
ま
で
も
な
い
o

L
か
し
.
JJ
の
よ
う
に
人
間
生
活
に
お
け
る
政
治
の
決
定
的
な
重
要
性
を
認
め
る
JJ
JJ
は
'
常
時
の
t
投
的
風
潮
か
ら
言
へ
ぼ
､

著
し
-
特
異
な
傾
向
で
あ
っ
た
.
常
時
の
パ
リ
の
息
想
見
を
麦
配
し
て
い
た
僚
向
は
､
ド
ル
バ
ッ
ク
や
デ
ィ
ド
ロ
な
ど
の
S
わ
ゆ
る

7T
hゾ
ー
フ

ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ス
ト
'
あ
る
い
は
背

聾

者
た
ち
の
思
想
で
あ
,っ
て
､
ル
ソ
ー
も
ま
た
彼
の
パ
リ
生
活
を
フ
ィ
ロ
ブ
1
7
と
親
交

を
結
ぶ
こ
と
で
始
め
た

の
で
あ
る
c

l
七
四
八
年
'
ル
ソ
I
は
デ
ィ
r
P
に
す
･̂
め
ら
れ
て
'
音
楽
に
関
す
る
1
文
を

『
ア
ン
シ
ク

_‖_
旧

ロ
ペ
デ
ィ
』
に
牽
姦
し
で
あ
り
'
ま
た
Ju
l
iL,
:言
う

『
経
済
論
』
も
同
じ
-

『
百
科
重
曹
』
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
で
あ
る
｡

と
こ
ろ
で
､
い
わ
ゆ
る
ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ス
･L
の
思
想
傾
向
は
t
S
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
O;
U
く
大
づ
か
み
に
い
え
ば
､

か
れ
ら
は
啓
琴
王
養
老
で
あ
っ
た
D
か
れ
ら
は
反
キ
リ
ス
一
散
的
'
反
封
適
的
恵
立
場
か
ら
虹
合
を
批
判
し
た
が
'
し
か
し
か
れ
ら

は
首
然
法
的
な
普
嘩
重
義
と
'
人
間
理
性
に
き
そ
を
呑
-
個
人
主
義
と
を
'
そ
の
思
想
の
掘
-
ど
こ
ろ
と
し
て
い
た
｡
し
た
が
っ
て

か
れ
ら
に
と
つ
て
の
問
題
は
,
理
性
的
認
識
に
よ
っ
て
自
然
浜
別
を
見
出
し
,
そ
れ
を
普
及
す.
る
JJ
と
･
JJ.く
に
支
配
者
た
ち
を
啓

蒙
す
る
JJ
と
は
在
っ
た
D
か
れ
ら
の
こ
の
よ
う
窒

止
場
は
､
迷
信
や
信
仰
か
ら
人
々
を
解
放
す
る
こ
と
様
相
雅
た
が
'
し
か
し
迷
信

や
信
仰
の
奥
に
あ
っ
て
'
そ
れ
を
成
-
立
た
し
め
て
い
る
権
力
の
問
題
'
あ
る
S
は
敢
骨
機
樽
の
問
題
を
正
面
か
ら
取
-
上
げ
る
こ

と
を
妨
げ
た
D
政
治
に
つ
い
て
･の
か
れ
ら
の
考
え
方
は
'
著
し
-
柴
観
的
で
あ
り
'
理
性
認
識
ま
た
は
啓
策
の
力
に
･Llfつ
て
'
濠
定

調
和
の
世
界
が
賛
現
さ
れ
る

JJJJ
に
望
み
を
託
し
て
S
る
O

フ
イ
ロ､ヅ
1
7
た
ち
の
立
場
は
ー
だ
か
ら
･
政
治
的
に
言
え
ば
･
ブ
ル
ゼ
二

ノ
お

よ
び
自
由
畠
義
的
貴
族
の
立
場
を
代
表
し
て
い

ル
ソ
ー
『経
済
論
』
に
つ
い
て

第
六
十
五
番

二
四
五

第
四
･
玉
城

五
九



ル
ソ
I
F懸
所
論
』
に
つ
い
て

節六
十
九

蓉

二
四
六

節
四

･
五
故

六
〇

る
｡
JJ
れ

に
射

し
て
'
ル
ソ
ー
が
､
す
で

に
人

間
生
括
妃
お
け

る
政

治
の決

定

的
な
重
要
性
を
認
め
'

『
不
千
等
浄
』

で
財
産
関
係

の
不
平
等
が

1
切
の
藩
の

原

因
で
あ

る
JJ
と
を

三
張
し
た

の
は
'
彼

の思想
が

フ
ィ

ロ
ゾ

ー
フ
打
影
響
か
ら
著
し
く
脱
却
し
て
き
た

FJ
と
を

不
す
も
の
で
あ
る
O
ル
ソ
ー
の
息
旭
遍
歴
抄
と
の
過
程
が
'
か
れ
の
ア
ン
ク
ワ
ペ
デ
イ
ス
ト
と
a
疎
遠
'
絶
交
と
な
っ
て
現

わ
れ
る
D

'

さ
き
は
も
述
べ
た
よ
う
に
'
ル
ソ
I
は

『
経
済
論
』
を

『
ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
I
』
に
寄
せ
て
い
る
が
'
し
か
し
そ
の
翌
年
の
l

七
重

ハ
年
頃
か
ら
ヴ
オ
ル
テ
ー
ル
'
グ
リ
ム
.
デ
ィ
ド

ロ
な
ど
JJ
ル
ソ
I
の
関
係
が
急
速
度
に
忍
化
し
て
-
る
o

『
摩
砕
論
』
唱

ル
ソ
I
の
政
治
思
想
の
こ
の
･Ld
う
な
費
庫
を
背
景
と
し
て
､
苗
か
れ
た
も
の
で
声
つ
た
D

三

そ
JJ
で
.

『
摩
砕
論
』
の
内
容
が
問
題
と
な
る
が
'
そ
れ
を
理
解
す
る
た
め
の
下
が
か
少
と
し
て
'
ま
ず

『
経
済
論
』
と
'
ル
ソ

ー
の
他
の
著
作
と
の
閥
係
に
つ
い
て
'
少
し
-
簡
れ
て
お
-
必
嬰
が
あ
る
o

『
不
平
等
論
』
貯
ル
ソ
I
が
問
題
と
し
た
の
は
､
規
眉
の
社
食
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
｡
彼
は
現
欝
の
政
争
の
本

質
を
'
財
産
の
不
平
等
と
い
う
鮎
に
求
め
て
'
そ
れ
が
S
か
た
し
て
費
生
し
て
-
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
O
殻
が
財
産
の
不
平
等
を

取
り
上
げ
た
JJ
と
そ
れ
目
憎
は
'
き
わ
め
て
す
ぐ
れ
た
着
眼
で
あ
る
が
'
し
か
し
彼
は
財
産
の
平
等
で
あ
る
放
題
が
永
遠
に
失
わ
れ

た
状
態
で
あ
る
JJ
S
う
観
鮎
に
立
っ
て
'
規
賓
の
政
骨
を
批
判
し
て
い
る
D
す
な
わ
ち
財
産
の
償
別
を
知
ら
な
い

｢
自
然
状
態
｣
を

ま
す
構
想
し
て
'
そ
の
つ
ぎ
に

｢
原
罪
｣
に
も
ひ
Iと
し
い
財
産
の
不
平
等
を
置
き
､
そ
こ
か
ら
｢
放
熱
状
態
｣
の
成
立
を
説
明
す
る
O

『
不
平
等
静
』
の
こ
の
よ
う
な
構
想
は
'
自
由
で
平
等
な
孤
立
し
た
個
人
が
自
然
状
態
に
お
い
て
存
廃
す
る
JJ
と
を
懲
想
す
る
鮎



iU
お
い
て
'
ま
た
彼
が
か
･̂
る
状
態
を
理
想
的
な
も
の
.と
考
え
て
い
る
鮎
に
ふ
い
て
'
徹
底
し
た
個
人
主
芦

に
貫
か
れ
て
い
る
と
言

う
こ
と
が
田
蘇
る
O
そ
し
て
ま
た

『
不
平
等
諭
』
は
'
人
間
の
柏
脱
的
な
自
由
と
平
等
が
永
久
に
失
わ
れ
た
JJ説
く
JJ
と
に
よ
っ
て

プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
な
原
罪
意
識
に
終
い
か
'
い
か
に
し
て
JJ
の
失
わ
れ
た
自
由
JJ
甲
等
を
現
茸
の
杜
食
の
な
か
で
回
復
す
る
か

と

い
う
問
題
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
る
こ
JJ
が
出
雅
な
い
｡

tf
不
平
等
諭
』
は
'
社
食
を
す
る
iU
-
批
判
す
る
け
れ
ど
も
t
L
か
し
な

に
を
薦
す
べ
き
か
を
散
-
上
に
お
い
て
は
著
し
-
消
極
的
で
あ
っ
た
｡

し
か
し
な
が
ら
'
ル
ソ
I
の
偉
大
さ
は
彼
が

『
不
平
等
論
』
の
段
階
に
と
Z,
ま
ら
な
い
で
､
さ
ら
に
前
進
し
て
､
そ
の
思
想
を

l
層

群
め
た
と
｡
ろ
に
あ
る
O
彼
は
､
理
想
的
滋
自
然
欺
腰
を
社
食
状
態
に
封
匿
す
る
こ
と
か
ら
'
さ
ら
に
進
ん
で
は
社
食
状
態
の
な
か

で
人
間
は
い
か
に
し
て
自
巾
と
平
等
を
確
保
し
う
る
か
'
h
J
の
た
め
に
杜
骨
は
い
か
に
作
ら
れ
す
べ
き
で
あ
る
か
t
と
S,う
問
題
を

投
打.す
る
｡
JJ
の
問
題
に
答
え
た
の
が

『
恥
骨
契
約
論
』
で
あ
る
O

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
'

ル
ソ
I
は
社
食
の
諸
JI･
の
憩
が
人
間

に
尾
す
る
の
で
は
た
-
､

政
治
の
あ
-
方
に
由
る
も
の
で
あ
る

･J
と
を
'
心
っ
か
り
と
つ
か
ん
で
い
た
o
L
た
が
っ
て
､
JJ
の
観
鮎
か
ら
す
れ
ば
'
練
合
に
お
け
る
人
間
の
平
等
は
'
ま
さ
に
政
治

に
よ
っ
て
維
持
ざ
れ
､
守
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
筈
で
あ
る
｡
そ
れ
が
政
治
の
其
本
的
な
役
割
で
あ
り
'
圃
家
の
存
在
理
由
も

山
に
こ

の
新
た
か
･̂
つ
て
-
る
O
だ
か
ら
ル
ソ
I
は
･

『
社
食
契
約
論
』
た
み
い
て
は
,

『
不
平
等
諭
』
の
JJ
き
の
よ
う
に
,
批
骨

t
椴
を

否
定
す
る
の

で
は
な
-
'

む
し
ろ
敵
禽
状
態
の
も
と
で
.

人
間
の
得
る
と
U
ろ
は

1
潜
入
で
あ
る
JJ
JJt

自
然
状
態
の
も
と
で
の

動
物
的
自
由
に
か
わ
つ
て
'
酔
骨
状
態
に
息
い
て
は
社
食
的

･
道
楯
的
自
由
が
得
ら
れ
る
JJ
と
を
説
い
て
い
る

(節
T
帯
解
八
草
)｡

し
た
榔
っ
て
問
題
は
'

社
食
状
態
を
規
律
す
る
板
木
的
な
原
理
は
な
ん
で
あ
る
か
b
い
か
奪

還

治
の
も
と
で
､
人
間
の
自
由
JJ
千

等
が

俣
野去
る
か
t
と
い
う
こ
JJ
に
な
る
O

『
社
食
契
約
論
』
.LJ
お
け
る
人
民
主
構
Fi
.
社
食
顔
的
静
､

l
堅

忍
志
論
は
､
ル
ソ

ル
y
I
『解
済
碧

に
つ
い
て

聖

八
十
五
容

ノ
二
四
ヒ

解
四
･
五
鮭

完
1q



ル
ソ
I
『経
済
論
』
に
つ
い
て

聖

ハ
十
五
蓉

二
四
八

解
E
[
･
五
味

六
二

般
意
志
を
唯

1
最
高
の
主
構
で
あ
る
と
し
'

1
股
意
志
に
も
JU
や
-
法
律
と
､
そ
の
法
律
に
も
と
ナ
-
政
治
と
を
三
股
し
.
軍
王
の

専
制
支
配
を
攻
撃
し
て
'
人
民
の
革
命
樺
を
正
常
化
す
る
に
い
た
っ
て
い
る
.

こ
の
よ
う
に
見
て
-
る
･U
'

『
不
平
等
論
』
JJ
『
社
食
契
約
論
』
は
同
じ
-
す
る
と
い
現
資
批
判
で
あ
る
が
'
そ
9
ぁ
い
符
に
は

重
重
な
開
国
意
識
の
縛
化
､
あ
る
い
は
深
化
が
あ
る
.
前
者
は
社
食
批
判
の
基
準
を
過
去
に
遮
き
.
後
者
は
そ
れ
を
未
水
に
呑
3,
て

社
食
の
在
る
べ
き
垂
を
論
じ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
両
者
の
あ
い
だ
に
お
け
る
矛
盾
や
､
力
軒
の
置
き
か
た
の
違
い
は
､
JJ
l
か

ら

出
て
き
て
い
る
D.
し
か
し
t
JJ
の
JJ
と
は
､
ル
ソ
I
の
考
え
方
が
ま
っ
た
-
奨
此
し
た
JJ
か
'
あ
る
い
は

『
不
平
等
論
』
に
お

け
る

ル
ソ
I

の思
想
が
倍
-
物
で
あ
っ
允
と
か
､
と
5
う
JJ
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
D
ア
ン
リ

･
セ
-
は
と
の
鮎
に
つ
い
て
'
ル
ソ
ー

に
は
思
想
上
の
矛
盾
は
な
S
と
す
る
見
解
を
述
べ
て
い
る
が
(m
ur,l
See
;
L
'evolutlDn
d
e

h
pensie
p
olLtlque
e･1
F
tance
au
X
V
昌
e

slaCte･
)928･
p･
t43)､

し
か
し
重
要
な
JJ
と
は

『
不
平
等
論
』
JJ
『耽
骨
炎
的
論
』
L妄

平

面
的

に
つ
な
ぎ
合
わ
せ
る

こ
と
で
は

な
-

て
'

雨
着
の
関
係
を
ル
ソ
I
の
思
想
上
の
資
産
と
し
て
把
え
る
JJ
と
で
ぁ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
O

四

と
こ

ろ
で

『
経
済
論
』
唱

『
不
平
等
論
』
と

『
社
命
契
約
論
』
と
の
中
間
の
時
期
に
蛍
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
'
『
経
済
論
』

で
ル
ソ

ー
が
問
題
と
し
た
も
の
は

1
昭
な
ん
で
あ
ろ
う
か
o
そ
れ
は
ル
ソ
I
が
明
快
に
述
べ
て
い
る
よ
う
に
'

｢
合
漁
的
'
あ
る
い

は
人
民
的
政
府
､
す
な
わ
ち
人
民
の
車
両
を
目
的
と
す
る
政
府
｣
の

｢
最
も
重
要
な
格
律
｣
は
何
で
あ
る
か
t
と
3,う
こ
と
で
あ
る

(i:con.mi
e
p
otltlq･Lte･
P
･
)5).
.
つ
ま
-
'
JJ
-
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
,
第

7
轟
朗
に
政
治
の
問
題
で
あ
Jq
･
小
か
な
る
政
治
が



よ
い
政
治
で
あ
る
か
t
と
い
う
こ
と
で
あ
る
O
こ
れ
は
明
ら
か
に

『
不
平
等
論
』
に
つ
な
が
る
も
の
で
は
な
く

む
し
ろ

『
社
食
契

約
論
』
の
問
題
鶴
城
に
恩
す
る
も
の
で
あ
る
O

･

『
政
令
契
約
論
』
の
冒
頭
で
ル
ソ
I
は
'

｢
わ
た
し
は
'
人
間
を
あ
る
が
ま
1
の
7g
Q
と
し
て
'
ま
た
法
律
を
あ
-
得
べ
き
も
の

と
し
て
取
-
上
げ
た
場
合
'
何
か
爪
音
で
確
鷲
な
政
治
的
規
則
が
あ
-
得
る
か
と
う
か
'
･を
調
べ
て
み
た
い
O｣
(『紅
骨
契
約
諦
』
醇
一

罪
)
と
述
べ
て
い
る
が
､
JJ
れ
は

『
経
済
論
』
と
ま
っ
た
-
同
じ
,J
と
皇

吊
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
o

L
か
L
t
規
管
に
述
べ
ら
-れ
て
心
る
内
容
は
'
両
者
の
あ
い
だ
で
は
遮
っ
て
い
る
O

『
耐
量

約
論
』
性
､
周
知
の
よ
う
に
国
好

の
根
本
的
な
構
造
を
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
'
そ
の
梼
成
原
理
が
社
食
契
約

であ
-
'
主
権
t

l
披
意
志
'
止
溝
憾
な
と
が
f
JJ
れ

に
よ
っ
て
基
礎
す
け
ら
れ
る
｡
つ
ま
り

『
社
食
契
約
論
』
の
主
要
な
内
容
は
､
国
家
Q
根
本
構
藩
論
で
あ
Jq
.
主
権
論
で
あ
る
o
JJ

れ
に
封
し
て

『
荘
済
論
』
堅
剛
に
も
述
べ
た
よ
う
に
､
政
治
の
根
本
的
な
原
則
を
周
題
と
し
て
い
る
｡

こ
の
二
つ
の
事
項
は
､
ル
ブ

I
自
身
他

よ
っ
て
'
明
確
に
直
別
m
れ
て
い
る
と
JJ
ろ
で
あ
る
C
す
な
わ
ち
'
主
構
は
人
民
の
1
披
意
志
の
行
使
で
あ
っ
て
､
立
法

樺
を
も
ち
'
そ
れ
に
よ
っ
て
国
民
の
す
べ
て
を
拘
束
す
み
も
の
で
あ
る
が
t
,JJ
れ
に
封
し
て
.
政
治
は
主
権
の
代
理
者
で
あ
る
政
府

の
行
う

｢
私
的
行
窺
｣
た
る
に
過
ぎ
な
S

(『敢
骨
契
約
論
』
三
篇
7
章
)
o

L
た
が
っ
て
国
家
構
成
の
原
理
と
'
政
治
の
原
則
と
は
'

ま
っ
た
く
別
個
の
事
柄
で
あ
カ
'

『
経
済
論
』
が
扱
う
の
は
､
後
者
の
問
題
で
あ
る
o

し
か
し
な
が
ら
.

『
経
済

論
』
で
政
治
の
原
則
を
問
題
と
し
得
る
た
め
に
は
'
あ
ら
か
じ
め
国
家
の
本
質
規
定
'
主
確
論
'
法
律

論
な
と
が
'
ル
ソ
I
の
頭
の
な
か
で
構
想
さ
れ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
事
管
'

『
経
済
論
』
は
ル
ソ
ー
の
基
本
的
な
政
治

畢
詮
を
す
で
に
前
提
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
｡
と
-
に
そ
の
前
年
'
す
な
わ
ち
人
間
に
封
す
る
政
治
の
基
本
原
則
庖
述
べ
た
部
分
は

l
方
で
は

『
不
平
等
諦
』
の
最
後
の
部
分
に
つ
な
が
る
と
と
も
に
､他
方
'
『
社
食
契
約
論
』
の
,W
婆
な
原
理
を
前
も
っ
て
明
ら
か
に

ル
ソ
I
眉

頒
論
』
に
つ
い
て

償
六
十
五
啓

二
周
九

慣
四
･_
五
蚊

六
三



ル
y

l
『経
済
論
』
仁
つ
い
て

聖

ハ
十
五
番

二
五
〇

第
四

･
五
凍

ー

六四

し
て
い
る
と

言

う
と
と
が
内
郭
る
O
ヴ
ォ
-
ガ
ン
の
や
1
誇
張
し
た
説
明

に
よ
れ

ば
'

｢
共
泊
の
自
我

)e
)n
o
:
om
m
u
n
お
よ
び

そ
の
機
関
の
役
目
を
す
る

l
般
意
志
の
理
論
ー
厳
密
な
意
味
で
'
1
股
意
志
の
表
現
で
懸
り
､
生
命
力
で
あ
る
も
の
と
し
て
の
泡
の
理

論
'
主
幡
理
論
'
国
家
と
生
命
鰐
と
の
新
推
論
-

要
す
る
に

『
社
命
契
約
論
』
の
基
礎
に
あ
る
細
魚
観
念
の
す
べ
て
は
'
或
る
場

合
に
は
恐
ら
-
要
約
的
で
あ
る
が
､
し
か
し
粂
-
決
定
的
に
/J
･J
で
兜
祝
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
｣
(C
･
E
･
V
aug7･an
;
T
he
h
Lu
tcaL

W
･ltLngS
Oこ
ean
Jacques
R
.亡SSeEiu･
)915
･
V
.)･
J･
p
20)
と
す
ら
TILlI由
れ
る
の
で
あ
る

っ

『紅
顔
論
』

は
､
JJ
の
よ
う
に
基
本
的
な
立
場
か
ら
す
れ
ば
､

『
社
食
契
約
論
』
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
田
滞
る
.
し
か

し
そ
う
は
言
う
も
の
.I
.
そ
の
内
容
を
朋
Q;
に
検
討
す
る
な
ら
ば
'

『
社
食
契
約
論
』
に
此

へ
て
'
な
卦
ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
T(
I.

流
の
思
想
の
確
有
を
見
出
す
こ
と
が
出
神
な
-
は
な
い
o
そ
れ
は
'

『
経
済
論
』
に
あ
い
て
は
'
ま
だ
'

国

家
構

成
の
原
理
と
し
て

の
脱
胎
的
な
績
胆
的
な
統
合
契
約

の
理
論
と
.
そ
れ
に
も
と
づ
-
主
構
論
と
が
充
分
に
胡
撞
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
Q

『
鮭
鋳
論
』
で
は
'
人
民
の
繊
維
的
な

1
般
意
意
'
お
よ
び
そ
の
所
産
た
る
社
食
契
約
に
よ
っ
て
国
家
が
構
成
さ
れ
る
と
い
う
よ

-
は
'
む
し
ろ
公
忍
を
H
指
す
仙
人
の
良
き
意
志
と
首
長

の

｢
公
正
さ
｣
に
ti
つ
て
圃
政
が
道
営
ru
れ
る
FJ
と
を
説
き
'
人
民

丁
椴

の
植
利
･Lfり
も
個
々
人
の
穂
日
が
弘
調
さ
屯
て
い
る
O
ま
た
.

1
般
意
志
と
特
殊
意
志
JJ
の
帳
別
お
よ
び
二
翼
性
を
殻
明
す
る
廃
合

に
'
国
見
あ
る
い
は
国
家
の
意
志
が
特
殊
意
志
と
な
っ
て
'
生
せ
鼎
が

1
些

息
志
を
も
つ
JJ
と
を
認

め
て
い
る
が
､
こ
れ
は
『
弛
禽
契

約
論
』
に
k
け
る
主
構
諭
､
す
な
わ
ち
主
権
の
非
拘
束
性

･
絶
封
性
の
理
論
と
矛
盾
す
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
o

ユ
べ
I
ル
は
『
腔

所
論
』
の
こ
の
部
分
を
取
り
出
し
て
ー
ア
ン
シ
ク
Jn
ペ
デ
ィ
ス
ト
的
な
普
過
赦
昏

soc
16
[6
u
L
Zve)setle

の
観
念
の
名
環
-
で
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る

(H
nbert･
.p･
cL.I,
P･58)
O
ま
た
役
は
そ
の
ほ
か
に
む
『
経
済
論
』
に
お
け

る
1種
の
有
機
鰭
詮
な
ど
を
挙
げ
て
『
鮭

碑
論
』
は
ま
だ
ア
ン
シ
ク
ロ
ぺ
デ

ィ

ス
ト

の
影
響
か
ら
充
分
に
脱
却
し
て
い
な
い
こ
と
挙
式
擬
し
て
i
る
O

ユ
ペ
ー
ル
は
,
こ
の
よ



う
な
見
解
に
も
と
す
い
て
･

『
経
緯

論
』
は

『
批
昏
契
約
論
』
に
至
る
た
め
の
過
渡
的
な
作
品
で
あ
る
と
い
う
許
慣
を
下
し
て
い
る

の
で
あ
る

(1しぎ
J
p
l〔至
O

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
'

『
紅
酵
論
』
は
'
進
木
的
な
立
塊
に
缶
い

ては
､

『
祉
骨
契
約
静
』
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
く
､
後
者

の
叶
客
の
若
干
が
す
で
に
発
取
さ
れ
て
い
る
抹
れ
と
も
､
し
か
し
全
絹

とし
て
見
れ
ば
､
ま
だ

『
社
食
契
約
論
』
に
及
ば
な
3,
JJ
と

は
雷
う
ま
で
も
な
い
D
そ
し
て
そ
の
理
;E
が

ユ
ベ
ー
ル
の
準
へ
る
よ
う
に
'
ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ス
rL
の
影
響
の
如
何
に
頼
る
と
と

も
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
3,
で
あ
ろ
う
O

L
か
,j
『
経
済
論
』
の
意
輩
は
､
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
'

『
州
禽
契
約
論
』
に
お
け
る
と
は

i
艦
別
個
の
閉
嘩

す
な
わ
ち
政

治
あ
る
い
は
政
策
の
間
腔
を
ル
ソ
I
的
な
観
鮎
か
ら
把
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
O
そ
れ
は
兆
本
的
に
は

t
の
ち
に

『
祉
命
契
約
論
』
で

駄
開
さ
れ
る
政
治
理
絵
を
土
窮
と
し

て
､
人
民
を
半
椎
に
す
る
政
治
は
い
か
に
凍
る
べ
き
か
t
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
D

以
上
で
す
で
に
塩
像
さ
れ
る
き
っ
に
'
ル
ソ
ー
の

『
経
済
論
』
は
今
日
わ
れ
わ
れ
の
甥
解
す
ろ
挺
所
よ
-
も
'
も
つ
と
廉
い
問
題

監

り
警

て
い
る
O

『
雷

論
』
が
間
警

す
る
JJ
こ
ろ
は
,

表

の
政
監

禁

瞥

柴
島

で
-

か
と
苦

手

で
あ
っ

て
'
そ
の
l
環
と
し
て
物
財
に
た
い
す
る
政
策
が
'
主

-
に
租
税
諭
を
中
心
と
し
て
諦
ぜ
ら
れ
る
D
す
な
わ
ち
固
禍
の
鮮
蹄
の
問
題

は
.
政
治
の
1
分
野
と
し
て
把
え
ら
れ
'
経
済
間

街

は
も
っ
ぱ
ら
政
党
静
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
る
o
JJ
の
よ
う
な
経
済
の
理
解
の
仕

力
は
､
も
ち
ろ
ん
'
ル
ソ
ー
に
限
る
わ
け
で
は
な
く

十
七

･
八
世
紀
の
思
想
家
に
は
ひ
ろ
-
認
め
ら
れ
る
と
FJ
ろ
で
あ
る
〝)
し
か

し
r
常
時
の
フ
ィ
ジ
ォ
ク
ラ
ア
ト
あ
gO
い
は
三

.ノ
ミ
ス
･-
と
呼
ば
れ
た

t
群
の
人
々
が
､
ア
ン
シ
ク
ロ
べ
デ
ィ
ス
ト
の
l
翼
と
し

て
'
唱
俸
し
て
い
た
見
解
'
す
な
わ
ち
政
治
に
重
き
を
お
か
な
い
で
'
鍵
癖
を
自
然
決
別
と
し
て
把
え
る
立
場
に
封
し
て
'
ル
ソ
ー

の
考
え
方
が
ま
っ
た
-
封
既
約
で
あ
る
JJ
と
は
,
空

手

べ
き
､こ
と
の
一
つ
で
あ
ろ
う
･

ル
ソ
I
『僻
済
諭
旨

つ
い
て

解
六
十
五
容

二
五

一

節
四
･
五
沸

六
禿



ル
ソ
ー
『潜
所
論
』に
つ

い
て

弊
六
十
五
魯

二
軍

一

節
E
[
･
五
班

六

大

五

『
軽
酵
論
』
は
序
文
に
相
首
す
る
最
初
の
部
分
を
除
い
て
'
11面
に

分
か
れ
る
｡
序
文
に
営
為
と
JJ
ろ
で
'
ル
ソ
ー
の
言
っ
て
い

る
の
紘
'
要
す
る
に
経
済
と
は
何
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
o

ル
リ
I
は
家
政
と
(政
治
)
経
済
と
を
囲
別
し
て
'
国
家
を
管
理
す
る
こ
と
が
政
治
経
済
､
ま
允
は
公
経
済

6cono
m
le
PubJtqlJe

で
あ
る
JJ詮
-
.
そ
JJ
で
'
ま
づ
国
家
を
家
族
の
擁
大
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
有
機
贈
詮
を
批
判
し
て
､
国
家
は
豪
族
の
.Ji
う
な
自

然
的
存
在
で
は
な
-
･
政
治
的
布
衣
で
あ
る
tJJ
JJ
を
立
産
す
る
｡
こ
の
見
解
は
す
で
に

『
不
平
等
諦
』
で
並
べ
ら
れ
て
を
q
,
ル
ソ

I
は
ロ
ッ
ク

L
o
ck
e
と
シ
ド
ニ
イ
S
id
n
ey
の
名
を
引
い
て
論
じ
で
い
る
が
(
T
二
三
官
)'
『
鮭
韓
論
』
で
は

l
層
こ
の
見
解
が
明
確

と
な
り
て
い
る
｡
し
か
し
'

それ
た
授

け
て
す
ぐ
ル
ソ
I
は
､
政
治
髄
を
人
頒
組
織
に
た
と
え
る
蒜

の
有
機
増
設
を
述
べ
て
い
る

(p
9･)｡

ユ
ペ
ー
ル
は
JJ
の
鮎
を
採
り
上
げ
て
ル
ソ
I
の
思
想
の
未
熟
ru
を
言
っ
て
い
る
が
､
し
か
し
JJ
れ
は
ル
ソ
ー
も
断
わ
っ
て

S

る

と

お

り
'
｢
平
凡
で
多
-
の
鮎
で
正
確
1
Uを
触
-
｣
詑
明
で
あ
わ
'
翠
に
理
解
の
便
宜
上

な
さ
れ
た
も
の
で
し
か
な
い

()bld･)

こ
と
を
も
考
庫
す
べ
き
で
あ
る
O

次
い
で
t

t
般
意
志
と
特
殊
意
志
と
の
厚
別
に
つ
い
て
逃
べ
た
の
ち
'
第

1
部
に
入
っ
て
ル
ソ
ー
の
基
本
的
な
政
治
思
想
が
攻
の

よ
う
に
展
開
さ
れ
る
｡
す
な
わ
ち

『
不
平
等
静
』
LJ
お
い
て
は
'
人
間
の
自
由
と
靴
骨
状
態
と
は
二
者
揮

l
的
に
問
題
と
さ
れ
て
S

る
が
t
JJ
1
で
ル
ソ
ー
が
新
し
-
捉
起
し
た
問
題
は
JJ
れ
と
は
異
な
り
､
人
間
の
自
由
と
杜
骨
の
構
成
と
い
う
本
末
矛
盾
し
き

lつ

の
事
柄
が
t

I
鱈
い
か
に
し
て
調
和
さ
れ
る
か
r
人
間
を

｢
市
局
祉
骨
に
よ
っ
て
よ
-
緊
杏
に
結
び
つ
け
る
よ
う
に
馳
り
立
て
る
動

機
は
何
で
あ
る
か
｣

(p
･
15･)
を
探
求
す
る
JJ
と
で
あ
る
O
つ
ま
り
､
言
い
換
え
れ
ば
こ
う
で
あ
る
｡
人
周
偲
自
然
的
自
由
を
棄
て



1
'
社
食
状
態
に
鯵
る
以

L
t
常
然
'
朴
骨
の
張
倒
を
受
け
'
政
軒
の
怖
威
の
下
に
立
た
さ
れ
る
が
t
L
か
L
JJ
の
境
合
'
針
骨
状

態
を
絶
望
的
な
状
態
と
見
る
の
で
は
な
-
'
そ
の
社
食
に
お
い
て
人
間
の

｢
公
的
な
自
由
｣
が

1
昭
い
か
に
し
て
維
持
さ
れ
る
か
D

征
倉
の
樟
威
と
人
間
の
白
由
と
の
矛
盾
は
い
か
催
解
決
さ
れ
る
か
O
こ
れ
が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
.
ル
ソ
ー
の
こ
の
問
題
撞
超

こ
そ
は
'
ま
TU
に
政
治
拳
の
板
木
問
題
に
正
面
か
ら
立
ち
向
う
も
の
で
あ
る
JJ
と
些
号冒
ノま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
O

構
成
と
自
由
の
矛
盾
を
解
決
す
る
も
の
は
'
ル
ソ
I
に
･Lf
れ
ぼ
旗
で
あ
る
O
港
は
､
人
間
の
財
産
と
生
命
せ
自
由
を
擁
経
せ
ん
と

す
る
T
般
意
志
の
袈
現
で
あ
る
か
JLO
･
法
に
し
た
が
う
]/
JJ
が
,
す
な
わ
ち
白
山
を
社
報
す
る
こ
と
に
な
る
U
だ
か
ら
,
法
は

F
人

間
の
す
べ
て
の
制
度
の
う
ち
の
最
高
の
も
の
L
(p
･
]6
)
で
あ
わ
.
｢
天
上
の
聾
｣
(p
tT･)
で
あ
る
と
さ
れ
る
O

ル
ソ
ー
は
､
汝
の
内
容
的
な
分
析
に
つ
い
て
は
､
JJ
れ
以
上
進
ま
な
い
で
､
直
ち
iU

法
と
行
政
の
関
係
'
す
な
わ
ち
彼
の
貰
う
経

済
と
の
関
係
を
衆
の
よ
う
に
詮
明
す
る
O

『
立
洩
者
の
第

一
の
義
務
は
法
律
を

t
般
璽

心
に
合
致
さ
せ
る
U
と
で
あ
る
の
JJ
同
様
に
､L
公
経
所
の
節

l
の
原
則
は
村
政
を
法

帝
に
適
合
さ
せ
る
JJ
と
で
あ
る
O｣
((,･
】9･)
つ
ま
カ
'

l
般
意
志
の
寒
現
で
あ
る
法
に
し
た
が
っ
て
政
治
が
行
わ
れ
る
こ
と
t
JJ
れ

が
第

l
の
問
題
で
あ
る
.

JJ
の
ル
ソ
ー
の
法
治
主
義
は
､彼
の
攻
の
ま
う
激
人
間
認
識
と
結
び
つ

5
て
い
る
O
す
な
わ
ち
､人
間
は
結
局
'
政
治
に
よ
っ
て
根

本
的
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
JJ
丸
で
あ
る
O
人
民
は

｢
政
府
が
欲

す
る
と
き
に
は
'
兵
士
に
も
'
市
民
に
も
'
人
間
に
も
な

り
'
政
府
の
好
む
ま
ゝ
に
下
層
属
や
悪
業
に
も
な
る
｣
L'P
鴇
).
だ
か
ら
良
い
政
治
と
い
う
も
の
が
'
ル
ソ
ー
の
根
本
朋
を
問
題
と

な
る
の
で
あ
る
O
,J
れ
は
専
ら
理
性
主
義
の
立
堤
を
と
る
フ
ィ
ロ
ソ
ー
プ
の
問
題
意
識
に
比
し
て
'
そ
れ
を
更
に
1
渉
越
え
た
も
の

で
あ
る
と
と
t
JJ
の
鮎
を
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
0

ル
ソ
ー
『経
済
論
』
に
つ
い
て

､

界
六
十
五
番

二
五
三

弟
四

･
五
髄

六
七



ル
y
I
『
経
済
論
』
に
つ
い
て

解
六
十
五
箇

二
五
E
I

節
四

･
五
政

六
八

次
に
､
政
治

の
約

二

の
原

則
と

し
て
酵
げ
ら
れ
る
の
は
､
穂
を
人
民

の
間

に
行

き
渡
ら

せ

て

'
市

民
を

つ
-

り
と
げ

る

と
い
う
道

徳
論
で
あ
る
｡
ル
ソ
I
は
､
JJ
l
で
市
民
の
逆
相
と
支
配
者
の
道
徳
と
の
両
者
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
が
'
明
ら
か
に
彼
が
力
説
し

て
い
る
の
は
支
配
者
の
道
徳
的
轟

汝
で
あ
る
O
法
治
主
義
の
鮒
淀
と
し
て
'
支
配
者
が
ま
づ
人
民
の
1
枚
意
志
に
し
た
が
シ
べ
き

J

と
そ
れ
を
離
れ
て
人
民
の
道
徳
は
あ
り
得
な
い
JJ
と
が
明
快
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
o

ル
ソ
I
の
道
徳
論
は
t
JLJ
の
よ
う
に
政
治
と
の
開
迎
に
お
い
で
把
え
ら
れ
､
普
過
的
な
人
料
愛
で
は
な
-
し
て
'
組
囲
愛
が
最
も

有
用
な
追
徴
と
し
て
説
か
れ
る
o
JJ
の
瓢
も
ま
た
ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
イ
ス
.i
か
ら
′の
彼
の
脱
却
を
示
す
も
の
で
あ
る
JJ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
o
そ
れ
と
同
時
に
､
TTJ
ら
に
進
ん
で
役
は
迫
徒

の
硯
畔
的
基
礎

と
し
て
財
産
の
平
等
を
取
り
上
げ
'
貧
乏
人
を
金
持
か
ら
保

護
し
､
中
産
階
級
を
形
成
す
る
と
主
の
必
増
を
説
い
て
い
る
O
こ
の
lJ
と
は
'

『
不
平
等
論
』
に
お
け
る
と
同
じ
-
ル
ソ
ー
の
細
い

右
肘
を
'小
す
も
の
で
あ
る
o

I

六

三

｣
以
上
埠

ル
ソ
I
の
い
わ
ゆ
る

｢
人
間
の
棟
桁
JJ
秒
粗
漣
に
お
け
る

i
披
鮭
碑
｣
で
あ
る
が
へ
攻
に
問
題
･u
な
る
の
は
､
｢財

産
の
管
珊
L
JJ
の
牌
係
に
お
け
る

1
校
挺
所
で
あ
り
､
今
日
の
い
わ
ゆ
る
醗
酵
改
発
で
あ
る
o
JJ
U
ろ
で
'
ル
ソ
I
の
理
想
と
す
る

射
改
組
繊
-

経
済
概
括
計
二

言
に
す
れ
ば
'
公
共
の
必
姿
を
公
有
地
収
入
に
よ
っ
て
購
い
'
人
民
か
ら
の
租
税
徴
収
を
行
わ
な
い
組

織

で
あ
る
o
IJ
れ
は

T
見
'
現
物
経
済
え
の
復
蹄
'
あ
る
い
は
封
建
制
下
の
荘
園
制
の
復
括
を
意
味
し
て
い
dO
よ
う
で
あ
る
が
'
そ

の
資
と
れ
は
酸
い
反
稔
論
で
あ
り
'
拓
教
主
轟
の
租
税
政
党
に
た

い
す
も
全
面
的
な
批
判
で
あ
る
C
ル
ソ
ー
は
JJ
の
新
で
経
済
の
意

蝿
を
節
約
と
考
え
る
通
漁
に
む
し
ろ
加
科
L
t

｢
そ
れ
は
ひ
JJJが
所
有
し
な
い
も
の
を
畦
得
計
る
方

法
よ
-
も
'
む
し
ろ
払
と
が
桝



布
す
る
も
の
1
賢
明
な
管
理
を
指
す
｣
(p
4S
)
と
し
て
い
る
o

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
重
商
主
義
的
な
経
済
観
'
す
な
わ
ち
粒
を
輸
大

す
る
こ
と
が
経

済
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
全
-
相
封

立
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
.

こ
e
Lよ
う
な
ル
ソ
I
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
'
租
税
は
放
し
て
望
ま
し
い
も
の
で
は
な
-
し
て
'

｢
い
ま
わ
し
い
手
段
｣
で
あ
る
.

勿
論
.
ル
ソ
I
は
租
税
を
全
-
否
定
す
る
よ
う
な
無
政
府
主
義
に
拾
っ
て
は
い
な
い
が
.
し
か
し

｢
租
栓
は
'
人
員
ま
た
は
そ
の
代

表
者
に
よ
っ
て
の
み
合
払
的
に
樹
立
さ
れ
う
る
｣
(P
･
54･)
も
の
で
あ
っ
て
'

具
慣
的
に

は多
数
決
主
義
と
比
例
別
は
立
脚
し
て
制

定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
JJ
と
牢
主
張
し
て
い
る
O
こ
れ
は
彼
が
ア
ン
シ
ァ
ン
･
レ
ジ
ー
ム
の
税
制
に
正
両
か
ら
故
聾
の
矢
を
向
け
て

い
る
こ
と
軒
二
ボ
す
も
Q
で
あ
る
O

ル
ソ
I
に
よ
れ
ば
､
瑞
祥
の
印
税
は
絶
え
ず
増
大
す
る
傾
き
が
あ
る
O
そ
れ
は
政
府
の
出
費
が
絶
え
ず
増
大
す
る
か
ら
で
あ
る
o

ル
ソ
ー
は
'
そ
の

｢
最
も
明
ら
か
な
､
最
も
危
険
な
原
田
の
1
つ
｣
百
･
P.'0
)
.と
し
て
従
犯
欲
=
戦
争
を
採
り
上
げ
る
D
ル
ソ
ー
は
､

戦
争
に
つ
い
て
'
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
口
賓
で
行
わ
れ
る
托
せ
よ
'

｢首
長
の
構
成
を
国
内P
に
お
い
て
増
大
す
る
と
い
う
臆
さ
れ
た

欲
望
を
も
っ
て
い
る
｣
(p
50
)
こ
と
,

征
服
国
の
人
月
ほ
ど
歴
迫
さ
れ
允
惨
め
な
も
の
は
な
い
JJ
い
う
JJ
i
Jを
説
い
て
ハ

戦
争
は

要
す
る
に
人
民
柳
腰
の
一
つ
の
手
段
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
O

靖

陳
に
つ
い
て
も
事
態
は
金
-
同
じ
で
あ
る
O

｢
慨
政
者
た
ち
掛
人
民
を
華
隅
た
ら
し
め
る
ど
こ
ろ
か
･
人
民
の
肋
と
な
っ
て
･

未

聞
上
は
外
国
人
を
抑
え
る
た

め
に
､
.5
'際
は
住
民
を
暦
迫
す
る
た
め
に
'
常
備
罪
を
つ
-
わ
上
げ
る
｣
Lb

SB･)
JJ
あ
る
の
が
こ
れ

で
あ
る
o
JJ
れ
ら
の
嘗
蝿
は
'
彼
が
横

力

支
配
の
水
質
を
完
全
に
洞
察
し
て
い
る
JJ
と
を
示
す

も
の
で
あ
る
と
臼.=
Jlu
J
JJ
が
IE
氷
る

で
あ
ろ
う
O

ル
ソ
ー
の
刑
･.LJ
p
諭
の
眼
目
は
､
金
持
か
ら
肘
氷
る
だ
け
尊
-
の
租
税
を
徴
収
す
べ
き
Ef,
あ
る
と
い
う
鮎
と
'
仕
疎
音
'
と
-
に
提

ル
ソ
I
『経
済
5'
』
に
つ
い
て

第
六
-
五
啓

二
五
五

第
四
･
九
排

六
九



ル
ソ
ー
『経
済
諦
』
に
つ
い
て

欝
六
十
五
啓

二
空

ハ

第
四

･
五
故

七

〇

民
に
封
す
る
租

税
を
き
わ
め
て
有
害
で
あ
る
と
し
て
批
判
す
る
軒
に
あ
る
O

そ
の
た

め
に

1
方

で
は
賛
伊
稔

の
必

要

を
主
張
す
る
と

JJ
も
に
,
他
方
,
絶
望

よ
び
墓

物
思

誓

畠

摘
す
る
O
ル
ソ
I
の
こ
呈

張
が
才

ン
シ
ア
､
ン
･
レ
-

ム
の
租
完

度

に
封
す
る
批
判
で
あ
る
JJ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
が
'
し
か
し
そ
れ
が
フ
イ
P,･L
オ
ク
ラ
ア
･L
的
な
私
有
財
産
の
擁
護
.の
立
姐
か
ら
為
さ

れ
て
い
る
の
で
は
な
-
て
'
農
民
と
-
に
桑
島
望
止
揚
か
ら
金
持
階
級
の
財
産
を
制
限
せ
ん
と
す
る
意
閲
を
も
っ
て
い
る
JJ
と
は
重

要
で
あ
う
ぅ
O
ル
ソ
ー
は
'
富
者
へ
の
課
税
が
私
有
財
産
の
侵
書
に
な
･e
tは
し
な
S
か
t
と
い
う
非
難
に
封
し
て
.
曹
移
栓
は
本
質

上
.
自
費
的
な
租
税
で
あ
る
か
ら
'
そ
の
心
配
は
な
い
こ
と
'
ま
た
常
移
枕
に
よ
っ
て
の
み
産
業
と
く
に
農
糞
は
紫
輿
し
.
中
産
階

級
が
舟
の
づ
か
ら
形
成
W
れ
て
ゆ
-
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
.

こ
う
し
た
考
え
方
が
'
現
存
社

食
の
税
制
に
封
し
て
'
文
字
と
を
り
革
命
的
な
主
張
で
あ
る
こ
と
堕
吊
う
ま
で
も
な
い
.
し
た
が

っ
て
.
そ
れ
が
頻
し
て
貨
際
に
行
い
う
る
か
ど
う
か
は
'
ル
ソ
ー
に
と
っ
て
も
無
視
す
る
と
と
の
出
席
な
い
問
題
で
あ
っ
た
に
達
い

な
い
D
ル
ソ
ー
は
こ
れ

に

つ
い
て
次
の
よ
う
な
反
射
諭
を
仮
定
し
て
.
JJ
れ
に
答
え
て
い
る
to

｢
租
税
を
賦
探
し
た
-
考
え
杓
し
た

･sL
す
る
人
々
は
'
金
持
階
級
に
層
し
て
い
る
か
ら
'
自
分
自
身
の
蟹
田
で
他
人
を
努
わ
つ
た
り
'
ま
た
貧
乏
人
を
助
け
る
た
め
に
自

分
が
負
暗
む
引
き
受
け
た
り
す
る
考
え
は
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
.
と
い
う
反
射
が
LJ
れ
で
あ
る
O
｣
(P
･
声
)
JJ
の
反
封
諭
は
､
た
し

か
に
根
本
的
な
関
越
を
つ
い
て
い
る
O
つ
ま
-1
'
金
持
が
支
配
し
て
い
る
恥
骨
で
'
金
持
に
税
金
を
負
櫓
ruせ
る
と
い
う
/J
と
は
'

租
税
諭
の
枠
の
な
か
で
は
決

し
て
解
決
で
き
な
い
1
つ
の
自
己
矛
盾
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
o

FJ
れ
に
封
す
る
ル
ソ
ー
の
細
谷
は
'
き
わ
め
て
簡
単
で
あ
る
O
ル
ソ
ー
は
'
主
権
者
た
る
人
民
が
'
人
民
の
散
で
あ
る
連
中
に
政

治
を
委
託
す
る
と
い
う
よ
う
な
と
こ
ろ
で
は
､
人
民
の
車
帽
な
ど
は
全
-
間
層
に
な
ら
な
い
の
が
骨
然
で
あ
る
'
と
速

へ
て
'

『
艇

輯
給
』
を
経
つ
L.J
い
る
o
L
か
L
t
こ
の
短
い
一寸
瀕
に
rLi
つ
て
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
'
ル
ソ
ー
は
問
題
を
政
沖
の
兆
本
的
な
瀬
-

刀



に
返
し
て
､
人
民
が
政
治
を
す
る
か
､
人
民
の
敵
が
政
治
を
す
る
か
と
い
う
鮎
に
､
JJ
れ
を
腐
着
せ
し
め
て
い
る
6

こ
れ
が
の
も
の

『
社
食
契
約
論
』
に
お
い
て
､
更
に
詳
し
-
展
開
さ
れ
る
問
題
で
あ
る
JJ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
と
JJ
ろ
で
あ
る
O

七

最
後
に
､
ル
ソ
ー
の

『
経
済
論
』
が
'
経
済
思
想
史
の
上
に
お
い
て
占
め
る
地
位
を
簡
単
に
見
て
お
き
た
い
O
要
鮎
は
三
つ
あ
る

と
考
え
ら
れ
る
｡
そ
の
l
つ
は
'
昔
時
の
支
配
的
な
思
想
で
あ
る
マ
ー
カ
ン
テ
ィ
ー
ズ
ム

(盛
簡
主
#
)
と
の
閥
係
で
あ
り
'
第
二
は

ケ
ネ
ー
を
始
め
と
す
る
エ
コ
ノ
ミ
1ス
ト
'
い
わ
ゆ
d,0
7
イ
'1.L
オ
ク
ラ
ア
ト
(
重
草
王
義
)
と
の
関
係
､
最
後
に
'
マ
ブ
p
-
.
モ
ル
レ

I
な

ど
の
壮
禽
主
義
.
ま
た
は
共
産
主
義
と
の
関
係
で
あ
る
o

東
商
主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
え
ば
'
ル
ソ
ー
の
立
揚
が
重
商
主
義
と
は
正
反
射
で
あ
畠

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
蘭
藩

主
義

者
は
二
股
k
箇
=
金
銀
の
増
大
の
た
め
に
､
聴
力
の
経
済
へ
の
干
渉
と
侵
略
主
義
主
を
正
常
他
L
t
井
金
主
轟
と
軒
義
士
轟

を
韓
-

が
'
こ
れ
に
靭
し
て
ル
ソ
ー
は
'
貸
借
と
商
業
と
の
或
蛮
性
を
ま
っ
た
Y
認
め
な
い
o

｢
政
府
は
も
は
や
賃
竹
以
外
Q
括
力
を
も
た

な
-
な
る
と
き
'

崩
壊
の
最
後
の
段
階

に

到
迂
す
る
と
言
う
rJ
と
が
柑
死
る
L
(p
4
7
心
と
述
べ
て
S
る
JJ
と
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ

る
｡
ま
た
傭
兵
制
や
蛍
官
制
を
攻
撃
し
て
い
る
の
も
､
明
ら
か
に
彼
の
反
貸
簡

主

義
畢

亦
す
も
の
で
あ
る
が
'
同
株
の
思
想
は

『
社

食
契
約
論
』
に
お
い
て
'
攻
の
よ
う
に
現
わ
rU
れ
て
い
る
O

｢
人
間
の
つ
と
め
を
'
金
銀
に
代
用
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
'
摘
要
と
種
々
の
職
業
と
の
多
忙
'
食
欲
な
利
得
の
追
求
'
柔

情
と
安
逸
を
好
む
風
な
ど
の
た
め
で
あ
る
.
彼
等
が
'
自
己
の
所
得
の
l
部
を
犠
牲
に
す
る
の
は
'
そ
れ
に
よ
っ
て
安
心
し
て
利
得

を
増
加
す

る
た
め
で
あ
.る
O
金
銀
を
興
え
れ
ぼ
､
諸
君
は
ま
も
な
-
鉄
鎖
を
も
つ
･JI6う
に
な
る
で
あ
ろ
う
oL
(帝
t
l
三
三
bd
)

ル
ソ
I
『鯉
済
諭
』
に
つ
い
て

解
六
十
五
啓

二
尤
ヒ

弊
四
･
五
漉

七
T



ル

yI『経
済
箭
』
忙
つ
い
て

筋
六
十
五
呑

二
五
八

解
四

･
五
班

七
二

貨
幣
に

封する
反
射
は
､
商
業
.
奔
倦
､
都
合
に
封
す
る
反
封
は
つ
な
が
る
｡

こ
れ
に

つ
い
て
は
改

め

て
引

用

を

必
要
と
し
な
い

ほ
ど
'
『
不
平
等
論
』
に
お
い
も

『
社
食
契
約
諦
』
に
お
い
て
も
'

ま
た

『
コ
ル
シ
カ
論
』
そ
の
他
で
も
繰
り
か
え
し
主
張
さ
れ
て

い
る
｡
ル
ソ
I
に
よ
れ
ば
t
JJ
れ
ら
は

｢
意
の
中
の
最
悪
Q
屯
の
｣
で
あ
り
｢
｢
無
用

の
長
物
｣
(『
不
平
革
空
音
〓
ハ
八
吾

で
し
か
な

い
｡
こ
れ
に
よ
っ
て
明
ら
か
な
よ
う
に
･
ル
ソ
I
が
重
商
主
轟
に
反
封
し
て
･
擁
琵
せ
ん
JJ
し
た
の
町

農
民
お
よ
び
農
業
の
利
益

で
あ
っ
た
｡
そ
れ
を
直
哉
に
示
す
も
の
は
'
彼
が
農
民
潜
rLiび
藍
産
物
に
封
す
る
課
税
に
強
く
反
封
し
て
い
そ
U
い
う
辛
苦
で
あ
ろ

ちノ｡

-

そ

こ
で
関
宿
と
な
る
の
は
'
ル
ソ
ー
と
同
時
代
の
重
点
主
義
者
と
の
関
係
で
あ
る
.
重
農
主
義
も
同
じ
-
､
農
業
の
根
本
的
な
重

要
性
を
主
張
し
t
rtJの
上
に
挺
酵
皐
の
理
論
を
う
ち
立
て
た
の
で
あ
る
が
､
し
か
し
同
者
の
間
に
は
､

1
口
に
言
え
ば
､
盈
盈
主
義

が
農
業
中
心
で
あ
る
の
に
封
し
て
'
ル
ソ
I
は
農
民
中
心
で
あ
る
皇

胃
い
得
る
ほ
ど
の
差
異
が
あ
る
o
重
農
主
義
者
は
'
政
治
的
に

は
棒
豪
専
制
主
義
を
擁
護
し
た
JJ
と
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
'
改
良
主
養
老
で
あ
る
o
JJ
れ
は
ル
ソ
ー
の
革
命
的
な
立
姐
と
著

し
く
異
な
る
ば
か
-
で
な
く

経
済
的
に
い
っ
て
も
'
重
農
主
義
者
の
理
想
と
す
る
政
令
は
'
私
村
財
産
制
に
立
脚
し
た
強
制
も
丁

渉
も
な
い
自
由
な
敢
食
で
あ
る
｡
し
た
が
っ
て
彼
等
の
求
め
た
平
等
は
'
財
産
所
有
者
が
淡
の
前
に
お
い
て
平
等
で
あ
る
)J
と
で
あ

っ
て
'
ル
ソ
I
の
よ
う
に
財
産
そ
の
も
の
1
平
等
を
考
え
る
こ
と
は
'
彼
等
に
と
つ
て
は
･;JJ
想
で
し
か
な
か
っ
た
O
彼
等
の
立
場
は

し
た
が
っ
て
本
質
的
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
で
あ
り
.
そ
の
限
り
に
お
い
て
の
み
反
封
建
的
で
あ
っ
た
と
11L11=う
JJ
JJ
が
出
蘇
る
O

ル
ソ
ー
は
'
逆
に
重
農
主
義
者
の
啓
表
専
制
主
義
を
ユ
ー
ト
ピ
ア
で
あ
る
と
す
る
と
JJ
に
よ
っ
て

(
｢
ミ
ラ
ボ
工

の
手
枕
｣
)
'
反

対
連
関
と
い
う
よ
Jq
も
む
し
ろ
反
軍
宇
玉
露
の
立
塩
を
と
り
'
同
時
に
私
有
財
産
の
平
等
化
と
い
う
貧
農
的
､
牢

プ
ロ
レ
タ
リ
ア

r

な
立
嫁
を
表
明
し
て
S
る
｡
し
た
が
っ
て
､
洞
窟
と
も
に
虚
菜
を
重
要
視
す
る
け
れ
ど
も
･

l
方
は
ブ
ル
ジ
ョ
ア
地
主
的
な
盛
業
近



代
地
の
鐙
を
指
向
し
､
他
力
は
絃
段
的
な
土
地
分
割
を
指
向
し
て
い
る
o

重
度
主
轟
は
'
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
牽
最
の
方
向
を
と
つ
た
が
故
に
､
社
食
に
内
在
的
な
自
然
法
則
を
つ
か
み
出
す
JJ
と
が
出
奔
'
そ

れ
に
よ
っ
て
ブ
ル
ジ
コ
ア
社
食
の
基
本
構
造
を
説
明
す
る
経
済
撃
を
樹
立
す
る
こ
.と
が
田
衆
允
｡
し
か
し
'
ル
ツ
I
は
'
そ
の
革
命

性
の
虻
に
､
紅
顔
問
題
を
す
ぐ
れ
て
政
治
的
な
問
題
と
し
て
把
え
る
に
JJ
ゞ
ま
わ
､
政
令
の
経
済
的
分
析
に
お
い
て
は
'
負
宵
の
封

立
JJ
･l=E者
へ
の
課
税
と
む
わ
ず
か
に
主
張
し
得
た
に
過
ぎ
を
い
と
旦
lLIL=う
JJ
と
が
印
氷
る
o

L
か
し
､少
ル
ソ
ー
の
思
想
の
革
命
性
は
'
謁
農
童
養
あ
る
い
は
そ
の
完
成
と
し
て
の
盲
典
笹
沢
h遍

え
て
.
マ
プ
リ
I
t
モ
ル
レ

･
か
ら
ラ
ン
.t
J

バ
ブ
･
フ
に
至
る
杜
や
王
義
美

は
共
産
重
義
の
1
速
の
息
想
に
つ
ら
な
る
も
の
を
も
っ
て
い
る
.
ル
ソ
･
と
札

や
主
義
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
t
JJ
れ
を
否
定
す
る
論
者
も
少
-
な
-
､例
え
ば

『
十
八
池
紀
の
社
食
主
義
』
を
苔
い
た
リ
ク
タ
ン
ベ

ル
ジ
エ
な
ど
も
､
ル
ソ
ー
旦
向
-
評
憤
し
な
い
1
人
で
あ
る
が

(jh
d
rL.
L
ich
｡enb
erger
こ
Le
等
CtallSm
e
all
X
V
Zlle
SIk
te･
)895
)､

勿
論
､
ル
ソ
I
が
敢
争
王
養
老
と
し
て
未
完
成
で
あ
る
こ
と
は
疑
う
べ
-
も
な

い
D
JJ
れ
は
ル
ソ
ー
の
､み
な
ら
ず
､

ブ

ル

ジ

ョ

ア

革

命
の
時
代
の
思
想
家
に
と
つ
て
は
'
免
れ
得
な
い
制
約
で
あ
っ
た
J
J言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
o
L
か
ん
ル
ソ
I
の
思
想
は
'
常
時
の
規

.-,.]'の
な
か
で
詐
慣
す
れ
ば
､
い
わ
ゆ
る
((h想
社
食
主
義
者
よ
り
も

l
好
'
革
命
的
で
あ
･C
/

敢
骨
主
義
的
で
あ
る
と
も
雷
う
JJ
JJ
が

出
非
る
し
.
ま
た
そ
の
意
味
で
少
な
-
と
も
ル
ソ
ー
を
牡
や
重
義
の
先
駆
者
の
な
か
に
激
え
る
こ
と
は
決
し
て
不
宙
で
は
な
い
で
あ

ろ
ち
ノD

ル
ソ

ー
の
精
神
を
貫
い
て
い
る
も
の
は
'
彼
自
身
が

『
骨
白
』
の
な
か
で
並
べ
て
い
る
よ
う
に
'
貧
し
い
者
に
封
す
る
無
限
の
同

情
と
'
歴
制
者
に
封
す
る
激
し
い
反
感
と
で
あ
る
O
ル
ソ
ー
を
ア
ン
シ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ス
･-
の
よ
う
な
理
性
主
義
や
啓
叫苧
主
義
か
ら
抵

別
し
て
'
健
庶
窒

息
味
で
の
サ
ン
チ
マ
ン
ク
リ
ス
j･.

ロ
マ
ン
チ
ス
ト
た
ら
し
め
る
所
以
は
JJ
l
に
あ
る
D
ル
ソ
ー
の
社
食
童
番
的

ル
ソ
ー
『
雁
所
論
旨

つ
い
て

解
六
十
五
懲

二
五
九

節
四
･
玉
髄

七
三



ル
y
I
[r.経
済
諭
旨

つ
い
て

夢
六
十
五
啓

二
六
〇

妨
四

･
五
班

七
四

-

瓜
想
に
つ
い
て

は
'
ふ
つ
う

『
不
平
等
論
』
が
多
-
引
合
い
に
出
さ
れ

る
が
､
し

か
し
司
不
平
等

論
』

聖

止
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