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停
統
と
西
欧
近
代
と
の
相
闘
は
、
中
園
近
現
代
思
想
史
の
最
も
基
本
的
な
テ

!
?
で
あ
る
。
ア
ヘ
ン
戦
争
以
来
、
砲
艦
と
資
本
の
盤
倒
的
優
位
の
も
と
に
、

西
欧
は
強
制
的
に
中
園
を
み
ず
か
ら
の
秩
序
の
中
に
組
み
入
れ
、
中
園
の
臨
時
統

的
債
値
を
浸
蝕
し
闘
機
さ
せ
て
い

っ
た
。
中
位
西
用
論
に
は
じ
ま
っ
て
、
堰
を

切
っ
た
よ
う
に
流
入
す
る
西
欧
文
明
の
進
出
、
侮
統
思
怨
の
後
退
は
、

清
末
思

想
史
の
一
貫
す
る
流
れ
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
「
進
歩
」
で
あ

っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
打
ち
績
く
帝
園
主
義
列
強
の
侵
略
と
奮
支
配
層
の
買
緋

化
と
は
、
社
舎
革
命
と
不
可
分
に
結
び
つ
い
た
民
族
主
義
運
動
を
喚
び
起
こ

し
、
葱
支
配
暦
が
試
み
た
位
制
強
化
の
た
め
の

「近
代
化
」
を
押
し
流
し
て
、

や
が
て
二
十
世
紀
後
牢
の
世
界
史
的
鱒
換
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

だ
が
、
社
禽
革
命
の
思
想
が
、
否
謄
な
し
に
西
欧
近
代
文
明
(
ブ
ル
ジ
ョ
ア

民
主
主
義
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
ま
で
を
含
め
て
〉
を
受
容
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ

た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
文
化
を
も
含
め
た
民
族
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
を
主
張

す
る
民
族
主
義
思
想
と
結
び
つ
く
と
き
、
体
統
思
想
は
い
か
な
る
地
位
に
置
か

れ、

い
か
な
る
役
割
を
果
た
す
の
だ
ろ
う
か
。
停
統
と
い
う
も
の
が
、
自
究
的

と
無
自
質
的
と
を
問
わ
ず
人
び
と
の
思
考
と
行
動
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
以

上
、
み
ず
か
ら
の
近
代
を
創
出
す
る
繁
革
運
動
の
中
に
は
た
ら
く
停
統
的
な
る

も
の
を
白
血
児
的
に
取
り
だ
す
こ
と
は
、
ア
ジ
ア
の
近
代
の
本
質
に
迫
る
よ
で
、

最
も
重
要
な
テ
l
マ
と
な
る
。
ま
し
て
中
園
の
よ
う
に
過
去
に
獅
自
の
高
度
の

文
明
を
築
き
あ
げ
て
き
た
民
族
に
と
っ
て
、
市
博
統
の
力
は
一
一
層
強
く
は
た
ら
い

て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
本
番
は
、
こ
の
間
開
統
と
西
洋
化
(
反
体
統
)
の
復
維
な

か
ら
み
あ
い
の
問
題
に
長
正
面
か
ら
取
組
み
、
そ
れ
が
も
っ
て
い
る
現
代
的
意

味
に
ま
で
論
及
し
た
も
の
で
あ
る
。

冒
頭
に
い
う
、

「
二
十
世
紀
中
園
の
思
想
史
に
お
け
る
最
も
願
者
で
し
か
も
特
異
な
様
相
の

一
つ
は
、
自
ら
の
過
去
の
文
化
遺
産
に
封
す
る
徹
底
的
な
侍
統
否
定
の

C
n
0
・

ロ
on-
2
5
)
態
度
の
出
現
と
そ
の
持
縦
で
あ
る
。
図
家
と
祉
禽
の
餐
革
に
お
い

て
共
産
主
義
革
命
か
成
功
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
新
し
い
秩
序
は
、
博

統
的
な
歴
史
・
文
化
の
遺
産
と
の
関
係
が
不
安
定
か
つ
極
め
て
不
明
瞭
の
ま
ま

に
さ
れ
て
い
る
。
共
産
主
義
中
園
の
指
導
者
た
ち
は
、
古
い
中
閣
の
縛
統
に
封

し
て
、
純
粋
に
民
族
主
義
的
構
揚
に
つ
と
め
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
を
捜
紹

す
る
こ
と
に
泊
出
頭
し
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
俸
統
に
つ
い
て
、
か
れ
ら
は
、

今
日

に
針
す
る
脅
威
で
あ
り
、
か
つ
自
ら
の
社
曾
主
義
的
未
来
に
つ
い
て
の
ヴ
ィ
ジ

ヨ
ン
を
貧
現
す
る
た
め
の
障
害
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
の
で
あ
る
」

停
統
否
定
H
文
化
革
命
の
担
調
は
、
政
治
的

・
枇
曾
的
製
革
の
た
め
に
は
精

一柳
の
幾
革
が
基
本
的
前
提
後
件
で
あ
る
と
い
う
俵
定
の
上
に

立
っ

て
い
る
。

「
人
開
の
意
識
こ
そ
、
革
命
を
途
行
し
歴
史
を
形
成
す
る
上
で
決
定
的
な
役
割

を
果
た
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
信
念
が
、
毛
淳
東
主
義
の
最
も
特
徴
的
な
も

の
で
あ
り
、
同
時
に
二
十
世
紀
中
園
の
思
想
史
に
貫
流
し
て
い
る
性
格
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
そ
の
ル
ー

ツ
で
あ
る
五
四
期
の
ラ
デ

ィ
カ

ル
な
反
停
統
主
義
の
特

徴
を
解
明
す
る
こ
と
は
、

今
日
の
中
園
の
動
向
を
見
る
上
で
重
要
な
意
味
を
も

っ
に
ち
が
い
な
い
|
|
こ
れ
が
著
者
の
研
究
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。

こ
の
解
明
の
方
法
と
し
て
、
著
者
は
五
四
知
識
分
子
の
指
導
者
で
あ
る
陳
濁

秀
、
胡
通
、
魯
迅
の
三
人
に
お
け
る
反
体
統
意
識
の
起
源
と
そ
の
性
格
を
比
較
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す
る
こ
と
に
よ
っ
て
五
四
期
の
惇
統
否
定
主
義
の
多
様
性
と
統
一
性
を
浮
き
彫

り
に
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
三
人
は
、
性
格
的
に
も
政
治
的
に
も
、
ま
た
思
想

形
成
過
程
に
お
い
て
も
は
る
か
に
異
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
つ
の
共

通
の
結
論
|
|
あ
ら
ゆ
る
襲
革
の
前
提
僚
件
は
思
想
革
命
で
あ
り
、
そ
れ
に
は

侍
統
を
全
面
的
に
慶
棄
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ジ
カ
ル
な
結
論
を
堅

持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

以
上
に
要
約
し
た
「
導
言
」
に
始
ま
っ
て
、
本
書
は
次
の
よ
う
な
構
成
を
と

っ
て
い
る
。

第
二
章
五
四
期
に
お
け
る
全
鐙
論
的
反
停
統
主
義
の
起
源
I

第

三

章

同

E

第
四
章
陳
濁
秀
の
博
統
否
定
の
全
健
論

第
五
章
胡
遁
の
擬
似
改
良
主
義

第
六
章
魯
迅
の
複
合
意
識

第

七

章

結

論

以
下
、
著
者
の
所
論
の
大
要
を
紹
介
し
て
、
問
題
鈷
を
考
え
て
み
た
い
。

A
T
 

五
四
期
に
現
わ
れ
た
強
烈
な
停
統
否
定
運
動
の
全
観
論
的
性
格
は
、
西
欧
近

代
思
想
の
受
容
や
進
化
論
の
獲
化
の
概
念
の
み
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
こ
こ
で
い
う
全
鐙
論

(
g
g
-
z
B
)
と
は
、
中
園
の
俸
統
を
一
個
の

有
機
種
と
見
な
す
見
方
で
あ
る
。
俸
統
の
な
か
に
あ
る
多
く
の
否
定
す
べ
き
事

物
は
、
決
し
て
個
別
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
根
源
的
な
も
の
か
ら

流
れ
出
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
個
別
の
事
物
の
一
一
の
債
値
を
検
討
す
る

必
要
は
な
く
、
た
だ
一
切
の
惇
統
を
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

問
題
の
中
心
は
、
五
四
反
惇
統
主
義
者
た
ち
の
こ
の
よ
う
な
見
方
が
、
寅
は

か
れ
ら
が
否
定
し
よ
う
と
し
て
い
た
停
統
的
思
考
様
式
そ
の
も
の
だ
っ
た
こ
と

に
あ
る
。
殻
周
革
命
以
来
、
「
天
命
」
の
信
仰
に
支
え
ら
れ
た
「
普
遍
王
様
」

(
E
Z
O
Z曲
目

r
z
m
ω
E巴
の
思
想
は
、
天
子
の
も
と
に
政
治
秩
序
と
道
徳
・

文
化
秩
序
が
不
可
分
に
統
合
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
漢
代
陰
陽
五
行
田
学
設
が
儒

家
に
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
き
わ
め
て
精
巧
な
有
機
種
的
宇
宙
論
が
形

成
さ
れ
、
こ
れ
が
中
園
人
の
思
考
に
深
く
浸
透
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
高

度
の
統
合
性
を
も
っ
た
中
華
帝
園
は
、
辛
亥
革
命
に
よ
る
王
様
崩
壊
に
よ
っ

て
、
た
ん
に
政
治
的
秩
序
の
み
な
ら
ず
、
文
化
的
秩
序
を
も
解
鐙
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
。
停
統
の
内
容
を
な
し
て
い
た
諸
観
念
、
諸
債
値
は
す
べ
て
自
明
の
も

の
で
は
な
く
な
り
、
懐
疑
と
攻
撃
の
針
象
と
な
っ
て
、
こ
こ
か
ら
全
面
的
停
統

否
定
論
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
が
、
一
方
停
統
的
思
考
様
式
の
方
は
、
形
を
嬰

え
て
生
き
績
け
た
の
で
あ
る
。
蓑
世
凱
や
張
勅
の
帝
制
復
活
の
試
み
も
ま
た
反

停
統
主
義
者
た
ち
の
こ
の
よ
う
な
見
方
を
強
め
る
も
の
で
あ
っ
た
。

い
ま
一
円

J

、
か
れ
ら
反
体
統
主
義
者
た
ち
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
文
化
的
日
主

知
主
義
的

(
2
-
Z
E
-
-
Z
E
F
2
5
-
5
-
n〉
ア
プ
ロ
ー
チ
も
ま
た
、
中
園
の

停
統
思
想
に
深
く
根
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。
腐
朽
し
た
中
園
を
再
生
さ
せ
る
た

め
に
は
、
政
治
・
祉
曾
・
経
済
の
製
革
よ
り
も
知
的
・
文
化
的
幾
革
こ
そ
が
重

要
で
あ
る
と
す
る
か
れ
ら
の
議
論
は
、
ま
さ
し
く
停
統
中
園
の
文
化
的
特
色
の

一
つ
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
主
知
主
義
と
は
、
思
想
の
力
を
確
信
す
る
態
度

で
あ
る
。
人
は
輿
理
を
知
究
し
さ
え
す
れ
ば
、
そ
れ
に
従
っ
て
行
動
す
る
、
と

い
う
「
思
想
を
根
本
と
見
な
す
思
考
様
式
」
は
、
孟
子
以
来
、
朱
子
察
、
陽
明

良
平
、
考
讃
鼠
平
を
通
じ
て
、
捕
時
統
儒
数
の
思
考
様
式
で
あ
っ
た
。

一
八
九

0
年
代
に
活
躍
し
た
中
園
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
の
第
一
世
代
(
殿

復
、
康
有
信
用
、
諒
嗣
問
、
梁
騒
超
)
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
文
化
的

・
主
知
主
義

的
ア
プ

ロ
ー
チ
を
行
っ
て
い
る
が
、
か
れ
ら
は
ま
だ
停
統
的
秩
序
の
中
に
生
き

て
お
り
、
停
統
の
す
べ
て
の
相
を
有
機
的
統
一
健
の
部
分
と
見
な
す
こ
と
は
な

-185ー
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く
、
し
た
が
っ
て
か
れ
ら
の
傍
統
否
定
主
義
は
全
鐙
論
的
で
は
な
か
っ
た
。
辛

亥
革
命
後
、
王
朝
組
制
の
鼠
媛
、
そ
れ
に
績
く
革
命
の
無
残
な
挫
折
と
い
う
現

貧
の
中
で
、
中
園
イ
ン
テ
リ
ゲ
ン
チ
ャ
第
二
世
代
の
人
々
は
、
こ
の
ア
プ
ロ
ー

チ
を
極
限
ま
で
高
め
て
、
主
知
主
義
的
な
金
鍾
論
的
思
考
様
式
を
と
る
に
至
っ

た
の
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
惇
統
の
諸
要
素
は
、
す
べ
て
腐
朽
し
た
根
本
思
想
と

有
機
的
な
関
係
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
病
毒
に
侵
さ
れ
て
い

る
。
滅
亡
に
瀕
し
た
中
園
を
再
生
さ
せ
る
た
め
に
は
、
あ
ら
ゆ
る
停
統
を
全
面

的
に
否
定
す
る
思
想
革
命
文
化
革
命
を
遂
行
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
て
徹

底
的
・
非
妥
協
的
な
五
四
新
文
化
運
動
が
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ

う
な
博
統
的
思
考
様
式
を
そ
の
ま
ま
残
し
た
停
統
否
定
こ
そ
が
、
ま
さ
に
二
十

世
紀
中
園
に
お
け
る
「
意
識
の
危
機
」
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

*
 

陳
凋
秀
が
五
四
期
知
識
人
の
指
導
者
た
り
え
た
の
は
、
か
れ
ら
の
な
か
に
あ

っ
た
潜
在
的
な
反
傍
統
的
傾
向
に

一
つ
の
明
確
な
形
を
輿
え
た
粘
'に
あ
り
、
か

れ
こ
そ
以
上
に
述
べ
た
文
化
的
リ
主
知
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
民
主
鐙
論
的
反
鱒

統
主
義
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
か
れ
に
と
っ
て
儒
教
は
中
図
的
停
統
の

本
質
を
形
成
す
る
全
世
論
的
統
一
種
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
否
定
も
全
面

的
と
な
る
。
儒
教
の
部
分
的
改
革
、
あ
る
い
は
部
分
的
評
債
な
ど
は
問
題
に
な

ら
な
い
。
「
孔
数
と
欧
化
と
は
雨
存
の
叫
跡
地
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
陳
濁
秀
が

あ
れ
ほ
ど
徹
底
的
な
儒
数
攻
撃
を
行
い
な
が
ら
、
そ
の
批
判
が
儒
数
の
哲
撃
面

に
ま
で
及
ば
な
か
っ
た
の
は
、
儒
教
の
標
本
思
想
か
ら
波
生
し
た
祉
曾
規
範

(
虚
数
〉
が
現
代
生
活
に
不
適
合
で
あ
る
以
上
、
そ
の
本
源
も
ま
た
批
判
す
る

ま
で
も
な
く
不
適
合
で
あ
る
と
い
う
全
世
論
的
観
黙
の
ゆ
え
で
あ
る
。

し
ば
し
ば
停
統
文
化
の
改
良
を
め
ざ
し
た
と
さ
れ
る
胡
遜
に
し
て
も
、
全
健

論
的
反
惇
統
主
義
の
枠
を
脱
け
出
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
か
れ
の
改

良
主
義
は
中
園
の
全
面
欧
化
の
手
段
と
し
て
の
「
擬
似
改
良
主
義
守
宮
正
0

・

2『

2
g広
ヨ
)
と
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
デ
ュ

l
イ
の
「
科
皐
的
方
法
」
に
み

ず
か
ら
を
同
化
し
た
の
は
か
れ
の
主
知
主
義
的
ア
プ
ロ
ー
チ
(
こ
れ
は
そ
の
生

涯
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
)
に
よ
る
も
の
で
あ
る
し
、

中
園
の
停
統
の
中
か
ら
償

値
あ
る
科
準
的
精
神
を
見
出
そ
う
と
し
た
の
も
、
そ
の
基
礎
に
立
っ

て
全
面
欧

化
(
こ
れ
の
み
が
中
闘
を
救
済
で
き
る
)
を
は
か
る
た
め
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
射
し
て
魯
迅
の
意
識
の
特
徴
は
、
市
博
統
破
抽
出
の
全
世
論
と
、
あ
る
惇

統
的
債
値
に
制
到
す
る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
と
の
聞
の
深
刻
な
緊
張
に
あ
る
。
か
れ

は
表
層
意
識
に
お
い
て
は
博
統
的
中
園
文
化
の
暗
黒
と
罪
悪
を
徹
底
的
に
攻
撃

し
、
し
か
も
濁
創
的
な
筆
致
に
よ
っ
て
そ
の
他
の
反
体
統
主
義
者
た
ち
を
は
る

か
に
超
え
た
成
果
を
あ
げ
る
え
た
が
、
深
層
意
識
に
お
い
て
は
博
統
的
な
モ
ラ
ル

や
債
値
の
、
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
深
く
浸
透
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一

つ
の
例
が
「
念
醤
(
士
口
い
人
間
関
係
へ
の
い
と
お
し
み
)
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
儒

家
的
世
界
観
に
深
く
根
ざ
し
、
中
園
人
の
心
に
生
き
績
け
て
い
る
も
の
で
あ

る。

魯
迅
が
生
涯
を
捧
げ
た
全
面
的
縛
統
否
定
主
義
の
運
動
と
こ
の
深
層
意
識

と
は
、
全
く
相
容
れ
る
絵
地
が
な
く
、
か
れ
の
魂
の
奥
底
に
複
雑
な
衝
突
を
引

き
起
こ
し
た
。
魯
迅
の
思
想
に
お
け
る
こ
の
衝
突
こ
そ
、
二
十
世
紀
中
園
に
お

け
る
意
識
の
危
機
を
、
か
れ
濁
特
の
形
で
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
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以
上
、
極
め
て
大
雑
把
な
要
約
を
試
み
た
が
、
細
部
の
質
鐙
部
分
を
す
べ
て

割
愛
し
た
た
め
に
骨
組
み
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
全
文
二
ハ

O
頁、

細
字
で
び
っ
し
り
組
ま
れ
た
本
書
は
、
中
園
侍
統
思
想
と
現
代
思
想
と
の
具
盛

的
分
析
を
含
め
て
、
か
な
り
譲
み
ご
た
え
が
あ
り
、
ま
た
著
者
団
湖
特
の
用
語
法

も
あ
っ
て
、
私
の
語
皐
力
を
別
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
蹴
知
識
番
と
稽
し
て
よ
い

で
あ
ろ
う
。
以
上
の
要
約
の
中
に
も
、
あ
る
い
は
謀
議
に
よ
る
誤
解
が
あ
る
か



も
知
れ
な
い
が
、
以
下
、
私
の
讃
み
と
っ
た
限
り
で
問
題
黙
を
指
摘
し
て
お
こ

。
a
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五
四
新
文
化
運
動
が
「
封
建
文
化
に
徹
底
的
に
反
射
す
る
運
動
L

と
さ
れ
な

が
ら
、
そ
の
「
全
盤
欧
化
」
の
主
張
が
持
つ
脆
弱
性
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
多

く
の
人
が
論
じ
て
い
る
し
、
ま
た
陳
濁
秀
や
胡
遁
の
な
か
に
「
士
大
夫
意
識
」

と
も
呼
ぶ
べ
き
古
い
思
想
が
生
き
績
け
て
い
る
こ
と
も
ま
た
し
ば
し
ば
指
摘
さ

れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
か
れ
ら
の
高
唱
し
た
「
民
主
と
科
皐
」
「
思
想
革
命
」

「
文
摩
革
命
」
が
、
そ
の
貧
質
内
容
に
お
い
て
い
か
に
観
念
的
で
空
疎
で
あ
っ

た
か
は
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
か
れ
ら
が
あ
れ
ほ
ど
奮
き
中
園

を
憎
悪
し
近
代
化
さ
れ
た
中
薗
を
熱
望
し
な
が
ら
、
そ
の
思
想
が
イ
デ
オ
ロ
ジ

カ
ル
な
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
か
っ
た
の
は
な
ぜ
か
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
か

れ
ら
を
強
固
に
縛
り
つ
け
て
い
た
停
統
的
な
一
元
論
的
思
考
様
式
を
析
出
し
た

と
こ
ろ
に
、
著
者
の
新
鮮
な
問
題
提
起
が
あ
る
。
現
代
中
園
の
な
か
に
停
統
的

な
も
の
を
見
出
す
試
み
は
い
く
た
び
も
な
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
れ
ら
の
多
く
は

個
別
的
現
象
を
と
り
あ
げ
、
停
統
的
な
も
の
と
結
び
つ
け
て
解
穫
す
る
傾
向
が

強
か
っ
た
の
に
封
し
て
、
五
回
知
識
人
が
共
有
し
今
日
に
ま
で
連
綴
す
る
思
考

様
式
と
し
て
取
り
出
し
た
黙
が
本
書
の
特
色
で
あ
る
。
俸
統
的
思
考
様
式
を
無

意
識
の
う
ち
に
取
り
な
が
ら
全
面
的
停
統
否
定
を
説
い
た
五
四
思
想
の
不
毛
性

を
衝
き
、
こ
の
よ
う
な
思
考
様
式
の
克
服
こ
そ
が
停
統
に
封
す
る
創
造
的
鱒
化

合
B
巳
2
0
円
『

2日
間

2
自
己
5
ロ
〉
で
あ
り
、
中
園
に
お
け
る
意
識
の
危
機
を
解

決
す
る
道
で
あ
る
と
説
く
著
者
の
主
張
は
、
強
い
同
時
代
的
関
心
に
支
え
ら
れ

て
い
て
、
讃
む
者
に
一
種
の
迫
力
を
感
じ
さ
せ
る
。

し
か
し
な
が
ら
本
書
を
逼
讃
し
な
が
ら
常
に
気
に
か
か
っ
て
い
た
の
は
、
著

者
が
侍
統
を
論
ず
る
場
合
、
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
儒
教
を
針
象
と
し
て
お
り
、
そ

れ
以
外
の
も
の
で
も
士
大
夫
的
数
養
の
範
圏
内
に
限
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
現
代
中
園
と
停
統
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
ま
ず
思
い

浮
か
べ
る
の
は
、
西
欧
列
強
お
よ
び
そ
れ
と
結
托
し
た
反
動
勢
力
の
「
近
代
化
」

と
い
う
名
の
政
治
的
・
経
済
的
・
文
化
的
駆
迫
に
針
し
て
、
「
土
着
」
を
も
っ

て
抵
抗
し
た
農
民
革
命
の
停
統
で
あ
る
。
今
日
の
中
園
に
つ
い
て
「
文
皐
婆
術

に
お
け
る
民
族
形
式
」
「
マ
ル
ク
ス
主
義
の
土
着
化
」
を
論
ず
る
場
合
、
こ
の

農
民
の
惇
統
が
つ
ね
に
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
本
書
の
主
題
は

五
四
期
の
知
識
人
の
思
想
を
中
心
に
し
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
は
停
統
の
内
容

は
儒
数
が
主
要
な
も
の
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
二
十
世
紀
中
園
の
思
想
史
に

ま
で
問
題
を
鎖
げ
る
と
す
れ
ば
、
五
四
新
文
化
運
動
の
樫
蒙
主
義
的
・
近
代
主

義
的
性
格
が
洗
い
直
さ
れ
た
歴
史
的
経
過
を
も
観
野
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で

あ
ろ
う
。
湖
南
農
民
運
動
に
お
い
て
毛
四
伊
東
は
「
政
権
、
族
様
、
紳
権
、
夫
権
」

と
い
う
封
建
宗
法
(
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
儒
数
倫
理
〉
と
闘
う
農
民
を
描
い

て
い
る
が
、
そ
の
闘
い
は
、
五
四
の
儒
教
批
判
と
は
お
よ
そ
異
質
の
も
の
で
あ

り
、
地
の
底
か
ら
湧
き
起
こ
る
土
着
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
人

民
中
園
が
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
と
に
し
て
成
立
し
た
と
す
れ
ば
、
今
日
に
お

け
る
傍
統
の
問
題
は
、
い
わ
ゆ
る
「
人
民
」
の
な
か
に
あ
る
土
着
的
停
統
を
抜

き
に
し
て
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
停
統
を
こ
こ
ま
で
蹟
げ
て
考
え
る
な
ら

ば
、
体
統
の
否
定
を
通
し
て
侍
統
を
再
生
さ
せ
る
問
題
は
、
た
ん
に
儒
教
を
中

心
と
し
た
い
わ
ゆ
る
「
停
統
思
想
」
に
限
定
さ
る
べ
き
で
な
く
、
儒
数
も
道
教

も
、
預
勅
信
仰
も
拝
上
帝
数
も
、
降
紳
附
鐙
も
科
皐
精
一
柳
も
、
一
切
合
財
を
含

め
た
中
園
の
「
文
化
」
を
創
造
し
て
き
た
根
源
的
な
力
が
、
い
か
に
し
て
自
由

に
解
放
さ
れ
る
か
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
著
者
の
所
論
が
知
識

人
に
関
し
て
精
密
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
私
に
は
そ
の
外
に
績
が
る
世
界
が
須

に
な
っ
て
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

也
命

-187-
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著
者
林
統
生
氏
は
北
京
で
生
ま
れ
、
肇
輔
聞
を
経
て
ア
メ
リ
カ
に
留
察
、
シ
カ

ゴ
大
皐
で

0
・M
V
F

を
取
得
、
現
在
ウ
ィ
ス
コ

ン
シ
ン
大
盤
副
数
授
、

一
九
七

九
年
二
月
ウ
ィ
ス
コ
ン

シ
ン
大
準
教
授
代
表
闘
の
一
員
と
し
て
中
園
を
訪
れ
て

い
る
。
説
明
述
に
は
本
書
の
ほ
か
に

回
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