
書

評

0
8
薩
三
等
圃
Φ
団

智
G
。
諒
愚
ミ
晦
ミ
偽
O
ミ
§
§
至
嘱
ミ
％

沁
恥
ミ
偽
ミ
〉
ミ
嵩
ミ
ミ
職
。
。
§
ミ
ミ
き
職
勘
偽
ミ

9
§
薦
鴨
ミ
煙
ミ
敦
砺
§
ミ
簿
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中

底

　
こ
こ
に
取
り
上
げ
た
G
・
イ
ー
り
一
の
著
作
は
、
ド
イ
ツ
第
二
帝
政
後
半

期
の
右
翼
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
。
右
翼
と
い
え
ば
、
一
般
に
は
街
頭
行

動
な
ど
を
伴
っ
た
大
衆
政
治
運
動
が
想
起
さ
れ
る
が
、
本
書
で
は
も
っ
と
包

括
的
な
概
念
と
し
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
広
義
の
支
配
層
と
ほ
ぼ
同
義
だ
と

言
え
よ
う
。
そ
の
意
味
で
は
通
常
の
用
語
法
と
一
致
し
な
い
の
だ
が
、
以
下

の
紹
介
で
述
べ
る
よ
う
に
、
本
書
で
は
新
旧
店
翼
の
対
抗
と
い
う
点
が
一
つ

の
重
要
な
モ
チ
ー
フ
に
な
る
の
で
、
小
稿
で
は
著
者
に
従
っ
て
こ
の
語
を
使

用
す
る
。

　
さ
て
帝
政
期
の
右
翼
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
の
と
こ
ろ
社
会
史
学
派
の
提

出
す
る
歴
史
像
が
ほ
ぼ
通
説
に
な
っ
て
い
る
と
雷
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
そ

の
見
方
に
従
え
ば
、
絶
対
主
義
酌
軍
事
機
構
に
依
る
プ
ロ
イ
セ
ン
の
主
言
下

に
成
立
し
た
一
八
七
一
年
の
ビ
ス
マ
ル
ク
帝
國
は
、
そ
の
当
初
、
　
「
上
か
ち

の
革
命
」
に
妥
協
し
て
転
向
し
た
自
由
主
義
勢
力
と
の
提
携
の
下
で
経
営
さ

れ
て
い
た
が
、
七
八
年
の
社
会
主
義
者
鎮
圧
法
、
七
九
年
の
関
税
改
革
に
よ

る
「
穀
物
と
鉄
」
の
同
盤
締
結
に
よ
っ
て
大
転
換
を
遂
げ
て
保
守
化
し
、
そ

の
後
ユ
ン
カ
ー
・
保
守
右
翼
勢
力
は
、
園
民
自
由
党
右
派
を
代
弁
者
と
す
る

重
工
業
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
と
ほ
ぼ
恒
常
的
に
連
合
し
て
、
権
威
主
義
体
制
の

権
力
エ
リ
ー
ト
層
を
形
成
し
、
こ
う
し
て
一
九
一
八
年
の
帝
政
崩
壊
ま
で
そ

の
支
配
的
地
位
を
保
持
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
問
、
九
〇
年
代
初
頭
の
「
新

航
路
し
期
や
、
一
九
〇
九
年
の
帝
国
財
政
改
革
問
題
を
め
ぐ
る
農
業
・
工
業

の
分
裂
と
い
っ
た
中
聞
休
止
が
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
一
九
一
三
年
の

「
生
産
身
分
の
カ
ル
テ
ル
」
図
9
陣
。
躍
α
Φ
弓
ω
o
げ
費
識
Φ
口
α
Φ
博
ω
茎
p
α
①
を
経

て
、
最
終
的
に
大
戦
中
の
ド
イ
ツ
祖
国
党
（
一
九
一
七
）
に
至
る
結
集
政
策

の
伝
統
は
、
帝
政
史
の
基
本
線
と
見
敬
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
よ

う
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
七
九
年
の
政
策
転
回
が
最
大
の
画
期
と
し
て
評
価

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
以
降
の
帝
政
期
は
、
同
質
の
政
治
構
造
に
墓

く
連
続
酌
な
最
期
と
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
本
書
は
以
上
の
よ
う
な
見
解
を
正
滴
か
ら
批
判
し
て
新
た
な
右
翼
像
を
対

置
し
、
最
終
的
に
は
帝
政
の
政
治
構
造
の
再
解
釈
を
提
起
し
よ
う
と
す
る
、

き
わ
め
て
野
心
的
な
意
図
を
も
つ
労
作
で
あ
る
。
そ
の
主
張
を
支
え
る
視
角

を
約
揺
す
れ
ば
、
第
一
に
伝
統
的
右
翼
に
対
立
す
る
薪
右
翼
と
し
て
の
急
進

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
措
定
し
た
点
で
、
そ
の
政
治
的
具
体
化
で
あ
る
国
粋
主

義
的
圧
力
団
体
舞
¢
o
峯
涜
げ
鷲
＄
。
。
霞
o
G
q
目
自
陽
b
ρ
鉱
。
募
ざ
く
曾
黙
酔
民
Φ

の
分
析
が
本
書
の
核
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
に
社
会
の
構
造
変
動
に
伴
う
九

〇
年
代
の
政
治
生
活
の
形
態
変
化
、
す
な
わ
ち
大
衆
政
治
娼
。
唱
乱
霞
℃
9
割

賦
。
。
。
の
出
現
が
、
重
要
な
画
期
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。

　
イ
ー
リ
ー
は
一
九
四
九
年
イ
ギ
リ
ス
生
ま
れ
の
若
手
歴
史
学
考
で
あ
り
、
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評護

七
四
年
に
学
位
論
文
「
ド
イ
ツ
政
治
に
お
け
る
ド
イ
ツ
艦
隊
協
会
、
一
八
九

八
一
一
九
一
四
」
日
げ
①
Q
自
B
ρ
峯
裟
ρ
く
団
ビ
①
ρ
σ
Q
g
o
陣
博
Ω
震
ヨ
騨
爵
憎
。
年
ざ
μ

同
。
。
Φ
。
。
占
Φ
ば
・
Q
り
測
器
①
〆
U
・
℃
｝
艶
こ
お
認
を
発
表
し
て
、
現
在
ミ
シ
ガ
ン
大

学
の
歴
史
学
の
助
教
授
で
あ
る
。
彼
の
こ
れ
ま
で
の
論
文
の
多
く
は
、
西
ド

イ
ツ
社
会
史
学
派
の
見
解
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
本
書
は
そ
れ
ら
を
総
括
す

る
位
置
に
あ
る
も
の
と
理
解
で
き
よ
う
。

本
書
は
全
部
で
一
二
章
か
ら
な
り
、
そ
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
第
一
編
方
　
　
　
説

第
一
部

　
第
二
章
　
名
望
家
政
治
と
國
民
自
由
主
義
の
危
機

　
第
三
章
　
圏
粋
主
義
的
圧
力
団
体
の
成
立

第
二
部

　
第
四
章
　
圧
力
団
体
の
内
部

　
第
五
章
　
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

　
第
六
三
百
領
域
と
し
て
の
大
衆
政
治

第
三
部

　
第
七
章
　
　
「
全
国
民
的
勢
力
の
結
集
」
i
理
念
と
現
実
－

　
第
八
章
　
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
貢
献

第
四
部

　
第
九
章
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
曝
露
力
ブ
ロ
ッ
ク
の
分
裂

　
第
一
〇
章
　
右
翼
の
再
建
、
　
一
九
〇
八
－
一
四

　
第
一
一
章
展
　
　
望

　
第
一
二
章
　
結
　
　
　
論
ー
ド
イ
ツ
の
特
殊
性
1

　
以
下
、
憲
章
ご
と
に
内
容
を
紹
介
し
て
み
よ
う
。

　
第
一
章
で
は
社
会
史
学
派
の
帝
政
無
理
解
が
簡
単
に
紹
介
さ
れ
、
そ
れ
に

対
す
る
著
者
の
批
判
が
要
約
的
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
批
判
の
対
象
は
、
第

一
に
支
配
層
に
よ
る
操
作
を
鍵
概
念
と
す
る
政
治
動
員
論
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
社
会
史
学
派
に
よ
れ
ば
、
一
九
抵
紀
後
半
の
工
業
化
時
代
に
前
近
代
的
な

性
格
の
政
治
構
造
が
維
持
さ
れ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
支
配
層
の
側
で
の
武
平

意
識
約
な
転
嫁
戦
略
の
お
蔭
な
の
で
あ
り
、
そ
の
代
表
例
が
社
会
帝
国
主
義

な
の
だ
が
、
著
者
は
こ
の
見
方
は
基
本
的
に
成
り
立
た
な
い
と
考
え
る
。
た

と
え
ば
、
支
配
層
に
よ
る
大
衆
統
合
の
例
と
し
て
よ
く
引
き
合
い
に
出
さ
れ

る
農
業
者
岡
盟
（
九
三
年
設
立
）
の
場
合
に
お
い
て
も
、
西
エ
ル
ベ
農
民
地

帯
へ
の
組
織
拡
大
は
、
単
な
る
「
上
か
ら
の
操
作
」
の
所
産
な
の
で
は
な
く
、

岡
時
に
「
下
か
ら
の
政
治
化
」
と
の
交
錯
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
九
〇
年
代
の
大
衆
の
政
治
化
・
活
性
化
こ
そ
が
、
帝
政
後
半
期
の
政
治

を
理
解
す
る
う
え
で
の
不
可
欠
の
前
提
と
見
敏
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
著
者
の

批
判
は
、
今
述
べ
た
経
験
的
な
反
証
だ
け
で
な
く
、
理
論
的
観
点
か
ら
も
補

強
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
第
五
童
－
で
詳
述
さ
れ
る
。

　
批
判
の
第
二
点
は
政
治
構
造
の
連
続
性
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
で
に

述
べ
た
よ
う
に
、
従
来
の
説
に
よ
れ
ば
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
期
の
政
治
構
造
を
規

定
し
た
の
は
、
七
九
年
に
成
立
し
、
九
七
年
の
結
集
政
策
で
再
確
認
さ
れ
た

農
工
の
共
同
支
配
と
さ
れ
る
の
だ
が
、
著
渚
の
見
解
で
は
、
　
「
新
航
路
」
に

よ
っ
て
一
旦
瓦
解
し
た
こ
の
体
綱
が
そ
の
ま
ま
の
形
で
再
建
さ
れ
る
こ
と
は

も
う
な
か
っ
た
。
結
集
政
策
は
支
配
層
内
外
の
軋
礫
を
除
く
こ
と
に
よ
っ
て

支
配
を
長
期
的
に
再
確
立
す
る
の
に
失
敗
し
、
そ
し
て
大
衆
の
広
汎
な
支
持

を
取
り
付
け
ら
れ
ず
、
支
配
基
盤
を
不
安
定
な
も
の
に
し
た
と
い
う
点
で
、

一
時
酌
な
弥
縫
策
を
越
え
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
帝
政
後
半
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期
は
、
ま
だ
致
治
の
固
定
的
な
枠
組
が
変
動
す
る
現
実
を
優
に
圧
倒
し
え
た

静
的
な
蒋
代
で
は
も
う
な
く
、
枠
組
そ
の
も
の
が
絶
え
ず
不
安
定
な
ま
ま
に

推
移
し
て
い
く
期
間
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
政
治
の
聞
隙
に
登
場

し
て
く
る
の
が
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
な
の
で
あ
る
。

　
次
の
第
一
部
で
は
、
国
粋
主
義
的
圧
力
団
体
の
成
立
と
そ
の
土
壌
が
扱
わ

れ
る
。
ま
ず
第
二
章
で
は
伝
統
的
な
政
治
生
活
の
形
態
で
あ
る
名
望
家
政
治

国
。
昌
。
養
江
。
お
⇔
℃
9
三
罵
の
崩
壊
と
大
衆
の
広
汎
な
政
治
化
現
象
が
よ
り
詳

し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
筆
者
は
、
九
〇
年
代
を
ビ
ス
マ
ル
ク
的

権
力
ブ
ロ
ッ
ク
の
解
体
期
と
捉
え
る
の
だ
が
、
そ
の
意
味
は
、
各
政
治
勢
力

の
力
関
係
・
配
置
状
況
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
政
治
実
践
の
ス
タ
イ
ル
そ
の

も
の
に
関
わ
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
域
の
名
士
と
し
て
生
得
的
な
声
望

を
も
ち
、
自
ら
の
間
で
閉
鎖
的
な
サ
…
ク
ル
を
形
成
し
な
が
ら
、
商
業
会
議

所
や
半
官
的
農
業
団
体
を
通
じ
て
行
政
と
密
着
し
、
非
民
主
的
選
挙
法
に
よ

っ
て
政
治
的
発
墨
権
を
保
証
さ
れ
て
い
る
名
望
家
の
支
配
は
、
地
域
レ
ベ
ル

に
お
い
て
ビ
ス
マ
ル
ク
体
制
を
支
え
る
も
の
だ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
な
支
配

の
あ
り
方
が
九
〇
年
代
に
入
っ
て
社
会
下
層
の
政
治
化
に
よ
っ
て
掘
り
崩
さ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
右
翼
と
の
関
連
で
農
村
に
お
け
る
急
進
主
義
の

台
頭
が
、
と
く
に
注
麟
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
社
会
下
層
の
反
逆
に
対

し
て
既
成
政
党
も
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
吸
収
す
べ
く
自
己
再
編
を
強
い
ら
れ

る
が
、
無
畏
自
由
党
だ
け
は
対
応
に
失
敗
し
て
相
変
わ
ら
ず
の
名
望
家
政
党

に
と
ど
ま
り
、
そ
の
結
果
生
じ
た
自
由
主
義
へ
の
幻
滅
は
、
や
が
て
急
進
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
土
壌
を
作
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
第
三
章
で
は
主
要
な
団
体
の
成
立
・
展
開
に
つ
い
て
の
概
観
が
述
べ
ら
れ

る
が
、
最
も
大
き
な
ス
ペ
ー
ス
の
劉
か
れ
て
い
る
の
は
艦
隊
協
会
で
あ
る
。

こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
著
者
が
以
前
に
学
位
論
文
で
詳
細
に
研
究
し
た
た
め
だ

ろ
う
が
、
本
書
で
国
粋
主
義
的
脚
力
団
体
の
具
体
的
な
菓
例
が
聞
題
に
な
る

と
き
、
他
の
章
で
も
最
も
よ
く
引
証
さ
れ
る
の
は
艦
隊
協
会
で
あ
っ
て
、
た

と
え
本
書
で
は
単
な
る
組
織
発
展
史
の
羅
列
が
意
図
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

い
に
し
て
も
、
そ
の
点
素
材
上
の
偏
り
が
詣
摘
さ
れ
よ
う
。
さ
て
本
章
で
は
、

諸
団
体
が
決
し
て
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
一
枚
岩
的
団
結
に
よ
っ
て
誕
生

し
た
の
で
は
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。
艦
隊
協
会
の
場
合
に
も
、
そ

の
結
成
は
伝
統
右
翼
1
1
名
望
家
政
治
家
ら
が
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
を
牽
制

す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
後
者
の
主
導
に
よ
る
も
の
で
な
か
っ

た
。
彼
ら
の
優
勢
が
確
立
す
る
の
は
、
穏
健
派
と
の
内
紛
を
経
て
後
の
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
内
紛
の
中
で
明
ら
か
に
な
っ
た
路
線
上
の
対
立
－
1

御
用
団
体
図
。
σ
Q
6
凄
浮
σ
q
零
。
話
冒
か
人
罠
団
体
く
。
涛
撃
σ
話
ぎ
か
一
は
、

単
に
協
会
だ
け
で
な
く
、
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
総
体
の
発
展
経
路
を
示
唆

す
る
も
の
だ
っ
た
。

　
第
二
部
で
は
国
粋
主
義
的
圧
力
団
体
の
内
部
構
造
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
焦

点
を
あ
て
て
い
る
。
第
四
章
は
ま
ず
、
ど
の
闘
体
に
お
い
て
も
一
九
〇
〇
年

頃
に
幹
部
層
の
交
代
や
活
動
家
層
の
台
頭
が
見
ら
れ
、
そ
れ
に
伴
っ
て
組
織

が
名
望
家
的
な
性
格
を
失
っ
て
い
く
こ
と
を
指
摘
す
る
。
彼
ら
は
多
く
の
場

合
政
治
的
原
体
験
と
し
て
国
民
自
由
党
へ
の
失
望
を
も
ち
、
そ
う
し
て
過
激

な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
と
転
じ
た
の
だ
が
、
同
じ
く
同
党
の
旧
式
な
体
質
で

は
汲
み
上
げ
ら
れ
な
か
っ
た
大
衆
の
政
治
化
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
醸
を
向
け
、

そ
こ
に
勢
力
拡
大
の
塞
盤
を
見
出
し
た
の
だ
っ
た
。
諸
団
体
は
会
員
の
社
会

的
構
成
に
お
い
て
も
よ
く
似
た
性
格
を
示
し
て
い
て
、
最
も
多
い
の
は
専
門

職
・
官
吏
・
企
業
家
で
あ
り
、
そ
の
次
に
職
人
・
農
罠
が
来
て
、
大
土
地
所

有
者
は
稀
だ
っ
た
。
労
働
者
も
皆
無
に
等
し
い
。
再
び
艦
隊
協
会
の
場
合
を

引
け
ば
、
と
く
に
幹
部
・
活
動
家
層
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
専
門
職
が
多
く
、
そ
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れ
に
対
し
て
一
般
会
員
は
主
と
し
て
中
聞
誤
的
大
衆
か
ら
な
っ
て
い
た
。
こ

の
あ
た
り
の
叙
述
は
い
さ
さ
か
明
噺
さ
を
欠
く
が
、
著
者
は
ま
る
で
そ
れ
を

補
う
か
の
よ
う
に
、
協
会
の
歴
史
的
意
義
を
考
え
る
上
で
は
一
般
会
員
の
動

向
は
重
要
で
な
い
と
言
う
。
と
い
う
の
も
協
会
の
活
動
は
散
発
的
で
、
た
と

え
ば
労
働
組
合
が
組
合
員
の
日
常
生
活
の
種
々
の
局
爾
を
組
織
し
た
の
と
同

列
に
論
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
決
し
て
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
会
員

の
統
合
度
は
小
さ
く
、
社
会
帝
国
主
義
論
の
主
張
す
る
よ
う
な
大
衆
操
作
は

現
実
に
は
成
功
し
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
協
会
の
意
義
は
、
ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
の
信
念
に
献
身
し
た
幹
部
・
活
動
家
層
に
舞
台
を
提
供
し
た
点
に

求
め
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
た
し
か
に
彼
ら
の
組
織
内
に
占
め
る
位
置
と
い
う

観
点
か
ら
見
れ
ば
、
諸
団
体
の
間
に
も
性
格
差
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

名
望
家
体
制
を
踏
襲
す
る
植
民
協
会
、
急
進
的
な
驚
動
家
層
の
優
越
す
る
全

ド
イ
ツ
連
麗
を
両
極
に
、
艦
隊
協
会
と
東
部
国
境
協
会
が
中
間
的
形
態
を
な

し
て
い
た
の
だ
が
、
他
方
で
横
断
的
連
絡
も
密
で
あ
り
、
諸
団
体
は
よ
り
大

き
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
共
同
体
を
形
成
し
て
い
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
第
五
章
は
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
分
析
に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、
あ
る
意
味

で
は
本
書
の
核
心
を
な
す
。
ま
ず
社
会
史
学
派
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
が
田

上
に
上
さ
れ
、
そ
の
一
面
性
が
搬
摘
さ
れ
る
。
著
考
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ば
、

そ
れ
は
次
の
二
つ
の
誤
っ
た
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
理
論
上
の
仮
説
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
る
。
第
一
に
被
会
史
学
派
は
、
支
配
層
の
価
値
体
系
は
社
会
化
過
程

の
掌
握
に
よ
っ
て
大
衆
に
内
化
さ
れ
て
い
く
と
い
う
下
向
的
な
モ
デ
ル
を
前

提
に
し
て
い
る
が
、
支
配
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
形
成
は
そ
の
よ
う
な
一
方
的

な
拡
散
・
浸
透
の
産
物
な
の
で
は
な
く
、
従
属
諸
階
層
か
ら
の
反
発
・
抵
抗

と
の
交
差
の
中
で
進
行
す
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
支
配
層
の
計
算
を
そ
の
・

ま
ま
反
映
し
て
い
な
い
。
著
者
の
こ
の
よ
う
な
理
論
的
構
想
の
支
柱
は
グ
ラ

ム
シ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
理
論
で
あ
っ
て
、
権
力
プ
ロ
ヅ
ク
の
崩
壊
期
で
あ
る
ヴ

ィ
ル
ヘ
ル
ム
期
は
、
同
階
に
ま
た
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
再
編
期
で
あ
り
、
急
進
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
薪
し
い
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
確
立
過
程
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
第
二
の
批
判
点
も
こ
の
よ
う
な
理
論
に
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
社
会
史
学
派
の
も
う
一
つ
の
難
点
は
、
性
急
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
そ

の
社
会
学
的
基
底
に
還
元
し
よ
う
と
し
て
、
イ
デ
ナ
二
三
ー
の
相
対
的
自
立

を
認
め
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
伝
統
右
翼
と
急
進
右
翼
の

決
定
的
な
差
異
は
、
社
会
的
出
自
な
ど
よ
り
、
む
し
ろ
政
治
理
念
に
因
っ
て

い
る
。
問
題
な
の
は
、
欄
々
の
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
次
元
へ
と
駿
小
化

し
た
う
え
で
社
会
的
連
関
を
聞
う
こ
と
な
の
で
は
な
く
て
、
急
進
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
そ
の
も
の
を
権
力
ブ
ロ
ッ
ク
の
分
裂
、
政
治
の
形
態
の
変
動
期
に
お

け
る
支
配
層
の
緊
張
の
表
現
と
し
て
、
機
能
的
な
観
点
か
ら
総
体
的
に
捉
え

る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
お
い
て
、
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス

ト
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
の
確
立
に
努
め
る
グ
ラ
ム
シ
的
知
識
人
を

想
起
す
る
の
は
決
し
て
誤
り
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
観
点
に
立
つ
と
き
、
分
極
化
し
た
階
級
社
会
を
統
合
す
る

操
作
的
手
段
と
し
て
帝
政
期
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
を
捉
え
る
社
会
史
学
派
の
解

釈
は
、
ま
た
も
や
二
圓
的
で
あ
る
。
そ
れ
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
め
ぐ
る
闘
争

の
中
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
決
し
て
政
府
の
独
占
的
武
器
な
の
で
は
な
く
、

逆
に
政
府
批
判
の
道
具
に
も
転
用
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
し
く
急

進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
場
合
が
そ
う
だ
っ
た
。
実
際
、
国
粋
主
義
的
圧
力
団

体
の
歴
史
に
は
数
多
く
の
政
府
攻
撃
の
例
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

う
な
体
制
批
判
的
姿
勢
を
支
え
た
の
が
人
民
主
義
な
の
で
あ
っ
た
。

　
著
者
に
よ
れ
ば
、
こ
の
人
民
主
義
こ
そ
が
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
期
の
急
進
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
中
心
的
特
徴
で
あ
る
。
正
統
性
の
源
泉
と
し
て
繰
り
返
し
人
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民
に
雷
及
し
、
既
成
の
諸
制
度
、
た
と
え
ば
政
党
、
議
会
、
邦
、
場
合
に
よ

っ
て
は
皇
帝
さ
え
も
、
人
民
と
政
治
の
直
接
的
接
触
を
阻
む
爽
雑
物
と
し
て

攻
撃
す
る
姿
勢
は
、
そ
れ
談
で
の
右
翼
に
は
ま
っ
た
く
見
ら
れ
な
か
っ
た
。

人
驚
主
義
は
通
例
、
伝
統
的
粒
心
匠
の
近
代
化
へ
の
反
発
と
考
え
ら
れ
て
い

る
が
、
新
興
の
ブ
ル
ジ
ョ
ア
・
薪
中
間
層
に
支
え
ら
れ
、
思
想
的
に
も
自
由

主
義
の
痕
跡
を
残
す
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
、
こ
れ
は
該
当
し
な
い
。

結
局
著
者
は
、
人
民
主
義
と
い
う
形
で
支
配
の
正
統
性
の
根
拠
が
改
め
て
確

認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
点
を
、
既
成
体
制
が
機
能
不
全
に
陥
っ
て
い
る

証
拠
と
見
る
。
そ
う
し
て
こ
れ
に
既
述
の
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
蒋
代
の
性
格
規
定

を
重
ね
合
わ
せ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
定
式
化
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
期

は
ビ
ス
マ
ル
ク
的
権
力
ブ
ロ
ッ
ク
の
解
体
に
伴
う
危
機
の
時
代
で
、
従
属
諸

階
層
の
自
立
化
・
政
治
化
と
支
配
層
内
の
内
部
分
裂
と
い
う
二
璽
の
困
難
に

逢
着
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
情
況
下
で
、
名
望
家
体
制
に
立
脚
し
た
伝
統

右
翼
は
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
従
前
ど
お
り
保
持
す
る
能
力
を
喪
失
し
た
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
は
、
ブ
ロ
ッ
ク
の
再
統
一
と
ヘ
ゲ
モ
ニ

ー
の
再
確
立
を
人
気
主
義
に
よ
っ
て
遂
行
し
よ
う
と
す
る
努
力
だ
と
言
え
る

の
で
あ
る
。

　
次
い
で
第
六
章
で
は
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
実
態
の
考
察
を
軸
に
、
政
府
・
既

成
政
党
の
活
動
と
対
比
的
な
嗣
粋
主
義
的
圧
力
団
体
の
活
動
を
際
立
た
せ
て

い
る
。
通
例
は
建
艦
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
で
大
き
な
貢
献
を
し
た
と
さ
れ
る
海
軍

省
の
宣
伝
に
、
否
定
的
な
評
価
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
の
は
興
味
を
惹
く
。

　
第
三
榔
は
、
独
自
の
勢
力
と
し
て
の
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
確
立
と
ヴ

ィ
ル
ヘ
ル
ム
期
政
治
史
に
与
え
た
意
義
と
、
ほ
ぼ
要
約
で
き
よ
う
。
ま
ず
第

七
章
で
は
、
ボ
ー
ア
戦
争
を
契
機
に
し
て
政
府
と
絶
縁
し
た
全
ド
イ
ツ
連
盟

が
、
そ
の
政
治
的
孤
立
の
中
で
次
第
に
自
己
の
立
場
を
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ

ム
を
核
に
純
化
し
、
「
園
民
的
反
対
」
の
路
線
を
確
立
す
る
経
緯
が
跡
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
ク
ラ
ー
ス
出
・
Ω
農
、
フ
ー
ゲ
ソ
ベ
ル
ク
｝

瞬
¢
σ
食
①
9
興
σ
q
ら
の
急
進
派
が
主
導
権
を
掌
握
し
、
そ
れ
ま
で
の
方
針
を
変

更
し
て
内
政
問
題
に
積
極
的
に
関
与
し
て
い
く
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
の
一
つ

の
表
わ
れ
が
一
九
〇
三
年
の
新
綱
領
で
、
そ
れ
は
帝
国
財
政
痘
毒
を
謳
う
こ

と
に
よ
っ
て
反
ユ
ン
カ
ー
的
性
格
を
闘
ら
か
に
し
、
ひ
い
て
は
結
集
政
策
体

制
へ
の
抵
判
を
意
味
す
る
も
の
だ
っ
た
。

　
第
八
章
で
は
政
治
史
的
考
察
が
主
に
な
っ
て
い
て
、
ま
ず
ビ
ュ
ー
ロ
ー
・

ブ
ロ
ッ
ク
は
、
左
派
自
由
主
義
に
ま
で
及
ぶ
広
汎
な
「
国
民
的
勢
力
」
の
糾

合
に
成
功
し
て
、
こ
れ
に
参
加
し
た
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
信
念
を
強
め

た
。
し
か
し
ま
た
同
感
に
、
こ
の
よ
う
な
公
然
た
る
政
治
へ
の
関
与
は
急
進

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
間
に
方
針
を
め
ぐ
る
議
論
を
惹
起
し
、
と
く
に
艦
隊
協

会
で
は
一
九
〇
七
1
0
八
年
に
再
度
の
内
紛
を
招
く
。
だ
が
こ
の
内
紛
で
も

大
面
的
に
は
、
人
民
主
義
的
な
傾
斜
を
も
つ
急
進
派
の
主
張
が
貫
徹
し
、
同

派
は
次
第
に
全
ヂ
イ
ツ
連
盟
と
の
関
係
を
深
め
て
い
っ
た
。
さ
ら
に
デ
イ
リ

ー
・
テ
レ
グ
ラ
フ
事
件
は
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
確
立
に
大
き
な
刺
激
を

与
え
た
。
連
盟
は
「
国
民
酌
反
対
」
を
喧
伝
し
て
、
政
府
抵
判
の
風
潮
を
自

己
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
…
主
導
権
の
確
立
に
利
恥
し
、
こ
れ
以
後
急
進
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
が
政
党
政
治
レ
ベ
ル
に
定
着
す
る
機
縁
と
な
っ
た
。

　
第
四
部
は
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
る
右
翼
の
再
建
と
本
譲
の
結
論
を

含
む
。
第
九
章
で
は
す
で
に
述
べ
た
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
期
の
二
重
の
困
難
の
う

ち
、
支
配
層
の
分
裂
が
詳
論
さ
れ
て
い
る
。
著
者
に
よ
れ
ば
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル

ム
期
の
政
治
を
規
定
し
て
い
た
根
本
的
要
因
は
、
工
業
化
の
進
腿
に
起
因
す

る
農
業
・
工
業
の
経
済
的
バ
ラ
ン
ス
の
崩
壊
だ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
工
業
国

と
し
て
の
発
展
に
対
応
し
て
、
国
樹
も
軍
備
拡
大
、
交
通
綱
の
整
備
、
教
育
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制
度
、
労
使
紛
争
の
調
上
等
の
、
工
業
の
利
害
に
よ
り
即
応
し
た
干
渉
を
推

進
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
の
際
の
最
大
の
障
害
は
、
国
家
機
構
内
に

特
権
的
地
位
を
占
め
る
ユ
ン
カ
ー
の
抵
抗
だ
っ
た
。
加
え
て
工
業
の
側
と
し

て
も
、
以
前
の
よ
う
に
積
極
的
に
農
業
と
の
同
盤
を
求
め
る
意
思
は
、
も
は

や
か
な
り
弱
ま
っ
て
い
た
。
経
済
的
地
位
の
低
下
し
た
ユ
ン
カ
ー
と
の
聞
に

は
、
一
九
〇
二
年
に
関
税
改
革
が
実
現
し
た
後
で
は
、
利
害
の
一
致
す
る
経

済
政
策
は
も
う
存
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
両
者
の
間
に
は
亀
裂
が
生
じ
、
そ
れ
は
徐
々
に
拡
大
し
つ
つ
あ

っ
た
の
だ
が
、
決
定
的
な
分
裂
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
一
九
〇
九
年
の
帝
国

財
政
改
革
間
題
で
あ
っ
た
。
ユ
ン
カ
ー
の
頭
迷
な
反
対
に
憤
激
し
た
自
由
主

義
勢
力
は
、
ビ
ュ
ロ
ー
・
ブ
ロ
ッ
ク
を
禦
消
し
て
「
ハ
ソ
ザ
同
盟
」
頃
9
㌣

ω
㌣
切
旨
鳥
を
中
間
層
と
も
ど
も
組
織
す
る
。
こ
う
し
て
ユ
ン
カ
ー
に
対
抗
す

る
自
由
主
義
の
統
一
戦
線
が
成
立
し
た
か
に
思
わ
れ
た
が
、
し
か
し
こ
れ
は

決
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ア
的
支
配
ブ
ロ
ッ
ク
の
確
立
を
意
味
し
な
い
と
、
著
者
は

雷
う
。
そ
れ
は
民
主
化
改
革
と
い
う
綱
領
で
内
的
に
統
合
さ
れ
て
い
た
の
で

は
な
く
、
反
農
業
の
姿
勢
と
、
大
衆
的
支
持
の
獲
得
の
た
め
に
唱
え
ら
れ
た

急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
か
ろ
う
じ
て
外
見
を
保
っ
て
い
る
に
す
ぎ

な
か
っ
た
。
国
民
自
由
党
右
派
を
形
成
す
る
重
工
業
に
釜
っ
て
は
、
農
業
へ

の
六
夢
姿
勢
さ
え
も
曖
昧
で
、
結
局
ハ
ソ
ザ
同
盟
を
離
脱
し
て
し
ま
う
。

　
こ
う
し
た
情
況
下
で
迎
え
た
一
九
＝
一
年
の
帝
國
議
会
選
挙
で
社
会
民
主

党
は
第
一
党
に
躍
り
出
て
、
支
配
層
に
甚
大
な
衝
撃
を
与
え
た
。
こ
れ
を
契

機
に
始
動
し
、
結
局
「
生
産
身
分
の
カ
ル
テ
ル
」
の
結
成
に
結
実
す
る
右
翼

の
再
建
を
扱
う
の
が
第
一
〇
箪
で
あ
る
。
著
者
は
「
カ
ル
テ
ル
」
を
単
な
る

結
集
政
策
の
再
版
と
は
見
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
点
に
お
い
て
双
方
の
相
違
を
強

調
す
る
が
、
な
か
で
も
重
要
な
の
は
政
府
と
の
関
係
で
あ
る
。
「
カ
ル
テ
ル
」

は
議
会
内
の
中
道
左
派
勢
力
に
考
慮
を
払
う
べ
ー
ト
マ
ソ
に
対
し
て
野
党
的

姿
勢
を
貫
い
た
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
ワ
イ
マ
ー
ル
期
の
反
政
府
的
右
翼
の
先

駆
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
反
政
府
姿
勢
を
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

約
に
支
え
た
の
が
、
身
分
制
志
向
と
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
で
あ
っ
た
。
と

く
に
思
至
は
結
集
政
策
期
に
は
傍
流
的
位
置
に
甘
ん
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
の
に
、
今
や
「
カ
ル
テ
ル
」
の
基
本
理
念
の
座
を
占
め
る
よ
う
に

な
る
。
す
な
わ
ち
ユ
ン
カ
ー
も
帝
政
末
期
の
政
治
的
孤
立
に
あ
っ
て
、
徐
々

に
「
国
民
的
反
対
」
へ
の
嫌
悪
感
を
薄
め
、
遂
に
全
ド
イ
ツ
連
盟
に
主
導
さ

れ
る
新
右
翼
に
身
を
投
じ
た
の
だ
っ
た
。

　
第
一
一
、
一
二
章
で
は
論
旨
を
要
約
す
る
と
と
も
に
、
大
戦
中
か
ら
ワ
イ

マ
ー
ル
期
へ
の
展
望
が
示
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
展
望
だ
け
を
．
取
り
上
げ
る
と
、

ユ
ソ
カ
…
保
守
主
義
右
翼
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
右
翼
に
吸
収
さ
れ
て
い
く
傾
向
が

な
お
貫
徹
す
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
祖
国
党
に
お
い
て
も
國
家
人
民
党
に
お

い
て
も
、
ユ
ン
カ
ー
出
身
の
保
守
政
治
家
は
も
は
や
指
導
的
地
位
を
占
め
て

は
い
な
い
。
し
か
し
他
方
で
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
期
の
右
翼
を
糾
合
し
た
は
ず

の
後
者
で
も
、
完
全
な
意
味
で
の
右
翼
の
再
建
と
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ

に
は
異
質
な
勢
力
の
嵜
合
所
帯
と
い
う
性
格
が
原
因
で
も
あ
っ
た
が
、
根
本

的
に
は
、
政
治
化
の
一
層
の
進
展
に
よ
っ
て
展
開
し
て
く
る
中
間
層
の
エ
ネ

ル
ギ
ー
を
も
は
や
自
党
の
大
衆
的
基
盤
と
し
て
取
り
込
む
能
力
に
欠
け
て
い

た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
中
間
層
の
支
持
は
国
家
人
民
党
を
去
っ
て
い

く
。
そ
れ
は
換
言
す
れ
ば
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
の
運
動
た
る
急
進
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
が
、
中
間
層
の
内
部
か
ら
発
生
し
て
き
た
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
な
運
動

1
そ
の
代
表
例
が
ナ
チ
党
で
あ
っ
た
一
に
取
っ
て
替
わ
ら
れ
た
こ
と
を
　
鋤
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意
味
し
て
い
た
。
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以
上
、
著
者
の
行
論
に
従
っ
て
そ
の
論
旨
を
紹
介
し
て
き
た
が
、
評
春
の

思
わ
ぬ
誤
解
・
不
手
際
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
と
い
う
の
も
限
ら
れ
た
紙

数
に
要
約
す
る
に
は
、
本
書
の
内
容
は
実
に
豊
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
諸
団
体

の
組
織
構
造
に
基
く
性
格
差
や
、
従
来
は
操
作
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
の
陰
で
決

し
て
充
分
に
は
究
明
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
宣
伝
活
動
の
実
態
や
そ
の
効
果
の

分
析
な
ど
、
本
書
に
は
多
く
の
示
竣
に
富
ん
だ
見
解
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
詳
細
な
ケ
…
ス
・
ス
タ
デ
ィ
を
通
じ
て
、
従
来
の

通
説
の
採
る
「
上
か
ら
の
視
点
」
に
「
下
か
ら
の
視
点
」
を
た
だ
単
に
羅
列

的
に
付
尊
し
よ
う
と
い
う
折
衷
的
な
研
究
で
は
毛
頭
な
く
、
グ
ラ
ム
シ
の
理

論
を
援
用
し
つ
つ
、
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
期
の
政
治
構
造
総
体
の
解
釈
替
え
を
試

み
る
、
完
結
的
内
容
を
持
っ
た
間
題
提
起
の
書
で
あ
り
て
、
そ
の
点
は
大
い

に
評
価
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
本
書
は
往
会
史
学
派
の
見
解
へ
の
批
判
を
軸
に
構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

は
個
別
的
な
審
例
を
め
ぐ
る
反
駁
に
終
始
す
る
「
実
誰
的
批
判
」
に
と
ど
ま

ら
ず
、
論
敵
の
帝
政
史
論
の
核
心
に
触
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
評
者
に
と
っ

て
は
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
か
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
著
者
の
激
し
い

論
争
的
姿
勢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
双
方
に
共
通
す
る
面
も
少
な
く
な
い
こ
と

は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
た
と
え
ば
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
期
の
政
治
構
造

を
ま
ず
シ
ス
テ
ム
と
解
し
て
、
そ
の
枠
内
に
お
い
て
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
機
能
を
解
釈
す
る
と
い
う
著
者
の
方
法
は
、
政
治
の
動
態
を
よ
く
視
野
に

お
さ
め
て
い
る
に
し
て
も
、
論
理
と
し
て
は
准
会
史
学
派
の
体
制
安
定
化
論

に
類
似
の
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
著
者
の
批
判
が
最
終
的
に
ど

の
程
度
有
効
か
に
つ
い
て
は
、
評
価
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
が
、
従
来

比
較
的
簡
単
に
右
翼
1
1
保
守
睦
ユ
ン
カ
ー
と
い
う
等
式
を
前
堤
に
し
て
き
た

わ
が
国
の
帝
政
史
研
究
に
は
、
少
な
か
ら
ぬ
検
討
材
料
を
提
供
す
る
も
の
と

語
口
え
よ
憶
つ
。

　
他
方
で
、
論
点
の
豊
富
さ
に
引
き
ず
ら
れ
て
、
論
理
購
成
に
や
や
現
快
さ

の
欠
け
る
点
は
指
摘
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
重
複
や
強
調
点
の
移
動
が
散
見

さ
れ
る
う
え
、
概
念
規
定
は
必
ず
し
も
明
確
で
な
い
。
蓄
え
て
著
者
は
論
理

的
に
は
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
期
の
性
格
規
定
か
ら
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
機
能

を
導
出
し
て
い
る
の
に
、
叙
述
は
そ
の
逆
の
順
で
進
む
の
で
、
論
理
を
追
跡

す
る
の
は
容
易
で
な
い
。

　
最
後
に
次
の
点
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
著
者
は
国
粋
主
義
的
圧
力
団
体
の

意
義
を
一
般
大
衆
に
で
は
な
く
、
幹
部
・
活
動
家
層
を
構
成
す
る
急
進
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ス
ト
に
関
連
づ
け
て
い
る
が
、
そ
の
結
果
、
伝
統
・
石
翼
へ
の
対
抗
関

係
が
過
度
に
強
調
さ
れ
、
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
大
衆
的
受
容
の
面
に
そ

れ
ほ
ど
注
意
が
払
わ
れ
て
い
な
い
。
具
体
的
に
雷
え
ぼ
、
中
聞
層
・
農
民
の

政
治
化
現
象
は
、
冒
頭
で
政
治
構
造
の
規
定
条
件
と
し
て
重
視
さ
れ
た
後
は
、

ワ
イ
マ
ー
ル
期
に
ブ
ル
ジ
ョ
ア
右
翼
の
受
容
能
力
を
越
え
る
ほ
ど
の
農
開
を

見
せ
た
こ
と
が
末
尾
で
触
れ
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
著
者
も
認
め
る
と
お
り
、

「
生
産
身
分
の
カ
ル
テ
ル
」
に
中
間
層
が
一
応
対
等
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て

参
加
し
た
と
い
う
事
実
が
、
こ
う
い
つ
た
中
間
懸
独
自
の
力
量
の
増
大
を
示

す
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
た
と
え
ば
旧
中
間
層
を
中
心
に
叢
生
し

た
諸
団
体
の
動
向
は
叙
述
か
ら
ほ
ぼ
脱
落
し
て
い
る
。
著
者
の
言
う
よ
う
に

急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
が
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
期
的
境
象
で
あ
っ
て
、
名
望
家
体

制
と
フ
ェ
ル
キ
ッ
シ
ュ
的
運
動
と
の
媒
介
的
役
割
を
果
た
し
た
も
の
だ
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
大
衆
的
政
治
化
の
あ
る
段
階
に
立
脚
し
た
も
の
に

他
な
ら
な
い
。
そ
の
点
で
結
局
は
、
中
間
層
が
な
ぜ
急
進
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
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評｛義

”

の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
を
受
容
し
た
の
か
と
い
う
社
会
史
的
視
角
は
、
支
配
層
の
再

統
一
と
い
う
政
党
連
合
論
的
視
角
に
圧
倒
さ
れ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
る
。

　
ま
た
農
業
者
同
盟
の
評
価
が
あ
ま
り
明
確
で
な
い
の
も
こ
れ
と
関
連
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
著
者
が
中
南
部
ド
イ
ツ
の
農
村
急
進
主
義
の
典
型

と
し
て
比
較
的
詳
し
く
述
べ
て
い
る
ヘ
ッ
セ
ソ
の
反
ユ
ダ
ヤ
主
義
運
動
は
、

最
終
的
に
は
国
粋
主
義
的
圧
力
団
体
の
下
へ
で
は
な
く
、
農
業
者
同
盟
に
吸

収
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
幅
広
い
受
容
力
を
も
つ
同
盟
に
つ
い

て
、
著
者
は
一
貫
し
て
保
守
党
が
政
治
化
の
進
展
に
対
応
す
る
た
め
に
作
っ

た
大
衆
組
織
と
し
て
の
意
義
し
か
認
め
な
い
。
こ
う
し
た
評
価
は
、
著
考
が

「
上
か
ら
の
」
操
作
と
い
う
観
点
を
採
ら
な
い
以
上
は
、
同
盟
を
全
く
の
伝

統
的
保
守
主
義
の
走
狗
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
急
進
的
側
面
を

着
過
す
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
閥
題
点
を
含
む
も
の
の
、
ド
イ
ツ
近
場
代
史
の
通
説
的
見
解

に
大
胆
か
つ
論
争
的
に
挑
戦
す
る
本
書
は
、
今
後
の
研
究
に
大
き
な
刺
激
と

な
る
こ
と
は
疑
い
な
く
、
そ
の
意
味
で
多
く
の
同
学
者
の
眼
に
触
れ
る
こ
と

を
願
う
次
第
で
あ
る
。
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本
書
は
原
題
を
8
画
臨
げ
」
．
〉
ご
ヨ
》
凪
9
1
虫
剛
．
》
び
び
9
1
。
。
州
（
徴
界
を
飾
る
ア

ヅ
パ
ー
ス
史
）
と
い
い
、
十
七
世
紀
前
半
、
　
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
の
時
代
に

著
わ
さ
れ
た
ペ
ル
シ
ア
語
の
年
代
記
で
あ
る
。
著
者
イ
ス
カ
ソ
ダ
ル
・
ベ
グ

（一

ﾜ
六
〇
（
？
）
～
一
六
三
四
）
は
ム
ソ
シ
ー
（
書
記
官
）
と
し
て
サ
フ
ァ

ヴ
ィ
ー
朝
第
五
代
の
王
、
ア
ッ
バ
ー
ス
一
世
（
大
帝
）
の
側
近
く
に
仕
え
、

実
際
に
数
多
く
の
出
来
事
を
自
ら
体
験
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
そ
の
叙
述
は

正
確
で
か
つ
現
実
感
あ
ふ
れ
る
も
の
と
な
り
、
数
多
い
サ
ブ
”
ノ
ヴ
ィ
ー
朝
の

宮
廷
史
料
の
中
で
も
第
一
級
の
も
の
と
し
て
夙
に
知
ら
れ
て
い
る
。
全
巻
は

三
部
に
分
か
た
れ
、
第
一
部
は
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
家
の
祖
先
か
ら
シ
ャ
ー
・
ア

ッ
バ
ー
ス
の
即
位
（
一
五
八
七
）
ま
で
、
第
二
部
は
シ
ャ
ー
・
ア
ッ
バ
ー
ス

の
統
治
三
十
年
目
の
一
〇
二
五
／
一
六
一
六
～
七
年
ま
で
、
そ
し
て
第
三
部

は
そ
れ
以
後
一
六
二
九
年
の
シ
ャ
ー
・
ア
ッ
バ
ー
ス
の
死
と
シ
ャ
ー
・
サ
フ

ィ
ー
の
即
位
ま
で
の
歴
史
を
扱
っ
て
い
る
。
一
〇
〇
一
／
一
五
九
二
～
三
年
、

著
者
が
ム
ン
シ
ー
と
な
っ
て
か
ら
の
記
述
に
つ
い
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
、

そ
れ
以
前
の
記
事
に
も
参
照
す
べ
き
と
こ
ろ
は
多
く
（
特
に
シ
ャ
ー
・
タ
フ

マ
ス
プ
の
死
以
後
）
、
サ
フ
ァ
ヴ
ィ
ー
朝
時
代
の
歴
史
を
考
え
る
際
に
は
ま
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