
評書

ω
什
①
く
①
質
↓
ま
江
ρ

　
§
ミ
§
書
§
叙
卜
◎
ミ
罫
も
防
ミ
妹
勘
鳴
ト
ミ
§

　
き
ミ
慧
ミ
ミ
智
ミ
G
・
ミ
鴨
欝
巳
℃
℃
一
N
い
℃
N

八
　
塚
　
春
　
児

　
か
つ
て
旨
蒙
冨
ざ
ω
目
洋
戸
園
，
富
G
§
器
§
質
㍑
的
ぎ
蕊
霞
熾
砺
き
遷
の

　
①

書
評
に
お
い
て
、
評
者
は
本
書
に
雷
及
し
、
あ
わ
せ
て
製
δ
宰
ω
ヨ
綜
げ
学

派
の
形
成
を
予
測
し
て
い
た
。
著
者
ω
．
ゴ
び
げ
冨
は
国
冨
ギ
Q
D
巳
虐
げ
の
弟

子
で
あ
り
、
単
行
本
が
出
る
の
は
瓢
・
口
。
ロ
ω
冨
《
、
国
・
ω
8
巽
受
に
続
い
て

三
人
目
で
あ
る
。
し
か
し
評
者
が
本
書
の
意
義
を
評
価
す
る
の
は
、
単
に
人

数
が
一
人
増
え
た
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
頃
。
ロ
巴
Φ
団
と
ω
ま
興
受
に
つ
い
て
は
別
稿
で
論
じ
た
の
で
、
詳
論
は
繰

り
返
さ
な
い
が
、
両
者
は
そ
の
主
題
が
近
似
し
て
お
り
、
非
東
方
十
字
軍
や

十
字
軍
批
判
と
い
っ
た
、
十
字
軍
理
念
の
再
検
討
・
再
構
築
に
関
わ
る
問
題

を
扱
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
師
国
δ
宰
ω
B
害
げ
が
一
九
八
○
年
頃
を
境
に
主

た
る
関
心
を
寄
せ
て
き
た
主
題
で
あ
る
。

　
一
方
向
毎
δ
ギ
ω
白
露
の
十
字
軍
研
究
に
お
い
て
初
期
の
重
要
な
分
野
が
、

騎
士
修
道
会
や
十
字
軍
国
家
に
関
し
て
で
あ
っ
た
こ
と
は
夙
に
知
ら
れ
る
所

で
あ
る
。
処
女
作
↓
富
肉
§
偽
ミ
ミ
的
野
急
ぎ
帖
9
四
斎
§
砺
ミ
恥
§
§
ミ

e
婚
ミ
勲
P
械
象
O
よ
凄
O
（
一
九
六
七
年
）
を
初
め
、
↓
ぎ
憲
ミ
亀
ミ
ヒ
。
ぴ
ミ
甦

§
ミ
妹
ぎ
謡
§
箋
。
ミ
ミ
㍉
ミ
輔
嘱
肋
ミ
§
夕
ご
N
へ
1
鉱
謡
　
（
　
九
七
三
年
、
以
下

『
ぎ
害
鼠
ミ
窯
。
ミ
ミ
ミ
と
略
）
等
、
　
一
九
八
○
年
頃
ま
で
は
、
大
半
が

そ
の
領
域
の
作
品
で
あ
っ
た
。
本
書
は
こ
の
流
れ
を
汲
む
も
の
で
あ
り
、
こ

こ
に
お
い
て
も
有
能
な
弟
子
が
出
た
こ
と
で
、
学
派
と
し
て
の
幅
が
広
が
っ

た
と
言
え
よ
う
。
し
か
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
踏
。
ロ
巴
。
団
、
ω
ぴ
①
員
団
共

に
師
の
主
張
を
大
き
く
変
更
す
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
祖
述
・
補
完

す
る
こ
と
に
終
始
し
が
ち
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
本
書
に
は
、
か
つ
て
の
師

の
説
に
対
す
る
明
確
な
批
判
・
修
正
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
①
　
　
『
桃
山
歴
史
・
地
理
』
二
五
号
、
一
九
九
〇
年
四
月
。

　
②
　
『
史
林
』
六
七
巻
五
号
、
一
九
八
四
年
九
月
、
『
桃
山
歴
史
・
地
理
』

　
　
二
六
号
、
一
九
九
～
年
四
月
、
及
び
「
十
字
軍
に
見
る
中
世
民
の
宗
教

　
　
意
識
」
文
学
省
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
『
前
近
代
の
西

　
　
欧
に
お
け
る
生
活
史
の
比
較
史
的
研
究
』
一
九
九
一
年
三
月
。

　
十
字
軍
国
家
の
研
究
に
つ
い
て
は
、
か
つ
て
評
者
も
研
究
史
を
書
い
た
こ

と
が
あ
麺
ま
た
穿
雲
影
F
寒
窓
黒
ミ
憲
き
の
書
評
も
し

　
　
②
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

て
い
る
。
小
論
「
ギ
ー
・
ド
・
リ
ュ
ジ
ニ
ャ
ン
の
ク
…
デ
タ
i
」
は
十
字
軍

国
家
が
舞
台
で
あ
り
、
そ
こ
に
も
若
干
の
研
究
史
的
叙
述
が
含
ま
れ
て
い
た
。

　
こ
の
故
に
こ
こ
で
は
詳
論
を
避
け
る
が
、
一
言
で
言
え
ば
十
字
軍
国
家
の

研
究
に
お
い
て
中
心
主
題
と
さ
れ
て
き
た
の
は
、
國
王
と
貴
族
と
の
権
力
関

係
で
あ
っ
た
。
　
一
九
三
二
年
の
H
い
・
ピ
ρ
旨
。
暮
P
鳴
§
織
ミ
ミ
。
凄
ミ
さ
黛

誉
妹
ぎ
ト
ミ
§
映
註
恥
織
ミ
お
ミ
㍉
ミ
蕊
ミ
馬
ミ
℃
置
O
O
霞
N
ミ
に
よ
る
「
純
粋

醤
建
制
」
論
を
古
典
的
学
説
と
し
て
、
そ
の
挑
判
・
修
正
と
い
う
形
で
議
論

は
展
開
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
特
に
活
発
に
論
ぜ
ら
れ
た
の
は
い
野
ざ
プ
舘
Ω

や
一
．
眉
欝
≦
鍵
等
に
よ
る
一
九
五
〇
～
六
〇
年
代
で
あ
り
、
弱
体
な
王
権

と
強
力
な
貴
族
と
い
う
像
は
、
｝
二
世
紀
、
特
に
一
一
八
七
年
の
ハ
ッ
テ
ィ

ー
ン
の
敗
戦
以
前
に
つ
い
て
は
、
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
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と
こ
ろ
で
、
ジ
ャ
ン
・
デ
ィ
ブ
ラ
ン
を
代
表
と
す
る
一
三
世
紀
の
法
書
は

古
く
よ
り
最
も
重
視
さ
れ
て
き
た
史
料
の
一
つ
で
あ
り
、
「
純
粋
封
建
制
」

的
像
も
多
く
を
こ
れ
に
基
づ
い
て
い
た
。
し
か
し
、
批
判
は
主
と
し
て
初
期

の
王
国
を
巡
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
一
三
世
紀
に
は
法
薔
に
描
か
れ
る

よ
う
な
体
制
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

一
九
七
三
年
の
國
濠
ギ
o
Q
琶
罫
ダ
目
ぎ
鳴
婁
織
恥
N
窯
。
黛
ミ
黛
は
、
法
書
の
叙

述
が
前
提
と
す
る
情
況
を
「
ド
リ
ー
ム
ラ
ン
ド
」
で
あ
る
と
し
て
、
一
三
世

紀
に
つ
い
て
も
法
書
の
史
料
的
有
効
性
に
疑
問
を
提
鵠
し
た
。
そ
し
て
、
こ

の
作
品
を
最
後
に
包
括
的
な
研
究
は
あ
ま
り
行
わ
れ
な
く
な
り
、
近
年
鵠
・

団
。
試
3
、
霞
に
多
産
な
業
績
が
見
ら
れ
る
が
、
本
書
で
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

如
く
、
多
く
は
個
々
の
領
主
家
の
個
別
研
究
で
あ
る
。
蓋
し
国
δ
団
－
o
。
巳
鋳

が
十
字
軍
理
念
に
関
す
る
研
究
に
重
点
を
移
し
た
の
も
、
こ
の
闇
題
は
『
ぎ

宙
ミ
ミ
宅
＆
ミ
童
に
お
い
て
解
決
済
み
と
考
え
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
。

本
書
の
著
者
ゴ
げ
露
。
は
こ
の
霞
δ
団
あ
自
彊
の
弟
子
と
し
て
、
な
お
新

た
な
考
察
を
加
え
よ
う
と
す
る
。
以
下
、
叙
述
の
順
に
従
っ
て
概
要
を
紹
介

し
つ
つ
、
気
付
い
た
点
を
述
べ
て
行
き
た
い
。

　
①
　
　
「
エ
ル
サ
レ
ム
王
国
国
制
史
研
究
の
諸
問
題
」
『
桃
山
歴
史
・
地
理
』

　
　
一
六
．
一
七
合
併
号
、
一
九
八
○
年
三
月
、
「
十
字
軍
国
家
に
お
け
る

　
　
「
潔
ミ
ュ
…
ソ
運
動
」
L
『
史
林
』
六
四
巻
四
号
、
　
一
九
八
一
年
七
月
。

　
②
　
　
『
史
林
』
六
〇
巻
二
号
、
一
九
七
七
年
三
月
。

　
③
『
史
林
』
六
一
巻
六
号
、
一
九
七
八
年
＝
月
。

　
ド
　
閣
”
謹
O
島
簾
6
臨
O
富

　
ま
ず
研
究
史
を
概
観
し
た
上
で
、
自
己
の
考
察
の
特
長
と
し
て
、
史
料
の

選
択
を
挙
げ
る
。
即
ち
墓
本
史
料
を
チ
ャ
ー
タ
ー
に
限
定
し
、
そ
れ
を
年
代

記
で
補
う
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
こ
の
チ
の
、
ー
タ
ー
へ
の
沈
潜
こ
そ
、
本
書

の
限
屠
で
あ
り
、
そ
れ
は
以
下
の
叙
述
か
ら
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
か
つ
て
は
霊
視
さ
れ
た
法
書
の
史
料
的
価
値
は
、
こ
こ
で
は
非
常
に

低
く
評
緬
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
上
述
の
如
く
、
法
書
の
描
く
像
の
有
効
性

に
つ
い
て
の
疑
問
は
、
す
で
に
蒙
ざ
団
あ
臨
夢
が
雪
ぎ
富
8
ミ
ミ
窯
＆
ミ
受

に
お
い
て
提
示
し
て
い
た
と
こ
ろ
だ
が
、
本
書
は
そ
れ
を
更
に
徹
底
さ
せ
た

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

’
怒
。
．
閑
。
曳
巳
冨
9
三
唱
巳
脚
鉱
。
昌
。
鴇
嘗
㊦
句
Φ
口
早
亀
ω
㌶
謬
9
雷
厭
㊦

　
本
章
で
は
一
二
漁
紀
が
考
察
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
に
つ
い
て

は
従
来
か
ら
も
王
権
の
強
力
さ
が
一
定
程
度
主
張
さ
れ
て
き
て
い
た
。
著
者

は
上
露
の
如
き
史
料
の
実
証
的
分
析
の
追
求
に
よ
り
、
従
来
考
え
ら
れ
て
き

た
以
上
に
王
権
が
領
主
権
を
統
制
し
得
た
こ
と
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。

　
王
権
が
用
い
た
方
法
は
大
き
く
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
即
ち
、
領
地
没
収
、

新
領
主
特
に
小
領
主
の
創
出
、
王
領
の
維
持
、
領
地
範
囲
の
制
限
で
あ
る
。

国
王
は
こ
れ
ら
を
組
み
合
わ
せ
つ
つ
、
貴
族
の
上
に
強
力
な
政
治
的
抑
制
力

を
行
使
し
得
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
を
著
者
は
個
々
の
領
地
に
つ
い
て
…
つ
一
つ
分
析
し
て
行
く
。
そ
れ

に
よ
り
℃
簿
≠
霞
や
竃
曙
窪
を
初
め
従
来
の
説
を
片
端
か
ら
否
定
・
修

正
し
て
行
く
過
程
が
、
ま
さ
に
本
章
の
面
白
さ
の
中
心
な
の
だ
が
、
そ
れ
は

直
接
本
書
に
豪
た
る
し
か
あ
る
ま
い
。
こ
こ
で
は
、
多
く
の
領
国
が
従
来
考

え
ら
れ
た
ほ
ど
早
期
に
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
い
と
い
う
指
摘
や
一
＝
工
四

年
の
反
乱
と
そ
の
結
果
の
重
視
な
ど
に
洗
飼
し
て
お
く
に
と
ど
め
よ
う
。
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評書

　
こ
Q
●
O
夢
興
聞
霞
舅
ω
o
協
閑
。
黛
銑
O
o
纂
8
｝

　
前
章
で
述
べ
ら
れ
た
他
に
も
、
王
権
は
領
主
権
を
統
制
す
る
た
め
に
様
々

の
方
法
を
用
い
た
。
そ
れ
ら
が
五
節
に
分
け
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
一
は
他

人
の
領
地
の
中
へ
の
所
領
の
分
散
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
部
分
的
に
は
圏

薫
に
よ
る
意
図
的
政
策
に
よ
る
と
い
う
。
但
し
、
実
際
の
分
析
か
ら
は
必
ず

し
も
国
王
の
政
策
は
明
確
に
現
れ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
二
は
封
が
王
領
内
に
も
分
散
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
貨
幣
封

も
含
ま
れ
る
。
三
は
領
主
の
領
地
内
に
王
領
が
保
持
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ

る
。
貨
幣
封
は
ひ
と
ま
ず
措
き
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
二
と
三
は
情

況
が
丁
度
逆
で
あ
る
の
に
、
著
者
は
そ
れ
ら
が
共
に
王
権
に
有
利
に
働
い
た

と
考
え
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
史
料
か
ら
導
き
得
る
の
は
た
だ
所
領
の
分
散

で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
実
際
に
自
己
の
有
利
に
な
る
よ
う
用
い
得
た
の
が
ど
ち

ら
で
あ
っ
た
か
は
、
実
証
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
四
は
間
接
約
統
制
と
い
う
言
葉
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
要
は
領
国
を
国

王
の
近
親
や
信
頼
す
る
盟
友
に
委
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
五
は
こ
れ
に
対
し
て

直
接
的
取
得
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
そ
の
リ
ス
ク
の
故
に
あ
ま
り
採
ら
れ
る
方

法
で
は
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
ト
ロ
ン
領
に
関
し
て
、
匹
δ
案
ω
鑓
淳
び
の
解

釈
を
修
正
し
て
い
る
が
、
師
の
説
の
批
判
・
修
正
は
、
次
の
第
四
章
以
下
の

中
心
主
題
と
な
る
。

　
心
．
の
①
凝
昌
霞
甑
巴
燭
。
。
。
o
霞
。
Φ
の
閣
”
甥
峯
国
話
舅
覧
㊦
o
h
O
器
・
・
拶
腎
霧

　
か
つ
て
切
納
器
宰
ω
良
夢
は
円
ぎ
審
ミ
ミ
宅
＆
ミ
電
の
中
で
、
シ
ド
ン

と
ア
ル
ス
ー
ル
が
騎
士
修
道
会
に
売
却
さ
れ
た
こ
と
に
対
比
さ
せ
、
本
章
の

主
題
カ
エ
サ
レ
ア
を
初
め
と
す
る
多
く
の
領
地
が
世
俗
領
主
の
手
中
に
と
ど

ま
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
し
て
こ
の
騎
士
修
道
会
へ
の
売
却
の
有
無
に

よ
り
、
領
主
権
の
強
力
さ
や
領
地
経
営
の
健
全
さ
の
膚
無
を
示
唆
し
て
い
た
。

本
書
の
後
半
三
章
は
、
こ
れ
へ
の
再
検
討
に
費
や
さ
れ
、
全
く
反
対
の
結
論

を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
本
章
で
は
カ
エ
サ
レ
ア
領
に
つ
い
て
分
析
さ
れ
る
。
建
設
よ
り
滅
亡

ま
で
を
七
期
に
区
切
っ
て
所
領
の
移
動
を
詳
細
に
追
跡
す
る
方
法
を
採
っ
て

い
る
が
、
第
二
章
と
並
ん
で
、
こ
こ
で
も
実
証
研
究
の
面
白
さ
を
十
分
に
味

わ
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
の
結
果
は
、
殆
ど
最
初
か
ら
ホ
ス
ピ
タ
ラ
ー
を
中
心
と
す
る
宗
教
組
織

へ
の
所
領
の
嵜
進
・
売
却
の
連
続
で
あ
・
つ
た
。
そ
の
際
、
ホ
ス
ピ
タ
ラ
ー
が

前
面
に
出
る
の
は
、
テ
ン
プ
ラ
ー
文
書
の
喪
失
の
故
で
あ
り
、
著
老
は
そ
の

点
を
領
内
の
城
塞
の
分
析
で
補
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
テ
ン
プ
ラ
ー

は
ホ
ス
ピ
タ
ラ
ー
よ
り
優
位
で
こ
そ
あ
れ
、
少
な
く
と
も
同
じ
く
ら
い
の
所

領
を
カ
エ
サ
レ
ア
領
内
に
得
て
い
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
ゆ
既
に

＝
八
七
年
の
ハ
ッ
テ
ィ
ー
ン
以
前
に
領
地
の
半
分
以
上
、
辺
境
の
城
塞
の

大
多
数
が
騎
士
修
道
会
を
中
心
と
す
る
宗
教
組
織
の
手
中
に
あ
っ
た
。
そ
し

て
＝
二
世
紀
半
ば
ま
で
に
カ
ニ
サ
レ
ア
の
世
俗
的
領
主
権
は
事
実
上
崩
壊
し

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
α
・
Q
a
①
薦
審
髪
貯
剛
切
露
。
髪
。
①
ω
類
“
摩
器
ぱ
踊
㊤
冨
豆
①
o
団
φ
三
一
8
①

、
次
は
ガ
リ
ラ
ヤ
公
領
で
あ
る
。
王
国
内
に
あ
っ
て
公
領
の
名
が
示
す
如
く
、

最
強
の
領
主
権
が
推
測
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
事
清
は
同
様
で
あ

っ
た
。
多
く
の
所
領
や
殆
ど
す
べ
て
の
城
塞
が
早
く
か
ら
騎
士
修
道
会
及
び

国
王
の
手
中
に
帰
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
領
主
権
の
弱
体
化
の
原
因
に
つ
い
て
は
、
挙
挙
に
簡
単
に
説
明

さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
公
領
内
に
様
々
な
宗
教
組
織
が
存
在
し
た
こ
と
で
あ
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り
、
い
ま
一

あ
っ
た
。

つ
は
国
王
に
よ
る
有
力
家
臣
抑
圧
政
策
と
し
て
の
公
領
分
割
で

　
⑦
町
の
。
蒔
器
異
貯
閣
開
震
。
弓
＄
q
。
崇
國
“
目
冨
ぱ
×
齢
箪
裳
。
。
。
亀

　
　
の
一
己
O
鄭
拶
甥
恥
b
語
錫
『

　
上
述
の
如
く
、
こ
の
二
つ
の
領
地
は
そ
れ
ぞ
れ
　
括
し
て
騎
士
修
道
会
に

売
却
さ
れ
た
た
め
、
弱
体
な
領
主
権
の
代
表
と
し
て
捉
え
ら
れ
が
ち
で
あ
る
。

し
か
し
前
章
ま
で
と
同
様
の
史
料
分
析
の
結
果
は
、
正
反
対
の
結
論
を
導
い

た
。　

シ
ド
ソ
領
は
、
教
会
や
騎
士
修
道
会
へ
の
寄
進
・
売
却
が
非
常
に
少
な
く
、

城
塞
も
す
べ
て
が
世
俗
領
主
の
手
中
に
保
た
れ
て
い
た
。
そ
の
故
に
一
二
穴

○
年
の
テ
ソ
プ
ラ
ー
へ
の
売
却
（
著
者
は
賃
貸
で
あ
っ
た
こ
と
を
推
定
し
て

い
る
）
は
、
一
括
売
却
た
り
得
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
の
最
終
段
階
で
の

売
却
ま
で
は
、
シ
ド
ン
の
領
主
権
は
強
力
で
安
定
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い

う
。
そ
し
て
ア
ル
ス
ー
ル
に
つ
い
て
も
同
様
の
結
論
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
か

く
て
シ
ヂ
ソ
と
ア
ル
ス
ー
ル
は
、
十
分
な
領
主
権
が
世
俗
の
手
中
に
生
き
残

っ
て
い
た
唯
二
つ
の
領
国
で
あ
っ
た
と
い
う
。

　
“
・
O
O
謬
9
廻
の
ご
類
己
駐

　
結
論
で
は
、
以
上
の
要
約
に
加
え
て
、
本
論
で
は
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
一

三
世
紀
の
國
制
史
へ
の
展
望
が
提
示
さ
れ
て
い
る
。

　
著
者
は
研
究
の
始
め
に
当
っ
て
、
次
の
よ
う
な
見
通
し
を
持
っ
て
い
た
と

い
う
。
即
ち
一
三
世
紀
の
国
制
的
闘
争
の
背
後
に
は
、
領
主
権
側
の
強
力
な

経
済
的
・
政
治
的
基
盤
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か

し
、
結
論
は
そ
う
で
は
な
く
、
領
主
権
は
従
来
主
張
さ
れ
て
き
た
以
上
に
弱

体
で
あ
っ
た
。
貴
族
が
自
ら
の
権
利
を
過
度
．
に
強
調
し
た
の
は
、
現
実
の
権

力
か
ら
長
く
疎
外
さ
れ
て
き
た
故
の
ペ
ダ
ン
テ
ィ
ッ
ク
な
反
応
で
あ
り
、
法

律
学
派
の
発
達
も
、
よ
り
実
際
的
な
他
の
政
治
的
表
現
形
式
が
拒
否
さ
れ
て

い
た
故
で
あ
る
と
い
う
。
こ
こ
で
「
法
律
学
派
」
騨
ω
o
げ
0
9
0
h
』
霞
蜂
ω
が

説
明
な
し
に
嵐
て
く
る
の
は
、
盟
冨
団
－
Q
D
ヨ
淳
芦
村
書
誤
ま
§
蝋
匿
9
ミ
電
の

第
六
章
》
ω
昌
。
9
。
｛
喝
①
＆
巴
冒
臣
ω
富
及
び
そ
れ
以
下
の
叙
述
を
踏
ま

え
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
も
著
者
の
意
識
の
中
心
が
奈
辺
に
あ
る
か
が

知
ら
れ
る
と
同
時
に
、
や
は
り
本
書
は
最
低
限
8
ぎ
㌘
楠
蕊
ミ
宅
さ
ミ
ミ

を
読
ん
だ
上
で
な
い
と
、
十
分
な
理
解
が
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
評
者
が

空
ざ
団
あ
鴇
騨
財
学
派
の
形
成
を
雷
う
所
以
の
も
の
は
か
か
る
こ
と
を
も
含
ん

で
い
る
。

　
か
く
て
著
者
は
＝
二
世
紀
の
領
主
権
の
弱
体
を
強
調
す
る
の
だ
が
、
更
に

進
ん
で
、
実
際
に
貴
族
に
闘
争
を
続
け
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
も
の
は
、
キ

プ
冨
ス
に
保
有
し
て
い
た
封
や
ア
ッ
コ
ソ
の
貨
幣
封
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い

と
い
う
。
こ
れ
は
重
要
な
指
摘
で
あ
る
が
、
本
雷
で
は
そ
れ
以
上
に
考
察
は

し
て
い
な
い
。
確
か
に
キ
プ
ロ
ス
も
貨
幣
封
も
、
一
三
世
紀
の
エ
ル
サ
レ
ム

王
国
を
考
え
る
際
に
は
、
非
常
に
重
要
な
要
素
で
あ
る
こ
と
は
誰
も
が
認
識

し
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
幸
い
キ
プ
ロ
ス
に
つ
い
て
は
最
近
公
刊
さ
れ
た
本

が
あ
る
（
勺
●
≦
曹
国
Ω
げ
霞
ざ
『
ぎ
肉
寒
恥
織
。
ヨ
ミ
9
㌣
浅
§
純
ミ
馬

O
§
簑
§
3
隠
ミ
よ
鴇
タ
O
帥
営
び
H
己
σ
q
①
¢
三
く
。
邑
蔓
勺
H
Φ
ω
ω
L
⑩
曾
）
の
で
、

機
会
が
あ
れ
ば
紹
介
し
た
い
。

　
以
上
本
書
の
梗
概
を
説
明
し
て
き
た
が
、
気
づ
い
た
点
に
つ
い
て
は
そ
の

都
度
指
摘
し
て
き
た
の
で
、
最
後
に
、
全
体
的
評
価
を
述
べ
て
お
き
た
い
。

前
述
の
如
き
研
究
史
の
流
れ
か
ら
見
る
時
、
本
書
は
従
来
の
傾
向
を
押
し
進
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め
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
が
、
本
霞
の
主
た
る
価
値
が
個
々
の
実
菰
部
分

に
あ
る
こ
と
は
、
す
で
に
繰
り
返
し
述
べ
た
所
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
点
で
、
本
書
が
十
字
軍
圏
家
の
研
究
上
、
自
今
無
視
す
る
こ
と
の
で
き

ぬ
作
品
に
な
る
こ
と
は
疑
い
を
容
れ
ま
い
。

　
か
つ
て
評
者
は
ロ
ン
ド
ン
に
あ
っ
た
時
、
控
δ
事
Q
Q
B
客
げ
教
授
の
セ
ミ
ナ

ー
に
お
い
て
著
者
に
紹
介
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
の
時
教
授
が
言
わ
れ
る

に
は
「
彼
は
℃
H
ρ
朝
霞
も
図
δ
財
錠
α
も
冨
即
唄
興
も
、
そ
し
て
私
を
さ
え

み
な
覆
し
て
し
ま
っ
た
」
と
。
十
字
軍
研
究
者
で
こ
れ
ら
の
人
々
の
名
前
を

知
ら
ぬ
も
の
は
あ
る
ま
い
。
も
と
よ
り
誇
張
は
あ
る
に
せ
よ
、
出
藍
の
弟

子
に
対
す
る
師
の
満
足
ぶ
り
を
察
す
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
先
に
評
者
が

田
冨
宰
ω
至
言
び
学
派
の
形
成
は
本
書
の
登
場
を
以
て
本
格
化
し
た
と
評
し
た

の
も
、
蓋
し
肯
わ
れ
ん
か
と
思
う
。

　
た
だ
、
本
書
の
結
論
と
し
て
、
も
う
一
つ
強
調
す
る
必
要
の
あ
る
こ
と
は
、

十
字
軍
国
家
に
お
い
て
騎
士
修
道
会
が
果
た
し
た
重
罰
の
重
要
さ
で
あ
ろ
う
。

勿
論
こ
れ
も
事
新
し
い
こ
と
で
は
な
く
、
従
来
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と

で
あ
る
。
た
だ
、
本
書
の
特
に
後
半
の
分
析
か
ら
は
、
領
主
権
の
弱
体
化
と

並
ん
で
、
否
そ
れ
以
上
に
、
騎
士
修
道
会
が
領
地
経
営
の
中
心
に
な
っ
て
ゆ

く
過
程
が
明
確
に
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
シ
ド
ン
や
ア
ル
ス
ー
ル
に
し
た

と
こ
ろ
で
、
や
は
り
最
後
は
騎
士
修
道
会
に
売
却
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
本

書
で
注
目
す
べ
き
指
摘
は
、
一
二
世
紀
に
お
い
て
も
、
ハ
ッ
テ
ィ
…
ン
以
前

に
お
い
て
さ
え
、
騎
士
修
道
会
は
領
国
中
に
多
く
の
所
領
を
獲
得
し
て
い
た

点
で
あ
る
。
も
は
や
十
皇
軍
国
家
の
国
野
史
研
究
は
、
王
権
と
領
主
権
の
関

係
を
軸
に
し
た
封
建
制
論
で
は
十
分
な
把
握
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
は
明
白

で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
本
書
が
な
お
そ
れ
を
離
れ
得
ず
、
そ
れ
を
中

心
に
据
え
た
結
論
に
し
か
達
し
得
て
い
な
い
の
は
、
や
は
り
本
書
の
限
界
た

ら
ざ
る
を
得
ま
い
。

　
そ
れ
ば
か
り
か
、
こ
の
王
国
で
は
前
述
の
キ
プ
ロ
ス
と
い
い
、
こ
の
騎
士

修
道
会
と
い
い
、
更
に
は
イ
タ
リ
ア
都
市
と
い
い
、
薦
欧
か
ら
到
来
す
る
十

字
軍
と
い
い
、
い
ず
れ
も
王
国
自
体
の
ヒ
エ
ラ
ル
ヒ
…
に
は
組
み
込
ま
れ
な

い
外
部
的
要
素
が
、
あ
ま
り
に
も
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

今
後
は
こ
う
し
た
諸
要
因
を
包
括
的
に
再
構
成
し
た
十
字
軍
国
家
像
が
課
題

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
（
二
二
一
頁
　
一
九
八
九
年
○
蔦
霞
9
Ω
母
窪
〔
凋
。
轟
℃
苫
ω
㏄
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
教
育
大
学
助
教
授
　
大
津

評
5享迦

に薯
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