
書

評

る
隙
が
…
開
か
れ
た
の
で
あ
る
。
ド
イ
ツ
人
は
此
の
焦

燥
と
衝
動
に
対
し
自
ら
責
任
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
⑥
　
か
く
て
民
族
社
会
主
義
の
前
徴
は
既
に
十

九
世
紀
末
か
ら
普
遍
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
丈
明
の
没
落

の
中
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
に
お
い
て

は
そ
の
没
落
か
ら
野
蛮
へ
の
転
落
が
前
大
戦
の
遺
産

の
申
に
準
備
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
一
つ
は
「
政

治
の
傭
兵
」
化
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
ハ
プ
ス
ブ
ル
グ

帝
国
の
没
落
の
混
沌
の
中
で
形
成
さ
れ
た
残
忍
な
闘

争
手
段
で
あ
っ
た
。
ω
　
然
し
な
が
ら
歴
史
は
た
だ

　
一
つ
の
軌
道
の
上
の
み
を
進
む
も
の
で
は
な
く
、
未

来
に
三
っ
て
数
多
く
の
並
行
交
叉
す
る
道
を
も
つ
て

い
る
。
ド
ィ
ッ
は
今
日
ま
で
は
崩
壊
の
道
を
と
る
結

果
に
な
っ
た
の
で
は
あ
る
が
、
我
々
に
は
入
間
の
平

和
を
脅
す
こ
と
な
し
に
再
び
上
昇
す
る
道
も
開
か
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
以
前
の
「
入
類
の
頂
点
」
に
達
し

よ
5
と
す
る
不
遜
な
目
的
を
も
は
や
我
々
は
今
日
望

．
み
は
し
な
い
。
我
々
は
文
化
民
族
と
し
て
安
定
し
た

存
在
に
達
す
れ
ば
そ
れ
で
満
足
す
る
で
あ
ろ
弓
。
が

然
し
そ
の
為
に
は
我
々
は
自
信
を
も
つ
こ
と
が
必
要

　
で
あ
る
。
し
か
も
ド
イ
ツ
の
過
表
に
就
い
て
の
考
察

は
一
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
一
我
々
が
文
化
民
族
た

る
こ
と
の
正
当
な
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

八
八

以
上
リ
ヅ
タ
ー
の
所
説
は
、
イ
ギ
リ
ス
的
な
「
原
　
聞
の
美
し
さ
を
感
ず
る
で
あ
ろ
う
。
臼
本
の
歴
史
家

罪
」
説
に
対
す
る
弁
明
で
あ
り
、
ド
イ
ツ
入
に
齢
す

る
自
民
族
の
歴
輿
を
通
し
て
の
自
信
と
再
建
へ
の
励

ま
し
で
あ
る
。
彼
の
説
く
歴
史
的
環
境
、
条
件
と
い

・
う
歴
史
解
釈
の
方
法
は
、
既
に
批
判
を
強
く
受
け
た

歴
史
主
義
的
立
場
を
依
然
固
執
し
て
は
い
る
が
、
然

し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ド
イ
ツ
史
の
諸
現
象
を
全
ヨ

ー
ロ
ジ
バ
的
視
野
の
申
か
ら
説
明
し
よ
う
と
し
て
お

り
、
　
「
原
罪
」
説
の
狭
隆
を
学
問
的
に
退
け
る
こ
と

に
成
功
し
て
い
る
。
ま
た
彼
の
政
治
思
想
は
経
済
史

や
社
会
史
的
視
点
に
敏
け
る
も
の
少
し
と
し
な
い

が
、
国
家
観
を
政
治
・
宗
教
・
科
学
・
技
術
・
集
団

心
理
等
の
面
か
ら
綜
溶
し
て
、
し
か
も
大
陸
型
国
家

観
と
島
螺
型
国
家
観
に
類
別
し
な
が
ら
夫
々
の
型
の

も
つ
内
容
を
空
疎
な
も
の
に
終
ら
せ
ぬ
点
に
我
々
の

掌
び
発
展
さ
せ
る
べ
き
素
面
が
あ
ろ
弓
。
も
っ
と
も

此
の
よ
5
な
理
論
は
リ
ッ
タ
ー
が
以
前
か
ら
用
い
て

い
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
本
書
に
お
い
て
は
じ
め
て
試

み
ら
れ
た
方
法
で
は
な
い
。
然
し
我
た
は
此
の
よ
う

な
弁
明
の
書
が
、
駁
論
意
識
の
強
烈
な
駈
り
反
動
的

に
自
己
の
誇
張
に
陥
り
易
卦
こ
と
を
殴
々
見
受
け

る
。
本
俸
が
此
の
弊
を
全
く
と
い
っ
て
よ
い
程
示
し

て
い
な
い
事
に
、
我
々
は
著
者
の
学
問
的
良
心
と
人

で
戦
後
幾
人
が
、
外
国
の
激
し
い
非
難
に
抗
し
乍
ら

公
正
を
失
わ
ず
、
卑
屈
さ
を
感
ぜ
ず
に
弁
明
と
富
来

へ
の
希
望
を
歴
史
的
反
省
と
し
て
主
張
し
得
た
で
あ

ろ
う
か
。
本
書
は
そ
う
し
た
意
昧
で
研
究
書
た
る
以

上
に
我
々
の
生
き
方
を
考
え
さ
せ
る
心
の
糧
で
も
あ

る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
一
岡
部
健
彦
t

　
　
川
崎
庸
之
著
（
井
上
光
貞
編
、

　
　
　
　
　
　
　
　
古
代
社
会
二
章
二
節
）

　
　
　
　
奈
良
仏
教
の
成
立
と
崩
壊

　
こ
れ
は
表
題
に
記
し
た
よ
・
う
に
古
代
の
概
説
書
の

一
節
と
し
て
収
め
ら
れ
て
い
る
け
れ
ど
竜
、
古
代
仏

教
思
想
史
に
つ
い
て
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た
劃
期
的
な
労

作
で
あ
る
。
一
昨
年
、
井
上
光
貞
氏
が
古
代
仏
教
思

想
史
の
動
向
と
題
し
て
、
文
献
学
・
仏
教
考
吉
掌
。

教
理
史
な
ど
の
諸
分
野
、
あ
る
い
は
古
代
国
家
の
仏

数
政
策
な
ど
に
つ
い
て
従
来
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
立
場

と
聞
題
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
き
た
諸
業
績
を
、
古
代

国
家
の
成
立
一
動
揺
と
仏
教
と
い
う
観
点
か
ら
統

，
一
し
て
新
た
な
課
題
を
提
起
さ
れ
た
（
史
学
雑
誌
六

〇
ノ
一
）
。
こ
の
井
上
氏
の
主
張
に
お
け
る
「
古
代

国
家
の
成
立
一
動
揺
し
と
い
う
こ
と
の
具
体
的
内
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容
は
問
わ
ぬ
に
し
て
も
、
古
代
天
皇
制
国
家
と
そ
の

社
会
に
つ
い
て
優
れ
た
業
績
が
次
々
と
あ
ら
わ
れ
た

今
日
、
思
想
史
と
し
て
古
代
仏
教
を
と
ら
え
よ
う
と

す
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
で
独
自
の
立
場
で
な

さ
れ
て
き
た
諸
業
績
を
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
統
一

し
、
全
社
会
の
問
題
と
し
て
考
え
る
こ
と
は
、
当
然

な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
問
題
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
論

稿
は
、
井
上
氏
が
提
起
さ
れ
た
課
題
を
う
け
、
古
代

仏
教
史
全
般
に
渡
っ
て
具
体
的
に
こ
こ
ろ
み
ら
れ
た

最
初
の
も
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
劃
期
的
な
も
の

と
い
え
よ
う
。
事
爽
、
古
代
貴
族
た
ち
が
自
身
の
国

家
を
つ
く
り
は
じ
め
た
六
世
紀
の
時
代
社
会
に
仏
教

受
容
を
考
え
、
族
長
貴
族
と
外
来
宗
教
と
い
う
点
で

そ
れ
を
考
察
し
よ
う
と
し
、
次
い
で
、
大
化
改
新
前

夜
の
相
対
的
安
定
期
の
中
に
聖
徳
太
子
・
飛
鳥
仏
教

を
位
置
ず
け
、
更
に
僧
尼
令
の
分
析
の
中
に
初
期
律

令
国
家
と
仏
教
の
問
題
を
真
正
面
か
ら
と
り
あ
げ
、

奈
良
時
代
に
入
っ
て
は
、
養
老
・
天
平
期
に
は
じ
ま

る
古
代
国
家
の
動
揺
i
行
基
を
め
ぐ
る
民
衆
の
宗

教
運
動
と
、
そ
れ
に
対
抗
し
つ
つ
、
古
代
天
皇
制
国

家
を
あ
く
ま
で
維
持
し
よ
う
と
し
て
遂
行
さ
れ
た
東

大
寺
・
国
分
寺
の
建
立
に
い
た
る
官
寺
仏
教
の
展
開

の
問
題
、
更
に
は
、
平
安
初
頭
の
最
澄
・
空
海
の
薪

Stト
‘ttr
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教
団
開
設
に
い
た
る
ま
で
の
過
程
を
と
り
あ
げ
、
古

代
国
家
の
歩
ん
だ
道
と
か
ら
み
あ
い
つ
つ
、
示
唆
多

い
見
解
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
、
い
ま
ま
で

川
崎
氏
や
北
山
茂
夫
氏
に
よ
っ
て
論
じ
つ
く
さ
れ
た

か
に
見
え
る
行
基
の
他
に
、
愚
志
一
巻
を
著
し
て
時

勢
を
概
し
た
と
い
わ
れ
る
一
ご
論
の
学
匠
道
慈
の
特
異

な
主
張
と
立
場
を
通
し
て
、
東
大
寺
大
仏
建
立
に
い

た
る
ま
で
の
屈
折
を
更
に
具
体
的
に
と
ら
え
よ
う
と

さ
れ
た
こ
と
は
卓
見
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
私
が
こ
の
論
稿
に
期
待
し
た
こ
と

は
、
家
永
三
郎
氏
の
「
飛
鳥
寧
楽
時
代
に
於
け
る
仏

教
興
隆
運
動
」
　
（
上
代
仏
教
思
想
研
究
所
収
）
な
ど

に
代
表
さ
れ
る
。
従
来
の
研
究
を
い
か
に
踏
越
え
る

か
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
先
の
井
上
氏

の
動
向
に
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
5
に
、
e
　
従
来

の
研
究
が
前
提
と
し
て
い
る
古
代
国
家
に
つ
い
て
の

甘
い
見
解
を
捨
て
て
新
ら
し
い
視
野
に
立
ち
、
⇔

い
わ
ゆ
る
窟
寺
仏
教
が
完
結
す
る
ま
で
の
過
程
を
、

仏
教
政
治
と
頭
数
政
治
の
交
替
と
い
う
き
わ
め
て
抽

象
的
な
概
念
で
割
切
り
、
仏
教
の
一
進
一
退
と
い
う

形
で
と
ら
え
る
に
終
る
単
な
る
曲
想
の
変
遷
・
交
替

の
歴
史
か
ら
、
思
想
の
発
展
を
と
ら
え
る
べ
き
思
想

史
と
し
て
い
か
に
脱
指
す
る
か
と
い
う
点
に
あ
っ

た
．
、
そ
し
て
、
こ
の
論
稿
の
趣
意
も
ま
た
こ
こ
に
お

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
e
に
つ
い
て
は
と

も
か
く
と
し
て
、
⇔
に
間
し
て
は
、
私
自
身
に
と
っ

て
は
な
お
満
さ
れ
な
い
も
の
が
残
る
の
で
、
以
下
は

そ
れ
を
記
し
て
書
評
に
か
え
た
い
。

　
ま
ず
六
世
紀
に
開
始
さ
れ
た
仏
教
受
容
を
論
じ
ら

れ
る
に
あ
た
っ
て
、
広
汎
な
屯
倉
・
田
荘
の
経
営
に

手
を
染
め
、
文
明
社
会
へ
の
道
を
切
拓
こ
う
と
し
て

い
た
族
長
貴
族
の
行
動
の
申
に
、
従
来
の
も
の
か
ら

脱
皮
し
よ
う
と
す
る
宗
教
豫
識
の
変
化
を
指
摘
さ

れ
、
そ
の
上
に
仏
教
受
容
を
論
じ
よ
う
と
さ
れ
る
。

ま
こ
と
に
仏
教
受
容
の
甚
底
を
な
す
も
の
は
、
氏
の

指
摘
の
ご
と
く
、
族
長
貴
族
の
行
動
を
め
ぐ
っ
て
獲

得
さ
れ
て
行
っ
た
宗
教
意
識
の
変
化
・
発
展
の
申
に

求
め
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
仏
教
の
も
た
ら
し
た
外

来
文
物
の
高
度
性
と
か
、
貴
族
た
ち
が
仏
激
を
政
治

支
配
の
道
具
に
し
ょ
う
と
し
た
な
ど
と
い
う
従
来
の

説
は
、
単
な
る
外
面
的
な
解
説
で
し
か
あ
り
え
な

い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
問
題

が
残
る
の
は
、
宗
教
意
識
の
変
化
と
い
・
う
こ
と
が
指

摘
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
具
体
的
な
追
及
が
な
さ
れ
な

い
で
、
　
「
宗
教
意
識
の
変
化
を
み
る
と
い
っ
て
も
、

そ
れ
は
な
お
族
長
社
会
の
一
部
に
う
こ
い
た
も
の
に

八
九
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霧

評

他
な
ら
ず
、
個
々
の
貴
族
の
新
た
な
冨
と
権
勢
と

は
、
そ
と
に
恰
暦
の
表
現
を
み
せ
た
と
は
い
弓
も
の

の
、
全
体
と
し
て
は
な
お
旧
く
か
ら
の
権
威
が
そ
れ

を
支
え
て
い
た
。
…
…
そ
の
意
昧
で
は
族
長
支
配
に

固
有
な
形
式
は
、
そ
の
も
の
と
し
て
は
未
だ
決
し
て

動
揺
し
て
い
な
か
っ
た
」
と
結
ば
れ
て
い
る
点
で
あ

る
。
こ
れ
だ
け
で
あ
っ
た
な
ら
、
族
長
支
醗
に
固
有

の
形
式
と
し
て
の
従
来
の
信
仰
と
、
新
来
の
仏
教
と

が
、
水
と
油
の
よ
う
に
並
列
す
る
だ
け
で
、
た
と
え

族
長
貴
族
た
ち
の
一
部
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
何
故

に
従
来
の
形
式
の
他
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
捨
て
て

さ
え
も
、
仏
教
と
い
う
新
ら
し
い
宗
教
形
態
が
求
め

ら
れ
た
か
と
い
う
仏
教
受
容
の
問
題
が
、
族
長
貴
族

の
個
々
的
な
、
乃
至
は
偶
然
的
な
心
的
傾
向
の
申
に

解
消
さ
れ
て
し
ま
弓
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
宗
教
意
識

の
変
化
と
は
具
体
的
に
い
か
に
獲
得
さ
れ
た
か
、
ど

の
よ
弓
な
宗
教
意
…
識
の
矛
盾
、
相
剋
の
中
に
新
た
な

宗
教
形
態
が
求
め
ら
れ
る
に
い
た
っ
た
か
、
ま
た
、

当
時
の
仏
教
と
は
い
か
な
る
宗
教
形
態
で
あ
り
、
そ

し
て
い
か
な
る
宗
教
意
識
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い

た
か
。
こ
れ
ら
の
こ
と
が
具
体
的
に
追
及
さ
れ
な
い

で
、
単
に
社
会
の
変
動
だ
け
が
抽
象
的
に
語
ら
れ
て

も
、
そ
れ
は
思
想
の
内
部
に
は
及
び
え
な
い
の
で
は

な
か
ろ
・
り
か
。

　
僧
尼
令
と
神
帰
令
と
の
比
較
に
は
じ
ま
る
初
期
律

令
制
下
の
仏
教
に
つ
い
て
の
所
論
は
、
結
論
的
に
い

え
ば
、
全
族
長
身
分
層
を
甚
大
な
官
僚
機
構
に
組
入

れ
、
そ
の
上
に
君
臨
す
る
天
皇
は
神
々
の
申
の
神
の

子
で
あ
る
故
に
、
外
地
の
神
に
仕
え
る
憎
侶
の
開
申

に
そ
の
運
命
を
握
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ

た
と
さ
れ
、
改
新
の
思
想
的
支
柱
は
む
し
ろ
在
来
の

神
駿
・
儒
教
で
あ
り
、
仏
教
は
こ
れ
に
対
し
て
従
属

的
で
あ
っ
た
と
い
・
り
以
上
に
、
こ
れ
ら
に
対
し
て
潔

く
対
立
し
て
行
く
面
が
警
戒
さ
れ
て
い
た
と
さ
れ

る
。
そ
し
て
、
八
世
紀
に
入
っ
て
激
化
し
は
じ
め
た

律
令
体
制
の
動
揺
の
中
で
、
完
結
し
た
古
代
天
皇
制

国
家
を
あ
く
豪
で
守
り
ぬ
く
た
め
に
、
ホ
来
現
人
神

で
あ
っ
た
天
皇
が
、
三
宝
の
奴
と
し
て
仏
の
前
に
華

麗
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鎮
護
国
家
の
宗
教
と
し
て

仏
教
が
絶
対
的
優
位
を
占
め
る
に
い
た
っ
た
と
さ
れ

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
初
期
律
令
国
家
が
地
上

の
神
性
－
1
－
在
来
の
神
祇
を
背
景
と
し
た
天
皇
の
絶

対
的
な
支
配
の
下
に
、
現
態
の
秩
序
を
説
く
儒
教
に

た
よ
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
時
窪
を
超
え
た
超
越
的

実
在
者
た
る
仏
に
直
ち
に
す
が
ろ
う
と
す
る
仏
教
的

思
惟
を
排
除
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
七
世

九
〇

紀
の
宗
教
思
想
と
八
世
紀
の
そ
れ
と
の
内
的
な
連

関
、
そ
の
発
展
の
具
体
的
な
内
容
と
筋
道
に
関
し

て
、
な
お
不
鮮
明
な
点
が
残
る
よ
弓
に
思
わ
れ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
の
閻
の
事
情
に
つ
い
て
、
仏
教
が
八

世
紀
に
興
隆
す
る
に
い
た
る
望
地
と
し
て
、
　
「
古
代

、
天
皇
制
確
立
の
過
程
に
、
仏
教
の
お
か
れ
た
地
位

は
、
公
的
に
は
従
属
的
な
も
の
で
あ
っ
た
け
れ
ど

も
、
し
か
し
そ
れ
は
新
し
く
そ
こ
に
そ
の
地
位
を
え

た
天
皇
や
そ
の
周
囲
の
貴
族
が
、
彼
ら
自
身
の
つ
く

り
だ
し
た
諸
関
係
の
中
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
平
安
を
希

〉
つ
こ
と
を
抑
∵
肥
る
も
の
で
は
な
く
、
新
し
く
建
設
さ

れ
た
首
都
の
美
観
を
そ
え
る
意
図
も
あ
っ
て
、
寺
院

の
建
立
や
法
会
の
勤
行
は
、
む
し
ろ
却
っ
て
盛
ん
に

な
っ
て
ゆ
く
傾
向
に
あ
っ
た
」
。
と
説
い
て
い
ら
れ

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
ろ
に
初
期
律
令
社
会
に
お
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

て
、
貴
族
た
ち
に
よ
っ
て
作
り
あ
げ
ら
れ
た
国
家
体

制
が
、
儒
教
の
論
理
を
外
被
と
し
た
在
来
の
黄
紙
信

仰
を
思
想
的
支
柱
と
し
て
い
る
一
方
で
、
そ
れ
ら
か

ら
排
除
さ
れ
る
べ
き
仏
教
が
、
そ
れ
ら
と
は
全
く
別

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

’
個
に
、
貴
族
た
ち
の
個
々
的
な
心
的
傾
向
の
上
に
信

仰
さ
れ
て
い
た
と
す
る
説
明
は
、
果
し
て
充
分
で
あ

り
、
当
を
え
た
も
の
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
こ
の
こ
と
は
、
本
質
的
に
は
大
化
改
新
と
其
後
の
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歴
史
の
全
過
程
の
掘
握
の
問
題
に
ま
で
遡
ら
ね
ば
な

ら
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、
当
面
の
問
題
に
限
っ
て
い

え
ば
、
大
化
改
新
の
思
想
的
支
柱
を
な
し
て
い
た
と

い
わ
れ
る
伝
来
の
神
来
の
神
紙
墨
仰
、
す
な
わ
ち
、

地
上
の
、
あ
る
い
は
歴
史
的
存
在
に
神
性
を
認
め
る

伝
来
の
信
仰
、
ま
た
そ
の
理
論
的
外
被
と
し
て
の
当

代
の
儒
教
の
論
理
自
身
の
中
に
、
や
が
て
は
歴
輿
を

超
え
た
超
越
老
に
全
面
的
に
揮
脆
し
な
い
で
は
い
ら

れ
な
く
な
る
も
の
を
合
せ
て
と
ら
え
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
当
代
の
儒
教
に
つ

い
て
、
そ
れ
が
法
家
的
な
き
び
し
さ
を
も
つ
反
面
、

陰
陽
・
繊
維
の
説
を
含
み
、
そ
れ
自
身
に
神
秘
的
な

考
え
方
を
は
ら
ん
で
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
そ
れ
を
単
な
る
指
摘
に
終
ら
せ
な
い
で
、
八
世

紀
に
お
げ
る
災
異
説
の
異
様
な
流
行
へ
の
展
望
を
踏

言
え
た
・
つ
え
で
、
そ
の
法
家
的
な
論
理
自
体
を
と
ら

え
、
そ
の
論
理
の
中
核
を
な
し
て
い
る
観
念
に
つ
い

て
の
検
討
が
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い

か
。
ま
た
逆
に
、
当
時
の
仏
教
が
果
し
て
純
粋
に
抽

象
さ
れ
た
神
性
へ
の
拝
脆
を
内
容
と
し
て
い
た
か
ど

う
か
、
仏
教
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
常
識
と
固
定
観

念
を
捨
て
た
具
体
的
な
分
祈
も
要
請
さ
れ
る
で
あ
ろ

5
っ

書

評

　
先
に
記
し
た
よ
う
に
、
従
来
の
研
究
が
仏
教
の
一

進
一
退
を
説
く
単
な
る
思
想
交
替
史
に
終
ら
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
欠
．
踊
は
、
第
一
に
古
代
国
家
の
歴
実
に

つ
い
て
の
見
解
の
甘
さ
に
よ
．
つ
て
い
る
。
し
か
し
、

仏
教
政
治
と
儒
教
政
治
の
交
巷
と
い
弓
よ
弓
な
、
抽

象
的
な
概
念
を
使
用
さ
せ
た
よ
り
根
源
的
な
原
因

は
、
神
・
儒
・
仏
と
い
5
よ
う
な
宗
教
及
至
思
想
形

態
に
対
す
る
固
定
的
な
把
握
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
何

か
神
性
を
求
め
、
何
か
あ
る
も
の
に
よ
っ
て
世
界
を

説
明
し
よ
う
と
す
る
意
識
の
表
現
形
態
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
間
の
具
体
的
な
分
折
を
な
さ

ず
に
外
観
上
の
諸
塒
質
だ
け
に
と
ら
わ
れ
、
単
純
に

政
治
社
会
の
動
同
と
結
び
つ
け
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ

に
、
仏
教
政
治
下
に
お
け
る
仏
教
の
興
隆
と
い
う
機

械
的
な
論
断
と
、
宗
教
思
想
の
発
展
を
宗
教
形
態
の

交
替
・
変
遷
に
す
り
か
え
て
し
ま
5
表
面
的
な
説
明

が
5
ま
れ
て
く
る
。
い
ろ
い
ろ
な
宗
教
形
態
の
交
錨

の
中
に
、
一
定
の
時
代
社
会
に
生
活
し
た
入
々
の
い

ろ
い
ろ
な
神
性
を
求
め
て
の
祈
り
と
、
そ
の
争
剋
を

具
体
的
に
と
ら
え
、
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
こ
と
こ
そ

一
番
大
切
な
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
．
、
そ
し
て
こ
の

意
味
で
、
こ
の
論
稿
に
満
ざ
れ
な
い
も
の
が
残
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
古
代
国
家
を
完
成
さ
せ
よ
弓

と
す
る
族
長
貴
族
の
行
動
と
い
い
、
古
代
天
皇
制
の

動
揺
と
い
い
、
一
つ
の
宗
教
形
態
と
し
て
の
仏
教

が
、
一
定
の
時
期
に
社
会
的
に
優
位
を
占
め
る
に
い

た
る
契
機
に
つ
い
て
の
卓
抜
な
見
解
が
述
べ
ら
れ
て

い
れ
ば
い
る
ほ
ど
、
宗
教
思
想
史
と
し
て
、
そ
れ
ぞ

れ
の
時
期
に
お
け
る
、
他
の
、
あ
る
い
は
先
行
す
る

宗
教
形
態
と
の
連
関
、
宗
教
意
識
の
発
展
に
つ
い
て

の
呉
体
的
な
所
論
が
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
、
所
説
を
曲
解
し
て
妄
評
を
加
え
た
点
が
あ

れ
ば
潔
く
お
わ
び
し
た
い
。
一
高
取
正
男
一

若
林
喜
三
郎
監
修

山
上
村
青
年
団
雄

山
上
村
小
史

　
象
牙
の
塔
な
ど
と
い
・
う
古
め
か
し
い
言
葉
は
、
も

う
守
れ
も
余
り
口
に
し
な
く
な
っ
た
よ
・
う
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
掌
間
は
象
．
茅
の
塔
を
は
な
れ
て
大
衆
化
し

た
こ
と
を
意
心
す
る
の
だ
ろ
5
か
。
そ
れ
と
も
む
し

ろ
学
界
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
箱
落
が
、
何
ら
の
効

果
も
期
待
し
得
な
い
と
い
弓
こ
と
を
覚
へ
た
蹄
め
の

結
果
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
か
、
し
か
し
若
い
人
達
の

聞
に
は
、
大
衆
の
生
活
の
申
に
入
っ
て
、
そ
こ
か
ら

垂
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