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か
つ
て
、
平
家
物
語
の
構
想
論
は
、
そ
の
ま
ま
原
態
論
に
通
じ
て
い
た
。
純

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〇

一
た
構
想
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
伝
本
が
即
ち
原
態
で
あ
る
、
と
い
う
よ
う
に
。

無
論
そ
れ
は
通
常
の
作
品
研
究
に
お
い
て
は
自
明
の
理
で
あ
り
、
平
家
物
語
研

究
に
お
い
て
も
、
研
究
の
局
面
を
切
り
開
く
上
で
大
き
く
役
立
っ
て
き
た
一
つ

の
仮
説
で
あ
る
。
し
か
し
、
諸
本
研
究
の
進
展
に
伴
っ
て
、
と
り
わ
げ
、
語
り

本
に
代
わ
っ
て
読
み
本
系
諸
本
の
古
態
性
が
注
目
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
と
も

に
、
そ
の
仮
説
は
必
ず
し
も
自
明
の
前
提
で
は
な
く
な
っ
て
き
た
。
平
氏
興
亡

史
を
一
貫
し
て
描
い
て
い
る
と
大
多
数
の
読
者
の
眼
に
映
る
語
り
本
の
古
態
性

が
怪
し
く
な
り
、
逆
に
。
二
貫
し
た
作
品
意
識
が
薄
く
、
部
分
と
全
体
と
は
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

機
的
な
作
品
関
係
に
、
な
い
」
と
言
わ
れ
る
延
慶
本
を
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

（
と
言
う
よ
り
は
、
そ
れ
故
に
こ
そ
）
古
態
的
と
認
め
る
等
、
一
貫
し
た
作
品

構
成
の
在
り
方
と
古
態
の
問
題
を
切
り
離
し
て
考
え
る
傾
向
が
有
力
に
な
っ
て

き
た
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
諸
本
研
究
の
進
展
は
、
一
方
で
、
い
か
に
古
態

を
と
ど
め
る
も
の
で
あ
れ
、
現
存
諸
本
の
中
に
原
本
そ
の
も
の
を
見
出
す
可
能

性
が
極
め
て
薄
い
と
い
う
結
論
を
導
き
つ
つ
あ
る
と
言
え
よ
う
。
　
（
所
謂
「
延

　
　
　
　
　
平
家
物
語
構
想
論
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可
能
性

慶
本
・
四
部
本
古
態
論
争
Ｌ
も
、
各
々
の
現
存
本
文
の
絶
対
的
た
原
態
性
で
は

な
く
、
相
対
的
な
古
態
性
の
認
定
如
何
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
。
）
従
っ
て
、
た
と
え
ば
仮
に
あ
る
古
本
か
ら
「
原
構
想
」
を
抽
出
し
得

た
か
に
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
原
本
自
体
で
は
た
い
と
す
れ
ぱ
、
そ
の

「
構
想
」
も
後
次
の
編
者
に
よ
る
単
な
る
再
構
成
の
結
果
に
帰
す
る
恐
れ
を
常

に
抱
か
ざ
る
を
得
た
い
の
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
た
研
究
史
的
段
階
を
ふ
ま
え
て
、
現
在
平
家
物
語
の
構
想
を
論
ず

る
事
は
ど
の
よ
う
た
可
能
性
を
も
つ
だ
ろ
う
か
。
原
態
論
の
決
定
的
た
成
果
が

出
る
ま
で
、
空
論
的
な
構
想
論
は
慎
む
べ
し
、
と
す
る
の
も
一
っ
の
立
場
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
、
平
家
物
語
の
成
立
を
一
作
者
の
一
回
的
な
創
作
に
よ
っ
て
把

握
し
得
る
と
考
え
る
の
で
な
い
限
り
、
構
想
論
が
「
原
構
想
」
論
に
尽
き
て
し

ま
う
の
で
は
な
い
事
も
お
そ
ら
く
確
か
で
あ
り
、
作
品
の
創
造
者
達
が
ど
の
よ

う
に
作
品
世
界
を
把
握
し
、
叙
述
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
か
を
探
る
事
は
、
作

品
論
の
重
要
な
経
路
で
た
け
れ
ぱ
た
る
ま
い
。
そ
う
し
た
意
味
で
の
構
想
論
は
、

純
然
た
る
原
初
の
作
品
構
想
（
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
事
が
平
家
物
語
論
に
お
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平
家
物
語
構
想
論
の
可
能
性

い
て
果
た
し
て
可
能
で
あ
る
か
否
か
は
間
わ
ぬ
と
し
て
）
の
論
と
は
一
歩
離
れ

た
地
点
に
可
能
性
を
も
つ
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
現
在
の
私
達
に
と
っ
て
最
も
見
や
す
い
の
は
、
明

確
な
構
成
意
識
に
支
え
ら
れ
た
覚
一
本
等
の
語
り
本
に
内
在
す
る
、
既
存
の
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

文
の
再
編
集
・
再
構
成
と
し
て
の
後
次
的
た
「
構
想
」
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら

は
、
語
り
本
の
編
者
達
が
ど
の
よ
う
に
作
品
世
界
を
把
え
よ
う
と
し
た
か
が
比

較
的
明
瞭
に
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
読
み
本
系
と
の
相
対
的
な
差
異

た
い
し
は
語
り
本
の
特
殊
性
の
問
題
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い

て
は
、
論
は
結
局
語
り
本
編
者
達
の
編
集
技
術
論
の
枠
を
大
き
く
は
越
え
た
い

だ
ろ
う
。
覚
一
本
等
が
表
現
し
た
「
構
想
」
の
あ
り
方
を
、
『
平
家
物
語
』
の

一
定
の
段
階
に
の
み
存
し
た
特
殊
性
と
し
て
で
は
な
く
、
よ
り
古
い
段
階
か
ら

存
在
し
た
物
語
叙
述
の
方
法
の
何
ら
か
の
継
承
・
発
展
と
し
て
把
え
る
事
は
で

き
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
小
稿
は
、
右
の
よ
う
た
問
題
意
識
に
基
い
て
平
家
物
語
構
想
論
の
可
能
性
を

模
索
す
る
、
さ
さ
や
か
な
仮
説
提
示
の
試
み
で
あ
る
。

　
原
態
論
と
の
関
連
に
よ
る
構
想
論
の
一
般
的
通
念
と
し
て
、
独
立
性
の
強
い

説
話
が
い
か
に
本
筋
と
関
わ
っ
て
い
る
か
を
考
え
、
本
筋
へ
の
帰
納
を
果
た
し

て
い
る
移
態
を
原
作
的
意
図
を
失
っ
て
い
な
い
も
の
と
し
て
古
態
と
見
、
一
方
、
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説
話
そ
の
も
の
の
興
味
に
ひ
か
れ
て
本
筋
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
も
の
を
増
補
を

経
た
後
次
的
形
態
と
判
定
す
る
見
方
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ぱ
、
　
（
一
般
的
通
念

を
示
す
一
例
と
し
て
引
か
せ
て
頂
く
の
だ
が
）
山
下
宏
明
氏
が
構
想
に
沿
っ
た

故
事
引
用
の
典
型
例
と
し
て
、
主
に
覚
一
本
と
の
対
比
を
め
ぐ
っ
て
し
ぱ
し
ぱ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

言
及
さ
れ
た
の
は
、
屋
代
本
的
形
態
の
蘇
武
説
話
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
見
、

本
筋
の
構
想
に
沿
っ
た
過
不
足
な
い
叙
述
と
し
て
原
態
の
よ
う
に
見
え
る
屋
代

本
の
移
態
が
（
覚
一
本
に
対
し
て
は
古
態
生
言
え
る
に
せ
よ
）
、
実
は
延
慶
本

的
形
態
の
省
略
化
で
あ
り
、
一
方
、
無
制
限
な
増
補
に
。
よ
る
説
話
の
氾
濫
の
如

く
に
見
え
る
延
慶
本
の
捗
態
が
、
実
は
愛
別
離
苦
を
説
く
一
定
の
構
造
に
支
え

ら
れ
て
お
り
、
語
り
本
に
。
至
っ
て
失
わ
れ
た
本
来
の
説
話
の
収
録
意
義
を
俵
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

て
い
る
事
を
、
筆
者
は
既
に
指
摘
し
た
。
康
頼
・
成
経
と
俊
寛
を
蘇
武
と
李
陵

に
対
比
し
つ
つ
望
郷
の
念
の
共
通
性
に
お
い
て
一
括
し
て
把
握
す
る
と
と
も
に
、

帰
還
し
得
ぬ
者
と
し
て
の
俊
寛
・
李
陵
の
悲
哀
を
明
確
に
と
ら
え
た
延
慶
本
の

彩
態
に
対
し
、
屋
代
本
以
下
の
語
り
本
は
、
配
流
か
ら
帰
還
へ
の
物
語
展
開
に

奉
仕
す
べ
き
予
言
的
機
能
を
以
て
、
　
「
蘇
武
」
の
段
を
再
構
成
し
つ
つ
配
置
し

た
の
だ
っ
た
。

　
物
語
展
開
に
適
合
す
る
語
り
本
の
叙
述
が
必
ず
し
も
原
態
で
は
な
く
、
部
分

的
に
整
っ
た
延
慶
本
的
形
態
の
改
変
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
燕
丹
説
話
も
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

様
で
あ
る
。
こ
れ
も
既
に
指
摘
し
た
事
な
の
で
詳
し
く
は
述
べ
た
い
が
、
頼
朝

挙
丘
ハ
ヘ
の
批
判
と
し
て
整
っ
て
い
る
延
慶
本
の
形
態
が
、
語
り
本
で
は
、
挙
兵



成
功
へ
と
展
開
す
る
全
体
の
文
脈
に
適
応
す
べ
く
、
批
判
性
を
大
幅
に
薄
め
ら

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
諸
説
話
が
自
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
集
合
し
、
白
然
に
平
家
物
語
を
作
り
あ
げ

た
の
で
な
い
限
り
、
説
話
の
収
録
に
は
そ
れ
た
り
の
作
者
的
意
図
が
存
在
し
た

は
ず
だ
と
考
え
る
の
は
、
お
そ
ら
く
正
し
い
。
し
か
し
問
題
は
、
作
者
的
意
図

と
い
う
も
の
が
決
し
て
一
様
で
は
な
く
、
し
ぱ
し
ぼ
言
わ
れ
る
よ
う
に
。
、
近
代

小
説
の
作
者
が
常
に
全
体
の
構
成
の
中
に
お
け
る
意
味
や
効
果
を
念
頭
に
お
い

て
部
分
を
叙
述
す
る
の
と
同
じ
ょ
う
な
発
想
で
は
律
し
き
れ
な
い
と
い
う
事
で

あ
る
。
数
種
の
本
文
に
各
々
別
個
の
作
者
的
意
図
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ぱ
、
古

態
性
の
問
題
は
構
想
論
と
は
別
の
本
文
徴
証
に
１
基
い
て
論
じ
ら
れ
ね
ぱ
な
ら
な

い
し
、
そ
の
結
果
に
基
い
て
い
ず
れ
の
作
者
的
意
図
が
本
来
の
も
の
で
あ
る
か

を
判
断
せ
ね
ぼ
た
ら
た
い
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
「
構
想
」
の
語
を
用
い
ず
に
「
作
老
的
意
図
」
と
い
う
言
い
方
を
し

た
の
は
、
右
の
例
で
言
え
ば
、
語
り
本
の
そ
れ
は
「
構
想
」
の
名
に
値
す
る
と

し
て
も
、
延
慶
本
の
そ
れ
は
厳
密
な
意
味
で
は
「
構
想
」
と
は
呼
び
難
く
、
強

い
て
言
え
ぱ
「
部
分
構
想
」
　
「
小
構
想
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
と
思
う
か
ら

で
あ
る
。
鬼
界
カ
島
流
人
と
蘇
武
や
李
陵
と
の
対
比
は
、
愛
別
離
苦
の
例
証
と

し
て
一
般
化
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
完
結
し
、
流
人
課
全
体
の
ス
ト
ー
リ
ー
を
展

開
さ
せ
る
機
能
を
も
た
た
い
し
、
ま
し
て
物
語
全
体
の
脈
絡
に
は
流
れ
こ
ん
で

い
か
な
い
。
頼
朝
批
判
の
一
貫
性
は
、
そ
の
後
の
事
件
展
開
に
は
逆
接
の
形
で

　
　
　
　
　
平
家
物
語
構
想
論
の
可
能
性

し
か
続
い
て
い
か
た
い
。
作
品
中
の
小
部
分
を
限
定
し
て
切
り
敢
っ
て
み
た
時

に
、
そ
の
中
に
．
自
已
完
結
的
な
「
構
想
」
が
見
て
と
れ
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ

　
¢る

。
古
態
で
あ
る
か
否
か
を
別
に
し
て
、
延
慶
本
の
中
か
ら
他
に
類
似
の
顕
著

な
例
を
挙
げ
れ
ぱ
、
故
渥
美
か
を
る
氏
の
指
摘
さ
れ
た
忠
盛
利
生
課
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
＠

得
長
寿
院
説
話
周
辺
及
び
清
盛
・
白
河
院
を
提
婆
達
多
・
釈
迦
に
た
ぞ
ら
え
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｏ

構
成
し
た
清
盛
死
後
の
説
話
群
等
が
あ
り
、
そ
の
他
、
小
林
美
和
氏
の
指
摘
等

が
あ
る
よ
う
に
、
故
事
を
交
え
る
等
し
て
、
唱
導
的
あ
る
い
は
政
治
的
主
張
を

展
開
し
た
部
分
は
、
各
所
に
存
在
す
る
。

　
も
っ
と
も
、
渥
美
氏
の
論
は
と
も
か
く
、
小
林
氏
の
論
は
、
故
事
の
引
用
に
ー

っ
い
て
「
唱
導
的
と
も
い
う
べ
き
一
定
の
法
則
性
を
以
て
た
さ
れ
て
お
り
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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＠

か
も
王
統
・
政
権
叙
述
を
中
枢
と
す
る
構
想
上
の
骨
核
を
形
成
し
て
い
る
」
と

し
て
、
全
篇
の
統
一
的
な
構
想
を
強
調
さ
れ
る
立
論
に
っ
た
が
る
も
の
で
あ
る

か
ら
、
　
「
部
分
的
な
構
想
」
と
い
う
側
面
か
ら
延
慶
本
を
眺
め
る
本
稿
に
引
用

さ
せ
て
頂
く
の
は
、
い
さ
さ
か
我
田
引
水
の
所
為
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
こ
と

に
勝
手
な
物
言
い
で
は
あ
る
が
、
小
林
氏
の
一
連
の
論
考
の
中
で
、
筆
者
が
特

に
注
目
し
た
い
の
は
、
全
篇
の
統
一
的
構
想
の
存
在
の
主
張
で
あ
る
よ
り
は
、

む
し
ろ
個
々
の
部
分
に
お
け
る
叙
述
構
造
の
指
摘
で
あ
る
。
延
慶
本
の
故
事
引

用
の
彩
態
に
一
定
の
法
則
性
が
認
め
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
法
則
性
を
作
者

の
「
構
想
」
と
呼
ぶ
の
は
、
　
（
無
論
、
　
「
構
想
」
の
語
に
様
六
た
意
味
で
幅
が

あ
り
得
る
の
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
）
少
な
く
と
も
筆
者
が
こ
こ
で
間
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平
家
物
語
構
想
論
の
可
能
性

題
に
し
て
い
る
「
構
想
」
と
は
異
な
る
。
故
事
・
先
例
と
の
対
比
に
、
よ
る
現
実

把
握
は
、
歴
史
の
認
識
方
法
や
そ
の
叙
述
方
法
の
構
造
を
示
す
も
の
で
は
あ
ろ

う
が
、
作
者
が
物
語
全
体
を
ど
う
組
み
立
て
よ
う
と
し
た
か
と
い
う
積
極
的
思

考
を
言
う
も
の
と
し
て
の
「
構
想
」
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま

た
、
「
王
統
・
政
権
叙
述
」
の
た
め
の
故
事
引
用
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
関
わ
る

作
者
の
主
張
が
多
く
見
ら
れ
る
の
は
事
実
だ
が
、
筆
者
が
注
目
し
た
い
「
部
分

構
想
」
は
必
ず
し
も
そ
れ
に
関
わ
る
も
の
ぱ
か
り
で
は
た
い
。
成
立
過
程
を
一

回
的
に
把
え
得
る
と
は
信
じ
難
い
延
慶
本
に
、
全
体
を
貫
通
す
る
「
構
想
」
を

認
め
得
る
か
ど
う
か
の
問
題
を
一
旦
措
い
た
と
こ
ろ
で
、
各
部
分
の
論
理
を
考

え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
小
林
氏
の
論
が
延
慶
本
の
繁
雑
さ
の
中
に
ひ
そ
む
論
理
的
構
造

を
鋭
く
突
い
た
非
常
に
，
貴
重
な
論
考
で
あ
る
事
は
確
か
で
あ
り
、
小
稿
も
、
延

慶
本
の
都
分
的
な
「
構
想
」
が
語
り
本
の
よ
り
広
い
視
野
に
立
つ
「
構
想
」
を

上
回
る
古
態
性
を
も
つ
場
合
が
あ
る
事
を
確
認
し
た
上
で
、
以
下
、
し
ぱ
ら
く

氏
の
論
の
周
辺
を
さ
ま
よ
う
こ
と
に
な
る
。

二

小
林
氏
の
論
の
中
で
筆
者
が
よ
り
注
目
し
た
い
の
は
、
延
慶
本
の
故
事
を

「
宝
物
集
の
故
事
列
挙
が
話
者
の
主
張
の
証
し
を
求
め
る
も
の
で
あ
る
如
く
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

「
物
語
次
元
に
お
げ
る
現
実
の
事
象
の
例
証
と
し
て
」
引
か
れ
る
も
の
と
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
〇

あ
る
い
は
そ
の
歴
史
叙
述
を
、
「
歴
史
を
教
訓
の
種
と
し
て
」
説
い
た
「
唱
導

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

者
流
の
比
楡
因
縁
の
歴
史
語
り
」
と
さ
れ
、
更
に
そ
の
文
体
を
「
語
り
手
自
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

が
唱
導
の
ス
タ
イ
ル
を
以
て
登
場
し
て
く
る
」
も
の
と
さ
れ
る
把
握
で
あ
る
。

　
延
慶
本
に
お
げ
る
故
事
を
単
な
る
傍
系
説
話
と
し
て
本
流
の
叙
述
と
決
定
的

に
区
別
し
た
り
、
付
属
品
と
し
て
軽
ん
ず
る
事
が
で
き
た
い
の
は
、
そ
れ
が
作

者
の
主
張
を
示
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
重
要
だ
か
ら
で
も
あ
る
が
、
同
時
に
、

故
事
と
並
列
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
本
筋
の
説
話
も
作
者
の
主
張
の
例
証
と
し

て
、
一
般
的
原
理
の
中
に
組
み
込
ま
れ
る
事
に
よ
っ
て
い
る
。
小
林
氏
も
触
れ

て
お
ら
れ
る
宝
物
集
に
お
い
て
は
、
た
と
え
ぱ
蘇
武
の
故
事
が
作
者
の
主
張
の

例
証
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
康
頼
の
卒
都
婆
流
も
そ
の
例
証
で
あ
っ
て
、
両

者
は
昔
の
漢
朝
と
今
の
本
朝
と
い
う
相
違
を
含
み
つ
つ
、
全
く
同
次
元
に
置
か

れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
時
と
所
を
大
き
く
隔
て
る
両
者
が
全
く
同
一
の
「
愛
別

離
苦
」
の
相
を
示
す
事
に
よ
っ
て
作
者
の
主
張
は
普
遍
性
を
保
証
さ
れ
る
。
そ

こ
に
は
、
蘇
武
と
康
頼
の
い
ず
れ
が
主
で
も
従
で
も
た
い
対
象
の
関
係
に
。
お
い

て
、
更
に
多
く
の
例
と
共
に
並
列
さ
れ
得
る
構
造
が
あ
る
。
平
家
物
語
で
あ
る

延
慶
本
の
叙
述
構
造
を
そ
れ
と
完
全
に
同
一
で
あ
る
と
は
言
え
た
い
に
し
て
も
、

愛
別
離
苦
の
例
証
と
し
て
両
者
を
語
る
構
造
は
同
じ
で
あ
り
、
本
筋
の
説
話
が

故
事
と
対
比
さ
れ
る
事
に
よ
っ
て
、
単
た
る
特
殊
た
事
件
で
は
た
い
一
般
相
を

示
す
例
証
と
し
て
一
っ
の
完
結
を
見
せ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
っ
ま
り
、

こ
の
例
に
お
い
て
は
、
延
慶
本
の
故
事
と
本
筋
の
叙
述
と
は
、
主
張
の
例
証
と



い
う
点
に
１
お
い
て
同
次
元
で
あ
る
と
い
う
面
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
説
話
が
何
ら
か
の
主
張
の
例
証
と
し
て
の
側
面
を
有
す
る
の
は
、

仏
典
以
来
の
伝
統
で
あ
る
。
仏
典
に
お
げ
る
説
話
が
、
し
ば
し
ぱ
登
場
人
物
や

事
物
に
各
々
一
般
的
な
意
味
を
負
わ
せ
た
警
楡
（
た
と
え
ぱ
凡
夫
の
警
楡
で
あ

る
男
を
無
常
の
警
楡
で
あ
る
悪
象
が
追
い
か
げ
る
と
か
、
仏
の
警
楡
で
あ
る
父

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

が
凡
夫
の
壁
榛
で
あ
る
息
子
達
を
欺
い
て
救
い
に
導
く
等
々
）
で
あ
り
、
あ
る

い
は
、
そ
こ
ま
で
一
共
一
般
的
意
味
と
の
対
応
を
持
た
ず
と
も
、
た
と
え
ぽ
法

苑
珠
林
が
各
篇
の
冒
頭
に
「
述
意
部
」
を
置
き
、
説
話
的
な
諸
経
典
の
引
用
が

全
体
と
し
て
「
述
意
」
の
た
め
の
例
証
と
た
っ
て
い
る
よ
う
に
、
仏
典
の
説
話

は
常
に
（
宗
教
で
あ
る
以
上
、
言
わ
ず
も
が
た
の
事
だ
が
）
理
法
の
例
証
で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
た
源
流
を
重
視
す
る
観
点
に
立
っ
な
ら
ぱ
、
川
口
久
雄
氏
の
、

　
　
　
唱
導
に
お
い
て
語
ら
れ
る
い
わ
ゆ
る
「
因
縁
警
楡
の
も
の
が
た
り
」
す

　
　
な
わ
ち
前
掲
の
敦
煤
本
俗
講
儀
式
に
い
う
と
こ
ろ
の
「
因
縁
楡
」
こ
そ
、

　
　
今
目
の
わ
が
文
学
史
の
術
語
と
な
っ
て
い
る
「
説
話
」
と
い
う
も
の
の
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
　
史
的
な
意
味
に
お
げ
る
本
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
◎

と
い
っ
た
指
摘
や
、
今
成
元
昭
氏
の
、
説
話
の
基
底
に
説
示
意
識
を
お
い
て
と

ら
え
る
立
論
も
、
首
肯
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
延
慶
本
の
叙
述
は
、
そ
う
し
た

意
味
で
は
、
仏
教
的
源
流
に
よ
り
近
い
彬
で
説
話
を
と
り
こ
ん
だ
も
の
と
見
る

こ
と
も
で
き
よ
う
。

叙
述
構
造
の
右
の
よ
う
な
性
格
を
と
ら
え
た
点
で
、
小
林
氏
の
所
謂
「
比
楡

　
　
　
　
　
平
家
物
語
構
想
論
の
可
能
性

因
縁
の
歴
史
語
り
」
は
、
ま
さ
に
延
慶
本
の
一
面
を
鋭
く
突
い
た
言
で
あ
る
と

思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
（
但
し
、
必
ず
し
も
仏
教
的
と
の
み
は
言
え
な
い
種
類

の
主
張
を
も
含
む
た
め
に
、
本
稿
で
は
、
以
下
、
右
の
よ
う
た
叙
述
の
構
造
を
、

何
ら
か
の
主
張
の
た
め
の
例
証
の
話
と
い
う
意
味
で
、
仮
に
「
例
話
的
叙
述
構

造
」
と
呼
ん
で
お
く
。
）

　
そ
の
よ
う
な
叙
述
構
造
が
、
所
謂
故
事
引
用
都
分
に
限
っ
た
も
の
で
な
い
事

　
　
　
　
＠

も
、
小
林
氏
の
指
摘
さ
れ
る
清
盛
死
後
の
話
群
や
巻
末
の
頼
朝
果
報
課
、
あ
る

い
は
前
掲
の
忠
盛
講
等
に
明
ら
か
で
あ
る
。
故
事
の
役
割
は
主
張
の
普
遍
性
の

保
証
で
あ
っ
て
、
主
張
そ
の
も
の
は
故
事
ぬ
き
で
も
展
開
し
得
る
の
だ
か
ら
、

例
話
的
構
造
に
と
っ
て
故
事
が
不
可
欠
と
は
言
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

間
題
を
「
例
話
的
構
造
」
と
い
う
よ
う
に
一
般
化
す
る
限
り
に
お
い
て
は
、
そ

れ
が
一
作
品
中
に
ど
れ
程
存
在
し
た
と
こ
ろ
で
、
作
者
の
統
一
的
構
想
を
示
す

も
の
と
は
言
い
難
い
。
そ
う
し
た
構
造
（
む
し
ろ
形
式
に
関
わ
る
）
は
、
主
張

の
質
の
如
何
に
か
か
わ
ら
ず
存
在
し
得
る
わ
け
で
、
複
数
の
編
者
（
原
作
者
と

増
補
・
改
編
者
達
）
が
各
共
別
の
叙
述
を
類
似
の
構
造
に
よ
っ
て
重
ね
て
い
く

と
い
う
場
合
も
、
十
分
想
定
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。
統
一
的
構
想
を
重
視
す
る

小
林
氏
の
立
論
と
は
別
の
視
点
に
立
た
ざ
る
を
得
な
い
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ

る
。　

と
り
わ
け
筆
者
が
注
意
し
た
い
の
は
、
た
と
え
ば
清
盛
死
後
の
話
群
に
－
お
い

て
、
清
盛
が
皇
胤
で
あ
る
旨
を
述
べ
る
「
部
分
構
想
」
と
、
清
盛
が
提
婆
達
多

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一



　
　
　
　
　
平
家
物
語
構
想
論
の
可
能
性

の
如
き
権
者
で
あ
っ
た
旨
を
述
べ
る
「
都
分
構
想
」
と
が
重
複
し
、
後
老
は
、

既
に
整
っ
て
い
た
前
老
の
形
態
の
上
に
付
加
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
る
　
　
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

い
う
よ
う
た
例
が
存
在
す
る
事
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
　
「
王
統
・
政
権
叙
述
」

的
構
図
の
上
に
、
更
に
論
理
の
次
元
を
異
に
す
る
権
者
論
が
覆
い
か
ぶ
さ
る
と

い
う
彩
に
な
っ
て
お
り
、
し
か
も
二
つ
の
論
理
は
、
発
想
の
性
格
を
異
に
し
た

が
ら
も
、
自
已
完
結
的
た
例
話
的
構
造
に
お
い
て
は
共
通
な
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
た
例
を
、
作
者
の
統
一
的
構
想
と
理
解
す
る
事
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

　
巻
一
冒
頭
の
得
長
寿
院
説
話
周
辺
に
お
い
て
も
、
得
長
寿
院
説
話
そ
の
も
の

に
つ
い
て
は
、
小
林
氏
の
所
謂
「
山
門
・
王
室
相
依
」
の
理
念
を
認
め
る
事
が

で
き
よ
う
が
、
そ
れ
を
含
め
、
忠
盛
の
死
ま
で
を
射
程
に
お
い
た
よ
り
大
き
な

部
分
の
構
想
と
し
て
は
、
渥
美
氏
の
所
謂
「
（
堂
塔
供
養
の
利
益
に
よ
っ
て
１

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

－
引
用
者
）
昇
殿
・
男
子
七
人
・
大
往
生
を
得
た
と
す
る
因
果
関
係
」
、
　
即
ち

功
徳
↓
繁
栄
・
往
生
と
い
う
、
ご
く
一
般
的
た
唱
導
的
論
理
が
見
て
と
れ
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

で
あ
る
。
（
こ
の
辺
の
構
想
的
ね
じ
れ
に
つ
い
て
は
、
山
下
氏
の
論
が
詳
し
い
。
）

こ
こ
に
も
増
補
の
跡
を
見
る
か
ど
う
か
に
っ
い
て
、
本
稿
で
立
ち
入
る
余
裕
は

た
い
が
、
二
種
の
次
元
を
異
に
し
た
論
理
が
重
複
し
つ
つ
共
存
し
、
し
か
も
両

者
が
例
話
的
構
造
に
お
い
て
共
通
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
清
盛
謂
と
同

様
で
あ
る
と
言
わ
ね
ぱ
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
延
慶
本
に
は
、
異
な
っ
た
種
類
の
都
分
構
想
を
重
複
し
て
含
み

こ
む
部
分
が
存
在
す
る
。
筆
者
の
推
測
で
は
、
そ
れ
は
お
そ
ら
く
延
慶
本
の
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

層
的
成
立
の
間
題
と
関
連
す
る
。
水
原
一
氏
や
武
久
堅
氏
を
は
じ
め
と
す
る
多

く
の
先
学
の
研
究
成
果
が
挙
が
り
つ
つ
も
、
未
だ
十
分
に
究
め
ら
れ
た
と
は
到

底
言
い
難
い
延
慶
本
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
、
相
応
の
準
備
も
無
い
ま
ま
に
軽

々
し
い
言
辞
を
弄
す
る
こ
と
は
慎
む
べ
き
だ
ろ
う
が
、
少
た
く
と
も
そ
れ
が
一

回
的
た
「
成
立
」
を
遂
げ
た
作
品
で
は
た
く
、
増
補
に
よ
る
「
成
長
」
た
い
し

「
彩
成
」
の
過
程
を
持
っ
た
作
品
で
あ
る
と
す
る
た
ら
ぱ
、
そ
の
「
成
長
」
の

原
動
力
の
一
つ
に
、
こ
こ
で
述
べ
て
き
た
例
話
的
構
造
に
よ
る
歴
史
叙
述
を
挙

げ
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
前
述
の
清
盛
課
が
皇
胤
の
繁
栄
を
語
る

叙
述
の
上
に
、
更
に
権
者
論
に
よ
る
叙
述
の
増
補
を
加
え
て
成
っ
て
い
る
事
を
、

各
々
の
段
階
に
お
げ
る
編
老
が
、
各
々
の
主
張
に
基
く
例
話
的
叙
述
を
重
ね
た

結
果
ふ
く
ら
ん
で
い
っ
た
も
の
と
見
る
、
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
筆
者
は
、
編
者
な
い
し
作
者
の
主
張
が
先
行
し
、
そ
れ
に
あ
て
は

め
て
事
件
が
選
択
さ
れ
、
叙
述
さ
れ
た
　
　
と
い
う
よ
う
た
見
方
で
平
家
物
語

を
理
解
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
現
実
の
事
件
や
説
話
か
ら
普
遍
的
意
味

を
導
き
出
そ
う
と
す
る
試
み
が
、
事
件
や
説
話
を
何
ら
か
の
主
張
の
例
証
と
化

す
事
に
よ
っ
て
完
結
す
る
と
い
う
構
造
室
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
っ
ま
り
、

歴
史
の
叙
述
と
い
う
事
が
、
単
な
る
記
事
の
集
成
・
羅
列
の
み
で
は
た
く
、
事

件
が
何
ら
か
の
理
法
を
証
す
る
も
の
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
意
味
を
与
え
ら
れ
て

い
く
行
為
（
と
り
わ
げ
、
唱
導
の
材
と
し
て
そ
れ
を
語
ろ
う
と
す
る
行
為
）
の

積
み
重
ね
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
想
定
を
し
て
い
る
わ
げ
で
あ
っ
て
、
そ
の
積



み
重
ね
の
跡
を
、
木
文
そ
の
も
の
の
中
に
見
せ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
延
慶
木

に
注
目
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
一
方
、
延
慶
本
の
叙
述
の
う
ち
、
右
の
よ
う
に
明
確
た
例
話
的
構
造
を
た
す

部
分
が
一
部
に
過
ぎ
な
い
事
も
確
か
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
「
成
長
」
の
原
動
力

の
一
っ
と
し
か
呼
べ
な
い
の
も
そ
の
た
め
だ
が
、
し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

筆
者
が
敢
て
例
話
的
構
造
に
こ
だ
わ
る
の
は
、
そ
れ
が
序
章
の
構
造
に
通
底
す

る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

三

　
あ
ら
た
め
て
引
用
す
る
ま
で
も
な
か
ろ
う
が
、
諾
本
に
ほ
惇
共
通
す
る
序
章

は
、
ま
ず
「
諸
行
無
常
・
盛
老
必
衰
」
の
理
法
を
述
べ
、
そ
の
例
と
し
て
異
朝

・
本
朝
の
例
を
挙
げ
る
。
前
老
が
「
述
意
都
」
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
後
者
は
そ
の

例
証
で
あ
り
、
例
証
の
最
大
の
も
の
と
し
て
、
清
盛
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
わ
げ

で
あ
る
。
　
（
も
っ
と
も
、
こ
の
段
の
文
章
が
「
述
意
」
と
「
例
証
」
の
二
つ
に

裁
然
と
区
別
さ
れ
る
わ
け
で
は
た
い
が
。
）
従
っ
て
、
こ
の
序
章
の
構
図
か
ら

言
え
ぱ
、
清
盛
及
び
平
氏
一
門
の
物
語
そ
の
も
の
が
、
和
漢
の
多
く
の
例
と
と

も
に
、
同
時
に
そ
の
中
で
最
大
の
、
諸
行
無
常
・
盛
者
必
衰
の
例
証
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
栃
木
孝
惟
氏
が
言
わ
れ
る
よ
う
に
。
、
　
「
仏
教
的
た
世
界
観
を

も
ち
、
仏
道
へ
の
い
ざ
た
い
を
一
っ
の
目
的
と
し
て
表
現
の
う
ち
に
も
く
ろ
も

う
と
す
る
人
物
に
と
っ
て
、
こ
の
平
家
と
い
う
一
っ
の
家
の
減
亡
の
物
語
は
、

　
　
　
　
　
平
家
物
語
構
想
論
の
可
能
性

ま
さ
し
く
現
実
の
歴
史
そ
の
も
の
の
た
か
に
、
た
し
か
な
事
実
と
し
て
発
見
し
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た
恰
好
の
自
己
の
信
ず
る
道
理
の
自
証
、
唱
導
の
素
材
の
発
見
で
あ
っ
た
」
と

思
わ
れ
る
わ
げ
で
あ
る
。
例
話
的
構
造
を
序
章
に
認
め
る
所
以
で
あ
る
。
序
章

を
共
有
す
る
現
存
諸
本
の
背
後
に
は
、
唱
導
の
例
話
と
し
て
展
望
さ
れ
た
物
語

と
し
て
の
段
階
が
、
一
度
は
あ
っ
た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
、
そ

う
し
た
例
話
と
し
て
の
制
作
意
図
を
、
現
存
諸
本
の
如
き
平
家
物
語
の
「
構
想
」

と
呼
び
得
る
か
ど
う
か
は
、
お
の
ず
か
ら
別
の
問
題
で
あ
ろ
う
。

　
栃
木
氏
が
、
「
平
氏
栄
華
へ
の
過
程
の
省
筆
」
の
原
因
を
、
「
平
家
滅
亡
の
因

を
な
す
平
氏
悪
行
の
始
発
か
ら
を
こ
そ
、
物
語
の
中
心
的
な
叙
述
の
対
象
と
し

た
こ
と
」
に
求
め
ら
れ
、
清
盛
の
悪
行
に
，
よ
る
平
氏
の
減
亡
と
い
う
因
果
応
報

に
よ
る
物
語
叙
述
を
原
初
の
平
家
物
語
の
構
想
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
は
、
門
前

　
　
ゆ
　
　
　
＠

真
一
氏
や
渥
美
氏
の
説
を
継
承
し
つ
つ
大
き
く
補
強
を
加
え
ら
れ
た
説
得
力
に

富
む
立
論
で
あ
り
、
現
存
諸
本
に
基
く
古
態
追
求
の
結
果
如
何
に
関
わ
り
た
く

成
立
し
得
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
間
題
は
、
そ
う

し
た
構
想
を
示
す
と
も
読
み
取
り
得
る
序
章
を
共
有
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

現
存
諸
本
が
、
純
然
た
る
平
氏
興
亡
史
と
い
う
に
は
あ
ま
り
に
雑
多
た
記
事
を

多
量
に
含
み
こ
ん
で
い
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
次
節
で
も
触
れ
る

よ
う
に
、
、
覚
一
本
に
至
る
流
動
の
中
で
、
雑
多
な
要
素
は
次
第
に
因
果
観
的
脈

絡
の
も
と
に
統
合
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
平
家
物
語
が
、
仮
に
栃
木
氏
の
言

わ
れ
る
よ
う
た
構
想
に
よ
っ
て
出
発
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
が
全
巻
の
「
構
想
」
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平
家
物
語
構
想
論
の
可
能
性

と
し
て
の
位
置
を
保
ち
得
な
く
た
っ
た
地
点
以
降
に
し
か
、
私
達
が
考
察
の
対

象
と
し
て
い
る
現
存
の
『
平
家
物
語
』
は
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

平
氏
の
興
亡
を
物
語
化
す
る
事
は
、
ど
の
よ
う
に
始
め
ら
れ
た
に
１
せ
よ
、
必
然

的
に
、
現
実
の
複
雑
な
諸
関
係
を
、
そ
し
て
平
氏
興
亡
史
に
直
接
に
は
影
響
し

な
い
諸
事
件
を
抱
え
こ
ん
で
い
か
ざ
る
を
得
な
い
（
あ
る
い
は
、
得
な
か
っ

た
）
。
　
平
家
物
語
が
、
そ
の
複
雑
な
諸
関
係
・
諸
事
件
を
、
当
初
か
ら
平
氏
興

亡
史
の
一
つ
の
脈
絡
の
も
と
に
組
織
立
て
て
構
想
し
つ
っ
叙
述
し
て
い
っ
た
と

い
う
よ
う
に
は
、
現
存
諸
本
を
見
る
限
り
、
思
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
仮
に
右
の
よ
う
に
序
章
の
よ
う
な
構
想
（
そ
れ
を
平
氏
興
亡
史
と

し
て
の
物
語
構
想
と
見
て
）
が
崩
れ
て
い
っ
た
結
果
と
し
て
現
存
諸
本
を
見
る

に
せ
よ
、
そ
れ
を
崩
し
て
い
っ
た
の
は
、
単
な
る
興
味
本
位
の
説
話
の
纂
集
ぱ

か
り
で
は
あ
る
ま
い
。
序
章
に
比
べ
れ
は
小
規
模
で
は
あ
れ
、
序
章
と
同
様
の

構
造
に
よ
る
例
話
化
の
試
み
が
、
前
節
で
見
た
よ
う
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
っ

た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
結
果
か
ら
言
え
ぱ
、
序
章
に
見
ら
れ
る
よ
う
た

「
構
想
」
は
、
異
種
の
論
理
の
混
入
を
拒
絶
し
、
純
粋
た
思
想
の
主
張
と
し
て

全
巻
を
貫
こ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
よ
り
は
、
物
語
内
容
の
ふ
く
ら

み
に
伴
っ
て
、
別
種
の
論
理
に
基
い
て
完
結
す
る
諸
説
話
と
共
存
し
得
る
性
格

の
も
の
で
あ
っ
た
と
杢
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
、
あ
る
い
は
、
序
章
そ
の
も
の
が

本
来
、
物
語
世
界
が
ど
の
よ
う
に
進
行
す
る
か
と
い
う
筋
立
て
に
関
わ
る
も
の

で
は
な
く
、
平
氏
滅
亡
と
い
う
結
果
に
焦
点
を
絞
っ
た
理
法
の
宣
言
と
し
て
の
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性
格
を
有
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
の
か
も
し
れ
た
い
。
少
た
く
と
も
、
唱
導
的

理
法
に
よ
る
歴
史
の
解
釈
と
そ
の
例
話
化
の
試
み
が
、
た
だ
一
度
序
章
に
お
い

て
の
み
た
さ
れ
た
わ
げ
で
た
い
事
は
、
確
認
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
、

普
遍
的
原
理
を
も
っ
て
歴
史
的
事
件
を
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
ょ
っ
て

こ
そ
、
平
家
物
語
は
、
歴
史
物
語
と
も
客
観
的
歴
史
記
録
と
も
異
な
る
、
独
自

の
世
界
を
切
り
開
き
得
た
の
で
は
た
か
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

　
し
か
し
、
同
時
に
注
意
せ
ね
ぱ
た
ら
な
い
の
は
、
富
倉
氏
の
指
摘
の
よ
う
に
１
、

「
生
者
必
滅
」
と
し
た
方
が
語
の
連
関
と
し
て
は
自
然
で
あ
る
箇
所
に
、
　
「
盛

者
必
衰
」
を
用
い
る
、
序
章
の
一
面
で
あ
る
。
例
話
的
構
造
と
は
、
何
ら
か
の

主
張
の
た
め
に
事
件
や
説
話
を
用
い
る
形
態
の
称
と
し
て
用
い
て
い
る
語
で
あ

る
の
だ
が
、
あ
く
ま
で
形
態
で
あ
っ
て
、
前
述
の
よ
う
に
実
際
に
は
所
与
の
歴

史
的
事
件
の
解
釈
と
叙
述
の
方
法
と
し
て
そ
れ
が
あ
っ
た
と
い
う
事
を
、
こ
の

一
句
は
端
的
に
示
し
て
い
る
。
確
認
さ
る
べ
き
理
法
が
不
動
の
も
の
と
し
て
存

在
し
、
物
語
内
容
は
そ
れ
を
説
く
た
め
の
道
具
で
あ
る
と
い
う
よ
う
た
機
械
的

・
固
定
的
関
係
の
も
と
に
平
家
物
語
の
創
造
が
あ
っ
た
な
ら
ば
、
あ
る
い
は

「
生
者
必
衰
」
の
語
が
こ
こ
に
納
ま
っ
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
「
盛

者
必
衰
」
を
記
す
序
章
に
１
は
、
歴
史
を
普
遍
的
理
法
の
中
に
押
し
込
む
彩
を
と

り
な
が
ら
、
実
は
歴
史
に
１
引
き
寄
せ
ら
れ
っ
っ
、
そ
れ
に
見
合
っ
た
形
で
理
法

を
語
る
と
い
う
、
歴
史
解
釈
の
方
法
と
し
て
の
思
想
の
あ
り
方
が
、
典
型
的
に

表
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。



四

　
以
上
、
延
慶
本
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
例
話
的
構
造
と
、
序
章
と
に
っ
い
て
、

歴
史
解
釈
の
多
様
な
試
み
と
し
て
述
べ
て
き
た
の
だ
が
、
語
り
本
の
叙
述
を
同

じ
形
で
理
解
す
る
事
は
で
き
な
い
。
覚
一
本
を
到
達
点
と
す
る
語
り
本
は
、
平

氏
の
悪
行
と
そ
れ
故
の
減
亡
の
物
語
と
し
て
（
厳
密
な
読
み
と
し
て
は
無
理
を

　
＠

含
む
と
し
て
も
）
全
篇
を
整
え
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
の
詳
細
に
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

い
て
は
既
に
山
下
宏
明
氏
等
に
よ
る
指
摘
が
あ
り
、
ま
た
筆
者
自
身
述
べ
た
事

　
　
ゆ

も
あ
る
の
で
省
略
す
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
そ
う
し
た
再
編
を
前
述
の
例
話

的
構
造
に
ょ
る
叙
述
か
ら
の
ど
の
よ
う
な
継
承
と
発
展
と
し
て
把
握
し
得
る
か

と
い
う
点
を
中
心
に
述
べ
て
み
た
い
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
延
慶
本
に
お
い
て
例
話
的
構
造
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

た
説
話
が
語
り
本
に
は
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
な
か
っ
た
と
い
う
現
象
が
見
ら

れ
、
そ
の
場
合
、
「
慈
心
房
」
の
よ
う
に
文
脈
上
の
意
味
を
ほ
ぽ
失
っ
て
し
ま

っ
た
例
も
あ
る
が
、
「
蘇
武
」
の
よ
う
に
別
の
意
味
を
も
っ
て
文
脈
中
に
再
生

し
て
い
る
も
の
も
多
い
。
注
意
せ
ね
ぱ
な
ら
な
い
の
は
、
そ
う
し
た
変
質
の
問

題
を
、
単
に
読
み
本
系
作
者
の
批
評
過
剰
に
対
す
る
語
り
本
の
現
実
批
判
の
弱

さ
　
　
と
い
う
よ
う
た
傾
向
把
握
に
と
ど
め
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う

事
で
あ
る
。
確
か
に
、
読
み
本
系
の
故
事
等
々
の
説
話
に
付
さ
れ
た
結
文
に
比

し
て
語
り
本
の
そ
れ
は
簡
略
な
傾
向
を
も
ち
、
往
々
に
し
て
情
緒
的
で
あ
る
と

　
　
　
　
　
平
家
物
語
構
想
論
の
可
能
性

杢
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
傾
向
把
握
の
限
界
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の

は
、
周
知
の
「
足
摺
」
の
結
文
「
か
様
に
人
の
思
ひ
歎
き
の
っ
も
り
ぬ
る
平
家

の
末
こ
そ
お
そ
ろ
し
け
れ
」
が
、
長
門
本
以
外
の
読
み
本
系
に
欠
げ
て
い
る
の

に
対
し
て
、
語
り
本
に
は
存
在
す
る
事
実
で
あ
る
。
語
り
本
は
事
件
を
総
括
的

に
把
え
、
批
評
す
る
性
格
が
無
い
の
で
は
な
く
、
そ
の
方
法
が
違
っ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
こ
の
結
文
は
、
単
純
に
「
人
の
不
満
を
つ
の
ら
せ
る
政
権
は
倒
れ

や
す
い
」
と
い
う
政
治
力
学
を
示
し
て
い
る
と
も
、
ま
た
「
仁
慈
の
心
を
持
た

ぬ
政
権
は
存
続
が
危
い
」
と
い
う
よ
う
な
倫
理
的
な
善
政
思
想
を
示
し
て
い
る

と
も
と
れ
る
し
、
仏
教
的
な
因
果
応
報
の
思
想
に
。
基
く
表
現
と
も
と
れ
た
く
は

　
ゆ

な
い
。
更
に
覚
一
本
に
お
い
て
は
、
「
頼
豪
」
の
記
述
と
結
び
っ
げ
て
、
怨
霊

の
恐
怖
の
暗
示
と
さ
え
解
釈
し
得
る
も
の
に
た
っ
て
い
る
。
即
ち
、
そ
こ
に
は

主
張
す
べ
き
明
瞭
な
理
法
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
か
わ
り
に
、
平
氏
滅
亡
へ

と
展
開
す
る
文
脈
に
叙
述
を
集
約
す
る
機
能
が
あ
る
。
自
已
完
結
的
た
例
話
的

叙
述
の
集
積
か
ら
、
統
一
的
脈
絡
を
も
っ
た
物
語
へ
の
脱
皮
を
示
す
典
型
的
な

例
で
あ
ろ
う
。
説
示
意
識
に
本
質
を
お
い
て
説
話
を
と
ら
え
る
観
点
か
ら
言
え

ぼ
、
説
話
の
纂
集
的
形
態
か
ら
の
脱
皮
と
言
え
る
か
も
し
れ
た
い
。
説
話
が
、

独
立
的
な
説
話
白
体
に
よ
る
説
示
・
主
張
・
教
訓
に
よ
っ
て
完
結
す
る
の
で
は

な
く
、
物
語
を
展
開
さ
せ
る
機
能
に
お
い
て
意
味
を
も
つ
よ
う
に
。
た
る
の
で
あ

る
。　

こ
れ
は
、
平
家
物
語
が
、
何
ら
か
の
現
実
的
効
用
（
た
と
え
ぱ
唱
導
で
あ
り
、
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平
家
物
語
構
想
論
の
可
能
性

あ
る
い
は
政
治
的
主
張
で
あ
る
）
の
た
め
の
叙
述
形
態
か
ら
離
陸
し
て
、
物
語

を
語
る
事
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
た
叙
述
形
態
を
獲
得
し
た
事
を
意
味
し
て
い

る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
更
に
、
語
り
も
の
が
唱
導
の
た
め
の
文
芸
か
ら
、
芸
能
と

し
て
自
立
し
た
事
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
平
家
物
語
と
琵
琶
法
師
の
結
合
を
、
寺

院
周
辺
に
１
お
け
る
大
衆
的
唱
導
を
媒
介
と
し
て
想
定
す
る
事
は
、
唱
導
的
理
法

に
よ
る
例
話
化
を
平
家
物
語
の
基
層
で
あ
る
と
同
時
に
成
長
の
原
動
力
の
一
つ

で
あ
る
と
考
え
て
き
た
本
稿
の
立
場
と
合
致
す
る
し
、
お
そ
ら
く
そ
れ
以
外
に

両
者
の
結
合
の
場
の
想
定
は
あ
り
得
な
い
と
さ
え
思
わ
れ
る
が
、
琵
琶
法
師
は

い
つ
ま
で
も
唱
導
・
鎮
魂
の
徒
で
の
み
あ
っ
た
わ
げ
で
は
た
い
。
む
し
ろ
、
平

家
物
語
を
手
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
彼
等
は
寺
杜
へ
の
隷
属
か
ら
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

を
解
放
し
て
い
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
平
家
物
語
の
側
か
ら
言
え
ぱ
、

唱
導
や
政
治
的
主
張
に
従
属
し
た
文
芸
か
ら
脱
し
て
一
篇
の
叙
事
文
学
と
な
り
、

個
々
の
話
材
に
各
々
の
独
立
的
た
意
味
を
与
え
る
事
を
や
め
て
物
語
の
小
宇
宙

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

を
形
成
し
て
い
く
過
程
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
こ
の
よ
う
な
過
程
を
経
て
、
平
家
物
語
は
よ
う
や
く
現
在
見
ら
れ
る
よ
う
な

全
巻
の
構
想
と
呼
ぶ
に
値
す
る
秩
序
を
も
つ
事
が
で
き
た
の
で
は
な
い
か
。
即

ち
、
因
果
観
的
構
想
で
あ
る
。
語
り
本
は
、
初
期
に
お
い
て
既
に
そ
う
し
た
構

想
に
よ
る
物
語
の
再
編
を
企
図
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
し
、
あ
る
い
は
前
述
の

栃
木
氏
の
論
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
平
家
物
語
本
来
の
構
想
で
あ
っ
た
の
か
も
し

れ
な
い
が
、
現
存
語
り
本
を
支
え
る
構
想
が
論
理
と
し
て
明
文
化
さ
れ
る
の
は
、

七
六

覚
一
本
灌
頂
巻
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
　
　
こ
れ
は
た
だ
入
道
相
国
、
一
天
四
海
を
掌
に
握
っ
て
、
上
は
一
人
を
も

　
　
恐
れ
ず
、
下
は
万
民
を
も
顧
み
ず
、
死
罪
・
流
刑
思
ふ
様
に
行
ひ
、
世
を

　
　
も
偉
ら
れ
ざ
り
し
が
致
す
処
な
り
。
父
祖
の
罪
業
は
子
孫
に
む
く
ふ
と
い

　
　
ふ
事
疑
ひ
な
し
と
ぞ
見
え
た
り
げ
る
。

こ
の
一
文
に
っ
い
て
、
注
意
す
べ
き
事
は
二
っ
あ
る
。
一
っ
は
、
理
法
の
証
明

で
あ
る
か
の
よ
う
た
、
そ
の
彩
態
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
語
り
本
に
よ
る
全
巻
の

再
構
成
が
、
結
局
は
何
ら
か
の
理
法
の
証
明
と
し
て
物
語
を
位
置
づ
げ
ず
に
は

お
か
な
い
と
い
う
意
味
で
、
例
話
的
構
造
と
根
を
一
つ
に
し
て
い
る
事
を
示
し

て
い
る
だ
ろ
う
。
延
慶
本
を
多
元
的
た
論
理
に
よ
る
個
々
の
例
話
化
の
堆
積
で

あ
る
と
す
る
な
ら
ぱ
、
こ
れ
は
、
二
兀
的
な
論
理
に
よ
る
全
巻
の
例
話
化
で
あ

る
と
言
え
よ
う
。

　
し
か
し
、
も
う
一
っ
、
そ
の
証
明
さ
れ
る
べ
き
理
法
の
内
実
に
も
眼
を
向
げ

ね
ぱ
な
ら
な
い
。
こ
の
一
文
の
思
想
的
不
透
明
さ
は
「
足
摺
」
結
文
に
似
て
、

儒
教
と
も
仏
教
と
も
っ
か
ぬ
、
作
品
を
離
れ
た
一
般
的
理
法
と
し
て
は
ほ
と
ん

ど
意
味
を
も
た
ぬ
も
の
、
即
ち
、
　
「
諸
行
無
常
」
の
語
と
は
対
照
的
に
、
　
「
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ

想
」
の
名
に
は
ほ
と
ん
ど
値
し
な
い
も
の
で
あ
る
だ
ろ
う
。
全
巻
を
把
え
返
し

て
教
訓
を
垂
れ
る
形
態
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
は
も
は
や
平
家
物
語
を
唱
導
や

政
治
的
主
張
の
道
具
化
す
る
も
の
で
は
あ
り
得
た
い
。
覚
一
本
に
至
っ
て
、
平

家
物
語
は
っ
い
に
全
巻
を
因
果
の
物
語
と
し
て
の
例
話
的
形
態
に
化
す
事
に
成



功
し
た
が
、
そ
の
時
、
例
話
が
証
す
べ
き
理
法
は
、
ほ
と
ん
ど
理
法
の
名
に
値

し
た
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
と
も
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
　
「
盛
者
必
衰
」
や
、

「
お
ご
れ
る
者
」
の
「
亡
び
」
と
い
っ
た
語
と
微
妙
に
対
応
し
っ
っ
、
清
盛
の

悪
行
に
集
約
さ
れ
る
前
半
都
と
平
氏
の
減
亡
に
集
約
さ
れ
る
後
半
都
を
結
び
つ

げ
る
論
理
と
し
て
、
そ
れ
は
「
構
想
」
の
名
に
は
十
分
値
す
る
だ
ろ
う
。
い
わ

ば
、
　
「
生
者
必
滅
」
か
ら
「
盛
者
必
衰
」
へ
の
わ
ず
か
た
揺
れ
の
方
向
の
延
長

線
上
に
、
こ
の
一
文
は
在
る
。

　
こ
の
よ
う
に
と
ら
え
ら
れ
る
な
ら
ぱ
、
覚
一
本
の
構
想
は
、
ま
さ
に
平
家
物

語
が
営
々
と
重
ね
て
き
た
歴
史
解
釈
の
方
法
と
し
て
の
例
話
化
の
数
々
の
試
み

の
延
長
線
上
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
透
明
な
哲
理
を
説
く
序
章
に
始
ま
る

作
品
で
あ
る
点
に
軍
記
物
語
史
上
の
独
創
性
を
持
ち
、
し
か
も
一
貫
し
た
構
想

に
支
え
ら
れ
る
作
品
と
な
り
な
が
ら
、
な
お
か
つ
因
果
を
説
く
平
板
た
唱
導
文

芸
に
は
な
ら
な
か
っ
た
平
家
物
語
の
豊
か
さ
は
、
　
「
構
想
」
の
こ
の
よ
う
な
あ

り
方
に
保
証
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
注

　
◎
　
た
と
え
ぱ
、
高
橋
貞
一
氏
の
灌
頂
巻
原
型
説
等
に
見
て
と
れ
る
傾
向
で
あ
る
。

　
　
水
原
一
氏
「
『
延
慶
本
平
家
物
語
』
考
」
（
『
平
家
物
語
の
形
成
』
二
〇
〇
頁
）

　
＠
　
た
と
え
ば
、
山
下
宏
明
氏
『
平
家
物
語
研
究
序
説
』
に
「
語
り
本
は
物
語
的
た
構

　
　
想
を
整
え
る
と
共
に
、
こ
の
構
想
に
沿
っ
て
各
所
に
意
味
付
け
を
行
た
う
（
二
一
一

　
　
頁
）
」
と
い
っ
た
趣
旨
の
指
摘
が
多
く
た
さ
れ
て
い
る
。
拙
稿
「
平
家
物
語
の
因
果

　
　
観
的
構
想
－
覚
一
本
の
評
価
を
め
ぐ
っ
て
１
」
（
「
同
志
杜
国
文
学
」
１
２
号
、
昭
５
２
・

　
　
３
）
も
、
そ
う
し
た
方
向
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
平
家
物
語
構
想
論
の
可
能
性

＠
　
前
掲
注
＠
書
一
五
八
～
ニ
ハ
三
頁
、
『
岩
波
講
座
・
文
学
』
第
十
巻
「
対
象
に
そ

　
く
し
て
Ｏ
『
平
家
物
語
』
」
、
「
『
平
家
物
語
』
構
想
論
の
た
め
に
ー
「
得
長
寿
院
供
養

　
事
」
を
め
ぐ
っ
て
１
」
（
「
名
古
屋
大
学
文
学
部
論
集
」
２
４
、
昭
５
２
・
３
）
等
。
な

　
お
、
山
下
氏
が
構
想
論
に
よ
る
原
態
論
の
単
純
な
手
法
を
用
い
ら
れ
る
わ
げ
で
は
た

　
い
事
に
つ
い
て
は
、
た
と
え
ぼ
前
掲
注
＠
書
に
。
お
い
て
も
四
部
本
の
新
豊
翁
の
故
事

　
引
用
に
つ
い
て
「
お
そ
ら
く
出
典
に
近
い
形
で
物
語
の
意
図
に
な
じ
ん
で
い
な
い

　
（
二
〇
三
頁
）
」
と
い
っ
た
判
断
を
下
さ
れ
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
最
近
「
平
家
物

　
語
諸
本
諸
相
　
巻
一
末
か
ら
巻
ニ
ヘ
の
構
造
を
探
る
た
め
に
ー
」
　
（
名
大
文
学
部
論

　
集
、
昭
５
５
・
３
）
等
で
、
原
態
論
に
対
し
極
め
て
慎
重
な
態
度
を
と
ら
れ
る
に
至
っ

　
て
い
る
事
を
付
言
し
て
お
き
た
い
。

＠
　
「
平
家
物
語
蘇
武
談
の
成
立
と
展
開
－
恩
愛
と
持
節
と
ー
」
（
「
国
語
と
国
文
学
」

　
昭
５
２
・
４
）

＠
　
「
平
家
物
語
燕
丹
説
話
の
成
立
」
（
「
軍
記
と
語
り
物
」
１
５
号
、
昭
５
４
・
３
）

¢
　
但
し
、
武
久
堅
氏
「
大
将
争
い
事
件
の
構
想
」
（
「
広
島
女
学
院
大
学
国
語
国
文
学

　
誌
」
昭
４
９
・
ｕ
）
の
指
摘
さ
れ
る
「
宗
盛
中
心
人
物
化
の
構
想
」
の
問
題
や
、
完
結

　
的
た
幾
つ
か
の
論
理
が
、
隠
微
な
脈
絡
を
以
て
相
互
に
対
応
し
、
政
治
批
判
の
文

　
脈
を
彩
成
し
て
い
る
事
（
牧
野
和
夫
氏
「
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
の
一
考
察
１
「
調

　
諭
」
を
め
ぐ
っ
て
１
」
、
「
軍
記
と
語
り
物
」
１
６
号
、
昭
５
５
・
３
）
等
は
、
今
後
追
求

　
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
ぬ
課
題
で
あ
る
。

＠
　
「
延
慶
本
平
家
物
語
の
特
殊
な
性
格
－
ぬ
き
さ
し
な
ら
ぬ
重
要
な
説
話
の
存
在
に

　
つ
い
て
ー
」
（
「
説
林
」
２
３
号
、
昭
４
９
・
１
２
）

＠
　
「
延
慶
本
平
家
物
語
の
慈
心
坊
説
話
に
つ
い
て
」
（
「
伝
承
文
学
研
究
」
１
９
号
、
昭

　
５
１
・
６
）
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
後
掲
注
＠
の
拙
稿
参
照
。

＠
後
掲
注
＠
＠
＠
論
文

＠
　
「
延
慶
本
平
家
物
語
の
説
話
構
成
－
故
事
説
話
の
位
置
に
つ
い
て
ー
」
（
「
立
命
館

　
文
学
」
昭
５
２
・
６
・
７
月
号
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七



平
家
物
語
構
想
論
の
可
能
性

＠
同
右

＠
　
「
延
慶
本
平
家
物
語
の
性
格
　
寿
祝
と
唱
導
の
文
芸
－
」
（
「
伝
承
文
学
研
究
」
２
０

　
号
、
昭
５
２
・
７
）

＠
　
「
延
慶
本
平
家
物
語
の
語
り
と
そ
の
位
置
－
文
末
表
現
を
中
心
に
１
」
（
「
文
学
・

　
語
学
」
８
２
号
、
昭
５
３
・
６
）

＠
　
前
生
課
等
の
構
造
も
、
こ
う
し
た
も
の
と
類
似
す
る
と
言
え
よ
う
。
延
慶
本
の
、

　
故
事
．
教
説
中
の
人
物
と
物
語
中
の
登
場
人
物
と
が
精
密
に
対
応
す
る
叙
述
（
後
掲

　
注
＠
の
拙
稿
等
参
照
）
に
、
こ
う
し
た
手
法
の
応
用
を
感
ず
る
の
は
、
空
飛
た
連
想

　
だ
ろ
う
か
。

＠
　
「
敦
煙
変
文
の
性
格
と
わ
が
国
唱
導
文
学
　
説
話
と
説
経
師
の
系
譜
１
」
（
「
金
沢

　
大
学
法
文
学
部
論
集
」
８
、
昭
３
５
）

＠
　
「
『
今
昔
物
語
集
』
の
不
成
立
を
め
ぐ
っ
て
」
（
「
説
話
文
学
研
究
」
昭
５
２
・
６
）
、

　
「
説
話
文
学
試
論
」
（
『
論
纂
説
話
と
説
話
文
学
』
所
収
）

＠
　
前
掲
注
＠
論
文

＠
　
拙
稿
「
延
慶
本
平
家
物
語
の
清
盛
追
悼
話
群
１
「
唱
導
性
」
の
一
断
面
１
」
（
「
軍

　
記
と
語
り
物
」
１
６
号
、
昭
５
５
・
３
）

ゆ
　
前
掲
注
＠
論
文

ゆ
前
掲
注
＠
中
、
名
大
文
学
部
論
集
２
４
号
論
文
、
及
び
、
「
平
家
物
語
の
流
伝
－
諸

　
本
と
説
話
１
」
（
同
右
論
集
２
５
、
昭
５
３
・
３
）

＠
　
「
『
平
家
物
語
』
の
主
題
と
構
想
」
（
『
解
釈
と
鑑
賞
講
座
目
本
文
学
・
平
家
物
語

　
（
下
）
』
昭
５
３
・
３
）

＠
　
「
平
家
物
語
の
主
題
－
清
盛
の
悪
行
応
報
物
語
１
」
（
「
山
辺
道
」
昭
３
４
・
３
）

ゆ＠＠ゆ

『
平
家
物
語
の
基
礎
的
研
究
』
下
篇
、
三
二
一
～
三
三
三
頁
等
。

．
『
平
家
物
語
全
注
釈
』
上
巻
、
三
七
～
三
八
頁
。

た
と
え
ぱ
「
善
光
寺
炎
上
」
を
「
平
家
の
末
に
な
り
ぬ
る
先
表
」
と
す
る
点
等
。

前
掲
注
＠
参
照

七
八

ゆ
　
同
右

ゆ
　
た
と
え
ぱ
佐
々
木
八
郎
氏
『
平
家
物
語
評
講
』
上
巻
三
七
四
～
五
頁
は
、
儒
教
的

　
道
義
観
と
仏
教
的
因
果
観
を
と
も
に
認
め
て
お
ら
れ
る
。

ゆ
　
む
し
ゃ
こ
う
じ
・
み
の
る
氏
『
平
家
物
語
と
琵
琶
法
師
』
（
淡
路
書
房
新
杜
、
昭

　
３
２
）
二
一
八
～
二
二
一
頁
の
指
摘
は
、
現
在
な
お
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ゆ
語
り
本
が
全
体
と
Ｌ
て
整
然
た
る
構
成
を
保
持
す
る
事
を
、
晴
眼
の
知
識
人
の
参

　
加
に
よ
る
読
み
も
の
と
し
て
の
構
成
と
し
て
説
明
す
る
考
え
方
が
あ
る
が
、
そ
れ
で

　
は
読
み
本
系
と
の
相
違
の
説
明
に
は
た
る
ま
い
。
知
識
人
の
参
加
は
認
め
ら
れ
る
と

　
し
て
も
、
そ
れ
が
統
一
的
な
作
品
と
な
っ
て
い
っ
た
所
以
を
、
こ
の
よ
う
な
角
度
か

　
ら
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

〔
付
記
〕
初
校
の
段
階
で
、
山
下
宏
明
氏
「
『
平
家
物
語
』
の
説
話
受
容
」
（
「
文
学
」

昭
５
６
・
２
）
が
発
表
さ
れ
た
。
本
稿
で
前
提
と
し
た
注
◎
の
論
に
対
し
て
批
判
的
見
解

が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
が
、
是
非
は
今
後
の
機
会
に
委
ね
た
い
。
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