
生
命
主
義
書
簡
教
育
論
の
勢
力
圏

-

j

武
者
小
路
実
篤
、
片
上
伸
、
小
林
秀
雄
の

妙、

主季

生
命
主
義
芸
術
教
持
論
と
武
者
小
路
実
矯
と
の
親
近
性

生
命
主
義
芸
術
教
育
論
患
瀬
の
縄
問
内

家
の
、

〉

〉

、

J

4

J

J

 

る
と
見
ら
れ

-
図
。
一
想

の
様
相
に
焦
点
を
お
一
て
、
検
討
を
進
め
る
。
具
体
的

に
は
、
武
者
小
蕗
実
篤
、
片
上
伸
、
小
林
秀
雄
の
王
者
と
生
命
主
義
芸
構
教

の
輿
同
を
検
討
し
、

に
か
か
わ

の

序

明
近
代
文
芸
評
論
史

に
す
で
に
指
織
が
あ
る
。
も
と
も
と
自
然
主
義
揮
営
に
あ
り
な
が
ら

上
伸
に
は
、
主
観
・
個
性
、
お
よ
び
自
己
表
向
け
を
重
ん
ず
る
、
「
仏
間
ど
吋
白

』
の
方
向
に
一
致
す
る
理
想
主
義
的
車
内
向
」
が
あ
っ
た
。

覇
者
の
関
係
は
そ
れ
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
い
わ
ゆ
る
大
正
生
命
主
義
の
影
響

の
思
索
志
向
は
、
大

白
難
、
派
と
片
上
伸
の
近
し
い

つ
い
て
、

下
に
あ
っ
た
点
で
も
共
通
項
を
も
っ
て
い
た
。
そ
し

文
学
部
論
集

第
八
八
号
(
二

C
C四
年
三
月
)

汐
自
己
表
白
。

有

和

旧

者
が
生
命
主
義
思
議
、

と
り
わ
け
生
命
主
義
芸
橋
教
育
論
思
潮
の
中

っ
て
い
る
点
を
礎
認
し
た
。

づ
け
ら
れ
る
べ

キ
l
ワ
i
ド

日
本
近
代
文
学
、
大
正
生
命
主
義
と
芸
橋
教
育
論
、

武
者
小
路
実
篤
、
片
上
持
、
小
林
秀
雄

託
生
命
主
義
と
歩
調
そ
合
わ
せ
て
最
議
議
後
班
え
て
い
っ
た
大
正
期
謀
術
教
育
論
、

と
り
わ
け
そ
の
部
分
集
合
で
あ
る
生
命
主
義
苔
術
教
育
論
と
か
か
わ
り
を
も
っ
て

い
る
。
白
樺
派
、
と
く
に
武
者
小
路
実
箆
と
志
賀
賓
裁
に
兇
ら
れ
る
生
命
主
義
的

な
儒
舟
に
つ
い
て
は
、
今
村
患
純
況
に
よ
る
論
考
が
あ
る
。
ま
た
、
片
上

に
つ
い
て
は
以
前
に
揺
稿
で
刑
証
し

本
格
は
、
今
ま
で
触
れ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
、
生
命
主
義
主
徳
教
育
論
と

武
者
小
路
実
態
と
の
灘
近
性
に
言
及
し
つ
つ
、
片
上
伸
ら
生
命
全
議
装
徳
教
育
論

・
思
想
家
に
見
ら
れ
る
自
己
表
告
の
様
相
に
焦
点
を
当
て
、

ヲ」、
a

、A

E
￥
ふ
U
品
川
村
ふ
A



生
玄
叩
主
義
芸
術
教
育
協
織
の
勢
力
圏
(
有
mm
和
絞
〉

検
討
を
進
め
る
。

商
棋
と
人
類

武
者
小
路
実
篤
ら
の
自
我
主
義
は
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
、
本
稿
で
は
、
そ
の

一
自
我

生
命
主
義
芸
術
教
育
論
と
の
親
近
牲
を
検
討
す
る
。
武
者
小
銭
の

は
、
次
の
よ
う
に
、
の
館
植
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
っ
た
。

の
為
を
計
る
こ
と
が
阿
時
に
社
会
の
為
に
な
り
、
人
類

の
為
に
な
る
時
に
の
み
、
社
会
の
為
、
人
類
の
為
を
計
ら
う

。
邑
分
は
た
ず

っ
て
ゐ

る
。
昌
己
の
為
を
計
る
こ
と
が
問
何
時
に
群
集
の
為
に
な
る
持
に
の

築
の
為
に
働
か
う
と
思
っ
て
ゐ
る
c

。
し
か

の
為
、
人
類
の
為
、
群
集
の
為
を
計
る
こ
と
が
自
己
の
為
に

の
為
に
婦
問
く
気
は
な
い
。
さ
う

っ
て
ゐ
る
。

な
る
時
は
社
会
の
為
、
人
類
の
為
、

小
品
ふ
気
が
出
だ
す
と
顛
落
を
す
る
の
だ

」
の
処
理
屈
で
は
説
明
が
出
来
な
い
、
尊
締
の
所
調
理
外
の
瑳

き
分

ぞ
れ
が
吋
人
類
の
為
L

に
な
れ
ば
よ
い
、
意
盟
約

っ
て
、

に
「
人
類
の
為
L

に
は
鵠
か
な
い
、

る
。
し
か
し
こ
の

自
分
」
を
本
位
と
す
る
、
王
張
で
あ

は
、
自
分
以
外
の
人
間
存
在
の
総
体
で
あ
る
「
人

と
い
添
っ

類
」
後
無
視
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
武
者
小
路
は
ま
た
次
の
よ
う

一
も
す
べ
て
の
人
の
複
本
の
強
会
は
、
そ
の
人
の
摂
の
深
身
内
切
に
正
比
例
す
る
、

自
我
の
権
戒
を
主
張
し
て
ゐ
な
が

の
内
に
人
類
ゃ
、
お
然
の
意
思
を

惑
ず
る
こ
と
の
出
来
な
い
人
が
あ
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
人
は
真
に
自
我
の
権

威
を
感
じ
て
ゐ
な
い
人
だ
。
さ
う
一
ヌ
ふ
人
の
白
誌
は
き
っ

さ
れ
て
い

ゐ
る
。
:
・
」

の
内
に
人
類
が
ゐ
る
の

だ
か
ら
徹
底
し
た
利
己
主
義
者
は
人
類
の

へ
る
の
だ
。
・
・
・
岳
己
を
徹
底
し
て
幸
一
種
に

不
幸
を
我
が
こ
と
の
や
う
に

し
ゃ
う
と
恕
d速

と

人
の類
だEを
。先

づ

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
の
だ
。

其
処
が
吉
然

つ
ま
り
毅
底
し
た
「
自
分
い

一
徹
底
し
た
利
記
主
義
者
L

の
思
考
は
、

「
人
類
」
の

る
。
二
日
己
〕
を
「
殺
底
し
て
幸
福
に
し
ゃ
う
ん
と
つ
き
つ
め
て
い
け
ば
、

に
向
か
っ
て
ゆ
く
の
が
-
自
然

だ
と
さ
れ
て
い

ま
ず

寸
人
類
」
を
考
え
ざ
る
そ
え
な
い
。
そ
こ
ま
マ
行
き
着
か
な
い

ー
徹
恋
し
た
利
己
主
義
務
L

で
は
な
い
わ
け
で
あ
る
。

lま

こ
の
よ
う
な
考
え
か
た
は
、
大
正
十
年
前
後
に
最
議
揺
を
迎
え
た

議
」
と
り
わ
げ
一
生
命
主
義
教
育
論
」
に
も
共
通
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
千
薬
命

古
著
『
創
造
教
符

自
我
表
現

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。

の
生
命
」
即
ち

と
思
っ
て
ゐ
る
こ
と
は
決
し
て
単
純
な
「
我
L

で
は
な
く
て
-
民
荻
我
ん
で
あ
る
。
余
の
生
命
が
万
物
の
尺
度
で
あ
る
と
い

「
民
族
我
い
が
即
ら
凡
て
の
儲
憾
の
規
範
で
あ
る
と
い

と
等
し
い
。
設
に
自
分
の
強
き
衝
動
受
ぬ
ぽ
せ
、
そ
の
衝
動
は
仰
向
に
な
り
と

も
議
底
さ
へ
す
れ
ば
善
で
あ
れ
ソ
莫
で
あ
り
喜
で
あ
る
と
い
っ
た
の
は
決
し
て



一
一
惜
の
我
憧
で
は
な
く
て
、
民
接
我
の
当
為
だ
か
ら
、
き
う
い
は
ね
ぜ
な
ら

ぬ
。
・
・
・
民
族
我
の
み
は
天
壌
無
窮
の
永
久
動
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
の
助
長

発
燥
に
努
む
る
こ
と
は
会
教
育
の
目
的
で
あ
る
は
勿
論
で
あ
る
。

殺
に
つ
い
て

の

伊
」
『
F

」

で
は
詳
し
く
述
べ
伝
い
。

の
場
合
、

の
生
命
が
万
物
の

で
あ
る
L

か

ら
「
故
に
自
分
の
強
き
衝
動
を
の
ば
せ
¥
と
い
っ

点
に
、
如
実
に
生
命
主
義
的
額
向
が
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
注
目
す
る
の
は
、
「
我
』
の
行
き
着
く
と
こ
ろ
が
「
口
氏
蓑
我
L

で
あ
る

と
い
う
よ
う
に
、
個
人
的
存
在
た
る
「
我
」
そ
「
民
族
一
と
ダ
イ
レ
ク
ト
に
結
び

了
、
A

勺
i
1
3
ν

の
特
畿
と
し
て
、
自
己
の
生

命
の
カ
を
伸
ば
し
て
ゆ
け
ば
、
ぞ
れ
が
ひ
い
て

と
な
る
、

と
こ
ろ

と
い
う
論
法
が
あ
っ
た
。

が
い
わ
ば
利
用
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
、
右
も
そ
う
し
た
特
識
を
も
っ
て
い
る
ο

先
の
武
者
小
路
の
言
葉
と
比
較
し
て
み
れ
ば
、
「
自
己
」
を

に
し
て

い
こ
う
と
す
る
『
自
利
己
主
義
」
が
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
人
類
」
の
幸
一
泡
を
も
た
ら
す
、

と
い
う
そ
の
論
点
と
、
「
我
L

を
「
徹
窟
」
す
る
の
は
「
我
輩
で
は
な
く
て
、
民

の
論
点
と
は
、
同
一
一
纏
上
に
並
列
さ
れ
る
も
の
で

だ
と

あ
る
。
た
だ
し
、

お

で
は
、

に
対
し
て

の

家 「
の 自
一 日
員」
し「

と予
勺~

ょ の
二£まt
"号、よ
議

ぶを
!ぷ範

E開

2袋
詰q
手五
る で
と しミ

いる
う。

ぞ

が
見
え
隠
れ
し
て
い
る
。
こ
れ
も
ま
た
生
命
主
義
主
補
教
育
論
の
多
く
に
共
通
す

る
特
徴
で
あ
っ
た
。

文
学
部
議
祭

第
八
八
同
一
勺
(
二
O
O
何
年
一
一
一
月
)

も
つ

制
約
あ
げ
る
。

は
次
の
よ
う
に
言
う
。

人
携
が
、
偉
く
な
れ
ば
な

に
於
て
、

る
倒
人
的
な
も
の

を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
:
・
情
人
的
な
る
人
稿
を
没
し
、

加
地
に
、
真
の
偉
人
の
面
白
が
現
は
れ
て
来
る
。
・
:
人
格
は
自
己
以
上
の
も

の
で
あ
る
事
に
依
っ
て
そ
の
理
史
的
の
意
義
を
獲
得
す
る
。
超
個
人
的
な
る

に
之
を
外
界
に
形
作
る
の
が
、
偉
人
の
真 る

の
ゆ
に
開
燥
し
、

で
あ
り
、

の
で

自
己
を
野
敢
闘
に
仲
ば
し
解
放
す
る
の
で
は
な
く
、
「
人
格
い
が

な

ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
う
し
た
正
当
な
自
己
伸
長
で
あ
れ
ば
、

る
頼
人
的

な
も
の
を
否
定
』
す
る
に
至
る
と
い
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
も
、
「
民
族
L

を
包
含

ず
る

8
2を
想
定
し
て
の

で
あ
る
。
生
命
主
義
芸
術
教
育
論
の
多
く
に
は
そ

う
し

な
ti' 

に
は
、
そ
う
し
た
政
治
色
は

辻
較
的
問
に
希
薄
で
あ
る
。
し
か

に
つ
い
て

が
伸
び
て
い

一口えば、

そ
の
方
向
性
は
同
じ
で
あ
る

る。

批
評
と
独
自

片
土
持
は
彼
の
「
生
命
論
的
、
芸
術
奈
上
主
義
の
時
代
と
い
わ
れ
る
第
二
期
」

の
為
の
文
学
」
で
、

に
あ
た
る

か
ら
大
臣
初
期
に
、
た
と
え
ば

へ
て
ち
、
所

で
も
、
ま
た
そ

と
こ

詮
文
学
は
自
己
を
語
り
自
己
を
表
自
ず
る
も
の
明
、
あ
る
」
、

と



生
命
人
気
掛
紙
技
術
教
育
論
の
勢
力
関
(
彩
飽
和
堕
)

い
ふ
一
要
求
が
、
あ
ら
ゆ
る
文
学
上
の
努
力
の
根
本
の
約
束
で
あ
る
。
即
ち
宗
弓

で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
「
告
白
と
義
一
群
と
創
造
と
」

の
カ
で
な
け
れ
ば
、
自
分
そ
も
飽
を
も
所
有
す
る

こ
う
し
た
出
己
表
白
指
向
が
、
白
樺
寄
り
と
言
わ

表
告
の
要
求
が
第

で
は

い
深
い
鋭
い

こ
と
は
出
来
な
い

れ
る
務
訟
で
あ
る
。

片
上
の
こ
の
よ
う
な
白
弓
表
白
指
向
と
、
昭
和
担
期
に
本
格
的
文
筆
活
動
受
開

始
す
る
小
林
秀
誰
の
批
評
姿
勢
と
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
一
源
泉
を
伺
乙
く
す
る
一
面
が

あ
る
こ
と
を
別
稿
で
述
べ

小
林
は
、
「
ボ
オ
ド
レ
ヱ
ル
の
文
芸
批
評
』
は

「
正
し
く
批
評
で
は
あ
る
が
又
彼
の
独
自
で
も
あ
る
」
(
「
様
々
な
る
意
匠
」
第
一

ぃ
、
ま
た
、
「
批
評
す
る
と
は
自
己
を
語
で
あ
る
、

節
、
結
和
四
年
)

能
人
の
作
品
そ
ダ
シ
に
震
つ

シ
ル
と
亀
の
子

る
事
で
あ
る
」

註
L

昭

和

五

年

)

い

く

つ

も

の

用

語

と

そ

の

文

脈

と

の

趣

旨

に
お
い
て
、
小
林
、
片
上
、
さ
ら
に
は
大
正
二
年
刊
の
和
辻
哲
郎
三
一
イ
チ
ェ
研

究
』
に
高
い
共
通
牲
が
見
ら
れ
、
し
か
も
そ
の
共
通
項
は
こ
の
王
者
間
の
み
な
ら

ず
、
生
命
主
義
芸
能
教
育
論
怒
潮
の
中
に
広
く
見
出
せ
る
の
だ
っ
た
。

そ
の
龍
、

本
稿
で
は
こ
れ
ら
共
還
項
の
源
泉
と
し
て
想
定
さ
れ
る
、
あ
る
思
想
塑
を
、

「

生

命

主

義

芸

術

教

務

緯

の

勢

力

露

」

と

と

ら

え

、

そ

の

指

向

の

様
態
を
探
る
も
の
で
あ
る
。

に
か
い
つ
ま
ん
で
あ
げ
た
か
類
似
。
は
、

頼
伝
で
な
く
、
踏
む
思
想
期
蕊
か
ら
流
れ
出
た
支
流
ど
う
し
の
側
関
係
に
あ
る
か
ら

こ
そ
の
共
通
宝
な
の
だ
。一

年
刊
、
帝
罰
教
育
会
編
主
古
川
術
教
符
の
最
新
研
究
h

に

せ
ら
れ
た
水
鳥
川
安
滋
「
鑑
賞
批
評
の
態
窓
L

に
は
次
の
よ
う
に
あ
る
。
な
お
、

「
作
家
L

と
は
、

た
と

水
鳥
川
川

し
て
ミ
レ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
画
家
を
指

四

す

芸
議
作
品
は
作
家
の
普
遍
特
殊
の
生
命
を
宿
し
た
も
の
で
あ
る
。
:
・
し
か

し
て
鑑
襲
、
と
は
、
こ
の
作
家
の
普
遍
特
殊
の
生
命
を
表
現
し
た
作
品
を
、

同
じ
く
普
遍
特
殊
の
生
命
そ
有
す
る
鑑
賞
者
が
召
の
個
性
に
よ
っ
て
そ
の
作

品
を
観
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
鑑
葉
者
は
作
品
脅
還
し
て
作
家
の

生
命
を
観
る
と
と
も
に
、
鑑
賞
者
自
身
の
生
命
を
観
る
の
で
あ
る
。
作
家
が

体
験
に
よ
っ
て
深
ま
り
つ
〉
ゆ
く
自
己
の
生
命
そ
提
出
と
必
然
の
絶
対
融
合

の
境
地
に
於
て
表
現
し
て
新
し
き
意
味
の
世
界
を
創
造
し
た
の
に
対
し
て
、

鑑
賞
者
は
作
家
の
揚
げ
た
鏡
の
中
に
自
己
の
姿
や
発
見
す
る
の
で
あ
る
。
作

品
を
透
し
て
昌
三
の
生
命
を
罷
る
の
ぞ
あ
る
。

ま
ず
ぷ
一
一
品
川
術
作
品
L

が
「
作
家
の
普
遍
特
殊
の
生
命
奇
術
し
た
も
の
』
だ
と
い

う
罷
点
が
生
命
主
義
教
脊
論
む
典
型
的
特
徴
で
あ
り
、
「
批
評
心
の
深
さ
鋭
さ
強

さ
は
、
の
生
命
の
深
お
け
鋭
さ
強
き
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
っ
た
観
点
在

も
つ
片
上

れ
る
も
の
だ
っ

る

そ
し
て
「
鑑
賞
L

は
く
普
遍
特
殊
の
生
命
を
有
す
る
」
と
こ
ろ
の
「
鑑

費
者
が
日
の
錨
性
に
よ
っ
て
そ
の
作
品
を
罷
る
こ
と
」
で
あ
り
「
鑑
賞
者
は
作
品

を
透
し
て
作
家
の
生
命
を
罷
る
と
、
と
も
に
、
鑑
賞
者
自
身
の
生
命
を
観
る
の
」
だ

と
い
う
主
張
に
は
、
「
様
々
な
る
意
一
在
」
の
小
林
秀
雄
が
ま
さ
に
こ

れ
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。

に
さ

す
で
に
論
じ
た
内
容
な
の
で
こ
こ
で
詳
し
く
は
述
べ
な
い
が
、
小
林
秀
誰
が

「
様
々
な
る
意
匠
」
で
間
関
拙
隠
し
た
自
身
の
批
評
理
論
に
習
う
と
こ
ろ
の



宿
命
の
主
翼
低
音
」
は
、
和
辻
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』

に
き
口
う
「
権
力
意
事
」

の一一

i
イ
ナ
ェ
研
究
者
に
よ
る
訳
語
で
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
「
力
へ
の
意
士
山
L
)

す
な
わ
ち
「
生
命
の
根
本
動
機
」
あ
る
い
は
「
意
識
の
事
実
で
は
な
く
意
識
を
通

に
揺
ら
い
で
ゐ
る
生
活
の
力
』
と
詞
じ
語
義
範
屈
を
も
っ
て
お
り
、

お
よ
び
「
人
関
生
活
の
藍
欲
L

と

ゆ

丸“・ じ
て
そ

し〉

つ

あ
っ
た
。
な
お
、
小
林
は

を

人
聞
の
生
活

い
換
え
て
い
る
。

の
意
力
」
と
、

つ
ま
り
右
に
水
鳥
山
が

「
作
家
の
生
命
一
は
、
お
辻
、

小
林
ら
が

屠
す
る
あ
る
思
想
圏
の
中
に
置
い
て
み
れ
ば
、
小
林
の

音
ι

と
琵
乙
源
を
も
っ
用
語
で
あ
り
、
実
際
、

の
積
命
の
安
調
億

そ
の
意
味
す
る
語
義
範
閥
は
ほ
と

ん
ど
重
な
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
主
張
の
意
味
内
容
の
類
桜
よ
り
は
、

そ

い
か
た
、
す
な
わ
ち
使
用
さ
れ
て
い
る
用
語
と
そ
の
語
義
用
法
の
重
な
り
か
た
が

で
あ
る
。の

て
作
家
の
生
命
そ
罷
る
と
と
も
に
、
鑑
賞

に
つ
い
て
も
、
意
味
内
響
を
言
え
ば
、

あ
る
い
は
偶
然
、

で、

そ

き
わ
だ
っ
て
ユ
ニ
ー
ク
な
主
張
そ
し
て
い
る
と
ま
で

い
だ
ろ
う
。
し
か

し
水
鳥
山
間
と
同
む
く
生
命
主
義
的
傾
向
を
も
っ
和
辻
が
次
の
よ
う

そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
の
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
重
な
り
に
は
、
あ
る
必
然
性
が

〈
る
。

書
籍
創
作
は
高
め
ら
れ
た
る
生
活
と
し
て
説
か
れ
る
。
芸
請
鑑
賞
も
亦
こ
の

会
帯
創
作
の
弱
い
場
合
で
あ
る
。
:
・
強
訟
な
る
生
命
表
現
の
芸
術
に
接
す

作
人
尚
子
部
州
制
緩

第
八
八
以
内

d

一G
O問
問
年
三
日
付
〉

を
克
る
の
で
あ
るさの

〆弘
ロ持

は
力、
を、
兵科
ぷに

け、
て、

る
時
、

ぞ

「
芸
婿
創
作
」
す
な
わ
ち
ょ
雨
め
ら
れ
た
る
生
活
」
が
「
強
部
な
る
生
命
表

現
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
の
が
わ
か
る
。
さ
ら
に
そ
の
「
強
制
お
な
る
生
命
表

現
の
芸
術
に
接
」
し
た
「
鑑
賞
者
の
生
命
L

が
「
そ
の
芸
請
に
自
三
の
表
現
を
見

い
か
た
と
、
水
鳥
川
の
「
鑑
賞
者
は
作
品
を
透
し
て
作
家
の

の
生
命
を
観
る
い
、
つ
ま
り
「
作
品
を
透

る
し
と
い
う
そと

と
も
に
、

い
か
た
は
、

と
い
う
沼
一
議
の
舟

し
て
同
日

に
お
い
て

て
い
る
。
和
辻
も

しユ

水
鳥
山
川
も
、
芸
簿
作
品

ろ
に
「
鑑
賞
」
の
意
義
を
認
め
て
い
る
。

大
正
十
四
年
、
水
鳥
川
と
同
じ
教
育
プ
ロ
パ

l
に
属
す
る
諌
山
栄
次
も
言
う
。

の
内
に
あ
る

v 

、“

糞
翫
者
は
由
民
ら
創
作
し
得
ざ
る
代
り
に
批
判
を
為
す
。
主
料
相
は
賞
翫
の
最
後

の
作
用
で
あ
る
。
要
す
る
に
芸
術
家
は
其
自
我
を
作
品
の
上
に
表
は
す
に
対

し
て
議
議
者
は
箕
自
我
を
批
判
の
よ
に
表
は
す
も
の
で
あ
る
。

て

こ、高門，
J

宅

A
L
7
V

司

の
場

和
辻
お
よ
び
本
鳥
川
と
は
や

や
奨
な
る
が
、

っ
て
い
る

G

ほ

そ

合
は
吋
表
現
」
と
「
鑑
護
L

を
同
等
と
見
な
し
て
い

み
る
と
、
も
し
も

る
べ
き
だ

影
響
関
係
が
あ
る
と
し
た
ら
、
横
山
は
和
辻
の
事
響
下
に
あ
る

の
影
響
力
む
一
関
誌
と
考
え
ら
れ
る
。
今

ろ
う
。
そ
の
場
合
了
一
イ
チ
ェ
研
究
』

五



生
命
主
務
会
術
教
育
綿
織
の
努
力
関
〈
有
閑
利
際
〉

後
の
譲
査
に
期
し
た
い
。
ま
た
、
議
出
の
教
育
論
に
は
、
特

議
の
彰
響
が
用
語
、
趣
旨
の
上
に
認
め
ら
れ
る
が
、
生
命
主
義
横
山
内
は
明
ら
か
に

は
見
ら
れ
な
い
。
生
命
主
義
の
強
い
影
響
下
に
あ
っ
た
水
嘉
川
と
の
用
語
の
違
い

は
そ
の
い
均
一
に
府
米
す
る

小
林
秀
織
の

る

昭
和

々
な
る

匠
」
は
、
っ
ボ
オ
ド
レ
ヱ
ル
」
の

「
批
評
}
は
ま
た
「
強
自
ぜ
も
あ
る
」
と
し
つ
つ

人
は
如
何
に
し
て
批
評
と
い
ふ
も
の
と
自
意
識
と
い
ふ
も
の
と
そ
阪
府
し
得

ょ
う
。
彼
の
批
評
の
魔
力
は
、
彼
が
批
評
す
る
と
は
由
民
覚
す
る
事
で
あ
る
事

を
開
明
瞭
に
悟
っ
た
点
に
存
す
る
。
批
評
の
対
象
が
己
れ
で
あ
る
と
世
人
で
あ

る
と
は

一
つ
の
事
で
な
い
。
批
評
と
は
寛
に
己
れ
の
夢

一節〉

つ

っ
て

は
な
い
の
か
!

な

水
鳥
川
や
槙
山
と
は
、
舟
一
時
間
も
主
議
の
し
か
た
も
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
小

林
と
、
片
上
、
和
辻
と
の
用
語
、
男
法
の
共
通
性
を
患
い
記
こ
せ
ば
、
結
局
の
と

こ
ろ
「
生
命
主
義
」
を
共
通
績
と
し
て
、
小
林
は
水
島
問
と
も
接
点
を
も
つ
の
で

あ
り
、

を
介
し
て
模
山
と
も
つ
な
が
っ
て
く
る
。

で
は
、

の
勢
力
罷
内
に
あ
っ
た
、

い
う
事
実
そ
指
摘
寸
る
に
と
ど

、A
宮
、

し
・
カ

お
そ
ら
く
小
林
の
批
評
思

懇
の
有
力
な
源
泉
の

つ
が
、

そ
の
繍
内
に
あ
る
教
育
議
、

で
あ
っ
た
。
小
林
は
自
在
に
か
出
品
(
4

を
変
形
し
、
患
ら
の
ス
タ
イ
ル
に
吸
収
し

て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
痕
跡
は
残
っ
て
い
る
。
「
批
評
す
る
と
は
告
覚
す
る
事

で
あ
る
¥
「
批
評
の
対
象
が
己
れ
で
あ
る
と
他
人
で
あ
る
と
は
一
つ
の
事
で
あ
」

_L_ 

ノ、

る
、
と
い

あ
る
の
は
間
切
ら

カ3

し
か
も
、
ー

っ
て
い
る
。

批
評
が
「
他
人
の
作
品
命
令
ダ
シ
に
使
つ

シ
jレ

と
亀
の
子
日
」
)

と
い
っ
た
小
林
の
言
い
か
た
は
、
強
引
な
主
穣
批
評
の
方
針
を

語
っ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
あ
な
が
ち
そ
う
は
一
言
え
な
い
。
こ
れ
は
「
生
命
主
義
」

の
思
想
を
認
識
論
的
に
処
理
し

で
人
織
の
根
本
に
あ
る
か
カ
。
の
表
現
と
し
て
菩
術
作
品
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る

い
か
た
で
あ
り
、
意
識
理
性
を
超
え
た
次
元

に
お
け
る
客
観
と
は
、

と
ら
え
る

せ

い
ぜ
い
自
己
の
感
覚
に
映
じ
た
対
象
の
抗
戦
像
と
し
て
の

一
語
る
事
」
で
し
か
あ
り
え
な
い
と
い
う
論
潔
的
必
然
性
そ
そ
こ
に
議
り
合
わ
せ
て

表
現
し
た
も
の
と
言
え
る
。
そ
れ
は
こ
の
小
林
の
言
葉
の
源
泉
を
た
ど
れ
ば
、

な
る
主
畿
批
評
、
あ
る
い
は
自
由
な
盤
作
と
し
て
の
批
評
、
と
は
違
っ
た
批
評
態

壌
を
影
戒
す
る
は
ず
の
素
材
が
見
つ
か
る
か
ら
で
あ
り
、
背
景
が
晃
え
て
く
る
か

の
か
源
泉
。
に

小
林
秀
雄
は
む
し
ろ
そ

れ
ら
の
中
に
あ
っ
て
、「

強
烈
な
る
生
禽
表
現
」

の
芸
術

と

片
上
俸
は
批
評
家
と
し
て
の
態
度
を
次
の
よ
う
に
言
う
。

の
描
写
は
即
や
り
慢
性
の
盤
詩
的
全
力
表
現
で
あ
る

G

完
全
な
る
描
写
は

る
の
で
は
な
く
、
積
警
の
撤
践
的

ゆ

ょ
っ

発
散
|
|
表
出
に
よ
っ

め
る
深
刻
な
批
評
精
神
と
、

る
。
個
性
を
し

そ
れ
が
、
必
然
に
伴
う
て
ゐ
る
向
対
日
の



熱
愛
す
る
カ
と
が
内
に
溢
れ
る

っ
て
、
初
め
て
表
自
が
自
然
な
も
の
生

命
あ
る
も
の
統
一
あ
る
も
の
と
な
っ
て
来
る
。

こ
こ
に
も
生
命
主
義
へ
の
館
内
外
は
顕
著
で
あ
る
。
「
胸
部
観
的
態
度
L

で
は
な
く

」
が
「
生
命
を
帯
び
る
」
。

鵠
性
の
撤
底
的
発
散
」
に
よ
っ
て
、
「
現
実

「
個
性
一
を
野
毅
関
に
解
放
し
な
い
た
め
の
ー
批
評
精
神
L

は

己
の
現
実
を
熱
愛
す
る
力
」
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
「
表
白
」
が

1

良
然
な
も
の

生
命
あ
る
も
の
統

A

あ
る
も
の

が
、
「
自

と
な
る
。

由
来
作
品
は
批
評
家
の
趣
味
好
尚
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
易
い

の
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
趣
味
好
尚
に
よ
っ
て
作
品
の
価
俄
を
あ
げ
つ
ら
ふ

こ
と
は
単
な
る
小
主
観
に
捉
へ
ら
れ
て
の
批
評
で
あ
る
。
主
観
批
評
と
は
決

し
て
か
〉
る
意
味

ナコ
も

る
べ
き
も
の
で
は

し

「
作
品
を
透
し

の
生
命
を
観
る
」
の
は

主
観
批
評
」
と
い
う
こ
と
に

な
る
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
「
趣
味
好
尚
に
よ
っ
て
作
品
の
嫡
備
な
あ
げ
つ
ら
ふ

わ
け
で
は
な
い
。
ぞ
れ
は
「
単
な
る
小
主
観
に
捉
へ
ら
れ
て
の
批
評
一
で
あ
る
。

「

を
越
え
た

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
批
評
が

諮
る
も
の
で
は
あ
っ
て
も
「
壊
疑
的

だ
と
一
一
き
つ
小
林
は
次

の
よ
う
に
一
言
う
。

「
自
分

る
の
は
容
易
な
事
だ
J

と
、
人
は

に
従
っ
て

文
学
部
論
家

第
八
八
吟
(
二

C
C
m臼おさ…バ〉

っ
て
人
を
評
す
る
事
も
等
し
く
苦
も
な
い

需
に
生
き
生
き
と
し
た
稽
好
を
有
し
、

然
し
、
尺
度

る。

に
濃
斜
た
る
た
度
を
持
つ
と
い
ふ

事
だ

で
は
な
い
お

る
0

・
・
・
生
き
生
き
と
し
た
場
貯
な
く
し

て
頗
伺
に
し
て
滋
耕
た
る
尺
度
を
持
ち
鐸
ょ
う
。

な
る
意
匠
一

批
評
の
基
準
が

で
あ
る
か
は
問
題
で
は
な
い
。

で
あ
る
か

「
滋
材
料
た

で
あ
る
か
、

で
あ
る

と
り
わ
け
司
生
き
生
き
と
し
た
轡
好

か
が
問
閣
で
あ
る
。
こ
の

と
し
た
晴
好
』

の
「
自
己
の
現
実

る
力
-
は
、
「
鎖
性
の
徹
底
的
発
散
し
る
点
で
、
開
じ
使
わ

れ
方
を
し
て
い
る
。
ま
た
小
林
は
和
辻
同
様
、
表
現
者
が
描
写
対
象
か
ら

4
Nを

受
け
て
興
奮
し
す
る
状
況
を
求
め
て
い
る
。

捜

ス
タ
ン
ダ
ア
ル
)
は
日
れ
の
仕
事
が
埜
を
動
か

る
韻
に
、
日

れ
が
般
に
烈
し
く
動
か
さ
れ
る
事
を
希
っ
た
の
だ
。

な
る
意
匠
し

安p

「
世
に
烈
し
く
動
か
さ
れ
る
事
を
希
い
う
の
が
、

世
を
動
か
す
こ
出
提
で
あ
っ
た
。

は
滋
斜
た
る
「
生
命
を
帯
び
る

ス
タ
ン
ダ

i
i
M
の
「
仕
事
が

の
言
葉
を
襲
え
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
作
品

る
片
上
と
の

の
だ
と
読
め
る
。
さ
ら
に
「
傍
観
的
態
度
い
を

次
の
よ

に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

の
忘
れ
が

そ
の
先
に
あ
る
。

つ
ま
り
、
批
評
と

士二



生
命
主
義
芸
術
教
育
論
の
勢
力
関
(
布
忠
和
臣
〉

い
ふ
純
一
な
精
神
活
動
を
晴
好
と

不
都
合
は
な
い

に
区
別
し
て
考
え
て
み
て
も
何
等

々
は
批
評
の
方
法
を
刻
到
に
精
密
に
論
理
付
け
て

の

方

法

が

如

何

に

点

検

さ

れ

よ

う

へ
な
い
。
だ
が
、

が
、
そ
の
教
評
が
人
を
動
か
す
か
動
か
さ
な
い
か
と
い

は
何
ん
の

構
係
も
な
い
と
い

資IT

る

〈
寸
様
々
な
る
意
匠
L

「
批
評

に
点
検
し
し
て
も
、
「
人
を
動
か
す
」
批

を
寸
如
何

一
訴
は
書
け
な
い
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
は
吋
ボ
オ
ド
レ
ヱ
ル

る
よ
う
な
、

の
形
式
で
も
な
く
尺
護
の
静
式
で
も
な
し
い
寸
無
双
の
帯
熱
の
形
式
を
」

と
っ
た

が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
寸
無
双
の
情
熱
の
形

「
自
己
の
現
実
を
熱
愛
す
る
カ

す
な
わ
ち

式
」
も
、
片
上
が
創
作
家
の
態
度
と
し

に
対
応
す
る
の
だ
し
、
先
の
和
辻
が

の
鶴
か

っ
て
い
た
「
強
烈

な
る
致
命
表
現
の
芸
術
」
と
い
う
表
現
に
も
対
応
す
る
。
片
上
が

の
批
評

の
創
造
と
一
つ
に
な
る
傾
向
と
動
力
を
有
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な

(詑〉

ら
ぬ
」

き
も
、
こ
の
寸
動
力
〕
す
な
わ
ち
和
辻

命
表
現
」
に
よ
っ
て
、
批
評
が
司
持
に
寸
表
白
〈
独
自
)
」
す
な
わ
ち
す
告
弓
の

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
趣
旨
だ
と
解
釈
で
き
る
。

寸
強
烈
な
る
生

ま

「
批
評
、
む
の
深
さ
鋭
谷
強
き
は
、
自
己
の
生
命
心
深
さ
鋭
き
強
会

で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
強
い
深
い
鋭
い
致
命
の
力
で
な
け
れ
ば
、
自
分
を
も
地
を

も
法
有
す
る
こ
と
は
出
米
な
い
」
と
言
う
と
き
、

T

無
双
の
情
熱
い
が
な
け
れ
ば

「
人
を
動
か
す
L

批
評
に
な
ら
な
い
、

と
い
う
小
林
の
言
葉
が
た
だ
ち

れ
る
。そ

れ
ぞ
れ
に
表
現
を
数
妙
に
巽
に
し
な
が
ら
も
、
ー
内
に
諮
れ
る

生
命
の
カ

J¥ 

「
自
己
表
白
」
の
「
動
力
」
と
し

て
い
る
。

密
売
に
あ
る
武
者
小
路
に
は
次
の
よ
う
な
一
言
葉
が
あ
っ

自
分
は
ム
自
分
の
内
か
ら
の
要
求
で
進
ん
で
来
た
。
:
・
自
分
は
内
心
の
要
求

さ
へ
し
な
び
な
け
れ
ば
可
な
り
の
仕
事
を
し
な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
い
。

:
・
臨
分
は
小
き
く
な
っ
て
ゐ
る
必
要
は
認
め
な
い
。

自
分
が
肯
定
的
な
人
間
に
昆
え
す
ぎ
る
の
は
こ
の
内
か
ら
強
い
ら
れ
る
力
が

み
る

て
、
進
む
こ
と
そ
知
つ
で
も
退
く
こ
と
を
知
ら
な
い
ら
し
い
態
度
に

ふ。

こ
こ
に
言
う
「
自
分
の
内
か
ら
の
要
↑
求
1

」
も
ま
た
、
自
弓
の
奥
深
く
か
ら
湧
き

出
る
意
識
を
超
え
た
原
動
力
で
あ
る
点
で
、
片
上
、
如
何
辻
、
水
鳥
川
ら
の

力
』
と
肉
強
弱
一
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
生
命
力
と
語
義
範
簡
の
ほ
ぼ
重
な
る
小

林
の
1

密
命

〈
人
間
の
金
活
の
意
力
〉

れ
ら
の
文
学
者

と
も
問
源
で
あ
る
。

-
思
想
家
た
ち
の

は
、
同
じ
も
の
を
「
動
力
-
と
し
て
行
わ
れ
る

点
、
し
か
も
彼
等
が
強
い
動
力
を
要
求
し
て
い
る
点

性
が
認
め
ら
れ
る
。

そ
の
用
途
男
法
の
共
通

毘

生
命
主
義
芸
術
教
育
論
の

「
内
観
」

こ
れ
ら
の
文
学
者
・
思
想
家
た
%
の
、
批
評
に
対
す
る
と
ら
え
か
た
の
同
棟
約
命
令
、

続
け
て
検
討
し
て
い
く
。
武
者
小
路
は
吾
川
翫
者
と
批
評
家
と
創
作
家
に
」
と
鞠

し
て
言
う
。



の
人
の
最
も
っ
と
な
ベ
議
は
一
五
ふ
ま
で
も
な
く
倒
牲
の
発
揮
で
あ
る
。

ひ

と

:
・
個
性
を
発
揮
し
た
作
品
は
鑑
人
の
模
倣
そ
許
さ
な
い
作
品
で
あ
る
。
:
・

組
問
牲
を
発
障
し
た
作
品
の
内
に
の
み
人
類
の
存
在
す
る
か
ぎ
り
不
滅
な
作
品

を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
:
・
す
ベ

る
文
芸
の
士
は

の
最
高
の
匙
ま

彼
独
特
の
領
土
を
有
し
て
み
る
、
さ
う
し
て
そ

ん
で
ゐ
る
。
侍
棋
旬
、
も
そ
の
鎮
土
で
は
そ
れ
以
上
に
は
達
し
ら
れ
な
い
と
怒
は

な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
い
処
に
達
し
て
ゐ
る
。
か
く
こ
そ
不
誠
な
り
縛
る
の
で

あ
る
、
:
・

先
の
片
上
田
内
接
、
武
務
小
路
が
右
の
よ
う
に
「
刷
機
殺
の
発
揮
」

ぞ
れ
ぬ
出
体
は
偶
然
の
一
致
の
域
を
山
山
な
い
。
し
か

た
と

と
も
に
、

し
て
も
、

「
由
民
己
」
に
徹
底
し
て
こ
だ
わ
っ
た
文
学
者
ど
う
し
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
ふ
ま

え
れ
託
、
そ
し
て
両
者
と
も
に
そ
の
思
想
の
器
泉
と
し
て
致
命
主
義
を
背
負
っ
て

致
に
必
然
性
の
裏
打
ち
が
生
じ
て
く
る
。

い
る
と
す
れ
ば
、
こ
の

「
慢
性
」
の
用
法
が
、

ど
ち
ら
も
共
湧
の
履
歴
を
も
つ
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

る
か

同
時
に
、
こ
の
一
致
は
武
者
小
路
と
片
上
と
の
間
だ
け
の
も
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
。

た
と
え
ば
ご
の
、
武
者
小
蕗
の
言
う

る
文
芸
の
士
」

の
「
独
特
の
領

土

お
よ
び
「
制
作
者
も
そ
の
護
士
で
は
そ
れ
以
上
に
は
達
し
ら
れ
な
い
と
患
は

な
い
で
は
ゐ
ら
れ
な
い
処
」
に
か
か
わ
る
話
題
を
、
小
林
の
言
葉
か
ら
拾
う
こ
と

が
令
ぎ
る
。
小
林
は
、
一
名
人
が
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
に
間
着
し
た
他
人
に
は
充
分

へ
難
い
、
王
義
を
拍
い

て
ゐ
る
」

へ
の
手
紙
」
昭
お
七
年
〉
こ
と
、

文
学
部
論
集

第
八
人
以
内

d

〈二

O
O
密年一一一月〉

つ
ま
り
そ
れ
ぞ
れ
の
人
聞
が
地
入
に
理
解
大
切
れ
が
た
い
個
性
的
な
生
き
か
た
を
有

し
て
い
る
こ
と
を
を
確
認
し
た
仁

盟
ま
で
登
り
つ
め

そ
こ

ふ
か
と
思
は
れ
る
型

傑
え
て
ゐ
る
。
絶
望
の
表
現
で
は
な
い
が
絶
望
的
に
緊
迫
し
て
ゐ
る
。
無
意

味
で
は
な
い
が
絶
え
ず
動
揺
し
て
意
味
を
同
定
し
が
た
い
。
俺
は
か
う
い
ふ

縄
問
慨
を
さ
ま
よ
ふ
て
い

に
山
山
曾
ふ
ご
と
に
、

へ
ゃ
う
の
な
い

を
受
け
る
の
だ
が
、
機
に
は
こ
の
感
動
の
内
容
を
説
明
す
る
事
が
出
来
な
い
。

だ
が
こ
の
感
動
が
俺
の
挫
勝
手
な
夢
だ
と
は
又
ど
う
し
て
も
思
へ
な
い
。

へ
の
手
紙
L

小
林
の
言
う

で
潜
り
つ
め

と
、
武
者
小
路
の
一
夜
う

偉
大
な

る
文
芸
の
士
」
の
「
そ
の
領
土
で
は
そ
れ
以
上
に
は
達
し
ら
れ
な
い
と
思
は
な
い

で
は
ゐ
ら
れ
な
い
処
」
と
が
表
そ
う
と
し
て
い
る
意
味
内
容
も
ま
た
、
同
賓
の
も

の
い
わ
ば
具
体
制
黙
と
考
え

ら
れ
る
。
小
林
は
「
強
烈
な
る
生
命
表
現
」
に
接
し
て
、
そ
れ
に
「
力
安
受
け
て

輿
奮
」
分
ら
れ
、
「
無
双
の
情
熱
の
形
式
を
と
っ
た
彼

だ
。
こ
れ
は
ま
観
と
し
か
表
混
し
よ
う
の
な
い

っ
て
疑
い
よ
う
の
な
い
縦
験
で
あ
り
そ
の

の

て
よ
い
。
こ
れ
が

強
烈
な

て
い
る
わ
け

の
動
き
だ
が
、

小
林
に
と

が
「
勝
手
な
夢
だ
と
は
又
ど

う
し
て
も
思
へ
な
い
」
よ
う
な
一
夢
L

で
あ
る
。

の
生
命
」
を

教

育

者

水

路

川

は

、

「

作

家

」

は

て

新

し

味
の
散
界
を
創
造
」
す
る
と
し
て
い
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
「
地
入
の
模
倣
令
許

3
な
い
作
品
」
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
し
、

そ
の
よ
う
な
「
強
烈
一
な
る
「
個
性
を

九



生
命
主
義
芸
術
教
育
論
の
勢
力
圏
(
有
田
和
臣
)

発
揮
し
た
作
品
」
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

水
鳥
川
は
さ
ら
に
、
「
鑑
賞
者
は
作
家
の
掲
げ
た
鏡
の
中
に
自
己
の
姿
を
発
見

す
る
」
と
し
て
い
た
。
「
作
家
」
の
個
性
の
表
現
と
し
て
の
作
品
、
す
な
わ
ち

「
鏡
」
に
、
「
鑑
賞
者
」
が
「
自
己
の
姿
」
を
見
る
様
相
は
ど
の
よ
う
な
も
の

(
加
)か

。
「
お
よ
そ
芸
術
作
品
を
知
的
観
念
に
よ
っ
て
観
る
こ
と
は
芸
術
に
対
す
る
の

態
度
で
は
な
い
。

そ
は
科
学
の
態
度
で
あ
る
」
と
し
た
上
で
水
鳥
川
は
言
う
。

皮
相
の
観
察
は
如
何
に
数
を
重
ね
て
も
決
し
て
こ
れ
に
輿
る
こ
と
は
出
来
な

い
。
作
品
の
中
に
沈
潜
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
之
に
到
達
す
る
こ
と
が

可
能
な
の
で
あ
る
。
冷
然
と
し
て
道
行
く
人
の
眼
を
見
よ
、
そ
は
如
何
に
鮮

に
透
明
で
あ
っ
て
も
そ
の
眼
の
底
に
輝
く
何
者
が
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
愛

す
る
人
の
眼
に
は
そ
の
一
瞥
に
も
胸
奥
深
く
見
透
し
て
、

そ
こ
に
動
く
限
り

な
く
複
雑
な
感
情
意
志
の
発
露
を
観
る
こ
と
が
出
来
る
で
は
な
い
か
。
批
評

も
こ
の
例
に
洩
れ
ぬ
。
恰
も
路
傍
の
人
に
対
す
る
が
ご
と
く
冷
然
た
る
一
瞥

を
も
っ
て
す
る
も
の
は
真
に
こ
れ
を
批
判
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
る
。
忠

ば実
なに
ら作
ぬ(口

む口口

内
在
し
作
者
の
生
メι

を
内
観
し
て

そ
の
作
品
の
価
値
を
観
ね

「
皮
相
の
観
察
」
で
は
な
く
「
愛
す
る
人
の
眼
」
が
、
「
限
り
な
く
複
雑
な
感

情
意
志
の
発
露
を
観
る
こ
と
が
出
来
る
」
。
そ
し
て
「
批
評
も
こ
の
例
に
洩
れ

ぬ
」
と
言
う
。
前
節
で
片
上
が
「
謂
は
ゆ
る
傍
観
的
態
度
」
を
否
定
し
「
現
実
を

熱
愛
す
る
力
」
を
肯
定
し
て
い
た
の
を
思
い
起
こ
し
た
い
。
理
知
に
懐
疑
的
姿
勢

を
示
し
、
理
知
を
超
え
た
内
な
る
「
力
」
に
行
為
の
根
拠
を
求
め
る
の
は
生
命
主

四
O 

義
の
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
偶
然
の
一
致
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
り
、
片

上
と
水
鳥
川
が
同
じ
生
命
主
義
芸
術
教
育
論
の
勢
力
圏
内
に
い
て
源
泉
を
共
有
し

た
事
実
を
一
不
す
証
拠
で
あ
る
。

さ
ら
に
小
林
が
「
理
性
的
な
判
断
」
に
偏
っ
た
態
度
を
批
判
し
つ
つ
言
っ
た
言

葉
を
、
高
見
沢
潤
子
氏
が
証
言
し
て
い
る
。

ま
ず
は
じ
め
に
愛
せ
よ
、
信
ぜ
よ
、
だ
ね
。
批
評
し
て
か
ら
信
じ
た
り
愛
し

た
り
す
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
ね
。
こ
れ
が
い
ち

e
は
ん
だ
い
じ
な
ん
だ
。
批
評
家

で
な
け
れ
ば
だ
め
だ主ま
。ず

す
な
お
な

気
持
ち
で

い
ち
ば
ん
先
に
信
じ
る
人

に
な
る
も
の
は
、

同
じ
く
小
林
に
よ
る
、
「
様
々
な
る
意
匠
」

の
次
の
一
節
に
も
同
様
の
論
法
が

観
測
で
き
る
。

私
は
、
私
の
解
析
の
舷
畳
の
末
、
傑
作
の
豊
富
性
の
底
を
流
れ
る
、
作
者
の

宿
命
の
主
調
低
音
を
き
く
の
で
あ
る
。
こ
の
時
私
の
騒
然
た
る
夢
は
や
み
、

私
の
心
が
私
の
言
葉
を
語
り
始
め
る
、
こ
の
時
私
は
私
の
批
評
の
可
能
を
悟

(
「
様
々
な
る
意
匠
」
第
二
節
)

る
の
で
あ
る
。

作
品
の
豊
富
性
の
裡
を
さ
ま
よ
う
「
解
析
」

の
「
騒
然
た
る
夢
」
が
や
ん
だ
と

き
、
「
私
の
心
が
私
の
言
葉
を
語
り
始
め
る
」
。
理
知
に
よ
る
「
解
析
」
が
や
み
、

「
私
の
心
」
が
「
私
の
言
葉
を
語
り
始
め
」
る
な
ら
ば
、
「
私
の
批
評
」
は
「
可

能
」
と
な
る
。
こ
れ
も
単
純
に
小
林
の
心
情
主
義
と
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ



う
し
た
小
林
の
言
い
か
た
の
根
底
に
生
命
主
義
思
潮
の
存
在
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
同

じ
思
想
圏
内
に
あ
る
と
見
ら
れ
る
水
鳥
川
の
、
寸
忠
実
に
作
品
に
内
在
し
作
者
の

生
命
を
内
観
し
て
、

そ
の
作
品
の
価
値
を
観
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
主
張
に
つ
い

て
も
、
対
応
す
る
小
林
の
次
の
よ
う
な
言
葉
を
見
つ
け
ら
れ
る
と
考
え
る
べ
き
だ
。

彼
等
が
、
古
典
を
自
力
で
読
も
う
と
し
た
の
は
、
個
性
的
に
読
も
う
と
し
た

ひ
た
す
ら
、
私
心
を
脱
し
、
邪
念
を
離
れ
て
、
古

事
で
は
な
い
。
彼
等
は
、

血
(
に
推
参
し
た
い
と
希
っ
た
の
で
あ
り
、
・
・
・
人
間
的
事
物
と
い
う
非
合
理

な
実
体
は
、
私
達
に
、

そ
の
中
で
生
き
て
欲
し
い
、
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
感

じ
て
欲
し
い
、

と
い
つ
も
要
求
し
て
い
る
。
こ
の
要
求
は
、
こ
ち
ら
側
の
見

方
や
考
え
方
の
御
都
合
な
整
備
な
ど
に
は
一
一
顧
も
与
え
は
し
な
い
。

(
「
弁
名
」
昭
和
三
六
年
)

「
弁
名
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
文
章
で
小
林
が
言
う
に
は
、
寸
人
間
的
事
物
と
い

う
非
合
理
な
実
体
」
は
、
「
私
達
に
、

そ
の
中
で
生
き
て
欲
し
い
、
考
え
ら
れ
な

け
れ
ば
感
じ
て
欲
し
い
、
と
い
つ
も
要
求
し
て
い
る
」
。
し
か
も
そ
れ
は
「
私
心

を
脱
し
、
邪
念
を
離
れ
て
」
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
水
鳥
川
の
言

う
「
忠
実
に
作
品
に
内
在
し
作
者
の
生
命
を
内
観
」
す
る
こ
と
で
あ
り
、
寸
小
主

観
」
を
超
え
た
「
主
観
」
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

で
は
右
の
、
「
こ
の
要
求
は
、
こ
ち
ら
側
の
見
方
や
考
え
方
の
御
都
合
な
整
備

な
ど
に
は
一
一
顧
も
与
え
は
し
な
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
和
辻
の
ニ

I
チ
ェ

思
想
解
説
に
に
次
の
よ
う
な
一
節
が
あ
る
。

文
学
部
論
集

第
八
八
号
(
二

O
O四
年
コ
一
月
)

ニ
イ
チ
ェ
は
・
・
・
芸
術
家
が
或
者
を
表
現
し
ゃ
う
と
し
て
努
力
す
る
と
い
ふ

よ
り
も
、
そ
の
或
者
が
自
ら
必
然
的
に
表
現
を
迫
る
の
だ
と
し
た
。
或
者
と

は
生
命
の
本
質
で
あ
り
、
ま
た
芸
術
家
の
自
己
で
あ
る
。
こ
〉
に
何
が
芸
術

(
臼
)

家
を
動
か
し
つ
〉
あ
る
か
が
明
瞭
と
な
る
。

寸
芸
術
家
が
或
者
を
表
現
し
ゃ
う
と
し
て
努
力
す
る
」
と
対
比
さ
れ
る
「
そ
の

或
者
が
自
ら
必
然
的
に
表
現
を
迫
る
」
と
い
う
、
和
辻
に
よ
る
言
葉
は
、
先
の
小

林
寸
弁
名
」
の
寸
私
心
を
脱
し
、
邪
念
を
離
れ
て
」
に
対
応
す
る
。
そ
し
て
そ
の

「
或
者
」
は
作
品
に
表
現
さ
れ
た
「
生
命
の
本
質
で
あ
り
、
ま
た
芸
術
家
の
自
己

で
あ
る
」
と
い
う
。
こ
れ
は
寸
芸
術
家
」

の
創
作
の
側
に
立
つ
て
の
言
い
か
た
だ

か
ら
、

そ
れ
を
批
評
家
に
置
き
換
え
た
場
合
、
作
品
に
対
す
る
と
き
、

そ
の
作
品

の
あ
り
か
た
が
批
評
家
に
寸
自
ら
必
然
的
に
表
現
を
迫
る
」
よ
う
な
対
し
か
た
を

す
る
批
評
姿
勢
を
推
奨
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
批
評
家
の
「
自

己
」
す
な
わ
ち
「
彼
の
生
命
の
本
質
」
が
必
然
的
に
そ
の
批
評
家
自
身
に
表
現
を

迫
る
よ
う
な
様
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
ふ
た
た
び
、
小
林
の
言
葉
に
対
応
さ
せ
て
言

え
ば
、
次
の
よ
う
な
態
度
だ
。

寸
古
事
記
」
を
釈
く
為
に
つ
く
し
た
心
力
は
、
誰
の
心
力
で
も
な
い
、
官
一
長

自
身
の
心
力
に
違
い
な
か
っ
た
が
、

そ
れ
で
い
て
、
彼
が
、
学
問
の
道
を
踏

み
外
さ
な
か
っ
た
の
は
、

ど
の
よ
う
な
釈
き
方
に
も
動
じ
な
い
原
文
の
確
固

た
る
姿
に
立
ち
向
か
っ
て
、
己
れ
の
心
力
を
つ
く
す
と
は
、
己
れ
の
心
力
が

先
方
か
ら
試
さ
れ
、
量
ら
れ
る
と
い
う
事
だ
っ
た
か
ら
だ
。

(
「
本
居
宣
長
補
記
」

I
・
二

昭
和
五
七
年
)

四



生
命
主
義
奈
術
教
祖
持
論
mw
努
力
隠
(
有
問
和
原
)

つ
ま
り
小
林
に
よ
れ
ば
、
室
長
は
後
一
自
身
の
心
力
」
で
「
吉
事
記
一
を
解
釈

し
た
の
だ
が
、
務
局
窓
的
な
思
い
な
し
で
一
行
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
宣
長
は
「
学
問

な
か
っ
た
い

の
心
力
が
先
方
か
ら
試

の
だ
し
、

ぞ
れ
は

さ
れ
、

れ
る
と
い

っ
た
か
ら
い

と
は

あ
る
。

一
見
主
観
的
意
意
的
批
評
そ
様
携
し
て
い
る
よ
う
で
い

観
的
な
態
度
そ
の
も
の
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
対
象
に
関
し
て

作
品
に
内
生
し
作
者
の
生
命
を
内
観
」
す
る
批
評
姿
勢
を
言
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
批
評
姿
勢
を
小
林
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

f皮

に
、
(
批
評
家
小
林
秀
雄
が
)
終
的
知
ま
で
も
沿
ひ
、

想
像
力
を
働
か
せ
よ
う
と
努
め
会
へ
す
る
な
ら
、
:
・
そ
の
心
ば
へ

描
く
の
は
、
難
か
し
い

で
は
な
い
筈
だ
。

ど
ん
な
激
情
も
、
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
受
入
れ
、
そ
の
惑
じ
方
を
頼
り
に
、

こ
れ
を
わ
が
物
に
し
よ
う
と
す
る
一
と
筋
を
行
く
の
で
あ
る
。

〈
「
本
印
刷
宜
長
補
記
」

H
-

昭
和
五
七
年
)

こ
れ
ら
は
水
鳥
川
の
、

の
生
命
後
内
続
日
付
}
よ
と
い

の
tヨ
しコ

換

ぇ
、
解
説
の
様
相
を
長
し
て
い
る
。
こ
う
し
て
み
る
と
、
小
林
の
批
評
文
の
税
特

の
主
観
的
批
評
姿
勢
の
あ
ら
わ
れ
と
見
え
る
色
彩
が
、
則
的
の
色
合
い
を
ま
と
っ
て

く
る
の
に
気
づ
か
さ
れ
る
。

そ
の
色
合
い
は
、
生
命
主
義
芸
講
教
育
論
思
潮
の
中

に
位
置
づ
け
ら
れ
、
生
命
主
義
思
識
と
の
対
応
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の

四

で
あ
る
。

結

て、

以
上
に
、
武
者
小
路
実
篤
、
片
上
伸
、
小
品
作
秀
雄
の
「
自
己
表

E
」
指
向
の
様

ぞ
れ
ら
が
生
命
主
義
忠
端
、
と
り
わ
け
生
命
主
義
芸
術
教
育
論
患

瀬

っ
て
い
る
点
を
確
認
し
た
。
額
々
に

け
ら
れ
る
べ

見
れ
ば
、
武
者
小
路
の
「
融
自
L

は
誌
く

に
開
か
れ
て
い
る
し
、
片
と

ひ

小
林
の
「
強
白
L

は
、
あ
く
ま
で
文
学
者
と
し
て
の

獲
得
を
主
と
し
て
指
向
し
て
い
る
。
し
か
し
三
者
と
も
に
、
そ
の
克
か
げ
の
一
自
我

主
義
、
主
観
主
義
と
は
違
っ
た
色
合
い
た
た
え
て
お
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
生
命

主
義
思
想
強
特
の
表
現
の
特
質
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
独
白
」
共
通
の
源
泉
を

側
人
」
に
お

J号
、“
ら

者
罷
有
の
色
合
い
も
さ
ら
に
精
密
に
検
討
さ

4
A
V

こ
〉
}

れ
る
と
こ
ろ
と
な
る
、
だ
ろ
う
。

〔注〕

引
用
文
に
お
い
て
、
固
有
名
詔
等
、
字
体
に
陸
有
の
意
味
が
あ
る
場
合
を
徐
き
、

氾
字
は
新
字
に
改
め
た
。
引
用
文
中
の
〔
〕
市
内
は
論
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

引
用
文
ゅ
の
中
略
・
省
略
は
「
・
:
」
で
示
し
た
。
小
林
秀
雄
の
文
章
は
す
べ
て

明
新
訂
小
林
秀
雄
全
集
』
(
新
潮
社
一
九
七
八
)
に
よ
る
。
こ
こ
か
ら
の
引
用
は
、

1 

J] 

一
気
文
林
漁

2 

六
九
頁

今
村
忠
純
「
メ

1
テ
ル
リ
ン
ク
の
季
節

夜
哉
、
実
篤
、

鴻



外
」
〈
鈴
木
貞
美
編
『
大
正
生
命
主
義
と
現
代
』
河
出
書
房
新
社
、
平
成
七
年
一
一
一

ー
!
小
林
秀
機
と
奈
術
教
育
論
|
|
」

〈

3
〉
都
線

〈

吋

文

柑

第

八

(
4
}

武
者
小
路
実
篤
「

O
自

己

の

為

明

治

問

小
路
実
篤
全
集
』
第
一
巻
、
小
学
館
、
昭
和
六
二
件

貰
)

?
と
武
者
小
路
実
篤
「
自
己
の
あ
る
人
」
大
正
二
年
(
『
武
者
小
路
実
篤
全
集
』
第

一
波
留
九
一
民
)

〈8
〉

「

白

日

と

人

類

」

…年
ι

(

吋
武
者
小
路
実
篤
全
集
」
第

〈?〉
詔一一一一員

(
8
)

拙
稿
「
限
の
陶
冶
と
帝
国
主
義
(
詔
〉
|
|
大
正
期
文
芸
教
育
識
と
生
命
主
義

教
育
論

i
」
(
『
京
都
語
文
』
第
m
m
号
、
傍
教
大
学
国
語
国
文
学
会
、
平
成
十
況

年
十
一
月
)

(
9
〉
松
原
寛
『
官
賞
術
教
高
円
』
イ
デ
ア
参
院
、
大
正
十
一
一
年
十
月
二

O
臼
、
二
ニ
九
頁

〈M
M
〉
日
み
近
代
文
学
館
一
縦
吋
日
本
近
伐
文
学
大
事
典
い
講
談
社
、
議
和
五
三
年
十
一

月
十
八
日
、
三
八
三
一
氏
、
ぷ
パ
ト
ム
伶
」
の
綴

〈
日
〉
片
上
伸
「
白
日
の
為
の
文
学
」
令
ニ
六
新
報
い
明
治
問
一
年
十
一
月
十
‘
{
7
十

七
回
、
『
片
上
伸
全
集
第
一
巻
」
砂
子
燈
一
議
房
、
昭
和
十
三
年
十
二
月
、
九
二

頁
)

(
立
)
片
上
伸
「
止
口
白
と
批
評
と
創
造
と
」
(
『
文
章
世
界
』
大
正
一
年
十
二
月
、
『
片

上
総
付
金
集
第
一
巻
』
一
一
一
一
一
気
)

総
務
「
教
帯
門
論
の
中
の
大
正
生
命
主
義
L

ど
イ
チ
ェ
東
京
内
回
答
鶴
鋼
、

月
十
日

ゐ
小
鳥
川
安
爾

究
』
文
化
轡
一
勝

(
間
四
)
片
上
伸
「
告
白
と
批
評
と
制
創
造
と

(
口
)
『
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
六
二
一
員

文
学
部
論
集

第
八
八
号
(
こ
っ
O
四
年
一
二
月
)

(
m
m
)

片
上
伶
「
文
芸
教
育
の
提
唱
」

大
正
十
一
年
九
月
十
日
、
一
一
十
衰
)

(
閉
山
)
片
上
伶
「
文
芸
に
よ
る
人
掲
の
教
育
-
大
正
十
年
三
月
(
『
文
芸
教
育
論
』
一
一

関
口
六
頁
)

〈
制
的
〉
明
ニ
イ
チ
ェ
研
究
』
一
一

四

機
稿
「
隈

〈
お
)
其
者
小
路
、

私
は
マ

i
テ
ル
リ
ン
ク
に
よ
っ
て
「
自
分
の
カ
」
だ
け
の
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
ゐ
け
な

い
こ
と
、
さ
う
し
て
「
自
分
の
力
」
を
だ
ん
/
¥
養
っ
て
ゆ
く
ご
と
、
又
「
自

己
」
と
一
瓦
ふ
も
の
〉
深
さ
の
わ
か
ら
な
い
代
物
だ
と
云
ふ
こ
と
を
教
へ
ら
れ
ま
し

た
。
ぞ
れ
か
ら
私
は
一
本
立
に
な
る
こ
と
に
苦
心
し
ま
し
た
。
自
分
の
経
験
し
な

い

つ

い

て

は

一

な

い

や

う

に

苦

心

し

ま

し

た

。

さ

う

し

て

な

る

べ

心

し

申

仇

し

た

。

聞
に
つ
い
て

臼
朝
、

司
自
日

太
郎
君
に
」
明
治
践
五
年
一
月
一

酉
二
八
頁
)

意
識
さ
れ
る
自
分
の
あ
れ
こ
れ
の
密
性
な
ど
は
、
ど
れ
も
皆
疑
は
し
い
代
物
だ
と
批
判

出
来
る
に
は
、
も
っ
と
全
的
な
個
性
を
要
す
る
だ
ら
う
c

も
っ
と
大
き
な
価
値
の

為
に
、
小
さ
な
個
性
が
否
定
出
楽
る
為
に
は
、
自
負
を
知
ら
な
い
自
覚
が
、
個
性

ズ
ム
」
昭
和
二
一

年
二
月
、
ぷ
パ
上
伸
全

(
お
)
片
上
伸

集
第
一
巻
』
三
…

(
お
)
水
鳥
川
安
爾
、
一
一
一
七
七
一
良

〈
お
)
片
上
伸
「
告
白
と
批
評
と
創
造
と
」
(
『
文
章
世
界
』
大
正
一
年
十
二
月
、
『
片

上
伸
全
集
第
一
巻
』
一
二
一
頁
)

「
自
分
の
内
か
ら
の
要
求

…
年
四
月

六
年
(
『
武
者
小
路
実
篤

O
羽
、
、
五
四
回
一
員

1
五
四
五

間



余
命
主
義
芸
術
教
尚
一
論
の
勢
力
轡
(
有
mm
和
臣
)

問
時
間
関

一災〉

第
…
巻
、

(

開

初

〉

高

見

沢

潤

子

氏

は

次

れ

て

い

る

。

客
観
的
に
僚
的
人
を
見
る
な
ん

J

い

よ

。

い

う

鏡

の

中

に

自

分

そ

見
る
ん
だ
か
ら
ね
。
こ
れ
が
、
ほ
ん
と
う
の
、
臨
ぶ
、
と
い
う
こ
と
な
ん

だ
よ
。
そ
う
し
な
け
れ
ば
、
過
去
の
人
間
が
よ
み
が
え
っ
て
こ
な
い
ん
だ
よ
。
そ

う
し
な
け
れ
ば
、
よ
み
が
え
っ
て
き
て
、
密
牲
の
あ
る
人
関
像
を
、
今
日
の
お
れ

た
ち
の
心
に
、
結
び
つ
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
よ
。

〈
高
見
沢
潤
子
『
兄
小
林
秀
雄
と
の
対
話
』
講
談
社
現
代
新
妻
、
昭
和
四
五
年
一

月
二
ハ
日
一

O
一
二
頁
)

(
紅
)
水
鳥
川
安
爾
、
一
一
一
七
六
頁

高
見
沢
潤
子
吋
円
九
小
林
秀
雄
と
の
対
話
」
講
談
社
現
代
新
書
、

月

に
』
開
明
治
問
…
一
一
年
(
吋
武
者
小

昭
和
四
五
年

か
ず
お
み


