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ね
介
と
批
評

この
箇
所
の
解
粧
に
於
い
て
著
者
はペ
ル
トlレヅト教

授
と
反
釘
の
立
坊
を
とる 。
印

ちペ
ル
ト！レヅトは
ここで
は
元
来
は
中
央
望
所に
於
け
るレピ
人
な
る
祭
司に
言
及
して
い
る

の
で
あっ
て 、
「
土
師」
は
伎
に
なっ
て
始
め
て
拍
入
され
た
もの
で
あると主
張
す
る

の
に
醤
し 、
著
者
は
弐
の
論
披
に
立
っ
て
之
と王
反
留
の
解
穏
を
す
る 。
即
ち
中命

誌
に
於
け
る
他
の
箇
所
で
は

法
律
上
の
弔
問
は
終
始レ
ピ
人
なる
祭

司
を
伴っ
た
中
央
型
所との
関
税
に
於

て
侍
え
られ
て
い
るが
ここで
は 、
九
怖
及
び
十二

簡
に
於
て
二
度
と
も官
尾一

貫
Lて
「
士
師」
に
就
い
て
語
られ
て
い
るの
に
罰
し 、

祭
司
に
就い
て

九
簡
で「
レピ
人
な
る
祭
司
に」
とあり 、
十
二
何
で
は
「
汝
の
紳
ヤハ

ウュ
に
ω訳
出
的
な
未
仕
を
な
す
べ
くそ
こに
立
て
る
祭
司」
とあるの
で 、
ここでは

む
しろ

「
士
郎」
の
方
が
先
で 、レピ
人
なる祭
司
の
導
入
は
申
命
記
記
者

乃
王
は
申
命
記
以
後

の
限
定
で
あるとす
るの
で
ある 。

然
らば
この
官
時
に
於
け
る「
イス
ラエ
ル
の
土
師」
の
職
能
は
どの
様
な

もの
で

あっ
た
か 。
之に
就い
て
若
者
は
第一

、
HHOOF
SE
己記
伝の
特
に

閃
雑
な
場
合の
裁

決 、
第
二 、
イス
ラエ
ル
の
刊の
伴
法
の
切
固
に
同
時
に
応

ナ
る
日常
の
法
件
上
の
係

雫
に
泊
す
る
裁
刈
を
恕
げ
て
い
る 。
そ
して
この
士

郎
の
裁
判
は
刊
の
伴
訟

の
限
成
を
背
後
に
拾
う故
に
拘
束
力
の
ある
もの
な
りL辛

を 、
前日
凶

の
申
命
記
の
箇
所
を
根
拡
に
して、モ
技
して
い
る 。
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際

法

ケ
ル
ゼ
シ
が 、
純
粋
な
法
伴
間
前
を
民
閲
し
て
か
ら
五
十
年
以
上
に
も
な
る 。



現
代
國
際
法
へ
の
韓
換
の
時
馳
と
目
さ
れ
る
一
九
二
〇
年
に
、
U
器
男
8
乞
①
琶

自
電
ω
象
く
Φ
蝕
菖
6
簿
g
る
忌
Φ
弓
富
〇
二
①
O
霧
＜
9
ざ
肖
Φ
。
鐸
o
。
を

閃
Φ
一
霞
鋤
範
曽
O
ぎ
霞
国
Φ
ご
Φ
冨
菊
9
算
o
。
δ
胃
Φ
の
副
題
を
以
て
國
際
法
の

世
界
の
開
拓
を
創
め
た
ケ
ル
ゼ
ソ
は
、
公
法
學
、
法
律
哲
學
及
び
國
際
法
學
に

お
い
て
正
に
二
十
世
紀
に
お
け
る
世
界
的
な
學
者
で
あ
る
。

　
純
粋
法
學
の
名
を
以
て
呼
ば
れ
る
ケ
ル
ゼ
ン
の
法
律
理
論
は
、
一
切
の
政
治

的
イ
デ
オ
・
ギ
ー
と
一
切
の
自
然
科
墨
的
分
子
か
ら
法
を
純
化
す
る
法
的
思
惟

に
立
脚
す
る
。
そ
の
意
昧
に
お
い
て
ラ
ウ
タ
ー
パ
ハ
ト
が
評
す
る
如
く
、
ケ
ル

ゼ
ソ
の
地
位
の
究
極
的
評
贋
は
、
彼
の
仕
事
が
法
的
思
惟
に
有
力
な
寄
與
を
な

し
た
こ
と
に
あ
る
。

　
ケ
ル
ゼ
ソ
の
純
粋
怯
學
は
、
哲
學
的
基
調
を
相
封
主
義
に
お
き
、
そ
の
世
界

麹
を
、
干
和
主
義
と
民
主
主
義
に
お
い
て
い
る
。
オ
ー
ス
ト
リ
ー
か
ら
ジ
ュ
ネ
ー

ブ
ヘ
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
か
ら
ア
メ
リ
カ
ヘ
の
途
は
、
た
だ
彼
が
身
を
以
て
科
學
の

中
立
性
を
客
観
的
に
示
し
た
も
の
と
い
え
よ
う
。

　
徹
底
し
た
規
範
論
理
か
ら
解
説
さ
れ
た
國
際
法
の
教
科
書
に
、
彼
は
國
際
法

原
理
と
い
う
名
を
興
え
、
そ
れ
を
ウ
イ
ー
ソ
時
代
か
ら
の
僚
友
ジ
ョ
セ
フ
・
エ

ル
・
ク
ソ
ッ
に
捧
げ
た
。

　
序
文
の
う
ち
で
ケ
ル
ゼ
ソ
は
、
　
「
私
が
國
際
法
原
理
と
い
う
題
を
選
ん
だ
の

は
、
法
の
こ
の
分
野
（
國
際
法
）
を
形
造
る
最
も
重
要
な
規
範
に
加
え
て
、
國

際
法
の
理
論
、
い
い
か
え
れ
ば
國
際
法
の
本
質
と
基
本
的
概
念
の
考
察
、
國
際

法
の
構
造
の
分
析
、
及
び
法
の
批
界
に
お
け
る
國
際
法
の
地
位
の
決
定
を
示
す

こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
」
と
肢
べ
て
い
る
。
こ
の
見
地
に

お
い
て
國
際
法
の
原
理
を
解
読
す
る
方
法
は
、
本
書
の
構
成
が
殆
ど
他
に
類
例

を
見
な
い
膿
系
と
な
つ
て
現
わ
れ
る
。
即
ち
法
の
概
念
を
以
て
始
ま
る
國
際
法

紹
介
と
批
評

の
本
質
“
　
國
際
的
デ
リ
ク
ト
と
國
際
的
制
裁
、
國
際
法
の
効
力
の
範
域
、
國

際
法
の
基
本
的
機
能
”
國
際
法
秩
序
に
よ
る
國
家
法
秩
序
の
効
力
の
範
域
（
國

家
の
法
的
存
在
）
の
決
定
、
國
際
法
の
定
立
と
適
用
、
國
際
法
と
國
家
法
と
い

う
構
成
は
、
恐
ら
く
は
こ
れ
の
み
を
以
て
し
て
は
、
ど
こ
で
い
か
な
る
事
項
を

取
扱
う
の
か
戸
惑
い
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
ケ
ル
ゼ
ソ
は
績
け
て
國
際
法
の
膿
系
を
李
時
の
法
と
職
時
の
法
に
分
け
る
こ

と
を
放
郷
す
る
理
由
に
つ
い
て
、
　
「
季
和
の
状
態
と
同
檬
な
法
的
標
準
で
職
雫

の
状
態
を
構
想
す
る
こ
と
が
で
き
る
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
分
け
方
は
正
し

い
。
し
か
し
な
が
ら
ケ
ロ
ヅ
グ
・
プ
ラ
イ
ア
ソ
條
約
や
國
際
漣
合
憲
章
の
見
地

か
ら
い
え
ば
、
職
箏
は
、
そ
れ
が
國
際
法
の
侵
破
に
…
封
す
る
反
撃
で
あ
る
場
合

に
の
み
合
法
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
つ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
職
雫

は
國
際
法
に
お
け
る
制
裁
と
し
て
取
扱
う
」
と
肢
べ
て
い
る
。
國
際
的
制
裁
と

し
て
職
孚
を
取
扱
う
彼
の
叙
述
は
、
國
際
蓮
合
憲
章
の
下
に
お
け
る
武
力
の
痩

用
を
含
め
て
、
國
際
法
の
構
成
に
新
ら
し
い
基
軸
を
提
示
す
る
。

　
國
際
法
の
原
理
が
關
係
す
る
の
は
、
一
般
國
際
法
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ソ
は
一

般
國
際
法
と
國
際
連
合
憲
章
と
の
關
係
に
つ
い
て
、
　
「
憲
章
は
、
蓮
合
の
加
盟

國
ば
か
り
で
な
く
、
非
加
盟
國
に
封
し
て
も
効
力
を
為
っ
べ
き
要
求
を
も
つ
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
憲
章
は
、
一
般
國
際
法
と
し
て
認
め
ら
れ
う
る
叉
は
認
め
ら

れ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
極
め
て
特
殊
な
見
解
に
立
脚
す
る
。
そ

れ
だ
け
に
こ
の
著
作
の
う
ち
に
お
い
て
も
可
成
り
多
く
の
憲
章
規
定
が
原
理
を

形
造
る
よ
う
な
仕
方
で
考
慮
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
本
書
の
意
圏
を
汲
み
、
ま
た
第
二
亥
世
界
職
雫
後
生
じ
た
國

際
法
の
新
ら
し
い
課
題
の
若
干
の
も
の
を
と
り
あ
げ
て
紹
介
の
役
を
果
し
た
い

と
恩
う
。

六
七

（
八
六
三
）



紹
介
と
批
評

二

　
國
際
法
は
用
語
の
眞
の
意
昧
で
の
法
で
あ
る
か
の
問
題
は
、
國
際
法
の
本
質

を
理
解
す
る
主
要
な
課
題
で
あ
る
。
ケ
ル
ゼ
ソ
は
法
の
概
念
を
分
析
し
て
、
國

際
法
が
法
で
あ
る
か
否
か
は
、
所
謂
デ
リ
ク
ト
に
到
す
る
反
撃
と
し
て
と
ら
れ

た
強
制
行
動
が
、
國
際
法
の
瀧
會
の
反
撃
と
し
て
、
殊
に
國
際
的
制
裁
と
し
て

と
ら
れ
た
も
の
か
否
か
に
求
め
る
。
復
仇
の
場
合
に
つ
い
て
、
一
般
國
際
法
は

國
際
的
デ
リ
ク
ト
に
封
す
る
復
仇
と
い
う
強
制
行
動
を
と
る
法
的
権
能
を
國
家

に
賦
奥
す
る
。
そ
し
て
國
際
法
に
よ
つ
て
定
め
ら
れ
た
條
件
の
も
と
に
復
仇
に

訴
え
る
國
家
は
、
國
際
法
に
よ
つ
て
組
織
さ
れ
た
國
際
批
會
の
機
關
と
し
て
行

動
し
、
そ
の
強
制
行
動
は
國
際
祉
會
の
行
動
で
あ
り
國
際
法
の
侵
破
に
蜀
す
る

反
撃
、
即
ち
國
際
的
制
裁
で
あ
る
。
ヶ
ル
ゼ
ソ
は
國
際
的
制
裁
の
く
二
つ
の
型

と
し
て
の
職
雫
を
展
闘
す
る
。
印
ち
國
際
法
に
從
つ
て
、
職
雫
は
制
裁
と
し
て

の
み
許
容
さ
れ
且
つ
制
裁
の
性
、
質
を
も
た
な
い
す
べ
て
の
職
争
は
國
際
法
に
よ

つ
て
禁
止
さ
れ
、
か
く
て
デ
リ
ク
ト
を
構
成
す
る
と
い
い
う
る
か
。
こ
れ
に
封

し
て
二
つ
の
解
繹
の
可
能
な
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
ケ
ロ
ヅ
グ
・
ブ
ラ
イ
ア
ソ

條
約
、
國
際
連
盟
規
約
、
國
際
蓮
合
憲
章
下
の
職
孚
観
念
を
戯
べ
、
他
國
に
封

す
る
武
力
の
便
用
は
復
仇
と
し
て
國
際
法
の
侵
犯
に
封
す
る
反
撃
と
し
て
の
み

許
容
さ
れ
る
。
一
般
國
際
法
の
下
に
、
武
力
の
違
法
な
使
用
に
封
し
て
武
力
を

行
使
す
る
権
利
と
し
て
の
虜
衛
の
椹
利
は
、
自
助
の
原
則
に
含
ま
れ
て
い
る
。

自
衛
を
許
容
す
る
明
示
的
な
規
定
は
、
一
般
に
こ
の
秩
序
に
よ
つ
て
組
織
さ
れ

た
法
的
共
同
膿
の
側
に
お
い
て
武
力
の
使
用
を
禁
止
す
る
法
秩
序
に
お
い
て
の

み
必
要
で
あ
る
。
か
く
て
國
際
連
盟
規
約
及
び
ケ
ロ
ッ
グ
・
ブ
ラ
イ
ア
ン
條
約

は
、
か
よ
う
な
規
定
を
含
ま
な
か
つ
た
し
、
ま
た
含
む
必
要
の
な
い
も
の
で
あ

六
八
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る
。
煙
盟
規
約
の
下
で
は
、
復
仇
を
禁
止
せ
ず
ま
た
一
定
の
條
件
に
も
と
づ
く

職
争
だ
け
を
禁
止
L
た
、
そ
し
て
違
法
な
職
争
に
封
す
る
カ
ゥ
ン
タ
ー
ウ
ワ
ー

に
よ
つ
て
行
使
さ
れ
た
自
衛
は
、
こ
れ
ら
の
條
件
の
間
に
は
存
在
し
な
か
つ

た
。
ケ
・
ヅ
グ
・
ブ
ラ
イ
ア
ソ
條
約
の
下
で
は
同
様
に
復
仇
を
禁
止
し
な
か
つ

た
し
、
違
法
な
職
雫
に
封
す
る
カ
ウ
ソ
タ
ー
ウ
ワ
ー
に
よ
る
自
衛
…
は
、
條
約
の

侵
犯
者
に
蜀
し
て
職
雫
を
許
容
す
る
前
文
の
中
に
含
ま
れ
て
い
た
。
し
か
L
機

構
の
集
橿
化
さ
れ
た
武
力
の
濁
占
を
確
立
し
、
こ
の
樫
利
を
定
め
た
憲
章
第

五
十
一
條
は
、
所
謂
集
團
的
自
衛
の
灌
能
を
賦
興
し
て
、
い
わ
ば
攻
撃
さ
れ
た

加
盟
國
を
援
助
す
べ
き
加
盟
國
の
灌
利
を
擁
大
し
て
い
る
。
ケ
ル
ゼ
ン
は
、
一

方
に
お
い
て
國
際
漣
合
憲
章
が
集
團
的
自
衛
権
を
明
文
を
以
て
規
定
し
た
實
定

國
際
法
上
の
意
義
を
、
職
雫
を
制
裁
と
す
る
顯
著
な
事
象
と
し
て
み
な
す
と
共

に
他
方
に
お
い
て
第
三
十
九
條
の
張
制
行
動
は
、
理
事
會
に
常
任
的
地
位
を
占

め
る
國
家
に
お
い
て
は
行
い
え
な
い
も
の
で
、
國
際
連
盟
規
約
に
お
け
る
完
全

な
分
権
化
が
拒
否
権
の
望
ま
し
く
な
い
結
果
を
避
け
る
利
釜
が
あ
つ
た
、
と
い

い
朝
鮮
事
墜
に
當
つ
て
纏
會
の
操
揮
し
た
所
謂
「
q
三
賦
一
鎧
3
同
椙
Φ
砦
Φ
」

を
解
読
す
る
。
此
の
決
議
は
、
総
會
の
勧
告
に
從
う
強
制
行
動
が
李
和
の
脅
威

叉
は
破
壌
の
場
合
に
お
い
て
も
、
安
全
保
障
理
事
會
の
投
票
手
績
に
害
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
理
事
會
の
常
任
理
事
會
に
封
し
て
も
と
り
う
る
内
容
の
も
の
で
あ

る
。

　
職
争
を
制
裁
と
し
て
解
す
る
か
否
か
の
究
極
の
課
題
は
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
つ
て

國
際
蓮
合
憲
章
と
一
般
國
際
法
の
關
係
で
あ
る
。
印
ち
、
憲
章
は
す
べ
て
で
は

な
い
が
、
あ
る
國
際
法
の
侵
破
に
封
す
る
制
裁
を
規
定
す
る
。
た
と
え
憲
章
第

三
十
九
條
及
び
総
會
の
右
決
議
が
、
李
和
の
脅
威
又
は
破
壊
と
し
て
安
全
保
障

理
事
會
又
は
総
會
に
よ
つ
て
考
え
ら
れ
う
る
國
家
の
す
べ
て
の
行
鳥
か
デ
リ
ク



ト
で
あ
り
、
安
全
保
障
理
事
會
に
よ
つ
て
と
ら
れ
た
強
制
行
動
又
は
総
會
の
決

議
に
從
つ
て
制
裁
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
と
解
澤
し
て
も
、
制
裁
が

國
際
蓮
合
憲
章
に
從
つ
て
適
用
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
一
般
國
際
法
に
も
と
づ
く

デ
リ
ク
ト
が
存
在
し
う
る
。
し
か
も
憲
章
は
第
二
條
第
四
項
に
お
い
て
加
盟
國

が
復
仇
や
職
争
に
訴
え
る
こ
と
を
禁
止
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
連
合
機
構

に
武
力
の
使
用
を
留
保
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
こ
れ
ら
の
制
裁
が
個
々
の
加
盟

國
に
よ
つ
て
と
ら
れ
る
限
り
一
般
國
際
法
の
制
裁
を
罐
止
し
て
い
る
。
し
か
し

憲
章
は
一
般
國
際
法
の
下
に
國
際
的
デ
リ
ク
ト
で
あ
る
國
家
の
す
べ
て
の
行
爲

に
封
し
て
機
構
に
よ
つ
て
と
ら
る
べ
き
集
團
的
制
裁
を
規
定
し
て
い
な
い
。
こ

の
こ
と
は
一
般
國
際
法
の
改
善
で
は
な
い
。
一
定
の
方
法
に
お
い
て
行
動
す
べ

き
法
律
的
義
務
は
、
制
裁
が
反
封
の
行
態
に
封
す
る
反
撃
と
し
て
規
定
さ
れ
る

場
合
に
の
み
存
在
す
る
と
假
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
憲
章
は
、
そ
れ
が
同
時
に
憲

章
に
も
と
ず
く
義
務
で
は
な
い
一
般
國
際
法
に
よ
つ
て
確
立
さ
れ
た
義
務
の
法

律
的
性
格
を
剥
奪
す
る
と
い
う
好
ま
し
か
ら
ざ
る
結
果
を
有
し
て
い
る
、
と
批

到
す
る
。

　
こ
の
解
羅
は
、
更
に
國
際
連
合
に
お
け
る
中
立
に
も
及
ぶ
も
の
で
、
侵
略
者

に
甥
す
る
職
雫
に
よ
ら
ざ
る
措
置
又
は
集
團
的
自
衛
罐
に
も
と
づ
く
行
動
が
、

一
般
國
際
法
に
よ
つ
て
確
立
さ
れ
た
中
立
國
の
義
務
の
違
反
と
な
ら
な
い
な
ら

ば
、
中
立
國
の
義
務
に
關
す
る
國
際
法
の
規
範
は
、
甘
o
。
8
鴨
扇
で
は
な
く

甘
o
。
象
o。
℃
8
曇
く
目
e
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
と
假
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
そ
し
て
憲
章
が
一
般
國
際
法
の
性
格
を
有
す
る
場
合
を
除
い
て
は
疑
問
の

鹸
地
が
あ
る
。
こ
の
假
定
の
も
と
に
お
い
て
中
立
の
法
律
的
制
度
は
慶
棄
さ
れ

た
も
の
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
．
芳
、
れ
ゆ
え
デ
リ
ク
ト
と
し
て
の
職
雫
と
制
裁

と
し
て
の
職
雫
の
間
の
匠
別
が
支
持
さ
れ
且
つ
集
團
的
安
全
が
普
遍
的
機
構
の

紹
介
と
批
評

う
ち
で
確
立
さ
れ
る
な
ら
ば
、

え
な
い
も
の
で
あ
る
。

三

中
立
の
法
律
的
制
度
の
基
本
原
則
は
維
持
さ
れ

　
ケ
ル
ゼ
ソ
は
、
所
謂
國
際
法
の
主
盟
に
つ
い
て
法
は
人
間
で
あ
る
個
入
に
の

み
灌
利
を
賦
與
L
ま
た
義
務
や
責
任
を
科
す
る
も
の
で
あ
る
事
を
前
提
と
し
て

解
明
す
る
。
印
ち
國
家
が
國
際
法
の
主
膿
で
あ
り
、
國
際
法
は
國
家
に
封
し
て

の
み
檀
利
を
賦
與
し
ま
た
義
務
や
責
任
を
科
す
る
と
い
う
傳
統
的
見
解
に
反
野

す
る
。
國
際
法
の
主
膣
が
法
的
人
格
と
し
て
の
國
家
で
あ
る
と
の
読
明
は
、
國

際
法
の
主
膣
が
個
人
で
は
な
い
こ
と
を
意
昧
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
法
秩
序

の
主
騰
は
法
人
で
あ
る
と
解
答
す
る
場
合
に
、
個
人
は
そ
れ
に
よ
つ
て
排
除
さ

れ
る
こ
と
な
く
、
寧
ろ
個
人
は
當
然
に
法
秩
序
の
規
範
が
適
用
さ
れ
る
も
の
に

つ
い
て
主
膿
と
し
て
包
含
さ
れ
て
い
る
。

　
國
際
法
に
お
け
る
國
家
の
解
読
に
お
い
て
ケ
ル
ゼ
ン
の
規
範
論
理
は
、
顯
著

に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
印
ち
ケ
ル
ゼ
ソ
に
よ
れ
ば
、
國
家
は
そ
れ
自
身
制
裁
と

し
て
の
張
制
行
爲
を
規
定
す
る
彊
制
秩
序
で
あ
る
。
傳
統
的
な
見
解
は
、
國
家

法
の
背
後
に
は
特
別
な
政
治
的
要
素
を
加
え
た
罐
力
が
あ
り
、
こ
の
罐
力
が
國

家
と
個
人
を
上
位
下
位
の
關
係
で
拘
束
し
、
國
家
と
國
家
を
超
越
し
た
批
會
に

は
こ
の
關
係
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
國
際
法
は
賓
定
國
際
道
徳
に
す
ぎ
な
い
と

主
張
す
る
。
し
か
し
上
位
と
か
下
位
の
關
係
は
唯
形
容
的
な
表
現
で
あ
つ
て
、

法
に
も
と
づ
く
以
外
に
人
に
も
と
づ
く
こ
と
な
し
の
原
則
が
示
す
よ
う
に
、
法

の
世
界
に
お
い
て
は
唯
規
範
的
意
味
と
し
て
そ
う
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
一
般

國
際
法
の
王
國
で
は
上
位
下
位
の
關
係
は
明
白
で
な
い
け
れ
ど
も
、
國
家
及
び

そ
の
機
關
と
し
て
の
個
人
は
、
國
家
法
に
お
け
る
個
人
と
同
様
な
意
昧
で
、
國

六
九

（
八
六
五
）



紹
介
と
批
評

際
法
の
王
國
に
お
い
て
も
存
在
す
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
國
際
法
は
義
務
及
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ワ
ぼ

灌
利
の
主
騰
と
し
て
の
國
家
に
優
位
す
る
も
の
で
、
灌
力
は
規
範
秩
序
の
實
効

性
で
あ
り
、
國
際
法
が
有
効
な
規
範
秩
序
と
し
て
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
國
際

法
の
背
後
に
は
一
つ
の
灌
力
が
あ
る
。
そ
れ
が
國
際
法
の
批
會
で
あ
る
。
こ
の

構
成
は
、
國
際
法
の
秩
序
が
最
高
の
秩
序
で
、
よ
り
高
い
秩
序
が
存
在
し
な
い

こ
と
從
つ
て
國
際
法
の
規
範
秩
序
は
効
力
の
範
域
を
制
限
す
る
規
範
を
有
せ

ず
、
い
か
な
る
方
向
に
お
い
て
も
制
限
さ
れ
な
い
前
提
に
お
い
て
考
想
さ
れ
て

い
る
課
で
あ
る
。

　
國
際
法
に
お
け
る
個
人
の
主
膿
の
問
題
に
つ
い
て
職
雫
犯
罪
人
と
人
槽
の
問

題
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
。
ケ
ル
ゼ
ソ
は
、
職
雫
犯
罪
人
の
訴
追
に
關
す
る
一

九
四
五
年
の
・
ソ
ド
ソ
協
定
と
ヴ
ュ
ル
サ
イ
ユ
條
約
を
比
較
す
る
。
ヴ
ェ
ル
サ

イ
ユ
條
約
が
ド
イ
ッ
に
よ
つ
て
批
准
さ
れ
た
後
、
ド
イ
ッ
帝
國
の
機
關
と
し
て

の
資
格
で
皇
帝
を
庭
罰
し
た
の
は
、
い
か
な
る
國
家
も
合
意
な
し
に
他
國
の
行

爲
に
つ
い
て
裁
到
権
を
有
し
な
い
と
い
う
一
般
國
際
法
の
原
則
に
合
致
す
る
。

し
か
る
に
・
ソ
ド
ソ
協
定
は
、
櫃
軸
國
が
締
約
國
で
は
な
い
。
ま
た
準
和
に
甥

す
る
罪
殊
に
そ
の
企
甕
、
準
備
、
開
始
、
更
に
人
道
に
封
す
る
大
部
分
の
罪

も
、
新
ら
し
い
國
際
的
テ
リ
ク
ト
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
・
ン
ド
ン
協
定
が
、

國
家
の
行
爲
に
よ
つ
て
行
わ
れ
た
國
際
法
の
侵
犯
が
、
行
わ
れ
た
時
に
お
い
て

集
團
的
責
任
の
み
が
存
在
し
た
こ
と
に
劃
し
て
、
個
別
的
刑
事
責
任
を
確
立
す

る
限
り
、
ま
た
侵
犯
が
行
わ
れ
た
時
に
お
い
て
現
存
の
國
家
法
又
は
國
際
法
の

侵
犯
を
構
成
し
な
い
限
り
、
・
ソ
ド
ソ
協
定
は
事
後
法
の
性
質
を
有
し
て
い

る
。
一
般
國
際
法
は
遡
及
効
を
も
つ
法
律
的
規
則
の
制
定
を
禁
止
し
な
い
か

ら
、
協
定
は
一
般
國
際
法
と
相
孚
う
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
季
和
に
封
す
る

罪
に
封
し
て
個
別
的
責
任
を
確
立
す
る
に
鴬
り
、
協
定
は
か
か
る
個
別
的
刑
事

七
〇

（
八
六
六
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責
任
が
既
に
ケ
・
ッ
グ
・
ブ
ラ
イ
ア
ソ
條
約
に
よ
つ
て
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
．

か
ら
遡
及
効
を
有
し
な
い
と
の
見
解
は
、
條
約
の
用
語
に
お
い
て
も
締
約
國
の

意
圖
に
お
い
て
も
そ
の
根
族
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
論
明
す
る
。

　
國
際
蓮
合
憲
章
に
お
け
る
人
灌
に
つ
い
て
、
ケ
ル
ゼ
ソ
は
も
L
槽
利
が
國
際

的
な
取
極
に
よ
つ
て
個
人
に
賦
與
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
國
際
的
な
取
極
は
締

約
國
に
、
個
人
は
國
家
の
側
の
罐
利
の
侵
犯
の
場
合
に
出
訴
の
権
利
を
有
す
る

裁
到
所
の
裁
到
灌
を
國
家
が
認
め
る
義
務
、
並
び
に
裁
到
所
の
決
定
に
從
う
義
』

務
を
科
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
個
人
の
灌
利
は
、
國
家
が
國
際

裁
到
所
に
從
馬
す
る
時
に
最
も
實
効
的
と
な
る
。
裁
到
所
の
裁
判
罐
に
野
し
て

國
家
を
從
屍
せ
し
め
る
こ
と
な
し
に
は
、
國
家
に
封
す
る
關
係
に
お
い
て
い
か

な
る
個
人
の
擢
利
も
確
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
憲
章
の
多
く
の
規
定
は
基

本
的
人
権
を
奪
重
す
る
原
則
を
掲
げ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
原
則
に
從
つ
て
國

民
を
庭
遇
す
べ
き
加
盟
國
の
法
律
的
義
務
を
な
す
も
の
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
規

定
を
解
澤
す
る
こ
と
は
殆
ど
不
可
能
で
あ
る
、
と
解
読
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え

に
ま
た
國
際
人
槽
宣
言
は
、
國
際
蓮
合
の
加
盟
國
に
封
し
て
拘
束
力
の
あ
る
國

際
協
定
の
性
絡
を
有
し
な
い
。
縮
會
が
右
宣
言
を
探
揮
し
た
決
議
は
、
た
だ
萄

告
の
性
質
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
。

四

　
國
際
法
の
基
本
的
機
能
は
、
ケ
ル
ゼ
ン
に
と
つ
て
國
際
法
秩
序
に
よ
る
國
家

法
秩
序
（
國
家
の
法
的
存
在
）
の
効
力
の
範
域
の
決
定
の
形
式
で
獲
現
さ
れ

る
。
國
際
法
の
規
範
は
、
大
部
分
不
完
全
な
規
範
で
あ
り
そ
の
規
範
は
國
家
法

の
規
範
に
よ
る
完
成
を
要
求
し
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
國
際
法
秩
序
は
、
國

家
法
秩
序
に
、
そ
の
規
範
の
完
成
を
委
託
し
て
い
る
。
國
家
法
に
お
け
る
特
別



な
機
關
に
よ
る
一
般
的
規
範
の
定
立
は
立
法
と
呼
ば
れ
、
國
家
の
憲
法
は
立
法

の
機
關
及
び
手
綾
を
決
定
す
る
。
一
般
國
際
法
叉
は
一
般
國
際
法
に
よ
つ
て
組

織
さ
れ
た
瀧
會
は
、
そ
の
憲
法
を
有
す
る
。
國
際
瀧
會
の
憲
法
は
、
國
際
法
の

定
立
を
規
律
し
又
は
國
際
法
の
淵
源
を
決
定
す
る
一
迎
の
國
際
法
の
規
則
で
あ

る
。
他
の
規
範
の
定
立
を
規
律
す
る
規
範
は
、
そ
れ
に
よ
つ
て
定
立
さ
れ
た
規

範
に
封
し
て
優
位
に
あ
る
。
す
べ
て
の
上
位
の
法
規
範
は
下
位
の
法
規
範
の
淵

源
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
ケ
ル
ゼ
ソ
の
定
立
は
、
淵
源
の
意
昧
と
な
り
、
所
謂

法
段
階
説
の
主
張
と
な
る
。
下
位
の
規
範
の
定
立
は
同
時
に
下
位
の
規
範
の
定

立
を
決
定
す
る
上
位
の
規
範
の
適
用
で
あ
る
。
こ
の
意
昧
で
法
の
定
立
と
適
用

は
相
封
的
な
も
の
で
絶
封
的
な
も
の
で
は
な
い
。
國
際
法
の
定
立
の
仕
方
と
し

て
慣
習
と
條
約
が
あ
る
。
こ
の
黙
か
ら
ケ
ル
ゼ
ソ
は
一
般
國
際
法
を
説
明
す

る
。
一
般
國
際
法
は
慣
習
法
で
あ
る
。
印
ち
世
界
の
す
べ
て
の
國
家
に
甥
し
て

有
効
で
あ
る
規
範
が
一
般
國
際
法
で
あ
り
、
一
定
の
國
家
に
封
し
て
の
み
効
力

の
あ
る
國
際
法
の
規
範
は
特
別
國
際
法
で
あ
る
。
一
般
國
際
法
は
事
實
の
間
題

と
し
て
慣
習
法
で
あ
り
、
條
約
は
原
則
と
L
て
締
約
國
に
蜀
し
て
の
み
拘
束
力

を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
。
世
界
の
す
べ
て
の
國
家
に
よ
つ
て
締
結
さ
れ
、
又
は
固

守
さ
れ
た
條
約
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
一
般
國
際
法
は
唯
慣
習
的
な
も
の
が
あ

る
に
と
ど
ま
り
條
約
的
一
般
國
際
法
は
存
在
し
な
い
。
國
際
蓮
合
憲
章
は
、
世

界
の
す
べ
て
の
國
家
が
當
事
國
で
は
な
い
が
、
多
く
の
國
家
が
締
約
國
で
あ
る

條
約
で
あ
り
、
憲
章
は
眞
に
す
べ
て
の
國
家
に
封
し
て
ー
そ
の
規
定
の
あ
る

も
の
に
つ
い
て
は
少
く
と
も
拘
束
す
べ
き
要
求
を
も
つ
て
い
る
。
印
ち
國
際
の

李
和
と
安
全
の
維
持
に
必
要
で
あ
る
限
り
憲
章
第
二
條
に
規
定
さ
れ
た
原
則
に

從
つ
て
非
加
盟
國
が
行
動
す
る
こ
と
か
、
確
保
し
て
い
る
。
殊
に
非
加
盟
國
が
憲

章
に
從
つ
て
行
動
す
る
こ
と
を
確
保
し
、
且
つ
加
盟
國
に
科
せ
ら
れ
た
義
務
を

紹
介
と
批
評

侵
犯
し
て
行
動
す
る
非
加
盟
國
に
封
し
て
制
裁
と
し
て
の
彊
制
行
動
を
と
る
槽

能
を
安
全
保
障
理
事
會
に
賦
與
し
て
い
る
の
は
、
最
も
重
要
な
原
則
で
あ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
憲
章
に
よ
つ
て
科
せ
ら
れ
た
義
務
は
非
加
盟
國
に
も
矯
が
り
、

憲
章
は
こ
の
條
約
に
封
し
て
締
約
國
で
な
い
國
家
に
も
効
力
を
も
つ
べ
き
要
求

を
も
つ
て
い
る
。
こ
の
意
昧
に
お
い
て
憲
章
は
一
般
國
際
法
の
性
格
を
有
す
べ

き
も
の
で
あ
る
。

　
國
際
法
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
特
別
條
約
又
は
特
別
慣
脅
法
は
一
般
慣
習
法

に
先
行
す
る
。
事
件
に
關
し
て
條
約
又
は
特
別
慣
習
法
の
な
い
場
合
に
は
、
一

般
慣
習
法
が
適
用
さ
れ
る
。
條
約
法
も
慣
習
法
も
存
在
し
な
い
場
合
に
は
適
用

す
る
こ
と
は
論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
結
果
國
際
法
の
主
騰
が

好
む
よ
う
に
法
的
に
行
動
す
る
自
由
を
持
つ
決
定
は
、
論
理
的
に
は
可
能
で
あ

る
が
、
政
治
的
叉
は
道
徳
的
に
不
充
分
で
あ
る
。
こ
こ
に
す
べ
て
の
法
秩
序
と

同
檬
に
國
際
法
に
お
い
て
も
ギ
ヤ
ヅ
プ
が
存
在
す
る
。
こ
の
ギ
ヤ
ッ
プ
に
封
し

て
法
の
適
用
機
關
が
、
存
在
す
る
法
の
適
用
を
不
充
分
な
も
の
と
認
定
し
て
、

具
騰
的
事
件
に
つ
い
て
新
ら
し
い
法
を
定
立
す
る
樫
能
を
與
え
ら
れ
て
い
る
か

否
か
は
疑
い
の
鹸
地
が
あ
る
。
し
か
し
か
か
る
灌
能
が
條
約
に
よ
つ
て
適
用
機

關
に
賦
與
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
疑
い
な
い
。
こ
の
見
地
か

ら
ケ
ル
ゼ
ソ
は
、
國
際
司
法
裁
到
所
規
程
第
三
十
八
條
を
解
読
す
る
。
丈
明
諸

國
に
よ
つ
て
認
め
ら
れ
た
法
の
一
般
原
則
は
、
條
約
及
び
慣
習
が
適
用
さ
れ
え

な
い
場
合
に
適
用
さ
る
べ
ぎ
補
充
的
淵
源
で
あ
る
。
し
か
し
か
よ
う
な
文
明
諸

國
に
共
通
な
原
則
が
果
し
て
存
在
す
る
か
否
か
は
疑
わ
し
い
。
殊
に
規
程
の
立

案
者
が
法
廷
に
か
よ
う
な
法
外
的
な
灌
能
を
賦
與
し
た
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い

も
の
で
、
法
の
一
般
原
則
が
國
際
法
の
一
部
で
あ
る
か
、
ま
た
第
三
十
八
條
の

國
際
條
約
や
國
際
慣
習
に
關
係
す
る
法
の
一
部
で
あ
る
場
合
に
の
み
適
用
さ
れ
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紹
介
と
批
評

る
も
の
で
あ
つ
て
、

る
、
と
説
明
す
る
。

五

法
の
一
般
原
則
の
適
用
と
い
う
こ
と
は
飴
計
な
も
の
で
あ

　
國
際
條
約
が
拘
束
力
を
有
す
る
の
は
、
パ
ク
タ
・
ズ
ソ
ト
・
セ
ル
バ
ソ
ダ
の

窟
式
の
中
に
常
に
表
現
さ
れ
て
い
る
慣
習
國
際
法
の
規
則
の
た
め
で
あ
り
、
こ

の
規
則
は
、
國
際
條
約
に
よ
つ
て
定
立
さ
れ
た
す
べ
て
の
法
の
淵
源
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
効
力
の
根
擦
に
つ
い
て
條
約
法
は
慣
習
法
の
下
位
に
あ
り
、
國
際
法

秩
序
の
段
階
構
造
に
お
い
て
よ
り
高
い
水
準
に
あ
る
。
慣
脅
國
際
法
の
規
則
が

何
故
に
拘
束
力
を
有
す
る
か
は
、
慣
習
が
法
定
立
の
事
實
で
あ
る
と
い
う
假
説

印
ち
基
本
的
假
定
に
最
終
の
手
段
を
設
け
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
假
説
が
根
本

規
範
な
の
で
あ
る
。

　
根
本
規
範
の
假
説
の
上
に
論
理
構
威
さ
れ
る
ヶ
ル
ゼ
ソ
の
國
際
法
は
、
い
わ

ば
國
際
法
と
國
家
法
の
究
極
の
關
係
と
し
て
臨
に
よ
く
知
ら
れ
た
構
成
が
本
書

の
最
後
の
部
分
を
飾
つ
て
い
る
。
國
際
法
を
分
析
し
た
庭
、
そ
の
規
範
の
大
部

分
は
國
家
法
の
規
範
に
よ
る
賢
現
を
要
求
す
る
不
完
全
な
規
範
で
あ
る
こ
と
を

示
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
國
際
法
秩
序
は
、
す
べ
て
の
國
家
法
秩
序
を
内
含
す
る

普
遍
的
法
秩
序
の
部
分
と
し
て
の
み
意
昧
を
有
し
て
い
る
。
國
際
法
と
國
家
法

の
統
一
は
認
識
論
上
の
公
準
で
あ
る
。
上
位
の
秩
序
の
根
本
規
範
は
、
す
べ
て

の
規
籠
に
と
つ
て
効
力
の
究
極
的
恨
底
で
あ
る
。

　
國
際
法
》
、
國
家
法
の
聞
係
は
、
國
際
法
が
國
家
法
に
優
位
す
る
か
又
は
そ
の

逆
か
若
し
く
は
國
際
法
と
國
家
法
が
同
位
に
あ
る
か
の
關
係
で
あ
る
。
同
位
の

關
係
は
爾
者
に
優
位
す
る
第
三
の
秩
序
を
前
提
と
す
る
。
國
家
法
と
國
際
法
に

優
位
す
る
第
三
の
秩
序
は
存
在
し
な
い
か
ら
、
一
つ
の
普
遍
的
盟
系
の
要
素
と
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し
て
國
際
法
と
國
家
法
を
上
下
の
關
係
に
お
い
て
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

法
規
範
の
複
元
性
に
お
い
て
統
一
を
確
立
す
る
傾
向
は
、
す
べ
て
の
法
的
思
惟

に
内
在
す
る
。
も
L
國
際
法
と
國
家
法
の
間
に
統
一
關
係
が
存
在
し
な
け
れ

ば
、
國
際
法
の
人
と
L
て
の
資
格
に
お
け
る
國
家
は
、
國
家
法
の
人
と
し
て
の

資
格
に
お
け
る
國
家
か
ら
分
離
し
た
存
在
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
國
家
法
秩
序
の
効
力
の
根
擦
は
國
際
法
秩
序
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
。
若
し

我
々
が
國
際
法
秩
序
か
ら
出
獲
し
、
國
家
法
秩
序
は
そ
れ
に
委
任
さ
れ
て
い
る

意
昧
で
、
國
際
法
秩
序
は
國
家
法
秩
序
に
封
し
て
上
位
に
あ
る
と
考
え
、
そ
れ

に
よ
つ
て
一
つ
の
普
遍
的
農
系
を
構
成
す
る
と
考
え
る
か
。
ま
た
一
定
の
國
家

法
秩
序
か
ら
出
獲
し
て
、
國
際
法
が
有
効
な
法
秩
序
と
L
て
構
想
す
べ
く
國
家

法
に
よ
つ
て
委
任
さ
れ
、
國
際
法
は
國
家
法
の
一
部
を
構
成
す
る
も
の
以
外
に

は
國
家
法
に
封
し
て
優
位
す
る
も
の
と
考
え
な
い
か
、
の
二
つ
の
立
場
が
可
能

で
あ
る
。

　
こ
の
二
つ
の
論
題
の
差
異
は
、
國
家
法
に
甥
す
る
國
際
法
の
優
位
を
前
提
と

す
る
か
、
國
際
法
に
封
す
る
國
家
法
の
優
位
を
前
提
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
國

家
法
の
優
位
を
主
張
す
る
立
脚
黙
は
、
主
観
主
義
哲
學
と
並
行
し
て
利
己
的
主

灌
の
主
張
と
な
り
、
自
己
の
主
権
は
汝
の
主
橿
と
爾
立
し
な
い
結
．
果
と
な
り
、

こ
れ
は
唯
我
論
で
あ
り
、
ま
た
國
家
的
唯
我
論
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
の
哲
學
は
、
自
己
と
汝
と
は
全
膿
の
主
樺
的
中
心
で
は
な
く
、
そ

の
部
分
と
し
て
存
在
す
る
客
観
的
世
界
か
ら
出
獲
す
る
場
合
に
の
み
季
等
な
存

在
と
し
て
構
想
さ
れ
る
。
す
べ
て
の
國
家
の
李
等
な
理
念
は
、
國
際
法
の
優
位

に
も
と
づ
い
て
法
的
現
象
を
解
繹
す
る
場
合
に
の
み
主
張
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

國
際
法
の
優
位
と
國
家
法
の
優
位
と
は
、
二
つ
の
法
秩
序
の
効
力
に
野
す
る
理

由
に
つ
い
て
の
間
題
に
封
す
る
二
つ
の
異
な
る
解
答
で
あ
る
。
法
學
に
よ
る
内



容
の
読
明
は
、
國
家
法
の
効
力
が
國
際
法
に
も
と
づ
い
て
い
る
か
、
叉
は
國
際

法
の
効
力
が
國
家
法
に
も
ど
づ
い
て
い
る
か
に
影
響
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

國
家
法
の
優
位
を
前
提
と
す
る
見
解
は
、
國
家
の
主
灌
は
國
家
が
他
の
國
家
と

締
結
し
た
條
約
に
よ
つ
て
常
に
拘
束
さ
れ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
内
含

す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
主
権
概
念
の
演
繹
に
よ
つ
て
の
み
解
答
さ
れ
る

の
で
は
な
い
。
ま
た
國
際
法
の
優
位
の
假
説
を
承
認
す
る
見
解
は
、
國
際
法
が

國
家
法
を
堅
倒
し
、
國
家
法
の
規
範
は
國
際
法
と
一
致
し
な
い
場
合
に
は
無
効

で
あ
る
と
主
張
さ
れ
る
時
そ
れ
は
誤
謬
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
國
際
法
と
一
致

し
な
い
國
家
法
の
規
範
は
、
國
際
法
に
お
い
て
そ
れ
を
取
消
す
．
手
段
を
規
定
す

る
實
定
的
規
範
を
存
在
せ
し
め
る
場
合
の
み
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
、
る
。
し
か
し

一
般
國
際
法
は
少
く
と
も
か
か
る
規
範
を
含
ん
で
い
な
い
。

　
國
際
法
と
國
家
法
の
關
係
に
つ
い
て
の
以
上
の
考
察
か
ら
ケ
ル
セ
ソ
は
、
こ

の
二
つ
の
假
説
の
聞
の
選
揮
が
必
要
と
な
つ
た
と
鎧
べ
る
。
主
鶴
主
義
を
選
ぶ

か
、
客
観
主
義
を
選
ぶ
か
、
更
に
國
際
法
の
優
位
と
國
家
法
の
優
位
と
の
問
の

選
揮
は
、
そ
の
究
極
に
お
い
て
二
つ
の
根
本
規
範
の
間
の
選
揮
で
あ
る
。
法
秩

序
の
根
本
規
範
は
實
定
法
の
規
範
で
な
く
法
的
思
惟
の
假
説
で
あ
る
。
わ
れ
わ

れ
は
根
本
規
範
の
假
説
を
祇
認
す
る
こ
と
も
℃
な
い
こ
と
も
自
由
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
法
の
世
界
の
わ
れ
わ
れ
の
解
羅
の
根
本
的
基
礎
と
し
て
國
際
法
の
根
本

規
範
と
國
家
法
の
根
本
規
範
の
問
に
選
揮
を
す
る
の
は
自
由
で
あ
る
。
國
家
主

義
、
帝
國
主
義
に
立
脚
す
る
か
、
國
際
主
義
、
李
和
主
義
に
立
脚
す
る
か
に
よ

つ
て
そ
の
假
論
を
異
に
し
て
來
る
。
法
學
の
立
場
か
ら
そ
の
一
つ
を
選
ぶ
こ
と

は
不
適
當
で
あ
る
し
、
政
治
の
立
場
か
ら
は
主
灌
の
イ
デ
オ
・
ギ
ー
と
結
び
つ

く
か
ら
重
要
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
た
と
え
二
つ
の
假
読
の
聞
の
決
定
が
、
科
學
を
超
え
る
も
の
で
あ
つ
た
と
し

紹
介
と
批
評

て
も
、
科
學
は
な
お
そ
の
關
係
を
示
す
任
務
及
び
倫
理
的
又
は
政
治
的
性
質
を

有
す
る
一
定
の
償
値
あ
る
膣
系
を
有
し
て
い
る
。
科
學
は
法
學
徒
に
彼
の
選
揮

の
理
由
と
彼
が
選
澤
し
た
假
読
の
本
質
を
氣
づ
か
し
め
る
。
こ
の
こ
と
は
脛
瞼

に
お
い
て
與
え
ら
れ
た
實
定
法
が
、
保
償
し
え
な
い
結
論
を
救
べ
る
こ
と
か
ら

法
學
徒
を
妨
げ
る
の
で
あ
る
。

山！、

　
ウ
イ
ー
ソ
學
派
の
傳
統
と
規
範
論
理
の
立
場
が
、
國
際
法
の
規
範
分
析
に
お

い
て
明
確
に
現
わ
れ
、
わ
か
國
の
學
界
に
も
風
歴
し
た
純
梓
法
學
の
思
惟
が
、

法
の
一
般
理
論
と
國
際
法
の
架
橋
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
こ
の
螢
作
は
、
齢
正

に
古
稀
を
超
え
た
ヶ
ル
ゼ
ン
の
國
際
法
に
關
す
る
標
準
的
な
解
読
書
で
あ
る
。

し
か
も
そ
の
論
理
に
は
な
お
一
世
紀
を
風
歴
す
る
だ
け
の
面
目
曜
如
た
る
も
の

が
あ
る
。
内
容
は
既
に
獲
表
さ
れ
た
も
の
の
再
現
し
た
も
の
が
そ
の
大
部
分
で

あ
る
と
し
て
も
、
ケ
ル
ゼ
ン
の
國
際
法
の
教
科
書
は
、
學
會
に
お
い
て
出
版
を

待
た
れ
て
い
た
も
の
に
相
違
な
い
で
あ
ろ
う
。
紹
介
を
終
え
る
に
當
つ
て
ヶ
ル

ゼ
ソ
が
序
文
の
な
か
で
肢
べ
て
い
る
数
行
の
言
葉
を
課
出
し
て
、
ケ
ル
ゼ
ン
の

あ
る
種
の
潮
流
に
檸
さ
す
不
屈
の
態
度
、
科
學
の
中
立
性
を
客
鶴
的
に
論
諦
す

る
態
度
を
顯
示
し
よ
う
。

　
一
國
家
の
學
者
が
、
芳
、
の
國
家
の
利
益
と
祇
鰯
す
る
よ
う
な
國
際
法
の
原
理

が
あ
る
場
合
に
、
そ
の
法
規
の
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
正
當
づ
け
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
彼
自
身
の
責
任
と
な
る
。
ま
た
讃
者
に
政
治
的
に
解
羅
さ
れ
た
國
際
法

と
一
致
す
る
と
信
じ
さ
せ
る
場
合
に
は
、
彼
は
政
治
的
イ
デ
オ
・
ギ
r
を
示
し

た
だ
け
で
學
問
的
理
論
を
示
し
た
の
で
は
な
い
。
　
　
　
　
（
中
村
　
況
）
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