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水
羽
信
男
著

『
中
国
近
代
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』

は
じ
め
に

紹介と批評

著
者
の
水
羽
信
男
氏
は
、
一
九
八
七
年
に
抗
日
民
族
統
一
戦
線
形

成
の
過
程
に
お
け
る
「
救
国
会
派
知
識
人
」
の
役
割
を
分
析
し
た

「
抗
日
民
衆
運
動
の
展
開
と
そ
の
思
想
」
（
池
田
誠
編
『
抗
日
戦
争
と

中
国
民
衆
』
、
法
律
文
化
社
、
所
収
）
を
発
表
し
て
以
来
、
中
華
人

民
共
和
国
誕
生
に
至
る
ま
で
の
政
治
動
向
の
中
で
の
知
識
人
に
つ
い

て
の
研
究
を
精
力
的
に
進
め
ら
れ
て
き
た
。
著
者
の
中
国
知
識
人
に

対
す
る
見
方
の
特
徴
は
、
党
派
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
指
導
に
対
す
る

彼
ら
知
識
人
の
自
律
性
・
主
体
性
の
強
調
に
あ
る
。
こ
の
点
は
、
著

者
が
平
野
正
氏
と
長
年
に
わ
た
っ
て
繰
り
広
げ
て
来
た
論
争
か
ら
十

分
に
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
、
著
者
の

立
場
は
、
知
識
人
の
思
想
分
析
を
通
じ
て
、
一
九
四
九
年
革
命
を
相

対
化
し
つ
つ
、
「
も
う
一
つ
の
可
能
性
」
を
追
求
す
る
も
の
で
も
あ

る
。

評
者
は
こ
れ
ま
で
、
水
羽
氏
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
必
ず
し
も
網

羅
的
で
は
な
い
が
、
何
編
か
の
論
文
を
読
む
機
会
が
あ
っ
た
。
評
者

の
印
象
か
ら
す
れ
ば
、
氏
が
概
念
と
し
て
の
「
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
を

強
く
意
識
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
恐
ら
く
一
九
九
七
年
に
発
表

さ
れ
た
「
施
復
亮
」
（
『
中
国
近
代
化
過
程
の
指
導
者
た
ち
』
、
東
方

書
店
、
所
収
）
の
頃
か
ら
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の

後
の
、
「
近
代
中
国
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
（
『
ア
ジ
ア
社
会
文
化
研
究
』

第
二
号
、
二
O
O

一
年
三
月
、
所
収
）
に
な
る
と
、
そ
の
見
方
も
ほ

ぼ
固
ま
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
度
、
「
中
国
近
代

の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
』
が
刊
行
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
決
し
て

過
去
の
論
文
を
繋
ぎ
合
わ
せ
た
「
論
文
集
」
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を

一
旦
解
体
し
、
地
均
し
を
し
た
上
に
再
構
成
さ
れ
た
も
の
と
見
る
こ

と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
本
来
な
ら
ば
、
本
書
を
旧
稿
と
の
関
連
・

発
展
の
中
で
見
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
専
門
を
異
に

す
る
評
者
に
と
っ
て
は
極
め
て
荷
が
重
い
も
の
で
あ
る
。
今
回
は
、

一
つ
の
「
完
結
し
た
」
書
物
と
し
て
内
容
を
紹
介
し
、
評
者
な
り
の

問
題
点
を
提
起
す
る
に
留
め
た
い
。

本
書
の
構
成
と
概
要

著
者
の
記
す
と
こ
ろ
で
は
、
「
本
書
は
い
ま
だ
に
社
会
主
義
を
標

梼
し
中
国
共
産
党
の
一
党
独
裁
が
維
持
さ
れ
て
い
る
中
国
に
視
点
を
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限
定
し
、
一
九
四
九
年
の
中
国
革
命
に
至
る
過
程
で
「
批
判
の
自
由
』

な
ど
個
の
尊
厳
に
基
礎
を
お
く
リ
ベ
ラ
ル
な
諸
価
値
が
ど
の
よ
う
に

扱
わ
れ
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
検
討
す
る
」
（
ま
え
が
き
）
も
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
過
去
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
知
的
営
為
が
、
政
治

改
革
を
志
向
す
る
現
代
中
国
の
知
識
人
に
と
っ
て
も
、
「
思
想
的
な

武
器
庫
」
と
な
っ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
は
、
本

書
の
構
成
を
以
下
に
記
し
て
お
く
。

ま
え
が
き

序
章

第
一
章

第
二
章

第
三
章

第
四
章

第
五
章

第
六
章

第
七
章

中
国
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
概
要

ア
メ
リ
カ
留
学
と
「
国
家
主
義
」
｜
抗
日
戦
争
開
始
ま

で
の
羅
隆
基

日
本
留
学
と
「
社
会
主
義
」
l

抗
日
戦
争
開
始
前
後
ま

で
の
施
復
亮

憲
政
と
自
由
｜
一
九
四

0
年
代
の
羅
隆
基

社
会
主
義
と
自
由
｜
一
九
四
0
年
代
の
施
復
亮

革
命
派
と
自
由
｜
「
中
間
派
」
論
を
め
ぐ
っ
て

中
国
に
お
け
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
伏
流

お
わ
り
に
l

近
代
中
国
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
現
代

序
章
で
は
本
書
全
体
の
枠
組
が
提
示
さ
れ
る
。
ま
ず
、
本
書
が
主

題
と
す
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
定
義
す
る
。
著
者
は
法
哲
学
者
で
あ
る

井
上
達
夫
氏
の
所
説
を
援
用
し
、
そ
れ
が
「
個
人
の
自
由
を
平
等
か

っ
実
質
的
に
保
障
す
る
た
め
に
、
個
人
の
諸
権
利
を
確
立
し
拡
充
す

る
」
思
想
・
運
動
を
指
す
と
す
る
。
そ
れ
は
、
「
個
の
尊
厳
に
基
礎

を
お
く
自
由
と
平
等
に
関
わ
る
諸
原
則
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
思

想
・
運
動
と
し
て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
理
解
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
階

級
的
な
思
想
・
運
動
で
も
、
革
命
的
か
否
か
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
も

な
い
。
著
者
の
立
場
は
、
「
社
会
主
義
か
資
本
主
義
か
と
い
っ
た
二

者
択
一
的
な
体
制
選
択
を
迫
る
観
点
か
ら
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
解
放
」

す
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
本
書
を
貫
く
基
本
的
な
姿

勢
で
あ
る
と
同
時
に
、
評
者
を
始
め
多
く
の
読
者
に
「
思
想
」
の
有

り
様
を
考
え
さ
せ
る
問
題
で
も
あ
る
。

今
一
つ
、
著
者
の
問
題
意
識
と
し
て
あ
る
の
は
、
近
代
中
国
の
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
フ
ェ
ア
パ
ン
ク
の
言
う
所
の
「
中
国
的
自
由
主
義
」

(2
) 

（
巴
ロ
。
・
F
F
o
g
－Z
E
）
と
対
置
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ナ
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シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
二
元
的
に
捉
え
る
こ
と
は
、
問

題
を
単
純
化
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
の
が
著
者
の
問
題
提
起
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
集
団
の
解
放
を
求
め
る
民
族
主
義
に
拘
束
さ
れ
な

い
個
の
自
由
を
実
現
さ
せ
る
可
能
性
が
存
在
し
た
し
、
将
来
に
も
そ

れ
が
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
点
は



紹介と批評

極
め
て
挑
戦
的
で
あ
り
、
論
争
点
と
な
る
も
の
で
も
あ
る
。
と
も
あ

れ
、
本
書
は
以
上
の
立
場
に
立
っ
て
、
主
と
し
て
羅
隆
基
と
施
復
売

の
思
想
的
営
為
を
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
、
社
会
主
義

と
い
う
三
つ
の
要
素
と
の
関
連
で
跡
づ
け
て
い
る
。
彼
ら
二
人
が
対

象
と
し
て
選
ば
れ
る
の
は
、
「
彼
ら
が
と
も
に
一
九
四
九
年
革
命
に

至
る
過
程
で
中
共
と
の
連
携
を
強
め
、
中
華
人
民
共
和
国
の
成
立
に

重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
だ
っ
た
か
ら
」
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
、
中
国
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
系
譜
と
し
て
「
自
由
職
業

者
」
と
「
中
小
商
工
業
者
」
の
二
つ
の
流
れ
を
示
し
、
一
九
世
紀
以

降
の
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
課
題
に
、
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
は
ど
の
よ
う
に

対
処
し
た
か
が
論
じ
ら
れ
る
。
本
書
に
拠
れ
ば
、
中
華
民
国
の
成
立

か
ら
満
州
事
変
ま
で
は
民
族
の
存
亡
に
関
わ
る
危
機
に
直
面
す
る
こ

と
は
な
か
っ
た
た
め
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
相
対
的
に
冷
静
で
合

理
的
な
判
断
が
可
能
と
な
り
、
そ
れ
故
、
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
は
圏

内
の
民
主
化
を
め
ぐ
る
政
治
議
論
に
向
か
う
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の

後
の
日
中
戦
争
の
本
格
化
に
よ
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
の
中
で
、

彼
ら
は
如
何
に
自
由
な
国
肉
体
制
を
創
出
す
る
か
と
い
う
問
題
に
も

取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
し
か
し
、
総
力
戦
と
し
て
の

抗
日
戦
争
は
、
囲
内
政
治
に
一
定
の
自
由
を
保
障
し
た
た
め
、
こ
の

時
期
に
中
国
の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
高
揚
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
彼
ら

の
議
論
は
、
冷
戦
が
本
格
化
す
る
一
九
四
七
年
ま
で
は
一
定
の
政
治

的
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

第
二
章
で
は
、
ま
ず
羅
隆
基
の
思
想
的
出
発
点
が
、
救
国
に
向
け

て
の
国
民
の
創
出
と
、
強
力
な
行
政
能
力
を
備
え
た
国
家
の
創
出
が

必
要
で
あ
る
と
す
る
認
識
に
あ
っ
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
国
民
革
命

が
進
展
す
る
中
で
、
彼
は
変
革
主
体
の
形
成
に
当
つ
て
の
知
識
人
の

指
導
的
役
割
に
期
待
を
寄
せ
、
創
出
さ
れ
る
べ
き
国
民
は
独
裁
政
治

を
批
判
し
得
る
、
批
判
精
神
を
備
え
た
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
考
え
た
。
彼
は
、
満
州
事
変
の
時
期
に
は
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の

強
化
へ
と
ス
タ
ン
ス
を
移
動
さ
せ
る
が
、
そ
れ
は
民
族
的
課
題
と
民

主
主
義
的
課
題
を
統
一
す
る
必
要
性
を
認
識
し
た
う
え
で
の
も
の
で

あ
り
、
強
力
な
行
政
権
を
持
つ
「
賢
能
政
府
」
の
樹
立
に
よ
っ
て
中

国
の
民
主
化
を
上
か
ら
の
力
で
推
進
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
こ
と
は
、
国
民
政
府
を
批
判
し
つ
つ
も
手
段
と
し
て
そ
れ
を
利

用
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
考
え
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
、
中
国
民
衆
の
政
治
的
レ
ベ
ル
の
低
さ
を
認
識
し
た
結
果
で
も
あ

っ
た
。

第
三
章
で
は
、
施
復
亮
の
思
想
的
出
発
点
が
伝
統
社
会
へ
の
反
発

に
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
日
本
で
の
体
験
が
思
想
的
立
場
を
ア
ナ
キ

ズ
ム
か
ら
マ
ル
ク
ス
主
義
者
へ
と
移
行
さ
せ
つ
つ
も
、
統
一
戦
線
的

発
想
を
身
に
つ
け
て
帰
国
し
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
一
九
二
七
年
に

中
国
共
産
党
（
以
下
、
中
共
と
略
）
を
離
れ
た
後
の
彼
は
、
労
農
大
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衆
と
プ
チ
ブ
ル
階
級
を
担
い
手
と
す
る
、
非
資
本
主
義
の
道
を
歩
む

民
主
主
義
革
命
を
志
向
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
間
の
施
復
亮
は
一

貫
し
て
、
民
衆
が
変
革
主
体
と
な
る
た
め
に
は
知
識
の
普
及
が
必
要

だ
と
考
え
て
お
り
、
民
衆
は
当
分
の
聞
は
指
導
さ
れ
る
べ
き
存
在
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
、
彼
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
は
冷

静
な
姿
勢
を
示
し
、
組
織
さ
れ
る
べ
き
政
府
は
民
主
集
中
制
を
取
り

な
が
ら
も
、
統
一
戦
線
政
府
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
。

続
く
二
つ
の
章
で
は
、
上
記
二
人
の
一
九
四

0
年
代
の
思
想
が
扱

わ
れ
る
。
こ
の
時
期
、
羅
隆
基
は
本
質
的
な
民
主
主
義
の
必
要
性
を

説
き
続
け
る
。
し
か
し
抗
日
戦
争
終
了
後
、
政
治
協
商
会
議
の
決
議

が
形
骸
化
さ
れ
て
行
く
中
で
、
民
主
人
士
の
中
に
は
中
共
の
指
導
権

を
認
め
る
者
も
多
く
な
る
。
そ
れ
は
「
個
の
尊
厳
」
を
重
視
す
る
立

場
か
ら
す
れ
ば
「
変
節
」
と
も
見
ら
れ
る
が
、
羅
隆
基
か
ら
す
れ
ば
、

中
共
は
民
主
同
盟
の
基
本
方
針
を
現
実
化
す
る
た
め
の
政
治
力
と
見

な
さ
れ
、
承
認
さ
れ
た
。
そ
の
一
方
で
、
こ
の
時
期
も
民
衆
に
対
す

る
政
治
的
不
信
感
は
持
続
し
、
知
識
人
に
よ
る
上
か
ら
の
指
導
を
重

視
し
た
。
彼
は
、
強
力
な
政
府
に
よ
っ
て
リ
ベ
ラ
ル
な
諸
価
値
を
擁

護
す
る
こ
と
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
0
年
代
の
施
復
亮
は
、
中
国
の
富
強
化
に
不
可
欠

と
い
う
観
点
か
ら
「
民
族
ブ
ル
ジ
ョ
ア
ジ
ー
」
の
再
評
価
を
行
う
。

一
九
四
六
年
以
降
、
彼
は
「
中
間
派
」
論
を
提
起
す
る
が
、
そ
れ
は

他
方
、

中
国
経
済
の
未
発
達
に
よ
る
階
級
的
未
分
化
を
根
拠
と
す
る
も
の
で

あ
っ
て
、
国
共
両
党
と
社
会
的
基
盤
を
異
に
す
る
階
層
の
自
律
性
に

期
待
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ア
民
主
主
義
の
追

求
に
よ
る
社
会
主
義
へ
の
平
和
的
移
行
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
実
現
の
た
め
に
は
中
間
派
の
共
同
戦
線
が
必
要
だ
と
さ
れ
た
。
し

か
し
、
彼
の
議
論
は
中
共
と
革
命
の
指
導
権
を
争
う
も
の
と
し
て
批

判
を
受
け
る
。
そ
の
こ
と
が
第
六
章
で
扱
わ
れ
る
。
親
中
共
派
の
知

識
人
（
馬
叙
倫
、
部
初
民
）
に
批
判
を
受
け
た
施
復
亮
は
、
最
終
的

に
中
共
に
よ
る
国
民
党
打
倒
に
向
け
た
武
装
闘
争
の
必
要
性
を
是
認

し
、
そ
れ
と
共
闘
す
る
立
場
を
示
す
に
至
る
。
か
く
し
て
、
民
主
諸

党
派
は
大
勢
と
し
て
自
律
性
を
失
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

第
七
章
で
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
た
ち
が
一
九
四
九
年
革
命
の
最
終

段
階
で
、
自
ら
の
信
じ
る
価
値
を
実
現
す
る
余
地
を
減
少
さ
せ
た
が
、

そ
れ
は
中
国
の
民
主
化
・
工
業
化
に
は
強
力
な
権
力
が
必
要
で
あ
る

と
い
う
考
え
に
基
づ
い
た
主
体
的
な
選
択
で
あ
っ
た
こ
と
、
し
か
し

に
も
拘
ら
ず
、
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
が
な
ぜ
定
着
し
な
か
っ
た
の
か
が

論
じ
ら
れ
る
。
そ
の
要
因
と
し
て
は
、
王
靖
愚
の
事
例
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
秩
序
こ
そ
が
リ
ベ
ラ
ル
な
価
値
の
定
着
の
た
め
の
必
須
条

件
だ
と
す
る
考
え
が
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
し
て
東
単
事

件
に
際
し
て
の
上
海
の
マ
ス
コ
ミ
に
象
徴
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
大

衆
文
化
状
況
の
下
、
経
済
崩
壊
、
社
会
混
乱
、
民
衆
運
動
の
高
揚
の
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中
で
「
中
間
路
線
」
批
判
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

は
伏
流
し
て
行
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
各
章
で
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
最
終
章
で
は
全
体
的
総
括

と
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
現
在
的
な
意
義
が
論
じ
ら
れ
る
。
六
四
事
件
へ

の
対
応
姿
勢
を
反
省
す
る
過
程
で
、
中
国
知
識
人
は
ハ
イ
エ
ク
の
一
百

う
と
こ
ろ
の
「
積
極
的
自
由
」
と
「
消
極
的
自
由
」
の
概
念
に
よ
っ

て
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
再
検
討
を
始
め
た
。
著
者
は
、
更
に
こ
れ
に
金

田
耕
一
氏
の
所
説
を
援
用
し
な
が
ら
、
近
代
中
国
に
お
け
る
自
由
の

位
相
を
示
す
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
羅
隆
基
・
施
復
亮
の
立
場
は
「
国

家
に
よ
る
自
由
」
と
「
政
治
へ
の
自
由
」
を
共
に
求
め
た
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
は
強
力
な
権
力
を
行
使
し
得
る
行
政
府
に
よ
る
社
会
へ
の

過
度
の
介
入
を
防
止
す
る
と
い
う
こ
と
（
H

「
国
家
か
ら
の
自
由
」
）

を
、
「
政
治
へ
の
自
由
」
の
保
障
に
よ
っ
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
こ

と
を
意
味
す
る
。
然
る
に
、
そ
の
こ
と
は
政
治
的
公
共
空
間
が
存
在

し
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ

ム
が
求
め
る
民
主
化
の
可
能
性
は
、
「
Z
B
」
自
体
に
あ
る
の
で
は

な
く
、
そ
の
外
部
の
政
治
的
環
境
に
懸
か
っ
て
い
る
、
と
考
え
る
の

は
評
者
の
深
読
み
で
あ
ろ
う
か
。

紹介と批評

評
価
と
若
干
の
問
題
点

本
書
は
、
著
者
の
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
蓄
積
の
上
に
立
っ
て
、
羅

隆
基
と
施
復
亮
の
思
想
的
営
為
に
お
け
る
望
ま
し
き
政
治
権
力
の
在

り
方
、
そ
し
て
権
力
へ
の
求
心
力
を
高
め
さ
せ
る
手
段
と
し
て
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
の
距
離
の
置
き
方
に
つ
い
て
、
説
得
力
を
持
っ
て

説
明
し
て
お
り
、
こ
の
点
は
高
く
評
価
さ
れ
る
。
中
国
お
よ
び
日
本

で
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
研
究
の
意
義
が
強
調
さ
れ
業
績
が
上
げ
ら
れ
て

い
る
昨
今
、
本
書
が
ま
ず
そ
の
最
初
の
到
達
点
を
示
し
た
と
い
う
こ

と
で
、
今
後
こ
の
分
野
の
参
照
文
献
の
一
つ
と
な
る
で
あ
ろ
う
と
思

わ
れ
る
。
特
に
、
冷
戦
構
造
の
確
立
に
よ
っ
て
定
着
し
て
行
く
二
つ

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
相
対
化
し
得
る
視
座
を
再
発
見
し
た
意
義
は
大

き
い
。
し
か
し
、
そ
の
こ
と
は
同
時
に
、
現
段
階
に
お
い
て
は
、
そ

の
視
座
を
羅
隆
基
と
施
復
亮
と
い
う
二
人
の
思
想
分
析
を
通
し
て
得

た
と
い
う
限
定
っ
き
の
も
の
で
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て

彼
ら
の
思
想
の
う
ち
に
、
過
去
の
「
挫
折
」
に
も
拘
ら
ず
、
現
在
に

お
け
る
思
想
的
価
値
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
い

う
思
想
そ
れ
自
体
と
政
治
史
的
事
実
と
の
両
面
で
、
更
に
議
論
を
重

ね
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

ま
ず
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
、
思
想
と
し
て
如
何
に
措
定
す
る
か
と

い
う
問
題
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
思
想
の
定
義

付
け
は
極
め
て
困
難
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

何
故
な
ら
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
多
様
で
暖
昧
な
思
想
で
あ
る
か
ら
で

(3
) 

あ
る
。
た
だ
、
教
科
書
的
に
述
べ
る
な
ら
ば
以
下
の
よ
う
に
な
る
の
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で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
ち
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
「
自
由
」
を
唱
え

る
も
の
の
、
そ
れ
を
最
大
限
に
重
ん
じ
た
り
、
或
い
は
絶
対
的
な
も

の
と
見
た
り
は
し
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
人
の
解
放
を
求
め
る
思
想

で
も
な
い
。
自
由
を
絶
対
的
価
値
と
し
て
重
ん
じ
る
の
は
ア
ナ
キ
ズ

ム
（
リ
パ
タ
リ
ア
ニ
ズ
ム
）
で
あ
り
、
そ
れ
を
解
放
と
見
な
す
の
は

マ
ル
ク
ス
主
義
で
あ
り
神
学
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
言
え
る
こ
と
は
、

我
々
が
今
日
考
え
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
と
は
、
「
相
対
的
自
由
」
を
前

提
と
し
、
他
者
の
救
済
を
図
る
思
想
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
主
体
と
し
て
の
個
人
の
レ
ベ
ル
に
留
ま
る
も
の
で
あ

る
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
「
主
義
」
と
し
て
語

ら
れ
る
も
の
の
、
「
政
治
思
想
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
こ

と
が
分
か
る
。
即
ち
、
そ
れ
は
目
標
と
し
て
設
定
さ
れ
る
べ
き
固
有

の
政
治
体
制
を
備
え
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
著
者
は
「
二
者
択
一

的
な
体
制
選
択
を
迫
る
観
点
か
ら
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
を
解
放
」
す
る

と
言
う
が
、
既
に
こ
の
思
想
は
そ
う
し
た
観
点
と
は
本
来
接
点
を
持

た
な
い
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
自
覚
的
か
否
か
は
判
然
と

し
な
い
が
、
著
者
の
考
え
る
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
「
手
段
と
し
て
の
思

想
」
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
は
資
本
主
義
と
親
和
性
を
持
つ
も
の
の
、
そ
れ
と
必
ず
し

も
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
く
、
「
自
由
社
会
主
義
」
も
ま
た
存
在
し

得
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

次
に
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
普
遍
性
の
問
題
で
あ
る
。
近
代
リ
ベ
ラ

リ
ズ
ム
の
起
源
は
何
処
に
求
め
ら
れ
る
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
明
か

に
西
洋
近
代
に
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
中
国
に
と
っ
て
リ

ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
外
来
思
想
で
あ
る
。
評
者
は
こ
れ
ま
で
、
西
洋
思
想

の
中
国
で
の
展
開
に
当
つ
て
の
変
容
の
側
面
に
大
き
な
関
心
を
持
っ

て
き
た
。
あ
る
思
想
が
他
の
文
明
圏
に
移
転
す
る
に
際
し
て
は
、
多

く
の
場
合
、
そ
れ
は
選
択
的
に
受
容
さ
れ
、
そ
こ
に
は
変
容
が
生
じ

る
だ
ろ
う
と
い
う
の
が
評
者
の
考
え
方
の
基
本
的
な
枠
組
で
あ
る
。

従
っ
て
、
評
者
も
ま
た
、
中
国
で
は
個
人
の
「
自
由
」
に
積
極
的
な

価
値
を
与
え
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
、
フ
ェ
ア
バ
ン

ク
の
「
印
宮
中F
F
o
g
－E
S
」
説
に
さ
し
た
る
違
和
感
を
覚
え
な
か

っ
た
の
も
事
実
で
あ
る
（
評
者
は
過
去
の
研
究
に
お
い
て
、
中
国
ア

ナ
キ
ス
ト
の
言
説
の
中
で
の
「
自
由
」
の
非
西
洋
性
を
指
摘
し
た
こ

と
が
あ
る
）
。
し
か
し
、
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
書
で
は
羅
隆
基

と
施
復
売
の
思
想
の
分
析
を
通
し
て
、
中
国
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
が
ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
と
一
定
の
距
離
を
保
ち
な
が
ら
、
リ
ベ
ラ
ル
な
諸
価
値

を
擁
護
し
よ
う
と
し
た
事
例
が
提
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で

は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
普
遍
的
価
値
を
持
つ
と
い
う
前
提
で
議
論
が
進

め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
そ
の
普
遍
性
の
根
拠
を
何
処
に
求
め
れ
ば
よ
い
の
で
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あ
ろ
う
か
。
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
の
成
立
は
自
立
し
た
個
人
の
存
在
を
前

提
に
し
て
い
る
。
こ
の
個
人
と
集
団
と
の
関
係
性
が
一
律
で
は
な
い

と
い
う
考
え
が
、
「
中
国
的
」
な
る
も
の
の
存
在
を
主
張
す
る
根
拠

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
然
る
に
、
自
立
し
た
個
人
が
普
遍
的
価
値

を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
個
人
と
集
団
と
の
関
係
性
も
ま
た
一
律
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

そ
の
前
提
が
確
た
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
西
洋
起
源
の
価
値
を

普
遍
的
で
あ
る
と
す
る
立
場
に
立
っ
て
、
今
日
に
至
っ
て
漸
く
リ
ベ

ラ
リ
ズ
ム
が
有
効
性
を
発
揮
す
る
状
態
に
至
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
非
西
洋
社
会
を
「
周
囲
後
れ
」
と
見
な
し
て

き
た
、
単
線
的
発
展
論
に
帰
着
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。

紹介と批評

さ
て
、
思
想
史
は
過
去
の
思
想
を
現
在
に
投
影
し
て
、
そ
の
「
可

能
性
」
を
論
じ
る
こ
と
が
多
い
。
挫
折
し
た
思
想
に
も
、
今
日
的
価

値
が
発
見
さ
れ
る
場
合
も
往
々
に
し
て
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
、
過
去
に
お
い
て
あ
る
思
想
が
実
現
で
き
な
か
っ
た
の
は
、

そ
れ
が
時
代
的
要
請
に
応
え
得
る
内
容
を
欠
い
た
場
合
も
あ
る
だ
ろ

う
し
、
思
想
主
体
の
現
実
政
治
へ
の
妥
協
に
よ
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ

う
。
一
九
四
九
年
革
命
の
最
終
段
階
に
際
し
て
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
は
、

本
書
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
主
と
し
て
後
者
に
該
当
す
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
彼
ら
は
民
主
集
中
制
の
国
家
の
樹
立
を
不
可
欠
と
し
た

か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
主
体
的
な
選
択
で
あ
っ
た
と
し
て

も
、
権
力
に
頼
る
形
で
民
主
や
リ
ベ
ラ
ル
な
諸
価
値
を
擁
護
あ
る
い

は
達
成
し
よ
う
と
望
む
こ
と
は
、
あ
る
種
の
「
綱
渡
り
」
的
な
思
想

営
為
だ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
彼
ら
が
自
由
と
統

合
の
聞
の
バ
ラ
ン
ス
の
取
り
方
を
、
集
中
さ
れ
た
権
力
に
委
ね
た
と

い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
本
書
は
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
は
「
国
家
か
ら

の
自
由
」
を
「
政
治
へ
の
自
由
」
を
保
障
す
る
こ
と
で
実
現
し
よ
う

と
し
た
と
言
う
が
、
そ
れ
は
政
治
的
公
共
空
間
が
存
在
す
る
こ
と
を

前
提
に
し
て
成
り
立
ち
得
る
と
い
う
事
実
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
と

い
う
こ
と
は
、
当
時
の
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
の
議
論
は
、
大
衆
の
熱
狂
性

を
政
治
的
資
源
と
し
て
最
大
限
に
利
用
す
る
こ
と
に
努
め
る
二
つ
の

大
き
な
政
治
勢
力
の
動
き
の
間
に
あ
っ
て
は
、
自
由
と
統
合
の
予
定

調
和
を
前
提
と
し
た
よ
う
な
、
あ
る
種
の
楽
観
主
義
の
産
物
で
あ
っ

た
と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
再
び
思
想

自
体
に
戻
し
て
言
う
な
ら
、
先
に
ふ
れ
た
よ
う
に
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム

の
可
能
性
は
最
終
的
に
、
主
義
自
体
の
中
に
で
は
な
く
、
外
部
の
政

治
環
境
に
懸
か
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
に
行
き
着

く
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
著
者
は
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
今
日
の
中
国
の
知
識
界
で
、

「
改
革
開
放
」
政
策
以
後
蓄
積
さ
れ
て
き
た
社
会
矛
盾
の
解
決
の
処

方
筆
と
な
り
、
現
在
の
熱
狂
的
な
愛
国
主
義
を
相
対
化
す
る
た
め
の
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「
役
に
立
つ
過
去
」
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
、
著

者
も
そ
の
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
か
の
印
象
を
受
け
る
。
し
か
し
、

一
九
四
九
年
革
命
を
前
に
し
て
、
リ
ベ
ラ
リ
ス
ト
が
民
主
集
中
制
を

支
持
し
た
要
因
の
一
つ
で
あ
る
大
衆
状
況
、
即
ち
、
公
論
形
成
の
場

が
機
能
し
な
い
と
い
う
状
況
は
今
日
に
お
い
て
は
克
服
さ
れ
た
と
言

え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
一
党
独
裁
の
下
で
、
富
強
と
い
う
目
標
は
あ

る
程
度
達
成
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
在
の
知
識

人
の
日
に
「
国
民
の
質
」
は
ど
う
映
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
代

中
国
社
会
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
媒
介
と
す
る
草

の
根
的
な
愛
国
主
義
の
高
揚
が
容
易
に
起
こ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し

て
政
府
に
よ
る
メ
デ
ィ
ア
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
顕
著
な
状
況
を
知
る
に

つ
け
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
は
果
し
て
如
何
な
る
形
で
有
効
性
を
発
揮
で

き
る
の
だ
ろ
う
か
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
東
方
書
店
、
二O
O
七
年
、
二
二
四
頁
）

（1
）
既
に
、
本
書
の
書
評
と
し
て
は
、
中
村
元
哉
「
中
国
近
代
史

思
想
史
と
一
九
四
九
年
革
命
を
検
討
す
る
「
中
国
近
代
の
リ
ベ
ラ
リ

ズ
ム
』
［
水
羽
信
男
著
］
」
（
『
東
方
』
第
一
三
二
号
、
二
O
O
七
年
一

一
月
）
、
柳
亮
輔
「
書
評
水
羽
信
男
著
東
方
書
店
『
中
国
近
代

の
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
」
」
（
『
中
国
研
究
月
報
」
第
七
一
八
号
、
二OO

七
年
二
一
月
）
が
あ
る
。

（2
）
フ
ェ
ア
バ
ン
ク
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「
中
国
人
の
考
え
方

に
お
け
る
個
人
主
義
と
自
由
主
義
は
よ
り
大
き
な
集
団
の
役
割
に
厳

し
く
制
限
さ
れ
て
い
た
。
中
国
の
個
人
主
義
は
グ
ル
ー
プ
に
従
属
し

た
も
の
で
あ
っ
た
」
。
「
中
国
に
お
け
る
自
由
主
義
の
あ
る
程
度
の
性

質
は
、
そ
れ
を
原
始
自
由
主
義
、
あ
る
い
は
中
国
自
由
主
義
と
名
づ

け
る
の
が
最
も
ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
」
。
（
大
谷
敏
夫
・
太
田

秀
夫
訳
「
中
国
の
歴
史
古
代
か
ら
現
代
ま
で
」
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書

房
、
一
九
九
六
年
、
ゴ
一
三
八
、
三
四O
頁
）
。

（3
）
例
え
ば
、
川
尻
文
彦
「
近
現
代
中
国
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
研
究
の

現
状
と
課
題
i

｜
章
清
教
授
を
囲
む
会
の
紹
介
を
兼
ね
て
｜
｜
」

（
「
近
き
に
在
り
て
』
第
五
二
号
、
二O
O
七
年
一
一
月
）
を
参
照
さ

れ
た
い
。
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