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本
褂
で
論
じ
ら
れ
、
主
張
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

H
I

本
と
い
う
立
場
か
ら
い
っ
て
、
低
開
発
国
問
題
に 

と
り
組
み
*
ア

プ

ロ
.丨
チ
す
る
際
に
お
け
る
い
わ
ゆ 

る
確
立
さ
れ
た
常
識
な
：い
し
通
念
と
な
る
べ
き
も
の 

で
あ
り
、
.合
理
的
な
思
考
を
行
な
い
う
る
人
々
に
よ 

っ
て
は
、
当
然
支
持
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

勿
論
、
積
極
的
に
低
開
発
国
と
く
に
ア
ジ
ア
問
題 

に
と
り
組
む
場
合
、
日
本
側
へ
の
一
時
的
な
マ
ィ
ナ 

ス
、
tf

造
転
換
に
と
も
な
う
コ
ス
ト
が
生
ず
る
こ
と 

は
事
突
で
.
あ
る
が
、
長
期
的
に
考
え
れ
ば
よ
り
合
理 

的
な
資
源
配
分
が
行
な
わ
れ
、
経
済
成
長
を
一
層
促 

進
す
る
こ
と
に
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
我
 々

は
よ
り
役
期
的
に
考
虛
し
、
何
等
か
の
稂
極
的
措
ft 

に
よ
っ
て
短
期
的
困
難
を
克
服
し
て
い

く

こ

と

が
必 

•要
で
あ
る
よ
う
に
恐
わ
れ
る
。

た
だ
本
畨
は
、
す
で
に
発
表
さ
れ
た
論
文
を
ま
と
' 

め
た
も
の
で
あ
る
の
で
、
現
在
の
時
点
に
お
い
て
考 

え
れ
ば
、
大
幅
に
書
き
あ
ら
た
め
る
方
が
、
よ
り
有 

益
で
'は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
も
の
が
い
く
つ
か
目
に 

つ
い
た
し
、
ま
た
本
書
に
断
片
的
に
言
及
さ
れ
て
い 

る
理
論
的
研
究
を
さ
ら
に
体
系
的
か
つ
つ
っ
込
ん
で 

行
な
う
こ
と
が
必
須
の
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

低
開
発
国
問
題
と
く
に
ア
ジ
ア
問
題
に
関
心
あ
る 

人
々
に
広
く
一
読
を
す
す
め
た
い
し
、
む
し
ろ
手
軽 

に
よ
め
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
読
了
し
た
あ
と
に
何

か
が
必
ず
残
り
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
さ
せ
ら
れ
る
と 

い
っ
た
意
味
に
お
い
て
貴
逭
で
あ
る
。
我
々
は
本
書 

に
か
か
れ
た
内
容
を
通
念
.

.

常
識
化
し
て
行
く
と
と
. 

も
に
、
こ
れ
を
共
通
の
越
盤
と
1

て
、
一
層
の
研
究
• 

展
開
を
こ

こ
ろ
み
る
こ
と
が
大
き
な
課
題
で
あ
ろ 

.
ぅ
。

(

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
社•

一.
九
六
六
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六
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刊

• 
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三
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六
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海
博
明

—

承 

承 
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西
村
孝
夫
著 

『

イ

ン

ド

木

綿

工
業
史

』

■

イ
ン
ド
の
研
究
.
は
、
従
来
そ
の
固
有
の
文
化
、
慣 

習
等
の
現
象
而
に
主
と
し
て
関
心
が
集
め
ら
れ
て
来 

た
。
こ
れ
は
十
六
世
紀
以
来
束
详
に
進
出
し
た
ョ
ー 

ロ
ッ
パ
諸
国
の
イ
ン
ド
と
の
接
触
が
外
面
的
な
も
の 

で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
イ
ン
ド
社
会
の
内
部
と
の 

交
渉
が
必
要
に
な
っ
た
の
は
十
八
世
紀
後
半
の
こ
と 

で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
ョ
ー
P

ッ
パ
人
の
目
に
映 

■

っ
た
イ
ン
ド
は
、
古
代
そ
の
ま
ま
の
よ
ぅ
な
停
滞
し 

た
社
会
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
そ
の
後
の
イ
ン
ド
に
関 

す
る
研
究
の
努
力
も
、
主
に
古
来
の
慣
習
•

制
度
に
' 

向
け
ら
れ
る
こ
とh

i

な
り
、
今
日
ま
で
そ
の
経
済
.史 

的
研
究
の
大
部
分
は
、

ョ
I
 

ロ
ッ
パ
的
進
歩
に
対
す

-*
一
 

0(

一
 
〇

ニ〇)

る
ア
ジ
ア
的
停
滞
と
し
て
経
済
の
後
進
性
を
強
調
す 

る
も
の
と
な
っ
た
。
本
書
は
、
こ

の

「

ヨ
ー
口
ツ
パ 

的
普
遍
主
義
史
観」

に
鉴
い
て
イ

ン

ド

の

経
济
を
と 

り
あ
げ
る
態
度
を
批
判
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
そ
し 

て
最
も
古
く
か
ら
イ
ン
ド
の
社
会
に
根
を
お
ろ
し
、
 

十
九
世
紀
以
降
の
イ
ン
ド
の
荒
廃
と
、
現
代
の
経
済 

,fc
i

立
問
題
の
焦
点
と
な
■っ
て
い
る
木
綿
工
業
を
と
り 

あ
げ
て
、
こ
れ
を
イ
ン
ド
全
体
の
社
会
機
構
•
経
济 

構
造
の
中
で
追
求
し
て
行
く
、
実
証
的
立
場
が
主
張 

さ
れ
て
い
る
。
イ
ン
ド
の
停
滞
の
条
件
を
明
ら
か
に 

す
る
に
は
、

ヨ
ー
ロ
ツ
バ
資
本
、
•特
に
イ
ギ
リ
ス
資 

本
が
、
イ
ン
ド
_に
お
け
る
綿
業
と
農
業
が
宙
い
形
で 

結
合
し
て
い
た
社
会
構
造
を
破
壊
し
て
行
っ
た
過
程 

と
、
そ
の
限
界
の
分
析
が
必
悪
で
あ
る
と
考
え
ら
れ 

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

本
論
で
、
：
イ
ン
ド
木
綿
工
業
の
原
型
は
、
そ
れ
が 

最
盛
期
に
あ

った
十
六一

十̂
七
世
紀
の
も
の
に
お
か 

れ
る
。

ヨ
I

口.
ツ
パ
諸
国
と
直
接
の
接
触
が
な
か
っ 

た
そ
れ
以
：IHI
J

の
時
期
に
つ
い
て
は
、
前
史
と
し
て
扱 

わ
れ
て
い
る(

第
一
章)

。
原
型
で
あ
る
綿
織
物
生
産 

の
構
^

.

は
、
生
産
技
術
と
共
に
直
接
生
産
者
で
あ
る 

イ
ン
ド
農
民
の
共
同
体
と
そ
れ
を
規
制
す
る
ヵ
ー
ス 

ト
制
の
関
連
に
お
い
て
検
M

さ
れ
、
商
人
や
王
侯
の 

支
配
を
経
る
綿
製
品
の
流
通
機
構
が
分
析
さ
れ
て 

い
る
。
こ
の
原
型
は
ョ
I a

ッ
パ
資
本
■の
作
用
を
捨

象
し
て
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る(

第
二
章)

。
次
い
で 

こ
の
原
型
が
ヨ
I

P

ツ
パ
資
本
と
の
.
接
触
.
に
よ
り
、
 

ど
の
よ
ぅ
に
変
化
し
破
壊
さ
れ
て
行
っ
た
か
が
追
求 

さ
れ
る
。
ポ
ル
ト
ガ
ル
、
オ
ラ
ン
ダ
と
の
接
蝕(

第 

三
章)

。
そ
れ
に
つ
づ
く
フ
ラ
ン
ス
•
イ
ギ
リ
ス
と 

の
接
触(

第
四
章)

。
イ
ギ
リ
ス
資
本
の
本
格
的
進
出 

で
あ
る
來
イ
ン
ド
会
社
に
よ
る
イ
ン
ド
手
織
綿
布
生 

,¥:

洛
の
支
配
、
イ
ギ
リ
ス
産
業
本
命
と
の
関
速
、
そ 

の
後
の
イ
ギ
リ
ス
の
対
イ
ン
ド
政
策
の
変
更
と
イ 

ン
ド
綿
工
業
の
没
范
過
程(

第
五
章)

、
イ
ギ
リ
ス
の 

支
配
下
に
お
い
て
イ
ギ
リ
ス
綿
工
業
の
為
の
原
料
供 

給
国
、
製
品
の
販
売
市
場
と
な
っ
た
イ
ン
ド
の
経
た
. 

社
会
経
济
構
造
上
の
変
化

(

第
/

章)

-i
t

ぅ
順
序 

で
あ
る
。
第
二
次
世
界
大
戦
と
そ
の
結
末
が
イ
ン
ド 

に
及
ぼ
し
た
作
用
は
現
代
の
問
題
と
し
て
、
改
め
て 

技
術
•

生
産
構
造
•

市
場
•
政
府
の
経
済
政
策
の
諸 

成
に
ま
と
め
ら
れ
た(

終
章)

。

m

論
と
し
て
、
ニ
つ
の
イ
ン
ド
社
会
に
関
す
る
業 

級
の
検
討
が
行
わ
れ
る
。

一
つ
は
ジ
ヱ
I

ム
ズ
.
ミ 

ル
と
束
イ
ン
ド
会
社
の
関
係
、
及
び
彼
の『

英
領
イ 

ン
ド
史』

に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、他
は
ゥ
エ
ー
バ 

丨
の
イ
ン
ド
社
会
論
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。
後
者 

で
は
イ
ン
ド
の
社
会
構
造
研
究
に
お
け
る
ゥ
エ
ー
バ 

丨
の
力ー

ス
ト
や
宗
教
の
側
か
ら
の
分
析
を
と
々
あ 

ザ
て
、
そ
れ
が
十
七
世
紀
以
前
の
イ
ン
ド
社
会
に
対

し
て
は
優
れ
た
も
の
で
あ
る
が
，
そ
れ
以
後
の
停
滞 

性
に
関
し
て
は
十
分
な
も
の
で
な
い
点
の
批
判
を
行

つ
て
い
る
。

本
書
は
ィ
ン
ド

経
済
史
の
実
証
的
研
究
の
方
法
と 

し
て
、
発
展
性
の
あ
る
好
著
で
あ
る
。

(

未
来
社
.

一九
六
六
年

三
月
刊
.
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宅
星
子
丨

越
智
武
臣
著 

.

『

近
代
英
国
の
起
源』

著
渚
は
、
先
年
物
故
し
た
ロ
ン
ド
ン
.大
学

の
碩 

学
、
R

.

H

*

 

—

 ニ
ー
教
授
に
師
辦
さ
れ
わ
が 

国
の
い
わ
ゆ
る「

ジ

h

ン
ト
リ
I

論
^

」

に
活
発
に 

参
加
さ
れ
て
来
た
方
で
あ
る
。
本
書
は
、
従
来
の
通 

説
'

-1

近
代
の
典
型」

と
し
て
の
英
国
を
、

国
民
史 

と
い
ぅ
枠
組
の
中
で
再
検
討
し
.、
近
代
英
国
の
ト
レ 

丨
ガ
ー
が
如
何
な
る
社
会
層
に
厲
し
た
か
を
究
明
せ 

ん
と
し
た
も
の
で
あ
る
。

'

第

一

章「

政
治
変
革
の
'

進
展」

、

第
一
.

節

「

国
民
. 

国
家
の
覚
醒」

-

に
お
い
て
，
著
者
は
、
近
代
英
国
の 

国
民
_

家
と
し
て
の
成
立
を
、

一
五
三
〇
年
代
の
一 

連
の
政
治
変
革
の
中
に
求
め
石
。
こ
の
時
代
の
国
際

ic

治
、
殊
に
ィ
タ
.

リ
ア
戦
^

が
、
英
国
国
民
の
対
g

 

的
な
国
家
性
の
認
識
を
呼
び
醒
し
た
か
ら
で
あ
り
、
 

こ
の
戦
争
が
、.
対
ロ
ー
マ
政
治
の
破
綻
を
伴
っ
て
い 

た
が
故
に
、
教
皇
権
に
対
す
る
国
家
教
会
の
定
立
、
 

即

ち
宗
教
改
革
を
余
儀
な
く
さ
せ
た
か
ら
で
あ
っ 

.
た

。
近
代
国
家
の
前
提
条
件
と
し
て
の
行
政
制
度
の 

転
換
点
.
も
又
、

一
五
三
〇
年
代
で
あ
っ
た
。

第
二
節「

絶
対
王
政
の
風
土」

は
、
こ
れ
迄
の「

絶 

対
主
義
論
争」

を
実
り
多
き
も
の
と
す
る
た
め
に
、
 

新
た
な
視
角
、
即
ち
絶
対
君
主
エ
リ
ザ
ベ
ス
と
そ
れ 

を
と
り
ま
く
宮
廷
の
派
閥
抗
#

の
中
に
、
絶
対
王
政 

政
治
の
墙
造
を
兒
ょ
ぅ
と
す
る
も
の
で
あ
る
更 

に
、
こ
ぅ
し
た
中
央
政
治
と
地
方
政
治
を
結
ぶ
も
の 

と
し
て
の
議
会
の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
、
根
強
く
残 

る
地
方
主
義
、
州
の
逭
耍
性
が
強
調
さ
れ
る
。
州
の 

政
治
の
契
権
を
握
っ
て
い
た
階
層
こ
そ
、
地
方
名
错 

家
、.

ジ
ュ
ン
ト
リ
ー
で
あ
っ
た
。

第

三

節「

革
命
政
治
の
底
辺」

で
は
、
い
わ
ゆ
る 

「

淸
教
徒
革
命」

に
つ
い
て
、

革
命
史
に
は
不
可
避 

で
あ
る
党
派
的
解
釈
と
時
代
の
推
移
に
ょ
っ
て
変
転 

す
る
革
命
像
と
が
固
顧
さ
れ
、
最
近
の
英
国
史
学
界 

の
顕

著

な
動
向
で
あ
る
地
方
史
研
究
に
即
応
し
つ 

つ
、.
革
命
に
お
け
る
地
方
と
家
族
の
問
題
が
、
ノ
ッ 

テ
ィ

ソ
ガ
ム 
'ゾ
ャ
い
の
一
寒
村
で
の
現
地
調
査
を
も 

と
と
し
て
解
明
さ
れ
て
い
る
。

ニ

ー

(

一
 

〇
ニ
ー)


