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か
ど
う
か
は
前
後
の
文
脈
か
ら
は
評
者
に
は
理
解
し
が
た
い
。

　

西
村
氏
は
研
究
の
端
緒
で
、
諸
宗
派
か
ら
批
判
さ
れ
る
普
寂
を
取
り
あ

げ
た
。
か
え
っ
て
そ
の
こ
と
が
、
戒
律
や
不
殺
生
・
須
彌
山
説
の
問
題
で

浄
土
宗
・
曹
洞
宗
・
臨
済
宗
・
浄
土
真
宗
・
天
台
宗
と
い
っ
た
諸
宗
派
に

共
通
し
、
さ
ら
に
現
代
に
つ
な
が
る
問
題
を
扱
う
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

そ
の
点
で
西
村
氏
の
成
果
は
宗
学
・
仏
教
学
を
研
究
す
る
も
の
に
と
っ
て

も
研
究
の
新
た
な
方
向
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

西
村
氏
が
生
き
て
お
ら
れ
た
ら
、
近
世
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
と
接

続
す
る
近
代
の
仏
教
や
中
世
後
期
の
仏
教
、
さ
ら
に
近
世
の
宗
学
の
研
究

者
に
大
い
に
刺
激
を
与
え
た
と
思
う
。「
日
本
近
世
仏
教
の
研
究
は
、
中

世
と
近
代
の
仏
教
と
の
内
的
関
連
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
東
ア
ジ
ア
仏
教
思

想
史
と
し
て
進
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
」（
一
五
一
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
ま
さ
に
氏
が
広
い
視
点
を
有
し
て
い
た
記
述
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
穏
や
か
な
性
格
か
ら
教
育
者
と
し
て
も
後
進
者
を
育
て
ら
れ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
西
村
氏
は
海
外
の
研
究
者
と
の
交
流
も
多
く
、
学
界

に
お
い
て
今
後
に
活
躍
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
そ
の
西
村
氏
と
再

び
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
は
評
者
の
痛
恨
の
極
み
で
あ
る
。

　

多
く
の
関
係
者
が
末
木
氏
の
発
案
に
よ
っ
て
協
力
を
し
て
刊
行
し
た
本

著
に
対
し
て
、
時
間
の
限
ら
れ
た
中
で
不
十
分
な
書
評
し
か
で
き
な
か
っ

た
こ
と
は
申
し
訳
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
世
代
に
何
ら
か
の
形
で
繫
い
で
い

く
こ
と
が
唯
一
西
村
氏
に
報
い
る
こ
と
と
感
じ
て
い
る
。

�

（
駒
澤
大
学
准
教
授
）

裴
寛
紋
著

『
宣
長
は
ど
の
よ
う
な
日
本
を
想
像
し
た
か

─
『
古
事
記
伝
』
の
「
皇
国
」』

（
笠
間
書
院
・
二
〇
一
七
年
）

板
東
　
洋
介

一
　
宣
長
論
の
趨
勢

　

丸
山
眞
男
や
西
郷
信
綱
に
は
じ
ま
る
戦
後
の
本
居
宣
長
研
究
の
基
調
は
、

宣
長
を
「
物
の
哀
れ
」「
真
心
」
等
々
の
感
性
的
平
面
（
あ
る
い
は
伝
統
的

情
緒
）
に
い
す
わ
り
、
頑
固
に
近
代
化
・
西
洋
化
を
拒
み
続
け
る
文
化
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
濫
觴
に
し
て
首
魁
と
み
な
し
、
宣
長
と
の
徹
底
的
な

「
対
決
」（
相
良
亨
『
本
居
宣
長
』
一
九
七
八
年
）
を
は
か
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
そ
う
し
た
「
対
決
」
姿
勢
自
体
が

（
そ
の
意
図
に
反
し
て
）
宣
長
が
主
張
し
体
現
す
る
と
こ
ろ
の
、
時
代
を
貫

い
て
不
変
な
「
日
本
的
な
る
も
の
」
の
観
念
を
無
傷
で
保
存
し
続
け
る
こ

と
が
、
子
安
宣
邦
ら
に
よ
っ
て
強
く
批
判
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
た
し
か
に

或
る
人
の
有
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
最
も
鞏
固
に
信
じ
て
い
る
の
は
、
そ

の
敵0

な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
こ
の
新
し
い
宣
長
論
は
、
冷
戦
の
終
結
や

日
本
の
経
済
大
国
化
を
背
景
と
し
て
、
歴
史
教
科
書
問
題
等
の
形
を
と
っ

て
丁
度
そ
の
頃
再
噴
出
を
は
じ
め
た
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
牽
制

と
い
う
、
前
代
以
上
の
強
い
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
伴
わ
れ
て
い
た
。
俯
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瞰
的
に
見
渡
す
と
、
戦
後
の
宣
長
は
常
に
現
在
時
制
の
熱
気
を
は
ら
ん
で

論
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　

近
年
（
さ
し
あ
た
り
二
〇
一
〇
年
代
）
の
宣
長
論
の
特
徴
は
、
従
来
の
宣

長
論
が
い
わ
ば
熱
く
な
り
過
ぎ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
を
指
摘
し
、
そ
の
「
現
代

的
」
な
含
意
は
ひ
と
ま
ず
括
弧
に
入
れ
て
、
ま
ず
は
宣
長
の
テ
ク
ス
ト
の

語
る
内
容
を
虚
心
に
辿
っ
て
み
よ
う
と
す
る
姿
勢
に
あ
る
。
な
に
よ
り
宣

長
の
テ
ク
ス
ト
の
語
る
と
こ
ろ
は
、
み
か
け
に
反
し
て
き
わ
め
て
わ
か
り

に
く
い
の
で
あ
る
。
宣
長
の
著
作
の
過
半
を
占
め
る
の
は
『
古
事
記
伝
』

（
以
下
『
記
伝
』）『
源
氏
物
語
玉
の
小
櫛
』
等
膨
大
な
古
典
注
釈
で
あ
っ
て
、

そ
の
内
容
は
『
直
毘
霊
』
等
の
数
少
な
い
そ
の
思
想
的
著
作
ほ
ど
に
簡
明

で
は
な
い
し
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
思
惟
は
往
々
に
、
一
般
に
パ
ッ
ケ
ー
ジ

ン
グ
さ
れ
て
流
通
す
る
「
宣
長
の
思
想
」
と
の
矛
盾
す
ら
示
す
か
ら
で
あ

る
。
日
本
思
想
史
研
究
の
立
場
か
ら
も
水
野
雄
司
『
本
居
宣
長
の
思
想
構

造
』（
二
〇
一
五
年
）
や
樋
口
達
郎
『
国
学
の
「
日
本
」』（
同
年
）
が
宣
長

の
読
み
直
し
を
試
み
て
い
る
が
、
や
は
り
こ
う
し
た
態
度
は
、
テ
ク
ス

ト
へ
の
内
在
度
（
と
愛
着
と
）
の
一
層
つ
よ
い
文
学
研
究
の
立
場
か
ら
の

研
究
書
に
顕
著
で
あ
る
。
田
中
康
二
『
本
居
宣
長
の
思
考
法
』（
二
〇
〇

五
年
）、
神
野
志
隆
光
『『
古
事
記
伝
』
を
読
み
直
す
』（
二
〇
一
〇
─
一
四

年
）、
山
下
久
夫
・
斎
藤
英
喜
編
『
越
境
す
る
『
古
事
記
伝
』』（
二
〇
一
二

年
）
等
の
諸
著
作
で
あ
る
。

　

二
〇
一
一
年
に
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
に
提
出
さ
れ
た
博

士
学
位
論
文
を
も
と
と
す
る
本
書
も
ま
た
、
従
来
の
論
が
近
・
現
代
的
な

関
心
か
ら
宣
長
の
テ
ク
ス
ト
を
恣
意
的
に
裁
断
し
て
い
る
こ
と
へ
の
批
判

に
出
発
し
、『
記
伝
』
の
内
的
構
造
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
。
著
者
に
よ

れ
ば
、
十
八
世
紀
の
『
記
伝
』
は
八
世
紀
の
『
古
事
記
』（
以
下
『
記
』）

の
忠
実
な
注
釈
や
再
話
な
ど
で
は
な
く
、
そ
の
語
り
出
す
と
こ
ろ
は

「『
古
事
記
伝
』
が
つ
く
り
出
し
た
〈
古
事
記
〉」（
本
書
八
頁
、
以
下
本
書

か
ら
の
引
用
は
頁
数
の
み
表
記
）
な
の
で
あ
る
。
と
く
に
著
者
が
注
目
す
る

の
は
、
宣
長
が
日
本
の
美
称
と
し
て
多
用
す
る
「
皇
国
」
と
い
う
語
で
あ

る
。
宣
長
に
根
深
い
自
国
絶
対
視
の
一
つ
の
表
れ
と
し
て
何
気
な
く
看
過

さ
れ
て
き
た
こ
の
語
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
実
は
「『
古
事
記
伝
』
の
執
筆

過
程
に
お
い
て
初
め
て
自
覚
さ
れ
た
語
」（
二
頁
）
で
あ
り
、「
皇
国
」
を

主
題
と
し
な
い
『
記
』
を
「「
皇
国
」
の
物
語
と
し
て
読
ん
で
い
る
」（
一

八
八
頁
）
点
こ
そ
が
『
記
伝
』
の
特
色
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
「
皇
国
」

は
外
国
、
と
く
に
韓
・
唐
の
「
カ
ラ
国
」
と
の
対
照
に
よ
っ
て
は
じ
め
て

輪
郭
づ
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。『
記
伝
』
の
注
釈
作
業
の
中
で
「
皇

国
」
と
「
カ
ラ
国
」
と
が
同
時
成
立
し
て
く
る
過
程
を
丹
念
に
明
ら
か
に

し
た
点
に
、
こ
の
労
作
の
最
大
の
意
義
が
あ
る
。

二
　「
カ
ラ
国
」
の
帰
趨

　

八
世
紀
の
記
紀
神
話
に
は
、
朝
鮮
半
島
（
韓
半
島
）
へ
の
両
義
的
な
ま

な
ざ
し
が
存
す
る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
は
一
面
で
「
金
銀
を
本
と
し
、
目
の

炎
耀
く
種
々
の
珍
宝
」（『
記
』
中
つ
巻
）
に
満
ち
満
ち
た
、
大
陸
の
先
進

的
な
文
物
の
到
来
す
る
異
郷
と
し
て
憧
憬
さ
れ
つ
つ
、
も
う
一
面
で
は
前

世
紀
以
来
の
半
島
の
領
有
と
権
益
と
を
め
ぐ
る
国
際
的
緊
張
の
中
で
「
御

馬
甘
」「
渡
の
屯
家
」（
同
）
と
し
て
「
天
地
と
共
に
」（
同
）
日
本
に
従
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属
し
続
け
て
き
た
地
域
で
あ
る
こ
と
が
政
治
的
に
強
調
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
八
世
紀
に
比
し
う
る
ほ
ど
に
錯
綜
し
た
十
八
世
紀
の
対
朝
関
係
の

中
で
宣
長
は
、『
記
』
の
「
韓
国
」
を
い
か
に
捉
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ

れ
が
本
書
の
第
一
に
斬
新
な
着
眼
点
で
あ
る
。

��

し
か
し
な
が
ら
こ
の
問
い
へ
の
本
書
の
結
論
は
き
わ
め
て
消
極
的
な
も

の
で
あ
る
。『
記
』
で
は
天
孫
ニ
ニ
ギ
命
は
「
膂
宍
の
韓
国
」
に
「
向
か

ふ
」
地
ゆ
え
に
日
向
の
高
千
穂
を
選
ん
で
天
下
っ
た
と
伝
え
る
（
上
つ

巻
）。
天
孫
降
臨
自
体
が
「
韓
国
」
を
意
識
し
つ
つ
行
わ
れ
た
と
す
れ
ば

大
問
題
だ
が
、
宣
長
は
こ
れ
を
単
な
る
「
空
国
」
の
誤
記
と
捉
え
、『
記
』

中
唯
一
の
こ
の
「
韓
国
」
の
語
を
抹
消
す
る
。
し
か
し
こ
れ
は
著
者
に
よ

れ
ば
「
韓
国
」
な
ど
の
外
部
を
意
識
し
つ
つ
も
、
あ
え
て
日
本
を
「
外
部

に
広
が
ら
な
い
、
い
わ
ば
自
己
完
結
す
る
世
界
」（
八
〇
頁
）
と
し
て
語

り
切
ろ
う
と
し
た
『
記
』
の
意
図
を
「
誰
よ
り
も
熟
知
」（
七
八
頁
）
し

て
い
た
宣
長
が
『
記
』
の
文
脈
に
忠
実
に
施
し
た
処
置
に
す
ぎ
な
い
。
ま

た
宣
長
は
こ
の
注
釈
作
業
と
ほ
ぼ
並
行
し
て
藤
貞
幹
と
論
争
を
展
開

し
、
上
代
日
本
文
化
へ
の
「
韓
」
か
ら
の
影
響
を
ほ
ぼ
全
否
定
し
て
い
る

（『
鉗
狂
人
』
論
争
）
が
、
そ
こ
に
存
す
る
の
も
「
韓
」
へ
の
こ
と
さ
ら
な

意
識
で
は
な
く
、「
朝
鮮
を
あ
く
ま
で
中
国
の
従
属
国
と
見
な
し
、
独
立

し
た
価
値
を
認
め
な
い
」（
一
〇
五
頁
）
当
時
の
日
本
人
の
平
均
的
な
朝

鮮
観
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
さ
れ
る
。

　

著
者
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
日
本
人
が
用
い
る
「
カ
ラ
」
の
語
の
指
示

対
象
は
記
紀
風
土
記
の
頃
の
「
韓
」
か
ら
、
平
安
朝
以
降
「
唐
」
へ
と
大

き
く
変
容
を
遂
げ
る
。
こ
の
第
二
の
「
カ
ラ
」、
す
な
わ
ち
「
唐
」
へ
の

記
紀
と
、
そ
れ
を
読
む
宣
長
と
の
関
心
の
焦
点
は
、
明
瞭
に
「
中
華
」
か

ら
「
東
夷
」
を
睥
睨
す
る
視
線
に
貫
か
れ
た
『
魏
志
』
倭
人
伝
の
語
る
邪

馬
台
国
と
、
記
紀
の
語
る
大
八
洲
国
・
豊
葦
原
瑞
穂
国
と
の
関
わ
り
に
存

し
た
。
す
で
に
『
日
本
書
紀
』
自
体
が
『
魏
志
』
の
当
該
箇
所
を
神
功
皇

后
摂
政
紀
に
引
用
し
、
卑
弥
呼
と
神
功
皇
后
、
邪
馬
台
国
と
畿
内
大
和
朝

廷
と
を
積
極
的
に
同
定
す
る
態
度
を
見
せ
て
お
り
、
こ
れ
を
受
け
て
松
下

見
林
や
新
井
白
石
ら
近
世
前
期
の
学
者
の
中
で
も
邪
馬
台
国
大
和
説
が
主

流
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
状
況
下
で
の
宣
長
の
邪
馬
台
国
論
を
詳
説
し
、

そ
の
後
代
へ
の
多
大
な
影
響
を
論
証
し
た
点
が
、
管
見
に
お
い
て
は
本
書

の
白
眉
で
あ
る
。
宣
長
は
『
馭
戎
慨
言
』
に
て
、
三
世
紀
に
三
国
の
魏
に

朝
貢
し
て
冊
封
さ
れ
た
の
は
大
和
朝
廷
の
女
王
で
は
な
く
、
九
州
の
熊
襲

が
そ
れ
を
騙
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
熊
襲
偽
僭
説
を
強
く
主
張
し
た
。

「
古
代
大
和
王
朝
と
中
国
と
の
関
係
は
名
実
と
も
に
推
古
朝
十
五
年
か
ら

始
ま
っ
て
」（
一
一
五
頁
）
お
り
、
そ
れ
以
前
に
は
日
中
の
交
渉
は
な
か

っ
た
と
い
う
の
が
宣
長
の
強
い
オ
ブ
セ
ッ
シ
ョ
ン
で
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。

こ
の
邪
馬
台
国
九
州
説
は
鶴
峰
戊
申
や
近
藤
芳
樹
ら
後
の
国
学
者
た
ち
に

継
承
さ
れ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
近
代
以
降
に
も
九
州
説
が
圧
倒
的
優
勢
を

占
め
る
源
流
を
な
し
た
の
で
あ
る
。
宣
長
の
熊
襲
偽
僭
説
＝
邪
馬
台
国
九

州
説
の
基
底
に
あ
る
の
は
、
著
者
に
よ
れ
ば
「
畿
内
の
大
和
朝
廷
は
、
三

世
紀
の
卑
弥
呼
の
時
代
よ
り
も
古
く
か
ら
、
既
に
固
有
の
国
と
し
て
あ
っ

た
は
ず
だ
と
い
う
確
信
」（
一
二
一
─
二
二
頁
）
な
の
で
あ
っ
た
。

　

往
々
に
近
代
日
本
の
膨
張
主
義
的
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
一
源
流
と
目

さ
れ
る
宣
長
に
は
、
朝
鮮
で
あ
れ
中
国
で
あ
れ
「
カ
ラ
国
」
に
対
す
る
実
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体
的
な
蔑
視
は
な
く
、
ま
し
て
や
侵
略
の
意
図
な
ど
は
全
く
存
在
し
な
か

っ
た
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
国
の
影
響
か
ら
独
立
に
日
本
と
い
う
ま
と
ま
り

が
「
自
己
完
結
」（
八
〇
頁
）
的
に
存
し
た
こ
と
は
終
始
強
調
さ
れ
続
け
、

そ
の
意
識
が
「
カ
ラ
」
を
論
じ
る
宣
長
の
行
論
に
纏
綿
す
る
排
外
性
や
エ

ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
と
な
っ
て
表
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
以
上
が
宣
長
の

「
カ
ラ
国
」
観
の
基
調
と
し
て
本
書
で
は
取
り
出
さ
れ
て
い
る
と
評
者
に

は
読
み
取
ら
れ
た
。

三
　「
皇
国
」
の
浮
上

　

外
国

─
と
り
わ
け
二
つ
の
「
カ
ラ
国
」
と
の
対
比
で
次
に
浮
上
し
て

く
る
の
が
日
本
で
あ
る
。
宣
長
が
自
国
に
つ
い
て
「
皇
国
」
と
い
う
呼
称

を
多
用
し
た
こ
と
が
当
時
の
知
的
世
界
に
多
大
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
、

近
世
後
期
の
論
者
に
よ
っ
て
こ
の
語
が
広
汎
に
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
の
に
と
ど
ま
ら
ず
、
近
代
以
降
も
「
帝
国
」
と
の
微
妙
な
緊
張
関
係
の

も
と
に
使
用
さ
れ
続
け
る
に
至
っ
た
。
そ
の
過
程
も
本
書
で
は
丹
念
に
辿

ら
れ
て
い
る
。
本
書
の
興
味
深
い
着
眼
点
は
、「
御
国
」「
神
国
」「
中
国
」

「
皇
朝
」
等
、「
皇
国
」
と
当
時
並
存
し
、
一
定
の
時
点
ま
で
宣
長
自
身
も

混
用
し
て
い
た
他
の
日
本
の
尊
称
の
中
か
ら
宣
長
が
「
皇
国
」
を
選
び
出

し
た
こ
と
を
意
図
的
な
選
択
と
し
、
そ
の
選
択
自
体
に
一
つ
の
思
考
を
見

出
し
た
点
に
あ
る
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
は
じ
め
「
大
御
国
」「
神
国
」
な
ど
も
併
用
し
て
い

た
宣
長
は
『
記
伝
』
執
筆
と
儒
者
と
の
論
争
と
に
費
や
さ
れ
た
一
七
七
一

─
八
〇
年
の
間
に
意
図
的
に
「
皇
国
」
と
い
う
呼
称
を
選
び
取
り
、
以
降

専
ら
こ
れ
を
用
い
る
に
至
っ
た
。「「
御
国
」
と
「
皇
国
」
と
の
用
語
の
位

相
の
差
」（
一
四
頁
）
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
「
御
国
」「
御
大
国
」
が
単

な
る
自
国
の
「
美
称
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、「
皇
国
」
は
世
界
の
は
じ

ま
り
に
つ
い
て
の
真
実
の
伝
承
が
『
記
』
と
い
う
形
で
唯
一
残
存
し
て
い

る
国
と
し
て
、
全
世
界
に
そ
の
卓
越
性
が
承
認
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
、

一
種
の
普
遍
性
の
主
張
を
含
意
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
荻
生
徂
徠
ら
の

「
中
華
」
崇
拝
に
抗
し
て
立
っ
た
賀
茂
真
淵
は
、
し
か
し
儒
教
批
判
の
み

に
終
始
し
て
「
中
華
」
に
代
わ
る
普
遍
を
見
出
せ
な
か
っ
た
が
、
宣
長
は

「
皇
国
」
と
い
う
普
遍
を
見
出
し
て
「
国
学
を
完
成
」（
一
九
三
頁
）
さ
せ

た
と
著
者
は
主
張
す
る
。

　

た
だ
し
こ
こ
で
も
う
一
つ
筆
者
が
強
調
す
る
の
は
、
宣
長
は
『
玉
く
し

げ
』『
馭
戎
慨
言
』
等
の
ポ
レ
ミ
カ
ル
な
著
作
で
「
皇
国
」
を
「「
元
本
大

宗
」
た
る
国
」（
一
二
六
頁
）
と
し
「
万
国
が
「
臣
服
」
し
て
従
う
べ
き

道
理
」（
同
）
を
説
く
が
、「
こ
れ
が
現
実
的
に
万
国
の
「
臣
服
」
を
主
張

す
る
も
の
だ
っ
た
と
は
到
底
思
わ
れ
な
い
」（
同
）
こ
と
で
あ
る
。
著
者

に
よ
れ
ば
、
こ
の
一
見
尊
大
な
議
論
は
「
ま
こ
と
の
道
を
伝
え
る
古
伝
説

を
唯
一
も
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
「
皇
国
」
の

人
々
に
向
け
ら
れ
た
も
の
」（
同
）
で
あ
っ
て
、
諸
外
国
の
人
に
直
接
向

け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
換
言
す
れ
ば
宣
長
の
自
国
中
心
主
義
や
排

外
思
想
に
満
ち
た
言
説
は
「
思
考
様
式
の
問
題
」（
一
九
六
頁
）
と
し
て
、

十
八
世
紀
日
本
の
知
的
世
界
の
内
部
で
、
そ
こ
で
外
来
思
想
で
あ
り
な
が

ら
知
的
権
威
と
化
し
て
い
た
仏
教
・
儒
教
に
向
け
て
挑
戦
的
に
発
さ
れ
た

も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
こ
の
「
世
界
の
実
体
的
な
版
図
に
よ
ら
ず
、
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理
念
的
な
空
間
に
お
い
て
世
界
秩
序
と
し
て
認
識
さ
れ
た
」（
二
〇
七
頁
）

宣
長
の
「
皇
国
」
は
十
九
世
紀
以
降
、
西
洋
列
強
の
ア
ジ
ア
分
割
が
現
実

化
し
、
そ
れ
に
対
す
る
国
内
的
な
危
機
感
が
醸
成
さ
れ
て
く
る
と
変
容
を

遂
げ
、
き
わ
め
て
現
実
的
か
つ
軍
事
的
な
佐
藤
信
淵
の
征
韓
論
や
大
国
隆

正
の
「
大
帝
爵
の
国
体
」
論
へ
と
接
続
し
て
ゆ
く
に
至
っ
た
と
著
者
は
見

て
い
る
。
そ
れ
は
「
政
治
の
現
場
か
ら
遠
い
」（
二
〇
七
頁
）
宣
長
が
用

い
た
「
皇
国
」
と
い
う
語
の
「
一
人
歩
き
」（
同
）
だ
と
著
者
は
い
う
。

��

た
だ
し
以
上
の
「
皇
国
」
を
め
ぐ
る
分
析
は
、
前
節
で
紹
介
し
た
「
カ

ラ
国
」
の
そ
れ
ほ
ど
に
は
シ
ャ
ー
プ
な
も
の
と
は
い
い
難
い
。「
中
国
」

「
神
国
」「
皇
国
」
等
の
微
妙
に
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
異
に
す
る
多
様
な
自
国
称

呼
を
め
ぐ
っ
て
近
世
日
本
人
の
自
他
認
識
が
次
第
に
変
容
し
て
い
っ
た
こ

と
、
ま
た
宣
長
が
真
実
の
古
伝
承
の
残
存
と
い
う
論
点
に
よ
っ
て
ど
こ
ま

で
も
中
華
・
夷
狄
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
囚
わ
れ
て
い
た
近
世
人
の
自
国
・
他
国

認
識
の
画
期
を
な
し
た
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
桂
島
宣
弘
『
自
他
認
識

の
思
想
史
』（
二
〇
〇
八
年
）
や
樋
口
浩
造
『「
江
戸
」
の
批
判
的
系
譜
学
』

（
二
〇
〇
九
年
）
に
よ
っ
て
す
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
事
柄
に
属
す
る
。
天

照
大
神
＝
太
陽
の
生
ま
れ
た
国
、
真
実
の
古
伝
が
唯
一
遺
る
国
云
々
と
い

っ
た
、
彼
と
信
念
を
共
有
し
な
い
か
ぎ
り
は
あ
ま
り
に
も
素
朴
な
信
の
告

白
に
す
ぎ
な
い
宣
長
の
「
皇
国
」
観
を
祖
述
す
る
こ
と
に
は
さ
し
て
大
き

な
意
味
は
な
い
よ
う
に
評
者
に
は
思
わ
れ
る
。
近
・
現
代
の
人
が
そ
の
語

り
の
内
側
に
入
り
こ
む
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
た
と

え
ば
宣
長
が
、
上
代
人
が
憧
憬
し
た
「
常
世
」
か
ら
他
界
や
仙
境
の
含
意

を
消
去
し
て
単
な
る
「
外
国
」
の
意
と
し
、
か
つ
そ
の
「
外
国
」
へ
の
憧

憬
や
文
化
的
依
存
も
ま
た
否
定
す
る
こ
と
で
、
自
足
し
自
閉
し
た
も
の
と

し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
に
至
っ
た
「
皇
国
」
が
、
従
来
の
日
本
人
の
自
国

観
と
（
さ
ら
に
い
え
ば
『
記
』
自
体
の
有
す
る
自
国
観
と
）
ど
の
よ
う
に
隔

た
っ
て
い
た
の
か
等
が
、
や
や
俯
瞰
的
な
視
点
か
ら
追
求
さ
れ
る
べ
き
で

あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
評
者
に
は
思
わ
れ
て
な
ら
な
い
。

四
　
宣
長
の
ア
ポ
ロ
ギ
ア

　

評
者
の
観
点
か
ら
概
括
す
る
な
ら
ば
、
本
書
は
宣
長
の
た
め
の
長
大
な

ア
ポ
ロ
ギ
ア
で
あ
る
。
十
八
世
紀
の
宣
長
が
繰
り
返
し
表
明
し
た
皇
国
賛

美
や
そ
れ
と
表
裏
を
な
す
ア
ジ
ア
諸
国
・
諸
地
域
へ
の
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
言

表
は
、
十
九
世
紀
後
半
以
降
、
宣
長
が
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
源
流

と
し
て
再
発
見
さ
れ
る
と
、
皇
国
至
上
主
義
の
先
覚
者
の
言
と
し
て
反

復
さ
れ
喧
伝
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
し
か
し
著
者
が
再
三
強
調
す
る
よ
う

に
、「
皇
国
」
へ
の
「
万
国
の
臣
服
」（
前
引
）
等
と
い
っ
た
宣
長
の
言
辞

は
あ
く
ま
で
、
相
対
的
に
平
穏
で
あ
っ
た
十
八
世
紀
の
ア
ジ
ア
情
勢
の
中

で
、
し
か
も
他
国
人
で
は
な
く
同
時
代
の
日
本
人
に
向
け
て
、
そ
の
「
中

華
」
崇
拝
を
対
治
す
る
べ
く
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
主
張
を
現

実
に
日
本
が
「
万
国
の
臣
服
」
を
主
張
し
て
行
動
し
た
後
代
の
歴
史
的
文

脈
か
ら
逆
算
し
て
批
判
す
る
こ
と
の
不
当
さ
に
、
著
者
は
さ
な
が
ら
憤
り

す
ら
覚
え
て
い
る
か
の
よ
う
で
あ
る
（
同
様
の
論
理
構
造
と
パ
ト
ス
と
を
共

有
す
る
著
作
と
し
て
、
す
で
に
田
中
康
二
『
本
居
宣
長
の
大
東
亜
戦
争
』
二
〇

〇
九
年
が
あ
る
）。
こ
こ
で
は
宣
長
を
爆
音
が
響
き
わ
た
る
血
み
ど
ろ
の
近

代
北
東
ア
ジ
ア
情
勢
か
ら
救
出
し
、「
天
下
泰
平
」
が
謳
歌
さ
れ
た
十
八
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世
紀
松
坂
の
閑
雅
な
「
鈴
屋
」
の
四
畳
半
に
還
す
こ
と
が
目
指
さ
れ
て
い

る
か
の
ご
と
く
で
あ
る
（
し
か
し
今
日
賛
否
の
喧
し
い
所
謂
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン

思
潮
の
、
日
本
思
想
史
研
究
に
対
す
る
最
も
ク
リ
テ
ィ
カ
ル
な
問
題
提
起
は
ま

さ
に
、
一
見
中
立
的
な
学
問
の
場
こ
そ
が
実
は
最
も
政
治
的
だ
と
い
う
告
発
に

こ
そ
存
す
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
）。
近
世
儒
学
と
国
学
と
を
専
攻
す
る
評

者
も
、
著
者
の
視
角
と
主
張
と
に
は
つ
よ
い
共
感
を
覚
え
る
。
後
代
の
影

響
か
ら
逆
算
し
て
の
政
治
的
な
弾
劾
に
急
ぐ
あ
ま
り
、
こ
の
思
想
家
の
襞

の
多
い
行
論
の
隈
々
に
揺
曳
す
る
深
い
含
蓄
を
看
過
す
る
よ
う
で
は
、
宣

長
を
読
ん
だ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
に
し
て
同
時
代
の
、
ま
た
等
身
大
の
姿
へ

と
還
元
さ
れ
た
宣
長
と
、
著
者
は
い
か
な
る
立
場
で
関
わ
ろ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
史
上
最
も
有
名
な
ア
ポ
ロ
ギ
ア
の
主
人
公
と
同
じ

く
、
著
者
が
目
指
す
と
こ
ろ
も
宣
長
と
の
対
話

0

0

な
の
で
あ
る
。「
あ
と
が

き
」
に
て
著
者
は
「
宣
長
を
問
題
と
し
な
が
ら
い
か
に
カ
ラ
を
問
う
こ
と

が
で
き
る
か
」（
二
五
三
頁
）
と
の
問
い
が
そ
の
研
究
の
当
初
に
存
し
た

と
い
う
が
、
そ
の
「
答
え
は
、
少
な
く
と
も
宣
長
か
ら
は
問
題
に
で
き
な

い
、
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
」（
同
）。
そ
れ
で
は
、
祖
国
が
近
隣
諸
国
の
文

化
的
影
響
以
前
に
「
自
己
完
結
」
的
に
歴
史
の
始
ま
り
か
ら
存
在
す
る
さ

ま
を
ひ
た
す
ら
「
想
像
」
し
続
け
る
ア
マ
チ
ュ
ア
学
者
（
そ
ん
な
人
は
今

日
の
北
東
ア
ジ
ア
に
も
ご
ま
ん
と
い
よ
う
）
に
対
し
て
、
今
度
は
何
ご
と
を

著
者
は
問
い
か
け
る
の
だ
ろ
う
か
。
本
書
の
中
で
は
、
先
行
研
究
に
対
す

る
批
判
の
鋭
さ
や
方
法
論
の
堅
固
さ
に
比
し
て
、
宣
長
へ
の
新
た
な
問
い

の
形
は
い
ま
だ
茫
洋
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
、
本

稿
冒
頭
に
概
括
し
た
近
年
の
宣
長
研
究
の
大
半
に
向
け
て
問
わ
れ
る
べ
き

問
い
で
あ
る
。
著
者
の
次
の
展
開
は
「
あ
と
が
き
」
に
て
「
朝
鮮
国
学
と

い
わ
れ
て
い
る
思
想
家
た
ち
と
格
闘
す
る
こ
と
」（
二
五
四
頁
）
と
予
告

さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
か
ら
改
め
て
有
為
な
対
話
が
開
始
さ
れ
る
の
を
俟

ち
た
い
。
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皇
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