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ち
同
襄
の
栄
光
と
姦
の
歴
史
と
表
裏
一
体
で

あ
る
こ
と
磊
者
に
強
く
印
象
づ
け
る
。
明
治
二

十
三
年
宗
教
と
教
育
の
衝
突
に
ょ
る
宣
教
師
団
の

引
揚
げ
、
横
井
社
長
時
代
の
微
兵
猶
予
に
か
ら
む

同
嘉
綱
領
一
部
削
除
問
題
、
原
田
総
長
時
代
の

紛
争
の
た
め
一
年
二
力
月
に
わ
た
り
「
同
志
社
に

総
長
な
く
、
教
会
に
牧
師
な
き
」
空
白
状
態
の
現

出
、
戦
時
の
官
愆
軍
部
の
圧
迫
と
僅
か
三
名
の
出

席
昔
に
ょ
る
礼
拝
発
持
の
苦
心
な
ど
は
そ
の
例

で
あ
る
。

学
園
教
会
と
し
て
の
戦
後
の
急
而
の
詳
細

な
梨
は
、
学
園
と
教
会
と
の
関
係
す
な
わ
ち
社

長
の
牧
師
兼
務
、
総
寮
長
柔
教
主
任
の
協
力
、

牧
師
の
宗
教
主
任
兼
務
、
牧
師
の
校
長
兼
務
等
を

経
て
現
在
の
専
任
牧
師
組
織
ま
で
の
無
の
記
述

と
と
も
に
、
「
自
由
教
育
自
治
教
会
、
両
者
併
行

国
家
万
歳
」
な
る
理
想
の
学
園
教
会
の
在
り
方
に

つ
い
て
曹
の
一
考
を
促
が
し
て
い
る
。

日
本
フ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
教
会
史
に
大
き
な
足
跡

を
残
し
九
当
教
会
の
よ
り
一
層
の
発
展
を
期
待
す

る
と
と
も
に
、
百
年
史
の
た
め
、
畢
の
蕪
に

つ
い
て
夷
に
推
敲
を
重
ね
ら
れ
、
新
資
料
を
村
加

し
、
誤
植
の
絶
無
を
期
せ
ら
れ
ん
こ
と
を
の
ぞ
ん

(
仁
井
)

で
や
ま
な
い
。

「
同
志
社
教
会
九
十
年
小
史
」
京
都
・
同
志
社

教
会
、
 
B
6
判
一
四
七
頁
、
非
売
品
。

本
書
は
同
志
社
英
学
校
開
校
の
翌
年
、
明
治
九

年
十
二
月
三
日
に
新
島
先
生
自
ら
仮
牧
師
と
し
て

設
立
さ
れ
た
同
志
社
教
会
が
、
創
立
九
十
周
年
記

念
事
業
の
一
つ
と
し
て
出
版
し
た
も
の
で
あ
り
、

来
る
べ
き
百
年
史
編
集
の
た
め
の
基
礎
資
料
の
性

恪
を
持
っ
て
い
る
。

百
四
十
七
頁
の
小
冊
子
な
が
ら
、
(
そ
の
前
身

で
あ
る
)
西
京
第
二
公
会
の
設
立
、
同
志
社
教
会

の
設
立
、
そ
の
歩
み
、
教
会
人
物
誌
の
四
章
よ
り

な
り
、
そ
の
「
栄
光
と
慕
」
の
歩
み
は
す
な
わ

土
幕
子
著
「
伝
評
・
土
倉
庄
三
郎
」
東

京
.
朝
日
テ
レ
ビ
ニ
ュ
ー
ス
社
、
 
A
5
判
二
八
0

頁
、
定
価
一
、
 
0
0
0
円
。

新
島
襄
先
生
が
同
士
讐
央
学
校
創
穫
、
更
に

大
学
設
立
の
器
だ
燃
え
て
い
た
明
治
十
三
年
の

冬
、
始
め
て
会
っ
九
人
物
で
あ
っ
た
が
、
先
生
の

理
想
に
共
嶋
し
て
即
座
に
五
千
円
語
を
約
し
九

の
が
、
大
和
大
滝
村
の
土
豪
土
介
庄
三
郎
で
あ
っ

た
。
以
来
両
者
の
間
に
は
信
頼
と
敬
愛
の
親
交
が

続
け
ら
れ
、
先
生
は
学
園
は
も
ち
ろ
ん
家
庭
の
重

器
項
に
つ
い
て
も
士
倉
に
相
談
し
、
士
倉
も
ま

九
子
女
の
教
育
に
つ
い
て
は
一
切
先
生
の
力
に
た

よ
る
と
い
う
深
い
交
器
続
い
て
い
る
こ
と
は
先

生
の
"
翰
や
年
譜
よ
っ
て
明
ら
か
な
と
こ
ろ
で

あ
る
が
、
そ
の
土
倉
庄
三
郎
の
評
伝
が
こ
の
書
で

あ
る
。薯

者
は
庄
三
郎
翁
の
次
弟
平
三
郎
の
孫
、
土
台

蛭
夫
人
祥
子
女
史
で
、
士
璽
伝
来
の
資
料
を

も
と
に
執
第
し
た
も
の
。
一
部
聞
玉
き
も
あ
る

昭
聖
十
六
年
の
春
二
力
月
に
わ
た
っ
て

が
、『

大
和
タ
イ
ム
ス
』
誓
磯
し
光
も
の
を
原
に

修
正
加
筆
し
、
士
倉
庄
三
郎
翁
五
十
年
祭
の
黒

念
味
を
ふ
く
め
て
上
梓
し
た
も
の
て
あ
る
。

土
倉
家
は
吉
野
の
奥
に
代
々
林
業
を
営
み
、
明



糊
期
の
頃
は
吉
野
灣
材
木
方
大
発
の
役
を

も
ち
、
吉
野
川
の
穆
・
熊
符
道
の
修
築
そ
の

他
の
公
益
事
業
に
嬰
を
投
じ
て
郷
土
の
開
発
に

刀
叩
差
ぎ
、
更
に
教
育
事
業
に
゛
戴
心
で
、
竺

郎
翁
は
郷
土
に
私
学
校
を
興
し
、
ま
た
黒
社
、

日
本
女
子
大
学
の
登
に
対
し
て
多
額
の
金
品
を

提
供
し
て
人
材
.
晟
の
業
を
助
け
、
一
方
板
畑
退

助
、
.
[
小
山
英
十
、
金
玉
均
ら
同
旧
民
権
連
動
の
倒

士
、
志
士
に
も
ハ
ト
ロ
ン
と
し
て
援
助
し
た
先
党

具
眼
の
夫
十
で
、
当
時
山
林
王
と
し
て
、
そ
の
資

産
は
全
国
長
京
付
に
三
井
財
閥
と
併
列
し
忍

か
れ
た
と
い
う
。

齊
中
「
同
志
社
専
門
学
校
」
の
一
条
あ
り
、

新
島
先
生
忠
翰
や
見
を
資
欝
庄
尿
翁
と

の
交
渉
龜
述
し
て
い
る
。
先
生
の
遺
券
中
に

「
深
山
大
沢
生
露
」
の
句
が
あ
る
が
、
士
<
昆

三
郎
こ
そ
当
時
の
吉
野
に
お
け
る
一
捲
で
あ
っ

た
と
い
え
よ
う
。

業
に
伺
郷
人
森
庄
太
郎
尋
作
「
挿
絵
吉
野

業
玉
」
が
庄
三
器
の
箭
に
な
る
践
文
と

共
に
縮
写
で
合
冊
さ
れ
、
そ
の
林
業
に
対
す
る
識

兒
の
一
端
力
う
力
力
え
る
。
本
譜
に
考
証
的
伝
記

の
要
求
希
す
こ
と
は
出
来
ぬ
か
も
し
れ
ぬ
が
、

山
谷
に
忘
ら
れ
て
行
く
一
先
党
者
の
爵
を
堀
り

起
こ
す
よ
す
が
と
は
な
る
で
あ
ろ
う
。

(
d
野
)

ア
.
イ
.
シ
フ
マ
ン
著
、
末
包
艾
夫
羅
済
学
部

教
授
)
訳
「
ト
ル
ス
ト
イ
と
日
本
」
朝
日
新
鬮

社
、
 
B
6
判
三
0
九
頁
、
定
価
四
五
0
円
。

東
京
、
つ
い
で
、
大
阪
で
の
ト
ル
ス
ト
イ
展
を

期
し
て
、
否
丈
夫
教
授
訳
出
の
「
ト
ル
ス
ト
イ

と
日
本
」
が
公
刊
さ
れ
た
こ
と
は
、
大
き
遜
び

で
あ
る
。

響
「
ト
ル
ス
ト
イ
と
東
洋
」
は
、
一
九
六
0

年
モ
ス
ク
ワ
の
東
洋
文
献
出
版
所
か
ら
出
さ
れ
た

も
の
で
、
著
者
、
シ
フ
マ
ン
は
、
国
立
ト
ル
ス
ト

子
博
物
館
(
モ
ス
ク
ワ
)
主
任
研
究
員
で
あ
り
、

か
れ
に
は
、
ト
ル
ス
ト
イ
関
係
の
数
多
く
の
論
文

や
著
書
が
あ
る
。

「
ト
ル
ス
ト
イ
と
日
本
」
は
、
辱
+
、
ト
ル
ス

ト
イ
と
日
本
、
ト
ル
ス
ト
イ
と
中
国
の
三
部
か
ら

な
り
、
巻
頭
に
、
「
日
本
倫
者
へ
」
と
い
う
、

シ
フ
マ
ン
の
こ
と
ば
を
か
か
げ
て
い
る
。

百
年
を
迎
え
る
日
本
の
近
代
の
歩
み
の
な
か

で
、
日
本
人
の
い
だ
い
た
ト
ル
ス
ト
イ
像
は
、

い

く
た
の
屈
曲
を
経
験
し
な
が
ら
生
き
つ
づ
け
た
。

元
来
、
東
竪
会
の
も
っ
た
社
会
思
傑
、
西
欧

の
そ
れ
の
稲
・
流
入
に
比
較
し
て
、
ま
さ
る
と

も
劣
ら
ぬ
も
の
を
も
っ
て
い
た
が
、
そ
の
接
触
・

一
荒
に
関
す
る
両
者
の
文
献
、
資
料
の
調
査
・
検

オ
は
、
相
亙
姦
の
立
場
に
お
か
れ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
。
そ
れ
耆
い
過
ぎ
な
ら
ぱ
、
き
わ
め
て

乏
し
か
っ
た
。
そ
う
し
喜
嫌
か
ら
す
る
と
、
シ

フ
マ
ン
の
「
ト
ル
ス
ト
イ
と
日
本
」
訳
出
は
、
そ

の
時
点
・
時
点
に
お
け
る
、
い
く
つ
か
の
 
0
対

括
4
と
0
応
対
ψ
の
諸
様
相
を
は
じ
め
て
公
削

し
、
と
く
に
、
明
治
期
の
文
学
・
社
会
暴
の
骨

格
描
成
に
お
け
る
ト
ル
ス
ト
イ
像
の
も
っ
た
意
味

を
、
水
唆
的
に
提
供
し
て
く
れ
る
点
で
き
わ
め
て
大

切
で
あ
る
。
ま
た
、
日
中
近
代
化
の
比
較
研
究
の

見
地
か
ら
も
、
「
ト
ル
ス
ト
イ
と
中
国
」
は
、
教

え
ら
れ
る
こ
と
が
き
わ
め
て
多
い
。
と
く
に
、
魯

迅
の
像
を
見
定
め
る
上
で
の
魯
迅
の
抱
い
た
ト
ル

ス
ト
イ
像
は
、
当
時
の
日
本
と
中
国
の
文
学
界
の

動
向
を
検
討
す
る
上
で
き
わ
め
て
尓
唆
的
で
あ

る

同
寝
人
と
し
て
は
、
小
西
増
太
郎
、
徳
黒

峰
・
蘆
花
・
深
井
英
五
、
安
部
磯
雄
な
ど
著
名
な

人
々
が
交
硫
史
上
的
大
き
な
術
を
巣
し
て
い
る

こ
と
を
、
い
ま
一
儷
趨
し
て
み
る
こ
と
を
す
す

め
た
い
。

(
杉
井
)
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「
あ
る
私
学
」
京
都
、
同
志
社
大
学
生
協
出
版

部
、
 
B
6
判
二
九
一
頁
、
定
価
四
三
0
円
。

慶
応
、
早
稲
田
紛
争
の
余
燿
も
ま
だ
消
え
や
ら

ぬ
う
ち
に
、
昨
年
も
ま
た
中
央
大
学
、
明
治
大
学

で
学
園
紛
争
が
も
ち
あ
が
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も

伝
統
あ
る
私
学
で
あ
り
、
慶
応
に
至
っ
て
は
、
今

日
ま
で
、
ほ
と
ん
ど
学
生
運
動
が
存
在
し
な
か
っ

た
大
学
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
大
学
が
、
学
園
の
存

立
を
か
け
た
ま
で
の
深
刻
な
学
園
紛
争
を
く
り
か

え
し
、
し
か
も
、
有
発
対
策
が
う
ち
た
て
ら
れ

な
い
ま
ま
に
、
今
日
に
至
っ
て
い
る
事
態
は
、

)し

わ
ゆ
る
「
私
学
危
機
」
と
呼
ぱ
れ
る
も
の
が
、
実

に
多
様
な
問
題
を
含
ん
で
い
る
事
の
証
左
で
あ
ろ

、
つ
0

そ
し
て
現
在
、
多
く
の
大
学
論
、
私
学
築
提

出
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
話
題
を
呼
ん
で
い
る
が
、

こ
の
「
あ
る
私
学
」
も
、
そ
う
し
た
私
学
論
の
一

つ
で
は
あ
る
。
だ
が
、
多
く
の
類
書
が
と
も
す
れ

ぱ
、
既
に
第
一
線
を
退
い
た
教
育
需
家
に
ょ
る

私
学
論
、
あ
る
い
は
、
ル
ポ
ー
タ
ー
ジ
ュ
に
ょ
る

ス
ケ
ッ
チ
風
の
問
題
点
指
輩
の
大
学
論
で
あ
る

の
に
対
し
て
、
本
書
は
さ
需
を
現
場
に
ひ
き
も

ど
し
、
解
決
可
能
な
方
策
を
何
と
か
見
つ
け
出
し

て
行
こ
う
と
す
る
野
心
的
な
試
み
を
行
な
っ
て
い

る

第
一
章
入
学
誤
、
第
二
章
学
生
サ
ー
ク
ル
活

動
の
周
辺
、
第
三
章
学
生
主
任
多
忙
ま
で
の
辛

は
、
マ
ン
モ
ス
化
し
、
ま
す
ま
す
疎
外
さ
れ
て
い

く
学
生
と
の
か
か
わ
り
あ
い
を
通
し
て
、
学
生
と

教
師
の
ヒ
ユ
ー
マ
ン
な
結
び
つ
き
を
も
と
め
て
い

る
0

第
四
章
教
授
会
の
憂
催
、
第
五
章
あ
ぁ
就
職
、

第
六
阜
大
学
教
育
の
転
換
軸
を
求
め
て
、
で
は
、

さ
ま
ざ
ま
な
雑
用
に
追
い
ま
く
ら
れ
て
、
と
も
す

れ
ぱ
ゆ
る
み
が
ち
な
「
研
究
」
体
制
の
問
題
、
更

に
は
、
一
般
教
育
と
専
門
教
育
の
問
題
等
、
具
体

ー
ー

的
な
改
革
案
も
含
め
て
、
積
極
的
な
問
題
提
起
が

な
さ
れ
て
い
る
。

最
後
の
「
あ
る
鞍
派
教
員
の
履
歴
書
」
の
中

で
は
、
い
ろ
い
ろ
取
ざ
九
さ
れ
て
い
る
学
校
制
度

の
問
^
を
^
^
自
ら
の
^
^
に
^
ら
し
た
^
^
心
的

学
制
論
と
し
て
展
開
し
て
い
る
。

こ
の
書
を
一
読
し
て
感
ず
る
の
は
、
学
生
に
対

す
る
器
・
学
生
ぬ
き
で
大
学
は
語
れ
な
い
と
い

う
、
著
者
た
ち
の
烹
が
大
き
く
貫
か
れ
て
い
る

こ
と
で
あ
る
。
こ
の
、
教
育
と
研
究
に
対
す
る
真

剣
な
取
組
み
、
研
究
を
志
ざ
す
人
々
へ
の
深
い
仁

頼
感
が
、
こ
の
習
の
読
後
感
を
非
郁
に
さ
わ
や
力

な
も
の
に
し
て
い
る
。
ま
た
、
筆
者
が
す
べ
て
同

志
社
で
教
鞭
を
と
る
人
々
で
あ
る
関
係
か
ら
、
文

中
資
料
と
し
て
、
主
に
黒
社
の
事
例
が
念
頭
に

お
か
れ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
文
章
全
体
は
、
一
般

に
ど
の
私
学
に
も
存
在
す
る
問
題
と
し
て
整
理
さ

れ
、
客
観
的
に
器
さ
れ
て
い
る
。
(
浅
川
)

杉
江
栄
一
・
太
田
雅
夫
著
(
法
学
需
師
)

「
政
治
学
ノ
ー
ト
京
都
・
法
律
文
化
社
、
 
B

6
判
三
0
二
頁
、
定
価
七
八
0
円
。

本
書
は
、
政
治
学
の
入
門
:
で
あ
り
、
教
科
轡

で
あ
る
。
政
治
学
者
が
、
お
の
お
の
自
分
の
政
治

学
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
独
自
の
教
科
書
を
も

つ
こ
と
は
、
政
治
学
の
発
達
の
現
状
に
お
い
て
は

む
し
ろ
望
ま
し
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
伺
故
な

ら
、
政
治
学
は
、
そ
の
体
系
に
お
い
て
、
一
応
の

基
本
的
ワ
ク
が
存
在
す
る
と
は
い
ぇ
、
個
々
の
学

者
の
独
の
集
を
展
開
し
得
る
余
地
が
多
い
か

ら
で
あ
る
。
そ
忠
味
で
数
年
問
倫
義
を
背
景

に
し
て
、
若
い
二
人
の
学
者
が
協
力
し
て
一
書
を

も
の
さ
れ
た
こ
と
に
賛
草
表
し
た
い
。
自
分
た

ち
の
体
系
と
理
論
的
水
準
を
公
に
し
、
大
方
の
批

判
を
受
け
て
、
更
に
高
い
も
の
を
う
み
だ
す
一
歩

と
も
な
ろ
う
。

教
科
譜
と
し
て
残
れ
九
本
書
に
は
、
教
科
雪
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と
し
て
の
特
徴
点
が
あ
る
。
一
つ
は
巻
末
に
付
さ

れ
た
名
所
の
参
考
文
献
倒
雫
あ
る
。
勢
も

木
沓
の
凶
容
を
郡
す
る
上
で
大
い
に
役
立
つ
と

思
わ
れ
る
。
二
つ
は
、
同
じ
く
巻
朱
の
、
政
治
学

史
1
政
治
史
年
雫
あ
る
。
参
考
瓢
Π
録
は
従

来
の
教
科
譜
も
多
く
み
ら
れ
る
が
、
こ
の
種
の

年
表
は
み
か
け
九
こ
と
が
な
い
。
本
占
の
大
き
な

特
徴
点
で
あ
る
。
更
に
特
徹
と
恕
わ
れ
る
点
を
指

摘
す
る
と
、
伯
々
の
問
旭
の
説
明
に
あ
九
二
L
、

解
答
を
示
す
の
で
は
な
く
、
問
題
の
所
在
を
指
摘

し
九
り
、
問
遡
を
提
起
す
る
よ
う
な
形
に
そ
っ
て

い
る
と
こ
ろ
が
散
見
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
教
科

書
は
提
起
し
た
す
べ
て
の
問
題
に
つ
い
て
桐
ら
か

の
解
答
を
示
し
、
し
九
が
二
L
、
教
室
で
翻
叩
み

し
て
も
よ
い
も
の
と
の
考
え
か
ら
す
れ
ば
、
右
の

点
は
欠
点
と
み
ぇ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
教
科

沓
に
む
し
ろ
学
先
に
問
題
を
諾
し
、
考
え
る
き

つ
か
け
を
あ
た
え
る
も
の
と
す
れ
ぱ
、
右
の
点
は

き
わ
め
て
す
ぐ
れ
九
特
徴
点
と
な
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
う
い
っ
九
す
ぐ
れ
九
特
徴
点
を
形

成
し
て
い
る
も
の
の
中
に
も
、
も
う
少
し
親
切
な

配
慮
の
ほ
し
か
っ
た
問
題
点
が
二
、
三
あ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
・
火
と
え
ば
、
国
家
の
歴
史
的
範
疇

を
あ
げ
て
い
る
が
、
社
会
主
義
国
家
が
そ
の
中
に

は
い
っ
て
い
六
い
よ
う
に
m
^
わ
れ
る
。
そ
^
を
半

興
永
と
し
て
描
い
て
は
い
る
が
、
成
立
以
来
す
で

に
半
世
紀
の
歴
史
を
も
ち
、
今
な
お
、
そ
の
死
滅

の
栃
と
条
件
と
を
全
く
而
し
え
な
い
と
将

す
る
以
上
、
歴
史
的
範
疇
と
し
て
の
国
家
に
入
れ

な
力
っ
た
納
待
の
い
く
説
嶋
力
ほ
し
J
^
つ
六
。
こ

の
九
め
か
、
圈
際
政
治
串
が
せ
っ
か
く
国
際
関

係
を
論
じ
な
が
ら
、
社
会
モ
峩
諸
国
家
間
の
関
係

が
論
じ
ら
れ
な
い
ま
ま
に
終
っ
て
い
る
。
茗
者
が

立
剪
基
礎
に
し
て
い
る
マ
ル
ク
ス
主
峩
政
治
学

の
観
袋
ら
す
れ
ば
、
社
会
主
義
諸
国
間
の
関
係

を
科
学
的
に
器
化
す
る
こ
と
こ
そ
当
面
緑
題

で
あ
ろ
う
。
そ
の
九
め
の
麹
欝
だ
け
で
も
し

い
九
だ
き
か
っ
九
。

国
家
他
つ
い
て
い
え
ぱ
、
著
者
は
、
例
外
国

家
と
い
う
概
念
を
提
示
し
、
そ
れ
を
絶
対
主
義
国

家
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。
こ
の
考
え
に
、
従
来
マ
ル

ク
ス
主
峩
政
準
の
中
で
、
疑
問
な
く
議
さ
れ

て
い
る
考
え
で
あ
る
が
、
問
題
は
多
い
よ
う
だ
。

、

、

階
級
国
家
観
か
ら
純
論
理
的
に
考
え
れ
ぱ
、
例
外

と
い
う
限
り
、
非
階
級
的
と
な
る
の
は
当
然
で
あ

り
、
絶
対
主
義
国
家
の
よ
う
に
、
支
配
階
級
の
在

り
力
が
特
殊
で
あ
っ
た
に
す
ぎ
な
一
い
も
の
な
ら

、

、

ぱ
、
例
外
と
名
ず
け
る
必
要
は
全
く
な
い
、
と
考

、
え
ら
れ
る
。

吏
に
、
器
の
ブ
ル
ジ
.
ア
国
家
体
制
を
わ
れ

わ
れ
は
ど
の
よ
う
に
評
側
し
九
ら
よ
い
の
で
あ
ろ

う
か
。
特
に
、
そ
の
中
心
的
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ

る
デ
モ
ク
ラ
シ
イ
と
そ
の
制
度
に
つ
い
て
の
、
そ

倫
史
的
評
価
の
製
で
あ
る
。
デ
モ
ク
ラ
シ

イ
、
^
に
、
マ
ス
・
一
ブ
モ
ク
ラ
シ
イ
^
^
^
^
^

価
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
政
治
学
の
、
分
岐
卓
あ

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
私
の
一
努
ち
が
え
で
な

け
れ
ぱ
、
一
方
で
は
否
定
的
側
面
を
強
訓
し
、
他

方
で
は
、
肯
定
的
な
側
面
を
む
し
ろ
強
細
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
々
の
と
ま
ど
い
を
禁
じ

得
な
い
。
こ
の
両
側
面
の
評
価
を
つ
ら
ぬ
く
視
点

が
.
木
さ
れ
て
い
る
と
そ
れ
も
解
消
し
よ
う
。
こ
れ

は
、
政
治
的
社
会
の
未
来
を
展
望
す
る
に
あ
た
っ

て
重
要
な
卓
あ
る
の
で
お
二
人
の
の
著
者
の
一

層
の
討
論
を
捌
待
し
九
か
っ
九
。
最
後
に
、
で
き

れ
ば
、
後
日
、
お
二
人
が
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
著
書

を
も
の
に
し
、
そ
れ
ぞ
れ
独
倒
の
体
系
を
尓
し
て

い
九
光
け
る
よ
う
期
待
し
た
い
。

(
金
丸
)
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