
「
司
馬
遷
」

ラム
両岡

〉

の

構

造

長
一
輪
評
論
「
司
馬
遷
」
の
、
武
田
泰
淳
に
お
け
る
位
置
の
問
題
は
、
乙
れ
ま
で
、

多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
。
比
較
的
時
期
の
は
や
い
も
の
と

し
て
は
、
遠
藤
周
作
氏
が
「
精
神
の
腐
刑
|
|
武
田
泰
淳
に
つ
い
て
」
(
昭
二
四

一一、

「
個
性
」
)
で
、

「
司
馬
選
」
を
ひ
き
な
が
ら
、
武
田
の
精
神
構
造
を

分
析
し
よ
う
と
試
み
た
の
を
始
め
と
し
、
以
後
、
「
司
馬
遷
」
に
武
田
自
身
を
重
ね
あ

わ
せ
な
が
ら
、
戦
後
の
作
品
を
分
析
し
よ
う
と
す
る
と
と
が
広
く
行
わ
れ
て
き
た
。

な
か
で
も
、
白
井
吉
見
氏
に
よ
る
、

「
史
記
」
の
世
界
構
想
に
基
づ
く
〈
動
的
な
、

立
体
的
な
社
会
小
説
〉
へ
の
「
司
馬
遷
」
か
ら
の
発
展
の
可
能
性
の
指
摘
(
「
人

生
非
情
の
傍
観
者

1
|武
田
泰
淳
論
|
|
」
、

昭
二
七
・
三
、

「
文
学
界
」
)
と
、

奥
野
健
男
氏
の
、

「
司
馬
遷
」
回
目
頭
に
見
ら
れ
る
劣
等
感
の
強
調
を
武
田
の
創
作

動
機
に
つ
な
げ
る
捉
え
方
(
「
武
田
泰
淳
論
1

1
劣
等
感
補
償
の
文
学
|
|
」
、

昭
二
九
・
八
、

「
文
学
界
」
)
は
、

そ
の
後
の
「
司
馬
遷
」
論
の
原
型
と
し
て
重

要
で
あ
る
。
乙
れ
ま
で
に
な
さ
れ
て
き
た
武
田
泰
淳
に
関
す
る
論
考
の
ほ
と
ん
ど

は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
「
司
馬
遷
」
の
世
界
構
想
か
劣
等
感
の
問
題
に
か
か
わ
っ

清

万

里

原

て
い
る
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
る
ま
い
。
少
な
く
と
も
、

〈
絶
対
持
続
〉
・

〈
史
記
的
世
界
〉
な
ど
の
「
司
馬
遷
」
で
使
用
さ
れ
て
い
る
用
語
が
、
作
品
解
釈

の
た
め
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
し
て
利
用
さ
れ
る
と
い
う
傾
向
は
、

か
な
り
普
遍
的
な

も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
う
ち
、
武
田
の
劣
等
感
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
本
稿
で
は
触
れ
る
つ
も
り
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は
な
い
。
た
し
か
に
、
武
田
の
文
学
を
考
え
る
上
に
お
い
て
、
僧
侶
で
あ
っ
た
と

と
や
転
向
体
験
を
持
っ
て
い
る
と
と
に
か
か
わ
る
あ
る
種
の
恥
辱
感
を
、
無
視
す

る
と
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
よ
う
な
恥
辱
感
は
、
小
説
の
中
で
も
し
ば
し
ば
取
り

上
げ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

「
司
馬
遷
」
の
前
半
で
述
べ
ら
れ
て
い

る
司
馬
遷
の
恥
辱
感
が
、
武
田
の
そ
れ
と
あ
る
程
度
重
な
り
あ
う
で
あ
ろ
う
と
と

も
予
想
で
き
る
。
例
え
ば
、
司
馬
遷
が
腐
刑
を
受
け
る
は
る
か
に
以
前
か
ら
「
史

記
」
の
執
筆
を
進
め
て
い
た
と
と
に
敢
え
て
触
れ
ず
、

「
史
記
」
の
執
筆
動
機
を

腐
刑
に
よ
る
発
憤
に
求
め
よ
う
と
す
る
、
武
田
の
意
図
的
な
操
作
は
、

そ
れ
を
裏

書
き
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、

そ
の
よ
う
な
劣
等
感
の
問
題
に
つ
い
て

考
え
る
以
前
に
、

「
司
馬
遷
」
で
述
べ
ら
れ
た
〈
史
記
的
世
界
〉
の
実
態
に
つ
い

て
考
え
る
乙
と
が
必
要
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

「
司
馬
遷
」
の
大

部
分
を
占
め
る
『
「
史
記
」
の
世
界
構
想
』
は
、
〈
史
記
的
世
界
〉
の
認
識
の
解



明
に
あ
て
ら
れ
て
お
り
、

「
司
馬
遷
」
は
、

ま
ず
、
世
界
認
識
を
語
っ
た
苦
と
し

て
読
ま
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

乙
れ
ま
で
の
「
司
馬
選
」
論
の
流
れ
を
見
て
み
る
と
、
劣
等
感
の
問
題
を
軸
に

据
え
て
、
武
田
の
「
司
馬
遷
」
執
筆
の
動
機
を
探
る
試
み
は
、

か
な
り
な
さ
れ
て

き
て
い
る
が
、
肝
心
の
、

「
司
馬
遷
」
の
世
界
観
に
つ
い
て
は
、
意
外
に
触
れ
ら

れ
て
い
な
い
。
た
し
か
に
、
武
田
の
小
説
を
解
釈
す
る
際
に
「
司
馬
遷
」
の
用
語

を
引
用
す
る
と
と
は
広
く
行
わ
れ
て
い
る
が
、

「
司
馬
遷
」
の
世
界
観
を
総
合
的

に
一
評
価
し
、

そ
の
用
語
に
つ
い
て
考
察
し
た
論
考
は
意
外
に
少
な
い
の
で
あ
る
。

管
見
で
は
、

「
司
馬
遷
」
を
、
正
面
か
ら
取
り
上
げ
、

そ
の
世
界
観
を
検
討
し
た

論
考
は
、
柄
谷
行
人
氏
の
「
歴
史
に
つ
い
て
|
|
武
田
泰
淳
」

一
編
に
過
ぎ
な
い
。

そ
の
外
に
も
、

「
司
馬
遷
」
論
は
存
在
す
る
し
、
世
界
観
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ

て
は
い
る
が
、

そ
の
多
く
は
、
武
田
の
劣
等
感
の
問
題
に
焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い

る

乙
の
よ
う
な
「
司
馬
遷
」
論
の
傾
向
は
、
大
き
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
と
一
一
一
口

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
武
田
の
作
品
を
取
り
上
げ
る
場
合
、

し
ば
し
ば
「
司
馬
遷
」
の
用
語
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、
も
し
、

そ
の
用
語
に
武

田
が
与
え
て
い
る
意
味
の
、

正
確
な
把
握
が
欠
け
て
い
る
と
す
れ
ば
、

そ
の
よ
う

な
論
の
た
て
か
た
自
体
に
意
味
が
な
い
乙
と
に
な
る
。
実
際
、
武
田
論
に
お
い
て
、

「
司
馬
遷
」
の
用
語
は
、
余
り
に
も
し
ば
し
ば
、
安
易
に
用
い
ら
れ
て
き
た
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

「
司
馬
遷
」
の
世
界
観
が
、
武
田
の
世
界
観
の
核
心
を
示
す
も
の

で
あ
る
と
見
る
乙
と
に
、

異
論
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、

お
さ
ら
、

「
司
馬
遷
」
そ
の
も
の
の
検
討
が
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

用
語
の
意
味
の
確
定
だ
け
で
は
な
く
、

そ
乙
で
提
示
さ
れ
た
世
界
観
の
思
怨
的
な

位
置
や
、
問
題
点
に
つ
い
て
、

一
度
検
討
し
て
み
る
と
と
は
、
決
し
て
無
意
味
で

み
4

て
4

、r
』アコ「ノ
o

'
t
'
'
'
u
v
J
J
E
'一
二
一

私
が
と
れ
か
ら
「
司
馬
選
」
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
際
の
問
題
意
識
の
基

礎
は
概
ね
以
上
の
よ
う
な
と
ζ

ろ
に
あ
る
。

つ
ま
り
、

「
司
馬
遷
」
を
世
界
認
識

の
苦
と
促
え
、

そ
の
世
界
観
を
再
検
討
し
、

そ
の
思
想
的
な
位
置
を
明
確
化
す
る

た
め
の
手
が
か
り
を
つ
か
む
と
同
時
に
、
武
田
の
文
学
の
基
本
的
な
問
題
点
に
つ

い
て
考
察
す
る
こ
と
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。
ま
ず
、

「
司
馬
選
」
の
内
部
に
入

っ
て
、

そ
の
世
界
観
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

「
司
馬
遷
」
に
お
け
る
歴
史
観
の
特
徴
は
、

ひ
と
乙
と
で
言
っ
て
徹
底
し
た
拍

象
化
に
あ
る
。
歴
史
を
、
個
々
の
事
象
レ
ベ
ル
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
抽
象
化

-40一

さ
れ
た
関
係
の
総
体
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
と
乙
ろ
に
、

「
司
馬
遷
」
の

独
創
が
あ
る
の
だ
と
い
っ
て
も
よ
い
。
も
っ
と
も
、
抽
象
的
で
あ
る
か
ら
乙
そ
、

世
界
観
た
り
う
る
の
で
は
あ
る
が
、

そ
の
基
礎
作
り
と
し
て
、
武
田
は
、

ま
ず
、

人
聞
を
抽
象
レ
ベ
ル
に
引
き
上
げ
る
。

世
界
の
歴
史
は
政
治
の
歴
史
で
あ
る
。
政
治
だ
け
が
世
界
を
か
た
ち
づ
く
る
。

政
治
を
に
な
う
も
の
が
世
界
を
に
な
う
。
「
史
記
」
の
意
味
す
る
政
治
と
は
「
動

か
す
も
の
」
の
乙
と
で
あ
る
。
世
界
を
動
か
す
も
の
の
意
味
で
あ
る
。
歴
史
の

な

動
力
と
な
る
も
の
、
世
界
の
動
力
と
な
る
も
の
、

そ
れ
が
政
治
的
人
間
で
あ
る
。

政
治
的
人
間
乙
そ
は
「
史
記
」
の
主
体
を
な
す
存
在
で
あ
る
。
政
治
的
人
間
は
、

世
界
の
中
心
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
「
十
二
本
紀
」
が
つ
く
ら
れ
た
。
政
治
的

人
聞
は
分
裂
す
る
集
団
と
な
る
。
そ
の
た
め
に
「
三
十
世
家
」
が
つ
く
ら
れ
た
。



政
治
的
人
聞
は
独
立
す
る
個
人
と
な
る
。

そ
の
た
め
に
「
七
十
列
伝
」
が
つ
く

ら
れ
た
。

「
本
紀
」
に
就
い
て
も
、

「
世
家
」
に
於
て
も
、

ま
た
「
列
伝
」
に

於
て
も
、
司
馬
遷
は
人
聞
を
政
治
的
人
間
と
し
て
と
り
あ
っ
か
う
ζ

と
を
忘
れ

な
か
っ
た
。
人
聞
が
世
界
の
中
心
と
な
り
、
分
裂
す
る
集
団
と
な
り
、
独
立
す

る
個
人
と
な
る
た
め
に
は
、
政
治
的
人
聞
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
政
治

的
人
間
と
し
て
と
り
あ
つ
か
わ
れ
た
人
間
だ
け
が
、
歴
史
の
舞
台
に
於
て
、

つ
の
役
目
を
持
っ
と
と
が
で
き
る
。

そ
し
て
役
目
を
も
た
さ
れ
た
人
物
と
し
て
、

歴
史
劇
に
出
場
す
る
乙
と
を
許
さ
れ
る
。
か
く
し
て
、

と
の
人
物
は
、
あ
の
人

物
と
関
係
を
も
ち
、

乙
の
役
は
、
あ
の
役
と
連
絡
し
、

そ
し
て
「
史
記
」
全
体

が
で
き
あ
が
る
の
で
あ
る
。

乙
乙
で
武
田
の
日
一
口
う
〈
政
治
的
人
間
〉
と
い
う
の
が
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な

種
類
の
人
聞
を
指
す
の
か
は
さ
ほ
ど
明
確
で
な
い
。
〈
動
か
す
も
の
〉
と
い
う
説

明
も
、
暖
昧
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も

〈
政
治
的
人
間
〉
と
い

う
の
が
、

人
間
の
あ
り
方
の
あ
る
一
面
を
抽
象
化
し
た
言
い
方
で
あ
り
、

そ
の
抽

象
化
を
経
た
も
の
だ
け
が
、
歴
史
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
で
あ
る
ζ

と
は
明

白
で
あ
る
。
武
田
は
、
政
治
的
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
あ
り
ょ
う
が

「
本
紀
」
や

「
世
家
」
や
「
列
伝
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
述
べ
て
い
る
が
、

と
れ
を
逆

に
言
え
ば
、

「
本
紀
」
の
よ
う
な
抽
象
レ
ベ
ル
で
の
位
置
づ
け
に
耐
え
う
る
人
間

だ
け
を
歴
史
の
対
象
と
す
る
と
い
う
と
と
に
な
る
。

つ
ま
り
、

「
史
記
」
に
お
い

て
は
、

人
間
の
あ
ら
ゆ
る
活
動
は
、
〈
政
治
的
人
間
〉
の
活
動
と
し
て
抽
象
化
さ

れ
、
歴
史
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
の
と
と
を
も
っ
と
も
端
的
に

表
し
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
一
節
で
あ
ろ
う
。

七
十
列
伝
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
顔
は
、
単
な
る
顔
で
は
な
く
象
徴
的
な
顔
で

あ
る
。
能
面
の
よ
う
に
、

ζ

の
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
の
、

ツ
レ
、

ワ
キ
を

シ
ア

代
表
す
る
「
人
間
面
」
で
あ
る
。
乙
の
函
は
、
あ
の
面
と
共
に
あ
ら
わ
れ
、

つ
の
面
は
他
の
面
の
後
に
つ
づ
き
、

互
い
に
並
存
し
継
起
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、

意
味
を
持
つ

の
つ
ぴ
き
な
ら
ぬ
「
歴
史
能
」
の
面
で
あ
る
。

「
列
伝
」
は
、
武
田
の
定
義
に
よ
れ
ば
、

〈
独
立
す
る
個
人
〉
と
な
っ
た
〈
政

治
的
人
間
〉
を
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て

「
史
記
」
の
中
で
も
、
も
っ
と

も
人
間
的
な
部
分
で
あ
る
と
い
え
る
。

そ
の
七
十
列
伝
の
一
つ
一
つ
に
、
武
田
は
、

象
徴
性
を
読
み
取
り
、

そ
の
象
徴
的
な
人
間
の
関
係
の
総
休
を
〈
「
歴

そ
し
て
、

史
能
」
〉
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。

つ
ま
り

「
司
馬
遷
」
に
お
い
て
は
、
歴

史
と
は
、
抽
象
レ
ベ
ル
で
の
人
間
の
相
互
関
係
の
諸
相
の
記
述
な
の
で
あ
る
。
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乙
の
よ
う
な
抽
象
レ
ベ
ル
で
の
人
間
の
捉
え
方
は
、

そ
の
ま
ま
、

「
本
紀
」
や

「
世
家
」
の
捉
え
方
に
受
け
継
が
れ
て
い
る
。

「
本
紀
」
は
、
単
な
る
皇
帝
の
血

統
の
記
録
で
は
な
く
、
〈
世
界
の
中
心
〉
の
記
録
で
あ
り
、
思
王
の
出
現
や
項
羽

と
高
祖
の
闘
争
は
、
中
心
の
不
安
定
さ
を
証
明
す
る
事
実
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。

ま
た
、

「
世
家
」
で
も
、
個
々
の
国
の
興
亡
は
さ
し
て
問
題
で
は
な
く
、
世
家
相

互
の
関
係
の
あ
り
方
に
専
ら
興
味
が
む
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
幾
重
に
も
抽
象
化
を
施
さ
れ
た
世
界
の
各
構
成
要
素
は
、

方
で
、
相
互
に
関
係
づ
け
ら
れ
、
共
時
的
な
空
間
の
広
が
り
の
中
で
、
世
界
が
捉

え
ら
れ
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
〈
世
家
並
立
〉
を
軸
に
し
な
が
ら
、
惑
星
の
運

動
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
よ
う
な
、
各
構
成
要
素
が
複
雑
に
絡
み
合
っ
た
世
界

が
構
想
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

〈
世
家
並
立
〉
が
「
本
紀
」
の
〈
非
持
続
〉

性
と
呼
応
し
あ
う
乙
と
に
よ
っ
て
、
通
時
的
な
流
れ
が
生
み
出
さ
れ
、

〈
絶
対
持



続
〉
の
概
念
が
提
出
さ
れ
る
。

世
界
の
中
心
が
一
つ
で
無
く
、

か
つ
静
止
し
て
い
な
い
以
上
、

乙
の
世
界
に

並
立
状
態
は
不
司
避
で
あ
る
。
単
一
な
る
も
の
に
帰
一
し
た
が
る
く
せ
に
、
ま

た
一
面
た
え
ず
四
方
へ
拡
散
し
た
が
る
の
が

と
の
世
界
の
習
癖
で
あ
る
。
拡

散
す
れ
ば
中
心
が
多
数
並
立
す
る
か
ら
、
各
中
心
の
内
容
は
不
決
定
と
な
り
、

形
ま
で
が
歪
み
日
勿
く
崩
れ
易
く
な
る
。
そ
れ
故
「
世
家
」
は
「
世
家
」
ど
う
し

組
み
合
わ
さ
り
、
入
り
ま
じ
り
、

互
い
に
、
他
「
世
家
」
の
内
部
に
出
入
り
し
、

増
減
上
下
し
て
、

と
ど
ま
る
と
と
ろ
を
知
ら
ぬ
。

〈
世
家
並
立
〉
の
意
味
は
、

乙
の
引
用
で
明
白
で
あ
る
。
中
心
た
る
「
本
紀
」

の
伝
統
が
、
常
に
揺
れ
動
き
、

し
ば
し
ば
中
断
し
、
或
は
分
裂
し
て
い
る
と
い
う

状
態
で
は
、
世
界
は
、

一
つ
の
秩
序
の
も
と
に
統
一
さ
れ
る
乙
と
が
な
い
。

本

紀
」
が
め
い
ま
い
で
あ
る
以
上
、
小
中
心
で
あ
る
世
門
家
が
、

多
数
並
立
し
、

aL

、
I
↑し

に
争
い
な
が
ら
、
自
ら
が
本
紀
と
な
る
乙
と
を
目
指
す
の
は
、
当
然
と
言
え
ば
余

り
に
も
当
然
で
あ
り
、
世
界
は
、

そ
の
全
体
が
常
に
揺
れ
動
く
と
と
に
な
る
。
従

っ
て
、
本
紀
な
り
世
門
家
な
り
の
構
成
要
素
の
位
置
づ
け
も
、
相
対
的
な
も
の
に
過

ぎ
ず
、

あ
た
か
も
周
囲
に
惑
星
を
従
え
た
太
陽
が
、

銀
河
の
中
心
を
軸
に
し
て
運

動
し

そ
の
銀
河
も
ま
た
宇
宙
空
間
を
さ
ま
よ
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
な
、
相
対

的
な
世
界
が
出
現
す
る
。
〈
史
記
的
世
界
〉
を
記
述
す
る
と
は
、

そ
の
よ
う
な
相

対
的
世
界
の
運
動
の
、
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
を
記
述
す
る
と
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

とは一一三口え、

そ
の
世
界
は
、
相
対
的
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
ア
ナ
ー
キ
ー
な
、

無
秩
序
な
世
界
で
は
な
い
。
天
体
の
運
動
が
、
厳
密
に
力
学
的
法
則
に
支
配
さ
れ

て
い
る
よ
う
に
、
武
田
は
、
世
界
の
運
動
に
一
つ
の
法
則
を
見
い
だ
し
て
い
る
。

そ
の
法
則
が
、

〈
持
続
〉
と
〈
非
持
続
〉
で
あ
る
。

政
治
的
人
聞
が
持
続
し
て
存
在
し
続
け
る
と
一
一
一
一
日
う
乙
と
は
、

そ
れ
だ
け
で
充
分
、

人
聞
が
歴
史
に
登
場
す
る
一
条
件
と
な
り
得
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
史
記

的
世
界
は
、
決
し
て
持
続
を
許
さ
な
い
世
界
で
あ
る
。

こ
の
と
と
は
、
「
本
紀
」

篇
で
、
身
に
つ
ま
さ
れ
て
読
み
知
っ
て
い
る
。
如
何
な
る
形
の
も
の
に
し
て
も
、

持
続
で
あ
る
以
上
、

か
な
ら
ず
そ
れ
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る
傾
向
が
、

乙
の
世

界
に
は
有
っ
た
。
そ
う
一
一
日
日
う
傾
向
の
世
界
の
中
で
、
兎
に
も
角
に
も
、
持
続
し

な
け
れ
ば
、

「
本
紀
」
的
で
は
な
い
し
、

「
世
家
」
的
で
も
な
い
。

つ
ま
り
最

初
か
ら
、
絶
え
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
続
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
運
命
に
あ

る。〈
史
記
的
世
界
〉
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
要
素
は
、
常
に
〈
持
続
〉
し
よ
う
と
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努
め
、

ま
た
、
〈
持
続
〉
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
、
歴
史
に
書
き
と
ど
め

ら
れ
る
資
格
を
得
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、

一
方
で
は
、
世
家
の
〈
相
互
作
用
〉

と
〈
白
域
作
肘
〉
の
た
め
に
、

〈
非
持
続
〉
を
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

乙

の

〈
持
続
〉
と
〈
非
持
続
〉
と
の
緊
張
関
係
乙
そ
が
、

〈
史
記
的
世
界
〉
を
支
え
る

唯
一
の
法
則
で
あ
る
と
同
時
に
、
世
界
を
動
か
す
動
力
で
も
あ
る
と
武
田
は
見
て

い
る
。
そ
し
て
、

そ
の
動
力
に
よ
っ
て
世
界
が
時
間
軸
を
貫
い
て
運
動
し
て
行
く

乙
と
を
〈
絶
対
持
続
〉
と
し
て
位
置
づ
け
る
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
、
持
続
を
時
間
的
に
見
れ
ば
、

そ
れ
は
中
断
さ
れ
、
転
換
し
て
い
る
。

持
続
を
個
別
的
に
考
え
れ
ば
、
す
べ
て
つ
い
に
、
持
続
し
得
な
い
の
で
あ
る
。

rE
ま

み
れ
'
刀

そ
う
は
取
り
扱
っ
て
い
な
い
。
史
記
的
世
界
で

「
史
記
」
は
持
続
を



は
、
持
続
は
空
間
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
全
体
的
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。

|
|
(
中
略
)
|
|
個
別
的
な
非
持
続
は
、
む
し
ろ
全
体
的
持
続
を
支
え
て
い

る
と
言
っ
て
よ
い
。
史
記
的
世
界
は
、

あ
く
ま
で
空
間
的
に
構
成
さ
れ
た
歴
史

世
界
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
持
続
も
空
間
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
先
に
の
べ
た
、

「
世
家
」
の
自
壊
作
用
、
相
互
中
断
作
用
に
し
て
も
、
す
べ
て
は
史
記
的
世
界

全
体
の
絶
対
持
続
を
支
え
満
す
も
の
で
あ
る
。

と
れ
は
「
史
記
」
の
ど
の
部
分

を
読
ん
で
も
す
ぐ
気
づ
く
と
と
で
あ
り
、
何
処
か
ら
読
み
は
じ
め
て
も
、
結
局

は
と
の
絶
対
持
続
へ
行
き
つ
く
の
で
あ
る
。

と
の
絶
対
持
続
へ
行
き
つ
け
る
か

ら
と
そ
、
史
記
的
世
界
は
、
真
に
空
間
的
な
の
で
あ
る
。

と
こ
で
武
田
の
一
一
一
口
う
〈
絶
対
持
続
〉
を
、
非
連
続
の
連
続
と
呼
ん
で
も
よ
い
だ

ろ
う
。

つ
ま
り
、
世
界
を
構
成
要
素
に
分
解
し
て
、
個
々
の
要
素
を
取
り
出
し
て

み
れ
ば
、

そ
れ
ら
は
す
べ
て
非
連
続
で
あ
る
。
い
か
な
る
本
紀
も
、

い
か
な
る
世

家
も
、

ま
た
い
か
な
る
列
伝
も
、

〈
持
続
〉
を
建
前
と
し
な
が
ら
、

〈
非
持
続
〉

を
逃
れ
る
ζ

と
が
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
時
間
軸
を
貫
い
て
、
確
固
と
し
て
存
在

す
る
血
統
な
り
、
国
家
な
り
と
い
う
も
の
は
有
り
得
な
い
。
世
界
は
決
定
的
に
不

連
続
で
あ
る
。
し
か
し
、
視
点
を
世
界
全
体
を
術
蹴
す
る
位
置
に
も
っ
て
行
け
ば
、

世
界
は
連
続
し
て
い
る
。
あ
る
も
の
の
〈
非
持
続
〉
は
、
別
な
も
の
の
〈
持
続
〉

を
意
味
す
る
。
と
す
れ
ば
、

た
と
え
個
々
の
構
成
要
素
は
非
連
続
で
あ
っ
て
も
、

世
界
全
体
は
、
連
続
性
を
保
つ
乙
と
が
で
き
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
は
、
無
数
の
藁

を
よ
り
合
わ
せ
て
、

一
本
の
縄
を
絢
う
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、

一
本
一
本
の
藁
は

つ
な
が
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
縄
と
し
て
は
、
連
続
性
を
保
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

ζ

の
よ
う
に
、
武
田
の
言
う
〈
史
記
的
世
界
〉
は
、
三
次
元
的
な
構
想
を
持
つ

て
い
る
。
本
紀
を
中
心
と
す
る
〈
世
門
家
並
立
〉
が
、
二
次
元
的
な
世
界
の
広
が
り

を
作
り
だ
し
、

そ
の
枇
界
が
、
〈
絶
対
持
続
〉
と
い
う
形
で
、
三
次
元
的
に
延
長

し
て
い
く
。
し
か
も
、

そ
の
座
標
系
の
原
点
は
、
全
く
定
ま
っ
て
い
な
い
。

そ
の

よ
う
な
世
界
が
〈
史
認
的
世
界
〉
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
、
武
田
の
構
想
し
た
〈
史
記
的
世
界
〉
に
つ
い
て
、

「
司
馬
遷
」

第
二
信
に
そ
う
か
た
ち
で
、
簡
単
に
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
続
い
て
、

そ
の

世
界
観
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

「
司
馬
遷
」
の
思
恕
的
な
背
景
に
つ

い
て
考
え
て
み
た
い
。

「
司
馬
選
」
の
世
界
観
を
考
え
る
場
合
、
ま
ず
問
題
と
な
る
の
は
、
皇
国
史
観
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と
の
対
決
意
識
で
あ
ろ
う
。
三
口
う
ま
で
も
な
く
、

「
司
馬
遷
」
が
苦
か
れ
た
時
代

は
、
皇
国
史
観
全
盛
の
時
代
で
あ
る
。
中
国
文
学
と
の
関
係
で
言
え
ば
、
万
世
一

系
の
天
皇
を
軸
と
す
る
日
本
人
の
優
秀
性
の
神
話
が
、

日
本
の
指
導
に
よ
る
大
東

亜
共
栄
圏
確
立
の
幻
想
と
し
て
た
ち
現
れ
、
中
国
文
学
者
た
ち
も
、
大
東
亜
共
栄

困
確
立
の
た
め
の
戦
争
と
い
う
宣
伝
に
巻
き
込
ま
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
武
田
の

親
友
で
あ
り
、
中
国
文
学
研
究
会
の
中
心
メ
ン
バ
ー
で
あ
っ
た
竹
内
好
で
さ
え
、

昭
和
一
六
年
一
二
月
の
太
平
洋
戦
争
開
戦
に
あ
た
っ
て
は
、

「
大
東
亜
戦
争
と
吾

等
の
決
意
(
宣
言
)
」

(
昭
一
七
・
一
、

「
中
国
文
学
」
第
八

O
号
)
な
る
一
文

を
草
し
、
大
東
亜
共
栄
圏
の
幻
恕
に
巻
き
込
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
よ
う
な
時

代
の
流
れ
の
な
か
で
、
中
国
を
愛
し
た
武
田
が
、
中
国
侵
略
の
根
拠
と
な
っ
た
共

栄
圏
思
想
と
、

そ
の
根
底
に
あ
る
皇
国
史
観
を
第
一
の
標
的
と
し
た
の
は
、
当
然

で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
万
世
一
系
と
い
う
名
の
〈
持
続
〉
を
建
前
と
す



る
皇
国
史
観
と
、

〈
非
持
続
〉
を
根
本
原
理
と
す
る
〈
史
記
的
世
界
〉
と
は
、
基

本
的
に
対
立
関
係
に
あ
り
、
武
田
が
「
司
馬
遷
」
に
お
い
て
、
皇
国
史
観
の
相
対

化
を
図
っ
た
と
と
は
間
違
い
な
い
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、

「
司
馬
遷
」
の
思
想
を
考
え
る
上
で

マ
ル
ク

よ
り
主
要
な
の
は

ス
主
義
と
の
関
係
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
皇
国
史
観
と
比
較
す
る
よ
り
も
、

ル
ク
ス
主
義
の
思
想
と
比
較
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、

「
司
馬
遷
」
の
思
怨
は
、

り
明
確
に
捉
え
る
と
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

具
体
的
に
、

「
司
馬
遷
」
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
る
前
に

武
田
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
関
わ
り
に
つ
い
て
簡
単
に
触
れ
て
お
き
た
い
。
す
で
に

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
と
だ
が
、
武
田
は
、
浦
和
高
校
時
代
か
ら
、
反
帝
グ
ル

l

プ
に
回
し
て
お
り
、
数
回
の
逮
捕
経
験
の
後
に
運
動
か
ら
離
脱
し
、
転
向
し
た
よ

う
な
形
に
な
っ
た
。

そ
の
辺
り
の
事
情
は
、
次
の
一
文
が
よ
く
説
明
し
て
い
る
。

そ
の
頃
は
、
左
翼
の
盛
ん
な
頃
で
、
僕
も
浦
高
時
代
す
で
に

A
(
反
帝
グ
ル

ー
プ
)
と
い
う
の
に
入
っ
て
い
た
。
浦
和
市
に
は
、
男
女
二
つ
の
師
範
学
校
が

あ
っ
た
が
、
紀
元
節
な
ど
と
い
う
と
乙
』
へ
ピ
ラ
を
撒
き
に
行
っ
て
い
た
。

れ
か
ら
大
学
に
入
っ
た
年
(
昭
和
六
年
)
の
五
月
末
だ
っ
た
が
、
仲
間
の
学
生

た
ち
と
三
人
で
、
中
央
郵
便
局
へ
ピ
ラ
撒
き
に
行
っ
た
と
乙
ろ
が
、

そ
の
う
ち

二
人
が
捕
っ
て
、
僕
も
そ
の
独
り
だ
っ
た
。
|
|
(
中
略
)
|
|

や
が
て
出
さ
れ
た
が
、

そ
の
時
の
経
験
で
、
自
分
は
と
う
て
い
闘
士
な
ど
に

な
れ
る
人
間
で
な
い
乙
と
は
、

よ
く
わ
か
っ
た
が
、

そ
の
く
せ
諦
め
る
乙
と
も

で
き
な
い
で
い
る
う
ち
に
、
父
が
、

「
そ
う
い
う
運
動
は
や
め
ろ
。

そ
の
か
わ

り
、
本
は
い
く
ら
で
も
や
る
か
ら
、
勉
強
し
ろ
。
」
と
い
う
の
で
、

つ
い
僕
も

そ
の
気
に
な
り
、
大
学
は
そ
の
ま
ま
廃
し
て
、
ま
あ
漫
然
と
勉
強
す
る
乙
と
に

し
た
。

こ
れ
は

(
昭
二
七
・
一

O
、

「
文
学
」
)

「
作
家
に
聴
く

1
1
武
田
泰
淳
」

の
一
筋
で
あ
る
。

乙
の
談
話
か
ら
見
る
限
り
、
武
田
は
、

マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
か

てr

ら
、
自
発
的
に
身
を
引
い
た
よ
う
に
受
け
取
れ
る
が

乙
れ
は
武
田
自
身
の
言
葉

よ

で
あ
る
か
ら
、

い
さ
さ
か
割
り
引
い
て
受
け
と
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
た
だ
、

〈
自

分
は
と
う
て
い
闘
士
な
ど
に
な
れ
る
人
間
で
な
い
こ
と
は
、

よ
く
わ
か
っ
た
〉
と

い
う
述
壊
は
、
あ
る
程
度
信
用
し
て
よ
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

「
わ
が
思
索
わ
が

風
土
L一一

(
昭
四
六
・
二
一
-
一
五
|
一
九

で
は
、
自
分
が
裕
福

「
朝
日
新
聞
」
)

な
寺
の
子
で
あ
り
、
〈
読
書
会
で
プ
レ
ハ

l
ノ
フ
や
プ
ハ

l
リ
ン
を
読
み
、
伊
豆

の
田
舎
寺
で
「
資
本
論
」
を
通
読
し
た
と
こ
ろ
で
、

し
ょ
せ
ん
民
衆
を
知
ら
な
い

の
だ
。
〉
と
述
べ
て
い
る
が
、

乙
の
、
民
衆
と
の
断
絶
の
自
党
が
、

川
叫

「
闘
士
失
格

者
」
と
い
う
自
党
を
生
ん
だ
と
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

つ
ま
り
、
武
田
が
転
向

し
た
背
景
に
は
、
自
分
自
身
が
、

マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
か
ら
、
失
絡
者
と
し
て
疎

外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
自
党
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ

ζ

の
よ
う
に
、
官
憲
の
弾
圧
に
屈
し
た
の
で
も
な
く
、
ま
た
、

多
く
の
転
向
者

が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
国
粋
主
義
に
乗
り
換
え
た
の
で
も
な
く
、

む
し
ろ
、

民

衆
の
た
め
の
活
動
と
い
う
マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
の
理
念
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
し
た

が
故
に
、
自
己
を
運
動
か
ら
疎
外
さ
れ
た
も
の
と
自
覚
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と

い
う
、
独
自
の
転
向
の
あ
り
方
は

「
司
馬
遷
」
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
て
い

る
。
当
時
の
日
本
で
主
流
を
占
め
て
い
た
、

国
粋
主
義
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
い
う

二
つ
の
思
惣
の
い
ず
れ
に
も
よ
る
と
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
時
、
武
田
は
独
自
の

史
観
を
構
築
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
た
の
で
あ
る
。
特
に
、

一
度
は
そ
の
正
当
性

を
承
認
し
た
マ
ル
ク
ス
主
義
か
ら
の
疎
外
は
、
前
一
大
な
問
題
で
あ
っ
た
と
考
え
ら



れ
る
。
も
し
マ
ル
ク
ス
主
義
が
あ
く
ま
で
も
正
当
性
を
保
つ
の
で
あ
れ
ば
、

そ
乙

か
ら
疎
外
さ
れ
た
武
田
は
、
自
己
の
存
在
の
意
義
が
危
う
く
な
る
。
そ
の
た
め
、

武
田
が

マ
ル
ク
ス
主
義
を
越
え
る
世
界
観
を
求
め
た
の
は
当
然
の
帰
結
で
は
な

か
っ
た
ろ
う
か
。

そ
し
て
、

そ
の
武
田
の
要
請
に
答
え
る
も
の
と
し
て
、
「
史
記
」

が
存
在
し
た
の
で
あ
る
。

武
田
が
「
史
記
」
を
マ
ル
ク
ス
主
義
思
想
に
対
置
す
る
形
で
読
ん
で
い
た
と
と

は
、
次
の
一
節
か
ら
わ
か
る
。

司
馬
遷
の
「
史
記
」
を
、

の
ん
き
気
ま
ま
に
読
み
ふ
け
っ
て
い
る
と
、
歴
史

の
発
展
の
必
然
性
と
か
、
階
級
闘
争
理
論
と
か
、

日
本
資
本
主
義
の
特
殊
性
と

か
、
当
時
流
行
の
議
論
よ
り
も
っ
と
広
大
な
人
間
愛
憎
の
世
界
が
ひ
ろ
が
っ
て

き
て
う
れ
し
か
っ
た
が
、

ζ

れ
は

「
寺
の
子
と
し
て
」

(
昭
四
二
・
ご
一
・
一
七
、
読
売
新
聞
)
と
い

う
小
文
の
一
節
で
あ
る
が
、
〈
歴
史
の
発
展
の
必
然
性
と
か
、
階
級
闘
争
理
論
と

か
〉
を
主
張
す
る
マ
ル
ク
ス
主
義
の
史
観
を
乗
り
越
え
る
世
界
を
、
武
田
が
「
史

記
」
に
見
い
だ
し
て
い
た
乙
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

武
田
が
「
史
記
」
を
、

マ
ル
ク
ス
主
義
と
対
置
す
る
形
で
読
ん
で
い
た
と
す
れ

ば
、
当
然
、

「
司
馬
遷
」
の
世
界
観
も
、

マ
ル
ク
ス
主
義
を
意
識
し
た
上
で
構
築

さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
で
は
、
「
司
馬
遷
」
に
お
け
る
世
界
観
、

つ
ま
り
〈
史

記
的
世
界
〉
は
、

ど
の
よ
う
な
点
で
マ
ル
ク
ス
主
義
を
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
或
は
、
果
た
し
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
を
乗
り
越
え
得
た
の
で

あ
ろ
う
か
。

乙
の
聞
に
答
え
る
と
と
は
、
先
に
み
た
、
〈
史
記
的
世
界
〉
の
構
造

の
特
質
を
も
明
ら
か
に
す
る
に
違
い
な
い
。

〈
史
記
的
世
界
〉
と
マ
ル
ク
ス
主
義
の
世
界
観
と
の
、
も
っ
と
も
大
き
な
相
違

マ
ル
ク
ス
主
義
が
、
革
命
に
よ
る
共
産
主
義
社
会
の
実
現
と
、
国
家
の
消
滅

つ臼

を
究
極
的
な
歴
史
の
到
達
点
と
し
て
忽
定
す
ヲ
九
円
の
に
対
し
て
、
〈
史
記
的
世
界
〉

lまは
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
の
目
的
を
全
く
持
た
な
い
と
い
う
乙
と
で
あ
ろ
う
。
別
な

言
い
方
を
す
れ
ば
、
竹
内
好
氏
が
、

〈
史
観
の
類
型
を
、

か
り
に
停
滞
史
観
、
循

環
史
観
、
弁
証
法
史
観
ま
た
は
終
末
史
観
に
分
け
る
と
す
れ
ば
、
武
田
の
場
合
は
、

い
ち
じ
る
し
く
停
滞
史
観
に
傾
い
て
い
る
。
〉
(
「
武
田
泰
淳
全
集
」
第
九
巻
解

説
、
昭
四
七
・
六
・
二
五
)
と
指
摘
し
た
よ
う
に
、
革
命
の
存
在
し
な
い
世
界
が

〈
史
記
的
世
界
〉
な
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
の
史
観
は
、
基
本
的
に
、
歴
史
の
目
標
な
り
、

発
展
な
り
と
い

っ
た
価
値
判
断
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
階
級
闘
争
な
り
、
革
命
な
り
と

い
っ
た
概
念
も
、
共
産
主
義
を
歴
史
の
究
極
の
目
標
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
出
る

F
h
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も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
、

マ
ル
ク
ス
の
思
想
は
、

〈
絶
対
精
神
〉

な
る
も
の
を
実
現
さ
れ
る
べ
き
歴
史
の
目
標
と
し
て
想
定
し
た
へ

l
ゲ
ル
の
思
惣

を
受
け
継
い
で
い
る
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
超

つ
ま
り
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
根
本
に
は

越
論
哲
学
の
伝
統
が
存
在
し
て
い
る
と
一
一
号
っ
と
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、

マ
ル
ク

ス
そ
の
人
の
思
想
と
は
関
係
な
く
、
現
実
の
マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
が
、
革
命
と
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
独
裁
を
絶
対
の
目
標
と
し
て
教
条
化
し

一
種
宗
教
的
な
趣
さ
え
備

え
が
ち
で
あ
っ
た
乙
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

と
れ
に
対
し
て
、
武
田
の
言
う
〈
史
記
的
世
界
〉
は
、
徹
底
し
て
無
目
的
で
あ

る
。
〈
史
記
的
世
界
〉
に
お
け
る
唯
一
の
価
値
は
〈
持
続
〉
で
あ
る
が
、

そ
れ
に

し
で
も
、

〈
全
体
世
界
〉
が
〈
持
続
〉
し
て
い
る
乙
と
を
除
け
ば
、
決
し
て
実
現

す
る
ζ

と
の
な
い
目
標
に
過
ぎ
な
い
し
、
ま
た
、
〈
持
続
〉
を
目
指
す
と
い
う
の

も
、
い
わ
ば
生
存
本
能
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、

マ
ル
ク
ス
主
義
の
史
観
に
お



け
る
革
命
の
よ
う
な
、

か
ち
取
ら
れ
る
べ
き
理
惣
の
状
態
と
い
う
ζ

と
で
は
な
い
。

先
ほ
ど
私
は
、
革
命
が
な
い
世
界
だ
と
述
べ
た
が
、

正
確
に
言
え
ば
、
革
命
さ
え

も
〈
持
続
〉
と
〈
非
持
続
〉
の
流
れ
の
な
か
に
飲
み
込
ま
れ
、

な
ん
の
価
値
も
持

た
な
い
よ
う
な
世
界
が
〈
史
記
的
世
界
〉
な
の
で
あ
る
。

も
し
、
歴
史
に
、
絶
対
的
な
目
標
が
あ
る
な
ら
ば
、

そ
の
目
標
の
実
現
に
役
に

立
つ
行
動
は
、
歴
史
的
に
価
値
が
あ
る
が
、

目
標
の
実
現
に
役
に
立
た
な
い
、

る
い
は
そ
れ
を
防
害
す
る
よ
う
な
行
為
は
、
無
価
値
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、

てr

イ

ナ
ス
の
価
値
を
持
つ
も
の
と
し
て
排
除
の
対
象
と
な
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
運
動
の

場
合
で
言
え
ば
、
革
命
乙
そ
が
唯
一
の
価
値
で
あ
り
、
革
命
に
参
加
す
る
と
と
だ

け
が
、

歴
史
へ
参
加
す
る
道
で
あ
る
。
従
っ
て
、
武
田
の
よ
う
に
、
革
命
に
自
己

を
埋
没
さ
せ
る
乙
と
が
で
き
ず
、
自
己
が
民
衆
か
ら
遠
い
存
在
だ
と
い
う
自
覚
を

持
っ
た
乙
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
革
命
か
ら
疎
外
し
て
し
ま
っ
た
人
聞
は
、

そ
の

存
在
の
意
義
を
失
っ
て
し
ま
う
。
彼
は
、
脱
落
者
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。
そ
れ
に
対

し
て
、

〈
史
記
的
世
界
〉
に
お
い
て
は
、
歴
史
に
目
的
は
存
在
せ
ず
、
従
っ
て
、

価
値
は
存
在
し
な
い
。
そ
と
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
等
価
な
も
の
と
し
て
位
置

づ
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
革
命
の
側
に
立
つ
乙
と
も
、
反
革
命
の
側
に
立
っ
と
と

も
、
ど
ち
ら
も
、
〈
政
治
的
人
間
〉
の
行
為
と
し
て
、
同
じ
よ
う
に
歴
史
に
記
述

さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
世
界
で
は
、

人
は
、
何
等
か
の
形
で
、
世
界
を
動
か
す
乙

と
に
参
加
す
れ
ば
、

そ
の
存
在
意
義
を
認
め
ら
れ
る
乙
と
に
な
る
。

そ
し
て
、
世

界
を
動
か
す
方
法
は
、
無
数
に
あ
る
の
だ
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
、

〈
広
大
な
人
間

愛
憎
の
世
界
〉
な
の
で
あ
る
。

と
ζ

ろ
で
、

マ
ル
ク
ス
主
義
が
、

へ
l
ゲ
ル
の
継
承
と
い
う
志
味
で
、
超
越
論

の
伝
統
に
則
っ
て
い
た
と
す
れ
ば
、

お
そ
ら
く
、
〈
史
記
的
世
界
〉
は
、
仏
教
及

び
老
荘
の
思
想
の
伝
統
に
則
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
特
に
、
老
荘
の
思
忽
の
影

響
は
、

「
司
馬
遷
」
の
な
か
に
は
っ
き
り
と
見
い
出
す
と
と
が
で
き
る
。

「
出
来
上
っ
た
勢
は
無
く
、

一
定
し
た
形
は
無
い
」
。
よ
り
ど
と
ろ
と
す
る
ベ

き
、
あ
り
き
た
り
の
歴
史
的
理
論
は
、
ま
ず
棄
て
去
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
儒
家
の

法
則
、

墨
家
の
法
則
、
す
べ
て
形
式
的
な
法
則
は
、
無
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

あ

|
|
(
中
略
)
l
l
彼
は
六
派
の
、

い
ず
れ
に
も
拠
る
と
と
を
得
ぬ
。
彼
は
た

だ
ひ
と
り
、
歴
史
的
実
実
の
前
に
立
た
さ
れ
て
い
る
。

l
|
(中
略
)
|
|
そ

の
彼
の
耳
に
は
只
一
つ
、
小
さ
い
が
、

た
の
も
し
い
声
が
き
と
え
て
く
る
。
「
道

家

「
老
荘
的
考
え
方
」
は
大
き
い
。

そ
れ
は
「
無
為
自
然
」

「
黄
老
の
道
」

で
あ
る
、

と

と
れ
は
、

「
司
馬
遷
」
第
一
信
の
「
司
馬
遷
伝
』
で
、
司
馬
談
の
六
山
本
批
判
に

46一

つ
い
て
の
「
大
史
公
自
序
」
の
記
述
に
つ
い
て
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る

既
存
の
法
則
を
拒
否
し
て
、
世
界
を
あ
り
の
ま
ま
に
吉
く
乙
と
乙
そ
歴
史
家
の
道

で
あ
る
と
述
べ
、

そ
れ
を
道
家
の
思
想
と
結
び
付
け
る
武
田
の
立
場
は
、

す
品
大
」

'u

く
、
道
門
家
的
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
ま
た
、
武
田
が
古
川
く

評
価
す
る
、
龍
樹
の
空
観
を
思
い
だ
し
て
も
良
い
。
龍
樹
は
、

「
空
な
る
縁
起
」

を
主
張
し
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
「
空
」
で
あ
る
乙
と
に
よ
っ
て
平
等
で
あ
る
と
い

-つ、

「
拘
こ
に
よ
る
平
等
制
を
提
出
し
た
が
、
歴
史
に
絶
対
的
な
目
的
を
認
め
ず
、

従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
価
値
を
認
め
な
い
、

〈
史
記
的
世
界
〉
の
思
忽
は
龍
樹

の
中
観
思
想
に
似
通
っ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
て
比
べ
て
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
武
田
の
マ
ル
ク
ス
主
義
と
の
格
闘

は
、
す
な
わ
ち
、
超
越
論
的
思
忽
伝
統
と
の
格
闘
で
あ
っ
た
と
も
言
え
る
。
一
三
口
い

替
え
れ
ば
、
歴
史
に
何
等
か
の
絶
対
的
価
値
を
怨
定
す
る
思
忽
を
、
武
田
は
乗
り



越
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

e
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八
史
記
的
世
界
〉
の
構
忽
が
、
完
全
に
マ
ル
ク
ス
主
義
と
異
な
っ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
人
聞
を
〈
政
治
的
人
間
〉
と
し
て
抽
象
化
し
、
抽
象
レ
ベ

ル
で
の
、
世
界
の
諸
構
成
要
素
の
関
係
の
あ
り
方
を
眺
め
る
と
い
う
手
法
は
、
世

界
を
経
済
と
い
う
抽
象
的
な
側
面
か
ら
把
握
し
よ
う
と
し
た
マ
ル
ク
ス
の
思
想
と
、

通
じ
合
う
も
の
を
持
っ
て
い
る
。
た
だ
、

そ
の
結
果
と
し
て
提
出
さ
れ
る
世
界
観

が
、
武
田
と
マ
ル
ク
ス
主
義
と
で
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
と
と
な
の
で

あ
る
。

四

以
上
、
〈
史
記
的
世
界
〉
の
構
造
に
つ
い
て
見
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、

と

れ

は
、
あ
く
ま
で
も

「
司
馬
遷
」
を
世
界
認
識
の
書
と
し
て
読
め
ば
と
い
う
と
と

で
あ
っ
て
、
第
一
篇
を
考
慮
に
い
れ
な
い
に
し
て
も
、
必
ず
し
も
「
司
馬
選
」
の

す
べ
て
が
、

と
の
よ
う
な
世
界
認
識
に
収
散
し
て
し
ま
う
わ
け
で
は
な
い
と
と
は
、

注
意
し
て
お
き
た
い
。
注
意
深
く
「
司
馬
遷
」
を
読
め
ば
わ
か
る
と
と
だ
が
、

の
作
品
の
中
心
に
あ
る
の
は
世
界
認
識
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
用
語
の

定
義
は
あ
い
ま
い
で
、

記
述
さ
れ
た
す
べ
て
の
事
項
が
論
理
的
厳
密
さ
を
も
っ
て

抽
象
的
な
世
界
認
識
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
。
特
に
、
〈
史
記
的

世
界
〉
に
生
き
る
人
聞
に
つ
い
て
触
れ
、

八
人
間
の
歴
史
〉
を
強
調
す
る
と
き
、

武
田
の
筆
は
、

し
ば
し
ば
〈
政
治
的
人
間
〉
と
い
う
抽
象
的
な
人
間
の
把
握
の
域

を
逸
脱
し
て
、
実
存
的
な
人
間
の
領
域
に
ま
で
踏
み
込
ん
で
行
く
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
例
え
ば
、
始
皇
帝
に
関
す
る
次
の
よ
う
な
記
述
は
、

そ
の
良
い
例
で
あ
る
。

「
始
皇
帝
は
楽
し
ま
な
か
っ
た
」
。

と
の
絶
大
な
絶
対
者
は
楽
し
め
な
か
っ
た
。

不
安
で
あ
っ
た
。
お
び
や
か
さ
れ
、

い
ら
だ
っ
て
い
た
。
始
皇
帝
と
も
あ
ろ
う

も
の
が
、
弱
き
斡
首
の
一
人
の
よ
う
に
悩
ん
で
い
た
。
威
力
的
な
事
業
と
堂
々

た
る
官
ゴ
一
一
一
口
で
世
界
を
今
一
り
つ
ぶ
し
て
い
た
の
に
、
ま
だ
塗
り
つ
ぶ
せ
な
い
部
分

が
あ
っ
て
、

そ
と
か
ら
チ
ラ
リ
と
始
皇
帝
の
弱
み
が
の
ぞ
き
出
す
の
で
あ
る
。

チ
ラ
り
と
見
え
る
だ
け
、

そ
乙
が
火
花
の
よ
う
に
、

人
の
眼
を
射
る
。
司
馬
遷

は
そ
う
云
う
効
果
の
あ
る
筆
で
人
聞
を
書
く
の
が
好
き
ら
し
い
。

略
)
l
l

「
始
皇
は
死
と
云
う
こ
と
を
き
ら
っ
た
」
と
書
い
て
い
る
。

「
始
皇

死を一一一口う
ζ

と
を
悪
む
」
。
地
上
の
絶
対
者
が
、
死
に
あ
た
っ
て
な
お
も
生
命

に
し
が
み
つ
き
、
帝
位
の
上
で
執
念
の
ほ
む
ら
に
と
ら
わ
れ
て
い
た
情
景
は
、

乙
の
一
句
に
尽
き
て
い
る
。

さ
ら
に
始
皇
帝
の
死
後
、
群
臣
ど
も
が
そ
の
死
を
秘
し
、
屍
を
車
に
載
せ
て
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「
暑
さ
の
た
め
、
皇
帝
の
屍
を
載
せ
た
車
が
臭
い
の
で
、

お
つ
き

の
役
人
に
命
じ
て
、
車
に
は
各
々
塩
漬
の
魚
を
一
石
づ
っ
載
せ
さ
せ
、
屍
の
臭

乙

気
を
ま
ぎ
ら
し
た
」
。

乙
れ
が
世
界
を
動
か
す

と
れ
が
絶
対
者
の
死
で
あ
る
。

政
治
的
人
物
の
屍
の
臭
い
で
あ
る
。
ム
ッ
と
読
者
の
鼻
を
つ
い
て
く
る
の
は
、

か
の
偉
大
な
始
皇
帝
の
屍
の
臭
い
ば
か
り
で
は
な
い
。

「
本
紀
」
そ
の
も
の
の

人
間
臭
な
の
で
あ
る
。

乙
乙
で
、
武
田
が
強
調
し
て
い
る
〈
人
間
臭
〉
は
、

ど
う
み
て
も
、
抽
象
化
さ

れ
、
記
号
化
さ
れ
た
人
間
の
も
の
で
は
な
い
。
死
を
恐
れ
る
始
皇
帝
を
通
じ
て
、

我
々
が
見
る
の
は
、
歴
史
の
法
則
な
ど
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
一
個
の
人
間
の
不

安
で
あ
る
。
引
用
後
半
を
読
め
ば
わ
か
る
よ
う
に
、
始
皇
帝
の
死
と
い
う
事
実
は



世
界
を
動
か
す
要
因
と
な
り
う
る
が
、
始
皇
帝
が
死
を
恐
れ
た
と
い
う
ζ

と
が
、

世
界
の
動
き
と
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
る
の
か
は
、
全
く
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
武

田
自
身
は
、

〈
「
始
皇
死
を
云
う
と
と
を
悪
む
」
〉
と
い
う
一
節
に
何
等
か
の
象

徴
性
を
見
い
だ
し
て
い
る
ら
し
く
思
わ
れ
る
が
、

そ
れ
も
、
〈
乙
の
面
は
、

あ
の

面
と
共
に
あ
ら
わ
れ

一
つ
の
面
は
外
の
面
の
後
ろ
に
つ
づ
き
、
互
い
に
並
存
し

継
起
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
意
味
を
持
つ
〉
と
い
っ
た
、
関
係
の
中
で
位
置
づ
け

ら
れ
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
い
。
死
へ
の
不
安
と
い
う
も
の
は
、
ま
ぎ
れ

も
な
く
、
実
存
的
な
不
安
で
あ
り
、
抽
象
化
さ
れ
る
と
と
は
な
い
。
武
田
は
、

ζ

で
、
始
皇
帝
と
い
う
一
人
の
人
間
の
実
存
を
の
ぞ
き
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に

人
間
の
実
存
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
記
述
は
、

「
司
馬
遷
」
の
そ

乙
乙
ζ

に
見
ら
れ
る
。

「
司
馬
遷
」
は
、

そ
の
す
べ
て
が
、
抽
象
的
な

つ
ま
り
、

世
界
認
識
で
埋
め
尽
く
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
諸
構
成
要
素
の
関

係
の
あ
り
方
の
法
則
を
探
る
一
方
で

そ
の
世
界
に
生
き
る
人
間
の
実
存
的
な
面

に
対
す
る
洞
察
を
も
ふ
く
み
乙
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は

一
面
か
ら
一
一
一
一
日
え

ば
、
分
裂
と
言
え
な
く
も
な
い
が
、
世
界
全
体
を
眺
め
る
視
野
と
同
時
に
、

人

一
人
の
人
間
を
見
つ
め
る
視
点
も
備
え
て
い
る
と
い
う
点
で
、

「
司
馬
遷
」
は
思

想
書
で
は
な
く
、
ま
ぎ
れ
も
な
い
文
学
で
あ
っ
た
と
一
一
一
一
口
っ
た
方
が
よ
り
適
切
で
あ

ろ
う
。勿

論
、

「
司
馬
遷
」
で
武
田
が
捉
え
た
人
間
の
実
存
は
、
明
確
な
方
法
意
識
の

も
と
に
記
述
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
世
界
認
識
を
志

が向
あし
るほけよ
。 が

り

も

い
や
お
う
な
く
、
実
存
に
目
が
向
い
て
し
ま
っ
た
と
い
っ
た
趣

し
か
し
、
敗
戦
を
く
ぐ
り
抜
け
る
乙
と
に
よ
っ
て
、

ζ

の
、
実
存
的
な
も
の
に

対
す
る
目
は

一
つ
の
方
法
意
識
に
ま
で
高
め
ら
れ
、
戦
後
の
小
説
で
は
、
〈
史

記
的
世
界
〉
の
構
想
は
、
〈
滅
亡
〉
と
〈
諸
行
無
常
〉
と
い
う
か
た
ち
で
引
き
継

が
れ
な
が
ら
も
、
作
品
の
中
心
に
は
、
実
存
の
不
安
や
苦
悩
と
闘
う
主
人
公
の
姿
が

描
か
れ
る
よ
う
に
な
る
。
ま
た
、
特
に
「
森
と
湖
の
ま
つ
り
」
以
降
の
作
品
で
は
、

し
ば
し
ば
、
歴
史
的
な
視
野
の
中
で
個
人
の
苦
悩
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
個
人
が
全

体
に
、

あ
る
い
は
歴
史
に
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
行
く
の
か
と
い
う
問
題
が
前

面
に
押
し
出
さ
れ
る
。
そ
れ
を
、

白
井
吉
見
氏
の
指
摘
し
た
〈
動
的
な
、
立
体
的

な
社
会
小
説
〉
の
実
現
と
と
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
、

と

戦
後
の
小
説
の
軸
を
な
す
、
世
界
認
識
と
実
存
的
苦
悩
と
い
う
二
つ
の
問
題
の
萌

芽
が
見
ら
れ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

「
司
馬
遷
」
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
、
武

田
泰
淳
の
文
学
的
出
発
点
で
あ
っ
た
と
い
う
と
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

〔注〕
(
1
)
桝
谷
氏
は
、
武
田
が
人
間
を
、
関
係
の
中
で
の
み
意
味
の
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え

て
い
る
乙
と
を
あ
げ
て
、
〈
史
記
的
世
界
〉
を
、
中
心
の
な
い
〈
記
号
論
的
世
界
〉

と
規
定
し
て
い
る
。

ζ

の
指
嫡
に
は
、
賛
同
で
き
る
と
こ
ろ
も
多
い
が
、
後
に
述
べ

る
よ
う
に
、
私
は
、
「
司
馬
遷
」
の
人
間
は
、
そ
の
す
べ
て
が
関
係
の
中
に
解
消
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
た
い
。

(
2
)
国
家
の
消
滅
に
つ
い
て
は
、
マ
ル
ク
ス
主
義
に
並
H
J
M
的
に
見
ら
れ
る
目
標
と
は
い

い
が
た
い
が
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
わ
が
忠
索
わ
が
風
土
」
の
中
で
一
ブ
一
日

H

反
さ
れ

て
い
る
プ
ハ

l
リ
ン
は
、
国
家
の
消
滅
を
強
力
に
主
張
し
た
人
物
で
あ
り
、
武
田
が
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
の
唱
え
た
、
乙
の
先
日
開
的
目
標
に
つ
い
て
、
何
等
か
の
知
識
を
持
っ
て

い
た
こ
と
は
充
分
に
考
え
ら
れ
る
。

(
3
)
こ
の
点
か
ら
、
第
一
泊
の
『
司
馬
遼
伝
』
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
「
劣
等
感
」

の
問
題
も
・
新
し
い
視
野
か
ら
促
え
る
乙
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
第
一

日
の
問
題
に
つ
い
て
は
機
会
を
改
め
て
論
じ
て
み
た
い
。
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