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平
終
門
と
一
脚
田
明
一
脚
と
唱
門
師

丸

山

忠

車問

最
近
平
将
門
が
古
代
的
玉
朝
政
権
に
対
し
て
叛
乱
を
起
し
た
そ
の
叛
逆
的

精
神
は
シ
ョ
ウ
モ

ν
(将
門
)
塚
を
つ
く
っ
て
将
門
を
肥
っ
た
地
方
人
の
な
か

に
も
長
ソ
¥
記
憶
さ
れ
た
と
石
母
国
正
氏
が
唱
え
ら
れ
る
や

(附…
器

棚

持

政
治
形
J

、
こ
の
考
は
中
央
公
論
の
共
同
研
究
「
偽
ら
ぬ
日
本
史
」
の
中
に

態
(
上
と

も
採
り
容
れ
ら
れ
更
に
致
約
さ
れ
、
神
田
明
神
の
よ
う
な
江
戸
の
真
ん
中
に

あ
る
代
表
的
な
神
社
の
祭
神
の
一
が
平
将
円
で
あ
る
の
は
一
般
民
衆
の
支
配

者
に
対
す
る
反
感
の
故
に
、
叛
逝
者
た
る
彼
が
人
気
者
と
し
て
、
間
ら
れ
る

に
主
っ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
o

果
し
て
そ
仁
で
あ
ろ
う
か
。

シ
ョ
ウ
モ

y
塚
は
全
国
各
地
に
見
ら
れ
、
将
軍
塚
と
も
言
わ
れ
て
い
る
と

言
う
が
、
将
軍
塚
と
言
う
場
合
は
勝
返
塚
な
ど
と
も
書
き
坂
上
回
村
麻
呂
を

担
っ
た
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
し
、
(
詩
句
一
一

d
r」)
シ
ョ
ウ
モ

y
塚
と
言

う
時
も
例
え
ば
、
「
新
篤
武
蔵
風
土
記
稿
」
一
八
こ
な
ど
に
は
、
入
間
郡
新

聞
村
に
一
位
文
塚
と
て
各
々
高
さ
六
尺
ば
か
り
の
塚
が
三
つ
あ
る
が
そ
れ
は
伎
-

t
田
村
境
の
証
に
築
い
た
も
の
で
あ
る
と
し
て
い
る
如
く
必
ず
し
も
将
門
援
と

考
え
ら
れ
て
い
た
訳
で
も
な
さ
，そ
う
で
あ
る
。

-

『

「

江

戸

神

社

路

神
田
明
神
は
オ
オ
ナ
ム
チ
ノ
ミ
コ

ト
を
肥
る
と
も
有
」
「
望
海
毎

m
m
V
)
或
は
平
将
門
を
肥
る
と
も
(
七
尚
一
容
税
関
紘
一
竪
あ
る
い
は
二

座
合
組
で
あ
る
と
も
勺
詰
壁
掛
諸
配
)
、
あ
る
い
は
安
房
の
洲

崎
明
神
を
勧
請
し
た

ιの
で
あ
る
と
も
(
ト
サ
同
時
)
、
あ
る
い
は
嘉
元
年
間

(
(
一
一
一
一
一
一
足
一
礼
一
一一

一
一
辺
ハ
一
ぶ
話
一
件
哨
)郡

伊

他
阿
(
壕
)
が
諸
国
遊
説

の
閥
、
武
蔵
国
柴
崎
村
で
柴
崎
道
場
日
輪
寺
を
聞
い
た
が
、
こ
こ
に
は
も
と
天

台
宗
の
了
国
の
開
基
の
旧
利
あ
り
、
境
内
に
耐
つ
で
あ
っ
た
将
門
の
霊
が
崇
-

り
を
な
す
の
で
と
れ
を
い
わ
い
鎮
め
て
寺
を
時
宗
に
あ
ら
た
め
た
の
で
あ
る

と

も

(

碍

誠

母

征
江
)
説
明
さ
れ
、
家
説
紛
々
と
し
て
決
す
る
と
こ

ろ
が
な
い
。
要
す
る
に
神
田
明
神
に
関
す
る
草
創
説
、
勧
請
説
何
一
れ
も
江
戸

時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
記
録
、
世
宙
開
に
見
え
て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
、
全
幅

的
な
信
頼
は
お
き
難
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

更
に
山
崎
間
務
の
説
に
よ
れ
ば
本
社
の
祭
神
は
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
ヨ

ト
で
あ

る
と
も
言
う
へ
「
江
戸
神
社
略
記
」
「
江
〕
。
こ
れ
ら
諸
説
の
中
で
安
房
の
洲
崎

戸
戸
惣
鹿
子
」
そ
の

他

」

明
神
を
勧
請
し
た
も
の
で
あ
る
と
「
永
享
記
」
に
よ
っ
て
唱
え
た
新
井
白
石

の
説
は
解
釈
し
に
〈
い
が
、
.
そ
れ
以
外
の
説
の
中
に
採
る
べ
き
も
の
が
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
先
ず
、
ス
サ
ヅ
オ
ノ
ミ
コ
ト
に
し
て
も
オ
オ
ナ
ム
チ

、
ノ
ミ
ヨ
ト
に
し
て
も
何
れ
も
出
雲
系
可
神
で
あ
り
、
就
中
後
者
は
大
黒
様
と

一11-
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し
て

、
悪
比
須
様
と
並
ん
で
民
間
殊
に
中
世
、
近
世
の
遊
芸
の
徒
、
践
民
な

ど
の
聞
に
篤
い
信
仰
を
も
っ
て
い
た
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。
次
に
時

宗
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
一
遍
の
ひ
ら
い
た
と
こ
ろ
で
、
彼
は
全
国
を
遊
説
し

て
民
衆
こ
と
に
下
層
民
賎
民
の
聞
に
信
仰
を
ひ
ろ
め
、
遊
行
上
人
と
称
せ
ら

れ
た
の
で
あ
る
。
他
阿
は
そ
の
ご
世
に
当
る
。
叉
、
神
田
明
神
は
も
と
、
現

A
7
の
神
田
橋
の
内
側
土
井
大
炊
一
明
利
勝
の
邸
宅
敷
地
の
辺
り
に
あ
っ
た
の
で

あ
る
が
、
こ
の
場
所
が
曲
輸
の
中
に
入
り
、
江
城
守
護
の
大
名
屋
敷
を
こ
の

辺
り
に
あ
つ
め
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
、
一
旦
駿
河
合
に
移
さ
れ
、
更
に
元

和
ご
年
(
一
対
)
家
康
の
残
す
る
と
前
後
し
て
現
今
の
地
に
移
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
(
出
話
)
0
「
落
穂
集
」
は
神
田
明
神
は
家
康
が
入
部
し
た
頃
(
明
暗

肺
門
…

~
E
)
城
内
に
あ
っ
た
と
の
説
を
否
定
し
、
明
神
は
城
の
近
く
の
大
木

の
茂
る
中
に
鎮
座
し
、
毎
年
九
月
祭
礼
の
節
は
木
立
の
中
に
織
を
立
て
な
ら

ぺ
、
近
在
町
方
よ
り
栗
柿
を
は
じ
め
色
々
の
売
買
物
を
持
出
し
、
人
出
多
か

っ
た
と
当
時
の
情
景
を
幼
梯
さ
せ
る
よ
う
な
記
述
を
し
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
を
あ
た
ま
に
お
い
て
次
に
室
町
時
代
の
記
録
に
多
く
見
出
さ

れ
、
江
戸
時
代
に
お
い
て
も
な
お
所
見
の
少
く
な
い
賎
民
の
一
種
シ
ョ
ウ
モ

ν
(
汐
)
の
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
o

シ
ョ
ウ
モ
ン
(

4

V

)

は
聖
門
(
師
)
、

証
文
(
士
)
、
芦
開
(
身
)
、
正
文
、
唱
聞
、
唱
文
(
飾
)
な
ど
雑
多
な
霊
園

き
方
が
あ
る
が
唱
門
(
師
〕
叉
は
声
聞
(
師
)
と
書
く
の
が
普
通
で
あ
る
。

と
れ
に
つ
い
て
は
古
く
柳
田
国
男
氏
(
恥
一
一
附
惣
一
宅
一
)
、
喜
田
貞
吉
博
士

号
盟
芦
苅
)
な
ど
の
優
れ
た
勢
が
あ
る
o

シ
ョ
ウ
モ
ぷ
は
「
写

継
明
記
」
に
は
声
聞
師
の
字
を
以
て
屡
々
現
れ
て
来
る
が
、
正
月
十
八
日
の
Z

一

需
が
時
に
は
雲
に
参
上
し
て
之
主
す
例
で
あ
っ
た
一
本
豆
、
一
と

か
、
病
人
の
あ
っ
た
場
合
に
依
頼
を
う
け
算
を
お
い
て
祈
躍
を
し
た
，(

枕
嚇

限
一
一
勺
一
一
想
以
)
と
か
、
ぷ
J

季
四
回
の
塗
替
の
節
に
来
て
地
祭
を
し
た
(
妖

一一可一一

r
↓
)
と
か
早
ぇ
、
彼
等
の
社
会
的
地
位
が
低
〈
往
々
声
聞
師
い
じ

め
が
あ
っ
た
こ
と
も
早
え
る
(
限
一
世
可
十
、
一

rぷ
、
)

o

京
都
で
は
上
の

御
霊
の
鳥
居
の
脇
に
唱
門
師
村
と
言
う
一
一
郎
が
あ
り
、
「
応
仁
広
記
」
に
は

こ
こ
で
凍
西
両
軍
の
戦
闘
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
記
し
て
お
り
、
「
山
城
名
勝

志
」
(
一
一
時
一一
)
に
は
こ
の
頃
も
と
こ
に
は
唱
門
師
、
が
多
〈
居
住
し
て
い
た
こ

と
が
見
え
る
。
「
悶
国
耕
筆
」
に
は
「
一
一
種
の
忍
統
、
放
、
祈
薦
、
方
角
占

卜
の
こ
と
な
ど
を
業
と
せ
る
も
の
、
土
御
門
家
支
配
と
標
を
出
せ
る
が
洛
外

に
見
ゆ
る
を
、
京
師
に
て
は
名
目
を
う
し
な
へ
り
、
近
江
に
て
は
是
を
い
わ

も
じ
と
い
ふ
」
と
あ
り
、
「
近
江
輿
地
志
略
」
に
は
大
津
市
中
に
と
の
部
落

が
あ
っ
て
、
新
町
、
神
子
町
な
ど
と
も
呼
ん
だ
。
夫
は
唱
門
師
で
妻
は
梓
厄

一

を
業
と
し
た
。
一
般
人
は
被
等
と
の
通
婚
を
忌
ん
だ
、
と
見
え
て
い
る
。

ほ

つ
る
め
そ

「
年
中
行
事
大
成
」
に
は
紙
闘
の
犬
神
人
も
叉
唱
門
師
と
一
つ
も
の
で
あ
る

一

と
の
説
が
見
え
る
。

大
体
足
刺
時
代
の
唱
門
師
は
下
級
の
陰
陽
師
で
、
祈
祷
も
す
れ
ば
初
春
の

統
一
一
言
も
唱
え
、
算
置
き
と
歌
舞
遊
芸
と
を
兼
ね
、
御
霊
会
の
風
俗
踊
に
も
加

わ
る
(
則
一
報
腕
時
住
所
)
な
ど
飽
儲
師
、
算
所
大
夫
、

回
警
は
師
、
鉱

叩
、
鉦
打
な
ど
っ
』
似
通
い
、
広
い
意
味
で
は
そ
の
一
類
で
あ
る
と
言
っ
て
よ

か
ろ
う
。
初
春
の
祝
言
を
述
べ
る
と
こ
ろ
は
正
に
近
世
の
大
和
、
三
河
な
ど

の
万
歳
に
等
し
い
。
今
日
で
も
越
前
万
歳
は
自
ら
シ
ョ
ウ
モ
Y
4
v
と
称
し
て

い
る
(
僻
地
」
o

叉
、
喜
田
博
士
は
こ
れ
ら
の
唱
門
師
は
右
の
如
き
性
格
の
も

の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
源
流
を
尋
ね
れ
ば
中
世
に
お
け
る
卑
し

い
俗
法
師
、
破
戒
僧
の
「
声
聞
-
が
本
義
で
あ
っ
て
、
彼
等
の
生
計
の
多
く
は

寺
院
に
所
属
し
、
寺
院
境
内
の
掃
除
を
掌
り
、
傍
ら
警
固
の
任
や
雑
務
に
当
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り
、
次
第
に
内
識
と
し
て
雑
多
な
職
業
に
従
事
す
る
に
至
・り、近
世
以
降
に
お

い
て
は
そ
の
本
義
が
う
す
れ
る
と
と
も
に
、
内
戦
の
方
が
表
看
板
と
な
っ
た

遊
芸
民
が
多
く
別
の
名
称
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
さ
れ
こ
へ
前
掲

τ

'T
f
論
文
」

J

要
す
る
に

シ
ョ
ウ
モ
ゾ
設
は
本
来
俗
法
師
で
ゆ
め
り
・
同
時
に
寺
院
科
社
に

関
係
し
、
そ
の
他
の
遊
芸
に
も
関
わ
る
漠
然
た
る
践
民
の
一
種
あ
る
い
は
一

種
の
践
民
の
汎
称
で
あ
る
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。

そ
う
し
て
今
一
度
、
「
改
-
撰
江
戸
志
」
の
次
の
記
事
を
見
ょ
う
。

日
輪
寺
英
阿
云
、
此
社
は
元
日
輪
寺
の
預
り
な
り
し
を
い
つ
の
頃
に
や
、

今
の
神
主
柴
崎
豊
後
守
一
人
に
領
せ
ら
れ
し
と
ぞ
。

事
跡
合
考
云
、
元
来
神
田
明
神
は
日
輪
寺
の
持
分
な
り
し
。
社
と
寺
と

引
分
れ
し
時
、
日
輪
寺
に
居
た
る
軽
き
男
を
を
人
住
僧
よ
り
申
し
渡

し
、
主
〈
方
社
に
付
居
て
掃
除
な
と
を
も
い
た
し
候
ハ
と
て
、
か
の
社
に

付
置
候
所
・
朝
日
の
か
か
や
く
如
く
、
日
本
国
よ
り
人
民
御
城
下
に
集

り
候
ゆ
へ
お
ひ
た
た
し
く
社
繁
栄
し
、
終
に
か
の
男
神
主
と
な
る
。

A
7

の
柴
崎
氏
是
な
り
。
当
世
神
主
三
代
宮
内
少
締
か
親
ま
で
は
、
六
月
か

の
社
中
に
鎮
座
の
牛
頭
天
王
祭
礼
の
催
と
し
て
、
神
田
郷
中
ま
は
り
し

時
、
猿
田
彦
の
仮
面
を
み
つ
か
ら
携
へ
、
幣
を
持
て
子
供
に
は
や
さ

せ
、
赤
き
紙
の
小
符
に
牛
頭
天
王
と
印
し
た
る
を
ま
き
あ
た
へ
し
と
な

り。

こ
の
土
地
い
ま
も
猶
芙
古
風
城
下
に
有
。
一
式
々
。

こ
れ
を
見
る
と
日
輪
寺
に
居
た
軽
き
男
が
社
に
つ
い
て
い
て
掃
除
な
ど
も

せ
よ
と
言
わ
れ
た
と
か
、
古
く
は
自
ら
猿
田
彦
の
仮
面
を
か
ぶ
っ
〈
遡
っ
た

と
言
う
が
如
き
は
正
に
シ
ョ
ウ
モ
ゾ
汐
の
姿
を
し
の
ば
せ
る
で
は
な
い
か
。

し
か
も
明
神
蹄
が
遊
行
よ
人
二
世
他
阿
が
諸
国
遊
説
の
闘
再
興
し
た
も
の
と

さ
れ
る
こ
と
は
益
々
シ
ョ
ウ
モ
リ
J

汐
と
の
関
係
を
恩
わ
せ
る
。
「
望
海
毎
談
」

に
遺
憾
千
万
に
も
古
来
社
人
持
の
社
で
あ
っ
た
の
を
遊
行
寺
持
と
さ
れ
た
の

で
そ
の
た
め
一
冗
旦
に
は
踊
り
念
仏
が
あ
る
。
社
人
不
快
な
れ
ど
や
む
を
え
ぬ

と
見
え
て
い
る
の
は
却
っ
て
そ
の
裏
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
江

戸
時
代
に
な
っ
て
徳
川
氏
の
崇
敬
を
か
ち
え
た
所
以
は
恐
ら
く
一
一一
一
川
万
歳
が

徳
川
氏
の
故
地
と
の
特
別
な
関
係
を
『
一
言
い
た
て
そ
の
品
展
を
え
た
と
こ
ろ
に

基
づ
く
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
万
歳
と

シ
ョ
ウ
モ
Y

A
V

と
が
同
額
で
あ
る
こ

と
を
考
え
る
と
こ
の
こ
と
は
さ
迄
不
審
で
は
あ
る
ま
い
。

そ
こ
で
誌
だ
大
胆
な
臆
説
で
あ
る
が
、
神
出
倒
神
は
も
と
シ
ョ
ウ
モ

y
g

の
削
っ
て
い
た
オ
オ
ナ
ム
チ
ノ
ミ
ヨ
ト
(
叉
は
ス
サ
ノ
オ
ノ
ミ
コ
ト
〕
で
あ

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
江
戸
時
代
に
入
る
頃
に
お
い
て
は
総
括
的
名

称
止
し
て
の
シ
ョ
ウ
モ

y
汐
の
名
が
忘
れ
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
各
例
別
の

職
業
名
に
分
化
し
て
行
っ
た
こ
と
や
、
そ
の
分
化
し
た
職
業
の
二
一
た
る
沙

時
鉦
打
の
類
が
農
民
か
ら
蔑
視
さ
れ
号
き
お
こ
し
た
こ
と
(
「
時
」
机

弥
・
鉱
打
類
一
な
ど
か
ら
お
し
て
、

一
面
世
間
が
シ
ウ
モ
ゾ
(
唱
門
)
の

取
扱
方
の
事
」

神
を
将
門
の
神
と
考
え
る
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
ろ
う
し
、
又
一
面
そ
の

風
潮
に
乗
じ
柴
崎
氏
な
ど
の
方
か
ら
将
門
に
附
会
し
自
家
の
素
姓
を
隠
磁
せ

ん
と
し
た
点
も
あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
推
察
す
る
。
そ
う
で
な
く
て

は
厳
軍
な
身
分
制
を
し
き
、
封
建
体
制
を
維
持
せ
ん
と
し
て
い
た
幕
府
が
こ

の
崇
敬
に
む
し
ろ
力
を
入
れ
、
一
般
民
家
の
祭
礼
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
と
一
言

う
の
は
少
々
可
笑
し
い
で
は
な
い
か
。

し
か
ら
ば
地
方
に
お
け
る
シ
ョ
ウ
モ
バ
J

塚
は
如
何
な
る
も
の
か
と
言
う
と

こ
れ
も
極
め
て
無
理
な
く
解
釈
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
「
社
会
事
奨
」
所
引

の
「
滑
稽
雑
談
」
に
は
唱
門
師
と
シ
ユ
グ
と
は
同
じ
で
あ
る
と
見
え
て
い
る

し
「
開
国
建
中
」
に
は
「
此
も
の
等
(
万
円
)
近
江
叉
摂
津
に
も
古
塚
あ
る

ら
た
り
に
住
居
せ
る
が
あ
れ
ば
、
守
畑
何
戸
と
式
に
み
ゆ
る
英
子
孫
に
や
と

或
人
は
い
へ
り
o

」
と
言
っ
て
い
る
。
ジ
ヨ
ウ
モ
ゾ
が
即
ち
シ
ユ
グ
(
夙
、
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宿
)
で
あ
る
こ
と
ほ
ぼ
明
か
で
あ
り
、
シ
ユ
ク
は
木
居
内
還
の
「
践
者
考
」

以
来
、
古
の
守
一
戸
(
守
畑
)
の
末
で
あ
ろ
う
こ
と
は
先
ず
定
説
と
な
っ
て
い

る。

従
っ
て
そ
れ
が
古
擦
の
ほ
と
り
に
住
ん
で
い
る
こ
と
が
多
い
の
は
古
い

風
習
を
残
し
た
も
の
だ
と
一言
わ
れ
る
。
こ
う
見
て
来
る
と
各
地
に
あ
る
シ
ョ

ウ
モ
ゾ
J

塚
も
唱
門
塚
で
あ
っ
て
将
門
擦
で
な
い
こ
と
は
疑
を
容
れ
ぬ
。
前
述

の
シ
ョ
ウ
モ
y
擦
が
証
文
援
と
考
え
ら
れ
た
例
は
却
っ
て
シ
ョ
ウ
モ
ン
(
唱

門
)
の
意
味
が
不
明
に
な
っ

て
来
た
こ
と
を
一
示
し
、
そ
の
傾
向
が
将
門
塚
と

て
平
将
門
に
附
会
す
る
に
至
る
可
能
性
が
多
か
っ
た
こ
と
を
裏
か
ら
示
し
て

い
る
と
も
言
え
よ
う
。

か
く
て
シ

ョ
ウ
モ
ゾ
援
即
ち
将
門
塚
で
る
っ
て
、
一
般
民
家
が
将
門
を
王

朝
政
権
に
対
す
る
叛
遊
間
と
し
て
崇
敬
し
た
結
果
生
じ
た
も
の
で
あ
る
と
見

る
の
は
無
理
で
あ
る
と
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

唯
、
一
般
人
か
ら
践
祝
さ
れ
た
唱
門
師
た
ち
が
、
そ
れ
を
将
門
に
附
会
し

自
ら
の
身
分
を
諾
晦
し
な
が
ら
、
支
配
階
級
に
対
す
る
ひ
そ
や
か
な
し
か
も

根
強
い
叛
逝
精
神
を
持
続
す
る
よ
す
が
と
し
た
と
言
う
よ
う
な
こ
と
が
な
か

っ
た
と
は
勿
論
断
言
出
来
な
い
。

こ
こ
で
、
叛
逆
心
を
持
出
さ
な
く
て
も
崇
り
に
対
ナ
る
反
応
と
か
悲
劇
的

末
路
に
対
す
る
同
情
な
ど
と
言
う
観
点
か
ら
将
門
崇
拝
も
解
釈
出
来
る
と
思

う
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
自
ら
別
問
題
と
な
る
の
で
こ
こ
で
は
触
れ
な
い
。

叉
時
宗
の
こ
と
に
つ
い
て
も
も
っ
と
深
く
問
題
と
す
べ
き
こ
と
が
多
々
あ
る

で
あ
ろ
う
が
そ
こ
詣
は
及
び
き
れ
ぬ
の
で
不
満
で
あ
る
が
こ
の
ま
ま
で

お

。
ノー

以
上
神
田
明
紛
が
平
将
門
を
間
っ
た
と
す
る
説
も
江
戸
時
代
に
な
っ
て
か

ら
か
、
そ
れ
を
去
る
遠
く
な
い
頃
に
漸
次
時
間
成
せ
ら
れ
て
来
た
も
の
で
あ
ろ

う
し
、
神
田
明
神
そ
の
も
の
も
、
そ
の
前
に
古
嗣
が
あ
っ
た
か
な
か
っ
た
か

は
別
と
し
て
、
そ
の
和
ら
れ
る
に
至
っ
た
の
は
伝
え
の
如
く
南
北
朝
を
出
な

い
も
の
で
あ
り
・
そ
れ
は
初
め
唱
門
師
た
ち
の
神
で
あ
っ
た
ろ
う
と
一言
う
こ

と
を
明
か
に
す
る
と
と
も
に
、
直
に
民
衆
の
支
配
階
級
に
対
す
る
叛
迎
精
神

に
結
び
つ
け
る
こ
と
の
無
理
な
所
以
を
論
じ
た
つ
も
り
で
あ
る
。
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