
手
段
と
し
て
の
論
争

ー
国
学
定
立
の
形
式
と
そ
の
問
題
点
i

序
賀
茂
真
淵
に
よ
る
一
連
の
高
葉
研
究
の
上
に
萌
芽
し
、
そ
の
弟
子
で
あ
る

本
居
宣
長
の
手
に
よ
っ
て
大
成
さ
れ
た
国
学
思
想
は
、
他
者
を
激
し
く
攻
撃

し
な
が
ら
自
由
の
絶
対
的
優
位
を
主
張
す
る
そ
の
学
問
的
態
度
か
ら
、
そ
の

思
想
に
触
れ
る
者
に
対
し
て
、
二
日
一
一
長
と
い
う
人
の
学
問
や
学
説
は
そ
も
そ

も
論
争
的
な
性
格
を
も
っ
た
も
の
で
は
な
い
の
か
」
ハ
い
と
い
う
印
象
を
与
え

が
ち
で
あ
る
。
だ
が
一
方
で
、
宣
一
長
は
優
れ
た
文
献
学
者
で
も
あ
っ
た
。
終

始
冷
静
な
実
証
主
義
的
姿
勢
に
賞
か
れ
た
代
表
著
作
『
古
事
記
伝
』
に
は
、

そ
う
し
た
彼
の
側
面
が
強
く
現
れ
て
い
る
。
官
一
長
の
有
す
る
斯
様
な
両
側
面

は
、
両
者
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
激
し
さ
ゆ
え
に
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
ら
が
宣
長
思

想
に
於
い
て
並
立
し
、
混
在
し
て
い
る
i

そ
れ
は
例
え
ば
前
者
の
性
質
を
持

つ
『
直
毘
霊
』
が
、
後
者
の
性
格
を
有
す
る
司
古
事
記
伝
』
の
一
部
と
し
て

存
在
し
て
い
る
よ
う
に
i

ゆ
え
に
、
し
ば
し
ば
奇
妙
な
二
十
回
性
と
し
て
問
題

祝
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

樋

達

長広

口

木
稿
で
は
、
先
ず
『
直
毘
霊
』
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
室
長
国
学
に
と
っ

て
「
論
争
」
と
は
一
体
如
何
な
る
意
味
を
持
つ
'
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ

と
を
、
そ
の
思
想
の
在
り
方
と
の
関
係
か
ら
探
っ
て
み
た
い
。
こ
の
こ
と
は

同
時
に
、
室
長
の
二
回
性
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
の
示
唆
を
得
る
方
途
と
も

な
る
だ
ろ
う
。
吊
し
て
、
そ
の
考
察
の
結
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
実
際
に
宣

長
の
行
っ
た
「
論
争
」
を
過
し
て
浮
か
び
上
が
る
宣
長
留
学
の
問
題
点
に
つ

い
て
も
言
及
す
る
。

一
、
否
定
的
手
法
に
よ
る
自
国
像
の
定
立

i
論
争
的
性
格
の
由
縁

i

『
直
毘
霊
』
は
、
『
古
事
記
伝
』
の
序
論
に
あ
た
る
ご
之
巻
」
の
末
尾

に
据
え
ら
れ
た
著
作
で
あ
る
。
こ
の
『
直
毘
霊
』
で
は
、
「
此
篇
は
、
道
て

ふ
こ
と
の
論
ひ
な
り
」
と
い
う
副
題
の
示
す
如
く
に
、
「
道
」
と
は
如
何
な

る
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
論
を
通
し
て
、
宣
長
思
想
の
要
諦
が
諮
ら
れ
る
こ
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と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
名
指
し
こ
そ
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
儒
学
に

い
う
と
こ
ろ
の
「
道
」
や
「
聖
人
」
と
い
っ
た
概
念
に
つ
い
て
の
批
判
が
再

三
に
亘
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
宣
一
長
が
空
位
毘
霊
』
に
於
い
て

国
内
の
儒
学
思
想
、
わ
け
で
も
但
抹
学
を
そ
の
批
判
対
象
と
し
て
措
定
し
て

い
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
宣
一
長
が
自
身
の
思
想
の
核
心
を
論
じ
る
『
直
毘

霊
』
は
、
即
ち
同
時
に
ま
た
、
一
種
の
「
論
争
書
」
と
し
て
の
性
格
を
有
し

て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
「
道
」
と
「
聖
人
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
室
長
は
『
直
毘
霊
』

の
中
で
次
の
よ
う
な
見
解
を
披
露
し
て
い
る
。

其
が
中
に
、
威
力
あ
り
て
智
り
深
く
て
、
人
を
な
つ
け
、
人
の
閣
を
奪

ひ
取
て
、
又
人
に
う
ば
、
ふ
る
ま
じ
き
事
量
を
よ
く
し
て
、
し
ば
し
密
を

よ
く
治
め
て
、
後
の
法
と
も
な
し
た
る
人
を
、
も
ろ
こ
し
に
は
聖
人
と

ぞ
一
五
な
る
、

-
-
P
搭
i
i

然
る
を
こ
の
聖
人
と
い
ふ
も
の
は
、
一
刊
の
ご
と
ょ
に
す
ぐ
れ
て
、
お
の

づ
か
ら
に
奇
し
き
徳
あ
る
も
の
と
思
ふ
は
、
ひ
が
ご
と
な
り
、
さ
て
其

聖
人
ど
も
の
作
り
か
ま
へ
て
、
定
め
お
き
つ
る
こ
と
を
な
も
、
道
と
は

い
ふ
な
る
、
か
、
ふ
れ
ば
、
か
ら
く
に
に
し
て
道
と
い
ふ
物
も
、
其
旨
を

き
は
む
れ
ば
、
た
ジ
人
の
図
を
う
ば
は
む
が
た
め
と
、
人
に
奪
は
る
ま

じ
き
か
ま
へ
と
の
、
二
ツ
に
は
す
ぎ
ず
な
も
あ
る
、

ρ

こ
こ
で
、
祖
抹
が
「
道
」
の
製
作
者
と
し
て
絶
対
的
価
値
を
置
い
た
「
聖
人
」

は
、
(
一
回
一
長
に
よ
っ
て
、
「
人
を
な
つ
け
、
人
の
鴎
を
奪
い
取
」
る
権
力
纂
奪

者
の
位
置
に
ま
で
引
き
摺
り
下
ろ
さ
れ
て
し
ま
う
。
そ
し
て
、
儒
学
に
於
け

る
「
道
」
と
い
う
も
の
は
、
己
の
権
力
欲
の
ま
ま
に
国
を
奪
い
、
ま
た
そ
の

奪
い
取
っ
た
国
を
他
人
に
奪
わ
れ
ま
い
と
す
る
纂
奪
者
が
「
作
り
か
ま
へ
」

た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
室
長
に
言
わ
せ
れ
ば
、
「
か
ら
く
に

に
し
て
道
と
い
ふ
物
」
は
凡
そ
、
「
君
を
滅
し
盟
を
奪
ひ
し
聖
人
の
、
己
が

罪
を
の
が
れ
む
た
め
に
、
か
ま
へ
出
た
る
託
一
一
一
口
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
結
論

が
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
室
長
の
一
一
一
一
口
説
上
に
於
い
て
は
、
儒

者
の
敬
仰
す
る
「
聖
人
」
は
単
な
る
権
力
の
纂
奪
者
と
し
て
、
ま
た
、
儒
学

思
想
の
中
核
を
為
す
「
道
」
の
概
念
は
、
「
聖
人
」
の
自
己
保
身
の
為
の
読

弁
的
な
理
論
武
装
の
所
産
と
し
て
刻
扶
さ
れ
る
。
丸
山
異
男
が
、
室
長
に
よ

る
儒
学
批
判
の
様
式
を
「
イ
デ
オ
ロ
ギ

i
暴
露
」
と
評
し
た

σ
の
は
、
こ
の

点
を
実
に
鋭
く
捉
え
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。

市
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
「
道
」
を
「
支
配
者
あ
る
い
は
纂
奪
者
の
現
実

隠
蔽
あ
る
い
は
美
化
に
奉
仕
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
暴
露
」
併
し
よ
う

と
す
る
宣
一
長
の
批
判
は
、
畢
克
以
下
に
挙
げ
る
一
点
へ
と
回
収
さ
れ
る
も
の

と
思
わ
れ
る
。
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の
こ
と
わ
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る
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と
は
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だ
な
り
、
(
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恐
ら
く
『
直
間
比
一
室
』
に
於
い
て
宮
一
長
が
企
図
し
た
の
は
、
一
連
の
「
道
」
、

「
聖
人
」
批
判
を
通
し
て
、
こ
の
「
異
図
の
さ
だ
」
、
一
史
に
言
え
ば
「
呉
閤
」

と
い
う
概
念
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
こ
そ
が
、
宣

長
の
国
学
思
想
を
可
能
な
ら
し
め
る
条
件
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。『

直
田
比
一
室
』
の
中
で
、
宣
一
長
は
こ
の
「
異
図
」
の
有
り
様
を
次
の
よ
う
に

い》つ。
然
る
に
聖
人
の
い
へ
る
言
を
ば
、
何
ご
と
も
た
、
メ
理
の
至
極
と
、
信
た

ふ
と
み
を
る
こ
そ
い
と
愚
か
な
れ
、
か
く
て
そ
の
聖
人
ど
も
の
し
わ
ざ

に
な
ら
ひ
て
、
後
々
の
人
ど
も
も
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
を
、
己
が
さ
と
り

も
て
お
し
は
か
り
ご
と
す
る
ぞ
、
彼
図
の
く
せ
な
る
、

--hγ
や
合
l
l
l

:
!
 

す
べ
て
彼
留
は
、
事
毎
に
あ
ま
り
こ
ま
か
に
心
を
着
て
、
か
に
か
く
に

論
ひ
さ
だ
む
る
故
に
、
な
べ
て
人
の
心
さ
か
し
だ
ち
惑
く
な
り
て
、

中
々
に
事
を
し
〉
こ
ら
か
し
つ
〉
、
い
よ
〉
園
は
治
ま
り
が
た
く
の
み

な
り
ゆ
く
め
り
、

斯
様
な
ニ
一
一
口
辞
で
以
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
の
「
異
図
の
さ
だ
」
が
、
宣
一
長
の
儒

学
批
判
に
於
い
て
頻
繁
に
持
ち
出
さ
れ
る
「
漢
意
」
に
同
定
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
は
論
を
侠
た
な
い
。
斯
く
し
て
、
祖
徳
学
に
於
け
る
「
聖
人
」
を

突
破
口
に
、
一
般
の
「
道
」
に
対
す
る
批
判
を
敢
行
し
た
宣
長
は
、
吏

に
そ
れ
ら
を
階
梯
と
し
て
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
異
質
な
他
者
と
し
て
の
「
異

閣
」
と
い
う
概
念
を
構
成
し
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
で
は
、
苛
烈
な
一
面
罵
を
伴

っ
て
展
開
さ
れ
る
こ
の
「
異
図
」
観
の
素
描
を
通
し
て
、
彼
は
日
本
と
い
う

「
自
国
」
を
ど
の
よ
う
な
形
で
語
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
を
よ
く
示
す

の
は
、
以
下
の
件
で
あ
る
。

異
留
は
、
本
よ
り
主
の
{
一
止
ま
れ
る
が
な
け
れ
ば
、
た
ジ
人
も
た
ち
ま
ち

王
に
な
り
、
王
も
た
ち
ま
ち
た
ジ
人
に
も
な
り
、
亡
、
び
う
せ
も
す
る
、

古
へ
よ
り
の
風
俗
な
り
、
さ
て
図
を
取
む
と
謀
り
て
、
え
と
ら
ざ
る
者

を
ば
、
賊
と
い
ひ
て
賎
し
め
に
く
み
、
取
得
た
る
者
を
ば
、
聖
人
と
い

ひ
て
尊
み
仰
ぐ
め
り
、
さ
れ
ば
い
は
ゆ
る
聖
人
も
、
た
、
メ
賊
の
矯
し
と

げ
た
る
者
に
ぞ
有
け
る
、
掛
ま
く
も
可
畏
き
や
吾
天
皇
尊
は
し
も
、
然

る
い
や
し
き
醤
々
の
王
ど
も
と
、
等
な
み
に
は
坐
ま
さ
ず
、
此
御
園
を

生
成
た
ま
へ
り
し
紳
組
命
の
、
御
み
づ
か
ら
授
賜
へ
る
皇
統
に
ま
し
/

¥
て
、
天
地
の
始
よ
り
、
大
御
食
園
と
定
ま
り
た
る
天
下
に
し
て
、
大

御
紳
の
大
命
に
も
、
天
皇
悪
く
坐
ま
さ
ば
、
莫
ま
つ
ろ
ひ
そ
と
は
詔
た

ま
は
ず
あ
れ
ば
、
善
く
坐
む
も
惑
く
坐
む
も
、
側
よ
り
う
か
JX
ひ
は
か

り
奉
る
こ
と
あ
た
は
ず
、
天
地
の
あ
る
き
は
み
、
月
日
の
昭
一
す
限
は
、

い
く
高
代
を
経
て
も
、
動
き
坐
ぬ
大
君
に
坐
り
、
故
古
語
に
も
、
古
代

の
天
皇
を
し
も
紳
と
申
し
て
、
賞
に
紳
に
し
坐
せ
ば
、
善
悪
き
御
う
へ

の
論
ひ
を
す
て
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
畏
み
敬
ひ
奉
仕
ぞ
、
ま
こ
と
の
道
に

は
有
け
る
、
(
傍
点
筆
者
)
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何
よ
り
も
先
ず
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
引
用
部
後
半
か
ら
明
ら
か

に
さ
れ
る
自
由
像
に
つ
い
て
の
言
説
に
先
立
つ
形
で
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き

た
よ
う
な
「
異
国
の
さ
だ
」
へ
の
批
判
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
「
具
閣
は
」
と

い
う
書
き
出
し
を
以
て
殊
更
に
重
畳
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
自
身
の
国
学
思
想
に
於
け
る
自
国
像
を
、
「
異
閤
」
と
の
対
立
構
造
に

よ
っ
て
描
き
出
そ
う
と
す
る
宣
一
長
の
目
論
見
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
。
ま

た
、
加
え
て
重
要
な
の
は
、
室
長
に
よ
っ
て
描
出
さ
れ
る
自
国
の
有
り
様
の

そ
の
悉
く
が
、
「
呉
閣
の
さ
だ
」
と
真
逆
の
性
質
の
も
の
と
し
て
い
わ
れ
て

い
る
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
「
い
や
し
き
図
々
の
王
ど
も

と
、
等
な
み
」
で
は
な
い
と
さ
れ
る
天
皇
や
、
そ
の
天
皇
の
徳
に
つ
い
て
の

よ
制
ひ
を
す
て
て
、
ひ
た
ぶ
る
に
畏
み
敬
ひ
奉
仕
」
こ
と
こ
そ
が
「
ま
こ
と

の
道
」
で
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
自
由
像
へ
の
一
一
一
一
口
及
の
端
々
に
明
確
に
立

ち
顕
れ
て
い
る
守
こ
の
宣
長
の
論
法
に
沿
う
な
ら
ば
、
彼
が
日
本
を
万
国

に
比
し
て
優
れ
た
国
で
あ
る
と
説
く
そ
の
所
以
は
、
偏
に
日
本
が
「
呉
函
」

の
よ
う
で
は
な
い
と
い
う
点
に
存
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
一
詰
ま
り
、
室
長

は
自
国
に
つ
い
て
、
「
呉
国
は
A
で
あ
り
、
自
国
は
B
で
あ
る
」
と
い
う
形

式
で
は
な
く
、
「
呉
国
は
A
で
あ
り
、
自
国
は
A
で
は
な
い
」
と
い
う
形
式

で
以
て
こ
れ
を
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
「
皇
軍

慰
」
で
あ
る
日
本
が
、
「
道
と
も
し
き
ゅ
ゑ
に
、
か
へ
り
て
道
々
し
き
こ
と

を
の
み
云
あ
へ
る
」
よ
う
な
「
呉
国
の
さ
だ
」
と
は
真
逆
で
あ
っ
た
か
ら
こ

そ
、
「
さ
る
一
一
一
一
口
痛
き
教
も
何
も
な
か
り
し
か
ど
、
下
が
下
ま
で
み
だ
る
斗
こ

と
な
く
、
天
下
は
穂
に
治
」
ま
っ
て
き
た
の
だ
と
い
う
。
こ
の
よ
う
に
、
否

定
的
他
者
と
し
て
措
定
さ
れ
た
「
異
国
」
中
国
と
、
そ
の
国
ぶ
り
を
支
配
す

る
「
巽
留
の
さ
だ
」
即
ち
「
漢
意
」
と
を
、
謂
わ
ば
反
射
板
と
し
て
用
い
た

そ
の
先
に
、
初
め
て
国
学
的
言
説
と
し
て
の
「
皇
図
」
や
、
或
い
は
「
や
ま

と
心
」
と
い
う
も
の
が
語
ら
れ
得
る
の
で
あ
る
。

宣
長
留
学
に
於
け
る
「
皇
図
」
像
が
、
こ
の
よ
う
な
構
造
に
よ
っ
て
成
立

す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
の
国
学
的
言
説
は
常
に
、
否
定
す
べ
き

他
者
と
し
て
の
「
呉
国
」
と
切
り
結
ぶ
形
で
表
現
さ
れ
ざ
る
を
得
ず
、
そ
し

て
ま
た
、
そ
こ
に
生
じ
る
相
関
が
否
定
的
な
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
自
身

の
一
一
一
一
日
説
を
維
持
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
呉
国
」
に
対
す
る
批
判
の
ニ
一
一
口
辞
を

連
ね
続
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
ば
、
室
長
に
と
っ
て
、

否
定
的
他
者
に
与
す
る
思
想
乃
至
は
そ
れ
を
奉
ず
る
者
を
相
手
取
っ
て
こ

れ
と
論
争
す
る
こ
と
は
、
一
回
学
思
想
を
存
立
さ
せ
、
堅
持
し
て
い
く
為
に
不

可
欠
な
「
手
段
」
と
し
て
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
従
っ
て
、
官
一
一
長
留

学
の
有
す
る
論
争
的
性
格
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
定
立
の
在
り
方
そ
の
も
の

に
き
、
ざ
す
必
然
で
あ
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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二
、
手
法
の
弊
害
と
「
二
菌
性
」
の
問
題

だ
が
、
国
学
が
斯
様
な
手
法
に
よ
っ
て
自
己
を
定
義
づ
け
る
こ
と
は
、
自

ら
の
思
想
に
対
し
て
一
つ
の
制
約
を
課
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
。
先
学
の
多
く
指
摘
す
る
よ
う
に
、
室
長
は
、
富
目
的
に
規
範
を
信
仰



す
る
余
り
に
、
そ
の
教
え
の
現
実
的
な
妥
当
性
を
吟
味
し
よ
う
と
し
な
い
国

内
儒
者
の
態
度
i

そ
し
て
こ
の
?
」
と
は
奇
し
く
も
、
儒
者
で
あ
る
担
保
に
よ

っ
て
明
断
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
!
を
街
き
、
こ
れ
に
攻
撃
を
加
え
た
。
ま
た
、

一
方
で
そ
の
よ
う
で
は
な
い
も
の
と
い
う
規
定
に
よ
っ
て
、
「
呉
菌
」
の
反

昭
一
と
い
う
形
で
「
皇
図
」
と
い
う
自
国
像
を
彫
塑
し
た
こ
と
は
、
先
に
述
べ

た
通
り
で
あ
る
。
然
し
乍
ら
、
そ
の
儒
学
批
判
の
過
程
で
、
例
え
ば
規
範
的

思
考
と
し
て
の
「
道
」
を
「
ヰ
一
一
口
痛
き
殺
」
と
い
い
、
或
い
は
論
理
的
思
弁
を

「
己
が
さ
と
り
も
て
お
し
は
か
り
ご
と
す
る
」
よ
う
な
臆
見
に
過
ぎ
ぬ
も
の

と
し
て
、
こ
れ
ら
を
総
て
「
漢
意
」
と
し
て
括
り
出
し
、
そ
の
一
切
を
拒
絶

し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
反
昭
一
た
る
こ
と
を
成
立
起
源
に
持
つ
国
学
的
一
一
一
一
口

説
に
於
い
て
は
、
勢
い
あ
ら
ゆ
る
論
理
化
を
拒
否
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て

し
ま
っ
た
ぜ
極
言
し
て
し
ま
え
ば
、
官
一
長
は
「
漢
意
否
定
」
と
い
う
様
式

を
確
立
し
た
代
償
と
し
て
、
自
身
の
一
一
一
一
口
説
の
内
に
「
理
の
否
定
」
と
い
う
事

態
を
招
来
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
こ
で
は
、
正
し
く
相
良
亨

，刀

普
遍
的
な
理
法
を
も
た
ぬ
宣
一
長
が
よ
る
べ
き
も
の
と
し
た
の
は
神
日

上
の
さ
だ
め
以
外
に
は
な
か
っ
た
。

ー
中
略

i

こ
れ
ら
の

H

さ
だ
め
d

は
、
一
部
に
失
わ
れ
た
も
の
が
あ
っ
た
が
、
な

お
間
関
以
来
、
今
日
ま
で
日
本
を
大
過
な
く
治
ま
ら
せ
て
き
た
、
現
に

生
き
て
働
き
伝
わ
っ
て
き
た
H

さ
だ
め
H

で
あ
る
。
普
遍
的
な
理
法
の

存
在
を
否
定
す
る
室
長
と
し
て
は
、
現
に
存
在
し
て
き
た
、
そ
の
意
味

で
現
に
有
効
で
あ
っ
た
そ
の
よ
う
な

ρ

さ
だ
め
μ

と
い
う
事
実
に
生

き
方
の
よ
り
ど
こ
ろ
を
求
め
る
以
外
に
は
あ
り
え
な
か
っ
た
。
(
傍
点

筆
者
)

と
分
析
し
て
い
る

σ如
く
に
、
理
に
よ
る
「
お
し
は
か
り
ご
と
」
を
排
し
、

今
に
到
る
ま
で
自
国
を
「
皇
国
」
た
ら
し
め
て
き
た
神
代
か
ら
の
「
さ
だ
め
」

に
ひ
た
す
ら
随
傾
す
る
が
よ
い
と
い
う
、
あ
り
の
ま
ま
の
現
実
肯
定
が
専
ら

に
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
市
し
て
、
「
漢
意
」
を
否
定
し
た
毘
学
に
あ
っ
て

は
、
そ
の
現
実
肯
定
の
拠
り
所
と
な
る
「
さ
だ
め
」
の
権
威
を
「
浬
」
に
よ

っ
て
担
保
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
以
上
、
「
さ
だ
め
」
の
始
発
へ
と
遡
及

す
る
形
で
、
そ
の
権
威
付
け
を
神
話
に
求
め
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

斯
く
し
て
、
宣
一
長
の
一
一
一
一
口
説
上
に
於
い
て
、

皇
大
御
閣
は
、
掛
ま
く
も
可
畏
き
紳
御
組
天
照
大
御
一
仰
の
、
御
生
坐
る

大
御
圏
に
し
て
、
市
内
閣
に
勝
れ
た
る
所
由
は
、
先
こ
〉
に
い
ち
じ
る
し
、

盟
と
い
ふ
図
に
、
此
大
御
一
利
の
大
御
徳
か
ジ
ふ
ら
ぬ
屈
な
し
、

と
い
う
白
神
神
話
を
根
拠
に
し
た
言
辞
で
以
て
、
「
廿
間
内
閣
に
勝
れ
た
る
」
「
皇

大
御
園
」
と
し
て
の
自
国
が
高
ら
か
に
宣
揚
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
宣
長
が
「
万
邦
に
優
た
る
自
国
像
」
を
導
く
ま
で
の
思
想

展
開
を
辿
れ
ば
、
こ
の
『
直
毘
霊
』
と
い
う
論
争
的
性
質
を
持
っ
た
著
述
が
、
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一
貫
し
て
冷
静
な
文
献
注
釈
書
と
し
て
の
性
格
を
保
ち
続
け
る
『
古
事
記

伝
』
一
之
巻
の
捧
尾
に
配
さ
れ
た
そ
の
わ
け
も
明
ら
か
な
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

序
で
も
触
れ
た
が
、
宣
一
長
思
想
を
巡
っ
て
は
、
例
え
ば
加
藤
周
一
の
提
起
し

た
「
宣
一
長
問
題
」
。
の
よ
う
に
、
『
古
事
記
伝
』
に
於
い
て
見
ら
れ
る
よ
う

な
鍛
密
か
つ
実
証
主
義
的
な
姿
勢
と
、
『
直
間
比
一
室
』
を
筆
頭
と
す
る
諸
々
の

論
争
書
で
口
を
極
め
て
相
手
を
攻
撃
す
る
、
排
外
的
な
自
国
優
位
論
者
と
い

う
在
り
方
と
が
、
宣
長
の
相
矛
盾
す
る
こ
面
性
と
し
て
し
ば
し
ば
問
題
に
さ

れ
て
き
た
。
然
し
乍
ら
、
こ
れ
は
宣
長
思
想
の
内
実
に
少
し
く
鑑
み
れ
ば
、

何
ら
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
く
、
抑
々
二
面
性
で
す
ら
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
宣
一
長
思
想
が
そ
の
根
拠
を
神
話
l

就
中
『
古
事
記
』

の
そ
れ
i

に
求
め
る
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
そ
の
根
拠
た
る
『
古
事
記
』
に

つ
い
て
の
考
証
は
出
来
得
る
限
り
厳
正
に
、
徽
密
に
為
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
考
一
証
が
厳
正
且
つ
紋
密
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、

そ
れ
に
根
拠
付
け
ら
れ
る
思
想
も
ま
た
、
そ
れ
だ
け
強
く
正
当
性
を
主
張
し

得
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
両
者
は
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ

た
と
い
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
司
古
事
記
伝
』
中
に
於
い
て
一
見
異
質
で
あ
る

か
に
見
え
る
『
直
毘
一
宮
古
は
、
実
際
に
は
そ
れ
ら
が
分
か
ち
難
い
相
即
性
の

も
と
に
あ
る
が
ゆ
え
に
、
正
し
く
「
『
古
事
記
伝
』
の
作
業
の
開
始
を
告
げ

る
マ
ニ
ア
エ
ス
ト
」
ゆ
と
し
て
、
『
古
事
記
伝
』
の
中
に
存
在
す
べ
く
し
て

存
在
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
翻
っ
て
、
『
吉
事
記
伝
』
の
成
立

も
ま
た
、
自
己
の
存
在
を
維
持
す
る
手
段
と
し
て
絶
え
ず
論
争
し
続
け
ね
ば

な
ら
な
い
と
い
う
性
質
を
有
す
る
、
宣
一
長
田
学
の
内
面
的
要
詰
に
よ
る
必
然

の
産
物
で
あ
っ
た
と
い
う
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
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、
『
崎
刈
醸
』
に
み
る
宣
長
留
学
の
問
題
点

こ
こ
ま
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
室
長
の
国
学
思
想
は
、
「
間
共
同
制
」
と
の

対
照
関
係
の
も
と
に
「
皇
題
」
と
い
う
自
国
像
を
立
ち
上
げ
、
そ
の
優
位
性

の
根
拠
を
『
古
事
記
』
と
い
う
神
話
に
求
め
る
こ
と
で
自
己
を
定
立
せ
し
め

た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
や
は
り
、
そ
の
成
立
に
由
縁
す
る
幾
つ
か
の
間

題
点
が
存
し
て
い
た
。
ま
た
、
そ
の
在
り
方
が
徹
頭
徹
尾
対
立
思
想
へ
の
批

判
・
否
定
を
伴
う
も
の
で
あ
る
以
上
、
室
長
自
身
も
ま
た
、
常
に
対
立
思
想

か
ら
の
反
論
に
楢
さ
れ
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
無
論
、
そ
う
し
た

反
論
が
儒
者
乃
至
は
中
国
中
心
史
観
か
ら
の
も
の
で
あ
る
限
り
に
於
い
て
、

「
漢
意
」
を
用
い
た
宣
長
の
反
撃
は
猛
威
を
振
る
っ
た
。
そ
の
結
果
が
『
く

ず
花
』
州
で
あ
り
、
或
い
は
『
釦
狂
人
』
川
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
代
表
さ
れ

る
よ
う
な
宣
長
の
批
判
様
式
が
、
如
何
に
強
靭
且
つ
堅
牢
な
も
の
で
あ
っ
た

か
は
先
学
に
尽
く
さ
れ
て
お
り
、
今
更
ニ
一
一
口
う
迄
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、

そ
う
し
た
宣
長
の
論
争
経
歴
の
中
に
あ
っ
て
、
ど
う
し
て
も
無
視
で
き
な
い

も
の
と
し
て
、
『
町
刈
陵
』
と
い
う
論
争
書
が
あ
る
。
そ
の
ゆ
え
は
、
こ
こ

で
為
さ
れ
て
い
る
論
争
が
、
そ
の
他
の
論
争
書
と
は
違
い
、
宣
長
思
想
の
地

え
る
諮
問
題
点
を
明
確
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
と

、
う
点
に
あ
る
。

『
時
刈
霞
』
は
、
上
回
秋
成
と
宣
一
長
と
の
問
で
為
さ
れ
た
論
争
を
纏
め
た



も
の
で
あ
り
、
古
代
田
誌
の
音
韻
に
関
す
る
議
論
と
、
吉
一
長
の
『
鉛
狂
人
』

を
巡
る
論
争
と
を
、
其
々
上
下
篇
と
し
て
収
め
て
い
る
。
こ
の
う
ち
上
篇
に

つ
い
て
は
、
古
代
日
本
に
於
け
る
特
定
の
音
韻
の
有
無
に
つ
い
て
の
遣
り
取

り
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
思
想
の
核
心
に
迫
る
よ
う
な
論
争
は

行
わ
れ
て
い
な
い
た
め
、
こ
こ
で
は
下
篇
で
の
論
争
を
手
掛
か
り
と
し
て
、

の
問
題
点
を
見
て
い
き
た
い
。

秋
成
は
先
ず
、
『
古
事
記
』
と
い
う
神
話
を
根
拠
と
し
て
自
由
の
優
位
を

説
く
宣
一
長
の
言
説
に
対
し
て
、

此
留
中
に
い
で
や
吾
皇
留
は
何
一
前
の
ほ
ど
と
見
あ
ら
は
す
れ
は
、
た
〉

心
ひ
ろ
き
池
の
面
に
さ
〉
や
か
な
る
一
葉
を
散
し
か
け
た
る
如
き
小

嶋
な
り
け
り
、
然
る
を
異
留
の
人
に
針
し
て
、
此
小
嶋
こ
そ
市
内
邦
に
先

立
て
関
関
た
れ
、
大
世
界
を
臨
照
ま
し
ま
す
日
月
は
、
こ
〉
に
現
し
ま

し
し
本
圏
也
、
因
て
寓
邦
悉
く
五
口
留
の
恩
光
を
被
ら
ぬ
は
な
し
、
故
に

貢
を
奉
て
朝
し
来
れ
と
教
ふ
共
、
一
一
臨
も
其
ヰ
一
一
口
に
服
せ
ぬ
の
み
な
ら
す
、

何
を
以
て
商
い
ふ
そ
と
不
審
せ
ん
時
、
こ
〉
の
太
古
の
簿
訟
を
以
て
一
不

さ
む
に
、
其
如
き
傍
説
は
五
口
鶴
に
も
有
て
、
あ
の
日
月
は
吾
留
の
太
古

に
現
は
れ
ま
し
し
に
こ
そ
あ
れ
と
云
争
ん
を
、
誰
か
裁
断
し
て
事
は
果

す
へ
き
、
川
山

と
疑
義
を
呈
し
た
上
で
、
「
書
典
は
い
つ
れ
も
一
一
凶
一
天
地
に
て
、
他
留
に

及
ぼ
す
共
諺
に
い
ふ
縁
者
の
設
擦
に
て
、
互
に
取
あ
ふ
ま
じ
き
こ
と
血
」
と

述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
為
さ
れ
て
い
る
秋
成
の
批
判
の
限
自
は
、
正
し
く
「
縁

者
の
証
拠
」
と
い
う
秋
成
の
言
葉
に
端
的
に
表
現
さ
れ
る
よ
う
な
、
客
観
性

を
欠
い
た
ま
ま
に
そ
の
優
位
を
絶
対
視
す
る
、
官
一
長
の
自
由
観
へ
と
差
し
向

け
ら
れ
て
い
る
。
ゆ
え
に
、
秋
成
は
世
界
地
図
を
例
に
持
ち
出
し
な
が
ら
、

日
本
を
「
さ
〉
や
か
な
る
一
葉
を
散
し
か
け
た
る
如
き
小
嶋
」
と
評
す
る
こ

と
で
、
こ
れ
を
相
対
化
す
る
視
点
を
提
示
し
て
み
せ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
秋
成
の
批
判
に
対
し
て
、
宣
長
は
国
土
の
大
小
を
述
べ

た
テ
ク
ス
ト
の
み
を
抽
出
し
、
こ
れ
を
次
の
よ
う
に
読
み
替
え
て
し
ま
う
。

即
ち
彼
は
、
「
凡
て
物
の
尊
卑
美
悪
は
、
形
の
大
小
に
の
み
よ
る
」
も
の
で

は
な
く
、
従
っ
て
、
国
は
そ
の
思
土
の
広
大
狭
小
の
別
に
拘
ら
ず
「
下
園
は

下
麗
」
で
あ
り
、
「
上
国
は
上
園
」
で
あ
る
の
に
、
秋
成
は
毘
土
の
狭
い
こ

と
を
理
由
に
し
て
自
国
を
疑
め
、
単
純
に
広
い
国
土
を
有
す
る
国
を
、
「
沼

海
中
の
最
上
の
図
」
で
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

然
し
乍
ら
、
こ
の
宣
長
の
反
論
は
曲
解
の
誹
り
を
免
れ
ま
い
。
何
故
な
ら
ば
、

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
秋
成
は
宣
長
の
思
想
上
に
展
開
さ
れ
る
、
「
皇
国
」

を
巡
る
言
説
に
於
い
て
、
そ
こ
に
客
観
性
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
を
問
題
視

し
て
い
る
の
で
あ
り
、
国
土
の
大
小
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で
は
議
論
の
本
質

の
時
外
に
あ
る
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
宣
長
に
よ
る
斯
様
な
論
点
の
す
り
替
え

が
、
果
た
し
て
意
図
的
で
あ
っ
た
か
否
か
は
判
然
と
し
な
い
が
、
何
れ
に
せ

よ
、
こ
こ
に
宣
長
国
学
の
有
す
る
問
題
点
の
一
つ
が
露
呈
し
て
し
ま
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
即
ち
、
宣
長
が
自
国
の
優
位
性
を
説
く
に
あ
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た
っ
て
そ
の
窮
極
的
な
根
拠
と
す
る
「
皇
図
」
と
い
う
観
念
が
、
例
え
ば
右

に
秋
成
の
い
う
よ
う
な
「
一
盟
」
の
「
太
古
の
侍
読
」
と
し
て
相
対
的
視
座

の
下
に
略
さ
れ
て
し
ま
っ
た
時
に
、
国
学
的
一
一
一
一
口
説
か
ら
は
そ
の
批
判
に
対
し

て
有
効
な
客
観
的
被
拠
を
用
意
で
き
な
い
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

宣
長
は
先
の
反
論
に
続
け
て
、
な
お
も
国
土
の
話
題
を
引
き
摺
り
な
が
ら
、

抑
皇
閣
は
四
海
高
図
の
一
冗
本
宗
主
た
る
図
に
し
て
、
一
料
員
の
さ
し
も
慶

大
な
ら
、
さ
る
こ
と
は
、
二
柱
大
御
一
刊
の
生
成
給
へ
る
特
に
、
必
さ
て
宜

し
か
る
べ
き
深
理
の
あ
る
こ
と
な
る
へ
し
、
其
浬
は
さ
ら
に
凡
人
の
小

智
を
以
て
と
か
く
測
り
識
へ
き
と
こ
ろ
に
あ
ら
す
、

「
不
可
測
な
る
こ
と
は
不
可
測
と
い
は
で
何
と
か
い
は
む
(
傍
点

筆
者
ご
と
い
う
不
可
知
論
に
進
、
げ
込
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
、
官
一
長
が
不
可
知
論
へ
と
逃
げ
を
打
つ
の
は
、
何
も
『
時
刈
蔑
』
に

限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
『
阿
刈
霞
』
に
於
け
る
論
争
の
発
端
と

な
っ
た
『
鉛
狂
人
』
や
、
或
い
は
『
く
ず
花
』
に
於
い
て
も
、
室
長
は
自
身

の
論
に
客
観
性
が
欠
如
し
て
い
る
旨
の
指
摘
に
対
し
て
は
、
不
可
知
論
を
持

ち
出
し
つ
つ
、
そ
の
不
可
知
の
領
域
に
踏
み
込
も
う
と
す
る
態
度
を
「
漢
意
一

と
し
て
批
判
す
る
こ
と
で
こ
れ
に
応
献
し
よ
う
と
す
る
。
従
っ
て
、
こ
の
類

の
批
判
は
、
彼
に
と
っ
て
織
り
込
み
済
み
の
も
の
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
わ

け
で
あ
る
。
現
に
、
前
掲
引
用
部
の
直
後
に
於
い
て
も
、
室
長
は
、
「
不
可

測
を
し
ひ
て
、
制
り
い
は
む
と
す
る
は
、
小
智
を
ふ
る
ふ
漢
意
の
癖
也
(
傍
点

と
述
べ
、

筆
者
)
」
と
結
び
、
秋
成
は
こ
の
「
漢
音
ど
と
い
う
ご
黙
の
黒
一
宮
古
に
泥

ん
で
い
る
ゆ
え
に
、
真
実
を
看
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
と
主
張
す
る
こ

と
で
、
秋
成
の
論
難
を
斥
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

然
し
乍
ら
、
秋
成
の
批
判
が
、
そ
の
他
の
駁
論
と
軌
を
異
に
し
て
い
る
の

は
、
そ
の
先
に
、
官
一
長
思
想
の
般
紙
を
衝
く
、
次
の
よ
う
な
間
い
を
投
げ
掛

十
ノ
こ
一
4

川
ア
」
〉
え
J
U
O

Jv
・7
‘Jl
y中
3
7
f
a
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儒
併
の
二
教
も
土
地
に
ふ
さ
わ
ず
は
、
培
養
す
る
共
生
育
す
へ
か
ら
す
、

伎
に
切
支
丹
の
留
禁
厳
な
る
を
見
つ
へ
し
、
二
教
の
紳
孫
の
御
心
に
か

な
は
せ
給
ふ
は
、
説
図
土
に
相
躍
し
き
共
い
ふ
へ
し
、
主
〈
ふ
さ
へ
る
大

理
は
、
人
の
小
智
に
推
測
る
へ
き
に
あ
ら
す
、
今
や
二
教
は
羽
翼
に
用

ひ
さ
せ
給
ふ
を
も
、
閣
津
一
仰
の
惑
ま
せ
給
は
ぬ
に
て
見
れ
ば
、
今
日
遺

恨
も
な
き
こ
と
品
、

(
傍
点
筆
者
)

先
述
の
よ
う
に
、
宣
一
長
は
「
神
の
さ
だ
め
」
に
よ
っ
て
運
営
さ
れ
る
あ
り
の

ま
ま
の
現
実
を
肯
定
す
る
立
場
を
採
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
儒
併
の
二
教
」

が
「
閉
山
林
一
m
殿
な
る
」
キ
リ
ス
ト
教
と
違
っ
て
、
「
一
料
孫
の
御
心
一
に
よ
っ
て

「
羽
翼
に
用
ひ
」
ら
れ
て
い
る
現
状
も
ま
た
、
「
神
の
さ
だ
め
」
の
結
果
と

し
て
肯
定
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
は
な
い
か
と
秋
成
は
こ
こ
で
問
う
の
で
あ

る
。
一
史
に
、
秋
成
は
宣
一
長
の
論
理
を
逆
手
に
取
り
、
そ
れ
ら
が
何
故
我
が
巴

に
相
応
し
い
の
か
は
「
人
の
小
智
に
推
測
る
へ
き
に
あ
ら
す
」
と
付
言
す
る
。

こ
の
秋
成
の
批
判
の
中
で
、
二
重
に
退
路
を
塞
が
れ
た
恰
好
と
な
っ
て
し
ま



っ
た
宣
長
は
、
「
此
論
、
世
人
の
誰
も
皆
い
ふ
こ
と
な
れ
共
、
ま
こ
と
の
道

を
し
ら
さ
る
も
の
也
」
と
い
い
、
秋
成
に
対
し
て
批
判
的
な
言
を
投
げ
返
し

は
す
る
も
の
の
、
そ
の
間
い
そ
の
も
の
に
積
極
的
に
什
合
え
る
こ
と
は
な
い
。

だ
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
室
長
は
別
の
書
物
の
中
に
そ
の
立
場
を
披
漉

し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
即
ち
、
『
答
問
録
』
に
、

儒
も
備
も
老
も
、

み
な
ひ
ろ
く
い
へ
ば
、
其
時
々
の
紳
道
也
、

111各

儒
を
以
て
治
め
ざ
れ
ば
治
ま
り
が
た
き
事
あ
ら
ば
、
儒
を
以
て
治
む
べ

く
、
備
に
あ
ら
で
は
か
な
は
ぬ
事
あ
ら
ば
、
怖
を
以
て
治
む
べ
し
、
是

皆
、
其
時
の
神
道
な
れ
ば
也
、

と
あ
る
の
の
が
そ
れ
で
あ
る
。
自
身
の
思
想
上
に
於
い
て
、
峻
厳
に
「
漢
意
」

の
排
除
を
徹
底
し
た
宣
長
国
学
は
、
皮
肉
に
も
そ
の
帰
結
と
し
て
右
掲
の
如

き
機
会
主
義
を
導
き
、
一
日
一
は
拒
絶
し
た
筈
の
も
の
を
自
ら
の
手
に
よ
っ
て

そ
の
内
に
抱
き
込
む
と
い
う
、
自
己
矛
盾
を
招
い
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
『
町
刈
陵
』
に
於
い
て
諸
々
の
問
題
点
を
突
き
付
け
ら
れ

た
宣
長
は
、
日
夜
早
「
信
せ
ん
人
は
信
せ
よ
、
信
せ
ら
ん
人
の
信
せ
さ
る
は
又

何
事
か
あ
ら
ん
」
と
い
う
外
は
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
秋
成
に
よ
る
一
連
の

批
判
は
凡
て
、
「
何
を
が
な
非
を
見
付
出
し
て
、
余
か
立
設
を
く
じ
か
む
と

す
る
」
も
の
で
あ
り
、
自
分
を
論
破
し
よ
う
と
す
る
余
り
に
「
皇
閤
」
を
皮

め
る
よ
う
な
言
説
を
繰
り
返
す
秋
成
は
、
「
狂
人
の
た
く
ひ
」
で
あ
る
と
結

論
付
け
て
、
室
長
の
反
駁
は
幕
を
閉
じ
る
。

回
、
結
び

『
同
刈
蔭
』
で
の
論
争
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
っ
た
宣
長
思
想
の
問
題
点

を
簡
潔
に
纏
め
る
な
ら
ば
、
客
観
性
の
欠
如
と
そ
れ
に
伴
う
不
可
知
論
の
採

用
、
並
び
に
機
会
主
義
に
よ
っ
て
賛
さ
れ
た
白
己
矛
盾
的
一
一
一
一
口
説
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
は
何
れ
も
宣
長
国
学
の
在
り
方
そ
の
も
の
に
深
く

根
差
し
て
お
り
、
従
っ
て
極
め
て
解
決
困
難
な
も
の
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を

得
な
い
。
ま
た
、
斯
様
な
不
可
知
論
や
機
会
主
義
に
基
づ
く
発
言
を
繰
り
返

す
こ
と
が
、
大
久
保
正
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
論
駁
の
殻
果
を
い
ち
じ
る

し
く
弱
め
る
」
仰
結
果
を
招
い
て
い
る
こ
と
も
否
定
す
べ
か
ら
ざ
る
事
実
で

あ
る
。
だ
が
、
一
方
で
そ
の
批
判
様
式
が
二
え
の
強
靭
さ
、
堅
牢
さ
を
確
保

し
て
し
ま
っ
て
い
た
が
ゆ
え
に
、
国
学
は
諸
々
の
問
題
を
抱
え
た
ま
ま
に
、

論
争
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
を
維
持
し
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
。

そ
し
て
、
そ
の
問
題
を
繕
う
形
で
以
て
、
官
一
長
残
後
の
門
弟
平
田
篤
胤
の
思

想
へ
と
架
橋
さ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

最
後
に
、
官
一
長
思
想
の
持
つ
論
争
的
性
格
に
つ
い
て
て
一
一
目
し
て
お
き
た
い
。

既
に
何
度
も
述
べ
た
よ
う
に
、
官
一
長
の
留
学
的
言
説
は
、
そ
の
成
立
契
機
ゆ

え
に
、
常
に
論
争
的
性
質
を
帯
び
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
し
、
ま
た
そ
の
際
に

用
い
ら
れ
る
言
辞
の
過
激
さ
i

そ
れ
は
時
に
祁
手
を
「
狂
人
」
と
呼
び
、
人
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格
否
定
に
及
、
ふ
こ
と
を
も
慣
ら
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
l
も
相
侠
っ

て
、
恰
も
宣
長
本
人
が
論
争
そ
の
も
の
を
目
的
と
し
て
論
争
す
る
、
謂
わ
ば

「
論
争
狂
」
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
壌
か
れ
る
こ
と
が
少
な
く

な
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
見
方
は
誤
り
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
、
相
も
変
わ

ら
ぬ
過
激
な
口
調
で
秋
成
を
非
難
し
た
『
町
刈
蔑
』
の
、
そ
の
末
尾
に
ひ
っ

そ
り
と
付
さ
れ
た
、
こ
の
よ
う
な
但
し
書
き
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

上
件
、
上
田
氏
か
論
い
た
く
道
の
害
と
な
る
物
な
れ
は
、
い
さ
〉
か
こ

れ
を
排
す
る
也
、
見
む
人
あ
ら
そ
ひ
を
好
む
と
な
お
も
ひ
そ
、
(
傍
点

筆
者
)

や
は
り
、
宣
一
長
に
と
っ
て
論
争
と
は
、
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
、
自
身
の
思
想

を
保
ち
続
け
る
為
の
「
手
段
と
し
て
の
論
争
」
で
あ
っ
た
。
然
し
、
そ
れ
は

「
手
段
」
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
官
一
長
本
人
の
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
拘
ら
ず
、

必
然
と
し
て
彼
を
論
争
へ
と
誘
致
し
て
己
ま
な
い
も
の
で
も
あ
っ
た
の
だ

ろ
う
。
「
見
む
人
あ
ら
そ
ひ
を
好
む
と
な
お
も
ひ
そ
」
と
い
う
一
節
は
、
或

い
は
そ
う
し
た
ジ
レ
ン
マ
の
う
ら
に
去
来
す
る
、
宣
長
の
悲
哀
の
吐
露
で
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

註川
W

子
安
官
一
邦
一
『
本
居
宣
長
と
は
誰
か
』
(
平
凡
社
、
二

O
O五
)
六
八
頁
o

mw
以
下
、
『
箆
毘
霊
』
に
つ
い
て
の
引
用
部
は
凡
て
、
『
本
居
宣
一
長
全
集
』
第
九

巻
(
筑
摩
書
房
、
一
九
六
八
)
四
九
(
〉
六
三
頁
に
依
っ
た
。

ゆ
丸
山
異
男
『
日
本
の
思
想
』
(
岩
波
書
活
、
一
九
六
こ
二

O
頁。

例
丸
山
前
掲
喜
一
九
頁
。

ゆ
斯
様
な
4

一
一
口
説
は
、
『
直
毘
霊
』
の
槌
一
助
に
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
自
信
に

於
け
る
「
道
」
に
つ
い
て
言
及
す
る
件
で
は
、
「
道
あ
る
が
故
に
道
て
ふ

言
な
く
、
道
て
ふ
こ
と
な
け
れ
ど
、
道
あ
り
し
な
り
」
と
い
う
説
明
が
為

さ
れ
て
い
る
。
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的
勿
論
、
こ
う
し
た
儒
学
的
思
弁
体
系
を
拒
否
す
る
姿
勢
は
、
宣
長
の
師
で
あ

る
賀
茂
真
淵
に
も
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
然
し
乍
ら
、
真
淵
が
儒
学

の
「
さ
か
し
ら
」
に
「
自
然
」
と
い
う
概
念
を
対
龍
し
、
老
荘
思
想
へ
の

接
近
を
見
せ
た
の
に
対
し
て
、
宣
一
長
は
、
「
か
の
老
荘
ど
も
は
儒
者
の
さ
か

し
ら
を
う
る
さ
み
て
、
自
然
な
る
を
た
ふ
と
め
ば
、
お
の
づ
か
ら
似
た
る

こ
と
あ
り
(
『
註
毘
霊
』
)
」
と
し
な
が
ら
も
、
「
自
然
な
り
と
思
ふ
も
、

な
ほ
聖
人
の
意
の
お
の
づ
か
ら
な
る
に
こ
そ
あ
れ
、
:
・
大
旨
の
甚
く
た
が

へ
る
物
を
や
(
向
ご
と
い
い
、
正
し
く
「
自
然
を
も
含
め
た
一
切
の
イ
デ

ー
の
優
位
を
斥
け
(
丸
山
長
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
、
東
京
大
学
出

版
会
、
一
九
五
二
、
一
六
五
頁
ご
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

mw
相
良
亨
『
本
居
宣
一
長
』
(
講
談
社
、
二

O
一
一
)
一
二
四
上
二
五
頁
。

仰
加
藤
周
一
は
、
朝
日
新
聞
紙
上
で
連
載
し
て
い
た
『
夕
刊
慨
妄
語
』
の
中
で
、



二
日
一
長
の
古
代
日
本
一
誌
研
究
が
、
そ
の
鍛
密
な
実
証
性
に
お
い
て
画
期
的

で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
の
同
じ
学
者
が
、
上
出
秋
成
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、

粗
雑
で
狂
信
的
な
排
外
国
家
主
義
を
唱
え
た
の
は
、
何
故
か
」
と
い
う
問

い
を
、
「
{
一
回
一
一
長
問
題
」
と
し
て
提
起
し
た
。

例
子
安
官
一
邦
『
本
居
宣
長
』
(
岩
波
書
倍
、
二

O
O
二
五
二
真
。

川
儒
者
市
川
鶴
鳴
に
よ
る
『
直
毘
霊
』
批
判
の
書
、
『
末
賀
乃
比
捜
(
一
七
八

O
)
』
に
対
す
る
駁
論
。
一
七
八

O
年
脱
稿
。

川
い
中
田
中
心
史
観
か
ら
、
日
本
古
代
の
文
化
の
一
切
を
朝
鮮
中
国
由
来
で
あ
る

と
主
張
し
た
、
考
証
学
者
藤
貞
幹
の
『
街
口
一
校
(
一
七
八
二
』
に
対
す
る

駁
論
。
一
七
八
五
年
脱
稿
。

ロ
以
下
、
『
珂
刈
陵
』
に
つ
い
て
の
引
用
は
凡
て
、
『
本
居
宣
長
全
集
』
第
八
巻

(
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
)
四

O
一
1
四
一
三
真
に
依
っ
た
。

日
本
居
宣
長
『
答
関
録
』
(
『
本
居
官
一
長
全
集
』
第
一
巻
、
筑
摩
書
一
尻
、

六
八
)
五
二
七

1
五
二
八
頁
。

州
大
久
保
正
『
解
題
』
(
『
本
空
白
一
長
全
集
』
第
八
巻
、
筑
摩
辛
室
岡
山
、

一
一
)
三
回
真
。

九

一
九
七

(
ひ
ぐ
ち
・
た
つ
ろ
う

筑
波
大
学
大
学
院

人
文
社
会
科
学
研
究
科
)
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