
第
三
十
四
回
学
術
大
会
発
表
要
旨

手
段
と
し
て
の
論
争

ー
国
学
は
如
何
に
し
て
自
由
の
優
位
を
宣
揚
じ
た
か
i
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ロ

賀
茂
真
淵
に
よ
る
二
時
一
の
高
葉
国
間
究
の
上
に
前
茅
し
、
そ
の
弟
子
で
あ
る
本
賠
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
国

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
、
「
宣
長
と
い
う
人
の
学
問
や
学
説
は
そ
も
そ
も
論
争
的
な
性
絡
を
も
っ
た
も

の
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
印
象
を
与
え
が
ち
で
あ
る
。
だ
が
一
方
で
、
宣
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
真
か
れ
た
代
表
著

作
吋
古
事
記
伝
」
に
は
、
そ
う
し
た
彼
の
側
部
が
強
く
現
れ
て
い
る
。
宣
長
の
有
す

る
斯
様
な
南
側
同
は
、
両
者
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
激
し
さ
ゆ
え
に
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
ら

が
官
一
長
思
想
に
於
い
て
並
立
し
、
混
夜
し
て
い
る
i
そ
れ
は
例
え
ば
前
者
の
性
質
を

持
つ
「
直
毘
笠
」
が
、
後
者
の
性
格
を
有
す
る
士
山
事
記
伝
」
の
一
部
と
し
て
存
在

し
て
い
る
よ
う
に
l
ゆ
え
に
、
し
ば
し
ば
奇
妙
な
二
部
性
と
し
て
問
題
視
さ
れ
て
き

た。
そ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
本
発
表
は
、
先
ず
宇
佐
毘
笠
」
を
手
掛
か
り
と
し
て
、

宣
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
る
こ
と
を
試
み
た
。
こ
の

こ
と
は
同
時
に
、
先
に
述
べ
た
宣
長
の
ニ
一
面
性
と
い
う
問
題
に
も
関
わ
る
も
の
で
あ

る
。
市
し
て
、
そ
の
考
察
の
結
果
を
踏
ま
え
た
上
で
、
実
際
に
笠
長
の
行
っ
た
「
論

争
」
を
通
し
て
浮
か
び
上
が
る
、
宣
一
長
国
学
の
問
題
点
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
。

「
士
山
此
見
笠
」
の
内
容
か
ら
、
官
一
長
が
、
中
国
を
否
定
す
べ
き
他
者
と
し
て
「
呉
国
」

と
定
義
し
、
そ
れ
を
反
照
と
す
る
こ
と
で
「
皇
鴎
」
と
い
う
自
由
像
を
定
立
せ
し
め

よ
う
と
企
図
し
て
い
た
こ
と
が
窺
え
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
彼
の
国
学
的
ニ
一
一
口
説
は
常
に

「
異
協
」
に
対
し
て
批
判
し
続
け
る
と
い
う
論
争
的
性
質
を
帯
び
る
こ
と
に
な
っ
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
際
に
彼
が
行
っ
た
峻
厳
な
「
漢
意
」
排
除
に
よ

っ
て
、
国
学
思
想
に
於
い
て
は
、
そ
の
正
当
性
の
校
拠
を
「
濯
」
に
よ
っ
て
担
保
す

る
こ
と
が
許
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
、
「
則
一
」
に
代
わ
る
支
柱
と
し

て
の
役
割
を
見
出
さ
れ
た
の
が
、
日
本
神
話
の
記
述
で
あ
っ
た
。
而
し
て
、
宣
一
長
思

想
が
そ
の
根
拠
を
神
話
求
め
る
以
上
は
、
そ
の
根
拠
た
る
「
古
事
記
い
に
つ
い
て
の

考
証
は
出
来
得
る
絞
り
厳
正
に
、
級
官
に
為
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
筈

で
あ
る
。
円
古
事
記
伝
』
中
に
於
い
て
一
見
呉
笠
で
あ
る
か
に
見
え
る
「
直
見
霊
」
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
、
「
古
事
記
缶
」

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
、
「
古

事
記
伝
」
の
成
立
が
、
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
長
田
学
の
内
国
的
要
請
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
。

然
し
乍
ら
、
先
述
の
如
き
形
式
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
笈
長
国
学
に
は
、
そ

の
形
式
に
由
来
す
る
幾
つ
か
の
間
題
点
が
存
し
て
い
た
。
一
山
し
て
、
そ
の
問
題
点
が

浮
き
彫
り
と
な
っ
た
の
は
、
宣
一
長
と
上
回
秋
成
と
の
間
で
為
さ
れ
た
一
述
の
論
争
に
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於
い
て
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
争
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
室
長
思
想
の
問
題
点
を

簡
潔
に
繊
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
欝
さ
れ
た
自
己
矛
盾
的
一
一
一
日
説
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ら

は
何
れ
も
笠
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
。
だ
が
、
一
方
で
宣
長
の
用
い
た

「
漢
意
」
批
判
と
い
う
論
争
形
式
が
一
定
の
強
靭
さ
、
堅
牢
さ
を
時
保
し
て
い
た
が

ゆ
え
に
、
菌
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
の
で
あ
る
。
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ケ
ア
し
あ
う
社
会
の
構
築
に
向
け
て

ー
ケ
ア
の
倫
理
か
ら
の
出
発
;
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大
学
院
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ケ
ア
と
い
う
一
言
葉
が
氾
読
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
か
ら
久
し
い
。
介
護
、
福
祉
、

医
療
、
看
護
、
教
育
、
心
理
等
、
そ
の
射
程
は
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
広
が
っ
て
い
る
。

本
来
ケ
ア
に
は
、
つ
愛
い
、
心
配
、
気
が
か
り
」
と
し
て
の
否
定
的
な
側
部
と
、
「
他

者
を
気
遣
う
意
識
、
専
心
」
と
い
っ
た
肯
定
的
な
隔
が
あ
る
が
、
現
在
で
は
後
者
の

肯
定
的
側
面
と
し
て
、
他
者
と
の
か
か
わ
り
を
指
す
こ
と
が
多
く
な
っ
た
。

本
稿
で
取
り
上
げ
る
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
ケ
ア
の
倫
理
も
、
「
ケ
ア
リ
ン
グ
の
関
係

性
」
の
維
持
を
重
視
し
、
「
助
け
合
い

2
2℃
「

0
2
q
」
の
社
会
の
構
築
を
自
指
し
て

い
る
。
そ
れ
は
、
従
来
の
戸
伝
統
的
な
備
即
一
学
で
あ
る
正
義
の
倫
理
へ
の
批
判
で
あ
り
、

リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
批
判
と
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ト
伝
統
的
な
倫
理
観
は
、
合
理

的
で
自
由
で
自
律
し
た
個
人
が
前
提
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
な
近
代
合
理
主
義
の

考
え
に
基
づ
く
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
が
、
封
建
的
な
拘
束
や
人
種
や
身
分
と
い
っ
た
差
別

か
ら
人
間
を
解
放
し
、
自
由
で
平
等
な
出
家
や
社
会
制
度
を
作
っ
て
き
た
と
も
い
え

る
が
、
他
方
、
こ
れ
ら
が
共
同
体
的
人
間
関
係
で
あ
る
家
族
や
地
域
社
会
な
ど
を
崩

壊
さ
せ
、
ア
ノ
ミ

i
化
、
ア
パ
シ

i
化
な
ど
の
深
刻
な
社
会
病
理
を
生
み
出
し
た
と

も
い
え
る
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
こ
う
い
っ
た
近
代
的
人
間
観
や
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に

修
正
を
追
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
論
文
で
は
、
前
半
を
ケ
ア
の
倫
理
の
倫
四
社
学
的
考
察
、
後
半
を
ケ
ア
の
倫
埋
か

ら
導
出
さ
れ
う
る
社
会
政
策
に
つ
い
て
言
及
し
た
。
ノ
デ
イ
ン
グ
ズ
の
ケ
ア
論
は
、

2
ゑ
庭
か
ら
は
じ
め
る
(
臼
ミ
さ
Nh
ミ
N
止
さ
と
」
に
お
い
て
、
従
来
ま
で
の
ケ
ア
対

正
義
と
い
う
対
立
構
留
が
、
基
礎
付
け
部
分
に
お
い
て
統
合
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

そ
こ
で
の
理
論
構
成
は
、
権
利
は
ニ

i
ズ
か
ら
生
成
し
、
「
正
義
感

2
3
2
0町

2
3
2
)
」
の
基
般
山
に
ニ

i
ズ
が
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、

2
3伝

与
。
三
を

n
R
F
D
m
E白
の
拡
張
概
念
と
一
内
定
義
す
る
こ
と
で
、
ケ
ア
の
倫
即
一
の
適
用

可
能
性
を
公
的
領
域
に
拡
践
し
た
。

後
半
は
以
上
の
よ
う
な
理
論
構
成
を
受
け
、
ケ
ア
の
倫
理
か
ら
導
か
れ
る
社
会
制

度
に
つ
い
て
考
察
し
た
。
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、
「
普
く
生
き
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

魅
力
的
で
あ
る
世
界
を
創
造
す
る
た
め
に
、
ケ
ア
の
倫
理
は
私
的
に
だ
け
で
な
く
公

的
に
も
機
能
す
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
、
「
ホ
i
ム
」
を
基
盤
に
し
た
社
会
を
構
築

し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
、
多
様
な
ニ

i
ズ
に
積
極
的
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
な
「
最

善
の
ホ

i
ム
」
に
照
準
を
合
わ
せ
た
、
思
い
や
り
ゃ
配
慮
と
い
っ
た
ケ
ア
の
論
理
に

基
づ
く
社
会
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
の
ケ
ア
の
倫
理
は
、
リ
ベ
ラ
リ
ズ
ム
に
た
い
す
る

批
判
、
と
り
わ
け
、
ロ

i
ル
ズ
の
正
義
論
に
た
い
す
る
次
の
よ
う
な
批
判
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。
「
無
知
の
ヴ
ェ
ー
ル
は
、
政
治
的
な
社
会
福
祉
決
定
に
際
し
て
、
実

際
に
影
響
す
る
人
間
性
の
側
部
を
見
孫
さ
せ
る
。
成
熟
し
た
、
合
理
的
人
間
、
そ
れ

自
体
に
お
い
て
は
じ
め
る
こ
と
が
間
違
っ
て
い
る
」
。
つ
ま
り
、
ノ
デ
ィ
ン
グ
ズ
は
、

正
義
の
倫
理
は
さ
ま
ざ
ま
な
脆
弱
性
を
抱
え
て
、
依
存
せ
ざ
る
を
え
な
い
人
々
や
、

個
別
具
体
的
な
生
身
の
人
間
を
置
き
忘
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の

人
々
を
救
い
上
げ
る
た
め
に
、
ノ
デ
イ
ン
グ
ズ
は
ケ
ア
の
倫
理
か
ら
社
会
政
策
を
は
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じ
め
る
必
要
性
を
説
く
。

こ
の
よ
う
に
本
稿
で
は
、
ケ
ア
の
論
理
を
基
盤
に
し
た
社
会
政
策
の
必
要
性
に
つ

い
て
言
及
す
る
と
と
も
に
、
社
会
制
度
に
つ
い
て
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。
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日
本
近
代
に
お
け
る
祖
先
祭
記
の
「
文
明
化
」

1

1

穂
積
陳
霊
を
中
心
と
し
て

(
筑
波
大
学
大
学
院
)

同1
寸:1-

之二

志

保

明
治
国
家
は
、
日
本
一
凶
民
(
臣
民
)
を
一
大
家
族
に
た
と
え
、
皇
室
を
全
国
民
の

宗
家
と
し
て
祭
記
す
べ
き
と
す
る
家
族
国
家
観
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
中
核
的
要
素
を
な

す
も
の
と
し
て
祖
先
祭
記
を
提
示
し
た
が
、
こ
の
い
わ
ば
家
族
国
家
観
的
祖
先
祭
杷

観
念
の
主
唱
者
た
ち
は
「
宗
教
」
や
「
文
明
」
と
い
っ
た
近
代
的
概
念
と
ど
の
よ
う

に
対
峠
し
た
の
か
。
こ
の
点
に
関
す
る
詳
細
な
研
究
は
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ

て
こ
な
か
っ
た
が
、
霊
魂
観
・
祖
先
般
の
「
文
明
化
」
や
「
脱
呪
術
化
」
を
祖
先
祭

配
概
念
の
歴
史
的
構
築
過
程
の
一
局
間
と
み
る
な
ら
ば
、
そ
の
具
体
相
の
解
明
は
担

先
祭
寵
研
究
の
課
題
で
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
研
究
は
、
日
本
初
の
法

学
博
士
お
よ
び
明
治
民
法
起
草
主
査
委
員
と
し
て
知
ら
れ
る
穂
積
隙
霊
(
安
政
二

(
一
八
五
五

)
i大
正
十
五
(
一
九
二
六
ご
を
事
例
と
し
、
著
作
や
講
演
録
等
の
一

次
資
料
を
も
と
に
、
論
の
変
化
を
時
代
的
背
景
や
彼
の
遍
肢
と
の
関
わ
り
に
お
い
て

亦
」
1
7ん
も

u
s
f
l
7
 

陳
重
の
祖
先
祭
記
論
の
変
化
は
下
記
の
と
お
り
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
隙
霊
は
当
初
、

社
会
進
化
論
に
基
づ
き
、
あ
ら
ゆ
る
制
度
や
慣
行
を
進
化
史
的
に
序
列
化
し
て
理
解

す
る
な
か
で
、
祖
先
祭
記
を
未
発
達
の
社
会
の
「
宗
教
」
と
捉
え
て
い
た
。
し
か
し
、

「
文
明
」
国
の
一
指
標
と
し
て
の
民
法
典
の
編
纂
を
経
た
の
ち
に
は
、
な
ぜ
一
戸
籍
法

お
よ
び
明
治
民
法
が
家
父
長
的
組
先
祭
犯
を
背
景
に
お
い
て
い
る
の
か
を
、
西
洋
に

対
し
弁
明
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
。
そ
こ
で
陳
霊
は
、
祖
先
祭
犯
を
西
洋
人
に
も
理

解
し
う
る
も
の
と
し
て
説
明
す
る
た
め
、
霊
魂
愛
慕
の
普
遍
性
や
祖
先
祭
詑
の
社
会

統
合
機
能
を
、
当
時
の
人
類
学
的
知
見
に
即
し
て
説
き
起
こ
す
と
と
も
に
、

5
本
の

祖
先
祭
慌
を
体
系
的
に
補
整
し
た
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
っ
た
。
ま
た
、
日
本

の
慣
行
を
西
洋
と
東
洋
と
の
接
触
に
よ
る
所
産
と
位
置
づ
け
、
進
化
の
最
終
段
階
に

向
け
て
急
速
に
発
展
し
て
い
る
過
渡
期
に
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
そ
れ
が
大
正
期

に
な
る
と
、
祖
先
祭
記
を
社
会
進
化
論
上
の
「
宗
教
」
か
ら
切
り
離
し
、
「
道
徳
一
「
精

神
」
「
基
礎
な
る
も
の
」
「
敬
愛
」
な
ど
と
し
て
語
り
直
す
よ
う
に
な
り
、
特
に
国
内

向
け
に
は
、
日
本
に
お
け
る
不
変
の
精
神
、
他
国
に
対
す
る
優
位
と
し
て
、
祖
先
祭

記
に
根
差
す
道
徳
の
重
要
性
が
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。

以
上
に
み
ら
れ
る
、
陳
主
に
よ
る
祖
先
祭
杷
の
「
文
明
化
」
と
は
、
「
道
徳
」
と

し
て
の
側
部
を
強
調
し
、
「
災
図
(
タ
タ
リ
)
」
や
「
ホ
ト
ケ
」
と
い
う
祖
先
織
を
弱

体
化
さ
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
治
中
期
以
降
の
諸
宗
教
に
お
い
て

行
わ
れ
た
教
団
改
革
と
同
様
、
西
洋
的
眼
差
し
の
も
と
で
行
わ
れ
た
祖
先
祭
配
の
近

代
的
解
釈
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
大
正
期
以
降
に
は
隙
重
と
ほ

ぼ
同
じ
内
容
で
、
規
純
一
論
と
い
う
体
裁
を
と
ら
ず
に
機
能
論
や
構
造
論
、
日
本
文
化

論
と
し
て
祖
先
祭
柁
を
論
じ
た
一
一
一
一
口
説
が
量
産
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
が
戦
設
に
お
け

る
民
併
学
的
・
文
化
論
的
な
祖
先
祭
記
ニ
一
一
口
説
の
下
地
と
な
っ
た
可
能
性
も
指
摘
で
き

る
。
隙
重
の
み
な
ら
ず
、
「
祖
先
」
観
念
や
祭
記
実
践
を
形
成
し
て
き
た
さ
ま
ざ
ま

な
思
想
や
一
一
一
一
口
説
の
影
響
関
係
の
解
明
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

55 



〈
汝
自
身
を
知
れ
〉

意
味
を
め
ぐ
っ
て

l
l若
干
の
古
典
的
解
釈

i
l

と
い
う
デ
ル
ポ
イ
の
簸
言
の

(
筑
波
大
学
)

リ
ア
ナ
・
ト
ル
フ
ァ
シ
ユ

〈
汝
自
身
を
知
れ
〉

(hNqSN
尽
き
な
M
N
w
h
E
N
E
Sミ
ミ
)
。
デ
ル
ポ
イ
の
ア
ポ
ロ

ン
神
殿
に
掲
げ
ら
れ
て
い
た
こ
の
絞
言
は
、
西
洋
世
界
に
お
い
て
古
代
か
ら
中
世
、

そ
し
て
ル
、
ネ
サ
ン
ス
を
経
て
近
代
に
一
生
る
ま
で
絶
え
る
こ
と
な
く
、
ま
さ
に
驚
く
べ

き
運
命
を
辿
っ
て
き
た
。
ア
ポ
ロ
ン
の
神
的
権
威
を
受
け
て
、
ま
た
ア
ポ
ロ
ン
神
殿

が
置
か
れ
て
い
た
、
型
地
の
中
の
型
地
で
あ
る
デ
ル
ポ
イ
の
名
高
さ
に
支
え
ら
れ
、

こ
の
絞
一
一
一
一
口
は
知
っ
た
人
々
を
た
ち
ま
ち
魅
了
し
、
彼
ら
の
興
味
を
惹
い
た
。

こ
の
絞
言
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
。
人
間
は
自
分
が
何
者
か
を
知
ら
な
い
だ

ろ
う
か
。
そ
れ
は
名
前
や
血
縁
関
係
、
民
族
、
身
体
的
特
徴
、
社
会
的
地
位
、
富
な

ど
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
述
、
っ
。
も
し
く
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
ま

た
、
そ
れ
ら
は
決
し
て
、
汝
の
最
も
重
要
な
自
'
身
、
「
真
の
自
'
労
」
で
は
な
い
。
〈
汝

を
知
れ
〉
と
い
う
紘
一
一
一
一
口
は
、
こ
う
訴
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
哲
学
や
宗
教

か
ら
、
神
学
、
神
秘
思
想
、
文
学
に
至
る
も
の
ま
で
。
無
数
の
文
書
が
こ
の
紘
一
一
一
一
口
を

飽
く
こ
と
な
く
取
り
扱
い
、
ま
た
再
考
察
の
対
象
と
し
て
き
た
。

そ
う
し
た
文
書
は
、
歳
一
一
一
回
に
つ
い
て
単
に
想
起
す
る
だ
け
の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
解

釈
を
試
み
る
こ
と
も
あ
る
。
無
論
、
こ
の
紘
一
一
一
一
口
の
解
釈
は
「
人
間
」
「
知
る
こ
と
」
「
認

識
の
手
段
」
と
い
っ
た
概
念
を
ど
う
理
解
す
る
か
と
い
う
点
に
か
か
っ
て
い
る
の
だ

が
、
そ
う
し
た
理
解
が
歴
史
上
大
き
な
変
遷
を
辿
っ
て
き
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で

あ
る
。
だ
が
異
な
っ
た
一
言
語
で
表
現
さ
れ
て
は
い
て
も
、
何
百
年
も
の
時
を
隔
て
て

な
お
互
い
に
類
似
し
た
解
釈
が
存
在
し
て
い
る
。

「
汝
自
身
を
知
れ
」
は
紀
元
前
五
世
紀
の
中
頃
ま
で
に
は
、
す
で
に
ギ
リ
シ
ア
思

想
の
試
金
石
と
な
っ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
共
通
の
価
値
観
と
な
り
、
社
会

的
生
活
お
よ
び
内
的
生
活
の
両
部
に
お
い
て
、
人
々
を
導
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
「
汝
自
身
を
知
れ
」
に
つ
い
て
の
諸
解
釈
は
、
そ
も
そ
も
の
初
め
か
ら
、
そ

れ
を
解
釈
す
る
上
で
の
こ
つ
の
極
の
間
を
揺
れ
動
い
て
い
た
。
す
な
わ
ち
道
徳
的
・

実
際
的
な
極
と
、
霊
的
な
極
と
の
関
を
。
一
方
の
極
に
心
理
的
・
倫
理
的
・
行
動
論

的
な
見
方
が
存
在
し
、
ま
た
も
う
一
方
の
極
に
は
、
魂
の
知
と
結
び
付
い
た
宗
教
的
・

哲
学
的
な
見
方
が
存
在
し
た
。
誰
が
そ
れ
を
解
釈
す
る
か
や
、
時
代
ご
と
の
思
想
的

主
流
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
る
か
次
第
で
、
ど
ち
ら
か
片
方
の
見
方
に
、
あ
る
い
は
両

方
と
も
に
重
き
が
置
か
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
「
汝
自
身
を
知
れ
」
は
、
未
来
に
花

開
く
で
あ
ろ
う
極
め
て
豊
か
な
可
能
性
を
秘
め
た
、
種
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で

あ
る
。
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本
発
表
の
主
た
る
自
的
は
、
〈
汝
自
身
を
知
れ
〉
と
い
う
デ
ル
ポ
イ
の
銭
言
が
、

古
代
に
お
け
る
哲
学
諸
派
l
i
!と
り
わ
け
プ
ラ
ト
ン
主
義
、
ス
ト
ア
派
お
よ
び
新
プ

ラ
ト
ン
主
義

l
!な
ら
び
に
同
時
代
の
文
学
な
ど
の
中
で
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
て

い
た
か
を
、
若
干
の
実
例
を
通
じ
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
こ
に

は
間
接
的
で
は
あ
る
が
、
第
二
の
自
的
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
自
我
の
認
識
と

い
う
主
題
お
よ
び
、
問
主
題
の
含
意
す
る
す
べ
て
の
思
想
が
、
宗
教
的
・
哲
学
的
伝

統
に
と
っ
て
占
め
る
重
要
性
を
強
調
す
る
こ
と
で
あ
る
。



「
わ
れ
わ
れ
の
推
理
」
か
ら

「
本
質
」
の
「
事
物
性
」
(
見
出
口

gω)
へ
至
る
こ
と

!
ラ
イ
ブ
ニ
ッ
ツ
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ

i
」
の
観
念
論
的
解
釈
と
そ
の
帰
趨
l

(
筑
波
大
学
)
清

水

洋

貴

「
単
純
実
体
」
や
「
モ
ナ
ド
」
と
い
う
も
の
は
、
た
ん
な
る
「
観
念
」
に
す
ぎ
な

い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ
が
本
発
表
で
検
討
さ
れ
る
向
い
で
あ
る
。
こ
の
間
い
へ
の

回
答
の
道
す
じ
を
予
め
一
不
す
な
ら
ば
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
モ

ナ
ド
」
は
、
な
る
ほ
ど
「
自
然
学
」
の
領
域
か
ら
出
発
し
そ
こ
に
弱
ま
る
か
ぎ
り
、

は
じ
め
か
ら
「
実
体
」
と
し
て
容
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
読
ま
れ
う
る
。
だ
が
、
「
自

然
学
」
の
真
理
性
が
問
わ
れ
る
と
き
、
「
形
而
上
学
」
へ
の
移
行
が
な
さ
れ
ね
ば
な

ら
ず
、
「
自
然
」
を
真
に
捉
え
う
る
も
の
と
し
て
「
私
」
あ
る
い
は
「
わ
れ
わ
れ
」

と
い
う
も
の
が
問
題
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
「
実
体
」
は
、
「
わ
れ
わ

れ
の
推
理
」
の
な
か
に
登
場
す
る
「
観
念
」
の
一
つ
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
る
。
だ
が
、

「
実
体
」
は
、
た
ん
な
る
「
観
念
」
と
し
て
終
始
す
る
の
で
は
な
い
。
「
観
念
」
は
、
「
わ

れ
わ
れ
」
に
と
っ
て
の
と
い
う
限
定
を
保
持
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
、
た
ん
な
る
「
名

目
的
な
」
(
円
5
5
5
え
)
本
質
で
は
な
く
、
「
事
物
的
な
」
(
「
常
一
)
本
質
を
捉
え
て
い

る
「
観
念
」
と
認
定
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
意
味
で
、
「
本
質
」
、
あ
る
い
は

そ
れ
を
捉
え
る
「
観
念
」
は
「
事
物
性
」
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
「
実
体
」
は
た
ん

な
る
「
観
念
」
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
吋
モ
ナ
ド
ロ
ジ

i
〕
の
論
述
に
従
え
ば
、
こ

の
よ
う
な
込
み
入
っ
た
経
緯
を
介
し
て
、
「
実
体
」
は
こ
の
著
作
の
な
か
に
位
置
づ

け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

本
発
表
は
、
こ
の
よ
う
な
複
雑
な
立
論
の
解
明
を
め
ざ
す
も
の
で
あ
る
。
本
発
表

の
見
立
て
で
は
、
こ
の
立
論
の
前
提
に
あ
る
の
は
観
念
論
で
あ
る
。
こ
の
枠
組
み
の

な
か
で
、
「
観
念
」
の
捉
え
る
「
本
質
」
が
「
事
物
性
」
を
有
す
る
と
い
う
到
達
点

が
掲
げ
ら
れ
て
、
そ
こ
へ
の
到
達
が
神
の
存
在
証
明
に
お
い
て
果
た
さ
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
本
発
表
の
最
重
要
部
は
要
約
さ
れ
る
。

本
発
表
の
検
討
は
以
下
の
よ
う
に
す
す
め
ら
れ
る
。
第
一
節
で
は
、
発
表
者
の
採

用
す
る
観
念
論
的
解
釈
の
導
入
の
必
要
性
、
お
よ
び
そ
の
要
点
が
示
さ
れ
る
。
第
二

節
で
は
、
「
モ
ナ
ド
ロ
ジ

i
」
の
な
か
で
、
「
自
然
学
」
か
ら
「
形
而
上
学
」
へ
の
移

行
が
、
「
単
純
実
体
」
の
「
観
念
」
と
し
て
の
捉
え
置
し
と
と
も
に
な
さ
れ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
が
跡
づ
け
ら
れ
る
。
第
三
節
で
示
さ
れ
る
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
推
理
」

の
「
二
つ
の
大
原
理
」
に
お
い
て
「
矛
盾
の
原
理
」
が
「
充
分
な
理
由
の
原
則
ど
に

先
立
つ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
一
一
一
口
い
か
え
れ
ば
、
必
然
が
偶
然
に
先
立
つ
と
い
う

ラ
イ
ブ
ニ
ツ
ツ
の
前
祭
が
抽
出
さ
れ
る
。
第
四
節
で
明
ら
か
に
さ
れ
る
の
は
、
神
の

存
在
証
明
(
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
そ
れ
と
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
そ
れ
)
は
こ
れ
ら
「
二

つ
の
大
原
理
一
の
「
神
」
へ
の
適
用
と
し
て
読
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
最
後
に
、
第
五
節
に
お
い
て
、
と
り
わ
け
第
二
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
証

明
に
注
目
し
、
こ
の
証
明
の
な
か
で
「
本
質
」
の
「
事
物
性
」
が
神
の
「
現
実
存
在
」

と
の
関
わ
り
の
な
か
で
容
認
さ
れ
る
ま
で
の
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
。
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カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
け
る
義
務
と
傾
向
性

(
筑
波
大
学
)
千

葉

建

カ
ン
ト
倫
理
学
に
お
い
て
、
行
為
が
道
徳
的
価
値
を
存
す
る
の
は
、
そ
れ
が
傾
向

性
か
ら
で
は
な
く
、
義
務
か
ら
行
わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
行
為
が

道
徳
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
「
道
能
法
則
へ
の
尊
敬
」
に
基
づ
い
て
必
然
的
に
行

わ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
人
間
は
実
際
に
そ
う
し
た
道
徳
的
行
為
を
行
う
こ

と
へ
と
い
か
に
し
て
動
機
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
間
い
を
考
究
す
る
た

め
に
、
本
発
表
は
、
カ
ン
ト
の
道
徳
的
動
機
づ
け
の
理
論
に
お
け
る
「
動
機
」
「
尊

敬
の
感
懐
」
「
傾
向
性
」
の
三
つ
の
役
割
に
つ
い
て
分
析
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
カ
ン

ト
倫
理
学
の
展
開
を
跡
付
け
た
。

カ
ン
ト
の
吋
や
犬
践
理
性
批
判
」
に
お
い
て
「
動
機
」
を
主
題
的
に
扱
っ
た
章
の
表

題
は
「
純
粋
実
践
理
性
の
諸
動
機
」
で
あ
り
、
動
機
が
複
数
形
で
書
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
他
方
、
同
年
半
の
な
か
で
、
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
が
「
唯
一
に
し
て
向
時
に
疑

い
え
な
い
道
恕
的
動
機
」
で
あ
る
と
単
数
形
で
訪
問
ら
れ
て
い
る
。
従
来
の
研
究
で
は
、

後
者
の
単
数
の
動
機
が
正
し
く
、
前
者
の
複
数
形
は
奇
妙
だ
と
主
張
さ
れ
て
き
た
が
、

本
発
表
で
は
、
動
機
に
は
そ
の
「
対
象
」
を
指
す
場
合
と
「
働
き
」
を
指
す
場
合
の

二
義
性
が
あ
り
、
「
対
象
」
と
し
て
は
「
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
」
が
唯
一
の
動
機
で

あ
る
が
、
「
働
き
」
と
し
て
は
「
道
能
法
則
を
格
率
の
う
ち
に
採
用
す
る
た
め
の
動

機
」
(
刊
法
則
採
用
の
動
機
)
と
「
採
用
し
た
絡
率
に
従
っ
て
道
徳
法
則
を
遵
守
す

る
た
め
の
動
機
」
(
日
法
則
遵
守
の
動
機
)
の
二
つ
が
あ
る
と
解
釈
可
能
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
見
か
け
よ
の
矛
盾
が
解
消
す
る
と
指
摘
し
た
。

次
に
こ
う
し
た
分
析
に
基
づ
い
て
、
法
則
採
用
の
動
機
と
し
て
の
「
道
徳
法
則
へ

の
尊
敬
」
が
い
か
な
る
意
味
で
「
感
倍
」
と
呼
ば
れ
る
の
か
を
探
究
し
た
。
道
徳
法

則
へ
の
尊
敬
は
、
そ
れ
が
傾
向
性
を
制
限
す
る
こ
と
で
引
き
起
こ
す
不
協
快
や
謙
抑

の
感
情
と
切
り
離
し
え
ず
、
む
し
ろ
こ
う
し
た
不
快
の
感
情
を
再
解
釈
し
た
も
の
に

ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
「
判
断
力
批
判
と
に
お
い
て
「
崇
高
」
の
感
情
が
、

感
性
レ
ベ
ル
で
の
構
想
力
の
不
適
合
と
い
う
不
快
の
感
情
を
理
性
レ
ベ
ル
で
ま
さ
に

理
念
に
適
合
し
た
状
態
と
し
て
解
釈
し
直
す
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
の
と

類
比
的
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
は
、
元
の
不
快
の
感
情
に
上
書

き
さ
れ
た
反
省
的
H
再
帰
的
(
目
・
ユ

2
2
)
な
感
情
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
「
感
情
」

と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

最
後
に
カ
ン
ト
の
道
徳
的
動
機
づ
け
の
理
論
に
お
け
る
「
傾
向
性
」
の
影
響
を
分

析
し
た
。
傾
向
性
は
、
道
徳
法
則
を
格
率
の
う
ち
に
採
用
す
る
と
き
だ
け
で
は
な
く
、

そ
の
格
率
に
従
っ
て
道
徳
法
則
を
遵
守
す
る
さ
い
に
も
妨
害
的
に
作
用
し
う
る
。
こ

れ
を
防
ぐ
に
は
、
道
徳
法
則
へ
の
尊
敬
が
、
法
則
採
用
時
だ
け
で
は
な
く
、
法
則
遵

守
時
に
も
動
機
と
し
て
働
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
一
度
格
率
の

う
ち
に
道
徳
法
則
を
採
り
入
れ
れ
ば
そ
れ
で
十
分
な
の
で
は
な
く
、
絶
え
ず
傾
向
性

の
影
響
に
注
意
し
な
が
ら
そ
の
格
率
を
持
続
的
に
守
り
続
け
て
ゆ
く
「
道
徳
的
心
術
」

す
な
わ
ち
「
徳
」
が
必
要
と
な
る
。
こ
の
よ
う
に
法
則
遵
守
に
ま
で
至
る
傾
向
性
の

影
響
を
深
刻
に
受
け
止
め
る
こ
と
で
、
カ
ン
ト
倫
理
学
は
「
実
践
理
性
の
自
律
」
に

と
ど
ま
ら
ず
「
実
践
理
性
の
自
己
支
配
」
へ
と
展
開
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
考
え
ら
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れ
る
。
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