
第
三
十
五
医
学
術
大
会
発
表
要
旨

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
に
お
け
る
「
伺
」
の
地
平

i
i
l
「
実
体
」
と
「
学
問
の
対
象
」
と
い
う
枠
組
み
か
ら
見
え
る
も
の
1
1
1

(
筑
波
大
学
大
学
院
)

石

7ミ

13ゴ

i径

凶
洋
中
批
ス
コ
ラ
の
学
者
た
ち
に
よ
る
「
倒
」
を
め
ぐ
る
一
一
一
一
口
説
に
お
い
て
、
「
倒

体
化
の
原
理
」
が
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
存
在
す
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て

ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
は
、
質
料
的
実
体
に
関
し
て
「
側
体
化
の
原
理
は
質
料
で
あ

る
」
と
基
本
的
に
考
え
て
い
た
。
さ
ら
に
ト
マ
ス
の
様
々
な
著
作
に
お
い
て
散
見
さ

れ
る
の
は
、
質
料
を
「
共
通
質
料
」
と
「
特
定
質
料
」
(
あ
る
い
は
「
個
的
負
科
」
)

に
分
熱
し
た
上
で
、
後
者
の
特
定
一
質
料
が
厳
常
な
意
味
で
の
個
体
化
の
原
則
一
だ
と
い

う
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
「
三
位
一
体
一
論
」
註
解
」
と

い
う
著
作
で
は
、
「
倒
体
化
の
原
理
は
特
定
質
料
で
あ
る
」
と
い
う
日
叫
ん
解
が
さ
ら
に

厳
常
化
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
質
料
の
特
定
が
縦
・
横
・
十
日
間

さ
と
い
う
「
諸
次
元
」
の
下
で
行
わ
れ
る
こ
と
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
特
定
質
料
を
「
限

界
の
あ
る
諸
次
元
の
下
に
あ
る
質
料
」
と
「
限
界
の
な
い
祐
次
元
の
下
に
あ
る
質
料
」

と
い
う
二
つ
に
分
類
し
た
上
で
、
後
者
の
限
界
の
な
い
諸
次
元
の
下
に
あ
る
質
料
こ

そ
よ
り
厳
密
な
意
味
で
の
個
体
化
の
原
町
一
だ
と
ト
マ
ス
は
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
忠

わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
「
三
位
一
体
論
」
註
解
」
以
降
の
若

作
に
お
い
て
、
個
体
化
の
保
理
に
つ
い
て
論
じ
る
際
に
ト
マ
ス
が
こ
の
よ
う
な
区
別

に
言
及
し
な
い
こ
と
が
先
行
研
究
で
は
問
題
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
点
に
関
す
る
ト

マ
ス
の
見
解
は
変
選
し
た
と
許
制
す
る
の
が
大
方
の
理
解
で
あ
る
。
以
上
の
点
に
関

し
て
本
発
表
で
は
、
一
ポ
エ
テ
ィ
ウ
ス
「
三
位
一
体
論
」
註
解
』
と
い
う
著
作
に
閤

有
の
文
脈
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
制
体
化
の
原
型
を
め
ぐ
っ
て
ト
マ
ス
に
よ
り
な
さ

れ
た
当
該
の
ニ
一
一
口
説
を
型
解
す
る
と
い
う
解
釈
の
方
向
性
を
示
し
た
。

第
一
に
、
「
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
「
三
位
一
体
論
」
註
解
』
に
悶
有
の
文
脈
と
し
て
い

わ
ゆ
る
学
問
論
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
学
問
(
具
体
的

に
は
自
然
学
と
数
学
と
神
学
)
が
対
象
と
す
る
も
の
の
種
類
と
、
そ
れ
と
は
別
に
存

在
論
的
な
射
程
に
お
い
て
ト
マ
ス
が
前
提
と
し
て
い
る
実
体
の
種
類
(
質
料
を
有
す

る
「
複
合
実
体
」
と
質
料
を
有
さ
な
い
「
単
純
実
体
」
)
を
対
照
さ
せ
た
。
そ
こ
で
は
、

数
学
の
対
集
に
「
可
知
的
質
料
」
と
呼
ば
れ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
由
来
の
概
念
を
認

め
る
な
ら
ば
、
数
学
の
対
象
が
質
料
を
有
す
る
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
、
そ
れ

に
よ
っ
て
数
学
の
対
象
に
も
「
個
体
化
の
原
町
」
が
適
用
さ
れ
う
る
余
地
が
あ
る
こ

と
を
示
し
た
。

第
二
に
、
前
述
の
「
限
界
の
な
い
諸
次
元
の
下
に
あ
る
質
料
」
に
つ
い
て
論
じ
ら

れ
て
い
る
「
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
「
三
位
一
体
論
」
註
解
」
第
凶
問
題
第
二
項
と
い
う
倍

所
に
お
い
て
も
数
学
の
対
象
を
考
慮
し
た
叙
述
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

具
体
的
に
は
、
「
可
感
的
一
質
料
を
捨
象
し
て
も
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
総
と
か
こ
の
円
を

恕
換
す
る
」
(
同
第
三
呉
論
解
答
)
と
い
う
叙
述
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
て
、
一
:
ボ
エ
テ
ィ
ウ
ス
「
三
位
一
体
論
」
註
解
」
に
お
い
て
ト
マ

ス
は
数
学
の
対
象
を
も
個
体
化
の
原
理
の
射
程
に
入
れ
て
い
る
と
見
な
し
う
る
こ
と

を
指
摘
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
例
え
ば
数
学
に
お
い
て
こ
の
円
と
あ
の
門
を
僧
体
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と
し
て
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
そ
の
こ
と
に
意
義
が
あ
る
の
か
、
あ
る

と
す
れ
ば
ど
の
よ
う
な
仕
方
に
よ
っ
て
で
あ
る
の
か
と
い
っ
た
論
点
を
見
極
め
る
こ

と
が
今
畿
の
課
題
と
な
っ
た
。
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ク
ワ
イ
ン
の
物
理
主
義
は
生
き
延
び
る
こ
と
が

で
き
る
か

l
l
体
系
内
在
、
主
義
と
の
関
係
か
ら
l
l
i

(
筑
波
大
学
大
学
校
官
学
忠
告
リ
攻

3
2
小

}
-
1
」

4
7
午

L
j
 

」
J
H

“HH
2
1
 

-
寸
吋
勾
寸
E

J 1I 

序
論科

学
の
成
功
や
発
展
を
背
京
に
、
今
日
、
少
な
か
ら
ぬ
哲
学
者
が
「
な
に
が
存
在

す
る
の
か
」
や
「
な
に
が
事
実
な
の
か
」
と
い
っ
た
問
い
は
科
学
、
と
り
わ
け
物
理

学
の
知
見
に
沿
っ
て
答
え
ら
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
は
一

散
に
物
盟
主
義
勺
グ
ヨ
片
山
一
5
5
と
呼
ば
れ
る
が
、
科
学
の
発
展
と
共
存
し
て
い
か
ね

ば
な
ら
な
い
私
た
ち
は
、
賛
同
す
る
に
せ
よ
し
な
い
に
せ
よ
、
こ
の
物
理
主
義
に
対

し
て
一
定
の
明
解
と
意
向
け
ん
を
も
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
も
と
、
本
発
表
で
は

w
v
.
ク
ワ
イ
ン
に
よ
る
物
別
一
主

義
を
検
討
し
た
。
ク
ワ
イ
ン
は
、
物
別
学
の
目
的
を
「
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
変
化
が

な
け
れ
ば
い
か
な
る
変
化
も
存
夜
し
な
い
よ
う
な
、
状
態
に
つ
い
て
の
最
小
限
の
カ

タ
ロ
グ
i
i
i
こ
れ
ら
を
基
礎
的
状
態
。
一

2
5三
ど
.
て
山
門
戸
け

2
と
呼
ぼ
う
1
1
6
を
発
見

{
i
)
 

す
る
こ
と
」
と
定
め
る
と
と
も
に
、
「
物
理
学
者
の
一
一
一
一
口
誌
は
日
常
的
な
常
識
的
一
一
一
一
口
話

-

(

2

)

 

と
比
べ
て
よ
り
真
な
る
き
ミ
・
世
界
保
を
与
え
る
」
と
考
え
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
、

(
1
3
)
 

《
物
型
的
な
差
異
を
伴
わ
な
い
よ
う
な
事
実
的
な
若
山
内
は
存
在
し
な
い
》
と
い
う
物

理
主
義
の
定
式
化
を
導
く
。

こ
の
よ
う
な
物
理
主
義
に
対
し
て
は
、
ま
ず
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
維
持
し
う
る
立

場
な
の
か
と
い
う
疑
問
が
沸
く
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
物
即
一
学
の
抽
象
化
が
進
み
、

•••.. 

そ
の
役
割
を
事
実
の
発
見
で
は
な
く
モ
デ
ル
の
発
明
だ
と
す
る
見
方
が
強
い
影
響
力

を
も
つ
よ
う
に
な
っ
た
現
在
、
話
デ
ィ
ス
コ
i
ス
に
物
別
一
学
と
の
控
合
性
を
嬰
求
す

る
物
剤
一
主
義
が
ど
の
税
度
説
得
力
を
も
ち
う
る
の
か
と
い
う
の
は
大
き
な
問
題
で
あ

る
。
ま
た
、
上
述
の
よ
う
な
ク
ワ
イ
ン
の
、
ヱ
張
に
対
し
て
は
、
「
偏
狭
な
科
学
主
義
だ
」

と
い
う
旨
の
批
判
も
な
さ
れ
て
き
た
。
た
し
か
に
、
上
の
よ
う
な
定
式
化
か
ら
あ
る

磁
の
偏
狭
さ
を
感
じ
と
る
の
も
紙
型
は
な
い
。
管
見
だ
が
、
ク
ワ
イ
ン
が
物
思
主
義

の
擁
護
に
あ
ま
り
議
論
を
割
い
て
い
な
い
こ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
批
判
を
呼
び
寄
せ

る
一
凶
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
の
よ
う
な
疑
問
や
批
判
に
反
し
、
発
表
者
は
体
系
内
在
主
義
と
い
う
ク

ワ
イ
ン
の
よ
り
基
本
的
な
立
場
と
の
関
係
を
正
し
く

m解
す
る
こ
と
で
、
彼
の
物
別

、
主
義
を
「
偏
狭
な
科
学
、
主
義
」
に
と
ど
ま
ら
な
い
説
得
的
な
哲
学
的
立
場
と
し
て
部

解
し
う
る
で
は
な
い
か
、
と
考
え
て
い
る
。
物
別
主
義
者
も
必
ず
し
も
一
枚
岩
で
は

な
い
中
で
、
筆
者
が
ク
ワ
イ
ン
の
物
思
主
，
V

執
を
検
討
材
料
と
し
た
月
山
一
も
そ
こ
に
あ

る
。
そ
こ
で
本
発
表
で
は
、
体
系
内
在
主
義
か
ら
物
理
主
義
へ
と
主
る
経
路
を
川
時

に
し
つ
つ
、
物
理
主
義
を
擁
護
す
る
こ
と
を
試
み
た
。

以
上
の
目
的
の
た
め
に
、
ま
ず
ク
ワ
イ
ン
の
体
系
内
在
主
義
を
紹
介
し
た
後
、
物

理
主
義
に
つ
い
て
兵
体
的
に
検
討
を
行
っ
た
。
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(2)

こ
の
筒
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は
お
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∞
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ム
ご
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に
引
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い
る
も
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る

(
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三

2
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3
七・

5φ
な
お
、
川
町
文
で
の
記
述
は
「
時
空
飯
山
岐
に
お
け
る
物
照
的
l

状
態

述
出
℃
一
戸
三
月
間
戸
一
i

出
[
2
5
胃
宍
一
一
円
出
門
巾
の
充
什
ん
に
つ
い
て
の
淀
川
%
を
伴
わ
な
い
よ
う
な
引
実

的
な
派
兵
は
仔
在
し
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
ト
与
党
去
の
議
論
の
日
的
に
は
こ
の
定

式
化
で

i
分
だ
と
判
断
し
、
術
的
化
し
た
。
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「
第
四
誤
謬
推
理
」
論
と
外
的
知
覚
の
客
観
的
実
在
性

(
筑
波
大
学
大
吉
川
)
架

原

拓

也

カ
ン
ト
は
『
純
粋
血
性
の
批
判
」
に
お
い
て
、
一
度
に
わ
た
う
て
観
念
論
を
批
判

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
版
の
「
第
四
誤
謬
批
則
己
論
と
第
二
版
の
「
観
念
論

論
駁
」
で
あ
る
。
し
か
し
会
が
ら
、
従
来
「
第
凶
誤
謬
推
型
」
論
は
失
敗
し
た
議
論

と
し
て
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
研
究
の
焦
点
は
「
観
念
論
論
駁
」
に
当
て
ら
れ

て
き
た
。
こ
う
し
た
傾
向
に
対
し
て
本
発
表
は
、
あ
ら
た
め
て
「
第
四
誤
謬
推
型
」

論
を
検
討
し
、
そ
れ
が
観
念
論
に
抗
し
て
外
的
知
党
の
客
観
的
実
在
性
を
保
証
す
る

議
論
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
「
第
四
誤
謬
推
理
」
論
を
成
功
し
た
観
念
論

批
判
と
し
て
再
評
価
す
る
こ
と
が
、
本
発
表
の
目
的
で
あ
る
。

さ
て
「
第
四
誤
謬
抗
期
乙
論
で
批
判
さ
れ
る
経
験
的
観
念
論
と
は
、
「
私
の
外
に

は
ま
っ
た
く
外
的
対
象
が
存
在
し
な
い
」
と
主
張
す
る
立
場
で
は
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
て
、
そ
れ
は
外
的
知
党
の
一
小
川
開
実
性
を
根
拠
と
し
て
、
「
私
が
外
的
知
党
を
持

つ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
示
し
て
い
る
通
り
に
外
的
対
象
が
私
の
外
に
存
在
し
て
い
る

と
は
一
一
一
一
口
え
な
い
」
と
す
る
立
場
を
指
す
(
ぐ
に
「
〉

ω
g
c。
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、

彼
ら
は
「
表
象
と
対
象
の
対
応
」
と
い
う
い
立
味
で
の
実
在
性
を
外
的
知
覚
一
般
に
認

め
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
カ
ン
ト
自
身
も
こ
の
観
念
論
を

「
私
た
ち
の
外
的
知
党
の
客
観
的
実
在
性
に
関
す
る
誤
っ
た
疑
念
と
し
て
の
経
験
的

観
念
論
」
(
〉
句
。
)
と
特
彼
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
う
し
た
経
験
的
観
念
論
の
七
振
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
外

的
知
党
に
基
づ
い
て
自
然
に
関
す
る
十
凡
な
る
知
識
を
拡
践
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な

っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
懐
疑
論
を
も
た
ら
す
と
と
も
に
、
自
然
に
つ
い
て
の

学
の
不
可
能
性
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
吋
純
粋
理
性
の
批
判
」
に
お
い
て
経
験

の
可
能
性
を
追
求
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
竿
と
し
て
の
自
然
学
の
基
礎
づ
け
を
行
お
う

と
し
て
い
る
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
こ
の
観
念
論
は
決
し
て
者
過
で
き
る
も
の
で
は
な

か
っ
た
。
こ
こ
に
、
批
判
期
に
お
け
る
観
念
論
批
判
の
霊
安
性
が
見
出
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
実
際
カ
ン
ト
は
「
第
四
誤
謬
推
型
」
論
に
お
い
て
、
外
的
知
党
の
実
在

性
を
保
証
す
る
議
論
を
展
開
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
経
験
的
観

念
論
は
超
越
論
的
実
在
論
に
依
拠
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
外
的
対
象
を
物
自
体
そ
の

も
の
と
み
な
す
教
説
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
外
的
対
象
を
直
接
知
覚
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
、
観
念
論
者
は
前
述
し
た
主
張
に
主
ら
さ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
に
対

し
て
、
「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
問
」
を
経
た
カ
ン
ト
は
起
経
論
的
観
念
論
に
立
ち
、

外
的
対
象
も
ま
た
表
象
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
彼
は
外
的
知
覚

の
実
在
牲
を
保
証
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
「
第
四
誤
謬
抗

期
己
論
の
後
半
で
感
性
的
佐
観
の
形
式
と
し
て
の
空
間
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
の
は
、

そ
れ
が
外
的
知
覚
の
実
在
性
を
保
証
す
る
よ
う
な
経
験
の
制
約
で
あ
る
か
ら
に
他
な

ら
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
外
的
知
党
の
客
観
的
実
在
性
を
観
念
論
か
ら
守
り
抜
く

も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
、
「
第
凶
誤
謬
披
即
乙
論
は
有
効

か
つ
成
功
し
た
観
念
論
批
判
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
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張
居
正
『
孟
子
」

受
容
に
つ
い
てー

「
革
命
論
」
を
中
心
と
し
て
l

解
釈
と
ヨ
!
ロ
ッ
パ
に
お
け
る

(
筑
波
大
学
大
学
院
)

佐
藤
麻
衣

本
研
究
は
、
張
問
的
一
止
に
よ
る
ウ
γ
胤
子
」
解
釈
と
そ
こ
に
展
開
す
る
孟
子
の
主
要
思

想
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
た
の
か
、
ノ
エ
ル
に
よ
る
「
孟

子
い
解
釈
を
通
し
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
受
容
さ
れ
た
こ
と
の
意
義
を
究
明
し
て
い
く
も

の
で
あ
る
。
ま
た
、
ノ
エ
ル
に
よ
る
「
孟
子
」
訳
文
と
そ
の
解
釈
は
、
後
に
フ
ラ
ン

ス
入
神
父
の
プ
リ
ユ
ケ
に
よ
っ
て
フ
ラ
ン
ス
誌
に
翻
訳
さ
れ
た
。
彼
は
百
科
全
書
派

と
接
触
し
て
い
た
事
実
が
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
孟
子
の
哲
学
概
念
が
フ
ラ
ン

ス
革
命
に
ま
で
流
れ
込
ん
で
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
今
回
の
発
表
で
は
、

す
で
に
考
察
し
て
き
た
張
居
正
「
孟
子
」
解
釈
や
、
政
府
正
注
を
通
し
た
ノ
エ
ル
に

よ
る
吋
孟
子
」
受
容
の
一
端
を
踏
ま
え
つ
つ
、
プ
リ
ュ
ケ
が
ど
の
よ
う
に
ウ
花
子
」

を
受
容
し
た
の
か
、
「
革
命
論
」
を
山
中
、
心
に
考
察
し
た
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
結
山
本
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
こ
と
は
、
阪
府
正
が

「
革
命
」
や
そ
の
当
事
者
と
さ
れ
る
「
武
一
土
」
を
出
定
的
に
捉
え
て
い
る
こ
と
、
ま

た
ノ
エ
ル
に
関
し
て
は
、
暴
虐
な
お
主
の
支
配
権
の
剥
奪
を
桜
町
一
止
や
朱
一
千
以
仁
に

桜
械
的
に
肯
定
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
に
張
陪
一
止
や
ノ
エ
ル

が
米
子
以
上
に
「
武
王
」
を
宵
定
的
に
抗
え
よ
う
と
し
た
背
景
に
何
が
あ
っ
た
の
か

に
つ
い
て
検
討
し
て
き
た
。
そ
れ
を
踏
ま
え
た
上
で
、
本
発
表
で
は
、
そ
の
際
考
察

し
た
『
孟
子
」
各
章
を
プ
リ
ユ
ケ
が
ど
の
よ
う
に
受
容
し
た
の
か
、
ま
ず
は
対
応
す

る
プ
リ
ユ
ケ
訳
を
雌
認
し
た
。
次
に
、
プ
リ
ユ
ケ
訳
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
「
文
一
土
」

と
「
武
王
」
の
世
換
に
つ
い
て
雌
認
し
、
最
後
に
、
「
孟
子
」
「
革
命
一
論
」
の
紋
拠
と

な
る
兵
戦
論
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

本
発
去
を
通
し
て
、
プ
リ
ユ
ケ
は
張
居
正
や
ノ
エ
ル
に
よ
る
「
武
王
」
肯
定
の
姿

勢
を
受
容
し
た
た
だ
け
で
な
く
、
文
・
武
の
置
換
に
よ
っ
て
「
文
一
土
」
に
「
討
」
を

伐
つ
意
志
が
あ
っ
た
こ
と
を
認
め
、
さ
ら
に
そ
の
意
志
を
受
け
継
い
だ
「
武
主
」
を

よ
り
正
当
化
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
張
居
正
に
見
ら
れ
た
吋
孟
子
」
「
革
命
論
」

解
釈
の
姿
勢
は
、
ノ
エ
ル
や
プ
リ
ュ
ケ
に
よ
る
受
容
を
経
た
こ
と
で
、
よ
り
顕
著
な

「
革
命
是
認
」
の
特
鍛
と
な
り
、
プ
リ
ュ
ケ
若
「
嬬
教
大
観
」
で
は
、
続
教
の
徳
治

、
主
義
に
基
づ
く
限
り
「
革
命
」
は
是
認
さ
れ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
だ
、
本
発
表
で
は
プ
リ
ユ
ケ
訳
の
特
徴
を
概
観
す
る
に
と
ど
ま
る
た
め
、

LX-

武
の
世
換
に
お
け
る
張
注
や
ノ
エ
ル
訳
に
関
す
る
考
察
や
、
氏
、
心
下
以
外
の
「
孟
子
」

兵
戦
論
に
つ
い
て
の
考
察
が
不
十
分
で
あ
る
。
ま
た
、
プ
リ
ュ
ケ
若
『
中
華
帝
国
経

山
ぷ
で
は
、
「
文
王
」
と
「
武
一
土
」
の
置
換
に
限
ら
ず
、
各
章
の
必
要
に
応
じ
た
省

略
も
見
ら
れ
、
そ
こ
に
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
の
か
に
つ
い
て
も
考
察
す
る
必
要

が
あ
る
。
よ
っ
て
、
張
間
正
自
'
身
の
思
想
を
よ
り
厳

Jrに
考
察
す
る
こ
と
も
含
め
、

今
後
の
課
題
と
す
る
。
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我
々
は
な
ぜ
自
然
主
義
に
惹
か
れ
る
の
か

『
弘
司
州

4
4
J
』
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
世
界
と
言
語
の

本
質
を
巡
る
思
考
か
ら(

筑
波
大
学
大
学
院
)

i高

場

美
奈
子

自
然
主
義
と
呼
ば
れ
る
官
学
的
立
場
は
、
十
共
明
に
つ
い
て
、
ピ

i
コ
ッ
ク
に
よ
っ

て
定
式
化
さ
れ
た
次
の
よ
う
な
原
則
を
誼
い
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
す

べ
て
の
真
理
は
純
粋
に
記
述
的
な
真
均
一
に
付
犯
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
原

知
D
)
。
こ
の
原
別
に
よ
れ
ば
、
本
当
の
泣
味
で
良
県
と
呼
ば
れ
う
る
の
は
も
の
が

い
か
に
あ
る
か
を
語
る
記
述
的
な
命
題
で
あ
り
、
様
相
、
価
値
、
規
範
な
ど
を
述
べ

る
非
記
述
的
な
命
題
は
二
次
的
な
意
味
で
真
で
あ
り
う
る
に
す
ぎ
な
い
。
お
そ
ら
く

自
然
主
義
者
は
、
十
共
型
に
つ
い
て
の
こ
の
原
則
に
従
っ
て
、
真
理
を
生
み
出
し
う
る

唯
一
の
企
て
と
し
て
、
位
界
の
あ
り
さ
ま
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
り
、
計
一
界

の
記
述
と
い
う
仕
事
に
最
も
成
功
し
て
い
る
と
忠
わ
れ
る
自
然
科
学
と
共
同
し
よ
う

と
す
る
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
原
則
D
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
し
て
原
則
D
に
恭

づ
い
て
、
世
界
の
自
然
科
学
的
叙
述
を
哲
学
の
第
一
義
的
課
題
と
す
る
哲
学
制
に
つ

い
て
、
自
然
主
義
の
側
か
ら
明
確
な
正
当
化
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
に
見
受
け

ら
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
わ
れ
わ
れ
が
、
そ
の
自
然
主
義
的
真
剣
一
矧
・
哲
学
制
に

拒
み
離
さ
を
感
じ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
、
本
発

表
が
問
題
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
間
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
「
論
理
官
学
論

考
』
(
雲
州
考
』
)
を
参
照
項
と
し
た
い
。
と
い
う
の
も
立
川
考
」
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ユ
タ
イ
ン
は
、
記
述
的
命
題
の
み
を
有
意
味
な
一
一
一
一
口
誌
と
み
な
す
、
と
い
う
立
場
を
と

っ
て
お
り
、
記
述
的
命
題
の
特
権
視
と
い
う
本
質
的
な
点
で
自
然
主
義
と
一
致
す
る

か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
我
々
は
直
ち
に
、
現
代
の
自
然
主
義
と
「
古
川
考
い
と
で
は

次
の
点
で
大
き
な
述
い
が
あ
る
こ
と
に
気
付
く
。
つ
ま
り
、
宗
州
考
」
は
記
述
的
命

題
以
外
の
形
態
の
一
一
一
一
口
話
(
質
問
、
命
令
、
出
戸
等
)
を
等
剖
視
し
て
お
り
、
そ
れ
に

対
し
て
後
期
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
そ
う
し
た
日
常
一
一
一
一
日
間
の
広
い
飯
野
を
哲

学
的
思
考
の
対
象
と
す
る
こ
と
で
「
論
考
』
の
思
想
と
決
別
し
た
の
で
あ
っ
て
、
現

代
の
自
然
主
義
は
当
然
そ
の
よ
う
な
哲
学
史
的
事
実
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
だ
か
ら
、

「
論
考
」
の
よ
う
な
偏
狭
な
一
一
-
一
口
話
矧
と
は
無
縁
な
は
ず
で
あ
る
、
と
技
々
は
考
え
る

の
で
あ
る
。

な
ら
ば
な
ぜ
'
付
然
主
義
は
、
記
述
的
命
題
の
み
に
真

mに
与
る
権
利
を
認
め
よ
う

と
す
る
の
か
。
お
そ
ら
く
我
々
は
、
「
論
者

J

』
が
「
命
題
の
本
質
を
提
示
す
る
こ
と
は
、

あ
ら
ゆ
る
記
述
の
本
質
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
枇
界
の
本
質
を
提
示

す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
」
(
印
ふ
ご
{
)
と
い
う
一
言
葉
で
表
現
し
た
よ
う
な
思
考

か
ら
自
由
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
か
に
多
様
な
一
一
自
立
川
ゲ

i
ム
が
存
在
し

よ
う
と
も
、
そ
れ
は
自
然
現
象
で
あ
り
、
単
な
る
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
結
局
は

命
題
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
い
っ
て
み
れ
ば
命
題
は
佐
川
介
を
包
棋

し
て
い
る
、
特
殊
な
一
一
一
日
間
な
の
だ
、
と
孜
々
は
考
え
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
我
々
が

問
題
と
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
こ
の
、
事
実
の
総
体
と
し
て
の
佐
川
介
と
、
そ
れ
を
忠

実
に
写
し
取
る
命
題
、
と
い
う
像
で
あ
る
。
孜
々
が
一
除
問
D
と
そ
れ
に
基
づ
い
た
自

然
主
義
的
哲
学
観
を
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
に
感
じ
る
の
は
、
こ
の
像
が
動
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か
し
難
く
真
で
あ
る
よ
う
に
忠
わ
れ
る

i
l
i我
々
に
は
実
際
そ
の
よ
う
な
世
界
が
与

え
ら
れ
て
い
る
の
み
だ
と
忠
わ
れ
る
ー
ー
ー
た
め
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
散
は
世
界
の
真
の
あ
り
方
の
忠
実
な
反
映
と
し
て
受
け
取
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
か
。
私
見
で
は
、
そ
の
像
の
呪
縛
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
最

も
重
要
な
の
は
、
そ
れ
が
像
で
あ
っ
て
現
実
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
認
識
す
る

こ
と
で
あ
る
。
吋
哲
学
探
究
」
執
筆
矧
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
が
気
付
い
た
こ

と
は
、
か
つ
て
彼
が
命
題
の
本
質
す
な
わ
ち
世
界
の
本
質
と
考
え
た
も
の
(
「
事
実

は
か
く
か
く
で
あ
る
」
)
は
、
我
々
の
観
察
の
形
式
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
と
す
れ
ば
、
事
尖
の
総
体
と
し
て
の
佐
川
介
と
そ
れ
を
写
す
命
題
、
と
い
う

像
は
観
察
と
い
う
我
々
の
一
行
為
に
備
わ
っ
た
形
式
に
則
っ
て
我
々
が
作
り
出
し
た

も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
一
言
っ
た
だ
け
で
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
我
々
に
は
そ
の
よ

う
な
像
し
か
与
え
ら
れ
な
い
で
は
な
い
か
、
と
忠
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
我
々

に
と
っ
て
観
察
と
は
、
我
々
の
必
要
に
応
じ
て
行
う
一
つ
の
行
為
で
あ
り
、
我
々
が

現
実
か
ら
離
れ
た
ど
こ
か
で
常
に
必
然
的
に
為
し
て
い
る
こ
と
が
ら
で
は
な
い
。
そ

う
考
え
る
と
、
先
の
保
は
、
我
々
に
と
っ
て
は
そ
れ
し
か
存
在
し
な
い
何
か
で
は
な

く
、
必
要
な
時
に
用
い
ら
れ
る
道
具
と
い
う
性
格
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き

る
。
現
実
と
は
、
そ
の
像
に
お
け
る
よ
う
に
我
々
か
ら
離
れ
て
ど
こ
か
に
転
が
っ
て

い
る
も
の
で
は
な
く
、
(
当
然
な
が
ら
)
技
々
が
そ
の
中
で
生
き
て
い
る
も
の
の
こ

と
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
単
解
が
得
ら
れ
た
と
き
、
我
々
は
、
真
理
と
は
世

界
が
い
か
に
あ
る
か
を
詰
る
こ
と
の
う
ち
に
の
み
あ
る
、
と
一
一
出
向
い
た
く
な
る
箭
動
か

ら
解
欣
さ
れ
る
と
忠
わ
れ
る
。
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「
公
共
空
間
判
と
ハ
イ
デ
ガ

i
の
存
在
論
」

(
淑
徳
大
学
非
常
勤
講
削
)

告

ノ助、

'1二r

広

判川刊

多
様
な
人
々
が
「
慣
れ
親
し
め
る
間
住
」
と
し
て
、
公
共
空
間
を
ど
の
よ
う
に
創

造
す
る
か
。
こ
の
間
い
を
考
え
る
べ
く
、
本
論
は
ハ
イ
デ
ガ
!
の
議
論
か
ら
、
公
共

空
間
の
構
築
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
在
り
方
、
身
近
な
住
み
か
と
し
て
の
よ
り
よ
い

公
共
空
間
の
可
能
性
に
つ
い
て
考
祭
す
る
も
の
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ガ

i
の
「
公
共
性
」
は
、
「
存
在
と
時
間
」
で
は
現
存
在
が
顛
落
し
た
日

常
性
を
特
徴
づ
け
た
術
誌
で
あ
り
、
彼
は
積
極
的
な
公
共
空
間
論
を
論
じ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
日
常
的
現
存
在
で
あ
る
「
ひ
と

E
E
Y
A
Eこ
が
公
共

性
に
安
住
し
て
い
る
状
態
は
脆
弱
で
あ
り
、
出
心
地
の
悪
さ
を
喚
起
す
る
「
一
小

J

安
」
が
、

公
共
性
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
「
居
心
地
の
良
さ
」
に
安
住
す
る
「
ひ
と
」
の
在
り

方
に
警
鐘
を
鳴
ら
す
と
い
う
彼
の
思
索
は
、
こ
う
し
た
一
川
心
地
の
良
さ
の
一
棋
の
部

れ
が
持
続
す
る
と
「
他
者
と
共
に
住
む
こ
と
」
が
よ
り
い
っ
そ
う
部
離
に
な
る
こ
と

を
示
唆
し
て
い
る
。

「
不
安
が
生
じ
る
の
に
必
ず
し
も
附
が
り
で
あ
る
必
要
は
な
い
」
が
、
「
一
小
安
」
が

襲
う
こ
と
で
あ
ら
わ
に
な
っ
た
脆
弱
性
は
、
現
存
在
が
本
来
的
に
「
何
ら
か
の
非
力

さ

(
Z
E
E
E
a訂
)
を
棋
拠
に
し
た
存
在
」
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ

ガ
i
の
論
じ
る
、
い
つ
の
間
に
か
こ
の
此
界
に
投
げ
入
れ
ら
れ
た
こ
と
や
「
死
」
と

い
う
紙
'
な
ど
に
対
し
て
の
「
非
力
さ
」
へ
の

'U党
は
、
自
己
の
自
立
性
の
い
わ
ば
条

件
で
あ
る
が
、
こ
の
「
非
力
さ
」
の
先
行
的
な
開
示
が
、
共
同
存
在
と
し
て
の
他
者

と
の
対
話
を
積
極
的
に
引
き
受
け
る
可
能
性
を
も
あ
ら
わ
に
す
る
。
わ
れ
わ
れ

L

汀
身

の
存
在
の
非
力
さ
、
ま
た
、
公
共
空
間
に
お
け
る
住
む
人
や
設
備
の
損
害
や
障
害
と

い
っ
た
脆
弱
伎
を
相
立
に
考
え
あ
う
こ
と
こ
そ
重
要
で
あ
る
。

た
と
え
ば
バ
リ
ア
フ
リ
i
や
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
(
以
下
、

U

D
と
時
)
の

推
進
は
そ
の
現
実
的
取
り
組
み
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
可
能
な
限
り
す
べ
て
の
人
が

公
平
に
使
え
る
設
備
や
道
具
と
し
て
、
多
掠
な
他
者
の
ニ
!
ズ
が
刻
印
さ
れ
た
U

D

は
、
多
様
な
人
々
に
と
っ
て
の
「
住
む
」
場
所
を
措
成
し
う
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の

は
、
多
様
な
人
々
を
つ
な
ぎ
集
め
る
物
や
設
備
を
設
置
す
る
さ
い
、
そ
の
つ
ど
存
在

の
非
力
さ
を
自
他
共
に
考
え
、
そ
う
し
て
よ
り
よ
い
公
共
空
間
を
将
来
に
向
け
て
明

け
渡
す
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
と
の
よ
う
な
も
の
が
公
平
に
使
川
で
き
、
機
能

し
て
い
く
の
か
、
多
様
な
ニ

i
ズ
を
満
た
す
べ
く
、
向
じ
公
共
空
間
に
住
む
当
事
者

と
設
計
者
が
共
に
「
非
力
な
存
在
」
と
し
て
議
論
を
重
ね
て
い
く
と
い
う
共
同
作
業

そ
の
も
の
が
、
そ
し
て
ひ
と
び
と
の
相
互
の
応
答
の
継
続
が
、
住
む
場
所
と
し
て
の

佐
川
介
を
形
成
し
、
よ
り
よ
い
「
公
共
空
間
」
を
構
築
す
る
こ
と
と
な
る
。

公
共
空
間
に
住
む
こ
と
が
こ
と
さ
ら
間
わ
れ
る
の
は
、
「
住
む
こ
と
」
と
「
建
て

る
こ
と
」
が
「
生
き
ら
れ
る
空
間
」
と
し
て
一
体
と
な
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
分
断

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
不
特
定
の
他
者
も
し
く
は
特
定
の
他
者
が
排
除
さ
れ
な

い
住
み
か
と
し
て
、
佐
川
介
や
公
共
空
間
を
設
計
(
あ
る
い
は
一
再
建
)
し
伝
承
す
る
こ

と
を
共
同
で
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
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フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

宮
沢
賢
治
に
お
け
る
虚
構
と

「
現
実
」

(
筑
波
大
学
)
佐

有1)

之

}藻

文
学
ゃ
い
版
構
作
品
で
社
会
を
変
革
で
き
る
か
と
間
わ
れ
れ
ば
、
側
人
的
に
は
そ
れ

は
困
難
と
も
思
え
る
が
、
宮
沢
賢
治
と
い
う
人
間
は
、
文
学
の
形
式
に
お
い
て
何
か

宗
教
的
な
も
の
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
社
会
の
変
革
を
目
指
せ
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
て
い
た
。
通
常
の
考
え
で
は
、
社
会
の
変
革
は
政
治
運
動
や
社
会
運
動
で

実
現
す
る
こ
と
が
本
筋
で
あ
る
。
実
際
、
賢
治
と
同
時
代
の
日
連
主
義
者
の
そ
れ
な

り
の
数
の
人
々
は
、
そ
う
し
て
き
で
い
る
の
で
あ
る
。

日
蓮
主
義
者
の
出
中
川
智
学
の
国
柱
会
に
、
賢
治
が
入
会
し
た
年
(
一
九
二

O
)
は、

石
原
莞
爾
が
入
会
し
た
年
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
に
関
し
て
は
、
賢
治
の
イ

i
ハ
ト

i
ブ
と
い
う
理
想
郷
と
、
石
原
莞
郁
の
満
州
国
と
が
、
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
だ

と
い
う
指
摘
と
い
う
指
摘
も
出
て
い
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、
戦
前
の
日
蓮
主
義
の
流

れ
に
お
け
る
「
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
コ
ミ
ュ
!
ン
」
を
求
め
る
系
譜
に
賢
治
を
位
置
づ
け

る
よ
う
な
理
解
も
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
石
原
の
瀧
州
国
と
賢
治
の
縦
街
地
人
協

会
と
が
、
パ
ラ
レ
ル
な
も
の
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

理
想
を
一
気
に
実
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
時
に
そ
れ
は
暴
力
的
な
形
を
と
っ
て
し

ま
う
こ
と
も
あ
ろ
う
。
戦
前
の
日
法
主
義
に
お
い
て
は
、
そ
れ
が
満
州
国
の
建
国
や
、

日
本
を
中
心
と
し
た
吐
界
秩
序
の
樹
立
(
い
わ
ゆ
る
「
八
紘
了
千
」
)
、
あ
る
い
は
、

井
上
日
百
の
血
盟
問
テ
ロ
と
し
て
実
現
し
て
し
ま
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
も
う
一
方
の
賢
治
を
見
て
み
る
と
、
意
外
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
方

向
へ
は
向
か
わ
な
い
。
縦
須
地
人
協
会
に
関
し
て
も
、
ス
ロ
ー
ガ
ン
的
な
も
の
で
あ

る
「
農
民
芸
術
概
論
い
に
お
い
て
は
、
理
想
主
義
的
な
こ
と
が
記
さ
れ
て
は
い
る
も

の
の
、
実
際
は
(
社
会
変
革
連
動
と
し
て
は
)
上
手
く
い
か
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、

イ
i
ハ
ト

l
ブ
と
い
う
理
想
郷
も
、
賢
治
に
ニ
一
一
日
わ
せ
れ
ば
「
心
象
に
お
い
て
実
在
し

て
い
る
」
と
い
う
話
に
な
る
に
し
て
も
、
し
か
し
、
現
実
社
会
を
暴
力
的
に
侵
食
し

た
り
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
に
変
革
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。

た
だ
、
こ
の
よ
う
な
社
会
変
革
の
「
失
敗
」
の
背
景
に
は
、
賢
治
な
り
の
宗
教
的

態
度
が
あ
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
つ
ま
り
、
宗
教
的
な
も
の
の
表
現
が
、
産
接
に
現

実
に
向
か
う
の
で
は
な
し
に
、
主
話
や
詩
と
い
っ
た
、
形
式
的
に
は
文
学
の
形
を
と

っ
て
現
わ
れ
る
こ
と
と
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
。
賢
治
の
こ
の
よ
う

な
態
度
(
あ
る
種
の
迂
回
)
が
、
文
学
的
な
形
式
へ
の
「
退
行
」
と
も
言
え
る
よ
う

な
、
ひ
き
こ
も
る
よ
う
な
態
度
に
も
つ
な
が
る
わ
け
で
は
あ
る
が
、
一
方
で
、
暴
力

的
な
社
会
変
革
へ
と
向
か
わ
な
い
よ
う
な
歯
止
め
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

現
実
を
変
革
す
る
に
は
、
よ
り
暴
力
的
で
あ
っ
た
り
、
よ
り
原
理
主
義
的
で
あ
っ

た
ほ
う
が
効
率
は
良
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
現
在
の
わ
れ
わ
れ
は
、

そ
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
も
の
の
怖
さ
を
、
思
い
知
ら
さ
れ
て
も
い
る
。
戦
前
の

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
問
題
も
、
あ
る
い
は
、
ニ

O
数
年
前
の
オ
ウ
ム
真
型
教
事
件
、

あ
る
い
は
、
近
年
の
「
イ
ス
ラ
ム
国
」
の
問
題
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
す
る
と
、

引
想
主
義
で
あ
り
つ
つ
も
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
社
会
変
革
に
失
敗
す
る
賢
治
と
い
う
像

に
も
、
そ
れ
な
り
に
学
ぶ
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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