
さ
る
学
会
の
研
究
発
表
の
場
で
「
黒
田
俊
雄
の
顕
密
体
制
論
は
、
近
年

多
く
の
批
判
に
晒
さ
れ
て
お
り
、
も
は
や
今
日
で
は
通
用
し
な
い
過
去
の

理
論
で
あ
る
。
」
と
い
う
趣
旨
の
発
言
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
確
か
に

数
十
年
の
歳
月
を
経
て
諸
方
面
か
ら
多
く
の
批
判
が
加
え
ら
れ
て
い
る
も

の
の
、
黒
田
氏
を
乗
り
越
え
て
そ
れ
に
取
っ
て
代
わ
る
よ
う
な
、
中
世
の

宗
教
を
総
体
と
し
て
説
明
す
る
新
た
な
理
論
が
創
出
さ
れ
て
い
な
い
こ
と

も
事
実
で
あ
る
。
ま
た
黒
田
氏
の
業
績
は
中
世
と
い
う
時
代
に
関
わ
る
多

様
な
分
野
の
研
究
者
が
連
携
し
得
る
場
を
作
り
上
げ
た
点
で
も
評
価
に
値

佐
藤
弘
夫
符

『
神
・
仏
・
王
権
の
中
世
』

（
法
蔵
館
・
一
九
九
八
年
）

－

佐
藤
反
人

す
る
だ
ろ
う
。
佐
藤
弘
夫
氏
は
、
黒
田
氏
の
理
論
に
深
い
影
響
を
う
け
て

そ
の
深
化
と
発
展
に
励
む
代
表
的
な
研
究
者
で
あ
る
。
ま
ず
、
本
書
の
構

成
を
示
し
て
み
た
い
。

序
論

第
１
部
仏
法
と
王
法

第
一
章
中
世
仏
教
に
お
け
る
仏
土
と
王
士

第
二
章
仏
法
王
法
相
依
論
の
成
立
と
展
開

第
三
章
破
仏
破
神
の
歴
史
的
意
義

第
Ⅱ
部
正
統
と
異
端

第
一
章
中
世
仏
教
に
お
け
る
正
統
と
異
端

第
二
章
中
世
仏
教
者
の
正
統
意
識

第
三
章
中
世
仏
教
者
の
歴
史
観

第
Ⅲ
部
天
皇
観
の
諸
相

第
一
章
中
世
顕
密
仏
教
の
国
家
観

第
二
章
中
世
の
天
皇
と
仏
教
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こ
の
う
ち
第
１
部
と
第
Ⅱ
部
お
よ
び
「
結
び
」
は
著
者
の
長
年
の
中
世

仏
教
に
対
す
る
研
讃
を
土
台
と
し
て
論
を
展
開
し
て
お
り
、
中
世
仏
教
と

り
わ
け
新
仏
教
の
方
面
に
疎
い
評
者
が
迂
閼
に
論
評
で
き
る
筋
合
い
で
は

な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
ら
を
通
読
し
て
の
疑
問
点
を
幾
つ
か
挙
げ
て
み
た

い
○

第
一
に
、
中
世
前
期
に
流
行
し
た
専
修
念
仏
思
想
に
基
づ
く
破
仏
破
神

行
動
の
意
義
を
考
究
し
た
「
破
仏
破
神
の
歴
史
的
意
義
」
の
章
に
お
い
て
、

佐
藤
氏
は
「
民
衆
に
と
っ
て
既
成
仏
教
へ
の
結
縁
と
は
、
す
な
わ
ち
、
在

家
戒
を
遵
守
し
仏
神
へ
の
奉
仕
者
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
田
畠

や
一
紙
半
銭
の
寄
進
を
行
な
う
こ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
が
、
そ
う
し
た

行
為
が
信
仰
と
い
う
外
被
を
剥
ぎ
取
っ
て
み
れ
ば
、
荘
園
制
支
配
の
確
立

と
強
化
を
意
図
す
る
寺
社
へ
の
、
下
か
ら
の
協
力
以
外
の
何
物
で
も
な
か

っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
」
（
一
○
八
’
九
頁
）
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
中

世
の
民
衆
に
と
っ
て
旧
仏
教
の
与
え
る
信
仰
と
は
彼
ら
を
拘
束
す
る
宗
教

的
呪
縛
の
具
で
し
か
な
か
っ
た
」
（
一
○
九
頁
）
と
し
て
、
い
わ
ゆ
る
旧

第
三
章
日
蓮
の
天
皇
観

第
Ⅳ
部
神
仏
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

第
一
章
中
世
的
神
国
思
想
の
形
成

第
二
章
怒
る
神
と
救
う
神

第
三
章
地
獄
と
極
楽
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

結
ぴ
中
世
仏
教
の
展
開
と
変
貌

補
論
顕
密
体
制
論
の
現
在
ｌ
黒
田
俊
雄
氏
の
批
判
に
よ
せ
て
Ｉ

仏
教
と
さ
れ
る
「
顕
密
仏
教
」
の
本
質
を
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

「
法
然
や
親
鷲
は
、
此
士
有
縁
の
唯
一
の
仏
陀
で
あ
る
弥
陀
の
も
と
で
は

す
べ
て
の
衆
生
は
平
等
で
あ
り
、
身
分
や
階
層
に
関
わ
り
な
く
だ
れ
も
が
、

弥
陀
が
本
願
と
し
て
選
取
し
た
念
仏
を
唱
え
る
こ
と
で
救
済
に
あ
ず
か
る

こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
説
い
た
。
（
中
略
）
至
上
の
存
在
た
る
弥
陀
の
も

と
で
の
平
等
と
い
う
理
念
を
民
衆
に
提
供
し
、
社
会
の
底
辺
に
置
か
れ
て

い
た
人
々
を
し
て
一
個
の
自
立
し
た
人
格
と
し
て
の
尊
厳
を
自
覚
せ
し
め

る
こ
と
に
よ
り
、
彼
ら
が
既
存
の
階
層
的
な
宗
教
的
・
世
俗
的
秩
序
か
ら

離
脱
し
よ
う
と
す
る
際
の
、
精
神
的
支
柱
と
し
て
の
機
能
を
担
っ
た
の
で

あ
る
。
」
（
一
○
六
頁
）
と
し
て
法
然
や
親
鷲
ら
の
「
頂
点
的
仏
教
者
」
の

思
想
的
意
義
を
評
価
し
て
い
る
。
こ
こ
に
本
書
に
一
貫
す
る
佐
藤
氏
の
「
顕

密
仏
教
」
お
よ
び
「
新
仏
教
」
（
法
然
・
親
鴬
に
日
蓮
を
含
む
）
に
対
す
る

評
価
が
示
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

そ
の
上
で
破
仏
破
神
の
意
義
を
論
じ
て
「
専
修
念
仏
門
徒
に
み
ら
れ
る

仏
神
誹
誇
の
行
動
を
も
、
無
知
蒙
昧
に
起
因
す
る
教
理
の
曲
解
の
結
果
と

し
て
か
た
づ
け
る
の
で
は
な
く
、
初
め
て
自
ら
の
思
想
的
武
器
を
手
に
し

た
民
衆
に
よ
る
、
そ
れ
を
独
自
に
使
い
こ
な
し
て
の
主
体
的
な
闘
争
と
捉

え
る
視
座
を
確
立
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
（
一

二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

た
だ
し
一
方
に
お
い
て
佐
藤
氏
自
身
「
法
然
や
親
鷲
は
、
諸
仏
諸
神
を

捨
て
て
弥
陀
一
仏
へ
の
帰
依
と
、
専
修
念
仏
一
行
に
よ
る
す
べ
て
の
衆
生

の
平
等
の
救
済
を
説
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
を
あ
く
ま
で
も
個
々
人
に
お
け

る
宗
教
的
安
心
の
次
元
に
止
め
、
門
弟
が
か
か
る
教
説
を
現
実
社
会
の
中

日本思想史学31<1999> I64



で
、
既
成
仏
教
批
判
と
体
制
変
革
の
論
理
と
し
て
使
用
す
る
こ
と
は
厳
し

く
否
定
し
た
」
（
一
○
六
頁
）
と
も
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
法
然
や
親

鴬
ら
に
は
体
制
変
革
の
意
志
が
無
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ

う
。
佐
藤
氏
は
彼
ら
「
頂
点
的
仏
教
者
」
自
身
を
通
り
越
し
て
、
専
修
念

仏
門
徒
ら
に
代
表
さ
れ
る
民
衆
の
立
場
に
た
っ
て
る
と
い
え
よ
う
。
こ
こ

に
お
い
て
端
的
に
見
て
取
れ
る
よ
う
に
、
佐
藤
氏
は
法
然
や
親
驚
・
日
蓮

そ
の
も
の
の
思
想
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
思
想
を
闘
争
の
道
具
と
し
て
利
用

し
た
民
衆
の
行
動
に
視
座
を
置
き
、
そ
れ
を
評
価
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
「
あ
く
ま
で
も
個
々
人
に
お
け
る
宗
教
的
安

心
」
を
指
向
す
る
法
然
や
親
鶯
ら
の
「
頂
点
的
仏
教
者
」
の
意
識
と
、
社

会
の
体
制
変
革
を
指
向
す
る
「
仏
神
誹
誇
」
の
門
徒
（
さ
ら
に
は
一
向
一
摸
）

の
行
動
と
の
間
に
は
容
易
く
思
想
の
一
致
を
見
出
せ
な
い
よ
う
な
差
異
が

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
例
え
ば
衆
生
の
宗
教
的
な
次
元
で
の
平
等
（
そ

れ
は
「
顕
密
仏
教
」
に
お
い
て
も
説
か
れ
る
も
の
で
あ
る
が
）
と
、
世
俗
の
階

層
秩
序
に
お
け
る
平
等
観
念
と
は
直
結
す
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。
そ
の

差
異
を
踏
ま
え
ず
し
て
、
法
然
・
親
鶯
ら
の
思
想
に
体
制
変
革
の
論
理
を

見
出
す
こ
と
は
、
私
の
よ
う
な
門
外
漢
の
目
か
ら
は
飛
躍
を
感
じ
ざ
る
を

得
な
い
。

第
二
に
「
結
び
」
に
お
い
て
佐
藤
氏
は
「
そ
れ
で
は
日
本
中
世
に
は
、

カ
ト
リ
ッ
ク
に
お
け
る
神
に
匹
敵
す
る
よ
う
な
、
よ
り
普
遍
的
な
神
格
の

観
念
と
教
権
至
上
主
義
は
つ
い
に
成
立
し
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
私

た
ち
は
そ
う
し
た
神
観
念
を
、
正
統
宗
教
を
標
傍
す
る
顕
密
教
団
か
ら
異

端
と
し
て
排
撃
さ
れ
続
け
た
新
仏
教
側
、
と
り
わ
け
法
然
を
始
祖
と
す
る

念
仏
宗
と
日
蓮
の
思
想
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
」
（
四
一
五

頁
）
と
述
べ
、
法
然
・
日
蓮
ら
の
新
仏
教
の
思
想
を
評
価
し
て
い
る
。

「
普
遍
的
な
」
一
神
教
の
神
観
念
と
教
権
至
上
主
義
が
、
中
世
西
欧
の
民

衆
に
「
自
立
の
精
神
」
を
も
た
ら
し
て
た
と
い
え
る
の
か
ど
う
か
西
洋
史

に
闇
い
私
に
は
判
断
し
か
ね
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教

世
界
を
見
る
限
り
、
日
本
中
世
の
異
端
派
へ
の
弾
圧
と
は
比
較
に
な
ら
ぬ

苛
烈
な
異
端
審
問
と
魔
女
狩
り
の
病
理
、
十
字
軍
や
そ
れ
に
対
立
す
る
イ

ス
ラ
ム
の
「
剣
か
コ
ー
ラ
ン
か
」
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な

唯
一
の
真
理
・
唯
一
の
正
義
を
振
り
か
ざ
し
て
の
他
者
に
対
す
る
妥
協
な

き
全
否
定
、
さ
ら
に
降
っ
て
は
植
民
地
支
配
へ
の
加
担
等
、
も
は
や
言
い

古
さ
れ
た
事
例
を
列
挙
す
る
よ
う
で
あ
る
が
、
西
欧
キ
リ
ス
ト
教
の
「
普

遍
的
な
神
格
の
観
念
」
や
教
権
至
上
主
義
を
価
値
判
断
の
基
準
と
す
る
こ

と
が
、
今
日
ど
れ
だ
け
有
効
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
宗
教
対
立
に
起
因
す

る
世
界
諸
地
域
の
紛
争
を
見
る
に
つ
け
、
仏
教
者
に
対
す
る
価
値
判
断
と

し
て
、
例
え
ば
親
鶯
と
比
較
し
て
明
恵
に
対
す
る
河
合
隼
雄
氏
の
高
い
評

価
な
ど
に
は
、
ど
う
耳
を
傾
け
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。

一
神
教
が
多
神
教
よ
り
も
進
化
し
た
高
度
な
宗
教
で
あ
る
と
い
う
価
値

観
は
佐
藤
氏
の
論
述
の
随
所
に
窺
わ
れ
る
が
、
前
世
紀
の
キ
リ
ス
ト
教
至

上
主
義
の
宗
教
論
の
亡
霊
を
見
る
思
い
が
す
る
と
い
う
の
は
言
い
す
ぎ
だ

ろ
う
か
。
ち
な
み
に
黒
田
俊
雄
氏
が
、
顕
密
体
制
に
組
み
込
ま
れ
る
以
前

の
段
階
の
神
祇
信
仰
を
「
土
着
的
信
仰
」
あ
る
い
は
「
儀
礼
の
系
列
」
と

規
定
し
て
、
仏
教
と
同
じ
「
宗
教
」
と
い
う
土
俵
に
乗
せ
て
論
じ
よ
う
と

し
な
か
っ
た
こ
と
も
、
佐
藤
氏
と
同
様
今
日
の
宗
教
研
究
の
水
準
と
照
ら
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す
に
宗
教
理
解
の
古
め
か
し
さ
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

さ
ら
に
教
権
も
ま
た
俗
権
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
こ
と
を
必
然
的
に
免

れ
な
い
こ
と
は
、
権
門
体
制
下
の
顕
密
寺
院
に
限
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
。

西
欧
社
会
に
お
け
る
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
も
然
り
で
あ
る
。
仮
定

の
話
で
恐
縮
で
は
あ
る
が
、
一
向
一
摸
や
法
華
一
摸
が
も
し
俗
権
を
圧
倒

し
て
中
世
国
家
を
超
越
す
る
よ
う
な
教
権
を
獲
得
し
た
と
し
て
、
そ
れ
は

中
世
の
社
会
条
件
の
も
と
で
は
民
衆
に
再
び
精
神
的
抑
圧
と
世
俗
的
隷
属

を
強
い
る
新
た
な
俗
権
（
宗
教
王
国
）
の
出
現
を
意
味
す
る
に
過
ぎ
な
い

の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
中
世
の
宗
教
の
総
体
を
論
じ
る
に
お
い
て
、
顕
密
仏
教
に
対
時
す

る
と
こ
ろ
の
民
衆
闘
争
の
理
念
を
支
え
た
法
然
・
親
鴬
・
日
蓮
ら
の
「
頂

点
的
宗
教
者
」
と
い
う
図
式
、
あ
る
い
は
〈
融
和
の
論
理
〉
対
〈
選
択
の

論
理
〉
と
い
う
図
式
に
収
數
さ
せ
て
し
ま
っ
て
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
捨
象

さ
れ
て
し
ま
う
問
題
が
多
す
ぎ
る
の
で
は
な
い
か
。
顕
密
仏
教
の
特
質
で

あ
る
建
築
・
工
芸
や
儀
礼
・
音
楽
（
声
明
等
）
な
ど
も
、
所
詮
民
衆
か
ら

の
収
奪
の
成
果
と
し
て
片
付
け
ら
れ
、
そ
の
考
究
の
意
義
が
失
わ
れ
か
ね

な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
中
世
後
期
に
な
っ
て
盛
ん
と
な
っ
た
、
本
地
物

語
や
御
伽
草
子
・
説
経
節
・
歌
謡
等
の
黒
田
氏
の
い
う
「
顕
密
主
義
」
の

宗
教
理
念
に
彩
ら
れ
た
民
衆
文
芸
や
、
中
世
前
期
を
起
点
と
す
る
「
神
道
」

の
思
想
が
中
世
後
期
を
通
じ
て
文
芸
や
芸
能
の
分
野
に
ま
す
ま
す
広
く
浸

透
し
て
い
っ
た
現
象
な
ど
を
ど
う
理
解
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
摸
を
主
導

し
た
農
民
層
や
在
地
領
主
層
か
ら
も
疎
外
さ
れ
た
民
衆
が
そ
れ
ら
の
宗
教

文
化
を
支
え
て
い
た
こ
と
も
軽
視
す
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
民
衆
闘
争

能
力
や
紙
幅
の
関
係
も
あ
る
の
で
、
後
半
は
評
者
の
専
攻
分
野
と
関
わ

り
の
深
い
、
第
Ⅲ
部
第
二
章
「
中
世
の
天
皇
と
仏
教
」
と
第
Ⅳ
部
第
一
章

「
中
世
神
国
思
想
の
形
成
」
に
つ
い
て
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
ま
ず
「
中

世
の
天
皇
と
仏
教
」
で
あ
る
。
近
年
中
世
に
生
ま
れ
た
複
雑
怪
奇
な
秘
説

に
関
す
る
研
究
が
盛
行
し
て
い
る
が
、
テ
キ
ス
ト
の
未
発
掘
や
史
料
批
判

の
困
難
さ
も
あ
っ
て
、
私
自
身
も
含
め
、
教
説
の
絡
み
合
い
を
肺
分
け
し
、

そ
れ
を
系
統
付
け
る
に
止
ま
っ
て
い
る
研
究
が
多
い
。
序
論
に
お
い
て
述

べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
だ
が
、
そ
れ
ら
秘
説
の
果
た
し
た
歴
史
的
な
役
割
と

「
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
政
治
的
文
脈
に
沿
っ
て
い
か
な
る
集
団
・
階
層
に

よ
っ
て
主
張
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
を
」
（
三
頁
）
問
わ
ね
ば
な
ら
な

い
と
す
る
佐
藤
氏
の
提
言
は
傾
聴
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
の
章
に
お
い
て
佐
藤
氏
は
以
下
の
よ
う
に
論
を
進
め
て
い
る
。
す
な

わ
ち
「
現
人
神
」
た
る
古
代
の
天
皇
が
即
自
的
神
秘
性
を
喪
失
し
て
神
か

ら
人
へ
と
転
落
し
、
そ
の
結
果
中
世
に
お
い
て
天
皇
に
対
す
る
新
た
な
権

威
付
け
が
模
索
さ
れ
た
。
即
位
灌
頂
お
よ
び
そ
れ
を
め
ぐ
る
言
説
は
そ
う

し
た
天
皇
の
権
威
再
生
の
試
み
の
一
つ
で
あ
る
と
す
る
。
天
皇
は
古
代
に

お
い
て
は
「
現
人
神
」
と
し
て
個
人
の
聖
化
・
絶
対
化
が
な
さ
れ
て
い
た

が
、
中
世
に
お
い
て
は
荘
園
制
支
配
維
持
の
た
め
の
「
非
人
格
的
機
関
」

史
観
の
物
差
し
で
、
中
世
の
宗
教
を
価
値
判
定
し
て
事
足
れ
り
で
は
、
宗

教
思
想
研
究
と
し
て
そ
の
先
の
展
開
の
可
能
性
が
狭
ま
っ
て
し
ま
う
と
危

愼
す
る
の
だ
が
、
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

二
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と
化
し
、
皇
統
の
分
裂
の
中
で
機
関
と
し
て
の
自
己
正
当
化
を
達
成
す
べ

く
即
位
灌
頂
が
行
わ
れ
た
と
す
る
。
さ
ら
に
日
蓮
の
天
皇
観
に
及
ん
で
、

日
蓮
は
そ
う
し
た
天
皇
の
権
威
を
超
越
す
る
論
理
を
形
成
し
て
い
た
こ
と

を
論
じ
て
い
る
。
最
後
に
天
皇
制
の
存
続
を
め
ぐ
り
、
そ
の
要
因
を
天
皇

の
宗
教
的
権
威
に
求
め
る
近
年
の
研
究
を
批
判
し
、
「
中
世
に
お
い
て
は
、

天
皇
聖
化
の
言
説
の
盛
行
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
権
威
の
凋
落
と
相
対

化
は
極
限
に
ま
で
達
し
て
い
た
。
天
皇
は
何
よ
り
も
そ
の
政
治
的
役
割
に

よ
っ
て
国
王
た
る
こ
と
を
許
さ
れ
た
存
在
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
観
念
的
権

威
は
そ
れ
に
付
随
す
る
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
。
私
た
ち
は
き
ら
び
や
か

な
衣
裳
に
眼
を
奪
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
国
家
支
配
や
体
制
秩
序
の
維
持
に

お
い
て
天
皇
が
担
わ
さ
れ
た
客
観
的
役
割
に
つ
い
て
、
冷
静
な
分
析
を
進

め
る
必
要
が
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。

佐
藤
氏
の
描
く
、
古
代
の
天
皇
を
「
現
人
神
」
「
現
つ
神
」
す
な
わ
ち

神
そ
の
も
の
と
し
て
捉
え
、
古
代
か
ら
中
世
へ
の
時
代
の
転
換
に
よ
っ
て

「
神
か
ら
人
へ
」
凋
落
し
た
と
す
る
図
式
は
石
井
進
氏
ら
の
先
行
研
究
を

踏
ま
え
て
の
論
で
あ
ろ
う
が
、
や
や
大
胆
過
ぎ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

古
代
の
天
皇
は
世
俗
面
に
お
い
て
は
超
越
的
な
存
在
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、

天
皇
を
神
と
す
る
「
天
皇
即
神
観
」
が
古
代
の
天
皇
観
に
お
い
て
普
遍
的

位
置
を
占
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
古
代
の
研
究
分
野
に
お
い
て
通
説
と

い
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
天
皇
観
は
概
ね
強
権
を
保
持
し
得
た
特

定
の
天
皇
を
美
化
す
る
言
辞
や
神
話
・
説
話
と
し
て
語
ら
れ
て
お
り
、
あ

る
い
は
時
代
や
場
を
限
っ
た
一
時
的
・
局
限
的
・
比
瞼
的
な
観
念
で
あ
っ

た
と
見
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
古
代
中
世
の
神
観
念
に
お
い

て
は
神
と
人
と
は
峻
別
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
古
代
の
天
皇
は

宗
教
的
側
面
に
お
い
て
は
、
神
々
を
祀
る
べ
き
国
家
の
最
高
司
祭
者
と
捉

え
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
佐
藤
氏
の
古
代
天
皇
観
は
「
現
人
神
」
に

し
て
神
聖
不
可
侵
と
い
う
近
代
の
天
皇
観
を
古
代
に
投
影
さ
せ
て
い
る
よ

う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
中
世
の
天
皇
が
「
神
仏
の
加
護
な
く
し
て
存

立
し
え
な
い
天
皇
」
で
あ
れ
ば
、
古
代
の
天
皇
も
ま
た
神
へ
の
祈
り
と
神

の
加
護
な
く
し
て
は
存
立
し
え
な
い
存
在
で
あ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ

う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
朝
廷
が
天
神
地
祇
に
対
す
る
祭
り
を
行
っ
た
意
義

は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
中
世
に
天
皇
が
「
非
人
格
的
機
関
」

と
化
し
た
と
い
う
佐
藤
氏
の
論
に
と
り
わ
け
異
存
は
な
い
が
、
天
皇
が
世

俗
的
権
力
を
喪
失
し
て
も
、
神
祇
の
最
高
司
祭
者
と
し
て
の
地
位
と
権
威

は
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
点
は
留
意
す
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
し
ば
ら
く
私
見
を
述
べ
さ
せ
て
も
ら
う
に
、
中
世
の
天
皇
は
古

代
よ
り
継
承
さ
れ
た
神
祇
の
司
祭
者
の
み
な
ら
ず
、
神
祇
祭
祀
の
宗
教
理

念
を
守
る
た
め
の
神
仏
隔
離
の
原
則
に
よ
る
制
約
の
も
と
に
お
い
て
も
、

八
宗
の
仏
教
勢
力
に
対
し
宗
教
的
権
能
に
よ
る
介
入
を
強
化
し
て
い
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
神
仏
隔
離
の
制
約
か
ら
自
由
な
院
が
そ
の
権
能
を
天
皇

と
分
担
し
て
い
た
こ
と
も
視
野
に
入
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
）
多
数
の
宗
派
・

集
団
に
分
立
す
る
仏
教
勢
力
を
ひ
と
つ
の
宗
教
的
体
制
と
し
て
統
合
せ
し

め
る
力
学
や
原
理
は
八
宗
の
仏
教
勢
力
自
身
に
は
内
包
さ
れ
て
お
ら
ず
、

そ
れ
を
八
宗
と
し
て
一
つ
の
体
制
に
編
成
・
統
合
せ
し
め
て
い
る
の
は
天

皇
Ⅱ
朝
廷
で
あ
っ
た
。
も
と
よ
り
そ
れ
は
僧
綱
制
に
よ
る
八
宗
の
統
轄
と

い
っ
た
世
俗
的
支
配
の
次
元
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
中
世
に
お
い
て
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は
宗
教
的
思
想
的
次
元
で
の
統
合
と
い
う
側
面
が
認
め
ら
れ
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
（
も
と
よ
り
そ
れ
は
古
代
的
な
国
家
と
宗
教
と
の
支
配
・
被
支
配

と
い
う
明
確
な
上
下
関
係
と
は
異
質
な
も
の
で
あ
り
、
仏
法
王
法
相
依
の
論
理

に
基
づ
く
相
対
性
と
相
互
の
自
立
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
。
）
八
宗
の

仏
教
勢
力
は
、
自
身
の
宗
教
論
理
と
は
異
質
な
「
神
話
」
（
そ
れ
は
古
代
神

話
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、
そ
れ
を
神
と
仏
と
の
融
和
の
原
理
に
よ
っ
て
再
生
さ

せ
た
中
世
神
話
へ
と
変
容
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
）
の
論
理
に
裏
付
け
ら
れ

た
天
皇
を
紐
帯
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
俗
的
に
も
宗
教
的
に
も
一
つ

の
統
合
さ
れ
た
体
制
と
し
て
存
立
し
得
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
天
皇
Ⅱ

朝
廷
は
世
俗
権
門
と
し
て
諸
権
門
の
統
合
・
調
整
機
関
で
あ
っ
た
の
み
な

ら
ず
、
八
宗
と
い
う
宗
教
体
制
を
宗
教
的
理
念
の
次
元
で
統
合
せ
し
め
る

一
つ
の
宗
教
権
門
・
教
権
で
も
あ
っ
た
と
い
う
視
点
は
成
り
立
ち
得
な
い

だ
ろ
う
か
。
僧
位
僧
官
制
度
、
平
安
前
期
か
ら
の
真
言
院
・
天
台
惣
持
院

の
修
法
を
は
じ
め
と
す
る
、
朝
延
仏
事
、
平
安
末
期
に
整
備
さ
れ
た
護
持

僧
制
度
と
と
も
に
、
即
位
灌
頂
は
そ
う
し
た
中
世
の
天
皇
の
宗
教
的
権
能

を
体
現
す
る
一
つ
の
儀
礼
で
あ
っ
た
と
考
え
た
い
。
（
ち
な
み
に
私
は
阿
部

泰
郎
氏
の
指
摘
通
り
、
即
位
灌
頂
の
初
例
は
後
三
条
天
皇
で
あ
っ
た
み
て
い
る
。
）

さ
ら
に
い
え
ば
中
世
に
お
い
て
は
、
本
地
垂
迩
説
も
神
国
思
想
も
、
あ
る

い
は
神
仏
隔
離
さ
え
も
、
そ
の
統
合
を
支
え
る
教
理
や
理
念
と
し
て
機
能

し
た
と
は
理
解
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
即
位
灌
頂
は
佐
藤
氏
も
言
う
よ
う

に
民
衆
に
と
っ
て
は
も
と
よ
り
閉
ざ
さ
れ
た
無
縁
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

八
宗
の
寺
院
勢
力
と
天
皇
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ほ
ど
空
虚
な
「
衣

裳
」
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
八
宗
を
統
合
せ
し
め
る
権
能
を
有
す
る

天
皇
に
と
っ
て
は
、
単
な
る
天
皇
自
身
の
権
威
の
神
秘
化
以
上
の
効
能
を

持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
即
位
灌
頂
は
個
人
と
し
て
の
天

皇
の
神
秘
化
を
目
的
と
す
る
儀
礼
で
は
な
く
、
天
皇
位
の
継
承
儀
礼
と
し

て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
佐
藤
氏
の
い
う
「
非
人
格
的
機
関
」
と
し
て

の
天
皇
に
関
わ
る
儀
礼
で
あ
る
。
個
人
と
し
て
の
天
皇
の
堕
地
獄
や
世
俗

的
失
脚
、
あ
る
い
は
過
去
世
の
果
報
に
よ
っ
て
天
皇
に
生
ま
れ
た
と
す
る

「
十
善
の
帝
王
」
観
が
広
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
な
お
天
皇
の
前
世
護
は
中

世
に
新
た
に
語
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
既
に
早
く
『
日
本
霊
異
記
』
の

中
に
嵯
峨
天
皇
の
前
世
謹
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
）

即
位
灌
頂
儀
礼
の
権
威
性
ひ
い
て
は
宗
教
的
権
能
者
と
し
て
の
天
皇
の
地

位
が
、
失
墜
し
た
り
相
殺
さ
れ
る
と
い
う
性
格
の
も
の
で
は
そ
も
そ
も
な

か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
位
灌
頂
に
よ
っ
て
天
皇
は
、
大
日
如

来
’
一
字
金
輪
ｌ
金
輪
聖
王
と
い
う
仏
尊
秩
序
の
線
上
に
位
置
付
け
ら
れ
、

八
宗
を
統
轄
し
庇
護
す
る
仏
教
的
聖
王
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る
と
観

念
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
天
皇
が
大
日
如
来
と
い
う
聖
な
る
存
在
に
変
身

す
る
と
い
う
理
念
は
、
佐
藤
氏
が
『
梁
塵
秘
抄
』
の
「
君
を
も
民
を
も
お

し
な
く
て
大
日
如
来
と
説
い
た
ま
ふ
」
を
引
用
し
て
示
す
よ
う
な
「
仏

と
衆
生
と
の
一
体
不
二
」
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
の
理
念
を
象
徴
す
る
も
の
で

は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
佐
藤
氏
は
「
天
皇
が
身
に
付
け
よ
う
と
し

た
新
た
な
権
威
の
衣
裳
も
、
天
皇
を
「
裸
の
王
様
」
の
立
場
か
ら
救
い
出
す

こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
」
（
二
四
六
頁
）
と
述
べ
る
が
、
天
皇
を
「
裸
の

王
様
」
と
看
倣
し
得
た
の
は
、
異
端
と
し
て
国
家
の
弾
圧
を
被
り
遺
恨
を

抱
い
た
日
蓮
ら
「
頂
点
的
仏
教
者
」
で
な
け
れ
ば
、
現
代
の
視
点
か
ら
中
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次
に
「
中
世
的
神
国
思
想
の
形
成
」
は
、
古
代
的
神
国
思
想
と
異
な
る

中
世
神
国
思
想
の
特
質
を
考
察
し
た
論
文
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
佐
藤

氏
は
、
中
世
の
神
国
思
想
が
仏
教
に
敵
対
的
な
思
想
で
は
な
く
、
む
し
ろ

仏
教
的
世
界
観
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
一
見
相
反
す
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
末
法
辺
土
意
識
を
論
理
的
に
組
み
込
ん
だ
思
想
で
あ
る
こ
と
、
古

代
の
神
国
思
想
と
異
な
り
天
皇
の
権
威
を
支
え
る
も
の
で
は
な
く
、
諸
権

門
間
の
矛
盾
を
隠
蔽
し
中
世
的
な
支
配
秩
序
全
体
を
正
当
化
す
る
役
割
を

担
っ
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
対
外
的
な
意
識
を
前
提
に
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
な
が
ら
、
実
は
外
国
に
対
し
て
抽
象
的
な
観
念
し
か
持
ち
得
な
か

っ
た
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
て
い
る
。
神
国
思
想
に
対
す
る
旧
来
の
学
説
を

覆
し
、
そ
の
理
解
を
大
幅
に
進
展
さ
せ
た
も
の
と
評
価
で
き
る
。

そ
の
上
で
二
、
三
些
細
な
指
摘
を
し
て
み
る
に
、
ま
ず
貞
観
十
一
年
十

二
月
の
伊
勢
神
宮
へ
の
告
文
の
分
析
の
な
か
で
、
伊
勢
・
石
清
水
・
宇
佐

以
下
の
諸
社
の
序
列
に
着
目
し
て
「
古
代
的
Ⅱ
記
紀
神
話
的
な
神
々
の
配

置
と
序
列
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
」
と
述

べ
て
い
る
が
、
伊
勢
の
次
に
記
紀
神
話
に
見
え
な
い
石
清
水
・
宇
佐
と
い

世
と
い
う
時
代
を
客
観
視
で
き
る
立
場
の
研
究
者
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
私
に
は
中
世
（
少
な
く
と
も
中
世
前
期
）
の
天
皇
の
宗
教
的
権
威
を

そ
の
よ
う
に
過
小
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
論
証
を
欠
い
た
甚
だ
粗

雑
で
身
勝
手
な
論
を
展
開
し
て
し
ま
っ
た
が
、
私
な
り
の
見
通
し
を
提
示

し
て
お
き
た
い
。

三

う
八
幡
神
を
挙
げ
て
い
る
点
は
、
記
紀
神
話
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
二

十
二
社
の
序
列
の
形
成
に
連
な
る
平
安
王
朝
国
家
的
な
神
々
の
序
列
を
反

映
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
記
紀
神
話
に
基
づ
く
古
代
的
神
々
の
秩
序
が
、

本
地
垂
迩
説
に
基
づ
く
中
世
的
な
神
々
の
秩
序
へ
と
一
足
飛
び
に
変
容
し

た
と
す
る
の
は
、
神
道
史
の
見
地
か
ら
は
や
や
大
雑
把
な
立
論
に
感
じ
ら

れ
る
、
今
後
神
国
思
想
に
対
し
て
さ
ら
な
る
精
綴
な
考
察
を
進
め
て
行
く

に
お
い
て
は
、
神
祇
秩
序
や
神
観
念
の
歴
史
的
変
容
を
丹
念
に
押
さ
え
て

い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
中
世
に
お
い
て
も
、
北
畠
親
房
に
お
い
て
典
型
的
に
認
め
ら
れ

る
よ
う
に
古
代
の
神
国
思
想
の
理
念
、
す
な
わ
ち
神
孫
で
あ
る
天
皇
が
国

士
を
統
治
す
る
こ
と
の
正
当
性
が
依
然
と
し
て
主
張
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

ま
た
元
冠
と
い
う
対
外
危
機
に
際
し
て
の
神
国
思
想
の
昂
ま
り
も
、
佐
藤

氏
が
示
し
た
中
世
的
神
国
思
想
の
構
造
の
枠
組
み
に
適
わ
な
い
現
象
で
あ

ろ
う
。
佐
藤
氏
も
引
か
れ
た
菅
原
長
成
起
草
の
蒙
古
へ
の
辺
牒
に
見
え
る

「
凡
自
天
照
皇
大
神
耀
天
統
、
至
日
本
今
皇
帝
受
日
嗣
…
故
以
皇
士
、
永

号
神
国
」
と
い
う
文
言
に
は
、
当
時
の
荘
園
制
支
配
の
矛
盾
を
糊
塗
す
る

た
め
に
対
外
危
機
意
識
を
駆
り
立
て
る
と
い
っ
た
政
治
的
心
意
レ
ベ
ル
の

解
釈
は
別
と
し
て
、
皇
孫
が
統
治
す
べ
き
国
士
と
し
て
の
神
国
と
い
う
観

念
が
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
古
代
と
中
世

と
の
非
連
続
面
を
注
視
す
る
あ
ま
り
、
中
世
的
神
国
思
想
の
登
場
に
よ
っ

て
古
代
的
神
国
思
想
が
消
滅
し
た
と
理
解
す
る
よ
り
も
、
中
世
的
神
国
思

想
の
新
た
な
外
皮
に
包
ま
れ
な
が
ら
も
古
代
的
神
国
意
識
が
そ
の
論
理
の

基
底
を
支
え
て
お
り
、
国
家
や
天
皇
制
の
危
機
に
際
し
て
は
そ
れ
が
表
出
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す
る
こ
と
も
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
古
代
か
ら
中
世
へ

と
時
代
が
転
変
し
て
も
「
神
国
」
と
い
う
言
葉
と
文
脈
が
継
承
さ
れ
て
い

る
限
り
古
代
か
ら
の
連
続
面
に
も
留
意
し
て
分
析
を
進
め
て
い
く
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

こ
の
著
書
の
最
後
に
「
顕
密
体
制
論
の
現
在
ｌ
黒
田
俊
雄
氏
の
批
判
に

よ
せ
て
ｌ
」
と
題
す
る
補
論
が
収
載
さ
れ
て
い
る
。
黒
田
氏
が
『
日
本
中

世
の
社
会
と
宗
教
』
に
お
い
て
、
佐
藤
氏
へ
の
批
判
に
対
し
佐
藤
氏
が
執

筆
し
た
反
論
で
あ
る
。
黒
田
氏
に
傾
倒
し
て
研
究
を
進
め
て
き
た
佐
藤
氏

の
衝
撃
は
想
像
す
る
に
余
り
あ
る
。
黒
田
氏
の
批
判
は
短
編
の
論
文
で
あ

り
佐
藤
氏
の
論
の
具
体
的
な
引
用
な
ど
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
の

真
意
は
第
三
者
に
理
解
し
か
ね
る
点
が
多
々
あ
る
。
一
方
で
佐
藤
氏
の
反

論
も
簡
略
す
ぎ
て
う
ま
く
噛
み
合
っ
て
な
い
点
も
あ
る
。
黒
田
氏
の
生
前

に
存
分
論
争
を
闘
わ
す
機
会
が
あ
っ
た
ら
と
叶
わ
ぬ
な
が
ら
願
う
と
こ
ろ

で
あ
る
。
ま
た
最
近
顕
密
体
制
論
を
め
ぐ
っ
て
末
木
文
美
士
氏
が
平
雅
行

氏
に
対
し
て
行
っ
た
批
判
（
末
木
氏
『
鎌
倉
仏
教
形
成
論
』
〈
法
蔵
館
〉
）
を
、

佐
藤
氏
は
ど
う
読
ま
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
興
味
が
あ
る
。

以
上
、
評
者
の
無
知
蒙
昧
に
加
え
て
佐
藤
氏
の
研
究
分
野
や
方
法
論
と

若
干
隔
た
り
が
あ
る
た
め
、
体
系
的
で
踏
み
込
ん
だ
批
評
が
で
き
な
か
っ

た
こ
と
を
お
詫
び
し
た
い
。
甚
だ
見
当
違
い
の
論
評
や
批
判
も
あ
る
か
と

怖
れ
る
が
、
苦
し
紛
れ
に
思
う
と
こ
ろ
を
率
直
に
述
べ
さ
せ
て
頂
い
た
。

失
礼
に
及
ん
だ
点
が
あ
れ
ば
偏
に
お
許
し
願
い
た
い
。

（
北
九
州
大
学
助
教
授
）

思
想
史
に
お
い
て
中
世
は
、
多
様
で
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
錯
綜
し
た
時

期
で
あ
る
と
い
え
る
。
鎌
倉
時
代
に
は
仏
教
の
新
宗
派
が
次
々
と
起
こ
り
、

旧
仏
教
と
対
時
し
な
が
ら
信
者
の
拡
大
を
図
っ
て
い
た
。
室
町
時
代
に
は

こ
の
中
か
ら
特
に
臨
済
禅
が
幕
府
と
結
び
つ
き
な
が
ら
芸
術
に
も
強
い
影

響
を
与
え
た
。
神
祇
信
仰
も
仏
教
と
絡
み
つ
つ
、
新
た
な
側
面
を
見
せ
は

じ
め
、
外
来
の
儒
教
や
老
荘
思
想
も
無
視
で
き
な
い
存
在
と
し
て
文
化
の

底
流
に
流
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
中
世
の
思
想
は
個
別
的
に
研
究
の
対
象

に
は
な
っ
て
い
た
が
、
よ
り
根
元
的
に
歴
史
や
政
治
の
思
想
と
し
て
正
面

か
ら
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
か
っ
た
。
ひ
と
え
に
問
題
の
複
雑
さ
ゆ
え

で
あ
ろ
う
。

本
書
は
こ
う
し
た
現
状
に
か
ん
が
み
て
、
中
世
に
お
け
る
思
想
の
究
明

を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。
著
者
が
定
め
た
視
点
は
、
中
世
の
人
々
が
歴

史
と
は
何
か
、
政
治
と
は
何
か
、
と
い
う
命
題
に
い
か
に
解
答
し
た
か
、

と
い
う
こ
と
に
要
約
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
を
論
じ
る
に
当
た
っ

て
、
超
越
者
と
人
間
の
関
係
論
、
普
遍
と
特
殊
の
関
係
論
を
座
標
軸
に
置

い
て
い
る
。
石
田
一
良
氏
が
樹
立
し
た
文
化
史
学
の
方
法
を
強
く
意
識
し

玉
懸
博
之
済

『
ｎ
本
中
世
思
想
史
研
究
』

（
ぺ
り
か
ん
社
．
一
九
九
八
年
）
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