
特
集
八
平
成
五
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
Ｖ
「
国
学
研
究
の
現
在
」

ま
ず
書
誌
的
な
事
実
と
し
て
、
柳
田
国
男
が
「
新
国
学
談
」
と
銘
打
っ
て
公

け
に
し
た
著
書
は
都
合
三
冊
。
昭
和
二
十
一
年
十
二
月
の
『
祭
日
考
』
、
二
十

二
年
六
月
の
『
山
宮
考
」
、
同
年
十
一
月
の
『
氏
神
と
氏
子
』
で
あ
る
。
い
ず

れ
も
同
一
書
建
の
刊
行
に
な
る
も
の
で
、
三
冊
と
も
お
な
じ
造
本
・
装
丁
で
あ

っ
た
。
ま
た
本
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
、
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
の
「
年
譜
」
は

昭
和
二
十
一
年
一
月
三
十
一
日
の
項
に
、
「
『
新
国
学
談
』
出
版
を
決
意
」
と
う

（
１
）

た
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
た
め
の
準
備
は
前
年
の
六
月
こ
ろ
か
ら
、
す
な

わ
ち
『
先
祖
の
話
』
の
完
成
か
ら
さ
し
て
間
を
お
か
ず
に
開
始
さ
れ
て
い
た
の

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
ま
た
、
年
末
に
は
『
祭
日
考
』
が
脱
稿
し
、
引
き
つ
づ

き
寸
暇
を
惜
し
む
よ
う
に
次
の
『
山
宮
考
」
が
着
手
さ
れ
る
と
い
う
具
合
で
あ

っ
た
。
ま
た
第
三
冊
の
『
氏
神
と
氏
子
』
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
三
つ
の

講
演
記
録
の
う
ち
、
「
祭
と
司
祭
者
」
お
よ
び
「
敬
神
と
祈
願
」
は
そ
れ
ぞ
れ

昭
和
十
八
年
と
十
九
年
に
行
な
わ
れ
た
も
の
だ
か
ら
、
「
年
譜
」
の
記
す
と
お

り
昭
和
二
十
一
年
の
初
め
に
は
「
新
国
学
談
」
の
少
な
く
と
も
三
冊
分
の
構
想

は
あ
ら
か
た
固
ま
っ
て
い
た
と
見
て
不
都
合
は
な
い
。

「
新
国
学
談
」
｜
｜
｜
部
作

「
新
国
学
」
の
戦
前
と
戦
後

Ｉ
柳
田
民
俗
学
と
国
家
と
の
関
係
Ｉ

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
で
一
言
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の

よ
う
な
柳
田
に
よ
る
「
新
国
学
談
」
構
想
が
か
た
ち
づ
く
ら
れ
て
い
く
過
程
が
、

同
時
に
ま
た
日
本
の
国
家
神
道
が
根
元
か
ら
音
を
た
て
て
崩
れ
去
っ
て
い
く
時

期
で
も
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
、
昭
和
二
十
年
十
二
月

十
五
日
に
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
か
ら
「
神
道
指
令
」
が
発
せ
ら
れ
て
、
神
道
と
国
家
と
の

法
的
、
財
政
的
、
思
想
的
か
か
わ
り
の
一
切
が
禁
止
さ
れ
、
さ
ら
に
翌
年
一
月

元
旦
に
は
天
皇
の
「
人
間
宣
言
」
に
よ
り
、
天
皇
の
現
人
神
た
る
こ
と
が
天
皇

じ
し
ん
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
大
変
革
を

め
ぐ
っ
て
、
当
の
柳
田
が
ど
の
よ
う
な
感
想
を
も
っ
て
い
た
の
か
は
わ
か
ら
な

い
。
そ
も
そ
も
『
炭
焼
日
記
』
は
昭
和
二
十
年
年
末
ま
で
で
、
翌
年
か
ら
の
柳

田
の
動
静
は
に
わ
か
に
つ
か
み
が
た
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
に
国
家
の
敗
北
が
即
座
に
国
家
神
道
の
解
体
を
も
た
ら

し
、
日
本
の
神
社
お
よ
び
神
職
の
地
位
が
存
亡
の
危
機
に
見
舞
わ
れ
て
い
る
の

を
ま
の
あ
た
り
に
し
た
柳
田
が
、
そ
れ
を
拱
手
傍
観
で
き
た
は
ず
が
な
い
。
そ

し
て
こ
の
時
期
の
柳
田
の
真
意
を
推
し
は
か
る
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ

は
や
は
り
、
彼
が
全
精
力
を
投
入
し
て
実
現
し
よ
う
と
し
た
「
新
国
学
談
」
シ

リ
ー
ズ
を
措
い
て
ほ
か
に
は
な
い
だ
ろ
う
。
と
り
わ
け
一
月
三
十
一
日
の
「
新

中
村
生
雄
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国
学
談
」
出
版
の
決
意
じ
た
い
が
、
こ
の
よ
う
な
難
局
を
迎
え
た
日
本
神
道
に

た
い
す
る
柳
田
な
り
の
支
援
策
で
あ
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
し
、
そ
の
こ
と

は
、
『
祭
日
考
』
の
「
窓
の
燈
」
で
、
こ
れ
か
ら
「
神
社
は
ど
う
な
る
だ
ろ
う

か
」
と
い
う
こ
と
が
今
や
「
万
人
の
疑
問
」
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
答
え
う

る
学
問
が
再
建
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
言
っ
て
い
た
こ
と
、
さ
ら
に
ま
た
、
お

な
じ
「
窓
の
燈
」
の
別
の
と
こ
ろ
で
、

「
こ
れ
か
ら
さ
き
神
道
は
ど
う
な
っ
て
行
く
か
、
ど
う
な
る
の
が
民
族
全

体
の
．
た
め
に
、
最
も
幸
福
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
は
微
力
で
た
だ
ち
に
決
し
ら

れ
な
い
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
そ
れ
を
考
え
る
の
に
、
ど
れ
だ
け
の
予
備

知
識
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
、
少
な
く
と
も
そ
の
最
後
の
問
題
に
、

（
２
）

答
え
よ
う
と
す
る
の
が
自
分
の
最
近
の
仕
事
で
あ
っ
た
。
」

と
言
っ
て
い
る
こ
と
を
思
い
合
わ
せ
る
な
ら
、
何
な
く
了
解
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
。

ま
た
暗
示
的
な
こ
と
に
、
柳
田
は
こ
の
よ
う
な
救
世
の
書
を
送
り
出
す
に
あ

た
っ
て
の
感
懐
を
た
し
か
め
る
か
の
よ
う
に
、
『
祭
日
考
』
冒
頭
の
「
解
説
」

を
「
昭
和
二
十
一
年
紀
元
節
日
」
の
日
付
を
付
し
て
書
く
の
で
あ
っ
た
。
国
家

神
道
が
解
体
し
、
天
皇
の
「
人
間
宣
言
」
が
行
な
わ
れ
て
国
家
の
神
聖
性
が
完

膚
な
き
ま
で
に
剥
ぎ
と
ら
れ
て
い
っ
た
こ
の
時
期
、
虚
し
い
形
骸
と
化
し
た
紀

元
節
と
い
う
ハ
レ
の
日
を
迎
え
た
柳
田
は
、
な
お
も
こ
の
国
の
起
源
に
思
い
を

は
せ
て
新
著
の
序
文
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
当
時
も
っ
と
も
身
近
に
い
た
堀

一
郎
が
、
岳
父
柳
田
の
学
問
に
は
は
や
く
か
ら
「
愛
国
」
の
情
熱
が
流
れ
て
お

り
、
な
か
ん
ず
く
、

マ
マ

「
戦
争
末
期
か
ら
終
戦
に
わ
た
る
学
問
は
、
も
は
や
愛
国
以
上
の
、
切
端

つ
ま
っ
た
憂
国
の
熱
情
が
、
神
道
研
究
の
上
に
ほ
と
ば
し
っ
た
感
が
深
い
。

し
か
も
そ
れ
は
、
決
し
て
単
に
専
門
神
職
の
た
め
の
神
道
研
究
、
理
論
や
考

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
時
代
の
危
機
に
真
っ
向
か
ら
対
塒
す
る
も
の

が
も
つ
率
直
な
情
熱
と
い
っ
た
も
の
が
、
柳
田
の
こ
と
ば
か
ら
は
ど
う
に
も
伝

わ
っ
て
こ
な
い
憾
承
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
晦
渋
で
と
ら
え
ど
こ
ろ
の
な
い

文
体
の
せ
い
ば
か
り
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
紀
元
節
日
」
に

し
た
た
め
ら
れ
た
『
祭
日
考
』
の
序
文
の
最
後
に
、
柳
田
が
「
新
国
学
談
」
シ

リ
ー
ズ
の
将
来
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
奇
妙
な
予
告
を
行
な
っ
て
い
る
の
な
ど

は
そ
の
例
で
あ
ろ
う
。

「
新
国
学
談
。
筆
者
晩
年
の
文
集
は
、
今
後
引
き
続
い
て
こ
の
書
名
を
も

っ
て
世
に
公
け
に
す
る
計
画
で
あ
る
。
自
分
だ
け
は
数
十
巻
、
百
巻
に
も
達

す
る
日
を
夢
ゑ
て
い
る
が
、
現
実
は
多
分
二
、
三
巻
を
も
っ
て
終
る
で
あ
ろ

う
。
い
さ
さ
か
雑
誌
の
体
裁
を
加
味
し
た
が
、
以
下
次
号
と
い
う
も
の
を
で

き
る
な
ら
ば
こ
し
ら
え
ま
い
と
し
て
い
る
。
ゆ
え
に
読
者
は
一
巻
ご
と
に
、

読
ん
で
み
る
か
否
か
を
き
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
解
説
の
必
要
な

（
４
）

る
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
」

証
の
学
と
し
て
の
神
道
研
究
で
は
な
か
っ
た
。
実
に
精
神
的
混
迷
の
な
か
に

投
げ
出
さ
れ
て
い
る
一
般
民
衆
に
、
自
己
と
民
族
に
内
在
し
て
い
る
価
値
を

見
出
さ
せ
、
そ
れ
に
自
信
と
誇
り
を
実
証
的
裏
づ
け
を
も
っ
て
与
え
よ
う
と

（
３
）

試
ゑ
た
研
究
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
見
遁
し
て
は
な
ら
な
い
よ
う
に
思
う
。
」

と
回
想
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
見
る
と
、
こ
の
こ
ろ
の
柳
田
が
日
本
国
家
の
将
来

と
神
道
の
ゆ
く
え
を
本
心
か
ら
懸
念
し
、
し
か
も
そ
の
不
安
動
揺
が
深
刻
で
あ

れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
ゑ
ず
か
ら
の
学
問
の
新
生
に
賭
け
た
情
熱
も
熾
烈
で
あ
っ
た

こ
と
を
疑
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

な
ぜ
「
新
国
学
」
か
？

一
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何
は
さ
て
お
き
、
新
シ
リ
ー
ズ
第
一
冊
の
刊
行
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
先
の
見

通
し
を
百
巻
と
も
二
、
三
巻
と
も
言
っ
て
人
を
煙
に
巻
く
の
は
、
ず
い
ぶ
ん
無

責
任
な
言
い
分
で
は
な
い
か
。
こ
う
言
っ
て
柳
田
は
、
話
を
わ
ざ
と
は
ぐ
ら
か

し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
何
か
公
表
を
は
ば
か
る
裏
の
事
情
が
あ
っ
た
の
か
、

と
も
か
く
読
む
も
の
の
気
持
を
も
て
あ
そ
ぶ
文
章
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

い
。
こ
う
い
う
文
章
に
接
す
る
と
、
新
し
い
世
の
中
に
た
い
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

で
あ
る
は
ず
の
「
新
国
学
談
」
シ
リ
ー
ズ
に
、
柳
田
本
人
が
ど
こ
ま
で
本
気
だ

っ
た
の
か
と
首
を
か
し
げ
た
く
な
る
。

ま
し
て
や
、
い
ま
だ
敗
戦
後
の
混
乱
状
態
を
脱
し
切
れ
ず
、
戦
後
民
俗
学
の

新
し
い
方
向
な
ど
見
通
し
よ
う
も
な
い
地
方
の
学
徒
ら
が
、
総
帥
柳
田
か
ら
こ

ん
な
謎
め
い
た
こ
と
ば
を
聞
か
さ
れ
て
途
方
に
く
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
想
像

に
か
た
く
な
い
。
い
わ
ん
や
、
こ
の
直
前
で
柳
田
は
、
「
新
国
学
談
」
シ
リ
ー

ズ
の
各
冊
に
は
「
窓
の
燈
」
と
銘
打
っ
た
「
あ
と
が
き
」
的
な
欄
を
も
う
け
る

こ
と
に
関
連
し
て
、
こ
れ
を
「
書
斎
か
ら
の
小
さ
な
消
息
で
あ
る
。
で
き
る
限

り
自
伝
風
の
部
分
を
少
な
く
し
、
変
り
行
く
世
相
と
学
問
と
の
交
渉
を
、
努
め

（
－
０
）

て
こ
の
窓
に
映
し
出
そ
う
と
し
て
い
る
」
と
書
き
、
地
方
学
徒
に
た
い
す
る
的

（
６
）

確
な
情
報
提
供
の
必
要
を
認
め
て
い
た
の
だ
か
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
事
実
を
、
い
つ
も
の
よ
う
な
柳
田
の
鞘
晦
趣
味
と
見
て
横
目
で
読

み
飛
ば
し
て
お
い
て
い
い
も
の
か
ど
う
か
、
そ
れ
と
も
、
岡
正
雄
が
柳
田
の
学

（
『
ｊ
）

問
を
評
し
て
「
一
将
功
な
っ
て
万
骨
枯
る
の
学
問
」
と
言
っ
た
よ
う
な
、
柳
田

の
エ
リ
ー
ト
主
義
、
過
剰
な
指
導
者
意
識
に
由
来
す
る
根
深
い
現
象
だ
と
見
る

べ
き
な
の
か
ど
う
か
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
柳
田
が
み
ず
か
ら
の
戦
後
の
学
問
的
ス
タ
ー
ト
を
「
新
国

学
」
の
名
称
の
も
と
に
行
な
う
に
あ
た
っ
て
は
、
何
か
及
び
腰
で
ふ
つ
き
れ
な

い
雰
囲
気
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
世
に
言
う
柳
田
名
彙
と
し
て

の
「
祖
霊
」
「
固
有
信
仰
」
「
常
民
」
、
あ
る
い
は
「
海
上
の
道
」
な
ど
の
タ
ー

ム
は
、
そ
の
概
念
上
の
不
明
確
さ
や
時
期
に
よ
る
意
味
の
ズ
レ
な
ど
、
必
ず
し

も
学
術
用
語
と
し
て
問
題
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
で
あ
っ
た
け
れ
ど
、
そ
れ
ら
の

こ
と
ば
を
通
じ
て
柳
田
が
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
は
、
十
分
す
ぎ

る
ほ
ど
わ
れ
わ
れ
に
伝
わ
っ
て
く
る
。
い
わ
ば
そ
こ
に
は
、
一
個
の
日
本
人
と

し
て
柳
田
が
い
だ
い
た
、
信
仰
と
呼
ん
で
も
お
か
し
く
な
い
よ
う
な
血
の
通
っ

た
願
望
が
込
め
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
柳
田
名
彙
は
、
よ
か
れ
悪
し
か
れ
柳

田
国
男
と
い
う
人
間
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
柳
田
の
言
う
「
新
国
学
」
の
語
か
ら
は
、
そ
の
よ
う
な
切
実
で

人
間
的
な
肌
ざ
わ
り
が
感
じ
ら
れ
な
い
。
感
じ
ら
れ
な
い
ば
か
り
か
、
反
対
に

そ
こ
に
は
、
何
か
し
ら
納
得
が
い
か
ず
、
口
ご
も
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
よ

う
な
気
配
が
た
だ
よ
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
柳
田
は
、
自
分
で
「
新
国
学
談
」

と
名
づ
け
て
ス
タ
ー
ト
さ
せ
た
新
シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
、
そ
の
命
名
の
事
情
を

語
る
と
き
、
積
極
的
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
終
始
、
釈
明
口
調
に
な
っ
て
し
ま
う

の
だ
。
実
際
、
『
祭
日
考
』
の
「
窓
の
燈
」
の
欄
で
は
最
初
に
「
新
国
学
」
の

見
出
し
を
か
か
げ
て
、
本
シ
リ
ー
ズ
の
命
名
の
い
き
さ
つ
が
語
ら
れ
る
が
、
そ

こ
で
の
柳
田
の
語
り
口
は
お
世
辞
に
も
明
蜥
と
は
言
い
か
ね
る
も
の
で
あ
る
。

ま
ず
最
初
に
柳
田
は
、
以
前
、
国
学
院
の
学
生
と
話
を
し
て
い
る
と
き
に
、

「
何
か
の
拍
子
に
ふ
と
新
国
学
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
み
た
」
と
言
い
、
な
ぜ

な
ら
ば
、
今
は
江
戸
時
代
の
「
御
国
学
び
」
の
よ
う
に
古
典
だ
け
に
専
念
し
て

い
れ
ば
い
い
と
い
っ
た
時
代
で
は
な
く
、
も
っ
と
広
汎
な
も
の
が
要
求
さ
れ
て

い
る
た
め
だ
か
ら
で
、
そ
う
い
う
期
待
を
込
め
て
、
「
一
種
警
句
の
つ
も
り
で
」

こ
の
こ
と
ば
を
使
っ
た
と
述
べ
る
。
そ
し
て
、
次
の
よ
う
に
つ
づ
く
。

一
一
一



「
ち
ょ
う
ど
そ
う
い
う
方
向
へ
、
彼
等
の
心
が
動
揺
し
て
い
た
際
で
あ
っ

た
か
ら
だ
ろ
う
か
、
ひ
ど
く
こ
の
一
語
が
印
象
に
こ
び
り
付
い
て
、
た
ち
ま

ち
私
の
携
わ
っ
て
い
る
学
問
の
異
名
が
、
新
国
学
で
で
も
あ
る
か
の
ど
と
く
、

言
い
ふ
ら
す
者
さ
え
現
わ
れ
た
。
実
を
い
う
と
、
自
分
も
い
さ
さ
か
こ
の
流

き
か

行
を
奇
貨
と
し
た
こ
と
は
あ
る
。
た
し
か
一
ぺ
ん
か
せ
い
ぜ
い
二
度
ほ
ど
、

講
演
の
中
で
こ
れ
を
用
い
て
み
た
が
、
も
ち
ろ
ん
い
い
方
に
は
気
を
付
け
て
、

そ
れ
が
こ
ち
ら
の
専
売
だ
と
い
っ
た
も
の
と
、
取
ら
れ
な
い
よ
う
に
は
し
て

い
た
。
そ
う
し
て
心
の
中
で
は
、
何
も
本
家
本
元
だ
と
い
う
の
で
な
い
か
ら

よ
か
ろ
う
。
新
国
学
は
こ
れ
し
か
な
い
と
、
主
張
し
さ
え
し
な
け
れ
ば
失
礼

ご
ろ

で
あ
る
ま
い
と
思
っ
て
も
み
た
。
（
中
略
）
語
路
さ
え
悪
く
な
い
な
ら
ば
新

国
学
の
一
つ
、
ま
た
は
一
種
の
新
国
学
と
で
も
い
お
う
か
し
ら
ん
と
思
い
つ

つ
も
、
さ
す
が
に
気
が
各
め
て
そ
の
後
ふ
っ
つ
り
と
こ
の
名
を
口
に
せ
ぬ
よ

（
８
）

う
に
し
て
い
た
。
」

「
何
か
の
拍
子
」
と
い
い
、
ま
た
「
警
句
の
つ
も
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
柳

田
は
こ
の
語
に
つ
い
て
最
初
か
ら
少
々
違
和
感
を
も
ち
、
気
が
答
め
る
も
の
が

あ
っ
た
こ
と
を
隠
そ
う
と
し
な
い
。
い
や
、
む
し
ろ
そ
れ
を
強
調
し
さ
え
し
て
、

偶
然
こ
の
語
を
も
ち
い
た
こ
と
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
自
分
は
「
新
国
学
」
の

専
門
家
を
自
認
し
た
わ
け
で
も
な
く
、
ま
し
て
や
近
年
は
ま
っ
た
く
口
に
し
な

い
の
だ
か
ら
と
や
か
く
言
わ
れ
る
筋
合
い
は
な
い
、
と
い
っ
た
調
子
な
の
で
あ

る
。
こ
れ
で
は
ま
る
で
、
い
や
い
や
「
新
国
学
」
の
名
称
を
使
っ
た
と
言
わ
ん

ば
か
り
で
は
な
い
か
。

も
っ
と
も
、
こ
れ
に
つ
づ
け
て
柳
田
は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
は
い
る
。

「
と
こ
ろ
が
今
度
と
い
う
今
度
は
、
国
が
新
た
に
な
っ
た
と
い
う
感
じ
を
、

少
な
く
と
も
若
い
人
た
ち
は
皆
抱
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
新
た

な
国
情
に
ふ
さ
わ
し
い
学
問
の
、
こ
れ
か
ら
改
め
て
我
々
の
国
士
に
、
茂
り

栄
え
る
も
の
が
、
今
に
現
わ
れ
よ
う
と
想
望
し
て
い
る
者
は
、
す
で
に
多
い

（
９
）

に
ち
が
い
な
い
。
」

「
新
国
学
」
は
旧
式
の
「
御
国
学
び
」
と
し
て
の
国
学
に
つ
な
が
る
の
で
は

な
く
、
世
の
中
が
あ
ら
た
ま
っ
た
現
在
、
そ
の
「
新
た
な
国
情
に
ふ
さ
わ
し
い

学
問
」
を
意
味
す
る
の
だ
し
、
そ
の
よ
う
な
新
し
い
学
問
に
た
い
す
る
期
待
は

巷
に
あ
ふ
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
の
あ
と
柳
田
は
、

錠
前
と
鍵
の
た
と
え
を
も
ち
い
て
、
そ
う
し
た
新
し
い
学
問
の
特
徴
を
比
哺
的

に
語
る
。
持
っ
て
回
っ
た
表
現
で
、
正
確
に
理
解
す
る
の
が
む
ず
か
し
い
比
噛

で
あ
る
が
、
そ
の
あ
ら
ま
し
は
多
分
こ
ん
な
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
敗
戦
に
よ
っ
て
日
本
の
問
題
を
解
く
鍵
が
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た

今
、
ま
っ
た
く
新
し
い
鍵
を
外
国
か
ら
の
受
け
売
り
と
か
翻
訳
で
調
達
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
や
は
り
日
本
の
過
去
に
精
通
し
た
も
の
が
、
こ
れ
ま
た
過
去

の
学
問
的
遺
産
を
継
承
し
つ
つ
新
た
な
学
問
を
形
成
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
る

ま
い
、
ｌ
お
そ
ら
く
こ
う
い
っ
た
学
問
観
は
、
柳
田
の
唱
え
る
．
国
民
俗

学
」
の
理
念
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
は
ず
だ
が
、
と
も
あ
れ
そ
う
書
い
た
あ

と
で
、
最
後
に
柳
田
は
以
下
の
よ
う
に
締
め
く
く
る
。

「
こ
う
い
う
事
を
い
っ
て
い
る
と
、
何
か
私
た
ち
の
学
問
ま
で
が
、
も
う

新
国
学
で
は
な
く
な
っ
た
よ
う
な
気
が
す
る
が
、
そ
れ
は
も
う
致
し
方
が
な

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
と
も
か
く
も
今
は
国
が
新
し
く
な
ろ
う
と
し
て
い
る
。

こ
の
際
に
当
っ
て
、
人
に
向
っ
て
学
問
の
話
を
し
て
み
よ
う
と
す
る
の
だ
か

ら
、
そ
れ
で
新
国
学
談
で
あ
る
と
い
う
方
が
よ
い
。
新
し
い
国
学
だ
か
ら
こ

う
い
う
研
究
を
集
め
て
、
新
国
学
の
談
と
い
お
う
と
す
る
の
だ
と
、
解
し
て

（
Ⅲ
）

も
ら
わ
ぬ
方
が
今
は
無
事
で
よ
か
ろ
う
。
」
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以
上
、
何
と
は
な
し
繰
り
言
め
い
て
聞
こ
え
る
柳
田
の
「
新
国
学
談
」
命
名

由
来
を
や
や
丁
寧
に
眺
め
て
き
た
が
、
や
は
り
率
直
に
言
っ
て
、
ど
う
し
て
こ

れ
が
「
新
国
学
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
た
と
え
ば
「
新
民
俗
学
」
や
「
新
日

本
学
」
で
は
い
け
な
い
の
か
と
い
う
理
由
は
判
然
と
し
な
い
。
ま
た
、
「
国
」

が
新
し
く
な
ろ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
向
け
、
そ
う
し
た
新
た
な
「
国
」

情
に
相
応
し
た
学
問
、
と
い
う
意
味
合
い
を
強
調
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
「
新

し
い
国
の
学
」
で
も
「
新
生
日
本
の
学
問
」
で
も
よ
か
っ
た
で
は
な
い
か
。
そ

れ
を
わ
ざ
わ
ざ
「
新
し
い
国
学
」
と
受
け
取
ら
れ
る
の
が
当
た
り
前
の
名
称
を

つ
け
た
う
え
で
、
予
想
さ
れ
る
誤
解
を
ま
ぬ
か
れ
よ
う
と
柳
田
は
釈
明
に
必
死

な
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
決
し
て
揚
げ
足
と
り
で
も
な
け
れ
ば
、
た
め
に
す
る
議
論
で
も
な
い
。

率
直
に
考
え
て
、
柳
田
の
こ
の
命
名
は
不
自
然
だ
し
、
そ
の
不
自
然
さ
を
言
い

つ
く
ろ
う
よ
う
な
彼
の
釈
明
は
な
お
さ
ら
不
自
然
な
の
だ
。

誤
解
さ
れ
や
す
い
言
い
方
だ
が
、
以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
戦
後
に
な
っ
て

の
柳
田
の
「
新
国
学
」
と
い
う
名
称
に
た
い
す
る
こ
だ
わ
り
方
に
は
、
何
か
し

ら
異
様
な
、
強
迫
観
念
め
い
た
過
剰
反
応
が
ち
ら
つ
い
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、

押
し
も
押
さ
れ
も
せ
ぬ
民
間
学
の
泰
斗
・
柳
田
な
ら
で
は
の
悠
揚
せ
ま
ら
ぬ
自

信
も
感
じ
ら
れ
ず
、
ま
た
博
識
を
も
っ
て
な
る
柳
田
の
論
理
の
冴
え
も
な
い
。

あ
る
の
は
た
だ
、
か
つ
て
の
「
国
学
」
に
た
い
す
る
神
経
症
的
な
嫌
悪
感
と
、

新
し
く
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
「
国
」
へ
の
過
剰
な
ま
で
の
期
待
感
で
あ
る
よ
う
に

見
え
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
国
」
に
た
い
す
る
過
剰
な
ま
で
の
期
待
感
と
言
っ
た
が
、
こ

「
｜
国
民
俗
学
」
の
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ズ
ム

（
Ⅱ
）

れ
は
か
つ
て
益
田
勝
実
氏
が
示
唆
し
た
よ
う
に
、
す
で
に
敗
戦
以
前
か
ら
柳
田

に
は
戦
後
の
「
国
」
に
た
い
す
る
あ
る
種
の
願
望
と
も
言
う
べ
き
思
い
入
れ
が

あ
っ
た
よ
う
に
思
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
敗
戦
直
後
の
九
月
に
刊
行
さ

れ
る
『
村
と
学
童
』
の
「
は
し
が
き
」
を
柳
田
は
七
月
の
う
ち
に
書
い
て
い
る

が
、
そ
こ
で
彼
が
、
読
者
で
あ
る
子
ど
も
た
ち
へ
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
し
て
、
「
世

が
治
ま
り
国
が
ま
す
ま
す
栄
え
て
行
く
際
に
及
ん
で
、
こ
の
大
切
な
知
識
を
人

生
の
役
に
立
て
、
ま
た
は
こ
れ
を
一
段
と
正
確
な
も
の
に
し
て
、
次
の
代
へ
伝

（
胆
）

え
る
の
も
諸
君
の
任
務
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
「
炭
焼
日
記
』

の
七
月
二
十
三
日
の
項
に
は
、
桑
木
厳
翼
へ
の
返
書
に
関
連
し
て
、
「
我
と
し

（
旧
）

て
は
希
望
ま
こ
と
に
少
な
し
、
し
か
し
国
と
し
て
は
別
な
り
」
と
書
い
て
い
る

こ
と
な
ど
を
念
頭
に
置
い
て
の
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
な
期
待
感
と
い
う
も
の
は
、

お
そ
ら
く
先
述
し
た
堀
一
郎
の
証
言
に
あ
る
よ
う
な
柳
田
の
「
愛
国
」
と
も
「
憂

国
」
と
も
称
す
べ
き
信
念
の
意
識
下
の
あ
ら
わ
れ
な
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
間

違
い
な
い
の
は
、
柳
田
の
「
国
学
」
へ
の
嫌
悪
と
「
国
」
に
た
い
す
る
期
待
と

い
う
、
一
見
正
反
対
の
姿
勢
も
、
じ
つ
の
と
こ
ろ
は
今
し
が
た
見
た
「
国
」
に

た
い
す
る
無
条
件
の
信
頼
と
も
言
う
べ
き
感
情
の
、
正
反
ふ
た
つ
の
↓
ヘ
ク
ト
ル

に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
、
今
は
そ
ん
な
に
こ
と
を
急
が
ず
、
柳
田
の
国
学
観
を
戦
前
に
ま
で
さ

か
の
ぼ
っ
て
検
討
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
「
祭
日
考
』

で
説
か
れ
る
よ
う
に
柳
田
が
終
始
一
貫
そ
の
よ
う
に
国
学
を
毛
嫌
い
し
て
い
た

か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
戦
前
の
一
時
期
、

、
、

柳
田
は
国
学
の
伝
統
を
積
極
的
に
評
価
し
、
む
し
ろ
国
学
の
伝
統
を
て
こ
に
み

ず
か
ら
志
す
学
問
の
基
礎
的
理
念
を
説
明
す
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て

そ
の
一
端
が
、
『
郷
士
生
活
の
研
究
法
』
に
し
め
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

五



周
知
の
よ
う
に
、
昭
和
十
年
に
刊
行
さ
れ
た
『
郷
士
生
活
の
研
究
法
』
は
、

前
年
刊
の
『
民
間
伝
承
論
」
と
並
ん
で
、
壮
年
期
の
柳
田
が
ゑ
ず
か
ら
の
学
問

の
方
法
論
的
な
土
台
づ
く
り
を
こ
こ
ろ
ゑ
た
代
表
的
著
作
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
重
要
な
著
作
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
柳
田
は
「
新
し
い

国
学
」
に
向
け
て
の
抱
負
を
語
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
、
『
祭

日
考
』
で
言
い
訳
が
ま
し
く
書
い
て
い
る
よ
う
に
、
「
何
か
の
拍
子
に
」
「
警
句

の
つ
も
り
で
」
言
っ
て
み
た
と
い
う
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

ま
ず
『
郷
士
生
活
の
研
究
法
』
だ
が
へ
本
書
の
前
半
部
分
は
昭
和
六
年
八
月

に
神
宮
皇
学
館
で
、
「
郷
士
史
の
研
究
法
」
な
ど
の
演
題
の
も
と
に
四
回
に
わ

た
つ
て
講
演
し
た
も
の
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
内
容
的
に
は
、
外
国
の
民
俗

学
研
究
の
実
情
な
ど
も
紹
介
し
な
が
ら
、
日
本
に
お
け
る
「
郷
士
研
究
」
の
来

歴
と
可
能
性
を
論
じ
た
も
の
で
あ
る
が
、
柳
田
は
そ
の
最
終
章
の
タ
イ
ト
ル
を

「
新
た
な
る
国
学
」
と
し
て
、
「
郷
士
研
究
」
の
将
来
的
な
展
望
を
語
っ
た
の、

で
あ
っ
た
。
念
の
た
め
に
断
わ
っ
て
お
け
ば
、
こ
こ
で
柳
田
は
「
新
た
な
る
国

、

、

学
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
『
祭
日
考
』
で
の
よ
う
に
「
新
た
な
る
国

、
、

の
学
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
だ
。

さ
て
、
こ
こ
で
柳
田
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
要
点
は
ま
こ
と
に
明
快
率
直
で
、

暖
昧
で
含
み
の
あ
る
表
現
な
ど
見
当
ら
な
い
。
ま
ず
率
直
さ
と
い
う
点
で
言
え

ば
、
柳
田
は
自
分
が
も
と
も
と
農
民
史
専
攻
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近

年
と
象
に
苦
悩
を
ま
し
て
い
る
農
村
の
窮
状
を
眼
前
に
し
な
が
ら
、
農
民
救
済

の
た
め
の
何
の
献
策
も
た
て
ら
れ
ず
に
い
る
の
は
「
学
徒
と
し
て
こ
の
上
も
な

い
恥
辱
」
だ
と
言
う
。
そ
の
よ
う
な
己
れ
の
非
力
を
認
め
た
う
え
で
、
自
分
に

で
き
る
こ
と
は
何
か
と
言
え
ば
、
こ
れ
ま
で
の
見
聞
と
知
識
を
整
理
し
、
ま
ず

は
農
村
に
お
け
る
教
育
と
道
徳
の
功
罪
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
し

か
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
最
終
的
に
は
、
も
っ
と
も
痛
切
な
問
題
、
す
な
わ

ち
「
何
ゆ
え
に
農
民
は
貧
な
り
や
」
と
い
う
根
本
問
題
の
解
決
に
向
か
わ
ね
ば

な
ら
な
い
、
ｌ
そ
う
柳
田
は
明
言
す
る
。
ま
た
、
な
ぜ
そ
う
な
の
か
と
の
間

し
，
も
べ

い
に
た
い
す
る
柳
田
の
答
え
は
、
自
分
に
と
っ
て
学
問
が
「
実
用
の
僕
」
で
あ

（
Ｈ
）

る
の
は
決
し
て
恥
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
述
べ
た
あ
と
、
さ
ら
に
柳
田
は
「
学
問
救
世
」
と
い
う
小
見
出

し
を
立
て
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
、
現
代
の
農
村
が
陥
っ
て
い
る

苦
し
ゑ
は
物
質
面
だ
け
か
ら
で
は
説
明
の
つ
か
な
い
も
の
が
当
然
あ
っ
て
、
そ

こ
に
は
古
い
信
仰
の
名
残
り
が
影
響
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
は
さ
ら
に
上
代

の
信
仰
の
問
題
を
度
外
視
し
て
は
解
決
不
能
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
「
お

国
ぶ
り
」
の
学
問
が
必
要
に
な
る
所
以
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
国
学
は
本
来
そ
の

よ
う
な
現
実
的
な
課
題
を
内
包
し
て
い
た
。
こ
う
し
て
、
し
だ
い
に
柳
田
の
経

世
済
民
的
な
国
学
観
ら
し
き
も
の
が
示
唆
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

う
し

「
我
々
の
三
大
人
が
出
で
て
道
を
説
か
れ
た
ま
で
は
、
誰
一
人
日
本
に
国

学
と
い
う
学
問
が
新
た
に
唱
え
ら
る
る
余
地
あ
る
こ
と
を
信
ず
る
者
が
な
か

っ
た
。
そ
の
国
学
の
ひ
と
え
に
盛
ん
に
な
っ
た
時
世
に
は
、
次
に
第
二
の
新

国
学
の
改
め
て
必
要
を
生
ず
べ
き
こ
と
を
認
め
る
者
の
な
か
っ
た
の
も
是
非

が
な
い
。
し
か
し
学
問
が
世
を
救
う
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
今
は
ま
た

こ
の
方
式
の
お
国
学
び
が
入
用
に
な
っ
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
は

学
問
に
対
す
る
世
間
の
注
文
が
新
し
い
時
代
に
入
っ
て
ま
た
一
つ
加
わ
っ
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
何
か
と
言
え
ば
、
「
人
が
自
ら
知
ら
ん
と
す
る
願
い
』

（
胴
）

で
あ
る
。
我
々
は
ぜ
ひ
と
も
こ
れ
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
」

一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
柳
田
は
こ
こ
で
国
学
を
語
る
と
き
、
い
さ
さ

か
も
口
ご
も
っ
た
り
は
し
な
い
。
む
し
ろ
「
三
大
人
」
が
口
火
を
切
っ
て
始
ま

一
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っ
た
国
学
に
は
そ
の
時
代
の
要
求
が
込
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
今
、

新
し
い
時
代
の
「
世
間
の
注
文
」
に
応
え
る
べ
く
「
第
二
の
新
国
学
」
が
要
求

さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ぬ
。
そ
れ
は
、
学
問
が
救
世
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
以
上
、

必
然
事
な
の
で
あ
っ
て
、
目
下
は
そ
の
た
め
の
新
方
式
の
「
お
国
学
び
」
に
よ

っ
て
、
日
本
人
が
日
本
人
の
こ
と
を
み
ず
か
ら
知
り
、
す
す
ん
で
み
ず
か
ら
を

幸
福
に
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
ら
な
け
れ
ば
い
け
な
い
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
こ
う
し
た
国
学
観
、
ひ
ろ
く
言
え
ば
学
問
観
は
、
こ
の
時
期
に
柳

田
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
い
た
「
郷
士
研
究
」
の
理
念
に
通
底
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

と
い
う
の
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
『
郷
士
生
活
の
研
究
法
』
の
最
初
に
は
次
の
よ
う

な
簡
明
な
定
義
が
な
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
郷
士
研
究
の
第
一
義
は
、
手
短
か
に
言
う
な
ら
ば
平
民
の
過
去
を
知
る

こ
と
で
あ
る
。
（
中
略
）
平
民
の
今
ま
で
に
通
っ
て
来
た
路
を
知
る
と
い
う

こ
と
は
、
我
々
平
民
か
ら
言
え
ば
自
ら
知
る
こ
と
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
反
省

（
胴
）

で
あ
る
。
」

「
平
民
の
過
去
」
を
知
る
た
め
の
郷
士
研
究
が
、
「
人
が
自
ら
知
ら
ん
と
す

る
願
い
」
に
応
え
る
べ
き
新
方
式
の
「
お
国
学
び
」
に
接
続
し
て
い
く
こ
と
は
、

柳
田
に
と
っ
て
自
明
の
こ
と
が
ら
で
あ
っ
た
の
だ
。
し
か
も
西
洋
諸
国
な
ど
と

は
ち
が
い
、
日
本
人
に
は
日
本
人
の
過
去
を
知
る
手
立
て
が
身
近
に
そ
な
わ
っ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
う
し
た
広
義
の
「
お
国
学
び
」
こ
そ
が
現
在
の
知
識
と

し
て
不
可
欠
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

い

「
わ
が
個
々
の
郷
士
に
は
、
坐
な
が
ら
に
し
て
自
ら
わ
が
世
の
過
去
を
明

ら
か
に
す
る
途
が
あ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
学
問
は
結
局
世
の
た
め
人
の
た

め
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
人
間
生
活
の
未
来
を
幸
福
に
導
く
た

め
の
現
在
の
知
識
で
あ
り
、
現
代
の
不
思
議
を
疑
っ
て
み
て
、
そ
れ
を
解
決

（
ｒ
）

さ
せ
る
た
め
に
過
去
の
知
識
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
」

こ
の
よ
う
に
眺
め
て
く
る
と
、
『
郷
士
生
活
の
研
究
法
』
で
唱
え
ら
れ
る
「
郷

士
研
究
」
が
「
第
二
の
新
国
学
」
と
い
う
新
し
い
方
式
の
「
お
国
学
び
」
を
呼

び
起
こ
し
、
そ
れ
が
結
局
、
柳
田
の
例
の
．
国
民
俗
学
」
の
議
論
を
誘
発
し

て
い
く
道
筋
が
透
け
て
見
え
て
く
る
で
は
な
い
か
。
「
一
国
民
俗
学
」
と
い
う
、

柳
田
の
学
問
の
特
徴
を
言
い
当
て
て
い
る
よ
う
で
い
な
が
ら
、
決
し
て
そ
の
内

実
が
さ
だ
か
で
は
な
い
呼
称
に
つ
い
て
こ
こ
で
深
入
り
す
る
余
裕
は
な
い
が
、

一
つ
だ
け
、
柳
田
が
公
然
と
「
一
国
民
俗
学
」
の
名
を
あ
げ
て
、
「
も
う
今
日

と
な
っ
て
は
大
胆
借
越
と
評
せ
ら
れ
る
懸
念
な
し
に
、
こ
の
名
の
新
学
問
が
将

来
日
本
の
士
に
繁
り
栄
え
ん
こ
と
を
、
祈
念
し
ま
た
希
望
し
得
ら
れ
る
よ
う
で

（
岨
）

あ
る
」
と
述
べ
た
の
が
昭
和
七
年
年
初
の
「
食
物
と
心
臓
」
に
お
い
て
で
あ
り
、

ま
た
そ
こ
で
柳
田
が
、
前
年
の
昭
和
六
年
を
回
顧
し
、
こ
の
年
が
従
来
の
断
片

的
採
集
方
法
を
脱
し
て
、
新
た
な
系
統
立
っ
た
観
察
と
記
録
の
方
法
が
全
国
規

模
で
出
現
し
て
き
た
年
だ
と
持
ち
上
げ
、
斯
学
の
将
来
に
祝
福
を
送
っ
て
い
た

こ
と
を
思
い
出
し
て
お
こ
う
。
念
押
し
す
る
ま
で
も
な
く
、
『
郷
士
生
活
の
研

究
法
』
の
骨
子
と
な
る
神
宮
皇
学
館
で
の
講
義
が
行
な
わ
れ
た
の
が
、
そ
の
昭

和
六
年
な
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
さ
ら
に
、
昭
和
八
年
九
月
か
ら
始
ま
っ
た
柳
田
邸
で
の
「
民
間
伝
承
論
」

の
講
義
が
も
と
に
な
っ
て
翌
年
に
は
『
民
間
伝
承
論
』
が
出
版
さ
れ
、
そ
の
第

一
章
と
し
て
．
国
民
俗
学
」
の
章
が
据
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
暗

示
的
な
こ
と
に
、
そ
の
書
物
の
最
終
頁
に
は
新
た
に
勃
興
し
つ
つ
あ
る
学
問
の

名
と
し
て
、
再
び
「
新
国
学
」
が
名
指
し
さ
れ
る
の
で
あ
っ
た
。

谷
わ
い

「
実
際
今
日
は
学
問
上
の
重
要
な
転
換
期
で
あ
っ
て
、
頼
氏
の
「
日
本
外

う
し

史
』
あ
る
い
は
宣
長
大
人
の
国
学
に
よ
っ
て
、
そ
の
当
時
の
学
問
が
変
化
さ
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せ
ら
れ
た
と
同
じ
意
味
の
、
重
要
な
学
問
的
転
換
が
、
今
や
要
望
せ
ら
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
学
問
は
ま
さ
し
く
こ
の
変
転
の
契
機
を
な
す
も
の

と
い
え
る
。
こ
れ
を
「
新
国
学
』
と
い
う
も
障
ら
ぬ
、
国
に
必
要
な
新
興
の

（
Ⅲ
｝

学
問
で
あ
る
。
」

こ
の
一
段
は
柳
田
が
直
接
筆
を
お
ろ
し
た
部
分
で
は
な
い
が
、
彼
の
談
話
を

も
と
に
彼
の
著
作
と
し
て
刊
行
さ
れ
た
も
の
な
の
だ
か
ら
、
む
ろ
ん
の
こ
と
、

こ
れ
が
当
時
の
柳
田
の
真
意
に
た
が
う
も
の
だ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
比
愉
的

に
言
う
な
ら
、
こ
こ
で
柳
田
は
江
戸
期
の
国
学
の
隆
盛
を
日
本
の
学
問
の
第
一

の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
だ
と
見
な
し
、
そ
の
近
代
に
お
け
る
再
現
と
し
て
今
や
第
二

の
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
が
幕
を
開
け
よ
う
と
し
て
い
る
と
、
誇
ら
か
に
宣
言
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
経
緯
を
踏
ま
え
て
み
る
と
、
昭
和
六
年
か
ら
八
年
に
か
け
て

柳
田
国
男
が
歩
ん
だ
学
問
的
な
軌
跡
は
、
旧
来
の
「
郷
士
研
究
」
が
「
第
二
の

新
国
学
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
触
媒
に
し
て
、
最
終
的
に
．
国
民
俗
学
」
へ
と
収

数
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
お
そ

ら
く
柳
田
に
と
っ
て
、
国
学
と
い
う
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
心
情
と
学
問
的
実
証
性

と
を
合
わ
せ
も
っ
た
過
去
の
遺
産
が
、
こ
の
と
き
ほ
ど
光
り
輝
い
て
見
え
た
こ

と
は
な
か
っ
た
ろ
う
。

ま
た
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
る
な
ら
、
明
治
末
以
来
の
土
俗
学
的
関
心
が
雑
誌

『
郷
士
研
究
』
に
よ
っ
て
強
固
な
足
場
を
獲
得
し
、
そ
れ
を
さ
ら
に
近
代
的
な

学
問
研
究
の
場
へ
と
飛
躍
さ
せ
る
べ
く
創
刊
さ
れ
た
の
が
雑
誌
『
民
族
』
で
あ

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
こ
で
は
欧
米
の
学
問
動
向
に
刺
激
さ
れ
て
異
民
族

研
究
を
め
ざ
す
エ
ス
ノ
ロ
ジ
ー
的
な
遠
心
力
と
、
日
本
の
平
民
生
活
の
資
料
報

告
に
重
点
を
置
く
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
的
な
求
心
力
と
の
分
裂
が
際
立
ち
、
や
が
て

最
終
的
に
は
柳
田
が
同
誌
の
編
集
か
ら
手
を
引
く
こ
と
で
廃
刊
に
い
た
っ
た
と

い
う
経
過
が
あ
っ
た
。
昭
和
初
年
の
柳
田
を
見
舞
っ
た
そ
の
よ
う
な
苦
い
経
験

が
、
こ
の
時
期
の
彼
の
学
問
の
傾
向
に
少
な
か
ら
ざ
る
影
を
落
と
し
て
い
る
こ

と
は
想
像
に
か
た
く
な
い
と
こ
ろ
で
、
エ
ス
ノ
ロ
ジ
ー
的
な
研
究
方
法
と
研
究

対
象
と
を
意
識
的
に
捨
て
去
り
、
あ
ら
た
め
て
過
去
の
平
民
の
歴
史
を
知
る
と

い
う
「
郷
士
研
究
」
を
ゑ
ず
か
ら
の
土
俵
に
選
び
と
っ
た
柳
田
に
と
っ
て
、
「
国
」

の
過
去
を
探
求
す
る
と
い
う
国
学
の
伝
統
が
い
か
に
心
強
い
援
軍
に
見
え
た
こ

と
か
。
そ
の
こ
と
は
、
い
く
ら
強
調
し
て
も
強
調
し
す
ぎ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ

う
。
お
そ
ら
く
柳
田
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
国
学
の
伝
統
こ
そ
が
、
常
民

い

の
「
自
ら
知
ら
ん
と
す
る
願
い
」
に
応
え
て
、
あ
た
か
も
「
坐
な
が
ら
に
し
て

自
ら
わ
が
世
の
過
去
を
明
ら
か
に
す
る
途
」
を
提
供
し
て
く
れ
る
よ
う
に
見
え

た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

言
わ
ば
、
こ
う
し
た
国
学
の
も
つ
自
己
完
結
的
な
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
誘

い
込
ま
れ
る
よ
う
に
し
て
、
柳
田
は
．
国
民
俗
学
」
と
い
う
自
閉
的
な
観
念

、
、
、

、
、
、
、

の
と
り
こ
に
な
っ
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
自
閉
的
な
観
念
の
か
ら
く
り

を
象
徴
的
に
物
語
っ
て
い
る
の
が
、
例
の
『
民
間
伝
承
論
』
の
冒
頭
に
据
え
ら

れ
た
「
序
」
の
文
、
す
な
わ
ち
文
人
学
者
・
柳
田
の
面
目
躍
如
た
る
「
民
間
伝

承
」
学
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
で
は
な
か
ろ
う
か
。

と
い
う
の
は
、
そ
こ
で
は
「
明
日
の
学
問
」
と
し
て
の
「
民
間
伝
承
論
」
が

わ
か
ぎ

一
本
の
稚
樹
に
た
と
え
ら
れ
て
、
柳
田
は
そ
の
成
長
を
こ
と
ほ
ぎ
、
は
げ
ま
す

の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
の
は
、
こ
の
学
問
が
三
つ
の
種
類
の
方

法
の
協
同
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
さ
れ
て
い
る
点
で
、
柳
田
は
そ
れ
ら
お
の
お

（
釦
）

の
を
、
「
旅
人
の
採
集
」
「
寄
寓
者
の
採
集
」
「
同
郷
人
の
採
集
」
と
呼
ぶ
。
あ
ま

り
に
も
有
名
な
部
分
だ
か
ら
解
説
の
要
も
な
か
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
が
対
象
と
す
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る
も
の
は
順
次
、
生
活
の
外
形
で
あ
り
、
言
語
に
よ
る
知
識
で
あ
り
、
生
活
の

意
識
で
あ
る
と
い
う
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
旅
人
に
よ
る
採
集
は
目
に
見
え
る

も
の
に
か
ぎ
ら
れ
た
表
面
的
な
観
察
に
終
わ
り
、
寄
寓
者
の
採
集
は
こ
と
ば
と

い
う
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
回
路
に
依
存
し
な
い
わ
け
に
い
か
な
い
。
そ
し

て
最
後
の
同
郷
人
の
採
集
だ
け
が
、
目
に
も
見
え
ず
、
こ
と
ば
に
も
な
ら
な
い

「
心
」
の
奥
底
に
ま
で
参
入
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

子
安
宣
邦
氏
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
同
郷
人
」
の
み
が
も
つ
〈
内
な
る
も
の
の

（
剛
）

目
〉
の
特
権
性
に
よ
っ
て
．
国
民
俗
学
」
が
可
能
に
な
る
の
だ
と
い
う
。
そ

れ
は
、
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
の
差
異
と
対
立
が
解
消
さ
れ
た
自
閉
的

オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
世
界
を

柳
田
に
保
証
す
る
の
が
日
本
と
い
う
「
国
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
柳
田
は
こ
れ
ら
三
種
類
の
方
法
を
列
記
し
た
の
ち
に
、
次
の
よ
う

に
言
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

「
前
の
二
者
と
て
も
独
立
し
て
は
完
成
せ
ず
。

現
に
許
多
の
誤
解
を
世
に
残
し
て
い
る
。

国
が
「
自
ら
知
る
」
必
要
は
、
特
に
日
本
の
ご
と
き
国
柄
に
お
い
て
痛
切
で

（
”
き

あ
る
。
」

「
郷
士
生
活
の
研
究
法
」
で
柳
田
は
、
経
世
済
民
の
学
が
め
ざ
す
と
こ
ろ
は

「
人
が
自
ら
知
ら
ん
と
す
る
願
い
」
に
応
え
る
こ
と
で
あ
る
と
言
っ
た
。
ま
た

そ
の
よ
う
な
「
願
い
」
は
農
村
の
積
年
の
窮
状
の
な
か
か
ら
萌
し
た
も
の
で
あ

っ
て
、
農
民
史
を
志
し
た
柳
田
に
し
て
も
、
そ
れ
に
た
い
す
る
有
効
な
手
立
て

を
講
じ
え
な
か
っ
た
こ
と
が
悔
や
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
農
民
の
願
い
と
学
問
と

の
乖
離
、
あ
る
い
は
矛
盾
が
そ
こ
で
は
し
か
と
見
つ
め
ら
れ
て
い
た
Ｄ
し
か
し
、

今
や
そ
れ
は
「
国
が
「
自
ら
知
る
』
」
と
い
う
自
閉
的
な
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ズ
ム

の
世
界
に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
、
「
一
国
民
俗
学
」
と
い
う
、
他
者
を
必
要
と
し

な
い
、
あ
る
い
は
他
者
を
寄
せ
付
け
な
い
聖
域
が
登
場
し
た
の
だ
。
「
一
国
民

俗
学
」
な
る
理
念
は
、
「
第
二
の
新
国
学
」
と
い
う
近
代
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
抱

負
の
な
か
か
ら
生
み
落
と
さ
れ
は
し
た
も
の
の
、
結
局
は
そ
の
発
生
の
母
胎
た

る
「
農
村
の
窮
状
」
か
ら
目
を
そ
ら
し
、
つ
い
に
は
「
人
が
自
ら
知
ら
ん
と
す

る
願
い
」
を
も
押
し
殺
す
こ
と
に
手
を
貸
し
て
い
く
だ
ろ
う
。

見
て
き
た
よ
う
に
、
昭
和
六
年
か
ら
八
年
に
か
け
て
の
柳
田
学
の
変
貌
ぶ
り

は
、
あ
り
て
い
に
言
っ
て
「
国
」
に
突
き
動
か
さ
れ
、
誘
い
込
ま
れ
、
挙
げ
句

の
果
て
に
自
縄
自
縛
に
陥
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
だ
っ
た
と
評
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
ま
た
そ
の
場
合
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
「
新
し
い
国
学
」
で
あ
り
「
第
二
の

国
学
」
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
。

だ
と
す
れ
ば
、
柳
田
が
戦
後
に
な
っ
て
『
民
間
伝
承
論
』
が
「
失
敗
」
で
あ

（
羽
）

っ
た
と
言
っ
て
は
ば
か
ら
な
か
っ
た
の
と
同
様
、
戦
前
の
「
新
国
学
」
は
「
失

敗
」
で
あ
り
、
ま
た
．
国
民
俗
学
」
は
「
失
敗
」
で
あ
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を

え
ま
い
。
む
ろ
ん
、
そ
の
こ
と
に
柳
田
が
気
づ
か
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
。
気

づ
い
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
柳
田
は
「
祭
日
考
』
の
「
窓
の
燈
」
で
、
神
社
の
行

く
末
に
つ
い
て
答
え
る
資
格
が
誰
に
も
な
く
、
日
本
人
す
べ
て
の
「
予
言
力
」

は
ひ
と
し
な
み
に
「
落
第
」
だ
と
言
う
ほ
か
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
一
方
、
柳
田
の
体
内
に
流
れ
る
「
愛
国
」
と
い
う
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
心

情
は
、
戦
前
に
第
二
の
学
問
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
を
待
望
さ
せ
た
と
き
と
同
様
に
、

再
び
「
新
国
学
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
よ
み
が
え
ら
せ
た
。
む
ろ
ん
、
か
つ
て
の

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
は
「
失
敗
」
し
、
柳
田
じ
し
ん
そ
れ
に
い
た
く
傷
つ
い
た
は
ず

失
敗
し
た
「
新
国
学
」

九



で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
口
ご
も
ら
ず
に
言
う
こ
と
は
む
ず
か
し

、
、
、
、
、

い
。
だ
か
ら
、
餡
晦
と
も
は
ぐ
ら
か
し
と
も
つ
か
な
い
、
真
意
不
明
の
表
現
が

「
窓
の
燈
」
の
随
所
に
顔
を
出
す
の
は
当
然
だ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。

戦
後
の
学
問
の
新
た
な
ス
タ
ー
ト
を
、
そ
の
先
頭
に
立
っ
て
ゑ
ち
び
い
て
い
か

ね
ば
な
ら
ぬ
宿
命
を
負
っ
た
柳
田
は
、
意
気
消
沈
し
て
弱
音
を
吐
い
て
ば
か
り

は
い
ら
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
と
き
に
は
柳
田
の
口
か
ら
苦
し
い
胸
の
内
が
聞
こ
え
て
く
る
こ
と

も
あ
る
。
た
と
え
ば
昭
和
二
十
一
年
の
十
月
五
日
に
日
本
民
俗
学
講
座
で
行
な

っ
た
「
現
代
科
学
と
い
う
こ
と
」
と
い
う
講
演
な
ど
が
そ
の
好
例
で
あ
ろ
う
。

そ
こ
で
柳
田
は
、
か
つ
て
の
昭
和
十
二
年
五
月
か
ら
六
月
に
か
け
、
東
北
大
学

に
お
い
て
日
本
の
国
立
大
学
で
は
初
め
て
と
さ
れ
る
「
日
本
民
俗
学
」
を
講
じ

た
こ
ろ
を
回
想
し
て
、
次
の
よ
う
な
反
省
の
弁
を
も
ら
す
。

「
時
代
は
我
々
の
生
活
上
の
疑
問
を
押
え
付
け
、
極
度
に
そ
の
提
出
を
妨

碍
し
て
い
る
際
で
あ
っ
た
。
大
き
な
幾
つ
か
の
国
の
問
題
に
は
、
あ
ら
か
じ

め
堂
々
た
る
答
え
が
準
備
せ
ら
れ
、
人
が
ど
う
い
う
わ
け
で
ぜ
ひ
と
も
殺
し

合
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
、
何
ゆ
え
に
父
母
妻
子
を
家
に
残
し
て
、
死
に
に
行
か

ね
ば
な
ら
ぬ
か
と
い
う
よ
う
な
、
人
生
の
最
も
重
要
な
実
際
問
題
ま
で
が
、

も
う
判
り
き
っ
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
第
一
に
自
分
は
そ
う
は
考
え

ら
れ
ぬ
の
だ
が
と
い
う
こ
と
が
言
え
な
い
。
誰
も
が
そ
う
だ
か
ら
こ
れ
に
は

背
こ
う
と
す
る
者
が
な
い
。
む
し
ろ
心
の
底
か
ら
そ
の
気
に
な
っ
て
し
ま
つ

（
割
）

て
、
涙
も
こ
ぼ
さ
ず
い
さ
ぎ
よ
く
出
て
行
く
者
が
多
か
っ
た
。
」

こ
う
柳
田
は
述
べ
て
、
自
分
た
ち
の
学
問
の
肺
甲
斐
な
さ
を
さ
ら
け
だ
す
。

「
人
が
自
ら
知
ら
ん
と
す
る
願
い
」
に
た
い
し
て
学
問
が
何
も
答
え
え
ず
、
あ

ま
つ
さ
え
、
そ
の
よ
う
な
願
い
を
知
り
な
が
ら
答
え
を
回
避
し
て
い
た
こ
と
を

告
白
し
て
言
う
。

「
白
状
す
る
な
ら
ば
私
は
や
や
遠
ま
わ
し
に
、
む
し
ろ
現
世
と
は
縁
の
薄

い
方
面
か
ら
、
問
は
い
つ
か
は
答
え
に
な
る
も
の
だ
と
い
う
実
例
を
引
い
て

い
た
。
従
っ
て
ま
た
気
楽
な
学
問
も
あ
る
も
の
だ
と
い
う
よ
う
な
印
象
ば
か

り
与
え
て
、
国
の
政
治
上
の
こ
れ
ぞ
と
い
う
効
果
は
挙
げ
得
な
か
っ
た
。
な

ん
ぼ
年
寄
り
で
も
、
こ
れ
は
確
か
に
臆
病
な
態
度
で
あ
っ
た
が
、
し
か
し
実

際
ま
た
あ
の
頃
は
今
と
ち
が
っ
て
、
た
だ
片
よ
っ
た
解
決
ば
か
り
あ
っ
て
、

国
民
共
同
の
大
き
な
疑
い
と
い
う
も
の
は
、
ま
だ
い
っ
こ
う
に
生
れ
て
も
い

（
錦
）

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
」

前
節
の
最
後
で
述
べ
た
よ
う
な
、
彼
の
唱
え
た
「
一
国
民
俗
学
」
の
理
念
と

そ
の
歴
史
上
の
役
割
と
の
無
惨
な
ま
で
の
分
裂
を
、
柳
田
じ
し
ん
痛
恨
の
思
い

を
込
め
て
こ
の
よ
う
に
表
現
す
る
。
お
そ
ら
く
柳
田
が
、
己
れ
の
学
問
の
本
質

を
め
ぐ
っ
て
の
苦
衷
と
煩
悶
と
を
、
こ
れ
ほ
ど
ス
ト
レ
ー
ト
に
語
っ
た
例
は
ほ

か
に
な
い
だ
ろ
う
。

と
は
い
う
も
の
の
、
柳
田
の
も
の
言
い
か
ら
は
、
自
分
じ
し
ん
の
「
臆
病
な

態
度
」
を
率
直
に
認
め
る
一
方
で
、
「
国
民
共
同
の
大
き
な
疑
い
」
と
い
う
も

の
が
醸
成
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
時
代
情
況
に
責
任
を
転
嫁
し
よ
う
と
す
る
気
分

が
少
な
か
ら
ず
感
じ
と
れ
る
。
短
兵
急
だ
と
の
そ
し
り
を
覚
悟
で
言
え
ば
、
お

そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
弁
明
口
調
と
、
そ
れ
か
ら
い
く
ぶ
ん
か
責
任
回
避
の
匂
い

の
す
る
自
己
鞘
晦
的
な
文
体
こ
そ
が
、
「
学
問
」
と
「
政
治
」
の
人
で
あ
っ
た

柳
田
に
固
有
の
表
現
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
柳
田
国

男
じ
し
ん
の
人
生
に
た
い
す
る
基
本
姿
勢
を
規
定
し
て
い
る
も
の
は
と
言
え

ば
、
若
き
日
の
詩
人
と
し
て
の
己
れ
を
放
棄
し
、
あ
ま
つ
さ
え
詩
人
で
あ
っ
た

事
実
さ
え
も
ゑ
ず
か
ら
の
人
生
の
軌
跡
か
ら
消
し
去
ろ
う
と
し
た
彼
の
態
度
に

一
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象
徴
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
家
長
と
し
て
の
、
官
僚
と
し
て
の
、
学
者
と
し
て
の
、

あ
ま
り
に
も
強
烈
な
目
的
意
志
な
の
で
あ
っ
た
と
思
う
。

そ
の
点
、
学
問
の
人
で
あ
り
な
が
ら
同
時
に
詩
人
で
も
あ
り
つ
づ
け
た
折
口

（
恥
）

信
夫
と
は
好
対
照
だ
。
ま
た
そ
う
し
た
二
人
の
対
照
的
な
あ
り
よ
う
は
、
敗
戦

時
の
身
の
処
し
方
に
典
型
的
に
し
め
さ
れ
て
い
る
。
柳
田
は
す
で
に
敗
戦
ま
え

か
ら
「
働
か
ね
ば
な
ら
ぬ
世
」
を
予
期
し
、
予
期
し
た
ば
か
り
か
敗
戦
ま
え
か

ら
猛
然
と
働
き
始
め
た
が
、
折
口
は
降
伏
の
詔
勅
を
聞
い
て
の
ち
四
十
日
間
を

箱
根
の
山
荘
に
籠
り
、
我
が
身
と
日
本
の
行
く
末
に
つ
い
て
思
案
を
め
ぐ
ら
し

た
。

柳
田
は
、
戦
後
ま
も
な
く
枢
密
顧
問
官
に
な
っ
た
よ
う
に
、
戦
前
も
戦
後
も

一
貫
し
て
「
学
問
」
の
人
で
あ
る
と
と
も
に
「
政
治
」
の
人
で
あ
っ
た
。
在
任

期
間
は
短
か
っ
た
が
枢
密
顧
問
官
在
任
中
に
つ
ち
か
っ
た
政
界
・
官
界
と
の
人

脈
的
な
つ
な
が
り
は
、
そ
の
後
の
彼
に
た
い
す
る
社
会
的
評
価
を
い
や
が
う
え

に
も
揺
る
ぎ
な
い
も
の
に
し
た
し
、
な
に
よ
り
柳
田
に
「
天
皇
の
教
育
が
か
り
」

と
い
う
自
負
を
も
た
せ
る
機
会
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。
官
に
と
ど
ま
っ
た
と

き
も
野
に
下
っ
た
と
き
も
、
柳
田
は
権
力
か
ら
疎
外
さ
れ
た
こ
と
な
ど
一
度
た

り
と
も
な
か
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。

そ
れ
に
ひ
き
か
え
折
口
信
夫
は
、
山
を
下
っ
て
の
ち
は
も
っ
ぱ
ら
「
信
仰
」

の
人
に
な
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
折
口
の
「
神
や
ぶ
れ
た
ま
ふ
」

と
い
う
敗
戦
認
識
に
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
し
め
さ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
彼
の
唱

え
た
「
神
道
の
宗
教
化
」
「
民
族
教
か
ら
人
類
教
へ
」
と
い
う
独
創
的
宗
教
論

（
野
）

を
見
れ
ば
明
白
な
と
こ
ろ
で
、
折
口
は
、
そ
の
い
さ
さ
か
は
や
す
ぎ
た
昭
和
二

十
八
年
の
死
ま
で
、
「
政
治
」
と
か
か
わ
ら
な
い
の
は
む
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
の

視
線
は
終
始
「
国
」
を
越
え
た
何
も
の
か
に
注
が
れ
て
い
た
と
言
っ
て
い
い
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
な
「
信
仰
」
の
人
・
折
口
信
夫
を
つ
く
り
あ
げ
た
も
の

は
、
間
違
い
な
く
藤
井
春
洋
へ
の
續
罪
の
意
識
で
あ
っ
た
は
ず
で
、
柳
田
と
折

口
の
二
人
の
戦
後
の
生
き
方
を
根
本
的
に
分
か
つ
も
の
も
ま
た
、
そ
の
よ
う
な

徹
底
的
に
私
的
な
晴
罪
意
識
の
有
無
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ

ヲ
（
》
０

註

（
１
）
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
別
巻
五
、
筑
摩
書
房
、
一
九
八
一
年
、
六
五
一

頁
。

（
２
）
柳
田
国
男
『
祭
日
考
』
、
『
柳
田
国
男
全
集
』
第
一
四
巻
、
ち
く
ま
文
庫
、

一
九
九
○
年
、
三
七
七
頁
。

（
３
）
堀
一
郎
「
『
新
国
学
談
』
の
こ
ろ
」
、
『
定
本
柳
田
国
男
集
』
第
二
巻

「
月
報
」
、
一
九
六
九
年
、
七
頁
。

（
４
）
柳
田
国
男
『
祭
日
考
』
二
五
○
頁
。

（
５
）
同
、
二
四
九
’
二
五
○
頁
。

（
６
）
『
祭
日
考
」
の
「
窓
の
燈
」
に
よ
る
と
、
『
民
間
伝
承
』
を
復
刊
す
る
に

あ
た
っ
て
会
員
あ
て
に
千
数
百
通
の
相
談
状
を
出
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
う

ち
三
分
の
一
以
上
が
住
所
不
明
で
戻
っ
て
き
た
こ
と
が
嘆
か
れ
て
い
る

（
同
、
三
八
六
’
三
八
七
頁
）
。
柳
田
に
と
っ
て
、
当
面
す
る
課
題
が
全

国
の
学
徒
に
正
確
な
情
報
を
与
え
る
こ
と
だ
と
い
う
の
は
痛
切
に
自
覚
さ

れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

（
７
）
岡
正
雄
「
柳
田
国
男
と
の
出
会
い
」
、
『
異
人
そ
の
他
』
言
叢
社
、
一
九

七
九
年
、
所
収
、
三
七
九
頁
。

（
８
）
柳
田
国
男
『
祭
日
考
』
三
七
二
’
三
七
三
頁
。

一
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代
科
学
と
い
う
こ
と
」
、
『
柳
田
国
男

し
か
し
大
藤
時
彦
に
よ
れ
ば
、
本
聿
巨

と
こ
ろ
は
ま
ず
な
い
と
い
う
（
『
民
西

八
○
年
、
「
あ
と
が
き
」
二
四
四
頁
）
。

（
別
）
柳
田
国
男
「
民
間
伝
承
論
』
二
五
一
二
五
三

（
９
）
同
、
三
七
三
頁
。

（
Ⅲ
）
同
、
三
七
四
’
三
七
五
頁
。

（
Ⅱ
）
益
田
勝
実
「
炭
焼
き
翁
と
学
童
」
、
「
文
芸
読
本
柳
田
国
男
』
河
出
書
房

新
社
、
一
九
八
三
年
、
所
収
。

（
胆
）
柳
田
国
男
『
村
と
学
童
」
、
『
柳
田
国
男
全
集
』
第
二
三
巻
、
三
七
二
頁
。

（
咽
）
柳
田
国
男
『
炭
焼
日
記
』
、
『
柳
田
国
男
全
集
』
第
三
二
巻
、
四
一
九
頁
。

（
Ｍ
）
柳
田
国
男
『
郷
土
生
活
の
研
究
法
」
、
『
柳
田
国
男
全
集
』
第
二
八
巻
、

九
二
’
九
五
頁
。

（
喝
）
同
、
九
五
頁
。

（
船
）
同
、
一
○
’
二
頁
。

（
Ⅳ
）
同
、
三
○
頁
。

（
肥
）
柳
田
国
男
『
食
物
と
心
臓
』
、
「
柳
田
国
男
全
集
』
第
一
七
巻
、
三
○
三

頁
。

（
旧
）
柳
田
国
男
『
民
間
伝
承
論
』
、
『
柳
田
国
男
全
集
』
第
二
八
巻
、
五
○
六

頁
。

な
お
、
本
書
は
序
文
と
第
一
章
の
み
が
「
定
本
柳
田
国
男
集
』
に
収
め

ら
れ
、
第
二
章
以
下
は
「
自
筆
に
あ
ら
ざ
る
故
」
に
収
録
さ
れ
な
か
っ
た
。

そ
れ
ば
か
り
か
、
戦
後
の
柳
田
は
「
筆
記
の
さ
せ
方
が
悪
か
っ
た
の
で
誤

り
が
多
い
」
と
言
い
、
本
書
を
「
失
敗
」
で
あ
っ
た
と
斥
け
て
い
る
（
「
現

代
科
学
と
い
う
こ
と
」
、
『
柳
田
国
男
全
集
』
第
二
六
巻
、
五
六
九
頁
）
。

し
か
し
大
藤
時
彦
に
よ
れ
ば
、
本
書
に
は
柳
田
の
意
向
に
は
ず
れ
て
い
る

と
こ
ろ
は
ま
ず
な
い
と
い
う
（
『
民
間
伝
承
論
』
伝
統
と
現
代
社
、
一
九

’
二
五
四
頁
。

（
別
）
子
安
宣
邦
．
国
民
俗
学
の
成
立
」
、
『
思
想
と
し
て
の
別
世
紀
』
（
『
講

座
現
代
思
想
』
ｌ
）
岩
波
書
店
、
一
九
九
三
年
、
所
収
。

子
安
氏
に
よ
れ
ば
、
柳
田
の
言
う
〈
固
有
信
仰
〉
と
は
、
旅
人
と
い
う

外
部
の
視
線
を
排
し
、
〈
内
な
る
観
察
者
〉
と
い
う
特
権
的
な
視
線
の
所

有
者
の
み
が
な
し
う
る
「
一
国
民
俗
学
」
が
語
り
出
し
た
言
説
に
ほ
か
な

ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
特
権
者
に
よ
る
民
俗
事
象
の
記
述
は
、
「
た
だ
心
の

思
い
を
、
軽
く
は
己
れ
の
趣
向
を
、
重
く
は
己
れ
の
祈
り
を
綴
っ
て
い
く

も
の
で
し
か
な
い
」
と
い
う
（
同
、
三
七
七
頁
）
。
辛
辣
に
し
て
的
確
な

論
評
で
あ
ろ
う
。

（
〃
）
柳
田
国
男
『
民
間
伝
承
論
』
二
五
四
頁
。

（
羽
）
註
的
参
照
。

（
別
）
柳
田
国
男
「
現
代
科
学
と
い
う
こ
と
」
、
『
柳
田
国
男
全
集
』
第
二
六
巻
、

五
七
七
頁
。

（
妬
）
同
上
。

（
恥
）
筆
者
は
す
で
に
、
小
論
の
前
段
と
し
て
「
新
国
学
」
を
め
ぐ
る
柳
田
国

男
と
折
口
信
夫
の
関
係
を
、
両
者
の
戦
争
体
験
の
あ
り
か
た
に
沿
っ
て
論

じ
て
お
い
た
が
、
紙
幅
の
都
合
上
、
こ
こ
に
は
掲
載
で
き
な
か
っ
た
。
い

ず
れ
明
年
に
は
、
そ
れ
ら
を
合
わ
せ
て
一
書
を
編
む
予
定
で
あ
る
。

（
〃
）
拙
槁
「
折
口
信
夫
の
戦
後
天
皇
論
」
、
『
思
想
』
七
九
七
、
一
九
九
○
年
、

参
照
。

（
静
岡
県
立
大
学
教
授
）

一
一
一


