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

本
稿
は
、
戦
後
幕
末
国
学
の
思
想
史
的
研
究
か
ら
す
る
像
に
つ
い
て
小
括
し
、

次
に
そ
の
再
検
討
に
向
け
て
の
問
題
提
起
を
し
て
、
現
段
階
に
お
け
る
幕
末
国

学
研
究
の
課
題
を
提
起
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

は
じ
め
に
戦
後
の
幕
末
国
学
に
つ
い
て
、
そ
の
研
究
史
の
簡
単
な
概
括
を
し

て
み
る
。
戦
後
の
幕
末
国
学
の
思
想
史
的
研
究
に
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
も
の

と
し
て
は
、
や
は
り
丸
山
真
男
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
（
東
大
出
版
会
、

一
九
五
二
年
）
を
挙
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
論
、
こ
の
書
の
中
心
的
主
題

は
、
周
知
の
よ
う
に
荻
生
沮
侠
と
本
居
宣
長
で
あ
り
、
幕
末
国
学
自
身
が
俎
上

に
上
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
の
宣
長
と
平
田
篤

胤
の
取
り
上
げ
ら
れ
方
が
、
そ
の
後
の
幕
末
国
学
研
究
の
視
点
に
大
き
な
影
響

を
与
え
た
こ
と
は
、
や
は
り
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

近
代
的
思
惟
構
造
を
有
し
た
宣
長
と
、
丸
山
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
宣
長
を
以

て
国
学
の
思
想
史
的
使
命
は
完
全
に
果
さ
れ
、
篤
胤
に
於
て
は
方
法
論
的
に
新

た
な
方
向
が
踏
み
出
さ
れ
た
」
と
述
べ
ら
れ
る
平
田
篤
胤
と
い
う
布
陣
、
こ
の

布
陣
が
、
宣
長
と
篤
胤
の
「
思
想
的
評
価
」
と
し
て
、
決
定
的
な
役
割
を
果
た

｜
、
は
じ
め
に

幕
末
国
学
像
の
再
検
討
の
た
め
に

ｌ
「
比
考
」
と
し
て
の
言
説
構
造
の
転
回
を
め
ぐ
っ
て
ｌ桂

島
宣
弘

し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
だ
。
こ
の
評
価
は
、
既
に
村
岡
典
嗣
が
「
本
居
学
は
純

粋
の
わ
が
古
典
を
所
与
の
対
象
と
し
て
の
説
明
学
的
文
献
学
を
主
と
し
た
も
の

で
あ
る
の
に
対
し
て
、
平
田
学
は
（
中
略
）
規
範
学
的
道
学
を
主
と
し
、
そ
の

皇
国
主
義
は
い
ふ
ま
で
も
な
い
と
し
て
、
内
容
的
に
は
儒
仏
等
の
外
国
の
教
学

に
対
し
て
必
ず
し
も
純
粋
を
求
め
な
か
っ
た
も
の
」
（
『
宣
長
と
篤
胤
』
創
文
社
、

一
九
五
七
年
）
と
述
べ
た
評
価
と
相
ま
っ
て
、
例
え
ば
吉
川
幸
次
郎
の
「
（
篤

胤
は
）
私
が
考
え
る
宣
長
、
少
な
く
と
も
そ
の
重
点
と
す
る
も
の
と
、
逆
と
い

っ
て
も
よ
い
ほ
ど
、
異
な
っ
た
方
向
に
あ
る
」
と
い
っ
た
評
価
に
継
承
さ
れ
て

い
く
。
吉
川
の
場
合
は
、
宣
長
を
「
道
」
の
学
問
と
「
誤
読
」
す
る
根
本
の
要

因
に
篤
胤
の
存
在
を
想
定
す
る
か
の
如
き
発
言
も
し
て
い
る
（
「
本
居
宣
長
』

筑
摩
書
房
、
一
九
七
七
年
）
。
「
江
戸
派
国
学
」
の
重
要
性
を
示
し
た
内
野
吾
郎

も
、
「
国
文
学
」
と
い
う
視
点
か
ら
、
や
は
り
宣
長
・
国
文
学
・
新
国
学
と
い

う
線
を
「
正
統
派
」
と
見
て
い
る
（
『
江
戸
派
国
学
論
考
』
創
林
社
、
一
九
七

九
年
）
。
そ
し
て
、
現
在
で
も
概
ね
、
こ
う
し
た
評
価
が
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を

有
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
安
丸
良
夫
の
『
近
代
天
皇
像
の
形
成
』

（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二
年
）
に
も
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

「
保
守
主
義
ゆ
え
の
自
由
主
義
こ
そ
、
宣
長
学
の
真
髄
だ
と
も
い
え
る
。
（
中

一
一
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略
）
民
衆
の
生
活
世
界
に
形
成
さ
れ
て
い
る
リ
ァ
リ
テ
ィ
を
擁
護
し
よ
う
と

す
る
宣
長
の
立
場
は
、
（
中
略
）
民
衆
生
活
の
実
際
に
目
を
注
い
で
い
た
人

の
ゆ
た
か
な
感
受
性
が
息
づ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
（
中
略
）
宣
長
の
周

到
に
弁
証
さ
れ
た
保
守
主
義
Ⅱ
自
由
主
義
と
は
異
な
っ
て
、
（
負
け
惜
し
み

と
強
が
り
の
文
化
的
エ
ス
ノ
セ
ン
ト
リ
ズ
ム
の
）
篤
胤
は
、
・
ハ
セ
テ
ィ
ッ
ク

な
緊
迫
感
に
と
ら
え
ら
れ
て
、
過
剰
に
合
理
化
さ
れ
た
宗
教
的
コ
ス
モ
ロ

ジ
ー
の
体
系
を
構
成
し
、
…
…
」
。

国
学
の
到
達
点
と
し
て
の
宣
長
、
そ
の
変
種
と
し
て
の
幕
末
国
学
と
い
う
像
、

更
に
は
近
代
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
近
代
天
皇
制
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
直
接
的
に

結
び
つ
く
平
田
派
と
、
そ
う
で
は
な
い
宣
長
と
い
う
像
が
、
戦
後
国
学
の
言
説

と
し
て
定
着
し
て
い
っ
た
こ
と
、
こ
の
点
を
先
ず
第
一
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
丸
山
の
評
価
を
受
け
て
、
松
本
三
之
介
は
「
国
学
政
治
思
想
の
研
究
』

（
未
来
社
、
新
版
は
一
九
七
二
年
）
に
示
さ
れ
る
社
会
的
機
能
論
、
す
な
わ
ち

「
被
治
者
の
内
的
心
情
の
攻
略
」
に
よ
る
「
服
従
確
保
」
、
「
徳
川
封
建
社
会
の

矛
盾
、
分
解
作
用
を
被
治
者
の
倫
理
と
意
識
と
に
よ
っ
て
支
え
ん
と
す
る
」
国

学
と
す
る
評
価
を
打
ち
出
し
た
。
こ
の
評
価
自
身
は
、
国
学
の
「
主
情
主
義
」

の
「
非
規
範
的
規
範
性
」
「
非
政
治
的
政
治
性
」
を
捉
え
る
こ
と
で
、
「
宣
長
学

の
神
道
の
い
わ
ば
必
然
的
展
開
」
と
し
て
篤
胤
学
、
幕
末
国
学
を
位
置
づ
け
た

意
味
で
は
、
先
の
宣
長
と
篤
胤
に
決
定
的
な
「
異
質
性
」
を
見
た
見
解
と
は
異

な
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
こ
で
は
「
徳
川
の
幕
藩
体
制
と
直
接
矛
盾

な
い
し
対
立
」
し
な
い
「
人
民
に
政
治
的
実
践
を
放
棄
せ
し
め
、
服
従
と
犠
牲

と
を
説
き
、
彼
ら
を
し
て
あ
ら
た
め
て
既
成
の
秩
序
に
繰
り
入
れ
る
こ
と
を
自

己
の
任
務
と
し
た
」
国
学
が
強
調
さ
れ
、
更
に
近
代
と
も
連
続
し
て
「
国
体
思

想
を
形
成
す
る
一
要
素
と
し
て
残
存
し
、
二
十
世
紀
半
ば
近
く
ま
で
、
よ
く
天

皇
制
国
家
の
観
念
的
支
柱
と
し
て
の
役
割
を
果
た
し
続
け
た
」
像
が
示
さ
れ
て

い
く
こ
と
と
な
る
。
日
本
の
近
代
国
家
の
「
前
近
代
性
」
を
強
調
す
る
丸
山
学

派
な
ら
で
は
の
見
解
と
言
え
る
が
、
そ
の
変
革
性
の
ほ
ぼ
全
面
的
否
定
と
並
ん

で
、
近
代
の
「
前
近
代
性
」
と
の
連
続
の
主
張
と
い
う
点
に
、
そ
の
特
質
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
松
本
の
見
解
は
幕
末
国
学
の
機
能
論
と
し
て
は
、
か
な
り
大
き
な
影
響

を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
田
原
嗣
郎
の
大
国
隆
正
研
究
は
（
「
幕
末

国
学
の
一
類
型
」
、
『
史
林
』
四
四
’
一
、
一
九
六
一
年
）
、
こ
う
し
た
機
能
論

の
上
で
、
隆
正
の
思
想
を
「
現
実
に
存
在
す
る
徳
川
封
建
制
を
固
定
し
て
、
こ

れ
を
保
守
す
る
思
想
」
と
し
、
「
明
治
維
新
の
変
革
に
は
何
等
積
極
的
な
関
係

を
有
す
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
」
と
し
て
い
る
。
現
在
ま
で
の
研
究
も
概
ね
こ

う
し
た
社
会
的
機
能
論
を
継
承
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
が
、
先
に
挙
げ
た
安
丸

も
、
「
「
通
俗
道
徳
』
型
の
生
活
規
範
」
や
「
労
農
型
の
農
業
技
術
」
に
「
そ
れ

な
り
の
有
効
性
」
を
認
め
つ
つ
も
、
や
は
り
「
地
域
秩
序
再
建
の
運
動
」
と
し

て
幕
末
国
学
の
機
能
を
捉
え
て
い
る
よ
う
だ
。

こ
う
し
た
機
能
論
に
つ
い
て
、
歴
史
学
の
世
界
で
は
ほ
ぼ
通
説
化
し
、
し
か

も
、
そ
の
「
前
近
代
性
・
封
建
性
」
が
強
調
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
、

こ
れ
が
戦
後
の
研
究
を
振
り
返
っ
て
第
二
に
確
認
で
き
る
点
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
思
想
史
的
研
究
と
は
別
に
、
各
地
で
の
「
草
葬
の
国
学
」
の
実
態

的
研
究
が
進
め
ら
れ
て
き
た
の
も
戦
後
幕
末
国
学
研
究
の
成
果
と
言
え
る
。
伊

東
多
三
郎
（
『
草
葬
の
国
学
』
真
砂
書
房
、
一
九
六
六
年
復
刻
等
）
や
芳
賀
登

の
研
究
（
『
幕
末
国
学
の
展
開
』
塙
書
房
、
一
九
六
三
年
等
）
を
始
め
と
し
て
、

下
総
や
三
河
・
伊
那
等
で
の
幕
末
国
学
者
の
史
料
が
発
掘
さ
れ
、
そ
の
思
想
史

的
研
究
の
基
盤
は
か
な
り
整
備
さ
れ
た
と
見
て
よ
い
。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た

一
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「
草
葬
の
国
学
」
研
究
は
、
地
域
に
密
着
し
た
国
学
者
、
民
俗
的
信
仰
や
士
俗

的
信
仰
と
結
び
つ
い
た
国
学
者
の
像
を
強
調
す
る
こ
と
で
、
松
本
の
機
能
論
と

は
別
に
、
「
民
俗
的
信
仰
」
の
継
承
・
発
見
者
と
し
て
の
国
学
像
を
提
出
し
て

き
た
。
こ
の
主
張
に
は
、
柳
田
国
男
や
折
口
信
夫
の
主
張
、
す
な
わ
ち
「
新
国

学
と
し
て
の
民
俗
学
」
の
前
提
と
し
て
の
篤
胤
学
・
幕
末
国
学
と
い
う
主
張
の

影
響
も
あ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
折
口
の
言
葉
を
借
り
る
な
ら
ば
「
篤
胤
先
生

が
、
仙
童
寅
吉
、
生
れ
替
り
勝
五
郎
を
槍
ぎ
上
げ
て
ゐ
た
の
と
同
じ
も
の
を
、

わ
れ
わ
れ
が
（
日
本
民
俗
学
と
し
て
）
し
て
ゐ
た
の
だ
」
と
述
べ
た
国
学
像
（
『
折

口
信
夫
全
集
』
第
二
○
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
七
六
年
等
）
を
、
言
わ
ば
各

論
と
し
て
補
強
す
る
性
格
を
有
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
最
近
も
、
独
自
の
立
場

な
が
ら
も
、
鎌
田
東
二
が
「
第
一
次
国
学
・
第
二
次
国
学
と
し
て
の
新
国
学
・

第
三
次
国
学
と
し
て
の
現
在
の
新
・
新
国
学
」
と
述
べ
て
い
る
の
も
、
そ
の
意

図
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
と
は
い
え
、
こ
う
し
た
民
俗
学
的
系
譜
論
を
承
認
し

た
も
の
と
言
え
る
（
「
場
所
の
記
憶
』
岩
波
書
店
、
一
九
九
○
年
等
）
。
し
か
し

な
が
ら
、
言
う
ま
で
も
な
く
国
学
と
民
俗
信
仰
と
い
う
問
題
は
、
国
学
の
重
要

な
側
面
で
は
あ
っ
て
も
、
や
は
り
一
つ
の
側
面
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

そ
う
し
た
側
面
に
依
拠
し
た
国
学
・
新
国
学
と
い
う
系
譜
論
も
、
や
は
り
一
面

的
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
幕
末
国
学
者
は
民
俗
的
信
仰
の

静
態
的
な
研
究
者
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の

点
は
、
既
に
「
鬼
神
」
論
や
「
顕
事
と
幽
事
」
と
い
う
非
常
に
斬
新
な
視
点
を

国
学
研
究
に
持
ち
込
ん
だ
子
安
宣
邦
が
、
『
宣
長
と
篤
胤
の
世
界
』
（
中
央
公
論

社
、
一
九
七
七
年
）
に
お
い
て
、
「
和
辻
哲
郎
の
（
篤
胤
へ
の
）
嫌
悪
感
」
と

「
柳
田
の
嘆
き
（
国
家
神
道
が
逆
に
信
仰
を
荒
廃
さ
せ
た
こ
と
へ
の
嘆
き
）
」

に
深
く
関
わ
っ
た
篤
胤
の
問
題
と
し
て
提
起
し
て
い
る
。
と
も
あ
れ
、
民
俗
信

仰
と
国
学
の
関
連
を
問
い
、
そ
こ
に
幕
末
国
学
の
意
義
を
見
い
だ
す
観
点
が
影

響
を
有
し
始
め
て
き
た
こ
と
、
こ
れ
を
第
三
の
言
説
と
し
て
挙
げ
て
お
き
た
い
。

第
四
に
、
こ
う
し
た
各
地
の
研
究
は
、
ま
た
文
化
・
文
政
期
以
降
の
地
域
の

文
化
交
流
・
情
報
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
状
況
を
明
ら
か
に
し
て
き
た
。
そ
う
し
た

中
で
、
洋
学
や
儒
学
と
の
交
流
の
中
で
の
幕
末
国
学
と
い
う
姿
が
次
第
に
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
（
『
日
本
の
近
世
』
第
一
八
巻
、
中
央
公
論
社
、
一
九
九
四

年
所
収
の
宮
地
正
人
「
幕
末
平
田
国
学
と
政
治
情
報
」
等
）
。
私
も
、
山
城
向

日
里
の
六
人
部
是
香
の
周
辺
に
つ
い
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
が
（
拙
著
『
幕

末
民
衆
思
想
の
研
究
』
文
理
閣
、
一
九
九
二
年
）
、
松
葉
屋
、
淀
屋
と
い
う
商

人
や
大
西
春
景
と
号
し
た
酒
造
家
等
が
国
学
・
洋
学
の
研
鎮
を
重
ね
、
画
・
俳

諾
・
連
歌
な
ど
を
交
換
す
る
と
い
っ
た
多
彩
な
地
域
文
化
圏
の
形
成
が
六
人
部

の
国
学
の
環
境
で
あ
っ
た
こ
と
、
こ
の
点
が
か
れ
の
思
想
の
多
様
な
性
格
を
規

定
づ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
確
か
に
本
居
宣
長
の
国
学
と
は
、
か
な

り
異
質
な
幕
末
国
学
像
を
浮
き
彫
り
に
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
一
方
で
は
宣

長
国
学
か
ら
の
「
堕
落
・
変
種
」
、
あ
る
い
は
封
建
秩
序
の
保
持
者
と
し
て
の

国
学
者
と
い
う
観
点
で
は
、
到
底
収
ま
ら
な
い
様
相
が
こ
こ
に
存
在
し
て
い
る

こ
と
に
も
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
。
八
国
学
者
で
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
Ｖ
と
い

う
視
点
か
ら
で
は
な
く
、
八
国
学
者
Ｖ
と
い
う
像
自
体
の
再
検
討
と
し
て
、
こ

う
し
た
諸
学
の
交
流
に
視
点
を
据
え
た
研
究
は
今
後
の
ま
す
ま
す
の
進
展
が
期

待
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
最
近
の
こ
う
し
た
研
究
、
言
わ
ば
社
会
史

的
国
学
研
究
と
も
言
う
べ
き
研
究
の
登
場
、
こ
れ
を
第
四
の
特
質
と
し
て
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
る
。

さ
て
、
以
上
現
在
ま
で
の
研
究
史
の
概
括
と
問
題
の
摘
出
を
行
っ
て
き
た
。

こ
こ
で
は
、
①
宣
長
と
篤
胤
以
降
の
幕
末
国
学
は
果
し
て
こ
れ
ま
で
述
べ
ら
れ

一
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最
初
に
考
え
た
い
の
は
、
宣
長
の
方
法
と
篤
胤
以
下
の
幕
末
国
学
の
記
述
方

法
の
「
同
構
造
性
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

ま
ず
、
宣
長
の
「
文
献
考
証
学
」
的
側
面
は
、
「
古
事
記
伝
』
と
『
古
史
伝
』

を
比
較
す
る
ま
で
も
な
く
、
確
か
に
篤
胤
よ
り
も
強
く
有
し
て
い
る
観
が
あ
る

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
例
え
ば
、
周
知
の
冒
頭
の
「
高
天
原
」
に
つ
い
て
、

篤
胤
は
『
古
史
伝
』
（
以
下
、
篤
胤
の
引
用
は
全
て
『
新
修
平
田
篤
胤
全
集
』

名
著
出
版
）
に
お
い
て
「
北
極
の
上
空
、
紫
微
垣
の
内
」
に
存
在
す
る
と
主
張

す
る
が
、
そ
れ
は
「
高
虚
の
極
に
て
、
天
の
真
区
た
る
虚
な
れ
ば
」
、
「
北
辰
星
」

で
あ
る
と
し
、
そ
の
根
拠
と
し
て
「
漢
籍
」
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
な
ど
は

到
底
宣
長
の
採
る
と
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
既
に
子
安
宣
邦
『
本
居
宣
長
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
九
二

て
き
た
よ
う
に
、
非
連
続
的
に
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問

題
（
こ
れ
は
丸
山
真
男
以
降
の
言
説
と
い
う
第
一
の
視
点
に
関
わ
り
、
同
時
に

連
続
的
な
「
被
治
者
服
従
論
」
を
描
き
出
し
た
松
本
の
第
二
の
論
点
に
も
関
わ

る
）
、
②
平
田
派
国
学
は
民
俗
信
仰
の
「
擁
護
者
」
と
し
て
存
在
し
て
い
た
の

か
ど
う
か
と
い
う
問
題
（
こ
れ
は
「
新
国
学
論
」
と
い
う
第
三
の
言
説
と
関
わ

る
）
、
③
明
治
初
年
の
平
田
派
国
学
は
、
そ
の
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
性
の
故
に
「
没

落
」
し
て
い
っ
た
と
い
う
言
説
の
問
題
（
こ
れ
は
、
未
だ
に
研
究
の
前
進
し
て

い
な
い
明
治
初
年
の
国
学
者
の
思
想
史
的
研
究
の
必
要
性
と
い
う
問
題
で
あ

る
）
、
と
い
っ
た
三
点
に
絞
っ
て
、
特
に
①
に
関
し
て
幾
つ
か
の
史
料
を
検
討

し
、
②
と
③
に
つ
い
て
は
簡
単
な
問
題
提
起
を
行
っ
て
、
幕
末
国
学
像
の
再
検

討
の
た
め
の
提
起
と
し
た
い
。

二
、
幕
末
国
学
に
お
け
る
「
比
考
」
の
展
開

年
）
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
宣
長
の
記
述
方
法
が
常
に
中
国
・
儒
学
と
の

「
比
考
」
と
い
う
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
『
直
毘
霊
』
（
以

下
、
宣
長
の
引
用
は
全
て
『
本
居
宣
長
全
集
』
筑
摩
書
房
）
に
お
い
て
、
「
皇

大
御
国
」
の
「
万
国
に
勝
れ
た
る
所
由
」
が
叫
ば
れ
る
と
き
に
は
、
常
に
「
異

国
」
の
否
定
と
し
て
語
ら
れ
、
「
か
ら
く
に
」
の
「
王
統
の
歴
史
」
「
道
」
「
天

命
」
「
神
」
等
の
否
定
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
が
、
『
古

事
記
伝
』
の
記
述
構
造
自
体
が
常
に
こ
う
し
た
性
格
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、

例
え
ば
『
古
事
記
伝
』
三
之
巻
に
お
け
る
脚
注
に
お
い
て
、
「
天
地
」
に
つ
い

て
は
「
理
」
を
主
体
と
す
る
解
釈
、
「
初
発
」
に
つ
い
て
は
「
開
關
」
と
す
る

解
釈
、
「
神
」
を
め
ぐ
っ
て
は
「
仏
菩
薩
聖
人
」
「
然
ル
、
ヘ
キ
ノ
理
」
「
神
道
」

と
す
る
解
釈
の
批
判
が
必
ず
添
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
明
ら
か
な
と
お
り
で
あ

る
。

無
論
、
宣
長
は
日
本
の
「
古
伝
説
」
の
「
卓
越
」
を
説
く
と
き
に
「
正
実
な

る
は
、
必
一
つ
に
決
せ
る
こ
と
也
。
（
中
略
）
若
実
に
皇
国
の
説
を
信
用
す
る

と
な
ら
ば
、
他
の
説
は
論
も
な
く
、
皆
非
な
れ
ば
、
少
し
も
こ
れ
に
心
を
か
く

べ
き
に
あ
ら
ず
」
と
『
鈴
屋
答
問
録
』
等
の
中
で
述
べ
て
お
り
、
「
玉
勝
間
』

で
も
「
似
ざ
ら
む
に
も
た
ら
む
も
、
異
な
ら
む
も
同
じ
か
ら
む
も
、
と
に
か
く

に
異
道
の
意
に
は
、
い
さ
上
か
も
か
上
は
る
べ
き
わ
ざ
に
あ
ら
ず
」
と
述
べ
、

一
見
「
他
国
」
の
説
と
の
「
比
考
」
を
否
定
し
て
い
る
印
象
を
与
え
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
同
じ
『
玉
勝
間
」
で
も
、
「
皇
国
に
て
も
、
学
問
を
す
る
人
は
、

今
は
万
ヅ
の
国
々
の
こ
と
を
も
、
大
か
た
知
り
た
る
べ
き
に
」
と
述
べ
、
し
か

も
「
於
蘭
陀
は
、
其
国
人
、
物
か
へ
に
、
遠
き
国
々
を
、
あ
ま
ね
く
わ
た
り
あ

り
く
国
な
れ
ば
、
遠
き
国
々
の
や
う
を
、
よ
く
し
る
故
に
、
漢
学
者
の
、
か
の

国
に
の
み
な
ず
め
る
く
せ
の
、
あ
し
き
こ
と
の
し
ら
る
上
也
」
と
あ
る
よ
う
に
、

一
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「
万
ヅ
の
国
々
」
特
に
「
於
蘭
陀
」
等
の
知
識
を
も
動
員
し
て
、
中
国
を
批
判

す
る
姿
勢
も
見
せ
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
例
え
ば
『
真
暦
不
審
考
弁
』
の
中
で

は
、
「
近
キ
世
二
年
々
渡
り
参
ル
阿
蘭
陀
卜
云
国
ナ
ド
ハ
、
天
文
地
理
一
一
ク
ハ

シ
キ
国
ナ
ル
ガ
、
其
国
ノ
暦
法
ナ
ド
ハ
、
唐
国
ノ
暦
法
ト
ハ
殊
ノ
外
二
異
リ
タ

ル
モ
ノ
ニ
テ
、
一
月
ノ
日
数
モ
大
ニ
チ
ガ
ヒ
、
閏
月
卜
云
コ
ト
モ
ナ
ヶ
レ
ド
、

其
通
り
’
一
テ
モ
年
々
差
フ
事
ナ
キ
ナ
リ
」
と
、
「
阿
蘭
陀
」
の
「
天
文
地
理
」
「
暦

法
」
に
賛
意
を
示
し
、
「
唐
国
」
の
「
暦
法
」
の
批
判
を
行
う
論
法
を
取
っ
て

い
る
中
に
も
窺
え
る
。

要
す
る
に
、
宣
長
の
記
述
方
法
の
構
造
に
は
、
「
比
考
」
、
す
な
わ
ち
中
国
に

対
す
る
対
抗
言
説
と
し
て
の
性
格
が
強
く
刻
印
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
こ
こ
で
は

確
認
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、
服
部
中
庸
の
「
三
大
考
』
（
前
掲
「
本
居
宣
長
全

集
』
第
十
巻
）
や
、
そ
れ
を
継
承
し
た
平
田
篤
胤
の
記
述
方
法
の
構
造
は
、
実

は
「
比
考
」
と
い
う
点
で
は
、
内
容
は
さ
て
お
き
、
宣
長
と
同
一
構
造
の
言
説

で
あ
っ
た
こ
と
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
「
比
考
」
の
あ
り
よ

う
、
対
抗
言
説
と
し
て
の
あ
り
よ
う
こ
そ
が
、
宣
長
と
中
庸
・
篤
胤
を
分
か
つ

も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
ま
ず
、
服
部
中
庸
の
『
三
大
考
』
は
「
近

き
代
に
な
り
て
、
尭
に
西
な
る
国
々
の
人
ど
も
は
、
海
路
を
人
に
ま
か
せ
て
、

あ
ま
ね
く
廻
り
あ
り
く
に
よ
り
て
、
此
大
地
の
あ
り
か
た
を
、
よ
く
見
究
め
て
、

地
は
円
に
し
て
、
虚
空
に
浮
べ
る
を
、
日
月
は
其
上
下
へ
旗
る
こ
と
な
ど
、
考

へ
得
た
る
に
、
彼
漢
国
の
旧
き
説
ど
も
は
、
皆
い
た
く
連
へ
る
こ
と
の
多
き
を

以
て
、
す
べ
て
理
を
以
て
お
し
あ
て
に
定
む
る
こ
と
の
、
信
が
た
き
を
さ
と
る

べ
し
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
洋
学
の
知
識
を
動
員
し
て
中
国
を
批
判
し
、

更
に
宇
宙
創
造
論
と
し
て
の
「
古
伝
説
」
を
描
き
だ
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、

先
に
触
れ
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
こ
の
方
法
は
宣
長
に
孕
胎
し
て
い
た
方
法
、

「
比
考
」
の
発
展
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
無
論
、
未
だ
洋
学
を
全
面

的
に
動
員
し
て
お
ら
ず
、
専
ら
中
国
と
の
「
比
考
」
に
専
念
し
て
い
た
宣
長
と
、

中
庸
の
間
に
は
一
線
を
引
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
宣
長
の

「
古
事
記
伝
』
が
、
始
源
に
つ
い
て
暖
昧
で
あ
る
こ
と
、
神
々
が
「
次
Ⅱ
都
藝
」

に
成
る
様
に
つ
い
て
時
間
的
な
意
味
を
否
定
し
「
同
時
」
と
し
て
い
る
こ
と
、

ト
ョ
ク
モ
ヌ
以
下
の
神
を
「
国
士
の
初
」
「
神
の
初
」
の
「
形
状
」
を
示
し
た

神
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
は
実
際
の
「
国
士
の
初
」
の
過
程
と
異
な
っ
て
い
る

こ
と
を
認
め
て
い
る
こ
と
等
に
注
目
す
る
と
（
ち
な
み
に
国
士
生
成
を
神
の
生

成
と
重
ね
て
図
示
す
る
篤
胤
は
、
こ
う
し
た
矛
盾
は
容
認
し
得
る
と
こ
ろ
で
は

な
く
、
『
古
史
伝
』
で
は
「
実
は
必
ず
ト
ョ
ク
モ
ヌ
ノ
ヵ
、
、
、
、
次
に
ク
ニ
ト
コ

タ
チ
ノ
力
、
、
、
と
有
る
べ
け
れ
」
と
述
べ
て
い
る
）
、
宣
長
に
は
時
間
的
な
過
程

に
し
た
が
っ
て
宇
宙
創
造
論
を
実
体
論
的
に
描
き
だ
す
視
点
は
希
薄
で
あ
っ
た

と
思
わ
れ
る
。
「
高
天
原
」
「
国
士
」
に
つ
い
て
、
辻
棲
合
わ
せ
的
な
説
明
を
試

み
て
い
る
の
も
、
時
間
的
な
整
合
性
を
求
め
た
と
い
う
よ
り
も
、
記
紀
神
話
を

日
本
や
朝
廷
の
話
に
限
定
し
よ
う
と
す
る
見
解
へ
の
批
判
と
し
て
提
出
さ
れ
た

も
の
と
言
え
る
（
「
高
天
原
」
で
は
真
先
に
「
天
皇
の
京
」
と
す
る
説
が
批
判

さ
れ
て
い
る
）
。
こ
の
よ
う
な
中
庸
と
宣
長
の
異
質
性
は
、
要
す
る
に
洋
学
を

本
格
的
に
動
員
し
て
「
比
考
」
が
開
始
さ
れ
て
い
っ
た
中
で
生
み
出
さ
れ
た
も

の
で
あ
り
、
中
庸
さ
ら
に
篤
胤
等
の
幕
末
国
学
に
よ
っ
て
、
宇
宙
創
造
論
の
実

体
論
的
確
定
が
記
述
さ
れ
て
い
く
上
で
、
洋
学
と
の
「
比
考
」
は
多
大
の
影
響

を
及
ぼ
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
前
提
に
は
、
や
は
り
中

国
に
対
す
る
対
抗
言
説
と
し
て
登
場
し
て
き
た
宣
長
の
「
比
考
」
と
い
う
構
造

が
存
在
し
て
い
た
こ
と
、
問
題
は
「
比
考
」
の
有
無
で
は
な
く
、
「
比
考
」
の
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あ
り
よ
う
と
し
て
検
討
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
こ
こ
で
は

強
調
し
て
お
き
た
い
。

こ
の
よ
う
に
押
さ
え
た
上
で
、
次
に
幕
末
国
学
の
「
比
考
」
に
つ
い
て
検
討

し
て
み
た
い
。
こ
こ
で
は
や
は
り
篤
胤
を
見
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
篤
胤
が
「
す

べ
て
外
の
国
々
の
説
、
ま
た
他
の
道
々
の
心
を
も
能
く
尋
ね
比
考
致
し
候
は
で

は
、
わ
が
道
の
実
に
尊
き
こ
と
を
知
ら
ざ
る
に
て
候
ぱ
な
り
」
（
『
入
学
問
答
』
）

と
し
、
「
外
国
説
」
と
の
「
比
考
」
に
よ
っ
て
「
確
定
」
さ
れ
た
「
実
事
」
「
事

実
」
に
基
づ
い
て
「
古
伝
説
」
解
釈
を
行
い
、
か
く
て
「
霊
能
真
柱
』
「
古
史

伝
』
等
で
宇
宙
創
造
論
と
し
て
の
記
述
が
な
さ
れ
て
い
く
こ
と
は
周
知
の
と
お

り
で
あ
る
。
そ
の
中
軸
に
は
「
霊
の
行
方
の
安
定
」
と
い
う
死
後
安
心
論
へ
の

関
心
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
実
は
、
こ
う
し
た
宣
長
と

は
異
な
っ
た
作
業
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
が
故
に
、
篤
胤
学
は
「
文
献
考
証
」
的

宣
長
と
は
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
描
き
だ
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、
実
は

幕
末
国
学
に
深
刻
な
思
想
的
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
こ
の
篤
胤
の
宇
宙
論
の

方
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
、
十
分
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
一
つ
だ
け
例
を
挙
げ

る
な
ら
ば
、
慶
応
二
年
に
清
書
の
成
っ
た
落
合
直
澄
の
『
三
大
考
後
辨
』
（
京

都
大
学
図
書
館
蔵
慶
応
二
年
版
本
）
に
は
「
天
地
初
発
の
こ
と
本
居
大
人
も
柳

ヵ
説
き
た
り
と
い
へ
ど
も
其
説
委
し
か
ら
ず
。
服
部
中
庸
翁
の
三
大
考
の
出
る

に
お
よ
び
て
遂
に
其
説
に
従
ひ
た
ま
へ
り
。
其
後
平
田
大
人
の
其
餘
の
大
人
等

も
此
説
を
唱
へ
ら
れ
て
世
に
古
学
す
る
輩
そ
の
説
を
き
か
ざ
る
も
の
な
し
」
と

あ
り
、
明
ら
か
に
「
天
地
初
発
の
こ
と
」
を
説
く
宇
宙
創
造
論
と
し
て
の
「
古

学
」
と
い
う
像
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
本
居
宣
長
と
雛
も
、
そ
の

認
識
枠
の
な
か
で
先
駆
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ
「
其
説
委
し
か
ら
ず
」
と
さ
れ
て

い
る
点
も
注
意
し
て
お
き
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ま
た
、
『
三
大
考
』
が
引
き

起
こ
し
た
論
争
も
、
そ
う
し
た
中
庸
・
篤
胤
的
な
知
に
反
発
し
た
本
居
大
平
を

例
外
と
す
れ
ば
、
知
ら
ず
宇
宙
論
の
中
身
を
実
態
的
に
争
う
も
の
に
な
っ
て
い

っ
て
い
る
こ
と
も
、
逆
に
中
庸
・
篤
胤
の
示
し
た
宇
宙
論
の
影
響
の
深
刻
さ
を

物
語
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
幕
末
国
学
者
が
記
紀
の
神
秩
序
を
再
構
成
し
、
独
自
の
見
解
を

多
様
に
展
開
し
て
い
く
思
想
的
背
景
に
は
、
実
は
こ
う
し
た
「
比
考
」
、
す
な

わ
ち
洋
学
を
動
員
し
て
の
「
比
考
」
が
行
わ
れ
つ
つ
、
記
紀
が
実
体
論
的
宇
宙

創
造
論
と
し
て
読
ま
れ
て
い
く
点
が
深
く
関
係
し
て
い
た
（
こ
こ
で
述
べ
て
い

る
こ
と
は
、
洋
学
の
影
響
が
顕
著
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
け
を
述
べ
て
い
る

の
で
は
な
い
。
「
比
考
」
が
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
、
そ
の

神
観
念
や
神
秩
序
の
基
本
的
性
格
を
規
定
づ
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
な

の
だ
）
。
幾
つ
か
例
示
し
て
ゑ
る
。

先
ず
、
篤
胤
に
お
け
る
ア
メ
ノ
ミ
ナ
カ
ヌ
シ
だ
が
、
篤
胤
は
「
ア
メ
」
を
「
ア

ミ
」
と
し
「
北
辰
の
虎
、
天
の
本
城
に
て
、
す
な
は
ち
世
界
の
大
閥
」
と
し
、

そ
の
始
源
性
を
一
段
と
明
確
に
す
る
が
、
そ
の
説
を
構
成
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、

「
赤
縣
太
古
伝
』
で
は
「
爾
雅
』
『
准
南
子
」
「
春
秋
元
命
苞
』
等
と
つ
き
あ
わ

せ
た
こ
と
が
窺
え
る
が
、
『
太
昊
古
暦
伝
』
で
は
司
馬
江
漢
『
和
蘭
天
説
』
『
天

文
図
説
』
、
本
多
利
明
「
西
域
物
語
』
、
河
野
通
礼
『
混
天
新
語
』
、
吉
雄
俊
蔵

『
観
象
図
説
』
、
青
地
林
宗
『
万
国
與
地
誌
』
等
も
参
照
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

分
か
る
。
篤
胤
が
、
具
体
的
に
洋
学
か
ら
ど
の
よ
う
に
宇
宙
論
の
視
座
を
学
ん

だ
の
か
は
、
「
古
史
伝
』
等
の
引
用
が
漢
籍
中
心
で
あ
る
こ
と
も
あ
り
、
な
か

な
か
分
か
り
に
く
い
も
の
が
あ
る
が
、
『
玉
葎
』
三
之
巻
で
は
「
高
天
原
と
は
、

も
と
天
文
家
に
謂
ゆ
る
天
極
、
紫
微
宮
の
所
を
云
ひ
て
」
と
あ
り
、
「
天
文
家
」

の
説
を
意
識
し
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
三
木
正
太
郎
も
「
『
古
史
伝
』

一
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に
お
い
て
篤
胤
が
、
天
御
中
主
神
以
下
三
柱
神
を
、
天
地
開
關
、
万
物
生
成
の

主
宰
神
と
し
て
意
義
づ
け
た
背
景
に
、
耶
蘇
教
の
影
響
が
伏
在
し
て
ゐ
た
」
と

述
べ
、
『
本
教
外
編
』
に
見
ら
れ
る
「
耶
蘇
教
の
影
響
」
が
死
後
安
心
論
だ
け

に
止
ま
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
（
『
平
田
篤
胤
の
研
究
』
神
道
史

学
会
、
一
九
六
九
年
）
。

門
人
た
ち
に
な
る
と
、
こ
う
し
た
事
情
は
、
よ
り
明
確
に
な
る
。
佐
藤
信
淵

や
鶴
峯
戊
申
が
、
ほ
と
ん
ど
洋
学
と
区
別
が
つ
き
に
く
い
程
に
深
く
そ
こ
か
ら

影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
な
の
で
、
こ
こ
で
は
岡
熊
臣
と
六
人

部
是
香
に
つ
い
て
見
て
み
る
。

津
和
野
の
国
学
者
岡
熊
臣
は
、
服
部
中
庸
の
『
三
大
考
』
が
宣
長
の
そ
れ
と

は
異
な
っ
て
き
て
い
る
こ
と
を
的
確
に
見
抜
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
三
大
考
と
い
ふ
書
よ
、
中
庸
翁
の
く
す
し
き
考
な
る
を
、
お
の
れ
い
と

も
お
ふ
け
な
く
、
ま
た
し
も
か
く
こ
ち
た
く
お
も
ひ
よ
せ
た
る
こ
そ
、
お
こ

な
り
と
も
、
み
だ
り
な
り
と
も
、
さ
ら
に
さ
ら
に
い
ふ
べ
き
よ
し
な
け
れ
・

そ
も
そ
も
、
か
く
さ
ま
に
神
代
の
巻
の
文
面
に
も
し
か
し
か
見
え
ざ
る
事
ど

も
ま
で
お
も
ひ
よ
そ
へ
て
、
い
ひ
あ
げ
つ
ら
は
む
は
、
例
の
漢
意
の
さ
く
し

り
に
い
と
よ
く
似
よ
り
た
ら
む
に
は
あ
ら
ま
じ
や
と
、
わ
れ
な
が
ら
お
も
へ

ぱ
、
宣
長
大
人
の
古
事
記
伝
に
説
き
置
き
給
へ
る
ま
ま
な
る
こ
そ
、
い
か
に

も
上
つ
代
の
心
な
ら
め
と
、
お
も
ひ
か
へ
し
な
が
ら
、
…
…

（
『
三
大
考
追
考
』
「
岡
熊
臣
集
（
上
こ
所
収
、
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
五
年
）
。

ま
た
、
「
鶴
峯
戊
申
が
六
緯
星
驍
太
陽
と
い
ふ
図
説
に
、
五
星
の
主
宰
に
、

各
家
神
代
の
七
星
を
配
当
し
た
る
は
、
杜
撰
の
至
」
「
平
田
氏
の
此
説
（
北
極

星
Ⅱ
高
天
原
説
）
な
ど
は
、
例
の
理
説
と
申
す
中
に
も
、
尤
劇
し
き
も
の
」
と

述
べ
、
「
熊
臣
ら
が
如
き
愚
昧
の
者
は
、
た
え
て
信
用
い
た
さ
ず
候
」
（
「
学
本

論
』
前
掲
書
所
収
）
と
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
蘭
学
の
書
物
を
は
し

ば
し
見
る
に
、
皇
国
の
神
代
の
正
伝
説
に
暗
に
符
号
た
る
如
き
説
も
見
え
侍
る

な
り
」
（
同
上
）
と
も
述
べ
る
熊
臣
は
、
『
三
大
考
』
と
『
霊
能
真
柱
』
に
影
響

さ
れ
て
、
「
霊
の
う
つ
ば
り
』
（
前
掲
書
所
収
）
を
著
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
書

で
、
熊
臣
は
「
泉
」
と
「
根
底
国
」
は
同
じ
で
は
な
く
、
「
天
・
地
・
泉
」
が

分
離
し
た
後
に
、
以
前
に
「
泉
」
と
連
な
っ
て
い
た
「
地
」
の
部
分
が
「
根
底

国
」
に
な
っ
た
と
説
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
須
佐
男
命
Ⅱ
月
読
命
」
説
に
も

反
対
し
て
、
前
者
は
オ
オ
ク
ニ
ヌ
シ
と
と
も
に
「
根
底
国
」
に
居
り
、
後
者
は

「
月
Ⅱ
泉
」
に
イ
ザ
ナ
ミ
と
と
も
に
居
る
と
し
て
い
る
。
宣
長
の
「
古
事
記
伝

に
説
き
置
き
給
へ
る
ま
ま
な
る
こ
そ
、
い
か
に
も
上
つ
代
の
心
な
ら
め
」
と
し

な
が
ら
も
、
「
古
伝
説
」
を
実
体
論
的
宇
宙
論
と
し
て
読
む
眼
が
存
在
し
始
め

て
き
た
こ
と
、
そ
れ
も
洋
学
や
中
庸
『
三
大
考
』
、
篤
胤
『
霊
能
真
柱
』
が
引

き
金
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
、
熊
臣
の
こ
れ
ら
の
書
は
鮮
や
か
に
示
し
て
い
る
。

平
田
派
の
六
人
部
是
香
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
『
順
考
三
大
論
』
（
無
窮
会

神
習
文
庫
蔵
写
本
）
の
中
で
是
香
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

天
地
の
有
状
日
月
星
の
旋
転
夜
見
国
な
と
の
謂
を
始
め
総
て
六
合
の
間
の
風

雨
雷
鳴
地
震
海
哺
な
と
い
ふ
種
々
の
事
ど
も
を
も
皇
国
の
上
古
に
し
て
は
其

大
本
よ
り
の
原
由
を
造
化
の
神
等
の
口
っ
て
に
伝
置
給
へ
り
…
…
…
近
頃
蘭

学
と
云
こ
て
西
洋
の
万
国
に
て
智
あ
る
男
と
も
の
次
々
に
出
、
世
々
に
研
窮

琢
磨
し
て
凡
て
天
文
地
理
の
上
を
実
地
に
渉
猟
し
測
量
に
考
、
其
筋
の
諸
器

物
を
も
熟
考
精
練
し
て
こ
れ
を
造
製
し
眼
目
に
見
え
ぬ
空
気
窒
気
を
は
し
め

諸
元
形
の
上
ま
て
も
分
析
割
判
し
て
人
に
示
し
つ
る
よ
り
天
文
地
理
の
学
と

い
へ
は
西
洋
学
を
離
れ
て
は
取
べ
き
も
足
い
物
の
如
く
に
思
成
す
事
と
は
成

つ
る
な
り
…
…
本
居
鈴
屋
翁
が
記
伝
（
古
事
記
伝
な
り
）
を
著
さ
れ
し
よ
り

一
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初
て
皇
国
純
粋
の
古
伝
世
に
皓
著
に
成
つ
る
を
、
其
弟
子
な
り
し
服
部
中
庸

が
三
大
考
を
著
は
し
て
天
地
泉
の
成
初
し
趣
を
古
伝
の
趣
に
依
て
考
証
し
つ

る
は
世
々
に
珍
重
た
き
言
挙
に
な
も
有
る
…
…
尚
其
説
も
麓
く
中
に
も
思
謬

め
つ
る
事
と
も
も
少
な
か
ら
ざ
り
し
を
吾
師
な
り
し
平
田
気
吹
屋
大
人
あ
ら

ゆ
る
古
伝
の
錯
乱
せ
る
正
誤
を
弁
別
し
て
古
史
成
文
を
編
修
せ
ら
れ
彼
三
大

考
の
謬
誤
を
も
訂
正
し
て
更
に
霊
真
柱
を
著
さ
れ
し
に
ぞ
世
中
動
揺
て
其
説

に
服
従
ふ
事
と
そ
成
れ
に
け
る
。

こ
こ
で
も
、
「
蘭
学
」
や
「
三
大
考
』
『
霊
能
真
柱
』
が
是
香
に
と
っ
て
い
か

に
大
き
な
存
在
で
あ
っ
た
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
上
で
「
太
古

の
古
伝
説
を
基
本
と
し
て
西
洋
漢
土
の
諸
説
を
参
考
し
て
次
々
解
分
る
事
の
趣

を
熟
読
吟
味
し
て
古
伝
の
意
味
の
深
甚
な
る
有
状
を
熟
思
悟
る
へ
し
」
と
い
う

学
問
方
法
や
記
述
構
成
が
取
ら
れ
て
い
く
。
『
顕
幽
順
考
論
』
（
『
神
道
叢
書
』

第
四
巻
所
収
、
神
宮
教
院
水
穗
会
、
一
八
九
六
年
）
で
は
、
冒
頭
で
「
太
古
大

綱
」
「
造
化
妙
合
」
が
説
か
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
は
例
え
ば
「
西
洋
説
に
人

間
の
始
め
は
造
化
主
、
士
を
撮
て
人
を
作
り
名
け
て
亜
當
（
ア
ダ
こ
と
い
ひ
」

「
西
洋
に
は
此
造
化
の
御
所
為
を
、
造
物
主
と
云
ひ
て
、
其
造
物
主
の
上
に
殊

に
心
を
注
て
考
へ
、
種
々
に
分
離
し
て
考
へ
出
し
た
る
五
十
余
種
の
元
素
を
は

じ
め
精
密
な
る
考
ど
も
あ
り
」
と
い
う
よ
う
に
、
是
香
に
と
っ
て
「
あ
る
が
中

に
も
西
洋
説
は
皇
国
の
伝
へ
に
近
し
」
と
さ
れ
る
「
西
洋
説
」
と
の
併
記
と
い

う
記
述
構
成
が
採
ら
れ
て
い
く
。

つ
ま
り
、
こ
う
し
た
中
庸
・
篤
胤
以
降
の
国
学
の
転
回
過
程
は
、
洋
学
を
動

員
し
て
の
「
比
考
」
と
い
う
性
格
を
強
く
帯
び
た
も
の
で
あ
り
、
洋
学
の
影
響

を
受
け
た
と
い
う
に
止
ま
ら
ず
、
か
れ
ら
の
「
古
伝
説
」
の
再
構
成
・
神
秩
序

の
整
序
化
等
も
、
こ
う
し
た
「
比
考
」
、
す
な
わ
ち
洋
学
が
提
供
し
た
実
体
論

的
宇
宙
論
と
い
う
眼
に
よ
っ
て
初
め
て
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
対
抗
言
説
と
し
て
あ
っ
た
国
学
が
、
今
や
中
国
に

対
す
る
そ
れ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
「
外
国
説
」
に
対
す
る
そ
れ
へ
と
、
大
き
く
旋

回
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
こ
う
し
た
言
説
が
成
立
し
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
実
は
、
幕
末
国
学
の
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る

死
後
安
心
論
も
、
そ
の
観
点
か
ら
捉
え
返
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
が
、
こ
こ
で

は
省
略
す
る
。

最
後
に
一
つ
だ
け
述
べ
て
、
こ
の
節
を
終
え
た
い
・
そ
れ
は
、
こ
う
し
た
「
比

考
」
は
、
明
治
初
年
ま
で
影
響
力
を
有
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
明
治

初
年
の
国
学
者
と
言
え
ば
、
教
導
職
体
制
で
の
教
化
の
側
面
に
眼
を
奪
わ
れ
が

ち
で
あ
る
が
、
か
れ
ら
が
行
っ
た
論
争
の
多
く
は
、
宇
宙
論
を
め
ぐ
っ
て
の
も

の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
意
外
と
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ

ら
の
論
争
は
（
こ
こ
で
は
例
え
ば
、
渡
辺
玄
包
の
「
夜
見
国
Ⅱ
地
胎
（
地
心
）

説
」
を
め
ぐ
る
平
田
派
内
部
の
論
争
、
あ
る
い
は
久
保
季
葱
の
『
国
魂
神
ノ
説
』

に
お
け
る
イ
サ
ナ
ギ
・
イ
ザ
ナ
ミ
の
国
生
み
は
、
「
国
魂
神
」
を
生
ん
で
、
こ

の
「
国
魂
神
」
が
海
か
ら
国
士
を
突
き
出
し
た
と
す
る
説
の
提
出
な
ど
を
挙
げ

て
お
く
）
、
も
は
や
「
珍
説
」
と
し
か
言
え
な
い
と
す
る
「
近
代
」
の
眼
が
そ

う
さ
せ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
実
は
幕
末
国
学
が
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う

問
題
が
、
こ
う
し
た
論
争
に
も
窺
え
る
点
は
無
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

実
体
論
的
宇
宙
論
を
「
比
考
」
の
中
で
確
定
す
る
と
す
る
問
題
は
、
国
学
者
の

根
底
的
問
題
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
明
治
初
年
に
も
、
教
化
内
容
の
問
題
も
さ
る
こ

と
な
が
ら
、
宇
宙
論
を
め
ぐ
っ
て
の
論
争
が
継
続
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
、
わ
た

く
は
考
え
て
い
る
。

一

一

八



以
上
の
「
外
国
説
」
と
の
「
比
考
」
と
い
う
記
述
構
成
が
、
国
学
の
か
な
り

重
要
な
方
法
的
特
質
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
幕
末
国
学
の
神
秩
序
の
整

序
化
と
い
う
問
題
も
、
実
は
「
比
考
」
自
体
が
要
請
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考

え
ら
れ
る
。
鶴
峯
戊
申
の
説
く
「
太
陽
は
帝
王
、
緯
星
は
群
民
な
り
」
「
六
欲

は
六
緯
星
に
當
る
な
り
」
（
『
三
才
究
理
抄
』
『
水
戸
学
大
系
』
第
八
巻
所
収
、

同
刊
行
会
、
一
九
四
一
年
）
「
ク
ニ
ト
コ
タ
チ
ノ
カ
ミ
は
土
星
の
主
宰
、
…
…

ト
ヨ
ク
モ
ヌ
ノ
カ
ミ
は
木
星
の
主
宰
神
、
．
…
：
ウ
ヒ
ヂ
ニ
ノ
カ
ミ
は
火
星
の
主

宰
神
」
（
『
天
の
み
は
し
ら
』
無
窮
会
神
習
文
庫
蔵
写
本
）
と
い
う
説
は
、
先
に

見
た
岡
熊
臣
が
「
杜
撰
の
至
」
と
酷
評
し
た
も
の
だ
が
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る

と
、
実
は
国
学
者
の
神
秩
序
や
神
観
念
が
天
文
学
と
付
会
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ

れ
が
整
序
化
さ
れ
る
様
相
が
典
型
的
に
示
さ
れ
た
も
の
と
も
言
え
る
。
そ
の
程

度
や
内
容
に
相
違
が
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の
戊
申
の
方
法

は
平
田
派
に
押
し
並
べ
て
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
幕
末
国
学
者
と
民
俗
信
仰
の
関
係
の
問
題
も
こ
う
し
た
整
序
化
と

い
う
点
に
注
目
し
て
捉
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
民
俗
的
信
仰
を

神
秩
序
の
裾
野
に
整
序
化
し
つ
つ
、
新
た
な
位
置
づ
け
を
与
え
る
こ
と
が
、
幕

末
国
学
と
民
俗
的
信
仰
と
の
関
わ
り
の
本
質
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
点
は
、
か
つ
て
岡
熊
臣
の
場
合
に
つ
い
て
検
討
し
た
こ
と
が
あ
る
の

で
（
前
掲
拙
著
）
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
長
州
藩
天
保
の
改
革
で
行
わ
れ
た
儒

者
に
よ
る
「
淫
祀
解
除
」
に
、
熊
臣
は
激
し
く
反
発
し
「
い
か
な
る
神
を
も
尊

卑
・
善
悪
の
差
別
な
く
、
…
…
…
い
つ
も
い
つ
も
こ
れ
を
敬
ひ
祭
る
が
、
即
ち

我
が
国
神
聖
の
建
て
定
め
置
き
給
へ
る
今
日
の
顕
事
、
一
大
活
道
の
根
本
最
第

三
、
そ
の
他
の
問
題
提
起

一
に
御
座
候
」
（
『
読
淫
祀
論
』
、
前
掲
書
所
収
）
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
に
は

確
か
に
国
学
者
の
面
目
躍
如
た
る
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
一
方
同
じ

熊
臣
は
「
ナ
ァ
シ
」
と
呼
ば
れ
る
治
病
等
の
活
動
を
行
っ
て
い
た
民
間
宗
教
家
、

あ
る
い
は
「
弘
法
」
「
稲
荷
」
「
観
音
」
な
ど
を
祭
っ
て
い
た
宗
教
家
に
対
し
て

は
激
し
い
憎
悪
の
眼
を
向
け
、
そ
の
「
制
禁
」
を
説
い
て
い
る
（
『
神
職
歴
運

考
』
無
窮
会
神
習
文
庫
蔵
写
本
）
。
先
に
見
た
「
い
か
な
る
神
を
も
尊
卑
・
善

悪
の
差
別
な
く
」
と
す
る
点
と
、
明
ら
か
に
矛
盾
し
た
観
の
あ
る
こ
う
し
た
発

言
も
、
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
秩
序
化
に
こ
そ
熊
臣
の
主
眼
が
置
か
れ
て
い
た

と
解
し
て
初
め
て
納
得
の
い
く
も
の
と
な
る
。
つ
ま
り
、
記
紀
神
話
を
中
軸
と

す
る
神
秩
序
の
中
に
、
民
俗
信
仰
も
組
み
込
ま
れ
て
こ
そ
そ
れ
は
容
認
さ
れ
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
は
承
出
す
も
の
に
つ
い
て
は
排
除
さ
れ
て
い
く
わ
け
だ
。

宮
城
公
子
も
六
人
部
是
香
に
つ
い
て
検
討
し
、
「
民
俗
の
世
界
の
思
想
化
」
す

な
わ
ち
民
衆
の
「
無
自
覚
的
慣
習
の
世
界
」
を
秩
序
化
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
、

そ
の
思
想
の
特
質
を
見
て
い
る
（
「
幕
末
国
学
の
性
格
」
「
歴
史
と
伝
承
」
所
収
、

ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
八
八
年
）
。

こ
う
し
た
こ
と
は
、
最
初
に
述
べ
た
研
究
史
に
お
け
る
平
田
派
国
学
の
民
俗

的
信
仰
に
対
す
る
「
擁
護
者
」
的
像
を
批
判
的
に
捉
え
る
た
め
に
も
重
要
で
あ

る
が
、
そ
れ
も
「
比
考
」
に
よ
る
神
秩
序
の
整
序
化
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。

最
後
に
、
こ
う
し
た
「
比
考
」
、
神
秩
序
の
整
序
化
を
基
本
に
据
え
る
と
、

明
治
初
年
の
国
学
者
の
像
に
つ
い
て
も
、
多
く
の
再
検
討
を
要
請
す
る
問
題
が

存
在
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
簡
単
に
考
え
て
お
き
た
い
。
先
に
見
た
明
治
初

頭
の
国
学
者
の
間
で
行
わ
れ
た
実
体
論
的
宇
宙
論
を
め
ぐ
る
論
争
の
問
題
も
そ

の
一
つ
だ
が
、
要
す
る
に
平
田
派
国
学
者
Ⅱ
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
、
「
頑
迷
な
復

二

九



古
主
義
者
」
と
い
う
像
は
、
そ
ろ
そ
ろ
打
破
さ
れ
て
も
い
い
時
期
に
き
て
い
る

と
思
わ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
平
田
派
直
系
で
は
な
い
が
、
伊
能
穎
則
の
教
化
論

が
「
文
明
」
「
開
化
」
を
説
き
、
「
淫
祀
」
や
「
狼
俗
」
批
判
を
行
っ
て
い
た
こ

と
を
挙
げ
て
お
く
（
『
布
教
手
段
』
『
香
取
群
書
集
成
』
第
四
巻
所
収
、
香
取
神

宮
社
務
所
、
一
九
八
四
年
）
。
そ
れ
は
、
安
丸
良
夫
が
述
べ
る
よ
う
な
「
民
俗
」

に
対
す
る
秩
序
化
の
主
張
と
言
え
る
が
（
前
掲
書
）
、
そ
れ
も
対
抗
言
説
と
し

て
の
幕
末
国
学
の
方
法
と
深
く
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、

こ
う
し
た
意
外
と
「
近
代
的
」
性
格
を
明
治
の
教
化
体
制
が
有
し
て
い
た
と
捉

え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
民
衆
宗
教
（
黒
住
教
、
金
光
教
、
天
理
教
等
）

が
教
導
職
体
制
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
で
、
教
義
や
組
織
の
「
近
代
化
」
を
要

請
さ
れ
た
こ
と
の
意
味
が
見
え
て
く
る
。
こ
れ
ら
の
民
衆
宗
教
の
一
神
教
化
、

神
観
念
の
実
体
論
的
「
変
容
」
も
、
教
導
職
体
制
が
こ
う
し
た
神
秩
序
・
神
観

念
を
有
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
生
み
出
さ
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
（
拙
著
「
金

光
教
の
神
観
念
と
そ
の
変
容
」
『
日
ノ
本
短
大
研
究
紀
要
』
第
二
一
号
、
一
九

九
三
年
）
。
そ
し
て
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
教
導
職
体
制
の
こ
う
し
た
神
秩

序
・
神
観
念
、
実
体
論
的
宇
宙
論
こ
そ
は
、
対
抗
言
説
と
し
て
の
国
学
が
「
比

考
」
と
い
う
方
法
で
蓄
積
さ
せ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

（
日
ノ
本
学
園
短
期
大
学
助
教
授
）

○


