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対
抗
と
し
て
登
場
し
た
陽
明
学
・
朝
鮮
実
学
・
古
文
辞
学
は
異
端
で
は
な

く
、
む
し
ろ
正
統
意
識
の
産
物
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
注
目

さ
れ
る
の
が
、
本
書
で
は
比
較
的
言
及
が
少
な
い
朝
鮮
王
朝
の
動
向
で
あ

る
。
朝
鮮
王
朝
こ
そ
も
っ
と
も
「
宋
学
的
な
諸
様
式
」
が
主
流
を
占
め
て

い
た
地
域
で
あ
り
、「
古
文
辞
派
」

─
韓
国
で
は
「
擬
古
文
派
」
な
い

し
「
秦
漢
擬
古
派
」
と
呼
ぶ

─
も
存
在
し
た
が
、「
派
」
と
呼
ぶ
の
が

躊
躇
さ
れ
る
ほ
ど
に
相
互
に
関
わ
り
の
少
な
い
人
々
が
異
な
る
時
期
に
関

心
を
抱
い
た
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
陽
明
学
や
清
朝

の
学
術
へ
の
態
度
と
も
共
通
す
る
が
、
朝
鮮
王
朝
の
〈
思
想
史
〉
に
お
け

る
「
地
下
水
脈
」
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
だ
と
言
え
る
。
そ
こ
か
ら
朝
鮮
王
朝

に
お
い
て
「
地
下
水
脈
」
だ
っ
た
も
の
が
、
な
ぜ
徳
川
日
本
で
は
表
舞
台

に
浮
上
し
、
一
時
的
と
は
い
世
間
を
席
巻
す
る
よ
う
な
動
向
を
示
し
た
の

か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
問
題
式
を
解
く
に
は
「
武
」
と
い

う
関
係
項
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
別
に
「
俗
」（
＝「
大
衆

化
」）
と
い
う
項
目
を
立
て
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
評
者

の
問
題
関
心
で
し
か
な
い
の
だ
が
、
つ
い
で
に
指
摘
し
て
お
く
。

�

（
恵
泉
女
学
園
大
学
名
誉
教
授
）

西
村
玲
著

『
近
世
仏
教
論
』

（
法
蔵
館
・
二
〇
一
八
年
）

藤
　
井
　
　
淳

　

本
書
は
二
〇
一
六
年
に
亡
く
な
ら
れ
た
故
・
西
村
玲
氏
が
生
前
に
発
表

し
た
論
文
を
末
木
文
美
士
・
曽
根
原
理
・
前
川
健
一
の
三
氏
が
中
心
と
な

っ
て
編
集
・
校
正
し
た
も
の
で
、
西
村
玲
氏
の
遺
稿
集
で
あ
る
。
評
者
は

西
村
氏
と
研
究
分
野
は
離
れ
て
い
る
が
、
氏
と
交
友
が
あ
り
、
日
本
思
想

史
学
会
か
ら
の
依
頼
で
書
評
を
担
当
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
本
書
の
性
格

上
、
通
常
の
書
評
と
異
な
る
形
と
な
る
こ
と
を
諒
解
せ
ら
れ
た
い
。

　

最
初
に
著
者
で
あ
る
西
村
玲
氏
の
略
歴
を
紹
介
す
る
。
氏
は
一
九
七
二

年
東
京
に
生
ま
れ
、
東
北
大
学
文
学
部
を
卒
業
し
、
同
大
学
博
士
課
程

を
修
了
、
博
士
（
文
学
）
を
取
得
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
日
本
学
術
振
興
会

特
別
研
究
員
（SPD

）
等
を
経
、
二
〇
〇
八
年
に
博
士
論
文
を
元
に
し
た

『
近
世
仏
教
思
想
の
独
創

─
僧
侶
普
寂
の
思
想
と
実
践
』（
ト
ラ
ン
ス
ビ

ュ
ー
、
以
下
『
普
寂
』
と
略
す
る
）
を
刊
行
、
二
〇
〇
九
年
に
「
普
寂
を
中

心
と
す
る
日
本
近
世
仏
教
思
想
の
研
究
」
に
よ
り
、
第
六
回
日
本
学
術
振

興
会
賞
を
受
賞
し
、
さ
ら
に
受
賞
者
の
中
で
特
に
優
れ
た
業
績
に
与
え
ら

れ
る
日
本
学
士
院
学
術
奨
励
賞
を
翌
年
に
受
賞
し
た
。
そ
の
後
も
本
書
に

収
め
ら
れ
る
諸
論
文
を
発
表
さ
れ
て
い
た
が
、
闘
病
の
末
、
二
〇
一
六
年
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二
月
二
日
に
死
去
さ
れ
た
。
享
年
四
十
三
歳
で
あ
る
。

　

西
村
氏
は
プ
リ
ン
ス
ト
ン
大
学
で
ジ
ャ
ク
リ
ー
ヌ
・
ス
ト
ー
ン
氏
を
受

入
先
と
さ
れ
、
一
年
間
宗
教
研
究
所
の
客
員
研
究
員
と
し
て
滞
在
さ
れ
た
。

私
は
西
村
氏
の
直
後
に
交
代
す
る
よ
う
に
同
じ
条
件
で
同
大
学
に
滞
在
し

た
た
め
、
さ
ま
ざ
ま
な
便
宜
を
図
っ
て
い
た
だ
い
た
。
そ
の
た
め
私
に
と

っ
て
初
め
て
の
長
期
の
海
外
滞
在
を
ス
ム
ー
ズ
に
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
が

で
き
た
。
ま
た
末
木
文
美
士
氏
が
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
に
転
任

し
て
共
同
研
究
と
し
て
開
催
さ
れ
た
研
究
会
で
『
妙
貞
問
答
』
の
読
解
・

訳
注
に
一
緒
に
あ
た
る
な
ど
短
い
期
間
で
は
あ
る
が
同
じ
テ
キ
ス
ト
を
扱

っ
た
。
評
者
が
二
〇
一
一
年
に
就
職
し
て
か
ら
は
お
会
い
す
る
機
会
が
少

な
く
な
っ
た
が
、
西
村
氏
に
最
後
に
お
会
い
し
た
の
は
、
二
〇
一
五
年
一

二
月
に
山
形
大
学
で
行
わ
れ
た
日
本
仏
教
綜
合
研
究
学
会
で
あ
っ
た
。
そ

の
時
の
西
村
氏
は
私
に
は
い
ま
ま
で
と
変
わ
ら
な
い
元
気
そ
う
な
様
子
に

見
受
け
ら
れ
、
廊
下
で
簡
単
な
挨
拶
を
す
ま
せ
た
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の

三
ヶ
月
後
に
突
然
の
訃
報
の
知
ら
せ
に
驚
く
と
と
も
に
、
最
後
に
話
を
す

る
機
会
が
わ
ず
か
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
深
く
後
悔
も
し
た
。

　

本
書
の
書
評
を
担
当
す
る
評
者
は
日
本
古
代
の
空
海
を
仏
教
学
の
立
場

か
ら
研
究
す
る
も
の
で
あ
り
、
近
世
仏
教
に
つ
い
て
は
表
層
的
な
知
識
し

か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
た
め
、
不
十
分
な
書
評
と
な
る
こ
と
を
あ
ら
か

じ
め
断
ら
せ
て
い
た
だ
く
。
ま
ず
本
書
の
目
次
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

第
Ⅰ
部　

近
世
仏
教
の
展
開

　

近
世
仏
教
論

　

教
学
の
進
展
と
仏
教
改
革
運
動

第
Ⅱ
部　

明
末
仏
教
と
江
戸
仏
教

　

慧
命
の
回
路

─
明
末
・
雲
棲
袾
宏
の
不
殺
生
思
想

　

虚
空
と
天
主

─
中
国
・
明
末
仏
教
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判

東
ア
ジ
ア
仏
教
の
キ
リ
ス
ト
教
批
判

─
明
末
仏
教
か
ら
江
戸
仏
教

へ

　

明
末
の
不
殺
放
生
思
想
の
日
本
受
容

─
雲
棲
袾
宏
と
江
戸
仏
教

第
Ⅲ
部�

キ
リ
シ
タ
ン
と
仏
教

　

近
世
思
想
史
上
の
『
妙
貞
問
答
』

　

近
世
仏
教
に
お
け
る
キ
リ
シ
タ
ン
批
判

─
雪
窓
宗
崔
を
中
心
に

　

仏
教
排
耶
論
の
思
想
史
的
展
開

─
近
世
か
ら
近
代
へ

第
Ⅳ
部　

教
学
の
進
展

　

中�

世
に
お
け
る
法
相
の
禅
受
容

─
貞
慶
か
ら
良
遍
へ
、
日
本
唯
識

の
跳
躍

　

可
知
と
不
可
知
の
隘
路

─
近
世
・
普
寂
の
法
相
批
判

第
Ⅴ
部　

伝
統
か
ら
近
代
へ

　

釈�

迦
信
仰
の
思
想
史
的
展
開

─
『
悲
華
経
』
か
ら
大
乗
非
仏
説
論

へ

　

須
弥
山
と
地
球
説

第
Ⅵ
部　

方
法
と
実
践

「
近
世
的
世
俗
化
」
の
陥
穽

─
比
較
思
想
か
ら
見
た
日
本
仏
教
・

近
世

　

中
村
元

─
東
方
人
文
主
義
の
日
本
思
想
史

　

ア�

ボ
カ
ド
の
種
・
仏
の
種
子

─
仏
教
思
想
は
環
境
倫
理
に
何
が
で
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き
る
か

　

西
村
玲
略
歴
・
業
績
目
録
／
あ
と
が
き
（
末
木
文
美
士
）
／
人
名
索

引

　

本
書
の
要
約
と
し
て
は
、
編
者
の
一
人
で
あ
る
末
木
文
美
士
氏
が
「
あ

と
が
き
」
の
中
で
要
領
よ
く
ま
と
め
て
い
る
（
四
〇
六
〜
四
〇
八
頁
）。
そ

の
た
め
、
こ
の
書
評
は
重
複
を
避
け
、
仏
教
学
を
専
門
と
す
る
評
者
の
関

心
に
上
っ
た
点
、
も
し
く
は
方
法
の
異
な
る
点
を
重
点
的
に
取
り
あ
げ
て

論
じ
る
こ
と
を
諒
解
さ
れ
た
い
。

　

第
Ⅰ
部
は
、『
日
本
思
想
史
講
座
』（
ぺ
り
か
ん
社
）、『
新
ア
ジ
ア
仏
教

史
』（
佼
成
出
版
社
）
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
に
収
録
さ
れ
た
近
世
仏
教
を
扱
っ

た
概
説
で
あ
る
。
近
世
仏
教
の
全
体
像
を
要
領
よ
く
ま
と
め
た
も
の
で
、

直
近
ま
で
の
参
考
文
献
も
詳
し
く
挙
げ
ら
れ
、
こ
れ
か
ら
し
ば
ら
く
近
世

仏
教
の
概
説
の
標
準
と
し
て
扱
わ
れ
よ
う
。
二
つ
の
論
文
の
最
終
論
点
は

重
複
す
る
（
三
二
頁
、
七
七
頁
）
が
、
第
一
論
文
「
近
世
仏
教
論
」
は
仏

教
以
外
の
日
本
思
想
史
と
の
関
連
づ
け
を
は
か
り
、
第
二
論
文
「
教
学
の

進
展
と
仏
教
改
革
運
動
」
は
各
宗
の
教
学
を
扱
う
な
ど
、
第
一
論
文
と
互

い
に
補
完
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
Ⅱ
部
と
第
Ⅲ
部
に
か
け
て
は
、『
普
寂
』
第
六
章
・
第
七
章
で
扱
っ

た
、
僧
侶
が
着
る
絹
を
作
る
際
に
蚕
を
殺
す
こ
と
を
ど
う
考
え
る
か
と
い

う
仏
教
に
お
け
る
不
殺
生
の
問
題
を
継
承
し
て
、
中
国
仏
教
や
キ
リ
ス
ト

教
と
の
対
比
を
念
頭
に
、
思
想
史
的
に
広
く
位
置
づ
け
た
も
の
で
あ
る
。

西
村
氏
が
江
戸
時
代
の
戒
律
の
実
践
者
、
普
寂
に
注
目
さ
れ
た
の
は
決
し

て
研
究
対
象
が
マ
イ
ナ
ー
で
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
宗
派
を
超

え
て
仏
教
学
が
扱
う
重
要
な
テ
ー
マ
を
共
有
し
て
い
る
こ
と
に
つ
な
が
っ

て
い
く
こ
と
が
こ
れ
ら
の
論
文
で
示
さ
れ
る
。

　

第
Ⅱ
部
は
排
耶
論
と
不
殺
生
に
つ
い
て
、
明
末
仏
教
と
そ
の
影
響
を
受

け
た
江
戸
仏
教
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
日
本
仏
教
研
究

は
と
も
す
る
と
日
本
国
内
の
文
脈
の
み
で
語
ろ
う
と
す
る
傾
向
が
多
い
が
、

そ
の
源
流
と
な
っ
た
中
国
仏
教
と
の
関
係
に
着
眼
し
て
い
る
点
は
著
者
の

慧
眼
で
あ
り
、
他
分
野
と
の
研
究
交
流
の
可
能
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。

第
一
論
文
は
明
末
の
不
殺
生
思
想
・
第
二
論
文
は
明
末
の
仏
教
か
ら
の
キ

リ
ス
ト
教
批
判
を
取
り
あ
げ
、
第
三
論
文
・
第
四
論
文
で
江
戸
時
代
の
仏

教
を
考
察
す
る
た
め
の
基
礎
的
な
分
析
と
な
っ
て
い
る
。

　

第
四
論
文
は
第
一
論
文
を
踏
ま
え
、
江
戸
時
代
の
不
殺
生
思
想
を
論
じ

て
い
る
。
近
年
、
江
戸
期
の
出
版
状
況
を
踏
ま
え
て
、
思
想
の
受
容
の
あ

り
方
が
論
じ
ら
れ
る
よ
う
で
あ
り
、
中
国
書
に
基
づ
く
和
刻
本
お
よ
び
関

連
す
る
書
籍
を
対
照
し
た
表
（
一
五
六
〜
一
五
七
頁
）
は
西
村
氏
の
関
心

を
着
実
な
手
法
を
踏
ま
え
て
示
し
た
も
の
で
説
得
力
が
あ
る
。

　

評
者
が
第
Ⅱ
部
に
よ
り
望
む
こ
と
を
以
下
に
挙
げ
た
い
。
日
本
を
理
解

す
る
上
で
中
国
と
の
対
比
を
行
い
、
構
図
を
示
す
こ
と
は
確
か
に
必
要
で

あ
る
。
た
だ
限
ら
れ
た
資
料
の
中
で
、
ど
こ
ま
で
日
本
と
中
国
の
対
比
を

単
純
な
構
図
と
し
て
描
く
こ
と
が
可
能
か
ど
う
か
は
今
後
の
課
題
で
あ

る
。
西
村
氏
は
「
中
国
仏
教
に
お
い
て
形
而
上
的
な
キ
リ
ス
ト
教
批
判
は
、

日
本
仏
教
に
お
い
て
宗
教
的
な
実
践
と
な
っ
た
」（
一
四
三
頁
）
と
す
る
。

思
想
史
的
な
研
究
で
は
、
何
ら
か
の
構
図
を
示
す
必
要
で
あ
ろ
う
が
、
資

料
に
即
し
て
理
解
す
る
立
場
か
ら
は
、
雪
窓
宗
崔
一
人
を
代
表
と
し
て
日
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本
仏
教
と
中
国
仏
教
の
違
い
を
描
き
出
す
こ
と
に
は
躊
躇
す
る
。
一
方
で
、

こ
の
よ
う
な
手
法
が
新
た
な
展
開
を
生
み
出
す
可
能
性
が
あ
る
こ
と
は
第

Ⅲ
部
の
評
価
の
と
こ
ろ
で
述
べ
る
。

　

ま
た
技
術
的
な
こ
と
で
、
末
木
氏
の
「
あ
と
が
き
」
に
指
摘
さ
れ
て
い

る
（
四
〇
八
頁
）
と
お
り
、
第
Ⅱ
部
の
諸
論
文
を
西
村
氏
が
発
表
さ
れ
た

時
期
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
著
者
自
身
が
編
集
さ
れ
た
ら
、
重

複
す
る
記
述
を
よ
り
簡
潔
に
ま
と
め
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
同
じ
論
点
や

表
現
を
関
連
す
る
別
の
論
文
で
見
出
す
こ
と
が
あ
り
、
評
者
は
重
複
感
を

持
っ
て
し
ま
っ
た
。
本
書
の
刊
行
の
経
緯
を
踏
ま
え
る
と
や
む
を
得
な
い

と
理
解
で
き
る
も
の
の
、
重
複
す
る
表
現
や
既
出
資
料
と
の
重
複
を
明
示

す
る
な
ど
の
配
慮
が
あ
れ
ば
読
者
に
と
っ
て
は
よ
り
望
ま
し
か
っ
た
と
思

う
。

　

第
Ⅲ
部
の
第
一
論
文
は
末
木
氏
が
主
催
し
た
研
究
会
の
『
妙
貞
問
答
』

の
講
読
を
も
と
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
ま
と
め
の
箇
所
で
「
キ
リ
ス
ト
教

を
触
媒
と
し
て
、
日
本
仏
教
で
は
「
後
生
の
助
け
」
が
、
中
国
儒
教
で
は

「
孝
」
が
あ
ら
わ
れ
る
」「「
後
生
の
助
け
」
に
焦
点
が
絞
ら
れ
る
日
本
の

宗
教
状
況
を
よ
く
示
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
」（
一
七
九
頁
）
と
中
国
と

日
本
を
対
比
す
る
。
こ
の
対
比
は
図
式
的
す
ぎ
る
き
ら
い
も
あ
る
が
、
評

者
は
中
国
の
三
教
交
渉
に
関
心
が
あ
り
、
ま
た
親
鸞
に
独
自
の
研
究
を
行

っ
た
亀
山
純
生
氏
の
『「
災
害
社
会
」・
東
国
農
民
と
親
鸞
浄
土
教
』（
農
林

統
計
出
版
、
二
〇
一
二
年
）
で
論
じ
ら
れ
た
親
鸞
の
生
き
た
中
世
の
背
景
に

お
い
て
も
「
後
生
善
処
」
が
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
日
本
仏
教

と
中
国
儒
教
の
対
比
と
し
て
検
証
価
値
の
あ
る
重
要
な
指
摘
と
い
え
よ
う
。

　

第
三
論
文
「
仏
教
排
耶
論
の
思
想
史
的
展
開
」
は
こ
れ
ま
で
の
排
耶
論

の
諸
論
文
を
踏
ま
え
、
幕
末
か
ら
明
治
期
に
生
き
た
鵜
飼
徹
定
、
超
然
や

福
田
行
誡
、
さ
ら
に
近
代
の
井
上
円
了
、
田
辺
元
を
扱
う
。
近
代
仏
教
を

理
解
す
る
上
で
そ
れ
と
接
続
す
る
近
世
仏
教
の
理
解
が
必
須
の
も
の
と
な

る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
お
り
、
西
村
氏
の
視
点
が
広
く
に
わ
た
っ
て
い
た

こ
と
が
よ
く
分
か
る
。「
虚
空
」
を
軸
と
し
て
明
末
か
ら
近
世
後
期
に
か

け
て
思
想
史
的
に
論
じ
た
こ
と
の
評
価
は
後
に
行
う
。

　

第
Ⅳ
部
は
中
世
お
よ
び
近
世
の
法
相
教
学
を
通
じ
て
論
じ
た
も
の
で
、

仏
教
学
の
分
野
と
最
も
重
な
る
論
文
で
あ
る
。
第
二
論
文
は
『
普
寂
』
に

収
め
ら
れ
な
か
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
結
論
に
は
評
者
が
最
も
共
感

を
持
っ
た
。
普
寂
の
思
想
を
近
世
的
限
界
も
し
く
は
近
代
的
萌
芽
と
見
る

今
ま
で
の
評
価
を
一
面
的
と
し
、
普
寂
自
身
に
「
世
俗
」
に
対
し
て
一
貫

し
た
距
離
感
が
あ
っ
た
こ
と
を
文
献
に
基
づ
い
て
論
じ
、
近
代
の
限
界
が

指
摘
さ
れ
て
い
る
現
代
に
再
評
価
さ
れ
る
べ
き
と
す
る
西
村
氏
の
指
摘
は

時
代
の
先
を
見
つ
め
た
も
の
と
言
え
る
。

　

第
Ⅴ
部
の
第
一
論
文
は
仏
教
学
に
お
い
て
重
要
な
「
大
乗
非
仏
説
」
を

『
普
寂
』
第
五
章
に
引
き
続
き
、
思
想
史
的
に
論
じ
た
も
の
で
、
こ
れ
も

近
世
か
ら
近
代
へ
の
接
続
、
そ
し
て
現
代
の
仏
教
学
に
も
つ
な
が
る
テ
ー

マ
を
基
礎
的
に
扱
っ
た
も
の
で
あ
る
。
仏
教
学
で
は
、
ご
く
最
近
大
竹
晋

氏
に
よ
っ
て
『
大
乗
非
仏
説
を
こ
え
て

─
大
乗
仏
教
は
何
の
た
め
に
あ

る
の
か
』（
国
書
刊
行
会
）
が
刊
行
さ
れ
、
今
後
の
議
論
が
期
待
さ
れ
る
。

　

第
二
論
文
「
須
弥
山
と
地
球
説
」
は
岩
波
思
想
講
座
に
お
い
て
、
近
世

に
お
け
る
西
洋
と
対
峙
し
た
仏
教
宇
宙
観
を
概
説
し
た
も
の
で
、『
普
寂
』
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第
四
章
か
ら
の
関
心
に
接
続
し
て
い
る
。

　

第
Ⅵ
部
第
三
論
文
「
ア
ボ
カ
ド
の
種
・
仏
の
種
子

─
仏
教
思
想
は
環

境
倫
理
に
何
が
で
き
る
か
」
は
変
わ
っ
た
タ
イ
ト
ル
で
あ
る
が
、
仏
教
の

不
殺
生
の
問
題
を
現
代
の
欧
米
の
仏
教
理
解
と
の
関
係
か
ら
論
じ
た
も
の

で
あ
る
。
控
え
め
な
記
述
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
現
代
の
環
境
倫
理
に
関
心

を
も
つ
人
々
が
ど
の
よ
う
に
仏
教
を
理
解
し
て
い
る
か
を
信
頼
性
の
お
け

る
記
述
で
簡
潔
に
紹
介
し
て
い
る
。

　

以
上
、
評
者
の
関
心
に
上
っ
た
点
を
中
心
に
本
書
を
紹
介
し
て
き
た
。

再
説
に
な
る
が
「
あ
と
が
き
」
に
末
木
氏
に
よ
る
要
約
と
本
書
刊
行
に
つ

い
て
の
経
緯
が
述
べ
ら
れ
る
の
で
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。

　

最
後
に
日
本
仏
教
を
仏
教
学
中
心
に
専
攻
す
る
も
の
と
し
て
、
い
く
つ

か
の
点
を
批
判
的
に
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
く
。
本
書
の
著
者
で
あ
る
西
村

氏
か
ら
再
批
評
を
い
た
だ
け
な
い
点
は
承
知
し
て
い
る
が
、
立
場
の
違
い

を
示
す
こ
と
で
い
さ
さ
か
で
も
学
界
に
貢
献
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
西
村

氏
も
受
け
入
れ
て
い
た
だ
け
る
も
の
と
考
え
る
。

　

西
村
氏
は
本
書
中
で
し
ば
し
ば
「
近
世
化
」
と
表
現
す
る
。
こ
れ
と
関

連
し
て
、
評
者
の
念
頭
に
上
が
っ
た
の
が
、
イ
ン
ド
・
中
国
仏
教
を
専
門

と
す
る
マ
イ
ケ
ル
・
ラ
デ
ィ
ッ
チ
氏
（
現
・
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
グ
大
学
教
授
）

に
よ
る
二
〇
一
五
年
二
月
の
京
都
大
学
で
の
口
頭
発
表
で
あ
る
。
そ
こ
で

氏
は
主
と
し
て
中
国
仏
教
研
究
に
お
け
る
「
中
国
化
」（sinification

）�

と

い
う
語
を
批
判
的
に
振
り
返
り
、
今
ま
で
の
欧
米
の
仏
教
研
究
者
が
「
中

国
化
」
と
は
何
な
の
か
を
具
体
的
に
議
論
せ
ず
に
、
自
明
の
説
明
と
し
て

用
い
て
い
る
と
指
摘
し
た
。
こ
の
批
判
は
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
に
広
く
適
用

で
き
る
刺
激
的
な
も
の
で
あ
る
。
ラ
デ
ィ
ッ
チ
氏
の
批
判
は
地
域
的
な
変

化
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、「
近
世
化
」
と
い
う
時
代
的
な
も
の

は
概
念
規
定
が
よ
り
明
確
で
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
ど
の
時
代
で
も
そ
れ
ぞ

れ
特
色
は
あ
る
の
で
あ
り
、「
近
世
化
」
は
近
年
の
議
論
か
ら
影
響
を
う

け
た
表
現
（
曽
根
原
理
氏
御
教
示
）
と
推
測
す
る
が
、
本
書
で
は
中
世
後

期
か
ら
の
展
開
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
明
確
で
は
な
い
こ
と

が
惜
し
ま
れ
る
。

　
「
虚
空
」
に
つ
い
て
、
京
都
大
学
名
誉
教
授
の
荒
牧
典
俊
氏
（
仏
教
学
）

と
二
〇
一
八
年
六
月
八
日
に
会
話
し
た
点
を
踏
ま
え
て
述
べ
る
。
氏
は
本

書
と
は
関
係
は
な
く
、
同
日
の
講
演
会
で
の
江
戸
文
学
の
批
評
で
用
い
ら

れ
た
「
虚
空
」
の
理
解
に
対
し
て
批
判
的
に
「
虚
空
は
（
イ
ン
ド
仏
教
で

は
）
単
純
な
空
間
で
は
な
い
」
と
話
を
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
と
同
じ
視
点

で
西
村
氏
が
「（
明
末
の
費
隠
の
）
神
と
対
峙
す
る
虚
空
の
普
遍
性
は
完
全

に
忘
れ
去
ら
れ
、（
幕
末
の
超
然
で
は
）
虚
空
は
無
意
味
な
近
代
的
空
間
と

な
っ
た
」（
二
一
三
頁
、
括
弧
内
は
評
者
）
と
す
る
指
摘
は
、
よ
り
多
く
の

文
献
を
調
査
す
る
必
要
が
あ
る
が
、「
虚
空
」
の
理
解
が
近
世
後
期
か
ら

近
代
に
そ
れ
以
前
の
理
解
か
ら
変
化
し
た
可
能
性
を
述
べ
る
、
仏
教
学
と

し
て
も
検
証
す
る
価
値
の
あ
る
重
要
な
論
点
で
あ
る
。

　

九
三
頁
に
雲
棲
袾
宏
が
『
自
知
録
』
で
述
べ
た
根
拠
と
し
て
、
大
正
蔵

の
曇
無
讖
訳
『
金
光
明
経
』
の
末
尾
に
あ
る
『
金
光
明
経
滅
罪
伝
』
が
挙

げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
中
国
で
付
け
加
え
ら
れ
た
箇
所
で
、
西
村
氏
は
中
国

に
広
く
見
ら
れ
る
一
般
的
な
考
え
方
を
紹
介
し
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、

袾
宏
自
身
が
『
金
光
明
経
滅
罪
伝
』
を
明
確
に
踏
ま
え
て
記
述
し
て
い
る
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か
ど
う
か
は
前
後
の
文
脈
か
ら
は
評
者
に
は
理
解
し
が
た
い
。

　

西
村
氏
は
研
究
の
端
緒
で
、
諸
宗
派
か
ら
批
判
さ
れ
る
普
寂
を
取
り
あ

げ
た
。
か
え
っ
て
そ
の
こ
と
が
、
戒
律
や
不
殺
生
・
須
彌
山
説
の
問
題
で

浄
土
宗
・
曹
洞
宗
・
臨
済
宗
・
浄
土
真
宗
・
天
台
宗
と
い
っ
た
諸
宗
派
に

共
通
し
、
さ
ら
に
現
代
に
つ
な
が
る
問
題
を
扱
う
こ
と
を
可
能
に
し
た
。

そ
の
点
で
西
村
氏
の
成
果
は
宗
学
・
仏
教
学
を
研
究
す
る
も
の
に
と
っ
て

も
研
究
の
新
た
な
方
向
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

西
村
氏
が
生
き
て
お
ら
れ
た
ら
、
近
世
仏
教
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
と
接

続
す
る
近
代
の
仏
教
や
中
世
後
期
の
仏
教
、
さ
ら
に
近
世
の
宗
学
の
研
究

者
に
大
い
に
刺
激
を
与
え
た
と
思
う
。「
日
本
近
世
仏
教
の
研
究
は
、
中

世
と
近
代
の
仏
教
と
の
内
的
関
連
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
東
ア
ジ
ア
仏
教
思

想
史
と
し
て
進
め
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
」（
一
五
一
頁
）
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
こ
と
が
ま
さ
に
氏
が
広
い
視
点
を
有
し
て
い
た
記
述
で
あ
る
。
そ
し

て
そ
の
穏
や
か
な
性
格
か
ら
教
育
者
と
し
て
も
後
進
者
を
育
て
ら
れ
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。
ま
た
西
村
氏
は
海
外
の
研
究
者
と
の
交
流
も
多
く
、
学
界

に
お
い
て
今
後
に
活
躍
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
た
。
そ
の
西
村
氏
と
再

び
話
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
の
は
評
者
の
痛
恨
の
極
み
で
あ
る
。

　

多
く
の
関
係
者
が
末
木
氏
の
発
案
に
よ
っ
て
協
力
を
し
て
刊
行
し
た
本

著
に
対
し
て
、
時
間
の
限
ら
れ
た
中
で
不
十
分
な
書
評
し
か
で
き
な
か
っ

た
こ
と
は
申
し
訳
な
い
。
こ
れ
か
ら
の
世
代
に
何
ら
か
の
形
で
繫
い
で
い

く
こ
と
が
唯
一
西
村
氏
に
報
い
る
こ
と
と
感
じ
て
い
る
。

�

（
駒
澤
大
学
准
教
授
）

裴
寛
紋
著

『
宣
長
は
ど
の
よ
う
な
日
本
を
想
像
し
た
か

─
『
古
事
記
伝
』
の
「
皇
国
」』

（
笠
間
書
院
・
二
〇
一
七
年
）

板
東
　
洋
介

一
　
宣
長
論
の
趨
勢

　

丸
山
眞
男
や
西
郷
信
綱
に
は
じ
ま
る
戦
後
の
本
居
宣
長
研
究
の
基
調
は
、

宣
長
を
「
物
の
哀
れ
」「
真
心
」
等
々
の
感
性
的
平
面
（
あ
る
い
は
伝
統
的

情
緒
）
に
い
す
わ
り
、
頑
固
に
近
代
化
・
西
洋
化
を
拒
み
続
け
る
文
化
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ス
ト
の
濫
觴
に
し
て
首
魁
と
み
な
し
、
宣
長
と
の
徹
底
的
な

「
対
決
」（
相
良
亨
『
本
居
宣
長
』
一
九
七
八
年
）
を
は
か
る
も
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
一
九
九
〇
年
代
に
入
る
と
、
そ
う
し
た
「
対
決
」
姿
勢
自
体
が

（
そ
の
意
図
に
反
し
て
）
宣
長
が
主
張
し
体
現
す
る
と
こ
ろ
の
、
時
代
を
貫

い
て
不
変
な
「
日
本
的
な
る
も
の
」
の
観
念
を
無
傷
で
保
存
し
続
け
る
こ

と
が
、
子
安
宣
邦
ら
に
よ
っ
て
強
く
批
判
さ
れ
る
に
至
っ
た
。
た
し
か
に

或
る
人
の
有
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
最
も
鞏
固
に
信
じ
て
い
る
の
は
、
そ

の
敵0

な
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
こ
の
新
し
い
宣
長
論
は
、
冷
戦
の
終
結
や

日
本
の
経
済
大
国
化
を
背
景
と
し
て
、
歴
史
教
科
書
問
題
等
の
形
を
と
っ

て
丁
度
そ
の
頃
再
噴
出
を
は
じ
め
た
日
本
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
へ
の
牽
制

と
い
う
、
前
代
以
上
の
強
い
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
に
伴
わ
れ
て
い
た
。
俯
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