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今
年
平
成
十
九
年
の
六
月
、
『
孝
経
全
訳
注
』
（
講
談
社
・
学
術

文
庫
）
を
刊
行
し
た
。

最
初
は
、
全
訳
注
と
解
説
と
で
、
全
二
百
ペ
ー
ジ
ぐ
ら
い
の
予

定
で
あ
っ
た
が
、
欲
が
出
て
増
や
し
、
最
終
的
に
は
ほ
ぼ
そ
の
二

倍
と
な
っ
た
。
出
版
社
は
そ
れ
を
快
く
受
け
入
れ
て
く
だ
さ
っ
た

の
で
、
あ
り
が
た
か
っ
た
。
私
と
し
て
も
、
刊
行
す
る
以
上
は
、

こ
れ
か
ら
『
孝
経
』
を
読
む
人
の
た
め
に
可
能
な
限
り
の
論
述
を

し
て
お
き
た
い
と
い
う
気
持
が
あ
っ
た
。

い
つ
で
あ
っ
た
か
『
論
語
全
訳
注
』
（
講
談
社
・
学
術
文
庫
、
平

成
十
六
年
）
執
筆
の
こ
ろ
、
編
集
者
と
の
雑
談
の
折
、
中
国
思
想

の
研
究
者
と
し
て
、
古
典
の
訳
注
を
刊
行
で
き
る
の
は
光
栄
で
あ

る
と
話
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

そ
う
い
う
経
緯
が
あ
っ
て
か
、
『
論
語
全
訳
注
』
が
終
っ
た
ら
『
孝
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経
全
訳
注
』
、
と
い
う
話
に
し
ぜ
ん
と
な
っ
た
。
私
と
し
て
も
、
機

会
に
恵
ま
れ
、
『
論
語
』
『
孝
経
』
と
い
う
、
儒
教
古
典
の
基
本
書

の
全
訳
注
が
で
き
た
の
は
、
幸
運
で
あ
っ
た
。

そ
れ
に
、
老
人
と
な
っ
た
今
、
訳
注
の
仕
事
は
苦
し
く
も
あ
る

が
楽
し
く
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
孝
経
』
の
大
半
の
章
に
『
詩
』

や
『
書
』
か
ら
の
引
用
が
あ
る
。
そ
の
多
く
は
、
一
、
二
句
の
短

い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
訳
文
に
は
苦
心
し
た
。

お

こ

た

な

い

ち

じ

ん

た
と
え
ば
「
夙
夜
僻
る
匪
く
、
以
て
一
人
に
事
う
」
（
『
詩
』

蒸
民
）
と
い
う
引
用
句
。
さ
ん
ざ
ん
書
き
改
め
て
最
終
的
に
こ
う

み
か
ど

訳
し
た
。
「
朝
な
夕
な
、
帝
に
ま
ご
こ
ろ
」
と
。

こ
う
い
う
と
き
の
苦
し
み
と
楽
し
み
と
は
、
何
物
に
も
替
え
難

い
。
「
芸
に
遊
ぶ
」
と
い
う
ほ
ど
の
熟
成
し
た
境
地
で
は
な
い
が
、

訳
出
の
と
き
、
す
こ
し
〈
遊
ぶ
〉
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

か
ろ

松
尾
芭
蕉
は
、
句
境
の
最
後
は
〈
軽
み
〉
へ
と
進
ん
だ
と
の
こ

と
で
あ
る
が
、
そ
の
気
持
が
分
る
。

加

地

伸

行

(73) 



私
は
、
こ
の
十
年
、
『
加
地
伸
行
著
作
集
』
全
三
巻
（
研
文
出
版
）

刊
行
を
常
に
念
頭
に
置
い
て
き
た
。
第
一
巻
『
中
国
論
理
学
史
研

究
ー
経
学
の
基
礎
的
探
究
』
（
修
補
再
刊
）
、
第
二
巻
『
中
国
思
想

か
ら
見
た
日
本
思
想
史
研
究
』
（
増
補
再
刊
）
、
第
三
巻
『
孝
研
究

講
義
ー
儒
教
基
礎
論
』
（
仮
題
•
新
刊
）
の
予
定
で
あ
る
。

こ
の
第
三
巻
は
、
私
に
或
る
考
え
が
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
学
術
研

究
書
と
は
し
な
い
つ
も
り
で
あ
る
。
一
人
の
研
究
者
が
ど
の
よ
う

に
研
究
を
展
開
し
て
き
た
か
と
い
う
軌
跡
を
描
き
、
学
問
と
は
何

か
、
研
究
と
は
何
か
、
研
究
者
の
あ
り
か
た
と
は
何
か
：
・
…
と
い

っ
た
こ
と
を
若
い
人
た
ち
に
語
り
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
同
書
が

「
儒
教
基
礎
論
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
学
問
論
・
研
究
論
」
で
あ

り
た
い
と
願
っ
て
い
る
。
あ
え
て
言
え
ば
、
こ
れ
か
ら
の
中
国
哲

学
の
研
究
志
望
者
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
分
野
に
進
む
に
し
て

も
必
読
文
献
と
し
て
の
生
命
を
有
し
た
い
と
思
い
、
苦
心
し
て
書

い
て
い
る
。

予
定
の
同
書
は
、
書
名
が
示
す
よ
う
に
〈
孝
〉
の
研
究
で
あ
る
。

そ
れ
だ
け
に
、
今
回
の
『
孝
経
全
訳
注
』
は
、
私
の
考
え
を
よ
り

堅
固
に
す
る
絶
好
の
機
会
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
、
私
の
孝
に
対

す
る
考
え
か
た
は
、
『
孝
経
』
を
主
題
と
し
た
、
大
学
の
卒
業
論
文

の
核
心
を
越
え
る
も
の
で
は
な
い
。
人
間
が
創
造
し
う
る
も
の
は
、

一
生
に
お
い
て
一
、
二
個
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。

私
は
、
中
国
哲
学
史
の
研
究
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
中
国
哲
学

ひ
い
て
は
哲
学
へ
の
関
心
が
若
い
こ
ろ
か
ら
強
烈
で
あ
る
。
外
形

的
・
歴
史
学
的
・
通
時
的
傾
向
の
中
国
哲
学
史
研
究
と
内
発
的
・

思
惟
的
・
共
時
的
傾
向
の
中
国
哲
学
研
究
と
、
と
い
う
対
照
的
な

形
と
な
る
両
者
を
融
合
、
結
合
し
た
い
と
い
う
野
望
に
の
た
う
ち

ま
わ
っ
て
き
た
生
涯
で
あ
る
だ
け
に
、
『
孝
経
』
の
持
つ
そ
の
両
面

性
を
明
ら
か
に
し
た
い
と
い
う
気
持
は
強
か
っ
た
。
そ
の
最
後
の

決
着
は
前
記
第
三
巻
に
お
い
て
行
な
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
。
と

な
る
の
で
、
第
三
巻
の
筆
は
ま
た
遅
々
と
し
て
進
ま
な
い
。

一
方
、
『
孝
経
全
訳
注
』
に
お
い
て
、
可
能
な
限
り
、
孝
に
関
す

る
従
来
の
す
ぐ
れ
た
著
書
の
紹
介
を
行
っ
た
。
そ
の
中
で
、
次
の

よ
う
な
一
節
を
書
い
た
。

「
孝
に
関
す
る
通
俗
書
が
今
も
と
き
ど
き
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
の
内
容
や
材
料
に
お
い
て
は
、
下
記
の
参
考
文
献
か
ら
の
孫
引

き
や
剰
窃
や
盗
作
ま
が
い
の
も
の
が
多
い
。
そ
う
い
う
〈
犯
罪
者
〉

が
賢
し
ら
に
孝
道
徳
を
説
い
て
い
る
」
（
二
三
ニ
ペ
ー
ジ
）
。

『
孝
経
全
訳
注
』
刊
行
時
の
最
後
は
時
間
が
な
く
、
誤
植
や
脱

落
が
あ
っ
て
誤
り
、
文
意
が
通
じ
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
の
み
な
ら

ず
、
編
集
の
方
針
と
し
て
、
編
集
部
に
お
い
て
ル
ビ
を
多
く
振
っ

て
く
れ
た
の
は
結
構
で
あ
る
が
、
時
間
不
足
で
私
の
校
正
の
目
が

届
か
ず
廿
く
な
り
妥
当
で
な
い
も
の
が
目
に
つ
く
。
し
か
し
こ
れ

は
、
最
終
的
に
は
著
者
の
私
の
責
任
で
あ
り
、
読
者
に
お
詫
び
申

し
あ
げ
る
。
再
刷
等
の
機
会
を
得
て
可
能
な
限
り
修
補
い
た
し
た
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け
い

前
引
拙
著
『
孝
経
全
訳
注
』
二
九
三
ペ
ー
ジ
の
「
宋
代
の
僧
、
契

嵩
（
「
契
」
を
セ
ッ
と
読
ま
な
い
立
場
を
取
る
）
は
」
と
述
べ
た
個

所
に
対
し
て
、
「
契
嵩
」
は
「
カ
イ
ス
ウ
」
と
訓
む
の
で
は
な
い
の

か
と
い
う
質
問
を
何
人
か
の
方
々
か
ら
い
た
だ
い
た
。
そ
れ
に
つ

い
て
お
答
え
い
た
し
た
い
。

「
契
嵩
」
を
「
カ
イ
ス
ウ
」
と
読
む
の
が
従
来
の
慣
行
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
「
契
」
を
「
カ
イ
」
と
読
む
理
由
・
根
拠
は
い
っ
た

い
何
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
説
明
す
る
も
の
は
、
管
見
、
及

び
え
な
か
っ
た
。

「
契
．
弊
．
弊
•
E手
・
楔
•
烈
・
則
（
郊
）
・
銀
・
矧
」
等
字
の

音
は
「
闊
」
で
あ
る
が
、
「
ケ
イ
（
詰
計
反
・
齊
韻
）
」
ま
た
は
「
セ

ツ
（
私
列
反
・
屑
韻
）
・
ケ
ッ
（
詰
結
反
・
屑
韻
）
」
で
あ
る
。

わ
ず
か
に
「
恕
」
字
の
音
が
「
カ
イ
（
許
拝
反
）
」
と
あ
る
。
同

字
に
は
も
ち
ろ
ん
「
ケ
イ
（
苦
計
反
）
」
も
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
『
庫

熙
字
典
』
は
こ
の
「
忽
」
字
に
つ
い
て
『
説
文
解
字
』
が
「
〈
II

心」

字
と
し
て
出
し
て
い
る
こ
と
を
踏
み
、
『
集
韻
』
に
よ
り
「
居
拝
切
。

（二）

「
契
嵩
」

の
訓
み
に
つ
い
て

、。した
だ
、
一
点
に
つ
い
て
だ
け

い
て
説
明
い
た
し
た
い
。

こ
の
機
を
借
り
て
、
次
章
に
お

音
、
介
」
と
し
て
「
孟
子
日
、
孝
子
之
心
、
不
若
是
念
」
（
万
章
上

篇
第
一
章
）
と
引
い
て
い
る
。
段
注
は
「
介
心
」
を
「
惣
」
の
古
字

と
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
『
康
熙
字
典
』
は
「
按
ず
る
に
、
『
説

文
』
『
孟
子
』
を
引
く
に
‘
介
心
に
作
る
。
而
し
て
丁
公
著
（
唐

人
）
『
孟
子
』
を
読
み
て
惣
に
作
る
。
朱
子
之
に
因
る
。
当

に
朱
子
を
以
て
正
し
と
為
す
べ
し
」
と
述
べ
る
。

『
論
語
集
注
』
は
「
介
心
」
字
を
「
惣
」
に
改
め
、
「
惣
」
の
音
は

「
苦
八
反
」
と
注
し
て
い
る
。
こ
の
反
切
な
ら
、
ふ
つ
う
は
「
カ

ツ
」
で
あ
る
。
も
っ
と
も
『
康
熙
字
典
』
は
「
八
」
の
反
切
と
し

て
『
集
韻
』
「
布
抜
切
（
酷
韻
）
」
の
ほ
か
、
同
「
補
内
切
（
隊
韻
）
」

を
挙
げ
て
い
る
の
で
、
後
者
の
反
切
な
ら
ば
「
苦
八
反
」
は
「
カ

イ
」
と
な
る
。

し
か
し
、
「
八
」
の
用
法
・
用
例
の
ほ
と
ん
ど
大
半
は
前
者
の
反

切
を
用
い
る
。
朱
子
が
、
「
苦
八
反
」
と
い
う
反
切
を
付
し
て
、
そ

れ
を
わ
ざ
わ
ざ
「
八
」
の
後
者
の
反
切
（
カ
イ
）
と
し
て
注
し
た

と
す
る
の
は
、
明
快
を
旨
と
す
る
朱
注
と
し
て
は
不
自
然
で
あ
る
。

も
し
「
カ
イ
」
音
を
表
わ
す
な
ら
、
そ
れ
を
表
わ
す
他
の
明
快
な

反
切
を
用
い
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

『
康
熙
字
典
』
は
前
記
「
居
拝
切
」
に
並
べ
て
『
広
韻
』
等
に

よ
り
「
詑
詰
切
。
音
要
」
を
挙
げ
て
い
る
が
「
詑
詰
切
」
系
な
ら

「
カ
ツ
」
あ
る
い
は
「
ケ
ツ
」
で
あ
り
、
朱
子
は
「
愁
」
に
改
め

た
も
の
の
、
そ
れ
を
「
カ
イ
」
と
は
読
ん
で
い
な
か
っ
た
の
で
は
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な
か
ろ
う
か
。

な
お
、
宋
人
の
孫
爽
の
『
孟
子
音
義
』
下
は
『
孟
本
文
の

「
是
惣
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「
張
（
鑑
）
、
古

結
切
。
丁
（
公
著
）
、
音
界
。
『
説
文
』
介
心
に
作
る
。
忽
な
り
。
許

介
切
」
と
。
先
に
張
鑑
の
説
を
あ
え
て
挙
げ
て
い
る
の
を
見
る
と
、

孫
喪
自
身
は
「
カ
イ
」
と
い
う
断
案
を
下
し
て
い
な
い
こ
と
に
な

る
。
な
お
、
段
注
は
「
張
、
古
錦
切
。
丁
、
音
研
」
と
引
く
。

張
鑑
は
『
孟
子
音
義
』
、
丁
公
著
は
『
孟
子
手
音
』
な
る
も
の
を

撰
し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
丁
公
著
の
伝
（
『
旧
唐
書
』

一
八
八
巻
・
『
新
唐
書
』
一
六
四
巻
）
に
は
、
『
孟
子
手
音
』
は
記

さ
れ
て
い
な
い
。
単
な
る
推
測
で
あ
る
が
、
も
し
丁
公
著
に
『
孟

子
』
関
連
の
撰
、
た
と
え
ば
『
読
孟
子
』
と
い
う
よ
う
な
撰
が
あ

っ
た
な
ら
、
先
引
の
『
康
煕
字
典
』
の
「
丁
公
著
『
孟
子
』
を

読
み
て
惣
に
作
る
」
は
、
あ
る
い
は
「
丁
公
著
が
『
読
孟
子
』
恕

に
作
る
」
と
読
む
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

な
お
「
惣
」
字
に
つ
い
て
玩
元
の
『
孟
子
校
勘
記
』
は
な
に
も

述
べ
て
い
な
い
。
焦
循
の
『
孟
子
正
義
』
は
「
惣
」
を
「
怠
」
の

俗
字
と
す
る
。

す
る
と
、
も
し
「
契
」
を
「
カ
イ
」
と
読
む
と
す
れ
ば
、
「
介
心
」

字
を
「
忽
」
字
に
改
め
て
「
闊
」
を
「
カ
イ
」
と
読
む
こ
と
に
し
、

そ
こ
か
ら
起
る
〈
類
推
〉
と
し
て
、
「
契
」
を
「
カ
イ
」
と
読
ん
だ

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

「
契
」
を
必
ず
「
カ
イ
」
と
読
ま
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
と
し
て
は

薄
弱
で
あ
る
。

な
お
、
唐
人
の
「
契
此
（
布
袋
和
尚
）
」
・
「
契
認
明
」
の
場
合
、

諸
橋
轍
次
『
大
漠
和
辞
典
』
は
そ
れ
ぞ
れ
「
ケ
イ
シ
」
・
「
ケ
イ
ヘ

ツ
メ
イ
」
と
読
み
「
契
嵩
」
は
「
カ
イ
ス
ウ
」
と
読
む
。
そ
の
相

違
の
理
由
は
特
に
記
し
て
い
な
い
。
念
の
た
め
に
一
言
。
漢
和
辞

典
を
引
用
す
る
な
ど
と
い
う
の
は
非
学
問
的
で
あ
る
が
、
こ
れ
は

論
拠
を
示
す
た
め
で
は
な
く
て
、
同
書
の
訓
み
の
不
統
一
を
指
摘

し
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
氏
姓
関
係
の
諸
書
の
ほ
と
ん
ど
は
契
氏
を
挙
げ
て
い
な

い
。
稀
な
氏
姓
で
あ
る
。
宋
人
の
部
思
纂
『
姓
解
』
巻
三
に
「
契

サ
必
」
と
い
う
複
姓
（
前
引
）
が
あ
る
が
、
同
書
は
部
首
的
に
構
成

し
て
お
り
、
同
姓
を
「
大
」
部
に
属
せ
し
め
て
は
い
る
も
の
の
、

音
は
特
に
記
し
て
い
な
い
。
ま
た
同
姓
は
、
宋
人
の
郵
名
世
『
古

今
姓
氏
書
絣
證
』
巻
三
十
に
採
録
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
8
齊

韻
に
属
せ
し
め
て
い
る
の
で
、
「
ケ
イ
」
音
系
で
あ
る
。

契
氏
に
つ
い
て
記
す
も
の
が
少
な
い
中
で
、
唯
一
と
言
っ
て
い

い
く
ら
い
、
詳
述
し
て
い
る
の
は
、
明
人
の
陳
士
元
『
姓
腿
』
で

あ
る
。
そ
の
巻
九
·
屑
韻
に
「
契
•
鄭
．
楔
」
の
三
姓
を
挙
げ
、

そ
れ
ぞ
れ
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
な
お
、
こ
の
部
類
の
冒
頭
に
「
膵
」

姓
を
挙
げ
「
先
結
切
」
と
記
す
。
す
な
わ
ち
「
セ
ツ
」
と
読
む
。

契
に
同
じ
（
す
な
わ
ち
先
結
切
）
。
『
姓
源
』
に
云
う
、

(76) 



郊
上
に
同
じ
。
『
路
史
』
に
云
う
、
周
の
武
王
黄
帝
の

裔
を
荊
に
封
じ
以
て
郎
を
復
す
。
後
に
鄭
氏
・
契
氏
・
傑
氏
有
り
。

楔
音
上
に
同
じ
。
『
千
家
姓
』
に
云
う
、
『
河
南
族
一
統
志
』

に
洪
武
の
初
め
渫
陽
（
江
蘇
省
）
の
傑
斯
有
り
と
云
う
と
。

因
み
に
同
書
は
、
そ
の
あ
と
、
「
頷
（
紅
結
切
）
」
に
続
い
て
「
撃
」

を
挙
げ
「
音
上
に
同
じ
（
す
な
わ
ち
紅
結
切
）
。
『
千
家
姓
』
に

云
う
、
河
南
の
族
」
と
あ
る
。

こ
の
『
姓
鱗
』
の
説
明
は
粗
っ
ぽ
い
。
こ
れ
で
は
鄭
氏
も
契
氏

も
楔
氏
も
結
局
は
同
一
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
わ
け
て
も
契
の
場

合
、
ま
ず
契
は
党
の
と
き
で
は
な
く
て
舜
の
と
き
に
司
徒
に
な
っ

た
と
さ
れ
る
の
が
常
識
で
あ
る
か
ら
、
「
発
」
字
は
『
姓
源
』
の
引

用
あ
る
い
は
『
姓
源
』
本
文
の
誤
り
で
あ
る
。
そ
れ
は
と
も
か
く
、

ふ
つ
う
の
理
解
で
は
、
契
は
殷
の
始
祖
で
あ
り
、
殷
は
、
滅
亡
後
、

商
氏
か
つ
子
姓
と
し
て
残
っ
た
。
ま
た
、
別
に
殷
氏
と
し
た
も
の

も
あ
る
。
始
祖
の
契
が
ど
の
よ
う
に
し
て
契
氏
と
な
っ
て
い
っ
た

の
か
、
説
明
不
十
分
で
あ
る
。

宋
人
の
鄭
樵
の
『
通
志
』
氏
族
略
は
、
氏
の
成
立
の
由
来
を
精

述
し
て
い
る
が
、
そ
こ
に
は
契
氏
の
説
明
は
な
い
。
『
通
志
』
に
お

い
て
も
示
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
陳
士
元
は
何
に
基
づ
い
て
そ
の

よ
う
な
説
を
立
て
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

マ
マ

高
辛
氏
の
子
、
発
の
司
徒
と
為
る
。
商
の
先
な
り
。
後
に
契
氏
有

り

結
局
、
「
契
」
（
氏
・
姓
）
を
①
「
カ
イ
」
と
読
む
理
由
は
薄
弱

で
あ
り
、
慣
行
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
経
緯
と
理
由
が
あ
る
の

か
未
詳
で
あ
る
。
②
「
セ
ツ
」
と
読
む
理
由
は
、
殷
祖
の
契
を
氏

姓
と
し
た
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
説
明
は
不
十
分
で
あ
る
。

お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
理
由
で
、
私
は
「
カ
イ
・
セ
ッ
」
で
な

く
て
、
「
契
」
字
の
最
も
素
直
な
読
み
か
た
の
「
ケ
イ
」
を
採
用
し

「
契
此
」
や
「
契
忍
明
」
ら
の
訓
み
か
た
と
同
じ
く
、
「
契
嵩
（
ケ

イ
ス
ウ
）
」
と
訓
む
こ
と
に
し
た
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
管
見
に
す

ぎ
な
い
の
で
、
「
契
嵩
」
の
「
契
」
を
「
カ
イ
」
と
訓
む
べ
き
理
由

（
単
な
る
慣
行
や
伝
承
と
し
て
で
は
な
く
）
が
あ
れ
ば
、
博
雅
の

士
の
御
教
示
を
い
た
だ
き
た
い
。

固
有
名
詞
の
読
み
か
た
は
難
し
い
。
た
と
え
ば
、
「
葉
」
氏
の
場

合
、
『
経
典
釈
文
』
「
葉
公
舒
渉
反
」
に
従
い
、
『
論
語
集
注
』

も
「
葉
、
舒
渉
反
」
と
し
、
そ
れ
が
一
般
的
で
あ
る
。
し
か
し
、

『
論
語
集
注
』
よ
り
少
し
前
の
前
引
『
通
志
』
氏
族
略
第
三
（
以

邑
為
氏
・
楚
邑
）
に
よ
れ
ば
、
こ
う
あ
る
。
「
旧
音
、
描
。
後
世

木
の
〈
葉
〉
と
同
音
」
と
。
す
な
わ
ち
「
シ
ョ
ウ
」
は
旧
音
で
、

今
は
「
ヨ
ウ
」
と
読
む
と
言
い
切
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で

に
拙
著
『
論
語
全
訳
注
』
（
前
引
）
一
五
六
ペ
ー
ジ
に
記
し
て
あ
る
。

こ
の
場
合
の
よ
う
に
、
「
葉
」
を
「
シ
ョ
ウ
」
と
読
む
根
拠
が
あ
れ

ば
そ
れ
に
従
っ
て
よ
い
が
、
特
別
の
根
拠
が
な
い
と
き
は
、
一
般

的
な
音
に
従
っ
て
よ
い
と
考
え
る
。
こ
の
「
契
」
が
そ
の
例
に
当
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↑
章
に
記
し
た
が
、
世
に
は
剰
窃
や
盗
作
を
平
然
と
行
う
者
が

い
る
。
そ
れ
も
素
人
が
す
る
の
は
、
眼
に
す
る
機
会
が
少
な
く
、

そ
れ
と
気
づ
く
場
合
が
少
な
く
て
な
か
な
か
分
ら
な
い
が
、
い
や

し
く
も
研
究
者
た
る
者
に
お
い
て
、
そ
う
い
う
こ
と
を
し
た
場
合
、

い
く
ら
隠
し
て
も
、
知
ら
ん
顔
を
し
て
い
て
も
、
い
ず
れ
分
る
こ

と
な
の
で
あ
る
。

山
田
史
生
『
寝
床
で
読
む
『
論
語
』

I
こ
れ
が
凡
人
の
生
き
る

道
』
（
ち
く
ま
新
書
・
筑
摩
書
房
、
二

0
0
六
年
）
と
い
う
本
が
そ

れ
で
あ
る
。

同
書
は
、
金
谷
治
訳
注
『
論
語
』
（
岩
波
文
庫
）
以
外
、
『
論
語
』

に
関
し
て
他
の
依
拠
し
た
文
献
を
一
点
も
挙
げ
て
い
な
い
。
こ
の

書
は
、
新
訳
文
風
に
訳
し
て
い
る
が
、
「
君
子
」
と
い
う
原
文
に
対

る。

、し9
、

三
瓢
窃
に
つ
い
て

（
 

な
お
、
念
の
た
め
に
記
せ
ば
、
現
代
中
国
語
に
お
い
て
、
「
契
」

の
破
音
は
三
種
と
さ
れ
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①

q
i

「
契
約
」
や
「
刻
む
」
な
ど
。
②
q
i
e

文
語
調
で
「
契
闊

（
「
久
闊
」
の
類
語
）
」
や
「
契
舟
求
剣
」
な
ど
。
③
x
i
e
 

す
な
わ
ち
殷
祖
の
契
゜

人
名

し
て
、
十
八
個
所
に
わ
た
っ
て
「
教
義
（
あ
る
い
は
、
教
狸
の
）

あ
る
人
間
」
、
と
訳
し
て
い
る
（
四
四
•
六

O
·
六
ニ
・
六
五
・
七

三
•
八
六
•
九
八
．
―
-
三
〔
二
個
所
〕
．
―
-
四
・
―
二
七
•
一

ニ
八
•
一
五
八
•
一
五
九
•
一
六
九
•
一
七
九
•
一
八
ニ
・
一
八

八
各
ペ
ー
ジ
）
。
ま
た
「
教
養
ゆ
た
か
な
人
間
」
（
三
六
ペ
ー
ジ
）

と
一
個
所
。
さ
ら
に
「
小
人
」
を
「
知
識
（
あ
る
い
は
、
知
識
の
）

あ
る
人
間
」
（
一
―
三
〔
二
個
所
〕
・
―
二
八
〔
二
個
所
〕
・
一
七

九
•
一
八
二
各
ペ
ー
ジ
）
、
「
知
識
ま
み
れ
の
人
間
」
（
三
六
ペ
ー

ジ
）
と
七
個
所
に
わ
た
っ
て
訳
し
て
い
る
。
な
お
「
頭
で
っ
か
ち

の
人
間
」
（
一
―
七
ペ
ー
ジ
）
と
も
訳
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
知

識
ま
み
れ
の
人
間
」
と
い
う
訳
の
延
長
上
に
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ

―
つ
「
小
人
」
を
「
小
物
」
（
六
六
ペ
ー
ジ
）
と
訳
し
て
い
る
も
の

が
あ
る
。

私
は
、
「
君
子
・
小
人
」
の
こ
の
訳
語
を
見
て
、
憤
っ
た
。
こ
れ

は
剰
窃
で
は
な
い
か
。

前
引
拙
著
『
論
語
全
訳
注
』
は
、
従
来
の
訳
文
に
あ
き
た
ら
ず
、

訳
に
お
い
て
大
変
な
苦
心
を
し
た
。
わ
け
て
も
、
「
君
子
」
を
「
教

養
人
」
、
「
小
人
」
を
「
知
識
人
」
と
訳
す
に
至
る
ま
で
十
年
を
要

し
た
の
で
あ
る
。
同
書
「
は
じ
め
に
」
に
こ
う
記
し
て
い
る
。

「
本
書
は
、
講
談
社
編
集
部
の
福
田
信
宏
氏
の
求
め
に
応
じ
て

十
年
の
歳
月
を
経
て
完
成
し
た
。
九
年
を
費
や
し
て
や
っ
と
方
針

を
立
て
る
こ
と
が
で
き
、
一
年
を
も
っ
て
一
気
に
書
い
た
。
『
論
語
』
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そ
の
十
年
を
待
っ
て
い
た

の
本
質
を
読
み
き
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

だ
き
…
…
」
（
七
ペ
ー
ジ
）
＾
〕

そ
の
中
心
と
な
っ
た
も
の
こ
そ
、
「
君
子
・
小
人
」

と
、
そ
の
現
代
語
訳
で
あ
っ
た
。

そ
の
位
置
づ
け
に
つ
い
て
は
、
『
論
語
全
訳
注
』
の
一

0
ペ
ー

ジ
に
図
式
化
し
て
説
明
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
現
代
の
こ
と
ば
で

表
現
す
れ
ば
、
小
人
は
知
識
人
、
君
子
は
教
養
人
に
相
当
す
る
で

あ
ろ
う
。
図
の
よ
う
な
関
係
で
あ
り
：
・
…
」
（
―
ニ
―
ペ
ー
ジ
）
と

注
記
し
て
い
る
。

こ
の
訳
語
に
至
る
ま
で
、
ど
れ
ほ
ど
苦
し
ん
だ
こ
と
か
。
そ
れ

は
真
剣
に
訳
注
に
取
り
組
ん
だ
者
に
し
か
分
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。

同
拙
著
は
平
成
十
六
年
三
月
十
日
刊
で
あ
る
が
、
そ
の
約
半
年
前
、

平
成
十
五
年
六
月
十
八
日
付
産
経
新
聞
「
正
論
」
欄
に
、
「
育
成
す

べ
き
は
知
識
人
で
は
な
く
て
教
養
人
」
（
編
集
部
が
付
し
た
タ
イ
ト

ル
）
と
題
し
て
、
私
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

の
位
置
づ
け

近
ご
ろ
の
世
情
の
乱
れ
に
う
ん
ざ
り
と
い
う
こ
と
も
あ
っ

て
、
い
ま
私
が
大
半
の
時
間
を
費
や
し
て
い
る
の
は
、
『
論
語
』

の
全
訳
注
で
あ
る
。

十
年
前
、
講
談
社
の
求
め
に
応
じ
た
も
の
の
、
ほ
と
ん
ど

作
業
は
進
ま
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
半
年
前
か
ら
急
速

に
進
み
、
予
定
の
半
分
近
く
に
ま
で
至
っ
て
い
る
。
な
ぜ
か
。

『
論
語
』
の
中
の
重
要
な
こ
と
ば
、
今
風
に
言
え
ば
キ
ー
ワ

ー
ド
か
、
そ
れ
ら
の
現
代
日
本
語
訳
を
決
定
す
る
こ
と
が
で

き
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
こ
に
至
る
ま
で
、
訳
し
き
れ
な
い
で
苦
し
み
続
け
た
。

た
と
え
ば
、
「
君
子
・
小
人
」
。

こ
れ
ま
で
の
『
論
語
』
の
訳
書
の
大
半
は
、
漢
字
が
日
中

で
共
通
と
い
う
理
由
で
、
原
文
の
「
君
子
・
小
人
」
を
漢
字

そ
の
ま
ま
に
現
代
語
訳
に
使
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
現
代
日
本
語
の
中
で
「
君
子
・
小
人
」
は
ど
う

い
う
地
位
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
死
語
と
な
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
使
っ
た
の
で
は
、
現
代
日

本
人
に
通
じ
な
い
。

そ
の
た
め
、
中
に
は
「
君
子
・
小
人
」
を
「
り
っ
ぱ
な
人
・

つ
ま
ら
な
い
人
」
と
訳
し
て
い
る
。
し
か
し
、
な
に
が
り
つ

ば
で
、
な
に
が
つ
ま
ら
な
い
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な
い
。
文

字
の
上
で
は
現
代
語
訳
に
み
え
て
も
、
中
身
は
訳
出
さ
れ
て

い
な
い
で
は
な
い
か
。

で
は
ど
う
訳
せ
ば
よ
い
の
か
。
「
君
子
・
小
人
」
の
元
来
の

意
味
を
学
問
的
に
訳
す
こ
と
は
で
き
る
が
、
そ
れ
と
後
世
に

広
く
読
ま
れ
、
古
典
と
な
っ
た
『
論
語
』
に
お
け
る
意
味
と

は
ま
た
別
で
あ
る
。
こ
の
後
者
の
た
め
が
現
代
語
訳
で
、
そ

の
訳
出
に
悩
ん
で
い
た
が
、
現
代
日
本
の
学
校
や
教
育
の
問
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題
を
考
え
て
い
た
と
き
、
は
っ
と
気
が
つ
い
た
の
で
あ
っ
た
。

わ
が
国
で
は
、
小
学
校
か
ら
大
学
に
至
る
ま
で
、
知
識
教

育
が
中
心
で
あ
る
。
目
的
は
専
門
家
（
知
識
の
熟
達
者
）
接

成
で
あ
り
、
そ
の
傾
向
は
も
っ
と
増
加
す
る
で
あ
ろ
う
。
な

に
し
ろ
ノ
ー
ベ
ル
賞
受
賞
者
の
数
を
増
や
す
こ
と
が
す
ぐ
れ

た
文
教
政
策
と
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
だ
か
ら
、
手

近
で
は
し
つ
け
、
遠
く
で
は
見
識
と
い
う
、
礼
節
の
心
得
と

か
人
間
の
器
量
の
充
実
と
か
と
い
っ
た
、
人
格
教
育
（
人
間

性
や
道
徳
性
の
養
成
な
ど
）
と
い
う
点
で
は
、
今
の
学
校
教

育
は
ほ
と
ん
ど
だ
め
で
あ
る
。
特
に
大
学
教
育
に
お
い
て
は

期
待
で
き
な
い
。

あ
り
て
い
に
言
え
ば
、
日
本
の
学
校
教
育
で
は
、
知
識
人

は
養
成
す
る
も
の
の
、
知
識
に
人
格
を
加
え
た
教
狸
人
の
養

成
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
日
本
語
の
「
教
養
」
は
「
知
識
」
を
指
す
感

じ
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
「
教
養
が
あ
る
」
と
は
「
知
識

が
あ
る
」
と
ほ
と
ん
ど
同
義
語
で
あ
る
。
テ
レ
ビ
の
ク
イ
ズ

番
組
は
知
識
ば
か
り
求
め
て
い
る
。
大
学
の
教
養
教
育
の
「
教

養
」
も
、
ほ
と
ん
ど
「
知
識
」
の
意
味
。

そ
う
で
は
な
い
。
教
養
人
と
は
、
知
識
と
人
格
（
道
徳
性
・

人
間
性
な
ど
）
と
の
両
者
を
併
せ
持
っ
た
人
材
を
言
う
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
教
育
の
目
的
は
、
知
識
人
を
つ
く
る
こ

と
で
は
な
く
て
、
教
養
人
を
つ
く
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ

れ
は
普
遍
的
な
真
理
で
あ
る
。
遠
く
西
暦
前
六
ー
五
世
紀
、

孔
子
の
時
代
も
ま
た
同
じ
で
は
な
か
っ
た
か
。

孔
子
の
学
校
に
、
全
国
か
ら
学
生
が
集
ま
り
、
諸
科
目
を

学
習
し
た
。
そ
の
知
識
水
準
は
、
当
時
、
最
高
で
あ
っ
た
。

し
か
し
孔
子
は
、
弟
子
た
ち
に
対
し
て
「
君
子
儒
で
あ
れ
。

小
人
儒
に
な
る
な
」
と
戒
め
て
い
る
。
つ
ま
り
、
同
じ
儒
家

で
あ
っ
て
も
、
教
養
人
で
あ
れ
、
知
識
人
に
終
わ
る
な
、
と

教
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

は
っ
と
分
か
っ
た
。
現
代
日
本
語
に
訳
せ
ば
、
「
君
子
」
と

は
教
養
人
、
「
小
人
」
と
は
知
識
人
の
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ

う
気
が
つ
い
た
瞬
間
、
私
は
『
論
語
』
訳
注
の
作
業
へ
の
め

り
こ
ん
だ
の
で
あ
る
。

た
ず

.
4
る

『
論
語
』
は
「
故
き
を
温
ね
て
新
し
き
を
知
る
」
と
言
う
。

と
お

古
典
を
読
み
透
す
こ
と
に
よ
っ
て
現
代
を
知
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
逆
も
ま
た
あ
り
う
る
。
己
の
力
量
不
足
で
、
十
年
、

訳
語
に
苦
し
ん
だ
。
そ
の
不
明
を
恥
ず
る
ば
か
り
で
あ
る
。

し
か
し
、
知
識
教
育
・
専
門
家
養
成
教
育
全
盛
の
今
日
、
教

養
教
育
は
疎
か
、
古
典
を
読
む
こ
と
さ
え
、
隅
に
追
い
や
ら

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
現
代
日
本
に
は
、
知
識
人
す
な
わ
ち

小
人
が
溢
れ
て
い
る
。

明
治
人
た
ち
は
ど
う
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
『
教
育
勅
語
』
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を
引
け
ば
「
学
を
修
め
業
を
習
い
、
以
っ
て
知
能
を
啓
発
し
」

そ
し
て
「
徳
器
を
成
就
し
、
進
ん
で
公
益
を
広
め
」
る
教
養

教
育
を
重
ん
じ
た
。
知
識
人
は
少
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い

が
人
々
は
教
義
人
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
そ
れ
が
あ
の
時
代
の

数
々
の
国
難
を
乗
り
き
る
力
と
な
っ
て
い
た
。

小
人
で
溢
れ
て
い
る
現
代
日
本
に
必
要
な
人
材
は
見
識
の

あ
る
君
子
で
あ
る
。
知
識
人
で
は
な
く
て
教
養
人
が
必
要
な

の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
〈
構
え
の
大
き
さ
〉
を
、
教
育
基
本

法
の
改
正
に
表
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
（
以
上
、
全

文）。

『
論
語
』
の
訳
注
史
上
、
私
の
よ
う
に
「
君
子
・
小
人
」
を
位

置
づ
け
た
上
で
訳
出
し
た
例
は
な
い
。
私
の
独
創
で
あ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
前
掲
山
田
著
は
依
拠
し
た
文
献
と
し
て
拙
著
を
明

記
し
て
い
な
い
以
上
、
苦
心
の
拙
訳
の
胴
窃
と
見
な
す
。
学
者
・

研
究
者
と
し
て
、
ま
た
人
間
と
し
て
失
格
で
あ
る
。

剥
窃
・
盗
作
の
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
原
拠
•
原
文
の
字
形
を
す

べ
て
削
り
え
ず
、
残
す
こ
と
が
多
い
。
だ
か
ら
こ
そ
刺
窃
・
盗
作

の
跡
と
な
る
。
こ
の
場
合
、
「
教
簑
人
」
を
「
教
狸
あ
る
人
間
・
教

獲
の
あ
る
人
間
」
、
「
知
識
人
」
を
「
知
識
あ
る
人
間
・
知
識
の
あ

る
人
間
」
と
記
し
て
い
る
。
こ
れ
は
原
形
の
跡
が
残
る
剰
窃
・
盗

作

な

る

も

の

の

典

型

で

あ

る

。

山

田

同

書

の

引

用

の

訳

文
は
、
〈
寝
床
で
読
む
〉
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
つ
と
め
て
平
俗
に

し
よ
う
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
教
養
あ
る
人
間
は
、
プ
ラ
イ

ド
は
も
っ
て
い
る
が
、
さ
さ
い
な
こ
と
で
ケ
ン
カ
は
し
な
い
し
…

．．． 

」
（
―
-
四
ペ
ー
ジ
）
と
。
こ
の
文
気
に
お
い
て
は
、
「
教
務
あ

る
人
間
」
と
い
う
個
所
は
、
い
か
に
も
生
硬
で
あ
り
、
浮
い
て
い

る
。
そ
れ
は
借
り
物
だ
か
ら
で
あ
っ
て
、
己
れ
の
徹
底
し
た
検
討

か
ら
生
れ
た
訳
語
で
な
い
証
拠
で
あ
る
。

彼
は
私
の
激
怒
を
伝
問
し
た
ら
し
く
、
突
然
、
私
に
詫
び
を
入

れ
た
手
紙
（
五
月
二
八
日
付
消
印
）
を
寄
せ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、

慇
懃
無
礼
な
そ
の
内
容
が
私
の
怒
り
を
増
幅
さ
せ
る
こ
と
と
な
り
、

今
回
の
こ
の
文
章
と
な
っ
た
。
そ
の
こ
と
や
今
後
の
こ
と
に
つ
い

て
は
、
改
め
て
述
べ
る
こ
と
に
い
た
し
た
い
。
今
は
事
実
を
ま
ず

記
す
。な

お
、
念
の
た
め
。
私
は
、
研
究
生
活
を
通
じ
て
文
筆
を
も
っ

て
生
き
て
き
た
人
間
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
、
己
れ
が

書
く
以
上
、
全
力
投
球
を
し
て
き
た
。
ラ
イ
オ
ン
が
獲
物
に
立
ち

向
う
と
き
、
相
手
が
ど
ん
な
に
小
さ
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、
全
力

で
仕
留
め
る
よ
う
に
、
文
章
を
書
く
と
き
、
全
力
を
挙
げ
て
き
た
。

手
抜
き
を
し
た
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
、
文
筆
を
も
っ
て
生
き
る

者
の
心
得
で
あ
り
、
作
法
で
あ
り
、
誇
り
で
あ
り
、
読
者
へ
の
礼

儀
で
あ
る
。

他
者
の
苦
心
を
踏
み
に
じ
っ
た
盗
み
が
明
ら
か
に
さ
れ
た
以
上
、
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彼
は
筆
を
折
る
の
が
筋
で
あ
る
が
、
ど
う
せ
そ
の
よ
う
な
覚
悟
の

ほ
ど
は
あ
る
ま
い
。
さ
ら
に
一
言
。
私
は
谷
沢
永
一
•
関
西
大
学

名
誉
教
授
の
私
に
関
す
る
或
る
文
を
名
誉
毀
損
で
大
阪
地
裁
に
訴

え
、
勝
訴
判
決
を
得
た
経
験
が
あ
る
。
そ
の
経
緯
は
雑
誌
『
正
論
』

（
平
成
十
五
年
九
月
号
）
に
記
し
て
い
る
。
文
筆
を
も
っ
て
生
き

る
に
は
、
覚
悟
が
い
る
の
だ
。

わ
れ
わ
れ
は
研
究
者
で
あ
る
。
世
の
軽
薄
な
動
き
が
な
ん
で
あ

れ
、
研
究
者
と
し
て
の
礼
節
を
愚
直
な
ま
で
に
守
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
の
存
在
意
義
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
礼
節
は
、
ま
ず
は
大

学
院
学
生
の
こ
ろ
、
身
に
つ
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
全
国
の
大
学

院
担
当
の
現
役
教
員
に
、
そ
の
教
育
を
し
つ
か
り
と
し
て
い
た
だ

け
る
よ
う
お
願
い
い
た
し
た
い
。

本
誌
為
号
（
第
四
十
三
号
）
に
お
い
て
、
佐
藤
将
之
氏
が
「
職

業
と
し
て
の
中
国
思
想
研
究
ー
「
ワ
ー
キ
ン
グ
・
プ
ア
」
化
す
る

若
手
研
究
者
」
と
い
う
論
考
を
寄
せ
て
い
る
。

完
読
し
た
。
同
氏
の
傷
み
自
体
は
、
自
分
の
こ
と
の
よ
う
に
よ

く
分
る
。
し
か
し
、
公
表
し
た
以
上
、
同
論
考
は
た
だ
ち
に
社
会

性
を
有
す
る
の
で
、
同
論
考
の
主
張
を
一
般
論
と
し
て
見
、
そ
れ

に
対
し
て
私
の
思
う
と
こ
ろ
を
述
べ
た
い
。

四
若
手
研
究
者
に
対
し
て

念
の
た
め
に
言
え
ば
、
私
は
佐
藤
氏
と
面
識
は
な
い
。
そ
の
経

歴
も
ほ
と
ん
ど
知
ら
な
い
。
た
だ
、
湯
浅
邦
弘
氏
か
ら
、
大
阪
大

学
大
学
院
出
身
者
三
人
が
同
氏
に
大
変
お
世
話
に
な
り
、
い
ず
れ

も
台
湾
に
お
い
て
職
を
得
る
こ
と
の
お
蔭
を
蒙
っ
た
こ
と
を
知
っ

た
。
大
阪
大
学
中
国
哲
学
研
究
室
出
身
の
若
い
人
へ
の
御
高
配
に

は
、
同
研
究
室
引
退
者
の
立
場
な
が
ら
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。

し
か
し
、
そ
の
感
謝
と
は
別
に
、
以
下
は
あ
く
ま
で
も
一
般
論

と
し
て
述
べ
る
の
で
、
そ
の
行
論
上
、
佐
藤
氏
の
名
を
引
用
せ
ざ

る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
や
む
を
え
な
い
こ
と
と
諒
解
さ
れ
た
い
。

そ
こ
に
引
く
「
佐
藤
氏
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
「
若
手
研
究
者
」
と

い
う
意
味
に
置
き
換
え
て
読
ん
で
い
た
だ
け
る
と
幸
甚
で
あ
る
。

私
自
身
は
、
佐
藤
氏
に
対
し
て
、
感
謝
（
台
湾
で
の
御
高
配
に
対

し
て
）
と
敬
意
（
勇
気
を
も
っ
て
の
今
回
の
発
言
に
対
し
て
）
と

の
念
を
抱
い
て
い
る
こ
と
を
あ
え
て
前
言
し
た
い
。

本
質
論
か
ら
入
ろ
う
。

佐
藤
氏
は
、
①
研
究
者
に
な
り
た
い
の
か
、
そ
れ
と
も
②
大
学

教
員
に
な
り
た
い
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

近
ご
ろ
の
大
学
案
内
、
就
職
進
路
案
内
の
類
を
見
る
と
、
職
業

と
し
て
の
大
学
教
授
（
「
教
員
」
で
は
な
い
）
に
な
る
た
め
に
は
、

大
学
院
に
進
学
せ
よ
と
謳
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
こ
と
が
書
か
れ

て
い
る
と
、
世
間
を
知
ら
な
い
高
校
生
、
あ
る
い
は
大
学
生
は
、
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大
学
教
員
と
い
う
職
業
に
就
き
た
い
と
思
え
ば
、
大
学
院
に
進
学

す
る
と
自
動
的
に
な
れ
る
も
の
と
錯
覚
を
起
し
て
し
ま
う
。
あ
た

か
も
、
幼
•
小
•
中
・
高
・
大
の
上
に
院
と
い
う
学
校
が
あ
り
、

そ
こ
を
了
え
れ
ば
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
式
に
大
学
教
員
に
な
れ
る
か

の
よ
う
に
思
っ
て
し
ま
う
。

こ
れ
が
悲
劇
の
発
端
で
あ
る
。
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
そ
こ
に
は
、

順
を
追
っ
て
ゆ
け
ば
、
生
涯
が
保
証
さ
れ
る
、
安
心
•
安
全
な
道

が
あ
る
、
と
い
う
人
生
設
計
が
あ
り
、
そ
れ
を
信
じ
て
お
人
好
し

の
人
生
を
歩
む
こ
と
と
な
る
。

し
か
し
、
人
生
は
（
こ
の
老
人
の
狭
い
人
生
観
か
も
し
れ
な
い

が
）
、
ほ
と
ん
ど
が
理
不
尽
の
連
続
で
あ
る
。
世
の
中
、
う
ま
く
い

た
め
し

っ
た
例
な
ど
め
っ
た
に
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
憂
き
世
な
の
で
あ
る
。

と
述
べ
る
と
、
若
手
研
究
者
か
ら
早
く
も
反
撥
の
声
が
出
て
く

る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
に
も
分
っ
て
い
な
い
と
。
ま
、
ま
、
も
う

す
こ
し
老
人
の
苦
言
を
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
。

昔
話
を
し
よ
う
。
五
十
年
、
半
世
紀
も
前
の
こ
と
、
私
は
学
部

学
生
で
あ
っ
た
。
そ
の
こ
ろ
の
大
学
教
授
は
、
実
に
威
厳
が
あ
っ

た
。
近
ご
ろ
見
か
け
る
〈
安
物
の
大
学
教
授
〉
と
は
雲
泥
の
差
が

あ
っ
た
。

な
ぜ
か
。
理
由
は
簡
単
で
あ
る
。
大
学
教
授
の
ポ
ス
ト
は
ご
く

ご
く
少
数
で
あ
り
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
し
て
職
業
と
し
て
は
成
り
立

た
な
か
っ
た
た
め
、
ご
く
少
数
の
優
秀
な
人
が
担
当
し
て
い
た
か

ら
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
当
時
と
て
つ
ま
ら
な
い
人
が
大
学
教
授
に
な
っ
て

い
た
。
例
え
ば
、
旧
帝
国
大
学
時
代
の
東
京
大
学
経
済
学
部
に
お

け
る
激
し
い
派
閥
抗
争
を
描
い
た
竹
内
洋
『
大
学
と
い
う
病
』
（
中

公
文
庫
・
ニ

0
0
七
年
）
を
読
む
と
、
よ
く
分
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
少
く
と
も
五
十
年
前
、
〈
職
業
と
し
て
の
大

学
教
授
〉
は
、
マ
ー
ケ
ッ
ト
と
し
て
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
と
言

っ
て
い
い
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
が
、
『
職
業
と
し
て
の
学
問
』

だ
っ
た
か
、
『
職
業
と
し
て
の
政
治
』
だ
っ
た
か
、
ど
ち
ら
か
で
、

〈
大
学
教
授
に
就
任
で
き
た
と
き
の
事
情
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
想

い
出
す
と
不
愉
快
な
気
持
を
抱
く
の
が
ふ
つ
う
〉
と
い
っ
た
趣
旨

の
こ
と
を
述
べ
て
い
た
こ
と
を
記
憶
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
マ
ー

ケ
ッ
ト
が
な
く
、
競
争
原
理
が
存
在
し
な
い
の
で
、
競
争
原
理
以

外
の
事
情
に
由
る
〈
不
愉
快
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
か
つ
て
は
大
学
教
員
に
な
れ
る
こ
と
な
ど
な
い
と
い

う
暗
黙
の
諒
解
が
あ
っ
た
。
事
実
、
な
れ
な
か
っ
た
。

し
か
し
、
研
究
を
続
け
た
い
志
望
者
は
昔
も
い
た
。
た
だ
し
、

仙
人
の
よ
う
に
霞
を
食
っ
て
活
き
て
ゆ
け
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

高
校
教
員
と
な
っ
て
、
そ
れ
で
生
活
を
し
て
研
究
を
続
け
る
と
い

う
の
が
ふ
つ
う
で
あ
っ
た
。

私
が
高
校
生
の
と
き
、
福
永
光
司
先
生
（
後
に
京
都
大
学
教
授
）

は
正
式
の
教
諭
で
あ
り
漠
文
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
因
み
に
、
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古
文
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
の
は
山
崎
馨
先
生
（
後
に
神
戸
大
学

教
授
）
、
化
学
は
今
中
利
信
先
生
（
後
に
大
阪
大
学
教
授
）
、
英
語

は
佐
野
哲
郎
先
生
（
後
に
京
都
大
学
教
授
）

．．．．．． 
と
い
う
ふ
う
に
、

研
究
者
志
望
の
〈
教
諭
〉
に
教
え
て
い
た
だ
い
て
い
た
。
な
お
、

本
田
清
先
生
も
高
槻
高
校
（
私
学
）
で
教
え
て
お
ら
れ
た
。

も
っ
と
も
、
私
の
母
校
は
、
旧
制
の
大
阪
府
立
一
中
で
あ
っ
た

北
野
高
校
で
あ
っ
た
の
で
、
前
記
先
生
方
も
教
え
て
お
ら
れ
て
楽

し
か
っ
た
こ
と
と
は
思
う
。
佐
野
先
生
は
北
野
出
身
で
あ
っ
た
が
、

後
年
、
私
と
雑
談
の
折
、
北
野
で
の
授
業
は
、
〔
生
徒
が
で
き
る
の

こ
わ

で
〕
恐
く
も
あ
っ
た
が
、
面
白
か
っ
た
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
。

こ
れ
が
研
究
志
望
者
の
ふ
つ
う
の
道
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
私

が
院
生
の
こ
ろ
は
す
こ
し
事
情
が
違
っ
て
き
て
い
た
。
前
記
先
生

方
は
、
旧
制
大
学
出
身
者
な
の
で
、
全
日
制
高
校
勤
務
が
ふ
つ
う

で
あ
っ
た
。
と
言
う
の
は
、
旧
制
の
大
学
院
と
い
う
の
は
有
名
無

実
の
も
の
で
あ
り
、
実
質
的
に
は
義
務
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
か

ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
な
、
新
制
大
学
院
の
場
合
、
出

席
義
務
が
あ
り
、
修
士
論
文
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
昼
間

に
高
校
勤
務
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。
ま
た
今
日
と
異

な
り
大
学
院
学
生
が
同
時
に
正
規
に
職
業
を
有
す
る
と
、
大
学
院

を
退
学
す
る
か
、
職
業
を
や
め
る
か
の
二
者
択
一
を
迫
ら
れ
る
シ

ス
テ
ム
で
あ
っ
た
。
い
や
、
正
規
の
職
業
に
つ
い
て
い
る
と
、
即

退
学
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

そ
こ
で
、
院
生
は
昼
間
時
間
が
実
質
的
に
は
自
由
と
な
る
定
時

制
高
校
教
諭
と
な
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
正
規
勤
務
は
、

黙
認
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
。
大
学
側
は
知
ら
ん
顔
を
し
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

芳
名
を
挙
げ
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
い
て
記
せ
ば
、
近
畿
圏

関
係
者
に
お
い
て
は
、
大
西
晴
隆
・
日
原
利
国
両
氏
は
旧
制
出
身

で
あ
り
全
日
制
勤
務
で
あ
っ
た
が
、
戸
川
芳
郎
・
野
村
茂
夫
•
坂

出
祥
伸
·
橋
本
高
勝
・
安
本
博
•
三
浦
國
雄
各
氏
は
定
時
制
勤
務

で
あ
っ
た
。
関
東
に
お
い
て
も
、
恐
ら
く
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
た

だ
ろ
う
。
私
の
名
大
勤
務
時
代
の
同
僚
で
あ
っ
た
網
野
善
彦
氏
（
日

本
史
）
も
東
京
で
十
何
年
と
高
校
教
員
で
あ
っ
た
。
旧
制
出
身
の

村
上
哲
見
氏
（
中
国
文
学
）
は
、
高
校
の
宿
直
室
に
住
み
つ
い
て

お
ら
れ
た
と
エ
ッ
セ
イ
に
書
い
て
お
ら
れ
る
。

私
も
昼
間
は
院
生
で
、
夜
間
は
大
阪
府
立
高
津
高
校
定
時
制
の

教
諭
で
あ
っ
た
。

定
時
制
の
場
合
、
生
徒
は
昼
間
は
働
い
て
お
り
、
夜
は
午
後
六

時
か
ら
九
時
ま
で
高
校
に
出
席
。
そ
の
あ
と
夜
遅
く
帰
る
と
、
翌

日
の
勤
務
が
あ
る
の
で
、
す
ぐ
就
寝
す
る
。
す
る
と
、
教
員
と
し

て
は
、
生
徒
の
予
習
・
復
習
は
ま
っ
た
＜
期
待
で
き
な
い
。

と
す
れ
ば
、
五
十
分
の
授
業
内
に
必
要
な
こ
と
を
教
え
て
彼
ら

の
頭
に
刻
み
つ
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
教
え
か
た
、
ま
た
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と
い
う
こ
と
に

工
夫
も
ニ
エ
夫
も
必
要
と

何
を
教
え
る
の
か
、

な
っ
た
。

ま
ず
教
え
か
た
。
こ
れ
は
、
徹
底
的
に
具
体
的
に
し
て
、
か
つ

興
味
あ
る
例
を
準
備
し
、
メ
リ
ハ
リ
の
効
い
た
講
述
を
し
、
そ
の

時
間
内
に
頭
脳
に
刻
み
つ
け
る
こ
と
に
苦
心
し
た
。
し
か
し
、
そ

の
こ
と
を
通
じ
て
、
話
し
か
た
が
身
に
つ
い
た
と
思
う
。

後
年
、
私
は
素
人
向
け
に
か
な
り
の
数
の
講
演
を
行
な
っ
て
き

た
が
、
定
時
制
に
お
け
る
講
述
の
訓
練
が
非
常
に
役
立
っ
た
。
も

し
私
に
そ
の
経
験
と
工
夫
の
努
力
と
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
講
演

は
苦
痛
と
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

次
に
。
何
を
教
え
る
か
で
あ
る
。
科
目
は
国
語
で
あ
っ
た
か
ら
、

例
え
ば
、
国
文
法
も
教
え
る
こ
と
と
な
る
。
私
は
大
学
の
一
般
教

育
課
程
（
い
わ
ゆ
る
教
養
課
程
）
の
こ
ろ
、
阪
倉
篤
義
教
授
の
『
日

本
文
法
の
話
』
（
創
元
社
。
後
に
改
稿
し
て
、
教
育
出
版
）
を
通
じ

て
、
時
枝
誠
記
の
時
枝
文
法
に
非
常
な
関
心
を
有
し
て
い
た
の
で
、

時
枝
文
法
・
阪
倉
文
法
を
講
義
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
文
部
省

の
国
定
文
法
は
、
い
わ
ゆ
る
橋
本
（
進
吉
）
文
法
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
を
元
に
し
な
が
ら
も
、
橋
本
文
法
と
考
え
か
た
の
異
な
る
時

枝
文
法
を
教
え
た
。
学
習
指
導
要
領
か
ら
の
逸
脱
で
あ
り
、
生
徒

は
迷
惑
だ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
私
と
し
て
は
、
教
え
る
た
め
に
時
枝

文
法
・
阪
倉
文
法
の
理
解
に
こ
れ
務
め
た
。
こ
れ
が
後
に
私
の
中

国
論
理
学
研
究
に
大
き
く
役
立
つ
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
己
れ
の
環
境
を
逆
手
に
取
っ
て
、
そ
れ
を
生
か

し
て
己
れ
の
研
究
を
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
ま
た

そ
う
い
う
工
夫
を
加
え
る
こ
と
が
己
れ
を
生
か
す
こ
と
に
な
る
の

で
あ
る
。
完
全
な
研
究
環
境
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
ど
こ
に
も
な

い
。
己
れ
が
研
究
環
境
を
作
る
の
で
あ
る
。

話
を
も
ど
す
と
、
①
研
究
者
を
志
望
す
る
な
ら
ば
、
研
究
職
を

得
ら
れ
な
い
と
き
は
、
高
校
教
員
と
し
て
勤
務
す
る
と
い
う
こ
と

で
い
い
で
は
な
い
か
。
あ
と
は
志
の
問
題
で
あ
る
。
高
齢
の
私
の

場
合
、
も
う
教
員
に
雇
用
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
い
ざ
と
な
れ

ば
古
書
店
を
開
き
、
わ
ず
か
な
蔵
書
だ
が
、
高
値
で
だ
ま
し
て
売

り
と
ば
し
、
そ
れ
を
も
っ
て
研
究
環
境
を
作
る
ぐ
ら
い
の
根
性
は

ま
だ
残
っ
て
い
る
。

②
大
学
教
員
と
な
る
こ
と
を
志
望
す
る
場
合
。
私
は
結
果
と
し

て
大
学
教
員
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
ち
ろ
ん
、
多
く
の
御
好

意
あ
る
方
々
の
お
蔭
で
は
あ
る
が
、
研
究
へ
の
必
死
の
努
力
が
あ

っ
た
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。

人
生
、
運
不
運
は
あ
る
。
特
に
若
い
こ
ろ
は
そ
う
で
あ
る
。
し

か
し
、
こ
っ
こ
っ
と
努
力
を
積
み
重
ね
て
お
れ
ば
、
必
ず
だ
れ
か

が
そ
れ
を
見
て
い
る
。

私
は
大
阪
大
学
に
勤
務
し
て
い
た
こ
ろ
、
若
い
弟
子
に
少
し
で

も
機
会
を
と
考
え
、
新
人
物
往
来
社
に
頼
み
、
私
が
編
者
と
な
り
、

『
S
の
世
界
』
と
い
う
シ
リ
ー
ズ
単
行
本
を
六
種
類
刊
行
し
た
こ
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と
が
あ
る
。
企
画
と
し
て
老
（
ベ
テ
ラ
ン
）
．
壮
•
青
と
バ
ラ
ン
ス

の
と
れ
た
執
筆
者
を
一
巻
ご
と
に
十
数
人
選
定
し
た
。
そ
の
と
き
、

中
心
と
な
っ
た
の
は
も
ち
ろ
ん
阪
大
勢
で
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
と

ど
ま
ら
ず
、
全
国
的
な
目
で
見
て
、
面
識
は
な
か
っ
た
が
こ
れ
ぞ

と
い
う
人
に
声
を
掛
け
た
。
そ
れ
は
、
そ
の
人
の
書
い
た
も
の
を

読
ん
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
、
今
は
故
人
と
な
っ
た
が
、
非
常

勤
講
師
時
代
の
日
下
翠
氏
の
場
合
、
そ
の
力
量
を
認
め
、
私
は
電

話
で
交
渉
し
た
。
突
然
だ
っ
た
の
で
同
氏
は
驚
い
て
お
ら
れ
た
が
。

日
下
氏
は
後
に
九
州
大
学
に
採
用
さ
れ
た
が
、
ま
だ
若
く
し
て
の

逝
去
は
残
念
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
し
つ
か
り
業
績
を
積
み
あ
げ
て
お
れ
ば
、
見
て

い
る
人
が
必
ず
い
る
。
若
手
研
究
者
は
そ
れ
を
信
じ
よ
。
も
ち
ろ

ん
、
運
不
運
は
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
問
う
て
は
、
愚
痴
に
な

る
だ
け
で
あ
る
。

大
学
教
員
に
な
る
こ
と
を
人
生
の
目
的
と
は
し
な
い
で
、
研
究

者
と
な
る
こ
と
を
人
生
の
目
的
と
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
特

に
文
学
部
系
は
そ
う
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
直
接
的
因

果
関
係
の
理
屈
だ
け
の
理
工
系
と
異
な
り
、
文
学
部
系
は
、
人
間

の
探
求
と
い
う
永
遠
の
問
題
に
挑
戦
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
形
式

で
は
な
く
て
、
内
容
と
し
て
、
強
制
で
は
な
く
て
、
内
発
と
し
て
、

研
究
を
志
さ
な
く
て
は
、
続
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
研
究
職
を
得

ら
れ
な
く
と
も
、
高
校
教
諭
と
し
て
研
究
を
続
け
て
い
る
こ
と
の

誇
り
を
持
て
。

昭
和
二
十
年
の
敗
戦
前
、
中
国
哲
学
は
、
当
時
は
支
那
哲
学
と

呼
ば
れ
て
い
た
が
、
そ
の
専
攻
者
は
、
そ
の
こ
ろ
、
す
で
に
就
職

難
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
研
究
者
に
な
ろ
う
と
す
る
人
は
、
経
済
的

余
裕
が
あ
る
人
と
か
、
社
寺
の
子
弟
で
生
活
の
安
定
し
て
い
る
人

と
か
、
な
ど
で
あ
っ
た
。
だ
か
ら
、
職
が
な
く
て
も
や
っ
て
ゆ
け

た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
私
の
よ
う
な
、
貧
乏
農
家
の
出
身
で
、
亡

父
が
小
学
校
訓
導
と
い
っ
た
程
度
の
家
か
ら
は
、
研
究
者
ど
こ
ろ

か
大
学
進
学
さ
え
も
お
ぼ
つ
か
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
が
敗
戦
後
は
、
分
不
相
応
に
私
は
研
究
者
志
望
を
し
た
。

当
然
、
そ
の
道
は
独
り
で
〈
は
る
か
な
る
幾
山
河
を
越
え
ゆ
く
〉

よ
う
な
、
瞼
し
く
て
心
細
い
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
覚
悟
の
志

望
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
性
来
、
楽
天
的
な
私
は
、
実
は
深
刻
に
は
思
っ
て
い

な
か
っ
た
。
食
べ
て
ゆ
け
る
か
ど
う
か
と
思
っ
た
が
、
な
ん
と
食

べ
て
ゆ
け
る
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
飲
ん
で
も
ゆ
け
る
こ
と
と

相
い
な
っ
た
。
そ
の
理
由
は
、
高
校
教
諭
の
職
に
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。長

期
戦
I

I
そ
れ
が
覚
悟
を
造
る
の
だ
。

一
方
、
佐
藤
氏
は
、
若
手
研
究
者
が
ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
化
し
、

そ
れ
が
最
終
的
に
は
中
国
思
想
研
究
全
体
の
質
を
落
し
て
ゆ
く
と

い
う
、
学
界
全
体
に
対
す
る
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
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そ
の
言
や
善
し
。
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
実

は
、
昔
か
ら
そ
う
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
佐
藤
氏
の
胸
底

に
は
、
あ
の
凡
ク
ラ
が
大
学
教
員
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
引
き

か
え
自
分
の
地
位
は
ど
う
だ
、
あ
の
程
度
の
大
学
教
員
で
は
学
問

的
水
準
は
保
て
な
い
•
•
…
·
等
々
の
憤
怒
が
あ
る
に
違
い
な
い
。

で
は
、
そ
れ
を
改
め
る
に
は
ど
う
す
る
か
。
例
え
ば
、
大
学
教

員
資
格
試
験
を
し
、
そ
の
合
格
者
の
中
か
ら
し
か
採
用
で
き
な
い

よ
う
に
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
試
験
に

よ
っ
て
研
究
者
志
望
者
を
真
に
選
考
し
う
る
の
か
ど
う
か
は
疑
問

で
あ
る
。

と
言
う
の
は
、
試
験
に
強
い
優
等
生
は
大
体
に
お
い
て
研
究
者

に
向
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
研
究
者
の
世
界
と
は
、
そ
れ
こ
そ
ま

ず
は
ド
根
性
の
世
界
な
の
で
あ
る
。
ち
ょ
っ
と
し
た
こ
と
で
落
ち

こ
ん
だ
り
、
挫
折
経
験
が
な
か
っ
た
り
、
大
所
高
所
か
ら
も
の
を

見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
り
、
極
度
の
安
定
志
向
だ
っ
た
り
…

．．． 
と
い
う
の
が
優
等
生
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
小
器
用
に
も
の
を
調

べ
た
り
ま
と
め
た
り
す
る
の
は
、
優
等
生
の
得
意
と
す
る
と
こ
ろ
。

し
か
し
、
大
風
呂
敷
を
広
げ
る
と
か
、
マ
ニ
ア
ッ
ク
に
徹
底
し
て

調
べ
る
：
・
・
：
と
い
っ
た
、
ド
根
性
と
い
う
研
究
者
に
必
要
な
ヤ
ク

ザ
気
質
が
な
い
と
、
研
究
は
進
ま
な
い
。
け
れ
ど
も
、
日
本
の
今

の
制
度
で
は
、
リ
ポ
ー
ト
作
製
向
き
小
粒
の
優
等
生
は
生
れ
る
が
、

構
え
の
大
き
い
研
究
者
は
生
れ
に
く
い
。
ま
た
、
学
生
定
員
を
満

た
す
こ
と
に
汲
々
と
し
て
い
る
大
半
の
今
の
大
学
で
は
、
そ
う
い

う
ド
根
性
派
は
、
お
そ
ら
く
教
員
に
採
用
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

真
実
に
う
る
さ
い
人
物
は
敬
遠
す
る
か
ら
で
あ
る
。

ワ
ー
キ
ン
グ
プ
ア
若
手
研
究
者
と
い
う
、
そ
の
人
た
ち
の
志
と

は
、
い
っ
た
い
何
か
、
そ
の
中
身
の
本
質
を
ま
ず
問
う
べ
き
で
は

な
か
ろ
う
か
。

佐
藤
氏
は
、
学
会
・
学
界
は
若
手
研
究
者
の
就
職
問
題
に
つ
い

て
考
え
て
い
な
い
と
批
判
す
る
。
そ
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、

学
会
に
は
、
昔
も
今
も
そ
の
よ
う
な
力
は
な
い
し
、
学
界
と
い
う

抽
象
的
世
界
で
は
、
全
体
ど
こ
ろ
か
、
自
分
の
弟
子
の
就
職
問
題

で
頭
が
い
っ
ぱ
い
で
あ
り
、
関
係
外
の
若
手
研
究
者
の
就
職
の
こ

と
な
ど
、
考
え
る
余
地
は
ま
っ
た
く
な
い
。
そ
れ
が
現
実
で
あ
る
。

い
や
、
今
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
戦
前
か
ら
ず
っ
と
そ
う
だ
っ

た
の
で
あ
る
。

と
書
い
て
く
る
と
絶
望
的
な
話
と
な
る
が
、
け
っ
し
て
そ
う
で

は
な
い
。
戦
前
か
ら
私
の
院
生
時
代
に
至
る
ま
で
の
こ
ろ
は
、
大

学
教
員
の
ポ
ス
ト
は
少
な
く
、
研
究
志
望
者
は
高
校
教
諭
と
し
て

研
究
を
続
け
た
。
そ
の
後
、
大
学
が
増
加
し
、
確
か
に
大
学
教
員

の
ポ
ス
ト
は
増
え
た
。
し
か
し
、
中
国
哲
学
な
い
し
中
国
学
関
係

の
ポ
ス
ト
は
ほ
と
ん
ど
増
え
ず
、
中
国
語
教
員
の
微
増
に
終
っ
た
。

増
え
た
の
は
、
お
よ
そ
学
問
・
研
究
と
は
無
縁
な
、
そ
こ
ら
の
素

人
芸
で
も
や
っ
て
ゆ
け
る
ど
う
で
も
い
い
よ
う
な
怪
し
げ
な
領
域
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の
、
〈
安
物
の
大
学
教
授
〉
で
あ
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国

学
の
大
学
院
出
身
者
は
激
増
し
た
。
こ
れ
で
は
研
究
職
に
就
く
の

は
困
難
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
高
校
教
諭
に
な
ろ
う
と
す
る
人
が
少
な
い
。
こ
れ

が
私
に
は
分
ら
な
い
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
公
立

学
校
の
採
用
試
験
に
合
格
で
き
な
い
と
あ
っ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
問

題
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
私
立
高
校
も
採
用
試
験
が
あ
る
の
が
ふ

つ
う
で
あ
る
。

か
つ
て
私
が
大
阪
大
学
に
在
籍
し
て
い
た
と
き
、
学
生
に
は
学

部
時
代
に
国
語
の
教
員
免
許
状
を
〈
必
ず
〉
取
得
さ
せ
、
大
学
院

に
進
学
し
た
修
士
課
程
の
学
生
に
は
、
〈
必
ず
〉
高
校
の
非
常
勤
講

師
を
さ
せ
た
。
そ
れ
は
、
研
究
者
志
望
者
は
高
校
勤
務
を
す
る
こ

と
に
な
る
リ
ハ
ー
サ
ル
で
も
あ
っ
た
。

私
は
相
当
数
の
者
を
研
究
職
に
就
職
さ
せ
た
が
（
そ
の
方
法
等

に
つ
い
て
は
次
回
に
述
べ
る
）
、
彼
ら
全
員
に
高
校
非
常
勤
講
師
の

経
験
が
あ
る
。
こ
れ
は
彼
ら
の
そ
の
後
に
お
い
て
貴
重
な
財
産
と

な
っ
て
い
る
と
私
は
思
っ
て
い
る
。

佐
藤
氏
に
伝
え
た
い
。
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
形
で
あ
れ
、
可
能

な
限
り
、
終
身
雇
用
的
な
職
場
（
高
校
教
諭
等
）
に
就
職
し
、
地

道
に
業
績
を
積
み
あ
げ
て
ゆ
く
と
い
っ
た
、
平
凡
な
が
ら
研
究
者

の
王
道
を
歩
ま
れ
た
い
。
忙
し
い
と
言
え
ば
ど
の
よ
う
な
職
場
も

忙
し
い
。
だ
か
ら
こ
そ
寸
暇
を
惜
ん
で
の
研
究
な
の
で
あ
る
。
い

い
仕
事
を
し
て
お
れ
ば
、
必
ず
だ
れ
か
は
見
て
い
る
。
そ
こ
は
学

界
も
捨
て
た
も
の
で
は
な
い
。

あ
て

そ
し
て
、
老
人
ど
も
は
当
に
す
る
な
。
老
人
ど
も
に
は
過
去
の

栄
光
し
か
な
い
。
若
者
は
大
風
呂
敷
を
広
げ
て
生
き
よ
。
た
と
い

大
風
呂
敷
が
破
れ
よ
う
と
も
。

三
浦
國
雄
編
『
中
国
学
へ
の
提
言
』
（
第
五
十
八
回
日
本
中
国
学

会
講
演
録
・
ニ

0
0
六
年
十
月
九
日
・
日
本
中
国
学
会
）
が
全
会

員
に
配
布
さ
れ
た
。
そ
れ
の
そ
の
後
の
動
き
に
対
し
て
佐
藤
氏
は

不
服
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
こ
の
冊
子
は
出
発
点
で
あ
る
。
こ
の

記
録
自
体
が
歴
史
的
な
も
の
と
私
は
思
う
。
正
面
切
っ
て
こ
う
し

た
提
言
が
な
さ
れ
た
の
は
、
始
め
て
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
提
言

を
基
に
、
老
人
な
が
ら
私
も
発
言
し
て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
本
稿

の
こ
の
四
章
は
、
紙
幅
の
こ
と
も
あ
り
、
意
を
尽
せ
な
い
の
で
、

（
 

次
回
に
連
続
し
て
述
べ
た
い
。

最
後
に
、
『
論
語
』
の
一
節
を
引
く
。
「
人
の
己
れ
を
知
ら
ざ
る

を
患
へ
ず
。
〔
己
れ
の
〕
人
を
知
ら
ざ
る
を
患
ふ
」
と
。

(88) 


