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讃
嗣
同
思
想
に
お
け
る

「
尚
子
」

に
つ
い
て

武

田

秀

夫

は

じ

め

語
嗣
同
の
思
想
は
清
末
思
想
界
に
あ
っ
て
次
の
二
点
で
重
要
な
位
置
を
占
め
る
。

そ
の
一
つ
は
、
彼
の
思
想
が
、
問
題
意
識
を
深
め
る
に
つ
れ
、
ま
す
ま
す
徹
底
さ
を
加
え
る
と
と
も
に
、
白
か
ら
も
そ
の
主
要
な
イ

デ
オ
ロ

l
グ
で
あ
っ
た
変
法
論
と
い
う
政
治
思
想
・
政
策
の
次
元
を
乗
り
越
え
て
行
き
、
独
自
の
哲
学
・
宗
教
・
道
徳
論
を
展
開
し
た

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
直
接
的
に
は
、
変
法
論
の
絶
対
根
拠
を
求
め
る
た
め
の
営
為
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
の
営
為
は
遥
か
に
政
治
論

の
枠
を
越
え
、
世
界
そ
の
も
の
、
人
間
そ
の
も
の
が
根
源
的
に
|
|
そ
れ
が
如
何
な
る
成
果
を
あ
げ
た
か
は
別
と
し
て
も
|
|
問
題
に

さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。

そ
の
意
味
で
、
清
末
思
想
界
が
緊
迫
し
た
政
治
的
背
景
ゆ
え
に
政
治
思
想
・
政
策
オ
ン
リ
ー
に
終
始
し
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え

る
な
ら
、
彼
の
思
想
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
が
浮
び
上
る
。
と
同
時
に

H

根
源
的
聞
い
H

を
も
っ
て
旧
中
国
の
変
革
に
向
っ
た
系
列
の
思
想
的

先
駆
者
と
な
っ
た
と
い
え
る
。
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他
の
一
つ
は
、
前
者
と
関
連
し
て
、
彼
が
徹
底
し
た
否
定
の
論
理
を
も
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
老
荘
思
想
・
仏
教
思
想
喝

(
中
で
も
唯
識
論
)
に
深
入
り
し
た
こ
と
に
関
係
し
よ
う
。

無
論
、
彼
が
徹
底
し
た
「
性
善
説
」
論
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
現
世
を
根
源
的
に
匙
ら
せ
る
と
い
う
意
味
で
の
現

世
否
定
で
あ
り
、
従
っ
て
彼
の
否
定
と
は
あ
く
ま
で
現
世
の
中
で
現
世
を
肯
定
せ
ん
が
た
め
の
現
世
否
定
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
現

世
拒
否
の
論
理
で
は
な
い
。
ま
た
現
世
を
越
え
る
た
め
の
も
の
で
も
な
く
、
吏
に
そ
れ
を
越
え
た
地
点
か
ら
の
否
定
で
も
な
い
。

彼
に
言
わ
せ
れ
ば
、
現
世
の
真
理
で
あ
る
「
聖
人
の
道
」

1
絶
対
平
等
を
回
復
実
現
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
は

政
治
の
世
界
が
あ
る
。
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
世
界
の
真
只
中
に
お
い
て
、
彼
が
ラ
ジ
カ
ル
な
一
切
か
ら
の
解
放
論
H
H

「
網
羅
衝
決
」

論
を
正
面
き
っ
て
提
起
し
た
ご
と
は
注
目
さ
れ
よ
う
。

で
は
、
こ
う
し
た
聖
人
の
道
を
回
復
実
現
す
る
根
拠
は
何
処
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は

「
教
・
政
・
学
」

に
あ
る
と
彼
は
考
え
る
。

現
世
で
の
救
済
し
か
認
め
な
い
彼
は
、
そ
の
救
済
の
あ
り
方
を

「
h
A

主
宰
」

(
u
n
聖
人
の
道
)
、
「
政
」
(
政
治
)
、
「
学
」
(
学
問
)
の
一
一
一
点
で

捉
え
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
彼
が
西
洋
の
富
強
の
根
源
を
耶
蘇
教
(
教
)
ブ
ル
ジ
ョ
ア
主
会
民
主
主
義
(
政
)
・
西
洋
の
学
問
と
く

に
自
然
科
学
(
学
)
に
於
て
認
識
し
た
こ
と
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
彼
が
少
く
と
も
西
洋
と
い
う
異
質
な

文
化
に
取
り
組
ん
だ
こ
と
を
意
味
す
る
。
だ
が
、
彼
は
果
し
て
如
何
に
ま
た
何
処
ま
で
異
質
な
文
化
に
迫
り
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
特
に

小
論
で
問
題
に
し
た
い
の
は
、
彼
の
「
学
」
に
つ
い
て
の
認
識
で
あ
る
。

彼
は
一
応
「
教
・
政
・
学
」
と
つ
一
つ
に
分
け
、
「
教
・
政
L

か
ら
「
学
」
を
分
離
さ
せ
る
が
、
果
し
て
そ
れ
は
我
々
が
考
え
る
よ
う
な

学
問
の
自
律
性
、
独
自
性
の
認
識
を
根
拠
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。
ま
た
西
洋
の
学
問
に
対
す
る
高
い
評
価
は
、
果
し
て
西
洋

の
学
問
の
根
底
を
認
識
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。



こ
れ
ら
は
、
彼
が
変
法
論
者
と
し
て
、
伝
統
的
な
学
術
・
学
問
の
変
革
を
図
っ
た
論
拠
の
質
と
係
わ
る
問
題
だ
け
に
重
要
と
な
る
。

更
に
、

何
故

H

仁
学
H

で
の
哲
学
・
道
徳
論
が
、
自
然
科
学
的
知
識
を
大
胆
に
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

か
っ
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
手
掛
り
と
な
る
の
で
は
な
い
か
。
小
論
は
、
『
仁
学
』
の
哲
学
・
思
想
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
の
序
論
と

J
l
'

こ
、
4

0

7
L
J
/
'
u
 

さ
て
、
小
論
で
は
、
先
、
ず
中
華
意
識
の
問
題
か
ら
入
っ
て
行
く
こ
と
に
す
る
。
何
故
な
ら
、
西
洋
の
自
然
科
学
を
含
む
諸
学
問
に
注

語嗣同思憩おける「学」ついて

目
し
、
そ
れ
に
高
い
評
価
を
与
え
た
彼
は
、
そ
れ
ら
を
積
極
的
に
導
入
し
よ
う
と
し
た
が
、
そ
れ
に
は
先
ず
当
時
の
士
大
夫
知
識
人
の

意
識
を
根
強
く
支
配
し
て
い
た
中
華
意
識
を
打
ち
破
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

一
、
反
「
中
華
」
論
|
士
大
夫
批
判
と
し
て
|

マ
、
ン
ツ
ク

巨
大
な
伝
統
を
も
っ
旧
中
国
に
と
っ
て
、
中
華
意
識
と
そ
の
思
想
は
、
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
魔
力
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
そ
れ

は
王
朝
を
強
固
に
統
一
支
配
す
る
た
め
に
欠
き
得
な
い
要
素
で
あ
っ
た
。
と
同
時
に
、
そ
れ
を
支
え
た
中
心
点
で
す
ら
あ
っ
た
。

何
故
な
ら
、
そ
れ
は
士
大
夫
知
識
人
が
自
負
と
し
て
強
固
に
も
つ
学
問
・
文
化
に
対
す
る
優
秀
性
と
真
理
性
へ
の
ド
グ
マ
で
あ
っ
た

か
ら
で
あ
る
。

だ
が
一
度
、
そ
こ
に
強
烈
な
攻
撃
が
か
か
り
、
危
機
に
陥
る
と
、
そ
れ
は
逆
に
危
機
を
増
大
さ
せ
加
速
さ
せ
る
最
大
の

要
素
と
も
な
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
、
語
嗣
同
は
、
そ
う
し
た
中
華
の
神
話
を
頭
か
ら
信
じ
る
士
大
夫
た
ち
を
「
亡
国
の
士
」
と
見
倣
し
攻
撃
し
た
。

か
れ
ら
は
、
正
に
中
国
の
道
徳
文
章
・
学
閉
経
済
・
聖
賢
名
士
が
一
斉
に
西
洋
の
奴
隷
と
今
ゃ
な
ろ
う
と
し
て
い
る
時
に
あ
っ
て
さ

17 

ぇ
、
「
嬢
夷
」
論
、
「
楊
子
墨
子
の
異
端
を
排
斥
す
る
」
の
論
・
「
夏
を
用
っ
て
夷
を
変
ず
る
」
の
論
・
「
異
物
を
貴
ぱ
、
ず
、
用
物
を
賎
む
」
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の
論
・
「
千
羽
を
両
階
に
舞
わ
し
め
、
有
苗
(
夷
秋
)
格
る
」
の
論
を
根
拠
に
、
「
門
を
閉
じ
市
を
絶
」
っ
て
内
に
閉
ピ
込
も
ろ
う
と
し
た
。
そ

し
て
「
わ
れ
は
最
初
か
ら
病
ん
で
な
ど
い
な
い
。
そ
も
そ
も
わ
れ
を
病
気
だ
と
い
っ
て
薬
を
進
め
る
も
の
は
み
な
異
端
で
あ
る
」
と
極

め
付
け
、
西
洋
の
政
治
・
学
聞
は
も
と
よ
り
、
機
械
技
術
ま
で
も
頑
な
に
拒
み
続
け
た
。

従
っ
て
、
彼
ら
の
保
守
派
の
反
論
は
当
然
西
洋
の
機
械
技
術
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
洋
務
論
者
に
も
向
け
ら
れ
る
。

「
こ
こ
数
十
年
間
、
士
君
子
は
徒
ら
に
空
論
を
尚
、
び
、
名
士
を
き
ど
り
名
望
に
こ
れ
努
め
、
洋
務
を
口
に
す
る
の
を
降
志
辱
身
と
考

報
貝
元
徴
」
以
下
「
報
貝
元
徴
」
と
略
称
)

え
攻
撃
に
全
力
を
注
ぐ
。
少
し
く
恥
を
知
る
者
は
、
洋
務
の
人
と
努
め
て
付
き
合
わ
な
い
よ
う
に
す
る
o
」
(
「
思
緯
霊
堂
蓋
短
書
ー
ー
ー

「
戦
艦
は
諸
洋
務
最
大
の
精
華
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
国
の
名
士
が
初
め
か
ら
洋
務
の
有
用
さ
を
知
ら
ぬ
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
白

分
が
知
ら
な
く
ま
た
能
く
す
る
所
で
は
な
く
、
少
し
で
も
洋
務
に
た
ず
さ
わ
れ
ば
名
士
の
名
士
た
る
所
以
を
失
う
の
を
恐
れ
て
、
む
ご

く
も
死
力
を
尽
し
て
洋
務
を
排
斥
す
る
だ
け
で
あ
る
。
」
(
「
報
員
元
徴
・
興
算
学
議
」
)

そ
し
て
更
に
は
、
「
今
日
の
禍
い
は
総
て
数
十
年
来
、
洋
務
を
講
求
し
た
こ
と
に
よ
る
」
と
し
て
、
責
任
を
転
嫁
す
る
に
到
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
中
華
論
者
に
対
し
、
彼
は
次
の
よ
う
に
反
駁
す
る
。

彼
ら
は
「
旧
説
を
堅
持
し
、
地
勢
の
要
害
険
固
を
侍
ん
で
言
う
こ
と
を
聞
か
ず
、
ム
ア
が
何
如
な
る
時
で
あ
り
、
為
す
べ
き
が
何
で
あ

る
か
を
問
」
お
う
と
も
せ
ず
、
「
今
の
器
を
治
め
る
努
力
も
せ
、
ず
、
徒
ら
に
古
の
道
」
を
持
ち
出
し
、
「
一
つ
と
し
て
農
工
商
震
を
助
け

維
持
す
る
道
を
研
究
す
る
こ
と
な
く
、
安
坐
飽
食
し
、
空
虚
で
実
際
の
な
い
文
章
と
理
念
と
を
高
談
し
、

:
j
i
-
-
高
遠
さ
を
会
る
だ
け

で
、
日
常
卑
近
の
学
問
に
努
力
し
な
い
」
、
と
彼
ら
の
安
易
さ
と
士
大
夫
と
し
て
の
自
覚
の
欠
如
と
を
批
判
し
た
。

次
に
彼
は
、
こ
の
よ
う
な
頑
固
な
保
守
派
だ
け
で
な
く
、
洋
務
論
者
た
ち
を
も
論
駁
す
る
。



「
数
十
年
来
中
国
で
、
何
処
に
洋
務
な
ど
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
も
そ
も
何
処
に
誰
か
士
大
夫
で
洋
務
を
よ
く
研
究
し
た
者
が
あ
っ
た
ろ

う
か
。
充
分
に
洋
務
を
研
究
で
き
た
な
ら
、
全
く
今
日
の
事
態
は
な
か
っ
た
ろ
う
。
」
(
「
報
貝
元
徴
」
)

即
ち
、
彼
は
洋
務
論
者
も
や
は
り
、
強
川
な
中
華
思
想
を
持
つ
保
守
派
と
同
様
、
中
国
の
政
治
と
学
問
に
つ
い
て
は
そ
の
優
秀
性
と

真
理
性
と
を
疑
う
こ
と
は
な
か
っ
た
と
見
倣
し
た
。

彼
は
従
来
の
洋
務
は
、
船
舶
・
電
線
・
汽
車
・
鉄
砲
・
大
砲
・
水
雷
・
織
物
・
製
鉄
の
諸
機
械
に
す
ぎ
ず
、
「
西
洋
の
法
制
・
政
令
の
完

てっ、に
節
の
も
の
す
ら
研
究
で
き
る
者
が
い
な
い
」
と
し
、
そ
の
背
後
に
中
華
意
識
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
摘
出
し
た
o

l
」学るふ

Jお相
山

田
じ同嗣謂

備
さ
を
夢
想
だ
に
す
る
こ
と
が
な
く
:
j
i
-
-
・
:
:
す
べ
て
そ
れ
ら
諸
機
械
は
洋
務
の
末
節
で
あ
り
、
根
本
で
は
な
く
:
:
:
:
し
か
も
そ
の
末

で
は
、
外
国
の
も
の
を
総
て
拒
否
し
た
保
守
派
と
軍
備
と
機
械
技
術
に
限
り
導
入
を
認
め
た
洋
務
派
に
対
し
、
彼
は
如
何
な
る
論
法

で
対
抗
し
た
で
あ
ろ
う
か
。

先
、
ず
、
彼
は
中
華
思
想
を
逆
手
に
取
る
こ
と
で
論
駁
す
る
。
そ
も
そ
も
夏
夷
論
と
は
何
で
あ
る
の
か
。

「
春
秋
公
羊
の
い
わ
ゆ
る
夷
狭
・
中
国
は
、

は
じ
め
か
ら
土
地
を
規
準
と
し
た
の
で
は
な
い
。
だ
か
ら
中
国
に
進
め
ば
中
国
と
し
、

夷
狭
に
陥
れ
ば
夷
狭
と
し
た
。
た
だ
教
化
文
明
の
発
展
程
度
を
較
べ
て
み
る
だ
け
で
あ
る
。
も
し
土
地
で
言
う
な
ら
、
わ
が
湖
南
・
湖

北
は
ど
う
な
の
だ
?
」
(
「
論
学
者
不
当
騎
」
)

夏
夷
論
が
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
中
国
と
西
洋
と
を
較
べ
て
み
る
が
よ
い
。
「
今
の
中
国
の
人
心
風
俗
政
治
法
度
の
ど
れ
一
つ
と
し
て

夷
狭
に
較
べ
ら
れ
る
も
の
も
な
く
、

ど
う
し
て
こ
れ
ぽ
っ
ち
の
い
わ
ゆ
る
夏
な
る
も
の
が
あ
っ
た
ろ
う
。
た
と
え
夷
秋
と
一
屑
を
並
べ

ょ
う
と
し
て
そ
れ
さ
え
で
き
な
い
の
に
、
な
ん
で
夷
狭
を
変
え
る
な
ど
と
無
駄
口
が
き
け
ょ
う
か
?
」
(
報
員
元
徴
」
)

19 

ま
し
て
、
西
洋
の
法
度
政
令
・
工
芸
器
用
が
中
国
よ
り
十
倍
も
精
密
で
あ
る
以
上
、
「
平
心
に
論
ピ
る
な
ら
、
実
に
中
国
こ
そ
夷
秋
で
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西
洋
が
夏
で
あ
る
。
」
(
「
興
算
学
議
」
)

そ
し
て
、
更
に
西
洋
に
は
倫
理
が
な
い
と
詰
め
寄
る
者
に
対
し
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
倫
理
が
な
く
て
ど
う
し
て
国
が
保
て
よ
う
。
倫
理
が
な
く
て
な
お
今
日
の
治
平
強
盛
を
も
た
ら
せ
る
の
な
ら
、
為
政
者
に
更
に
な

ん
で
倫
理
が
必
要
で
あ
ろ
う
」
(
「
論
学
者
不
当
騒
」
)
と
。

と
こ
ろ
で
彼
自
身
は
こ
の
よ
う
な
批
判
の
上
に
立
ち
つ
つ
、
新
た
な
華
夷
論
を
提
起
す
る
。

「
守
旧
な
ら
ば
夷
狭
と
し
、
開
新
な
ら
ば
中
国
と
す
る
。
新
し
い
も
の
も
す
ぐ
古
く
な
る
。
そ
の
時
は
新
夷
狭
と
い
う
。
古
い
も
の

も
す
ぐ
新
し
く
な
る
。
そ
の
時
は
新
中
国
と
言
う
。
」
(
「
湘
報
後
序
」
上
)

従
っ
て
、
「
中
国
か
夷
抗
か
は
新
し
さ
と
新
し
く
し
た
も
の

に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
る
」
と
。

次
に
、
彼
は
新
し
い
聖
人
の
道
の
あ
り
方
を
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
中
華
意
識
と
そ
の
思
想
を
攻
撃
す
る
。
彼
は
聖
人
の
道
と
は

中
国
に
だ
け
行
わ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
も
の
だ
と
考
え
る
。

「
以
前
私
は
笑
っ
た
。
儒
生
が
で
た
ら
め
に
聖
人
を
尊
崇
し
、
秘
か
に
そ
の
道
は
中
国
独
有
の
も
の
で
あ
り
、
中
国
以
外
の
国
は
、

わ
が
国
の
内
を
窺
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
、
聖
人
の
道
は
全
く
た
だ
中
国
に
だ
け
行
わ
れ
る
ふ
う
で
あ
る
の
を
。
そ
れ
で
は
一
体

聖
人
を
尊
崇
し
て
い
る
の
か
。
そ
れ
と
も
聖
人
を
馬
鹿
に
し
て
い
る
の
か
。
」
(
「
報
員
元
徴
」
)

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
彼
は
中
国
と
西
洋
と
一
は
同
質
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
い
わ
ゆ
る
附
会
説
が
説
か
れ
る
こ
と

に
介
叫
る
。

「
い
わ
ゆ
る
西
法
は
、
要
す
る
に
す
べ
て
中
国
固
有
の
も
の
で
あ
り
、
中
国
が
保
つ
こ
と
が
で
き
ず
に
西
洋
が
保
ち
、
そ
の
た
め
中

国
は
衰
弱
し
た
。
即
ち
変
法
と
は
ま
た
復
古
に
す
ぎ
ず
、
何
の
異
と
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
」
(
「
興
算
学
議
」
)



「
西
法
が
総
て
中
国
に
起
源
を
持
つ
な
ら
、
中
国
は
と
り
わ
け
急
い
で
そ
れ
に
則
り
、
わ
が
国
固
有
の
も
の
を
取
り
戻
し
復
古
す
べ

き
で
あ
る
に
(
「
報
目
(
元
徴
」
)

「
西
法
の
博
大
精
深
に
し
て
周
密
微
至
、
そ
れ
を
『
周
札
』
に
は
か
つ
て
み
る
と
往
々
に
し
て
合
致
す
る
。
思
う
に
工
芸
の
一
端
が

『
考
工
記
』
を
補
う
に
足
る
だ
け
で
あ
ろ
う
か
。

つ
ま
り
聖
人
の
道
は
中
国
が
失
な
い
、
た
だ
西
洋
人
に
よ
っ
て
保
ち
守
ら
れ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
」
(
「
報
貝
元
徴
」
)

語嗣同思想における「学」について

こ
の
よ
う
に
し
て
、
何
も
中
国
だ
け
が
優
秀
で
あ
る
わ
け
で
な
い
こ
と
を
彼
は
力
説
し
て
や
ま
な
い
。

さ
て
こ
の
よ
う
に
彼
は
従
来
の
中
華
思
想
と
そ
の
意
識
を
誤
謬
と
し
て
攻
撃
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
彼
自
身
は
果
し
て
そ
れ
か
ら

免
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
確
か
に
彼
は
変
法
論
者
と
し
て
中
国
の
伝
統
的
な
学
術
・
思
想
あ
る
い
は
思
惟
・
思
考
を
批
判
し
論
駁
し

た
。
だ
が
、
そ
れ
は
果
し
て
真
の
革
新
、

合
理
性
へ
の
徹
底
し
た
追
求
か
ら
な
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。

特
に
、
彼
の
間
会
説
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
「
聖
人
之
道
」

の
捉
え
方
と
附
会
そ
の
も
の
の
論
理
は
、
実
は
彼
が
反
駁
否
定
し
た
中

華
意
識
そ
の
も
の
の
所
産
で
は
な
か
っ
た
か
。

従
っ
て
、
彼
を
含
め
た
変
法
期
の
思
想
家
た
ち
が
、
何
故
洋
務
期
の
附
会
説
を
引
き
継
ぐ
形
で
、
そ
の
拡
大
を
図
る
方
向
へ
と
進
ん

で
、
そ
れ
ら
を
否
定
す
る
方
向
へ
と
進
ま
な
か
っ
た
か
の
理
由
の
一
端
も
明
ら
か
に
な
ろ
う
。

附
会
説
は
、
単
に
初
め
て
の
相
手
を
理
解
す
る
の
に
は
自
分
の
子
持
ち
の
も
の
を
用
い
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
理
由
だ
け

で
は
説
明
は
つ
か
な
い
。
再
に
、
西
洋
文
物
・
思
想
学
問
の
導
入
の
た
め
の
単
な
る
手
段
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
に
は
、
あ
ま
り
に
も
彼

ら
の
議
論
は
綿
密
な
実
証
的
論
証
を
無
視
し
、
欠
き
過
、
ぎ
て
い
る
。
事
実
、
そ
の
点
こ
そ
保
守
的
な
学
者
の
攻
撃
の
的
に
な
っ
た
の
で
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し
か
し
、
そ
れ
ら
を
無
視
し
て
で
も
、
敢
え
て
そ
れ
を
断
行
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
変
法
論
者
た
ち
の
伝
統
的
学

間
思
想
に
対
す
る
強
い
信
頼
の
意
識
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
保
守
派
・
洋
務
派
に
共
通
す
る
意
識
で
あ
ろ
う
。

語
剛
同
は
、
か
れ
ら
の
主
張
す
る
よ
う
な
中
国
の
優
秀
性
を
事
実
上
の
問
題
と
し
て
否
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
彼
は

権
利
の
問
題
と
し
て
中
国
の
実
に
大
胆
な
復
権
を
行
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
救
お
う
と
し
た
。
そ
こ
に
は
索
強
附
会
と
反
論
さ
れ
よ

う
と
も
、
何
と
し
て
で
も
中
国
固
有
の
も
の
に
よ
っ
て
自
立
し
な
け
れ
ば
や
ま
な
い
と
す
る
姿
勢
が
あ
る
。

そ
し
て
、
ご
の
よ
う
な
、
諸
列
強
は
も
と
よ
り
小
国
日
本
に
ま
で
も
痛
め
つ
け
ら
れ
、
惨
々
た
る
苦
汁
を
呑
ま
さ
れ
る
な
か
で
も
中
国
古

代
は
今
日
の
西
洋
の
富
強
を
も
た
ら
し
た
総
て
が
先
取
り
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
中
国
は
西
洋
に
優
る
と
も
劣
ら
ぬ
と
す

る
、
こ
の
負
け
惜
し
み
と
も
思
い
違
い
を
し
そ
う
な
精
神
こ
そ
、
実
は
洋
務
期
の
「
中
体
西
用
」
論
、
変
法
期
の
「
中
即
西
」
論
を
乗

り
越
え
、
中
国
・
西
洋
両
者
の
独
自
性
の
認
識
へ
と
到
達
し
て
民
族
論
を
展
開
す
る
に
到
る
革
命
論
者
た
ち
を
も
支
え
る
精
神
へ
と
止

揚
さ
れ
な
が
ら
受
け
継
が
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
諸
列
強

1
西
洋
に
対
す
る
極
め
て
強
い
新
た
な
る
自
負
の
念
で
あ
り
、
抵
抗
の

姿
勢
に
他
な
ら
な
い
。

謂
嗣
同
の
場
合
、
西
洋
を
中
国
の
内
に
包
摂
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
抵
抗
の
姿
勢
を
保
つ
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
姿
勢
が
単
に
変
法

期
ば
か
り
で
な
く
、
洋
務
期
か
ら
始
ま
る
中
国
の
近
代
化
の
中
で
の
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
西
洋
に
抗
い
つ
冶
そ
の
中
で
自

己
を
形
成
し
よ
う
と
し
て
き
た
根
強
い
基
底
音
と
し
て
流
れ
続
け
て
来
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
姿
勢
で
彼
は
従
来
の
中
華
意
識
の
否
定
を
行
う
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
よ
り
も
事
態
の
直
視
を
避
け
、

切

の
変
化
を
拒
絶
す
る
士
大
夫
知
識
人
た
ち
へ
の
批
判
で
あ
っ
た
。



「
中
華
意
識
は
天
下
の
士
大
夫
の
通
病
で
あ
る
。
絶
対
に
改
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
」
(
「
報
貝
元
徴
」
「
興
算
学
議
」
)

「
わ
が
国
で
は
好
ん
で
中
国
を
以
て
人
に
購
る
ば
か
り
で
な
く
、
更
に
一
層
好
ん
で
夷
放
を
以
て
人
を
誌
る
。
」
(
「
論
学
者
不
当
瞬
L
)

こ
の
よ
う
な
士
大
夫
知
識
人
に
対
し
、
彼
は
「
天
下
す
ら
亡
ぼ
し
て
余
り
あ
る
」
「
倣
」
を
捨
て
去
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
そ
し
て
白

か
ら
も
そ
の
設
立
に
参
画
し
、
そ
こ
で
天
文
部
門
を
担
当
し
た
南
学
会
の
第
五
回
目
の
講
演
会
で
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
わ
た
し
が
今
日
何
度
も
「
購
L

の
一
字
を
反
復
す
る
の
は
、
学
会
で
重
ん
U
る
の
が
『
学
徒
が
少
し
で
も
騒
る
な
ら
学
問
を
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
』
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
先
ず
第
一
に
「
膳
L

を
取
り
除
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
瞬
り
を
去
っ
て
初
め
て
他
人
の

て刀
秀
れ
た
点
を
師
と
し
、
白
か
ら
自
分
の
学
問
を
完
成
さ
せ
ら
れ
る
の
で
す
。
学
聞
が
あ
る
な
ら
国
家
は
亡
ぶ
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
」

l
」学司令

斗
Jお想園

U同司
司

ロ
間謂

(
「
論
学
者
不
当
騎
」
)
と
。

つ
ま
り
、
西
洋
の
諸
学
問
を
導
入
し
学
ぶ
こ
と
こ
そ
が
真
の
中
国
再
建
へ
の
道
で
あ
る
と
彼
は
説
く
の
で
あ
る
。
そ
七
て
、
そ
う
す

る
こ
と
こ
そ
実
は
聖
人
の
道
を
実
践
す
る
こ
と
で
あ
り
、
中
国
の
中
国
た
る
所
以
を
天
下
に
示
す
道
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
従
っ
て
、
彼

の
中
華
意
識
否
定
は
、
真
の
中
華
意
識
、
そ
れ
は
最
早
独
尊
で
は
な
く
、
新
た
な
自
負
と
し
て
の
そ
れ
の
回
復
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
中

国
を
聞
か
れ
た
世
界
の
中
で
相
対
化
し
続
け
る
と
同
時
に
そ
の
中
で
あ
る
べ
き
自
己
の
存
在
を
強
烈
に
主
張
す
る
、
新
た
な
聞
か
れ
た

中
華
意
識
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

で
は
、
謙
虚
に
他
の
長
所
を
学
び
、
そ
し
て
学
聞
が
あ
る
な
ら
国
家
も
亡
び
な
い
と
し
た
彼
は
、
新
た
に
自
負
と
し
て
回
復
し
た
中

華
意
識
の
下
で
、
ど
の
よ
う
に
中
国
と
西
洋
の
学
問
を
認
識
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
そ
の
諸
相
を
見
て
み
よ
う
。
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二
、
「
学
」
に
つ
い
て

一
論
者
た
ち
は
全
く
一
致
し
な
い
。
だ
が
約
言
す
る
な
ら
、
凡
そ
三
端
、
之
さ
・
『
政
』
・
『
教
』

で
あ
る
。
学
聞
は
そ
れ
ぞ
れ
精
組

を
異
に
す
る
が
、
物
理
学
こ
そ
が
基
礎
で
あ
り
、
政
治
は
そ
れ
ぞ
れ
興
廃
を
等
し
く
し
な
い
が
、
民
権
こ
そ
が
基
礎
で
あ
る
。
根
本
理

念
に
な
る
と
全
く
述
べ
難
く
、
中
国
外
国
そ
れ
ぞ
れ
固
有
す
る
の
が
あ
り
、
折
衷
で
き
な
い
。
恐
ら
く
は
仏
教
で
な
け
れ
ば
統
一
で
き

土品い。学
問
に
進
む
順
序
を
言
う
な
ら
、
物
理
学
を
日
常
卑
近
の
人
間
・
事
物
を
学
ぶ
出
発
点
と
し
、
次
に
政
務
に
進
み
、
次
に
は
じ
め
て

教
務
の
精
微
を
窺
い
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
ま
た
そ
れ
ら
の
衰
退
に
つ
い
て
丑
一
P
7
な
ら
、
根
本
理
念
が
行
わ
れ
な
く
な
る
と
政
治
は

破
綻
す
る
。
政
治
が
破
綻
す
る
と
学
聞
は
滅
亡
す
る
。
そ
れ
故
、
政
治
・
学
聞
を
述
べ
て
も
、
根
本
理
念
を
述
べ
な
い
な
ら
、
そ
れ
ら

は
無
用
に
等
し
く
、
政
術
・
学
術
も
却
っ
て
殺
人
の
道
具
と
化
そ
う
。

し
か
し
、
国
家
保
全
の
速
効
を
求
め
る
な
ら
、
や
は
り
学
問
よ
り
速
い
も
の
は
な
い
。
」
(
「
仁
川
一
子
」
下
)

彼
の
学
問
に
対
す
る
認
識
と
評
価
は
こ
こ
に
基
礎
が
置
か
れ
る
。
学
問
は
国
家
の
存
亡
に
深
く
係
わ
る
と
い
う
の
が
、
彼
の
基
本
的

な
立
場
で
あ
る
。
従
っ
て
、
現
在
の
危
機
を
生
み
出
し
て
い
る
原
因
の
一
つ
は
、

A
7
の
学
問
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
か
ら
彼
は
、
救

国
の
一
手
段
と
し
て
学
問
の
変
革
を
考
え
る
。

彼
は
、
現
在
の
危
機
を
救
う
方
法
と
し
て
)
真
の
洋
務
に
精
通
し
、
よ
く
国
内
・
国
際
情
勢
を
認
識
し
て
い
る
「
賢
才
」
を
抜
擢
し

て
、
政
治
経
済
等
の
諸
制
度
の
改
革
を
行
う
こ
と
を
「
王
道
」
と
し
て
考
え
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
は
「
固
よ
り
今
の
執
政
者
に
望
み

な
く
」
、
従
っ
て
「
覇
道
」
と
し
て
「
惟
だ
白
か
ら
其
の
学
術
を
変
ず
る
の
み
」

で
あ
る
と
す
る
。



彼
は
、
救
国
の
一
緩
の
望
み
を
学
問
の
変
革
と
従
来
一
般
に
真
の
学
聞
を
歪
め
て
き
た
科
挙
の
変
革
に
託
し
た
。

彼
の
中
華
意
識
批
判
は
、
そ
の
た
め
の
前
奏
曲
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
批
判
は
、
伝
統
的
な
中
国
の
学
問
へ
の
反
省
と
新
来
の

西
洋
の
学
問
へ
の
認
識
と
に
導
び
か
れ
て
い
た
。

で
は
彼
は
両
者
の
学
問
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
た
の
か
。

先
、
ず
、
中
国
の
学
問
か
ら
み
て
み
よ
う
。

彼
は
、
中
国
の
真
の
学
問
の
あ
り
方
を
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
。

官軍嗣同思想における「学」について

「
絶
大
な
る
素
王
の
学
問
は
、
孔
子
に
聞
か
れ
た
。
そ
し
て
戦
国
の
諸
儒
は
そ
れ
ぞ
れ
一
派
を
継
ぎ
広
め
、
書
を
著
わ
し
説
を
立
て
、

遂
に
後
の
如
何
な
る
新
学
・
如
何
な
る
新
理
と
て
そ
の
範
囲
を
越
え
る
を
不
可
能
な
ら
し
め
た
。
思
う
に
儒
家
と
は
も
と
孔
教
中
の
一

門
で
、
(
孔
教
の
)
道
理
は
深
く
功
用
は
広
く
、
教
と
し
て
無
類
で
あ
る
。
太
史
公
が
六
家
の
要
旨
を
述
べ
て
包
含
し
な
い
と
こ
ろ
な
い

が
、
そ
れ
こ
そ
わ
が
孔
子
立
教
の
根
本
で
あ
る
。
後
世
は
専
ら
儒
家
だ
け
を
儒
と
し
、
そ
の
他
有
用
な
学
聞
は
総
て
儒
の
外
に
棄
て
去

り
、
遂
に
わ
が
儒
の
範
囲
を
却
っ
て
狭
障
な
も
の
に
し
て
し
ま
い
、
そ
し
て
勢
い
盛
ん
に
群
起
し
た
孔
子
の
支
流
で
あ
る
周
・
秦
の
諸

子
を
一
概
に
異
端
と
見
倣
し
、
自
分
で
自
分
の
教
主
を
謹
い
て
い
る
。
」
(
「
論
今
日
西
学
与
中
国
古
学
」
)

「
正
に
孔
子
が
最
初
、
教
を
立
て
た
と
き
は
、
古
学
を
排
斥
し
て
そ
の
時
代
に
即
し
た
制
度
に
改
め
、
君
統
を
排
し
て
民
主
を
唱
え
、

不
平
等
を
変
じ
て
平
等
と
す
る
こ
と
に
、
汲
汲
と
し
て
努
力
し
た
の
で
あ
っ
た
。
」
(
「
仁
学
」
上
)
(
島
田
慶
次
氏
の
訳
に
よ
る
。
)

こ
の
よ
う
に
、
中
国
の
真
の
学
問
で
あ
る
孔
子
の
「
教
」
と
「
学
」
は
、
民
主
と
平
等
の
た
め
の
も
の
で
あ
り
、
諸
子
百
家
の
学
問

領
域
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。

だ
が
、
こ
の
真
の
伝
統
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
原
因
は
、

一
つ
は
先
の
よ
う
な
孔
子
立
教
の
根
本
を
理
解
で
き
な
か
っ
た
た
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め
で
あ
り
、

一
つ
は
、
君
主
を
絶
対
化
す
る
有
子
の
学
聞
が
勢
い
を
占
め
た
か
ら
で
あ
る
。



26 

「
孔
学
は
発
展
し
て
二
大
流
派
と
な
っ
た
。

一
つ
は
、
曽
子
が
子
思
に
伝
え
孟
子
に
至
っ
た
も
の
。
そ
れ
故
、
孟
子
は
民
主
の
理
を

高
唱
し
、
孔
子
の
志
を
究
め
た
の
で
あ
る
。

一
つ
は
子
夏
が
田
子
方
に
伝
え
荘
子
に
至
っ
た
も
の
。
そ
れ
故
、
荘
子
は
君
主
を
こ
っ
ぴ

ど
く
話
り
、
尭
舜
や
そ
れ
以
前
の
天
子
た
ち
で
さ
え
免
れ
な
か
っ
た
。
だ
が
不
幸
に
も
こ
の
二
大
流
派
は
こ
と
ご
と
く
断
絶
し
て
伝
わ

ら
ず
、
そ
こ
で
有
子
が
隙
に
乗
じ
て
孔
子
の
名
を
編
り
、
孔
子
の
道
を
壊
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
し
て
日
く
『
後
王
に
法
り
君
統
を
尊
ぶ
』

と
。
孔
学
を
覆
し
た
の
で
あ
る
。
ま
た
日
く
『
治
人
有
り
て
治
法
無
し
』
と
。
秘
か
に
後
人
が
そ
の
法
を
変
え
る
の
を
防
禦
し
た
の
で

あ
る
。

:
j
i
-
-
・
(
そ
れ
故
)
二
千
年
来
の
学
は
萄
学
で
あ
り
、
総
て
田
舎
の
偽
善
者
の
も
の
で
あ
る
と
、
思
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」

(
「
仁
学
」
上
)

で
は
、
西
洋
の
学
聞
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
中
国
の
学
問
と
の
関
連
で
次
の
よ
う
に
捉
え
る
。

「
商
学
の
如
き
は
管
子
・
瞳
織
論
の
類
が
あ
り
、
兵
学
は
、
孫
武
・
呉
起
・
司
馬
穣
互
の
類
が
あ
り
、
農
学
は
商
鞍
の
類
が
あ
り
、

工
学
は
公
輸
子
の
類
が
あ
り
、
刑
名
学
は
都
析
の
類
が
あ
り
、
任
侠
に
し
て
格
致
は
墨
子
の
類
が
あ
り
、
性
理
に
は
荘
子
・
列
子
・
准

南
子
の
類
が
あ
り
、
交
渉
は
蘇
秦
・
張
儀
の
類
が
あ
り
、
法
律
は
申
不
宝
口
・
韓
非
子
の
類
が
あ
り
、
排
学
は
公
孫
竜
・
恵
施
の
類
が
あ

る
。
思
う
に
近
来
の
い
わ
ゆ
る
(
西
洋
の
)
新
理
・
新
学
は
す
べ
て
こ
れ
ら
諸
子
の
学
問
に
萌
芽
し
な
い
も
の
は
な
い
。
こ
こ
か
ら
わ

が
聖
教
の
精
微
博
大
さ
が
古
今
中
外
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
知
る
の
で
あ
り
、
再
に
西
洋
と
中
国
が
謀
ら
ず

し
て
合
致
す
る
の
を
知
る
の
は
、
地
球
の
公
理
だ
か
ら
で
あ
る
。
教
主
の
地
球
の
公
理
と
し
て
の
学
問
(
教
主
之
公
学
問
)
は
、
従
つ

て
必
ず
大
い
に
そ
れ
を
阻
む
障
壁
を
取
り
払
い
、
大
い
に
そ
れ
を
止
め
る
守
備
を
破
っ
て
こ
そ
始
め
て
そ
れ
を
中
国
に
取
り
戻
せ
れ
る

の
で
あ
る
。
」
(
「
論
今
日
西
学
与
中
国
古
学
」
)

即
ち
、
彼
は
西
洋
の
諸
島
子
聞
は
す
べ
て
「
孔
教
」
「
諸
子
」
に
見
る
こ
と
が
で
き
、
そ
れ
に
包
摂
さ
れ
る
も
の
と
し
て
考
え
る
。
更
に



次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
西
洋
人
の
格
致
の
学
(
物
理
学
)
は
、

日
に
新
に
日
に
奇
に
し
て
不
可
思
議
な
域
に
ま
で
到
っ
て
い
る
が
、
実
は
み
な
中
国
が
も
と

も
と
持
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
」
(
「
興
算
学
議
」
)
「
算
学
は
中
国
が
元
来
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
格
致
の
理
は
、
古
代
の
諸
子
の
書
中

に
雑
見
す
る
。
」
(
「
報
貝
元
徴
」
)

で
は
、
西
洋
の
学
問
の
特
質
は
何
処
に
あ
る
の
か
。
彼
は
、
そ
れ
を
「
考
究
す
る
も
の
は
総
て
実
事
で
あ
り
、
実
際
に
試
験
し
て
み

諦嗣同思;tl.!における「学」について

る
こ
と
の
で
き
る
」
(
「
報
員
元
徴
」
)
「
実
学
」
で
あ
る
と
認
識
し
た
。
だ
が
、
そ
も
そ
も
中
国
古
代
の
学
聞
が
や
は
り
「
実
学
」
で
あ

っ
た
と
す
る
。

「
三
代
の
学
問
者
も
、
み
な
専
門
的
に
学
習
す
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
し
か
も
身
近
で
平
易
で
実
際
性
が
あ
っ
た
。
秦
が
古
の
法
を
変

え
取
り
去
っ
て
か
ら
学
術
も
そ
れ
と
一
緒
に
変
化
し
、
漸
次
い
わ
ゆ
る
実
学
を
復
興
す
る
こ
と
は
な
く
な
り
、
現
在
は
そ
れ
が
最
も
ひ

ど
い
。
」
A

「
報
員
元
徴
」
)

こ
の
よ
う
に
、
彼
の
「
晶
子
」
と
は
、
孔
子
の
「
学
」
と
諸
子
の
「
晶
子
」
で
あ
る
、
と
同
時
に
西
洋
の
諸
学
問
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼

は
根
本
的
な
相
違
を
中
国
の
学
問
と
胃
洋
の
学
問
と
の
聞
に
認
め
な
い
の
で
あ
り
、
「
中
学

1
西
晶
子
」
の
立
場
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
「
学
」
の
本
質
は
、
実
際
生
活
に
有
用
で
あ
り
、
か
つ
実
際
的
根
拠
の
あ
る
「
実
晶
子
」
で
あ
る
と
し
た
。
さ
ら
に

実
学
の
基
本
的
な
も
の
は
、
自
然
科
学
で
あ
っ
た
。
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
相
対
を
破
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
も
ま
ず
格
致
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
格
致
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
思

え
ば
、
今
度
は
ま
た
、
必
ず
相
対
を
弁
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
O
i
-
-
i
i
相
対
を
弁
別
す
る
の
は
西
洋
人
の
い
わ
ゆ
る
弁
学
(
論
理
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晶
子
)
で
あ
る
。
む
か
し
公
孫
龍
や
悪
施
の
一
派
が
専
門
と
し
た
術
で
あ
り
、
堅
白
異
同
の
弁
が
詳
細
に
究
め
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
、
学
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問
者
の
第
一
歩
た
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
弁
学
の
つ
ぎ
は
算
学
で
、
算
学
は
実
に
、
弁
学
が
形
象
に
ま
で
展
開
せ
ら
れ
た
も
の
、
に
他

な
ら
な
い
。
算
学
の
つ
ぎ
は
格
致
で
あ
る
。
格
致
は
実
に
、
弁
学
と
算
学
と
が
と
も
に
用
に
も
た
ら
さ
れ
た
も
の
、

で
あ
り
、
学
問
者

に
お
け
る
中
間
的
完
成
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
格
致
が
明
ら
か
に
せ
ら
れ
、
相
対
が
破
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
学
問
者
の
究
極
が
あ

る
U

(

「
仁
学
L

上
)
(
島
田
慶
次
氏
の
訳
に
よ
る
。
)

そ
し
て
、
こ
こ
で
彼
が
物
理
学
は
「
、
学
問
者
に
お
け
る
中
間
的
完
成
L

で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
留
保

L
て
い
る
点
に
注
意
し
た
い
。

そ
れ
は
、
彼
の
学
問
に
対
す
る
認
識
の
あ
り
方
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
り
、
何
故
、
自
然
科
学
が
も
っ
合
理
的
な
世
界
観
が
彼
に
あ
っ

て
は
貫
徹
せ
し
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
疑
問
点
に
係
わ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
「
中
学

1
西
学
」
の
立
場
に
立
ち
、
「
晶
子
」
と
は
自
然
科
学
等
の
実
学
で
あ
る
と
捉
え
た
彼
は
、
そ
こ
か
ら
現
在
の
中
国
の
学

聞
と
そ
の
あ
り
方
を
批
判
す
る
こ
と
に
な
る
。

先
、
ず
、
現
在
の
学
問
は
実
学
の
有
用
性
を
持
た
な
い
八
股
文
に
す
ぎ
ず
、
人
間
の
本
質
と
さ
え
係
わ
り
を
持
た
な
い
偽
繭
的
な
も
の

で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
批
判
し
た
。

「
中
国
の
八
股
文
を
治
め
る
の
は
、
人
の
品
行
心
術
に
そ
も
そ
も
何
の
係
わ
り
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
八
股
文
だ
け
の
こ
と
で

あ
ろ
う
か
。
経
学
・
史
学
・
性
理
学
・
考
証
学
・
詞
章
学
、
す
べ
て
誤
魔
化
し
の
き
く
も
の
で
、
人
の
品
行
心
術
と
何
の
係
わ
り
を
も

有
し
な
い
点
で
は
八
股
文
と
同
じ
で
あ
る
山
(
「
報
貝
元
徴
L

)

そ
し
て
、
学
問
の
分
化
と
そ
の
専
門
化
を
主
張
す
る
。

「
哲
学
・
文
学
を
治
め
る
者
は
礼
部
に
仕
官
さ
せ
、
算
学
理
財
を
治
め
る
者
は
戸
部
に
仕
官
さ
せ
、

:
j
i
-
-
-
商
務
を
治
め
る
者
は
貿

易
官
と
さ
せ
る
。
誠
に
立
派
な
も
の
だ
、
西
洋
人
が
学
校
と
科
挙
と
を
合
体
し
て
一
つ
と
な
し
て
、
仕
官
者
を
選
択
し
人
材
を
選
択
す



る
の
は
、
そ
の
才
能
あ
る
者
は
大
学
院
に
進
み
、
各
人
が
専
門
の
学
を
治
め
て
官
吏
登
用
を
待
つ
。
」
(
「
興
算
出
子
議
」
)
「
科
、
挙
を
厳
正

に
し
、

一
定
の
定
員
も
一
定
の
期
日
も
な
く
し
て
、
そ
の
技
術
を
試
験
し
、
そ
の
傾
向
を
正
し
、
そ
の
科
目
を
多
く
し
、
そ
の
考
査
を

精
確
に
し
て
、
た
だ
一
人
の
人
間
に
完
全
さ
を
求
め
な
い
O
i
-
-
:
:
:
一
つ
の
職
業
を
専
門
に
し
、

:
j
i
-
-
生
涯
一
つ
の
官
に
従
事
す
る
。
」

(
「
報
貝
元
徴
」
)
「
す
べ
て
専
門
の
学
聞
が
あ
り
、
す
べ
て
専
設
の
官
が
あ
る
。
」
(
「
興
算
学
議
」
)

つ
ま
り
、
彼
は
、
[
備
わ
る
こ
と
を
一
人
に
求
め
ず
」
「
そ
の
職
業
を
専
ら
に
し
」
「
み
な
専
門
の
学
」
あ
る
よ
う
に
し
、
そ
し
て
士
大

商品開1同思想における「学」について

夫
一
人
一
人
に
「
自
か
ら
一
門
を
占
め
、
白
か
ら
実
学
に
奮
起
せ
し
め
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
人
材
を
育
成
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
「
近
代
」
国
家
が
要
求
す
る
専
門
家
と
分
業
に
、
従
来
の
学
問
と
そ
の
制
度
が
用
を
な
さ
な
い
と
認
識
し
て

い
た
こ
と
に
よ
る
だ
ろ
う
。

「
平
日
治
め
る
の
が
、
八
股
文
・
試
律
・
大
巻
・
白
摺
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
の
人
を
実
際
に
使
う
段
階
に
な
る
と
、
普
段
治
め
て
い

る
の
と
は
全
く
内
容
が
異
な
り
、
習
っ
た
か
習
わ
な
か
っ
た
か
も
調
べ
ず
、
総
て
完
全
さ
を
求
め
全
備
を
要
求
し
、
万
事
万
端
に
従
事

さ
せ
、
結
局
何
一

っ
と
し
て
成
し
遂
げ
ら
れ
な
い
で
終
る
。
」
(
「
報
貝
元
徴
」
)

少
く
と
も
彼
は
、
西
洋
の
学
問
の
あ
り
方
の
一
端
を
認
識
し
て
は
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
官
吏
・
役
人

(
政
治
)
と
直
結
し
て
い
る
点
で
あ
り
、
学
問
の
実
用
性
が
強
く
要
請
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
数
学
の
よ
う
な
学
問
も
「
た
と
え
算
学
を

治
め
て
も
そ
の
実
用
を
求
め
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
八
股
文
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
さ
れ
、
あ
く
ま
で
学
問
は
、
現
実
の
実
際
の
場

に
於
て
実
効
が
あ
り
、
そ
の
効
果
と
成
果
が
確
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
れ
故
に
こ
そ
学
問
は
政
治
的
有
用
性
が
あ
り
、
国
家
の
存
亡
に
係
わ
る
と
さ
れ
た
と
言
え
る
。
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「
今
、
人
々
に
向
っ
て
学
聞
は
国
家
を
保
全
す
る
ご
と
が
で
き
る
と
言
え
ば
、
人
々
は
大
概
た
わ
け
ご
と
と
考
え
て
信
じ
よ
う
と
は
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し
な
い

Oi--:(し
か
し
)
私
が
心
か
ら
み
な
さ
ん
が
学
問
を
考
究
す
る
の
を
願
う
の
は
、

つ
ま
り
は
そ
れ
に
よ
っ
て
我
が
国
も
絶
対

に
滅
び
な
い
こ
と
を
期
待
す
る
か
ら
で
す
。

そ
し
て
学
問
と
は
、
政
治
学
・
法
律
学
・
農
学
・
鉱
学
・
工
学
・
商
学
・
医
学
・
兵
学
・
声
学
・
光
学
・
化
学
・
図
学
・
算
学
、
総

て
そ
う
で
す
。
」
(
可
論
学
者
不
当
騎
」
)

そ
し
て
更
に
、
こ
れ
ら
の
学
問
が
人
民
に
あ
る
な
ら
ば
、
た
と
え
国
家
が
滅
ん
で
も
か
ま
わ
な
い
と
さ
え
言
わ
れ
る
。

「
民
に
し
て

学
あ
ら
ば
、
国
亡
ぶ
と
も
亦
た
可
な
り
」
(
「
仁
学
」
下
)
と
。
そ
れ
は
、
学
問
は
究
極
的
に
人
間
社
会
を
救
う
も
の
で
あ
り
、
再
び
そ

れ
に
よ
っ
て
国
家
を
興
す
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

「
学
な
る
者
は
、
権
の
尾
聞
に
し
て
帰
嘘
な
り
に
(
「
仁
学
」
下
)
彼
は
、
実
学
と
し
て
の
学
問
は
、

一
切
の
源
泉
で
あ
り
、
帰
着
点

で
あ
る
と
捉
え
た
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
実
学
と
は
真
の
中
国
の
学
問
の
こ
と
で
あ
り
、
西
洋
の
諸
学
問
で
あ
り
、
特
に
自
然
科

学
で
あ
っ
た
。

で
は
、
彼
は
自
然
科
学
の
本
質
を
何
処
ま
で
認
識
し
得
た
で
あ
ろ
う
か
。
次
に
結
論
的
に
そ
れ
に
つ
い
て
述
べ
て
み
よ
う
。

三
、
結
論
と
し
て

彼
が
『
仁
学
』

の
中
で
、
自
然
科
学
を
仏
教
・
耶
蘇
教
・
孔
子
教
等
の
宗
教
あ
る
い
は
政
治
道
徳
の
た
め
の
基
礎
学
と
し
て
、
高
い

評
価
を
与
え
て
、
そ
れ
ら
に
密
接
に
結
び
付
け
る
と
同
時
に
、
自
然
科
学
的
知
識
を
、
新
た
な
倫
理
を
提
起
す
る
た
め
の
重
要
な
要
素

と
し
た
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

我
々
は
、
『
仁
学
』
に
於
い
て
、
「
聖
人
の
道
」

(
1
「
教
」
)
と
し
て
の
絶
対
平
等
・
「
慈
悲
・
霊
魂
」

の
公
理
が
、
数
学
・
化
学
・



物
理
学
等
の
自
然
科
学
的
知
識
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
て
い
る
の
を
知
る
。
特
に
、
「
以
太
L

(

エ
ー
テ
ル
)
に
よ
っ
て
、
「
仁
」
の
普
遍
存

在
性
と
内
在
性
と
が
強
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
よ
い
例
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
彼
の
「
教
」
「
(
聖
人
の
道
」
)
と
「
学
」
(
自
然
科

学
)
と
は
相
互
に
惨
透
し
合
い
、
離
れ
難
く
結
合
し
て
い
る
。

で
は
何
故
「
自
然
科
学
」
と
「
聖
人
の
道
」
が
結
合
さ
れ
る
に
到
っ
た
の
か
。
そ
の
最
大
の
原
因
は
彼
の
「
教
」
と
「
、
晶
子
」
両
者
に

対
認
識
の
性
格
に
あ
る
と
言
え
る
。

謂品司同思想における「学」について

彼
の
「
教
」
と
は
全
存
在
の
「
対
待
分
別
」
を
破
っ
た
、
「
慈
悲
と
霊
魂
」

の
絶
対
平
等
的
精
神
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
を
実
社
会
の

中
で
実
現
す
る
こ
と
が
「
聖
人
の
道
」
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
実
は
そ
れ
が
一
面
極
め
て
観
念
的
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
は
、
「
教
」
の
中
に
、
自
然
界
・
物
質
界
が
公
理
・
定
義
・
論
理
・
記
号
等
で
整
然
と
組
み
立
て
ら
れ
解
明
さ
れ
て
い
る
自

然
科
学
的
知
識
の
世
界
が
、
容
易
に
法
透
し
や
す
い
構
造
を
、
彼
の
「
教
」
の
認
識
は
持
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
数
学
・

幾
何
学
・
物
理
学
等
の
純
粋
論
理
性
と
法
則
性
が
持
つ
、
純
粋
な
イ
メ
ー
ジ
が
、
そ
の
中
に
介
在
す
る
余
地
を
持
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

と
い
え
る
の
で
あ
る
。

と
同
時
に
、
そ
の
こ
と
は
「
学
」

の
方
か
ら
逆
に
も
一
吉

こ
と
で
あ
る
。

彼
が
、
自
然
科
学
を
支
え
る
精
神
つ
ま
り
科
学
的
合
理
的
世
界
観
を
調
察
し
え
ず
、
そ
れ
を
拒
否
し
て
、
自
然
科
学
(
的
知
識
)
日

科
学
的
合
理
的
世
界
観
、

で
は
な
く
、
自
然
科
学
(
的
知
識
)

日
哲
学
・
道
徳
、

の
方
向
を
取
っ
た
の
は
、
そ
の
こ
と
を
裏
づ
け
る
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も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
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彼
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。

「
因
っ
て
思
う
。
人
は
万
物
の
霊
た
り
。
そ
の
霊
も
亦
た
自
、
ず
か
ら
思
議
す
べ
か
ら
ず
。
乃
ち
並
び
に
理
を
以
て
求
む
べ
か
ら
ず
。

無
理
の
中
、
必
ず
至
理
の
存
す
る
あ
り
。
故
に
、
西
人
の
格
致
、
理
に
依
り
て
以
て
求
め
、
能
く
行
う
も
而
れ
ど
も
其
の
然
る
所
以
を

ノ、

rり

言
う
こ
と
能
わ
ず
。
是
れ
無
理
の
理
に
お
い
て
蓋
し
L

と
。
(
「
北
遊
訪
学
記
」
)

彼
が
こ
こ
で
強
調
す
る
の
は
、
専
ら
「
無
理
之
理
」

の
方
向
で
こ
そ
あ
れ
、
格
致
の
「
依
理
以
求
」

の
方
向
で
は
な
い
。

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
彼
の
「
道
器
論
」
に
於
い
て
も
言
え
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
彼
の
道
器
論
は
、
洋
務
期
(
あ
る
い
は
伝
統

的
な
)
「
道
」
と
「
器
」
と
の
関
係
を
逆
転
し
た
も
の
で
あ
り
、
「
気
」
一
元
論
の
立
場
に
立
っ
た
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

彼
は
王
船
山
の
「
其
の
器
な
け
れ
ば
則
ち
其
の
道
な
し
L

の
道
器
論
を
ふ
ま
担
え
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
今
、
天
下
も
亦
た
一
器
な
り
。
こ
の
器
を
叡
す
る
所
以
の
道
い
ず
く
に
あ
り
や
。
L

(

「
興
算
学
議
」
)
と
。

し
か
し
、
彼
は
こ
こ
か
ら
「
器
」
そ
の
も
の
へ
、

つ
ま
り
、
自
然
を
征
服
す
る
た
め
に
は
、
自
然
に
征
服
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
自
然
科
学
の
合
理
的
世
界
観
へ
と
進
む
こ
と
は
な
か
っ
た
。
彼
の
「
天
下
も
亦
た
一
器
な
り
」

の
方
向
は
、
自
然
科
学
を
導
く
精

い
わ
ば
自
然
科
学
に
よ
る
ひ
た
す
ら
な
自
然
探
究
を
将
来
す
る
た
め
の
テ
ー
ゼ
で
は
あ
り
え
ず
、
む
し
ろ
、
今
一
歩
の

所
で
、
そ
の
方
向
を
逆
転
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
一
歩
、
今
一
歩
で
あ
っ
た
が
故
に
巨
大
な
一
歩
l
自
然
に
征
服
さ
れ
る

神
と
し
て
の
、

こ
と
の
意
味
、
を
彼
は
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

更
に
こ
こ
で
は
述
べ
得
な
い
が
、
「
気
」

一
元
論
と
い
わ
れ
る
「
気
」
そ
の
も
の
は
、
彼
の
場
合
と
て
果
し
て
純
客
観
的
な
物
質
そ
の

も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
自
然
科
学
(
的
知
識
)
が
、
彼
の
哲
学
・
思
想
に
重
要
な
影
響
を
与
え
、
「
教
L

の
中
に
積
極
的
に
取
り
入
れ
ら



れ
た
の
は
、
自
然
科
学
本
来
の
世
界
観
が
認
識
さ
れ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
こ
と
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

従
っ
て
、
自
然
科
学
は
「
群
教
・
群
政
の
門
径
」

で
あ
り
、
学
問
者
の
「
中
間
的
完
成
」
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
「
教
・
政
・
学
」
と

し
て
学
問
の
位
置
は
確
保
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
以
上
は
論
究
さ
れ
ず
、
そ
の
独
自
性
・
自
律
性
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
れ

ら
の
多
種
多
様
な
諸
学
聞
が
羅
列
さ
れ
る
の
み
に
終
っ
た
こ
と
も
理
解
さ
れ
得
ょ
う
。

彼
は
『
仁
学
』

の
中
で
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

謂嗣同思想における「学」について

「
荘
子
日
く
『
吾
が
生
を
善
し
と
す
る
者
は
、
乃
ち
吾
が
死
を
善
し
と
す
る
所
以
な
り
』
(
大
宗
師
篇
)
と
。
此
の
言
最
も
道
を
学

び
聖
に
入
る
の
始
基
た
り
L

と。

彼
の
学
問
に
対
す
る
基
本
的
な
精
神
は
、
「
聖
人
の
道
」
を
学
び
、
「
聖
人
」
に
到
る
こ
と
を
目
指
す
点
に
あ
る
。
そ
の
姿
勢
の
中
に

は
、
あ
の
宋
学
以
来
の
「
学
問
と
は
『
以
て
聖
人
に
至
る
の
道
』
『
聖
人
は
学
ん
で
至
る
べ
し
』
」
(
「
近
思
録
」
一
一
)

の
伝
統
的
な
精
神

が
い
き
づ
い
て
い
る
。

だ
が
、
彼
の
場
合
、
「
聖
人
の
道
」
と
は
絶
対
平
等
と
「
慈
悲
・
霊
魂
L

の
公
理
で
あ
る
以
上
、
最
早
純
粋
な
中
国
的
な
そ
れ
で
は
あ

り
得
な
い
の
は
、
ま
た
そ
れ
を
学
ぶ

「
学
」
が
伝
統
的
な
そ
れ
で
な
く
て
自
然
科
学
を
中
心
と
す
る
実
学
で
あ
る
の
と
同
様
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
彼
の
意
識
・
精
神
に
つ
い
て
言
う
な
ら
、
あ
く
ま
で
伝
統
的
な
そ
れ
ら
の
内
に
あ
る
。
た
だ
彼
の
場
合
、
そ
の
極
端
な
例

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
極
端
さ
例
外
さ
を
生
み
出
し
て
い
る
源
泉
は
、
心
学
の
流
れ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

(
大
学
院
学
生
)
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