
国
学
が
近
代
以
降
に
論
じ
ら
れ
る
中
で
「
文
献
学
（
ｇ
三
○
喝
）
」

と
い
う
用
語
が
、
肯
定
的
に
せ
よ
否
定
的
に
せ
よ
頻
繁
に
用
い
ら
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
思
想
史
に
お
け
る
「
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
」

概
念
に
比
べ
、
国
学
史
上
の
そ
れ
は
あ
る
種
の
偏
り
の
も
と
で
理
解

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

国
学
研
究
に
文
献
学
と
い
う
概
念
を
持
ち
込
ん
だ
代
表
者
と
し
て

し
ば
し
ば
挙
げ
ら
れ
る
村
岡
典
嗣
（
一
八
八
四
’
一
九
四
六
）
は
、
本

居
宣
長
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
よ
く
知
ら
れ
た
二
分
法
的
理
解
を
提

示
し
て
い
る
。

国
学
と
文
献
学

一

宣
長
の
か
く
の
如
き
学
問
的
意
識
は
、
そ
れ
自
ら
の
う
ち
於
い

て
、
明
ら
か
に
一
つ
の
変
態
三
の
国
日
Ｏ
Ｂ
言
の
①
）
を
示
し
て
、

上
記
の
客
観
的
、
帰
納
的
、
説
明
的
主
義
は
、
同
時
に
主
観
的
、

演
鐸
的
、
規
範
的
を
な
し
て
ゐ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
古
代
の
客

観
的
閏
明
が
さ
な
が
ら
に
、
主
観
的
主
張
を
な
し
て
ゐ
る
。

（
１
）

（
村
岡
己
巨
壁
ご
）

こ
の
よ
う
な
村
岡
の
理
解
は
、
梅
澤
伊
勢
三
に
よ
っ
て
「
［
村
岡
］

教
授
は
既
に
こ
の
書
に
お
い
て
、
国
学
は
『
文
献
学
的
』
性
格
を
持

ち
つ
、
も
十
分
な
意
味
で
の
文
献
学
二
言
一
○
四
の
で
は
な
く
、
『
科
学
』

と
『
哲
学
』
と
の
混
清
か
ら
く
る
科
学
性
の
不
徹
底
さ
を
認
め
ね
ば

な
ら
ぬ
と
説
い
て
ゐ
る
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る
（
梅
澤
乞
認
る
色
。

つ
ま
り
、
宣
長
の
中
に
は
一
方
に
客
観
的
「
科
学
」
と
し
て
の
文
献

畑
中
健
芸
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学
が
、
他
方
に
主
観
的
な
「
哲
学
」
の
主
張
が
あ
る
と
す
る
の
が
村

岡
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
り
、
そ
の
際
に
文
献
学
は
主
観
的
主
張
を

含
ま
な
い
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
に
中
立
で
客
観
的
な
学
問
と
し
て
想

定
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
の
文
献
学
と
そ
の
残
余
と
い
う
村
岡
的
二
分
法
の
構
図
は
、
例

え
ば
丸
山
眞
男
の
宣
長
論
に
も
基
本
的
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

宣
長
学
に
お
い
て
も
…
…
古
典
と
く
に
記
紀
の
解
釈
に
際
し

て
、
あ
ら
ゆ
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
範
蠕
を
捨
て
、
い
か
な
る
排
理
、

い
か
な
る
不
道
徳
を
も
古
人
の
意
識
内
容
と
し
て
其
儘
に
受
取

ら
う
と
す
る
方
法
論
は
「
お
ふ
け
な
く
人
の
い
や
し
き
力
も
て

神
の
な
す
わ
ざ
あ
ら
そ
ひ
え
め
や
」
（
玉
鉾
百
亘
「
さ
か
し
け

ど
人
の
さ
と
り
は
か
き
り
あ
る
を
神
代
の
し
わ
ざ
い
か
で
は
か

ら
む
」
（
同
上
）
と
い
ふ
様
な
皇
祖
神
に
対
す
る
非
合
理
的
信
仰

と
密
接
に
結
び
つ
い
て
ゐ
た
。
（
丸
山
ら
認
皀
＄
）

と
い
う
記
述
に
お
け
る
「
古
人
の
意
識
内
容
と
し
て
其
儘
に
受
取
ら

う
と
す
る
方
法
論
」
と
「
非
合
理
的
信
仰
」
と
い
う
対
立
図
式
は
、

「
科
学
」
と
「
哲
学
」
と
い
う
村
岡
の
二
分
法
を
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
踏

襲
し
た
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
対
立
的
二
分
法
は
、
宣
長
の
「
客
観

的
Ⅱ
実
証
的
態
度
」
対
「
心
情
の
純
粋
性
の
尊
重
」
と
も
、
ま
た
「
実

証
的
Ⅱ
客
観
的
精
神
」
対
「
非
政
治
的
態
度
」
（
現
状
を
神
の
御
命
と

し
て
受
動
的
に
肯
定
す
る
態
度
）
と
も
表
現
さ
れ
な
が
ら
、
丸
山
の
基
調

の
ひ
と
つ
を
構
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
文
献
学
た
る
前
者
に
は
正
の

評
価
、
そ
の
残
余
た
る
後
者
に
は
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
負
の
評
価
が

与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
の
文
献
学
と
い
う
外
来
の
概
念
装
置
は
、
柤
棟
と
宣
長
と

を
そ
れ
ぞ
れ
の
儒
学
と
国
学
と
い
う
思
想
内
容
の
文
脈
か
ら
い
っ
た

ん
切
り
離
す
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
両
者
の
思
想
構
造

の
本
質
的
な
共
通
性
Ｉ
具
体
的
に
は
、
古
代
の
テ
キ
ス
ト
の
読
解

を
通
じ
て
「
道
学
的
合
理
王
義
の
排
除
」
（
丸
山
）
を
し
、
歴
史
や
文

学
を
道
学
的
解
釈
か
ら
解
放
し
よ
う
と
す
る
こ
と
ｌ
ｌ
を
抽
出
し
、

（
２
）

明
示
す
る
こ
と
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
と
さ
れ
る
（
同
｝
詮
参

昭
岬
）
。そ

の
一
方
、
客
観
的
な
「
科
学
的
」
古
典
研
究
を
国
学
の
本
領
と

（
３
）

す
る
彼
ら
の
見
方
は
、
宣
長
の
『
直
毘
霊
』
な
ど
の
い
わ
ば
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
な
主
張
の
分
析
に
関
し
て
は
非
力
で
あ
り
、
そ
う
し
た
側

面
に
対
し
て
は
文
献
学
の
不
徹
底
さ
と
し
て
の
消
極
的
な
評
価
を
与

え
る
だ
け
に
終
わ
り
が
ち
で
あ
っ
た
。
ま
た
国
学
史
の
流
れ
に
関
し

て
も
、
平
田
篤
胤
ら
宣
長
以
降
の
国
学
に
お
け
る
、
い
わ
ゆ
る
客
観

的
な
古
典
学
か
ら
の
撤
退
は
、
真
の
国
学
か
ら
の
逸
脱
と
見
な
さ
れ

る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
、
宣
長
学
を
以
て
、
国
学
出
現
の
思
想
史
的
意

義
は
一
応
完
全
に
果
さ
れ
、
篤
胤
学
は
む
し
ろ
そ
の
新
た
な
方
向
へ

の
発
展
と
解
す
る
」
同
］
雪
）
と
さ
れ
、
さ
ら
に
は
「
宣
長
学
の

学
問
性
の
破
壊
」
と
し
て
篤
胤
は
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
も

な
っ
た
。
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こ
う
し
た
問
題
を
子
安
宣
邦
は
取
り
上
げ
、
文
献
学
と
そ
の
残
澤

と
い
う
村
岡
的
な
二
分
法
は
国
学
の
本
質
的
問
題
を
覆
い
隠
し
て
き

た
も
の
で
あ
る
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。

近
代
日
本
の
さ
き
に
の
べ
た
よ
う
な
正
統
的
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム

は
、
国
学
の
自
己
（
日
本
）
言
及
的
言
説
の
も
つ
問
題
性
な
り
、

自
己
（
日
本
）
へ
の
認
識
を
う
な
が
す
情
念
な
り
を
、
み
ず
か

ら
の
近
代
的
学
問
の
成
立
の
彼
方
に
置
き
忘
れ
る
か
の
よ
う

に
、
そ
れ
ら
を
文
献
学
と
い
う
規
定
の
剰
余
と
し
て
と
り
残
す

の
で
あ
る
。
（
子
安
ら
堅
四
農
箇
）

子
安
に
よ
れ
ば
、
宣
長
に
お
い
て
真
に
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
は
、

ひ
た
す
ら
「
異
国
」
を
否
定
し
て
「
皇
国
」
を
評
価
す
る
そ
の
「
自

己
言
及
的
言
説
」
に
あ
る
。
村
岡
的
な
二
分
法
図
式
は
、
近
代
的
な

枠
組
み
を
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
国
学
に
割
り
付
け
た
も
の
で

あ
り
、
来
る
べ
き
宣
長
研
究
が
乗
り
越
え
ね
ば
な
ら
な
い
障
碍
と
し

て
措
定
さ
れ
る
。
こ
こ
で
文
献
学
は
「
自
己
言
及
性
」
を
覆
い
隠
し
、

不
毛
な
疑
似
問
題
を
成
立
さ
せ
て
い
る
道
具
と
し
て
批
判
的
に
捉
え

ら
れ
て
い
る
。

宣
長
の
も
の
の
言
い
方
が
、
そ
れ
以
前
と
ど
こ
が
異
な
っ
て
い

る
の
か
と
考
え
て
み
ま
す
と
、
一
番
際
だ
っ
て
い
る
の
は
こ
の

「
自
己
言
及
的
」
な
言
説
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
と
私
は
見
て
い

る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
私
は
宣
長
の
言
説
の
特
質
が
あ

る
と
思
う
の
で
す
が
、
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
、
文
献
学
と
い
う
ョ
－

ロ
ッ
パ
伝
来
の
学
問
的
概
念
を
も
っ
て
し
て
は
と
ら
え
き
れ
な

い
剰
余
の
部
分
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。

（
子
安
｝
塞
ぎ
基
）

文
献
学
概
念
の
適
用
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
国
学
を
「
科
学
」

「
哲
学
」
の
対
立
的
共
存
と
し
て
み
る
通
説
が
存
在
し
、
そ
れ
を
再

検
討
す
る
必
要
性
は
論
を
待
た
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
こ
で
子
安
が
批

判
し
て
い
る
文
献
学
の
内
容
に
注
意
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
子

安
と
彼
の
批
判
す
る
日
本
の
正
統
的
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
の
対
立
の
前

提
と
し
て
存
在
す
る
文
献
学
の
理
念
を
こ
こ
で
は
問
題
に
し
た
い
の

で
あ
る
。
先
の
引
用
中
「
文
献
学
と
い
う
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
伝
来
の
学
問

的
概
念
」
と
便
宜
的
に
述
べ
ら
れ
て
は
い
る
が
、
村
岡
の
考
え
る
文

献
学
は
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
の
一
面
を
伝
え
て
い
る
と
は

言
え
る
に
し
て
も
、
厳
密
に
両
者
を
等
号
で
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
が
近
代
文
献
学
の
成
立
に
深
く
関

わ
っ
て
い
る
こ
と
を
勘
案
す
る
な
ら
、
客
観
的
科
学
と
し
て
の
文
献

学
と
い
う
村
岡
的
な
理
解
は
平
板
で
一
面
的
だ
と
の
印
象
を
我
々
に

与
え
る
。

言
い
換
え
る
な
ら
、
子
安
が
宣
長
の
本
質
と
し
て
措
定
し
て
い
る

「
自
己
言
及
的
言
説
」
（
そ
れ
に
つ
い
て
こ
こ
で
十
分
に
解
明
す
る
ゆ
と
り
は

な
い
が
）
は
、
国
学
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
ョ
Ｉ
ロ
ッ
パ
の
ロ
マ

ン
主
義
の
問
題
で
も
あ
る
こ
と
は
忘
れ
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ほ

ぼ
同
時
代
に
洋
の
東
西
を
隔
て
て
起
こ
っ
た
思
想
運
動
で
あ
る
国
学
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と
ド
イ
ツ
・
ロ
マ
ン
主
義
と
は
、
そ
の
近
親
性
が
し
ば
し
ば
指
摘
さ

れ
る
と
こ
ろ
だ
が
（
例
え
ば
、
近
年
で
は
野
口
乞
麗
、
山
田
広
昭
ご
雪

な
ど
）
、
文
献
学
と
い
う
用
語
を
通
じ
て
両
者
を
対
比
的
に
検
討
で

（
４
）

き
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
た
め
に
は
文
献
学
概
念

の
本
来
的
な
広
範
さ
を
取
り
戻
す
べ
く
、
ョ
－
ロ
ッ
パ
文
献
学
の
来

歴
、
と
り
わ
け
日
本
で
は
等
閑
視
き
れ
が
ち
だ
っ
た
ロ
マ
ン
主
義
思

潮
と
の
接
点
に
目
を
配
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、

文
献
学
を
村
岡
的
な
客
観
的
研
究
に
還
元
す
る
な
ら
ば
抜
け
落
ち
て

し
ま
う
要
素
は
少
な
く
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
小
稿
に
は
、
そ
の
よ
う
な
要
素
を
十
分
に
解
明
す
る
ゆ
と

り
も
文
献
学
概
念
を
手
が
か
り
に
ド
イ
ツ
・
日
本
を
一
望
す
る
よ
う

な
見
取
り
図
を
描
く
用
意
も
ま
だ
な
い
。
こ
こ
で
は
予
備
的
考
察
と

し
て
、
芳
賀
矢
一
、
村
岡
典
嗣
、
山
田
孝
雄
の
そ
れ
ぞ
れ
の
国
学
論

に
お
け
る
文
献
学
概
念
を
順
に
検
討
し
、
以
下
の
よ
う
な
確
認
す
る

こ
と
を
差
し
当
た
っ
て
の
目
標
と
し
た
い
。
第
一
に
国
学
論
上
に
通

用
し
て
い
る
文
献
学
と
い
う
概
念
は
、
よ
り
正
確
に
は
村
岡
的
文
献

学
、
な
い
し
近
代
文
献
学
（
ロ
マ
ン
主
義
的
要
素
を
切
り
捨
て
た
と
い
う

意
味
で
）
と
限
定
的
に
呼
ば
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
・
第
二
に
、

村
岡
に
よ
る
文
献
学
概
念
の
把
握
は
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
の
来
歴
の
中
の

一
部
の
み
に
着
目
し
た
独
特
の
も
の
で
あ
り
、
日
本
国
内
に
お
い
て

も
例
え
ば
芳
賀
矢
一
の
よ
う
に
村
岡
と
は
異
な
っ
た
捉
え
方
を
し
た

者
が
い
る
と
い
う
こ
と
。
第
三
に
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
村
岡
的

な
文
献
学
概
念
の
み
が
流
通
し
、
そ
の
他
の
要
素
が
忘
れ
ら
れ
、
村

岡
の
批
判
者
に
よ
っ
て
す
ら
そ
の
文
献
学
把
握
の
一
面
性
が
批
判
さ

れ
て
は
い
な
い
こ
と
、
で
あ
る
。

一
九
○
三
年
十
二
月
、
前
年
ま
で
の
三
年
間
に
渡
る
ド
イ
ツ
留
学

か
ら
帰
国
し
て
東
京
帝
大
教
授
の
任
に
あ
っ
た
芳
賀
矢
一
（
一
八
六

七
’
一
九
二
七
）
は
、
国
学
院
同
窓
会
の
依
頼
を
受
け
て
「
国
学
と
は

何
ぞ
や
」
と
題
す
る
講
演
を
行
っ
て
い
る
。
こ
の
中
で
芳
賀
は
真
淵
、

宣
長
ら
の
仕
事
を
以
下
の
よ
う
に
性
格
付
け
て
い
る
。

こ
れ
等
の
国
学
者
諸
大
人
の
理
想
と
し
た
こ
と
を
、
一
口
に
言

へ
ば
、
我
が
日
本
語
の
上
に
顕
は
れ
た
る
所
の
国
民
の
思
想
、

換
言
す
れ
ば
国
民
の
性
質
を
、
古
語
古
文
の
上
に
於
い
て
研
究

し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
も
つ
と
も
確
実
な
る

国
民
の
性
質
の
研
究
法
で
あ
り
ま
す
。
人
々
に
は
一
個
の
精
神

が
あ
る
ご
と
く
、
国
家
と
し
て
は
そ
の
国
の
精
神
が
あ
る
。

（
芳
賀
己
三
基
）

国
学
と
は
日
本
語
の
研
究
を
手
段
と
し
、
国
民
の
思
想
・
性
質
の

解
明
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
の
主
張
は
芳
賀
の
他
の
著
作
に

も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
留
学
中
の
一
九
○
○
年
に
刊
行

さ
れ
た
『
国
学
史
概
論
』
で
は
、
平
田
篤
胤
に
至
る
ま
で
の
国
学
者

一
一
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の
仕
事
を
「
種
々
雑
多
あ
る
が
、
其
の
帰
す
る
所
は
国
語
国
文
を
基

礎
と
し
て
、
日
本
国
民
の
性
質
を
研
究
す
る
と
云
ふ
、
其
の
点
に
帰

着
す
る
の
で
あ
り
ま
す
」
（
芳
賀
乞
三
皀
皀
と
ま
と
め
て
い
る
。

「
国
語
国
文
」
を
基
礎
と
し
た
「
日
本
国
民
の
性
質
」
の
研
究
と
い

う
彼
に
よ
っ
て
国
学
に
与
え
ら
れ
た
定
義
、
そ
し
て
「
国
語
国
文
」

「
国
民
」
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
も
、
芳
賀
独
自
の
も
の
で
は
な
く
、

ま
た
日
本
の
国
学
そ
れ
自
体
に
の
み
由
来
す
る
も
の
で
も
な
い
。
芳

賀
は
こ
こ
で
明
ら
か
に
ド
イ
ツ
の
文
献
学
（
二
三
昼
の
）
を
念
頭
に

置
き
、
そ
の
類
比
に
よ
っ
て
国
学
を
定
義
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

西
洋
学
者
は
フ
イ
ロ
ロ
ギ
ー
と
称
し
て
、
文
献
を
本
に
し
て
、

其
国
を
研
究
し
ま
す
。
日
本
で
言
へ
ぱ
、
国
語
国
文
を
本
に
し

て
、
其
の
国
を
研
究
す
る
の
で
す
。
国
学
者
が
二
百
年
来
や
っ

て
来
た
事
は
、
つ
ま
り
日
本
の
フ
イ
ロ
ロ
ギ
ー
で
あ
っ
た
。

（
同
己
写

さ
て
、
今
迄
申
し
上
げ
る
こ
の
文
献
学
が
、
即
ち
日
本
の
国
学

に
甚
だ
似
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。
…
：
．
文
献
学
者
の
し
た
業

は
実
に
大
な
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
や
り
方
は
我
国
の
国

学
、
丁
度
春
満
真
淵
な
ど
の
や
っ
た
事
と
全
く
同
じ
方
法
で
や

っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
言
ひ
か
へ
れ
ば
、
そ
の
国
の
国
語
国
文

を
基
礎
と
し
て
、
国
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。

…
…
日
本
の
国
学
も
西
洋
の
フ
イ
ロ
、
ジ
ー
も
、
同
じ
径
路
を

こ
れ
ま
で
と
っ
て
来
て
居
る
の
で
あ
り
ま
す
。

（
芳
賀
乞
三
皀
雫
屋
）

芳
賀
は
講
演
の
中
で
日
本
の
国
学
の
創
立
者
と
し
て
荷
田
春
満
を

挙
げ
て
い
る
。
下
河
辺
長
流
や
戸
田
茂
睡
は
古
代
の
歌
や
物
語
を
研

究
す
る
の
み
で
あ
っ
た
、
ま
た
契
沖
は
確
か
に
「
学
問
が
あ
っ
て
、

本
居
な
ど
の
や
っ
た
事
の
基
礎
を
な
し
」
た
が
、
や
は
り
同
様
に
そ

の
重
心
は
古
典
文
学
の
解
釈
に
あ
っ
た
。
し
か
し
春
満
こ
そ
は
「
日

本
の
国
家
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
」
の
あ
り
、
そ
の
点
で
最
初
の
国

（
５
）

学
者
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
、
と
彼
は
述
べ
て
い
る
。
国
学
の
メ
ル
ク

マ
ー
ル
が
「
国
」
に
置
か
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
国
学
は
西
洋
の
国
学
た

る
文
献
学
に
比
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

文
献
学
と
訳
さ
れ
る
「
フ
イ
ロ
ロ
ギ
ー
」
な
い
し
「
フ
イ
ロ
、
ジ
ー
」

に
つ
い
て
芳
賀
が
述
べ
る
と
き
、
そ
こ
で
言
及
さ
れ
る
の
は
、
フ
ン

ボ
ル
ト
ミ
ニ
の
言
く
○
口
冒
日
ｇ
三
一
七
六
七
’
一
八
三
五
）
、
ベ
ッ
ク

（
二
言
シ
匡
唱
輿
客
の
ｏ
客
一
七
八
五
’
一
八
六
七
）
、
ヘ
ル
マ
ン
・
パ
ウ
ル

宙
閏
日
四
目
蚕
匡
三
八
四
六
’
一
九
二
二
と
い
っ
た
十
九
世
紀
前
後
の

（
６
）

ド
イ
ツ
の
言
語
学
者
・
文
献
学
者
で
あ
る
。
芳
賀
の
紹
介
す
る
文
献

学
の
特
質
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
彼
が
国
学
を

文
献
学
と
類
比
的
に
み
な
す
根
拠
の
ひ
と
つ
は
、
そ
れ
が
国
民
性
の

解
明
を
目
的
と
し
て
い
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
ド
イ
ツ
の
文
献
学

は
単
な
る
言
語
学
的
あ
る
い
は
歴
史
的
な
文
献
研
究
で
は
な
く
、

「
国
」
学
な
の
だ
と
い
う
こ
と
を
芳
賀
は
明
確
に
意
識
し
て
い
る
。

国
と
い
ふ
こ
と
を
根
本
と
致
し
て
、
凡
べ
て
の
事
を
研
究
す
る
。
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国
が
全
体
の
し
め
括
り
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
文
献
学
は
立

派
に
成
立
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
が
ベ
イ
ッ
ク
の
説
で
あ

り
ま
す
。
同
巴

凡
べ
て
の
生
活
上
の
あ
ら
ゆ
る
所
に
は
ひ
っ
て
来
て
、
そ
の
国

民
を
外
の
国
民
と
区
別
す
る
の
が
国
学
の
目
的
で
あ
る
と
、
フ

ン
ボ
ル
ト
は
更
に
明
瞭
に
言
っ
て
居
り
ま
す
。
凡
べ
て
一
国
に

は
、
そ
の
国
特
有
の
特
性
が
あ
る
。
そ
の
特
性
を
指
摘
す
る
の

が
、
国
学
者
の
役
目
で
あ
り
ま
す
。
英
国
な
ら
ば
そ
の
英
国
の

国
民
の
特
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
出
来
れ
ば
、
英
国
の
文
献
学

者
の
役
目
は
そ
れ
で
す
む
の
で
す
。
独
逸
の
特
性
を
指
摘
す
る

こ
と
が
出
来
れ
ば
、
独
逸
の
文
献
［
学
］
者
の
役
目
は
そ
れ
で

す
む
の
で
す
。
…
…
一
言
す
れ
ば
、
国
学
は
国
体
を
知
ら
せ
る

学
問
と
い
ふ
こ
と
に
帰
す
る
の
で
あ
り
ま
す
。
同
色

現
存
の
大
家
の
ヘ
ル
マ
ン
パ
ウ
ル
と
い
ふ
人
も
、
フ
ン
ボ
ル
ト

と
同
じ
説
で
あ
り
ま
す
が
、
文
献
学
の
目
的
と
す
る
所
は
即
ち

一
つ
の
国
民
に
特
有
な
る
精
神
性
格
を
知
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ

る
。
一
つ
の
国
民
に
特
有
な
る
精
神
性
格
を
知
る
と
い
ふ
の
が

文
献
学
の
目
的
で
あ
る
と
、
か
う
い
つ
て
居
り
ま
す
。

（
同
己
）

「
ヴ
ィ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
・
デ
ア
・
ナ
チ
ョ
ナ
リ
テ
ー
卜
」
す
な

わ
ち
「
国
学
」
こ
そ
が
、
文
献
学
で
あ
る
と
芳
賀
は
フ
ン
ボ
ル
ト
に

依
り
な
が
ら
述
べ
て
い
る
。
国
民
の
性
質
・
特
性
、
国
体
な
ど
と
も

言
い
換
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
要
す
る
に
国
民
性
な
る
も
の
を
研
究

す
る
こ
と
が
文
献
学
の
主
た
る
課
題
で
あ
る
と
彼
は
認
識
し
て
い
る
。

単
な
る
古
語
研
究
な
ら
ば
、
国
学
と
呼
べ
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
文

献
学
と
呼
ぶ
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
「
文
献
学
者
の
仕
事
は
、
言
葉

を
知
る
の
は
目
的
で
な
く
し
て
、
一
つ
の
手
段
に
過
ぎ
ぬ
の
で
あ
り

ま
す
」
と
彼
は
講
演
し
て
い
る
。

で
は
、
文
献
学
は
な
ぜ
「
国
」
と
関
わ
る
の
か
。
芳
賀
は
明
確
に

は
そ
れ
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
い
が
、
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
当
時

の
文
献
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
国
民
性
と
そ
の
言
語
と
の

間
に
密
な
関
係
が
想
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

フ
ー
コ
ー
の
整
理
に
従
え
ば
、
十
八
世
紀
ま
で
の
古
典
主
義
時
代

の
人
々
は
、
言
語
を
普
遍
的
な
理
性
に
対
応
す
る
も
の
と
し
、
言
語

自
体
を
「
も
の
」
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、

十
九
世
紀
以
降
個
別
言
語
が
主
題
的
に
扱
わ
れ
は
じ
め
、
言
語
は
厚

み
を
も
ち
そ
れ
自
体
が
考
察
の
対
象
に
な
る
と
い
う
「
言
語
の
客
体

化
」
が
起
こ
っ
た
、
と
さ
れ
る
（
『
言
葉
と
物
』
第
八
菫
。
確
か
に
十

八
世
紀
末
か
ら
十
九
世
紀
に
か
け
て
の
ド
イ
ツ
の
言
語
論
に
特
徴
的

な
テ
ー
マ
は
、
言
語
一
般
で
は
な
く
、
民
族
性
に
密
着
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
た
個
別
言
語
、
ド
イ
ツ
語
で
あ
っ
た
。

ヘ
ル
ダ
ー
は
一
七
七
二
年
の
『
言
語
起
源
論
』
の
中
で
、
人
間
の

言
語
と
思
考
と
は
緊
密
な
関
係
に
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
あ
る
民

族
の
言
語
的
な
個
性
と
そ
の
民
族
の
思
想
と
は
相
互
依
存
的
な
関
係
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に
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
折
か
ら
の
ロ
マ
ン
主
義
の
高
ま
り
の
中

で
こ
の
考
え
は
広
く
受
容
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
、
フ
ン
ボ

ル
ト
の
言
語
論
も
ま
た
多
く
の
点
で
ヘ
ル
ダ
ー
の
示
唆
を
受
け
て
い

る
（
サ
ピ
ァ
）
。

フ
ン
ボ
ル
ト
の
一
般
言
語
学
に
つ
い
て
の
代
表
的
著
述
と
さ
れ
る
、

い
わ
ゆ
る
「
カ
ヴ
ィ
語
研
究
序
説
」
の
以
下
の
一
節
に
は
、
民
族
と

言
語
に
つ
い
て
の
典
型
的
な
主
張
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

言
語
は
、
い
わ
ば
民
族
の
精
神
が
外
面
的
な
形
を
と
っ
て
現
象

し
て
き
た
も
の
と
言
う
べ
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
の
言
語
は
民

族
の
精
神
で
あ
り
、
民
族
の
精
神
は
そ
の
言
語
に
他
な
ら
な
い
。

民
族
の
精
神
と
民
族
の
言
語
と
い
う
二
つ
の
も
の
を
、
我
々
が

い
く
ら
強
く
同
一
視
し
て
考
え
た
と
し
て
も
、
行
き
過
ぎ
る
と

い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
畠
匡
日
言
匡
匡
認
令
乞
震
墨
己

芳
賀
は
言
語
を
め
ぐ
る
基
礎
的
な
議
論
に
は
立
ち
入
っ
て
い
な
い

の
で
、
し
ば
ら
く
芳
賀
の
論
述
か
ら
離
れ
、
文
献
学
の
背
景
を
形
成

し
て
い
る
こ
の
主
題
に
関
し
て
概
観
し
て
お
こ
う
。
フ
ン
ボ
ル
ト
の

い
う
言
語
・
精
神
・
民
族
の
連
関
の
う
ち
、
言
語
と
精
神
と
は
や
は

り
ヘ
ル
ダ
ー
に
始
ま
る
と
さ
れ
る
「
内
的
言
語
形
式
」
（
言
閏
の

呰
国
の
三
○
局
日
）
と
い
う
概
念
で
媒
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
「
内
的
」

と
は
音
声
と
し
て
外
的
に
表
現
さ
れ
る
以
前
の
精
神
内
部
を
指
し
て

お
り
、
内
的
言
語
形
式
と
は
そ
こ
に
想
定
さ
れ
て
い
る
言
語
の
潜
在

的
構
造
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
フ
ン
ボ
ル
ト
の
概
念
は
多
様
な
、

相
互
に
対
立
さ
え
す
る
解
釈
を
後
世
に
生
ん
で
い
る
加
、
ひ
と
ま
ず

そ
れ
は
人
間
の
知
的
能
力
に
含
ま
れ
る
も
の
と
し
て
現
実
認
識
の
形

式
、
つ
ま
り
世
界
観
の
形
式
に
関
与
す
る
一
方
、
お
の
お
の
の
個
別

言
語
の
体
系
に
対
応
し
た
形
式
を
備
え
て
い
る
も
の
と
い
う
こ
と
が

で
き
る
。

そ
し
て
、
こ
の
言
語
ｌ
精
神
の
関
わ
り
に
民
族
が
関
わ
っ
て
く
る

の
は
、
「
民
族
と
は
同
じ
言
語
を
話
す
人
々
の
総
体
で
あ
る
」
（
ヤ
ー

コ
プ
・
グ
リ
ム
）
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
新
フ
ン
ポ
ル
ト
派
の
騎
手

と
さ
れ
る
ヴ
ァ
イ
ス
ゲ
ル
バ
ー
に
よ
る
説
明
を
導
入
し
て
お
こ
う
。

く
○
房
戻
族
）
／
罰
閉
路
種
族
）
／
ｚ
呂
目
（
国
民
）
を
区
別
し
て
彼

は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
種
族
は
自
然
概
念
で
あ
り
血
統

に
よ
っ
て
ひ
と
つ
の
集
団
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
国
民
は
国
家
概
念

で
あ
り
、
権
力
に
よ
っ
て
統
合
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
民
族
は
精
神

的
概
念
で
あ
り
、
そ
れ
を
た
ば
ね
る
の
は
言
語
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

民
族
と
は
言
語
を
媒
介
と
し
た
集
団
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
精
神

的
共
通
性
を
持
っ
て
い
る
も
の
と
き
れ
、
フ
ン
ポ
ル
ト
の
い
う
国
学

（
８
）

の
対
象
に
措
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
国
語
と
民
族
精
神
と
の
深
い
つ
な
が
り
に
つ
い

て
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ヘ
ル
ダ
ー
か
ら
フ
ン
ボ
ル
ト
、
グ
リ
ム
ら

に
受
け
継
が
れ
た
発
想
で
あ
り
、
ロ
マ
ン
主
義
の
展
開
と
十
九
世
紀

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
高
揚
の
中
で
歓
迎
さ
れ
、
ま

た
フ
ン
ボ
ル
ト
以
降
も
ヴ
ァ
イ
ス
ゲ
ル
バ
ー
ら
に
よ
っ
て
押
し
進
め
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ら
れ
た
発
想
で
あ
っ
た
。
芳
賀
が
フ
ン
ボ
ル
ト
の
著
作
の
い
ず
れ
を

読
ん
で
い
た
か
は
未
詳
で
あ
る
（
「
カ
ヴ
ィ
語
研
究
序
説
」
に
し
て
も
一
八

三
六
年
に
出
版
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）
。
と
は
い
え
、
彼
が
ョ
－
ロ
ッ
パ

か
ら
持
ち
帰
っ
た
文
献
学
概
念
は
、
こ
の
よ
う
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム

の
思
潮
下
の
言
語
論
の
影
響
を
色
濃
く
受
け
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と

は
で
き
る
。

な
お
付
け
加
え
る
な
ら
ば
、
芳
賀
の
国
学
論
の
中
で
ド
イ
ツ
言
語

学
史
・
言
語
思
想
史
が
詳
細
に
紹
介
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、

彼
は
文
献
学
の
た
め
に
語
学
研
究
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
説
い
て
い

る
が
、
一
国
の
文
化
中
に
は
他
国
か
ら
の
影
響
・
感
化
が
あ
る
以
上
、

自
国
語
だ
け
で
は
な
く
「
我
が
国
で
い
へ
ば
、
漢
語
・
洋
語
及
び
其

の
文
法
上
に
及
ぼ
せ
る
影
響
等
、
深
く
之
を
研
究
し
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
」
（
芳
賀
乞
涜
皀
巴
と
し
、
民
族
（
国
と
言
語
と
の
一
対
一
の

対
応
を
認
め
て
は
い
な
い
。
こ
う
し
た
点
で
、
芳
賀
が
観
念
的
ド
イ

ツ
の
言
語
論
か
ら
一
定
の
距
離
を
と
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し

か
し
そ
れ
で
も
彼
に
お
い
て
は
、
文
献
学
は
村
岡
の
そ
れ
と
は
違
っ

て
、
「
国
」
と
い
う
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
関
わ
っ
て
お
り
、
無
縁
な
客

観
的
科
学
と
し
て
規
定
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
は
明
か

で
あ
ろ
う
。

『
本
居
宣
長
』
の
中
で
村
岡
典
嗣
は
、
芳
賀
の
「
「
国
学
に
つ
い
て
』

（
９
）

と
い
ふ
論
文
に
普
謁
①
巴
○
口
を
得
た
。
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
そ

の
文
献
学
観
の
違
い
は
小
さ
く
は
な
い
。
ま
ず
、
彼
に
よ
っ
て
文
献

学
の
標
語
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
ベ
ッ
ク
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
本

（
皿
）

耆
中
で
与
え
ら
れ
て
い
る
説
明
を
見
て
み
よ
う
。

彼
［
ベ
ッ
ク
］
が
、
文
献
学
の
本
質
と
し
て
考
へ
た
と
こ
ろ
は

、
、
、
、

如
何
と
い
ふ
に
、
即
ち
、
彼
の
得
意
の
標
語
た
る
「
知
ら
れ
た

、
、
、
、
、
、
、
、

る
こ
と
を
知
る
こ
と
」
ｅ
四
の
国
冨
目
の
邑
号
⑳
国
富
目
扁
邑
）
の
観

念
が
そ
れ
で
あ
る
。
所
謂
「
知
ら
れ
た
る
こ
と
を
知
る
」
と
は
、

、
、

古
人
の
意
識
を
再
現
す
る
と
い
ふ
こ
と
で
、
更
に
詳
し
く
言
へ

、
、
、
、
、
、
、

ば
、
古
人
の
意
識
し
た
と
こ
ろ
（
そ
の
意
識
に
写
象
さ
れ
た
と

い
ふ
意
味
で
、
「
知
ら
れ
た
こ
と
」
と
い
ふ
語
に
総
括
さ
れ
る
が
、

之
を
内
容
的
に
言
へ
ば
、
勿
論
、
単
に
知
力
的
に
「
知
っ
た
こ

と
」
の
み
で
な
く
、
「
感
じ
た
こ
と
」
「
欲
し
た
こ
と
」
を
も
含

、
、
、
、
、

ん
で
ゐ
る
）
を
、
そ
の
ま
、
に
、
理
解
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
、

文
献
学
の
任
務
で
あ
っ
て
、
ま
た
目
的
で
あ
る
と
言
ふ
に
あ
る
。

村
岡
は
文
献
学
を
古
人
の
意
識
の
再
現
を
そ
の
目
的
と
す
る
も
の

と
し
て
位
置
づ
け
て
い
る
。
こ
の
目
的
設
定
に
関
わ
る
芳
賀
と
の
差

言

（
村
岡
ご
匡
壁
金
）
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異
に
つ
い
て
は
後
に
触
れ
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
微
細
な
こ
と
だ
が

彼
の
表
現
に
ま
ず
注
意
を
向
け
て
お
く
。
村
岡
は
、
文
献
学
に
よ
る

（
Ⅲ
）

古
人
の
意
識
の
再
現
の
仕
方
を
「
そ
の
ま
・
」
と
形
容
し
て
い
る
。

古
人
の
思
想
と
い
う
自
立
的
な
存
在
が
想
定
さ
れ
、
そ
れ
を
完
壁
な

形
で
現
在
に
お
い
て
再
現
す
る
と
い
う
こ
の
発
想
の
枠
組
み
は
、
作

品
の
中
に
作
者
の
真
の
意
図
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
実
在
論
、

そ
し
て
読
者
や
解
釈
者
は
こ
の
込
め
ら
れ
た
意
図
を
正
し
く
読
み
と

ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
る
古
典
的
読
者
論
と
同
型
の
素
朴
な
解
釈
図

式
を
提
示
し
て
い
る
と
い
え
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
を
批
判
す
る
の
で

は
な
く
、
そ
の
発
想
の
起
源
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
つ
ま
り
、
村

岡
が
文
献
学
理
解
に
つ
い
て
依
拠
し
て
い
る
ベ
ッ
ク
は
、
こ
の
よ
う

な
単
純
な
思
想
の
再
現
論
に
与
し
て
い
た
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
確
か
に
ベ
ッ
ク
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
存
在
す
る
。

従
っ
て
、
文
献
学
の
本
来
的
使
命
は
人
間
精
神
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
た
こ
と
を
知
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
知
ら
れ
た
こ
と
を

知
る
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
（
霞
の
昌
四
９
ｍ
ｇ
の
言
号

①
侭
①
昌
一
汽
宣
の
ン
匡
碕
“
す
の
口
①
『
も
三
き
ざ
四
の
Ｑ
ｍ
ｍ
向
【
穴
①
ロ
ロ
①
ご
ロ
の
の
く
○
日

Ｒ
国
①
ロ
の
の
匡
局
ロ
の
ロ
の
四
里
勺
同
○
口
匡
ｇ
耳
⑦
Ｐ
Ｑ
戸
口
の
ｍ
画
局
穴
四
口
ご
庁
の
ご
国
匡
の
①
言
．
）

（
国
○
①
、
穴
壺
」
、
、
③
》
］
ｇ

ベ
ッ
ク
は
通
例
、
そ
れ
ま
で
の
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
古
典
学
の
伝
統
を

受
け
継
ぎ
つ
つ
、
新
し
い
時
代
の
百
科
全
書
的
か
つ
方
法
論
的
関
心

を
そ
れ
に
結
び
つ
け
た
人
物
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
彼
は

ギ
リ
シ
ア
の
政
治
・
哲
学
・
詩
の
研
究
を
進
め
る
一
方
で
、
「
一
般

文
献
学
」
と
で
も
よ
ぶ
べ
き
『
文
献
学
の
百
科
全
言
と
方
法
論
』
を

書
き
、
数
十
年
に
渡
っ
て
校
訂
を
重
ね
た
。
本
書
で
は
、
シ
ュ
ラ
イ

エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
を
受
け
継
い
で
、
古
典
解
釈
を
単
な
る
訓
詰
註
釈
と

し
て
で
は
な
く
人
間
文
化
研
究
の
普
遍
的
基
礎
と
し
て
捉
え
直
し
、

秘
伝
的
要
素
を
排
し
て
そ
れ
を
学
問
と
し
て
精
密
化
さ
せ
る
べ
く
体

系
的
な
方
法
論
を
与
え
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
。
そ
の
際
、
文
献
理

解
は
客
観
性
と
理
解
力
と
を
要
求
す
る
も
の
で
あ
り
、
主
観
的
な
読

み
込
み
は
解
釈
の
実
り
を
貧
し
く
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

こ
う
し
た
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
村
岡
が
文
献
学
を
説
明
す
る
と
き

に
用
い
た
「
そ
の
ま
、
」
に
あ
た
る
表
現
は
（
少
な
く
と
も
上
述
の
有

名
な
一
節
に
は
存
在
し
な
い
と
は
い
え
）
ベ
ッ
ク
理
解
と
し
て
的
外
れ
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
ベ
ッ
ク
の
半
分
に
し
か
過
ぎ
な
い

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
彼
に
は
次
の
よ
う
な
、
素
朴
な
古
典
的
解

釈
図
式
に
対
し
て
の
批
判
的
記
述
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
確
か
な
の
で

あ
る
。

：
：
：
必
然
的
に
、
解
釈
者
は
、
著
者
を
そ
の
著
者
が
自
身
を
理

解
す
る
以
上
に
理
解
す
る
の
で
あ
る
。

解
釈
者
は
、
著
者
が
無
意
識
的
に
何
を
創
造
し
た
か
に
つ
い

て
の
明
確
な
認
識
へ
と
至
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
多
く
の
こ
と
が
著
者
へ
と
通
じ
、
そ
れ
ま
で
著
者

自
身
に
さ
え
閉
ざ
さ
れ
て
い
た
多
く
の
窓
の
錠
が
開
け
ら
れ
る
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だ
ろ
う
。

（
｝
す
一
・
・
）

こ
こ
で
ベ
ッ
ク
は
、
作
品
の
中
に
お
け
る
著
者
の
意
図
の
絶
対
性

を
否
定
し
、
古
典
的
な
解
釈
図
式
と
は
逆
に
、
読
み
手
か
ら
テ
キ
ス

ト
へ
の
働
き
か
け
を
認
め
て
い
る
。
明
ら
か
に
、
ミ
ュ
ー
ラ
ー
Ⅱ
フ

ォ
ル
マ
ー
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
「
ベ
ッ
ク
は
、
単
に
本
来
の
意
味

を
再
考
す
る
こ
と
な
い
し
再
認
識
す
る
こ
と
を
唱
導
し
て
い
る
の
で

は
な
い
」
三
厘
の
房
罵
言
一
言
の
烏
ら
圏
》
邑
。
ベ
ッ
ク
は
村
岡
と
は
違
っ

て
、
著
者
の
意
思
の
「
そ
の
ま
、
」
の
再
現
だ
け
で
は
な
く
、
著
者

に
は
意
識
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
形
で
の
解

釈
の
多
様
性
を
肯
定
し
て
い
る
。
が
、
こ
の
よ
う
な
ベ
ッ
ク
の
考
え

は
村
岡
の
文
献
学
の
中
に
は
現
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
ち

ろ
ん
ベ
ッ
ク
に
は
師
の
一
人
で
あ
る
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
か
ら

引
き
継
い
だ
、
一
般
解
釈
学
に
お
け
る
心
理
主
義
的
な
要
素
も
認
め

ら
れ
る
。
た
だ
、
ベ
ッ
ク
を
読
ん
だ
村
岡
は
、
そ
の
傾
向
を
よ
り
平

板
化
さ
せ
、
文
献
を
通
じ
て
過
去
の
個
人
の
意
思
を
よ
み
が
え
ら
せ

る
こ
と
と
し
て
「
知
ら
れ
た
る
こ
と
を
知
る
こ
と
」
を
解
釈
し
て
用

い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
文
献
学
を
古
人
の
意
志
の
忠

実
な
再
現
と
し
て
規
定
す
る
こ
と
は
、
文
献
学
を
中
立
的
で
科
学
的

な
も
の
と
し
て
擁
護
し
よ
う
と
す
る
点
で
、
次
に
見
る
村
岡
に
よ
る

文
献
学
の
「
国
体
」
研
究
の
側
面
の
無
視
と
重
な
っ
て
く
る
。

芳
賀
か
ら
村
岡
へ
と
い
う
（
村
岡
自
身
の
提
示
す
る
）
流
れ
に
沿
っ

て
見
た
と
き
に
気
づ
く
大
き
な
違
い
は
、
「
国
」
に
関
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
二
つ
の
視
点
か
ら
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
第

一
は
彼
に
よ
る
ョ
－
ロ
ッ
パ
の
文
献
学
の
把
握
の
仕
方
で
あ
る
。

、
、
、
、
、

文
献
学
の
目
的
と
応
用
と
は
如
何
。
曰
く
、
凡
そ
学
問
の
目
的

は
、
認
識
そ
の
も
の
に
あ
る
。
文
献
学
は
、
学
問
と
し
て
凡
て

、
、

の
範
囲
に
渉
つ
た
、
古
代
を
認
識
す
る
事
を
目
的
と
す
る
と
共

、
、

に
、
芸
術
と
し
て
、
古
代
を
歴
史
的
に
建
造
す
る
こ
と
を
目
的

と
す
る
。
而
し
て
、
古
代
は
、
人
間
が
歴
史
上
に
産
出
し
た
最

も
高
貴
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
認
識
と
再
造
と
を
目
的
と

す
る
文
献
学
は
、
や
が
て
精
神
と
趣
味
と
の
自
由
教
養
を
目
的

、
、
、
、

と
す
る
人
文
主
義
で
あ
り
、
そ
は
、
近
世
の
実
用
的
生
活
に
対

、
、

し
て
、
純
化
の
作
用
を
有
す
る
。
而
し
て
、
文
献
学
は
そ
の
応

用
的
方
面
と
し
て
、
真
の
政
治
的
教
育
に
、
多
大
の
価
値
が
あ

る
。
而
し
て
最
後
に
、
文
献
学
は
、
認
識
さ
れ
た
こ
と
の
認
識

の
理
論
を
述
べ
る
そ
の
方
法
論
に
よ
っ
て
、
了
解
と
い
ふ
、
一

切
の
学
問
に
応
用
き
る
べ
き
極
め
て
困
難
な
術
を
、
成
就
す
る

、
、
、
、
、
、
、

も
の
で
、
そ
の
点
で
、
実
に
一
切
の
学
問
の
方
法
論
的
準
備
学

で
あ
る
。
（
村
岡
岳
匡
塁
詔
）

こ
れ
は
ベ
ッ
ク
の
文
献
学
を
村
岡
な
り
に
説
明
し
た
も
の
で
あ
り
、

そ
の
ま
ま
村
岡
の
文
献
学
観
と
と
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
キ
ー

ワ
ー
ド
で
あ
る
「
文
献
学
」
が
本
書
中
で
最
も
詳
し
く
定
義
さ
れ
て

い
る
箇
所
で
は
あ
る
。
文
献
学
の
目
的
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
こ
の

引
用
の
中
で
、
「
国
体
」
や
「
国
民
性
」
と
い
う
言
葉
は
な
い
。
ま
た
、
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国
語
と
国
民
性
の
連
関
に
つ
い
て
の
代
表
的
な
唱
導
者
で
あ
る
フ
ン

ボ
ル
ト
、
ヘ
ル
マ
ン
・
パ
ウ
ル
ヘ
の
言
及
は
『
本
居
宣
長
』
に
は
存

在
し
な
い
・

村
岡
が
芳
賀
の
国
学
ｌ
文
献
学
論
に
示
唆
を
受
け
た
と
自
身
で
述

べ
て
い
る
以
上
、
村
岡
が
フ
ン
ボ
ル
ト
を
知
ら
な
か
っ
た
と
い
う
こ

と
は
あ
り
得
な
い
し
、
芳
賀
が
文
献
学
の
目
的
を
国
民
性
の
解
明
に

あ
る
と
紹
介
し
て
い
る
こ
と
も
当
然
知
っ
て
い
た
と
考
え
ね
ば
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
、
村
岡
は
芳
賀
の
見
解
を
そ
の
ま
ま
引
き
継
い
だ
の

で
は
な
く
、
一
方
で
国
学
と
文
献
学
の
比
定
を
受
け
入
れ
、
他
方
で

文
献
学
は
国
民
性
研
究
の
た
め
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
定
式
を
意
図

的
に
無
視
し
て
自
分
の
著
作
で
は
触
れ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な

ブ
（
》
○

第
二
の
視
点
は
、
フ
ィ
ロ
ロ
ジ
ー
概
念
の
国
学
へ
の
適
用
の
局
面

に
置
か
れ
る
。
独
自
に
ア
レ
ン
ジ
し
た
文
献
学
の
規
定
と
対
応
さ
せ

つ
つ
、
彼
は
国
学
、
と
り
わ
け
本
居
宣
長
の
思
想
を
性
格
付
け
よ
う

と
し
て
い
る
。

彼
［
本
居
宣
長
］
の
学
説
は
凡
て
彼
が
古
書
に
於
け
る
個
々
の
事

実
に
対
す
る
、
着
実
な
研
究
の
結
果
に
な
り
、
全
体
と
し
て
、

古
代
を
、
あ
り
の
ま
、
に
明
ら
め
る
事
を
目
的
と
し
、
同
時
に

そ
の
点
に
於
い
て
成
功
し
て
ゐ
る
。
而
し
て
こ
れ
実
に
、
ベ
エ

ク
が
文
献
学
に
擬
せ
ら
る
べ
き
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

（
同
設
甲
設
巴

以
上
の
諸
学
説
を
通
し
て
、
本
居
の
学
問
は
、
古
典
に
よ
っ
て

古
代
人
の
意
識
を
再
現
す
る
と
い
ふ
文
献
学
と
し
て
、

ｍ
ｏ
Ｒ
言
の
国
房
ｇ
ｐ
ｇ
号
の
国
房
目
員
ｇ
の
精
神
と
十
分
に

一
致
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。（

村
岡
乞
臼
試
望

国
学
の
頂
点
に
立
つ
も
の
と
さ
れ
て
い
る
宣
長
の
学
が
ベ
ッ
ク
の

文
献
学
に
同
定
さ
れ
る
。
が
、
そ
の
根
拠
は
た
だ
「
古
代
人
の
意
識

を
再
現
す
る
」
こ
と
に
あ
る
。
国
学
を
文
献
学
と
呼
び
う
る
の
は
、

そ
れ
が
国
民
性
を
解
明
す
る
学
だ
か
ら
で
は
な
く
、
古
典
を
介
し
て

の
古
代
人
意
識
の
解
明
を
行
う
か
ら
だ
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

村
岡
に
よ
れ
ば
ド
イ
ツ
の
文
献
学
と
国
学
と
は
本
質
と
し
て
客
観
的

で
中
立
な
、
意
識
の
再
現
の
学
問
で
あ
り
、
た
だ
そ
の
点
で
の
み
共

通
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
う
一
つ
の
共
通
点
Ｉ
「
国
」
学
と
い

う
側
面
ｌ
に
つ
い
て
の
言
及
は
見
ら
れ
ず
、
選
別
的
な
概
念
規
定
が

さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

こ
こ
で
国
民
性
論
・
日
本
精
神
論
に
対
す
る
村
岡
の
醒
め
た
態
度

を
も
参
照
し
て
お
こ
う
。

芳
賀
矢
一
は
『
国
民
性
十
論
』
（
一
九
○
七
年
）
の
中
で
、
「
忠
君
愛

国
」
「
祖
先
を
崇
び
家
名
を
重
ん
ず
」
な
ど
十
項
目
の
日
本
人
の
国

民
性
の
特
徴
を
挙
げ
て
い
る
。
以
後
、
大
町
桂
月
（
「
日
本
国
民
の
気
質
」

『
美
点
弱
点
長
所
短
所
日
本
研
究
』
）
や
大
隈
重
信
（
「
我
が
国
民
性
と
義
士
」
）

を
は
じ
め
と
し
て
、
賛
美
す
る
に
せ
よ
欠
点
を
指
摘
す
る
に
せ
よ
、
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多
く
の
日
本
人
論
・
国
民
性
論
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
芳
賀
自
身
、

『
日
本
人
』
（
一
九
一
二
年
）
、
『
戦
争
と
国
民
性
』
（
一
九
一
六
年
）
、
『
日

本
精
神
』
（
一
九
一
七
年
）
、
『
国
語
と
国
民
性
』
（
一
九
二
八
年
）
と
い

っ
た
国
民
性
論
を
次
々
と
発
表
し
て
い
る
。

村
岡
も
ま
た
「
日
本
精
神
に
つ
い
て
」
（
一
九
三
四
年
）
、
「
日
本
精

神
文
化
の
研
究
と
国
学
の
学
問
的
精
神
」
同
年
）
、
「
日
本
精
神
論
」

（
一
九
四
三
年
）
な
ど
を
著
し
て
は
い
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
中
で
彼

は
同
時
代
の
日
本
精
神
論
に
対
し
て
、
そ
し
て
「
日
本
精
神
と
い
う

語
は
、
今
日
一
般
普
通
の
語
と
な
り
、
ま
た
時
代
の
標
語
で
さ
へ
あ

る
」
（
同
乞
お
す
昌
皀
状
況
に
対
し
て
、
距
離
を
置
こ
う
と
し
て

い
る
。

こ
、
に
吾
人
が
試
み
よ
う
と
す
る
日
本
精
神
論
は
、
日
本
精
神

の
鼓
吹
と
は
自
か
ら
別
で
あ
る
。
．
：
：
．
日
本
精
神
の
語
が
現
時

盛
ん
に
流
行
さ
れ
る
結
果
、
一
方
輿
論
の
有
す
る
感
情
的
性
質

や
群
衆
心
理
的
傾
向
に
、
多
少
と
も
累
せ
ら
れ
て
、
所
有
す
る

こ
と
を
避
け
え
な
い
種
々
の
性
僻
の
た
ぐ
ひ
は
、
以
上
の
如
き

考
察
に
よ
っ
て
、
思
ふ
に
之
を
そ
の
本
質
的
の
も
の
か
ら
区
別

す
る
を
得
ね
ば
な
ら
ぬ
。
（
同
扇
中
屍
逗

国
学
の
評
価
に
関
し
て
も
「
国
学
が
古
典
の
学
問
的
研
究
に
よ
っ

て
閏
明
し
発
揮
し
た
と
こ
ろ
が
、
一
に
日
本
精
神
そ
の
も
の
に
あ
っ

た
こ
と
は
、
言
ふ
ま
で
も
な
い
」
（
同
脇
巴
と
、
国
学
と
日
本
精

神
の
関
係
を
一
応
は
確
認
し
て
い
る
。
が
、
芳
賀
と
は
異
な
っ
て
そ

こ
に
国
学
の
「
目
的
」
を
措
定
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
国
学
者

の
儒
仏
批
判
に
つ
い
て
も
決
し
て
単
な
る
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
排
外
主
義
で
は
な
い
と
し
、
第
一
に
契
沖
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に

彼
ら
も
儒
教
や
仏
教
の
教
養
を
持
っ
て
い
た
こ
と
、
第
二
に
儒
仏
そ

の
も
の
の
本
質
的
意
義
の
批
判
で
は
な
く
、
「
文
献
家
と
し
て
の
実

証
主
義
の
立
場
か
ら
せ
る
、
在
来
の
儒
仏
の
学
風
に
対
す
る
攻
撃
」

で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
村
岡
に
は
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
与
す
る
主
張
も
認
め
ら

れ
る
。
例
え
ば
彼
は
「
国
民
性
の
長
所
」
の
う
ち
で
「
皇
室
中
心
主

義
の
国
体
観
」
こ
そ
最
高
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
ま
た
仏
教
の
出

世
間
主
義
に
よ
る
「
国
民
的
人
倫
道
徳
」
を
等
閑
視
す
る
傾
向
や
儒

教
の
革
命
思
想
は
、
「
日
本
の
国
体
思
想
と
相
容
れ
な
い
」
ゆ
え
に

国
学
者
に
批
判
さ
れ
て
当
然
な
の
だ
と
さ
れ
る
（
村
岡
己
全
幽
》

千
Ｆ
］
程
二
曲
＄
‐
国
）
。
し
か
し
そ
の
一
方
で
、
国
学
を
古
神
道
や

本
地
垂
通
説
、
道
学
的
で
牽
強
付
会
な
古
典
解
釈
な
ど
、
村
岡
的
の

い
う
文
献
学
的
態
度
の
欠
け
た
も
の
と
は
は
っ
き
り
区
別
し
た
上
で
、

前
者
の
価
値
と
そ
の
よ
う
な
学
問
的
精
神
の
今
日
に
お
け
る
必
要
性

の
み
を
強
く
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

国
学
の
、
王
要
目
的
を
「
国
体
」
の
解
明
に
置
く
か
、
古
の
古
人
の

意
識
の
再
現
そ
の
も
の
に
置
く
か
と
い
う
点
に
お
い
て
、
芳
賀
と
村

岡
は
見
解
を
異
に
し
て
い
た
が
、
国
学
を
よ
り
客
観
的
で
実
証
的
な

学
問
と
し
て
展
開
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
は
共
通
し
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て
い
る
点
も
見
ら
れ
る
。

芳
賀
矢
一
は
「
国
学
は
国
体
を
知
ら
せ
る
学
問
」
と
い
う
目
的
ゆ

え
に
「
こ
の
学
は
決
し
て
正
確
の
意
味
に
於
て
の
学
術
と
い
ふ
語
に

戻
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
り
ま
す
」
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
そ

の
一
方
で
「
文
献
学
は
、
立
派
に
今
日
で
い
ふ
ひ
と
つ
の
サ
イ
エ
ン

ス
即
ち
科
学
と
見
倣
す
こ
と
が
出
来
る
」
と
し
、
「
西
洋
の
文
献
学

に
つ
い
て
、
ベ
イ
ッ
ク
の
唱
へ
た
科
学
と
し
て
の
文
献
学
が
成
立
す

る
な
ら
ば
、
日
本
の
国
学
も
ま
た
立
派
に
科
学
と
し
て
成
立
つ
の
で

あ
り
ま
す
」
（
芳
賀
乞
三
＆
・
〒
巴
と
、
三
段
論
法
的
に
国
学
が
科

学
た
り
う
る
こ
と
、
他
の
諸
科
学
に
劣
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
主

張
し
て
い
る
。
ま
た
、
遺
稿
で
あ
る
「
日
本
文
献
学
」
に
お
い
て
は
、

牽
強
付
会
が
あ
る
、
固
晒
頑
冥
に
流
れ
や
す
い
な
ど
国
学
者
の
欠
点

を
列
挙
し
国
学
に
感
情
的
で
非
学
術
的
な
点
を
認
め
て
い
る
。
そ
の

上
で
芳
賀
は
、
研
究
態
度
や
方
法
を
西
洋
に
学
び
、
名
称
も
国
学
か

ら
日
本
文
献
学
と
呼
び
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
歴
史
・
有
職
・

語
学
・
文
学
等
の
雑
然
た
る
知
識
の
集
合
」
か
ら
「
日
本
の
真
相
を

知
る
学
問
」
と
し
て
洗
練
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
世
の
国
学
者
と

称
し
て
「
国
学
の
大
目
的
」
は
知
ら
ず
、
た
だ
歌
を
詠
ん
だ
り
文
法

を
論
ず
る
者
が
多
く
出
た
り
、
「
今
日
の
国
学
者
は
、
寧
ろ
時
代
お

く
れ
と
な
り
て
頑
冥
の
称
を
甘
受
せ
ん
と
し
て
ゐ
る
」
こ
と
へ
の
批

判
と
憤
り
が
、
彼
の
主
張
の
背
後
に
認
め
ら
れ
る
（
芳
賀
乞
邑
。

村
岡
が
、
文
献
学
を
国
民
性
研
究
と
い
う
側
面
を
消
去
し
て
中
立

的
学
問
と
し
て
脱
色
し
た
こ
と
は
、
こ
の
芳
賀
の
姿
勢
の
延
長
線
上

に
位
置
付
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
巨
視
的
に
見
れ
ば
近

代
日
本
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
が
宣
長
の
皇
国
主
義
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

の
側
面
を
嫌
い
、
別
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
も
と
で
再
編
成
し
た
と
い

う
子
安
的
な
説
明
は
、
否
定
は
さ
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
う
し
た
い

わ
ば
近
代
主
義
的
再
編
成
は
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
全
体
で
で
は
な
く
と

り
わ
け
村
岡
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
、
ま
た
そ
れ
は
西
洋
文
献

学
の
国
学
へ
の
直
接
的
な
適
用
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
本
来
の
文
献

学
の
あ
る
側
面
の
無
視
を
伴
っ
た
適
用
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
い
う

こ
と
も
ま
た
注
記
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

一
九
三
四
年
一
二
月
、
雑
誌
『
国
学
』
創
刊
号
に
掲
載
さ
れ
た
山

田
孝
雄
（
一
八
七
三
’
一
九
五
八
）
の
「
国
学
の
本
義
」
の
主
張
は
、

一
言
で
い
え
ば
国
学
は
文
献
学
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

ベ
エ
ク
一
流
の
文
献
学
が
、
国
学
と
殆
ど
同
じ
で
あ
る
と
い
ふ

こ
と
は
芳
賀
矢
一
博
士
が
説
き
、
そ
の
他
の
学
者
も
略
同
じ
や

う
に
認
め
て
ゐ
る
ら
し
い
が
、
果
た
し
て
き
う
で
あ
ら
う
か
。

先
づ
文
献
学
と
い
ふ
名
目
を
考
へ
て
み
る
と
、
こ
れ
は
何
を
目

的
と
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
は
名
目
だ
け
で
は
分
ら
ぬ
。
…
…

国
学
は
古
語
古
代
の
文
献
を
研
究
す
る
こ
と
は
文
献
学
に
同
じ

四
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い
と
し
て
も
、
目
的
は
古
語
や
文
献
に
あ
る
の
で
は
な
く
し
て

わ
が
国
の
道
を
知
ら
う
と
す
る
所
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
文
献
の

研
究
は
手
段
で
あ
っ
て
、
目
的
で
は
な
い
。（

山
田
孝
雄
ご
含
基
己

山
田
は
国
学
の
価
値
の
絶
対
性
を
称
揚
し
、
そ
れ
を
ド
イ
ツ
文
献

学
に
同
定
す
る
立
場
を
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
「
国

体
の
宣
明
は
国
学
の
第
一
要
義
」
で
あ
り
、
国
学
の
目
的
は
「
国
体

の
事
実
な
り
、
道
理
な
り
、
精
神
な
り
を
明
か
に
す
る
に
あ
る
こ
と
」

に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
要
す
る
に
、
国
学
は
そ
の
研
究
の
基
礎
を
国

語
と
古
典
と
に
お
い
て
、
国
史
を
通
じ
て
古
代
よ
り
今
日
ま
で
の
文

化
を
通
じ
て
見
、
以
て
わ
が
国
家
の
特
性
本
質
を
明
か
に
し
、
わ
が

国
民
精
神
を
さ
と
り
、
更
に
古
今
を
通
じ
て
存
す
る
一
貫
の
道
を
明

か
に
す
る
を
目
的
と
す
る
」
も
の
で
あ
る
。
「
か
や
う
な
精
神
が
、

か
れ
ら
西
洋
人
の
説
く
文
献
学
と
い
ふ
も
の
に
存
す
る
で
あ
ら
う

か
」
。
こ
こ
か
ら
ド
イ
ツ
の
文
献
学
は
こ
う
し
た
国
学
に
は
及
ば
な

い
も
の
、
つ
ま
り
単
な
る
「
古
語
や
古
代
の
文
献
を
研
究
す
る
こ
と
」

を
目
的
と
す
る
も
の
と
し
て
低
く
見
な
さ
れ
、
反
対
に
「
国
学
は
や

は
り
ど
こ
ま
で
も
国
学
で
あ
っ
て
、
た
Ｆ
の
文
献
学
で
は
な
い
」

（
同
望
逵
）
と
い
う
結
論
に
た
ど
り
着
く
。

し
か
し
こ
の
結
論
と
は
う
ら
は
ら
に
、
明
ら
か
に
彼
の
国
学
観
は
、

先
述
し
た
「
国
語
国
文
を
基
礎
と
し
て
、
日
本
国
民
の
性
質
を
研
究

す
る
」
も
の
が
国
学
で
あ
る
と
す
る
芳
賀
矢
一
の
定
義
と
別
の
も
の

で
は
な
い
。
ま
た
、
芳
賀
の
「
国
学
は
国
体
を
知
ら
せ
る
学
問
」
は

山
田
の
「
国
体
の
宣
明
は
国
学
の
第
一
要
義
な
り
」
に
完
全
に
一
致

す
る
。
山
田
は
先
の
引
用
で
芳
賀
の
名
に
言
及
し
て
い
る
が
、
芳
賀

の
文
献
学
が
国
民
性
の
解
明
を
目
的
と
し
た
古
典
研
究
に
他
な
ら
な

い
以
上
、
仮
に
芳
賀
の
国
学
Ⅱ
文
献
学
と
い
う
立
場
を
批
判
し
よ
う

と
し
て
い
る
な
ら
、
そ
れ
は
的
外
れ
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま

た
、
も
し
山
田
が
芳
賀
の
講
演
を
参
照
し
て
い
た
な
ら
、
ド
イ
ツ
文

献
学
と
自
身
の
考
え
る
国
学
と
の
近
さ
に
少
な
く
と
も
こ
の
段
階
で

気
付
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
奇
妙
な
こ
と
だ
が
、
二

人
は
全
く
同
じ
よ
う
に
国
学
を
把
握
し
な
が
ら
、
一
方
は
そ
れ
を
文

献
学
的
で
あ
る
と
し
、
他
方
は
文
献
学
と
は
異
な
る
と
し
て
い
る
の

（
吃
）

で
あ
る
。

山
田
の
批
判
は
、
内
容
的
に
は
芳
賀
を
無
視
し
て
お
り
、
山
田
が

実
際
に
批
判
し
て
い
る
の
は
芳
賀
の
文
献
学
で
は
な
く
、
国
民
性
の

解
明
に
関
わ
ら
な
い
文
献
学
、
端
的
に
は
村
岡
的
な
文
献
学
に
ほ
か

（
旧
）

な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
当
時
の
日
本
の
文
献
学
論
と
し
て
芳
賀
の
見

解
が
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
忘
れ
ら
れ
、
む
し
ろ
村
岡
の
も
の
が
支
配

的
に
な
っ
て
い
た
を
示
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

ロ
マ
ン
主
義
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
時
代
に
展
開
し
た
ド
イ
ツ
の

文
献
学
に
は
、
国
語
と
民
族
精
神
と
の
連
関
を
想
定
し
た
言
語
論
に

基
づ
く
、
言
語
研
究
を
手
段
と
し
た
国
体
の
探
求
と
い
う
相
が
あ
っ

た
。
芳
賀
矢
一
は
、
基
礎
と
な
る
言
語
論
へ
の
言
及
こ
そ
行
わ
な
い
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が
、
こ
の
文
献
学
の
手
段
と
目
的
に
着
目
し
、
こ
れ
を
日
本
の
国
学

に
同
定
し
た
。
一
方
村
岡
典
嗣
は
、
国
体
の
探
求
と
い
う
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
的
な
側
面
を
無
視
し
、
文
献
学
を
思
想
の
再
現
そ
の
も
の
を
目

指
す
客
観
的
な
学
と
し
た
上
で
、
国
学
に
そ
の
よ
う
な
要
素
を
求
め

た
。
芳
賀
の
理
論
構
成
に
は
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
「
科
学
」
と
「
哲

学
」
の
対
立
の
構
図
が
こ
こ
で
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
山
田
孝

雄
は
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
脱
色
さ
れ
た
文
献
学
に
国
学
が
比
定
さ

れ
る
こ
と
を
批
判
し
、
自
身
で
は
気
付
か
ぬ
う
ち
に
ド
イ
ツ
の
文
献

学
者
た
ち
に
も
近
い
主
張
を
展
開
し
た
と
い
え
る
。
山
田
が
フ
ン
ボ

ル
ト
の
言
語
論
と
文
献
学
の
主
張
に
接
し
た
時
、
ど
う
コ
メ
ン
ト
す

る
か
と
い
う
問
題
は
興
味
深
い
。

以
上
、
文
献
学
の
規
定
を
再
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
村
岡
的
な

文
献
学
観
が
必
ず
し
も
唯
一
普
遍
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
で

き
た
よ
う
に
思
う
。
小
稿
で
は
ド
イ
ツ
文
献
学
に
つ
い
て
は
詳
論
で

き
ず
、
ま
た
明
治
以
降
の
国
学
論
の
政
治
性
の
分
析
の
必
要
も
あ
る

だ
ろ
う
。
課
題
は
多
い
が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
は
別
槁
を
期
し
た
い
。

註
（
１
）
以
下
、
引
用
は
原
則
と
し
て
参
考
文
献
表
と
連
関
さ
せ
た
著
者
、

出
版
年
、
頁
の
指
示
に
よ
っ
て
行
う
。
［
］
内
は
引
用
者
。
ま
た

都
合
に
よ
り
一
部
表
記
を
改
め
た
箇
所
が
あ
る
。

（
２
）
実
際
、
丸
山
は
「
柤
侠
学
の
国
学
へ
の
影
響
は
夙
に
先
学
の
指

摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
宣
長
学
の
解
説
書
と
し
て
古
書
と
し
て
古

典
的
地
位
を
占
め
る
、
村
岡
典
嗣
「
本
居
宣
長
」
（
明
治
四
十
四
年

、
、
、
、
、

初
版
）
は
、
こ
の
関
連
を
纒
つ
た
形
で
述
べ
た
点
で
も
恐
ら
く
先
駆

で
あ
ら
う
。
」
（
丸
山
ご
圏
昌
認
）
と
評
価
し
て
い
る
。

（
３
）
例
え
ば
、
梅
澤
は
「
要
す
る
に
教
授
に
お
い
て
は
『
思
想
史
』

は
『
哲
学
』
で
は
な
く
て
『
科
学
』
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
さ

れ
て
ゐ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
哲
学
や
宗
教
や
道
徳
や
主
義
に
関
す

る
科
学
で
あ
っ
て
、
哲
学
・
宗
教
・
道
徳
・
主
義
そ
れ
自
体
と
は
区

別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
の
で
あ
る
」
（
梅
澤
乞
認
垂
ｇ
と

し
て
い
る
。

（
４
）
も
し
文
献
学
概
念
が
国
学
に
と
っ
て
外
部
の
も
の
で
あ
る
と
し

て
そ
の
適
用
の
一
切
を
捨
て
、
比
較
思
想
史
的
視
点
を
失
う
と
し
た

ら
、
無
根
拠
な
日
本
特
殊
論
に
与
す
る
こ
と
に
な
る
恐
れ
も
あ
る
の

で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、
文
献
学
概
念
の
外
部
性
を
自
覚
し
た
上
で

比
較
す
る
こ
と
で
、
国
学
に
別
の
興
味
深
い
視
野
が
開
く
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
。

（
５
）
こ
の
点
は
彼
と
同
年
に
生
ま
れ
、
や
は
り
ド
イ
ッ
ヘ
の
留
学
経

験
の
あ
る
上
田
万
年
が
、
国
語
学
者
と
し
て
「
日
本
ノ
言
語
ノ
研
究

ハ
、
契
沖
ヨ
リ
始
マ
ル
」
と
位
置
付
け
て
い
る
の
と
は
対
照
的
で
あ

る
。

（
６
）
彼
ら
は
相
互
に
関
連
し
て
い
る
。
フ
ン
ボ
ル
ト
の
尽
力
に
よ
っ

て
一
八
二
年
に
創
設
さ
れ
た
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
、
ベ
ッ
ク
は
文
献

学
と
教
育
学
の
初
代
の
教
授
と
し
て
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
か
ら
招
聰
さ

れ
て
お
り
、
ま
た
フ
ン
ボ
ル
ト
の
死
去
に
際
し
て
ベ
ッ
ク
は
プ
ロ
シ

ア
・
ア
カ
デ
ミ
ー
で
の
追
悼
の
辞
を
草
し
て
い
る
。
一
方
、
パ
ウ
ル

は
ベ
ル
リ
ン
大
学
で
学
ん
だ
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
時
の
指
導
教
授

は
、
フ
ン
ボ
ル
ト
の
言
語
理
論
を
継
承
し
、
そ
れ
を
言
語
心
理
学
．
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民
族
心
理
学
と
し
て
展
開
し
た
シ
ュ
タ
ィ
ン
タ
ー
ル
畠
２
日
目
口

碑
の
旨
三
里
一
八
二
三
’
九
九
）
で
あ
っ
た
。
な
お
国
。
Ｒ
客
に
は

「
ベ
エ
ク
」
「
ベ
イ
ッ
ク
」
な
ど
幾
通
り
か
の
表
記
が
あ
る
が
、
小
槁

で
は
基
本
的
に
ベ
ッ
ク
と
し
た
。
引
用
文
中
の
表
記
に
は
手
を
加
え

な
か
っ
た
。

（
７
）
例
え
ば
、
ポ
ル
ッ
ィ
ヒ
は
、
内
的
言
語
形
式
の
概
念
は
フ
ン
ボ

ル
ト
以
降
、
実
証
的
方
向
、
心
理
王
義
、
現
象
学
な
ど
四
つ
の
方
向

に
展
開
す
る
と
説
明
し
て
い
る
。

（
８
）
ヴ
ァ
イ
ス
ゲ
ル
バ
ー
は
フ
ン
ボ
ル
ト
は
実
は
（
ヴ
ァ
イ
ス
ゲ
ル

バ
ー
の
区
分
に
よ
る
）
ぐ
○
房
の
意
味
で
も
ｚ
呂
呂
と
い
う
用
語
を

使
っ
て
い
る
、
つ
ま
り
フ
ン
ボ
ル
ト
が
「
ナ
チ
ョ
ナ
リ
テ
ー
卜

含
呂
○
目
胃
ｇ
」
と
い
う
と
き
に
は
、
そ
れ
は
社
会
契
約
に
よ
っ

て
結
ば
れ
た
近
代
的
理
念
の
も
と
で
の
国
家
で
は
な
く
、
言
語
の
同

一
性
を
基
に
し
た
民
族
の
意
味
も
含
意
し
て
い
る
の
だ
、
と
し
て
い

る
。

フ
ン
ボ
ル
ト
は
一
八
世
紀
の
ド
イ
ツ
語
の
慣
用
に
し
た
が
っ
て
、

ｚ
豊
○
口
と
い
う
語
を
い
つ
も
使
っ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
フ
ン

ボ
ル
ト
と
同
時
代
の
人
達
の
間
で
く
○
房
と
い
う
概
念
を
使
う
人

が
増
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
ぐ
○
房
と
ｚ
呂
呂
の
使
い
分
け
に
よ

っ
て
こ
の
二
つ
の
区
別
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め

で
、
考
え
方
の
上
で
こ
の
区
別
は
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
。
フ

ン
ボ
ル
ト
は
そ
の
定
義
の
中
で
ｚ
豊
呂
と
い
う
言
葉
で
、
一
八

○
○
年
以
降
次
第
に
く
○
房
と
い
う
言
葉
で
解
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
実
態
を
は
っ
き
り
と
考
え
て
い
る
。

（
三
の
厨
帰
３
国
』
霊
令
ら
潭
昌
ご
ｌ
弓
凶

（
９
）
三
四
五
頁
。
な
お
、
こ
れ
は
掲
載
雑
誌
名
・
号
の
記
述
か
ら
、

芳
賀
「
国
学
と
は
何
ぞ
や
」
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。

（
Ⅲ
）
こ
の
標
語
に
つ
い
て
は
芳
賀
も
紹
介
し
て
い
る
。
「
ベ
イ
ッ
ク

の
申
し
ま
す
の
に
は
、
文
献
学
の
目
的
と
す
る
所
は
、
昔
の
人
が
知

っ
て
居
っ
た
こ
と
を
再
び
知
る
の
だ
と
い
ふ
の
で
あ
り
ま
す
。
」
（
芳

賀
ご
這
邑
ゞ
里

（
Ⅱ
）
こ
の
文
献
学
の
性
格
付
け
は
、
村
岡
的
な
国
学
把
握
の
批
判
者

の
側
に
も
継
承
者
の
側
に
も
等
し
く
受
け
継
が
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
例
え
ば
、
伊
東
多
三
郎
は
「
文
献
学
は
、
古
人
の
精
神
活

動
の
す
べ
て
を
、
そ
の
ま
、
の
姿
に
於
て
理
解
す
る
を
目
的
と
す
る
」

（
伊
東
ご
宙
ふ
）
と
す
る
。

（
岨
）
子
安
は
、
小
槁
と
は
別
の
観
点
か
ら
、
以
上
の
よ
う
な
山
田
の

所
論
を
引
き
つ
つ
国
学
評
価
を
め
ぐ
っ
て
村
岡
と
山
田
と
の
間
に
交

錯
が
あ
る
が
、
両
者
は
国
学
を
め
ぐ
る
神
話
を
共
有
し
て
い
る
と
述

べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
山
田
も
「
日
本
の
古
代
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て

の
『
正
当
な
理
解
』
」
を
（
山
田
的
）
国
学
の
基
礎
付
け
と
し
て
承

認
し
て
お
り
、
そ
の
点
は
村
岡
と
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
と
指
摘
し

て
い
る
（
子
安
己
四
四
昌
麗
）
・

（
旧
）
山
田
は
ベ
ッ
ク
を
「
ベ
エ
ク
」
と
表
記
し
て
い
る
が
、
芳
賀
は

「
ベ
イ
ッ
ク
」
と
書
い
て
い
る
。
ち
な
み
に
村
岡
は
「
ベ
エ
ク
」
と

い
う
表
記
を
用
い
て
い
た
。
い
さ
さ
か
倭
小
な
表
現
上
の
問
題
で
は

あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
山
田
が
芳
賀
よ
り
も
、
ベ
ッ
ク
を
「
ベ
エ
ク
」

と
表
現
す
る
国
学
Ⅱ
文
献
学
論
者
、
お
そ
ら
く
は
村
岡
を
主
に
読
み
、

そ
れ
を
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
の
傍
証
に
な
る
だ
ろ
う
。

参
考
文
献

、
ｏ
①
、
穴
戸
勺
巨
－
５
少
匡
、
匡
里
屍
の
①
国
》
局
ご
竜
Ｑ
ｓ
ｑ
Ｑ
尽
雷
冨
包
三
辱
華
Ｓ
Ｑ
ｏ
ざ
、
詩
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野
口
武
彦

芳
賀
矢
一

伊
東
多
三
郎

梅
澤
伊
勢
三

子
安
宣
邦

Ｑ
、
『
も
琴
ミ
ミ
○
ぬ
冴
甸
琴
、
琶
雪
毎
冴
、
苫
胃
琴
ミ
惑
員
Ｆ
①
旨
凰
四
弓
①
匡
ウ
ロ
①
【
・

国
巨
日
ご
ｇ
鼻
》
一
三
房
里
曰
く
○
口
』
、
い
①
↑
ご
す
の
【
ｇ
の
く
の
厨
の
三
①
Ｑ
の
ロ
ロ
の
耳

・
の
ｍ
門
口
①
ｐ
い
の
之
門
彦
の
ロ
の
ロ
『
四
の
壷
ウ
煙
匡
①
印
匡
ｐ
Ｑ
冒
局
の
ご
同
旨
色
匡
壺
四
匡
閉
＆
①

帰
扇
ご
帰
国
貝
三
民
①
盲
ロ
、
号
の
三
ｇ
の
９
８
鴨
閂
之
の
ｇ
扇
・
§
Ⅱ
乞
震

亀
山
健
吉
訳
『
言
語
と
精
神
カ
ヴ
ィ
語
研
究
序
説
』
法
政
大
学
出

版
局

三
匡
巴
庁
早
く
ｇ
言
吊
尻
丙
匡
耳
帝
旦
）
ら
、
切
目
琴
、
配
、
ご
苫
、
苫
、
ミ
尽
め
詞
、
ロ
ａ
、
穴

ｚ
①
言
昌
○
局
汀
○
○
昌
己
匡
昌
ご

幻
○
昌
甸
昌
亘
旦
乞
君
同
碁
ミ
ミ
琶
冴
Ｑ
図
画
碁
国
電
ミ
ミ
ゞ
司
国
昌
昏
耳

騨
三
・
め
匡
言
冨
日
ロ

三
四
緒
①
３
国
Ｆ
８
乞
窪
ｂ
Ｂ
ミ
ミ
禺
寒
国
酎
鴇
稔
討
烏
、
巷
ミ
、
言
践

＆
．
函
①
昼
の
ぎ
①
侭
Ｃ
巨
①
房
陣
冨
昌
の
【
Ⅱ
乞
潭
福
田
幸
夫
訳
『
母

語
の
言
語
学
』
三
元
社

乞
誤
『
「
宣
長
問
題
」
と
は
何
か
』
青
士
社

乞
麗
『
日
本
思
想
史
入
門
』
筑
摩
書
房

ら
９
『
国
学
史
概
論
』
国
語
伝
習
所

ご
宝
「
国
学
と
は
何
ぞ
や
」
『
国
学
院
雑
誌
』
十

’
一
、
二

会
報
』
八

道
史
研
究
』
一
’
四

乞
宙
『
国
学
の
史
的
考
察
』
大
岡
山
書
店

ご
認
「
日
本
思
想
史
学
者
と
し
て
の
故
村
岡
典

嗣
教
授
の
業
績
・
附
・
村
岡
典
嗣
著
作
年
表
」
『
神

』
塞
冨
「
宣
長
・
自
己
の
イ
マ
ー
ゴ
」
『
批
評
空
間
』
一

己
霊
す
「
『
直
毘
霊
』
と
『
宣
長
問
題
』
」
『
鈴
屋
学

山
田
孝
雄

森
谷
健
一

山
田
広
昭

村
岡
典
嗣

丸
山
眞
男

ご
畠
『
日
本
文
献
学
文
法
論
歴
史
物
語
』
冨
山

房乞
目
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』
東
京
大
学
出

版
会

ら
屋
『
本
居
宣
長
』
警
醒
社
［
ご
畠
岩
波
書
店
］

ら
お
国
『
続
日
本
思
想
史
研
究
』
岩
波
書
店

己
お
す
『
日
本
思
想
史
研
究
第
四
』
岩
波
書
店

ら
臼
『
日
本
思
想
史
概
説
』
創
文
社

乞
縄
「
内
的
言
語
形
式
に
つ
い
て
」
与
国
目
○
Ｆ

○
の
胃
両
』
三

乞
君
「
三
点
確
保
ロ
マ
ン
主
義
の
理
解
と
批
判

の
た
め
に
」
『
批
評
空
間
』
Ⅱ
’
十
四
、
十
七

乞
食
『
国
学
の
本
義
』
畝
傍
書
房

（
日
本
学
術
振
興
会
特
別
研
究
員
）
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