
　
今
回
、
東
京
帯
國
大
論
難
擾
高
木
八
尺
氏
が
小
野
塚
先
盤
漿
鋤
資
金
に
よ

る
特
別
講
義
を
基
と
し
て
公
に
さ
れ
た
「
問
，
米
國
東
洋
政
策
の
史
的
考
察
」
は
、

ア
メ
リ
カ
の
所
謂
「
現
代
」
の
探
究
に
主
食
さ
れ
て
る
る
。
邸
ち
、
碧
。
犀
讐
智

。混

ﾈ
と
し
て
．
．
○
℃
o
昌
辱
。
腎
覧
．
を
振
出
し
束
髪
に
逸
嬉
し
た
ア
メ
リ
カ
を

即
ち
十
九
世
紀
末
か
ら
大
束
聡
豊
国
黒
糖
に
釜
る
迄
の
ア
メ
リ
カ
の
東
洋
政

策
を
、
史
的
に
考
察
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。
著
春
は
入
も
知
る
斯
界
の
権

威
。
憎
々
は
「
仕
事
政
治
史
序
説
」
其
の
他
「
國
家
墨
會
雑
誌
」
に
於
て
夙
に
氏

の
攣
風
に
接
し
、
多
大
の
示
唆
を
得
て
敬
服
し
て
み
る
者
で
あ
る
が
、
耽
の

度
、
傭
人
の
素
心
と
す
る
「
現
代
の
合
衆
囲
」
の
性
格
に
黒
し
長
年
研
籏
の
一

端
を
護
表
さ
れ
た
こ
と
は
洵
に
喜
び
深
い
も
の
が
あ
る
の
で
あ
る
○
氏
の
導

べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
、
吾
々
が
シ
ー
グ
フ
リ
ー
ド
に
見
る
が
如
き
線
の
鋭
さ
、

華
々
し
さ
は
な
い
が
、
地
昧
に
し
て
正
確
な
る
叙
述
は
陽
ら
ま
た
大
家
の
風

を
感
ぜ
し
め
る
。
但
、
肺
野
不
才
の
吾
々
を
、
し
て
強
ひ
て
之
に
批
判
を
加
へ

し
め
る
な
ら
ば
、
氏
は
矢
張
り
政
治
愛
息
で
あ
る
と
云
ふ
甑
定
の
纂
實
で
あ

る
、
從
っ
て
、
謄
史
家
と
し
て
此
の
書
物
に
接
す
る
な
ら
ば
馬
些
か
の
物
足

ら
な
さ
を
感
ぜ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
專
ら
題
名

　
　
　
　
　
ゐ
　
　
へ

に
あ
る
如
く
政
策
の
腿
史
で
あ
る
。
如
何
な
る
必
然
が
如
何
な
る
偶
然
と
桐

寄
り
相
反
し
つ
」
睡
史
的
糠
界
を
形
成
し
て
行
く
か
と
斡
ふ
こ
と
に
關
し
て

は
蝶
か
不
十
分
な
鮎
が
あ
る
と
患
惟
せ
ら
れ
る
G
門
戸
解
放
政
策
が
何
が
故

に
取
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
麦
那
に
於
け
る
事
態
の
紛
糾
は
勿
論
の

こ
と
、
ア
メ
リ
カ
三
内
の
情
勢
、
マ
ッ
キ
ソ
レ
ト
凸
　
ヘ
イ
等
の
謄
史
的
個
人

の
問
題
、
が
如
何
に
歴
史
に
働
い
て
み
る
か
、
（
而
も
既
の
こ
ど
こ
そ
歴
史
家
．

が
ア
メ
リ
カ
の
東
洋
政
策
を
論
ず
る
場
合
に
第
一
に
淫
屠
し
な
け
れ
ば
な
ら
．

ぬ
こ
と
で
あ
る
）
等
に
就
い
て
は
鹸
り
明
確
な
論
を
得
て
み
な
い
。
然
し
な

が
ら
、
之
は
難
ず
る
が
無
理
で
あ
る
○
氏
の
主
膜
は
飽
く
迄
ア
メ
リ
カ
の
東

　
　
ヘ
　
　
へ

洋
政
策
の
譜
面
考
察
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
思
川
は
徒
ら
に
喋
々
と
す
る
を
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
だ
け
の
繊
か

・
の
紙
数
で
（
葛
十
ご
頁
）
、
こ
れ
だ
け
め
多
く
の
内
容
を
盛
り
、
そ
れ
に
依
っ

て
一
鎖
ア
メ
リ
カ
の
東
洋
政
策
の
今
鷹
迄
の
動
き
を
、
所
謂
「
親
代
の
合
衆

國
」
の
一
貌
を
、
指
示
し
て
く
れ
た
こ
と
に
饗
し
、
駄
々
は
深
甚
の
感
謝
を

捧
げ
ね
ば
な
る
ま
い
G

　
今
濤
、
ア
メ
リ
カ
分
研
究
は
畢
畿
内
酌
た
る
と
外
的
た
る
と
を
間
は
ず
、

須
與
も
之
を
忽
に
す
る
を
許
さ
れ
ぬ
重
要
築
で
あ
る
。
そ
し
て
、
既
の
太
線

洋
を
望
ん
で
相
鋤
特
す
る
田
干
．
爾
國
の
動
き
の
中
に
罵
言
幾
十
億
の
人
馬
の

生
死
が
…
贈
け
ら
れ
て
る
る
と
云
ふ
こ
と
に
深
く
思
ひ
を
致
し
、
吾
々
ア
メ
リ

カ
研
究
嚢
に
一
歩
々
々
を
堅
く
踏
ま
ん
こ
と
を
肝
に
銘
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
い
。
「
廃
史
上
に
於
て
も
新
世
界
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
の
探
究
」
こ
そ
シ
～
グ
プ

リ
ー
ド
が
鴫
面
し
、
今
B
、
楚
々
が
亦
そ
の
儘
に
受
容
れ
て
以
て
差
響
口
と
す

べ
き
も
の
な
る
こ
と
を
重
ね
て
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
徒

ら
に
山
積
さ
か
る
二
東
三
交
の
見
切
品
で
像
な
く
て
、
ア
メ
リ
カ
風
之
は
異

　
つ
た
、
量
よ
り
質
の
、
常
呂
の
如
き
盤
か
な
る
貯
へ
か
ら
昂
定
め
し
て
徐
々

に
出
さ
れ
る
上
等
磁
が
今
後
散
々
公
に
さ
れ
ん
こ
と
を
切
に
管
物
し
つ
」
紹

介
の
簗
を
欄
く
次
第
で
み
る
。
（
岩
波
書
店
騎
行
　
定
償
壷
閥
）
　
（
概
島
晃
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本
書
は
各
々
並
立
し
た
七
つ
の
論
交
か
ら
成
り
立
っ
て
る
る
。
し
か
し
そ

れ
は
軍
な
る
個
々
の
論
文
の
集
積
に
弱
き
る
の
で
は
な
い
、
互
に
密
接
な
聯

蘭
を
保
ち
つ
」
著
者
の
所
謂
「
中
世
文
化
の
一
軒
」
を
開
明
し
て
み
る
の
で
あ

る
。
そ
の
一
面
と
は
中
糠
文
化
の
宗
敏
的
・
騨
秘
的
・
藝
術
酌
な
る
コ
醐
に

甥
す
る
滞
京
的
・
入
間
」
的
・
論
理
的
な
る
藩
翰
に
外
な
ら
な
い
。
著
瀦
の
国

的
は
か
x
る
申
事
文
化
の
転
読
主
義
的
傾
向
が
三
つ
の
基
本
的
要
素
、
即
ち

ゲ
ル
マ
ニ
ア
的
要
素
・
▽
マ
的
要
素
・
ア
ラ
ビ
ア
的
饗
素
の
各
々
が
相
悪
食

融
合
す
る
事
に
よ
っ
て
徐
々
に
形
成
さ
れ
重
り
十
二
、
三
世
紀
に
至
っ
て
斜

な
る
成
長
を
と
げ
た
事
↓
二
瀬
な
傾
向
は
全
く
ル
ネ
サ
ン
ス
的
な
る
も
の
と

考
へ
ら
れ
る
可
く
、
し
た
が
っ
て
ア
ル
プ
ス
以
北
、
特
に
フ
ラ
ン
ス
に
於
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の

は
こ
の
時
代
既
に
ル
ネ
サ
ン
ス
の
準
備
は
全
く
整
っ
て
み
た
の
で
あ
っ
て
そ

れ
が
充
分
な
る
展
照
…
は
必
ず
し
も
伊
太
利
の
影
響
に
侯
つ
要
の
な
か
っ
た
蟻

を
論
謹
さ
れ
ん
と
す
る
に
あ
る
と
思
は
れ
る
。
し
か
し
て
著
看
は
か
」
る
文

化
の
基
金
を
中
世
末
の
繧
濟
就
會
－
都
市
生
活
の
獲
展
に
求
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
先
づ
第
一
に
中
糠
の
纏
濟
は
ゲ
ル
マ
ン
二
重
の
武
力
支
配
の
痙
濟

面
で
あ
る
と
し
て
そ
れ
が
前
提
た
る
ゲ
ル
マ
ン
の
政
治
組
織
の
獲
展
を
説
い

た
「
申
世
に
於
け
る
主
権
の
獲
達
」
な
る
第
一
章
が
設
け
ら
れ
て
み
る
。
次
の

二
章
「
申
蝕
に
於
げ
る
纏
濟
戯
會
の
獲
蓬
」
「
フ
ラ
ン
ス
に
於
け
る
中
世
都
市

の
成
立
」
「
中
世
に
於
け
る
都
市
生
活
の
表
現
形
態
」
の
三
論
交
は
中
世
文
化

の
墓
…
魁
と
し
て
の
都
市
の
生
活
を
解
明
さ
れ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
上

は
ど
ち
ら
か
と
云
へ
ば
解
説
的
な
も
の
で
・
本
書
に
於
て
は
重
鮎
は
む
し
ろ
次

の
最
後
の
三
篇
に
存
す
る
様
に
思
は
れ
る
。
「
，
ゴ
テ
ィ
ー
グ
に
於
け
る
ル
ネ
サ

ン
ス
酌
な
る
も
の
」
「
ゴ
テ
ィ
ー
ク
に
於
け
る
論
理
的
な
る
も
の
」
は
共
に
都
＼

市
生
活
に
纂
礎
を
置
い
た
、
中
世
文
化
の
本
質
朗
嚢
着
た
る
ゴ
テ
ィ
ー
ク
藝

術
の
申
に
ル
ネ
サ
ン
ス
酌
な
る
も
の
が
存
在
す
る
事
を
明
か
に
せ
ら
れ
る
。

そ
れ
は
市
民
酌
な
「
開
脚
よ
り
紳
へ
の
傾
向
」
と
名
付
け
ら
る
可
き
中
世
末
期

の
新
し
い
能
化
な
の
で
あ
る
。
最
後
の
論
文
「
申
世
思
想
の
ル
ネ
サ
ヴ
ス
的

侮
の
向
に
つ
い
て
」
は
本
書
の
納
曲
決
論
と
も
云
ふ
可
く
二
街
頁
に
近
い
長
論
文

で
あ
る
。
こ
x
に
於
て
は
フ
ラ
ン
ス
十
二
・
三
世
紀
に
於
け
る
古
代
復
興
の
意

昧
を
詳
論
さ
れ
る
。
金
般
を
通
じ
て
著
者
の
立
場
が
フ
ラ
ン
ス
的
で
あ
り
、
居

り
に
論
理
的
に
過
ぎ
、
新
し
い
ざ
イ
ツ
申
世
史
研
究
の
優
れ
た
成
果
の
採
用

が
必
ず
し
も
充
分
で
な
い
黙
が
譲
位
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
研
究
の
慈
愛
を
7

ラ
ソ
ス
に
求
め
ら
れ
た
が
故
の
止
む
を
得
ぬ
事
で
あ
ら
5
か
。
七
矯
の
研
究

は
見
寓
に
結
合
さ
れ
著
者
の
尉
的
は
完
歪
に
蓮
威
さ
れ
て
み
る
の
で
あ
る
。

　
中
世
の
再
認
識
は
現
代
の
要
求
す
る
所
で
あ
る
。
そ
の
鮎
で
も
之
の
著
作

は
特
に
緻
迎
せ
ら
る
可
き
理
・
田
を
有
す
る
．
、
た
“
著
者
の
立
場
は
近
糠
史
の

見
地
で
あ
っ
て
こ
の
鮎
必
ず
し
も
罎
。
＆
。
言
一
韓
を
浦
足
せ
し
め
る
も
の
と
・

は
云
へ
ぬ
で
あ
ら
う
が
、
だ
か
ら
と
云
っ
て
こ
の
樽
の
意
義
が
減
ず
る
課
の

も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
八
百
頁
の
大
著
を
も
の
さ
れ
た
著
者
に
深
き
敬
意
を

表
す
る
次
第
で
あ
る
。
（
開
戎
館
爽
行
　
A
5
版
八
○
○
頁
　
完
澱
庶
出
）

（
禽
田
世
家
）
。
、

フ
ラ
ン
ス
現
代
実

西
海
　
太
　
郎
著

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
課
題
は
恐
ら
く
ド
イ
ツ
の
指
…
灘
下
に
、
3
ー
ロ
ッ
パ
新
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