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史
学
研
究
会
最
初
の
試
み
と
し
て
、
贈
る
七
月
二
日
（
土
）
午
前
十
時
よ
り
、

京
大
文
財
部
第
二
教
室
に
お
い
て
、
裏
記
の
問
題
に
つ
い
て
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

を
行
っ
た
。
そ
の
報
告
及
び
討
論
の
概
要
は
左
の
通
り
で
あ
る
。

　
　
　
　
合
本
史
の
時
代
区
分

　
山
導
に
お
い
て
「
時
代
区
分
」
が
ほ
ん
と
う
に
学
問
的
に
論
ぜ
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
終
り
ご
ろ
か
ら
で
あ
ろ
う
。

　
明
治
初
期
の
福
沢
玄
田
口
、
加
藤
等
に
見
ら
れ
る
史
論
、
つ
づ
い
て
久
米
、

重
野
、
白
鳥
等
の
史
論
に
は
す
ぐ
れ
た
も
の
が
あ
り
、
封
建
的
勧
善
懲
悪
史
槻

か
ら
の
脱
鋪
．
、
歴
史
に
お
け
る
法
則
の
追
求
、
必
然
偶
然
の
把
握
、
社
会
と
英

雄
と
の
関
係
、
考
証
史
学
の
限
界
等
に
つ
い
て
国
史
学
の
新
し
い
方
向
が
指
示

さ
れ
た
が
、
明
治
絶
対
主
義
確
立
へ
の
歩
、
み
と
と
も
に
、
　
「
好
天
古
総
論
」
事

件
を
さ
か
い
と
し
て
、
初
期
史
論
の
積
極
的
煮
義
は
発
展
ぜ
し
め
ら
れ
ず
、
ア

カ
デ
、
・
・
ズ
ム
の
中
で
は
、
実
証
主
義
に
沈
潜
し
、
絶
対
主
義
に
対
応
す
る
道
徳

史
観
が
、
の
ち
な
が
く
国
史
学
界
を
つ
ら
ぬ
い
た
。
そ
こ
で
の
「
時
代
区
分
し

は
き
わ
め
て
便
宜
的
な
「
政
権
の
所
在
に
よ
る
区
分
」
が
中
心
と
な
っ
て
い
た
。

　
　
一
方
、
一
九
〇
〇
年
前
後
か
ら
、
日
本
経
済
実
の
分
野
が
開
拓
さ
れ
、
独
逸

史
掌
の
影
響
と
あ
い
ま
っ
て
内
田
、
原
両
博
士
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
近
世
、
中

世
の
概
念
が
遵
入
せ
ら
れ
た
。
そ
れ
は
、
い
ま
ま
で
の
便
宜
的
な
も
の
と
ち
が

い
、
現
代
的
立
場
に
立
ち
、
時
代
の
過
渡
期
を
重
視
し
た
点
で
清
薪
さ
を
も
っ

て
い
た
が
、
経
済
を
璽
焦
す
る
学
者
た
ち
も
唯
物
慶
観
と
は
対
立
し
、
し
た
が

っ
て
そ
の
「
聚
展
段
階
寒
し
は
承
認
し
な
か
っ
た
。
ま
た
、
第
一
次
大
戦
後
に

お
け
る
各
専
門
領
域
の
発
展
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
区
分
を
要
求
し
て
、
か
え

っ
て
統
一
的
把
握
を
混
乱
せ
し
め
た
感
が
あ
る
し
、
堅
実
な
実
証
研
究
を
適
じ

、
て
「
民
衆
の
力
し
を
高
く
評
価
し
た
三
浦
博
士
も
「
主
権
の
存
在
」
に
よ
る
区

分
を
妥
当
と
し
た
。

　
　
一
九
二
〇
年
か
ら
二
七
年
の
大
恐
慌
に
か
け
て
、
日
本
資
本
主
義
の
研
究
が

進
め
ら
れ
、
唯
物
礎
観
に
立
つ
発
展
段
階
説
が
、
そ
し
て
、
こ
の
発
展
段
階
説

に
も
と
つ
く
時
代
区
分
が
論
ぜ
ら
れ
た
。
二
九
年
に
出
た
羽
仁
五
郎
の
「
唯
物



時代区分及び地城区分の闘題

奥
観
と
発
展
段
階
の
理
論
し
は
そ
の
代
表
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
三
〇
年
以
後
、

資
塞
主
義
論
争
が
弾
圧
の
中
で
進
め
ら
れ
る
が
、
そ
こ
で
の
分
析
、
研
突
、
論

争
は
、
た
ん
に
日
本
だ
け
の
も
の
と
し
て
で
な
く
、
中
国
に
お
け
る
農
村
牲
質

論
戦
や
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
の
日
本
研
究
と
も
関
聯
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
こ
の
日
本

資
添
主
義
研
究
か
ら
、
巾
世
、
古
代
へ
の
新
し
い
研
究
領
域
が
開
拓
さ
れ
、
多

く
の
…
問
題
提
起
が
な
さ
れ
る
に
い
た
っ
た
。
第
と
次
大
戦
後
、
天
皇
翻
へ
の
批

判
が
自
由
に
な
る
と
と
も
に
、
こ
の
成
果
の
上
に
立
っ
て
研
究
が
進
め
ら
れ
、

国
史
の
「
時
代
区
分
」
は
重
要
な
掌
間
的
課
題
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
前
閏
一
良
）

一
、
時
代
区
分
は
何
を
規
準
と
す
べ
き
か
。

既
徐
の
政
治
史
的
時
代
区
分
は
、
政
府
の
所
在
地
乃
至
王
朝
交
替
を
規
準
と

し
て
い
る
が
、
究
極
的
に
は
、
天
皐
制
更
観
を
そ
の
基
礎
と
し
て
い
る
。
主

観
的
に
は
天
皇
鰯
史
観
を
蕩
蕩
す
る
社
会
経
済
史
学
も
、
そ
れ
が
、
概
説
と

し
て
綜
合
的
に
厳
述
さ
れ
る
と
き
に
は
、
王
朝
交
替
史
に
堕
し
、
客
観
的
に

は
天
畠
制
史
観
を
肯
定
す
る
も
の
と
い
え
る
。
従
っ
て
、
何
よ
り
も
ま
ず
、

生
産
諸
関
係
の
変
化
を
藻
礎
と
し
て
時
代
区
分
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

叉
新
し
い
生
産
緊
要
の
・
吉
い
生
産
閣
係
に
対
す
る
ぬ
繋
馬
を
強
力
的
に
促
進
す

る
も
の
と
し
て
の
階
級
麗
争
を
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
、
臼
本
史
に
お
け
る
誌
代
区
分
の
一
、
二
の
問
題

　
㊥
　
日
本
の
奴
隷
調
　
躍
本
の
奴
隷
綱
の
最
盛
期
を
欽
明
朝
に
求
め
ら
れ
る

　
　
林
屋
氏
の
研
究
は
律
令
剃
国
家
を
奴
隷
欄
の
内
蓄
矛
盾
の
発
展
の
所
産
と

　
　
し
て
正
し
く
と
ら
え
ら
れ
た
に
も
掬
ら
ず
、
律
令
糊
黒
黒
の
奴
隷
綱
的
土

　
　
台
に
対
す
る
積
極
的
役
割
を
過
小
評
価
し
て
は
い
な
い
か
。
又
相
対
的
奴

　
隷
欄
な
る
逓
説
に
対
す
る
積
極
的
晃
解
が
望
ま
れ
る
。

㈲
封
建
草
命
を
め
ぐ
る
問
題
松
本
馨
八
郎
氏
の
提
恥
し
た
南
北
朝
内
乱

　
　
陸
封
建
革
命
論
は
、
最
近
の
個
別
的
実
「
読
的
研
究
の
成
果
の
上
に
た
つ
安

　
良
城
壁
に
よ
っ
て
批
判
さ
れ
、
太
閤
検
地
を
捌
期
と
し
て
封
建
革
命
が
完

　
成
す
る
と
い
う
聞
題
提
趨
が
行
わ
れ
た
。
根
本
的
に
は
、
小
農
民
が
、
自

　
　
ら
の
保
有
地
で
労
働
力
を
再
生
塵
す
る
事
が
可
能
で
あ
る
か
否
か
が
氏
の

　
課
題
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
日
本
の
場
合
、
縄
粋
な
封
建
制
の
理
想
型
を

　
前
提
に
お
い
て
歴
史
を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
封
建
制
に
か
ら
み
つ
き
、

　
　
そ
の
階
級
支
配
を
強
化
し
て
い
た
奴
隷
制
の
残
存
物
を
過
大
評
価
し
、
平

　
　
安
宋
期
の
内
乱
、
南
北
朝
内
乱
の
革
命
的
意
義
を
奴
隷
制
を
残
存
せ
し
め

　
　
た
不
徹
底
さ
の
面
か
ら
の
み
見
る
危
険
を
蔵
し
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
8
　
日
本
近
代
史
の
諸
問
題
　
資
本
主
義
論
争
は
、
敗
戦
後
の
農
地
改
革
を

　
　
め
ぐ
る
歴
礎
的
事
実
に
よ
っ
て
、
労
農
派
の
誤
り
が
明
ら
か
と
な
っ
た
。

　
終
戦
後
行
わ
れ
た
天
皇
綱
フ
ァ
シ
ズ
ム
の
論
争
と
、
農
地
改
革
を
め
ぐ
る

　
論
命
に
つ
い
て
こ
蕎
す
る
と
、
葡
者
は
、
天
養
綱
と
フ
ァ
シ
ズ
ム
と
を
敵
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対
酌
に
の
み
考
え
る
神
山
理
論
が
、
霞
本
独
占
資
本
の
好
戦
的
性
格
を
否

・
楚
し
、
独
占
資
本
、
地
主
、
天
蟻
剃
の
搾
取
聖
域
共
通
利
害
か
ら
す
る
現

　
在
の
売
弁
化
を
お
お
い
か
く
す
危
険
を
は
ら
ん
で
い
る
。
後
者
は
叉
、
ア

　
メ
リ
カ
帝
国
主
義
者
が
、
封
建
的
諸
関
係
を
最
大
隈
に
利
用
し
、
そ
の
支

　
配
を
強
化
す
る
と
い
う
法
則
的
な
事
実
を
ま
げ
よ
う
と
す
る
。
い
ず
れ
も
、

　
政
治
的
歪
麟
を
歴
史
の
申
に
も
ち
こ
み
、
混
乱
を
ひ
き
お
こ
す
も
の
で
あ

　
る
。

以
上
の
よ
う
な
諸
点
に
お
け
る
混
乱
を
整
理
す
る
も
の
と
し
て
、
最
近
出
版

さ
れ
た
ゾ
同
盟
経
済
学
教
科
書
は
、
我
々
の
研
究
に
お
け
る
「
木
を
み
て
森

を
み
な
い
」
鮫
陥
を
克
服
す
る
よ
き
援
助
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
井
ケ
田
良
治
）

　
以
上
両
氏
の
報
告
の
後
、
宮
川
満
・
越
智
武
臣
両
疑
よ
り
質
問
が
あ
り
井

ケ
田
下
と
応
答
が
交
さ
れ
た
。
広
汎
な
範
囲
に
亘
っ
て
重
要
な
問
題
を
含
ん

で
い
た
が
時
聞
的
露
量
も
あ
っ
て
、
問
題
を
充
分
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
寝
際

な
か
っ
た
の
は
残
念
で
あ
っ
た
。

区
分
の
闇
題
は
、
基
本
的
な
重
要
性
を
も
つ
。
世
界
の
あ
ま
た
の
文
化
隅
に
お

い
て
現
在
ま
で
に
設
定
さ
れ
た
時
期
は
、
数
差
を
算
え
る
が
、
そ
れ
ら
を
遜
じ

て
適
用
さ
れ
る
世
界
史
的
な
大
時
代
区
分
も
ま
た
幾
つ
か
設
け
ら
れ
る
⑩
し
か

し
そ
れ
ら
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
原
理
と
か
、
歴
実
の
概
念
と
か
を
厳
密
に
検

討
し
て
み
る
と
、
先
曳
時
代
↓
歴
史
時
代
、
前
文
献
時
代
専
文
献
時
代
、
蒙

昧
時
代
↓
野
蛮
時
代
と
い
っ
た
時
代
．
区
分
は
、
も
は
や
鵬
を
な
さ
な
い
。
石
器

時
代
↓
青
銅
器
時
代
↓
鉄
器
時
代
と
い
う
三
時
期
法
は
、
弓
術
史
的
編
年
で
あ

る
が
、
こ
れ
に
は
祉
会
経
済
構
成
や
精
神
交
化
の
様
式
を
顧
慮
し
な
い
と
い
う

歓
陥
は
あ
っ
て
も
、
即
物
的
で
あ
る
が
改
に
、
低
次
編
年
と
し
て
の
そ
の
意
義

は
否
定
さ
れ
な
い
。
三
献
史
掌
者
の
研
究
成
果
と
連
結
せ
し
め
る
た
め
に
も
、

考
古
掌
者
は
低
次
編
年
を
克
服
し
て
高
次
編
年
に
進
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
高
次

編
年
と
し
て
今
日
ま
で
提
出
さ
れ
て
い
る
の
は
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ッ
ト
の
群
共
同
体

↓
氏
族
社
会
専
氏
族
崩
壊
社
会
↓
奴
隷
社
会
の
時
代
区
分
で
あ
る
が
、
遺
物
遺

跡
の
囎
諜
除
を
こ
れ
ら
に
結
び
つ
け
る
原
理
や
方
法
が
ま
だ
明
に
さ
れ
て
い
な
い
。

考
古
掌
奢
の
環
下
の
急
務
は
、
実
証
主
義
の
翼
づ
け
の
あ
る
、
よ
り
妥
当
な
高

次
編
年
を
5
ち
樹
て
る
こ
と
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
角
田
丈
衛
）

17g　（6／0）

　
　
　
考
古
学
の
時
代
区
分

絶
対
年
代
よ
り
も
相
対
年
代
の
方
が
重
視
さ
れ
る
考
古
学
に
と
っ
て
、
時
代

以
上
の
発
蓑
に
対
し
て
、
エ
ジ
プ
ト
、
或
い
は
北
欧
古
代
の
時
代
区
分
に

つ
い
て
の
質
聞
が
患
さ
れ
た
が
、
講
．
演
の
内
容
が
考
古
学
の
鴫
力
法
論
の
根
本
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に
触
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
曝
考
古
学
専
攻
者
の
繊
庸
が

少
か
っ
た
為
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
血
続
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
は
残
念
で

あ
っ
た
。

　
　
　
　
西
洋
史
の
時
代
区
分

　
響
ー
ロ
ッ
パ
史
の
時
代
区
分
を
め
ぐ
っ
て
最
近
ど
の
よ
う
な
問
題
が
あ
る
か
、

こ
の
点
に
関
し
て
こ
こ
で
は
二
つ
の
研
究
動
向
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

　
ま
ず
そ
の
一
つ
は
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
同
盟
の
歴
史
学
界
で
行
わ
れ
た
ソ
同
盟
史
の

時
代
区
分
を
め
ぐ
る
活
濃
な
論
争
で
あ
る
。
こ
の
論
争
は
一
九
四
九
年
、
バ
ジ

レ
ー
ヴ
ィ
ジ
チ
、
ド
ゥ
ル
ジ
｝
ニ
ン
の
論
文
を
契
機
と
し
て
開
始
さ
れ
、
　
一
九

五
二
年
ま
で
継
続
さ
れ
た
が
、
そ
こ
に
お
い
て
う
ち
だ
さ
れ
た
重
要
な
点
と
し

て
は
、
従
来
の
国
家
形
態
変
燈
だ
け
を
重
視
す
る
立
場
を
廃
藥
し
て
、
生
塵
ヵ

と
生
産
関
係
の
発
展
と
い
う
立
場
を
時
代
区
分
の
基
塞
的
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
し

た
点
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
生
薩
力
と
生
産
関
係
の
発
展
は
、
こ
と
な
っ
た

．
段
階
に
お
い
て
、
こ
と
な
っ
た
仕
方
で
表
現
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
あ
る
場
合
に

は
農
畏
戦
争
や
労
働
運
動
の
爆
発
に
な
ろ
う
し
、
ま
た
国
家
形
態
の
変
革
・
革

命
に
な
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
人
々
の
意
識
に
お
け
る
変
動
に
お
い
て
表
現
さ
れ

、
る
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
結
論
を
も
つ
て
論
争
は
結
漕
し
た
の
で
’

あ
る
、

　
さ
て
第
二
の
研
究
動
向
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
に
お
け
る
奴
隷
綱
の
下
限
、
す

な
わ
ち
古
代
史
の
下
限
を
ひ
き
さ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
都
立
大
学
の

橡
川
一
朗
氏
の
主
張
で
あ
る
。
橡
川
氏
の
主
張
は
、
O
古
代
的
共
同
体
に
は
ア

ジ
ア
的
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
的
ポ
リ
ス
的
の
二
範
疇
が
あ
る
こ
と
、
⇔
従
来
の
奴
隷

制
大
農
場
・
ラ
テ
ィ
フ
ン
デ
ィ
ア
を
基
礎
と
す
る
古
典
奴
隷
制
概
念
を
修
正
す

べ
き
こ
と
、
⇔
フ
ラ
ン
ク
王
国
も
ま
た
小
規
模
奴
隷
所
有
小
土
地
所
論
市
昆
の

広
域
共
同
体
で
あ
り
、
奴
隷
制
を
蓬
底
と
す
る
こ
と
、
㈲
古
典
荘
園
が
奴
隷
綱

の
上
に
立
っ
て
い
る
こ
と
が
史
料
的
に
実
証
さ
れ
う
る
こ
と
、
㈲
従
っ
て
「
い

わ
ゆ
る
農
奴
解
放
」
は
実
は
純
粋
農
奴
綱
成
立
の
鐵
発
点
で
あ
る
こ
と
、
な
ど

で
あ
る
。
こ
れ
に
評
し
て
鰯
鯨
に
お
い
て
は
多
く
の
批
判
が
で
て
い
る
が
、
と

も
か
く
時
代
区
分
に
お
い
て
大
き
な
問
題
を
提
出
し
つ
つ
あ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
瀬
原
義
生
）

　
ヨ
ー
諏
ッ
・
バ
史
の
疇
代
区
分
と
し
て
広
く
用
い
ら
れ
る
の
は
、
古
［
代
・
中

世
・
近
代
と
分
け
る
い
わ
ゆ
る
三
区
分
法
で
あ
る
。
古
代
と
中
世
、
申
世
と
近

代
の
境
界
を
ど
の
事
件
、
ど
の
世
紀
に
お
く
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
多
く

の
論
争
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
三
区
分
法
そ
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
根
底

を
な
し
て
い
る
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
輿
像
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
わ
が
国
で
は
少
く

と
も
あ
ま
り
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
。
私
が
問
題
に
し
た
い
の
は
、
こ
の
三
区

175　（61ユ）



分
法
自
体
、
そ
の
根
底
に
な
っ
て
い
る
ヨ
…
ロ
ッ
パ
史
像
に
つ
い
て
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　
　
ね
　
　
や

　
還
区
分
法
は
、
い
わ
ゆ
る
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
、
と
く
に
世
界
史
の
系
譜
を
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で
　
　
も
　
　
も

す
も
の
と
し
て
生
れ
た
。
そ
れ
は
す
ぐ
れ
て
世
界
史
め
時
代
．
区
分
な
の
で
あ
り
、

つ
　
も
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
も
　
も
　
や
　
も

時
代
と
は
い
わ
ば
一
つ
の
歴
史
的
世
界
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
十
九
世
紀
末
ま

で
、
世
界
に
お
け
る
ヨ
ー
p
ッ
パ
の
優
越
姓
が
不
鋤
な
も
の
で
あ
っ
た
限
り
は
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
史
罫
世
界
爽
像
が
無
批
判
に
う
け
い
れ
ら
れ
、
玉
区
分
法
自
体
が
、

す
べ
て
の
歴
輿
の
最
も
中
心
的
な
区
分
法
と
し
て
露
め
ら
れ
使
用
さ
れ
て
き
た
。

　
し
か
し
、
二
十
世
紀
に
お
け
る
現
実
は
最
早
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
優
越
を
認
め
な

い
し
、
ヨ
ー
P
ッ
パ
史
1
1
世
界
史
像
に
も
反
省
が
加
え
ら
れ
て
き
て
い
る
。
そ

し
て
、
多
く
の
、
歴
史
的
世
界
の
中
の
、
一
つ
の
歴
史
的
世
界
と
し
て
の
藁
i
皿

ッ
バ
、
そ
の
歴
輿
と
し
て
の
a
l
P
ッ
パ
史
像
が
構
想
さ
れ
滋
1
“
ッ
パ
史
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
も
　
　
　
　
　
わ
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
も
　
　
も
　
　
へ
　
　
も

は
批
界
史
の
中
の
一
つ
の
時
代
、
灘
一
p
ッ
パ
時
代
と
考
え
ら
れ
、
当
然
三
区

分
法
自
体
も
根
底
か
ら
検
討
を
湘
え
ら
れ
て
き
た
。
す
く
な
く
と
も
、
新
し
い

　
　
ぬ
　
　
む
　
　
も
　
　
ね

も
　
　
もヨ

ー
ロ
ッ
パ
食
像
に
は
、
独
自
の
区
分
！
時
代
区
分
で
な
く
し
て
時
期
区
分

一
1
が
試
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
三
区
分
法
の
枠
内
で
の
論
争
は
こ
の
面
影

　
　
　
　
む
　
　
も
　
　
る
　
　
し

で
勝
義
の
時
代
区
分
の
問
題
で
な
い
こ
と
を
、
反
省
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ω
剛
川
貞
次
郎
）

以
上
の
報
告
に
対
し
、
会
田
雄
次
氏
の
発
言
が
あ
り
、
両
者
の
報
告
は
基

礎
的
視
点
を
異
に
し
て
い
る
下
り
、
討
論
の
素
材
に
な
ら
な
い
こ
と
を
暗
黒

せ
ら
れ
た
が
、
つ
い
で
角
田
交
衛
氏
の
質
問
は
瀬
原
賃
の
報
告
に
対
し
て
、

西
洋
中
世
の
時
代
区
分
を
な
ぜ
に
ヨ
ー
ロ
ヅ
バ
（
と
く
に
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ

ツ
）
の
社
会
…
構
造
か
ら
構
成
す
る
か
、
中
世
に
お
い
て
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
む
し

ろ
辺
境
で
あ
り
、
ビ
ザ
ン
ヅ
世
界
こ
そ
か
か
る
問
題
の
中
心
に
据
え
ら
る
べ

き
で
な
い
か
と
の
疑
問
が
表
明
さ
れ
た
。

　
　
　
　
地
理
挙
の
地
域
区
分

一
、
地
域
区
分
は
地
理
学
の
対
象
た
る
地
域
の
特
性
の
標
識
、
理
解
の
手
段
と

　
し
て
行
う
。
歴
実
の
時
代
区
分
に
類
似
し
た
挫
質
r
を
も
っ
て
お
り
、
正
し
い

　
地
域
区
分
は
同
時
に
正
し
い
地
域
性
の
把
握
と
な
る
が
、
い
う
は
易
く
し
て

　
な
す
は
羅
難
な
問
題
で
あ
る
。

二
、
既
往
の
地
域
区
分
を
概
修
す
る
と
、
A
、
単
一
な
る
ク
リ
テ
リ
ア
に
よ
る

　
区
分
、
8
、
二
つ
以
上
の
ク
リ
テ
リ
ア
の
焔
複
合
に
よ
る
区
分
と
に
義
心
さ
れ

　
る
。
前
者
に
は
筆
写
区
、
気
候
区
、
土
壌
区
、
生
物
区
、
疾
病
区
等
目
語
地
域

　
の
区
分
の
ほ
か
に
、
農
業
地
域
、
入
口
を
主
と
す
る
地
域
区
分
、
人
種
、
民

族
、
鷺
語
、
そ
の
他
政
治
行
政
を
主
と
し
た
地
域
区
分
等
が
あ
る
が
、
こ
の

場
合
自
然
地
域
の
区
分
と
の
一
致
度
の
大
な
る
農
業
地
域
の
区
分
が
、
多
く

p
の
掌
者
に
よ
り
試
み
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
に
対
し
、
8
の
中
に
は
吹
陸
鋼
、
国

i－76　（612）



畦代区分及び地城区分の閲題

　
…
別
、
さ
ら
に
地
方
誌
的
地
域
区
分
が
入
れ
ら
れ
た
、
　
（
ア
ン
ス
テ
ッ
ド
の
イ

　
ペ
り
ア
の
地
鳴
四
i
四
・
天
塚
同
一
ご
一
区
分
一
等
）

三
、
既
往
の
地
域
区
分
の
う
ち
農
業
地
域
を
除
く
と
、
他
は
な
お
地
域
の
概
念

　
吟
興
が
す
く
な
い
。
ま
た
ど
う
し
て
も
自
然
勉
域
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
お
き
す

　
ぎ
る
。
農
業
地
域
と
い
う
も
、
む
し
ろ
自
然
地
域
に
近
く
、
環
境
決
定
論
的

　
立
場
が
地
域
区
分
の
中
心
に
介
在
し
て
い
る
。
し
か
し
今
後
の
地
域
区
分
は
、

　
も
っ
と
入
文
的
な
も
の
に
中
心
が
お
か
る
べ
き
で
あ
る
。
文
化
や
民
族
等
は

　
人
類
学
者
に
ま
か
し
、
地
理
学
者
は
も
っ
と
行
政
区
劃
の
問
題
等
と
地
域
区

　
分
と
の
関
係
を
考
う
べ
き
で
あ
る
。
ゆ
①
σ
q
口
書
註
ω
彰
の
問
題
を
イ
ギ
リ
ス
や

　
フ
ラ
ン
ス
に
見
習
い
、
地
理
学
か
ら
も
取
り
上
ぐ
べ
き
で
あ
る
。
言
た
経
済

　
地
域
の
区
分
中
、
従
来
の
如
く
農
業
地
域
に
偏
ら
ず
、
局
部
の
工
業
地
域
を

　
も
聞
題
に
す
べ
き
で
あ
る
。
ま
た
地
域
区
分
の
第
一
段
階
は
、
大
地
域
を
で

　
ぎ
る
だ
け
多
く
の
ク
リ
テ
リ
ア
に
よ
っ
て
、
小
地
域
に
融
…
暫
し
、
し
か
る
後

　
に
全
体
的
事
項
を
墨
黒
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
所
詮
、
地
域
は
ギ
ル
パ
ー

　
ト
の
い
っ
た
如
く
、
．
カ
。
σ
q
坤
。
め
り
胤
o
p
澤
ご
。
お
α
q
“
冒
偶
翌
｛
剛
6
m
o
弓
碧
p
8
ひ
肖
ぴ
凱
。
断

　
夢
。
州
）
o
黛
勺
。
】
帥
薙
。
こ
の
…
牲
格
を
も
つ
。
　
　
　
　
　
　
（
藤
瞬
謙
二
郎
）
．

　
右
の
よ
う
な
発
表
に
対
し
、
水
津
一
朗
氏
か
ら
は
、
発
表
内
容
が
主
と

し
て
地
域
の
均
質
性
を
主
題
と
し
た
点
、
政
治
地
域
・
都
市
域
に
内
在
す

る
よ
う
な
地
域
の
異
質
性
に
同
等
の
評
価
が
な
さ
れ
て
よ
い
の
で
な
い
か
、

そ
の
相
矛
盾
す
る
ホ
質
が
ど
の
よ
う
に
統
一
さ
れ
る
ぺ
ぎ
か
と
の
質
問
が
あ

り
、
そ
の
ほ
か
西
村
陸
男
氏
、
山
口
平
四
郎
氏
か
ら
は
工
梁
塘
域
、
堀
域
の

空
間
約
大
き
さ
と
地
域
区
分
の
問
題
が
…
提
出
さ
れ
、
歴
庚
学
の
側
か
ら
は
前

川
貞
次
．
郎
氏
の
質
問
が
あ
っ
た
。

　
　
　
　
東
洋
変
の
時
代
区
分

　
東
洋
史
（
主
と
し
て
中
国
爽
）
の
時
代
区
分
に
は
現
在
大
別
し
て
三
種
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
、
置
義
の
発
展
段
階
説
に
よ
る
中
型
学
界
の
も
の
と
二
本
の
歴
研
派
の

も
の
は
と
も
に
ア
ヘ
ン
戦
争
以
後
を
近
代
と
し
、
古
代
中
世
の
区
切
り
は
、
中

国
で
は
般
周
壁
説
よ
り
春
秋
衆
説
ま
で
あ
り
、
．
七
生
派
は
野
禽
聞
と
す
る
。
こ

れ
に
薄
し
て
本
来
綜
合
史
的
文
化
史
槻
に
基
い
た
烹
都
学
派
は
宋
以
後
を
近
世

と
し
、
後
漢
画
を
古
代
の
終
り
と
す
る
。
こ
れ
ら
諸
説
間
の
大
き
な
差
違
を
ど

う
考
え
る
か
が
私
の
出
発
点
で
あ
る
。

　
時
代
区
分
は
よ
り
多
く
史
実
以
外
の
条
件
に
よ
っ
て
決
宛
さ
れ
る
、
と
い
う

大
農
康
正
氏
の
考
え
（
大
島
説
で
は
実
践
煮
識
）
に
ヒ
ン
ト
を
得
て
、
私
は
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヤ
　
　
リ
　
　
む

代
区
分
を
す
る
最
初
の
動
機
は
、
そ
の
時
代
の
現
代
煮
識
だ
と
考
え
る
。
昔
は

末
世
観
的
現
代
意
識
が
著
し
い
聖
代
も
多
か
っ
た
が
、
ル
ネ
サ
ン
ス
玉
笹
古
を

非
と
し
今
を
楚
と
す
る
現
代
意
識
が
実
聖
断
で
あ
り
、
十
九
世
紀
以
後
と
く
に
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や
　
ル

盛
に
な
っ
た
叢
誌
聡
隈
の
思
想
は
、
　
「
是
今
」
や
復
古
か
ら
さ
ら
に
一
歩
を
進

め
て
理
想
を
将
来
に
か
け
る
と
い
う
現
代
意
識
に
基
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
中
国
人
の
時
代
区
分
や
歴
立
派
の
そ
れ
は
、
か
か
る
現
代
意
識
が
実
践
意
識

に
ま
で
高
ま
っ
た
時
に
は
じ
め
て
生
れ
た
。
中
国
で
は
辛
亥
革
命
の
失
敗
が
自

覚
さ
れ
た
一
九
三
〇
年
代
に
お
こ
り
、
中
共
革
命
が
完
成
し
た
疇
に
「
近
代
」

が
決
定
さ
れ
た
。
難
船
派
は
戦
後
一
九
五
三
年
に
そ
の
仮
説
を
打
ち
立
て
た
。

京
都
掌
派
は
戦
前
の
匿
分
法
を
戦
後
に
持
ち
こ
ん
だ
の
で
今
B
の
現
代
意
識
か

ら
は
ず
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
史
学
者
の
仕
事
で
あ
る
区
分
の
実
証
に
つ
い
て
は
、
中
国
で
は
、

奴
隷
制
の
下
限
の
問
題
が
未
決
定
で
あ
り
、
歴
研
派
は
そ
の
仮
説
の
有
力
な
論

箆
で
あ
る
、
中
国
と
臼
ホ
・
朝
鮮
と
の
聞
の
時
期
的
関
連
の
　
問
題
を
丁
同
研
究

し
て
お
ら
ず
、
唐
宋
の
佃
戸
の
闇
門
題
も
な
お
異
論
を
存
し
て
い
る
状
態
で
、
要

す
る
に
実
証
に
は
未
だ
成
功
し
て
い
な
い
。

　
現
在
呂
振
興
氏
は
西
周
の
社
会
史
的
性
絡
を
き
め
る
こ
と
が
問
題
の
鍵
で
あ

る
と
い
い
、
玉
本
こ
と
に
京
都
で
は
掌
記
転
換
期
が
目
下
聞
題
に
な
っ
て
い
る
。

漢
末
や
明
清
の
転
換
期
は
将
来
の
問
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
形
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
内
藤
戊
申
）

辮
…
宋
の
変
革
に
つ
い
て
は
、
か
な
り
つ
っ
こ
ん
だ
論
争
が
や
ら
れ
て
き
た
が
、

こ
の
時
代
の
基
本
的
な
経
済
体
制
の
理
騨
に
つ
い
て
、
大
ぎ
な
隔
た
り
を
残
し

た
ま
ま
、
統
一
的
な
結
論
に
達
し
て
い
な
い
。

　
問
題
の
第
一
点
は
、
綴
代
の
経
済
体
制
の
《
質
》
と
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
て

展
面
す
る
矛
盾
が
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
唐
代
に
は
、
現
象

的
に
み
て
、
二
つ
の
墓
底
的
な
経
済
叢
叢
が
あ
る
。
豪
族
の
支
配
す
る
荘
園
欄

経
済
体
制
と
、
国
家
権
力
に
｛
隈
結
さ
せ
ら
れ
て
い
る
均
田
繭
制
経
済
体
制
と
で
あ

る
。
均
薄
襟
が
ど
の
程
慶
実
施
さ
れ
た
か
は
疑
聞
の
ふ
し
が
非
常
に
多
い
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
れ
を
基
礎
と
し
た
国
家
の
収
鷹
体
系
は
質
徹
さ
れ
て
い
る
。

か
か
る
国
家
権
力
の
あ
り
か
た
そ
の
も
の
の
も
つ
自
已
矛
盾
は
ど
こ
か
ら
で
て

く
る
の
か
。

　
そ
れ
を
つ
か
む
た
め
に
は
磐
代
の
均
田
体
…
制
そ
の
も
の
の
発
生
根
拠
に
ま
で

潮
っ
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
均
田
体
制
百
H
体
は
、
独
立
的
な
小
・
農
事
経
営

（
均
田
農
民
）
を
基
礎
に
す
る
国
家
権
力
に
よ
る
収
嚢
体
制
で
あ
る
。
均
田
制

は
何
の
た
め
に
荘
園
制
に
対
し
て
う
ち
だ
さ
れ
た
も
の
か
。
階
末
の
反
乱
が
そ

の
手
掲
り
を
与
え
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
豪
族
に
よ
る
大
土
地
集
中
の
拡
大

と
小
農
民
の
広
汎
な
没
落
と
い
う
矛
盾
で
あ
る
。
そ
の
整
然
多
数
の
農
畏
は
土

地
を
蝶
介
と
し
て
荘
園
領
主
に
隷
属
し
、
そ
こ
で
農
業
生
鷹
を
続
け
て
い
か
ざ

る
を
え
な
い
（
佃
客
）
。
　
こ
う
い
う
封
建
的
矛
盾
の
展
踊
に
対
し
て
、
農
民
の

側
か
ら
の
反
抗
が
暴
動
。
反
乱
を
お
こ
し
て
く
る
。
均
田
体
捌
は
こ
う
い
う
場

で
う
ち
だ
さ
れ
る
。
唐
代
に
お
け
る
二
つ
の
経
済
現
象
は
、
こ
の
よ
う
な
封
建
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経
漕
に
お
け
る
出
身
約
な
対
立
物
で
あ
る
と
愚
う
。
唐
朝
権
力
は
、
そ
う
い
う
・

場
で
う
み
だ
さ
れ
た
。
こ
う
み
て
く
る
と
き
唐
代
を
古
代
末
期
と
考
え
る
こ
と

は
で
き
な
い
。

　
第
工
の
間
題
点
は
、
唐
代
の
中
頃
か
ら
発
展
し
て
く
る
地
主
的
土
地
所
有
の

も
と
で
の
、
い
わ
ゆ
る
佃
戸
欄
の
《
質
》
で
あ
る
。
こ
れ
は
均
田
農
園
の
広
汎

な
階
級
分
裂
を
通
じ
て
展
饗
す
る
。
こ
れ
は
典
型
的
に
は
官
僚
地
主
の
大
土
地

所
有
の
も
と
で
耕
作
す
る
佃
戸
の
生
鷹
を
基
勲
と
す
る
封
建
経
済
で
あ
る
。
南

朱
の
末
に
は
、
既
に
全
戸
数
の
三
分
の
二
が
佃
戸
に
転
落
し
た
と
い
わ
れ
る
。

　
第
三
の
問
題
点
は
、
宋
代
に
発
逮
す
る
商
工
業
で
あ
る
。
と
く
に
手
工
業
で

は
、
か
な
り
の
程
度
の
分
業
化
が
進
ん
で
お
り
、
そ
の
労
働
関
係
も
揺
役
的
な

牲
格
を
克
服
す
る
方
向
が
親
れ
て
い
る
。
こ
れ
を
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
ュ
ァ
段
階

ど
し
て
と
ら
え
て
よ
い
か
ど
う
か
早
急
な
繕
…
論
は
で
き
な
い
が
、
朱
代
の
生
塵

に
お
い
て
、
か
な
り
の
役
割
を
担
い
始
め
て
い
る
事
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ

は
ま
た
、
宋
代
の
農
業
生
産
に
も
反
作
用
を
及
し
、
佃
戸
の
隷
農
的
な
色
彩
を

濃
く
し
て
い
る
。

　
宋
代
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
物
質
的
条
件
の
発
展
は
、
集
権
的
な
官
僚
二
三

を
支
え
た
も
の
で
あ
る
が
、
宋
代
を
封
建
社
会
の
は
じ
ま
り
と
し
て
と
ら
え
る

の
に
は
無
理
が
あ
る
。
か
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
資
本
主
義
と
し
て
と
ら
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

　
こ
れ
ら
を
綜
合
す
れ
ば
、
唐
宋
時
代
は
、
申
国
史
に
お
け
る
古
代
↓
中
世
、

あ
る
い
は
中
世
↓
近
世
（
近
代
）
へ
の
変
革
期
で
は
な
く
、
む
し
ろ
中
国
約
な
中

世
封
建
社
会
の
再
編
成
、
潔
化
の
時
期
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
ゆ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
池
田
誠
）

　
佐
藤
圭
四
郎
氏
よ
り
内
藤
氏
に
対
し
て
、
　
「
時
代
区
分
の
メ
ド
と
し
て
は
、

歴
史
事
実
の
追
及
こ
そ
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
現
代
意
識
と
い
う
が
如
き
歴

史
相
学
の
方
法
論
を
も
つ
て
粟
る
と
問
題
を
抽
象
化
し
て
し
ま
わ
な
い
か
」

と
い
う
疑
問
が
出
さ
れ
た
が
、
内
藤
氏
に
よ
り
、
過
去
の
学
説
が
整
理
さ
れ
、

今
後
の
問
題
点
が
明
快
に
さ
れ
た
。
ま
た
池
田
氏
が
唐
宋
時
代
を
、
中
世
改

建
社
会
、
の
再
編
成
と
捉
え
た
こ
と
は
、
東
洋
史
の
時
代
区
分
論
に
、
薪
な
問

題
を
…
狡
じ
た
も
の
で
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
膚
意
義
で
あ
っ
た
。

　
概
し
て
各
研
究
は
夫
々
の
大
き
な
問
題
を
含
ん
で
お
り
、
今
後
の
展
開
が

期
待
さ
れ
る
。
我
々
の
個
別
研
究
が
こ
の
よ
う
な
高
次
の
領
城
に
お
い
て
た

え
ず
反
省
さ
れ
る
こ
と
は
有
意
義
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

史
掌
・
地
理
学
・
考
古
掌
の
共
運
の
問
題
と
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
。
最
初

の
試
み
で
も
あ
り
、
討
論
は
時
間
的
に
も
十
分
で
は
な
か
っ
た
が
、
講
演
老

を
は
じ
め
来
会
者
諸
賢
の
労
を
多
と
し
、
併
せ
て
会
員
諸
賢
の
御
批
判
を
お

願
い
し
た
い
。
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