
評潜

て
さ
ら
に
油
政
策
が
生
き
て
く
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
ま
た
、
幕
末
期
に
つ
い
て
い
え
ば
、
天
保
三
年
令
と
天
保
改
革
と
で
は
、
連

続
す
る
藺
と
非
連
続
の
諏
の
二
強
が
あ
る
。
本
書
で
は
前
者
に
中
心
を
お
い
て

い
る
が
、
後
者
の
面
も
忘
れ
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
絶
対

主
義
へ
の
傾
斜
を
論
証
す
る
手
が
か
り
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
大
魚
を
得
て
わ
れ
7
7
2
れ
の
食
慾
は
さ
ら
に
鉦
盛
に
な
る
。
氏
の

準
縮
さ
れ
る
と
い
う
第
二
部
に
お
い
て
、
在
方
の
商
愚
生
産
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、

本
書
に
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
労
働
過
程
の
分
析
が
加
え
ら
れ
、
体
系
の
さ
ら
に

ま
と
ま
る
こ
と
を
祈
っ
て
や
ま
な
い
。
絞
油
業
を
云
々
さ
れ
な
が
ら
、
そ
の
労

働
形
態
に
つ
い
て
は
、
僅
か
に
幕
末
の
二
百
人
の
労
働
力
を
つ
か
5
人
足
寄
場

絞
油
研
を
集
合
マ
ニ
ュ
フ
ァ
ク
チ
麟
ア
と
規
定
し
た
り
、
播
磨
か
ら
の
一
一
根

へ
の
絞
油
労
働
者
を
「
見
樹
扁
と
規
定
し
た
り
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
の
性
格
規
定
が
、
本
証
の
数
量
的
な
一
握
の
上
に
立
て
ら
れ
た
ら
と
想
う
。

い
ず
れ
も
な
い
も
の
ね
だ
り
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
蕪
雑
な
紹
介
し
か
な
し

え
な
か
っ
た
非
礼
を
、
著
蒋
に
心
か
ら
お
わ
び
し
た
い
。
　
（
A
5
判
　
闘
六
七

頁
一
九
六
一
年
一
〇
月
・
郷
茶
の
水
雷
三
三
定
価
一
、
二
〇
〇
円
）

塚
本
善
隆
著

青
書
空
曇
志
の
研
究

礪
　
　
波

路

　
塚
本
善
隆
氏
が
昨
年
二
月
に
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
を
定
年
退
官
さ
れ

る
に
際
し
て
は
、
β
5
版
’
〇
七
Q
頁
の
大
器
「
塚
本
博
士
類
涛
記
念
仏
教
家

学
論
集
」
が
友
人
門
下
の
諸
氏
に
よ
つ
て
献
呈
さ
れ
た
が
、
こ
れ
と
対
を
な
す

塚
本
氏
陶
身
の
署
書
と
し
て
出
版
さ
れ
た
の
が
こ
の
「
回
書
釈
日
陰
の
研
究
」

で
あ
る
。
こ
の
番
の
中
心
を
な
す
の
は
、
第
二
篇
の
淫
書
釈
老
志
訳
註
で
あ
り
、

そ
の
前
後
に
解
説
篇
・
附
篇
が
設
け
ら
れ
、
既
発
表
の
論
交
に
一
部
補
訂
し
た

も
の
が
配
せ
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
構
成
は

　
簾
一
　
解
競
篇
（
東
方
学
報
京
都
第
三
十
七
牙
に
「
魏
収
と
仏
教
」
と
題
す
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
～
七
一
頁

　
第
二
　
　
訳
註
篇
…
（
新
稿
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二
～
ゴ
一
五
論
ハ
頁

　
第
三
　
附
篇

　
　
一
　
北
周
の
廃
仏
（
東
方
学
報
京
都
第
十
六
・
十
八
号
、
第
七
二
八
章
は

　
　
　
新
稿
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
烈
九
～
五
｛
八
頁

　
　
二
　
北
周
の
宗
教
廃
殿
政
策
の
崩
獲
（
仏
教
史
学
翔
刊
昼
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
～
九
～
五
四
四
頁

と
な
っ
て
い
る
。
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中
国
の
正
史
に
お
い
て
、
仏
教
と
道
志
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
記
事
を
は
じ

め
て
の
せ
た
の
が
こ
の
魏
収
の
魏
書
で
あ
り
、
現
行
の
魏
書
め
最
後
第
一
一
四

巻
に
お
さ
め
ら
れ
て
い
る
。
従
来
の
官
撰
歴
史
の
体
例
に
存
し
な
い
の
に
あ
え

て
「
釈
老
志
」
の
一
志
を
た
て
た
の
は
、
　
「
釈
老
は
当
今
重
重
」
な
’
9
と
す
る

北
斉
の
史
官
魏
取
の
見
識
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
適
切
で
も
あ
ウ
、

当
然
で
も
あ
っ
た
。
　
「
解
説
篇
」
で
、
塚
本
氏
は
、
こ
の
魏
収
を
と
く
に
取
上

げ
、
魏
収
の
家
庭
と
仏
教
と
の
つ
な
が
り
、
r
か
れ
が
生
き
た
時
代
の
．
洛
陽
仏
教

ま
た
北
斉
治
下
の
仏
教
の
状
態
に
つ
い
て
詳
細
に
と
く
こ
と
に
よ
つ
て
、
読
者

が
訳
註
篇
に
よ
み
す
す
む
上
の
予
備
知
識
を
提
供
す
る
。
釈
老
志
が
「
釈
」
に

く
わ
し
く
「
老
」
に
疎
略
な
の
は
、
魏
収
自
身
の
関
心
の
程
度
に
よ
る
と
と
も

に
、
執
笠
せ
し
め
た
馬
繋
朝
廷
が
熱
心
な
奉
仏
朝
廷
だ
つ
た
こ
と
、
こ
の
時
代

に
は
仏
教
の
概
要
や
維
摩
羅
ぐ
ら
い
は
知
っ
て
い
る
こ
と
が
、
富
吏
の
必
要
み
4
4

利
な
条
件
と
な
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
点
に
も
言
及
し
、
細
書
の
日
的
と

す
る
北
魏
・
東
魏
の
朝
廷
を
中
心
と
し
た
政
治
史
の
一
部
と
し
て
の
宗
教
史
と

く
に
仏
教
史
と
し
て
は
現
在
の
文
献
資
料
と
し
て
第
一
に
お
さ
れ
る
べ
き
も
の

で
あ
る
こ
と
、
し
か
し
、
当
時
の
人
民
祉
会
の
仏
教
史
と
し
て
や
、
仏
教
の
数

学
と
信
仰
の
指
導
者
で
あ
る
僧
侶
界
に
お
け
る
教
学
儒
仰
の
発
展
に
つ
い
て
は

き
わ
め
て
不
完
金
な
も
の
で
あ
る
こ
と
、
に
も
注
意
を
あ
た
え
て
い
る
。

　
初
期
の
都
大
岡
地
方
に
雲
岡
大
石
窟
を
の
こ
し
、
つ
ぎ
の
都
洛
陽
に
は
龍
門

石
窟
を
の
こ
し
、
そ
の
洛
陽
仏
教
の
盛
況
が
洛
陽
伽
藍
記
に
い
き
い
き
と
え
が

か
れ
て
い
る
タ
ク
パ
ツ
魏
の
文
化
は
仏
教
に
代
表
さ
れ
、
そ
の
政
治
も
経
済
も

仏
教
な
ら
び
に
こ
れ
と
対
抗
し
た
道
教
と
き
わ
め
て
緊
密
な
関
係
を
も
つ
て
い

た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
が
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
代
の
仏
教
史
こ
と
に
仏
教
教

団
史
の
根
本
資
料
で
あ
る
こ
の
傘
下
志
は
ま
た
難
解
な
こ
と
で
も
知
ら
れ
て
お

り
、
人
を
え
た
訳
註
が
ま
た
れ
た
研
以
で
あ
る
。
い
ま
、
名
著
「
支
那
仏
教
史

研
究
北
国
篇
漏
　
へ
一
九
鰻
篇
｝
の
著
蒋
で
あ
る
塚
本
氏
に
よ
っ
て
そ
の
和
訳
と

駐
解
が
な
さ
れ
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
最
適
任
瀦
を
え
た
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、

し
か
も
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
、
仁
王
尚
志
・
神
田
喜
一
郎
・
吉
川
幸
次
郎
・

木
村
英
一
・
内
藤
乾
吉
の
諸
氏
の
援
助
が
あ
っ
た
と
い
う
、
異
諭
の
あ
ろ
う
筈

が
な
い
。

　
こ
の
訳
註
繊
版
の
経
過
に
つ
い
て
は
本
書
の
自
序
に
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、

こ
の
よ
う
に
釈
老
志
全
体
の
訳
註
が
一
冊
に
ま
と
ま
っ
て
刊
行
さ
れ
る
に
い
た

る
ま
で
に
は
、
か
な
り
の
廷
余
曲
折
が
あ
っ
た
。
一
九
四
二
年
に
出
た
「
支
那

仏
教
史
研
究
北
魏
篇
」
の
自
序
に
よ
っ
て
も
、
当
時
す
で
に
か
な
り
の
訳
註
が

整
備
し
て
い
た
こ
と
を
推
察
で
ぎ
、
ハ
ー
バ
ー
ト
大
学
の
ウ
エ
ヤ
ー
氏
に
よ
る

釈
老
志
「
釈
」
の
部
の
英
訳
に
対
す
る
補
蕉
、
当
時
執
筆
さ
れ
、
一
九
薫
○
年

に
聴
講
さ
れ
た
「
ウ
エ
ヤ
：
博
士
の
魏
愚
母
老
骨
訳
註
を
補
正
す
」
（
㎝
「
「
羽
購
博

士
頒
寿
記
念
東
洋
史
論
叢
』
研
収
）
に
よ
っ
て
氏
の
周
到
な
訳
註
の
一
斑
が
あ

き
ら
か
に
さ
れ
た
が
、
そ
の
輔
蕉
の
最
後
に
、
　
「
要
す
る
に
ペ
リ
オ
教
授
や
支

那
学
者
の
摺
導
協
力
を
得
て
難
解
な
釈
老
志
を
あ
れ
だ
け
読
ま
れ
た
功
は
、
確

か
に
多
と
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
釈
老
志
読
解
の
蕪
礎
に
．
な
る
べ
き

支
那
仏
教
の
知
識
の
貧
凶
は
、
覆
ふ
べ
く
も
な
い
。
少
く
と
も
支
那
仏
教
の
研

究
に
…
閃
す
る
限
り
で
は
、
今
日
の
口
承
の
学
界
は
恐
ら
く
世
堺
の
斯
学
の
水
準

か
ら
遙
か
に
抜
き
鐵
て
る
る
。
欧
米
の
支
那
仏
教
研
究
者
が
、
日
本
学
界
の
援

助
を
無
視
し
て
事
を
な
す
が
獅
き
は
、
愚
で
あ
り
、
或
は
無
口
で
あ
る
と
い
っ

て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
扁
と
自
儒
満
々
に
の
べ
ら
れ
て
い
る
の
を
み
た
読
溝
は
、

一
日
も
早
く
氏
の
和
訳
が
発
表
さ
れ
る
の
を
期
待
し
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

ま
ず
公
刊
さ
れ
た
の
は
、
氏
の
訳
註
を
ハ
ー
ビ
ッ
ツ
氏
が
英
訳
し
た
も
の
で
あ
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評

り
、
五
六
年
に
「
雲
岡
石
窟
」
の
最
終
巻
に
の
せ
ら
れ
た
。
つ
い
で
、
臼
本
文
・

に
よ
る
訳
註
が
、
　
「
仏
教
文
化
研
究
」
策
六
・
七
・
八
号
に
「
訳
註
魏
書
棄
老

志
の
⇔
賦
と
し
て
連
載
さ
れ
、
本
欝
の
七
五
～
一
二
七
頁
に
あ
た
る
蔀
分
が
発

表
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
び
、
よ
う
や
く
日
本
文
に
よ
る
全
訳
が
完
成
さ
れ
た

の
で
あ
り
、
ハ
…
ビ
ッ
ツ
氏
に
よ
る
英
訳
は
「
釈
一
の
部
分
だ
け
で
あ
っ
た
か

ら
、
　
「
老
」
の
部
分
は
ま
っ
た
く
の
新
稿
で
あ
る
。
こ
の
聞
、
少
く
と
も
二
十

年
の
あ
い
だ
、
ね
ら
れ
た
訳
註
で
あ
り
、
ひ
き
つ
づ
き
推
敲
が
か
さ
ね
ら
れ
増

訂
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
英
訳
文
・
仏
教
文
化
研
究
所
載
の
も
の
と
く
ら
べ
て

み
て
も
容
易
に
溢
取
で
き
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　
各
時
代
の
一
度
・
文
物
・
社
会
を
記
し
て
い
る
正
史
の
志
類
の
訳
註
に
は
、

既
に
食
貨
志
が
加
藤
繁
・
和
細
清
ら
の
諸
氏
に
よ
つ
て
ぞ
く
ぞ
く
な
さ
れ
て
い

る
の
と
、
内
田
智
雄
氏
ら
に
よ
り
な
さ
れ
っ
っ
あ
る
荊
一
志
が
あ
げ
ら
れ
る
。

こ
こ
に
あ
ら
た
に
魏
欝
の
釈
老
志
が
世
に
と
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
三

つ
の
系
統
の
訳
註
は
、
そ
れ
ぞ
れ
体
例
を
お
な
じ
く
し
て
い
な
い
。
訳
註
が
い

か
な
る
形
で
な
さ
れ
る
べ
き
か
と
い
う
の
は
、
論
議
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う

が
、
最
近
の
食
貨
志
訳
註
が
、
訳
文
・
註
文
と
も
に
旧
か
な
づ
か
い
を
厳
博
し
、

訳
文
の
文
章
に
交
語
体
を
も
ち
い
、
原
文
中
の
文
字
を
な
る
べ
く
存
羅
す
る
方

針
を
と
る
、
す
な
わ
ち
漢
文
直
訳
体
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
詳
細
な
註
を
つ
け
て

い
る
の
に
対
し
、
漢
書
刑
法
志
の
訳
註
は
、
流
暢
で
平
易
な
臼
本
語
に
翻
訳
さ

れ
、
注
も
簡
明
を
旨
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
釈
老
志
の
訳

註
は
、
両
者
の
中
間
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
る
。
訳
文
は
単
な
る
書
き
下
し
で

は
な
く
、
現
代
語
訳
で
あ
る
が
、
経
典
∵
高
僧
伝
な
ど
に
依
拠
し
て
、
か
な
り

括
弧
で
お
ぎ
な
っ
て
い
る
。
註
は
か
な
り
詳
細
で
、
と
き
ど
き
設
け
ら
れ
て
い

る
「
解
説
」
の
項
と
と
も
に
読
者
に
多
大
の
稗
益
を
あ
た
え
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
体
例
は
、
現
在
の
時
点
に
お
い
て
、
す
く
な
く
と
も
こ

の
寒
露
志
の
訳
註
に
つ
い
て
は
、
も
っ
と
も
適
切
で
あ
る
と
思
う
。
ま
た
、
氏

の
「
支
那
仏
教
史
研
究
北
魏
篇
」
が
、
こ
の
釈
立
志
の
最
大
の
注
の
役
劉
を
は

た
し
て
い
る
こ
と
を
わ
す
れ
て
は
な
る
ま
い
。

　
で
は
、
こ
の
訳
義
は
完
全
無
欠
で
あ
る
か
と
い
う
点
に
な
る
と
、
お
よ
そ
何

事
に
も
完
全
無
欠
と
い
う
も
の
は
あ
り
え
な
い
し
、
そ
の
よ
う
に
人
が
考
え
る

こ
と
を
著
鱗
も
歓
し
て
は
お
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
現
在
の
学
界
に

お
い
て
、
も
っ
と
も
三
口
し
う
る
底
本
を
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
が
獲
得
で
き
た

こ
と
は
た
し
か
な
の
で
あ
り
、
著
者
と
と
も
に
、
こ
れ
に
朱
を
い
れ
て
い
く
こ

と
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
後
進
の
権
利
で
あ
り
、
ま
た
義
務
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は

た
だ
、
著
嚇
が
と
っ
た
体
例
が
読
者
を
ま
よ
わ
す
垂
心
の
あ
る
こ
と
に
は
注
意

し
て
お
き
た
、
い
。
一
七
九
頁
の
「
昼
夜
銭
迷
、
将
二
百
獄
、
乃
至
脊
州
長
広
郡

　
　
　
む
　
　
む
　
　
　
　
む

不
共
・
労
山
、
南
下
乃
出
海
焉
。
儲
～
歳
神
瑞
二
年
也
。
」
と
い
う
原
文
に
対
し

て
、
　
「
昼
夜
番
回
し
二
百
日
近
く
な
っ
て
、
　
（
山
東
省
の
）
青
州
長
広
郡
不
一

　
り
　
　
む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

県
労
山
の
南
雑
に
到
っ
て
上
陵
し
た
。
こ
の
年
が
神
瑞
元
年
（
四
　
五
）
で
あ

る
。
」
と
い
う
訳
が
あ
た
え
ら
れ
て
い
る
。
訳
文
か
ら
み
て
、
原
交
の
句
読
は

「
…
…
労
虜
南
、
下
乃
出
三
口
。
」
と
あ
る
べ
き
な
の
か
、
あ
る
い
は
訳
文
の

「
三
山
の
爾
岸
」
が
お
か
し
い
の
か
と
お
も
う
。
と
こ
ろ
が
、
「
法
顕
俵
し
（
大

正
大
蔵
経
・
五
一
巻
・
八
六
六
頁
）
を
み
る
と
、
　
「
昼
夜
十
麗
日
到
長
広
郡
界

む
　
　
む
　
　
む
　
　
む

牢
山
爾
岸
、
便
得
妊
水
菜
、
一
と
あ
り
、
「
労
山
の
南
山
鷹
と
い
う
に
は
根
撚
が

あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
で
は
「
…
…
労
山
爾
、
下
導
出
礎
質
、
」
と
ぎ
り
、
「
下

乃
出
海
焉
」
の
部
分
を
「
上
陸
し
た
」
と
訳
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
乃
繊

海
焉
」
と
あ
れ
ば
「
海
に
鐵
た
」
と
い
う
い
み
で
あ
ろ
う
し
、
訳
は
逆
に
な
り

そ
う
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
「
法
難
伝
」
の
つ
づ
き
を
み
る
と
、
す
こ
し
は
な
れ
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む
　
　
ほ

て
「
遂
硬
爾
下
向
都
」
と
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
原
文
の
句
読
は
あ
ら
た
め
る

必
要
は
な
く
、
訳
文
は
「
…
…
不
信
労
山
」
の
部
分
の
み
で
あ
っ
て
、
し
か
も

「
三
山
（
の
南
岸
）
に
…
…
扁
と
あ
る
べ
き
こ
と
、
　
「
南
下
乃
出
海
焉
」
は

「
南
下
向
都
」
を
ふ
ま
え
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
強
意
の
和
訳
は
な
さ
れ

て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
な
お
訳
の
元
年
は
二
年
の
、
・
・
ス
プ
リ
ン
ト
）
。

こ
れ
は
本
訳
註
の
体
例
に
内
在
す
る
危
険
性
が
偶
然
あ
ら
わ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

う
。
ま
た
、
英
訳
文
に
対
す
る
書
評
に
お
い
て
楊
聯
阻
氏
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、

九
七
頁
の
「
率
在
於
積
仁
、
順
鐡
嗜
慾
、
」
は
門
率
二
重
謡
言
順
、
麗
嗜
慾
」

と
あ
ら
た
む
べ
き
で
あ
ろ
う
。
誤
植
が
ま
ま
あ
る
が
、
原
文
と
訳
文
と
を
対
照

す
る
こ
と
に
よ
り
ほ
ぼ
正
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
本
券
が
訳
註
と
い
う
性
格

の
書
な
の
で
、
蛇
足
な
が
ら
す
こ
し
列
挙
し
て
み
る
と
、
一
二
四
頁
の
「
其
本

趨
、
経
説
之
備
突
一
は
「
観
護
起
経
説
之
傭
秦
」
に
、
二
〇
三
頁
の
「
予
楯
」

は
「
矛
楯
」
に
、
二
七
七
頁
の
「
齎
五
十
尺
」
は
「
百
四
十
尺
」
に
、
三
〇
四

頁
の
「
数
千
人
」
は
「
数
千
人
」
に
、
三
幽
○
頁
の
「
六
下
」
は
「
陛
下
」
に
、

一
一
三
頁
の
珍
餌
日
碧
話
濫
訴
9
は
鐙
野
駆
丸
払
。
毒
犀
斜
に
、
一
一
五
頁
の
吟
警
昌
峯
－

⇔
貧
ρ
は
鋤
軍
営
餌
O
o
養
に
、
σ
二
戸
ω
毎
鼠
は
巨
μ
欝
鷲
臥
に
、
　
〆
一
八
頁
の

℃
「
舞
曳
巳
（
ρ
σ
匹
（
副
げ
9
団
餌
二
曲
は
℃
目
簿
》
・
2
ハ
ρ
σ
鐸
自
良
ぴ
3
．
勘
養
に
そ
れ
ぞ
れ
改
め
ら

る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
釈
老
志
は
「
釈
偏
に
く
わ
し
く
「
老
扁
に
疎
略
で
、
つ
い
や
さ
れ
た
紙
数
は

約
「
釈
」
に
三
、
　
「
老
」
に
一
の
舗
合
で
あ
る
が
、
こ
の
訳
註
本
で
は
、
そ
の

割
合
は
六
対
一
と
な
り
、
訳
註
は
仏
教
の
部
分
が
道
教
の
部
分
に
く
ら
べ
て
二

倍
の
く
わ
し
さ
に
な
っ
て
吊
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
れ
は
塚
本
氏
が
仏
教
史
学

者
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
、
道
教
の
研
究
の
蓄
積
が
日
本

の
学
界
に
と
ぼ
し
い
こ
と
に
も
も
と
つ
く
。
　
「
老
」
の
部
は
難
解
で
あ
る
、
し

か
し
、
研
究
考
の
協
力
に
よ
っ
て
よ
り
十
分
な
も
の
が
い
ず
れ
綴
直
す
る
で
あ

ろ
う
。
本
書
は
文
部
省
の
繊
版
助
成
金
の
交
野
を
う
け
て
出
版
さ
れ
た
。
と
い

う
こ
と
は
、
期
臼
ま
で
に
出
版
を
せ
ま
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
た

め
で
も
あ
ろ
う
か
、
本
書
に
は
索
引
は
ふ
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
書
の
よ
、
）

に
か
な
ら
ず
し
も
中
国
仏
教
史
専
攻
者
の
み
を
益
す
る
の
で
な
く
、
ひ
ろ
く
中

国
史
研
究
者
・
仏
教
研
究
表
’
般
に
よ
ま
れ
る
べ
き
も
の
に
は
、
せ
め
て
訳
註

篇
の
み
の
索
引
は
設
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
惜
し
ま
れ
て
な
ら
な
い
。
歳

後
に
、
釈
の
都
と
老
の
部
と
で
、
訳
文
の
調
子
が
す
こ
し
ン
」
と
な
っ
た
よ
う
に

感
じ
た
こ
と
を
付
記
し
て
お
こ
う
。

　
附
篇
の
一
、
　
「
北
周
の
廃
仏
」
は
い
わ
ゆ
る
三
武
の
法
難
の
一
つ
で
あ
る
北

周
武
帯
の
廃
仏
を
と
り
あ
げ
た
詳
細
な
研
究
で
あ
る
。
単
な
る
護
教
家
の
説
を

僑
凝
す
る
の
で
な
く
、
ひ
ろ
く
正
史
等
を
あ
さ
り
、
そ
の
時
代
の
社
会
史
．
政

治
曳
と
の
密
接
な
つ
な
が
り
の
上
で
教
麟
史
を
再
構
成
し
ょ
う
と
し
た
氏
の
従

来
の
研
究
法
が
見
毒
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
結
論
豹
に
い
え
ば
、
戎
は
、
北
島

末
の
仏
教
界
を
「
獲
濫
の
極
」
と
き
め
つ
け
、
　
「
識
者
の
歎
息
す
る
所
以
」
と

む
す
ん
だ
気
随
の
意
見
に
同
意
し
、
度
を
す
ぎ
た
仏
教
の
盛
栄
と
愚
心
と
は
、

北
周
武
帝
の
英
断
が
す
っ
か
り
清
掃
し
て
く
れ
た
。
そ
の
き
び
し
い
清
掃
が
あ

っ
た
れ
ば
こ
そ
、
隣
唐
の
新
し
い
仏
教
が
筋
え
出
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る

と
い
う
見
解
に
た
た
れ
る
。
こ
の
長
篇
を
味
読
す
れ
ば
、
説
得
力
の
あ
る
こ
と

は
あ
き
ら
か
で
あ
る
。
歴
史
は
逆
転
し
な
い
。
現
在
の
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
見

解
を
い
か
に
現
在
に
お
い
て
摂
取
す
べ
き
な
の
か
。
政
治
と
宗
教
と
の
か
か
わ

り
あ
い
と
い
う
の
は
む
つ
か
し
い
問
題
で
あ
る
。
政
治
が
宗
教
の
世
界
に
介
入

す
る
と
い
う
こ
と
、
腐
敗
し
た
教
閲
に
政
治
の
カ
を
く
わ
え
て
再
生
さ
せ
る
と

い
う
の
は
、
と
く
に
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
で
あ
る
。
二
二
の
廃
仏
の
あ
と
に
爾
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唐
仏
教
の
華
の
さ
い
た
こ
と
は
歴
史
的
皆
実
で
あ
る
。
塚
本
矯
の
見
解
が
説
得

力
を
も
つ
所
以
で
あ
る
。
し
か
し
、
正
し
い
姿
に
お
い
て
は
、
政
治
の
力
を
か

り
ず
に
、
宗
教
が
自
身
で
克
服
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
唐
の
武

宗
・
後
周
の
世
宗
の
廃
仏
に
よ
っ
て
は
、
北
周
の
廃
仏
の
の
ち
の
階
唐
仏
教
に

対
比
し
う
る
新
し
い
仏
教
の
展
開
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
氏
は
廃
仏
を
い
わ
ば
俗
に
い
う
抵
抗
療
法
と
み
、
そ
れ
を
肯
定
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
。
し
か
し
、
抵
抗
療
法
と
い
う
の
は
、
常
に
は
肯

定
さ
れ
な
い
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
在

の
臼
本
に
お
け
る
既
成
の
仏
教
教
騨
の
今
後
の
あ
ゆ
む
道
を
か
ん
が
え
る
上
に

お
い
て
、
後
周
の
廃
仏
が
い
か
に
行
な
わ
れ
た
か
を
ふ
り
か
え
る
こ
と
は
必
要

で
あ
ろ
う
。
な
お
、
四
〇
五
頁
の
「
之
に
比
し
て
は
、
酉
魏
・
北
周
の
仏
教
は
、

シ
ナ
仏
教
教
学
発
展
史
上
に
必
ず
し
も
重
要
な
も
の
で
は
な
い
。
西
魏
北
周
の

帝
都
長
安
の
仏
教
が
…
…
縣
は
「
之
に
比
し
て
は
、
西
魏
・
北
周
の
帝
都
良
安

の
仏
教
は
、
シ
ナ
仏
教
教
学
発
展
史
上
に
必
ず
し
も
重
要
な
も
の
で
は
な
い
。

東
魏
魏
斉
の
仏
教
が
…
…
偏
と
あ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
附
篇
の
二
つ
の
論
文
に
は
、
氏
に
よ
っ
て
開
拓
さ
れ
た
新
し
い
中
国
仏
教
史

の
研
究
法
が
見
事
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
氏
は
中
国
の
仏
教
史
を
、
東
洋
史
の

’
分
野
と
し
て
政
治
史
・
初
会
吏
と
の
深
い
つ
な
が
り
の
上
で
と
ら
え
、
中
国

仏
教
教
醐
史
と
い
う
新
し
い
分
野
を
ひ
ら
か
れ
た
。
こ
れ
は
た
い
へ
ん
な
功
績

で
あ
る
。
し
か
し
、
教
団
史
の
立
場
に
た
っ
こ
と
に
よ
り
、
教
義
史
に
余
り
深

入
り
す
る
こ
と
を
避
け
ら
れ
た
。
後
進
の
わ
れ
わ
れ
は
、
氏
の
業
績
を
い
か
に

継
承
し
て
い
く
べ
ぎ
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
お
も
う
に
、
中
置
仏
教
史
の
研
究
は
、

東
洋
史
の
他
の
諸
分
野
と
お
な
じ
く
、
い
ま
や
一
つ
の
転
機
．
に
た
ち
つ
つ
あ
る

の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
、
あ
た
ら
し
い
方
向
は
、
氏
に
よ
つ
て
開
拓
さ
れ
た

教
団
史
の
成
果
の
上
に
た
っ
て
、
も
う
一
度
教
義
史
を
み
の
り
ゆ
た
か
に
す
る

こ
と
な
の
で
は
な
か
ろ
う
か
、

　
本
書
に
は
、
北
朝
と
南
朝
と
の
文
化
の
稲
違
や
、
江
陵
に
よ
っ
た
後
梁
の
仏

教
史
上
の
位
概
に
も
需
及
し
て
お
り
、
仏
教
研
究
着
・
中
国
史
研
究
蒋
に
よ
っ

て
今
後
ひ
ろ
く
利
糊
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
即
い
て
読
ま
れ
る
こ
と
を
期
待

し
た
い
。
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