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彙
　
報パ

ス
モ
ア
教
授
講
演
会
記
事

　
昭
和
四
十
二
年
十
一
月
九
日
（
水
）
午
後
一
時
よ
り
、
京
都
大
学
文
学

部
第
一
講
義
室
に
お
い
て
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
国
立
大
学
の
ジ
ョ
ン
・
パ

ス
モ
ア
教
授
零
o
h
闘
。
げ
p
℃
器
。
・
ヨ
◎
巴
①
に
よ
り
『
論
理
と
し
て
の
哲
学
』

（
℃
ぼ
ざ
切
。
℃
げ
矯
三
四
榑
ゲ
①
o
蔓
◎
粘
U
δ
o
泰
。
。
す
嵩
）
と
い
う
演
題
の
下
に

講
演
が
京
都
大
学
文
学
部
主
催
で
行
な
わ
れ
た
。
そ
の
大
要
は
次
の
ご
と

く
で
あ
る
。

　
パ
ス
モ
ア
教
授
に
よ
れ
ば
、
哲
学
は
議
論
に
つ
い
て
の
理
論
を
中
心
問

題
と
す
る
の
で
あ
り
、
哲
学
者
の
語
る
こ
と
は
そ
れ
で
す
べ
て
だ
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
が
、
他
の
事
柄
は
そ
れ
に
か
か
わ
り
を
も
つ
の
で
あ
る
。

哲
学
唱
ぼ
ざ
。
・
o
℃
『
団
と
い
う
語
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
歴
吏
の
諸
段
階
に
お

い
て
、
大
変
相
異
な
っ
た
多
く
の
こ
と
を
意
味
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る

が
、
哲
学
を
他
の
も
の
か
ら
区
別
す
る
一
つ
の
基
本
的
な
こ
と
が
あ
る
。

こ
の
区
別
は
プ
ラ
ト
ン
も
基
本
的
と
考
え
て
い
て
、
し
ば
し
ば
そ
の
区
別

を
し
ょ
う
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
的
な
区
別
が
、
哲
学
者
と
い

わ
ゆ
る
賢
者
。
。
餌
σ
q
φ
の
間
に
、
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
賢
者
は
「
存
在
と
は
何
か
偏
、
「
入
生
と
は
何
か
」
と
い
っ
た
重
要
で
あ

り
興
味
深
い
事
柄
に
つ
い
て
発
便
す
る
場
合
、
詩
人
で
あ
っ
た
り
、
小
説

彙
報

家
で
あ
っ
た
り
、
宗
教
的
思
想
家
で
あ
っ
た
り
す
る
が
、
か
れ
ら
は
自
分

の
発
書
を
合
理
的
な
議
論
に
よ
っ
て
支
え
ば
し
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
が

か
れ
ら
に
は
必
要
で
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
に
か
く
か
れ
ら

は
そ
う
い
う
こ
と
を
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
哲
学
者
は
、
自
分

の
書
う
と
こ
ろ
の
こ
と
を
、
種
々
の
議
論
と
証
拠
に
よ
っ
て
支
え
よ
う
と

ま
さ
に
大
い
に
努
め
る
の
で
あ
る
。
哲
学
者
は
、
単
に
「
こ
れ
が
わ
た
く

し
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」
と
か
、
　
「
こ
れ
が
あ
な
た
の
信
ず
べ
き
こ

と
で
あ
る
」
と
か
、
雷
う
の
で
は
な
い
。
こ
の
点
で
哲
学
者
は
賢
者
と
異

な
る
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ド
レ
イ
が
宗
教
的
思
想
家
た
と
え
ば
禅
の
思
想

家
や
イ
ン
ド
の
宗
教
的
思
想
家
と
異
な
る
の
は
こ
の
点
で
あ
る
。
た
と
え

ば
『
現
象
と
実
在
』
に
お
け
る
ブ
ラ
ッ
ド
レ
イ
の
最
終
的
結
論
を
考
察
し

て
み
る
な
ら
、
そ
れ
は
禅
の
思
想
家
な
ど
が
多
分
い
い
そ
う
な
こ
と
に
大

変
似
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
ブ
ラ
ッ
ド
レ
イ
は
か
れ
の
結
論
を
、

「
諸
関
係
」
と
「
質
」
と
の
注
意
深
い
論
理
的
分
析
に
よ
っ
て
支
え
て
い

る
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ッ
ド
レ
イ
は
、
も
し
か
れ
の
議
論
が
ど
こ
か
で
誤
っ

て
い
る
な
ら
、
か
れ
の
著
作
の
主
張
の
全
体
が
問
面
選
っ
て
い
る
の
だ
、
と

い
う
で
あ
ろ
う
。

　
哲
学
と
科
学
は
合
理
的
な
議
論
を
立
て
て
討
議
す
る
と
い
う
点
で
は
間

じ
で
あ
る
。
た
だ
哲
学
の
も
ち
出
す
議
論
や
証
拠
は
自
然
科
学
℃
げ
審
搾
既

ω
o
冨
づ
o
o
　
の
そ
れ
と
は
異
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
哲
挙
と
科
学
は
励
の

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
歴
史
を
ふ
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
十
七
世
紀
の
英
国
と
フ
ラ
ン
ス
で
は

哲
学
と
科
学
は
同
一
視
さ
れ
て
い
た
。
十
八
世
紀
の
ヒ
ュ
ー
ム
と
そ
の
後

で
は
、
哲
学
は
「
人
間
の
科
学
」
（
。
・
o
冨
昌
8
0
｛
ヨ
⇔
⇔
）
と
考
え
ら
れ
、

六
九
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哲
学
研
究
　
第
五
百
八
号

現
在
で
い
う
心
理
学
、
社
会
学
、
政
治
学
、
歴
史
、
文
芸
批
評
を
含
む
も

の
と
な
り
、
自
然
科
学
は
狭
い
意
味
の
哲
学
と
は
大
変
異
な
る
も
の
と
な

っ
た
。
十
九
世
紀
に
お
い
て
、
心
理
学
、
社
会
学
、
政
治
学
等
々
は
別
々

の
独
立
し
た
も
の
と
な
り
十
入
世
紀
の
考
え
は
捨
て
ら
れ
た
。
十
九
世
紀

に
お
い
て
は
、
哲
学
は
科
学
よ
り
も
偉
大
で
荘
厳
な
認
る
も
の
で
あ
る
、

と
い
う
考
え
が
と
ら
れ
、
科
学
は
世
界
を
記
述
す
る
が
、
哲
学
は
世
界
を

説
明
す
る
も
の
と
さ
れ
た
。

　
哲
学
と
い
う
も
の
は
一
つ
の
極
端
か
ら
他
の
姫
端
へ
と
移
る
。
現
代
の

英
国
に
お
い
て
は
、
科
学
が
世
界
に
つ
い
て
真
な
る
言
明
の
～
切
を
わ
れ

わ
れ
に
告
げ
、
世
界
の
事
物
が
何
故
現
在
あ
る
よ
う
に
あ
る
か
を
い
う
の

で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
哲
学
の
課
題
で
は
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

特
に
ウ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
後
、
哲
学
は
単
に
分
析
で
あ
り
、
世

界
に
つ
い
て
何
ら
薪
し
い
事
を
貰
わ
ず
、
何
ら
情
報
を
与
え
な
い
と
さ
れ

て
い
る
。
哲
学
の
な
す
こ
と
の
す
べ
て
は
明
確
化
①
ご
。
陣
量
臨
。
旨
な
の
で

あ
る
。

　
哲
学
の
な
す
べ
き
こ
と
は
知
識
を
与
え
る
こ
と
で
な
く
、
入
々
の
雷
っ

て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
ド
同
端
判
こ
と
で
あ
る
、
と
い
う
見
解

は
、
大
き
な
困
難
を
生
ん
だ
。
哲
学
者
は
科
挙
者
が
真
理
を
語
る
仕
方
以

外
の
ど
ん
な
仕
方
で
、
よ
り
明
瞭
に
、
物
事
を
い
い
う
る
の
で
あ
る
か
。

化
学
者
は
生
物
学
に
お
け
る
ヴ
ィ
ー
ル
ス
と
は
何
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に

す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
哲
学
者
の
仕
事
で
は
な
い
。
哲
学
者
は

常
に
、
　
「
真
理
」
と
か
、
　
「
意
味
」
と
か
、
　
「
説
明
扁
と
か
に
つ
い
て
語

る
。
若
し
哲
学
が
端
的
に
分
析
な
ら
、
哲
学
が
分
析
す
る
問
題
の
話
題

。。

I
ど
①
9
は
こ
れ
ら
の
こ
と
で
あ
り
他
の
話
題
で
は
な
い
の
は
何
故
か
、

七
〇

が
わ
か
ら
な
く
な
る
。
分
析
す
る
こ
と
が
ら
が
・
世
界
の
事
象
で
な
い
な

ら
、
一
体
発
言
は
何
を
分
析
す
る
の
か
。

　
分
析
は
何
か
薪
し
い
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
哲
学
は
何
故
「
説
明
」
、

「
意
味
漏
、
　
「
真
理
」
に
か
か
わ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
ど
ん
な
情
報
を
わ
れ

わ
れ
に
与
え
る
の
か
。

　
哲
学
者
が
与
え
る
情
報
は
、
合
理
的
な
議
論
と
い
う
も
の
の
本
性
、
に

関
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
ふ
う
に
言
う
と
、
最
初
は
奇
妙
に
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
何
故
な
ら
、
哲
学
者
が
た
と
え
ば
心
身
関
係
を
論

ず
る
と
き
、
そ
の
哲
学
者
は
か
れ
の
議
論
に
か
か
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
哲
学
者
が
心
身
関
係
に
つ
い
て
語
る
と
き
、

か
れ
は
生
理
学
者
の
よ
う
に
語
る
の
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
心
身
関
係

を
論
じ
て
生
理
学
者
の
よ
う
に
語
っ
た
が
、
そ
れ
は
か
れ
が
み
ず
か
ら
生

理
学
者
で
も
あ
っ
た
し
、
十
七
世
紀
の
哲
学
者
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

今
で
は
哲
学
者
は
、
心
は
松
果
腺
を
通
じ
て
身
体
を
動
か
す
も
の
だ
と
い

う
ふ
う
に
は
論
じ
な
い
。
哲
学
者
が
論
ず
る
の
は
大
変
異
な
っ
た
種
類
の

議
論
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
人
間
の
行
動
を
説
明
す
る
の

は
、
科
学
者
の
与
え
る
よ
う
な
種
類
の
説
明
、
す
な
わ
ち
、
大
雑
把
に
い

っ
て
因
果
的
な
説
明
、
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
目
的
的
℃
¢
超
。
ω
等
。
説

明
と
か
意
図
に
よ
る
ぎ
8
口
瓢
9
H
巴
説
明
と
か
い
わ
れ
る
別
の
種
類
の
説

明
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
哲
学
者
は
論
ず
る
の
で
あ
る
。
現
在
、

暫
学
に
お
い
て
数
多
く
の
人
々
、
　
た
と
え
ば
ア
ン
ス
ク
ー
ム
○
骨
や
弓
甲
ζ
．

》
霧
o
o
日
び
㊦
、
ケ
ニ
イ
〉
・
囚
昏
冥
等
々
の
人
々
は
こ
う
し
た
特
殊
な

説
明
を
必
要
で
あ
る
と
い
う
が
、
他
方
、
ク
ワ
イ
ン
　
≦
．
＜
の
O
¢
艮
Φ
、

ス
マ
ー
ト
ト
㎏
．
○
．
ω
ヨ
霞
帥
、
ま
た
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
哲
学
者
達
は
、
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そ
う
し
た
特
殊
な
説
明
は
不
必
要
で
あ
り
、
科
学
者
の
与
え
る
説
明
だ
け

が
唯
一
の
本
当
の
説
明
だ
、
と
い
う
。
こ
こ
で
は
心
身
問
題
そ
れ
自
体
が

問
題
で
は
な
く
、
人
間
の
行
動
を
合
理
的
に
論
ず
る
た
め
に
は
一
つ
の
全

く
特
別
な
仕
方
で
論
を
す
す
め
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
、
と
か
、
ま
た
物
理

学
的
対
象
の
振
舞
を
論
ず
る
際
に
与
え
ら
れ
る
証
拠
は
、
生
理
学
的
な
説

明
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
証
拠
と
は
、
種
類
に
お
い
て
全
く
相
異
な
っ
て

い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
基
本
的
な
問
題
は
、
説
明
の

型
は
一
種
類
な
の
か
そ
れ
と
も
一
種
類
以
上
な
の
か
、
ま
た
科
学
者
の
語

る
証
拠
は
特
殊
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
合
理
的
な

議
論
の
本
性
に
つ
い
て
の
関
心
が
全
体
の
中
心
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
論
理
学
の
場
合
最
も
明
ら
か
で
あ
る
。
論
理
に
つ
い
て
プ

ラ
ト
ン
が
、
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
議
論
の
方
法
の
ど
こ
が
悪
い
の
か
、
と
問
う

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
議
論
は
合
理
的
な
議
論
の
よ
う

に
見
え
る
の
に
混
沌
に
終
わ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
に
承
け
継
が
れ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
ソ
フ
ィ
ス
ト
の
方
法
に
つ
い
て

本
を
書
い
て
い
る
。

　
最
近
三
十
年
の
う
ち
は
、
論
理
学
は
数
学
者
達
に
よ
っ
て
引
き
受
け
ら

れ
て
来
た
。
し
か
し
か
れ
ら
は
、
は
っ
き
り
と
数
学
の
一
部
門
を
構
成
す

る
よ
う
な
も
の
か
ら
仕
事
を
始
め
た
の
で
あ
っ
た
。
哲
学
者
は
論
理
を
つ

れ
も
ど
し
、
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
の
国
際
会
議
（
い
。
σ
q
貫
窯
①
爵
。
伽
2
0
α
q
《

雷
篇
℃
鉱
δ
。
・
o
℃
プ
楼
。
出
ω
o
δ
鐸
。
①
）
で
は
、
論
理
は
純
粋
に
数
学
的
な
議

論
か
ら
区
別
さ
れ
、
日
常
的
な
議
論
の
構
造
を
も
っ
と
綿
密
に
論
ず
る
よ

う
に
な
っ
た
。
論
理
は
合
理
的
な
議
論
の
理
論
な
の
で
あ
る
。

　
知
識
論
ま
た
は
認
識
論
は
次
の
よ
う
な
問
い
か
ら
始
ま
る
。
　
「
私
は
こ

彙
報

れ
を
知
っ
て
い
る
」
と
か
、
「
私
は
こ
の
こ
と
を
信
じ
て
い
る
」
と
か
い
っ

て
、
入
々
が
自
分
は
知
識
を
も
っ
て
い
る
と
主
張
す
る
と
き
、
そ
れ
を
ど

う
し
て
知
っ
て
い
る
の
か
と
わ
れ
わ
れ
が
問
う
な
ら
ば
、
そ
の
答
え
は
「
何

故
な
ら
私
は
そ
れ
を
経
験
し
た
か
ら
で
あ
る
」
と
か
、
ま
た
、
　
「
私
の
眼

で
み
た
か
ら
」
、
「
私
は
特
別
の
洞
察
力
を
も
っ
て
い
る
か
ら
」
、
「
そ
れ
は

自
明
で
あ
っ
て
証
拠
を
要
し
な
い
か
ら
」
と
か
い
う
も
の
で
あ
る
。
認
識

論
者
は
、
　
「
私
は
信
ず
る
扁
と
い
う
主
張
と
、
私
は
知
っ
て
い
る
と
本
当

に
い
え
る
揚
合
と
の
、
差
は
何
で
あ
る
か
、
を
問
う
の
で
あ
る
。
認
識
論

は
、
感
覚
や
経
験
は
頼
り
に
な
る
知
識
か
ど
う
か
を
問
う
。
プ
ラ
ト
ン
は

こ
れ
ら
は
真
の
知
識
で
は
な
く
、
知
覚
や
経
験
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
も
の

は
大
変
う
つ
ろ
い
や
す
い
の
で
頼
り
に
な
ら
な
い
と
い
っ
た
が
、
経
験
論

者
達
は
こ
れ
と
反
対
の
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
こ
と
は
、
わ
れ

わ
れ
が
議
論
を
ど
の
よ
う
に
し
て
支
え
る
か
と
い
う
こ
と
の
コ
ン
テ
キ
ス

ト
に
關
わ
り
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
課
題
は
、
知
識
論

を
心
理
学
者
の
語
る
仕
方
で
語
る
こ
と
で
も
、
ま
た
「
こ
れ
を
わ
が
眼
で

見
た
」
と
か
、
「
こ
う
い
う
感
覚
所
与
を
私
は
も
っ
て
い
る
」
と
か
、
「
私

の
も
っ
て
い
る
の
は
最
上
の
感
覚
所
与
だ
」
と
か
雷
っ
て
議
論
に
け
り
を

つ
け
て
し
ま
う
こ
と
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
、
　
「
知
覚
は
推
論

な
の
か
そ
う
で
な
い
の
か
」
と
か
、
　
「
知
覚
が
す
べ
て
の
知
識
を
形
成
す

る
の
か
」
と
か
い
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
議
論
を
す
す
め
る
た
め
に
或
る
事
を
真
理
と
し
て
ま
た
は
真
理
で
あ
る

も
の
と
し
て
、
と
り
出
し
て
お
く
の
は
有
益
な
手
だ
て
で
あ
る
。
し
か

し
、
真
理
と
い
う
の
は
種
類
に
お
い
て
一
つ
な
の
か
、
そ
れ
と
も
種
々
の

異
な
っ
た
種
類
の
真
理
が
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
真
理
と
い
う
も
の
は

七
一
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哲
学
研
究
　
第
五
百
八
号

…
…
」
と
　
人
の
教
師
が
い
う
と
き
、
　
コ
層
理
」
は
意
味
を
も
っ
て
い
る

の
だ
と
し
よ
う
。
た
と
え
ば
論
理
実
証
主
義
者
の
カ
ル
ナ
ッ
プ
そ
の
他
の

人
々
は
、
　
「
い
か
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
有
意
味
ヨ
①
⇔
臥
轟
σ
q
含
｝
な
発
言
と

無
意
味
な
発
書
を
区
別
し
う
る
の
か
」
と
い
う
問
題
を
論
じ
た
が
、
こ
れ

ら
の
人
々
は
合
理
的
な
議
論
は
有
意
味
な
も
の
（
目
Φ
雪
冒
σ
q
｛
a
）
で
な
く

て
は
な
ら
ぬ
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な
形
而
上
学
者
も
自
分

の
理
説
を
一
つ
の
論
理
に
よ
っ
て
支
え
て
お
り
、
次
の
よ
う
に
論
ず
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
大
概
の
議
論
は
、
そ
れ
自
身
真
と
い
う
よ
り
、
よ

り
大
き
な
体
系
の
中
へ
の
関
連
づ
け
に
よ
っ
て
真
ど
な
る
の
で
あ
る
、
と

か
れ
ら
は
い
う
の
で
あ
る
。
か
れ
ら
に
と
っ
て
真
理
は
全
体
で
あ
り
、
何

事
か
を
理
解
す
る
の
に
は
、
そ
の
も
の
の
属
す
る
体
系
全
体
を
知
ら
ね
ば

な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
説
明
と
い
う
も
の
は
、
心
界
が
何
故
現
在
あ
る
ご
と

く
に
あ
る
の
か
と
い
う
最
終
的
な
説
明
に
言
及
し
て
い
な
い
な
ら
、
充
分

で
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
真
理
の
説
明
は
体
系
金
体
に
か
か
わ
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
が
＝
兀
論
者
の
考
え
で
あ
る
。
し
か
し
、
他
方
、
原
子

論
的
な
形
而
上
学
を
唱
え
る
も
の
も
い
る
。
た
と
え
ば
、
ラ
ッ
セ
ル
が
そ

う
で
あ
る
。
原
子
論
的
概
算
上
学
者
に
と
っ
て
は
、
　
「
真
で
あ
る
こ
と
」

は
純
粋
に
個
別
的
な
個
体
で
あ
り
、
言
明
の
意
味
は
純
粋
に
個
別
的
な
も

の
と
し
て
の
感
覚
へ
の
関
連
づ
け
で
定
ま
る
の
で
あ
る
。
言
明
を
理
解
す

る
こ
と
は
、
究
極
的
な
個
体
を
探
し
求
め
る
こ
と
で
あ
る
。

　
一
元
論
者
に
と
っ
て
は
、
ム
ロ
理
的
議
論
は
体
系
全
体
に
か
か
わ
る
こ
と

で
あ
り
、
他
方
原
子
論
者
に
と
っ
て
は
、
真
理
は
わ
れ
わ
れ
を
究
極
的
な

個
別
者
に
ま
で
導
く
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
思
う
に
、
両
者
と
も
間
違
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
側
も
、
そ
れ
球
体
含
理
的
に
論
ず
る
こ
と

七
二

の
で
き
な
い
も
の
に
信
頼
を
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ブ
ラ

ッ
ド
レ
イ
の
絶
対
者
や
ラ
ッ
セ
ル
の
原
子
的
事
実
に
つ
い
て
何
も
言
い
得

な
い
。
両
者
と
も
合
理
的
な
議
論
に
か
か
り
得
な
い
も
の
で
あ
り
、
拒
否

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
自
分
が
間
違
っ
て
い
る
か
正
し
い
か
は
、
合
理
的

な
議
論
に
よ
っ
て
の
み
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
問
題
の
意
味
を
限
定

す
る
場
合
、
そ
れ
は
如
何
に
し
て
な
さ
れ
る
か
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
の

み
、
決
着
を
つ
け
う
る
の
で
あ
る
。

　
倫
理
学
や
、
政
治
や
社
会
に
つ
い
て
の
哲
学
は
、
或
る
人
々
の
特
に
重

要
で
あ
り
本
質
的
な
も
の
と
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の

学
問
の
中
で
基
本
的
な
重
要
性
を
も
っ
た
問
題
に
関
し
て
、
そ
れ
ら
を
ど

う
扱
う
か
と
い
う
合
理
的
な
議
論
の
本
性
と
い
う
も
の
は
、
は
っ
き
り
し

な
い
よ
う
に
見
え
る
。
も
の
の
美
醜
を
知
る
の
に
は
誰
に
相
談
す
れ
ば
よ

い
か
を
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
合
理
的
な
議

論
に
よ
っ
て
、
た
と
え
ば
一
本
の
植
木
が
美
し
い
か
ど
う
か
を
知
る
こ
と

は
で
き
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
好
悪
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
あ
る
選
択
に

対
し
て
、
寄
る
人
は
そ
れ
を
よ
し
と
し
、
ま
た
、
正
し
い
行
為
だ
と
い
う

で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
あ
る
人
は
そ
う
で
な
い
と
い
う
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し

た
選
択
が
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
を
決
め
る
合
理
的
な
議
論
は
存
在
し

な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
或
る
選
択
は
正
し
い
と
か
、
道
徳
的
で

あ
る
と
か
言
う
問
題
、
そ
し
て
ま
た
門
善
」
と
か
「
養
扁
と
か
い
う
話
題

に
つ
い
て
論
ず
る
、
政
治
学
、
倫
理
学
、
美
学
と
い
っ
た
も
の
が
哲
学
者

に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
れ
ら
の
話
題
に
お
い
て
も
量
る

種
の
合
理
的
な
議
論
が
基
本
的
に
必
要
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
ら
学
問
そ

れ
ぞ
れ
の
全
体
に
つ
い
て
の
吟
味
が
必
要
と
な
る
。
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こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
今
ま
で
論
じ
て
来
た
問
題
と
関
係
が
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
暫
学
の
中
心
に
、
合
理
的
な
議
論
の
種
々
の
型
の
分
析
が
生
ず
る

の
で
あ
る
。
或
る
型
の
議
論
は
、
意
味
を
見
幽
し
た
り
、
説
明
を
し
た
り

す
る
さ
い
に
非
合
理
的
で
あ
ろ
う
。

　
哲
学
は
哲
学
以
外
の
事
に
つ
い
て
も
す
べ
て
語
る
べ
き
で
あ
る
の
か
そ

う
で
な
い
の
か
と
い
う
の
は
基
本
的
な
問
題
で
あ
る
。
哲
学
者
は
道
徳
、

政
治
、
教
育
に
つ
い
て
理
解
の
あ
る
見
解
を
表
明
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
哲
学
者
は
非
常
に
多
く
の
こ
と
に
つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
そ
の

際
次
の
二
つ
の
事
が
大
切
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
者
は
合
理
的
な

議
論
に
従
事
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
、
哲
学
者
は
何
に
関

心
を
も
つ
に
せ
よ
、
合
理
的
な
議
論
の
本
性
に
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
合
理

的
な
議
論
の
奥
底
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
関
心
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
神
野
慧
一
郎
詑
）

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

博
士
課
程
単
位
修
得
者
研
究
論
文
題
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
哲
学
科
関
係
）

　
　
　
…
1
昭
和
四
十
二
年
三
月
一

哲
学
専
攻

遠
山
郁
代
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
象
徴
的
関
連
づ
け

浅
野
櫓
英
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
意
味
論

彙
報

西
洋
哲
学
史
専
攻

野
本
和
幸
　
区
劃
の
基
準
の
問
題

宗
教
学
専
攻

岡
野
昌
雄
　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
創
造
論

尾
騎
和
彦
　
キ
ェ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
キ
リ
ス
ト
論
に
お
け
る
問
題
点

　
　
　
　
　
　
－
新
約
聖
書
と
の
関
連
に
お
い
て
一

基
醤
教
学
専
攻

原
田
博
充
　
キ
リ
ス
ト
教
と
諸
宗
教
と
の
原
理
的
関
係
に
つ
い
て

　
　
　
　
心
理
学
専
攻

杉
田
千
鶴
子
　
認
知
的
不
協
和
理
論
に
関
す
る
研
究

森
　
源
三
郎
　
シ
ロ
ネ
ズ
ミ
の
自
発
的
交
替
行
動
の
研
究

社
会
学
専
攻

中
野
秀
一
郎
　
比
較
社
会
構
造
論
序
説

平
田
順
治
　
現
代
農
村
の
社
会
構
造

　
　
　
　
　
　
－
近
代
的
集
団
の
成
立
過
程
と
存
続
を
中
心
と
し
て
…

美
単
美
術
史
専
攻

神
林
恒
道

シ
ェ
リ
ン
グ
美
学
に
於
け
る
浪
漫
的
な
る
も
の

　
ー
シ
エ
リ
ン
グ
と
シ
ラ
ー
の
悲
劇
論
の
比
較
に
依
る

　
　
試
論
一

七
三


