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討
論
・
質
疑
応
答

司
会（
中
田
喜
万
）
東
京
女
子
大
学
で
日
本
政
治
外
交
史
の
ご
担
当
で
い
ら
っ

し
ゃ
い
ま
す
、
黒
沢
文
貴
先
生
に
コ
メ
ン
ト
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ど
う
も
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

さ
て
本
日
は
、
フ
ラ
ン
ス
よ
り
、
丸
山
眞
男
な
ど
日
本
政
治
思
想
史
を
研
究
さ

れ
て
い
る
ジ
ャ
ッ
ク
・
ジ
ョ
リ
先
生
が
ご
参
加
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
急
遽
、
私
た

ち
主
催
者
よ
り
お
願
い
を
い
た
し
ま
し
て
、
こ
の
第
二
部
よ
り
先
生
に
、
パ
ネ
リ

ス
ト
に
加
わ
っ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ジ
ョ
リ
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
す
。

ジ
ョ
リ

私
は
現
在
、
フ
ラ
ン
ス
で
退
職
後
の
生
活
を
送
っ
て
い
る
の
で
、
日

本
語
を
話
す
機
会
が
少
な
く
な
っ
た
の
で
す
が
、
よ
ろ
し
く
ご
了
承
の
ほ
ど
、
お

願
い
い
た
し
ま
す
。

丸
山
眞
男
と
フ
ラ
ン
ス
を
テ
ー
マ
に
す
る
と
、
そ
の
問
題
に
は
非
常
に
簡
単
に

答
え
ら
れ
ま
す
。
つ
ま
り
丸
山
眞
男
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
人
学
者
の
研
究
は
ほ

と
ん
ど
無
い
で
す
。
そ
れ
は
ど
う
し
て
か
。
理
由
は
複
数
あ
り
ま
す
。
主
な
も
の

は
、
も
ち
ろ
ん
丸
山
眞
男
先
生
自
身
も
フ
ラ
ン
ス
に
た
い
す
る
興
味
は
結
構
あ
っ

た
の
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
を
読
む
力
は
ほ
ど
ほ
ど
で
、
話
す
力
は
な
か
っ
た
ん

で
す
。
私
が
数
回
会
っ
た
と
き
、
日
本
語
ま
た
は
英
語
だ
け
で
会
話
を
し
て
い
ま

し
た
。
ご
承
知
の
よ
う
に
、
歴
史
上
の
特
別
な
理
由
で
、
東
大
卒
業
者
は
敗
戦
ま

で
ド
イ
ツ
語
圏
の
文
化
、
文
明
、
文
学
、
哲
学
な
ど
と
い
う
雰
囲
気
の
中
で
育
ま

れ
て
い
て
、
丸
山
先
生
も
そ
の
点
に
つ
い
て
、
全
く
例
外
で
は
な
か
っ
た
。
で
す

か
ら
、
ド
イ
ツ
人
の
哲
学
者
・
社
会
学
者
な
ど
の
影
響
は
大
き
い
け
れ
ど
、
フ
ラ

ン
ス
の
哲
学
者
・
思
想
家
な
ど
の
影
響
は
非
常
に
少
な
い
で
す
。
た
と
え
ば
、
丸

山
先
生
が
引
用
し
た
ド
イ
ツ
語
圏
の
作
者
の
中
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
知
識
人
の
世
界

で
、
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
か
、
そ
の
名
著
が
い
ま
だ
仏
訳
さ
れ
て
い
な
か
っ
た

人
物
が
多
い
（
Gustav
Radbruch、
Friedrich
M
einecke
等
）。

も
う
一
つ
の
主
な
理
由
は
、
私
の
意
見
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
の
出
版
社
に
お
け

る
問
題
を
あ
え
て
述
べ
ま
し
ょ
う
。
と
く
に
一
五
年
前
か
ら
、
フ
ラ
ン
ス
で
の
出

版
社
は
、
外
国
の
思
想
家
の
翻
訳
文
を
出
版
す
る
に
は
自
信
に
欠
け
、
そ
の
結
果
、

日
本
の
思
想
を
広
く
普
及
さ
せ
る
こ
と
が
非
常
に
や
り
遂
げ
が
た
い
仕
事
に
な
り

ま
し
た
。
そ
の
た
め
に
、
私
が
出
版
社
に
提
案
し
た
丸
山
眞
男
の
労
作
の
翻
訳
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
ほ
と
ん
ど
が
拒
否
さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
私
が
知
っ
て
い
る
限

り
で
、
フ
ラ
ン
ス
人
学
生
た
ち
の
丸
山
眞
男
に
つ
い
て
の
博
士
論
文
は
無
い
。
修

士
論
文
は
二
つ
だ
け
。

結
論
と
し
て
は
、
こ
の
遺
憾
な
状
況
を
変
え
る
に
は
、
一
生
懸
命
に
が
ん
ば
ら
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な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

司
会

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
そ
れ
で
は
、
ご
報
告
の
先
生
方

よ
り
黒
沢
先
生
の
コ
メ
ン
ト
に
た
い
す
る
応
答
を
い
た
だ
き
た
い
と
存
じ
ま
す
。

手
短
に
お
一
方
三
分
ほ
ど
で
お
願
い
し
ま
す
。
ま
ず
は
ザ
イ
フ
ェ
ル
ト
先
生
か

ら
。ザ

イ
フ
ェ
ル
ト

ご
質
問
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
三
分
で
応

答
で
す
か
（
笑
）。
簡
単
に
い
い
ま
す
と
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
あ
る
東
ア
ジ
ア
の
思

想
家
の
受
容
の
仕
方
を
見
て
み
ま
す
と
、
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
と
思
い
ま
す
。
受

け
と
め
方
、
受
容
の
グ
ル
ー
プ
が
三
つ
あ
る
ん
で
す
ね
。
い
わ
ゆ
る
ア
カ
デ
ミ
ッ

ク
の
世
界
で
の
受
容
の
仕
方
を
さ
ら
に
二
つ
に
分
け
て
考
え
ま
す
。
そ
の
一
つ

は
、
政
治
学
、
政
治
思
想
を
や
っ
て
い
る
学
者
の
グ
ル
ー
プ
で
す
。
も
う
一
つ
は

日
本
研
究
を
や
っ
て
い
る
人
々
で
す
。
そ
し
て
三
番
目
は
一
般
の
読
者
層
で
す

ね
。ア

カ
デ
ミ
ッ
ク
な
第
一
の
グ
ル
ー
プ
、
学
問
・
大
学
の
人
、
研
究
者
な
ど
を
見

て
み
ま
す
と
、
丸
山
眞
男
の
影
響
は
多
少
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
フ
ァ
シ

ズ
ム
研
究
の
成
果
で
す
ね
。
丸
山
の
フ
ァ
シ
ズ
ム
研
究
は
わ
り
と
早
い
時
期
に
訳

さ
れ
て
、
英
語
版
が
出
ま
す
。
そ
の
英
語
版
は
、
そ
の
本
の
タ
イ
ト
ル
に
ち
ょ
っ

と
問
題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
原
題
は
『
現
代
政
治
に
お
け
る
思
想
と

行
動
』
で
す
が
、
英
訳
に
な
り
ま
し
た
ら
、
T
houghtand
behaviorin
m
odern

Japanese
politics。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
受
け
と
め
方
の
一
つ
の
問
題
で
す
。

丸
山
が
書
い
た
も
の
は
日
本
研
究
へ
の
寄
与
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
政
治
学
的

な
、
政
治
史
・
政
治
思
想
史
一
般
へ
の
寄
与
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
そ
う
い
う
問

題
が
あ
る
と
思
い
ま
す
、
ド
イ
ツ
で
も
。
そ
の
あ
と
出
て
き
た
も
の
、
た
と
え
ば

「
忠
誠
と
反
逆
」
は
、
ド
イ
ツ
の
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
グ
ル
ー
プ
に
属
す
る
人
々
に
、

あ
ま
り
読
ま
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
一
番
残
念
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

そ
の
論
文
を
読
む
と
、
私
た
ち
の
、
み
ん
な
の
丸
山
眞
男
に
た
い
す
る
見
方
が
が

ら
っ
と
変
わ
っ
て
く
る
と
思
い
ま
す
。

最
後
に
一
般
の
読
者
層
で
す
が
、『
日
本
の
思
想
』
と
い
う

―
今
日
も
っ
て
き

ま
し
た

―
小
さ
い
文
庫
版
で
す
ね
、
ド
イ
ツ
の
出
版
社
か
ら
出
た
本
で
す
。
そ

の
と
き
の
タ
イ
ト
ル
を
ど
の
よ
う
に
付
け
た
か
と
い
い
ま
す
と
、
D
enken
in

Japan。「
日
本
的
思
想
」
で
は
な
く
、「
日
本
の
思
想
」
あ
る
い
は
「
日
本
に
お
け

る
思
想
」。
も
う
二
〇
年
前
く
ら
い
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
読
者

層
の
世
代
的
な
移
行
が
あ
っ
て
、
若
い
人
た
ち
は
タ
イ
ト
ル
を
誤
解
し
な
が
ら
本

を
買
っ
ち
ゃ
っ
た
ん
で
す
。
つ
ま
り
、
D
enken
in
Japan、「
日
本
に
お
け
る
思

想
」、
こ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
を
想
起
さ
せ
る
か
と
い
い
ま
す
と
、
最
初

一
見
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
は
禅
と
か
、
禅
宗
と
か
、
儒
教
的
な
も
の
と
か
、
信
仰
、

宗
教
と
か
、
宗
教
的
な
も
の
と
か
。
そ
う
い
っ
た
も
の
へ
の
ド
イ
ツ
人
の
憧
れ
が

だ
ん
だ
ん
強
ま
っ
て
き
て
い
て
、
若
い
世
代
の
う
ち
で
は
禅
宗
へ
の
憧
れ
が
や
っ

ぱ
り
強
い
ん
で
す
ね
。
そ
れ
で
誤
解
し
て
買
っ
ち
ゃ
っ
た
。
そ
し
て
、
読
ん
で
み

る
と
、が
っ
か
り
す
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
っ
て（
笑
）、あ
ま
り
に
も
難
し
い
文
章
で
。

し
か
し
そ
こ
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
日
本
の
特
有
の
も
の
で
は
な
く
、

ド
イ
ツ
の
思
想
と
比
べ
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
し
、
中
国
の
思
想
と
比
べ
ら
れ
る
も

の
も
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
当
時
、一
緒
に
翻
訳
し
た
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ャ
モ
ー

ニ
さ
ん
と
私
は
、
理
想
主
義
者
で
、
翻
訳
代
を
全
然
考
え
て
い
な
か
っ
た
し
、
一
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円
も
も
ら
っ
て
な
い
け
れ
ど
も
、
一
万
二
〇
〇
〇
部
ま
で
売
っ
た
ん
で
す
ね
、
数

年
間
で
。
た
だ
そ
の
半
分
く
ら
い
は
誤
解
し
て
買
っ
て
し
ま
っ
た
人
々
だ
と
思
い

ま
す
（
笑
）。

孫

ま
ず
、な
ぜ
比
較
し
た
と
き
に
ズ
レ
を
求
め
る
か
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

比
較
す
る
と
き
に
類
似
性
を
求
め
る
か
、差
異
性
を
求
め
る
か
、そ
の
選
択
に
よ
っ

て
、
研
究
の
方
向
は
だ
い
ぶ
違
う
わ
け
で
す
。
差
異
性
を
求
め
る
場
合
に
は
、
違

う
対
象
の
そ
れ
ぞ
れ
の
独
自
性
を
深
め
る
。
そ
し
て
、
そ
の
独
自
性
に
つ
い
て
の

認
識
を
深
め
ら
れ
る
。
そ
う
い
う
研
究
は
、
比
較
に
よ
っ
て
一
つ
の
対
象
を
開
か

れ
た
も
の
と
し
な
が
ら
、
ま
た
そ
の
独
自
性
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
は
ず
だ
と
私

は
思
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、
丸
山
眞
男
と
孫
文
の
ズ
レ
の
ほ
う
が
重
複
し
た

部
分
よ
り
も
っ
と
意
味
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

第
二
点
で
す
け
れ
ど
も
、
中
国
の
「
古
層
」
と
日
本
の
「
古
層
」
の
違
い
に
つ

い
て
論
じ
る
こ
と
は
、
正
直
に
い
い
ま
す
と
、
私
は
今
ま
で
に
考
え
た
こ
と
は
あ

り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
黒
沢
先
生
の
出
さ
れ
た
最
後
の
三
人
そ
れ
ぞ
れ
へ
の
質
問
に

も
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
が
、
お
そ
ら
く
「
古
層
」
論
と
い
う
構
図
に
よ
っ
て
中
国

の
歴
史
を
解
説
す
る
こ
と
は
ほ
ぼ
不
可
能
だ
と
思
い
ま
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ

は
決
し
て
「
古
層
」
論
の
意
味
が
そ
れ
に
よ
っ
て
失
わ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。
お
そ
ら
く
思
想
史
研
究
者
に
と
っ
て
の
一
番
厳
し
い
試
練
と
い
う
の

は
、
現
象
面
か
ら
、
い
か
に
し
て
そ
の
現
象
面
の
背
後
の
深
い
と
こ
ろ
あ
る
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
ま
で
進
ん
で
い
く
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
プ
ロ
セ
ス
は
思
想

史
研
究
に
と
っ
て
一
番
厳
し
い
作
業
だ
と
思
い
ま
す
。「
古
層
」
論
こ
そ
、
そ
う
い

う
一
つ
の
我
々
に
と
っ
て
の
試
練
だ
と
思
い
ま
す
。
現
象
面
で
「
古
層
」
論
を
扱

う
こ
と
に
は
、
そ
れ
ほ
ど
意
味
は
な
い
と
私
は
考
え
て
お
り
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
丸
山
眞
男
は
中
国
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
て
い
た
か
と
い

い
ま
す
と
、
お
そ
ら
く
ザ
イ
フ
ェ
ル
ト
先
生
の
ご
報
告
の
場
合
と
比
べ
れ
ば
、
比

較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
少
な
い
と
思
い
ま
す
。「
影
響
」
に
限
っ
て
い
え
ば
。

「
影
響
」
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
丸
山
眞
男
は
戦
時
中
か
ら
戦
後
ま
で
ず
っ
と
中

国
に
注
目
し
続
け
、
非
常
に
短
い
で
す
け
れ
ど
も
、
各
段
階
で
的
確
な
分
析
を
残

し
ま
し
た
。「
三
民
主
義
」
に
つ
い
て
の
分
析
は
一
九
四
〇
年
代
の
中
国
に
た
い

す
る
お
そ
ら
く
代
表
的
な
文
章
の
一
つ
で
す
。
五
〇
年
代
に
入
っ
て
か
ら
は
、
た

と
え
ば
「
ス
タ
ー
リ
ン
批
判
」
前
後
、
丸
山
は
中
国
共
産
党
の
何
年
か
の
言
動
に

つ
い
て
毛
沢
東
の
「
矛
盾
論
」
と
い
う
政
治
哲
学
に
即
し
て
、
非
常
に
深
い
分
析
、

深
い
理
解
を
示
し
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
親
友
の
竹
内
好
が
亡
く
な
っ
て
か
ら
、
竹
内
の
日
記
を
出
版
す
べ
き

か
ど
う
か
少
し
も
め
て
い
た
と
き
に
、
丸
山
は
彼
な
り
の
中
国
理
解
を
ふ
ま
え
て

こ
う
い
う
ふ
う
に
発
言
し
た
ん
で
す
。
竹
内
の
日
記
は
中
国
の
非
常
に
特
殊
な
段

階
で
書
か
れ
た
も
の
で
、
そ
う
い
う
意
味
で
貴
重
な
歴
史
の
証
言
だ
と
思
う
。
ど

う
い
う
歴
史
段
階
か
と
い
え
ば
、
日
中
戦
争
は
国
家
対
反
国
家
の
間
の
戦
争
で
、

そ
の
と
き
の
中
国
は
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
国
家
で
は
な
く
、
む
し
ろ
民
衆
の
力
で

日
本
と
い
う
国
家
と
戦
っ
て
い
た
と
。
こ
の
よ
う
な
分
析
の
な
か
に
は
竹
内
の
考

え
の
投
影
が
見
え
な
い
こ
と
も
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
の
意
味
で
、
丸
山
は
竹
内
か

ら
影
響
を
少
し
受
け
た
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
基
本
的
に
丸
山
が
自
分
な
り

の
認
識
論
を
ふ
ま
え
た
結
論
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
し
て
、
最
後
の
「
古
層
」
論
の
意
味
に
つ
い
て
簡
単
に
応
答
し
た
い
ん
で
す
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け
れ
ど
も
、
丸
山
眞
男
に
は
一
つ
、
愛
用
し
た
言
葉
が
あ
り
ま
す
。「
ベ
ク
ト
ル
」

と
い
う
言
葉
で
す
。
私
は
「
古
層
」
論
を
読
ん
で
い
た
と
き
に
、「
ベ
ク
ト
ル
」
と

い
う
言
葉
に
入
れ
替
え
て
読
み
ま
し
た
。
つ
ま
り
「
古
層
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
は

ど
う
し
て
も
石
・
岩
の
よ
う
な
も
の
で
静
的
な
存
在
で
す
ね
。
し
か
し
、
丸
山
が

本
当
に
関
心
が
あ
る
の
は
、
歴
史
の
動
力
と
い
う
か
、
ベ
ク
ト
ル
と
い
う
方
向
性

と
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
も
っ
て
い
る
、そ
う
い
う
歴
史
の
混
沌
た
る
力
だ
と
思
い
ま
す
。

そ
の
力
は
決
し
て
肯
定
か
否
定
か
に
よ
っ
て
切
れ
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
し
、
わ

れ
わ
れ
の
言
動
に
よ
っ
て
直
接
に
作
用
で
き
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
存
在
で
す
。

そ
れ
こ
そ
歴
史
な
ん
で
す
ね
。
で
す
か
ら
、
歴
史
を
研
究
す
る
と
き
に
ど
う
し
て

も
そ
の
「
ベ
ク
ト
ル
」
の
と
こ
ろ
に
ま
で
深
め
て
い
か
な
け
れ
ば
、
お
そ
ら
く
言

葉
の
位
相
で
勝
負
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

そ
う
い
う
意
味
で
歴
史
の
ベ
ク
ト
ル
に
つ
い
て
丸
山
の
考
え
と
孫
文
の
考
え
、

そ
れ
か
ら
世
界
中
の
人
た
ち
の
考
え
を
理
解
す
れ
ば
お
そ
ら
く
、
日
本
と
中
国
の

間
に
線
を
引
く
こ
と
、
そ
し
て
、
東
洋
と
西
洋
の
間
に
線
を
引
く
こ
と
も
で
き
な

く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
も
し
く
は
そ
の
逆
に
、
い
ろ
ん
な
異
な
る
ベ
ク
ト
ル

が
存
在
し
て
い
て
、
自
分
の
論
理
で
動
い
て
い
く
と
い
う
よ
う
な
歴
史
の
風
景
が

も
っ
と
は
っ
き
り
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
す
。

金

今
日
は
し
ゃ
べ
る
こ
と
が
限
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
短
く
答
え
ま
す
ね
。
も

ち
ろ
ん
、
韓
国
で
も
丸
山
眞
男
に
た
い
し
て
い
ろ
ん
な
批
判
が
あ
り
ま
す
が
、

ち
ょ
っ
と
見
る
と
何
の
た
め
の
批
判
な
の
か
ハ
ッ
キ
リ
し
な
い
。
そ
し
て
、
批
判

の
た
め
の
批
判
、
そ
ん
な
も
の
も
あ
り
ま
す
ね
。
そ
れ
で
丸
山
眞
男
を
批
判
す
れ

ば
、
自
分
自
身
が
少
し
偉
く
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
幻
想
も
あ
る
よ
う
で

す
。
そ
れ
も
、
や
は
り
一
種
の
流
行
だ
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
。

私
と
し
て
は
、
近
い
う
ち
に
出
版
さ
れ
る
予
定
だ
と
聞
き
ま
し
た
け
ど
、『
正
統

と
異
端
』
と
か
、
そ
う
い
っ
た
本
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
を

通
じ
て
丸
山
眞
男
の
思
想
と
知
識
の
深
さ
と
か
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
知
ら
せ
る

の
が
大
切
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

た
と
え
ば
丸
山
眞
男
の
代
表
作
『
現
代
政
治
の
思
想
と
行
動
』
は
、
ハ
ン
ギ
ル

社
と
い
う
出
版
社
で
翻
訳
が
出
て
い
ま
す
。
現
代
の
古
典
と
連
続
す
る
シ
リ
ー
ズ

の
一
つ
で
す
。
そ
れ
を
韓
国
の
若
者
た
ち
が
た
く
さ
ん
読
み
ま
す
。
そ
う
し
て
、

日
本
で
も
こ
ん
な
学
者
が
い
た
か
と
、
そ
ん
な
反
応
も
あ
り
ま
す
。
日
本
の
学
者

が
書
い
た
も
の
は
絶
対
読
ま
な
い
と
い
う
大
学
院
生
も
い
ま
し
た
け
ど
、
こ
う

い
っ
た
も
の
を
読
ん
で
な
る
ほ
ど
と
か
、
ほ
か
に
た
と
え
ば
『
日
本
の
思
想
』
を

読
ん
で
、
六
〇
年
代
に
も
こ
ん
な
考
え
が
あ
っ
た
か
と
、
そ
ん
な
反
応
が
あ
り
ま

す
ね
。

も
う
一
つ
話
し
た
い
こ
と
は
、
自
己
批
判
と
他
者
理
解
と
い
う
の
は
本
当
に
難

し
い
こ
と
だ
と
私
は
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
韓
国
人
が
韓
国
で
日
本
思
想
史
、
日

本
に
関
心
を
も
っ
て
勉
強
す
る
の
は
思
っ
て
い
る
よ
り
も
難
し
い
側
面
が
あ
り
ま

す
。
た
と
え
ば
、
私
の
場
合
に
は
、
丸
山
眞
男
著
作
の
翻
訳
、
さ
ら
に
福
沢
諭
吉

の
『
学
問
の
す
ゝ
め
』、『
西
洋
事
情
』、『
文
明
論
之
概
略
』
を
翻
訳
し
、
作
業
は

終
わ
り
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
翻
訳
だ
け
で
な
く
て
、解
説
の
執
筆
ま
で
。
し
か
し
、

こ
の
本
を
ハ
ン
ギ
ル
社
か
ら
現
代
古
典
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
出
し
て
く
だ
さ
い
と

い
っ
た
ら
、出
版
社
の
ほ
う
か
ら
遠
慮
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
い
わ
れ
ま
し
た
。

な
ぜ
な
ら
、
さ
っ
き
私
が
話
し
た
よ
う
に
福
沢
諭
吉
は
悪
名
高
い
か
ら
、
韓
国
で
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は
。
そ
う
い
う
難
し
さ
が
あ
り
ま
す
ね
。

そ
し
て
最
後
に
、「
古
層
」
論
に
た
い
し
て
私
が
考
え
る
も
の
。
さ
き
ほ
ど
の
発

表
で
も
話
し
た
よ
う
に
、
私
は
「
古
層
」
論
を
選
択
的
に
、
そ
し
て
戦
略
的
に
使
っ

て
お
り
ま
す
。
や
ろ
う
と
思
え
ば
「
古
層
」
論
は
思
想
史
研
究
じ
ゃ
な
く
て
自
分

自
身
の
思
想
論
に
も
な
っ
て
し
ま
う
、
そ
ん
な
危
険
が
あ
る
と
私
は
思
い
ま
す
。

そ
れ
で
私
と
し
て
は
丸
山
先
生
の
い
う
「
古
層
」
と
「
原
型
」
と
か
、「
原
型
」
と

「
執
拗
低
音
」
と
い
う
言
葉
を
少
し
ず
つ
個
別
に
し
て
使
っ
て
お
り
ま
す
。
た
と

え
ば
「
古
層
」
の
場
合
は
、
歴
史
的
に
事
実
を
確
認
で
き
な
い
と
い
け
な
い
か
ら
、

歴
史
的
な
順
序
と
か
ね
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
勉
強
す
る
に
は
「
古
層
」
と
い
う

の
は
、
た
ぶ
ん
便
利
な
概
念
で
は
な
い
か
と
、
そ
う
考
え
て
い
ま
す
。
そ
こ
で
私

た
ち
は
戦
略
的
、
選
択
的
に
使
っ
て
お
り
ま
す
。
以
上
で
す
。

司
会

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
黒
沢
先
生
、
さ
ら
に
ご
意
見
あ
り

ま
す
か
。

黒
沢

い
え
、
と
く
に
あ
り
ま
せ
ん
。

司
会

そ
れ
で
は
平
石
先
生
、
も
し
よ
ろ
し
け
れ
ば
。

平
石

時
間
が
限
ら
れ
て
い
ま
す
の
で
、一
つ
だ
け
孫
歌
さ
ん
に
質
問
し
ま
す
。

孫
文
の
「
三
民
主
義
」
に
関
す
る
丸
山
の
理
解
に
は
ズ
レ
が
あ
る
と
の
こ
と
で
し

た
が
、
そ
の
議
論
が
私
に
は
よ
く
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
近
代
化
の
た
め
に

孫
文
は
伝
統
的
な
観
念
を
読
み
替
え
る
必
要
を
認
め
た
と
言
わ
れ
、
し
か
し
他
方

で
そ
の
方
法
は
丸
山
が
理
解
し
た
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
指
摘
さ
れ
た
と

思
い
ま
す
。
で
は
伝
統
と
近
代
を
孫
文
は
ど
の
よ
う
に
接
合
し
よ
う
と
し
た
の

か
。
そ
の
点
が
知
り
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
と
関
連
し
て
、「
古
層
」
論
を
中
国

に
適
用
す
る
の
は
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
が
、
孫
文
が
そ
ん

な
に
も
依
拠
し
た
中
国
の
伝
統
は
、「
執
拗
に
持
続
す
る
」
と
い
う
意
味
で
は
「
古

層
」
と
呼
ん
で
も
い
い
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
す
が
…
…
。

司
会

で
は
孫
歌
先
生
、
よ
ろ
し
い
で
す
か
。

孫

こ
れ
は
非
常
に
難
し
い
問
題
で
す
ね
。
五
分
間
で
「
三
民
主
義
」
を
解
説

し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
（
笑
）。
簡
単
に
い
い
ま
す
と
、
孫
文
の
辛
亥

革
命
は
伝
統
勢
力
に
よ
っ
て
起
こ
さ
れ
、
進
ま
せ
た
革
命
な
ん
で
す
。
し
か
し
そ

れ
は
挫
折
し
て
、
そ
し
て
彼
は
革
命
を
展
開
し
て
い
く
と
き
に
、
ど
う
し
て
も
民

衆
を
動
員
し
な
い
と
新
し
い
軍
隊
を
作
れ
な
い
、
軍
閥
と
の
戦
い
に
は
勝
て
ま
せ

ん
の
で
、「
三
民
主
義
」を
ま
ず
啓
蒙
の
演
説
と
し
て
彼
は
つ
く
っ
た
わ
け
で
す
ね
。

つ
ま
り
、
彼
の
考
え
て
い
る
民
衆
の
新
し
い
可
能
性
と
い
う
の
は
む
し
ろ
、
辛
亥

革
命
を
起
こ
し
た
と
き
に
彼
が
頼
っ
た
、
い
わ
ば
郷
族
社
会
に
あ
っ
た
。
こ
れ
こ

そ
中
国
の
伝
統
の
立
脚
点
な
ん
で
す
ね
。
郷
族
社
会
は
非
政
治
的
な
社
会
で
す
。

つ
ま
り
、
郷
族
社
会
は
…
…
。
あ
と
で
説
明
し
ま
す
、
五
分
間
だ
か
ら
（
笑
）。

と
も
あ
れ
、
そ
の
よ
う
な
力
で
彼
は
、
あ
る
程
度
清
朝
を
倒
し
た
。
あ
る
い
は

民
国
を
復
活
の
形
で
つ
く
り
だ
し
た
。
そ
し
て
同
じ
よ
う
な
形
で
彼
は
、
郷
族
社

会
の
血
縁
関
係
を
踏
ま
え
た
忠
誠
心
を
生
か
し
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
国
族
に
た

い
す
る
、
国
家
じ
ゃ
な
く
て
国
族
に
た
い
す
る
忠
誠
と
し
て
生
か
そ
う
と
し
た
ん

で
す
。
で
す
か
ら
、
た
と
え
ば
福
沢
の
場
合
に
は
数
理
学
の
精
神
に
よ
っ
て
古
い

道
徳
に
対
抗
す
る
と
い
う
よ
う
な
発
想
で
伝
統
を
利
用
し
よ
う
と
し
た
ん
で
す

ね
。平

石

福
沢
論
は
と
も
か
く
と
し
て
、
も
し
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
非
政
治
的
な
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郷
族
社
会
が
清
朝
を
倒
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
社
会
に
は
政
治
が
あ
る
こ
と
に
な

り
ま
せ
ん
か
。

孫

あ
り
ま
す
。
だ
か
ら
、
非
政
治
的
な
自
由
と
政
治
的
な
自
由
の
間
に
孫
文

は
線
を
引
か
な
い
。

平
石

そ
う
し
ま
す
と
、
郷
族
社
会
は
一
種
の
政
治
性
を
も
つ
わ
け
で
、
そ
れ

を
非
政
治
的
社
会
と
い
う
の
は
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
と
も
、

中
国
社
会
は
政
治
と
非
政
治
の
世
界
に
分
断
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。

孫

静
的
に
見
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
分
断
す
る
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
動
的
に
見

れ
ば
、
非
政
治
的
社
会
は
常
に
政
治
社
会
に
変
更
で
き
る
。
こ
れ
は
中
国
の
歴
史

状
況
か
ら
見
え
て
く
る
「
古
層
」
と
い
う
か
。
つ
ま
り
「
古
層
」
論
は
そ
の
ま
ま

適
用
で
き
な
い
と
い
っ
た
の
は
、「
古
層
」
論
の
意
義
は
言
葉
に
あ
る
の
で
は
な
い

で
す
。
中
身
を
も
っ
て
い
る
分
析
の
枠
組
み
な
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
も
し
、
そ

れ
を
空
っ
ぽ
に
し
て
「
古
層
」
は
イ
コ
ー
ル
「
伝
統
」
だ
と
い
う
言
葉
の
入
れ
替

え
を
す
れ
ば
そ
れ
は
適
用
で
き
ま
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
適
用
自
体
は
お
そ
ら

く
分
析
に
は
役
に
立
ち
ま
せ
ん
。

平
石

そ
れ
は
わ
か
り
ま
し
た
。

司
会

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ジ
ャ
ッ
ク
・
ジ
ョ
リ
先
生
、
よ

ろ
し
け
れ
ば
第
一
部
の
報
告
に
た
い
す
る
コ
メ
ン
ト
、
ま
た
は
、
今
の
議
論
に
つ

い
て
何
か
。

ジ
ョ
リ

先
ほ
ど
の
私
の
話
に
補
足
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す
が
、『
日

本
政
治
思
想
史
研
究
』
の
仏
訳
と
い
う
の
は
、
も
と
も
と
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス

先
生
の
一
九
八
一
年
の
来
日
後
の
お
願
い
に
応
じ
て
、
や
っ
と
一
九
九
五
年
に
、

第
一
章
だ
け
翻
訳
さ
れ
て
出
版
さ
れ
た
も
の
で
す
。
あ
の
時
代
、
出
版
社
は
オ
リ

エ
ン
タ
リ
ズ
ム
、
東
洋
学
専
用
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
出
版
し
、
そ
の
結
果
、

丸
山
眞
男
の
本
が
東
洋
学
の
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
、
そ
う

い
う
制
約
の
下
で
、
こ
の
出
版
物
は
、
日
本
学
者
の
小
さ
い
グ
ル
ー
プ
以
外
に
は
、

一
般
読
者
の
中
で
は
あ
ま
り
に
も
影
響
を
与
え
な
か
っ
た
。

そ
れ
と
比
べ
て
、
来
年
の
秋
に
出
版
す
る
予
定
の
『
日
本
政
治
思
想
史
研
究
』

の
仏
訳
の
第
二
版
は
、
も
ち
ろ
ん
第
一
章
・
第
二
章
・
第
三
章
を
ま
と
め
た
内
容

で
、
そ
し
て
よ
り
一
般
読
者
向
き
な
出
版
社
か
ら
出
さ
れ
、
今
後
は
丸
山
先
生
の

本
は
東
洋
学
と
し
て
で
は
な
く
、
政
治
思
想
史
、
世
界
政
治
思
想
史
と
し
て
扱
わ

れ
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
新
し
い
枠
の
中
で
丸
山
眞
男
先
生
の
考
察
が
、
日
本
の

思
想
で
は
な
く
、
日
本
人
の
思
想
で
も
な
く
、
一
般
の
人
、
世
界
の
人
の
思
想
と

見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
う
す
る
と
、
丸
山
先
生
が
取
り
上

げ
た
政
治
思
想
史
上
の
主
な
問
題
を
討
論
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
思
い
ま

す
。
ま
た
、
第
二
版
の
序
文
を
執
筆
す
る
予
定
の
方
は
、
フ
ラ
ン
ス
で
メ
デ
ィ
ア

に
よ
く
現
れ
て
い
る
有
名
な
世
界
政
治
思
想
の
専
門
者
で
あ
る
。
そ
う
い
う
新
し

い
条
件
で
、
丸
山
先
生
の
著
作
は
、
前
よ
り
、
好
意
的
な
歓
迎
を
受
け
ら
れ
る
と

思
わ
れ
ま
す
。

司
会

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ザ
イ
フ
ェ
ル
ト
先
生
に
お
う
か

が
い
し
た
い
の
で
す
け
ど
も
、
イ
ギ
リ
ス
で
も
ア
メ
リ
カ
の
文
脈
で
も
、
丸
山
眞

男
と
い
い
ま
す
と
ど
う
し
て
も
政
治
学
の
分
野
と
い
う
よ
り
は
日
本
研
究
で
着
目

さ
れ
ま
す
。
今
の
ジ
ャ
ッ
ク
・
ジ
ョ
リ
先
生
の
お
話
で
も
、
東
洋
研
究
の
中
で
扱

わ
れ
る
こ
と
が
多
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
ザ
イ
フ
ェ
ル
ト
先
生
は
、
丸
山
を
政
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治
思
想
と
し
て
ご
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
け
ど
、
ド
イ
ツ
の
文
脈
で
は
ど
う
な
ん
で

し
ょ
う
か
。
や
は
り
日
本
研
究
の
中
な
ん
で
す
か
。

ザ
イ
フ
ェ
ル
ト

ち
ょ
う
ど
今
の
ご
質
問
は
、
こ
の
前
に
お
話
し
い
た
だ
い
た

方
々
の
問
題
提
起
の
一
つ
に
か
か
わ
る
話
で
す
。
つ
ま
り
さ
き
ほ
ど
付
け
加
え
よ

う
と
思
っ
た
の
で
す
が
、
ド
イ
ツ
の
政
治
学
会
は
、
非
西
洋
世
界
の
政
治
思
想
に

つ
い
て
ほ
と
ん
ど
関
心
が
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
こ
の
一
〇
年
間
で
ぼ
ち

ぼ
ち
変
わ
っ
て
き
ま
し
た
。

一
例
を
あ
げ
ま
す
と
、
二
年
前
に
私
は
ド
イ
ツ
の
政
治
学
会
の
あ
る
分
科
会
に

出
席
し
て
丸
山
眞
男
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
の
一
部
分
に
つ
い
て
報
告
し
ま
し

た
。
そ
の
分
科
会
は
正
式
的
な
分
科
会
よ
り
も
ち
ょ
っ
と
、
若
手
研
究
者
の
グ

ル
ー
プ
み
た
い
な
も
の
で
す
。
そ
の
グ
ル
ー
プ
は
政
治
学
会
内
、
そ
の
枠
内
で
活

躍
し
て
い
ま
す
が
、
彼
ら
の
付
け
た
タ
イ
ト
ル
は
、
非
西
洋
圏
に
お
け
る
民
主
制

と
民
主
主
義
的
な
思
想
。
こ
れ
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
日
本
、
ア
フ
リ
カ
の
国
、
中

国
、
韓
国
な
ど
に
つ
い
て
の
そ
れ
ぞ
れ
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
れ
と
の
か
か
わ
り
で
、あ
る
ハ
ン
ブ
ル
ク
大
学
の
助
教
授
に
い
わ
れ
ま
し
た
。

「
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
非
西
洋
圏
の
民
主
制
、
民
主
主
義
の
思
想
に
つ
い
て
の
資

料
が
ほ
し
い
ん
で
す
。
ま
ず
中
江
兆
民
の
『
三
酔
人
経
綸
問
答
』
の
ド
イ
ツ
語
訳

を
作
り
ま
せ
ん
か
。
英
語
版
が
あ
っ
て
、
ド
イ
ツ
人
は
も
ち
ろ
ん
英
語
が
わ
か
る

け
れ
ど
も
、
ド
イ
ツ
語
で
読
み
た
く
な
っ
て
き
た
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
。
そ
の
こ

と
に
つ
い
て
私
は
真
面
目
に
考
え
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
一
例
で
す
。

た
だ
考
え
て
み
て
く
だ
さ
い
。
こ
れ
は
、
今
、
二
〇
一
六
年
の
こ
と
で
す
。
丸

山
先
生
が
書
い
た
も
の
は
、直
接
に
民
主
主
義
と
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
け
れ
ど
も
、

こ
れ
は
一
九
四
〇
年
代
、
五
〇
年
代
、
六
〇
年
代
ぐ
ら
い
に
書
か
れ
た
も
の
で
す
。

だ
か
ら
ひ
ど
い
ん
で
す
よ
、
こ
の
遅
れ
て
い
る
ド
イ
ツ
の
政
治
学
会
の
状
況
。
も

う
一
つ
は
、
今
の
私
に
と
っ
て
非
常
に
あ
り
が
た
い
の
は
、
孫
歌
先
生
の
報
告
と

金
先
生
の
報
告
、
ア
ジ
ア
、
東
ア
ジ
ア
の
政
治
思
想
に
つ
い
て
の
報
告
で
す
。
こ

れ
は
本
当
に
重
要
な
も
の
で
、
私
た
ち
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
い
つ
も
第
一
に
ア
メ

リ
カ
、
南
米
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
見
て
い
ま
す
。
東
ア
ジ
ア
の
こ
と
を
ほ
と

ん
ど
見
な
い
ん
で
す
ね
。

最
後
に
出
て
き
た
「
古
層
」
論
で
す
が
、
こ
れ
は
私
は
ち
ょ
っ
と
理
解
が
あ
ま

り
に
も
浅
い
し
、
伝
統
思
想
と
か
か
わ
っ
て
い
る
諸
問
題
が
含
ま
れ
て
い
る
と
思

い
ま
す
。
こ
れ
こ
そ
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
知
る
べ
き
で
す
ね
。

そ
う
す
る
と
日
本
研
究
の
人
だ
け
じ
ゃ
な
く
て
、
政
治
学
、
哲
学
の
人
に
も
ま

ず
第
一
に
資
料
を
あ
た
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
そ
う
い
う
意
味
に
お

い
て
、
丸
山
眞
男
の
論
文
の
ド
イ
ツ
語
訳
は
第
一
歩
で
す
ね
。

こ
れ
か
ら
、
様
々
な
問
題
が
あ
り
ま
す
。
さ
き
ほ
ど
の
報
告
で
触
れ
ま
し
た
け

ど
、
丸
山
さ
ん
は
、
ま
ず
高
校
生
の
時
代
に
、
若
い
時
代
に
語
学
に
力
を
入
れ
ま

し
た
。
こ
れ
は
今
の
ド
イ
ツ
の
大
学
制
度
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
私
の
判
断
で

は
、
ド
イ
ツ
の
高
校
生
は
ま
ず
ド
イ
ツ
語
を
学
ば
な
く
て
は
い
け
な
い
。
し
か
し

弱
ま
っ
て
い
ま
す
。
今
の
大
学
で
は
き
ち
ん
と
し
た
学
士
論
文
、修
士
論
文
と
か
、

書
け
な
い
人
も
多
い
。
そ
れ
で
も
教
授
た
ち
は
Ｏ
Ｋ
、
Ｏ
Ｋ
と
い
っ
て
量
的
に
大

学
間
競
争
を
は
か
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
よ
う
に
ま
ず
語
学
の
力
が
非
常
に

弱
ま
っ
て
き
ま
し
た
。
ま
し
て
や
外
国
語
、
と
く
に
ア
ジ
ア
の
言
葉
は
本
当
に
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
難
し
い
で
す
。
漢
字
は
数
が
多
す
ぎ
る
か
ら
。
そ
う
い
う
意
味

討論・質疑応答

193



187_「知識人と教養」_討論.mcd  Page 8 17/03/02 13:55  v5.51

で
条
件
が
悪
く
な
っ
た
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
が
ん
ば
ら
な
き
ゃ
い

け
な
い
と
思
い
ま
す
。

司
会

ジ
ョ
リ
先
生
ど
う
ぞ
。

ジ
ョ
リ

一
言
付
け
加
え
た
い
の
で
す
が
、
フ
ラ
ン
ス
人
の
中
で
、
あ
る
い
は

フ
ラ
ン
ス
語
圏
に
、
丸
山
眞
男
の
思
想
を
広
め
る
た
め
の
も
う
一
つ
の
手
段
と
し

て
は
、
比
較
研
究
を
行
う
こ
と
で
す
。
た
と
え
ば
、
先
生
の
思
想
と
ド
イ
ツ
人
の

有
名
な
哲
学
者
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
思
想
の
比
較
研
究
、
と
く
に
「
悪
の
恐

ろ
し
い
陳
腐
さ
」
と
い
う
有
名
な
テ
ー
マ
を
通
じ
て
二
人
の
思
考
方
法
の
分
析
を

行
え
ば
、
二
人
と
も
同
じ
立
場
に
至
っ
た
こ
と
は
意
義
深
い
こ
と
と
思
い
ま
す
。

終
わ
り
に
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
高
校
三
年
生
み
ん
な
が
哲
学
を
勉
強
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
将
来
、
高
校
生
み
ん
な
が
ち
ょ
っ
と
だ
け
で
も
丸
山
眞
男
先
生

の
思
考
方
法
を
勉
強
す
る
こ
と
が
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
一
部
に
な
れ
ば
、
本
当
に
う

れ
し
く
思
い
ま
す
。

司
会

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
ぜ
ひ
期
待
し
た
い
と
思
い
ま

す
。
金
錫
根
先
生
、
韓
国
の
政
治
学
会
、
あ
る
い
は
政
治
思
想
学
会
の
状
況
は
、

わ
り
あ
い
日
本
と
近
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
た
だ
さ
き
ほ

ど
の
黒
沢
先
生
の
コ
メ
ン
ト
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
若
い
世
代
が
政
治
思
想

史
を
学
ん
で
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
、
学
会
で
の
位
置
づ
け
は
ど
う
な
の
か
、
も

う
少
し
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
か
。

金

私
の
知
る
限
り
は
、
韓
国
の
政
治
思
想
学
会
と
日
本
の
政
治
思
想
学
会
は

互
い
に
一
年
に
一
回
集
ま
っ
て
会
議
を
し
て
い
ま
す
か
ら
、
韓
国
で
は
東
ア
ジ
ア

や
日
本
の
政
治
思
想
史
、
思
想
に
た
い
す
る
関
心
は
高
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
し

か
し
、
韓
国
の
政
治
学
会
に
お
い
て
政
治
思
想
分
野
が
占
め
る
比
重
、
あ
る
い
は

そ
れ
に
対
す
る
関
心
な
ど
は
だ
ん
だ
ん
減
っ
て
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

も
う
一
つ
は
、
昨
日
丸
山
文
庫
に
行
っ
て
書
架
を
な
が
め
た
と
き
、
私
の
目
に

は
韓
国
の
本
が
飛
び
込
ん
で
き
ま
し
た
。
私
は
個
人
的
に
は
、
こ
れ
か
ら
丸
山
眞

男
の
朝
鮮
観
、あ
る
い
は
韓
国
観
に
た
い
し
て
も
研
究
を
進
め
て
い
き
た
い
で
す
。

司
会

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
時
間
を
超
過
し
て
お
り
ま
す
け
れ

ど
も
、
あ
と
一
〇
分
ほ
ど
お
時
間
を
い
た
だ
き
ま
し
て
、
会
場
の
皆
み
な
さ
ま
と

の
質
疑
応
答
を
楽
し
み
た
い
と
存
じ
ま
す
。

―
孫
先
生
に
質
問
し
た
い
の
で
す
け
れ
ど
も
、実
は
私
、最
近
丸
山
の「
古

層
」、「
バ
ッ
ソ
オ
ス
テ
ィ
ナ
ー
ト
」
に
関
す
る
論
文
を
英
語
で
発
表
し
た
ん
で
す
。

そ
れ
は
国
際
関
係
論
の
文
脈
の
中
で
当
て
は
め
る
と
い
う
試
み
だ
っ
た
の
で
す

が
、
そ
の
次
に
考
え
て
い
る
の
は
さ
っ
き
孫
先
生
が
ま
っ
た
く
お
っ
し
ゃ
っ
た
通

り
の
、
比
較
す
る
と
き
の
対
象
と
し
て
類
似
性
よ
り
も
差
異
性
を
考
え
る
と
い
う

こ
と
、
私
も
す
ご
く
同
感
す
る
部
分
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
差
異
性
を
考
え
る
た
め

に
、
丸
山
の
「
執
拗
低
音
」
を
何
と
か
し
て
使
う
方
法
と
い
う
の
は
な
い
ん
だ
ろ

う
か
と
思
い
つ
つ
、
そ
の
一
方
で
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、
現
象
面
で
こ

れ
を
扱
う
こ
と
と
い
う
の
は
な
か
な
か
困
難
だ
と
い
う
こ
と
に
も
ま
っ
た
く
同
意

し
ま
す
。

そ
れ
で
、
先
生
が
さ
き
ほ
ど
、
た
だ
「
バ
ッ
ソ
オ
ス
テ
ィ
ナ
ー
ト
」
は
あ
る
意

味
分
析
枠
組
み
だ
と
い
う
ふ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
て
、
そ
の
中
身
を
ど
う
す

る
か
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
ん
だ
と
思
う
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
の
あ
た
り
の
お
考
え

を
も
う
少
し
説
明
し
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま
す
。
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま
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す
。司

会

孫
歌
先
生
、
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

孫

こ
の
質
問
は
と
て
も
複
雑
な
理
論
の
問
題
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
の
で
、

ど
こ
ま
で
答
え
ら
れ
る
か
ち
ょ
っ
と
自
信
が
な
い
で
す
け
ど
、
簡
単
に
い
い
ま
す

と
、
日
本
研
究
に
よ
っ
て
私
た
ち
が
何
を
求
め
る
か
。
日
本
人
が
日
本
研
究
を
や

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
分
の
過
去
、
自
分
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
明
ら
か
に
す

る
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く
一
般
的
な
理
解
だ
と
思
い
ま
す
。
あ
る
い
は
社
会
を
わ

れ
わ
れ
の
発
想
の
変
化
に
よ
っ
て
変
化
さ
せ
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
日
本
の
た
め
に

日
本
研
究
を
や
る
わ
け
で
す
ね
。

私
の
場
合
に
は
中
国
人
と
し
て
日
本
研
究
を
や
っ
て
き
た
ん
で
す
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
何
の
た
め
か
と
。
そ
し
た
ら
や
は
り
、ま
ず
、日
本
研
究
を
一
つ
の
フ
ィ
ー

ル
ド
ワ
ー
ク
と
し
て
、
あ
る
い
は
人
を
鍛
え
る
場
と
し
て
、
私
は
自
分
の
国
籍
と

母
語
を
脇
に
置
い
て
、
な
る
べ
く
日
本
人
と
同
じ
よ
う
に
日
本
の
こ
と
を
理
解
し

よ
う
と
し
た
。
し
か
し
そ
の
目
的
は
、
自
分
の
思
想
を
、
自
分
の
考
え
る
能
力
を

も
っ
と
精
密
に
し
て
、
も
っ
と
的
確
に
し
て
、
そ
し
て
そ
う
い
う
能
力
を
得
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
今
度
ほ
か
の
、
た
と
え
ば
中
国
で
も
日
本
で
も
韓
国
で
も
東
南
ア

ジ
ア
で
も
ア
メ
リ
カ
で
も
、
同
じ
よ
う
に
的
確
に
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
そ
も
そ

も
一
つ
の
国
の
た
め
に
研
究
を
や
る
と
い
う
の
は
原
初
的
な
動
機
で
は
あ
る
か
も

し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
最
終
的
な
終
着
点
に
な
る
べ
き
で
は
な
い
と
私
は
考
え
て

お
り
ま
す
。
こ
れ
以
上
展
開
す
れ
ば
、
人
類
の
一
部
と
し
て
ど
う
や
っ
て
人
類
を

理
解
す
る
の
か
、
と
い
う
や
や
こ
し
い
こ
と
に
な
り
ま
す
の
で
や
め
ま
す
。

で
は
、
そ
う
い
う
日
本
の
論
理
に
沿
っ
て
日
本
研
究
を
や
っ
て
い
る
と
き
に
得

た
成
果
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
た
と
え
ば
ま
ず
中
国
で
そ
れ
を
語
る
か
。
実
は

私
は
結
構
、
韓
国
で
日
本
の
こ
と
を
語
ら
せ
ら
れ
る
ん
で
す
。
最
近
も
マ
レ
ー
シ

ア
で
語
ら
せ
ら
れ
た
ん
で
す
。
そ
う
い
う
ま
っ
た
く
違
う
文
化
の
状
況
、
違
う
文

脈
、
違
う
要
望
に
た
い
し
て
私
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
問
題
を
出
す
べ
き
か
と
い
う

問
題
が
、
必
ず
生
じ
る
わ
け
で
す
。
私
の
少
な
い
経
験
で
は
、
日
本
の
こ
と
は
そ

の
ま
ま
、
つ
ま
り
現
象
面
で
あ
る
い
は
結
論
を
そ
の
ま
ま
取
り
出
し
て
違
う
文
脈

に
入
れ
よ
う
と
す
れ
ば
い
く
ら
努
力
し
て
も
成
功
す
る
可
能
性
が
少
な
い
。

だ
け
れ
ど
も
、
日
本
か
ら
得
ら
れ
た
収
穫
は
、
た
と
え
ば
丸
山
を
読
め
ば
読
む

ほ
ど
、
私
は
非
常
に
訓
練
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。
彼
は
そ
の
時
代
時
代
の
状
況
に

即
し
て
こ
う
い
う
ふ
う
に
発
言
し
た
と
。
そ
れ
は
空
理
空
論
で
は
な
い
、
方
法
論

で
も
な
い
。
具
体
的
な
問
題
に
つ
い
て
彼
は
こ
う
い
う
ふ
う
に
考
え
た
と
。
そ
し

て
彼
の
認
識
論
か
ら
私
は
、
得
た
も
の
は
か
な
り
多
か
っ
た
ん
で
す
。
た
と
え
ば

「
三
民
主
義
」
に
戻
り
ま
す
と
、
丸
山
の
ズ
レ
に
は
そ
れ
な
り
の
正
当
性
が
あ
る

と
私
は
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
、
そ
の
ズ
レ
を
真
正
面
か
ら
扱
う
こ
と
に
よ
っ
て
私

は
さ
ら
に
丸
山
の
精
神
世
界
の
奥
に
一
歩
前
進
し
よ
う
と
し
て
、
そ
れ
と
同
時
に

丸
山
を
媒
介
に
し
て
、
も
っ
と
日
本
社
会
の
歴
史
の
中
で
の
動
き
方
、
そ
れ
を
理

解
し
よ
う
と
し
た
ん
で
す
。

こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
研
究
の
結
論
は
、
私
は
そ
の
ま
ま
中
国
に
持
ち
出
さ
な
い

で
す
。
つ
ま
り
持
ち
出
し
て
も
、
中
国
人
に
は
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
で
は
意
味
を

も
た
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
だ
か
ら
中
国
に
持
ち
込
む
と
き
に
ど
う
し
て
も
転

換
す
る
。
そ
う
い
う
作
業
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
転
換
す
れ
ば
「
古
層
」
論
は
、

中
国
の
中
で
お
そ
ら
く
伝
統
の
動
い
て
い
る
動
力
と
は
何
か
と
。
そ
し
て「
古
層
」
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論
の
中
身
は
、
お
そ
ら
く
中
国
の
動
力
の
中
か
ら
出
て
こ
な
い
と
思
い
ま
す
が
、

で
も
同
じ
眼
差
し
で
お
そ
ら
く
丸
山
眞
男
は
非
常
に
、
一
種
の
彼
の
ジ
レ
ン
マ
も

あ
り
ま
す
け
ど
、「
近
代
日
本
の
思
想
と
文
学
」
の
中
で
、
理
論
の
限
界
に
つ
い
て

非
常
に
自
覚
を
も
っ
て
書
い
た
。
そ
れ
は
非
常
に
大
き
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

彼
は
最
後
ま
で
理
性
で
仕
事
を
し
た
ん
で
す
。
だ
け
れ
ど
も
、
そ
れ
と
同
時
に
理

性
に
よ
っ
て
切
り
離
さ
れ
た
、
落
と
さ
れ
た
も
の
を
哀
惜
の
感
情
で
拾
っ
て
く
る

と
い
う
こ
と
の
重
要
性
も
彼
は
も
っ
て
い
る
ん
で
す
。
だ
か
ら
「
古
層
」
論
は
あ

る
意
味
で
は
、
彼
は
こ
の
こ
と
を
実
践
し
よ
う
と
す
る
と
い
う
側
面
は
な
い
わ
け

で
は
な
い
と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
ま
ま
中
国
の
歴
史
動

力
を
研
究
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
「
古
層
」
論
を
書
き
出

し
た
と
き
の
彼
の
ジ
レ
ン
マ
、
彼
の
悩
み
、
そ
れ
か
ら
彼
の
眼
差
し
、
そ
れ
を
転

換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
歴
史
を
見
る
と
き
の
動
力
、
あ
る
い
は
見
る
と
き

の
認
識
論
を
つ
く
り
出
そ
う
と
す
る
の
が
私
の
こ
れ
か
ら
の
作
業
だ
と
思
い
ま

す
。司

会

ご
質
問
な
さ
っ
た
方
、
よ
ろ
し
い
で
す
か
。
詳
し
く
は
、
懇
親
会
が
あ

り
ま
す
の
で
（
笑
）、
そ
ち
ら
で
お
願
い
し
ま
す
。
も
う
お
一
方
だ
け
ど
う
ぞ
。

―
現
代
日
本
の
政
治
を
考
え
よ
う
と
い
う
仕
事
を
し
て
お
り
ま
す
か
ら
、

そ
の
立
場
か
ら
先
生
方
み
な
さ
ま
に
お
尋
ね
し
ま
す
。
ま
ず
ザ
イ
フ
ェ
ル
ト
さ
ん

に
お
尋
ね
し
た
い
の
は
、
丸
山
が
ド
イ
ツ
の
政
治
思
想
な
ど
を
勉
強
し
て
、
戦
後

す
ぐ
に
「
超
国
家
主
義
の
論
理
と
心
理
」
と
い
う
よ
う
な
理
論
的
な
枠
組
み
で
議

論
を
し
て
お
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
彼
の
国
家
論
は
そ
の
後
、
た
と
え
ば
一
九
六
〇

年
代
日
本
の
研
究
に
専
念
し
た
と
き
に
、
変
容
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は

失
っ
た
、
変
更
し
た
ん
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
一
つ
お
尋
ね
し
た
い
と
思
い
ま

す
。そ

れ
か
ら
孫
歌
先
生
に
は
、
国
族
と
民
族
の
対
比
の
と
こ
ろ
に
着
目
し
て
孫
文

と
丸
山
の
と
こ
ろ
を
ご
説
明
く
だ
さ
い
ま
し
た
け
ど
も
、
逆
に
今
の
状
況
下
、
今

の
ア
ジ
ア
、
東
ア
ジ
ア
の
政
治
を
考
え
ま
す
と
、
何
か
過
剰
に
国
族
化
し
て
い
る

た
め
に
東
ア
ジ
ア
の
関
係
が
悪
化
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
。
む
し
ろ
、
民
族

に
依
拠
し
た
ほ
う
が
安
定
に
は
資
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ふ
う
な
感
じ
も
い

た
し
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
ど
う
お
考
え
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
お
聞
き

し
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
か
ら
、
バ
ー
シ
ェ
イ
さ
ん
に
お
聞
き
す
れ
ば
い
い
の
で
す
が
、
ご
欠
席
さ

れ
て
い
る
の
で
、
ち
ょ
っ
と
平
石
先
生
に
お
尋
ね
し
た
い
ん
で
す
。
午
前
の
講
演

で
先
生
の
お
っ
し
ゃ
っ
た
「
転
向
」
と
い
う
の
は
、
バ
ー
シ
ェ
イ
さ
ん
の
い
う
「
プ

ロ
テ
ス
タ
ン
ト
化
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
を
お
聞
き
し

た
い
。

そ
れ
か
ら
金
先
生
に
は
、「
古
層
」
論
と
か
「
執
拗
低
音
」
論
に
言
及
さ
れ
て
、

非
常
に
用
意
周
到
に
、
戦
略
的
に
使
う
と
い
う
ふ
う
な
言
及
を
な
さ
れ
た
ん
で
す

が
、
学
問
方
法
と
い
う
よ
り
も
何
か
社
会
批
判
の
方
法
論
の
ほ
う
に
よ
り
意
味
が

あ
る
と
お
考
え
で
、
そ
れ
ら
に
言
及
し
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
お

尋
ね
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

司
会

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
み
な
さ
ま
一
言
ず
つ
で
お
願
い

い
た
し
ま
す
。
ザ
イ
フ
ェ
ル
ト
先
生
か
ら
。

ザ
イ
フ
ェ
ル
ト

ご
質
問
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
私
は
国
法
学
の
専
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門
家
で
は
な
い
の
で
す
が
、丸
山
に
は
、あ
る
意
味
で
は
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

や
カ
ー
ル
・
シ
ュ
ミ
ッ
ト
を
勉
強
し
た
と
き
に
得
た
知
識
が
ず
っ
と
続
い
て
い
た

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
ふ
う
に
具
体
的
に
変
わ
っ
て
き
た
か
、
ち
ょ
っ

と
答
え
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
一
つ
だ
け
強
調
し
た
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ

は
国
際
政
治
に
お
け
る
国
家
の
問
題
で
す
ね
。
そ
の
点
で
私
は
丸
山
眞
男
が
勉
強

し
て
き
た
ウ
ェ
ー
バ
ー
の
論
文
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
の
論
文
と
、
そ
の
知
識
を
必
死
に

勉
強
し
た
ん
で
す
け
ど
、
丸
山
と
彼
ら
は
最
初
か
ら
違
っ
た
立
場
を
形
成
し
た
と

い
う
気
が
し
ま
す
。
と
く
に
国
際
政
治
に
お
け
る
自
国
の
国
家
権
力
、
い
わ
ゆ
る

国
家
主
義
者
と
し
て
の
考
え
方
は
、
た
と
え
ば
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
比
較
し
て
み
ま
す

と
、
丸
山
に
は
最
初
か
ら
な
か
っ
た
と
私
は
思
い
ま
す
。
だ
か
ら
そ
の
後
に
も
、

と
く
に
第
二
次
大
戦
後
、
そ
ん
な
に
変
わ
っ
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
両
者

が
最
初
か
ら
異
な
っ
た
形
だ
っ
た
か
と
言
い
ま
す
と
歴
史
的
な
背
景
が
違
う
か
ら

で
す
。
ウ
ェ
ー
バ
ー
と
シ
ュ
ミ
ッ
ト
が
経
験
し
た
時
代
と
、
原
爆
を
含
め
て
丸
山

が
経
験
し
た
第
二
次
大
戦
の
時
代
、
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
に
違
う
見
方
を
生
み

出
し
た
と
思
い
ま
す
。
今
は
こ
れ
以
上
、
答
え
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

孫

国
家
対
国
家
と
い
う
構
図
は
、「
三
民
主
義
」
を
論
じ
た
一
九
二
四
年
の
時

点
で
の
孫
文
の
発
想
で
す
。
そ
れ
と
、
そ
の
発
想
を
論
理
的
に
証
明
し
た
の
は
、

彼
の
「
大
ア
ジ
ア
主
義
」
の
中
で
の
論
点
だ
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
国
族
＝
王
道
、

国
家
＝
覇
道
と
い
う
よ
う
な
分
け
方
を
彼
は
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
の
中
で
は

国
族
は
、
す
で
に
民
族
よ
り
上
で
あ
る
よ
う
な
対
比
に
な
り
ま
す
。
孫
文
は
死
ぬ

前
に
、
改
革
は
成
功
し
て
い
な
い
、
同
志
た
ち
は
努
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

い
う
遺
言
を
残
し
て
亡
く
な
り
ま
し
た
け
れ
ど
も
、
そ
の
あ
と
は
国
民
党
に
し
て

も
共
産
党
に
し
て
も
、
ど
っ
ち
も
国
族
で
は
な
く
て
、
普
通
の
国
家
で
も
な
い
よ

う
な
「
党
国
」、
つ
ま
り
政
党
に
よ
っ
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
る
国
家
と
い
う
ス
タ

イ
ル
、
政
治
ス
タ
イ
ル
を
作
り
出
し
た
。

そ
し
て
現
在
、
中
国
の
状
況
は
、
郷
里
空
間
が
ほ
と
ん
ど
形
の
上
で
解
体
さ
れ

ま
し
た
。
そ
し
て
四
九
年
以
来
中
国
は
ず
っ
と
近
代
国
家
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
に

よ
っ
て
つ
く
り
直
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
郷
里
空
間
は
今
、
要
素

と
し
て
こ
の
現
代
国
家
の
な
か
で
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
な
お
力
強
く
生
き
て
い
ま

す
。
そ
う
い
う
意
味
で
お
そ
ら
く
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
民
族
主
義
と
い
う
よ
り
、

中
国
の
郷
里
空
間
は
要
素
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
中
国
社
会
を

動
い
て
い
く
か
と
い
う
こ
と
が
も
っ
と
リ
ア
ル
な
問
題
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

平
石

私
の
述
べ
た
「
転
向
」
と
い
う
言
葉
と
、
そ
れ
か
ら
バ
ー
シ
ェ
イ
さ
ん

が
い
っ
て
い
る
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
想
像
力
」
と
い
う
の
は
、
レ
ベ
ル
が
違
い

ま
す
。
バ
ー
シ
ェ
イ
さ
ん
が
い
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
こ
そ
丸
山
の
実
存
に
か
か

わ
る
レ
ベ
ル
の
問
題
で
す
。
し
か
し
、
私
が
午
前
に
講
演
で
申
し
ま
し
た
戦
後
転

向
と
い
う
の
は
、
基
本
的
に
は
政
治
の
、
理
論
の
レ
ベ
ル
の
話
で
す
。
た
だ
、
そ

の
こ
と
は
午
前
中
に
も
申
し
ま
し
た
よ
う
に
、
丸
山
に
と
っ
て
、
戦
前
の
父
親
と

か
周
り
か
ら
得
た
い
わ
ゆ
る
重
臣
リ
ベ
ラ
ル
、
オ
ー
ル
ド
リ
ベ
ラ
ル
と
い
う
も
の

が
も
っ
て
い
る
考
え
方
と
か
価
値
意
識
と
か
、
そ
う
い
う
も
の
を
自
分
自
身
の
中

か
ら
対
象
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
う
い
う
意
味
に
お
い
て

は
、
そ
の
実
存
的
な
レ
ベ
ル
に
お
け
る
コ
ン
バ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
と
も
か
か

わ
り
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。

金
「
古
層
」
と
か
「
執
拗
低
音
」
と
か
、
私
は
、
こ
の
問
題
は
普
遍
性
と
特
殊
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性
の
問
題
と
連
結
し
て
理
解
し
て
お
り
ま
す
。
た
と
え
ば
同
じ
仏
教
や
儒
教
で

も
、
や
は
り
中
国
と
韓
国
と
日
本
と
で
は
違
い
ま
す
ね
。
実
は
夕
べ
、
こ
こ
か
ら

歩
い
て
吉
祥
寺
駅
ま
で
行
き
ま
し
た
。
そ
れ
で
途
中
、
吉
祥
寺
と
い
う
名
の
寺
は

ど
こ
で
す
か
と
聞
い
た
ら
、
無
い
と
い
わ
れ
て
（
笑
）。
そ
れ
で
四
軒
寺
、
武
蔵
野

八
幡
宮
を
訪
問
し
ま
し
た
。
四
軒
寺
は
や
は
り
同
じ
仏
教
の
寺
な
ん
で
す
け
ど
、

韓
国
と
全
然
、
本
当
に
違
う
、
そ
ん
な
雰
囲
気
で
し
た
ね
。
そ
れ
は
端
的
な
例
に

な
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
以
上
で
す
。

司
会

ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。
吉
祥
寺
は
駒
込
の
ほ
う
に
あ
り
ま

す
（
笑
）。

い
よ
い
よ
エ
ン
ジ
ン
が
か
か
っ
て
き
て
面
白
く
な
っ
て
き
た
ん
で
す
け
れ
ど

も
、
時
間
が
大
幅
に
超
過
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
最
後
に
パ
ネ
リ
ス
ト
の
み
な
さ

ま
に
盛
大
な
拍
手
を
お
願
い
し
ま
す
。（
拍
手
）

国際シンポジウム 新しい丸山眞男像の発見

198


