
南
方
熊
楠
と
柳
田
国
男

神
社
合
祀
問
題
を
め
ぐ
っ
て

そ
の
二
、
『
南
方
二
書
』
刊
行
の
喜
び
、
そ
し
て
確
執

四
、
刊
行
の
喜
び
と
し
ば
し
の
閑
悠

芳
　
賀
　
直
　
哉

か
く
し
て
、
待
ち
に
ま
っ
た
　
『
南
方
二
書
』
　
は
刊
行
の
は
こ
び
と
な
っ
た
。
現
物
が
熊
楠
の
手
許
に
届
い
た
の
は
一
九
二
年
九
月
二
十

①

三
日
、
二
十
七
日
に
は
か
れ
は
子
分
郎
党
引
き
つ
れ
て
祝
宴
を
自
ら
催
し
て
い
る
。
そ
の
と
き
の
様
子
を
示
す
「
九
月
二
十
七
日
　
（
二
十
八

日
午
前
）
夜
二
時
書
始
め
」
　
と
日
付
時
刻
の
記
さ
れ
た
手
紙
の
冒
頭
を
次
に
あ
げ
る
。

小
生
、
貴
下
拙
意
見
書
刊
行
さ
れ
し
を
喜
び
、
今
日
三
時
ご
ろ
よ
り
子
分
ら
を
集
め
飲
み
始
め
、
小
生
一
人
で
も
四
升
五
合
ほ
ど
飲
み
大

酔
、
一
度
臥
せ
し
が
た
ち
ま
ち
覚
め
候
。
こ
の
ま
ま
暁
ま
で
お
る
も
如
何
ゆ
え
、
御
約
束
の
馬
蹄
石
の
こ
と
に
関
係
あ
る
「
神
足
考
」
翻

訳
差
し
上
げ
申
し
候
。
追
記
を
入
れ
た
る
別
刊
物
は
い
か
に
捜
す
と
も
今
夜
見
当
た
ら
ず
。
よ
っ
て
追
記
は
後
日
と
致
し
　
（
大
体
の
論
旨

に
何
の
影
響
な
し
）
、
明
治
三
十
三
年
九
月
一
日
、
二
十
二
日
、
十
月
二
十
七
日
の
ロ
ン
ド
ン
発
行
－
N
O
〔
e
s
a
n
d
Q
u
e
r
i
e
s
㌧
p
p
．
－
琵
・
－
雷
｝



N
N
や
N
N
か
お
よ
び
u
N
N
・
u
N
A
に
掲
載
の
省
略
本
に
よ
り
翻
訳
す
。

っ
つ
け
て
第
一
回
分
の
翻
訳
を
し
て
い
る
。
翻
訳
は
三
回
に
分
け
九
月
二
十
九
日
深
夜
に
完
了
し
た
。
『
ノ
ー
ツ
・
ア
ン
ド
・
ク
ア
リ
ー
ズ
』

所
載
の
三
回
分
を
そ
の
ま
ま
三
回
に
分
け
て
翻
訳
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
二
回
目
は
二
十
八
日
午
後
に
着
手
さ
れ
て
い
て
、
右
に
引
用
し
た

手
紙
の
な
か
で
「
神
足
考
」
と
記
し
た
の
は
間
違
い
で
正
し
く
は
「
神
跡
考
」
で
あ
る
と
訂
正
し
て
い
る
。
二
十
七
日
か
ら
二
十
九
日
ま
で

毎
日
ほ
ぼ
同
じ
分
量
を
訳
し
柳
田
に
送
っ
た
。
こ
れ
は
柳
田
の
労
に
対
す
る
熊
楠
な
り
の
感
謝
の
表
現
で
あ
っ
た
ろ
う
。

熊
楠
は
写
真
を
好
ん
だ
様
子
で
、
今
日
数
多
く
の
ス
ナ
ッ
プ
写
真
が
残
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
分
の
写
っ
て
い
る
写
真
を
他
人
に
や
る

と
い
う
こ
と
は
め
っ
た
に
な
か
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
た
び
は
特
別
だ
っ
た
よ
う
で
、
帰
国
直
後
に
和
歌
山
で
甥
や
姪
た
ち
と
と
っ
た
写
真
を

柳
田
に
送
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
親
し
み
と
感
謝
の
表
白
と
考
え
ら
れ
る
。

『
二
書
』
刊
行
の
前
か
ら
熊
楠
は
冊
子
の
配
布
先
に
つ
い
て
注
文
を
出
し
て
い
た
が
、
柳
田
の
方
は
熊
楠
自
身
に
完
成
本
を
一
冊
送
る
の

と
前
後
し
て
各
方
面
に
配
布
し
て
い
た
よ
う
で
、
熊
楠
の
希
望
と
必
ず
し
も
一
致
し
て
い
な
い
。
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
熊
楠
は
『
福
本
日
南

へ
は
送
ら
な
い
で
欲
し
い
』
旨
書
き
を
送
っ
た
が
、
一
足
ち
が
い
で
配
本
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
逆
に
、
田
中
芳
男
に
は
、
熊
楠
が
希
望
し
た

に
も
拘
ら
ず
柳
田
の
方
で
送
ら
な
か
っ
た
。
配
本
し
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
柳
田
は
、
『
田
中
氏
が
老
人
で
、
細
字
を
読
ま
せ
る
の
は
気
の
毒

③

だ
』
　
と
言
い
訳
し
て
い
る
。

福
本
誠
（
日
南
）
は
あ
ま
り
心
術
正
し
き
人
に
あ
ら
ず
（
孫
逸
仙
を
先
年
だ
ま
せ
し
ご
と
き
）
。
ま
た
小
生
の
伝
「
出
て
来
た
欺
」
六
回
を

書
い
て
自
分
儲
け
た
か
知
ら
ぬ
が
、
神
社
一
件
等
に
つ
き
小
生
よ
り
状
出
す
も
返
事
さ
え
来
た
ら
ず
。
も
し
今
日
ま
で
刊
本
御
配
付
な
き

こ
と
な
ら
御
見
合
わ
せ
下
さ
れ
た
く
候
。
三
宅
秀
、
田
中
芳
男
、
徳
川
達
孝
三
君
は
、
天
然
紀
念
物
保
護
案
の
発
頭
人
な
れ
ば
、
な
る
ベ



く
送
り
下
さ
れ
た
き
な
り
。
三
宅
雪
嶺
ま
た
然
り
。
（
カ
ッ
コ
内
は
芳
賀
の
付
け
加
え
）

十
月
十
三
日
付
の
柳
田
書
簡
冒
頭
に
は
「
『
南
方
二
書
』
五
十
部
、
一
冊
を
と
ど
め
他
は
皆
配
本
す
」
と
あ
る
か
ら
、
然
る
べ
き
人
士
に
は

す
べ
て
送
付
さ
れ
た
。
熊
楠
が
の
ち
に
親
類
の
古
田
幸
吉
に
明
か
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
配
本
を
う
け
た
の
は
次
の
三
十
四
名
の
ひ
と
び

と
で
あ
る
。

内
務
次
官
、
文
部
大
臣
秘
書
官
、
上
山
山
林
局
長
、
井
上
神
社
局
長
、
小
野
土
木
局
長
、
田
尻
前
大
蔵
大
臣
、
徳
川
頼
倫
、
松
村
任
三
、

三
好
学
、
宮
部
金
吾
、
岡
村
金
太
郎
、
斎
田
功
太
郎
、
白
井
光
太
郎
、
神
保
小
虎
、
三
上
参
次
、
三
宅
雪
嶺
、
志
賀
重
昂
、
石
黒
法
学
士
、

賀
古
鶴
所
、
井
上
通
泰
、
田
中
阿
歌
麿
、
杉
村
楚
人
冠
、
小
島
鳥
水
、
足
立
荒
人
、
森
林
太
郎
、
牧
野
冨
太
郎
、
松
田
定
久
、
和
歌
山
県

知
事
那
村
氏
、
穂
積
陳
重
、
穂
積
八
束
、
柴
田
常
恵
、
福
本
日
南
、
土
宜
法
龍
大
僧
正
、
三
宅
秀
　
（
学
位
・
爵
位
・
所
属
な
ど
は
省
略

⑥

し
た
。
）

こ
こ
に
名
を
と
ど
め
な
い
諸
氏
の
う
ち
、
柳
田
自
身
が
送
付
を
明
か
し
て
い
る
人
物
と
し
て
は
、
本
多
、
草
野
、
渡
瀬
の
諸
教
授
と
、

楠
が
希
望
し
た
三
宅
雄
次
郎
で
あ
る
。
し
か
し
、
同
じ
く
熊
楠
が
希
望
し
た
既
述
の
徳
川
達
孝
へ
は
送
ら
れ
た
か
ど
う
か
不
明
で
あ
る
。

こ
り
の
十
部
余
が
誰
の
手
に
わ
た
っ
た
の
か
、
明
ら
か
に
な
る
も
の
な
ら
特
定
し
た
い
。

さ
て
、
『
南
方
二
書
』
刊
行
に
加
え
て
、
懸
案
の
神
島
保
護
に
つ
い
て
も
な
ん
と
か
良
い
方
に
向
く
と
い
う
朗
報
も
あ
り
、
熊
楠
は
ホ
ッ
ト

一
息
つ
い
た
心
境
で
あ
っ
た
。

三
回
に
分
け
て
書
か
れ
た
熊
楠
の
手
紙
に
応
え
、
柳
田
は
十
月
一
日
付
書
簡
に
て
「
神
跡
考
」
訳
出
の
礼
を
述
べ
て
い
る
。



御
多
用
中
の
折
か
ら
長
文
特
に
御
訳
出
下
さ
れ
、
御
芳
志
千
万
御
礼
申
し
上
げ
候
。
き
っ
そ
く
拝
見
仕
り
候
に
思
い
か
け
ぬ
広
き
分
布
、

亡
羊
驚
歎
の
外
な
く
候
。
小
生
の
は
日
本
ば
か
り
の
研
究
ゆ
え
、
こ
れ
と
幸
い
に
重
複
す
る
箇
所
少
な
く
候
に
つ
き
、
馬
蹄
伝
説
の
あ
と

⑨

へ
ほ
と
ん
ど
全
部
を
附
録
と
し
て
頂
戴
致
し
た
く
候
。
清
書
の
際
不
審
伺
い
出
づ
べ
く
候
。

「
亡
羊
驚
歎
」
の
感
想
は
決
し
て
世
辞
で
は
な
か
ろ
う
。
同
書
簡
で
柳
田
は
ま
た
、
神
島
の
保
安
林
指
定
の
は
こ
び
に
同
慶
の
意
を
表
し
、

⑩

「
他
日
再
蕨
起
し
た
給
う
必
要
あ
る
ま
で
何
と
ぞ
十
分
御
休
息
」
す
る
よ
う
勧
め
、
同
時
に
、
「
毛
利
氏
は
政
治
家
な
れ
ば
御
用
心
な
さ
れ
、

⑪

今
後
は
利
用
せ
ら
れ
給
う
べ
か
ら
ず
」
と
忠
告
も
忘
れ
な
い
。
ま
た
、
祝
宴
に
て
熊
楠
が
飲
ん
だ
酒
量
に
驚
い
て
み
せ
、
「
四
升
五
合
は
聞
き

⑫

て
も
肝
ち
ぢ
み
候
」
と
応
じ
て
い
る
。
手
紙
の
末
尾
で
写
真
の
礼
に
お
よ
び
、
儀
礼
上
か
ら
か
、
「
小
生
の
や
せ
切
っ
た
る
写
真
も
つ
い
で
の

折
さ
し
上
げ
申
す
べ
く
候
」
と
約
束
し
て
い
る
。
柳
田
と
し
て
も
、
面
目
を
大
い
に
は
ど
こ
し
た
得
意
の
様
子
が
う
か
が
え
る
返
事
で
あ
る
。

熊
楠
に
す
れ
ば
三
年
ご
し
の
反
対
運
動
に
ひ
と
つ
の
区
切
り
が
で
き
た
わ
け
で
、
柳
田
の
得
意
満
面
の
手
紙
に
応
え
る
書
簡
に
お
い
て
も

率
直
に
喜
び
を
表
し
て
い
る
。

小
生
「
二
書
」
出
で
て
よ
り
は
大
い
に
心
も
安
く
三
年
来
始
め
て
閑
悠
を
得
、
妻
子
も
大
い
に
恰
び
お
り
候
。

『
二
書
』
の
反
響
に
つ
い
て
も
、
白
井
、
三
宅
雪
嶺
、
河
東
碧
梧
桐
ら
よ
り
来
書
が
あ
り
「
同
情
」
「
賛
同
」
が
伝
え
ら
れ
れ
ば
、
熊
楠
も

悪
い
気
は
し
な
か
っ
た
ろ
う
。

し
か
し
、
合
祀
は
取
り
止
め
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
十
月
六
日
付
の
熊
楠
書
簡
に
は
、
右
に
紹
介
し
た
「
喜
び
」
　
の
様
子
に
つ
づ
け



て
、
中
辺
路
（
熊
野
参
詣
道
）
ぞ
い
の
諸
王
子
社
絶
滅
の
事
例
が
詳
し
く
書
き
つ
ら
ね
ら
れ
て
い
る
。
少
し
長
く
な
る
が
次
に
引
用
す
る
。

当
国
合
祀
中
も
っ
と
も
失
態
を
極
め
た
る
は
、
こ
の
野
中
・
近
露
二
王
子
の
滅
却
に
て
、
小
生
み
ず
か
ら
郡
役
所
の
記
録
に
よ
っ
て
調
べ

し
に
、
他
の
諸
郡
、
諸
村
は
い
ず
れ
も
諸
社
を
滅
却
し
て
そ
の
村
在
来
の
一
村
社
に
併
せ
し
な
る
に
、
こ
の
近
野
村
の
み
は
地
価
も
全
無

の
禿
山
、
樹
も
何
も
な
き
禿
地
へ
、
新
た
に
金
刀
毘
羅
社
な
る
無
格
社
を
作
り
、
そ
れ
へ
、
大
字
野
中
の
村
社
野
中
王
子
（
す
な
わ
ち
有

名
な
る
一
方
杉
あ
る
所
）
、
大
字
小
広
の
無
格
社
中
広
王
子
、
大
字
た
か
ふ
お
無
格
社
中
川
王
子
、
大
字
下
永
井
の
無
格
社
八
幡
、
大
字
大

畑
無
格
社
八
幡
、
大
字
湯
川
村
社
湯
川
王
子
、
大
字
近
露
村
社
近
露
王
子
（
上
宮
と
下
宮
あ
り
、
い
ず
れ
も
大
老
杉
あ
り
。
上
官
は
す
で

に
濫
伐
、
下
宮
は
今
度
伐
ら
れ
ん
と
す
る
な
り
）
、
－
　
中
略
　
－
　
合
し
て
十
社
を
合
併
し
、
跡
地
を
滅
却
伐
木
せ
し
な
り
。
野
中
王
子
跡

の
一
方
杉
は
、
小
生
ら
の
抗
議
の
た
め
保
存
さ
れ
あ
り
。
し
か
る
に
、
そ
の
大
き
さ
こ
れ
に
劣
ら
ぬ
大
杉
あ
る
下
宮
の
神
林
を
今
度
伐
ら

⑮

ん
と
す
る
な
り
。

一
九
九
一
年
秋
、
筆
者
は
中
辺
路
の
一
部
を
歩
い
て
み
た
。
近
露
王
子
は
現
在
そ
の
跡
を
と
ど
め
る
の
み
で
、
「
近
露
王
子
跡
」
な
る
巨
大

な
石
碑
が
日
置
川
に
架
か
る
北
野
橋
の
た
も
と
に
狭
く
残
っ
て
い
る
だ
け
で
、
熊
楠
が
語
る
老
大
杉
は
な
か
っ
た
。
な
お
、
野
中
王
子
の
「
一

方
杉
」
と
あ
る
の
は
、
「
継
桜
王
子
」
に
残
る
数
本
の
老
大
杉
の
こ
と
で
、
北
の
山
肌
を
か
す
め
て
吹
く
強
い
風
の
た
め
か
枝
が
南
側
に
の
み

出
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
名
が
あ
る
と
い
う
。

と
こ
ろ
で
、
中
辺
路
沿
い
の
諸
王
子
社
合
祀
に
つ
い
て
は
、
土
地
の
旧
家
野
長
瀬
忠
男
（
か
れ
は
近
露
辺
の
豪
族
の
末
裔
と
思
わ
れ
る
）

が
熱
心
な
反
対
者
で
、
熊
楠
に
助
力
を
あ
お
い
で
い
た
と
こ
ろ
、
た
ま
た
ま
田
辺
の
熊
楠
宅
に
寄
っ
た
際
『
二
書
』
刊
行
が
柳
田
の
尽
力
に

よ
る
由
を
知
り
、
牟
婁
新
報
に
そ
の
経
緯
が
出
て
し
ま
っ
た
。
熊
楠
は
こ
の
不
始
末
を
柳
田
に
詫
び
て
い
る
。
な
ぜ
詫
び
た
か
と
言
う
と
、



柳
田
は
自
分
の
名
が
特
に
和
歌
山
に
て
出
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
知
事
ら
が
知
る
こ
と
を
な
ぜ
か
嫌
っ
て
お
り
、
そ
の
旨
熊
楠
に
注
意
し
て
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。
結
果
的
に
熊
楠
が
約
束
を
破
っ
た
か
た
ち
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
詫
び
た
の
で
あ
る
。

詫
状
を
読
ん
で
柳
田
は
、
『
迷
惑
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、
柳
田
だ
の
白
井
だ
の
と
新
人
物
が
何
度
も
抗
議
書
を
寄
こ
す
の
を
知
事
は
不
快

に
思
い
、
こ
の
間
題
に
捲
み
、
い
っ
そ
う
冷
淡
に
な
る
こ
と
が
心
配
で
あ
る
』
と
応
え
、
「
た
び
た
び
反
省
を
促
さ
れ
て
は
普
通
の
人
な
ら
き
っ

と
痛
に
さ
わ
り
、
多
少
の
ア
ン
チ
パ
シ
ー
を
抱
く
に
至
る
べ
く
候
か
。
」
と
感
想
を
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
行
き
違
い
は
大
し
た
問
題

に
は
な
ら
な
か
っ
た
。
『
二
書
』
刊
行
と
各
界
有
力
者
へ
の
配
布
を
熊
楠
が
率
直
に
喜
ん
だ
よ
う
に
、
柳
田
の
方
で
も
『
二
書
』
の
反
響
に
ま

ん
ざ
ら
で
も
な
い
気
持
を
も
っ
て
い
た
。

五
、
反
響

や
ヽ
一
ヽ

カ
⑰候

」
『
南
方
二
書
』
を
作
成
し
各
方
面
へ
送
っ
た
柳
田
は
、
前
に
紹
介
し
た
よ
う
に
後
に
は
役
人
ら
の
反
応
の
な
さ
を
嘆
く
こ
と
に
な
る
の
だ

十
月
四
日
付
の
手
紙
の
な
か
で
は
「
東
京
に
も
大
分
の
影
響
あ
り
、
遠
か
ら
ず
浮
華
な
ら
ざ
る
一
の
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
起
こ
り
申
す
べ
く

と
書
き
、
続
く
十
月
十
一
日
付
書
簡
で
は
か
な
り
の
想
い
入
れ
を
も
っ
て
次
の
よ
う
に
「
手
ご
た
え
」
を
記
し
て
い
る
。

今
回
は
意
外
に
も
反
響
も
多
く
、
か
つ
機
運
に
際
会
し
た
り
と
も
申
す
べ
く
候
。
国
論
よ
う
や
く
一
変
し
、
真
筆
な
る
日
本
研
究
こ
れ
よ

り
起
こ
り
、
雨
降
り
地
固
ま
る
の
結
果
あ
ら
ん
と
す
。
先
生
の
業
徒
労
な
ら
ず
候
。
よ
っ
て
単
に
俗
論
防
制
の
消
極
的
行
動
よ
り
転
じ
て
、

な
お
将
来
の
民
風
を
作
り
上
ぐ
る
上
に
御
尽
力
下
さ
れ
た
く
候
。
実
は
小
生
は
自
然
の
成
行
を
過
重
し
、
時
来
た
り
塚
の
平
ら
ぎ
森
の
伐

ら
る
る
ご
と
き
は
、
悲
し
む
べ
き
、
し
か
も
免
る
る
能
わ
ざ
る
大
理
法
た
る
こ
と
、
あ
た
か
も
わ
れ
わ
れ
の
身
命
の
大
事
に
し
て
、
し
か



も
死
し
去
る
と
同
じ
か
る
べ
し
と
心
の
底
に
は
あ
き
ら
凍
て
お
り
候
い
し
も
、
か
く
だ
ん
だ
ん
と
手
ご
た
え
あ
り
て
は
何
と
か
今
少
し
働

か
ね
ば
な
ら
ず
候
。
小
生
が
家
も
実
父
は
神
官
に
て
憂
国
者
に
有
之
候
い
し
も
、
と
く
物
故
し
、
兄
弟
数
人
そ
の
志
を
継
ぎ
て
時
節
を
ま

⑱

ち
お
り
し
に
候
。
先
生
に
お
い
て
ま
こ
と
に
よ
き
道
連
れ
を
得
申
し
候
。

右
の
引
用
文
に
あ
る
よ
う
に
、
柳
田
は
父
親
や
家
族
の
こ
と
ま
で
も
ち
だ
し
て
真
情
を
吐
露
し
、
野
中
王
子
の
件
も
将
が
あ
か
な
い
よ
う

な
ら
白
井
と
連
署
で
忠
告
を
知
事
に
出
す
こ
と
も
考
え
よ
う
、
い
や
自
分
自
身
で
内
務
省
へ
出
向
い
て
今
回
の
『
二
書
』
　
の
影
響
が
ど
の
程

度
あ
っ
た
か
を
聞
い
て
も
み
よ
う
と
結
ん
で
い
る
。

熊
楠
・
柳
田
の
両
者
の
書
簡
中
た
び
た
び
名
前
が
あ
が
り
、
そ
の
影
響
力
に
熊
楠
も
期
待
を
寄
せ
て
い
た
白
井
光
太
郎
の
合
祀
問
題
に
関

す
る
論
文
は
十
一
月
一
日
発
行
の
雑
誌
「
日
本
及
日
本
人
」
に
掲
載
さ
れ
た
。
熊
楠
か
ら
様
々
の
実
例
を
示
さ
れ
て
神
社
合
併
の
無
謀
さ
を

う
っ
た
え
ら
れ
て
い
た
白
井
は
、
ど
う
い
う
観
点
か
ら
反
対
論
を
ぶ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
後
年
（
大
正
一
五
年
）
、
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
の

保
護
を
う
っ
た
え
る
た
め
に
書
か
れ
た
一
文
よ
り
そ
の
一
部
を
次
に
引
く
。

神
社
は
、
そ
の
境
内
に
生
育
す
る
老
樹
、
草
葬
、
禽
獣
、
虫
魚
を
も
っ
て
本
体
と
す
る
も
の
に
し
て
、
社
殿
の
ご
と
き
は
、
素
簡
の
中
洞

を
も
っ
て
足
れ
り
と
す
る
も
の
な
り
。
　
－
　
中
略
－
－
－
神
社
は
草
木
の
暢
茂
し
、
数
百
歳
を
経
た
る
老
樹
巨
木
あ
る
に
よ
り
て
、
神
威
の

⑩

赫
灼
た
る
を
想
見
せ
し
め
、
森
厳
の
気
に
よ
り
て
、
人
心
を
正
し
う
せ
し
む
る
を
本
意
と
す
る
。

白
井
は
、
神
林
は
天
然
記
念
物
こ
と
に
植
物
の
宝
庫
で
あ
る
と
と
も
に
史
蹟
名
勝
の
性
質
を
多
分
に
お
び
る
も
の
だ
と
言
う
。
だ
か
ら
、

こ
う
し
た
神
林
を
滅
却
せ
ん
と
す
る
神
社
合
併
政
策
は
、
史
蹟
名
勝
天
然
記
念
物
の
保
存
を
全
く
顧
慮
し
な
い
　
「
実
に
国
家
の
不
祥
、
千
載



六
二

⑩

の
遺
憾
」
　
で
あ
る
と
嘆
く
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
熊
楠
が
合
祀
推
進
派
の
神
官
・
役
人
ら
を
悪
し
ざ
ま
に
言
う
の
は
今
回
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
先
に
引
用
し
た
中
辺

路
沿
い
諸
社
の
惨
状
に
ふ
れ
て
、
そ
の
張
本
人
た
る
神
主
の
「
罪
業
」
を
熊
楠
は
こ
う
報
じ
て
い
る
。

こ
こ
の
神
主
は
武
田
弁
次
と
て
、
実
は
我
利
我
慾
の
男
に
て
、
そ
の
不
時
な
る
こ
と
は
「
二
書
」
二
七
頁
に
も
出
で
た
り
。
合
祀
の
際
、

諸
神
体
を
手
に
持
ち
重
量
を
は
か
り
、
古
道
具
同
前
に
価
格
を
評
せ
し
と
申
す
博
徒
ご
と
き
男
な
り
。

し
か
し
、
十
月
十
六
日
付
書
簡
で
熊
楠
が
報
告
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
近
露
王
子
下
宮
の
老
大
杉
問
題
は
「
調
査
の
上
処
分
す
る
」

と
の
知
事
の
意
向
が
で
て
し
ば
ら
く
棚
上
げ
と
な
り
、
知
事
自
身
が
熊
楠
を
訪
ね
て
合
祀
に
関
す
る
見
解
を
述
べ
る
方
向
に
な
っ
た
。
熊
楠

は
望
み
を
繋
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
が
…
…
。

同
書
簡
で
は
つ
づ
け
て
、
ま
た
い
つ
も
の
癖
が
頭
を
も
た
げ
、
以
前
に
話
題
に
な
っ
て
い
た
那
智
山
濫
伐
の
張
本
人
で
、
熊
楠
の
抗
議
に

ょ
っ
て
事
を
は
ば
ま
れ
た
男
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

か
の
巨
魁
津
田
と
い
う
は
な
か
な
か
の
姦
雄
に
し
て
子
分
多
く
、
そ
の
中
に
は
生
死
知
ら
ず
の
者
多
し
。
故
に
小
生
、
事
に
よ
り
襲
わ
る

る
も
知
れ
ず
候
。
し
か
る
に
小
生
ま
た
大
武
力
あ
り
、
三
十
余
斤
の
鉄
棒
を
昼
夜
林
頭
に
置
き
、
毎
日
一
上
一
下
上
三
下
四
と
稽
古
し
お

れ
ば
、
な
か
な
か
三
、
四
人
ぐ
ら
い
の
も
の
に
ま
く
る
こ
と
成
ら
ず
、
こ
こ
が
見
物
な
り
。
い
わ
ん
や
こ
の
辺
の
漁
民
、
仲
仕
、
人
足
、

小
百
姓
、
博
徒
、
み
な
子
分
な
れ
ば
、
い
よ
い
よ
襲
撃
と
な
ら
ば
、
こ
れ
こ
そ
見
物
な
ら
ん
。



い
や
は
や
何
と
も
勇
ま
し
い
こ
と
で
は
あ
る
。

熊
楠
か
ら
こ
き
お
ろ
さ
れ
、
こ
つ
ぴ
ど
く
決
め
つ
け
ら
れ
る
者
は
こ
の
他
に
も
多
い
。
紀
俊
、
奥
五
十
鈴
な
ど
県
神
社
界
の
大
物
神
職
た

ち
、
上
は
大
臣
か
ら
下
は
郡
町
村
の
官
吏
に
至
る
ま
で
、
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
も
あ
ら
ば
こ
そ
、
有
る
こ
と
無
い
こ
と
痛
烈
に
罵
倒
さ
れ
る
。
し

か
し
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
ま
と
め
る
つ
も
り
で
あ
る
。

六
、
対
立

近
野
村
老
大
杉
を
め
ぐ
る
話
題
は
、
こ
の
時
期
の
書
簡
で
つ
ね
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
十
月
十
三
日
付
熊
楠
書
簡
は
右
の
件
と
別
の
点

で
柳
田
を
激
し
く
立
腹
さ
せ
る
内
容
の
も
の
で
あ
っ
た
。
小
論
の
直
接
の
テ
ー
マ
で
は
な
い
が
、
両
者
の
交
渉
に
お
い
て
一
大
物
議
を
か
も

し
た
手
紙
で
あ
る
か
ら
こ
こ
に
要
約
す
る
。

小
生
は
凡
衆
婦
児
相
手
の
人
気
も
の
を
書
く
気
は
少
し
も
無
之
、
学
説
と
い
う
も
の
の
認
め
よ
う
を
本
邦
後
進
に
示
し
た
き
に
候
。
－
　
中

略
　
－
　
お
の
れ
よ
り
劣
っ
た
も
の
を
相
手
に
し
て
は
学
問
は
進
ま
ず
、
智
兄
は
鈍
り
申
す
べ
く
候
。
－
1
－
中
略
1
I
－
小
生
は
も
と
よ
り
日

本
人
を
見
切
り
、
従
前
の
ご
と
く
一
意
一
つ
で
も
多
く
欧
米
に
て
出
し
置
か
ん
と
す
。
（
今
も
出
し
お
れ
り
。
）
小
生
は
『
太
陽
』
と
か
な

ん
と
か
、
凡
衆
相
手
の
も
の
に
ま
じ
め
な
学
説
を
見
せ
る
を
は
な
は
だ
好
ま
ぬ
に
候
。
『
太
陽
』
な
ど
へ
出
す
に
は
、
（
中
略
）
読
切
り
に

⑳

短
く
か
く
が
は
な
は
だ
よ
か
ら
ん
。
す
な
わ
ち
阿
房
相
手
に
人
を
阿
房
に
す
る
法
な
り
。

右
の
内
容
が
書
か
れ
た
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
こ
の
「
十
月
十
三
日
朝
」
　
の
書
簡
は
、
冒
頭
で
や
は
り
老
大
杉
保
護
に
つ
き
友
人
を
介
し



て
知
事
へ
懇
請
し
、
知
事
よ
り
郡
役
所
ま
た
は
村
長
へ
手
紙
を
出
し
て
も
ら
っ
て
　
「
道
義
上
説
諭
し
て
も
ら
う
」
旨
を
報
じ
、
続
け
て
右
引

用
の
こ
と
ば
が
出
る
。
こ
の
時
の
書
簡
は
、
実
は
十
月
八
日
付
で
柳
田
が
書
い
た
手
紙
に
対
す
る
返
事
で
あ
る
。
そ
の
八
日
付
柳
田
書
簡
は
、

熊
楠
の
論
文
「
猫
一
疋
の
力
に
憑
っ
て
大
富
と
な
り
し
人
の
話
」
　
の
掲
載
誌
に
関
し
て
、
熊
楠
の
希
望
と
は
異
な
る
見
解
　
－
　
そ
れ
は
論
文

の
内
容
に
つ
い
て
の
評
価
の
相
違
に
も
関
係
す
る
1
を
表
明
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
熊
楠
は
は
じ
め
か
ら
　
『
考
古
学
会
誌
』
　
に

だ
す
こ
と
を
考
え
て
い
た
が
、
柳
田
は
　
「
こ
の
よ
う
に
面
白
き
も
の
を
八
百
部
ば
か
り
の
雑
誌
へ
出
す
の
が
少
々
お
し
い
」
　
と
の
理
由
で
、

『
太
陽
』
　
の
方
が
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
応
じ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
加
え
、
柳
田
は
同
書
簡
で
、
熊
楠
が
自
ら
翻
訳
し
送
っ
た
「
神

跡
考
」
　
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
評
し
た
。

「
神
跡
考
」
　
は
あ
ま
り
材
料
多
く
か
え
り
て
向
う
人
に
は
わ
か
り
に
く
く
な
り
、
お
し
き
も
の
に
候
。
小
生
の
も
の
な
ら
こ
う
も
書
い
て

⑭

見
た
い
と
思
う
所
多
く
候
。
小
生
が
愚
稿
は
匿
名
に
て
新
聞
に
連
載
す
る
謀
を
考
え
お
り
候
。

こ
の
二
つ
の
寸
評
を
柳
田
は
何
げ
な
く
述
べ
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
な
に
か
腹
に
含
ん
だ
も
の
が
あ
っ
て
言
っ
た
の
か
わ
か
ら
な
い
。
特

に
　
「
神
跡
考
」
　
に
つ
い
て
は
、
熊
楠
に
す
れ
ば
　
『
二
書
』
刊
行
の
労
に
報
い
る
気
持
か
ら
徹
夜
を
か
さ
ね
て
翻
訳
し
送
っ
た
も
の
で
あ
っ
た

か
ら
、
柳
田
の
「
な
に
げ
な
い
寸
評
」
を
せ
っ
か
く
の
好
意
が
無
視
さ
れ
た
と
ひ
ど
く
否
定
的
に
受
け
と
め
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
先
に
引
用
し
た
「
小
生
は
凡
衆
婦
児
相
手
の
人
気
も
の
を
書
く
気
は
少
し
も
無
之
…
…
…
」
は
、
柳
田
が
評
し
た
「
面

白
き
も
の
」
　
に
対
す
る
熊
楠
の
反
論
な
の
で
あ
る
。
『
太
陽
』
　
な
ど
と
い
う
一
般
大
衆
向
け
の
通
俗
雑
誌
に
掲
載
し
た
方
が
良
か
ろ
う
と
は
、

俺
の
書
く
も
の
を
い
っ
こ
う
に
理
解
し
な
い
、
「
人
を
阿
房
に
す
る
法
」
だ
と
熊
楠
は
柳
田
に
ム
ク
レ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
俗
人
相
手

⑳

の
引
用
出
処
確
か
な
ら
ぬ
雑
文
や
『
風
俗
文
選
』
様
の
も
の
を
出
す
こ
と
は
、
小
生
当
分
そ
の
ひ
ま
も
そ
の
望
み
も
無
之
候
」
と
　
『
太
陽
』



掲
載
を
断
わ
り
、
や
は
り
「
猫
の
話
」
は
考
古
学
会
の
ほ
う
に
世
話
し
て
く
れ
る
よ
う
再
度
依
頼
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
、
日
本
人
大
衆
を
小
バ
カ
に
し
た
よ
う
な
「
言
い
様
」
に
腹
を
立
て
た
柳
田
が
た
だ
ち
に
書
き
送
っ
た
返
事
が
十
月
十
四
日
と

日
付
の
あ
る
次
の
手
紙
で
あ
る
。
余
計
な
こ
と
だ
が
、
こ
の
日
付
に
誤
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、
十
三
日
朝
に
田
辺
で
出
し
た
熊
楠
の
手
紙
が

翌
日
の
遅
く
と
も
夜
に
は
東
京
に
届
い
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
当
時
、
田
辺
ま
で
は
、
ま
だ
鉄
道
は
来
て
い
な
い
。
船
で
和
歌
山
に
送
ら
れ
、

そ
こ
か
ら
は
鉄
道
便
で
大
阪
を
経
由
し
て
東
京
に
運
ば
れ
た
も
の
と
推
測
で
き
る
が
、
そ
れ
に
し
て
も
き
わ
め
て
迅
速
か
つ
正
確
な
郵
便
制

度
で
あ
っ
た
こ
と
に
驚
く
と
と
も
に
感
心
す
る
。

郵
便
事
情
は
と
も
か
く
と
し
て
、
熊
楠
の
幾
分
す
ね
て
挑
発
的
な
内
容
の
手
紙
を
読
ん
で
、
柳
田
は
す
ぐ
さ
ま
筆
を
と
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

こ
れ
が
十
月
十
四
日
付
の
激
し
い
調
子
の
、
柳
田
に
は
め
ず
ら
し
い
長
文
の
書
簡
で
あ
る
。
全
篇
こ
れ
反
論
と
言
っ
て
も
い
い
中
味
で
あ
る
。

次
に
抄
出
し
て
み
る
。

小
生
の
み
隠
忍
模
糊
す
る
も
つ
ま
ら
ず
候
故
思
う
ま
ま
を
申
し
上
げ
候
わ
ば
…
…
…

貴
下
は
年
久
し
く
外
国
に
お
ら
れ
候
の
み
な
ら
ず
、
帰
り
て
も
無
烏
郷
里
に
の
み
住
ま
れ
候
故
、
御
見
識
何
分
に
も
偏
り
た
り
と
お
ぼ
え

候
。
…
…
…
…
貴
下
な
ど
（
中
略
）
英
文
を
か
く
方
が
日
本
文
よ
り
1
手
な
り
と
は
羨
む
べ
き
限
り
な
る
に
、
神
社
問
題
な
ど
に
つ
き
真

の
愛
国
者
た
る
態
度
を
示
し
な
が
ら
、
こ
の
点
（
日
本
研
究
＝
民
俗
学
に
対
す
る
姿
勢
の
こ
と
）
ば
か
り
は
あ
ま
り
コ
ス
モ
ポ
リ
チ
ッ
ク

に
て
、
絶
え
て
日
本
の
学
問
を
豊
富
に
す
る
考
え
な
く
、
わ
れ
わ
れ
を
も
含
め
る
日
本
の
社
会
を
一
括
し
て
凡
俗
扱
い
す
る
と
は
、
さ
て

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

ヽ

　

　

1

　

　

1

　

　

1

　

、

　

、

　

、

　

、

も
さ
て
も
偏
狭
の
沙
汰
な
り
。
…
…
…

し
か
し
て
貴
下
の
し
ば
し
ば
言
わ
る
る
こ
と
な
が
ら
、
自
分
よ
り
え
ら
く
な
き
人
に
説
く
こ
と
は
決
し
て
学
問
の
威
信
を
害
す
べ
き
に
あ

ら
ず
。
そ
れ
も
人
の
す
き
ず
き
な
れ
ば
、
そ
れ
は
気
が
向
か
ぬ
、
お
れ
は
や
り
た
く
な
し
と
な
ら
ば
是
非
も
な
け
れ
ど
、
も
し
小
生
ら
貴



下
を
渇
仰
す
る
の
あ
ま
り
、
そ
の
独
善
的
態
度
ま
で
を
盲
信
し
清
酒
と
し
て
こ
れ
に
倣
わ
ば
、
い
ず
れ
の
世
に
か
学
問
の
光
を
放
つ
と
き

あ

る

べ

き

や

。

…

…

…

学
問
の
相
手
は
い
か
に
つ
ま
ら
ぬ
者
で
も
、
（
中
略
）
最
初
は
面
白
お
か
し
く
さ
ら
さ
ら
と
よ
ま
せ
る
部
分
を
の
み
出
し
て
食
わ
せ
る
こ
と

ヽ

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

　

　

　

ヽ

も
方
便
な
る
べ
し
。
…
…
…

貴
下
従
前
の
御
労
作
す
で
に
百
数
十
篇
に
及
び
、
（
中
略
）
し
か
し
、
そ
れ
さ
え
す
れ
ば
国
内
の
発
表
は
せ
ず
と
も
気
が
す
む
と
は
果
し
て

ど
う
い
う
気
持
に
や
。
人
に
も
常
に
申
す
こ
と
な
る
が
、
南
方
氏
は
明
治
日
本
の
一
奇
現
象
な
り
。
こ
の
ぐ
ら
い
地
歩
を
占
め
て
外
国
の

学
者
と
意
見
を
交
換
せ
ら
る
る
人
を
出
し
得
た
る
は
国
の
大
事
な
り
。
さ
れ
ど
今
の
ま
ま
に
て
進
ま
ば
、
後
人
の
眼
よ
り
見
れ
ば
外
国
人

の
東
洋
研
究
者
が
一
人
多
か
り
し
と
少
し
も
択
ぶ
と
こ
ろ
な
し
、
御
再
考
下
さ
れ
た
く
候
。
貴
下
は
鼻
息
あ
ら
く
手
紙
に
一
種
の
権
威
あ

り
。
人
は
皆
煙
に
ま
か
れ
、
今
ま
で
か
か
る
こ
と
を
言
い
し
人
な
か
ら
ん
。
…
…
…
…

な
る
ほ
ど
東
京
に
も
馬
鹿
は
多
し
。
（
中
略
）
し
か
し
、
そ
れ
だ
か
ら
捨
て
て
お
く
と
い
う
論
理
は
、
小
生
に
は
立
て
に
く
く
候
。
や
は
り

東
洋
人
一
流
の
文
章
報
国
主
義
を
ど
こ
ま
で
も
主
張
致
し
候
。
こ
ん
な
こ
と
に
て
時
間
を
潰
す
は
い
か
に
も
残
念
な
り
。
（
中
略
）
今
夕
御

手
紙
を
見
て
い
た
く
激
す
る
と
こ
ろ
あ
り
て
、
ま
ず
ま
ず
こ
の
こ
と
の
み
申
し
上
げ
候
。
（
た
だ
し
カ
ッ
コ
内
説
明
文
お
よ
び
傍
点
は
芳

賀
）

柳
田
の
激
烈
な
反
発
を
み
て
、
熊
楠
は
意
外
に
も
『
よ
く
ぞ
言
っ
て
く
れ
た
』
風
の
反
応
を
か
え
し
た
。
返
書
は
十
月
十
七
日
夜
に
書
か

れ
て
い
る
が
、
例
に
も
れ
ず
こ
れ
も
長
い
。

貴
下
、
小
生
の
性
行
、
行
為
に
つ
き
苦
言
を
惜
し
ま
れ
ず
、
ま
こ
と
に
益
友
な
り
。
土
宜
法
竜
師
の
外
に
か
か
る
こ
と
言
い
出
し
く
れ
し



人
な
し
。
小
生
は
舜
が
選
言
を
聞
い
て
拝
せ
し
ご
と
く
、
た
と
い
窮
こ
れ
に
遵
い
行
な
う
能
わ
ざ
る
ま
で
も
、
一
針
と
心
得
て
心
得
置
く

⑳

べ
き
こ
と
無
論
な
り
。

こ
う
は
言
う
も
の
の
、
も
ち
ろ
ん
自
分
の
非
を
認
め
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
ほ
ん
の
通
り
一
遍
の
挨
拶
」
と
受
け
と
ら
れ
る
の
は
本
意
で
は

な
い
と
断
わ
り
つ
つ
、
柳
田
の
提
起
し
た
批
判
に
い
ち
い
ち
反
論
を
加
え
な
が
ら
応
え
て
い
く
。
い
ま
、
そ
の
詳
細
を
紹
介
す
る
こ
と
は
止

め
る
が
、
両
者
の
論
争
点
の
い
く
つ
か
を
要
約
し
て
み
よ
う
。

柳
田
が
熊
楠
を
評
し
て
「
無
鳥
郷
里
に
住
ん
で
い
る
た
め
考
え
が
偏
狭
だ
」
と
言
い
、
有
為
の
学
者
と
そ
の
業
績
を
二
・
三
あ
げ
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
、
熊
楠
は
「
な
る
ほ
ど
自
分
は
無
鳥
郷
の
伏
翼
で
あ
る
」
、
し
か
し
世
に
後
れ
な
い
よ
う
斬
新
な
著
述
な
ど
は
読
ん
で
お
る
が
、

日
本
で
高
著
深
論
が
出
版
さ
れ
た
と
は
承
知
し
て
い
な
い
、
と
応
じ
る
。
ま
た
、
熊
楠
が
日
本
研
究
に
お
い
て
他
の
人
に
な
い
能
力
を
有
す

る
の
に
、
日
本
人
を
凡
俗
扱
い
し
て
、
自
分
は
世
界
を
相
手
に
し
て
い
る
の
だ
と
の
「
独
善
的
態
度
」
を
み
せ
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
柳
田

の
批
判
に
関
し
て
は
、
熊
楠
は
「
知
識
は
世
界
一
汎
の
智
識
」
な
の
で
あ
っ
て
、
間
宮
林
蔵
の
『
カ
ラ
フ
上
記
行
』
の
よ
う
に
日
本
で
は
埋

も
れ
て
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
な
か
っ
た
が
海
外
で
は
早
く
か
ら
翻
訳
さ
れ
知
ら
れ
て
い
た
と
実
例
を
あ
げ
、
字
間
と
そ
の
業
績
を
用
い
る
用

い
な
い
の
は
そ
れ
ぞ
れ
の
国
民
の
注
意
不
注
意
に
よ
る
の
だ
と
応
え
る
。
こ
の
論
点
と
重
な
る
が
、
柳
田
が
「
外
国
人
の
東
洋
研
究
者
が
一

人
多
か
り
し
と
少
し
も
択
ぶ
と
こ
ろ
な
し
」
と
断
ず
る
の
に
対
し
、
熊
楠
は
「
日
本
人
の
世
界
研
究
者
が
特
に
一
人
出
で
し
こ
と
と
思
う
」

と
応
酬
す
る
。
そ
の
ほ
か
、
印
刷
出
版
に
つ
い
て
も
、
将
来
の
少
数
者
よ
り
現
在
の
多
数
者
に
影
響
を
与
え
得
る
方
途
を
柳
田
が
是
と
す
る

の
に
対
し
、
熊
楠
は
「
た
と
い
そ
の
当
時
の
人
が
一
向
用
い
ざ
り
し
と
す
る
も
、
一
向
力
を
落
と
さ
ず
、
悠
々
逼
ら
ず
こ
れ
を
後
世
に
遺
し

た
功
は
没
す
べ
か
ら
ず
」
と
、
異
な
る
見
解
を
表
明
す
る
。
熊
楠
は
最
後
に
、
陰
毛
の
収
集
分
析
結
果
や
日
本
で
の
食
入
肉
風
習
の
論
証
を

自
分
は
得
て
い
る
が
、
あ
な
た
は
こ
れ
を
筐
底
に
潜
め
て
お
く
方
が
い
い
か
、
そ
れ
と
も
外
国
で
発
表
す
る
が
い
い
か
、
ま
た
学
会
誌
に
載



六
八

せ
る
か
通
俗
誌
に
す
る
か
、
と
柳
田
に
反
間
す
る
。

柳
田
は
熊
楠
の
こ
と
を
「
明
治
日
本
の
妄
現
象
」
と
称
し
た
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
「
奇
人
・
変
人
」
扱
い
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
驚
嘆

の
表
現
だ
っ
た
と
思
う
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
熊
楠
は
ふ
れ
て
い
る
。

こ
れ
は
拙
妻
な
ど
よ
。
も
毎
に
聞
く
こ
と
な
り
。
人
間
の
成
豊
ち
は
そ
の
人
の
履
歴
を
知
っ
て
初
め
て
明
ら
む
べ
し
。
小
生
の
履
歴
は

実
に
千
変
百
化
な
り
。
し
た
が
っ
て
不
調
和
な
性
質
と
な
れ
る
な
る
べ
し
。

右
に
い
く
ぶ
ん
冗
長
ぎ
み
に
紹
介
し
た
両
者
の
批
判
と
反
論
の
応
酬
の
手
紙
は
、
そ
の
ま
ま
で
彼
此
の
字
間
観
を
語
っ
て
い
る
と
言
え
よ

ぅ
。
誇
々
と
諭
す
よ
う
な
反
論
書
簡
を
精
読
し
た
柳
田
は
、
次
便
に
て
、
ひ
と
ま
ず
論
争
の
矛
を
お
さ
め
た
。

貴
書
中
日
本
で
研
究
を
発
表
す
る
の
は
む
だ
だ
と
い
う
語
気
あ
。
し
を
批
難
せ
し
っ
も
。
な
れ
ど
、
そ
の
激
語
を
誘
発
せ
し
は
御
論
文
あ

ま
。
に
ご
た
ご
た
し
て
分
か
。
に
く
し
と
小
生
が
申
せ
し
た
め
な
る
が
ご
と
し
。
篤
学
の
者
は
い
か
に
ご
た
ご
た
し
て
お
。
て
も
熱
心
に

拝
見
す
べ
く
、
小
生
等
は
決
し
て
こ
ま
る
こ
と
な
き
も
、
多
勢
に
見
せ
る
た
め
に
は
材
料
の
な
ら
べ
方
な
ど
今
少
し
何
と
か
方
法
あ
る
べ

し
と
思
い
し
ま
で
に
候
。

い
っ
た
ん
は
激
昂
し
て
、
ま
な
じ
。
を
決
し
て
切
。
込
み
は
し
た
も
の
の
、
相
手
が
感
情
的
に
反
発
せ
ず
む
し
ろ
条
理
を
つ
く
し
た
弁
論

を
も
っ
て
か
え
し
た
の
で
、
柳
田
も
二
の
矢
を
つ
ぐ
気
勢
が
そ
が
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
「
猫
壷
の
力
に
讐
て
大
富
と
な
。
し
人
の
話
」

の
掲
載
誌
を
め
ぐ
る
見
解
の
対
立
か
ら
発
生
し
た
両
者
の
字
間
観
の
相
違
は
、
全
面
対
決
に
は
至
ら
ず
ひ
と
ま
ず
は
収
束
す
る
こ
と
に
な
っ



た
。
右
引
用
の
柳
田
「
弁
解
」
も
熊
楠
か
ら
の
新
た
な
反
発
を
招
く
余
地
が
あ
っ
た
が
、
次
便
十
月
二
十
五
日
付
の
熊
楠
の
葉
書
は
意
外
に

妥
協
的
な
内
容
の
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
か
れ
は
、
同
論
文
を
『
太
陽
』
で
受
け
つ
け
て
も
ら
え
る
な
ら
同
誌
に
載
せ
て
も
か
ま
わ
な

い
、
ま
た
柳
田
の
判
断
で
『
太
陽
』
が
受
け
な
い
と
思
え
ば
、
考
古
学
会
誌
に
ま
わ
し
て
欲
し
い
旨
書
き
送
っ
て
い
る
。

柳
田
が
矛
を
お
き
め
た
か
っ
こ
う
に
な
っ
た
の
で
、
熊
楠
の
方
も
軟
化
し
た
も
の
か
、
そ
れ
と
も
「
稿
料
」
収
入
と
い
う
現
実
が
影
響
し

た
結
果
か
。
後
者
の
点
も
無
視
で
き
な
い
経
済
的
理
由
を
熊
楠
は
つ
ね
に
か
か
え
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

同
じ
日
に
書
か
れ
た
別
の
長
文
の
書
簡
で
は
、
熊
楠
は
さ
ら
に
冷
静
で
あ
る
。
自
分
が
「
不
調
和
な
性
質
」
で
あ
る
こ
と
を
敷
宿
し
た
内

容
を
次
の
よ
う
に
告
白
し
て
い
る
。

小
生
は
元
来
は
な
は
だ
し
き
府
積
持
ち
に
て
、
狂
人
に
な
る
こ
と
を
人
々
患
え
た
り
。
自
分
こ
の
こ
と
に
気
が
つ
き
、
他
人
が
病
質
を
治

せ
ん
と
て
種
々
遊
戯
に
身
を
入
る
る
も
つ
ま
ら
ず
、
宜
し
く
遊
戯
同
様
の
面
白
き
字
間
よ
り
始
む
べ
し
と
思
い
、
博
物
標
本
を
み
ず
か
ら

集
む
る
こ
と
に
か
か
れ
り
。
　
－
　
中
略
1
こ
の
方
法
に
て
府
積
を
お
さ
う
る
に
な
れ
て
今
日
ま
で
狂
人
に
な
ら
ざ
り
し
。

し
か
し
な
が
ら
、
書
き
進
む
う
ち
に
次
第
に
元
来
の
意
気
軒
昂
ぶ
り
が
顔
を
出
す
と
こ
ろ
が
い
か
に
も
熊
楠
ら
し
い
。
熊
楠
は
こ
だ
わ
り

が
強
い
。
柳
田
に
『
田
舎
に
埋
も
れ
て
世
間
知
ら
ず
』
の
よ
う
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
余
程
気
に
障
っ
た
か
、
再
度
「
小
生
帰
来
十
年
僻
地
に

お
り
、
見
聞
少
な
く
、
ま
こ
と
に
貴
下
の
い
わ
ゆ
る
無
鳥
郷
の
伏
翼
な
り
。
し
か
る
に
、

⑳・
」
　
と
反
論
を
く
り
か
え
し
て
い
る
。

一
時
の
感
情
的
反
発
も
時
の
経
過
に
と
も
な
っ
て
お
さ
ま
っ
て
い
く
こ
と
は
ひ
と
の
常
で
は
あ
る
が
、
十
月
二
十
七
日
付
柳
田
書
簡
で
は
、

再
び
文
通
が
始
ま
っ
た
頃
の
よ
う
な
兄
事
の
態
度
を
み
せ
て
い
る
。



貴
下
御
慈
書
の
多
く
の
言
語
の
類
は
、
決
し
て
好
奇
心
よ
り
で
は
な
く
、
単
に
散
供
を
防
ぐ
た
め
に
何
に
て
も
私
刊
い
た
す
べ
く
候
。

懸
案
の
「
猫
一
疋
…
…
…
」
　
掲
載
を
め
ぐ
る
問
題
で
、
柳
田
は
新
た
に
『
新
日
本
』
誌
を
候
補
と
し
て
あ
げ
、
第
三
の
途
を
と
る
こ
と
に

ょ
り
行
き
違
い
に
最
終
的
解
決
を
は
か
ろ
う
と
し
た
。

『
太
陽
』
の
方
へ
交
渉
仕
る
べ
し
。
校
正
を
小
生
に
さ
す
る
こ
と
承
諾
せ
ず
ば
、
『
考
古
』
の
方
へ
出
し
申
す
べ
き
も
、
種
は
ど
う
し
て
も

『
太
陽
』
の
側
に
出
し
た
き
種
類
に
属
し
候
。
『
太
陽
』
と
括
抗
せ
ん
と
す
る
雑
誌
に
『
新
日
本
』
と
申
す
が
有
之
候
。
『
考
古
』
の
方
な

ら
世
話
は
な
け
れ
ど
、
そ
れ
よ
り
も
小
生
は
ま
だ
『
新
日
本
』
　
の
方
を
の
ぞ
み
申
し
候
。

し
か
し
、
『
新
日
本
』
掲
載
も
は
か
ば
か
し
く
い
か
な
か
っ
た
よ
う
で
、
じ
れ
た
熊
楠
は
次
の
よ
う
に
つ
む
じ
を
ま
げ
た
言
い
方
を
し
て
い

る
。

「
猫
で
成
り
金
」
の
話
は
如
何
相
成
り
候
や
。
も
し
『
新
日
本
』
、
『
太
陽
』
、
共
に
四
の
五
の
い
わ
ば
、
小
生
は
す
で
に
英
国
で
出
る
の
が

面
目
至
極
な
れ
ば
、
別
に
日
本
で
出
ず
と
も
か
ま
わ
ず
、
考
古
学
会
ま
た
は
人
類
学
会
へ
御
出
し
下
さ
れ
た
く
候
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
同
論
文
は
二
転
三
転
し
て
、
明
治
四
十
五
年
一
月
『
太
陽
』
　
に
掲
載
さ
れ
た
。



注
①⑥⑤④③②⑦⑧⑨⑩

、
⑭⑮⑯⑰⑩⑩⑳⑳⑳

九
月
二
十
三
日
の
熊
楠
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
当
日
は
土
曜
日
、
快
晴
。
息
子
の
熊
弥
（
ヒ
キ
六
）
の
様
子
を
記
し
、
夜
は
牟
婁
新
報
社
に
行
き
毛
利
清
雅
ら

と
大
飲
し
た
旨
が
つ
づ
ら
れ
て
い
る
。
か
れ
は
毎
日
の
書
簡
類
受
発
信
を
克
明
に
記
録
し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
日
九
月
二
十
三
日
の
「
受
信
」
と
し
て
「
柳

田
国
男
状
一
印
刷
物
」
　
と
は
っ
き
り
書
い
て
い
る
。
『
南
方
熊
楠
日
記
4
』
　
八
十
二
頁
、
八
坂
書
房
一
九
八
九
年
。

『
南
方
熊
楠
全
集
8
』
一
〇
五
頁
、
平
凡
社
一
九
七
二
年
。

南
方
熊
楠
選
集
別
巻
『
柳
田
国
男
・
南
方
熊
楠
往
復
書
簡
』
一
〇
六
頁
、
明
治
四
十
四
年
十
月
四
日
付
柳
田
書
簡
を
参
照
。

同
『
往
復
書
簡
』
九
七
頁
。
同
年
九
月
二
十
九
日
付
熊
楠
書
簡
を
み
よ
。
（
以
下
、
頁
数
の
み
記
す
。
）

同
、
二
一
九
頁
。

『
父
南
方
熊
楠
を
語
る
』
　
（
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
、
一
九
八
一
年
）
　
に
収
め
ら
れ
て
い
る
熊
楠
の
古
田
幸
吉
宛
書
簡
の
う
ち
明
治
四
十
四
年

九
月
二
十
八
日
付
の
も
の
に
三
十
四
人
の
名
前
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
同
書
、
二
三
五
百
を
参
照
。

『
往
復
書
簡
』
　
二
一
九
頁
。

同
、
九
九
頁
。

同
、
九
八
頁
。

⑪
、
⑫
、
⑬
　
同
、
一
〇
〇
頁
（
十
月
一
日
付
柳
田
書
簡
）
。

同
、
一
〇
〇
貢
。
（
十
月
六
日
付
熊
楠
書
簡
）
。

同
、
一
〇
二
頁
。

同
、
一
〇
五
頁
。

同
、
一
〇
六
頁
。

同
、
一
一
四
頁
。

『
南
方
熊
楠
百
話
』
　
（
飯
倉
照
平
・
長
谷
川
興
蔵
編
、
八
坂
書
房
、
一
九
九
一
年
）
　
三
三
八
頁
。

同
『
百
話
』
　
三
三
九
頁
を
参
照
。

『
往
復
書
簡
』
一
〇
二
頁
－
一
〇
三
貫
。

同
、
二
二
三
頁
。



⑳
　
同
、

⑭
　
同
、

⑳
　
同
、

⑳
　
同
、

⑳
　
同
、

⑳
　
同
、

⑳
　
同
、

⑳
　
同
、

⑪
　
同
、

⑫
　
同
、

⑳
　
同
、

⑭
・
⑮

⑳
　
同
、

一
四
〇
－
一
四
一
貢
。

一
〇
五
貢
。

一
四
五
頁
。

一
五
〇
－
一
五
五
頁
。

一
五
七
頁
。

一
五
六
1
一
七
一
頁
。

一
七
〇
－
一
七
一
頁
。

一
七
一
頁
　
（
十
月
二
十
二
日
付
柳
田
書
簡
）
。

一
七
四
頁
。

一
七
七
頁
。

一
八
二
頁
。

同
、
一
九
一
頁
。

二
〇
二
頁
。

七


