
虚
学
の
す
す
め

村
田
　
全

一

日
本
に
は
大
学
が
多
い
。（
む
し
ろ
大
学
ら
し
く
な
い
大
学
が
多
過
ぎ
る
？
）
二
十
年
余
り
前
（
一
九
七
二
年
）
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で

「
東
京
に
は
大
学
が
六
つ
も
あ
る
と
聞
く
が
本
当
か
」
と
訊
ね
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
私
は
、
相
手
が
世
情
に
　う

と疎　
い
老
哲
学
者
で
、
し

か
も
ま
じ
め
な
質
問
だ
っ
た
だ
け
に
正
直
に
は
答
え
ら
れ
ず
、「
え
え
、
も
う
少
し
」
と
言
う
の
が
精
一
杯
だ
っ
た
。
彼
の
頭
に
あ
る

大
学
の
水
準
に
照
ら
し
て
、
日
本
に
は
大
学
が
何
百
も
あ
る
な
ど
と
答
え
た
の
で
は
、
日
本
の
文
化
水
準
そ
の
も
の
が
軽
ん
じ
ら
れ

る
よ
う
に
思
え
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
大
学
の
根
底
に
は
何
か
大
き
な
空
洞
が
あ
り
、
そ
れ
は
埋
め
ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
近
頃
ま
す
ま
す
大
き
く
な
る
よ
う
で
不
安

で
あ
る
。
大
学
は
本
来
、
学
問
の
場
の
は
ず
な
の
に
、
こ
の
当
然
の
こ
と
を
改
め
て
強
調
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
が
現
代
日
本
の
大
学
の

貧
困
だ
と
思
う
。
も
ち
ろ
ん
、
学
問
だ
け
が
人
間
に
と
っ
て
価
値
あ
る
仕
事
な
の
で
は
な
い
が
、
学
問
が
そ
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に

疑
問
の
余
地
は
な
い
。
し
か
し
日
本
の
大
衆
は
大
学
を
就
職
の
手
段
と
の
み
考
え
、
学
問
の
場
と
は
考
え
て
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
。

こ
の
責
任
は
大
学
側
に
も
あ
る
が
、
そ
の
大
半
は
、
直
接
の
利
益
の
な
い
学
問
な
ど
無
用
の
長
物
と
見
る
日
本
の
社
会
の
姿
勢
に
あ
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る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
に
は
後
で
触
れ
る
と
し
て
、
し
ば
ら
く
学
問
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。

学
問
と
は
何
か
。
こ
れ
は
一
言
で
は
言
い
に
く
い
。
学
問
に
も
色
々
あ
り
、
そ
の
目
的
も
多
種
多
様
な
ら
ば
そ
の
成
立
過
程
も
千

差
万
別
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
私
の
念
頭
に
あ
る
学
問
の
イ
メ
ー
ジ
を
示
す
た
め
、
と
り
あ
え
ず
次
の
三
点
を
挙
げ
る
。
先
ず
、

学
問
は
そ
の
目
的
が
何
で
あ
れ
、
そ
こ
に
純
粋
に
知
的
な
好
奇
心
が
働
い
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
次
に
、
学
問
は
学
校
で
こ
そ

既
成
の
も
の
と
し
て
学
科
に
分
け
て
教
え
ら
れ
る
が
、
文
科
と
理
科
の
区
別
ま
で
含
め
て
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
混
沌
の
中
か
ら
形
成

さ
れ
分
類
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
今
も
同
じ
形
成
流
動
の
過
程
の
中
に
あ
る
。
最
後
に
、
学
問
に
新
し
い
道
を
拓
く
仕
事
は
、
い
や

と
い
う
ほ
ど
骨
は
折
れ
る
が
創
造
の
夢
の
あ
る
楽
し
い
も
の
で
あ
っ
て
、
性
質
こ
そ
違
え
芸
術
的
創
造
と
も
共
通
点
が
あ
る
。
以
下
、

こ
の
三
点
か
ら
学
問
を
考
え
る
。
私
に
言
わ
せ
る
と
、
本
当
の
大
学
で
は
若
者
に
先
ず
こ
れ
ら
の
こ
と
が
示
さ
れ
る
べ
き
だ
と
思
う
。

二

人
間
に
は
「
な
ぜ
」
と
か
「
ど
の
よ
う
に
」
な
ど
の
こ
と
を
訊
ね
る
能
力
が
先
天
的
に
備
わ
っ
て
い
る
ら
し
い
。
知
的
好
奇
心
と
は

こ
の
こ
と
で
、「
哲
学
す
る
心
」
と
言
い
直
し
て
も
よ
い
。
哲
学
の
原
語(p

h
ilosop

h
y
)

は
ギ
リ
シ
ア
語
で
、
知
恵(sop

h
os)

を
愛
す

る(p
h
ileo)

こ
と
、
平
っ
た
く
言
え
ば
、
何
事
で
も
根
掘
り
葉
掘
り
知
り
た
が
り
、
不
思
議
な
こ
と
を
不
思
議
と
し
て
探
求
す
る
「
好

奇
心
人
間
」
は
哲
学
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
学
問
に
つ
い
て
私
が
先
ず
抱
く
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。「
哲
学
す
る
」
と
い
う
動
詞

は
ド
イ
ツ
語
の‘p

h
ilosop

h
ieren

’

が
か
な
り
広
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
に
も
あ
る
。

こ
こ
で
言
う
哲
学
は
必
ず
し
も
学
校
で
教
え
ら
れ
る
「
哲
学
」
の
こ
と
で
は
な
い
。
教
壇
で
教
え
ら
れ
る
の
は
、
い
わ
ば
「
哲
学

学
」
で
あ
る
場
合
が
多
く
、「
知
恵
を
愛
し
た
」
学
者
達
の
記
録
で
は
あ
っ
て
も
、
わ
れ
わ
れ
が
「
知
恵
を
愛
す
る
」
時
の
参
考
に
は
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必
ず
し
も
な
ら
な
い
。
私
は
か
つ
て
幼
い
子
供
か
ら
、
昨
日
の
太
陽
と
今
日
の
太
陽
と
は
本
当
に
同
じ
な
の
か
、
地
下
を
も
ぐ
っ
て

く
る
の
か
と
訊
ね
ら
れ
て
、
ぎ
ょ
っ
と
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
子
供
は
そ
の
時
、
正
に
「
哲
学
し
て
」
い
た
の
だ
と
思
う
。

こ
の
よ
う
に
愛
知
の
学
は
最
も
単
純
で
当
た
り
前
の
こ
と
に
も
、
と
ら
わ
れ
ぬ
心
で
疑
問
を
も
つ
こ
と
に
始
ま
る
が
、
こ
れ
が
進

ん
で
既
成
の
知
識
の
十
分
な
基
盤
に
立
ち
な
が
ら
、
そ
の
基
盤
自
体
の
当
否
に
ま
で
批
判
の
目
を
向
け
る
と
き
、
そ
れ
は
個
々
の
科

学
を
対
象
と
す
る
学
問
、
つ
ま
り
「
哲
学
」
と
し
て
、
し
ば
し
ば
学
問
上
の
根
底
的
な
創
造
に
つ
な
が
る
。
そ
し
て
現
代
日
本
で
の

学
問
教
育
に
欠
け
て
い
る
の
は
、
愛
知
の
学
―
―
哲
学
の
も
つ
こ
の
よ
う
な
面
に
つ
い
て
の
配
慮
で
あ
ろ
う
。

次
に
、
学
問
が
創
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
夢
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
実
は
多
少
で
も
学
問
研
究
に
携
わ
っ
た
こ
と

の
あ
る
者
に
は
、
こ
れ
は
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
実
際
、
研
究
者
に
と
っ
て
学
問
と
は
各
自
の
開
拓
す
べ
き
も
の
、
最
終
的
に

は
そ
こ
に
何
か
新
し
い
こ
と
を
建
設
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
常
に
流
動
未
完
の
形
を
と
る
。
し
か
も
そ
れ
は
積
み
上
げ
ら
れ
拡
大

さ
れ
る
の
み
で
な
く
、
常
識
化
し
た
知
識
と
の
不
断
の
戦
い
で
あ
り
、
時
に
は
根
本
的
な
出
直
し
さ
え
要
求
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
研

究
者
の
苦
し
み
も
あ
る
が
、
ま
た
他
に
求
め
よ
う
の
な
い
夢
や
楽
し
み
も
あ
る
。
芸
術
的
創
造
に
似
て
い
る
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う

な
意
味
で
あ
る
。

一
方
、
学
校
で
教
え
ら
れ
る
学
問
は
そ
の
よ
う
に
形
成
途
上
の
不
確
定
な
知
見
で
な
く
、「
確
実
」
と
見
え
る
既
成
の
知
識
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、「
読
み
書
き
算
盤
」
な
ど
の
基
本
教
育
を
本
来
の
任
と
す
る
小
学
校
、
中
学
校
ま
で
は
そ
れ
で
よ
い
が
、
そ
れ
に
し
て
も

上
の
子
供
の
よ
う
な
疑
問
や
不
思
議
さ
、
そ
れ
ら
の
知
識
の
根
底
に
あ
る
不
確
実
さ
、
人
が
知
識
を
確
実
に
し
て
き
た
過
程
な
ど
へ

の
知
的
欲
求
は
　お

さ圧　
え
ら
れ
る
。
し
か
し
本
当
は
そ
れ
ら
の
知
識
を
受
け
身
で
な
く
積
極
的
に
、
疑
問
を
挟
み
な
が
ら
考
え
て
行
く
と

き
に
こ
そ
、
学
問
へ
の
関
心
は
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
更
に
そ
れ
ら
の
疑
問
を
自
分
で
解
こ
う
と
し
、
そ
の
基
本
や
先
々
の
展



4

開
ま
で
考
え
始
め
た
ら
、
そ
れ
は
既
に
学
問
の
始
ま
り
で
あ
り
、
学
問
上
の
夢
の
育
み
で
あ
る
。
そ
し
て
事
実
、
学
問
上
の
多
く
の

発
見
は
夢
に
始
ま
る
の
で
あ
る
。
大
学
と
も
な
れ
ば
、
理
想
的
に
言
え
ば
高
等
学
校
か
ら
で
も
、
こ
の
こ
と
は
注
意
さ
れ
て
良
い
。

こ
れ
を
別
の
面
か
ら
言
う
と
、
先
生
の
語
ら
れ
る
こ
と
の
一
か
ら
十
ま
で
が
真
実
と
は
限
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
学
生
の
方
も
疑
問

は
疑
問
、
分
か
ら
ぬ
こ
と
は
分
か
ら
ぬ
と
し
て
真
剣
に
質
問
す
べ
き
で
あ
る
。
私
の
経
験
で
言
え
ば
、
日
本
で
は
教
室
で
質
問
の
出

る
こ
と
が
滅
多
に
な
く
、
学
会
で
も
似
た
よ
う
な
も
の
だ
が
、
対
照
的
に
フ
ラ
ン
ス
な
ど
で
は
学
校
で
も
学
会
で
も
質
問
が
そ
の
場

そ
の
場
で
頻
々
と
出
る
。
時
間
を
懸
け
て
話
を
聞
く
の
だ
か
ら
、
分
か
ら
な
け
れ
ば
損
と
い
う
気
持
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
学
ぶ
べ
き

態
度
で
あ
る
。

以
上
は
学
問
志
望
の
学
生
に
だ
け
言
う
こ
と
で
は
な
い
。
多
く
の
学
生
は
卒
業
と
と
も
に
学
問
か
ら
離
れ
る
が
、
そ
れ
で
も
学
び

得
た
学
問
な
い
し
学
問
的
精
神
を
仕
事
の
中
で
活
か
し
、
大
な
り
小
な
り
何
か
新
し
い
こ
と
を
創
っ
て
社
会
に
寄
与
し
て
い
る
な
ら

ば
、
学
問
な
い
し
学
問
的
精
神
は
そ
こ
に
活
か
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
学
問
を
続
け
る
学
生
が
す
べ
て
学
問
的
創
造
に
関

与
し
て
い
る
か
と
い
う
方
が
問
題
で
、
そ
れ
は
「
創
造
」
と
い
う
言
葉
の
意
味
如
何
に
よ
る
。
そ
の
人
達
の
中
に
は
、
理
科
系
、
文

科
系
を
問
わ
ず
、
そ
の
学
問
領
域
で
優
れ
た
仕
事
を
し
て
い
る
例
も
少
な
く
な
い
に
せ
よ
、
既
成
の
学
問
な
い
し
技
術
を
そ
の
線
上

で
前
進
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
て
も
（
そ
し
て
こ
れ
も
極
め
て
大
切
で
大
き
な
努
力
の
い
る
仕
事
だ
が
）、
質
的
に
新
し
い
も
の
の
創
造

と
な
る
と
そ
の
例
は
少
数
に
な
る
。
基
準
を
高
く
と
れ
ば
、
そ
れ
は
何
十
年
、
何
百
年
に
一
度
あ
る
よ
う
な
こ
と
と
言
っ
て
も
よ
い
。

最
近
こ
の
国
で
は
し
き
り
に
国
際
化
と
い
う
こ
と
が
口
に
さ
れ
る
が
、
正
直
に
言
っ
て
こ
の
国
に
生
ま
れ
た
学
問
や
思
想
が
人
類

全
体
に
寄
与
し
た
こ
と
は
ま
だ
な
い
。
偉
大
な
宗
教
家
、
哲
学
者
、
数
学
者
、
自
然
科
学
者
な
ど
、
お
よ
そ
こ
の
方
面
で
人
類
の
運
命

に
影
響
し
た
人
々
の
出
身
地
と
言
え
ば
、
古
代
で
は
シ
ナ
、
イ
ン
ド
、
ギ
リ
シ
ア
、
ユ
ダ
ヤ
、
中
世
で
は
イ
ス
ラ
ー
ム
、
近
代
以
後
は
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圧
倒
的
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
あ
り
、
日
本
は
そ
れ
ら
か
ら
恩
恵
を
受
け
る
の
み
で
あ
る
。
空
海
や
親
鸞
や
道
元
の
よ
う
な
優
れ
た
宗
教

思
想
家
が
生
ま
れ
た
こ
と
は
あ
る
が
、
言
葉
や
地
理
的
な
制
約
も
あ
っ
て
世
界
的
に
は
な
っ
て
い
な
い
。
最
近
、
数
学
、
自
然
科
学
、

技
術
、
医
学
な
ど
の
方
面
で
日
本
人
の
活
躍
が
目
立
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
で
も
既
成
の
路
線
上
で
の
こ
と
が
多
い
。
サ
ル
の
生
態
学

が
世
界
を
リ
ー
ド
し
た
り
、
西
田
哲
学
が
欧
米
の
哲
学
者
の
注
意
を
ひ
い
た
り
し
て
い
る
が
、
こ
れ
と
て
も
ま
だ
人
類
の
運
命
に
ま

で
は
関
与
し
て
い
な
い
。
し
か
し
私
は
日
本
の
学
問
の
目
標
を
こ
の
辺
ま
で
高
め
、
教
育
の
問
題
も
そ
の
下
で
考
え
た
い
の
で
あ
る
。

三

こ
こ
で
本
章
の
標
題
に
掲
げ
た
「
虚
学
」
に
つ
い
て
述
べ
る
。
こ
れ
は
余
り
見
慣
れ
な
い
言
葉
か
も
知
れ
な
い
が
、
虚
学
と
は
何

か
を
説
明
す
る
に
は
「
実
学
」
と
い
う
言
葉
か
ら
始
め
る
の
が
よ
い
。
例
え
ば
『
広
辞
苑
』
第
四
版
（
岩
波
）
に
も
「
虚
学
」
は
出

て
い
な
い
が
、「
実
学
」「
実
学
主
義
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
り
、
そ
の
反
対
が
「
虚
学
」
だ
と
思
え
ば
良
い
わ
け
で
あ

る
。（〔
　
〕
内
は
第
二
版
に
記
載
）

実
学
　
〔
真
理
の
た
め
と
い
う
よ
り
も
、〕
①
空
理
・
空
論
で
な
い
、
実
践
の
学
。
実
理
の
学
。
②
実
際
に
役
立
つ
学
問
。
応
用

を
旨
と
す
る
科
学
。
法
律
学
・
医
学
・
経
済
学
・
工
学
の
類

実
学
主
義(re

a
lism

)

　
〔
観
念
よ
り
も
〕
事
実
・
実
践
・
経
験
ま
た
は
応
用
・
実
験
を
重
ん
ず
る
立
場
。
形
式
化
し
た
人
文
主

義
の
影
響
を
受
け
た
古
典
本
位
の
教
育
に
反
対
し
て
一
六
世
紀
に
起
り
、
一
七
世
紀
以
降
、
自
然
科
学
並
び
に
経
験
論
に
影
響

さ
れ
て
有
力
に
な
っ
た
。
わ
が
国
で
は
福
沢
諭
吉
が
提
唱

つ
ま
り
虚
学
と
は
不
用
不
急
の
学
問
の
こ
と
で
、
文
学
、
歴
史
、
哲
学
、
思
想
な
ど
の
人
文
科
学
を
始
め
、
自
然
科
学
や
社
会
科
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学
の
も
つ
思
想
、
哲
学
、
歴
史
な
ど
の
人
文
科
学
的
要
素
を
指
し
、
時
に
は
応
用
抜
き
の
純
粋
数
学
や
理
論
物
理
学
な
ど
ま
で
も
指

し
、
よ
り
広
く
は
こ
れ
ら
の
各
要
素
を
根
底
に
も
つ
人
間
的
教
養
を
指
す
こ
と
も
あ
る
。
以
下
で
は
便
宜
上
こ
の
狭
義
、
広
義
を
一

応
区
別
し
て
話
を
進
め
る
。

さ
て
、
私
の
当
面
の
目
的
は
日
本
の
教
育
な
い
し
文
化
の
た
め
に
狭
義
の
虚
学
を
す
す
め
よ
う
と
す
る
も
の
だ
が
、
そ
の
根
拠
は

虚
学
が
必
ず
し
も
「
虚
」
な
学
問
で
は
な
く
、
し
ば
し
ば
そ
の
学
問
、
あ
る
い
は
広
く
学
問
的
思
想
一
般
の
上
で
、
創
造
的
な
仕
事
に

本
質
的
に
寄
与
し
て
い
る
と
い
う
歴
史
的
事
実
に
あ
る
。
実
際
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
自
然
哲
学
や
数
学
は
決
し
て
目
の
前
の
利
益
を

求
め
る
も
の
で
な
か
っ
た
し
、
今
日
の
科
学
技
術
時
代
の
発
端
で
あ
る
近
世
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
数
学
や
自
然
科
学
の
革
命
（
デ

カ
ル
ト
や
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
そ
の
代
表
）
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
私
は
こ
の
よ
う
な
思
想
上
の
革
命
的
な
出
来
事
が
、
今
後
も

歴
史
の
中
で
二
度
と
起
こ
る
ま
い
と
は
考
え
ず
、
人
類
に
は
ま
だ
残
さ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
と
見
て
い
る
。
生
物
体
や
社
会
組
織
の

も
つ
有
機
的
な
全
体
性
に
関
す
る
古
く
し
て
新
し
い
問
題
の
一
つ
の
現
わ
れ
の
よ
う
に
、
純
粋
数
学
、
工
学
、
生
物
学
、
社
会
学
な

ど
の
境
界
領
域
に
こ
の
数
十
年
間
に
起
こ
り
日
本
か
ら
の
寄
与
も
あ
る
新
し
い
学
問
、
カ
オ
ス
、
フ
ラ
ク
タ
ル
等
は
そ
の
先
駆
け
か

も
知
れ
な
い
。（
後
二
者
は
一
見
、
偶
然
で
　で

た
ら
め

出
鱈
目　
と
見
ま
が
う
よ
う
な
非
決
定
論
的
な
現
象
や
図
形
を
、
比
較
的
簡
単
な
数
学
的
手

法
の
力
を
借
り
て
決
定
論
的
か
つ
具
体
的
に
表
現
、
解
明
す
る
理
論
で
、
数
学
は
、
従
来
全
く
手
が
付
か
な
か
っ
た
対
象
に
こ
の
方

向
か
ら
近
づ
き
始
め
て
い
る
。）
私
は
い
つ
の
日
に
か
日
本
語
文
化
圏
の
中
で
こ
の
種
の
虚
学
的
か
つ
革
命
的
な
寄
与
が
生
ず
る
こ
と

を
期
待
し
て
い
る
。

虚
学
が
そ
れ
ほ
ど
の
役
割
を
果
た
し
た
の
に
は
、
よ
り
深
い
根
拠
が
あ
る
。
ギ
リ
シ
ア
や
近
世
の
例
か
ら
推
測
さ
れ
る
よ
う
に
、
虚

学
と
実
学
と
は
人
間
の
営
み
と
し
て
の
学
問
が
も
つ
本
質
的
に
相
補
う
二
つ
の
面
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
私
は
多
少
割
り
切
っ
て
、
自
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然
科
学
に
限
ら
ず
学
問
の
実
用
的
な
面
を
経
験
的
世
界
と
と
も
に
実
学
に
結
び
付
け
、
非
実
用
的
な
面
を
観
念
的
世
界
と
と
も
に
虚

学
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
す
る
。
こ
う
す
る
と
た
い
て
い
の
学
問
に
は
そ
の
二
つ
の
面
が
濃
度
の
差
こ
そ
あ
れ
見
い
だ
さ
れ
る
も
の

で
、
一
つ
の
文
化
圏
の
中
で
実
学
が
万
能
視
さ
れ
虚
学
が
軽
視
さ
れ
る
と
い
う
状
況
は
決
し
て
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
と
こ
ろ

が
日
本
で
は
学
問
と
い
え
ば
科
学
技
術
と
い
う
に
近
い
状
態
で
、
虚
学
的
な
学
問
は
研
究
費
そ
の
他
多
く
の
点
で
大
い
に
冷
遇
さ
れ

て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
学
問
の
バ
ラ
ン
ス
が
崩
れ
て
い
て
、
学
問
全
体
な
い
し
文
化
の
進
展
の
た
め
に
良
く
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
例
と
し
て
実
学
の
代
表
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
科
学
を
と
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
も
「
既
成
の
」
進
路
の
上
を
能

率
や
利
潤
を
求
め
て
前
進
す
る
実
学
的
側
面
の
他
に
、
そ
の
進
路
そ
の
も
の
に
つ
い
て
思
弁
し
批
判
す
る
方
向
が
あ
る
。
こ
れ
は
一

見
、
回
り
道
に
見
え
て
、
し
ば
し
ば
一
段
と
高
い
創
造
活
動
に
つ
な
が
る
方
向
だ
が
、
日
本
の
技
術
者
は
こ
の
種
の
こ
と
が
余
り
得

意
で
な
い
と
聞
い
た
こ
と
が
あ
る
。
更
に
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
が
人
類
に
及
ぼ
す
で
あ
ろ
う
影
響
に
つ
い
て
、
単
に
薔
薇
色
の
将
来
だ

け
を
謳
歌
す
る
の
で
な
く
、
そ
の
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
様
々
の
暗
い
面
ま
で
分
析
し
、
人
類
史
的
な
視
野
に
お
い
て
考
察
す
る
よ
う

な
仕
事
が
あ
り
う
る
。
こ
れ
も
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
技
術
の
開
発
と
並
ん
で
重
要
な
主
題
だ
が
、
こ
れ
な
ど
は
専
門
の
技
術
者
か
ら
見

れ
ば
虚
学
的
問
題
と
見
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
学
問
の
バ
ラ
ン
ス
と
言
っ
た
の
は
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
私
は
、
日
本
の
教
育
が
せ

め
て
こ
の
種
の
問
題
を
考
え
る
程
度
の
長
い
視
野
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
欲
し
い
と
思
う
。

四

狭
義
の
虚
学
に
関
す
る
こ
と
は
以
上
だ
が
、
広
義
の
虚
学
つ
ま
り
人
間
的
教
養
と
な
る
と
同
じ
よ
う
に
は
「
す
す
め
」
に
く
い
。
こ

れ
は
、
一
つ
に
は
専
門
家
が
必
ず
し
も
教
養
人
で
な
く
て
も
よ
い
た
め
だ
が
、
ま
た
一
つ
に
は
そ
れ
が
教
育
の
可
能
性
の
問
題
を
超
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え
て
、
個
人
の
天
分
、
生
活
環
境
、
社
会
の
雰
囲
気
な
ど
、
天
賦
の
要
素
に
大
き
く
左
右
さ
れ
る
た
め
で
あ
る
。
個
人
の
運
命
に
属

す
る
こ
の
種
の
こ
と
が
「
教
育
」
の
対
象
に
な
り
得
る
か
ど
う
か
、
私
は
い
さ
さ
か
懐
疑
的
で
あ
る
。

先
ず
、
専
門
家
必
ず
し
も
教
養
人
た
る
を
要
せ
ず
と
い
う
の
は
実
は
そ
の
通
り
で
、
時
に
は
教
養
が
専
門
家
と
な
る
妨
げ
に
な
る

こ
と
も
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
た
と
え
広
い
視
野
は
欠
い
て
い
て
も
専
門
の
分
野
で
良
い
仕
事
を
し
た
人
は
、
そ
の
反
対
の
人
よ
り

学
者
と
し
て
立
派
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
困
る
の
は
、
優
れ
た
専
門
家
の
中
に
例
え
ば
地
位
や
名
声
と
い
う
実
益
に
（
或
る
程
度
は

当
然
だ
ろ
う
が
）
過
度
に
こ
だ
わ
る
人
が
い
て
、
人
間
性
の
点
で
し
ば
し
ば
問
題
を
起
こ
す
こ
と
で
あ
る
。
病
人
や
家
族
に
何
一
つ

告
げ
ず
、
危
険
な
新
薬
の
試
験
を
病
人
に
施
し
た
り
す
る
医
学
者
な
ど
を
見
る
と
、
人
間
的
教
養
の
欠
如
ど
こ
ろ
か
人
間
性
の
荒
廃

を
見
る
想
い
で
あ
る
。
こ
の
精
神
的
荒
廃
が
教
育
で
救
え
る
も
の
か
ど
う
か
、
現
代
日
本
社
会
の
指
導
層
の
一
部
に
見
ら
れ
る
こ
の

荒
廃
は
ど
こ
か
ら
来
て
、
ど
う
な
っ
て
い
く
の
か
、
心
許
な
い
話
で
あ
る
。

次
に
個
人
の
天
分
は
別
と
し
て
、
日
本
社
会
の
雰
囲
気
や
伝
統
と
な
る
と
問
題
が
多
い
。
精
神
主
義
が
し
ば
し
ば
狂
信
的
に
語
ら

れ
る
く
せ
に
日
本
の
精
神
的
風
土
は
意
外
に
現
実
的
・
功
利
的
で
、
そ
の
傾
向
は
今
日
い
よ
い
よ
加
速
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
ま

た
一
方
、
個
性
的
で
あ
る
こ
と
や
筋
道
を
立
て
て
議
論
す
る
の
が
不
得
手
で
、
　う有　
　や耶　
　む無　
　や耶　
の
内
に
大
勢
に
順
応
す
る
傾
向
が
あ
る
。
こ

れ
ら
は
共
同
作
業
を
前
提
す
る
農
耕
民
族
の
伝
統
か
も
知
れ
ず
、
そ
う
だ
と
す
る
と
そ
の
根
も
深
い
わ
け
だ
が
、
と
も
か
く
学
問
に

と
っ
て
良
い
地
盤
で
は
な
い
。
学
問
は
本
来
、
個
性
あ
る
個
人
や
グ
ル
ー
プ
の
仕
事
で
あ
り
、
こ
の
点
は
実
学
、
虚
学
、
ま
た
そ
の

広
狭
に
か
か
わ
ら
ず
言
え
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
多
数
が
走
り
だ
し
た
と
き
に
、
立
ち
止
ま
っ
て
そ
の
動
き
の
良
し
悪
し
を
自
分

で
考
え
る
こ
と
の
大
切
さ
は
単
に
学
問
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
れ
を
推
進
す
る
よ
う
な
教
育
は
日
本
の
社
会
に
お
い
て
は

推
進
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
分
野
に
よ
っ
て
は
む
し
ろ
圧
迫
さ
れ
て
い
る
。
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例
え
ば
日
本
史
な
ど
は
そ
の
例
で
、
戦
前
の
国
家
主
義
的
歴
史
観
な
ど
も
な
か
な
か
　ふ

っ
し
ょ
く

払
拭　
さ
れ
な
い
。
自
国
、
他
国
の
別
な
く
民

衆
に
対
す
る
戦
争
責
任
や
謝
罪
は
　う有　
　や耶　
　む無　
　や耶　
の
ま
ま
、「
朝
鮮
併
合
も
前
の
大
戦
も
侵
略
で
は
な
い
」
な
ど
と
放
言
す
る
政
治
家
が
い

て
、
隙
あ
ら
ば
狂
信
的
感
情
的
な
「
国
史
」
を
復
活
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
感
情
的
に
そ
れ
を
支
持
す
る
大
衆
が
い
る
。
伝

統
的
な
事
大
主
義
、
偏
狭
な
愛
国
心
、
百
年
に
及
ぶ
教
育
の
偏
り
、
為
政
者
の
隠
れ
た
意
図
、
こ
れ
ら
が
相
集
ま
っ
て
こ
の
結
果
を

生
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
今
日
の
指
導
層
の
場
合
、
そ
の
教
養
、
見
識
の
低
さ
が
嘆
か
わ
し
い
。
彼
ら
も
せ
め

て
十
九
世
紀
の
欧
米
の
植
民
地
競
争
に
も
言
及
す
る
な
り
、
原
爆
投
下
の
責
任
を
問
う
な
り
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
筋
が
通

る
が
、
こ
の
方
は
貿
易
摩
擦
な
ど
の
損
得
勘
定
が
働
く
の
で
あ
ろ
う
か
、
も
う
一
つ
迫
力
が
な
い
。
彼
ら
は
精
神
を
論
じ
つ
つ
、
実

は
適
当
に
現
世
的
利
益
を
忘
れ
て
い
な
い
ら
し
い
。

そ
も
そ
も
国
家
の
概
念
に
し
て
も
、
そ
れ
が
さ
ほ
ど
絶
対
不
変
の
存
在
な
の
か
ど
う
か
、
一
度
自
分
の
頭
で
考
え
て
み
て
よ
い
こ

と
で
あ
ろ
う
。
現
代
的
な
国
家
概
念
が
大
昔
か
ら
あ
り
、
将
来
も
そ
の
ま
ま
続
く
だ
ろ
う
と
い
う
の
は
没
歴
史
的
な
幻
想
に
過
ぎ
な

い
。
こ
の
国
で
は
「
国
家
と
は
何
か
」
を
批
判
的
に
考
え
る
よ
う
な
「
悪
し
き
」
虚
学
は
な
か
な
か
育
た
な
い
だ
ろ
う
が
、
こ
れ
は

二
十
一
世
紀
の
政
治
学
な
い
し
政
治
哲
学
に
と
っ
て
最
も
重
大
な
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
と
私
は
考
え
て
い
る
。

も
っ
と
も
、
門
外
漢
の
私
が
こ
ん
な
考
え
を
も
つ
の
は
、
手
近
な
と
こ
ろ
で
、
国
家
な
い
し
そ
れ
を
支
え
る
資
本
主
義
体
制
の
学
問

へ
の
強
力
な
介
入
の
せ
い
で
あ
る
。
国
家
と
い
う
体
制
は
現
実
的
で
し
ば
し
ば
近
視
眼
的
だ
が
、
戦
前
の
思
想
統
制
時
代
は
も
と
よ

り
、
今
で
も
例
え
ば
研
究
費
な
ど
を
介
し
て
学
問
の
研
究
ま
で
も
管
理
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
事
態
は
今
日
、
も
は
や
日
本
だ
け
で

は
な
く
、
全
世
界
的
に
科
学
技
術
の
方
面
で
著
し
い
が
、
日
本
の
場
合
、
基
礎
理
論
の
方
面
は
弱
く
、
ま
し
て
そ
の
背
後
の
物
の
考

え
方
、
人
間
や
文
化
に
関
す
る
考
察
な
ど
は
大
体
無
用
の
長
物
視
さ
れ
る
た
め
、
特
に
そ
の
傾
向
が
顕
著
で
、
し
ば
し
ば
遠
大
な
視
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野
が
欠
け
る
。「
人
、
遠
慮
な
け
れ
ば
必
ず
近
憂
あ
り
」
で
、
こ
れ
は
単
に
学
問
上
の
バ
ラ
ン
ス
の
喪
失
と
い
う
以
上
に
、
現
在
、
日

本
が
か
か
え
て
い
る
経
済
問
題
そ
の
他
に
対
し
て
も
、
長
い
目
で
見
る
と
決
し
て
有
利
な
道
だ
と
は
思
え
な
い
の
だ
が
。
と
も
か
く
、

現
代
の
日
本
が
物
質
的
な
面
で
は
進
ん
で
い
る
が
、
精
神
的
な
面
で
は
底
が
浅
い
と
さ
れ
る
の
も
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

イ
ソ
ッ
プ
物
語
に
、
鹿
が
水
鏡
に
映
る
自
分
の
角
に
見
ほ
れ
、
脚
の
弱
々
し
さ
を
恥
じ
て
い
た
と
こ
ろ
、
獅
子
に
襲
わ
れ
て
逃
げ

ら
れ
た
の
は
脚
の
お
か
げ
で
、
最
後
に
食
わ
れ
た
の
は
角
が
木
に
引
か
か
っ
た
た
め
と
い
う
話
が
あ
る
が
、
自
然
環
境
の
保
全
や
精

神
文
化
の
伝
統
を
忘
れ
て
物
質
文
明
の
発
展
の
み
を
謳
歌
す
る
こ
と
が
鹿
の
角
に
な
ら
な
い
で
ほ
し
い
も
の
で
あ
る
。

五

私
は
こ
こ
で
対
照
的
に
十
六
・
十
七
世
紀
フ
ラ
ン
ス
で
の
理
想
的
人
間
像
、
オ
ネ
ト
ム(h

ôn
n
ete

h
om

m
e)

の
こ
と
を
思
い
浮
か

べ
る
。
こ
れ
は
辞
書
で
は
「
君
子
、
紳
士
」
な
ど
と
さ
れ
て
い
る
が
、
専
門
に
偏
ら
な
い
広
い
知
識
を
も
ち
な
が
ら
そ
れ
を
ひ
け
ら
か

す
こ
と
な
く
、
豊
か
な
人
間
性
を
備
え
た
理
想
的
教
養
人
の
こ
と
で
あ
る
。
ル
ネ
サ
ン
ス
の
思
想
家
、
モ
ン
テ
ー
ニ
ュ
に
始
ま
る
も

の
の
よ
う
で
、
パ
ス
カ
ル
は
『
パ
ン
セ
』
の
中
に
次
の
よ
う
な
言
葉
で
始
ま
る
一
連
の
断
章
（
三
五
〜
三
八
）
を
残
し
て
い
る
（
前

田
陽
一
氏
の
訳
に
よ
る
）
。

オ
ネ
ト
ム
。

人
か
ら
「
彼
は
数
学
者
で
あ
る
」
と
か
「
説
教
家
で
あ
る
」
と
か
「
雄
弁
家
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
で
な
く
、「
彼
は
オ
ネ
ト

ム
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
普
遍
的
性
質
だ
け
が
私
の
気
に
い
る
…
…

こ
れ
は
私
の
言
う
広
義
の
虚
学
を
理
想
化
し
た
よ
う
な
人
間
像
だ
が
、
こ
の
理
想
を
実
現
す
る
の
は
大
変
な
こ
と
で
、
当
時
の
フ
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ラ
ン
ス
に
も
ざ
ら
に
い
た
と
は
思
え
な
い
。
た
だ
、
こ
う
し
た
人
間
像
が
理
想
と
さ
れ
た
と
い
う
事
実
は
重
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ

は
東
洋
な
い
し
日
本
の
理
想
的
人
間
像
と
か
な
り
違
っ
て
お
り
、
日
本
の
政
治
家
、
実
業
家
か
ら
学
者
ま
で
、
専
門
家
は
す
べ
て
こ

う
あ
る
べ
し
と
ま
で
は
言
わ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
現
代
日
本
に
お
い
て
も
一
つ
の
理
想
的
人
間
像
で
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
大
き

く
言
え
ば
、
こ
れ
を
理
想
と
見
る
か
閑
人
の
白
昼
夢
と
見
る
か
で
、
日
本
文
化
の
将
来
の
方
向
に
は
大
き
な
開
き
が
生
ず
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。

こ
こ
で
エ
リ
ッ
ト
教
育
に
つ
い
て
一
言
す
る
。
問
題
は
オ
ネ
ト
ム
と
い
う
理
想
が
、
一
握
り
の
知
的
エ
リ
ッ
ト
の
、
そ
の
ま
た
一
部

に
し
か
期
待
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
こ
の
頃
よ
く
聞
か
さ
れ
る
才
能
教
育
、
個
性
教
育
な
ど
と
は
か
な
り
隔
た
っ

て
い
る
。
こ
ち
ら
は
相
変
わ
ら
ず
実
学
過
剰
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
ら
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
た
と
え
視
野
は
狭
く
て
も
（
学
問
で
あ

れ
何
で
あ
れ
）
そ
の
専
門
領
域
で
打
ち
込
ん
で
く
れ
る
エ
リ
ッ
ト
を
育
て
る
な
ら
ば
良
い
の
だ
が
、
今
日
の
社
会
的
雰
囲
気
の
下
で

下
手
を
す
る
と
、
そ
れ
は
人
間
性
の
乏
し
い
「
困
っ
た
エ
リ
ッ
ト
」
の
温
床
に
な
る
　お

そ惧　
れ
な
し
と
し
な
い
。
し
か
も
こ
れ
は
、
現
代

日
本
社
会
の
問
題
と
言
う
以
上
に
人
間
の
本
性
に
つ
な
が
る
問
題
で
も
あ
っ
て
、
事
は
ま
す
ま
す
難
し
い
。
エ
リ
ッ
ト
教
育
が
困
る

の
は
正
に
こ
の
点
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
エ
リ
ッ
ト
教
育
は
良
く
な
い
と
言
っ
て
み
て
も
、
音
楽
家
や
運
動
選
手
に
は
現
に
エ
リ
ッ
ト
教
育
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ

ち
ら
に
は
天
分
が
い
る
が
、
学
問
の
能
力
は
万
人
平
等
だ
と
い
う
の
だ
と
、
こ
れ
は
少
々
お
か
し
い
。
ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
が
ス
ポ
ー
ツ

に
夢
中
に
な
る
よ
う
に
、
も
の
を
知
る
こ
と
、
も
の
を
考
え
る
こ
と
に
純
粋
に
熱
中
す
る
若
者
、
つ
ま
り
学
問
上
の
エ
リ
ッ
ト
候
補

者
は
必
ず
い
る
も
の
で
、
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
教
育
が
あ
る
こ
と
は
む
し
ろ
自
然
で
あ
ろ
う
。

た
だ
断
っ
て
お
く
が
、
私
が
こ
こ
で
考
え
て
い
る
真
の
知
的
エ
リ
ッ
ト
と
は
、
良
い
学
校
に
入
っ
て
世
間
的
に
成
功
す
る
秀
才
型
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の
人
の
こ
と
で
は
な
い
。
念
頭
に
あ
る
の
は
、
虚
学
、
実
学
を
問
わ
ず
学
問
を
好
み
、
か
つ
広
く
豊
か
な
教
養
と
人
間
性
を
備
え
た
オ

ネ
ト
ム
的
人
物
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
種
の
エ
リ
ッ
ト
候
補
が
開
花
す
る
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
利
根
、
気
根
、
黄
金
」
の
「
三
こ
ん
」

に
加
え
て
「
運
、
根
、
鈍
」、
特
に
運
の
善
し
悪
し
が
も
の
を
言
う
か
ら
、
彼
ら
の
行
く
道
は
危
険
な
賭
で
あ
る
。
ま
た
成
功
し
て
も

報
わ
れ
ず
に
、
先
駆
者
と
し
て
の
苦
難
の
道
を
歩
む
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
エ
リ
ッ
ト
の
道
は
、
し
ば
し
ば
時
流
に
逆
ら
う

苦
し
い
試
み
で
あ
る
。
し
か
し
本
当
は
、
真
に
新
し
い
も
の
の
生
ま
れ
る
の
も
こ
う
し
た
試
み
の
中
か
ら
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
私

が
四
節
で
「
広
義
の
虚
学
は
す
す
め
に
く
い
」
と
言
っ
た
の
も
、
そ
の
く
せ
、
そ
れ
に
つ
い
て
長
広
舌
を
振
る
っ
た
の
も
、
こ
う
し

た
事
情
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
言
え
ば
、
学
問
と
は
、
所
詮
、
知
的
エ
リ
ッ
ト
の
仕
事
な
の
で
あ
る
。
も

ち
ろ
ん
、
人
間
の
大
切
な
仕
事
が
学
問
以
外
に
も
数
々
あ
る
こ
と
は
重
々
承
知
の
上
で
の
話
で
あ
る
。

実
は
、
オ
ネ
ト
ム
的
エ
リ
ッ
ト
を
理
想
と
す
る
雰
囲
気
は
、
戦
前
、
旧
制
高
校
の
中
に
あ
る
程
度
存
在
し
た
。（
し
か
し
そ
こ
は
ま

た
「
困
っ
た
エ
リ
ッ
ト
」
の
温
床
で
も
あ
っ
た
か
ら
、
エ
リ
ッ
ト
教
育
は
や
は
り
難
し
い
！
）
こ
の
理
想
を
真
正
面
か
ら
掲
げ
た
の

は
、
敗
戦
後
に
で
き
た
新
制
大
学
（
つ
ま
り
今
の
大
学
）
の
教
養
部
で
あ
る
。
当
初
、
こ
れ
は
新
制
大
学
の
理
念
の
核
心
と
さ
え
言

わ
れ
た
が
、
結
局
、
日
本
社
会
の
伝
統
に
は
合
わ
な
か
っ
た
よ
う
で
、
一
九
九
四
年
現
在
、
大
学
の
専
門
化
推
進
の
旗
印
の
下
で
消

え
去
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
れ
に
は
教
え
る
側
に
も
教
え
ら
れ
る
側
に
も
、
そ
れ
相
応
の
理
由
が
あ
っ
た
の
も
確
か
だ
が
、
結
局
は

日
本
の
社
会
が
そ
の
よ
う
な
学
問
を
育
て
き
る
ま
で
に
成
熟
し
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

（
こ
れ
を
書
い
て
い
た
と
き
、
た
ま
た
ま
ヴ
ァ
イ
オ
リ
ニ
ス
ト
の
諏
訪
内
晶
子
さ
ん
が
チ
ャ
イ
コ
フ
ス
キ
ー
・
コ
ン
ク
ー
ル
で
一

位
に
な
っ
た
後
、
演
奏
を
深
め
る
べ
く
二
年
ほ
ど
演
奏
活
動
を
休
ん
で
哲
学
と
政
治
学
を
学
ん
だ
と
い
う
話
を
聞
い
た
。
彼
女
は
そ

の
順
調
な
道
の
上
で
、
な
お
か
つ
オ
ネ
ト
ム
へ
の
道
を
歩
ん
で
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
彼
女
が
日
本
に
留
ま
っ
て
い
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て
も
、
や
は
り
そ
う
な
り
得
た
か
ど
う
か
、
そ
こ
が
問
題
で
あ
る
。）

六

断
っ
て
お
く
が
、
私
は
現
在
の
大
衆
的
な
大
学
が
悪
い
こ
と
ば
か
り
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
民
族
の
知
的
平
均
値
を
上

げ
る
意
味
で
は
数
百
の
大
学
に
も
存
在
意
義
は
十
分
に
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
オ
ネ
ト
ム
的
人
間
は
も
と
よ
り
、
個
性
あ
る

独
創
的
な
学
問
も
な
か
な
か
育
た
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

ま
た
私
は
こ
こ
ま
で
日
本
の
伝
統
を
　け

な貶　
し
て
ば
か
り
き
た
よ
う
だ
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
。
私
は
過
去
の
日
本
の
絵
画
、
彫
刻
、

建
築
な
ど
を
世
界
史
的
に
見
て
一
流
と
評
価
し
て
い
る
。
日
本
の
音
曲
、
芝
居
に
は
無
知
だ
が
、
文
学
と
な
る
と
、
本
当
に
読
め
る

の
が
日
本
語
の
作
品
だ
け
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
他
に
掛
け
替
え
が
な
い
。
芭
蕉
の
（
俳
句
と
い
う
よ
り
も
）
俳
諧
芸
術
な
ど
は
世

界
の
文
学
史
上
、
類
例
の
な
い
も
の
と
見
て
い
る
。
こ
れ
ら
、
そ
し
て
強
く
言
え
ば
こ
れ
ら
だ
け
が
私
の
日
本
へ
の
愛
着
の
真
の
源

で
あ
る
。
学
問
の
面
で
も
、
こ
の
民
族
は
古
く
は
シ
ナ
、
朝
鮮
、
イ
ン
ド
に
学
び
、
こ
れ
を
永
年
に
亘
っ
て
消
化
吸
収
し
た
上
で
自

分
な
り
に
展
開
し
て
き
た
。
密
教
、
禅
宗
、
浄
土
宗
な
ど
の
展
開
、
江
戸
時
代
の
儒
学
、
国
学
な
ど
の
勃
興
は
そ
の
実
例
で
あ
ろ
う
。

ま
た
こ
こ
百
年
、
長
く
見
て
も
三
百
年
の
間
に
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
西
欧
文
化
を
あ
る
程
度
自
分
の
も
の
に
し
た
。
こ
れ
は
古
く
は
イ

ス
ラ
ー
ム
や
近
世
西
欧
に
見
ら
れ
た
類
の
、
世
界
史
上
稀
に
み
る
現
象
と
言
っ
て
過
言
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
は
、
日
本
文
化
の

伝
統
に
は
素
晴
ら
し
い
も
の
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
将
来
に
も
東
西
文
化
を
止
揚
し
て
人
類
文
化
に
新
し
い
も
の
を
も
た
ら
す
可
能
性

だ
け
は
あ
る
と
言
え
よ
う
。

例
え
ば
、
私
が
今
ま
で
日
本
民
族
の
欠
点
の
よ
う
に
言
っ
て
き
た
大
勢
順
応
の
傾
向
に
し
て
も
、
現
代
世
界
の
学
問
の
伝
統
の
上
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に
立
ち
つ
つ
、
こ
れ
を
異
文
化
間
の
調
和
、
あ
る
い
は
自
然
と
技
術
と
の
調
和
な
ど
の
方
向
で
、
例
え
ば
シ
ス
テ
ム
論
の
哲
学
に
つ

い
て
新
し
い
思
想
に
練
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、
事
は
公
害
問
題
や
南
北
問
題
に
も
関
連
し
て
き
て
話
は
全
く
別
に
な
る
。

私
が
上
で
身
の
程
知
ら
ず
の
国
家
概
念
批
判
を
持
ち
出
し
た
時
に
も
こ
の
問
題
が
頭
に
あ
っ
た
の
だ
が
、
た
だ
、
い
ず
れ
に
し
て
も

こ
れ
は
極
め
て
難
し
い
問
題
で
、
あ
く
ま
で
可
能
性
に
と
ど
ま
る
。
し
か
も
日
本
の
教
育
の
現
状
は
果
た
し
て
こ
れ
に
ど
う
答
え
よ

う
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
事
情
を
見
渡
す
時
、
私
は
一
方
で
日
本
文
化
の
将
来
に
大
き
な
期
待
を
寄
せ
な
が
ら
、
他
方
、
つ
い
悲
観
的
な
見
方

に
傾
か
ざ
る
を
得
な
い
。
所
詮
、
私
の
虚
学
の
す
す
め
は
、
自
分
の
理
解
す
る
日
本
の
文
化
の
伝
統
の
名
の
下
で
同
じ
社
会
的
伝
統

に
刃
向
か
う
　と

う
ろ
う

蟷
螂　
の
斧
の
よ
う
な
も
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
私
の
念
頭
を
去
ら
な
い
の
は
、
実
学
過
剰
に
陥
っ
た
日
本
語
民
族

の
将
来
に
つ
い
て
の
憂
い
で
あ
る
。
あ
え
て
言
え
ば
、
私
は
「
日
本
の
国
」
と
か
「
日
本
国
民
」
と
か
い
う
言
葉
に
、
戦
時
中
の
中

学
時
代
以
来
、
反
射
的
に
拒
否
反
応
を
覚
え
る
人
間
だ
が
、
そ
の
分
だ
け
日
本
語
と
呼
ば
れ
る
美
し
い
言
葉
を
こ
よ
な
く
愛
惜
し
て

い
る
。
そ
れ
だ
け
に
、
日
本
語
を
も
っ
て
創
ら
れ
表
現
さ
れ
る
文
化
―
―
そ
れ
も
ま
た
虚
学
か
―
―
が
、
人
類
の
滅
亡
―
―
そ
れ
は

い
ず
れ
確
実
に
来
る
―
―
の
遥
か
以
前
に
消
滅
し
て
ほ
し
く
な
い
の
で
あ
る
。

七

以
上
の
議
論
を
補
う
意
味
で
、
虚
学
が
意
外
に
実
生
活
に
影
響
し
た
例
と
し
て
、
先
の
敗
戦
時
の
日
本
と
ド
イ
ツ
に
お
け
る
教
育

改
革
の
こ
と
を
考
え
た
い
。

当
時
、
日
本
の
学
校
制
度
は
ア
メ
リ
カ
の
占
領
軍
の
圧
力
の
下
で
質
的
な
変
革
を
蒙
り
、
旧
制
大
学
を
頂
点
と
す
る
学
問
的
伝
統
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は
こ
れ
に
よ
っ
て
断
ち
切
ら
れ
た
。
旧
制
高
校
の
消
滅
も
こ
の
時
で
あ
る
。
こ
の
改
革
は
軍
国
教
育
の
排
除
、
教
育
の
民
主
化
な
ど

の
良
い
結
果
も
生
ん
だ
が
、
そ
の
反
面
、
外
か
ら
の
急
激
な
変
革
に
伴
う
後
遺
症
も
ま
た
残
し
た
。
私
は
、
そ
こ
に
得
ら
れ
た
程
度

の
「
良
い
」
結
果
な
ら
ば
、
当
時
の
大
学
制
度
の
保
存
修
正
で
も
獲
得
で
き
た
の
で
な
い
か
と
思
う
だ
け
に
、
明
治
以
来
百
年
の
間

に
一
応
形
成
さ
れ
て
い
た
学
問
的
伝
統
が
新
制
大
学
に
よ
っ
て
十
分
に
は
受
け
継
が
れ
ず
、
大
き
く
変
質
し
て
今
日
に
到
っ
た
こ
と

を
残
念
に
思
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
回
顧
趣
味
の
言
葉
で
は
な
い
。
漸
進
的
改
革
は
と
も
す
れ
ば
過
去
に
流
さ
れ
る
が
、
伝
統
の
表
面

を
抹
殺
す
る
だ
け
の
革
命
は
根
付
き
に
く
い
と
の
意
味
で
あ
り
、
上
の
わ
が
　と

う
ろ
う

蟷
螂　
の
斧
の
思
い
に
も
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

こ
の
改
革
は
ア
メ
リ
カ
の
一
部
の
教
育
学
者
に
よ
る
「
実
験
」
だ
っ
た
と
い
う
話
が
あ
り
、
ま
た
彼
ら
が
日
本
人
の
識
字
率
の
高

さ
な
ど
の
文
化
的
水
準
を
知
ら
ず
、
教
育
の
水
準
を
低
め
に
と
っ
た
た
め
と
の
話
も
あ
る
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
占
領
軍
が

日
本
に
残
し
た
罪
悪
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
ド
イ
ツ
で
は
、
旧
教
育
制
度
か
ら
全
体
主
義
的
要
素
が
排
除
さ
れ
た
だ
け

で
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
起
こ
ら
な
か
っ
た
。
さ
す
が
の
ア
メ
リ
カ
も
、
自
分
の
文
化
の
源
の
一
つ
で
あ
る
ド
イ
ツ
に
対
し
て
そ
こ

ま
で
根
本
的
な
「
実
験
」
は
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
差
の
生
じ
た
な
お
一
つ
の
原
因
と
し
て
、
当
時
、
教
育
の
指
導
的
地
位
に
あ
っ
た
人
物
の
差
が
あ
っ
た
と
い
う
話
も
聞
い
た

こ
と
が
あ
る
。
当
時
の
文
部
大
臣
、
安
倍
能
成
氏
は
戦
時
中
に
も
或
る
程
度
ま
で
自
由
主
義
的
態
度
を
崩
さ
な
か
っ
た
硬
骨
の
啓
蒙

的
哲
学
者
で
、
旧
制
高
校
を
中
心
に
芽
生
え
つ
つ
あ
っ
た
学
問
的
伝
統
を
守
る
べ
く
ア
メ
リ
カ
の
圧
力
に
か
な
り
の
抵
抗
を
し
た
が
、

結
局
押
し
切
ら
れ
た
と
い
う
。
他
方
、
同
じ
頃
ド
イ
ツ
で
指
導
的
立
場
に
あ
っ
た
の
は
、
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
大
学
の
総
長
代
理
だ
っ

た
哲
学
者
ヤ
ス
パ
ー
ス
教
授
で
あ
る
。
彼
も
戦
時
中
、
節
を
曲
げ
な
か
っ
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
実
存
哲
学
の
創
始
者
と
し
て
世

界
的
に
知
ら
れ
て
お
り
、
占
領
軍
の
将
校
も
そ
の
学
問
の
重
さ
は
良
く
知
っ
て
い
た
。
辺
境
の
啓
蒙
家
に
は
圧
力
を
掛
け
え
た
彼
ら
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も
本
場
の
本
物
に
は
そ
れ
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う
話
で
あ
る
が
、
事
実
と
す
れ
ば
、
虚
学
の
代
表
の
よ
う
な
哲
学
が
現
実
の
教
育

改
革
に
決
定
的
な
力
を
及
ぼ
し
、
ひ
い
て
は
今
日
の
教
育
に
ま
で
影
響
し
た
事
例
に
な
る
。
こ
れ
を
以
て
「
虚
学
無
視
す
べ
か
ら
ず
」

と
言
う
の
は
強
弁
に
過
ぎ
る
で
あ
ろ
う
か
。

付
記
　
本
稿
の
執
筆
直
後
に
た
ま
た
ま
次
の
二
冊
を
読
ん
だ
が
、
前
者
は
学
問
論
と
し
て
、
後
者
は
国
家
論
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
拙
稿

の
良
い
補
い
に
な
る
と
思
っ
た
。
前
者
は
古
本
で
な
い
と
手
に
入
ら
な
い
が
、
同
氏
の
書
物
に
は
今
も
意
味
あ
る
も
の
が
あ
る
。
一

般
に
、
新
刊
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
の
み
が
書
物
で
は
な
い
。

1
　
佐
藤
信
衛
『
哲
学
試
論
集
』（
一
九
四
一
）
所
収
の
「
初
学
の
戒
め
」（
原
型
は
雑
誌
『
思
想
』
一
九
三
四
年
四
月
、
七
月
、
九

月
号
に
あ
る
。）

2
　
丸
谷
才
一
『
裏
声
で
歌
へ
君
が
代
』（
新
潮
社
、
一
九
八
二
年
）

別
に
、
日
本
に
お
け
る
創
造
的
技
術
と
そ
の
伝
統
に
つ
い
て
は
、
西
沢
潤
一
氏
の
最
近
の
諸
著
作
、
例
え
ば

3
　
西
沢
潤
一
『「
技
術
大
国
・
日
本
」
の
未
来
』

な
ど
も
参
考
に
な
る
。
こ
こ
で
は
日
本
の
科
学
技
術
に
見
ら
れ
る
独
自
の
創
造
性
と
、
イ
ギ
リ
ス
に
発
す
る
そ
の
伝
統
を
知
る
こ
と

が
で
き
る
。
創
造
的
科
学
の
成
果
と
し
て
、
京
大
グ
ル
ー
プ
の
サ
ル
の
行
動
学
の
本
も
そ
の
内
に
読
ん
で
見
た
い
。
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•

底
本
に
は
村
田
　
全
編
『
学
問
の
中
の
私
』（
玉
川
大
学
出
版
部
、
一
九
九
五
年
七
月
）
を
使
用
し
た
。

•
P
D
F

化
に
はL AT

E
X
2ε

で
タ
イ
プ
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
を
行
い
、d

v
ip
d
fm

x

を
使
用
し
た
。

村
田
全
氏
の
そ
の
他
の
著
作
に
つ
い
て
は
、

科
学
の
古
典
文
献
の
電
子
図
書
館
「
科
学
図
書
館
」

h
t
t
p
:
/
/
w
w
w
.
c
a
m
.
h
i
-
h
o
.
n
e
.
j
p
/
m
u
n
e
h
i
r
o
/
s
c
i
e
n
c
e
l
i
b
.
h
t
m
l

に
収
録
し
て
あ
り
ま
す
。

「
科
学
図
書
館
」
に
新
し
く
収
録
し
た
文
献
の
案
内
、
そ
の
他
「
科
学
図
書
館
」
に
関
す
る
意
見
な
ど
は
、

「
科
学
図
書
館
掲
示
板
」

h
t
t
p
:
/
/
6
3
2
5
.
t
e
a
c
u
p
.
c
o
m
/
m
u
n
e
h
i
r
o
u
m
e
d
a
/
b
b
s

を
御
覧
い
た
だ
く
か
、
書
き
込
み
く
だ
さ
い
。

http://www.cam.hi-ho.ne.jp/munehiro/sciencelib.html
http://6325.teacup.com/munehiroumeda/bbs

