
「
神
武
東
征
研
究
」
批
判

奥
　
田

は
じ
め
に
Ｉ
星
野
良
作
の
研
究
史
の
整
理
－

尚

　
神
武
天
皇
を
め
ぐ
る
研
究
史
の
整
理
に
は
、
星
野
良
作
『
研
究

史
・
神
武
天
皇
』
（
一
九
八
〇
年
一
一
月
・
吉
川
弘
文
館
）
の
よ
う
な

専
著
も
出
版
さ
れ
て
い
る
。
同
書
の
「
は
し
が
き
」
で
星
野
は
、

「
合
理
的
・
科
学
的
研
究
の
発
展
を
追
求
し
、
そ
れ
を
軸
と
し
た

叙
述
に
っ
と
め
た
。
し
た
が
っ
て
本
来
な
ら
ば
、
研
究
の
背
景
を

探
る
意
味
で
肝
要
な
数
多
く
の
研
究
の
紹
介
を
割
愛
す
る
結
果
と

な
っ
た
。
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
現
代
の
す
ぐ
れ
た
研
究
で
も

割
愛
し
た
場
合
が
あ
る
。
こ
れ
か
ら
の
神
武
天
皇
研
究
の
課
題
が
、

所
伝
成
立
事
情
の
解
明
、
と
り
わ
け
応
神
天
皇
と
日
向
の
問
題
に

絞
ら
れ
て
い
る
と
い
う
私
の
考
え
に
も
と
づ
い
て
い
る
」
（
四
頁
）

と
い
う
。

　
星
野
の
整
理
は
、
「
合
理
的
・
科
学
的
研
究
」
で
あ
る
こ
と
と
、

神
武
に
関
す
る
「
所
伝
成
立
事
情
の
解
明
」
に
重
点
を
お
く
形
で
、

行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
簡
単
に
星
野
の
整
理
に

よ
っ
て
、
神
武
研
究
史
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。

　
江
戸
時
代
の
研
究
で
は
山
片
頬
桃
『
夢
ノ
代
』
に
、
星
野
は
高

い
評
価
を
与
え
る
。
頬
桃
は
日
本
に
漢
字
が
渡
来
し
た
の
は
、

「
日
本
文
字
渡
り
テ
千
四
百
年
、
ソ
レ
ヨ
リ
以
前
ハ
シ
ル
ベ
カ
ラ

ズ
」
と
し
、
そ
れ
以
後
し
か
信
用
で
き
な
い
と
す
る
。
し
た
が
っ

て
、
「
日
本
紀
神
代
巻
ハ
ト
ル
ベ
カ
ラ
ズ
。
願
ク
ハ
神
武
以
後
ト

テ
モ
大
抵
二
見
テ
、
十
四
五
代
ヨ
リ
ヲ
取
用
ユ
ベ
シ
。
シ
カ
リ
ト

イ
ヘ
ド
モ
神
功
皇
后
ノ
三
韓
退
治
ハ
妄
説
多
シ
。
応
神
ヨ
リ
ハ
確

実
ト
ス
ベ
シ
」
（
神
代
第
三
）
と
な
る
。
ま
た
「
邑
二
君
ア
リ
、
村

ニ
長
ア
リ
テ
、
相
シ
ノ
グ
ヤ
ウ
ニ
ナ
リ
タ
ル
ナ
ラ
ン
。
コ
ノ
時
日

向
ノ
国
二
坐
ス
神
武
帝
、
東
方
二
国
ア
ル
コ
ト
ヲ
シ
リ
テ
征
討
シ
、

天
下
ヲ
得
玉
フ
ナ
リ
。
コ
レ
ヨ
リ
外
二
説
ア
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
（
同
）

と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

　
つ
い
で
星
野
は
神
武
陵
の
問
題
、
紀
元
節
制
定
の
問
題
の
問
題

と
関
係
さ
せ
て
、
諸
研
究
を
た
ど
り
な
が
ら
、
研
究
史
に
一
時
期

を
画
し
た
の
は
津
田
左
右
吉
で
あ
る
と
す
る
。
星
野
は
津
ｍ
説
を
、

神
武
東
征
を
「
日
神
思
想
に
よ
る
観
念
の
産
物
の
所
産
」
と
す
る

説
と
総
括
し
、
津
田
説
に
対
し
津
田
の
師
の
白
鳥
庫
吉
の
説
と
、

白
鳥
説
を
発
展
的
に
継
承
し
た
肥
後
和
男
説
を
紹
介
す
る
。
白
鳥

ら
の
説
は
、
神
武
東
征
は
後
世
の
史
実
を
反
映
し
た
と
す
る
説
で
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あ
る
。
白
鳥
説
で
は
、
神
武
ら
が
九
州
を
平
定
し
て
大
和
へ
帰
還

し
た
史
実
を
投
影
し
た
も
の
と
し
た
。
肥
後
説
で
は
、
実
際
世
界

で
の
西
方
に
発
展
し
た
崇
神
天
皇
の
到
着
点
か
ら
、
空
想
世
界
で

は
逆
に
出
発
点
の
大
和
へ
戻
る
話
を
構
想
し
、
そ
れ
を
神
々
の
世

界
に
投
影
し
た
も
の
が
神
武
東
征
で
あ
る
と
す
る
。
肥
後
は
神
武

の
実
在
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
を
発
表
し
た

一
九
三
五
年
（
昭
和
一
〇
）
に
、
肥
後
は
「
こ
ん
な
論
文
を
書
い

た
ら
あ
ぶ
な
い
ぞ
と
い
う
忠
告
を
う
け
た
」
こ
と
を
、
星
野
は
紹

介
し
て
い
る
。

　
津
田
説
に
対
す
る
批
判
は
、
星
野
に
よ
れ
ば
「
前
提
的
に
歴
史

的
な
背
景
を
認
め
た
上
で
東
征
の
意
味
を
合
理
的
に
説
明
し
よ
う

と
い
う
」
形
で
行
な
わ
れ
、
「
論
者
が
実
証
的
な
研
究
者
で
あ
っ

た
点
に
問
題
の
深
刻
さ
が
推
測
さ
れ
る
」
（
一
六
五
頁
）
と
い
う
。

星
野
は
津
田
説
を
批
判
し
た
見
解
の
ひ
と
つ
と
し
て
、
松
本
芳
夫

説
を
あ
げ
る
。
松
本
説
は
、
神
武
東
征
が
架
空
の
説
話
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
同
説
話
に
み
え
る
地
理
的
知
識
が
精
確
で
な
い
こ
と
を

あ
げ
、
後
世
人
の
知
識
に
よ
る
も
の
で
あ
れ
ば
精
確
で
あ
る
は
ず

だ
か
ら
、
後
世
人
の
知
識
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の

史
実
を
核
と
す
る
と
す
る
。
そ
の
史
実
と
は
、
九
州
民
族
の
東
遷

に
よ
る
、
大
和
朝
廷
の
成
立
で
あ
る
と
す
る
。

　
星
野
は
戦
前
の
研
究
を
一
九
四
〇
（
昭
和
一
五
）
年
の
紀
元
二

千
六
百
年
祭
で
締
め
く
く
り
、
戦
後
の
研
究
史
を
一
九
四
六
年
九

月
刊
の
国
定
小
学
校
歴
史
教
科
書
『
く
に
の
あ
ゆ
み
』
と
、
そ
れ

へ
の
批
判
か
ら
は
じ
め
る
。
戦
後
の
研
究
史
上
、
発
展
す
べ
き
論

点
は
一
九
四
六
・
四
七
年
に
は
出
そ
ろ
っ
た
と
す
る
。
そ
の
第
一

は
神
武
否
定
論
の
流
れ
で
あ
り
、
第
二
は
神
武
伝
承
の
根
底
に
氏

族
伝
承
を
指
摘
す
る
流
れ
で
あ
り
、
第
三
は
古
代
国
家
成
立
論
か

ら
の
論
究
の
流
れ
と
す
る
。

　
第
一
の
流
れ
で
は
、
神
武
・
崇
神
同
一
人
格
論
、
外
来
勢
力
の

征
服
諸
説
（
騎
馬
民
族
説
、
王
朝
交
皆
説
な
ど
）
が
取
り
上
げ
ら
れ

て
い
る
。
第
二
・
第
三
の
流
れ
で
は
、
神
武
伝
説
に
投
影
さ
れ
た

氏
族
伝
承
諸
説
、
考
古
学
的
事
実
と
の
対
応
説
な
ど
を
取
り
上
げ
、

さ
ら
に
氏
族
伝
承
に
注
目
す
る
諸
説
や
、
国
家
成
立
論
な
ど
に
は

一
種
の
反
映
論
（
後
巨
の
史
実
の
反
映
と
み
る
見
方
）
が
み
ら
れ
る

か
ら
、
ど
の
時
代
が
核
と
な
る
史
実
と
想
定
さ
れ
て
い
る
か
に
つ

い
て
の
諸
説
を
整
理
す
る
。
す
で
に
戦
前
期
の
崇
神
朝
説
か
お
る

が
、
そ
れ
以
外
に
壬
申
の
乱
説
、
応
神
説
、
仁
徳
説
、
継
体
朝
説

を
あ
げ
る
。

　
以
上
が
星
野
の
研
究
史
整
理
の
概
略
で
あ
る
が
、
す
で
に
「
は

し
が
き
」
を
引
用
し
つ
つ
み
た
よ
う
に
、
戦
後
の
研
究
史
整
理
に

あ
た
っ
て
は
、
と
く
に
神
武
東
征
の
「
所
伝
成
立
事
情
」
が
重
視

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
単
に
星
野
の
姿
勢
に
よ
る
も
の
と
い
う
よ
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り
、
筆
者
自
身
が
集
め
え
た
諸
業
績
を
み
て
も
、
「
所
伝
成
立
事

情
」
の
「
合
理
的
」
究
明
に
研
究
の
主
眼
が
あ
る
と
み
う
け
ら
れ
、

研
究
史
の
流
れ
が
そ
れ
を
中
心
に
し
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
も
の

で
あ
る
。

-

津
田
の
記
紀
観

　
星
野
に
よ
る
神
武
に
関
す
る
津
田
説
の
総
括
は
す
で
に
触
れ
た

が
、
こ
こ
で
は
直
接
に
神
武
に
関
す
る
津
田
の
見
解
を
み
る
前
に
、

津
田
が
記
紀
に
対
し
て
大
局
的
に
み
て
ど
の
よ
う
な
と
ら
え
方
を

し
て
い
た
の
か
を
、
検
討
し
て
お
き
た
い
。

　
津
田
は
、
「
ま
た
同
じ
記
紀
（
特
に
書
紀
）
の
う
ち
で
も
、
そ
の

本
文
を
見
れ
ば
、
大
体
に
於
い
て
歴
史
と
信
ず
べ
き
部
分
（
即
ち

後
世
の
部
分
）
と
然
ら
ざ
る
部
分
（
即
ち
上
代
及
び
神
代
の
部
分
）
と

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
が
、
そ
れ
は
お
の
づ
か
ら
前
者
を
し
て
後

者
を
判
断
す
る
一
つ
の
標
準
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
」
（
『
津
田
左

右
吉
全
集
』
巻
丁
三
頁
・
岩
波
書
店
・
一
九
六
三
年
一
〇
月
、
原
載
は

同
『
日
本
古
典
の
研
究
』
一
九
四
八
年
）
と
す
る
。

　
こ
こ
で
津
ｍ
が
「
後
世
の
部
分
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
、
「
さ

て
上
記
の
事
実
は
、
そ
の
理
由
が
何
処
に
あ
る
に
せ
よ
、
記
紀
の

記
載
が
、
概
し
て
い
ふ
と
、
ほ
ぼ
仲
哀
天
皇
と
応
神
天
皇
と
の
間

あ
た
り
に
於
い
て
一
界
線
を
有
す
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
」

（
回
剛
・
八
四
貞
）
と
あ
る
か
ら
、
応
神
か
ら
を
「
後
世
」
と
み
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
津
ｍ
は
、
物
語
に
付
随
す
る
政
治
的
意
義
・

物
語
の
語
り
ぶ
り
・
天
皇
名
の
書
き
方
・
皇
族
や
匝
下
名
の
趣
な

と
が
ら
、
ヒ
の
よ
う
に
判
断
す
る
が
、
そ
の
判
断
の
重
大
な
基
盤

に
次
の
よ
う
な
認
識
か
お
る
。

　
「
百
済
の
ヤ
マ
ト
朝
廷
と
交
通
し
初
め
た
時
代
が
、
四
世
紀
後

半
の
或
る
時
期
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
百
済
人
に
よ
っ
て
文
字
の

伝
へ
ら
れ
た
の
も
、
ま
た
同
じ
こ
ろ
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
応
神

朝
に
阿
知
吉
師
王
邁
吉
師
が
来
た
と
い
ふ
話
を
そ
の
ま
ま
事
実
と

し
て
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
我
が
国
と
百
済
と
の
交
渉
の

生
じ
た
時
期
か
ら
考
へ
て
、
か
う
推
測
せ
ら
れ
る
。
従
っ
て
我
が

ヤ
マ
ト
朝
廷
で
作
ら
れ
た
最
古
の
文
献
は
、
如
何
に
早
く
と
も
、

四
世
紀
の
末
期
に
で
き
た
も
の
で
あ
ら
う
」
（
回
回
・
二
七
頁
）
。

　
津
田
の
記
紀
観
を
ま
と
め
れ
ば
、
歴
史
と
し
て
信
ず
べ
き
部
分

か
お
る
の
は
応
神
朝
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
前
は
神
代
を
含
め

て
信
す
べ
き
部
分
は
な
い
が
、
そ
れ
は
応
神
朝
に
漢
字
が
伝
わ
っ

た
こ
と
と
も
対
応
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
津
田
の
記

紀
観
を
、
先
の
星
野
説
の
紹
介
中
に
引
用
し
た
、
山
片
頬
桃
の
見

解
と
対
比
し
て
み
よ
う
。
頬
桃
は
神
代
を
「
ト
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と

し
、
神
武
か
ら
神
功
ま
で
を
「
大
抵
二
見
」
る
こ
と
が
必
要
と
し
、
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応
神
よ
り
は
「
確
実
ト
ス
ペ
シ
」
と
し
た
が
、
そ
の
理
由
は
「
文

字
渡
り
テ
千
四
百
年
、
ソ
レ
ヨ
リ
以
前
ハ
シ
ル
ベ
カ
ラ
ズ
」
と
い

う
こ
と
に
あ
っ
た
。
津
田
と
の
相
違
は
、
神
武
か
ら
神
功
を
津
田

は
歴
史
で
は
な
い
と
し
、
経
桃
は
「
大
抵
二
見
」
る
点
に
し
か
な

い
。
津
田
の
記
紀
観
は
、
幡
桃
に
源
泉
を
持
つ
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
を
よ
り
徹
底
し
た
も
の
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
な
お
漢
字
の
日
本
列
島
で
の
使
用
例
と
な
る
と
、
三
世
紀
末
の

邪
馬
台
国
の
女
王
卑
弥
呼
へ
の
魏
の
国
書
授
与
に
ま
で
さ
か
の
ぼ

り
う
る
。
同
期
以
降
の
漢
字
文
献
の
蓄
積
を
想
定
し
て
も
、
論
理

的
に
は
お
か
し
く
な
い
。
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
経
桃
も
津
田
も
信

頼
で
き
る
と
す
る
時
代
を
下
げ
す
ぎ
る
と
の
批
判
も
生
ま
れ
よ
う
。

二
　
津
田
の
神
武
東
征
論

　
津
田
は
、
神
武
が
ヒ
ム
カ
か
ら
出
発
し
、
ヤ
マ
ト
を
平
定
す
る

物
語
は
、
「
神
異
の
話
や
地
名
説
話
や
歌
物
語
や
を
取
り
去
り
、

ま
た
人
物
を
除
け
て
見
る
と
、
此
の
物
語
は
殆
ど
内
容
の
無
い
輪

郭
だ
け
の
も
の
に
な
る
。
さ
う
し
て
、
其
の
輪
郭
の
主
要
な
る
線

を
形
づ
く
る
ク
マ
ヌ
迂
回
の
こ
と
が
、
前
に
述
べ
た
や
う
な
性
質

の
も
の
で
あ
る
」
（
同
前
・
二
六
七
頁
）
と
い
う
。
ク
マ
ヌ
迂
回
の

物
語
の
「
前
に
述
べ
た
や
う
な
性
質
」
と
は
、
「
こ
れ
は
天
皇
を

日
の
神
、
天
つ
神
、
の
御
子
と
し
て
、
そ
の
天
つ
神
、
日
の
神
の

加
護
が
あ
っ
た
と
い
ふ
話
」
（
同
前
・
二
六
五
頁
）
の
こ
と
で
あ
り
、

神
異
の
物
語
に
分
類
す
べ
き
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り

津
田
は
神
武
東
征
の
物
語
は
す
べ
て
、
神
異
の
物
語
や
地
名
説
話

や
歌
物
語
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　
そ
の
上
で
津
田
は
、
「
し
か
し
、
神
武
天
皇
の
物
語
に
対
し
て

は
、
他
の
方
面
か
ら
の
観
察
を
要
す
る
。
そ
れ
は
何
か
と
い
ふ
と
、

上
に
人
の
こ
と
で
な
い
と
い
っ
て
置
い
た
神
異
の
物
語
か
ら
見
る

の
で
あ
る
」
（
同
前
・
二
七
七
頁
）
と
視
点
を
設
定
す
る
。
そ
の
視

点
か
ら
す
れ
ば
、
「
神
武
天
皇
東
遷
の
物
語
の
意
義
は
、
か
う
見

る
こ
と
に
よ
つ
て
お
の
づ
か
ら
明
白
に
な
る
の
で
、
そ
れ
は
天
皇

が
日
の
神
の
御
子
で
あ
ら
れ
る
と
い
ふ
思
想
か
ら
形
づ
く
ら
れ
た

説
話
な
の
で
あ
る
」
と
結
論
し
た
。

　
津
田
説
の
構
造
を
検
討
し
よ
う
。
津
田
は
、
記
紀
の
神
武
東
征

伝
説
を
、
神
異
の
物
語
・
地
名
説
話
・
歌
物
語
な
ど
か
ら
な
る
と

す
る
。
そ
の
上
で
「
神
異
の
物
語
」
に
視
点
を
設
定
し
て
い
る
の

で
あ
る
か
ら
、
津
ｍ
は
「
神
異
の
物
語
」
が
神
武
東
征
伝
説
の
中

核
と
み
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
「
神
異
の
物
語
」
の
中
心
は
、

「
天
皇
が
日
の
御
子
で
あ
ら
れ
る
と
い
ふ
思
想
」
に
あ
る
か
ら
、

神
武
東
征
伝
説
は
天
皇
が
日
の
御
子
で
あ
る
と
い
う
思
想
に
よ
っ

て
創
作
さ
れ
た
も
の
と
い
う
結
論
と
な
っ
て
い
る
。
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こ
の
よ
う
に
津
田
説
の
構
造
を
把
握
し
、
津
田
の
論
理
に
し
た

が
う
と
す
れ
ば
、
地
名
説
話
や
歌
物
語
な
ど
他
の
伝
説
構
成
要
素

に
も
、
「
天
皇
が
日
の
御
子
で
あ
る
と
い
ふ
思
想
」
が
反
映
し
て

い
る
必
要
が
あ
る
。
少
な
く
と
も
そ
の
「
思
想
」
に
よ
っ
て
、
地

名
説
話
や
歌
物
語
が
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
地
名

説
話
や
歌
物
語
に
は
、
そ
の
よ
う
な
「
思
想
」
の
反
映
は
な
い
。

　
津
田
は
こ
の
問
題
を
、
地
名
説
話
や
歌
物
語
が
後
に
付
加
さ
れ

た
も
の
と
し
て
、
処
理
す
る
。
伝
承
の
中
核
を
津
ｍ
の
い
う
よ
う

に
上
記
「
思
想
」
に
よ
る
「
神
異
の
物
語
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
す

る
ほ
ど
、
後
に
付
加
さ
れ
た
地
名
説
話
や
歌
物
語
は
そ
の
中
核
の

「
思
想
」
に
忠
実
で
あ
る
必
要
か
お
る
。
と
こ
ろ
が
上
述
の
よ
う

に
そ
う
な
っ
て
い
な
い
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
神
異
の
物
語
を
中

核
と
み
る
津
田
説
は
成
立
し
な
い
。

　
津
田
が
神
武
東
征
伝
説
を
「
天
皇
が
日
の
御
子
で
あ
る
と
い
ふ

思
想
」
に
よ
る
と
主
張
し
た
の
は
、
伝
承
中
の
「
神
異
の
物
語
」

部
分
に
つ
い
て
の
指
摘
と
し
て
は
正
当
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
伝
承

構
成
要
素
の
一
部
分
な
の
で
あ
っ
て
、
他
の
地
名
説
話
や
歌
物
語

を
そ
れ
で
は
説
明
で
き
な
い
以
上
、
全
体
が
そ
の
　
「
思
想
」
　
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
と
は
い
え
な
い
の
で
あ
る
。

三
　
他
の
諸
研
究
の
方
法
論

　
以
上
に
述
べ
た
津
田
説
の
問
題
点
は
、
星
野
の
研
究
史
整
理
に

よ
る
松
本
芳
夫
の
津
田
批
判
の
線
上
に
位
置
す
る
と
い
う
こ
と
が

で
き
、
お
そ
ら
く
同
様
の
津
田
説
の
弱
点
へ
の
認
識
は
、
多
く
の

研
究
者
の
脳
裏
に
浮
か
ん
だ
も
の
で
あ
ろ
う
。
戦
後
の
研
究
が
先

に
述
べ
た
よ
う
に
、
「
所
伝
成
立
事
情
」
の
「
合
理
的
」
追
求
に

向
か
っ
た
背
景
も
、
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
ら
の
研
究
に
含
ま
れ
る
問
題
点
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
吉

井
巌
の
鋭
い
指
摘
が
あ
る
の
で
、
や
や
長
い
が
引
用
し
て
お
き
た

い
。

　
「
神
武
記
の
展
開
の
根
幹
の
発
想
は
、
穀
霊
の
海
上
来
臨
、
出

現
後
の
転
生
と
霊
剣
の
獲
得
、
鳥
の
導
き
、
平
定
、
型
婚
と
続
く

始
祖
出
現
の
神
話
的
思
考
に
基
づ
い
て
い
る
。
そ
の
本
質
の
ゆ
え

に
、
即
位
の
大
１
　
祭
と
の
間
に
少
な
か
ら
ぬ
関
連
を
持
つ
こ
と
も

事
実
で
あ
る
（
西
郷
信
綱
「
神
武
天
皇
論
」
『
文
学
』
昭
4
1
・
２
～
３
）
。

だ
が
、
儀
礼
か
ら
の
視
点
だ
け
で
は
神
武
記
は
と
け
な
い
。
部
分

的
に
歴
史
的
事
実
の
反
映
が
あ
る
こ
と
も
多
く
の
指
摘
か
お
る
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
も
展
開
の
部
分
部
分
に
加
え
ら
れ
た
添
加
で

あ
っ
て
、
根
幹
の
発
想
を
否
定
し
得
る
も
の
で
は
な
い
。
今
後
の
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検
討
の
深
ま
り
は
こ
の
本
質
を
見
据
え
た
上
に
積
み
重
ね
ら
れ
る

こ
と
が
期
待
さ
れ
る
」
（
吉
井
巌
「
古
事
記
の
神
話
－
梗
概
と
問
題
点

－
」
・
『
別
冊
国
文
学
』
一
六
号
・
二
五
頁
・
一
九
八
二
年
）
。

　
近
年
の
研
究
は
、
よ
り
一
層
の
伝
承
の
細
分
さ
れ
た
部
分
に
つ

い
て
、
そ
の
「
形
成
」
を
合
理
的
に
追
求
す
る
方
向
で
行
な
わ
れ

て
い
る
。
そ
の
成
果
は
そ
れ
ぞ
れ
に
積
み
重
ね
ら
れ
て
も
、
そ
れ

は
部
分
部
分
を
合
理
的
に
解
釈
し
た
成
果
の
積
み
重
ね
で
あ
っ
て
、

吉
井
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
決
し
て
伝
承
全
体
の
根
幹
に
迫
る
も

の
で
は
な
い
。
逆
に
い
え
ば
そ
の
よ
う
な
成
果
の
積
み
重
ね
が
、

伝
承
の
部
分
部
分
に
合
理
的
説
明
を
与
え
、
伝
承
そ
の
も
の
が
合

理
的
で
あ
る
か
の
印
象
を
形
成
す
る
結
果
と
な
り
、
か
え
っ
て
神

武
伝
承
を
肯
定
す
る
結
果
に
つ
な
が
る
危
険
性
が
あ
る
。
い
う
ま

で
も
な
く
こ
れ
は
、
古
代
史
学
に
と
っ
て
は
ゆ
ゆ
し
き
傾
向
で
あ

る
と
い
え
よ
う
。
か
か
る
ゆ
ゆ
し
き
事
態
を
回
避
す
る
方
法
は
、

上
引
部
分
に
吉
井
が
い
う
よ
う
に
、
神
武
記
紀
の
「
根
幹
の
発

想
」
を
追
求
す
る
方
法
を
案
出
す
る
以
外
に
は
な
い
。

　
近
年
の
神
武
記
紀
に
対
す
る
個
別
実
証
研
究
の
方
法
論
は
、
伝

承
に
は
必
ず
素
材
か
お
る
と
い
う
論
理
、
つ
ま
り
「
伝
承
＝
素
材

還
元
」
論
を
前
提
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
前
提
に
こ
そ
、
問
題
が

ひ
そ
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。
伝
承
に
は
本
当
に
素
材
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
伝
承
を
ひ
と
つ
の
文
学
作
品
と
想
定
し
て
み
る
と
、
文
学
作
品

に
は
必
ず
モ
デ
ル
が
存
在
す
る
と
前
提
し
て
い
る
に
等
し
い
。
も

ち
ろ
ん
モ
デ
ル
論
に
よ
っ
て
文
学
作
品
の
理
解
が
深
ま
る
こ
と
が

あ
る
こ
と
は
、
否
定
し
な
い
。
だ
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
モ
デ

ル
だ
け
に
よ
っ
て
作
品
が
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
、

誰
し
も
が
理
解
で
き
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
伝
承
の
素
材
還
元
論
も

同
じ
こ
と
で
あ
っ
て
、
素
材
は
あ
く
ま
で
素
材
に
す
ぎ
ず
、
し
か

も
部
分
的
に
の
み
求
め
ら
れ
た
素
材
と
い
う
も
の
は
、
全
体
の
素

材
と
一
致
し
な
い
場
合
が
あ
る
こ
と
も
理
解
で
き
よ
う
。
類
似
の

素
材
は
数
多
い
の
で
あ
っ
て
、
唯
一
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。
ま
た
全
体
の
素
材
が
た
と
え
指
摘
で
き
た
と
し
て
も
、
全
体

の
素
材
の
集
合
体
が
そ
の
ま
ま
で
は
伝
承
自
体
に
な
り
え
な
い
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

　
素
材
論
が
問
題
な
の
は
、
単
に
上
記
の
点
に
限
ら
な
い
。
素
材

論
で
は
、
ど
う
し
て
伝
承
が
そ
の
位
置
に
配
さ
れ
た
か
を
、
解
明

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
結
果
、
伝
承
の
素
材
が
い
か
な
る

も
の
で
あ
れ
、
伝
承
が
そ
の
位
置
に
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実

の
み
に
立
脚
し
て
、
統
計
的
手
法
に
よ
っ
て
伝
承
の
年
代
を
割
り

だ
す
研
究
の
出
現
を
容
認
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
そ
れ
で
は
素
材
論
に
代
わ
る
方
法
は
、
ど
の
よ
う
に
求
め
ら
れ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
文
学
作
品
と
モ
デ
ル
論
の
関
係
が
、
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重
要
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
。
す
な
わ
ち
文
学
作
品
の
中
に
は

モ
デ
ル
が
な
く
と
も
、
作
者
の
想
念
の
な
か
だ
け
で
形
成
さ
れ
る

作
品
も
多
い
。
ま
た
い
か
に
モ
デ
ル
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

だ
け
で
作
品
が
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
必
ず
作
者
の

想
念
が
そ
こ
に
は
多
分
に
投
影
さ
れ
て
い
る
。
文
学
作
品
を
本
来

の
意
味
で
の
作
品
の
位
置
に
戻
し
、
作
者
の
持
つ
想
念
と
の
関
係

の
な
か
で
作
品
の
理
解
を
行
な
う
と
い
う
、
本
来
の
作
品
論
を
重

視
す
る
方
法
こ
そ
が
、
作
品
研
究
の
本
筋
で
あ
ろ
う
。
伝
承
に
つ

い
て
も
、
同
様
の
方
法
に
よ
る
研
究
が
必
要
で
あ
る
。

　
た
と
え
伝
承
に
必
ず
素
材
か
お
る
こ
と
を
前
提
と
し
て
も
、
素

材
だ
け
か
ら
の
み
伝
承
は
形
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
伝
承
の

集
成
者
の
想
念
が
濃
厚
に
注
入
さ
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
と

す
れ
ば
、
伝
承
の
根
幹
に
迫
る
に
は
、
伝
承
そ
の
も
の
の
密
着
し

つ
つ
、
集
成
者
の
想
念
の
展
開
を
摘
出
し
て
、
伝
承
の
総
体
と
し

て
の
構
成
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
か
お
る
。
こ
う
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
は
じ
め
て
、
伝
承
の
根
幹
の
意
味
に
迫
る
こ
と
が
で
き
よ

　
津
田
の
よ
う
に
伝
承
を
神
異
の
物
語
・
地
名
説
話
・
歌
物
語
な

ど
と
分
解
す
る
こ
と
な
く
、
ま
し
て
や
近
年
の
多
く
の
研
究
に
み

ら
れ
る
よ
う
に
部
分
部
分
の
素
材
追
求
を
主
目
的
に
す
る
の
で
も

な
く
、
伝
承
は
全
体
と
し
て
ど
の
よ
う
な
構
造
で
あ
る
の
か
を
作

品
論
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
す
る
こ
と

で
は
じ
め
て
、
正
し
い
「
伝
承
」
の
性
格
づ
け
が
期
待
で
き
る
の

で
あ
る
。
現
行
の
「
伝
承
＝
素
材
還
元
」
論
と
の
対
比
で
い
え
ば
、

「
伝
承
＝
集
成
者
の
想
念
」
論
的
な
視
角
か
ら
、
伝
承
は
検
討
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

四
　
ま
と
め
に
か
え
て

　
あ
え
て
甘
言
し
て
お
き
た
い
。
現
在
多
く
行
な
わ
れ
て
い
る
素

材
論
研
究
と
の
対
比
で
い
え
ば
、
む
し
ろ
各
部
分
の
素
材
論
的
考

察
を
一
切
排
除
し
て
、
伝
承
が
集
成
者
の
想
念
の
な
か
で
す
べ
て

完
結
す
る
も
の
と
想
定
し
、
か
か
る
想
定
に
よ
っ
て
伝
承
の
す
べ

て
を
ひ
と
ま
ず
は
分
析
し
て
み
る
べ
き
で
あ
る
。
も
し
こ
の
想
定

に
よ
る
分
析
が
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
伝
承
は
何
ら
の
素
材

を
必
要
と
し
な
か
っ
た
と
結
論
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
れ

ば
、
従
来
の
素
材
論
は
単
に
伝
承
を
合
理
的
に
説
明
す
る
も
の
に

す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
逆
に
伝
承
に
合
理
性
を
与
え
て
き
た
に
す

ぎ
な
い
こ
と
が
、
明
白
と
な
る
。
さ
ら
に
何
ら
の
歴
史
的
事
実
を

必
要
と
し
な
い
伝
承
群
は
、
い
か
な
る
位
置
に
配
さ
れ
て
い
る
か

に
必
然
性
は
な
く
な
る
か
ら
、
そ
の
配
置
を
い
か
に
統
計
的
に
処

理
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
何
ら
の
意
味
を
持
だ
な
い
こ
と
に
な
る
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の
で
あ
る
。

　
く
り
か
え
す
が
、
今
必
要
な
の
は
、
伝
承
集
成
者
の
想
念
を
、

伝
承
そ
の
も
の
に
即
し
な
が
ら
、
実
証
的
に
摘
出
す
る
こ
と
な
の

で
あ
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
神
武
東
征
伝
承
は
、

本
来
の
姿
で
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
〔
以
上
は
、
本
学
発
行
の
『
追
手
門
学
院
大
学
経
済
論
集
一
宇

田
正
教
授
還
暦
記
念
号
』
に
応
募
し
た
「
『
古
事
記
』
の
神
武
東

征
物
語
考
」
に
関
す
る
研
究
整
理
で
も
あ
る
。
紙
幅
の
都
合
上
同

拙
稿
か
ら
分
離
し
、
独
立
の
論
考
と
し
て
成
立
し
う
る
よ
う
に
書

き
改
め
た
。
こ
こ
に
提
起
し
た
研
究
方
法
の
一
例
と
し
て
、
上
記

の
拙
稿
な
ら
び
に
拙
著
『
記
紀
の
王
者
像
』
（
松
簸
社
・
一
九
九
二

年
）
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
〕
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