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「
論
争
」
は
人
々
を
惹
き
つ
け
る
。
特
に
、
争
点
が
き
わ
め
て
明
快
で
あ
っ
て
、
百
家
争
鳴
の
状
態
に
あ
る
テ

ー
マ
ほ
ど
面
白
い
。
政
治
論
争
で
さ
え
、
郵
政
問
題
を
「
抵
抗
勢
力
か
否
か
」
と
単
純
化
し
て
せ
ま
れ
ば
国
民
は

反
応
す
る
。
ま
し
て
や
ロ
マ
ン
溢
れ
る
考
古
学
や
古
代
史
の
論
争
は
、
時
に
は
関
連
ニ
ュ
ー
ス
が
新
聞
の
ト
ッ
プ

を
飾
っ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。 

「
邪
馬
台
国
は
ど
こ
に
あ
っ
た
か
」。 

こ
の
テ
ー
マ
ひ
と
つ
だ
け
で
も
、
数
多
く
の
ア
マ
チ
ュ
ア
が
人
生
を
楽
し
ま
せ
て
も
ら
っ
て
い
る
。
専
門
学
者

の
多
く
が
「
大
和
説
」
な
の
に
、
ア
マ
チ
ュ
ア
側
で
は
「
九
州
説
」
が
優
勢
で
、
国
民
投
票
を
す
れ
ば
「
九
州
説
」

が
勝
つ
か
も
知
れ
な
い
。 

関
連
し
て
「
三
角
縁
神
獣
鏡
は
魏
鏡
か
国
産
鏡
か
」
も
面
白
い
。
最
近
で
は
、
魏
鏡
説
が
多
い
専
門
家
の
中
に

あ
っ
て
も
、「
中
国
か
ら
は
一
枚
も
で
な
い
」
と
い
う
重
い
事
実
か
ら
国
産
説
を
唱
え
る
学
者
も
増
え
て
い
る
。
そ

の
議
論
の
帰
趨
に
よ
っ
て
は
「
邪
馬
台
国
論
争
」
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
る
が
、
こ
こ
で
も
プ
ロ
対
ア
マ
の
構

図
が
見
て
と
れ
る
。 

「
弥
生
時
代
は
五
百
年
遡
る
の
か
」
と
い
う
テ
ー
マ
も
興
味
尽
き
な
い
。
炭
素
十
四
法
や
年
輪
年
代
法
な
ど
科

学
的
な
手
法
が
描
く
世
界
は
、
は
た
し
て
旧
来
学
説
を
葬
り
去
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
考
古
学
の
定
説
と

は
そ
ん
な
ひ
弱
な
も
の
だ
っ
た
の
か
。 
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ま
た
、「
古
墳
は
ど
ん
な
も
の
さ
し
で
造
ら
れ
た
か
」
と
い
う
尺
度
問
題
も
「
ひ
と
つ
の
古
墳
に
ひ
と
つ
の
尺
度
」

と
揶
揄
さ
れ
る
ほ
ど
百
家
争
鳴
の
論
争
テ
ー
マ
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
わ
が
国
の
古
代
史
分
野
で
は
「
法
隆
寺
は

再
建
か
非
再
建
か
」
の
論
争
が
最
も
エ
キ
サ
イ
テ
ィ
ン
グ
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
の
主
要
な
論
点
と
し
て
、
法
隆
寺

が
高
麗
尺
で
作
ら
れ
た
と
い
う
尺
度
論
争
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
の
伝
統
を
引
き
継
い
だ
の
か
も
知
れ
な
い
。 

そ
の
他
に
も
、
金
属
考
古
学
の
世
界
で
は
、「
弥
生
時
代
に
は
製
鉄
が
本
当
に
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
か
」
と
か
「
古

代
日
本
に
間
接
製
鉄
法
が
あ
っ
た
か
」
あ
る
い
は
は
た
し
て
「
古
代
日
本
で
は
硫
化
銅
の
製
錬
が
行
な
わ
れ
た
か
」

な
ど
の
論
争
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。 

考
古
学
や
古
代
史
の
世
界
で
は
、
論
争
の
種
は
尽
き
る
こ
と
が
な
い
。 

 

筆
者
は
、
四
十
年
間
、
鉄
鋼
会
社
で
生
産
管
理
や
研
究
開
発
に
携
わ
っ
て
き
た
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
趣
味
と

し
て
東
ア
ジ
ア
の
古
代
史
や
考
古
学
研
究
を
続
け
て
き
た
。
今
、
韓
国
の
国
立
慶
尚
大
学
で
招
聘
教
授
と
し
て
金

属
工
学
を
教
え
な
が
ら
、
考
古
学
等
の
研
究
を
し
て
い
る
の
も
、
間
違
い
な
く
そ
の
延
長
線
上
の
こ
と
で
あ
る
。 

継
続
は
力
で
あ
る
。
最
近
に
な
っ
て
相
次
い
で
、
永
年
の
研
究
成
果
を
学
説
と
し
て
纏
め
上
げ
学
術
誌
に
発
表

し
た
。
あ
り
が
た
い
こ
と
に
、
そ
の
内
容
を
新
聞
で
も
紹
介
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
、
ご
存
知
の
方
も
お
い
で
だ

ろ
う
。
実
は
、
そ
の
テ
ー
マ
の
多
く
が
、
論
争
と
し
て
の
条
件
を
兼
ね
備
え
た
上
記
の
三
角
縁
神
獣
鏡
問
題
、
弥

生
時
代
遡
上
問
題
、
古
代
尺
度
問
題
、
あ
る
い
は
金
属
考
古
学
の
諸
問
題
と
大
き
く
関
連
し
て
い
る
。
要
は
、
野
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次
馬
的
な
好
奇
心
に
満
ち
て
い
た
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
よ
う
に
、
考
古
学
や
古
代
史
の
論
争
は
ま
こ
と
に
興
味
津
々
で
あ
る
。
ア
マ
チ
ュ
ア
の
立
場
な
ら
、
想
い

付
き
を
主
張
す
る
こ
と
だ
け
で
も
充
実
感
が
あ
り
、
同
好
者
が
賛
同
し
て
く
れ
れ
ば
、
そ
れ
で
も
十
分
で
あ
る
。

事
実
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の
多
く
の
問
題
提
起
は
、
同
人
誌
的
な
研
究
誌
と
か
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
載
せ
ら
れ
、
専

門
家
の
レ
ビ
ュ
ー
を
必
要
と
す
る
学
会
誌
に
載
る
こ
と
は
少
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
い
。
最
近
で
は
、
専
門
家

た
ち
で
さ
え
、
学
術
論
文
と
し
て
の
発
表
よ
り
も
新
聞
発
表
が
先
行
さ
せ
て
い
る
事
例
も
多
く
あ
る
。 

し
か
し
筆
者
は
理
系
の
技
術
分
野
、
学
術
分
野
で
永
く
生
活
し
て
き
た
。
基
礎
デ
ー
タ
に
基
づ
か
な
い
主
観
的

な
推
論
は
好
ま
な
い
し
、
学
会
誌
の
レ
ビ
ュ
ー
を
受
け
る
前
に
、
新
聞
発
表
す
る
風
習
も
ル
ー
ル
違
反
だ
と
思
っ

て
い
る
。
だ
か
ら
、
ア
マ
チ
ュ
ア
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
か
ら
述
べ
る
こ
と
は
全
て
学
会
誌
あ
る
い
は
そ
れ
に
準
ず

る
学
術
誌
に
載
せ
た
も
の
で
あ
る
。 

 

「
理
系
の
視
点
か
ら
」
と
副
題
を
つ
け
た
の
は
、
も
ち
ろ
ん
板
倉
聖
宜
氏
の
『
日
本
史
再
発
見
』
と
い
う
良
書

を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
基
礎
デ
ー
タ
に
基
づ
き
、
偏
見
を
排
除
し
て
、
理
系
の
立
場
か
ら
歴
史
を
見
直
し

た
ら
、
そ
こ
に
は
通
説
と
は
異
な
っ
た
世
界
が
見
え
て
き
た
と
板
倉
氏
は
い
う
。
理
系
ら
し
い
論
理
的
な
手
続
き

に
説
得
力
が
あ
る
。 



 8 

ま
た
最
近
、
藤
原
正
彦
氏
は
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
『
国
家
と
品
格
』
の
中
で
、
数
学
者
と
し
て
の
観
点
か
ら
、「
長
い

論
理
は
危
う
い
」「
短
い
論
理
は
深
み
に
達
し
な
い
」
と
述
べ
て
い
る
。
筆
者
な
り
に
三
角
縁
神
獣
鏡
に
例
を
採
っ

て
言
え
ば
、「
風
が
吹
け
ば
桶
屋
が
も
う
か
る
」
式
の
長
い
論
理
に
よ
っ
て
魏
鏡
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
議
論
が

あ
る
一
方
で
「
な
ぜ
三
角
縁
神
獣
鏡
が
中
国
か
ら
出
土
し
な
い
か
」
と
の
問
い
か
け
に
「
特
鋳
説
」
で
答
え
、
そ

の
「
特
鋳
説
」
の
論
拠
は
と
問
わ
れ
て
「
中
国
か
ら
出
土
し
な
い
か
ら
」
と
答
え
る
よ
う
な
短
い
論
理
も
あ
る
。

確
か
に
、
い
ず
れ
も
危
う
い
。 

理
系
の
視
点
か
ら
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
論
理
展
開
の
問
題
点
に
つ
い
て
も
書
い
て
見
た
い
。
し
か
し
、
不
十
分

と
は
言
え
、
既
に
問
題
指
摘
も
多
く
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
筆
者
の
役
割
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
筆
者
の
特
徴
は

あ
く
ま
で
デ
ー
タ
に
基
づ
く
議
論
、
そ
れ
も
数
値
デ
ー
タ
に
基
づ
く
推
論
に
あ
る
と
自
認
し
て
い
る
。
現
場
操
業

デ
ー
タ
や
実
験
デ
ー
タ
を
見
て
、
問
題
点
を
発
見
す
る
の
は
、
技
術
者
、
研
究
者
の
最
も
重
要
な
能
力
で
あ
り
、

そ
の
点
で
は
い
さ
さ
か
自
負
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。 

し
た
が
っ
て
、
筆
者
の
主
張
は
、
主
観
的
な
思
考
を
排
し
、
基
礎
的
な
数
値
デ
ー
タ
に
基
づ
き
展
開
し
た
も
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
従
来
の
論
点
と
は
全
く
異
な
る
形
で
の
理
系
的
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
多
く
、
そ
の
結
論
は
、

従
来
の
結
論
と
は
独
立
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。 

 

こ
こ
で
、
読
者
の
便
の
た
め
に
、
こ
れ
か
ら
本
書
で
述
べ
よ
う
と
思
っ
て
い
る
内
容
に
つ
い
て
、
そ
の
概
要
を
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あ
ら
か
じ
め
ま
と
め
て
紹
介
し
て
置
き
た
い
。 

 

三
角
縁
神
獣
鏡
問
題  

 
三
角
縁
神
獣
鏡
の
製
作
地
を
特
定
す
る
た
め
に
は
、
鉛
同
位
体
比
の
比
較
が
有
効
な
手
段
で
あ
る
。
三
角
縁
神

獣
鏡
の
鉛
が
後
漢
鏡
や
魏
晋
鏡
の
鉛
と
ど
ん
な
関
係
に
あ
る
か
判
れ
ば
研
究
は
大
き
く
前
進
す
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
の
簡
単
な
こ
と
が
未
だ
十
分
に
検
討
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
中
国
で
出
土

し
た
後
漢
鏡
や
魏
晋
鏡
に
つ
い
て
は
、
た
だ
の
一
面
も
鉛
同
位
体
比
の
分
析
が
行
わ
れ
て
お
ら
ず
、
分
析
値
の
知

ら
れ
て
い
る
の
は
す
べ
て
日
本
で
出
土
し
た
「
舶
載
鏡
」
ば
か
り
な
の
で
あ
る
。 

論
理
的
な
問
題
で
あ
る
が
、「
舶
載
鏡
」
の
中
に
は
複
製
鏡
が
含
ま
れ
て
お
り
、
三
角
縁
神
獣
鏡
と
同
様
に
、
そ

れ
ら
が
全
て
中
国
で
作
ら
れ
た
と
い
う
証
拠
は
何
も
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
日
本
出
土
の
後
漢
鏡
や
魏
晋
鏡
の
中

か
ら
複
製
鏡
等
を
除
外
し
な
い
こ
と
に
は
、
真
の
中
国
鏡
の
鉛
同
位
体
比
は
確
定
で
き
な
い
。
そ
こ
で
デ
ー
タ
解

析
技
術
の
威
力
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。 

す
な
わ
ち
、
後
漢
鏡
や
魏
晋
鏡
に
つ
い
て
は
、
中
国
で
の
出
土
状
態
か
ら
、
い
つ
頃
流
行
し
た
も
の
か
が
判
っ

て
い
る
。
一
方
、「
舶
載
鏡
」
の
副
葬
時
期
も
考
古
学
的
に
は
判
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
で
の
流
行
時
期

と
日
本
で
の
副
葬
時
期
の
差
が
少
な
い
ほ
ど
真
の
中
国
鏡
の
可
能
性
が
高
く
、
時
期
差
が
大
き
い
ほ
ど
複
製
鏡
の
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可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
見
る
の
が
着
眼
点
と
な
る
。 

そ
の
結
果
は
、
時
期
差
に
よ
っ
て
舶
載
鏡
の
鉛
同
位
体
比
の
分
布
が
見
事
に
二
分
さ
れ
、
そ
の
片
方
が
日
本
製

の
仿
製
鏡
や
銅
鏃
と
一
致
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
真
の
中
国
鏡
の
組
成
は
引
算
と
し
て
残
り
の
組
成
と
判

明
し
た
が
、
問
題
の
三
角
縁
神
獣
鏡
の
組
成
は
中
国
鏡
と
は
全
く
一
致
せ
ず
、
日
本
製
の
仿
製
鏡
や
銅
鏃
と
一
致

し
た
。 

ま
た
、
鋳
造
時
に
添
加
し
て
使
用
す
る
補
助
的
な
鉛
に
関
す
る
考
察
で
も
、
朝
鮮
半
島
か
あ
る
い
は
日
本
産
の

鉛
が
使
用
さ
れ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。 

そ
の
他
に
も
、
鉛
同
位
体
比
か
ら
見
て
、
紀
年
鏡
の
中
に
、
年
号
が
異
な
る
に
も
拘
ら
ず
同
一
時
に
作
ら
れ
た

と
し
か
思
え
な
い
ほ
ど
類
似
し
た
組
成
を
持
つ
グ
ル
ー
プ
が
あ
る
反
面
、
い
わ
ゆ
る
同
笵
鏡
で
も
鉛
同
位
体
比
が

異
な
り
、
他
所
で
つ
く
ら
れ
た
可
能
性
が
高
い
も
の
が
あ
る
こ
と
を
見
出
し
た
。
そ
れ
ら
は
複
製
鏡
の
証
左
と
な

る
と
考
え
る
。 

以
上
の
解
析
に
よ
っ
て
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
三
角
縁
神
獣
鏡
は
魏
鏡
で
は
あ
り
得
な
い
。 

な
お
、
平
成
十
六
年
に
、
泉
屋
博
古
館
が
ス
プ
リ
ン
グ
８
の
分
析
に
よ
っ
て
、「
三
角
縁
神
獣
鏡
は
魏
鏡
で
あ
る
」

と
の
結
論
を
出
し
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
金
属
考
古
学
の
基
礎
を
理
解
せ
ず
に
展
開
し
た
議
論
で
あ
り
、
前

提
条
件
に
誤
り
が
あ
り
、
結
果
は
全
く
無
意
味
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
も
関
連
し
て
紹
介
し
た
い
。 
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弥
生
年
代
遡
上
問
題 

 

 

歴
史
民
俗
博
物
館
の
主
導
す
る
炭
素
十
四
に
よ
る
弥
生
年
代
遡
上
論
は
、
年
代
較
正
基
準
が
地
球
上
ど
こ
で
も

同
じ
だ
と
す
る
前
提
条
件
に
よ
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
前
提
自
体
に
科
学
的
な
見
地
か
ら
も
問
題
が
あ
る
。
例

え
ば
、歴
博
の
主
張
に
基
づ
い
て
弥
生
中
期
の
年
代
を
設
定
し
、歴
博
の
炭
素
年
代
デ
ー
タ
と
対
比
し
て
見
て
も
、

九
州
の
海
岸
地
方
の
デ
ー
タ
は
較
正
基
準
か
ら
百
年
単
位
で
古
い
側
に
シ
フ
ト
し
て
い
る
。
こ
れ
は
海
水
中
の
炭

素
十
四
が
数
百
年
古
い
時
期
を
示
す
こ
と
と
関
係
が
あ
り
、海
洋
国
日
本
に
お
い
て
は(

特
に
海
岸
に
お
い
て
は)

、

無
条
件
で
国
際
較
正
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

ま
た
、
弥
生
青
銅
器
の
鉛
同
位
体
比
の
解
析
結
果
に
よ
る
と
、
初
期
の
細
形
銅
剣
、
多
鈕
細
文
鏡
、
菱
環
式
銅

鐸
な
ど
朝
鮮
半
島
系
と
称
さ
れ
る
青
銅
器
の
鉛
は
、
極
め
て
特
殊
な
も
の
で
、
殷
周
以
前
の
中
国
で
の
み
使
用
さ

れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
鉛
産
地
と
し
て
も
中
国
の
四
川
省
・
雲
南
省
な
ど
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
が
、

五
百
年
以
上
後
の
燕
国
や
朝
鮮
半
島
、
弥
生
前
期
末
か
ら
中
期
初
頭
の
日
本
に
突
然
現
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
異
常
な
こ
と
が
起
こ
っ
た
の
は
、
燕
国
の
楽
毅
将
軍
が
斉
国
で
奪
っ
て
き
た
祭
器
の
再
使
用
と
し
か
考
え
ら

れ
な
い
。 

燕
国
の
将
軍
・
樂
毅
は
、
三
晋
や
楚
、
秦
と
連
衡
し
、
昭
王
二
十
八
年
（
紀
元
前
二
八
四
）
に
斉
の
臨
澑
を
陥

落
さ
せ
、
そ
の
際
に
斉
の
宝
物
祭
器
を
根
こ
そ
ぎ
奪
っ
て
昭
王
の
も
と
に
送
り
届
け
た
と
『
史
記
』
は
伝
え
て
い
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る
。
宝
物
や
祭
器
な
ど
が
殷
周
期
の
伝
世
青
銅
器
で
、
そ
れ
ら
青
銅
器
に
特
殊
な
鉛
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い

な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
略
奪
品
が
青
銅
器
原
料
と
し
て
燕
や
朝
鮮
半
島
、
日
本
で
再
活
用
さ
れ
た
こ
と
も
十
分
に

有
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
弥
生
中
期
の
始
ま
り
は
紀
元
前
二
百
五
十
年
頃
と
な
り
、
歴
博

の
主
張
す
る
紀
元
前
三
百
七
十
年
頃
と
は
ま
っ
た
く
合
わ
な
い
。
む
し
ろ
考
古
学
界
の
旧
説
に
近
い
。 

し
た
が
っ
て
、
歴
博
の
主
導
す
る
弥
生
年
代
の
大
幅
遡
上
論
は
現
状
で
は
成
り
立
た
な
い
。 

 

古
代
尺
度
問
題 

 
 

古
墳
が
ど
の
よ
う
な
も
の
さ
し
で
設
計
さ
れ
た
か
。
ま
こ
と
に
ロ
マ
ン
あ
る
テ
ー
マ
で
筆
者
が
最
も
精
力
を
注

い
で
き
た
研
究
で
あ
る
。
し
か
し
、「
ひ
と
つ
の
古
墳
に
ひ
と
つ
の
尺
度
が
あ
る
」
と
揶
揄
さ
れ
る
ほ
ど
の
百
家
争

鳴
の
状
態
で
あ
り
、
古
墳
の
計
測
値
の
解
析
研
究
か
ら
だ
け
で
は
、
と
て
も
解
決
し
得
な
い
問
題
で
も
あ
る
。 

そ
こ
で
筆
者
が
採
っ
た
方
法
は
、
遠
回
り
に
な
る
が
、
朝
鮮
半
島
を
含
め
た
古
代
宮
殿
、
寺
院
の
尺
度
の
研
究

で
あ
り
、
朝
鮮
半
島
の
土
地
制
度
の
研
究
で
あ
る
。
実
に
長
期
に
わ
た
る
研
究
と
な
っ
た
が
、
そ
の
結
果
、
つ
い

に
朝
鮮
半
島
と
日
本
の
古
代
土
地
計
量
制
度
が
同
一
で
あ
っ
た
と
の
画
期
的
な
論
証
を
得
る
こ
と
に
結
実
し
た
。 

す
な
わ
ち
、
膨
大
な
遺
跡
計
測
資
料
と
東
ア
ジ
ア
の
文
献
資
料
か
ら
、
古
墳
設
計
に
使
用
さ
れ
た
尺
度
が
、
朝

鮮
半
島
や
日
本
の
土
地
計
測
尺
と
同
一
で
あ
り
、
し
か
も
法
隆
寺
・
法
起
寺
や
慶
州
の
皇
龍
寺
な
ど
の
建
築
尺
度
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す
な
わ
ち
「
古
韓
尺
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
実
証
し
た
。
こ
れ
は
、
古
代
の
朝
鮮
半
島
と
の
交
流
を
、
尺
度
と
い
う

「
物
証
」
で
裏
付
け
た
も
の
で
あ
る
。 

し
か
も
、
こ
れ
ら
の
土
地
計
量
シ
ス
テ
ム
は
中
国
周
代
の
土
地
制
度
と
も
共
通
し
て
い
る
こ
と
を
『
礼
記
』
の

記
載
記
事
と
の
対
比
で
突
き
止
め
た
。
す
な
わ
ち
、
古
代
東
ア
ジ
ア
の
土
地
計
量
制
度
は
、
全
て
同
じ
ル
ー
ツ
を

持
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
新
事
実
の
発
掘
が
期
待
薄
な
古
代
史
分
野
に
あ
っ
て
は
、
き
わ
め
て
ス

ケ
ー
ル
の
大
き
な
理
論
と
な
っ
た
と
自
賛
し
て
い
る
。 

 

金
属
考
古
学
の
諸
問
題 

 

金
属
考
古
学
は
特
殊
な
分
野
で
あ
る
。
考
古
学
関
係
者
だ
け
で
は
、
技
術
的
な
把
握
が
難
し
い
の
で
、
金
属
専

門
家
の
助
力
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
で
も
判
断
が
正
し
く
で
き
る
と
は
限
ら
な
い
。
一
口
に
金
属
と

言
っ
て
も
、
分
野
は
極
め
て
多
岐
に
わ
た
り
、
問
題
ご
と
に
適
切
に
対
応
す
る
こ
と
な
ど
困
難
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
世
の
常
と
し
て
、
特
定
少
数
の
専
門
家
の
私
見
が
、
い
つ
の
間
に
か
解
説
書
と
し
て
出
版
さ
れ
、
定

説
化
さ
れ
て
行
く
。 

い
っ
た
ん
定
説
化
さ
れ
る
と
、そ
れ
を
否
定
す
る
に
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
要
る
。よ
ほ
ど
明
快
な
反
論
で
な
い
と
、

見
解
の
相
違
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
、
相
変
わ
ら
ず
間
違
っ
た
内
容
が
定
説
と
し
て
生
き
続
け
る
。
そ
の
よ
う
な
事
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例
に
「
古
代
日
本
に
間
接
製
鉄
法
が
あ
っ
た
か
」
と
か
「
硫
化
銅
の
製
錬
は
行
わ
れ
た
か
」
な
ど
の
問
題
が
あ
る
。 

筆
者
は
、
金
属
の
理
論
的
な
側
面
を
援
用
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
、
同
じ
考
古
学
的
な
デ
ー
タ

の
上
に
立
っ
て
、
誤
謬
を
指
摘
し
否
定
し
て
き
た
。
そ
の
際
に
感
じ
た
こ
と
は
、
批
判
に
晒
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

理
系
研
究
者
等
の
専
門
家
の
見
解
に
は
、
誤
謬
が
放
置
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら

研
究
者
が
限
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
そ
の
結
論
を
妄
信
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。 

 

考
古
学
や
歴
史
学
は
人
間
の
営
み
を
対
象
と
し
て
い
る
た
め
、
政
治
、
経
済
、
社
会
、
文
化
か
ら
理
学
、
工
学
、

医
学
、
農
業
、
漁
業
、
繊
維
、
土
木
建
築
な
ど
に
至
る
ま
で
ほ
と
ん
ど
の
学
問
分
野
と
密
接
に
関
連
し
て
い
る
。

逆
に
い
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
研
究
者
が
考
古
学
や
歴
史
に
参
与
で
き
る
可
能
性
を
持
っ
て
お
り
、
現
に
ト
イ

レ
考
古
学
、
地
震
考
古
学
、
天
文
考
古
学
、
年
輪
考
古
学
、
人
骨
考
古
学
な
ど
意
表
を
つ
く
命
名
の
分
野
が
話
題

に
な
っ
て
い
る
。 

し
か
し
残
念
な
が
ら
、
各
分
野
の
一
般
的
な
研
究
者
は
、
歴
史
や
考
古
学
で
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
話
題
に
な
っ

て
い
る
か
、
必
ず
し
も
知
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
点
で
、
考
古
学
や
歴
史
学
に
お
い
て
争
点
が
明
確
化

さ
れ
、
新
聞
等
が
取
り
上
げ
る
こ
と
は
意
味
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
っ
て
い
る
。 

こ
れ
か
ら
の
時
代
は
、
職
業
と
し
て
の
専
門
知
識
を
、
そ
れ
だ
け
で
は
終
わ
ら
さ
ず
に
、
趣
味
の
分
野
で
も
活

か
す
こ
と
が
一
般
的
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
そ
ん
な
時
、
歴
史
や
考
古
学
は
絶
好
な
分
野
で
あ
る
。
筆
者
が
、
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本
書
を
通
し
て
本
当
に
伝
え
た
い
こ
と
も
、
実
は
論
争
に
参
加
す
る
こ
と
の
楽
し
さ
な
の
で
あ
る
。 

本
書
は
、
あ
る
意
味
で
理
屈
っ
ぽ
く
硬
い
内
容
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
マ
チ
ュ
ア
の
、
い
や
人
間
本
来
の
好
奇

心
を
い
さ
さ
か
で
も
満
足
さ
せ
よ
う
と
い
う
趣
旨
の
も
の
で
も
あ
る
。
も
し
、
最
後
ま
で
一
緒
に
楽
し
ん
で
い
た

だ
け
た
ら
筆
者
の
最
も
歓
び
と
す
る
所
で
あ
る
。
い
や
、
拾
い
読
み
し
て
頂
け
る
だ
け
で
も
、
そ
の
歓
び
は
変
わ

ら
な
い
。 

 

 


