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旨

　

本
論
文
は
、
ハ
ン
ナ
・
ア
ー
レ
ン
ト
の
『
精
神
の
生
活
』
三
部
作
（
第
一
部 
思
考

作
用
、
第
二
部 

意
志
作
用
、
第
三
部 

判
断
作
用
）
を
未
完
の
第
三
部
の
テ
ー
マ
に
関
連

す
る
『
カ
ン
ト
政
治
哲
学
の
講
義
』
で
の
構
想
力
を
め
ぐ
る
議
論
を
手
が
か
り
に
統

一
的
に
読
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
そ
の
際
論
者
は
、『
カ
ン
ト
政
治
哲
学

の
講
義
』
第
四
講
末
尾
に
掲
げ
ら
れ
た
人
間
に
か
か
わ
る
事
象
の
三
分
類
―
「
人
類
」

（H
u

m
an

 sp
ecies

）、「
人
間
」（M

an

）、「
人
々
」（M

en

）
―
に
対
応
さ
せ
ら
れ
た

カ
ン
ト
の
三
批
判
の
独
特
な
配
置
、
つ
ま
り
「
人
類
」
に
は
『
判
断
力
批
判
』
第
二

部
、「
人
間
」
に
は
『
実
践
理
性
批
判
』
と
『
純
粋
理
性
批
判
』、「
人
々
」
に
は
『
判

断
力
批
判
』
第
一
部
、
と
い
う
配
置
に
、
崇
高
と
い
う
あ
る
特
殊
な
事
柄
が
秘
匿
さ

れ
て
お
り
、
そ
の
た
め
、
読
者
は
そ
の
構
想
力
、
つ
ま
り
現
存
し
な
い
も
の
を
現
前

さ
せ
る
作
用
（re-presen

tation

再
―
現
前
作
用
）
に
よ
っ
て
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
学
的

循
環
に
自
己
を
投
げ
入
れ
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。

　
「
第
一
部　

カ
ン
ト
に
よ
る
解
釈
」
は
「
第
一
章　

カ
ン
ト
三
批
判
書
の
再
構
成

（
１
）」「
第
二
章　
『
始
ま
り
』
と
し
て
の
崇
高
」「
第
三
章　

自
然
の
秘
か
な
計
略
」

か
ら
構
成
さ
れ
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
『
精
神
の
生
活
』
を
ア
ー
レ
ン
ト
の
カ
ン
ト
解
釈

に
基
づ
き
解
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

そ
の
際
、
従
来
の
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
が
上
記
の
分
類
表
の
「
人
々
」
と
『
判
断
力

批
判
』
第
一
部
を
重
視
し
て
き
た
の
に
対
し
、
論
者
は
わ
ず
か
に
し
か
触
れ
ら
れ
て

い
な
い
そ
の
第
二
部
を
秘
匿
さ
れ
た
も
の
と
み
、
分
類
表
の
「
人
間
」
と
『
判
断
力

批
判
』第
二
部
に
つ
い
て
の
ア
ー
レ
ン
ト
の
記
述
に
基
づ
き
、「
自
然
の
目
的（
計
略
）」

を
「
歴
史
の
目
的
（
計
略
）」
と
読
み
替
え
、歴
史
の
主
体
と
し
て
の
「
人
間
」
が
「
歴

史
の
目
的
（
計
略
）」
に
従
属
す
る
と
い
う
歴
史
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
引
き
出
す
。
そ

し
て
こ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
第
三
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー

に
な
ら
っ
て
、
一
方
を
現
象
界
で
の
真
理
、
他
方
を
物
自
体
界
で
の
真
理
と
し
て
解

決
す
る
。
同
時
に
『
判
断
力
批
判
』
第
一
部
で
の
行
為
者
と
注
視
者
の
関
係
を
取
り

上
げ
、
戦
争
を
崇
高
と
す
る
注
視
者
の
判
断
が
道
徳
的
実
践
的
理
性
に
反
す
る
と
い

う
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
が
成
立
す
る
こ
と
を
の
べ
る
。
こ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
、
そ
れ
を

判
断
（
判
定
）
す
る
た
め
に
テ
キ
ス
ト
に
隠
さ
れ
て
い
る
感
性
的
に
把
握
で
き
な
い

「
歴
史
の
目
的
」
と
い
う
超
感
性
的
基
体
を
導
入
し
、
そ
れ
に
向
け
て
行
為
者
の
行

為
の
格
率
と
注
視
者
の
判
断
の
基
準
を
統
一
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る

と
主
張
す
る
。「
一
者
の
な
か
の
二
者
」（
ア
ー
レ
ン
ト
）
と
し
て
の
人
間
が
自
分
自

身
の
同
意
に
お
い
て
自
己
を
律
し
つ
つ
、
人
々
と
し
て
共
同
体
の
一
員
と
し
て
人
類

に
指
令
さ
れ
た
根
源
的
契
約
、
世
界
市
民
的
状
態
を
実
現
す
る
よ
う
行
為
す
る
こ
と

が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
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ま
た
論
者
は
、
天
才
と
趣
味
判
断
の
関
係
を
取
り
上
げ
、
天
才
と
鑑
賞
者
（
趣
味
）

が
対
立
す
る
と
き
犠
牲
に
な
る
の
は
天
才
で
あ
る
が
、
天
才
が
趣
味
能
力
を
欠
く
の

で
は
な
い
と
い
う
点
を
強
調
す
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
指
摘
に
着
目
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
従
来
の
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
が
両
者
を
対
立
さ
せ
、
共
通
感
覚
に
基
づ
く
趣
味
判

断
に
よ
っ
て
公
共
的
共
同
体
（
法
）
が
成
立
す
る
と
論
じ
る
方
向
と
は
異
な
る
視
点

を
提
出
し
て
い
る
。

　
「
第
二
部　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
カ
ン
ト
に
よ
る
解
釈
」
は
「
第
一
章　

事
象
そ
の

も
の
へ
！
」「
第
二
章　

カ
ン
ト
三
批
判
書
の
再
構
成
（
２
）」「
第
三
章　
『
始
ま
り
』

と
し
て
の
崇
高
」「
第
四
章　
『
始
ま
り
』
と
無
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
二
部

は
ア
ー
レ
ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
に
隠
さ
れ
た
崇
高
な
出
来
事
を
読
解
す
る
た
め
に
、
第

一
部
で
論
究
さ
れ
た
内
容
を
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
を
援
用
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
間
接
的
に
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

論
者
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
論
が
、
秘
匿
さ
れ
変
装
し
た
姿
で
し
か
お
の
れ

を
示
さ
な
い
も
の
（
存
在
）
を
、
そ
れ
自
身
の
ほ
う
か
ら
み
え
る
よ
う
に
さ
せ
る
現

象
学
で
あ
る
と
特
徴
づ
け
、『
判
断
力
批
判
』
第
二
部
や
崇
高
な
出
来
事
を
秘
匿
し

た
ア
ー
レ
ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
を
そ
の
よ
う
な
存
在
そ
の
も
の
と
位
置
づ
け
る
。
そ
う

し
た
秘
匿
さ
れ
た
も
の
を
読
み
取
る
た
め
に
、
論
者
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
世
界
内
存

在
と
し
て
の
現
存
在
が
存
在
を
先
行
了
解
し
て
い
る
予
構
造
（
予
持
、
予
視
、
予
握
）

の
分
析
、
道
具
的
存
在
者
に
対
す
る
配
慮
的
気
遣
い
、
現
存
在
の
時
間
性
の
分
析
な

ど
を
援
用
し
て
、
あ
ら
た
め
て
、
三
批
判
書
の
再
構
成
、
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
問
題
、

崇
高
な
出
来
事
と
そ
れ
を
創
始
す
る
絶
対
的
な
始
ま
り
、時
間
性
と
構
想
力
の
問
題
、

｢

一
者
の
な
か
の
二
者｣

と
い
う
良
心
の
問
題
な
ど
を
再
論
す
る
。

　

た
と
え
ば
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
背
後
（
過
去
）
と
正
面
（
未
来
）
の
二
人
の
敵
に
攻

め
た
て
ら
れ
る
カ
フ
カ
の
『
彼
』
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
に
対
し
て
、第
一
部
で
は
、「
彼
」

が
戦
線
か
ら
離
脱
し
時
間
の
外
に
存
在
し
、
歴
史
の
流
れ
を
中
断
し
歴
史
を
判
断
す

る
、
そ
う
い
う
判
断
作
用
を
行
う
、
あ
る
い
は
新
し
い
出
来
事
を
創
始
す
る
天
才
的

行
為
者
の
超
越
論
的
構
想
力
の
時
間
性
と
し
て
解
読
さ
れ
て
い
た
。
第
二
部
で
は
こ

の
同
じ
隠
喩
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
時
間
性
論
、
つ
ま
り
死
へ
の
先
駆
的
決
意
性
に
よ

り
自
分
の
実
存
可
能
を
伝
承
さ
れ
た
現
存
在
の
了
解
可
能
か
ら
取
り
返
す
と
い
う
時

間
性
論
が
援
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
秘
匿
さ
れ
た
も
の
が
顕
わ
に
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
趣
味
判
断
に
よ
っ
て
犠
牲
に
供
さ
れ
た
天
才
や
注
視
者
に
よ
っ
て

不
正
と
判
断
さ
れ
た
行
為
者
と
い
う
秘
匿
さ
れ
た
も
の
は
、
読
者
が
解
釈
学
的
循
環

に
身
を
投
げ
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、取
り
返
さ
れ
顕
わ
に
な
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
ま
た
ア
ー
レ
ン
ト
が
説
明
な
し
に
引
用
し
て
い
た
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
『
テ

ン
ペ
ス
ト
』
の
船
の
難
破
と
溺
死
し
た
は
ず
の
父
を
弔
う
聖
譚
曲
は
、
第
一
部
で
は

「
テ
ン
ペ
ス
ト
」
が
『
判
断
力
批
判
』
で
の
力
学
的
崇
高
の
例
と
さ
れ
た
「
大
暴
風
」

に
該
当
す
る
と
指
摘
さ
れ
、
崇
高
が
テ
キ
ス
ト
で
秘
匿
さ
れ
て
い
た
証
左
の
一
つ
と

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
第
二
部
で
は
、
こ
れ
も
同
じ
く
先
駆
的
決
意
性
に
よ
っ
て
忘

却
の
穴
に
沈
め
ら
れ
た
犠
牲
が
取
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。　

　
「
第
三
部　

船
の
隠
喩
」
は
、
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
や
カ
フ
カ
、
カ
ン
ト
の
訪
問
権

の
主
張
、
共
同
墓
地
を
意
味
す
る
「
永
遠
平
和
の
た
め
に
」、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
取

り
上
げ
た
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
詩
の
引
用
な
ど
を
も
と
に
、
こ
れ
ま
で
の
結
論
を
ま
と

め
た
も
の
で
あ
る
。
反
省
的
判
断
力
の
構
想
力
の
働
き
に
よ
っ
て
、
テ
キ
ス
ト
に
秘

匿
さ
れ
た
特
殊
な
出
来
事
を
顕
わ
に
さ
せ
る
こ
と
が
、
死
へ
の
決
意
を
秘
め
つ
つ
世

界
市
民
的
体
制
を
目
指
す
こ
と
で
あ
る
と
い
う
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

本
論
文
の
審
査
は
、
二
〇
〇
八
年
七
月
二
十
六
日
午
前
11
時
よ
り
学
而
館
第
一
共

研
で
２
時
間
に
わ
た
っ
て
、
約
15
名
の
参
加
に
よ
り
公
開
で
行
わ
れ
た
。

　
『
カ
ン
ト
の
政
治
哲
学
講
義
』
を
編
集
し
た
ロ
ナ
ル
ド
・
ベ
イ
ナ
ー
は
、
ア
ー
レ

ン
ト
が
判
断
作
用
を
活
動
的
生
活
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
立
場
か
ら
、『
精
神
の
生

活
』
三
部
作
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
彼
女
自
身
の
生
き
方
に
適
合
す
る
形
で
次
第
に
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没
利
害
的
な
注
視
者
の
観
点
か
ら
考
察
す
る
立
場
に
移
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
本
論

文
の
着
眼
点
は
、
そ
う
し
た
注
視
者
や
趣
味
判
断
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
た
犠
牲
と
し

て
の
行
為
者
や
天
才
に
み
ら
れ
る
崇
高
な
出
来
事
を
復
権
し
よ
う
と
い
う
試
み
で
あ

る
。
し
か
も
天
才
と
趣
味
判
断
、
行
為
者
と
注
視
者
を
二
元
的
に
対
立
的
に
と
ら
え

る
の
で
は
な
く
、
天
才
が
趣
味
判
断
を
欠
く
わ
け
で
は
な
い
と
ア
ー
レ
ン
ト
が
そ
れ

と
な
く
指
摘
し
た
こ
と
に
基
づ
い
て
、天
才
論
の
復
権
を
は
か
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、

隠
さ
れ
た
崇
高
を
顕
わ
に
す
る
構
想
力
の
働
き
を
強
調
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
類

と
人
間
と
人
々
と
を
統
一
的
に
読
解
す
る
可
能
性
を
論
じ
て
も
い
て
、
ベ
イ
ナ
ー
に

代
表
さ
れ
る
よ
う
な
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
と
は
異
な
る
新
し
い
視
点
が
提
出
さ
れ
て
い

る
と
評
価
で
き
る
。
ま
た
そ
う
し
た
視
点
か
ら
、
ア
ー
レ
ン
ト
が
引
用
し
た
カ
フ
カ

や
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
の
作
品
に
つ
い
て
論
者
が
カ
ン
ト
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
依
拠
し

て
示
し
た
読
解
は
説
得
力
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
本
論
文
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
残
っ
て
お
り
主
と
し
て
次
の

問
題
が
出
さ
れ
議
論
さ
れ
た
。

　

第
一
に
、
論
者
は
ア
ー
レ
ン
ト
の
カ
ン
ト
読
解
と
カ
ン
ト
と
を
同
一
視
し
て
は
い

な
い
か
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
イ
ヒ
マ
ン
裁
判
を
き
っ
か
け
と
し
て
判
断
作
用

を
考
察
し
て
い
る
ア
ー
レ
ン
ト
の
歴
史
観
と
カ
ン
ト
的
な
人
類
の
進
歩
と
い
う
歴
史

観
と
の
差
異
が
看
過
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
カ
ン
ト
で
は
趣
味
判
断
の

優
位
に
よ
っ
て
文
化
の
進
展
や
人
類
の
進
歩
が
成
立
す
る
の
に
対
し
て
、
ア
ー
レ
ン

ト
の
場
合
そ
う
し
た
歴
史
の
進
歩
を
疑
わ
せ
る
よ
う
な
事
件
の
責
任
者
の
一
人
を
、

ユ
ダ
ヤ
民
族
と
い
う
立
場
か
ら
も
距
離
を
と
っ
て
判
定
で
き
る
立
場
が
模
索
さ
れ
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
ア
ー
レ
ン
ト
の
カ
ン
ト
へ
の
批
判
的
留
保
は
、『
カ
ン
ト

政
治
哲
学
の
講
義
』
末
尾
に
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
梟
と
し
て
の
哲
学
観
、

歴
史
観
へ
の
批
判
と
と
も
に
、『
判
断
力
批
判
』
に
み
ら
れ
る
カ
ン
ト
的
政
治
哲
学

で
は
人
類
の
進
歩
と
個
人
の
尊
厳
の
矛
盾
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
見
ら
れ
る
。

　

第
二
に
、
天
才
と
趣
味
判
断
の
結
び
つ
き
を
指
摘
し
天
才
論
の
復
権
を
図
る
と
い

う
点
は
、
新
し
い
こ
と
を
始
め
る
と
い
う
ア
ー
レ
ン
ト
の
「
活
動
」
概
念
を
多
数
者

と
天
才
と
の
結
び
つ
き
で
解
明
し
て
い
く
方
向
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、

従
来
の
研
究
が
崇
高
を
無
視
し
て
い
る
と
す
る
の
は
早
急
な
批
判
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
従
来
の
研
究
が
崇
高
（
戦
争
）
に
つ
い
て
直
接
語
る
こ
と
は
少
な
い
に
し
て
も
、

戦
争
を
崇
高
と
み
る
注
視
者
の
没
利
害
的
な
判
断
が
歴
史
に
対
し
て
距
離
を
と
る
こ

と
の
重
要
性
に
つ
い
て
は
従
来
の
研
究
も
そ
の
意
義
を
認
め
る
か
ら
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
本
論
文
で
は
カ
ン
ト
の
い
う
超
感
性
的
基
体
と
し
て
、
最
初
に
「
歴
史

の
目
的
（
計
略
）」
が
、
さ
ら
に
は
崇
高
や
産
出
的
・
超
越
論
的
構
想
力
が
扱
わ
れ
た

り
、
ま
た
存
在
と
存
在
者
を
厳
格
に
区
別
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存
在
を
ア
ー
レ
ン

ト
の
テ
キ
ス
ト
に
擬
す
る
な
ど
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
テ
キ
ス
ト
を
解
読
す
る
た
め
に
援

用
さ
れ
た
諸
用
語
が
そ
の
も
と
も
と
の
意
味
を
離
れ
て
使
用
さ
れ
て
お
り
、
理
解
を

困
難
に
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
を
め
ぐ
る
問
題
、
解
釈
学
的
循
環
を
巡
る
問
題
な
ど
が
第

四
、
第
五
の
問
題
と
し
て
指
摘
さ
れ
た
が
、
各
委
員
の
質
問
と
重
な
る
上
記
三
点
に

つ
い
て
質
疑
が
な
さ
れ
、
次
の
評
価
に
達
し
た
。

　　

本
論
文
の
ア
ー
レ
ン
ト
解
読
に
審
査
員
全
員
は
同
意
で
き
な
か
っ
た
が
、
着
眼
点

の
独
自
性
は
認
め
ら
れ
る
。
ま
た
論
究
に
当
た
っ
て
カ
ン
ト
、ヘ
ー
ゲ
ル
、ハ
イ
デ
ッ

ガ
ー
の
諸
著
作
を
渉
猟
し
て
、
そ
れ
ら
の
方
法
や
用
語
を
批
判
的
に
援
用
し
て
、
従

来
の
ア
ー
レ
ン
ト
研
究
で
は
見
落
と
さ
れ
が
ち
で
あ
っ
た
問
題
を
展
開
し
、
ア
ー
レ

ン
ト
が
引
用
し
た
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
『
テ
ン
ペ
ス
ト
』
の
難
破
船
の
聖
譚
曲
、
カ
フ

カ
の
『
彼
』
の
ア
フ
ォ
リ
ズ
ム
な
ど
の
読
解
に
お
い
て
は
、
そ
の
着
眼
点
に
一
定
の

説
得
力
を
も
た
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
ア
ー
レ
ン
ト
解
読
の
た
め
に
論
者

が
使
用
し
た
各
哲
学
者
の
用
語
が
本
来
の
意
味
か
ら
離
れ
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と

は
全
委
員
か
ら
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
点
を
め
ぐ
る
議
論
を
通
し
て
も
、
隠
喩
と
し
て

の
テ
キ
ス
ト
解
読
を
主
張
す
る
論
者
と
各
哲
学
者
の
用
語
の
厳
密
な
理
解
を
求
め
る
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審
査
員
と
の
隔
た
り
を
埋
め
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
の
点
を
特
に
指
摘
し
た

副
査
（
松
山
）
か
ら
は
、
最
終
的
評
価
を
他
の
委
員
に
委
ね
る
と
い
う
意
見
も
出
さ

れ
た
が
、
委
員
会
と
し
て
は
次
の
よ
う
に
評
価
し
た
。

　

本
論
文
が
果
た
し
て
ア
ー
レ
ン
ト
哲
学
の
正
当
な
解
釈
と
し
て
是
認
さ
れ
る
か
ど

う
か
、
疑
義
な
し
と
は
な
し
え
な
い
と
い
う
立
場
に
立
つ
も
の
の
、
本
論
文
が
、
こ

れ
ま
で
の
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
論
者
独
自
の
視
点
か
ら
な
さ
れ

た
ア
ー
レ
ン
ト
解
釈
で
あ
り
、
ユ
ニ
ー
ク
さ
の
点
で
は
注
目
さ
れ
、
一
定
の
水
準
を

示
し
た
学
術
論
文
で
あ
る
こ
と
は
否
定
し
え
な
い
事
実
で
あ
る
と
評
価
す
る
。
カ
ン

ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
ア
ー
レ
ン
ト
の
諸
著
作
を
論
者
は
よ
く
読
ん
で

い
る
。
む
し
ろ
読
み
込
み
過
ぎ
て
い
る
の
で
あ
る
。
哲
学
は
信
念
の
対
決
で
あ
る
。

信
念
を
共
有
し
え
な
い
か
ら
と
い
っ
て
論
文
の
水
準
ま
で
貶
め
る
な
ら
、
そ
れ
は
公

正
を
欠
く
こ
と
に
な
ろ
う
。
以
上
の
観
点
か
ら
本
審
査
委
員
会
は
本
論
文
を
博
士
課

程
に
お
け
る
研
究
と
し
て
博
士
の
学
位
授
与
に
値
す
る
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

　

試
験
ま
た
は
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　

申
請
者
溝
口
万
子
に
つ
い
て
は
、
入
学
時
の
学
力
試
験
、
こ
れ
ま
で
に
発
表
し
た

論
文
（『
立
命
館
文
学
』
一
篇
、『
立
命
館
哲
学
』
二
篇
）
な
ど
か
ら
、
十
分
な
学
力
を
備

え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
、
か
つ
ま
た
入
学
時
の
外
国
語
試
験
、
本
論
文
に

お
け
る
英
語
、
ド
イ
ツ
語
の
諸
文
献
の
引
用
な
ど
か
ら
、
十
分
な
外
国
語
能
力
を
備

え
て
い
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
以
上
の
点
と
、
本
論
文
の
評
価
を

あ
わ
せ
て
総
合
的
に
判
断
し
、
本
学
学
位
規
程
第
十
八
条
第
一
項
に
よ
り
、
申
請
者

に
博
士
（
文
学　

立
命
館
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
。

孫　
　
　
　
　

琴

『
加
齢
に
伴
う
認
知
機
能
の
変
化
に
関
す
る
研
究

　
　

―
抑
制
機
能
を
中
心
と
し
た
検
討

―
』

 

学
位
の
種
類　

博　

士
（
文
学
）

 

授
与
年
月
日　

二
〇
〇
八
年
三
月
三
十
一
日

 

審
査
委
員

 
 

主
査　

吉　

田　
　
　

甫

 
 

副
査　

星　

野　

祐　

司

 
 

副
査　

土　

田　

宣　

明

 
 

副
査　

大　

川　

一　

郎

論
文
内
容
の
要
旨

　

本
論
文
は
、
加
齢
に
伴
う
認
知
発
達
、
そ
の
中
で
も
と
く
に
抑
制
機
能
を
中
心
に

し
て
そ
の
発
達
的
変
化
を
検
討
し
、
併
せ
て
発
達
的
変
化
に
対
す
る
介
入
を
も
お
こ

な
っ
た
研
究
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
第
１
章
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
認
知
発
達
、

と
く
に
抑
制
機
能
に
関
し
て
加
齢
に
伴
う
変
化
に
関
わ
る
研
究
を
全
体
的
に
レ

ビ
ュ
ー
し
て
い
る
。
第
２
章
で
は
、
そ
れ
ら
の
視
点
を
検
討
す
る
た
め
に
５
つ
の
実

験
を
お
こ
な
い
、
以
下
に
要
約
し
た
よ
う
な
結
果
を
得
て
い
る
。
最
後
の
第
３
章
で

は
、
こ
れ
ら
の
実
験
を
ま
と
め
て
考
察
し
、
研
究
の
成
果
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。

最
後
に
今
後
の
課
題
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

第
１
章
で
は
、
加
齢
、
と
く
に
認
知
機
能
の
変
化
に
関
わ
る
も
ろ
も
ろ
の
研
究
を

レ
ビ
ュ
ー
し
て
い
る
。
加
齢
に
伴
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
認
知
機
能
は
、
一
般
に
低
下
す
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る
。
し
か
し
そ
の
低
下
は
、
す
べ
て
の
機
能
で
一
様
に
生
じ
る
わ
け
で
は
な
い
。
早

い
年
齢
で
低
下
す
る
も
の
も
あ
れ
ば
、
か
な
り
遅
い
年
齢
に
な
っ
て
低
下
す
る
も
の

も
あ
る
し
、
ま
た
機
能
が
発
揮
さ
れ
る
領
域
に
よ
っ
て
も
、
さ
ら
に
は
個
人
に
よ
っ

て
も
大
き
く
異
な
る
。
こ
れ
ら
の
側
面
を
記
憶
機
能
、
抑
制
機
能
、
前
頭
葉
機
能
、

注
意
機
能
と
い
う
そ
れ
ぞ
れ
の
機
能
別
に
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
を
レ
ビ
ュ
ー
し
て
い

る
。
記
憶
機
能
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
が
と
く
に
低
下
す
る
側
面
だ
け
に
研
究
の

焦
点
が
あ
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
批
判
し
、
加
齢
と
と
も
に
発
達
す
る
記
憶
の
側
面

が
あ
る
こ
と
も
示
唆
し
て
い
る
。
抑
制
機
能
も
、
基
本
的
に
は
加
齢
の
影
響
を
大
き

く
受
け
る
機
能
で
あ
る
が
、
し
か
し
研
究
に
よ
っ
て
は
低
下
と
い
う
よ
り
は
、
維
持

さ
れ
る
研
究
が
あ
る
こ
と
に
着
目
し
、
そ
の
違
い
は
抑
制
機
能
を
評
価
す
る
課
題
が

捉
え
て
い
る
機
能
の
内
容
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
前
頭
葉
機
能
に

つ
い
て
は
、
最
新
の
脳
イ
メ
ー
ジ
ン
グ
の
研
究
を
引
用
し
、
前
頭
前
野
の
機
能
を
大

き
く
活
性
化
す
る
認
知
的
課
題
に
関
す
る
最
近
の
研
究
を
基
に
し
て
、
本
研
究
の
ア

イ
デ
ア
を
引
き
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
点
の
指
摘
の
上
に
立
っ
て
、
本
研
究

で
展
開
す
る
研
究
の
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
２
章
の
１
節
で
は
、
第
１
の
機
能
差
に
よ
る
低
下
の
違
い
に
つ
い
て
検
討
し

て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
、
抑
制
機
能
を
同
一
性
ベ
ー
ス
と
場
所
ベ
ー
ス
と

に
分
類
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
毎
に
加
齢
変
化
を
検
討
し
て
き
た
。
そ
の
さ
い
に
、
機
能

毎
に
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
対
象
者
に
つ
い
て
の
検
討
を
行
い
、
そ
れ
ぞ
れ
の
抑
制
機
能

に
つ
い
て
の
加
齢
差
が
異
な
る
と
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
こ
の
問
題
は
，
情
報
処
理
の

経
路
と
も
対
応
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
背
側
経
路
と
腹
側
経
路
の
違
い
で
あ
る
。
こ

の
２
つ
の
経
路
を
通
っ
て
前
頭
前
野
に
送
ら
れ
て
き
た
情
報
に
対
す
る
反
応
の
抑
制

に
つ
い
て
，
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
実
験
協
力
者
を
対
象
と
し
て
、
加
齢
の
影
響
の
違
い

が
議
論
さ
れ
て
き
た
。
本
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の
加
齢
に
よ
る
影
響
の
違
い
を
，

異
な
る
実
験
協
力
者
で
は
な
く
、
同
一
の
実
験
協
力
者
を
対
象
と
し
て
、
実
証
し
て

い
る
。

　

２
章
の
２
節
で
は
、
さ
ら
に
正
常
な
加
齢
変
化
ば
か
り
で
な
く
、
認
知
症
な
ど
の

病
的
加
齢
に
よ
る
変
化
を
検
討
し
て
い
る
。
本
研
究
で
は
、
日
常
生
活
に
お
い
て
、

様
々
な
場
面
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
反
応
の
抑
制
機
能
を
中
心

に
、
正
常
範
囲
の
加
齢
変
化
と
、
病
的
な
加
齢
変
化
の
違
い
を
明
ら
か
に
し
た
。
正

常
範
囲
の
加
齢
に
お
い
て
は
、
変
化
が
明
確
で
は
な
か
っ
た
場
所
ベ
ー
ス
の
抑
制
機

能
の
変
化
が
、
病
的
な
加
齢
に
お
い
て
、
は
っ
き
り
と
実
証
し
て
い
る
。

　

２
章
の
３
節
で
は
、
機
能
の
低
下
面
ば
か
り
で
な
く
、
認
知
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
を
通
じ
て
の
抑
制
機
能
の
可
塑
性
の
問
題
に
ま
で
言
及
し
て
い
る
。
加
齢
変
化
に

お
い
て
は
、
当
然
、
機
能
の
低
下
の
問
題
が
中
心
に
検
討
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
。
発

達
研
究
で
は
、
青
年
期
と
の
比
較
を
通
し
て
、
認
知
機
能
の
衰
退
面
に
関
す
る
研
究

が
主
流
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
に
報
告
さ
れ
て
い
る
実
験
で
は
、
認
知
リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
、
長
期
間
に
渡
る
実
践
的
な
取
り
組
み
を
通
じ
て
、
機
能
の
維

持
改
善
の
問
題
に
ま
で
踏
み
込
ん
だ
検
討
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
な
実
践
的
な
研

究
の
中
で
、
こ
れ
ま
で
機
能
の
衰
退
面
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
て
き
た
高
齢
者
の
抑
制

機
能
に
つ
い
て
、
機
能
の
維
持
回
復
の
可
能
性
を
示
す
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

　

２
章
の
４
節
の
実
験
４
と
５
で
は
、
加
齢
変
化
を
前
期
高
齢
者
、
後
期
高
齢
者
に

分
け
て
分
析
し
、
前
期
と
後
期
高
齢
者
間
の
差
に
関
わ
る
結
果
を
報
告
し
て
い
る
。

一
般
に
発
達
研
究
に
お
い
て
は
、
高
齢
者
を
対
象
に
し
た
と
き
は
、
青
年
期
と
の
違

い
を
問
題
に
す
る
こ
と
が
多
い
。
多
数
の
実
験
協
力
者
の
確
保
の
難
し
さ
と
い
う
よ

う
な
事
情
か
ら
、
大
き
な
加
齢
変
化
の
問
題
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
本

研
究
で
は
地
道
な
デ
ー
タ
収
集
に
よ
り
、
多
く
の
実
験
協
力
者
の
参
加
を
え
る
こ
と

が
で
き
、
高
齢
者
の
中
で
の
比
較
的
短
い
ス
パ
ン
で
の
加
齢
変
化
を
検
討
で
き
た
。

こ
の
よ
う
に
、
比
較
的
短
い
ス
パ
ン
で
の
加
齢
変
化
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
同
一
性

ベ
ー
ス
と
場
所
ベ
ー
ス
の
抑
制
機
能
の
加
齢
変
化
の
違
い
が
よ
り
明
確
に
な
っ
た
。

　

３
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
結
果
を
総
括
し
、
抑
制
機
能
の
発
達
が
従
来
の
研
究
で
指

摘
さ
れ
て
い
る
加
齢
の
影
響
を
受
け
や
す
い
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
。
し
か
し
加
え
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て
、
介
入
に
よ
っ
て
そ
の
加
齢
の
影
響
を
最
小
限
に
小
さ
く
す
る
こ
と
も
可
能
だ
と

指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
そ
の
発
達
の
変
化
に
関
わ
る
仮
説
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
も
提
案

さ
れ
て
お
り
、
今
後
の
研
究
の
展
開
が
大
き
く
期
待
さ
れ
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

本
論
文
の
審
査
は
、
二
〇
〇
八
年
六
月
二
十
七
日
午
後
３
時
半
よ
り
約
２
時
間
、

末
川
会
館
第
二
会
議
室
に
お
い
て
、
公
開
で
行
わ
れ
た
（
傍
聴
者
７
名
）。
審
査
員
４

名
の
合
議
に
よ
る
総
合
所
見
を
以
下
に
述
べ
る
。

　

著
者
の
研
究
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
不
十
分
に
し
か
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た

い
く
つ
も
の
側
面
を
指
摘
し
、
そ
れ
ら
の
指
摘
を
基
に
し
て
５
つ
の
実
験
を
お
こ
な

い
、
新
た
な
知
見
を
見
い
だ
し
て
い
る
。
こ
の
研
究
で
は
、
抑
制
機
能
の
一
様
で
は

な
い
低
下
を
か
な
り
詳
細
に
検
討
し
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
大
ま
か
に
捉
え
ら
れ
て

い
た
側
面
を
細
か
く
分
類
す
る
こ
と
で
、
発
達
の
過
程
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て

い
る
。
本
研
究
の
大
き
な
特
徴
は
、
主
に
４
つ
あ
る
。
ま
ず
第
１
に
、
抑
制
機
能
に

関
与
す
る
機
能
の
違
い
に
着
目
し
、
機
能
に
よ
っ
て
低
下
の
諸
相
が
異
な
る
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
点
で
あ
る
。
第
２
に
、
健
常
な
加
齢
の
過
程
だ
け
で
な
く
、
病
的
な

高
齢
者
の
加
齢
の
過
程
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
第
３
に
は
、
加
齢
研
究
に
お
い

て
は
低
下
の
み
が
強
調
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
こ
の
低
下
が
介
入
に
よ
っ
て
維
持

ま
た
は
向
上
さ
れ
る
こ
と
を
も
明
ら
か
に
し
た
。
第
４
に
、
先
行
研
究
で
高
齢
者
と

一
括
さ
れ
て
い
た
対
象
者
を
前
期
高
齢
者
と
後
期
高
齢
者
と
に
分
け
て
、
検
討
し
、

そ
こ
で
の
発
達
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
い
ず
れ
も
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
見
い

だ
さ
れ
て
い
な
い
結
果
が
得
ら
れ
て
お
り
、
加
齢
に
伴
う
抑
制
機
能
の
発
達
に
新
た

な
地
平
を
切
り
開
い
た
点
は
、
大
い
に
評
価
で
き
る
。

　

た
だ
、
い
く
つ
か
の
問
題
点
も
指
摘
さ
れ
た
。
第
１
に
、
実
験
協
力
者
が
健
康
な

高
齢
者
か
ら
認
知
症
と
い
う
病
気
を
も
つ
高
齢
者
ま
で
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
し

か
も
介
入
研
究
も
お
こ
な
う
と
い
う
幅
広
い
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
そ

れ
ら
実
験
間
の
論
理
の
展
開
が
や
や
あ
い
ま
い
で
あ
る
。
第
２
は
、
そ
う
し
た
あ
い

ま
い
さ
が
残
る
た
め
に
、
考
察
が
不
十
分
な
と
こ
ろ
が
散
見
さ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
基
本
的
に
は
、
博
士
論
文
と
し
て
十
分
な
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い

る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
。

試
験
ま
た
は
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　

博
士
論
文
の
公
開
審
査
に
お
け
る
質
問
に
対
す
る
答
え
は
、
的
確
で
あ
り
、
学
力

に
関
し
て
問
題
と
な
る
と
こ
ろ
は
な
い
。
博
士
論
文
の
参
考
文
献
や
そ
の
使
用
の
状

況
お
よ
び
こ
れ
ま
で
の
発
表
論
文
、
学
会
発
表
な
ど
か
ら
判
断
し
て
、
課
程
博
士
に

ふ
さ
わ
し
い
語
学
力
を
備
え
て
い
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。

　

当
審
査
委
員
会
は
、
以
上
の
点
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
本
学
学
位
規
程
第
十
八

条
第
一
項
に
よ
り
、
博
士
（
文
学　

立
命
館
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
を
適
当

と
認
め
る
。
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『
坂
道
の
傾
斜
知
覚
の
研
究
』

 

学
位
の
種
類　

博　

士
（
文
学
）

 

授
与
年
月
日　

二
〇
〇
八
年
三
月
三
十
一
日

 

審
査
委
員

 
 

主
査　

東　

山　

篤　

規

 
 

副
査　

尾　

田　

政　

臣

 
 

副
査　

北　

岡　

明　

佳

論
文
内
容
の
要
旨

　

わ
れ
わ
れ
は
毎
日
の
よ
う
に
坂
道
や
階
段
を
歩
い
て
い
る
が
、
こ
の
論
文
は
、
そ

の
よ
う
な
実
際
の
坂
道
や
階
段
を
念
頭
に
置
い
て
、
そ
の
見
か
け
の
勾
配
に
影
響
す

る
要
因
を
精
神
物
理
学
の
手
法
を
用
い
て
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
と
く
に
、
申
請
者

の
関
心
は
、
視
環
境
側
の
要
因
（
目
に
入
っ
て
く
る
包
囲
光
パ
タ
ー
ン
）
と
観
察
者
側

の
要
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　

論
文
は
６
章
か
ら
成
り
、全
体
で
11
実
験
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
ど
の
実
験
で
も
、

坂
道
や
階
段
の
縮
小
模
型
が
作
成
さ
れ
、
そ
れ
を
被
験
者
に
観
察
さ
せ
て
そ
の
見
か

け
の
勾
配
を
測
定
し
、
デ
ー
タ
に
統
計
処
理
を
施
し
て
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。

坂
道
あ
る
い
は
階
段
の
見
か
け
の
傾
き
に
影
響
す
る
と
思
わ
れ
る
視
環
境
要
因
と
し

て
、
道
路
の
側
壁
模
様
（
ガ
ー
ド
レ
ー
ル
、
垂
直
水
平
パ
タ
ー
ン
）、
道
幅
、
坂
道
の
長

さ
と
形
状
、
坂
道
の
複
合
性
な
ど
を
操
作
し
、
観
察
者
要
因
と
し
て
、
足
場
の
傾
き
、

両
眼
視
と
単
眼
視
、
視
野
の
大
き
さ
、
目
の
高
さ
な
ど
を
操
作
し
て
い
る
。
測
定
法

に
は
、
分
度
器
に
取
り
付
け
た
２
針
の
間
隔
を
用
い
て
勾
配
の
程
度
を
表
現
す
る

マ
ッ
チ
ン
グ
法
と
、
水
平
方
向
に
一
致
す
る
ま
で
坂
道
自
体
の
位
置
を
変
化
さ
せ
る

調
整
法
を
用
い
て
い
る
。

　

第
１
章
で
は
、
傾
斜
知
覚
に
関
す
る
短
い
研
究
史
と
用
語
に
関
す
る
説
明
を
行
っ

て
い
る
。

　

第
２
章
（
実
験
１
―
３
）
で
は
、
一
定
の
勾
配
を
も
っ
た
単
坂
の
縦
断
勾
配
（
奥
行

き
方
向
の
勾
配
）
に
及
ぼ
す
視
環
境
の
効
果
を
お
も
に
扱
っ
て
い
る
。
観
察
者
を
取

り
ま
く
矩
形
の
実
験
室
全
体
の
傾
斜
と
、
道
路
の
左
右
の
擁
壁
模
様
（
垂
直
水
平
パ

タ
ー
ン
）
の
傾
斜
を
操
作
し
た
と
こ
ろ
、
い
ず
れ
の
条
件
も
坂
道
の
見
か
け
の
勾
配

に
影
響
す
る
が
、
実
験
室
全
体
を
傾
斜
さ
せ
た
条
件
に
対
し
て
大
き
な
効
果
が
得
ら

れ
た
。
擁
壁
模
様
に
関
し
て
は
、
視
覚
パ
タ
ー
ン
を
上
り
方
向
に
描
く
と
、
上
り
の

坂
道
を
水
平
と
感
じ
、
反
対
に
擁
壁
模
様
を
下
り
方
向
に
描
く
と
、
下
り
の
坂
道
を

水
平
と
感
じ
た
。
こ
の
効
果
は
、
傾
斜
角
約
10°
の
パ
タ
ー
ン
に
対
し
て
最
大
と
な
っ

た
。
擁
壁
の
高
さ
と
被
験
者
の
足
場
の
傾
き
の
効
果
は
有
意
で
な
か
っ
た
。

　

第
３
章
（
実
験
４
―
７
）
は
、
近
坂
と
遠
坂
と
か
ら
な
る
複
合
坂
に
お
い
て
ミ
ス

テ
リ
ー
現
象
（
上
り
坂
を
下
り
坂
に
知
覚
す
る
。
そ
の
逆
の
場
合
も
あ
る
）
が
認
め
ら
れ

る
と
す
る
従
前
の
観
察
結
果
か
ら
、
四
国
の
屋
島
に
あ
る
複
合
坂
の
縮
小
模
型
を
作

り
、
上
り
の
近
坂
が
下
り
に
見
え
る
原
因
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
道
幅
、
ガ
ー
ド

レ
ー
ル
、
視
野
の
大
き
さ
、
視
野
の
濁
り
な
ど
を
独
立
変
数
に
し
て
、
坂
道
の
見
か

け
の
勾
配
を
測
定
し
、
狭
い
道
幅
に
対
し
て
ミ
ス
テ
リ
ー
現
象
が
得
ら
れ
る
こ
と
を

確
認
し
た
。
こ
の
結
果
よ
り
、
申
請
者
は
、
ミ
ス
テ
リ
ー
坂
は
、
複
合
坂
サ
グ
部
の

く
び
れ
率
の
増
加
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
解
釈
し
た
。
視
野
の
大
き
さ
や
濁
り
の
効
果

は
有
意
で
な
か
っ
た
。

　

第
４
章
（
実
験
８
）
で
は
、
複
合
坂
の
遠
坂
の
見
か
け
の
勾
配
が
、
道
路
の
形
状
、

両
眼
・
単
眼
性
、
近
坂
の
可
視
性
の
関
数
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
実
験
の
結
果
、

も
っ
と
も
影
響
力
の
あ
る
要
因
は
道
路
の
形
状
（
末
広
、
平
行
、
先
細
）
で
あ
り
、
と

く
に
単
眼
観
察
の
も
と
で
は
、
末
広
が
り
の
道
路
は
勾
配
が
き
つ
く
、
先
細
り
の
道
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路
は
勾
配
が
緩
や
か
に
見
え
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
近
坂
は
、
遠
坂
の
見
か
け
の
勾

配
に
影
響
し
な
か
っ
た
。

　

第
５
章
（
実
験
９
―
11
）
で
は
、
申
請
者
は
、
埼
玉
県
西
武
秩
父
線
正
丸
駅
に
敷

設
さ
れ
た
階
段
の
踏
面
が
、
左
右
方
向
に
歪
ん
で
見
え
る
こ
と
に
触
発
さ
れ
て
、
一

定
の
縦
断
勾
配
を
も
つ
単
坂
と
階
段
が
つ
く
る
見
か
け
の
横
断
勾
配
（
左
右
の
勾
配
）

に
影
響
す
る
要
因
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
実
験
で
は
、
坂
道
あ
る
い
は
階
段
の
横

断
勾
配
、
長
さ
、
整
列
・
斜
列
な
ど
の
条
件
を
変
化
さ
せ
た
縮
小
模
型
を
作
り
、
そ

の
見
か
け
の
横
断
勾
配
を
測
定
し
た
と
こ
ろ
、
面
特
性
、
長
さ
、
列
特
性
の
間
に
複

雑
な
交
互
作
用
が
示
さ
れ
た
が
、
申
請
者
は
、
こ
の
結
果
を
「
横
断
成
分
」
に
よ
っ

て
き
わ
め
て
単
純
に
し
て
明
快
に
説
明
し
た
。

　

第
６
章
は
、
本
論
文
に
収
め
た
実
験
の
結
果
を
ま
と
め
、
そ
の
英
文
要
約
を
与
え

て
い
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

本
論
文
の
審
査
は
、二
〇
〇
八
年
七
月
一
日
午
後
１
時
30
分
よ
り
３
時
15
分
ま
で
、

学
而
館
第
一
研
究
会
室
で
行
わ
れ
た
。
傍
聴
者
４
名
。

　

本
論
文
の
特
長
は
、
こ
れ
ま
で
十
分
に
研
究
の
光
が
あ
て
ら
れ
な
か
っ
た
坂
道
の

勾
配
知
覚
の
問
題
を
、
縮
小
模
型
を
用
い
、
条
件
統
制
を
厳
密
に
行
い
な
が
ら
、
組
織

的
・
包
括
的
に
解
明
し
た
こ
と
で
あ
る
。
も
う
ひ
と
つ
の
特
長
は
、
３
次
元
空
間
か
ら

２
次
元
平
面
へ
の
射
影
成
分
の
な
か
に
勾
配
知
覚
を
説
明
す
る
変
数
が
あ
る
と
仮
定

し
て
、
投
影
射
角
、
く
び
れ
率
、
横
断
成
分
、
階
段
の
仮
想
面
な
ど
独
自
の
幾
何
学
用

語
を
援
用
し
て
モ
デ
ル
を
構
成
し
、
実
験
デ
ー
タ
と
モ
デ
ル
の
予
想
値
が
か
な
り
の
精

度
で
一
致
す
る
こ
と
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
と
く
に
、
正
丸
駅
の
歪
ん
で
見
え
る
階

段
を
、
横
断
成
分
に
よ
っ
て
簡
潔
に
説
明
で
き
た
こ
と
は
、
高
く
評
価
さ
れ
る
。

　

本
論
文
で
は
、豊
富
な
デ
ー
タ
に
基
づ
い
た
確
か
な
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
が
、

い
ま
少
し
の
深
慮
を
求
め
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
の
ひ
と
つ
は
、
申
請
者
は
実
験

結
果
の
多
く
を
投
影
射
角
に
よ
っ
て
説
明
す
る
が
、
上
り
坂
が
下
り
に
知
覚
さ
れ
る

ミ
ス
テ
リ
ー
坂
に
つ
い
て
は
、
複
合
坂
サ
グ
部
の
く
び
れ
率
に
よ
っ
て
説
明
す
る
。

こ
の
理
由
を
申
請
者
は
、
こ
の
種
の
ミ
ス
テ
リ
ー
坂
を
投
影
射
角
で
説
明
す
る
の
が

困
難
で
あ
る
と
す
る
が
、
投
影
射
角
効
果
の
否
定
が
、
た
だ
ち
に
く
び
れ
率
効
果
の

肯
定
に
つ
な
が
ら
な
い
。
そ
れ
に
、
実
験
操
作
に
お
い
て
、
視
野
の
白
濁
度
の
記
述

が
不
十
分
で
あ
っ
た
り
、
現
実
離
れ
し
た
位
置
か
ら
道
路
を
観
察
さ
せ
た
り
し
て
い

る
と
こ
ろ
が
気
に
な
る
。
ま
た
、
数
式
、
数
式
を
表
し
た
図
、
引
用
文
献
の
表
記
な

ど
に
ケ
ア
レ
ス
ミ
ス
が
あ
る
。
さ
い
ご
に
、
多
く
の
デ
ー
タ
を
提
示
し
な
が
ら
、
錯

視
な
ど
の
関
連
領
域
へ
の
言
及
が
な
か
っ
た
り
、
現
象
の
綿
密
な
観
察
や
デ
ー
タ
の

正
確
な
読
み
取
り
が
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
に
し

て
再
考
あ
る
い
は
補
足
を
必
要
と
す
る
箇
所
が
散
見
さ
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
は
、
論

文
全
体
の
評
価
を
損
な
う
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
く
、
博
士
論
文
と
し
て
十
分
な

成
果
が
認
め
ら
れ
る
。

試
験
ま
た
は
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　

本
論
文
の
公
開
審
査
に
お
い
て
、
申
請
者
が
行
っ
た
要
旨
の
発
表
、
お
よ
び
そ
の

後
の
審
査
者
に
よ
る
質
問
に
対
す
る
受
け
答
え
は
的
確
で
あ
り
、
学
力
に
関
し
て
問

題
は
な
い
。
本
論
文
お
よ
び
そ
の
参
考
文
献
と
し
て
提
出
さ
れ
た
論
文
に
は
、
英
文

に
よ
る
要
約
が
付
記
さ
れ
て
お
り
、
課
程
博
士
に
ふ
さ
わ
し
い
語
学
力
を
備
え
て
い

る
と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
参
考
文
献
の
う
ち
最
初
の
文
献
（「
階
段
の
平
面
踏

面
が
傾
い
て
見
え
る
錯
視
の
実
験
的
解
明
」
心
理
学
研
究
、
２
０
０
５
年
76
巻
第
２
号
）
は
、

本
論
文
第
５
章
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
の
形
で
記
載
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
日

本
心
理
学
会
か
ら
２
０
０
６
年
度
優
秀
論
文
賞
が
授
与
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
研
究
内

容
の
充
実
を
証
明
し
て
い
る
。

　

本
審
査
委
員
会
は
、
以
上
の
点
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
本
学
学
位
規
程
第
十
八
条
第

一
項
に
よ
り
、博
士
（
文
学　
立
命
館
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
。
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石　

上　

阿　

希

『
近
世
期
春
画
・
艶
本
研
究
の
一
試
論
』

 

学
位
の
種
類　

博　

士
（
文
学
）

 

授
与
年
月
日　

二
〇
〇
八
年
三
月
三
十
一
日

 

審
査
委
員

 
 

主
査　

彦　

坂　

佳　

宣

 
 

副
査　

中　

西　

健　

治

 
 

副
査　

赤　

間　
　
　

亮

論
文
内
容
の
要
旨

　

提
出
論
文
は
、
以
下
に
示
す
全
四
章
と
資
料
編
と
か
ら
な
っ
て
い
る
。

　
　

序
章　

　
　

第
一
章　

表
現
媒
体
と
し
て
の
艶
本　

―
西
沢
一
風
の
艶
本
―

　
　
　

第
一
節　

西
沢
一
風
作
『
好
色
極
秘
伝
』
考

　
　
　
　
　
　
　
　

―
浄
瑠
璃
段
物
集
・
浮
世
草
子
と
の
関
連
―

　
　
　

第
二
節　

ホ
ノ
ル
ル
美
術
館
レ
イ
ン
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
蔵　

　
　
　
　
　
　
　

西
沢
一
風
作
『
風
流
足
分
船
』
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　

―
初
期
上
方
艶
本
に
関
す
る
考
察
―

　
　

第
二
章　

春
画
作
品
研
究
―
鈴
木
春
信
の
春
画
―

　
　
　
　
　
　

鈴
木
春
信
画
「
風
流
座
敷
八
景
」
考

　
　
　
　
　
　
　

―
画
中
狂
歌
の
利
用
と
図
柄
の
利
用
―

　
　

第
三
章　

艶
本
の
模
倣
性
と
多
様
性　
　

　
　
　
　
　
　
「
忠
臣
蔵
も
の
」
の
艶
本

　
　

終
章　

　
　

資
料
編　

リ
チ
ャ
ー
ド
・
レ
イ
ン
―
春
画
研
究
と
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
―

　
「
序
章
」
に
は
、
本
分
野
の
研
究
史
が
述
べ
ら
れ
、
こ
の
分
野
の
研
究
が
い
か
に

市
民
権
を
得
る
に
至
っ
た
か
が
簡
潔
に
論
述
さ
れ
て
い
る
。
近
世
文
化
の
総
体
の
な

か
か
ら
如
何
に
艶
本
を
位
置
づ
け
る
か
、
さ
ら
に
艶
本
の
可
能
性
が
ど
こ
に
あ
る
の

か
、
明
快
な
視
点
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

次
に
、
第
一
章
第
一
節
は
、
新
出
資
料
・
西
沢
一
風
作
『
好
色
極
秘
伝
』
に
関
す

る
考
察
で
あ
る
。
本
書
は
「
好
色
極
秘
伝
」
と
「
丹
前
枕
絵
」
の
二
部
か
ら
成
る
作

品
で
、
前
者
に
は
挿
絵
が
な
く
、
色
道
の
指
南
書
で
あ
り
、
後
者
は
、
浄
瑠
璃
や
浮

世
草
子
な
ど
の
典
拠
の
あ
る
一
種
の
ア
ン
ソ
ロ
ジ
イ
と
な
っ
て
い
る
。
本
節
の
成
果

と
し
て
、
そ
の
典
拠
の
博
捜
と
発
見
が
あ
り
、
そ
れ
を
詳
し
い
表
の
形
で
ま
と
め
て

い
る
。
こ
う
し
た
艶
本
の
企
画
は
、
一
風
の
浮
世
草
子
作
者
・
浄
瑠
璃
本
版
元
と
し

て
の
背
景
が
色
濃
く
反
映
す
る
も
の
で
あ
り
、
艶
本
が
一
人
独
立
し
て
成
立
す
る
も

の
で
は
な
い
と
す
る
筆
者
の
主
張
の
具
体
的
な
論
証
事
例
と
な
っ
て
い
る
。
第
二
節

は
、同
じ
く
西
沢
一
風
の
「
風
流
足
分
船
」
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
の
考
察
で
あ
る
。

「
風
流
足
分
船
」
は
、
当
時
の
浮
世
草
子
の
上
で
流
行
し
て
い
た
、
役
者
を
投
影
し

た
作
品
で
あ
り
、
艶
本
も
そ
の
流
れ
に
あ
り
、
一
風
の
作
品
研
究
の
上
で
欠
く
こ
と

の
で
き
な
い
作
品
で
あ
る
と
す
る
。
こ
れ
ま
で
部
分
的
な
紹
介
が
あ
る
の
み
の
資
料

で
あ
り
、
ま
た
書
名
す
ら
諸
説
あ
っ
た
。
そ
れ
を
本
論
で
は
確
定
し
、
既
存
の
浮
世

草
子
年
表
等
に
み
ら
れ
る
本
書
に
か
か
わ
る
部
分
の
誤
謬
を
正
し
て
い
る
。

　

第
二
章
「
春
画
作
品
研
究
―
鈴
木
春
信
の
春
画
―
」
は
、
近
年
、
八
枚
す
べ
て
の

作
品
の
所
在
が
知
ら
れ
全
貌
が
明
ら
か
に
な
っ
た
「
風
流
座
敷
八
景
」
を
と
り
あ
げ
、

特
に
画
中
に
示
さ
れ
た
狂
歌
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
制
作
者
が
い
か
に
工
夫
し

て
そ
の
趣
向
を
立
て
る
か
を
論
じ
て
い
る
。
春
信
は
こ
れ
ま
で
典
拠
と
さ
れ
て
い
る

狂
歌
を
少
し
ず
つ
改
変
し
て
お
り
、
こ
こ
で
は
伝
統
的
画
題
に
加
え
、
狂
歌
の
改
変
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に
よ
っ
て
企
図
し
た
男
女
の
物
語
を
組
み
込
む
と
い
う
二
重
の
見
立
て
の
工
夫
が
施

さ
れ
て
い
る
こ
と
を
具
体
的
に
説
く
。
ま
た
、こ
の
春
画
で
あ
る
「
座
敷
八
景
」
が
、

む
し
ろ
後
の
絵
師
た
ち
の
「
座
敷
八
景
」
へ
の
影
響
の
大
き
い
こ
と
を
紹
介
す
る
。

　

第
三
章
「
艶
本
の
模
倣
性
と
多
様
性　
「
忠
臣
蔵
も
の
」
の
艶
本
」
で
は
、「
忠
臣

蔵
も
の
」
と
目
さ
れ
る
艶
本
20
作
品
を
対
象
に
、
そ
の
典
拠
と
な
っ
た
ジ
ャ
ン
ル
の

作
品
の
指
摘
と
考
察
を
述
べ
る
。
演
劇
の
「
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
」
だ
け
で
な
く
、
黄

表
紙
や
浮
世
絵
か
ら
広
く
取
材
し
て
い
る
点
を
詳
細
に
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
艶
本

作
者
や
絵
師
た
ち
が
、
時
代
、
演
劇
、
出
版
の
動
向
な
ど
と
深
く
関
連
し
て
い
る
こ

と
を
考
察
し
、
そ
の
多
様
な
表
現
方
法
を
論
じ
て
い
る
。

　
「
終
章
」
に
お
け
る
各
章
の
要
約
は
綿
密
か
つ
詳
細
に
な
さ
れ
、
序
章
で
の
論
点

で
も
あ
っ
た
、
近
世
の
他
分
野
と
の
関
連
、
春
画
・
艶
本
研
究
の
独
立
し
た
価
値
を

力
説
す
る
。
ま
た
、
今
後
の
方
向
と
し
て
、
な
お
関
連
す
る
文
献
の
収
集
・
整
理
と

絵
師
西
川
裕
信
研
究
の
必
要
性
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　

最
後
に
、
末
尾
に
つ
け
た
か
な
り
の
量
に
及
ぶ
資
料
編
は
、
出
版
が
予
定
さ
れ
て

い
る
リ
チ
ャ
ー
ド
・
レ
イ
ン
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
全
貌
を
紹
介
す
る
カ
タ
ロ
グ
の
解
説

で
あ
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
・
レ
イ
ン
の
評
伝
と
各
作
品
単
位
に
つ
い
て
、
要
を
得
た
解

説
文
が
添
え
ら
れ
て
い
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

本
論
文
の
審
査
は
、
二
〇
〇
八
年
七
月
十
一
日
（
金
）、
午
後
１
時
30
分
か
ら
２

時
間
に
わ
た
り
日
本
文
学
共
同
研
究
室
を
会
場
と
し
て
、
３
名
の
審
査
委
員
に
よ
っ

て
行
な
わ
れ
た
。
本
論
文
に
対
す
る
３
名
の
審
査
委
員
の
一
致
し
た
見
解
、
評
価
は

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　　

本
論
文
は
、
我
が
国
の
歴
史
上
に
現
れ
て
、
世
界
で
も
突
出
し
た
質
を
誇
る
と
評

価
さ
れ
る
春
画
や
艶
本
を
対
象
に
し
、
そ
れ
に
真
正
面
か
ら
取
組
ん
だ
も
の
で
、
本

分
野
を
学
術
的
に
と
り
あ
げ
た
初
め
て
の
博
士
論
文
で
あ
る
。

　

春
画
・
艶
本
と
い
う
分
野
は
、
忌
避
あ
る
い
は
意
識
し
て
遠
ざ
け
る
風
潮
が
あ
り
、

時
に
そ
れ
が
法
の
裁
き
の
対
象
に
も
な
っ
て
き
た
。
こ
こ
20
年
来
、
こ
う
し
た
図
像

の
公
刊
が
い
わ
ば
解
禁
さ
れ
、
学
術
研
究
と
し
て
も
対
象
に
で
き
る
時
代
と
な
っ
て

き
た
が
、
こ
の
分
野
を
推
進
し
て
き
た
林
美
一
、
リ
チ
ャ
ー
ド
・
レ
イ
ン
と
い
う
二

巨
頭
が
相
次
い
で
没
し
、
彼
ら
の
蔵
書
が
公
的
機
関
に
所
蔵
さ
れ
る
と
い
う
タ
イ
ミ

ン
グ
に
お
い
て
可
能
と
な
っ
た
の
が
当
該
研
究
で
あ
る
。
な
お
、
林
美
一
氏
の
蔵
書

の
主
要
な
部
分
は
、
本
学
ア
ー
ト
・
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
の
所
蔵
に
帰
し
て
お
り
、

リ
チ
ャ
ー
ド
・
レ
イ
ン
氏
の
そ
れ
は
、
ホ
ノ
ル
ル
美
術
館
に
収
ま
っ
た
。
学
位
申
請

者
は
、
林
美
一
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
、
な
ら
び
に
リ
チ
ャ
ー
ド
・
レ
イ
ン
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

の
春
画
・
艶
本
の
整
理
を
担
当
す
る
幸
運
を
得
て
、
こ
の
博
士
論
文
に
ま
と
め
る
に

至
っ
た
も
の
で
あ
る
。
未
だ
正
当
な
評
価
を
得
て
い
な
い
春
画
・
艶
本
類
の
研
究
に

正
攻
法
で
挑
ん
だ
本
論
文
は
、
分
野
の
特
殊
性
を
含
め
て
先
駆
的
で
あ
る
と
い
う
意

味
で
何
よ
り
も
ま
ず
は
評
価
で
き
る
。

　
「
序
章
」
と
第
一
章
に
お
い
て
は
、
す
で
に
林
美
一
氏
が
提
唱
し
て
い
た
「
江
戸

文
芸
全
体
を
見
渡
す
た
め
に
『
春
画
・
艶
本
』
は
欠
か
せ
な
い
分
野
で
あ
る
」
と
す

る
見
解
を
、
的
確
な
資
料
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
研
究
成
果
と
し
て
実
践
的
・
具
体

的
に
提
示
し
た
こ
と
が
大
き
な
成
果
と
認
め
ら
れ
る
。
た
だ
、「
序
章
」
で
述
べ
て

い
る
こ
と
に
関
連
し
て
、
他
分
野
と
の
関
連
の
中
で
ひ
ろ
く
文
化
史
中
に
位
置
づ
け

る
べ
き
方
向
と
、
春
画
・
艶
本
を
そ
の
補
完
資
料
と
し
て
で
は
な
く
、
独
自
の
研
究

対
象
と
す
る
べ
き
だ
と
の
言
説
と
の
整
合
性
の
た
め
に
は
、
も
う
少
し
説
得
的
な
説

明
が
必
要
と
感
じ
ら
れ
る
。　

　

ま
た
、
第
一
章
の
考
察
に
顕
著
に
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ス
ト
イ
ッ
ク
に

新
出
資
料
の
み
で
論
述
し
よ
う
と
し
て
い
て
、
一
見
、
事
例
点
数
の
上
で
乏
し
く
感

じ
ら
れ
る
点
が
あ
る
。
し
か
し
、
背
後
に
考
察
材
料
と
し
て
大
量
の
資
料
が
あ
る
こ

と
は
容
易
に
察
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
こ
の
基
盤
の
上
に
た
つ
絞
り
込
み
の
力
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量
も
評
価
さ
れ
る
。『
風
流
足
分
船
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
名
称
を
確
定
す
る
説
を

出
し
、
既
存
の
浮
世
草
子
年
表
等
に
み
ら
れ
る
本
書
に
か
か
わ
る
部
分
の
誤
謬
を
正

す
点
が
高
く
評
価
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
欲
を
言
え
ば
、
新
出
資
料
の
み
を
取
上
げ
る

だ
け
で
な
く
、
や
は
り
全
体
的
に
時
代
・
作
者
等
に
お
い
て
も
う
少
し
広
が
り
の
あ

る
事
例
を
挙
げ
て
欲
し
か
っ
た
。

　

第
二
章
・
第
三
章
に
お
い
て
は
、「
春
画
・
艶
本
」
が
他
の
文
芸
と
の
交
渉
の
中

で
ど
の
よ
う
に
制
作
さ
れ
て
き
た
か
、
作
品
が
ど
う
先
行
文
学
・
絵
画
の
典
拠
や
手

法
を
取
り
込
ん
で
い
る
か
、
ま
た
そ
れ
を
ど
う
改
変
し
、
創
造
的
な
面
を
見
せ
て
い

る
な
ど
の
点
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
い
る
点
が
評
価
さ
れ
る
。
第
二
章
で
春
信
の
作

品
、
第
三
章
で
は
忠
臣
蔵
も
の
を
対
象
に
し
、
こ
れ
ら
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
素
材
を

取
上
げ
た
こ
と
で
、
こ
こ
で
も
事
例
が
少
な
い
な
が
ら
も
、
考
察
に
あ
た
っ
て
の
説

得
力
は
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
春
信
作
品
は
、
一
見
し
た
だ
け
で
は
気
付
か
れ

な
い
が
、
江
戸
時
代
の
狂
歌
を
典
拠
と
し
て
巧
み
に
取
り
入
れ
、
か
つ
創
造
的
な
改

変
を
伴
わ
せ
て
、
典
拠
の
暗
示
と
改
変
面
の
両
面
が
図
柄
に
現
れ
る
形
に
な
っ
て
い

る
点
を
詳
細
に
考
察
し
て
い
る
。
西
川
祐
信
に
よ
る
艶
本
図
柄
の
利
用
事
例
も
、
同

様
な
作
者
の
工
夫
の
跡
を
、
行
き
届
い
た
考
察
に
よ
っ
て
説
得
的
に
明
ら
か
に
し
て

い
る
。「
忠
臣
蔵
も
の
」
の
艶
本
に
つ
い
て
も
、
多
量
に
あ
る
関
連
す
る
黄
表
紙
の

そ
れ
の
取
り
込
み
、
ま
た
浮
世
絵
の
取
り
込
み
の
模
様
を
詳
細
に
検
討
し
、
そ
し
て

や
は
り
そ
の
改
変
に
よ
っ
て
成
っ
た
艶
本
の
表
現
類
型
を
精
選
し
た
事
例
で
詳
細
に

考
察
し
て
い
る
点
は
高
く
評
価
で
き
る
。

　

リ
チ
ャ
ー
ド
・
レ
イ
ン
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
全
貌
を
紹
介
す
る
資
料
編
で
は
、
本
論

文
の
背
景
に
あ
る
基
本
視
点
と
学
術
的
な
興
味
と
し
て
の
筆
者
の
持
つ
本
分
野
へ
の

世
界
が
、
こ
れ
に
よ
り
的
確
に
確
認
で
き
る
う
え
、
何
よ
り
も
作
品
自
体
の
質
の
高

さ
に
対
し
て
、
そ
れ
に
み
あ
っ
た
十
分
な
質
の
高
い
解
説
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

評
価
さ
れ
る
。
単
な
る
印
象
批
評
で
は
な
く
、
関
連
資
料
に
対
す
る
行
き
届
い
た
学

術
的
目
配
り
が
な
め
ら
か
な
文
体
に
よ
り
違
和
感
な
く
、
解
説
中
に
取
込
ま
れ
て
い

る
こ
と
も
、
筆
者
の
力
量
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
点
が
高
く
評
価
さ
れ
る
が
、
改
善
す
べ
き
点
も
あ
る
。
全
体
と
し
て
、

背
後
に
あ
る
資
料
の
渉
猟
作
業
が
膨
大
で
あ
る
割
に
は
、
精
選
さ
れ
て
い
る
と
は
言

え
、
取
上
げ
た
資
料
の
量
が
乏
し
く
、
地
域
・
時
代
に
や
は
り
厚
み
が
感
じ
ら
れ
な

い
点
は
、
比
較
す
べ
き
資
料
を
さ
ら
に
多
く
提
示
し
て
、
一
般
的
な
傾
向
と
個
性
面

の
究
明
と
の
両
方
に
わ
た
る
考
察
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

　

細
か
な
点
で
は
、
第
一
章
第
一
節
の
表
の
整
備
、「
図
版
解
説
」
の
構
成
方
法
な

ど
も
工
夫
が
ほ
し
か
っ
た
。

　

以
上
、
い
く
つ
か
の
瑕
疵
は
認
め
ら
れ
る
が
、
考
察
対
象
と
そ
の
内
容
の
先
駆
性

や
各
章
の
慎
重
か
つ
的
確
な
論
証
な
ど
、ま
た
数
多
く
の
新
知
見
の
提
出
か
ら
み
て
、

審
査
委
員
の
一
致
し
た
意
見
と
し
て
、
博
士
論
文
と
し
て
十
分
な
成
果
が
認
め
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
。

試
験
ま
た
は
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　

申
請
者
は
、
す
で
に
審
査
の
あ
る
学
術
雑
誌
に
３
本
の
論
文
を
発
表
し
て
お
り
、

近
刊
予
定
の
単
行
本
（
審
査
あ
り
・
印
刷
中
）
に
１
本
の
論
文
収
録
が
決
ま
っ
て
い
る
。

学
会
発
表
も
国
内
に
お
い
て
３
回
行
っ
て
い
る
。
本
審
査
委
員
会
は
本
人
の
既
発
表

の
論
文
内
容
・
引
用
文
献
、
研
究
歴
に
よ
り
、
十
分
な
学
力
の
所
持
者
で
あ
る
こ
と

を
認
め
、
本
学
学
位
規
程
第
十
八
条
第
一
項
に
よ
り
、
博
士
（
文
学　

立
命
館
大
学
）

の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
。
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松　

葉　

涼　

子

『
近
世
演
劇
及
び
演
劇
資
料
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　

パ
タ
ー
ン
利
用
の
発
想
と
方
法
』

 

学
位
の
種
類　

博　

士
（
文
学
）

 

授
与
年
月
日　

二
〇
〇
八
年
三
月
三
十
一
日

 

審
査
委
員

 
 

主
査　

彦　

坂　

佳　

宣

 
 

副
査　

中　

西　

健　

治

 
 

副
査　

赤　

間　
　
　

亮

論
文
内
容
の
要
旨

　

提
出
論
文
は
、
以
下
に
示
す
四
部
構
成
の
全
七
章
か
ら
な
っ
て
い
る
。

　

序
章　

パ
タ
ー
ン
と
は
何
か

　

第
一
部　

視
覚
的
パ
タ
ー
ン
の
利
用

　
　

一
章　

演
劇
に
お
け
る
や
つ
し
の
発
想
―
視
覚
表
現
の
生
成
と
利
用
―

　
　

二
章　

演
技
パ
タ
ー
ン
の
検
証
―
類
型
的
構
図
と
舞
台
演
出
―

　

第
二
部　

パ
タ
ー
ン
の
変
容

　
　

三
章　

 

長
持
の
演
出
―
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
十
段
目
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　

演
技
パ
タ
ー
ン
の
継
承
と
展
開
―

　
　

四
章　

演
劇
の
『
伊
勢
物
語
』
享
受
―
「
桂
川
道
行
」
を
一
例
と
し
て
―

　

第
三
部　

パ
タ
ー
ン
の
学
習

　
　

五
章　

江
戸
の
劇
場
図
―
師
宣
様
式
の
成
立
と
そ
の
意
義
―

　

第
四
部　

上
演
資
料
に
み
る
先
行
作
の
利
用

　
　

六
章　
「
絵
入
狂
言
本
」
と
狂
言
取
り
・
趣
向
取
り

　
　

七
章　
「
弥
作
鎌
腹
」
の
初
演

　
　
　
　
　
　

―
根
本
『
忠
臣
い
ろ
は
四
十
七
訓
』
を
め
ぐ
っ
て
―

　
　

終
章　

作
劇
の
発
想

　

本
論
文
は
、
古
典
芸
能
の
一
つ
で
あ
る
「
歌
舞
伎
」
を
対
象
と
し
て
、
そ
の
絵
画

性
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、歌
舞
伎
の
演
技
に
は
あ
る
種
の
パ
タ
ー
ン
が
存
在
し
、

そ
れ
が
歌
舞
伎
を
演
劇
と
し
て
成
立
さ
せ
、
創
造
す
る
上
で
の
力
と
な
っ
て
い
る
点

を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
く
に
、
今
ま
で
そ
れ
が
何
か
意
識
化

さ
れ
な
か
っ
た
、視
覚
的
に
「
類
型
的
な
表
現
」
や
「
構
図
」
を
、「
演
技
パ
タ
ー
ン
」

な
る
用
語
で
規
定
し
舞
台
に
お
け
る
そ
の
諸
相
と
変
容
を
解
明
し
て
い
る
。

　

こ
の
あ
る
種
の
「
パ
タ
ー
ン
」
は
、
従
来
か
ら
、「
趣
向
」「
型
」「
事
」
な
ど
と

い
う
歌
舞
伎
に
お
け
る
演
技
・
演
劇
の
単
位
と
さ
れ
て
い
る
も
の
と
の
微
妙
な
ズ
レ

が
あ
り
、
そ
の
た
め
、
序
章
に
お
い
て
、
こ
の
用
語
を
定
義
す
る
。

　

第
一
部
、
第
一
章
で
は
、
演
劇
の
「
や
つ
し
」
と
絵
画
の
「
や
つ
し
」
に
通
底
す

る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
元
禄
期
に
す
で
に
、
芸
と
し
て
の
「
や
つ

し
」
と
作
劇
手
法
と
し
て
の
「
や
つ
し
」
の
二
通
り
の
用
法
が
あ
っ
た
こ
と
を
、
佐

藤
恵
里
氏
の
論
考
に
導
か
れ
て
確
認
す
る
。
さ
ら
に
、
作
劇
手
法
の
「
や
つ
し
」
の

中
に
は
、
絵
画
の
画
題
に
あ
た
る
表
現
を
「
見
得
」
と
し
て
表
現
し
て
い
る
も
の
が

あ
り
、こ
れ
ら
が
繰
返
し
用
い
ら
れ
る
こ
と
で
、視
覚
的
に
類
型
的
な
演
技
の
パ
タ
ー

ン
が
生
れ
て
い
く
と
す
る
。

　

第
二
章
で
は
、す
で
に
演
技
用
語
と
し
て
定
着
し
て
い
る
「
髪
梳
」
や
「
草
履
打
」

の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
名
称
と
し
て
決
っ
た
言
い
方
が
な
い
も
の
の
、
歌
舞
伎

の
歴
史
の
中
で
繰
返
し
演
技
さ
れ
て
き
た
、「
仲
裁
」「
凝
視
・
刀
杖
」「
小
袖
」
な

ど
の
局
面
を
具
体
的
に
取
上
げ
、
そ
の
上
演
実
態
と
変
遷
の
跡
を
検
証
す
る
。「
演

技
パ
タ
ー
ン
」
と
定
義
で
き
た
こ
れ
ら
の
局
面
が
演
劇
の
創
造
活
動
に
お
い
て
大
き

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
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第
二
部
、第
三
章
・
第
四
章
で
は
、そ
れ
ぞ
れ
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
十
段
目
、『
桂

川
連
理
柵
』
と
い
う
歌
舞
伎
の
代
表
的
な
二
つ
の
作
品
を
取
上
げ
、そ
れ
ぞ
れ
の
「
演

技
パ
タ
ー
ン
」
を
確
認
し
た
上
で
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
持
込
ま
れ
、
場
面
を
形
成

し
た
か
。
ま
た
、
そ
れ
が
、
類
型
化
し
て
い
っ
た
上
で
、
さ
ら
に
他
の
作
品
を
創
出

し
て
い
く
の
か
の
過
程
を
詳
述
す
る
。

　

第
三
部
、
第
五
章
は
一
転
し
て
、
演
劇
の
舞
台
を
対
象
と
し
た
絵
画
の
制
作
に
お

い
て
も
、「
パ
タ
ー
ン
」
を
踏
襲
す
る
こ
と
で
数
多
く
の
作
品
を
量
産
し
て
き
た
こ

と
を
述
べ
る
。
特
に
師
宣
作
品
が
、上
方
版
本
の
劇
場
図
に
倣
い
な
が
ら
も
、「
猿
若
」

を
全
面
に
出
す
こ
と
に
よ
り
江
戸
独
自
の
舞
台
図
を
生
み
出
し
て
き
た
こ
と
を
述
べ

る
。

　

第
四
部
、
第
六
章
・
第
七
章
は
、
演
劇
上
演
文
献
の
書
誌
学
的
な
調
査
に
基
づ
い

た
論
考
で
あ
る
。
第
六
章
は
、
従
来
、
狂
言
本
の
中
に
板
木
の
流
用
も
含
む
剽
窃
が

存
在
す
る
こ
と
を
以
っ
て
狂
言
本
の
資
料
的
な
価
値
を
云
々
さ
れ
て
き
た
が
、
そ
こ

か
ら
発
想
を
転
換
し
、版
本
に
お
い
て
流
用
さ
れ
る
内
容
が
そ
の
ま
ま
「
狂
言
取
り
・

趣
向
取
り
」
さ
れ
る
「
演
技
パ
タ
ー
ン
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
。
第
七

章
で
は
、
現
在
も
ま
れ
に
上
演
さ
れ
る
「
忠
臣
蔵
」
書
換
物
の
一
つ
「
矢
作
鎌
腹
」

に
つ
い
て
、
渥
美
清
太
郎
に
よ
る
解
説
が
通
説
と
な
っ
て
い
る
点
に
疑
問
を
呈
す
。

そ
し
て
、
ほ
と
ん
ど
研
究
の
進
ん
で
い
な
い
絵
入
根
本
の
一
つ
『
忠
臣
い
ろ
は

四
十
七
訓
』
と
そ
の
関
連
の
台
本
を
調
査
す
る
こ
と
に
よ
り
、
渥
美
の
錯
謬
を
正
す

が
、
こ
れ
も
「
演
技
パ
タ
ー
ン
」
を
考
察
の
単
位
と
し
た
場
合
に
解
明
さ
れ
る
事
例

と
な
る
。

　

終
章
に
お
い
て
は
、
歌
舞
伎
研
究
に
お
け
る
絵
画
資
料
活
用
の
現
状
に
つ
い
て
触

れ
た
上
で
、
全
体
の
ま
と
め
を
行
っ
て
い
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

本
論
文
の
審
査
は
、
二
〇
〇
八
年
七
月
十
一
日
（
金
）
午
前
10
時
30
分
か
ら
２
時

間
に
わ
た
り
、
日
本
文
学
共
同
研
究
室
を
会
場
と
し
て
、
３
名
の
審
査
委
員
に
よ
っ

て
行
な
わ
れ
た
。
本
論
文
に
対
す
る
３
名
の
審
査
委
員
の
見
解
、
評
価
は
以
下
の
通

り
で
あ
る
。

　

従
来
、
歌
舞
伎
の
特
徴
と
し
て
絵
画
性
に
満
ち
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
一
般

的
な
書
物
の
上
で
も
述
べ
ら
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
本
論
文
で
は
、

絵
画
の
画
題
と
歌
舞
伎
の
演
技
パ
タ
ー
ン
と
い
う
従
来
あ
ま
り
そ
の
関
係
性
に
つ
い

て
触
れ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
点
に
注
目
し
た
こ
と
に
お
い
て
独
創
性
が
高
い
。
し
か

し
、
そ
の
独
創
性
ゆ
え
か
、
本
論
の
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
「
演
技
パ
タ
ー
ン
」
の
指

す
も
の
が
、
や
や
曖
昧
で
難
解
に
感
じ
ら
れ
る
き
ら
い
が
あ
り
、
第
二
部
以
下
で
示

し
た
が
如
き
、
事
例
に
よ
る
論
述
の
積
み
重
ね
が
今
後
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
点
が

指
摘
さ
れ
た
。

　

ま
た
、
歌
舞
伎
に
お
け
る
「
見
得
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
ス
ト
ッ
プ
モ
ー
シ
ョ

ン
と
し
て
の
「
見
得
」
と
絵
に
な
る
と
い
う
意
味
の
「
見
得
」
が
あ
る
が
、「
演
技

パ
タ
ー
ン
」
の
定
義
に
こ
の
視
点
か
ら
の
説
明
が
付
け
加
え
ら
れ
れ
ば
、
筆
者
の
論

旨
が
よ
り
闡
明
と
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

第
三
章
は
、『
忠
臣
蔵
』
十
段
目
の
義
侠
の
台
詞
ば
か
り
が
強
調
さ
れ
る
義
平
の

演
技
で
あ
る
が
、
実
は
、
こ
れ
以
前
に
「
演
技
パ
タ
ー
ン
」
と
し
て
視
覚
表
現
に
よ

り
定
着
し
て
い
た
典
型
を
取
込
ん
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
、
現
代
に
お
い
て
は
不
人

気
で
上
演
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
こ
の
段
の
現
代
に
お
け
る
可
能
性
を
も
示
し
て
い

る
。
第
四
章
『
桂
川
道
行
』
に
つ
い
て
は
、「
伊
勢
物
語
」
の
受
容
史
に
関
す
る
調

査
の
不
徹
底
、
先
行
論
文
と
の
差
別
化
や
独
自
性
の
表
出
に
お
い
て
不
明
瞭
さ
な
ど

も
指
摘
さ
れ
た
が
、
実
際
、
先
行
論
文
を
遙
か
に
凌
ぐ
結
論
に
達
し
て
お
り
、
歌
舞

伎
史
側
に
お
け
る
資
料
の
博
捜
、
扱
い
の
的
確
さ
に
お
い
て
、
圧
倒
的
な
説
得
力
を
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持
っ
て
い
る
。『
桂
川
道
行
』
と
い
う
著
名
な
作
品
に
お
い
て
、
ど
の
解
説
書
に
も

触
れ
ら
れ
た
こ
と
の
な
い
「
伊
勢
物
語
」
と
の
関
係
の
指
摘
は
、
歌
舞
伎
が
古
典
化

し
た
時
点
で
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
「
意
味
」
を
蘇
ら
せ
た
画
期
的
な
論
考
で
あ

ろ
う
。

　

第
五
章
は
、他
の
章
と
同
様
に
パ
タ
ー
ン
利
用
を
テ
ー
マ
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

絵
画
制
作
に
お
け
る
「
踏
襲
」
と
演
劇
に
お
け
る
作
劇
手
法
と
し
て
の
「
や
つ
し
」

と
は
、
基
本
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
や
や
無
理
を
し
て
い
る
感
が
否
め
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
を
個
別
に
み
れ
ば
、「
猿
若
」
と
い
う
江
戸
特
有
の
歌
舞
伎

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
特
に
師
宣
作
品
上
で
注
目
す
る
こ
と
に
よ
り
、
京
都
か
ら
江
戸

へ
と
移
る
絵
画
作
品
の
動
向
、
江
戸
の
歌
舞
伎
の
絵
画
性
の
本
質
へ
と
導
く
も
の
で

あ
り
、
十
分
示
唆
に
富
む
論
と
な
り
得
て
い
る
。

　

全
体
と
し
て
、演
技
パ
タ
ー
ン
と
い
う
独
自
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
注
入
す
る
こ
と
で
、

歌
舞
伎
の
代
表
的
な
作
品
の
い
く
つ
か
に
新
た
な
解
釈
と
作
品
論
を
提
示
す
る
こ
と

に
成
功
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
瞠
目
す
べ
き
成
果
が
み
ら
れ
る
。
江
戸
時
代
の
観
客

で
あ
れ
ば
必
ず
気
付
い
て
い
た
で
あ
ろ
う
い
く
つ
か
の
常
識
的
な
絵
画
と
演
技
と
の

関
係
が
、
た
と
え
ば
「
伊
勢
物
語
」
の
よ
う
な
見
立
て
が
、
す
で
に
幕
末
に
お
い
て
、

曖
昧
な
も
の
と
な
り
、
明
治
以
降
は
急
速
に
こ
の
共
有
さ
れ
て
き
た
文
化
が
失
わ
れ

て
し
ま
い
、
ど
の
解
説
書
に
も
こ
の
絵
画
文
化
が
欠
落
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

本
論
文
に
は
、
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
は
存
在
す
る
が
、
上
記
の
よ
う
な
新
概
念
を

提
示
し
、
諸
類
型
の
存
在
に
つ
い
て
数
多
く
の
指
摘
を
な
し
、
ま
た
そ
う
し
た
も
の

の
継
承
・
変
容
の
面
を
描
き
出
し
、
近
代
が
間
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
断
絶
し
た
歌

舞
伎
文
化
を
再
発
見
し
た
点
で
、
高
く
評
価
さ
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
博
士
論

文
と
し
て
十
分
な
成
果
が
認
め
ら
れ
る
も
の
と
い
う
の
が
審
査
委
員
の
一
致
し
た
意

見
で
あ
っ
た
。

試
験
ま
た
は
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　

申
請
者
は
、
す
で
に
審
査
の
あ
る
学
術
雑
誌
に
２
本
の
論
文
を
発
表
し
て
お
り
、

近
刊
予
定
の
単
行
本
（
審
査
あ
り
・
印
刷
中
）
に
２
本
の
論
文
収
録
が
決
っ
て
い
る
。

学
会
発
表
も
国
内
に
お
い
て
３
回
、
海
外
に
お
い
て
１
回
行
っ
て
い
る
。
こ
の
点
か

ら
、
本
審
査
委
員
会
は
、
本
学
学
位
規
程
第
十
八
条
第
一
項
に
よ
り
、
博
士
（
文
学

　

立
命
館
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
。
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友　

田　

義　

行

『
文
学
と
映
画
の
弁
証
法

　
　

―
安
部
公
房
／
勅
使
河
原
宏
論

―
』

 

学
位
の
種
類　

博　

士
（
文
学
）

 

授
与
年
月
日　

二
〇
〇
八
年
三
月
三
十
一
日

 
審
査
委
員

 
 

主
査　

中　

川　

成　

美

 
 

副
査　

西　
　
　

成　

彦

 
 

副
査　

中　

村　

秀　

之

論
文
内
容
の
要
旨

　

本
学
位
請
求
論
文
「
文
学
と
映
画
の
弁
証
法
―
安
部
公
房
／
勅
使
河
原
宏
論
―
」

は
、
安
部
公
房
と
勅
使
河
原
宏
の
映
画
に
お
け
る
協
働
を
軸
に
し
て
、
一
九
五
〇
〜

六
〇
年
代
の
文
学
と
映
画
が
提
示
し
た
諸
問
題
を
考
察
す
る
も
の
で
あ
る
。
間
接
的

な
言
語
に
よ
る
文
学
（
小
説
・
シ
ナ
リ
オ
）
と
、
直
接
的
な
映
像
か
ら
成
る
映
画
は
、

ど
の
よ
う
な
共
通
点
と
差
異
を
孕
み
な
が
ら
、
我
々
の
想
像
力
や
身
体
に
関
与
し
て

い
く
の
か
と
い
う
視
覚
性
と
文
学
を
め
ぐ
る
問
題
項
に
ア
プ
ロ
ー
チ
を
試
み
て
い

る
。
言
語
が
映
像
や
写
真
・
絵
画
・
音
楽
な
ど
の
様
々
な
感
覚
表
現
と
往
還
し
な
が

ら
、
ど
の
よ
う
に
文
学
的
創
造
を
成
し
遂
げ
て
い
く
か
に
つ
い
て
の
考
察
と
な
っ
て

い
る
。

　

安
部
と
勅
使
河
原
は
、
戦
後
す
ぐ
の
前
衛
芸
術
運
動
で
活
動
を
共
に
し
た
後
、
や

が
て
映
画
制
作
の
場
で
密
接
に
協
働
す
る
。
安
部
の
脚
本
に
よ
る
勅
使
河
原
の
映
画

化
は
、
一
九
六
〇
年
代
に
発
表
さ
れ
た
五
本
の
劇
映
画
に
具
体
化
さ
れ
た
。
安
部
は

の
ち
に
演
劇
活
動
に
基
盤
を
移
し
て
い
く
よ
う
に
な
る
が
、
安
部
の
文
学
作
品
を
も

と
に
し
た
映
画
作
品
を
自
ら
が
シ
ナ
リ
オ
も
担
当
し
、
な
に
よ
り
勅
使
河
原
と
の
濃

密
な
意
見
交
換
を
介
在
し
て
完
成
し
た
作
品
群
は
、
い
ま
も
一
種
の
圧
倒
的
な
喚
起

力
を
誘
発
す
る
が
、
一
方
に
映
画
史
の
領
域
か
ら
は
勅
使
河
原
の
全
て
の
作
品
が
充

分
の
評
価
と
分
析
を
得
ら
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
安
部
の
側
か
ら
言
え
ば
、
彼
の
シ
ナ

リ
オ
に
つ
い
て
は
全
集
未
収
録
の
も
の
も
多
く
あ
り
、
こ
れ
も
充
分
な
研
究
が
進
行

し
て
い
る
と
は
言
い
が
た
い
。
本
論
文
は
そ
の
隘
路
を
埋
め
て
い
こ
う
と
す
る
意
思

の
下
に
、
膨
大
な
資
料
精
査
と
解
読
、
お
よ
び
分
析
、
考
察
を
重
ね
た
も
の
で
あ
る
。

　

本
論
文
の
構
成
は
第
一
章
「
協
働
の
序
幕
―
一
九
五
〇
〜
六
〇
年
」、第
二
章
「
映

像
論
を
め
ぐ
る
論
争
―
言
語
と
映
像
の
弁
証
法
」、
第
三
章
「
歴
史
と
虚
構
の
狭
間

か
ら
―
『
お
と
し
穴
』
論
」、第
四
章
「
流
動
す
る
風
景
と
身
体
―
『
砂
の
女
』
論
」、

第
五
章
「
記
録
と
幻
想
の
原
爆
乙
女
―
『
他
人
の
顔
』
論
」、
第
六
章
「
映
画
的
手

法
の
小
説
化
―
『
燃
え
つ
き
た
地
図
』
論
―
」、
補
論
「『
安
部
公
房
全
集
』
未
収
録

映
画
資
料
に
つ
い
て
」、「
結
び
」
で
あ
る
。
第
一
章
で
、
安
部
と
勅
使
河
原
が
知
り

合
っ
た
一
九
五
〇
年
代
を
詳
述
し
、
や
が
て
彼
ら
が
協
働
を
通
じ
て
理
論
化
し
て

い
っ
た
言
語
芸
術
と
映
像
芸
術
の
双
方
の
融
合
と
乖
離
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い

る
。

　

第
二
章
で
は
一
九
六
〇
年
前
後
に
展
開
さ
れ
た
、
言
語
と
映
像
、
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
、

ジ
ャ
ン
ル
の
総
合
化
と
い
っ
た
問
題
を
巡
る
こ
れ
ま
で
充
分
に
検
討
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
映
画
論
争
を
採
り
上
げ
、
安
部
と
勅
使
河
原
の
創
作
理
論
が
ど
の
よ
う
な
形

で
形
成
さ
れ
、
ま
た
振
幅
を
増
し
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
追
求
し
て
い
る
。
そ
う
し

た
安
部
が
原
作
・
脚
本
を
書
き
、
勅
使
河
原
が
演
出
し
た
初
め
て
の
協
働
作
品
で
あ

る
長
篇
劇
映
画
﹇
お
と
し
穴
﹈
で
示
さ
れ
た
様
々
な
言
語
、
視
覚
の
実
験
的
な
試
み

を
明
ら
か
に
し
て
、
そ
こ
に
介
在
し
た
革
新
的
な
言
語
と
視
覚
の
転
回
的
把
握
に
つ

い
て
が
考
察
さ
れ
た
。
第
四
章
は
勅
使
河
原
、
安
部
双
方
に
と
っ
て
世
界
的
に
躍
進



四
九

立
命
館
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
論
文
審
査
要
旨

651

し
て
い
く
役
割
を
な
し
た
「
砂
の
女
」
の
小
説
、
映
画
双
方
の
作
品
を
等
価
に
分
析

し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
前
衛
的
な
視
点
と
、
身
体
に
亙
る
感

覚
的
な
認
知
の
問
題
を
解
読
し
て
い
く
た
め
の
、
新
し
い
分
析
軸
の
創
出
に
ア
プ

ロ
ー
チ
し
た
。
第
五
章
「
他
人
の
顔
」、
第
六
章
の
「
燃
え
つ
き
た
地
図
」
に
も
同

様
な
方
法
で
分
析
を
加
え
た
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
徐
々
に
両
者
の
間
に
亀
裂
が

生
じ
、作
品
の
構
成
や
表
現
に
つ
い
て
も
齟
齬
が
生
じ
て
い
た
こ
と
の
論
証
で
あ
る
。

現
在
、
草
月
会
館
に
所
蔵
さ
れ
る
勅
使
河
原
資
料
を
精
査
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
解

明
さ
れ
た
こ
と
を
中
心
に
映
画
、小
説
双
方
の
作
品
論
が
こ
こ
で
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
単
純
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
齟
齬
な
ど
と
い
う
私
的
な

問
題
で
は
な
く
、
い
わ
ば
根
源
的
に
視
覚
と
言
語
の
間
に
横
た
わ
る
、
身
体
を
介
在

す
る
想
像
的
領
域
を
芸
術
は
ど
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
く
こ
と
が
可
能
な
の
か
と
い

う
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
が
こ
こ
で
類
推
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
認
識
は
文
化
研
究
の
領

域
に
亙
る
問
題
と
し
て
重
要
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
安
部
公
房
は
、
ス
テ
レ

オ
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
言
語
で
構
成
さ
れ
た
現
実
を
創
作
の
力
で
解
体
し
、
新
た
な
現

実
を
発
見
・
再
創
造
し
よ
う
と
し
た
。
そ
の
際
に
重
視
さ
れ
る
の
が
、
映
像
的
視
覚

性
と
、
偶
然
性
で
あ
る
。
従
来
の
言
語
（
意
識
）
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
映
像
の
衝
撃

力
に
よ
っ
て
、
不
変
的
と
思
い
込
ま
れ
て
い
る
言
語
を
揺
る
が
し
、
変
革
し
て
い
く
。

意
識
の
外
か
ら
襲
い
掛
か
っ
て
く
る
偶
発
的
な
も
の
の
尊
重
は
、
安
部
が
記
録
芸
術

運
動
の
な
か
で
提
唱
し
た
創
作
理
論
と
も
重
な
る
も
の
で
あ
り
、
勅
使
河
原
が
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
制
作
の
中
で
培
っ
て
き
た
方
法
論
と
も
共
鳴
す
る
。
映
像
の

も
つ
直
接
性
と
、
言
語
の
も
つ
間
接
性
を
意
識
し
、
両
者
の
往
還
と
衝
突
か
ら
新
た

な
言
語
体
系
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
現
実
を
創
造
し
て
い
く
こ
と

―
こ

の
方
法
こ
そ
が
安
部
の
考
え
る
言
語
と
映
像
の
弁
証
法
で
あ
り
、
芸
術
の
総
合
化
で

あ
る
と
の
結
論
が
導
か
れ
て
い
く
。

　

従
来
の
文
芸
映
画
が
、
物
語
に
沿
っ
て
映
像
を
説
明
的
に
使
用
し
て
き
た
の
に
対

し
、
安
部
・
勅
使
河
原
は
意
識
下
に
訴
え
か
け
る
モ
ン
タ
ー
ジ
ュ
と
い
う
手
法
の
多

用
に
よ
っ
て
、
新
し
い
想
像
領
域
を
作
り
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ド
ラ
マ
と
は
別

の
位
相
で
展
開
さ
れ
る
映
像
独
自
の
体
系
を
形
作
り
、
観
客
の
視
覚
に
作
用
す
る
。

こ
の
点
に
お
い
て
、
言
語
の
変
革
は
現
実
の
変
革
で
あ
り
、
ま
た
視
覚
性
の
変
革
と

も
表
裏
を
成
す
と
い
う
安
部
の
主
張
が
浮
上
し
て
く
る
。
ま
た
勅
使
河
原
か
ら
す
れ

ば
、
言
語
化
さ
れ
得
な
い
部
分
す
ら
具
体
的
な
映
像
と
し
て
創
出
し
て
い
く
た
め
の

メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
画
面
構
成
が
、
言
語
的
な
領
域
か
ら
逃
れ
得
な
い
こ
と
を
そ

の
作
品
の
中
で
、
い
わ
ば
メ
タ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ナ
ル
な
形
で
提
出
し
て
い
る
こ
と
が
、

そ
の
映
像
の
中
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
本
論
文
で
は
、
こ
う
し
た
映
像
と
言
語
の
往

還
的
、
あ
る
い
は
ウ
ロ
ボ
ロ
ス
的
な
困
難
の
有
様
に
「
文
学
と
映
画
の
弁
証
法
」
と

命
名
し
、
安
部
と
勅
使
河
原
の
夫
々
の
創
作
理
論
と
、
二
人
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
よ
っ
て
日
本
文
学
、
日
本
映
画
は
突
出
的
な
芸
術
表
現
を
創
出
し
た
こ
と
を
力
説

し
て
い
る
。
勿
論
、
こ
こ
で
、
不
可
能
性
と
い
う
こ
と
に
突
き
当
た
っ
た
二
人
の
芸

術
家
の
苦
悩
に
も
充
分
な
筆
を
及
ば
せ
て
い
る
。
そ
し
て
何
よ
り
、
こ
う
し
た
協
働

の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
殆
ど
認
知
さ
れ
な
い
日
本
文
学
・
映
画
、
ま
た
文
化
研
究
の

現
状
に
異
議
を
唱
え
て
、
新
し
い
視
点
と
分
析
軸
の
提
出
を
行
っ
て
い
る
。

　

な
お
、
巻
末
資
料
と
し
て
、『
安
部
公
房
全
集
』
未
収
録
映
画
シ
ナ
リ
オ
「
砂
の

女
（
映
画
の
た
め
の
梗
概
）」
と
、「
他
人
の
顔
（
仮
題
）
／
愛
の
片
側
」
を
翻
刻
し
て

掲
載
し
、
そ
の
書
誌
等
に
つ
い
て
は
補
論
で
展
開
し
て
い
る
。
非
常
に
貴
重
な
資
料

で
あ
り
、
安
部
、
勅
使
河
原
に
関
す
る
双
方
の
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
で
あ
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

論
文
審
査
は
二
〇
〇
八
年
六
月
二
十
六
日
（
木
）
午
後
３
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で
、

末
川
記
念
会
館
第
二
会
議
室
に
て
公
開
に
て
行
わ
れ
た
。
審
査
委
員
は
中
川
成
美（
主

査
）、
西　

成
彦
（
副
査
）、
中
村
秀
之
（
副
査
）
の
３
名
で
あ
り
、
陪
聴
者
は
14
名
で

あ
っ
た
。

　

先
ず
申
請
者
に
よ
る
請
求
論
文
の
概
略
と
要
旨
説
明
が
行
わ
れ
た
。
要
約
は
当
を
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得
た
も
の
で
あ
り
、
明
快
で
簡
潔
に
論
文
の
目
的
が
説
明
さ
れ
た
。
続
い
て
審
査
委

員
か
ら
の
質
疑
と
評
価
が
申
請
者
と
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
。
以
下
、
そ
の
要
点
を
記

す
。

　

安
部
公
房
と
勅
使
河
原
宏
の
協
働
と
い
う
観
点
か
ら
言
語
、
映
像
の
表
現
に
つ
い

て
双
方
向
的
に
考
察
す
る
と
い
う
、
こ
れ
ま
で
省
み
ら
れ
な
か
っ
た
主
題
に
真
っ
向

か
ら
取
り
組
み
、
豊
富
な
一
次
資
料
の
精
査
に
も
と
づ
く
分
析
を
行
な
っ
た
こ
と
は

審
査
委
員
か
ら
高
く
評
価
さ
れ
た
。
映
画
研
究
の
側
か
ら
も
、
日
本
映
画
史
研
究
の

欠
落
を
埋
め
る
画
期
的
な
研
究
と
し
て
評
価
で
き
る
と
の
評
価
を
得
た
。
視
覚
芸
術

と
言
語
芸
術
と
は
相
違
し
た
表
現
形
式
と
し
て
こ
れ
ま
で
別
々
の
領
域
研
究
と
し
て

発
展
し
て
き
た
が
、
知
覚
力
や
想
像
力
と
い
う
身
体
的
な
経
験
を
視
野
に
入
れ
て
文

学
研
究
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
た
研
究
は
非
常
に
少
な
く
、
そ
の
意
味
で
今
後
の
可

能
性
が
期
待
さ
れ
る
。
ま
た
、
領
域
を
横
断
し
た
研
究
に
あ
り
が
ち
な
、
ど
ち
ら
の

研
究
方
法
の
こ
れ
ま
で
の
成
果
で
あ
る
先
行
研
究
や
当
該
分
野
の
水
準
に
達
し
な
い

中
途
半
端
な
研
究
に
陥
っ
て
い
な
い
こ
と
は
、
各
当
該
分
野
の
審
査
委
員
か
ら
提
出

さ
れ
た
。
そ
れ
は
や
は
り
一
次
資
料
を
丹
念
に
調
べ
、
ま
た
研
究
領
域
に
関
す
る
広

範
な
理
論
摂
取
と
先
行
研
究
捜
索
と
い
う
基
礎
学
習
が
寄
与
し
て
い
る
こ
と
が
、
論

文
か
ら
確
認
さ
れ
た
。

　

そ
の
上
で
の
疑
義
で
あ
る
が
、映
画
研
究
で
は
当
然
扱
う
「
脚
色
（adaptation

）」

の
問
題
が
指
摘
さ
れ
た
。
そ
れ
は
論
文
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
と
し
て
「
文
学
と
映
画
の

弁
証
法
」
あ
る
い
は
「
言
語
と
映
像
の
弁
証
法
」
と
い
う
問
い
の
圏
内
か
ら
出
よ
う

と
し
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
映
画
が
極
め
て
実
践
的
な
表
現
形
態
で
あ
る
こ
と
を

や
は
り
考
慮
に
い
れ
れ
ば
、
現
場
に
お
け
る
脚
色
に
つ
い
て
も
考
察
に
加
え
る
べ
き

で
あ
っ
た
と
い
う
意
見
が
付
さ
れ
た
。
申
請
者
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
台
本
、
シ

ノ
プ
シ
ス
の
調
査
、
検
討
の
要
が
あ
る
こ
と
を
痛
感
し
て
い
る
が
、
現
在
す
べ
て
の

台
本
が
ま
だ
揃
わ
ず
、
ま
た
こ
れ
ま
で
続
け
て
き
た
関
係
者
へ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
が

完
成
し
た
段
階
で
、
こ
の
問
題
の
解
決
を
し
た
い
と
の
考
え
を
示
し
た
。

　

こ
う
し
た
研
究
に
は
ど
う
し
て
も
広
範
な
文
化
理
論
、
ま
た
映
像
理
論
の
咀
嚼
が

必
要
で
あ
る
が
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
充
分
で
な
い
こ
と
も
指
摘
さ
れ
た
が
、
何
分
に
も

広
範
な
領
域
に
亙
る
こ
と
な
の
で
今
後
の
一
層
の
研
鑽
が
望
ま
れ
る
と
い
う
意
見
が

付
さ
れ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
海
外
文
献
を
含
ん
だ
意
欲
的
な
理
論
摂
取
は
高
く
評

価
で
き
る
。
論
理
的
な
構
成
、
構
築
に
無
理
が
な
く
、
ま
た
叙
述
も
破
綻
が
な
く
高

い
能
力
が
示
さ
れ
て
い
る
。
今
後
の
活
躍
が
大
い
に
期
待
さ
れ
る
と
の
総
合
的
な
評

価
を
確
認
し
た
。

試
験
ま
た
は
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　

申
請
者
は
既
に
、
日
本
近
代
文
学
会
、
昭
和
文
学
会
な
ど
当
該
分
野
に
お
け
る
審

査
付
き
学
会
誌
に
４
本
の
論
文
を
発
表
、
掲
載
予
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
際
学
会

発
表
２
本
を
含
む
口
頭
に
よ
る
学
会
発
表
９
本
、
翻
訳
３
本
が
あ
り
、
学
会
で
も
し

か
る
べ
き
評
価
を
受
け
て
い
る
。
こ
の
他
に
も
９
本
の
活
字
化
し
た
エ
ッ
セ
ー
等
が

あ
る
が
、
そ
の
中
で
「
よ
み
が
え
る
不
在
―
横
浜
の
街
と
一
人
の
女
性
」
は

二
〇
〇
六
年
度
毎
日
映
画
コ
ン
ク
ー
ル
「
学
生
・
映
画
見
聞
録
大
賞
」
年
間
大
賞
受

賞
作
で
あ
る
。

　

語
学
力
に
関
し
て
は
英
語
は
本
論
文
サ
マ
リ
ー
、ま
た
翻
訳
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、

充
分
の
能
力
を
有
し
て
い
る
。
中
国
語
に
置
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
な
お
、

二
〇
〇
八
年
四
月
以
降
は
本
学
ポ
ス
ト
ド
ク
ト
ラ
ル
フ
ェ
ロ
ー
の
採
択
を
受
け
、
本

学
に
て
研
究
を
続
行
し
て
い
る
。

　

審
査
委
員
は
公
開
審
査
終
了
後
、
審
査
委
員
会
を
開
い
た
。
そ
の
結
果
、
本
学
学

位
規
程
第
十
八
条
第
一
項
に
よ
り
、
博
士
（
文
学　

立
命
館
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す

る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
こ
と
と
し
た
。
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内　

藤　

由　

直

『
国
民
文
学
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー

　
　

―
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
批
判
の
理
路
と
隘
路

―
』

 

学
位
の
種
類　

博　

士
（
文
学
）

 

授
与
年
月
日　

二
〇
〇
八
年
三
月
三
十
一
日

 
審
査
委
員

 
 

主
査　

中　

川　

成　

美

 
 

副
査　

西　

川　

長　

夫

 
 

副
査　

木　

村　

一　

信

 
 

副
査　

花　

崎　

育　

代

論
文
内
容
の
要
旨

　

本
学
位
請
求
論
文
「
国
民
文
学
の
ス
ト
ラ
テ
ジ
ー
│
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
批

判
の
理
路
と
隘
路
│
」
は
、
戦
時
下
と
戦
後
に
巻
き
起
こ
っ
た
「
国
民
文
学
」
を
め

ぐ
る
論
争
を
中
心
に
、そ
の
内
実
に
つ
い
て
同
時
代
言
説
と
具
体
的
な
当
時
の
作
品
、

文
学
理
論
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。「
国
民
文
学
」
と
い
う
語
彙
に
事
前
的
に

付
帯
し
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
再
生
産
装
置
と
い
う
単
一
的
な
評
価
を
退
け
、
往
時

の
時
代
状
況
の
中
で
「
国
民
文
学
」
が
持
っ
て
い
た
ア
ク
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
限
界
、

ま
た
そ
の
思
考
法
の
複
層
的
な
問
題
項
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
目
的
を
も
っ

て
、
こ
れ
ま
で
の
該
当
領
域
で
は
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
概
念
の
提
出
を
目
指
し

た
研
究
で
あ
る
。

　

本
論
文
の
構
成
は
、
序
章
「
国
民
文
学
と
は
何
か
」、
第
一
章
「
戦
時
下
の
国
民

文
学
論
│
政
治
の
優
位
性
論
の
転
倒
│
」、
第
二
章
「
林
房
雄
『
青
年
』
│
国
民
文

学
作
品
へ
の
展
開
│
」（
附
参
考
資
料
【『
青
年
』
書
誌
、
お
よ
び
本
文
異
同
詳
細
】）、
第

三
章
「
戦
後
国
民
文
学
論
│
言
説
編
制
の
力
学
│
」、
第
四
章
「
佐
多
稲
子
「
み
ど

り
の
並
木
道
」
論
│
国
民
文
学
の
本
源
的
蓄
積
│
」、
第
五
章
「
戦
中
・
戦
後
の
差

異
と
反
復
│
革
命
運
動
の
理
論
と
天
皇
制
の
問
題
│
」、
結
章
「
近
代
の
超
克
へ
」、

お
よ
び
付
録
「
国
民
文
学
文
献
目
録
」
で
あ
る
。

　

第
一
章
で
、
戦
中
の
一
九
三
七
年
に
論
争
を
引
き
起
こ
し
た
国
民
文
学
論
お
よ
び

関
連
作
品
を
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
（
民
主
主
義
文
学
）
運
動
批
判
の
言
説
と
し
て

再
読
、
先
行
す
る
文
学
論
に
対
す
る
批
判
的
言
明
と
し
て
の
側
面
に
注
目
す
る
こ
と

で
、
国
民
文
学
論
が
単
な
る
国
家
主
義
的
な
言
説
で
は
な
く
同
時
代
の
文
学
状
況
を

超
克
し
よ
う
と
す
る
係
争
的
議
論
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
同
時
に
そ
こ

に
看
取
さ
れ
る
前
代
の
反
復
を
剔
抉
す
る
こ
と
で
、
国
民
文
学
を
枠
付
け
た
限
界
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
が
、
特
に
こ
の
章
で
「
国
民
文
学
」
と
い
う
概
念
規
定

と
、
そ
の
実
際
的
な
生
成
の
経
緯
に
つ
い
て
が
、
描
出
さ
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
は

国
民
文
学
論
・
国
民
文
学
作
品
に
織
り
込
ま
れ
た
近
代
主
義
批
判
・
組
織
論
批
判
の

側
面
に
注
目
し
、「
国
民
文
学
」
が
日
本
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
に
孕
ま
れ
た

問
題
点
を
批
判
的
に
摂
取
し
揚
棄
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
、
そ

れ
ら
が
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
批
判
の
論
理
と
し
て
理
論
的
必
然
性
を
持
っ
て
要

請
さ
れ
た
議
論
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
同
時

に
「
国
民
文
学
」
が
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
の
軛
と
な
っ
た
近
代
主
義
（
世
界

性
に
よ
る
現
場
の
捨
象
）・
組
織
的
硬
直
化
（
政
治
の
優
位
性
論
）
を
反
復
す
る
結
果
に

陥
り
、
過
去
の
問
題
点
を
未
解
決
の
ま
ま
次
代
へ
と
存
続
さ
せ
て
い
っ
た
様
相
が
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
章
で
は
具
体
的
に
林
房
雄
と
い
う
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
か
ら
転
向
、
そ
し
て

ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
加
担
と
い
う
振
幅
の
大
き
い
文
学
活
動
を
続
け
た
作
家
に
注
目
し

て
、
彼
が
戦
間
期
に
発
表
し
た
「
青
年
」
を
素
材
に
、「
国
民
文
学
」
の
根
底
的
な
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概
念
の
組
成
状
況
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
た
。
こ
の
作
品
は
数
度
に
亙
る
書
き
直
し
が
図

ら
れ
て
い
る
が
、
内
藤
氏
は
こ
れ
を
精
査
し
て
そ
の
改
稿
の
意
図
と
目
的
に
つ
い
て

考
察
し
た
。
プ
リ
レ
タ
リ
ア
文
学
に
見
ら
れ
る
創
作
上
の
方
法
論
が
、
改
稿
を
経
る

に
し
た
が
っ
て
「
国
民
文
学
」
の
概
念
枠
へ
と
近
づ
い
て
い
く
経
過
が
詳
述
さ
れ
て

い
る
。

　

第
三
章
で
は
戦
後
、一
九
五
二
年
に
論
壇
、文
壇
、学
会
な
ど
広
範
な
人
々
に
よ
っ

て
闘
わ
れ
た
国
民
文
学
論
争
を
採
り
上
げ
、
そ
の
経
緯
の
説
明
と
共
に
そ
こ
に
展
開

し
た
論
争
の
背
景
を
な
す
同
時
代
的
状
況
を
開
き
な
が
ら
、
一
体
そ
こ
で
何
を
文
学

に
求
め
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て
追
求
し
て
い
る
。
竹
内
好
の
提
唱
に
始
ま
り
戦
後
最

大
の
論
争
と
な
っ
た
国
民
文
学
論
を
、
言
説
空
間
の
編
成
と
い
う
観
点
か
ら
分
析
、

他
者
へ
の
回
路
を
開
き
つ
つ
、
同
時
に
特
定
の
他
者
を
排
除
す
る
機
制
を
持
つ
両
義

的
な
議
論
と
し
て
国
民
文
学
論
を
位
置
付
け
、国
民
文
学
論
に
内
包
さ
れ
る
政
治
性
・

暴
力
的
性
格
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

第
四
章
で
は
佐
多
稲
子
の
「
み
ど
り
の
並
木
道
」
と
い
う
小
品
を
採
り
上
げ
、
戦

後
民
主
主
義
運
動
と
国
家
弾
圧
と
い
う
テ
ー
マ
の
中
に
、
第
三
章
で
考
察
し
た
国
民

と
い
う
概
念
化
と
同
時
に
行
わ
れ
る
他
者
の
排
除
・
疎
外
の
諸
相
を
探
り
、
国
民
的

合
意
と
い
う
「
民
主
主
義
」
が
一
方
に
占
領
か
ら
の
解
放
の
中
で
よ
り
強
い
国
民
規

範
と
し
て
機
能
し
て
し
ま
う
側
面
を
剥
出
し
た
。

　

第
五
章
は
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
批
判
と
し
て
提
起
さ
れ
た
戦
中
・
戦
後
の
国

民
文
学
論
が
、
そ
の
理
論
的
核
心
に
お
い
て
、
史
的
唯
物
論
に
基
づ
い
た
ブ
ル
ジ
ョ

ア
革
命
待
望
論
で
あ
っ
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
国
民
文
学
論
は
プ

ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動
が
ブ
ル
ジ
ョ
ア
革
命
を
完
遂
で
き
な
か
っ
た
問
題
を
探
り
な

が
ら
、
最
重
要
課
題
で
あ
る
天
皇
制
の
問
題
を
回
避
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
。
こ
こ
に
国
民
文
学
論
が
持
つ
近
代
主
義
批
判
・
組
織
論
批
判
の
限
界
を
見
出
し
、

残
さ
れ
た
課
題
が
次
の
論
争
を
生
起
さ
せ
た
状
況
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

結
章
の
「
近
代
の
超
克
へ
」
で
は
戦
中
戦
後
の
国
民
文
学
論
に
参
加
し
た
文
学
者

た
ち
が
、
理
論
的
な
趨
勢
と
し
て
必
然
と
し
て
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
「〈
近

代
の
超
克
〉
論
」
を
素
材
に
、
国
民
文
学
論
は
日
本
近
代
文
学
の
歴
史
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
問
題
を
残
し
て
い
っ
た
の
か
を
、
考
察
し
よ
う
と
す
る
結
び
で
あ
る
。

こ
れ
は
今
後
の
研
究
方
向
も
指
示
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
無
い
。
な
お
、
付

録
の
「
国
民
文
学
文
献
目
録
」
は
明
治
期
よ
り
現
在
へ
至
る
ま
で
に
発
表
さ
れ
た
国

民
文
学
に
関
す
る
文
献
を
蒐
集
・
整
理
し
た
目
録
で
収
録
件
数
は
、
全
五
〇
一
件
（
明

治
期
二
六
編
、
戦
中
期
一
四
一
編
、
戦
後
三
三
四
編
）
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
執
筆
枚
数

は
付
録
部
分
を
除
い
て
約
四
三
〇
枚
（
四
百
字
詰
め
換
算
）
で
あ
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

論
文
審
査
は
二
〇
〇
八
年
七
月
十
一
日
（
金
）
午
後
５
時
か
ら
午
後
７
時
ま
で
、

末
川
記
念
会
館
第
二
会
議
室
に
て
公
開
に
て
行
わ
れ
た
。
審
査
委
員
は
中
川
成
美（
主

査
）、
西
川
長
夫
（
副
査
）、
木
村
一
信
（
副
査
）、
花
崎
育
代
（
副
査
）
の
４
名
で
あ
り
、

陪
聴
者
は
10
名
で
あ
っ
た
。

　

本
研
究
は
、
日
中
戦
争
下
の
一
九
三
七
年
、
お
よ
び
戦
後
占
領
期
の
一
九
五
二
年

に
生
起
し
た
国
民
文
学
論
争
と
そ
の
同
時
代
文
学
作
品
を
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運

動
批
判
の
論
理
、
特
に
「
政
治
と
文
学
」
の
関
係
性
に
対
す
る
係
争
的
論
理
と
し
て

読
み
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
国
民
文
学
」
と
い
う
言
葉
に
内
包
さ
れ
る
諸
概
念

と
問
題
点
を
析
出
し
、
国
民
文
学
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い
う
永
続
的
な
問
い
を

明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
国
民
国
家
と
文
化
の
関
係
に
ま
で
お
よ
ぶ
文
学
研
究
と
し

て
認
知
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
先
ず
、
請
求
者
の
要
旨
説
明
が
あ
っ
た
が
、
簡
潔

に
し
て
当
を
得
た
口
頭
説
明
で
あ
り
、
論
文
の
主
眼
点
、
お
よ
び
論
理
構
成
の
要
点

が
明
確
に
さ
れ
た
。
そ
の
上
で
、
主
査
、
副
査
に
よ
る
以
下
の
質
疑
、
評
価
が
交
わ

さ
れ
た
。

　

こ
れ
ま
で
文
学
研
究
の
み
な
ら
ず
、
文
化
研
究
の
側
面
で
も
看
過
さ
れ
が
ち
で

あ
っ
た
「
国
民
文
学
」
論
争
に
着
目
し
た
テ
ー
マ
設
定
の
大
き
さ
を
、
各
審
査
委
員
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が
高
く
評
価
し
た
。
そ
の
上
で
、
こ
の
テ
ー
マ
の
設
定
動
機
に
つ
い
て
質
問
が
な
さ

れ
た
が
、
一
般
に
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
と
し
て
提
出
さ
れ
が
ち
な
こ
の
論
議
を
、
戦

間
期
の
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
と
の
連
関
か
ら
抽
出
し
て
そ
こ
に
論
議
を
凝
縮
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
こ
の
論
争
の
本
質
的
な
部
分
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
し
た
と
の
回

答
を
得
た
。
明
治
期
、
大
正
期
の
「
国
民
文
学
」
と
の
連
続
性
に
付
い
て
は
、
既
に

修
士
論
文
に
て
考
察
し
て
お
り
、
こ
の
博
士
論
文
で
は
テ
ー
マ
を
そ
の
点
に
絞
っ
た

と
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
大
き
な
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
論
文
に
あ
り
が

ち
な
拡
散
的
な
印
象
は
払
底
さ
れ
、
か
な
り
明
確
な
形
で
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
運
動

と
の
類
縁
性
が
浮
上
し
て
、
論
旨
が
明
確
と
な
っ
て
い
る
。
国
民
国
家
論
と
の
関
わ

り
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
も
こ
こ
で
活
か
さ
れ
て
、
国
民
文
学
論
が
も
っ
た
両
義
的
な

性
格
と
、
そ
の
論
理
の
限
界
に
つ
い
て
が
、
鮮
や
か
に
描
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

た
だ
、
そ
れ
が
た
め
に
お
そ
ら
く
は
そ
こ
に
関
与
す
る
右
翼
言
説
や
農
民
文
学
か

ら
の
参
画
な
ど
の
描
写
が
欠
け
る
こ
と
と
な
っ
た
が
、
口
頭
に
よ
る
質
疑
で
そ
の
点

に
付
い
て
は
厖
大
な
量
の
基
礎
デ
ー
タ
を
作
成
し
て
、
そ
れ
ら
の
精
査
も
経
て
い
る

こ
と
が
示
さ
れ
た
。
巻
末
に
付
さ
れ
た
「
国
民
文
学
文
献
目
録
」
が
そ
の
一
端
で
あ

る
が
、
今
後
そ
れ
ら
を
含
み
こ
ん
だ
研
究
計
画
が
あ
る
こ
と
も
言
明
さ
れ
た
。

　

総
合
的
に
こ
の
論
文
が
高
い
水
準
に
あ
る
こ
と
は
各
審
査
委
員
か
ら
評
価
さ
れ
、

特
に
第
二
章
で
の
林
房
雄
「
青
年
」
分
析
は
、
文
献
研
究
と
文
学
理
論
研
究
の
双
方

が
見
事
に
結
び
合
っ
た
事
例
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
こ
れ
ま
で
の
海

外
文
献
を
含
め
た
文
学
理
論
、
思
想
研
究
の
蓄
積
が
寄
与
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　

結
章
で
扱
わ
れ
た
「
近
代
の
超
克
」
に
つ
い
て
の
分
析
は
こ
れ
か
ら
の
方
向
を
示

す
も
の
で
あ
る
。
近
年
、
特
に
研
究
人
口
が
減
少
し
た
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
文
学
研
究
の

側
面
か
ら
も
将
来
が
期
待
さ
れ
、
該
当
分
野
の
み
な
ら
ず
広
く
活
躍
す
る
資
質
を

も
っ
た
人
材
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
く
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

申
請
者
の
質
疑
応
答
は
妥
当
で
あ
り
、
論
旨
も
明
確
で
あ
っ
た
。
審
査
者
か
ら
は

本
研
究
が
今
後
、
大
き
く
成
長
し
て
い
く
可
能
性
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
評

価
を
も
っ
て
締
め
く
く
ら
れ
た
。
そ
れ
は
本
研
究
で
は
充
分
の
展
開
を
見
な
か
っ
た

国
民
文
学
の
世
界
的
な
現
象
に
つ
い
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
、
あ
る
い
は
植
民
地
主
義
的

な
視
線
で
の
と
ら
え
な
お
し
な
ど
の
批
判
で
も
あ
る
の
だ
が
、
戦
略
的
に
テ
ー
マ
を

収
斂
さ
せ
た
背
景
を
な
す
潜
在
的
な
実
力
に
つ
い
て
も
充
分
に
了
解
し
て
、
本
研
究

の
公
刊
を
含
め
た
発
展
を
期
待
す
る
旨
が
発
言
さ
れ
た
。

試
験
ま
た
は
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　

申
請
者
は
既
に
、
日
本
近
代
文
学
会
、
昭
和
文
学
会
な
ど
当
該
分
野
に
お
け
る
審

査
付
き
学
会
誌
に
５
本
の
論
文
を
発
表
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
他
に
国
際
学
会
を

含
む
口
頭
に
よ
る
学
会
発
表
５
本
、
翻
訳
２
本
、
解
説
１
本
を
行
っ
た
。
学
会
で
の

し
か
る
べ
き
評
価
も
受
け
て
い
る
。語
学
力
に
関
し
て
は
英
語
は
本
論
文
サ
マ
リ
ー
、

ま
た
翻
訳
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
充
分
の
能
力
を
有
し
て
い
る
。
竹
内
好
研
究
と
の

関
係
か
ら
中
国
語
読
解
能
力
も
あ
る
。
外
国
語
に
関
す
る
能
力
は
十
分
に
備
わ
っ
て

い
る
も
の
と
判
断
す
る
。
な
お
、
二
〇
〇
八
年
四
月
以
降
は
本
学
ポ
ス
ト
ド
ク
ト
ラ

ル
フ
ェ
ロ
ー
の
採
択
を
受
け
、
本
学
に
て
研
究
を
続
行
し
て
い
る
。

　

審
査
委
員
は
公
開
審
査
終
了
後
、
審
査
委
員
会
を
開
い
た
。
そ
の
結
果
、
本
学
学

位
規
程
第
十
八
条
第
一
項
に
よ
り
、
博
士
（
文
学　

立
命
館
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す

る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
。
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松　

枝　
　
　

誠

『
村
上
春
樹
研
究
―
そ
の
暴
力
表
象
に
つ
い
て
』

 

学
位
の
種
類　

博　

士
（
文
学
）

 

授
与
年
月
日　

二
〇
〇
八
年
三
月
三
十
一
日

 

審
査
委
員

 
 

主
査　

中　

川　

成　

美

 
 

副
査　

木　

村　

一　

信

 
 

副
査　

瀧　

本　

和　

成

論
文
内
容
の
要
旨

　

本
学
位
請
求
論
文
「
村
上
春
樹
研
究
―
そ
の
暴
力
表
象
に
つ
い
て
」
は
、
村
上
春

樹
作
品
に
埋
め
込
ま
れ
た
暴
力
と
、
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
暴
力
表
象
の
諸
相
と
隠
喩

的
な
意
味
の
開
示
に
あ
る
。
ポ
ツ
ダ
ム
宣
言
を
受
諾
し
、
ア
ジ
ア
各
国
の
植
民
地
を

放
棄
す
る
こ
と
で
終
戦
を
迎
え
た
日
本
は
、
以
後
、
平
和
憲
法
の
名
の
も
と
に
経
済

復
興
を
果
た
す
。
し
か
し
、
戦
後
の
そ
う
し
た
平
和
や
復
興
と
さ
れ
る
も
の
が
、
朝

鮮
戦
争
や
ア
ジ
ア
へ
の
経
済
進
出
を
背
景
と
し
た
、
戦
争
を
継
続
す
る
形
式
の
暴
力

を
内
在
化
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
論
を
挨
た
な
い
。
そ
れ
は
戦
後
の
日
本
国

内
に
お
い
て
も
、
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
へ
の
差
別
や
排
除
と
い
う
形
で
表
立
っ
て
現
れ

て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
暴
力
は
、
一
九
六
〇
年
代
以
降
の
高
度
経
済
成
長
、

そ
れ
に
伴
う
都
市
化
に
よ
っ
て
常
に
隠
蔽
さ
れ
、消
去
さ
れ
て
い
る
。
村
上
作
品
も
、

学
生
運
動
が
終
焉
し
た
一
九
七
〇
年
以
降
の
都
市
が
舞
台
と
さ
れ
、
消
費
社
会
の
中

で
享
楽
的
な
生
活
を
送
る
人
物
が
主
人
公
と
な
る
。
そ
こ
で
は
、
現
在
自
ら
が
加
担

し
て
い
る
暴
力
は
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
作
中
で
、
そ
う
し
た
場
が
幻
想
で
あ

る
こ
と
を
暴
露
す
る
の
が
、
ア
ジ
ア
を
め
ぐ
る
暴
力
の
記
憶
の
噴
出
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
高
度
経
済
成
長
期
に
行
な
わ
れ
た
故
郷
の
埋
め
立
て
に
際
し
て
排
除
さ
れ
た
も

の
と
し
て
想
起
さ
れ
、
あ
る
い
は
、
戦
前
の
ア
ジ
ア
へ
の
大
陸
進
出
に
利
用
さ
れ
な

が
ら
も
戦
後
に
は
忘
却
さ
れ
た
「
羊
」
と
し
て
探
求
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た

記
憶
も
、
高
度
資
本
主
義
に
よ
っ
て
抹
消
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
記

憶
を
略
取
す
る
こ
と
で
戦
前
の
暴
力
を
反
復
さ
せ
よ
う
と
す
る
人
物
が
、
主
人
公
の

前
に
現
れ
る
。
村
上
作
品
は
、
こ
う
し
た
記
憶
の
噴
出
が
描
か
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ

を
隠
蔽
す
る
の
で
は
な
く
、
現
在
に
定
着
さ
せ
、
継
承
す
る
こ
と
を
図
っ
て
い
る
と

い
う
分
析
軸
を
立
て
、
そ
う
し
た
記
憶
を
検
証
す
る
こ
と
で
隠
蔽
さ
れ
、
消
去
さ
れ

る
暴
力
を
顕
在
化
さ
せ
、現
在
も
行
使
さ
れ
て
い
る
暴
力
に
対
す
る
責
任
に
つ
い
て
、

村
上
が
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ら
を
作
品
の
中
に
構
築
し
て
い
っ
た
か
を
考
察
す
る
。

　

本
論
文
の
全
体
構
成
は
、
序
章
、
第
一
章
「
埋
め
立
て
ら
れ
た
海
岸
の
記
憶
―
村

上
春
樹
初
期
作
品
に
お
け
る
「
ア
ジ
ア
の
影
」
―
」、第
二
章
「『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』

論
―
北
海
道
か
ら
満
州
へ
、
そ
し
て
戦
後
―
」、
第
三
章
「『
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ

ン
ス
』
論
―
〈
開
拓
〉
と
い
う
記
憶
の
ゆ
く
え
―
」、
第
四
章
「『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ

ニ
ク
ル
』
に
お
け
る
「
忘
却
の
穴
」
を
め
ぐ
っ
て
」、
第
五
章
「
辺
境
へ
の
ま
な
ざ

し
／
辺
境
か
ら
の
声
」、
結
論
か
ら
成
る
。

　

第
一
章
で
、
村
上
の
故
郷
で
あ
る
阪
神
間
を
舞
台
に
し
た
作
品
で
あ
る
『
風
の
歌

を
聴
け
』、『
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』、『
５
月
の
海
岸
線
』
を
対
象
に
、
都
市

と
崩
壊
に
つ
い
て
の
考
察
を
展
開
し
て
い
る
。
村
上
が
述
べ
る
「
都
市
」
と
「
故
郷
」

と
は
、
加
藤
典
洋
が
分
析
す
る
と
こ
ろ
の
「
ア
メ
リ
カ
の
影
」、
ま
た
そ
の
影
を
な

す
「
ア
ジ
ア
の
影
」
と
換
言
可
能
と
し
、村
上
は
「
ア
メ
リ
カ
の
影
」
と
し
て
の
「
都

市
幻
想
」
を
批
判
す
る
と
同
時
に
、「
ア
ジ
ア
の
影
」
で
あ
る
「
農
耕
幻
想
」
を
批

判
す
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ
こ
で
素
朴
な
「
ノ
ス
タ
ル
ジ

ア
」
に
よ
っ
て
、「
過
去
」
を
美
化
し
、
回
帰
す
る
こ
と
に
批
判
的
な
村
上
が
浮
上
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す
る
。
こ
う
し
た
村
上
の
視
点
は
基
本
的
な
彼
の
作
品
に
注
が
れ
る
視
点
で
あ
る
こ

と
を
申
請
者
は
考
察
し
て
い
る
。

　

第
二
章
で
は
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
を
対
象
に
、
村
上
が
初
め
て
描
い
た
北
海
道

の
〈
歴
史
〉
に
注
目
し
、「
羊
」
と
は
何
か
を
考
察
し
て
い
る
。
十
二
滝
村
に
移
入

さ
れ
た
羊
も
、「
意
志
」
と
し
て
の
「
羊
」
も
、
日
本
と
い
う
国
家
を
成
立
、
継
続

さ
せ
る
た
め
の
存
在
で
あ
っ
た
。『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
は
、
そ
れ
が
戦
前
か
ら
現

代
ま
で
、継
続
し
て
希
求
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
申
請
者
は
指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

意
識
化
さ
れ
な
い
隠
蔽
さ
れ
た
暴
力
の
埋
め
込
み
が
こ
こ
で
も
な
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　

第
三
章
で
対
象
と
す
る
作
品
は
、『
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
・
ダ
ン
ス
』
で
あ
る
。
こ

の
作
品
は
、『
風
の
歌
を
聴
け
』、『
１
９
７
３
年
の
ピ
ン
ボ
ー
ル
』、『
羊
を
め
ぐ
る

冒
険
』
の
三
部
作
に
連
な
る
、「
僕
」
を
語
り
手
と
し
た
作
品
で
あ
る
が
、
時
代
が

一
九
八
三
年
と
い
う
ほ
ぼ
同
時
代
で
あ
り
、
一
九
八
〇
年
代
と
い
う
時
代
は
明
確
に

意
識
さ
れ
て
い
る
。
舞
台
は
『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』
に
引
き
続
き
北
海
道
で
あ
る
が
、

前
作
で
訪
れ
た
十
二
滝
村
は
登
場
し
な
い
。
さ
ら
に
札
幌
も
都
市
再
開
発
が
行
な
わ

れ
、「
い
る
か
ホ
テ
ル
」
は
強
引
な
地
上
げ
に
よ
っ
て
消
滅
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、

一
九
八
二
年
に
成
立
し
た
中
曽
根
内
閣
に
よ
っ
て
提
言
さ
れ
た
「
規
制
緩
和
」
に
よ

る
、企
業
が
主
体
と
な
る
都
市
再
開
発
を
想
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は『
羊

を
め
ぐ
る
冒
険
』
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
た
失
わ
れ
た
場
所
に
対
す
る
ノ
ス
タ
ル
ジ

ア
さ
え
喪
失
さ
れ
て
い
る
。
奪
う
こ
と
の
暴
力
と
都
市
の
関
与
に
つ
い
て
の
論
旨
が

こ
こ
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

　

第
四
章
で
は
、『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
を
採
り
上
げ
、『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』

で
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
た
満
州
移
民
と
い
っ
た
日
中
戦
争
の
記
憶
を
主
題
に
し
て

検
討
を
加
え
て
い
る
。『
ね
じ
ま
き
鳥
ク
ロ
ニ
ク
ル
』
に
お
い
て
、
戦
中
の
記
憶
を

想
起
さ
せ
る
人
物
は
、
主
人
公
「
僕
」
の
妻
の
兄
に
当
た
る
「
綿
谷
ノ
ボ
ル
」
で
あ

る
。
彼
は
政
治
家
と
い
う
立
場
を
利
用
し
、
テ
レ
ビ
と
い
う
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
を
用

い
て
、
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
「
日
本
と
い
う
国
家
の

明
確
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の
確
立
」
を
図
る
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
思
想

は
、
伯
父
か
ら
教
わ
っ
た
、
石
原
莞
爾
が
源
流
と
な
っ
て
い
る
。
ノ
ボ
ル
の
書
く
文

章
は
、満
州
国
に
つ
い
て
も
言
及
が
な
さ
れ
、綿
谷
ノ
ボ
ル
は
、『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』

同
様
に
、
戦
中
か
ら
現
在
ま
で
継
続
さ
れ
る
「
日
本
」
と
い
う
意
志
の
継
続
を
体
現

す
る
人
物
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、『
羊
を
め
ぐ
る
冒
険
』と
明
確
に
異
な
る
の
は
、

「
大
衆
」
が
ノ
ボ
ル
の
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
入
れ
、
暴
力
を
行
使
す
る
人
々
と

し
て
描
か
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
ノ
ボ
ル
を
無
批
判
に
受
容
す
る
大
衆
は
、
ノ
ボ
ル

を
批
判
し
、
そ
れ
に
対
峙
す
る
「
僕
」
を
襲
う
こ
と
に
な
る
。
綿
谷
ノ
ボ
ル
―
大
衆

は
、
こ
う
し
た
〈
他
者
〉
の
排
除
と
い
う
暴
力
を
行
使
す
る
こ
と
を
分
析
の
主
眼
と

し
て
い
る
。

　

第
五
章
で
は
同
作
で
の
間
宮
徳
太
郎
に
よ
っ
て
語
ら
れ
る
「
ノ
モ
ン
ハ
ン
」
で
の

出
来
事
を
中
心
に
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
争
と
い
う
歴
史
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
ま
ず

注
目
で
き
る
の
は
、
戦
時
の
ノ
モ
ン
ハ
ン
を
描
き
な
が
ら
も
、
そ
こ
に
ノ
モ
ン
ハ
ン

戦
争
は
、
描
か
れ
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
作
中
で
は
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
争
の
直
前
に
、

間
宮
ら
が
満
州
か
ら
ハ
ル
ハ
河
を
超
え
て
モ
ン
ゴ
ル
（
外
蒙
古
）
へ
と
越
境
す
る
場

面
の
み
が
描
か
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
注
意
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
ら
の
越
境
に

は
「
他
者
」
が
存
在
し
て
い
な
い
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
彼
ら
の
ホ
ロ
ン
バ
イ
ル
草

原
に
対
す
る
認
識
に
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
間
宮
は
そ
こ
を
「
価
値
の
な
い
土

地
」
と
し
か
み
な
さ
な
い
。
こ
れ
は
無
論
、
当
時
の
モ
ン
ゴ
ル
側
の
認
識
と
は
、
全

く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
間
宮
は
「
戦
闘
用
の
専
門
的
な
地
図
」
作
成
の
た
め
に
同

行
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
間
宮
の
こ
う
し
た
帝
国
的
な
ま
な
ざ
し
に
よ
っ
て
、
国

境
が
画
定
さ
れ
、
そ
れ
が
契
機
と
な
り
、
後
の
ノ
モ
ン
ハ
ン
戦
争
が
引
き
起
こ
さ
れ

た
の
だ
と
い
え
る
。
こ
う
し
た
歴
史
の
事
実
と
、
想
像
領
域
で
の
不
在
の
他
者
、
中

国
人
や
蒙
古
人
を
軸
に
、
村
上
の
意
図
と
暴
力
の
関
係
に
つ
い
て
の
検
討
を
詳
細
に

行
っ
て
い
る
。
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申
請
者
は
一
貫
し
て
こ
れ
ま
で
語
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
村
上
春
樹
に
お
け
る

暴
力
表
象
と
そ
の
出
自
を
探
査
し
て
圧
倒
的
な
叙
述
力
に
よ
っ
て
、
新
し
く
も
重
厚

な
村
上
論
を
提
出
し
た
。

　

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

論
文
審
査
は
二
〇
〇
八
年
七
月
五
日
（
土
）
午
後
２
時
か
ら
午
後
４
時
ま
で
、
末

川
記
念
会
館
第
二
会
議
室
に
て
公
開
に
て
行
わ
れ
た
。
審
査
委
員
は
中
川
成
美
（
主

査
）、
木
村
一
信
（
副
査
）、
瀧
本
和
成
（
副
査
）
の
三
名
で
あ
り
、
陪
聴
者
は
７
名
で

あ
っ
た
。

　

先
ず
、
申
請
者
に
よ
る
請
求
論
文
の
要
旨
、
主
旨
説
明
が
口
頭
で
行
わ
れ
た
。
落

ち
着
い
た
明
確
な
論
旨
と
目
的
が
こ
こ
で
示
さ
れ
た
。
続
い
て
審
査
委
員
か
ら
の
質

疑
と
評
価
が
交
わ
さ
れ
た
。
以
下
に
そ
の
概
容
を
ま
と
め
、
審
査
結
果
の
要
旨
と
す

る
。

　

本
請
求
論
文
は
こ
れ
ま
で
の
村
上
春
樹
研
究
に
は
殆
ど
欠
け
て
い
た
埋
め
込
ま
れ

た
暴
力
表
象
を
精
査
し
て
、
そ
の
意
味
、
意
図
、
目
的
を
探
ろ
う
と
す
る
も
の
で
、

非
常
に
優
れ
た
叙
述
力
に
よ
っ
て
大
部
な
本
論
文
を
一
気
に
読
ま
せ
る
魅
力
に
富
ん

だ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
や
は
り
視
点
と
し
て
定
め
た
「
暴
力
」
の
問
題
で
あ
り
、

デ
ビ
ュ
ー
作
か
ら
持
続
的
に
主
張
さ
れ
て
き
た
暴
力
と
他
者
排
斥
、
あ
る
い
は
暴
力

と
国
家
欲
望
の
関
係
な
ど
、
多
岐
に
わ
た
る
問
題
設
定
を
か
な
り
意
識
的
に
村
上
が

企
図
し
て
き
た
こ
と
が
、
請
求
論
文
の
緻
密
な
論
理
構
成
か
ら
浮
上
し
て
き
た
。
審

査
委
員
は
全
員
、
こ
の
点
を
高
く
評
価
し
た
。
こ
う
し
た
論
理
の
構
築
に
は
多
く
の

関
係
論
文
が
必
要
で
あ
る
が
、
海
外
文
献
を
含
ん
だ
広
範
な
読
解
に
よ
っ
て
厚
み
の

あ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
特
に
依
拠
し
た
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
、
ハ
ン
ナ
・

ア
ー
レ
ン
ト
に
関
す
る
村
上
作
品
へ
の
援
用
は
、
理
論
と
作
品
が
結
び
合
っ
た
事
例

と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
上
で
の
欠
け
て
い
る
と
こ
ろ
と
し
て
国
家
権
力
と
個
人
の
関
係
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
画
一
的
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
義
が
出
さ
れ
た
。
こ
れ
に
は
申
請
者
は
権

力
主
体
と
し
て
の
国
家
を
ど
の
よ
う
に
個
人
（
大
衆
）
は
意
識
の
下
に
隠
蔽
し
て
い
っ

て
し
ま
う
か
を
考
え
て
い
き
た
い
と
の
回
答
を
得
た
。
今
後
の
課
題
と
し
て
、
よ
り

広
い
研
究
の
領
野
に
進
ん
で
い
く
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
。

　

無
理
に
一
つ
の
概
念
の
中
に
作
品
を
押
し
込
め
て
い
く
よ
う
な
論
理
飛
躍
が
な

く
、
ご
く
自
然
に
作
品
分
析
を
す
る
過
程
か
ら
抽
出
さ
れ
た
申
請
者
の
分
析
は
、
今

後
あ
る
影
響
力
を
も
っ
て
く
る
こ
と
も
予
感
さ
れ
て
、
優
れ
た
論
文
と
し
て
審
査
委

員
は
高
い
評
価
を
与
え
た
。

試
験
ま
た
は
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　

申
請
者
は
既
に
、
当
該
分
野
に
お
け
る
審
査
付
き
学
会
誌
な
ど
に
４
本
の
論
文
を

発
表
、
あ
る
い
は
発
表
予
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の
他
に
国
際
学
会
を
含
む
口
頭

に
よ
る
学
会
発
表
４
本
が
あ
る
。
学
会
等
で
も
し
か
る
べ
き
評
価
を
受
け
て
い
る
。

語
学
力
に
関
し
て
英
語
は
本
論
文
サ
マ
リ
ー
で
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
充
分
の
能
力
を

有
し
て
い
る
。
中
国
語
の
読
解
能
力
も
同
様
で
あ
る
。
外
国
語
に
関
す
る
能
力
は
充

分
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
と
判
断
す
る
。

　

審
査
委
員
は
公
開
審
査
終
了
後
、
審
査
委
員
会
を
開
い
た
。
そ
の
結
果
、
本
学
学

位
規
程
第
十
八
条
第
一
項
に
よ
り
、
博
士
（
文
学　

立
命
館
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す

る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
。
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湯　

浅　

彩　

央

『
近
代
日
本
語
に
お
け
る
当
為
表
現
』

 

学
位
の
種
類　

博　

士
（
文
学
）

 

授
与
年
月
日　

二
〇
〇
八
年
三
月
三
十
一
日

 

審
査
委
員

 
 

主
査　

彦　

坂　

佳　

宣

 
 

副
査　

中　

西　

健　

治

 
 

副
査　

赤　

間　
　
　

亮

論
文
内
容
の
要
旨

　

提
出
論
文
は
、「
当
為
表
現
」（「
ね
ば
な
ら
な
い
」
な
ど
の
類
―
必
要
な
場
合
、「
ね
ば
」

相
当
を
前
部
、「
な
ら
な
い
」
相
当
を
末
尾
と
す
る
）
に
関
す
る
歴
史
的
・
地
理
的
な
研

究
で
あ
り
、
以
下
の
よ
う
な
７
章
構
成
で
あ
る
。

　

は
じ
め
に
―
研
究
の
視
点
と
方
法
、
第
１
章
―
江
戸
語
に
お
け
る
打
消
表
現
と
当

為
表
現
の
変
遷
、
第
２
章
―
関
東
地
方
に
お
け
る
当
為
表
現
―
史
的
変
化
・
分
布
か

ら
の
一
考
察
、第
３
章
―
近
世
以
降
の
東
西
方
言
に
お
け
る
当
為
表
現
の
史
的
研
究
、

第
４
章
―
尾
張
地
方
に
お
け
る
当
為
表
現
、
第
５
章
―
国
語
教
科
書
に
お
け
る
当
為

表
現
の
変
化
、
第
６
章
―
当
為
表
現
の
全
国
分
布
と
そ
の
解
釈
。

　

内
容
は
、
当
為
表
現
の
近
世
（
江
戸
時
代
）
か
ら
今
日
に
至
る
史
的
変
化
を
、「
江

戸
語
」「
上
方
語
」「
尾
張
方
言
」
と
い
う
地
理
的
広
が
り
を
視
野
に
入
れ
、
そ
の
模

様
を
考
察
し
、
文
献
資
料
で
の
史
的
考
察
を
す
る
。
さ
ら
に
今
日
的
な
模
様
を
示
す

『
方
言
文
法
全
国
地
図
』（
以
下
Ｇ
Ａ
Ｊ
、
国
立
国
語
研
究
所
編
、
昭
和
五
〇
年
代
、
全
国

八
〇
七
地
点
調
査
、
６
巻
最
終
巻
の
完
成
は
二
〇
〇
七
年
）
所
収
の
関
連
地
図
な
ど
に
こ

れ
を
繋
げ
て
比
較
し
、
今
日
的
な
模
様
へ
の
史
的
変
化
を
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　
「
は
じ
め
に
」
で
は
、
江
戸
・
上
方
・
尾
張
の
３
地
域
に
亘
る
研
究
視
点
を
持
ち
、

こ
れ
を
今
日
の
Ｇ
Ａ
Ｊ
へ
と
繋
げ
る
史
的
研
究
を
目
指
す
と
す
る
。
第
１
章
で
は
江

戸
語
に
つ
い
て
、
関
連
の
深
い
否
定
表
現
と
の
比
較
か
ら
、
上
方
的
な
〜
ネ
バ
ナ
ラ

ヌ
な
ど
否
定
ヌ
か
ら
ネ
バ
ナ
ラ
ナ
イ
・
ネ
エ
ケ
リ
ャ
ナ
ラ
ネ
ヘ
な
ど
否
定
ナ
イ
へ
の

変
化
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
こ
れ
は
江
戸
で
の
打
ち
消
し
表
現
が
ヌ
か
ら
ナ
イ
へ
と
変

わ
る
と
さ
れ
る
が
当
為
表
現
の
場
合
は
そ
の
変
化
を
先
取
り
し
て
い
る
こ
と
、
僅
か

に
今
日
に
近
い
〜
イ
ケ
ナ
イ
形
も
末
期
に
現
れ
る
こ
と
を
論
証
す
る
。
方
法
と
し
て

は
、
上
方
と
江
戸
と
の
地
域
比
較
の
視
点
を
交
え
、
や
や
性
格
を
異
に
す
る
戯
作
資

料
と
噺
本
資
料
と
を
対
比
さ
せ
、
両
者
と
も
ほ
ぼ
似
た
変
化
の
あ
る
こ
と
を
押
さ
え

て
、
こ
の
変
化
を
確
認
し
て
い
る
。
第
２
章
は
こ
れ
を
う
け
、
近
代
（
明
治
以
降
）

の
各
種
資
料
を
加
え
、
こ
れ
を
大
橋
勝
男
『
関
東
言
語
地
図
』
お
よ
び
Ｇ
Ａ
Ｊ
に
よ

る
今
日
の
関
東
地
方
の
模
様
と
比
較
し
、
言
語
分
布
の
解
釈
に
迷
う
点
が
あ
る
と
は

し
な
が
ら
も
、
文
献
の
模
様
も
勘
案
し
、
お
よ
そ
当
為
表
現
の
前
部
は
〜
ナ
ケ
レ
バ

か
ら
〜
ナ
ク
テ
ハ
へ
の
変
化
、
末
尾
は
ナ
ラ
ナ
イ
か
ら
イ
ケ
ナ
イ
へ
の
変
化
が
あ
る

こ
と
を
論
証
す
る
。
第
３
章
で
は
、
古
来
あ
る
関
東
と
関
西
の
二
大
対
立
方
言
を
近

世
以
降
の
当
為
表
現
か
ら
比
較
す
る
。
今
日
の
地
図
の
分
布
か
ら
は
、
西
日
本
で
は

イ
カ
ン
か
ら
ア
カ
ン
へ
の
変
化
、
東
日
本
で
は
ナ
ラ
ナ
イ
か
ら
イ
ケ
ナ
イ
へ
の
変
化

と
し
、
こ
れ
を
近
世
以
降
の
各
種
文
献
か
ら
も
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
言
え
る
こ
と
を
論

証
し
て
い
る
。第
４
章
は
上
方
と
江
戸
の
中
間
に
位
置
す
る
近
世
期
尾
張
の
模
様
を
、

尾
張
戯
作
資
料
に
よ
り
、
隣
接
す
る
禁
止
表
現
も
顧
慮
し
な
が
ら
探
っ
て
い
る
。
こ

こ
に
は
〜
ネ
バ
ナ
ラ
ン
か
ら
ニ
ャ
ナ
ラ
ン
／
〜
ナ
ー
ナ
ラ
ン
へ
の
変
化
が
あ
る
こ

と
、
性
格
は
江
戸
語
よ
り
も
隣
接
す
る
上
方
語
に
似
る
こ
と
を
述
べ
る
。
第
５
章
は

明
治
か
ら
昭
和
二
〇
年
代
ま
で
の
国
語
・
国
定
教
科
書
で
の
当
為
表
現
史
を
、
今
ま

で
の
各
地
方
言
史
の
模
様
と
比
較
し
な
が
ら
考
察
し
て
い
る
。
初
期
の
文
語
的
な
〜

ネ
バ
ナ
ル
マ
イ
類
か
ら
次
第
に
〜
ナ
ク
テ
ハ
ナ
ラ
ナ
イ
／
イ
ケ
ナ
イ
へ
の
変
化
が
あ
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る
と
し
、
江
戸
語
・
東
京
語
の
変
化
と
軌
を
一
に
す
る
も
の
の
、
変
化
の
模
様
は
や

や
遅
れ
て
現
れ
る
こ
と
、
そ
れ
は
教
科
書
と
し
て
の
規
範
性
に
起
因
す
る
こ
と
を
論

証
し
て
い
る
。
第
６
章
は
主
と
し
て
Ｇ
Ａ
Ｊ
の
第
二
〇
六
図
「
〜
行
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
を
対
象
と
し
、
全
国
的
な
当
為
表
現
の
変
化
の
模
様
を
推
測
し
て
い
る
。

詳
細
は
省
く
が
、
東
西
方
言
の
模
様
が
第
３
章
に
準
じ
る
こ
と
の
他
に
、
他
地
域
の

模
様
に
つ
い
て
も
論
じ
て
、
全
国
的
な
変
化
を
鳥
瞰
す
る
試
み
と
し
て
い
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

本
論
文
の
審
査
は
二
〇
〇
八
年
七
月
十
二
日
（
土
）、
午
後
１
時
半
か
ら
約
２
時
間

に
わ
た
り
、
日
本
文
学
専
攻
共
同
研
究
室
に
お
い
て
３
名
の
審
査
委
員
で
行
な
っ
た
。

　

委
員
全
員
の
一
致
し
た
見
解
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

本
論
の
特
徴
お
よ
び
評
価
さ
れ
る
点
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

　

①
対
象
が
今
ま
で
研
究
の
手
薄
で
あ
っ
た
分
野
に
切
り
込
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ

と
、
②
研
究
視
点
と
し
て
否
定
・
条
件
表
現
な
ど
関
連
表
現
を
見
合
わ
せ
て
行
い
、

用
意
周
到
で
あ
る
こ
と
、
③
近
代
語
研
究
を
近
世
期
以
降
の
江
戸
・
上
方
・
尾
張
の

主
要
地
域
に
わ
た
る
広
い
視
野
か
ら
行
っ
て
い
る
こ
と
、
④
研
究
資
料
と
し
て
、
従

来
の
戯
作
資
料
に
加
え
、
落
語
資
料
、
洋
学
資
料
（
外
国
人
の
日
本
語
研
究
資
料
）、

国
語
教
科
書
、
ま
た
地
域
的
に
珍
し
い
尾
張
の
資
料
を
含
ん
で
行
っ
て
い
る
こ
と
、

⑤
こ
れ
ら
文
献
に
よ
る
研
究
と
Ｇ
Ａ
Ｊ
な
ど
今
日
の
模
様
を
示
す
言
語
地
図
類
を
対

比
的
に
考
察
し
、
資
料
・
地
域
・
歴
史
的
考
察
に
厚
み
を
加
え
て
い
る
こ
と
が
あ
げ

ら
れ
る
。
こ
の
配
慮
に
よ
り
、
結
論
は
お
お
む
ね
妥
当
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
考

え
ら
れ
、
結
果
と
し
て
東
西
地
域
の
表
現
史
の
違
い
な
ど
が
明
確
に
な
っ
て
い
る
。

国
語
教
科
書
を
対
象
に
し
た
考
察
は
、
標
準
語
形
成
史
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
も

の
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

以
下
、
上
の
各
項
を
敷
延
す
る
。

　

ま
ず
、
①
に
つ
い
て
、
当
為
表
現
の
研
究
は
あ
る
も
の
の
歴
史
面
に
及
ぶ
も
の
が

少
な
く
、
か
つ
②
の
よ
う
な
関
連
表
現
を
見
合
わ
せ
た
研
究
視
点
を
持
つ
こ
と
が
本

論
文
の
特
徴
と
認
め
ら
れ
る
。
江
戸
語
に
お
け
る
否
定
表
現
が
上
方
的
な
ヌ
系
か
ら

ナ
イ
系
に
変
化
し
た
こ
と
は
周
知
の
こ
と
で
あ
る
が
、
論
文
で
は
当
為
表
現
内
で
の

否
定
表
現
の
変
化
は
こ
れ
に
先
立
つ
こ
と
、
ま
た
こ
れ
と
条
件
表
現
の
諸
形
式
と
の

関
連
も
視
野
に
い
れ
、
そ
の
中
で
の
当
為
表
現
の
位
置
を
考
察
し
て
い
る
こ
と
が
特

徴
で
あ
る
。
③
の
点
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
上
方
語
、
江
戸
語
に
つ
い
て
の
個
別
研

究
は
あ
る
が
、
新
し
く
そ
れ
を
対
照
す
る
視
点
で
考
察
し
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
今

ま
で
注
意
の
及
び
が
た
か
っ
た
中
間
地
域
の
尾
張
に
つ
い
て
の
研
究
も
行
い
、
尾
張

が
言
語
的
・
地
理
的
な
面
で
上
方
語
に
通
う
点
を
指
摘
し
た
こ
と
も
特
筆
さ
れ
る
。

④
の
点
も
、
従
来
、
単
一
類
の
資
料
を
も
と
に
し
た
研
究
が
主
で
あ
っ
た
も
の
を
、

異
な
る
層
の
資
料
群
を
組
み
合
わ
せ
、
重
層
的
な
デ
ー
タ
に
依
っ
て
考
察
し
て
い
る

こ
と
、
ま
た
限
ら
れ
た
研
究
者
が
使
用
し
て
い
た
尾
張
方
言
の
資
料
も
含
め
た
考
察

で
あ
り
、
得
ら
れ
た
結
論
に
多
彩
さ
を
加
え
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。
⑤
は
、
以
上

が
文
献
資
料
に
よ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
今
日
的
な
模
様
を
示
す
言
語
地
図
を

地
理
学
的
に
解
釈
し
た
も
の
で
あ
り
、
資
料
と
研
究
方
法
を
異
に
す
る
も
の
に
取
り

組
ん
で
い
る
。
こ
の
方
面
は
方
言
学
の
分
野
で
多
少
の
研
究
も
あ
る
が
、
従
来
の
文

献
資
料
と
は
異
質
な
資
料
で
あ
る
。
そ
う
し
た
言
語
地
図
を
解
釈
し
、
そ
れ
を
従
来

の
文
献
に
よ
る
考
察
結
果
と
比
較
・
対
照
さ
せ
る
方
法
は
、
新
し
く
か
つ
意
欲
的
で

あ
り
、
厚
み
の
あ
る
結
論
を
導
く
結
果
と
な
っ
て
い
る
。

　

か
つ
て
江
戸
語
研
究
者
の
前
田
勇
氏
が
語
法
の
全
国
的
研
究
を
提
唱
し
た
こ
と
が

あ
る
。
そ
の
一
部
が
こ
こ
に
実
現
し
て
い
る
感
が
あ
る
。
国
語
教
科
書
に
よ
る
標
準

語
の
確
立
を
探
る
点
に
及
ん
で
い
る
こ
と
も
本
論
の
特
色
で
あ
る
。

　

と
は
言
え
、
瑕
疵
も
あ
る
。

　

ま
ず
、
序
論
に
お
い
て
研
究
の
視
点
と
方
法
が
述
べ
ら
れ
る
が
、
本
論
中
で
対
応

す
る
明
確
な
記
述
が
あ
ま
り
見
あ
た
ら
ず
、や
や
首
尾
の
一
致
に
欠
け
る
点
が
あ
る
。

各
章
ご
と
に
結
論
は
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
ま
と
め
る
章
が
欠
落
し
て
い
る
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の
も
残
念
で
あ
る
。
次
に
、
多
種
多
様
な
資
料
を
駆
使
し
た
点
は
評
価
出
来
る
と
し

て
、
資
料
の
個
々
の
性
格
に
ま
で
目
を
届
か
せ
た
考
察
が
少
な
い
点
に
物
足
り
な
さ

が
あ
る
。
特
に
地
域
的
・
位
相
的
な
差
異
を
含
む
資
料
に
お
い
て
、
こ
の
点
へ
の
配

慮
は
必
須
で
あ
ろ
う
。
言
語
地
図
の
読
み
取
り
は
、
東
西
方
言
の
中
心
部
は
良
く
出

来
て
い
る
が
、
周
辺
地
方
へ
の
視
野
を
強
め
、
各
地
へ
の
伝
播
模
様
を
含
ん
だ
考
察

を
加
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
多
少
の
字
句
・
表
現
に
修
正
す
べ
き
箇
所
も
あ
る
。

　

し
か
し
、
全
体
と
し
て
は
、
研
究
の
入
り
口
に
た
っ
た
者
の
真
摯
な
精
進
の
成
果

と
認
め
ら
れ
、
従
来
の
研
究
に
新
見
を
加
え
て
お
り
、
博
士
論
文
に
値
す
る
成
果
が

認
め
ら
れ
る
。試

験
ま
た
は
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　

申
請
者
は
、
既
に
学
術
雑
誌
に
３
つ
の
論
を
発
表
し
（
内
２
つ
は
審
査
あ
り
）、
全

国
的
な
学
会
で
の
口
頭
発
表
も
あ
る
。
審
査
に
お
け
る
質
疑
応
答
も
、
多
少
の
つ
ま

り
は
あ
る
も
の
の
、
全
体
に
良
く
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　

当
審
査
委
員
会
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
総
合
的
に
判
断
し
、
本
学
学
位
規
程
第
十
八

条
第
一
項
に
よ
り
、
博
士
（
文
学　

立
命
館
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
を
適
当

と
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

橋　

本　

万
里
子

“T
ru

e P
erson

al R
elation

sh
ips in

 E
. M

. 
     F

orster’s N
ovels: F

orster’s A
ttitu

de tow
ard 

In
dividu

alism
 an

d D
iversity”

 

学
位
の
種
類　

博　

士
（
文
学
）

 

授
与
年
月
日　

二
〇
〇
八
年
三
月
三
十
一
日

 

審
査
委
員

 
 

主
査　

川　

口　

能　

久

 
 

副
査　

丸　

山　

美
知
代

 
 

副
査　

中　

原　

章　

雄

論
文
内
容
の
要
旨

　

本
論
文
は
、
20
世
紀
イ
ギ
リ
ス
の
代
表
的
な
小
説
家
の
一
人
で
あ
る
Ｅ
・
Ｍ
・

フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
５
編
の
長
編
小
説
に
お
け
る
真
の
人
間
関
係
の
探
求
を
、
彼
の
個

人
主
義
と
多
様
性
尊
重
の
姿
勢
に
留
意
し
つ
つ
考
察
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

論
文
は
英
語
で
書
か
れ
、
序
論
、
４
章
か
ら
成
る
本
論
、
結
論
、
注
、
補
遺
、
引

用
文
献
目
録
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
論
文
内
容
の
要
旨
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

In
trodu

ction
　

本
論
文
は
彼
の
生
前
に
出
版
さ
れ
た
５
編
の
小
説
を
お
も
に
出
版
さ
れ
た
順
序
に

し
た
が
っ
て
議
論
す
る
。
そ
の
際
、
特
に
対
照
的
な
２
つ
の
土
地
と
「
善
で
も
あ
り

悪
で
も
あ
る
も
の
」
と
い
う
考
え
に
着
目
し
、
人
間
の
衝
突
や
真
の
人
間
関
係
を
確

立
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
論
じ
る
。
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W
h

ere A
n

gels F
ear T

read
 

と A
 R

oom
 w

ith
 a V

iew
 

は
、
出
版
の
順
序
に

よ
れ
ば
第
１
作
と
第
３
作
だ
が
、
ど
ち
ら
も
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
イ
タ
リ
ア
旅
行
の
結

果
生
ま
れ
た
作
品
で
あ
り
、
共
通
点
を
備
え
て
い
る
。
い
ず
れ
の
作
品
に
お
い
て
も

イ
タ
リ
ア
と
イ
ギ
リ
ス
と
が
対
置
さ
れ
、
イ
タ
リ
ア
の
影
響
を
う
け
た
ヒ
ロ
イ
ン
が

イ
ギ
リ
ス
中
産
階
級
の
、
因
習
的
な
価
値
観
か
ら
脱
却
し
よ
う
と
す
る
姿
が
え
が
か

れ
て
い
る
。

2. T
h

e sign
ifican

ce of places an
d con

flictin
g form

ation

（1

）M
on

terian
o vs. S

aw
ston

　

フ
ォ
ー
ス
タ
ー
に
と
っ
て
、
場
所
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
人
間
や
人
間
関
係
に

影
響
を
及
ぼ
す
か
ら
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
小
説
に
お
い
て
、
イ
タ
リ
ア
は
人
間
の
自

然
な
感
情
を
重
視
す
る
と
い
う
点
で
理
想
的
に
え
が
か
れ
て
い
る
。W

h
ere A

n
gels 

F
ea

r to T
rea

d
 

の
舞
台
で
あ
る
モ
ン
テ
リ
ア
ー
ノ
は
イ
タ
リ
ア
を
代
表
す
る
町
で

あ
る
。
一
方
、
イ
ギ
リ
ス
を
代
表
す
る
ソ
ー
ス
ト
ン
は
因
習
的
、
偽
善
的
な
町
で
あ

り
、
中
世
に
た
と
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
お
も
に
リ
リ
ア
と
ジ
ー
ノ
の
結
婚
、
彼
女
と
ソ
ー
ス
ト
ン
を
代
表
す
る

ヘ
リ
ト
ン
夫
人
と
の
関
係
を
考
察
し
て
い
る
。
リ
リ
ア
は
ジ
ー
ノ
と
の
結
婚
に
よ
っ

て
自
由
に
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
が
、そ
の
目
論
見
は
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
る
。フ
ォ
ー

ス
タ
ー
は
、
場
所
を
変
え
て
も
、
自
分
を
変
え
な
い
限
り
、
救
済
さ
れ
な
い
こ
と
を

し
め
し
て
い
る
。

（2

）T
h

ose W
h

o F
orget V

iew
s an

d T
h

ose W
h

o R
em

em
ber T

h
em

　

A
 R

oom
 w

ith
 a V

iew
 

に
お
い
て
も
イ
タ
リ
ア
と
イ
ギ
リ
ス
と
が
対
置
さ
れ
て

い
る
が
、
こ
の
小
説
で
は
人
物
間
の
対
立
に
重
点
が
お
か
れ
て
い
る
。
精
神
的
に
成

長
し
よ
う
と
す
る
者（
ル
ー
シ
ー
）と
そ
の
成
長
を
阻
も
う
と
す
る
者（
バ
ー
ト
レ
ッ
ト
、

セ
シ
ル
）
と
が
対
立
し
て
い
る
。
前
者
は
「
眺
め
を
覚
え
て
い
る
人
」
で
あ
り
後
者

は
「
眺
め
を
忘
れ
る
人
」
と
言
え
る
。

2. T
h

e developm
en

t of th
e H

eroin
es

（1

）C
arolin

e A
bbott – T

ravel for S
elf-E

m
an

cipation

　

キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
は
リ
リ
ア
が
ジ
ー
ノ
と
結
婚
す
る
こ
と
に
賛
成
す
る
。
そ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
リ
リ
ア
は
自
己
を
解
放
す
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
リ
リ

ア
の
自
己
解
放
に
自
ら
の
自
己
解
放
を
託
し
た
か
ら
で
も
あ
る
。
し
か
し
リ
リ
ア
の

結
婚
は
失
敗
に
終
わ
る
。

　

最
終
的
に
キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
は
ジ
ー
ノ
へ
の
愛
情
を
成
就
さ
せ
る
こ
と
も
な
く
、

ソ
ー
ス
ト
ン
に
戻
る
。彼
女
の
自
己
解
放
へ
の
旅
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
も
言
え
る
。

し
か
し
彼
女
は
確
実
に
内
面
的
成
長
を
遂
げ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
小
説
は
成
長
の
結

果
よ
り
も
成
長
の
過
程
に
重
点
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

（2

）L
u

cy H
on

eych
u

rch
 – E

scape from
 th

e M
iddle A

ges

　

セ
シ
ル
は
中
世
的
な
人
物
で
あ
り
、
ル
ー
シ
ー
を
芸
術
作
品
と
見
な
し
て
い
る
。

彼
女
は
そ
の
よ
う
な
セ
シ
ル
と
の
婚
約
を
解
消
し
、
エ
マ
ソ
ン
氏
の
忠
告
に
し
た

が
っ
て
ジ
ョ
ー
ジ
と
結
婚
す
る
。
彼
女
の
精
神
状
態
は“room

” “d
ark

n
ess ”

や

“view
” “ligh

t ” 

に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

　

キ
ャ
ロ
ラ
イ
ン
と
ル
ー
シ
ー
は
イ
タ
リ
ア
で
新
し
い
価
値
観
と
出
会
い
、
自
分
た

ち
が
イ
ギ
リ
ス
中
産
階
級
に
特
有
の
因
習
的
な
価
値
観
に
と
ら
わ
れ
て
い
る
こ
と
を

認
識
す
る
。
彼
女
た
ち
は
、
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
価
値
観
を
拒
否
し
、

自
分
自
身
の
感
情
を
表
明
し
、
自
分
自
身
に
誠
実
に
生
き
る
こ
と
を
選
ぶ
。

C
h

apter 2　
T

h
e L

on
gest Jou

rn
ey: D

ilem
m

as of R
ickie E

lliot

1. C
h

allen
ge to th

e C
on

ven
tion

s

　

T
h

e L
on

gest Jou
rn

ey 

は
も
っ
と
も
評
判
の
よ
く
な
い
作
品
だ
が
、
も
っ
と
も

自
伝
的
な
作
品
で
あ
り
、
作
者
自
身
こ
の
作
品
に
は
も
っ
と
も
強
い
愛
着
を
抱
い
て
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い
る
。
そ
れ
は
作
者
自
身
が
抱
え
て
い
た
理
想
の
世
界
と
現
実
の
世
界
の
デ
ィ
レ
ン

マ
や
、
例
え
ば
同
性
愛
を
タ
ブ
ー
と
す
る
モ
ラ
ル
へ
の
挑
戦
や
そ
の
際
の
デ
ィ
レ
ン

マ
を
え
が
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

2. T
h

ree S
ign

ifican
t P

laces

　

ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
、
ソ
ー
ス
ト
ン
、
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
は
こ
の
小
説
を
構
成
す
る
３
つ

の
パ
ー
ト
の
タ
イ
ト
ル
で
も
あ
る
。
こ
れ
ら
の
場
所
は
象
徴
的
な
意
味
を
も
ち
、
彼

の
人
生
や
リ
ア
リ
テ
ィ
の
喪
失
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
。

3. R
ickie ’s W

eakn
ess

　

リ
ッ
キ
ー
の
欠
点
は
、
一
言
で
言
え
ば
、
他
人
を
理
想
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ

れ
は
彼
の
結
婚
に
も
大
き
な
影
響
を
あ
た
え
る
こ
と
に
な
る
。
彼
の
欠
点
の
原
因
が

彼
の
生
い
立
ち
に
あ
る
こ
と
を
具
体
的
に
論
証
し
て
い
る
。

4. R
ickie ’s D

eterioration

　

リ
ッ
キ
ー
と
ア
グ
ネ
ス
の
結
婚
の
お
も
な
要
因
は
、
彼
が
ア
グ
ネ
ス
と
ジ
ェ
ラ
ル

ド
の
抱
擁
を
目
撃
し
た
こ
と
と
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
突
然
の
死
で
あ
る
。
リ
ッ
キ
ー
は

ソ
ー
ス
ト
ン
で
ア
グ
ネ
ス
と
の
結
婚
生
活
を
送
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
彼
は
ソ
ー

ス
ト
ン
的
価
値
観
に
支
配
さ
れ
、
リ
ア
リ
テ
ィ
を
失
い
、
苦
悩
す
る

5. A
 P

ortrait of an
 A

rtist

　

こ
こ
で
は
リ
ッ
キ
ー
に
と
っ
て
の
小
説
を
書
く
こ
と
の
意
義
が
論
じ
ら
れ
て
い

る
。
彼
は
書
く
こ
と
に
興
味
を
も
っ
て
い
る
が
、
し
か
し
作
家
と
し
て
成
功
す
る
だ

け
の
自
信
を
も
て
な
い
で
い
る
。
実
際
彼
の
小
説
は
出
版
社
か
ら
は
拒
否
さ
れ
、
ペ

ン
ブ
ル
ッ
ク
氏
か
ら
は
世
俗
的
成
功
を
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
芸
術
家
と
し
て

の
リ
ッ
キ
ー
の
デ
ィ
レ
ン
マ
は
作
者
自
身
の
デ
ィ
レ
ン
マ
と
関
連
し
て
い
る
。

6. B
roth

erh
ood

（T
o W

iltsh
ire

）

　

作
者
は
リ
ッ
キ
ー
、
ア
ン
セ
ル
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
の
関
係
を
え
が
く
こ
と
に
よ
っ

て
、
同
性
愛
関
係
を
超
え
た
、
真
の
人
間
関
係
を
え
が
こ
う
と
し
た
。
リ
ッ
キ
ー
は

ア
グ
ネ
ス
と
の
結
婚
に
終
止
符
を
う
つ
が
、
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
を
理
想
化
し
た
た
め
に

最
終
的
に
自
ら
の
命
を
失
う
。
作
者
が
ウ
ィ
ル
ト
シ
ャ
の
自
然
、
大
地
を
象
徴
す
る

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
を
イ
ギ
リ
ス
の
継
承
者
と
し
て
い
る
点
は
注
目
に
値
す
る
。
イ
ギ
リ

ス
の
将
来
と
い
う
テ
ー
マ
は H

ow
ard

s E
n

d
 

の
中
心
的
テ
ー
マ
と
な
る
。

C
h

apter 3  H
ow

ard
s E

n
d

: F
orster ’s V

iew
 of H

is L
ove for E

n
glan

d

1. C
on

cern
 of E

n
glan

d ’s Fate

　

H
ow

ard
s E

n
d

 

は “C
on

dition
-of-E

n
glan

d n
ovel ”

で
あ
り
、
イ
ギ
リ
ス
の

運
命
に
関
す
る
小
説
で
あ
る
。
そ
れ
は
ハ
ワ
ー
ズ
・
エ
ン
ド
と
言
う
屋
敷
に
よ
っ
て

象
徴
さ
れ
て
い
る
。
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
こ
の
屋
敷
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
、
中
産

階
級
を
構
成
す
る
３
家
族
の
衝
突
と
結
び
つ
き
を
え
が
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
古
い
価

値
観
と
新
し
い
価
値
観
の
共
存
の
可
能
性
を
模
索
し
て
い
る
。

2. C
on

dition
 of E

n
glan

d

（1

）F
rom

 “W
iltsh

ire ”to H
ow

ard
s E

n
d

 

　

自
然
破
壊
に
代
表
さ
れ
る
イ
ギ
リ
ス
の
現
状
に
対
す
る
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
懸
念

は
、
す
で
にT

h
e L

on
gest J

ou
rn

ey 

に
表
明
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が

H
ow

ard
s E

n
d

 

の
中
心
的
な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。

（2

）L
on

don

　

ロ
ン
ド
ン
は
、
絶
え
ず
変
化
し
、
流
れ
る
イ
メ
ー
ジ
で
描
か
れ
、
そ
の
勢
力
を
郊

外
に
拡
大
し
て
い
る
。
ロ
ン
ド
ン
は“n

om
adic civilization

” “th
e civilization

 

of lu
ggage ”

の
象
徴
で
あ
り
、
こ
の
文
明
が
中
産
階
級
の
想
像
力
の
欠
如
の
原
因

で
も
あ
る
。

（3
）H

ow
ards E

n
d

　

ハ
ワ
ー
ズ
・
エ
ン
ド
は
イ
ギ
リ
ス
が
何
世
代
に
も
わ
た
っ
て
築
い
て
き
た
伝
統
の

象
徴
で
あ
る
。
理
想
的
な
人
間
関
係
で
あ
る com

rad
esh

ip

は
、
ハ
ワ
ー
ズ
・
エ

ン
ド
と
そ
れ
に
覆
い
か
ぶ
さ
る
楡
の
木
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
て
い
る
。
ハ
ワ
ー
ズ
・

エ
ン
ド
や
田
園
は
残
存
物
で
あ
り
、
生
き
残
る
保
証
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
作
者
は
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そ
れ
ら
が
生
き
残
る
こ
と
に
希
望
を
託
す
。

2. T
h

e S
piritu

al H
eir

　

ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス
夫
人
は
他
の
ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス
家
の
メ
ン
バ
ー
と
は
異
な
る
。

彼
ら
に
と
っ
て
ハ
ワ
ー
ズ
・
エ
ン
ド
は
「
も
の
」
で
し
か
な
い
が
、
ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク

ス
夫
人
に
と
っ
て
ハ
ワ
ー
ズ
・
エ
ン
ド
は
精
神
で
あ
り
、
彼
女
は
ハ
ワ
ー
ズ
・
エ
ン

ド
の
精
神
的
後
継
者
を
必
要
と
し
て
い
る
。

　

ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス
夫
人
は
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
が
人
間
関
係
と
い
っ
た
「
目
に
見
え
な

い
も
の
」に
価
値
を
置
く
こ
と
を
見
抜
き
、彼
女
を
精
神
的
後
継
者
に
選
ん
だ
。
マ
ー

ガ
レ
ッ
ト
が
ハ
ワ
ー
ズ
・
エ
ン
ド
を
引
き
継
ぐ
こ
と
は
、
彼
女
が
ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス

夫
人
の
精
神
を
も
引
き
継
ぐ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

3. C
h

allen
ge to a N

ew
 A

ge

　

ヘ
レ
ン
は
ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス
家
の
男
性
的
な
「
電
報
と
怒
り
」
の
「
外
的
生
活
」

に
惹
か
れ
る
が
、
ポ
ー
ル
と
の
関
係
が
破
綻
し
た
の
を
き
っ
か
け
に
逆
に
ウ
ィ
ル

コ
ッ
ク
ス
家
へ
の
反
発
を
強
め
、
精
神
的
な
「
内
的
生
活
」
を
重
視
す
る
よ
う
に
な

る
。

　

中
産
階
級
の
最
下
層
に
位
置
し
、
事
務
員
と
し
て
働
く
レ
ナ
ー
ド
・
バ
ス
ト
は
、

新
し
い
時
代
の
代
表
で
あ
る
。
彼
は
ま
た
そ
の
時
代
の
犠
牲
者
で
も
あ
っ
て
、
お
金

の
問
題
と
深
く
関
係
し
て
い
る
。ヘ
レ
ン
は
、ウ
ィ
ル
コ
ッ
ク
ス
家
へ
の
反
発
も
あ
っ

て
、
彼
と
性
的
関
係
を
結
び
、
二
人
の
子
供
が
ハ
ワ
ー
ズ
・
エ
ン
ド
を
継
承
す
る
こ

と
に
な
る
。
子
供
は
イ
ギ
リ
ス
の
将
来
に
対
す
る
希
望
で
も
あ
る
。

4. C
on

n
ection

　

こ
の
小
説
は
、“O

n
ly con

n
ect ”

と
い
う
エ
ピ
グ
ラ
フ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、

コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
テ
ー
マ
に
し
て
い
る
。
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
と
ヘ
ン
リ
ー
の
結
婚
は
コ

ネ
ク
シ
ョ
ン
の
一
つ
の
具
体
例
で
あ
る
。
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
と
は
異
な
る
価
値
観
を
融

合
し
、
一
つ
に
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
長
所
を
受
け
入
れ
、
短
所
を
補
い

合
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
相
違
や
多
様
性
を
積
極
的
に
認
め

よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

C
h

apter 4  A
  P

assage to In
d

ia: T
h

e C
ollision

 of H
u

m
an

 B
ein

gs

1. “M
osqu

e, ” “C
aves ” an

d “T
em

ple ”

　

A
 P

assage to In
d

ia 

は“M
osqu

e ” “C
aves ” “T

em
ple ”

の
３
部
よ
り
構
成
さ

れ
て
い
る
。“M

osqu
e ” “C

aves ” “T
em

ple ”

は
小
説
の
舞
台
で
あ
る
と
同
時
に
イ

ン
ド
の
宗
教
や
精
神
、
季
節
を
も
表
し
て
い
る
。
こ
の
小
説
の
基
本
的
な
テ
ー
マ
は

「
イ
ン
ド
人
と
イ
ギ
リ
ス
人
は
友
人
に
な
れ
る
か
？
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の

テ
ー
マ
が
象
徴
的
な
意
味
を
も
つ
３
つ
場
所
で
展
開
さ
れ
て
い
る
。

2. E
ch

o: T
h

e C
ollision

 w
ith

 O
n

eself

　

ア
ジ
ズ
、
ム
ア
夫
人
、
ア
デ
ラ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
抱
え
る
問
題
は
マ
ラ
バ
ー
洞
窟
で

の
体
験
と
関
係
し
て
お
り
、
第
２
部
「
洞
窟
」
は
こ
の
小
説
の
転
換
点
で
あ
る
。
と

り
わ
け
マ
ラ
バ
ー
洞
窟
の
エ
コ
ー
は
ム
ア
夫
人
と
ア
デ
ラ
に
自
己
の
抱
え
る
問
題
と

対
峙
さ
せ
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。

3. “S
ky ”: B

eyon
d H

u
m

an
 L

im
itation

　

こ
の
小
説
の
基
本
的
テ
ー
マ
は
イ
ギ
リ
ス
人
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
と
イ
ン
ド
人
ア

ジ
ズ
の
友
情
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
は
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
思
想
や
個
人
主
義

を
体
現
す
る
人
物
で
あ
る
。
実
際
彼
は
、
裁
判
に
お
い
て
、
在
印
イ
ギ
リ
ス
人
社
会

に
背
い
て
ま
で
ア
ジ
ズ
の
無
実
を
支
持
す
る
。
フ
ィ
ー
ル
デ
ィ
ン
グ
と
ア
ジ
ズ
は
さ

ま
ざ
ま
な
障
害
を
越
え
て
一
度
は
友
情
を
結
ぶ
が
、
最
終
的
に
二
人
の
間
に
亀
裂
が

生
じ
、
人
間
の
限
界
が
し
め
さ
れ
る
。
こ
の
結
末
は
一
見
悲
観
的
で
は
あ
る
が
、
二

人
が
い
つ
か
友
人
に
な
れ
る
こ
と
が
空
に
よ
っ
て
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

C
on

clu
sion

　

フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
小
説
は
、
イ
ギ
リ
ス
中
産
階
級
的
因
習
を
象
徴
す
る
場
所
や
人

物
と
そ
れ
に
対
立
す
る
場
所
や
人
物
と
の
衝
突
を
え
が
き
、
イ
ギ
リ
ス
中
産
階
級
に
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属
す
る
人
物
を
批
判
す
る
。

　

初
期
の
３
作
品
、
す
な
わ
ち W

h
ere A

n
gels F

ear to T
read

, A
 R

oom
 w

ith
 

a V
iew

, T
h

e L
on

gest Jou
rn

ey 

で
は
異
な
る
価
値
観
の
対
立
に
重
点
が
お
か
れ
、

新
し
い
人
生
に
挑
む
主
人
公
が
え
が
か
れ
て
い
る
。

　

後
期
の
２
作
品
、
す
な
わ
ち H

ow
ard

s E
n

d
, A

 P
assage to In

d
ia 

で
は
、
異

な
る
価
値
観
や
社
会
の
調
和
が
探
究
さ
れ
て
い
る
。

　

フ
ォ
ー
ス
タ
ー
は
個
人
や
多
様
性
を
重
視
す
る
作
家
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
立
場

か
ら
真
の
人
間
関
係
を
結
ぶ
こ
と
の
困
難
さ
を
え
が
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

申
請
論
文
の
公
開
審
査
は
、
二
〇
〇
八
年
七
月
十
三
日
午
後
１
時
30
分
よ
り
約
２

時
間
、
学
而
館
第
一
研
究
会
室
で
行
わ
れ
た
。
は
じ
め
に
申
請
者
が
論
文
の
要
旨
を

15
分
ほ
ど
説
明
し
、
そ
の
後
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
た
。
審
査
員
３
名
の
合
議
に
よ
る

総
合
所
見
を
以
下
に
述
べ
る
。

　

本
論
文
は
Ｅ
・
Ｍ
・
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
５
編
の
長
編
小
説
の
基
本
的
主
題
で
あ
る

人
間
関
係
を
個
人
主
義
と
多
様
性
へ
の
態
度
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
た
も
の
で
あ

る
。
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
小
説
を
ほ
ぼ
出
版
順
に
取
り
上
げ
、
人
間
関
係
の
限
界
と
真

の
人
間
関
係
構
築
の
可
能
性
を
作
者
が
ど
の
よ
う
に
え
が
い
て
い
る
か
を
丁
寧
に
論

じ
て
い
る
。
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
イ
ギ
リ
ス
小
説
研
究
の
力
作
で
あ
る
。
論
文
内
容

の
要
旨
で
し
め
し
た
よ
う
に
、
申
請
者
は
章
を
節
等
に
下
位
区
分
し
、
明
確
な
論
点

を
定
め
、
論
理
的
な
破
綻
を
き
た
す
こ
と
な
く
、
全
体
で
一
八
八
ペ
ー
ジ
と
い
う
長

文
の
英
語
論
文
に
ま
と
め
た
努
力
と
力
量
は
高
く
評
価
で
き
る
。

　

各
章
の
論
考
は
、
主
要
な
先
行
研
究
を
踏
ま
え
た
、
テ
キ
ス
ト
の
緻
密
な
読
み
に

も
と
づ
く
も
の
で
あ
り
、
説
得
力
が
あ
る
。
例
え
ば
、W

h
ere A

n
gels F

ea
r to 

T
read

 

と A
 R

oom
 w

ith
 a V

iew
 

は
ど
ち
ら
も
イ
ギ
リ
ス
と
イ
タ
リ
ア
を
対
比

し
、
イ
タ
リ
ア
は
イ
ギ
リ
ス
中
産
階
級
の
愚
か
さ
と
偽
善
を
際
立
た
せ
て
い
る
と
的

確
に
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
斬
新
な
指
摘
も
散
見
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
第
１
章
で

は
２
人
の
シ
ャ
ペ
ロ
ン
の
役
割
が
逆
で
あ
る
こ
と
、
第
３
章
で
は
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
が 

clever 

と
い
う
語
を
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
意
味
で
用
い
て
い
る
こ
と
、
第
４
章
で
は
本

当
の
イ
ン
ド
を
見
た
い
と
い
う
ヒ
ロ
イ
ン
の
願
望
は
他
の
在
印
イ
ギ
リ
ス
人
と
は
異

な
ろ
う
と
す
る
彼
女
の
挑
戦
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
論
を
展
開
す
る
に
あ

た
っ
て
、
当
の
小
説
や
先
行
研
究
だ
け
で
な
く
、
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
エ
ッ
セ
イ
を
援

用
し
て
い
る
点
も
評
価
さ
れ
る
。

　

本
論
文
の
特
長
の
一
つ
は
、
各
々
の
小
説
を
個
々
に
で
は
な
く
、
相
互
に
関
連
付

け
て
論
じ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
結
果
的
に
作
品
相
互
の
関
連
性
を
も
解

明
し
て
い
る
。
初
期
の
３
作
品
で
は
異
な
る
価
値
観
の
対
立
に
重
点
が
お
か
れ
、
新

し
い
人
生
に
挑
戦
す
る
主
人
公
が
え
が
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
期
の
２
作
品

で
は
異
な
る
価
値
観
や
社
会
の
調
和
が
探
究
さ
れ
て
い
る
と
い
う
結
論
は
妥
当
で
あ

る
。
注
は
丁
寧
、
正
確
で
あ
り
、
英
語
は
ほ
ぼ
達
意
と
言
え
る
。
英
語
論
文
と
し
て

の
書
式
も
適
切
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
公
開
審
査
で
指
摘
さ
れ
た
よ
う
に
、
本
論
文
に
は
い
く
つ
か
の
問
題
点

も
あ
る
。
論
点
を
定
め
、
明
快
に
論
じ
た
こ
と
は
さ
き
に
触
れ
た
が
、
そ
れ
は
同
時

に
議
論
が
や
や
表
層
的
で
あ
る
こ
と
を
も
意
味
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
第
１
章
で
リ

リ
ア
と
ジ
ー
ノ
の
結
婚
を
議
論
し
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
な
ぜ
リ
リ
ア
が
ジ
ー
ノ
と

結
婚
し
た
の
か
充
分
に
考
察
し
て
い
な
い
。
第
２
章
で
は
芸
術
家
と
し
て
の
リ
ッ

キ
ー
と
フ
ォ
ー
ス
タ
ー
の
関
係
が
充
分
に
論
じ
ら
れ
て
お
ら
ず
、
第
３
章
で
は
「
新

し
い
時
代
へ
の
挑
戦
」
が
充
分
に
議
論
さ
れ
て
い
な
い
。
ま
た
、
本
来
自
分
の
言
葉

で
書
く
べ
き
こ
と
を
作
品
や
文
献
か
ら
の
引
用
で
済
ま
し
て
い
る
箇
所
が
あ
る
こ
と

も
指
摘
さ
れ
た
。

　

上
記
に
加
え
て
、
第
２
章
の“R

ick
ie ’s D

eterioration
” 

の
よ
う
に
、
作
品
の

内
容
を
説
明
し
た
だ
け
の
箇
所
が
あ
る
こ
と
、In

dividu
alism

 

と
い
う
言
葉
の
概

念
規
定
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
喜
劇
的
な
人
間
描
写
や
小
説
の
技
巧
へ
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の
配
慮
が
あ
れ
ば
更
に
す
ぐ
れ
た
論
文
に
な
っ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。
公
開

審
査
に
お
い
て
、
申
請
者
は
質
問
に
対
し
て
的
確
に
応
答
し
た
。

　

以
上
の
よ
う
に
申
請
論
文
に
は
不
十
分
な
点
が
見
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
は
申

請
論
文
の
基
本
的
な
価
値
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
長
い
時
間
を
か
け
て
地
道
に

フ
ォ
ー
ス
タ
ー
研
究
に
打
ち
込
ん
で
き
た
粘
り
強
い
、
誠
実
な
申
請
者
な
ら
で
は
の

論
文
で
あ
る
こ
と
は
審
査
員
の
一
致
し
た
所
見
で
あ
り
、
課
程
博
士
論
文
と
し
て
充

分
に
評
価
で
き
る
。

試
験
ま
た
は
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　

申
請
者
は
立
命
館
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
に
在
学
中
に
本

論
文
の
骨
子
を
な
す
複
数
の
論
文
を
学
術
雑
誌
に
公
表
し
、
学
会
に
お
い
て
口
頭
発

表
も
行
っ
て
い
る
。
ま
た
、
当
審
査
委
員
会
は
学
位
申
請
者
が
博
士
学
位
に
相
応
し

い
学
力
の
所
持
者
で
あ
る
と
認
め
、
本
学
学
位
規
程
第
二
十
五
条
第
一
項
に
も
と
づ

い
て
試
問
の
全
部
を
免
除
し
た
。
当
審
査
委
員
会
は
、
以
上
の
諸
点
を
総
合
的
に
判

断
し
て
、
本
学
学
位
規
程
第
十
八
条
第
一
項
に
よ
り
、
博
士
（
文
学　

立
命
館
大
学
）

の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
。

早　

川　

由
希
子

“Searching for the Self in Sylvia P
lath’s Poetry”

 

学
位
の
種
類　

博　

士
（
文
学
）

 

授
与
年
月
日　

二
〇
〇
八
年
三
月
三
十
一
日

 

審
査
委
員

 
 

主
査　

R
obert M

acL
ean

 
 

副
査　

丸　

山　

美
知
代

 
 

副
査　

高　

島　
　
　

清

論
文
内
容
の
要
旨

　

T
h

e th
esis is a d

ep
th

 stu
d

y of S
ylvia P

la
th

’s sea
rch

 for a
n

 

a
u

th
en

tic self w
ith

in
 h

er p
oetry. It is con

d
u

cted
 from

 th
ree 

p
ersp

ectives: an
 exp

lication
 of p

oem
s sem

in
al to h

er oeu
vre, in

 

p
a

rticu
la

r from
 th

e p
osth

u
m

ou
sly p

u
b

lish
ed

 A
riel ( 1

9
6

5
) ; a 

co
m

p
re

h
e

n
siv

e re
a

d
in

g
 o

f P
la

th
’s jo

u
rn

a
ls, le

tte
rs a

n
d 

au
tobiograph

ical n
ovel, T

h
e B

ell Jar ( 1963) ; an
d an

alysis from
 th

e 

vast field of secon
d

ary critical literatu
re w

h
ich

 h
as p

roliferated 

arou
n

d P
lath

’s cu
lt statu

s as an
 icon

 of th
e fem

in
ist m

ovem
en

t.
　

C
h

apter 1, “T
h

e R
ein

carn
ation

 of a Fath
er F

igu
re,” con

siders five 

m
ajor poem

s w
h

ich
 explore th

e com
plex dau

gh
ter-fath

er n
exu

s. P
lath

 

u
n

dergoes a series of descen
ts to con

fron
t h

er fath
er, w

h
o died w

h
en

 

sh
e w

as eigh
t years old ( “I w

ou
ld breath

e w
ater”) . H

e is visu
ally 

im
aged as a drow

n
ed sea-god an

d colossu
s, w

ith
 th

eir G
reek an

d 
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R
om

a
n

 m
yth

ologica
l p

rototyp
es, a

n
d a

s N
a

zi, w
ith

 H
oloca

u
st 

im
agery. It is dem

on
strated h

ow
 th

e poem
s m

ove ch
ron

ologically 

from
 ob

session
 w

ith
 th

e fa
th

er a
s in

tern
a

lized
 a

b
sen

ce to a 

m
etaph

orical severin
g in

 order to free h
erself from

 join
in

g h
im

 in
 

death
, i.e., su

icide.

　

In
 ch

apter 2, “T
h

e D
au

gh
ter’s A

m
bivalen

ce tow
ard h

er M
oth

er” 

stresses th
e discrepan

cy betw
een

 P
lath

’s effu
sive letters h

om
e an

d 

h
er in

creasin
gly veh

em
en

t poetry an
d jou

rn
al en

tries expressin
g 

bitter h
atred of th

e m
oth

er’s m
id

d
le-class A

m
erican

 valu
es an

d 

p
erceiv

ed
 d

ev
a

lu
a

tion
s. G

iorg
io d

e C
h

irico’s p
a

in
tin

g “T
h

e 

D
isqu

ietin
g M

u
ses” ( 1917) is exam

in
ed in

 con
ju

n
ction

 w
ith

 P
lath

’s 

poem
 of th

e sam
e title. T

h
e ch

aracteristic im
agery of th

e m
oth

er 

poem
s are traced to m

yth
ological origin

s: th
e m

oon
, m

ou
th

, ston
e, 

gorgon
 an

d M
edu

sa.

　

C
h

apter 3, “A
n

xiety as a M
oth

er,” focu
ses on

 a lesser kn
ow

n
 aspect 

of P
lath

, eigh
t poem

s dealin
g w

ith
 m

atern
ity, in

 th
e categories of 

p
regn

an
cy, m

iscarriage an
d ch

ild
-rearin

g. P
lath

’s extraord
in

ary 

foetu
s poem

s are exam
in

ed in
 detail. S

pecial atten
tion

 is given
 to th

e 

tw
o con

trad
istin

ctive fin
al p

oem
s sh

e w
rote six d

ays before h
er 

su
icide at th

e age of 30 on
 5 F

eb 1963 in
 a flat in

 L
on

don
, deserted by 

h
er h

u
sban

d: “B
alloon

s” an
d “E

dge.”

　

C
h

apter 4, “T
h

e C
on

fron
tation

 w
ith

 th
e S

elf,” looks at n
in

e poem
s 

n
ot directly related to P

lath
’s obsession

 w
ith

 th
e fam

ily, sh
ow

in
g h

ow
 

th
e th

em
e of d

ea
th

 a
n

d reb
irth

 recu
rs in

 v
a

ria
tion

s of v
iv

id 

com
plexity an

d in
can

tatory pow
er. H

ere, th
e predom

in
an

t im
ages are 

tu
lips. th

e m
irror, lake, qu

een
 bee an

d ph
oen

ix.

  T
h

e “C
on

clu
sion

” em
ph

asizes h
ow

 th
rou

gh
ou

t all th
e precedin

g 

texts, th
e fam

ily con
sists of in

ven
ted ch

aracters, in
con

gru
en

t w
ith

 a 

strictly biograph
ical tem

plate. In
 th

is sen
se, it is w

ron
g to su

bsu
m

e 

P
la

th
 a

s a “con
fession

a
l” p

oet. R
a

th
er, sh

e crea
tes a d

ra
m

a
tis 

person
ae based on

 h
er real fam

ily, in
 order to plu

m
b th

e presen
ce of a 

th
ird in

visible presen
ce, a sen

se of au
th

en
tic self as realized w

ith
in

 

a
n

 a
rtistic a

rtifa
ct, th

e b
od

y of th
e p

oem
. T

h
e tou

ch
ston

e to 

au
th

en
ticity is discovered to dw

ell w
ith

in
 th

e lan
gu

age itself.

　

自
己
の
葛
藤
や
憎
悪
を
題
材
と
し
て
詩
を
書
い
た
シ
ル
ヴ
ィ
ア
・
プ
ラ
ス
は
、
告

白
詩
人
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
彼
女
は
自
身
の
詩
に
お
い
て
仮
面
を
被
り
、
自
己
の

感
情
を
巧
み
に
制
御
し
て
い
る
。

　

本
論
文
で
は
、プ
ラ
ス
の
詩
に
お
け
る
語
り
手
が
自
己
を
探
求
す
る
過
程
を
辿
る
。

語
り
手
は
、
彼
女
自
身
と
家
族
の
関
係
を
通
し
て
自
己
を
内
省
す
る
。

　

父
と
の
関
係
を
主
題
に
し
た
プ
ラ
ス
の
初
期
の
詩
に
お
い
て
語
り
手
で
あ
る
娘

は
、
父
を
「
五
尋
も
の
深
み
に
」
で
は
海
洋
神
ネ
プ
チ
ュ
ー
ン
、「
巨
像
」
で
は
巨

像
の
よ
う
な
英
雄
と
し
て
崇
拝
す
る
。
し
か
し
大
人
に
な
っ
た
彼
女
は
、
父
を
ナ
チ

ス
の
よ
う
な
暴
力
的
な
独
裁
者
と
み
な
し
、
嫌
悪
す
る
。
彼
女
は
「
お
父
さ
ん
」
に

お
い
て
、父
を
比
喩
的
に
殺
す
こ
と
に
よ
っ
て
父
と
の
関
係
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
。

　

プ
ラ
ス
の
詩
の
語
り
手
は
、母
に
対
し
て
愛
憎
を
抱
い
て
い
る
。
プ
ラ
ス
は
母
を
、

月
や
メ
デ
ュ
ー
サ
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
け
、冷
淡
さ
や
残
忍
性
を
強
調
し
て
い
る
。

「
メ
デ
ュ
ー
サ
」
の
語
り
手
は
、
母
と
の
関
係
を
断
ち
切
ろ
う
と
す
る
が
、
精
神
的

に
母
か
ら
独
立
で
き
な
い
。

　
「
朝
の
歌
に
お
い
て
、
語
り
手
で
あ
る
母
は
子
育
て
に
不
安
を
感
じ
て
お
り
、
子

ど
も
を
自
身
か
ら
切
り
離
そ
う
と
し
、
独
立
し
た
存
在
で
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
一

方
で
、「
ニ
ッ
ク
と
燭
台
」
で
は
、
詩
人
の
息
子
が
キ
リ
ス
ト
の
よ
う
に
奇
跡
的
な
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存
在
と
し
て
描
か
れ
、
母
に
希
望
を
与
え
て
い
る
。

　

本
当
の
自
分
を
探
す
た
め
に
、「
鏡
」
に
お
け
る
語
り
手
は
鏡
を
用
い
て
自
己
と

向
き
合
い
、「
針
」
と
「
冬
越
し
」
で
は
、女
王
蜂
に
自
身
を
な
ぞ
ら
え
て
い
る
。「
ラ

ザ
ロ
夫
人
」
で
は
、
語
り
手
で
あ
る
女
性
が
新
し
い
人
間
に
な
る
た
め
に
生
ま
れ
変

わ
る
こ
と
を
望
む
。

　

プ
ラ
ス
は
詩
の
語
り
手
に
自
身
を
投
影
し
、
家
族
と
の
関
係
か
ら
自
己
を
見
つ
め

直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
彼
女
自
身
の
人
生
に
お
け
る
役
割
や
個
性
を
認
識
し
よ
う
と

し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
女
は
詩
に
独
特
な
イ
メ
ー
ジ
を
用
い
、
自
身
の
感
情

や
経
験
を
芸
術
作
品
に
昇
華
し
た
の
で
あ
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

M
s H

ayakaw
a’s oral exam

in
ation

 w
as h

eld on
 13 Ju

ly 2008, from
 

10:00 am
 to 12:00 am

, in
 G

aku
ji-kan

, R
oom

 1. T
w

o people atten
ded it. 

T
o th

e exam
in

ers’ qu
estion

s M
s H

ayakaw
a an

sw
ered qu

ite clearly 

an
d accu

rately.

　

T
h

e stron
g poin

ts of th
is th

esis lie in
 its m

u
ltilayered approach

 to 

P
lath

’s lifelon
g obsession

 w
ith

 th
e n

u
clear fam

ily.

　

M
ost im

p
ortan

t, an
d fu

n
d

am
en

tal to th
e en

tire th
esis, is th

e 

precise explication
 of in

dividu
al poem

s in
 th

eir en
tirety. P

lath
’s verse 

con
sists alm

ost en
tirely of im

agery. often
 obscu

re an
d su

rreal. T
h

e 

th
ru

st of th
e th

esis em
ph

asizes th
at it is cru

cial to follow
 th

e in
tern

al 

logic of im
ages based prim

arily on
 visu

al origin
s, w

h
ich

 overlap in
to 

au
ral, tactile, gu

statory an
d olfactory con

n
otation

s. T
h

is sh
iftin

g 

in
tern

al stru
ctu

re of ‘w
ebbin

g’ is traced in
 poem

 after poem
 th

rou
gh

 

a close readin
g.

　

S
econ

dly, th
e w

ider scope of P
lath

’s prose w
ritin

g is regarded as a 

vital exegesis u
pon

 th
e crystallized poem

s. In
 particu

lar, th
e th

esis 

draw
s u

pon
 T

h
e B

ell Jar, L
etters H

om
e: C

orrespon
d

en
ce 1950-63, 

J
oh

n
n

y P
a

n
ic a

n
d

 th
e B

ible of D
rea

m
s a

n
d

 O
th

er P
rose W

ritin
g  

( 1977), an
d th

e u
n

expu
rgated jou

rn
als of 1950-62, alon

g w
ith

 B
B

C
 

in
terview

s w
h

ich
 prove in

sigh
tfu

l tow
ard u

n
derstan

din
g th

e poem
s.

　

T
h

irdly, th
e exten

sive field of P
lath

 criticism
 h

as been
 th

orou
gh

ly 

research
ed an

d u
sed ju

diciu
osly in

 th
e explication

 of th
e poem

s.

　

T
h

rou
g

h
ou

t, th
e d

istin
ction

 b
etw

een
 a

n
 ‘I-n

a
rra

tor’ a
n

d
 a 

au
tobiograph

ical speak
er in

 th
e poetry is in

sigh
tfu

l, avoidin
g th

e 

redu
ctive m

eth
od of biograph

ical an
alysis.

　

T
h

e exam
in

ers agree th
at th

e th
esis is exem

plary in
 th

e origin
ality 

of its th
em

e, th
e scope of its research

 an
d th

e qu
ality of its w

ritten
 

E
n

glish
. T

h
e fin

a
l th

esis cou
ld h

a
ve b

een
 im

p
roved w

ith
 less 

repetition
 of th

e sam
e key poin

ts, an
d m

ore in
cisive exploration

 of 

P
lath

’s im
agery.

試
験
ま
た
は
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　

審
査
請
求
者
は
、
立
命
館
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
課
程
後
期
課
程
在
学
中

に
、
本
論
文
に
発
展
す
る
い
く
つ
か
の
論
文
を
『
立
命
館
英
米
文
学
』
を
は
じ
め
と

す
る
学
術
誌
に
公
表
し
、
学
会
で
の
口
頭
発
表
も
行
っ
て
い
る
。
英
語
能
力
の
み
な

ら
ず
、
博
士
課
程
入
学
時
の
外
国
語
の
成
績
が
良
好
で
あ
っ
た
こ
と
、
本
英
語
論
文

執
筆
に
あ
た
っ
て
参
考
に
し
た
英
語
以
外
の
外
国
語
文
献
が
あ
る
こ
と
な
ど
か
ら
、

申
請
者
が
研
究
者
と
し
て
必
要
な
複
数
の
外
国
語
に
堪
能
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。

　

上
記
の
諸
点
、
お
よ
び
「
論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨
」
に
示
し
た
審
査
委
員
会
の

評
価
を
総
合
的
に
判
断
し
て
、
本
学
学
位
規
程
第
十
八
条
第
一
項
に
よ
り
、
申
請
者
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に
博
士
（
文
学　

立
命
館
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
。

諸　
　
　

点　

淑

『
東
ア
ジ
ア
植
民
地
に
お
け
る
日
本
宗
教
の
「
近
代
」

　
　
―
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
日
本
仏
教
の
社
会
事
業
を
事
例
と
し
て
―
』

 

学
位
の
種
類　

博　

士
（
文
学
）

 

授
与
年
月
日　

二
〇
〇
八
年
三
月
三
十
一
日

 

審
査
委
員

 
 

主
査　

桂　

島　

宣　

弘

 
 

副
査　

川　

嶋　

將　

生

 
 

副
査　

神　

田　

秀　

雄

論
文
内
容
の
要
旨

　

本
論
文
は
、
植
民
地
朝
鮮
と
い
う
〈
場
〉
に
お
い
て
、
開
港
期
か
ら
一
九
三
〇
年

代
後
半
ま
で
、
日
本
仏
教
が
行
っ
た
「
社
会
事
業
」
を
詳
細
に
分
析
し
つ
つ
、
そ
の

「
近
代
性
」
を
基
軸
に
植
民
地
支
配
の
あ
り
よ
う
を
再
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
日

本
の
仏
教
、
と
く
に
真
宗
大
谷
派
、
浄
土
宗
教
団
が
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
い
て
具
体

的
に
い
か
な
る
「
社
会
事
業
」
を
行
っ
た
の
か
を
追
跡
し
、
従
来
は
民
族
主
義
史
観

で
全
面
的
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
そ
の
活
動
を
、「
近
代
性
」
と
い
う
視

座
か
ら
再
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
論
文
で
初
め
て
紹
介
さ
れ
た
「
社
会
事
業
」

も
多
く
、
植
民
地
支
配
の
新
し
い
社
会
史
研
究
と
し
て
の
意
義
も
有
し
て
い
る
。

　

第
一
章
で
は
、
従
来
の
日
本
近
代
仏
教
史
研
究
、
と
り
わ
け
植
民
地
朝
鮮
と
の
関

わ
り
で
の
日
韓
の
ほ
ぼ
全
て
の
研
究
を
詳
細
に
検
討
し
、
特
定
宗
派
に
偏
っ
て
分
析

す
る
そ
れ
ら
の
限
界
を
指
摘
す
る
と
と
も
に
、
歴
史
的
に
は
不
可
避
的
な
も
の
で

あ
っ
た
日
韓
の
民
族
主
義
史
観
が
隠
蔽
し
て
き
た
問
題
を
摘
出
、
さ
ら
に
社
会
学
な
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ど
に
お
け
る
日
本
仏
教
の
社
会
事
業
の
組
織
化
・
社
会
化
の
研
究
に
つ
い
て
も
検
討

を
行
い
、
そ
の
近
代
主
義
的
評
価
の
問
題
性
を
指
摘
し
て
、
本
論
文
の
課
題
設
定
と

方
法
の
開
示
を
行
っ
て
い
る
。「
植
民
地
近
代
性
」
論
と
い
う
最
近
の
議
論
、ナ
シ
ョ

ナ
リ
ズ
ム
論
の
最
新
研
究
、
ま
た
「
宗
教
」
概
念
や
「
仏
教
」
概
念
に
関
わ
る
最
新

の
研
究
動
向
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
、
そ
れ
ら
の
批
判
的
摂
取
の
上
に
本
研
究
が

存
在
し
て
い
る
こ
と
も
示
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
章
で
は
、
植
民
地
前
後
の
朝
鮮
に
お
け
る
真
宗
大
谷
派
の
社
会
事
業
に
つ
い

て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
一
八
七
七
年
朝
鮮
布
教
と
同
時
に
実
施
し
た
教
育
事
業
は
、

日
本
人
を
対
象
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
は
い
え
、
そ
こ
で
整
備
さ
れ
た
教
育
基
盤

は
真
宗
大
谷
派
や
朝
鮮
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
な
同
時
性
に
お
い
て
推
進
さ
れ
た
近
代
化

過
程
を
再
検
討
す
る
有
効
な
素
材
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
植
民
地
時
代
の

真
宗
に
よ
る
「
向
上
会
館
」
を
中
心
と
す
る
社
会
事
業
は
、
植
民
地
と
い
う
〈
場
〉

に
お
い
て
は
「
植
民
地
主
義
」
と
い
う
「
近
代
性
」
を
深
く
内
在
し
た
も
の
と
し
て

展
開
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
仏
教
的
教
化
と
社
会
教
化
の
不
可
分
の
関
係
に
よ
っ
て
創

出
さ
れ
た
、
そ
れ
自
体
が
明
治
初
年
期
以
来
の
日
本
仏
教
自
体
の
「
近
代
性
」
の
所

産
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
そ
の
受
容
も
近
代
化
過
程
へ
の
無

意
識
的
強
要
＝
「
参
加
」
過
程
と
し
て
あ
っ
た
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ

け
、
そ
の
「
空
間
」
が
身
体
的
規
律
化
の
〈
場
〉
と
し
て
存
在
し
、
朝
鮮
人
自
体
が

「
近
代
的
主
体
」
と
し
て
形
成
さ
れ
る
〈
場
〉
で
あ
っ
た
こ
と
、
抵
抗
も
「
日
常
的

抵
抗
の
範
疇
」
に
入
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
注
目
す
べ
き
論
点
も
提
示
さ
れ

て
い
る
。

　

第
三
章
で
は
、
浄
土
宗
の
社
会
事
業
を
取
り
上
げ
、
一
八
九
八
年
朝
鮮
布
教
と
と

も
に
、
朝
鮮
人
を
対
象
と
す
る
教
育
事
業
が
行
わ
れ
た
こ
と
を
詳
細
に
検
討
し
て
い

る
。
こ
こ
で
は
、
朝
鮮
人
＝
朝
鮮
仏
教
に
と
っ
て
は
、
そ
の
受
容
は
「
文
明
」
と
い

う
側
面
で
の
受
容
で
あ
っ
た
こ
と
、
だ
が
浄
土
宗
側
に
お
い
て
は
そ
の
実
践
は
朝
鮮

仏
教
を
包
摂
し
よ
う
と
す
る
帝
国
的
近
代
の
性
質
を
孕
む
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
て
い
る
。
浄
土
宗
の
「
和
光
教
園
」
を
中
心
す
る
社
会
事
業
か
ら
は
、
総
督
府
と

も
結
び
つ
い
た
「
慈
善
」、
明
治
期
日
本
で
体
験
さ
れ
た
「
慈
善
」
の
性
質
が
摘
出

さ
れ
、
そ
れ
が
「
慈
善
と
い
う
支
配
」
を
実
施
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
論
証
さ

れ
て
い
る
。
真
宗
の
「
向
上
会
館
」
に
よ
る
社
会
事
業
と
同
じ
く
、そ
の
構
造
に
は
、

す
べ
か
ら
く
「
植
民
地
性
」
を
内
包
し
た
「
近
代
」
の
欲
望
、「
普
遍
性
」｢

社
会
性
」

を
打
ち
出
し
つ
つ
人
び
と
を
秩
序
化
せ
ざ
る
を
え
な
い
そ
の
特
性
が
刻
印
さ
れ
て
い

る
。
近
代
宗
教
化
を
遂
げ
た
日
本
仏
教
と
は
、
そ
の
特
性
を
も
っ
と
も
深
く
自
ら
に

刻
ん
だ
存
在
で
も
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、
こ
こ
で
の
結
論
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
真
宗
大
谷
派
、
浄
土
宗
を
素
材
に
、
植
民
地
朝
鮮
に
お
け
る
「
社
会
事

業
」
が
照
ら
し
出
す
日
本
仏
教
の
「
近
代
性
」
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
結
論
づ
け

ら
れ
て
い
る
。
第
一
は
、近
代
的｢

文
明
」
を
体
現
し
た
宗
教
と
し
て
の
「
近
代
性
」。

第
二
は
、
個
人
に
還
元
さ
れ
な
い
社
会
的
慈
善
事
業
を
行
う｢

普
遍
的
」「
社
会
的
」

宗
教
と
し
て
の
「
近
代
性
」。
第
三
は
、こ
の
よ
う
な
事
業
が
朝
鮮
総
督
府
の
サ
ポ
ー

ト
で
な
さ
れ
る
と
い
う｢

帝
国
主
義
」「
植
民
地
主
義
」的
宗
教
と
し
て
の「
近
代
性
」。

こ
れ
ら
を
総
合
し
て
論
者
は
、
そ
の
「
近
代
性
」
を
「
植
民
地
的
近
代
」
と
し
て
の

日
本
仏
教
の
「
近
代
性
」
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、「
植
民
地
的
近
代
」
と
し
て
の
日

本
仏
教
の
「
近
代
性
」
と
は
、
上
記
の
日
本
仏
教
の
様
々
な
局
面
で
表
出
す
る
「
近

代
性
」を
構
造
的
に
鼎
立
さ
せ
た
こ
と
か
ら
惹
起
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

植
民
地
期
の
「
文
明
」
を
伝
達
す
る
日
本
仏
教
の
活
動
か
ら
は
、
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
な

権
力
関
係
に
無
自
覚
に
活
動
を
行
う
立
場
が
み
ら
れ
、
そ
の
「
普
遍
的
」「
社
会
的
」

宗
教
と
し
て
の
「
近
代
性
」
は
、
そ
れ
自
体
が
「
帝
国
」「
植
民
地
主
義
」
的
性
向

を
帯
び
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、本
論
文
の
結
論
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な「
近

代
性
」
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
が
未
だ
に
そ
の
内
部
に
存
在
し
て
い
る
近
代
で
あ
り
、
そ

の
意
味
で
の
「
植
民
地
的
近
代
」
は
随
所
に
存
在
し
て
い
る
。
植
民
地
朝
鮮
と
い
う

他
者
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
初
め
て
明
る
み
に
出
さ
れ
る
も
の
な
の
だ
、
と
論
者
は
結

論
づ
け
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

１
．
本
論
文
に
対
す
る
公
開
試
問
は
、
二
〇
〇
八
年
七
月
二
十
日
午
後
１
時
か
ら
３

時
に
か
け
て
、
末
川
記
念
会
館
第
二
会
議
室
で
行
わ
れ
た
。
傍
聴
人
５
名
。

２
．
主
査
・
副
査
の
試
問
を
総
合
し
た
内
容
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

本
論
文
は
、
留
学
生
で
あ
り
日
本
語
を
母
語
と
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
第
一

級
の
歴
史
史
料
を
詳
細
に
精
査
し
、
最
新
の
研
究
成
果
を
縦
横
に
用
い
つ
つ
、
的
確

な
日
本
語
で
執
筆
さ
れ
た
も
の
で
、
学
界
で
十
全
に
活
躍
で
き
る
優
れ
た
水
準
に
あ

る
も
の
と
評
価
で
き
る
。
か
か
る
論
文
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
漢
文
史
料
、
ハ

ン
グ
ル
・
日
本
語
、
植
民
地
期
の
ハ
ン
グ
ル
・
明
治
〜
大
正
期
の
日
本
語
に
十
分
に

通
暁
す
る
必
要
が
あ
り
、
本
論
文
か
ら
は
申
請
者
の
そ
う
し
た
力
量
が
十
分
に
理
解

さ
れ
る
。

　

本
論
文
の
土
台
に
は
、昨
今
の
日
韓
人
文
社
会
科
学
に
重
大
な
影
響
を
与
え
た「
植

民
地
近
代
性
」
論
が
存
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
親
日
派
・
反
日
派
な
ど
の
二
項

対
立
を
基
軸
に
近
代
化
を
歪
曲
し
て
き
た
も
の
と
し
て
植
民
地
支
配
を
捉
え
る
従
前

の
議
論
（
民
族
主
義
史
観
と
よ
ば
れ
る
）
に
対
し
て
、
そ
の
議
論
の
歴
史
的
経
緯
は
十

分
に
理
解
し
つ
つ
も
、
近
代
自
体
が
孕
む
問
題
を
問
え
な
い
そ
の
陥
穽
を
克
服
す
べ

く
、
植
民
地
支
配
自
体
が
近
代
化
の
所
産
と
し
て
存
在
し
、
そ
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
的
な

同
時
性
の
過
程
と
し
て
日
韓
関
係
を
捉
え
、
さ
ら
に
は
世
界
史
的
な
過
程
と
し
て
、

こ
の
時
期
を
位
置
づ
け
ん
と
す
る
議
論
で
あ
る
。
こ
の
議
論
の
登
場
に
よ
っ
て
、
解

放
後
の
い
わ
ゆ
る
ポ
ス
ト
コ
ロ
ニ
ア
ル
の
問
題
を
も
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
り
、

今
も
続
く
近
代
自
体
に
接
続
す
る
問
題
群
が
問
わ
れ
始
め
た
と
い
え
よ
う
。
本
論
文

は
、「
宗
教
（
仏
教
）」「
社
会
事
業
（
慈
善
）」
と
い
う
か
な
り
難
度
が
高
い
ジ
ャ
ン

ル
に
着
目
し
つ
つ
、
こ
の
「
植
民
地
近
代
性
」
論
の
議
論
を
批
判
的
に
発
展
さ
せ
よ

う
と
し
た
も
の
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
明
治
期
を
通
じ
て
、
急
速
に
「
近

代
宗
教
化
」
し
た
日
本
仏
教
が
、
そ
れ
故
に
必
然
的
に
「
社
会
化
」「
普
遍
化
」
を

遂
げ
（
そ
れ
が
「
近
代
宗
教
化
」
の
内
実
で
あ
る
）、
ま
さ
に
「
近
代
宗
教
」
と
し
て
の

活
動
の
場
の
一
つ
と
し
て
朝
鮮
で
の
活
動
が
あ
っ
た
と
い
う
の
が
、
本
論
文
の
基
本

的
な
視
角
で
あ
る
。
無
論
、
そ
れ
は
植
民
地
支
配
の
一
翼
と
し
て
存
在
す
る
も
の
で

は
あ
っ
た
が
、
日
本
仏
教
の
「
使
命
感
」、
近
代
化
過
程
に
参
入
を
余
儀
な
く
さ
れ

た
朝
鮮
民
衆
の
動
向
な
く
し
て
、
そ
の
植
民
地
支
配
は
到
底
「
実
現
」
さ
れ
な
か
っ

た
の
と
い
う
の
が
、
本
論
文
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
視
角
に
よ
っ
て
、
確
か
に
い
わ

ゆ
る「
民
族
主
義
的
な
抵
抗
」だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な
い「
日
常
的
抵
抗
の
範
疇
」(

近

代
化
に
伴
う
諸
軋
轢)

、
さ
ら
に
は
植
民
地
支
配
を
「
身
体
の
規
律
化
」
で
捉
え
る

と
い
う
斬
新
な
局
面
が
切
り
開
か
れ
た
こ
と
は
、
高
く
評
価
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
具
体
的
な
面
で
も
本
論
文
に
よ
っ
て
、
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
も

少
な
く
な
い
。
列
挙
す
る
な
ら
ば
、
真
宗
大
谷
派
の
朝
鮮
に
お
け
る
初
期
社
会
事
業

の
概
要
、
実
業
教
育
の
実
施
過
程
、
浄
土
宗
の
朝
鮮
に
お
け
る
社
会
事
業
の
全
容
な

ど
で
あ
る
。
ま
た
、「
土
幕
民
」
対
策
を
と
く
に
焦
点
化
し
た
部
分
に
も
、
新
た
に

解
明
さ
れ
た
事
実
が
散
見
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
も
本
論
文
の
歴
史
学
的
な
価
値
を
高
め

る
も
の
と
い
え
る
。

　

だ
が
、本
論
文
に
は
幾
つ
か
の
不
十
分
な
点
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、ま
た
「
植

民
地
近
代
性
」
論
の
議
論
自
体
が
内
包
し
て
い
る
問
題
で
も
あ
り
、
今
後
の
申
請
者

の
精
進
で
是
非
克
服
し
て
い
っ
て
ほ
し
い
点
で
も
あ
る
。
第
一
に
は
、「
近
代
」
と

い
う
壮
大
な
視
座
に
た
つ
こ
と
で
、
逆
に
見
え
に
く
く
な
っ
た
問
題
群
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
申
請
者
は
、
日
本
仏
教
の
活
動
全
体
を
「
近
代
」「
文
明
」
の
視
座
で
分

析
す
る
が
、
た
か
だ
か
数
十
年
で
急
速
に
近
代
宗
教
化
を
遂
げ
た
日
本
仏
教
の
活
動

全
体
が
有
し
て
い
る
特
性
、
ま
た
同
じ
理
由
か
ら
急
激
に
社
会
分
化
が
起
こ
り
前
近

代
的
と
評
さ
れ
る
農
村
部
か
ら
大
量
の
人
び
と
が
朝
鮮
半
島
に
押
し
出
さ
れ
、
そ
れ

ら
の
人
び
と
こ
そ
が
む
し
ろ
植
民
地
支
配
や
仏
教
の
「
布
教
」
に
携
わ
っ
た
事
実
を

ど
う
考
え
る
の
か
。
そ
れ
ら
も
近
代
化
過
程
と
い
え
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
刻
印
さ

れ
た
粗
暴
な
特
性
が
、
本
論
文
で
は
後
景
に
退
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
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い
う
疑
問
を
禁
じ
え
な
い
。
ま
た
、
仏
教
の
汎
ア
ジ
ア
的
な
特
性
も
、
そ
の
活
動
に

お
い
て
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
「
近
代
」「
文
明
」

と
い
う
タ
ー
ム
だ
け
で
は
分
析
し
え
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。第
二
に
は
、

「
宗
教
」
に
関
わ
る
問
題
群
で
あ
る
。「
宗
教
」
に
お
け
る
近
代
化
体
験
、
と
り
わ
け

日
本
仏
教
の
近
代
化
体
験
の
一
翼
と
し
て
の
植
民
地
で
の
活
動
と
い
う
視
座
は
、
確

か
に
斬
新
な
視
座
と
い
え
る
。
だ
が
、
な
ぜ
「
宗
教
」
な
の
か
、
な
ぜ
「
仏
教
」
な

の
か
、
本
論
文
で
は
そ
の
点
が
や
は
り
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
せ
っ

か
く
、「
内
面
化
」「
救
済
」
に
関
わ
る
分
野
を
取
り
扱
っ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
信

心
・
救
済
・
難
儀
・
奇
跡
・
布
教
な
ど
に
関
わ
る
植
民
地
体
験
と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
か
、
史
料
的
制
約
は
理
解
で
き
る
と
し
て
も
、
も
う
少
し
深
く
抉
り
出
す
べ

き
で
は
な
か
っ
た
か
。
第
三
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
関
わ
る
問
題
群
で
あ
る
。
従

来
の
い
わ
ゆ
る
民
族
主
義
史
観
が
後
景
に
退
け
ら
れ
た
分
、
本
論
文
で
は
日
韓
の
ナ

シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
生
成
と
そ
の
軋
轢
は
、
中
心
的
な
主
題
と
は
な
っ
て
い
な
い
。
だ

が
、
一
般
的
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
論
で
は
拾
い
き
れ
な
い
日
韓
関
係
独
自
の
ナ
シ
ョ
ナ

リ
ズ
ム
の
特
性
、
前
近
代
以
来
蓄
積
さ
れ
下
敷
き
の
よ
う
に
内
在
化
さ
れ
た
反
発
、

軋
轢
な
ど
は
、
植
民
地
期
朝
鮮
の
分
析
に
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
本

論
文
で
も
、「
向
上
会
館
」「
和
光
教
園
」
な
ど
で
の
騒
動
が
詳
細
に
紹
介
さ
れ
つ
つ

も
、
そ
れ
が
十
分
に
意
味
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
不
十
分
性
に
依

拠
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

以
上
の
問
題
点
は
、
本
論
文
を
提
出
し
た
申
請
者
の
研
究
力
量
を
加
味
す
る
な
ら

ば
、
必
ず
し
も
困
難
な
課
題
と
は
思
わ
れ
な
い
。
申
請
者
自
体
、
す
で
に
次
の
研
究

に
着
手
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
、
東
ア
ジ
ア
近
代
史
・
宗
教
史
と
い
う
大

き
な
研
究
課
題
の
一
つ
の
重
要
な
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
本
論
文
は
位
置
づ
け
ら
れ
る

だ
ろ
う
。
本
論
文
の
日
韓
で
の
公
刊
時
ま
で
に
は
是
非
克
服
し
て
も
ら
い
た
い
。

　

以
上
の
問
題
点
が
あ
る
に
も
拘
わ
ら
ず
、
結
論
的
に
は
、
本
審
査
委
員
会
で
は
、

と
り
わ
け
以
下
の
点
が
、
本
論
文
が
博
士
論
文
に
ふ
さ
わ
し
い
優
れ
た
内
容
を
有
し

て
い
る
と
の
結
論
に
達
し
た
。
第
一
に
、
本
論
文
は
、
い
わ
ゆ
る
「
民
族
主
義
的
な

抵
抗
」
だ
け
で
は
捉
え
き
れ
な
い
「
日
常
的
抵
抗
の
範
疇
（
近
代
化
に
伴
う
諸
軋
轢
）」

や
、
さ
ら
に
は
植
民
地
支
配
を
「
身
体
の
規
律
化
」
で
捉
え
る
斬
新
な
局
面
を
切
り

開
い
た
と
評
価
で
き
る
こ
と
。
第
二
に
、
本
論
文
で
は
、
真
宗
・
浄
土
宗
関
連
の
新

史
料
、
ま
た
十
九
世
紀
〜
二
十
世
紀
の
韓
国
側
の
史
料
の
紹
介
が
随
所
で
行
わ
れ
て

い
る
。
韓
国
側
史
料
に
つ
い
て
は
、
全
て
申
請
者
が
克
明
な
日
本
語
訳
を
付
し
て
い

る
。
歴
史
学
的
に
は
、
こ
う
し
た
点
も
重
要
な
学
界
へ
の
寄
与
と
考
え
ら
れ
る
。
以

上
か
ら
、
本
論
文
は
学
術
的
に
高
い
水
準
に
あ
る
も
の
で
、
公
刊
時
に
は
学
界
か
ら

高
い
評
価
を
獲
得
で
き
る
と
判
断
さ
れ
る
。

試
験
ま
た
は
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　

上
記
の
審
査
委
員
の
見
解
に
基
づ
い
て
合
議
し
た
結
果
、
こ
の
論
文
は
、
十
分
な

独
創
性
・
体
系
性
と
高
い
学
術
的
価
値
を
も
つ
と
の
結
論
に
至
っ
た
。
本
論
文
の
一

部
は
学
術
雑
誌
に
公
刊
さ
れ
て
お
り
、
既
に
申
請
者
は
、
日
韓
の
学
界
で
気
鋭
の
研

究
者
と
し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
韓
国
語
・
日
本
語
は
も
と
よ
り
、

英
語
に
対
し
て
も
申
請
者
は
高
い
実
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
本
論
文
か
ら
も
十

分
に
判
断
さ
れ
る
。

　

当
審
査
委
員
会
は
、
以
上
の
点
か
ら
総
合
的
に
判
断
し
て
、
本
学
学
位
規
程
第

十
八
条
第
一
項
に
よ
り
、
博
士
（
文
学　

立
命
館
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
を

適
当
と
認
め
る
。
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櫻　

澤　
　
　

誠

『
戦
後
沖
縄
に
お
け
る
復
帰
運
動
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　

地
域
政
治
構
造
の
変
容
過
程
』

 

学
位
の
種
類　

博　

士
（
文
学
）

 

授
与
年
月
日　

二
〇
〇
八
年
三
月
三
十
一
日

 

審
査
委
員

 
 

主
査　

桂　

島　

宣　

弘

 
 

副
査　

小　

関　

素　

明

 
 

副
査　

長         

志 

珠 

絵

論
文
内
容
の
要
旨

　

本
論
文
は
、
一
九
六
七
‐
六
八
年
に
生
じ
た
「
復
帰
運
動
の
質
的
転
換
」
以
前
の

復
帰
運
動
と
地
域
政
治
構
造
の
あ
り
よ
う
を
明
ら
か
に
し
、「
質
的
転
換
」
に
よ
っ

て
そ
れ
ら
が
ど
の
よ
う
に
変
容
し
た
の
か
を
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
。
序
章
で
は
、

先
行
研
究
の
な
か
に
自
明
の
も
の
と
し
て
「
復
帰
／
独
立
」「
保
守
／
革
新
」
と
い

う
二
項
対
立
が
存
在
す
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
上
で
、
二
項
対
立
が
生
じ
る
過
程
、

沖
縄
社
会
へ
の
影
響
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
従
来
肯
定
的
に
評
価
さ
れ
て
き
た
「
質
的

転
換
」を
再
検
討
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
次
い
で
第
一
章
で
は
、

戦
後
初
期
の
沖
縄
に
お
け
る
復
帰
論
と
独
立
論
の
再
検
討
が
な
さ
れ
、
講
和
交
渉
期

の
帰
属
論
争
の
思
想
的
内
実
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
復
帰
論
は
基
地
の
な
い
未
来
像

を
提
起
し
た
の
に
対
し
て
、
独
立
論
は
基
地
に
よ
る
収
入
・
援
助
を
基
盤
と
し
た
現

実
主
義
的
な
未
来
像
を
提
起
し
た
こ
と
、
そ
し
て
、
決
定
的
な
差
異
は
戦
前
日
本
の

搾
取
に
対
す
る
評
価
の
違
い
に
あ
っ
た
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
第
二
章
で
は
、

一
九
五
〇
年
代
沖
縄
の
地
域
に
お
け
る
教
員
の
役
割
に
つ
い
て
、
社
会
運
動
の
基
盤

形
成
を
軸
に
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
講
和
交
渉
期
に
組
織
的
活
動
が
で
き
な
か
っ

た
教
員
達
は
、
沖
縄
教
職
員
会
の
結
成
後
、
沖
縄
青
年
連
合
会
と
と
も
に
復
帰
運
動

を
展
開
し
、
特
に
、
両
組
織
に
属
し
て
い
た
青
年
教
員
は
、
地
域
と
密
接
に
関
わ
り

な
が
ら
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
の
復
帰
運
動
再

興
と
主
要
労
組
の
結
成
は
、
青
年
会
を
中
心
と
し
て
行
わ
れ
た
こ
と
が
重
点
的
に
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
第
三
章
で
は
、
沖
縄
に
お
け
る
保
革
対
立
軸
の
形
成
に
つ
い

て
、
一
九
六
〇
年
代
初
頭
の
革
新
共
闘
へ
の
過
程
を
中
心
に
し
た
検
討
が
な
さ
れ
て

い
る
。
沖
縄
県
祖
国
復
帰
協
議
会
結
成
時
（
一
九
六
〇
年
）
に
お
い
て
、
互
い
に
対

立
し
て
い
た
野
党
三
党
が
保
守
側
と
の
対
立
軸
を
明
確
に
し
て
い
く
上
で
、

一
九
六
一
年
那
覇
市
長
選
の
共
闘
成
立
が
重
要
な
画
期
と
な
っ
た
こ
と
、
そ
の
際
に

復
帰
協
は
超
党
派
の
運
動
団
体
と
し
て
の
姿
勢
を
保
持
し
、
選
挙
に
際
し
て
の
み
別

組
織
を
立
ち
上
げ
保
守
側
と
対
決
す
る
と
い
う
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
成
立
し
た

こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
四
章
で
は
、
一
九
六
〇
年
代
沖
縄
に
お
け
る
地
域
社

会
と
教
員
と
の
関
係
の
変
容
過
程
が
検
討
さ
れ
、
教
公
二
法
阻
止
闘
争
の
歴
史
的
意

義
の
再
考
が
試
み
ら
れ
て
い
る
。
ダ
ブ
ル
ス
タ
ン
ダ
ー
ド
が
解
消
さ
れ
た
の
は
、
阻

止
闘
争
の
勝
利
に
よ
っ
て
「
質
的
転
換
」
が
生
じ
た
後
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
過
程
で

保
守
側
は
戦
後
沖
縄
社
会
で
自
明
だ
っ
た
教
員
に
よ
る
政
治
行
為
に
対
す
る
疑
念
を

世
論
に
喚
起
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
こ
と
、
勝
利
し
た
は
ず
の
教
員
と
地
域
と
の
間

に
は
、
以
降
、
溝
が
生
じ
始
め
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
終
章
で
は
、
二
項
対

立
の
問
題
が
地
域
政
治
構
造
の
変
容
に
注
目
し
な
が
ら
考
察
さ
れ
、
日
米
両
政
府
に

よ
る
支
配
構
造
の
固
定
化
に
寄
与
し
て
い
る
こ
と
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、「
質

的
転
換
」
以
前
の
運
動
の
経
験
が
忘
却
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
現
代
的
意
味
の
考
察
が

試
み
ら
れ
て
い
る
。
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論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

本
論
文
の
口
頭
試
問
は
七
月
十
八
日
に
行
わ
れ
、
傍
聴
者
は
４
名
で
あ
っ
た
。
試

問
を
踏
ま
え
て
、
審
査
委
員
３
名
に
よ
っ
て
審
議
し
た
結
果
、
本
論
文
の
評
価
す
べ

き
点
、
問
題
点
と
し
て
以
下
の
点
が
確
認
さ
れ
た
。

　

ま
ず
評
価
す
べ
き
点
は
以
下
の
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
未
だ
若
手
研
究
者
と
も
言

う
べ
き
筆
者
が
、
戦
後
沖
縄
の
復
帰
運
動
史
を
捉
え
る
に
際
し
て
、
当
該
研
究
領
域

に
お
い
て
最
も
大
き
な
影
響
力
を
保
持
し
続
け
て
い
る
新
崎
盛
暉
の
作
り
上
げ
た
枠

組
み
と
は
別
の
枠
組
み
を
構
成
し
よ
う
と
果
敢
に
挑
ん
だ
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
成
否

は
と
も
か
く
、
そ
の
学
問
的
覇
気
と
気
宇
壮
大
な
研
究
姿
勢
は
評
価
に
値
す
る
。

　

第
二
に
、
こ
れ
ま
で
必
ず
し
も
明
確
に
は
意
識
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
復
帰
運
動
の

段
階
的
変
化
を
捉
え
る
こ
と
を
試
み
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に「
教
公
二
法
阻
止
闘
争
」

を
復
帰
運
動
に
大
き
な
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
転
換
を
も
た
ら
し
た
一
大
転
機
と
位
置
づ
け
、

そ
の
様
相
に
着
目
し
た
上
で
そ
の
意
味
を
考
察
し
た
こ
と
は
、
今
後
の
復
帰
運
動
史

研
究
に
一
石
を
投
じ
る
論
点
を
提
示
し
た
も
の
と
評
価
で
き
よ
う
。

　

第
三
に
、
復
帰
運
動
を
推
進
す
る
な
か
で
中
核
的
役
割
を
果
た
し
た
と
目
さ
れ
な

が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
必
ず
し
も
真
正
面
か
ら
は
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な

か
っ
た
教
職
員
組
合
の
動
勢
、
そ
の
構
成
員
の
変
容
、
と
り
わ
け
そ
の
主
力
を
成
し

た
若
手
教
員
の
地
域
社
会
に
お
け
る
活
動
状
況
を
初
め
て
本
格
的
に
復
帰
運
動
史
研

究
の
遡
上
に
上
げ
た
こ
と
で
あ
る
。
通
算
す
れ
ば
三
〇
回
あ
ま
り
も
現
地
沖
縄
に
足

を
運
び
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
本
格
的
に
活
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
復
帰
協
文

書
」
や
運
動
関
係
者
の
個
人
文
書
、
琉
球
政
府
の
「
内
偵
文
書
」（
沖
縄
県
公
文
書
館

所
蔵
琉
球
政
府
文
書
）
を
は
じ
め
と
す
る
原
史
料
を
本
格
的
に
活
用
し
、
さ
ら
に
は
当

時
の
運
動
関
係
者
へ
の
度
重
な
る
「
聞
き
取
り
」
調
査
の
成
果
を
縦
横
に
活
用
し
て
、

若
手
教
員
た
ち
が
地
域
社
会
や
父
兄
と
緊
密
な
関
係
を
構
築
し
な
が
ら
復
帰
運
動
へ

と
参
画
し
て
い
っ
た
動
き
に
分
析
の
手
を
加
え
、
そ
の
意
味
を
考
察
し
た
こ
と
は
本

論
文
の
独
創
性
と
し
て
特
大
筆
し
て
よ
い
。

　

第
四
に
、
こ
の
教
職
員
会
の
動
向
を
中
心
に
、「
島
ぐ
る
み
闘
争
」
の
相
貌
を
帯

び
た
復
帰
運
動
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
確
執
を
孕
み
な
が
ら
も
、
労
働
運
動
団
体
や
沖
縄

内
外
の
政
党
に
系
列
化
さ
れ
、
政
治
運
動
へ
と
純
化
し
て
い
く
流
れ
と
様
相
を
詳
細

に
描
き
、
復
帰
運
動
を
歴
史
的
経
緯
の
中
で
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
な
さ
れ

て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
成
否
は
と
も
か
く
、
運
動
史
研
究
に
付
着
し
た
政

治
的
バ
イ
ア
ス
か
ら
自
由
で
あ
ろ
う
と
す
る
筆
者
の
姿
勢
の
反
映
と
言
え
よ
う
。

　

問
題
点
に
関
し
て
は
、
本
論
文
の
評
価
に
大
き
く
か
か
わ
る
、
事
実
評
価
、
視
座
、

方
法
論
、
論
点
に
し
ぼ
っ
て
以
下
に
記
し
た
い
。

　

第
一
に
、
以
下
の
諸
点
に
お
い
て
事
実
検
証
の
甘
さ
・
不
明
さ
、
分
析
の
不
十
分

さ
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
①
「
島
ぐ
る
み
闘
争
」
が
当
初
内
包
し

て
い
な
が
ら
、
復
帰
運
動
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
転
換
に
よ
っ
て
「
大
き
く
捨
象
さ
れ
て
し

ま
う
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
何
か
殆
ど
述
べ
ら
れ
て
お
ら
ず
、不
明
で
あ
る
こ
と
。

②
一
九
五
八
年
の
立
法
院
選
挙
、
一
九
五
〇
年
代
後
半
時
点
の
沖
縄
諸
政
党
の
結
成

を
契
機
と
し
た
政
界
再
編
、「
教
公
二
法
阻
止
闘
争
時
の
ヘ
ゲ
モ
ニ
ー
転
換
」、
さ
ら

に
は
そ
れ
と
機
を
一
に
し
た
地
域
社
会
と
教
員
と
の
関
係
の
あ
り
方
の
変
容
な
ど
重

要
局
面
（
変
化
）
に
関
し
て
、
概
括
的
な
様
相
が
俯
瞰
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、

踏
み
込
ん
だ
検
証
や
分
析
が
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
③
当
時
運
動
を
担
っ
た
関
係

者
へ
の
聞
き
取
り
調
査
を
精
力
的
に
行
い
、
こ
れ
ま
で
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
復
帰
運
動
の
空
白
部
分
を
埋
め
よ
う
と
し
た
こ
と
は
本
論
文
の
独
創
的
試
み

と
し
て
高
く
評
価
す
べ
き
で
あ
る
が
、
他
方
で
運
動
の
重
要
部
分
や
転
換
点
を
関
係

者
の
概
括
的
回
顧
（
証
言
）
の
み
を
頼
り
に
再
現
・
考
察
し
よ
う
と
し
た
部
分
が
か

な
り
存
在
す
る
た
め
、
運
動
の
具
体
像
が
不
明
確
な
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
面
が
存
在

す
る
こ
と
で
あ
る
。

　

第
二
に
、
復
帰
運
動
の
諸
特
質
、
運
動
に
ま
つ
わ
る
諸
事
象
の
評
価
・
位
置
づ
け

を
め
ぐ
っ
て
も
以
下
の
問
題
点
が
残
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
①
復
帰
運
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動
の
対
立
構
図
が
次
第
に
保
守
・
革
新
と
い
う
二
項
対
立
的
構
図
に
強
制
的
に
再
編

さ
れ
た
こ
と
に
付
随
し
て
運
動
を
捉
え
る
研
究
者
の
認
識
枠
組
み
に
も
そ
の
対
立
構

図
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
問
題
性
を
指
摘
す
る
と
い
う
の
が
本
論
文
の
一
大
眼

目
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
ぜ
に
二
項
対
立
構
図
で
運
動
を
捉
え
る
こ
と
が
問

題
な
の
か
と
い
う
根
本
的
な
点
に
関
す
る
説
明
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
、

ま
た
そ
う
し
た
傾
向
の
研
究
を
先
導
し
た
研
究
者
と
し
て
新
崎
盛
暉
を
取
り
上
げ
、

そ
の
責
め
を
負
わ
せ
る
こ
と
が
妥
当
か
否
か
検
討
の
余
地
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
、

②
さ
ら
に
復
帰
運
動
が
そ
も
そ
も
な
ぜ
「
革
新
」
陣
営
の
運
動
と
い
う
性
格
を
強
め

た
か
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
保
守
派
が
運
動
に
そ
う
し
た
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
た
と

い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
入
念
な
検
証
と
説
得
的
な
説
明
が
な
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
。
③
新
崎
批
判
を
意
識
し
た
筆
者
の
「
復
帰
論
は
歴
史
的
経
緯
の
産

物
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
指
摘
は
そ
の
通
り
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
運

動
全
体
の
中
で
の
復
帰
論
の
位
置
が
相
対
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
の
論

拠
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、筆
者
の
所
論
の
基
調
に
お
い
て
、

両
者
を
等
式
で
結
ぶ
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
る
か
の
よ
う
な
安
易
な
傾
向
が
見
ら

れ
な
く
も
無
い
こ
と
で
あ
る
。
④
最
後
に
、
新
崎
批
判
の
当
否
は
別
に
し
て
、
筆
者

が
そ
れ
に
代
わ
る
ど
の
よ
う
な
運
動
史
の
捉
え
方
を
し
て
い
る
の
か
が
い
ま
一
つ
不

明
確
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

　

そ
の
他
一
部
の
文
章
表
現
、
論
文
の
構
成
に
つ
い
て
再
考
の
余
地
が
あ
る
と
の
指

摘
が
審
査
委
員
か
ら
な
さ
れ
た
。

　

本
論
文
を
評
価
す
る
に
当
た
っ
て
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
以
下

の
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
運
動
を
担
っ
た
関
係
者
の
多
く
が
未
だ
生
存
し
て
い
る
こ

と
、
そ
の
た
め
に
そ
れ
ら
関
係
者
が
相
互
に
配
慮
・
牽
制
し
あ
っ
た
情
報
の
提
供
を

意
識
す
る
た
め
、
聞
き
取
り
を
行
っ
て
も
す
べ
て
の
情
報
を
開
示
し
て
も
ら
え
る
こ

と
は
望
み
が
た
い
こ
と
。
第
二
に
、
復
帰
と
い
う
選
択
の
評
価
自
体
が
未
だ
定
ま
っ

て
い
な
い
こ
と
。
特
に
現
時
点
で
米
軍
基
地
問
題
に
ゆ
れ
る
沖
縄
の
現
状
を
目
の
当

た
り
に
す
る
と
き
、
そ
の
感
を
深
く
す
る
。
さ
ら
に
日
米
関
係
の
あ
り
方
を
度
外
視

し
て
そ
の
評
価
を
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
難
題
を
抱
え
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
点
を
勘
案
し
た
と
き
、
本
論
文
が
積
み
残
し
た
問
題
点
を
一
方
的
に
摘

発
す
る
こ
と
は
酷
に
失
す
る
と
言
え
よ
う
。
現
地
沖
縄
で
の
調
査
を
精
力
的
に
推
進

す
る
過
程
で
、
当
時
運
動
を
担
っ
た
当
事
者
の
間
に
、
世
代
間
ギ
ャ
ッ
プ
も
含
め
た

大
き
な
意
識
の
懸
隔
が
存
在
す
る
こ
と
に
衝
撃
を
う
け
た
筆
者
は
、
一
九
五
〇
年
代

に
運
動
を
担
っ
た
当
事
者
が
一
九
六
〇
年
代
の
運
動
の
あ
り
方
に
対
し
て
抱
い
て
い

る
「
違
和
感
」
の
根
拠
と
由
来
を
探
求
す
る
こ
と
を
自
ら
の
課
題
に
課
し
、
今
日
ま

で
の
研
究
を
継
続
し
て
き
た
。
本
論
文
の
完
成
度
と
説
得
力
に
か
か
わ
る
若
干
の
不

備
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
本
論
文
の
随
所
に
横
溢
し
た
そ
の
問
題
意
識
は
わ
れ
わ

れ
を
衝
き
動
か
し
、
今
に
続
く
沖
縄
問
題
の
根
の
深
さ
を
再
認
識
さ
せ
ず
に
は
お
か

な
い
。

　

そ
の
点
を
ふ
く
め
、
今
後
の
確
か
な
可
能
性
を
予
感
さ
せ
る
本
論
文
は
博
士
論
文

と
し
て
評
価
す
る
に
値
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
。

試
験
ま
た
は
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　

上
記
の
審
査
委
員
の
見
解
に
基
づ
い
て
合
議
し
た
結
果
、
こ
の
論
文
は
、
十
分
な

独
創
性
・
体
系
性
と
高
い
学
術
的
価
値
を
も
つ
と
の
結
論
に
至
っ
た
。
本
論
文
の
一

部
は
学
術
雑
誌
に
公
刊
さ
れ
て
お
り
、
既
に
申
請
者
は
、
学
界
で
気
鋭
の
研
究
者
と

し
て
の
地
位
を
確
立
し
て
い
る
。
ま
た
、
英
語
は
も
と
よ
り
、
中
国
語
（
古
文
）
に

対
し
て
も
申
請
者
は
高
い
実
力
を
有
し
て
い
る
こ
と
は
、
本
論
文
か
ら
も
十
分
に
判

断
さ
れ
る
。

　

当
審
査
委
員
会
は
、
以
上
の
点
か
ら
総
合
的
に
判
断
し
て
、
本
学
学
位
規
程
第

十
八
条
第
一
項
に
よ
り
、
博
士
（
文
学　

立
命
館
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
を

適
当
と
認
め
る
。
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磯　

部　

直　

希

『「
民
藝
」
の
イ
ン
ク
ナ
ブ
ラ 

―
『
井
ル
ヤ
ム
・
ブ
レ
イ
ク
書
誌
』

　
　
　
　
　
　
　

か
ら
『
工
藝
』
へ
の
道
、
そ
の
装
丁
に
み
る
形
式
と
意
匠
』

 

学
位
の
種
類　

博　

士
（
文
学
）

 

授
与
年
月
日　

二
〇
〇
八
年
三
月
三
十
一
日

 

審
査
委
員

 
 

主
査　

竹　

山　

博　

英

 
 

副
査　

上　

田　

高　

弘

 
 

副
査　

鶴　

岡　

真　

弓

論
文
内
容
の
要
旨

　

本
論
文
「「
民
藝
」
の
イ
ン
ク
ナ
ブ
ラ 

― 『
井
ル
ヤ
ム
・
ブ
レ
イ
ク
書
誌
』
か
ら
『
工

藝
』
へ
の
道
、
そ
の
装
丁
に
み
る
形
式
と
意
匠
」
は
「
は
じ
め
に
」
と
「
む
す
び
」

を
含
む
、
４
章
か
ら
な
る
論
文
で
あ
る
。

　

民
芸
運
動
の
主
唱
者
で
あ
っ
た
柳
宗
悦
は
関
東
大
震
災
で
被
災
し
、
一
九
二
四
年

か
ら
一
九
三
三
年
ま
で
京
都
に
移
り
住
ん
だ
。
そ
し
て
河
井
寛
次
郎
、
寿
岳
文
章
を

初
め
と
す
る
多
く
の
作
家
、
芸
術
家
と
知
り
合
い
、「
民
芸
」
運
動
を
始
め
た
。
民

芸
運
動
は
絵
画
、
染
織
、
陶
磁
器
な
ど
幅
広
い
分
野
を
網
羅
し
て
い
た
が
、
本
論
文

は
今
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
分
野
、
つ
ま
り
書
物
・
出
版
と
民
芸
の

関
係
を
論
じ
る
こ
と
で
、
民
芸
運
動
の
知
ら
れ
ざ
る
部
分
、
す
な
わ
ち
出
版
人
と
し

て
の
柳
宗
悦
の
思
想
と
活
動
と
い
う
側
面
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

　

第
１
章
で
は
柳
の
京
都
移
住
の
い
き
さ
つ
、
寿
岳
文
章
と
の
出
会
い
が
書
か
れ
て

い
る
。
柳
と
寿
岳
を
結
び
つ
け
た
の
は
ブ
レ
イ
ク
に
関
す
る
研
究
で
あ
り
、
さ
ら
に

は
書
物
を
「
総
合
芸
術
」
と
と
ら
え
る
考
え
方
だ
っ
た
。
そ
こ
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
滞
在

の
経
験
が
あ
り
、
稀
覯
本
出
版
に
情
熱
を
燃
や
す
実
業
家
、
伊
藤
長
蔵
が
加
わ
り
、

ブ
レ
イ
ク
没
後
百
年
の
記
念
事
業
と
し
て
『
井
ル
ヤ
ム
・
ブ
レ
イ
ク
書
誌
』
の
刊
行

が
企
て
ら
れ
た
。
寿
岳
は
書
誌
の
編
纂
作
業
、柳
は
資
料
の
提
供
と
本
の
デ
ザ
イ
ン
、

伊
藤
が
出
版
の
実
務
を
行
う
こ
と
に
な
っ
た
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
稀
覯
本
を
手
本
に
し

た
意
欲
的
な
出
版
企
画
が
進
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

第
２
章
で
は
洋
式
製
本
が
い
か
に
日
本
に
も
た
ら
さ
れ
た
か
、
が
論
じ
ら
れ
る
。

日
本
の
印
刷
術
は
大
蔵
省
で
紙
幣
が
印
刷
さ
れ
る
こ
と
で
発
達
し
た
が
、
そ
の
大
蔵

省
印
刷
局
で
働
い
て
い
た
御
雇
い
外
国
人
パ
タ
ー
ソ
ン
が
洋
式
製
本
の
技
術
を
も
た

ら
し
た
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
パ
タ
ー
ソ
ン
か
ら
製
本
技
術
を
学
ん
だ
日
本
人
職
人

た
ち
の
手
に
よ
り
、
日
本
に
お
け
る
出
版
が
少
し
ず
つ
発
展
し
て
い
っ
た
。
関
東
大

震
災
に
よ
り
東
京
の
出
版
社
は
大
打
撃
を
受
け
、
関
西
の
出
版
社
に
大
量
の
発
注
が

な
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。そ
の
時
に
活
躍
し
た
の
が
大
阪
の
中
林
製
本
所
で
あ
る
。

社
主
の
中
林
安
右
衛
門
は
大
阪
で
製
本
技
術
を
学
び
、
古
書
の
修
復
で
腕
を
磨
い
て

い
た
。
伊
藤
は
中
林
安
右
衛
門
に
装
丁
を
依
頼
し
、
２
年
以
上
の
歳
月
を
か
け
、

一
九
二
九
年
に
七
二
四
ペ
ー
ジ
に
及
ぶ
大
著
『
井
ル
ヤ
ム
・
ブ
レ
イ
ク
書
誌
』
が
刊

行
さ
れ
た
。

　

第
３
章
で
は
『
井
ル
ヤ
ム
・
ブ
レ
イ
ク
書
誌
』
の
装
丁
、
デ
ザ
イ
ン
等
が
検
証
さ

れ
、論
じ
ら
れ
る
。
こ
の
本
は
当
時
と
し
て
は
異
例
の
皮
革
装
丁
が
な
さ
れ
て
い
た
。

柳
、
寿
岳
、
伊
藤
は
、
日
本
で
は
な
じ
み
の
な
い
、
本
の
装
丁
に
用
い
る
皮
革
を
見

つ
け
る
の
に
多
大
な
努
力
を
払
い
、結
局
邦
楽
器
に
用
い
ら
れ
る
皮
革
を
使
用
し
た
。

本
に
使
わ
れ
た
用
紙
は
、「
局
紙
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
、
大
蔵
省
印
刷
局
の
用
紙
で
、

和
紙
の
伝
統
を
生
か
し
た
洋
紙
で
あ
っ
た
。
表
紙
や
背
表
紙
に
は
、箔
押
し
に
よ
り
、

葉
状
の
装
飾
が
配
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
西
洋
の
本
の
伝
統
を
意
識
し
て
お
り
、

柳
が
手
が
け
た
も
の
だ
っ
た
。
柳
は
こ
れ
を
「
畫
母
」「
組
繪
」
と
呼
び
、
後
の
出

版
活
動
に
も
生
か
そ
う
と
考
え
て
い
た
。
柳
は
書
物
を
「
総
合
芸
術
」
と
と
ら
え
、
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そ
れ
を
ゴ
シ
ッ
ク
美
と
称
し
た
。「
ゴ
シ
ッ
ク
美
と
は
個
人
を
越
え
た
秩
序
と
法
則

の
美
」
で
あ
る
と
し
て
、
個
々
の
装
飾
要
素
を
、
全
体
を
構
成
す
る
一
要
素
と
し
て

考
え
た
。
柳
は
『
井
ル
ヤ
ム
・
ブ
レ
イ
ク
書
誌
』
を
「
稚
拙
美
」
を
持
つ
、「
民
衆

的
工
藝
」
に
し
よ
う
と
し
た
が
、
完
全
に
満
足
の
い
く
も
の
に
は
な
ら
な
か
っ
た
。

　

第
４
章
で
は
柳
が
雑
誌
「
工
藝
」
の
編
集
、
出
版
に
携
わ
る
こ
と
で
、
出
版
に
関

す
る
認
識
を
さ
ら
に
深
め
る
過
程
が
論
じ
ら
れ
る
。
初
め
に
「
工
藝
」
出
版
以
前
に
、

日
本
に
お
い
て
「
和
紙
」
が
い
か
な
る
状
況
で
生
産
さ
れ
て
い
た
か
考
察
さ
れ
る
。

当
時
の
日
本
紙
の
大
産
地
は
福
井
県
（
越
前
）
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
日
本
画
に
用

い
ら
れ
る
巨
大
サ
イ
ズ
の
紙
が
作
ら
れ
て
い
た
。柳
は
日
本
紙
の
良
さ
に
着
目
し
て
、

日
本
各
地
の
紙
の
産
地
を
調
査
し
、「
工
藝
」
の
用
紙
に
も
日
本
紙
を
用
い
た
。
そ

し
て
「
和
紙
」
に
関
す
る
特
集
を
組
み
、「
和
紙
」
と
い
う
言
葉
を
広
め
る
の
に
貢

献
し
た
。
出
版
人
と
し
て
の
柳
宗
悦
は
装
丁
か
ら
用
紙
ま
で
、
書
物
と
い
う
「
も
の

作
り
」
に
幅
広
く
携
わ
り
、
民
芸
の
中
に
し
か
る
べ
き
位
置
を
与
え
よ
う
と
し
た
。

　

本
論
文
は
出
版
人
と
し
て
の
柳
宗
悦
に
焦
点
を
当
て
、
民
芸
運
動
を
新
た
な
視
点

か
ら
論
じ
て
い
る
。
そ
れ
は
今
ま
で
多
く
み
ら
れ
た
美
術
史
的
、
思
想
史
的
な
観
点

か
ら
の
分
析
と
は
違
っ
て
い
て
、
書
物
を
構
成
す
る
素
材
と
そ
れ
を
用
い
る
技
法
を

具
体
的
に
分
析
す
る
こ
と
で
論
述
を
進
め
て
い
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
書
物
を
「
総

合
芸
術
」
と
と
ら
え
る
柳
宗
悦
の
立
場
が
明
ら
か
に
な
る
。
柳
は
書
物
を
「
建
築
」

に
な
ぞ
ら
え
、
様
々
な
部
分
が
有
機
的
に
組
み
合
わ
さ
る
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
の
よ
う
な

も
の
だ
と
考
え
て
い
た
。
書
物
の
美
し
さ
は
「
製
本
工
程
の
必
然
的
な
発
展
に
求
め

る
」
べ
き
で
あ
り
、「
製
本
の
様
式
や
綴
じ
方
を
生
か
す
こ
と
で
、
内
部
か
ら
美
を

生
む
」
の
が
「
総
合
芸
術
」
と
し
て
の
書
物
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
が
柳
の
根
本
的

思
想
で
あ
っ
た
。
そ
の
実
践
が
『
井
ル
ヤ
ム
・
ブ
レ
イ
ク
書
誌
』
の
発
刊
で
あ
り
、

雑
誌
「
工
藝
」
の
編
集
、
刊
行
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
論
者
は
そ
の
実
践
を
製
本
、
装

丁
、
用
紙
、
装
飾
に
い
た
る
ま
で
、
詳
細
に
、
具
体
的
に
分
析
し
、
論
じ
て
い
る
。

そ
の
分
析
は
明
快
で
あ
り
、
論
述
も
論
理
的
か
つ
緻
密
で
、
十
分
な
説
得
力
を
持
っ

て
い
る
。

　

出
版
に
関
す
る
柳
の
実
践
活
動
の
分
析
は
、
柳
を
取
り
巻
く
様
々
な
人
物
の
活
動

の
動
向
分
析
に
通
じ
、
さ
ら
に
は
あ
る
素
材
、
あ
る
技
法
の
歴
史
、
社
会
状
況
の
分

析
に
も
及
ぶ
。
本
論
文
の
す
ぐ
れ
て
い
る
点
は
、
柳
と
民
芸
運
動
の
関
係
を
書
物
の

刊
行
を
通
じ
て
考
察
し
た
だ
け
で
な
く
、
明
治
、
大
正
期
の
製
紙
業
、
皮
革
産
業
、

印
刷
業
な
ど
の
分
野
を
対
象
に
、
歴
史
的
、
社
会
史
的
観
点
か
ら
非
常
に
詳
細
な
分

析
を
行
っ
た
点
に
あ
る
。
特
に
和
紙
の
成
立
に
関
す
る
部
分
は
、
民
芸
運
動
の
分
析

を
越
え
、
明
治
、
大
正
期
の
産
業
史
、
社
会
史
、
文
化
史
的
分
析
と
し
て
も
高
く
評

価
で
き
る
。論

文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

本
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
民
芸
運
動
の
黎
明
期
に
さ
ほ
ど
大
き
な
意
味
を
持
っ
た
と

は
考
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
工
芸
と
し
て
の
「
書
物
」
を
、
独
自
の
綿
密
な
調
査
を

踏
ま
え
、正
面
か
ら
取
り
上
げ
て
お
り
、そ
の
歴
史
的
意
味
を
、「
和
紙
」
と
の
関
連
で
、

国
際
的
表
象
性
を
担
う
も
の
と
し
て
論
じ
て
い
る
点
に
独
自
性
が
あ
る
と
言
え
る
。

　

本
論
文
で
は
民
芸
運
動
を
担
っ
た
諸
工
芸
の
複
雑
な
関
わ
り
と
相
互
「
力
学
」
が

精
緻
に
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
作
例
を
詳
細
に
論
じ
る
や
り
方
は
、
初
期
の

民
芸
運
動
が
持
っ
た
活
力
を
具
体
的
に
示
す
も
の
で
、
非
常
に
示
唆
的
で
あ
り
、
日

本
の
近
代
工
芸
運
動
の
歴
史
／
表
象
研
究
の
射
程
と
限
界
を
再
考
さ
せ
う
る
良
質
の

ベ
ー
ス
を
含
ん
で
い
る
と
評
価
で
き
る
。

　

本
論
文
は
、
具
体
的
調
査
と
そ
の
分
析
が
、
出
版
に
関
す
る
様
々
な
分
野
、
印
刷
、

製
本
、
装
丁
、
用
紙
、
皮
革
、
活
字
、
装
飾
、
染
織
、
製
紙
業
と
、
非
常
に
広
範
囲

に
及
ん
で
い
て
、
し
か
も
記
述
が
詳
細
な
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
近
代
化
の
過
程

に
あ
っ
た
日
本
の
出
版
界
の
様
々
な
分
野
が
、
民
芸
運
動
や
柳
と
の
関
わ
り
で
、
あ

る
分
野
は
素
材
を
、
あ
る
分
野
は
そ
れ
を
担
っ
た
人
物
を
中
心
に
縦
横
に
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
特
に
本
論
文
の
第
３
章
は
、『
井
ル
ヤ
ム
・
ブ
レ
イ
ク
書
誌
』
と
い
う
一
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冊
の
書
物
に
つ
い
て
、そ
の
構
想
の
胚
胎
か
ら
、制
作
に
関
与
す
る
人
的
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
の
形
成
、
材
料
の
調
達
、
技
術
面
の
克
服
な
ど
に
至
る
諸
点
を
緊
密
に
練
り
上
げ

る
よ
う
に
論
じ
て
お
り
、
論
文
全
体
の
白
眉
と
な
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
、
実
際
の

製
本
過
程
を
経
験
的
に
知
る
筆
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
、
同
書
装
丁
の
諸
特
徴
の
記

述
は
、
類
似
す
る
視
点
か
ら
の
先
行
研
究
を
持
た
な
い
ば
か
り
か
、
今
後
も
他
の
研

究
者
の
追
従
を
容
易
に
は
許
さ
な
い
で
あ
ろ
う
レ
ベ
ル
に
達
し
て
い
る
。
ま
た
、
同

書
の
本
文
用
紙
と
し
て
用
い
ら
れ
な
が
ら
、
著
者
の
寿
岳
文
章
自
身
が
「
鳥
の
子
」

と
誤
っ
て
認
識
し
て
い
た「
局
紙
」に
つ
い
て
論
じ
る
箇
所（
四
〇
頁
以
降
の
数
頁
）は
、

単
に
民
藝
運
動
初
期
の
各
論
的
問
題
を
掘
り
起
こ
し
た
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
日
本

近
代
産
業
史
に
新
た
な
光
を
当
て
る
一
試
論
と
な
り
え
て
い
る
。
こ
こ
で
筆
者
の
関

心
は
、
美
的
（
工
芸
論
的
）、
歴
史
学
的
、
社
会
学
的
、
そ
し
て
広
義
に
は
政
治
学
的

で
す
ら
あ
る
諸
視
点
と
手
を
結
び
、
さ
な
が
ら
一
編
の
推
理
小
説
の
よ
う
に
、
書
誌

学
の
泰
斗
す
ら
免
れ
な
か
っ
た
「
誤
認
」
の
必
然
を
、
意
味
深
く
開
示
し
て
い
る
。

こ
の
点
は
非
常
に
高
く
評
価
で
き
る
と
考
え
る
。

　

本
論
文
で
は
柳
や
寿
岳
が
理
想
の
本
を
作
ろ
う
と
し
て
、
例
え
ば
表
装
用
の
皮
革

と
し
て
「
白
鞣
し
革
」、
鹿
革
な
ど
を
吟
味
し
、
最
後
に
楽
器
用
の
牛
革
を
用
い
た

こ
と
、
あ
る
い
は
ウ
イ
リ
ア
ム
・
モ
リ
ス
の
書
物
を
意
識
し
、
黒
と
朱
の
二
色
印
刷

を
試
み
、
理
想
の
活
字
を
追
求
し
た
が
果
た
せ
な
か
っ
た
こ
と
な
ど
が
、
具
体
的
調

査
を
通
じ
て
、
詳
細
か
つ
綿
密
に
描
か
れ
、
そ
れ
が
文
学
的
と
も
言
え
る
お
も
し
ろ

さ
を
感
じ
さ
せ
る
。
し
か
し
論
者
は
柳
宗
悦
が
書
物
を
い
か
に
と
ら
え
て
い
た
か
、

常
に
意
識
し
な
が
ら
論
述
を
進
め
て
い
る
。
そ
れ
は
書
物
を
「
建
築
」
と
し
て
と
ら

え
る
考
え
方
で
、
様
々
な
要
素
の
有
機
的
つ
な
が
り
を
重
視
し
て
い
た
。
論
者
は
印

刷
史
、
装
丁
史
な
ど
に
深
く
分
け
入
り
、
細
か
な
部
分
を
お
ろ
そ
か
に
す
る
こ
と
な

く
記
述
を
進
め
て
い
る
が
、
柳
の
根
本
的
な
思
想
に
注
意
深
く
目
配
り
を
効
か
せ
て

い
る
た
め
、
全
体
を
つ
ら
ぬ
く
主
軸
は
読
む
も
の
に
よ
く
見
え
る
よ
う
に
提
示
さ
れ

て
い
る
。
こ
の
点
に
関
す
る
論
者
の
構
想
力
は
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　

た
だ
し
本
論
文
に
欠
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
ま
ず
初
め
の
部
分
で
「
民
芸
運

動
の
全
体
」
と
主
題
と
の
関
係
性
が
明
確
に
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
や
や
論
考
が
少
な

い
。
他
の
諸
工
芸
と
の
関
係
な
ど
、「
体
系
」
的
、「
俯
瞰
」
的
な
視
座
が
も
う
少
し

必
要
だ
が
、
そ
の
点
が
弱
い
。
ま
た
引
用
が
か
な
り
多
い
が
、
と
も
す
れ
ば
当
事
者

の
証
言
の
紹
介
と
し
て
機
能
し
て
お
り
、
研
究
史
を
見
せ
る
よ
う
な
使
い
方
が
な
さ

れ
て
い
な
い
。
あ
る
い
は
叙
述
が
詳
細
に
及
び
す
ぎ
て
、
本
筋
が
見
失
わ
れ
る
よ
う

な
箇
所
も
あ
る
、
な
ど
の
点
で
あ
る
。

　

し
か
し
本
論
文
が
、
そ
う
し
た
欠
点
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
体
を
見
る
な
ら
、
書

物
と
い
う
「
総
合
芸
術
」
か
ら
民
芸
運
動
を
と
ら
え
直
す
と
い
う
重
要
な
視
点
を
含

ん
で
お
り
、
今
ま
で
あ
ま
り
注
目
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
民
芸
運
動
の
あ
る
側
面
を
、

詳
細
か
つ
具
体
的
な
分
析
で
示
し
た
こ
と
に
大
き
な
価
値
が
あ
る
と
評
価
で
き
る
の

で
あ
る
。

　

試
験
ま
た
は
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　

本
論
文
の
審
査
は
七
月
六
日
、
13
：
30
よ
り
15
：
30
ま
で
、
学
而
館
第
一
研
究
室

で
行
わ
れ
た
。
傍
聴
者
は
９
名
で
あ
っ
た
。

　

本
論
文
は
実
地
調
査
の
報
告
部
分
を
含
ん
で
い
る
が
、
全
体
的
に
良
く
整
理
さ
れ

て
い
て
、
文
意
は
明
快
で
あ
り
、
読
み
や
す
く
書
か
れ
て
お
り
、
論
者
の
論
証
能
力

を
十
分
に
示
し
て
い
る
と
評
価
で
き
る
。

　

論
者
の
民
芸
運
動
や
美
術
史
、
工
芸
史
に
関
す
る
知
識
は
豊
富
で
、
質
問
に
も
的

確
に
答
え
、
出
版
に
関
す
る
諸
分
野
の
知
識
も
豊
か
で
、
そ
の
質
問
に
お
い
て
も
的

確
に
答
え
て
い
た
。
ま
た
実
際
に
皮
革
を
使
っ
た
製
本
を
す
る
な
ど
、
出
版
の
実
務

に
も
通
じ
て
い
て
、
そ
の
知
識
が
論
述
に
生
か
さ
れ
て
い
た
。

　

当
審
査
委
員
会
は
、
こ
れ
ら
の
点
を
総
合
的
に
判
断
し
、
本
学
学
位
規
程
第
十
八

条
第
一
項
に
よ
り
、
博
士
（
文
学　

立
命
館
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
を
適
当

と
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
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竹　

山　

博　

英

『
イ
タ
リ
ア
の
記
念
碑
墓
地 

―
そ
の
歴
史
と
芸
術
―
』

 

学
位
の
種
類　

博　

士
（
文
学
）

 

授
与
年
月
日　

二
〇
〇
八
年
九
月
十
二
日

 

審
査
委
員

 
 

主
査　

北　

村　
　
　

稔

 
 

副
査　

檜　

枝　

陽
一
郎

 
 

副
査　

石　

井　

元　

章

論
文
内
容
の
要
旨

　
『
イ
タ
リ
ア
の
記
念
碑
墓
地
―
そ
の
歴
史
と
芸
術
』（
言
叢
社
、二
〇
〇
七
年
六
月
）﹇
Ｂ

５
版
、
三
一
六
頁
﹈

　

著
者
の
竹
山
教
授
は
、
す
で
に
、
イ
タ
リ
ア
の
文
化
と
社
会
に
関
す
る
多
く
の
書

籍
を
出
版
し
て
い
る
。

　

本
論
文
は
こ
れ
ら
の
業
績
の
基
礎
の
も
と
に
、
イ
タ
リ
ア
に
特
有
の
記
念
碑
墓
地

を
、
歴
史
と
芸
術
性
の
両
面
か
ら
論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
記
念
碑
墓
地
に
は
、
多
彩

な
彫
刻
が
施
さ
れ
多
く
の
彫
像
を
配
し
た
墓
所
（
お
墓
）
が
存
在
し
て
い
る
。
イ
タ

リ
ア
全
土
を
自
ら
の
足
で
め
ぐ
り
、
自
ら
が
撮
影
し
た
五
百
点
以
上
の
図
版
（
写
真
）

を
集
積
し
、
各
地
の
都
市
に
存
在
す
る
記
念
碑
墓
地
を
こ
の
よ
う
な
形
で
論
じ
た
研

究
は
こ
れ
ま
で
に
存
在
せ
ず
、
本
論
文
は
新
し
い
研
究
分
野
の
先
駆
者
と
し
て
の
役

割
を
果
た
し
て
い
る
。

　

本
論
文
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
二
章
以
下
の
章
題
は
、
記
念
碑
墓

地
の
所
在
地
の
都
市
名
で
あ
る
。
ま
た
、
引
用
文
中
に
見
ら
れ
る
省
略
記
号
（
・・・
）

は
、
報
告
者
の
北
村
が
付
し
た
。

「
ま
え
が
き
」

第
一
章　

墓
地
の
歴
史　

S
toria del cim

itero

第
二
章　

ト
リ
ー
ノ　

T
orin

o

第
三
章　

ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ　

G
en

ova

第
四
章　

ミ
ラ
ー
ノ　

M
ilan

o

第
五
章　

ブ
レ
シ
ャ　

B
rescia

第
六
章　

ポ
ッ
サ
ー
ニ
ョ　

P
ossagn

o

第
七
章　

ヴ
ェ
ネ
ツ
イ
ア　

V
en

ezia

第
八
章　

ボ
ロ
ー
ニ
ャ　

B
ologn

a

第
九
章　

フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ　

F
errara

第
十
章　

フ
ィ
レ
ン
ツ
エ　

F
iren

ze

第
十
一
章　

ル
ッ
カ　

L
u

cca

第
十
二
章　

ピ
ー
サ
の
カ
ン
ポ
サ
ン
ト　

C
am

posan
to di P

isa　

第
十
三
章　

ナ
ポ
リ　

N
apoli

第
十
四
章　

カ
タ
ー
ニ
ャ　

C
atan

ia

第
十
五
章　

バ
ー
リ　

B
ari

第
十
六
章　

ロ
ー
マ　

R
om

a

　

著
者
は
「
ま
え
が
き
」
で
、
な
ぜ
イ
タ
リ
ア
の
記
念
碑
墓
地
を
研
究
の
対
象
に
選

ん
だ
の
か
を
、
説
明
す
る
。
四
半
世
紀
ま
え
に
ロ
ー
マ
大
学
に
留
学
し
て
い
た
著
者

は
、
大
学
の
南
側
に
広
が
っ
て
い
た
墓
地
に
興
味
を
い
だ
き
、
足
し
げ
く
通
う
よ
う

に
な
る
。

　

著
者
の
興
味
は
、
子
供
時
代
と
学
生
時
代
を
通
じ
て
見
知
っ
て
い
た
「
静
か
で
物

寂
し
い
」
日
本
の
墓
地
に
比
べ
て
、
イ
タ
リ
ア
の
墓
地
が
、
あ
ま
り
に
も
違
う
存
在

で
は
な
い
の
か
と
い
う
探
求
心
に
促
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
著
者
は
、
イ
タ
リ
ア
の
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墓
地
に
お
び
た
だ
し
い
数
の
彫
刻
作
品
が
あ
り
、
あ
た
か
も
野
外
の
美
術
館
の
よ
う

な
状
況
を
呈
し
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
驚
い
て
し
ま
う
。

　

著
者
は
次
の
よ
う
に
い
う
。「
彫
刻
作
品
は
故
人
の
姿
を
刻
ん
だ
も
の
が
多
い
の

だ
が
、
そ
れ
以
外
に
天
使
や
キ
リ
ス
ト
な
ど
、
宗
教
的
テ
ー
マ
の
作
品
も
あ
っ
た
。

そ
れ
が
緑
あ
ふ
れ
る
広
大
な
空
間
に
ず
ら
り
と
並
べ
ら
れ
て
い
た
。
ま
た
回
廊
が
作

ら
れ
、
そ
こ
に
は
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
す
ば
ら
し
い
彫
刻
作
品

群
が
び
っ
し
り
と
連
な
っ
て
い
た
。
イ
タ
リ
ア
は
芸
術
の
国
だ
が
、
墓
地
に
あ
れ
ほ

ど
の
芸
術
作
品
が
集
中
し
て
い
る
の
は
驚
き
だ
っ
た
。
ま
た
個
々
の
芸
術
作
品
だ
け

で
は
な
く
、小
さ
な
教
会
と
し
か
思
え
な
い
よ
う
な
建
物
も
た
く
さ
ん
並
ん
で
い
た
。

そ
れ
は
み
な
各
家
族
の
墓
所
な
の
で
あ
る
。
と
て
つ
も
な
い
富
が
死
者
の
た
め
に
費

や
さ
れ
て
い
た
。
た
し
か
に
死
者
を
葬
る
不
吉
な
空
間
で
は
あ
る
が
、
死
者
を
単
に

葬
る
の
で
は
な
く
、
死
者
を
悼
み
、
死
者
に
敬
意
を
捧
げ
る
意
図
が
は
っ
き
り
と
感

じ
ら
れ
た
。・
・
・
・
・

　

イ
タ
リ
ア
人
は
概
し
て
お
し
ゃ
べ
り
だ
が
、
墓
所
も
同
じ
よ
う
に
饒
舌
な
の
で
あ

る
。・
・
・
実
際
に
墓
石
が
語
り
か
け
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。・
・
ま
ず
多
く
の
墓

所
に
写
真
が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。・
・
ま
た
様
ざ
ま
な
装
飾
が
付
い
て
い
る
。
た

と
え
ば
貝
殻
、
た
い
ま
つ
、
花
輪
な
ど
だ
。・
・
・
・

　

要
す
る
に
目
に
入
っ
て
く
る
様
ざ
ま
な
要
素
が
あ
り
、
そ
の
意
味
を
考
え
さ
せ
ら

れ
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
れ
が
墓
地
の
持
つ
饒
舌
性
で
あ
る
。
こ
れ
は
驚
き
だ
っ
た
が
、

と
て
も
肯
定
的
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
た
。
こ
う
し
て
ま
っ
た
く
知
ら
な
い
死
者
と
、

一
方
的
に
せ
よ
あ
る
種
の
会
話
が
で
き
る
の
は
奇
妙
な
経
験
で
あ
り
、
人
生
に
つ
い

て
様
ざ
ま
な
こ
と
を
考
え
さ
せ
ら
れ
た
。
イ
タ
リ
ア
の
墓
地
は
人
間
が
生
き
る
こ
と

に
関
し
て
、
い
ろ
い
ろ
と
考
え
る
糸
口
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
こ
れ
は
と
て
も
貴
重

な
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
本
を
書
く
に
至
っ
た
動
機
は
ま
さ
に
こ
の
点
に
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
人
に
と
っ

て
墓
地
と
は
ど
う
い
う
場
所
な
の
か
。
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
、
ど
の
よ
う
に
機
能
し

て
い
る
の
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
イ
タ
リ
ア
人
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
を
訪
れ
る
人
に
ど

の
よ
う
な
意
味
を
も
つ
の
か
・
・
・
・
。」

　　

以
上
の
動
機
に
促
さ
れ
、
著
者
は
イ
タ
リ
ア
全
土
の
記
念
碑
墓
地
の
探
索
に
出
発

す
る
。

　

第
一
章
で
は
、
イ
タ
リ
ア
の
記
念
碑
墓
地
の
背
景
に
あ
る
歴
史
的
経
緯
が
、
簡
潔

に
説
明
さ
れ
る
。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
今
日
の
よ
う
な
記
念
碑
墓
地
の
出
現
は
二
百
年
来
の
状
況
で
あ

り
、
記
念
碑
墓
地
は
イ
タ
リ
ア
の
長
い
歴
史
に
お
い
て
は
、
新
し
い
風
習
な
の
で
あ

る
。

　

古
代
の
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
は
、エ
ト
ル
リ
ア
人
も
ロ
ー
マ
人
も
ギ
リ
シ
ア
人
も
、

墓
地
を
都
市
の
外
に
つ
く
り
、
生
者
の
生
活
空
間
で
あ
る
都
市
と
、
死
者
の
居
場
所

で
あ
る
墓
地
を
峻
別
し
て
い
た
。
そ
し
て
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
徒
た
ち
も
、
自
分
た

ち
の
墓
地
は
都
市
の
外
に
設
け
て
い
た
。

　

こ
の
状
況
は
キ
リ
ス
ト
教
が
公
認
さ
れ
た
三
一
三
年
の
「
ミ
ラ
ー
ノ
勅
令
」
の
あ

と
、
変
化
し
は
じ
め
る
。
教
会
の
建
物
が
公
然
と
都
市
の
内
部
に
作
ら
れ
る
よ
う
に

な
る
と
、
信
者
た
ち
は
魂
の
救
済
を
も
と
め
て
聖
人
た
ち
の
葬
ら
れ
て
い
る
教
会
の

内
部
に
、
自
分
た
ち
の
墓
地
を
求
め
た
。
そ
の
結
果
、
王
侯
貴
族
は
教
会
の
床
下
や

壁
の
下
に
葬
ら
れ
、
庶
民
は
外
壁
の
下
や
中
庭
に
葬
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　

王
侯
貴
族
や
聖
職
者
は
石
版
の
墓
碑
に
よ
り
個
人
が
特
定
さ
れ
て
い
た
が
、
庶
民

に
は
墓
碑
は
な
く
、
穴
の
中
に
複
数
で
埋
め
ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な

墓
地
の
状
況
が
、
イ
タ
リ
ア
の
み
な
ら
ず
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
各
地
で
も
18
世
紀
ま
で
続

く
。

　

墓
地
の
状
況
に
変
化
を
促
し
た
の
は
、
城
壁
で
囲
ま
れ
た
都
市
の
内
部
に
、
土
葬

さ
れ
た
大
量
の
遺
体
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
発
生
す
る
衛
生
上
の
問
題
で
あ
っ
た
。

　

教
会
内
部
の
遺
体
は
定
期
的
に
掘
り
起
こ
さ
れ
、
骨
だ
け
が
別
の
場
所
に
保
管
さ
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れ
た
。
し
か
し
時
代
と
と
も
に
そ
の
量
は
増
加
し
、
適
切
な
管
理
と
保
管
が
で
き
な

く
な
っ
た
。
古
い
遺
体
が
掘
り
起
こ
さ
れ
た
場
所
に
は
新
た
な
遺
体
が
埋
葬
さ
れ
た

が
、
数
量
の
増
大
と
と
も
に
土
中
で
骨
と
な
る
時
間
が
確
保
さ
れ
ず
、
異
臭
が
教
会

の
周
辺
に
た
だ
よ
い
、
ミ
サ
さ
え
行
え
な
い
状
況
が
出
現
す
る
。

　

18
世
紀
に
な
る
と
、
医
学
が
発
展
し
て
衛
生
思
想
が
普
及
し
は
じ
め
た
。
そ
の
結

果
、
か
つ
て
な
い
ほ
ど
に
教
会
内
の
墓
地
に
対
す
る
問
題
意
識
が
高
ま
っ
た
。
18
世

紀
の
前
半
に
は
、
医
師
が
教
会
の
墓
地
を
調
査
し
て
問
題
を
指
摘
し
、
司
祭
が
教
会

内
の
埋
葬
に
疑
問
を
呈
す
る
事
態
が
出
現
し
た
。

　

そ
の
結
果
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
一
七
六
五
年
に
パ
リ
高
等
法
院
が
、
教
会
内
の
墓
地

を
禁
止
し
郊
外
に
墓
地
を
建
設
せ
よ
と
い
う
布
告
を
出
す
に
到
る
。
こ
の
布
告
は
実

行
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
を
き
っ
か
け
に
、
新
し
い
墓
地
建
設
計
画
の
コ
ン
ク
ー

ル
が
行
わ
れ
、
医
師
た
ち
が
活
発
な
議
論
を
展
開
し
、
墓
地
を
郊
外
に
移
す
気
運
が

高
ま
っ
て
き
た
。

　

こ
の
あ
と
一
七
七
六
年
に
な
り
、
ル
イ
16
世
が
勅
令
を
発
し
、
パ
リ
だ
け
で
な
く

フ
ラ
ン
ス
全
土
で
教
会
内
へ
の
埋
葬
を
禁
じ
、
墓
地
の
造
営
と
管
理
は
市
当
局
に
ゆ

だ
ね
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
こ
れ
に
連
動
し
て
、
ド
イ
ツ
、
オ
ー
ス
ト
リ

ア
、
ス
エ
ー
デ
ン
、
イ
タ
リ
ア
、
ス
ペ
イ
ン
な
ど
の
各
地
で
も
同
種
の
法
令
が
だ
さ

れ
、
都
市
郊
外
で
の
墓
地
の
造
営
が
検
討
さ
れ
始
め
た
。
教
会
内
へ
の
埋
葬
は
、
高

位
聖
職
者
な
ど
の
例
外
を
除
い
て
認
め
ら
れ
な
く
な
っ
た
。

　

さ
ら
に
こ
の
あ
と
、
18
世
紀
後
半
に
出
現
し
た
啓
蒙
思
想
の
普
及
が
、
墓
地
の
郊

外
へ
の
移
転
を
促
進
し
た
。
当
時
、
プ
ロ
イ
セ
ン
の
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
２
世
や
オ
ー
ス

ト
リ
ア
の
ヨ
ー
ゼ
フ
２
世
な
ど
の
啓
蒙
絶
対
君
主
と
呼
ば
れ
た
国
王
た
ち
は
、
国
家

の
官
僚
制
度
を
整
備
す
る
一
方
で
、
貴
族
や
教
会
の
伝
統
的
既
得
権
を
廃
止
し
て
、

そ
の
勢
力
を
弱
体
化
し
よ
う
と
し
た
。
当
時
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
国
で
は
、
教
会
は
人

間
の
誕
生
か
ら
死
ま
で
を
管
理
す
る
権
限
を
持
っ
て
い
た
。
墓
地
を
教
会
の
内
部
か

ら
郊
外
に
移
転
さ
せ
る
こ
と
は
、
教
会
が
持
っ
て
い
る
人
間
の
死
に
か
か
わ
る
権
限

を
奪
う
こ
と
で
あ
り
、
国
家
が
教
会
を
管
理
下
に
お
く
と
い
う
、
近
代
的
世
俗
国
家

の
基
本
政
策
の
一
環
で
あ
っ
た
。

　

以
上
の
よ
う
な
社
会
的
変
化
の
な
か
で
、
未
だ
全
土
を
統
治
す
る
統
一
国
家
が
出

現
し
て
い
な
か
っ
た
18
世
紀
後
半
の
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
も
、
多
く
の
都
市
で
支
配

者
の
貴
族
や
国
王
に
よ
り
、
様
々
な
新
し
い
墓
地
が
建
設
さ
れ
始
め
た
。

　

当
初
は
啓
蒙
思
想
の
影
響
下
に
、
貴
族
と
民
衆
の
身
分
差
を
排
し
た
単
な
る
死
体

の
保
管
場
所
と
し
て
の
簡
素
な
墓
地
も
出
現
し
た
。
し
か
し
墓
地
に
魂
の
安
ら
ぎ
を

も
と
め
る
民
衆
の
願
い
や
、
貴
族
た
ち
の
自
己
顕
示
欲
、
更
に
お
り
か
ら
勃
興
し
て

い
た
新
古
典
主
義
と
よ
ば
れ
る
芸
術
様
式
が
互
い
に
影
響
し
あ
い
、
今
日
み
ら
れ
る

よ
う
な
記
念
碑
墓
地
が
、
数
多
く
出
現
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
教
会
と
は

別
の
場
所
に
あ
る
が
、
墓
地
の
内
部
に
は
宗
教
儀
礼
用
の
教
会
も
作
ら
れ
て
お
り
、

墓
地
内
の
墓
所
は
、
い
ず
れ
も
古
代
芸
術
の
影
響
を
強
く
受
け
た
多
く
の
芸
術
作
品

で
飾
ら
れ
、
埋
葬
者
の
死
と
生
の
ド
ラ
マ
を
象
徴
的
に
示
す
こ
と
に
な
っ
た
。

　

以
上
の
背
景
説
明
の
あ
と
、著
者
は
北
か
ら
南
ま
で
イ
タ
リ
ア
の
全
土
を
め
ぐ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
に
お
け
る
特
色
あ
る
記
念
碑
墓
地
を
紹
介
し
、
墓
所
に
施
さ
れ
た

装
飾
の
背
景
に
存
在
す
る
様
々
な
人
間
の
営
み
を
読
み
解
い
て
ゆ
く
。

　

第
二
章　

ト
リ
ー
ノ

　

ト
リ
ー
ノ
は
北
イ
タ
リ
ア
の
西
部
に
位
置
す
る
都
市
で
あ
る
。
著
者
が
ト
リ
ー
ノ

の
墓
地
を
論
文
の
最
初
に
取
り
上
げ
た
の
は
、
ト
リ
ー
ノ
の
地
理
的
位
置
が
、
北
か

ら
南
に
か
け
て
イ
タ
リ
ア
を
縦
断
す
る
著
者
の
研
究
旅
行
の
出
発
点
に
当
た
っ
て
い

る
こ
と
に
も
よ
る
。
し
か
し
最
大
の
理
由
は
、
ト
リ
ー
ノ
の
墓
地
に
は
、
各
時
代
を

通
じ
た
特
色
あ
る
墓
所
が
存
在
し
、
イ
タ
リ
ア
の
記
念
碑
墓
地
の
変
遷
と
そ
の
多
彩

な
内
容
の
全
貌
が
典
型
的
に
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　

著
者
は
第
二
章
に
お
い
て
、
ト
リ
ー
ノ
の
墓
地
内
の
墓
所
に
示
さ
れ
る
様
々
な
典

型
を
用
い
て
、
第
三
章
以
下
で
論
述
さ
れ
る
、
各
都
市
の
墓
地
内
の
墓
所
に
対
す
る
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研
究
方
法
を
提
示
す
る
。

　

そ
の
研
究
方
法
と
は
、
墓
所
に
施
さ
れ
た
彫
像
や
彫
刻
の
芸
術
様
式
を
確
認
し
、

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
作
品
を
作
り
上
げ
た
作
者
の
社
会
的
背
景
を
分
析
し
、
最
終
的
に

は
そ
れ
ら
の
彫
刻
や
彫
像
に
よ
り
意
味
さ
れ
る
イ
タ
リ
ア
人
の
死
に
対
す
る
心
性
を

読
み
解
く
こ
と
で
あ
る
。

　

著
者
は
い
う
。「
墓
所
の
主
題
の
か
な
り
の
部
分
は
死
の
表
現
に
関
係
し
て
い
る
。

こ
の
種
の
主
題
は
多
種
多
様
で
、本
書
で
す
べ
て
を
紹
介
で
き
る
と
は
思
え
な
い
が
、

な
る
べ
く
全
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
つ
か
め
る
よ
う
に
提
示
し
た
い
。
な
ぜ
な
ら
死
を

め
ぐ
る
主
題
こ
そ
が
、イ
タ
リ
ア
の
墓
地
を
考
察
す
る
上
で
最
も
興
味
深
い
か
ら
だ
。

そ
こ
に
こ
そ
、
他
国
で
は
見
ら
れ
な
い
、
イ
タ
リ
ア
人
の
独
自
の
死
生
観
、
他
界
観

が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
本
書
で
は
各
地
の
墓
地
を
論
じ
な
が
ら
、
な
る
べ
く
特
色
の

あ
る
主
題
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
、
イ
タ
リ
ア
の
墓
地
の
本
質
に
迫
る
つ
も
り
で
あ

る
。」

　

以
上
の
言
葉
に
端
的
に
示
さ
れ
る
と
お
り
、
本
論
文
の
構
成
は
、
イ
タ
リ
ア
全
土

の
都
市
に
存
在
す
る
夥
し
い
数
の
様
々
な
墓
所
に
対
す
る
、
著
者
の
論
述
と
分
析
の

重
厚
な
累
積
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
章
が
、
論
文
全
体
を
通
じ
た
論
述
と
分
析
の
典

型
と
な
っ
て
お
り
、
他
の
章
の
内
容
を
髣
髴
さ
せ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
論
分
の
内

容
紹
介
に
お
い
て
は
、
第
二
章
に
焦
点
を
絞
り
、
詳
し
く
紹
介
し
た
い
。

　

ち
な
み
に
第
二
章
に
続
く
第
三
章
か
ら
第
十
六
章
ま
で
の
各
章
は
、
第
二
章
に
示

さ
れ
た
論
述
と
分
析
の
様
々
な
バ
リ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
紙
面
の
制
約
も
あ
り
、
第

三
章
か
ら
第
十
六
章
ま
で
の
内
容
紹
介
で
は
、
全
体
を
第
三
章
か
ら
第
七
章
、
第
八

章
か
ら
第
十
二
章
、
第
十
三
章
か
ら
第
十
六
章
ま
で
の
３
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
類
し

て
紹
介
し
た
い
。
そ
し
て
グ
ル
ー
プ
ご
と
に
、
扱
わ
れ
て
い
る
図
版
の
数
と
墓
所
の

数
を
提
示
し
、
そ
の
中
か
ら
特
筆
す
べ
き
と
判
断
し
た
墓
所
を
紹
介
す
る
。
な
お
こ

の
グ
ル
ー
プ
分
け
は
、
各
章
が
対
象
と
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
の
位
置
す
る
、
イ
タ

リ
ア
北
部
、
イ
タ
リ
ア
中
部
、
イ
タ
リ
ア
南
部
と
い
う
地
理
的
分
類
に
ほ
ぼ
対
応
す

る
。

　　

著
者
は
第
二
章
で
、
ま
ず
都
市
と
し
て
の
ト
リ
ー
ノ
の
特
色
か
ら
語
り
始
め
る
。

そ
の
語
り
口
は
実
際
に
訪
問
し
た
著
者
な
ら
で
は
の
臨
場
感
に
み
ち
て
お
り
、
イ
タ

リ
ア
の
歴
史
と
文
化
へ
の
深
い
知
識
に
裏
付
け
ら
れ
て
い
る
。

　

著
者
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
ト
リ
ー
ノ
の
町
は
イ
タ
リ
ア
の
他
の
町
と
比
べ
る

と
、
あ
る
際
だ
っ
た
特
長
を
持
っ
て
い
る
。・
・
町
並
み
が
整
然
と
整
え
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。・
・
・
イ
タ
リ
ア
の
町
で
は
、
古
い
歴
史
的
地
区
は
道
が
狭
く
、
曲

が
り
く
ね
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
多
い
。だ
が
ト
リ
ー
ノ
で
は
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
。

道
路
は
片
側
３
車
線
ほ
ど
の
広
さ
が
あ
り
、
直
角
に
交
わ
っ
て
い
て
、
見
通
し
も
い

い
の
だ
。・
・
・
さ
ら
に
道
を
す
す
め
ば
、
サ
ヴ
ォ
イ
ア
王
家
の
王
宮
が
あ
る
レ
ア
ー

レ
広
場
（
図
１
）
に
出
る
。
こ
の
広
場
も
広
々
と
し
て
い
て
、
噴
水
の
向
こ
う
に
、

ク
リ
ー
ム
色
の
外
壁
の
王
宮
が
堂
々
と
そ
び
え
立
つ
の
が
見
え
る
の
で
あ
る
。・
・
・

ト
リ
ー
ノ
は
豊
か
な
町
だ
。・
・
カ
フ
ェ
ー
に
座
っ
て
コ
ー
ヒ
ー
を
す
す
れ
ば
、
フ

ラ
ン
ス
語
に
似
た
ト
リ
ー
ノ
方
言
の
会
話
が
聞
こ
え
て
く
る
。・
・
ト
リ
ー
ノ
は
冬

に
雪
が
ふ
る
た
め
だ
ろ
う
、
ア
ー
ケ
ー
ド
が
発
達
し
て
い
る
。
こ
の
ア
ー
ケ
ー
ド
は

イ
タ
リ
ア
語
で
「
ポ
ル
テ
ィ
コ
」（
図
２
）
と
い
う
。・・
中
心
街
で
は
こ
の
ポ
ル
テ
ィ

コ
に
沿
っ
て
優
雅
な
店
が
シ
ョ
ー
ウ
イ
ン
ド
ー
を
連
ね
て
い
る
。・
・
・
ト
リ
ー
ノ

の
町
に
来
る
と
ま
ず
ロ
ー
マ
街
を
北
上
し
て
王
宮
ま
で
歩
き
、
町
を
肌
で
感
じ
る
。

町
の
に
ぎ
わ
い
に
身
を
ゆ
だ
ね
、
人
々
の
会
話
に
耳
を
澄
ま
す
。
こ
れ
が
ト
リ
ー
ノ

に
入
る
時
の
通
過
儀
礼
と
な
っ
た
。
ト
リ
ー
ノ
は
人
口
が
92
万
を
数
え
る
、
イ
タ
リ

ア
で
４
番
目
の
大
都
市
だ
。
そ
し
て
ミ
ラ
ー
ノ
に
次
ぐ
第
２
の
工
業
都
市
で
も
あ

る
。」

　

続
い
て
著
者
は
ト
リ
ー
ノ
の
歴
史
を
語
る
。「
ト
リ
ー
ノ
は
・
・
自
治
都
市
の
時

代
を
経
て
、
一
二
八
〇
年
に
サ
ヴ
ォ
イ
ア
王
家
の
領
土
と
な
っ
た
。・
・
・
・
19
世

紀
の
イ
タ
リ
ア
で
は
中
小
国
家
が
各
地
に
乱
立
し
て
い
た
が
、・
・
自
分
た
ち
の
統
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一
国
家
を
望
む
声
が
高
ま
っ
た
。
そ
れ
は
「
リ
ソ
ル
ジ
メ
ン
ト
運
動
」
と
し
て
様
々

な
形
で
展
開
さ
れ
、
激
し
い
戦
争
も
行
わ
れ
た
が
、
一
八
六
一
年
に
イ
タ
リ
ア
国
が

誕
生
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
新
国
家
の
誕
生
に
大
き
く
寄
与
し
た
の
が
サ
ヴ
ォ

イ
ア
王
家
で
あ
り
、
同
家
の
ヴ
ィ
ッ
ト
リ
オ
・
エ
マ
ヌ
エ
ー
レ
２
世
は
統
一
さ
れ
た

新
国
家
、
イ
タ
リ
ア
王
国
の
国
王
と
な
っ
た
。
そ
し
て
ト
リ
ー
ノ
が
新
国
家
の
首
都

と
な
っ
た
。
だ
が
わ
ず
か
３
年
後
の
一
八
六
四
年
に
、
首
都
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
に
変

更
さ
れ
、
後
に
は
ロ
ー
マ
に
移
さ
れ
る
の
で
あ
る
。・
・
・
・
」

　

ト
リ
ー
ノ
の
記
念
碑
墓
地
に
つ
い
て
、
筆
者
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
ト
リ
ー
ノ
の
モ
ヌ
メ
ン
タ
ー
レ
墓
地
は
、
イ
タ
リ
ア
を
代
表
す
る
墓
地
の
一
つ

だ
。・・
古
い
も
の
か
ら
新
し
い
も
の
ま
で
、
時
代
ご
と
に
特
色
あ
る
墓
所
が
作
ら
れ
、

大
き
な
切
れ
目
や
断
絶
が
な
い
。
本
書
で
扱
わ
れ
る
様
々
な
都
市
の
墓
地
は
ト
リ
ー

ノ
に
比
べ
る
と
あ
る
特
定
の
時
期
に
芸
術
性
の
高
い
墓
所
が
集
中
し
て
い
る
も
の
が

多
い
。
ト
リ
ー
ノ
は
そ
の
点
、
バ
ラ
ン
ス
が
い
い
。
ま
た
回
廊
形
式
の
部
分
が
か
な

り
あ
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
の
墓
地
の
基
本
的
な
構
造
を
ふ
ま
え
て
い
る
点
で
も
、
初
め

に
取
り
上
げ
る
の
に
は
都
合
が
い
い
。・
・
・
ト
リ
ー
ノ
の
墓
地
の
入
り
口
（
図
４
）

は
人
口
92
万
人
の
大
都
市
に
し
て
は
や
や
物
足
り
な
い
。
正
面
に
ド
ー
リ
ス
式
の
柱

を
４
本
連
ね
た
小
さ
な
神
殿
風
の
建
物
が
あ
る
。
そ
の
両
側
に
入
り
口
が
あ
り
、
さ

ら
に
入
り
口
の
側
に
事
務
所
風
の
建
物
が
あ
る
。
そ
し
て
高
い
塀
が
長
く
伸
び
て
中

を
囲
っ
て
い
る
。・
・
・

　

イ
タ
リ
ア
の
墓
地
は
回
廊
を
強
く
意
識
し
て
作
ら
れ
て
い
る
（
図
５
）。
墓
地
の
歴

史
を
考
え
て
み
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
以
前
の
時
代
は
、
墓
地
は
都
市
の
城
壁
の
外
側

に
作
ら
れ
て
い
た
。・
・
だ
が
キ
リ
ス
ト
教
徒
は
そ
の
習
慣
を
破
り
、
死
者
を
教
会

の
中
庭
に
葬
る
よ
う
に
な
っ
た
。
初
期
の
教
会
は
聖
人
の
墓
所
の
上
に
立
て
ら
れ
た

例
が
多
く
、
信
者
は
そ
の
聖
人
の
近
く
に
葬
ら
れ
て
、
死
後
の
魂
の
救
済
の
と
り
な

し
を
願
っ
た
の
で
あ
る
。・
・
・
教
会
は
祈
り
の
場
で
あ
る
以
外
に
、
死
者
を
埋
葬

す
る
場
と
も
な
っ
た
の
だ
が
、・
・
教
会
の
中
庭
は
概
し
て
回
廊
で
囲
ま
れ
て
い
る

こ
と
が
多
か
っ
た
。
回
廊
と
は
柱
を
連
ね
た
開
廊
を
四
辺
に
つ
く
り
、
逍
遥
で
き
る

よ
う
に
し
た
空
間
で
あ
る
。
こ
の
場
は
修
道
院
な
ら
修
道
士
の
瞑
想
、
勉
学
、
仕
事

の
場
と
し
て
つ
か
わ
れ
て
い
た
が
、
墓
所
と
し
て
も
使
わ
れ
た
。
回
廊
の
中
庭
に
大

き
な
穴
を
ほ
り
、
死
者
を
葬
っ
た
の
だ
が
、
開
廊
の
部
分
も
墓
所
を
作
る
空
間
と
し

て
利
用
さ
れ
た
。
床
や
壁
に
石
碑
を
は
め
込
ん
だ
り
、
古
代
の
石
棺
を
並
べ
た
り
し

て
、
墓
所
に
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
代
表
的
な
例
は
ピ
ー
サ
の
カ
ン
ポ
サ
ン
ト
で
あ

る
が
、
各
地
に
回
廊
を
利
用
し
た
墓
所
の
例
は
残
っ
て
い
る
。」

　　

著
者
は
こ
の
あ
と
、
墓
所
の
具
体
的
な
記
述
に
入
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
前
に
、

イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
遺
体
の
処
理
方
法
と
、
記
念
碑
を
持
つ
墓
所
を
含
む
墓
所
全
体

の
形
式
に
つ
い
て
分
類
し
て
い
る
。

　

著
者
に
よ
れ
ば
、
イ
タ
リ
ア
で
は
、
ほ
と
ん
ど
の
遺
体
は
土
葬
に
さ
れ
る
。
火
葬

は
３
％
ほ
ど
で
あ
る
と
い
う
。論
文
審
査
の
質
疑
応
答
で
の
著
者
の
答
え
に
よ
れ
ば
、

こ
れ
は
キ
リ
ス
ト
教
の
復
活
思
想
と
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
火
葬
に
し
て
体
が
な
く
な
れ
ば
、
復
活
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

土
葬
の
伝
統
的
方
法
に
従
え
ば
、
２
メ
ー
ト
ル
以
上
地
面
を
掘
っ
て
棺
を
埋
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

し
か
し
最
近
で
は
、
棺
を
直
接
に
土
中
に
埋
め
る
の
で
は
な
く
、
棺
は
墓
所
の
下

に
作
ら
れ
た
地
下
室
か
、
あ
る
い
は
地
上
に
立
て
ら
れ
た
壁
の
中
に
安
置
さ
れ
る
の

が
一
般
化
し
て
い
る
と
い
う
。
そ
の
際
に
使
用
さ
れ
る
棺
は
、
外
側
が
木
製
で
内
側

は
鉛
で
作
ら
れ
た
二
重
構
造
で
あ
る
。
外
側
の
棺
は
蓋
が
釘
付
け
に
さ
れ
る
が
、
内

側
の
鉛
の
棺
は
縁
が
は
ん
だ
付
け
さ
れ
、
遺
体
は
完
全
密
封
さ
れ
る
と
い
う
。

　

墓
所
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
著
者
は
ま
ず
、
回
廊
を
利
用
し
た
壁
式
の
集
合
的
な

墓
所
と
、
別
々
に
屋
外
に
設
置
さ
れ
る
墓
所
の
、
二
種
類
に
分
類
す
る
。

　

壁
式
の
墓
所
に
は
、
壁
に
彫
刻
を
施
し
壮
麗
な
墓
所
と
す
る
記
念
碑
型
と
、
い
く

つ
も
の
棺
を
何
段
か
に
積
み
重
ね
て
壁
面
に
納
め
る
多
段
式
の
墓
所
が
あ
る
。
い
う
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ま
で
も
な
く
前
者
は
富
裕
層
向
け
で
あ
り
、
後
者
は
一
般
庶
民
向
け
で
あ
る
。

　

次
に
別
々
に
屋
外
に
設
置
さ
れ
る
墓
所
に
つ
い
て
、
著
者
は
石
碑
式
と
家
式
の
墓

所
に
分
類
す
る
。

　

石
碑
式
は
記
念
碑
型
と
単
純
型
に
分
け
ら
れ
る
。
記
念
碑
型
は
彫
像
を
配
し
て
壮

大
な
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
を
つ
く
る
墓
所
で
あ
り
、
単
純
型
は
地
面
に
石
の
板
を
置
い
た

だ
け
の
シ
ン
プ
ル
な
墓
所
で
あ
る
。
前
者
が
富
裕
層
向
け
で
、
後
者
が
庶
民
向
け
で

あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　

家
式
の
墓
所
は
、
礼
拝
堂
型
、
神
殿
型
、
現
代
建
築
型
に
分
類
さ
れ
る
。
礼
拝
堂

型
は
小
さ
な
教
会
の
よ
う
な
外
観
を
呈
し
、
壁
の
部
分
や
地
下
室
に
棺
を
納
め
る
。

神
殿
式
は
古
代
の
神
殿
を
模
し
た
も
の
で
、
現
代
建
築
型
は
、
前
の
二
つ
と
は
異
な

る
新
し
い
建
築
様
式
で
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
家
式
の
墓
所
は
費
用
が

か
か
る
た
め
、
富
裕
層
向
け
で
あ
る
。

　

著
者
は
イ
タ
リ
ア
の
墓
地
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
い
う
。「
イ
タ
リ
ア
の
墓
地
は

な
ぜ
か
女
性
的
な
感
じ
が
す
る
。
優
し
さ
、
華
や
か
さ
、
優
雅
さ
と
い
っ
た
要
素
に

満
ち
て
い
る
気
が
す
る
の
だ
。
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
墓
地
に
優
美
な
女
性
像
が
あ
ふ

れ
て
い
る
せ
い
だ
ろ
う
。
嘆
き
悲
し
む
人
、
祈
る
人
、
そ
し
て
天
使
。
こ
う
し
た
人

た
ち
は
ほ
と
ん
ど
が
女
性
だ
。・
・
・
ト
リ
ー
ノ
の
墓
地
を
建
設
す
る
の
に
私
財
を

投
じ
た
慈
善
家
、
カ
ル
ロ
・
タ
ン
ク
レ
デ
ィ
ー
・
フ
ァ
ッ
レ
ッ
テ
ィ
・
デ
ィ
・
バ
ロ
ー

ロ
の
墓
所
を
見
て
み
よ
う
。
こ
の
墓
所
は
壁
式
の
記
念
碑
型
の
墓
所
で
あ
る
。
そ
こ

に
は
３
体
の
女
性
像
が
見
え
る
。・
・
・
こ
の
３
人
の
女
性
は
い
っ
た
い
何
者
な
の

か
。・・・
こ
の
疑
問
は
イ
タ
リ
ア
の
芸
術
表
現
の
一
つ
で
あ
る
ア
レ
ゴ
リ
ー
（
寓
意
）、

つ
ま
り
あ
る
事
物
を
直
接
表
現
す
る
の
で
は
な
く
、
別
の
も
の
で
暗
示
的
に
表
現
す

る
方
法
、
に
つ
い
て
学
ぶ
ま
で
解
け
な
か
っ
た
。・
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
古
来
、
抽

象
的
な
概
念
を
目
に
見
え
る
図
像
で
表
現
す
る
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
抽

象
概
念
を
人
間
で
表
現
す
る
時
、
つ
ま
り
擬
人
化
す
る
時
は
、
女
性
の
姿
で
表
現
し

て
い
た
。
特
に
教
会
で
は
、
字
を
読
め
な
い
信
者
に
も
分
か
る
よ
う
に
、
宗
教
的
美

徳
を
寓
意
で
表
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
「
正
義
」
は
天
秤
を
持
つ
女
性
で
、「
節
制
」

は
２
つ
の
壺
を
持
つ
女
性
で
表
し
て
い
た
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
７
つ
の
徳
が
重
要
で

あ
り
、
特
に
「
信
仰
」「
希
望
」「
慈
愛
」
の
３
つ
は
対
神
徳
と
し
て
重
視
さ
れ
た
。

つ
ま
り
キ
リ
ス
ト
教
徒
と
し
て
尊
重
す
べ
き
最
重
要
の
徳
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
カ

ル
ロ
・
タ
ン
ク
レ
デ
ィ
ー
・
フ
ァ
ッ
レ
ッ
テ
ィ
・
デ
ィ
・
バ
ロ
ー
ロ
の
墓
所
の
３
人

の
女
性
像
は
、
こ
の
３
つ
の
対
神
徳
の
寓
意
表
現
で
あ
る
。
左
側
の
女
性
は
手
に
錨

を
持
っ
て
い
る
の
で
「
希
望
」
を
表
し
て
い
る
。
中
央
の
女
性
は
顔
を
ベ
ー
ル
で
覆

い
、
手
に
聖
餐
杯
を
掲
げ
て
い
る
の
で
「
信
仰
」
を
示
す
。
小
さ
な
子
供
を
２
人
連

れ
た
女
性
は
「
慈
愛
」
を
表
す
。
つ
ま
り
３
体
で
、
信
仰
に
厚
く
、
神
の
救
い
に
希

望
を
も
ち
、
慈
善
事
業
に
力
を
尽
く
し
た
、
故
人
の
生
前
の
徳
を
た
た
え
て
い
る
の

で
あ
る
。・
・
彫
像
は
新
古
典
主
義
の
影
響
下
に
あ
り
、
無
理
な
動
き
や
不
自
然
な

姿
勢
は
取
っ
て
お
ら
ず
、
３
角
形
の
構
図
の
中
で
安
定
し
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。・
・
・
・

　

フ
ァ
ッ
レ
ッ
テ
ィ
・
デ
ィ
・
バ
ロ
ー
ロ
の
墓
所
が
作
ら
れ
て
か
ら
、
お
よ
そ
70
年

後
の
一
九
一
二
年
に
、
ポ
ル
ケ
ッ
ド
ゥ
家
の
墓
所
が
作
ら
れ
た
。・
・
お
そ
ら
く
ト

リ
ー
ノ
の
墓
地
の
中
で
最
も
美
し
い
も
の
の
一
つ
だ
ろ
う
。
壁
面
は
モ
ザ
イ
ク
に
覆

わ
れ
て
い
る
・
・
・
・
女
性
は
み
な
古
代
風
の
裾
の
長
い
服
を
着
て
・
・
憂
鬱
な
優

雅
さ
を
見
せ
て
い
る
。
流
れ
る
よ
う
な
服
の
表
現
は
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ボ
ー
様
式
を
思

わ
せ
る
。
イ
タ
リ
ア
の
19
世
紀
の
彫
刻
は
、
新
古
典
主
義
、
ロ
マ
ン
主
義
、
自
然
主

義
、
象
徴
主
義
、
リ
ベ
ル
テ
ィ
と
様
式
が
か
わ
っ
た
の
だ
が
、
ポ
ル
ケ
ッ
ド
ゥ
家
の

墓
所
は
リ
ベ
ル
テ
ィ
様
式
（
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
様
式
）
の
時
期
の
も
の
だ
。・
・
・

こ
の
墓
所
は
無
一
文
か
ら
た
た
き
上
げ
た
建
築
業
者
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
・
ア
ン
ト
ニ
オ
・

ポ
ル
ケ
ッ
ド
ゥ
（
一
八
六
〇

一
九
三
七
）
が
建
て
た
も
の
で
あ
る
。
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ

は
サ
ル
デ
ー
ニ
ャ
島
出
身
で
、
苦
学
し
な
が
ら
ト
リ
ー
ノ
で
大
学
を
卒
業
し
、
当
時

の
最
新
技
術
だ
っ
た
鉄
筋
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
使
っ
て
建
物
を
次
々
に
建
て
、
成
功
を

収
め
た
。
そ
し
て
一
八
九
二
年
に
ア
マ
リ
ア
・
ダ
イ
ネ
ー
シ
と
結
婚
し
、
７
人
の
子
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を
得
た
。
し
か
し
ア
マ
リ
ア
は
10
年
後
の
一
九
〇
二
年
に
亡
く
な
っ
た
。
ま
だ
39
歳

だ
っ
た
。
ジ
ョ
ヴ
ァ
ン
ニ
は
こ
の
早
す
ぎ
る
死
を
悼
み
、
彫
刻
家
の
エ
ド
ア
ル
ド
・

ル
ビ
ー
ノ
（
一
八
七
一

一
九
五
四
）
に
墓
所
の
設
計
を
依
頼
し
た
。
ル
ビ
ー
ノ
は
彫

像
を
制
作
し
、
背
景
の
モ
ザ
イ
ク
は
ジ
ュ
リ
オ
・
カ
サ
ノ
ー
ヴ
ァ
が
担
当
し
て
、

一
九
一
二
年
に
墓
所
が
完
成
し
た
。・
・

　

第
三
章
か
ら
第
七
章
ま
で
は
、
第
三
章
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
、
第
四
章
ミ
ラ
ー
ノ
、
第
五

章
ブ
レ
シ
ャ
、
第
六
章
ポ
ッ
サ
ー
ニ
ョ
、
第
七
章
ヴ
ェ
ネ
ツ
イ
ア
、
で
構
成
さ
れ
る
。

各
章
と
も
、
ま
ず
各
都
市
の
歴
史
が
入
念
に
説
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
著
者
が
自
ら
の

足
で
確
か
め
た
各
都
市
の
現
在
の
特
色
が
解
説
さ
れ
る
。
次
に
墓
地
と
墓
所
の
分
析

が
行
わ
れ
、
全
部
で
一
三
六
の
図
版
が
含
ま
れ
、
一
〇
〇
近
く
の
墓
所
が
分
析
さ
れ

て
い
る
。
ジ
ェ
ノ
ヴ
ァ
や
ミ
ラ
ー
ノ
さ
ら
に
ヴ
ェ
ネ
ツ
イ
ア
は
日
本
で
も
よ
く
知
ら

れ
る
都
市
で
あ
る
が
、
第
五
章
の
ブ
レ
シ
ャ
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　

ブ
レ
シ
ャ
は
ミ
ラ
ー
ノ
の
東
方
約
一
〇
〇
キ
ロ
に
位
置
す
る
都
市
で
あ
り
、
州
都

ミ
ラ
ー
ノ
に
次
ぐ
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
ア
州
有
数
の
工
業
都
市
で
あ
る
。
著
者
は
ブ
レ

シ
ャ
の
ヴ
ァ
ン
テ
ィ
ー
ノ
墓
地
を
分
析
の
対
象
と
す
る
。
こ
の
墓
地
は
新
古
典
様
式

で
ほ
ぼ
統
一
さ
れ
て
お
り
、ブ
レ
シ
ャ
出
身
の
建
築
家
ロ
ド
ル
フ
ォ
・
ヴ
ァ
ン
テ
ィ
ー

ニ
（
一
七
九
二

一
八
六
五
）
が
一
生
を
費
や
し
て
作
り
上
げ
た
壮
大
な
モ
ニ
ュ
メ
ン

ト
で
あ
る
。
墓
地
内
の
14
の
墓
所
が
分
析
さ
れ
て
い
る
が
、
多
く
の
墓
所
は
何
々
家

の
墓
所
と
し
て
存
在
す
る
。
し
か
し
、個
人
の
た
め
だ
け
の
墓
所
も
あ
る
。
ブ
レ
シ
ャ

出
身
で
一
九
〇
一
年
か
ら
一
九
〇
三
年
ま
で
首
相
を
務
め
た
政
治
家
ジ
ュ
ゼ
ッ
ぺ
・

ザ
ナ
ル
デ
ッ
リ
の
墓
所
で
あ
る
。

　

著
者
は
次
の
よ
う
に
い
う「
こ
の
墓
所
は
５
体
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
か
ら
な
る
群
像
で
、

「
家
族
と
労
働
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
中
央
に
乳
飲
み
子
を
抱
え
た
母
親
が
い
る
。

そ
の
後
ろ
に
労
働
用
の
前
掛
け
を
着
た
父
親
が
い
て
、
母
親
の
額
に
口
づ
け
を
し
て

い
る
。
そ
の
左
に
は
麦
の
刈
り
束
に
座
っ
て
、
難
し
い
顔
を
し
て
本
を
読
ん
で
い
る

少
年
が
い
る
。
そ
し
て
右
に
は
膝
で
剣
を
折
ろ
う
と
し
て
い
る
少
年
が
い
る
。
こ
の

群
像
の
背
後
の
壁
に
は
、
菊
の
花
畑
が
描
か
れ
て
い
る
。
菊
は
イ
タ
リ
ア
で
は
死
者

に
捧
げ
る
花
と
さ
れ
て
い
る
。
ザ
ナ
ル
デ
ッ
リ
は
愛
国
者
で
、
国
家
の
統
一
運
動
の

際
に
、
武
装
蜂
起
に
参
加
し
た
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
も
と
も
と
は
法
律
家
を
志
し
て

い
た
。
剣
を
折
っ
て
い
る
少
年
と
、
本
で
勉
強
し
て
い
る
少
年
は
、
も
は
や
武
力
で

は
な
く
、
知
識
や
文
化
で
社
会
を
建
設
す
べ
き
こ
と
を
表
し
て
い
る
と
思
え
る
。
本

を
読
む
少
年
は
麦
束
の
上
に
腰
掛
け
て
い
る
。
麦
は
豊
穣
の
象
徴
で
、
本
を
読
む
こ

と
が
豊
か
な
社
会
形
成
に
役
立
つ
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
子
供
に
乳
を
ふ
く
ま
せ

よ
う
と
し
て
い
る
母
と
、後
ろ
に
や
さ
し
く
つ
き
そ
う
父
は
「
家
族
」
の
象
徴
で
、「
家

族
」
を
は
ぐ
く
む
家
庭
こ
そ
が
社
会
の
基
礎
で
あ
り
、
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
こ
と
を

表
し
て
い
る
と
思
え
る
。
こ
の
群
像
は
全
体
で
、
新
し
い
国
家
を
作
っ
た
政
治
家
の

歩
み
を
表
現
し
、
故
人
の
功
績
を
た
た
え
て
い
る
。
ザ
ナ
ル
デ
ッ
リ
は
生
前
、
墓
所

の
製
作
を
友
人
で
あ
っ
た
ヒ
メ
ネ
ス
に
頼
ん
で
い
た
。
ヒ
メ
ネ
ス
は
シ
チ
リ
ア
島
の

パ
レ
ル
モ
出
身
の
彫
刻
家
で
、
パ
レ
ル
モ
、
ナ
ポ
リ
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
な
ど
で
彫
刻

を
学
ん
だ
。
自
然
主
義
か
ら
出
発
し
て
、
象
徴
主
義
的
作
風
で
一
世
を
風
靡
し
た
。

晩
年
は
ロ
ー
マ
に
住
み
、
そ
の
墓
所
も
ロ
ー
マ
に
あ
る
。
ザ
ナ
ル
デ
ッ
リ
と
は
ロ
ー

マ
で
親
交
を
結
ん
だ
と
思
え
る
。
ヒ
メ
ネ
ス
は
ザ
ナ
ル
デ
ッ
リ
の
意
向
を
く
み
、

十
一
人
の
子
を
育
て
た
と
い
う
彼
の
母
と
父
の
顔
を
彫
像
に
映
し
た
と
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
作
品
は
自
然
主
義
的
だ
が
、
群
像
に
象
徴
的
意
味
づ
け
が
付
与
さ
れ
て
い

る
。
ブ
レ
シ
ャ
の
墓
地
で
、
最
も
芸
術
的
に
す
ぐ
れ
て
い
る
作
品
の
一
つ
に
あ
げ
ら

れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。

　

第
八
章
か
ら
第
十
二
章
ま
で
は
、
第
八
章
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
、
第
九
章
フ
ェ
ッ
ラ
ー
ラ
、

第
十
章
フ
ィ
レ
ン
ツ
エ
、
第
十
一
章
ル
ッ
カ
、
第
十
二
章
ピ
ー
サ
の
カ
ン
ポ
サ
ン
ト
、

で
構
成
さ
れ
る
。
は
じ
め
に
各
都
市
の
歴
史
が
入
念
に
説
明
さ
れ
、
現
在
の
特
色
が

解
説
さ
れ
る
。
そ
し
て
一
〇
〇
以
上
の
墓
所
が
分
析
の
対
象
と
な
り
全
部
で
一
六
三
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点
の
図
版
が
含
ま
れ
る
。
そ
の
中
か
ら
、
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　

第
十
章
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
で
は
14
の
墓
所
が
分
析
の
対
象
と
な
り
、
全
部
で
二
〇

点
の
図
版
が
含
ま
れ
る
。著
者
は
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
代
表
的
な
記
念
碑
墓
地
と
し
て
、

ポ
ル
テ
・
サ
ン
テ
墓
地
を
取
り
上
げ
る
。そ
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。「
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ

の
モ
ヌ
メ
ン
タ
ー
レ
墓
地
で
、
最
も
古
い
も
の
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
の
が
、
サ
ル

ヴ
ィ
ー
ニ
家
の
墓
所
で
あ
る
。
古
代
風
の
、
四
角
い
、
が
し
り
と
し
た
造
り
の
建
物

が
あ
り
、
そ
の
背
後
に
ブ
ロ
ン
ズ
製
の
棺
が
置
か
れ
て
い
る
。
こ
の
墓
所
は

一
八
六
九
年
に
建
て
ら
れ
た
も
の
で
、
建
物
を
設
計
し
た
の
は
建
築
家
の
マ
リ
ア
ー

ノ
・
フ
ァ
ル
チ
ー
ニ
で
あ
る
。
建
物
に
は
２
枚
の
浮
き
彫
り
が
は
め
込
ま
れ
て
い
る
。

い
ず
れ
も
嘆
き
悲
し
む
女
性
だ
が
、
演
劇
の
仮
面
を
足
下
に
置
い
た
り
、
手
に
持
っ

て
い
る
。
こ
の
墓
所
の
依
頼
主
は
ト
ン
マ
ー
ゾ
・
サ
ル
ヴ
ィ
ー
ニ
（
一
八
二
九

一
九
一
五
）
で
あ
る
。
彼
は
19
世
紀
に
活
躍
し
た
最
も
有
名
な
舞
台
俳
優
の
１
人
で
、

イ
タ
リ
ア
だ
け
で
は
な
く
、
イ
ギ
リ
ス
、
ア
メ
リ
カ
で
も
公
演
し
、
成
功
を
収
め
た

国
際
派
の
俳
優
だ
っ
た
。
両
親
も
俳
優
で
あ
り
、
兄
も
息
子
も
俳
優
で
、
孫
は
舞
台

監
督
と
い
う
、
演
劇
一
家
だ
っ
た
。
ト
ン
マ
ー
ゾ
は
家
族
の
た
め
に
墓
所
を
建
設
し

た
。
浮
き
彫
り
の
女
性
は
演
劇
の
仮
面
と
と
も
に
描
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
仮
面
は

職
業
を
表
し
て
い
る
。
生
前
の
功
績
を
た
た
え
、
死
を
悼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
ト

ン
マ
ー
ゾ
・
サ
ル
ヴ
ィ
ー
ニ
は
一
九
一
五
年
に
亡
く
な
っ
た
が
、
彼
の
た
め
に
ブ
ロ

ン
ズ
製
の
棺
が
作
ら
れ
、
墓
所
の
背
後
に
置
か
れ
た
。
こ
の
棺
の
上
に
も
仮
面
が
彫

ら
れ
て
い
る
。」

　

第
十
三
章
か
ら
第
十
六
章
ま
で
は
、
第
十
三
章
ナ
ポ
リ
、
第
十
四
章
カ
タ
ー
ニ
ャ
、

第
十
五
章
バ
ー
リ
、
第
十
六
章
ロ
ー
マ
、
か
ら
構
成
さ
れ
る
本
論
文
の
最
終
部
分
で

あ
る
。
ロ
ー
マ
が
イ
タ
リ
ア
中
部
に
あ
る
の
を
除
け
ば
、
他
の
都
市
は
イ
タ
リ
ア
南

部
に
位
置
し
て
い
る
。
各
都
市
の
歴
史
と
現
在
が
解
説
さ
れ
、
墓
地
と
墓
所
が
分
析

さ
れ
る
。
全
部
で
一
五
二
点
の
図
版
が
含
ま
れ
、
一
〇
〇
以
上
の
墓
所
が
分
析
さ
れ

て
い
る
が
、
シ
チ
リ
ア
島
に
あ
る
カ
タ
ー
ニ
ャ
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。

　

著
者
は
一
九
九
四
年
に
刊
行
さ
れ
た
代
表
的
著
作
で
あ
る
『
シ
チ
リ
ア
の
春
』（
朝

日
新
聞
社
）
以
来
、
シ
チ
リ
ア
島
に
格
別
の
感
情
を
有
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
第

十
四
章
の
カ
タ
ー
ニ
ャ
は
、
次
の
よ
う
な
文
章
で
始
ま
る
。「
カ
タ
ー
ニ
ャ
に
は
深

夜
バ
ス
で
朝
６
時
に
着
い
た
。・
・
急
い
で
コ
ー
ト
を
着
て
、
荷
物
を
つ
か
み
、
転

が
り
落
ち
る
よ
う
に
し
て
バ
ス
の
外
に
出
た
。
だ
が
足
が
こ
わ
ば
っ
て
い
て
う
ま
く

歩
け
な
い
。
体
が
ま
だ
目
覚
め
て
い
な
い
。・・・
よ
う
や
く
方
向
が
分
か
っ
た
。・・・

す
る
と
何
か
が
・
・
・

エ
ト
ナ
山
だ
。
雪
を
か
ぶ
っ
て
い
る
。・
・
信
じ
ら
れ
な
い
ほ
ど
は
る
か
高
み
に
そ

び
え
て
い
る
。
カ
タ
ー
ニ
ャ
に
く
る
た
び
に
、
エ
ト
ナ
山
を
拝
ん
で
き
た
。
そ
の
こ

と
を
す
っ
か
り
忘
れ
て
い
た
。
だ
が
実
際
に
エ
ト
ナ
山
に
接
す
る
と
、
昔
の
自
分
が

よ
み
が
え
っ
て
き
た
。
カ
タ
ー
ニ
ャ
だ
け
で
な
く
、
シ
チ
リ
ア
島
を
歩
き
回
り
、
じ

た
ば
た
と
調
査
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
若
い
時
の
自
分
が
い
た
。
そ
の
こ

と
が
脳
裏
に
よ
み
が
え
っ
て
き
た
。
ま
た
シ
チ
リ
ア
島
に
や
っ
て
き
た
。
だ
が
自
分

は
も
う
若
く
な
い
。
そ
し
て
今
度
は
墓
地
を
調
べ
に
来
て
い
る
。
人
の
世
の
中
は
移

り
変
わ
り
、
人
間
は
簡
単
に
歳
を
取
る
。
普
段
は
そ
う
し
た
こ
と
を
気
に
留
め
て
い

な
い
。
だ
が
昔
に
も
ど
る
瞬
間
が
あ
る
。
そ
う
し
た
き
っ
か
け
を
作
る
も
の
が
あ
る
。

エ
ト
ナ
山
が
そ
の
き
っ
か
け
だ
っ
た
。
エ
ト
ナ
山
を
見
て
、
目
が
覚
め
た
。
ど
こ
に

行
け
ば
い
い
か
、
何
を
す
れ
ば
い
い
の
か
、
す
ぐ
に
分
か
っ
た
。」

　

カ
タ
ー
ニ
ャ
で
は
、
四
四
点
の
図
版
を
基
礎
に
31
の
墓
所
が
分
析
さ
れ
る
。
そ
し

て
カ
タ
ー
ニ
ャ
の
墓
所
に
対
す
る
著
者
の
分
析
に
は
、
北
部
の
各
都
市
の
墓
所
の
分

析
で
見
ら
れ
た
彫
像
や
彫
刻
の
芸
術
性
に
対
す
る
関
心
よ
り
も
、
イ
タ
リ
ア
の
歴
史

が
抱
え
て
き
た
南
と
北
の
社
会
的
格
差
へ
の
思
い
が
強
く
反
映
さ
れ
て
い
る
。
著
者

は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
カ
タ
ー
ニ
ャ
の
記
念
碑
型
の
墓
所
の
中
か
ら
芸
術
的
に
す

ぐ
れ
た
墓
所
を
探
し
た
の
だ
が
、
都
市
の
人
口
や
墓
地
の
大
き
さ
の
割
り
に
は
あ
ま

り
多
く
発
見
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
屋
外
で
は
、
特
に
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大
理
石
の
彫
刻
の
保
存
が
難
し
い
た
め
だ
と
思
え
る
。・
・
・
南
イ
タ
リ
ア
の
彫
刻

家
に
は
全
国
的
に
名
の
知
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
多
い
。
経
済
的
に
豊
か
で
、
出
版

業
も
発
達
し
て
い
る
北
イ
タ
リ
ア
の
彫
刻
家
の
ほ
う
が
名
を
売
る
機
会
が
多
か
っ
た

の
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
で
、
南
イ
タ
リ
ア
で
活
動
す
る
も
の
は
ハ
ン
デ
ィ
を
負

う
こ
と
に
な
る
。
南
イ
タ
リ
ア
の
彫
刻
家
の
評
価
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
。・
・
・
・

カ
タ
ー
ニ
ャ
の
墓
地
に
は
取
り
上
げ
た
以
外
に
も
、
ま
だ
ま
だ
興
味
深
い
墓
所
が
あ

る
。
そ
う
し
た
墓
所
を
く
ま
な
く
調
査
で
き
れ
ば
と
思
う
が
、
カ
タ
ー
ニ
ャ
の
み
な

ら
ず
、
南
イ
タ
リ
ア
で
は
墓
所
の
建
立
に
関
わ
る
文
書
の
調
査
は
難
し
い
。
ま
た
概

し
て
南
イ
タ
リ
ア
で
は
墓
地
の
調
査
自
体
も
快
く
許
可
し
な
い
風
潮
が
あ
る
。
北
イ

タ
リ
ア
と
は
ま
た
違
っ
た
現
実
と
、
違
っ
た
芸
術
表
現
が
、
南
イ
タ
リ
ア
の
墓
地
に

は
存
在
す
る
。
そ
の
価
値
は
大
き
い
。
だ
が
社
会
全
体
で
そ
の
価
値
を
認
め
よ
う
と

い
う
機
運
が
ま
だ
十
分
に
盛
り
上
が
っ
て
い
な
い
。
南
イ
タ
リ
ア
の
墓
地
の
研
究
は

端
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
な
の
だ
。」

　

著
者
は
カ
タ
ー
ニ
ャ
で
最
も
印
象
に
残
っ
た
墓
所
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。「
そ
れ
は
デ
ィ
ス
テ
フ
ァ
ノ
・
ジ
ュ
ッ
フ
リ
ー
ダ
家
の
墓
所
で
あ
る
。
こ
の

墓
所
は
墓
地
の
中
央
部
分
に
あ
る
。
こ
の
墓
所
は
一
見
す
る
と
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
と

し
た
石
材
の
堆
積
に
見
え
る
。
火
山
岩
の
石
段
が
あ
り
、
左
側
に
教
会
の
入
り
口
ら

し
い
ア
ー
チ
の
一
部
が
残
っ
て
い
る
。
入
り
口
の
壁
や
柱
に
は
美
し
い
彫
刻
が
施
さ

れ
て
い
る
が
、
残
っ
て
い
る
の
は
ほ
ん
の
一
部
分
で
あ
る
。
そ
し
て
階
段
の
奥
に
は

石
の
固
ま
り
が
積
み
重
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
右
側
に
１
人
の
老
人
が
腰
掛
け
て
い

る
。
老
人
は
し
わ
だ
ら
け
の
顔
に
長
い
ひ
げ
を
生
や
し
て
い
る
。
鼻
が
欠
け
て
い
る

の
で
、
表
情
は
は
っ
き
り
と
読
み
取
れ
な
い
。
裸
体
の
体
に
も
し
わ
が
見
え
る
。
老

人
は
背
中
に
大
き
な
翼
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
右
手
に
ハ
ン
マ
ー
、
左
手
に
の
み

を
持
っ
て
い
る
。
老
人
の
反
対
側
に
回
り
こ
む
と
、
教
会
の
外
壁
が
一
部
残
っ
て
い

て
、
そ
こ
に
さ
り
げ
な
く
、
デ
ィ
ス
フ
ァ
ー
ノ
・
ジ
ュ
ッ
フ
リ
ー
ダ
家
の
人
々
の
肖

像
が
４
枚
は
め
込
ま
れ
て
い
る
の
が
見
え
る
。
名
前
は
書
い
て
い
な
い
。
こ
の
墓
所

を
作
っ
た
の
は
カ
ル
メ
ー
ロ
・
フ
ロ
ー
リ
オ
（
一
八
八
七

一
九
七
五
）
で
あ
る
。
カ

タ
ー
ニ
ャ
出
身
で
、
主
に
地
元
で
活
躍
し
た
彫
刻
家
で
あ
る
。
墓
所
の
主
題
は
明
白

だ
。
老
人
は
「
時
の
老
人
」
で
あ
る
。
無
常
な
時
の
流
れ
は
す
べ
て
を
破
壊
す
る
。

立
派
な
大
聖
堂
で
も
例
外
で
は
な
い
。
時
は
え
り
好
み
せ
ず
に
す
べ
て
を
壊
し
、
飲

み
込
む
。
そ
の
破
壊
の
様
が
、
無
造
作
に
積
ま
れ
た
石
材
で
示
さ
れ
て
い
る
。
時
の

具
人
化
で
あ
る
「
時
の
老
人
」
は
、
ふ
つ
う
背
中
に
翼
を
持
ち
、
大
き
な
鎌
を
持
つ

姿
で
表
現
さ
れ
る
。
そ
の
鎌
で
す
べ
て
を
な
ぎ
払
い
、
破
壊
す
る
の
だ
。
ま
た
、
砂

時
計
も
持
っ
て
い
る
。
時
が
過
ぎ
去
る
こ
と
の
象
徴
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
墓
所
に
は

大
鎌
と
砂
時
計
が
み
え
な
い
。
そ
の
代
わ
り
、
老
人
は
ハ
ン
マ
ー
と
の
み
を
持
っ
て

い
る
。
老
人
は
石
に
故
人
の
栄
光
を
刻
む
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。・
・
・
・「
時
の

老
人
」
が
こ
う
し
た
役
割
を
負
う
の
は
珍
し
い
。
老
人
は
壊
れ
た
建
物
を
憂
鬱
げ
に

眺
め
て
い
る
。
自
ら
の
所
行
を
後
悔
し
て
い
る
よ
う
な
風
情
だ
。
時
の
流
れ
は
誰
に

も
止
め
ら
れ
な
い
。
そ
の
非
情
な
真
理
を
嘆
く
の
が
人
間
な
ら
、「
時
の
老
人
」
は

こ
の
場
合
、
弱
い
人
間
の
心
を
持
た
さ
れ
て
い
る
。」

　

筆
者
は
本
論
文
の
終
わ
り
を
、
以
下
の
言
葉
で
結
ん
で
い
る
。「
本
書
を
み
れ
ば
、

イ
タ
リ
ア
人
が
ど
れ
だ
け
の
情
熱
と
財
力
を
傾
け
て
、
墓
地
を
芸
術
作
品
で
満
た
し

て
い
る
の
か
よ
く
分
か
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
単
に
、
家
名
を
知
ら
し
め
る
と
い
う
見

栄
だ
け
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
古
代
か
ら
の
伝
統
に
沿
っ
て
、
生
者
と
死
者
の
接

触
の
場
を
作
る
意
欲
が
あ
る
の
で
あ
る
。
イ
タ
リ
ア
人
は
陽
気
で
、
楽
天
的
で
、
美

食
家
と
い
う
型
に
は
ま
っ
た
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
が
、
そ
う
し
た
イ
メ
ー
ジ
と
は
ま
た

違
っ
た
、
イ
タ
リ
ア
人
の
あ
る
種
の
究
極
の
姿
が
墓
地
に
見
え
る
。
人
生
を
楽
し
む

の
が
イ
タ
リ
ア
人
な
ら
ば
、
人
生
に
省
察
を
強
い
る
場
を
作
り
、
そ
こ
を
芸
術
作
品

で
満
た
す
の
も
ま
た
イ
タ
リ
ア
人
な
の
だ
。」
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本
論
文
の
公
開
審
査
は
六
月
十
六
日
（
月
）
の
午
後
１
時
半
か
ら
３
時
半
ま
で
、

学
而
館
第
一
研
究
室
で
行
わ
れ
た
。

　

は
じ
め
に
、学
内
か
ら
の
審
査
委
員
で
あ
る
主
査
か
ら
、論
文
内
容
の
紹
介
が
あ
っ

た
。
続
い
て
主
査
か
ら
論
文
の
構
成
に
関
す
る
質
問
が
あ
り
、
注
お
よ
び
文
献
目
録

が
付
い
て
い
る
が
、
著
者
が
展
開
す
る
墓
所
に
対
す
る
分
析
は
、
こ
れ
ら
の
文
献
に

も
と
づ
く
も
の
な
の
か
、
あ
る
い
は
著
者
独
自
の
解
説
な
の
か
、
そ
の
切
り
分
け
は

ど
う
な
の
か
、に
つ
い
て
質
疑
応
答
が
な
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
す
る
著
者
の
回
答
は
、

個
々
の
墓
地
に
つ
い
て
ガ
イ
ド
ブ
ッ
ク
の
あ
る
場
合
は
そ
れ
を
使
用
し
、
彫
刻
家
辞

典
な
ど
も
調
べ
た
が
名
前
だ
け
で
事
績
が
不
明
な
場
合
も
あ
っ
た
、
と
い
う
も
の
で

あ
っ
た
。

　

さ
ら
に
主
査
か
ら
、
墓
所
を
取
り
上
げ
る
際
の
基
準
に
つ
い
て
質
問
が
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
す
る
著
者
の
回
答
は
、
各
地
で
新
し
い
墓
所
と
古
い
墓
所
が
入
り
混
じ
っ

て
お
り
、
勢
い
力
点
の
置
き
方
が
ま
ち
ま
ち
と
な
り
、
全
体
像
と
し
て
ま
と
め
あ
げ

る
の
は
大
変
で
あ
っ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
あ
と
主
査
お
よ
び
副
査
と
論
文
提
出
者
の
あ
い
だ
で
、
種
々
の
質
疑
応
答
が

行
わ
れ
た
結
果
、
審
査
委
員
会
は
本
論
文
に
対
し
て
以
下
の
評
価
を
下
し
た
。

　

今
回
、
博
士
論
文
と
す
べ
く
提
出
さ
れ
た
『
イ
タ
リ
ア
の
記
念
碑
墓
地
』
は
、
単

に
イ
タ
リ
ア
各
地
の
墓
地
に
関
し
て
記
述
を
な
し
た
本
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
記

念
碑
墓
地
を
通
じ
て
イ
タ
リ
ア
近
代
史
と
イ
タ
リ
ア
と
い
う
国
を
考
察
し
た
稀
有
な

文
化
論
で
あ
る
。
こ
の
評
価
を
支
え
る
の
は
次
の
三
点
で
あ
る
。

　

第
一
に
、
著
者
が
自
ら
の
足
で
回
り
、
自
ら
の
言
葉
で
語
っ
て
い
る
点
。
こ
れ
は

著
者
が
一
九
九
四
年
に
刊
行
し
た
『
シ
チ
リ
ア
の
春
』
で
示
し
た
手
法
で
あ
る
が
、

今
回
は
こ
れ
が
イ
タ
リ
ア
全
土
に
敷
衍
さ
れ
て
い
る
。

　

第
二
に
、
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
か
ら
生
ま
れ
る
説
得
力
の
あ
る
叙
述
で
あ
る
。
著

者
の
説
明
は
各
都
市
の
特
徴
を
浮
き
彫
り
に
す
る
と
と
も
に
、
各
都
市
の
歴
史
を
概

観
し
て
お
り
、読
者
は
自
然
に
イ
タ
リ
ア
諸
都
市
に
関
す
る
基
礎
知
識
を
与
え
ら
れ
、

そ
の
上
で
各
墓
所
を
通
じ
て
そ
の
町
に
生
き
た
人
々
の
人
生
を
振
り
返
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

第
三
は
収
録
さ
れ
て
い
る
豊
富
な
図
版
で
あ
る
。
通
常
は
様
々
な
制
約
か
ら
図
版

の
数
を
お
さ
え
ざ
る
を
得
な
い
が
、著
者
は
五
四
〇
点
に
も
の
ぼ
る
図
版
を
収
録
し
、

豊
富
な
視
覚
資
料
を
提
供
し
て
い
る
。
ま
た
、
著
者
自
身
の
撮
影
に
よ
る
こ
れ
ら
の

図
版
の
質
が
高
く
、
良
質
で
豊
富
な
こ
れ
ら
の
図
版
は
、
日
本
だ
け
で
な
く
イ
タ
リ

ア
に
お
い
て
も
、
近
代
イ
タ
リ
ア
彫
刻
の
研
究
に
多
大
な
貢
献
を
な
す
と
考
え
ら
れ

る
。　
　
　

　

次
に
、
細
部
の
問
題
点
と
し
て
以
下
の
諸
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

埋
葬
者
の
名
前
は
図
版
に
原
語
が
入
っ
て
お
り
判
明
す
る
が
、
墓
所
の
作
者
名
も

原
語
を
入
れ
て
ほ
し
か
っ
た
。
墓
所
の
状
況
を
説
明
す
る
さ
い
に
「
左
側
」、「
右
側
」

と
い
う
記
述
が
多
く
見
ら
れ
る
が
、
我
々
か
ら
み
て
「
右
側
」
な
の
か
、
彫
像
や
彫

刻
の
「
右
側
」
な
の
か
が
不
明
で
あ
る
。
美
術
史
で
は
「
向
か
っ
て
」
と
い
う
言
葉

を
入
れ
る
こ
と
が
奨
励
さ
れ
る
。ま
た
彫
刻
史
に
お
い
て
重
要
な
作
家
の
場
合
に
は
、

墓
碑
以
外
の
作
品
に
も
触
れ
て
ほ
し
か
っ
た
。

　

こ
の
ほ
か
美
術
史
か
ら
み
て
、
ご
く
少
数
の
事
例
で
あ
る
が
い
く
つ
か
の
彫
像
や

彫
刻
の
解
釈
に
、や
や
不
正
確
な
記
述
が
散
見
さ
れ
た
。同
時
代
の
イ
タ
リ
ア
や
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
彫
刻
史
、
絵
画
史
と
の
比
較
、
さ
ら
に
は
イ
タ
リ
ア
彫
刻
の
伝
統
の
中
で

の
考
察
が
な
さ
れ
た
な
ら
ば
、本
論
文
は
一
層
興
味
深
い
も
の
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。

　

試
験
ま
た
は
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　

審
査
委
員
会
は
二
〇
〇
八
年
六
月
十
六
日
（
月
）
午
後
１
時
半
よ
り
午
後
３
時
半

ま
で
学
而
館
第
一
会
議
室
で
厳
正
に
お
こ
な
っ
た
。
審
査
委
員
会
は
、
提
出
論
文
の
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内
容
と
体
裁
が
博
士
論
文
に
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
を
確
認
し
た
。
ま
た
、
審
査
の
過
程

を
通
じ
て
論
文
提
出
者
が
英
語
と
イ
タ
リ
ア
語
に
通
暁
す
る
こ
と
も
確
認
し
た
た

め
、
本
学
学
位
規
程
第
二
十
五
条
第
一
項
に
よ
り
、
こ
れ
に
関
わ
る
試
験
の
全
部
を

免
除
し
た
。
以
上
の
総
合
判
断
に
基
づ
き
、
審
査
委
員
会
は
本
学
学
位
規
程
第
十
八

条
第
二
項
に
よ
り
、
博
士
（
文
学　

立
命
館
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
を
適
当

と
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

瀬　

口　

真　

司

『
西
日
本
縄
文
集
落
の
研
究
』

 

学
位
の
種
類　

博　

士
（
文
学
）

 

授
与
年
月
日　

二
〇
〇
八
年
九
月
十
二
日

 

審
査
委
員

 
 

主
査　

和　

田　

晴　

吾

 
 

副
査　

泉　
　
　

拓　

良

 
 

副
査　

矢　

野　

健　

一

論
文
内
容
の
要
旨

　

本
論
文
は
、
西
日
本
の
縄
文
時
代
の
集
落
に
関
す
る
研
究
で
あ
る
。
特
に
、
著
者

が
研
究
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
い
る
琵
琶
湖
周
辺
地
域
の
遺
跡
を
す
べ
て
集
成
し
、

詳
細
な
分
布
図
や
消
長
表
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、関
西
地
方
を
中
心
と
し
た
遺
跡
、

遺
構
、
遺
物
を
総
合
的
に
分
析
す
る
と
同
時
に
、
東
日
本
縄
文
集
落
と
の
比
較
検
討

を
行
っ
て
い
る
点
が
特
徴
で
あ
る
。
本
論
文
は
、
著
者
の
論
文
二
〇
本
を
加
筆
修
正

し
た
も
の
に
若
干
の
書
き
下
ろ
し
を
加
え
た
も
の
で
、近
日
中
に
出
版
予
定
で
あ
る
。

文
字
数
は
約
五
〇
万
字
で
、
図
が
八
九
、
表
が
三
四
添
付
さ
れ
て
い
る
。
５
章
か
ら

構
成
さ
れ
て
お
り
、
以
下
、
各
章
ご
と
に
要
旨
を
述
べ
る
。

　
「
第
１
章　

西
日
本
縄
文
集
落
研
究
の
意
義
」
で
は
、「
第
１
節　

西
日
本
縄
文
集

落
研
究
の
課
題
」
で
、
東
日
本
も
含
め
た
縄
文
集
落
研
究
史
を
、「
集
落
の
形
態
・

構
造
に
関
す
る
研
究
」「
集
落
（
遺
跡
）
群
の
性
格
に
関
す
る
研
究
」「
集
落
の
移
動

と
領
域
に
関
す
る
研
究
」「
定
住
集
落
の
成
立
に
関
す
る
研
究
」
の
四
つ
の
分
野
に

区
分
し
、
概
述
し
て
い
る
。
こ
の
中
で
、
西
日
本
で
は
、「
集
落
（
遺
跡
）
群
の
性
格
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に
関
す
る
研
究
」「
集
落
の
移
動
と
領
域
に
関
す
る
研
究
」
が
先
行
し
、「
定
住
集
落

の
成
立
に
関
す
る
研
究
」
が
こ
れ
に
次
ぎ
、
近
年
、「
集
落
の
形
態
・
構
造
に
関
す

る
研
究
」
が
着
手
さ
れ
た
、
と
述
べ
る
。
そ
の
う
え
で
、
西
日
本
縄
文
集
落
研
究
の

課
題
は
四
つ
あ
り
、
環
状
集
落
等
の
定
説
的
な
集
落
構
造
の
評
価
、
小
規
模
集
落
群

の
評
価
、
季
節
移
動
の
有
無
に
関
す
る
定
住
性
の
評
価
、
定
住
集
落
の
展
開
に
伴
う

諸
現
象
の
評
価
、
に
関
し
て
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
必
要
だ
と
述
べ
、
本
論
で
は
、

そ
の
う
ち
、
小
規
模
集
落
群
、
季
節
移
動
の
有
無
、
定
住
集
落
の
展
開
に
伴
う
諸
現

象
に
着
目
し
て
、
資
料
の
集
成
が
進
ん
だ
関
西
地
方
を
中
心
に
分
析
を
進
め
る
、
と

述
べ
る
。「
第
２
節　

本
論
の
構
成
と
意
義
」で
は
、各
章
の
概
要
と
関
係
を
概
述
し
、

（
１
）
西
日
本
を
主
題
と
し
た
点
、（
２
）
数
量
的
分
析
を
重
視
し
た
点
、（
３
）
資
源

利
用
に
関
す
る
視
点
を
組
み
込
ん
だ
点
、
に
本
論
の
特
色
が
あ
る
、
と
述
べ
る
。

　
「
第
２
章　

関
西
地
方
の
縄
文
遺
跡
の
様
相
」
は
、「
第
１
節　

琵
琶
湖
周
辺
地
域

に
お
け
る
事
例
研
究
」
で
、
当
該
地
域
を
六
地
域
に
分
け
、
三
三
八
遺
跡
の
分
布
と

消
長
を
記
載
し
て
い
る
。
そ
し
て
、沿
岸
部
と
山
間
部
が
近
接
し
て
い
る
「
景
観
Ｂ
」

に
位
置
す
る
集
落
が
ま
ず
成
立
し
、そ
の
後
、そ
の
中
間
に
沖
積
平
野
が
広
が
る
「
景

観
Ａ
」
に
集
落
が
広
が
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。「
第
２
節　

関
西
地
方
の

縄
文
遺
跡
」
で
は
、
関
西
地
方
の
代
表
的
集
落
遺
跡
を
概
観
し
、
琵
琶
湖
周
辺
、
京

都
盆
地
、
奈
良
盆
地
、
生
駒
山
西
麓
の
各
地
域
の
遺
跡
数
の
推
移
が
共
通
す
る
こ
と

を
示
し
、
住
居
面
積
合
計
の
変
化
を
加
味
し
て
、
人
口
の
推
移
を
論
じ
て
い
る
。
こ

の
点
に
つ
い
て
は
、
九
州
地
方
や
中
四
国
地
方
と
比
較
し
な
が
ら
、「
第
３
節　

関

西
地
方
の
縄
文
遺
跡
の
特
色
」
で
さ
ら
に
論
じ
、
西
日
本
全
体
で
共
通
す
る
傾
向
が

あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

　
「
第
３
章　

遺
跡
や
遺
構
か
ら
見
た
関
西
地
方
の
縄
文
集
落
の
特
色
」
は
、「
第
１

節　

定
住
集
落
の
成
立
過
程
」
で
、
沖
積
平
野
を
は
さ
ん
で
沿
岸
部
と
山
間
部
を
往

復
す
る
に
は
距
離
が
あ
る
「
景
観
Ａ
」
の
資
源
利
用
の
あ
り
方
を
問
題
に
し
、
景
観

Ａ
に
集
落
が
形
成
さ
れ
る
「
第
２
段
階　

縄
文
早
期
後
葉
〜
縄
文
中
期
中
葉
」
で
は
、

貯
蔵
穴
（
貯
蔵
手
段
）、
丸
木
舟
（
交
通
手
段
）
が
未
発
達
で
あ
り
、
春
夏
は
沿
岸
部
、

秋
冬
は
山
間
部
に
住
居
を
異
動
さ
せ
て
い
た
と
推
定
し
て
い
る
。春
夏
は
水
産
資
源
、

秋
冬
は
植
物
質
食
料
の
獲
得
に
好
都
合
だ
か
ら
で
あ
る
。「
第
３
段
階　

縄
文
中
期

後
葉
」
以
後
、
貯
蔵
穴
と
丸
木
舟
が
発
達
し
、
沿
岸
部
と
山
間
部
と
の
間
の
沖
積
平

野
に
集
落
を
設
定
し
、
沿
岸
部
と
山
間
部
と
の
間
を
往
復
し
な
が
ら
、
中
間
の
沖
積

平
野
に
定
住
し
て
い
た
、
と
論
じ
て
い
る
。「
第
２
節　

集
落
景
観
の
変
化
と
地
域

的
差
異
」
で
は
、
こ
の
よ
う
な
生
活
様
式
の
変
化
が
実
際
の
遺
跡
や
遺
物
に
い
か
に

現
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
点
を
分
析
し
て
い
る
。
分
析
対
象
は
、
集
落
規
模
（
住
居

面
積
、
貯
蔵
穴
、
埋
葬
遺
構
、
祭
祀
具
）
と
集
落
構
成
（
住
居
、
貯
蔵
穴
、
埋
葬
遺
構
の
遺

跡
で
の
組
み
合
わ
せ
の
様
相
）
で
あ
る
。
集
落
規
模
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
の
点
か
ら

も
中
期
後
葉
以
後
拡
大
し
て
お
り
、
集
落
構
成
は
、
基
本
は
小
規
模
単
機
能
型
（
１

群
単
機
能
型
）
で
あ
り
、
後
期
前
葉
に
一
部
、
大
規
模
多
機
能
型
（
２
群
多
機
能
型
）

が
出
現
す
る
が
、
そ
れ
は
後
期
中
葉
以
後
、
大
規
模
単
機
能
型
（
貯
蔵
穴
、
埋
葬
遺
構

な
ど
住
居
以
外
が
群
集
す
る
遺
跡
、
２
群
多
機
能
型
Ｂ
）
と
小
規
模
単
機
能
型
（
住
居
の

み
が
少
数
存
在
す
る
遺
跡
、
１
群
単
機
能
型
Ａ
）
に
分
か
れ
る
、
と
述
べ
る
。
こ
の
様

相
に
つ
い
て
、
西
日
本
の
他
地
域
、
お
よ
び
関
東
地
方
と
の
比
較
を
論
じ
て
い
る
。

　
「
第
４
章　

遺
物
か
ら
見
た
関
西
地
方
の
縄
文
集
落
の
特
色
」
は
、「
第
１
節　

石

器
組
成
」
で
関
西
地
方
の
各
遺
跡
の
石
器
組
成
が
、「
第
２
段
階　

縄
文
早
期
後
葉

〜
縄
文
中
期
中
葉
」
ま
で
は
一
器
種
突
出
型
が
多
い
も
の
の
、「
第
３
段
階　

縄
文

中
期
後
葉
」
に
は
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
複
合
・
総
合
型
が
増
え
る
と
論
じ
て
お
り
、

定
住
の
進
行
と
関
係
す
る
と
述
べ
て
い
る
。「
第
２
節　

漁
撈
関
連
遺
物
」
で
は
、

丸
木
舟
と
釣
針
に
つ
い
て
全
国
的
な
見
地
か
ら
検
討
を
加
え
、特
に
第
３
段
階
以
後
、

増
加
す
る
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。「
第
３
節　

打
製
石
斧
と
磨
製
石
斧
」
は
、
農
耕

と
関
係
す
る
可
能
性
が
高
い
打
製
石
斧
や
、
耕
作
地
を
伐
採
す
る
工
具
と
み
て
よ
い

磨
製
石
斧
の
い
ず
れ
も
が
、
関
西
地
方
で
は
北
陸
・
東
海
地
方
と
比
べ
て
量
が
少
な

い
こ
と
を
示
し
、
逆
に
堅
果
類
の
貯
蔵
穴
が
多
い
こ
と
に
違
い
を
見
出
せ
る
、
と
し
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て
い
る
。
し
か
も
、
西
日
本
の
堅
果
類
の
収
穫
時
期
は
東
日
本
よ
り
分
散
す
る
傾
向

が
あ
る
こ
と
か
ら
、
集
約
的
な
労
働
を
行
う
必
要
が
東
日
本
よ
り
も
乏
し
く
、
こ
の

こ
と
が
大
規
模
環
状
集
落
が
存
在
し
な
い
要
因
に
な
っ
た
、
と
結
論
付
け
て
い
る
。

　
「
第
５
章　

関
西
地
方
に
お
け
る
定
住
集
落
の
成
立
と
展
開
」
は
、
結
論
に
相
当

す
る
部
分
で
あ
る
。
季
節
移
動
の
有
無
に
関
す
る
定
住
性
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
中

期
後
葉
以
後
、
完
全
な
定
住
集
落
と
な
る
が
、
そ
れ
ま
で
は
、
景
観
に
応
じ
て
、
季

節
移
動
を
行
う
場
合
が
あ
っ
た
と
結
論
づ
け
る
。
小
規
模
集
落
群
お
よ
び
定
住
集
落

の
展
開
に
伴
う
諸
現
象
の
評
価
に
つ
い
て
は
、
西
日
本
は
世
帯
の
自
律
性
を
優
先
さ

せ
る
社
会
で
あ
り
、
東
日
本
は
集
団
の
結
束
を
強
め
る
こ
と
で
生
産
性
を
あ
げ
る
社

会
で
あ
る
、
と
い
う
社
会
の
性
格
の
相
違
に
起
因
す
る
と
述
べ
る
。
こ
の
理
由
と
し

て
、堅
果
類
の
収
穫
時
期
に
み
ら
れ
る
東
西
差
を
問
題
に
し
て
い
る
。
よ
う
す
る
に
、

本
来
的
な
生
産
性
の
相
違
に
起
因
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

論
文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

本
論
文
は
、
西
日
本
縄
文
集
落
を
遺
跡
、
遺
構
、
遺
物
の
各
側
面
か
ら
総
合
的
に

バ
ラ
ン
ス
よ
く
分
析
し
て
い
る
。
遺
跡
の
規
模
や
構
成
、各
種
遺
構
の
規
模
や
構
成
、

各
種
遺
物
の
数
量
や
構
成
に
関
す
る
分
析
は
、
よ
く
関
係
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
時
期

ご
と
の
変
化
も
明
確
に
描
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
本
論
文
は
個
別
の
分
析

を
よ
く
総
合
さ
せ
て
い
る
と
い
う
点
に
第
一
の
特
色
が
あ
り
、
こ
の
点
に
関
す
る
評

価
は
各
審
査
委
員
が
言
及
し
た
。集
落
研
究
を
遺
跡
の
住
居
構
成
や
住
居
規
模
な
ど
、

住
居
か
ら
行
う
研
究
は
数
多
い
。
ま
た
、
そ
こ
に
墓
や
貯
蔵
穴
な
ど
他
の
遺
構
を
関

連
さ
せ
る
研
究
も
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
各
種
遺
物
を
含
め
て
、
そ
れ
ぞ
れ
分
析

を
行
い
、
そ
の
分
析
を
総
合
化
す
る
、
と
い
う
手
法
は
こ
れ
ま
で
の
研
究
で
は
本
格

的
な
も
の
と
し
て
は
例
が
な
く
、
そ
の
点
、
個
性
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
今
後
の
集

落
研
究
に
お
い
て
、
一
つ
の
モ
デ
ル
と
も
な
り
う
る
も
の
と
評
価
で
き
る
。

　

第
二
の
特
色
は
分
析
資
料
の
独
自
性
で
あ
る
。
各
種
の
分
析
は
著
者
が
フ
ィ
ー
ル

ド
と
す
る
琵
琶
湖
周
辺
地
域
の
遺
跡
集
成
を
基
盤
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
同
時
に
著

者
が
積
極
的
に
参
加
し
た
関
西
縄
文
文
化
研
究
会
の
資
料
集
成
活
動
の
成
果
も
積
極

的
に
利
用
し
て
い
る
。分
析
対
象
の
資
料
の
多
く
は
著
者
自
ら
が
集
成
し
た
も
の
か
、

あ
る
い
は
著
者
が
は
じ
め
て
分
析
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
、
独
自
性
が
高
い
。

か
つ
最
新
の
成
果
を
反
映
し
て
い
る
。琵
琶
湖
周
辺
地
域
の
遺
跡
集
成
に
つ
い
て
は
、

こ
の
研
究
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
研
究
者
に
広
く
研
究
資
料
と
し
て
活
用
で
き
る
よ

う
、
配
慮
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
点
、
資
料
集
成
と
し
て
の
価
値
も
高
い
。
ま
た
、
丸

木
舟
は
著
者
が
全
国
的
に
集
成
し
て
お
り
、そ
の
集
成
の
意
義
は
大
き
い
。
さ
ら
に
、

住
居
面
積
、
貯
蔵
穴
容
量
、
打
製
石
斧
や
磨
製
石
斧
の
数
量
に
関
す
る
デ
ー
タ
は
、

今
後
、
他
地
域
の
同
様
の
デ
ー
タ
集
成
が
進
め
ば
、
比
較
分
析
に
資
す
る
は
ず
の
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、基
礎
的
な
資
料
集
成
と
い
う
側
面
か
ら
の
価
値
が
あ
る
。

　

第
三
の
特
色
は
分
析
に
お
け
る
数
量
的
側
面
の
重
視
で
あ
る
。
各
種
の
分
析
で
は

数
量
が
明
確
に
示
さ
れ
、
し
か
も
図
や
表
の
形
で
一
覧
で
き
る
よ
う
に
工
夫
さ
れ
て

い
る
。
そ
の
分
析
の
基
礎
デ
ー
タ
も
明
示
さ
れ
て
お
り
、
著
者
の
主
張
の
根
拠
が
明

解
で
あ
る
。
こ
の
数
量
的
分
析
は
、
高
度
な
統
計
学
的
手
法
を
使
っ
た
も
の
で
は
な

い
が
、
明
解
で
分
か
り
や
す
く
、
説
得
力
が
あ
る
。
数
量
的
分
析
は
、
資
料
集
成
を

基
礎
と
し
な
け
れ
ば
で
き
な
い
の
で
、
そ
の
意
味
で
、
労
力
を
要
す
る
分
析
で
あ
る
。

ま
た
、
分
析
の
仕
方
に
も
工
夫
が
見
ら
れ
、
遺
物
の
量
の
推
移
を
比
較
す
る
場
合
、

絶
対
量
で
は
な
く
、
住
居
一
棟
に
対
す
る
値
を
提
示
す
る
な
ど
、
人
口
増
減
に
配
慮

し
て
、
一
人
あ
た
り
の
量
を
把
握
で
き
る
よ
う
に
、
工
夫
し
て
い
る
。

　

第
四
の
特
色
は
、
西
日
本
縄
文
集
落
に
関
し
て
、
縄
文
時
代
を
通
じ
た
歴
史
的
な

変
化
を
明
ら
か
に
し
た
点
で
あ
る
。（
１
）
早
期
前
・
中
葉
、（
２
）
早
期
後
葉
〜
中

期
中
葉
、（
３
）
中
期
後
葉
〜
晩
期
後
葉
の
三
時
期
に
分
け
、
遺
跡
、
遺
構
、
遺
物

か
ら
み
た
数
量
的
な
推
移
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、第
２
段
階
ま
で
は
、

季
節
移
動
を
行
う
場
合
が
見
ら
れ
る
の
で
、
人
口
が
増
大
し
、
各
種
遺
構
や
遺
物
の

数
量
が
大
き
く
増
加
す
る
第
３
段
階
に
、
定
住
集
落
が
普
遍
化
す
る
、
と
見
な
し
て
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い
る
。
こ
れ
ま
で
、
縄
文
時
代
全
般
の
歴
史
的
推
移
を
論
じ
る
こ
と
は
多
く
あ
っ
た

が
、
西
日
本
の
デ
ー
タ
に
基
礎
を
お
い
た
歴
史
的
理
解
を
示
し
た
研
究
は
少
な
い
。

本
論
は
、
研
究
の
基
礎
に
数
量
的
デ
ー
タ
が
あ
る
た
め
、
説
得
力
が
あ
る
。

　

第
五
の
特
色
は
、
西
日
本
縄
文
集
落
が
一
般
的
に
小
規
模
で
あ
る
理
由
を
東
日
本

の
縄
文
集
落
の
具
体
的
様
相
と
の
比
較
か
ら
説
明
し
た
点
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
打
製
石
斧
、
磨
製
石
斧
、
貯
蔵
穴
に
つ
い
て
、
北
陸
、
東
海
地
方
と
の
比
較

を
お
こ
な
い
、
原
始
的
な
農
具
の
可
能
性
の
あ
る
打
製
石
斧
や
、
森
林
を
伐
採
す
る

磨
製
石
斧
の
量
が
、
関
西
地
方
に
お
い
て
非
常
に
少
な
い
か
わ
り
に
、
貯
蔵
穴
に
つ

い
て
は
逆
に
非
常
に
多
い
こ
と
を
数
量
的
に
示
し
、
植
物
質
食
料
の
獲
得
手
段
が
根

本
的
に
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
同
時
に
、
堅
果
類
の
収
穫
時
期
の
分
散

化
の
傾
向
が
西
日
本
に
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
労
働
編
成
が
東
日
本
に
比
べ
て
集
約

的
で
は
な
い
点
を
あ
げ
、
こ
の
こ
と
が
集
落
の
大
規
模
化
に
向
か
わ
な
い
要
因
で
あ

る
と
し
た
。こ
の
点
に
つ
い
て
は
、議
論
が
分
か
れ
る
点
で
あ
る
が
、著
者
は
Ｍ
・
サ
ー

リ
ン
ズ
の
学
説
に
依
拠
し
な
が
ら
、
試
論
を
展
開
し
て
い
る
。
今
後
の
議
論
で
必
ず

言
及
さ
れ
る
説
と
な
り
う
る
も
の
と
評
価
で
き
る
。

　

以
上
が
、
各
審
査
委
員
の
評
価
を
総
合
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
疑
問
点
お
よ
び
批

判
が
示
さ
れ
た
箇
所
が
あ
る
の
で
、
明
記
し
て
お
き
た
い
。
ま
ず
、「
定
住
」
と
い

う
概
念
を
季
節
移
動
の
有
無
に
限
っ
て
用
い
る
と
し
て
も
、
著
者
の
よ
う
に
、
あ
る

地
域
に
定
住
す
る
集
団
と
定
住
し
て
い
な
い
集
団
が
混
在
す
る
状
況
を
説
明
す
る
場

合
、
そ
れ
を
定
住
社
会
と
呼
ぶ
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
。
著
者
は
こ
の
点

に
つ
い
て
、
概
念
を
提
示
す
べ
き
で
あ
る
。

　

ま
た
、
著
者
は
定
住
化
の
進
行
を
、
景
観
Ａ
（
沖
積
平
野
を
は
さ
ん
で
沿
岸
部
と
山

間
部
が
距
離
を
お
い
て
存
在
す
る
地
域
）
に
お
け
る
問
題
と
し
て
説
明
し
て
い
る
が
、

当
初
か
ら
主
体
的
で
あ
っ
た
景
観
Ｂ
（
沿
岸
部
と
山
間
部
が
近
接
す
る
地
域
）
に
お
け

る
定
住
集
落
の
成
立
に
つ
い
て
は
当
初
か
ら
定
住
的
で
あ
っ
た
と
み
な
し
て
、
説
明

し
て
い
な
い
。
こ
の
点
は
過
去
の
著
者
の
議
論
と
異
な
る
部
分
で
あ
る
だ
け
に
、
よ

り
詳
細
に
説
明
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
遺
跡
ご
と
に
石
器
組
成
の
偏
り
が
見
ら
れ
る
現
象
を
季
節
移
動
の
根
拠

（
季
節
的
に
生
業
活
動
が
異
な
る
）
と
み
な
し
て
い
る
が
、
こ
の
分
析
に
つ
い
て
は
、

す
で
に
著
者
に
対
す
る
批
判
が
あ
る
う
え
に
、
最
近
の
研
究
で
は
、
遺
跡
の
中
で
石

器
組
成
が
異
な
る
場
合
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
石

器
組
成
の
偏
り
を
季
節
移
動
の
根
拠
と
み
な
す
見
方
は
困
難
で
あ
る
し
、
少
な
く
と

も
著
者
が
季
節
移
動
を
想
定
し
て
い
る
景
観
Ａ
と
想
定
し
て
い
な
い
景
観
Ｂ
に
お
け

る
石
器
組
成
の
偏
り
の
有
無
に
つ
い
て
詳
し
く
分
析
を
加
え
る
べ
き
で
あ
る
。

　

全
般
的
に
影
響
を
与
え
る
問
題
と
し
て
、
著
者
は
食
料
獲
得
手
段
を
交
換
で
は
な

く
、
直
接
採
取
に
よ
っ
て
得
て
い
る
と
い
う
前
提
に
依
拠
し
て
い
る
。
石
材
等
、
活

発
な
交
換
が
推
定
さ
れ
て
い
る
の
に
、
食
料
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い

な
い
。
こ
の
理
由
に
つ
い
て
、
著
者
は
主
要
食
料
を
交
換
す
る
と
な
る
と
、
非
常
に

多
量
の
食
料
を
交
換
す
る
こ
と
に
な
る
は
ず
な
の
で
、
一
般
的
に
長
距
離
間
の
食
料

の
交
換
は
想
定
で
き
な
い
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
議
論
の
余
地

が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
点
で
疑
問
を
は
さ
む
余
地
が
あ
る
も
の
の
、
こ
の
点

に
つ
い
て
は
、
今
後
の
研
究
に
ゆ
だ
ね
た
い
、
と
い
う
こ
と
で
審
査
委
員
の
意
見
は

一
致
し
た
。
ま
た
、
全
体
と
し
て
十
分
に
博
士
論
文
と
し
て
の
水
準
に
達
し
て
い
る

と
い
う
点
で
、
審
査
委
員
は
同
意
し
た
。

試
験
ま
た
は
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　

審
査
委
員
会
は
二
〇
〇
八
年
七
月
二
十
七
日
（
日
）
午
前
８
時
40
分
か
ら
午
前
10

時
40
分
ま
で
２
時
間
に
及
ぶ
審
査
を
、
学
芸
員
課
程
実
習
展
示
室
に
お
い
て
厳
正
に

実
施
し
た
。
傍
聴
者
は
６
名
で
あ
る
。
審
査
に
あ
た
っ
て
は
、
審
査
委
員
の
試
問
に

対
し
、
的
確
に
応
答
し
た
。
ま
た
、
審
査
委
員
会
に
論
文
要
旨
を
英
語
、
中
国
語
に

お
い
て
提
出
し
、適
正
で
あ
っ
た
た
め
本
学
学
位
規
程
第
二
十
五
条
第
一
項
に
よ
り
、
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こ
れ
に
関
わ
る
試
験
の
全
部
を
免
除
し
た
。

　

以
上
、
総
合
的
に
判
断
し
て
、
本
学
学
位
規
程
第
十
八
条
第
二
項
に
よ
り
、
博
士

（
文
学　

立
命
館
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ
と
を
適
当
と
認
め
る
も
の
で
あ
る
。

木　

股　

知　

史

『
画
文
共
鳴
『
み
だ
れ
髪
』
か
ら
『
月
に
吠
え
る
』
へ
』

 

学
位
の
種
類　

博　

士
（
文
学
）

 

授
与
年
月
日　

二
〇
〇
八
年
九
月
十
二
日

 

審
査
委
員

 
 

主
査　

木　

村　

一　

信

 
 

副
査　

中　

川　

成　

美

 
 

副
査　

澤　
　
　

正　

宏

論
文
内
容
の
要
旨

　

本
論
文
は
、
書
物
、
雑
誌
に
お
け
る
挿
絵
や
装
幀
な
ど
の
美
術
的
要
素
が
、
文
学

の
言
語
表
現
と
交
流
し
共
鳴
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
美
の
領
域
を
研
究

の
対
象
と
し
て
い
る
。
論
文
題
目
の
「
画
文
共
鳴
」
と
い
う
言
葉
は
、視
覚
的
イ
メ
ー

ジ
と
文
学
と
が
響
き
あ
っ
て
作
り
出
す
表
現
世
界
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。

　

一
九
〇
〇
年
代
か
ら
一
九
一
〇
年
代
に
か
け
て
は
、
日
本
近
代
文
学
の
表
現
史
の

上
で
、
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
と
文
学
が
共
鳴
す
る
試
み
が
活
発
に
展
開
さ
れ
た
時
期
で

あ
っ
た
。
こ
の
時
期
は
、
西
洋
美
術
が
近
代
日
本
に
定
着
し
て
ゆ
く
過
程
で
あ
り
、

印
刷
技
術
は
発
展
の
途
上
に
あ
り
、
完
全
に
機
械
化
さ
れ
ず
、
木
版
や
石
版
と
い
っ

た
手
わ
ざ
が
生
き
る
技
法
が
、
図
版
印
刷
の
な
か
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。

そ
の
た
め
、
雑
誌
や
書
物
を
舞
台
と
し
て
、
画
家
と
詩
人
た
ち
が
、
協
力
し
て
美
術

と
文
学
の
共
鳴
を
意
図
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
試
み
を
行
っ
た
。
本
論
文
は
、
与
謝
野
晶

子
『
み
だ
れ
髪
』（
一
九
〇
一
年
）
か
ら
萩
原
朔
太
郎
『
月
に
吠
え
る
』（
一
九
一
七
年
）

に
至
る
流
れ
を
取
り
上
げ
て
い
る
。『
み
だ
れ
髪
』
か
ら
『
月
に
吠
え
る
』
の
系
譜
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に
は
、
視
覚
的
表
現
と
文
学
表
現
が
交
錯
し
な
が
ら
、
近
代
的
な
内
面
性
が
実
質
的

な
姿
を
現
し
、
表
現
が
重
層
的
な
意
味
を
獲
得
し
て
い
く
過
程
を
見
い
だ
す
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

　

雑
誌
や
書
物
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ
て
世
に
送
り
出
さ
れ
る
文
学
作
品
は
、
抽
象

的
な
言
語
だ
け
で
成
り
た
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
雑
誌
や
書
物
に
は
、
装
幀
や
挿

画
と
い
っ
た
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
が
関
与
し
て
い
る
。
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
文
学
表
現

の
重
要
な
要
素
の
一
つ
と
見
な
せ
る
。
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
が
関
与
す
る
こ
と
で
、
文

学
表
現
に
新
た
な
意
義
が
生
ま
れ
る
。
つ
ま
り
、
書
物
や
雑
誌
に
お
け
る
文
学
と
美

術
の
協
働
は
、そ
れ
自
体
一
つ
の
表
現
で
あ
る
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、

視
覚
的
表
現
の
基
盤
を
な
す
印
刷
技
術
や
、
画
家
と
文
学
者
の
交
流
と
い
っ
た
、
文

学
に
関
連
す
る
領
域
を
視
野
に
含
め
て
文
学
表
現
の
歴
史
を
捕
ら
え
る
こ
と
も
本
論

文
は
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
文
学
史
を
よ
り
広
い
文
化
史
的

な
コ
ン
テ
ク
ス
ト
の
中
で
と
ら
え
よ
う
と
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　

本
論
文
は
、
三
部
立
て
、
九
章
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
Ⅰ
部
は
、「『
明
星
』

と
い
う
美
術
館
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。
第
一
章
で
は
、
雑
誌
『
明
星
』
に
お
け
る
視

覚
的
イ
メ
ー
ジ
と
文
学
の
協
働
の
諸
相
を
分
析
し
て
い
る
。
視
覚
イ
メ
ー
ジ
の
効
果

を
重
視
し
た
与
謝
野
鉄
幹
は
、
西
洋
美
術
が
近
代
化
の
規
範
を
示
す
と
考
え
、
美
術

と
文
学
の
共
鳴
を
積
極
的
に
推
進
し
た
こ
と
を
論
じ
る
。
第
二
章
で
は
、『
明
星
』

の
表
紙
画
の
意
味
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。
藤
島
武
二
が
描
い
た
表
紙
画
の
女
性

像
は
、日
本
の
伝
統
と
、西
洋
と
が
融
合
し
た
独
特
の
美
を
表
現
し
て
い
て
、ヴ
ィ
ー

ナ
ス
を
暗
示
す
る
表
紙
画
の
女
性
像
は
、『
明
星
』
の
文
学
理
念
と
内
的
な
関
連
を

作
り
、
新
た
な
美
の
規
範
を
生
み
出
し
た
。
第
三
章
で
は
、
歌
集
『
み
だ
れ
髪
』
を

取
り
あ
げ
、
こ
の
歌
集
は
、
イ
メ
ー
ジ
と
文
学
の
交
流
の
最
高
の
結
実
で
あ
り
、
詩

画
集
の
源
流
を
な
す
と
位
置
付
け
る
。
藤
島
の
担
当
し
た
装
幀
や
挿
絵
は
、
日
本
の

伝
統
的
要
素
を
踏
ま
え
な
が
ら
も
、
西
洋
の
ア
ー
ル
・
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
を
取
り
入
れ
て
、

斬
新
な
ス
タ
イ
ル
を
生
み
出
し
た
。
そ
し
て
、
晶
子
の
短
歌
に
重
層
的
な
意
味
が
加

わ
り
、象
徴
主
義
的
な
文
学
表
現
の
可
能
性
を
生
む
こ
と
に
な
っ
た
。
第
四
章
で
は
、

『
明
星
』
誌
上
に
掲
載
さ
れ
た
木
版
や
石
版
な
ど
の
印
刷
技
法
を
取
り
上
げ
、
そ
こ

で
さ
ま
ざ
ま
な
視
覚
効
果
が
探
求
さ
れ
て
、
創
作
版
画
の
起
点
と
も
な
っ
た
こ
と
を

検
証
し
て
い
る
。

　

第
Ⅱ
部
「
イ
メ
ー
ジ
と
象
徴
主
義
」
で
は
、
美
術
と
文
学
の
交
流
を
視
野
に
含
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
近
代
日
本
の
象
徴
主
義
の
再
評
価
を
試
み
て
い
る
。
第
五
章
で

は
、
上
田
敏
に
よ
る
西
欧
の
象
徴
詩
の
翻
訳
、
紹
介
を
契
機
と
し
て
成
立
し
た
と
す

る
、
従
来
の
象
徴
主
義
の
理
解
を
再
検
討
し
て
い
る
。
暗
示
と
い
う
修
辞
法
だ
け
で

な
く
、
西
洋
絵
画
を
理
解
す
る
際
の
理
念
の
表
現
と
い
う
系
譜
を
踏
ま
え
る
こ
と
で

新
た
な
絵
画
と
文
学
の
融
合
を
指
摘
で
き
る
と
す
る
。
ま
た
、
第
六
章
で
は
、
詩
人

の
蒲
原
有
明
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
ロ
ゼ
ッ
テ
イ
に
学
ん
だ
蒲
原
は
、
藤
島
や
青
木

繁
と
と
も
に
、
詩
と
絵
画
を
協
働
さ
せ
る
試
み
を
実
験
し
た
。
青
木
は
、
岩
野
泡
鳴

の
詩
集
『
夕
潮
』
の
挿
絵
や
、
絵
画
「
海
の
幸
」
に
よ
っ
て
、
蒲
原
に
大
き
な
影
響

を
与
え
る
。
蒲
原
は
、
言
葉
の
写
実
性
を
超
え
、
意
識
の
世
界
そ
の
も
の
を
表
現
し

よ
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
蒲
原
の
散
文
詩
は
、
近
代
日
本
に
お
け
る
象
徴
主
義
の

達
成
と
し
て
評
価
で
き
る
が
、
そ
れ
は
、
文
学
へ
の
絵
画
の
影
響
を
内
在
化
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

第
Ⅲ
部
「
詩
画
集
へ
の
道
」
で
は
、
は
じ
め
て
の
本
格
的
な
意
味
で
の
詩
画
集
と

見
な
せ
る
萩
原
朔
太
郎
の
『
月
に
吠
え
る
』
に
つ
い
て
、
装
幀
や
挿
絵
の
視
覚
的
イ

メ
ー
ジ
と
の
関
連
を
考
慮
し
な
が
ら
分
析
を
進
め
て
い
る
。
第
七
章
で
は
、
竹
久
夢

二
を
論
じ
る
。
夢
二
は
、
コ
マ
絵
集
の
刊
行
に
よ
っ
て
詩
歌
と
絵
画
の
組
み
合
せ
に

よ
る
新
た
な
表
現
の
可
能
性
を
開
拓
し
た
。
そ
れ
が
、『
月
に
吠
え
る
』
の
装
幀
や

挿
絵
を
手
が
け
た
恩
地
孝
四
郎
や
田
中
恭
吉
に
影
響
を
与
え
た
。夢
二
の
コ
マ
絵
は
、

俳
画
の
伝
統
を
異
化
す
る
と
い
う
側
面
が
あ
り
、
恩
地
や
田
中
は
、
そ
れ
を
斬
新
で

前
衛
的
な
表
現
へ
と
変
え
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
第
八
章
で
は
、
出
発
当
初
か
ら
文

学
と
美
術
の
共
鳴
に
自
覚
的
で
あ
っ
た
田
中
を
論
じ
て
い
る
。
第
九
章
で
は
、
詩
集
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『
月
に
吠
え
る
』
を
恩
地
、
田
中
、
萩
原
の
三
人
の
共
同
作
業
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ

た
詩
画
集
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
さ
れ
て
い
る
。
萩
原
の
幻
覚
を
と
ら
え
た
詩
と
、

田
中
の
幻
想
的
な
挿
絵
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
生
命
観
に
基
づ
き
な
が
ら
、
互
い

を
補
完
し
、
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
と
詩
の
言
語
と
が
交
感
し
て
は
じ
め
て
作
り
出
さ
れ

る
重
層
的
な
世
界
を
表
現
す
る
こ
と
に
成
功
し
て
い
る
。
恩
地
も
そ
れ
を
受
け
継
ぐ

の
で
あ
る
。論

文
審
査
の
結
果
の
要
旨

　

本
論
文
の
審
査
は
、
二
〇
〇
八
年
七
月
四
日
（
金
）、
午
後
３
時
か
ら
４
時
50
分

ま
で
、
末
川
会
館
第
二
会
議
室
に
お
い
て
公
開
で
行
わ
れ
た
。
本
論
文
に
つ
い
て
の

審
査
結
果
は
、
主
査
・
副
査
の
意
見
を
あ
わ
せ
て
記
す
と
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
、
日
本
の
近
代
詩
歌
分
野
に
お
け
る
雑
誌
や
著
作
（
詩
歌
誌
や
詩
歌
集
）

に
関
し
て
の
文
学
研
究
で
は
、「
文
」（
言
語
表
現
）
に
対
し
、「
画
」（
装
幀
や
挿
絵
）
は
、

脇
役
も
し
く
は
無
視
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
本
論
文
に
お
い
て
、

論
者
は
、
む
し
ろ
「
画
家
」
の
側
に
重
点
を
置
き
、「
画
」
が
「
文
」
に
対
し
て
果

た
し
て
い
る
役
割
を
追
究
し
て
い
る
。多
く
の
和
洋
の
資
料
や
先
行
研
究
に
あ
た
り
、

実
証
的
に
「
画
」
と
「
文
」
と
が
緊
密
に
、
あ
る
場
合
に
は
内
的
に
深
く
関
連
し
、

交
流
、
共
鳴
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
を
探
り
あ
て
て
い
る
。

　

も
ち
ろ
ん
、一
冊
の
雑
誌
や
著
作
の
な
か
で
、「
文
」
は
「
文
」
と
し
て
、ま
た
「
画
」

は
「
画
」
と
し
て
独
立
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
論
者
も
基
本
的
に
は
こ
の
考
え
を

認
め
て
い
る
が
、「
文
学
と
美
術
が
相
互
に
刺
激
を
与
え
あ
っ
て
独
特
の
表
現
領
域

を
生
み
出
す
こ
と
」、「
視
覚
的
イ
メ
ー
ジ
と
文
学
が
共
鳴
し
て
作
り
出
す
新
し
い
美

の
領
域
」
の
意
味
に
つ
い
て
の
記
述
を
試
み
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
本
格
的
に
は

論
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
こ
う
し
た
論
点
に
鍬
を
入
れ
、
新
し
い
解
釈
と
事
実

と
を
掘
り
起
こ
し
て
い
っ
た
手
腕
は
、
見
事
で
あ
る
と
言
え
る
。

　

本
論
文
は
、
三
部
、
九
章
か
ら
成
る
が
、
雑
誌
『
明
星
』
や
歌
集
『
み
だ
れ
髪
』

の
考
察
を
中
心
と
し
た
第
Ⅰ
部
（
第
一
章
か
ら
第
四
章
）、
日
本
近
代
の
象
徴
主
義
の

考
察
を
中
心
と
す
る
第
Ⅱ
部
（
第
五
章
、
第
六
章
）、
詩
集
『
月
に
吠
え
る
』
の
考
察

を
中
心
と
し
た
第
Ⅲ
部
（
第
七
章
か
ら
第
九
章
）
と
い
う
構
成
で
あ
る
。
本
論
文
の
全

体
か
ら
み
て
も
っ
と
も
紙
数
を
費
や
し
て
い
る
第
Ⅰ
部
で
は
、
当
時
、
競
合
す
る
関

係
に
あ
っ
た
一
條
成
美
と
藤
島
武
二
そ
れ
ぞ
れ
の
画
の
特
色
と
、こ
の
二
人
の
「
画
」

が
お
も
に
『
明
星
』
で
「
文
」
と
相
俟
っ
て
果
た
し
た
意
義
に
つ
い
て
の
解
明
が
卓

見
に
富
み
、
優
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
か
つ
て
国
粋
主
義
者
で
あ
っ
た
与
謝
野
鉄

幹
が
、「
西
洋
化
を
近
代
の
根
拠
と
す
る
」
方
向
へ
と
変
わ
っ
て
行
く
経
緯
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
や
や
説
明
不
足
で
あ
り
、
よ
り
詳
し
い
論
証

が
必
要
で
あ
っ
た
。
第
Ⅰ
部
の
最
後
に
お
い
て
、「
画
」
に
お
け
る
木
版
印
刷
と
石

版
印
刷
と
の
違
い
、
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
が
も
っ
て
い
る
特
色
、
可
能
性
な
ど
に
つ
い

て
の
言
及
が
な
さ
れ
て
い
て
、「
画
家
」
の
理
解
を
深
く
す
る
う
え
で
も
す
ぐ
れ
た

見
解
を
示
し
て
い
る
。

　

第
Ⅱ
部
で
は
、
草
創
期
の
日
本
近
代
詩
に
お
け
る
象
徴
主
義
の
第
一
人
者
で
あ
る

蒲
原
有
明
の
象
徴
主
義
の
本
質
を
解
明
す
る
。そ
し
て
、蒲
原
の
象
徴
主
義
が
ホ
イ
ッ

ス
ラ
ー
の
「
画
」
の
影
響
を
受
け
、
こ
れ
と
「
共
鳴
」
し
な
が
ら
し
だ
い
に
内
的
経

験
そ
の
も
の
の
直
接
的
な
表
現
へ
と
、
文
語
象
徴
詩
を
経
て
散
文
詩
に
転
換
し
て

い
っ
た
経
緯
を
、
夢
（
無
意
識
）
や
幻
想
と
い
っ
た
キ
ー
・
ワ
ー
ド
を
も
と
に
し
て

追
究
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
蒲
原
の
詩
人
と
し
て
の
近
代
詩
へ
の
発
展
の
可
能
性

に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
る
が
、
欲
を
言
え
ば
、
蒲
原
の
象
徴
主
義
か
ら
の
脱
出

と
い
う
詩
史
的
な
問
題
に
も
踏
み
込
ん
で
の
論
述
が
欲
し
か
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

第
Ⅲ
部
で
は
、
詩
集
『
月
に
吠
え
る
』
に
お
け
る
、
萩
原
朔
太
郎
の
「
文
」
と
田

中
恭
吉
の
「
画
」
と
の
「
共
鳴
」
が
、
詩
（
言
語
表
現
）
の
分
析
と
挿
絵
の
深
い
解

釈
と
を
基
盤
に
し
て
、内
面
の
表
現
の
深
い
と
こ
ろ
か
ら
詳
細
に
論
じ
ら
れ
て
い
て
、

説
得
力
が
あ
る
。
詩
に
表
現
さ
れ
て
い
る
「
草
木
姦
淫
」
や
、「
竹
」
の
解
釈
な
ど

も
新
し
い
。
本
論
文
の
、
一
達
成
が
こ
こ
に
見
受
け
ら
れ
る
。
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全
体
的
に
言
っ
て
、「
文
」
と
「
画
」
に
は
、
近
世
期
以
来
の
文
芸
・
芸
術
に
お

け
る
共
存
形
態
が
あ
り
、
そ
う
し
た
も
の
と
、
論
者
が
と
り
あ
げ
た
一
九
〇
〇
年
代

初
頭
か
ら
二
〇
年
代
へ
の
そ
れ
ら
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
も
、
簡
単
で
あ
っ
て
も
論

述
が
必
要
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
た
、論
者
の
い
う
「
文
」
と
「
画
」
と
の
「
共
鳴
」

に
反
応
し
た
読
者
の
側
か
ら
の
視
点
が
、
論
述
と
し
て
必
要
で
は
な
か
っ
た
か
と
い

う
問
題
が
感
じ
ら
れ
る
。
そ
こ
に
は
、
読
者
の
リ
テ
ラ
シ
ー
を
形
成
し
て
い
っ
た
近

代
日
本
の
表
現
史
上
の
大
事
な
論
点
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。　

　

と
は
い
う
も
の
の
、
本
論
文
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
は
見
ら
れ
な
い
多
く
の
卓

見
と
示
唆
に
富
み
、
詩
歌
研
究
、
表
現
史
研
究
に
多
大
な
足
跡
を
残
す
成
果
と
思
わ

れ
る
。
今
後
の
研
究
に
強
い
影
響
力
を
持
つ
で
あ
ろ
う
。

試
験
ま
た
は
学
力
確
認
の
結
果
の
要
旨

　

申
請
論
文
は
、上
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
す
ぐ
れ
た
出
来
栄
え
を
示
し
て
い
る
し
、

ま
た
、
す
で
に
学
界
な
ど
に
お
い
て
も
高
い
評
価
を
受
け
て
い
る
。
申
請
者
の
研
究

者
と
し
て
の
力
量
も
き
わ
め
て
高
い
も
の
が
あ
る
こ
と
は
知
ら
れ
て
い
る
。
研
究
対

象
は
、
専
門
領
域
で
あ
る
与
謝
野
晶
子
や
石
川
啄
木
な
ど
の
研
究
を
は
じ
め
、
象
徴

主
義
研
究
、
現
代
の
文
学
研
究
（
村
上
春
樹
な
ど
）
に
も
わ
た
り
、
幅
の
広
い
活
躍

を
し
て
い
る
。
申
請
論
文
に
は
、
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
に
よ
る
要
約
文
が
付
せ
ら
れ

て
お
り
、
そ
の
語
学
力
に
も
問
題
は
な
い
と
判
断
し
、
本
学
学
位
規
程
第
二
十
五
条

第
一
項
に
よ
り
、
こ
れ
に
関
わ
る
試
験
の
全
部
を
免
除
し
た
。

　

審
査
委
員
会
は
、
以
上
の
諸
点
を
総
合
的
に
判
断
し
、
申
請
論
文
は
本
学
学
位
規

程
第
十
八
条
第
二
項
に
よ
り
、
博
士
（
文
学　

立
命
館
大
学
）
の
学
位
を
授
与
す
る
こ

と
を
適
当
と
認
め
る
。


