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ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
た
中
心
地

ゲ
ル
ガ
ナ
・
ペ
ト
コ
ー
ヴ
ァ

ブ
ル
ガ
リ
ア
の
日
本
研
究
は
一
九
六
〇
年
末
に
外
国
の
大
学
か
ら
帰
国
し
た
最
初
の
留
学
生
に
よ
っ
て
生
み

出
さ
れ
、
彼
ら
は
新
し
い
学
術
分
野
を
確
立
し
、
知
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
核
を
築
い
た
。
東
欧
の
国
に
お
け

る
こ
う
し
た
学
術
的
な
革
新
の
必
要
性
に
は
政
治
的
戦
略
、
知
的
交
流
、
文
化
相
互
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
、
経
済
計
画
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
理
由
か
ら
説
明
を
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
一
つ
確
実
な
こ

と
は
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
は
何
十
年
に
も
わ
た
っ
て
日
本
に
対
し
て
非
常
に
良
い
イ
メ
ー
ジ
を
抱
き
、
日
本
文
化
へ

の
関
心
は
五
〇
年
間
た
え
ず
上
昇
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
だ
。

日
本
研
究
が
生
ま
れ
る
最
初
の
数
歩
は
語
学
的
な
学
問
分
野
が
政
治
的
な
変
化
と
経
済
的
な
乱
流
の
迷
宮
か

ら
踏
み
出
さ
れ
た
の
だ
が
、
そ
の
ス
テ
ッ
プ
を
振
り
返
る
こ
と
は
、
大
学
の
学
問
（
ア
カ
デ
ミ
ア
）
が
ど
れ
だ

け
日
々
の
興
味
の
結
果
で
あ
る
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
最
初
の
波
か
ら
何
十
年
た
っ
て
よ
う
や
く
表
面
に
表

れ
る
よ
う
な
も
っ
と
深
層
の
渦
や
流
れ
な
の
か
を
考
え
直
す
よ
い
道
筋
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
人
文
科
学
の
未
来
に

つ
い
て
決
し
て
終
わ
ら
ぬ
議
論
に
も
関
わ
る
。

ブ
ル
ガ
リ
ア
の
政
治
的
な
変
化
は
一
九
八
九
年
に
起
こ
っ
た
。
一
九
九
〇
年
、
ソ
フ
ィ
ア
大
学
は
最
初
の
日

本
語
学
科
の
最
初
の
常
設
課
程
を
開
い
た
（
そ
の
時
は
五
年
間
の
修
士
課
程
だ
っ
た
が
、
今
は
四
年
間
の
学
士

課
程
を
採
っ
て
い
る
）。
少
数
だ
が
非
常
に
や
る
気
の
あ
る
学
生
を
集
め
、
ゆ
っ
く
り
と
し
か
し
着
実
に
学
問
分

野
が
拓
か
れ
て
い
っ
た
。
そ
れ
は
国
で
最
も
名
声
が
高
く
人
気
の
あ
る
大
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
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ブ
ル
ガ
リ
ア
の
日
本
学
確
立
の
中
心
人
物
は
ツ
ベ
タ
ナ
・
ク
リ
ス
テ
ワ
で
、
当
時
は
若
く
将
来
性
の
高
い
研

究
者
だ
っ
た
が
、
今
で
は
国
境
を
越
え
て
よ
く
知
ら
れ
た
日
本
の
古
典
文
学
の
著
名
な
専
門
家
で
あ
る
。
彼
女

は
日
文
研
を
訪
れ
た
最
初
の
ブ
ル
ガ
リ
ア
人
だ
っ
た
。
彼
女
の
名
前
は
今
な
お
賞
賛
と
と
も
に
綴
ら
れ
、
あ
ら

ゆ
る
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
日
本
学
研
究
者
の
尊
敬
を
受
け
て
い
る
。
彼
女
に
続
い
て
訪
れ
た
の
は
エ
ミ
リ
ア
・
ガ
デ

レ
ワ
、
リ
ュ
ド
ミ
ラ
・
ホ
ロ
ド
ヴ
ィ
ッ
チ
、
ボ
イ
カ
・
ツ
ィ
ゴ
ヴ
ァ
で
、
い
ず
れ
も
日
本
学
発
展
に
貢
献
し

た
。
二
〇
〇
三
年
か
ら
二
〇
一
〇
年
に
か
け
て
東
ア
ジ
ア
言
語
文
化
学
科
長
を
つ
と
め
た
ボ
イ
カ
・
ツ
ィ
ゴ

ヴ
ァ
は
二
度
に
わ
た
っ
て
日
文
研
の
研
究
員
と
な
り
、
学
士
・
修
士
課
程
の
改
善
に
努
め
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
の
日

本
学
の
競
争
力
を
高
め
、
生
気
を
与
え
揺
る
ぎ
な
い
も
の
と
し
た
。
最
近
で
は
若
い
世
代
が
バ
ト
ン
を
引
き
継

い
で
い
る
。

ブ
ル
ガ
リ
ア
は
文
献
学
・
言
語
学
の
強
い
学
派
の
長
い
歴
史
を
持
っ
て
い
る
。
古
く
は
九
世
紀
の
シ
リ
ル
と

メ
ト
デ
ィ
ウ
ス
の
兄
弟
と
二
人
の
弟
子
た
ち
に
よ
る
キ
リ
ル
文
字
の
発
明
と
普
及
が
あ
り
、
弟
子
の
な
か
に
は

今
日
の
キ
リ
ル
文
字
の
版
の
発
明
者
と
し
て
知
ら
れ
る
ク
リ
メ
ン
ト
・
オ
フ
リ
ド
ス
キ
が
い
る
。
新
し
く
は

二
〇
世
紀
の
ツ
ベ
タ
ン
・
ト
ド
ロ
フ
と
ジ
ュ
リ
ア
・
ク
リ
ス
テ
ヴ
ァ
（
二
人
は
ソ
フ
ィ
ア
・
聖
ク
リ
メ
ン
ト
・

オ
フ
リ
ド
ス
キ
大
学
卒
業
）
の
学
術
的
貢
献
が
知
ら
れ
て
い
る
。
ソ
フ
ィ
ア
大
学
の
言
語
学
部
は
現
在
で
は

三
〇
以
上
の
外
国
語
を
非
常
に
高
い
国
際
レ
ベ
ル
で
教
え
て
い
る
。
大
半
の
卒
業
生
は
少
な
く
と
も
三
〇
の
言

語
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
関
し
て
、
ネ
イ
テ
ィ
ヴ
・
ス
ピ
ー
カ
ー
に
近
い
能
力
を
身
に
着
け
、
国
際
的
な
環
境
で

キ
ャ
リ
ア
を
積
ん
で
い
る
。

し
か
し
私
た
ち
は
乱
流
渦
巻
き
、
頭
を
悩
ま
せ
る
時
代
を
生
き
て
い
る
。
一
体
こ
の
語
学
の
伝
統
は
懐
疑
的

な
人
文
科
学
者
に
よ
っ
て
い
く
ど
も
い
く
ど
も
攻
撃
さ
れ
、
ど
う
や
っ
て
生
き
延
び
て
い
け
る
の
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
の
学
生
た
ち
は
今
『
伊
勢
物
語
』
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
中
世
日
本
語
か
ら
ブ
ル
ガ
リ
ア
語
に
翻
訳
し
て
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い
る
。
そ
し
て
多
面
的
で
多
層
的
で
多
義
的
で
非
常
に
生
き
生
き
し
た
言
葉
に
驚
い
て
い
る
。
そ
れ
は
人
類
普

遍
の
本
性
に
合
っ
た
言
葉
だ
と
い
う
印
象
を
持
っ
て
い
る
。
学
生
た
ち
は
ナ
ル
ト
、
デ
ス
ノ
ー
ト
、
ワ
ン
ピ
ー

ス
、
ピ
カ
チ
ュ
ー
と
と
も
に
育
っ
た
マ
ン
ガ
・
ア
ニ
メ
・
フ
ァ
ン
だ
が
、
同
時
に
日
本
学
の
勉
強
は
「
よ
り
良

い
人
」
に
な
る
と
信
じ
て
い
る
。
こ
う
し
た
勉
強
は
知
的
な
挑
戦
や
楽
し
み
を
も
た
ら
す
と
最
近
の
ア
ン
ケ
ー

ト
で
答
え
て
い
る
。
日
本
に
「
恋
し
て
」
い
る
の
だ
が
、
決
し
て
収
入
の
良
い
将
来
の
キ
ャ
リ
ア
が
待
っ
て
い

る
か
ら
で
は
な
く
（
ブ
ル
ガ
リ
ア
で
は
め
っ
た
に
な
い
こ
と
だ
が
）、
未
来
の
た
め
の
ビ
ジ
ョ
ン
を
約
束
し
て

く
れ
る
か
ら
な
の
だ
。
彼
ら
は
大
胆
に
も
訊
い
て
く
る
。「
セ
ン
セ
イ
、
い
つ
に
な
っ
た
ら
源
氏
や
平
家
を
翻

訳
す
る
の
で
し
ょ
う
か
」。
彼
ら
は
決
し
て
マ
ン
ガ
版
の
翻
訳
を
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ブ
ル
ガ
リ
ア
の

読
者
の
た
め
の
贈
り
物
と
し
て
マ
ン
ガ
も
訳
す
の
を
た
め
ら
っ
て
は
い
な
い
が
。

つ
ま
り
…
…
文
化
と
語
学
の
防
波
堤
を
必
要
と
し
て
い
る
。
ビ
ジ
ョ
ン
を
持
っ
た
中
心
を
。

私
は
日
文
研
の
活
動
に
つ
い
て
は
二
〇
〇
二
年
か
ら
の
こ
と
し
か
知
ら
な
い
。
そ
れ
は
博
士
学
生
の
時
期
、

論
文
審
査
員
だ
っ
た
ク
ロ
プ
フ
ェ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
先
生
を
訪
問
し
た
と
き
だ
っ
た
。
そ
の
と
き
に
た
と
え
短
期

間
で
も
こ
の
よ
う
な
研
究
所
に
埋
没
で
き
る
よ
う
最
大
限
の
努
力
を
払
お
う
と
決
意
し
た
。
こ
の
決
意
を
実
現

す
る
の
に
一
〇
年
以
上
も
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
し
、
何
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
魅
力
的
だ
っ
た
の
か
を
理
解
す
る
の

に
ほ
と
ん
ど
一
五
年
も
か
か
っ
て
し
ま
っ
た
。
事
実
、
日
文
研
は
三
〇
年
間
の
存
在
を
通
し
て
、
つ
ね
に
前
線

に
立
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
前
線
そ
の
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
最
近
の
共
同
研
究
の
課
題
を
ざ
っ
と
見
渡
す
だ

け
で
わ
か
る
だ
ろ
う
。「
投
企
す
る
古
典
性
―
視
覚
／
大
衆
／
現
代
」、「
多
文
化
間
交
渉
に
お
け
る
「
あ
い
だ
」

の
研
究
」、「3.11

以
後
の
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
／
『
日
本
文
化
』」
ほ
か
多
数
。
政
治
や
社
会
の
変
化
に
敏
感
で
、

国
の
レ
ベ
ル
を
保
ち
な
が
ら
同
時
に
国
際
性
を
志
向
し
て
い
る
。
業
績
に
貢
献
す
る
と
同
時
に
そ
の
触
媒
と
し

て
機
能
し
て
い
る
。
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日
文
研
は
理
論
を
学
び
共
有
し
発
見
し
拡
散
し
、
協
力
し
再
考
し
疑
問
視
し
発
見
す
る
場
所
で
あ
り
、
伝
統

を
守
り
創
造
す
る
場
所
で
あ
る
。
人
文
科
学
の
未
来
に
と
っ
て
真
に
先
を
見
る
場
所
で
あ
る
。

（
聖
ク
リ
メ
ン
ト
・
オ
フ
リ
ド
ス
キ
大
学
日
本
学
科
）
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