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特
　集

日
本
研
究
の
道
し
る
べ
―
―
必
読
の
一
〇
〇
冊

　

は
じ
め
に

　
書
く
よ
り
先
に
ま
ず
お
詫
び
し
て
お
き
た
い
︒
一
つ
に
︑
全
く
筆
者
の
独
断

と
偏
見
に
よ
る
こ
と
︒
二
つ
に
︑
た
っ
た
九
点
に
臆
面
も
な
く
自
著
を
と
り
あ

げ
る
こ
と
︒
お
詫
び
か
ら
始
め
る
初
め
て
の
体
験
に
な
っ
て
し
ま
う
が
︑
文
責

は
す
べ
て
筆
者
が
負
う
し
か
な
い
︒

　
こ
こ
で
紹
介
す
る
の
は
次
の
九
点
︒
本
企
画
の
要
件
︑
概
説
書
・
入
門
書
と

し
て
︑
源
豊と
よ

宗む
ね

﹃
日
本
美
術
の
流
れ
﹄（
一
九
七
六
）︑
戸
田
禎て
い

佑す
け

﹃
日
本
美
術

の
見
方
﹄（
一
九
九
七
）︑
高た
か

階し
な

秀し
ゅ
う
じ爾
﹃
新
版
日
本
美
術
を
見
る
眼
﹄（
一
九
九
六
）︒

加
え
て
日
本
美
術
の
特
質
論
を
決
定
づ
け
た
︑
矢や

代し
ろ

幸ゆ
き

雄お

﹃
日
本
美
術
の
特

質
﹄（
一
九
四
三
）
に
替
え
て
同
﹃
世
界
に
於
け
る
日
本
美
術
の
位
置
﹄

（
一
九
四
八
）︑
辻
惟の
ぶ

雄お

﹃
奇
想
の
系
譜
﹄（
一
九
七
〇
）︒
近
年
の
研
究
動
向
を

反
映
す
る
︑
北
沢
憲の
り

昭あ
き

﹃
眼
の
神
殿
﹄（
一
九
八
九
）︑
木
下
直な
お

之ゆ
き

﹃
美
術
と
い

う
見
世
物
﹄（
一
九
九
三
）︑
佐
藤
道ど
う

信し
ん

﹃︿
日
本
美
術
﹀
誕
生
﹄（
一
九
九
六
）︑

椹さ
わ
ら
ぎ木

野の

衣え

﹃
日
本
・
現
代
・
美
術
﹄（
一
九
九
八
）
で
あ
る
︒

　
す
べ
て
戦
後
の
本
だ
が
︑
研
究
の
専
門
化
・
細
分
化
が
進
ん
だ
現
代
に
お
い

て
︑
全
体
を
見
通
す
良
質
の
概
説
書
・
入
門
書
が
少
な
い
の
は
日
本
美
術
で
も

同
じ
で
あ
る
︒
そ
の
上
で
こ
れ
ら
の
戦
後
の
本
を
解
説
す
る
に
は
︑
ま
ず
前
提

と
な
る
状
況
の
説
明
が
必
要
だ
ろ
う
︒

　
第
一
に
︑
近
代
に
政
府
編
纂
に
よ
る
官
製
美
術
史
と
し
て
成
立
し
た
﹁
日
本

美
術
史
﹂
の
場
合
︑
戦
前
ま
で
は
国
内
外
へ
の
国
威
発
揚
の
役
目
を
担
う
︑
強

い
政
治
性
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
帯
び
て
い
た
︒
当
代
美
術
も
同
様
で
︑
工
芸

美
　
術
　A

rt

佐
藤
道ど
う

信し
ん

キ
ー
ワ
ー
ド
： ﹁
日
本
美
術
史
﹂︑
中
国
美
術
︑
西
洋
美
術
︑
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
︑
相
対
比
較
︑
特
質
論
︑
制
度
論
︑
グ
ロ
ー
バ
ル
化
︑

ギ
ャ
ッ
プ
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の
場
合
は
欧
米
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
需
要
へ
の
輸
出
に
よ
っ
て
︑
富
国
論
の
一

翼
を
担
っ
て
も
い
た
︒
そ
れ
が
一
転
︑
第
二
次
大
戦
後
は
政
治
性
と
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
性
を
削
除
し
︑﹁
日
本
美
﹂
の
強
調
へ
と
ソ
フ
ト
転
換
が
図
ら
れ
て
い
る
︒

前
記
の
著
述
も
︑
基
本
的
に
す
べ
て
こ
の
戦
後
の
文
脈
上
に
あ
る
︒

　
第
二
に
︑
欧
米
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
（
一
八
六
〇
年
代
～
一
九
一
〇
年
前
後
）
が

好
ん
だ
日
本
美
術
は
︑
ジ
ャ
ン
ル
で
い
え
ば
浮
世
絵
と
工
芸
︑
時
代
と
し
て
は

江
戸
時
代
︑
階
級
的
に
は
庶
民
階
級
の
芸
術
を
中
心
と
し
て
い
た
︒
と
こ
ろ
が

日
本
で
の
官
製
﹁
日
本
美
術
史
﹂
は
︑
歴
代
の
支
配
階
級
（
公
家
・
武
家
・
両

者
が
支
え
た
仏
教
）
の
美
術
を
中
心
と
し
た
た
め
︑
日
本
・
西
洋
の
日
本
美
術

観
に
大
き
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
日
本
で
は
一
九
一
〇
年
代

か
ら
浮
世
絵
が
﹁
日
本
美
術
史
﹂
に
加
わ
り
︑
戦
後
さ
ら
に
縄
文
美
術
が
加

わ
っ
て
現
在
に
い
た
る
︒
一
方
︑
西
洋
で
の
日
本
美
術
観
は
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の

そ
れ
が
基
本
型
と
し
て
現
在
ま
で
続
き
︑
一
九
九
〇
年
代
以
降
マ
ン
ガ
・
ア
ニ

メ
が
そ
れ
に
加
わ
る
が
︑
一
貫
し
て
い
わ
ば
日
本
の
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
系
の
美

術
に
熱
い
視
線
が
注
が
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
日
本
で
の

概
説
書
や
入
門
書
は
︑
通
常
日
本
で
の
﹁
日
本
美
術
史
﹂
を
反
映
し
て
お
り
︑

そ
れ
に
場
合
に
よ
っ
て
マ
ン
ガ
や
ア
ニ
メ
が
加
わ
り
始
め
る
の
は
︑
ほ
ぼ

一
九
九
〇
年
代
以
降
で
あ
る
︒
同
時
に
こ
の
時
期
︑
ポ
ス
ト
〝
現
代
美
術
〟
と

し
て
の
﹁
ア
ー
ト
﹂
で
も
︑
近
代
以
降
ひ
た
す
ら
分
離
さ
れ
て
き
た
ハ
イ
カ
ル

チ
ャ
ー
と
サ
ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
が
交
錯
し
始
め
る
︒
そ
し
て
そ
う
し
た
﹁
日
本
美

術
史
﹂
の
構
造
じ
た
い
を
検
証
し
た
の
が
︑
や
は
り
一
九
九
〇
年
代
以
降
の

〝
美
術
の
制
度
論
〟
だ
っ
た
︒
前
記
の
近
年
の
四
書
は
︑
大
な
り
小
な
り
同
じ

視
点
を
共
有
し
て
お
り
︑〝
来こ

し
方
〟
を
ふ
り
返
り
〝
未
来
〟
を
考
え
る
視
点

の
と
り
方
は
︑
本
企
画
に
も
通
じ
て
い
る
だ
ろ
う
︒

　
以
上
を
前
提
に
九
つ
の
著
作
を
見
て
い
く
が
︑
こ
こ
で
﹃
日
本
史
文
献
事

典
﹄（
弘
文
堂
︑
二
〇
〇
三
︑
以
下
﹃
文
献
事
典
﹄）
に
収
録
さ
れ
た
著
者
自
身
に

よ
る
自
著
の
解
説
を
︑
読
み
合
わ
せ
て
見
る
の
も
面
白
い
だ
ろ
う
︒
こ
の
事
典

は
日
本
史
に
関
す
る
三
三
七
二
点
の
研
究
文
献
を
と
り
あ
げ
︑
や
は
り
研
究

者
・
学
生
・
院
生
を
想
定
読
者
に
︑
著
者
自
身
が
自
著
の
意
図
︑
内
容
︑
意
義

を
解
説
し
た
も
の
で
あ
る
︒
前
記
の
九
点
中
六
点
が
収
録
さ
れ
て
い
る
た
め
︑

こ
こ
で
も
積
極
的
に
引
用
す
る
︒

　

一
　
概
説
書
・
入
門
書

　
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
三
書
の
著
者
︑
源
豊
宗
（
一
八
九
五
︱
二
〇
〇
一
）︑
戸

田
禎
佑
（
一
九
三
四
︱
　
）︑
高
階
秀
爾
（
一
九
三
二
︱
　
）
の
三
氏
は
︑
そ
れ

ぞ
れ
日
本
美
術
史
︑
中
国
美
術
史
︑
西
洋
美
術
史
（
お
よ
び
日
本
近
現
代
美
術
）

の
大
家
で
あ
る
︒
そ
の
彼
ら
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
比
較
論
的
に
日
本
美

術
を
論
じ
た
の
が
三
書
で
あ
り
︑
わ
か
り
や
す
く
書
か
れ
た
も
の
だ
け
に
逆
に

洞
察
力
の
深
さ
が
際
立
つ
︒
共
通
す
る
の
は
︑
日
本
美
術
論
が
陥
り
が
ち
な

〝
独
自
論
〟
へ
の
批
判
と
自
戒
で
あ
り
︑
高
い
視
点
か
ら
俯ふ

瞰か
ん

し
た
中
国
・
西
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洋
美
術
と
の
比
較
︑
造
形
論
を
ふ
ま
え
た
意
識
の
比
較
か
ら
︑
日
本
美
術
が
語

ら
れ
て
い
る
︒

　
日
本
美
術
論
が
〝
独
自
論
〟
に
陥
り
が
ち
な
傾
向
は
今
で
も
あ
る
が
︑
そ
の

淵
源
に
は
︑
前
述
の
近
代
の
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
の
ほ
か
に
も
う
一
点
︑
重
要
な

要
因
と
し
て
西
洋
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
に
よ
る
〝
日
本
美
術
称
賛
〟
が
あ
る
︒
両

者
が
結
び
つ
い
た
﹁
美
術
国
日
本
﹂
と
い
う
自
尊
と
偏
向
へ
の
違
和
感
を
彼
ら

は
抱
い
て
お
り
︑
む
し
ろ
比
較
に
よ
っ
て
こ
そ
日
本
美
術
の
特
徴
や
特
質
が
理

解
さ
れ
る
と
い
う
意
識
が
三
書
の
ベ
ー
ス
に
な
っ
て
い
る
︒

源
豊
宗
﹃
日
本
美
術
の
流
れ
﹄（
思
索
社
︑
一
九
七
六
）

　
二
〇
〇
一
年
︑
百
五
歳
で
亡
く
な
っ
た
源
豊
宗
氏
の
生
年
は
︑
一
八
九
五
年

（
明
治
二
十
八
）︑
日
清
戦
争
終
結
の
年
だ
か
ら
︑
近
現
代
の
日
本
美
術
史
研
究

の
体
現
者
と
い
え
る
︒
世
代
的
に
は
︑
岡
倉
天
心
ら
﹁
日
本
美
術
史
﹂
の
体
系

構
築
世
代
の
次
の
世
代
に
あ
た
り
︑
文
明
論
的
な
日
本
美
術
論
（
時
に
優
越
論
）

か
ら
︑
ジ
ャ
ン
ル
ご
と
の
専
門
化
が
始
ま
る
移
行
期
に
︑
研
究
を
開
始
し
て
い

る
︒
そ
の
た
め
︑
以
後
の
多
ジ
ャ
ン
ル
に
わ
た
る
氏
の
専
門
研
究
も
︑
基
底
に

東
西
比
較
論
が
あ
り
︑
八
十
一
歳
時
の
本
書
に
は
そ
の
成
果
が
凝
縮
さ
れ
て
い

る
︒

　
本
書
は
哲
学
者
上
山
春
平
氏
（
一
九
二
一
︱
二
〇
一
二
）
を
聞
き
手
に
︑
源

氏
が
答
え
る
対
談
形
式
を
本
に
し
た
も
の
で
︑
内
容
は
古
代
か
ら
昭
和
戦
後
ま

で
︑
各
時
代
の
美
術
を
中
国
・
イ
ン
ド
・
西
洋
美
術
と
比
較
し
な
が
ら
縦
横
に

論
じ
て
い
る
︒
興
味
深
い
の
は
︑
彼
が
自
身
を
﹁
私
は
む
し
ろ
超
作
家
美
術
史

の
立
場
を
と
る
側
の
者
で
す
﹂（
本
書
﹁
は
し
が
き
﹂）
と
し
︑
個
別
の
天
才
や

傑
作
よ
り
背
後
の
﹁
作
家
の
群
像
性
﹂（
同
）
と
︑
そ
こ
か
ら
個
々
の
事
例
も

見
て
き
た
︑
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
︒
序
章
で
は
﹁
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
︱
西
洋
﹂

﹁
龍
︱
中
国
﹂﹁
秋
草
︱
日
本
﹂
と
︑
各
美
術
の
象
徴
モ
チ
ー
フ
を
あ
げ
︑﹁
情

趣
主
義
﹂
と
﹁
装
飾
主
義
﹂
を
日
本
美
術
の
特
質
と
し
て
い
る
︒
聞
き
手
の
上

山
氏
は
﹁
あ
と
が
き
﹂
で
︑
自
分
が
同
書
の
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
る
な
ら
︑﹃
日

本
美
術
を
貫
く
も
の
︱
︱
秋
草
の
美
学
﹄
と
し
た
だ
ろ
う
と
述
べ
て
い
る
︒

戸
田
禎
佑
﹃
日
本
美
術
の
見
方
︱
︱
中
国
と
の
比
較
に
よ
る
﹄（
角
川
書
店
︑

一
九
九
七
）

　
戸
田
禎
佑
氏
は
中
国
美
術
史
の
研
究
者
だ
が
︑
中
国
美
術
史
の
場
合
︑
そ
も

そ
も
研
究
者
が
特
定
の
時
代
や
作
家
に
特
化
す
る
よ
り
︑
通
史
的
か
つ
幅
広
い

作
家
を
扱
う
傾
向
が
強
い
︒
氏
が
日
本
美
術
の
様
々
な
時
代
や
ジ
ャ
ン
ル
を
︑

中
国
美
術
と
の
影
響
関
係
か
ら
論
じ
て
い
る
の
も
︑
こ
の
前
提
が
あ
る
か
ら
だ

ろ
う
︒

　
日
本
美
術
の
〝
独
自
論
〟
を
最
も
強
く
批
判
し
て
い
る
の
が
本
書
で
︑
そ
の

原
因
を
﹁
偏
っ
た
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
﹂﹁
中
国
美
術
へ
の
無
理
解
﹂﹁
日
本
美
術

史
研
究
の
偏
向
と
不
勉
強
﹂
に
あ
る
と
し
て
実
に
手
厳
し
い
（﹃
文
献
事
典
﹄）︒

し
か
し
﹁
研
究
ノ
ー
ト
風
に
具
体
例
を
あ
げ
て
︑
日
本
美
術
史
研
究
の
盲
点
を

指
摘
﹂（
同
）
し
た
内
容
は
︑
中
国
で
な
ぜ
黒
の
絵
画
・
水
墨
画
が
生
ま
れ
た
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の
か
︑﹁
江
戸
時
代
の
宗
達
・
光
琳
派
が
︑
何
故
︑
山
水
画
を
画
か
な
か
っ
た

の
か
？
﹂（
同
）
な
ど
︑
根
本
に
か
か
わ
る
問
い
と
答
え
が
次
々
に
く
り
出
さ
れ
︑

ス
リ
リ
ン
グ
な
展
開
に
耳
の
痛
さ

0

0

0

0

を
忘
れ
る
︒

　
同
時
に
一
方
で
︑﹁
中
国
人
の
中
国
美
術
史
家
は
︑
自
国
の
美
術
以
外
に
あ

ま
り
興
味
を
示
さ
な
い
﹂（
本
書
﹁
は
じ
め
に
﹂）︑﹁
中
国
美
術
史
︑
こ
と
に
中

国
の
研
究
者
が
︑
日
本
美
術
を
よ
り
詳
し
く
知
る
こ
と
が
︑
自
国
の
美
術
史
を

構
築
す
る
た
め
の
︑
非
常
に
有
効
な
手
段
で
あ
る
﹂（﹃
文
献
事
典
﹄）
と
し
︑

〝
公
平
〟
な
見
方
に
よ
る
﹁
東
ア
ジ
ア
美
術
史
の
小
さ
な
教
科
書
を
記
す
こ
と

が
私
の
長
年
の
夢
だ
っ
た
﹂（﹁
は
じ
め
に
﹂）
と
す
る
︒
こ
こ
に
は
︑﹁
日
本
﹂

の
﹁
中
国
美
術
史
﹂
研
究
者
と
し
て
︑
両
者
を
ま
た
い
で
き
た
氏
の
立
ち
位
置

が
よ
く
わ
か
る
︒

高
階
秀
爾
﹃
新
版
日
本
美
術
を
見
る
眼
﹄（
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
︑
岩
波
書
店
︑

一
九
九
六
）

　
西
洋
美
術
と
の
比
較
に
よ
る
日
本
美
術
論
と
い
う
な
ら
︑
高
階
秀
爾
氏
の
右

に
出
る
者
は
い
な
い
だ
ろ
う
︒
氏
は
本
来
西
洋
美
術
史
の
研
究
者
だ
が
︑
西
洋

美
術
︑
日
本
美
術
︑
美
術
史
研
究
︑
美
術
評
論
︑
専
門
書
か
ら
普
及
書
ま
で
︑

じ
つ
に
多
く
の
著
書
が
あ
る
︒
前
述
の
﹃
文
献
事
典
﹄
に
掲
載
さ
れ
た
日
本
関

係
の
著
作
だ
け
で
も
︑﹃
日
本
近
代
の
美
意
識
﹄（
青
土
社
︑
一
九
七
八
）︑﹃
日

本
絵
画
の
近
代
︱
︱
江
戸
か
ら
昭
和
ま
で
﹄（
同
︑
一
九
九
六
）︑﹃
西
洋
の
眼
　

日
本
の
眼
﹄（
同
︑
二
〇
〇
一
）
が
あ
り
︑﹃
日
本
近
代
美
術
史
論
﹄（
講
談
社
︑

一
九
七
二；

ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
二
〇
〇
六
）
も
名
著
と
し
て
知
ら
れ
る
︒
そ
の

い
ず
れ
も
こ
こ
で
と
り
あ
げ
う
る
内
容
で
迷
っ
た
が
︑
こ
こ
で
は
そ
の
内
容
が

近
代
を
こ
え
て
日
本
美
術
全
体
に
及
ん
だ
本
書
を
選
ん
だ
︒

　
一
九
五
四
年
か
ら
五
九
年
ま
で
の
パ
リ
留
学
か
ら
帰
国
し
た
高
階
氏
は
︑
近

代
の
日
本
洋
画
に
自
身
と
重
な
る
共
感
と
同
時
に
違
和
感
を
覚
え
︑
幕
末
・
近

代
の
絵
画
︑
江
戸
時
代
の
洋
風
画
︑
さ
ら
に
日
本
美
術
全
体
へ
と
研
究
を
広
げ

て
い
っ
た
︒
東
京
大
学
教
養
学
部
出
身
で
文
学
・
美
学
・
哲
学
に
も
通
じ
る
氏

が
︑
専
門
研
究
だ
け
で
な
く
︑
テ
レ
ビ
・
雑
誌
・
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
な

ど
で
行
っ
た
啓
蒙
的
な
美
術
論
は
多
く
の
フ
ァ
ン
を
生
み
︑
本
書
や
前
記
の
著

書
も
そ
う
し
た
文
章
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒

　
本
書
は
﹁
Ⅰ
　
日
本
美
術
の
方
法
﹂﹁
Ⅱ
　
東
と
西
の
出
会
い
﹂︑
新
た
に
書

き
お
こ
し
た
﹁
Ⅲ
　
記
憶
と
憧
憬
﹂
の
三
部
か
ら
な
る
︒﹁
小
さ
い
も
の
﹂﹁
清

浄
な
る
も
の
﹂﹁
装
飾
性
﹂
と
い
っ
た
日
本
の
個
性
（
第
Ⅰ
部
）︑
明
治
洋
画
に

お
け
る
東
西
︑
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
前
衛
美
術
︑
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
（
以
上
第
Ⅱ
部
）︑

伊
勢
神
宮
・
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
な
ど
の
歴
史
遺
産
に
見
る
記
憶
の
伝
え
方
の
違
い

（
第
Ⅲ
部
）
な
ど
︑
西
洋
美
術
と
の
比
較
に
よ
る
日
本
美
術
の
性
質
へ
の
言
及
は
︑

い
ず
れ
も
新
鮮
で
説
得
力
が
あ
る
︒
前
述
の
著
書
も
含
め
︑
専
門
性
を
兼
ね
た

優
れ
た
概
説
書
と
し
て
お
薦す
す

め
し
た
い
︒
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二
　
日
本
美
術
の
特
質
論

　
現
在
︑
日
本
美
術
の
特
質
と
し
て
一
般
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
の
は
︑
優
美

さ
や
繊
細
さ
︑
装
飾
性
と
い
っ
た
要
因
だ
が
︑
こ
れ
ら
は
近
代
に
も
積
極
的
に

評
価
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
︒
西
洋
美
術
へ
の
志
向
や
対
抗
︑
優
越
論
の

中
で
は
︑
あ
る
い
は
東
洋
の
盟
主
や
大
東
亜
共
栄
を
め
ざ
す
中
で
は
︑〝
弱
さ
〟

に
な
り
か
ね
な
い
要
因
で
あ
り
︑
む
し
ろ
敗
戦
後
の
平
和
を
め
ざ
す
中
で
﹁
日

本
美
﹂
の
キ
ー
概
念
と
し
て
浮
上
し
た
感
が
強
い
︒
こ
こ
に
は
︑
西
洋
美
術
や

中
国
美
術
に
あ
っ
て
日
本
美
術
に
な
い
も
の
を
︑
対
抗
的
に
新
た
に
作
り
出
そ

う
と
し
た
近
代
の
発
想
か
ら
︑
日
本
美
術
に
あ
っ
て
他
に
な
い
も
の
を
積
極
的

に
評
価
し
よ
う
と
す
る
発
想
の
転
換
が
認
め
ら
れ
る
︒
と
こ
ろ
が
東
西
美
術
の

〝
公
平
〟
な
相
対
比
較
か
ら
︑
戦
前
期
に
す
で
に
そ
れ
を
﹁
日
本
美
術
の
特
質
﹂

と
し
て
指
摘
し
た
人
物
が
い
た
︒
日
本
で
の
西
洋
美
術
史
研
究
の
泰た
い

斗と

で
あ
り
︑

同
時
に
日
本
東
洋
美
術
史
の
研
究
者
で
も
あ
っ
た
矢
代
幸
雄
（
一
八
九
〇
︱

一
九
七
五
）
で
あ
る
︒
戦
前
か
ら
す
で
に
世
界
的
研
究
者
と
し
て
活
躍
し
て
い

た
彼
の
日
本
美
術
の
特
質
論
は
︑
戦
後
の
大
き
な
指
針
と
し
て
受
け
継
が
れ
た

よ
う
に
見
え
る
︒
そ
し
て
一
方
で
︑
静
的
特
質
に
対
す
る
も
う
一
方
の
動
的
な

日
本
美
術
の
特
質
を
︑
現
代
的
な
純
粋
造
形
の
視
点
か
ら
指
摘
し
た
の
が
︑
縄

文
美
術
を
〝
情
念
の
美
〟
と
し
て
〝
発
見
〟
し
た
岡
本
太
郎
や
︑〝
奇
想
〟
の

画
家
の
系
譜
を
見
出
し
た
辻
惟
雄
氏
（
一
九
三
二
︱
　
）
だ
っ
た
と
い
え
る
︒

矢
代
幸
雄
﹃
世
界
に
於
け
る
日
本
美
術
の
位
置
﹄（
東
京
堂
︑
一
九
四
八；

講
談

社
学
術
文
庫
︑
一
九
八
八
）

　
本
来
こ
こ
で
第
一
に
あ
げ
る
べ
き
矢
代
幸
雄
の
著
書
は
︑
一
九
四
三
年
の

﹃
日
本
美
術
の
特
質
﹄（
岩
波
書
店
）
だ
が
︑
復
刻
版
が
な
く
入
手
困
難
な
た
め

本
書
と
し
た
︒
本
書
は
︑
一
九
三
五
年
啓
明
会
で
行
っ
た
同
タ
イ
ト
ル
の
講
演

を
も
と
に
︑
加
筆
し
て
戦
後
一
九
四
八
年
に
出
版
し
た
も
の
で
あ
る
︒

一
九
八
八
年
に
講
談
社
学
術
文
庫
と
し
て
復
刻
さ
れ
た
際
に
は
︑
矢
代
の
深
い

薫く
ん

陶と
う

を
受
け
た
高
階
秀
爾
氏
が
解
説
を
書
い
て
い
る
︒

　
一
八
九
〇
年
（
明
治
二
十
三
）
横
浜
に
生
ま
れ
た
矢
代
は
︑
東
京
大
学
英
文

学
科
に
学
ぶ
が
︑
在
学
中
に
水
彩
画
が
文
展
に
入
選
し
て
話
題
と
な
る
な
ど
︑

語
学
力
の
み
な
ら
ず
画
才
に
も
恵
ま
れ
て
い
た
︒
同
じ
横
浜
出
身
の
岡
倉
天
心

と
の
関
係
か
ら
︑
日
本
美
術
院
の
画
家
た
ち
と
原
三
渓
の
三
渓
園
で
の
古
美
術

研
究
会
に
参
加
し
︑
タ
ゴ
ー
ル
来
日
時
に
は
通
訳
を
つ
と
め
る
な
ど
︑
早
く
か

ら
古
美
術
︑
当
代
美
術
と
の
接
点
も
あ
っ
た
︒
一
九
一
五
年
（
大
正
四
）︑
卒

業
論
文
﹁
感
情
主
義
の
芸
術
論
﹂
に
よ
っ
て
首
席
で
卒
業
し
た
彼
は
︑
東
京
美

術
学
校
（
現
東
京
芸
術
大
学
美
術
学
部
）
教
員
と
な
り
︑
西
洋
美
術
史
を
講
義
︒

一
九
二
〇
～
二
五
年
の
欧
州
留
学
後
︑﹃
サ
ン
ド
ロ
・
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
﹄

（
一
九
二
五
）
を
ロ
ン
ド
ン
で
出
版
し
︑
以
後
欧
米
の
研
究
者
と
も
幅
広
い
交

流
を
も
っ
た
︒
同
時
に
帰
国
後
は
日
本
・
中
国
美
術
の
研
究
も
始
め
︑
美
術
研

究
所
（
一
九
三
〇
年
︑
現
東
京
文
化
財
研
究
所
）
を
設
立
す
る
な
ど
︑
美
術
行
政

で
も
大
き
な
功
績
を
残
し
た
︒
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本
書
の
も
と
に
な
っ
た
一
九
三
五
年
の
講
演
に
先
立
ち
︑
矢
代
は
同
じ
啓
明

会
で
一
九
二
八
年
︑﹁
日
本
の
立
場
よ
り
見
た
る
西
洋
美
術
﹂﹁
西
洋
美
術
に
於

け
る
東
洋
的
要
素
﹂
と
題
し
た
講
演
を
相
次
い
で
行
っ
て
い
る
︒
そ
し
て
本
書

と
同
題
の
講
演
﹁
世
界
に
於
け
る
日
本
美
術
の
位
置
﹂
で
は
︑
日
本
美
術
の
優

越
論
を
批
判
し
︑
美
術
の
世
界
性
を
説
き
︑
国
際
的
視
野
か
ら
の
理
解
が
必
要

だ
と
し
た
︒
こ
こ
で
日
本
の
宗
教
美
術
の
象
徴
性
︑
藤
原
彫
刻
の
感
傷
性
︑
大

和
絵
の
装
飾
性
︑
印
象
主
義
と
し
て
の
浮
世
絵
な
ど
が
論
じ
ら
れ
︑
そ
れ
が

一
九
四
三
年
（
昭
和
十
八
）
の
﹃
日
本
美
術
の
特
質
﹄（
岩
波
書
店
）
で
言
う
︑

﹁
印
象
性
﹂﹁
象
徴
性
﹂﹁
装
飾
性
﹂﹁
感
傷
性
﹂
と
い
う
四
つ
の
特
質
に
ま
と
め

ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
︒
戦
後
ま
も
な
く
に
出
版
さ
れ
た
本
書
で
は
︑
前
半

に
一
九
四
六
年
の
講
演
﹁
国
際
文
化
と
日
本
美
術
﹂
が
加
え
ら
れ
て
一
冊
と

な
っ
て
い
る
︒

辻
惟
雄
﹃
奇
想
の
系
譜
﹄（
美
術
出
版
社
︑
一
九
七
〇；

ぺ
り
か
ん
社
︑
一
九
八
八
）

　
戦
後
の
日
本
美
術
史
︑
日
本
美
術
論
に
最
も
大
き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
︑

今
な
お
読
み
続
け
ら
れ
て
い
る
の
が
本
書
で
あ
る
︒
本
書
は
︑﹁
流
派
史
の
平

板
な
羅
列
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
当
時
の
江
戸
時
代
絵
画
史
に
対
し
︑
流
派
の
枠

を
超
え
た
表
現
論
の
立
場
か
ら
︑
従
来
特
異
な
存
在
と
し
て
傍
流
扱
い
さ
れ
て

い
た
﹂（﹃
文
献
事
典
﹄）
六
人
の
エ
キ
セ
ン
ト
リ
ッ
ク
な
画
家
た
ち
の
伝
記
と
作

品
を
︑﹁
奇
想
﹂
の
系
譜
と
し
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒
と
り
あ
げ
ら
れ
た

の
は
い
ず
れ
も
江
戸
時
代
の
画
家
で
︑
岩
佐
又
兵
衛
︑
狩
野
山
雪
︑
伊
藤
若
冲
︑

曽
我
蕭
白
︑
長
沢
芦
雪
︑
歌
川
国
芳
の
六
人
で
あ
る
︒
何
よ
り
﹁
奇
想
﹂
の
語

は
︑
流
行
語
と
し
て
以
後
の
展
覧
会
や
出
版
物
で
多
用
さ
れ
︑
伊
藤
若
冲
は
近

年
ま
す
ま
す
人
気
と
な
っ
て
い
る
︒
各
画
家
の
伝
記
は
当
初
︑﹃
美
術
手
帖
﹄

に
﹁
奇
想
の
系
譜
︱
︱
江
戸
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
﹂（
一
九
六
八
年
七
～
十
二

月
号
）
と
し
て
連
載
さ
れ
た
も
の
で
︑
美
術
史
だ
け
で
な
く
現
代
美
術
に
も
大

き
な
影
響
を
与
え
た
︒

　
辻
惟
雄
氏
は
︑
も
と
も
と
狩
野
元
信
か
ら
研
究
を
始
め
た
中
近
世
絵
画
を
中

心
と
す
る
美
術
史
研
究
者
だ
が
︑
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
と
奇
想
の
系
譜
と
い
う
異
な

る
存
在
の
共
存
を
︑
日
本
美
術
の
特
質
と
し
て
示
し
た
こ
と
で
︑
日
本
美
術
イ

メ
ー
ジ
は
大
き
な
広
が
り
と
幅
を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
︒
氏
が
提
示
し
た
﹁
か

ざ
り
﹂
の
概
念
も
︑
繊
細
優
美
な
装
飾
性
と
い
う
よ
り
︑
身
に
ま
と
う
こ
と
で

デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
力
を
得
る
こ
と
を
指
す
点
︑
今
の
﹁
デ
コ
る
﹂
に
近
い
感

性
を
示
す
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

　
氏
は
じ
つ
は
筆
者
の
恩
師
で
も
あ
る
が
︑
ボ
ソ
ボ
ソ
と
話
し
︑
あ
ち
こ
ち
に

物
を
忘
れ
て
い
く
俗
気
の
な
い
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
か
ら
︑
こ
の
先
生
な
ら
で
は
の

本
と
し
て
弟
子
の
間
で
評
判
だ
っ
た
︒
こ
れ
ほ
ど
弟
子
た
ち
に
好
か
れ
︑
学
会

で
も
人
気
者
の
研
究
者
も
少
な
い
だ
ろ
う
︒
氏
自
身
の
逸
話
も
多
い
が
︑
近
年

で
は
現
代
ア
ー
ト
の
村
上
隆
氏
が
す
っ
か
り
ハ
マ
っ
て
︑
氏
と
様
々
な
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
を
展
開
し
て
い
る
︒
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三
　
現
在
の
研
究
動
向
を
反
映
し
た
著
作

　
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
日
本
美
術
論
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
が
︑〝
美

術
の
制
度
論
〟
で
あ
る
︒
近
代
初
頭
に
西
洋
か
ら
移
植
さ
れ
た
﹁
美
術
﹂
と
い

う
概
念
の
成
立
と
そ
の
制
度
化
が
︑
当
代
美
術
︑
美
術
団
体
︑
美
術
学
校
︑
美

術
教
育
︑
美
術
館
︑
美
術
市
場
︑
古
美
術
保
護
︑
美
術
史
︑
美
術
史
学
の
す
べ

て
を
成
立
さ
せ
た
と
す
る
北
沢
憲
昭
氏
（
一
九
五
一
︱
　
）
の
﹃
眼
の
神
殿
﹄
は
︑

研
究
対
象
を
従
来
の
作
家
・
作
品
か
ら
美
術
の
社
会
シ
ス
テ
ム
へ
と
一
気
に
拡

大
さ
せ
た
︒〝
作
品
を
よ
く
観
る
〟
こ
と
を
叩
き
こ
ま
れ
た
美
術
史
研
究
者
に

と
っ
て
︑﹁
美
術
﹂
概
念
に
よ
っ
て
逆
に
歴
史
か
ら
〝
な
く
な
っ
た
〟
も
の
が

研
究
対
象
に
な
る
こ
と
や
︑
自
ら
が
属
す
機
構
組
織
じ
た
い
が
検
証
対
象
と

な
っ
た
こ
と
は
︑
拠
っ
て
立
つ
足
場
が
大
き
く
揺
ら
ぐ
よ
う
な
シ
ョ
ッ
ク
だ
っ

た
︒
こ
こ
で
と
り
あ
げ
る
図
書
は
︑
北
沢
氏
と
筆
者
が
﹁
美
術
﹂
の
内
側
︑
木

下
直
之
氏
（
一
九
五
四
︱
　
）
は
そ
の
外
側
︑
椹
木
野
衣
氏
（
一
九
二
一
︱
　
）

は
ポ
ス
ト
﹁
美
術
﹂
と
し
て
の
現
代
﹁
ア
ー
ト
﹂
を
扱
っ
た
も
の
と
い
え
る
︒

北
沢
憲
昭
﹃
眼
の
神
殿
︱
︱
「
美
術
」
受
容
史
ノ
ー
ト
﹄（
美
術
出
版
社
︑

一
九
八
九；

ブ
リ
ュ
ッ
ケ
︑
二
〇
一
〇
）

　
本
書
が
出
た
と
き
︑
筆
者
は
三
日
間
頭
の
中
が
真
っ
白
に
な
っ
た
︒
北
沢
氏

は
現
代
美
術
の
評
論
家
で
︑
本
書
の
そ
も
そ
も
の
起
点
に
は
︑
一
九
七
〇
年
代

の
現
代
美
術
で
絵
画
や
彫
刻
の
〝
復
権
〟
が
論
じ
ら
れ
た
時
︑﹁
美
術
﹂
を
無

条
件
に
前
提
と
し
た
こ
と
へ
の
批
判
が
あ
っ
た
と
い
う
︒
こ
こ
か
ら
彼
は
近
代

に
遡
っ
て
﹁
美
術
﹂
概
念
の
成
立
過
程
を
追
い
︑
そ
れ
が
﹁
国
民
国
家
の
構
築

過
程
と
不
可
分
﹂
か
つ
﹁
同
型
の
シ
ス
テ
ム
﹂
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
こ
と
︒
博

覧
会
や
博
物
館
は
︑
そ
の
﹁
視
覚
に
よ
る
啓
蒙
の
装
置
﹂
だ
っ
た
こ
と
︒
そ
し

て
﹁
日
本
画
﹂
の
成
り
立
ち
は
﹁
国
民
国
家
形
成
と
相
即
的
﹂
だ
っ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
（
以
上
﹃
文
献
事
典
﹄）︒
近
代
日
本
画
を
専
門
と
し
て
い
た
筆

者
に
と
っ
て
︑
そ
の
中
心
に
い
た
岡
倉
天
心
や
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
︑
な
ぜ
日
本
画

だ
け
で
な
く
東
京
美
術
学
校
や
古
美
術
保
護
︑
美
術
史
学
︑﹁
日
本
美
術
史
﹂

の
創
始
者
で
も
あ
っ
た
の
か
を
︑
こ
こ
で
初
め
て
理
解
し
た
︒
彼
ら
は
美
術
の

﹁
近
代
﹂
と
﹁
日
本
﹂
そ
の
も
の
の
シ
ス
テ
ム
を
つ
く
っ
た
の
だ
っ
た
︒

　
以
後
の
氏
の
活
躍
は
め
ざ
ま
し
く
︑
美
術
の
制
度
論
は
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
お

よ
ん
だ
︒
と
く
に
一
九
九
〇
年
代
以
降
︑
彼
は
現
在
ま
で
続
く
﹁
日
本
画
と
は

な
に
か
﹂﹁
工
芸
と
は
な
に
か
﹂
論
を
一
貫
し
て
リ
ー
ド
し
︑
各
所
で
の
論
説

を
﹃「
日
本
画
」
の
転
位
﹄（
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
︑
二
〇
〇
三
）︑﹃
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル

ド
以
後
の
工
芸
︱
︱
「
工
芸
的
な
る
も
の
」
を
も
と
め
て
﹄（
美
学
出
版
︑

二
〇
〇
三
）
な
ど
に
ま
と
め
て
い
る
︒
ま
た
本
書
の
副
題
﹁﹁
美
術
﹂
受
容
史

ノ
ー
ト
﹂
に
対
し
て
︑﹁﹁
美
術
﹂
形
成
史
ノ
ー
ト
﹂
と
副
題
を
つ
け
た
﹃
境
界

の
美
術
史
﹄（
ブ
リ
ュ
ッ
ケ
︑
二
〇
〇
〇
）
は
︑
本
書
の
﹁
各
論
に
あ
た
る
一
冊
﹂

（﹃
文
献
事
典
﹄）
で
あ
り
︑
本
書
と
合
わ
せ
て
読
む
と
い
い
だ
ろ
う
︒

　
北
沢
氏
の
場
合
︑﹁
美
術
﹂
概
念
を
軸
に
﹁
現
代
﹂
と
﹁
近
代
﹂
を
反
照
的
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に
捉
え
る
の
が
特
徴
で
︑
批
評
家
︑
作
家
︑
美
術
史
家
を
交
え
た
数
多
い
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
の
企
画
も
︑
彼
な
ら
で
は
と
言
え
る
︒

木
下
直
之
﹃
美
術
と
い
う
見
世
物
︱
︱
油
絵
茶
屋
の
時
代
﹄（
平
凡
社
︑

一
九
九
三；

ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
一
九
九
九
）

　
北
沢
氏
が
﹁
美
術
﹂
を
﹁
眼
の
神
殿
﹂
と
し
た
の
に
対
し
て
︑
そ
れ
を
﹁
見

世
物
﹂
と
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
︒
正
確
に
は
︑﹁
美
術
﹂
が
切
り
す
て
た
見

世
物
文
化
や
︑
美
術
と
見
世
物
の
喫
水
域
を
再
評
価
し
︑
美
術
の
方
こ
そ
見
世

物
だ
と
し
た
の
が
本
書
で
あ
る
︒
軽
妙
な
口
上
で
始
ま
る
冒
頭
で
︑
氏
は
﹁
見

世
物
は
美
術
が
生
ま
れ
育
っ
た
家
﹂
で
あ
り
︑﹁
生
家
は
本
当
に
貧
し
か
っ
た

の
か
﹂
と
問
う
︒﹁
見
世
物
に
向
け
た
憎
悪
の
形
成
は
︑
近
代
美
術
の
形
成
と

表
裏
の
関
係
に
あ
る
﹂
と
し
︑
本
書
で
の
唯
一
の
自
戒
は
逆
に
﹁
日
本
近
代
美

術
の
貧
し
さ
を
決
し
て
笑
わ
な
い
こ
と
﹂（
あ
と
が
き
相
当
の
口
上
）
だ
っ
た
と

い
う
︒
生
人
形
︑
写
真
油
絵
︑
写
真
掛
軸
︑
油
絵
茶
屋
な
ど
︑
活
気
と
俗
気
が

プ
ン
プ
ン
す
る
見
世
物
小
屋
を
︑
彼
は
楽
し
そ
う
に
再
現
し
︑
権
威
張
っ
た

﹁
美
術
﹂
に
向
け
る
視
線
は
辛
辣
だ
︒

　
木
下
直
之
氏
は
も
と
も
と
ス
ペ
イ
ン
美
術
史
が
専
門
だ
っ
た
が
︑
兵
庫
県
立

近
代
美
術
館
で
一
九
九
〇
年
に
企
画
し
た
﹁
日
本
美
術
の
十
九
世
紀
﹂
展
が
︑

本
書
の
契
機
と
な
っ
て
い
る
︒
そ
の
間
に
彼
は
︑
博
覧
強
記
の
近
代
日
本
美
術

史
研
究
者
・
青
木
茂
氏
（
一
九
三
二
︱
　
）
の
薫
陶
を
受
け
て
い
る
︒
じ
つ
は

前
述
の
北
沢
氏
も
同
様
で
︑
と
く
に
こ
の
世
代
に
は
︑
研
究
の
早
い
時
点
で
青

木
氏
の
影
響
を
受
け
た
人
が
多
い
︒
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
視
点
の
研
究

者
と
な
っ
た
こ
と
は
︑
逆
に
青
木
氏
の
懐
の
深
さ
を
感
じ
さ
せ
る
︒
木
下
氏
は

本
書
以
後
に
も
﹃
わ
た
し
の
城
下
町
︱
︱
天
守
閣
か
ら
み
え
る
戦
後
の
日
本
﹄

（
筑
摩
書
房
︑
二
〇
〇
七
）︑﹃
股
間
若
衆
︱
︱
男
の
裸
は
芸
術
か
﹄（
新
潮
社
︑

二
〇
一
二
）
な
ど
︑
刺
激
的
な
視
点
か
ら
の
著
書
を
多
く
刊
行
し
︑
フ
ァ
ン
も

多
い
︒
こ
う
し
た
彼
の
活
動
は
︑
美
術
研
究
で
の
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
︑
あ
る

い
は
﹁
ホ
ワ
イ
ト
キ
ュ
ー
ブ
﹂（
白
壁
の
展
示
室
︑つ
ま
り
美
術
館
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）

か
ら
街
へ
と
と
び
出
し
て
い
っ
た
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
﹁
ア
ー
ト
﹂
に
通
じ

る
も
の
も
感
じ
さ
せ
る
︒

佐
藤
道
信
﹃︿
日
本
美
術
﹀
誕
生
︱
︱
近
代
日
本
の
「
こ
と
ば
」
と
戦
略
﹄（
講

談
社
メ
チ
エ
︑
一
九
九
六
）

　
恥
ず
か
し
な
が
ら
筆
者
の
著
書
で
あ
る
︒﹁
美
術
﹂
概
念
の
成
立
当
時
は
︑

当
初
か
ら
﹁
美
と
は
何
か
﹂
と
い
う
美
学
論
を
伴
っ
て
い
た
が
︑
本
書
は
語
彙

論
の
立
場
か
ら
︑﹁
美
術
﹂
と
そ
の
ジ
ャ
ン
ル
用
語
﹁
絵
画
﹂﹁
彫
刻
﹂﹁
美
術

工
芸
﹂
の
成
立
と
︑
言
説
と
し
て
の
﹁
日
本
美
術
史
﹂
の
成
立
を
追
っ
た
も
の

で
あ
る
︒
も
と
も
と
幕
末
・
近
代
の
日
本
画
の
研
究
者
だ
っ
た
筆
者
に
と
っ
て
︑

北
沢
氏
の
美
術
の
制
度
論
は
︑
岡
倉
天
心
や
フ
ェ
ノ
ロ
サ
が
日
本
画
を
こ
え
た

美
術
の
﹁
近
代
﹂﹁
日
本
﹂
の
制
度
の
創
設
者
だ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

点
で
︑
避
け
て
通
れ
な
い
決
定
的
な
も
の
と
な
っ
た
︒

　
筆
者
側
の
前
史
と
し
て
あ
っ
た
の
は
︑
一
つ
に
美
術
史
研
究
を
始
め
た
当
初
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か
ら
︑
近
代
絵
画
史
で
日
本
画
・
洋
画
と
も
に
な
ぜ
新
派
系
だ
け
が
と
り
あ
げ

ら
れ
︑
旧
派
系
は
忘
れ
ら
れ
た
の
か
︒
二
つ
に
︑
一
九
八
五
年
か
ら
翌
年
に
か

け
て
在
米
近
代
日
本
美
術
品
調
査
を
行
っ
た
時
︑
日
本
で
巨
匠
と
さ
れ
る
人
々

の
作
品
が
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
と
い
う
︑
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
事
実
だ
っ
た
︒
そ

の
巨
匠
た
ち
が
︑
西
洋
化
を
進
め
た
流
れ
の
中
か
ら
選
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら

す
れ
ば
︑
こ
の
西
洋
側
の
無
関
心
は
︑
日
本
美
術
の
近
代
化
は
誤
り
だ
っ
た
の

か
と
い
う
意
見
さ
え
出
か
ね
な
い
危
険
な
状
況
に
思
わ
れ
た
︒
し
か
も
そ
れ
は

近
代
の
日
本
美
術
だ
け
で
な
く
︑
通
史
と
し
て
の
﹁
日
本
美
術
史
﹂
観
じ
た
い

に
も
生
じ
て
い
た
︒
こ
れ
が
冒
頭
で
触
れ
た
日
本
・
西
洋
間
の
﹁
日
本
美
術
﹂

観
の
ギ
ャ
ッ
プ
で
あ
り
︑
こ
こ
で
は
ど
ち
ら
が
正
し
い
か
で
は
な
く
︑
な
ぜ
そ

う
し
た
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
じ
た
の
か
︑
構
造
レ
ベ
ル
で
の
解
明
が
必
要
に
見
え
た
︒

そ
う
し
た
時
に
現
れ
た
の
が
北
沢
氏
の
﹃
眼
の
神
殿
﹄
で
あ
り
︑
こ
れ
で
少
な

く
と
も
日
本
側
の
状
況
は
解
明
で
き
る
見
通
し
が
つ
い
た
︒
以
後
︑
制
度
化
を

実
行
し
た
美
術
行
政
の
分
析
な
ど
か
ら
﹃
明
治
国
家
と
近
代
美
術
︱
︱
美
の
政

治
学
﹄（
吉
川
弘
文
館
︑
一
九
九
九
）
を
ま
と
め
た
が
︑
西
洋
側
の
検
証
は
な
お

手
を
出
せ
な
い
ま
ま
で
い
る
︒
近
年
︑
各
国
の
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
の
検
証
か
ら
道

筋
が
見
え
つ
つ
あ
り
︑
彼
ら
の
今
後
の
研
究
の
進
展
に
期
待
し
た
い
と
思
う
︒

椹
木
野
衣
﹃
日
本
・
現
代
・
美
術
﹄（
新
潮
社
︑
一
九
九
八
）

　
本
書
は
︑
一
九
九
〇
年
代
以
降
の
ア
ー
ト
シ
ー
ン
を
リ
ー
ド
し
て
き
た
批
評

家
・
椹
木
野
衣
氏
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
で
あ
る
︒
一
九
八
〇
年
代
に
言
わ
れ
た
現

代
美
術
の
﹁
出
口
が
見
え
な
い
﹂
状
況
に
︑
北
沢
氏
が
近
代
に
遡
っ
て
﹁
美

術
﹂
の
起
源
を
明
ら
か
に
し
た
の
に
対
し
て
︑
戦
後
の
現
代
美
術
を
﹁
閉
じ
ら

れ
た
円
環
﹂
と
捉
え
︑
そ
の
﹁
円
環
の
彼
方
﹂
を
問
う
た
の
が
本
書
と
い
え
る
︒

日
本
・
現
代
・
美
術
と
中
黒
で
分
節
化
し
た
本
書
の
タ
イ
ト
ル
は
︑
一
見
北
沢

氏
や
筆
者
の
発
想
に
近
い
よ
う
に
見
え
る
が
︑
椹
木
氏
の
意
図
は
現
代
美
術
の

﹁
正
史
﹂
を
書
く
こ
と
で
は
な
く
︑
そ
も
そ
も
﹁
日
本
現
代
美
術
﹂
と
い
う
領

域
は
成
立
す
る
の
か
を
問
う
こ
と
に
あ
っ
た
︒﹁
成
熟
し
た
ジ
ャ
ン
ル
も
成
立

し
え
な
い
﹂
日
本
と
い
う
﹁
悪
い
場
所
﹂
に
あ
っ
て
︑﹁
そ
れ
が
ど
ん
な
に
情

け
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
︑
鏡
に
映
し
出
さ
れ
た
﹁
弱
さ
﹂
か
ら
出
発
す
る
し

か
な
い
だ
ろ
う
﹂（
第
一
章
）
と
す
る
彼
は
︑
批
評
に
も
美
学
や
美
術
史
︑
美

術
館
と
い
っ
た
内
側
か
ら
で
は
な
く
︑
外
部
性
や
他
者
性
が
必
要
だ
と
す
る
︒

　﹃
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ニ
ズ
ム
︱
︱
ハ
ウ
ス
ミ
ュ
ー
ジ
ッ
ク
と
盗
用
芸
術
﹄（
洋

泉
社
︑
一
九
九
一；

増
補
版
︑
ち
く
ま
学
芸
文
庫
︑
二
〇
一
一
）︑﹁
日
本
ゼ
ロ
年
﹂

展
（
水
戸
芸
術
館
︑
二
〇
〇
〇
）︑﹃
後
美
術
論
﹄（
美
術
出
版
社
︑
二
〇
一
五
）
な

ど
︑
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
批
評
を
続
け
る
彼
に
と
っ
て
︑
影
響
力
の
大
き
さ
か

ら
本
書
が
戦
後
現
代
美
術
の
〝
教
科
書
〟
の
よ
う
に
読
ま
れ
た
こ
と
は
︑
逆
に

シ
ョ
ッ
ク
だ
っ
た
ら
し
い
︒
本
書
が
﹁
日
本
研
究
﹂
の
一
書
と
し
て
こ
こ
で
と

り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
も
︑
あ
る
い
は
彼
に
と
っ
て
不
本
意
か
も
し
れ
な
い
︒
筆

者
の
解
説
も
要
を
得
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
が
︑
解
釈
は
そ
れ
ぞ
れ

の
読
者
に
任
せ
る
こ
と
と
し
て
︑
こ
こ
で
重
要
書
と
し
て
本
書
を
紹
介
し
て
お

き
た
い
︒
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四
　
研
究
、
批
評
か
、
鑑
賞
か

　
こ
こ
で
あ
げ
た
九
書
は
︑
い
ず
れ
も
広
い
視
野
か
ら
の
相
対
比
較
に
よ
っ
て

日
本
美
術
を
捉
え
た
も
の
で
あ
る
︒
自
尊
的
な
〝
独
自
論
〟
を
否
定
し
︑
作
家

や
作
品
・
流
派
の
羅
列
を
批
判
し
て
い
る
点
も
共
通
す
る
︒
た
だ
作
家
・
作
品

論
じ
た
い
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
へ
の
〝
偏
向
〟
を
批
判
し
て

い
る
点
は
注
意
を
要
す
る
︒
作
品
・
作
家
論
︑
方
法
論
と
し
て
の
様
式
論
は
︑

美
術
史
研
究
の
基
本
で
あ
り
︑
筆
者
自
身
そ
こ
を
通
っ
て
き
た
︒
と
く
に
日
本

美
術
史
の
場
合
︑
そ
の
方
法
論
が
鑑
定
法
と
し
て
の
比
重
が
大
き
く
な
っ
た
背

景
に
は
︑
寺
伝
や
社
伝
︑
家
伝
に
包
ま
れ
た
作
品
の
作
者
・
制
作
年
代
を
比
定

し
︑
自
前
で
﹁
日
本
美
術
史
﹂
と
い
う
体
系
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た

歴
史
的
状
況
が
あ
っ
た
︒
ま
た
戦
後
の
美
術
館
建
設
ブ
ー
ム
︑
展
覧
会
ブ
ー
ム

は
︑
作
品
が
あ
っ
て
こ
そ
の
美
術
館
と
展
覧
会
だ
っ
た
か
ら
︑
作
品
・
作
家
が

中
心
と
な
っ
た
の
は
必
然
で
も
あ
っ
た
︒
た
だ
美
術
の
場
合
（
美
術
だ
け
の
状

況
の
意
味
で
は
な
い
が
）︑
多
く
の
人
が
触
れ
う
る
視
覚
メ
デ
ィ
ア
だ
け
に
︑
作

家
︑
批
評
家
︑
美
術
史
研
究
者
︑
鑑
賞
者
な
ど
︑
い
く
つ
も
の
立
場
か
ら
の
視

線
が
交
錯
す
る
︒
概
説
書
や
入
門
書
が
〝
誰
に
と
っ
て
の
〟
も
の
か
で
︑
内
容

も
大
き
く
変
わ
っ
て
く
る
︒
歴
史
研
究
者
か
ら
は
︑
美
術
史
は
研
究
と
鑑
賞
が

混
交
し
て
い
る
と
い
う
声
を
聞
き
︑
作
家
か
ら
は
︑
展
覧
会
で
自
分
の
作
品
を

企
画
者
の
文
脈
に
勝
手
に
乗
せ
る
な
と
い
う
声
を
聞
く
︒
矢
代
幸
雄
は
戦
後
︑

美
術
史
は
美
術
史
研
究
者
の
た
め
に
あ
る
か
の
よ
う
に
な
っ
た
と
嘆
い
た
︒
こ

う
し
た
立
場
の
違
い
は
︑
芸
術
大
学
と
い
う
実
技
中
心
の
場
で
美
術
史
研
究
を

行
う
筆
者
に
と
っ
て
︑
日
常
的
に
突
き
つ
け
ら
れ
る
問
題
で
も
あ
る
︒
本
企
画

は
想
定
読
者
が
他
分
野
の
研
究
者
︑
学
生
︑
院
生
と
明
快
だ
っ
た
た
め
︑
独
断

と
偏
見
な
が
ら
九
書
を
あ
げ
た
が
︑
読
者
が
変
わ
れ
ば
と
り
あ
げ
る
べ
き
著
書

も
変
わ
る
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
︒

　

五
　
日
本
か
、
海
外
に
向
け
て
か

　
そ
し
て
も
う
一
点
︑
情
報
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
と
留
学
生
が
増
加
す
る
中
で
︑

こ
れ
か
ら
日
本
美
術
の
研
究
を
始
め
た
い
外
国
の
人
々
へ
の
概
説
書
や
入
門
書

も
求
め
ら
れ
て
い
る
︒
専
門
書
か
一
般
向
け
か
の
両
極
の
も
の
ば
か
り
で
︑
翻

訳
す
べ
き
良
質
の
概
説
書
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
指
摘
を
︑
海
外
の
研
究
者
か

ら
よ
く
聞
く
が
︑
こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
が
︑
冒
頭
で
述
べ
た
﹁
日
本
美
術
﹂

観
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
問
題
で
あ
る
︒
そ
れ
を
埋
め
る
概
説
書
は
か
な
り
難
題
か
も

し
れ
な
い
︒

　
ま
た
近
年
の
留
学
希
望
で
顕
著
に
な
っ
て
き
た
の
が
︑
か
つ
て
ジ
ャ
ポ
ニ
ス

ム
の
あ
っ
た
欧
米
地
域
以
外
の
︑
中
米
︑
南
米
︑
オ
セ
ア
ニ
ア
︑
東
欧
な
ど
︑

な
ぜ
こ
こ
か
ら
？
誰
が
日
本
美
術
を
教
え
て
い
る
の
か
？
と
い
っ
た
地
域
か

ら
の
申
請
が
増
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
う
し
た
所
に
も
︑
未
調
査
の
日
本
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美
術
（
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
）
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
あ
る
ら
し
い
こ
と
が
分
か
っ
て
き

た
が
︑
ど
う
や
ら
ほ
か
に
も
理
由
が
あ
る
よ
う
だ
︒
あ
る
人
は
﹁
情
報
化
で
知

識
を
入
手
し
や
す
く
な
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
﹂
と
し
︑
確
か
に
そ
れ
は
あ
り

そ
う
だ
︒
そ
れ
と
同
時
に
︑
世
界
中
で
人
気
の
日
本
の
ア
ニ
メ
や
マ
ン
ガ
で
日

本
文
化
に
触
れ
た
人
が
︑
よ
り
深
く
日
本
美
術
（
文
化
）
を
研
究
し
た
い
と
考

え
て
留
学
を
希
望
し
た
ケ
ー
ス
が
︑
じ
つ
は
少
な
く
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考

え
て
い
る
︒﹁
ク
ー
ル
ジ
ャ
パ
ン
﹂
の
ソ
フ
ト
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
︑
経
済
産

業
省
が
ア
ニ
メ
や
マ
ン
ガ
の
輸
出
に
本
腰
を
入
れ
た
の
は
一
九
九
〇
年
代
か
ら

だ
が
︑
そ
れ
を
見
て
育
っ
た
世
代
が
今
︑
留
学
し
始
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
か

も
し
れ
な
い
︒
こ
の
場
合
︑
ギ
ャ
ッ
プ
の
問
題
は
よ
り
リ
ア
ル
に
顕
在
化
す
る
︒

　
ま
た
欧
米
圏
で
の
日
本
美
術
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
︑
欧
米
の
研
究
者
だ
け
で

行
わ
れ
て
い
る
ケ
ー
ス
も
多
く
︑
こ
こ
に
は
日
本
側
の
研
究
者
の
語
学
力
の
問

題
も
絡
ん
で
い
る
︒
こ
れ
は
筆
者
に
と
っ
て
も
他
人
事
で
は
な
い
︒

　
し
か
し
一
方
で
︑
希
望
を
感
じ
さ
せ
る
状
況
も
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
︒
近
代
を

専
門
と
す
る
筆
者
の
場
合
︑
東
ア
ジ
ア
諸
国
と
の
間
で
問
題
と
な
る
〝
歴
史
問

題
〟
は
︑
常
に
近
代
の
戦
争
や
侵
略
関
連
の
事
柄
で
や
り
に
く
い
こ
と
も
多
い

が
︑
東
ア
ジ
ア
圏
か
ら
の
留
学
生
た
ち
の
国
境
を
こ
え
た
テ
ー
マ
設
定
は
︑
実

際
に
何
が
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
始
め
て
い
る
︒
美
術
で
の
東
ア
ジ
ア
諸

国
と
日
本
の
関
係
に
お
い
て
は
︑﹁
日
本
美
術
﹂
観
の
ギ
ャ
ッ
プ
と
い
う
よ
り
︑

仏
教
美
術
・
水
墨
画
な
ど
実
際
に
は
広
域
レ
ベ
ル
で
行
わ
れ
た
交
流
が
︑﹁
美

術
史
﹂
の
枠
組
と
し
て
は
各
国
の
〝
一
国
（
自
国
）
美
術
史
〟
と
し
て
分
断
さ

れ
て
い
る
こ
と
の
方
が
問
題
で
あ
る
︒
そ
の
点
︑
留
学
と
い
う
身
体
ま
る
ご
と

の
越
境
と
研
究
は
︑
逆
に
情
報
社
会
の
中
で
改
め
て
重
み
を
増
し
て
い
る
よ
う

に
も
見
え
る
︒
で
き
る
こ
と
か
ら
始
め
る
︑
で
も
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
︒


