
と
で
は
な
く
」
、
「
各
自
が
そ
の
研
究
テ
I
マ
を
通
じ
て
、
検
護
・
確
認
し
て
い

く
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
」
と
い
う
谷
川
の
指
摘
は
、
む
し
ろ
現
在
の
研
究
紋
況

に
こ
そ
安
賞
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
か
く
思
う
が
ゆ
え
に
、
全
鐙
を
貫

く
枠
組
み
が
提
示
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
た
こ
と
は
と
り
わ
け
て
残
念
で
あ
り
、
お

そ
ら
く
こ
れ
は
、
か
つ
て
-
評
者
と
同
じ
よ
う
に
正
編
に
接
し
た
者
が
等
し
く
抱

ぐ
思
い
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
本
書
の
執
筆
者
を
は
じ
め
と
す
る
中
圏
中
世

史
研
究
舎
の
舎
員
諸
氏
が
、
貧
鐙
的
な
成
果
を
基
礎
に
し
な
が
ら
、
今
後
さ
ら

に
豊
か
な
「
中
園
中
世
」
史
像
を
築
か
れ
る
こ
と
を
祈
念
し
て
掬
筆
す
る
こ
と

に
し
た
い
。

一
九
九
五
年
一
二
月

A
五
剣

京
都
京
都
大
築
撃
術
出
版
舎

三
十
五
=
二
頁
六
四

O
O国
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大
津
正
昭
著

唐
宋
嬰
革
期
農
業
社
曾
史
研
究

渡

部

武

戦
後
、
わ
が
園
の
中
園
史
研
究
者
が
取
り
組
ん
だ
大
き
な
課
題
の
ひ
と
つ
に
、

「
ア
ジ
ア
的
停
滞
論
」
の
克
服
と
い
う
問
題
か
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
問
題
意

識
を
持
つ
に
至
っ
た
根
底
に
は
、
中
闘
を
含
め
た
ア
ジ
ア
諸
園
の
祉
曾
性
質
に

劃
す
る
従
来
の
誤
っ
た
理
解
が
、
わ
が
園
を
枚
拾
し
難
い
泥
沼
の
侵
略
戦
争
へ

駆
り
立
て
さ
せ
て
い
ア
た
と
い
う
深
い
反
省
が
あ
っ
た
。
そ
し
て
停
滞
論
を
打

破
し
新
し
い
中
園
史
研
究
の
立
脚
貼
を
確
立
す
る
た
め
に
、
優
先
し
て
取
り
上

げ
ら
れ
た
課
題
が
中
園
史
に
お
け
る
褒
展
段
階
の
解
明
、
つ
ま
り
時
代
医
分
の

問
題
で
あ
っ
た
。
こ
の
時
代
医
分
論
争
は
、
多
く
の
中
園
史
研
究
者
に
研
究
方

法
論
上
に
お
け
る
債
値
観
の
縛
換
を
迫
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
世
界
史
の
設
展

法
則
の
中
で
の
中
園
史
の
位
置
づ
け
を
あ
ら
た
め
て
考
え
直
さ
せ
た
。
そ
の
兵

盤
的
成
果
と
し
て
深
く
印
象
に
残
る
の
は
、
西
嶋
定
生
・
守
屋
美
都
雄
・
増
淵

龍
夫
・
木
村
正
雄
と
い
っ
た
研
究
者
の
関
で
、
員
撃
に
相
互
批
判
を
繰
り
返
し

な
が
ら
築
か
れ
て
い
っ
た
一
連
の
秦
漢
帯
一
園
形
成
論
と
、
唐
か
ら
宋
に
か
け
て

の
祉
舎
性
質
の
獲
化
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
れ
を
古
代
の
終
駕
と
み
な
す
の
か
、
あ

る
い
は
中
世
か
ら
近
世
へ
の
開
始
と
み
な
す
の
か
の
、
い
わ
ゆ
る
「
唐
宋
幾
革

期
」
論
争
で
あ
っ
た
。
周
知
の
よ
う
に
後
者
の
論
争
は
、
前
田
直
典
が
土
地
制

度
・
税
制
お
よ
び
耕
作
民
の
身
分
等
の
分
析
を
通
じ
た
祉
曾
経
済
史
的
観
貼
か

ら
、
内
藤
湖
南
の
中
世
か
ら
近
世
移
行
設
を
承
け
継
い
だ
宮
崎
市
定
で
代
表
さ

れ
る
京
都
撃
波
に
劃
す
る
批
判
を
き
っ
か
け
と
し
て
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
っ

-209ー



400 

た
前
回
に
よ
っ
て
問
題
提
起
さ
れ
た
唐
宋
努
革
期
論
争
は
、
そ
の
後
、
周
藤
士
口

之
や
仁
井
田
陸
な
ど
の
研
究
者
た
ち
に
引
き
縫
が
れ
る
形
で
展
開
し
、
社
曾
経

済
史
方
面
か
ら
の
み
な
ら
ず
法
制
史
方
面
か
ら
も
精
密
な
分
析
が
加
え
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
宮
崎
が
つ
よ
く
主
張
し
て
周
藤
ら
の
見
解
を
き
び

し
く
批
判
門
し
た
の
は
、
以
下
の
黙
で
あ
っ
た
。
宋
代
の
大
土
地
所
有
の
在
り
方

は
、
前
代
の
よ
う
な
一
国
的
な
土
地
所
有
形
態
を
と
る
こ
と
が
ま
れ
で
、
ほ
と

ん
ど
が
零
細
な
小
作
地
の
寄
せ
集
め
か
ら
成
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
で

働
く
佃
戸
の
地
主
に
劃
す
る
隷
属
の
度
合
い
も
異
な
り
、
宋
代
の
佃
戸
は
農
奴

で
は
な
く
自
由
な
耕
作
民
で
あ
り
、
前
代
の
均
田
制
の
時
代
こ
そ
農
奴
制
を
伴

っ
た
西
洋
の
マ
ナ
ー
に
似
た
荘
園
制
が
行
な
わ
れ
た
時
代
で
あ
る
、
と
い
う
も

の
で
ゅ
の
っ
た
。

や
が
て
、
こ
の
論
争
は
謬
着
吠
態
に
陥
っ
て
し
ま
う
が
、
一
九
七

0
年
代
半

ば
に
な
っ
て
京
都
大
挙
東
洋
史
研
究
室
の
若
い
研
究
者
た
ち
の
聞
か
ら
、
こ
の

問
題
に
つ
い
て
の
再
検
討
が
な
さ
れ
始
め
た
。
彼
ら
が
着
目
し
た
の
は
、
前
近

代
社
舎
に
お
い
て
連
綿
と
耕
作
活
動
を
綴
け
て
き
た
庚
汎
な
小
規
模
農
業
生
産

者
(
自
立
小
農
民
)
の
存
在
、
な
ら
び
に
人
民
公
社
制
度
を
導
入
し
た
杜
曾
主

義
盛
制
下
に
お
い
て
も
、
な
お
克
服
し
得
な
い
農
民
た
ち
の

「
小
経
営
生
産
様

式
」
へ
の
田
畑
町
意
識
、
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
彼
ら
は
「
小
経
営
生
産
様
式
」
を

キ
ー
ワ
ー
ド
に
し
て
、
一
方
で
現
代
の
社
舎
主
義
中
園
杜
曾
が
逢
着
し
て
い
る

生
産
関
係
に
お
け
る
諸
問
題
を
に
ら
み
な
が
ら
、
も
う

一
方
で
過
去
の
中
閣
に

お
け
る
祉
禽
構
成
と
農
業
生
産
力
を
検
詮
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
。
換
言

す
る
な
ら
ば
、
複
眼
的
な
槻
熱
か
ら
、
新
し
い
中
園
像
を
模
索
し
よ
う
と
し
た

の
で
あ
る
(
詳
し
く
は
中
園
史
研
究
曾
編
『
中
園
史
像
の
再
構
成
|
園
家
と
農

民
1
』
文
理
閣
、
一
九
八
三
年
を
参
照
)
。

こ
こ
に
紹
介
す
る
『
唐
宋
拙
変
革
期
農
業
社
舎
史
研
究
』
は
、
前
述
の
小
経
営

生
産
様
式
論
を
検
詮
す
る
中
か
ら
生
ま
れ
て
き
た
成
果
で
あ
る
。
著
者
の
大
津

正
昭
は
、
蛍
時
の
京
大
東
洋
史
研
究
室
に
集
う
た
研
究
曾
メ
ン
バ
ー
の

一
人
で

あ
っ
た
。
側
聞
に
よ
る
と
、
研
究
舎
で
は
中
園
歴
代
主
要
農
蓄
を
輪
読
す
る
こ

と
で
、
こ
の
問
題
の
分
析
に
つ
と
め
た
よ
う
で
、
そ
の
意
味
で
も
従
来
の
研
究

方
法
を
脱
却
し
よ
う
と
す
る
メ
ン
バ
ー
の
積
極
的
な
姿
勢
を
感
じ
取
る
こ
と
が

で
き
る
。
な
お
大
津
に
は
別
著
『
陳
募
農
書
の
研
究
』
(
農
文
協
、
一
九
九
三

年
。
『
埼
玉
大
皐
紀
要
(
教
養
皐
部
)
』
第
一
一
一
一
J
二
四
巻
、
一
九
八
六

J
八

八
年
に
連
載
し
た
「
陳
莫
『
農
垂
直
』
の
基
礎
的
研
究
」
を
大
幅
に
増
補
加
筆
し

た
著
作
)
が
あ
り
、
こ
こ
で
紹
介
す
る
本
書
が
考
察
篇
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の

別
著
は
基
礎
史
料
篇
の

一
部
に
相
賞
す
る
。

前
置
き
が
少
々
長
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
、
本
書
を
通
設
し
た
印
象
と
若
干

の
コ
メ

ン
ト
を
記
す
こ
と
に
し
よ
う
。
本
書
の
構
成
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る

(
括
弧
内
に
示
し
た
の
は
奮
稿
夜
表
年
次
〉
。
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序
章
問
題
の
所
在
と
視
角
(
一
九
八
O
J
八
三
年
)

第
I
部

長

具

論

第
一
章
ス
キ
サ
キ
と
牽
の
渡
達
(
新
稿
〉

第
二
章
『
来
相
経
」
の
撃
に
つ
い
て
(
一
九
九
五
年
〉

第
H
部

畑

作

経

営

論

第
三
章
唐
代
筆
北
の
主
穀
生
産
と
経
営
(
一
九
八
一
年
)

第
四
章
唐
代
の
競
楽
生
産
と
経
営
(
一
九
八
四
年
)

第
五
章一

唐
宋
時
代
の
焼
畑
農
業
(
一
九
八
七
年
)

第

血

部

稲

作

経

営

論

第
六
章
唐
代
江
南
の
水
稲
作
と
経
営
(
一
九
八
三
年
)



第
七
章
宋
代
「
江
南
」
の
生
産
力
評
債
を
め
ぐ
っ
て
(
一
九
八
五
年
〉

第
八
章
宋
代
「
河
谷
卒
野
」
地
域
の
農
業
経
営
に
つ
い
て
|
江
西
・
撫

州
の
場
合
|
(
一
九
八
九
年
〉

補
論
唐
代
後
半
期
の
農
民
諸
階
層
と
土
地
所
有
|
小
説
史
料
を
中
心

に
1

2
九
七
七
年
)

結
論
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全
種
は
三
部
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
大
き
く
区
分
す
る
と
農
業
技
術
論

と
農
業
経
営
論
に
大
別
で
き
る
。
か
つ
て
の
中
園
史
研
究
は
税
制
史
や
土
地
制

度
史
な
ど
の
方
面
か
ら
、
各
時
代
の
農
業
生
産
水
準
を
推
し
量
ろ
う
と
し
た
類

の
も
の
が
多
く
、
正
面
か
ら
技
術
論
や
経
営
論
に
取
り
組
ん
だ
研
究
は
少
な

い
。
わ
ず
か
に
天
野
元
之
助
お
よ
び
『
斉
民
要
術
』
の
譲
注
を
行
な
っ
た
西
山

武
一
と
熊
代
幸
雄
ら
の
研
究
が
特
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
彼
ら
の
本
来
の

専
門
は
経
済
暴
や
食
皐
で
あ
り
、
東
洋
史
で
は
な
か
っ
た
。
天
野
の
場
合
は
、

た
ま
た
ま
滴
鍛
調
査
部
在
職
中
に
レ
ッ
ド
パ

l
ジ
を
被
っ
て
待
機
吠
態
に
お
か

れ
た
と
き
に
、
中
関
古
農
書
の
研
究
に
着
手
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

ま
た
西
山
と
熊
代
の
場
合
は
、
戦
前
に
北
京
大
謬
且
民
間
宇
院
の
中
園
農
村
経
済
研

究
所
に
職
を
奉
じ
て
い
る
時
に
、
『
湾
民
要
一術
』
の
輪
讃
禽
を
主
催
し
、
験

後
、
農
業
総
合
研
究
所
の
東
畑
精
一
の
強
力
な
支
援
の
下
に
そ
の
謬
注
を
完
成

し
た
経
緯
が
あ
る
。
ど
ち
ら
に
も
共
通
し
て
い
る
の
は
、
中
園
現
地
に
お
い
て

農
家
経
済
や
在
来
の
農
法
・
農
具
な
ど
を
具
観
的
に
調
査
し
た
豊
富
な
経
験
を

有
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
大
陸
政
策
の
一
環
と
し
て
賞
施
さ
れ
た
各
種

の
中
園
農
村
慣
行
調
査
に
若
干
の
東
洋
史
研
究
者
が
関
輿
し
て
い
た
が
、
や
は

り
調
査
に
従
事
し
た
人
の
多
く
は
経
済
や
農
事
畑
出
身
者
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ

て
い
た
。
彼
ら
が
残
し
た
膨
大
な
調
査
報
告
資
料
の
中
に
は
農
家
経
営
分
析
資

料
が
多
く
含
ま
れ
て
お
り
、
戦
後
、
中
園
俸
統
社
曾
の
性
質
分
析
に
充
分
活
用

さ
れ
る
こ
と
な
く
、
挨
を
か
ぶ
っ
た
ま
ま
関
却
さ
れ
て
き
た
の
が
賃
情
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
寅
情
を
鑑
み
る
な
ら
ば
、
大
津
の
研
究
は
、
戦
前
ま
で
に
先

人
た
ち
に
よ
っ
て
蓄
積
さ
れ
て
き
た
研
究
遺
産
を
再
貼
検
し
、
そ
の
新
た
な
る

活
用
の
途
を
拓
く
意
義
を
有
し
て
い
る
。

き
て
、
序
章
で
設
明
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
津
の
小
農
経
営
生
産
様
式
論

の
研
究
調
貼
は
、
農
業
生
産
力
の
愛
展
を
構
成
す
る
三
つ
の
要
素
、
す
な
わ
ち

労
働
力
・
労
働
手
段
・
労
働
封
象
の
分
析
と
そ
れ
ら
の
相
関
関
係
の
検
査
に
あ

る
。
具
鐙
的
に
は
、
逼
時
代
的
に
存
在
し
て
き
た
「
小
農
民
」
が
再
生
産
の
容

器
お
よ
び
装
置
と
し
て
の
土
地
に
封
し
て
、
ど
の
よ
う
な
生
産
工
具
を
用
い
て

耕
作
し
、
ど
の
よ
う
に
し
て
地
力
維
持
増
強
に
努
め
、
い
か
な
る
品
種
の
作
物

を
導
入
し
た
の
か
を
探
り
、
そ
こ
に
現
わ
れ
た
幾
化
を
指
針
と
し
て
、
生
産
力

の
設
展
を
評
償
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
来
、
生
産
手
段
の
所
有
者
の

存
在
形
態
、
つ
ま
り
主
と
し
て
土
地
制
度
や
身
分
制
の
側
面
の
み
が
注
目
さ
れ

が
ち
で
あ
っ
た
の
を
、
農
民
と
生
産
手
段
と
の
関
係
、
つ
ま
り
技
術
的
側
面
と

経
営
的
側
面
に
着
目
す
る
こ
と
で
、
所
有
論
お
よ
び
生
産
関
係
論
を
克
服
し
よ

う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
唐
宋
時
代
の

農
業
史
料
の
枚
集
と
分
析
に
努
め
(
農
書

・
筆
記
史
料
は
も
と
よ
り
小
説
史
料

に
ま
で
渉
磁
の
手
を
伸
ば
し
た
と
こ
ろ
に
特
色
が
あ
る
〉
、
労
働
手
段
と
し
て

の
農
具
で
あ
る
惣
の
後
展
を
た
ど
り
、
そ
し
て
畑
作
地
帯
と
水
稲
作
地
帯
に
お

け
る
農
法
と
肥
培
管
理
技
術
の
問
題
を
取
り
上
げ
た
の
で
あ
る
。

第

I
部
の
農
具
論
で
は
、
中
園
の
惣
の
田
技
連
の
問
題
と
唐
代
の
陵
勉
蒙
が
著

し
た
『
条
籍
経
』
の
こ
と
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
中
園
に
お
け
る
撃
の
愛

遼
に
つ
い
て
は
、
天
野
元
之
助
の
先
駆
的
研
究
が
あ
り
、
ま
た
私
自
身
も
登
像

資
料
を
通
じ
て
漢
代
の
整
に
つ
い
て
考
察
し
た
こ
と
が
あ
る
。
中
閣
に
お
け
る
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箪
の
起
源
問
題
に
つ
い
て
は
、
外
部
停
来
設
と
中
園
調
自
考
案
設
と
が
あ
り
、

い
ま
だ
に
決
着
が
つ
い
て
い
な
い
。
し
か
し
、
戦
図
末
期
に
は
す
で
に
鍛
製
の

慾
先
を
備
え
た
枠
型
惣
が
用
い
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
政
代
の
出

土
文
物
よ
り
媛
土
板
を
具
備
し
た
惣
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
て
い

る
。
中
園
の
在
来
惣
の
タ
イ
プ
は
、
長
床
惣
と
無
床
撃
の
医
別
は
あ
る
も
の
の
、

今
日
に
至
る
ま
で
枠
型
整
が
主
流
で
あ
り
、
最
大
の
特
色
は
土
壊
反
穂
機
能
を

有
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
黙
が
イ
ン
ド
撃
や
西
ア
ジ
ア
撃
と
の
大
き
な

濯
い
で
あ
る
。
ま
た
曲
線
撃
の
出
現
は
、
中
圏
整
の
褒
展
史
上
に
お
け
る
一
到

達
貼
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
在
来
撃
の
基
本
的
な
裂
逮
は
こ
こ
で
停
止
し
て
い

る
。
大
津
は
『
農
業
考
古
』
に
集
成
さ
れ
た
出
土
翠
先
資
料
デ
l
b
y
を
手
掛
り

と
し
て
、
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
分
類
を
行
な
い
、
各
種
の
タ
イ
プ
の
翠
先
の
時

代
と
地
域
に
よ
る
偏
在
性
を
明
ら
か
に
す
る
と
同
時
に
、
「
長
床
懇
は
速
く
、

旋
く
、
浅
く
耕
す
農
法
に
適
合
し
て
い
た
し
、
無
床
建
は
よ
り
強
い
力
で
深
く

耕
す
農
法
に
迎
合
し
て
い
た
」
(
五
一
頁
〉
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

隼
の
改
良
と
農
法
の
獲
化
お
よ
び
生
産
性
の
向
上
と
は
密
接
な
関
係
が
あ

る
。
た
と
え
ば
、
春
秋
戟
園
時
代
の
整
作
法
〈
畝
立
て
法
)
は
、
撃
に
反
鱒
機

能
を
具
備
す
る
こ
と
で
園
滑
に
達
成
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
ま
た
『
氾
勝
之

書
』
に
設
か
れ
て
い
る
卒
作
法
(
卒
畝
法
)
は
、
整
に
杷
・
務

・
糖
な
ど
の
整

地
銀
座
農
具
が
加
わ
る
こ
と
で
可
能
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

た
だ
し
生
産

性
の
向
上
の
問
題
に
つ

い
て
は
、
一
具
牛
に
見
合
う
だ
け
の
耕
作
地
が
確
保
で

き
て
は
じ
め
て
言
え
る
こ
と
で
あ
っ
て
、

そ
の
こ
と
は
、
人
民
公
社
解
健
後
に

地
域
に
よ

っ
て
は
愁
耕
か
ら
鋤
頭
一
本
の
耕
作
法
に
逆
戻
り
し
た
現
象
を
見
た

こ
と
に
よ
っ
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
大
津
は
出
土
建
先
の
分
析
の
中

で
、
撃
中
・
華
南
地
域
で
の
出
土
件
数
の
少
な
さ
の
原
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
、

「
こ
の
地
域
が
糠
潤
地
神
で
あ
り
、
そ
の
た
め
鍛
製
遺
物
の
残
存
が
困
難
だ
っ

た
と
い
う
貼
も
抽
出
想
さ
れ
よ
う
」
(
五

O
頁
)
と
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
黙
に

つ
い
て
は
私
自
身
も
つ
ね
づ
ね
感
じ
て
い
た
疑
問
で
あ
る
が
、
一
九
九
六
年
に

四
川
地
方
の
在
来
農
具
の
調
査
に
従
事
し
た
際
、
西
昌
市
の
涼
山
州
博
物
館
の

劉
弘
館
長
か
ら
、
西
南
中
園
地
方
の
筆
耕
の
普
及
は
後
漢
時
代
後
期
以
降
の
こ

と
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
使
用
さ
れ
て
い
た
農
具
の
主
流
は
、
銀
や
銭
錨
と
呼
ば

れ
る
鍬
や
鋤
で
あ
っ
た
と
数
え
ら
れ
た
。
撃
は
元
来
が
畑
作
地
州
市
の
農
具
で
あ

り
、
こ
の
農
具
が
ど
の
よ
う
に
水
岡
地
帯
に
普
及
し
て
い
っ
た
か
に
つ
い
て

は
、
和
平
普
及
以
前
に
用
い
ら
れ
て
い
た
農
具
と
の
兼
ね
合
い
を
考
慮
し
て
み
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
。

『
采
相
経
』
に
設
明
さ
れ
て
い
る
江
東
撃
(
牛
一
一
頭
挽
き
の
曲
般
撃
)
に
つ

い
て
は
、
私
を
含
め
て
幾
人
か
の
研
究
者
が
そ
の
構
造
復
元
に
努
め
て
き
た
。

ま
た
撃
の
構
造
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
テ
キ
ス
ト
の
末
尾
に
言
及
さ
れ
て
い
る

耕
l
和
1

際
礎
の
水
田
土
壊
庭
理
鐙
系
記
事
は
、
長
江
下
流
地
帯
の
稲
作
技
術

水
準
を
知
る
上
で
は
な
は
だ
貴
重
で
あ
る
。
『
采
紹
綬
』
の
テ
キ
ス
ト
に
は
異

本
が
多
く
、
そ
の
こ
と
が
慾
復
元
の
上
で
大
き
な
障
碍
と
な
っ
て
き
た
。
大
津

は
テ
キ
ス
ト
に
さ
ら
に
綿
密
な
検
討
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
新
し
い
復
元

園
の
提
示
に
成
功
し
て
い
る
。
翠
の
復
元
作
業
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
で
一意一
見
が

ほ
ぼ
出
つ
く
し
た
観
が
あ
る
の
で
、
今
後
は
在
来
撃
と
の
照
合
作
業
を
寅
施

し
、
机
上
で
の
復
元
闘
が
安
蛍
で
あ
る
か
ど
う
か
吟
味
を
加
え
る
必
要
が
あ
ろ

う
。
と
い
う
の
は
、
解
放
以
前
の
中
園
の
停
統
的
在
来
農
具
は
、
基
本
的
に
は

元
の
『
王
禎
農
書
』
の
記
載
以
上
に
進
歩
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
種
の
照
合
作
業

が
き
わ
め
て
有
数
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
牢
面
で
は
、
大
津
が
注

意
を
喚
起
し
て
い
る
よ
う
に
、
「
元
代
以
後
、
商
業
的
農
業
の
時
代
へ
と
向
か

う
が
、
由
民
具
の
改
良
に
は
ほ
と
ん
ど
自
を
向
け
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
意
味
す

る
と
こ
ろ
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
わ
れ
わ
れ
は
し
っ
か
り
と
見
極
め
る
必
要
が
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あ
ろ
う
」
(
五
七
頁
〉
と
い
う
問
題
に
も
抵
鏑
す
る
の
で
あ
る
。

第
E
部
の
畑
作
経
営
論
で
は
、
ま
ず
第
一
に
唐
代
の
華
北
地
方
に
お
け
る
主

穀
生
産
と
多
毛
作
農
法
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
華
北
に
お
け
る
多
毛
作
と
輪
作

と
を
結
合
さ
せ
た
、
い
わ
ゆ
る
「
二
年
三
作
鐙
系
」
が
い
つ
ご
ろ
成
立
し
た
か

に
つ
い
て
は
諸
説
が
あ
り
、
遁
常
、
粟
の
多
様
性
(
早
晩
熱
性
や
耐
皐
性
な

ど
)
と
小
委
の
普
及
と
が
結
び
つ
い
て
、
唐
代
に
普
遍
化
し
た
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
し
か
し
、
『
斉
民
要
術
』
を
分
析
し
た
米
国
賢
衣
郎
は
、
漢
代
あ
た
り

ま
で
さ
か
の
ぼ
る
新
設
を
提
示
し
て
い
る
(
『
中
園
古
代
農
業
技
術
史
研
究
』

第
E
部
第
一
章
、
同
朋
合
、
一
九
八
九
年
〉
。
そ
の
成
立
問
題
は
さ
て
お
き
、

唐
宋
聞
の
褒
作
の
普
及
情
況
を
た
ど
る
上
で
、
大
津
は
は
な
は
だ
卓
越
し
た
検

讃
方
法
を
採
用
し
た
。
そ
れ
は
『
加
府
元
勉
』
と
『
{
室
』
に
記
録
さ
れ
た
群

瑞
と
し
て
の
「
瑞
褒
」
記
事
に
劃
す
る
着
目
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
唐
代

ま
で
の
瑞
褒
の
分
布
は
准
水
を
挟
ん
で
以
北
に
み
ご
と
に
分
布
し
、
宋
代
に
な

る
と
長
江
流
域
や
四
川
盆
地
に
ま
で
分
布
線
が
南
下
し
て
い
く
。
こ
の
第
化
を

官
賞
作
の
普
及
に
随
伴
す
る
現
象
と
み
な
し
て
、
ま
ず
問
題
は
あ
る
ま
い
。
た
だ

し
稲
作
地
帯
に
お
け
る
褒
作
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
が
裕
|
褒
の
輪
作
と
皐
純
に

割
切
っ
て
よ
い
の
か
ど
う
か
剣
断
に
困
難
を
舞
え
る
。
と
い
う
の
は
陸
稲
栽
培

地
で
な
い
か
ぎ
り
、
水
田
で
の
裏
作
に
褒
を
作
る
に
は
、
あ
る
程
度
の
乾
田
化

が
進
み
、
田
畑
輪
換
を
行
な
え
る
よ
う
な
朕
態
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
た
褒
作
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
そ
の
内
誇
が
小
褒
な
の
か
あ
る
い
は
大
褒
な

の
か
を
匿
別
で
き
な
い
問
題
か
あ
る
。
中
園
農
業
史
上
、
大
褒
の
栽
培
の
重
要

性
に
つ
い
て
は
、
近
年
考
古
患
者
の
閲
で
問
題
に
さ
れ
て
き
て
い
る
。
と
こ
ろ

で
、
華
北
の
非
濯
甑
地
で
は
保
水
の
た
め
に
中
耕
と
休
閑
〈
も
し
く
は
休
閑
耕
〉

が
不
可
依
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
精
耕
細
作
の
乾
地
農
法
を
形
成
さ
せ
て
い
く

わ
け
で
あ
る
が
、
大
津
は
莱
お
よ
び
褒
の
い
ず
れ
か
に
重
黙
を
お
く
か
に
よ
っ

て
、
豆
類
栽
培
を
組
み
込
ん
だ
こ
つ
の
タ
イ
プ
の
二
年
三
作
鐙
系
(
冬
休
閑
タ

イ
プ
と
嘆
作
業
〔
夏
耕
を
伴
う
肥
培
管
理
〕
を
施
す
夏
休
閑
タ
イ
プ
〉
を
提
示

し
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
近
年
、
華
北
各
地
で
農
村

調
査
を
寅
施
し
た
田
島
俊
雄
の
報
告
に
よ
る
と
、
降
雨
の
時
期
と
量
、
土
壌
の

性
質
、
穀
稗
燃
料
へ
の
依
存
な
ど
の
諸
僚
件
に
よ
り
、
一
九
五

0
年
代
以
前
の

華
北
地
域
で
は
、
京
漢
線
(
北
京
|
石
家
妊
|
漢
口
)
を
挟
ん
で
以
東
は
、
二

年
に
一
度
冬
季
に
休
閑
が
入
る
二
年
三
作
盟
系
(
例
、
冬
休
関
|
雑
穀
冬
小

褒
|
大
豆
〉
が
、
ま
た
以
西
で
は
夏
季
に
休
闘
が
入
る
二
年
三
作
(
例
、
冬
小

委
|
休
閑
|
冬
小
変
雑
穀
〉
も
し
く
は
三
年
四
作
鐙
系
が
、
そ
れ
ぞ
れ
行
な

わ
れ
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
お
り
(
『
中
園
農
業
の
構
造
と
費
動
』
御

茶
ノ
水
書
房
、
一
九
九
六
年
、
一
一
五
頁
以
下
〉
、
こ
れ
ら
の
耕
作
鐙
系
が
大

津
の
分
析
に
よ
り
唐
代
ま
で
遡
及
で
き
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
土
地
生
産
性
の
向
上
に
よ
っ
て
、
大
規
模
大
農
法
経
営
〈
モ
デ
ル
は
「
二

牛
・
二
頃
・
努
働
力
一

O
人
L

車
位
)
と
小
規
模
大
農
法
経
管
(
同
様
に
「
一

牛
・
一
頃
・
五
人
家
族
」
単
位
〉
の
隻
方
が
、
自
立
し
て
再
生
産
を
維
持
す
る

篠
件
を
獲
得
し
た
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

第
四
章
は
唐
代
の
競
奈
生
産
と
経
営
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
方
面
の
研
究

と
し
て
は
、
た
ぶ
ん
わ
が
閣
で
は
初
め
て
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
大
津
は
、
主
と

し
て
断
片
的
な
小
説
史
料
を
総
合
的
に
検
討
す
る
こ
と
で
、
唐
代
の
競
策
栽
培

が
園
宅
地
で
自
家
消
費
規
模
で
な
さ
れ
て
い
た
以
外
に
、
競
楽
栽
培
を
専
門
に

行
な
う
農
家
の
出
現
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ま
た
律
令
鐙
制
下
で
の
開
元
初

期
の
田
令
の
規
定
で
は
、
都
市
も
農
村
と
同
一
の
基
準
で
閤
宅
地
の
支
給
が
な

さ
れ
て
い
た
の
で
、
専
門
栽
培
農
家
の
分
離
誕
生
は
そ
れ
以
後
の
こ
と
で
あ
ろ

う
と
推
定
し
て
い
る
。
そ
の
第
化
の
内
的
要
因
と
し
て
は
、
務
奈
の
品
積
改
良
、

栽
培
技
術
の
向
上
、
肥
料
の
工
夫
な
ど
を
あ
げ
、
ま
た
外
的
要
因
と
し
て
は
、
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恒
常
的
な
需
要
が
存
在
し
、
物
流
が
活
滋
な
都
市
近
郊
と
い
う
立
地
保
件
を
あ

げ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
僚
件
下
で
貨
幣
経
済
と
結
合
し
た
小
農
法
的
経
営

も
、
集
約
的
農
法
を
追
及
す
る
こ
と
で
高
い
生
産
力
を
確
保
で
き
た
と
い
う
。

そ
の
農
法
や
競
楽
の
種
類
や
品
種
栽
培
の
愛
化
で
あ
る
が
、
大
調
停
が
主
と
し
て

用
い
た
史
料
は
北
貌
の
農
書
『
斉
民
要
術
』
と
唐
末
五
代
の
農
書
『
四
時
纂

要
』
で
、
後
者
は
前
者
の
記
事
を
多
く
踏
襲
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
濁
自

の
記
事
を
か
な
り
掲
載
し
て
お
り
、
そ
こ
に
前
代
よ
り
さ
ら
に
進
歩
し
た
農
業

の
技
術
や
水
準
を
讃
み
取
ろ
う
と
し
て
い
る
。
す
こ
し
補
足
し
て
お
く
と
、
競

奈
の
種
類
を
調
べ
る
の
で
あ
れ
ば
、
歴
代
本
草
書
の
検
索
も
有
数
で
あ
る
。
そ

の
貼
に
つ
い
て
は
、
杉
山
直
儀
の
「
中
園
本
草
書
、
農
書
の
中
の
野
菜
」
(
『
農

業
お
よ
び
園
慈
』
六
三
巻
六
J
一
一
一
一
鋭
、
一
九
八
八
年
〉
と
い
う
労
作
が
あ
る

こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
た
い
。

第
五
章
は
麿
宋
時
代
の
燐
畑
農
業
に
つ
い
て
の
論
考
で
あ
る
。
こ
の
中
園
焼

畑
の
歴
史
的
研
究
に
つ
い
て
は
、
明
清
時
代
の
方
士
山
史
料
を
渉
獄
し
た
千
葉
徳

爾
の
研
究
、
お
よ
び
佐
竹
靖
彦
・
塚
田
誠
之
の
関
連
研
究
が
あ
る
の
み
で
、
わ

が
園
に
お
け
る
研
究
蓄
積
は
き
わ
め
て
離
い
。
大
津
が
着
目
し
た
の
は
、
「
合

図
」
と
い
う
焼
畑
用
語
で
あ
る
。
こ
の
用
語
自
鐙
す
で
に
先
秦
時
代
の
文
献
に

見
ら
れ
、
開
墾
し
て
二
、
三
年
目
の
耕
地
お
よ
び
焼
畑
の
雨
義
が
あ
る
が
、
後

世
「
盛
唐
以
降
、
か
つ
て
の
低
地
焼
畑
が
ほ
ぼ
忘
れ
ら
れ
た
結
果
、
焼
畑
の
分

布
地
域
は
狭
ま
り
、
あ
る
地
域
濁
特
の
風
俗
と
し
て
の
焼
畑
、
と
い
う
理
解
が

一
般
化
し
た
」
三
六
五
頁
)
、
つ
ま
り
山
地
そ
れ
も
深
部
に
残
存
し
て
い
た
焼

畑
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
燐
畑
方
式
は
嘗
然
土
着
民
族
と
も
深
い
関
係
を
有

し
、
大
調
停
は
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
も
言
及
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
数
年
来

西
南
中
園
の
山
地
焼
畑
を
観
察
調
査
し
て
き
た
私
に
と
っ
て
、
こ
の
論
文
か
ら

受
け
る
印
象
は
、
焼
畑
農
法
自
睦
が
開
愛
に
よ
っ
て
追
い
や
ら
れ
た
退
嬰
的
農

法
の
よ
う
に
映
り
少
々
違
和
感
を
究
え
る
。
私
の
調
査
経
験
に
よ
れ
ば
、
土
着

諸
民
族
は
一
定
の
棲
み
分
け
原
則
に
よ
っ
て
生
活
圏
を
形
成
し
、
焼
畑
農
法
は

生
態
環
境
に
よ
く
順
臆
し
た
農
法
で
あ
り
、
人
口
膨
張
や
外
部
勢
力
の
座
迫
さ

え
な
け
れ
ば
、
焼
畑
は
か
な
り
永
績
性
の
あ
る
再
生
産
手
段
で
あ
る
。
大
津
が

苦
労
し
て
枚
集
し
た
焼
畑
の
記
録
は
、
ま
と
ま
っ
た
方
志
史
料
を
飲
く
唐
宋
時

代
の
農
業
史
料
と
し
て
確
か
に
貴
重
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
記
録
の
多
く
が
、
現

在
認
定
さ
れ
て
い
る
少
数
民
族
の
い
ず
れ
か
の
租
先
た
ち
に
属
す
る
焼
畑
記
録

で
あ
っ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
問
題
は
彼
ら
自
身
の
手
に
よ
っ
て
残
さ
れ
た
記
録

で
は
な
い
と
い
う
黙
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
唐
宋
時
代
の
山
地
焼
畑
の
記
録
増

加
現
象
は
、
こ
の
時
代
に
「
農
業
生
産
の
基
本
的
類
型
が
固
ま
り
つ
つ
あ
っ
た

事
責
を
示
す
」
(
一
八
三
頁
)
の
で
は
な
く
、
中
央
政
府
の
支
配
勢
力
が
山
地

諸
民
族
の
生
活
圏
の
至
近
距
離
に
か
な
り
迫
っ
た
現
わ
れ
と
解
穫
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
す
る
と
次
の
問
題
と
し
て
、
中
国
高
文
化
の
形
成
に
参
興
し
た
諸

地
方
文
化
の
う
ち
、
中
園
高
文
化
の
内
部
に
は
取
り
込
ま
れ
る
こ
と
な
く
、
第

化
し
つ
つ
周
遊
に
残
っ
た
逃
境
民
族
文
化
、
い
わ
ゆ
る
少
数
民
族
文
化
と
の
関

連
で
、
大
津
の
抽
出
し
た
焼
畑
記
録
を
再
検
討
す
る
必
要
性
が
生
じ
て
く
る
。

そ
の
方
法
論
と
し
て
は
、
大
林
太
良
の
研
究
「
中
園
透
境
諸
民
族
の
文
化
と
居

住
地
|
エ

l
バ
1
ハ
ル
ト
設
の
評
債
と
紹
介
|
」
(
『
園
立
民
族
皐
博
物
館
研

究
報
告
』
二

O
巻
二
・
三
説
、
一
九
九
五
年
〉
が
役
に
立
と
う
。

第
E
部
の
稲
作
経
営
論
に
お
い
て
は
、
ま
ず
第
六
章
で
唐
代
江
南
(
と
く
に

長
江
中
・
下
流
地
域
)
の
水
稲
作
の
技
術
水
準
と
経
営
に
つ
い
て
考
察
が
加
え

ら
れ
て
い
る
。
古
来
よ
り
中
園
で
は
、
水
利
濯
瓶
施
設
の
建
設
や
そ
の
水
量
調

節
が
園
家
の
権
限
、
監
督
下
に
あ
り
、
ウ
イ
ッ
ト
フ
ォ

l
ゲ
ル
の
言
う
と
こ
ろ

の
「
水
力
社
曾
(
芝
骨

E
F
E
n
-
o
q
)」
の
性
格
を
強
く
有
し
て
い
る
。
し

た
が
っ
て
港
海
施
設
の
建
設
記
録
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
園
家
権
力
に
よ

一214ー
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る
農
地
開
拓
の
進
展
情
況
を
把
握
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
大
津
は
こ
の
黙

に
着
目
し
、
水
稲
作
と
関
連
の
深
い
准
南

・
江
南
・

剣
南
道
の
港
紙
施
設
工
事

の
飾
区
濯
を
検
討
し
、

-
期
(
唐
初
J
答
宗
朝
〉
・

E
期

(
玄
宗
J
代
宗
朝
)
に

剣
南
道
の
工
事
の
九
割
近
く
が
行
な
わ
れ
た
の
に
制
到
し
て
、
江
南
道
と
准
南
道

の
工
事
の
宇
ば
以
上
は

E
期
(
徳
宗
朝
以
降
)
に
寅
施
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
同
様
の
統
計
結
果
は
李
伯
重
に
よ
っ
て
も
指
摘
さ
れ
て
い
る

(
『
唐
代
江
南
農
業
的
設
展
』
農
業
出
版
社
、
一
九
九

O
年
、
七
七
頁
以
降
)
。

問
題
は
そ
の
施
行
地
で
あ
る
が
、
准
南
道
で
は
大
運
河
周
迭
に
集
中
し
、
他

方
、
江
南
道
で
は
「

I
期
に
は
六
朝
期
ま
で
に
開
設
さ
れ
て
い
た
潤
州
周
漫
お

よ
び
銭
塘
江
上
中
流
域
で
行
な
わ
れ
て
い
た
工
事
が
、

E
期
以
降
次
第
に
そ
の

周
遊
へ
と
抜
大
さ
れ
て
い
っ
て
い
る
。
そ
し
て

E
期
に
は
新
東
地
域
お
よ
び
太

湖
と
郡
陽
湖
周
透
が
そ
の
封
象
地
域
と
な
っ
て
い
た
」
(
一
二
二
頁
〉
と
し
、

さ
ら
に
太
湖
周
迭
の
デ
ル
タ
地
帯
は
開
設
途
上
に
あ
っ
た
と
断
定
し
て
い
る
。

そ
し
て
水
回
開
設
の
フ
F

ン
テ
ィ
ア
に
位
置
し
て
い
た
、
前
述
の
『
系
紹
経
』

の
著
者
陸
亀
蒙
が
経
営
す
る
荘
園
(
数
箇
所
に
農
地
が
分
散
)
を
検
討
す
る
こ

と
で
、
唐
末
の
小
規
模
大
農
法
的
経
営
を
行
な
う
地
主
像
を
素
描
し
て
い
る
。

第
七
草
と
八
章
は
宋
代
の
江
南
開
設
を
め
ぐ
る
生
産
力
評
債
と
地
域
研
究
で

あ
る
。
と
く
に
七
草
で
は
、
太
湖
周
遊
デ
ル
タ
地
帯
の
先
進
性
と
生
産
力
の
高

み
の

さ
を
謡
歌
し
た
と
さ
れ
る
農
諺
「
蘇
・
湖
熱
れ
ば
天
下
足
る
」
に
つ
い
て
、
慎

重
な
再
吟
味
を
行
な
っ
て
い
る
。
こ
の
再
吟
味
は
、
一
九
七
九
年
に
渡
部
忠
世

が
中
心
と
な
り
京
大
東
南
ア
ジ
ア
研
究
セ
ン
タ
ー
に
よ
っ
て
主
催
さ
れ
た
「
江

南
デ
ル
タ
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
」
に
網
開
設
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
の
記
録
は
『
中
園
江
南
の
稲
作
文
化
ー
そ
の
拳
際
的
研
究
|
』
〈
日
本
放

迭
出
版
協
品
目
、

一
九
八
四
年
〉
と
い
う
報
告
書
の
形
で
公
刊
さ
れ
、
専
門
家
は

も
と
よ
り
一
般
讃
者
に
大
き
な
知
的
刺
激
を
輿
え
、
聞
学
際
的
研
究
の
重
要
性
を

あ
ら
た
め
て
認
識
さ
せ
た
。
大
津
が
前
述
の
農
諺
の
寅
像
解
明
の
た
め
に
、
シ

ン
ポ
ジ
ウ
ム
記
録
か
ら
抽
出
し
た
宋
代
江
南
に
お
け
る
生
産
力
の
設
展
の
具
陸

的
検
討
内
容
は
四
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
坪
田
・
園
田
の
よ
う
な
大
規
模
な

水
利
回
開
設
、
②
占
城
絡
の
庚
汎
な
展
開
お
よ
び
二
毛
作
の
普
及
、

③
多
量
の

上
供
米
の
産
出
、
人
口
増
加
等
の
現
象
、
@
『
陳
莫
農
書』

に
代
表
さ
れ
る
高

度
な
技
術
が
そ
れ
で
あ
る
。
彼
が
言
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
結
論
か
ら
先
に
述

べ
る
な
ら
ば
、
郡
西
デ
ル
タ
地
帯
を
舞
蓋
と
し
た
前
述
の
由
民
諺
は
、
外
見
的
に

は
穀
倉
地
帯
の
讃
美
の
よ
う
に
映
る
が
、
じ
つ
は
嘗
地
域
の
農
業
生
産
の
不
安

定
性
を
も
の
が
た
つ
た
も
の
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
と
く
に
注
意
を
喚
起
し
て

い
る
貼
は
、
白
木
代
の
「
江
南
」
と
言
っ
た
場
合
、
太
湖
周
遊
の
新
西
デ
ル
タ
地

州
市
の
み
に
注
目
す
る
の
は
片
手
落
ち
で
あ
り
、
そ
れ
よ
り
む
し
ろ
爾
掘
削
路
や
江

南
東
西
路
地
域
の
研
究
が
重
要
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
斯
波
義
信
の
研
究
成
果
に

示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
江
南
の
開
設
は
河
ハ
金
扇
扶
地
↓
上
部
デ
ル
タ
↓
下
部

デ
ル
タ
の
順
序
で
進
行
し
て
い
っ
た
の
で
、
河
谷
卒
野
の
農
業
生
産
を
見
落
し

て
は
な
ら
な
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ
し
て
、
河
谷
卒
野
部
の
先
進
的
な
農
業

開
設
が
前
提
と
な
っ
て
、
器
削
西
デ
ル
タ
の
本
格
的
関
裂
が
可
能
と
な
っ
た
と
い

う
仮
設
を
立
設
す
る
た
め
、
第
八
章
に
お
い
て
、
河
谷
卒
野
の
農
業
経
営
の
事

例
研
究
と
し
て
江
西
路
撫
州
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
じ
つ
は
こ
の
河

谷
卒
野
に
関
連
し
て
、
私
が
即
座
に
想
起
し
た
の
は
、
一
九
九
二
年
夏
に
調
査

し
た
新
江
省
臨
安
豚
於
潜
銀
地
域
で
あ
る
。
こ
の
調
査
は
、
南
宋
の
棲
穏
に
よ

っ
て
描
か
れ
た
「
耕
織
園
」
の
人
文
地
理
環
境
を
把
握
す
る
た
め
に
質
施
し
た

も
の
だ
が
、
嘗
地
方
は
ま
さ
に
大
津
の
言
う
と
こ
ろ
の
河
谷
卒
野
の
岡
県
つ
直
中

に
位
置
し
て
い
る
。
従
来
「
耕
織
固
」
は
も
っ
ぱ
ら
農
耕
技
術
史
方
面
か
ら
注

目
さ
れ
、
先
進
的
な
河
谷
卒
野
の
農
業
経
営
に
結
び
つ
け
て
設
明
さ
れ
る
こ
と

は
な
か
っ
た
。
大
津
の
研
究
に
よ
り
、
新
し
い
角
度
か
ら
の
「
耕
織
園
」
の
再
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検
討
の
方
途
が
聞
け
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
れ
か
ら
第
七
、
八
重
に
し
ば
し
ば
言
及
さ
れ
て
い
る
占
城
宿
に
謝
す
る
歴

史
的
E

評
債
で
あ
る
が
、
大
津
は
前
述
の
江
南
稲
作
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
の
見
解
、

す
な
わ
ち
占
城
稲
は
ア
ウ
ス
(
イ
ン
デ
ィ
カ
の
中
で
比
較
的
感
光
性
の
弱
い
早

生
の
一
群
〉
に
麗
し
、
マ
ー
ジ
ナ
ル
な
地
域
の
開
拓
の
先
兵
と
し
て
の
役
割
を

も
っ
と
同
時
に
、
中
稲
・
晩
稲
と
の
組
み
合
せ
に
よ
っ
て
二
期
作
普
及
の
原
動

力
と
な
っ
た
と
い
う
見
解
に
賛
意
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
掘
削
江
農
業
大
皐

の
激
修
齢
教
授
の
最
近
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
歴
史
文
献
に
記
さ
れ
た
占
城
稲
に

関
す
る
記
録
を
、
呼
稽
の
字
面
だ
け
で
も
っ
て
占
域
格
に
同
定
す
る
の
は
き
わ

め
て
危
険
で
あ
り
、
ま
た
熟
期
に
つ
い
て
も
中
橋

・
晩
稲
種
が
あ
っ
て
、
整
合

性
を
有
す
る
明
快
な
結
論
を
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
し
て
い
る
(
「
占
域

格
質
疑
」
、
『
稲
作
史
論
集
』
中
園
農
業
科
技
出
版
社
、
一
九
九
三
年
所
牧
〉
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
在
来
稲
を
遺
体
接
的
方
法
に
よ
っ
て
精
力
的
に
分
析

し
て
い
る
佐
藤
洋
一
郎
の
よ
う
な
自
然
科
祭
者
の
力
を
借
り
て
、
あ
ら
た
め
て

共
同
討
議
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

且
収
後
の
抑
論
に
お
い
て
は
、
唐
代
後
半
期
の
農
民
階
層
と
土
地
所
有
が
分
析

さ
れ
て
い
る
。
使
用
史
料
の
主
た
る
も
の
は
、
唐
代
の
停
奇
小
説
類
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
史
料
群
を
用
い
た
理
由
は
、
そ
の
作
者
た
ち
が
お
お
む
ね
低
い
官
位

の
官
僚
暦
出
身
で
、
よ
り
民
衆
に
近
い
立
場
か
ら
市
井
生
活
の
貧
情
を
描
寓
し

て
い
る
と
剣
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
大
津
は
、
膨
大
な
小
説
史
料
の
叢

林
に
分
け
行
っ
て
関
係
資
料
を
博
捜
し
た
結
果
、
農
民
諸
階
層
を
以
下
の
四
つ

に
分
類
し
て
い
る
。
①
荘
園
主
等
の
土
地
所
有
者
に
身
分
的
に
隷
属
す
る
、

奴
・
家
憧

・
荘
客
な
ど
の
語
で
表
現
さ
れ
る
人
び
と
、
②
妊
国
主
等
に
隷
属
す

る
こ
と
な
く
、
傭
耕
・
傭
作
な
ど
の
雇
傭
労
働
の
形
で
農
業
に
従
事
す
る
人
び

と
、
③
抽
倒
立
し
た
土
地
所
有
者
で
、
家
族
労
働
力
お
よ
び
若
干
の
短
期
的
労
働

カ
を
利
用
し
て
再
生
産
を
行
な
う
自
立
小
耐
震
民
層
、
④

「荘
」
と
い
う
語
で
表

現
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
大
土
地
所
有
を
寅
現
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
①
や
②
の

長
期
間
努
働
力
を
利
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
経
営
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
階

層
。
こ
の
中
で
①
の
範
鴎
に
腐
す
る
荘
客
に
つ
い
て
、
か
れ
ら
が
家
族
を
形
成

し
あ
る
程
度
の
私
有
財
産
を
所
持
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
は
、
き

わ
め
て
重
要
で
あ
る
。
た
だ
彼
ら
が
宮
崎
の
指
摘
す
る
唐
代
の
部
曲
と
、
あ
る

い
は
油
田
口
重
園
が
法
制
史
研
究
方
面
か
ら
開
拓
し
て
き
た
良
賎
制
と
そ
れ
ぞ
れ

ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
の
見
解
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
黙
に
つ

い
て
は
今
後
の
研
究
課
題
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
か
ら
③
の
自
立
小
農
民
一
家
族
晶
画

た
り
の
耕
地
面
積
を
一

O
畝
J
数
頃
、
労
働
力
は
家
族
規
模
か
ら
若
干
の
雇
傭

努
働
者
導
入
規
模
ま
で
と
算
定
し
、
都
市
経
済
お
よ
び
貨
幣
経
済
の
強
い
影
響

下
に
あ
っ
て
、
彼
ら
は
自
立
の
基
盤
を
さ
ら
に
強
固
に
し
て
い
っ
た
と
考
察
し

て
い
る
。

以
上
、
本
書
の
内
容
を
章
を
遣
っ
て
紹
介
し
、
若
干
の
コ
メ
ン
ト
を
附
し
て

き
た
。
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
問
題
は
き
わ
め
て
多
岐
に
わ
た
っ
て
お
り
、
し
か

も
周
到
な
関
係
史
料
(
資
料
)
の
牧
集
と
考
誼
が
な
さ
れ
、
各
章
が
そ
れ
ぞ
れ

み
ご
と
に
有
機
的
連
関
性
を
保
っ
て
い
る
。
従
来
、
土
地
制
度
史
や
身
分
制
度

史
の
方
面
か
ら
唐
宋
鑓
革
期
論
争
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
に
よ
う
や
く
人

聞
の
主
要
な
生
活
基
盤
で
あ
る
農
業
生
産
の
方
面
か
ら
、
首
該
問
題
が
僅
系
的

に
検
討
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
書
の
書
名
に
と
く
に
「
農
業
社
曾
史
研
究
」
と

こ
と
わ
っ
て
い
る
所
以
は
、
ま
さ
に
こ
こ
に
あ
る
。

一
九
九
六
年
七
月
東
京
汲
古
書
院

三
三
ハ
+
=
二
頁
定
債
八
、
五

O
O園

-216-

A
五
剣


