
で
踏
み
こ
ん
だ
研
究
も
、
今
後
は
た
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
で
あ

ろ、っ。著
者
の
こ
の
論
文
は
、
た
し
か
に
依
陥
が
お
お
く
、
論
置
も
綴
密

と
は
い
え
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
出
さ
れ
た
結
論
そ
の
も
の

を
利
用
す
る
に
は
、
か
な
り
慎
重
に
な
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
一
方

で
、
至
る
と
こ
ろ
で
の
新
し
い
着
限
、
示
唆
の
ゆ
た
か
さ
を
も
っ
す

ぐ
れ
た
論
文
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
な
お
、
一
幅
永
光
司
氏
の
「
『
大

人
賦
』

の
思
想
的
系
譜
」
(
一
九
七

O
、

「
東
方
墜
報
」
京
都
但
加
)
は
、

こ
の
論
文
と
ほ
ぼ
同
一
の
作
品
を
別
の
角
度
か
ら
さ
ぐ
っ
た
も
の
で

あ
り
、
参
照
が
望
ま
れ
る

Q

一
九
六
七
年
六
月
に
、
著
者
は
京
都
大
事
文
事
部
に
お
い
て
、
こ

の
論
文
と
重
な
る
内
容
の
講
演
を
お
こ
な
っ
て
い
る
。
そ
の
お
り
の

英
文
要
旨
を
貸
輿
い
た
だ
い
た
井
波
律
子
先
生
、
本
稿
執
筆
に
あ
た

り
細
か
く
助
言
を
い
た
だ
い
た
小
南
一
郎
先
生
に
深
く
感
謝
し
た
い
。

krE伊
》

円

p
-
c
F
Z
。唱∞
2
・
5
-
-
X
H
H
F
H
V
P
H
S
H
i
N
w

呂
田
叶
に
初
出
。

「
英
美
事
人
論
中
国
古
典
文
筆
』
(
一
九
七
三
香
港
中
文
大
事
)
に
、
黄

兆
傑
氏
の
中
園
語
課
「
求
窓
妃
之
所
在
」
を
お
さ
め
る
。

(
京
都
大
事

卒
田
昌
司
)

書

許

ペ~γuHH
ム
ロ
可
C
E
H可

国
内
百
ω
出
.
同
H
m
v
ロ}向。-

ハ
ン
ス
・

H
・
フ
ラ
ン
ケ
ル
「
梁
府
詩
」

こ
の
論
文
は
、
楽
府
に
つ
い
て
全
般
的
に
述
べ
た
も
の
で
、
代
表

的
作
品
を
形
式
の
面
か
ら
分
析
す
る
貼
と
、
西
欧
の
民
謡
と
の
比
較

が
な
さ
れ
る
貼
に
目
新
し
さ
が
あ
る
。
が
、
そ
の
目
新
し
さ
が
嗣
い

し
て
却
っ
て
楽
府
の
重
要
な
側
面
が
見
落
さ
れ
る
こ
と
と
も
な
っ
て

い
る
。
ま
ず
「
楽
府
」
の
定
義
と
其
の
範
園
に
つ
い
て
考
察
が
加
え
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ら
れ
る
の
は
、

「
楽
府
」
の
語
義
の
暖
昧
さ
か
ら
必
要
な
こ
と
で
あ

り
、
又
唐
代
の
白
居
易
ら
に
始
ま
る
新
築
府
を
扱
わ
ぬ
の
は
、
文
皐

史
か
ら
見
れ
ば
不
十
分
で
あ
る
に
し
て
も
紙
面
の
都
合
等
か
ら
今
こ

の
限
定
は
認
め
得
る
。

た
だ
柴
府
的
な
も
の
は
漢
代
以
前
に
既
に
種

種
の
形
で
在
っ
て
其
の
源
は
詩
粧
に
ま
で
糊
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
の
前

楽
府
的
な
も
の
に
燭
れ
て
欲
し
か
っ
た
。
又
祭
府
に
闘
し
て
漢
室
日
韓

祭
志
等
の
基
礎
資
料
の
紹
介
が
な
さ
れ
ぬ
の
は
楽
府
の
概
読
を
も
粂

ね
た
論
考
で
あ
る
だ
け
に
片
手
落
ち
で
あ
る
。
次
に
楽
府
の
分
類
が

試
み
ら
れ
る
。
郭
茂
情
が
柴
府
詩
集
で
示
し
た
分
類
法
が
検
討
さ
れ
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て
、
其
の
分
類
法
は
一
音
曲
に
依
る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
詩
(
文
皐
)

の
観
酷
か
ら
分
類
す
る
に
は
別
の
方
法
が
要
る
と
さ
れ
る
貼
に
は
、

同
意
し
か
ね
る
。

と
言
う
の
は
郭
氏
の
分
類
項
目
は
確
か
に
一
音
曲
に

依
る
が
、
歌
謡
に
あ
っ
て
は
節
廻
し
は
其
の
歌
詞
と
は
別
も
の
で
は

あ
り
得
ず
、
例
え
ば
、
相
和
歌
鮮
に
含
ま
れ
る
歌
謡
は
伊
藤
正
文
氏

に
従
え
ば
活
殺
な
思
想
感
情
の
表
現
が
見
ら
れ
現
宜
主
義
的
色
彩
が

濃
厚
で
あ
り
し
ば
し
ば
殺
事
的
展
開
方
法
を
取
る
の
で
あ
る
が
、
こ

れ
ら
は
ど
れ
も
勝
れ
て
文
事
的
な
特
性
で
あ
る
。
郭
氏
は
分
類
に
嘗

っ
て
車
純
に
曲
の
調
べ
に
依
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
多
大
の
工

夫
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
れ
は
増
田
清
秀
氏
が
指
摘
す
る
如
く
其
の
項

自
の
排
列
が
梁
府
の
史
的
展
開
に
従
っ
て
い
る
こ
と
に
も
現
わ
れ
て

い
る
。
フ
ラ
ン
ケ
ル
氏
自
身
が
分
類
の
規
準
と
す
る
の
は
、

ω停
承

方
法
(
口
頭
か
文
字
か

)ω
賛
歌
か
歌
謡
か

ω地
域

ω時
代
の
四
つ

で
、
こ
れ
に
依
り
立
て
ら
れ
る
分
類
は
、

ω漢
代
の
儀
式
賛
歌

ω南

靭
の
特
種
な
儀
式
賛
歌

ω漢
代
の
無
名
人
作
の
歌
謡

ω南
北
朝
の
無

名
人
作
の
歌
謡
同
文
人
に
よ
る
梁
府
瞳
の
歌
謡
の
五
項
目
と
な
る
が
、

儀
り
に
も
形
式
的
に
過
ぎ
て
、
郭
氏
の
分
類
よ
り
も
文
事
的
観
酷
か

ら
し
て
も
勝
っ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
楽
府
の
分
類
に
首
つ
て
は

い
か
な
る
立
場
に
立
つ
に
せ
よ
や
は
り
郭
氏
の
方
法
を
踏
ま
え
る
必

要
が
あ
る
。

さ
て
以
下
右
の
五
つ
の
分
類
に
従
っ
て
論
が
展
開
さ
れ

る
。
漢
代
の
儀
式
賛
歌
の
章
で
は
、
唐
山
夫
人
作
と
さ
れ
る
安
世
房

中
歌
及
び
郊
把
歌
が
扱
わ
れ
る
。
安
世
房
中
歌
の
内
容
に
つ
い
て

「
儒
教
道
徳
の
賛
美
」
と
あ
る
の
は
、
引
用
さ
れ
て
い
る
「
大
海
蕩

蕩
水
所
開
」
の
歌
に
つ
い
て
は
或
い
は
嘗
ら
ぬ
で
も
無
い
が
、
し
か

し
こ
れ
ら
十
七
歌
は
概
し
て
一
般
に
矯
政
者
を
賛
え
る
に
過
ぎ
ね
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
儒
教
道
徳
と
結
び
つ
け
る
必
要
は
な
い
。
漢
初

と
言
え
ば
む
し
ろ
黄
老
思
想
が
優
勢
で
あ
っ
た
時
代
で
あ
る
。
又
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「
七
始
華
始
、
粛
侶
和
韓
、
紳
来
宴
挨
、
庶
幾
是
聴
」
の
歌
で
は
シ

ャ

l

マ
ニ
ズ
ム
的
な
も
の
が
感
じ
ら
れ
て
、
儒
教
の
閥
興
す
る
徐
地

が
な
い
。
郊
杷
歌
で
は
そ
れ
ら
が
一
人
に
よ
り
一
時
に
作
ら
れ
た
の

で
な
い
こ
と
、
内
容
は
そ
れ
ぞ
れ
特
別
な
祭
典
、
紳
格
、
吉
事
の
祝

い
の
局
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
読
き
、

「
青
陽
」
「
朱
明
」
「
玄
冥
」

「
西
頴
」
等
を
引
く
が
、
こ
の
四
歌
を
漢
書
建
築
志
は
「
制
御
子
柴
」

と
注
し
、
漢
代
特
に
重
覗
さ
れ
た
こ
と
を
附
け
加
え
る
べ
き
で
あ
ろ

h

「
ノ
。

「
制
御
子
柴
」
に
つ
い
て
は
尚
不
明
な
部
分
が
多
い
が
、
神
仙
、

陰
陽
五
行
、
識
緯
説
な
ど
、
時
代
の
精
神
と
の
係
わ
り
が
考
え
ら
れ



る
。
南
朝
の
特
種
な
儀
式
賛
歌
の
章
で
は
、
ま
ず
漢
代
以
降
の
諸
王

朝
の
儀
式
賛
歌
は
お
お
む
ね
大
袈
裟
、
古
風
且
つ
車
調
な
言
葉
で
創

ら
れ
て
お
り
、
絶
え
ず
道
徳
的
教
訓
が
繰
り
返
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
か

っ
た
と
概
括
し
た
後
、
例
外
と
し
て
一
一
一
J
五
世
紀
頃
建
業
附
近
で
歌

わ
れ
た
「
紳
弦
歌
」
を
翠
げ
る
。
そ
れ
ら
は
儒
敬
、
宮
廷
、
文
人
と
は
縁

が
な
く
、
む
し
ろ
純
粋
な
民
謡
の
性
質
を
持
っ
て
い
て
、
楚
鮮
九
歌

の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
を
思
い
起
さ
せ
る
と
さ
れ
る
。
今
「
青
漢
小
姑

曲
」
を
取
れ
ば
「
開
門
白
水
、

側
近
橋
梁
、

小
姑
所
居
、

濁
慮
無

郎
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
九
歌
的
雰
園
気
を
持
つ
に
し
て
も
、
む
し

ろ
民
間
の
神
女
俸
設
と
の
繋
が
り
を
連
想
さ
せ
る
。

「
九
歌
よ
り
も

• 

よ
り
短
か
く
車
純
で
、
現
わ
れ
る
神
々
は
も
っ
と
低
級
な
紳
格
達
」

と
一
言
う
の
も
却
っ
て
そ
れ
が
民
間
停
設
に
起
源
を
護
す
る
こ
と
を
物

語
る
。
(
楽
府
詩
集
に
引
く
呉
均
績
斉
詰
記
が
こ
の
歌
の
由
来
を
述
べ

て
い
る
。
)
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
こ
の
歌
を
賢
歌
と
す
る
の
は
ど
う
で

あ
ろ
う
か
。
郭
氏
は
「
神
弦
歌
」
を
清
曲
歌
鮮
に
分
類
し
呉
整
歌
曲

の
次
に
置
く
。
偲
令
「
特
殊
な
」
と
注
記
す
る
に
し
て
も
、
南
朝
の

儀
式
賛
歌
と
一
言
う
部
立
て
は
必
ず
し
も
嘗
を
得
た
も
の
と
言
え
ぬ
で

あ
ろ
う

0

・
次
章
の
漢
代
の
無
名
人
作
の
歌
謡
に
、

フ
ラ
ン
ケ
ル
氏
は

書

許

最
も
力
を
入
れ
て
い
る
よ
う
で
、
こ
の
部
分
が
分
量
か
ら
言
っ
て
も

論
文
の
三
分
の
一
能
り
を
占
め
て
い
る
。
氏
が
言
う
に
、
こ
れ
ら
の

歌
謡
を
研
究
す
る
に
際
し
て
は
、
口
承
の
楓
酷
か
ら
観
る
必
要
が
あ

る
。
又
こ
れ
ら
の
歌
謡
は
世
界
の
他
の
地
方
の
も
の
と
驚
く
程
類
似

し
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
西
欧
歌
謡
と
の
比
較
が
可
能
と
な
る
。
似
た

貼
と
し
て
そ
れ
ら
歌
謡
が
戯
事
瞳
と
行
情
桂
と
の
聞
を
揺
れ
動
い
て

多
く
の
場
合
二
つ
の
不
均
等
な
混
合
で
あ
る
こ
と
、
又
極
端
な
簡
素

化
の
傾
向
と
其
の
逆
に
細
部
に
こ
だ
わ
る
傾
向
が
在
る
こ
と
が
指
摘

さ
れ
る
。
我
々
と
し
て
は
嘗
然
日
本
の
歌
謡
と
の
比
較
が
必
要
と
な
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ろ
う
。
最
初
に
翠
げ
ら
れ
る
例
は
「
卒
陵
東
」
で
、
こ
の
歌
を
分
析

し
て
其
の
形
式
上
の
特
徴
が
述
べ
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
各
句
の
語
数

の
不
規
則
さ
、
は
っ
き
り
と
節
に
分
た
れ
る
こ
と
、
各
節
が
二
つ
の

三
言
句
と
一
つ
の
七
言
句
か
ら
成
る
こ
と
、
及
び
聯
珠
格
。
こ
こ
で

歌
鮮
の
内
容
に
鏑
れ
ぬ
の
は
、
こ
の
歌
の
内
容
の
捉
え
方
に
異
論
が

あ
り
或
い
は
そ
こ
に
調
刺
を
見
る
こ
と
も
出
来
る
以
上
、
不
十
分
と

言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
聞
一
多
氏
は
こ
れ
を
皐
な
る
人
撞
い
の
事
と

し
劉
大
木
山
氏
は
官
吏
に
よ
る
収
奪
で
あ
る
と
す
る
。

「
悲
歌
」
で
は
、

其
の
末
句
「
腸
中
車
輪
轄
」
に
つ
い
て
、

「
回
轄
運
動
は
決
し
て
目
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標
に
到
達
し
な
い
こ
と
に
劃
す
る
フ
ラ
ス
ト
レ
イ
シ
ョ
ン
を
表
わ
し
、

車
の
観
念
は
、
放
へ
の
希
望
或
い
は
故
郷
を
は
る
か
離
れ
た
放
行
き

の
辛
さ
と
関
係
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
」

と
言
う
解
揮
は
興
味
深

い
け
れ
ど
も
、
前
の
句
「
心
思
不
能
一
マ
一
己
と
相
い
ま
っ
て
単
な
る
決

ま
り
文
句
を
構
成
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
所

謂
断
腸
の
思
い
で
あ
る
。
失
の
「
陪
上
桑
」
に
つ
い
て
は
ま
ず
製
作

年
代
を
後
漢
と
す
る
が
そ
の
根
擦
と
し
て
使
君
を
太
守
の
意
味
で
使

っ
て
い
る
ζ

と
及
び
「
夫
」
の
経
歴
を
翠
げ
る
の
み
だ
が
賓
詮
と
し

て
は
必
ず
し
も
十
分
で
な
い
。
因
に
靖
国
氏
は
こ
れ
を
前
漢
の
作
ら

し
い
と
す
る
。
次
に
文
字
と
し
て
残
っ
て
い
る
歌
謡
の
文
献
批
評
の

重
要
性
が
説
か
れ
る
の
は
極
め
て
も
っ
と
も
で
あ
る
。

た
だ
そ
の
場

合
、
既
に
書
き
つ
け
ら
れ
た
歌
謡
は
口
承
歌
謡
と
は
等
し
く
な
い
こ

と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
言
葉
が
と
り
わ
け
音
楽
と
不
可
分
な
歌

辞
が
、
文
字
に
移
さ
れ
る
と
一
マ
一
口
う
こ
と
の
意
味
が
向
深
く
問
わ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
績
い
て
西
欧
歌
謡
と
の
比
較
を
媒
介
と
し
て
祭
府
の

諸
々
の
特
徴
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
ゆ
く
。
簡
潔
さ
、
唐
突
さ
、
直
接

性
(
直
接
話
法
の
使
用
、
聞
き
手
へ
の
問
い
か
け
て

即
時
性
、

内
輪
話

し
的
陳
述
、
き
ま
り
文
句
の
多
用
等
。

た
だ
以
下
の
黙
は
少
し
気
に

な
る
。

「
歌
謡
は
口
承
の
過
程
で
洗
練
さ
れ
て
短
く
な
る
傾
向
が
あ

る
」
の
か
ど
う
か
。
漢
代
歌
謡
は
む
し
ろ
一
つ
の
歌
謡
が
俸
承
に
従

っ
て
長
く
な
る
例
が
あ
る
。

(
歌
謡
に
限
ら
ず
一
般
に
俸
承
に
は
そ
う
言

う
性
向
が
あ
る
。
)

又
洗
練
と
言
う
の
は
文
字
を
、
通
し
て
賓
現
さ
れ
る

と
考
え
ら
れ
る
。

「
同
上
桑
」
に
卸
し
て
、
そ
こ
に
表
現
さ
れ
る
よ

う
な
「
非
現
宜
的
な
富
の
蓄
積
は
、
普
通
人
に
と
っ
て
は
夢
の
世
界

の
こ
と
に
属
す
る
。

文
準
の
中
で
、

賓
生
活
に
於
て
望

彼
ら
は
、

む
可
く
も
な
い
費
津
を
楽
し
ん
だ
の
で
あ
る
」
と
見
な
す
の
は
、
誇

張
表
現
の
取
り
違
え
で
、
そ
れ
ら
は
主
人
公
の
埋
想
化
に
主
な
目
的
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が
あ
る
。
さ
て
こ
の
紋
事
的
歌
謡
の
女
主
人
公
秦
羅
敷
の
名
は
、

「
孔
雀
東
南
飛
」
他
に
も
見
え
、
こ
の
類
の
物
語
り
を
一
つ
の
系
譜

と
し
て
辿
る
こ
と
は
今
後
の
課
題
と
し
て
残
る
。
人
物
形
象
に
つ
い

て
、
漢
代
歌
謡
で
は
例
え
ば
ス
ペ
イ
ン
民
謡
に
比
し
て
人
物
の
類
型

化
が
護
展
し
て
い
な
い
と
言
う
指
摘
は
、
我
々
に
多
く
の
こ
と
を
考

え
さ
せ
る
。
そ
れ
は
中
園
の
古
代
で
劇
的
精
神
が
殆
ん
ど
護
展
し
な

か
っ
た
と
普
通
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
無
関
係
で
は
な
い
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
羅
列
的
に
な
る
が
、

「
口
承
歌
謡
は
即
席
に
創
ら
れ
る

も
の
で
、
聞
き
手
に
よ
る
批
評
の
規
準
は
、
書
か
れ
た
作
品
の
場
合



と
は
異
な
る
」
と
一
一
一
口
う
の
は
正
し
い
。
た
だ
築
府
と
し
て
残
さ
れ
た

も
の
は
、
既
に
幾
分
文
人
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
と
見
る
の
が
妥
嘗

で
、
そ
の
場
合
、
一
音
曲
が
絡
ん
で
来
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
何
を
規
準

に
祭
府
の
諸
作
品
が
俸
え
ら
れ
書
き
記
さ
れ
た
か
を
推
定
す
る
こ
と

は
か
な
り
困
難
な
仕
事
で
あ
る
。
又
こ
の
こ
と
に
関
連
し
て
「
柴
府

の
反
復
は
今
日
見
ら
れ
る
も
の
よ
り
多
か
っ
た
に
相
違
な
い
。
」
と

言
う
断
定
も
、
西
欧
歌
謡
か
ら
の
類
推
に
依
る
所
が
あ
ろ
う
が
、
読

得
力
に
依
け
る
。
祭
府
は
単
な
る
民
謡
の
引
き
移
し
な
の
で
は
な
く
、

一
音
曲
と
共
に
製
作
又
は
牧
集
さ
れ
た
歌
鮮
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
一

定
の
整
理
が
な
さ
れ
無
駄
が
省
か
れ
て
、
民
間
歌
謡
の
自
然
護
生
的

反
復
は
前
も
っ
て
創
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

こ
こ
で
リ
フ
レ
イ
ン
の
少
な
い
例
の
一
と
し
て
引
か
れ
る
「
董
逃
」

(
後
漢
書
五
行
志
)

の
「
萱
逃
」
は
純
粋
の
蝉
子
詞
で
、

「
逃
」
を
道

教
で
言
う

に
か
け
る
の
は
牽
強
附
舎
で
あ
ろ
う
。

又

「道」

鷺
」
で
は
「
路
誓
邪
」
を
意
味
の
な
い
蝉
子
詞
と
見
る
が
、
聞
一
多

氏
は
こ
の
句
を
「
さ
ぎ
(
鶴
鷲
)
よ
」

と
諸
問
む
。

吉
川
幸
次
郎
氏
が

言
う
よ
う
に
こ
の
歌
が
難
解
で
あ
る
以
上
速
断
は
避
け
ね
ば
な
ら
な

ぃ
。
同
じ
こ
と
は
「
有
所
思
」
の
歌
に
つ
い
て
も
言
え
て
、

「
妃
呼

書

評

稀
」
を
車
な
る
「
感
嘆
の
詞
」
と
す
る
の
は
明
の
徐
禎
卿
が
「
但
だ

向
疑
問
は
残
る

Q

築
中
の
一
Z

日
を
補
う
」

現

と
説
く
の
に
近
い
が
、

代
か
ら
見
て
意
味
不
明
な
句
を
全
て
嫌
子
詞
と
し
て
片
附
け
る
こ
と

は
出
来
な
い
。
以
下
擬
聾
語
、
歌
謡
の
官
頭
と
結
末
、
話
法
が
考
察

さ
れ
、
封
話
に
つ
い
て
は
「
歌
謡
の
掛
話
は
劇
の
劃
話
や
日
常
の
劃

話
と
は
異
な
る
」
と
説
く
。
こ
の
場
合
、
歌
垣
の
よ
う
な
も
の
を
其

の
前
段
階
と
し
て
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
最
後
に
、
動
物
と
植
物
に

つ
い
て
。
動
物
が
人
間
の
役
割
を
演
じ
る
歌
謡
が
多
く
あ
り
、
そ
の

中
で
も
鳥
が
最
も
よ
く
現
わ
れ
る
の
は
、
中
園
歌
謡
の
特
色
で
あ
る
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こ
と
。
そ
し
て
植
物
へ
の
象
徴
的
な
言
及
。
例
え
ば
二
人
の
懸
人
の

墓
の
上
に
絡
み
合
っ
て
生
え
る
二
本
の
植
物
は
、
世
界
的
な
民
謡
の

モ
チ
ー
フ
で
あ
る
、
と
教
え
ら
れ
る
時
、
我
々
は
中
園
も
又
世
界
の

内
に
在
る
こ
と
に
気
づ
い
て
、
視
野
を
横
げ
ら
れ
た
気
が
す
る
。
こ

朱

こ
で
フ
ラ
ン
ケ
ル
氏
の
梁
府
と
西
欧
歌
謡
の
比
較
の
方
法
に
つ
い
て

考
え
て
み
る
と
、
其
の
視
野
の
康
さ
は
貴
重
な
も
の
で
あ
る
が
、
比

較
が
現
象
的
な
も
の
に
傾
い
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
異
質
の
文
化
が

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
類
似
性
を
有
し
て
い
る
の
か
と
言
う
黙
が
掘
り
下

げ
ら
れ
ね
ば
比
較
の
意
味
が
な
い
。
南
北
朝
の
無
名
人
作
の
歌
謡
の
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章
で
は
始
め
に
其
の
漢
代
歌
謡
と
の
主
な
相
異
が
二
つ
挙
げ
ら
れ
る
。

一
は
紋
事
瞳
よ
り
行
情
瞳

一
は
定
型
(
五
言
四
句
)

と
言
う
こ
と

Q

へ
の
愛
化
で
其
の
例
外
に
「
木
蘭
詩
」
を
翠
げ
る
。
南
朝
の
歌
謡
が

特
に
行
情
的
で
其
の
例
に
「
呉
聾
歌
」
と
「
西
曲
歌
」
を
取
る
。
前

者
は
建
康
、
後
者
は
江
陵
附
近
で
創
ら
れ
ど
ち
ら
も
都
市
周
透
に
根

づ
い
た
。
そ
こ
に
は
放
商
人
と
其
の
妻
の
生
活
が
反
映
さ
れ
、
好
ま

れ
た
テ
l

マ
は
懸
愛
で
あ
る

Q

こ
こ
で
エ
ヴ
ア
ン
ズ
夫
人

(
】
伊
口
。

肘
〈
伊
ロ
出
)

の
論
考
が
紹
介
さ
れ
る
。

今
其
れ
を
引
用
す
る
と
、

西

曲
歌
」
は
措
鮮
が
率
直
で
文
飾
を
用
い
る
こ
と
少
な
く
日
常
生
活
や

放
商
人
の
生
活
が
描
か
れ
、
男
と
女
の
雨
方
の
覗
酷
が
入
っ
て
い
る
。

(
こ
れ
に
つ
い
て
は
男
女
の
唱
和
形
式
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
小
南

一
郎
氏
の
指
摘
が
あ
る
。
)

そ
れ
に
封
し
て
「
呉
聾
歌
」

で
は
理
想
化

さ
れ
た
風
景
、
奥
深
い
闇
房
が
描
か
れ
、
女
性
的
心
情
が
窺
わ
れ
る

Q

そ
し
て
こ
れ
ら
の
歌
は
、
中
園
の
他
の
持
情
詩
に
比
べ
て
、
調
子
は

よ
り
軽
快
で
、
固
苦
し
く
な
く
、
感
情
は
よ
り
生
彩
を
帯
び
て
い
て
、

陽
気
で
あ
り
、
立
つ
個
性
的
で
、

「
全
て
は
常
に
今
で
あ
る
」
と
言

う
感
情
に
貫
か
れ
て
い
る
。

夫
人
の
論
は
、

「
個
性
的
」

と
き
口
う

言
葉
に
や
や
疑
問
を
持
つ
が
、
他
は
認
め
得
る
。
こ
こ
で
か
け
言
葉

(
婆
関
語
)
の
例
示
が
あ
っ
て
、
次
に
北
朝
歌
謡
と
し
て
「
梁
鼓
角
横

吹
曲
」
を
取
り
事
げ
る
。
こ
こ
で
は
北
方
遊
牧
民
族
の
影
響
が
中
心

の
問
題
で
あ
る
。
歌
謡
の
醗
謹
に
闘
し
て
は
次
の
指
摘
が
重
要
で
あ

る

「
歌
鮮
は
、
他
の
形
の
詩
よ
り
も
、
容
易
に
他
の
言
語
に
競
課

そ
れ
は
何
故
か
。
歌
辞
が

さ
れ
る
と
言
う
の
は
一
般
に
正
し
い
。
」

一
音
曲
に
寄
り
か
か
っ
て
ま
だ
十
分
に
は
言
葉
そ
れ
自
ら
で
は
な
い
こ

と
を
譲
測
さ
せ
る
が
、
こ
こ
で
代
表
的
翻
課
詩
「
款
鞘
歌
」
を
事
げ

る
べ
き
で
あ
る
。
最
後
に
文
人
に
よ
る
築
府
瞳
の
歌
謡
の
章
。

園
の
文
人
は
楽
府
の
停
統
か
ら
得
た
要
素
を
、
様
々
の
方
法
で
、
彼 中
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ら
自
身
の
個
性
的
ス
タ
イ
ル
と
結
合
さ
せ
た
。
」

と
言
う
こ
と
、
又
、

一
般
的
特
徴
と
し
て
は
典
故
を
用
い
ぬ
こ
と
、
儒
家
的
態
度
が
見
ら

れ
ぬ
こ
と
、
其
の
他
構
成
や
修
鮮
に
於
て
柴
府
の
特
徴
を
備
え
て
い

る
こ
と
を
言
う
に
止
ま
っ
て
、
後
は
曹
操
「
卸
東
西
門
行
」
と
李
白

「
萄
道
難
」
の
作
品
分
析
が
行
な
わ
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、
そ
れ
で

は
文
人
の
手
に
成
る
築
府
の
何
程
を
も
解
明
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。

つ
け
加
う
べ
き
こ
と
は
多
い
が
、
今
は
こ
の
二
作
品
に
即
し
て
許
す

「
仰
東
西
門
行
」
は
四
節
か
ら
成
り
、
付
雁
の
隠
鳴

る
に
止
め
る

Q

(
理
想
)
、
り
蓬
の
隠
喰
(
現
寅
)
、
日
開
戦
役
、

制
時
郷
の
念
の
構
成
で



あ
る
。
こ
れ
を
「
異
質
の
要
素
を
一
つ
の
詩
と
し
て
結
合
し
得
る
と

言
う
楽
府
の
特
駐
を
利
用
し
た
。
」

と
は
言
え
な
く
て
、
そ
れ
以
前

の
祭
府
は
物
語
り
と
し
て
の
連
績
性
を
所
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
か

ら
、
む
し
ろ
こ
れ
は
曹
操
の
溺
創
に
よ
る
。

形
式
上
の
工
夫
(
六

四
・
六
・
四
言
)
、

定
形
語
を
使
わ
ぬ
こ
と
、
三
つ
の
修
辞
的
疑
問
の

使
用
等
の
他
に
、

「
再
再
老
将
至
」

「
狐
死
時
首
丘
」
と
楚
鮮
の
言

葉
が
典
故
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
せ
な
い
。
更
に
そ
れ

よ
り
も
こ
の
歌
に
つ
い
て
言
う
べ
き
は
、
苗
日
操
の
心
情
が
こ
こ
に
託

さ
れ
て
い
て
(
直
接
感
情
を
出
さ
ず
に
、
そ
れ
を
押
え
て
言
葉
と
し
て
結
晶

さ
せ
て
い
る
)
、
既
に
舷
事
的
要
素
は
失
わ
れ
、
修
鮮
的
工
夫
が
重
ね

ら
れ
て
、
自
然
謎
生
的
な
民
間
歌
謡
か
ら
意
識
さ
れ
た
文
事
へ
と
柴

府
が
質
的
に
愛
様
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
曹
操
は
文

事
作
品
と
し
て
は
楽
府
瞳
の
み
を
残
す
が
、
楽
府
を
車
に
文
翠
に
ま

で
高
め
た
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
建
安
五
言
詩
へ
の

路
を
聞
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
他
六
朝
時
代
で
燭
れ
る
べ
き
人
物
は

多
い
、
又
楽
府
の
一
音
楽
か
ら
の
自
立
と
言
う
本
質
的
問
題
が
残
っ
て

い
る
が
今
省
略
す
る
。
李
自
の
「
萄
道
難
」
で
は
、
其
の
八
つ
の
特

徴
が
数
え
ら
れ
る
が
、
楽
府
の
一
般
的
特
徴
の
域
を
出
て
い
な
い
。

書

言平

文
撃
的
手
が
加
わ
っ
て
い
る
こ
と
の
謹
左
と
し
て
、

「
時
還
」
の
モ

チ
ー
フ
の
強
調
と
一
言
う
こ
と
が
翠
げ
ら
れ
る
が
、
そ
の
例
詮
と
し
て

「
還
」
の
字
、
「
子
規
夜
暗
」
(
不
如
蹄
去
と
鳴
く
)
の
句
を
示
す
の
は

ょ
い
と
し
て
、

「
田
川
」
ま
で
引
く
の
は
賛
成
出
来
な
い
。
こ
れ
は

文
字
通
り
、

「
逆
巻
く
川
」
で
あ
ろ
う
。

「
萄
道
難
」
の
解
説
は
こ

れ
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
李
白
の
楽
府
が
ど
の
よ
う
な
特
質
を

持
ち
、
楽
府
の
設
展
に
如
何
に
寄
興
し
た
か
が
少
し
も
明
ら
か
で
な

ぃ
。
恐
ら
く
そ
こ
に
李
白
の
精
神
の
自
由
を
見
る
こ
と
に
な
る
の
だ

が
、
こ
の
論
文
で
は
既
に
方
法
に
破
綻
が
見
ら
れ
て
、
そ
れ
を
望
む
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べ
く
も
な
い
の
で
あ
る
。

フ
ラ
ン
ケ
ル
氏
の
方
法
に
は
二
つ
の
依
酷

が
あ
る
。

一
つ
は
、
形
式
分
析
に
傾
く
と
言
う
よ
り
そ
れ
の
み
で
あ

り
、
そ
の
震
に
楽
府
を
生
み
出
し
た
人
間
の
精
神
が
よ
み
が
え
り
得

ぬ
こ
と
で
あ
る
。
他
の
一
つ
は
、
氏
に
は
西
敵
の
民
謡
に
相
嘗
す
る

も
の
が
築
府
で
あ
る
と
言
う
先
入
観
が
あ
っ
て
、
そ
の
震
に
、
楽
府

が
民
謡
に
護
し
つ
つ
も
、
早
い
時
期
に
文
字
に
記
録
さ
れ
、
長
い
時

聞
を
経
て
質
的
に
饗
化
を
と
げ
、
又
途
中
で
新
た
な
民
謡
の
生
命
を

吸
牧
し
つ
つ
、

一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
ま
で
設
展
し
た
と
言
う
韓
詮
法

を
見
抜
け
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
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(
注
)
書
評
に
際
し
て
本
文
中
特
に
指
摘
は
し
な
か
っ
た
が
、
左
の
論
文
か

ら
数
え
ら
れ
る
所
が
あ
っ
た
。

伊
藤
正
文
「
文
事
概
論
・
祭
府
」
(
中
園
文
化
叢
書
四
)

靖
国
清
秀
『
端
末
府
の
歴
史
的
研
究
』

間
一
多
「
柴
府
詩
築
」
(
全
集
四
)

劉
大
木
山
「
中
園
文
事
設
展
史
』

吉
川
幸
次
郎
「
中
園
詩
史
(
上
)
|
短
篇
鏡
歌
に
つ
い
て
』

小
南
一
郎
「
南
朝
の
懸
歌
」
(
中
園
文
皐
報
第
二
十
三
加
)

小
川
環
樹
「
救
助
の
歌
ー
ー
そ
の
原
語
と
文
事
史
的
意
義
」

所
牧
)

(
京
都
大
事

(
『
風
と
雲
』

小
池
一
郎
)
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