
究
に
対
す
る
姿
勢
は
大
き
く
変
わ
っ
て
い
る
︒
あ

と
が
き
で
も
ふ
れ
て
い
る
よ
う
に
︑
遺
物
を
機
械

的
に
分
類
す
る
型
式
学
と
は
決
別
し
︑
鏡
工
の
生

き
ざ
ま
を
描
こ
う
と
し
た
﹁
人
間
の
考
古
学
﹂
を

目
指
し
た
こ
と
が
本
書
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
︒

日
本
考
古
学
の
型
式
学
重
視
の
姿
勢
へ
も
一
石
を

投
じ
る
も
の
と
な
ろ
う
︒

︵
新
書
判

二
四
四
頁

二
〇
一
七
年
五
月

岩
波
新
書
︵
新
赤
版
︶

税
別
八
六
〇
円
︶

︵
馬
渕
一
輝

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

博
士
後
期
課
程
︶

深
沢
克
己
著

﹃
マ
ル
セ
イ
ユ
の
都
市
空
間

幻
想
と
実
存
の
あ
い
だ
で

﹄

地
中
海
都
市
を
代
表
す
る
南
仏
の
港
町
マ
ル
セ

イ
ユ
︒
こ
れ
ま
で
こ
の
都
市
は
ど
の
よ
う
に
表
象

さ
れ
て
き
た
か
︒
開
放
感
と
異
国
情
緒
に
あ
ふ
れ

た
都
市
︑
あ
る
い
は
治
安
の
悪
い
街
と
い
っ
た
も

の
だ
ろ
う
か
︒
本
書
は
︑
マ
ル
セ
イ
ユ
の
さ
ま
ざ

ま
な
表
象
が
い
か
な
る
歴
史
的
起
源
を
も
ち
形
成

さ
れ
て
き
た
か
を
︑
長
く
こ
の
都
市
を
観
察
し
て

き
た
著
者
が
﹁
他
者
性
﹂
を
め
ぐ
る
言
説
を
軸
に

検
討
し
た
も
の
で
あ
る
︒

本
書
の
前
半
で
は
︑
内
陸
か
ら
政
治
的
に
独
立

し
た
フ
ォ
カ
イ
ア
人
植
民
市
マ
ッ
サ
リ
ア
︑
内
陸

の
権
力
者
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
伯
に
対
し
て
一
定
の
自

律
性
を
求
め
た
中
世
都
市
共
和
国
マ
ル
セ
イ
ユ
︑

﹁
コ
ス
モ
ポ
リ
タ
ン
﹂
性
を
象
徴
す
る
ル
イ
一
四

世
期
の
自
由
港
マ
ル
セ
イ
ユ
に
つ
い
て
︑
そ
れ
ぞ

れ
の
歴
史
と
近
代
に
お
け
る
記
憶
・
表
象
の
あ
り

方
が
叙
述
さ
れ
る
︒
こ
れ
ら
の
記
憶
に
よ
っ
て
︑

近
代
国
民
国
家
形
成
期
の
マ
ル
セ
イ
ユ
で
は
︑
一

方
で
は
内
陸
フ
ラ
ン
ス
の
一
部
で
あ
る
と
同
時
に

そ
れ
と
は
異
な
る
独
自
の
文
化
的
起
源
を
も
つ

﹁
他
者
﹂
と
し
て
肯
定
的
に
︑
他
方
で
は
北
フ
ラ

ン
ス
中
心
の
政
治
・
経
済
か
ら
排
除
さ
れ
る
﹁
他

者
﹂
と
し
て
否
定
的
に
自
己
を
と
ら
え
る
認
識
が

あ
ら
わ
れ
た
と
い
う
︒

内
陸
フ
ラ
ン
ス
と
の
関
係
を
分
析
し
た
前
半
に

対
し
︑
後
半
で
は
︑
﹁
東
方
の
門
戸
﹂
︑
﹁
美
観
な

き
都
市
﹂
と
い
う
表
象
を
軸
に
︑
地
中
海
世
界
と

の
関
係
が
検
討
さ
れ
て
い
る
︒
一
九
世
紀
に
定
着

し
た
﹁
東
方
の
門
戸
﹂
と
い
う
詩
的
表
象
と
は
裏

腹
に
︑
同
時
代
︑
と
く
に
第
三
共
和
政
期
の
﹁
移

民
の
町
﹂
マ
ル
セ
イ
ユ
は
︑
イ
タ
リ
ア
人
労
働
者

を
数
多
く
抱
え
る
貧
困
で
劣
悪
な
﹁
イ
タ
リ
ア
都

市
﹂
で
あ
っ
た
︒
労
働
者
街
区
は
自
然
発
生
的
に

形
成
さ
れ
︑
ま
た
一
九
世
紀
を
通
じ
て
都
市
計
画

が
挫
折
を
く
り
返
し
た
こ
と
か
ら
も
︑
マ
ル
セ
イ

ユ
は
﹁
美
観
な
き
都
市
﹂
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
い
く
︒
二
〇
世
紀
︑
と
く
に
第
二
次
世
界

大
戦
後
に
は
︑
顕
在
的
﹁
他
者
﹂
と
し
て
の
ア
ル

ジ
ェ
リ
ア
人
移
民
が
大
量
に
移
住
し
︑
彼
ら
が
居

住
し
た
市
の
﹁
顔
﹂
で
あ
る
中
心
部
は
︑
﹁
ア
ラ

ブ
化
﹂
の
様
相
を
呈
し
た
︒
し
か
し
︑
一
九
九
〇

年
代
か
ら
は
︑
移
民
と
の
共
存
を
目
指
す
﹁
混
合

社
会
﹂
の
形
成
を
前
提
と
し
た
都
市
整
備
が
進
め

ら
れ
て
お
り
︑
著
者
は
︑
マ
ル
セ
イ
ユ
が
現
代
世

界
に
お
い
て
融
和
と
相
互
理
解
の
模
範
的
事
例
と

な
る
こ
と
を
期
待
し
て
︑
本
書
を
締
め
く
く
る
︒

本
書
の
最
大
の
特
徴
は
︑
あ
る
一
都
市
を
め
ぐ

る
表
象
の
起
源
と
形
成
を
約
二
︑
六
〇
〇
年
に
も

わ
た
る
歴
史
と
か
ら
め
て
論
じ
た
こ
と
に
あ
り
︑

そ
れ
が
容
易
な
仕
事
で
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も

な
い
︒
ま
た
︑
本
書
の
性
格
か
ら
そ
の
叙
述
は
断

片
的
で
あ
る
も
の
の
︑
日
本
語
で
マ
ル
セ
イ
ユ
の

歴
史
に
ふ
れ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
も
貴
重
な
成
果

で
あ
る
︒
さ
ら
に
︑
近
代
史
を
専
攻
す
る
紹
介
者

に
は
︑
古
代
マ
ッ
サ
リ
ア
や
中
世
都
市
共
和
国
︑

近
世
の
自
由
港
の
記
憶
が
︑
国
民
国
家
の
形
成
期

で
あ
る
近
代
に
お
い
て
特
有
の
意
味
を
も
っ
た
こ

紹 介
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と
が
興
味
深
か
っ
た
︒
こ
こ
に
は
︑
中
央
由
来
の

国
民
国
家
形
成
に
対
す
る
一
地
方
都
市
の
反
応
が

う
か
が
え
る
︒

最
後
に
︑
本
書
を
一
種
の
﹁
観
光
案
内
﹂
と
し

て
実
際
に
マ
ル
セ
イ
ユ
に
赴
く
こ
と
を
お
す
す
め

し
た
い
︒
紹
介
者
も
た
び
た
び
マ
ル
セ
イ
ユ
を
訪

れ
た
が
︑
本
書
の
読
了
後
に
自
戒
も
こ
め
て
感
じ

た
の
は
︑
都
市
に
対
す
る
印
象
や
風
聞
の
歴
史
性

に
無
自
覚
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
本
書
を
読
了

し
た
今
︑
以
前
と
は
異
な
る
視
点
で
都
市
マ
ル
セ

イ
ユ
を
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
︒

こ
の
意
味
で
︑
本
書
の
射
程
は
マ
ル
セ
イ
ユ
を

も
超
え
る
︒
都
市
の
表
象
に
関
心
を
も
っ
て
︑
あ

る
都
市
を
見
聞
し
な
が
ら
そ
の
歴
史
的
起
源
や
形

成
の
あ
り
方
に
思
い
を
馳
せ
る
重
要
性
を
本
書
は

教
え
て
く
れ
る
︒
こ
れ
も
ま
た
︑
歴
史
学
の
醍
醐

味
の
一
つ
で
あ
ろ
う
︒

︵
四
六
判

一
九
九
頁
＋
六
頁

二
〇
一
七
年
六
月

刀
水
書
房

二
〇
〇
〇
円
＋
税
︶

︵
谷
口
良
生

京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

博
士
後
期
課
程
︶

88 (632)


