
『
風
土
ｌ
人
間
学
的
考
察
』
（
一
九
三
五
年
）
は
、
和
辻
哲
郎
の
も
っ
と
も
よ
く
知
ら
れ
た
、
数
多
く
の
読
者
を
見
い
だ
し
て
き
た
著
作

の
一
つ
で
あ
る
。
い
ま
記
し
た
よ
う
に
、
こ
の
著
作
に
は
「
人
間
学
的
考
察
」
と
い
う
副
題
が
付
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
な
ぜ
「
風
土
」

が
「
人
間
学
的
考
察
」
の
対
象
に
な
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
自
明
な
こ
と
で
は
な
い
。

そ
の
点
を
考
え
る
た
め
に
、
ま
ず
和
辻
が
こ
の
『
風
土
』
と
い
う
著
作
で
「
風
土
」
を
ど
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
か
を
見
て
み
た
い
。

「
第
一
章
風
土
の
基
礎
理
論
」
の
冒
頭
で
和
辻
は
、
「
こ
こ
に
風
土
と
呼
ぶ
の
は
あ
る
土
地
の
気
候
、
気
象
、
地
質
、
地
味
、
地
形
、
景
観

な
ど
の
総
称
で
あ
る
」
（
八
・
七
）
（
１
）
と
い
う
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
気
候
、
地
質
、
地
形
等
の
言
葉
が
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
し

か
し
彼
が
「
風
土
」
と
し
て
問
題
に
し
た
の
は
、
人
間
と
関
わ
り
の
な
い
客
観
的
な
存
在
と
し
て
の
気
候
や
地
形
、
つ
ま
り
、
単
な
る
自
然

環
境
と
し
て
の
気
候
や
地
形
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
意
味
で
の
自
然
が
い
か
に
人
間
の
生
活
を
規
定
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
規
定
し
た

和
辻
哲
郎
「
風
土
」
論
の
可
能
性
と
問
題
性
（
藤
田
）

和
辻
哲
郎
「
風
土
」
論
の
可
能
性
と
問
題
性

一
「
風
士
」
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は
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「
寒
さ
」

度
の
）
｛

で
あ
る
。

和
辻
が
客
観
的
な
存
在
と
し
て
の
「
寒
気
」
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
な
か
に
あ
る
「
寒
さ
」
を
問
題
に
す
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が

元
来
「
志
向
的
」
な
存
在
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
具
体
的
な
生
の
場
面
に
お
い
て
、
ま
ず
最
初
、
外
部
と
は
関
わ

り
を
も
た
な
い
一
つ
の
「
点
」
と
し
て
存
在
し
、
そ
し
て
そ
の
「
点
」
の
外
に
あ
る
も
う
一
つ
の
「
点
」
（
た
と
え
ば
「
寒
気
」
）
に
向
か
っ

て
進
ん
で
い
き
、
そ
こ
に
あ
る
一
つ
の
関
係
を
作
り
上
げ
る
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
最
初
か
ら
「
：
。
…
を
感
じ
る
」
（
例
え
ば
「
寒
さ

を
感
じ
る
」
）
と
い
う
仕
方
で
、
一
つ
の
関
係
の
な
か
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
最
初
か
ら
こ
の
よ
う
な
「
志
向
的
関
係
」
の
な
か
に
あ
り
、
こ

の
よ
う
な
「
関
係
的
構
造
」
が
わ
れ
わ
れ
の
存
在
を
成
り
立
た
し
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

和
辻
が
問
題
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
な
「
志
向
的
」
あ
る
い
は
「
関
係
的
構
造
」
の
な
か
で
出
会
わ
れ
る
自
然
で
あ
っ
た
と

言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
が
和
辻
の
言
う
「
風
土
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
風
土
」
こ
そ
、
わ
れ
わ
れ
の

生
の
基
盤
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
、
客
観
的
な
存
在
と
し
て
の
気
候
や
地
形
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
「
具
体

的
地
盤
」
（
八
・
二
と
し
て
の
風
土
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
和
辻
は
新
た
な
仕
方
で
自
然
を
見
る
眼
を
も
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
で

き
た
か
、
で
も
な
い
。

和
辻
自
身
の
言
葉
で
言
え
ば
、
「
日
常
直
接
の
事
実
と
し
て
の
風
土
」
（
八
・
七
）
こ
そ
彼
が
問
題
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
「
自
然
」

や
「
環
境
」
で
は
な
く
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
風
土
」
を
問
題
に
し
た
の
は
、
そ
の
よ
う
な
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
な
か
に
あ
る
「
直
接
の
事
実
」

が
彼
に
と
っ
て
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
「
直
接
の
事
実
」
と
い
う
も
の
が
具
体
的
に
何
で
あ
る
か
を
言
う
た
め
に
、
和
辻
は

「
寒
さ
」
を
例
に
と
っ
て
説
明
し
て
い
る
。
彼
が
問
題
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
あ
る
一
定
の
温
度
の
（
た
と
え
ば
零
下
五
度
な
ら
零
下
五

度
の
）
空
気
の
存
在
、
つ
ま
り
、
客
観
的
な
存
在
と
し
て
の
「
寒
気
』
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
実
際
の
生
活
の
な
か
で
感
じ
る
「
寒
さ
」
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し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
生
の
な
か
で
、
純
粋
に
客
観
的
な
気
候
や
、
純
粋
に
客
観
的
な
景
観
に
出
会
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
「
…
…
を
感
じ
る
」
と
い
う
関
係
的
構
造
の
外
に
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
和
辻
が
言
う
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ

℃
、

が
感
じ
る
寒
さ
以
前
の
、
独
立
し
た
客
観
的
な
寒
気
に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
八
・
八
）
。
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
具
体
的
に
寒
さ

を
感
じ
る
こ
と
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
お
い
て
、
は
じ
め
て
寒
気
を
見
い
だ
す
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
感
じ
る
「
寒
さ
」
が
単
な
る
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
そ
の
よ
う
な
誤
解
の
可

能
性
に
対
し
、
和
辻
は
『
風
土
』
の
な
か
で
、
「
志
向
対
象
は
心
理
的
内
容
と
い
う
ご
と
き
も
の
で
は
な
い
」
（
八
・
九
）
と
い
う
よ
う
に
述

べ
て
、
そ
う
し
た
誤
解
を
予
め
排
除
す
る
努
力
を
行
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
寒
さ
を
感
じ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
自
分
の
感
覚
の

な
か
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
外
な
る
も
の
に
「
関
わ
っ
て
」
い
る
の
で
あ
る
。
「
関
わ
り
」
は
単
な
る
心
理
内

、
、
、
、

容
で
は
な
く
、
ど
こ
ま
で
も
外
な
る
も
の
と
の
「
関
わ
り
」
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
寒
さ
を
感
じ
る
こ
と
に
お
い
て
、
寒
気
と
出

『
風
土
』
の
「
序
言
」
の
な
か
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
和
辻
が
「
風
土
性
」
の
問
題
を
考
え
よ
う
と
し
た
き
っ
か
け
に
な
っ
た
の
は
、

彼
が
ベ
ル
リ
ン
滞
在
中
に
手
に
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
（
一
九
二
七
年
）
で
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
そ
の
「
超
越
」
の
概
念
か

ら
和
辻
は
刺
激
を
得
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
「
超
越
」
と
は
、
現
存
在
ｅ
易
璽
己
が
個
々
の
存
在
者
に
関
わ
る
際
に
、
そ
れ
に

先
だ
っ
て
、
世
界
と
い
う
場
が
現
存
在
に
対
し
て
開
か
れ
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
現
存
在
が
個
々
の
存
在
者
に
出
会
い
う
る
根
拠
と
し
て
世

会
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

あ
ろ
う
。

そ
れ
に
対
し
て
、
《

れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

和

和
辻
哲
郎
「
風
土
」
論
の
可
能
性
と
問
題
性
（
藤
田
）

辻
が
「
自
然
そ
の
も
の
」
か
ら
目
を
そ
ら
し
、
自
然
を
倭
小
化
し
た
、
あ
る
い
は
人
間
化
し
た
と
い
う
批
判
が
な
さ
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界
が
開
か
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

和
辻
は
こ
の
概
念
に
触
発
さ
れ
つ
つ
、
し
か
し
そ
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
積
極
的
に
拡
張
し
て
理
解
し
て
い
る
。

つ
ま
り
、
自
己
が
自
己
で
あ
る
前
に
、
す
で
に
自
他
と
い
う
場
に
、
言
い
か
え
れ
ば
「
間
柄
」
に
出
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
風
土
の
う
ち

に
出
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
じ
め
て
自
己
自
身
を
見
い
だ
す
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。

こ
の
風
土
へ
の
超
越
に
つ
い
て
、
和
辻
は
具
体
的
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
超
越
は
風
土
的
に
外
に
出
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
人
間
が
風
土
に
お
い
て
己
れ
を
見
い
だ
す
こ
と
で
あ
る
。
個
人
の
立
場
で
は
そ
れ
は
身
体
の
自
覚
に
な
る
。
が
、
一
層
具
体
的
な
地
盤
た

、
、

、
、
、

る
人
間
存
在
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
共
同
態
の
形
成
の
仕
方
、
意
識
の
仕
方
、
従
っ
て
言
語
の
作
り
方
、
さ
ら
に
は
生
産
の
仕
方
や
家
屋
の

作
り
方
等
々
に
お
い
て
現
わ
れ
て
く
る
。
人
間
の
存
在
構
造
と
し
て
の
超
越
は
こ
れ
ら
す
べ
て
を
含
ま
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
（
八
・
一
八
）
。

「
風
土
的
に
外
に
出
る
こ
と
」
と
は
、
先
ほ
ど
の
「
寒
さ
」
と
の
関
わ
り
で
言
え
ば
、
次
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
し
て
い
る
。
「
寒
さ
を
感

ず
る
と
き
、
我
々
自
身
は
す
で
に
外
気
の
寒
冷
の
も
と
に
宿
っ
て
い
る
。
我
々
自
身
が
寒
さ
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
自
身
が
寒
さ

の
中
へ
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
か
か
る
意
味
で
我
々
自
身
の
有
り
方
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
力
説
す
る
よ
う
に
、

「
外
に
出
て
い
る
」
（
受
‐
里
里
①
『
①
）
こ
と
を
、
従
っ
て
志
向
性
を
、
特
徴
と
す
る
」
（
八
・
九
）
。

単
な
る
意
識
の
な
か
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
に
「
外
に
出
」
、
外
気
の
寒
冷
の
も
と
に
あ
る
が
故
に
、
わ
れ
わ

れ
は
寒
さ
を
感
じ
る
と
同
時
に
、
身
を
縮
め
、
厚
め
の
衣
服
を
着
、
暖
房
器
具
を
用
意
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
作
物
を
寒
さ
か
ら
護
る

た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
手
段
を
講
じ
る
の
で
あ
る
。
和
辻
は
「
超
越
」
と
い
う
言
葉
の
も
と
に
、
そ
の
よ
う
な
行
動
を
も
含
め
て
考
え
て
い
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
行
動
を
含
め
て
、
和
辻
は
「
風
土
」
と
い
う
も
の
を
理
解
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

「
風
土
に
お
い
て
己
を
見
い
だ
す
」
と
い
う
の
は
、
和
辻
の
理
解
で
は
、
寒
さ
を
感
じ
る
主
体
と
し
て
の
「
我
」
を
反
省
す
る
こ
と
で
は
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こ
こ
で
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
和
辻
が
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
単
に
、
自
然
環
境
と
人
間
と
の
関
わ
り
が
一
方

、
、

向
的
な
関
わ
り
で
は
な
く
相
互
的
な
関
係
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
「
人
間
は
単
に
風
土
に
規
定
さ
れ
る
の
み

で
な
い
、
逆
に
人
間
が
風
土
に
働
き
か
け
て
そ
れ
を
変
化
す
る
」
（
八
・
一
四
）
の
で
あ
る
と
い
う
し
ば
し
ば
な
さ
れ
る
主
張
を
、
和
辻
は

明
確
に
退
け
て
い
る
。
そ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
立
論
の
前
提
と
し
て
、
具
体
的
な
風
土
の
現
象
か
ら
人
間
の
自
己
了
解
に
関
わ
る
面
が
洗
い

去
ら
れ
、
そ
の
残
余
の
部
分
が
自
然
環
境
と
し
て
、
あ
る
い
は
風
土
と
し
て
定
立
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

和
辻
が
『
倫
理
学
下
』
（
一
九
四
九
年
）
の
第
四
章
「
人
間
存
在
の
歴
史
的
風
土
的
構
造
」
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
と
こ
ろ
を
援
用
し

て
言
え
ば
、
自
然
界
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
実
際
は
、
人
間
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
純
然
た
る
自
然
の
世
界
で
は
な
く
、
一
定
の
態
度
を

も
っ
て
そ
れ
に
接
す
る
人
間
に
対
し
て
現
出
し
て
く
る
世
界
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
一
つ
に
は
、
生
産
の
可
能
性
に
つ
な
が
る
か
ど
う
か
と
い

う
意
志
を
も
っ
て
そ
れ
を
見
る
人
間
に
対
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
光
景
、
た
と
え
ば
作
物
を
育
て
る
こ
と
が
可
能
な
広
さ
や
養
分
を
そ

を
見
い
だ
す
」
こ
と
で
生

の
は
そ
の
こ
と
で
あ
る
。

な
い
。
「
寒
い
！
」
と
感
じ
る
こ
と
、
そ
う
い
う
仕
方
で
「
外
に
出
て
い
る
」
こ
と
が
、
す
で
に
自
己
が
顕
わ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
着
物
を
着
、
暖
房
器
具
を
用
意
し
、
寒
冷
な
気
候
に
相
応
し
い
生
産
の
仕
方
を
工
夫
す
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
こ
と
が
す
で
に
「
己

を
見
い
だ
す
」
こ
と
で
あ
る
。
「
風
土
」
と
は
「
人
間
の
自
己
了
解
の
仕
方
で
あ
る
」
（
八
・
一
三
）
と
言
わ
れ
る
と
き
、
意
味
さ
れ
て
い
る

る
、
と
言
う
一

い
の
で
あ
る
。

い
ま
述
べ
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
、
あ
ら
た
め
て
「
風
土
」
と
は
何
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
る
な
ら
ば
、
「
風
土
」
と
は
、
人
間
が
自
分

の
外
へ
と
出
、
そ
こ
に
お
い
て
自
己
を
見
い
だ
し
、
自
己
が
何
で
あ
る
か
を
了
解
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
場
で
あ

る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
人
間
の
「
自
己
了
解
」
と
い
う
こ
と
を
離
れ
て
、
「
風
土
」
は
成
り
立
ち
え
な

和
辻
哲
郎
「
風
土
」
論
の
可
能
性
と
問
題
性
（
藤
田
）

五



な
え
た
土
地
で
あ
る
か
ど
う
か
、
必
要
な
水
を
確
保
で
き
る
場
所
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
関
心
か
ら
眺
め
ら
れ
た
光
景
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
人
間
の
関
心
と
結
び
つ
い
た
「
人
為
的
光
景
」
で
あ
る
。

そ
れ
は
ま
た
、
情
意
を
も
っ
た
存
在
で
あ
る
人
間
に
対
し
て
現
出
し
て
く
る
世
界
で
も
あ
る
。
そ
う
い
う
態
度
で
自
然
に
接
す
る
人
間
に

は
、
た
と
え
ば
鳥
の
飛
翔
が
自
分
の
心
の
躍
動
の
象
徴
と
し
て
、
あ
る
い
は
秋
の
夕
暮
れ
が
寂
し
さ
の
結
晶
と
し
て
立
ち
現
れ
て
く
る
。
そ

う
い
う
意
味
で
も
、
自
然
の
世
界
は
「
人
為
的
」
な
世
界
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
純
粋
に
客
観
的
な
自
然
の
世
界
と
い
う
も
の
も
、
世
界
を
い
ま
言
っ
た
よ
う
な
人
為
的
な
層
を
除
き
去
っ
て
把
握
し
よ
う
と
い

う
科
学
的
な
態
度
で
自
然
に
接
し
よ
う
と
す
る
人
間
に
対
し
て
現
出
し
て
く
る
世
界
で
あ
り
、
そ
れ
も
ま
た
、
や
は
り
「
人
工
的
」
な
世
界

な
の
で
あ
る
二
一
・
一
○
七
以
下
参
照
）
。

自
然
と
い
う
の
は
、
元
来
、
い
ま
言
っ
た
よ
う
な
意
味
で
、
人
間
存
在
と
切
り
離
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
和
辻
が
「
風
土
」
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
す
の
は
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
自
然
、
つ
ま
り
「
人
間
存
在
の
な
か
の
」
自
然
で
あ
り
、

「
人
間
を
外
か
ら
と
り
ま
く
環
境
」
で
は
な
い
（
二
・
一
五
四
）
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
環
境
と
人
間
と
の
相
互
的
な
限
定
の
可
能

性
を
彼
は
言
お
う
と
し
た
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

「
風
土
」
と
い
う
概
念
に
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
主
観
と
客
観
、
あ
る
い
は
自
然
と
文
化
と
い
っ
た
二
項
対
立
的
な
図
式
で
自
然
を
、

あ
る
い
は
自
然
と
人
間
と
の
関
わ
り
を
捉
え
よ
う
と
す
る
態
度
に
対
す
る
根
本
的
な
批
判
が
込
め
ら
れ
て
い
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
た

と
え
ば
『
風
土
』
の
「
第
一
章
風
土
の
基
礎
理
論
」
の
次
の
言
葉
も
そ
の
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
「
主
観
客
観
の
区
別
、
従
っ
て

そ
れ
自
身
単
独
に
存
立
す
る
「
我
々
」
と
「
寒
気
」
と
の
区
別
は
一
つ
の
誤
解
で
あ
る
」
（
八
・
九
）
。

本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
（
２
）
の
基
調
講
演
者
で
あ
る
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
氏
は
そ
の
著
書
『
風
土
の
日
本
』
（
筑
摩
書
房
、
一
九
九
二
年
）

日
本
哲
学
史
研
究
第
一
号
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の
な
か
で
、
こ
の
よ
う
な
和
辻
の
「
風
土
」
理
解
を
踏
ま
え
て
、
「
通
態
的
」
（
弓
筈
＆
ぐ
①
）
な
い
し
「
通
態
」
（
言
骨
《
）
と
い
う
興
味
深
い

概
念
を
使
用
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
主
観
的
で
あ
る
と
同
時
に
客
観
的
で
あ
り
、
自
然
的
で
あ
る
と
同
時
に
人
工
的
で
も
あ
る
風
土
の
固

有
の
次
元
を
、
「
通
態
的
」
（
一
旦
①
。
辱
く
①
）
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
、
単
な
る
主
観
で
も
、
単
な
る
客
観
で
も
な
く
、
「
通
態
性
」
（
【
且
①
畠
く
意
）

を
そ
の
本
質
と
す
る
風
土
の
有
り
様
を
、
「
通
態
」
（
『
且
里
）
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
て
い
る
。
通
常
は
「
道
の
り
」
、
あ
る
い
は
「
行
程
」

を
意
味
す
る
こ
の
二
言
号
一
重
と
い
う
言
葉
に
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
意
味
を
込
め
、
日
本
語
で
表
現
す
る
と
き
に
は
、
そ
れ
に
対
し
て
「
通

態
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
て
い
る
。
二
言
号
一
二
と
い
う
概
念
で
、
そ
し
て
こ
の
「
通
態
」
と
い
う
訳
語
で
ベ
ル
ク
氏
が
言
い
表
そ
う
と
し
て

い
る
の
は
、
近
代
的
な
も
の
の
見
方
に
お
い
て
つ
ね
に
固
定
的
な
対
立
項
と
し
て
見
ら
れ
て
き
た
主
観
と
客
観
、
自
然
と
文
化
、
個
人
と
社

会
が
、
風
土
に
お
い
て
は
決
し
て
固
定
し
た
二
元
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
相
互
生
成
」
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
ま
た
「
可
逆
的
往
来
」
が

可
能
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
３
）
。
和
辻
も
強
調
し
て
い
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
は
他
と
関
わ
り
な
く
単
独
で
成
立
す
る
の
で
は

な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
共
通
の
場
で
「
相
互
的
に
」
生
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
成
立
し
た
二
元
的
な
契
機
も
、
決
し
て

固
定
し
た
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
こ
に
は
、
限
り
な
い
「
往
来
」
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
は
つ
ね
に
新
た
な
も

の
と
し
て
創
造
し
直
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
の
よ
う
に
自
然
が
見
ら
れ
た
と
き
、
自
然
は
も
は
や
人
為
な
い
し
文
化
の
対
立
概
念
で
は
な
い
・
風
土
は
生
の
基
盤
で
あ
り
、
そ
こ
で

和
辻
哲
郎
「
風
土
」
論
の
可
能
性
と
問
題
性
（
藤
田
）

二
自
然
と
文
化

七



こ
そ
わ
れ
わ
れ
の
個
人
的
・
社
会
的
な
生
活
が
、
ま
た
物
質
的
・
知
的
な
生
産
活
動
が
営
ま
れ
る
。
具
体
的
な
例
を
挙
げ
れ
ば
、
た
と
え
ば

熱
さ
と
湿
気
に
対
応
す
る
た
め
に
独
特
の
衣
服
ｌ
素
材
や
織
り
方
、
デ
ザ
イ
ン
ま
で
含
め
て
ｌ
が
工
夫
さ
れ
、
海
に
面
し
た
土
地
に
特

有
の
強
風
に
耐
え
る
た
め
に
独
特
の
建
築
材
料
や
建
築
様
式
が
工
夫
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
文
化
と
自
然
と
を
対
立
概
念
と
し
て

で
は
な
く
、
必
然
的
な
連
関
の
う
ち
で
ｌ
ベ
ル
ク
氏
の
言
葉
を
用
い
て
言
え
ば
、
「
通
態
進
に
お
い
て
ｌ
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

和
辻
は
文
化
を
ｌ
た
と
え
ば
宗
教
や
芸
術
を
ｌ
そ
れ
ま
で
に
な
い
広
い
視
野
の
な
か
で
考
察
す
る
視
点
を
獲
得
し
た
と
言
え
る
で
あ
る

宗
教
に
つ
い
て
言
え
ば
、
た
と
え
ば
沙
漠
的
人
間
の
神
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
神
は
、
和
辻
に
よ
れ
ば
、
「
「
自
然
に
対
抗
す
る
人
間
」
の
全
体

性
が
自
覚
せ
ら
れ
た
も
の
」
（
八
・
五
八
）
で
あ
り
、
イ
ン
ド
や
ギ
リ
シ
ア
の
神
々
と
は
対
蹄
的
に
、
そ
こ
に
は
自
然
の
力
の
神
化
の
痕
跡

を
い
っ
さ
い
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
沙
漠
に
お
い
て
は
自
然
は
、
人
間
に
恵
み
で
は
な
く
、
む
し
ろ
死
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
生

は
人
間
の
側
に
の
み
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
沙
漠
に
お
い
て
は
神
は
必
然
的
に
人
格
神
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
、
と
言
う
こ
と
が
で

き
る
。
そ
れ
に
対
し
て
イ
ン
ド
に
お
い
て
は
、
生
を
恵
む
も
の
で
あ
る
あ
ら
ゆ
る
自
然
の
力
が
神
化
さ
れ
て
い
る
。
神
々
と
人
間
と
の
関
係

、
、
、
、
、
、
、
、

は
絶
対
服
従
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
「
恵
み
に
甘
え
る
関
係
」
（
八
・
一
一
三
）
で
あ
る
。
人
々
は
神
々
の
命
令
に
服
従
す
る
こ
と
で
救
い

を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
神
々
を
讃
え
る
こ
と
で
富
に
恵
ま
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
。
そ
こ
で
は
神
々
は
非
人
格
的
な
「
生
を
恵
む
力
」
と

い
う
性
格
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。

芸
術
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
に
お
い
て
シ
ン
メ
ト
リ
ー
や
比
例
が
重
要
な
意
味
を
も
つ
こ
と
は
単
な
る
偶
然
で
は

な
い
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
そ
の
も
の
が
整
然
と
し
た
形
を
持
つ
こ
と
か
ら
切
り
離
し
て
、
そ
の
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ

ま
り
、
「
法
則
の
見
い
だ
さ
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
自
然
が
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
が
「
規
則
に
か
な
う
こ
と
」
を
そ

ｰ

フ
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
一
号
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和
辻
が
『
風
土
』
の
「
第
四
章
芸
術
の
風
土
的
性
格
」
に
お
い
て
繰
り
返
し
用
い
て
い
る
概
念
に
「
と
こ
ろ
」
と
い
う
概
念
が
あ
る
（
４
）
。

こ
の
章
の
論
述
は
、
人
間
の
本
性
に
根
ざ
し
、
「
と
こ
ろ
」
を
超
え
て
働
く
芸
術
的
創
作
力
が
、
い
か
に
し
て
「
と
こ
ろ
」
に
よ
り
異
な
っ

た
芸
術
を
作
り
出
す
の
か
、
と
い
う
問
い
に
よ
っ
て
導
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
意
味

で
、
芸
術
は
自
然
の
反
映
で
あ
る
と
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
芸
術
は
自
然
を
反
映
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
そ
れ
自
身
を
自
然
に
反
映
す
る
。
そ
の
よ
う
な
自
然
と
芸
術
と
の

〈
通
態
的
〉
な
関
わ
り
の
典
型
を
和
辻
は
、
日
本
の
庭
園
芸
術
の
な
か
に
見
て
と
っ
て
い
る
。
庭
園
芸
術
は
、
無
秩
序
な
荒
れ
た
自
然
の
な

か
に
秩
序
と
美
を
生
み
だ
し
て
い
く
芸
術
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
は
た
だ
自
然
を
人
工
に
し
た
が
わ
せ
る
こ
と
で
は

な
い
。
自
然
の
な
か
に
投
げ
入
れ
ら
れ
る
美
は
、
自
然
そ
れ
自
身
が
「
ま
れ
に
ま
た
部
分
的
に
」
示
し
た
美
で
あ
り
、
自
然
か
ら
受
け
取
ら

れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
意
味
で
自
然
そ
れ
自
身
の
美
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
人
間
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
、
投
げ
入
れ
ら
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
そ
こ
で
は
自
然
と
芸
術
と
が
相
互
に
反
映
し
あ
っ
て
一
つ
の
美
が
形
作
ら
れ
る
て
い

る
。
芸
術
に
お
け
る
「
と
こ
ろ
」
の
意
味
は
、
そ
の
よ
う
な
自
然
と
芸
術
と
の
〈
通
態
的
〉
な
関
わ
り
か
ら
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ

の
特
徴
と
す
る
（
八
・
一
七
六
以
下
）
こ
と
と
は
必
然
的
な
結
び
つ
き
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
東
洋
の
自
然
の
な
か
に
は
、
和
辻
に
よ
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
が
も
つ
規
則
性
を
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
・
放

置
さ
れ
た
自
然
を
支
配
す
る
の
は
不
規
則
性
で
あ
る
。
法
則
の
発
見
に
よ
っ
て
そ
れ
を
人
間
の
支
配
下
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し

逆
に
人
々
は
そ
こ
に
、
人
間
理
性
の
支
配
を
超
え
た
「
無
限
に
深
い
も
の
」
へ
の
通
路
を
見
い
だ
し
た
の
で
あ
る
。
風
景
画
は
、
自
然
の

な
か
に
あ
る
規
則
的
な
美
を
表
現
す
る
た
め
に
で
は
な
く
、
そ
の
「
無
限
に
深
い
も
の
」
を
表
し
出
す
た
め
に
描
か
れ
た
の
で
あ
る
（
八
・

一

一

○
一

一

一

ー

。

和
辻
哲
郎
「
風
土
」
論
の
可
能
性
と
問
題
性
（
藤
田
）

九



ブ
（
一
》
ハ
ジ
◎

和
辻
の
「
風
土
」
論
は
、
以
上
で
見
た
よ
う
に
、
我
々
が
自
然
と
人
間
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
上
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
興
味
深
い
視
点
を
提

供
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
著
作
に
対
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
い
く
つ
か
の
点
で
重
要
な
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
。
そ
の
一
つ
は
、
和
辻
が

気
候
と
気
質
と
を
、
あ
る
い
は
自
然
と
文
化
と
を
原
因
と
結
果
と
し
て
捉
え
、
単
純
な
決
定
論
で
結
び
つ
け
て
い
る
と
い
う
批
判
で
あ
る
。

た
と
え
ば
オ
ー
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
氏
も
『
風
土
の
日
本
』
の
な
か
で
、
和
辻
の
議
論
は
「
か
な
り
底
の
浅
い
決
定
論
に
陥
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
」
と
い
う
指
摘
を
行
っ
て
い
る
（
５
）
。

た
し
か
に
『
風
土
』
の
な
か
に
は
、
そ
の
よ
う
に
受
け
取
れ
る
記
述
が
数
多
く
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
モ
ン
ス
ー
ン
域
の
気
候
の
特
質

は
、
暑
熱
と
湿
気
と
の
結
合
に
あ
る
。
そ
れ
故
に
モ
ン
ス
ー
ン
域
の
人
間
は
「
受
容
的
・
忍
従
的
」
で
あ
る
。
沙
漠
に
お
け
る
乾
燥
の
生
活

の
特
質
は
「
渇
き
」
に
あ
る
。
そ
れ
を
満
た
す
た
め
に
、
そ
こ
に
暮
ら
す
人
間
は
「
対
抗
的
・
戦
闘
的
」
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
風
土
の
特
質
は
湿
潤
と
乾
燥
の
総
合
と
い
う
点
に
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
自
然
は
従
順
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
整

然
と
し
た
形
、
規
則
的
な
形
を
い
た
る
と
こ
ろ
に
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
故
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
人
間
は
「
合
理
的
」
な
思
考
に
長

け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
気
候
と
気
質
と
が
、
あ
る
い
は
風
土
と
人
間
性
と
が
、
原
因
と
結
果
と
し
て
直
線
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る

け
て
い
る
。
こ
の
よ
う
表’

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
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も
ち
ろ
ん
、
因
果
的
決
定
論
が
『
風
土
』
に
お
け
る
和
辻
の
立
場
で
あ
っ
た
と
単
純
に
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
彼
の
意
図
は
、

気
候
と
気
質
と
を
、
あ
る
い
は
自
然
と
文
化
と
を
固
定
し
た
対
立
項
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
先
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
ら
を
相

互
生
成
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
故
に
こ
そ
、
「
自
然
」
や
「
環
境
」
で
は
な
く
、
ほ

か
な
ら
ぬ
「
風
土
」
が
こ
の
書
に
お
い
て
問
題
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

た
と
え
ば
「
沙
漠
」
に
つ
い
て
の
考
察
に
お
い
て
も
、
和
辻
は
、
こ
こ
で
考
察
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
、
客
観
的
存
在
物
と
し
て
の
「
沙

漠
」
、
お
よ
び
そ
れ
が
人
間
に
与
え
る
影
響
で
は
な
い
こ
と
を
明
瞭
に
述
べ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
客
観
的
存
在
物
と
し
て
の
「
沙
漠
」
と

ろ
う
。 そ

の
よ
う
な
決
定
論
的
な
把
握
は
、
こ
の
著
作
に
さ
ま
ざ
ま
な
帰
結
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
一
つ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
民
族
の
気
質
に
つ
い

て
も
、
ま
た
文
化
に
つ
い
て
も
、
非
常
に
一
面
的
な
理
解
が
な
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
た
と
え
ば
和
辻
は
揚
子
江
と
そ
れ
が
作
り
出
し
た

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
ｂ

平
野
と
を
「
単
調
と
空
漠
」
と
い
う
言
葉
で
形
容
し
、
「
シ
ナ
的
人
間
」
の
特
質
を
そ
れ
に
「
堪
え
切
る
と
こ
ろ
の
意
志
の
持
続
、
感
情
の

放
榔
」
（
八
・
一
二
三
）
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
し
て
い
る
が
、
中
国
の
人
々
の
精
神
生
活
を
そ
の
言
葉
で
表
現
し
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な

い
。
多
様
性
へ
の
ま
な
ざ
し
が
そ
こ
で
は
明
ら
か
に
覆
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
気
候
と
気
質
と
の
関
係
の
固
定
的
な
理
解
は
、
諸
類
型
の
比
較
、
価
値
序
列
化
と
性
々
に
し
て
結
び
つ
き
う
る
と
言

う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
こ
と
が
『
風
土
』
に
お
い
て
も
っ
と
も
よ
く
現
れ
て
い
る
の
は
、
次
の
箇
所
で
あ
る
。
「
南
洋
の
風
土
は
人
間
に

対
し
て
豊
か
に
食
物
を
恵
む
。
人
間
は
単
純
に
自
然
に
抱
か
れ
て
お
れ
ば
よ
い
。
：
…
・
だ
か
ら
ま
れ
に
ジ
ャ
ヴ
ァ
に
お
い
て
イ
ン
ド
の
文
化

の
刺
激
に
よ
り
巨
大
な
仏
塔
が
作
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
の
ほ
か
に
は
、
南
洋
は
文
化
を
産
ま
な
か
っ
た
」
（
八
・
二
八
）
。
こ
こ
で
は
単
純
な

環
境
決
定
論
と
、
文
化
や
歴
史
に
関
す
る
知
識
の
欠
如
と
が
結
び
つ
い
て
、
一
つ
の
偏
見
を
作
り
だ
し
て
い
る
と
さ
え
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
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い
う
、
抽
象
化
に
よ
っ
て
考
え
出
さ
れ
た
沙
漠
で
は
な
く
、
人
間
の
歴
史
性
な
い
し
社
会
性
と
結
び
つ
い
た
限
り
で
の
沙
漠
、
言
い
か
え
れ

ば
、
歴
史
的
・
社
会
的
存
在
で
あ
る
人
間
に
現
出
す
る
限
り
で
の
沙
漠
こ
そ
が
問
題
で
あ
る
こ
と
を
和
辻
は
強
調
し
て
い
る
（
八
・
四
五
）
。

そ
れ
は
、
先
ほ
ど
も
述
べ
た
よ
う
に
、
人
間
が
あ
る
一
定
の
態
度
・
関
心
を
保
持
し
な
が
ら
自
然
に
相
対
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
よ
う
な
関
心
に
基
づ
い
て
自
然
へ
の
関
わ
り
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
関
わ
り
に
よ
っ
て
変
容
し
た
自
然
が
ま
た
、

人
間
の
態
度
・
関
心
を
形
成
し
直
す
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
相
互
的
な
関
わ
り
を
離
れ
て
、
「
自
然
」
も
「
人
間
」
も
存
在
し
え
な
い
の

で
あ
り
、
そ
こ
に
単
純
な
原
因
と
結
果
と
の
関
係
を
持
ち
込
む
こ
と
は
、
和
辻
の
本
来
の
意
図
で
は
な
か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で

で
あ
り
、

あ
ろ
う
。

ベ
ル
ク
氏
は
、
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
一
方
で
は
『
風
土
』
の
な
か
に
環
境
決
定
論
的
な
記
述
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
そ

れ
と
と
も
に
、
和
辻
の
叙
述
が
基
本
的
に
は
因
果
論
的
推
論
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
隠
喰
的
な
論
述
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て

い
る
。
つ
ま
り
ベ
ル
ク
氏
は
そ
こ
に
、
原
因
と
結
果
の
関
係
で
は
な
く
、
一
種
の
比
嶮
的
な
関
係
を
見
て
と
っ
て
い
る
。
和
辻
は
た
と
え
ば

「
四
季
お
り
お
り
の
季
節
の
変
化
が
著
し
い
よ
う
に
、
日
本
の
人
間
の
受
容
性
は
調
子
の
早
い
移
り
変
わ
り
を
要
求
す
る
」
（
八
・
三
天
、

、
、
、

傍
点
筆
者
）
と
い
う
よ
う
な
記
述
を
行
っ
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
表
現
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
帰
納
的
な
対
比
が
そ
こ
で
問
題
に

な
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
．
そ
の
こ
と
を
ベ
ル
ク
氏
は
、
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。
「
和
辻
は
感
覚
で
捉
え
ら
れ
る
デ
ー

タ
を
空
間
的
に
（
共
時
的
に
）
並
べ
て
、
（
演
鐸
す
る
よ
り
も
）
一
方
で
他
方
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
。
『
風
土
』
が
表
現
し
て
い
る
の

は
共
鳴
の
複
合
体
で
あ
る
。
原
因
か
ら
結
果
へ
と
時
間
的
に
進
行
す
る
証
明
で
は
な
く
、
一
体
の
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
た
ひ
と
つ
の
全
体

の
同
時
的
な
イ
メ
ー
ジ
な
の
で
あ
る
」
（
６
）
。

こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
和
辻
が
『
風
土
』
に
お
い
て
叙
述
し
よ
う
と
し
た
も
の
が
、
気
候
と
気
質
と
の
因
果
論
的
推
論
で
は
な
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『
風
土
』
は
、
も
と
も
と
〈
通
態
的
〉
な
「
風
土
」
概
念
の
提
示
と
、
気
候
と
気
質
、
自
然
と
文
化
と
の
〈
通
態
的
〉
な
関
わ
り
の
、
そ

れ
ぞ
れ
の
「
と
こ
ろ
」
に
お
け
る
特
性
の
記
述
と
い
う
二
つ
の
課
題
を
負
う
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
後
者
の
課
題
が

果
た
さ
れ
る
際
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
の
対
比
的
な
記
述
と
い
う
目
的
の
た
め
に
、
〈
通
態
性
〉
が
犠
牲
に
さ
れ
、
気
候
と
気
質
、
自
然
と

文
化
と
の
関
わ
り
が
固
定
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
和
辻
の
類

型
化
の
試
み
は
、
ま
っ
た
く
の
恋
意
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
相
当
の
部
分
に
お
い
て
説
得
力
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
風

土
」
と
い
う
概
念
に
本
来
込
め
ら
れ
い
た
も
の
が
、
そ
こ
で
は
否
定
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

地
域
的
特
性
Ｉ
あ
る
い
は
「
と
こ
ろ
」
ｌ
の
強
調
は
、
も
と
も
と
二
面
性
を
も
っ
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
．
た
と
え
ば

リ
ー
グ
ル
（
ど
ｇ
”
閏
①
唾
）
や
ヴ
オ
リ
ン
ガ
ー
（
乏
旨
①
冒
乏
。
。
旨
鴨
『
）
が
す
べ
て
の
芸
術
の
根
底
に
共
通
す
る
「
芸
術
意
志
」
と
い
う
も

の
を
考
え
、
個
々
の
芸
術
を
そ
の
特
殊
な
現
れ
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
中
心
的
な
芸
術
理
解
を
相
対
化
す
る
目
を
も
っ
た

よ
う
に
ｌ
和
辻
は
『
風
土
』
の
な
か
で
こ
の
「
芸
術
意
志
」
の
概
念
に
言
及
し
て
い
る
ｌ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
の
独
自
性
へ
の
ま
な
ざ

し
を
提
供
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
内
向
き
の
閉
鎖
性
と
も
結
び
つ
き
う
る
。
他
者
へ
の
共
感
よ
り
も
、
自
文
化
の
か
け
が
え
の
な
さ
を
強
調
す
る

た
め
に
、
地
域
性
は
し
ば
し
ば
大
き
な
声
で
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
『
風
土
』
は
そ
の
よ
う
な
内
向
き
の
思
考
に
支
配
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
「
第
二
章
三
つ
の
類
型
」
の

る
こ
と
は
で
き
な
い
。

く
、
両
者
の
間
の
複
合
的
な
「
共
鳴
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
「
第
二
章
三
つ
の
類
型
」
の
具
体
的
な
叙
述
に
お
い
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
風
土
類
型
に
お
け
る
気
候
と
気
質
、
あ
る
い
は
両
者
の
関
係
が
固
定
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
い
う
印
象
を
ぬ
ぐ
い
さ
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と
こ
ろ
で
和
辻
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
風
土
の
限
定
が
諸
国
民
を
し
て
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
方
面
に
長
所
を
持
た
し
め
た
と
す

れ
ば
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
点
に
お
い
て
我
々
は
ま
た
己
れ
の
短
所
を
自
覚
せ
し
め
ら
れ
、
互
い
に
相
学
び
得
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
ま
た
か
く

、
、
、
、
、
、
、
、
、

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
は
風
土
的
限
定
を
超
え
て
己
れ
を
育
て
て
行
く
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
（
八
・
二
九
）
。
こ
こ
で
は
風
土
的

限
定
は
、
超
え
で
る
こ
と
の
で
き
な
い
制
約
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
交
流
の
可
能
性
を
開
き
う
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
他
方
、
た
と
え
ば
「
第
四
章
芸
術
の
風
土
的
性
格
」
に
お
け
る
「
我
々
は
か
か
る
風
土
に
生
ま
れ
た
と
い
う
宿
命
の
意
義
を
悟

り
、
そ
れ
を
愛
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
（
八
・
二
○
四
）
と
い
っ
た
言
葉
が
示
す
よ
う
に
、
和
辻
の
な
か
に
自
文
化
中
心
的
な
、
あ
る
い
は

ナ
ル
シ
シ
ス
テ
イ
ッ
ク
な
視
点
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
他
者
を
見
る
目
の
な
か
に
そ
の
よ
う
な
視
点
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
、
先

ほ
ど
引
用
し
た
、
「
シ
ナ
的
人
間
」
に
関
す
る
「
感
情
の
放
榔
」
と
い
っ
た
言
葉
の
な
か
に
明
瞭
に
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う

な
視
点
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
風
土
的
特
性
の
固
定
的
な
把
握
、
そ
の
上
で
の
諸
類
型
の
比
較
・
対
比
と
い
う
こ
と
と
は
、
決
し
て
無
縁
で
は
な

か
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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（
４
）
『
風
土
』
に
お
い
て
こ
の
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
章
に

お
い
て
の
み
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
『
風
土
』
の
も
と
に
な
っ
た
京

都
大
学
で
の
講
義
草
案
「
国
民
性
の
考
察
」
（
一
九
二
八
年
九
月
～
一
九

二
九
年
二
月
）
で
は
、
こ
の
「
と
こ
ろ
」
と
い
う
概
念
が
章
の
表
題
の

な
か
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
具
体
的
に
言
う
と
、
こ
の
草
案
は
二
つ
の

章
に
分
か
た
れ
て
い
る
が
、
第
一
章
は
「
さ
ま
ざ
ま
な
る
国
土
に
於
け

る
自
然
と
文
化
と
の
関
係
」
と
、
そ
し
て
第
二
章
は
冒
昌
目
及
び

Ｚ
昌
呂
巴
。
富
『
異
蔚
『
に
関
す
る
在
来
の
理
論
は
〃
と
こ
ろ
〃
の
問
題
を
ど

う
扱
っ
て
い
る
か
」
と
題
さ
れ
て
い
る
。

（
５
）
ベ
ル
ク
『
風
土
の
日
本
』
、
六
○
頁
。

（
６
）
ベ
ル
ク
「
和
辻
と
環
境
決
定
論
」
、
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
月
報
八
。

際
シ
シ
ン
ボ
ジ
ウ
ム
コ
自
妖

（
３
）
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク

九
九
二
年
）
一
八
五
頁
参
照
。

（
２
）
二
○
○
二
年
一
二
月
二
日
に
開
催
さ
れ
た
京
都
大
学
文
学
研
究
科
国

際
シ
シ
ン
ボ
ジ
ゥ
ム
コ
自
然
と
い
う
文
化
」
の
射
程
」
を
指
す
。

（
３
）
オ
ギ
ュ
ス
タ
ン
・
ベ
ル
ク
『
風
土
の
日
本
』
（
ち
く
ま
学
芸
文
庫
、
一

（
１
）
和
辻
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
『
和
辻
哲
郎
全
集
』
（
岩
波
書
店
刊
、
第

三
次
、
一
九
九
一
’
一
九
九
二
年
）
か
ら
行
い
、
本
文
中
に
巻
数
と
頁

＊
本
稿
は
、
二
○
○
二
年
一
二
月
二
日
に
京
大
会
館
で
開
催
さ
れ
た
京
都

大
学
文
学
研
究
科
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
。
自
然
と
い
う
文
化
」
の
射

数
の
み
を
記
し
た
。

和
辻
哲
郎
「
風
土
」
論
の
可
能
性
と
問
題
性
（
藤
田
）

註

程
」
で
の
発
表
原
稿
で
あ
る
。
当
日
は
時
間
の
制
約
の
た
め
、
一
部
し

か
読
み
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
、
全
文
を
こ
こ
に
掲
載
す

る
。

一

五


