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背
　
撃
　
研
　
究
　
　
第
二
十
穴
號

　
　
　
雑
　
　
　
鎌

一
一
六

左
右
田
博
士
の
著
『
経
費
哲
學
の
諸
問
題
』
を
嵩
む

田

邊

元

　
ヴ
ィ
ソ
デ
ル
バ
ン
ト
の
講
演
Q
霰
。
竃
畠
8
毎
箆
累
夢
腔
肖
葺
く
7

。・

B・

ｳ
塁
9
聾
か
ら
出
眠
し
て
自
然
科
画
聖
交
化
科
學
の
方

法
論
的
相
違
を
明
に
し
、
カ
ン
ト
及
び
現
今
の
澤
冨
ル
ブ

川
ヒ
涙
が
軍
に
数
學
物
理
學
に
曝
し
て
成
せ
る
所
を
全
く

密
な
る
丈
化
科
學
に
摩
し
て
試
み
、
以
て
批
到
哲
學
の
完

成
を
期
せ
ん
と
す
る
竜
の
は
り
ッ
無
下
ト
で
あ
る
。
氏
の
署

冒
Φ
象
㊦
商
調
釦
Φ
口
鋒
毎
≦
μ
馨
話
。
冨
蜜
仁
多
g
野
σ
Q
冠
壽
－

び
馬
面
§
σ
q
が
認
識
論
，
方
法
論
に
於
て
猫
特
の
位
置
を
占
む

る
も
の
な
る
芝
は
否
定
し
得
ぎ
る
所
で
あ
る
。
其
段
想
は

巳
に
久
し
く
我
々
界
に
紹
介
せ
ら
れ
て
、
少
く
と
竜
論
理

上
氏
の
唱
へ
る
如
き
更
學
、
交
化
科
學
な
る
も
の
が
可
能

な
る
こ
と
は
一
般
に
認
め
ち
れ
て
居
る
と
想
メ
。
唯
併
し

な
が
ら
實
際
現
存
す
る
五
更
或
は
貫
く
交
化
科
學
な
る
竜

の
が
リ
ッ
カ
ー
ト
の
唱
ム
る
如
き
便
値
的
見
地
に
於
け
る

個
性
記
述
と
し
て
、
没
償
値
的
見
地
か
ら
普
遍
的
法
則
の

定
立
を
目
的
と
す
る
自
然
科
學
に
野
立
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
ム
渤
に
就
い
て
は
此
等
の
學
の
望
事
選
者
に
少
な
か

ら
ぬ
異
論
が
あ
る
や
う
に
思
は
れ
る
。
我
々
哲
學
の
立
揚

か
ら
此
問
題
に
興
味
を
有
す
る
も
の
に
と
っ
て
は
、
≧
の

際
歴
史
或
は
文
化
科
學
の
謡
講
家
が
寛
正
な
る
哲
學
的
…
批

勃
の
立
場
か
ら
、
其
等
の
學
の
基
礎
方
法
を
説
く
の
を
聴

く
こ
と
が
最
も
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば

な
ら
繍
。
恰
も
左
右
田
博
士
の
．
『
繧
潴
哲
學
の
諸
問
題
』

は
我
々
の
此
望
を
満
…
た
す
め
み
な
ら
ず
、
一
般
に
哲
學
上
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多
く
の
敏
を
我
々
に
齎
す
も
の
と
し
て
世
に
出
で
π
。
此

書
は
署
老
が
從
來
種
々
の
機
會
に
公
に
せ
ら
れ
π
纏
濟
哲

肇
の
研
究
に
遷
す
る
論
罪
を
集
め
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
患

想
問
題
と
し
て
見
π
る
サ
ン
ヂ
カ
リ
ズ
ム
ー
ー
ベ
ル
グ
ソ

シ
哲
學
と
の
交
渉
し
、
「
カ
ン
ト
認
識
論
と
純
理
経
濟
學
ヤ

「
経
濟
學
認
識
論
の
若
干
問
題
」
、
「
輕
濟
政
策
の
蹄
趣
し
、

「
脛
濟
哲
學
の
問
題
」
外
二
篇
を
含
む
。
著
老
が
批
到
哲

學
の
精
紳
を
禮
得
し
て
、
如
何
に
明
快
周
匝
な
る
思
索
を

せ
ら
れ
る
か
は
已
に
本
誌
第
五
號
に
潤
て
今
墨
げ
た
「
経

濟
哲
學
の
問
題
」
な
る
論
丈
を
警
み
、
叉
最
近
本
誌
第
廿
四

位
に
掲
げ
ら
れ
だ
「
極
限
概
念
と
し
て
の
文
化
捨
値
」
の
一

篇
を
譲
ま
れ
疫
人
の
知
ら
れ
る
所
で
あ
っ
て
、
今
更
贅
言

を
費
す
必
要
が
無
い
と
思
ふ
。
殴
書
の
諸
並
樹
何
れ
も
経

濟
學
を
中
心
と
し
て
一
般
に
批
到
哲
學
に
配
す
る
深
逡
の

患
索
を
内
容
と
し
や
管
に
斯
學
の
基
礎
に
就
い
て
明
断
な

る
知
識
を
翼
ぶ
る
の
み
な
ら
ず
、
一
般
の
哲
學
問
題
に
就

い
て
我
々
を
啓
組
す
る
≧
と
が
少
々
で
な
い
。
我
國
專
門

　
　
　
　
　
難
　
　
　
録

科
學
者
の
哲
學
的
愚
書
に
於
て
は
勿
論
、
哲
學
專
攻
者
の

研
究
に
於
げ
、
竜
壁
書
の
諸
論
文
に
見
る
如
き
理
解
と
洞
察

と
は
必
ら
ず
し
も
求
め
易
か
ら
ざ
る
も
の
で
は
な
い
か
と

思
ふ
。
其
が
外
國
に
於
て
蔦
首
席
か
ら
駆
る
濁
得
の
研
究

に
属
す
る
竜
の
な
る
～
は
、
著
者
の
序
文
や
モ
ッ
ト
糞
に

現
れ
疫
拘
負
か
ら
竜
推
察
す
る
に
難
く
な
い
。
余
は
此
書

が
學
界
の
注
目
す
べ
き
名
署
の
一
に
算
へ
ら
る
べ
き
竜
の

な
る
こ
と
を
断
言
す
る
。
固
よ
ウ
輕
濟
學
の
專
門
知
識
を

全
然
敏
如
ず
る
余
の
如
き
蔦
の
が
此
書
の
翼
便
を
到
定
す

る
と
い
ム
や
5
な
こ
と
は
思
竜
寄
ら
ぬ
の
で
あ
る
が
、
輩

に
事
訳
の
立
場
か
ら
見
て
竜
量
要
な
る
文
獄
に
回
す
る
竜

の
な
る
こ
と
は
疑
が
無
い
。
憧
れ
余
が
其
．
思
想
の
大
膿
を

紹
介
し
．
之
に
就
い
て
感
じ
カ
∵
所
を
記
し
て
、
哲
畢
殊
に

歴
優
麗
學
、
文
化
哲
學
の
研
究
に
從
冠
せ
ら
る
＼
人
々
の

注
意
を
促
し
π
く
思
ふ
所
以
で
あ
る
。

　
著
者
は
経
濟
學
が
一
個
の
學
と
し
て
立
つ
に
は
カ
ン
ド

の
批
到
主
義
に
從
っ
て
論
理
的
墓
礎
附
け
を
必
要
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
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哲
　
　
墨
　
　
蘇
　
　
究
　
　
　
第
　
二
　
十
。
六
　
盤

こ
と
を
詳
細
に
早
き
、
之
を
閑
却
せ
る
從
來
の
心
理
主
義

的
経
濟
學
が
終
に
其
概
念
構
成
の
指
導
と
な
る
標
準
を
響

く
が
予
め
に
濁
断
論
に
陥
る
外
無
き
こ
と
を
示
し
、
纏
験

科
學
と
し
て
の
経
濟
學
が
依
っ
て
立
つ
べ
き
先
天
的
要
素

の
必
要
を
強
調
し
、
進
ん
で
其
ア
プ
リ
オ
リ
の
如
何
な
る

者
な
る
か
を
決
定
す
る
爲
め
に
、
先
づ
経
濟
學
が
自
然
科

學
に
鷹
す
る
か
將
だ
更
的
科
學
に
鷹
す
る
か
を
論
じ
て
、

経
管
學
の
認
識
目
的
が
普
遍
必
然
の
工
期
を
定
立
す
る
一

般
概
念
に
心
す
こ
と
能
は
ず
、
非
合
理
的
な
る
認
識
素
材

に
制
約
せ
ら
れ
る
竜
の
で
あ
る
か
ら
、
期
學
が
自
然
科
學

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
費

に
属
せ
ず
し
て
更
的
軸
心
に
屡
ず
べ
き
竜
の
な
る
こ
と
を

説
き
、
更
に
之
を
一
般
の
更
的
科
學
か
ら
特
殊
化
す
る
爲

め
に
纏
濟
學
の
重
心
観
念
を
求
め
て
、
全
経
濟
現
象
を
統

一
し
、
其
論
理
的
ア
プ
リ
オ
リ
と
な
る
竜
の
と
し
て
貸
磐

概
念
を
掲
げ
、
此
概
念
に
關
係
せ
し
め
ら
る
＼
入
類
の
歴

史
生
活
が
輕
濟
生
活
と
な
る
ヒ
と
、
而
し
て
此
概
念
自
身

が
叉
歴
吏
的
産
物
と
し
て
経
濟
的
文
化
便
殖
を
具
禮
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
一
八

實
現
せ
ん
と
す
る
も
の
な
る
之
と
を
主
張
し
て
居
る
。
之

に
由
っ
て
猿
繋
學
が
爆
撃
値
的
の
見
地
か
ら
時
と
慮
と
に

拘
ら
ざ
る
普
遍
必
然
の
法
則
を
定
立
せ
ん
と
す
る
自
然
科

學
π
る
能
は
ず
し
て
、
融
化
慣
値
に
係
ら
し
め
て
歴
更
的

生
活
を
解
画
す
る
史
的
科
學
に
属
す
る
も
の
な
る
こ
と
が

確
定
せ
ら
れ
π
繹
で
あ
っ
て
、
期
學
の
專
朗
郭
者
だ
る
著

者
の
如
き
入
か
ら
此
読
を
聴
く
こ
と
は
、
余
が
初
に
蓮
べ

た
フ
ッ
カ
茸
ト
の
科
學
分
類
に
尽
す
る
思
想
に
有
力
な
る

野
際
上
の
保
謹
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
薯
者
裾
現
に
自
ら

大
聖
に
簸
て
ジ
ッ
カ
r
ト
の
患
想
に
賛
同
す
る
と
言
明
し

て
居
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
併
し
な
が
ら
生
者
は
軍
に
リ
ヅ

カ
す
ト
の
哲
學
に
基
い
て
編
戸
學
の
認
識
論
を
説
く
に
止

贈
る
竜
の
で
は
な
い
。
更
に
重
要
な
る
織
に
於
て
ラ
ッ
カ

『
ト
の
説
の
不
整
合
を
正
し
、
其
謬
見
を
改
め
て
居
る
。

こ
れ
が
我
々
哲
學
の
研
究
に
難
事
す
る
竜
の
に
と
っ
て
殊

に
注
意
す
べ
き
織
で
あ
っ
て
、
余
が
著
者
に
敬
服
措
く
ζ

と
能
は
ざ
る
竜
田
と
し
て
此
瀦
に
因
由
す
る
の
で
あ
る
。
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著
者
に
盛
れ
ば
雄
鷹
學
は
心
置
概
念
に
關
係
せ
し
あ
て

人
類
の
歴
更
生
活
を
解
記
す
る
こ
と
を
其
認
識
騒
的
と
す

る
も
の
で
あ
る
。
然
る
に
菜
虫
學
は
其
史
的
研
究
以
外
に

理
論
的
鏡
熱
が
あ
っ
て
、
普
遍
の
因
果
的
法
則
を
求
め
る

と
い
ふ
の
が
普
通
に
行
は
れ
る
見
解
で
あ
る
。
リ
ッ
カ
｝

・
ト
の
如
き
竜
斯
か
る
見
解
に
從
っ
て
斯
學
を
履
史
と
自
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’

科
學
と
の
認
識
の
混
成
膿
た
る
爾
者
の
中
間
範
園
と
見
倣
・

し
だ
。
然
る
に
此
の
如
き
ご
元
的
認
識
成
果
の
混
成
膣
を

以
て
一
個
言
立
の
格
点
と
思
惟
す
る
こ
と
は
薯
者
に
擦
れ

ば
其
自
身
矛
盾
で
あ
る
。
緯
濟
學
と
い
ふ
一
個
の
科
學
の

　
　
の

封
象
を
威
す
も
の
は
、
一
つ
の
認
識
目
的
に
由
っ
て
統
一

せ
ら
れ
る
認
識
勢
象
で
な
け
れ
ば
な
ら
綴
の
で
あ
っ
て
、

維
濡
學
の
封
象
な
る
維
濟
現
象
な
る
竜
の
は
何
威
嚢
で
も

目
的
論
的
文
化
黒
歯
に
統
一
せ
ら
れ
る
歴
史
的
生
活
で
あ

る
。
此
様
な
認
識
饗
象
を
定
立
し
だ
後
に
更
に
其
表
面
に

於
て
麗
∴
化
的
概
念
構
成
と
並
ん
で
普
遍
化
的
概
念
構
成

を
な
す
し
と
は
可
能
で
あ
る
け
れ
ど
竜
、
後
者
竜
其
封
象

　
　
　
　
　
難
　
　
　
銀
・

と
七
て
特
定
の
文
化
債
値
に
繁
藤
す
る
歴
史
生
活
を
豫
想

す
る
。
所
謂
理
論
的
経
濟
學
は
此
の
如
き
竜
の
に
外
な
ら

な
い
。
著
し
之
を
特
殊
の
経
濟
的
文
化
債
値
か
ら
離
れ
て

塩
煎
必
然
の
法
則
を
求
む
る
霞
百
科
學
に
嘉
す
と
見
倣
す

な
ら
ば
、
其
は
心
理
學
で
あ
っ
て
経
濟
學
で
は
な
く
な

る
。
リ
ッ
カ
、
菅
ト
の
如
く
認
識
成
果
の
混
成
禮
を
説
く
の

は
一
個
並
立
の
學
と
し
て
の
経
濟
學
の
成
立
を
否
定
す
る

に
等
し
い
。
落
第
學
の
法
則
は
自
然
科
學
の
法
剛
で
な
く

し
イ
、
経
書
的
生
活
の
上
に
於
け
る
歴
臭
的
法
則
で
あ

る
。
其
學
の
統
一
根
櫨
は
一
貫
せ
る
書
髭
的
丈
化
憤
値
の

原
理
に
在
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
澱
と
い
ふ
。
此
署
者
の

見
解
は
確
に
り
y
ヵ
｝
↑
の
思
想
を
純
化
補
正
す
る
も
の

で
あ
っ
て
、
之
に
由
り
狭
義
に
於
け
る
更
學
と
一
般
の
文

化
怨
讐
と
の
匿
別
竜
附
け
ら
れ
る
竜
の
で
あ
る
と
患
ふ
か

ら
、
余
は
著
者
の
読
に
賛
同
の
意
を
表
す
る
に
躇
躇
し
な

い
。
理
論
的
維
濟
志
望
賛
意
學
の
咽
部
と
し
て
成
立
す
る

に
は
紹
瀦
的
丈
化
債
聖
な
る
竜
の
に
由
っ
て
統
扇
せ
ら
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
九
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哲
　
學
　
　
研
　
　
究
　
　
　
第
　
一
一
十
　
六
｛
號

る
婦
警
を
意
想
す
る
こ
と
は
疑
を
容
れ
ざ
る
所
で
あ
る
と

思
’
ふ
。
唯
余
が
此
織
に
就
い
て
更
に
著
者
の
教
を
乞
は
ん

と
欲
す
る
の
念
を
錦
へ
得
な
い
の
は
其
所
謂
理
論
的
経
濟

學
の
歴
更
的
法
則
の
本
質
如
何
で
あ
る
。
著
者
は
滞
欧
中

公
に
せ
ら
れ
漏
壷
奮
花
町
Φ
δ
σ
q
ぎ
冨
2
暮
q
尾
恥
霞

碧
三
ω
多
鋒
鼠
¢
q
霧
Φ
齢
Φ
・
ド
㊤
目
に
於
て
此
問
題
の
詳
細
を
論

ぜ
ら
れ
π
の
で
、
本
書
の
論
掌
中
に
は
之
に
就
い
て
審
忙

読
か
る
㌧
駈
が
無
い
が
、
余
は
前
著
を
見
ん
と
欲
し
て
現

下
の
事
情
之
を
手
に
し
難
き
こ
と
を
逡
憾
と
す
る
。
著
者

は
事
書
に
於
て
は
輕
濟
學
の
帯
鋼
が
百
事
學
の
認
識
穏
的

に
由
っ
て
定
立
せ
ら
れ
だ
る
認
識
甥
象
の
表
面
に
於
て
行

は
る
、
普
遍
化
の
結
果
で
あ
っ
て
、
其
は
絶
封
普
遍
の
自

然
法
則
た
り
得
ず
、
飽
蓮
所
謂
臨
急
的
経
験
法
則
の
範
園

を
幽
つ
る
こ
と
を
許
さ
れ
な
い
竜
の
で
あ
る
と
い
は
る
＼

の
み
で
あ
る
が
、
蕾
に
経
濟
學
に
限
ら
ず
U
般
に
所
謂
歴

更
的
法
則
が
、
輩
に
脇
納
的
経
験
法
則
と
い
ふ
だ
け
で
其

本
質
を
藩
す
も
の
で
な
く
、
更
に
カ
ン
ト
以
來
問
題
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
鵜
O

れ
る
爵
由
或
は
目
的
論
原
理
の
転
職
性
如
何
等
に
關
聯

し
、
一
履
深
き
研
究
を
必
要
と
す
る
竜
の
な
る
こ
と
は
疑

無
い
で
あ
ら
う
。
余
は
此
面
に
汚
し
て
著
者
の
深
き
思
索

が
我
々
を
啓
螢
す
る
の
日
あ
ら
ん
こ
と
を
切
に
希
望
す
る

竜
の
で
あ
る
。
殊
に
著
者
の
如
く
叉
リ
ッ
カ
事
ト
の
如
く

心
理
學
を
軍
に
七
言
科
學
に
聾
せ
し
め
ず
、
斯
か
る
自
然

科
學
と
し
て
の
心
理
學
と
方
法
を
異
に
す
る
デ
ィ
川
タ
イ

の
首
唱
し
た
如
き
心
理
學
の
可
能
を
認
め
る
な
ら
ば
、
此

は
假
令
ジ
。
蚕
桑
ト
の
詳
論
し
だ
通
ウ
歴
更
の
墓
礎
と
い

ム
こ
と
は
出
置
ぬ
竜
の
で
あ
る
と
し
て
竜
、
其
立
す
る
所

の
類
型
的
通
則
が
歴
更
的
生
活
の
普
遍
化
的
認
識
の
原
理

と
な
り
、
著
者
の
排
せ
ら
る
＼
心
理
主
義
的
経
濟
學
も
此

立
場
か
ら
し
て
新
な
る
意
義
を
得
、
論
理
主
義
の
形
式
を

補
ふ
に
心
理
的
内
容
を
以
て
し
、
爾
者
相
侯
っ
て
所
謂
理

論
的
脛
濟
學
を
完
成
す
る
こ
と
が
無
い
と
は
言
ひ
難
き
や

う
に
思
は
れ
る
の
で
、
余
は
一
層
切
淀
著
者
の
此
方
面
に

野
す
る
研
究
の
登
表
せ
ら
れ
る
こ
と
を
希
望
せ
ざ
る
を
得
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な
い
。
此
等
の
問
題
は
哲
學
に
と
っ
て
最
も
重
要
の
意
義

を
有
す
る
菟
の
で
あ
り
、
哲
學
專
愛
者
の
充
分
な
る
研
究

を
要
求
寸
る
竜
の
な
る
ヒ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
著
者
の

如
き
交
化
愈
々
の
亜
門
學
者
か
ら
蔦
周
匝
な
る
解
明
を
興

へ
ら
れ
る
乙
と
は
最
も
望
ま
し
い
乙
と
で
あ
る
と
い
は
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
藩
者
が
リ
ッ
カ
｝
ト
の
説
の
不
整
合
を
正
さ
れ
疫
の
は

蕾
に
今
遠
べ
π
維
早
馬
の
成
立
に
刑
す
る
闘
題
に
は
止
ま

ら
諏
。
更
に
直
根
祇
に
横
は
る
哲
學
上
一
丁
重
要
な
る
根

本
的
の
問
題
に
及
ん
で
居
る
。
リ
ッ
カ
貯
ト
が
経
由
學
を

毯
し
て
自
然
科
學
と
更
重
科
學
と
の
申
問
三
園
と
な
す
の

は
、
氏
が
一
般
に
自
然
科
學
の
方
法
と
更
的
科
學
の
方
法

と
を
以
て
同
M
の
容
観
丁
令
實
を
経
験
的
認
識
主
薬
が

掛
藏
撃
諺
窪
す
る
相
異
る
方
法
論
的
形
式
に
回
し
、
同
一
の

現
象
が
自
然
銀
學
的
に
普
遍
的
法
馬
を
求
む
る
見
地
か
ら

込
、
・
債
値
に
闘
係
せ
し
め
て
個
牲
を
記
述
す
る
立
揚
か
ら

竜
認
識
す
る
こ
と
が
拙
祈
る
と
認
め
た
の
に
由
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
雑
　
　
　
簸

る
が
、
著
者
に
駆
れ
ば
既
様
に
自
然
科
學
の
方
法
と
更
的

科
學
の
方
法
と
を
軍
に
緯
験
的
認
識
主
客
の
槻
方
に
脇

し
、
何
れ
の
見
地
を
竜
舎
蘭
ず
、
何
れ
の
方
法
を
竜
豫
想

せ
ざ
る
客
観
的
現
實
な
る
竜
の
を
認
め
、
之
を
以
て
絡
に

イ
デ
ぎ
に
止
罵
る
所
の
憂
事
意
識
一
般
に
甥
立
し
軍
に
構

成
的
範
疇
に
由
っ
て
成
立
せ
し
め
ら
れ
る
竜
の
と
考
へ

る
の
は
不
當
で
あ
っ
て
、
輩
に
構
成
的
範
疇
に
由
う
成
立

せ
し
め
ら
る
と
い
ム
客
槻
的
現
態
な
る
も
の
は
實
は
抽

象
の
産
物
に
止
ま
ウ
、
必
ら
ず
更
に
何
れ
か
の
方
法
論
的

形
式
を
倹
っ
て
始
め
て
経
験
的
現
象
が
生
ず
る
の
で
あ

る
、
此
等
の
形
式
恐
有
限
な
る
認
識
を
主
観
に
甥
し
て
は

超
越
的
の
意
味
を
有
す
る
竜
の
π
る
以
上
、
主
観
の
立
揚

か
ら
見
て
果
し
て
構
成
的
範
麟
と
全
然
類
を
異
に
す
る
も

の
か
ど
5
か
は
疑
は
し
く
、
寧
ろ
此
再
構
成
的
範
疇
に
燭

す
と
い
ふ
べ
き
で
あ
る
、
兎
に
角
ヲ
ゾ
カ
喜
ト
の
如
く
科
學

的
認
識
の
二
元
圭
義
の
根
糠
を
軍
に
経
験
的
認
識
的
主
観

の
立
方
の
相
違
に
毒
し
、
雨
種
認
識
成
果
の
混
成
艘
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二
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嚇
個
斜
懸
の
心
事
と
見
倣
す
の
は
不
善
で
あ
る
と
い
ふ
。

此
リ
ッ
カ
ー
ト
の
構
成
的
範
疇
と
方
法
論
的
形
式
と
の
峻

別
、
之
に
關
聯
す
る
認
識
主
槻
の
艶
種
に
観
す
る
論
は
確

に
氏
の
認
識
論
の
藤
織
を
成
す
竜
の
で
あ
っ
♂
し
、
余
は
先

導
議
事
輕
駐
の
再
燃
、
リ
ッ
カ
τ
ト
の
所
謂
客
窺
的
現
麗

な
る
も
の
が
實
は
巳
に
何
れ
か
の
方
法
論
的
形
式
に
歯
る

構
成
を
竜
低
度
に
於
て
含
む
竜
の
で
あ
套
、
科
學
の
認
識

峨
瓦
経
瞼
の
純
化
登
展
と
目
す
べ
き
竜
の
な
る
こ
と
、
從

っ
て
其
封
帰
す
る
所
の
主
意
は
何
れ
の
場
合
に
於
て
も
イ

デ
ー
沌
る
意
識
山
塞
で
あ
っ
て
、
早
藤
瞼
的
意
識
が
之
を

實
現
せ
ん
と
す
る
其
進
謡
の
程
度
に
相
違
が
み
る
に
奮
起

る
と
考
へ
る
所
か
ら
、
薯
者
の
見
解
に
は
全
然
同
意
を
表

す
る
も
の
で
あ
る
。
著
者
の
リ
ッ
カ
ξ
ト
に
罫
、
す
る
批
評

は
肯
繁
に
壊
れ
る
も
の
で
あ
る
と
信
ず
る
。
然
ら
ば
リ
ヅ
カ

ー
ト
の
同
一
客
知
的
現
實
に
封
ず
る
親
方
の
相
違
と
い
ふ

思
想
を
排
し
た
著
者
は
歪
曲
的
認
識
の
二
元
性
の
根
継
を

何
慮
に
求
め
た
か
と
い
ふ
に
、
之
を
認
識
の
根
本
に
横
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
ニ
ニ

る
一
ご
兀
立
事
實
に
憶
見
し
だ
。
認
識
野
幌
の
構
成
に
は
本

田
二
要
素
が
含
ま
れ
て
居
る
。
一
は
合
理
的
要
素
で
あ
っ

て
他
は
非
合
理
的
要
素
で
あ
る
。
此
爾
者
は
如
何
に
す
る

竜
蹄
上
せ
し
む
る
こ
と
能
は
ざ
る
認
識
の
終
極
要
素
で
あ

っ
て
、
其
何
れ
を
基
礎
附
け
の
根
擦
と
す
る
か
に
從
っ
て

曝
者
の
科
學
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
合
理
的
な
る
竜
の
に

由
っ
て
基
礎
附
け
ら
る
㌧
普
遍
化
的
認
識
は
自
然
科
學
と

な
ク
隔
非
合
理
的
な
る
も
の
を
基
礎
と
す
る
佃
性
化
の
認

識
が
歴
史
と
な
る
。
固
よ
ウ
非
合
理
的
な
る
竜
の
が
直
ち

に
歴
吏
と
な
る
の
で
は
な
い
。
歴
意
馬
學
と
し
て
成
立
す

る
に
は
一
定
の
認
識
形
式
に
丸
取
せ
ら
る
、
を
要
す
る
こ

と
勿
論
で
あ
る
が
、
其
形
式
原
理
は
自
然
科
學
を
構
威
す

る
普
遍
的
合
理
化
の
そ
れ
》
は
異
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
斯
か
る
非
合
理
的
要
素
が
更
的
文
化
科
學
成
立
の

面
喰
の
根
嬢
を
化
す
の
で
あ
る
。
か
の
べ
ル
グ
ソ
ン
の
哲

地
竜
此
非
合
理
的
慰
撫
を
明
に
せ
ん
と
す
る
竜
の
と
し
て

の
み
重
要
な
る
意
味
を
有
す
る
と
い
ふ
の
が
著
者
の
意
見
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で
あ
る
。
此
等
の
織
は
已
に
哲
學
の
方
面
か
ら
も
充
分
に

認
め
ら
れ
π
所
で
あ
っ
て
、
著
者
が
捕
方
に
満
て
論
理
主

義
を
徹
底
し
つ
㌧
、
他
方
に
於
て
此
非
合
理
的
要
素
の
意

義
を
重
親
し
．
之
を
以
て
歴
史
的
認
識
の
根
篠
と
せ
ら
れ

る
の
は
認
識
論
上
最
も
進
歩
せ
る
立
脚
地
に
立
つ
も
の
と

い
は
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
此
非
合
理
的
な
る
も
の
か
ら

ッ
般
的
文
化
憤
値
及
び
特
殊
的
文
化
債
値
を
實
現
せ
ん
と

す
る
も
の
と
し
て
史
的
科
學
の
申
心
槻
念
が
定
立
せ
ら
れ

る
に
至
る
論
理
に
就
い
て
は
別
に
詳
細
な
る
照
明
を
要
す

る
こ
と
で
あ
る
と
思
ふ
が
、
｝
．
に
か
く
著
者
の
徹
底
せ
る

思
想
に
は
余
は
奪
敬
の
念
を
禁
ず
る
こ
と
が
出
撃
な
い
。

　
今
ま
で
述
。
へ
た
所
は
経
濟
學
の
認
識
論
に
　
翻
す
る
著
者

の
患
想
で
あ
る
が
、
著
者
の
解
す
る
石
鎌
哲
學
は
軍
に
此

方
廊
に
碧
く
る
竜
の
で
は
な
い
。
　
一
方
に
於
て
経
濟
學
の

認
識
に
根
櫨
を
興
へ
、
其
…
封
象
の
可
能
を
墓
礎
附
け
す
る

纒
濟
的
文
化
等
値
は
他
方
か
ら
之
を
見
る
と
き
、
経
濟
生

活
が
向
ぷ
所
の
目
的
、
理
想
、
・
或
は
其
滞
る
所
の
規
範
と

　
　
　
　
　
霞
．
　
　
　
儀

　
　
　
　
　
粥
　
　
　
　
塗

な
る
竜
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
其
性
質
、

構
逡
、
意
義
及
び
他
の
文
化
債
値
に
甥
す
る
麗
係
等
を
究

明
す
る
の
は
組
濟
學
の
形
而
上
學
と
も
隠
す
べ
き
竜
の
で

あ
る
。
経
濟
霜
降
は
之
に
窮
極
し
、
認
識
論
と
相
侯
っ
て

一
つ
の
膿
系
を
成
す
の
で
あ
る
ゆ
所
謂
経
濟
政
策
な
る
も

の
竜
新
か
る
経
絡
特
認
化
債
値
を
規
範
と
し
、
之
を
客
観

的
普
遍
餐
懲
性
を
有
す
る
内
容
に
由
っ
て
實
現
せ
ん
と
す

る
要
求
に
嵩
ず
る
も
の
と
し
て
の
み
意
味
を
有
す
る
の
で
、

あ
る
か
ら
、
其
墓
く
所
は
輕
濟
哲
學
に
在
り
と
い
は
な
け

れ
ば
な
ら
臓
。
固
よ
ウ
艶
檬
な
債
値
、
規
範
は
心
理
主
義

経
験
論
の
立
場
か
ら
實
在
的
内
容
を
賦
興
す
る
こ
と
は
出

磁
器
も
の
で
あ
っ
て
、
唯
妥
當
す
る
形
式
に
早
ま
ら
な
け

れ
ば
な
ら
搾
こ
と
は
大
豊
西
南
濁
逸
學
涙
の
立
野
に
立
っ

て
血
餅
主
義
を
探
る
所
の
警
者
の
極
力
強
調
す
る
所
で
あ

る
。
学
齢
的
交
化
債
値
は
一
般
的
文
化
雑
載
に
野
し
て
は

内
容
上
の
規
定
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
慈
、
其
係

は
る
毒
筆
内
に
於
て
は
純
然
疫
る
當
爲
の
形
式
規
範
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
ご
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け
れ
ば
な
ら
搬
。
然
ら
ば
斯
が
る
純
粋
形
式
と
し
て
の

規
範
が
例
へ
ば
貨
幣
概
念
の
如
き
存
在
の
内
容
に
由
っ
て

實
現
せ
ら
る
＼
乙
と
を
求
む
と
い
ふ
事
實
は
如
何
に
聾
す

べ
き
で
あ
ら
5
か
。
此
問
題
に
封
し
て
著
者
が
一
般
的
の

解
答
を
試
み
、
當
爲
と
存
在
、
焼
岳
と
内
容
と
の
關
係
を

歎
學
の
極
限
概
念
に
由
っ
て
解
卜
し
や
う
と
せ
ら
れ
π
の

が
、
曾
爾
本
誌
の
講
者
の
記
憶
に
薪
な
る
べ
き
「
極
限
概

念
と
し
て
此
の
等
化
便
値
」
の
論
文
で
あ
っ
て
、
此
は
本
‘

書
の
中
に
残
さ
れ
た
根
本
問
題
の
究
明
を
企
置
す
る
祇
の

と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
余
は
此
論
交
に
於
て
二
者
の
研

究
の
愈
々
深
き
に
進
回
る
、
を
見
て
更
に
敬
意
を
新
に
せ

ざ
る
を
得
な
い
竜
の
で
あ
る
。

　
以
上
述
べ
π
所
が
本
書
の
内
容
の
大
竃
で
あ
る
。
終
に

臨
み
余
は
著
者
に
齢
し
其
眞
意
を
誤
解
し
、
或
は
其
説
の

本
書
を
顛
倒
せ
る
如
き
過
無
き
こ
と
を
保
し
得
ぎ
る
を
謝
．

し
、
省
學
界
の
爲
め
に
其
健
在
を
闘
う
溢
い
と
思
ふ
。

彙

報

一
二
四

　
　
　
心
理
撃
密
書
倉

　
三
日
〃
十
四
臼
午
後
三
時
よ
り
心
理
學
實
瞼
室
に
て
例
日
口
を
開
く
。

　
○
寓
鑓
一
盛
周
器
凶
①
蕊
。
冨
“
o
Ω
け
二
a
§
聖
目
5
0
ぽ
コ
δ
目
O
o
舞
。
巨
。
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
深
　
閏
丈
學
　
士

　
○
無
意
識
の
概
念
に
記
す
る
一
説
　
　
千
葉
助
教
授

　
深
田
欝
の
は
〉
お
三
豊
鐸
餌
δ
Q
窪
騨
巨
Φ
認
饗
げ
巳
。
騎
ぴ
図
匿
網
目
く

冒
夢
昌
釦
卜
国
①
3
に
あ
る
右
論
丈
の
紹
介
に
し
て
、
氏
は
、
從
來
、
記
憶
問
題

が
翻
ハ
の
知
的
…
要
索
の
方
面
の
み
菰
三
目
せ
，
ら
れ
感
櫨
…
方
顧
は
閑
郊
せ
ら
れ
た

る
に
旨
し
寓
銭
竃
吋
周
三
唱
民
巴
の
氏
が
特
に
此
の
方
面
に
注
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に
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露
は
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大
要
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ッ
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べ
。
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あ
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り
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宗
教
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三
封
二
十
日
午
後
六
時
坐
・
よ
り
丈
科
第
九
教
黛
に
て
例
會
開
㎞
饗
。


