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経
緯
を
さ
ら
に
提
示
さ
れ
る
と
、
さ
ら
に
研
究
に

深
み
が
増
す
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
資
料
提
示
の

上
で
、
近
代
と
の
比
較
や
考
察
を
読
み
た
か
っ
た
。

伝
説
は
単
な
る
歴
史
に
基
づ
く
空
想
の
所
産
に

は
留
ま
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
船
大
工
が
管
掌
す

る
儀
礼
と
伝
説
の
関
与
、
祭
礼
と
伝
説
と
の
関
連

性
に
つ
い
て
調
査
を
重
ね
た
究
明
が
興
味
深
い
。

埼
玉
県
寄
居
町
末
野
は
特
異
な
事
例
の
よ
う
で
あ

る
が
、
そ
れ
以
外
の
事
例
、
進
水
式
に
お
け
る
オ

ト
タ
チ
バ
ナ
ヒ
メ
が
登
場
す
る
事
例
と
そ
う
で
な

い
事
例
と
の
相
違
な
ど
も
、
今
後
期
待
し
た
い
課

題
で
あ
る
。

そ
の
地
で
伝
説
が
ど
の
よ
う
に
生
き
て
き
た
の

か
。
人
々
に
求
め
ら
れ
生
か
さ
れ
て
き
た
伝
説
が

今
も
な
お
ど
の
よ
う
な
形
で
存
在
す
る
の
か
。
そ

し
て
伝
説
は
人
々
を
如
何
に
活
か
す
の
か
。
評
者

も
永
年
伝
説
の
調
査
を
重
ね
る
中
で
、
歴
史
を
超

え
て
、
伝
説
が
ひ
と
り
で
に
動
き
出
す
こ
と
が
あ

る
と
感
じ
て
い
る
。
伝
説
が
土
地
の
求
め
に
応
じ

変
化
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
土
地
の
人
々
に
働
き

か
け
、
会
話
を
す
る
よ
う
に
生
き
生
き
と
そ
の
存

在
感
を
放
つ
の
で
あ
る
。
実
生
活
で
船
を
操
る
人

が
注
意
喚
起
の
た
め
に
伝
説
を
認
識
す
る
と
い
っ

た
報
告
は
、
ま
さ
に
伝
説
が
現
実
的
に
益
を
も
た

ら
す
も
の
と
い
え
、
生
活
に
地
域
に
人
々
に
生
か

さ
れ
た
、
あ
る
い
は
地
域
を
活
か
す
伝
説
に
値
す

る
。物

語
を
読
み
解
く
に
は
そ
の
地
域
の
地
理
的
特

性
、
歴
史
性
、
特
有
性
に
注
目
す
る
こ
と
が
大
切

で
あ
る
。
生
活
者
た
ち
の
実
際
の
体
験
が
文
芸
に

反
映
さ
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
具

体
的
な
様
相
を
通
じ
、
海
辺
の
人
々
の
実
践
と
認

識
（
信
仰
）
を
知
る
こ
と
は
、
難
所
に
対
す
る
意

識
を
感
受
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
だ
ろ
う
。
人
が

危
難
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
い
か
に
回
避
し
よ
う

と
考
え
た
の
か
。
伝
説
の
内
容
と
人
々
の
向
き
合

い
方
か
ら
考
察
す
る
こ
と
は
大
変
意
義
深
い
も
の

で
あ
る
。
そ
う
し
た
観
点
か
ら
も
、「
オ
ト
タ
チ

バ
ナ
ヒ
メ
伝
承
」
は
、
実
は
我
々
に
と
っ
て
親
近

感
を
持
つ
べ
き
事
象
な
の
だ
と
気
づ
か
さ
れ
た
。

（
注
）
例
え
ば
、
網
野
善
彦
『
女
性
の
社
会
的

地
位
再
考
』（
神
奈
川
大
学
評
論
ブ
ッ
ク
レ
ッ
ト
、

御
茶
の
水
書
房
、
一
九
九
九
）
は
女
性
に
対
す
る

男
性
支
配
の
見
解
を
研
究
史
と
し
て
簡
潔
に
ま
と

め
て
い
る
。

　
廣
田
收
著

『
民
間
説
話
と
『
宇
治
拾
遺
物
語
』』

花 

部　
英 

雄

本
書
は
国
文
学
（
文
献
）
研
究
者
か
ら
口
承
文

芸
研
究
者
に
向
け
て
突
き
つ
け
ら
れ
た
課
題
と
い

え
る
。
口
承
、
書
承
を
問
わ
ず
テ
キ
ス
ト
で
あ
る

表
現
を
、
異
な
る
ジ
ャ
ン
ル
（
神
話
、
説
話
、
昔

話
）
と
の
比
較
の
上
か
ら
読
み
取
る
独
自
な
「
説

話
分
析
の
方
法
」
は
、こ
れ
ま
で
に
な
か
っ
た
し
、

今
後
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
で
研
究
す
る
人
も
出

て
こ
な
い
か
も
し
れ
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
そ
の

方
法
の
当
否
を
見
定
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
お

そ
ら
く
五
九
〇
ペ
ー
ジ
に
わ
た
る
こ
の
書
物
を
読

了
す
る
口
承
文
芸
研
究
者
は
数
え
る
ほ
ど
で
あ
ろ

う
か
ら
、
て
い
ね
い
な
本
書
の
紹
介
を
心
が
け
た

い
。前

置
き
は
そ
れ
ま
で
と
し
て
、
ま
ず
は
全
体
の

内
容
を
、
目
次
の
章
節
で
示
し
て
お
き
た
い
。

序
章　

 

文
献
説
話
の
話
型
と
表
現
の
歴
史
性
―

対
照
軸
と
し
て
の
昔
話
、
昔
話
研
究
―

第
一
章　

 『
風
土
記
』
の
在
地
神
話
と
昔
話
、
そ

し
て
中
世
説
話

第
二
章　

 

昔
話
の
話
型
と
語
り
―
昔
話
「
鳥
呑

爺
」
と
唱
え
言
を
め
ぐ
っ
て
―

第
三
章　
昔
話
と
説
話
分
析

　
第
一
節　

 

昔
話
「
瘤
取
爺
」
の
日
韓
比
較
研
究

―
日
本
昔
話
の
特
質
は
ど
こ
に
認

め
ら
れ
る
の
か
―

　
第
二
節　

 

昔
話
と
唱
え
言
・
昔
話
の
唱
え
言

―
話
型
と
伝
承
的
表
現
―

　
第
三
節　

 『
韓
国
口
碑
文
学
大
系
』
の
採
録
と

語
り
―
日
本
笑
話
「
和
尚
と
小
僧
」

と
の
比
較
を
め
ぐ
っ
て
―

　
第
四
節　

 『
韓
国
口
碑
文
学
大
系
』
の
口
碑
「
新

房
の
ぞ
き
見
」
の
話
型
―
日
本
説

話
と
の
比
較
を
め
ぐ
っ
て
―

　
第
五
節　
天
人
女
房
の
神
話
と
昔
話

　
第
六
節　
光
前
寺
略
縁
起
と
早
太
郎
伝
説

第
四
章　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
孤
立
話
考

　
第
一
節　

 

孤
立
話
か
ら
見
る『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の
特
質
―
仏
教
の
世
俗
化
と
本
覚

思
想
―

　
第
二
節　

 『
宇
治
拾
遺
物
語
』
第
一
九
話
「
清

徳
聖
奇
特
事
」
考

　
第
三
節　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
新
羅
国
后
考

　
第
四
節　

 『
宇
治
拾
遺
物
語
』
世
俗
の
規
範
を

探
る

第
五
章　
『
今
昔
物
語
集
』
と
の
同
一
説
話
考

　
第
一
節　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
慶
植
考

　
第
二
節　
『
宇
治
拾
遺
物
語
』
佐
多
事
考

結
章　
文
学
史
と
し
て
の
『
宇
治
拾
遺
物
語
』

都
合
十
六
本
の
論
考
が
収
録
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
第
四
章
「『
宇
治
拾
遺
物
語
』
孤
立
話

考
」
お
よ
び
第
五
章
「『
今
昔
物
語
集
』
と
の
同

一
説
話
考
」
に
あ
る
論
考
は
、
純
粋
に
説
話
の
研

究
で
あ
り
、
口
承
文
芸
研
究
と
の
関
連
が
薄
い
の

で
、
こ
こ
で
は
割
愛
し
て
、
口
承
文
芸
に
か
か
わ

る
そ
の
他
の
論
考
を
書
評
の
対
象
と
し
て
取
り
上

二
〇
二
〇
年
六
月　
岩
田
書
院
刊

本
体
八
四
〇
〇
円

（
な
い
と
う
・
ひ
ろ
よ
／
國
學
院
大
學
兼
任
講
師
）

書 

評
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げ
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
先
述
し
た
本
書
に
お
け
る
口
承
文
芸
研

究
の
「
独
自
な
説
話
分
析
の
方
法
」
に
つ
い
て
説

明
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
こ
と
に
触
れ
る
の
に
都

合
の
い
い
の
が
、
序
章
の
「
文
献
説
話
の
話
型
と

表
現
の
歴
史
性
」
で
あ
る
。
著
者
は
こ
れ
ま
で
の

説
話
研
究
に
お
け
る
「
文
献
相
互
の
関
係
」
に
特

化
し
た
追
究
に
飽
き
足
ら
ず
、
越
境
し
て
「
口
承

と
書
承
」
の
テ
キ
ス
ト
分
析
へ
と
踏
み
込
む
た
め

に
持
ち
出
し
た
の
が
こ
の
方
法
で
あ
る
。

説
話
、
昔
話
の
テ
キ
ス
ト
の
表
現
を
、
す
べ
て

「
主
語
＋
述
語
」
の
事
項
で
示
し
、
そ
の
中
で
基

本
的
な
事
項
と
付
加
的
な
事
項
と
に
選
り
分
け
、

そ
の
基
本
的
事
項
の
内
容
を
さ
ら
に
抽
象
度
を
上

げ
て
い
く
こ
と
で
、
表
現
の
「
基
層
」
に
あ
る
も

の
が
テ
キ
ス
ト
の
ジ
ャ
ン
ル
を
越
え
て
、「
話
型
」

と
し
て
抽
出
で
き
る
と
す
る
。
そ
の
基
層
の
確
認

と
同
時
に
、
基
層
の
上
に
あ
る
「
表
層
」
の
内
容

こ
そ
が
、
テ
キ
ス
ト
間
の
比
較
に
よ
っ
て
見
え
て

く
る
特
質
と
し
て
理
解
で
き
る
と
す
る
。

た
と
え
ば
、
昔
話
「
藁
し
べ
長
者
」
を
十
五
行

の
事
項
群
に
整
理
し
、
さ
ら
に
抽
象
度
を
上
げ
十

行
に
す
る
と
、
次
の
結
果
に
な
る
と
い
う
。

昔
話
と
比
較
す
る
と
、『
宇
治
拾
遺
物
語
』

の
主
人
公
は
、
昔
話
の
主
人
公
が
無
欲
に
も
、

自
ら
困
っ
て
い
る
者
に
物
を
あ
げ
よ
う
と
す
る

の
に
対
し
て
、
少
し
ば
か
り
嘘
を
つ
い
た
り
駆

け
引
き
を
し
た
り
し
て
、
交
換
が
有
利
に
な
る

よ
う
に
、
こ
と
を
運
ぼ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
特

徴
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

語
り
と
文
字
に
よ
る
記
述
と
の
差
異
を
こ
の
よ

う
に
指
摘
す
る
。
こ
の
方
法
で
日
本
の
昔
話
と
韓

国
の
「
粟
一
つ
ぶ
で
婿
入
り
」
と
を
比
較
し
抽
象

度
を
上
げ
て
い
く
と
、
物
の
交
換
に
「
思
想
が
顕

在
化
」
し
て
く
る
と
し
て
、
韓
国
で
は
交
換
を
有

利
な
方
向
へ
と
「
み
ず
か
ら
の
意
志
に
よ
っ
て
行

動
を
起
こ
す
」
の
に
対
し
、
日
本
の
藁
し
べ
の
男

の
交
換
は
「
見
返
り
を
求
め
な
い
、無
償
の
行
動
」

で
、
何
者
か
超
越
的
な
存
在
の
意
思
に
「
身
を
委

ね
て
い
る
」
と
し
、「
こ
こ
に
日
本
昔
話
は
、
天

皇
制
の
原
理
と
補
完
関
係
に
立
つ
思
想
を
備
え
て

い
る
」
と
説
く
。
こ
の
最
後
の
天
皇
制
を
持
ち
出

す
部
分
は
飛
躍
を
感
じ
る
が
、
し
か
し
、
両
者
の

分
析
は
納
得
で
き
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
説
話
分
析
の
方
法
」
は
一

見
す
る
と
、
ロ
シ
ア
の
プ
ロ
ッ
プ
が
唱
え
た｢

形

態
論
的
構
造｣

に
似
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
語

の
時
間
的
な
流
れ
の
中
で
継
起
す
る
事
件
を
「
行

為
」
に
求
め
、
そ
れ
を
「
機
能
」
と
呼
び
、
そ
の

連
続
的
な
統
合
体
と
し
て
昔
話
を
把
握
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
し
か
し
、
著
者
は
そ
の
こ
と
は
お
く

び
に
も
出
さ
な
い
。
あ
る
い
は
期
せ
ず
し
て
発
想

が
一
致
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
章
の
「『
風
土
記
』
の
在
地
神
話
と
昔
話
、

そ
し
て
中
世
説
話
」
は
、『
風
土
記
』
か
ら
『
宇

治
拾
遺
物
語
』
そ
し
て
「
隣
の
爺
」
型
の
昔
話
に

通
底
す
る
「
誓う
け
ひ約
」
の
原
理
を
取
り
上
げ
る
。

「
瘤
取
り
爺
」
に
お
け
る
鬼
と
爺
の
瘤
を
め
ぐ
る

約
束
は
、
富
士
山
と
筑
波
山
と
が
新
嘗
の
物
忌
み

に
神
祖
尊
を
迎
え
て
の
対
応
と
同
様
で
、「
神
の

意
志
」
と
の
交
感
で
あ
る
「
誓
約
」
に
相
当
す
る

と
い
う
。
こ
れ
を
「
基
層
」
と
す
る
と
、『
宇
治

拾
遺
物
語
』
に
お
け
る
百
鬼
夜
行
の
よ
う
な
鬼
ど

も
が
首
領
の
鬼
を
横
座
に
、
御
遊
び
の
猿
楽
を
行

な
う
と
い
う
「
表
層
」
は
、
平
安
京
を
舞
台
に
し

た「
説
話
集
の
成
立
し
た
時
代
に
お
け
る
歴
史
性
」

が
明
瞭
に
な
る
と
い
う
指
摘
は
鋭
い
。「
神
話
を

説
話
や
物
語
、
昔
話
の
古
層
も
し
く
は
基
層
と
捉

え
た
と
き
に
、
昔
話
や
説
話
の
本
文
は
、
伝
承
の

構
成
体
と
し
て
見
え
て
く
る
」
と
い
う
視
点
は
、

壮
大
な
ス
ケ
ー
ル
の
話
の
と
ら
え
方
を
示
し
て
い

る
と
い
え
る
。

第
二
章
の
「
昔
話
の
話
型
と
語
り
―
昔
話
「
鳥

呑
爺
」
と
唱
え
言
を
め
ぐ
っ
て
―
」
は
、
昔
話

「
鳥
呑
み
爺
」
の
唱
え
言
を
中
心
に
し
た
論
究
で

あ
る
。
著
者
は
唱
え
言
に
対
し
て
、
一
通
り
で
は

な
い
こ
だ
わ
り
を
持
っ
て
お
り
、
本
書
で
は
こ
れ

以
外
に
も
、
第
三
章
第
二
節
も
唱
え
言
を
中
心
と

し
た
論
究
で
あ
り
、
他
の
論
考
で
も
随
時
取
り
上

げ
ら
れ
て
い
る
の
で
、
関
心
の
深
さ
が
う
か
が
え

る
。
著
者
自
身
が
長
野
で
聞
い
た
話
者
の
唱
え
言

を
丹
念
に
分
析
し
、
そ
れ
を
も
と
に
全
国
の
「
鳥

呑
み
爺
」
の
資
料
を
博
捜
し
、
こ
れ
を
一
覧
表
に

示
し
て
考
察
に
用
い
る
。
そ
の
結
果
、
唱
え
言
に

も
古
層
の
壽
詞
と
、
殿
様
の
繁
栄
を
寿
ぐ
表
層
の

も
の
と
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す

る
。た

だ
、筆
者
の
提
唱
す
る
「
説
話
分
析
の
方
法
」

は
、
歴
史
的
変
遷
に
視
点
を
置
い
た
場
合
に
「
基

層
」
の
内
容
が
信
仰
的
事
実
に
収
斂
し
て
い
く
こ

と
に
い
く
ぶ
ん
違
和
感
を
覚
え
る
。
こ
れ
に
は
筆

者
の
論
法
の
基
軸
に
柳
田
國
男
の
「
口
承
文
芸
史

考
」
が
大
き
な
比
重
と
し
て
あ
る
こ
と
と
関
係
し

て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
柳
田
の
口
承
文
芸
理

論
の
根
底
に
「
神
話
」
や
「
信
仰
」
が
あ
る
こ
と

は
周
知
の
事
実
で
は
あ
る
が
、
た
だ
こ
れ
に
依
拠

し
す
ぎ
る
と
、
そ
の
他
の
面
す
な
わ
ち
口
承
文
芸

の
社
会
的
側
面
や
生
活
的
発
想
が
霞
ん
で
し
ま

う
。
著
者
の
斬
新
な
「
説
話
分
析
の
方
法
」
の
限

界
を
、
こ
の
点
か
ら
修
正
を
加
え
て
い
く
必
要
が

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

続
く
第
三
章
「
昔
話
と
説
話
分
析
」
は
、
昔
話

研
究
の
各
論
で
あ
る
が
、
そ
の
う
ち
前
の
四
本
は

『
韓
国
口
碑
文
学
大
系
』
の
論
文
題
名
に
も
あ
る

よ
う
に
日
韓
の
比
較
研
究
を
中
心
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
第
一
節
「
昔
話
「
瘤
取
爺
」
の
日
韓
比
較

研
究
―
日
本
昔
話
の
特
質
は
ど
こ
に
認
め
ら
れ

る
の
か
―
」
は
、
日
本
の
「
瘤
取
り
爺
」
を
踏

ま
え
て
の
日
韓
の
比
較
で
あ
る
。
ま
ず
、
韓
国
の

「
瘤
取
り
爺
」
六
話
を
取
り
上
げ
、
基
本
的
な
事

項
群
を
確
認
し
、
上
手
な
歌
は
瘤
が
歌
う
と
ト
ケ

ビ
に
思
わ
せ
て
取
っ
て
貰
う
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ

る
と
す
る
。こ
れ
を
踏
ま
え
て
日
本
と
の
違
い
を
、

場
所
が
野
山
で
あ
る
日
本
に
対
し
、
韓
国
は
ト
ケ

ビ
の
棲
む
空
き
家
、
登
場
す
る
ト
ケ
ビ
と
日
本
の

爺
の
性
格
差
、
そ
し
て
瘤
の
奪
取
が
ト
ケ
ビ
と
の

「
問
答
」
の
機
転
に
対
し
、
日
本
の
爺
の
天
狗
に

加
わ
る
主
体
性
と
い
っ
た
対
比
に
集
約
さ
せ
る
、

順
当
な
結
論
と
い
え
る
。

し
か
し
、
問
題
は
そ
の
あ
と
の
国
際
比
較
の
目

的
に
つ
い
て
で
あ
る
。
著
者
は
立
石
展
大
の
比
較

研
究
が
、「
話
を
支
え
て
い
る
民
俗
に
目
を
配
り

つ
つ
、
話
や
伝
承
の
特
徴
を
探
る
」
と
述
べ
た
の

に
対
し
、自
身
の
研
究
を
「
言
葉
と
し
て
の
昔
話
、

本
文
と
し
て
の
昔
話
、
表
現
と
し
て
の
昔
話
」
に

あ
る
と
す
る
。
い
く
ぶ
ん
差
異
化
を
意
識
し
す
ぎ

た
印
象
が
あ
る
が
、
し
か
し
、
言
葉
や
表
現
に
中

心
を
置
く
の
で
あ
れ
ば
、
逆
に
「
声
」
の
口
承
文

芸
の
特
質
の
否
定
に
つ
な
が
り
か
ね
な
い
し
、
昔

話
か
ら
遠
く
離
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
声
が
民
俗
（
族
）
性
、
社
会
性
を
基
盤
に
し

て
い
る
こ
と
を
簡
単
に
見
て
は
い
け
な
い
か
ら
で

あ
る
。

第
二
節
「
昔
話
と
唱
え
言
・
昔
話
の
唱
え
言

―
話
型
と
伝
承
的
表
現
―
」
は
、
長
野
県
の
語

り
手
の
桜
井
小
菊
が
語
る
「
尻
鳴
り
箆
」
の
歌
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（
著
者
は
唱
え
言
と
し
て
扱
う
）
に
注
目
し
た
論

究
で
あ
る
。
そ
の
歌
が
民
謡
「
花
讃
め
の
祝
歌
」

で
あ
る
が
、
な
ぜ
こ
こ
に
登
場
す
る
の
か
に
つ
い

て
、
語
り
手
の
特
性
を
、「
基
層
／
表
層
」
の
構

造
に
お
い
て
と
ら
え
る
視
点
を
示
し
た
も
の
と
い

え
る
。
第
三
節
「『
韓
国
口
碑
文
学
大
系
』
の
採

録
と
語
り
―
日
本
笑
話
「
和
尚
と
小
僧
」
と
の

比
較
を
め
ぐ
っ
て
―
」
は
、
韓
国
の
「
食
べ
る

と
死
ぬ
干
柿
」
と
日
本
の
「
飴
は
毒
」（
ち
な
み

に
狂
言
で
は
「
附
子
」）
と
比
較
対
照
し
た
も
の

で
、
両
者
の
比
較
に
加
え
て
、
語
り
の
衰
退
や
採

録
、
翻
訳
の
問
題
な
ど
に
も
言
及
す
る
。

第
四
節
「『
韓
国
口
碑
文
学
大
系
』
の
口
碑
「
新

房
の
ぞ
き
見
」
の
話
型
―
日
本
説
話
と
の
比
較

を
め
ぐ
っ
て
―
」
は
、
韓
国
の
口
碑
「
新
房
の

ぞ
き
見
」
は
、
花
嫁
が
殺
害
さ
れ
る
と
い
う

シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
世
間
話
で
あ
る
が
、
そ
の
類
話

を
周
辺
国
に
探
し
て
方
向
づ
け
た
い
と
す
る
の
が

趣
旨
で
あ
る
。
民
間
伝
承
に
あ
る
の
は
初
夜
の
艶

笑
譚
で
、
殺
害
と
い
う
物
騒
な
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、『
日
本
霊
異
記
』『
今
昔
物
語
』『
伊
勢

物
語
』
な
ど
に
は
「
食
人
鬼
」
の
類
話
が
あ
り
、

背
景
に
結
婚
制
度
と
の
関
連
が
想
定
さ
れ
る
と
い

う
。
さ
ら
に
中
国
の
古
典
に
も
類
話
が
あ
り
、

し
っ
く
り
こ
な
い
が
、「
基
層
／
表
層
」
の
構
造

把
握
か
ら
す
る
と
ゆ
る
や
か
な
話
型
が
見
え
る
と

す
る
が
、
い
ま
一
つ
決
め
手
に
欠
け
る
。

第
五
節
「
天
人
女
房
の
神
話
と
昔
話
」
は
、
近

江
の
余
呉
湖
の
天
人
女
房
の
伝
説
か
ら
出
発
し
、

日
中
韓
の
天
人
女
房
の
伝
承
や
研
究
を
概
観
し
な

が
ら
、
そ
の
古
態
を
求
め
て
漢
籍
や
古
文
献
を
追

究
し
、
古
代
中
国
の
燕
の
卵
か
ら
出
現
す
る
「
王

朝
始
祖
神
話
」
に
行
き
着
く
。
こ
れ
を
淵
源
と
し

て
、
そ
の
後
の
天
人
女
房
の
話
型
を
整
序
、
系
統

づ
け
る
と
い
っ
た
、
時
空
を
羽
撃
く
よ
う
な
構
想

で
は
あ
る
が
、
一
方
で
そ
れ
と
背
反
す
る
よ
う
に

空
疎
な
部
分
も
目
立
つ
。
昔
話
伝
承
を
歴
史
文
書

等
と
の
安
易
な
照
合
と
い
っ
た
比
較
の
問
題
や
、

昔
話
の
誕
生
譚
と
婚
姻
譚
と
を
結
び
つ
け
る
荒
っ

ぽ
さ
は
検
討
の
余
地
が
あ
る
。
着
想
の
す
ば
ら
し

さ
に
論
証
が
追
い
つ
い
て
い
な
い
と
い
う
歯
が
ゆ

さ
が
あ
る
。

第
六
節
「
光
前
寺
略
縁
起
と
早
太
郎
伝
説
」
は
、

長
野
県
駒
ヶ
根
市
光
前
寺
の
飼
い
犬
が
、
静
岡
県

磐
田
市
の
見
付
天
神
の
怪
物
を
退
治
し
た
と
い
う

内
容
で
、
縁
起
に
記
録
さ
れ
伝
説
と
し
て
も
流
布

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま
ず
、
光
前
寺

に
か
か
わ
る
数
本
の
縁
起
類
の
検
討
か
ら
始
め

る
。
江
戸
後
期
の
縁
起
の
初
め
ご
ろ
の
も
の
は
開

創
縁
起
に
「
早
太
郎
伝
説
」
の
骨
子
が
組
み
込
ま

れ
た
が
、
そ
こ
に
は
人
身
御
供
や
生
贄
は
な
か
っ

た
が
、
し
だ
い
に
早
太
郎
が
メ
イ
ン
と
な
り
、
関

連
す
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
多
彩
に
な
っ
て
、
不
動
尊

と
霊
犬
の
物
語
の
体
裁
を
整
え
て
い
く
と
い
う
。

こ
の
縁
起
研
究
を
も
と
に
、
光
前
寺
や
見
付
天
神

等
へ
の
聞
き
取
り
を
加
え
、
さ
ら
に
は
歌
舞
伎
や

黄
表
紙
等
の
メ
デ
ィ
ア
の
影
響
を
取
り
込
み
な
が

ら
、「
テ
キ
ス
ト
と
し
て
の
縁
起
の
重
層
性
が
歴

史
的
に
生
成
さ
れ
て
き
た
」
と
述
べ
る
。
縁
起
の

生
成
に
社
会
的
動
向
が
深
く
関
与
し
て
い
る
こ
と

を
明
ら
か
に
す
る
。
た
だ
、「
猿
神
退
治
」
の
説

話
や
昔
話
「
し
っ
ぺ
い
太
郎
」
と
、
こ
の
縁
起
や

早
太
郎
伝
説
が
ど
の
よ
う
に
交
錯
す
る
の
か
、
追

究
し
て
欲
し
か
っ
た
。
た
だ
、
こ
の
問
題
は
、

「
結
章
」
へ
と
続
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

結
章
の
「
文
学
史
と
し
て
の
『
宇
治
拾
遺
物

語
』」
は
、
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
て
き
た
「
説
話
分

析
の
方
法
」
の
再
確
認
の
意
味
合
い
を
込
め
た
も

の
で
、
本
書
に
お
け
る
著
者
の
訴
え
の
核
心
で
あ

る
。
第
三
章
第
六
節
「
光
前
寺
略
縁
起
と
早
太
郎

伝
説
」
で
、
直
接
に
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
な

か
っ
た
「
猿
神
退
治
」
の
説
話
の
分
析
を
具
体
的

に
示
し
な
が
ら
、『
風
土
記
』
か
ら
『
宇
治
拾
遺
物

語
』
そ
し
て
昔
話
へ
と
通
底
す
る
も
の
を
「
文
学

史
」
と
し
て
提
示
し
、「
ひ
と
つ
の
表
現
は
内
在
的

に
基
層
と
古
層
を
も
ち
、
そ
の
上
に
表
層
と
新
層

を
重
ね
る
形
で
仕
組
ま
れ
構
築
さ
れ
て
い
る
」
と

す
る
の
が
、
著
者
の
訴
え
の
中
心
と
い
え
る
。

と
こ
ろ
で
、最
初
に
「
本
書
は
国
文
学
（
文
献
）

研
究
者
か
ら
口
承
文
芸
研
究
者
に
向
け
て
突
き
つ

け
ら
れ
た
課
題
」
で
あ
る
と
述
べ
た
。
今
は
、
そ

の
刃
に
応
え
る
べ
き
時
か
も
し
れ
な
い
。
再
三
取

り
上
げ
て
き
た
「
説
話
分
析
の
方
法
」
は
、
著
者

が
国
文
学
の
現
状
の
「
出
典
研
究
の
呪
縛
か
ら
ど

う
逃
れ
る
か
」
と
も
が
い
た
末
の
具
体
的
方
法
で

あ
ろ
う
か
ら
、
真
摯
に
答
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

率
直
に
言
っ
て
、そ
の
発
想
は
よ
し
と
す
る
が
、

完
成
に
は
未
だ
至
ら
ず
と
い
う
状
態
と
い
え
る
。

そ
の
理
由
を
思
い
つ
く
ま
ま
上
げ
る
と
、一
つ
は
、

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
か
ら
発
想
す
る
が
、
そ
こ
に

執
着
せ
ず
、
す
べ
て
の
文
献
研
究
の
地
平
に
立
つ

こ
と
が
必
要
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
上
で
、
方
法

の
精
度
を
高
め
る
た
め
に
、
ま
ず
は
極
力
事
項
の

設
定
に
恣
意
性
の
な
い
科
学
的
方
法
へ
と
磨
き
を

か
け
て
欲
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。と
言
っ
て
、

そ
の
具
体
的
な
知
恵
は
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず

八
十
年
も
前
に
な
る
柳
田
の
昔
話
理
論
を
絶
対
視

す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
後
の
研
究
成
果
を
広
く
取

り
入
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
口
幅
っ
た
い
言
い
方
に

な
る
が
、
関
敬
吾
の
『
昔
話
の
歴
史
』
は
「
天
人

女
房
」
の
研
究
に
は
必
見
。
そ
れ
か
ら
ウ
ラ
ジ

ミ
ー
ル
・
プ
ロ
ッ
プ
と
マ
ッ
ク
ス
リ
ュ
テ
ィ
ー
の

研
究
を
、「
説
話
分
析
の
方
法
」
に
参
考
し
て
欲

し
い
。
校
務
か
ら
解
放
さ
れ
た
今
こ
そ
、
ご
健
闘

と
成
功
を
祈
念
し
ま
す
。

二
〇
二
〇
年
三
月　
新
典
社
刊

本
体
一
七
、二
〇
〇
円

（
は
な
べ
・
ひ
で
お
／
國
學
院
大
學
）

本
書
は
、今
井
秀
和
氏
の
学
位
請
求
論
文
『『
甲

子
夜
話
』
怪
異
・
奇
聞
の
研
究
』
の
執
筆
を
通
し

て
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
論
点
を
、
発
展
さ
せ
て

論
じ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、『
甲
子
夜
話
』

を
著
し
た
松
浦
静
山
を
中
心
に
江
戸
後
期
に
お
け

る
知
識
人
の
奇
聞
に
対
す
る
興
味
の
示
し
方
や
そ

の
前
提
と
な
る
知
的
基
盤
に
つ
い
て
、
当
時
江
戸

に
流
布
し
た
二
人
の
少
年
の
怪
異
的
話
題
を
軸
と

し
な
が
ら
詳
細
に
論
じ
て
い
る
。

全
体
の
構
成
を
概
観
す
る
と
、
第
一
章
か
ら
第

三
章
ま
で
が
『
仙
境
異
聞
』
論
、
第
四
章
か
ら
第

六
章
ま
で
が
『
勝
五
郎
再
生
記
聞
』
論
、
第
七
章

か
ら
第
九
章
ま
で
が
松
浦
静
山
と
平
田
篤
胤
論
で

あ
る
。
そ
し
て
、
終
章
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な

怪
異
的
世
界
観
の
醸
成
に
重
要
な
役
割
を
担
っ
た

江
戸
後
期
の
知
識
人
達
の
知
的
営
み
の
背
景
に
つ

書 

評

　
今
井
秀
和
著

『
異
世
界
と
転
生
の
江
戸
―
平
田
篤
胤
と
松
浦
静
山
』佐　

藤　
　
優


