
研
究
に
お
け
る
専
攻
の
分
野
を
決
め
て
学
界
人
の
仲
間
入
り
を

す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
入
門
書
・
概
説
言
を
通
し
て
広
い
視
野

を
養
う
と
同
時
に
、
そ
れ
と
平
行
し
て
専
門
の
研
究
論
文
に
親
し

む
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
今
回
は
そ
う
し
た
論
文

の
一
般
的
な
状
況
に
つ
い
て
少
し
紹
介
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

周
知
の
如
く
、
現
在
佛
教
学
に
関
す
る
全
国
的
な
学
会
と
し
て

は
、
日
本
佛
教
学
会
と
日
本
印
度
学
佛
教
学
会
と
が
あ
る
・
発
足

し
た
の
は
日
本
佛
教
学
会
の
方
が
古
く
、
昭
和
三
年
に
佛
教
学
関

係
の
講
座
を
持
つ
大
学
や
専
門
学
校
が
連
合
し
て
結
成
さ
れ
た
も

の
で
、
毎
年
一
回
ず
つ
大
会
が
開
か
れ
る
が
、
研
究
発
表
者
は
加

盟
大
学
か
ら
代
表
と
し
て
推
さ
れ
た
人
た
ち
が
当
る
か
ら
、
そ
の

機
関
誌
で
あ
る
「
日
本
佛
教
学
会
年
報
」
は
発
表
者
数
が
少
く
従

っ
て
比
較
的
長
篇
が
多
い
。
昭
和
三
年
に
出
発
し
た
当
時
は
「
日

本
佛
教
学
協
会
年
報
」
と
い
う
名
で
あ
っ
た
が
、
戦
後
は
名
を
改

中
国
佛
教
へ
の
道
し
る
べ
（
三
）

め
昭
和
二
十
四
年
度
の
第
十
五
号
か
ら
「
日
本
佛
教
学
会
年
報
」

と
い
う
こ
と
に
し
、
昭
和
三
十
九
年
度
の
紀
要
で
第
三
十
号
に
達

し
た
。
こ
の
学
会
が
学
校
を
以
て
加
盟
単
位
と
し
て
い
る
の
に
対

し
、
全
く
個
人
を
以
て
会
員
と
し
会
員
の
研
究
発
表
を
自
由
に
認

め
て
い
る
の
が
日
本
印
度
学
佛
教
学
会
で
あ
り
、
こ
の
方
も
現
在

は
毎
年
一
回
大
会
を
開
い
て
研
究
紀
要
「
印
度
学
佛
教
学
研
究
」

を
刊
行
し
て
い
る
。
た
だ
毎
回
発
表
者
が
百
余
人
の
多
数
に
上
る

た
め
、
研
究
紀
要
に
於
て
は
自
然
に
論
文
の
長
さ
を
制
限
す
る
の

を
余
義
な
く
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
会
は
昭
和
二
十
七
年
に
第
一
巻

第
一
号
を
発
行
し
て
以
来
、
既
に
通
算
二
十
七
号
を
発
行
し
た
・
当

初
は
一
年
に
春
秋
二
回
大
会
を
開
い
て
い
た
が
、
昭
和
三
十
年
以

来
一
年
一
回
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
。
以
上
二
つ
の
学
会
は
現
在

尚
益
友
発
展
を
遂
げ
つ
つ
あ
り
、
強
い
て
得
失
を
云
う
な
ら
ば
、
印

度
学
佛
教
学
会
は
多
く
の
若
い
新
進
学
徒
に
全
国
的
組
織
の
大
会

横
超
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で
研
究
を
発
表
す
る
の
機
会
を
与
え
た
こ
と
を
功
績
と
し
，
発
表

者
数
の
多
い
た
め
力
作
の
大
論
文
を
掲
載
す
る
自
由
の
与
え
ら
れ

て
い
な
い
の
を
遺
憾
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
日
本
佛
教
学
会
の
方

は
各
大
学
の
代
表
者
に
よ
る
発
表
と
い
う
理
由
の
た
め
、
印
佛
学

会
の
方
に
比
今
へ
て
比
較
的
長
文
を
以
て
発
表
し
得
る
利
点
が
あ
る

け
れ
ど
も
、
や
や
も
す
れ
ば
宗
門
大
学
の
代
表
と
い
う
立
場
上
か

ら
か
宗
義
を
展
示
す
る
に
止
ま
り
、
広
い
視
野
に
立
っ
て
鋭
く
検

討
し
あ
う
と
い
う
気
塊
に
欠
け
る
憾
み
が
な
い
で
も
な
い
。
然
し

い
ず
れ
に
も
せ
よ
此
の
二
学
会
が
現
在
の
所
、
日
本
の
全
国
的
な

佛
教
学
会
と
し
て
最
も
大
き
い
組
織
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
れ
よ
り
前
、
大
正
五
年
か
ら
東
京
帝
大
の
宗
教
学
研
究
室
を

中
心
と
し
て
、
宗
教
研
究
会
が
雑
誌
「
宗
教
研
究
」
を
発
表
し
て

い
た
。
と
こ
ろ
が
そ
の
雑
誌
は
大
正
十
二
年
の
関
東
大
震
災
で
中

絶
し
て
し
ま
っ
た
。
そ
こ
で
大
正
十
三
年
九
月
に
至
り
東
京
及
び

京
都
の
両
帝
大
を
始
め
各
方
面
か
ら
選
定
せ
ら
れ
た
常
任
委
員
に

よ
り
「
宗
教
研
究
」
の
新
第
一
巻
第
一
号
の
発
刊
を
見
る
こ
と
に

な
っ
た
・
隔
月
発
行
で
一
年
に
六
冊
出
さ
れ
た
の
で
、
か
な
り
多

く
の
力
作
が
連
載
さ
れ
、
宗
教
研
究
と
い
う
題
名
で
は
あ
る
が
い

つ
も
佛
教
関
係
の
論
文
が
過
半
数
を
占
め
て
い
た
・
初
め
は
東
京

の
博
文
館
、
次
い
で
同
文
館
か
ら
発
行
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
後

然
る
に
こ
の
「
佛
教
研
究
」
が
発
刊
さ
れ
た
昭
和
十
二
年
、
奇

し
く
も
亦
た
期
を
同
じ
う
し
て
、
支
那
佛
教
研
究
の
専
門
雑
誌
が

生
ま
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
京
都
の
塚
本
善
隆
、
高
雄
義
堅
、
野
上

に
大
東
出
版
社
の
手
に
移
っ
た
。
こ
の
雑
誌
は
昭
和
十
四
年
か
ら

季
刊
に
か
わ
り
、
日
本
宗
教
学
会
編
と
し
て
世
に
ま
み
え
る
に
至

っ
た
。
こ
れ
が
昭
和
の
初
め
佛
教
学
研
究
に
尽
し
た
功
績
の
大
き

い
こ
と
を
忘
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
然
し
そ
れ
は
と
に
か
く
も

と
も
と
一
‐
宗
教
研
究
」
と
い
う
名
で
あ
っ
て
、
佛
教
学
専
門
の
研

究
誌
と
い
う
の
で
は
な
か
っ
た
・
そ
れ
が
時
機
の
熟
し
た
と
い
う

も
の
か
、
昭
和
十
二
年
に
至
っ
て
大
東
出
版
社
か
ら
佛
教
研
究
会

発
行
の
隔
月
刊
行
「
佛
教
研
究
」
の
誕
生
を
見
る
に
至
っ
た
の
で

あ
る
。
爾
来
、
「
季
刊
宗
教
研
究
」
に
も
引
き
つ
づ
き
佛
教
関
係

の
論
文
が
収
載
せ
ら
れ
た
け
れ
ど
も
、
何
と
言
っ
て
も
こ
の
方
が

佛
教
研
究
専
門
の
定
期
刊
行
物
と
し
て
、
昭
和
十
九
年
の
戦
火
た

け
な
わ
な
る
時
ま
で
八
年
間
に
亙
っ
て
学
界
に
大
き
な
足
跡
を
残

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
毎
年
一
回
程
度
特
報
号
を
出
し
て
、
「
日

本
佛
教
の
研
究
」
だ
と
か
、
「
我
の
問
題
」
だ
と
か
、
「
生
死
の

問
題
」
だ
と
か
い
う
よ
う
な
項
目
が
と
り
あ
げ
ら
れ
、
第
五
巻
の

第
五
・
六
合
併
号
で
は
「
佛
教
学
の
現
状
と
将
来
」
を
特
集
し
、

第
六
巻
の
第
二
・
三
号
で
は
「
南
方
圏
の
佛
教
」
を
特
集
し
た
。
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俊
静
、
諏
訪
義
讓
、
道
端
良
秀
、
小
笠
原
宣
秀
、
藤
野
立
然
等
の

諸
氏
と
、
東
京
の
福
井
康
順
、
結
城
令
聞
、
板
野
長
八
、
山
崎
宏
、

龍
池
清
、
及
び
私
横
超
慧
日
等
の
諸
氏
が
中
心
に
な
っ
て
、
「
支

那
佛
教
史
学
」
と
い
う
雑
誌
を
年
四
回
刊
行
す
る
こ
と
を
決
め
た
。

発
行
所
は
京
都
の
法
蔵
館
で
あ
り
、
こ
れ
は
昭
和
十
九
年
十
月
に

第
七
巻
第
三
号
を
出
す
ま
で
続
け
ら
れ
た
こ
の
雑
誌
も
亦
た
、

「
支
那
浄
土
教
の
研
究
」
や
、
「
日
支
佛
教
交
渉
の
研
究
」
、
「
現

地
踏
査
報
告
」
等
の
特
輯
号
を
出
し
た
外
ゞ
学
界
の
展
望
や
、
支

那
佛
教
史
学
関
係
の
論
文
目
録
を
附
し
て
歓
迎
せ
ら
れ
た
。
学
界

の
展
望
と
し
て
掲
載
せ
ら
れ
た
も
の
を
挙
げ
て
み
る
と
、

支
那
佛
教
史
の
既
刊
書
概
観
昭
和
十
一
年
（
以
下
十
二

年
、
十
三
年
、
十
四
年
、
十
五
年
）
の
支
那
佛
教
史
学
界
点

描
支
那
佛
教
社
会
経
済
史
の
研
究
に
つ
い
て
遼
代

佛
教
に
関
す
る
研
究
の
発
展
儒
佛
道
三
教
交
渉
研
究
の

展
望
五
台
山
佛
教
の
展
望
西
夏
佛
教
に
関
す
る
諸

研
究
遼
代
燕
京
の
佛
教
支
那
佛
教
初
伝
に
関
す
る

諸
研
究
支
那
禅
宗
史
の
展
望
金
代
の
佛
教
に
関
す

る
研
究
支
那
浄
土
教
研
究
の
回
顧
支
那
天
台
研
究

の
回
顧
華
厳
教
学
研
究
の
回
顧
南
方
佛
教
に
関
す

る
研
究
の
展
望

と
い
う
よ
う
に
初
心
者
向
き
に
各
種
の
解
説
的
記
事
が
載
せ
ら
れ
、

又
「
山
西
省
旅
行
記
」
だ
と
か
、
「
山
東
霊
厳
寺
行
」
だ
と
か
槌

「
五
台
山
紀
行
」
だ
と
か
、
「
河
北
省
正
定
県
城
調
査
手
記
」
だ

と
か
、
「
開
封
猶
太
教
徒
の
現
状
報
告
」
だ
と
か
、
「
泰
山
に
詣

ず
る
記
」
だ
と
か
、
「
山
西
太
原
法
華
寺
遊
記
」
だ
と
か
、
「
北

京
白
雲
観
の
現
況
に
つ
い
て
」
だ
と
か
い
う
よ
う
に
旅
行
記
や
調

査
報
告
も
掲
載
さ
れ
て
仲
女
興
味
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
第
七
巻

第
三
号
の
巻
末
に
創
刊
号
以
来
の
既
刊
本
総
目
録
が
載
っ
て
い
る

か
ら
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
の
「
支
那
佛
教
史
学
」
に
つ
い
て
も
う

一
つ
附
け
加
え
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
創
刊
号
か
ら

三
巻
一
号
ま
で
の
各
号
に
梁
高
僧
伝
の
索
引
を
附
し
た
こ
と
で
あ

る
。
梁
高
僧
伝
中
の
僧
名
、
俗
人
名
、
寺
名
、
書
名
等
に
つ
き
原

文
を
抄
出
し
た
上
、
支
那
佛
教
史
研
究
の
重
要
資
料
た
る
出
三
蔵

記
集
や
名
僧
伝
抄
、
弘
明
集
、
歴
代
三
宝
紀
、
広
弘
明
集
等
か
ら

関
連
あ
る
事
項
を
概
略
採
録
し
て
参
照
に
資
し
た
。
｜
」
れ
は
塚
本

善
隆
、
龍
池
清
、
牧
田
諦
亮
の
諸
氏
に
よ
る
努
力
の
成
果
で
あ
り
、

こ
の
方
面
の
研
究
者
に
利
便
を
与
え
る
所
少
な
く
な
か
っ
た
。
そ

れ
は
甚
だ
骨
の
折
れ
る
仕
事
で
あ
る
が
、
続
高
僧
伝
に
ま
で
こ
の

方
法
が
及
ぼ
し
続
け
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
↑
更
に
ど
ん
な
に
か
学

者
に
禅
益
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

恐
ら
く
「
支
那
佛
教
史
学
」
の
刊
行
が
刺
戟
を
な
し
た
こ
と
で

あ
ろ
う
、
遅
れ
る
こ
と
四
年
に
し
て
「
日
本
佛
教
史
学
」
の
刊
行

●
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尚
一
つ
中
国
佛
教
研
究
と
い
う
点
か
ら
挙
げ
て
お
か
ね
ば
な
ら

ぬ
も
の
に
、
「
日
華
佛
教
研
究
会
年
報
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

こ
れ
は
日
本
と
中
華
民
国
の
佛
教
徒
が
提
携
し
，
相
互
に
研
究
と

親
善
を
図
ろ
う
と
い
う
目
的
で
昭
和
九
年
に
日
華
佛
教
研
究
会
が

設
立
さ
れ
た
の
が
も
と
で
、
昭
和
十
一
年
に
そ
の
機
関
誌
と
し
て

「
日
華
佛
教
研
究
会
年
報
第
一
年
」
が
刊
行
さ
れ
た
。
そ
れ
は
現

代
支
那
佛
教
研
究
特
輯
号
と
い
う
副
題
を
持
つ
の
で
も
知
ら
れ
る

よ
う
に
、
支
那
佛
教
の
現
状
を
知
ら
せ
る
こ
と
に
主
眼
を
お
く
も

の
で
あ
っ
た
。
中
華
民
国
で
最
近
十
数
年
間
に
出
版
さ
れ
た
諸
雑

誌
の
中
か
ら
佛
教
関
係
の
論
文
を
分
類
し
て
集
録
し
、
日
本
に
於

て
の
研
究
に
つ
い
て
も
昭
和
六
年
以
後
最
近
号
ま
で
の
支
那
佛
教

関
係
雑
誌
論
文
の
目
録
を
挙
げ
る
と
か
、
そ
の
他
岩
井
（
牧
田
）

諦
亮
氏
に
よ
る
宋
代
新
訳
経
典
索
引
目
録
と
、
春
日
礼
智
氏
に
ょ

を
見
る
こ
と
と
な
っ
た
。
創
刊
号
の
巻
頭
に
花
山
信
勝
氏
が
、

「
日
本
佛
教
史
学
の
回
顧
と
展
望
」
を
書
き
、
末
尾
の
方
に
は
書

評
や
彙
報
や
新
刊
書
目
、
論
文
一
覧
の
外
、
附
録
と
し
て
毎
号
、

伊
藤
真
徹
氏
に
よ
る
六
国
史
佛
教
資
料
が
連
載
さ
れ
た
。
こ
れ
も

年
四
回
の
刊
行
で
、
こ
れ
は
京
都
の
平
楽
寺
書
店
か
ら
発
行
せ
ら

れ
た
が
、
世
界
大
戦
の
厳
し
さ
は
終
に
「
支
那
佛
教
史
学
」
と
同

様
「
日
本
佛
教
史
学
」
を
も
休
刊
の
止
む
な
き
に
至
ら
せ
た
。

る
全
唐
文
の
中
の
佛
教
関
係
撰
述
目
録
と
が
載
せ
ら
れ
た
。
今
そ

の
後
の
一
女
を
紹
介
す
る
こ
と
は
略
す
る
が
、
昭
和
十
八
年
に
出

た
「
日
華
佛
教
研
究
会
年
報
第
六
年
」
は
、
談
玄
氏
述
の
「
清
代

佛
教
の
概
況
」
や
、
春
日
礼
智
氏
の
筆
に
な
る
「
支
那
佛
教
史
蹟

案
内
」
だ
と
か
、
「
日
本
現
存
支
那
佛
教
史
籍
古
紗
古
刊
本
目
録
」

と
い
う
よ
う
な
も
の
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
春
日
氏
は
、
同
年
報

の
第
二
年
に
「
全
唐
詩
佛
教
関
係
撰
述
目
録
」
、
第
三
年
に
「
漢
代

佛
教
の
外
典
資
料
」
、
第
四
年
に
「
日
華
佛
教
交
渉
史
年
表
」
、
第

五
年
に
「
宋
人
集
佛
教
関
係
撰
述
目
録
」
と
い
う
よ
う
に
毎
号
こ

の
方
面
で
労
作
を
発
表
し
て
お
ら
れ
、
資
料
集
録
に
尽
さ
れ
た
努

力
は
全
く
氏
の
独
壇
場
で
あ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。

大
戦
が
終
っ
て
以
後
暫
く
は
沈
黙
し
忍
苦
を
続
け
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
学
界
に
も
、
漸
く
四
年
を
経
た
昭
和
廿
四
年
に
な
っ
て
佛

教
史
学
の
方
面
で
再
起
の
動
き
が
高
ま
っ
た
。
か
く
て
、
「
日
本

佛
教
史
学
」
と
「
支
那
佛
教
史
学
」
の
両
学
界
が
発
展
解
消
し
統

合
し
た
も
の
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
新
た
に
佛
教
史
学
会
が
結

成
さ
れ
、
平
楽
寺
吾
店
か
ら
雑
誌
「
佛
教
史
学
」
の
発
行
を
見
る

に
至
っ
た
。
そ
の
名
の
示
す
よ
う
に
こ
れ
は
、
日
本
だ
け
で
も
な

け
れ
ば
、
中
国
だ
け
で
も
な
い
。
従
っ
て
、
「
佛
教
印
度
の
地
理

的
考
察
」
だ
と
か
、
「
蒙
古
語
古
典
文
法
書
に
及
ぼ
し
た
る
西
蔵

心
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佛
教
文
法
学
の
影
響
」
だ
と
か
、
「
朝
鮮
に
お
け
る
佛
教
と
民
族

信
仰
」
だ
と
か
い
う
よ
う
に
、
イ
ン
ド
、
西
蔵
、
朝
鮮
等
に
関
す

る
論
文
も
載
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
し
て
次
の
よ
う
な
特
集
号
が

計
画
し
発
表
さ
れ
た
・

戦
後
佛
教
史
学
の
回
顧
と
展
望
禅
宗
史
特
集
佛
教

と
民
衆
生
活
特
集
日
本
浄
土
教
日
蓮
宗
特
集

日
本
佛
教
の
地
域
発
展
説
話
特
集
佛
教
美
術
史
特

集

昭
和
四
十
一
年
の
二
月
に
第
十
二
巻
第
三
号
が
出
て
い
る
か
ら
、

今
で
は
創
刊
以
来
既
に
十
六
年
を
経
過
し
た
。
然
し
お
お
む
ね
日

本
佛
教
に
関
す
る
論
文
が
優
勢
で
、
中
国
佛
教
に
関
す
る
論
文
は

量
的
に
云
っ
て
不
振
の
感
を
覚
え
る
が
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
佛
教

史
学
と
云
っ
て
も
現
象
的
な
面
だ
け
で
な
く
教
義
に
つ
い
て
の
思

想
史
的
な
も
の
が
も
っ
と
多
く
出
て
も
よ
い
と
思
う
け
れ
ど
も
、

ど
う
も
純
粋
に
社
会
史
的
な
も
の
が
多
い
。
そ
し
て
本
当
は
中
国

の
歴
史
を
専
攻
す
る
も
の
も
イ
ン
ド
や
日
本
の
歴
史
に
関
心
を
持

ち
、
日
本
の
歴
史
を
専
攻
す
る
も
の
も
イ
ン
ド
や
中
国
の
歴
史
に

注
意
を
払
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
仲
女
そ
う
は
ゆ
か
ず
、
関
連
の
薄

ｂ
も
、

い
論
文
が
多
い
と
き
に
は
自
然
と
読
ま
な
い
で
積
ん
読
に
な
り
勝

ち
で
あ
る
。
こ
れ
は
私
自
身
の
反
省
か
ら
言
う
こ
と
だ
か
ら
、
一

般
に
そ
う
で
な
い
と
い
う
な
ら
幸
で
あ
る
。

さ
て
以
上
は
佛
教
を
中
心
に
し
た
雑
誌
に
つ
い
て
述
べ
た
が
、

こ
れ
と
関
係
の
深
い
も
の
に
、
「
東
方
宗
教
」
と
い
う
も
の
が
あ

る
・
東
方
宗
教
と
い
う
の
は
、
実
は
道
教
学
会
の
機
関
誌
で
、
道

教
学
会
は
昭
和
二
十
六
年
に
結
成
せ
ら
れ
、
同
年
創
刊
号
を
発
行

し
た
。
道
教
は
中
国
人
の
生
活
を
考
え
る
上
に
欠
く
こ
と
の
で
き

ぬ
宗
教
基
盤
で
あ
っ
て
、
そ
の
成
立
発
展
の
上
に
佛
教
と
の
関
連

は
特
に
深
い
も
の
が
あ
っ
た
。
従
っ
て
東
洋
の
宗
教
一
般
と
の
関

連
に
於
て
研
究
を
進
め
よ
う
と
の
意
図
か
ら
、
そ
の
機
関
誌
を
道

教
研
究
と
名
づ
け
な
い
で
＄
特
に
「
東
方
宗
教
」
と
い
う
名
が
つ

け
ら
れ
た
。
此
は
法
蔵
館
か
ら
年
四
回
発
行
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ

と
で
発
足
し
た
が
；
そ
の
後
年
三
回
と
な
り
、
今
で
は
年
二
回
と

い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
・
昭
和
四
十
年
の
十
月
に
第
二
十
六
号

が
出
た
。
老
荘
思
想
、
道
教
信
仰
等
が
中
心
と
な
っ
て
論
じ
ら
れ

て
い
る
こ
と
は
当
然
で
、
実
際
は
中
国
の
佛
教
が
そ
の
底
流
に
於

て
道
教
乃
至
は
道
家
の
思
想
と
密
接
に
相
通
じ
た
も
の
を
以
て
行

わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
と
か
く
も
の
ご
と
を
佛
教
に
だ

け
特
有
だ
と
考
え
勝
ち
な
佛
教
学
者
の
考
え
方
は
、
こ
う
い
う
雑

誌
の
論
文
か
ら
啓
発
さ
れ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
。
例
え
ば
日
本

佛
教
を
考
え
る
時
日
本
民
族
固
有
の
信
仰
を
無
視
し
た
り
民
間
の

習
俗
に
眼
を
そ
ら
す
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
に
、
中
国
の
佛
教
を

考
察
す
る
に
当
っ
て
も
道
教
信
仰
を
看
却
し
て
は
真
相
に
迫
り
得
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な
い
と
い
う
こ
と
を
心
得
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
心
そ
う
い
う
意

味
で
道
教
の
方
に
従
来
関
心
の
薄
か
っ
た
私
自
身
甚
だ
恥
し
く
思

っ
て
い
る
。
東
方
宗
教
の
中
に
は
、
道
佛
二
教
の
交
渉
や
、
高
僧

伝
の
神
異
だ
と
か
、
知
名
な
高
僧
の
思
想
中
に
ひ
そ
む
道
教
的
要

素
な
ど
、
佛
教
と
表
面
的
に
鑿
が
る
論
文
も
あ
る
。

以
上
私
は
主
と
し
て
佛
教
を
中
心
と
す
る
雑
誌
に
つ
い
て
記
し

て
き
た
が
、
こ
の
他
に
明
治
時
代
以
後
久
し
く
「
哲
学
雑
誌
」
（
東

大
）
、
「
哲
学
研
究
」
（
京
大
）
、
「
東
洋
学
報
」
（
東
洋
学
術
協
会
）
、

「
史
学
雑
誌
」
（
東
大
）
、
「
東
洋
史
研
究
」
（
京
大
）
、
「
史
学
研
究
」

（
広
島
大
）
、
「
史
林
」
（
京
大
）
、
「
史
淵
」
（
九
大
）
等
に
佛

教
関
係
の
論
文
が
夫
女
哲
学
的
に
或
は
史
学
的
に
扱
わ
れ
て
掲
載

さ
れ
、
屡
点
学
界
に
波
紋
を
起
す
よ
う
な
出
来
事
も
あ
っ
た
が
、

今
は
そ
れ
に
触
れ
る
こ
と
を
控
え
て
お
く
。

昭
和
の
初
、
東
方
文
化
学
院
と
い
う
中
国
文
化
研
究
の
機
関
が

あ
っ
て
、
東
京
と
京
都
に
研
究
所
を
持
ち
、
そ
の
中
で
中
国
の
佛

教
も
研
究
せ
ら
れ
て
い
た
。
夫
友
別
に
研
究
成
果
を
発
表
し
、

「
東
方
学
報
東
京
第
何
冊
」
、
「
東
方
学
報
京
都
第
何
冊
」
と
い
う

よ
う
に
平
行
し
て
刊
行
せ
ら
れ
た
。
東
京
で
は
常
盤
大
定
博
士
の

下
に
結
城
令
聞
、
中
田
源
次
郎
、
龍
池
清
の
諸
氏
や
私
な
ど
が
お

り
、
京
都
で
は
松
本
文
三
郎
博
士
の
下
に
塚
本
善
隆
＄
長
尾
雅
人
、

牧
田
諦
亮
、
藤
吉
慈
海
の
諸
氏
が
い
て
佛
教
関
係
の
論
文
を
発
表

し
た
。
そ
の
中
、
東
京
は
昭
和
十
九
年
の
第
十
五
冊
で
終
り
と
な

り
、
そ
の
後
は
東
京
大
学
の
東
洋
文
化
研
究
所
に
併
合
さ
れ
、

「
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
」
の
名
を
以
て
刊
行
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
「
東
洋
文
化
研
究
所
紀
要
」
は
昭
和
四
十
一
年
三
月
に
第

四
十
冊
を
出
し
た
が
、
佛
教
研
究
の
専
門
家
が
少
い
た
め
そ
の
方

面
の
論
文
は
近
来
甚
だ
少
な
く
な
っ
た
。
京
都
の
方
で
は
東
方
文

化
研
究
所
が
京
都
大
学
の
人
文
科
学
研
究
所
に
併
合
さ
れ
た
後
も
、

東
方
学
報
は
依
然
そ
の
名
を
保
存
し
て
続
刊
せ
ら
れ
、
昭
和
三
十

九
年
十
月
に
は
創
立
三
十
五
周
年
記
念
論
集
と
し
て
、
「
東
方
学

報
京
都
第
三
十
六
冊
」
が
出
さ
れ
た
。
こ
の
方
に
は
未
だ
佛
教
史

関
係
の
論
文
が
屡
友
発
表
さ
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

尚
こ
の
他
に
戦
後
誕
生
し
た
東
方
学
会
の
あ
る
こ
と
を
紹
介
し

て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
・
東
方
学
会
は
東
方
文
化
の
研
究
に
従
事
す

る
内
外
の
学
界
人
で
組
織
さ
れ
た
純
学
術
団
体
で
↑
羽
田
博
士
を

会
長
と
し
学
術
公
開
講
演
を
行
っ
て
い
た
が
、
創
立
以
来
五
年
を

経
過
し
た
昭
和
二
十
六
年
に
な
っ
て
機
関
誌
「
東
方
学
」
第
一
輯

を
発
行
し
た
。
昭
和
四
十
年
十
一
月
で
第
三
十
一
輯
が
出
て
い
る
。

「
東
方
学
」
と
い
う
名
で
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
宗
教
や

哲
学
、
文
学
、
考
古
学
を
初
め
政
治
・
経
済
・
地
理
・
言
語
等
文

化
百
般
に
亙
る
研
究
論
文
が
載
る
。
従
っ
て
佛
教
に
関
し
て
も
イ
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次
に
佛
教
系
の
大
学
等
か
ら
出
て
い
る
雑
誌
に
つ
い
て
書
き
添

え
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

先
ず
手
初
め
に
我
が
大
谷
大
学
か
ら
言
う
な
ら
ば
、
現
在
、
「
大

谷
学
報
」
と
、
「
大
谷
大
学
研
究
年
報
」
と
を
出
し
て
い
る
。
「
大

谷
学
報
」
は
、
創
刊
さ
れ
た
大
正
九
年
当
時
か
ら
昭
和
二
年
ま
で

「
佛
教
研
究
」
と
い
う
名
で
あ
っ
た
が
～
昭
和
三
年
か
ら
現
在
の

「
大
谷
学
報
」
と
い
う
名
に
改
め
ら
れ
た
。
大
谷
大
学
の
性
格
上
、

論
文
の
内
容
が
史
学
・
哲
学
・
文
学
・
社
会
科
学
等
に
も
亙
る
こ

と
も
ち
ろ
ん
で
あ
る
が
、
何
と
言
っ
て
も
真
宗
学
・
佛
教
学
に
関

す
る
も
の
が
重
要
な
部
分
を
な
し
て
い
る
。
一
年
に
四
回
の
発
行

で
、
昭
和
四
十
年
三
月
に
第
四
十
四
巻
第
四
号
が
出
た
。
「
‐
研
究

年
報
」
は
名
の
如
く
年
一
回
の
研
究
報
告
で
、
原
則
と
し
て
毎
回

ソ
ド
佛
教
や
中
国
佛
教
に
関
す
る
論
文
も
ま
ま
発
表
さ
れ
る
こ
と

が
あ
る
け
れ
ど
も
そ
の
範
囲
が
甚
だ
広
い
関
係
上
、
狭
い
研
究
領

域
に
没
頭
す
る
者
に
は
と
か
く
見
落
さ
れ
勝
ち
に
な
る
の
も
止
む

を
得
な
い
。
然
し
「
我
が
東
洋
学
界
の
近
況
」
と
「
海
外
東
方
学

界
の
消
息
」
と
が
殆
ど
毎
号
報
ぜ
ら
れ
て
お
る
し
、
別
に
「
東
方

学
論
集
」
と
い
う
も
の
も
出
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
初
心
の
入
門
者

に
と
っ
て
よ
り
は
む
し
ろ
研
究
の
進
ん
だ
人
女
に
と
っ
て
資
す
る

所
多
い
も
の
で
あ
る
。

佛
教
学
及
び
真
宗
学
の
も
の
が
夫
次
一
篇
ず
つ
は
掲
載
さ
れ
る
こ

と
に
な
っ
て
お
り
、
昭
和
十
七
年
に
第
一
集
が
出
て
以
来
、
戦
後

暫
く
中
絶
し
て
い
た
関
係
も
あ
っ
て
、
昭
和
四
十
年
六
月
に
第
十

七
集
を
出
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
文
の
分
類
総
目
録
が
昭
和
三

十
六
年
に
出
た
。

又
龍
谷
大
学
で
は
「
龍
谷
大
学
論
集
」
「
仏
教
学
研
究
」
が
あ
り
、

大
正
大
学
に
は
「
大
正
大
学
学
報
」
が
あ
る
。
大
正
大
学
の
山
家

学
会
は
昭
和
三
十
五
年
か
ら
「
天
台
学
報
」
を
出
し
て
い
る
が
、

以
前
に
は
「
山
家
学
報
」
と
い
う
名
の
雑
誌
で
学
会
か
ら
注
意
を

ひ
く
論
文
が
出
さ
れ
て
い
た
。
曾
っ
て
智
山
専
門
学
校
に
は
「
智

山
学
報
」
が
あ
っ
た
。
又
高
野
山
大
学
の
「
密
教
研
究
」
、
立
正
大

学
の
「
大
崎
学
報
」
、
駒
沢
大
学
の
「
佛
教
学
部
研
究
紀
要
」
、
花

園
大
学
の
「
禅
学
研
究
」
、
愛
知
学
院
大
学
の
「
禅
学
研
究
」
、
同
朋

大
学
の
「
同
朋
学
報
」
が
あ
る
。
そ
の
他
、
京
都
大
学
の
「
イ
ン

ド
学
試
論
集
」
、
「
駒
沢
大
学
研
究
紀
要
」
、
「
東
洋
大
学
紀
要
」
「
大

正
大
学
研
究
紀
要
」
、
「
立
正
大
学
研
究
紀
要
」
、
「
仏
教
大
学
研
究

紀
要
」
、
「
龍
谷
大
学
佛
教
文
化
研
究
所
紀
要
」
、
京
都
知
恩
院
内
佛

教
文
化
研
究
所
の
「
佛
教
文
化
研
究
」
等
が
あ
り
、
近
く
は
大
阪

四
天
王
寺
短
大
に
本
部
を
お
く
聖
徳
太
子
研
究
会
の
「
聖
徳
太
子

研
究
」
だ
と
か
、
鈴
木
学
術
財
団
で
出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
「
研

究
年
報
」
、
東
洋
大
学
の
東
洋
学
研
究
所
か
ら
出
た
「
東
洋
学
研
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究
」
等
最
近
の
も
の
ま
で
加
え
る
と
お
び
た
だ
し
い
数
に
上
る
。

各
宗
大
学
の
雑
誌
に
は
夫
友
古
い
歴
史
が
あ
り
、
例
え
ば
大
谷
大

学
の
「
無
尽
燈
」
、
龍
谷
大
学
の
「
六
条
学
報
」
等
さ
か
の
ぼ
っ

て
紹
介
す
れ
ば
今
日
の
雑
誌
は
み
な
古
い
伝
統
を
持
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
然
し
今
は
研
究
と
い
う
よ
り
全
く
の
入
門
者
に
ほ
ん
の

あ
ら
ま
し
を
紹
介
し
た
に
過
ぎ
ぬ
か
ら
＄
こ
の
程
度
で
止
め
て
お

き
た
い
。

最
後
に
、
雑
誌
論
文
と
並
ん
で
単
行
本
と
な
っ
て
い
る
論
文
集

に
つ
い
て
一
言
触
れ
て
お
き
た
い
・
個
人
の
著
書
に
は
そ
の
人
の

多
年
の
研
究
を
集
録
し
た
論
文
集
の
形
態
を
な
す
も
の
が
少
な
く

な
い
が
、
そ
の
他
に
記
念
論
文
集
や
綜
合
研
究
の
成
果
発
表
と
い

っ
た
よ
う
に
多
数
学
者
の
研
究
論
文
を
集
録
し
て
一
冊
の
書
物
と

な
っ
た
も
の
が
数
多
く
あ
る
。
古
い
所
で
は
、
「
常
盤
博
士
還
暦
記

念
論
叢
」
（
昭
和
八
年
、
弘
文
堂
二
十
編
）
を
始
と
し
、
「
宇
井
博
士

還
暦
記
念
、
印
度
哲
学
と
佛
教
の
諸
問
題
」
（
昭
和
二
十
六
年
、
岩
波

書
店
二
十
五
篇
訓
「
宮
本
正
尊
教
授
還
暦
記
念
論
文
集
」
（
昭
和
二

十
九
年
、
三
省
堂
四
十
七
編
）
、
「
山
口
博
士
還
暦
記
念
印
度
学
佛
教
学

論
叢
」
（
昭
和
三
十
年
、
法
蔵
館
三
十
六
編
）
、
鈴
木
大
拙
博
士
頌
寿

記
念
会
刊
「
佛
教
と
文
化
」
（
昭
和
三
十
五
年
、
鈴
木
学
術
財
団
十
八

編
）
、
「
福
井
博
士
頌
寿
記
念
東
洋
思
想
論
集
‐
’
（
昭
和
三
十
五
年
、
同

会
五
十
七
編
）
、
「
塚
本
博
士
頌
寿
記
念
佛
教
史
学
論
集
」
（
昭
和
三

十
六
年
、
同
会
七
十
九
編
）
、
「
岩
井
博
士
古
稀
記
念
典
籍
論
集
」
（
昭

和
三
十
八
年
、
同
会
百
一
篇
）
、
「
干
潟
博
士
古
稀
記
念
論
文
集
」
（
昭

和
三
十
九
年
、
同
会
四
十
編
）
、
「
結
城
教
授
頌
寿
記
念
佛
教
思
想
史
論

集
」
（
昭
和
三
十
九
年
、
大
蔵
出
版
社
五
十
三
篇
）
、
等
が
あ
る
。
ま
だ
洩

れ
て
い
る
も
の
や
目
下
編
集
中
の
も
の
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
四
・

五
十
篇
か
ら
百
篇
に
も
上
る
と
い
う
多
数
に
な
れ
ば
当
然
内
容
上

四
部
か
五
部
に
分
け
ら
れ
、
中
国
佛
教
関
係
の
も
の
は
そ
の
中
に

ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
頌
寿
記
念
の
論
文
集
は
必

ず
初
に
そ
の
学
者
の
業
績
を
列
挙
し
て
い
る
か
ら
、
そ
う
い
う
も

の
を
見
て
お
く
と
い
う
こ
と
も
、
若
い
後
進
に
と
っ
て
よ
き
指
針

を
与
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
次
に
特
定
個
人
の
頌
寿
記
念
と
は
別

に
、
東
京
帝
国
大
学
で
は
宗
教
学
講
座
が
創
設
さ
れ
た
二
十
五
周

年
の
記
念
に
「
宗
教
学
諭
集
」
（
昭
和
五
年
、
同
文
館
二
十
一
篇
）
を

出
し
、
又
昭
和
九
年
に
は
釈
尊
の
生
誕
二
千
五
百
年
を
記
念
す
る

祝
典
が
挙
げ
ら
れ
た
の
で
、
同
記
念
学
会
に
よ
り
「
佛
教
学
の
諸

問
題
」
（
昭
和
十
年
、
岩
波
書
店
五
十
四
篇
）
が
刊
行
さ
れ
た
。
共
に

当
時
に
於
け
る
日
本
の
佛
教
学
界
の
最
高
水
準
を
代
表
す
る
論
文

と
し
て
、
今
日
の
学
界
と
比
較
し
傾
向
の
相
違
や
進
歩
の
跡
等
を

考
え
て
み
る
の
も
興
味
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
先
年
は
慈

覚
大
師
円
仁
の
示
寂
一
千
百
年
を
記
念
し
、
福
井
康
順
氏
に
よ
り
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｜
〃
慈
覚
大
師
研
究
」
（
昭
和
一
二
十
九
年
、
天
台
学
会
四
十
五
篇
）
が
刊
行

せ
ら
れ
た
。
円
仁
は
日
本
の
人
で
あ
る
が
入
唐
求
法
巡
礼
行
記
の

著
者
と
し
て
↑
中
国
佛
教
研
究
者
の
注
意
を
引
く
所
大
き
く
、
従

っ
て
そ
の
関
係
の
論
文
が
多
く
収
め
ら
れ
て
い
る
。
又
塚
本
善
隆

氏
編
の
「
肇
論
研
究
」
（
昭
和
三
十
年
、
法
蔵
館
七
篇
）
や
木
村
英
一

氏
編
の
「
慧
遠
研
究
」
遺
文
篇
と
研
究
篇
（
昭
和
三
十
年
、
三
十
五

年
創
文
社
十
四
篇
）
、
坂
本
幸
男
氏
編
「
法
華
経
の
思
想
と
文
化
」

（
昭
和
四
十
年
、
平
楽
寺
書
店
二
十
五
篇
）
、
中
村
元
氏
編
「
華
厳
思
想
」

（
昭
和
三
十
五
年
、
法
蔵
館
九
編
）
等
の
如
き
は
、
論
文
集
と
は
言
っ

て
も
一
つ
の
テ
ー
マ
を
共
同
し
て
綜
合
的
に
研
究
し
た
も
の
で
あ

る
。
多
く
の
学
者
が
夫
女
専
門
の
立
場
か
ら
多
角
的
に
研
究
し
集

成
す
る
と
い
う
こ
と
か
、
近
年
の
傾
向
と
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

今
後
は
そ
う
い
う
も
の
を
通
し
て
、
や
や
も
す
れ
ば
小
さ
い
殼
に

閉
じ
こ
も
り
勝
ち
な
学
究
者
の
弊
を
矯
め
て
ゆ
く
よ
う
に
心
が
け

る
、
へ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
中
国
仏
教
へ
の
道
し
る
犠
匡
と
い
う
題
で
、
思
い
つ
く
ま
ま

に
三
回
連
続
し
て
入
門
者
へ
の
手
引
き
と
思
わ
れ
る
よ
う
な
こ
と

を
書
い
て
み
た
。
手
引
き
と
は
言
っ
て
も
、
僅
か
に
寓
目
し
た
若

干
の
参
考
書
を
列
挙
し
た
り
、
自
分
の
通
っ
て
き
た
道
を
ふ
り
返

っ
て
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
日
頃
感
じ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
書
き

綴
っ
た
に
過
ぎ
な
い
。
実
を
言
え
ば
↑
中
国
仏
教
研
究
の
近
代
史

か
ら
書
き
始
め
て
、
先
人
の
業
績
を
顕
彰
し
、
発
達
の
顕
著
な
分

野
と
著
し
く
遅
れ
若
し
く
は
忘
れ
ら
れ
勝
ち
な
分
野
と
を
識
別
し
、

今
後
の
進
む
ゞ
へ
き
方
向
に
つ
い
て
も
見
通
し
を
述
べ
ね
ば
な
ら
な

か
っ
た
。
又
と
も
す
れ
ば
護
教
的
立
場
と
歴
史
学
の
批
判
的
立
場

と
を
混
同
し
易
い
傾
向
に
あ
る
こ
の
学
問
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う

な
基
本
的
態
度
を
用
意
し
て
か
か
る
ゞ
へ
き
か
、
そ
う
い
う
こ
と
に

つ
い
て
も
若
干
の
私
見
を
披
瀝
す
ぺ
き
は
ず
で
あ
っ
た
。
更
に
中

国
仏
教
に
対
す
る
欧
米
や
中
国
に
於
て
の
研
究
に
つ
い
て
は
全
然

触
れ
な
か
っ
た
が
、
フ
ラ
ン
ス
を
初
め
ヨ
ー
ロ
ッ
・
〈
の
学
者
で
こ

の
方
面
に
貢
献
し
た
学
者
は
少
な
く
な
い
。
前
号
で
安
藤
教
授
が

紹
介
さ
れ
た
ア
メ
リ
カ
の
〈
－
ヴ
ィ
ッ
ッ
博
士
や
オ
ラ
ン
ダ
の
ツ

ュ
ル
ヘ
ル
氏
の
よ
う
に
、
日
本
人
や
、
中
国
人
・
欧
米
人
の
研
究

を
も
渉
猟
し
て
す
ば
ら
し
い
成
果
を
挙
げ
て
い
る
最
近
の
学
者
も

あ
る
。
中
国
の
東
洋
学
関
係
の
雑
誌
や
仏
教
に
好
意
的
な
思
想
史

家
の
紹
介
も
、
必
須
と
は
考
え
な
が
ら
省
略
し
て
し
ま
っ
た
。
そ

れ
は
全
く
の
初
歩
的
入
門
者
の
た
め
と
い
う
一
」
と
だ
け
を
念
頭
に

お
い
た
為
で
、
幼
稚
な
手
引
き
を
し
た
の
に
止
ま
る
。
私
自
身
の

見
聞
が
浅
い
た
め
、
偏
っ
た
り
書
き
漏
し
た
り
進
ん
だ
学
界
の
現

況
を
書
け
な
か
っ
た
点
の
多
い
こ
と
は
重
女
承
知
し
て
い
る
が
、

斯
学
に
進
も
う
と
志
す
方
女
に
些
か
で
も
参
考
と
な
り
得
た
な
ら

ば
幸
い
と
思
い
、
一
先
ず
こ
れ
で
こ
の
稿
を
了
る
こ
と
に
す
る
。
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