
従
来
ほ
と
ん
ど
こ
の
方
而
の
研
究
に
専
念
し
て
き
た
著
者
が
、
過
去
に

次
之
と
発
表
し
た
研
究
を
集
大
成
し
た
大
冊
で
あ
り
力
の
龍
っ
た
も
の
で

あ
る
。
学
界
近
来
の
収
催
の
一
つ
と
言
っ
て
よ
い
。

著
者
は
、
過
去
の
内
外
の
学
者
の
業
績
を
は
な
は
だ
克
明
に
捜
り
、
そ

の
所
説
を
そ
れ
ぞ
れ
、
か
な
り
公
平
に
、
極
め
て
要
領
よ
く
、
紹
介
し
て

そ
の
上
に
、
己
の
解
明
し
た
も
の
を
加
え
、
岐
後
に
、
己
の
逃
し
た
粘
諭

を
示
し
て
い
る
。
先
ず
取
扱
う
問
題
の
範
囲
と
内
容
を
明
示
し
、
そ
れ
を

分
析
的
に
考
察
し
て
、
仙
灸
の
Ⅲ
胆
を
紬
諭
に
導
き
、
そ
の
上
で
Ⅳ
び
全

休
を
要
約
す
る
と
い
う
仕
方
は
、
多
く
の
場
合
明
快
な
立
而
・
平
明
な
行

文
と
相
俟
っ
て
、
著
者
の
所
説
を
た
い
へ
ん
読
者
に
理
解
し
易
い
も
の
と

し
て
い
る
。

鋭
い
著
眼
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
創
見
を
出
し
な
が
ら
、
一
つ
の
新
し

い
原
始
佛
教
聖
典
成
立
史
の
描
成
を
な
し
遂
げ
た
著
者
の
努
力
に
敬
服
す

る
。
疑
い
も
な
く
、
こ
の
分
野
に
於
て
先
学
の
業
績
の
上
に
数
歩
を
進
め

書
評

Ⅲ
川
忠
学
著

「
原
始
佛
教
聖
典
の
成
立
史
研
究
」

桜
部
建

第
一
篇
「
佛
陀
の
用
い
た
言
語
と
．
〈
Ｉ
リ
詔
の
故
郷
」
に
於
て
取
扱
わ

れ
る
の
は
原
始
佛
教
聖
典
の
用
語
と
聖
典
成
立
の
教
団
史
的
背
景
の
問
題

て
あ
る
。
す
な
わ
ち
Ｉ
佛
陀
自
身
の
用
い
た
主
要
な
言
語
は
古
代
マ
ガ

ダ
語
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
し
た
が
っ
て
佛
教
聖
典
最
初
の
言
語
も
そ
の

↓
、
ガ
ダ
紙
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
が
、
・
ハ
ー
リ
紙
は
そ
れ
と
は
別
で
、
そ
の
故

郷
は
西
イ
ン
ド
で
あ
る
。
従
来
、
パ
ー
リ
語
に
つ
い
て
主
と
し
て
マ
ガ
ダ

起
源
説
と
西
イ
ン
ド
起
脈
説
と
が
対
立
し
た
。
・
ハ
ー
リ
研
、
身
の
言
語
的

特
徴
か
ら
見
て
は
明
ら
か
に
後
者
の
説
が
正
当
で
あ
る
と
見
ら
れ
る
の
に

そ
れ
が
決
定
的
な
結
論
と
し
て
一
般
に
承
認
さ
れ
る
に
至
ら
な
か
っ
た
の

は
、
言
語
学
的
考
察
に
比
し
て
脈
史
的
考
察
が
不
足
で
あ
っ
た
こ
と
、
す

な
わ
ち
西
イ
ン
ド
地
方
と
佛
教
教
団
と
の
結
び
つ
き
が
十
分
に
究
め
ら
れ

て
い
な
か
っ
た
こ
と
、
に
よ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
佛
弟
子
マ
〈
Ｉ
カ

ヅ
チ
ャ
ー
ナ
ら
の
西
方
伝
道
事
業
に
は
じ
ま
っ
て
ア
ソ
ー
カ
王
時
代
に
至

る
ま
で
、
佛
教
教
団
は
西
方
へ
大
き
く
発
展
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

は
、
パ
ー
リ
研
の
西
イ
ン
ド
起
抓
説
に
歴
史
的
な
根
拠
を
与
え
る
も
の
で

あ
る
ｌ
と
い
う
の
が
著
者
の
所
論
の
概
要
で
あ
る
。

伝
承
に
巾
来
す
る
パ
ー
リ
語
の
マ
ガ
ダ
起
源
説
が
何
人
か
の
有
力
な
学

者
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
た
事
実
は
あ
っ
て
も
、
パ
ー
リ
語
自
体
の
西

イ
ン
ド
方
言
と
の
強
い
類
似
は
今
や
何
人
に
も
否
定
で
き
な
い
か
ら
、
近

来
は
「
・
〈
ｌ
リ
語
の
起
源
は
西
イ
ン
ド
と
い
う
見
方
に
次
第
に
固
ま
っ
て

き
た
と
言
っ
て
よ
い
」
（
五
一
頁
）
。
著
者
は
そ
の
よ
う
な
言
語
学
的
考
察
師

た
も
の
で
あ
る
。
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の
結
論
に
対
し
て
な
お
歴
史
的
考
察
に
よ
る
裏
付
け
を
与
え
よ
う
と
し
て

教
団
の
西
イ
ン
ド
へ
の
発
展
を
説
き
、
特
に
、
そ
の
初
期
に
於
て
「
佛
教

中
国
か
ら
辺
岡
へ
の
伝
道
に
従
事
し
た
最
大
の
功
績
者
」
と
し
て
、
「
従

来
あ
ま
り
砿
く
見
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
」
（
一
七
六
頁
）
マ
ハ
ー
ヵ
ッ
チ
ャ

ー
ナ
の
布
教
が
生
ん
だ
成
果
を
強
調
し
て
い
る
。

α
〈
－
リ
研
の
四
イ
ン
ド
起
源
脱
は
こ
れ
に
よ
っ
て
も
は
や
揺
ぎ
な
い
も

の
に
見
え
る
。
否
、
事
実
揺
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
れ
で
も
っ

て
す
べ
て
の
間
迦
が
解
決
し
た
と
言
い
き
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
・
く

り
語
西
イ
ン
ド
起
源
説
に
よ
っ
て
我
食
は
、
仙
教
は
「
東
方
マ
ガ
ダ
語
間

か
ら
西
方
・
〈
ｌ
リ
糾
問
に
」
こ
し
八
頁
）
発
展
す
る
に
つ
れ
て
そ
の
口
伝

し
て
い
た
マ
ガ
ダ
渦
に
よ
る
原
始
聖
典
か
ら
次
鋪
に
パ
ー
リ
語
に
よ
る
聖

典
を
成
立
せ
し
め
た
の
で
あ
っ
て
、
。
〈
－
リ
語
中
に
存
す
る
、
殊
に
そ
の
韻

文
中
に
顕
普
に
存
す
る
、
マ
ガ
ダ
語
的
要
素
は
「
も
と
も
と
マ
ガ
ダ
語
で

罰
せ
ら
れ
て
い
た
聖
典
が
．
〈
Ｉ
リ
語
に
移
さ
れ
た
時
そ
の
ま
ま
保
存
ま
た

は
借
用
さ
れ
た
痕
跡
で
あ
る
」
（
一
○
二
頁
）
、
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
が

マ
ガ
ダ
語
か
ら
パ
ー
リ
研
に
移
さ
れ
た
と
い
う
そ
の
経
絲
や
時
川
に
つ
い

て
は
な
お
十
分
明
瞭
に
な
っ
て
い
な
い
。
マ
ー
ガ
デ
ィ
ズ
ム
ば
か
り
で
な

く
他
の
種
を
の
言
諦
の
要
素
を
も
含
む
複
雑
な
性
格
の
パ
ー
リ
語
が
「
一

種
の
文
学
的
共
通
語
で
あ
っ
た
こ
と
は
一
般
に
異
論
の
な
い
と
こ
ろ
」
で

あ
る
が
「
そ
の
基
礎
に
は
一
定
の
方
言
」
、
す
な
わ
ち
西
イ
ン
ド
方
言
、

「
が
存
在
し
そ
も
そ
も
の
最
初
は
そ
の
方
言
に
も
と
づ
い
て
パ
ー
リ
語
が

作
ら
れ
た
と
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
（
一
八
頁
）
と
す
れ
ば
、
い
つ
い

か
に
し
て
作
ら
れ
た
か
は
さ
ら
に
解
明
を
要
す
る
。
。
〈
－
リ
語
の
成
立
、

原
初
・
〈
Ｉ
リ
聖
典
の
成
立
、
の
経
緯
と
時
期
の
問
題
は
著
者
の
な
お
多
く

を
論
じ
な
い
で
残
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
目
岸
．
ラ
モ
ー
ト
も
そ
の
『
イ

ン
ド
仙
教
史
」
二
九
五
八
年
）
の
中
で
”
〈
－
リ
舐
の
故
郷
を
論
じ
て
、
著

者
と
ほ
と
ん
ど
摸
を
一
に
し
た
考
察
を
な
し
ほ
と
ん
ど
同
一
の
結
論
に
達

し
た
ｅ
＆
鵠
ｌ
総
ｅ
後
、
こ
の
原
初
。
ハ
ー
リ
聖
典
成
立
の
時
期
の
間
迦

を
採
り
挙
げ
て
い
る
が
、
「
問
題
は
微
妙
で
あ
る
」
と
し
て
明
確
な
断
案

を
示
さ
ず
、
た
だ
、
言
禍
的
発
展
と
い
う
点
か
ら
見
れ
ば
・
ハ
ー
リ
語
は
ア

ソ
ー
カ
碑
文
よ
り
進
ん
だ
階
段
に
あ
り
．
〈
Ｉ
リ
語
の
成
立
は
比
較
的
遅
い

と
見
ら
れ
る
、
と
の
み
説
い
て
い
る
。

薪
者
の
も
っ
と
も
力
を
注
い
だ
の
は
鮒
二
筋
「
四
部
四
阿
含
成
立
以
前

の
聖
典
の
形
態
」
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
も
っ
と
も
創
見
に
富
ん
で
い
る
の

も
こ
の
部
分
で
あ
る
。

著
者
は
ま
ず
九
分
・
十
二
分
教
の
埜
本
的
性
絡
を
論
じ
て
「
九
分
．
十

二
分
教
は
本
来
佛
陀
の
説
法
を
佛
弟
子
が
ま
と
め
た
梗
概
要
領
に
外
か
ら

与
え
た
文
学
形
式
で
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
。
脱
法
の
梗
概
要
領
は
、
こ
の

形
式
で
も
っ
て
整
備
せ
ら
れ
る
と
、
聖
典
と
し
て
そ
の
権
威
を
認
め
ら
れ

る
に
い
た
っ
た
」
（
一
八
六
頁
）
と
す
る
。
こ
れ
は
美
濃
兇
川
氏
の
「
分
教

は
聖
典
を
対
象
と
し
て
教
椎
の
主
体
の
表
現
形
式
を
規
定
せ
る
も
の
」
と

い
う
考
え
方
を
承
け
た
、
乃
至
は
そ
れ
か
ら
大
き
な
示
唆
を
得
た
、
結
果

で
あ
る
と
見
ら
れ
る
。
（
美
濃
氏
の
こ
の
説
は
四
十
年
前
大
谷
学
根
の
前

身
佛
教
研
究
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
時
に
お
い
て
実
に

鋭
い
創
見
で
あ
っ
た
と
思
う
。
）
し
か
し
著
者
は
、
九
分
数
（
の
原
形
態
）

と
十
二
分
教
と
で
は
前
者
が
古
い
と
す
る
点
で
美
濃
説
を
訂
正
し
、
さ
ら
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に
、
九
分
．
十
二
分
の
各
支
の
間
に
⑩
ス
ッ
タ
・
ゲ
ィ
ャ
・
ヴ
ェ
ィ
ヤ
ー

カ
ラ
ナ
・
ガ
ー
タ
ー
・
ウ
ダ
ー
ナ
の
九
分
教
前
五
支
、
②
イ
テ
ィ
ヴ
ッ
タ

カ
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
・
ヴ
ェ
ー
ダ
ラ
・
ア
ッ
ブ
タ
ダ
ン
マ
の
後
四
支
、
③
余

の
十
二
分
教
三
支
、
と
い
う
三
つ
の
発
達
階
段
が
あ
る
と
す
る
点
で
、
全

く
新
し
い
主
張
を
な
し
て
い
る
。

四
部
・
四
阿
含
に
組
織
さ
れ
る
以
前
に
九
分
．
十
二
分
教
と
い
う
組
織

を
も
っ
た
聖
典
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
九
分
・
十
二
分
教
と
は
そ
の

よ
う
な
聖
典
の
組
織
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
聖
典
を
そ
の
も
つ
文
学

的
形
式
の
上
か
ら
分
類
し
て
数
え
挙
げ
た
九
乃
至
十
二
の
ジ
ャ
ン
ル
に
す

ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
形
式
が
数
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
は
、
そ
れ

ら
の
形
式
に
よ
っ
て
分
類
さ
る
べ
き
聖
典
が
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
て
存
し

て
い
た
と
見
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
の
ま
と
ま
っ
て
存
し
て
い
た
聖
典

と
は
、
四
部
・
四
阿
含
に
細
織
さ
れ
る
以
前
の
、
そ
れ
ら
の
素
材
と
な
っ

た
未
細
織
の
聖
典
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
「
説
法
の
梗
概
要
領
」
と
い
う

べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
ら
素
材
的
聖
典
が
形
式
の
上
か
ら

分
類
し
て
九
乃
至
十
二
支
と
さ
れ
た
、
そ
の
こ
の
支
分
は
ど
の
よ
う
な

形
態
を
も
つ
も
の
を
指
し
て
い
る
か
。
そ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
支
分
の
名
称

の
語
義
自
体
と
、
そ
れ
の
実
際
の
用
例
と
、
お
よ
び
諏
燕
の
諭
書
に
見
え
る

そ
の
定
義
と
か
ら
究
明
さ
れ
る
外
は
な
い
。
そ
の
究
明
に
よ
っ
て
各
支
の

形
態
を
客
観
的
に
把
握
で
き
れ
ば
、
次
に
は
、
そ
れ
に
該
当
す
る
も
の
を

具
体
的
に
現
存
。
ハ
ー
リ
聖
典
の
中
に
見
定
め
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
。

Ｉ
著
者
の
論
述
の
筋
道
は
右
の
よ
う
に
辿
ら
れ
る
。
各
支
の
形
態
の
究

明
と
具
体
的
内
容
比
定
に
至
っ
て
、
鋭
い
独
創
的
見
解
が
示
さ
れ
る
が
、

問
題
も
亦
残
る
と
い
え
よ
う
。

①
波
羅
捉
木
叉
、
す
な
わ
ち
排
の
ス
ッ
タ
、
は
「
簡
略
に
ま
と
め
た
聖
典

中
の
散
文
」
と
い
う
分
教
ス
ッ
タ
の
定
義
に
該
当
し
、
分
教
ス
ッ
タ
の
具

体
的
内
容
と
見
ら
れ
る
。
律
の
ス
ッ
タ
か
ら
ス
ッ
タ
・
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ン
ガ
が

発
達
し
た
。
同
様
の
形
態
は
経
蔵
の
中
に
も
見
出
さ
れ
る
。
先
ず
略
説

（
ウ
ッ
デ
ー
サ
）
の
部
分
が
あ
っ
て
次
に
そ
れ
を
解
釈
す
る
部
分
（
ヴ
ィ

ヴ
ァ
ン
ガ
）
が
続
く
、
い
わ
ゆ
る
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ン
ガ
経
典
類
が
そ
れ
で
あ
る
。

そ
の
略
説
の
部
分
は
、
「
作
戯
の
波
羅
提
木
叉
と
ほ
ぼ
同
じ
古
さ
の
段
階

、
、
、
、
、
、

に
あ
っ
て
、
い
ず
れ
も
ス
ッ
タ
と
呼
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
」
（
二
五
四
頁
）
。

し
た
が
っ
て
こ
れ
は
分
数
ス
ッ
タ
の
其
体
的
内
容
と
見
て
よ
い
。
ｌ
こ

の
著
者
の
見
解
は
お
そ
ら
く
妥
当
で
あ
ろ
う
と
筆
者
は
考
え
る
が
、
そ
れ

を
裏
づ
け
る
た
め
に
、
ヴ
ィ
ヴ
》
ノ
ン
ガ
経
典
の
略
脱
部
分
が
ま
さ
し
く

「
ス
ヅ
タ
と
呼
ば
れ
た
」
明
ら
か
な
実
例
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
で

あ
ろ
う
か
。
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ン
ガ
経
典
に
於
て
は
、
略
説
の
細
分
が
中
核
と
し

て
あ
っ
て
そ
れ
に
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ン
ガ
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
明
僚
で
あ

る
が
、
略
説
部
分
を
ス
ッ
タ
と
呼
び
そ
れ
に
対
す
る
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ン
ガ
を
ス

ヅ
タ
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ン
ガ
と
呼
ぶ
例
が
現
経
蔵
の
中
に
見
川
さ
れ
て
い
る
わ
け

て
は
な
い
。
た
だ
、
律
蔵
の
ス
ヅ
タ
と
ス
ッ
タ
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ン
ガ
と
の
関
係

か
ら
類
推
し
て
そ
う
解
し
得
る
、
と
い
う
だ
け
で
あ
る
。
著
者
は
略
説
部

が
ウ
ッ
デ
ー
サ
と
呼
ば
れ
る
と
こ
ろ
に
、
さ
ら
に
波
羅
木
叉
と
の
結
び
つ

き
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
少
し
無
理
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。

戒
本
の
詞
出
に
つ
い
て
い
う
「
広
・
略
」
の
語
は
、
ヴ
ィ
ヴ
ァ
ン
ガ
経
典

に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
の
と
「
必
ず
し
‐
も
同
一
の
意
味
と
も
言
え
な
い

四
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面
が
あ
る
」
三
五
一
頁
）
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
全
く
別
な
意
味
だ
か
ら
で
あ

る
。
入
大
乗
諭
中
の
毘
佛
略
の
定
義
に
見
え
る
「
修
多
羅
」
の
詔
は
、
ヴ

ィ
ヴ
ァ
ン
ガ
経
典
の
略
説
祁
分
を
ま
さ
し
く
ス
ッ
タ
と
呼
ん
だ
と
見
倣
し

得
る
で
あ
ろ
う
た
だ
一
つ
の
実
例
と
考
え
ら
れ
る
が
、
時
代
の
下
っ
た
諭

書
で
あ
る
し
、
論
拠
と
し
て
い
か
に
も
弱
い
。

②
ゲ
イ
ャ
と
ヴ
ェ
ィ
ャ
ー
カ
ラ
ナ
に
つ
い
て
の
著
者
の
砿
倫
は
明
快
で

教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
多
い
。
（
「
法
湖
足
諭
」
の
梵
文
断
片
中
に
引
か
れ

る
阿
含
経
典
の
タ
イ
ト
ル
の
多
く
が
ヴ
ヱ
ィ
ャ
ー
カ
ラ
ナ
の
語
を
有
し
て

い
る
こ
と
が
岐
近
高
崎
血
道
氏
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に

は
新
し
い
解
釈
が
必
要
な
よ
う
で
あ
る
。
）
ガ
ー
タ
ー
に
つ
い
て
は
、
著

者
も
不
十
分
な
伝
統
的
解
釈
以
上
に
出
で
て
こ
の
支
分
の
分
教
と
し
て
の

独
Ｈ
の
意
味
、
あ
る
い
は
ス
タ
イ
ル
を
、
秋
極
的
に
規
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
現
存
経
律
中
か
ら
ガ
ー
タ
ー
の
内
容
と
な

る
も
の
を
具
体
的
に
杣
冊
す
る
場
合
も
、
明
白
に
成
立
の
遅
い
も
の
・
成

立
は
古
い
が
他
の
支
分
（
ゲ
イ
ャ
・
ウ
ダ
ー
ナ
そ
の
他
）
に
胴
せ
し
め
ら

れ
る
も
の
な
ど
を
除
外
し
て
、
残
っ
た
も
の
を
ガ
ー
タ
ー
に
比
定
す
る
、

と
い
う
消
極
的
な
立
場
に
立
た
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
ウ
ダ
ー
ナ
に
つ
い

て
は
、
ゲ
イ
ャ
の
場
合
と
同
じ
く
、
「
定
型
句
」
に
著
目
し
て
、
そ
の
ス

タ
イ
ル
を
明
示
し
て
い
る
。
総
じ
て
、
「
定
型
句
」
に
対
す
る
注
目
は
著

者
の
す
ぐ
れ
た
著
眼
で
あ
る
。

⑥
イ
テ
ィ
ヴ
ッ
タ
カ
に
つ
い
て
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
そ
れ
に
相
当
す

る
梵
語
形
が
二
種
考
え
ら
れ
る
と
い
う
問
題
が
存
す
る
。
著
者
は
全
く
新

し
い
見
解
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
解
決
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
れ
に
よ
れ

ば
、
イ
テ
ィ
ヴ
ッ
タ
カ
は
本
来
イ
テ
ィ
ウ
ク
タ
カ
（
如
是
語
）
で
あ
る
。

こ
れ
は
現
存
小
祁
イ
テ
ィ
ヴ
ヅ
タ
カ
に
見
え
る
よ
う
な
、
経
首
が
「
実
に

か
く
の
加
き
を
世
埠
は
説
か
れ
た
、
阿
羅
瀧
は
説
か
れ
た
、
と
私
は
聞
い

た
」
の
句
で
始
ま
り
経
尾
が
「
．
：
…
と
」
で
終
る
と
い
う
特
徴
を
も
ち
、

か
つ
、
中
間
に
「
こ
の
義
を
肚
岬
は
税
か
れ
、
こ
こ
に
次
の
如
く
〔
隅
を
〕

説
か
れ
る
」
と
い
う
定
型
結
合
句
を
具
え
る
特
殊
な
ス
タ
イ
ル
を
有
す
る

一
繩
の
ゲ
イ
ャ
で
あ
る
。
ゲ
イ
ヤ
よ
り
別
川
し
て
一
支
と
し
て
立
て
ら
れ

た
が
、
実
は
独
立
し
て
立
て
ら
れ
る
川
値
の
比
較
的
少
い
も
の
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
原
始
佛
典
の
中
に
は
、
｜
」
の
イ
テ
ィ
ウ
ク
タ
ヵ
と
別
に
、
「
ブ

ー
タ
プ
ッ
？
ハ
ム
（
併
昔
）
」
と
い
う
語
を
冊
販
に
樅
い
て
は
じ
ま
る
泄
去
肚

物
語
の
一
群
が
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
は
も
と
も
と
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
（
ま
た
は

ア
。
〈
ダ
ー
ナ
）
と
呼
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
が
、
始
め
は
そ
れ
が
九
分

教
の
一
支
と
し
て
数
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
後
に
、
こ
の
称
の
過

去
世
物
詔
が
量
的
に
増
大
す
る
と
、
そ
れ
を
九
分
教
の
中
に
含
ま
し
め
て

聖
典
と
し
て
の
椎
威
を
高
め
よ
う
と
す
る
要
求
が
生
じ
、
九
分
の
一
支
な

る
イ
テ
ィ
ヴ
ヅ
タ
カ
を
イ
テ
ィ
ヴ
リ
ッ
タ
カ
（
本
聯
）
と
解
釈
し
て
、
過

去
世
物
語
を
そ
の
内
容
に
当
て
た
。
本
来
の
イ
テ
ィ
ヴ
ッ
タ
ヵ
に
入
る
べ

き
も
の
は
「
ゲ
イ
ヤ
に
迷
元
」
（
川
五
七
頁
）
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
過
去
世

物
語
の
発
展
墹
大
は
な
お
止
ま
な
か
っ
た
か
ら
、
十
二
分
教
の
成
立
す
る

に
至
っ
て
、
新
し
く
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
支
が
立
て
ら
れ
た
。
イ
テ
ィ
ヴ
リ
ッ

タ
カ
の
内
容
と
さ
れ
る
の
は
過
去
世
物
冊
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
と
し
て
古
い
形

の
も
の
で
あ
り
、
十
二
分
教
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
支
の
内
容
と
さ
れ
る
の
は
ア

ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
の
発
展
し
た
形
の
も
の
で
あ
ろ
う
。

以
上
が
著
者
の
諭
究
で
あ
る
。
著
者
の
俄
諭
の
川
発
点
は
現
存
小
部
イ

テ
ィ
ヴ
ッ
タ
カ
の
形
態
、
及
び
こ
れ
と
所
属
部
派
を
異
に
し
な
が
ら
よ
く
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共
通
し
た
形
態
を
保
持
し
て
い
る
漢
訳
本
事
経
、
の
考
察
に
あ
る
。
こ
れ

に
は
疑
問
の
余
地
は
な
い
。
が
、
本
来
の
イ
テ
ィ
ヴ
ヅ
タ
カ
支
の
内
容
と

さ
れ
る
も
の
が
他
の
支
分
の
場
合
と
異
っ
て
小
部
イ
テ
ィ
ヴ
ヅ
タ
カ
の
範

囲
の
み
に
止
っ
て
四
部
四
阿
含
中
に
そ
れ
が
見
出
さ
れ
な
い
こ
と
に
つ
い

て
は
、
そ
の
理
由
の
解
明
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
著
者
は
第
三
篇
に
到
っ
て

小
部
イ
テ
ィ
ヴ
ヅ
タ
カ
の
作
成
の
事
情
を
考
察
し
て
「
法
数
に
関
係
す
る

ゲ
イ
ャ
を
聖
典
中
か
ら
抽
出
細
集
し
、
こ
れ
に
イ
テ
ィ
ヴ
ッ
タ
ヵ
的
特
徴

を
加
味
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
イ
テ
ィ
ヴ
ッ
タ
カ
型
式
は
こ
の
時
案
出
せ
ら

れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
古
く
か
ら
広
く
聖
典
に
用
い
ら
れ
た
形
式
で
は
な

か
っ
た
。
そ
れ
故
聖
典
イ
テ
ィ
ヴ
ヅ
タ
カ
を
伝
え
て
い
な
い
部
派
で
は
、

分
教
イ
テ
ィ
ヴ
ッ
タ
カ
の
原
意
を
忘
失
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
イ
テ
ィ
ヴ

リ
ッ
タ
カ
と
解
釈
す
る
よ
う
な
傾
向
も
生
じ
た
の
で
あ
ろ
う
」
（
七
二
四
頁
）

と
「
敢
え
て
推
測
」
し
て
い
る
。
そ
う
す
る
と
、
そ
の
よ
う
な
「
広
く
用

い
ら
れ
た
形
式
で
は
な
か
っ
た
」
も
の
が
九
分
教
の
一
に
数
え
ら
れ
る
と

い
う
こ
と
に
は
や
は
り
不
容
が
残
る
（
そ
れ
な
れ
ば
こ
そ
イ
テ
ィ
ヴ
リ
ッ

タ
カ
と
転
釈
さ
れ
た
の
だ
、
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
）
。
ま
た
、
ひ
と

た
び
聖
典
中
か
ら
杣
出
細
雄
さ
れ
そ
の
特
殊
な
ス
タ
イ
ル
が
九
分
教
の
一

支
と
ま
で
数
え
ら
れ
て
権
威
づ
け
ら
れ
た
も
の
を
、
部
派
に
よ
っ
て
は
、

伝
持
し
な
い
で
、
却
っ
て
支
分
の
意
義
を
他
に
転
釈
し
た
、
と
考
え
る
こ

と
は
、
た
だ
ア
ヴ
ァ
ダ
ー
ナ
文
学
の
増
大
と
い
う
こ
と
だ
け
で
説
明
で
き

る
も
の
か
ど
う
か
。
十
二
分
教
の
支
分
と
し
て
、
イ
テ
ィ
ヴ
リ
ヅ
タ
カ
で

な
く
、
イ
テ
ィ
ウ
ク
タ
カ
の
語
形
を
挙
げ
て
い
る
経
諭
が
あ
る
の
は
、
イ

テ
ィ
ヴ
ヅ
タ
カ
の
原
義
が
忘
失
さ
れ
な
い
で
残
っ
て
い
た
も
の
と
解
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
点
を
、
先
に
言
わ
れ
た
「
還
元
」

の
事
情
と
共
に
、
説
明
す
る
論
述
が
も
う
少
し
欲
し
い
よ
う
に
思
う
。

帥
ヴ
ェ
ー
ダ
ラ
支
に
つ
い
て
も
、
著
者
は
、
そ
れ
を
問
涛
体
と
す
る
伝

承
と
、
略
説
に
対
す
る
広
説
体
と
す
る
伝
承
と
の
二
を
区
別
し
て
考
察
し

前
者
を
原
義
、
後
者
を
広
分
別
体
の
経
典
の
発
達
に
よ
っ
て
生
じ
た
転
釈

と
剛
解
す
る
。
イ
テ
ィ
ヴ
ッ
タ
カ
支
の
場
合
に
見
ら
れ
た
の
と
同
様
の
事

情
を
想
定
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
も
、
本
来
「
ヴ
ェ
ー

タ
ラ
の
範
階
に
入
っ
て
い
た
問
牌
休
を
ヴ
ェ
ィ
ャ
ー
ヵ
ラ
ナ
に
還
元
し

た
」
（
四
一
五
頁
）
と
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
点
の
解
明
は

な
お
必
要
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
従
来
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い
た
伝
承
の

両
義
を
、
例
示
さ
れ
た
経
典
の
克
明
な
検
討
に
よ
っ
て
、
は
っ
き
り
区
別

し
、
そ
の
意
義
と
ス
タ
イ
ル
と
を
明
ら
か
に
し
た
点
は
明
白
に
著
者
の
貢

献
で
あ
る
。

⑤
著
者
が
、
’
一
ダ
ー
ナ
の
原
形
態
を
律
蔵
ス
ッ
タ
ヴ
ィ
ヴ
ア
ン
カ
の
中

の
学
処
制
定
の
因
縁
談
に
限
定
す
る
の
は
、
現
存
。
ハ
ー
リ
聖
典
の
中
に
一
一

ダ
ー
ナ
と
い
う
語
の
用
例
を
さ
ぐ
っ
た
結
果
で
あ
る
。
し
か
し
諸
諭
の
中

の
一
一
ダ
ー
ナ
の
定
義
と
し
て
「
律
の
因
縁
」
を
説
く
も
の
（
と
し
て
著
者

、
、
、
、
、
、

が
挙
げ
る
も
の
）
の
ほ
と
ん
ど
全
部
が
そ
れ
と
並
べ
て
「
経
の
Ｎ
縁
」
を

も
説
い
て
い
る
。
著
者
は
二
つ
を
別
項
に
し
て
述
、
へ
て
い
る
の
で
、
一
見

別
を
な
立
場
か
ら
の
二
純
の
定
義
の
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
は
盤
沙
諭
・

智
度
論
・
職
伽
諭
・
顕
揚
諭
な
ど
に
見
え
る
定
義
は
す
べ
て
一
一
ダ
ー
ナ
を

、
、
、

「
経
の
因
縁
お
よ
び
律
の
因
縁
」
と
す
る
説
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を

律
の
因
縁
の
み
に
限
定
す
る
に
は
よ
ほ
ど
は
っ
き
り
し
た
論
議
を
必
要
と

す
る
。
著
者
が
示
し
た
論
拠
だ
け
で
は
十
分
と
思
わ
れ
な
い
。

⑥
九
分
．
十
二
分
教
の
各
支
の
間
に
三
段
の
発
達
段
階
を
立
て
る
こ
と

句1
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は
、
論
理
的
に
は
十
分
理
解
で
き
る
。
し
か
し
、
発
生
的
な
意
味
で
も
そ

れ
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
別
の
問
題
で
あ
ろ
う
。
経
律
の
中
に
九
分
教

の
前
五
支
だ
け
が
、
後
の
四
支
と
は
別
に
、
挙
げ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
な

い
。
い
つ
の
頃
か
、
分
教
と
し
て
聖
典
文
学
の
ジ
ャ
ン
ル
を
数
え
上
げ
る

こ
と
が
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
時
に
は
、
既
に
九
支
が
数
え
ら
れ
た
こ

と
は
疑
い
な
い
。
そ
れ
よ
り
以
前
に
於
て
、
の
ち
の
九
分
教
の
分
類
と
し

て
は
イ
テ
ィ
ヴ
ッ
タ
カ
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
も
の
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
に
入
れ

ら
れ
る
べ
き
も
の
な
ど
が
ま
だ
成
立
し
て
い
な
い
の
に
、
の
ち
の
九
分
教

の
分
類
と
し
て
は
ス
ッ
タ
〃
ゲ
イ
ヤ
な
ど
に
入
れ
ら
れ
る
、
へ
き
も
の
が
既

に
成
立
し
て
い
た
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
た
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
れ
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
の
ち
の
九
分
教
の
分
類
と
し
て
は
前
四
支

に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
も
の
が
先
ず
す
べ
て
成
立
し
了
っ
て
、
次
に
、
の
ち

の
九
分
教
の
分
類
と
し
て
は
後
五
支
に
入
れ
ら
れ
る
、
へ
き
も
の
が
発
生
し

た
、
と
は
も
ち
ろ
ん
考
え
ら
れ
な
い
、
か
ら
で
あ
る
。

の
パ
リ
ャ
ー
ャ
を
聖
典
中
の
一
つ
の
文
学
形
式
と
し
て
把
握
し
よ
う
と

し
て
著
者
は
非
常
な
努
力
を
払
っ
て
い
る
が
、
「
散
文
を
主
体
と
し
て
教

理
要
綱
を
説
く
も
の
」
（
五
二
三
頁
）
と
し
て
の
。
〈
リ
ヤ
ー
ヤ
が
そ
れ
を
も

っ
て
他
の
同
様
な
文
学
形
式
（
九
分
．
十
二
分
教
中
の
い
く
つ
か
の
支
分
）

と
は
っ
き
り
殊
別
さ
れ
る
よ
う
な
、
．
〈
リ
ヤ
ー
ヤ
独
自
の
ス
タ
イ
ル
は
、

著
者
の
論
述
の
中
で
必
ず
し
も
明
瞭
に
さ
れ
て
い
な
い
。
「
類
型
化
」
と

か
「
類
似
の
句
の
反
概
」
と
い
う
こ
と
は
パ
リ
ャ
ー
ヤ
と
呼
ば
れ
る
も
の

だ
け
に
見
ら
れ
る
と
限
ら
な
い
で
む
し
ろ
経
・
律
を
通
じ
て
見
ら
れ
る
と

こ
ろ
で
あ
る
し
、
ま
た
パ
リ
ャ
ー
ャ
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
す
、
へ
て
が
類
型

化
や
類
似
語
句
の
反
榎
を
示
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
。
〈
リ
ヤ
ー
ヤ
が

他
の
形
式
と
「
組
み
合
わ
せ
に
な
っ
て
い
る
」
も
の
と
し
て
著
者
の
挙
げ

る
例
の
多
く
は
、
他
の
形
式
に
属
す
る
経
典
の
一
部
ま
た
は
全
部
が
そ
の

ま
ま
・
〈
リ
ヤ
ー
ヤ
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
例
、
と
見
る
こ
と
も
出
来
る
。

す
な
わ
ち
、
。
ハ
リ
ヤ
ー
ヤ
を
他
の
諸
形
式
と
並
ぶ
一
の
別
な
る
形
式
と
見

な
く
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
形
式
に
属
し
て
い
る
経
典
の
所
説
が
等
し
く

．
〈
リ
ャ
ー
ャ
の
呼
称
を
も
っ
て
呼
ば
れ
て
い
る
と
見
て
不
都
合
は
な
い
の

で
は
な
い
か
。
あ
る
時
は
偶
を
主
体
と
す
る
も
の
が
．
〈
リ
ャ
ー
ャ
と
呼
ば

れ
、
あ
る
時
は
問
答
体
が
、
あ
る
時
は
広
分
別
体
が
、
あ
る
時
は
ヴ
ェ
ー

ダ
ラ
形
式
が
、
あ
る
時
は
法
数
名
目
に
よ
る
教
説
が
、
同
じ
く
・
〈
リ
ャ
ー

ャ
と
呼
ば
れ
る
時
、
そ
れ
ら
の
す
ゞ
へ
て
に
共
通
し
た
「
・
ハ
リ
ャ
ー
ャ
な
る

聖
典
様
式
」
を
い
か
に
見
出
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
ア
ソ
ー
カ
碑
文
に
い

う
七
つ
の
ダ
ン
↓
、
．
。
〈
リ
ヤ
ー
ヤ
だ
け
に
つ
い
て
見
て
も
、
す
な
お
に
そ

れ
を
見
れ
ば
、
そ
の
間
に
共
通
し
た
様
式
的
要
素
が
認
め
ら
れ
る
と
は
思

わ
れ
な
い
。
パ
リ
ヤ
ー
ヤ
は
「
単
に
教
法
と
か
教
説
と
か
い
う
意
味
だ
け

の
も
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
」
（
五
三
九
頁
）
と
い
う
が
、
単
に
教
法
と
か

教
説
と
か
或
い
は
し
ば
し
ば
訳
さ
れ
る
如
く
法
門
（
あ
る
継
っ
た
形
の
教

法
の
説
示
を
意
味
す
る
）
と
か
い
う
意
味
に
解
し
て
見
て
、
。
〈
リ
ャ
ー
ャ

の
語
の
実
際
の
用
例
に
お
い
て
そ
れ
程
矛
届
を
来
す
で
あ
ろ
う
か
。
．
〈
リ

ヤ
ー
ヤ
を
あ
る
一
種
の
文
学
様
式
（
そ
れ
が
明
瞭
に
さ
れ
た
と
し
て
）
と

解
す
る
方
が
、
こ
の
語
の
実
際
の
用
例
に
果
し
て
一
層
ふ
さ
わ
し
い
で
あ

ろ
う
か
、
と
い
っ
た
疑
問
が
残
る
の
で
あ
る
。

五

第
三
篇
に
は
四
部
四
阿
含
及
び
小
部
の
原
形
の
成
立
の
問
題
が
と
り
扱

月ヘ

ノム



わ
れ
る
ｃ

⑩
ア
ソ
ー
カ
時
代
に
於
て
法
と
律
と
あ
る
い
は
経
と
律
の
ニ
ピ
タ
ヵ
は

成
立
し
て
い
た
、
②
四
部
は
同
時
の
成
立
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
経
典
の
数

が
次
第
に
琳
加
し
て
何
ら
か
の
形
で
細
集
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
た
時

こ
れ
を
四
部
の
組
織
に
分
け
た
と
見
る
べ
き
で
あ
る
、
③
そ
の
成
立
は
根

本
分
裂
頃
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
で
あ
る
、
側
小
部
の
成
立
は
四
部
よ
り
遅

く
そ
の
下
限
は
紀
元
前
二
世
紀
で
あ
る
、
⑤
原
初
の
小
部
に
は
す
く
な
く

と
も
ダ
ン
マ
・
ハ
ダ
・
ウ
ダ
ー
ナ
・
イ
テ
ィ
ヴ
ッ
タ
カ
・
ス
ッ
タ
ニ
・
〈
－

夕
・
テ
ー
ラ
ガ
ー
タ
ー
・
テ
ー
リ
ー
ガ
ー
タ
ー
・
ジ
ャ
ー
タ
カ
の
原
形
に

当
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
た
、
等
の
著
者
の
見
解
は
も
っ
と
も
穏
当
な
も

の
で
あ
ろ
う
。
四
部
の
お
の
お
の
の
原
形
の
考
察
は
、
現
実
に
比
較
考
察

す
。
へ
き
資
料
が
限
ら
れ
て
い
る
以
上
、
多
く
は
進
み
得
な
い
の
が
実
状
と

言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

著
者
の
非
常
な
努
力
は
、
今
後
の
原
始
佛
教
聖
典
の
批
判
的
取
扱
い
に

お
い
て
、
十
分
に
考
慮
す
》
へ
き
多
く
の
点
を
提
示
し
た
。
阿
含
を
一
つ
の

全
体
と
見
て
そ
の
中
の
新
古
の
層
を
全
く
無
祝
す
る
よ
う
な
こ
と
は
す
で

に
あ
り
得
な
い
が
、
そ
の
新
古
層
の
批
判
に
は
、
今
ま
で
あ
る
い
は
偶
頗

を
伽
重
す
る
傾
向
が
見
ら
れ
た
り
、
あ
る
い
は
淡
・
〈
の
一
致
を
も
っ
て
無

雑
作
に
古
層
と
断
じ
た
り
す
る
よ
う
な
点
が
あ
っ
た
。
こ
の
書
は
、
客
観

的
な
根
拠
を
も
っ
て
そ
れ
ら
を
是
正
し
、
今
後
の
原
始
佛
教
研
究
に
新
ら

た
な
視
点
を
与
え
る
。
十
分
に
高
い
評
価
を
受
け
る
、
へ
き
実
り
多
い
研
究

と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
著
者
の
努
力
を
傾
注
し
た
点
は
、
ほ
と
ん
ど
、
原
始
聖
典

の
形
態
的
究
明
に
限
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
注
意
し
て
お
く
要
が
あ

る
。
著
者
の
導
き
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
聖
典
の
原
初
の
形
態
の
い
か
な

る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
、
従
来
よ
り
通
か
に
明
硴
に
知
り
得
る
よ
う
に
な

っ
た
。
し
か
し
、
現
存
の
経
律
の
な
か
で
、
著
者
の
指
摘
す
る
聖
典
原
初

、
、

の
形
式
に
か
な
う
よ
う
な
形
態
を
、
現
に
保
持
し
て
い
る
も
の
な
ら
ば
、

、
、

そ
の
内
容
は
す
、
へ
て
そ
の
ま
ま
原
初
の
も
の
で
あ
る
、
と
た
だ
ち
に
決
め

つ
け
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
し
、
逆
に
、
著
者
の
指
摘
す
る
よ
う
な
聖
典

原
初
の
形
態
を
現
に
保
持
し
て
い
な
い
経
律
は
、
そ
の
内
容
が
す
べ
て
原

初
の
も
の
で
あ
り
得
な
い
、
と
決
め
つ
け
る
わ
け
に
も
ゆ
か
な
い
で
あ
ろ

う
。
著
者
み
ず
か
ら
も
い
う
よ
う
に
、
「
い
ず
れ
に
し
て
も
た
だ
一
つ
の

視
点
に
よ
っ
て
、
複
雑
な
（
聖
典
）
成
立
史
を
解
明
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。
可
能
な
限
り
の
視
点
を
交
錯
さ
せ
て
、
真
実
に
照
明
を
あ
て
な

く
て
は
な
ら
な
い
（
三
三
三
頁
と
。
そ
し
て
、
こ
の
労
作
が
そ
こ
に
「
新

し
い
極
め
て
有
力
な
視
点
を
提
供
し
た
」
も
の
で
あ
る
一
」
と
は
、
何
ら
の

疑
い
も
な
い
。

（
昭
和
三
九
年
三
月
、
山
喜
房
佛
書
林
五
○
○
○
円
）
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