
は
じ
め
に

本
論
は
、
俵
木
悟
の
論
考
（（
１１
））

に
触
発
さ
れ
て
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
俵
木
の
論

考
は
文
化
財
と
し
て
の
民
俗
芸
能
を
保
護
す
る
と
い
う
時
点
に
お
い
て
、
従
来
、
関
係

者
の
間
で
漠
然
と
使
用
さ
れ
て
き
た
観
の
あ
る
「
変
化
」
の
実
態
に
つ
い
て
、
民
俗
芸

能
の
様
式
的
な
変
化
を
問
題
の
中
心
に
据
え
、
伝
承
者
側
の
視
点
に
立
っ
た
検
討
を
意

図
し
た
も
の
で
、
教
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
き
わ
め
て
多
い
好
論
文
で
あ
っ
た
。
特
に
、

筆
者
に
と
っ
て
は
三
隅
治
雄
の
論
旨
を
深
化
さ
せ
、「
変
化
の
要
因
」
と
「
変
化
の
現

れ
る
側
面
」
に
区
別
し
て
モ
デ
ル
化
さ
れ
た
着
想
と
内
容
に
は
啓
発
さ
れ
る
と
こ
ろ
が

大
き
か
っ
た
。

無
形
民
俗
文
化
財
の
「
変
化
」
を
め
ぐ
る
問
題
は
古
く
て
し
か
も
現
在
的
な
課
題
で

あ
る
。
文
化
財
の
世
界
に
お
け
る
無
形
民
俗
文
化
財
、
特
に
民
俗
芸
能
の
「
変
化
」

「
変
容
」
に
は
、
開
催
期
日
、
場
所
、
構
成
員
、
芸
態
、
演
目
、
衣
装
、
採
り
物
類
な

ど
の
側
面
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
論
文
で
は
、
特
に
、
身
体
技
法
的
、
す
な
わ
ち
芸

態
と
と
も
に
、
演
目
等
の
芸
能
的
側
面
の
変
化
を
も
た
ら
す
要
因
に
関
心
が
向
け
ら
れ

て
い
る
。
文
化
財
の
現
場
で
は
、
現
実
的
に
は
開
催
期
日
な
ど
を
め
ぐ
る
変
更
の
問
題

な
ど
が
、
目
に
見
え
る
「
変
化
」
と
し
て
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
、
衣
装
、
採
り
物
類
な
ど
の
問
題
と
と
も
に
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、

当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
本
論
文
の
評
価
を
損
な
う
も
の
で
は
な
い
。
民
俗

芸
能
な
ど
の
「
変
化
」
を
考
え
る
場
合
、
後
者
の
問
題
は
い
わ
ば
便
宜
的
な
要
因
か
ら

惹
起
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
っ
て
、
本
質
的
な
も
の
と
は
考
え
に
く
い
か
ら
で
あ

る
。と

も
あ
れ
、
無
形
民
俗
文
化
財
は
現
在
に
生
き
て
い
る
文
化
財
と
し
て
、
各
地
の
人

び
と
に
と
っ
て
か
け
が
え
の
な
い
価
値
を
持
っ
て
い
る
。
同
時
に
著
し
い
短
所
と
し
て

「
変
化
」
を
免
れ
な
い
性
質
を
有
し
、
安
定
性
に
欠
け
る
こ
と
は
、
何
人
も
異
論
の
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
往
々
に
し
て
「
変
化
」
が
文
化
財
の
価
値
を
危

う
く
す
る
要
因
と
な
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
良
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
無

形
民
俗
文
化
財
の
変
化
を
め
ぐ
る
論
考
の
多
く
が
こ
の
点
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と

も
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
。

現
在
、
無
形
民
俗
文
化
財
を
め
ぐ
る
環
境
は
厳
し
さ
の
一
途
を
た
ど
っ
て
お
り
、
こ

う
し
た
状
況
の
中
で
無
形
民
俗
文
化
財
の
一
層
の
保
護
を
求
め
る
動
き
が
世
界
的
な
規

模
で
盛
ん
に
起
こ
っ
て
い
る
。
無
形
民
俗
文
化
財
の
価
値
は
多
彩
で
あ
り
保
護
を
求
め

る
目
的
も
多
方
面
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
保
護
の
背
景
に
は
現
在
の
価
値
を
損
な
う
こ

と
が
な
く
継
承
す
る
こ
と
へ
の
期
待
が
共
通
し
て
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
問
題
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
い
わ
ゆ
る
「
変
化
」
の
要
因
と
実
態
を
知

る
こ
と
は
も
と
よ
り
で
あ
る
が
、
更
に
進
ん
で
具
体
的
な
対
処
の
方
法
等
に
対
す
る
検

討
も
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

本
稿
は
、
俵
木
や
三
隅
ら
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
成
果
を
基
に
、
こ
う
し
た
無
形
民
俗
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文
化
財
に
お
け
る
変
化
の
問
題
か
ら
検
討
を
一
歩
進
め
、
い
わ
ゆ
る
変
化
に
関
わ
る
問

題
が
実
際
的
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
文
化
財
保
護
の
局
面
に
焦
点
を

移
し
て
、
上
記
の
課
題
へ
の
対
処
の
仕
方
な
ど
の
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
す
る
試
み
で

あ
る
。
大
方
の
ご
批
判
と
ご
教
示
を
賜
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

Ⅰ
　
問
題
の
所
在
　
│
「
変
化
」
が
問
題
に
さ
れ
る
局
面
に
つ
い
て
│

ま
ず
は
じ
め
に
お
断
り
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
本
論
文
で
扱
う

「
変
化
」
の
問
題
を
捉
え
る
視
点
に
つ
い
て
で
あ
る
。
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
こ

こ
で
は
無
形
民
俗
文
化
財
を
取
り
巻
く
「
変
化
」
全
般
を
扱
う
の
で
は
な
く
、
文
化
財

と
し
て
の
保
存
と
継
承
を
阻
害
す
る
も
の
と
い
う
意
味
に
お
い
て
問
題
と
な
る
、「
変

化
」
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
こ
れ
に
関
し
て
本
稿
で
は
文
化
財
の
「
変
化
」
と
い
う
用
語
を
使
用
し
て
い

る
が
、
文
化
財
保
護
法
で
使
用
さ
れ
る
用
語
は
「
変
更
」
で
あ
り
、
制
限
さ
れ
て
い
る

の
は
「
現
状
変
更
」
で
あ
っ
て
、
こ
の
間
の
問
題
に
つ
い
て
も
少
し
く
触
れ
て
お
く
必

要
が
あ
ろ
う
か
と
思
う
。

語
義
的
に
い
え
ば
「
変
更
」
は
な
に
が
し
か
の
働
き
か
け
を
受
け
た
結
果
生
ず
る
状

態
で
あ
り
、「
変
化
」
は
働
き
か
け
の
有
無
に
は
関
係
な
く
生
ず
る
状
態
を
示
し
て
い

る
も
の
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
。
法
的
に
い
え
ば
文
化
財
保
護
法
で
制
限
さ

れ
て
い
る
の
は
、
主
体
的
な
働
き
か
け
に
相
当
す
る
部
分
の
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も

出
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
わ
が
国
の
文
化
財
保
護
法
が
専
ら
自
ら
行
動
す
る
こ

と
の
な
い
有
形
文
化
財
の
保
護
を
対
象
に
作
ら
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ

る
が
、
し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
変
化
」
に
つ
い
て
の
検
討
を
避
け
る
よ
う
な
こ

と
が
あ
っ
て
は
、
問
題
は
一
向
に
解
決
の
糸
口
さ
え
も
見
つ
け
ら
れ
な
い
こ
と
と
な
る

の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
問
題
は
さ
て
お
い
て
、
無
形
民

俗
文
化
財
に
内
包
さ
れ
る
無
意
識
的
な
、
あ
る
い
は
内
在
的
な
要
因
に
よ
る
変
更
を
も

対
象
と
し
、「
変
化
」
の
観
点
で
統
一
し
て
検
討
を
進
め
て
行
く
こ
と
と
し
た
い
。

さ
て
私
は
先
に
、無
形
民
俗
文
化
財
の
伝
承
に
二
つ
の
側
面
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
、

こ
れ
を
「
心
の
伝
承
」
と
「
型
の
伝
承
」
と
名
付
け
た
。
こ
れ
に
は
意
識
的
な
伝
承
行

為
の
み
な
ら
ず
、
無
意
識
的
な
そ
れ
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
論
を
ま
た
な
い
と
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
の
上
で
現
行
の
文
化
財
保
護
法
に
お
い
て
は
、「
型
の
伝
承
」
に
は
保

存
・
継
承
が
期
待
で
き
る
と
し
て
文
化
財
の
指
定
制
度
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
一

方
「
心
の
伝
承
」
は
保
存
・
継
承
に
は
不
向
き
で
あ
る
と
し
て
、
記
録
作
成
等
の
措
置

を
講
ず
べ
き
文
化
財
と
し
て
選
択
し
保
護
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
（（
２２
））

と
と

も
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
に
つ
い
て
、「
心
の
伝
承
」
は
す
こ
ぶ
る
「
個
人
的
」
で
あ

り
「
混
在
し
混
沌
と
し
て
い
る
状
態
」
で
伝
承
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
に
対
し
て

「
型
の
伝
承
」
は
「
集
団
的
」
で
あ
り
「
整
理
さ
れ
個
別
化
が
な
さ
れ
た
状
態
」
で
伝

承
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
を
指
摘
し
た
（（
３３
））
。

こ
の
分
類
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
細
部
に
つ
い
て
の
検
証
が
不
十
分
で
あ
り
、
大
方
の

了
解
は
得
ら
れ
て
い
る
状
態
に
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
が
、
当
面
の
課
題
と
し
て

「
変
化
」
が
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
後
者
の
「
型
の
伝
承
」
に
関
わ
る
分
野
で
あ
り
、

文
化
財
の
指
定
制
度
に
関
す
る
時
点
に
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
了
解
が
得
ら
れ
る
も
の

と
思
う
。

さ
て
、
民
俗
芸
能
の
「
変
化
」
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
現
象
と
そ
れ
を
ひ
き
お
こ
し
た
要

因
等
に
つ
い
て
、
俵
木
は
三
隅
治
雄
の
論
文
（（
４４
））

を
手
が
か
り
に
更
に
検
討
を
深
め
、

「
変
化
が
現
れ
る
と
こ
ろ：

身
体
技
法
的
側
面
と
慣
習
的
側
面
」「
変
化
の
動
機
」「
変

化
に
抗
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
解
明
を
続
け
る
。
そ
の
上
で
「
何
が
変
化
す
る
の
か
／

し
な
い
の
か：

様
式
と
意
識
」
と
問
い
か
け
、
最
後
に
「
変
化
を
生
き
る
民
俗
芸
能
へ

の
貢
献
」
を
今
後
の
課
題
と
し
て
結
ぶ
。

俵
木
の
指
摘
は
、「
変
化
」
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
ず
、
民
俗
文
化
財
の
保
護
は
伝
承

を
継
続
さ
せ
よ
う
と
す
る
者
た
ち
の
意
識
に
対
す
る
環
境
作
り
に
あ
る
と
す
る
な
ど
、

そ
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
は
多
方
面
に
及
ん
で
い
て
、
伝
承
の
現
場
に
即
し
実
態
を
踏
ま
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え
た
も
の
と
し
て
大
い
に
評
価
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
あ
え
て
無
い
物
ね
だ
り
を
さ

せ
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
、
最
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
変
化
の
是
非
を
問
う
よ
り
も
、

変
化
を
生
き
る
民
俗
芸
能
に
対
し
て
、
我
々
が
貢
献
で
き
る
こ
と
は
何
か
と
問
う
こ
と

を
、
今
後
の
研
究
の
課
題
と
す
る
」
と
い
う
セ
ン
テ
ン
ス
が
気
に
か
か
る
と
こ
ろ
で
あ

る
。こ

こ
に
は
民
俗
芸
能
に
向
け
ら
れ
た
俵
木
の
真
摯
な
態
度
が
良
く
窺
え
て
そ
れ
な
り

に
評
価
出
来
る
部
分
で
あ
る
が
、
し
か
し
あ
え
て
い
わ
せ
て
い
た
だ
く
な
ら
ば
、
こ
こ

で
は
民
俗
芸
能
を
伝
承
し
て
い
る
人
び
と
の
意
向
に
の
み
合
わ
せ
た
支
援
の
姿
勢
だ
け

で
は
不
十
分
で
あ
る
と
い
い
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
筆
者
の
考
え
る
と
こ

ろ
で
は
、
研
究
者
が
担
う
責
務
に
は
当
該
民
俗
の
伝
承
者
に
対
す
る
も
の
ば
か
り
で
は

な
く
、
そ
の
恩
恵
を
享
受
し
う
る
人
び
と
が
益
す
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ

に
も
配
慮
が
必
要
と
考
え
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
豊
富
な
実
地
調
査
を
経
験
し
て
こ

ら
れ
た
俵
木
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
は
既
に
し
っ
か
り
認
識
さ
れ
て
お
り
殊

更
に
い
い
立
て
る
必
要
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
伝
承
者
の
論
理
と
は
違
っ
た
研

究
者
の
論
理
も
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
時
に
は
伝
承
者
の
意
に
反
す
る
指
導
等

を
行
う
と
い
う
心
構
え
が
伺
い
た
い
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
な
お
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て

は
更
に
詳
し
く
後
述
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。

望
む
ら
く
は
、
俵
木
の
今
後
の
研
究
計
画
の
中
に
こ
う
し
た
要
素
を
積
極
的
に
織
り

込
ん
で
い
た
だ
く
と
と
も
に
、
こ
れ
ま
で
の
体
験
に
基
づ
く
個
別
ケ
ー
ス
論
を
大
い
に

期
待
し
た
い
。

Ⅱ
　
文
化
財
保
護
法
に
お
け
る
基
本
的
考
え
方

こ
こ
で
、
今
回
の
検
討
の
場
と
な
る
無
形
の
文
化
財
の
文
化
財
指
定
と
い
う
こ
と
に

つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
と
思
う
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
も
度
々
言
及
す

る
機
会
を
得
て
い
る
が
必
ず
し
も
ま
と
ま
っ
た
報
告
と
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
、
こ
の

機
会
を
利
用
し
て
今
一
度
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

検
討
に
取
り
か
か
る
前
に
無
形
の
文
化
財
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
少
し
く
触
れ
て
お

こ
う
。

既
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
文
化
財
保
護
法
で
は
無
形
の
文
化
財
と
い
う
特
定
の
ジ
ャ

ン
ル
は
な
く
、
こ
の
用
語
は
「
演
劇
、
音
楽
、
工
芸
技
術
そ
の
他
の
無
形
の
文
化
的
所

産
で
我
が
国
に
と
つ
て
歴
史
上
又
は
芸
術
上
価
値
の
高
い
も
の
」
と
さ
れ
る
「
無
形
文

化
財
」
と
、「
衣
食
住
、
生
業
、
信
仰
、
年
中
行
事
等
に
関
す
る
風
俗
慣
習
、
民
俗
芸

能
、
民
俗
技
術
及
び
こ
れ
ら
に
用
い
ら
れ
る
衣
服
、
器
具
、
家
屋
そ
の
他
の
物
件
で
我

が
国
民
の
生
活
の
推
移
の
理
解
の
た
め
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
と
さ
れ
る
「
民

俗
文
化
財
」
の
う
ち
に
規
定
さ
れ
て
い
る
風
俗
慣
習
、
民
俗
芸
能
、
民
俗
技
術
の
無
形

の
民
俗
文
化
財
を
総
称
し
た
用
語
と
し
て
設
定
し
た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
に
加

え
て
、
法
律
で
は
文
化
財
と
は
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
文
化
財
の
保
存
の
た
め
に
欠
く

こ
と
の
で
き
な
い
伝
統
的
な
技
術
又
は
技
能
で
保
存
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ
る
」

と
し
て
文
部
科
学
大
臣
が
選
定
し
た
、「
選
定
保
存
技
術
」
を
含
め
て
考
え
る
こ
と
も

多
く
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
が
、
文
化
財
保
存
技
術
に
つ
い
て
は
か
つ
て
は
無
形
文
化

財
の
範
疇
で
扱
わ
れ
て
き
た
経
緯
が
あ
り
、
現
在
も
そ
の
強
い
影
響
下
に
あ
る
こ
と
か

ら
一
応
今
回
の
検
討
か
ら
は
対
象
外
と
し
て
お
き
た
い
と
思
う
。

さ
て
、
指
定
と
い
う
行
為
は
文
化
財
の
保
護
に
と
っ
て
最
も
有
効
な
手
段
と
し
て
想

定
さ
れ
て
い
る
行
政
行
為
で
あ
る
（（
５５
））
。
文
化
財
保
護
法
で
は
文
化
財
の
中
か
ら
価
値
の

高
い
も
の
を
選
択
し
、
指
定
文
化
財
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
保
護
の
施
策
を
施
し
て
い
る

こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
た
び
た
び
言
及
し
て
い
る
の
で
既
に
ご
承

知
の
こ
と
と
思
う
が
、文
化
財
の
種
別
に
よ
っ
て
価
値
の
観
点
が
相
違
す
る
の
で
あ
る
。

そ
の
例
を
無
形
民
俗
文
化
財
に
と
っ
て
述
べ
れ
ば
、
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
は
当
該

無
形
民
俗
文
化
財
に
示
さ
れ
る
、
生
活
の
知
恵
や
工
夫
の
様
相
な
ど
の
、
日
本
国
民
の

生
活
の
推
移
を
う
か
が
い
知
る
こ
と
の
出
来
る
事
象
の
包
含
量
と
で
も
い
う
べ
き
、
庶

民
生
活
研
究
上
の
資
料
性
の
多
寡
に
応
じ
て
対
象
物
件
が
選
択
さ
れ
る
の
だ
と
い
え
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る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
無
形
文
化
財
は
物
件
自
体
に
示
さ
れ
る
わ
ざ
な
ど
の
無
形
の
文

化
的
所
産
の
歴
史
性
や
芸
術
性
に
よ
っ
て
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
無
形
民
俗
文
化
財
と
無
形
文
化
財
と
で
は
そ
の
評
価
の
基
準
は
大
き
く

異
な
っ
て
い
る
。
く
ど
い
よ
う
で
あ
る
が
、
民
俗
文
化
財
の
指
定
は
当
該
文
化
財
本
来

の
価
値
に
視
点
が
置
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
事
象
か
ら
得
ら
れ
る
学
術
的
な
資
料

の
量
と
い
っ
た
点
に
お
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
指
定
の
有
無
は
そ
の
も
の
に
備
わ
っ

て
い
る
本
質
的
な
価
値
の
優
劣
を
表
す
も
の
で
は
な
く
、
学
術
的
な
資
料
性
の
多
寡
に

よ
る
も
の
で
あ
り
、
指
定
の
順
位
は
保
護
に
取
り
か
か
る
際
の
優
先
度
を
示
し
て
い
る

と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
・
選
択
と
い
っ
た
行
為
は
、
こ
う
し
た
高
い
資
料
性
を
有

す
る
民
俗
事
象
を
出
来
る
だ
け
姿
を
変
え
る
こ
と
な
く
後
世
に
伝
え
、
広
く
そ
の
利
用

と
恩
恵
に
供
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
す
る
た
め
に
、
各
種
の
公
的
援
助
を
可
能
に

す
る
手
段
と
し
て
用
意
さ
れ
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。
指
定
の
意
義
等
に
つ

い
て
は
文
化
財
全
て
同
様
で
あ
る
。

以
前
に
筆
者
は
、
無
形
文
化
財
と
無
形
民
俗
文
化
財
の
そ
れ
ぞ
れ
の
性
質
に
着
目
し

て
、「
継
承
」「
発
展
」
と
い
う
伝
承
に
か
か
る
考
え
方
に
つ
い
て
の
検
討
を
試
み
た（（
６６
））
。

ま
た
、
伝
統
性
と
い
う
こ
と
を
一
つ
の
指
標
と
し
て
、
創
造
性
等
に
対
す
る
文
化
財
と

し
て
の
評
価
が
、
同
じ
無
形
文
化
財
の
分
野
で
も
芸
能
と
工
芸
技
術
と
で
は
違
っ
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
こ
と
を
指
摘
し
た
（（
７７
））
。
い
ず
れ
も
そ
れ
ぞ
れ
が
指
定
し
て
守
ろ
う
と

す
る
対
象
を
ど
う
考
え
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
再
確
認
し
て
み
よ
う
と
す
る
試
み
で

あ
り
、
い
い
換
え
れ
ば
指
定
の
価
値
の
存
続
が
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
「
変
化
」
に
関

わ
る
事
柄
を
、
改
め
て
考
え
て
み
た
い
と
思
っ
た
次
第
で
あ
っ
た
。
こ
の
結
果
、
同
じ

無
形
の
文
化
財
の
中
に
あ
っ
て
も
無
形
民
俗
文
化
財
と
無
形
文
化
財
、
無
形
文
化
財
の

中
に
あ
っ
て
も
芸
能
と
工
芸
技
術
と
で
は
、「
変
化
」
の
捉
え
方
、
強
い
て
い
え
ば

「
変
化
」
に
対
す
る
対
応
の
仕
方
に
違
い
が
見
ら
れ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と

は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
文
化
財
保
護
法
に
お
け
る
指
定
の
基
本
的
理
念
は
現
状
を
変
え
る
こ

と
な
く
後
世
に
伝
え
る
こ
と
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。

Ⅲ
　
無
形
民
俗
文
化
財
保
護
の
必
要
性
な
ど

無
形
民
俗
文
化
財
は
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
保
存
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
な
に

が
し
か
の
変
化
を
不
可
避
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
は
先
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
文
化

財
保
護
の
世
界
に
お
い
て
は
、
一
般
に
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
は
価
値
の
喪
失
に
通
じ

る
危
険
性
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

一
方
、
文
化
財
保
護
法
で
は
指
定
さ
れ
た
無
形
民
俗
文
化
財
の
現
状
変
更
を
規
制
す

る
条
文
は
持
っ
て
い
な
い
が
、
法
の
基
本
的
精
神
は
現
状
保
存
に
あ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
そ
し
て
、
指
定
の
規
定
と
と
も
に
、
そ
の
価
値
を
失
っ
た
場
合
そ
の
他
特
殊

な
事
由
が
あ
る
と
き
に
は
指
定
を
解
除
で
き
る
こ
と
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
再
度
、
無
形
民
俗
文
化
財
の
文
化
財
指
定
の
必
要
性
と
い
う
問
題
に
つ
い
て

考
え
て
み
よ
う
。
そ
れ
は
、
無
形
民
俗
文
化
財
に
は
現
状
保
存
に
関
す
る
規
定
は
用
意

さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
文
化
財
保
護
法
の
基
本
的
な
理
念
は
現
状
保
存
に
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
の
手
段
と
し
て
指
定
行
為
が
用
意
さ
れ
各
種
の
保
護
が
な

さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
中
で
、
無
形
民
俗
文
化
財
に
つ
い
て
は
ど
の

よ
う
な
手
段
を
講
じ
て
み
て
も
、
生
き
て
い
る
姿
で
現
状
の
ま
ま
固
定
し
て
後
世
に
伝

え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
律
を
作
っ
て
ま
で
も
国
が
指
定
し

保
護
を
図
る
と
い
う
行
為
の
必
要
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
に
応
え

る
た
め
で
も
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
自
明
の
こ
と
と
し
て
見
過
ご
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
に
つ
い

て
も
、
前
項
に
引
き
続
い
て
再
度
考
え
て
見
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ

の
問
題
は
、
主
に
は
施
策
に
対
す
る
費
用
対
効
果
、
機
会
均
等
な
ど
の
観
点
で
採
り
上

げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
と
考
え
ら
れ
、
す
こ
ぶ
る
行
政
的
な
課
題
で
も
あ
る
と
思
わ
れ
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る
。必

要
性
の
第
一
は
文
化
財
保
護
法
に
明
記
さ
れ
て
い
る
通
り
、
無
形
民
俗
文
化
財
の

中
に
は
日
本
国
民
の
生
活
の
推
移
を
窺
う
こ
と
が
出
来
る
可
能
性
が
秘
め
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
第
二
は
無
形
文
化
遺
産
保
護
条
約
で
も
う
た
わ
れ
て
い
る

よ
う
に
、
無
形
文
化
遺
産
は
文
化
の
多
様
性
と
創
造
性
を
高
め
、
共
同
体
の
成
員
と
し

て
の
意
識
を
高
め
て
人
び
と
を
よ
り
緊
密
に
さ
せ
る
と
と
も
に
、
人
び
と
の
間
の
交
流

及
び
理
解
を
確
保
す
る
重
要
な
役
割
を
持
つ
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

無
形
文
化
遺
産
の
中
に
は
無
形
民
俗
文
化
財
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で

あ
る
。

そ
し
て
、
わ
が
国
で
は
無
形
民
俗
文
化
財
の
効
用
を
確
実
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、

「
型
の
伝
承
」
に
着
目
し
て
文
化
財
保
護
法
の
中
に
指
定
制
度
を
導
入
す
る
と
と
も
に
、

可
能
な
限
り
そ
の
形
を
変
化
さ
せ
ず
に
後
世
に
伝
え
て
、
出
来
る
だ
け
多
く
の
人
び
と

が
そ
の
恩
恵
に
浴
す
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
限
ら
れ
た
手
段
と
経
費
等
を
つ
ぎ
込

ん
で
精
一
杯
の
継
承
を
図
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

科
学
技
術
の
進
歩
に
よ
る
、
通
信
手
段
、
移
動
手
段
等
の
飛
躍
的
な
発
達
は
急
速
に

世
界
の
結
び
つ
き
を
強
め
、
生
活
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
波
は
各
地
の
特
色
あ
る
生
活
様

式
の
破
壊
を
進
め
て
い
る
。
世
界
の
国
々
は
こ
う
し
た
動
向
に
危
機
感
を
強
め
、
こ
れ

が
ユ
ネ
ス
コ
の
無
形
文
化
遺
産
保
護
条
約
へ
と
結
び
つ
い
て
い
っ
た
。
現
在
、
無
形
民

俗
文
化
財
の
保
護
を
求
め
る
声
は
未
だ
か
つ
て
な
い
ほ
ど
の
高
ま
り
を
見
せ
て
い
る
。

無
形
民
俗
文
化
財
の
「
変
化
」
は
、
意
識
の
変
化
や
生
活
様
式
の
変
化
な
ど
の
、
時

代
の
進
展
な
ど
に
原
因
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
に
対
し
て
、
そ
の
解
決
を
図
り
円
滑
な

継
承
を
実
現
す
る
便
法
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
、
ま
た
容
認
さ
れ
て
き
た
。
し
か

し
、
そ
の
一
方
で
そ
れ
ら
の
手
法
が
持
つ
危
険
性
と
し
て
、
自
ら
が
生
ま
れ
育
っ
て
き

た
ふ
る
さ
と
の
地
域
生
活
や
歴
史
へ
の
こ
だ
わ
り
が
希
薄
と
な
り
、
結
果
的
に
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
喪
失
や
自
信
の
喪
失
に
繋
が
り
か
ね
な
い
と
い
っ
た
個
人
的
レ
ベ
ル
で

の
危
険
性
と
と
も
に
、
地
域
の
歴
史
へ
の
関
わ
り
の
検
証
の
手
だ
て
が
失
わ
れ
る
こ
と

か
ら
、
地
域
成
員
間
の
共
同
・
共
感
意
識
の
喪
失
に
繋
が
っ
て
伝
統
的
な
地
域
共
同
体

の
連
帯
基
盤
喪
失
の
危
険
性
を
招
き
か
ね
な
い
と
い
っ
た
共
同
体
レ
ベ
ル
の
危
険
性
を

指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
お
、
こ
れ
に
加
え
て
、
無
意
識
的
に
伝
承
さ
れ
る
こ

と
の
多
い
無
形
民
俗
文
化
財
の
価
値
の
発
見
と
確
認
を
円
滑
に
行
う
手
法
と
し
て
、
そ

れ
ぞ
れ
に
地
域
文
化
の
特
性
の
発
信
と
他
地
域
間
で
の
比
較
検
証
が
不
可
欠
と
さ
れ
る

の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
う
し
た
無
形
民
俗
文
化
財
の
「
変
化
」
を
安
易
に
認
め
る
こ

と
に
よ
っ
て
前
述
の
よ
う
な
危
険
性
を
招
き
、
結
果
と
し
て
地
域
の
特
性
が
顕
在
化
し

に
く
く
な
る
な
ど
、
こ
れ
ら
地
域
間
連
携
と
で
も
い
う
べ
き
各
地
域
に
課
せ
ら
れ
て
い

る
責
務
の
放
棄
に
繋
が
る
危
険
性
を
有
す
る
な
ど
の
、
公
共
レ
ベ
ル
で
の
問
題
も
既
に

指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
（（
９９
））
。

民
俗
文
化
財
を
め
ぐ
る
変
化
の
功
罪
に
つ
い
て
は
こ
れ
ま
で
は
十
分
な
検
討
が
行
わ

れ
て
き
た
と
は
い
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
民
俗
文
化
財
は
地
域
の
文
化
財
で
あ

る
。
こ
う
し
た
こ
と
も
ネ
ッ
ク
に
な
っ
て
全
体
的
な
検
討
が
阻
害
さ
れ
て
き
た
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。
地
域
に
密
着
し
た
文
化
財
だ
か
ら
こ
そ
全
体
を
見
極
め
た
施
策
が
必
要

と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
国
や
ユ
ネ
ス
コ
の
よ
う
な
国
際
機
関
が
保
護
す
る
必
要
が
あ
る

の
で
あ
っ
て
、
現
在
の
動
き
に
は
積
極
的
な
対
応
が
必
要
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

ち
な
み
に
、
最
近
は
有
形
の
文
化
財
の
分
野
で
も
、
そ
れ
を
支
え
る
無
形
の
文
化
財

の
価
値
と
効
用
が
大
き
く
見
直
さ
れ
て
き
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
こ
れ
ま
で
も
、
例
え

ば
重
要
有
形
民
俗
文
化
財
の
祭
り
屋
台
や
、
実
際
に
居
住
施
設
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い

る
重
要
文
化
財
の
民
家
な
ど
の
よ
う
に
、
現
在
も
実
際
に
使
用
し
続
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
価
値
の
継
続
な
ど
が
期
待
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
文
化
財
に
つ
い
て
は
、
絵
画
や

彫
刻
な
ど
の
よ
う
な
価
値
の
固
定
し
た
他
の
有
形
文
化
財
と
同
列
に
し
て
、
現
状
変
更

の
規
制
の
原
則
だ
け
に
頼
っ
た
保
護
を
行
う
従
来
の
や
り
方
に
対
し
て
疑
問
が
寄
せ
ら

れ
て
い
る
が
、
そ
の
答
え
は
必
ず
し
も
十
分
に
用
意
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
状
況

に
あ
る
と
い
え
よ
う
。

文
化
財
の
「
変
化
」
と
そ
の
対
処
法
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
文
化
財
の
現
在
的
な
効
用
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を
め
ぐ
る
議
論
と
と
も
に
、
今
後
は
有
形
、
無
形
の
枠
を
越
え
て
、
文
化
財
全
体
を
見

据
え
た
検
討
が
必
要
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
重
要
な
喫
緊
の
課
題
と
な
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。
最
近
の
、
文
化
的
景
観
の
概
念
の
創
設
や
保
護
を
め
ぐ
る
動
き
は
こ
の
間

の
状
況
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
広
範
な
検
討
が
進
む
こ
と
を
期
待
し
た
い
と

思
う
。

過
去
の
優
れ
た
遺
産
を
後
世
に
伝
え
る
こ
と
は
人
類
の
発
展
に
と
っ
て
不
可
欠
の
要

件
で
あ
り
、
こ
れ
は
全
て
の
人
び
と
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
と
い
え
る
。
そ
し
て
こ
れ
を

制
度
的
に
保
証
し
た
の
が
文
化
財
保
護
の
制
度
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
よ
う
。

近
年
、
民
俗
学
の
分
野
で
も
、
文
化
財
の
継
承
を
め
ぐ
る
地
域
内
部
に
お
け
る
葛
藤

な
ど
に
目
を
向
け
た
研
究
が
目
に
着
く
よ
う
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
喜

ば
し
い
限
り
で
あ
る
が
、
学
問
の
実
践
を
殊
更
に
求
め
ら
れ
る
民
俗
学
と
し
て
は
、
望

ま
れ
る
研
究
者
の
姿
勢
と
し
て
、
単
に
事
実
関
係
の
解
明
を
図
る
だ
け
で
な
く
、
眼
前

に
進
行
し
て
い
る
こ
れ
ら
の
出
来
事
に
対
し
て
よ
り
主
体
的
に
関
わ
る
こ
と
が
求
め
ら

れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
も
は
や
我
々
は
傍
観
者
で
は
な
く
、
当
事
者
の
責
を
免
れ
え

な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

繰
り
返
す
よ
う
で
は
あ
る
が
、
こ
の
場
合
研
究
者
と
し
て
の
視
点
と
と
も
に
文
化
財

の
保
護
に
関
す
る
視
点
も
併
せ
持
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
先
に
も
述
べ
た
通
り
、
無

形
民
俗
文
化
財
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
お
け
る
生
活
の
必
要
の
中
か
ら
生
ま
れ
継
承
さ

れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、
何
に
も
ま
し
て
地
域
の
論
理
が
優
先
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
が
、
ひ
と
た
び
文
化
財
と
し
て
指
定
さ
れ
保
護
さ
れ
る
と
い

う
局
面
を
迎
え
た
と
き
に
は
、
地
域
の
論
理
を
超
え
た
よ
り
広
い
視
点
で
の
責
務
と
制

約
が
加
わ
っ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

文
化
財
指
定
と
い
う
行
為
の
背
景
に
は
、
否
応
な
し
に
論
理
の
転
換
と
い
う
こ
と
が

付
随
す
る
こ
と
を
認
識
す
べ
き
で
あ
る
。

Ⅳ
　
指
定
制
度
を
支
え
る
仕
組
み
ー
文
化
財
指
定
と
指
定
解
除
ー

文
化
財
の
保
護
が
行
政
行
為
と
し
て
行
わ
れ
て
い
る
以
上
、
特
定
の
文
化
財
に
つ
い

て
無
限
に
保
護
を
続
け
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
も
ま
た
避
け
て
通
れ
な
い
行
政
に
課

せ
ら
れ
た
明
白
な
事
実
で
あ
る
。

先
に
、
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
等
の
行
為
は
保
護
に
取
り
か
か
る
優
先
順
位
づ
け

の
行
為
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。
限
ら
れ
た
経
費
と
手
段
の
中
で
行
わ
れ
る
行
政
行
為
に

は
、
当
該
施
策
の
効
率
的
運
用
が
必
然
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
不
可

避
的
に
訪
れ
る
変
化
の
影
響
を
受
け
た
結
果
、
例
え
ま
だ
幾
ば
く
か
の
資
料
的
価
値
が

残
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
機
会
均
等
な
ど
の
観
点
を
保
証
す
る
と
い

う
意
味
で
、
指
定
解
除
な
ど
の
措
置
が
必
要
と
な
っ
て
く
る
こ
と
も
あ
る
の
で
あ
る
。

指
定
と
解
除
と
い
う
相
反
す
る
二
つ
の
規
定
の
関
係
で
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
指
定
解

除
の
規
定
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
護
の
制
度
的
限
定
の
思
想
を
示
す
こ
と
と
な

り
、
ま
た
そ
の
限
定
条
件
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
変
化
を
不
可
避
と
す
る
文
化
財
の

保
護
を
正
当
化
す
る
効
果
を
も
発
揮
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
一
口
に
「
変
化
」
と
い
っ
て
も
そ
の
実
態
は
多
様
な
局
面
か
ら
成
り
立
っ

て
お
り
、
全
て
を
一
律
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。「
変
化
」
を
考
え
る
に
負

の
要
素
に
の
み
視
点
を
置
く
こ
と
は
許
せ
な
い
。
ま
た
、
無
形
民
俗
文
化
財
の
場
合
、

そ
の
伝
承
が
生
き
て
い
る
の
か
消
滅
し
て
い
る
の
か
な
ど
を
判
断
す
る
こ
と
は
大
変
難

し
い
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
も
あ
っ
て
か
、
国
に
お
い
て
は
重
要
無
形
文
化
財
の
場
合
に

は
、
保
持
者
の
死
亡
な
ど
に
よ
る
認
定
者
の
不
在
の
事
態
に
限
っ
て
指
定
解
除
が
行
わ

れ
て
お
り
、
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
場
合
は
指
定
解
除
の
例
は
な
い
。

ま
た
、
理
論
上
の
問
題
は
別
と
し
て
、
文
化
財
指
定
に
は
当
該
文
化
財
を
生
か
し
た

郷
土
意
識
の
高
揚
や
地
域
振
興
に
役
立
つ
側
面
も
あ
る
こ
と
は
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ

る
。
文
化
財
の
指
定
制
度
の
趣
旨
か
ら
は
や
や
離
れ
る
と
し
て
も
こ
う
し
た
効
用
を
考

え
れ
ば
、
無
形
民
俗
文
化
財
を
保
護
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
当
該
文
化
財
を
継
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続
す
る
こ
と
に
最
終
的
な
目
標
を
置
く
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
意
味
か
ら
も
解
除
に
は
慎

重
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
考
え
方
は
文
化
庁
の
関
係
者
間
に
等
し
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。
昭
和
五
十

年
の
法
改
正
時
の
文
化
財
保
護
部
管
理
課
長
と
し
て
法
改
正
の
当
事
者
で
あ
っ
た
内
田

新
も
、
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
「
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
つ
い
て
は
、
そ
の
性

質
上
変
容
又
は
衰
亡
し
易
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
変
容
に
つ
い
て
そ
の
限
度
が
問
題
と

な
ろ
う
。
伝
承
組
織
（
保
存
会
等
）
に
よ
る
保
存
が
行
わ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
て
も
、

世
代
の
交
替
、
観
光
資
源
化
等
に
よ
る
変
容
は
免
れ
な
い
。
伝
承
さ
れ
て
き
た
類
型
的

定
型
的
行
為
が
基
本
的
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
が
、
時
代
の
変
遷
、

伝
承
者
の
世
代
交
替
等
に
応
じ
た
部
分
的
な
、
か
つ
、
創
造
的
な
改
変
を
否
定
す
る
こ

と
は
、
永
続
的
保
存
を
困
難
と
す
る
結
果
と
な
る
か
ら
、
あ
る
程
度
容
認
す
る
必
要
が

あ
る
と
思
わ
れ
る
（（
1100
））
。」
と
述
べ
て
、「
永
続
的
保
存
」
を
図
る
た
め
に
は
あ
る
程
度
の

変
化
を
容
認
せ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

端
的
に
い
え
ば
、
指
定
解
除
な
ど
に
あ
た
る
場
合
の
行
政
側
の
対
応
と
し
て
は
、
ど

の
辺
り
に
資
料
的
価
値
の
認
定
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
上
で
、
変
化

が
当
該
無
形
民
俗
文
化
財
に
と
っ
て
資
料
性
を
失
わ
し
め
る
決
定
的
な
要
素
と
な
っ
て

い
る
か
を
的
確
に
見
極
め
て
そ
の
後
の
措
置
に
移
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
対

応
に
は
「
変
化
」
の
持
つ
積
極
的
意
義
の
評
価
も
含
め
て
、
あ
る
程
度
の
柔
軟
性
が
必

要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

現
在
、
世
界
中
で
無
形
民
俗
文
化
財
の
保
存
を
巡
る
環
境
は
日
に
日
に
厳
し
さ
を
増

し
て
い
る
。
わ
が
国
の
無
形
民
俗
文
化
財
の
保
護
の
シ
ス
テ
ム
は
そ
れ
な
り
の
評
価
を

得
て
き
て
い
る
が
、
そ
の
実
こ
れ
ら
に
内
包
さ
れ
る
問
題
点
は
、
上
記
の
例
に
留
ま
ら

ず
ま
だ
ま
だ
多
い
と
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

筆
者
は
日
本
の
文
化
財
保
護
施
策
の
長
所
を
生
か
し
つ
つ
新
た
な
展
開
を
可
能
と
す

る
た
め
に
、
現
在
個
別
に
保
護
さ
れ
て
い
る
無
形
の
文
化
財
の
一
体
的
な
把
握
に
基
づ

く
取
り
組
み
を
提
案
（（
８８
））

し
て
い
る
が
、
そ
の
検
討
の
第
一
歩
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
施

策
内
容
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
見
て
行
く
必
要
を
感
じ
て
い
る
。
今
回
検
討
を
試
み
る

い
わ
ゆ
る
「
変
化
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
態
の
解
明
に
入
る
前
に
前
提
と
な

る
課
題
に
つ
い
て
、
更
に
詳
し
く
見
て
行
く
こ
と
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る

も
の
で
あ
る
。

Ⅴ
　
無
形
民
俗
文
化
財
に
見
る
変
化
の
検
討

無
形
民
俗
文
化
財
の
変
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
は
民
俗
芸
能
を
中
心
に

研
究
が
進
ん
で
い
て
、
幾
つ
か
の
成
果
が
上
げ
ら
れ
て
来
て
は
い
る
が
、
そ
の
多
く
は

芸
態
の
変
化
を
問
題
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
芸
能
が
絶
え
ず
「
見
る
」「
見

ら
れ
る
」
と
い
う
関
係
性
の
中
に
存
在
し
、
問
題
が
認
識
さ
れ
や
す
い
、
と
い
う
と
こ

ろ
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
に
比
べ
る
と
、
祭
り
や
年
中
行
事
な
ど
の
風
俗
慣
習
面
の
変
化
に
つ
い
て
の
研

究
に
は
立
ち
後
れ
が
目
立
つ
よ
う
で
あ
る
。
最
も
、
近
年
は
祭
礼
・
行
事
の
変
化
に
伴

い
そ
の
受
け
入
れ
な
ど
を
め
ぐ
っ
て
の
、
伝
承
者
間
の
葛
藤
な
ど
を
テ
ー
マ
に
し
た
研

究
や
、
こ
と
に
文
化
財
指
定
を
め
ぐ
る
変
化
・
変
容
の
問
題
が
話
題
と
さ
れ
る
こ
と
が

多
く
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
こ
れ
で
喜
ば
し
い
傾
向
と
い
え
る
が
、

そ
の
多
く
は
変
化
の
結
果
生
じ
た
問
題
や
個
別
事
例
の
報
告
等
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、

変
化
と
い
う
問
題
を
捉
え
る
全
体
的
視
点
に
欠
け
る
よ
う
な
嫌
い
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
だ
ろ
う
。

筆
者
は
、
変
化
の
問
題
を
考
え
る
視
点
と
し
て
お
お
よ
そ
三
つ
の
局
面
を
考
え
て
い

る
。
ま
ず
一
つ
は
、
変
化
を
起
こ
す
主
体
の
問
題
、
す
な
わ
ち
伝
承
者
側
の
問
題
で
あ

り
、
意
識
し
た
変
化
か
意
識
せ
ざ
る
変
化
か
と
い
っ
た
問
題
と
で
も
い
う
こ
と
が
出
来

る
だ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
俵
木
ら
の
問
題
意
識
に
連
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
意
識
し
た
変
化
の
要
因
と
し
て
は
時
代
の
変
化
等
に
よ
っ
て
変
化
を
余
儀
な
く
さ

れ
て
い
る
し
き
た
り
・
手
順
な
ど
と
の
整
合
性
を
図
り
、
眼
前
の
問
題
に
対
応
し
よ
う
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と
す
る
こ
と
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
し
、
意
識
せ
ざ
る
変
化
の
要
因
に
は
、
伝
承
者
た
ち

の
肉
体
的
変
化
や
時
代
の
趨
勢
な
ど
に
よ
る
用
具
等
の
変
化
な
ど
が
考
え
ら
れ
よ
う
。

こ
こ
に
は
芸
能
な
ど
の
場
合
に
よ
く
見
ら
れ
る
、
伝
承
者
自
身
の
芸
術
性
を
求
め
る
動

き
中
で
惹
起
さ
れ
る
、
伝
統
と
創
造
性
と
を
め
ぐ
る
問
題
な
ど
が
含
ま
れ
て
こ
よ
う
。

二
番
目
は
、
誰
が
変
化
を
意
識
す
る
か
と
い
う
、
変
化
を
認
識
す
る
者
の
問
題
で
あ

る
。
こ
れ
に
は
、
当
事
者
が
意
識
す
る
場
合
と
、
準
当
事
者
と
い
う
か
、
先
輩
・
古
老

な
ど
の
経
験
者
が
意
識
す
る
場
合
、
ま
た
は
、
祭
り
の
当
事
者
以
外
の
研
究
や
行
政
担

当
者
な
ど
の
、
第
三
者
に
よ
り
変
化
が
意
識
さ
れ
問
題
と
さ
れ
る
よ
う
な
場
合
が
考
え

ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
の
は
先
輩
・
古
老
な
ど
の
経
験
者
が
意
識

す
る
場
合
で
あ
る
。
先
例
に
固
執
し
が
ち
な
先
輩
・
古
老
と
、
新
し
く
祭
り
を
引
き
継

ぐ
若
者
た
ち
の
間
で
、
起
こ
る
問
題
の
多
く
は
こ
の
こ
と
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
問
題
は
こ
れ
を
提
起
す
る
人
に
よ
っ
て
現
れ
方
が
違
っ
て
く
る
と
い
え
よ
う
。

三
番
目
の
問
題
は
、
変
化
の
結
果
起
こ
る
事
態
へ
の
評
価
の
問
題
で
あ
る
。
一
般
的

に
は
変
化
を
受
け
容
れ
る
要
因
と
し
て
は
、
時
代
の
推
移
な
ど
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ

た
、
伝
承
環
境
の
変
化
か
ら
生
ず
る
諸
問
題
を
解
決
し
、
円
滑
な
保
護
と
継
承
を
期
待

す
る
た
め
に
選
択
さ
れ
る
方
法
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
変
化
が
も
た
ら
す
危
険
と
し
て

は
、
歴
史
へ
の
こ
だ
わ
り
が
希
薄
と
な
り
、
歴
史
の
検
証
に
必
要
と
さ
れ
る
研
究
資
料

が
失
わ
れ
る
危
険
性
や
、
他
地
域
に
対
し
比
較
の
手
段
を
失
わ
し
め
る
と
い
う
、
あ
る

種
の
地
域
間
に
期
待
さ
れ
た
共
同
責
任
を
果
た
せ
な
く
な
る
恐
れ
、
同
郷
意
識
な
ど
を

失
う
こ
と
に
よ
り
、
地
域
と
の
一
体
感
や
集
団
的
同
一
性
の
意
識
な
ど
を
失
い
、
共
同

体
の
連
帯
の
基
盤
を
喪
失
す
る
恐
れ
な
ど
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

特
に
こ
の
中
で
は
伝
承
者
が
主
体
的
に
関
わ
る
変
化
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
て
み
た

い
と
思
う
。
そ
れ
は
変
化
と
い
う
と
価
値
の
消
失
と
い
う
問
題
に
直
結
し
が
ち
で
、
専

ら
負
の
観
点
か
ら
考
え
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
少
な
か
ら
ず
疑
義
を
感
じ
て

い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

こ
こ
で
は
、
俵
木
論
文
の
よ
う
に
変
化
を
も
た
ら
す
内
的
要
因
の
問
題
に
ま
で
踏
み

込
む
だ
け
の
準
備
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
比
較
的
検
討
の
素
材
が
整
っ
て
い
る
重
要
無

形
民
俗
文
化
財
指
定
の
山
・
鉾
・
屋
台
の
祭
り
の
物
件
を
例
に
、
主
と
し
て
外
面
的
な

変
化
に
お
け
る
評
価
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
を
試
み
、
風
俗
慣
習
面
の
変
化
に
関
す
る

問
題
を
考
え
る
糸
口
と
し
た
い
と
思
う
。

Ⅴ
ー
１
　
都
市
型
の
祭
礼
の
成
立
と
展
開

豪
華
華
麗
な
山
・
鉾
・
屋
台
の
曳
行
行
事
を
中
心
と
す
る
大
規
模
祭
は
、
風
流
系
の

都
市
型
の
祭
礼
と
し
て
各
地
に
展
開
し
日
本
の
夏
祭
り
を
代
表
す
る
風
物
詩
と
な
っ
て

い
る
。

山
・
鉾
・
屋
台
の
祭
り
は
、
熊
本
の
八
代
妙
見
祭
や
富
山
県
高
岡
の
御
車
山
祭
の
よ

う
に
、
時
の
為
政
者
が
始
め
た
と
い
う
伝
承
を
持
つ
も
の
が
あ
る
が
、
一
般
に
は
そ
の

地
域
の
分
限
者
の
奉
納
す
る
も
の
か
ら
始
ま
っ
た
と
す
る
例
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
、
山
・
鉾
・
屋
台
の
原
型
を
京
都
祇
園
祭
に
求
め
る
の
が

一
般
的
で
あ
っ
た
。

京
都
祇
園
祭
の
山
鉾
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
は
折
口
信
夫
の
依
代
説
で
の

解
釈
が
一
般
的
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
、
植
木
行
宣
に
よ
る
研
究
（（
1111
））

で
、
祇
園
祭
の

山
鉾
に
は
神
霊
を
迎
え
る
移
動
神
座
で
あ
る
山
鉾
の
形
式
と
、
こ
の
他
に
屋
台
の
形
式

が
見
ら
れ
る
こ
と
。
こ
の
両
者
の
関
係
は
、
山
鉾
が
神
の
座
で
あ
り
囃
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
屋
台
は
こ
れ
ら
を
囃
す
も
の
の
関
係
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な

っ
た
。

植
木
の
研
究
は
、
わ
が
国
の
山
・
鉾
・
屋
台
の
祭
り
の
歴
史
と
特
質
に
つ
い
て
全
国

的
規
模
で
取
り
組
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
そ
の
成
果
は
一
言
で
は
い
い
尽
く
せ
な
い
が
、

特
に
半
ば
常
識
化
し
て
み
ら
れ
た
山
・
鉾
・
屋
台
の
祭
り
の
成
り
立
ち
に
再
考
を
投
げ

か
け
る
と
共
に
、
山
・
鉾
・
屋
台
を
一
括
し
て
捉
え
る
こ
と
の
誤
り
を
提
示
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
研
究
に
よ
っ
て
、
従
来
一
種
の
閉
塞
感
が
見
ら
れ
た
山
・
鉾
・
屋
台
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の
研
究
が
、
こ
れ
ま
で
の
折
口
の
依
代
説
の
呪
縛
か
ら
解
き
放
さ
れ
て
、
大
き
な
可
能

性
が
開
け
た
こ
と
は
大
い
に
評
価
さ
れ
よ
う
。

山
・
鉾
の
よ
う
な
移
動
神
座
の
祭
り
は
、
招
か
ざ
る
神
の
出
現
に
対
し
て
こ
れ
を
排

除
し
よ
う
と
す
る
祭
り
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
。
そ
の
代
表
的
な
も
の
が
夏
の
疫
病
を

も
た
ら
す
疫
神
の
速
や
か
な
退
散
を
祈
る
祇
園
祭
で
あ
る
の
で
あ
る
。

前
近
代
に
お
い
て
は
、
衛
生
思
想
の
未
発
達
と
生
活
環
境
の
未
整
備
か
ら
疫
病
の
蔓

延
は
不
可
避
的
な
事
柄
で
あ
り
、
そ
れ
は
特
に
人
口
が
集
住
す
る
都
市
の
周
縁
部
に
顕

著
で
あ
っ
た
。
早
く
か
ら
都
市
的
な
発
展
を
遂
げ
た
平
安
京
も
例
に
漏
れ
ず
、
疫
病
の

発
生
と
流
行
に
悩
ま
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
疫
病
の
退
散
を
願
っ
て
祇
園

祭
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

か
く
し
て
、
祇
園
祭
は
都
の
繁
栄
の
代
名
詞
と
も
な
り
各
地
に
伝
播
し
て
い
く
こ
と

と
な
る
。

江
戸
時
代
に
な
る
と
各
地
に
次
々
と
在
郷
町
が
発
達
し
、
そ
れ
ら
は
次
第
に
都
市
的

成
長
を
来
す
よ
う
に
な
り
、
同
時
に
弊
害
も
目
立
っ
て
く
る
よ
う
に
な
っ
た
。
先
に
も

述
べ
た
よ
う
に
、
疫
病
の
発
生
と
流
行
は
そ
の
最
た
る
も
の
で
、
こ
の
た
め
各
地
に
疫

病
除
け
の
神
と
し
て
祇
園
社
が
勧
請
さ
れ
て
く
る
。祇
園
社
は
機
能
神
で
あ
る
た
め
に
、

固
定
し
た
氏
子
を
持
た
な
い
こ
と
が
多
い
。
人
び
と
は
必
要
の
時
だ
け
に
こ
れ
を
崇
敬

す
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
容
易
に
氏
子
と
も
氏
子
外
の
第
三
者
と
も
な
り
う
る
多
く

の
人
び
と
の
存
在
が
予
想
で
き
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
都
市
の
発
達
は
富
裕
な
町
人
層
を
生
み
出
す
。
彼
ら
は
富
を
集
積
し
分
限
者

と
な
っ
て
、
生
活
の
基
盤
で
あ
る
都
市
的
環
境
の
整
備
に
従
い
、
そ
の
一
環
と
し
て
ハ

レ
の
祭
り
の
風
流
化
と
一
層
の
振
興
に
尽
く
す
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
神
社
を
離
れ
町
内
の
一
角
に
設
け
ら
れ
た
御
旅
所
に
一
定
期
間
と
ど
ま

り
町
内
を
神
々
が
巡
幸
し
て
ま
わ
る
御
旅
所
祭
り
の
形
式
を
持
つ
、
移
動
神
座
の
祭
礼

が
広
く
展
開
す
る
こ
と
と
な
る
。
こ
の
中
で
、
特
に
山
車
・
屋
台
は
一
層
豪
華
な
も
の

に
工
夫
さ
れ
、
こ
う
し
た
山
・
鉾
・
屋
台
を
中
心
と
し
た
祭
り
は
、
そ
の
華
や
か
さ
の

ゆ
え
に
他
の
祭
り
に
も
取
り
入
れ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
い
く
。
こ
の
山
・
鉾
・
屋
台

の
祭
り
が
全
国
に
展
開
し
て
い
く
の
は
、
時
代
的
に
い
え
ば
江
戸
時
代
と
考
え
ら
れ
、

早
く
は
町
人
文
化
が
花
開
く
元
禄
期
と
、
次
い
で
爛
熟
期
を
迎
え
る
化
政
期
と
が
江
戸

期
に
お
け
る
二
つ
の
頂
点
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

先
述
の
よ
う
に
、
初
期
の
山
・
鉾
・
屋
台
の
祭
り
は
分
限
者
の
奉
納
す
る
屋
台
類
が

中
心
と
な
る
祭
礼
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
次
第
に
町
組
が
整
備
さ
れ
力
を
蓄
え
て
来
る

に
連
れ
て
、
山
・
鉾
・
屋
台
の
運
行
と
管
理
は
町
内
に
移
り
、
屋
台
を
奉
納
す
る
主
体

も
変
化
し
、
い
わ
ゆ
る
分
限
者
山
車
か
ら
町
内
山
車
に
変
化
し
て
い
く
。
こ
の
段
階
の

祭
礼
は
既
に
信
仰
に
基
づ
く
要
素
よ
り
娯
楽
性
・
遊
興
性
を
色
濃
く
持
っ
た
祭
り
へ
と

変
化
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
部
分
が
強
調
さ
れ
る
と
、
い
わ
ゆ
る
神
事

の
部
分
と
祭
り
を
賑
や
か
し
す
る
部
分
と
に
わ
か
れ
、
後
者
は
付
け
祭
り
な
ど
と
呼
ば

れ
て
若
者
組
な
ど
の
集
団
に
委
ね
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

Ⅴ
ー
２
　
地
域
振
興
策
と
祭
り
の
変
遷

わ
が
国
の
祭
り
は
、
様
式
的
に
概
観
す
れ
ば
、
共
通
の
出
自
関
係
で
結
ば
れ
た
人
び

と
が
祀
る
祖
先
神
の
祭
り
か
ら
、
出
自
を
異
に
す
る
複
数
の
人
び
と
が
共
同
で
祀
る
地

域
神
の
祭
り
へ
と
展
開
し
、
さ
ら
に
信
仰
内
容
の
細
分
化
・
具
体
化
と
共
に
、
よ
り
強

力
な
功
徳
を
求
め
る
風
潮
が
高
ま
り
、
通
信
手
段
や
交
通
手
段
の
発
達
等
に
よ
っ
て
生

活
空
間
が
拡
大
す
る
の
に
連
れ
て
、
全
国
的
規
模
で
信
仰
を
集
め
る
有
名
大
社
へ
の
信

仰
が
一
般
に
普
及
し
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
結
果
、
い
わ
ゆ
る
農
村
型
の

地
域
共
同
体
の
祀
る
鎮
守
社
に
は
、
遠
来
の
有
名
大
社
が
勧
請
さ
れ
て
境
内
神
と
し
て

賑
わ
す
こ
と
と
な
っ
た
り
、
あ
げ
く
の
果
て
は
本
来
の
祭
神
で
あ
る
地
域
神
を
押
し
の

け
て
、
主
祭
神
の
変
更
へ
と
進
む
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
は
、
熊
野
大
社
や
伊
勢
大
社
な

ど
の
神
人
と
呼
ば
れ
る
下
級
宗
教
者
た
ち
に
よ
る
布
教
活
動
も
見
逃
せ
な
い
事
実
で
あ

る
が
、
根
底
に
は
生
活
空
間
の
拡
大
に
伴
う
世
界
観
の
変
化
の
問
題
が
あ
る
と
思
わ
れ
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る
。以

上
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
伝
統
的
な
農
村
型
の
地
域
共
同
体
の
祭
り
を
想
定
し
た

変
遷
過
程
を
概
観
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
近
世
以
降
広
く
各
地
に
展
開
す
る

こ
と
と
な
っ
た
、
い
わ
ゆ
る
都
市
型
の
祭
礼
を
視
野
に
お
い
て
祭
り
を
支
え
る
人
び
と

の
問
題
に
視
点
を
移
し
て
見
て
み
よ
う
。

農
村
型
の
地
域
共
同
体
の
祭
り
は
比
較
的
長
期
の
居
住
に
基
づ
く
安
定
的
・
固
定
的

な
氏
子
集
団
に
よ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
一
方
、
都
市
型
の
祭
礼
は
都
市
特
有

の
、
短
期
的
・
不
安
定
的
な
居
住
形
態
に
あ
る
、
非
組
織
的
で
流
動
的
な
特
徴
を
持
つ

都
市
の
住
民
に
支
え
ら
れ
た
祭
り
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
柳
田
国
男
流
に
い
え
ば
、
農

村
型
の
地
域
共
同
体
の
祭
り
が
氏
子
だ
け
の
当
事
者
の
祭
り
で
あ
る
の
に
対
し
、
都
市

型
の
祭
り
は
氏
子
以
外
の
い
わ
ゆ
る
観
客
層
を
含
め
た
第
三
者
層
を
巻
き
込
ん
だ
祭
礼

と
い
え
る
。
こ
の
種
の
変
化
は
、
祭
り
運
営
に
か
か
わ
る
一
般
的
な
変
化
と
し
て
伝
統

的
な
運
行
組
織
の
変
化
と
そ
れ
に
起
因
す
る
幾
つ
か
の
側
面
に
現
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

伝
統
的
運
行
組
織
の
形
式
と
し
て
は
、
第
一
に
、
当
該
神
社
の
氏
子
組
織
が
そ
の
ま
ま

祭
り
の
運
行
母
胎
と
な
る
も
の
で
、
一
般
的
に
町
内
会
組
織
と
同
一
の
組
織
と
な
り
、

祭
組
織
と
し
て
は
も
っ
と
も
原
初
的
な
い
わ
ば
共
同
体
型
と
も
い
い
う
る
よ
う
な
も
の

で
、
氏
子
組
織
一
体
型
と
で
も
名
付
け
ら
れ
る
型
式
の
も
の
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
第
二

は
町
内
の
有
力
者
が
山
車
類
を
奉
納
し
た
こ
と
に
始
ま
る
も
の
で
篤
志
者
奉
納
型
と
も

い
う
べ
き
祭
り
の
形
態
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
の
形
は
時
に
当
時
の
支
配
者
層
の
関
与

し
た
伝
承
を
残
す
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
形
態
は
大
規
模
な
初
期
の
都
市
型
の
祭
礼
に
多

く
み
ら
れ
る
形
で
、
み
る
こ
と
、
み
ら
れ
る
こ
と
を
意
識
し
た
祭
礼
と
な
っ
て
い
る
こ

と
が
多
い
。
そ
の
三
番
目
は
両
者
の
混
在
型
で
、
有
力
者
に
よ
る
山
車
の
奉
納
と
運
行

は
町
内
組
や
周
辺
の
人
び
と
に
委
ね
る
な
ど
の
形
式
の
も
の
で
あ
る
。

各
地
の
こ
の
種
の
祭
り
を
み
て
い
く
と
、
こ
の
よ
う
な
運
行
組
織
の
変
化
の
傾
向
が

見
て
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
時
代
の
推
移
と
共
に
氏
子
組
織
一
体
型
が
崩
れ
る
傾
向
が

見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
歴
史
的
に
は
現
代
に
限
っ
た
傾
向
で
は
な
く
既
に
過
去

に
も
見
ら
れ
た
傾
向
で
あ
る
が
、
今
ま
た
改
め
て
目
立
っ
て
き
た
動
き
と
考
え
て
良
い

だ
ろ
う
。

そ
の
原
因
を
考
え
る
に
、
大
き
く
二
つ
の
傾
向
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
が
出
来
そ
う

で
あ
る
。
一
つ
は
地
域
文
化
の
見
直
し
の
動
き
の
な
か
で
若
者
連
中
な
ど
一
部
の
人
び

と
が
祭
り
を
支
え
る
形
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
観
光
や
地
域
振
興
の
名
目
で
行
わ
れ
る

地
方
公
共
団
体
の
関
与
の
動
き
で
あ
る
。
こ
う
し
た
傾
向
は
、
近
年
盛
ん
に
行
わ
れ
て

い
る
文
化
財
を
生
か
し
た
地
域
興
し
の
具
体
的
な
動
き
の
現
れ
と
も
い
え
る
か
も
知
れ

な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
動
き
の
中
に
は
娯
楽
性
の
希
求
や
市
民
祭
に
名
を
借
り
た

神
事
的
側
面
の
切
り
捨
て
の
危
険
が
内
包
さ
れ
て
い
る
事
な
ど
に
は
、
特
に
注
意
が
必

要
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
変
化
は
、
関
連
し
て
ま
た
幾
つ
か
の
変
化
を
引
き
起
こ
す
要
因
と
も
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
は
祭
り
に
奉
納
さ
れ
る
作
り
物
の
均
質
化
や
、
毎
年
作
り
替
え
た
り
組

み
立
て
る
形
が
固
定
化
し
保
存
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
傾
向
が
増
え
て
、
祭
り
を
支
え
る

周
辺
の
技
術
の
後
退
や
消
滅
の
危
険
性
が
増
大
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
加
え
て
公
開

形
態
が
変
化
し
、
一
斉
奉
仕
か
ら
当
番
奉
仕
へ
と
変
わ
っ
た
り
、
本
祭
り
と
陰
祭
り
な

ど
の
よ
う
に
毎
年
の
公
開
が
崩
れ
る
例
も
見
ら
れ
る
な
ど
残
さ
れ
た
問
題
は
大
き
い
。

以
上
の
問
題
は
、
変
化
の
負
の
要
素
に
着
目
し
た
、
あ
く
ま
で
全
体
的
な
傾
向
を
概

観
し
た
も
の
で
あ
る
。
変
化
の
問
題
を
更
に
深
化
す
る
た
め
に
は
よ
り
幅
広
い
視
点
か

ら
変
化
の
実
態
を
見
て
行
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

Ⅴ
ー
３
　
山
車
祭
の
変
化
の
様
相

現
在
伝
承
さ
れ
て
い
る
山
車
類
の
祭
り
は
、
都
市
型
の
祭
礼
の
典
型
的
な
も
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
信
仰
を
同
じ
く
す
る
氏
子
だ
け
で
な
く
、
第
三
者

で
あ
る
い
わ
ゆ
る
大
勢
の
観
客
が
集
ま
る
、
観
光
的
に
も
重
要
な
イ
ベ
ン
ト
で
あ
り
そ

の
多
く
が
現
在
で
も
盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ
う
。
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都
市
型
の
風
流
の
祭
り
は
、
観
客
層
を
意
識
す
る
こ
と
で
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を
経
て

き
て
い
る
。
秋
田
の
角
館
の
祭
り
を
例
に
取
れ
ば
、
祭
り
の
見
所
と
な
っ
て
い
る
山
車

を
ぶ
っ
つ
け
合
う
行
事
は
、
最
近
の
著
し
い
変
化
で
、
土
地
の
古
老
の
中
に
は
今
で
も

山
ぶ
っ
つ
け
を
避
け
る
屋
台
の
曳
き
回
し
こ
そ
が
、
本
来
の
祭
り
の
姿
で
あ
る
と
伝
え

る
者
も
多
い
。

筆
者
は
こ
う
し
た
変
化
を
、
当
該
祭
り
の
再
生
を
意
図
し
た
地
域
住
民
の
活
性
化
を

求
め
る
主
体
的
な
動
き
の
一
環
と
し
て
捉
え
て
み
て
は
ど
う
か
と
考
え
て
い
る
。
祭
り

も
長
い
歴
史
の
中
で
折
々
に
活
性
化
の
工
夫
が
な
さ
れ
て
き
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
祭

り
の
伝
承
を
支
え
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
山
車
の
曳
き
回
し
や
山
ぶ
っ
つ
け
な
ど
は

若
者
の
力
を
誇
示
す
る
場
で
あ
り
、
若
者
に
主
役
を
与
え
同
時
に
祭
り
に
個
性
と
見
せ

場
を
付
与
す
る
こ
と
と
な
っ
て
、
祭
り
に
再
び
力
を
与
え
る
こ
と
と
な
る
。
こ
う
し
た

工
夫
の
中
に
は
、
ま
た
、
新
し
い
練
り
物
な
ど
を
採
り
入
れ
て
、
祭
り
を
華
や
か
に
す

る
こ
と
で
活
性
化
を
図
る
方
法
も
見
ら
れ
る
。

こ
こ
で
は
従
来
変
化
に
は
負
の
評
価
が
与
え
ら
れ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
が
、
視
点
を

変
え
て
積
極
的
な
視
点
か
ら
見
て
み
た
い
と
思
う
。
変
化
を
捉
え
る
視
点
の
拡
大
を
図

る
た
め
で
あ
る
。

各
地
の
山
・
鉾
・
屋
台
の
祭
り
の
活
性
化
を
図
る
工
夫
の
方
法
と
し
て
は
、
概
ね
以

下
の
よ
う
な
手
法
が
見
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る
。

Ⅴ
ー
３
ー
ア
　
山
車
の
装
飾
に
工
夫
を
凝
ら
す
も
の

こ
れ
は
風
流
型
の
山
車
祭
り
の
も
っ
と
も
根
幹
を
な
す
も
の
で
、
作
り
物
を
毎
年
新

規
に
作
り
替
え
て
、そ
の
意
匠
や
主
題
な
ど
で
耳
目
を
集
め
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
風
流
の
本
義
に
関
わ
る
こ
と
で
あ
り
、
本
稿
で
問
題
と
す
る
、
祭
り
の

変
化
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
と
も
い
え
る
が
、
こ
れ
も
大
き
な
意
味
で
の
変
化
の
一
つ

の
様
態
で
あ
ろ
う
。
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
物
件
で
い
え
ば
、
秋
田
の

角
館
や
土
崎
の
山
車
に
典
型
的
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
分
布
的
に
は
全
国
に
広
が

る
が
、
福
岡
の
祇
園
山
笠
・
大
分
の
日
田
祇
園
祭
か
ら
日
本
海
を
北
上
し
、
特
に
東
北

地
方
を
中
心
に
広
く
見
ら
れ
る
。
や
ま
の
構
成
は
歌
舞
伎
の
場
面
な
ど
に
題
材
を
採
っ

た
、
武
者
人
形
と
山
の
組
み
合
わ
せ
が
多
く
み
ら
れ
る
。
そ
の
一
つ
の
発
展
形
態
が
八

戸
の
三
社
大
祭
の
山
車
で
あ
り
、
茨
城
の
日
立
の
風
流
物
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。

Ⅴ
ー
３
ー
イ
　
山
車
に
付
属
す
る
芸
能
に
工
夫
を
凝
ら
す
も
の

歌
舞
伎
舞
台
や
芸
座
な
ど
を
持
っ
た
山
車
が
、
歌
舞
伎
や
人
形
浄
瑠
璃
、
糸
操
り
な

ど
の
芸
能
を
披
露
す
る
も
の
を
典
型
例
と
す
る
。
栃
木
の
烏
山
山
あ
げ
祭
り
、
埼
玉
の

秩
父
祭
り
や
滋
賀
の
長
浜
祭
り
、
愛
知
の
知
立
の
山
車
文
楽
な
ど
が
代
表
的
な
祭
り
で

あ
る
が
、
栃
木
の
鹿
沼
の
今
宮
祭
や
烏
山
の
山
あ
げ
祭
り
、
埼
玉
の
川
越
祭
り
、
千
葉

の
佐
原
祭
り
の
よ
う
な
山
車
囃
子
の
競
演
な
ど
を
呼
び
物
に
す
る
の
も
こ
の
一
種
で
あ

る
。
秋
田
の
角
館
祭
り
の
手
踊
り
も
こ
こ
に
含
ま
れ
よ
う
。

Ⅴ
ー
３
ー
ウ
　
運
行
方
法
等
に
工
夫
を
凝
ら
す
も
の

山
車
の
曳
き
回
し
な
ど
に
工
夫
を
凝
ら
し
祭
り
の
見
せ
所
と
し
た
も
の
で
、
こ
の
中

に
は
実
際
に
必
要
と
さ
れ
る
行
動
の
中
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
と
、
単
に
力
や
技
を
見
せ

る
た
め
に
仕
組
ま
れ
た
も
の
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。

Ⅴ
ー
３
ー
ウ
ー
ａ
　
必
要
の
中
か
ら
生
ま
れ
発
展
し
た
も
の

京
都
の
祇
園
祭
で
は
巨
大
な
鉾
を
辻
辻
で
方
向
転
換
さ
せ
る
た
め
に
、
路
面
に
生
竹

を
割
っ
て
敷
き
並
べ
、
そ
の
上
で
車
輪
を
滑
ら
せ
て
方
向
を
変
え
て
い
る
。
こ
れ
を
辻

回
し
と
い
う
が
、
一
般
的
に
は
後
方
に
突
き
出
し
た
梶
棒
に
若
者
た
ち
が
大
勢
で
掛
か
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り
、
車
輪
を
こ
じ
っ
た
り
梶
棒
に
肩
を
入
れ
て
後
輪
を
浮
か
し
た
り
し
て
方
向
転
換
を

果
た
す
こ
と
が
多
い
。
愛
知
の
知
立
の
山
車
文
楽
の
宮
入
に
は
、
山
車
の
後
方
の
梶
棒

に
一
基
あ
た
り
に
八
人
の
若
者
が
取
り
付
き
、
後
輪
を
持
ち
上
げ
た
ま
ま
で
一
気
に
神

前
に
曳
き
入
れ
る
力
業
が
見
物
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
通
常
の
方
向
転
換
等
に

工
夫
を
凝
ら
し
た
も
の
の
ほ
か
、
佐
賀
の
唐
津
曳
き
山
祭
り
で
は
、
御
旅
所
の
庭
に
砂

を
深
く
敷
い
て
、
曳
き
山
の
運
行
を
困
難
に
さ
せ
て
、
曳
き
手
の
力
比
べ
を
楽
し
む
よ

う
に
な
っ
て
い
る
。
栃
木
の
烏
山
の
山
あ
げ
祭
は
公
開
の
場
所
を
移
し
な
が
ら
舞
台
の

設
営
の
手
際
よ
さ
を
競
う
風
習
が
あ
る
が
、
こ
れ
も
こ
の
種
の
工
夫
の
一
つ
と
も
い
え

な
く
も
な
い
だ
ろ
う
。

Ⅴ
ー
３
ー
ウ
ー
ｂ
　
曳
き
回
し
な
ど
に
若
者
の
力
比
べ
的
な
要
素
を
加
え
た
も
の

一
方
、
千
葉
の
佐
原
祭
で
は
、
の
の
字
回
し
や
そ
ろ
ば
ん
曳
き
な
ど
と
呼
ぶ
曲
曳
き

が
特
設
の
会
場
で
公
開
さ
れ
て
見
物
の
人
た
ち
を
楽
し
ま
せ
て
い
る
。
こ
れ
は
若
衆
た

ち
の
屋
台
の
曳
き
回
し
の
妙
を
競
う
も
の
で
、
こ
の
祭
礼
の
一
つ
の
見
せ
場
と
な
っ
て

い
る
。
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
指
定
の
祭
り
に
は
、
他
に
福
岡
の
祇
園
山
笠
の
櫛
田
入

り
が
同
種
の
性
格
を
見
せ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
次
に
述
べ
る
競
技
の
要
素
が
よ
り
ふ
さ

わ
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

Ⅴ
ー
３
ー
エ
　
　
競
技
的
要
素
を
加
え
た
も
の

以
上
述
べ
て
き
た
活
性
化
の
工
夫
は
、
仲
間
同
士
が
競
い
合
う
こ
と
で
お
互
い
に
気

合
い
を
高
め
合
う
も
の
で
、
ま
た
、
こ
れ
を
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
礼
の
呼
び
物
と
し
て
い
る

例
も
多
く
見
ら
れ
る
。
秋
田
の
土
崎
の
神
明
社
祭
で
は
、
時
折
の
政
治
や
社
会
の
出
来

事
に
題
材
を
採
っ
た
曳
き
山
の
作
り
物
が
、
そ
れ
を
風
刺
し
た
句
と
と
も
に
コ
ン
ク
ー

ル
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
本
来
の
風
流
の
性
格
を
僅
か
な
が
ら
で
も
残
し
た
、
山
車

祭
り
に
は
欠
か
せ
な
い
要
素
の
一
つ
で
は
あ
る
が
、
毎
年
作
り
替
え
ら
れ
る
べ
き
作
り

物
が
固
定
化
す
る
よ
う
な
傾
向
と
共
に
、
こ
う
し
た
要
素
が
姿
を
変
え
て
い
く
の
は
寂

し
い
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
競
技
の
形
を
取
る
も
の
の
う
ち
で
も
、
明
確
な
順
位
付
け
を
伴
う
も

の
と
そ
う
で
な
い
も
の
が
あ
る
。
前
者
の
例
と
し
て
は
先
に
述
べ
た
福
岡
の
博
多
祇
園

山
笠
や
、
秋
田
の
土
崎
の
神
明
社
祭
の
例
が
あ
り
、
後
者
の
例
と
し
て
は
秋
田
の
角
館

祭
の
曳
き
山
の
ぶ
っ
つ
け
合
い
で
あ
る
山
車
ぶ
つ
け
や
、
燃
え
さ
か
る
松
明
の
中
か
ら

神
木
の
取
り
出
し
の
早
さ
を
競
う
愛
知
幡
豆
町
の
鳥
羽
の
火
祭
り
の
例
が
あ
る
。
筆
者

に
は
こ
の
違
い
を
生
み
出
し
て
い
る
背
景
に
は
、
観
客
層
の
意
識
度
の
違
い
が
あ
る
よ

う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ば
都
市
化
に
対
す
る
成
熟
度
の
違
い
と
い
え
る
の
で
は

な
か
ろ
う
か
。

Ⅴ
ー
４
　
変
化
へ
の
評
価
等

こ
れ
ま
で
は
、
変
化
を
も
た
ら
す
要
因
を
伝
承
者
側
に
求
め
、
従
来
の
視
点
に
は
含

ま
れ
に
く
か
っ
た
変
化
を
積
極
的
に
評
価
し
て
祭
り
の
活
性
化
を
図
る
も
の
と
見
ら
れ

る
事
例
を
考
え
て
き
た
。
も
ち
ろ
ん
伝
承
者
側
の
要
因
と
し
て
は
こ
の
他
に
も
沢
山
存

在
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
変
化
が
あ
な
が
ち
負
の
要
素
だ
け
と
は
限
ら
な
い
こ
と
は

理
解
で
き
た
こ
と
と
思
う
。

そ
の
一
方
で
、
一
見
し
て
明
ら
か
に
伝
承
者
外
の
圧
力
等
で
変
化
が
引
き
起
こ
さ
れ

る
よ
う
な
場
合
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
観
光

面
か
ら
の
要
求
に
基
づ
く
変
化
・
変
更
が
一
番
多
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
中
で
は
、

第
一
に
公
開
期
日
の
変
更
の
問
題
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
観
客
が
集
ま
り
や

す
い
よ
う
に
、
直
近
の
週
末
の
休
日
な
ど
に
祭
り
日
を
移
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た

り
、
警
備
な
ど
へ
の
配
慮
か
ら
祭
り
の
時
間
帯
を
短
縮
さ
せ
よ
う
と
す
る
動
き
で
あ
る

が
、
但
し
、
こ
の
問
題
も
ま
た
第
三
者
に
よ
る
外
圧
的
要
因
に
基
づ
く
と
ば
か
り
は
考
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え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
山
・
鉾
・
屋
台
の
祭
り
は
大
勢
の
若
者
の
参
加
を

必
要
と
す
る
こ
と
な
ど
、
こ
の
種
の
問
題
は
伝
承
者
側
に
と
っ
て
も
切
実
な
問
題
で
も

あ
る
た
め
に
、
あ
ま
り
問
題
と
さ
れ
な
い
ま
ま
に
変
更
が
行
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う

で
あ
る
。
し
か
し
、
祭
り
の
中
に
は
祭
神
の
神
格
や
信
仰
内
容
と
祭
日
・
時
間
等
と
が

密
接
に
関
係
す
る
も
の
も
多
々
見
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
た
場
合
、

単
に
期
日
・
時
間
の
変
更
と
い
っ
て
済
ま
さ
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

第
二
に
開
催
時
間
・
場
所
等
の
変
更
の
問
題
が
あ
る
。
観
光
の
都
合
に
よ
り
、
従
来

は
そ
の
場
の
雰
囲
気
に
よ
っ
て
展
開
し
て
い
た
山
車
の
ぶ
っ
つ
け
合
い
が
、
場
所
と
時

間
決
め
て
い
わ
ゆ
る

や
ら
せ

の
行
事
と
な
っ
た
例
を
角
館
の
祭
に
見
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
は
こ
れ
で
論
外
の
こ
と
で
は
あ
る
が
、
角
館
よ
り
も
心
配
に
な
る
事
例

が
あ
る
。
そ
れ
は
角
館
で
は
観
光
目
的
の
や
ら
せ
行
事
は
そ
れ
と
し
て
皆
が
心
得
て
い

て
、
い
わ
ゆ
る

本
番

と
称
す
る
行
事
が
別
途
行
わ
れ
る
こ
と
と
な
っ
て
、
一
応

若
者
た
ち
の
自
主
性
は
保
た
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
が
、
前
者
だ
け
し
か

な
い
と
思
え
る
事
例
も
他
所
で
見
受
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

今
、
観
光
面
に
お
い
て
も
魂
の
ふ
れ
あ
い
を
望
む
本
物
志
向
や
、
伝
統
へ
の
回
帰
の

風
潮
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
現
実
に
は
だ
か
ら
と
い
っ
て
一
律
に
こ
れ

を
駄
目
と
す
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
無
形
民
俗
文
化
財
の
保
護

の
根
幹
は
当
該
事
象
を
い
か
に
継
続
す
る
か
に
あ
る
と
い
え
る
の
で
あ
り
、
完
璧
を
望

む
あ
ま
り
に
伝
承
が
危
惧
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
を
招
き
、
全
て
を
失
う
こ
と
と
な
っ
て

は
元
も
子
も
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
間
の
調
整
は
き
わ
め

て
重
要
な
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
問
題
に
的
確
に
対
処
す
る
た
め
に
は
、
何
に
も
ま
し
て

当
該
信
仰
の
実
態
に
つ
い
て
の
正
確
な
把
握
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。無

形
民
俗
文
化
財
は
変
化
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
と
い
う
そ
の
基
本
的
な
性

質
か
ら
、
過
去
の
研
究
成
果
ば
か
り
に
全
面
的
に
依
拠
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
正
確
な
実
態
は
、
必
要
と
さ
れ
る
機
会
ご
と
に
現
地
調
査
を
実
施

し
て
確
認
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
期
日
の
変
更
な
ど
が
い
か
な
る

影
響
を
も
た
ら
す
の
か
な
ど
を
的
確
に
捉
え
、
変
化
の
も
た
ら
す
負
の
要
因
ば
か
り
に

目
を
向
け
る
こ
と
な
く
、
そ
の
積
極
的
役
割
へ
の
評
価
の
眼
も
用
意
す
る
こ
と
が
大
切

で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
こ
の
検
討
に
は
伝
承
者
だ
け
で
な
く
研
究
者
、
保
護
行
政
担
当
者
を
も
含
め

た
幅
広
い
検
討
体
制
が
必
要
と
さ
れ
、
多
数
の
眼
に
よ
る
広
範
・
的
確
な
予
測
の
も
と

に
決
定
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
こ
の
こ
と
は
同
時
に
伝
承
者
の
み
な
ら
ず
研
究
者
、
保
護
行
政
担
当
者
を

も
含
め
た
人
び
と
の
、
祭
り
に
対
す
る
普
段
か
ら
の
観
察
の
必
要
が
求
め
ら
れ
て
い
る

の
だ
と
い
う
こ
と
も
出
来
よ
う
。
祭
り
は
そ
の
時
だ
け
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。

ま
た
、
俵
木
の
指
摘
（（
1122
））

を
敷
衍
し
て
い
え
ば
無
形
民
俗
文
化
財
は
常
に
変
化
・
変
容

の
中
に
あ
り
、
決
し
て
完
成
し
た
形
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
例
は
、
祭
り

の
保
護
は
普
段
の
生
活
の
中
で
考
え
る
こ
と
の
大
切
さ
と
共
に
、
機
会
あ
る
ご
と
に
現

地
調
査
を
実
施
す
る
必
要
性
を
改
め
て
教
え
て
く
れ
る
良
い
例
と
い
え
よ
う
。

お
わ
り
に

は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
無
形
民
俗
文
化
財
の
う
ち
民
俗
芸
能
の
「
変
化
」
に

つ
い
て
は
、
俵
木
ら
に
よ
っ
て
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
そ
れ
を
ひ
き
お
こ
す
要
因
等
の
具

体
的
な
姿
が
明
ら
か
と
な
っ
て
き
た
。
こ
の
後
は
、
そ
れ
に
対
す
る
評
価
の
視
点
を
含

め
て
文
化
財
保
護
の
観
点
か
ら
の
「
変
化
」
に
対
す
る
対
応
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
だ

ろ
う
。
そ
れ
と
と
も
に
、
従
来
、
民
俗
芸
能
を
中
心
に
行
わ
れ
て
き
た
無
形
民
俗
文
化

財
の
「
変
化
」
に
対
す
る
検
討
を
、
風
俗
慣
習
の
分
野
に
ま
で
広
げ
て
考
え
て
み
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
新
た
な
保
護
手
法
の
開
拓
に
結
び
つ
け
よ
う
と
企
て
た
の
が
本
論
の
趣

旨
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
、
従
来
は
「
変
化
」
と
い
う
と
一
方
的
に
価
値
の
喪
失
の
危
険
と
い
っ
た

〟
 

〝
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負
の
視
点
で
捉
え
が
ち
で
あ
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
祭
り
の
活
性
化
を
図
る
工
夫
の
様

相
を
、
山
車
祭
り
の
例
か
ら
検
証
を
試
み
変
化
の
積
極
的
な
評
価
の
必
要
性
を
述
べ

た
。い

つ
も
な
が
ら
結
論
ら
し
い
結
論
も
得
ら
れ
ず
、
ま
た
問
題
の
性
格
か
ら
行
政
上
の

課
題
を
中
心
と
す
る
こ
と
と
な
り
、
同
様
の
考
え
方
を
繰
り
返
す
だ
け
の
中
途
半
端
な

検
討
に
終
始
す
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
己
の
浅
学
非
才
を
恥
じ
る
と
と
も
に
、

重
ね
て
お
詫
び
を
申
し
述
べ
た
い
。
関
係
各
位
の
今
後
一
層
の
ご
批
判
と
ご
教
示
を
心

か
ら
お
願
い
す
る
も
の
で
あ
る
。

な
お
、
無
形
民
俗
文
化
財
の
保
護
に
つ
い
て
千
葉
県
教
育
委
員
会
で
は
他
の
文
化
財

と
と
も
に
、
毎
年
、
文
化
財
の
調
査
事
業
の
一
環
と
し
て
計
画
的
に
県
指
定
文
化
財
保

存
管
理
状
況
調
査
を
実
施
し
て
い
る
。
こ
れ
は
県
文
化
財
保
護
審
議
会
委
員
が
県
指
定

文
化
財
の
保
存
・
管
理
状
況
を
調
査
し
、
取
り
扱
い
上
の
留
意
事
項
を
ま
と
め
て
答
申

す
る
も
の
で
あ
る
。
事
業
名
称
は
取
り
扱
い
上
の
留
意
事
項
の
調
査
と
銘
打
っ
て
い
る

が
内
容
は
い
わ
ゆ
る
現
状
確
認
調
査
で
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
保
存
・
継
承
に
か
か
る

指
導
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
種
の
調
査
と
指
導
に
つ
い
て
は
、

管
見
に
し
て
こ
の
千
葉
県
の
例
し
か
存
じ
え
な
い
が
、
今
後
は
文
化
財
の
指
定
だ
け
に

力
を
注
ぐ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
追
跡
調
査
を
前
提
と
す
る
き
め
の
細
か
な
指

導
が
必
要
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ

ゆ
る
指
定
の
効
果
も
一
層
高
ま
り
、
結
果
的
に
指
定
解
除
の
問
題
も
軽
減
さ
れ
る
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

な
お
ま
た
、
本
文
中
で
も
指
摘
し
た
通
り
文
化
財
の
「
変
化
」
の
問
題
は
、
有
形
・

無
形
の
枠
を
越
え
た
文
化
財
全
体
に
関
わ
る
問
題
で
も
あ
り
、
こ
れ
に
関
し
て
の
議
論

を
深
め
る
場
と
し
て
、
ま
た
、
各
地
の
文
化
財
保
護
に
携
わ
る
人
び
と
の
資
質
の
向
上

と
情
報
の
共
有
化
な
ど
を
意
図
し
て
、
全
国
規
模
の
連
絡
協
議
会
な
ど
も
企
画
さ
れ
て

良
い
だ
ろ
う
。
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［Summary］

Considering “Change” of Intangible Folk Cultural Properties
with Emphasis on the Relation with the Designation of

Cultural Properties

OSHIMA Akio

The present author discusses, within a system in which the maintenance of the

present condition is the principle, issues concerning the protection of intangible folk

cultural properties that do not fit into this principle because “change” is inevitable.

First, the author considers the concept of and the necessity for the Law for the

Protection of Cultural Properties, the basis upon which designation of intangible cultural

properties is made. Then he considers the significance of transmitting cultural properties

that are unavoidably subject to change. 

“Change” of intangible cultural properties is generally regarded negatively as being

directly connected to the loss of their values. However, by studying cases of festivals in

which floats are used and which are designated important intangible folk cultural

properties the author proposes debating these issues from another point of view, to

reexamine the positive aspects of “change”.

These issues have been considered topics for discussion until now, but they have not

been dealt with fully. Of course, study has been made mainly in the field of folk

performing arts with some results, but study in the field of manners and customs lags

considerably. With the establishment of UNESCO Convention for the Safeguarding of the

Intangible Cultural Heritage, these issues have become urgent and important topics that

should be dealt with in all fields of intangible folk cultural properties. 

This paper is a part of an attempt to pursue further progress for the protection of

intangible folk cultural properties under such circumstances.






