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本
書
は
、
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
の
共
同
研
究
班
「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
研
究
の
射
程
」
二
〇
〇
〇
年
度
～
二

〇
〇
三
年
度
、
お
よ
び
「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
文
化
・
社
会
的
文
脈
」（
二
〇
〇
四
年
度
）
の
研
究
報
告
書
で
あ
る
。

報
告
書
は
三
巻
構
成
で
、「
系
譜
と
展
望
」
を
扱
う
本
書
に
続
く
第
二
巻
は
『
越
境
す
る
モ
ノ
』、
第
三
巻
は
『
侵
犯

す
る
身
体
』
と
題
し
て
二
〇
一
一
年
ま
で
に
全
三
巻
が
出
版
さ
れ
る
は
ず
だ
っ
た
。
五
年
間
の
間
に
六
四
回
も
の
研

究
会
が
行
わ
れ
、延
べ
六
八
人
が
報
告
し
、報
告
書
に
執
筆
者
に
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
報
告
者
も
二
四
名
に
の
ぼ
る
、

と
い
う
近
年
に
な
い
瞠
目
す
べ
き
規
模
の
研
究
会
で
あ
っ
た
。 

以
下
順
を
追
っ
て
内
容
を
紹
介
す
る
。 

「
序
章
」
で
田
中
雅
一
は
、
本
書
の
内
容
を
か
な
り
網
羅
的
に
論
じ
て
く
れ
て
い
る
。
本
書
全
体
の
と
り
ま
と
め

の
役
割
を
果
た
す
も
の
だ
ろ
う
。 

フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
い
う
概
念
を
切
り
口
に
し
て
身
体
性
を
含
め
た
人
と
モ
ノ
と
の
関
係
に
総
合
的
か
つ
学
際
的

に
切
り
込
み
、
近
代
主
義
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
批
判
へ
つ
な
げ
る
試
み
だ
、
と
本
書
の
位
置
づ
け
が
宣
言
さ
れ
る
。
近

代
的
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
、
人
が
モ
ノ
を
操
作
し
た
り
解
読
す
る
、
と
い
う
一
方
的
な
主
客
関
係
で
と
ら
え
さ
せ
る
。

フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
は
こ
う
し
た
一
方
的
関
係
を
攪
乱
す
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
。
真
実
の
誤
認
、
代
用
品
。
そ
こ

が
批
判
の
対
象
に
も
な
っ
て
き
た
の
だ
が
、
そ
れ
を
転
倒
さ
せ
て
、
方
法
論
的
に
、
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
よ
る
批
判

を
試
み
た
い
の
だ
と
い
う
。
た
だ
し
、
宗
教
、
性
、
商
品
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
け
る
「
現
代
の
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

ュ
化
」
と
い
う
現
状
に
つ
い
て
は
認
識
し
つ
つ
も
ア
ン
チ
・
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
立
場
に
立
つ
、
と
い
う
。
フ
ェ
テ

ィ
ッ
シ
ュ
は
、
何
か
の
不
在
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
と
も
に
不
在
で
あ
る
こ
と
を
覆
い
隠
し
、
哀
悼
す
る
。
母
の
ペ

ニ
ス
の
不
在
に
即
し
て
性
的
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
が
生
み
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
交
換
価
値
の
不
在
を
覆
い
隠
す
よ
う
に

商
品
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
誕
生
し
、
神
は
存
在
し
な
い
と
い
う
事
実
の
否
認
の
た
め
に
宗
教
的
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

が
生
み
出
さ
れ
た
、
と
い
う
主
張
は
、
本
書
の
な
か
で
も
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
立
場
表
明
の
ひ
と
つ
で
あ
ろ
う
。
た

だ
そ
こ
に
は
事
実
と
否
認
は
両
極
的
で
あ
り
、
簡
単
に
は
否
認
で
き
な
い
、
と
注
意
深
く
付
け
加
え
て
い
る
。 

フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
取
り
違
え
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
見
な
す
立
場
か
ら
は
、
啓
蒙
的
な
非
対
称
的
な
関
係
が
再
生
産

さ
れ
る
ば
か
り
だ
。
近
代
主
義
的
世
界
観
で
は
劣
位
に
置
か
れ
て
い
た
フ
ェ
テ
ィ
シ
ス
ト
の
視
点
か
ら
思
考
し
て
生

き
る
、
身
体
と
モ
ノ
が
相
互
交
渉
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
構
想
す
る
こ
と
を

田
中
は
提
案
す
る
。
田
中
が
希
求
す
る
の
は
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
や
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
の
固
定
的
な
図
式
の
危
う
さ
を

認
識
し
て
、
開
放
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
や
多
様
な
解
釈
を
可
能
に
す
る
、
創
造
的
な
よ
り
よ
い
生
き
方
へ

の
道
筋
で
あ
る
。
身
体
や
モ
ノ
と
の
関
係
で
批
判
力
や
交
渉
力
、
欲
望
、
差
異
を
認
め
、
不
気
味
さ
や
ト
ラ
ウ
マ
、

肉
体
の
物
質
性
か
ら
の
完
全
な
離
脱
を
幻
想
と
す
る
、
横
断
的
な
生
成
に
関
わ
る
開
放
系
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る

と
い
う
（「
序
章
」）。 

第
Ⅰ
部
で
は
、
宗
教
と
精
神
分
析
の
領
域
で
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
概
念
を
取
り
扱
う
（
二
六
頁
）。 

村
上
論
文
が
扱
う
の
は
宗
教
的
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
系
譜
で
あ
る
。
一
二
世
紀
終
わ
り
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
で
は
、「
呪

術
・
魔
術
」
を
意
味
し
た
。
一
七
世
紀
以
降
、
ア
フ
リ
カ
原
住
民
の
宗
教
と
そ
の
崇
拝
対
象
物
を
指
し
て
も
ち
い
ら

れ
、
一
八
世
紀
に
描
か
れ
た
の
は
、
神
と
モ
ノ
と
を
混
同
す
る
欲
求
と
情
念
に
よ
り
突
き
動
か
さ
れ
る
未
開
人
の
姿

で
あ
っ
た
。 

 

宗
教
改
革
を
契
機
と
し
て
、
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
的
要
素
は
、
徹
底
し
た
偶
像
崇
拝
批
判
を
経
由
し
て
、
教
会
か
ら

は
駆
逐
さ
れ
た
が
、近
代
西
洋
の
言
説
空
間
の
な
か
で
は
、否
定
性
を
帯
び
な
が
ら
も
生
き
な
が
ら
え
た
。「
精
神
性
」

を
「
文
明
」
と
む
す
び
つ
け
、「
物
質
性
」
を
「
未
開
」
と
連
想
す
る
近
代
的
な
理
論
的
枠
組
み
の
な
か
で
、
宗
教
を

支
え
る
う
え
で
不
可
欠
な
影
の
存
在
で
あ
っ
た
、
と
村
上
は
説
く
（
第
一
章
）。 

 

続
く
佐
藤
論
文
は
、
偶
像
崇
拝
の
禁
止
か
ら
説
き
起
こ
さ
れ
る
。
宗
教
的
経
験
に
対
す
る
沈
黙
を
超
え
て
、
否
定
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を
重
ね
た
結
果
、
能
力
も
存
在
も
引
き
剥
が
さ
れ
た
人
間
は
神
を
称
え
、
上
昇
し
て
い
く
。
こ
の
あ
ふ
れ
だ
す
「
過

剰
」
が
宗
教
経
験
の
核
と
な
る
。
絵
画
に
も
こ
の
試
み
は
認
め
ら
れ
る
。「
描
け
な
い
も
の
を
描
く
」
抹
消
は
、
む
し

ろ
物
質
性
の
強
調
で
あ
っ
た
。
佐
藤
は
、「
非
類
似
の
類
似
」
に
、
私
た
ち
の
眼
差
し
を
偶
像
的
思
考
／
志
向
を
捨
て

去
ら
せ
る
可
能
性
を
み
る
。「
そ
れ
自
体
と
し
て
」
描
く
こ
と
が
で
き
な
い
経
験
の
存
在
。「
神
」
へ
と
つ
な
が
る
裏

口
が
「
モ
ノ
」
に
は
あ
る
。
モ
ノ
の
「
他
性
」
を
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
モ
ノ
が
人
間
を
否
定
」
し
、
人
間
と

の
関
係
を
切
断
す
る
こ
と
で
現
出
す
る
可
能
性
が
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
は
ひ
そ
ん
で
い
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
（
第

二
章
）。 

 

新
宮
論
文
は
精
神
分
析
の
立
場
か
ら
性
的
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
概
念
の
意
味
を
探
る
。
フ
ロ
イ
ト
が
フ
ェ
テ
ィ
ッ

シ
ュ
は
「
女
（
母
）
の
フ
ァ
ル
ス
の
代
用
品
」
で
あ
る
と
考
え
た
と
き
、
そ
の
幻
覚
は
錯
覚
に
ま
で
や
わ
ら
げ
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。先
祖
か
ら
の
生
命
の
継
続
を
象
徴
し
て
社
会
構
造
と
個
人
を
結
び
つ
け
る
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
、

沖
縄
の
ト
ー
ト
ー
メ
ー
や
「
遺
体
」
が
、
人
間
が
「
神
」
や
「
仏
」
に
な
る
た
め
の
回
路
と
し
て
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ

で
あ
り
う
る
こ
と
を
例
示
す
る
。
人
間
の
個
別
の
生
は
社
会
構
造
か
ら
生
み
出
さ
れ
、
は
じ
め
の
移
行
と
し
て
「
移

行
対
象
」
が
あ
り
、
そ
の
終
わ
り
に
は
「
遺
体
」
や
「
位
牌
」
が
あ
る
。
フ
ロ
イ
ト
が
発
見
し
た
の
は
、「
女
（
母
）

の
フ
ァ
ル
ス
の
幻
覚
」
が
存
在
す
る
、
と
い
う
事
実
、
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
は
人
間
の
存
在
お
よ
び
不
在
の
弁
証
法

の
原
点
に
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
が
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
第
三
章
）。 

齋
藤
論
文
は
日
本
語
の
な
か
で
の
「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
の
系
譜
を
辿
る
。「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
は
、
ビ
ネ
に
よ

っ
て
一
八
八
七
年
に
発
見
さ
れ
、
ク
ラ
フ
ト
＝
エ
ビ
ン
グ
の
『
性
的
精
神
病
質
』
第
四
版
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
導

入
さ
れ
た
。
一
九
二
〇
年
ま
で
に
『
性
的
精
神
病
質
』
を
日
本
語
文
化
圏
が
受
容
す
る
過
程
は
、
三
つ
の
フ
ェ
ー
ズ

に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
フ
ェ
ー
ズ
に
は
、
在
欧
米
の
知
識
人
や
、
森
鷗
外
な
ど
著
作
に
接
し
た
人
間
の
果

た
し
た
役
割
が
大
き
か
っ
た
。
こ
の
時
期
、
こ
の
概
念
は
「
不
在
」
で
あ
っ
た
。
続
く
第
二
フ
ェ
ー
ズ
に
は
『
性
的

精
神
病
質
』
第
四
版
の
抄
訳
に
よ
り
、「
フ
ェ
チ
シ
ス
テ
ン
」
と
し
て
の
紹
介
が
な
さ
れ
た
。
当
初
は
曖
昧
模
糊
と
し

た
概
念
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
ル
ー
ト
を
通
し
て
一
九
〇
四
年
ご
ろ
ま
で
に
導
入
さ
れ
一
九
一
二
年
に
は
定
式
化
が
な
さ

れ
た
。
つ
づ
く
第
三
フ
ェ
ー
ズ
に
い
た
る
と
、「
変
態
性
欲
」
と
い
う
記
号
が
つ
く
ら
れ
、「
正
常
」
な
性
行
動
と
し

て
の
生
理
的
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
も
指
摘
さ
れ
た
。
呉
秀
三
は
、
患
者
が
集
め
た
女
の
髪
の
毛
の
写
真
を
通
じ
て
、
精

神
分
析
の
日
本
で
の
症
例
と
し
て
実
体
化
し
た
。
谷
崎
の
作
品
は
、
性
的
倒
錯
を
感
じ
て
い
た
人
間
が
自
覚
的
に
な

る
プ
ロ
セ
ス
を
描
き
、
日
本
的
伝
統
に
た
ど
る
こ
と
が
で
き
る
「
系
譜
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
指
摘
し
、
少
数
派
で

あ
る
と
い
う
フ
ェ
テ
ィ
シ
ス
ト
の
あ
り
方
を
示
し
た
（
第
四
章
）。 

第
Ⅱ
部
で
は
、
モ
ノ
研
究
と
の
関
係
で
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
取
り
上
げ
る
（
二
六
頁
）。 

 

モ
ノ
と
は
、
ひ
と
つ
の
連
続
体
で
あ
る
世
界
を
、
言
語
に
よ
っ
て
分
節
化
さ
れ
た
結
果
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
認

識
に
大
西
は
異
議
申
し
立
て
を
お
こ
な
う
。 

慣
習
化
さ
れ
た
社
会
的
実
践
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
の
は
、「
暗
黙
知
」
の
体
得
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
、「
暗
黙
知
」

が
体
得
さ
れ
て
い
る
か
ら
実
践
が
遂
行
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
。
大
西
は
ル
ソ
ン
島
山
地
民
の
土
器

製
作
者
に
そ
の
突
破
口
を
求
め
る
。
彼
ら
は
そ
の
知
識
や
技
能
に
つ
い
て
明
瞭
に
言
語
化
で
き
な
い
に
も
か
か
わ
ら

ず
、「
名
人
芸
」
と
し
か
い
え
な
い
実
践
を
達
成
し
て
い
る
。
土
器
は
、
金
属
の
工
具
で
「
適
当
な
厚
さ
」
に
内
面
を

削
っ
て
制
作
さ
れ
る
。
計
測
の
結
果
、
そ
の
厚
さ
の
精
度
は
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
単
位
以
下
。
こ
れ
は
使
用
者
で
あ
る
現

地
の
女
性
た
ち
の
「
音
色
」
に
も
と
づ
く
評
価
と
も
合
致
す
る
。
結
果
と
し
て
、
均
質
な
土
器
は
使
用
者
の
社
会
的

要
請
に
応
え
、
視
野
を
ひ
ろ
げ
れ
ば
燃
料
の
量
や
土
器
の
破
損
率
、
労
働
量
や
食
・
住
環
境
に
ま
で
影
響
す
る
。
モ

ノ
と
ヒ
ト
と
の
関
係
性
は
、言
語
を
介
さ
ず
に
絶
え
間
な
く
社
会
に
働
き
か
け
て
い
る
の
で
あ
る
。「
言
語
中
心
主
義
」

か
ら
脱
し
て
そ
の
非
言
語
的
な
回
路
を
と
ら
え
る
こ
と
が
、
モ
ノ
と
ヒ
ト
と
の
関
係
を
正
し
く
捉
え
る
の
に
必
要
で

あ
る
と
大
西
は
訴
え
る
（
第
五
章
）。 

周
り
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
人
や
モ
ノ
の
関
わ
り
、
そ
の
全
体
の
力
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
足
立
論
文
は
問
い

か
け
る
。
モ
ノ
を
ア
ク
タ
ン
ト
（
行
為
体
）
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
エ
イ
ジ
ェ
ン
シ
ー
（
行
為
能
力
）
を
関
係
的
で
、

非
意
図
的
能
力
と
し
て
考
え
る
。
全
体
を
視
野
に
入
れ
よ
う
と
す
る
と
、
特
定
要
素
が
重
要
な
役
割
を
担
っ
た
り
、

要
素
の
混
合
が
媒
介
さ
れ
た
行
為
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
も
多
い
。
複
雑
な
緊
張
関
係
を
理
解
す
る
た
め
に
は
要
素
の

分
解
と
比
較
が
必
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
転
用
の
限
定
性
と
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
の
存
在
に
注
目
す
る
。
人
と
モ
ノ
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と
を
対
称
的
に
あ
つ
か
い
、
そ
の
異
種
混
交
的
ア
ク
タ
ー
が
相
互
に
媒
介
し
あ
い
な
が
ら
生
成
す
る
流
動
的
な
ネ
ッ

ト
ワ
ー
ク
。
こ
れ
は
安
定
し
、
意
識
せ
ず
に
維
持
で
き
る
と
き
に
は
忘
れ
去
ら
れ
る
、
と
い
う
特
徴
を
も
つ
か
ら
、

そ
の
生
成
過
程
と
事
実
と
を
相
互
に
把
握
す
る
努
力
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
近
代
的
な
意
味
で
の
フ
ェ
テ
ィ

ッ
シ
ュ
も
、
単
に
事
物
に
投
影
さ
れ
た
信
仰
や
欲
望
で
は
な
く
、
再
帰
的
で
集
団
的
な
実
践
の
集
積
し
た
、
自
立
的

実
在
、
す
な
わ
ち
「
フ
ァ
ク
テ
ィ
ッ
シ
ュ
」
な
の
だ
と
い
う
。
い
か
な
る
実
践
に
も
、
そ
こ
に
巻
き
込
ま
れ
介
入
す

る
、
モ
ノ
に
惹
か
れ
る
「
焦
点
化
」
が
起
こ
る
。
焦
点
は
強
化
さ
れ
た
り
、
他
の
ア
ク
タ
ー
の
介
入
や
偶
発
性
に
よ

り
弱
ま
っ
た
り
、
他
の
も
の
に
移
っ
た
り
も
す
る
。
移
ろ
い
や
す
い
パ
フ
ォ
ー
マ
テ
ィ
ヴ
ィ
テ
ィ
を
記
述
す
る
た
め

の
語
彙
の
開
発
も
求
め
ら
れ
て
い
る
（
第
六
章
）。 

 

価
値
の
源
泉
が
人
間
の
能
力
に
内
在
し
て
い
る
こ
と
が
自
明
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
森
田
論
文
は
問
い
な
お
す
。

森
田
が
扱
う
タ
イ
の
農
業
機
械
工
は
、
行
為
者
の
意
図
よ
り
も
対
象
や
道
具
と
い
っ
た
物
的
環
境
に
ミ
ク
ロ
な
動
作

が
依
存
し
、
身
体
と
環
境
を
調
整
し
て
遂
行
さ
れ
て
い
る
格
好
の
事
例
を
提
供
し
て
く
れ
る
。
共
同
作
業
を
行
う
に

せ
よ
、
道
具
の
性
格
に
あ
わ
せ
る
に
せ
よ
、
人
間
と
モ
ノ
と
の
間
に
は
、
動
態
的
な
調
整
（
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
）
が

働
い
て
い
る
の
だ
。
実
践
の
持
続
性
は
空
間
と
人
と
モ
ノ
の
配
置
に
支
え
ら
れ
、
物
品
の
移
動
と
滞
留
を
繰
り
返
す

空
間
の
な
か
で
行
為
は
連
鎖
し
て
い
る
。 

同
僚
や
顧
客
に
よ
る
評
価
に
よ
っ
て
こ
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
は
評
価
さ
れ
、
差
異
の
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
が
生
み
出
さ

れ
る
が
、
同
じ
よ
う
な
道
具
を
使
い
、
同
じ
よ
う
な
鋼
材
を
加
工
し
て
い
て
も
こ
の
場
合
の
評
価
基
準
は
普
遍
的
で

は
な
い
。
製
鋼
所
か
ら
の
距
離
と
、
顧
客
の
経
済
力
な
ど
に
よ
り
介
在
す
る
中
古
リ
サ
イ
ク
ル
業
者
と
の
ネ
ッ
ト
ワ

ー
ク
の
有
無
に
よ
り
日
本
と
タ
イ
の
旋
盤
工
は
集
合
的
な
差
異
化
が
認
め
ら
れ
る
。
仕
入
れ
先
の
変
化
や
タ
イ
の
経

営
者
が
日
系
企
業
と
の
コ
ネ
ク
シ
ョ
ン
を
通
じ
て
下
請
け
に
変
化
す
る
な
ど
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
上
の
位
置
が
か
わ
る
可

能
性
を
常
に
秘
め
て
い
る
。個
人
に
内
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
能
力
は
、実
は
人
と
モ
ノ
の
間
に
分
散
し
、

実
践
を
成
立
さ
せ
る
多
層
的
な
空
間
の
な
か
に
あ
る
。
タ
イ
の
機
械
工
業
に
み
ら
れ
る
差
異
を
、
文
化
的
要
因
に
よ

る
逸
脱
で
は
な
く
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
け
る
構
造
的
位
置
と
し
て
と
ら
え
直
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
が
実
践
の

ト
ポ
ロ
ジ
ー
だ
。
そ
の
こ
と
は
差
異
、
類
似
、
集
合
性
に
つ
い
て
の
概
念
も
異
な
る
配
置
の
な
か
で
考
え
る
こ
と
に

も
つ
な
が
る
は
ず
で
あ
る
（
第
七
章
）。 

 

「
キ
ッ
チ
ュ
」
な
「
物
件
」
を
写
真
に
お
さ
め
蒐
集
す
る
営
み
に
伊
藤
は
注
目
す
る
。
写
真
を
撮
る
、
と
い
う
行

為
は
、
対
象
の
所
有
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
風
景
の
再
構
築
は
、
一
九
二
〇
年
代
の
考
現
学
を
そ
の
ル

ー
ツ
に
も
つ
。
考
現
学
は
作
業
過
程
で
し
か
な
い
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
目
的
化
し
、
日
常
性
活
空
間
を
断
片
化
し

続
け
た
。
一
九
七
〇
年
代
の
終
わ
り
に
は
、「
路
上
観
察
学
会
」
が
成
立
し
、
一
九
八
〇
年
代
に
な
る
と
、〈
キ
ッ
チ

ュ
考
現
学
〉
が
定
着
し
た
。〈
キ
ッ
チ
ュ
考
現
学
〉
は
日
常
生
活
を
ま
る
ご
と
把
握
し
た
い
と
い
う
野
望
を
民
俗
学
と

共
有
し
な
が
ら
、「
考
現
学
者
」
の
生
活
自
体
を
「
考
現
学
者
」
が
表
現
す
る
な
か
で
、「
考
現
学
者
」
の
文
化
と
を

意
識
的
に
横
断
す
る
点
で
袂
を
分
か
つ
の
で
あ
る
。
体
制
側
は
、「
風
景
」
と
し
て
「
郷
土
」
を
概
念
化
し
、
日
常
生

活
を
隠
蔽
し
、
平
板
化
さ
れ
た
遠
景
と
し
て
「
美
観
」
を
成
立
さ
せ
よ
う
と
す
る
が
、〈
キ
ッ
チ
ュ
考
現
学
〉
は
こ
れ

を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
。
観
察
を
通
し
て
「
所
有
」「
蒐
集
」
を
目
指
す
点
で
も
、
表
現
に
お
け
る
〈
近
代
〉
を
問

お
う
と
す
る
点
で
も
、
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
と
相
通
じ
る
も
の
が
あ
る
。（
第
八
章
）。 

 

最
後
に
、
第
Ⅲ
部
で
は
、
こ
れ
ま
で
の
理
論
的
な
研
究
を
踏
ま
え
て
、
ど
の
よ
う
な
展
望
が
示
さ
れ
る
の
か
を
明

ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
（
二
六
頁
）。 

 

数
多
く
の
犠
牲
者
を
出
し
た
大
量
殺
戮
は
、
平
和
を
強
く
希
求
す
る
意
思
と
感
情
を
自
然
と
生
み
出
す
。
こ
の
自

然
な
感
情
が
社
会
の
回
路
の
な
か
で
、
象
徴
と
し
て
の
モ
ノ
の
呪
物
化
が
な
さ
れ
、「
ド
グ
マ
と
し
て
の
平
和
」
に
転

化
さ
れ
る
。
数
多
く
の
朝
鮮
人
が
原
爆
の
犠
牲
に
な
っ
た
こ
と
は
、
ヒ
ロ
シ
マ
・
ナ
ガ
サ
キ
と
い
う
記
号
化
と
「
唯

一
の
被
爆
国
民
」
と
い
う
認
識
の
影
に
隠
蔽
さ
れ
て
い
る
。
な
に
よ
り
も
日
本
人
被
爆
者
と
異
な
る
の
は
戦
後
の
被

爆
者
対
策
で
あ
っ
た
。
苦
難
と
差
別
の
経
験
は
、「
碑
」
と
「
手
帳
」
に
モ
ノ
化
さ
れ
て
い
る
。
当
初
差
別
と
排
除
の

意
味
を
も
た
な
か
っ
た
韓
国
人
原
爆
犠
牲
者
慰
霊
碑
は
、
あ
る
と
き
平
和
公
園
内
に
な
い
こ
と
が
問
題
視
さ
れ
、
朝

鮮
人
被
爆
者
の
苦
難
の
シ
ン
ボ
ル
と
化
し
て
い
っ
た
。
ま
た
「
手
帳
」
は
、
当
初
は
交
付
を
拒
否
さ
れ
、
支
給
さ
れ

て
も
「
被
爆
者
」
を
認
定
す
る
意
味
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
が
、
母
国
に
帰
っ
た
ら
原
爆
特
別
措
置
法
の
対
象
外
と
す

る
四
〇
二
号
通
達
に
よ
り
、
帰
国
し
た
朝
鮮
人
に
と
い
っ
て
は
日
本
の
被
爆
者
と
の
差
別
を
体
現
す
る
モ
ノ
と
し
て
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呪
物
化
さ
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
ふ
た
つ
の
呪
物
は
、
方
や
平
和
公
園
内
に
移
設
さ
れ
、「
手
帳
」
も
一
連
の
「
援
護
法

裁
判
」
に
よ
っ
て
勝
ち
続
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
援
護
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
証
へ
と
変
質
し
た
。
モ
ノ
と
し
て

の
扱
い
が
変
わ
る
こ
と
に
よ
り
、
歴
史
認
識
や
排
除
構
造
、
そ
し
て
苦
難
の
生
を
隠
蔽
し
て
し
ま
う
役
割
を
不
可
避

的
に
持
っ
て
し
ま
う
。
国
家
の
弁
護
・
免
責
で
一
貫
し
て
い
た
朝
鮮
人
に
対
す
る
大
日
本
帝
国
の
人
権
侵
害
だ
が
、

二
〇
〇
五
年
広
島
高
裁
、
二
〇
〇
七
年
に
は
最
高
裁
で
通
達
の
違
法
性
を
確
定
す
る
な
ど
、
あ
る
程
度
の
勝
利
を
お

さ
め
て
き
て
い
る
も
の
の
、
依
然
と
し
て
苦
難
の
生
を
強
い
て
い
る
。「
碑
」
の
移
設
「
手
帳
」
交
付
と
い
う
「
モ
ノ

的
解
決
」
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
意
味
の
連
鎖
は
実
は
現
実
を
隠
蔽
す
る
も
の
で
も
あ
る
。 

在
韓
被
爆
者
た
ち
は
、
身
体
か
ら
切
断
さ
れ
た
物
理
的
な
モ
ノ
に
呪
力
を
刻
む
の
で
は
な
く
、
身
体
か
ら
乖
離
せ

ず
に
身
体
と
苦
難
の
生
を
つ
な
ぐ
モ
ノ
と
し
て
、
語
り
の
「
声
」
を
つ
く
り
だ
し
て
い
っ
た
。
集
合
的
な
経
験
を
物

語
り
、「
標
準
化
」「
範
型
化
」
し
て
呪
文
と
し
、
自
分
た
ち
を
苦
し
め
る
構
造
と
対
峙
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
自
ら

を
疎
外
し
な
い
容
易
な
モ
ノ
的
操
作
を
拒
否
す
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
こ
そ
、
批
判
を
超
え
う
る
地
平
が
切
り
開
か

れ
る
と
松
田
は
説
く
（
第
九
章
）。 

 

春
日
論
文
は
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
タ
ウ
シ
ッ
グ
の
描
き
方
を
手
掛
か
り
に
し
て
主
題
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
コ
ロ

ン
ビ
ア
の
カ
ウ
カ
谷
南
部
の
サ
ト
ウ
キ
ビ
農
園
で
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
種
の
人
び
と
は
小
麦
粉
で
つ
く
っ
た
彫
像

に
呪
文
を
か
け
、
悪
魔
と
契
約
を
結
ぶ
。
契
約
の
結
果
、
仲
間
よ
り
も
多
く
の
も
う
け
を
得
る
が
、
生
き
な
が
ら
に

し
て
贅
沢
品
に
振
り
回
さ
れ
、
若
く
し
て
苦
し
み
な
が
ら
死
ん
で
い
く
運
命
が
待
っ
て
い
る
。
ボ
リ
ビ
ア
の
ス
ズ
鉱

山
で
は
、
テ
ィ
オ
と
い
う
聖
霊
の
像
が
祀
ら
れ
て
、
供
犠
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
。
テ
ィ
オ
に
好
意
を
得
ら
れ
な
い

と
、
採
掘
高
は
も
ち
ろ
ん
命
さ
え
危
な
い
と
い
う
。
カ
ー
ニ
ヴ
ァ
ル
に
行
わ
れ
る
ふ
た
つ
の
野
外
劇
で
は
、
テ
ィ
オ

は
鉱
山
の
収
益
に
目
の
く
ら
ん
だ
征
服
者
の
役
割
を
果
た
し
、
過
去
の
神
話
的
解
釈
に
照
ら
し
合
わ
せ
、
現
在
の
生

活
の
異
常
性
と
そ
れ
が
長
続
き
し
な
い
こ
と
が
暗
示
さ
れ
る
。
テ
ィ
オ
は
、
悪
魔
の
よ
う
な
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
と
し

て
、
か
つ
て
は
無
縁
だ
っ
た
現
在
の
生
産
様
式
に
対
す
る
絶
望
を
具
象
化
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
悪
魔
的
商
品

社
会
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
対
す
る
タ
ウ
シ
ッ
グ
の
分
析
は
、
主
体
や
差
異
、
そ
し
て
支
配
を
め
ぐ
る
主
題
を
描
き

出
し
た
も
の
で
あ
る
と
の
評
価
を
さ
れ
る
一
方
で
、
批
判
に
も
晒
さ
れ
る
。
多
く
は
「
全
資
本
主
義
」
と
「
資
本
主

義
」
と
の
差
異
が
本
質
的
で
あ
る
か
疑
う
も
の
だ
。
ま
た
恵
み
や
善
を
体
現
し
た
補
完
的
な
神
格
の
存
在
が
指
摘
さ

れ
も
す
る
。 

 

フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
、
主
体
が
表
象
を
欲
望
す
る
と
き
に
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
か
ら
の
挑
戦
を
受
け
、
差
異
を
拒
絶

し
つ
つ
主
体
の
欲
望
を
満
た
す
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
う
る
。
し
か
し
そ
れ
も
二
項
対
立
へ
の
執
着
に
由
来
す
る
も

の
で
あ
る
。
カ
ウ
カ
谷
鉱
山
で
特
別
の
稼
ぎ
を
あ
げ
た
農
民
は
、
い
わ
ば
二
項
対
立
の
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
に
は
お
さ

ま
ら
な
い
存
在
で
あ
る
こ
と
に
は
違
い
な
い
。
悪
魔
と
し
て
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
さ
れ
、「
契
約
」
と
い
う
征
服
者
の

文
化
を
模
倣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
秩
序
の
混
乱
に
対
す
る
再
構
築
の
過
程
と
緊
張
を
不
十
分
な
が
ら
盛
り
込
ん
で
い

る
と
も
い
え
る
。
絶
対
悪
で
あ
る
と
と
も
に
祖
先
を
死
に
追
い
や
っ
た
西
洋
人
男
性
へ
の
祈
願
、
と
い
う
二
項
対
立

に
は
収
ま
り
き
れ
な
い
不
安
や
お
び
え
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。 

こ
う
し
た
異
種
混
淆
、
主
客
転
倒
が
繰
り
返
さ
れ
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
顕
現
す
る
世
界
を
描
写
す
る
際
、『
シ
ャ

ー
マ
ニ
ズ
ム
、
植
民
地
主
義
、
そ
し
て
野
人
』
で
タ
ウ
シ
ッ
グ
は
マ
ジ
カ
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
の
手
法
を
も
ち
い
た
。
こ

の
手
法
は
、
非
同
一
な
も
の
、
背
反
す
る
も
の
を
包
摂
し
現
前
さ
せ
る
手
法
と
し
て
、
生
起
す
る
不
確
定
な
状
況
を

不
確
定
な
ま
ま
に
矛
盾
と
齟
齬
を
生
成
と
緊
張
を
私
た
ち
の
前
に
提
示
す
る
点
で
格
好
の
表
現
方
法
で
あ
っ
た
。
タ

ウ
シ
ッ
グ
が
こ
の
著
作
で
マ
ジ
カ
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
装
置
に
よ
っ
て
達
成
し
た
の
は
、
主
客
転
倒
を
倒
錯
で
は

な
く
正
常
と
み
な
し
な
が
ら
も
、徹
底
し
た
誇
張
に
よ
る
狂
気
じ
み
た
全
体
性
と
し
て
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
で
あ
り
、

消
滅
の
対
象
か
ら
弁
証
法
的
な
対
立
へ
と
誘
い
、
反
混
淆
性
を
本
来
的
に
も
つ
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
異
種
混
淆
的
に

位
置
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
緊
張
や
脅
え
を
効
果
的
に
現
前
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
（
第
一
〇
章
）。 

 

性
的
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
ビ
ネ
は
精
神
異
常
と
し
て
で
は
な
く
、正
常
な
愛
情
の
延
長
線
で
と
ら
え
よ
う
と
し
た
。

マ
ゾ
ヒ
ズ
ム
と
と
も
に
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
は
そ
の
性
的
な
欲
望
の
満
足
を
遅
延
さ
せ
る
。
ザ
ッ
ハ
ー
＝
マ
ゾ
ッ
ホ
の

『
毛
皮
を
着
た
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
』
が
描
く
の
は
、
主
人
公
が
望
み
実
現
し
た
、
官
能
性
か
ら
の
毛
皮
に
よ
る
隔
離
と
、

毛
皮
に
よ
る
ヒ
ロ
イ
ン
の
獣
性
と
超
人
間
性
に
支
え
ら
れ
た
苦
痛
と
快
楽
を
伴
う
奴
隷
契
約
だ
っ
た
。
危
う
い
均
衡

の
な
か
で
そ
の
誕
生
が
予
告
さ
れ
た
「
新
し
い
人
間
」
は
、
フ
ロ
イ
ト
が
構
想
し
た
よ
う
な
「
究
極
の
性
目
標
に
向
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か
っ
て
」
い
く
「
正
し
い
」
性
の
背
後
に
あ
る
権
力
作
用
を
見
抜
き
、
正
し
い
社
会
の
権
力
作
用
の
根
幹
で
あ
る
家

族
制
度
か
ら
の
脱
出
で
あ
っ
た
。
最
後
は
主
人
公
が
聖
母
に
心
臓
に
釘
を
打
ち
込
ま
れ
な
が
ら
快
楽
を
感
じ
る
と
い

う
壮
烈
な
『
聖
母
』
に
描
か
れ
る
作
品
世
界
は
、
未
知
の
快
楽
と
危
険
を
と
も
に
は
ら
ん
だ
、
両
義
的
な
新
し
い
地

平
を
開
く
。 

宗
教
的
な
る
も
の
に
潜
在
す
る
物
質
的
基
盤
は
、
マ
プ
ー
チ
ェ
文
化
の
な
か
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
霊
を
体

現
す
る
ヘ
ビ
を
飼
い
、
霊
と
契
約
を
結
ん
で
金
持
ち
に
な
る
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
破
綻
し
て
う
ま
く
い
か
な
く
な

り
、
最
後
は
身
を
滅
ぼ
す
、
と
い
う
話
が
あ
る
。
こ
の
種
の
下
級
霊
へ
の
祭
祀
は
常
に
第
三
者
か
ら
は
「
よ
か
ら
ぬ

力
」
へ
の
嫌
疑
を
招
き
か
ね
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
一
方
か
ら
み
れ
ば
至
高
神
崇
拝
で
も
、
他
方
か
ら
み
れ
ば
邪
霊

と
の
取
引
に
も
見
え
る
。
軍
事
的
な
力
に
し
ろ
、
経
済
的
な
成
功
に
し
ろ
、
個
々
の
生
を
支
え
る
「
力
」
の
よ
り
ど

こ
ろ
と
し
て
、
本
人
に
最
終
的
に
危
害
を
加
え
る
可
能
性
を
含
め
て
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
な
も
の
と
の
関
係
を
マ
プ
ー

チ
ェ
の
宗
教
的
な
思
考
様
式
は
想
定
し
て
い
る
。
ビ
ネ
が
愛
情
の
背
後
に
物
質
的
基
盤
を
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
萌
芽

と
し
て
認
め
る
よ
う
に
マ
プ
ー
チ
ェ
の
信
仰
体
系
も
天
上
の
至
高
神
へ
の
崇
拝
だ
け
で
は
な
り
た
た
な
い
。
肉
体
を

と
も
な
っ
て
生
き
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
人
間
に
必
要
な
生
活
の
た
め
の
足
が
か
り
と
し
て
、
下
級
霊
へ
の
祈
願
や

生
け
贄
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。個
々
の
人
間
は
、自
分
の
周
囲
か
ら
具
体
的
な
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
を
み
つ
け
だ
し
、

テ
リ
ト
リ
ー
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

存
在
論
的
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
、存
在
論
的
テ
リ
ト
リ
ー
の
映
画
と
も
形
容
す
べ
き
ブ
ニ
ュ
エ
ル
の
映
画
作
品
で
は
、

突
如
「
事
物
と
の
濃
密
で
幻
想
的
な
関
係
」
の
な
か
に
登
場
人
物
が
放
り
込
ま
れ
、
社
会
的
地
位
も
、
役
割
も
剥
ぎ

と
ら
れ
、
具
体
的
、
物
質
的
な
存
在
と
し
て
行
動
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
こ
の
モ
チ
ー
フ
は
代
表
作
『
皆

殺
し
の
天
使
』
に
も
、
ス
ペ
イ
ン
西
部
の
ラ
ス
・
ウ
ル
デ
ス
地
方
の
苛
烈
な
、
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
力
強
い
と
も
い
え

る
生
活
を
集
中
的
に
撮
っ
た
『
糧
な
き
土
地
』
に
、
あ
ま
す
と
こ
ろ
な
く
描
か
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
こ
の
不
毛
で
、

敵
対
的
な
土
地
を
、
決
し
て
離
れ
よ
う
と
し
な
い
。
そ
し
て
、
わ
れ
わ
れ
も
、
と
箭
内
は
示
唆
す
る
。
こ
の
映
像
が

寓
話
的
に
描
き
出
す
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
問
題
、テ
リ
ト
リ
ー
形
成
の
問
題
、そ
し
て
事
物
と
の
幻
想
的
な
問
題
は
、

現
状
か
ら
逃
げ
よ
う
と
は
し
な
い
、
あ
る
い
は
逃
げ
ら
れ
は
し
な
い
わ
れ
わ
れ
に
も
突
き
つ
け
ら
れ
て
い
る
と
（
第

一
一
章
）。 

現
代
後
期
資
本
主
義
社
会
で
は
人
び
と
は
ウ
ェ
ブ
上
の
仮
想
空
間
で
身
体
を
も
っ
て
集
う
こ
と
な
し
に
モ
ノ
や
図

像
に
魅
了
さ
れ
続
け
て
い
る
。
ジ
ェ
ン
ダ
ー
化
、
セ
ク
シ
ュ
ア
リ
テ
ィ
化
さ
れ
た
社
会
秩
序
の
な
か
で
、
西
洋
近
代

的
な
親
密
圏
と
公
共
圏
と
い
う
対
概
念
は
、
再
生
産
と
生
産
、
女
性
と
男
性
、
自
然
と
文
化
、
肉
体
と
精
神
な
ど
と

共
振
し
て
生
秩
序
を
か
た
ち
づ
く
る
。
そ
こ
に
埋
め
込
ま
れ
た
生
―
権
力
は
、
近
代
知
と
近
代
的
生
秩
序
を
突
破
す

る
可
能
性
を
秘
め
た
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
も
、
そ
の
秩
序
の
な
か
に
取
り
込
ん
で
い
こ
う
と
す
る
。
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ

ム
現
象
を
、
近
代
と
い
う
自
己
か
ら
離
脱
し
た
も
の
と
と
ら
え
る
た
め
に
は
、
分
節
さ
れ
て
い
な
い
領
域
に
目
を
向

け
る
必
要
が
あ
る
。 

青
木
は
こ
の
分
節
性
の
罠
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
生
の
位
相
を
ふ
た
つ
に
分
け
て
考
え
る
こ
と
を
提
唱
す
る
。
第
一

の
位
相
は
、
根
源
的
で
、
意
識
・
ロ
ゴ
ス
・
認
識
か
ら
逃
れ
や
す
く
「
物
自
体
」
に
か
か
わ
る
領
域
で
あ
る
。
こ
れ

を
根
源
的
位
相
と
名
づ
け
る
。
記
号
や
交
換
な
ど
を
通
じ
な
く
と
も
、
無
生
物
と
の
間
に
も
親
密
性
を
と
り
む
す
ぶ

こ
と
の
で
き
る
領
域
で
あ
る
。
い
わ
ば
「
地
」
の
部
分
で
あ
り
、「
図
」
の
基
盤
と
な
っ
て
い
る
。
い
っ
ぽ
う
で
、「
図
」

の
部
分
は
、
分
節
性
／
記
号
性
／
言
語
性
を
中
心
と
し
て
主
客
の
枠
組
み
に
依
拠
す
る
領
域
で
あ
り
、
こ
れ
を
現
象

的
位
相
と
よ
ぶ
。
人
間
は
、
現
象
的
位
相
の
共
有
を
前
提
と
し
な
く
て
も
出
会
う
。
そ
の
出
会
い
の
相
互
関
係
は
「
共

生
」
の
コ
ン
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
リ
テ
ィ
（
宴
）
で
あ
る
。 

公
共
圏
、
公
的
領
域
に
お
い
て
も
、
介
護
と
い
う
世
界
は
一
般
的
な
資
本
主
義
原
理
に
は
な
じ
ま
ず
、
大
手
企
業

と
い
え
ど
も
参
入
に
失
敗
し
た
り
す
る
。
そ
こ
で
は
、
標
準
化
さ
れ
品
質
管
理
さ
れ
た
商
品
と
し
て
の
介
護
で
は
な

く
、
個
別
具
体
的
な
「
あ
の
人
」
の
介
護
が
求
め
ら
れ
た
。
ま
た
、
そ
の
現
場
に
は
、「
自
己
決
定
」
や
「
自
己
責
任
」

と
い
う
近
代
的
人
間
観
は
な
じ
ま
な
い
。「
死
に
た
い
」
と
い
う
老
人
に
「「
自
己
決
定
」
だ
か
ら
お
手
伝
い
し
ま
し

ょ
う
」
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
生
の
根
源
的
位
相
に
あ
る
老
人
介
護
に
重
要
な
の
は
、「
た
だ
、
と
も
に
あ
る
」

こ
と
だ
、
と
も
い
う
。
こ
の
よ
う
な
時
間
は
、
青
木
の
暮
ら
し
た
フ
ロ
ー
レ
ス
島
の
山
岳
地
帯
に
は
多
く
の
場
面
で

み
ら
れ
た
。
近
代
性
の
呪
縛
か
ら
あ
る
程
度
自
由
な
社
会
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。 
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生
の
根
源
的
な
位
相
に
あ
っ
て
は
、
親
密
性
は
公
共
性
に
対
置
さ
れ
る
な
に
か
で
は
な
く
、
身
体
は
精
神
に
対
置

さ
れ
る
何
も
の
か
で
は
な
く
、
人
と
人
が
主
客
の
関
係
に
な
い
よ
う
に
、
人
と
モ
ノ
も
主
客
の
関
係
に
は
な
い
。
近

代
的
な
シ
ス
テ
ム
の
浸
透
に
よ
り
、
生
活
世
界
か
ら
失
わ
れ
て
ゆ
く
側
面
を
「
存
在
の
忘
却
に
よ
る
故
郷
喪
失
」
と

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
名
づ
け
て
い
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
主
客
の
相
互
浸
透
、
間
身
体
的
関
係
、
世
界
と
身
体

の
融
合
は
、
す
で
に
実
現
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
人
と
モ
ノ
と
の
関
係
を
主
体
で
あ
る
人
が
対
象
と

し
て
の
モ
ノ
に
関
係
を
も
つ
の
で
は
な
く
モ
ノ
が
人
を
誘
惑
す
る
よ
う
な
存
在
論
を
展
開
し
た
。
人
と
モ
ノ
と
の
根

源
的
位
相
に
お
け
る
関
係
は
、
世
界
内
存
在
と
し
て
本
質
的
で
あ
り
本
来
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
回
復
す
る
べ
き

な
の
は
覚
醒
し
た
人
間
像
で
は
な
く
て
、
根
源
的
位
相
に
お
け
る
「
存
在
」
だ
っ
た
と
青
木
は
結
論
づ
け
る
（
第
一

二
章
）。 

さ
て
、
本
書
の
内
容
を
追
っ
て
い
く
と
、「
序
章
」
で
宣
言
さ
れ
て
い
る
と
お
り
、
繰
り
返
し
あ
ら
わ
れ
る
い
く
つ

か
の
モ
チ
ー
フ
に
気
づ
か
さ
れ
る
。
ひ
と
つ
は
、
近
代
の
乗
り
越
え
（
三
頁
）、
そ
れ
も
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
錯
誤
と

と
ら
え
、
人
間
を
主
体
と
し
、
モ
ノ
を
客
体
と
す
る
硬
直
化
し
た
関
係
、
そ
し
て
も
う
ひ
と
つ
は
そ
れ
を
一
方
的
に

記
述
し
よ
う
と
す
る
言
語
中
心
主
義
で
あ
る
（
と
く
に
大
西
と
青
木
は
人
類
学
の
学
説
史
に
絡
め
て
論
じ
て
い
る
）。

こ
れ
ら
の
批
判
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
説
得
的
に
な
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。 

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
乗
り
越
え
の
方
法
は
提
示
さ
れ
な
い
か
、
提
示
さ
れ
て
は
い
て
も
否
定
形
で
語
ら
れ
、
漠

然
と
し
て
お
り
、
い
ま
ひ
と
つ
明
確
な
像
を
結
ば
な
い
（
の
ち
に
触
れ
る
青
木
は
例
外
的
で
あ
る
）。
た
と
え
ば
、「
探

究
者
」（
一
九
頁
）
や
「
深
み
」（
二
五
頁
）
に
は
否
定
的
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、
本
書
自
体
が
執
拗
な
ま
で

の
探
究
の
書
で
あ
り
、
十
分
に
近
代
的
な
思
惟
に
支
え
ら
れ
た
「
深
み
」
の
追
求
で
は
な
い
の
か
。
ま
た
「
ニ
ヒ
リ

ズ
ム
」
に
も
た
び
た
び
否
定
的
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
が
、「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
は
議
論
の
余
地
な
く
「
悪
」
と
す
る

（
近
代
的
？
）
態
度
は
、
本
書
全
体
の
論
調
か
ら
み
る
と
、
違
和
感
を
覚
え
る
。
あ
る
種
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
す
れ
す
れ

の
と
こ
ろ
を
危
な
っ
か
し
く
渡
り
歩
く
こ
と
も
、
ま
た
近
代
の
乗
り
越
え
と
し
て
想
定
さ
れ
る
一
つ
の
道
な
の
か
も

し
れ
な
い
し
、
本
書
全
体
の
論
調
は
「
末
人
」
を
脱
却
し
て
「
超
人
」
へ
の
変
貌
を
唱
え
る
ニ
ー
チ
ェ
の
そ
れ
に
少

し
似
て
も
い
な
い
だ
ろ
う
か
。 

編
者
は
「
は
じ
め
に
」
に
お
い
て
、
本
書
の
目
的
を
「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
あ
る
い
は
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
概
念
の
歴

史
的
展
開
を
た
ど
る
こ
と
」（
iv
）
と
し
、「
宗
教
人
類
学
、
精
神
分
析
、
物
質
文
化
論
な
ど
か
ら
、
理
論
的
あ
る
い

は
思
想
史
的
な
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
歴
史
や
今
後
の
展
望
に
つ
い
て
考
察
す
る
」（
iv
）
と
明
言
し
て
い
る
。
表
題

の
と
お
り
で
あ
る
。 

そ
れ
を
手
掛
か
り
に
し
て
考
え
る
な
ら
ば
狭
義
の
宗
教
人
類
学
か
ら
の
発
言
は
、
田
中
の
「
序
論
」
で
の
議
論
と
、

春
日
や
箭
内
の
と
り
あ
げ
る
事
例
に
そ
の
気
配
が
み
ら
れ
る
だ
け
で
、
あ
ま
り
目
立
っ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
随

所
で
果
た
さ
れ
た
、
通
常
は
性
的
な
い
し
商
品
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
を
指
し
て
用
い
ら
れ
る
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
、
も

と
も
と
は
宗
教
的
な
も
の
に
淵
源
を
も
つ
、
と
い
う
一
般
に
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
た
だ
ろ
う
事
実
を
実
証
的
に
か
つ

説
得
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
た
こ
と
は
、
高
く
評
価
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
精
神
分
析
か
ら
の
考
察
に
は
、

新
宮
論
文
が
あ
た
る
が
、
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
か
ら
の
そ
れ
と
い
う
よ
り
は
、
お
そ
ら
く
は
そ
れ
を
越
え
よ
う
と
す
る
個

別
な
議
論
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
本
書
が
近
代
に
よ
っ
て
三
領
域
に
切
り
分
け
ら
れ
て
し
ま
っ

た
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
の
統
合
を
目
指
す
と
す
る
な
ら
ば
、
切
り
分
け
ら
れ
て
し
ま
っ
た
動
因
が
よ
り
総
合
的
に
論
じ

ら
れ
る
可
能
性
も
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
現
在
の
「
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
化
」
傾
向
に
よ
っ
て
相

互
関
連
が
強
化
さ
れ
た
理
由
も
、
で
あ
る
。
と
り
わ
け
第Ⅰ

部
に
は
、
い
く
つ
か
の
手
掛
か
り
が
あ
る
が
、
残
念
な

こ
と
に
総
合
的
に
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。「
全
体
を
ま
と
め
る
よ
う
な
議
論
を
目
指
し
て
は
い
な
い
」（
五
頁
）
と

い
う
こ
と
だ
か
ら
、
こ
れ
は
致
し
方
な
い
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。 

む
し
ろ
目
立
っ
て
い
る
の
は
、
複
数
の
論
考
で
示
さ
れ
る
、
ANT
へ
の
共
感
と
、
そ
の
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
概
念
の
モ

ノ
へ
の
拡
張
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
拡
張
さ
れ
た
結
果
は
、
あ
い
ま
い
さ
や
移
ろ
い
や
す
さ
を
自
覚
し
つ
つ
提
示

さ
れ
た
も
の
で
、
み
ず
み
ず
し
い
可
能
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
の
、
拙
速
な
判
断
や
投
資
を
躊
躇
さ
せ
る
も
の
ば
か

り
で
あ
る
。
こ
れ
が
読
者
に
本
書
の
随
所
で
強
調
さ
れ
る
「
不
安
」
を
も
た
ら
す
こ
と
を
も
意
図
さ
れ
て
い
る
と
す

れ
ば
、
そ
の
点
で
は
大
き
な
成
功
を
お
さ
め
て
い
る
と
い
え
よ
う
。 

第Ⅰ

部
の
概
念
の
形
成
史
と
並
ん
で
、
評
者
は
個
人
的
に
は
物
質
文
化
論
に
含
ま
れ
る
よ
う
な
具
体
的
な
大
西
や
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や
森
田
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
の
議
論
に
は
素
直
な
関
心
を
も
っ
た
。
対
象
も
限
定
さ
れ
て
い
る
の
で
そ
れ
ぞ
れ
の
議

論
は
明
快
で
読
み
や
す
い
。
ま
た
、
第Ⅲ

部
で
青
木
の
提
唱
す
る
根
源
的
位
相
と
い
う
考
え
方
に
は
、
本
書
で
提
示

さ
れ
た
近
代
の
乗
り
越
え
の
た
め
の
方
策
の
な
か
で
は
共
感
を
覚
え
、
可
能
性
を
垣
間
見
た
よ
う
に
も
感
じ
た
。
と

り
わ
け
介
護
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
こ
れ
も
具
体
的
な
だ
け
に
目
を
開
か
れ
る
思
い
が
し
た
。
し
か
し
、
相
互
浸
透
を

い
く
ら
訴
え
て
も
、
こ
れ
も
二
分
法
で
は
あ
る
。
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
で
実
感
と
し
て
は
経
験
し
て
い
る
は
ず
の
根

源
的
位
相
と
い
う
「
地
」
は
、
西
洋
の
思
想
家
の
用
語
に
よ
っ
て
「
図
」
と
し
て
描
か
れ
る
の
が
果
た
し
て
妥
当
な

の
か
と
い
う
疑
問
も
残
る
。
本
書
随
所
に
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
通
り
、
近
代
主
義
の
ト
ラ
ッ
プ
は
随
所
に
あ
る
。

こ
の
あ
た
り
の
困
難
を
ど
う
乗
り
切
っ
て
存
在
論
を
救
出
す
る
の
か
は
、
残
念
な
こ
と
に
明
確
な
ビ
ジ
ョ
ン
を
示
し

て
は
く
れ
な
い
（
そ
れ
を
求
め
る
の
は
ロ
ゴ
ス
的
で
、
記
号
的
で
、
理
性
的
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
）。「
た
だ
、
と

も
に
あ
る
」
こ
と
、
こ
の
こ
と
の
重
要
性
と
、
人
類
学
が
理
論
的
あ
る
い
は
方
法
論
的
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
ド
グ
マ

と
し
て
フ
ィ
ー
ル
ド
ワ
ー
ク
を
重
視
し
て
き
た
背
景
に
は
何
か
通
底
す
る
も
の
も
あ
る
よ
う
な
気
が
す
る
が
い
ま
の

と
こ
ろ
考
え
は
ま
と
ま
ら
な
い
。 

ま
た
、
同
じ
こ
と
だ
が
、「
序
論
」
で
田
中
の
い
う
「
展
望
」
に
つ
い
て
は
、
近
代
へ
の
批
判
で
足
並
み
が
そ
ろ
っ

て
い
る
部
分
と
対
比
す
る
と
、
あ
ま
り
明
確
な
像
を
結
ん
で
は
い
な
い
よ
う
だ
。 

と
り
わ
け
欲
望
と
と
も
に
肯
定
的
に
扱
わ
れ
る
「
ね
ば
り
」「
ざ
ら
つ
き
」「
不
気
味
さ
」（
二
五
頁
）
な
ど
が
い
っ

た
い
何
を
指
し
、
論
者
た
ち
の
目
指
す
近
代
主
義
か
ら
の
脱
却
が
い
か
に
し
て
果
た
さ
れ
、
ど
の
よ
う
な
未
来
予
想

図
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
評
者
に
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
お
そ
ら
く
「
民
族
誌
的
」
に
現
地
語

を
解
析
す
る
よ
う
な
か
た
ち
で
提
示
さ
れ
た
ら
、
根
源
的
位
相
の
産
物
と
し
て
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ

な
い
、
と
の
感
想
を
も
つ
。
田
中
が
「
序
論
」
で
提
唱
す
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
お
い
て
は
、
一
方
で
近
代
主
義
的
啓

蒙
的
理
性
を
批
判
し
、
他
方
で
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
に
も
批
判
的
な
眼
差
し
を
注
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
空

虚
な
ゲ
ー
ム
に
踊
ら
さ
れ
、
メ
デ
ィ
ア
が
喚
起
す
る
欲
望
に
よ
っ
て
主
体
化
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
真

実
は
隠
さ
れ
て
い
る
と
し
て
深
み
を
追
う
の
で
も
な
い
の
だ
と
も
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
。

踊
ら
さ
れ
て
い
る
本
人
は
踊
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。 

本
書
の
執
筆
者
は
、「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
や
フ
ェ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
に
つ
い
て
厳
密
な
定
義
を
共
有
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
」（
五
頁
）。
多
様
な
副
次
的
テ
ー
マ
、
事
実
、
概
念
、
理
論
あ
る
い
は
人
物
が
大
小
入
り
乱
れ
て
百
花
繚
乱
す

る
本
書
か
ら
、
学
ぶ
こ
と
は
非
常
に
多
か
っ
た
が
、
浅
学
の
評
者
に
十
分
に
咀
嚼
で
き
た
と
も
思
え
な
い
。
ま
た
評

者
は
近
代
主
義
に
充
分
に
毒
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
り
、
そ
う
し
た
意
味
で
は
こ
の
書
評
に
は
お
そ
ら
く
は
不
適
で

あ
っ
た
。
本
稿
で
提
示
さ
れ
た
さ
さ
や
か
な
疑
問
点
に
は
、
お
そ
ら
く
続
く
二
巻
が
充
分
に
答
え
て
く
れ
る
こ
と
で

あ
ろ
う
。 


