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が
難
し
い
こ
と
も
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
と
本
論
の
内
容
が
重
な
る
と
こ
ろ
は
環
境
を
了
解
で
き
る
人
間

を
育
て
る
こ
と
、
自
分
の
存
在
を
承
知
す
る
人
間
を
育
成
す
る
こ
と
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
環
境
や
自
分
以
外
の
他
者

と
関
わ
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

(71)
斎
藤
環
の
人
間
が
無
気
力
に
な
る
背
景
の
考
察
は
参
考
に
な
る
。
斎
藤
は
「
無
気
力
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
に
つ
い
て

「
学
習
さ
れ
た
無
気
力
」
を
紹
介
し
て
い
る
。
本
論
か
ら
み
れ
ば
自
分
を
取
り
囲
む
環
境
が
悪
い
場
合
に
人
間
は
生
物

学
的
に
も
無
気
力
状
態
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
斎
藤 

一
九
九
八 

九
三
‐
九
四
）。 

(72)
本
誌
第
一
号
、
序
文
を
参
照
の
こ
と
（
現
代
人
間
学
・
人
間
存
在
論
研
究
部
会 

二
〇
一
六
）。 

(73)
中
川
光
弘
は
〈
い
の
ち
〉
に
着
目
す
る
視
座
か
ら
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
人
間
存
在
を
捉
え
る
こ
と
の
重
要
性
を
指

摘
し
て
い
る
（
中
川 

二
〇
一
五
）。
ホ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
生
命
観
と
連
関
す
る
実
践
の
場
と
し
て
中
川
は
農
業
・
農

村
を
あ
げ
る
。
「
農
業
は
、
人
間
活
動
の
中
で
、
最
も
深
い
生
命
的
自
然
と
の
身
体
的
交
流
で
あ
る
。
生
命
的
自
然
は

常
に
全
一
的
に
機
能
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
と
深
く
交
流
す
る
こ
と
は
、
分
断
化
さ
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
全
一
的
機
能
を

回
復
さ
せ
、
人
間
が
本
来
持
っ
て
い
る
自
然
治
癒
力
や
成
長
力
を
活
性
化
さ
せ
る
」（
中
川 

二
〇
一
六 

二
六
九
頁
）。

そ
れ
と
同
時
に
中
川
は
農
業
に
は
生
産
、
加
工
、
流
通
、
消
費
を
通
し
て
人
間
の
共
同
性
や
社
会
性
の
回
復
の
契
機
と

な
る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る
。
人
間
は
自
然
と
の
関
わ
り
合
い
を
媒
介
す
る
こ
と
で
、
生
命
的
自
然
と

身
体
的
に
触
れ
合
い
、
ま
た
こ
の
触
れ
合
い
は
個
人
で
自
己
完
結
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
に
他
の
人
間
と
の
直
接
的

な
関
わ
り
合
い
を
も
生
み
出
す
。
こ
の
よ
う
な
生
命
の
根
源
的
な
部
分
と
全
一
的
な
部
分
が
統
合
さ
れ
る
ホ
リ
ス
テ
ィ
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ッ
ク
な
活
動
の
場
と
し
て
農
業
・
農
村
に
新
た
な
可
能
性
を
見
出
す
中
川
の
議
論
は
自
然
環
境
、
社
会
環
境
の
両
方
に

お
い
て
関
わ
り
合
い
の
肝
要
さ
を
提
起
し
て
い
る
点
で
示
唆
に
富
む
。 

(74)
環
境
の
悪
化
、
と
言
っ
た
と
き
、
本
論
が
述
べ
る
よ
う
に
現
代
日
本
で
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
人
間
の

こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
の
疲
弊
で
あ
る
。
ス
ト
レ
ス
や
う
つ
病
で
健
康
を
害
す
る
人
間
存
在
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
が
報
告

さ
れ
る
が
、
情
報
技
術
の
発
展
に
よ
っ
て
「
脳
疲
労
」
と
い
う
現
象
が
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
を
蝕
む
症
例
と
し
て
問
題
と

な
っ
て
い
る
。『「
脳
疲
労
」
社
会
』
で
警
鐘
を
鳴
ら
す
徳
永
雄
一
郎
（
二
〇
一
六
）
は
現
代
日
本
の
職
場
環
境
の
悪
化

が
人
間
の
こ
こ
ろ
と
か
ら
だ
に
悪
い
影
響
を
与
え
て
い
る
と
い
う
。
環
境
の
変
化
と
し
て
認
識
し
て
お
き
た
い
の
は
、

現
代
は
第
三
次
産
業
が
社
会
構
造
に
お
け
る
主
要
な
職
業
と
な
っ
て
い
る
時
代
で
あ
り
、
サ
ー
ビ
ス
業
化
し
た
社
会
に

お
い
て
情
報
機
器
と
長
時
間
向
き
合
う
作
業
は
「
肉
体
」
で
な
く
「
脳
」
を
疲
労
さ
せ
る
が
、「
脳
疲
労
」
は
「
肉
体
」

に
比
べ
可
視
化
さ
れ
に
く
い
た
め
「
脳
疲
労
」
は
周
囲
だ
け
で
な
く
、
本
人
に
も
自
覚
さ
れ
な
い
ま
ま
心
身
の
健
康
を

悪
化
さ
せ
て
い
く
と
い
う
。
ス
ト
レ
ス
や
う
つ
病
に
な
る
と
人
間
は
環
境
へ
の
適
応
力
が
落
ち
、
職
場
や
家
族
関
係
に

も
支
障
が
出
る
よ
う
に
な
る
と
言
わ
れ
る
（
徳
永 
二
〇
一
六 

三
七
‐
四
二
頁
）。 

(75)
児
童
虐
待
、
ネ
グ
レ
ク
ト
、「
子
ど
も
の
貧
困
」
な
ど
子
ど
も
の
育
つ
環
境
が
悪
化
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
峯

本
耕
治
（
二
〇
一
〇
）、
石
川
結
貴
（
二
〇
一
一
）、
共
同
通
信
「
虐
待
」
取
材
班
（
二
〇
一
四
）
を
参
照
の
こ
と
。 

(76)
峯
本
（
二
〇
一
〇
）、
石
川
（
二
〇
一
一
）、
共
同
通
信
「
虐
待
」
取
材
班
（
二
〇
一
四
）
を
参
照
の
こ
と
。 

(77)
現
代
は
そ
の
代
替
を
行
政
や
民
間
の
財
と
ー
サ
ー
ビ
ス
で
行
っ
て
お
り
、〈
生
命
的
生
存
基
盤
〉
の
よ
う
な
濃
密
に
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関
わ
り
合
う
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
関
係
は
忌
避
さ
れ
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
先
述
し
た
近
代
批
判
の
哲
学
・
思

想
が
内
実
で
「
前
近
代
」
批
判
も
同
時
に
行
っ
て
い
る
こ
と
と
関
わ
る
。 

(78)
（
諸
富 

二
〇
一
六
）。 

(79)
例
え
ば
「
引
き
こ
も
り
」
の
問
題
を
考
え
る
と
き
、
引
き
こ
も
っ
て
い
る
当
人
は
そ
の
状
態
が
長
く
続
い
て
い
る

こ
と
に
対
し
、
自
分
で
も
ど
う
に
か
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
っ
て
い
る
が
、
い
ざ

現
実
に
誰
か
と
関
わ
り
合
お
う
と
す
る
と
体
が
拒
否
反
応
を
示
し
た
り
、
体
に
不
調
が
現
わ
れ
る
と
い
う
症
状
が
出
る

と
い
う
（
斎
藤 

一
九
九
八
、
池
上 

二
〇
一
四
）。
ま
た
「
引
き
こ
も
り
」
と
い
う
例
を
出
さ
な
く
と
も
科
学
技
術

の
発
達
に
よ
っ
て
人
間
と
人
間
の
関
係
は
直
接
関
わ
り
合
う
こ
と
な
く
関
係
を
結
べ
る
環
境
を
整
備
し
て
き
た
。
特
に

情
報
環
境
の
変
化
は
劇
的
な
質
的
変
化
を
み
せ
て
お
り
、
そ
の
影
響
は
子
ど
も
の
情
報
環
境
に
お
い
て
顕
著
に
現
わ
れ

て
い
る
。（
清
川
、
内
海 

二
〇
〇
九
）
を
参
照
の
こ
と
。 

(80)
（
斎
藤 

一
九
九
八
）。 

(81)
（
池
上 

二
〇
一
四
）。 

(82)
（
菅
野 

二
〇
一
七
）。 

(83)
（
清
川
、
内
海 

二
〇
〇
九
）。 

(84)
一
例
と
し
て
子
ど
も
の
睡
眠
障
害
に
つ
い
て
は
三
池
輝
久
を
参
照
の
こ
と
（
三
池 

二
〇
一
四
）。
直
接
子
ど
も
の

情
報
環
境
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
よ
り
根
源
的
に
存
在
論
と
し
て
情
報
と
人
間
の
関
係
の
変
化
を
論
じ
て
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い
る
の
は
吉
田
健
彦
で
あ
る
（
吉
田 

二
〇
一
七
）。
吉
田
の
議
論
を
本
論
に
関
わ
ら
せ
て
述
べ
れ
ば
、
人
間
存
在
を

取
り
囲
む
環
境
に
つ
い
て
メ
デ
ィ
ア
論
の
立
場
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
と
捉
え
る
こ
と
が
出
来
る
。
メ
デ
ィ
ア
の

開
発
は
環
境
の
開
発
で
も
あ
り
、
人
間
生
活
と
こ
の
開
発
は
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代

社
会
に
お
い
て
メ
デ
ィ
ア
の
開
発
が
も
た
ら
し
た
も
の
は
何
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
の
根
源
を
存
在
論
と
し
て
論
究
し
て

い
る
吉
田
の
議
論
は
示
唆
に
富
む
。
メ
デ
ィ
ア
と
い
う
言
葉
自
体
に
つ
い
て
は
『
哲
学
中
辞
典
』
を
参
考
の
こ
と
。 

(85)
（
諸
富 

二
〇
一
六
）。 

(86)
ス
マ
ホ
依
存
の
親
が
子
育
て
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
子
ど
も
の
生
育
の
問
題
を
「
ス
マ
ホ
・
ネ
グ
レ
ク
ト
」

と
い
う
視
点
か
ら
論
じ
る
諸
富
の
議
論
に
よ
る
と
、
ス
マ
ホ
に
か
か
り
っ
き
り
の
親
は
子
ど
も
が
親
に
対
し
て
投
げ
か

け
る
様
々
な
訴
え
を
無
視
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
特
に
乳
幼
児
期
に
「
ス
マ
ホ
・
ネ
グ
レ
ク
ト
」
が
深
刻
な
場
合
、

子
ど
も
は
愛
着
（
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
）
形
成
の
環
境
を
持
つ
こ
と
が
出
来
ず
に
育
つ
こ
と
に
な
り
、
そ
の
よ
う
な
子
ど

も
は
自
分
の
感
情
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
で
き
な
い
、
他
者
に
こ
こ
ろ
を
開
か
な
い
、
精
神
的
に
不
安
定
な
状
態
が
続
く
な

ど
「
こ
こ
ろ
の
病
」
を
患
う
人
間
と
な
る
恐
れ
が
あ
る
と
い
う
（
諸
富 

二
〇
一
六
）。
ま
た
ア
メ
リ
カ
の
臨
床
心
理

学
者
で
科
学
技
術
社
会
論
を
研
究
す
る
シ
ェ
リ
ー
・
タ
ー
ク
ル
（
二
〇
一
七
）
に
よ
っ
て
も
ス
マ
ホ
が
人
間
に
も
た
ら

す
問
題
が
指
摘
さ
れ
、
タ
ー
ク
ル
は
「
フ
ェ
イ
ス
・
ト
ゥ
・
フ
ェ
イ
ス
」
の
会
話
の
重
要
性
を
改
め
て
提
起
し
て
い
る
。 

(87)
日
本
に
お
け
る
情
報
環
境
の
変
化
は
橋
元
良
明
『
メ
デ
ィ
ア
と
日
本
人
』
（
二
〇
一
一
）、
木
村
忠
正
『
デ
ジ
タ
ル

ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
時
代
』（
二
〇
一
二
）
を
参
照
の
こ
と
。 
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(88)
（
タ
ー
ク
ル 

二
〇
一
七 

二
二
頁
）。 

(89)
タ
ー
ク
ル
は
会
話
離
れ
の
問
題
に
留
ま
ら
ず
、
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
の
出
現
に
よ
る
生
活
環
境
、
家
族
や
社
会
の
変

化
に
つ
い
て
、
「
私
た
ち
に
続
く
世
代
に
対
す
る
、
責
任
を
忘
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
た
ち
が
扱
い
方
を

知
っ
て
い
る
、
こ
の
う
え
な
く
貴
重
な
こ
と
を
伝
え
て
い
く
の
が
、
私
た
ち
の
責
任
と
い
う
も
の
だ
。
私
た
ち
の
経
験

を
、
歴
史
を
、
次
の
世
代
に
語
り
継
い
で
、
し
て
い
い
と
思
う
こ
と
、
よ
く
な
い
と
思
う
こ
と
を
教
え
て
い
く
の
が
」

（
タ
ー
ク
ル 

二
〇
一
七 

二
三
頁
）
と
述
べ
、
ま
ず
大
人
か
ら
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
に
対
す
る
関
わ
り
方
を
変
え
て
い

く
こ
と
を
責
任
の
観
点
か
ら
提
起
し
て
い
る
（
タ
ー
ク
ル 

二
〇
一
七 

二
二
頁
）。
タ
ー
ク
ル
は
ア
メ
リ
カ
に
お
い

て
も
身
体
を
通
し
た
生
身
の
関
わ
り
を
現
時
性
で
は
な
く
通
時
性
の
視
点
か
ら
論
じ
て
い
る
点
で
興
味
深
い
。
こ
の
こ

と
は
逆
に
情
報
環
境
の
変
化
が
も
た
ら
す
問
題
が
い
か
に
人
間
存
在
に
影
響
を
与
え
て
い
る
か
の
証
左
で
あ
り
、
本
論

の
環
境
と
存
在
の
視
座
か
ら
み
れ
ば
人
間
存
在
に
は
世
代
間
同
士
で
身
体
を
通
じ
た
伝
承
が
必
要
で
あ
る
こ
と
、
こ
の

伝
承
は
通
時
性
の
世
界
観
に
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
当
事
者
の
経
験
を
次
世
代
に
教
え
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
土
台
に
は

倫
理
的
な
価
値
判
断
が
求
め
ら
れ
る
。
自
分
た
ち
の
生
活
の
中
で
何
が
良
い
も
の
で
、
何
が
悪
い
の
か
を
判
断
す
る
能

力
を
涵
養
し
、
関
わ
り
合
い
の
あ
る
人
々
の
〈
間
〉
で
そ
の
価
値
を
共
有
、
了
解
す
る
に
は
、
環
境
（
自
然
、
社
会
）

と
の
関
わ
り
合
い
、
つ
ま
り
、
自
然
を
媒
介
と
し
た
人
間
と
人
間
の
関
係
を
生
み
出
し
て
い
く
具
体
的
な
場
が
肝
要
で

あ
る
。
情
報
環
境
に
よ
っ
て
際
限
の
な
い
拡
張
現
実
が
浸
透
し
て
い
く
中
で
今
一
度
、
自
分
の
身
体
を
動
か
す
こ
と
で

環
境
を
承
知
し
、
他
の
人
間
と
の
関
わ
り
合
い
の
中
に
存
在
す
る
こ
と
を
了
解
す
る
こ
と
を
改
め
て
真
摯
に
考
え
る
必
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要
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
大
人
が
環
境
と
存
在
に
つ
い
て
自
分
た
ち
の
生
活
を
問
い
直
す
こ
と
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。 

(90)
本
論
で
は
情
報
環
境
に
つ
い
て
は
論
じ
な
い
が
キ
ャ
ス
・
サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
『
選
択
し
な
い
と
い
う
選
択
』（
二
〇

一
七
）
を
参
照
の
こ
と
。 

(91)
メ
デ
ィ
ア
の
歴
史
に
つ
い
て
は
本
誌
、（
吉
田 

二
〇
一
六
）
を
参
照
の
こ
と
。 

(92)
例
え
ば
家
に
閉
じ
こ
も
っ
て
ゲ
ー
ム
に
夢
中
に
な
っ
て
い
る
子
ど
も
が
心
身
に
変
調
を
来
し
て
い
る
症
例
が
医
療

現
場
か
ら
多
数
報
告
さ
れ
て
い
る
（
清
川
、
山
田
、
古
野 

二
〇
一
四
）。 

(93)
（
木
村 

二
〇
一
六 

六
八
頁
）。 

(94)
（
木
村 

二
〇
一
六 

六
九
頁
）。 

(95)
境
界
の
発
生
と
い
う
言
葉
は
赤
坂
憲
雄
の
本
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
来
て
い
る
（
赤
坂 

二
〇
〇
二
）。 

(96)
何
か
「
こ
と
」
が
起
き
る
の
は
境
界
と
い
う
〈
間
〉
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
出
来
事
の
生
起
は
何
か
と
何

か
が
「
い
で
く
る
」、「
で
て
く
る
」
そ
の
境
（
さ
か
い
）
に
生
じ
る
動
態
的
変
化
と
言
え
る
。
本
論
は
こ
れ
を
境
界
の

発
生
と
名
付
け
た
が
、
境
界
の
発
生
は
空
間
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
時
間
を
も
包
含
し
て
い
る
。
出
来
事
は
刻
一
刻
と

変
化
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
環
境
と
い
う
環
（
わ
）
の
境
（
さ
か
い
）
は
「
い
で
く
る
」
も
の
ど
も
の
出
会

い
の
場
で
あ
り
、
出
会
い
よ
り
生
じ
て
来
る
出
来
事
に
よ
っ
て
常
に
動
態
の
渦
中
に
あ
る
。
何
か
が
出
来
る
、
出
来
上

が
っ
て
来
る
と
い
う
こ
と
は
、
何
か
と
何
か
が
環
境
に
お
い
て
関
わ
り
合
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
逆
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説
的
に
関
わ
り
合
い
が
な
け
れ
ば
環
境
は
生
起
し
て
こ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
境
界
は
単
な
る
境

（
さ
か
い
）
な
の
で
は
な
く
、
人
間
存
在
が
環
境
を
円
滑
、
円
満
に
生
き
て
い
く
た
め
の
環
境
倫
理
が
醸
成
さ
れ
る
場

所
で
あ
り
、
無
常
に
生
き
る
存
在
の
動
態
に
よ
っ
て
倫
理
が
揺
籃
さ
れ
る
場
と
し
て
把
捉
す
る
こ
と
が
出
来
る
。 

(97)
境
界
へ
の
注
目
か
ら
人
間
生
活
の
検
討
に
つ
い
て
新
し
い
視
点
を
導
入
し
よ
う
と
し
た
の
は
歴
史
学
の
網
野
善
彦

で
あ
る
。
中
で
も
本
論
と
関
わ
る
の
は
網
野
が
「
人
の
集
団
と
人
の
集
団
と
の
間
の
境
界
と
同
時
に
、
境
界
領
域
の
問

題
を
全
面
的
に
考
え
る
た
め
に
は
、
現
代
の
言
葉
で
い
え
ば
、
い
わ
ば
自
然
と
人
間
と
の
境
と
も
い
う
べ
き
空
間
、
場

の
問
題
を
あ
わ
せ
考
え
る
必
要
が
あ
る
」（
網
野 

二
〇
〇
六 

一
九
‐
二
〇
頁
）
と
提
起
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

関
わ
り
合
う
と
い
う
空
間
的
な
出
来
事
は
場
を
伴
う
。
こ
の
場
を
伴
う
と
い
う
行
為
は
個
人
の
み
で
完
結
出
来
ず
、
自

然
環
境
を
含
む
自
分
以
外
の
何
も
の
か
と
の
交
流
活
動
を
生
起
さ
せ
る
。
そ
の
活
動
の
時
間
的
な
積
み
重
な
り
を
人
間

生
活
の
歴
史
で
あ
る
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
場
と
場
に
集
う
人
間
の
集
合
を
成
り
立
た
せ
る
た
め
に
共
有
さ
れ
て
い
た
価

値
観
や
世
界
観
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
の
究
明
が
求
め
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
人
間
と
人
間
の
関
係
、
自
然
と
人
間
の
関

係
が
醸
成
さ
れ
る
場
＝
境
界
と
い
う
視
座
か
ら
自
然
に
対
す
る
価
値
観
や
自
然
観
を
検
討
す
る
こ
と
が
肝
要
と
な
る
。

そ
れ
が
本
論
に
お
け
る
人
間
存
在
と
環
境
と
の
関
係
を
問
う
眼
目
と
も
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
網
野
の
議
論
に
お

い
て
「
中
世
か
ら
古
代
、
さ
ら
に
原
始
社
会
」
に
翻
る
と
自
然
は
「『
無
所
有
』
の
自
然
」
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て

お
り
、
そ
れ
は
「
聖
な
る
世
界
と
俗
界
と
の
境
界
領
域
」
を
作
り
出
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
境
界
領
域
の
背
景
に
は

「
『
無
所
有
』
の
自
然
の
力
」
や
「
神
仏
の
力
」
が
及
ん
で
い
た
と
網
野
は
述
べ
る
（
網
野 

二
〇
〇
六 

二
〇
‐
二
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一
頁
）。
こ
こ
に
日
本
の
自
然
観
の
一
端
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
。
本
論
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
日
本
の
自
然

観
を
自
然
と
人
間
の
境
界
に
着
目
し
て
論
じ
る
際
に
は
、
場
と
場
に
集
う
人
間
の
集
合
を
同
時
に
論
じ
る
必
要
が
あ
る

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
場
合
、
具
体
的
な
意
味
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
場
は
、
海
に
つ
い
て
は
浜
、
浦
、
崎
、
川
に

つ
い
て
は
、
河
原
や
中
州
、
山
で
は
、
山
の
根
、
坂
、
峠
（
網
野 

二
〇
〇
六 

二
一
頁
）
な
ど
の
環
境
が
あ
る
。 

(98)
縁
起
論
を
環
境
と
人
間
の
関
係
に
応
用
す
る
議
論
は
少
な
い
。
そ
の
中
で
亀
山
（
二
〇
〇
一
、
二
〇
〇
五
）、
鍋
島

直
樹
（
二
〇
〇
七
）、
竹
村
牧
男
（
二
〇
〇
九
、
二
〇
一
六
）
の
議
論
は
参
考
に
な
る
。 

(99)
開
発
と
は
、
環
境
に
潜
在
す
る
能
力
を
引
き
出
し
、
育
て
る
こ
と
で
あ
る
（
田
中 

二
〇
〇
九
）。 

(100)
こ
と
、
も
の
か
ら
の
出
来
事
の
考
察
は
和
辻
に
お
い
て
成
さ
れ
て
い
る
（
和
辻 

一
九
六
二
）。 

(101)
「
あ
わ
い
」
に
つ
い
て
は
坂
部
恵
の
議
論
が
参
考
に
な
る
。
坂
部
は
人
間
存
在
論
と
し
て
「
あ
わ
い
」
に
着
目
し
、

独
自
の
「
間
」
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
（
坂
部 

二
〇
〇
七
）。 

(102)
（
増
田 

二
〇
一
一
）。 

(103)
和
辻
は
外
に
出
る
と
い
う
行
為
に
つ
い
て
『
風
土
』
に
お
い
て
言
及
し
て
い
る
。「
我
々
自
身
は
外
に
出
て
い
る

、
、
、
、
、
、
も

の
と
し
て
お
の
れ
自
身
に
対
し
て
い
る
」（
強
調
点
は
和
辻
）
（
和
辻 

一
九
七
九 

一
二
頁
）。
本
論
は
自
分
の
環
境

の
外
に
出
る
こ
と
を
人
間
が
自
分
と
い
う
存
在
を
承
知
す
る
た
め
の
行
為
で
あ
る
と
し
た
。
和
辻
に
お
い
て
も
寒
さ
の

例
か
ら
「
最
も
根
源
的
に
『
外
に
在
る
』
も
の
は
、
寒
気
と
い
う
ご
と
き
『
も
の
』『
対
象
』
で
は
な
く
し
て
、
我
々

自
身
で
あ
る
。
『
外
に
出
る
』
の
は
我
々
自
身
の
構
造
の
根
本
的
規
定
で
あ
っ
て
、
志
向
性
も
ま
た
こ
れ
に
も
と
づ
い
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た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。（
中
略
）
我
々
は
、
す
で
に
外
に
、（
中
略
）、
出
て
い
る
己
れ

、
、
、
、
、
、
を
見
る
の
で
あ
る
」（
強
調

点
は
和
辻
）（
和
辻 

一
九
七
九 

一
二
‐
一
三
頁
）。
本
論
か
ら
解
釈
す
れ
ば
こ
の
和
辻
の
議
論
は
自
分
を
取
り
巻
く

環
境
は
自
分
の
外
に
出
る
〈
存
在
の
動
態
〉
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、「
我
々
自
身
の
構
造
の
根
本
的
規

定
」
と
な
る
。
ま
た
環
境
と
存
在
の
議
論
に
お
い
て
外
に
出
る
と
い
う
行
為
は
〈
人
間
の
共
同
〉
を
同
時
に
体
得
す
る

活
動
で
も
あ
っ
た
が
和
辻
に
お
い
て
も
外
に
出
る
こ
と
は
「
間
柄
」
の
議
論
に
関
わ
る
と
い
う
。「『
外
に
出
る
』
こ
と

を
根
本
規
定
と
し
て
い
る
の
は
か
か
る
我
々
で
あ
っ
て
単
な
る
我
れ
で
は
な
い
。
従
っ
て
『
外
に
出
る
』
と
い
う
構
造

も
、
寒
気
と
い
う
ご
と
き
『
も
の
』
の
中
に
出
る
よ
り
も
先
に
、
す
で
に
他
の
我
れ
の
中
に
出
る
と
い
う
こ
と
に
お
い

て
存
し
て
い
る
。
こ
れ
は
志
向
的
関
係
で
は
な
く
し
て
『
間
柄
』
で
あ
る
。
だ
か
ら
寒
さ
に
お
い
て
己
れ
を
見
い
だ
す

の
は
、
根
源
的
に
は
間
柄
と
し
て
の
我
々
な
の
で
あ
る
」（
和
辻 

一
九
七
九 

一
三
頁
）。 

(104)
本
論
に
お
け
る
再
帰
性
に
つ
い
て
は
カ
ー
ル
・
レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
の
人
間
存
在
論
を
参
照
し
て
い
る
（
レ
ー
ヴ
ィ
ッ

ト 

一
九
六
七
、
二
〇
〇
八
）。
ま
た
和
辻
に
お
い
て
反
省
と
し
て

R
e
fle

k
tie

re
n

へ
の
言
及
が
あ
る
（
和
辻 

一
九

七
九 

一
二
頁
）。 

(105)
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』（
二
〇
一
一
）。 

(106)
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』（
二
〇
一
一
）。 

(107)
『
古
典
基
礎
語
辞
典
』（
二
〇
一
一
）。 

(108)
例
え
ば
倫
理
学
に
お
け
る
責
任
の
議
論
を
提
起
し
た
ハ
ン
ス
・
ヨ
ナ
ス
（
二
〇
〇
〇
）
に
お
い
て
も
政
治
と
い
う
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視
座
か
ら
公
共
性
を
も
っ
た
担
い
手
を
育
て
る
こ
と
の
重
要
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
議
論
の
背
景
に
は
本
論
で

い
う
と
こ
ろ
の
自
分
の
居
合
わ
せ
た
時
代
や
環
境
が
ど
ん
な
に
自
分
の
意
に
沿
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
そ
こ
か
ら
忌

避
す
る
の
で
は
な
く
、
自
分
の
居
る
環
境
の
中
で
い
か
に
し
て
存
在
す
る
こ
と
を
続
け
る
選
択
を
出
来
る
か
、
そ
の
選

択
を
出
来
る
担
い
手
を
育
て
る
責
任
が
現
在
世
代
に
あ
る
こ
と
が
「
乳
飲
み
子
」
の
倫
理
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
今
西
錦
司
の
『
生
物
の
世
界
』（
二
〇
〇
二
）
に
お
け
る
社
会
の
議
論
も
外
に
出
た
も
の
た
ち
が
出
会
う
議
論

と
し
て
参
照
の
こ
と
。 

(109)
ウ
チ
と
ソ
ト
と
そ
の
〈
間
〉
に
つ
い
て
は
世
間
の
構
造
の
議
論
と
関
わ
る
。 

(110)
（
和
辻 

一
九
六
二 

五
三
五
頁
）。 

(111)
（
和
辻 

二
〇
〇
七
）。 

(112)
（
藤
本 

一
九
八
五
）。 

 

【
参
考
文
献
】 

赤
坂
憲
雄
（
二
〇
〇
二
）『
境
界
の
発
生
』
講
談
社 

阿
部
謹
也
（
一
九
九
五
）『
世
間
と
は
何
か
』
講
談
社 

網
野
善
彦
（
二
〇
〇
六
）『
日
本
中
世
に
何
が
起
き
た
か
』
洋
泉
社 

池
上
正
樹
（
二
〇
一
四
）『
大
人
の
ひ
き
こ
も
り
』
講
談
社 
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石
川
啄
木
（
一
九
七
八
〔
一
九
一
〇
〕
）「
時
代
閉
塞
の
状
況
」『
時
代
閉
塞
の
現
状 

食
う
べ
き
詩 

他
十
篇
』
岩
波

書
店 

石
川
結
貴
（
二
〇
一
一
）『
ル
ポ 

子
ど
も
の
無
縁
社
会
』
中
央
公
論
新
社 

石
牟
礼
道
子
（
二
〇
〇
四
イ
）『
石
牟
礼
道
子
全
集 

二
巻
』
藤
原
書
店 

石
牟
礼
道
子
（
二
〇
〇
四
ロ
）『
石
牟
礼
道
子
全
集 

三
巻
』
藤
原
書
店 

石
牟
礼
道
子
（
二
〇
〇
六
）「
海
は
ま
だ
光
り
」『
石
牟
礼
道
子
全
集 

十
巻
』
藤
原
書
店 

今
西
錦
司
（
二
〇
〇
二
〔
一
九
四
一
〕）『
生
物
の
世
界
』
中
央
公
論
新
社 

イ
リ
イ
チ
・
Ｉ
（
一
九
八
九
イ
）
渡
辺
京
二
、
渡
辺
梨
佐
訳
『
コ
ン
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ア
リ
テ
ィ
の
た
め
の
道
具
』
日
本
エ
デ

ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部 

イ
リ
イ
チ
・
Ｉ
（
一
九
八
九
ロ
）
滝
本
往
人
訳
『
政
治
的
転
換
』
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部 

イ
リ
イ
チ
・
Ｉ
（
二
〇
〇
六
〔
一
九
八
一
〕）
玉
野
井
芳
郎
、
栗
原
彬
訳
『
シ
ャ
ド
ウ
・
ワ
ー
ク
』
岩
波
書
店 

イ
リ
イ
チ
・
Ｉ
（
一
九
九
一
）
桜
井
直
文
訳
『
生
き
る
思
想
』
藤
原
書
店 

宇
井
純
（
二
〇
一
四
）
藤
林
泰
、
宮
内
泰
介
、
友
澤
悠
季
編
『
原
点
と
し
て
の
水
俣
病
（
宇
井
純
セ
レ
ク
シ
ョ
ン

［
１
］）
新
泉
社 

上
柿
崇
英
（
二
〇
一
六
イ
）「
現
代
人
間
学
へ
の
社
会
的
・
時
代
的
要
請
と
そ
の
本
質
的
課
題
―
「
理
念
な
き
時
代
」

に
お
け
る
〈
人
間
〉
の
再
定
義
を
め
ぐ
っ
て
」『
現
代
人
間
学
・
人
間
存
在
論
研
究
』、
第
一
号
、
大
阪
府
立
大
学
環
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境
哲
学
・
人
間
学
研
究
所 

上
柿
崇
英
（
二
〇
一
六
ロ
）「『
環
境
』
と
は
何
か
」
尾
関
周
二
、
環
境
思
想
・
教
育
研
究
会
編
『
「
環
境
を
守
る
」
と

は
ど
う
い
う
こ
と
か
』
岩
波
書
店 

上
柿
崇
英
（
二
〇
一
七
）「
〝
人
間
〟
の
存
在
論
的
基
盤
と
し
て
の
〈
環
境
〉
の
構
造
と
〈
生
〉
の
三
契
機
」『
現
代
人

間
学
・
人
間
存
在
論
研
究
』
大
阪
府
立
大
学
環
境
哲
学
・
人
間
学
研
究
所
、
第
二
号
（
本
誌
） 

宇
沢
弘
文
（
二
〇
〇
〇
）『
社
会
的
共
通
資
本
』
岩
波
書
店 

内
山
節
（
二
〇
一
〇
）『
共
同
体
の
基
礎
理
論
』
農
林
漁
村
文
化
研
究
会 

Ｎ
Ｈ
Ｋ
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
現
代
取
材
班
（
二
〇
一
〇
）『
助
け
て
と
言
え
な
い
』
文
藝
春
秋 

遠
藤
利
彦
（
二
〇
〇
五
）「
ア
タ
ッ
チ
メ
ン
ト
理
論
の
基
本
的
枠
組
」
数
井
み
ゆ
き
、
遠
藤
利
彦
編
著
『
ア
タ
ッ
チ
メ

ン
ト
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房 

大
塚
久
雄
（
二
〇
〇
〇
〔
一
九
五
五
〕）『
共
同
体
の
基
礎
理
論
』
岩
波
書
店 

小
熊
英
二
（
二
〇
〇
二
）『
民
主
と
愛
国
』
新
曜
社 

金
子
祥
之
、
野
田
岳
仁
、
加
藤
秀
雄
、
増
田
敬
祐
（
二
〇
一
七
）「
低
放
射
線
被
ば
く
下
に
お
け
る
「
食
の
不
安
」
へ

の
文
化
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」
『
生
協
総
研
賞
・
第
十
三
回
助
成
事
業
研
究
論
文
集
』
公
益
財
団
法
人
生
協
総
合
研
究

所 

亀
山
純
生
（
二
〇
〇
一
）「
東
洋
思
想
か
ら
の
人
間
‐
自
然
関
係
理
解
へ
の
寄
与
の
可
能
性
」
尾
関
周
二
編
『
エ
コ
フ
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ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
の
現
在
』
大
月
書
店 

亀
山
純
生
（
二
〇
〇
五
）『
環
境
倫
理
と
風
土
』
大
月
書
店 

亀
山
純
生
（
二
〇
一
六
）「〈
人
間
と
自
然
の
共
生
〉
理
念
の
現
代
的
意
義
と
自
然
観
の
転
換
・
共
生
社
会
の
倫
理
」
尾

関
周
二
、
矢
口
芳
生
監
修
、
亀
山
純
生
、
木
村
光
伸
編
『
共
生
社
会
Ｉ
』
農
林
統
計
出
版 

菅
野
久
美
子
（
二
〇
一
七
）『
孤
独
死
大
国
』
双
葉
社 

北
原
淳
（
一
九
九
六
）『
共
同
体
の
思
想
』
世
界
思
想
社 

北
原
淳
（
二
〇
〇
七
）「
ア
ジ
ア
共
同
体
論
の
課
題
」『
む
ら
の
社
会
を
研
究
す
る
』
農
山
漁
村
文
化
協
会 

鬼
頭
秀
一
（
一
九
九
六
）『
自
然
保
護
を
問
い
な
お
す
』
筑
摩
書
房 

木
村
忠
正
（
二
〇
一
二
）『
デ
ジ
タ
ル
ネ
イ
テ
ィ
ブ
の
時
代
』
平
凡
社 

木
村
敏
（
二
〇
一
五
）『
か
ら
だ
・
こ
こ
ろ
・
生
命
』
講
談
社 

木
村
光
伸
（
二
〇
一
六
）「
共
生
社
会
理
念
の
自
然
科
学
的
枠
組
み
」
尾
関
周
二
、
矢
口
芳
生
監
修
、
亀
山
純
生
、
木

村
光
伸
編
『
共
生
社
会
Ｉ
』
農
林
統
計
出
版 

共
同
通
信
「
虐
待
」
取
材
班
（
二
〇
一
四
）『
ル
ポ
虐
待
の
連
鎖
は
止
め
ら
れ
る
か
』
岩
波
書
店 

清
川
輝
基
（
二
〇
〇
三
）『
人
間
に
な
れ
な
い
子
ど
も
た
ち
』
枻
出
版
社 

清
川
輝
基
、
内
海
裕
美
（
二
〇
〇
九
）『「
メ
デ
ィ
ア
漬
け
」
で
壊
れ
る
子
ど
も
た
ち
』
少
年
写
真
新
聞
社 

清
川
輝
基
、
山
田
眞
理
子
、
古
野
陽
一
（
二
〇
一
四
）『
ネ
ッ
ト
に
奪
わ
れ
る
子
ど
も
た
ち
』
少
年
写
真
新
聞
社 
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ギ
リ
ガ
ン
・
Ｃ
（
一
九
八
六
〔
一
九
八
二
〕）
岩
男
寿
美
子
訳
『
も
う
ひ
と
つ
の
声
』
川
島
書
店 

現
代
人
間
学
・
人
間
存
在
論
研
究
部
会
（
二
〇
一
六
）「『
現
代
人
間
学
・
人
間
存
在
論
研
究
』
発
刊
に
よ
せ
て
」『
現

代
人
間
学
・
人
間
存
在
論
研
究
』
大
阪
府
立
大
学
環
境
哲
学
・
人
間
学
研
究
所
、
第
一
号 

河
野
哲
也
（
二
〇
一
一
）『
意
識
は
実
在
し
な
い
』
講
談
社 

古
賀
徹
（
二
〇
一
四
）『
理
性
の
暴
力
』
青
灯
社 

國
分
巧
一
郎
（
二
〇
一
七
）『
中
動
態
の
世
界
』
医
学
書
院 

小
谷
汪
之
（
一
九
八
二
）『
共
同
体
と
近
代
』
青
木
書
店 

斎
藤
環
（
一
九
九
八
）『
社
会
的
ひ
き
こ
も
り
』
Ｐ
Ｈ
Ｐ
研
究
所 

坂
部
恵
（
二
〇
〇
七
）『
坂
部
恵
集
〈
三
〉
共
存
・
あ
わ
い
の
ポ
エ
ジ
ー
』
岩
波
書
店 

サ
ン
ス
テ
ィ
ー
ン
・
Ｃ
（
二
〇
一
七
）
伊
達
尚
美
訳
『
選
択
し
な
い
と
い
う
選
択
』
勁
草
書
房 

下
畠
知
志
（
二
〇
一
三
）『
南
原
繁
の
共
同
体
論
』
論
創
社 

ジ
ョ
ン
ス
ト
ン
・
Ｄ
（
二
〇
一
五
）
押
村
高
、
谷
澤
正
嗣
、
近
藤
和
貴
、
宮
崎
文
典
訳
『
正
義
は
ど
う
論
じ
ら
れ
て
き

た
か
』
み
す
ず
書
房 

白
川
静
（
二
〇
〇
三
）『
常
用
字
解
』
平
凡
社 

タ
ー
ク
ル
・
Ｓ
（
二
〇
一
七
）
日
暮
雅
通
訳
『
一
緒
に
い
て
も
ス
マ
ホ
』
青
土
社 

武
田
庄
平
（
二
〇
一
六
）「
共
生
関
係
の
認
知
と
知
性
・
共
感
・
こ
こ
ろ
の
理
論
」
尾
関
周
二
、
矢
口
芳
生
監
修
、
亀
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人
間
学
研
究
所
、
第
二
号
（
本
誌
） 

ヨ
ナ
ス
・
Ｈ
（
二
〇
〇
〇
〔
一
九
七
九
〕）
加
藤
尚
武
監
訳
『
責
任
と
い
う
原
理
』
東
信
堂 

リ
ー
ス
マ
ン
・
Ｄ
（
二
〇
一
三
〔
一
九
五
〇
〕）
加
藤
秀
俊
訳
『
孤
独
な
群
衆 

上
・
下
』
み
す
ず
書
房 

レ
ー
ヴ
ィ
ッ
ト
・
Ｋ
（
一
九
六
七
、
二
〇
〇
八
〔
一
九
二
八
〕）
佐
々
木
一
義
訳
『
人
間
存
在
の
倫
理
』
理
想
社
、
熊

野
純
彦
訳
『
共
同
存
在
の
現
象
学
』
岩
波
書
店 

和
辻
哲
郎
（
一
九
六
二
）「
続
日
本
精
神
史
研
究
」『
和
辻
哲
郎
全
集 

第
四
巻
』
岩
波
書
店 

和
辻
哲
郎
（
一
九
七
九
〔
一
九
三
五
〕）『
風
土
』
岩
波
書
店 

和
辻
哲
郎
（
二
〇
〇
七
〔
一
九
三
四
〕）『
人
間
の
学
と
し
て
の
倫
理
学
』
岩
波
書
店 

 

『
古
典
基
礎
語
辞
典
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
一 

『
新
英
和
大
辞
典 

第
六
版
』
研
究
社
、
二
〇
〇
二 

『
哲
学
中
辞
典
』
知
泉
書
館
、
二
〇
一
六 

   


