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本
書
の
著
者
、
石
川
明
人
氏
は
、
北
海
道
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
に
論
文
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
思

想
に
お
け
る
芸
術
の
問
題
」
（
二
〇
〇
四
年
）
を
提
出
し
、
博
士
（
文
学
）
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
。
本

書
は
こ
の
学
位
請
求
論
文
に
修
正
加
筆
し
完
成
さ
れ
た
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
つ
い
て
の
専
門
研
究
書
で
あ
っ

て
、
わ
が
国
に
お
け
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
の
水
準
を
示
す
成
果
の
一
つ
と
言
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
義

は
こ
の
点
に
止
ま
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
を
題
材
に
本
書
で
論
じ
ら
れ
た
宗
教
芸
術
と
い
う

問
題
は
、
現
代
の
宗
教
研
究
に
と
っ
て
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
だ
か
ら
で
あ
る
。
宗
教
の
意
味
を
芸
術
と
の

関
わ
り
で
解
明
す
る
こ
と
は
、
古
く
か
つ
現
代
的
な
課
題
で
あ
る
。
本
書
に
つ
い
て
は
、
い
く
つ
か
の
学

会
の
学
会
誌
に
お
い
て
、
す
で
に
適
切
な
書
評
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
書
評
者
な
り
の
仕
方
で
そ
の
任
を

果
た
し
た
い
。 

  

本
書
で
は
、
序
論
か
ら
第
三
章
ま
で
に
お
い
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
芸
術
論
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
本

書
の
視
点
と
方
法
論
の
提
示
か
ら
、
宗
教
芸
術
論
の
背
景
と
基
礎
概
念
の
考
察
を
経
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

思
惟
の
枠
組
み
に
即
し
た
芸
術
論
の
解
明
へ
と
議
論
が
進
め
ら
れ
、
本
書
の
基
礎
的
考
察
が
示
さ
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
第
四
章
以
下
で
は
、
個
別
的
な
問
題
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
宗
教
芸
術
論
の
有
す
る
射
程

が
具
体
的
に
検
討
さ
れ
る
。
以
下
、
本
書
の
議
論
の
展
開
に
沿
っ
て
、
そ
の
内
容
を
概
観
し
よ
う
。 

 

「
序
論
」
で
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
と
っ
て
、
「
真
に
『
宗
教
的
』
な
芸
術
と
は
ど
ん
な
も
の
な
の
か
。

芸
術
の
も
ち
う
る
『
宗
教
性
』
と
は
何
で
あ
り
、
ま
た
彼
が
そ
う
考
え
る
根
拠
は
何
な
の
か
」(1
頁
、
以

下
引
用
は
頁
数
の
み
を
示
す)

、
と
の
課
題
が
提
起
さ
れ
、
日
本
と
欧
米
に
お
け
る
主
要
な
先
行
研
究
の
検

討
や
使
用
す
る
テ
キ
ス
ト
の
問
題
な
ど
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
芸
術
論
を
分
析
す
る
際
に
、
最
初
に
確
認

す
べ
き
事
柄
が
論
じ
ら
れ
る
。
著
者
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
芸
術
論
は
、
そ
の
主
要

対
象
が
視
覚
芸
術
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
の
宗
教
思
想
家
と
し
て
は
極
め
て
稀
」(4

)

で
あ
り
、
そ
こ
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
特
徴
を
確
認
で
き
る
わ
け
で
あ
る
が
、
著
者
の
基
本
的
視
点
は
、
「
絵

画
を
中
心
と
し
た
芸
術
は
彼
に
と
っ
て
単
な
る
趣
味
や
関
心
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
自
ら
の
宗
教
思
想

の
形
成
と
発
展
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
」(2

) 

と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
宗

教
芸
術
論
は
宗
教
思
想
の
応
用
問
題
の
一
つ
で
は
な
く
、
宗
教
思
想
の
形
成
・
発
展
と
「
連
続
し
た
も
の
」

(10
)

と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
本
書
で
な
さ
れ
る
べ
き
作
業
は
、
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗

教
思
想
に
お
け
る
芸
術
に
関
す
る
議
論
の
全
体
を
詳
し
く
整
理
し
、
彼
の
宗
教
思
想
を
念
頭
に
芸
術
論
に

お
け
る
主
張
を
分
析
し
、
ま
た
芸
術
論
の
内
容
か
ら
宗
教
思
想
を
再
考
す
る
」(10

)

こ
と
と
な
る
。 
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序
論
の
方
法
論
と
問
題
設
定
の
議
論
に
続
い
て
、
「
第
一
章 

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
宗
教
芸
術
論
」
で
は
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
芸
術
論
の
伝
記
的
背
景
あ
る
い
は
歴
史
的
文
脈
が
論
じ
ら
れ
る
。
少
年
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

の
体
験
や
第
一
世
界
大
戦
期
の
「
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
の
作
品
と
の
邂
逅
」
、
そ
し
て
友
人
フ
ォ
ン
・
ジ
ド

ウ
の
影
響
な
ど
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
で
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
柄
が
手
際
よ
く
辿
ら
れ
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、

「
同
時
代
の
新
し
い
芸
術
に
敏
感
」(20

)

で
あ
っ
た
も
の
の
、
彼
の
関
心
が
「
『
表
現
主
義
』
に
集
中
」

(22
)

し
て
い
る
点
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
の
章
の
議
論
で
注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
表
現
主
義
へ
の
傾
倒

が
持
つ
政
治
思
想
的
含
意
で
あ
る
。
「
表
現
主
義
を
あ
え
て
支
持
・
擁
護
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
な
わ

ち
反
ナ
チ
ス
の
立
場
の
表
明
を
も
意
味
し
た
の
で
あ
る
」(30

)

。
若
き
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
芸
術
論
が
同

時
期
に
展
開
さ
れ
た
「
宗
教
社
会
主
義
論
」
と
同
じ
歴
史
的
文
脈
に
お
い
て
形
成
さ
れ
た
と
の
指
摘
は
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
を
理
解
す
る
上
で
、
き
わ
め
て
重
要
で
あ
る
。 

 

「
第
二
章 

宗
教
芸
術
論
の
中
心
問
題
と
具
体
的
な
作
品
の
評
価
」
で
は
、
「
見
る
」
と
「
信
仰
」
と

の
関
係
を
め
ぐ
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
説
教
（
「
見
る
こ
と
と
聞
く
こ
と
」
）
を
取
り
上
げ
る
こ
と
か
ら
議
論

が
開
始
さ
れ
る
─
─
「
『
聞
く
』
こ
と
が
『
見
る
』
こ
と
に
優
る
わ
け
で
も
な
い
」(34

)

─
─
。
著
者
は
、

「
見
る
こ
と
」
の
究
極
目
標
と
し
て
「
聖
」
の
発
見
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
点
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

次
の
よ
う
な
仕
方
で
、
宗
教
芸
術
の
宗
教
性
（
現
実
の
直
観
を
通
し
た
深
み
の
次
元
の
発
見
）
の
核
心
を

明
ら
か
に
す
る
。
つ
ま
り
、
「
見
る
」
か
ら
聖
の
発
見
と
い
う
連
関
が
指
し
示
し
て
い
る
の
は
、
「
彼
の

一
連
の
芸
術
論
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
通
常
の
視
覚
で
は
捉
え
ら
れ
な
い
次
元
、
す
な
わ
ち
『
聖
』
を

見
出
す
た
め
の
視
覚
の
あ
り
方
な
の
だ
」(38

)

、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
絵
画
の
宗

教
性
は
、
何
を
描
い
て
い
る
か
（
題
材
、
主
題
、
対
象
）
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
通
し
て
深
み
の

次
元
が
開
示
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
、
「
世
俗
的
な
絵
画

を
宗
教
性
の
点
か
ら
肯
定
す
る
」
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
こ
こ
に
彼
の
芸
術
理
解
の
最
大

の
特
徴
が
あ
る
」(40

)

。 

 

著
者
は
、
以
上
の
分
析
か
ら
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
芸
術
論
の
基
本
概
念
と
し
て
、
「
内
容
、
形
式
、

内
実
、
様
式
」(42

)

、
「
表
現
」
を
取
り
出
す
。
つ
ま
り
、
宗
教
芸
術
の
宗
教
性
は
、
作
品
の
可
視
的
な

表
層
（
内
容
と
形
式
）
を
通
し
て
不
可
視
的
な
「
聖
」
「
深
み
の
次
元
」
（
内
実
）
へ
到
達
す
る
こ
と
を

可
能
に
す
る
作
品
の
表
現
力
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
時
代
に
お
け
る
、
内
容
・
形
式
と
内
実
と
の
結

び
つ
き
方
（
「
内
実
の
表
さ
れ
方
」
）
を
規
定
す
る
も
の
が
様
式
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
の
基
本
概

念
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
宗
教
芸
術
論
か
ら
帰
結
す
る
の
は
、
次
の
「
誠
実
の
原
理
」
の
主
張
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
「
『
様
式
』
は
そ
の
時
代
と
状
況
に
あ
う
よ
う
に
、
常
に
そ
の
つ
ど
、
新
た
に
創
造
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
過
去
の
様
式
を
単
に
模
倣
す
る
こ
と
は
、
芸
術
的
に
不
誠
実
で
あ
り
、
宗
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教
的
に
も
欺
瞞
で
あ
る
」(45

)

。
そ
し
て
、
誠
実
の
原
理
に
か
な
っ
た
宗
教
芸
術
と
し
て
今
日
可
能
な
も

の
は
、
「
表
現
的
様
式
で
し
か
あ
り
え
な
い
」(53

)

。
こ
う
し
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
主
張
に
は
、
デ
ィ
レ
ン

バ
ー
ガ
ー
や
カ
ブ
ら
に
よ
っ
て
、
多
く
の
批
判
が
な
さ
れ
て
き
た
が
、
著
者
は
次
の
点
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

の
宗
教
芸
術
論
の
意
義
を
認
め
る
。
つ
ま
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
用
い
る
「
表
現
」
「
表
現
性
」
概
念
は
─

─
「
『
私
は
美、
と
い
う
用
語
を
さ
け
る
た
め
に
表
現
性

、
、
、
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
』
」(57

)

─
─
、
宗
教
と

芸
術
と
を
明
確
に
関
係
づ
け
よ
う
と
す
る
際
に
、
そ
の
有
効
性
を
発
揮
す
る
。
こ
の
表
現
性
を
介
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
宗
教
と
芸
術
と
の
関
わ
り
や
表
現
主
義
の
宗
教
性
に
つ
い
て
、
曖
昧
な
指
摘
（
ヴ
ォ
リ
ン

ガ
ー
の
場
合
）
を
超
え
た
議
論
の
展
開
が
可
能
に
な
っ
た
。 

 

こ
う
し
て
取
り
出
さ
れ
た
「
表
現
主
義
の
宗
教
性
に
関
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
を
詳
し
く
検
討
」

（72

）
す
る
と
い
う
課
題
は
、
「
第
三
章 

宗
教
思
想
の
枠
組
み
と
芸
術
論
の
根
拠
」
で
、
「
意
味
の
形

而
上
学
」
（
一
九
二
〇
年
代
）
と
「
存
在
論
的
人
間
学
」
（
五
〇
年
代
以
降
）
と
い
う
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思

惟
の
枠
組
み
に
即
し
て
遂
行
さ
れ
る
。
そ
の
点
で
、
本
書
の
理
論
的
分
析
の
中
心
は
第
三
章
に
置
か
れ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
芸
術
の
宗
教
性
と
い
う
点
に
し
ぼ
っ
て
著
者
の
議
論
を
紹
介
し
た
い
。 

 

ま
ず
、
「
意
味
の
形
而
上
学
」
の
枠
組
み
か
ら
の
芸
術
の
宗
教
性
で
あ
る
が
、
次
の
引
用
か
ら
わ
か
る

よ
う
に
、
こ
れ
は
、
第
二
章
で
論
じ
ら
れ
た
、
「
内
容
、
形
式
、
内
実
、
様
式
」
の
諸
概
念
に
よ
っ
て
展

開
さ
れ
た
芸
術
論
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
『
表
現
主
義
』
な
い
し
『
表
現
的
様
式
』
と
い

う
と
き
、
そ
の
言
葉
は
、
制
約
的
諸
形
式
の
完
全
性
だ
け
に
満
足
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
を
通
し
て
無

制
約
的
な
意
味
内
実
に
触
れ
、
そ
れ
を
表
す
こ
と
の
で
き
て
い
る
様
式
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
」(81

)

。
次
に
、
「
存
在
論
的
人
間
学
」
の
枠
組
み
で
あ
る
が
、
こ
の
人
間
学
で
問
わ
れ
る
の
は
、

「
有
限
性
を
自
覚
し
た
人
間
が
不
安
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
存
在
の
根
拠
を
求
め
る
と
い
う
人
間
本
質
の

理
解
」(87

)

で
あ
り
、
こ
こ
に
人
間
存
在
に
お
け
る
「
神
の
問
い
」
の
根
拠
が
示
さ
れ
る
。
存
在
論
的
人

間
学
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
こ
と
は
、
「
人
間
は
す
べ
て
潜
在
的
に
は
宗
教
的
だ
と
い
う
こ
と
（
広
義
の
宗

教
）
」(87

)

で
あ
っ
て
、
芸
術
と
い
う
人
間
の
営
み
も
例
外
で
は
な
い
。
表
現
主
義
が
表
現
す
る
の
は
、

現
代
と
い
う
時
代
の
直
面
す
る
空
虚
と
無
意
味
さ
と
い
う
人
間
の
窮
境
で
あ
っ
て
（
そ
の
点
で
表
現
主
義

は
実
存
主
義
と
結
び
付
く
）
、
「
表
現
す
る
」
と
は
、
「
表
現
す
る
勇
気
を
も
っ
て
い
る
こ
と
」
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
不
安
、
勇
気
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
き
、
「
そ
の
時
代
の
芸
術
作
品
は
、
そ
の
時
代
の
最

も
感
性
豊
か
な
人
々
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
た
実
存
的
『
窮
境
の
鏡
』
」(89-90

)

で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

 

こ
う
し
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
芸
術
論
は
、
意
味
あ
る
い
は
存
在
と
い
う
人
間
の
営
み
の
総
体
に
お
い

て
捉
え
ら
れ
た
宗
教
（
広
義
の
宗
教
）
と
の
関
わ
り
で
、
芸
術
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し

て
は
、
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
あ
ら
ゆ
る
芸
術
を
『
宗
教
』
の
観
点
か
ら
し
か
考
察
し
て
い
な
い
」
、
「
芸
術
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そ
の
も
の
と
し
て
の
独
自
性
を
な
い
が
し
ろ
に
し
て
い
る
、
と
い
う
批
判
」(91

)

が
な
さ
れ
て
き
た
。
つ

ま
り
、
パ
ー
マ
ー
ら
に
よ
る
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
芸
術
論
の
宗
教
還
元
主
義
的
傾
向
」(92

)

へ
の
批
判
で
あ
る
。

著
者
は
、
こ
の
種
の
批
判
に
も
一
定
の
妥
当
性
を
認
め
つ
つ
も
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
芸
術
論
は
基
本
的

に
「
芸
術
神
学
」
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
「
芸
術
論
の
主
旨
を
捉
え
な
お
す
方
が
建
設
的

な
議
論
で
あ
る
」(95

)
と
答
え
る
。
こ
れ
が
本
書
の
基
本
的
立
場
で
あ
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

 

以
上
が
、
本
書
の
立
論
を
支
え
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
宗
教
芸
術
論
に
つ
い
て
の
基
礎
的
考
察
の
概
観
で
あ
る
。

続
く
各
章
で
は
、
こ
の
宗
教
芸
術
論
が
有
す
る
広
範
な
射
程
の
中
よ
り
、
個
別
的
な
テ
ー
マ
が
論
究
さ
れ

る
。
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
先
行
研
究
が
存
在
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
を
宗

教
芸
術
論
と
の
連
関
で
論
じ
る
と
い
う
点
に
本
書
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
が
認
め
ら
れ
る
。 

 

「
第
四
章 

キ
リ
ス
ト
論
と
表
現
主
義
」
で
扱
わ
れ
る
の
は
、
キ
リ
ス
ト
論
と
宗
教
芸
術
論
と
の
関
連

で
あ
る
。
著
者
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
神
学
に
お
け
る
キ
リ
ス
ト
論
の
基
本
的
な
問
い
を
、
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
・

イ
マ
ギ
ニ
ス
」
「
新
し
い
存
在
」(99

)

と
い
う
点
か
ら
、
次
の
よ
う
に
論
じ
る
。
近
代
聖
書
学
の
歴
史
的

批
判
的
方
法
は
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
に
依
拠
し
た
キ
リ
ス
ト
教
信
仰
の
基
礎
を
揺
る
が
す
こ
と
に
な
る
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
問
わ
れ
た
の
は
、
「
イ
エ
ス
の
教
え
に
従
う
力
、
ま
た
神
の
国
に
対
し
て
決
断
す
る
力
が

ど
こ
か
ら
来
る
の
か
と
い
う
問
い
」(104

)

で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
、
信
仰
を
生
み
出
す
も
の
は
、

実
存
の
疎
外
の
も
と
に
あ
る
古
い
存
在
を
変
革
す
る
力
（
新
し
い
存
在
）
の
出
現
と
受
容
で
あ
り
、
こ
れ

を
媒
介
す
る
の
が
、
聖
書
テ
キ
ス
ト
に
描
か
れ
た
「
キ
リ
ス
ト
の
像
」
（
そ
の
論
理
と
し
て
の
ア
ナ
ロ
ギ

ア
・
イ
マ
ギ
ニ
ス
）
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
キ
リ
ス
ト
の
聖
書
的
像(biblical picture)
と
し
て
与
え

ら
れ
る
媒
介
は
『
新
し
い
存
在
』
の
受
容
と
そ
の
変
革
力
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
」
、
「
信
仰
は
、
具
体
的

な
聖
書
の
内
容
を
、
そ
の
経
験
的
事
実
性
の
面
で
は
保
証
で
き
な
い
が
、
キ
リ
ス
ト
と
し
て
の
イ
エ
ス
に

お
け
る
新
し
い
存
在
の
も
つ
変
革
力(transform

ing pow
er)

の
表
現
と
し
て
は
保
証
で
き
る
」(106

)

。
こ

の
「
現
実
を
変
革
す
る
力
の
表
現
と
し
て
の
『
像
』
」(106

)

と
い
う
議
論
は
、
「
『
表
現
主
義
的
』
イ
エ

ス
」(108

)

、
「
表
現
主
義
的
肖
像
」(110

)

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
キ
リ
ス
ト
論
が
宗
教

芸
術
論
と
の
密
接
な
論
理
的
連
関
（
「
思
想
形
式
の
類
似
性
」
）
の
内
に
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

 

「
第
五
章 

芸
術
表
現
と
「
愛
」
の
概
念
」
は
、
神
学
思
想
と
芸
術
論
の
連
関
を
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
愛
」

論
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
「
ア
ガ
ペ
ー
、
エ
ロ
ー
ス
、
フ
ィ
リ

ア
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
愛
の
『
種
類
』
で
は
な
く
愛
の
『
質
』
」(128

)

で
あ
る
と
の
立
場
か
ら
、
芸
術
的

創
造
に
お
い
て
働
く
プ
ラ
ト
ン
的
な
意
味
で
の
エ
ロ
ー
ス
（
「
見
る
対
象
と
の
『
結
合
』
」
と
し
て
の
愛
）

と
、
「
愛
の
基
準
」
と
し
て
の
ア
ガ
ペ
ー
と
を
、
相
互
に
区
別
し
つ
つ
も
関
連
づ
け
て
い
る
。
と
い
う
の

も
、
「
愛
が
愛
で
あ
る
に
は
、
常
に
ア
ガ
ペ
ー
の
質
と
エ
ロ
ー
ス
の
質
が
相
関
的
に
関
わ
り
合
う
動
き
が
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」(132

)

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
エ
ロ
ー
ス
と
ア
ガ
ペ
ー
と
の
関
係
は
、
エ
ロ
ー
ス
が
存

在
論
を
遂
行
す
る
情
熱
で
あ
る
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
神
学
と
哲
学
と
の
関
係
性
へ
拡
張
可
能
で
あ
り
、
そ

の
射
程
は
広
範
な
問
題
領
域
に
及
ん
で
い
る
。 

 

「
第
六
章 
「
聖
な
る
空
虚
」
と
し
て
の
教
会
建
築
」
の
テ
ー
マ
は
、
教
会
建
築
の
問
題
で
あ
る
。
建

築
論
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
「
前
川
道
郎
氏
が
簡
単
な
紹
介
を
し
て
い
る
だ
け
」(136

)

で
あ
り
、
こ
の

テ
ー
マ
を
踏
み
込
ん
で
論
じ
て
い
る
点
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
に
対
す
る
本
書
の
重
要
な
貢
献
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
。
建
築
は
、
「
空
間
」
「
環
境
」
「
世
界
」(137

)

の
分
析
を
必
要
と
し
、
「
単
な
る
芸
術

表
現
で
は
な
く
、
人
間
に
と
っ
て
有
意
義
な
空
間
を
創
造
す
る
と
い
う
具
体
的
な
目
的
」(139

)

を
有
し
て

お
り
、
こ
の
点
で
、
宗
教
芸
術
論
で
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
「
必
然
的
に
そ
の
時
代
や
文
化
の

『
状
況
』
に
向
き
合
い
、
そ
の
中
で
芸
術
表
現
を
試
み
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
『
深
み
の
次
元
』
や
『
究

極
的
リ
ア
リ
テ
ィ
』
が
表
さ
れ
る
可
能
性
が
高
い
」(141

)
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
教
会
建
築
が
「
聖
化
の

場
所
」(142

)

で
あ
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
教
会
建
築
論
は
「
サ
ク
ラ
メ
ン
ト
論
や
宗
教
的
象
徴

論
と
い
っ
た
神
学
的
問
題
と
隣
接
」(151

)

し
て
お
り
、
様
々
な
問
題
連
関
に
お
い
て
展
開
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
こ
こ
で
は
、
論
点
を
し
ぼ
っ
て
本
章
の
内
容
を
紹
介
し
た
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
教
会
建

築
に
つ
い
て
も
、
宗
教
的
表
現
力
を
喪
失
し
た
過
去
の
建
築
様
式
を
機
械
的
に
反
復
す
る
こ
と
を
強
く
批

判
す
る
（
誠
実
の
原
理
）
。
し
か
し
著
者
に
よ
れ
ば
、
教
会
建
築
の
場
合
、
「
『
誠
実
の
原
理
』
と
『
聖

化
の
原
理
』
の
間
に
は
究
極
的
な
統
一
性
が
存
在
」(144

)

し
て
お
り
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
過
去
の
様
式
全

般
の
批
判
論
に
終
始
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
で
は
、
誠
実
の
原
理
と
聖
化
の
原
理
を
現
代
に
お
い
て

統
合
し
得
る
教
会
建
築
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
つ
い
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
「
聖

な
る
空
虚
」
の
意
義
を
指
摘
す
る
。
「
聖
な
る
空
虚
」
と
は
、
「
他
の
ど
の
よ
う
な
有
限
的
形
式
に
お
い

て
も
表
現
で
き
な
い
も
の
の
現
臨
で
満
た
さ
れ
て
い
る
と
そ
こ
で
感
じ
る
よ
う
な
空
虚
」(144

)

で
あ
る

が
、
そ
れ
に
、
誠
実
の
原
理
と
聖
化
の
原
理
の
現
代
的
な
統
一
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

著
者
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
教
会
建
築
論
に
対
し
て
も
、
批
判
的
視
点
を
忘
れ
な
い
。
批
判
の
第
一
点
は
、

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
議
論
に
は
具
体
性
が
欠
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
批
判
の
第
二
点
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

議
論
が
西
欧
的
キ
リ
ス
ト
教
的
な
教
会
建
築
に
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
の
言
う
「
誠
実
の
原
理
」
か
ら
、
「
伊
勢
神
宮
の
式
年
遷
宮
な
ど
」(153

)

に
つ
い
て
の
理
解
は
困
難
で

あ
る
と
、
指
摘
さ
れ
る
。 

 

「
第
七
章 

宗
教
芸
術
批
判
と
キ
ッ
チ
ュ
の
美
学
」
で
は
、
「
キ
ッ
チ
ュ
」
（
「
低
俗
・
悪
趣
味
・
安

っ
ぽ
さ
・
紋
切
り
型
・
過
度
な
情
緒
性
」
）
と
い
う
レ
ッ
テ
ル
の
も
と
で
、
現
在
広
く
見
ら
れ
る
「
キ
ッ

チ
ュ
」
批
判
を
、
関
連
研
究
を
参
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
批
判
的
に
検
証
し
、
そ
の
上
で
、
過
去
の
宗
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教
芸
術
の
様
式
を
反
復
す
る
だ
け
の
「
宗
教
芸
術
」
（
「
非
宗
教
的
様
式
─
宗
教
的
内
容
」
類
型
）
に
対

す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
批
判
に
つ
い
て
も
検
討
を
加
え
る
こ
と
が
目
指
さ
れ
る
。
著
者
は
、
キ
ッ
チ
ュ
批
判

と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
る
批
判
と
が
、
「
過
度
な
セ
ン
チ
メ
ン
タ
リ
ズ
ム
」
と
「
パ
ラ
サ
イ
ト
的
性
格
」
に

対
す
る
批
判
と
い
う
点
で
類
似
す
る
こ
と
を
説
得
的
に
示
し
た
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
張
に
は
一
定
の
論

拠
が
あ
る
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
「
そ
う
し
た
も
の
を
十
把
一
か
ら
げ
に
『
非
宗
教
的
』
と
全
否
定
し
て

し
ま
う
こ
と
」(173

)

は
偏
狭
で
あ
り
再
考
を
要
す
る
、
と
指
摘
す
る
。
「
『
キ
ッ
チ
ュ
』
と
さ
れ
る
宗
教

画
も
、
積
極
的
な
肯
定
は
で
き
な
い
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
の
窮
境
に
対
す
る
カ
ウ
ン
タ
ー
バ
ラ

ン
ス
と
し
て
、
あ
る
程
度
そ
の
意
義
を
認
め
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
」(172

)

と
の
著
者

の
見
解
は
、
傾
聴
に
値
す
る
。 

 

「
終
章
」
は
、
こ
れ
ま
で
の
議
論
を
総
括
し
つ
つ
、
今
後
の
研
究
を
展
望
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
、
以
上
の
概
観
で
は
紹
介
で
き
な
か
っ
た
論
点
と
し
て
、
次
の
議
論
を
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
著
者

は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
、
「
芸
術
を
『
創
造
』
す
る
側
の
視
点
と
『
受
容
』
す
る
側
の
視
点
と
が
曖

昧
に
混
ざ
り
合
っ
た
ま
ま
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」(177

)

こ
と
、
つ
ま
り
、
芸
術
作
品
の

宗
教
性
が
問
わ
れ
る
の
は
、
芸
術
家
な
の
か
、
鑑
賞
者
な
の
か
と
い
う
点
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
で
は
曖
昧
で

あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
芸
術
作
品
に
限
ら
ず
、
解
釈
学
全

般
に
及
ぶ
重
要
な
問
題
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
本
書
で
論
じ
ら
れ
た
範
囲
に
お
け
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
そ
の

解
答
を
求
め
る
べ
き
も
の
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
読
者
・
研
究
者
の
側
に
課
せ
ら
れ
た

課
題
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。 

 

以
上
の
概
観
に
よ
っ
て
、
本
書
の
特
徴
と
そ
の
優
れ
た
成
果
に
つ
い
て
は
十
分
ご
理
解
い
た
だ
け
る
も

の
と
思
う
が
、
最
後
に
、
本
書
に
つ
い
て
の
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
と
今
後
に
残
さ
れ
た
課
題
に
つ
い
て
、

可
能
な
範
囲
で
指
摘
し
た
い
。 

 

冒
頭
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
本
書
は
、
と
き
ど
き
に
書
か
れ
た
論
文
を
収
録
し
た
論
文
集
で
は
な
く
、

学
位
請
求
論
文
が
も
と
に
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。
学
位
論
文
と
は
、
練
り
上
げ
ら
れ
た
統
一
的
な
構
想
に

基
づ
く
一
つ
の
論
文
で
あ
り
、
序
論
か
ら
第
三
章
ま
で
の
本
書
前
半
は
ま
さ
に
よ
く
考
え
ら
れ
た
構
成
と

評
価
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
点
で
気
に
な
る
の
は
、
後
半
の
議
論
と
前
半
の
議
論
と
の
連
関
が
不
明
瞭

な
こ
と
と
、
後
半
の
構
成
の
粗
さ
で
あ
る
─
─
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
後
半
だ
け
の
問
題
で
は
な
く
、
た
と

え
ば
、
第
二
章
で
な
さ
れ
る
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
へ
の
詳
し
い
論
及
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
つ
い
て
の
分
析
と
有
機

的
に
つ
な
が
っ
て
い
な
い
─
─
。
後
半
に
お
い
て
、
個
別
的
な
諸
テ
ー
マ
が
相
互
の
関
連
づ
け
な
し
に
並

べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
は
、
書
評
者
の
み
の
印
象
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
キ
リ
ス
ト
論
、
愛
論
、
建
築

論
の
い
ず
れ
に
関
し
て
も
、
問
題
提
起
の
レ
ベ
ル
（
試
論
的
？
）
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
物
足
り
な
い
。
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た
と
え
ば
、
芸
術
論
と
密
接
に
関
わ
る
宗
教
的
象
徴
論
に
つ
い
て
は
、
確
か
に
一
定
の
言
及
が
な
さ
れ
て

は
い
る
も
の
の
、
あ
ま
り
に
も
簡
略
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
芸
術
論
と
時
代
状
況
論
（
一
九
二
六
年
の
『
現

在
の
宗
教
的
状
況
』
や
四
五
年
の
「
世
界
状
況
」
な
ど
）
と
の
連
関
に
つ
い
て
も
、
踏
む
込
ん
だ
議
論
が

な
さ
れ
て
い
な
い
点
が
惜
し
ま
れ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
時
代
状
況
論
や
大
衆
論
の
文
脈
で
展
開
す
る
芸
術

論
は
、
本
書
第
七
章
の
「
キ
ッ
チ
ュ
の
美
学
」
に
対
し
て
、
芸
術
を
め
ぐ
る
前
衛
（
前
衛
的
芸
術
）
と
大

衆
（
大
衆
文
化
）
と
の
関
わ
り
と
い
う
観
点
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
可
能
に
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
、
今
後
追
求
す
べ
き
研
究
課
題
と
言
え
る
。 

 

以
上
の
論
点
以
外
に
、
今
後
に
残
さ
れ
た
重
要
な
課
題
と
し
て
と
く
に
指
摘
し
た
い
の
は
、
テ
ィ
リ
ッ

ヒ
の
芸
術
論
を
哲
学
思
想
、
と
く
に
、
同
時
代
や
前
後
の
時
代
の
思
想
史
的
連
関
の
内
に
位
置
付
け
、
そ

の
意
義
を
論
じ
る
と
い
う
作
業
で
あ
る
。
終
章
で
著
者
自
身
、
「
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
『
表
現
』
の
理

念
は
、
狭
い
意
味
で
の
芸
術
論
に
限
定
さ
れ
な
い
範
囲
で
、
例
え
ば
フ
ッ
サ
ー
ル
や
デ
ィ
ル
タ
イ
な
ど
と

の
関
わ
り
か
ら
問
い
な
お
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
」(179

)

と
述
べ
て
い
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の

宗
教
思
想
は
、
芸
術
論
を
含
め
て
、
同
時
代
の
哲
学
思
想
の
文
脈
で
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
カ
ー
ル

・
バ
ル
ト
や
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
に
も
言
及
し
た
、
フ
ェ
ル
マ
ン
『
現
象
学
と
表
現
主
義
』
（
岩
波
書
店
）
な

ど
は
、
当
然
参
照
す
べ
き
文
献
で
あ
り
、
本
書
を
基
盤
に
し
て
、
哲
学
思
想
と
の
関
わ
り
に
研
究
を
進
め

る
こ
と
が
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
哲
学
思
想
を
視
野
に
入
れ
る
こ
と
の
必
要
性
は
、
同
時
代
か
ら
時
代

を
遡
る
仕
方
で
も
指
摘
で
き
る
。
本
書
で
説
得
的
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
芸
術
論
は
、

作
品
の
宗
教
性
・
芸
術
性
を
論
じ
る
視
点
を
「
美
」
か
ら
「
表
現
性
」
へ
転
換
し
た
こ
と
に
、
そ
の
特
徴

が
あ
る
。
こ
れ
は
、
近
現
代
の
思
想
状
況
で
、
宗
教
芸
術
を
論
じ
る
際
の
決
定
的
な
問
題
で
あ
り
、
カ
ン

ト
以
降
の
美
学
思
想
の
展
開
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
、
そ
の
意
義
が
論
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。 

 

今
後
、
本
書
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
豊
か
な
思
想
研
究
の
地
平
に
お
い
て
、
著
者
が
さ
ら
に
研
究

を
押
し
進
め
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。 


