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あ
る
方
向
性
を
明
確
に
築
い
て
い
た
よ
う
に
み
え
た
。
し
か
し
、
彼
ら
が

や
ろ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
私
自
身
の
中
で
消
化
さ
れ
る
ま
で
に
は
少
し

時
間
を
要
し
た
よ
う
に
思
う
。
な
に
ぶ
ん
に
も
、
私
自
身
は
政
治
学
出
身

で
、
文
学
部
の
既
存
の
デ
ィ
シ
プ
リ
ン
の
よ
う
な
も
の
の
姿
を
十
分
に
理

解
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
た
だ
、
文
化
資
源
学
が
追
究
し
よ
う

と
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
人
文
系
で
あ
ろ
う
が
、
社
会
系
で
あ
ろ
う
が
そ

れ
ほ
ど
違
い
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
気
づ
い
た
の
も
最
近

で
あ
る
し
、
そ
れ
を
私
な
り
に
追
求
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
実
感
で
き

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
こ
こ
数
年
の
こ
と
で
あ
る
。

　

文
化
資
源
学
研
究
専
攻
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は
、
こ
の
専
攻
の
目
標
と

し
て
「
人
間
が
生
み
出
す
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
を
、
既
成
の
観
念
や
既
存
の

制
度
に
と
ら
わ
れ
ず
、「
こ
と
ば
」
と
「
お
と
」
と
「
か
た
ち
」
を
手
掛

　

私
が
、
文
化
資
源
学
研
究
専
攻
と
い
う
大
学
院
の
専
攻
に
赴
任
し
た
の

は
二
〇
〇
四
年
で
あ
り
、
ち
ょ
う
ど
一
〇
年
を
経
過
し
た
。
文
化
資
源
学

研
究
専
攻
は
、
東
京
大
学
文
学
部
の
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
の
独
立

専
攻
の
一
つ
で
あ
り
、
二
〇
〇
〇
年
に
開
設
さ
れ
た
、
人
文
社
会
系
研
究

科
の
中
で
は
新
し
い
専
攻
の
一
つ
で
あ
る
。
当
時
、
文
化
資
源
学
研
究
専

攻
は
文
化
経
営
学
コ
ー
ス
、
形
態
資
料
学
コ
ー
ス
、
そ
し
て
文
字
資
料
学

コ
ー
ス
（
文
献
学
、
文
書
学
）
と
い
う
三
コ
ー
ス
で
組
織
さ
れ
て
お
り
、

二
〇
一
五
年
度
か
ら
、
後
者
の
二
つ
の
コ
ー
ス
を
文
化
資
源
学
コ
ー
ス
に

合
体
す
る
と
い
う
改
組
を
行
っ
た
。

　

文
化
経
営
学
コ
ー
ス
に
赴
任
し
た
私
は
、
正
直
文
化
資
源
学
と
い
う
こ

と
が
当
時
は
よ
く
理
解
で
き
な
い
ま
ま
、
研
究
・
教
育
に
携
わ
る
こ
と
に

な
っ
た
。
私
以
外
の
教
員
は
皆
、
文
化
資
源
学
と
い
う
も
の
を
指
向
し
、
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実
際
、
国
や
地
方
自
治
体
の
行
政
文
書
の
中
に
「
文
化
資
源
」
と
い
う

言
葉
が
普
通
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
の
も
、
私
が
研
究
教
育
に

携
わ
っ
て
き
た
年
月
に
併
走
し
て
き
た
よ
う
に
思
う
。
行
政
内
で
一
般
化

す
る
の
は
最
近
の
こ
と
で
あ
る
が
、
地
方
自
治
体
の
文
化
行
政
関
連
の
キ

ー
ワ
ー
ド
と
し
て
文
化
資
源
が
最
初
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、

お
そ
ら
く
一
九
九
〇
年
に
首
都
圏
文
化
行
政
研
究
会
が
発
行
し
た
『
新
編

文
化
行
政
の
手
引
き
〜
文
化
行
政
は
人
々
の
楽
し
み
を
つ
く
る
こ
と
が
で

き
る
か
？
』（
一
九
九
〇
年
、
公
人
の
友
社
）
の
中
で
は
な
い
か
と
思
う
。

先
進
的
な
地
方
自
治
体
で
文
化
行
政
へ
の
取
り
組
み
が
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
が
一
九
七
〇
年
代
の
半
ば
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
一
九

九
〇
年
は
文
化
行
政
が
地
方
自
治
体
の
行
政
施
策
の
カ
タ
ロ
グ
に
定
着
し

て
き
た
時
代
と
い
え
る
。
実
際
に
、
一
九
七
五
年
は
、
文
化
財
保
護
法
に

お
い
て
伝
統
的
建
造
物
群
保
存
地
区
と
い
う
制
度
が
追
加
さ
れ
、
経
済
的

な
発
展
か
ら
は
取
り
残
さ
れ
た
が
、
文
化
的
に
価
値
が
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
全
国
各
地
に
残
る
町
並
み
の
保
存
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
全
国

の
地
方
自
治
体
が
美
術
館
や
文
化
ホ
ー
ル
を
建
設
し
出
す
時
代
が
そ
の
後

に
続
く
。
そ
れ
か
ら
後
の
一
九
九
〇
年
代
当
時
、
地
方
自
治
体
は
文
化
に

は
注
目
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
誰
が
発
掘
し
て
活
用
し
て

い
く
の
か
と
い
う
視
点
に
は
ま
だ
欠
け
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

そ
の
中
で
、「
文
化
行
政
は
人
々
の
楽
し
み
を
つ
く
る
こ
と
が
で
き
る

か
？
」
と
い
う
逆
説
的
と
も
言
え
る
問
い
は
、
そ
の
後
に
展
開
さ
れ
る
ハ

か
り
に
、
根
源
に
立
ち
返
っ
て
見
直
そ
う
と
す
る
姿
勢
か
ら
生
ま
れ
ま
し

た
。
多
様
な
観
点
か
ら
文
化
を
と
ら
え
直
し
、
新
た
な
価
値
を
発
見
・
再

評
価
し
、
そ
れ
ら
を
活
か
し
た
よ
り
よ
い
社
会
の
実
現
を
め
ざ
す
方
法
を

研
究
・
開
発
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
」
と
あ
る
。
私
自
身
は
、
後
半
の

「
そ
れ
ら
を
活
か
し
た
よ
り
よ
い
社
会
の
実
現
を
め
ざ
す
方
法
」
を
検
討

す
る
文
化
経
営
学
コ
ー
ス
に
属
し
て
い
る
。
そ
も
そ
も
私
自
身
は
、
文
化

政
策
や
文
化
行
政
の
理
論
や
制
度
に
つ
い
て
研
究
・
教
育
を
行
っ
て
き
た
。

こ
の
よ
う
な
研
究
を
文
献
や
海
外
と
の
比
較
研
究
に
よ
っ
て
行
っ
て
き
た

わ
け
だ
が
、
十
五
年
ほ
ど
前
か
ら
地
方
自
治
体
の
文
化
政
策
を
立
案
し
た

り
、
執
行
す
る
た
め
の
計
画
づ
く
り
に
携
わ
る
こ
と
が
多
く
な
っ
て
き
た
。

　

私
自
身
が
、
地
方
自
治
体
と
関
わ
る
際
に
大
事
に
し
て
い
る
事
柄
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
文
化
は
誰
の
も
の
か
、
誰
が
作
り
出
し
て
き
た
か
と
い
う

視
点
で
あ
り
、
も
う
少
し
明
確
に
書
け
ば
、
文
化
を
作
り
だ
し
て
き
た
の

は
そ
れ
を
護
る
（
決
し
て
保
守
的
な
意
味
合
い
だ
け
で
は
な
い
）
努
力
を

し
て
き
た
人
や
、
そ
の
地
域
に
住
む
人
々
で
あ
り
、
決
し
て
行
政
で
は
な

い
と
い
う
視
点
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
地
方
自
治
体
と
仕
事
を
す
る
場
合

も
、「
既
存
の
」
行
政
主
導
の
、
上
か
ら
認
め
さ
せ
る
た
め
だ
け
の
条

例
・
計
画
づ
く
り
に
は
関
心
は
な
か
っ
た
。
そ
の
地
域
の
文
化
を
根
源
か

ら
問
い
直
し
、
そ
れ
ら
の
担
い
手
と
行
政
の
役
割
を
認
め
な
が
ら
、
文
化

政
策
や
文
化
行
政
を
行
お
う
と
す
る
地
方
自
治
体
に
協
力
を
し
て
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
決
し
て
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
。
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か
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
気
に
な
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
様
々
な
地
方

自
治
体
に
関
わ
ら
せ
て
も
ら
う
中
で
、
各
地
域
の
、
発
見
さ
れ
て
い
な
い

資
源
、
あ
る
い
は
雰
囲
気
の
存
在
と
い
っ
て
も
よ
い
。「
発
見
さ
れ
て
い

な
い
」
と
い
う
の
は
、
地
域
の
人
た
ち
に
発
見
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ

り
、
あ
ま
り
当
た
り
前
す
ぎ
て
意
識
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
ら
を
彼
ら
は
「
文
化
」
と
称
す
る
こ
と
に
も
首
を
か
し
げ
る

よ
う
な
こ
と
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
し

な
い
限
り
は
、
地
域
の
文
化
振
興
の
方
針
や
計
画
は
作
る
こ
と
は
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
を
強
く
思
う
よ
う
に
な
っ
た
。
考
え
て
み
る
と
至
極
当
た

り
前
の
こ
と
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
行
政
と
一
緒
に
行
う
と
い
う
こ
と

は
、
実
は
と
て
も
困
難
を
伴
う
作
業
な
の
で
あ
る
。

　

行
政
機
関
と
い
う
の
は
基
本
的
に
、
法
律
の
枠
組
み
の
中
で
方
針
や
計

画
を
策
定
し
て
い
く
。
組
織
に
つ
い
て
も
、
同
様
で
あ
る
。
枠
組
み
を
超

え
る
思
考
と
い
う
の
が
苦
手
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
文
化
と
い
う
領
域
一

つ
と
っ
て
も
、
文
化
財
保
護
に
つ
い
て
は
、
主
に
教
育
委
員
会
で
文
化
財

保
護
法
の
枠
組
み
の
中
で
行
政
実
務
を
執
行
し
て
い
く
の
が
基
本
で
あ
る
。

文
化
芸
術
振
興
基
本
法
と
い
う
法
律
が
二
〇
〇
一
年
に
制
定
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
法
律
に
お
い
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
政
策
用
語
の
「
文
化
芸
術
」
は
、

決
し
て
狭
い
内
容
で
は
な
く
、
条
文
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
、
芸
術
、
メ
デ
ィ

ア
芸
術
、
伝
統
芸
能
、
芸
能
、
生
活
文
化
、
国
民
娯
楽
、
出
版
物
、
文
化

財
、
地
域
に
お
け
る
文
化
芸
術
、
と
あ
り
、
個
別
の
条
文
に
お
い
て
は
、

コ
モ
ノ
と
行
政
批
判
と
と
も
に
、
文
化
行
政
の
在
り
方
自
体
を
問
い
直
す

契
機
に
な
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
地
域
の
文
化
を
発
掘
し
、
活
用

し
て
い
く
の
は
行
政
で
は
な
く
、
地
域
に
住
ん
で
い
る
住
民
、
あ
る
い
は

市
民
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
市
民
参
加
、
市
民
参
画
、
市
民
協

働
等
々
、
様
々
な
言
い
回
し
で
市
民
と
行
政
と
の
関
係
を
構
築
し
よ
う
と

試
み
て
き
た
。

　

文
化
ホ
ー
ル
で
市
民
参
加
型
の
ミ
ュ
ー
ジ
カ
ル
や
オ
ペ
ラ
を
や
っ
て
み

た
り
、
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
の
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
活
動
を
通
じ
て
新
た
な
ボ
ラ

ン
テ
ィ
ア
概
念
を
市
民
参
画
と
い
う
言
葉
に
変
換
さ
せ
て
い
っ
た
り
、
と

い
う
動
き
が
あ
る
中
で
、
徐
々
に
市
民
と
行
政
と
の
関
係
も
変
化
し
て
き

た
の
は
間
違
い
な
い
。
文
化
振
興
や
文
化
行
政
と
い
う
場
合
に
、
い
わ
ゆ

る
既
存
の
芸
術
文
化
ジ
ャ
ン
ル
と
結
び
つ
い
て
語
ら
れ
て
き
た
し
、
そ
の

枠
組
み
の
中
で
の
実
践
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
。
そ
こ
で
改
め
て
気
づ
か

さ
れ
た
の
が
、
芸
術
文
化
と
い
わ
ゆ
る
生
活
文
化
の
違
い
で
あ
る
。
日
本

に
お
い
て
、
か
つ
て
生
活
文
化
と
い
え
ば
、
日
常
の
生
活
の
中
に
息
づ
い

て
き
た
お
茶
や
お
花
、
そ
し
て
掛
け
軸
を
変
え
る
な
ど
の
、
習
慣
や
風
習

に
根
付
い
た
も
の
と
理
解
さ
れ
て
き
て
い
た
が
、
そ
の
よ
う
な
か
つ
て
の

生
活
文
化
は
、
む
し
ろ
芸
術
文
化
の
領
域
へ
と
変
化
し
て
、
現
在
の
生
活

文
化
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い
状
況
の
よ
う
に
思
え
て
き
た
。
地
域
に
よ
っ

て
異
な
る
、
現
代
の
生
活
文
化
と
は
何
な
の
か
。
も
う
少
し
言
い
方
を
変

え
れ
ば
、
地
域
に
根
ざ
し
た
地
域
文
化
と
い
っ
た
も
の
は
あ
る
の
だ
ろ
う
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て
い
る
も
の
を
、
誰
が
行
っ
て
も
原
則
公
平
平
等
を
追
求
し
て
い
け
る
よ

う
に
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
そ
の
特
性
が
あ
り
、
個
別
の
問
題
に
対
処
す

る
の
が
苦
手
で
あ
る
。
文
化
の
領
域
は
、
そ
の
個
別
の
問
題
に
入
り
込
ん

で
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
二
〜
三
年
ご
と
の
異
動
が
通
例
の
行
政

の
人
事
の
中
で
は
実
践
し
に
く
い
領
域
で
あ
る
。
そ
こ
で
重
要
に
な
る
の

が
、
住
民
の
力
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
事
異
動
で
変
わ
っ
て
い
く
公
務

員
の
担
当
と
異
な
り
、
こ
の
地
域
の
住
民
で
あ
る
と
い
う
意
識
の
高
い
人

は
、
そ
う
そ
う
に
そ
こ
か
ら
離
れ
ら
れ
な
い
。
彼
ら
の
方
が
よ
ほ
ど
地
域

の
こ
と
に
真
剣
だ
し
、
文
化
の
事
細
か
い
情
報
ま
で
知
っ
て
い
る
。
と
こ

ろ
が
こ
れ
ら
の
住
民
と
つ
き
あ
う
の
が
比
較
的
苦
手
な
の
も
公
務
員
の
特

質
で
あ
る
。
先
に
も
書
い
た
よ
う
に
、
公
務
員
は
公
平
平
等
を
原
則
と
し

て
お
り
、
一
人
に
優
れ
た
住
民
の
人
か
ら
の
情
報
に
あ
ま
り
に
左
右
さ
れ

る
の
は
、
な
に
や
ら
よ
く
な
い
と
考
え
る
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
を
改
め
て
確
認
し
た
上
で
、
そ
の
地
域
の
資
源
た
り

う
る
文
化
は
何
か
、
そ
し
て
そ
れ
を
活
用
し
て
い
く
た
め
に
住
民
の
力
を

最
大
限
発
揮
で
き
る
よ
う
に
す
る
環
境
と
は
何
か
、
そ
こ
で
の
行
政
の
役

割
（
行
政
の
変
容
も
含
む
）
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
続
け
て
き
た

と
い
う
の
が
私
の
文
化
資
源
学
と
い
う
取
り
組
み
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
し
て
こ
こ
ま
で
い
く
つ
か
の
地
方
自
治
体
に
関
わ
っ
て
見
え
て
き
た
こ

と
は
、
都
市
部
で
あ
ろ
う
と
中
山
間
地
域
で
あ
ろ
う
と
文
化
に
関
連
し
て

抱
え
て
い
る
問
題
は
似
た
も
の
が
出
て
く
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
は
異

よ
り
詳
細
な
ジ
ャ
ン
ル
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、「
芸
術
」
の
条

文
の
第
八
条
に
お
い
て
は
、「
文
学
、
音
楽
、
美
術
、
写
真
、
演
劇
、
舞

踊
、
そ
の
他
の
芸
術
」
と
な
っ
て
い
る
し
、「
伝
統
芸
能
」
の
第
一
〇
条

は
、「
雅
楽
、
能
楽
、
文
楽
、
歌
舞
伎
そ
の
他
の
我
が
国
古
来
の
伝
統
的

な
芸
能
」
と
あ
り
無
形
の
文
化
的
活
動
で
固
有
性
を
獲
得
し
た
ジ
ャ
ン
ル

が
並
べ
ら
れ
て
お
り
、
そ
う
か
と
思
え
ば
「
芸
能
」（
第
一
一
条
）
は

「
講
談
、
落
語
、
浪
曲
、
漫
談
、
漫
才
、
歌
唱
、
そ
の
他
の
芸
能
」
と
な

っ
て
い
る
。
芸
能
と
伝
統
芸
能
を
分
け
る
の
は
、「
我
が
国
古
来
の
」
と

い
う
と
こ
ろ
に
な
る
わ
け
だ
が
、「
古
来
」
と
は
い
つ
か
ら
の
こ
と
で
あ

ろ
う
か
、
等
々
。
複
雑
極
ま
り
な
い
「
文
化
芸
術
」
の
ジ
ャ
ン
ル
を
目
の

前
に
し
て
、
地
方
自
治
体
は
、「
基
本
理
念
に
の
っ
と
り
、
文
化
芸
術
の

振
興
に
関
し
、
国
と
の
連
携
を
図
り
つ
つ
、
自
主
的
か
つ
主
体
的
に
、
そ

の
地
域
の
特
性
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
、
及
び
実
施
す
る
責
務
を
有
す

る
」（
第
四
条
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
に
関
わ
れ
ば

よ
い
の
か
実
際
の
と
こ
ろ
わ
か
ら
な
い
と
考
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
ま

た
、
一
般
的
な
法
の
文
言
に
加
え
て
、
や
っ
か
い
な
の
が
、「
地
域
の
特

性
」
を
知
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
ほ
ど
の
こ
と
が
な
い
限
り
取
り
組

み
た
く
な
い
の
が
文
化
行
政
と
い
う
政
策
領
域
な
の
で
は
な
い
か
、
と
思

わ
せ
る
困
難
さ
が
、
こ
の
法
律
の
中
に
は
含
ま
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ

る
。

　

行
政
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
法
体
系
に
よ
っ
て
マ
ニ
ュ
ア
ル
化
さ
れ



41　　私の文化資源学という取り組み

ら
方
法
を
試
せ
る
か
、
そ
れ
が
私
自
身
の
課
題
な
の
だ
と
思
っ
て
い
る
。

な
る
の
で
解
決
方
法
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ど
こ
ま
で
こ
れ
か
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