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「様
式
」

3
2
)
と
は

グ
1
テ
の
芸
術
論
を
構
成
し
て
い
る
も
っ
と
も
重
要
な
要
素
の
一
つ
で
あ
る
と
と
も
に
、

お
よ
そ
芸

術
家
も
し
く
は
人
間
グ
l
テ
の
存
在
様
式
そ
の
も
の
を
象
徴
し
て
い
る
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。
様
式
と
い
う
言
葉
が
こ
の
よ
う
な
合

み
を
も
っ
て
最
初
に
現
わ
れ
る
の
は
、
グ
l
テ
が
イ
タ
リ
イ
旅
行
よ
り
の
帰
国
の
翌
年
に
発
表
し
た
「
自
然
の
単
純
な
模
倣
、
手
法
、

様
式
」

(
一
七
八
九
年
)
に
お
い
て
で
あ
る
。

(
1
)
 

始
ま
っ
て
い
る
。
」
と
グ
1
テ
は
言
っ
た
。
様
式
と
は
、

「
私
が
ロ

i
マ
に
足
を
踏
み
入
れ
た
そ
の
日
か
ら
、
第
二
の
誕
生
日
、
真
の
再
生
が

い
わ
ば
イ
夕
刊
ノイ
に
お
い
て
誕
生
し
た
古
典
主
義
グ
!
テ
の
新
ら
し
い
芸

術
的
境
地
を
披
露
す
る
も
の
で
あ
っ
た
が
、

そ
れ
は
ま
た
同
時
に
、

乙
の
の
ち
一
八

O
五
年
頃
ま
で
に
V
ラ
ー
と
の
協
力
の
も
と
に

次
々
と
発
表
さ
れ
た
彼
の
い
く
つ
か
の
芸
術
論
文
の
根
本
方
向
を
打
ち
出
す
も
の
と
も
な
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て
、
様
式
と
い
う
言
葉
を
、
わ
れ
わ
れ
は
ふ
つ
う
二
つ
の
意
味
で
用
い
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
そ
の
一
つ
は
、
た
と
え
ば
「
バ

ロ
ッ
ク
様
式
と
ロ
コ
コ
様
式
と
の
相
違
点
と
類
似
点
」
と
い
う
よ
う
な
時
で
、
作
品
に
見
ら
れ
る
形
式
と
か
型
と
か
を
念
頭
に
お
く

つ
ま
り
ζ

乙
で
は
様
式
が
類
型
概
念
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
。
グ
ェ
ル
フ
リ

ン
か
ら
v
v
ι

ト
3
ッ
ヒ
に
至
る
ま
で

場
合
で
あ
る
。

ゲ
ー
テ
の
「
様
式
」
の
概
念
に
つ
い
て



限 の
二
十
世
紀
初
頭
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
様
式
史
な
い
し
は
類
型
史
な
る
も
の
が
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
的
と
パ
ロ

y
ク
的
」

「
古
典
的
と
ロ
マ
ン
的
」
な
ど
の
対
立
概
念
に
も
と
づ
い
て
(
そ
も
そ
も
と
の
よ
う
な
方
法
は

νラ
l
の
「
素
朴
的
と
感
傷
的

「
完
成
と
無

と
い
う
分
け
方
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
が
)
作
品
を
把
握
し
、
解
釈
し
て
行
っ
た
時
に
も
、
明
ら
か
に
と
の
よ
う
な
様
式
の
類
型

概
念
が
強
く
表
面
に
出
さ
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
様
式
と
い
う
言
葉
に
は
同
時
に
、
あ
る
価
値
概
念
も
含
ま

れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
が
「
現
代
建
築
に
は
様
式
が
な
い
」
と
か
、

「
と
の
作
家
は
ま
だ
様
式
を
把
握
し
て
い
な
い
」
と

か
一
一
一
口
う
場
合
で
あ
る
。
と
の
二
つ
の
概
念
は
決
し
て
切
り
離
し
得
る
も
の
で
は
な
い
が
、

「
様
式
」
と
言
わ
れ
る
と
き
、

乙
の
二
つ

の
意
味
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
ア
ク
セ
ン
ト
が
置
か
れ
て
使
わ
れ
て
い
る
ζ

と
は
事
実
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
見
方
を
す
れ
ば
、
グ
l
テ
が
様
式
と
は
芸
術
の
達
し
う
る
「
最
高
の
段
階
」
で
あ
る
と
す
る
と
き
、
彼
が
そ
れ
を
い

わ
ば
価
値
概
念
と
し
て
把
え
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
一
一
重
の
意
味
に
お
い
て
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

そ
も
そ
も
様
式
の
語
は
ラ
テ
ン
語
に
お
い
て
石
筆
も
し
く
は
書
体
(
書
き
方
)
を
意
味
す
る

ω同
-Z∞
と
い
う
言
葉
か
ら
由
来
す
る

の
で
あ
る
が
、
書
体
と
は
警
か
れ
た
作
品
に
現
わ
れ
る
形
態
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
く
ま
で
も
書
く
人
の
(
書
き
方
と
い
う
と
と
を

通
し
て
現
わ
れ
る
)
主
体
的
な
あ
り
方
を
反
映
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
グ
l
テ
の
場
合
、
様
式
と
は
作
品
を
価
値
づ
け
る

い
か
に
作
者
の
あ
り
方
が
作
品
を
通
し
て
正
し
く
表
現
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
作
者
に

も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、

対
す
る
価
値
評
価
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
作
品
と
は
決
し
て
創
造
的
主
体
か
ら
切
り
離
し
て
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
グ
l
テ

は
晩
年

コ
遍
歴
時
代
」
に
お
い
て
「
人
聞
の
仕
遂
げ
る
こ
と
は
第
二
の
自
己
と
し
て
彼
か
ら
分
け
ら
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
し
て

第
一
の
自
己
が
第
二
の
自
己
に
よ
っ
て
完
全
に
震
か
れ
て
い
な
か
っ
た
ら
、

そ
れ
は
ど
う
し
て
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
」

(
第
一
巻
第

四
章
)
と
語
っ
て
い
る
が

「
第
二
の
自
己
」
と
は
す
で
に
作
品
と
し
て
独
立
し
た
形
姿
で
は
あ
る
が
、
依
然
と
し
て
、

そ
れ
を
象
徴
す
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
作
品
の
う
ち
に
い
か
に
正
し
く
自
己
の
あ
り
方
が
表
現
さ
れ
て

「
第
一
の

自
己
」
を
反
映
し
、



い
る
か
と
い
う
ζ

と
を
裏
返
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
、
作
者
が
い
か
に
正
し
く
作
品
の
対
象
を
把
握
し
て
い
る
か
と
い
う
と
と
に
な

る
。
つ
ま
り
芸
術
家
の
事
物
に
対
す
る
認
識
そ
の
も
の
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。
グ
l
テ
が
様
式
を
、
単
純
な
模
倣
や
手
法
に
対

比
さ
せ
て
、

「
認
識
の
も
っ
と
も
深
い
根
底
」
に
立
つ
「
物
の
本
質
」
を
把
握
す
る
法
で
あ
る
と
す
る
の
は
、
ま
さ
し
く
こ
の
理
由

に
も
と
づ
く
。
彼
が
様
式
に
お
い
て
問
題
と
す
る
の
は
、
何
よ
り
も
先
ず
と
の
よ
う
な
意
味
で
の
芸
術
家
の
あ
り
方
で
あ
っ
た
。

一
七
九
八
年
に
書
か
れ
た
「
デ
イ
ド
ロ
!
の
絵
画
試
論
」
は
、
モ
ル
フ
オ
ロ
ギ
イ
や
色
彩
論
な
ど
の
自
然
研
究
に
よ
っ
て
さ
ら
に

深
め
ら
れ
た
グ
l
テ
の
芸
術
観
を
示
す
も
の
で
あ
る
が
、
乙
乙
で
は
様
式
が
よ
り
高
い
、
し
か
も
よ
り
根
源
的
な
次
元
に
お
い
て
把

え
ら
れ
て
い
る
。
以
下
そ
の
一
文
を
引
用
し
て
み
よ
う
。

「
わ
れ
わ
れ
は
真
正
な
る
方
法
の
成
果
を
手
法
と
対
立
さ
せ
て
様
式
と
名

付
け
る
。
様
式
と
は
個
性
を
お
よ
そ
種
属
が
到
達
し
得
る
最
高
の
と
と
ろ
に
ま
で
昂
め
る
。
し
た
が
っ
て
あ
ら
ゆ
る
偉
大
な
芸
術
家

は
そ
の
も
っ
と
も
優
れ
た
作
品
に
お
い
て
互
い
に
接
近
す
る
。
た
と
え
ば
ラ
フ
ァ
エ
ル
が
も
っ
と
も
見
事
な
出
来
栄
え
の
仕
事
を
し

た
場
合
に
、

テ
ィ
チ
ア
ン
と
同
じ
彩
色
を
示
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
乙
れ
に
反
し
て
手
法
は
、
も
し
乙
う
言
っ
て
も
よ
け
れ
ば
、

個
性
を
さ
ら
に
個
性
化
す
る
。
自
己
の
衝
動
と
か
傾
向
に
た
え
ず
依
存
す
る
人
聞
は
ま
す
ま
す
全
体
の
統
一
か
ら
、
い
や
そ
れ
ど
こ

ろ
か
お
そ
ら
く
彼
と
類
似
し
た
考
え
を
持
ち
得
る
で
あ
ろ
う
人
々
か
ら
も
遠
ざ
か
っ
て
行
く
。
彼
は
人
類
に
対
し
て
何
ら
か
の
要
求

こ
の
よ
う
に
自
分
自
身
を
人
々
か
ら
引
き
離
し
て
行
く
の
で
あ
る
。

ζ

れ
は
芸
術
的
な
も
の
に
つ
い
て
と

同
じ
く
倫
理
的
な
も
の
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
。
な
ぜ
な
ら
あ
ら
ゆ
る
人
聞
の
行
為
は
一
つ
の
源
泉
か
ら
流
れ
出
る
も
の
で
あ
る
以

(
2
一

上
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て
の
派
生
的
な
も
の
に
お
い
て
も
同
一
な
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
」
非
常
に
含
蓄
の
あ
る
、
す
で
に
晩
年
グ
l

を
か
か
げ
る
こ
と
な
く
、

テ
の
象
徴
主
義
の
立
場
を
指
向
す
る
よ
う
な
言
楽
で
あ
る
が
(
彼
の
世
界
文
学
の
理
念
な
ど
も
ま
さ
し
く
こ
の
考
え
か
ら
出
発
す
る

も
の
で
あ
る
。
)
、

私
は
何
よ
り
も
様
式
が
ζ

乙
で
個
性
と
の
聯
闘
に
お
い
て
把
え
ら
れ
て
い
る
と
と
に
注
意
し
た
い
。
そ
れ
は
様

式
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
個
性
が
個
性
と
し
て
最
高
の
点
に
ま
で
達
し
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
個
性
を
超
え
て
し
ま
う
と
い
う
考
え

ゲ
ー
テ
の
「
様
式
」
の
概
念
に
つ
い
て



四

な
の
で
あ
る
。

様
式
と
は
グ
l
テ
に
お
い
て
、
先
ず
何
よ
り
も
事
物
の
把
握
も
し
く
は
認
識
の
あ
り
方
と
し
て
問
題
に
さ
れ
た
。
以
下
に
お
い
て
、

私
は
「
自
然
の
単
純
な
模
倣
、
手
法
、
様
式
」
を
出
発
点
と
し
て
と
の
問
題
を
追
求
し
て
行
き
た
い
の
で
あ
る
が
、

そ
の
際
に
、

乙

の
芸
術
家
の
物
の
把
え
方
と
し
て
の
様
式
が
、

ど
の
よ
う
な
形
で
以
上
の
引
用
文
に
う
か
が
わ
れ
る
ご
と
き
普
遍
的
な
意
味
の
様
式

に
通
じ
て
行
く
の
か
と
い
う
問
題
を
も
忘
れ
な
い
よ
う
に
し
た
い
。
と
い
う
の
は
、
個
性
の
普
遍
的
な
も
の
を
通
し
て
の
自
己
超
克

と
い
う
と
と
は
、
決
し
て
芸
術
に
お
け
る
物
の
把
握
と
切
り
離
せ
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
認
識
に
主
観
と
客
観
と
い

う
も
の
を
仮
定
す
れ
ば
、

「
物
の
本
質
」
の
把
握
に
は
当
然
の
乙
と
と
し
て
主
客
合
一
と
い
う
状
態
が
考
え
ら
れ
る
が
、

乙
乙
に
も

個
性
と
し
て
の
主
体
性
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ハ一一〉

「
自
然
の
単
純
な
模
倣
、
手
法
、
様
式
」
に
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
芸
術
に
お
け
る
三
つ
の
根
本
方
向
で
あ
る
。
「
単
純
な
模
倣
」

の
ま
ま
に
描
写
し
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
り
、

官
官
E
n
y巾

Z
白
n
v
白
何
回
目
ロ
ロ
伺
)
と
は
、
芸
術
家
が
自
己
の
主
観
的
な
作
用
を
ひ
た
す
ら
排
除
し
て
、
外
界
の
事
物
を
忠
実
に
あ
り

一
応
と
れ
を
客
観
の
立
場
と
呼
ぶ
乙
と
が
で
き
よ
う
。
彼
は
「
自
然
の
対
象
に
向
つ

て
忠
実
さ
と
勤
勉
さ
と
を
も
っ
て
自
然
の
形
や
色
を
ζ

の
上
も
な
く
精
確
に
模
倣
し
、
誠
実
に
そ
の
対
象
か
ら
決
し
て
離
れ
る
乙
と

な
く
、
仕
上
げ
る
べ
き
い
か
な
る
絵
画
を
も
さ
ら
に
自
然
を
前
に
し
て
描
き
直
し
完
成
す
る
」
の
で
あ
る
。

し
か
し
芸
術
は
単
に
受
け
入
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
何
物
か
を
表
現
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
だ
か
ら
、

こ
の
よ
う
な
素
朴
に
し

て
受
身
的
な
態
度
は
や
が
て
芸
術
家
に
と
っ
て
飽
き
足
り
な
く
な
り
、
彼
は
「
自
分
の
心
で
把
え
た
も
の
を
ふ
た
た
び
自
己
流
に
表

現
し
、
彼
が
し
ば
し
ば
く
り
返
し
て
扱
っ
た
対
象
に
独
自
の
特
色
あ
る
形
式
を
与
え
る
た
め
に
、
自
ら
一
つ
の
方
法
を
案
出
し
、
自



ら
一
つ
の
言
葉
を
作
り
出
す
。
」
こ
乙
に
手
法
〈
冨

2
芯
円
)

が
生
れ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
言
葉
は
、
方
法
と
か
あ
り
方
を
意
味
す

戸

3
)

フ
ォ
ン
・
ア
イ
ネ
ム
の
指
摘
す
る
と
と
ろ
に
よ
れ
ば
、
従
来
イ
タ

D
イ
美
術

る
イ
タ
リ
イ
語
の
自
民
同
時
四
円
白
に
由
来
す
る
も
の
で
、

史
で
は
よ
い
手
法
、
悪
い
手
法
、
古
典
的
手
法
と
い
う
ふ
う
に
個
人
や
時
代
に
固
有
な
芸
術
的
表
現
の
方
法
を
示
す
語
で
あ
っ
た
の

だ
が
、
十
七
世
紀
バ
ロ
ァ
ク
的
芸
術
理
論
の
影
響
に
よ
っ
て
今
日
使
わ
れ
て
い
る
「
直
接
に
自
然
に
従
う
の
で
な
く
し
て
頭
に
よ
っ

て
描
く
」
と
い
う
特
殊
な
悪
い
意
味
が
つ
け
加
え
ら
れ
た
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

「
詩
人
が
単
に
自
己
の
主
観
的
感
情
を
表
出
し
て

い
る
あ
い
だ
は
詩
人
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
し
か
し
彼
が
世
界
を
獲
得
す
る
や
否
や
彼
は
詩
人
で
あ
る
。
そ
の
と
き
彼
は
無

尽
蔵
で
あ
り
、

つ
ね
に
新
ら
し
い
も
の
で
あ
り
得
る
。
と
れ
に
反
し
て
主
観
的
な
人
聞
は
そ
の
わ
ず
か
な
内
面
を
す
ぐ
に
表
わ
し
て

し
ま
い
、
結
局
は
手
法
に
陥
っ
て
滅
び
る
の
で
あ
る
。

」
(
エ
フ
カ
l
マ
ン
と
の
対
話
、
一
八
二
六
年

一
月
廿
九
日
)
晩
年
グ
l
テ

の
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
様
に
、
手
法
と
は
彼
に
と
っ
て
主
観
的
と
い
う
言
葉
に
そ
の
ま
ま
置
き
換
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
単
純
な
模
倣
の
も
と
に
自
然
主
義
や
写
実
主
義
が
解
さ
れ
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
手
法
と
は
ま
さ
し
く
グ
l
テ
に
と

っ
て
ロ
マ
ン
主
義
に
見
ら
れ
る
主
観
的
、
空
想
的
な
傾
向
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
主
観
の
立
場
た
る
手
法
に
対
し
て
、
あ
く
ま

で
も
自
然
に
誠
実
で
あ
れ
と
忠
告
し
、

さ
も
な
け
れ
ば
手
法
は
「
ま
す
ま
す
芸
術
の
基
盤
か
ら
遠
ざ
か
り
」

乙
乙
に
当
然
の
こ
と
と
し
て
第
三
の
立
場
た
る
様
式
が
要
請
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

「
い
よ
い
よ
空
し
い
無

価
値
な
も
の
に
な
る
」
と
言
っ
て
い
る
が
、

「
芸
術
が
自
然
の
模
倣
や
、

一
般
的
な
言
葉
や
、
対
象
そ
の
も
の
の
精
密
な
深
い
研
究
な
ど
に
よ
っ
て
遂
に
事
物
の
も
ろ
も
ろ
の

性
質
や
存
在
の
し
か
た
を
正
確
に
、
よ
り
正
確
に
認
知
す
る
に
い
た
り
、
形
態
の
系
列
を
見
渡
し
て
種
々
の
特
徴
あ
る
形
式
を
相
互

に
比
較
し
描
写
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
の
と
き
に
様
式
は
芸
術
の
達
し
得
る
最
高
の
段
階
と
な
る
。
|
|
単
純
な

模
倣
が
静
止
し
た
愛
す
べ
き
現
在
の
相
に
も
と
づ
き
、
手
法
が
現
象
を
軽
や
か
な
、

し
か
も
働
き
の
あ
る
心
情
で
把
え
る
も
の
と
す

れ
ば
、
様
式
は
認
識
の
も
っ
と
も
深
い
根
底
に
立
脚
し
、
事
物
の
本
質
を
自
に
見
え
、
手
で
把
え
う
る
形
態
に
お
い
て
認
識
す
る
乙

ゲ
ー
テ
の
「
様
式
」
の
概
念
に
つ
い
て

五



一'"・，、

と
が
わ
れ
わ
れ
に
許
さ
れ
て
い
る
限
り
で
、

そ
の
本
質
に
基
礎
を
置
く
も
の
で
あ
る
。
」

芸
術
家
の
発
展
段
階
が
単
純
な
る
模
倣
↓
手
法
↓
様
式
の
順
に
一
高
め
ら
れ
て
行
く
乙
と
、
ま
た
様
式
が
前
二
者
の
立
場
を
綜
合
し

い
わ
ば
主
観
と
客
観
と
を
統
一
す
る
立
場
と
し
て
求
め
ら
れ
て
い
る
乙
と
も
全
体
の
論
旨
か
ら
推
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

乙
の
よ

う
に
簡
単
に
割
り
切
る
乙
と
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
は
な
い
。
お
よ
そ
グ
1
テ
の
芸
術
論
の
ど
れ
一
つ
を
取
り
上
げ
て
も
い
え
る
乙
と

だ
が
、
そ
乙
に
は
概
念
的
な
統
一
で
割
り
出
せ
な
い
も
の
が
ど
こ
か
に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
二
元
論
的
な
公
式
に
よ
っ
て
分

析
し
、
綜
合
し
、
明
確
に
論
を
す
す
め
て
行
く

νラ
l
の
美
学
論
文
と
は
お
よ
そ
趣
を
異
に
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

(
4
)
 

カ
イ
ザ

l
が
グ
1
テ
の
芸
術
に
対
す
る
定
義
か
ら
い
く
つ
か
の
矛
盾
し
た
表
現
を
例
と
し
て
取
り
上
げ
て
指
摘
し
て
い
る
様
に
、
公

式
主
義
的
な
考
え
に
と
っ
て
は
矛
盾
で
し
か
な
い
よ
う
な
表
現
が
し
ば
し
ば
見
受
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

乙
の
芸
術
論
に
し
て
も
、

グ
l
テ
の
も
の
と
し
て
は
理
論
的
な
明
確
さ
を
も
っ
て
か
な
り
系
統
的
に
書
か
れ
た
方
な
の
で
あ
る
が
、

し
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
用
語

が
き
わ
め
て
慎
重
に
、
含
み
の
あ
る
も
の
と
し
て
取
扱
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
付
か
れ
る
。
そ
の
証
拠
に
、
グ
l
テ
は
ま
ず
三
つ
の

用
語
を
以
上
の
ご
と
く
項
目
別
に
分
け
て
定
義
し
た
の
ち
、

さ
ら
に
同
じ
だ
け
の
紙
数
を
さ
い
て
、
概
念
を
裂
か
ら
眺
め
た
り
説
明

を
追
補
し
た
り
し
て
、
論
理
の
肉
付
け
を
試
み
て
い
る
の
で
あ
る
。

乙
れ
ら
三
つ
の
段
階
は
、
単
純
な
模
倣
↓
手
法
↓
様
式
を
発
展

的
に
上
昇
し
て
行
く
も
の
だ
と
固
定
し
て
簡
単
に
把
え
ら
れ
る
性
質
の
も
の
で
な
い
。
三
つ
は
「
互
い
に
密
接
に
関
係
し
合
い
、

か
ら
他
へ
の
微
妙
な
移
り
行
き
を
な
し
得
る
」
も
の
な
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
も
っ
と
も
素
朴
な
段
階
と
さ
れ
る
単
純
な
模
倣
に

も
、
直
接
に
様
式
に
通
ず
る
可
能
性
が
与
え
ら
れ
、

そ
れ
は
「
い
わ
ば
様
式
の
前
庭
で
仕
事
を
し
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
子

法
に
は
単
純
な
模
倣
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
自
然
へ
の
忠
実
さ
に
ふ
た
た
び
帰
る
と
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
グ
l
テ
は
手
法

を
と
乙
で
は
「
高
尚
な
、
尊
敬
す
べ
き
意
味
に
解
し
て
い
る
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
様
式
は
た
だ
主
観
、
客
観
の
綜

合
と
し
て
解
さ
れ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
手
法
の
主
観
性
が
打
破
さ
れ
、

ふ
た
た
び
単
純
な
模
倣
の
客
観
性
が
と
り
も
ど
き
れ



る
と
い
う
意
味
で
、
様
式
は
あ
く
ま
で
も
客
観
の
立
場
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

グ
l
テ
は
最
後
に
「
た
だ
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
肝
要
な
こ
と
は
、
様
式
の
言
葉
に
最
高
の
名
誉
を
与
え
て
、

そ
れ
に
よ
っ
て
芸
術

の
か
つ
て
到
達
し
た
、
ま
た
到
達
し
う
る
最
高
の
段
階
を
言
い
表
わ
す
言
葉
を
わ
れ
わ
れ
に
残
し
て
お
く
乙
と
だ
け
で
あ
る
。
」
と

言
っ
て
い
る
。
単
純
な
模
倣
と
手
法
と
は
と
も
に
よ
き
面
を
持
ち
、
様
式
に
達
し
う
る
可
能
性
を
宿
し
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
い

ず
れ
も
そ
の
捉
わ
れ
た
一
面
性
の
た
め
に
様
式
と
な
り
得
な
い
状
態
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
だ
け
が
、
わ
れ
わ
れ
の
与
え
得
る
唯
一
つ

の
結
論
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
「
事
物
の
本
質
」
を
把
握
す
る
様
式
と
は
、

か
か
る
捉
わ
れ
た
状
態
を
す
っ
か
り
抜
け
出
た
、

い
わ
ば

主
観
と
か
客
観
と
か
い
う
あ
り
方
を
超
越
し
た
地
平
で
達
成
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
乙
と
を
、

わ
れ
わ
れ
は
予
想
す

る
の
で
あ
る
。

(
三
)

グ
ム
ル
プ
リ
ン
は
「
グ
l
テ
の
イ
タ
リ
イ
旅
行
」
に
お
い
て
、
グ
l
-ア
が
イ
タ
リ
イ
に
お
い
て
獲
得
し
た
新
ら
し
い
芸
術
的
境
地

と
は
「
純
粋
な
る
観
照
」

(門町民ロ

2
ω
n
y白
口
町
ロ
)
で
あ
り
、

そ
れ
は
自
己
の
あ
ら
ゆ
る
主
観
的
な
感
情
や
空
想
を
抑
制
し
て
、
自

然
の
事
物
を
純
粋
な
心
眼
に
受
け
入
れ
る
と
と
、
つ
ま
り
「
事
物
に
つ
い
て
語
る
の
で
は
な
く
し
て
、
む
し
ろ
事
物
を
し
て
語
ら
し

(
5
)
 

め
る
」
と
乙
ろ
の
法
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
た
め
に
は
手
法
的
な
あ
り
方
の
ま
ず
も
っ
て
止
揚
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
と
ど
の
つ
ま
り
、

(
6
)
 

的
な
も
の
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
乙
乙
で
今
度
は
単
純
な
模
倣
を
取
り
上
げ
て
み
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
新
ら

「
手
法
化
さ
れ
た
も
の
は
誤
ま
れ
る
理
念
的
な
も
の
で
あ
り
、

主
観
化
さ
れ
た
理
念

し
い
問
題
に
ぶ
つ
か
る
。
す
な
わ
ち
、
自
己
を
空
し
く
し
て
事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
把
え
る
と
い
う
と
の
立
場
が
な
ぜ
様
式
と
同
様

に
「
事
物
の
本
質
」
に
達
し
得
な
い
の
か
と
い
う
乙
と
、

つ
ま
り
単
純
な
模
倣
と
様
式
と
に
お
け
る
客
観
主
義
が
そ
の
差
異
に
お
い

ゲ
ー
テ
の
「
様
式
L

の
概
念
に
つ
い
て

'じ



i¥. 

て
問
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
七
九
九
年
に
書
か
れ
た
物
語
り
風
の
芸
術
論
文
「
蒐
集
家
と
そ
の
友
人
た
ち
」
に
お
い
て
、
グ
1
テ
は
い
ろ
ん
な
タ
イ
プ
の
画

家
を
あ
げ
、
最
後
に
芸
術
家
の
種
類
を
三
つ
に
分
け
て
「
真
剣
さ
」
「
遊
び
」
「
真
剣
さ
と
遊
び
」
と
名
付
け
て
い
る
。
第
一
の
「
真

剣
さ
」
(
肘
円
ロ
師
同
)
に
属
す
る
の
は
模
倣
家
、
特
性
家
、
小
芸
術
派
な
ど
の
タ
イ
プ
で
あ
る
が
、
彼
ら
は
個
々
の
対
象
に
対
し
て
あ
ま

り
に
も
忠
実
で
き
び
し
い
た
め
に
「
精
神
が
ま
っ
た
く
欠
除
し
、
全
体
に
対
す
る
感
情
を
持
た
ず
)
、

そ
の
た
め
作
品
に
は
「
美
し

い
対
象
と
し
て
の
芸
術
的
真
実
」
が
欠
け
る
の
で
あ
る
。
と
れ
に
対
し
て
想
像
家
、
波
動
派
、
素
描
家
な
ど
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る

「
遊
び
」

3
1
E
)
の
芸
術
に
は
「
美
し
い
現
実
と
し
て
の
芸
術
的
真
実
」
が
欠
除
す
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
れ
ら
の
人
々
は
幻
想
的
、

主
観
的
な
も
の
を
強
調
す
る
た
め
に
対
象
の
具
体
性
を
取
り
逃
し
、

「
精
神
に
語
り
か
け
る
が
、

そ
れ
を
実
現
す
べ
き
方
法
が
失
わ

れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
グ
l
テ
は
、

乙
れ
ら
二
つ
の
も
の
を
綜
合
す
る
第
三
の
立
場
「
真
剣
さ
と
遊
び
」

に
お
い
て
始
め
て
芸
術
の
打
、
美
、
完
全
が
実
現
さ
れ
る
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。

(岡山口戸師同ロロ門田

ω同
比
叩
-
)

乙
れ
ら
三
つ
の
芸
術
的
境
地
が
そ
れ
ぞ
れ
単
純
な
模
倣
、
手
法
、
様
式
の
そ
れ
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
る
乙
と
は
言
う
ま
で
も
な

成
」
と
記
し
て
い
る
の
に
対
し
、

ぃ
。
と
こ
ろ
で
私
の
特
に
注
意
し
た
い
の
は
、
グ
l
-プ
が
乙
乙
で
「
真
剣
さ
と
遊
び
」
を
様
式
と
呼
び
、

「
真
剣
さ
」
と
「
遊
び
」
と
を
と
も
に
手
法
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
「
個
人
的
な
傾
向
」
と
名
付

「
普
遍
的
な
も
の
へ
の
形

け
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
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図
式
的
に
示
せ
ば
右
の
様
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、

乙
乙
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、

ふ
つ
う
客
観
の
立
場
だ
と
さ
れ
る
単
純
な
模
倣
も
、



様
式
に
対
し
て
は
と
ど
の
つ
ま
り
手
法
と
同
じ
主
観
的
な
立
場
に
留
る
も
の
で
あ
る
乙
と
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
問
題
は
お
の

ず
か
ら
、

い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
単
純
な
摸
倣
が
主
観
的
だ
と
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
転
じ
て
来
る
。

「
模
倣
」
が
人
間
本
性
に
宿
る
要
求
で
あ
り
、

ま
た
芸
術
行
為
そ
の
も
の
の
出
発
点
で
も
あ
る
乙
と
は
、
す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
「
詩
学
」
以
来
論
じ
ら
れ
て
来
た
と
ζ

ろ
で
あ
る
。
そ
し
て
事
物
を
あ
り
の
ま
ま
に
把
え
て
表
現
す
る
と
い
う
乙
と
は
、
そ
の

ま
ま
芸
術
の
最
高
の
段
階
に
通
ず
る
筈
で
あ
る
。
だ
か
ら
グ
l
テ
も
「
芸
術
家
に
対
し
て
与
え
ら
れ
る
最
高
の
要
求
は
つ
ね
に
、
自

(
7
)
 

然
に
即
し
、
自
然
を
研
究
し
、
自
然
を
模
倣
し
、
自
然
の
現
象
に
似
た
も
の
を
制
作
せ
よ
と
い
う
ζ

と
で
あ
る
。
」
(
ブ
ロ
ピ

ν
l

と
の
あ
り
の
ま
ま
と
い
う
乙
と
に
固
執
す

ン出二一一円
)
と
述
べ
る
点
で
は
変
り
が
な
い
。
し
か
し
模
倣
が
単
な
る
模
倣
に
と
ど
ま
り
、

る
と
き
、

そ
乙
に
行
き
づ
ま
り
を
生
じ
る
。
た
と
え
ば
グ
l
テ
は
「
芸
術
作
品
の
真
実
と
真
実
ら
し
さ
」

(
一
七
九
八
年
)
に
お
い

て
名
人
の
錨
い
た
桜
実
に
と
び
つ
い
た
鳥
ゃ
、
銅
版
画
の
甲
虫
を
本
物
と
ま
ち
が
え
て
喰
べ
て
し
ま
っ
た
猿
の
こ
と
を
話
し
て
い
る

が
、
こ
の
よ
う
な
本
物
ま
が
い
の
桜
実
や
甲
虫
は
決
し
て
真
の
芸
術
品
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
「
自
然
ら
し
さ
」
が
あ
っ
て
も
「
自

然
」
そ
の
も
の
は
な
く
、

「
真
実
ら
し
さ
」
が
あ
っ
て
も
「
真
実
」
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
グ
l
テ
は
「
芸
術
の
真

と
自
然
の
棄
と
は
全
く
違
っ
た
も
の
で
あ
り
、
芸
術
家
は
そ
の
作
品
が
ほ
ん
と
う
に
自
然
物
に
見
え
る
よ
う
に
努
め
る
べ
き
で
は
な

〈

8
)

く
、
ま
た
努
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
言
う
の
で
あ
る
。

模
倣
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
に
つ
ア
イ
ド
ロ

l
の
絵
画
論
」
の
中
で
よ
り
深
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
の
啓
蒙
主

義
者
と
し
て
知
ら
れ
る
デ
イ
ド
ロ

l
は
、
彼
の
「
絵
画
論
」

(
一
七
六
五
年
)

K
お
い
て
当
時
フ
ラ
ン
ス
絵
画
を
支
配
し
た
マ
ン
ホ

3
ズ
ム
的
形
式
主
義
の
理
論
を
攻
撃
し
、
芸
術
家
は
生
命
の
観
察
に
よ
っ
て
自
然
と
現
実
と
に
立
脚
す
べ
き
で
あ
る
と
と
を
主
張
し

た
。
若
い
頃
か
ら
彼
の
思
想
に
あ
る
点
で
は
共
鳴
し
な
が
ら
も
、

そ
の
無
神
論
的
な
自
然
主
義
に
あ
く
ま
で
満
足
で
き
な
か
っ
た
グ

ー
テ
は
、

乙
ζ

で
彼
の
「
絵
畜
論
」
の
最
初
の
二
章
を
取
り
あ
げ
て
、
グ
イ
ド
ロ
!
の
言
葉
を
引
用
し
つ
つ
彼
濁
自
の
立
場
か
ら
反

ゲ
ー
テ
の
「
様
式
」
の
概
念
に
つ
い
て

1も



。

駁
す
る
。

「
も
し
原
因
と
作
用
と
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
完
全
に
観
照
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
被
造
物
を
あ
り

の
ま
ま
に
表
現
す
る
と
と
以
上
に
よ
り
優
れ
た
仕
事
を
持
た
な
い
だ
ろ
う
。
模
倣
が
よ
り
完
全
で
あ
り
、
原
因
に
相
応
し
た
も
の
で

あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど

わ
れ
わ
れ
は
満
足
す
る
で
あ
ろ
う
。
」

自
然
を
そ
の
ま
ま
置
き
移
す
こ
と
が
墾
術
で
あ
る
と
す
る
乙
の
デ
イ

〈

9
)

ド
ロ
!
の
模
倣
説
の
う
ち
に
、
グ
l
テ
は
「
自
然
と
慈
術
と
を
混
乱
さ
せ
』
「
ご
ち
ゃ
混
ぜ
に
す
る
」
よ
う
な
傾
向
を
誠
み
と
り
、(

印
)

そ
の
糠
本
的
な
誤
り
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
「
自
然
の
完
全
な
模
倣
と
い
う
も
の
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
不
可
能
で
あ
る
。
」

と
員
向
か
ら
反
射
す
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
塾
術
家
が
あ
る
自
然
の
封
象
を
と
ら
え
る
時
、
そ
の
封
象
は
も
は
や
白
然
に
は
印
刷

(日
)

し
な
い
」
(
プ
ロ
ピ
ユ

V
l
ン
序
言
)
か
ら
で
あ
り
、
基
術
と
は
あ
く
ま
で
も
人
間
の
精
神
に
よ
っ
て
高
め
ら
れ
た
「
第
二
の
自
然
」

で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
グ
l
テ
が
「
容
器
の
外
面
、

つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
精
神
的
、
感
鐙
的
な
力
に
語
り
か
け
、
欲

求
を
刺
戟
し
、
精
神
を
一
旦
向
め
、

く
、
形
成
さ
れ
た
美
し
い
も
の
、

そ
れ
を
所
有
す
る
と
と
が
わ
れ
わ
れ
を
幸
一
帽
に
す
る
よ
う
な
生
き
た
全
側
、
生
き
生
き
と
し
て
力
強

(ロ
)

乙
乙
に
乙
そ
塞
術
家
は
目
を
向
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
」
と
言
う
よ
う

κ、
わ
れ
わ
れ
は
乙
乙
で
事
物

を
見
る
こ
と
そ
の
も
の
に
宿
る
よ
り
高
い
創
造
作
用
を
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
イ
タ
リ
イ
紀
行
」
に
お
い
て
グ
l
テ
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「よ

い
も
の
、

よ
り
よ
い
も
の
を
明
ら
か
に
見
て
知
る
乙

と
が
で
き
る
と
い
う
と
と
は
、
ま
っ
た
く
特
別
な
作
用
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
自
分
の
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
と
、

そ
れ
は
い
わ
ば
手
中
で
消
え
て
し
ま
う
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
正
し
い
も
の
を
摘
ま
な
い
で
、
捕
え
慣
れ
て
い
る
も
の
を
摘
む
こ
と

に
な
っ
て
し
ま
う
。
」
一
七
八
七
年
二
月
十
七
日
)
私
は
こ
の
言
葉
の
う
ち
に
、

模
倣
と
い
う
物
の
捉
え
方
の
本
来
的

(
ロ
l
マ、

な
限
界
が
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

私
が
花
を
眺
め
る
と
い
う
と
と
は
、
眺
め
る
乙
と
に
よ
っ
て
私
と
花
と
が
一
つ
に
な
る
乙
と
を
意
味
す
る
と
同
時
に
、

そ
れ
は
、

花
を
花
、だ
と
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
自
己
と
花
と
の
あ
い
だ
に
匡
別
を
立
て
る
次
の
瞬
間
の
可
能
性
を
も
含
ま
せ
て
い
る
。
見
る
と
い



う
乙
と
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
主
客
合
一
の
作
用
で
あ
る
と
と
も
に
、
主
客
分
離
の
行
策
と
も
な
る
の
で
あ
る
。
花
を
花
と
す
る
こ

と
が
わ
れ
わ
れ
の
分
別
作
用
で
あ
り
、

日
常
的
な
物
の
把
握
を
な
り
立
た
し
め
る
基
盤
で
も
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
し
て
把
え
ら
れ

た
花
の
う
ち
に
は
す
で
に
分
別
と
し
て
の
主
観
の
作
用
が
忍
び
乙
ん
で
い
る
と
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
人
間

の
分
別
と
差
別
と
の
作
用
に
よ
っ
て
固
定
化
さ
れ
、
根
源
的
な
直
知
の
あ
り
方
か
ら
日
常
的
な
認
識
の
次
元
に
置
き
換
え
ら
れ
た
も

の
で
あ
る
。
し
か
も
か
か
る
封
象
を
員
賓
の
封
象
と
思
い
乙
ん
で
、

そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
模
倣
の
模
倣
た
る

所
以
が
あ
り
、

そ
の
単
純
さ
が
あ
る
。

乙
と
で
把
握
さ
れ
る
の
は
決
し
て
「
正
し
い
も
の
」
で
は
な
く
て
、

「
捕
え
慣
れ
て
い
る
も

の
」
|
|
|
例
の
員
賞
ま
が
い
の
機
宜
や
甲
虫
を
思
い
だ
す
が
よ
い
ー
ー
に
す
ぎ
ず
、
ま
た
「
模
倣
者
は
た
だ
模
倣
さ
れ
た
も
の
を
二

(
臼
)

重
化
す
る
だ
け
で
あ
る
」
(
蒐
集
家
と
そ
の
友
人
た
ち
)
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
単
純
な
模
倣
が
、
自
己
を
空
し
く
し
て
事
物
を

把
え
る
と
い
う
時
、

そ
こ
に
は
欺
輔
が
ひ
そ
ん
で
い
る
。

こ
と
で
い
わ
れ
る
客
観
性
と
は
、
あ
く
ま
で
も
主
観
性
の
残
浮
が
ま
と
わ

り
つ
い
た
客
観
性
で
あ
る
か
ら
だ
。
乙
の
意
味
に
お
い
て
、
単
純
な
模
倣
は
結
局
の
と
乙
ろ
手
法
と
同
じ
範
曙
に
師
せ
し
め
ら
れ
る

の
で
あ
っ
て
、

か
か
る
日
常
的
な
主
観
・
客
観
の
立
場
を
根
底
か
ら
く
つ
が
え
さ
な
い
限
り
、
「
物
そ
の
も
の
を
し
て
語
ら
し
め
る
」

境
地
は
聞
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。

(四〉

様
式
は
、
手
法
の
ど
と
く
封
象
の
上
に
自
己
の
主
観
の
像
を
走
ら
せ
る
の
で
も
な
く
、
単
純
な
模
倣
の
ζ

と
く
固
定
さ
れ
た
客
観

。
叩
凹
件
同
日
同
市
ロ
)

を
把
え
る
の
で
も
な
い
。
事
物
が
「
自
に
見
え
、
手
で
摘
み
う
る
形
態
に
お
い
て
」

現
わ
れ
る
相
を
わ
れ
わ
れ
の
心
眼
に
よ
っ
て
把
握
す
る
の
で
あ
る
。
別
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、

(同ロ

印

F
n
V
4

一σ山
口
山
口

ロ
ロ
仏

m円
品
川
町
同
】
円
門
町
叩
ロ

そ
れ
は
「
封
象
の
深

み
に
も
、
自
己
の
心
の
深
み
に
も
到
達
す
る
」

(
プ
ロ
ピ

v
l
ン
序
言
)
乙
と
な
の
で
あ
る
。

ゲ
ー
テ
の
「
様
式
」
の
概
念
に
つ
い
て



そ
も
そ
も
わ
れ
わ
れ
近
代
人
が
ふ
つ
う
考
え
て
い
る
認
識
作
用
と
い
う
も
の
は
、
あ
く
ま
で
も
主
観
と
客
観
と
の
分
離
の
上
に
立

っ
て
い
る
。
す
で
に
近
世
哲
墜
の
祖
と
さ
れ
る
デ
カ
ル
ト
が
「
わ
れ
思
う
、
ゆ
え
に
わ
れ
あ
り
」
か
ら
出
後
し
た
と
き
、

る
も
の
」

(同町田

no岡
山

Z
ロ凹
〉
と
し
て
の
人
間
の
主
体
性
と
「
延
長
す
る
も
の
」

(円
2
巾

H
H
B一
回
白
)
と
し
て
の
自
然
の
客
観
事
象
と

「
思
惟
す

の
二
元
性
の
上
に
立
っ
て
い
た
の
を
見
て
も
わ
か
る
通
り
で
あ
る
。

こ
の
貼
に
閲
し
て
グ
l
テ
は
お
よ
そ
近
代
人
ら
し
く
な
い
考
え

方
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
だ
か
ら
、
や
は
り
デ
カ
ル
ト
的
な
二
元
論
を
基
盤
と
す
る
近
代
的
な
自
然
科
撃
の
方
法
(
た
と
え

ば
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
色
彩
論
)
に
あ
れ
ほ
ど
根
強
い
反
抗
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

「
主
観
の
な
か
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
は
客
観
の
な

か
に
あ
り
‘
し
か
も
な
お
そ
れ
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
客
観
の
な
か
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
は
主
観
の
な
か
に
あ
り
、
し
か
も
な
お
そ

れ
以
上
の
も
の
を
認
め
る
と
き
、

れ
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
二
重
の
仕
方
で
失
わ
れ
、
あ
る
い
は
救
わ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
客
観
に
そ

(
H
H
)
 

わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
主
観
を
頼
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
グ
l
テ
の
主
観
・
客
観
と

い
う
概
念
に
つ
い
て
の
考
え
を
解
明
す
る
の
に
「
簸
言
と
反
省
」
の
乙
の
言
葉
以
上
に
適
切
な
も
の
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ

が
主
観
だ
と
し
、
客
観
だ
と
し
て
二
つ
に
し
て
考
え
て
い
る
も
の
は
す
べ
て
空
し
い
固
定
概
念
に
す
ぎ
な
い
。
見
る
も
の
、
見
ら
れ

る
も
の
が
分
離
す
る
以
前
の
見
る
に
立
っ
と
き
、
物
を
見
る
こ
と
が
心
を
見
る
法
と
な
り
、
心
を
見
る
こ
と
が
物
を
見
る
法
と
な
る
。

様
式
は
乙
の
意
味
に
お
い
て
「
認
識
の
も
っ
と
も
深
い
根
底
」
に
立
つ
も
の
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
様
式
と
は
、
自
己
が
自
己
を
超
え
て
「
第
二
の
自
己
」
と
な
り
、
自
然
(
客
健
と
し
て
の
)
が
自
然
を
超
え
て
「
第
二
の
自

然
」
と
な
る
地
粘
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
右
の
グ
1
テ
の
言
葉
か
ら
讃
み
取
ら
れ
よ
う
。
と
こ
ろ
で
い
ま
自
然
が
自
然
を
超
え
る
と

い
う
面
だ
け
を
取
り
上
げ
て
考
え
て
み
る
と
J
グ
l
テ
が
た
え
ず
員
の
襲
術
は
「
自
然
を
超
え
た
」
宮
σ曲
目
白
呂
ユ
-nv)
も
の
で
あ

る
と
言
っ
て
い
る
乙
と
が
思
い
出
さ
れ
る
。

乙
乙
で
一
例
と
し
て
あ
げ
て
み
た
い
の
は
、
彼
が
晩
年
エ
ツ
カ
l
マ
ン

K
封
し
て
語
つ

た
ル

1
ペ
ン
ス
の
有
名
な
風
景
讃
「
田
園
よ
り
の
蹄
路
」
に
つ
い
て
の
批
評
で
あ
る
。

(
エ
ツ
カ
l
マ
ン
と
の
封
話
、

/¥ 

年



四
月
十
八
日
〉

ル
1
ペ
ン
ス
は
と
の
給
に
お
い
て
、
夕
日
に
映
え
る
明
る
い
大
空
を
背
景
に
し
、
家
路
を
た
ど
る
百
姓
た
ち
、
家
畜

の
群
れ
、
枯
草
を
つ
ん
だ
馬
、
樹
木
や
乾
し
草
な
ど
を
見
事
な
構
闘
と
色
彩
と
に
よ
っ
て
美
し
く
描
き
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

グ
1
テ
は
こ
の
織
に
お
け
る
一
つ
の
不
自
然
さ
を
指
摘
す
る
。
つ
ま
り
こ
乙
で
は
樹
木
の
影
と
人
物
の
影
と
が
反
到
の
方
向
に
投
げ

か
け
ら
れ
、

い
わ
ば
「
二
重
の
光
」
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
に
つ
い
て
エ
ッ
カ
l
マ
ン
に
「
乙
れ
こ
そ
が
問
題

で
あ
る
。
ル

1
ペ
ン
ス
が
偉
大
さ
を
発
揮
し
、
彼
が
自
由
な
精
神
に
よ
っ
て
自
然
を
超
越
し
、
彼
の
よ
り
高
い
目
的
に
ふ
さ
わ
し
く

自
然
を
取
り
扱
っ
て
い
る
と
い
う
乙
と
を
明
示
す
る
も
の
が
、
ま
さ
し
く
乙
れ
で
あ
る
。
二
重
の
光
は
た
し
か
に
乱
暴
で
あ
る
。
君

は
、
そ
れ
が
自
然
に
反
し
て
い
る
と
言
う
な
ら
言
う
が
よ
い
。
し
か
し
、
も
し
そ
れ
が
自
然
に
反
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
私
は
同

そ
れ
が
自
然
以
上
の
も
の
で
あ
る
と
言
い
た
い
。
そ
れ
は
、
必
術
が
必
ら
ず
し
も
自
然
の
法
則
に
従
わ
ず
、
そ
れ
自
身
の
法

則
を
持
っ
て
い
る
乙
と
を
天
才
的
に
示
す
巨
匠
の
大
胆
な
筆
法
で
あ
る
と
、
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
」
と
述
べ
、
さ
ら
に
「
整
術
家
は

時
に
、

世
の
人
に
一
つ
の
全
健
を
通
じ
て
語
ろ
う
と
す
る
。
し
か
し
こ
の
全
健
は
自
然
の
な
か
に
は
見
出
さ
れ
な
い
。
そ
れ
は
塾
術
家
自
身

の
精
帥
が
作
り
出
し
た
も
の
、
あ
る
い
は
、
貫
り
を
も
た
ら
す
帥
の
呼
吸
の
そ
よ
ぎ
が
創
造
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
」

と
語
る
の
で
あ
る
。

自
然
が
自
然
を
超
え
る
と
い
っ
て
も

そ
れ
は
自
然
か
ら
外
に
は
み
出
る

l
l乙
の
場
合
に
は
不
自
然

よ
り
高
い
自
然
と
も
二
一
一
口
う
べ
き
人
間
精
紳
の
な
か
に
超
え
る
の
で
あ
る
。
グ
l
テ
は
「
萎
術
品
の
員

(
釦
己
明
日
2
1
H
M
白
同
位
同
日
目
n
H
M
)

と
な
る
1
1
1
の
で
な
く
し
て
、

賓
と
異
質
ら
し
さ
」
に
お
い
て
「
筆
術
品
が
自
然
を
超
え
て
い
て
も
、
自
然
の
外
に
出
た
も
の
で
は
な
く
」
、

「
完
全
な
婆
術
品
は

人
間
の
精
紳
の
作
品
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
や
は
り
自
然
の
作
品
で
あ
る
。

L

と
も
言
っ
て
い
る
。

(日
)

う
に
、
グ
1
テ
が
「
自
然
の
事
物
は
塾
術
と
同
じ
で
あ
る
」

と
昨
鵬
首
術
と
の
間
一
性
を
強
調
す
る
か
た
わ
ら
、

M
・
ジ
ョ

v
l
も
指
摘
す
る
よ

(
イ
タ
リ
イ
旅
行
、

一
七
八
七
年
二
月
十
六
日
)
と
い
う
ふ
う
に
自
然

「
自
然
は
婆
術
か
ら
途
方
も
な
い
深
淵
に
よ
っ

て
分
た
れ
て
い
る
」

(
ブ
ロ
ピ

ν
l

ゲ
ー
テ
の
「
様
式
」
の
概
念
に
つ
い
て



四

ン
序
壬
一
口
)
と
両
者
の
本
質
的
な
差
異
を
述
べ
て
い
る
の
は
、
見
た
と
と
ろ
矛
盾
し
て
は
い
る
が
決
し
て
矛
盾
で
は
な
い
。
両
者
が
根

底
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
か
ら
乙
そ
、

一
が
他
の
な
か
に
超
え
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

グ
l
テ
に
お
い
て
超
越
(
吋

E
ロ
?

N
m
ロ門同巾ロ
N
)

と
い
う
と
と
を
問
題
に
す
る
な
ら
ば
、

そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る
キ
リ
ス
ト
教
的
な
「
質
的
な
絶
到
の
深
淵
」

(
キ
ル
ク
ゴ

ー
ル
)
の
上
で
な
さ
れ
る
超
越
は
存
在
し
な
い
。
あ
く
ま
で
も
内
在
性
を
含
む
と
こ
ろ
の
超
越
な
の
で
あ
る
。

(
日
)

「
客
親
の
な
か
に
は
あ
る
未
知
の
法
則
が
あ
り
、
そ
れ
は
主
観
の
な
か
に
あ
る
未
知
の
法
則
に
呼
応
す
る
。
」
乙
の
主
観
と
客
観
と

に
ひ
そ
む
そ
れ
ぞ
れ
の
「
未
知
の
法
則
」
を
導
き
出
し
て
一
つ
に
す
る
も
の
こ
そ
、
グ
l
テ
に
よ
れ
ば
眼
の
作
用
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

(
げ
一

な
ぜ
な
ら
「
眼
に
お
い
て
外
か
ら
は
世
界
が
映
り
、
内
か
ら
は
人
聞
が
映
る
」
か
ら
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
乙
の
眼
の
作
用
も
よ
り

高
い
力
で
あ
る
光
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
物
慨
を
「
自
に
見
え
、
手
で
捌
む
こ
と
の
で
き
る
形
態
」
と
し
て
把
え

る
と
と
が
で
き
る
の
は
、
光
が
物
館
と
ふ
れ
合
う
乙
と
に
よ
っ
て
色
彩
を
生
み
、
さ
ら
に
色
彩
が
物
の
形
象
を
輪
廓
。
つ
け
る
か
ら
で

(
同
}

あ
る
。
「
色
と
は
光
の
行
向
、
つ
ま
り
そ
の
能
動
と
受
動
と
で
あ
る
。
」
「
す
べ
て
の
自
然
は
色
を
通
し
て
眼
の
感
覚
に
現
わ
れ

(
問
)

る
。
」
(
色
彩
論
)
し
か
も
こ
の
よ
う
に
色
と
な
り
、
形
と
な
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
働
き
か
け
る
光
を
受
け
入
れ
る
も
の
は
、
ほ
か
で

も
な
い
わ
れ
わ
れ
の
眼
の
な
か
に
宿
る
と
乙
ろ
の
光
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
眼
は
、
内
な
る
光
を
外
の
光

κ出
舎
わ
せ
る
た
め
に
、

(
初
)

光
に
ふ
れ
て
光
に
劃
す
る
姿
を
と
る
」
の
で
あ
る
。

(
幻
)

「
も
し
眼
が
太
陽
の
よ
う
で
な
け
れ
ば
、
ど
う
し
て
太
陽
を
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
」

グ
l
テ
は
明
ら
か
に
古
代
ギ
リ

ν
ャ
の
哲
塑
者
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
言
葉
(
た
と
え
ば
九
論
集
一
の
六
「
美
に
つ
い
て
」
の
第
四
三

節
を
参
照
〉
に
も
と
ず
い
て
書
か
れ
た
乙
の
詩
句
を
、

さ
ら
に
「
色
彩
論
、
教
説
篇
」
の
序
文
に
も
引
用
し
て
い
る
。
グ
l
テ
は
す

で
に
若
い
頃
か
ら
V
ャ
フ
ッ
ベ
リ
イ
を
通
し
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
知
り
、
彼
の
紳
秘
主
義
的
思
想
か
ら
大
き
い
影
響
を
受
け
た
の
で

あ
る
が
(
た
と
え
ば
「
詩
と
異
質
」
第
八
章
に
-
記
さ
れ
て
い
る
若
い
グ
l
テ
の
作
っ
た
世
界
創
造
に
つ
い
て
の
ル

l
チ
フ
ェ
ル
紳
話



に
も
う
か
が
わ
れ
る
様
に
)
、

さ
ら
に
色
彩
論
に
取
り
か
か
っ
て
い
た
頃
で
あ
る
一
八

O
五
年
に
は
、
あ
ら
た
に
彼
の
著
作
に
丹
念

に
目
を
通
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
が
一
つ
に
な
り
、
自
己
認
識
即
自
己
存
在
で
あ
る
よ
う
な
ヌ

l

ス
の
立
場
を
置
き
、

さ
ら
に
そ
の
上
位
に
絶
封
的
な
「
唯
一
者
」
を
考
え
た
の
が
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
で
あ
る
。
グ
l
テ
が
あ
か
ら
さ
ま

に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
名
を
あ
げ
て
論
じ
て
い
る
よ
う
な
個
所
は
ほ
と
ん
ど
見
首
ら
な
い
が
、
雨
者
の
思
想
が
い
く
つ
か
の
黙
に
お
い

て
不
思
議
に
呼
応
す
る
と
こ
ろ
多
い
の
は
興
味
ぶ
か
い
事
貰
で
あ
ろ
う
。

グ
i
-ア
が
彼
の
色
彩
論
研
究
に
お
い
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
立
場
に
あ
れ
ほ
ど
執
劫
な
攻
撃
を
加
え
た
の
は
何
よ
り
も
、
色
彩
を
ブ
リ

ズ
ム
に
よ
る
光
の
分
析
か
ら
割
り
出
そ
う
と
し
た
彼
の
貫
験
態
度
そ
の
も
の
に
封
し
て
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
主
観
と
客
観
と
を
裁

然
と
分
ち
、
自
然
を
も
は
や
主
値
と
何
ら
の
生
き
た
閲
わ
り
も
な
く
な
っ
た
釘
象
と
し
て
観
察
し
て
行
く
近
代
自
然
科
撃
の
あ
り
方

あ
る
全
健
性
を
期
待
す
る
な
ら
ば
、

に
剥
し
て
の
反
針
表
明
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
グ
l
テ
は
、
素
朴
と
は
い
い
な
が
ら
根
源
的
な
も
の
を
見
失
う
こ
と
の

(
幻
)

な
か
っ
た
古
代
人
の
色
彩
論
に
む
し
ろ
親
近
性
を
お
ぼ
え
、
彼
ら
は
「
眼
の
中
に
安
ろ
う
光
の
存
在
す
る
と
と
を
信
じ
た
」
と
も
、

(
お
)

「
彼
ら
の
自
然
考
察
に
は
依
然
と
し
て
文
筆
の
特
性
が
保
有
さ
れ
て
」
い
た
と
も
言
う
の
で
あ
る
。
「
も
し
ひ
と
が
科
修
か
ら
何
か

〈

M
)

ど
う
し
て
も
科
巾
を
岱
術
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
」

(色
彩
論
、
歴
史
篇
)
こ
の
よ
う

〈
お
)

ヤ
ス
パ

l
ス
も
言
う
ご
と
く
、
た
し
か
に
近
代
の
自
然
科
墜
と
相
容
れ
る
何

な
自
然
研
究
に
見
ら
れ
る
グ
l
テ
の
濁
自
な
思
考
は
、

物
を
も
持
た
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
近
代
科
型
的
な
思
考
の
あ
り
方
そ
の
も
の
を
根
底
か
ら
反
省
せ
し
め

る
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

グ
l
テ
の
色
彩
論
に
お
い
て
注
目
す
べ
き
具
健
的
な
例
と
し
て
一
つ
だ
け
牢
げ
て
お
き
た
い
の
は
、
彼
が
「
生
涯
製
的
色
彩
」

(
匂
宮
司
巳

o
-
o
m
z
n
z
m

司
何
回
円

σ巾
ロ
)
と
呼
ん
だ
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

「化
祭
的
色
彩
」
や
「
物
理
的
色
彩
」
に
比
べ
て
ζ

の
色
彩

の
特
色
は
、

そ
れ
が
眼
の
は
た
ら
き
そ
の
も
の

つ
ま
り
眼
に
お
け
る
人
間
の
内
面
と
外
面
と
の
出
舎
い
か
ら
生
じ
る
色
で
あ
る
と

ゲ
ー
テ
の
「
様
式
」
の
概
念
に
つ
い
て

五



一
六

い
う
こ
と
で
あ
る
。
聞
を
前
に
し
て
自
の
瞳
孔
は
拡
大
さ
れ
、
聞
か
れ
、
光
を
前
に
し
て
そ
れ
は
牧
縮
さ
れ
、
閉
じ
ら
れ
る
。

(乙

の
と
と
に
い
ち
早
く
注
目
し
た
の
が
プ
ラ
ト
ン
で
あ
る
。
)

つ
ま
り
眼
は
閣
に
射
し
て
光
を
要
求
し
、
光
に
封
し
て
閣
を
要
求
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
暗
い
封
象
を
し
ば
ら
く
目
前
に
置
い
て
、

乙
れ
を
取
り
去
っ
た
の
ち
目
を
閉
じ
れ
ば
、
網
膜
が
同
形
の
明
る
い
像

を
映
す
と
い
う
の
も
同
一
の
原
理
に
も
と
ず
い
て
い
る
。
光
と
聞
と
は
互
い
に
要
求
し
合
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
眼
は
与
え
ら
れ

た
も
の
に
劃
し
て
そ
れ
に
封
臆
す
る
も
の
、
要
求
せ
ら
れ
た
も
の
を
内
か
ら
よ
び
起
す
乙
と
に
よ
っ
て
調
和
を
求
め
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
同
じ
現
象
が
色
彩
の
上
に
も
見
ら
れ
る
。
黄
と
青
と
は
(
そ
も
そ
も
黄
は
濁
っ
た
透
明
慨
を
通
し
て
明
る
み
を
眺
め
た
と
き
、

青
は
同
じ
よ
う
に
し
て
暗
闘
を
眺
め
た
と
き
に
生
じ
る
色
で
あ
り
、
海
や
大
空
が
青
い
の
も
、
ま
た
海
底
か
ら
上
方
を
見
た
と
き
黄

乙
の
た
め
で
あ
る
。
)
ま
さ
し
く
互
い
に
「
要
求
さ
れ
た
色
」

(
m
z
o
E
m
2
m
吋

Rσ
叩
)
で
あ
る
。

色
が
か
つ
て
見
え
る
の
も
、

黄
色
は
そ
れ
を
補
充
す
る
と
ζ

ろ
の
色
、

つ
ま
り
補
色

(
W
O
B
1
m
g
g
Z
H叩
句
白
円
σ冊
目
)
と
し
て
の
青
色
を
眼
か
ら
要
求
し
、
乙
乙

に
「
全
館
性
」
を
形
成
す
る
。

(
補
色
と
は
グ
l
テ
に
と
っ
て
、
プ
リ
ズ
ム
に
分
析
さ
れ
た
光
線
の
波
長
か
ら
で
は
な
く
し
て
、
あ

く
ま
で
も
眼
の
創
造
作
用
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
)
現
に
黄
と
青
と
を
混
合
し
た
と
き
緑
が
生
じ
る
の
で
あ
る
が
、

緑
は
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
と
っ
て
草
な
る
混
合
で
は
な
く
し
て
、
す
で
に
新
ら
し
い
一
つ
の
色
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
色
は
と
の
よ
う

な
経
過
に
よ
っ
て
次
か
ら
次
へ
と
形
成
さ
れ
て
行
く
の
で
あ
る
が
、
グ
九
一
プ
は
と
の
千
変
万
化
す
る
不
可
思
議
な
色
の
現
象
の
う
ち

(
M
A
)
 

に
「
統
一
さ
れ
た
も
の
を
分
離
し
、
分
離
さ
れ
た
も
の
を
統
一
す
る
」
永
遠
の
法
則
と
し
て

「
極
性
と
高
昇
」

(
H
M
O

】
同
円
山
片
品
位
ロ
ロ
仏

宮
町
百
四
百
口
肉
)
の
イ
デ
ー
を
見
た
。
そ
し
て
こ
の
イ
デ
ー
を
自
由
自
在
に
顕
現
せ
し
め
る
と
乙
ろ
の
色
そ
の
も
の
を
「
根
元
現
象
」

(
d
q同岡山首
o
g
mロ
)
と
名
付
け
た
の
で
あ
る
。

色
彩
論
に
つ
い
て
の
考
察
は
と
れ
ま
で
に
し
て
置
く
と
し
て
、

ζ

乙
で
わ
れ
わ
れ
は
、

「
認
識
の
も
っ
と
も
深
い
根
底
」
に
立
つ

様
式
と
は
、
事
物
を
ま
さ
し
く
と
の
「
根
元
現
象
」
に
お
い
て
把
え
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
乙
と
が
で
き
よ
う
。
グ
l
テ
は
、
郵
術



家
が
あ
く
ま
で
も
自
然
を
忠
賞
に
眺
め
、

看
取
す
べ
き
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
に
よ
っ
て
全
偲
の
聯
関
を
と
ら
え
、

「
理
念
的
な
像
」

(
プ
ロ
ピ

ν
l
ン
序
言
〉
を

そ
れ
は
決
し
て
事
物
を
抽
象
的
な
概
念
に
よ
っ
て
統
合
す
る
乙
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で

は
な
い
。

「
根
元
現
象
」
と
は
個
々
の
も
の
に
宿
る
全
健
で
あ
り
、
現
象
そ
の
も
の
と
し
て
の
理
念
で
あ
る
か
ら
だ
。
花
や
草
木
が

色
と
な
り
、
形
と
な
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
見
え
る
と
き
、

そ
れ
は
、

ζ

れ
ら
の
も
の
が
す
で
に
光
に
包
ま
れ
て
い
る
諮
様
で
あ
る
。
そ

し
て
と
の
光
は
、
主
憾
と
し
て
の
眺
め
る
わ
れ
わ
れ
を
も
同
時
に
抱
い
て
い
る
大
き
い
光
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
様
式
と
は
、
聞
か
れ
た

「
心
眼
」
(
肉
丘
三
百

2
の
2
r伊
丹
)
に
よ
っ
て
物
を
純
粋
に
眺
め
、
把
え
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
乙
乙
で
は
主
位
、
客
悌
も
ろ
と
も
に

自
己
の
あ
り
方
を
超
え
て
光
に
包
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

(
五
)

以
上
、
私
は
様
式
を
主
観
と
客
観
の
問
題
か
ら
考
察
し
、
「
事
物
の
本
質
を
捉
え
る
」
と
い
う
と
と
が
、
主
観
が
主
観
を
超
え
、
客

相
仰
が
客
観
を
超
え
る
(
前
者
は
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
手
法
に
、
後
者
は
翠
純
な
模
倣
に
封
し
て
要
求
さ
れ
る
と
と
で
あ
る
が
)
と
い

う
二
重
の
面
を
含
ん
だ
主
客
合
一
で
あ
る
と
と
を
明
ら
か
に
し
た
つ
も
り
で
あ
る
。

「
様
式
は
個
性
を
し
て
お
よ
そ
種
凪
が
到
達
し

得
る
最
高
の
と
乙
ろ
に
ま
で
高
め
る
。
」

(
デ
イ
ド
ロ

1
の
給
畜
論
)
と
言
う
と
き
に
す
で
に
看
取
さ
れ
た
、
個
が
最
高
の
段
階
に

お
い
て
個
の
立
場
を
超
え
る
と
い
う
晩
年
グ
1
テ
の
様
式
の
把
え
方
も
や
は
り
と
れ
と
同
じ
方
向
の
上
に
あ
る
も
の
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
晩
年
グ
I
テ
が
事
術
の
根
本
形
態
を
「
自
己
忘
却
」
と
い
う
形
で
把
え
て
い
た
と
と
も
(
乙
れ
に
つ

(
幻
)

い
て
は
エ
ム
リ
ッ
ヒ
や
カ
イ
ザ
l
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
)
併
せ
て
閉
じ
線
上
に
考
え
ら
れ
る
。
グ
l
テ
は
一
八
一
二
年
五

月
、
ベ
ル
リ
ン
劇
場
の
開
場
に
寄
せ
て
作
っ
た
序
曲
に
お
い
て
「
各
人
を
自
己
自
身
か
ら
持
ち
上
げ
、
そ
の
根
底
よ
り
引
き
離
す
ζ

と

が
議
官
術
の
求
め
る
と
と
ろ
だ
。
」

と
述
べ
、

さ
ら
に
そ
の
補
遺
に
お
い
て

「
塾
術
の
最
高
目
標
」
と
し
て

「
自
己
自
身
の
忘
却
」

ゲ
ー
テ
の
「
様
式
」
の
概
念
に
つ
い
て

七



八、

(
4巾
円
同
市
印
師
一
巾
ロ

凹
巾
回
同
国

(

m

品

)

明
巾

E
Z
)
と
い
う
言
葉
を
記
し
て
い
る
。
つ
ま
り
迩
術
と
は
、
閉
ぢ
こ
め
ら
れ
た
日
常
主
髄
性
が
絶
封
的
空

聞
に
聞
か
れ
、

「
第
二
の
自
己
」
に
な
る
次
元
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
場
合
、
軍
に
創
る
者
の
み
な
ら
ず
享
受
者
を
も
含

め
た
庚
い
意
味
で
の
塾
術
そ
の
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
郵
術
に
お
け
る
事
物
の
把
握
に
は
、
主
客
合
一
と
い
う
ζ

と
に
闘
し
て
、

さ
ら
に
こ
れ
と
切
り
離
す
乙
と
の
で
き
な
い

運
動
が
あ
り
、
し
か
も
そ
と
か
ら
先
に
進
む
乙
と
は
な
い
。
自
然
は
永
久
に
後
特
し
、

一
つ
の
問
題
一
が
残
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
グ
l
テ
が
「
自
然
に
つ
い
て
の
断
片
」
に
お
い
て
「
自
然
に
は
永
遠
の
生
命
、
生
成
、

(
鈎
)

一
瞬
の
静
止
も
そ
こ
に
は
な
い
。
」
と
言
つ

た
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
は
時
の
う
ち
に
生
成
し
、
移
ろ
い
行
く
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
事
術
家
は
と
の
「
生
動
す
る
波
の
よ
う
に

(ω
)
 

わ
れ
わ
れ
の
眼
前
を
動
い
て
い
る
も
の
」
か
ら
「
隠
れ
た
も
の
、
動
か
な
い
も
の
、
現
象
の
根
底
」
を
取
り
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
乙
の
よ
う
に
し
て
主
客
合
一
と
い
う
問
題
に
は
、
移
ろ
い
行
く
も
の
を
把
え
る
と
い
う
、

い
わ
ば
事
術
に
お
け
る
時
間

性
克
服
の
問
題
が
同
時
に
含
ま
れ
て
来
る
の
で
あ
る
。

さ
て
グ
l
テ
は
「
自
然
の
単
純
な
模
倣
、
手
法
、
様
式」

に
お
い
て
、
風
物
音
、
乙
と
に
草
花
や
果
貫
な
ど
の
静
物
語
を
も
っ
て

知
ら
れ
る
オ
ラ
ン
ダ
の
い
川
家
ヒ
ュ
イ
ス
ム
と
ラ
ヘ
ル
・
ル
イ

ν
誌
の
二
人
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
。

こ
の
墾
術
家
た
ち
は
単
純

な
模
倣
の
段
階
に
お
い
て
は
最
高
の
域
に
達
し
た
人
々
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
が
「
も
し
そ
の
奇
才
に
加
う
る
に
さ
ら
に
博
識
の
植

物
取
者
と
な
り
、
根
を
始
め
と
し
て
、
各
部
分
が
植
物
の
繁
栄
と
成
長
と
に
及
ぼ
す
影
響
、
そ
れ
ら
の
部
分
の
職
分
と
相
互
の
作
用

を
知
り
、
菜
、
花
、

受
待
、
結
賞
、
あ
た
ら
し
い
座
芽
な
ど
の
た
え
ざ
る
発
展
を
理
解
し
、

よ
く
考
え
る
な
ら
ば
」
、

さ
ら
に
よ
り

高
い
義
術
の
段
階
、

つ
ま
り
様
式
に
達
す
る
に
ち
が
い
な
い
と
グ
l
テ
は
ュ汚
う
の
で
あ
る
。
ま
た
彼
は
、
単
純
な
模
倣
に
と
っ
て
可

能
で
あ
る
描
寓
の
範
園
が
、

「
快
適
で
は
あ
る
が
制
限
さ
れ
た
封
象
」

「
死
ん
で
い
る
か
、
あ
る
い
は
静
止
し
て
い
る
封
象
」
に
限

ら
れ
る
乙
と
を
も
指
摘
し
て
い
る
。
グ
l
テ
の
自
然
研
究
に
お
い
て
色
彩
論
と
な
ら
ぶ
も
の
が
彼
の
モ
ル
フ
オ
ロ
ギ
イ
研
究
で
あ
っ



を
見
出
そ
う
と
努
め
た
乙
と
は
彼
の
「
イ
タ
リ
イ
旅
行
」
に
も
記
さ
れ
て
い
る
通
り
で
あ
る
が
、

た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
す
で
に
彼
が

ν
v
pイ
へ
の
旅
行
中
に
あ
ら
ゆ
る
植
物
の
原
形
と
し
て
の
「
原
植
物
」

ハ
C
G
2
2
N巾)

一
七
九

O
年
に
書
か
れ
た
「
植
物

の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
」
に
は
じ
ま
っ
て
最
晩
年
に
殺
表
さ
れ
た
「
動
物
哲
製
の
諸
原
理
」

(
一
八
三

O
年
)
に
い
た
る
迄
、
謹
術

家
グ
1
テ
の
眼
は
絶
え
間
な
く
動
植
物
に
お
け
る
有
機
健
生
命
の
翻
祭
に
向
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

(
そ
れ
は
第
一
次
ワ
イ
マ

ー
ル
時
代
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
。
)
そ
し
て
い
か
に
こ
の
自
然
視
察
者
の
限
が
塾
術
家
の
眼
に
も
通
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、

乙

の
言
葉
に
よ
っ
て
も
諮
明
さ
れ
る
通
り
で
あ
る
。
植
物
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
と
は
、
種
子
が
褒
芽
し
、
室
と
な
り
校
と
な
り
葉
と

な
り
、
花
を
聞
か
せ
て
行
く
よ
う
に
、
植
物
の
後
形
し
つ
つ
務
出
展
す
る
姿
に
ほ
か
な
ら
ぬ
。
し
た
が
っ
て
塾
術
家
は
乙
の
移
ろ
い
と

と
も
に
生
成
す
る
も
の
、

つ
ま
り

4
2
E巾
ロ
そ
の
も
の
を
把
握
せ
よ
と
グ
l
テ
は
言
う
の
で
あ
る
。

単
純
な
模
倣
が
事
物
を
主
観

か
ら
切
り
離
さ
れ
た
単
な
る
客
健
に
固
着
せ
し
め
つ
つ
、

そ
れ
を
把
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
乙
と
は
す
で
に
述
べ
た
が
、

そ
れ
は

グ
1
テ
が
言
う
ご
と
く
静
止
し
た
も
の
の
み
を
描
く
乙
と
が
で
き
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
そ
も
そ
も
静
止
し
得
な
い
も
の
を
静

止
せ
し
め
、
静
物
と
み
な
す
と
と
に
よ
っ
て
把
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

花
が
咲
く
と
き
、

そ
れ
は
聞
く
花
と
い
う
過
去
と
や
が
て
凋
み
行
く
花
と
い
う
未
来
を
と
も
に
抱
き
な
が
ら
咲
い
て
い
る
。
花
は

い
や
む
し
ろ
、
時
の
移
ろ
い
が
花
を
咲
か
せ
る
の
で
あ
り
、
無
常
性
の
う
ち
に
咲
く
か
ら
ζ

そ
花
は

乙
こ
か
ら
現
に
咲
く
花
を
取
り
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
課
題
を
負
わ
さ
れ
て
い
る
。
も

そ
と
に
分
別
と
反
省
と
を
働
か
せ
る
な
ら
ば
、
自
己
と
花
と
は
直
ち
に
隔
離
さ
れ
て

時
の
移
ろ
い
の
う
ち
に
咲
く
。

美
し
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
裂
術
家
は
、

し
彼
が
「
咲
く
花
」
と
い
う
も
の
に
固
執
し
、

し
ま
う
。
自
己
が
花
と
な
り
、
花
と
と
も
に
移
ろ
い
な
が
ら
、
し
か
も
花
の
永
遠
の
相
を
直
視
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
葱
術
家

(
れ
)

は
時
の
経
過
を
切
断
す
る
の
で
な
く
し
て
、
時
と
と
も
に
流
れ
な
が
ら
し
か
も
「
瞬
間
と
は
永
遠
で
あ
る
」
と
い
う
意
味
の
瞬
間
を

把
え
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

ゲ
ー
テ
の
「
株
式
」
の
概
念
に
つ
い
て

:fL 



。

ラ
オ
コ

l
ン
群
像
は
グ
l
テ
に
と
っ
て
、
ま
さ
し
く
と
の
よ
う
な
「
含
蓄
あ
る
瞬
間
」
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も

彫
刻
や
総
書
と
は
、
生
成
す
る
も
の
を
あ
る
一
瞬
に
お
い
て
把
え
る
塾
術
で
あ
る
か
ら
、
乙
の
一
瞬
を
ど
と
に
え
ら
ぶ
か
と
い
う
と

「
造
形
審
術
の
あ
ら
わ
し
得
る
も
っ
と
も
感
動
的
な
表
現
は
、
あ
る
欣
態
か
ら
他
の
状
態
へ

(
辺
)

の
過
程
の
う
え
に
浮
動
す
る
と
と
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
」
(
ラ
オ
コ

1
ン
論
、

と
ろ
に
大
き
い
問
題
が
輿
え
ら
れ
る
。

一
七
九
八
年
)
つ
ま
り
、
瞬
間
は
時
の
経
過
を
内
に

含
む
と
と
に
よ
っ
て
、
始
め
て
現
在
で
あ
り
な
が
ら
も
永
遠
に
通
ず
る
瞬
間
と
な
る
の
で
あ
る
。
蛇
に
襲
わ
れ
た
父
親
と
二
人
の
息

子
の
苦
痛
を
表
現
す
る
乙
の
ラ
オ
コ

l
ン
群
像
は
、
未
来
よ
り
近
ず
く
苦
難
に
封
す
る
橡
感
め
い
た
恐
怖
、
い
ま
や
眼
前
に
苦
し
み

を
認
め
る
と
き
の
驚
き
、
過
ぎ
去
っ
た
苦
難
に
封
し
て
の
同
情
と
い
う
三
つ
の
時
間
的
契
機
を
一
つ
の
瞬
間
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
示

「
あ
る
彫
塑
の
作
品
を
賓
際
に
眼
の
前
に
動
く
よ
う
に
作
ろ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
経
過
す
る
瞬
間
を
え
ら
ば

す
も
の
で
あ
っ
た
。

ね
ば
な
ら
ぬ
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
す
ぐ
前
に
は
全
健
の
い
か
な
る
部
分
と
い
え
ど
も
こ
の
位
置
に
あ
っ
た
筈
が
な
く
、
そ
の
す
ぐ
後

(
お
)

に
は
あ
ら
ゆ
る
部
分
が
と
の
位
置
を
棄
て
る
と
と
を
絵
儀
な
く
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
」
そ
れ
は
、
あ
た
か
も
わ
れ
わ
れ
が
飛

ぶ
矢
を
固
定
せ
ん
と
す
れ
ば
、
矢
は
直
ち
に
落
下
し
て
飛
ぶ
矢
で
な
く
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
義
術
家
は
、
自
ら
が
矢
と
な
っ

て
飛
び
な
が
ら
、
し
か
も
飛
ぶ
矢
を
表
現
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。

つ
古
品
し
の
ノ
、

そ
の
矢
を
固
定
さ
れ
た
瞬
間
の
う
ち
で
は
な
く
、

「
経
過
す

る
瞬
間
」
の
う
ち
に
把
握
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ふ
つ
う
造
形
塾
術
と
は
物
を
瞬
間
に
お
い
て
表
現
し
、

こ
れ
に
到
し
て
音

集
と
は
時
間
の
経
過
の
う
ち
に
表
現
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
楽
譜
を
作
る
場
合
に
、

た
と
え
長
い

譜
で
あ
っ
て
も
、
蓄
や
立
像
の
よ
う
に
そ
の
全
健
を
直
視
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
の
乙
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
グ
l
テ
が
ラ
オ
コ

l

ン
群
像
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
も
の
と
は
正
に
反
封
の
場
合
で
あ
る
と
い
え
よ
う
が
、

そ
も
そ
も
婆
術
家
の
創
造
作
用
の
根
底
に
は
、

乙
の
よ
う
な
空
間
的
な
も
の
と
時
間
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
静
止
す
る
も
の
と
流
れ
行
く
も
の
と
を
合
一
す
る
よ
う
な
根
元
的
健
験

が
存
在
す
る
の
で
な
か
ろ
う
か
?



す
で
に
へ
ラ
ク

v
l
ト
ス
は
蔦
物
流
轄
と
言
っ
た
が
、
生
の
無
常
に
封
す
る
不
安
は
、
遂
に
「
す
べ
て
の
過
ぎ
去
り
行
く
も
の
は

た
だ
の
比
織
に
す
ぎ
ぬ
」
と
い
う
よ
う
な
境
地
が
得
ら
れ
る
ま
で
、
生
涯
グ
l
-ア
を
悩
ま
せ
つ
づ
け
た
問
題
で
あ
っ
た
。

「
人
の

生
は
夢
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
よ
う
な
無
常
感
、
自
然
の
無
目
的
な
流
轄
と
荒
涼
た
る
破
壊
・
鑑
食
に
封
し
て
の
お
の
の
き
は
、
す

で
に
「
ク
エ
ル
テ
ル
」
に
お
い
て
背
後
に
ひ
び
く
暗
い
不
協
和
音
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
グ
l
テ
の
晩
年
の
小
説
「
親
和
力
」

に
お
い
て
も
「
わ
れ
わ
れ
が
陥
没
し
た
、
教
舎
を
訪
れ
る
人
々
の
靴
に
踏
み
で
り
さ
れ
た
墓
石
を
眺
め
、
ま
た
、

そ
れ
ら
の
墓
標
の

上
に
崩
れ
落
ち
た
教
舎
を
眺
め
る
た
び
に
、

死
後
の
生
活
は
、

わ
れ
わ
れ
が
形
象
の
な
か
、
碑
銘
の
な
か
に
か
く
れ
て
始
め
、

し
か

も
乙
の
世
の
生
き
た
生
活
よ
り
も
長
く
そ
乙
に
留
る
よ
う
な
第
二
の
生
活
の
ご
と
く
に
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
乙
の
形
象
、

乙
の
第

二
の
存
在
も
早
晩
に
い
つ
か
は
消
え
て
し
ま
う
。
人
聞
に
封
し
で
も
、

記
念
碑
に
針
し
で
も
、
時
は
そ
の
力
を
ふ
る
う
と
と
を
止
め

な
い
。
」

(第
二
部
、
第
二
章

オ
ァ
テ
イ

1
9
エ
の
日
記
)
と
い
う
言
葉
を
残
し
て
い
る
よ
う
に
、
グ
l
テ
に
生
涯
つ
き
ま
と
う

深
刻
な
健
験
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
彼
が
一
方
に
お
い
て
創
造
的
自
然
に
封
す
る
調
和
的
な
解
緯
を
有
し
、
そ
れ
が
若
い
頃
ス
ピ
ノ

グ
を
通
し
て
知
っ
た
神
即
自
然
の
イ
デ
ー
に
も
と
ず
く
も
の
で
あ
る
乙
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
果
し
て
グ
l
テ
は
乙
の
二
つ
の

相
反
す
る
要
素
を
ど
の
よ
う
な
形
で
和
解
さ
せ
て
行
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
?

こ
こ
で
私
は
、
グ
l
テ
が
す
で
に
若
い
頃
か
ら
持
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
特
異
な
時
間
感
到
に
つ
い
て
注
意
し
た
い
。
そ
れ
は
、
彼

自
ら
「
詩
と
異
貫
」

(
第
三
部
、
第
十
四
章
)
に
お
い
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

〈
鈍
)

「
幽
霊
の
よ
う
な
も
の
を
現
在
か
ら
よ
み
が
え
ら
せ
る
直
観
」
の
こ
と
で
あ
る
。
イ
夕
刊
y

イ
旅
行
に
お
い
て
こ
の
直
視
は
歴
史
的
把

「
過
去
と
現
在
と
を
一
つ
に
融
合
さ
せ
る
感
情
」

援
の
鋭
い
眼
と
な
っ
た
。
彼
の
観
察
は
、
時
代
を
超
え
な
が
ら
も
歴
史
的
で
あ
り
、
存
績
し
な
が
ら
も
経
過
し
行
く
風
物
に
ひ
た
す

ら
向
け
ら
れ
る
。

「
こ
の
よ
う
に
し
て
私
は
今
ま
で
常
に
空
想
や
感
情
を
抑
制
し
て
、
地
方
地
方
の
自
由
な
明
確
な
観
察
を
な
し
得

る
た
め
に
、
地
質
翠
上
の
な
ら
び
に
風
土
上
の
眼
光
を
働
か
せ
て
き
た
。
そ
う
す
る
と
不
思
議
に
歴
史
と
い
う
も
の
が
生
き
生
き
と

ゲ
ー
テ
の
「
様
式
」
の
概
念
に
つ
い
て



開
示
さ
れ
て
き
て
、
す
べ
て
が
見
違
え
る
よ
う
に
な
る
。
」

(
イ
タ
リ
イ
旅
行
、

一
七
八
六
年
卜
川
二
卜
七
日
)
し
か
し
グ
l
テ
に

と
っ
て
歴
史
と
は
、
現
在
と
切
り
離
さ
れ
た
皐
な
る
過
去
で
は
な
く
、
事
習
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
よ
う
な
個
々
の
歴
史
上
の
客
観
的

事
宜
で
も
な
く
て
、

あ
く
ま
で
も
今
に
働
き
か
け
る

。
巾
由

n
y
m
y
m
ロ

そ
の
も
の
で
あ
ア
た
。
偉
大
な
歴
史
の
舞
台
ロ

l
マ
を
討
に

し
て
、
グ
l
テ
は
「
私
は
ロ

l
マ
を
、
存
績
す
る
ロ

l
マ
を
見
た
い
の
で
あ
っ
て
、
十
年
ど
と
に
移
り
行
く
ロ

l
マ
を
見
よ
う
な
ど

と
は
思
わ
な
い
。
」

(
一
七
八
六
年
十
二
月
二
十
九
日
)
と
言
う
。
過
去
を
知
る
ζ

と
な
し
に
そ
の
現
在
の
相
を
見
る
乙
と
が
で
き

な
い
と
同
様
に
、
過
去
は
現
に
鱒
験
さ
れ
、
直
知
さ
れ
る
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
極
端
な
言
い
方
を
す
れ
ば
、
歴
史
と
は
む
し

ろ
わ
れ
わ
れ
の
内
面
に
お
い
て
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
グ
l
テ
は
「
わ
れ
わ
れ
は
他
の
場
所
に
お
い
て
は
歴
史
を
外
か

ら
内
に
向
っ
て
積
む
の
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
内
か
ら
外
に
向
っ
て
読
ん
で
い
る
よ
う
な
泌
が
す
る
。
す
べ
て
の
も
の
が
わ
れ
わ
れ

の
周
固
に
集
積
し
、

ふ
た
た
び
わ
れ
わ
れ
の
内
か
ら
外
に
向
っ
て
出
て
行
く
。
」

(
向
上
)
と
も
言
う
の
で
あ
る
。
歴
史
を
主
倒
的

時
間
と
し
て
把
握
し
、
過
去
を
現
在
に
還
元
す
る
と
い
う
グ
l
テ
の
濁
自
な
直
観
作
用
が
、
時
間
性
克
服
の
一
つ
の
あ
り
方
を
示
す

も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

い
さ
さ
か
横
道
に
そ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
か
か
る
主
健
的
な
時
間
把
握
の
秘
密
に
よ
っ
て
濁
自
の
襲
術
境
を
開
拓
し
た
人
と

し
て
グ
l
-ア
に
高
く
評
償
さ
れ
た
、
十
七
世
紀
オ
ラ
ン
ダ
の
風
景
讃
家
ロ
イ
ス
ダ
l
ル
の
乙
と
に
ふ
れ
た
い
。
彼
は
、
首
時
一
般
の

風
景
画
に
見
ら
れ
る
お
だ
や
か
な
、
表
面
的
に
な
り
が
ち
な
自
然
描
寓
に
満
足
せ
ず
、

よ
り
深
く
す
る
ど
い
観
察
に
よ
っ
て
自
然
の

本
質
を
把
鑑
し
、
わ
れ
わ
れ
の
魂
に
語
り
か
け
る
よ
う
な
厳
粛
な
自
然
を
描
き
出
し
た
者
家
で
あ
る
。
グ
l
テ
は
「
詩
人
と
し
て
の

ロ
イ
ス
.
タ

I
ル」

(
一
八
一
六
年
)
に
お
い
て
彼
の
三
つ
の
作
品
を
取
り
上
げ
て
論
じ
、

な
る
粘
」
を
と
ら
え
、

わ
れ
わ
れ
の
眼
を
楽
し
ま
せ
る
だ
け
で
な
く
、

乙
の
4
4

削
家
が
「
創
造
力
が
理
性
と
一
つ
に

(
お
)

「
内
的
な
る
感
覚
を
呼
び
起
す
」
よ
う
な
逃
術
品
を
創
り
上

げ
た
乙
と
を
強
調
し
て
い
る
。
乙
の
意
味
に
お
い
て
、
彼
は
ま
さ
し
く
「
詩
人
」
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
彼
の
ロ
イ
ス
グ
l



ル
解
稗
に
お
い
て
も
っ
と
も
注
目
す
べ
き
は
、
彼
が
こ
の
嬰
術
家
に
「
現
在
の
な
か
に
過
去
を
表
現
し
」
、

(
お
)

き
る
も
の
と
の
き
わ
め
て
具
象
的
な
結
合
に
も
た
ら
す
」
特
異
な
才
能
を
指
摘
し
て
い
る
と
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
と
と
で
論
じ

ら
れ
て
い
る
ロ
イ
ス
ダ
l
ル
の
名
作
「
ユ
ダ
ヤ
人
教
舎
の
庭
」
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
雷
雨
を
は
ら
ま
せ
て
走
る
雲
、
崩
れ
お
ち

「
死
滅
せ
る
も
の
を
生

た
教
舎
の
ド
l
ム
、
風
雨
に
漫
さ
れ
渡
木
に
お
お
わ
れ
た
墓
石
、
朽
ち
果
て
た
樹
木
、
巌
趨
を
ぬ
っ
て
流
れ
る
小
川
・
:
:
。
わ
れ
わ

れ
が
と
の
姶
帽
に
感
じ
る
も
の
は
、
萎
術
史
家
ヤ
ン
ソ
ン
も
言
う
よ
う
に
「
地
上
の
い
か
な
る
事
物
も
存
績
す
る
も
の
で
な
く
、
時
間
、

(
幻
〉

風
、
水
な
ど
は
た
だ
人
聞
の
作
り
出
し
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
樹
木
や
岩
石
に
い
た
る
ま
で
高
物
を
無
に
蹄
せ
し
め
る
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
乙
の
檎
に
お
い
て
す
べ
て
は
「
現
在
の
生
命
に
何
ら
の
権
利
を
奥
え
る
と
と
な
し
に
、
ひ
た
す
ら
過
去
の
た
め
に
捧
げ

(
お
)

ら
れ
て
い
る
」
と
グ
l
テ
が
言
う
時
、
そ
れ
は
た
だ
、
眼
前
の
一
股
嘘
が
在
り
し
日
の
偉
大
な
面
影
を
偲
ば
し
め
る
と
い
う
意
味
だ
け

で
は
な
い
。
過
去
と
は
翠
な
る
過
去
で
は
な
く
し
て
、
現
に
過
ぎ
去
り
つ
つ
あ
る
も
の
で
あ
り
、

そ
の
意
味
に
お
い
て
「
過
ぎ
去
っ

た
と
い
う
以
上
の
も
の
」
(
巴
ロ
冨
冊
げ
ヤ
白
Z
・〈
2
m国ロ
m
2
M
g
)
と
な
る
。

墓
石
は
い
か
な
る
死
者
の
墓
石
で
も
な
く
し
て
、
滅
び

つ
つ
あ
る
そ
の
姿
に
お
い
て
「
自
己
自
身
の
墓
石
」
で
あ
る
。
そ
し
て
ロ
イ
ス
ダ
l
ル
は
ζ

の
よ
う
に
過
ぎ
去
り
行
く
も
の
の
中
に

永
遠
の
相
を
と
ら
え
る
乙
と
に
よ
り
、

「
完
全
な
象
徴
に
達
し
た
」
と
グ
i
テ
は
言
う
の
で
あ
る
。

(

占

ハ

)

さ
て
最
後
に
グ
1
テ
の
そ
ル
フ
オ
ロ
ギ
イ
研
究
(
殊
に
植
物
に
闘
し
て
の
)
を
も
う
一
度
取
り
上
げ
て
み
た
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ

(
鈎
)

は
、
グ

v
l
-ア・

ν
ェ
l
ダ
1
も一士
一口
う
よ
う
に
、
と
ど
の
つ
ま
り
彼
の
生
涯
の
問
題
で
あ
っ
た
自
然
の
生
成
流
鞠
す
る
無
常
性
の
法

則
と
の
封
決
で
あ
り
、

そ
の
克
服
の
第
一
歩
を
示
す
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
グ
1
-ア
が
彼
の
モ
ル
フ
オ
ロ
ギ
イ
研
究
諸
論
文
の

最
初
に
置
か
れ
た
「
有
機
鶴
自
然
の
形
成
と
嬰
形
」

(
一
八

O
七
年
〉
の
見
出
し
に
「
見
よ
、
彼
が
わ
た
し
の
か
た
わ
ら
を
通
ら
れ

ゲ
ー
テ
の
「
様
式
」
の
概
念
に
つ
い
て



四

て
も
、
わ
た
し
は
彼
を
見
な
い
。
彼
は
進
み
行
か
れ
る
が
、
わ
た
し
は
彼
を
認
め
な
い
。
」

(
ヨ
プ
記
九
の
十
一
)
と
い
う
聖
書
の

言
葉
を
引
用
し
た
と
い
う
乙
と
も
、

乙
の
意
味
に
お
い
て
の
み
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
乙
乙
に
お
い
て
、
若
き
頃
よ
り
グ
l

テ
を
悩
ま
せ
た
「
生
誕
と
墓
場
」
(
の
m
vロ
ユ

E
己

の

E
Z
と
し
て
の
破
壊
的
自
然
は
「
決
定
的
形
姿
」

(門回目。叩ロ仲間
wnyFm
弘司ロ叩

。冊目

Z
-ご
と
い
う
創
造
的
調
和
的
自
然
の
う
ち
に
止
場
さ
れ
、

と
ど
ま
る
乙
と
な
き
流
轄
の
相
は
永
速
の
秩
序
の
も
と
に
鮪
せ
し

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

こ
と
に
有
機
的
形
慨
を
よ
く
観
る
な
ら
ば
、
鐙
化
せ
ず
し
て
静
止
し
、
他
と
の
闘
係
を
持(ω) 

た
な
い
よ
う
な
も
の
は
ど
と
に
も
存
在
せ
ず
、
む
し
ろ
す
べ
て
が
絶
え
ざ
る
襲
幻
躍
動
の
う
ち
に
動
揺
し
て
い
る
乙
と
を
見
出
す
。
」

「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
す
べ
て
の
形
姿
、

(
モ
ル
フ
オ
ロ
ギ
イ
、
意
闘
の
序
説
)
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
に
よ
っ
て
買
に
多
種
多
様
な
幾
貌
を
な
し
と
げ
て
い
る
植
物
界
で
は
あ
る

が
、
そ
こ
に
は
お
の
ず
か
ら
植
物
を
し
て
植
物
た
ら
し
め
て
い
る
よ
う
な
根
元
的
な
姿
が
看
取
さ
れ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
子
葉
が

務
芽
し
、
葉
や
輩
と
な
り
、
花
を
聞
か
せ
結
貫
さ
せ
て
行
く
経
過
に
お
い
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
態
の
う
ち
に
顕
現
さ
れ
る
と
こ
ろ

の
同
一
の
形
式
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
グ
l
テ
は
乙
れ
を
「
根
元
植
物
」
と
名
付
け
、
回

E
2
と
も
表
現
し
た
の
で
あ
る
が
、

(
川
U
U

は
移
ろ
い
行
き
な
が
ら
も
「
生
々
し
、
後
展
す
る
刻
印
さ
れ
た
形
式
」
(
丘
四

そ
れ

m
叩同】円釦同州同叩

司
O
H
H
H
M

向日時冊目白

σ叩
ロ
内
回
目
山
口
宮
市
ロ
件

羽目

nw色
丹
)
と
し
て
今
に
現
前
す
る
と
と
ろ
の
形
式
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
「
典
型
」
(
吋
吋
℃
ロ
帥
)
と
も
呼
ば
れ
た
。

こ
乙
で
わ
れ
わ
れ

は
グ
l
テ
が
「
根
元
植
物
」
と
言
う
と
き
の
「
根
元
」

A
P
C
H
'
V
の
意
味
を
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
も
そ
も

A
C
?
V
の

言
葉
に
は
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
白
日
目
伊
丹
と
か

d
gロ
F
口
問
と
か
言
わ
れ
る
と
き
に
は
歴
史
的
な
古
さ
、

時

間
的
な
起
源
を
示
し
、

己円

E
E
と
か
白
井
円
阻
止
と
か
使
わ
れ
る
と
き
に
は
時
間
的
な
も
の
を
超
越
し
て
、

形
式
の
た
え
ざ
る
現

有
、
も
し
く
は
自
然
の
創
造
力
の
源
泉
の
ご
と
き
も
の
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

d
R
m
伊
丹
は
歴
史
に
凶
し
、

(
必
)

V
J
タ
イ
ガ

l
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
ニ
つ
の
も
の
が
全
く
一
致
し
て
い
る
。
そ

口同
W
E
3
は
自
然

に
凶
す
る
。
し
か
も
グ
l
-ア
に
お
い
て
は
、



「
フ
ァ
ク
ス
ト
」
に
お
い
て
メ
ネ
ラ
オ
ス
の
妻
、
ア
ヒ

ν
ス
と
パ
リ
ス
の
懸
人
と
し
て
ギ
リ

ν
ャ
紳
話
の
太
古
か

ら
取
り
出
さ
れ
た
へ

V
ナ
が
、
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
美
の
原
型
と
し
て
歴
史
を
超
越
し
た
存
在
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

れ
は
た
と
え
ば
、

ζ

の
よ
う
に
し
て
「
根
元
植
物
」
は
あ
ら
ゆ
る
植
物
の
起
源
と
し
て
も
ち
ろ
ん
過
去
に
も
想
定
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
同

時
に
現
在
に
お
い
て
も
あ
ら
ゆ
る
植
物
を
植
物
と
し
て
規
定
し
て
い
る
と
と
ろ
の
形
象
で
あ
り
、

さ
ら
に
一
つ
の
他
物
に
お
い
て
も

子
葉
、
芽
、
葉
、
室
、
枝
、
花
、
果
責
な
ど
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
の
う
ち
に

「
牧
縮
と
協
張
」

(
N
ロ
Z
B
S
2
H
N芯}回ロロ
m
E
M円

同

〉
ロ
凹
仏
叩
げ
ロ
ロ
ロ
伺
)
の
リ
ズ
ム
を
も
っ
て
殻
現
す
る
力
な
の
で
あ
る
。

(

円

日

)

仮
象
」
で
は
な
く
し
て
「
内
的
な
異
賓
と
必
然
性
を
持
つ
」
も
の
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
有
名
な
グ

l
テ
と

νラ
ー
と
の
封
話
か

「
根
元
植
物
」
と
は
か
く
し
て
「
給
讃
や
文
型
上
の
影
像
や

ら
も
う
か
が
わ
れ
る
よ
う
に
、
草
な
る
「
理
念
」
で
は
な
く
し
て
、
現
に
葉
と
し
て
花
と
し
て
「
自
に
見
え
、
手
で
把
え
う
る
」
限

り
で
は
、
あ
く
ま
で
も
直
感

κ訴
え
る
と
ζ

ろ
の
「
経
験
」
な
の
で
あ
る
。

以
上
ず
い
ぶ
ん
廻
り
道
を
し
た
よ
う
で
あ
る
が
、
私
は
ζ

と
で
再
び
本
筋
た
る
べ
き
様
式
の
問
題
に
蹄
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
様
式

と
は
グ

i
テ
に
と
っ
て
、

「
物
の
本
質
」
を
把
握
す
べ
き
正
し
い
認
識
の
あ
り
方
を
追
求
す
る
も
の
と
し
て
、
先
ず
準
術
の
次
元
に

お
い
て
問
わ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
あ
っ
た
が
、
以
上
の
考
察
に
よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
彼
の
自
然
研
究
の
あ
り
方

と
決
し
て
切
り
離
せ
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
そ
し
て
物
を
正
し
く
見
る
と
い
う
黙
に
お
い
て
色
彩
論
の
問
題
と
な
り
、
さ
ら
に
生
成

幾
化
す
る
事
物
を
見
る
と
い
う
貼
で
モ
ル
フ
オ
ロ
ギ
イ
研
究
に
も
ふ
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
色
彩
論
に
お
い
て
グ

l
テ

は
上
述
の
ご
と
く
主
と
し
て
空
間
的
な
事
象
と
し
て
の
主
翻
・
客
観
の
問
題
に
ふ
れ
、

い
う
も
の
に
含
ま
れ
る
時
間
性
の
問
題
と
封
決
し
た
と
言
え
る
の
で
あ
る
が
、

乙/

エ

ダー

l 方
もモ
指/レ

摘フ
しオ
てロ
いギ
るイ
ょに
うお
lζ(い
、44て

グは
i 生
テ成
iζ と

と
っ
て
乙
の
二
つ
の
問
題
が
、
と
ど
の
つ
ま
り
は
同
一
の
根
底
に
立
つ
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
注
目
に
倒
す
る
。

こ
の
貼

を
さ
ら
に
追
及
す
る
と
い
う
乙
と
は
、
本
論
の
到
底
な
し
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
。
し
か
し
私
は
、

ζ

の
問
題
解
決
の
い
と
ぐ
ち
が

ゲ
ー
テ
の
「
様
式
」
の
概
念
に
つ
い
て

二
五



一一
六

す
で
に
「
目
に
見
え
、
手
で
把
え
う
る
形
態
」
と
い
う
と
き
の
形
態
(
の

gz-
。K輿
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
な

ぜ
な
ら
、
形
態
と
は
光
の
行
口
た
る
色
と
し
て
主
客
合
一
の
地
駄
を
示
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
時
聞
を
媒
介
と
し
た
生
成
に
お

い
て
時
聞
を
超
え
て
現
わ
れ
る
も
の

κ他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

さ
て
い
さ
さ
か
強
引
な
結
論
の
出
し
方
か
も
知
れ
な
い
が
、
以
上
に
述
べ
た
事
物
の
正
し
い
把
握
と
い
う
こ
と
を
さ
ら
に
庚
い
腕

界
に
置
く
と
き
、
最
初
に
指
摘
し
た
よ
う
な
グ
l
テ
の
様
式
に
封
す
る
よ
り
高
い
把
握
が
生
れ
て
来
る
の
で
な
か
ろ
う
か
。

つ
ま
り

様
式
は
|
|
手
法
が
個
性
を
よ
り
個
性
化
す
る
の
に
封
し

l
l個
性
を
普
遍
的
な
地
平
へ
と
聞
く
の
で
あ
る
。
個
が
個
の
立
場
を
突

破
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
他
の
個
に
封
し
て
聞
か
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
主
観
が
物
の
本
質
を
把
え
る
と
と
に
よ
っ
て
主
観
性
を
超
え

こ
の
よ
う
に
し
て
塾
術
上
の
問
題
が
倫
理
的
な
も
の
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
「
諦
念
」

(
必
)

「
全
様
性
の
観
照
」

(

V
V

ュ
タ
イ
ガ

1
)
に
基
く
も
の
で
あ
っ
た
よ
う

る
乙
と
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

と
い
う
晩
年
グ
l
テ
の
倫
理
的
イ
デ
ー
が
「
異
質
の
観
照
」

に
、
グ
l
-ア
に
お
い
て
倫
理
と
墾
術
と
は
切
り
離
せ
る
も
の
で
な
か
っ
た
。
様
式
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
、
個
の
立
場
を
超
え

て
他
者
と
純
粋
に
嗣
り
合
い
、
自
由
な
融
通
無
碍
の
天
地
に
入
る
の
で
あ
る
。
晩
年
目
ノ
ル
ク
の
「
聞
か
れ
た
も
の
」
と
か
「
純
粋
聯

開
」
と
か
い
う
言
葉
が
と
ζ

で
思
い
出
さ
れ
る
。
様
式
に
つ
い
て
の
結
論
ら
し
い
結
論
も
得
ら
れ
な
か
ヲ
た
私
で
あ
る
が
、
最
後
に

グ
l
テ
の
「
親
和
力
」
か
ら
の
言
葉
を
引
用
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
本
論
を
終
り
た
い
。

「
す
べ
て
そ
の
種
類
に
お
い
て
完
全
な
る
も
の
は
そ
の
種
類
を
超
え
、
何
か
別
の
も
の
、
比
い
な
き
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。

夜
鴬
は
あ
る
音
を
き
く
と
鳥
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
や
が
て
そ
の
世
界
を
抜
け
出
て
、
あ
ら
ゆ
る
鳥
に
そ
も
そ
も
歌
う
と
は
ど
う

い
う
乙
と
で
あ
る
か
を
教
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
様
に
見
え
る
。
」

(
第
二
部
第
十
章
、

オ
ブ
テ
ィ
l
リ
エ
の
日
記
よ
り
〉

(
一
九
六
回
・
一
・
ニ

O
)
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