
「
素
朴
文
事
ミ
感
傷
文
早
」

シ
-
フ
ー
の
論
文
「
素
朴
文
墜
と
感
傷
文
皐
に
つ
い
て
」
の
こ
と
を
、
ト
ー

マ
ス
・
マ
げ
J

は
「
他
の
-
切
の
エ
ッ
セ
イ
を
含
ん
で
よ
け
い
な
も
の
に
し
て

い
る
と
こ
ろ
の
、
ド
イ
ツ
人
の
古
典
的
で
包
語
的
な
エ
ッ
セ
イ
」
と
呼
ん
で

い
折
山
こ
う
い
う
形
容
に
は
、
交
態
者
ら
し
い
わ
ざ
と
犯
っ
た
誇
張
、
か
感
ぜ

ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
は
、
お
よ
そ
文
墜
に
闘
す
る
根
木
問
題
、
作

家
と
現
寅
世
界
と
の
関
係
の
問
題
.
作
家
の
伺
性
の
問
題
、
詩
作
の
方
法
の

問
題
、
ジ
ャ
シ
ル
の
問
題
な
ど
、
そ
の
解
答
の

E
否
は
と
も
か
く
一
、
捉
え
る

べ
き
も
の
は
す
べ
て
捉
え
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
捉

え
方
が
ド
イ
ツ
人
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
事
賞
、
シ
'
ラ
ー
は
そ
う

い
う
問
題
を
外
部
か
ら
で
は
な
く
、
自
分
の
詩
人
と
し
て
の
作
業
の
な
か
か

ら
、
し
か
し
も
と
よ
り
そ
の
経
史
的
地
撤
に
お
い
て
深
く
考
え
て
，
い
る
の
で

あ
っ
て
、
素
朴
的

(
Z
Z
と
か
感
傷
的
合

g
吾
HHggzRY)
と
か
い
う

言
葉
は
い
く
ら
か
古
び
た
感
じ
を
思
え
も
す
る
が
、
こ
の
論
文
は
決
し
て
文

筆
史
上
の
珍
口
聞
と
し
て
で
は
な
く
、
今
な
お
わ
れ
わ
れ
の
関
心
を
ひ
く
よ
う

な
問
題
を
は
ら
む
作
品
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
前
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
素
朴
女
暴
と
感
磁
文
畢
」
に
づ
い
て

Jコ

いて

古
口

ヲた

回

:as 

シ
ラ
1
は
口
町
n
y
Z
G
E
H
0
8司
U

と
い
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
も
と
も
と

哲
皐
的
思
弊
へ
の
傾
向
の
強
い
人
で
あ
る
が
、
一
七
九
一
年
頃
か
ら
(
そ
れ

は
彼
が
イ
エ
ナ
大
壊
の
歴
史
躍
の
助
教
授
に
任
ぜ
ら
れ
、
シ
ヤ
ル
ロ
ッ
テ
・

フ
ォ

ν
・
ν
yゲ
フ
ェ
ル
ト
と
結
婚
し
、
多
年
の
漂
泊
の
生
活
に
漸
く
別
れ

を
告
げ
て
間
も
な
い
頃
で
あ
る
)
、
そ
れ
ま
で
友
人
ケ
ル
ナ
ー
に
す
す
め
ら

れ
な
が
ら
、
木
式
に
専
念
す
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
カ

y
ト
哲
曜
の
研
究

に
波
踊
し
は
じ
め
た
(
「
判
断
力
批
剣
」
は
一
七
九
O
年
に
端
技
表
)
。
彼
の
思

索
の
方
向
は
早
く
か
ら
人
間
性
の
一
一
元
論
的
考
察
へ
傾
い
て
い
た
が
、
カ
リ
J

ト
哲
墜
と
出
曾
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
こ
に
お
の
が
思
想
の
浬
論
的
機
黙
を
見

い
だ
し
、
そ
れ
と
の
針
決
に
よ
っ
て
お
の
れ
の
思
想
を
深
化
せ
し
め
つ
つ
、

そ
の
成
果
を
自
己
の
天
職
と
み
な
し
て
い
る
護
術
・
文
撃
の
分
野
に
適
用
し

た
。
或
い
は
む
じ
ろ
、
義
術
・
文
簡
単
を
自
己
の
思
索
の
場
と
し
て
そ
の
分
析

を
ナ
す
め
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
一
連
の
美
態
論
文
が
失
荷
に
書
か
れ
た
の
で

あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
仕
事
の
主
題
を
な
す
も
の
は
、
や
は
り
人
間
性
の
一
一
元

的
動
立
、
つ
ま
り
、
感
性
と
理
性
、
叉
は
シ
ラ
1
自
身
の
用
語
を
か
れ
ば
、

自
然
的
性
絡
と
道
徳
的
性
絡
と
の
針
立
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ

が
襲
術
・
文
撃
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
は
た
ら
き
、
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
る



「
素
朴
文
皐
と
感
傷
文
筆
」
に
つ
い
て

か
と
い
う
と
と
の
採
求
と
い
え
よ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
人
間
性
の
矛
盾
と
針

立
の
よ
り
高
い
統
一
、
彼
の
い
わ
ゆ
る

z
c
g
g
Eヱ
彼
品
江
れ
を
美
し

い
人
間
性
、
或
い
は
虞
貨
で
完
舎
一な
人
間
性
と
も
言
い
あ
ら
わ
ず
)
を
理
想

と
じ
て
措
定
し
つ
つ
、
そ
わ
に
た
い
し
て
、
畿
術
の
追
求
す
る
美
は
ど
の
よ

う
な
関
係
に
立
っ
か
と
a

い
う
と
こ
ろ
に
、
最
後
の
腕
黙
が
お
か
れ
て
い
る
と

思
え
る
・

さ
て
「
素
朴
文
墜
と
感
傷
文
撃
に
つ
い
て
」
は
「
人
聞
の
美
的
教
育
に
つ

い
て
」
に
つ
づ
い
て
議
表
せ
ら
れ
、
シ
ラ
1
の
美
感
論
文
の
最
後
に
お
か
れ

る
も
の
で
あ
る
。
嘗
時
シ
ラ
ー
は
ゲ
}
テ
、
フ
ィ
ヒ
テ
、
フ
ム
ボ
ル
ト
な
ど

の
協
力
を
得
て
態
義
雄
樟
誌
「
ホ
}

V

Y
」
を
主
宰
し
て
い
た
が
、
一
七
九
五

年
第
十
一
緒
に
「
素
朴
」

に
つ
い
て
論
じ
た
論
文
、
第
十
一
一
瞬
に
「
感
傷
詩

人
」
を
'
考
察
し
た
論
文
、
翌
年
の
第
一
輯
に
は
結
び
、
及
び
と
く
に
人
間
的

性
絡
と
し
て
の
現
賞
主
義
と
理
想
主
義
の
相
獲
を
扱
っ
た
論
文
と
=
一
回
に
わ

た
っ
て
掲
載
し
、
こ
れ
を
の
ち
に
ま
と
め
て
「
素
朴
文
駆
と
感
傷
文
壊
に
つ

い
て
」
と
題
し
た
。
以
後
彼
は
哲
際
的
述
作
を
や
め
て
、
再
び
詩
作
に
向
う

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
論
文
は
年
代
の
上
か
ら
は
彼
の
美
恵
論
文
の
最

後
の
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
こ
に
扱
わ
れ
て
い
る
問
題
へ
の

関
心
は
早
く
か
ら
芽
生
え
て
い
た
ら
し
く
、
既
に
一
七
九
三
年
は
じ
め
の
ケ
k

ハ
事
〉
、
、

ル
ナ
ー
に
宛
て
た
手
紙
に
、
「
素
朴
」
の
問
題
に
つ
い
て
鰯
れ
イ
み
り
、
そ

の
秋
に
は
素
朴
に
闘
す
る
論
文
を
書
く
こ
と
を
友
人
に
包
げ
て
レ
る
。
し
か

し
そ
の
仕
事
は
継
綬
さ
れ
ず
、
翌
年
秋
に
再
び
仕
事
に
か
か
っ
た
が
叉
も
中

四

断
さ
れ
、
け
っ
き
よ
く
計
費
を
立
て
て
か
ら
完
成
ま
で
=
年
間
も
か
か
っ
て

い
る
。
分
設
か
ら
い
っ
て
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
こ
の
著
作
が
こ
れ
ほ
ど
時
日

を
要
じ
た
の
は
、
む
ろ
ん
他
の
仕
事
に
妨
げ
ら
れ
た
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
、

彼
自
身
の
一
一言
葉
か
ら
察
す
る
に
、
も
や
も
や
し
た
想
念
が
焦
黙
を
合
わ
せ
る

べ
き
「
客
観
」
が
、
「
肉
挫
」
が
紋
け
て
い
た
た
め
で
あ
っ
た
と
恩
わ
れ
る
。

中
途
で
再
び
仕
事
を
取
句
あ
げ
た
の
が
一
七
九
四
年
の
秋
で
あ
っ
て
、
そ
れ

は
ゲ
1
テ
と
の
交
友
が
始
っ
て
か
ら
間
も
な
い
頃
で
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て

そ
の
時
は
彼
が
そ
の
仕
事
に
蒸
き
つ
け
ら
れ
熱
心
に
筆
を
執
っ
た
と
い
う
事

段
、
ゲ
ー
テ
と
の
交
際
が
こ
の
仕
事
へ
の
需
を
新
た
に
か
き
た
て
た
の

で
あ
る
と
と
、
お
の
れ
の
思
想
を
貧
読
す
べ
き
針
象
を
そ
と
に
見
い
だ
し
た

の
で
あ
る
こ
と
を
十
分
に
推
察
さ
せ
る
。
と
い
う
の
も
、
ジ

ラ
ー
は
こ
の
論

文
で
、
ゲ
ー
テ
を
近
代
に
お
け
る
素
朴
詩
人
の
典
型
と
し
て
考
え
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。

そ
れ
ま
で
ゲ
1
テ
に
は
心
び
か
れ
な
が
ら

γ
ラ
ー
は
近
よ
り
が
た
い
も
の

を
感
じ
、
時
に
は
底
援
も
し
て
い
た
が
、
あ
の
有
名
な
イ
エ
ナ
で
の
準
曾
の

あ
と
の
舎
談
を
時
間
縁
に
い
よ
い
よ
二
人
の
交
友
が
始
っ
た
の
は
一
七
九
四
年

の
夏
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
八
月
二
十
三
日
、
ゲ
ー
テ
の
誕
生
日
を
ま
え
に
し

て
シ
ラ
ー
が
書
き
送
っ
た
手
紙
に
は
こ
う
い
う
述
懐
が
あ
る
。

つ
り
を
定
め
か
ね
た
こ
と
が
津
山
あ
り
ま
す
が
、
あ
な
た
の
精
耐
仰
を
眼
で
見

た
こ
と
が
(
あ
な
た
の
思
想
が
私
に
輿
え
た
る
一
印
象
を
私
は
こ
う
呼
ば
ざ
る

を
え
な
い
)
思
い
が
け
ぬ
光
を
勲
じ
て
く
れ
ま
し
た
。
私
に
は
、
多
く
の
思

城
内
的
な
概
念
に
た
い
す
る
客
様
が
、
肉
慢
が
依
け
て
い
た
の
で
す
が
、
あ
な

た
は
そ
の
道
を
教
え
て
く
れ
た
の
で
す
e

も
の
の
上
に
か
く
も
静
か
に
、
純

粋
に
休
ら
つ
古
い
る
あ
な
た
の
観
察
眼
は
、
思
雌
貯
や
、
自
分
自
身
に
だ
け
耳



を
傾
け
て
い
る
よ
う
な
集
鍾
な
想
像
力
が
陥
り
や
す
い
迷
路
に
あ
な
た
を
決

し
て
誘
い
こ
ま
な
い
。
あ
な
た
の
正
し
い
直
前
聞
の
う
ち
に
は
、
分
析
が
苦
労

し
て
探
求
す
る
一
切
り
も
の
が
積
わ
っ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ
は
透
か
に
完

杢
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
金
慢
と
し
て
あ
な
た
の
う
ち
に
あ
る
の
だ
か

ら
、
そ
の
た
め
に
こ
そ
あ
な
た
に
は
・
あ
な
た
自
身
の
豊
か
さ
が
眼
に
見
え
な

い
、
と
い
う
の
も
、
残
念
な
こ
と
に
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
分
析
す
る
も

の
を
し
か
知
ら
な
い
か
ら
で
す
。
」

も
と
よ
り
こ
こ
で
ジ
ラ
ー
は
書
き
あ
.
く
ん
で
い
る
「
素
朴
文
態
と
感
傷
文

墜
」
の
こ
と
だ
け
を
考
え
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
。
が
、
少
く
と
も
「
心

を
定
め
か
ね
た
こ
と
」
の
一
つ
で
あ
る
は
ず
の
こ
の
仕
事
の
主
想
が
、
ゲ
1

8

テ
の
世
間
脚
を
眼
で
見
た
と
と
に
よ
っ
て
肉
憶
を
か
ち
得
、
形
慢
を
獲
得
し
た

こ
と
に
は
お
そ
ら
く
間
違
い
あ
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
こ
こ
で
鯛
れ
て

い
る
直
視
的
な
精
脚
と
思
携
的
な
精
怖
と
の
針
立
は
、
そ
の
ま
ま
素
朴
詩
人

と
感
傷
詩
人
と
の
針
立
の
問
題
に
つ
な
が
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

ジ
ラ
ー
は
こ
の
手
紙
の
な
か
で
ゲ
1
テ
に
向
っ
て
、
「
あ
な
た
り
ギ
り
シ

ャ
的
な
精
怖
は
」
と
呼
び
か
け
て
い
る
。
こ
こ
で
ギ
り
シ
ャ
的
と
は
素
朴
的

と
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
問
題
に
し
て
い
る
こ
の
論
文
で
彼
が
言
っ
て
い
る
素

朴
的
と
同
じ
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
ギ
り
シ
ャ
的
と
は
シ
ラ
ー
に
と
っ
て

は
、
及
び
が
た
い
、
二
度
と
か
え
ら
ぬ
理
根
、
叉
は
「
自
然
」
な
の
で
あ
っ

た
。
し
か
し
も
と
よ
り
ゲ
1
テ
は
ホ
メ
ロ
ス
的
な
意
味
に
お
け
る
素
朴
詩
人

で
は
も
は
や
な
く
、
お
の
が
心
を
反
省
す
る
と
い
う
近
代
詩
人
と
し
て
の
自

意
識
の
議
に
す
で
に
嶋
ま
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
作
品
成
生
の
内
面
に
ど
の

工
、
フ
な
秘
密
が
か
く
さ
れ
て
い
よ
う
と
、
そ
の
「
も
の
の
上
に
脅
か
に
、
純

粋
に
休
ろ
弓
観
察
眼
」
は
破
れ
ぬ
見
事
な
球
檀
を
結
ん
で
ゆ
く
・
観
念
叉
は

「
素
材
交
暴
と
感
傷
文
畢
」
に
づ
い
て

思
縛
に
よ
っ
て
肉
櫨
胞
が
ゆ
が
め
ら
れ
引
き
裂
か
れ
、
或
い
は
思
排
が
性
念
に

作
品
形
象
を
破
っ
て
み
ず
か
ら
の
脅
絡
を
の
ぞ
か
せ
る
こ
と
が
な
い
。
い
わ

ば
シ
ラ
t
が
こ
の
論
文
で
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
「
彼
の
う
ち
に
自
然
が
他

の
ど
の
詩
人
よ
り
も
忠
貧
に
、
純
粋
に
は
た
ら
き
、
近
代
詩
人
の
う
ち
で
は

・
お
そ
ら
く
事
物
の
感
覚
的
良
質
か
ら
最
も
離
れ
る
こ
と
の
少
な
い
」
グ
E

テ

の
資
質
と
文
患
と
に
、
シ
ラ
ー
は
お
の
れ
の
反
掛
物
を
は
っ
き
り
見
た
の
で

あ
る
。
も
と
よ
り

γ
ラ
ー
は
ゲ
ー
テ
の
文
壊
に
お
け
る
感
傷
的
な
要
素
を
見

の
が
し
て
は
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
感
傷
文
患
の
一
種
類
と
規
定
し
た

コ
反
歌
」
を
論
じ
て
い
る
部
分
で
と
く
に
「
ウ
ェ
ル
テ
ル
」
そ
の
他
の
作
品
に

言
及
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
も
十
分
に
首
肯
で
き
る
よ
う

に
、
シ
ラ
ー
は
同
じ
近
代
詩
人
で
あ
り
な
が
ら
ゲ
1
テ
の
資
質
と
文
態
と
自

己
の
そ
れ
と
の
異
質
性
を
直
視
せ
ず
に
は
お
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
畿
照
を
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
感
傷
詩
人
の
い

わ
ば
宿
命
的
な
不
幸
が
あ
る

の
で
あ
り
、
そ
こ
に
シ
ラ
1
の
皆
様
や
惜
愁
や

焦
燥
が
生
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
と
と
も
に
自
己
の
感
傷
詩
人
と
し
て
の
存

在
の
煮
義
を
滞
護
し
よ
う
と
い
、
コ
衝
動
の
湧
き
上
る
の
も
禁
じ
え
な
い
は
ず

で
あ
る
。
こ
の
香
保
で
「
素
朴
文
撃
と
感
傷
文
準
」
は
ま
た
自
己
同
府
議
の
蓄

で
も
あ
り
、
自
己
の
危
念
か
ら
愛
し
た
こ
の
務
作
が
単
な
る
態
術
論
文
を
越

え
た
熱
'
気
を
お
び
、
且
つ
感
傷
詩
人
の
た
め
に
費
さ
れ
た
部
分
の
最
も
大
き

い
所
以
が
背
け
る
で
あ
ろ
三

し
か
し
こ
こ
で
シ
ラ
ー
を
う
ご
か
し
て
い
る
の
は
箪
に
個
人
的
な
動
機
だ

け
で
は
な
い
。
彼
の
回
腔
史
哲
聞
学
的
概
念
に
よ
れ
ば
、
自
然
と
は
「
わ
れ
わ
れ

が
嘗
で
あ
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
り
・
再
び
な
る
べ
き
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
る
」
そ
し
て
「
わ
れ
わ
れ
の
文
化
は
わ
れ
わ
れ
を
理
性
と
自
由
の
遁
に
よ

-
一
息



『
素
朴
文
畢
と
感
傷
文
率
」
に
つ
い
て

っ
て
自
然
へ
蓮
れ
も
ど
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ

が
再
び
な
る
べ
き
自
然
と
は
草
に
嘗
で
あ
っ
た
自
然
そ
の
ま
ま
で
は
な
く
、

わ
れ
わ
れ
が
一
且
お
か
れ
た
「
文
化
」
を
通
り
ぬ
け
た
、
そ
し
て
「
た
と
え

決
し
て
達
し
な
く
と
も
無
限
の
進
歩
の
う
ち
に
近
ず
く
こ
と
を
望
み
う
る
」

よ
う
な
「
脚
的
な
も
の
、
叉
は
理
想
」
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
近
代
人
が
お

か
れ
て
い
る
文
化
は
、
「
人
工
の
世
界
L

は
、
こ
の
理
想
の
自
然
へ
移
旬
ゆ

く
隠
史
的
過
程
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
こ
で
シ
ラ
ー
は
こ
の

歴
史
哲
態
的
信
念
か
ら
裂
し
て
、
古
代
詩
人
の
一
般
的
な
型
と
み
な
す
素
科

詩
人
に
た
い

L
、
近
代
詩
人
の
一
般
的
な
型
と
み
な
す
感
傷
詩
人
の
存
在
の

必
然
性
と
意
義
と
を
主
張
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
い
か
に

も
ド
イ
ツ
人
ら
し
く
問
題
を
問
念
化
主
槻
化
し
、
と
の
隠
史
的
過
程
の
二
段

階
の
概
念
と
結
び
つ
け
て
、
彼
が
人
間
性
に
た
い
し
て
い
だ
く
感
性
と
理
性

の
二
一
郊
の
概
念
に
論
擦
を
求
め
た
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
人
間
か
粗
野
で
な
い
、
純
粋
な
自
然
で
あ
る
あ
い
だ
は
、
人
聞

は
感
性
的
な
統
一
隆
と
し
て
は
た
ら
き
、
感
性
と
理
性
、
受
容
力
と
自
己
活

動
力
と
は
分
裂
し
て
い
な
い
。
が
、
文
化
の
段
階
に
入
る
と
、
こ
の
感
性
的

調
和
は
破
れ
て
、
感
受
と
思
惟
の
A
口
致
と
い
う
こ
と
は
も
は
や
理
念
の
う
ち

に
存
在
す
る
に
す
ぎ
ず
、
人
聞
は
道
徳
的
統
一
睡
と
し
て
、
つ
ま
り
統
一
へ

努
力
す
る
も
の
と
し
て
の
み
あ
ら
わ
れ
る
。
と
の
よ
、
フ
な
考
え
方
を
根
抵
に

お
く
ジ
ラ
1
は
、
し
か
し
ル
ソ
ー
の
よ
・
つ
に
自
然
へ
か
え
れ
と
は
き
一ロ
わ
な

い
e

既
に
分
裂
か
ら
統
一
へ
努
力
す
べ
き
文
化
の
吠
態
に
入
っ
た
人
聞
に
単

純
な
自
然
へ
か
え
れ
と
呼
び
か
け
る
こ
と
は
、
目
標
を
低
く
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
安
易
と
断
惰
に
誘
う
も
の
で
あ
る
、
「
も
は
や
自
然
に
な
り
た
い
な
ど
と

思
う
な
、
し
か
し
自
然
を
汝
の
な
か
に
深
句
入
れ
、
自
然
の
無
限
の
長
所
を

-占ハ

汝
み
ず
か
ら
り
特
権
と
め
あ
わ
せ
て
、
雨
方
か
ら
綿
的
な
も
の
を
生
み
だ
そ

う
と
努
め
よ
。
L

わ
れ
わ
れ
の
目
標
は
む
し
ろ
自
然
と
文
化
と
の
止
揚
統
一
、

人
間
性
の
よ
り
世
間
い
調
和

(EEE==と
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と

Y
-
7

1

は
考
え
る
。
そ
こ
で
シ
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
交
壊
の
概
念
は
人
間
性
に
で
き

る
だ
け
完
全
な
表
現
を
輿
え
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の

概
念
を
あ
の
こ
つ
の
吠
態
に
適
用
す
る
と
、
人
間
の
天
性
の
を
陸
が
現
貨
に

お
い
て
完
全
に
表
現
さ
れ
て
い
る
自
然
の
紋
態
に
お
い
て
は
、
現
質
的
な
も

の
を
飽
・
フ
か

r
b万
を
に
模
倣
す
る
こ
と
(
ム
百

g出

m
F
Z
:
o
z
a
g』

会
問
巾

Z
R
Z
y
g
z出向ム品目
at〈
弓

r
z
n
Fロ
)
が
詩
人
の
努
め
で
あ
り
、
逆
に

人
聞
の
を
天
性
の
調
和
的
な
協
働
と
い
う
こ
と
が
草
に
一
つ
の
理
念
に
す
ぎ

ぬ
文
化
の
吠
態
で
は
、
現
質
的
な
も
の
の
理
想
へ
の
高
湯
、
叉
は
同
じ
こ
と

だ
が
理
想
の
摘
出

2
5
む
と
己
主

g
m
己

5
5
3
5
と
い
う
こ
と
が
詩

人
の
努
め
と
な
る
。
前
者
が
す
な
わ
ち
素
朴
詩
人
を
・
後
者
が
感
傷
詩
人
を

つ
く
る
。
放
に
前
者
は
自
然
に
よ
っ
て
、
感
質
的
な
震
貨
に
よ
っ
て
、
い
き

い
き
し
た
現
在
に
よ
っ
て
、
後
半
唱
は
理
念
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
を
感
動
さ
せ

る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
詩
人
は
い
か
な
る
と
こ
ろ
で
点
自
然
を
ま
も
る
人
で
あ

っ
て
、
素
朴
詩
人
は
み
ず
か
ら
が
自
然
で
あ
り
、
感
傷
詩
人
は
自
然
を
探
し

求
め
る
人
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ジ
ラ
ー
は
自
然
と
文
化
の
獄
態
に
針
肺
隠
さ
せ
て
詩
人
の
二
つ

の
型
を
拍
き
だ
し
、
各
‘
の
詩
人
を
特
色
づ
け
、
そ
の
任
務
を
定
め
た
の

ち
、
と
く
に
感
傷
文
患
を
、
作
品
の
表
現
形
式
、
叉
は
文
感
の
ジ
ャ
ゾ
ル
と

し
て
で
は
な
く
、
詩
人
の
感
じ
方
(
開
ヨ
司
罰
コ
全
日
ロ
拘
2
4
2
3
に
し
た
が
っ

て
、
調
刺
詩

2
5
5
)
と
哀
歌
(
巴
内
町
一
司
)
と
牧
歌

(
Z
1
5と
に
.
院
分

す
る
。
つ
ま
り
素
料
支
墜
は
常
に
現
貨
に
関
係
す
る
の
に
た
い
し
、
感
傷
文



療
は
常
に
瑳
恕
と
現
貨
と
に
同
時
に
関
係
す
る
が
、
付
詩
人
の
心
が
現
貨
を

厭
忌
の
針
象
と
し
な
が
ら
現
貨
に
執
着
し
て
い
て
、
現
寅
と
理
想
と
の
矛
盾

が
心
を
領
し
て
い
る
と
き
爾
刺
詩
が
生
れ
、
理
想
が
愛
着
の
掛
象
で
は
あ
る

が
、
口
理
怨
と
現
賓
と
の
詞
和
が
主
と
し
て
心
を
領
し
て
い
る
と
き
は
牧
歌

が
、
問
、
む
乍
矛
盾
と
調
和
と
の
あ
い
だ
に
わ
か
た
れ
て
い
る
と
き
は
哀
歌
が

'
生
れ
る
。
と
こ
ろ
で
殺
事
詩
、
小
設
、
悲
劇
そ
の
他
の
慣
例
の
ジ
ャ
シ
ル
は

「
感
じ
方
」
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
全
く
な
い
か
、
叉
は
感
じ
方

だ
け
で
決
定
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
は
一
つ
以
上
の
感

じ
方
に
お
い
て
、
従
っ
て
ま
た
、
彼
が
こ
こ
に
設
定
し
た
文
壊
の
種
類
の
い

く
つ
か
に
お
い
て
制
作
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
例
え
ば
一
つ
の
小
読
に
つ
い
て
み
て
も
、
一
つ
の
感
じ
方
に
よ
っ
て
(
例

え
ば
調
刺
詩
的
な
)
全
躍
が
貫
か
れ
て
い
る
場
合
も
あ
る
が
、
し
か
し
ま
た

菰
抑
詩
的
、
哀
欲
的
、
或
い
は
牧
歌
的
な
要
素
が
混
り
合
っ
て
い
る
場
合
も

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。

こ
の
洞
察
に
よ
っ
て
近
代
文
診
の
質
感
の
深
い
根
抵
が
捉
え
ら
れ
見
つ
け

円

ev

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
ル
カ
ッ
チ
の
言
う
と
お
り
で
あ
ろ
う
ァ
そ
し
て
、

竺
7
1
が
素
掛
詩
人
を
古
代
詩
人
の
型
、
感
傷
詩
人
を
近
代
詩
人
の
型
、
ま

た
前
者
の
創
作
方
法
を
「
現
質
的
な
も
の
の
模
倣
」
、
後
者
り
そ
れ
を
「
理

想
の
摘
出
」
と
規
定
し
な
が
ら
、
近
代
に
お
い
て
J

雨
前
者
の
方
法
に
従
っ
た

大
作
家
が
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
せ
ず
、
更
に
或
る
と
こ
ろ
で
は
、
素
朴
詩

人
の
方
法
、
す
な
は
ち
現
質
的
な
も
の
の
模
倣
を
襲
術
的
原
理
そ
の
も
の
で

あ
る
と
見
て
い
る
の
は
お
の
れ
の
理
論
の
基
本
線
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
も

の
で
、
そ
れ
は
意
識
し
な
い
自
己
批
訓
円
で
あ
る
こ
と
h

し
か
も
そ
の
素
料
詩

人
が
「
人
工
の
世
界
」
に
お
い
て
中
心
的
形
姿
に
な
る
こ
と
は
不
可
能
で
、

「
素
朴
文
皐
と
感
傷
文
mm亡
に
つ
い
て

も
し
存
在
す
る
と
し
て
込
偶
然
的
な
存
在
、
奇
異
な
局
外
者
た
ら
ざ
る
を
え

な
い
と
み
な
し
て
い
る
の
は
、
つ
ま
り
素
朴
な
「
現
貨
の
模
倣
」
の
永
遠
の

必
要
性
た
今
日
の
司
能
性
と
の
矛
盾
を
言
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の
根
抵
に
大

喪
術
と
資
本
制
枇
舎
と
の
あ
い
だ
の
客
間
的
矛
盾
へ
の
預
感
が
は
た
ら
い
て

い
る
の
で
あ
る
こ
と

1
J
こ
う
い
う
ル
カ
ッ
チ
の
分
析
は
鋭
利
で
あ
る
。
し

か
し
彼
は
「
感
傷
的
な
感
じ
方
こ
そ
近
代
り
ア
り
ズ
ム
の
基
礎
で
あ
る
」
と

か
、
「
近
代
り
ア
J
ズ
ム
の
理
論
と
し
て
の
理
想
の
摘
出
」
と
か
言
い
あ
ら
わ

し
て
い
る
よ
う
に
、
シ
ラ
ー
が
感
傷
文
製
の
特
徴
な
り
原
理
な
り
と
し
て
翠

げ
て
い
る
も
の
は
、
そ
の
論
濯
の
方
法
は
概
念
論
的
で
あ
っ
て
も
事
貨
の
指

摘
そ
の
な
の
と
し
て
は
、
シ
ラ
1
み
ず
か
ら
は
意
識
し
て
い
な
い
が
貨
は
近

代
リ
ア
リ
ズ
ム
の
質
態
を
衝
い
た
も
U
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
は
注
意
を

要
す
る
。
こ
う
い
、
ョ
考
え
方
は
シ
ラ
I
U
理
論
に
た
い
す
る
従
来
の
通
常
の

解
穫
と
は
逆
で
あ
っ
て
、
会
そ
ら
く
ル
カ
ッ
チ
の
創
見
に
蹄
せ
ら
る
べ
き
も

の
で
あ
ろ
う
。
事
賞
、
近
代
の
リ
ア
リ
ズ
ム
と
み
な
さ
れ
て
い
る
文
製
作
品

に
お
い
て
、
あ
の
三
つ
の
感
じ
方
が
有
数
に
ま
じ
句
合
っ
て
い
る
こ
と
や
、

主
謹
の
「
創
造
的
な
能
動
性
」
が
入
り
こ
ん
で
い
る
こ
と
は
否
め
な
い
と
と

だ
。
け
れ
ど
も
そ
う
い
う
感
傷
的
な
操
作
や
感
じ
方
は
リ
ア
リ
ズ
ム
と
反
鶏

側
に
あ
る
と
み
な
さ
れ
て
い
る
文
阜
、
例
え
ば
ノ
グ
7
1
p
ス
な
ど
の
作
品

に
も
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
何
も
リ
ア
リ
ズ
ム
文
穆
だ
け
に
限
る
ま

い
。
と
こ
ろ
で
リ
ア
り
ズ
ム
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
と
い
う
理
論
上
の
問
題

は
な
か
な
か
困
難
だ
が
、
少
く
と
も
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
概
念
の
な
か
に

は
、
議
術
の
遺
徳
性
に
せ
主
婆
衡
の
自
律
性
に
せ
よ
嚢
術
と
人
生
と
の
関

係
、
人
生
に
た
い
す
る
肇
術
の
数
岡
市
如
何
と
い
う
概
念
は
そ
の
必
要
な
部
分

と
し
て
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
さ
て
シ
ラ
1
の
言
う
「
理

一
七



「
索
朴
文
筆
と
感
傷
文
筆
」
に
つ
い
て

想
の
摘
出
」
な
る
も
の
は
草
に
創
作
方
法
、
或
い
は
麓
術
的
原
理
を
意
味
し

て
い
る
だ
け
で
は
な
い
。
彼
は
「
理
想
の
摘
出
」
が
感
傷
詩
人
を
つ
く
る
と

い
ふ
思
想
を
、
人
間
性
に
で
き
る
だ
け
完
全
な
表
現
を
輿
え
る
と
い
う
彼
の

文
態
概
念
か
ら
み
ち
び
き
出
し
た
の
で
あ
る
が
、
人
間
性
を
完
杢
に
表
現
す

る
と
は
、
人
間
が
そ
の
カ
め
全
部
を
も
っ
て
調
和
的
な
統
一
践
と
し
て
は
た

ら
く
紋
態
の
表
現
と
い
ろ
意
味
で
あ
っ
て
、
従
っ
て
理
想
と
し
て
彼
に
浮
ん

で
い
る
フ
マ
ニ
テ
1
下
の
紙
念
が
こ
こ
に
結
び
つ
い
て
い
る
わ
け
で
あ
る
、

だ
か
ら
シ
ラ
ー
は
「
理
想
の
摘
出
」
を
「
現
質
的
な
も
の
の
理
想
へ
の
高
揚
」

と
同
じ
こ
と
だ
と
言
う
の
で
あ
る
。
故
に
こ
こ
に
は
文
筆
鑑
賞
者
を
か
か
る

理
想
へ
呼
び
さ
ま
す
こ
と
が
要
請
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
も
と
よ
り
既

成
道
徳
へ
り
奉
仕
で
は
な
い
が
、
や
は
り
文
阜
の
道
徳
的
な
い
し
人
生
論
的

任
務
が
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
@
「
理
想
の
摘
出
」
と
は
こ
う
い
う
意

味
を
ふ
く
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
詩
作
の
方
法
な
い
し
原
理
と
し
て
は

近
代
リ
ア
リ
ズ
ム
と
相
軍
つ
で
も
、
そ
こ
に
託
さ
れ
て
い
る
人
生
論
的
内
容

は
リ
ア
リ
ズ
ム
論
に
苦
も
な
く
接
合
さ
れ
う
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
る
ま

い
。
理
論
が
そ
の
主
慢
の
怠
閣
に
か
か
わ
ん
ず
機
う
と
こ
ろ
の
客
磁
的
な
意

義
を
指
摘
す
る
の
は
正
し
い
こ
と
だ
が
、
ル
カ
ッ
チ
は
リ
ア
リ
ズ
ム
の
続
念

を
ひ
ろ
げ
で
で
き
る
だ
け
多
く
の
大
作
家
を
擁
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
、
他

の
積
分
に
ま
で
跨
が
る
も
の
を
も
そ
こ
に
限
定
し
よ
う
と
し
、
そ
こ
に
繍
入

し
え
な
い
手
の
は
切
り
捨
て
て
し
ま
っ
て
い
る
と
思
う
。

も
っ
と
も
こ
う
い
う
方
法
論
上
の
無
理
は
ジ
ラ
ー
に
も
あ
る
の
で
、
と
こ

で
も
彼
の
論
法
は
他
の
場
合
と
問
じ
く
、
テ
ー
ゼ
と
ア
シ
テ
ィ
テ
ー
ゼ
と
を

設
定
し
て
ジ
ン
テ
ー
ゼ
へ
み
ち
び
く
と
い
う
仕
方
で
あ
る
。
と
れ
は
彼
の
理

論
構
築
の
端
然
た
る
姿
勢
を
形
づ
く
る
の
で
あ
る
が
、
岡
式
と
い
う
も
の
は

i¥. 

一
度
定
め
て
し
ま
う
と
現
賞
の
複
雑
な
諸
相
を
盛
る
の
に
と
も
す
れ
ば
困
難

を
招
き
や
す
い
。
と
り
わ
け
こ
こ
で
は
劉
象
が
間
単
純
生
硬
に
は
最
も
裁
断
し

が
た
い
文
穆
で
あ
る
だ
け
に
よ
け
い
そ
う
だ
。
も
と
よ
り
シ
ラ
ー
は
何
か
の

先
験
的
な
範
囲
鴨
か
ら
出
裂
し
た
の
で
は
な
く
、
古
今
の
作
品
か
ら
得
た
印
象

を
経
験
的
事
貨
と
し
て
最
初
に
お
い
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
捨
象
し
て

得
た
範
騰
を
特
殊
者
に
適
用
し
て
説
明
す
る
段
に
な
る
と
、
し
ば
し
ば
無
理

が
生
じ
て
い
る
。
例
え
ば
、
ゲ
1
テ
を
素
朴
詩
人
に
算
え
た
が
彼
の
作
品
の

な
か
の
感
傷
的
な
要
素
も
否
み
え
な
い
か
ら
、
そ
こ
で
ゲ
1
テ
の
作
品
を
素

朴
的
な
詩
人
が
感
傷
的
な
素
材
を
扱
っ
た
も
の
と
し
て
説
明
す
る
よ
う
な
場

合
で
あ
る
。
ゲ
ー
テ
の
伺
性
そ
の
も
の
に
お
け
る
素
朴
的
と
感
傷
的
要
素
の

混
在
、
従
っ
て
素
材
の
扱
い
方
の
長
で
な
い
面
待
宿
三
嘆
に
な
っ

て
い
る
わ
け
だ
。
と
の
黙
に
つ
い
て
は
ワ
ル
ツ
ェ
ル
も
ベ
ル
ガ
ー
ー
も
シ
ラ
ー

の
説
明
を
そ
の
ま
ま
受
け
い
れ
て
い
る
が
、
ゲ
ー
テ
は
「
近
代
詩
人
の
う
ち

で
は
お
そ
ら
く
事
物
の
感
受
的
貿
貨
か
ら
最
も
離
れ
る
こ
と
が
少
な
い
」
と

し
て
も
、
そ
の
作
品
に
お
け
る
、
「
外
部
か
ら
の
あ
ま
り
に
粗
野
な
素
材
を

内
部
か
ら
主
世
に
よ
っ
て
精
神
化
す
る
」
と
い
う
感
傷
的
操
作
を
こ
と
ご
と

く
否
定
し
去
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
の
他
、
天
才
に

素
朴
さ
だ
け
を
時
し
な
が
ら
(
美
的
な
も
の
に
お
い
て
も
て
あ
と
に
な
っ
て

素
対
的
と
感
傷
的
と
の
あ
の
ご
つ
の
表
現
方
法
を
お
よ
そ
詩
的
天
才
が
お
の

れ
を
あ
ら
わ
す
ご
つ
の
仕
方
だ
と
言
っ
て
い
る
こ
と
、
素
朴
の
天
才
に
ア
リ

オ
ス
ト
を
算
え
な
が
ら
そ
の
叙
事
詩
の
摘
篤
の
方
法
を
感
傷
的
。
一
側
と
し

て
ホ
メ
ロ
ス
の
そ
れ
と
比
較
し
て
い
る
こ
と
、
・
ま
た
は
じ
め
古
代
と
近
代
に

封
際
さ
せ
て
素
朴
的
と
感
傷
的
と
を
医
分
し
た
が
、
や
が
て
こ
の
樹
立
は
時

-

代
の
相
濯
よ
り
も
む
し
ろ
あ
り
ょ
う
(
冨
P
包
含
)
の
柑
溢
で
あ
る
と
修
正
し



て
い
ら
こ
と
な
ど
、
ど
れ
も
、
鋭
敏
に
遁
篠
に
感
得
さ
れ
る
経
験
的
事
貨
の

輯
緩
相
が
形
式
論
理
的
な
園
式
化
に
復
讐
し
て
い
る
場
合
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
一
つ
の
作
品
に
限
っ
て
そ
の
印
象
を
語
る
と
き
、
例
え
ば
「
人
聞
の
美

的
教
育
に
つ
い
て
」
の
な
か
で
ル
ド
グ
ィ
ジ
の
ユ
ノ
1
の
彫
像
の
不
思
議
な

ハ
9
V

魅
力
を
諸
問
る
と
き
な
ど
、
彼
の
詩
人
哲
墜
者
的
な
感
受
性
と
思
考
力
が
い
き

い
き
と
は
た
ら
い
て
い
て
見
事
だ
。
そ
れ
は
、
彼
は
こ
こ
で
も
優
雅
と
威
厳

の
範
鳴
に
よ
っ
て
説
明
し
て
い
る
の
だ
が
、
感
動
の
寅
態
を
認
識
し
よ
う
と

す
る
の
だ
か
ら
分
析
は
ず
る
け
れ
ど
、
印
象
を
テ
ー
ゼ
と
ア
ン
テ
ィ
テ
ー
ゼ

と
の
微
妙
な
相
互
関
係
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
統
一
に
お
い
て
奈
陸
的
に
捉

え
よ
う
と
努
め
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
論
文
の
結
び
の
部
分
で
シ
ラ
ー
は
文
謬
に
運
用
す
る
ご
原
則
と
し
て

「
襖
繁
と
休
養
」
と
「
道
徳
的
醇
化
」
と
を
翠
げ
、
こ
り
雨
概
念
は
寸
そ
れ

自
踏
と
し
て
は
完
全
に
定
し
い
」
け
れ
ど
現
献
に
お
い
て
何
故
そ
の

E
し
さ

が
殺
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
分
析
し
た
の
ち
、
こ
の
爾
概
念

を
解
明
さ
せ
る
た
め
に
は
一
つ
の
階
級
を
、
素
朴
的
な
性
格
と
感
傷
的
な
性

格
と
の
親
密
な
結
合
か
ら
生
れ
る
美
し
い
人
間
性
の
理
想
が
賓
現
さ
れ
て
い

る
よ
う
な
階
級
を
探
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
自
分
は
そ
り
よ
う
な
階
級
を
事
賓

と
し
て
一
示
す
の
で
は
な
く
、
間
早
に
理
念
と
し
て
た
て
よ
う
と
思
う
と
言
っ
て

い
る
。
彼
は
ま
た
「
美
的
教
育
」
論
に
お
い
て
本
最
後
の
書
簡
三
十
七
で
、

理
想
と
み
な
す
「
唯
一
育
的
図
家
」
の
紋
況
を
絞
し
た
の
ち
、
そ
の
よ
う
な
図
家

は
「
行
篤
か
ら
い
え
ば
、
純
粋
な
教
曾
や
純
粋
な
共
和
図
の
よ
う
に
、
少
数

の
選
ば
れ
た
仲
間
の
う
ち
に
見
い
だ
さ
れ
る
か
も
知
れ
ぬ
」
と
言
っ
て
い

る
。
彼
の
経
験
的
事
賓
を
指
摘
す
る
遁
確
さ
と
鋭
さ
・
そ
の
謹
留
の
繋
然
た

る
道
筋
、
ま
た
論
理
の
骨
絡

ωあ
い
だ
に
た
ぎ
る
道
徳
的
情
熱
に
ひ
か
れ
て

「
素
朴
女
畢
と
感
傷
文
拳
」
に
づ
い
て

来
た
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
ま
で
来
て
彼
の
理
想
の
寅
現
へ
の
可
能
性
が
は
な

は
だ
費
東
な
い
こ
と
を
感
じ
て
念
に
索
然
と
な
る
の
を
禁
じ
え
な
い
。
彼
は

も
ろ
も
ろ
の
経
験
的
事
賓
か
ら
鋭
敏
に
現
寅
の
、
つ
ま
句
営
時
の
市
民
社
曾

の
人
間
や
人
間
関
係
の
依
陥
や
惑
燃
を
感
受
し
、
お
の
れ
の
理
想
と
の
純
綿

を
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
克
服
し
よ
う
と
し
て
濁
自
の
思
想
韓
系
を
建
設
し
て

ゆ
く
が
、
そ
の
方
法
は
ど
こ
ま
で
も
観
念
論
的
で
あ
る
か
ら
、
再
び
綴
験
の

地
面
に
も
ど
っ
た
と
き
、
少
く
と
も
彼
が
織
烈
に
遁
求
す
る
理
想
へ
の
可
能

性
を
は
ら
む
と
見
え
る
種
子
を
さ
へ
見
つ
け
る
こ
と
が
で
ぎ
な
い
。
シ
ラ
ー

も
ま
た
ド
イ
ツ
の
観
念
論
的
理
想
主
義
の
停
統
の
上
に
あ
っ
て
現
賓
の
み
じ

め
さ
を
理
念
の
図
に
お
い
て
超
克
し
よ
う
と
し
た
あ
の
多
く
の
詩
人
や
思
想

家
の
一
人
、
そ
り
意
味
で
J
h
最
も
ド
イ
ツ
的
な
詩
人
・
思
想
家
の
一
人
で
あ

る
に
遠
い
な
い
。

Y

ラ
I
ガ
こ
こ
で
提
出
し
、
考
究
し
て
い
る
問
題
は
し
か
し
決
し
て
跡
を

絶
つ
て
は
い
な
い
。
ゲ
ー
テ
が
古
典
的
な
も
の
と
浪
受
的
な
も
の
と
を
健
康

と
病
気
の
艶
立
に
お
い
て
考
え
た
こ
と
、
ま
た
-
一

1
チ
エ
が
ギ
リ
シ
ャ
讃
術

に
洞
察
し
た
ア
ポ
ロ
的
と
デ
ィ
オ
ニ
Z

ソ
ス
的
と
い
う
も
の
も
素
朴
耐
と
感

傷
的
の
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
よ
う
。
そ
の
他
、
護
術
論
や
文
議
論
に
お
い

て
設
定
さ
れ
る
勢
立
概
念
に
は
多
か
れ
少
か
れ
素
朴
的
と
感
傷
的
の
ず
7
H

エ
1
シ
ョ
y
で
あ
る
も
の
が
多
い
。
ト
1

7
ス
・
マ
y
は
「
ジ
ラ
ー
は
ま
だ

生
き
て
い
る
か
」
と
い
う
出
題
に
答
え
て
、
実
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
、

「
シ
ラ
ー
は
あ
ら
ゆ
る
可
飽
な
ド
イ
ツ
の
エ
ッ
セ
イ
を
一
奉
に
ふ
く
ん
で
い

る
と
い
え
る
ド
イ
ツ
的
試
論
を
書
い
た
、

2
系
朴
文
筆
ー
と
感
傷
文
聞
笠
の
こ
と

九



「
事
部
朴
文
患
と
感
傷
交
感
」
に
つ
い
て

で
あ
る
。
精
綿
と
自
然
、
精
胸
と
生
、
と
の
畿
立
の
ま
わ
り
を
け
っ
き
ょ
く

は
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
的
思
考
が
廻
っ
て
い
る
。
そ
し
て
今
日
の
思
考
が
エ

1

チ
エ
を
温
い
抜
い
て
精
糊
を
生
の
首
斬
人
で
あ
る
と
し
て
退
飲
す
る
の
は
、

も
ち
九
ん
素
朴
な
も
の
へ
の
、
創
造
的
無
怠
機
的
な
も
の
へ
の
感
傷
的
な
憧

僚
を
グ
ロ
テ
ス
ク
に
誇
張
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
だ
。
こ
の
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
が
古
典
的
な
距
養
と
均
獲
の
世
界
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、

無
烈
に
均
衡
を
求
め
て
は
均
衡
を
破
る
よ
う
な
時
代
に
生
き
て
い
る
こ
と
を

示
し
て
い
る
。
け
れ
ど
点
私
は
恩
・
ヲ
、
シ
ラ
ー
は
新
し
い
人
間
像
へ
の
こ
の

作
業
を
あ
た
た
か
な
闘
心
を
も
っ
て
見
ま
も
り
、
こ
の
作
業
の
う
ち
に
お
の

m
m
v
 

れ
の
精
胸
が
生
き
て
い
る
の
を
見
い
だ
す
で
あ
ろ
う
」
と
。
世
間
胸
lr
一
同
然
、

精
柚
仰
と
生
の
灘
立
の
ま
わ
句
を
け
っ
き
ょ
く
は
す
べ
て
の
ド
イ
ツ
的
思
考
が

廻
っ
て
い
る
と
マ
y
は
言
う
が
、
そ
れ
は
ま
た
彼
の
文
撃
の
一
覧
し
た
主
題

で
も
あ
る
の
だ
。
こ
の
主
題
を
自
己
告
白
の
切
質
さ
と
自
己
分
析
の
鰍
密
さ

で
掘
り
下
げ
た
小
読
「
ト
1

エ
オ
・
ク

V
I
ガ
1
」
を
讃
む
者
は
、
作
家
な

る
ト
1

ニ
オ
・
ク
ν

1
ガ
ー
が
「
金
髪
と
碧
い
眼
の
人
た
ち
、
朗
ら
か
で
倖

せ
で
、
そ
し
て
時
曲
目
り
前
な
人
た
ち
」
に
容
せ
る
ひ
そ
か
な
愛
情
に
、
文
化
の

人
間
が
素
朴
な
も
の
に
接
し
た
と
き
に
受
け
る
感
動
と
し
て
シ
ラ
ー
が
描
い

た
あ
の
「
暁
ば
し
い
附
句
と
、
畏
敬
と
、
嶋
田
愁
と
が
溶
け
あ
う
感
情
」
が
そ

の
ま
ま
再
生
し
て
い
る
と
い
う
思
い
を
禁
じ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

シ
ラ
ー
が
素
朴
的
と
感
傷
的
と
の
獣
立
を
踏
ま
え
な
が
ら
よ
句
商
い
7

マニ

テ
1
下
を
考
え
て
い
た
よ
う
に
、
ト
1

マ
ス
・
マ

γ
も
ま
た
人
間
に
お
け
る

自
然
と
精
胸
、
生
と
組
問
脚
と
の
針
立
を
あ
く
ま
で
辿
り
な
が
ら
新
し
い
フ
マ

ニ
テ
1
ト
を
思
念
し
て
い
る
。
た
だ
シ
ラ
1
の
ブ
マ
ニ
テ
1
ト
の
概
念
は
む

し
ろ
精
柚
仰
を
く
ぐ
り
抜
け
た
自
然
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
マ

Y
の
そ
れ

。

は
む
し
ろ
生
ま
た
は
自
然
に
よ
っ
て
傑
め
ら
れ
た
精
胸
、
寸
市
民
時
代
の
、

自
惚
れ
て
浅
薄
に
な
っ
た
7

7

ニ
テ
1
ト
の
概
念
に
た
い
し
て
深
さ
を
か
ち

え
た
」
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
や
は
り
、
啓
蒙
主
義
の
十
八
世
紀
に
生
き

た
人
と
、
十
九
世
紀
以
後
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
を
く
ぐ
っ
た
人
と
の
相
濯
で
あ
ろ

う
。
が
、
現
代
に
お
い
て
7
y
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
ド
イ
ツ
・
ヒ
2

1
マ

一
ズ
ム
の
出
向
統
は
す
で
に
シ
ラ
ー
な
ど
に
点
流
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

た
ど
、
シ
ラ
ー
が
そ
の
作
業
に
う
ち
こ
ん
だ
人
間
像
は
あ
ま
り
に
-古

典
的

に
単
純
で
端
豆
で
、
浪
受
的
苦
悩
の
臨
調
が
き
ざ
ま
れ
て
い
な
い
と
、
現
代
の

深
刻
な
顔
を
し
た
人
々
は
肩
を
す
ぼ
め
る
か
も
知
れ
な
い
。
或
い
は
そ
れ

は
、
理
想
の
人
間
像
は
そ
う
で
あ
っ
て
ホ
途
上
の
洞
穴
や
深
淵
が
見
の
が
さ

れ
て
い

b
と
い
う
不
満
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
事
賞
、
「
素
朴
文
摩
と
感
傷

文
穆
」
や
「
人
間
の
美
的
教
育
」
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
シ
ラ
1
の
入
閣

の
端
技
展
に
た
い
す
る
民
間
棋
は
た
い
へ
ん
融
問
視
的
に
見
え
る
。
と
の
オ
プ
テ
ィ

ミ
ズ
ム
は
し
か
し
も
と
よ
り
つ
自
惚
れ
て
湾
薄
に
な
っ
た
」
啓
蒙
主
義
的
オ

プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
で
は
な
く
、
口
廿
蒙
主
義
の
理
性
愈
重
(
と
れ
は
廃
史
的
に
疋

瞥
で
あ
っ
た
、
ド
イ
ツ
の
文
勝
由
民
家
の
多
く
は
こ
れ
を
輔
踊
ま
た
は
蔑
現
す

る
の
で
あ
る
が
)
に
た
い
す
る
自
然
食
重
の
傾
向
が
人
間
準
歩
の
信
念
と
結

び
つ
く
と
こ
ろ
に
生
れ
た
本
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
人
聞
を
信
じ
、
人
間
の
護

慢
を
信
じ
て
い
れ
九
こ
と
で
は
や
は
り
彼
の
思
想
は
啓
蒙
主
義
に
設
す
る
流
れ

に
つ
ら
な
る
も
の
と
い
え
よ
う
。
と
こ
ろ
で
ド
イ
ツ
の
啓
蒙
主
義
は
こ
の
閣

の
経
済
、
社
曾
、
政
治
上
の
後
進
性
の
た
め
に
、
そ
れ
が
直
接
に
即
断
響
を
受

け
た
フ
ラ
ン
ス
や
イ
ギ
リ
ス
の
啓
蒙
主
義
の
よ
う
に
現
存
秩
序
の
批
判
刊
に
ま

で
進
む
こ
と
な
く
、
彼
ら
の
批
剣
の
主
要
目
標
で
あ
っ
た
脚
撃
の
分
野
に
あ

っ
て
も
そ
れ
と
の
折
衷
主
・
義
的
妥
協
に
終
る
か
、
或
い
は
一
面
的
で
皮
相
な



今
理
主
義
に
偏
し
た
。
そ
れ
は
嘗
時
の
ド
イ
ツ
市
民
階
級
の
賊
態
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
複
潟
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
平
板
な
地
面
を
突
き

破
っ
て
市
民
階
級
の
選
良
れ
ち
は
あ
の
ド
イ
ツ
古
興
有
感
を
、
或
い
は
シ
ュ

ト
P

ル
ム
・
ウ
ン
ト
・
ド
ラ
シ
グ
を
経
て
古
典
主
義
文
謄
を
建
設
し
つ
つ
地

を
は
な
れ
て
行
っ
た
。
ハ
イ
ネ
が
与
く
か
ら
洞
察
し
て
い
た
あ
の
フ
ラ
シ
ス

に
お
け
る
物
質
的
革
命
と
の
卒
行
開
係
が
、
瞬
間
脚
の
輩
命
が
ド
イ
ツ
で
は
遂

ハ
H
V

行
さ
れ
た
。
物
質
は
う
ち
破
り
が
た
い
障
壁
と
見
え
る
が
、
現
貨
の
み
じ
め

さ
は
眼
に
映
る
の
で
、
橋
脚
に
お
い
て
そ
れ
を
克
服
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
。
シ
ラ
ー
は
人
ヱ
の
世
界
の
禍
は
(
生
活
の
重
荷
、
境
遡
の
不
平
等
、
医

側
、
迫
害
な
ど
)
諦
念
せ
よ
、
惑
は
(
道
徳
的
飢
脈
、
波
持
、
汚
綴
、
殺
従

な
ど
)
愁
訴
せ
よ
と
す
す
め
て
い
る
が
、
彼
が
文
化
ま
た
は
人
工
の
世
界
と

名
ず
け
つ
つ
考
え
て
い
る
の
は
、
王
侯
の
宮
廷
や
上
流
枇
曾
.
ま
た
「
所
有

権
の
績
瑛
が
一
部
の
人
々
を
破
滅
さ
せ
る
」
よ
う
な
枇
舎
、
「
そ
の
大
多
鍛

の
入
閣
の
精
綿
獄
態
が
一
方
で
は
緊
演
さ
せ
閉
鎖
さ
ぜ
る
よ
う
な
労
働
で
あ

り
、
他
方
で
は
弛
緩
さ
せ
る
享
繁
で
あ
る
」
主
フ
な
祉
曾
で
あ
る
。
だ
か
ら

人
工
の
世
界
と
は
絶
叫
剖
主
義
の
残
存
し
て
い
る
資
本
制
祉
舎
と
い
え
る
が
、

営
時
の
ド
イ
ツ
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
妖
態
に
あ
っ
た
。
し
か
し
同
時
代
の
人
間

や
人
間
関
係
の
改
善
を
希
う
こ
の
図
の
先
駆
的
な
知
識
人
の
ま
え
に
は
、
こ

の
希
い
を
託
し
う
る
よ
う
な
物
的
勢
力
は
ま
だ
自
闘
に
は
胎
動
し
て
い
な
か

っ
た
。
市
民
階
級
は
無
気
力
で
俗
物
的
で
さ
へ
あ
る
し
、
「
勤
勢
す
る
部
分
」

は
重
い
腕
の
も
と
に
永
遠
に
眠
っ
て
い
た
(
ド
イ
ツ
の
職
人
が
ほ
ん
と
う
に

動
き
だ
し
た
の
は
一
八
三
一

0
年
代
で
あ
る
)
。
け
れ
ど
も
お
隣
り
の
フ
ラ
ン

ス
で
は
、
海
の
彼
方
の
イ
ギ
り
ス
で
は
現
妖
の
簿
草
が
行
わ
れ
、
新
し
い
秩

序
が
褒
展
し
つ
つ
あ
っ
た
し
、
そ
し
て
そ
の
後
に
来
る
あ
の
費
木
制
批
曾
の

寸
素
朴
文
闘
車
と
感
傷
文
旦
平
」
に
づ
い
て

深
刻
な
矛
盾
や
慈
燃
は
ま
だ
む
き
だ
し
に
は
あ
ら
わ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
ド

イ
ツ
の
詩
人
や
思
想
家
の
大
多
数
は
、
新
し
い
庵
史
の
繁
明
と
し
て
大
革
命

に
喝
采
を
塗
っ
た
も
の
の
そ
の
笈
展
の
血
な
ま
ぐ
さ
さ
に
顔
を
そ
む
け
た

が
、
そ
の
過
灘
な
港
行
は
絶
ち
き
ら
れ
、
金
鐙
と
し
て
上
昇
し
つ
つ
あ
っ
た

商
駄
の
市
民
社
舎
で
は
、
人
間
の
未
来
へ
の
護
援
に
希
惑
を
か
け
る
こ
と
に

絶
望
的
な
抵
抗
を
感
じ
る
主
フ
な
こ
と
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
三
十
九
世
紀

の
は
じ
め
に
(
一
入

O
五
年
)
こ
の
世
を
去
っ
た
シ
ラ
ー
は
人
間
の
も
ろ
も

ろ
の
力
の
自
由
な
祭
盤
的
な
開
展
を
、
そ
し
て
そ
の
上
に
う
ち
聞
か
れ
る
美

し
い
人
間
性
へ
の
夢
を
ま
だ
未
来
に
託
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
。
け

れ
ど
も
十
九
世
紀
以
後
の
人
工
世
界
の
移
り
ゆ
き
は
む
し
ろ
彼
の
一
歩
と
遁
行

し
た
。
人
間
の
も
ろ
も
ろ
の
力
の
自
由
な
金
躍
的
な
援
援
は
勤
努
の
専
門
化

零
細
化
に
よ
っ
て
ま
す
ま
す
阻
ま
れ
て
ゆ
く
(
ゲ
ー
テ
晩
年
の
「
ウ
ィ
ル
へ
ル

ム
・
マ
イ
ス
タ
1
の
一
祖
国
慌
時
代
」
で
は
す
で
に
、
今
は
一
一
血
性
の
時
代
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
、
一
つ
の
手
職
に
自
己
を
限
る
こ
と
の
い
ち
ば
ん
良
い
と

い
う
と
と
が
設
か
れ
て
い
る
)
。
シ
ラ
ー
が
夢
み
て
、

み
ず
か
ら
も
立
案
し

て
果
さ
な
か
っ
た
感
傷
的
な
牧
歌
、
「
個
々
の
人
間
に
お
け
る
と
と
も
に
、

ま
た
祉
曾
に
お
け
る
た
た
か
い
が
完
釜
に
解
消
さ
れ
、
性
向
と
法
則
と
の
自

由
な
合
致
で
あ
り
、
最
高
の
道
徳
的
威
鍛
へ
昇
華
さ
れ
た
自
然
で
あ
る
」
と

そ
の
概
念
を
規
定
し
た
感
傷
的
牧
歌
は
シ
ラ
1
以
後
も
つ
い
に
警
か
れ
て
い

な
い
。
牧
歌
は
あ
ら
わ
れ
で
も
そ
れ
は
忽
ち
哀
歌
的
又
は
調
刺
詩
的
な
気
分

に
か
き
摘
さ
れ
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
作
品
の
数
果
が
強
ま
る
と
い

う
有
様
で
あ
る
。
む
し
ろ
詩
人
の
感
じ
方
は
ま
す
ま
す
調
利
詩
的
か
哀
歌
的

に
傾
い
て
ゆ
く
・
そ
し
て
「
大
き
な
従
舎
の
人
工
的
な
時
間
関
係
」
に
は
、
詩

人
を
こ
の
方
向
へ
遁
い
や
る
「
粗
野
な
素
材
」
が
い
よ
い
よ
溢
れ
る
ば
か
り
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