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は
じ
め
に

　

テ
オ
ド
ー
ル
・
リ
ッ
プ
ス
（
一
八
五
一
〜
一
九
一
四
）
は
「
感
情
移
入
」
説
を
唱
え
た
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
る
心
理
学
者
・
哲
学
者
で

あ
る
。「
感
情
移
入
」
説
は
、
例
え
ば
、
阿
部
次
郎
が
「
感
情
移
入
美
学
は
二
十
世
紀
の
初
頭
に
一
世
を
風
靡
し
た
美
学
で
あ
る（

1
）」
と

述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
も
広
く
受
容
さ
れ
て
い
た
。

　

近
年
、
西
田
哲
学
と
芸
術
と
の
関
連
、
な
い
し
芸
術
理
論
と
し
て
の
西
田
哲
学
、
と
い
っ
た
観
点
か
ら
の
研
究
も
行
わ
れ
て
い
る（

2
）。

例
え
ば
、
西
田
哲
学
研
究
者
の
多
く
が
所
属
す
る
「
西
田
哲
学
会
」
の
第
六
回
大
会
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
「
哲
学
と
芸
術
」
と
い

う
テ
ー
マ
で
行
わ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、西
田
哲
学
と
芸
術
論
と
の
関
連
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
人
物
は
ほ
と
ん
ど
コ
ン
ラ
ー
ト
・
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
（
一
八
四
一

〜
一
八
九
五
）の
み
と
言
っ
て
よ
い（

3
）。西
田
哲
学
と
リ
ッ
プ
ス
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
の
先
行
研
究
は
管
見
の
及
ぶ
限
り
皆
無
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
先
行
研
究
が
な
い
こ
と
が
す
な
わ
ち
、
西
田
哲
学
に
お
い
て
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移
入
」
説
が
何
等
の
意
義
も
も
っ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
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西
田
哲
学
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
の
意
義
を
指
摘
し
た
先
行
研
究
に
、
藤
田
正
勝
に
よ
る
も
の
が
あ
る（

4
）。
そ
こ
で
指
摘
さ

れ
る
よ
う
に
、
西
田
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
後
の
芸
術
理
解
は
、
後
期
西
田
哲
学
の
重
要
な
概
念
で
あ
る
「
行
為
的
直
観
」
の
胎
動
を
感

じ
さ
せ
る
。
そ
の
意
味
で
、
西
田
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
は
西
田
哲
学
の
発
展
史
と
い
う
観
点
か
ら
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
る

と
言
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
際
、
藤
田
は
西
田
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
解
釈
が
西
田
独
自
の
立
場
か
ら
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い

る
。
こ
の
西
田
独
自
の
立
場
と
い
う
も
の
の
背
景
に
は
、実
は
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移
入
」
説
に
お
け
る
美
学
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
の
問
い
に
つ
い
て
考
察
し
、
こ
れ
に
答
え
る
の
が
本
稿
の
目
的
で
あ
る
。

　

本
稿
の
構
成
と
し
て
は
、
ま
ず
第
一
節
に
て
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
美
学
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
を
確
認
す
る
。
そ
し
て
、
第
二
節

に
て
、
西
田
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
を
藤
田
の
指
摘
す
る
特
徴
ご
と
に
分
類
し
た
上
で
確
認
す
る
。
第
三
節
で
は
、
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情

移
入
」説
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
確
認
す
る
。そ
し
て
、第
四
節
で
、第
二
節
に
て
確
認
し
た
藤
田
の
指
摘
す
る
西
田
の
フ
ィ
ー

ド
ラ
ー
受
容
の
特
徴
の
一
つ
一
つ
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
西
田
独
自
の
立
場
と
述
べ
ら
れ
る
も
の
の
多
く
が
、
西
田
に
お
け
る
リ
ッ

プ
ス
の
「
感
情
移
入
」
説
の
受
容
か
ら
説
明
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。

　

先
取
り
し
て
本
稿
の
主
張
を
述
べ
る
と
、
ま
ず
第
一
点
と
し
て
、
藤
田
は
西
田
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
の
背
後
に
西
田
独
自
の
「
感
情
」

理
解
が
あ
り
、
そ
こ
に
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
の
影
響
を
指
摘
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
共
に
、
西
田
は
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移
入
」
説
の
受
容

に
お
い
て
独
自
の
「
感
情
」
理
解
を
形
成
し
た
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
そ
し
て
第
二
点
と
し
て
、
西
田
が
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
か
ら
受

容
し
た
も
の
は
身
体
的
行
為
を
伴
っ
た
創
造
的
体
系
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
感
情
移
入
」
説
に
「
身
体
性
」
を
組
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
形

成
さ
れ
た
、
リ
ッ
プ
ス
の
も
の
で
も
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
も
の
で
も
な
い
、
西
田
独
自
の
美
学
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
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第
一
節　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
美
学

　

西
田
が
参
照
し
た
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
美
学
は
『
芸
術
活
動
の
根
源
』（D

er U
rsprung der künstlerischen Thätigkeit

）
で
あ
る
。

そ
こ
で
本
節
で
は
ま
ず
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
美
学
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
を
見
て
行
き
た
い
。

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
現
実
所
有
の
二
つ
の
あ
り
方
を
提
示
す
る
。
言
語
に
よ
る
も
の
と
視
覚
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

・
言
語
に
よ
る
現
実
の
所
有

　

ま
ず
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
素
朴
実
在
論
的
な
立
場
を
批
判
す
る
。
す
な
わ
ち
、
外
部
に
存
在
物
が
あ
り
、
そ
れ
が
我
々
に
よ
っ
て
知
覚

さ
れ
、
外
部
の
存
在
物
が
そ
の
ま
ま
に
意
識
の
所
有
物
と
な
る
、
と
い
う
素
朴
な
立
場
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
そ
れ
が
「
錯
誤
」
で

あ
り
、我
々
は
む
し
ろ
ま
ず
過
ぎ
行
く
意
識
の
流
れ
の
過
程
の
み
を
所
持
し
て
い
る
、と
考
え
る
。「
あ
ら
ゆ
る
現
実
は
わ
れ
わ
れ
の
内
に
、

わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
過
程
―
こ
の
過
程
の
端
緒
は
感
性
的
感
受
に
あ
る
と
仮
定
さ
れ
、
そ
の
結
果
は
、
過
程
が
発
展
し
て
一

定
の
か
た
ち
を
と
っ
た
時
点
で
把
握
さ
れ
る
の
だ
が
―
そ
の
過
程
の
中
で
識
ら
れ
、そ
れ
以
外
で
は
な
い
」（197

）（
5
）の
で
あ
る
。そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
我
々
の
意
識
の
内
面
の
過
程
は
「
た
え
ま
な
い
生
成
と
消
滅
の
無
限
の
過
程
で
あ
っ
て
、（
中
略
）
け
っ
し
て
確
固
不
変
の

か
た
ち
に
凝
結
す
る
こ
と
い
う
こ
と
が
な
い
」、「
た
ゆ
ま
ず
か
た
ち
づ
く
り
、
か
た
ち
を
か
え
る
、
間
断
な
い
遊
戯
で
あ
る
」（198

）。

　

し
か
し
人
間
は
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
抜
け
出
し
た
い
と
い
う
欲
求
を
も
ち
ま
た
そ
の
能
力
が
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
、
そ
れ
が

「
言
語
」
で
あ
る
、
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
考
え
る
。
言
語
に
よ
っ
て
「
秩
序
と
細
部
の
構
造
を
持
っ
た
構
築
が
可
能
に
な
る
」（199

）
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
こ
の
よ
う
な
言
語
に
よ
る
構
築
が
、
元
来
の
絶
え
間
な
く
変
転
す
る
意
識
内
容
を
決
定
的
に
変
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容
し
て
し
ま
う
、
と
主
張
す
る
。「
豊
か
で
は
あ
る
が
動
揺
常
な
く
、
不
明
確
で
不
完
全
な
意
識
状
態
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
現
実
を
、

人
間
が
言
語
形
成
に
よ
っ
て
征
服
し
よ
う
と
す
る
瞬
間
、
彼
が
把
握
し
た
い
と
思
っ
て
い
た
も
の
は
姿
を
消
す
。
そ
の
と
き
、
人
間
に
対

し
て
姿
を
現
わ
す
の
は
、
新
し
い
、
ま
っ
た
く
別
の
か
た
ち
を
獲
得
し
て
し
ま
っ
た
現
実
で
あ
る
」（199

）。
こ
う
し
て
、
現
実
を
言
語

に
よ
っ
て
把
握
し
よ
う
と
い
う
試
み
は
我
々
に
新
た
な
現
実
を
提
示
は
す
る
も
の
の
、「
か
え
っ
て
現
実
の
根
源
か
ら
ま
す
ま
す
押
し
隔

て
ら
れ
る
」（207
）
こ
と
に
な
る
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
考
え
た
。

・
視
覚
に
よ
る
現
実
の
所
有

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
言
語
に
よ
る
現
実
の
把
握
が
、
実
際
に
は
現
実
を
決
定
的
に
変
容
し
そ
の
根
源
か
ら
遠
ざ
け
る
の
に
対
し
て
、
視
覚

に
よ
る
現
実
の
所
有
と
い
う
も
の
を
も
う
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
提
示
す
る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は「
意
識
の
力
を
視
覚
に
集
中
し
」（253

）、

他
の
一
切
の
感
覚
や
概
念
把
握
を
捨
て
去
っ
て
み
よ
う
、
と
提
案
す
る
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
我
々
に
は
、
現
実
意
識
が
発
展
す
る
た
め

の
ま
っ
た
く
新
し
い
軌
道
が
開
け
る
と
い
う
。
そ
う
し
て
、
把
握
さ
れ
た
現
実
は
、
何
ら
ま
と
ま
り
の
な
い
断
片
な
の
で
あ
り
、
一
時
的

な
、
う
つ
ろ
い
ゆ
く
現
象
で
あ
り
、
我
々
が
ど
ん
な
に
努
力
し
て
も
近
づ
き
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
こ
の
現
象
を
把
握
し
よ

う
と
す
る
と
そ
れ
が
直
ち
に
消
え
失
せ
る
」（259

）
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
視
覚
に
よ
る
現
実
の
所
有
は
、
移
ろ
い
行
く
現
実
を
ま
さ
に
移
ろ
い
ゆ
く
ま
ま
に
所
有
し
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
言
語
が
移
ろ
い
行
く
現
実
を
固
定
化
し
、
そ
し
て
、
言
語
と
い
う
我
々
が
見
聞
き
で
き
る
外
面
性
を
も
っ
た
結
果
を
産
み

出
し
た
こ
と
と
は
正
反
対
で
あ
る
。
し
か
し
、
や
は
り
人
間
が
移
ろ
い
ゆ
く
状
況
か
ら
抜
け
出
し
た
い
と
い
う
欲
求
を
も
つ
と
す
れ
ば
、

眼
に
よ
る
現
実
の
所
有
も
何
ら
か
の
仕
方
で
外
部
的
な
結
果
を
生
み
出
す
こ
と
を
欲
す
る
は
す
で
あ
る
。
で
は
、
眼
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
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た
現
実
は
い
か
に
し
て
外
部
的
な
成
果
を
生
み
出
す
外
面
的
活
動
へ
と
移
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
言
か
ら
確
認
し
て
お
こ
う
。

い
や
し
く
も
、
眼
に
見
え
る
対
象
と
し
て
存
在
す
る
も
の
を
意
識
活
動
の
産
物
の
か
た
ち
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
こ

と
を
可
能
に
す
る
活
動
は
唯
一
つ
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、
眼
に
見
え
る
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
は
ひ
と
つ
の
感
性
的
な
活

動
過
程
（
見
る
こ
と
）
に
依
存
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
同
じ
過
程
を
そ
の
ま
ま
延
長
発
展
さ
せ
た
か
た
ち
の
活
動
の
ほ
か

に
は
な
い
。（267

）

そ
し
て
、
こ
の
眼
に
よ
る
活
動
を
そ
の
ま
ま
に
延
長
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
、
外
部
的
な
産
物
と
し
て
結
実
さ
せ
る
活
動
、
そ
れ
が
「
手
」

に
よ
る
表
現
作
用
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。「
手
は
、
眼
自
身
が
活
動
を
終
え
る
に
い
た
っ
た
ま
さ
に
そ
の
時
点
で
、
眼
の
行
な
う
こ
と

を
引
き
継
い
で
発
展
さ
せ
、
さ
ら
に
先
へ
と
そ
れ
を
推
し
進
め
る
」（275

）
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
眼
に
よ
る
所
有
は
手
に
よ
る
外

面
的
な
活
動
へ
と
、
そ
の
ま
ま
の
延
長
、
す
な
わ
ち
一
貫
し
た
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
発
展
す
る
の
だ
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
考
え
る
。

　

し
か
し
、
な
ぜ
視
覚
に
の
み
そ
れ
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
触
覚
と
の
対
比
の
中
で
、
視
覚
の
特
権
性
を
述
べ
て

い
る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
よ
れ
ば
、
触
覚
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
感
覚
の
性
質
は
そ
の
対
象
と
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
も
と
の
対
象

か
ら
得
た
も
の
と
同
じ
も
の
を
得
よ
う
と
す
れ
ば
、
も
う
一
度
同
じ
も
の
に
触
れ
る
し
か
な
い
。
一
方
、
視
覚
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
「
見

か
け
」
は
対
象
か
ら
解
放
さ
れ
、
同
じ
表
象
を
直
接
的
に
意
識
に
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
例
え
ば
、
触
覚
に
よ
っ
て
得
ら

れ
る
「
手
触
り
」
を
「
柔
ら
か
い
」「
硬
い
」
な
ど
と
そ
の
対
象
か
ら
引
き
離
し
て
意
識
に
引
き
出
す
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、

そ
れ
は
既
に
「
言
語
」
に
よ
る
所
有
へ
と
変
化
し
て
し
ま
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
す
な
わ
ち
、
視
覚
以
外
の
感
覚
は
、
そ
の
発
展
の
た
め
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に
は
言
語
と
い
う
資
材
を
必
要
と
す
る
。
対
し
て
、
視
覚
に
よ
る
「
見
か
け
」
は
、
言
語
と
い
う
資
材
を
使
う
こ
と
な
く
、
手
に
よ
っ
て

発
展
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
芸
術
作
品
と
し
て
結
実
す
る
、
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
、
眼
に
よ
る
所
有
か
ら
手
に
よ
る
外
面
的
活
動
へ
の
一
貫
し
た
過
程
こ
そ
が
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
と
っ
て
は
表
現
作
用
、

な
い
し
芸
術
的
活
動
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
芸
術
の
意
義
を
、
言
語
に
よ
っ
て
現
実
を
固
定
、
変
容
し
な
が
ら
把
握
す
る
の
で
は
な

く
、
視
覚
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
た
変
転
す
る
現
実
を
手
に
よ
る
外
面
的
な
活
動
に
よ
っ
て
知
覚
可
能
な
形
へ
と
結
実
さ
せ
る
と
こ
ろ
に
認

め
る
。
そ
し
て
、
移
ろ
い
行
く
眼
に
よ
る
所
有
に
視
覚
可
能
な
形
を
与
え
た
も
の
が
芸
術
作
品
で
あ
る
。

　

そ
れ
ゆ
え
、
芸
術
家
の
能
力
と
い
う
も
の
は
、
眼
か
ら
手
へ
の
活
動
へ
と
発
展
さ
せ
る
能
力
の
過
多
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。「
芸

術
家
を
他
か
ら
区
別
す
る
も
の
は
、
彼
が
独
得
の
才
能
を
本
性
的
に
そ
な
え
て
い
て
、
こ
の
才
能
に
よ
っ
て
、
直
観
的
な
知
覚
か
ら
直
観

的
な
表
現
へ
移
り
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
家
の
自
然
に
た
い
す
る
関
係
は
、
直
観
の
関
係
で
は
な
く

て
、
む
し
ろ
表
現
の
関
係
な
の
で
あ
る
」（289
）。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
芸
術
活
動
に
特
有
と
さ
れ
る
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
眼
か
ら
手
へ
の
発
展
と
い
う
体
系
は
、
我
々
の
日
常
的
な

行
為
と
は
一
体
何
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
我
々
は
日
ご
ろ
眼
の
み
に
集
中
す
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
。
我
々
の
日

常
は
常
に
言
語
に
よ
る
侵
食
を
受
け
て
い
る
。
次
に
、
我
々
の
通
常
の
行
為
は
、
眼
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
を
発
展
さ
せ
、
芸
術
作
品

と
し
て
結
実
さ
せ
な
い
。
芸
術
活
動
の
み
が
、
純
粋
に
眼
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
を
、
手
に
よ
っ
て
、
芸
術
作
品
と
し
て
、
視
覚
可
能

な
外
部
的
な
も
の
へ
と
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
現
実
の
所
有
の
あ
り
方
と
し
て
、
言
語
に
よ
る
も
の
と
眼
に
よ
る
も
の
の
二
つ
を
考
え
、
眼
に
よ

る
も
の
こ
そ
が
変
転
す
る
現
実
を
変
転
す
る
ま
ま
に
捉
え
、
そ
し
て
、
芸
術
活
動
こ
そ
が
、
そ
の
よ
う
な
眼
に
よ
る
現
実
の
所
有
を
手
に

よ
る
表
現
作
用
に
よ
っ
て
、
知
覚
可
能
な
形
に
発
展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
こ
の
よ
う
な
活
動
は
芸
術
活
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八

動
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
考
え
、
ま
さ
に
そ
こ
に
芸
術
活
動
に
固
有
の
意
義
を
見
出
し
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

第
二
節　

西
田
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容

　

本
節
で
は
、
前
節
で
確
認
し
た
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
芸
術
論
を
西
田
が
い
か
に
受
容
し
て
い
た
の
か
を
見
て
行
き
た
い
。
大
橋
良
介
が
指

摘
す
る
通
り
、
西
田
が
芸
術
を
集
中
的
に
論
じ
た
時
期
は
二
回
あ
る（

6
）。
一
つ
は
本
節
で
取
り
上
げ
る
『
芸
術
と
道
徳
』（
大
正
十
二
年

（
一
九
二
三
年
））、も
う
一
つ
は
『
哲
学
論
文
集　

第
四
』
所
収
の
「
歴
史
的
形
成
作
用
と
し
て
の
芸
術
」（
昭
和
十
六
年
（
一
九
四
一
年
））

に
お
い
て
で
あ
る
。
本
節
で
は
、『
芸
術
と
道
徳
』
を
中
心
と
し
た
前
期
西
田
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
と
そ
の
特
徴
を
藤
田
の
論

文
を
参
照
し
な
が
ら
確
認
し
た
い
。

・
特
徴
①

　

西
田
は
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
第
十
九
節
で
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

芸
術
家
の
動
作
を
視
覚
作
用
の
発
展
と
な
し
、
芸
術
的
作
品
を
そ
の
表
現
と
な
す
コ
ン
ラ
ッ
ト
・
フ
ィ
ー
ド
レ
ル
は
我
々
が
視
覚
に

純
一
な
る
時
、
忽
ち
発
展
的
可
能
性
を
感
じ
、
自
ら
表
現
作
用
に
移
り
行
く
と
い
つ
て
居
る
。（
中
略
）
余
は
此
等
の
人
々
が
芸
術

的
直
観
に
就
て
云
つ
て
居
る
こ
と
が
す
べ
て
の
経
験
の
真
相
で
は
あ
る
ま
い
か
と
思
ふ
。（
中
略
）
余
は
全
て
の
経
験
は
右
の
如
き

方
式
に
従
つ
て
成
立
し
、
実
在
は
此
の
如
き
創
造
的
体
系
で
あ
る
と
思
ふ
。（N

K
Z2,95-96

（
7
））



一
四
九

西
田
幾
多
郎
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
と
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移
入
」
説
〔
八
坂
〕

こ
の
一
節
が
示
す
よ
う
に
、
西
田
は
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
お
い
て
あ
く
ま
で
芸
術
に
固
有
で
あ
っ
た
創
造
的
体
系
を
全
て
の
実
在
の
体
系

と
解
釈
し
受
容
し
て
い
る
。
藤
田
は
、
こ
の
点
に
西
田
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
の
特
徴
を
見
出
し
、
そ
の
背
景
に
は
西
田
独
自
の
「
感
情
」

の
理
解
が
あ
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

・
特
徴
②

－

１

　

ヴ
ン
ト
な
ど
の
心
理
学
者
は
精
神
現
象
を
要
素
に
還
元
し
、
感
情
も
ま
た
そ
う
し
た
一
つ
の
要
素
で
あ
る
と
見
る
。
し
か
し
、
西
田
は
、

精
神
現
象
を
そ
の
よ
う
な
要
素
の
集
合
と
し
て
は
考
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
綜
合
的
全
体
」
と
し
て
考
え
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
部
分

の
集
合
と
し
て
精
神
現
象
を
見
る
の
で
は
な
く
、
ま
ず
全
体
と
し
て
の
精
神
現
象
が
あ
り
、
精
神
現
象
の
諸
要
素
と
は
そ
の
よ
う
な
全
体

を
分
析
し
把
握
し
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
西
田
は
精
神
現
象
を
こ
の
よ
う
な
「
綜
合
的
全
体
」
と
し
て
把
握
し
た

が
、
藤
田
は
西
田
が
「
感
情
」
も
ま
た
、「「
人
心
の
奥
深
く
潜
め
る
動
く
或
物
」
と
し
て
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
、
も
っ
と
も

根
底
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
」（
藤
田
60
）（

8
）
と
指
摘
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
西
田
の
こ
の
独
自
の
「
感
情
」
理
解
が
、「
人
間

の
心
的
な
過
程
を
、
固
定
し
た
単
な
る
分
析
対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
そ
の
う
ち
に
「
活
力
」
を
蔵
し
自
ず
か
ら
生
成
発
展
す
る
も
の
と

し
て
、
す
な
わ
ち
一
つ
の
「
生
」
と
し
て
見
る
デ
ィ
ル
タ
イ
の
見
方
」（
藤
田
45
）
に
影
響
を
受
け
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

　

西
田
は
「
感
情
」
を
、
精
神
現
象
の
一
部
分
と
し
て
で
は
な
く
、
よ
り
根
源
的
な
、
我
々
の
意
識
活
動
の
全
て
の
根
底
に
潜
み
、
自
ず

か
ら
発
展
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
よ
り
卑
俗
な
言
葉
で
表
現
す
れ
ば
、
感
情
を
伴
わ
な
い
よ
う
な
意
識
現
象
は
な
い

の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
西
田
は
「
私
は
感
情
い
ふ
の
は
精
神
現
象
の
一
方
面
と
い
ふ
如
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
寧
ろ
意
識
成
立
の
根
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本
的
条
件
で
は
な
い
か
と
思
ふ
」（N

K
Z3,15

）
と
言
う
。
つ
ま
り
、「
感
情
」
こ
そ
が
意
識
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
と
ま

で
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

・
特
徴
②

－

２

　

藤
田
は
、
西
田
が
「
情
緒
に
於
て
は
、
過
去
の
記
憶
も
、
現
在
の
感
覚
も
、
表
出
運
動
も
直
に
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」、「
現
在
の
意

識
の
奥
底
に
、現
在
を
超
越
し
た
深
き
意
識
の
流
れ
に
接
す
る
」（N

K
Z3,19

）と
述
べ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
そ
し
て
、「
連
想
に
よ
っ

て
結
び
付
け
ら
れ
た
現
在
と
過
去
で
は
な
く
、
過
去
の
出
来
事
が
生
き
生
き
と
生
命
を
保
っ
た
「
意
識
の
流
れ
」、
現
在
の
感
覚
と
過
去

の
思
い
出
と
が
直
接
に
結
合
す
る
よ
う
な「
生
命
の
流
れ
」と
し
て
、（
中
略
）他
者
の
表
出
運
動
に
直
接
参
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
、

「
我
と
彼
と
未
分
以
前
の
自
我
」
の
場
」（
藤
田
62
）
で
あ
る
よ
う
な
、「
意
識
の
流
れ
」
を
西
田
は
「
感
情
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
し
て

い
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

・
特
徴
②

－

３

　

加
え
て
、「
感
情
は
分
析
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
己
自
身
の
深
い
内
容
を
有
つ
」（N

K
Z3,18

）
と
い
う
西
田
の
言
葉
を
引
き
、
西
田

が
芸
術
的
創
造
作
用
を
重
視
す
る
の
は
、「
感
情
」
が
「
知
的
範
疇
を
超
え
た
も
の
、
つ
ま
り
知
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
」（
藤
田
64
）
と
指
摘
し
て
い
る
。



一
五
一

西
田
幾
多
郎
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
と
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移
入
」
説
〔
八
坂
〕

・
特
徴
③

　

ま
た
、「
芸
術
的
表
現
に
お
け
る
〈
身
体
〉
の
意
義
を
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
明
確
に
見
て
と
っ
て
い
た
」（
藤
田
65
）
た
め
に
、西
田
が
フ
ィ
ー

ド
ラ
ー
の
芸
術
理
解
を
重
く
見
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

・
特
徴
④

　

藤
田
は
西
田
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
の
特
色
と
共
に
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
と
西
田
と
の
相
違
点
も
指
摘
し
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
フ
ィ
ー

ド
ラ
ー
が
眼
と
手
の
役
割
の
相
違
を
認
識
し
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
眼
か
ら
手
へ
の
発
展
と
い
う
こ
と
に
芸
術
家
の
才
能
を
見
て
い
た
の
に

対
し
て
、
西
田
が
、『
善
の
研
究
』
の
頃
よ
り
、「
物
我
相
忘
じ
、
物
が
我
を
動
か
す
の
で
も
な
く
、
我
が
物
を
動
か
す
の
で
も
な
い
、
た

だ
一
つ
の
世
界
、一
つ
の
光
景
あ
る
の
み
で
あ
る
」（N

K
Z1,35

）
と
い
う
よ
う
な
、主
客
未
分
の
境
地
を
芸
術
に
見
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、『
芸
術
と
道
徳
』
に
お
い
て
も
、
芸
術
を
「
心
身
一
如
の
活
動
」（「
美
の
本
質
」N

K
Z3,26

）
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
、
に
相

違
点
を
見
出
し
て
い
る
。
藤
田
自
身
の
言
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
、
手
が
、
眼
に
で
き
な
い
こ
と
を
成
し
遂
げ
る
点
に
こ
そ
注
目
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
西
田
の
方
は
、「
無
意
識
」

の
筆
使
い
の
う
ち
に
実
現
さ
れ
る
心
の
内
と
外
と
の
一
体
化
を
こ
そ
芸
術
の
最
高
の
境
地
を
考
え
る
の
で
あ
る
。（
藤
田
67
）

藤
田
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
西
田
は
、「
美
の
本
質
」
に
お
い
て
精
神
と
物
質
と
の
関
係
を
問
い
、「
心
身
一
如
の
活
動
」
に
お
い
て
、
心
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の
内
と
外
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
西
田
は
精
神
と
物
質
、
心
の
内
と
外
と
の
二
元
論
的
な

対
立
が
芸
術
活
動
に
お
い
て
は
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。し
か
し
、フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
お
い
て
は
視
覚
に
よ
っ

て
得
ら
れ
た
心
の
内
の
も
の
が
、
手
と
い
う
心
の
外
の
身
体
的
活
動
へ
と
発
展
し
、
そ
れ
が
物
質
で
あ
る
芸
術
作
品
と
し
て
結
実
す
る
こ

と
に
こ
そ
芸
術
活
動
の
意
義
を
見
出
し
て
い
た
。
す
な
わ
ち
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
、
あ
く
ま
で
心
の
内
と
外
、
精
神
と
物
質
を
区
別
し
て

お
り
、
心
の
内
か
ら
外
へ
の
、
精
神
か
ら
物
質
へ
の
発
展
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
芸
術
の
意
義
を
見
出
し
て
い
た
。
西
田
は
そ
の
よ
う
な
区

別
を
な
き
も
の
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

・
特
徴
⑤

　

二
つ
目
に
、
一
つ
目
と
関
連
し
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
芸
術
に
固
有
の
意
義
を
認
め
る
一
種
の
「
芸
術
至
上
主
義
」（「
美
の
本
質
」

N
K

Z3,3

）
に
立
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
西
田
は
「
芸
術
は
道
徳
を
予
想
し
て
成
立
す
る
と
思
ふ
、
道
徳
的
発
展
を
予
想
し
て
芸
術
的

想
像
が
あ
る
と
考
へ
る
の
で
あ
る
。
総
て
の
根
柢
は
唯
、
一
生
命
あ
る
の
み
で
あ
る
、
一
つ
の
自
由
我
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
真
摯
な
る

生
命
の
要
求
の
上
に
立
た
な
い
芸
術
は
単
な
る
遊
戯
で
な
け
れ
ば
、
技
巧
に
過
ぎ
な
い
」（「
美
の
本
質
」N

K
Z3,57

）
と
し
て
、
芸
術

が
道
徳
を
目
指
し
て
の
み
意
義
を
持
つ
も
の
と
し
て
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
、
藤
田
は
指
摘
し
て
い
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
藤
田
は
数
多
く
の
点
を
挙
げ
な
が
ら
、
西
田
が
単
に
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
を
そ
の
ま
ま
受
容
し
た
の
で
は
な
く
、
自
己
の

立
場
に
引
き
寄
せ
な
が
ら
受
容
し
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て
西
田
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
と
の
相
違
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ

の
よ
う
な
西
田
自
身
の
立
場
、
な
い
し
芸
術
理
解
と
い
う
も
の
は
、
実
は
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移
入
」
説
に
そ
の
多
く
を
負
っ
て
い
た
と
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思
わ
れ
る
。
次
節
で
は
、
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移
入
」
説
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
見
て
行
き
た
い
。

第
三
節　

リ
ッ
プ
ス
「
感
情
移
入
」
説

　

感
情
移
入
説
は
類
推
説
に
対
す
る
批
判
か
ら
提
起
さ
れ
た
。
類
推
説
と
は
、
我
々
が
直
接
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
我
々
自
身
の
感

情
の
み
で
あ
る
と
い
う
前
提
に
立
っ
た
上
で
、
我
々
が
他
者
の
感
情
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
他
者
の
表
情
・
身
振
り
か
ら
類
推
し

て
自
己
の
場
合
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
よ
る
、
と
い
う
説
で
あ
る
。

　

リ
ッ
プ
ス
は
、
ま
ず
他
者
の
表
情
と
自
己
の
表
情
と
そ
の
時
の
感
情
と
を
い
か
に
し
て
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
を
問
題
と
す
る
。
例
え
ば
、
私
が
笑
っ
て
い
る
時
、
私
の
お
か
し
み
の
感
情
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
は
、
笑
っ
て
い
る
時
の
私
の
筋
肉

の
緊
張
の
み
で
あ
り
、
私
は
私
の
表
情
を
見
る
事
は
で
き
な
い
は
ず
だ
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
私
の
お
か
し
み
の
感
情
と
私
の
笑
い
の
表
情

は
結
び
付
き
よ
う
が
な
い
。
つ
ま
り
、
私
の
お
か
し
み
の
感
情
は
私
の
顔
面
の
筋
肉
の
緊
張
と
の
み
結
び
つ
い
て
い
る
。

　

鏡
を
見
る
と
い
う
学
習
に
よ
っ
て
感
情
と
表
情
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
、と
の
反
論
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

リ
ッ
プ
ス
は
幼
児
が
母
親
の
微
笑
み
を
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
例
を
あ
げ
て
反
論
す
る
。
幼
児
は
鏡
を
見
て
感
情
と
表
情
と
を
結

び
つ
け
る
訓
練
を
受
け
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、母
親
の
微
笑
の
感
情
を
理
解
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
正
し
け
れ
ば
、

鏡
に
よ
る
学
習
と
い
う
批
判
は
妥
当
し
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
類
推
説
は
批
判
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
リ
ッ
プ
ス
が
そ
の
代
わ
り
に
提
示
し
た
も
の
が
「
模
倣
衝
動
」
で
あ
る
。
リ
ッ
プ

ス
に
よ
れ
ば
我
々
は
皆
、
本
能
的
に
模
倣
衝
動
を
持
っ
て
お
り
、
他
人
の
模
倣
を
す
る
の
だ
と
い
う
。
例
え
ば
、
他
人
が
大
笑
い
し
て
い

る
の
を
見
て
、
自
分
も
お
も
わ
ず
笑
っ
て
し
ま
う
時
の
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。
我
々
は
他
人
の
笑
い
の
表
情
を
模
倣
し
自
分
も
笑
う
こ



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
二
号

一
五
四

と
で
自
己
の
筋
肉
の
緊
張
と
他
人
の
表
情
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る（

9
）。
そ
し
て
、
笑
っ
て
い
る
時
の
お
か
し
さ
と
い
う
自
分

の
感
情
も
同
時
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
リ
ッ
プ
ス
は
、
こ
の
よ
う
に
本
能
的
な
模
倣
衝
動
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
他
人
の
表
情
・
自
己
の
顔
の
筋
肉
の
緊
張
・
自
己
の
感
情
を
結
び
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
た
。

　

リ
ッ
プ
ス
は
さ
ら
に
模
倣
に
外
面
的
模
倣
と
内
面
的
模
倣
の
二
種
類
を
区
別
し
た
。
外
面
的
模
倣
と
は
実
際
に
行
動
を
伴
う
模
倣
で
あ

り
内
面
的
模
倣
と
は
実
際
の
行
動
を
伴
わ
な
い
模
倣
の
こ
と
で
あ
る
。
リ
ッ
プ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
模
倣
の
う
ち
、
内
面
的
模
倣

の
方
が
根
源
的
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
内
面
的
模
倣
は
実
際
の
行
動
を
伴
わ
ず
と
も
行
わ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
の
行

動
が
伴
う
か
否
か
は
感
情
移
入
に
と
っ
て
本
質
的
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
リ
ッ
プ
ス
の
言
葉
を
確
認
し
て
お
こ
う
。

外
面
的
運
動
は
正
に
そ
の
内
面
的
側
面
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
直
ち
に
付
言
し
て
も
良
い
と
思
う
が
、
こ
の
内
面
的
側

面
こ
そ
、
最
も
肝
要
な
事
柄
で
あ
る
。（
中
略
）
か
か
る
内
面
的
模
倣
を
外
部
的
な
そ
れ
か
ら
明
瞭
に
区
別
す
る
こ
と
は
こ
の
場
合
、

最
も
肝
要
な
こ
と
で
あ
る
。（121

（
10
））

　

そ
し
て
、
西
田
は
リ
ッ
プ
ス
に
言
及
す
る
際
、
リ
ッ
プ
ス
の
綱
渡
り
師
（
軽
業
師
）
の
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
内
面
的
模
倣
の

例
と
し
て
提
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
実
際
の
行
動
を
伴
わ
な
い
と
い
う
内
面
的
模
倣
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
だ
ろ
う

か
。
リ
ッ
プ
ス
の
叙
述
を
見
て
み
よ
う
。

内
面
的
模
倣
に
お
い
て
は
上
に
い
る
軽
業
師
と
下
に
居
る
私
の
間
に
は
何
ら
の
区
別
も
存
す
る
こ
と
な
く
、
私
を
彼
と
同
一
物
と
見

做
し
、
彼
の
中
に
私
を
感
じ
、
彼
の
側
に
私
を
感
ず
る
。
な
る
ほ
ど
、
私
は
事
後
の
考
察
に
お
い
て
、
軽
業
師
と
私
の
間
の
区
別
を
、
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彼
の
行
動
と
私
の
そ
れ
と
の
間
の
区
別
を
、
実
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
事
後
と
い
う
こ
と
は
、
こ
こ
で
は
問
題
と

な
ら
な
い
。
問
題
は
、
私
が
模
倣
衝
動
の
作
用
に
屈
服
す
る
瞬
間
に
お
い
て
、
何
を
私
が
体
験
す
る
か
に
あ
る
。
い
か
に
こ
の
作
用

が
私
の
意
識
に
対
し
て
直
接
に
現
出
す
る
か
に
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
こ
こ
で
か
く
述
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
模
倣
衝
動
の
か
か
る
直

接
に
体
験
さ
れ
た
作
用
に
お
い
て
は
、
そ
の
作
用
が
強
烈
で
あ
れ
ば
あ
る
程
、
ま
す
ま
す
確
実
に
か
の
同
一
化
は
成
立
す
る
。
私
は

二
に
非
ず
、
一
を
体
験
す
る
。（121-122

）

こ
の
よ
う
に
、
リ
ッ
プ
ス
は
強
烈
な
内
面
的
模
倣
に
お
い
て
は
他
者
と
自
己
と
が
同
一
と
な
っ
た
状
態
を
体
験
す
る
と
考
え
て
い
た
。
し

か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
リ
ッ
プ
ス
は
「
模
倣
」
と
い
う
言
葉
に
お
い
て
は
、
模
倣
と
被
模
倣
物
と
の
並
列
関
係
を
想
起
さ
せ
る
た
め
、
自

身
の
表
現
し
た
こ
と
を
表
す
の
に
「
模
倣
」
と
い
う
言
葉
は
適
し
て
い
な
い
と
考
え
た
。「
模
倣
」
と
い
う
言
葉
に
代
わ
り
リ
ッ
プ
ス
が

提
示
す
る
も
の
こ
そ
「
感
情
移
入
」
で
あ
る
。
リ
ッ
プ
ス
か
ら
引
用
す
る
。

感
情
移
入
は
、
私
に
と
っ
て
、
即
ち
感
情
移
入
を
な
す
者
に
と
っ
て
、
模
倣
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
今
の
場
合
も
、
感
情
移
入

の
動
作
に
お
い
て
は
、私
の
意
識
に
対
し
、被
模
倣
物
と
、模
倣
と
の
並
列
関
係
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。「
内
面
的
模
倣
」は
従
っ

て
、今
問
題
と
し
て
い
る
事
実
に
対
し
て
適
切
な
名
称
で
は
な
い
。「
感
情
移
入
」
こ
そ
か
か
る
誤
解
を
招
き
や
す
い
「
内
面
的
模
倣
」

と
い
う
語
に
と
っ
て
か
わ
る
べ
き
で
あ
る
。（127

）

す
な
わ
ち
、
模
倣
と
い
う
言
葉
は
模
倣
さ
れ
る
対
象
と
模
倣
作
用
と
の
二
つ
の
要
素
を
含
意
し
て
し
ま
う
た
め
、
完
全
な
る
主
客
合
一
の

状
態
を
表
現
す
る
に
適
し
て
い
な
い
と
考
え
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
つ
ま
り
、「
感
情
移
入
」
と
は
ま
さ
に
主
客
未
分
の
作
用
を
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表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
先
の
笑
顔
の
例
で
言
え
ば
、
我
々
は
他
者
の
笑
顔
を
み
て
そ
の
後
に
自
己
の
感
情
を
結
び
付

け
る
の
で
は
な
く
、
他
者
の
笑
顔
を
見
て
い
る
こ
と
そ
れ
事
態
が
直
に
自
己
の
感
情
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
二
つ
の
要
素
が
あ

り
そ
こ
に
因
果
関
係
や
先
後
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
一
つ
の
融
合
体
が
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
リ
ッ
プ
ス
は
こ
の
よ
う
な
「
感
情
移
入
」
を
認
識
の
最
も
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。
リ
ッ
プ
ス
の
言
葉
で
確

認
し
て
お
こ
う
。

私
自
身
と
非
我
の
個
体
と
の
一
性
が
最
初
で
あ
り
、
次
い
で
二
性
と
い
う
こ
と
が
起
こ
る
。
即
ち
感
情
移
入
は
、
そ
し
て
も
ち
ろ
ん

完
全
な
、
従
っ
て
美
的
な
感
情
移
入
は
、
い
わ
ば
、
派
生
し
た
も
の
で
は
な
く
て
、
認
識
と
の
比
較
に
お
い
て
本
源
的
な
も
の
で
あ

る
。（126

）

　

ま
た
、
リ
ッ
プ
ス
は
『
心
理
学
原
論
』
の
第
十
三
章
「
認
識
の
源
泉　

感
情
移
入
」
に
お
い
て
、「
一
般
的
統
覚
的
感
情
移
入
」、「
気

分
の
感
情
移
入
」、「
経
験
的
に
制
約
さ
れ
た
統
覚
的
感
情
移
入
」、「
人
間
の
感
性
的
現
象
内
へ
の
感
情
移
入
」
の
四
つ
に
分
類
す
る
。
四

つ
目
が
「
人
間
の
感
性
的
現
象
内
へ
の
感
情
移
入
」
と
特
に
名
付
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
リ
ッ
プ
ス
に
お
い
て
「
感
情
移
入
」
は
他
者

認
知
に
関
わ
る
も
の
だ
け
で
は
な
か
っ
た
。
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
上
こ
れ
ら
の
説
に
言
及
し
な
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
リ
ッ
プ
ス
は
、

対
象
が
他
者
で
あ
ろ
う
と
物
で
あ
ろ
う
と
、
我
々
の
認
識
の
源
泉
と
し
て
「
感
情
移
入
」
を
考
え
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
だ
け
を
確
認
し

て
お
き
た
い
。

　

と
こ
ろ
で
、
普
通
あ
る
も
の
を
何
ら
か
の
対
象
と
し
て
把
握
す
る
作
用
と
し
て
知
的
な
認
識
作
用
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
る
。
主
客

未
分
の
「
感
情
移
入
」
に
よ
る
認
識
を
根
源
的
な
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
れ
ば
、「
感
情
移
入
」
に
よ
る
認
識
と
知
的
な
認
識
と
の
関
係
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は
い
か
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
リ
ッ
プ
ス
は
完
全
な
る
「
感
情
移
入
」
に
お
い
て
、
顕
現
的
に
は
、
知
的
理
解
は
全
く
排
除
さ

れ
て
い
る
と
考
え
て
い
た
。

知
的
理
解
は
、感
情
移
入
の
中
に
潜
在
的
に
包
含
さ
れ
て
存
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
し
か
し
感
情
移
入
が
完
全
な
も
の
で
あ
る
場
合
、

か
か
る
知
的
理
解
の
現
実
的
な
実
行
は
、
絶
対
的
に
排
除
さ
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
軽
業
師
の
中
に
、
か
れ
こ
れ
の
努
力
が
あ
り
ま

た
内
面
的
行
動
が
存
す
る
と
い
う
よ
う
な
私
の
判
断
作
用
に
対
し
て
は
―
―
或
い
は
一
般
的
に
言
え
ば
、
私
と
対
立
す
る
と
こ
ろ
の

自
我
の
い
か
な
る
意
識
に
対
し
て
も
、
―
―
完
全
な
感
情
移
入
に
お
い
て
は
、
い
か
な
る
空
席
も
存
し
な
い
。（125

）

知
的
理
解
と
は
、
我
々
が
「
感
情
移
入
」
か
ら
離
れ
た
場
合
に
生
じ
て
く
る
作
用
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
知
的
理
解
は
先
行
す
る
感
情

移
入
か
ら
展
開
す
る
」（126

）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
あ
く
ま
で
根
源
的
に
は
「
感
情
移
入
」
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
後
に
知
的
理
解

が
展
開
し
て
行
く
の
だ
、
と
リ
ッ
プ
ス
は
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移
入
」
説
を
足
早
に
見
て
き
た
が
、
そ
れ
が
西
田
の
立
場
と
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
だ
ろ
う
。
次
節
で
は
、
西
田
が
リ
ッ
プ
ス
を
ど
の
よ
う
に
受
容
し
て
い
た
の
か
を
確
認
し
た
い
。

第
四
節　

西
田
と
リ
ッ
プ
ス

　

第
二
節
で
は
、
藤
田
を
参
照
し
な
が
ら
、
西
田
に
よ
る
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
の
特
徴
を
見
た
。
本
節
で
は
、
西
田
に
お
け
る
リ
ッ
プ
ス

受
容
の
特
徴
を
整
理
し
た
う
え
で
、
西
田
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
が
、
リ
ッ
プ
ス
受
容
を
そ
の
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
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に
し
て
み
た
い
。
先
に
述
べ
て
お
く
と
、
特
徴
①
と
③
は
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移
入
」
説
に
お
い
て
は
見
出
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ

こ
に
こ
そ
西
田
に
お
け
る
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
の
意
義
が
見
出
せ
る
た
め
、
①
と
③
の
み
最
後
に
言
及
し
た
い
。

・
特
徴
②

－

１　

精
神
現
象
の
一
部
で
は
な
く
、
根
源
的
な
精
神
現
象
を
成
立
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
「
感
情
」
と
い
う
理
解

　

藤
田
は
、
西
田
が
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
を
受
容
す
る
に
当
た
っ
て
、
独
自
の
「
感
情
」
理
解
を
背
景
に
も
っ
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
た
。

ま
ず
、
そ
の
一
つ
と
し
て
、
西
田
が
「
感
情
」
を
、
精
神
現
象
を
成
立
さ
せ
る
よ
う
な
根
源
的
な
も
の
と
し
て
把
握
し
て
い
た
こ
と
を
指

摘
し
て
い
た
。
ま
ず
は
、
そ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
た
い
。

　

リ
ッ
プ
ス
が
「
感
情
移
入
」
を
全
て
の
認
識
の
根
源
で
あ
る
と
見
て
い
た
こ
と
は
確
認
し
た
。
す
な
わ
ち
、
リ
ッ
プ
ス
に
お
い
て
、
あ

ら
ゆ
る
精
神
現
象
は
「
感
情
」
を
そ
の
根
底
に
も
っ
て
い
る
と
言
え
、
西
田
の
独
自
の
「
感
情
」
理
解
と
い
う
も
の
と
、
リ
ッ
プ
ス
の
こ

の
よ
う
な
根
源
的
な
「
感
情
」
と
い
う
も
の
に
は
非
常
に
親
近
性
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
西
田
は
論
文
「
美
の
本
質
」
に

お
い
て
次
の
よ
う
に
リ
ッ
プ
ス
を
参
照
し
述
べ
て
い
る
。

リ
ッ
プ
ス
は
美
的
鑑
賞
の
自
我
を
理
想
的ideelles
と
云
つ
て
居
る
が
、
理
想
的
な
ら
ざ
る
自
我
は
な
い
、
自
我
は
理
想
的
な

る
が
故
に
実
在
的
で
あ
る
。
美
的
感
情
こ
そ
真
に
実
感
情reales G

efühl

で
あ
る
。
精
神
現
象
は
意
味
即
実
在
に
し
て
、
活
動 

A
kutualität

の
範
疇
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。（
中
略
）
此
の
如
き
主
客
合
一
の
立
場
が
真
の
自
己
の
立
場
で
あ
る
、
美
的

実
感
の
外
に
具
体
的
感
情
な
る
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
い
。（「
美
の
本
質
」『
芸
術
と
道
徳
』、N

K
Z3,34

）



一
五
九

西
田
幾
多
郎
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
と
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移
入
」
説
〔
八
坂
〕

リ
ッ
プ
ス
の
美
的
鑑
賞
の
自
我
と
は
、
完
全
な
る
「
感
情
移
入
」
が
達
成
さ
れ
た
時
の
、
自
他
一
如
と
な
っ
た
よ
う
な
自
我
の
こ
と
で
あ

る
が
、
西
田
は
そ
の
よ
う
な
自
我
こ
そ
が
実
在
的
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
自
我
の
感
情
で
あ
る
美
的
感
情
の
活
動
に
よ
っ
て
精
神
現
象
が

成
立
す
る
、
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
精
神
現
象
を
成
立
さ
せ
る
も
の
と
し
て
の
「
感
情
」
と
い
う
西
田
独
自
の
「
感
情
」
理
解

の
背
景
の
一
つ
に
、
リ
ッ
プ
ス
の
受
容
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

・
特
徴
②

－

２　

過
去
、
現
在
の
自
己
、
他
者
を
直
接
に
結
合
す
る
「
意
識
の
流
れ
」「
生
命
の
流
れ
」
と
し
て
の
「
感
情
」

　

リ
ッ
プ
ス
に
お
い
て
「
感
情
移
入
」
と
は
、
ま
さ
に
他
者
と
の
直
接
的
な
結
合
を
示
す
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
結
合
を
西
田
は

過
去
の
自
己
と
現
在
の
自
己
に
も
適
用
し
て
い
る
。
西
田
か
ら
一
節
を
引
用
す
る
。

感
情
移
入
と
い
へ
ば
、
物
と
我
と
相
対
立
し
、
自
己
の
感
情
を
物
に
移
入
し
て
見
る
と
い
ふ
様
に
考
へ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
私
は

他
我
の
作
用
と
自
我
の
作
用
と
の
直
接
の
内
面
的
結
合
で
あ
る
と
思
ふ
、
我
々
が
生
れ
出
づ
る
こ
と
に
よ
つ
て
見
出
す
如
き
大
な
る

自
我
の
発
生
で
あ
る
と
思
ふ
。K

arl G
roos

な
ど
は
内
面
的
模
倣
に
よ
っ
て
物
が
擬
人
化
せ
ら
れ
、
感
情
が
物
に
移
入
せ
ら
れ
る

と
云
ふ（
11
）
が
、
私
は
内
面
的
模
倣
と
い
ふ
如
き
こ
と
は
、
却
つ
て
作
用
と
作
用
と
の
直
接
の
結
合
の
結
果
、
新
な
る
生
命
が
発
生

す
る
結
果
で
あ
つ
て
、
そ
の
原
因
で
は
な
い
と
思
ふ
。
今
日
の
自
己
が
昨
日
の
白
己
を
省
み
て
自
己
同
一
を
意
識
す
る
時
、
我
々
の

心
は
心
と
直
に
結
合
す
る
の
で
あ
る
。（「
美
の
本
質
」『
芸
術
と
道
徳
』N

K
Z3,22-23

）

こ
の
よ
う
に
、
西
田
は
感
情
移
入
を
よ
り
広
い
意
味
で
受
容
し
、
今
日
の
自
己
と
昨
日
の
自
己
と
の
結
合
に
も
適
応
し
て
い
る（
12
）。
こ



日
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哲
学
史
研
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六
〇

こ
に
、
西
田
の
リ
ッ
プ
ス
受
容
の
一
つ
の
特
色
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
西
田
は
明
治
末
年
、『
善
の
研
究
』
期
の
「
哲
学
概
論
」

に
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
自
己
の
心
と
他
者
の
心
と
の
結
合
は･･････

引
用
者
注
）Lipps 

の
い
ふ
様
に A

nalogy

〔
類
似
〕
に
由
る
と
い
ふ
の
は
誤
で
あ

ら
う
。
こ
れ
は
や
は
り im

m
ediate connection

〔
直
接
的
結
合
〕
で
あ
る
。N

achahm
ungstrieb

〔
模
倣
衝
動
〕
で
あ
る
。
こ

れ
に
由
つ
て
同
一
の feelings 

を
起
す
の
で
あ
る
（A
esthetik I

）。
自
分
のcons

〔ciousness

〕
の
間
の conection 

も
か
く
の

如
き
も
の
で
あ
ら
う
と
思
ふ
。
自
分
の
我
を
我
と
し
て connect 

す
る
も
の
も
か
く
の
如
き G

efühl

〔
感
情
〕
で
あ
る
で
あ
ら
う
。

（N
K

Z15,223

）

こ
れ
は
、
独
我
論
か
ら
脱
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
『
善
の
研
究
』
の
次
の
一
節
に
も
対
応
し
て
お
り
、
西
田
独
自
の
リ
ッ
プ
ス
受
容
が
、

最
初
期
か
ら
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

個
人
の
意
識
が
右
に
い
っ
た
様
に
昨
日
の
意
識
と
今
日
の
意
識
と
直
に
統
一
せ
ら
れ
て
一
実
在
を
な
す
如
く
、
我
々
の
一
生
の
意
識

も
同
様
に
一
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。
此
考
を
推
し
進
め
て
行
く
と
き
は
、
啻
に
一
個
人
の
範
囲
内
ば
か
り
で
は
な
く
、
他
人
の

意
識
も
亦
同
一
の
理
に
由
つ
て
連
結
し
て
一
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
る
。（N

K
Z1,62

）



一
六
一

西
田
幾
多
郎
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
と
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移
入
」
説
〔
八
坂
〕

・
特
徴
②

－

３　

知
的
範
疇
を
超
え
た
「
感
情
」
理
解

　

リ
ッ
プ
ス
は
、「
感
情
移
入
」
を
全
て
の
認
識
の
根
源
と
し
て
考
え
て
お
り
、
既
に
見
た
よ
う
に
、
知
的
理
解
を
、「
感
情
移
入
」
か
ら

離
れ
て
初
め
て
生
じ
る
も
の
と
し
て
い
た
。「
感
情
移
入
」
が
知
的
理
解
以
前
で
あ
り
、
知
的
理
解
よ
り
も
根
源
的
な
も
の
で
あ
る
と
す

れ
ば
、
知
的
範
疇
を
超
え
た
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
西
田
は
『
芸
術
と
道
徳
』
の
前
著
『
意
識
の
問
題
』
収
録
の
論

文
「
感
情
」
お
よ
び
「
象
徴
の
真
意
義
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

す
べ
て
感
情
は
純
な
れ
ば
純
な
る
程
、
美
で
あ
る
、
感
情
が
純
な
る
と
は
概
念
の
混
靖
を
離
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
感
情
が
概
念
を
離

れ
て
、
超
経
験
的
と
な
れ
ば
な
る
程
、
美
的
と
な
る
。
リ
ッ
プ
ス
の
感
情
移
入
も
此
の
如
き
意
味
に
於
て
先
験
的
に
作
用
と
作
用
と

の
結
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
我
々
は
綱
渡
り
と
同
一
に
感
ず
る
も
自
分
は
綱
渡
り
と
は
思
は
な
い
、
斯
く
我
々
が
超
知
識
的
境
域

に
於
て
綱
渡
り
の
作
用
と
結
合
す
る
所
に
美
感
の
基
た
る
感
情
移
入
が
あ
る
の
で
あ
る
。
我
々
の
概
念
的
理
解
と
い
ふ
の
も
そ
の
根

抵
に
一
種
の
感
情
移
入
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
知
的
内
容
も
知
識
の
立
場
を
超
越
し
て
純
な
る
一
つ
の
作
用
と
し
て
見
ら
れ
た
時
、

芸
術
的
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
る
。（「
感
情
」『
意
識
の
問
題
』N

K
Z2,333

）

論
理
的
範
疇
を
超
越
し
た
我
等
の
深
い
人
格
の
中
に
は
、
純
な
る
芸
術
に
よ
つ
て
表
は
さ
る
る
如
き
無
限
に
豊
富
な
る
先
験
的
感
情

の
世
界
が
あ
る
。
我
々
は
何
時
で
も
知
識
に
よ
つ
て
互
に
理
解
す
る
の
で
は
な
い
。
知
識
に
よ
つ
て
の
み
我
々
は
結
合
せ
ら
れ
る
の

で
は
な
い
。
我
々
は
知
識
に
よ
つ
て
説
明
の
で
き
な
い
多
く
の
も
の
を
有
つ
。
我
々
は
多
く
の
概
念
な
き
理
解
を
有
つ
。
リ
ッ
プ
ス

の
語
を
藉
り
て
云
へ
ば
、我
々
は
感
情
移
入
に
よ
る
理
解
を
有
つ
、而
し
て
知
的
理
解
の
根
抵
に
も
一
種
の
感
情
移
入
が
あ
る
。（「
象
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徴
の
真
意
義
」『
意
識
の
問
題
』N

K
Z2,337

）

こ
の
よ
う
に（
13
）、
ま
さ
に
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移
入
」
を
超
知
識
的
境
域
と
し
て
捉
え
て
お
り
、
こ
こ
で
も
背
景
に
リ
ッ
プ
ス
受
容
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

・
特
徴
④　

主
客
未
分
、「
心
身
一
如
の
活
動
」
と
い
う
西
田
の
芸
術
理
解
と
眼
と
手
の
区
別
を
行
う
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
と
の
差
異

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
、
あ
く
ま
で
眼
と
手
を
区
別
し
て
お
り
、
眼
か
ら
手
へ
の
発
展
と
い
う
こ
と
に
こ
そ
芸
術
の
意
義
を
見
出
し
て
い
た
。

一
方
、
西
田
は
芸
術
を
「
心
身
一
如
の
活
動
」
と
捉
え
、
心
の
内
と
外
と
の
区
別
を
な
き
も
の
と
し
て
い
る
。

　

リ
ッ
プ
ス
に
お
い
て
「
感
情
移
入
」
説
が
主
客
未
分
の
状
態
を
示
す
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
ま
た
、「
感
情
移
入
」
に
と
っ
て
実

際
の
外
部
的
な
行
動
が
伴
う
か
否
か
は
二
次
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
実
際
の
行
動
を
伴
わ
な
く
と
も
、
内
面
的
模
倣
に
お
い
て
模
倣
は
実

行
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
の
が
「
感
情
移
入
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
外
面
的
行
為
が
実
行
さ
れ
ず
と
も
、
内
面
に
お
い
て
行
為
が
な
さ

れ
る
と
い
う
考
え
方
は
、
あ
る
意
味
で
心
の
内
と
外
の
区
別
を
な
く
す
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
で
あ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
西
田
の
考
え

の
背
景
に
も
リ
ッ
プ
ス
が
あ
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
西
田
は
既
に
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

行
為
の
要
部
は
実
に
此
の
内
面
的
意
識
現
象
た
る
意
志
に
あ
る
の
で
、
外
面
の
動
作
は
其
要
部
で
は
な
い
。（N

K
Z1,84

）

こ
の
リ
ッ
プ
ス
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
な
西
田
の
主
張
の
背
景
に
、
リ
ッ
プ
ス
が
あ
る
か
否
か
は
直
接
的
な
言
及
が
な
い
た
め
確
証
す
る



一
六
三

西
田
幾
多
郎
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
と
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移
入
」
説
〔
八
坂
〕

こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
こ
う
し
た
考
え
方
は
、
す
べ
て
を
内
面
に
帰
し
て
し
ま
う
た
め
、
心
の
内
と
外
と
の
結
合
し
た
「
心
身
一
如

の
活
動
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
外
面
性
の
軽
視
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
一
方
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
に
お
い
て
西
田
が
述
べ
る
「
心
身
一

如
の
活
動
」
と
は
、
す
べ
て
を
内
面
性
に
解
消
し
て
し
ま
う
こ
と
で
は
な
い
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
を
受
容
し
た
西
田
は
「
身
体
性
」
と
い
う

も
の
に
目
を
向
け
て
い
る
。
そ
の
た
め
、「
心
身
一
如
の
活
動
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
、
西
田
が
リ
ッ
プ
ス
か
ら
何
ら
か
の
影
響
を
受
け

た
と
ま
で
は
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
は
、
後
に
述
べ
る
特
徴
③
と
関
連
し
、
リ
ッ
プ
ス
に
「
身
体
性
」
が
な
い
と
い
う
こ
と
と

関
連
し
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
主
客
未
分
の
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
最
初
期
の
西
田
の
リ
ッ
プ
ス
へ
の
言
及
と
し
て
、『
善
の
研
究
』
執
筆
の
準
備
と

し
て
書
き
た
め
ら
れ
た
「
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
」
や
、
そ
れ
と
同
じ
時
期
に
作
ら
れ
た
講
義
録
に
も
リ
ッ
プ
ス
の
名
が
見
ら
れ
る
。

こ
れ
ら
の
資
料
は
言
わ
ば
『
善
の
研
究
』
の
成
立
の
裏
舞
台
を
示
す
も
の
で
あ
り
、『
善
の
研
究
』
で
の
西
田
の
思
想
を
理
解
す
る
に
重

要
な
資
料
で
あ
る
。

　
「
純
粋
経
験
に
関
す
る
断
章
」「
断
片
27
・
28
」
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

我
々
が
経
験
を
構
成
し
て
外
界
と
い
ふ
も
の
を
構
成
す
る
の
はLipps

の
い
ふ
様
に Einfülung

〔
感
情
移
入
〕
の
力
に
由
る
の
で

あ
る
。
残
酷
な
る Lion 

を
知
る
の
も
自
分
〔
の
〕Tätigkeit
〔
活
動
〕
を objectify

〔
客
観
化
〕
す
る
の
で
あ
る
。
若
し
そ
の

人
が artist 

で
あ
る
と
す
る
時
は
そ
の
光
景
が zw

eckm
ässig

〔
合
目
的
的
〕
と
な
る
の
で
あ
る
（
北
斎
の
話
）。
や
は
り
自
分
の 

Strebungstätigkeit

〔
追
求
の
活
動
〕
で
構
成
し
て
居
る
の
で
あ
る
。
要
之
外
界
に
於
て
い
つ
で
も
自
分
の im

age

〔
像
〕
を
見
て

居
る
の
で
あ
る
。
人
が
獅
子
を
見
て
居
る
時
は
獅
子
に
な
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。（N

K
Z16,242

）



日
本
哲
学
史
研
究
　
第
十
二
号

一
六
四

西
田
は
こ
の
よ
う
に
、「
感
情
移
入
」
の
力
に
よ
っ
て
「
人
が
獅
子
を
見
て
居
る
時
は
獅
子
に
な
つ
て
居
る
」
と
い
う
よ
う
な
主
客
合
一

が
実
現
さ
れ
、
か
つ
、
そ
の
力
が
外
界
を
構
成
す
る
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
西
田
の
思
想
を
示
す
重
要
な
言
葉
と
し
て
「
我
が
物
と
な
り
、

物
が
我
と
な
る
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
の
言
葉
は
、
主
観
と
客
観
と
の
対
立
を
超
え
た
主
客
合
一
の
境
地
を
示
し
て
い
る
。『
芸
術

と
道
徳
』（
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
年
））
収
録
の
「
真
と
美
」
で
は
、
以
下
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
。

我
々
が
概
念
の
網
を
破
つ
て
純
な
る
視
覚
作
用
の
立
場
に
立
つ
時
、
純
な
る
造
形
美
術
の
対
象
界
が
現
れ
て
来
る
。
是
に
於
て
物
が

生
き
て
来
る
の
で
あ
る
、
空
間
が
生
命
を
以
て
満
た
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
生
命
と
は
主
客
の
合
一
の
相
で
あ
る
、
我
が
物
と
な
り
、

物
が
我
と
な
る
時
、
生
命
が
現
れ
来
る
の
で
あ
る
。（N

K
Z3,223

）

藤
田
は
こ
の
箇
所
を
引
き
、「「
純
な
る
視
覚
作
用
」
に
お
い
て
こ
そ
、
こ
れ
ま
で
〈
純
粋
経
験
〉
の
立
場
と
し
て
説
明
さ
れ
て
き
た
「
我

が
物
と
な
り
、物
が
我
と
な
る
」状
態
が
実
現
さ
れ
る
」（
藤
田
66
）と
述
べ
、西
田
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
差
異
を
指
摘
し
て
い
る
。
し
か
し
、

獅
子
の
例
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
西
田
の
芸
術
に
お
け
る
主
客
未
分
の
状
態
の
実
現
、
と
い
う
考
え
の
背
景
に
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移
入
」

説
を
見
て
と
る
こ
と
は
、
充
分
に
可
能
で
あ
ろ
う
。

・
特
徴
⑤　
「
芸
術
至
上
主
義
」
で
あ
る
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
対
し
て
、
西
田
の
道
徳
を
目
指
す
も
の
と
し
て
の
芸
術
と
い
う
理
解

　
「
芸
術
至
上
主
義
」
で
あ
る
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
対
し
て
、
西
田
は
芸
術
は
あ
く
ま
で
道
徳
を
目
指
す
と
こ
ろ
に
価
値
が
あ
る
と
考
え
て

い
た
。



一
六
五

西
田
幾
多
郎
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
と
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移
入
」
説
〔
八
坂
〕

　

リ
ッ
プ
ス
は
、
美
的
鑑
賞
の
立
場
と
し
て
の
「
感
情
移
入
」
説
と
共
に
、
ま
た
、
そ
の
人
格
主
義
的
道
徳
説
で
も
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、

『
倫
理
学
概
論
』
な
ど
を
出
版
し
て
い
る
。
基
本
的
に
、リ
ッ
プ
ス
は
「
感
情
移
入
」
に
よ
っ
て
他
者
に
同
情
す
る
我
々
は
利
他
的
と
な
る
、

と
考
え
て
い
た
。
本
稿
で
リ
ッ
プ
ス
の
道
徳
説
を
追
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
引
用
を
見
て
お
こ
う
。

倫
理
的
に
価
値
あ
る
も
の
は
、
感
性
的
な
る
も
の
に
お
い
て
「
現
れ
る
」
限
り
、
即
ち
感
性
的
な
る
も
の
に
お
い
て
美
的
に
感
情
移

0

0

0

入0

さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
美
的
考
察
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
倫
理
的
考
察
は
直
接

0

0

倫
理
的
に
価
値
あ
る
も
の
へ
、

「
生
命
と
生
命
の
可
能
」
へ
と
赴
く
。
美
的

0

0

価
値
は
、
こ
の

0

0

考
察
の
予
想
の
も
と
に
お
い
て
、
私
の
意
識
に
、
諸
対
象
に
属
す
る
価

値
で
あ
る
。（466

）（
14
）

こ
の
よ
う
に
、
リ
ッ
プ
ス
は
美
的
価
値
が
倫
理
的
価
値
を
予
想
し
た
価
値
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
、
ま
さ
に
、
道
徳
の
下
に
芸
術
を
位
置
づ

け
て
い
る
。
そ
し
て
、
西
田
は
次
の
よ
う
に
論
じ
る
の
で
あ
る
。

芸
術
に
於
て
は
我
々
は
全
く
自
由
我
の
上
に
立
つ
の
で
あ
る
。
外
界
は
も
は
や
そ
の
手
段
で
は
な
く
し
て
表
現
で
あ
る
。
そ
の
達
す

べ
か
ら
ざ
る
深
さ
は
自
然
の
深
み
で
は
な
く
し
て
、
自
我
の
深
み
で
あ
る
。
此
立
場
か
ら
は
所
謂
物
質
界
も
人
格
的
作
用
の
一
な
る

知
的
作
用
の
表
現
に
過
ぎ
な
い
。
我
に
対
し
て
立
つ
も
の
は
大
な
る
自
然
で
は
な
く
し
て
、
大
な
る
人
格
で
あ
る
。
感
情
移
入
と
い

0

0

0

0

0

0

ふ
の
は
此
立
場
に
達
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。（
中
略
）
道
徳
的
行
為
の
立
場
に
於
て
は
、
か
か
る
人
格
的
内
容
が
意
識

的
と
な
る
の
で
あ
る
、即
ち
概
念
的
に
明
と
な
る
の
で
あ
る
。芸
術
の
内
容
は
道
徳
的
意
識
に
対
し
て
も
、恰
も
オ
ン
に
対
す
る
メ
ー
・

オ
ン
で
あ
る
と
考
へ
る
こ
と
も
で
き
る
。（
中
略
）
徹
底
せ
る
道
徳
的
自
我
に
於
て
は
、
自
然
の
根
抵
に
も
明
な
る
人
格
を
認
め
ね
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ば
な
ら
ぬ
。
芸
術
的
立
場
に
於
て
潜
在
的
で
あ
っ
た
も
の
が
道
徳
的
立
場
に
於
て
顕
現
的
と
な
る
、
即
ち
概
念
的
に
も
明
と
な
る
の

で
あ
る
。
私
は
芸
術
は
道
徳
を
予
想
し
て
成
立
す
る
と
思
ふ
。（「
感
情
の
内
容
と
意
志
の
内
容
」『
芸
術
と
道
徳
』N

K
Z3,56-57

、

傍
点
は
引
用
者
に
よ
る
）

こ
の
よ
う
に
、
感
情
移
入
に
よ
っ
て
、
自
然
の
根
底
に
も
人
格
を
認
め
る
立
場
に
立
つ
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
に
は
道
徳
に
お
い
て
明
ら
か

と
な
る
も
の
が
潜
在
的
に
生
じ
て
い
る
と
西
田
は
考
え
て
い
た
。
ま
さ
に
リ
ッ
プ
ス
と
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
こ
の
背
景
に
も
「
感
情
移

入
」
説
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
西
田
の
論
述
か
ら
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
に
お
け
る
西
田
の
立
場
と
い
う
も
の
の
多
く
が
、
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移

入
」
説
を
そ
の
一
つ
の
背
景
と
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
よ
う
に
、リ
ッ
プ
ス
の
美
学
に
多
く
を
負
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

西
田
は
な
ぜ
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
説
を
新
た
に
受
容
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
の
特
徴
の
一
つ
一
つ
を
検
討
し
て
き
た
こ
と
で
浮
か
び
上
が
っ
て
き
た
こ
と
、そ
れ
は
、特
徴
③
、す
な
わ
ち
、「
身

体
性
」
の
問
題
で
あ
る
。
藤
田
が
後
期
西
田
の
「
行
為
的
直
観
」
の
胎
動
を
そ
こ
に
見
る
よ
う
に
、ま
さ
に
西
田
に
と
っ
て
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー

受
容
の
持
つ
意
義
は
、
身
体
性
、
な
い
し
行
為
と
い
う
も
の
に
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
う
し
て
、フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
に
お
い
て
そ
の
芸
術
理
論
に
「
身
体
性
」
と
い
う
も
の
を
組
み
込
ん
だ
西
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
、「
感

情
移
入
」
を
完
全
に
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
説
と
同
一
視
し
た
形
で
理
解
す
る
ま
で
に
至
っ
て
い
る
。

フ
ィ
ー
ド
レ
ル
の
云
ふ
如
く
、
一
の
視
覚
作
用
が
自
ら
筋
覚
を
伴
う
て
全
身
の
運
動
を
起
す
の
で
あ
る
。
否
、
始
よ
り
そ
れ
は
心
理

学
者
の
云
ふ
如
き
単
な
る
視
覚
作
用
で
は
な
い
、
作
用
の
作
用
の
立
場
に
於
け
る
人
格
的
作
用
で
あ
る
、
筋
覚
を
内
在
的
に
含
ん
で



一
六
七

西
田
幾
多
郎
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
と
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移
入
」
説
〔
八
坂
〕

居
る
の
で
あ
る
、
生
命
の
一
つ
の
流
れ
で
あ
る
。
此
立
場
に
於
て
芸
術
家
と
作
品
と
は
「
動
き
」la m

obilité 

と
い
ふ
如
き
不
可
分

離
な
る
一
つ
の
作
用
と
な
る
の
で
あ
る
。
此
立
場
に
於
て
万
物
が
活
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
感
情
移
入
の
真
意
義
で
あ
る
。

（「
美
の
本
質
」N

K
Z3,28

）

 

我
々
が
綱
渡
り
の
動
作
に
感
情
を
移
入
す
る
と
い
ふ
の
も
、
手
を
加
へ
た
眼
を
以
て
之
を
見
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
、
眼
に
盛
り
切

れ
な
い
視
覚
作
用
の
発
展
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
感
情
移
入
と
は
主
観
的
自
我
の
価
値
感
情
を
客
観
化
す
る
の
で
は
な
い
、
主
客

対
立
以
前
の
具
体
的
生
命
の
発
展
で
あ
る
。（「
美
の
本
質
」N

K
Z3,30

）

こ
の
よ
う
に
、
西
田
は
「
感
情
移
入
」
の
「
真
意
義
」
を
、
視
覚
作
用
か
ら
の
身
体
的
な
運
動
へ
の
発
展
に
見
る
に
至
っ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
リ
ッ
プ
ス
に
お
い
て
身
体
的
な
運
動
と
い
う
も
の
は
「
感
情
移
入
」
に
と
っ
て
二
次
的
な
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
身
体
的
動

作
を
伴
わ
な
い
「
内
面
的
模
倣
」
に
こ
そ
完
全
な
る
「
感
情
移
入
」
を
見
て
い
た
。
西
田
の
「
感
情
移
入
」
説
は
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
引
き

寄
せ
ら
れ
た
形
で
捉
え
返
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
西
田
は
直
接
言
及
し
て
い
な
い
が
、
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移
入
」
と
は
、
そ
れ
が
美
的
鑑
賞
の
立
場
に
お
い
て
最
も
よ
く
見

ら
れ
る
と
は
言
え
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
根
源
で
あ
り
、
我
々
の
経
験
の
全
て
が
「
感
情
移
入
」
を
根
源
と
し
て
持
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

の
こ
と
を
鑑
み
た
時
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
西
田
は
、
リ
ッ
プ
ス
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
を
結
合
し
た
形
で
、
独
自
の
立

場
を
形
成
し
て
い
た
。
そ
の
場
合
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
お
い
て
は
あ
く
ま
で
芸
術
に
限
定
さ
れ
て
い
た
創
造
的
体
系
が
、
リ
ッ
プ
ス
的
背

景
を
も
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
に
ま
で
拡
張
さ
れ
た
の
だ
、
と
（
特
徴
①
）。
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八

お
わ
り
に

　

以
上
の
様
に
、
先
行
研
究
に
よ
っ
て
は
指
摘
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移
入
」
説
の
受
容
が
西
田
の
芸
術
的
立
場
に
大

き
な
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
見
て
き
た
。
そ
し
て
、
西
田
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
は
そ
の
よ
う
な
「
感
情
移
入
」
説
受
容
を
背
景
に

持
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
こ
の
よ
う
に
西
田
の
独
自
の
「
感
情
」
理
解
に
は
、
藤
田
が
指
摘
す
る
よ
う
な
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
の
影

響
と
共
に
、
リ
ッ
プ
ス
か
ら
の
影
響
も
あ
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
初
期
西
田
の
芸
術
観
は
、
リ
ッ
プ
ス
の
立
場
に
親
近
性
を
も
っ
て
お
り
、
そ
の
影
響
を
う
か
が
わ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か

し
、
西
田
は
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
を
受
容
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
リ
ッ
プ
ス
と
は
異
な
り
、
身
体
性
や
行
為
と
い
う
側
面
を
組
み
込
ん
だ
も
の

と
し
て
「
感
情
移
入
」
を
理
解
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
独
自
に
理
解
さ
れ
た
「
感
情
移
入
」
は
、
も
は
や
リ
ッ
プ
ス
の
述
べ
て
い

た
も
の
と
は
そ
の
相
貌
を
異
に
し
て
い
る
と
言
え
る
。
な
ん
と
な
れ
ば
、阿
部
次
郎
が
「
感
情
移
入
と
は
美
的
鑑
賞
の
原
理
で
あ
る（
15
）」、

と
述
べ
る
よ
う
に
、「
感
情
移
入
」
と
は
あ
く
ま
で
も
「
鑑
賞
」
の
立
場
で
あ
り
「
行
為
」
の
立
場
で
は
な
か
っ
た
。
そ
の
点
に
関
し
て
は
、

リ
ッ
プ
ス
が
外
面
的
模
倣
よ
り
も
、
内
面
的
模
倣
を
重
視
し
た
と
い
う
文
脈
に
お
い
て
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
お

け
る
身
体
性
を
持
っ
た
創
造
的
体
系
が
組
み
込
ま
れ
た
「
感
情
移
入
」
は
、
も
は
や
リ
ッ
プ
ス
の
そ
れ
で
は
な
く
、
西
田
に
よ
る
「
感
情

移
入
」と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、同
様
に
、リ
ッ
プ
ス
受
容
と
い
う
背
景
か
ら
行
わ
れ
る
西
田
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
は
、も
は
や
フ
ィ
ー

ド
ラ
ー
の
芸
術
理
論
で
は
な
く
、
西
田
の
そ
れ
と
な
っ
て
い
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
前
期
に
は
肯
定
的
に
言
及
さ
れ
て
い
た
「
感
情
移
入
」
説
で
あ
る
が
、
西
田
は
後
に
「
感
情
移
入
」
批
判
を
行
う
よ
う
に

な
る
。『
無
の
自
覚
的
限
定
』
の
収
録
論
文
「
私
と
汝
」
で
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。



一
六
九

西
田
幾
多
郎
の
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
受
容
と
リ
ッ
プ
ス
の
「
感
情
移
入
」
説
〔
八
坂
〕

私
の
表
現
の
類
推
に
よ
っ
て
汝
の
表
現
を
知
る
と
い
ふ
類
推
説
の
維
持
し
難
き
は
云
ふ
ま
で
も
な
く
、
マ
ッ
ク
ス
・
シ
ュ
ー
レ
ル
も

云
つ
て
居
る
如
く
、
感
情
移
入
と
い
ふ
如
き
も
の
を
以
て
す
る
も
、
私
が
汝
の
個
人
的
存
在
を
知
り
、
汝
が
私
の
個
人
的
存
在
を
知

る
と
い
ふ
こ
と
を
説
明
し
得
な
い
で
あ
ら
う
。（N

K
Z6,373

）

　

シ
ェ
ー
ラ
ー
に
与
し
「
感
情
移
入
」
批
判
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
哲
学
論
文
集
第
四
』
収
録
の
「
歴
史
的
形
成
作
用
と

し
て
の
芸
術
的
創
作
」
で
は
、「
感
情
移
入
説
を
以
て
し
て
は
、
種
々
な
る
時
代
、
種
々
な
る
民
族
の
芸
術
的
創
作
を
説
明
で
き
な
い
」

（N
K

Z9,266

）
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、西
田
は
自
身
の
哲
学
的
立
場
の
進
展
に
伴
っ
て
、そ
れ
ま
で
受
容
し
て
き
た
「
感
情
移
入
」
説
を
否
定
す
る
ま
で
に
至
っ

て
お
り
、
こ
の
展
開
を
追
う
こ
と
は
、
ま
さ
に
そ
の
哲
学
的
立
場
の
進
展
を
よ
り
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
と
思
わ
れ
る
が
、
そ

の
課
題
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

ま
た
、
現
在
ほ
と
ん
ど
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
た
感
の
あ
る
リ
ッ
プ
ス
で
あ
る
が
、
戦
前
の
日
本
の
論
壇
に
お
い
て
は
非
常
に
大
き
な

位
置
を
占
め
る
存
在
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
に
は
注
意
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
理
由
の
一
つ
は
、
本
稿
で
も
述
べ
た
よ
う
な
美
的
鑑
賞
の

立
場
と
し
て
の
「
感
情
移
入
」
説
が
、
主
客
未
分
の
あ
る
が
ま
ま
の
「
情
趣
」
と
し
て
解
釈
さ
れ
、
例
え
ば
、
自
然
主
義
文
学
の
理
論
的

支
柱
の
役
割
を
果
た
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
西
田
が
『
善
の
研
究
』
に
お
い
て
提
示
し
た
「
主
客
未
分
」
と
い
う
考
え
方
自
体

は
、
当
時
、
流
行
し
て
い
た
と
も
言
え
る
が
、
そ
の
背
景
に
は
、
日
本
に
お
け
る
リ
ッ
プ
ス
の
受
容
と
い
う
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る（
16
）。

も
う
一
つ
は
、
本
稿
で
も
わ
ず
か
に
言
及
し
て
お
い
た
こ
と
で
あ
る
が
、「
感
情
移
入
」
説
が
、「
人
格
主
義
」
の
理
論
的
支
柱
と
な
り
え

た
こ
と
に
あ
る
。
西
田
の
道
徳
説
に
関
し
て
は
、
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
者
で
あ
る
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
の
自
己
実
現
説
か
ら
の
影
響
と
い

う
も
の
が
指
摘
さ
れ
て
い
る（
17
）。
日
本
に
お
け
る
「
人
格
主
義
」
は
そ
の
よ
う
な
イ
ギ
リ
ス
理
想
主
義
か
ら
の
流
れ
と
共
に
、
リ
ッ
プ



日
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史
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〇

ス
の
道
徳
説
か
ら
の
影
響
が
非
常
に
大
き
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い（
18
）。

　

以
上
の
よ
う
に
、
日
本
に
お
い
て
一
世
を
風
靡
し
た
リ
ッ
プ
ス
の
思
想
は
、
西
田
の
思
索
の
時
代
的
背
景
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
の
西
田

へ
の
間
接
的
な
影
響
は
無
視
で
き
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
西
田
を
取
り
巻
く
当
時
の
日
本
の
思
想
界
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め

て
報
告
し
た
い
。

注（
1
） 

阿
部
次
郎
『
人
格
主
義
』（
岩
波
書
店
、
一
九
三
八
年
）、
四
頁

（
2
） 

美
学
と
芸
術
論
と
は
厳
密
に
は
同
じ
も
の
で
は
な
い
が
、
芸
術

と
い
う
美
を
目
指
す
も
の
に
関
す
る
論
と
い
う
意
味
で
、
本
稿
で
は
美

学
と
芸
術
論
と
を
同
義
の
も
の
と
し
て
使
用
す
る
。

（
3
） 

藤
田
正
勝
「
生
と
表
現
」（『
宗
教
哲
学
研
究
』
第
十
七
号
、
京

都
宗
教
哲
学
会
、
二
〇
〇
〇
年
）、
朝
倉
祐
一
朗
「
西
田
哲
学
と
芸
術
」

（『
西
田
哲
学
会
年
報
』
第
六
号
、西
田
哲
学
会
、二
〇
〇
九
年
）
な
ど
。

（
4
） 

藤
田
正
勝
『
西
田
幾
多
郎
の
思
索
世
界
―
純
粋
経
験
か
ら
世
界

認
識
へ
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
一
年
）。

（
5
） Conrad Fiedler, Schriften über K

unst, H
irzel, 1896. 

邦
訳

は
『
世
界
の
名
著　

近
代
の
芸
術
論
』(

中
央
公
論
社
、
一
九
七
四
年)

を
参
照
し
た
。
以
下
同
書
か
ら
の
引
用
が
続
く
た
め
、引
用
箇
所
を(

頁

数)

で
示
す
。

（
6
） 「
西
田
哲
学
の
芸
術
論
」（
大
峯
顕
編
『
西
田
哲
学
を
学
ぶ
人
の

た
め
に
』
世
界
思
想
社
、
一
九
九
六
年
）。

（
7
） 

西
田
か
ら
の
引
用
は
全
て
『
新
版
西
田
幾
多
郎
全
集
』（
岩
波
書

店
、
二
〇
〇
二
–
二
〇
〇
九
年
）
か
ら
行
い
、（N

K
Z

巻
数
、
頁
数
）

と
し
て
示
す
。
引
用
に
お
い
て
は
、
適
宜
旧
字
体
や
旧
仮
名
使
い
を
引

用
者
の
判
断
に
よ
っ
て
改
め
て
い
る
。

（
8
） 

以
下
、
藤
田
か
ら
の
引
用
は
全
て
『
西
田
幾
多
郎
の
思
索
世
界
』

か
ら
で
あ
る
た
め
、（
藤
田
頁
数
）
で
示
す
。

（
9
） 

こ
う
し
た
リ
ッ
プ
ス
の
説
明
に
対
し
て
、
既
に
感
情
移
入
が
前

提
と
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
、
と
い
う
批
判
が
あ
り
う
る
が
、
本
稿
の

範
囲
か
ら
外
れ
る
た
め
、
そ
う
し
た
議
論
に
は
触
れ
な
い
。



一
七
一

『
善
の
研
究
』
に
お
け
る
「
哲
学
的
思
想
」
と
そ
の
方
法
〔
城
阪
〕

（
10
） Theodor Lipps, G

rundlegung der Ästhetik, Leopold 
Voss, 1903. 

京
都
大
学
文
学
研
究
科
図
書
館
・
西
田
文
庫
所
蔵
の

も
の
と
同
版
を
使
用
。
邦
訳
は
『
美
学
』（
佐
藤
恒
久
訳
、
春
秋
社
、

一
九
三
六
年
）
を
参
照
し
た
。
以
下
、同
書
か
ら
の
引
用
が
続
く
た
め
、

引
用
箇
所
を
（
頁
数
）
で
示
す
。

（
11
） 

グ
ロ
ー
ス
も
ま
た
「
感
情
移
入
」
説
を
唱
え
て
い
る
が
、グ
ロ
ー

ス
が
あ
く
ま
で
「
内
面
的
模
倣
」
に
よ
る
「
感
情
移
入
」
を
主
張
す
る

の
に
対
し
て
、
リ
ッ
プ
ス
は
「
模
倣
」
に
よ
っ
て
は
内
面
的
感
情
そ
の

も
の
ま
で
も
「
模
倣
」
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
グ
ロ
ー
ス
を

批
判
し
た
。

（
12
） 

他
の
箇
所
で
も
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
他
人
のcons

〔ciousness

〕
は im

m
ediate

〔
直
接
〕
に
知
る
こ
と
が
で
き
ぬ
と
い

ふ
が
、Lipps 

の
い
ふ
様
に
他
人
のcons

〔ciousness
〕
を
知
る
の

は A
nalogy

〔
類
比
〕
で
は
な
く Einfülung

〔
感
情
移
入
〕
で
あ

る. Selbstobjectivation 〔
自
己
客
観
化
〕
に
由
る
の
で
あ
る. 
我
々

は
反
っ
て
自
分
の A
usdruck

〔
表
現
〕
を
知
ら
な
い. 

他
人
のcons

〔ciousness

〕
と
結
合
す
る
と
き
は
尚 A

usdruck 

の M
ittel

〔
手
段
〕

を
要
す
と
い
ふ
で
あ
ら
う
が
、
自
分
の
場
合
に
て
も
か
く
の
如
き
こ

と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
」（N

K
Z15,101

）。
ま
さ
に
、
リ
ッ
プ
ス
の
類

推
説
批
判
に
与
し
、「
感
情
移
入
」
に
よ
る
他
者
と
の
結
合
に
つ
い
て

述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
続
け
て
い
る
。「
自
分
の
場
合
で
は 

one &
 the sam

e psychosis

〔
一
つ
の
同
じ
心
的
状
態
〕
の
結
合
で

あ
る
が
、
他
人
の
場
合
は tw

o independent psychoses 〔
独
立
し
た

二
つ
の
心
的
状
態
〕
の acquaintance

〔
類
縁
〕
に
す
ぎ
な
い
と
い
ふ

で
も
あ
ら
う
。
併
し
両
方
の cases

〔
場
合
〕
に
於
て
之
を
結
合
す
る

も
の
は
二
つ
共
に general idea

〔
一
般
概
念
〕
で
あ
る
」（
同
上
）。

す
な
わ
ち
、
時
間
的
な
隔
た
り
に
お
け
る
自
己
と
自
己
と
の
関
係
と
、

自
己
と
他
者
と
の
関
係
を
同
じ
構
造
に
お
い
て
考
え
て
い
る
。

（
13
） 

ま
た
、『
芸
術
と
道
徳
』「
感
情
の
内
容
と
意
志
の
内
容
」
で
は

「
感
情
移
入
に
よ
る
表
現
的
理
解
は
、
知
的
理
解
よ
り
も
深
く
し
て
根

本
的
で
あ
る
。
知
的
理
解
も
、
か
か
る
理
解
の
上
に
立
つ
の
で
あ
る
」

（N
K

Z3,76

）
と
述
べ
て
い
る
。

（
14
） 

引
用
はG

rundlegung der Ästhetik

か
ら
（　

）
内
は
頁
数

を
示
す
。
さ
ら
に
リ
ッ
プ
ス
は
「
宗
教
的
感
情
と
は
、
世
界
が
そ
の
究

極
の
根
源
に
お
い
て
は
、
ま
た
は
、
究
極
的
な
宇
宙
根
底
は
精
神
で
あ

る
、個
人
的
自
我
を
超
越
し
た
、そ
の
束
縛
を
脱
却
し
た
自
我
で
あ
る
、

（
中
略
）
す
べ
て
の
要
求
は
こ
の
超
越
的
自
我
の
要
求
で
あ
る
」(467)

と
述
べ
、
芸
術
・
道
徳
の
先
に
さ
ら
に
宗
教
を
想
定
し
て
お
り
、
こ
の

点
で
も
西
田
と
親
近
性
を
も
っ
て
い
る
。

（
15
） 

阿
部
次
郎
『
美
学
』（
勁
草
書
房
、
一
九
八
〇
年
）、
五
頁
。
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（
16
） 
権
藤
愛
順
「
明
治
期
に
お
け
る
感
情
移
入
美
学
の
受
容
と
展
開

―「
新
自
然
主
義
」か
ら
象
徴
主
義
ま
で
」（『
日
本
研
究
』第
四
十
三
集
、

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
年
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
17
） 

行
安
茂
「
西
田
幾
多
郎
と
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
」『
日
本
哲
学
史

研
究
』（
第
九
号
、京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
日
本
哲
学
史
研
究
室
、

二
〇
〇
六
年
）、
水
野
友
晴
「
西
田
幾
多
郎
と
Ｔ
・
Ｈ
・
グ
リ
ー
ン
―

自
己
実
現
の
原
理
に
注
目
し
て
」（『
日
本
の
哲
学
』
第
一
号
、
日
本
哲

学
史
フ
ォ
ー
ラ
ム
、
昭
和
堂
、
二
〇
〇
〇
年
）
な
ど
。

（
18
） 

吉
本
弥
生
「
伊
藤
尚
と
阿
部
次
郎
の
感
情
移
入
説
―
リ
ッ
プ
ス

受
容
を
め
ぐ
っ
て
」（『
日
本
研
究
』
第
四
十
三
集
、
国
際
日
本
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
、
二
〇
一
一
年)

を
参
照
さ
れ
た
い
。




