
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　け
る
視
覚
芸
術
の
諸
要
素
が
、
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
表
現
主
義と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
う
し
た
事
実
は
・
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
芸
術
を
・
文
化
に
お
い
て
生
じ
つ
つ

　
　
　
　
　
　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
視
覚
芸
術
論
　
　
　
　
あ
る
も
の
を
直
接
的
に
指
示
す
る
バ
・
メ
ー
タ
ー
と
み
て
い
た
か
ら
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
う
し
、
同
時
に
絵
画
を
無
言
の
啓
示
者
と
み
て
い
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思

　　　　　　　　　　　　　　　　川
桐
信
彦
　
耀
壊
鋸
謙
霧
鍼
鑛
蓉
携
鉾
障
鍛
鷺

序

　
　
　
　
　
　
　
跡
諾
離
羅
欝
前
舗
鵬
煮
伽
α
讐
難

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
家
の
一
人
で
あ
る
ジ
ョ
ン
・
デ
ィ
レ
ン
バ
ー
ガ
ー
　
　
現
主
義
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
方
法
論
に
基
づ
く
こ
と
を
指
摘
し
、
テ
ィ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

は
、
自
ら
編
輯
し
た
『
芸
術
と
建
築
に
つ
い
て
』
の
序
論
で
、
テ
ィ
リ
ッ
　
　
リ
ッ
ヒ
の
思
想
的
展
開
に
と
っ
て
重
要
な
キ
ー
・
ワ
ー
ド
で
あ
る
「
意
味

ヒ
が
建
築
と
視
覚
芸
術
に
強
い
関
心
を
抱
き
、
ま
た
そ
う
し
た
芸
術
が
　
　
論
」
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
文
化
と
宗
教
が
出
会
う
場
は
意
味
の
統
一

テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
形
成
に
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
事
実
　
　
　
へ
と
向
か
う
共
通
の
方
向
性
に
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。
と
い
う
の
も

が
、
あ
ま
り
良
く
知
ら
れ
て
い
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
「
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
諸
思
想
、
諸
感
情
、
諸
行
為
の
全
て

　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
そ
の
思
想
の
展
開
を
規
定
し
た
『
文
化
の
神
学
の
理
念
　
　
　
が
真
に
有
意
義
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
無
制
約
的
な
意
味
、
深
さ
、
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ロ

に

つ
い
て
』
を
発
表
し
た
一
九
一
九
年
か
ら
、
米
国
に
亡
命
し
た
一
九
三
　
　
ア
リ
テ
ィ
を
持
つ
場
合
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
存
在
論
と
共
に

三年
ま
で
の
間
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
そ
の
著
作
に
お
い
て
視
覚
芸
術
を
広
　
　
意
味
論
の
重
要
性
を
明
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
う
少
し
積
極
的
に

範
に
活
用
し
つ
つ
文
化
的
な
背
景
を
分
析
し
て
い
る
。
し
か
し
渡
米
後
一
　
　
　
言
え
ば
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
仕
事
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
と
懐
疑
が
促
進
さ
れ
る
現

九
四

六年
の
『
世
界
状
況
』
と
い
う
論
文
を
例
外
と
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
　
　
代
の
精
神
状
況
に
対
し
、
あ
る
種
の
「
覚
醒
を
促
す
も
の
」
と
み
な
し
得

は
視
覚
芸
術
に
関
す
る
何
ら
の
言
及
も
行
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
二
〇
年
　
　
よ
う
。
つ
ま
り
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
研
究
は
論
者
に
と
っ
て
最
終
的
に
は
新
し
い

間
の
空
白
が
あ
る
の
だ
が
、
彼
が
教
壇
に
立
っ
た
ユ
ニ
オ
ン
神
学
校
の
後
　
　
　
精
神
哲
学
を
構
築
す
る
端
緒
と
な
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

年
、
及
び
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
時
代
と
シ
カ
ゴ
大
学
時
代
に
は
、
芸
術
と

建
築
に関
す
る
講
義
と
著
述
を
再
開
し
、
視
覚
芸
術
論
の
独
自
な
展
開
の

中
で
、
そ
の
並
々
な
ら
ぬ
芸
術
へ
の
感
性
と
共
に
、
そ
の
思
想
形
成
に
お

表
現
主義
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
視
覚
芸
術
論
（
川
桐
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
七



＝
二
八

笙
章
テ
・
リ
ッ
ヒ
に
お
け
る
芸
術
　
　
　
藻
軋
耽
い
ア
翻
監
霧
講
騨
嬬
籠
魂
儲
舳

一　
伝
記
的
考
察
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
現
在
実
存
主
義
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
対
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
リ

　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
そ
の
自
伝
的
著
作
や
講
義
に
お
い
て
、
そ
の
精
神
形
　
　
感
的
な
共
鳴
」
を
も
説
明
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
更
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ

成
や
思
想
の
構
築
に
、
芸
術
が
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
こ
と
を
　
　
は
、
ゲ
オ
ル
ゲ
、
ホ
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
、
リ
ル
ケ
、
ヴ
ェ
ル
フ
ェ
ル
、
ゲ
ー

　
　
　
　
　
　
ハ
ヨ
リ

反復
し
て
い
る
。
特
に
次
の
記
述
は
、
彼
と
芸
術
と
の
関
係
性
を
端
的
に
　
　
テ
と
い
っ
た
詩
人
た
ち
か
ら
も
強
い
影
響
を
受
け
、
こ
う
し
た
文
学
的
感

示し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
性
が
、
人
間
理
解
や
実
存
的
状
況
に
関
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
洞
察
力
に
寄

　
「
芸
術
は
遊
び
の
最
高
の
形
式
で
あ
り
、
想
像
力
の
純
粋
に
創
造
的
な
領
　
　
与
し
た
と
み
ら
れ
る
。

域
であ
る
。
創
造
的
な
芸
術
の
分
野
で
、
私
は
何
も
の
も
創
ら
な
か
っ
た
　
　
　
建
築
や
文
学
以
上
に
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
と
っ
て
絵
画
が
決
定
的
な
地
位

が
、
芸
術
に
関
す
る
私
の
愛
は
、
私
の
神
学
的
及
び
哲
学
的
仕
事
に
、
き
　
　
を
占
め
て
い
る
理
由
の
一
つ
は
、
少
年
時
代
か
ら
交
際
し
た
美
術
史
家
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

わ
め
て
重
要
な
意
味
を
持
ち
続
け
た
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ッ
カ
ル
ト
・
フ
ォ
ン
・
シ
ド
ー
を
通
し
て
表
現
主
義
絵
画
に
開
眼
し
た

　
少
年
時代
に
建
築
家
を
志
し
た
彼
は
十
代
の
終
わ
り
に
は
哲
学
的
神
学
　
　
　
こ
と
、
い
ま
一
つ
は
第
一
次
大
戦
中
に
従
軍
牧
師
と
し
て
四
年
間
を
過
ご

者
と
し
て
立
つ
願
望
を
抱
き
、
石
や
鉄
や
ガ
ラ
ス
な
ど
の
物
質
の
代
わ
り
　
　
し
た
間
に
、
二
度
の
神
経
衰
弱
と
死
の
意
識
と
い
う
過
酷
な
状
況
の
中
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
う
ロ

に
、
概
念
と
命
題
に
よ
っ
て
建
造
す
る
こ
と
を
決
断
し
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
　
　
絵
画
の
喜
び
を
見
出
し
、
そ
こ
か
ら
美
術
史
の
体
系
的
な
研
究
へ
と
向

ヒ
に
と
っ
て
は
何
も
の
か
を
構
築
す
る
こ
と
が
情
熱
の
源
泉
で
あ
り
、
「
粘
　
　
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
大
戦
中
の
最
後
の
休
暇
の
時
、
訪
れ
た
ベ
ル

土
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
思
想
に
よ
っ
て
で
あ
れ
、
ス
コ
ラ
的
な
体
系
に
対
　
　
リ
ン
の
カ
イ
ザ
ー
・
フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
美
術
館
で
、
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
ル
リ
の

す
る
中
世
の
カ
テ
ド
ラ
ル
の
関
係
が
示
す
よ
う
に
、
建
造
す
る
こ
と
に
関
　
　
　
《
聖
母
子
と
八
人
の
天
使
》
を
見
て
、
「
絶
対
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
リ
リ

す
る
二
つ
の
方
法
は
、
互
い
に
そ
れ
ほ
ど
か
け
離
れ
て
は
い
な
い
」
の
で
　
　
て
把
握
さ
れ
た
一
つ
の
体
験
と
し
て
、
そ
れ
は
〈
啓
示
〉
の
瞬
間
で
あ
っ
た
」

あ
る
。
そ
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
と
っ
て
「
両
者
は
、
全
体
と
し
て
人
生
の
　
　
と
い
う
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
体
験
は
意
義
深
い
。
美
術
史
の
研
究
か
ら
「
芸
術

意味
に
対
す
る
一
つ
の
姿
勢
を
表
現
し
て
い
＾
観
」
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
の
体
験
が
生
ま
れ
漉
」
こ
と
に
重
ね
て
、
実
際
の
絵
画
作
品
か
ら
啓
示
を

　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
芸
術
へ
の
憧
憬
は
、
建
築
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
文
　
　
受
け
た
と
い
う
内
的
体
験
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
内
面
に
と
っ
て
重
要
な
意

学
に
も
向
か
い
、
彼
は
長
年
に
わ
た
っ
て
シ
ェ
ー
ク
ス
ピ
ア
に
心
酔
し
て
　
　
味
を
持
っ
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ア
　

いた
。
特
に
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
自
身
を
一
体
化
す
る
ほ
ど
の
「
危
険
な
熱
中
」



二
　
表
現
主義
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
宗
教
的
関
心
な
ど
で
な
く
、
芸
術
に
お
け
る
視
覚
的
材
料
を
芸
術
家
の
内

　テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
表
現
主
義
以
外
の
い
か
な
る
様
式
に
よ
っ
て
も
と
っ
　
　
面
生
活
に
結
合
さ
せ
よ
う
と
す
る
欲
求
な
の
だ
と
記
述
し
て
い
る
。
つ
ま

て

代
わ
る
こ
と
の
で
き
な
い
程
に
、
表
現
主
義
絵
画
に
思
想
的
影
響
を
受
　
　
り
形
態
の
破
壊
は
、
表
現
主
義
の
反
自
然
主
義
的
主
観
主
義
の
特
質
で

け
て
い
る
。
表
現
主
義
が
「
非
自
然
主
義
的
」
な
性
格
を
有
し
、
事
物
の
　
　
あ
っ
て
、
い
か
な
る
宗
教
的
関
心
で
も
な
い
と
い
う
主
張
は
、
抽
象
表
現

背
後
にあ
る
意
味
、
即
ち
深
み
の
精
神
的
次
元
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
　
　
主
義
以
降
の
芸
術
家
の
、
作
品
の
自
律
性
や
固
有
な
美
学
的
価
値
の
追
求

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
レ

た

芸術
だ
か
ら
で
あ
る
。
表
現
主
義
絵
画
と
は
、
概
括
的
に
言
え
ば
外
界
　
　
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

の

事物
の
描
写
よ
り
も
、
精
神
の
深
み
、
内
的
な
感
情
の
表
出
に
力
点
を
　
　
　
　
こ
の
よ
う
に
一
般
的
な
美
術
史
上
の
、
あ
る
い
は
美
学
上
の
解
釈
と
、

おく
芸
術
で
あ
る
。
超
越
的
実
在
を
表
現
す
る
セ
ザ
ン
ヌ
、
創
造
的
な
カ
　
　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
発
想
と
の
間
に
は
ず
れ
が
見
出
さ
れ
る
し
、
通
常
の
絵
画

動
感を
描
い
た
ゴ
ッ
ホ
、
形
と
色
に
よ
る
内
実
の
発
現
を
な
し
た
マ
ル
ク
、
　
　
観
か
ら
み
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
異
質
な
評
価
を
下
し
て
も
い
る
。
し
か
し
、

そ
し
て
戦
争
の
残
虐
性
を
告
発
し
た
ピ
カ
ソ
の
《
ゲ
ル
ニ
カ
》
や
キ
リ
ス
　
　
美
術
史
上
の
解
釈
の
ず
れ
が
あ
る
に
し
て
も
、
美
学
の
存
在
論
的
方
法
の

ト
の
十
字
架
像
を
激
し
い
表
現
法
に
よ
っ
て
描
い
た
グ
リ
ュ
ー
ネ
ヴ
ァ
ル
　
　
視
点
か
ら
み
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
考
察
に
は
否
定
し
難
い
側
面
が
あ
る
。

ト
の
《
キ
リ
ス
ト
礫
刑
図
》
な
ど
、
表
現
主
義
的
な
画
家
と
作
品
に
テ
ィ
　
　
　
つ
ま
り
美
は
自
律
性
を
持
っ
て
そ
れ
自
身
の
た
め
に
追
求
さ
れ
る
固
有
の

リ
ッ
ヒ
は
多
大
の
思
想
的
暗
示
を
受
け
て
い
る
。
《
ゲ
ル
ニ
カ
》
に
つ
い
て
　
　
価
値
（
田
o
Q
Φ
ロ
芝
臼
け
）
で
あ
り
、
芸
術
は
現
実
か
ら
離
れ
て
そ
れ
自
身
で
完

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
け

は
「
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
的
問
い
の
根
元
性
あ
る
い
は
急
進
性
が
見
ら
れ
る
」
　
　
結
す
る
固
有
世
界
（
田
α
q
Φ
コ
≦
⑦
δ
で
は
あ
る
が
、
同
時
に
美
的
存
在
も
人

と
し
、
グ
リ
ュ
ー
ネ
ヴ
ァ
ル
ト
の
《
キ
リ
ス
ト
礫
刑
図
》
に
つ
い
て
は
、
　
　
　
間
の
生
の
領
域
に
深
く
根
ざ
し
て
い
て
、
歴
史
的
実
存
の
全
体
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
ハ
け
り

「
最も
宗
教
的
な
作
品
」
と
さ
え
記
述
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
作
用
関
連
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
美
学
は
、
美
的
仮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
ソ

　と
こ
ろ
で
フ
ェ
ヒ
タ
ー
は
そ
の
最
初
の
論
文
『
表
現
主
義
』
で
、
テ
ィ
　
　
象
と
し
て
実
在
界
か
ら
は
孤
絶
し
た
現
象
を
、
純
粋
に
そ
れ
自
身
と
し
て

リ
ッ
ヒ
と
同
様
に
そ
の
様
式
の
非
自
然
主
義
的
性
格
を
指
摘
し
て
い
る
　
　
観
察
し
そ
の
本
質
的
諸
契
機
を
分
析
・
摘
出
す
る
が
、
そ
れ
の
み
な
ら
ず

が
、
「
自
然
の
形
態
が
破
壊
さ
れ
た
と
こ
ろ
で
は
、
深
み
の
次
元
を
啓
示
す
　
　
積
極
的
に
存
在
の
全
領
域
を
包
括
す
る
「
巨
視
的
地
平
に
お
い
て
美
の
存

る
た
め
で
は
な
く
、
芸
術
家
に
よ
っ
て
意
図
さ
れ
た
以
外
の
如
何
な
る
解
　
　
　
在
論
的
意
義
を
問
い
、
芸
術
の
形
而
上
学
的
機
能
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
け

釈も
避
け
る
た
め
に
こ
れ
が
な
さ
れ
た
」
と
し
て
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
と
は
異
　
　
　
す
る
要
求
に
迫
ら
れ
る
」
も
の
で
も
あ
る
。
ま
た
現
象
学
の
方
法
は
、
美

な
る
解
釈
を
示
し
て
い
る
。
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
も
『
絵
画
に
お
け
る
精
　
　
　
的
現
象
そ
の
も
の
の
精
密
な
解
析
に
は
適
す
る
が
、
人
生
に
お
け
る
美
の

　
　
　
　
ハ
リ
リ

神
的
な
も
の
』
と
い
う
著
作
で
絵
画
の
精
神
性
と
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
言
う
　
　
根
源
的
意
義
を
解
明
し
て
人
間
本
来
の
「
形
而
上
学
的
要
求
」
を
満
足
さ

表
現
主義
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
視
覚
芸
術
論
（
川
桐
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
九



一
四

〇

せる
に
は
至
ら
な
い
。
現
象
学
的
美
学
も
ま
た
実
存
論
的
方
向
へ
発
展
す
　
　
の
芸
術
観
の
特
質
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
表
現
主
義
芸
術
が
自
然
の
形
態

る
の
は
必
至
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
判
断
は
、
芸
術
や
　
　
を
破
壊
し
表
層
の
現
実
を
剥
ぎ
取
っ
て
も
の
の
本
質
や
根
拠
を
開
示
す
る

芸
術的
意
図
に
よ
る
特
定
の
諸
作
品
の
独
立
し
た
評
価
に
由
来
し
、
依
拠
　
　
　
の
に
対
し
、
印
象
主
義
は
資
本
主
義
社
会
で
の
中
産
階
級
の
倫
理
を
反
映

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
「
文
化
の
神
学
」
に
お
い
て
到
達
し
た
哲
　
　
し
、
人
間
と
世
界
と
の
自
己
完
結
性
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
更
に
表
現
主

学的
・
神
学
的
結
論
に
よ
っ
て
そ
の
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
哲
　
　
義
に
は
閉
じ
込
め
ら
れ
た
人
間
の
、
「
有
限
性
」
か
ら
の
何
ら
か
の
「
突
破
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

学
的問
い
に
神
学
的
な
答
を
与
え
る
と
い
う
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
特
質
を
無
視
　
　
を
志
向
す
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

でき
な
い
し
、
そ
こ
に
決
定
的
な
差
異
が
あ
る
。
従
っ
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
　
　
　
表
現
主
義
的
絵
画
の
特
質
に
関
す
る
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
独
特
な
解
釈
や
評

芸
術
論は
一
般
的
な
美
学
や
芸
術
学
の
分
野
に
特
定
の
地
位
を
確
保
し
て
　
　
価
は
、
そ
の
志
向
す
る
「
宗
教
と
文
化
の
総
合
」
と
い
う
思
想
的
展
開
を

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
文
化
の
神
学
」
に
お
け
る
総
　
　
促
進
さ
せ
た
し
「
文
化
の
神
学
」
を
説
明
し
、
体
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

合
の
意
図
か
ら
生
み
出
さ
れ
た
独
特
な
性
格
を
持
つ
も
の
と
考
え
る
べ
き
　
　
即
ち
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
神
学
と
そ
の
芸
術
論
は
、
両
者
の
相
互
内
在
性
と
い

であ
ろ
う
。
「
そ
れ
は
あ
ら
か
じ
め
引
用
さ
れ
た
あ
る
原
理
の
原
型
、
ま
た
　
　
う
関
係
に
あ
る
と
言
え
よ
う
。
後
述
す
る
が
美
学
又
は
美
学
的
活
動
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
の
ロ

は
モ
デ
ル
と
し
て
単
独
に
機
能
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
文
化
科
学
の
理
論
的
分
野
に
属
し
、
文
化
科
学
は
意
味
の
無
制
約
性
が
前

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
芸
術
論
は
、
前
述
の
よ
う
に
「
文
化
の
神
学
」
に
よ
る
　
　
提
と
な
る
た
め
、
美
学
も
芸
術
的
行
動
も
意
味
の
究
極
的
基
盤
の
啓
示
で

枠組
み
に
依
拠
し
、
そ
の
こ
と
を
根
底
に
議
論
が
進
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
　
　
あ
る
。
従
っ
て
文
化
科
学
は
、
精
神
も
し
く
は
意
味
付
与
的
行
為
に
携
わ

し
て
そ
の
芸
術
論
の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
宗
教
的
題
材
を
直
接
的
に
　
　
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
中
心
は
当
然
意
味
に
向
か
う
。
故
に
宗
教
も
精
神

扱
っ
て
は
い
な
い
が
「
宗
教
的
絵
画
」
と
み
な
し
得
る
も
の
に
つ
い
て
、
　
　
　
的
諸
活
動
と
し
て
の
芸
術
も
各
々
そ
の
関
心
の
焦
点
は
同
一
で
あ
る
と
言

個
々
の
画
家
と
そ
の
作
品
を
引
用
し
て
解
説
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
一
　
　
　
え
よ
う
。
パ
ー
マ
ー
が
記
述
す
る
よ
う
に
「
芸
術
は
、
文
化
的
生
活
の
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
れ
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
り

九
五
六年
の
論
文
『
現
代
芸
術
の
実
存
主
義
的
諸
相
』
に
お
い
て
テ
ィ
リ
ッ
　
　
論
的
領
域
に
お
け
る
宗
教
的
態
度
の
現
実
化
で
あ
る
」
と
す
る
発
想
が

ヒ
は
、
絵
画
が
現
実
の
基
本
的
構
造
を
摘
出
し
、
人
間
の
苦
境
の
本
質
を
　
　
　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
お
い
て
支
配
的
で
あ
る
。

理
解
する
試
み
を
な
す
と
き
、
そ
れ
が
宗
教
的
絵
画
だ
と
み
な
し
得
る
こ

と
を
示
唆
す
る
。
こ
の
こ
と
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
宗
教
的
次
元
に
つ
い
て
の

　
　
　
　
ハ
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ

独自
な
解
釈
と
の
関
連
で
考
察
す
れ
ば
一
層
明
瞭
に
な
る
。
ま
た
表
現
主

義
と
印
象
主
義
と
の
比
較
に
お
い
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
提
示
す
る
見
解
も
そ



第
二
章
「
文
化
の
神
学
」
妄
術
　
　
　
範
勧
灘
姦
儲
難
器
講
舞
衡
劇
犠

一　総
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
芸
術
を
通
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
現
実
を
解
釈
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ

　
宗教
と
文
化
の
総
合
こ
そ
が
「
文
化
の
神
学
」
が
構
想
さ
れ
た
動
機
だ
　
　
　
る
。

が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
美
学
の
目
的
は
芸
術
の
機
能
と
意
味
と
を
明
確
に
す
る
　
　
　
表
現
主
義
的
芸
術
が
宗
教
的
で
あ
る
と
す
る
定
式
は
、
表
現
主
義
に
対

点
に
あ
っ
た
。
リ
ア
リ
テ
ィ
の
精
神
的
解
釈
と
い
う
も
の
を
提
示
す
る
表
　
　
し
て
神
学
的
評
価
を
強
制
す
る
も
の
で
は
な
い
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
用
い
た

現
主
義は
、
同
時
に
「
文
化
の
神
学
」
が
関
与
す
る
視
覚
芸
術
の
定
式
化
　
　
　
神
学
的
用
語
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
宗
教
的
で
あ
る
全
て
の
芸
術
の
そ
の

に
も
寄
与
す
る
。
つ
ま
り
芸
術
上
の
宗
教
的
様
式
と
し
て
「
表
現
主
義
」
　
　
　
様
相
に
の
み
関
与
し
、
芸
術
家
の
様
々
な
様
式
や
意
図
と
は
関
係
が
な
い

が
採
用さ
れ
「
宗
教
的
な
芸
術
は
表
現
主
義
的
で
あ
る
」
と
い
う
定
式
が
　
　
　
か
ら
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
文
化
の
神
学
」
の
具
体
的
意
図
を
考
察

生
み出
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
定
式
は
「
文
化
の
神
学
」
の
申
心
的
命
題
　
　
　
す
れ
ば
、
こ
の
点
は
更
に
明
ら
か
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

の

パラ
フ
レ
ー
ズ
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
即
ち
パ
ー
マ
ー
が
指
摘
す
る
よ
　
　
　
『
文
化
の
神
学
の
理
念
に
つ
い
て
』
が
発
表
さ
れ
た
歴
史
的
背
景
に
は
、

う
に
「
宗
教
と
文
化
の
相
互
内
在
性
は
、
こ
の
神
学
に
よ
り
略
述
さ
れ
て
　
　
ル
タ
ー
派
教
会
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
及
び
ギ
リ
シ
ャ
正
教
会
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

いる
総
合
に
お
い
て
原
理
的
に
確
立
さ
れ
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
テ
ィ
リ
ッ
　
　
い
ず
れ
も
文
化
的
、
政
治
的
革
命
を
拒
否
し
て
い
た
事
実
が
あ
る
。
」
方

ヒ
の
美
学
あ
る
い
は
芸
術
神
学
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
出
発
点
は
、
こ
の
よ
　
　
革
命
的
諸
活
動
に
お
い
て
も
、
科
学
、
政
治
、
芸
術
な
ど
「
世
俗
的
」
テ
ー

う
に
総
合
へ
の
要
求
に
あ
っ
た
と
見
ら
れ
る
が
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
自
身
も
「
総
　
　
　
マ
に
教
会
が
関
与
す
る
正
当
性
が
否
定
さ
れ
て
い
た
。
文
化
的
革
命
と
宗

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
け

合
の
方
法
だ
け
が
唯
一
真
正
で
あ
り
正
当
で
あ
る
」
と
考
え
て
い
た
よ
う
　
　
教
の
両
方
に
精
神
的
な
絆
を
持
っ
て
い
た
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
と
っ
て
、
そ
れ

であ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
パ
ー
マ
ー
は
「
こ
の
意
見
は
、
宗
教
と
文
化
の
　
　
は
耐
え
難
い
状
況
で
あ
り
、
「
宗
教
に
と
っ
て
も
、
文
化
に
と
っ
て
も
損
失

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

間
の
危
険
な
二
元
論
を
克
服
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
、
い
わ
ば
基
本
的
　
　
は
同
じ
よ
う
に
大
き
い
」
も
の
で
あ
っ
た
。
聖
な
る
領
域
と
俗
な
る
領
域

要
求を
言
明
す
る
こ
と
で
、
精
神
的
、
文
化
的
生
の
、
全
て
の
諸
相
に
潜
　
　
　
と
の
間
の
こ
の
溝
を
埋
め
る
意
図
か
ら
、
宗
教
と
文
化
の
相
互
内
在
性
を

在
す
る
一
致
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
、
現
実
に
関
す
る
解
釈
の
必
要
性
　
　
確
立
す
る
よ
う
な
両
者
の
関
係
が
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
っ
て
再
考
察
さ
れ
た

を
示
す
も
⑳
瀧
」
と
解
釈
す
る
。
つ
ま
り
「
文
化
の
神
学
」
の
意
図
す
る
　
　
　
の
で
あ
る
。

総合
に
お
い
て
、
宗
教
は
人
間
の
精
神
生
活
の
中
の
一
つ
の
特
殊
な
機
能
　
　
　
『
文
化
の
神
学
の
理
念
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
指
摘
す
る

では
な
く
、
人
間
の
活
動
の
全
て
の
領
域
に
内
在
す
る
一
次
元
で
あ
っ
て
、
　
　
よ
う
に
、
神
学
は
わ
れ
わ
れ
が
神
と
呼
ぶ
特
定
の
一
つ
の
対
象
に
つ
い
て

表

現
主義
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
視
覚
芸
術
論
（
川
桐
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
】
四
一



、

　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二

の学
で
も
、
あ
る
い
は
啓
示
と
い
う
特
殊
な
複
合
体
の
科
学
的
表
現
で
も
　
　
宗
教
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
宗
教
と
文
化
の
相
互

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ね
り

な
い
。
そ
れ
は
宗
教
に
関
す
る
具
体
的
な
規
範
的
学
で
あ
る
。
従
っ
て
宗
　
　
　
内
在
性
が
二
者
の
文
化
的
統
合
、
即
ち
総
合
と
し
て
の
「
文
化
の
神
学
」

教を
へ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
思
弁
の
領
域
に
定
め
た
り
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
　
　
に
お
い
て
肯
定
さ
れ
、
そ
の
「
文
化
の
神
学
」
は
次
の
よ
う
な
働
き
を
な

実
践
的
領
域に
定
め
た
り
、
シ
ュ
ラ
イ
エ
ル
マ
ッ
ハ
ー
の
よ
う
に
感
情
的
　
　
す
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
記
述
し
て
い
る
。

領
域に
帰
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
理
論
は
い
ず
れ
も
生
命
力
を
喪
失
し
て
い
　
　
　
「
そ
の
総
合
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
的
機
能
を
統
一
す
る
の
み
な
ら
ず
、

る
。
宗
教
は
、
む
し
ろ
こ
れ
ら
の
諸
要
素
を
統
一
的
に
結
合
さ
せ
て
い
る
　
　
科
学
対
教
義
の
対
立
が
、
そ
れ
自
体
宗
教
的
で
あ
る
科
学
に
代
置
さ
れ
る

精神
の
態
度
で
臥
魏
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
考
え
て
お
り
、
そ
こ
に
テ
ィ
リ
ッ
　
　
よ
う
な
、
宗
教
的
文
化
体
系
を
構
想
す
る
こ
と
に
よ
り
、
宗
教
対
文
化
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
リ

ヒ
の
思
想
の
特
殊
性
が
あ
る
。
ま
た
そ
う
考
え
な
け
れ
ば
、
宗
教
と
文
化
　
　
文
化
破
壊
的
対
立
を
も
克
服
す
る
」
。

の相
互
内
在
性
は
成
立
し
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
結
論
に
至
っ
た
の
は
表
現
主
義
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た
方
法
論
に

　こ
の
よ
う
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
「
宗
教
的
な
も
の
の
影
響
下
に
あ
る
特
別
　
　
　
よ
っ
て
で
あ
る
が
、
パ
ー
マ
ー
も
ま
た
こ
の
事
実
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

な
領
域
が
、
文
化
的
な
生
の
全
て
の
領
域
に
存
在
す
る
」
と
主
張
す
る
。
　
　
　
て
い
る
。
「
こ
の
結
論
へ
と
導
く
の
は
、
表
現
主
義
に
よ
っ
て
採
用
さ
れ
た

そ
し
て
こ
の
理
解
が
な
か
っ
た
が
た
め
に
、
教
会
と
国
家
、
芸
術
と
祭
儀
　
　
ま
さ
に
そ
の
方
法
論
で
あ
る
。
こ
の
様
式
の
形
態
破
壊
的
な
性
質
は
、
宗

的
なも
の
、
科
学
と
教
義
問
の
闘
争
を
誘
発
し
、
聖
な
る
領
域
と
世
俗
的
　
　
　
教
の
再
定
義
に
従
っ
て
自
己
充
足
的
態
度
を
打
ち
砕
き
、
全
て
の
事
物
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
お
り

な
領
域
の
溝
を
拡
大
し
、
二
重
の
真
理
、
二
重
の
モ
ラ
ル
、
二
重
の
正
義
　
　
基
盤
を
揺
り
動
か
す
も
の
の
啓
示
と
し
て
明
ら
か
に
最
適
で
あ
る
」
。
こ
の

を
作
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
と
指
摘
し
、
こ
の
「
二
重
の
実
存
」
を
廃
棄
し
　
　
　
よ
う
に
現
実
の
解
釈
の
み
な
ら
ず
、
表
現
主
義
は
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
具
体
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
提
言
す
る
。
宗
教
と
文
化
の
総
合
　
　
な
思
想
的
構
想
に
も
寄
与
し
た
と
み
ら
れ
る
。

と
は
、
こ
の
よ
う
に
二
重
の
実
存
の
廃
棄
に
そ
の
主
眼
が
あ
っ
た
と
言
え
　
　
　
二
　
意
味
論

よ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
文
化
の
神
学
」
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
初
期
の
諸
著

　
かく
し
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
宗
教
の
概
念
の
定
義
を
や
り
直
す
の
で
あ
　
　
　
作
に
よ
る
「
意
味
論
」
の
探
求
と
、
『
組
織
神
学
』
の
中
の
神
と
啓
示
と
の

る
。
宗
教
の
中
に
啓
示
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
意
味
の
究
極
的
根
底
と
し
　
　
教
理
に
関
す
る
「
存
在
論
」
の
解
明
と
い
う
方
法
が
あ
る
が
、
そ
の
神
学

て
、
全
て
の
文
化
的
努
力
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
文
化
の
意
味
　
　
　
の
展
開
の
ど
の
時
期
を
見
て
も
、
意
味
と
存
在
の
問
題
は
密
接
な
関
係
を

は
、
究
極
的
意
味
を
啓
示
す
る
宗
教
に
依
存
す
る
。
換
言
す
れ
ば
宗
教
的
　
　
示
し
て
い
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
よ
れ
ば
宗
教
は
究
極
的
な
意
味
の
リ
ア
リ

行
為は
文
化
的
に
構
成
さ
れ
、
文
化
の
形
態
あ
る
い
は
形
式
は
潜
在
的
に
　
　
テ
ィ
に
向
け
ら
れ
る
精
神
の
姿
勢
で
あ
り
、
文
化
と
宗
教
が
出
会
う
場
は



‘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ザ
リ

意
味
の統
一
に
向
か
う
共
通
の
方
向
性
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
り
、
実
存
的
な
広
が
り
に
お
け
る
総
合
的
な
知
る
行
為
で
あ
る
。
こ
れ
に

　
『
諸
学
問
の
体
系
』
に
お
い
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
、
先
ず
論
理
学
、
数
学
な
　
　
よ
っ
て
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
が
強
調
し
た
い
の
は
、
「
精
神
に
関
す
る
学
」
に
お
け

ど
「
思
考
に
関
す
る
学
」
（
島
o
U
Φ
鼻
惹
霧
Φ
口
ω
o
訂
沖
⑦
昌
）
、
経
験
的
諸
科
　
　
る
思
考
は
、
現
実
に
対
し
て
従
属
的
な
経
験
主
義
者
の
態
度
か
ら
も
、
現

学な
ど
「
存
在
に
関
す
る
学
」
（
島
Φ
ω
①
ぎ
≦
凶
゜
。
沼
拐
。
訂
津
Φ
昌
V
、
そ
し
て
「
精
　
　
　
実
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
論
理
学
者
の
態
度
か
ら
も
そ
れ
自
身
は
自
由
で
あ

神
に
関
す
る
学
」
（
山
｛
Φ
∩
｝
Φ
団
ω
け
Φ
ω
＜
『
圃
ω
ω
Φ
昌
ω
O
げ
餌
津
Φ
】
P
）
と
い
う
三
つ
の
主
要
　
　
　
る
。
精
神
は
実
存
的
秩
序
に
そ
れ
自
身
を
投
入
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

な
学
の
類
型
を
示
し
て
い
る
。
次
に
文
化
を
理
論
性
と
実
践
性
に
分
け
、
　
　
　
実
存
の
中
で
何
か
を
創
造
す
る
こ
と
に
よ
り
、
実
存
の
一
部
と
な
る
力
を

文
化的
・
規
範
的
な
諸
学
と
し
て
の
「
精
神
に
関
す
る
学
」
に
関
し
て
そ
　
　
有
す
る
。
か
く
し
て
創
造
さ
れ
た
も
の
を
精
神
が
観
察
し
評
価
す
る
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
り

の

理
論的
な
も
の
を
認
識
論
、
美
学
、
形
而
上
学
な
ど
と
し
、
実
践
的
な
　
　
あ
る
。
即
ち
精
神
は
人
間
の
人
格
に
お
け
る
創
造
性
と
い
う
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

も
の
を
法
律
学
、
政
治
学
、
倫
理
学
と
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
な
力
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
人
間
は
、
文
化
的
な
諸
学
の
論
理
的
、

　
「
思
考
に
関
す
る
学
」
で
は
思
考
は
妥
当
性
も
し
く
は
正
当
性
の
概
念
に
　
　
実
践
的
諸
活
動
を
生
み
出
す
精
神
的
且
つ
個
別
的
存
在
で
あ
る
。
心
理
的

方
向
付
け
ら
れ
、
自
明
の
確
実
性
を
有
す
る
特
質
が
あ
る
。
経
験
的
諸
科
　
　
　
機
能
の
み
な
ら
ず
、
思
考
、
感
情
、
意
志
な
ど
の
諸
能
力
を
有
す
る
全
人

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
み
り

学
に
お
い
て
は
思
考
は
存
在
を
正
確
に
叙
述
す
る
点
で
存
在
に
方
向
付
け
　
　
格
と
し
て
、
人
間
は
新
し
い
何
か
を
創
造
す
べ
く
活
動
す
る
。
「
精
神
の
こ

ら
れ
て
い
る
。
一
方
文
化
的
な
諸
学
で
は
知
識
の
対
象
は
先
験
的
な
も
の
　
　
の
活
動
に
お
い
て
思
考
は
そ
れ
自
身
を
純
粋
思
考
及
び
純
粋
存
在
の
諸
形

でも
既
に
与
え
ら
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
「
精
神
」
の
創
造
的
な
プ
ロ
セ
ス
　
　
式
へ
の
依
存
か
ら
解
放
し
、
精
神
の
構
造
的
方
法
か
ら
も
感
覚
に
よ
る
観

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
れ
り

で
生
み出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
創
造
的
で
精
神
的
な
諸
活
動
を
伴
　
　
察
可
能
な
諸
対
象
か
ら
も
演
繹
さ
れ
得
な
い
も
の
を
構
築
す
る
」
。
か
く
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

う
文
化
的
諸
学
に
お
い
て
、
意
味
論
と
文
化
の
統
合
を
果
た
す
の
が
「
精
　
　
　
「
自
由
は
精
神
の
創
造
性
の
前
提
で
あ
る
」
。
精
神
の
領
域
で
創
造
と
い
う

神
」
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
そ
し
て
精
神
は
、
思
考
と
存
在
と
い
う
他
の
　
　
自
由
な
人
間
の
行
為
を
構
成
す
る
も
の
は
何
か
と
い
う
疑
問
に
対
し
て
、

二
つ

の

概念
に
依
拠
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
概
念
は
知
る
行
為
の
本
質
的
な
　
　
次
の
よ
う
に
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
意
味
論
の
中
で
そ
の
答
え
を
示
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
り

構
成
要
素を
成
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
即
ち
「
精
神
諸
科
学
の
認
識
目
標
は
、
意
味
概
念
（
Q
D
圃
目
げ
Φ
鴨
漆
）
の
形

　
精
神
の

特
性は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
ど
ち
ら
か
へ
還
元
さ
れ
な
い
で
両
者
　
　
成
で
あ
る
。
精
神
を
担
っ
て
い
る
存
在
の
諸
行
為
は
、
意
味
を
付
与
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ぬ
け

を
含
む
点
に
あ
る
。
つ
ま
り
精
神
は
、
存
在
の
中
で
の
思
考
の
自
己
限
定
　
　
諸
行
為
で
あ
る
」
。

（
島
Φ
ω
匹
び
ω
け
げ
Φ
ω
瓜
ヨ
目
ロ
昌
α
q
α
①
o
。
∪
Φ
口
搾
Φ
房
貯
ω
Φ
ぎ
）
で
あ
り
、
存
在
し
　
　
　
つ
ま
り
精
神
と
は
、
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
個
人
の
人
格
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
り

つ

つあ
る
思
考
の
形
式
（
α
凶
Φ
聞
◎
鴎
5
P
像
①
ω
ω
O
圃
①
昌
ユ
⑦
昌
H
）
⑦
昌
搾
Φ
5
ω
）
で
あ
　
　
お
い
て
表
現
さ
れ
る
意
味
遂
行
（
憩
目
く
〇
一
冒
ロ
α
q
）
で
あ
り
、
存
在
し
て
い

表
現
主義
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
視
覚
芸
術
論
（
川
桐
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三



一
四
四

る
世
界
の
あ
る
局
面
に
意
味
を
与
え
る
こ
と
こ
そ
、
創
造
的
・
精
神
的
活
　
　
れ
る
。
本
論
で
は
表
現
主
義
と
の
関
連
で
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
思
想
的
展
開
を

動
であ
り
、
そ
の
活
動
に
よ
り
文
化
的
諸
科
学
は
確
立
さ
れ
て
い
る
。
「
無
　
　
　
見
た
後
、
「
文
化
の
神
学
」
の
意
図
を
明
確
に
し
「
文
化
の
神
学
」
へ
の
ア

制約
的
な
も
の
は
、
精
神
に
お
い
て
の
み
無
制
約
的
な
も
の
と
し
て
、
価
　
ブ
ロ
ー
チ
の
一
つ
と
し
て
意
味
論
を
考
察
し
た
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
意
味
論

値
と
し
て
把
握
さ
れ
、
精
神
に
お
い
て
存
在
の
意
味
は
実
現
さ
れ
る
の
で
　
　
か
ら
す
れ
ば
、
宗
教
的
芸
術
の
必
要
条
件
は
、
芸
術
家
が
究
極
的
な
意
味

　
ハ
　
り

あ
る
」
。
そ
し
て
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
超
え
て
い
る
意
味
の
根
底
は
、
伝
統
的
　
　
　
に
視
点
を
向
け
、
そ
れ
を
受
容
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
無
制
約

言
語
で神
と
呼
ば
れ
、
こ
の
神
に
向
か
う
精
神
の
方
向
が
宗
教
と
言
わ
　
　
的
な
意
味
に
対
す
る
要
求
が
芸
術
家
の
創
造
的
な
仕
事
に
浸
透
し
て
そ
れ

　
　
お
けれる

。
従
っ
て
文
化
は
、
無
制
約
的
な
意
味
へ
と
方
向
付
け
ら
れ
た
精
神
　
　
　
を
指
し
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
芸
術
家
に
は
俗
な
る
題
材
、
俗
な
る

の

創
造的
活
動
と
し
て
潜
在
的
に
宗
教
的
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
「
文
　
　
歴
史
、
俗
な
る
世
界
は
存
在
し
な
い
。
宗
教
が
文
化
の
実
質
な
ら
芸
術
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
あ
り

化は
宗
教
の
表
現
形
式
で
あ
り
、
宗
教
は
文
化
の
内
実
で
あ
る
」
と
い
う
　
　
実
質
（
内
実
）
で
も
あ
る
。
意
味
行
為
と
し
て
の
芸
術
は
、
直
接
、
間
接

定
義
が
成
立
す
る
。
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
芸
術
論
は
以
上
の
よ
う
に
、
芸
術
が
　
　
に
無
制
約
的
な
意
味
の
媒
体
で
あ
る
。
全
て
の
精
神
的
行
為
は
、
表
現
主

精
神
生
活内
の
無
制
約
的
意
味
の
媒
体
で
あ
る
と
説
明
し
、
芸
術
が
文
化
　
　
義
的
芸
術
活
動
も
含
め
て
意
味
の
行
為
で
あ
る
。
つ
ま
り
意
味
論
に
お
け

的

活動
と
し
て
意
味
と
の
関
係
を
内
包
し
、
意
味
に
対
す
る
全
て
の
関
係
　
　
る
諸
原
理
は
、
精
神
的
行
為
に
お
け
る
意
識
の
機
能
に
由
来
し
て
い
る
。

に

お

い
て
、
意
味
の
無
制
約
性
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
　
　
宗
教
と
文
化
と
が
出
会
う
場
、
即
ち
意
味
の
統
一
へ
と
向
か
う
共
通
の
方

そ
れ
は
ま
た
美
学
的
行
為
が
究
極
的
意
味
の
啓
示
を
必
然
的
に
伴
う
こ
と
　
　
向
性
と
い
う
視
点
で
芸
術
の
再
考
察
が
要
請
さ
れ
る
。
従
っ
て
芸
術
そ
れ

を
主
張
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
自
身
の
精
神
的
深
み
と
、
そ
の
啓
示
性
の
探
求
を
特
定
の
芸
術
家
と
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
諸
作品
に
即
し
て
考
察
す
る
の
が
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

結　
　
び

　
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
中
心
的
関
心
事
は
、
い
わ
ば
宗
教
と
文
化
の
関
係
に
　
　
　
　
　
　
　
　
註

あ
っ
た
。
聖
な
る
領
域
と
俗
な
る
領
域
と
の
間
の
、
破
壊
的
な
分
裂
を
克
　
　
　
（
1
）
　
勺
曽
巳
↓
凶
霞
o
貫
O
§
卜
轟
“
蕊
職
匡
§
壽
潜
鳥
ミ
爺
Φ
巳
言
ロ
σ
団
臼
o
ぎ

服
する
神
学
の
構
築
こ
そ
、
そ
の
関
心
の
中
心
で
あ
り
、
「
文
化
の
神
学
」
　
　
　
　
U
已
①
口
げ
雲
α
q
o
お
9
0
ω
ω
8
0
島
”
Σ
o
ミ
団
o
同
ぎ
H
O
°
。
S

は
そ
の
結
果
で
あ
っ
た
。
宗
教
と
文
化
の
総
合
と
い
う
試
み
は
、
テ
ィ
リ
ッ
　
　
　
（
2
）
　
剛
餌
巳
目
霞
o
貫
§
恥
肉
鳴
蒔
脳
o
器
9
ミ
犠
誉
き
宮
臼
｛
α
冨
p
切
o
o
訴
”

ヒ
の
内
部
で
は
相
克
を
経
て
一
応
の
意
識
上
の
達
成
は
あ
っ
た
と
推
察
さ
　
　
　
　
Σ
o
≦
団
臼
ぎ
お
㎝
ρ
P
ω
9



（3
）
出
ミ
§
、
O
§
駕
ω
2
詳
o
q
o
拝
国
≦
斜
H
8
b
。
唱
O
謡
ミ
恥
切
o
§
寧
　
　
（
1
0
）
国
o
犀
食
。
誹
く
o
昌
ω
旨
o
≦
°
少
年
時
代
か
ら
の
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
親
友
。

　　
黛
§
ぎ
§
恥
ミ
欝
愚
蕊
ミ
§
§
駄
募
誉
§
Z
Φ
零
嘱
o
「
ぎ
H
O
ω
ρ
　
　
　
　
美
術
史
家
と
な
っ
た
シ
ド
ー
は
、
牧
師
館
の
限
ら
れ
た
生
活
の
枠
を

　
　§
鳴
9
ミ
遷
な
爵
い
o
昌
α
o
炉
O
o
田
目
ω
”
H
㊤
①
b
。
”
臨
ミ
き
ミ
げ
　
　
　
　
超
え
た
世
界
を
、
例
え
ば
ダ
ー
ウ
ィ
ン
の
進
化
論
の
ほ
か
、
フ
ロ
イ

　
　§
き
§
“
§
§
ぎ
§
恥
ぎ
欝
ミ
ミ
ぎ
O
甑
o
鋤
o
q
P
H
8
8
簿
ρ
　
　
　
　
ト
や
表
現
主
義
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
に
紹
介
し
た
。

（4
）
守
巳
↓
葭
。
戸
穿
§
笥
§
肉
§
§
§
駄
書
“
§
§
§
貯
9
　
　
（
1
1
）
霊
巳
目
＝
凶
。
貫
§
、
§
S
粛
措
§
、
ミ
§
達
§
§
さ
蓑
§
恥

　
　
卜§
§
織
卜
§
註
ら
ミ
鳶
P
F
「
遊
び
」
あ
る
い
は
「
遊
戯
」
と
し
　
　
　
　
§
、
卜
§
隷
潜
隷
ミ
3
H
O
①
討
ぎ
冨
o
ぎ
白
o
蒔
ω
b
。
”
P
ω
゜
。
ω
゜

　
　
て

の

芸
術
の

概念
は
、
ド
イ
ツ
の
美
学
で
反
復
さ
れ
る
テ
ー
マ
で
、
　
　
　
（
1
2
）
守
琶
恥
§
勘
§
§
§
駄
露
§
黛
§
斜
貯
O
§
臥
轟
§
賎

　
　
シ
ラ
ー
の
ω
且
9
需
δ
げ
な
る
言
葉
に
由
来
す
る
と
推
測
さ
れ
る
。
シ
　
　
　
　
出
§
ミ
鷺
ら
ミ
墨
や
α
゜

　
　ラ
ー
が
「
遊
戯
衝
動
」
と
い
う
概
念
を
得
た
の
は
、
カ
ン
ト
と
ゲ
ー
　
　
（
1
3
）
勺
餌
巳
目
霞
o
戸
§
§
喧
旦
9
ヘ
ミ
黍
o
α
‘
国
o
げ
①
誹
囲
日
び
四
一
ど

　
　テ
の
影
響
も
推
察
さ
れ
る
。
ま
た
カ
ー
ル
・
バ
ル
ト
の
、
『
宗
教
と
文
　
　
　
　
累
o
≦
団
o
時
”
O
×
h
o
「
α
q
三
く
゜
勺
掃
ω
ρ
H
㊤
㎝
P
娼
．
①
゜
。
．

　
　化
』
（
肉
職
電
§
§
職
9
§
蚤
国
器
p
＜
ω
貯
国
o
ロ
o
臼
o
眺
℃
9
。
巳
　
　
　
（
1
4
）
　
知
凶
巳
目
霞
o
戸
、
．
ミ
罫
§
ミ
壁
ミ
§
職
　
ミ
側
き
鴨
§
§
、

　
　日
回
目
o
貫
乞
Φ
≦
団
o
爵
噂
国
”
壱
o
円
”
H
O
㎝
O
）
の
中
の
「
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
」
　
　
　
　
肉
鴨
蒔
脳
雰
§
さ
籠
、
§
駄
卜
§
賊
§
ミ
、
．
．
讐
Q
毛
畳
自
“
ω
゜
瞳
α
゜

　
　
に関
す
る
エ
ッ
セ
ー
に
も
こ
の
概
念
が
登
場
す
る
。
人
間
は
遊
戯
す
　
　
　
（
1
5
）
　
剛
餌
巳
閏
o
o
耳
o
お
彗
§
句
脳
§
蹄
§
轟
蜜
口
口
o
ゴ
o
P
国
殉
な
Φ
き

　
　る
所
で
だ
け
全
き
人
間
で
あ
る
と
す
る
思
想
が
背
景
に
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
H
㊤
H
膳
゜
フ
ェ
ヒ
タ
ー
は
表
現
主
義
運
動
も
、
後
期
印
象
主
義
や
反
印
象

（5
）
　
℃
薗
巳
目
霞
。
戸
き
ミ
翁
噌
§
職
9
蕊
ミ
§
§
嵩
§
沁
恥
譜
皆
器
　
◆
　
　
　
主
義
と
考
え
ら
れ
る
国
際
的
傾
向
の
全
般
に
当
て
は
ま
る
と
し
、
フ

　
　ト轟
§
駄
出
§
隷
潜
ら
ミ
黍
凶
昌
竃
鋤
冒
≦
o
脱
訂
N
“
唱
゜
ω
①
㎝
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
ラ
ン
ス
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
や
イ
タ
リ
ア
の
未
来
派
を
も
含
み
、
芸
術
の

（6
）
　
楠
甑
P
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
制
作
が
、
対
象
を
形
態
で
表
現
す
る
こ
と
に
依
存
す
る
必
要
の
な
い

（7
）
切
恥
ミ
恥
§
沁
§
§
§
駄
寒
§
犠
§
§
貯
O
§
郎
§
§
駄
　
　
　
　
点
を
強
調
し
て
い
る
。

　
　毎
§
魯
潜
q
ミ
蚕
娼
．
蔭
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）
　
℃
巴
日
臼
噂
】
≦
肉
゜
噛
遵
ミ
§
ミ
鉦
討
げ
§
S
§
ミ
Ω
ミ
ミ
蚤
ぎ

（8
）
　
〉
α
①
ヨ
ρ
旨
゜
い
4
穿
ミ
§
ミ
砺
勘
げ
き
画
ご
防
愚
ミ
ミ
博
9
§
鳶
　
　
　
　
　
］
≦
9
◎
ヨ
零
o
同
犀
ω
N
”
ロ
b
ω
．

　
　曾
脳
§
聴
犠
§
駄
肉
恥
蓉
§
Z
o
毛
嘱
9
評
燭
出
餌
弓
霧
帥
国
o
～
H
㊤
①
伊
　
　
　
（
1
7
）
　
国
山
ロ
山
貯
路
罫
9
ミ
壽
O
鴨
傍
醤
§
§
、
さ
§
慧
≦
口
9
訂
P

　
　や
①
①
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
畳
℃
ピ
①
」
］
°
⑩
H
P

（9
）
団
菖
9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）
東
大
寺
乱
『
行
動
す
る
画
家
』
沖
積
舎
、
一
九
八
八
年
、
二
四
九

表
現
主義
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
視
覚
芸
術
論
（
川
桐
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五



一
四

六

　
　1
二
五
一
頁
参
照
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
　
9
ミ
§
§
鳴
恥
§
ミ
§
S
譜
暗
魯
、
さ
§
3
ぎ
冨
帥
貯

（1
9
）
竹
内
敏
雄
『
美
学
総
論
』
弘
文
堂
、
一
九
七
九
年
、
六
四
頁
。
　
　
　
　
　
芝
o
蒔
ω
曽
P
『
H
°

（2
0
）
　
℃
巴
ヨ
Φ
斜
】
≦
°
句
己
寄
ミ
§
ミ
昏
隷
げ
§
S
喧
駄
Ω
達
§
鳶
貯
　
　
　
（
3
1
）
　
障
げ
置
こ
P
刈
Q
。
’

　　
］
≦
p
。
ぎ
妻
o
村
評
ω
卜
⊇
“
O
°
b
o
ω
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
　
ま
置
．

（21
）
　
勺
鋤
巳
↓
竃
画
o
貫
罫
甘
ミ
§
騨
、
卜
愚
鳴
q
冴
ミ
§
§
§
卜
蒜
ぎ
　
　
　
（
3
3
）
　
凶
び
置
己
b
°
置
゜

　　
］
≦
巴
昌
芝
9
開
の
N
“
b
°
b
o
①
O
南
o
。
O
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
　
凶
げ
こ
゜
噌
弓
゜
ミ
゜

（2
2
）
　
勺
餌
巳
↓
田
圃
o
貫
勘
ミ
喧
ご
器
b
画
§
鳴
ミ
覧
O
蕊
駄
O
O
旨
欝
§
O
§
韓
　
　
　
（
3
5
）
　
℃
巴
日
Φ
『
し
≦
°
悶
4
隷
ミ
竈
§
げ
き
誉
的
魯
ミ
ミ
出
§
乞
⑦
≦

　
　卜
蒜
貯
O
蕊
卜
轟
黛
§
風
卜
§
諒
譜
“
ミ
黍
ロ
O
°
ミ
H
山
゜
o
o
ω
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
団
O
「
ぎ
妻
巴
借
『
血
Φ
O
H
口
旨
Φ
が
H
㊤
o
◎
距
や
ω
①
゜

（2
3
）
　
切
偽
ぎ
ミ
§
肉
§
勘
耐
亀
§
駄
藩
§
自
誉
斜
凶
昌
O
謡
卜
§
貸
蕊
“
　
　
（
3
6
）
　
℃
四
巳
日
凶
ロ
凶
O
ダ
b
湧
留
踏
§
譜
、
ミ
騨
恥
蕊
題
暮
§
ぎ
Ω
芝
’
H
”

　　
卜
§
ミ
§
ミ
鳶
や
9
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
の
「
突
破
」
の
概
念
を
決
定
し
て
い
　
　
　
　
ψ
“
。
H
P

　
　る
の
は
「
形
式
破
壊
的
な
様
式
」
で
あ
る
が
、
そ
の
概
念
は
ま
た
そ
　
　
（
3
7
）
　
幽
三
血
゜

　
　
の

「
啓示
」
に
つ
い
て
の
理
論
を
支
配
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
　
｛
玄
山
‘
ω
．
旨
P

（2
4
）
　
勺
巴
日
興
L
≦
°
国
゜
噂
寄
ミ
§
N
ミ
討
げ
§
S
喧
ミ
田
9
§
鳶
ぎ
　
　
　
（
3
9
）
　
旨
筐
ご
ω
゜
H
N
g
b
Q
H
P
b
o
H
b
。
°

　　
］
≦
凶
貯
≦
o
円
評
ω
N
”
喝
b
県
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
　
℃
巴
日
㊤
讐
冨
肉
己
建
ミ
§
§
貯
謡
げ
き
馬
ご
句
愚
ミ
＆
郎
§
Z
①
芝

（25
）
　
勺
巴
ヨ
興
L
≦
喝
こ
建
ミ
§
§
謡
げ
き
篤
ご
恥
愚
ミ
ミ
ト
§
Z
Φ
毛
　
　
　
　
磯
O
「
ぎ
ぐ
『
巴
け
Φ
吋
山
Φ
O
「
ロ
旨
①
が
H
⑩
o
。
画
や
お
゜

　　
団
O
「
ぎ
芝
巴
け
震
山
O
O
「
β
旨
霞
”
H
O
c
。
♪
O
°
鵯
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
　
℃
勢
巳
↓
邑
凶
o
貫
b
禽
留
紺
§
§
、
ミ
習
恥
ミ
象
暮
§
貯
○
芝
゜
H
”

（
2
6
）
　
勺
餌
巳
↓
筥
凶
O
戸
沁
恥
蒔
智
愚
ミ
ミ
切
愚
ミ
魯
凶
口
O
堵
。
H
”
ω
゜
N
ミ
山
①
蔭
゜
　
　
　
　
ω
b
H
O
°

（2
7
）
　
℃
9
。
一
日
Φ
が
冨
句
こ
ぎ
ミ
§
N
ミ
魯
げ
き
帖
ご
恥
愚
ミ
9
卜
蕊
2
Φ
類
　
　
（
4
2
）
　
ま
置
こ
ω
゜
N
器
゜

　　
団
O
同
ぎ
ぐ
『
巴
8
『
自
Φ
O
H
5
旨
Φ
H
剛
H
り
o
o
跨
や
ω
国
ω
o
。
°
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
　
℃
餌
三
日
団
旨
O
F
§
恥
き
暁
ご
恥
尽
ミ
ミ
謁
災
喧
．
O
§
貯
】
≦
O
ぎ

（2
8
）
　
9
ミ
ミ
鳴
寒
恥
鳴
§
ミ
§
§
慮
蝕
譜
、
さ
§
3
言
O
毒
゜
閑
”
ω
゜
　
　
　
　
堵
o
蒔
ω
吟
娼
゜
H
ω
ω
．

　　
H
ω
・
Q
。
討
§
°
b
o
“
鳴
戸
8
・
◎
。
㎝
゜
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）
　
勺
p
◎
巳
↓
凶
ま
O
戸
b
蕊
留
譜
ミ
蹴
恥
、
壽
総
蕊
q
暮
§
ぎ
O
堵
゜
同
”

（2
9
）
　
℃
四
巳
日
崔
膏
貫
肉
恥
蓉
遷
§
織
留
ミ
ミ
飛
9
、
ミ
舜
ぎ
目
げ
Φ
　
　
　
　
ψ
器
P
精
神
を
有
す
る
形
態
と
し
て
の
人
間
の
諸
行
為
は
、
意
味
を

　　
臼
o
霞
昌
巴
o
剛
男
Φ
一
凶
α
q
ご
P
図
図
≦
讐
Z
ρ
b
。
も
劉
刈
゜
。
－
°
。
①
’
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
与
え
る
行
為
で
あ
る
。
こ
の
意
味
付
与
行
為
は
意
味
を
実
現
す
る
諸

■



　
　
行
為
であ
る
と
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
『
諸
学
の
体
系
』
に
お
い
て
論
述
す

　
　る
。
即
ち
あ
ら
ゆ
る
形
態
で
存
在
し
て
い
る
も
の
に
内
在
す
る
意
味

　
　が
、
精
神
的
諸
行
為
に
よ
っ
て
現
実
化
さ
れ
、
現
実
の
意
味
が
精
神

　
　
的
なも
の
の
中
に
実
現
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
無
制
約
的
な
形
相

　
　
の

法
則下
に
あ
る
が
、
精
神
に
お
い
て
の
み
こ
の
無
制
約
的
な
も
の

　
　は
無
制
約
的
な
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
価
値
と
し
て
と
ら
え
ら
れ

　
　る
こ
と
を
テ
ィ
リ
ッ
ヒ
は
強
調
す
る
。

（4
5
）
　
勺
p
巳
↓
筥
凶
o
戸
§
恥
§
尉
愚
鳶
膏
§
§
駄
雰
な
§
嘗
雪
ψ
乞
゜

　
　
幻
霧
Φ
欝
置
国
昌
山
国
゜
↓
巴
目
Φ
ざ
Σ
Φ
≦
団
o
蒔
℃
O
ず
黛
。
＝
Φ
ω
ω
o
ユ
げ
器
曳
ω

　
　
ω
o
昌
ρ
H
㊤
ω
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