
縄
文
文
化
の
時
代
の
土
偶
彫
刻
に
お
け
る
抽
象
と
具
象
の
芸
術
的
意
味
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日
本
の
先
史
晴
代
に
も
ロ
ー
ム
層
に
見
出
さ
れ
る
旧
石
器
時
代
の
遺
品
の
存
在
が
漸
く
確
認
さ
れ
始
め
た
に
は
せ
よ
、
そ
の
美
術
に
就

い
て
は
未
だ
何
も
糞
蝿
せ
ら
れ
て
い
な
い
。
今
の
と
こ
ろ
、
日
本
の
美
術
史
は
新
石
器
時
代
の
縄
文
晴
代
の
原
始
美
術
か
ら
説
き
起
す
外

は
な
い
。

　
ヨ
…
ロ
ッ
パ
の
、
狩
猟
を
唯
一
の
生
活
手
段
と
し
て
い
た
、
四
万
年
以
上
も
古
い
洞
窟
の
動
物
絵
醸
即
ち
、
原
始
的
で
は
あ
る
が
、
根

当
リ
ア
ル
で
い
き
い
き
と
し
た
特
色
を
示
す
絵
画
は
日
本
で
も
、
中
国
で
も
、
未
だ
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
、
中
国
の
新
石
器
時
代

（
戦
国
時
代
）
に
お
い
て
は
、
霊
獣
や
人
物
の
像
を
、
半
ば
抽
象
的
、
半
ば
具
象
的
な
作
風
で
、
工
芸
品
の
表
面
な
ど
に
あ
ら
わ
し
た
例

は
あ
る
。
そ
れ
が
、
中
国
の
絵
画
史
の
始
源
と
な
り
、
や
が
て
お
く
れ
て
日
本
の
弥
生
式
文
化
の
晴
代
に
影
響
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
と
言

う
こ
と
は
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
日
本
で
は
何
故
洞
窟
の
動
物
絵
画
が
見
出
さ
れ
な
い
か
の
理
由
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
の
旧
石
器
時
代
の
石
製
の
母
神
像
の
芸
術
的
な
意
味
は
、
原
始
宗
教
的
な
習
俗
の
比
較
か
ら
考
え
れ
ば
、
臼
本
の
新
石
器
時
代
の
土
偶

彫
刻
ー
ー
そ
れ
も
明
ら
か
に
母
神
像
若
く
は
耳
翼
神
と
考
え
ら
れ
る
一
の
芸
術
的
或
は
原
始
宗
教
的
意
味
と
ほ
ぼ
同
じ
性
格
の
も
の
で

あ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
考
え
ら
れ
る
。
但
し
、
日
本
の
新
石
器
時
代
の
土
偶
の
作
風
は
、
次
第
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
全
く

　
　
　
　
縄
文
文
化
の
時
代
の
土
偶
彫
刻
に
お
け
る
抽
象
と
具
象
の
芸
徳
的
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
一



　
　
　
　
　
　
哲
巌
倒
研
究
　
　
第
M
血
百
号
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34
6
　
鷺
本
独
得
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
と
に
よ
る
と
、
ニ
ュ
…
ギ
ニ
ア
の
現
代
の
未
開
の
昆
族
の
祖
霊
像
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
何

　
　
ら
か
の
親
近
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
推
定
す
る
研
究
家
も
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
こ
の
二
つ
の
神
像
が
、
凍
始
と
現
代
と
い
う

　
　
著
し
く
か
け
離
れ
た
時
代
の
作
品
と
を
比
較
し
て
の
考
え
で
あ
る
だ
け
に
、
こ
の
　
一
つ
の
芸
術
的
な
意
味
が
薩
ち
に
一
致
す
る
か
、
ど
う

　
　
か
に
も
問
題
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
士
偶
を
つ
く
り
出
し
た
縄
交
時
代
の
文
化
は
、
海
外
の
文
化
と
ど
の
よ
う
な
交
流
や
接
触
の
下
に
つ
く
ら
れ
た
の
か
、
今
の
と
こ
ろ
は

　
　
つ
き
り
し
た
結
論
を
私
は
知
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
、
海
外
と
全
く
孤
立
的
に
発
生
し
た
も
の
で
も
な
さ
そ
う
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、

　
　
土
偶
が
凡
ゆ
る
点
か
ら
全
く
準
急
独
得
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
芸
術
的
に
は
明
ら
か
な
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
時
に
原
始
彫
刻

　
　
と
し
て
の
土
偶
の
特
殊
な
芸
術
的
意
味
を
世
界
原
始
芸
術
の
申
に
お
い
て
比
較
美
術
史
学
的
に
溺
ら
か
に
す
る
季
が
か
り
と
も
な
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
が
、
瞬
本
の
原
始
芸
術
の
本
質
を
歴
史
的
、
社
会
的
に
、
或
は
芸
術
学
的
に
究
閉
し
た
研
究
成
果
は
遺
憾
な
が
ら
充
分
で
あ
る

　
　
と
は
言
え
な
い
。
も
と
よ
り
考
古
学
の
上
か
ら
、
縄
文
蒋
代
の
文
化
を
研
究
し
た
成
果
は
豊
富
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
研
究
は
、
外

　
　
面
的
な
形
式
に
関
す
る
科
学
的
な
研
究
が
多
い
の
で
、
そ
れ
を
芸
術
作
事
と
し
て
、
従
っ
て
ま
た
、
そ
れ
を
つ
く
り
出
し
た
人
間
の
在
り

　
　
方
の
問
題
と
し
て
取
扱
っ
た
芸
術
学
的
な
研
究
成
果
は
必
ず
し
も
充
分
で
あ
る
と
は
書
え
な
い
。
と
は
言
っ
て
も
私
の
研
究
も
日
本
の
考

　
　
古
学
の
研
究
の
成
果
を
も
と
に
し
て
な
さ
れ
、
多
く
の
も
の
を
、
そ
れ
に
負
う
て
は
い
る
こ
と
は
断
わ
る
ま
で
も
な
い
。
け
れ
ど
も
縄
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ン
ス
ト

　
　
土
器
な
り
、
土
偶
を
つ
く
っ
た
技
術
を
理
解
す
る
細
め
に
は
物
の
中
に
測
み
こ
ま
れ
、
そ
の
中
に
痕
跡
を
の
こ
し
て
い
る
人
間
的
な
技
術

　
　
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
と
め
、
そ
の
意
味
の
理
解
を
通
し
て
、
縄
文
文
化
の
時
代
の
人
間
の
在
り
方
を
明
ら
か
に
し
た
い
、
と
い
う
の
が
、

　
　
こ
の
研
究
の
重
要
な
課
題
な
の
で
あ
る
。
日
本
の
原
始
時
代
の
人
間
が
原
始
時
代
の
風
土
や
社
会
の
中
で
、
そ
れ
に
順
応
し
つ
つ
、
如
何

　
　
に
そ
れ
と
か
か
わ
り
あ
っ
て
い
た
か
、
ど
の
よ
う
な
社
会
生
活
を
形
成
し
営
ん
で
い
た
か
、
或
は
、
遺
物
に
刻
み
こ
ま
れ
て
い
る
知
的
な

　
　
文
化
的
な
或
は
芸
術
的
な
技
術
が
ど
の
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
縄
文
時
代
の
文
化
的
性
格
を

　
　
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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だ
が
、
こ
の
薪
石
器
時
代
に
は
遺
物
の
外
に
は
未
だ
文
宇
は
な
く
、
況
し
て
や
記
録
も
全
く
残
っ
て
い
な
い
。
こ
の
西
紀
以
前
の
縄
文

時
代
人
に
関
す
る
記
録
は
八
世
紀
初
め
に
編
纂
さ
れ
た
「
常
陸
風
土
記
」
に
見
出
さ
れ
る
伝
説
を
唯
一
の
も
の
と
す
る
。
そ
の
記
録
は
縄
文

晧
代
人
の
人
間
像
が
巨
大
な
英
雄
的
映
像
と
し
て
伝
公
的
に
語
り
伝
え
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
文
字
に
関
し
て
は
、
縄
を
結
ん
で
記

号
の
代
用
と
す
る
憎
い
の
試
み
は
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
結
局
遣
物
や
貝
塚
や
住
居
跡
な
ど
に
残
さ
れ
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
徴
候
を
通
し
て

縄
文
時
代
入
の
人
気
性
を
理
解
す
る
よ
り
外
は
な
い
。
旧
石
器
蒔
代
人
が
始
め
て
、
人
聞
の
手
を
道
具
と
し
て
物
を
つ
く
り
出
す
技
術
を

習
得
し
、
そ
の
技
術
を
身
に
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
次
第
に
複
雑
な
形
式
を
も
つ
日
常
生
活
の
道
具
を
生
産
し
て
ゆ
く
人
間
、
即
ち
、

げ
。
旨
○
砂
ぴ
興
と
し
て
の
縄
夢
人
が
、
次
第
に
知
的
人
間
げ
。
ヨ
。
鈴
覧
魯
8
に
自
か
ら
を
形
成
向
上
し
て
行
く
過
程
に
お
い
て
、
縄
文

人
の
文
化
史
的
性
格
を
掴
み
出
し
て
行
く
外
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
時
代
の
芸
術
的
、
及
び
文
化
的
象
徴
で
あ
る
土
偶
彫
刻
や
縄
文
土
器
の
形
式
や
模
様
、
就
中
土
偶
彫
刻
に
は
、
少
な
く
と
も
抽
象

的
、
幾
何
学
的
な
特
色
の
強
い
も
の
と
、
自
然
的
、
具
象
的
な
も
の
と
の
二
つ
の
作
風
が
つ
く
ら
れ
或
は
混
融
さ
れ
て
い
る
事
実
を
見
出

す
。
も
っ
と
も
こ
こ
で
は
抽
象
と
具
象
と
を
対
極
的
に
取
り
扱
う
考
え
方
に
従
う
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
間
題
は
、
世
界
の
も
ろ
も
ろ
の

原
始
芸
術
、
若
く
は
現
代
の
抽
象
芸
術
対
具
象
芸
術
の
理
論
の
根
本
的
な
問
題
に
ま
で
か
か
わ
っ
て
い
る
問
題
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で

も
な
い
。
世
界
の
原
始
芸
術
の
中
に
は
、
具
象
的
、
自
然
的
な
も
の
と
非
具
象
的
、
抽
象
的
と
特
色
づ
け
ら
れ
る
作
風
と
が
い
ろ
い
ろ
と

併
存
し
て
い
る
場
合
が
多
い
こ
と
は
筆
墨
に
値
す
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
具
象
で
あ
れ
非
具
象
で
あ
れ
、
つ
く
ら
れ
た
地
母
神
の
意
味

は
一
つ
で
あ
ろ
う
こ
と
を
予
め
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
さ
て
、
芸
術
に
お
け
る
抽
象
と
具
象
の
閥
題
を
逸
孕
く
取
り
上
げ
た
の
は
、
周
知
の
通
り
、
独
逸
の
W
・
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
で
あ
っ
た
。

彼
は
、
そ
の
著
「
抽
象
と
感
情
移
入
」
に
お
い
て
古
典
主
義
的
、
自
然
主
義
的
な
芸
術
の
作
風
に
対
し
て
、
原
始
的
、
抽
象
的
な
作
風
を
示

す
芸
術
の
存
在
す
る
こ
と
に
着
議
し
て
、
そ
れ
を
と
り
あ
げ
、
古
典
的
、
自
然
主
義
的
芸
術
の
畳
め
の
理
論
と
し
て
は
、
T
・
リ
ッ
プ
ス

の
（
団
げ
津
窪
毒
σ
q
）
の
理
論
が
あ
る
が
、
こ
の
考
え
方
を
も
っ
て
し
て
は
、
原
始
美
文
や
、
北
欧
の
動
物
装
飾
模
様
一
そ
れ
は
現
代
で

　
　
　
　
縄
文
文
化
の
時
代
の
土
偶
彫
刻
に
お
け
る
抽
象
と
具
象
の
挫
滅
的
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
薫
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哲
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巌
ず
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究
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駕
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号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
四

は
ヴ
ィ
キ
ン
グ
の
芸
術
と
し
て
、
そ
の
独
自
の
民
族
的
、
地
方
的
作
風
を
示
す
も
の
と
し
て
取
扱
わ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
は
別
の
箇

所
で
紹
介
し
た
通
り
で
あ
る
（
「
日
本
美
術
工
芸
」
復
刊
第
一
一
三
号
阪
急
百
貨
店
発
党
拙
稿
参
照
。
）
一
の
抽
象
的
意
味
を
正
当
に
理
解
せ
し

め
な
い
。
そ
し
て
こ
れ
ら
原
始
的
、
抽
象
的
意
味
を
芸
術
的
に
理
解
す
る
為
め
に
は
、
新
た
に
抽
象
衝
動
乃
至
は
抽
象
作
用
と
い
う
概
念

を
造
形
芸
術
の
中
で
取
り
上
げ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
す
る
の
が
ヴ
ォ
り
ン
ガ
ー
の
基
礎
的
な
、
新
た
な
問
題
提
起
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
余

り
に
著
名
な
事
実
で
あ
っ
た
。
こ
の
著
述
は
一
九
〇
八
年
に
出
版
さ
れ
た
。

　
そ
れ
に
続
い
て
、
一
九
一
一
年
に
、
W
・
カ
ン
ジ
ン
ス
キ
ー
が
「
芸
術
の
精
神
に
就
い
て
し
を
世
に
送
り
、
併
せ
て
抽
象
的
作
風
を
も

つ
芸
術
創
造
の
実
践
運
動
に
乗
り
出
し
、
P
・
ク
レ
ー
そ
の
他
の
人
々
と
共
に
、
抽
象
芸
術
を
意
識
的
に
創
造
す
る
こ
と
の
旗
印
を
掲
げ

て
、
近
代
及
び
現
代
芸
術
史
上
に
一
つ
の
エ
ポ
ッ
ク
を
劃
し
た
。
即
ち
、
所
謂
「
青
騎
士
グ
ル
…
プ
」
（
じ
d
岡
⇔
¢
Φ
　
閑
①
潔
O
瞳
）
の
運
動
と
し

て
著
明
で
あ
る
の
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

　
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
！
は
、
こ
こ
に
述
べ
た
よ
う
な
抽
象
芸
術
活
動
の
為
め
と
い
う
実
践
性
を
黛
指
し
て
彼
の
抽
象
芸
術
理
論
、
即
ち
「
摘
象

と
感
情
移
入
」
を
血
鶴
瀬
的
に
打
出
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
彼
の
こ
の
著
述
が
た
ま
た
ま
予
言
者
的
役
割
を
荷
負
う
に
到

っ
た
こ
と
は
、
奇
し
き
吻
合
と
意
う
黒
き
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
彼
に
続
く
芸
術
学
者
乃
至
批
評
家
に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
事
実
は
、

た
と
え
彼
の
摘
象
概
念
が
芸
術
史
学
的
に
は
多
く
の
是
正
さ
る
べ
き
も
の
を
含
む
と
は
言
っ
て
も
、
過
小
評
価
し
て
は
な
る
ま
い
。
更
に

は
、
抽
象
芸
術
理
論
の
新
た
な
提
曝
は
、
戦
後
、
特
に
、
原
始
芸
術
の
意
味
の
新
た
な
解
明
と
再
評
価
を
効
果
あ
る
も
の
と
し
た
こ
と
も

見
逃
せ
な
い
功
績
と
い
う
可
き
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
現
代
の
抽
象
芸
術
家
や
そ
の
理
論
家
達
は
、
原
始
芸
術
の
意
味
を
あ
ら
た
め
て
見

い
だ
し
、
そ
の
原
始
的
人
間
性
、
社
会
性
、
宗
教
性
の
意
義
を
よ
り
新
鮮
且
つ
具
体
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
お
い
て
注
目
に
値
す
る
貢
献

を
な
し
っ
っ
あ
る
。
事
実
、
原
始
的
抽
象
芸
術
と
現
代
抽
象
芸
衛
の
間
に
は
、
そ
の
内
面
的
な
意
味
に
お
い
て
、
或
る
種
の
親
近
な
関
係

の
あ
る
こ
と
を
見
逃
す
わ
け
に
も
行
か
な
い
と
恩
う
が
、
そ
れ
は
飽
く
迄
、
「
或
る
種
の
」
と
言
う
限
定
を
付
す
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら

な
い
。
と
言
う
の
は
、
現
代
の
抽
象
芸
術
の
参
る
種
の
も
の
は
、
時
に
芸
術
の
精
神
内
容
を
と
り
こ
ぼ
ち
、
或
は
生
命
の
忘
却
、
人
間
性



の
否
定
に
堕
し
終
っ
て
、
機
械
化
的
、
非
生
命
的
な
、
意
味
な
き
記
号
に
追
い
込
ま
れ
つ
つ
あ
る
徴
候
も
あ
る
こ
と
を
無
視
し
難
い
と
云

う
例
も
な
い
で
は
な
い
、
と
い
う
事
実
も
反
雀
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
私
は
、
こ
こ
で
日
本
の
原
始
芸
術
、
特
に
縄
文
土
器
文
化
の
時
代
の
所
産
で
あ
る
土
偶
を
中
心
的
に
と
り
あ
げ
て
、
そ
の
芸

術
的
意
味
の
歴
史
的
、
社
会
的
特
殊
性
を
考
察
し
つ
つ
、
抽
象
と
具
象
の
芸
術
的
意
味
及
び
そ
の
理
論
を
い
さ
さ
か
究
明
し
、
特
に
、
土

偶
彫
凋
を
中
心
と
し
て
、
同
時
に
そ
の
周
辺
の
問
題
を
も
併
せ
て
考
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
り
具
体
的
に
そ
の
特
色
に
近
付
か
う
と

思
う
。

二

　
　
　
こ
の
西
紀
前
、
五
、
六
千
年
以
上
の
長
い
間
に
わ
た
っ
て
つ
く
ら
れ
て
来
た
土
偶
彫
劇
は
、
は
じ
め
は
き
わ
め
て
素
朴
な
抽
象
的
な

　
　
フ
イ
グ
　
ル

　
　
人
型
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
縄
丈
時
代
の
中
頃
か
ら
始
め
ら
れ
る
が
、
は
じ
め
は
象
徴
的
形
象
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

　
　
中
期
か
ら
後
に
な
る
と
、
一
こ
こ
で
は
考
古
学
者
の
年
代
比
定
の
仕
方
に
従
う
よ
り
外
は
な
い
の
で
あ
る
が
一
抽
象
的
な
作
風
と
、

　
　
自
然
的
な
作
風
が
、
地
域
的
に
発
生
の
地
を
異
に
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
時
代
的
に
は
同
時
に
存
在
す
る
事
実
を
見
出
す
。
或
る
意
味

　
　
で
は
土
偶
は
地
域
社
会
の
産
物
と
も
言
え
よ
う
。
が
晩
期
に
及
ぶ
に
つ
れ
て
抽
象
的
な
も
の
に
徹
底
し
て
行
き
、
若
し
く
は
著
し
い
古
形

　
　
化
（
様
式
化
）
を
伴
う
に
到
る
。
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
り
ッ
プ
ス
の
感
情
移
入
理
論
は
古
典
美
術
を
理
解
す
る
為
め
の
理
論
に
す

　
　
ぎ
な
い
と
い
う
が
古
典
美
術
の
外
に
、
原
始
美
術
、
古
代
北
欧
の
動
物
装
飾
模
様
、
エ
ジ
プ
ト
美
術
、
中
世
の
ビ
ザ
ン
チ
ン
、
又
は
ゴ
テ

　
　
ィ
ー
ク
の
美
術
が
あ
り
、
こ
れ
ら
は
感
情
移
入
衝
動
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
る
芸
術
で
は
な
く
て
、
抽
象
衝
動
に
よ
っ
て
つ
く
ら
れ
た
幾
何

　
　
学
的
作
風
の
芸
術
で
あ
る
と
す
る
。
芸
術
の
創
造
力
と
し
て
は
、
古
典
的
美
術
に
対
し
て
は
感
情
移
入
衝
動
が
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、

　
　
原
始
美
術
、
そ
の
他
、
上
に
挙
げ
た
古
代
や
中
世
の
芸
術
は
抽
象
衝
動
に
よ
っ
て
制
作
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。
感
清
移
入
衝
動
と
抽
象
衝

37

@
動
と
は
、
芸
術
創
造
作
用
に
お
い
て
は
対
極
を
な
す
創
造
衝
動
で
あ
り
、
古
典
芸
術
と
抽
象
芸
術
と
を
対
極
と
し
て
、
そ
の
他
の
芸
術
は

6　
　
　
　
　
　
縄
文
文
化
の
時
代
の
土
偶
彫
刻
に
お
け
る
抽
象
と
具
象
の
芸
術
的
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五
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こ
の
対
極
の
間
に
順
次
に
配
列
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
こ
の
感
情
移
入
衝
動
と
抽
象
衝
動
と
の
ち
が
い
は
、
人
間
の
外
界
に
対
す
る
、
即

ち
世
界
に
対
す
る
在
り
方
（
態
度
）
の
ち
が
い
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
古
典
芸
術
は
、
一
般
に
人
間
が
世
界
を
宇
宙
（
コ
ス
モ
ス
）
と

し
て
受
け
と
め
、
世
界
と
人
間
と
の
関
係
が
平
衡
の
状
態
、
若
し
く
は
、
調
和
あ
り
、
秩
序
あ
る
有
機
的
世
界
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
に
リ
ッ
プ
ス
の
感
情
移
入
美
学
の
成
立
根
拠
が
あ
る
と
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
リ
ッ
プ
ス
の
立
場
は
古
典
芸
術
の
傷

め
の
理
論
で
あ
り
、
古
典
芸
術
に
尉
し
て
は
妥
当
す
る
考
え
方
で
は
あ
る
が
、
原
始
芸
術
や
、
古
典
芸
術
以
外
の
例
え
ば
オ
リ
エ
ン
ト
の

芸
術
等
に
対
し
て
は
当
嵌
ら
な
い
理
論
で
あ
る
、
古
典
芸
術
以
外
の
芸
術
に
対
し
て
は
別
の
新
し
い
理
論
が
必
要
で
あ
る
、
と
し
て
、
抽

象
伸
難
論
の
為
め
の
創
造
理
論
を
提
唱
し
た
。
即
ち
、
原
始
藤
云
術
な
ど
に
見
出
さ
れ
る
非
生
命
的
、
無
機
的
な
、
死
せ
る
結
晶
体
の
幾
何
学

主
義
は
世
界
を
混
沌
（
○
冨
8
）
と
し
て
受
け
と
め
、
そ
の
交
替
つ
ね
な
き
変
化
は
原
始
人
に
と
っ
て
不
安
で
あ
り
、
そ
の
不
安
は
人
間

と
外
界
と
の
関
係
が
、
矛
盾
に
充
ち
た
二
元
論
を
な
し
て
い
る
が
故
に
生
ず
る
不
安
で
あ
り
、
そ
の
不
安
を
克
服
す
る
為
め
に
、
そ
の
芸

術
作
品
に
お
い
て
は
、
絶
対
的
な
「
形
而
上
的
な
建
値
」
と
し
て
、
幾
何
学
的
な
形
体
に
抽
象
化
さ
れ
た
作
風
を
欲
求
す
る
に
到
る
。
こ

の
抽
象
的
作
風
の
成
立
根
拠
は
、
窒
問
を
、
世
界
を
「
怖
れ
し
と
し
て
感
じ
、
そ
の
「
不
安
」
や
「
怖
れ
」
を
克
服
す
る
為
め
に
、
形
蒲

上
的
な
絶
対
価
値
を
あ
ら
わ
す
幾
何
学
主
義
の
芸
術
が
欲
求
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
感
情
移
入
衝
動
も
抽
象
衝
動
も
、
共
に
一
つ
の
よ
り
根

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

源
的
な
芸
術
意
欲
の
あ
ら
わ
れ
方
の
ち
が
い
に
よ
る
の
で
あ
る
と
す
る
。

　
こ
の
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
の
抽
象
衝
動
理
論
は
巳
本
の
芸
術
学
の
発
展
に
も
意
外
に
多
く
の
影
響
を
与
え
た
。
け
れ
ど
も
今
日
で
は
こ
の
ヴ

ォ
リ
ン
ガ
ー
の
主
張
を
そ
の
ま
ま
に
受
け
と
め
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
若
し
、
仮
り
に
彼
の
説
に
従
う
と
す
れ
ば
、
抽
象
と
具
象
と
を
対
極

と
し
て
一
線
上
に
抽
象
か
ら
具
象
へ
の
思
至
を
配
列
し
て
見
れ
ば
、
そ
の
中
心
点
に
は
抽
象
で
も
な
く
具
象
で
も
な
い
作
品
が
介
在
す
る

こ
と
に
な
っ
て
対
極
的
な
考
え
方
は
崩
れ
て
し
ま
う
。

　
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
美
術
史
家
が
取
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
紬
象
と
具
象
と
の
問
題
は
、
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
が
考
え
た
よ
う
に
、
抽
象
的
な

作
風
と
自
然
主
義
的
な
作
風
と
を
対
極
的
に
考
え
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
が
共
に
一
つ
の
芸
術
と
い
う
概
念
に
包
摂
さ
れ
て
い
る
と
い



　
　
う
、
事
実
に
基
づ
い
て
、
反
省
し
て
見
る
必
要
が
あ
る
。
何
故
か
な
ら
よ
し
そ
れ
ら
が
作
風
と
し
て
、
ま
た
、
美
術
史
的
現
象
と
し
て
、

　
　
あ
る
場
合
に
は
、
特
殊
な
対
極
的
な
あ
ら
わ
れ
方
を
示
し
て
い
る
場
合
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
に
し
て
も
、
広
範
な
美
術
史
に
お
け
る
も

　
　
ろ
も
ろ
の
現
象
を
広
く
見
わ
た
し
、
そ
の
中
で
抽
象
芸
術
の
作
風
の
特
殊
性
を
考
察
し
て
見
れ
ば
、
そ
れ
は
、
具
象
か
、
非
具
象
か
の
対

　
　
立
、
若
し
く
は
抗
争
の
聞
題
で
は
な
く
て
、
そ
れ
ら
は
お
の
お
の
芸
術
一
般
の
中
に
お
い
て
の
一
つ
の
特
殊
現
象
と
考
え
る
可
き
で
は
な

　
　
い
か
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
で
な
け
れ
ば
芸
術
の
意
味
が
逐
次
拡
延
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
何
故
か
な
ら
、
一
つ

　
　
の
芸
術
と
い
う
概
念
に
包
摂
せ
ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
芸
術
創
造
の
能
力
或
は
原
理
が
、
二
つ
も
い
や
そ
れ
以
上
に
三
つ
も
、
四
つ
も

　
　
あ
り
う
る
、
と
考
え
る
こ
と
は
、
殆
ん
ど
無
意
味
な
考
え
方
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
む
し
ろ
、
芸
術
創
造
に
当
っ
て
の
、
人

　
　
間
の
世
界
に
お
い
て
あ
る
態
度
若
く
は
意
識
に
か
か
わ
っ
て
い
る
聞
題
で
あ
り
、
人
間
の
芸
術
創
造
衝
動
、
若
し
く
は
物
を
形
づ
く
る
は

　
　
た
ら
き
そ
の
も
の
に
、
相
違
が
あ
ろ
う
筈
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
抽
象
芸
術
も
無
限
に
多
様
に
あ
ら
わ
れ
う
る
芸
術
現
象
の
中
で
の
一
つ

　
　
の
現
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
古
典
的
、
自
然
主
義
的
、
具
象
的
芸
術
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
抽
象
的
、
非
自
然
的
、
非
具
象

　
　
的
芸
術
が
あ
る
こ
と
を
主
張
さ
れ
、
創
造
さ
れ
て
来
た
根
拠
も
、
人
間
の
世
界
に
紺
す
る
態
度
若
し
く
は
意
識
の
在
り
方
そ
の
も
の
の
相

　
　
違
と
し
て
主
張
さ
れ
、
創
造
さ
れ
て
来
た
、
と
考
え
る
外
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
と
も
と
、
芸
術
に
お
い
て
物
を
物
た
ら
し
め
る
根
源
的

　
　
　
ク
ン
ス
ト
コ
ウ
オ
ル
レ
ン

　
　
な
芸
術
創
造
意
志
そ
の
も
の
に
、
意
志
そ
の
も
の
に
、
ヴ
ァ
ラ
イ
エ
テ
ィ
が
あ
る
筈
が
な
い
。
芸
術
に
お
け
る
民
族
の
、
社
会
の
、
時
代

　
　
の
、
流
派
の
勘
違
が
あ
ら
わ
れ
て
来
る
の
は
、
人
間
が
如
何
に
自
然
と
、
世
界
と
、
社
会
と
か
か
わ
り
合
う
か
、
そ
の
か
か
わ
り
方
の
相

　
　
違
に
よ
っ
て
、
生
ず
る
相
違
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
そ
れ
が
意
識
の
内
面
性
を
主
題
と
し
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
れ

　
　
と
反
対
に
、
外
面
性
を
問
題
と
し
て
い
る
場
合
で
も
、
一
旦
そ
れ
が
芸
術
と
し
て
客
観
化
さ
れ
、
色
と
形
と
の
構
成
的
統
一
に
お
い
て
実
現

　
　
さ
れ
た
作
晶
は
あ
く
ま
で
芸
術
と
い
う
　
つ
の
概
念
に
川
包
摂
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
で
あ
る
か
ら
譲
斜
眼
環
瓢
欝
α
螢
巳
①
び
と
諺
げ
。
り
嘗
鶯
9

　
　
霞
δ
ぴ
と
い
う
二
つ
の
衝
動
が
対
極
的
な
は
た
ら
き
を
す
る
の
で
は
な
く
し
て
伸
云
術
創
造
衝
動
は
無
限
に
多
様
な
あ
ら
わ
れ
方
を
す
る
可

39

@
能
性
を
ふ
く
ん
で
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
が
感
情
移
入
衝
動
に
よ
る
作
風
と
抽
象
衝
動
に
よ
る
作
風
と
を
対
極
と

6　
　
　
　
　
　
縄
文
文
化
の
時
代
の
土
偶
彫
灘
に
お
け
る
抽
象
と
具
象
の
芸
術
的
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
七
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し
て
、
そ
の
間
に
あ
ら
ゆ
る
作
風
が
一
直
線
上
に
配
列
さ
れ
る
と
考
え
た
の
は
、
結
局
、
実
は
二
つ
の
対
極
的
な
創
造
作
用
が
な
い
、
と

い
う
の
に
均
し
い
。
彼
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
事
実
は
芸
術
作
晶
は
無
限
に
多
様
な
あ
ら
わ
れ
方
を
す
る
と
い
う
事
実
を
認
め
て
い
る
の
に

均
し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
原
始
芸
術
の
中
に
は
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
の
主
張
す
る
よ
う
に
〈
空
間
恐
怖
〉
の
意
識
の
あ
ら
わ
れ
で
あ
る

場
合
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
現
代
の
一
部
の
抽
象
芸
術
を
、
危
機
の
、
不
安
の
芸
術
と
解
す
る
仕
方
も
あ
り
、
内
面
深
奥
の
外

論
と
考
え
る
場
合
も
あ
る
。
け
れ
ど
も
不
安
感
や
危
機
感
そ
の
も
の
は
人
間
存
在
の
社
会
心
理
的
な
感
情
で
は
あ
っ
て
も
、
一
般
に
芸
術

創
造
の
根
源
的
な
衝
動
の
性
格
を
規
定
す
る
能
力
と
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う
。
不
安
や
怖
れ
や
危
機
感
は
人
間
の
世
界
観
そ
の

も
の
に
拘
わ
っ
て
い
て
問
題
で
あ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
抽
象
、
若
し
く
は
抽
象
作
用
が
、
芸
術
創
造
過
程
に
関
与
す
る
仕
方
も
、
決
し

て
一
義
的
、
劃
一
的
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
管
簾
に
お
い
て
衝
動
的
で
あ
っ
た
も
の
が
そ
の
ま
ま
直
接
顕
在
化
さ
れ
る
場
合
を

抽
象
と
呼
ぶ
場
合
も
あ
り
、
或
は
、
自
然
主
義
的
、
立
体
主
義
的
そ
の
他
の
芸
術
作
品
に
お
い
て
、
そ
の
基
本
的
な
購
造
を
抽
象
作
用
が

麦
え
る
は
た
ら
き
を
し
て
い
る
場
合
も
あ
り
、
ま
た
純
粋
に
抽
象
的
、
幾
何
学
的
形
象
そ
の
も
の
で
あ
る
場
合
も
あ
り
う
る
。
例
え
ば
、

三
角
形
、
円
、
四
角
形
等
の
組
合
わ
せ
に
よ
っ
て
溝
成
さ
れ
て
い
る
絵
画
、
即
ち
、
立
体
主
義
約
芸
術
の
場
合
の
よ
う
に
。
し
か
し
、
こ

の
よ
う
な
三
角
形
や
そ
の
他
の
幾
何
学
的
形
体
は
、
そ
れ
自
体
、
実
は
、
元
来
非
個
性
的
な
よ
り
一
般
的
、
普
遍
的
な
形
体
で
あ
る
こ
と

は
自
明
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
独
自
な
、
個
性
的
な
、
或
は
入
格
的
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
渦
巻
模
様
や
雷
文
の
如
き
は

原
始
蒔
代
に
は
世
界
の
到
る
と
こ
ろ
に
共
通
し
て
見
出
さ
れ
る
現
象
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
模
様
は
そ
れ
自
体
生
命
的
、
個
性
的
と
は
書

え
な
い
普
遍
的
な
記
号
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
何
も
の
に
よ
っ
て
も
変
え
る
こ
と
の
出
来
な
い
個
性
的
な
も
の
、
独
自
な
意
味
と
価
値

と
を
も
つ
も
の
等
と
は
言
え
な
い
。
た
と
え
そ
れ
が
人
間
の
技
術
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
象
徴
、
即
ち
永
劫
回
帰
的
な
時
間
性
の
象
徴

で
あ
る
と
解
さ
れ
る
に
は
し
て
も
。
し
か
し
、
そ
れ
が
同
型
的
に
幾
度
で
も
繰
返
し
て
つ
く
ら
れ
る
限
り
に
於
て
独
自
な
個
性
や
人
格
の

象
徴
と
な
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
例
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
に
お
け
る
十
字
架
は
キ
リ
ス
ト
受
難
の
最
も
具
象
的
な
象
徴
で
あ
る
。
け
れ
ど

も
、
そ
の
形
体
は
あ
く
ま
で
最
も
徹
底
し
つ
く
し
た
抽
象
の
形
体
で
あ
る
、
と
言
え
よ
う
。
で
あ
る
か
ら
、
真
の
絶
対
的
な
抽
象
は
個
性
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的
な
個
別
性
を
全
く
超
越
し
た
宗
教
的
象
徴
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
個
別
的
な
も
の
、
個
性
的
な
謝
意
の
は
い
り
込
む
余
地
は
な
い
。

そ
れ
は
技
術
的
個
別
性
を
は
る
か
に
超
え
た
宗
教
的
絶
対
性
の
象
徴
を
意
味
し
て
い
る
。

　
一
体
、
芸
術
の
創
造
力
（
若
し
く
は
、
は
た
ら
き
）
は
抽
象
的
と
感
情
移
入
的
と
の
二
つ
の
違
っ
た
創
造
能
力
に
し
か
分
け
ら
れ
な
い
、

と
い
う
よ
う
な
考
え
方
ほ
ど
矛
盾
に
充
ち
た
考
え
方
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
民
族
、
時
代
、
社
会
、
風
土
、
若
し
く
は
流
派

の
ち
が
い
に
よ
っ
て
す
ら
、
芸
術
作
品
が
凡
ゆ
る
ヴ
ァ
ラ
イ
エ
テ
ィ
を
も
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
事
実
を
知
っ
て
い
る
。
又
芸
術
の
発
生
と

そ
の
発
展
は
、
そ
の
始
源
に
お
い
て
は
世
界
に
対
す
る
認
識
と
理
解
の
不
完
全
の
故
に
、
原
始
的
、
抽
象
的
で
あ
り
、
そ
れ
が
や
が
て
、

自
然
若
し
く
は
世
界
を
合
理
的
、
現
実
的
に
把
握
し
て
行
く
と
い
う
傾
向
を
辿
る
も
の
で
あ
る
が
、
原
始
芸
術
は
多
く
の
場
合
技
術
の
素

朴
と
単
純
を
示
し
、
や
が
て
自
然
の
在
り
方
を
合
理
的
に
普
遍
的
に
或
は
現
実
的
、
自
然
的
に
把
握
す
る
技
術
と
認
識
を
覚
知
し
て
行
く

も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
も
自
然
と
言
っ
て
も
そ
れ
は
風
景
（
即
ち
山
水
）
で
は
な
く
て
、
主
と
し
て
人
間
の
身
体
の
表
現
を
意
味
す
る
。

人
間
の
身
体
の
自
然
の
表
現
に
罰
し
て
、
山
水
自
然
の
杷
握
と
そ
の
作
風
化
は
は
る
か
に
お
く
れ
る
の
が
美
術
史
的
現
象
の
原
則
で
あ
る
。

但
し
、
東
洋
と
西
欧
と
で
は
山
水
風
景
の
成
立
の
時
期
は
非
常
な
ず
れ
が
あ
り
、
山
水
画
は
策
洋
で
は
き
わ
め
て
早
く
成
立
す
る
。

　
そ
れ
に
し
て
も
、
芸
術
的
創
造
能
力
は
根
源
的
に
は
無
か
ら
の
創
造
で
あ
り
、
あ
る
絶
対
的
超
越
的
な
実
在
か
ら
の
流
年
若
し
く
は
個

別
化
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
な
く
て
は
実
現
さ
れ
な
い
。
人
間
の
芸
術
創
造
能
力
1
1
技
術
は
芸
術
的
な
も
の
（
美
）
が
、
恒
に
、
特

殊
な
も
の
と
し
て
実
現
さ
れ
る
外
は
な
い
。
否
、
超
越
的
に
実
在
す
る
も
の
は
常
に
そ
の
都
度
特
殊
的
個
別
化
的
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ

さ
れ
る
外
は
な
い
。
倶
し
、
こ
れ
ら
あ
ら
ゆ
る
無
限
の
変
化
を
も
っ
て
実
現
さ
れ
る
外
な
い
芸
術
作
品
を
芸
術
史
学
的
に
理
解
し
、
整
理

し
よ
う
と
す
る
場
合
、
例
え
ば
、
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
が
試
み
た
よ
う
に
、
或
る
時
代
、
或
る
民
族
と
社
会
、
減
る
流
派
と
い
う
も
の
を
両
極

的
に
対
置
し
て
比
較
研
究
す
る
と
い
う
手
続
は
、
両
極
的
に
対
置
さ
れ
た
研
究
対
象
の
特
性
を
明
晰
に
浮
上
ら
せ
る
為
に
は
極
め
て
容
易

に
撰
び
と
ら
れ
る
方
法
な
の
で
あ
り
、
こ
の
方
法
を
比
較
美
術
史
学
的
方
法
と
呼
ん
で
も
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
理
解
の
方
法
は

恒
に
最
も
安
易
に
利
用
さ
れ
る
方
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、
抽
象
と
具
象
、
古
典
と
バ
ロ
ッ
ク
、
東
洋
的
と
西
欧
的
と
云
う
よ
う
に
。
し
か

　
　
　
　
縄
文
文
化
の
時
代
の
土
偶
彫
刻
に
お
け
る
抽
象
と
具
象
の
芸
術
的
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
九
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6
　
し
、
こ
の
よ
う
な
方
法
の
大
き
な
欠
陥
は
両
極
的
に
対
置
さ
れ
る
異
な
る
類
型
、
又
は
作
風
の
特
殊
な
網
違
の
究
明
を
な
す
に
急
で
あ
る

　
　
噛
め
に
、
本
来
美
と
は
な
ん
で
あ
る
か
、
抽
象
と
具
象
と
の
相
違
の
あ
ら
わ
れ
る
そ
の
根
源
に
あ
る
芸
術
創
造
の
原
理
と
は
本
来
如
何
な

　
　
る
も
の
で
あ
っ
た
か
叉
、
あ
る
べ
き
か
、
と
い
う
基
礎
的
な
聞
題
を
無
視
忘
蒼
し
て
し
ま
う
お
そ
れ
が
あ
る
。
ヴ
ォ
リ
ー
ガ
ー
の
欠
陥
も

　
　
H
・
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
の
そ
れ
も
、
ま
さ
に
そ
こ
に
あ
る
。

　
　
　
確
か
に
、
芸
術
を
創
造
す
る
は
た
ら
き
は
何
も
の
か
意
志
的
な
も
の
衝
動
的
な
も
の
が
自
発
紬
、
積
極
的
に
自
己
実
現
す
る
は
た
ら
き

　
　
で
あ
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
即
ち
、
芸
術
意
志
と
は
、
　
「
存
在
を
存
在
た
ら
し
め
る
視
覚
の
表
象
作
用
の
意
志
」
と
言
い
あ
ら
わ
す

　
　
外
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
の
創
造
的
芸
術
的
意
志
と
は
例
え
ば
東
洋
的
な
言
い
あ
ら
わ
し
方
を
す
れ
ば
天
地
自
然
の
根
源
的
な
創
造
的
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ン
ス
ト

　
　
志
と
し
て
、
入
間
的
技
術
を
通
し
て
顕
在
化
さ
れ
る
と
考
え
る
よ
り
外
は
な
い
。
絵
画
に
あ
っ
て
は
色
と
形
と
の
、
彫
刻
に
あ
っ
て
は
立

　
　
体
性
と
光
と
影
と
の
、
形
式
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
ヴ
＋
、
リ
ン
ガ
ー
も
、
そ
し
て
ま
た
多
く
の
人
々
も
同
蒔
に
、
現
在
で
は
す
で
に
気
付
い
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
原
始
芸

　
　
術
の
作
風
が
唯
単
に
幾
何
学
的
、
抽
象
的
な
芸
術
と
し
て
ば
か
り
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
は
、
周
知
の
通
り
、
数
万
年
以
上
も
旧
い
旧
石
器

　
　
時
代
の
欧
州
に
お
け
る
ア
ル
タ
ミ
イ
ラ
洞
窟
の
野
牛
の
絵
画
の
類
の
、
ヴ
ァ
イ
タ
ル
で
自
然
的
な
作
風
を
も
つ
作
意
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ

　
　
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
動
物
絵
画
が
、
原
始
人
に
よ
っ
て
魔
術
を
か
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
動
物
が
入
間
の
意
の
ま
ま
に
捕
え
ら

　
　
れ
或
は
殺
さ
れ
る
対
象
の
イ
メ
ジ
と
し
て
描
か
れ
た
こ
と
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
を
人
は
馬
術
化
と
呼
ぶ
。
で
あ
る
か
ら
、

　
　
野
牛
の
姿
は
リ
ア
ル
に
ま
ざ
ま
ざ
と
生
き
て
い
る
生
命
的
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
れ
ば
描
か
れ
る
ほ
ど
、
そ
れ
に
魔
術
を
か
け
て
人
間
の

　
　
意
志
に
従
わ
し
め
ら
れ
る
意
欲
を
劇
算
し
満
足
せ
し
め
る
筈
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
た
。
こ
こ
で
は
槍
や
弓
矢
で
し
と
め
ら
れ
る
べ
き
も

　
　
の
と
い
う
離
心
が
こ
れ
ら
動
物
皇
籍
を
リ
ア
ル
に
ビ
ビ
ド
に
描
か
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
日
々
の
食
糧
と
し
て
欠
く
こ
と
の
出
来
な
い
も

　
　
の
と
し
て
の
野
牛
の
映
像
が
旧
石
器
時
代
入
の
脳
裏
に
強
烈
に
焼
き
つ
け
ら
れ
て
い
た
が
故
に
写
実
的
に
描
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

　
　
単
な
る
写
生
で
も
あ
り
得
な
か
っ
た
。
一
方
旧
石
器
晴
代
に
お
け
る
こ
れ
ら
動
物
絵
画
の
生
き
た
生
命
性
、
自
然
性
の
濃
厚
な
作
風
に
対



し
て
、
他
方
、
抽
象
的
で
主
体
的
な
増
殖
と
豊
饒
の
女
神
像
が
同
時
に
併
存
し
て
い
た
。
否
、
こ
の
女
神
像
（
若
し
く
は
地
母
神
）
で
す

ら
、
始
め
は
（
野
牛
の
角
で
作
っ
た
）
角
圷
を
も
つ
女
性
像
や
零
δ
富
⇔
窺
。
鳳
の
く
①
欝
9
ω
の
よ
う
に
、
性
的
な
も
の
を
強
調
し
、
豊
満

な
身
体
を
も
つ
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
は
、
自
然
の
豊
饒
に
依
存
し
て
社
会
生
活
を
営
ん
で
行
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た

故
に
、
濾
ら
れ
る
べ
き
地
母
神
を
意
味
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
次
第
に
幾
何
学
的
な
立
体
的
な
作
風
に
拙
象
化
さ
れ
て
行
く
傾
向
を
示

し
て
い
る
。
一
つ
の
地
細
神
が
作
風
を
ち
が
え
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
来
る
問
題
は
単
な
る
芸
術
意
欲
の
あ
ら
わ
れ
方
の
ち
が
い
と
い
う
よ
う

な
考
え
方
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
心
急
神
と
し
て
の
超
越
的
神
格
に
対
す
る
考
え
方
へ
の
発
展
と
し
て
次
第
に
そ

の
像
か
ら
入
間
的
地
上
的
特
色
を
捨
て
練
り
（
郡
ち
抽
象
し
て
）
、
幾
何
学
的
な
形
式
に
超
越
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

三
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ヨ
…
ロ
ッ
パ
の
旧
石
器
時
代
の
原
始
芸
術
と
比
較
し
て
見
る
時
、
日
本
の
唱
石
器
羅
宇
即
ち
ロ
オ
ム
層
の
文
化
の
時
代
に
果
し
て
ど
の

よ
う
な
原
始
美
術
が
あ
っ
た
か
、
或
は
な
か
っ
た
か
、
先
き
に
示
し
た
よ
う
に
、
皆
目
わ
か
ら
な
い
。
し
か
し
、
新
石
器
時
代
に
入
る
と

共
に
、
日
本
人
は
よ
う
や
く
き
わ
め
て
素
朴
で
あ
る
に
は
し
て
も
知
的
な
、
科
学
的
な
文
化
生
活
の
段
階
に
入
る
。
縄
文
土
器
や
土
偶
彫

刻
を
つ
く
り
始
め
た
と
い
う
こ
と
は
、
臼
田
的
な
原
始
的
人
聞
が
、
漸
く
、
抽
象
と
い
う
、
知
的
な
、
悟
性
的
な
技
術
を
芸
術
創
造
活
動

に
関
与
せ
る
こ
と
を
農
覚
し
始
め
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
具
体
的
に
遺
品
の
特
色
か
ら
理
解
す
る
為
め
に
、
あ
ら

か
じ
め
、
縄
文
土
器
縛
代
の
文
化
史
的
、
社
会
習
俗
的
な
歴
史
を
要
約
的
に
概
観
し
て
お
く
こ
と
を
欠
く
わ
け
に
行
か
な
い
。
こ
う
し
た

研
究
の
手
続
き
の
中
で
、
縄
文
的
人
間
が
、
抽
象
作
用
を
自
覚
し
て
行
く
過
程
を
実
証
的
に
開
ら
か
に
す
る
こ
と
が
礁
来
る
か
ら
で
あ
る
。

　
周
知
の
通
り
、
縄
丈
文
化
の
翰
墨
は
、
漁
携
と
狩
猟
と
を
生
活
手
段
と
す
る
自
然
的
な
採
集
経
済
の
時
代
で
あ
っ
た
。
海
浜
の
近
く
で
、

或
は
川
の
岸
辺
で
聚
落
を
な
し
て
生
活
を
営
ん
だ
縄
文
人
は
、
貝
類
を
採
集
し
、
或
は
釣
や
網
に
よ
っ
て
、
川
や
海
や
湖
の
魚
介
を
捕
え

て
食
料
と
し
た
。
ま
た
、
陸
や
山
密
の
斜
面
に
あ
っ
て
は
兎
や
鹿
、
或
は
野
鳥
の
類
を
狩
り
し
て
は
食
料
と
し
た
。
又
木
の
実
を
採
集
し

　
　
　
　
縄
文
文
化
の
月
代
の
土
偶
彫
刻
に
お
け
る
抽
象
と
具
象
の
芸
術
…
釣
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
一
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一
七
二

て
食
料
と
し
、
或
は
単
純
な
農
耕
も
な
い
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
事
実
は
畏
塚
遺
跡
の
中
か
ら
見
出
さ
れ
る
動
物
や
魚
類
の
骨
の
遺

物
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
或
は
木
の
実
の
遺
存
に
よ
っ
て
も
知
ら
れ
る
し
、
ま
た
、
骨
製
な
ど
の
釣
針
、
鈷
の
先
、
網
の
錘
、

或
は
「
弓
矢
、
石
の
矢
尻
等
の
遺
物
が
そ
れ
を
証
明
す
る
。
よ
し
こ
れ
ら
の
漁
携
や
狩
猟
の
道
具
が
石
製
や
骨
製
で
あ
っ
た
に
し
ろ
、
今
臼

わ
れ
わ
れ
の
使
っ
て
い
る
鉄
製
の
釣
針
や
鈷
や
斧
と
原
理
的
に
は
機
能
を
均
し
く
し
、
そ
れ
の
原
型
と
な
る
よ
う
な
合
理
的
な
も
の
で
あ

っ
た
。
　
（
た
と
え
ば
鈷
の
如
き
は
そ
の
尻
に
紐
を
つ
け
て
槍
の
如
く
放
た
れ
る
が
、
鈷
の
み
が
大
洋
に
棲
む
大
魚
の
体
に
突
さ
さ
っ
て
残

り
、
紐
で
そ
の
獲
物
を
た
ぐ
り
よ
せ
る
技
術
を
知
っ
て
い
た
こ
と
は
今
日
の
機
械
化
さ
れ
た
捕
鯨
術
の
早
き
先
駆
を
な
し
て
い
る
如
き
）

ま
た
、
装
身
具
と
し
て
は
石
製
、
貝
製
又
は
土
製
の
酋
飾
、
腕
輪
、
耳
輪
、
腰
飾
、
櫛
、
ピ
ン
な
ど
を
石
器
を
道
具
と
し
て
堀
当
精
巧
に

つ
く
り
上
げ
て
い
た
。
顔
や
・
身
体
に
入
墨
を
ほ
ど
こ
し
、
青
年
の
抜
歯
や
歯
に
刻
み
込
み
を
入
れ
る
禁
忌
の
風
習
を
も
っ
て
い
た
こ
と
な

ど
も
知
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
地
域
的
社
会
を
構
成
し
つ
つ
も
ま
た
自
然
に
依
存
す
る
経
済
の
外
に
相
当
遠
距
離
に
わ
た
る
物
々
交
換
（
例

え
ば
石
器
の
原
料
で
あ
る
黒
耀
石
の
交
易
）
の
行
な
わ
れ
て
い
た
事
実
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
貝
塚
は
こ
の
時
代
の
文
化
的
遺

跡
と
し
て
遺
物
の
集
積
場
と
し
て
最
も
重
要
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
事
は
説
明
す
る
ま
で
も
な
・
＼
世
界
共
通
の
事
実
で
あ
っ
た
。

　
縄
文
人
が
こ
の
よ
う
に
自
然
の
産
物
の
恩
恵
に
依
存
す
る
祇
会
生
活
を
一
万
年
も
の
長
い
年
月
に
わ
た
っ
て
営
み
続
け
得
た
、
と
い
う

事
実
は
、
彼
等
が
自
然
の
資
源
に
依
存
す
る
ば
か
り
で
、
未
だ
自
然
の
因
果
律
に
も
と
ず
く
農
耕
技
術
（
日
本
の
場
合
は
稲
作
）
の
生
産

手
段
を
は
っ
き
り
錯
覚
し
て
い
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
一
説
に
は
、
タ
ロ
芋
の
類
の
単
純
な
栽
培
を
試
み
て
い
た
か
も
知
れ
な

い
し
、
東
洋
で
は
タ
ロ
芋
栽
培
の
文
化
が
椙
嶺
広
く
行
な
わ
れ
て
い
た
と
も
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
事
実
は
一
部
で
確
認
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
点
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
新
石
器
時
代
の
社
会
経
済
の
様
相
と
い
ち
じ
る
し
く
異
な
る
点
で
は
な
い
か
と
思
2
9
れ
る
。
豊
門
は

牛
追
時
代
の
晩
期
、
就
中
、
弥
生
式
時
代
に
お
い
て
始
め
て
臼
本
に
輸
入
さ
れ
た
と
考
古
学
者
は
考
え
て
い
る
。
ま
た
縄
思
人
は
、
主
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
て
あ
な

し
て
打
製
の
（
即
ち
剥
離
式
の
）
石
器
を
主
要
な
生
産
の
道
具
と
し
て
も
ち
、
旧
石
器
時
代
人
か
ら
相
続
し
、
竪
穴
に
掘
っ
立
て
柱
を
立
て
、

茅
な
ど
で
屋
根
を
葺
い
た
家
に
生
活
し
た
。
既
に
そ
こ
に
は
計
画
的
な
建
築
技
術
が
素
朴
な
が
ら
存
し
た
、
そ
し
て
、
聚
落
を
な
し
て
は
、
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地
縁
的
な
つ
な
が
り
に
お
い
て
、
原
始
的
地
域
的
共
同
体
の
社
会
生
活
を
営
ん
で
い
た
。
い
わ
ば
地
域
社
会
を
構
成
し
て
い
た
。

　
考
古
学
者
に
よ
れ
ば
、
縄
文
晴
代
は
紀
元
前
に
お
い
て
数
千
年
、
否
、
今
臼
の
新
し
い
発
掘
資
料
の
結
果
で
は
一
万
年
も
の
長
い
歴
史

を
も
ち
、
早
期
、
前
期
、
中
期
、
後
期
，
晩
期
の
五
つ
の
発
展
段
階
を
区
別
し
て
考
え
て
い
る
。
こ
の
蒔
肥
区
分
は
土
器
の
形
式
や
住
罵

趾
の
形
式
の
変
遷
或
は
地
層
の
性
質
等
を
も
と
に
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
客
観
的
な
実
年
代
に
比
定
す
る
試
み
は
な
さ
れ
て

い
な
い
。
た
だ
最
下
限
を
凡
そ
西
紀
三
世
紀
頃
に
お
い
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
さ
て
私
は
こ
の
研
究
に
お
い
て
考
古
学
者
に
な
ら
っ
て
「
皆
労
」
と
い
う
言
葉
を
し
ぼ
し
ば
使
っ
て
来
た
。
こ
の
「
御
影
」
と
は
ま
た

「
縄
鼠
文
様
」
と
も
い
い
、
引
い
て
は
、
土
器
を
つ
く
る
技
術
に
関
係
し
て
い
る
と
共
に
、
土
器
の
表
薗
の
抽
象
的
な
装
飾
模
様
が
粘
土

の
縄
で
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多
い
の
で
、
こ
の
名
が
あ
る
。
即
ち
、
土
器
を
つ
く
る
場
合
、
粘
土
を
縄
の
よ
う
に
し
て
、
輪
積
式

に
積
み
上
げ
て
作
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
の
名
が
あ
る
。
ま
た
こ
の
粘
土
の
縄
で
土
器
の
表
面
に
抽
象
的
で
は
あ
る
が
、
時
に
、
荘
麗

な
、
又
は
過
剰
な
ま
で
の
装
飾
を
ほ
ど
こ
し
た
例
を
い
く
つ
か
見
出
す
。
そ
れ
故
に
縄
目
の
文
様
の
特
色
が
特
に
こ
の
時
代
の
交
化
の
性

格
を
象
要
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
取
扱
わ
れ
て
来
た
。
尤
も
、
時
に
は
縄
目
の
規
則
的
な
模
様
の
パ
タ
ー
ン
を
無
視
し
、
又
は
そ
れ
を
超

え
て
、
恰
…
も
焔
を
象
徴
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
過
劉
な
意
欲
を
投
射
し
て
い
る
場
合
す
ら
あ
る
。
一
体
こ
の
黒
鼠
と
い
う
こ
と
、
粘
土

の
縄
を
輪
積
式
に
積
み
上
げ
て
（
o
o
臨
調
Φ
断
。
伽
に
よ
っ
て
）
土
器
を
作
る
技
術
を
後
天
的
に
習
得
し
た
と
い
う
事
実
の
中
に
、
縄
文
人

は
、
土
器
の
製
作
に
先
立
っ
て
、
こ
う
り
柳
や
あ
け
び
等
の
木
の
蔓
を
利
用
し
て
籠
細
工
や
器
を
作
っ
た
体
験
を
更
に
一
歩
前
進
さ
せ
た

も
の
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
。
土
の
縄
は
蔓
な
ど
か
ら
縄
文
人
が
ヒ
ン
ト
を
得
た
の
で
は
な
い
か
。
も
と
よ
り
こ
の
想
像
的
な
推
定
は
何

事
も
実
証
を
基
に
す
る
考
古
学
者
か
ら
は
笑
い
を
買
う
で
あ
ろ
う
し
、
又
土
器
が
籠
細
工
に
先
行
し
て
作
ら
れ
た
と
考
え
て
い
る
ら
し
い

考
古
学
者
の
非
難
を
買
う
で
あ
ろ
う
こ
と
は
見
え
す
え
て
い
る
が
、
こ
の
事
実
に
関
し
て
は
更
に
後
述
す
る
。

　
即
ち
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
、
縄
文
人
が
粘
土
を
縄
に
し
て
土
器
を
つ
く
り
出
す
技
術
を
体
得
し
た
の
は
、
そ
れ
を
体
得
す
る
前
に
、

若
し
く
は
そ
れ
と
同
時
に
芦
や
細
い
竹
の
茎
や
柳
等
で
藍
を
つ
く
り
、
或
は
敷
物
を
編
ん
だ
実
際
的
な
体
験
が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
志
づ
い

　
　
　
　
縄
文
文
化
の
時
代
の
土
偶
彫
刻
に
お
け
る
抽
象
と
具
象
の
芸
術
的
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
三
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究
　
第
五
百
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
四

て
な
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
上
に
述
べ
た
植
物
を
材
料
と
し
て
敷
物
を
つ
く
っ
た
事
実
は
、

漂
始
時
代
に
し
ば
し
ば
そ
の
例
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
な
ま
乾
わ
き
の
土
器
を
植
物
製
の
敷
物
の
上
で
乾
わ
か
し
た
そ
の
痕
跡
を
土
器

の
底
に
残
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
敷
物
の
文
様
の
種
類
に
も
、
歴
史
的
変
遷
と
発
展
が
あ

っ
て
そ
れ
を
復
元
す
る
と
十
八
種
類
も
の
文
様
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
を
坪
井
博
士
は
報
告
し
て
い
る
。
又
長
野
県
玉
石
古
墳
出
土
の
士
器

の
底
に
残
る
痕
跡
に
も
実
に
多
様
の
植
物
製
敷
物
の
あ
っ
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
が
あ
る
。
即
ち
、
四
角
形
、
菱
形
、
電
光
形
等
の
幾
何

学
的
な
文
様
を
編
み
出
し
て
い
た
と
い
う
。
こ
の
事
実
は
、
縄
文
人
が
幾
何
学
的
、
抽
象
的
な
文
様
を
す
で
に
意
識
的
に
つ
く
り
癒
し
て

お
り
、
生
活
の
用
具
を
、
手
を
道
具
と
し
て
編
み
出
し
て
行
く
過
程
に
お
い
て
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
も
の
を
あ
ら
わ
す
技
術
を
自
覚
し

て
い
た
こ
と
を
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
文
様
の
特
色
は
後
で
の
べ
る
で
あ
ろ
う
。
生
活
の
為
の
道
具
を
つ
く
り
出
し
て
行
く
過
程
を

通
し
て
、
抽
象
的
な
技
術
と
パ
タ
ー
ン
を
自
覚
し
て
行
く
心
理
的
な
過
程
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
技
術
の
自
覚
と
、

抽
象
的
な
文
様
の
発
見
の
累
積
は
、
縄
文
土
器
の
表
面
に
、
自
然
的
な
意
味
を
全
く
伴
わ
な
い
抽
象
的
な
誌
面
を
装
飾
と
し
て
植
え
つ
け

る
発
条
と
な
っ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
推
察
す
る
に
難
く
は
な
い
。

　
縄
仁
人
が
何
よ
り
も
先
ず
抽
象
的
な
技
術
を
自
覚
し
て
行
く
過
程
は
、
更
に
別
の
例
に
よ
っ
て
、
よ
り
積
極
的
に
実
証
す
る
こ
と
が
出

来
る
。
即
ち
、
纒
文
人
は
土
器
や
土
偶
の
外
に
、
多
く
の
植
物
製
の
道
具
を
つ
く
り
出
し
た
。
例
え
ば
、
丸
木
の
弓
、
合
せ
弓
（
木
を
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ザ
ク
ラ
カ
バ
マ
キ

せ
て
弾
力
を
強
化
し
た
弓
）
、
桜
樺
巻
の
弓
（
弓
を
桜
の
樹
皮
で
巻
い
て
強
化
し
た
弓
）
な
ど
が
あ
り
、
接
着
翔
と
し
て
は
ア
ス
フ
ァ
ル

ト
や
漆
を
使
用
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
事
実
は
縄
文
人
が
す
で
に
科
学
的
、
合
理
的
技
術
を
、
勿
論
素
朴
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
身
体

化
し
て
い
た
証
拠
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
木
製
の
容
器
（
鉢
や
高
杯
）
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
外
に
毒
忌
で
編
ん
だ
草
戸
の
断
片
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ズ

籠
を
母
体
と
し
て
つ
く
っ
た
鰹
胎
漆
器
（
籠
を
母
胎
と
も
そ
の
上
を
漆
で
ぬ
り
か
た
め
た
も
の
）
、
葛
や
ア
ケ
ビ
の
蔓
で
編
ん
だ
籠
の
断

片
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
も
の
は
、
誉
う
迄
も
な
く
、
容
器
が
水
か
ら
も
ら
な
い
為
め
に
、
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
や
漆
で
國
め
た
も

の
で
あ
ら
う
。
マ
ル
セ
ル
・
ブ
リ
ヨ
ン
は
こ
の
よ
う
な
事
実
を
解
き
あ
か
す
為
め
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
即
ち
、
　
「
材
料
か
ら
示



　
　
唆
さ
れ
た
技
術
的
手
段
に
よ
っ
て
フ
ォ
ル
ム
が
与
え
ら
れ
る
場
合
が
多
い
。
先
史
時
代
の
土
器
に
描
か
れ
た
最
初
の
装
飾
が
、
技
術
の
年

　
　
代
史
か
ら
み
て
土
器
に
先
立
っ
て
い
る
黛
細
工
を
真
似
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
か
な
り
明
白
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
土

　
　
器
が
発
明
さ
れ
た
の
は
、
水
が
洩
ら
な
い
よ
う
に
泥
で
内
側
を
塗
っ
た
篤
器
具
が
何
か
の
拍
子
で
こ
わ
れ
て
し
ま
っ
た
為
め
だ
と
考
え
る

　
　
人
さ
え
い
る
の
で
あ
る
。
先
史
時
代
の
芸
術
家
が
、
驚
細
工
家
に
自
然
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
細
い
紐
飾
り
模
様
を
爪
や
と
が
っ
た
棒
切
れ

　
　
や
魚
の
骨
で
な
ぞ
り
、
或
は
繰
返
し
た
こ
と
は
き
わ
め
て
あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
土
器
の
最
初
の
《
芸
術
的
》
装
飾
は
粘
土
の
肉

　
　
付
け
の
最
中
に
、
知
ら
ず
知
ら
ず
に
指
が
柔
ら
か
い
土
に
残
し
た
痕
跡
か
ら
始
ま
っ
た
と
携
要
す
る
こ
と
も
娼
来
る
㎏
（
竃
霞
ω
包
　
し
ご
臨
。
昌
”

　
　
、
．
》
蕃
書
ω
霞
鉱
門
、
、
）
と
い
う
説
は
縄
文
土
器
の
形
式
や
文
様
の
意
味
を
考
え
る
の
に
一
つ
の
っ
け
石
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
億
し
段
本
の
考
古

　
　
学
者
は
籠
細
工
が
土
器
に
先
行
す
る
容
器
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
こ
と
を
認
め
よ
う
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
を
実
証
す
る
実

　
　
物
が
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
・
田
に
よ
っ
て
。

　
　
　
こ
れ
と
隅
じ
よ
う
な
事
実
は
縄
文
土
器
の
場
合
に
も
当
て
は
ま
る
。
芦
や
蔓
で
籠
細
工
を
編
む
技
術
を
体
験
し
自
覚
し
た
と
い
う
こ
と

　
　
は
、
編
む
と
い
う
実
際
的
な
手
さ
ば
き
が
数
学
的
な
計
最
（
即
ち
抽
象
的
技
術
）
を
伴
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
事
実
．
を
容
易
4
2
糧
承
認
さ
せ

　
　
る
も
の
で
あ
る
。
物
を
編
む
と
い
う
技
術
は
常
に
数
学
的
な
計
量
を
先
験
的
に
含
む
と
い
え
よ
う
。
ま
た
籠
を
編
む
技
術
は
唯
単
に
数
学

　
　
的
計
箪
を
予
想
し
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
籠
の
胴
体
の
ふ
く
ら
み
や
形
は
彫
刻
的
な
立
体
性
、
或
は
、
模
様
に
お
い
て
リ
ズ
ム
や
、
シ

　
　
ン
メ
ト
リ
ー
の
法
劉
に
従
っ
て
形
成
さ
れ
る
外
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
も
の
が
形
成
さ
れ
る
の
は
、
数
学
約
な
判
断
、
即
ち
抽
象
作
用
の

　
　
関
与
が
予
想
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
抽
象
的
な
操
作
の
実
践
の
裏
付
け
を
得
て
、
菱
形
や
電
光
形
な
ど
の
幾
何
学
的
な
形
体
や
パ
タ
ー

　
　
ン
が
敷
物
を
つ
く
る
際
に
実
現
さ
れ
る
例
を
先
に
示
し
た
が
、
敷
物
の
幾
何
学
的
な
模
様
も
実
際
の
季
さ
ば
き
の
中
で
数
学
的
計
量
を
関

　
　
与
さ
せ
つ
っ
つ
く
ら
れ
て
行
っ
た
こ
と
を
証
す
る
、
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
縄
文
土
器
の
多
く
の
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
植
物
製
の
籠
細
工
の
形
体
や
表
面
の
文
様
を
、
籠
の
実
体
か
ら
分
離
し
、
抽
象
し
て
粘
土

　
　
を
材
料
と
し
て
つ
く
ら
れ
る
土
器
に
移
し
換
え
た
、
と
判
断
さ
れ
る
も
の
の
あ
る
こ
と
は
羅
丈
土
器
を
具
さ
に
見
れ
ば
如
実
に
わ
か
る
。
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一
七
六

　
即
ち
、
縄
文
土
器
は
、
薗
述
の
通
り
、
手
つ
く
ね
の
粘
土
を
縄
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
を
輪
づ
み
式
に
積
み
あ
げ
て
形
ど
っ
た
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
を
、
余
り
火
度
の
高
く
な
い
火
（
八
百
度
位
）
で
焼
製
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
最
も
商
い
形
式
の
も
の
は
、
砲
弾
の
弾
頭

の
形
を
し
て
い
る
鉢
だ
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
日
本
の
一
部
の
考
古
学
者
は
土
器
は
籠
細
工
に
先
行
し
て
つ
く
ら
れ
た
、
と
も
云
う
。

果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
か
ら
実
に
複
雑
な
も
ろ
も
ろ
の
形
に
分
化
発
展
さ
せ
て
い
る
。
土
器
の
表
面
の
模
様
も
一
様
で

は
な
く
て
、
撚
り
糸
を
樺
に
巻
い
て
、
そ
れ
を
土
器
の
褒
面
に
痕
跡
を
つ
け
た
も
の
、
或
は
縄
の
模
様
を
つ
け
た
も
の
、
或
る
…
定
の
型

を
く
り
返
し
て
リ
ズ
ミ
カ
ル
に
捺
し
て
模
様
と
し
た
も
の
（
捺
三
文
）
、
線
を
刻
み
込
だ
も
の
（
沈
下
文
）
等
、
模
様
の
つ
け
方
は
種
々
雑

多
で
あ
る
。
し
か
し
、
最
も
初
期
の
弾
頭
型
の
単
純
な
形
式
の
土
器
は
別
と
し
て
、
中
期
か
ら
晩
期
に
か
け
て
、
最
も
厩
盛
な
意
欲
を
そ

そ
い
で
つ
く
ら
れ
た
、
豪
華
な
過
誤
な
装
飾
を
も
つ
土
器
の
形
式
の
中
に
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
籠
細
工
の
形
式
を
土
器
に
う
っ
し
換
え

た
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
も
の
が
甚
だ
多
い
。
道
具
は
元
来
実
用
的
な
も
の
で
あ
る
。
実
用
性
が
道
具
の
形
式
を
規
定
す
る
。
し
か
し
、

縄
文
土
器
の
場
合
に
は
、
土
器
を
も
つ
に
到
る
前
に
す
で
に
植
物
製
の
籠
が
日
常
的
な
道
具
と
し
て
つ
く
り
…
出
さ
れ
て
い
た
の
で
は
な
い

か
と
思
わ
れ
、
そ
の
使
用
は
相
当
長
期
に
わ
た
っ
て
持
続
し
、
そ
の
為
め
に
、
藍
の
形
の
イ
メ
ー
ジ
は
縄
文
人
の
脳
裏
に
強
く
刻
み
こ
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
タ
　
ン

れ
て
し
ま
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
新
た
に
土
で
器
を
つ
く
り
始
め
た
時
、
縄
文
人
は
植
物
製
の
藍
の
形
体
や
文
様
を
分
離
し

て
土
器
に
移
し
換
え
て
行
っ
た
と
い
う
こ
と
も
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
重
要
な
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
。
或
は
形
体
の
外
観
を
そ
の
ま
ま
土

器
に
移
し
換
え
た
と
も
誉
え
よ
う
。
縄
文
土
器
は
い
く
ら
か
の
例
外
は
あ
る
に
し
ろ
、
殆
ん
ど
多
く
の
場
含
、
植
物
製
の
籠
の
形
体
を
そ

の
ま
ま
に
あ
ざ
や
か
に
残
し
伝
え
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
例
は
、
世
界
の
土
器
の
中
で
、
縄
文
土
器
だ
け
が
は
っ
き
り
と
残

し
て
い
る
特
徴
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
、
　
つ
の
材
料
で
つ
く
ら
れ
た
容
器
の
形
体
や
パ
タ
ー
ン
を
、
他
の
全
く
ち
が
っ

た
材
料
の
容
器
の
形
体
や
表
面
に
移
し
換
え
る
操
作
を
実
践
す
る
過
程
に
お
い
て
も
抽
象
作
用
が
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
抽

象
化
の
技
術
は
後
天
的
に
も
獲
得
さ
れ
る
が
、
し
か
し
人
問
が
先
験
的
に
知
性
の
内
に
備
え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
縄
文
土
器
の
形
体
が
、

他
に
殆
ん
ど
比
較
す
べ
き
も
の
を
見
な
い
独
特
の
形
体
を
示
し
て
い
る
の
は
こ
れ
が
為
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
心
的
過
程
に
つ
い
て



　
　
H
・
り
ー
ド
は
次
の
よ
う
な
示
唆
的
な
説
弱
を
試
み
て
い
る
。
彼
は
、
　
「
旧
石
器
時
代
の
洞
窟
の
動
物
壁
画
の
リ
ア
リ
ス
チ
ッ
ク
な
、
ヴ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ラ
シ
ッ
ク

　
　
ァ
イ
タ
ル
な
作
風
の
後
に
、
如
何
に
し
て
、
抽
象
的
な
幾
何
学
的
な
作
風
が
生
れ
て
来
る
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
古
典
美
術
の
前
段
階
を
な

　
　
し
て
い
る
幾
何
学
主
義
の
聖
代
を
畠
現
せ
し
め
る
の
で
あ
る
が
、
新
石
器
時
代
の
芸
術
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
マ
ジ
ネ
イ
シ
ヨ
ン

　
　
ら
な
い
心
的
過
程
は
、
想
像
力
（
映
像
を
保
持
す
る
力
）
で
は
な
く
て
、
一
つ
の
抽
象
の
過
程
で
あ
る
。
映
像
は
あ
く
ま
で
も
現
実
的

　
　
な
も
の
が
、
そ
の
ま
ま
に
保
持
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
変
形
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ク
テ
ィ
ビ
テ
ィ

　
　
　
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
心
的
な
力
が
発
達
し
た
か
。
私
は
暗
示
し
よ
う
と
思
う
の
で
あ
る
が
、
実
際
的
な
は
た
ら
き
に
基
づ
く
抽
象
に

　
　
よ
る
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
抽
象
の
能
力
を
低
く
評
価
し
な
い
よ
う
に
し
よ
う
。
と
い
う
の
は
抽
象
は
美
術
の
み
な
ら
ず
、
論
理
の
、

　
　
科
学
の
、
あ
ら
ゆ
る
科
学
的
方
法
の
基
礎
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。
　
ホ
モ
・
フ
ァ
ー
ベ
ル
と
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
と
の
あ
い
だ
に
区
鋼
が
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
ロ
ト
タ
イ
プ

　
　
け
ら
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
の
抽
象
の
能
力
に
あ
る
か
ら
だ
。
こ
の
能
力
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
は
、
　
一
つ
の
原
　
型
の
実
際

　
　
的
な
模
倣
で
は
な
く
、
そ
の
実
際
的
な
機
能
か
ら
の
形
式
の
分
離
で
あ
り
、
こ
の
実
体
を
分
離
し
た
形
式
を
、
ま
っ
た
く
ち
が
っ
た
構
造

　
　
に
う
つ
し
か
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
過
程
の
性
質
は
具
体
的
な
例
に
お
い
て
、
よ
り
容
易
に
証
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
。

　
　
　
新
石
器
時
代
に
お
け
る
技
術
の
発
達
は
、
美
学
に
属
す
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
一
般
人
類
学
に
属
す
る
別
の
研
究
で
あ
る
（
筆
者

　
　
注
、
こ
の
考
え
方
に
は
必
ず
し
も
賛
成
し
な
い
）
。
な
る
ほ
ど
、
先
史
時
代
の
か
ご
細
工
は
、
ほ
ろ
び
て
し
ま
っ
て
、
何
の
痕
跡
も
の
こ
っ
て

　
　
い
な
い
が
（
註
、
日
本
で
は
少
な
く
と
も
断
片
が
残
っ
て
い
る
）
、
陶
器
の
上
に
描
か
れ
た
幾
何
学
的
な
デ
ィ
ザ
イ
ン
を
歴
史
晴
代
の
原
始
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
族
（
た
と
え
ば
、
ア
ラ
ス
カ
の
ト
リ
ン
ジ
ッ
ト
・
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
）
の
か
ご
細
工
に
比
較
す
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
パ
タ
ー
ン
の
も
つ
同
じ

　
　
性
質
に
た
だ
ち
に
お
ど
ろ
か
さ
れ
る
。
同
じ
よ
う
な
丈
量
が
、
敷
物
を
織
る
場
含
の
副
産
物
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
が
、
こ
れ
ら
の
織
物
の

　
　
文
様
が
、
壷
が
乾
わ
か
さ
れ
或
は
焼
か
れ
る
前
に
、
時
折
り
陶
器
の
粘
土
の
表
面
に
う
つ
さ
れ
た
（
陶
器
の
底
に
痕
跡
を
残
し
た
と
言
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
　
　
　
　
　
ク

　
　
意
味
で
あ
ろ
う
）
。
こ
の
他
の
抽
象
的
な
し
る
し
は
、
粘
土
を
実
際
的
に
操
作
す
る
こ
と
か
ら
起
っ
た
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
親
指
の
指

　
　
紋
の
跡
は
粘
土
の
渦
巻
き
を
圧
す
る
蒔
に
同
時
に
出
来
た
も
の
で
あ
る
か
、
或
は
取
手
や
縁
を
形
ど
る
時
に
岡
時
に
繊
来
た
も
の
で
あ
る
。
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50　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

6　
　
こ
の
技
術
は
ろ
く
ろ
が
考
案
さ
れ
る
前
に
、
も
ち
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
次
の
二
つ
の
技
術
だ
け
が
、
i
郡
ち
、
芦
や
こ
う
り
柳
を
編
む
こ
と
と
、
粘
土
の
容
器
を
形
づ
く
る
こ
と
の
み
が
、
パ
タ
ー
ン
と
量

　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ィ
ジ
カ
ル

　
　
感
と
の
二
つ
を
身
体
的
に
覚
知
す
る
そ
の
起
源
を
説
明
す
る
。
編
む
こ
と
は
、
手
の
操
作
的
な
行
為
に
よ
っ
て
、
複
雑
な
幾
何
学
的
な
パ

　
　
タ
ー
ン
を
創
造
す
る
こ
と
を
、
必
然
的
に
含
ん
で
お
り
、
製
陶
術
は
可
塑
的
な
材
料
を
立
体
的
に
形
づ
く
る
こ
と
を
必
然
的
に
含
ん
で
い

　
　
る
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
は
デ
ィ
ザ
イ
ン
に
お
け
る
基
礎
的
な
、
感
覚
的
な
体
験
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
先
史
蒔
代
的
な
内
容
が
心
理
に

　
　
お
い
て
意
識
的
に
分
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
こ
ろ
の
も
の
の
唯
一
の
む
す
び
つ
き
、
即
ち
形
式
と
内
容
と
の
む
す
び
つ
き
で
あ
っ

　
　
た
。
私
は
形
式
と
内
容
と
が
意
識
的
に
分
離
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
の
段
階
で
は
意
識
的
な
知
性
の
介
入
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
イ
ジ
カ
ル

　
　
必
要
で
は
な
か
っ
た
。
形
式
の
直
観
だ
け
で
充
分
で
あ
っ
た
の
で
直
観
は
技
術
的
操
作
に
由
来
す
る
（
中
略
）
身
体
的
（
自
然
的
と
訳
す

　
　
べ
き
か
）
な
パ
タ
…
ン
、
或
は
さ
ら
に
言
う
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
の
無
意
識
の
知
覚
で
あ
り
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
こ
の
パ
タ
ー
ン
な
り
、
ゲ

　
　
シ
ュ
タ
ル
ト
な
り
を
、
或
る
映
像
で
、
つ
ま
り
、
全
く
分
離
さ
れ
た
感
覚
的
体
験
か
ら
起
る
イ
メ
ー
ジ
で
陣
す
こ
と
が
、
も
っ
と
も
重
要

　
　
な
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
言
い
か
え
れ
ば
、
か
ご
つ
く
り
や
、
手
織
の
操
作
が
交
ぜ
織
り
、
或
は
組
合
せ
の
文
様
を
作
っ
た
の
で
、
対
象
の
知
覚
が
自
動
的
に
そ

　
　
れ
に
は
め
こ
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
パ
タ
ー
ン
（
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
）
は
、
い
わ
ば
、
あ
ら
か
じ
め
選
び
嵐
さ
れ
て
あ
っ
た
の
だ
。

　
　
技
術
の
素
材
1
た
と
え
ば
芦
と
か
こ
う
り
柳
と
、
或
る
種
の
動
物
、
た
と
え
ば
蛇
と
の
あ
い
だ
の
、
形
の
類
似
が
た
し
か
に
こ
の
過
程

　
　
の
最
初
の
段
階
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
層
加
工
し
に
く
い
材
料
と
な
る
と
、
工
作
の
途
中
で
む
り
に
も
幾
何
学
的
な
複
雑
な
パ
タ
…
ン
に

　
　
し
て
し
ま
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
実
際
の
工
作
活
動
の
際
に
お
こ
な
わ
れ
る
筋
肉
の
動
か
し
方
の
癖
そ
の
も
の
が
、
身
体
的
に

　
　
形
式
的
な
表
現
の
原
型
を
つ
く
っ
た
と
推
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
鳥
と
か
動
物
と
か
が
、
ぼ
ん
や
り
見
え
て
来
る
視
覚
の
映
像
と
、

　
　
こ
の
す
で
に
出
来
上
っ
て
い
る
身
体
的
な
パ
タ
ー
ン
と
の
間
に
、
或
る
関
係
が
つ
け
ら
れ
た
。
イ
メ
…
ジ
が
、
心
の
中
で
用
意
さ
れ
て
い

　
　
る
鋳
型
に
な
が
し
こ
ま
れ
た
。
幾
何
学
が
ヴ
ァ
イ
タ
リ
テ
ィ
に
打
ち
克
っ
た
の
だ
。



　
　
　
即
ち
、
こ
の
場
合
、
幾
何
学
主
義
が
活
力
的
な
洞
窟
壁
画
に
打
勝
つ
の
だ
と
し
て
、
自
然
主
義
が
幾
何
学
化
す
る
過
程
は
西
紀
前
三
二

　
　
〇
〇
年
代
頃
ま
で
に
は
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
の
ス
サ
撮
土
の
土
器
が
、
自
然
主
義
か
ら
幾
何
学
主
義
へ
展
開
す
る
過
渡
期
の
作
風
を
示
し
て

　
　
い
る
。
動
物
模
様
が
そ
の
自
然
性
を
失
っ
て
幾
何
学
主
義
に
か
わ
る
。

　
　
　
H
・
り
…
ド
は
彼
の
自
説
を
実
証
す
る
為
め
に
更
に
M
・
ラ
フ
ァ
エ
ル
の
、
．
℃
器
憲
斡
○
甑
。
勺
○
洋
①
曙
餌
⇒
島
Ω
〈
箆
奉
口
○
質
ぎ
国
σ
q
団
℃
ρ
．
、

　
　
し
ご
○
蜜
鐸
α
q
Φ
5
。
。
Φ
臨
①
ω
＜
嵩
（
網
．
尾
∴
℃
餌
艮
ン
Φ
o
詳
H
貿
“
）
の
一
節
を
引
馬
し
て
い
る
。

　
　
「
製
陶
の
は
じ
め
は
必
要
に
根
ざ
し
、
そ
の
装
飾
の
は
じ
め
は
数
学
に
根
ざ
し
て
い
た
。
抽
象
の
意
志
が
そ
こ
に
あ
っ
た
、
と
い
う
意
味

　
　
で
そ
う
で
あ
る
。
即
ち
、
対
象
の
物
理
的
な
性
質
か
ら
上
る
分
離
を
な
し
と
げ
よ
う
と
す
る
意
志
、
無
定
形
の
も
の
か
ら
、
な
に
か
単
純

　
　
な
、
限
定
さ
れ
た
、
定
著
さ
れ
た
、
持
続
し
、
か
つ
普
遍
的
に
妥
当
す
る
も
の
を
．
蒸
溜
し
と
り
だ
そ
う
と
す
る
意
志
が
そ
こ
に
は
あ
っ

　
　
た
。
新
石
器
時
代
の
芸
術
家
は
、
か
わ
り
や
す
い
、
う
つ
ろ
い
や
す
い
日
常
の
娼
来
事
を
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
人
々
の
他
の
人
々
に
対

　
　
す
る
、
ま
た
、
不
変
の
体
系
に
つ
つ
ま
れ
た
コ
ス
モ
ス
に
対
す
る
、
人
々
の
関
係
を
例
示
す
る
形
式
の
世
界
を
欲
し
た
。
そ
の
意
図
す
る

　
　
と
こ
ろ
は
、
生
の
内
容
を
渕
除
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
生
を
支
配
し
、
生
を
し
て
、
創
造
的
意
志
の
力
に
、
i
お
の
が
世
界
に
手
を

　
　
加
え
、
そ
の
か
た
ち
を
つ
く
り
か
え
よ
う
と
す
る
入
間
の
衝
動
と
一
生
の
物
質
的
な
優
位
を
屈
服
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
」

　
　
　
こ
の
H
・
リ
…
ド
及
び
M
・
ラ
フ
ァ
エ
ル
の
新
石
器
時
代
の
抽
象
に
関
す
る
考
え
方
は
、
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
の
説
を
受
け
て
い
な
が
ら
そ

　
　
れ
を
更
に
是
正
し
て
発
展
さ
せ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
ブ
リ
ヨ
ン
の
説
と
も
関
わ
り
あ
っ
て
い
る
。
ま
さ
し
く
日
本
の
新
石
器
時
代

　
　
人
、
即
ち
縄
文
人
は
、
始
め
植
物
的
な
材
料
で
籠
を
つ
く
り
出
し
て
行
く
過
程
に
お
い
て
、
も
の
の
主
体
性
や
、
リ
ズ
ム
や
模
様
を
数
学

　
　
的
計
算
を
心
え
た
技
術
を
通
し
て
抽
象
的
な
る
も
の
を
自
覚
し
て
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
上
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。
更
に
、
そ

　
　
れ
を
土
器
に
移
し
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
一
風
は
っ
き
り
と
抽
象
の
意
味
を
自
覚
し
て
行
っ
た
と
判
断
す
る
こ
と
は
正
し
い
と
思
う
。

　
　
い
や
人
間
が
抽
象
的
な
技
術
を
自
覚
し
て
行
く
心
的
過
程
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
点
で
は
、
縄
文
土
器
に
ま
さ
る
具
体
的
な
例
証
を
外
に

　
　
見
出
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。

516　
　
　
　
　
　
縄
文
文
化
の
時
代
の
土
偶
彫
刻
に
お
け
る
抽
象
と
具
象
の
芸
術
的
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
九
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こ
こ
で
、
一
言
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
り
…
ド
や
ラ
フ
ァ
エ
ル
の
抽
象
に
関
す
る
考
え
方
に
は
後
天
的
、
経
験
的
に
獲
得
せ

ら
れ
た
と
い
う
響
き
が
強
い
。
拙
象
作
用
が
籔
や
土
器
を
手
で
つ
く
る
際
に
、
最
も
純
粋
に
あ
ら
わ
れ
や
す
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
し
か

し
、
抽
象
作
網
は
後
天
的
に
獲
得
さ
れ
た
技
術
で
は
な
く
て
…
そ
れ
を
後
天
的
に
強
化
し
、
純
化
し
て
行
く
こ
と
は
あ
る
に
は
し
て
も

一
抽
象
作
用
は
上
述
の
よ
う
に
人
間
が
先
験
的
に
具
え
て
い
る
知
性
的
な
作
用
と
考
え
る
可
き
で
あ
る
。
視
覚
の
表
象
作
用
の
よ
り
深

い
根
源
に
お
い
て
、
芸
術
創
造
力
を
知
性
が
、
あ
ら
か
じ
め
規
制
を
加
え
る
と
こ
ろ
に
抽
象
化
の
作
用
が
成
立
す
る
と
考
え
る
臨
き
で
あ

る
。

四

　
縄
文
土
器
の
幾
何
学
的
な
形
体
や
そ
れ
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
謹
話
が
生
み
繊
さ
れ
た
過
程
を
、
上
に
考
察
し
た
よ
う
に
解
し
う
る
と
す
れ

ば
、
こ
の
薪
石
器
時
代
人
の
抽
象
作
用
は
、
や
が
て
、
土
偶
彫
刻
を
形
づ
く
る
際
に
お
い
て
も
ゆ
く
り
な
く
実
践
さ
れ
て
い
る
の
に
気
付

く
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
土
器
の
形
体
は
も
と
も
と
純
粋
に
抽
象
的
形
体
で
あ
っ
て
、
自
然
性
の
あ
ら
わ
れ
る
余
地
は
全
然
な
い
。
と
こ
ろ

が
、
土
偶
彫
刻
は
人
間
と
し
て
の
女
性
の
身
体
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
土
偶
彫
刻
を
見
れ
ば
わ
か
る
こ
と
で
あ
る
。
又
考
古

学
者
や
人
類
学
港
も
そ
の
様
に
考
え
て
い
る
。
即
ち
、
増
殖
増
産
の
地
母
神
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
が
如
何
に
抽
象
的
に
見
え
よ
う
と

も
女
性
の
身
体
を
形
ど
っ
た
も
の
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
抽
象
的
な
も
の
と
岡
晴
に
、
素
朴
で
原
始
的
で
あ
っ
て
も
自
然
的
な
肉
体
的

な
表
現
を
も
っ
て
い
る
も
の
が
あ
る
の
は
当
然
の
事
で
あ
る
。
従
っ
て
、
土
偶
を
す
べ
て
、
幾
何
学
的
な
、
抽
象
的
な
作
風
の
も
の
ば
か

り
で
あ
る
と
す
る
の
は
あ
や
ま
り
で
あ
る
。
中
に
は
生
々
し
い
ヌ
ー
ド
を
あ
ら
わ
し
た
官
能
的
な
肉
付
け
の
も
の
も
あ
り
、
又
濁
脚
を
か

か
え
る
よ
う
に
し
て
坐
っ
た
土
偶
一
こ
の
形
式
は
東
北
型
の
一
種
で
二
三
の
例
が
あ
る
が
一
は
そ
の
背
中
の
あ
ら
わ
し
方
は
、
き
わ

め
て
リ
ァ
リ
ス
チ
ッ
ク
な
特
色
を
罪
し
て
い
る
が
、
そ
の
顔
は
如
何
に
も
鈍
く
お
そ
ら
く
当
時
の
人
間
の
顔
を
り
ア
ル
に
あ
ら
わ
し
た
も

の
で
あ
ろ
う
し
、
或
は
髪
の
形
や
文
身
や
服
装
な
ど
も
リ
ア
ル
で
あ
り
中
に
は
全
く
素
朴
に
自
然
納
で
あ
る
が
、
や
り
切
れ
な
い
抵
ど
の



　
　
退
屈
な
気
分
を
あ
ら
わ
す
も
の
も
あ
る
。
凡
て
の
土
偶
が
抽
象
的
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
概
し
て
グ
ロ
テ
ス
ク
で
抽
象
的
な
も
の
方
が

　
　
多
い
。
そ
れ
は
原
始
的
な
る
が
故
の
抽
象
性
で
あ
ろ
う
。
外
的
自
然
を
有
機
的
、
A
調
理
的
に
認
識
す
る
立
場
に
比
較
す
れ
ば
、
認
識
の
不

　
　
完
全
性
の
故
に
、
稚
拙
で
、
甚
し
い
デ
フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
を
示
す
も
の
も
あ
る
。
あ
る
も
の
は
異
様
な
非
人
間
性
を
、
あ
る
も
の
は
マ
ジ

　
　
カ
ル
な
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
総
じ
て
、
原
始
宗
教
的
な
ア
ニ
ミ
ズ
ム
に
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
と
考
え
さ
せ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
特
色
を
も
つ
女
神
像
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
旧
石
器
時
代
か
ら
つ
く
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
前
に
述
べ
た
が
、
日
本
で
は
、

　
　
木
の
実
等
の
採
集
は
行
な
っ
た
に
し
て
も
未
だ
農
耕
生
活
が
は
っ
き
り
と
確
立
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
新
石
器
時
代
に
お
い
て
つ
く
ら
れ
た
、

　
　
と
い
う
違
が
あ
る
。
そ
れ
は
豊
饒
と
増
産
の
為
め
の
女
神
像
（
地
温
神
）
と
解
さ
れ
て
い
る
が
臼
本
の
場
合
は
農
耕
が
は
っ
き
り
確
立
さ

　
　
れ
て
い
な
か
っ
た
が
故
に
、
恐
ら
く
、
た
だ
単
に
神
秘
な
創
造
力
を
そ
な
え
た
母
神
像
と
し
て
祀
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の

　
　
ヴ
ィ
レ
ン
ド
ル
フ
の
女
神
像
は
、
神
と
名
づ
け
る
よ
り
は
、
地
上
的
な
女
性
の
像
と
し
て
の
自
然
的
な
、
地
上
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
が
ま
ざ

　
　
ま
ざ
と
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
、
た
と
え
そ
れ
が
原
始
的
に
稚
拙
で
あ
ろ
う
と
も
。
こ
れ
と
比
べ
る
と
臼
本
の
も
の
の
方
が
、
よ
り
プ
リ
ミ

　
　
テ
ィ
ブ
で
グ
ロ
テ
ス
ク
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
け
れ
ど
も
、
臼
歯
の
場
含
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
場
合
も
、
豊
代
が
降
る
に
つ
れ
て
抽
象
化

　
　
の
傾
向
が
強
く
な
り
、
幾
何
学
的
な
キ
．
｝
ビ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
立
体
主
義
的
作
風
に
徹
す
る
事
実
を
見
逃
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
ヨ
…
ロ
ッ

　
　
パ
の
場
合
は
グ
ロ
テ
ス
ク
な
異
様
性
は
殆
ん
ど
示
さ
れ
ず
、
純
粋
に
キ
ュ
ビ
ス
ム
に
徹
す
る
が
、
碕
本
の
場
合
は
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ピ
リ
ッ
ト

　
　
マ
ジ
カ
ル
な
迫
力
あ
る
監
格
を
備
え
て
い
る
場
合
が
多
い
。
そ
の
事
実
は
女
神
像
と
し
て
、
超
人
間
的
な
魔
力
、
若
し
く
は
霊
性
を
も
つ

　
　
も
の
と
し
て
崇
拝
せ
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
そ
こ
で
、
結
論
を
急
ぐ
前
に
、
土
偶
彫
劾
の
意
味
を
今
少
し
突
込
ん
で
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
土
偶
は
女
性
の
像
を
象

　
　
徴
し
、
特
に
そ
の
性
を
強
調
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
例
え
ば
、
千
葉
県
香
取
町
貝
塚
出
土
の
も
の
、
佐
禽
市
臼
井
町
出
土
の
も
の
な
ど

　
　
は
そ
の
よ
い
例
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
土
偶
は
礼
拝
的
な
神
格
と
し
て
の
意
味
を
示
す
と
ば
か
り
言
え
な
い
。
例
え
ば
、
青
森
県
宇
鉄
出
土

　
　
の
土
偶
は
晩
期
の
作
贔
で
あ
る
が
、
そ
の
胎
内
に
は
、
小
型
の
土
偶
が
収
め
ら
れ
て
い
た
。
神
奈
川
県
大
井
町
山
田
娼
土
の
土
偶
の
内
部

．
5
3

6　
　
　
　
　
　
縄
文
文
化
の
時
代
の
土
偶
彫
刻
に
お
け
る
抽
象
と
具
象
の
芸
術
的
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
一
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54
6
　
に
は
嬰
児
の
骨
粉
が
収
め
ら
れ
て
い
た
、
と
報
告
さ
れ
て
い
る
。
考
古
学
者
は
こ
れ
を
骨
を
収
め
る
容
器
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
ガ
ワ
イ
シ

　
　
は
果
し
て
正
し
い
で
あ
ろ
う
か
。
時
代
は
骨
を
収
め
る
容
器
を
考
え
る
ほ
ど
進
化
し
て
い
な
か
っ
た
筈
で
あ
る
。
長
野
察
尖
石
遺
跡
で
発

　
　
見
さ
れ
た
も
の
は
、
腹
部
を
と
く
に
肥
満
し
た
形
に
ヴ
ゆ
・
リ
ュ
ー
ム
を
付
け
恰
も
妊
娠
の
状
態
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
と
判
断
さ
れ
る
。
こ

　
　
れ
ら
の
事
実
「
は
、
女
性
の
像
と
し
て
の
土
偶
が
生
命
翻
造
の
母
胎
と
い
う
意
味
に
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

　
　
か
。
嬰
児
の
骨
粉
が
土
偶
の
胎
内
に
叡
め
ら
れ
て
い
た
例
は
死
後
も
再
び
女
性
の
創
造
力
に
よ
っ
て
、
生
命
の
よ
み
が
え
り
が
考
え
ら
れ

　
　
て
い
る
か
、
或
は
生
命
が
土
偶
の
胎
内
で
依
然
保
ち
続
け
ら
れ
る
、
と
い
う
考
え
方
が
托
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ

　
　
う
な
例
は
日
本
独
特
の
も
の
か
と
考
え
ら
れ
る
が
、
未
だ
、
他
民
族
に
こ
の
よ
う
な
例
が
あ
る
か
ど
う
か
は
確
め
得
な
い
。

　
　
　
更
に
、
注
算
す
べ
き
こ
と
は
、
土
偶
は
そ
の
周
噸
を
小
石
に
よ
っ
て
ま
る
く
騒
わ
れ
て
い
る
状
態
で
発
見
さ
れ
た
こ
と
が
し
ば
し
ば
報

　
　
告
さ
れ
て
お
り
、
或
は
比
較
的
に
大
き
な
石
で
周
囲
を
か
こ
ん
で
埋
葬
さ
れ
た
か
と
思
わ
れ
る
憶
態
で
発
見
さ
れ
て
い
る
場
合
が
あ
る

　
　
　
　
　
ワ
ラ
ビ

　
　
（
山
形
県
蕨
岡
杉
沢
鵡
土
）
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
土
偶
を
《
な
に
も
の
か
で
か
こ
う
》
と
い
う
事
実
に
特
別
な
意
味
を
見
出
し
う
る
と
思
う
。

　
　
即
ち
、
そ
こ
に
は
賢
。
ヨ
①
挿
。
類
（
ま
つ
り
）
の
意
味
が
托
さ
れ
て
い
た
と
判
断
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で

　
　
あ
る
。
祭
縄
は
芸
術
の
は
じ
め
と
い
わ
れ
る
。
時
に
は
グ
ロ
テ
ス
ク
で
異
様
な
形
を
し
た
こ
れ
ら
の
土
偶
の
像
に
は
何
も
の
か
超
越
的
で

　
　
ス
ピ
リ
ッ
チ
ャ
ル
な
霊
性
が
こ
め
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
始
め
は
単
な
る
人
の
形
（
フ
ィ
グ
ー
ル
）
或
は
曙
ヨ
ぴ
。
一
に
過

　
　
ぎ
な
か
っ
た
も
の
が
一
方
向
は
人
体
の
手
近
に
対
す
る
認
識
の
進
化
と
、
他
方
で
は
、
縄
丈
土
器
を
形
ち
づ
く
り
、
そ
れ
に
立
体
的
な
ヴ

　
　
ォ
リ
ュ
ー
ム
を
付
け
た
り
、
或
は
籔
細
工
や
敷
物
を
編
ん
で
行
く
過
程
に
お
い
て
自
覚
さ
れ
は
じ
め
た
抽
象
と
い
う
作
用
を
よ
り
一
層
強

　
　
く
純
粋
に
土
偶
に
実
現
し
て
行
っ
た
と
思
う
。
た
だ
、
土
偶
彫
刻
の
場
舎
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
素
朴
で
は
あ
る
が
窟
然
主
義

　
　
的
な
特
色
の
も
の
も
混
っ
て
い
る
が
、
抽
象
的
、
幾
何
学
的
な
特
色
の
も
の
の
方
が
は
る
か
に
多
い
。
そ
し
て
土
偶
は
凡
そ
中
期
頃
か
ら

　
　
発
生
し
て
来
る
と
は
指
摘
し
た
が
、
土
偶
の
作
風
の
発
展
を
、
今
日
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
、
時
の
流
れ
の
中
で
実
現
さ
れ
る
作
風
の

　
　
発
展
と
し
て
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
の
主
張
す
る
よ
う
に
自
然
主
義
的
な
も
の
か
ら
抽
象
的
な
も
の
へ
或
は
そ
の
逆
の
発
展
と
し
て
は
必
ず
し
も



捉
え
が
た
い
。
無
い
換
え
れ
ば
、
霞
然
的
リ
ア
ル
な
も
の
と
、
幾
何
学
的
、
抽
象
的
な
も
の
と
の
二
つ
の
対
極
的
な
作
風
と
し
て
は
捉
え

難
い
、
む
し
ろ
凡
ゆ
る
ヴ
ァ
ラ
イ
エ
テ
ィ
が
あ
り
、
決
し
て
単
に
二
つ
の
対
極
的
な
ス
タ
イ
ル
と
し
て
は
捉
え
が
た
い
の
で
あ
り
、
そ
の

ヴ
ァ
ラ
イ
エ
テ
ィ
も
地
域
的
、
地
動
的
に
類
型
を
均
し
く
す
る
も
の
が
っ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
む
し
ろ
注
議
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
上
述

の
通
り
、
縄
文
人
の
原
始
共
同
体
は
、
地
縁
的
な
連
帯
性
を
形
成
し
、
そ
の
地
縁
的
な
連
帯
的
な
小
社
会
は
分
散
的
に
形
成
さ
れ
、
　
（
恐

ら
く
食
料
獲
得
の
便
宜
の
撮
め
）
島
国
日
本
と
し
て
全
体
的
な
統
一
的
、
有
機
的
共
岡
社
会
を
形
成
し
て
い
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
ら

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
同
型
的
な
土
偶
の
形
式
が
比
較
的
同
じ
地
方
で
見
出
さ
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
即
ち
、
地
域

的
社
会
性
が
強
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
纒
文
人
が
こ
の
土
偶
を
地
母
神
と
し
て
、
生
産
的
、
創
造
的
な
母
胎
と
し
て
、
超
越

的
な
、
神
秘
的
な
神
格
を
意
味
さ
せ
て
い
た
こ
と
は
習
俗
的
に
も
縄
文
時
代
の
共
通
し
た
観
念
で
あ
っ
た
、
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

土
偶
は
ア
ニ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
超
越
性
が
次
第
に
強
く
附
煽
さ
れ
て
行
き
、
魔
術
性
を
荷
負
う
も
の
と
な
っ
て
行
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。

で
あ
る
か
ら
、
こ
の
場
合
抽
象
化
と
は
神
格
化
を
意
味
す
る
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
〈
筈
。
。
9
p
。
｝
お
。
げ
馨
描
く
ぎ
一
6
。
費
〉
。
そ
れ
は
ま
た
、
母

系
社
会
の
象
徴
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
。
確
か
に
考
古
学
者
及
び
人
類
学
者
は
こ
の
時
代
を
母
系
鋼
社
会
と
考
え
て
い
る
の
は
正

し
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た
意
味
か
ら
も
こ
の
土
偶
が
豊
前
神
と
考
え
ら
れ
る
意
味
は
重
要
さ
を
増
す
。

五

　
　
　
さ
て
、
ほ
と
ん
ど
多
く
の
土
偶
彫
刻
は
一
方
に
お
い
て
、
原
始
的
な
る
が
故
の
稚
拙
な
素
朴
性
を
示
し
中
に
は
都
分
的
に
具
象
的
自
然

　
　
的
な
も
の
も
あ
る
が
抽
象
的
な
作
風
を
も
つ
も
の
が
多
い
こ
と
を
凡
そ
理
解
し
得
た
と
思
う
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
総
括
的
結
論
と
し
て
、

　
　
抽
象
の
意
味
を
整
理
し
て
み
る
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
縄
文
入
は
、
第
一
に
植
物
製
の
敷
物
を
つ
く
る
際
に
、
そ
れ
を
つ
く
る
突
際
の
手
さ
ば
き
の
過
程
に
お
い
て
抽
象
的
な
形
式
、
即
ち
雷

　
　
文
や
菱
形
平
等
が
つ
く
り
出
さ
れ
て
ゆ
く
事
実
を
体
得
し
た
、
第
二
に
植
物
性
の
蟹
の
形
体
を
、
材
質
の
全
く
ち
が
っ
た
土
器
に
移
し
換

556　
　
　
　
　
　
縄
文
文
化
の
時
代
の
土
偶
彫
刻
に
お
け
る
抽
象
と
具
象
の
芸
術
的
意
味
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八
三
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四

56
6
　
え
る
時
、
抽
象
作
用
が
実
践
さ
れ
て
、
拙
象
的
な
形
体
や
文
様
が
あ
ら
わ
さ
れ
た
事
実
を
冤
た
。
第
三
に
、
土
偶
に
は
、
な
お
原
始
的
で

　
　
は
あ
る
が
自
然
的
な
も
の
と
抽
象
的
な
も
の
と
が
あ
り
、
そ
れ
に
ほ
ど
こ
さ
れ
た
文
様
に
も
、
例
え
ば
渦
巻
心
様
と
か
そ
の
他
の
縄
文
が

　
　
刻
ま
れ
て
い
る
の
を
見
た
　
（
中
に
は
文
様
の
意
味
の
判
明
し
な
い
も
の
も
勿
論
あ
る
）
。
こ
れ
ら
の
装
飾
文
様
は
確
か
に
縄
文
土
器
の
丈

　
　
様
の
転
記
で
あ
り
、
或
は
渦
巻
文
様
な
ど
は
原
始
時
代
に
し
ば
し
ば
あ
ら
わ
れ
る
一
種
の
永
却
圏
帰
の
観
念
の
あ
ら
わ
れ
と
い
え
よ
う
。

　
　
そ
し
て
、
土
偶
彫
遡
の
抽
象
主
義
は
確
か
に
何
も
の
か
宗
教
的
、
超
越
的
な
絶
対
性
の
表
現
と
解
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。

　
　
だ
が
、
そ
れ
を
唯
単
に
純
粋
な
抽
象
と
し
て
の
み
片
付
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
何
故
か
な
ら
、
そ
れ
は
実
は
動
か

　
　
す
こ
と
の
出
来
な
い
具
体
的
な
も
の
と
も
雷
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ま
さ
し
く
、
真
に
抽
象
的
な
も
の
は
、
具
体
的
で
あ
り
、
又
そ
の
逆
で

　
　
も
あ
ろ
う
。
仏
蘭
西
人
に
言
わ
し
め
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ
く
オ
ブ
ジ
ェ
ー
〉
と
呼
ぶ
で
あ
ろ
う
か
ら
。

　
　
　
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
も
少
し
、
抽
象
に
つ
い
て
、
突
き
込
ん
で
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
或
は
上
で
考
察
し
た
こ
と
の
繰
返
し

　
　
と
な
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
怖
れ
ず
、
い
く
ら
か
で
も
よ
り
は
つ
き
り
さ
せ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
W
。
カ
ン
ジ
ン
ス
キ
ー
が
言
っ
た
よ
う
に
、
　
「
ど
の
よ
う
な
芸
術
に
お
い
て
も
…
数
は
究
極
の
抽
象
的
な
表
現
で
あ
る
」
と
書
っ
て
い
る

　
　
よ
う
に
、
抽
象
的
な
も
の
と
は
、
数
学
的
な
も
の
、
幾
何
学
的
な
も
の
に
還
元
せ
ら
れ
る
よ
う
な
一
面
を
備
え
て
い
る
。
P
・
セ
ザ
ン
ヌ

　
　
は
、
ギ
ャ
ス
ケ
と
の
対
話
の
中
で
、
　
「
自
然
を
、
円
筒
、
球
、
円
錐
等
に
お
い
て
見
る
」
と
　
罷
っ
た
の
は
著
名
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
の
作

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も

　
　
口
㎜
、
　
「
水
浴
」
は
そ
の
一
つ
の
典
型
的
な
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
確
か
に
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
翼
然
の
根
底
に
お
い
て
円
筒
、
球
、
円
錐
等

　
　
を
見
た
の
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
描
い
た
自
然
…
は
、
抽
象
的
な
形
体
が
根
底
に
お
い
て
皮
え
て
い
る
よ
う
な
自
然
で

　
　
あ
っ
た
。
こ
の
場
含
、
抽
象
作
用
は
画
家
や
彫
刻
家
の
見
る
漂
然
を
根
底
に
お
い
て
支
え
て
い
る
抽
象
作
用
で
あ
り
自
然
の
骨
組
を
な
す

　
　
よ
う
な
抽
象
的
形
体
が
セ
ザ
ン
ヌ
に
よ
っ
て
見
ら
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
抽
象
と
は
元
来
数
学
に
根
ざ
す
と
も
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
悟
性
的

　
　
な
判
断
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
円
錐
形
も
、
四
角
形
も
、
三
角
形
も
、
円
も
、
球
も
、
い
ず
れ
も
、
純
粋
に
幾
何
学
的
な

　
　
視
覚
の
形
体
で
あ
り
、
従
っ
て
又
普
遍
的
形
体
で
も
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
で
は
非
個
性
的
な
も
の
で
あ
り
、
且
つ
詳
知
生
命
釣
形
体
で
も



　
　
あ
る
。
で
あ
る
か
ら
セ
ザ
ン
ヌ
は
こ
れ
ら
純
粋
に
幾
何
学
的
形
体
の
み
で
自
然
を
描
い
た
の
で
は
な
く
て
、
こ
れ
ら
の
形
体
を
自
然
の
現

　
　
象
の
底
に
根
源
的
形
態
と
し
て
見
た
の
で
は
あ
る
が
、
彼
の
描
い
た
自
然
は
全
く
新
た
な
、
　
一
回
的
な
生
命
的
な
統
一
で
あ
る
。
そ
の
意

　
　
味
で
は
打
ち
く
だ
く
こ
と
の
出
来
な
い
具
体
的
生
命
的
な
自
然
で
あ
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
作
風
は
、
自
然
を
幾
何
学
的
な
主
体
に
分
解
し
て

　
　
み
た
と
も
い
わ
れ
、
立
体
主
義
の
萌
芽
が
そ
こ
に
は
あ
っ
た
、
と
も
解
さ
れ
る
が
、
彼
自
身
は
決
し
て
立
体
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
。
た

　
　
だ
セ
ザ
ン
ヌ
は
彼
の
描
く
生
命
的
な
自
然
を
構
成
す
る
の
に
愚
っ
て
抽
象
的
な
形
体
を
そ
の
根
基
に
据
え
て
い
た
、
と
い
う
こ
と
は
出
来

　
　
る
の
で
あ
る
。
彼
の
自
然
が
描
き
あ
げ
ら
れ
る
為
め
に
は
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
抽
象
的
な
過
程
を
経
て
な
さ
れ
た
、
と
い
う
こ
と
が
嵐
来

　
　
る
で
あ
ろ
う
。
で
あ
る
か
ら
M
・
ブ
リ
ヨ
ン
は
「
先
ず
最
初
に
、
原
劉
と
し
て
芸
術
作
晶
は
、
芸
術
作
品
で
あ
る
か
ぎ
り
、
抽
象
的
な
も

　
　
の
で
は
な
く
て
、
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
こ
う
。
芸
術
作
品
は
一
個
の
〈
も
の
〉
オ
ブ
ジ
ェ
ー
で
あ

　
　
る
。
こ
れ
は
抽
象
の
厳
達
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
。
抽
象
は
作
贔
創
造
の
過
程
に
介
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
創
造
の
た
め
の
諸
条
件
の
一

　
　
つ
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
、
芸
術
家
が
、
数
学
的
あ
る
い
は
幾
何
学
的
フ
ぞ
ル
ム
の
表
現
（
H
①
℃
ま
の
Φ
転
載
）
に
忠
実
で
あ
る
場
合
だ
け
は
別

　
　
と
し
て
、
抽
象
的
で
あ
る
の
は
ダ
ブ
ロ
ー
の
表
わ
し
て
い
る
思
想
で
さ
え
な
く
、
た
ん
に
思
想
の
形
成
、
あ
る
い
は
芸
術
作
晶
を
誕
生
さ

　
　
せ
る
創
造
の
期
聞
が
抽
象
的
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
…
…
」
（
．
．
舞
霧
ω
器
諦
．
、
や
①
）
と
い
い
、
「
抽
象
と
い
う
現
象
は
芸
術
の
創
造
過
程
の

　
　
う
ち
に
あ
り
」
「
人
間
精
神
の
慨
常
性
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
も
言
っ
て
い
る
の
は
興
味
深
い
。
　
「
で
あ
る
か
ら
、
生
命
的
な
形
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
プ
レ
ゼ
ン
テ
を
ル

　
　
か
ら
離
れ
る
に
従
っ
て
抽
象
的
と
な
る
と
は
言
え
な
い
。
抽
象
は
も
と
よ
り
生
命
の
拒
絶
で
は
な
い
。
抽
象
と
は
、
単
な
る
表
　
現
、
と

　
　
い
う
形
で
タ
ブ
ロ
ー
に
描
か
れ
る
の
で
は
死
物
と
な
っ
て
し
ま
う
。
外
的
事
実
を
除
き
去
っ
て
、
　
一
方
で
は
オ
ブ
ジ
ェ
ー
の
生
命
を
、
他

　
　
方
で
は
内
部
の
投
影
で
あ
る
タ
ブ
ロ
ー
自
身
の
生
命
を
描
き
出
す
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
て
い
る
事
実
は
、
土
偶
に
対
す
る
私
の
考
え

　
　
方
を
一
歩
荊
進
さ
せ
る
根
拠
と
な
る
。
た
し
か
に
土
偶
は
私
が
抽
象
的
で
あ
る
と
特
色
付
け
た
も
の
は
全
く
新
し
い
オ
ブ
ジ
ェ
ー
と
し
て

　
　
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
然
主
義
的
な
鼠
講
を
し
ば
ら
く
別
と
し
て
、
人
間
の
身
体
的
な
象
徴
を
残
し
て
い
る
と
は
言
っ
て
も
、
あ
の
ハ

　
　
…
ト
形
の
大
き
な
顔
を
し
た
像
の
よ
う
に
（
山
梨
県
出
土
）
殆
ん
ど
遺
題
的
な
も
の
を
感
ぜ
し
め
な
い
。
曇
る
時
は
極
度
に
媛
小
化
し
、
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586　
　
或
る
部
分
は
逆
に
極
度
に
誇
張
も
し
て
い
る
、
し
か
も
否
定
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
異
常
な
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
あ
ら
わ
し
て
い
て
、
表
現
的

　
　
意
欲
に
あ
ふ
れ
て
い
る
。
現
象
的
な
感
性
的
な
も
の
を
極
度
に
圧
縮
し
て
、
殆
ん
ど
幾
何
学
的
形
体
に
近
い
ま
で
に
変
形
し
て
し
ま
っ
て

　
　
い
る
。
で
あ
る
か
ら
、
人
間
そ
の
も
の
、
女
性
の
身
体
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
て
、
絶
対
的
な
超
越
若
し
く
は
魔
術
的
な
生

　
　
命
に
充
ち
あ
ふ
れ
て
い
る
。
総
文
人
は
確
か
に
、
土
偶
に
よ
っ
て
現
実
的
入
間
と
は
全
く
別
の
も
の
超
越
的
な
絶
紺
的
な
も
の
を
意
味
さ

　
　
せ
た
の
だ
と
思
う
。
始
め
、
女
性
の
性
の
創
造
的
神
秘
に
解
き
得
な
い
謎
を
覚
え
、
そ
れ
に
神
秘
的
な
生
命
を
感
じ
た
に
ち
が
い
な
い
縄

　
　
文
人
は
、
人
間
的
な
有
限
の
肉
体
性
を
超
え
た
憶
常
不
変
な
も
の
を
求
め
、
更
に
そ
れ
を
神
格
化
し
て
、
超
越
的
に
異
常
な
生
命
力
を
創

　
　
造
す
る
も
の
と
し
て
考
え
る
外
な
か
っ
た
の
だ
と
思
う
。
そ
れ
は
、
自
然
的
な
ギ
リ
シ
ャ
の
神
々
や
仏
教
の
如
来
や
菩
薩
の
よ
う
な
人
間

　
　
的
に
親
近
な
神
像
と
し
て
で
は
な
く
、
歴
史
的
蒔
代
の
人
間
の
想
像
の
及
ば
な
い
神
秘
的
で
魔
術
約
な
力
と
し
て
の
神
格
を
形
象
化
し
た

　
　
も
の
に
外
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
そ
れ
は
縄
文
入
に
と
っ
て
は
否
定
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
神
秘
な
魔
力
、
生
命
創
造
の
根

　
　
源
的
な
活
性
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
土
偶
に
見
繊
さ
れ
る
抽
象
と
は
、
宗
撒
的
に
超
越
化
す
る
こ
と
で

　
　
あ
り
、
現
実
世
界
に
モ
デ
ル
を
求
め
る
こ
と
の
出
来
な
い
絶
対
的
な
も
の
の
実
在
化
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
で
こ
の
研
究
を
終
え
た
い
と
思
う
が
、
尚
お
縄
丈
土
器
時
代
の
植
物
製
の
敷
物
に
あ
ら
わ
さ
れ
た
雷
文
や
菱
形
文
型
の
意
味
に
就

　
　
い
て
補
足
を
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
国
境
を
超
え
、
民
族
を
超
え
、
地
続
き
で
な
い
国
々
の
間
に
も
共
通
し
て
あ
ら
わ
れ

　
　
る
抽
象
的
、
普
遍
的
な
文
様
で
あ
る
と
の
示
唆
を
与
え
れ
ば
充
分
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
凡
ゆ
る
土
器
の
製
作
に
先
立
っ
て
、
先
史
時

　
　
代
に
も
原
始
時
代
に
も
共
通
し
て
使
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
多
く
を
需
う
必
要
は
な
い
。
渦
巻
文
こ
そ
は
、
正
に
抽
象
的
で
は
あ

　
　
る
が
、
そ
れ
は
動
的
な
永
遠
の
リ
ズ
ム
と
、
同
時
に
極
度
に
静
的
な
秩
序
と
を
兼
ね
合
せ
た
も
の
で
あ
る
。
永
遠
の
運
動
と
不
動
の
調
和

　
　
と
の
結
び
つ
き
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
穴
六
焦
ム
月
五
日
於
ミ
シ
ガ
ン
）



　
附
記
、
こ
の
論
考
は
か
つ
て
、
数
年
薩
、
京
都
哲
学
会
に
お
い
て
行
な
っ
た
講
演
の
後
半
で
あ
る
。
そ
の
前
半
は
か
つ
て
、
雑
誌
「
美
学
」
に
掲
載

し
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
～
文
は
旧
い
約
束
を
果
す
意
味
が
あ
る
。
曝
、
藤
本
を
遠
く
離
れ
て
読
み
あ
ら
た
め
て
．
永
ら
く
簾
底
の
ほ
こ
り
に
ま
み
れ

て
い
た
こ
の
旧
稿
を
充
分
に
校
訂
す
る
こ
と
の
出
来
な
い
の
を
お
詫
び
し
た
い
。

（
1
）
　
尚
、
邉
記
し
て
お
き
た
い
事
は
、
土
偶
の
発
見
の
状
況
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
意
識
的
に
破
壊
さ
れ
た
状
態
で
見
出
さ
れ
る
、
と
い
う
事
実
で

　
あ
る
。
即
ち
、
完
全
な
形
で
発
見
さ
れ
な
い
と
い
う
事
実
は
、
土
偶
を
作
っ
た
動
機
が
何
も
の
か
、
魔
除
け
の
意
味
で
、
お
そ
ら
く
人
閥
に
代
っ
て

　
魔
術
化
さ
れ
る
偶
像
と
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
せ
る
。
悪
魔
払
い
或
は
物
忌
、
禁
忌
等
の
対
象
と
さ
れ
る
意
味
が
托
さ
れ
て
い

　
た
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
土
像
の
彫
刻
的
、
芸
術
的
意
味
の
解
釈
は
、
以
上
に
考
察
し
た
よ
う
に
（
或
は
真
の
造
豫
の

　
意
味
か
ら
は
ず
れ
て
い
る
か
も
知
れ
な
い
が
）
造
形
美
術
一
般
の
立
場
か
ら
、
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

（
2
）
　
東
洋
に
お
け
る
抽
象
芸
術
の
最
も
典
形
的
な
も
の
の
一
つ
と
し
て
私
は
「
書
」
を
考
え
て
い
る
。
そ
れ
は
こ
こ
で
取
上
げ
る
演
題
で
は
な
か
っ

　
た
の
で
、
ふ
れ
得
な
か
っ
た
が
、
霞
の
申
圏
に
お
け
る
発
生
の
始
め
は
、
空
ぎ
σ
Q
峯
℃
び
と
蒙
①
o
ケ
q
鑓
唱
び
の
二
つ
の
面
か
ら
発
生
し
、
そ
れ
が
次
第

　
に
統
合
さ
れ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
が
結
局
、
轡
の
美
は
典
形
的
に
紬
象
的
で
あ
り
、
且
つ
線
の
芸
術
で
あ
る
と
思
う
。
そ
し
て
、
常
に
或
る
意
昧

　
－
観
念
的
な
意
味
…
を
志
向
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ど
の
よ
う
に
草
々
と
崩
さ
れ
よ
う
と
、
意
味
の
伝
達
性
を
無
視
し
て
は
譲
は
成
立
し

　
な
い
。
又
ど
の
よ
う
に
草
々
と
書
か
れ
よ
う
と
も
、
そ
れ
が
意
味
の
伝
達
の
為
め
に
必
ず
読
む
こ
と
が
出
来
る
、
と
嗣
時
に
、
観
賞
的
に
美
的
で
な

　
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
、
本
来
抽
象
芸
術
で
あ
る
筈
の
も
の
は
、
個
姓
的
な
独
自
性
を
こ
の
上
な
く
発
揮
出
来
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
甘
え
て
故

　
意
に
変
形
す
る
の
は
邪
道
で
あ
り
、
文
字
本
来
の
具
肩
す
る
形
か
ら
そ
れ
る
こ
と
も
出
来
な
い
。
そ
れ
を
守
ら
な
い
書
は
、
書
と
は
需
え
な
い
で
あ

　
ろ
う
。
で
あ
る
か
ら
絵
が
書
を
ま
ね
る
の
も
、
抽
象
と
は
雷
え
ず
、
五
逆
に
書
が
絵
画
ぶ
る
の
も
滑
輪
の
到
り
で
あ
る
と
思
う
。
敢
え
て
追
詑
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
考
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
葵
術
史
〕
教
授
）
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狙oral三ties，　ideologies　and出e　world・religions　altogether．

　　My　second　point　concerns　our　possibility　of　being　members　of　a　commu－

nity　wherein　the　relativist　worlds　are　to　have　been　vanquished　by　selves’

unconditionl　surrender　to　the　Sole　Good　（which　must　be　mediated　by　the

Personal　Truth）．　一lt　is　suggested　that　the　se－called　Peaceful，　not　military，

uses　of　nuclear　energies　should　first　and　immediately　be　abolished．

　　The　rest　oi　this　paper　examines　the　meaning　of　‘the　self’，　in　proper　cor－

relation　with　‘the　other（s）’　or　with　‘the　world（s）’．

　　Das欝roも夏em　vo譲三蓋籔燃＆鷺enz鵬丁罫a強szendenz　im　K臓駐stscha貸e鼓

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Tsutomu　ljima

Wenn　rnan　die　1〈gnstlerische　Geistesstr6mung　der　verschiedenen　Zeiten　und

V6｝ker　beobachtet，　so　entdeckt　man，　dag　das　Wollen　des　Kunstschaffens

sich　nach　etwas　Transzendentem　richtet．　Also　muB　der　Charakter　des　tistheti－

schen　Verhaltens，　das　Problem　des　Kunstschaffens　deutiich　genug　zu　erkltiren，

nicht　bloes　bei　der　Stellungnahme　des　immanenten　Erlebnisses　durch　aisthesis

bleiben，　sondern　auch　den　Weg　nach　der　Transzendenz　enthalten．

　　Dle　Verrnittelung　zwischen　lmmanenz　und　Transzendenz　irn　Kunstschaffen

ist　so　zu　verstehen，　wie　sie　auf　die　Funktion　der　tisthetischen　ldee　als　die

l〈onstitutive　Norm　（oder　Regel）　des　Schaffens　zurtickzuflihren　ist．

　　Und　das　Problem　der　daraufhinzulenkenden　Transzendenz，　glaube　ich，

Ieitet　sich　von　diesem　als　von　dem　Menschenleben，　welches　in　der　“Vorstell－

barlceit”　als　dem　Grundprinzip　der　Sch6nhelt　und　der　Kunst　bewuBt　ist，

getragenen　ab．

　　　　　　　　　　　　Conerete　and　Abstract　in　Primitive　Arts

　　　　　　　Case　of　Jomon　Pettery　and　Dogit　or　Clay　Figures

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b2　Shigeyasu　Hasumi

　　Since　paleolithic　art　has　not　yet　been　found　in　1．apan，　the　history　of

Japanese　primitve　art　’has　lts　beginnings　ln　the　neolithic　Jomon　period

which　dates　back　to　10，　OOO　B．　C．　The　primitive　figures　or　Dogu　symbolize

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9



£he　mother－geddess，　which　are　comparable　to　those　excavated　in　other　parts

of　the　werld．

　　Doga　as　primitive　clay　sculpture　is　usually　expressed　in　a　一very　grotesque

・and　cubistic　style．　Although　the　primary　meaning　of　Dog“　is　the　trans－

cendental　religiQus（leity，　it　Qften　bears　a　Raive　IGvelittess孤d　sQ皿ewhat　con－

crete　naturalistic　appearance；　namely　the　styie　of　Dogtt　is　both　abstract　and

concrete　even　if　it　shows　regienal　variations．

　　There　is　a　clear　indication　of　the　abstract　styie　mainly　as　a　result　of　the

primitive　technique．　On　the　other　hand，　the　extremely　naive　naturalistic

style　of　Dogit　can　best　be　represented　by　t’fle　expressien　of　the　pregnant

figure　and　the　erotic　feminine　nude．　There　are　two　distinct　aspects　of　the

primitive　abstract，　one　the　means　to　express　religieus　transceRdence　and　the

ether，　the　lack　of　technique．

　　The　style　in　primitive　sculpture，　especiaily　in　the　case　of　Doga，　is　akin　to

abstract，　but　this　pseudo　abstract　style　is　sometimes　due　to　its　primitive

technique．　The　primitiver　ess　in　archaic　art　so　often　a｝〈in　to　abstract，　but

it　is　not　said　that　there　is　no　will　to　modei　the　sculpture　as　concrete　and

naturalistic，’ ?ｖｅｎ　though　it　is　toe　naive．　Clearly，　there　was　the　will　to

express　the　ebject　．realistically，　but　primitive　people　did　not　llave　enottgh

excellent　techniques　to　ex’press　the　object　naturalistically，　because　they　lacked

the　knowledge　and　ability　to　recognize　a　natural　object　as　it　rea｝ly　was．

For　instance，　the　primitive　cavepaintings　of　the　Altamira　Bison　and　the

human　figures　in　Africa　qre　expressed　in　a　vitalistic　and　naturalistic　style，

but　if　we　compare　them　with　the　classics’ @of　Greece　or　the　Far　East，　they

are　still　primitive．

　　Thus，　as　a　cenclusion，　the　abstract　style　in　art　does　not　always　mean　that

it　is　prlmitive　nor　the　concrete　style　depict　the　naturalism　of　classic　art．

Therefore，　the　style　of　primitive　archaic　art　must　be　treated　as　a　primitive

entlty．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Majority　Rule　as　a　Soeial　Faet

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　b7　Yoshisuke　lkeda

　　The　present　paper　airns　at　clarifying　the　sociologicai　meaning　of　the

majority　rule　which　has　been　studied　by　G．　Simmel，　H．　Keisen　and　R．　M．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工0


