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芸
術
と
時
間
と
い
う
題
は
漠
然
と
し
過
ぎ
て
い
て
論
文
の
題
に
相
応
し
く
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
例
え
ば
“
造
形
芸
術
に
お
け
る
時
間

の
問
題
”
と
か
、
“
音
楽
的
時
相
の
本
質
に
つ
い
て
”
と
か
い
っ
た
題
の
下
に
何
か
を
論
じ
た
方
が
考
察
が
深
ま
る
だ
ろ
う
。
そ
う
は
思

う
が
然
し
こ
こ
で
考
え
て
み
た
い
の
は
芸
術
を
時
間
と
の
関
わ
り
の
中
で
眺
め
て
み
た
場
合
に
見
え
て
く
る
芸
術
の
本
質
的
側
面
と
は
ど

の
よ
う
な
点
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
芸
術
に
つ
い
て
も
時
間
に
つ
い
て
も
わ
れ
わ
れ
は
何
が
し
か
の
こ
と
は
既
に
知
っ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
が
常
識
的
に
知
っ
て
い
る
芸
術
の
概
念
と
、
常
識
的
に
知
っ
て
い
る
時
間
の
概
念
と
を
で
き
る
だ
け
尊
重
し
な
が
ら
、
両
者
の

間
に
関
係
を
つ
け
、
そ
し
て
で
き
れ
ば
常
識
的
芸
術
概
念
を
常
識
的
時
間
概
念
の
視
点
か
ら
検
討
し
つ
つ
こ
れ
ら
両
概
念
双
方
の
輪
郭
を

多
少
と
も
判
然
と
し
た
も
の
に
仕
立
て
上
げ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
い
う
の
が
本
論
の
さ
さ
や
か
な
目
標
で
あ
る
。
以
下
の
論
は
走
る
前

提
の
上
に
立
っ
て
す
す
め
ら
れ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
芸
術
概
念
も
時
間
概
念
も
人
間
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
の
み
問
題
に
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』

　
　
　
　
芸
術
と
時
間
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の
中
の
芸
術
に
関
す
る
記
述
と
、
同
じ
く
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
時
間
に
つ
い
て
の
記
述
を
参
照
す
る
。
倶
し
そ
れ
は

　
　
カ
ン
ト
の
考
え
を
祖
述
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
彼
の
考
え
を
論
の
き
っ
か
け
と
し
て
進
み
た
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
『
判
断
力

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
批
判
』
第
四
十
三
節
の
記
述
に
従
え
ば
、
“
人
は
正
当
に
は
自
由
に
よ
る
産
出
、
即
ち
理
性
を
そ
の
行
為
の
根
底
に
置
く
任
意
の
産
出
の

　
　
み
を
芸
術
と
名
づ
く
べ
き
”
で
あ
り
、
、
蜜
蜂
の
巣
の
よ
う
な
も
の
を
芸
術
作
品
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
間
の
芸
術
と
の
類
比
に
基

　
　
づ
い
て
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
更
に
ま
た
芸
術
と
は
人
閥
の
実
際
的
能
力
で
あ
っ
て
単
な
る
知
識
で
は
な
い
と
も
さ
れ
る
。
そ

　
　
し
て
ま
た
芸
術
は
自
由
芸
術
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
場
合
で
も
、
そ
こ
に
一
種
の
強
制
…
的
な
或
る
も
の
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ

　
　
れ
が
な
け
れ
ば
芸
術
に
お
い
て
自
由
で
あ
る
べ
き
精
神
、
そ
し
て
専
ら
家
畜
を
生
き
生
き
さ
せ
る
精
神
も
、
全
く
実
質
を
持
ち
得
ず
、
忽

　
　
ち
雲
散
霧
消
す
る
他
は
な
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
こ
の
よ
う
な
説
明
を
読
む
と
、
彼
が
考
え
て
い
る
芸
術
と
い
う
も
の
が
、

　
　
神
的
創
造
者
の
創
造
で
も
な
く
、
神
秘
化
さ
れ
た
自
然
の
創
造
力
と
い
っ
た
も
の
で
も
な
く
、
専
ら
有
限
な
存
在
と
し
て
の
人
間
の
産
出

　
　
能
力
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
カ
ン
ト
は
美
的
芸
術
を
天
才
と
い
う
一
種
の
自
然
的
産
出
力
に
よ
っ

　
　
て
可
能
と
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
魅
力
的
な
産
出
力
は
趣
味
と
い
う
判
定
能
力
に
よ
っ
て
飯
綱
を
受
け
る
の
で
あ
り
想

　
　
像
力
の
奔
放
な
羽
撃
き
は
趣
味
に
よ
っ
て
抑
制
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
が
天
才
と
い
う
創
造
的
能
力
を
神
秘
的
な

　
　
力
に
ま
で
高
め
た
く
思
う
人
に
と
っ
て
物
足
ら
ぬ
感
じ
を
起
さ
せ
た
と
し
て
も
、
人
間
は
神
に
と
っ
て
代
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
又
そ
の

　
　
よ
う
な
不
遜
な
こ
と
を
考
え
る
べ
き
で
も
な
い
。
カ
ン
ト
は
人
閥
の
実
践
理
性
に
対
す
る
畏
敬
の
気
持
を
有
し
て
い
た
が
、
同
時
に
星
輝

　
　
く
広
大
な
宇
宙
に
対
す
る
謙
虚
な
畏
怖
の
感
情
を
抱
い
て
い
た
人
で
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
彼
に
と
っ
て
の
芸
術
と
は
あ
く
ま
で
人
間
の

　
　
芸
術
の
こ
と
な
の
で
あ
り
、
ま
た
人
間
の
立
場
か
ら
考
察
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
だ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
　
次
に
時
間
概
念
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
門
先
験
的
感
性
論
」
に
お
い
て
、
空
間
、
時
間
は
周
知
の
よ
う
に
わ
れ

　
　
わ
れ
の
直
観
の
形
式
と
さ
れ
て
い
る
。
空
間
も
時
間
も
わ
れ
わ
れ
人
差
の
直
観
の
主
観
的
条
件
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
空
間
や
時
間
に

　
　
つ
い
て
語
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
人
問
の
立
場
（
ω
酔
自
♪
欝
鳥
勺
信
丁
田
（
け
）
か
ら
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
外
的
感
官
に
よ
っ
て
対
象



　
　
を
わ
れ
わ
れ
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
表
象
す
る
。
即
ち
一
切
の
対
象
を
空
間
に
お
い
て
表
象
す
る
の
で
あ
る
。
　
一
方
人
間
の
心
は
内
的

　
　
感
官
に
よ
っ
て
自
己
を
、
も
し
く
は
自
己
の
内
的
状
態
を
直
観
す
る
。
内
的
感
官
は
一
つ
の
客
観
と
し
て
の
心
そ
の
も
の
の
直
観
を
与
え

　
　
は
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
時
間
と
い
う
形
式
に
よ
っ
て
の
み
心
の
内
的
状
態
の
直
観
が
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
内
的
諸

　
　
規
定
に
属
す
る
一
切
の
も
の
は
時
間
関
係
に
お
い
て
の
み
表
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
心
，
の
状
態
の
変
化
と
か
推
移
と
か
を
感

　
　
じ
と
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
内
的
感
官
に
よ
る
わ
け
で
あ
り
、
か
か
る
内
的
状
態
を
直
観
す
る
形
式
が
時
閏
に
他
な
ら
な
い
。
空
間
と
時

　
　
間
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
有
限
な
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
直
観
の
形
式
と
し
て
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
根
源
的
存
在
者
と
し
て
の

　
　
神
に
な
ら
許
さ
れ
る
根
源
的
直
観
、
も
し
く
は
知
的
直
観
と
い
う
も
の
も
、
人
間
に
は
認
め
な
い
と
い
う
の
が
彼
の
立
場
で
あ
る
。
入
間

　
　
の
感
性
的
直
観
は
直
観
の
対
象
の
現
実
的
存
在
そ
の
も
の
を
認
識
す
る
よ
う
な
直
観
で
は
な
く
、
客
観
の
現
実
的
存
在
に
依
存
し
、
ま
た

　
　
客
観
に
よ
っ
て
主
観
の
表
象
能
力
が
触
発
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
よ
う
な
直
観
な
の
で
あ
る
。
人
間
の
直
観
は
常
に
感

　
　
性
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
対
象
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
空
問
も
時
間
も
こ
の
よ
う
な
人
間
の
直

　
　
観
の
主
観
的
条
件
な
の
で
あ
っ
て
、
主
観
を
無
視
す
れ
ば
空
間
も
時
間
も
無
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
感
性
的
直
観
の
対
象

　
　
で
あ
る
現
象
と
し
て
の
一
切
の
も
の
は
空
間
の
中
に
あ
り
、
ま
た
時
間
の
中
に
あ
る
と
い
う
命
題
は
ア
プ
リ
ナ
リ
の
普
遍
性
を
も
つ
と
い

　
　
う
の
が
カ
ン
ト
の
見
解
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
考
え
を
借
用
し
て
先
へ
進
む
。

　
　
　
空
写
、
時
間
を
人
間
の
立
場
で
閥
題
に
す
る
と
い
う
場
合
で
も
カ
ン
ト
と
は
異
る
見
解
を
有
す
る
人
、
た
と
え
ば
カ
ン
ト
の
時
間
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
は
持
続
と
し
て
の
時
間
の
特
性
を
無
視
し
、
空
問
化
さ
れ
た
早
飯
に
す
ぎ
な
い
と
見
脱
す
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
よ
う
な
人
も
い
る
。
も
っ
と
も

　
　
な
意
見
だ
と
思
う
が
、
こ
こ
で
は
哲
学
的
時
間
論
を
展
開
す
る
の
が
農
的
で
は
な
く
、
人
間
的
活
動
の
一
形
態
と
し
て
の
芸
術
活
動
及
び

　
　
そ
の
活
動
の
結
果
と
し
て
の
作
品
を
も
含
め
た
芸
術
の
世
界
に
と
っ
て
時
間
は
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
を
中
心
的
に
考
え
る
た

　
　
め
、
芸
術
と
時
間
と
を
つ
な
ぐ
項
と
し
て
カ
ン
ト
の
人
間
学
的
視
点
を
出
発
点
に
借
り
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
か
ら
本
論
の
第
二
の

　
　
前
提
が
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
芸
術
が
人
間
の
感
性
的
直
観
に
関
わ
る
世
界
で
あ
■
る
と
い
う
立
場
を
と
る
こ
と
を
意
昧
す

噺　
　
　
　
　
芸
術
と
時
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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る
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芸
術
は
単
な
る
思
惟
の
中
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
芸
術
に
お
け
る
思
惟
と
は
特
定
の
国
語
の
中
で
の
思
惟
で
あ
り
、
　
「
定
の
色

や
形
の
中
で
の
思
惟
で
あ
り
、
一
定
の
音
素
材
の
中
で
の
思
惟
で
あ
る
。
そ
れ
ら
質
料
的
な
も
の
の
中
で
の
思
推
の
結
果
が
作
品
と
い
う

こ
と
に
な
る
が
、
か
か
る
思
惟
作
用
の
結
果
と
し
て
の
作
曲
と
学
術
的
な
研
究
の
結
果
と
し
て
の
論
文
や
薯
作
と
で
は
ど
こ
が
違
う
か
と

い
え
ば
、
芸
術
の
作
品
の
場
合
に
は
作
品
自
体
に
意
味
が
あ
る
の
に
対
し
例
え
ば
学
問
的
研
究
で
は
論
文
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
も
の
に

重
点
が
あ
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
舞
本
語
の
詩
を
外
国
語
に
島
破
す
る
の
は
か
な
り
困
難
で
あ
ろ
う
し
、
時
に
は
絶
望
的
で
す
ら
あ
る
だ

ろ
う
け
れ
ど
も
学
術
的
論
文
な
ら
特
に
臼
本
語
で
書
く
必
要
は
な
い
場
合
が
多
い
。
自
然
科
学
者
や
数
学
者
な
ど
は
外
国
語
で
論
文
を
発

表
す
る
場
合
が
多
い
。
し
か
し
日
本
の
詩
人
が
日
本
語
以
外
の
外
国
語
で
詩
作
す
る
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
。
自
然
科
学
者
に
と
っ
て

言
葉
は
伝
達
の
為
の
手
段
と
い
う
性
格
を
も
つ
が
詩
人
に
と
っ
て
言
葉
は
そ
こ
に
お
い
て
自
分
が
生
き
得
る
場
所
で
あ
る
。
芸
術
が
感
性

的
直
観
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
に
す
る
と
述
べ
た
の
は
、
芸
術
が
感
性
的
に
知
覚
可
能
な
】
定
の
素
材
の
中
で
の
思
考
活
動
で
あ

り
、
そ
の
素
材
の
外
で
は
別
の
思
考
が
行
な
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
現
代
の
よ
う
に
塾
し
い
素

材
や
新
し
い
機
械
的
装
概
類
が
矢
継
早
に
登
場
し
て
く
る
時
代
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
凡
て
に
対
応
す
る
と
い
う
こ
と
は
恐
ら
く
人
間
に
と

っ
て
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
自
分
が
そ
の
中
で
思
考
し
う
る
素
材
を
躍
進
す
為
に
も
…
定
の
時
間
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
砂
糖
が
水
に
融
け
る
ま
で
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
価
値
の
視
点
を
導
入
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
新
し
い
機
械
装
置
や
新
し
い
素
材
の
登
場
は
、
新
し
い
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
が
誕
生
す
る
可
能

性
に
つ
な
が
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
嫌
悪
す
る
の
は
た
だ
古
い
も
の
に
馴
染
ん
だ
人
間
に
と
っ
て
異
様
な
も
の
と
し
か
思
わ

れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は
む
し
ろ
新
し
い
媒
体
や
素
材
の
登
場
す
る
速
度
が
早
す
ぎ
、
人
々
が
絶
え
ず
そ
れ
ら
へ
の
「
応
の
対
応
を

し
続
け
る
と
す
る
と
、
そ
の
中
で
思
考
す
る
た
め
の
素
材
自
身
が
絶
え
ず
変
易
す
る
た
め
に
わ
れ
わ
れ
自
身
が
精
神
的
に
不
安
定
に
な
っ

て
し
ま
う
と
い
う
点
に
あ
る
。
芸
術
は
感
性
的
直
観
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
が
表
面
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
と
、
絶
え
ず
流
行
現
象
を
追
う



　
　
と
い
う
意
味
に
受
取
ら
れ
る
恐
れ
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
受
取
ら
れ
る
の
は
本
意
で
は
な
い
。
芸
術
が
人
間
の
感
性
的
直
観
に
関
わ
る

　
　
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
単
純
な
事
実
、
つ
ま
り
目
に
見
え
な
い
造
形
作
品
と
か
耳
で
聴
く
こ
と
の
で
き
な
い
詩
や
音
楽
と
い
っ

　
　
た
も
の
に
つ
い
て
何
か
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
必
要
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
前
提
と
す
る
と
言
う
だ
け
で
あ
る
。

　
　
　
勿
論
、
空
虚
な
空
間
と
か
時
間
と
か
を
提
示
し
ょ
う
と
い
う
試
み
が
な
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
有
限
な
存
在
と
し
て
の

　
　
わ
れ
わ
れ
人
間
に
と
っ
て
可
能
な
こ
と
は
精
々
の
と
こ
ろ
、
物
質
的
な
も
の
が
本
来
な
ら
存
在
す
る
筈
の
と
こ
ろ
が
ら
取
り
除
い
て
し
ま

　
　
い
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
空
白
の
空
問
と
か
時
間
を
暗
示
す
る
こ
と
ぐ
ら
い
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
感
性
的
に
直
観
さ
れ
う
る

　
　
も
の
を
通
じ
て
、
感
性
的
に
直
観
さ
れ
得
な
い
も
の
を
暗
示
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
こ
の
直
観
さ
れ
得
∵
な
い
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も

　
　
の
で
あ
る
か
は
、
直
観
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
他
は
な
い
。
例
え
ば
無
限
の
空
間
を
感
じ
さ
せ
る
一
本
の
線
と

　
　
か
、
永
遠
の
沈
黙
を
感
じ
さ
せ
る
一
つ
の
音
と
か
い
っ
た
も
の
が
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
は
す
る
が
、
芸
術
に
お
い
て
問
題
に
す
べ
き

　
　
な
の
は
、
無
限
の
空
間
と
い
っ
た
単
な
る
抽
象
的
概
念
の
世
界
で
は
な
く
て
無
限
の
空
間
を
感
じ
さ
せ
る
一
本
の
目
に
見
え
る
線
な
の
で

　
　
あ
り
、
永
遠
の
沈
黙
を
際
立
た
せ
て
呉
れ
る
よ
う
な
一
つ
の
響
き
、
耳
で
聴
く
こ
と
の
で
き
る
音
そ
の
も
の
な
の
だ
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ

　
　
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
一
本
の
目
に
見
え
る
線
や
、
一
つ
の
耳
に
聴
え
る
音
が
わ
れ
わ
れ
の
感
性
を
通
じ
て
把
握
さ
れ
な
い
限
り
、
わ

　
　
れ
わ
れ
は
芸
術
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
芸
術
の
問
題
を
以
上
の
よ
う
に
感
性
的
直
観
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
扱
う
と
す
る
と
、
芸
術
は
殆
ん
ど
否
応
な
く
空
間
、
時
間
の
問
題

　
　
に
触
れ
て
行
く
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
空
間
、
時
間
が
、
先
に
触
れ
た
カ
ン
ト
の
い
う
よ
う
な
意
味
で
、
感

　
　
性
的
直
観
の
形
式
だ
か
ら
と
い
う
理
由
に
よ
る
こ
と
も
勿
論
で
あ
る
が
、
実
際
の
芸
術
が
感
性
的
直
観
に
関
わ
る
以
上
、
そ
こ
に
は
ど
う

　
　
し
て
も
空
間
的
・
時
間
的
秩
序
づ
け
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
繰
返
し
に
な
る
が
、
カ
ン
ト
の
場
合
、
空
間
と
は
外
的

　
　
直
観
の
形
式
で
あ
り
、
時
間
と
は
内
的
直
観
の
形
式
で
あ
る
。
そ
れ
は
良
い
と
し
て
カ
ン
ト
の
考
え
て
い
る
空
間
・
時
間
の
概
念
が
、
幾

　
　
何
学
や
自
然
科
学
的
認
識
の
可
能
性
を
支
え
る
よ
う
な
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
空
間
、
時

珊　
　
　
　
　
　
芸
術
と
時
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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間
に
つ
い
て
は
人
間
の
立
場
か
ら
論
じ
ら
れ
る
と
す
る
カ
ン
ト
の
見
解
に
賛
成
す
る
に
し
て
も
、
、
カ
ン
ト
と
同
じ
空
間
、
傍
聞
の
概
念
を

　
　
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
殊
に
芸
術
に
関
わ
る
空
間
、
時
間
と
い
う
も
の
は
極
め
て
多
様
と
し
か
早
い
様
が
な

　
　
い
の
が
実
情
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
空
間
概
念
、
時
間
概
念
そ
の
も
の
の
多
様
さ
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
、
整
理
す
る
の
は
哲
学
の
問
題
と

　
　
思
わ
れ
る
し
、
ま
た
哲
学
史
的
に
類
型
化
さ
れ
る
必
要
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
芸
術
の
よ
う
に
感
性
的
直
観
そ
の
も
の
が
常
に

　
　
問
題
と
な
る
領
域
で
は
、
例
え
ば
時
間
を
ど
の
よ
う
な
姿
に
思
い
描
く
か
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
重
要
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
例
え

　
　
ば
時
間
を
感
性
的
に
直
観
化
し
よ
う
と
す
る
時
、
そ
れ
を
一
本
の
直
線
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
表
象
す
る
人
も
あ
れ
ば
、
殆
ん
ど
無
限
大

　
　
の
円
と
し
て
表
象
す
る
人
も
あ
る
だ
ろ
う
ゆ
直
線
と
し
て
表
象
す
る
人
で
も
、
そ
れ
が
あ
る
終
末
に
向
っ
て
進
ん
で
行
く
と
考
え
た
り
、

　
　
或
い
は
無
目
的
に
唯
々
延
長
し
て
行
く
の
み
だ
と
考
え
た
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
直
線
と
し
て
考
え
る
時
に
は
過
去
は
決
し
て
戻
っ
て
こ
な

　
　
い
こ
と
に
な
る
が
、
も
し
円
環
と
し
て
表
象
さ
れ
る
な
ら
過
去
と
か
未
来
と
か
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
あ
ま
り
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま

　
　
う
だ
ろ
う
。
栄
来
は
遠
い
過
去
に
な
り
過
去
は
遠
い
未
来
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
時
間
が
円
環
と
し
て
表
象
さ
れ
る
な
ら
現
在
そ
の
も
の

　
　
を
充
実
さ
せ
て
生
き
る
の
が
最
も
意
義
あ
る
生
き
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
く
る
と
感
性
的
直
観
に
関
わ
る

　
　
芸
術
は
、
人
び
と
が
空
字
、
時
間
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
具
体
的
表
象
を
有
っ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
最
も
根
本
的
な
部
分
で
規
定

　
　
さ
れ
て
い
る
に
相
違
な
い
と
い
う
想
定
の
上
に
立
ち
、
芸
術
の
表
現
の
諸
相
を
比
較
検
討
す
る
試
み
が
生
じ
て
き
て
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
　
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
美
術
史
家
D
・
フ
ラ
イ
は
『
比
較
芸
術
学
の
基
礎
づ
け
』
と
い
う
書
物
に
お
い
て
、
エ
ジ
プ
ト
、
西
ア
ジ
ア
、
ギ
リ

　
　
シ
ア
、
西
欧
、
東
欧
、
イ
ン
ド
、
東
亜
を
そ
れ
ぞ
れ
文
化
的
な
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
も
の
と
し
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
の
造
形
芸
術

　
　
の
特
徴
を
、
そ
れ
ぞ
れ
の
文
化
圏
独
自
の
空
間
・
時
關
観
念
と
の
関
係
を
通
じ
て
浮
彫
に
し
ょ
う
と
努
め
た
。
芸
術
を
考
察
す
る
に
当
っ

　
　
て
、
芸
術
を
産
出
し
た
母
体
が
意
識
的
無
意
識
的
に
依
拠
し
て
い
る
空
々
。
時
間
観
念
を
座
標
軸
に
と
る
と
い
う
立
場
は
、
£
・
パ
ノ
ブ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
ス
キ
ー
が
既
に
一
九
二
五
年
の
論
文
で
提
案
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
し
、
各
文
化
圏
の
独
自
の
時
間
意
識
を
比
較
検
討
す
る
試
み
は
シ
ュ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
ペ
ソ
ダ
ラ
ー
が
『
西
欧
の
没
落
』
に
お
い
て
行
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
フ
ラ
イ
自
身
も
既
に
一
九
二
〇
年
代
に
造
形
的
秩
序
を
考
え
る
場
合
、
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そ
の
根
底
に
空
間
・
愚
問
意
識
の
在
り
方
を
据
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
。
そ
の
成
果
が
『
近
代
的
世
界
観
の
根
底
と
し
て
の
ゴ

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

シ
ッ
ク
と
ル
ネ
サ
ン
ス
』
で
あ
る
。
そ
の
著
作
に
お
い
て
彼
は
ゴ
シ
ッ
ク
の
造
形
表
現
を
規
定
し
て
い
る
の
は
時
間
的
継
起
（
ω
⊆
一
（
N
①
6
0
ω
一
Q
コ
）

で
あ
る
の
に
対
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
に
移
行
し
て
行
く
に
従
い
空
曇
的
同
時
存
在
（
ω
一
B
信
一
斤
p
ゆ
づ
）
と
し
て
全
体
を
ま
と
め
る
傾
向
が
強
く
な
る

と
指
摘
し
た
。
ゴ
シ
ッ
ク
で
は
様
々
な
出
来
事
を
時
間
の
相
の
下
に
眺
め
、
且
秩
序
づ
け
よ
う
と
す
る
の
に
対
し
、
ル
ネ
サ
ン
ス
で
は
空

間
的
秩
序
づ
け
が
優
勢
と
な
り
、
異
っ
た
時
間
に
属
す
る
出
来
事
を
同
一
の
画
面
の
中
に
描
き
込
む
こ
と
が
次
第
に
避
け
ら
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
行
く
と
い
う
の
で
あ
る
。
勿
論
ル
ネ
サ
ン
ス
の
画
家
マ
ザ
ッ
チ
オ
や
ボ
ッ
テ
ィ
チ
ェ
リ
の
作
品
に
は
時
間
的
に
異
っ
た
出
来
事
が

同
一
画
面
の
中
で
ま
と
め
ら
れ
た
も
の
が
あ
り
、
継
時
的
表
現
か
ら
一
挙
に
岡
時
的
蓑
現
へ
移
行
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
直
観
的

表
現
を
支
え
る
も
の
が
時
間
優
位
の
態
度
か
ら
空
間
優
位
の
そ
れ
へ
と
徐
々
に
変
化
し
て
行
っ
た
の
は
事
実
と
し
て
認
め
ね
ば
な
ら
な

い
。　

フ
ラ
イ
は
西
欧
内
部
で
の
芸
術
表
現
上
の
変
化
が
空
間
意
識
、
時
間
意
識
の
変
化
と
複
雑
に
か
ら
み
合
っ
て
い
る
こ
と
に
気
附
き
、
そ

の
結
果
『
ゴ
シ
ッ
ク
と
ル
ネ
サ
ン
ス
』
の
終
り
で
は
中
国
の
山
水
画
に
窺
わ
れ
る
空
間
・
時
間
意
識
に
触
れ
、
そ
れ
が
西
欧
の
も
の
と
は

異
る
点
に
言
及
し
て
い
る
。
か
か
る
点
を
顧
慮
す
る
と
フ
ラ
イ
が
シ
ュ
ペ
ン
グ
ラ
ー
や
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
著
書
や
論
文
を
読
ん
で
い
る
の

は
確
か
だ
し
、
そ
こ
か
ら
何
が
し
か
触
発
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
も
充
分
考
え
ら
れ
る
が
、
フ
ラ
イ
は
彼
な
り
に
芸
術
の
具
体
的
表
現
を
問

題
に
す
る
に
は
空
間
・
時
間
問
題
に
ま
で
立
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
続
け
て
い
た
こ
と
が
分
る
。
そ
し
て
『
比
較
芸
術
学
の
基
礎
づ

け
』
に
至
っ
て
、
そ
の
副
題
を
「
ア
フ
リ
カ
・
ユ
ー
ラ
シ
ア
高
次
文
化
の
芸
術
に
お
け
る
空
間
・
時
間
」
と
つ
け
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で

あ
る
○
フ
ラ
イ
に
と
っ
て
比
較
芸
術
学
と
は
比
較
精
神
史
に
他
な
ら
な
い
。

　
今
更
い
う
ま
で
も
な
く
芸
術
は
単
な
る
機
械
的
技
術
の
地
位
に
甘
ん
ず
る
も
の
で
は
な
く
、
人
問
精
神
の
一
つ
の
蓑
現
形
式
な
の
で
あ

り
、
そ
れ
自
体
で
自
律
し
た
領
域
を
形
成
し
て
お
り
、
哲
学
的
思
想
や
宗
教
的
教
義
の
図
解
を
本
領
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ

て
空
聞
・
時
間
に
つ
い
て
の
哲
学
的
理
論
が
そ
の
ま
ま
芸
術
表
現
を
規
定
す
る
と
か
、
或
い
は
芸
術
に
直
接
反
映
す
る
と
か
い
う
こ
と
を
、

　
　
　
　
芸
術
と
時
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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5
　
因
果
的
関
係
と
し
て
言
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
フ
ラ
イ
が
造
形
的
秩
序
づ
け
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
具
体
的
方
法
を
根
本
的
な
形
で
比
較

　
　
す
る
た
め
の
座
標
と
し
て
空
間
・
時
間
意
識
を
選
ん
だ
理
由
は
、
芸
術
が
感
性
的
直
観
に
関
わ
る
世
界
で
あ
り
、
感
性
的
直
観
は
、
た
と

　
　
え
明
確
に
意
識
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
空
間
・
時
悶
と
い
う
枠
組
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
で
芸
術
と
時
間
と
い
う
漠
然
と
し
た
題
の
下
に
考
え
よ
う
・
と
す
る
こ
と
が
ら
の
大
凡
の
輪
郭
は
描
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

二

　
空
間
と
か
時
間
と
か
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
極
め
て
身
近
な
も
の
と
い
え
る
。
わ
れ
わ
れ
は
日
常
会
話
の
中
で
さ
え
時
問
が
な
い
と
か

時
間
が
余
っ
た
と
か
ま
る
で
物
の
よ
う
に
語
る
し
、
空
聞
に
関
し
て
も
重
苦
し
い
空
間
と
か
明
る
い
空
間
と
か
広
々
し
た
空
間
と
か
言
う
。

し
か
し
そ
れ
で
は
空
間
と
か
時
問
の
本
質
は
何
か
と
更
め
て
尋
ね
ら
れ
る
と
途
端
に
良
く
分
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
は
捉
え
ど
こ

ろ
の
な
い
と
り
と
め
の
な
い
相
手
に
一
変
す
る
。
空
閥
は
三
次
元
の
無
限
の
拡
が
り
で
あ
り
、
時
間
は
そ
れ
に
対
す
る
第
四
の
次
元
だ
と

考
え
て
み
て
も
、
そ
の
よ
う
な
蒔
間
に
つ
い
て
重
苦
し
い
時
間
と
か
充
実
し
た
時
間
と
か
言
う
の
は
少
々
滑
稽
な
感
じ
が
す
る
。

　
わ
れ
わ
れ
が
時
聞
と
は
何
か
と
問
う
蒔
に
、
わ
れ
わ
れ
は
時
間
を
事
物
の
よ
う
に
対
象
化
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
問
う
て
い
る
わ
れ
わ

れ
自
身
も
時
間
の
中
に
い
る
と
想
定
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
時
間
の
外
に
立
っ
て
お
り
、

時
間
の
一
切
の
制
約
か
ら
免
れ
て
い
る
と
で
も
仮
定
し
な
い
限
り
、
三
間
と
は
何
か
と
問
う
て
み
て
も
判
然
と
し
た
答
え
は
得
ら
れ
な
い

だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
問
う
わ
れ
わ
れ
自
身
が
既
に
時
間
の
中
に
ひ
き
込
ま
れ
思
事
に
ま
き
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て
い
て
、
時
間
と

い
う
相
手
を
客
観
的
に
眺
め
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
川
の
ほ
と
り
に
立
っ
て
時
々
と
は
流
れ
て
行
く
も
の
だ
と
い
う

感
想
を
も
つ
と
し
た
ら
、
そ
の
よ
う
な
感
想
を
も
つ
人
自
身
は
流
れ
か
ら
完
全
に
免
れ
た
存
在
な
の
だ
ろ
う
か
。
だ
れ
も
そ
の
よ
う
な
特

権
的
立
場
を
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
時
問
と
は
何
々
で
あ
る
と
い
っ
た
定
義
を
急
い
で
求
め
る
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
が
時
聞
と
は
何
だ
ろ
う
と
疑
問
に
思
っ
た
時
、
わ
れ
わ



　
　
れ
自
身
、
時
間
に
つ
い
て
何
が
し
か
の
こ
と
を
既
に
知
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
か
ら
出
発
し
て
み
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ

　
　
れ
が
時
間
に
つ
い
て
全
く
何
も
知
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
時
間
を
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
る
と
い
う
こ
と
さ
え
な
い
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ

　
　
は
時
間
の
問
題
が
気
に
か
か
る
程
度
に
時
間
の
こ
と
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
わ
た
く
し
が
漠
然
と
知
っ
て
い
る
時
間
の
諸

　
性
質
は
、
わ
た
し
以
外
の
多
く
の
他
の
人
が
漠
然
と
知
っ
て
い
る
時
間
の
諸
性
質
と
お
そ
ら
く
重
な
る
部
分
が
多
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

　
　
か
。

　
　
人
間
や
動
物
や
植
物
、
要
す
る
に
生
命
を
も
っ
た
も
の
が
生
長
す
る
に
は
或
る
長
さ
の
時
間
が
か
か
る
。
そ
し
て
生
命
を
も
っ
た
個
体

　
　
は
、
長
短
の
違
い
は
あ
り
は
す
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
誕
生
し
生
長
し
、
そ
し
て
消
滅
し
て
行
く
。
生
命
を
も
っ
た
個
体
の
寿
命
と
い
っ
た
も

　
　
の
は
有
限
で
あ
り
、
種
と
し
て
の
存
続
も
ま
た
果
て
し
な
く
長
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
既
に
絶
滅
し
て
し
ま
っ
た
種
も
数
多
く
あ
る
。

　
　
人
間
も
個
体
と
し
て
は
言
う
ま
で
も
な
く
有
限
で
あ
る
わ
け
だ
し
、
種
と
し
て
も
恐
ら
く
は
有
限
で
あ
る
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
い
ず

　
　
れ
に
せ
よ
生
命
と
い
う
現
象
は
時
間
の
中
で
生
じ
、
そ
し
て
滅
ぶ
も
の
だ
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
そ
の
よ
う

　
　
に
心
得
て
い
る
。
そ
し
て
又
寿
命
の
長
短
と
い
っ
た
こ
と
を
語
る
時
の
わ
れ
わ
れ
の
尺
度
と
し
て
は
自
然
現
象
の
比
較
的
規
則
正
し
い
変

　
　
化
を
物
差
に
使
う
。
即
ち
太
陽
が
昇
り
没
し
、
そ
し
て
ま
た
昇
る
ま
で
を
一
日
と
し
、
太
陽
の
見
か
け
上
の
高
さ
が
最
低
の
時
か
ら
最
高

　
　
の
時
を
経
て
ま
た
最
低
と
な
る
ま
で
を
一
年
と
し
、
そ
の
反
復
の
回
数
で
長
い
と
か
短
い
と
か
言
っ
て
い
る
。
自
然
の
か
か
る
現
象
が
人

　
　
間
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
有
っ
て
い
る
、
或
い
は
有
っ
て
い
た
こ
と
は
古
代
の
遣
跡
、
例
え
ば
イ
ギ
リ
ス
の
ス
ト
ソ
ヘ
ソ
ジ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
巨
石
サ
ー
ク
ル
や
中
国
の
北
京
の
街
路
の
つ
け
方
な
ど
か
ら
充
分
理
解
で
き
る
と
思
う
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
は
現
在
、
時
計
に
従
っ
て
日
々
の
生
活
を
営
ん
で
い
る
が
、
時
計
の
時
間
は
自
然
現
象
か
ら
抽
象
さ
れ
た
時
間
の
よ
う
に
思

　
　
わ
れ
る
。
そ
し
て
自
然
の
運
行
の
下
る
規
劉
正
し
さ
と
い
う
も
の
を
時
間
を
考
え
る
時
の
基
準
と
す
る
と
い
う
の
が
、
わ
た
く
し
を
は
じ

　
　
め
多
く
の
人
々
が
常
識
的
に
と
っ
て
い
る
態
度
だ
と
思
う
。
そ
し
て
こ
の
常
識
的
時
間
と
い
う
の
は
循
環
的
時
間
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
し

　
　
か
し
一
面
で
は
反
復
し
、
他
面
で
は
反
復
し
な
い
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
つ
ま
り
季
節
は
絶
え
ず
循
環
を
繰
返
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る

635
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〇

が
、
そ
の
循
環
に
は
い
わ
ば
番
号
が
つ
け
ら
れ
て
い
て
、
そ
の
順
番
は
不
可
逆
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
循
環
が
何
度
繰
返
さ
れ
た
か
と

か
、
或
る
出
来
菓
か
ら
循
環
が
何
度
繰
返
さ
れ
て
現
在
に
至
っ
た
か
と
か
い
う
こ
と
を
非
常
に
気
に
す
る
文
化
と
そ
れ
程
で
も
な
い
文
化

と
が
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
自
然
現
象
の
賜
る
規
則
性
を
時
問
の
尺
度
に
選
ぶ
と
い
う
や
り
方
は
人
間
に
と
っ
て
文
字
通
り
自
然
な
や
り
方

だ
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
季
節
の
循
環
に
番
号
を
つ
け
そ
れ
は
不
可
逆
だ
と
い
う
ふ
う
に
見
倣
す
の
が
わ
れ
わ
れ
に
馴
染
み
の
考
え
で
あ
る

が
、
こ
れ
も
文
化
の
在
り
方
に
よ
っ
て
変
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
多
く
の
人
々
は
、
或
る
出
来
事
は
似
た
よ
う
な
形
で
繰
返
し
生
ず
る

か
も
知
れ
な
い
が
、
決
し
て
岡
じ
こ
と
が
二
度
生
ず
る
と
は
考
え
な
い
。
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
こ
と
は
旧
に
戻
ら
な
い
と
い
う
の
が
時
間
に

つ
い
て
の
常
識
的
態
度
か
ら
出
る
帰
結
だ
と
思
う
。

　
以
上
は
い
わ
ば
常
識
的
時
間
概
念
の
客
観
的
側
面
だ
と
す
る
と
、
こ
れ
と
は
別
の
側
面
も
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
わ
れ
わ
れ
は
時
計
の

時
間
と
は
別
…
の
時
間
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
時
計
の
時
問
が
客
観
的
と
呼
ば
れ
る
と
す
る
と
主
観
的
時
聞
と
で
も
言
う

べ
き
諒
闇
で
あ
る
。
親
し
い
友
人
の
遠
方
か
ら
の
来
訪
を
一
日
千
秋
の
思
い
で
待
っ
て
い
る
時
の
時
間
は
非
常
に
長
く
感
じ
ら
れ
る
。
そ

の
友
人
と
過
す
楽
し
い
階
と
か
、
或
い
は
限
ら
れ
た
日
時
で
諮
る
仕
事
を
是
非
と
も
仕
上
げ
る
べ
く
一
刻
を
惜
し
ん
で
励
む
と
か
い
う
場

合
の
時
問
は
、
そ
の
流
れ
が
早
く
そ
し
て
短
く
感
じ
ら
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。

　
芸
術
と
時
間
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
も
常
識
的
な
意
味
で
の
客
観
的
な
時
間
と
主
観
的
な
幕
間
と
い
う
二
つ
の
面
か
ら
扱
え
る
だ
ろ
う

と
思
う
。
芸
術
体
験
と
い
っ
た
体
験
は
創
作
の
場
合
に
せ
よ
観
照
の
場
合
に
せ
よ
、
著
し
く
主
観
的
性
格
を
帯
び
る
で
あ
ろ
う
。
　
一
方
例

え
ば
芸
術
の
歴
史
と
い
っ
た
も
の
に
あ
っ
て
は
客
観
的
な
時
聞
の
経
過
と
の
関
係
の
中
で
芸
術
作
口
㎜
が
眺
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
芸
術

の
歴
史
に
お
い
て
も
主
観
的
隠
閥
は
関
与
し
て
く
る
が
、
直
接
的
芸
術
体
験
に
お
け
る
主
観
的
時
間
に
比
べ
れ
ば
、
遙
か
に
稀
薄
だ
と
言

え
よ
う
。

　
芸
術
の
歴
史
が
客
観
的
時
間
経
過
と
密
接
に
関
わ
る
こ
と
は
繰
返
す
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
時
間
経
過
に
関
し
て
瞠
る
種
の
方

向
性
を
指
摘
す
る
揚
合
も
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
例
え
ば
A
・
リ
ー
グ
ル
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時
代
の
芸
術
は
そ
れ
ぞ
れ
の
芸
術
意
志
を
根



　
　
底
に
有
し
な
が
ら
或
る
方
向
へ
と
流
れ
て
行
っ
た
こ
と
を
古
代
エ
ジ
プ
ト
か
ら
ギ
リ
シ
ア
を
経
て
末
期
ロ
ー
マ
に
至
る
芸
術
の
歴
史
に
つ

　
　
い
て
検
討
し
、
そ
こ
に
は
触
覚
的
近
接
視
的
な
対
象
把
握
か
ら
視
覚
的
遠
隔
視
的
な
そ
れ
へ
と
移
行
し
て
行
く
と
い
う
方
向
性
が
存
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
こ
と
を
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
試
み
た
。
同
じ
よ
う
な
こ
と
を
H
・
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
は
西
欧
ル
ネ
サ
ン
ス
の
輪
郭
の
明
瞭
な
彫
塑
的
芸
術
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
ら
バ
ロ
ッ
ク
の
奥
行
を
も
っ
た
絵
画
的
芸
術
へ
の
芸
術
の
変
遷
に
つ
い
て
指
摘
し
て
い
る
。
芸
術
と
時
間
と
い
う
問
題
を
、
そ
れ
ぞ
れ
独

　
　
立
し
た
問
題
と
し
て
設
定
し
、
そ
れ
ら
の
関
わ
り
方
を
み
る
と
す
る
と
、
以
上
の
よ
う
な
時
間
的
推
移
に
伴
う
芸
術
様
式
の
変
化
と
言
っ

　
　
た
問
題
、
芸
術
の
歴
史
と
い
っ
た
問
題
が
浮
び
上
っ
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
こ
で
は
特
に
主
題
化
す
る
意
図
は
な
い
。

　
　
　
ま
た
常
識
的
時
間
の
立
場
か
ら
芸
術
と
時
間
と
の
関
わ
り
を
考
え
る
と
い
う
時
、
い
わ
ゆ
る
空
間
芸
術
と
時
間
芸
術
と
い
う
伝
統
的
な

　
　
芸
術
の
区
分
、
整
理
、
そ
し
て
比
較
の
問
題
が
考
え
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
詩
は
語
る
絵
画
で
あ
り
、
絵
画
は
沈
黙
の
詩
で
あ
る
と
い

　
　
う
課
題
的
な
表
現
は
、
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
古
い
わ
け
で
あ
る
が
、
ご
く
一
般
的
に
言
っ
て
詩
や
音
楽
な
ど
の
よ
う
に
時
間
的
に
展
開
す

　
　
る
芸
術
は
自
由
芸
術
的
な
高
い
地
位
を
与
え
ら
れ
、
彫
刻
や
建
築
な
ど
空
間
の
中
で
物
体
を
組
立
て
て
行
く
造
形
芸
術
は
否
応
な
く
肉
体

　
　
的
労
働
を
伴
い
、
そ
れ
故
に
機
械
的
技
術
と
し
て
低
く
み
ら
れ
る
と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
た
大
体
に
お
い
て
東
西
両
洋
に
共
通
す
る
見
方

　
　
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
が
時
間
的
芸
術
に
対
し
、
造
形
芸
術
、
こ
と
に
絵
画
の
優
越
性
を
強
調
す
る
の
は
、
西
洋
の
芸
術
の
歴

　
　
史
の
中
で
造
形
芸
術
が
低
い
地
位
し
か
与
え
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
こ
と
を
背
景
に
す
る
と
き
、
う
な
ず
け
る
部
分
が
多
い
の
で
は
な
い
だ

　
　
ろ
う
か
。
レ
オ
ナ
ル
ド
は
諸
芸
術
の
比
較
論
に
お
い
て
時
間
的
芸
術
に
紺
す
る
絵
画
の
優
位
を
説
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
論
拠
と
す
る
の

　
　
は
例
え
ば
時
間
的
芸
術
は
当
時
的
に
し
か
作
品
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
ず
全
体
的
関
係
を
同
時
的
に
一
挙
に
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
と

　
　
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
一
つ
の
部
分
は
前
の
部
分
に
続
い
て
し
か
生
じ
得
な
い
の
で
あ
り
後
か
ら
く
る
も
の
は
先
行
す
る
も
の
が
消
滅

　
　
し
な
い
こ
と
に
は
生
じ
得
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
レ
ナ
ナ
ル
ド
に
と
っ
て
絵
画
は
一
瞬
の
う
ち
に
視
覚
を
通
し
て
も
の
の
本
質
を
人
に

　
　
示
す
こ
と
の
で
き
る
芸
術
で
あ
る
。
詩
も
同
じ
こ
と
を
な
し
は
す
る
も
の
の
視
覚
ほ
ど
の
力
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
レ
オ
ナ
ル
ド
に

655　
　
　
　
　
　
芸
術
と
賭
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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と
っ
て
雷
葉
と
い
う
も
の
は
事
物
を
端
的
に
提
示
し
て
み
せ
る
も
の
で
は
な
く
て
、
い
わ
ば
任
意
の
記
号
の
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

従
っ
て
彼
は
絵
画
と
詩
と
の
相
違
は
物
体
と
そ
の
影
と
の
根
違
だ
と
言
う
わ
け
で
あ
る
。

　
自
然
の
事
物
を
実
物
と
見
紛
う
ば
か
り
に
克
明
に
描
出
し
て
み
せ
る
芸
術
と
し
て
の
絵
画
は
、
自
然
の
注
意
深
い
観
察
者
で
あ
り
記
録

者
で
あ
る
レ
オ
ナ
ル
ド
に
と
っ
て
、
束
の
閥
の
調
和
的
美
し
さ
を
提
供
し
た
だ
け
で
忽
ち
消
え
去
っ
て
行
く
音
楽
よ
り
も
遙
か
に
大
き
な

永
続
性
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
も
高
い
価
値
を
与
え
ら
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
西
欧
ル
ネ
サ
ン
ス
の
時
代
は
、
世
界
の
物
体
と

し
て
の
実
在
性
に
更
め
て
気
附
い
た
時
代
で
あ
っ
た
わ
け
で
も
あ
る
が
、
レ
オ
ナ
ル
ド
の
諸
芸
術
の
比
較
論
は
空
間
的
造
形
芸
術
と
し
て

の
絵
画
と
時
間
的
芸
術
と
し
て
の
詩
や
音
楽
と
を
対
比
さ
せ
つ
つ
そ
の
優
劣
を
論
じ
た
も
の
で
あ
り
、
物
体
と
し
て
の
世
界
認
識
・
の
方
法

と
し
て
の
絵
薗
芸
術
の
地
位
の
向
上
を
宣
言
す
る
も
の
と
受
取
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
彼
に
お
い
て
視
覚
芸
術
は
世
界
認
識
の
確
か
さ
と

い
う
点
で
聴
覚
芸
術
に
優
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
人
間
の
厨
は
魂
の
窓
に
他
な
ら
な
い
。
彼
は
目
が
晃
え
な
く
な
る
よ
り
は
耳
が
聞
え
な

く
な
っ
た
方
が
ま
し
だ
と
考
え
る
視
覚
型
の
人
間
だ
っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
～
定
の
視
点
を
定
め
、
幾
何
学
的
遠
近
法
に
従
い
つ
つ
空
間

を
合
理
的
に
秩
序
づ
け
、
ま
た
人
体
を
均
整
あ
る
美
し
い
形
態
と
し
て
眺
め
つ
つ
そ
の
内
部
の
構
造
ま
で
明
ら
か
に
し
ょ
う
と
探
究
の
手

を
休
め
な
か
っ
た
彼
の
よ
う
な
知
的
好
奇
心
に
み
ち
た
精
神
か
ら
、
近
代
的
自
然
科
学
が
誕
生
し
て
き
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
近

代
と
は
空
間
優
位
、
つ
ま
り
そ
こ
で
は
時
聞
も
ま
た
次
第
に
量
的
な
も
の
と
し
て
空
間
化
さ
れ
て
行
く
よ
う
な
時
代
な
の
だ
ろ
う
と
思
わ

れ
る
。
そ
れ
故
に
こ
そ
例
え
ば
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
よ
う
な
人
が
時
間
と
は
等
質
的
空
間
や
線
の
形
で
で
は
な
く
純
粋
な
持
続
と
し
て
考
え
る

べ
き
だ
と
言
う
よ
う
に
も
な
る
。
か
か
る
持
続
と
は
、
自
我
が
生
き
る
こ
と
に
身
を
ま
か
せ
、
現
在
の
状
態
と
先
だ
つ
諸
状
態
と
を
墨
髭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

す
る
の
を
止
め
る
時
、
意
識
状
態
の
継
続
の
と
る
形
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
幾
何
学
的
空
閥
の
等
質
性
に
対
比
的
に
言
え
ば
純
粋
な
異

質
性
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
質
的
変
化
が
互
に
溶
け
合
い
相
互
に
滲
透
し
合
い
、
何
ら
相
互
排
除
の
傾
向
も
な
い
の
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ソ
の
純
粋
持
続
と
い
う
概
念
は
芸
術
体
験
を
考
え
る
時
、
大
い
に
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
の
時
問
論
そ
の
も
の
に

は
こ
れ
以
上
立
入
ら
ぬ
こ
と
に
し
、
芸
術
は
最
初
に
繭
提
し
た
よ
う
に
感
性
的
直
観
に
関
わ
る
世
界
で
あ
り
、
直
観
に
関
わ
る
以
上
、
空
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間
・
時
間
の
問
題
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
視
点
に
立
帰
っ
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
レ
オ
ナ
ル
ド
は
造
形
芸
術
で
は
全
体
及
び
そ
れ
を
構
成
す
る
各
部
分
が
同
時
に
存
在
し
、
全
体
が
一
挙
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

詩
や
音
楽
で
は
部
分
が
時
間
的
に
順
を
追
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
言
う
。
確
か
に
そ
の
通
り
で
は
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
空
閥
芸
術
の
中
に
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

間
的
契
機
が
存
し
、
時
間
的
芸
術
の
中
に
空
間
的
契
機
が
指
摘
で
き
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。
そ
の
点
に
つ
い
て
は
ス
ー
リ
オ
の
論
文
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

を
は
じ
め
、
彼
に
先
だ
つ
人
々
、
例
え
ば
F
・
メ
デ
ィ
ク
ス
や
リ
ー
マ
ン
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
な
ど
の
指
摘
が
あ
る
。
芸
術
体
験
に
即
し
て
言

え
ば
空
間
芸
術
と
か
時
間
芸
術
と
か
に
区
別
す
る
こ
と
は
大
し
た
意
味
を
も
た
な
い
し
、
造
形
芸
術
に
も
リ
ズ
ム
が
あ
り
時
間
芸
術
に
も

全
体
と
し
て
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
が
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
人
は
な
い
。
た
だ
決
定
的
な
点
は
い
わ
ゆ
る
時
間
芸
術
が
不
可
逆
的
に
進
行
す

る
と
い
う
一
点
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
作
品
の
物
理
的
な
存
在
の
仕
方
と
い
う
も
の
は
芸
術
作
品
の
観
照
体
験
に
お
い
て
は
そ
れ
程
重
大

な
問
題
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
作
品
を
作
り
出
す
側
か
ら
み
る
と
或
る
主
題
を
ど
の
よ
う
な
物
質
的
材
料

に
よ
っ
て
如
何
に
表
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
作
品
と
い
う
物
理
的
な
存
在
を
生
み
出
す
為
の
苦
心
が
凡
て
だ
と
言
っ
て
よ
い
。

芸
術
が
人
間
の
感
性
的
直
観
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
作
品
の
存
在
の
仕
方
は
観
照
す
る
側
の
意
識
に
あ
る
方
向
性
を
与
え
さ
え
す

る
。
詩
や
音
楽
と
絵
画
や
建
築
を
対
比
さ
せ
つ
つ
論
じ
る
と
い
う
こ
と
は
古
く
て
新
し
い
解
題
な
の
で
あ
り
、
既
に
結
着
済
み
な
ど
と
は

，
言
え
な
い
ど
こ
ろ
か
相
互
の
衝
突
や
融
合
か
ら
新
し
い
芸
術
世
界
が
開
か
れ
つ
つ
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
に
ま
た
基
本

的
な
地
点
に
立
帰
り
つ
つ
新
た
な
可
能
性
を
探
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
芸
術
と
時
間
と
い
う
問
題
は
ス
ー

　
　
　
　
（
1
5
）

リ
オ
の
指
摘
を
侯
つ
ま
で
も
な
く
い
わ
ゆ
る
空
間
芸
術
と
呼
ば
れ
て
き
た
絵
画
や
彫
刻
に
お
い
て
こ
そ
最
も
尖
鋭
な
形
を
と
っ
て
わ
れ
わ

れ
に
迫
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

三

甚
だ
外
而
的
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
芸
術
作
品
を
生
み
出
す
為
に
は
客
観
的
な
時
間
が
か
か
る
。
建
築
や
彫
刻
、

　
　
　
芸
術
と
時
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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5
　
絵
画
は
構
想
か
ら
実
際
の
作
贔
誕
生
ま
で
に
一
定
の
時
間
が
必
要
で
あ
る
。
例
え
ば
漆
喰
、
セ
メ
ン
ト
、
膠
、
絵
具
が
乾
く
ま
で
作
り
手

　
　
は
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
一
杯
の
砂
糖
水
を
作
る
場
合
、
砂
糖
が
溶
け
る
の
を
待
つ
他
は
な
く
、
こ
の
待
た
ね
ば
な
ら
ぬ

　
　
時
間
は
数
学
的
難
問
的
な
時
間
で
は
な
く
生
き
ら
れ
た
時
間
で
あ
り
、
そ
の
持
続
は
わ
た
く
し
の
意
識
に
と
っ
て
は
絶
対
的
で
あ
る
と

　
　
（
1
6
）

　
　
い
う
。
確
か
に
画
家
に
と
っ
て
絵
具
が
乾
く
ま
で
待
つ
と
い
う
こ
と
は
生
き
ら
れ
る
時
間
に
は
違
い
な
い
し
、
芸
術
に
と
っ
て
決
定
的
に

　
　
重
要
な
こ
と
が
ら
だ
と
言
え
る
が
、
こ
こ
で
は
待
つ
と
い
う
鹿
渡
も
或
る
程
度
数
量
化
し
う
る
と
い
う
彌
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
断
雲

　
　
ソ
ト
が
完
全
に
乾
か
ぬ
う
ち
に
教
会
堂
の
柱
を
積
み
上
げ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
か
ら
建
築
に
は
客
観
的
な
測
定
可
能
な
時
間
が
必
要
と
な

　
　
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
の
よ
う
な
物
理
的
制
約
か
ら
生
ず
る
制
作
の
時
閥
の
他
に
、
社
会
的
人
間
的
な
諸
理
由
に
よ
っ
て
完
成
ま
で
に
多
く
の
時
閥
が
必

　
　
要
と
さ
れ
る
場
合
も
あ
る
。
一
般
に
西
欧
の
教
会
堂
建
築
は
長
い
時
間
を
か
け
て
建
て
ら
れ
た
も
の
が
多
い
が
、
パ
リ
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム

　
　
寺
院
は
一
一
六
三
年
か
ら
一
一
七
七
年
ま
で
か
け
て
内
陣
部
を
作
り
、
身
廊
と
袖
廊
部
が
一
一
九
六
年
に
、
そ
し
て
西
正
面
が
一
二
五
〇

　
　
年
に
完
成
し
た
。
ヴ
ィ
ー
ン
の
墾
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
寺
院
の
西
堂
面
部
は
一
三
世
紀
前
半
で
あ
る
が
、
内
陣
の
ゴ
シ
ッ
ク
部
分
は
一
三
〇
四

　
　
年
か
ら
一
三
四
〇
年
に
か
け
て
建
て
ら
れ
、
身
廊
部
分
が
出
来
上
る
の
は
｛
四
五
〇
年
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
の
場
合

　
　
で
九
〇
年
弱
、
聖
シ
ュ
テ
フ
ァ
ン
の
場
合
で
一
五
〇
年
弱
の
歳
月
を
か
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
多
少
極
端
で
例
外
的
な
場
合
と
言
え
る

　
　
け
れ
ど
も
ケ
ル
ン
の
大
聖
堂
の
定
礎
か
ら
献
堂
式
ま
で
の
歴
史
を
眺
め
て
み
る
と
略
、
次
の
よ
う
で
あ
る
、
こ
の
大
聖
堂
の
あ
っ
た
と
こ

　
　
ろ
に
は
カ
ロ
リ
ソ
グ
朝
に
建
て
ら
れ
た
カ
テ
ド
ラ
ル
が
傷
ん
で
は
い
た
が
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
一
二
四
八
年
四
月
三
〇
日
に
焼
失
し
た
。

　
　
し
か
し
同
年
八
月
一
五
日
に
は
逸
速
く
新
カ
テ
ド
ラ
ル
の
礎
石
が
置
か
れ
た
。
僅
か
三
ヶ
月
半
で
プ
ラ
ン
を
作
っ
た
と
は
驚
く
程
の
早
さ

　
　
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
建
築
家
ゲ
ル
ハ
ル
ト
（
も
し
く
は
ジ
ェ
ラ
！
ル
）
が
フ
ラ
ン
ス
の
新
傾
向
の
建
築
、
つ
ま
り
ゴ
シ
ッ
ク
建
築
を
充
分

　
　
咀
乏
し
、
わ
が
も
の
と
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
彼
の
ノ
ー
ト
は
ア
ミ
ア
ン
、
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
・
ド
・
パ
リ
、
ボ
…
ヴ
ェ
1
、
サ
ン
・

　
　
ド
ニ
な
ど
に
つ
い
て
学
ん
だ
知
識
で
充
た
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
ケ
ル
ン
の
大
璽
堂
は
多
少
の
変
更
は
加
え
ら
れ
た
も
の
の
基



　
　
本
的
プ
ラ
ン
に
従
っ
て
内
陣
部
が
＝
二
二
二
年
に
完
成
を
み
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
後
も
西
側
フ
ァ
サ
ー
ド
部
分
の
工
事
が
続
行
さ
れ
た

　
　
が
十
五
世
紀
前
半
に
中
断
さ
れ
た
ま
ま
略
四
百
年
が
過
ぎ
、
十
九
世
紀
の
ゴ
シ
ッ
ク
リ
ヴ
ァ
イ
ヴ
ァ
ル
と
共
に
工
事
に
と
り
か
か
っ
た
。

　
　
即
ち
発
見
さ
れ
た
旧
プ
ラ
ン
に
従
っ
て
工
事
に
と
り
か
か
っ
た
の
が
一
八
四
二
年
で
あ
り
、
ツ
ヴ
ィ
ル
ナ
ー
の
監
督
の
下
に
一
八
六
一
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
ま
で
続
き
、
更
に
フ
ォ
イ
ク
テ
ル
に
引
継
が
れ
て
完
成
し
た
の
が
一
八
八
○
年
で
あ
っ
た
。
一
二
四
八
年
か
ら
数
え
る
と
空
白
期
間
を
は

　
　
さ
ん
で
六
百
年
を
越
え
る
歳
月
を
要
し
た
こ
と
に
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
ス
ペ
イ
ン
の
バ
ル
セ
ロ
ナ
に
ガ
ウ
デ
ィ
が
作
り
は
じ
め
た
サ
グ

　
　
ラ
ダ
・
フ
ァ
ミ
リ
ア
教
会
は
一
八
八
四
年
か
ら
一
九
一
四
年
に
か
け
て
ほ
ぼ
持
続
的
に
工
事
が
行
わ
れ
、
第
一
次
世
界
大
戦
で
一
時
中
断

　
　
し
た
後
、
一
九
一
九
年
置
再
び
着
工
さ
れ
た
。
ガ
ウ
デ
ィ
は
一
九
二
六
年
に
没
し
た
が
教
会
の
建
物
は
ま
だ
完
成
は
し
て
お
ら
ず
、
い
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
完
成
す
る
の
か
も
分
ら
な
い
。
現
在
も
建
築
途
中
で
あ
る
。

　
　
　
ケ
ル
ン
大
聖
堂
や
サ
グ
ラ
ダ
・
フ
ァ
ミ
リ
ア
は
例
外
的
に
長
い
時
間
を
費
し
て
作
ら
れ
た
、
或
い
は
作
ら
れ
つ
つ
あ
る
建
築
と
言
え
よ

　
　
う
が
、
か
か
る
も
の
と
は
反
対
に
、
い
わ
ゆ
る
一
気
呵
成
に
出
来
た
も
の
で
も
時
計
で
測
れ
る
時
間
的
長
さ
を
指
摘
で
き
る
。
人
間
の
手

　
　
に
な
る
芸
術
作
品
は
決
し
て
神
の
創
造
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
誕
生
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
通
常
、
長
い
暗
中
模
索
や
試
行
錯
誤
を
経
て

　
　
生
ま
れ
て
く
る
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
制
作
が
中
途
で
放
棄
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
は
夫
完
成
の
作
品
と
い
う

　
　
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
以
上
先
へ
進
め
な
い
地
点
に
達
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
普
通
の
目
で
み
れ
ば
夫
完
成
で
も
、

　
　
手
を
加
え
る
余
地
が
な
い
と
い
う
意
味
で
は
完
成
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
何
か
も
の
を
作
る
に
先
立
っ
て
作
ら
る
べ
き
も
の
が
明
確
に

　
　
規
定
さ
れ
て
い
る
場
合
は
、
作
る
作
業
は
目
的
達
成
の
為
の
行
為
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
目
的
達
成
と
は
作
品
の
完
成
と
い
う
こ
と
を
意

　
　
味
す
る
。
貯
水
池
の
為
の
ダ
ム
を
建
設
し
た
り
、
谷
を
跨
ぐ
橋
を
架
け
た
り
す
る
こ
と
は
、
文
字
通
り
明
確
な
灘
南
を
達
成
す
る
こ
と
で

　
　
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
必
ず
完
成
の
時
が
あ
る
。
し
か
し
も
し
目
標
と
な
る
も
の
が
直
観
的
価
値
（
例
え
ば
美
）
と
か
個
人
の
内
面
深
く

　
　
に
根
差
し
た
感
情
と
か
で
あ
る
と
完
成
と
か
未
完
成
と
か
は
、
軽
々
し
く
論
じ
ら
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
精
神
は
無
限
の
高
み
に
達
し

　
　
よ
う
と
努
力
し
て
も
、
肉
体
と
い
う
牢
獄
か
ら
出
る
こ
と
は
で
ぎ
な
い
し
、
精
神
の
深
み
そ
の
も
の
も
物
質
の
手
を
借
り
ず
に
規
き
み
る
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5
　
こ
と
は
で
き
な
い
。
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
『
奴
隷
』
と
か
『
ロ
ソ
ダ
ニ
ー
二
の
ピ
エ
タ
』
な
ど
は
霊
と
肉
と
の
葛
藤
や
視
覚
化
し
得
ぬ
状

　
　
態
の
視
覚
化
を
試
み
た
巨
人
の
悲
劇
を
、
わ
れ
わ
れ
凡
人
を
戦
傑
さ
せ
る
姿
で
示
し
て
い
る
と
言
え
る
し
、
か
か
る
作
晶
が
未
完
成
と
な

　
　
る
の
も
当
然
と
い
う
思
い
を
生
じ
さ
せ
る
。
一
方
、
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
自
然
の
世
界
は
広
大
無
辺
で
あ
り
、
そ
の
秘
密
を
一
つ
暴

　
　
い
た
と
思
う
そ
ば
か
ら
よ
り
大
き
な
秘
密
が
更
に
現
わ
れ
て
く
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
は
再
び
新
し
い
仕
事
に
と
り
か
か
る
こ
と
に
な
り
、

　
　
時
に
は
探
究
途
上
の
仕
事
が
そ
の
ま
ま
に
し
て
お
か
れ
る
場
合
も
あ
る
。
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
と
は
違

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
つ
た
理
由
で
多
く
の
未
完
成
の
作
品
を
残
し
た
。
レ
オ
ナ
ル
ド
は
自
然
の
探
究
者
で
あ
り
、
探
究
の
仕
事
は
常
に
途
上
に
あ
る
か
ら
で
あ

　
　
る
Q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
　
ガ
ン
ト
ナ
ー
の
提
起
し
た
未
完
成
の
問
題
は
芸
術
作
品
解
釈
の
上
で
大
き
な
意
味
を
有
つ
が
、
こ
れ
ら
の
問
題
は
結
局
の
と
こ
ろ
人
間

　
　
の
有
限
性
、
即
ち
人
閥
が
時
間
的
存
在
だ
と
い
う
こ
と
か
ら
発
し
て
い
る
。
そ
し
て
人
間
が
芸
術
作
品
に
完
成
を
求
め
た
り
、
未
完
成
の

　
　
ト
ル
ソ
の
よ
う
な
も
の
を
そ
の
ま
ま
認
め
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
間
が
時
間
と
の
関
わ
り
を
ど
の
よ
う
な
形
で
意
識
し
て
い
る
か

　
　
に
よ
る
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
芸
術
と
階
問
の
関
係
の
問
題
も
極
め
て
人
間
的
な
性
格
を
帯
び
て
く
る
。
例
え
ば
量
る
作
品

　
　
が
誕
生
す
る
ま
で
に
要
し
た
時
間
が
凝
縮
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
作
昂
、
つ
ま
り
極
め
て
濃
密
な
時
間
が
そ
こ
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
作
晶

　
　
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
。
丹
精
を
こ
め
て
描
い
た
絵
、
例
え
ば
平
安
時
代
の
仏
画
の
よ
う
な
も
の
を
見
て
い
る
と
、
外
的
直
観
の
形
式
と

　
　
し
て
の
空
間
と
内
的
直
観
の
形
式
と
し
て
の
時
間
と
が
全
き
融
合
を
な
し
て
こ
そ
現
実
の
直
観
で
あ
り
う
る
と
い
う
紛
れ
も
な
い
李
実
が
、

　
　
今
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
で
生
じ
て
い
る
と
確
信
せ
し
め
ら
れ
る
。
ま
た
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
自
画
像
や
人
物
画
で
は
描
く
人
自
身
の
生
の
流

　
　
れ
と
い
っ
た
も
の
と
描
か
れ
て
い
る
人
物
の
生
の
流
れ
と
い
っ
た
も
の
と
が
互
い
に
分
ち
が
た
く
融
合
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
芸
術
作
晶
が
誕
生
す
る
に
は
作
撮
の
作
者
が
居
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
し
、
作
話
の
誕
生
ま
で
に
要
し
た
客
観
的
な
量

　
　
と
し
て
の
時
間
は
、
作
者
の
生
き
た
質
的
時
問
で
も
あ
る
。
出
来
上
っ
て
空
間
的
に
或
る
場
所
を
占
め
て
い
る
作
晶
は
、
芸
術
作
晶
と
し

　
　
て
眺
め
ら
れ
る
時
、
そ
の
誕
生
ま
で
に
要
し
た
質
的
量
的
時
問
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
謡
え
る
、
耶
ち
作
品
と
は
時
問
の
凝
縮
し



　
　
た
姿
と
で
も
言
っ
た
ら
よ
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
造
形
芸
術
作
品
は
物
体
と
し
て
空
間
内
に
或
る
場
所
を
占
め
て
い
る
が
、
建
築
や
記
念
碑
的
建
造
物
な
ど
に
は
比
較
的
に
時
間
の
要
素

　
　
が
弱
く
、
彫
刻
、
絵
画
へ
と
移
る
に
つ
れ
て
時
間
性
が
作
品
の
中
で
大
き
な
意
味
を
有
つ
場
合
が
増
大
す
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
も
然
し

　
建
築
の
内
部
空
間
に
歩
み
入
り
、
そ
の
空
閲
分
節
を
順
次
体
験
し
つ
つ
次
第
に
精
神
的
中
心
へ
と
近
づ
い
て
行
く
場
合
に
は
、
詩
を
読
ん

　
　
だ
り
音
楽
を
聴
い
た
り
す
る
時
の
よ
う
な
時
問
的
流
れ
を
感
じ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
程
戯
然
と
区
別
で
き
る
も
の
で
な
い
こ
と
は

　
　
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
空
間
芸
術
の
中
に
時
間
的
要
素
が
否
応
な
く
入
り
込
ん
で
く
る
こ
と
は
先
に
触
れ
た
メ
デ
ィ
ク
ス
や
ス
ー

　
　
リ
オ
の
説
く
通
り
で
あ
り
、
誰
し
も
認
め
る
こ
と
で
あ
る
が
、
い
わ
ゆ
る
時
間
芸
術
の
存
在
の
仕
方
が
不
可
逆
的
だ
と
い
う
点
は
繰
返
し

　
　
想
起
す
べ
き
だ
と
思
う
。

　
　
　
た
だ
し
時
間
の
本
質
が
不
可
逆
的
な
も
の
な
の
か
ど
う
か
は
そ
れ
自
体
哲
学
的
大
問
題
だ
と
思
わ
れ
る
が
、
常
識
的
時
間
の
立
場
で
は

　
　
一
度
び
過
ぎ
て
し
ま
っ
た
時
は
旧
に
戻
ら
な
い
の
で
あ
り
、
昔
を
今
に
な
す
よ
し
は
無
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
音
楽
を
聴
い
て
い
る

　
　
時
、
予
期
さ
れ
て
い
た
音
は
忽
ち
現
在
と
な
っ
た
と
思
う
そ
ば
か
ら
過
去
と
な
り
遠
ざ
か
っ
て
行
く
。
し
か
も
そ
れ
が
瞬
間
毎
に
わ
れ
わ

　
　
れ
の
意
識
を
早
し
続
け
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
質
的
変
化
の
継
続
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
時
間

　
　
的
芸
術
で
は
時
間
の
流
れ
は
未
来
の
方
か
ら
押
寄
せ
、
背
後
に
流
れ
去
っ
て
行
く
よ
う
な
感
じ
が
す
る
し
、
今
の
瞬
問
が
唯
々
続
い
て
行

　
　
く
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
が
、
し
か
し
仮
り
に
一
瞬
間
前
の
今
と
一
瞬
間
後
の
今
と
が
、
今
と
い
う
瞬
間
の
中
で
保
持
さ
れ
（
因
①
帥
Φ
づ
一
陣
O
口
）
、

　
　
予
期
さ
れ
（
℃
贋
O
け
Φ
質
一
一
〇
づ
）
て
い
る
な
ら
、
時
間
に
も
或
る
空
間
的
な
広
が
り
が
あ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
時
間
が
そ
の
本
性

　
　
上
空
間
的
性
質
を
帯
び
る
も
の
か
否
か
は
こ
こ
で
問
わ
な
い
が
、
音
楽
と
い
う
時
間
芸
術
中
の
時
間
芸
術
と
言
っ
て
よ
い
も
の
が
、
そ
の

　
　
現
実
的
形
態
と
し
て
は
空
間
と
密
接
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
な
ら
な
い
と
思
う
。
わ
れ
わ
れ
は
実
際
、
音
の
空
間
的
広
が

　
　
り
と
い
う
言
葉
を
単
な
る
讐
喩
で
は
な
く
、
む
し
ろ
身
体
的
な
経
験
と
し
て
知
っ
て
い
る
。
演
奏
家
が
音
響
効
果
の
よ
い
演
奏
会
場
、
例

　
　
え
ば
ウ
ィ
ー
ン
の
楽
友
協
会
ホ
ー
ル
の
よ
う
な
場
所
を
好
む
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
音
楽
的
時
間
が
真
に
生
命
を
得
て
流
れ
る
に
適
し
て
い
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一
八

る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
時
間
の
本
質
が
如
何
な
る
も
の
か
は
別
と
し
て
、
時
下
的
芸
術
と
し
て
の
音
楽
は
、
そ
れ
が
音
の
芸
術
と
し
て
存
在

し
、
成
立
す
る
の
に
相
応
し
い
空
間
を
求
め
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
追
口
っ
て
み
れ
ば
わ
れ
わ
れ
の
体
験
的
事
実
で
あ
る
が
、
こ

の
点
に
関
し
て
よ
り
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
時
閥
芸
術
と
い
わ
れ
る
音
楽
そ
の
も
の
に
空
問
的
要
素
が
不
可
避
的
に
入
り
込
ん
で
い
る
と

い
う
事
実
で
あ
る
。

　
純
粋
な
時
間
意
識
と
い
っ
た
状
態
に
つ
い
て
先
述
の
よ
う
に
、
今
と
い
う
瞬
間
を
中
心
と
し
て
予
期
（
℃
融
O
け
O
づ
撞
一
〇
二
）
と
保
持
（
菊
①
8
『

二
§
）
と
い
う
前
後
へ
の
い
わ
ば
空
聞
的
な
広
が
り
が
指
摘
で
き
る
と
し
た
ら
、
現
実
の
音
の
継
起
で
あ
る
音
楽
に
お
い
て
は
文
字
通
り

の
空
豆
的
形
象
と
い
っ
た
も
の
が
音
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
レ
オ
ナ
ル
ド
の
言
う
よ
う
に
音

楽
に
お
い
て
は
先
行
す
る
音
が
消
滅
し
な
け
れ
ば
次
の
音
が
現
わ
れ
得
な
い
と
い
う
形
で
進
行
す
る
の
は
確
か
で
あ
る
が
、
先
行
す
る
音

が
全
く
意
識
か
ら
抹
消
さ
れ
て
し
ま
っ
て
跡
か
た
も
な
く
な
る
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
最
後
の
音
が
消
え
た
瞬
聞
、
何
を
聴
い
て
い
た

の
か
と
い
う
記
憶
す
ら
持
た
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
レ
オ
ナ
ル
ド
と
い
え
ど
も
そ
れ
程
ま
で
極
端
な
こ
と
を
考
え
て
い
た
わ
け
で

は
な
い
。
た
だ
音
楽
や
詩
は
一
定
時
間
存
在
し
、
そ
し
て
消
え
て
し
ま
う
果
敢
な
い
芸
術
だ
と
い
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
し
て
美
し

さ
を
永
続
的
に
保
持
し
つ
づ
け
る
絵
画
の
よ
う
な
芸
術
に
、
よ
り
大
き
な
価
値
を
認
め
た
だ
け
で
あ
る
。
繰
返
し
に
な
る
が
芸
術
は
わ
れ

わ
れ
の
感
性
的
直
観
に
関
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
限
り
で
造
形
的
空
間
芸
術
で
あ
ろ
う
と
ミ
ュ
～
ズ
的
時
間
芸
術
で
あ
ろ
う
と
、
そ
こ
に
は

常
に
空
間
的
側
面
と
晴
間
的
側
面
と
が
指
摘
さ
れ
得
る
筈
で
あ
り
、
全
体
的
統
一
を
支
配
す
る
現
実
の
力
が
空
間
、
時
間
の
何
れ
か
に
か

た
む
く
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
芸
術
は
人
間
に
よ
る
直
接
的
体
験
の
中
で
こ
そ
生
き
生
き
と
保
持
さ
れ
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
し
、
体
験
と
は
絶
え
ず
変
化
し
互
い

に
浸
透
し
な
が
ら
意
識
と
し
て
の
統
一
を
な
し
て
い
る
よ
う
な
何
か
で
あ
り
、
さ
ざ
め
い
た
り
逆
巻
い
た
り
し
な
が
ら
川
の
よ
う
に
流
れ

て
行
く
の
で
あ
る
か
ら
、
も
し
芸
術
の
問
題
を
そ
の
体
験
と
の
関
係
に
お
い
て
眺
め
れ
ば
、
そ
こ
に
は
必
然
的
に
時
間
的
契
機
が
八
参
継
し

て
く
る
の
で
あ
る
。
逆
に
ま
た
空
問
的
契
機
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
れ
は
既
述
の
よ
う
に
音
楽
に
お
け
る
ゲ
シ
ュ
タ



　
　
ル
ト
性
格
に
お
い
て
明
ら
か
で
あ
る
。
干
る
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
有
機
的
全
体
と
し
て
の
作
品
は
、
そ
れ
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
単
純
な

　
　
総
計
か
ら
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
特
性
を
備
え
て
い
る
と
い
う
事
実
を
音
楽
作
品
に
つ
い
て
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
こ
に
一
種
空
間
的
な
形
態

　
　
性
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
錬
る
旋
律
を
把
握
す
る
に
は
、
そ
の
時
そ
の
時
に
鳴
っ
て
い
る
音
を
知
覚
す
る
だ
け
で
は
不
充
分
な
の

　
　
で
あ
る
。
今
見
え
て
い
る
音
が
最
初
の
音
で
な
い
と
す
る
と
、
少
く
と
も
そ
れ
に
先
立
っ
幾
つ
か
の
音
の
印
象
が
記
憶
の
中
に
与
え
ら
れ

　
　
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
い
な
ら
同
じ
終
結
音
を
も
っ
た
凡
て
の
旋
律
の
終
結
の
際
の
印
象
は
凡
て
問
じ
と
い
う
こ
と

　
　
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
例
え
ば
十
二
の
音
か
ら
な
る
旋
律
を
把
え
る
た
め
に
は
終
り
の
三
つ
の
音
の
印
象
を
記
憶
に
保
つ
だ
け
で
は

　
　
不
充
分
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
音
の
全
系
列
の
印
象
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
全
体
の
も
つ
形
熊
性
は
殊
更
に
そ
れ
を
把
え
よ
う
と
い

　
　
う
努
力
を
し
な
く
て
も
わ
れ
わ
れ
の
心
に
与
え
ら
れ
感
受
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
音
楽
に
お
け
る
か
か
る
形
態
性
に
つ
い
て
は
、
リ
ー
マ
ン
に
よ
る
と
紀
元
前
四
世
紀
、
ア
リ
ス
ト
ク
セ
ノ
ス
に
よ
っ
て
既
に
語
ら
れ
て

　
　
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
ク
セ
ノ
ス
に
と
っ
て
音
楽
を
聴
く
と
い
う
こ
と
は
旋
律
の
諸
部
分
を
表
象
の
中
で
と
り
ま
と
め
る

　
　
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
継
続
的
な
音
の
流
れ
か
ら
共
時
的
な
存
在
を
、
つ
ま
り
時
間
的
な
出
来
事
か
ら
一
種
の
空
間
的
な
共
存
を
作
り
出

　
　
す
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
部
分
が
継
時
的
に
存
在
す
る
芸
術
、
つ
ま
り
時
閾
的
芸
術
と
し
て
の
音
楽
は
、
全
体
が
同
時
的
共
存
的
な

　
　
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
時
、
そ
の
本
質
が
明
ら
か
に
な
る
と
ア
リ
ス
ト
ク
セ
ノ
ス
は
考
え
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
造
形
芸
術
の
把
握
に

　
　
際
し
て
は
作
品
の
全
体
が
同
時
存
在
し
て
お
り
部
分
が
有
機
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
部
分
か
ら
部
分
へ
と
い
う
継
時
的

　
　
な
観
照
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
音
楽
の
よ
う
な
時
間
的
作
品
を
観
照
す
る
者
は
時
間
的
に
継
起
す
る
も
の
を
空
閥
的
性

　
　
格
を
も
っ
た
形
象
へ
と
ま
と
め
あ
げ
、
音
楽
作
品
を
観
照
す
る
者
の
内
的
な
眼
の
前
に
恰
も
造
形
的
構
成
物
で
あ
る
か
の
如
く
現
出
せ
し

　
　
め
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
芸
術
体
験
に
お
け
る
空
間
、
時
間
と
い
う
二
契
機
の
不
可
分
性
を
強
調
す
る
も
の
と

　
　
し
て
は
充
分
首
肯
で
き
る
と
思
う
が
、
空
閥
的
契
機
に
重
点
が
か
か
り
過
ぎ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
懸
念
は
残
る
。
ギ
リ
シ
ア
人

　
　
の
彫
塑
的
な
精
神
な
ど
と
い
う
概
念
を
持
出
す
と
ヘ
ー
ゲ
ル
風
の
時
代
区
分
を
連
想
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
が
、
も
し
人
間
的
生
の
太
質
は

鵬　
　
　
　
　
芸
術
と
時
閻
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時
間
性
に
あ
り
、
音
楽
は
か
か
る
人
悶
的
生
に
最
も
近
い
芸
術
だ
と
い
う
考
え
を
と
る
人
か
ら
み
る
と
ア
リ
ス
ト
ク
セ
ノ
ス
や
ゲ
シ
ュ
タ

　
　
ル
ト
理
論
に
よ
る
音
楽
の
説
明
は
、
空
間
に
偏
し
た
考
え
方
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
芸
術
の
具
体
的
体
験
を
問
題
に
す
る

　
　
限
り
、
わ
れ
わ
れ
は
空
間
的
契
機
と
時
悶
的
契
機
と
を
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
と
同
時
に
芸
術
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
は
凡
て

　
　
の
部
分
が
共
存
し
物
理
的
な
物
体
性
の
強
烈
な
構
築
物
か
ら
、
時
間
的
要
素
を
取
り
入
れ
た
彫
刻
や
絵
画
、
更
に
は
時
間
的
経
過
を
尋
問

　
　
的
に
鎖
述
す
る
文
学
、
そ
し
て
音
の
継
起
か
ら
な
る
音
楽
と
い
う
よ
う
に
空
間
性
の
著
し
い
芸
術
か
ら
晴
知
性
の
著
し
い
芸
術
ま
で
、
そ

　
　
の
中
閲
を
含
め
て
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
が
区
別
で
き
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
は
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
た
ら
し
め
て
い

　
　
る
体
験
そ
の
も
の
に
お
け
る
時
間
、
空
間
の
融
合
と
い
っ
た
問
題
と
は
関
わ
り
の
な
い
作
晶
の
物
理
的
と
も
言
え
る
存
在
の
仕
方
に
基
づ

　
　
い
た
区
甥
だ
と
し
て
非
難
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
作
品
の
物
理
的
な
存
在
の
仕
方
が
芸
術
に
と
っ
て
は
や
は
り
重

　
　
要
な
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
彫
刻
は
木
や
結
土
や
石
や
金
属
の
塊
と
し
て
存
在
し
て
い
る
し
絵
は
木
の
板
や
麻
布
や
紙
の
上
に
色
彩
が
置
か
れ
た
も
の
と
し
て
存
在

し
て
い
る
。
作
晶
の
物
質
的
な
在
り
方
が
空
閲
の
中
で
同
時
存
在
的
で
あ
り
、
時
間
的
継
起
性
が
排
除
さ
れ
て
い
れ
ば
い
る
程
、
そ
の
よ

う
な
作
晶
は
時
問
の
流
れ
を
越
え
て
い
る
と
い
う
性
格
を
帯
び
て
く
る
よ
う
に
な
る
。
エ
ジ
プ
ト
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
よ
う
な
石
で
で
き
た

堅
固
な
幾
何
学
的
四
角
錐
は
人
間
が
そ
こ
に
近
づ
く
こ
と
を
拒
否
し
、
恰
も
永
遠
に
自
ら
の
立
つ
場
所
に
存
在
し
続
け
る
か
の
よ
う
な
没

時
間
的
性
格
を
示
し
て
い
る
。
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
、
も
し
か
す
る
と
人
類
が
滅
亡
し
て
し
ま
っ
て
も
尚
、
存
し
続
け
る
か
も
知
れ
な
い
と
思

わ
せ
る
程
、
時
間
の
流
れ
を
拒
否
し
て
い
る
。
人
間
の
生
と
い
う
も
の
が
果
て
し
の
な
い
流
動
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ま
た
変
転
密
な
ら
ぬ

も
の
だ
と
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
流
動
状
態
を
脱
し
永
続
的
な
形
態
を
獲
得
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
安
心
を
得
よ
う
と
す
る
願
望
が

生
じ
て
も
不
思
議
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
点
間
的
変
化
と
い
う
も
の
を
不
動
の
空
間
的
形
態
に
よ
っ
て
克
服
し
て
し
ま
お
う
と
い
う
試
み



　
　
が
極
め
て
純
粋
な
形
で
表
わ
れ
た
も
の
が
エ
ジ
プ
ト
の
美
術
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
そ
の
典
型
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
よ
う
な
幾
何
学
的
形
態
を
も
つ
巨
大
な
立
体
や
或
い
は
ロ
ー
マ
の
聖
ピ
エ
ト
ロ
寺
院
の
よ
う
な
巨
大
な
内
部
空
間
は
、

　
　
そ
れ
が
表
現
し
て
い
る
美
的
範
疇
と
し
て
崇
高
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
典
型
的
空
間
芸
術
に
と
っ
て
は
例
え

　
　
ば
滑
稽
と
か
笑
い
と
い
っ
た
美
的
範
疇
は
殆
ん
ど
関
係
が
な
い
と
言
っ
て
よ
い
。
作
品
の
観
照
体
験
に
時
間
的
契
機
が
入
り
込
ん
で
く
る

　
　
の
は
繰
返
す
ま
で
も
な
い
が
、
観
照
と
い
う
作
用
が
感
性
的
直
観
か
ら
遊
離
し
て
自
分
勝
手
な
空
想
の
世
界
に
浸
り
き
る
こ
と
で
は
な
く
、

　
　
対
象
に
即
し
て
直
観
自
体
を
深
め
て
行
く
こ
と
だ
と
す
る
と
、
対
象
の
存
在
の
仕
方
を
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
作
晶
が
空

　
　
間
内
に
固
定
し
て
存
在
し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
時
間
的
に
展
開
す
る
か
と
い
う
こ
と
が
観
照
に
と
っ
て
大
き
な
意
味
を
有
っ
て
く
る
の

　
　
で
あ
る
。
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
よ
う
な
巨
大
な
物
体
が
崇
高
と
呼
ば
れ
、
滑
稽
と
か
笑
い
と
か
と
関
係
が
な
い
の
は
、
笑
い
と
い
う
範
疇
が
対

　
　
象
の
時
間
的
継
起
の
中
で
の
み
生
ず
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
笑
い
と
は
緊
張
や
真
劔
な
期
待
が
突
然
無
に
帰
し
て
、
い
わ
ば
無
害
な
形

　
　
で
は
ぐ
ら
か
さ
れ
た
場
合
に
生
ず
る
も
の
に
せ
よ
、
有
機
的
な
自
由
な
運
動
の
中
に
突
然
機
械
的
な
強
張
り
が
入
り
込
ん
で
運
動
が
中
断

　
　
さ
れ
た
場
合
に
起
る
も
の
に
せ
よ
、
兎
も
角
、
対
象
の
時
問
的
展
開
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
滑
稽
な
彫
刻
や
絵
画
な
ら

　
　
ま
だ
し
も
滑
稽
な
建
築
、
ま
し
て
や
滑
稽
な
記
念
碑
な
ど
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
殆
ん
ど
形
容
矛
盾
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ

　
　
う
。

　
　
　
造
形
的
諸
芸
術
が
空
間
的
に
固
定
し
た
存
在
物
と
し
て
時
間
の
流
れ
か
ら
相
対
的
に
抜
け
出
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
物
体
と
し
て
か
な

　
　
り
の
永
続
性
を
有
し
て
お
り
、
人
間
の
体
験
的
時
間
を
越
え
、
そ
し
て
体
験
的
時
間
を
無
視
し
た
り
排
除
し
た
り
し
て
し
ま
う
こ
と
、
こ

　
　
の
こ
と
が
造
形
芸
術
に
対
し
独
自
の
宗
教
的
社
会
的
機
能
を
負
わ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
っ
て
行
く
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
造
形
的
芸
術
作

　
　
品
が
時
間
を
克
服
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
た
め
、
か
か
る
作
品
に
永
遠
な
る
も
の
と
し
て
の
神
的
性
格
が
宿
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る

　
　
わ
け
で
あ
る
。
勿
論
、
物
質
的
な
も
の
、
人
間
の
手
に
な
る
も
の
に
絶
対
的
永
遠
性
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
物
質
で
で
き
た

　
　
形
態
を
神
的
な
も
の
と
し
て
礼
拝
す
る
こ
と
が
禁
止
さ
れ
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
け
れ
ど
も
人
皇
が
造
形
作
品
に
永
続
性
の
願
い
を
託

755　
　
　
　
　
　
芸
術
と
時
間
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5
　
し
、
そ
れ
に
永
遠
的
な
も
の
と
い
う
性
格
を
与
え
よ
う
と
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
少
く
と
も
有
限
な
生
し
か
有
た
な
い
人
間
に
比

　
　
べ
れ
ば
、
石
や
プ
ロ
ソ
ズ
の
像
は
遙
か
に
永
続
性
を
有
し
て
い
る
。
黄
金
の
仮
面
や
像
の
よ
う
な
も
の
は
更
に
長
い
生
命
を
有
し
て
い

　
　
る
。

　
　
　
耐
久
性
の
あ
る
物
質
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
造
形
作
品
は
、
自
ら
の
生
命
の
果
敢
な
さ
を
意
識
し
た
人
定
の
永
続
的
な
も
の
へ
の
願
い
を

　
　
託
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
、
も
し
逆
に
こ
れ
ら
堅
牢
で
永
続
す
る
筈
の
作
品
が
破
壌
さ
れ
た
状
態
を
示
す
と
き
は
、
そ
れ
は
｝
切
を
無
に
還

　
　
被
し
て
し
ま
う
時
間
の
力
の
大
き
さ
を
象
徴
す
る
こ
と
に
な
る
。
廃
櫨
と
か
ト
ル
ソ
と
か
が
生
ぜ
し
め
る
独
特
の
美
的
感
情
の
根
本
に
は

　
　
時
間
の
力
に
対
す
る
畏
怖
の
念
と
い
っ
た
も
の
が
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
時
間
的
芸
術
、
例
え
ば
詩
の
】
部
な
ど
が
偶
然
に
断
簡

　
　
と
し
て
発
見
さ
れ
た
よ
う
な
場
合
、
そ
こ
に
は
廃
櫨
が
生
ぜ
し
め
る
よ
う
な
悲
哀
の
感
情
と
い
っ
た
も
の
は
欠
け
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
つ
ま
り
詩
の
旧
の
姿
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
が
気
に
か
か
る
に
は
違
い
な
い
が
詩
の
断
片
が
時
間
の
流
れ
に
よ
る
破
壊
の
象
徴

　
　
的
存
在
と
し
て
機
能
す
る
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
造
形
芸
術
が
わ
れ
わ
れ
人
間
の
生
の
時
間
の
流
れ
か
ら
椙
対
的
に
独

　
　
介
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
か
或
い
は
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
ら
作
口
開
が
時
聞
の
力
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
事
実
に
直
面
し

　
　
た
時
、
　
一
種
敗
北
に
似
た
悲
し
み
を
感
ず
る
の
だ
ろ
う
。
一
方
時
間
的
芸
術
の
断
片
の
場
合
に
は
、
元
来
時
聞
の
中
で
消
え
て
行
く
と
い

　
　
う
性
格
を
も
っ
て
い
た
も
の
が
文
字
そ
の
他
の
記
号
の
形
で
残
っ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
喜
び
を
感
じ
こ
そ
す
れ
、
時
間
の
破
壊
力
を
歎

　
　
い
た
り
は
し
な
い
。
造
形
的
空
間
芸
術
の
面
懸
は
誕
生
ま
で
に
時
間
が
必
然
的
に
要
求
さ
れ
る
も
の
の
、
出
来
上
れ
ば
制
作
者
か
ら
離
れ

　
　
る
の
は
当
然
と
し
て
時
間
か
ら
も
遊
離
す
る
か
の
よ
う
に
さ
え
見
え
る
の
に
対
し
、
時
間
的
芸
術
の
作
道
は
誕
生
の
時
も
誕
生
し
て
か
ら

　
　
も
常
に
人
間
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
し
か
存
在
し
な
い
。
蒔
間
的
芸
術
の
領
域
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
蒔
間
は
常
に
人
間
的
色
彩
を
帯

　
　
び
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
人
聞
が
時
間
的
存
在
で
あ
る
と
す
れ
ば
人
間
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
芸
術
を
眺
め
る
時
、
そ
れ
は

　
　
常
に
時
間
の
中
に
引
込
ま
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
従
っ
て
造
形
作
品
の
没
時
間
的
性
格
を
で
き
る
だ
け
強
固
な
も
の
に
し
よ
う
と

　
　
す
る
な
ら
、
作
品
を
人
間
の
生
き
て
い
る
現
実
世
界
か
ら
春
気
に
隔
離
し
て
し
ま
う
の
が
一
番
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
極
端
な
例
と
し
て



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
D
・
フ
ラ
イ
は
エ
ジ
プ
ト
の
死
者
の
像
の
場
合
を
挙
げ
て
い
る
。
像
は
生
き
た
人
間
に
は
絶
対
に
近
づ
く
こ
と
の
で
き
な
い
玄
室
の
中
に

　
　
置
か
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
文
字
通
り
超
時
間
性
の
象
徴
な
の
で
あ
り
、
永
遠
の
生
の
保
証
な
の
で
あ
っ
て
、
生
き
た
人
間
が
観

　
　
照
す
る
為
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
日
本
の
秘
仏
や
長
い
週
期
で
し
か
開
扉
し
な
い
仏
像
な
ど
も
類
似
の
性
格
を
有
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
仏
像
の
作
者
が

　
　
分
ら
な
い
と
い
う
の
も
、
単
に
仏
像
の
綱
作
者
が
名
も
な
い
工
人
と
し
て
無
視
さ
れ
た
と
い
う
場
合
が
多
い
と
思
わ
れ
る
反
面
、
人
間
の

　
　
手
に
な
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
性
格
を
与
え
よ
う
と
し
た
か
ら
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
作
品
は
人
間
に
関
係
づ
け
ら
れ
学
問
の
生
活
空

　
　
闊
の
中
に
引
込
ま
れ
れ
ば
引
込
ま
れ
る
程
、
そ
の
没
時
間
的
性
格
が
平
な
わ
れ
、
物
体
的
性
格
が
稀
薄
と
な
り
、
そ
れ
に
反
比
例
し
て
時

　
　
二
流
が
増
大
し
流
動
的
と
な
る
。
け
れ
ど
も
宗
教
的
芸
術
作
平
、
例
え
ば
キ
リ
ス
ト
像
と
か
仏
像
と
か
は
人
間
に
よ
っ
て
眺
め
ら
れ
る
こ

　
　
と
に
よ
り
、
そ
こ
に
独
特
の
精
神
的
交
流
を
生
み
出
し
も
す
る
。
つ
ま
り
礼
拝
堂
は
礼
拝
者
の
生
き
る
空
間
の
中
に
引
入
れ
ら
れ
、
そ
し

　
　
て
時
聞
化
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
逆
に
礼
拝
老
の
方
も
像
の
有
す
る
没
時
間
的
世
界
の
中
に
引
込
ま
れ
、
人
間
的
時
間
の
流
れ
か
ら
引

　
　
上
げ
ら
れ
る
と
い
っ
た
相
互
作
用
が
起
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
作
品
の
物
理
的
な
存
在
の
仕
方
が
観
照
体
験
に
と
っ
て
も
そ
れ
な
り
の
重
要
さ
を
有
つ
こ
と
を
指
摘
し
た
つ
も
り
で
あ
る
が
、
更

　
　
に
レ
オ
ナ
ル
ド
的
な
空
閥
芸
術
と
時
間
芸
術
と
い
う
い
わ
ば
常
識
的
と
も
言
え
る
区
分
に
戻
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
前
者
で
は
作
品
の

　
　
各
部
分
は
凡
て
同
時
的
に
存
在
し
て
お
り
後
者
で
は
各
部
分
は
時
獣
的
に
順
を
お
っ
て
展
開
さ
れ
、
終
了
ま
で
に
は
時
計
で
測
れ
る
】
定

　
　
量
の
時
間
が
か
か
る
。
も
し
空
間
芸
術
が
時
間
的
経
過
を
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
物
理
的
に
動
か
な
い
も
の
が
意
味
的
に
は
動
く
も
の

　
　
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
か
ら
、
当
然
そ
こ
に
静
止
と
運
動
の
間
の
緊
張
と
い
っ
た
も
の
が
生
じ
て
く
る
。
か
か
る
緊
張
の
造
形

　
　
的
表
現
及
び
緊
張
の
調
停
の
仕
方
と
い
っ
た
も
の
は
様
々
で
あ
る
が
、
D
・
フ
ラ
イ
は
最
も
破
綻
の
な
い
解
決
の
例
と
し
て
シ
ュ
メ
ー
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
美
術
に
お
け
る
グ
デ
ア
像
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
ク
ー
ロ
ス
や
コ
レ
、
ビ
ザ
ソ
チ
ウ
ム
の
イ
コ
ン
な
ど
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
於
い
て

　
　
は
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
自
身
が
い
わ
ば
時
間
の
流
れ
か
ら
取
出
さ
れ
た
純
粋
存
在
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
り
不
動
の
も
の
で
あ
っ
て
、

775　
　
　
　
　
　
芸
術
と
時
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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こ
れ
ら
に
は
行
為
が
欠
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
表
現
さ
れ
た
も
の
は
眺
め
る
人
間
と
は
書
く
別
種
の
時
間
の
中
に
存
在
し
て
い
る
の
で

　
　
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
そ
の
作
品
が
そ
の
代
理
者
で
あ
る
神
的
な
る
も
の
の
存
在
そ
の
も
の
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
造
形
作

　
　
品
固
有
の
没
時
間
性
が
表
現
さ
れ
た
も
の
そ
の
も
の
に
転
位
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
の
よ
う
な
超
晴
閾
性
、
そ
れ
は
神
的
な
も
の
の
も
つ
超
時
閾
性
で
あ
る
が
、
こ
れ
と
は
別
の
、
即
ち
表
現
さ
れ
た
も
の
は
不
動
だ

　
　
が
時
間
が
経
過
し
て
行
く
よ
う
な
例
も
挙
げ
ら
れ
る
。
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
・
フ
ァ
ン
・
デ
ル
フ
ト
の
『
牛
乳
を
注
ぐ
女
』
や
『
画
家
の
ア
ト

　
　
リ
エ
』
、
デ
ュ
ー
ラ
ー
の
『
書
斉
の
聖
ヒ
平
叙
ニ
ム
ス
』
な
ど
で
は
人
物
が
静
止
し
た
状
態
で
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に

　
　
は
持
続
と
し
て
の
時
問
、
つ
ま
り
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
よ
う
な
自
我
が
生
に
没
入
し
、
現
在
の
状
態
と
先
行
す
る
そ
れ
と
の
間
の
区
別
を

　
　
立
て
る
こ
と
を
止
め
る
時
の
わ
れ
わ
れ
の
意
識
状
態
が
と
る
体
験
形
式
と
し
て
の
持
続
が
看
取
さ
れ
る
。
か
か
る
持
続
は
分
節
さ
れ
た
時

　
　
間
単
位
の
並
列
で
も
な
い
し
、
不
変
な
も
の
と
し
て
時
間
経
過
か
ら
抽
出
さ
れ
て
し
ま
っ
た
超
時
間
性
で
も
な
く
、
質
的
な
充
実
と
し
て

　
　
体
験
さ
れ
る
よ
う
な
何
か
で
あ
る
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
『
老
い
た
ト
ビ
ア
ス
と
そ
の
妻
』
で
は
深
く
自
己
に
沈
潜
し
て
い
る
老
人
と
そ
の

　
　
傍
で
紡
ぎ
車
を
廻
し
て
い
る
妻
と
が
作
り
出
す
静
か
で
ゆ
っ
く
り
と
流
れ
る
殆
ん
ど
単
調
と
い
っ
て
も
よ
い
時
閾
が
感
じ
ら
れ
る
。
静
止

　
　
し
た
画
面
が
時
問
を
表
現
し
て
い
る
優
れ
た
一
例
が
こ
こ
に
も
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
『
牛
乳
を
注
ぐ
女
』
や
『
老
い
た
ト
ビ
ア
ス

　
　
と
そ
の
妻
』
と
い
っ
た
絵
画
に
よ
っ
て
、
初
め
て
持
続
と
し
て
の
時
間
を
知
る
と
い
っ
て
も
良
い
程
で
あ
る
。

　
　
　
右
に
挙
げ
た
作
口
㎜
は
、
そ
れ
自
身
は
動
か
ぬ
絵
画
が
、
運
動
ら
し
い
運
動
を
殆
ん
ど
示
さ
ぬ
対
象
を
表
現
し
、
そ
こ
に
蒔
…
間
を
生
み
出

　
　
す
揚
舎
と
言
え
る
が
、
自
ら
は
不
動
で
あ
る
造
形
作
品
が
運
動
を
描
写
す
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
例
が
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。
人
間
の

　
　
場
合
、
静
止
と
は
動
き
が
最
小
と
な
っ
た
状
態
で
あ
り
、
同
時
に
運
動
に
対
す
る
潜
在
的
な
姿
勢
を
含
ん
で
い
る
。
従
っ
て
運
動
か
ら
静

　
　
止
へ
、
そ
し
て
再
び
運
動
へ
と
い
う
流
れ
の
中
の
静
止
の
瞬
間
を
空
間
的
に
定
着
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
何
の
不
自
然
さ
も
な
く
運
動
を
表

　
　
現
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
紀
元
前
五
世
紀
の
ミ
ュ
ロ
ソ
の
『
円
盤
投
げ
』
以
来
、
彫
刻
が
屡
々
用
い
る
や
り
方
で
あ
る
。
し
か
し
美
術
が

　
　
時
間
経
過
を
表
現
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
ま
で
も
、
文
学
的
物
語
的
な
も
の
を
造
形
作
晶
と
し
て
視
覚
化
す
る
の
は
、
そ
の
本
領
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（
4
2
）

で
は
な
い
と
し
て
美
術
と
文
芸
と
の
表
現
対
象
を
区
分
し
た
の
が
レ
ッ
シ
ン
グ
の
『
ラ
オ
コ
オ
ソ
』
で
あ
る
が
、
物
語
や
蒔
間
経
過
を
造

形
的
に
表
現
す
る
こ
と
は
洋
の
東
西
を
問
わ
ず
古
く
か
ら
行
な
わ
れ
て
い
る
。
日
本
の
絵
巻
物
は
そ
の
最
も
洗
練
さ
れ
た
形
式
の
一
つ
だ

と
思
わ
れ
る
。
絵
巻
に
お
い
て
は
或
る
出
来
事
の
時
間
的
経
過
は
、
絵
巻
そ
の
も
の
を
繰
り
拡
げ
な
が
ら
順
を
追
っ
て
画
面
を
眺
め
て
行

く
時
間
経
過
の
中
で
体
験
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
巻
子
本
の
書
物
を
読
ん
で
行
く
の
と
は
明
ら
か
な
相
違
が
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
画
面
と
い
う
も
の
は
視
覚
的
な
形
成
原
理
に
従
う
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
絵
巻
物
の
絵
は
順
次
的
に
読
解
さ
れ
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
で
あ
る
が
、
絵
は
絵
と
し
て
の
ま
と
ま
り
、
い
お
ゆ
る
造
形
醜
痕
…
を
有
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
し
て
絵
の
帯

と
し
て
の
絵
巻
、
日
本
の
絵
巻
で
は
右
か
ら
左
へ
展
開
し
て
行
く
帯
と
し
て
の
絵
巻
に
お
い
て
も
一
定
の
リ
ズ
ム
や
緊
張
、
弛
緩
、
部
分

と
し
て
の
ま
と
ま
り
、
正
面
像
の
挿
入
に
よ
る
運
動
の
中
で
の
静
止
点
の
設
定
な
ど
造
形
上
の
様
々
な
工
夫
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ま
た
絵
巻
が
歴
史
的
に
重
要
な
出
来
事
の
記
録
と
か
社
寺
の
縁
起
を
表
わ
す
と
い
っ
た
場
合
に
は
、
単
な
る
面
白
い
話
の
絵
画
化
と
い
う

よ
り
は
、
描
く
こ
と
に
よ
っ
て
時
間
を
越
え
た
世
界
へ
と
出
来
事
そ
の
も
の
が
高
め
ら
れ
る
と
い
う
事
態
が
生
ず
る
。
霊
験
あ
ら
た
か
な

神
仏
の
物
語
や
キ
リ
ス
ト
教
の
聖
者
伝
な
ど
は
、
現
実
の
歴
史
的
世
界
の
中
で
一
回
限
り
起
っ
た
出
来
事
と
い
う
よ
り
は
、
か
か
る
経
験

的
世
界
を
越
え
た
没
時
間
的
世
界
で
の
出
来
事
と
い
っ
た
性
格
を
持
た
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
時
間
的
出
来
事
が
表
現
さ
れ
て
お
り
な
が

ら
、
そ
の
時
間
的
性
格
が
稀
薄
と
な
り
次
第
に
永
遠
化
さ
れ
て
行
く
事
に
な
る
。

　
さ
て
、
物
体
と
し
て
は
そ
れ
自
身
動
か
な
い
造
形
作
品
が
時
間
と
関
わ
っ
て
く
る
の
は
人
間
を
介
し
て
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
中
で
時

間
的
な
出
来
事
が
空
間
的
存
在
た
る
造
形
作
品
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
う
る
か
を
眺
め
て
み
た
の
で
あ
る
が
、
造
形
作
品
が
人

間
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
作
る
人
の
内
的
時
問
意
識
と
い
っ
た
面
に
も
多
少
注
意
を
払
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

五

一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
も
の
を
作
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
作
る
こ
と
に
意
識
を
集
中
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

　
　
芸
術
と
時
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五

早
早
が
絶
え
ず
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中
断
さ
れ
る
に
し
て
も
獲
得
す
べ
き
農
標
を
胸
中
に
描
き
つ
つ
、
そ
れ
へ
と
近
づ
こ
う
と
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
様
々

　
　
な
試
行
錯
誤
を
重
ね
な
が
ら
、
自
己
の
漠
然
と
予
想
し
て
い
た
目
標
に
接
近
し
て
行
く
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
過
去
を
保
持
し
つ
つ
未
来

　
　
を
予
期
す
る
現
在
を
自
己
の
生
き
る
今
と
し
て
意
識
し
続
け
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
あ
る
も
の
を
作
り
得
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
内
的

　
　
直
観
の
形
式
と
し
て
の
時
間
の
主
観
的
実
在
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
作
贔
の
軸
部
と
い
う
詰
問
の
行
為
、
つ
ま
り

　
　
芸
術
は
持
続
と
し
て
の
意
識
が
存
し
な
い
と
こ
ろ
で
は
成
立
し
な
い
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
内
的
時
間
意
識
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
な
い
が
、
一
九
世
紀
末
に
死
ん
だ
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
の
芸
術
理
論
が
参
考
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
彼
自
身
は
人
間
が
何
故
絵
を
描
く
の
か
、

　
　
ま
た
描
か
ず
に
い
ら
れ
な
い
の
か
と
徹
底
的
に
問
う
た
人
で
あ
っ
て
、
画
家
の
時
間
意
識
そ
の
も
の
を
問
う
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し

　
　
彼
の
芸
術
論
は
時
計
で
測
れ
る
時
間
で
は
な
く
て
画
家
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
る
時
間
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
考
え
る
手
掛
り
を

　
　
与
え
て
呉
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
ま
ず
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
心
身
の
二
元
論
を
解
消
す
る
方
向
で
芸
術
の
問
題
を
考
え
る
。
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
は
自
然
と
自
由
の

　
　
二
元
対
立
の
和
解
の
可
能
性
を
美
と
芸
術
の
領
域
に
お
い
て
認
め
る
方
向
性
を
示
し
て
い
る
と
言
え
る
が
、
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
芸
術
と
い

　
　
う
い
わ
ば
実
践
的
に
、
ま
た
事
実
的
に
二
元
論
を
和
解
さ
せ
て
い
る
領
域
に
考
察
の
対
象
を
し
ぼ
っ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
フ
ィ
ー
ド
ラ

　
　
一
の
理
論
蓮
葉
の
深
さ
と
共
に
狭
さ
も
指
摘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
彼
は
芸
術
活
動
を
表
現
活
動
と
し
て
、
ま
た
形
式
形
成
活
動
と
し
て

　
　
考
察
す
る
の
で
あ
る
が
、
表
現
活
動
と
い
う
も
の
は
精
神
的
に
明
確
な
形
態
を
も
っ
た
い
わ
ゆ
る
精
神
的
内
容
な
る
も
の
を
、
身
体
運
動

　
　
を
通
じ
て
外
面
的
な
も
の
に
転
ず
る
こ
と
で
は
な
い
。
彼
は
精
神
的
過
程
と
肉
体
的
過
程
と
は
徹
頭
徹
尾
絹
即
的
だ
と
見
倣
し
て
い
る
。

　
　
人
間
の
精
神
的
過
程
と
称
せ
ら
れ
る
も
の
が
確
実
に
存
在
す
る
場
所
を
尋
ね
て
み
れ
ば
肉
体
を
有
っ
た
特
定
の
個
人
を
措
い
て
他
に
な
い

　
　
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
内
面
的
精
神
的
過
程
な
る
も
の
が
進
展
し
て
行
く
と
し
て
、
そ
れ
は
一
体
ど
こ
で
進
展
し
て
行
く
の
だ
ろ
う

　
　
か
。
彼
に
言
わ
せ
れ
ば
い
わ
ゆ
る
内
面
的
過
程
と
い
う
も
の
は
、
凡
て
の
生
命
的
過
程
と
同
様
、
そ
の
発
端
か
ら
身
体
的
過
程
と
し
て
展

　
　
心
す
る
の
で
あ
る
。
即
ち
感
覚
神
経
の
刺
戟
と
共
に
始
ま
る
身
体
的
過
程
は
、
外
面
的
に
知
覚
し
う
る
よ
う
な
表
現
活
動
の
中
で
、
そ
れ



　
　
ま
で
に
は
達
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
新
た
な
発
展
段
階
へ
と
進
む
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
生
命
過
程
の
い
わ
ゆ
る
内
面
的
側
面
と

　
　
し
て
わ
れ
わ
れ
が
意
識
す
る
精
神
的
過
程
と
い
う
も
の
も
表
現
活
動
の
中
で
、
そ
し
て
表
現
活
動
に
お
い
て
の
み
為
し
遂
げ
う
る
よ
う
な

　
　
新
た
な
発
展
を
示
す
の
で
あ
る
。
精
神
は
表
現
活
動
に
お
い
て
表
現
活
動
以
前
或
い
は
表
現
活
動
以
外
の
場
所
で
は
決
し
て
到
達
し
得
な

　
　
か
っ
た
よ
う
な
意
識
の
段
階
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
こ
の
表
現
活
動
と
い
う
も
の
は
常
に
心
身
統
一
的
活
動
と
し
て
考
え
ら

　
　
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
表
現
さ
れ
た
も
の
が
表
現
し
よ
う
と
目
差
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
例
え
ば
作
品
が
何
を
蓑
現
し
て
い

　
　
る
の
か
と
問
わ
れ
た
場
合
、
そ
こ
に
表
現
と
し
て
存
在
し
て
い
る
も
の
、
つ
ま
り
自
己
自
身
し
か
表
現
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
表
現
と
は
表
現
活
動
以
前
に
存
在
し
て
い
た
内
的
な
も
の
の
表
現
と
い
う
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
精
神
的
意
味
と
い
っ
た
も
の
の
書
展
と
い

　
　
う
わ
け
で
も
な
く
、
表
現
そ
の
も
の
が
そ
れ
自
身
で
固
有
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
人
間
の
言
語
も
表
現
活
動
の
一
形
式
と
見
倣
す
が
、
表
現
活
動
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
言
語
も
ま
た
自
己
自
身
し
か

　
　
意
味
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
何
か
別
の
精
神
的
形
成
物
の
模
像
と
か
記
号
と
か
で
あ
る
と
い
う
以
前
に
、
　
一
つ
の
自
立
し

　
　
た
存
在
な
の
だ
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
言
語
を
何
か
の
指
示
手
段
と
し
て
用
い
る
こ
と
に
慣
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
言
語

　
　
が
表
現
活
動
の
一
形
式
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
が
ち
で
あ
る
。
言
語
が
そ
の
誕
生
の
面
か
ら
み
て
表
現
の
一
形
式
だ
と
す
る
と
他
の
表
現
形

　
　
式
と
同
じ
く
言
語
も
自
己
自
身
し
か
意
味
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
言
語
の
そ
の
よ
う
な
状
態
に
触
れ
て
い
る
の
は
詩
で
あ
ろ
う
。

　
　
詩
が
何
を
指
示
し
て
い
る
か
、
何
を
表
現
し
て
い
る
か
と
言
わ
れ
た
な
ら
、
そ
の
詩
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
凡
て
だ
と
し
か
言
え

　
　
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
言
語
と
い
う
形
式
で
存
在
し
て
い
る
も
の
は
言
語
的
存
在
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
決
し
て
視
覚
的
存
在
で
は

　
　
な
い
。
勿
論
、
視
覚
性
に
富
む
詩
だ
と
か
聴
覚
的
に
快
い
詩
と
か
詩
に
も
い
ろ
い
ろ
あ
る
と
思
う
が
、
詩
が
蓑
現
し
た
か
っ
た
も
の
は
そ

　
　
の
詩
自
身
な
の
で
あ
り
、
絵
画
が
表
現
し
た
か
っ
た
も
の
は
そ
の
絵
画
自
身
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
が
芸
術
活
動
を
表
現
活
動
と
し
て
、
ま
た
心
身
相
即
的
発
展
過
程
と
し
て
把
え
た
こ
と
の
背
後
に
は
彼
独
特
の
認
識
論

　
　
が
存
す
る
。
彼
は
認
識
と
は
曖
昧
な
状
態
か
ら
明
晰
判
明
な
世
界
を
獲
得
す
べ
く
進
ん
で
行
く
こ
と
だ
と
考
え
る
が
、
こ
の
過
程
は
形
式

謝　
　
　
　
　
芸
術
と
時
聞
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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八

形
成
の
過
程
と
見
倣
さ
れ
る
。
そ
し
て
認
識
活
動
と
い
え
ば
通
常
言
語
に
よ
る
概
念
的
認
識
、
或
い
は
論
弁
的
認
識
と
い
う
も
の
が
凡
て

で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
彼
は
非
論
弁
的
認
識
活
動
の
一
つ
と
し
て
絵
画
活
動
を
考
え
る
。
絵
画
活
動
が
一
種
の

視
覚
的
認
識
活
動
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
が
認
識
で
あ
る
と
い
う
点
で
絵
画
に
と
っ
て
も
真
理
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
即
ち
絵
画
と
い
う
非

論
弁
的
認
識
活
動
は
芸
術
的
真
理
、
或
い
は
視
覚
的
真
理
の
獲
得
を
目
差
す
活
動
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
通
常
語
ら
れ
る
真
理
と
は
、
或
る
事
柄
に
つ
い
て
の
命
題
が
事
柄
自
身
に
合
致
し
て
い
る
場
合
、
そ
の
命
題
は
真
理
だ
と
さ
れ
る
よ
う

に
、
事
柄
に
合
致
す
る
命
題
の
こ
と
だ
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
事
柄
と
い
う
も
の
が
不
動
の
物
体
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
言
葉
に
よ
っ
て
ま
る
で
写
真
で
も
撮
影
す
る
よ
う
に
写
し
と
っ
た
命
題
が
真
理
と
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は

そ
の
よ
う
な
真
理
は
少
く
と
も
芸
術
に
お
け
る
真
理
だ
と
は
考
え
な
い
。
絵
画
と
い
う
も
の
が
視
覚
的
認
識
活
動
で
あ
り
、
そ
の
目
差
す

と
こ
ろ
は
視
覚
的
真
理
の
獲
得
と
い
う
点
に
あ
り
、
そ
れ
は
表
現
活
動
の
中
で
達
成
さ
れ
る
の
み
で
あ
り
、
そ
し
て
表
現
活
動
に
よ
っ
て

一
個
の
新
た
な
現
実
と
し
て
の
作
品
が
産
出
さ
れ
る
と
考
え
る
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
に
あ
っ
て
、
芸
術
的
真
理
と
は
個
別
的
真
理
の
実
現
と
い

う
形
で
生
ず
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
個
別
的
真
理
と
は
別
の
言
葉
で
い
え
ば
、
そ
れ
が
真
理
で
あ
る
か
否
か
を
判
定

す
る
規
準
が
自
己
の
外
部
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
何
ら
か
の
客
観
的
尺
度
に
照
し
て
真
理
で
あ
る
か
否
か
を
決
め
る
こ

と
が
で
き
ぬ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
真
理
と
は
真
理
と
い
う
言
葉
の
濫
用
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
な
ら
撤
回
し
て
も
よ
い
の
で

あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
例
え
ば
カ
ン
ト
が
趣
味
判
断
の
客
観
的
規
則
と
い
う
も
の
は
存
し
な
い
と
述
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
趣
味
判
断

の
独
自
性
と
そ
の
権
利
を
擁
護
し
た
立
場
を
も
否
定
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
真
に
個
性
的
な
る
も
の
の
権
利
を
認
め
る
か
否
か

が
、
芸
術
的
真
理
を
認
め
る
か
否
か
と
い
う
問
題
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
フ
ィ
ー
ド
ラ
！
は
カ
ン
ト
と
は
異
っ
て
芸
術
と
美
と
の
必
然
的
結
合
を
否
定
し
芸
術
と
真
理
と
を
結
合
し
た
。
こ
の
場
合
の
真
理
と
は
、

感
性
の
直
接
的
で
流
動
的
で
混
沌
と
し
た
状
態
か
ら
、
身
体
的
な
表
現
活
動
、
そ
れ
は
実
際
に
絵
筆
を
と
っ
て
描
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る

が
、
か
か
る
活
動
を
通
じ
て
一
個
の
現
実
を
言
動
す
る
こ
と
に
よ
り
最
初
の
混
沌
を
脱
却
し
明
晰
で
秩
序
あ
る
世
界
に
達
す
る
こ
と
が
で



　
　
き
た
時
、
初
め
て
獲
得
さ
れ
る
真
理
な
の
で
あ
る
。
か
か
る
真
理
は
芸
術
活
動
以
前
に
予
め
存
在
し
て
い
て
芸
術
活
動
を
通
じ
て
、
い
わ

　
　
ば
胡
挑
の
核
が
で
て
く
る
よ
う
に
姿
を
現
わ
す
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
芸
術
的
真
理
は
発
見
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
の
で
は
な
く

　
　
て
創
り
出
さ
れ
る
も
の
だ
と
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
考
え
て
い
る
。
同
じ
よ
う
な
発
言
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
て
語
っ
た
文
章
の
中
に
も
見
ら
れ
る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
も
ベ
ル
ク
ソ
ソ
も
人
間
を
工
作
的
人
間
と
い
う
面
で
食
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
か

　
　
ら
生
じ
た
類
似
性
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
既
述
の
よ
う
に
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
は
芸
術
活
動
の
目
標
は
美
の
実
現
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
芸
術
的
真
理
の
獲
得
に
あ
る
と
し
た
が
、
そ

　
　
の
場
合
心
身
相
即
の
立
場
を
と
っ
て
二
元
論
を
徹
底
し
て
排
除
し
ょ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
彼
の
独
自
性
が
あ
る
。
客
観
的
対
象
と
、
そ
れ

　
　
を
描
写
す
る
主
観
た
る
芸
術
家
と
を
二
元
対
立
と
し
て
扱
う
立
場
は
模
倣
理
論
は
勿
論
の
こ
と
殆
ん
ど
の
芸
術
理
論
が
無
煮
識
に
出
発
点

　
　
と
し
て
選
ん
で
し
ま
う
視
点
で
あ
る
。
フ
ィ
ー
ド
ラ
ー
も
外
界
の
事
物
の
存
在
を
否
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
単
純
な
内
外
の
二
元
対

　
　
立
と
い
う
図
式
か
ら
出
発
す
る
限
り
芸
術
活
動
の
真
の
姿
は
見
え
て
こ
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
絵
画
活
動
が
い
わ
ゆ
る
外
界
の
客
観

　
　
的
事
物
の
知
覚
か
ら
始
ま
る
と
し
て
も
知
覚
す
る
こ
と
自
身
、
身
体
的
過
程
な
の
で
あ
り
、
混
乱
し
た
知
覚
の
状
態
と
は
身
体
的
に
不
安

　
　
定
な
状
態
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
脱
す
る
試
行
錯
誤
が
表
現
活
動
の
過
程
と
な
る
。
そ
し
て
知
覚
が
次
第
に
明
晰
に
な
る
と
い
う
こ
と
が

　
　
視
覚
的
安
定
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
過
程
は
身
体
的
に
絵
筆
を
揮
っ
て
自
己
を
確
認
し
て
行
く
過
程
で
あ
り
、
意
識
の

　
　
緊
張
を
持
続
さ
せ
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
最
初
の
漠
然
と
し
た
知
覚
や
構
想
の
段
階
か
ら
始
ま
っ
て
、
最
終
的
に
筆
を
欄
く
に
至
る
ま
で
、

　
　
芸
術
家
は
繋
る
充
実
し
た
現
在
を
生
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
時
間
が
時
計
で
測
っ
て
ど
の
位
か
と
い
う
こ
と
は
、
今
の
場
合
あ
ま
り
重

　
　
要
で
は
な
い
。
自
分
の
仕
事
に
没
頭
し
て
い
る
芸
術
家
に
と
っ
て
は
時
計
の
時
間
は
忘
れ
ら
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
時
間
を
忘

　
　
れ
て
没
頭
し
た
仕
事
の
産
物
、
例
え
ば
一
枚
の
絵
画
と
い
う
形
と
な
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
目
の
前
に
あ
る
も
の
の
中
に
は
、
時
計
で
は
測
れ

　
　
な
い
時
間
、
作
者
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
た
時
間
が
充
満
し
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
視
覚
的
真
理
及
び
作
者
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ

　
　
た
時
間
の
凝
縮
し
た
よ
う
な
具
体
例
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
諸
作
蔽
の
こ
と
を
考
え
た
ら
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
身

鵬　
　
　
　
　
　
芸
術
と
時
間
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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体
を
も
っ
た
人
間
の
呂
が
知
覚
す
る
の
は
単
な
る
幾
何
学
的
図
形
と
い
っ
た
没
時
間
的
抽
象
的
概
念
で
は
な
く
、
無
限
に
多
く
の
微
妙
な

運
動
に
充
ち
た
空
間
、
即
ち
時
間
的
充
実
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
空
間
的
形
象
な
の
で
あ
る
。

　
さ
て
芸
術
は
そ
れ
に
関
わ
る
人
に
と
っ
て
常
に
生
き
ら
れ
る
現
在
と
い
う
性
格
を
有
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
充
実
し
た
現
在

を
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
時
の
経
つ
の
を
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
間
の
生
は
有
限
で
あ
る
か
ら
充
分
に
意
義
深
い
生
を
送

る
べ
く
、
真
劔
．
に
生
き
る
こ
と
に
取
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
人
間
に
は
様
々
な
生
き
方
が
あ
る
だ
ろ
う
し
、
…
人
の
人
間

の
中
に
も
い
ろ
い
ろ
な
要
素
が
潜
在
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
　
一
生
を
広
い
意
味
で
歌
い
続
け
て
終
る
人
も
存
在
し
て
良
い
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
そ
し
て
そ
の
人
の
歌
が
聴
く
人
を
し
て
時
の
経
つ
の
を
忘
れ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
人
は
人
閣
の
生
に

つ
い
て
厳
粛
に
考
え
る
人
と
問
じ
よ
う
に
大
切
に
さ
れ
て
然
る
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
時
間
を
忘
れ
さ
せ
る
と
述
べ
た
が
、
こ
れ
は
別
に
芸
術
の
永
遠
性
と
い
っ
た
問
題
と
は
関
係
が
な
い
。
芸
術
の
永
遠
性
と
い
う
言
葉
で

ど
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
れ
ば
良
い
の
か
と
い
う
事
か
ら
更
め
て
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
が
、
燈
下
の
と
こ
ろ
瞬
間
の
中
に
永
遠
性
を
見
る

と
い
う
考
え
以
上
の
こ
と
を
語
る
の
は
困
難
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
人
聞
の
中
に
永
遠
な
る
も
の
へ
の
強
い
希
求
の
念
が
存
す
る
こ
と
は

充
分
理
解
で
き
る
が
そ
の
よ
う
な
根
源
的
な
願
望
に
芸
術
が
果
し
て
応
え
う
る
も
の
か
否
か
は
大
い
に
問
題
で
あ
ろ
う
。
芸
術
に
関
わ
る

人
々
は
実
際
に
制
作
に
従
う
人
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
人
も
、
真
の
愛
情
を
も
っ
て
語
り
得
る
対
象
を
見
娼
す
べ
く
努
め
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
芸
術
の
永
遠
性
と
い
っ
た
問
題
に
つ
い
て
語
る
の
は
、
そ
れ
か
ら
の
話
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
芸
術
と
時
間
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
眺
め
て
き
た
わ
け
で
あ
る
が
、
大
体
に
お
い
て
三
つ
の
観
点
に
分
類
さ
れ
る
。
第
一
は
芸
術

は
人
間
の
行
為
な
の
で
現
実
の
時
聞
、
空
聞
の
中
で
展
開
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
は
個
々
の
芸
術
作
晶
の
成
立
の
時
期
や
綱
画

期
悶
の
確
定
、
歴
史
的
様
式
展
開
上
の
位
置
づ
け
な
ど
、
い
わ
ゆ
る
客
観
的
時
聞
と
の
関
係
を
主
た
る
研
究
課
題
と
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

第
二
は
作
品
に
表
現
さ
れ
る
時
間
の
問
題
で
あ
る
。
物
質
的
に
不
動
の
作
晶
が
時
間
経
過
を
表
現
す
る
様
々
な
場
合
は
勿
論
の
こ
と
、
時



間
的
に
展
開
す
る
芸
術
に
お
け
る
時
間
の
問
題
ま
で
0
・
ヴ
ァ
ル
ツ
ェ
ル
や
ス
ー
リ
オ
の
比
較
美
学
的
研
究
な
ど
を
先
例
と
し
つ
つ
現
代

芸
術
の
理
論
的
再
構
成
に
深
く
関
わ
る
主
題
と
言
え
る
。
第
三
は
、
制
作
の
主
体
の
内
的
時
間
意
識
に
関
わ
る
諸
問
題
で
あ
る
。
本
論
で

は
フ
ィ
！
ド
ラ
ー
と
い
う
ソ
リ
プ
シ
ズ
ム
の
批
判
さ
え
受
け
る
芸
術
理
論
に
み
ら
れ
る
制
作
主
体
の
内
的
持
続
を
と
り
上
げ
た
が
、
よ
り

拡
大
さ
れ
た
視
点
で
制
作
主
体
の
時
間
意
識
が
様
々
に
論
じ
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
以
上
の
三
点
の
他
第
四
と
し
て
本
論
で
積
極
的
に
主

題
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
観
照
体
験
の
よ
り
詳
細
な
研
究
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
測
が
生
じ
て
く
る
。
芸
術
に
お
け
る
永

遠
の
問
題
が
論
じ
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
第
四
の
部
類
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
は
将
来
の
課
題
で
あ
る
。
　
　
　
（
了
）
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ART　AND　TIME

by　Yoshioka　Kenjiro

Professor

Department　of　Art

Kyoto　Unlversity　of

Art　and　Design

　　Art　is　a　form　of　human　creative　activity　that　involves　intuition．　lt　is　not

possible　to　speak　of　paintings　that　we　cannot　see　with　our　eyes，　music　that

we　cannot　listen　to　with　our　ears，　or　poetry　that　we　cannot　hear　or　read．

Art　cannot　exist　separately　from　intuition，　which　is　dependent　upon　human

feelings．　This　intuition　is　conditioned　by　a　person’s　consciousness　of　space

and　time．　ln　the　process　of　creating　a　work　of　art，　the　artist　must　spatially

and　temporally　bring　a　sense　of　order　to　his　or　her　work．　Methods　of

establlshing　this　order　vary　according　to　historical，　social，　and　geographical

circttmstances，　and　according　td　cultural　differences．

The　question　“What　is　the　essence　of　time？”　is　a　major　philosophical

problem　for　which　there　is　no　simple　answer．　Time　can　be　divided　into　two

general　types．　On　the　one　hand　time　changes　regttlarly　according　to　natural

laws．　Thus　using　as　a　standard　the　rotations　and　revolutions　of　the　earth，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1



theoretically　it　is　possible　to　objectively　measure　the　passage　of　time．　On

the　other　hand，　time　can　be　subjectively　divided　into　periods　when　we　are

feeling　boredom　or　fulfillment．　Art，　too，　can　be　thought　of　both　in　terms　of

objectively　and　subjectively　perceived　time．

　　The　main　task　of　art　historians　has　been　to　establish　a　sequence　for

artworks　within　the　current　of　objective　time．　A．　Riegl　and　H．　W61fflin

strove　to　ascertain　reguiar　patterns　in　changes　of　art　styles，　indicating　that

methodologies　concerning　the　passage　of　time　in　art　history　can　be　consi－

dered．

　　Because　art　is　the　product　of　human　activity，　not　the　creation　of　gods，　a

fixed，　objective　time　period　is　inescapable．　For　exampie，　the　cement　of　a

building　or　the　pigments　of　a　painting　take　time　to　dry．　Because　art　is　the

product　of　human　activity，　an　artist　’must　concentrate　on　directing　his　or

her　personal　feeling＄　into　the　work．The　tension　of　these　feelings　is　condens－

ed　into　the　work　of　art．　The　creators　as　well　as　contemplators　of　art　tend

to　place　a　high　value　on　the　subjective，　forgetting　abous　the　objective　time

that　caR　be　measured　by　a　clock．　People　say　that　the　relationship　between

art　and　time　is　a　subjective，　timeless　experience．　Eternity　is　a　kind　of　time

that　cannot　be　objectively　measured．
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