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城
　
見
　
一

一
　
「
美
学
」
の
今
日
的
問
題

　
本
来
〈
感
性
論
〉
を
意
味
し
た
〈
》
ω
窪
①
陣
欝
〉
は
、
我
が
国
で
「
美
学
」
と
訳
さ
れ
、
こ
の
訳
語
が
制
度
的
に
も
採
用
さ
れ
定
着
し
た
。

そ
れ
以
後
、
〈
》
。
。
子
①
欝
V
を
、
「
美
意
識
」
や
そ
れ
を
実
現
す
る
「
芸
術
」
に
つ
い
て
の
学
問
と
み
な
す
こ
と
は
、
訳
語
へ
の
連
想
に
も

支
え
ら
れ
、
自
明
と
な
っ
た
。
こ
の
自
明
性
は
し
か
し
、
そ
れ
以
前
に
、
こ
の
語
を
用
い
る
西
洋
に
お
い
て
も
、
十
九
世
紀
初
頭
に
す
で

に
定
着
し
は
じ
め
て
い
た
。
「
美
学
」
と
し
て
の
く
〉
ω
け
7
①
件
一
7
〉
の
定
着
に
、
恐
ら
く
大
き
な
作
用
を
与
え
た
の
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
葵
学
講

義
（
＜
o
『
冨
ω
§
σ
q
雪
ま
輿
象
Φ
》
ω
島
Φ
二
歳
）
』
（
弟
子
G
・
ホ
ー
ト
ー
の
編
集
に
よ
っ
て
一
九
三
五
年
公
刊
）
で
あ
る
。
以
後
ヘ
ー
ゲ
ル
学
派
の

『
美
学
（
〉
ω
け
7
0
件
剛
評
）
』
が
相
次
い
で
世
に
出
る
。
そ
れ
ら
は
、
美
と
芸
術
と
を
全
く
当
然
の
対
象
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、

一
九
世
紀
中
葉
以
降
、
「
美
的
価
値
」
一
般
の
学
と
し
て
の
く
美
学
〉
と
区
別
さ
れ
る
、
〈
芸
術
学
（
渓
§
ω
寒
川
ω
ω
9
ω
島
養
）
〉
が
生
ま
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

〈
美
学
・
芸
術
学
〉
の
併
存
が
自
明
と
な
っ
た
。
そ
の
場
合
も
く
》
ω
夢
。
葵
V
は
、
「
美
的
価
値
」
の
学
問
、
ま
さ
に
く
美
・
学
V
と
し
て

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
感
性
論
（
》
。
・
幕
鼻
）
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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二

通
用
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
、
〈
＞
o
◎
け
ず
⑦
鐵
押
〉
を
「
美
学
」
と
訳
し
た
我
が
国
の
明
治
期
の
先
達
は
、
当
時
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
に

つ
い
て
正
し
い
理
解
を
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
今
、
こ
の
「
正
し
い
」
理
解
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
理
解
は
、
今
回
ま
で
の
せ
い
ぜ
い
二
世
紀
通
用
し
て
き
た
に
す
ぎ

な
い
も
の
で
あ
り
、
あ
る
意
味
で
は
か
な
り
無
理
な
か
た
ち
で
定
着
し
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
今
日
盛
ん
に
話
題
に
な
る
く
美
学
批

判
〉
は
、
こ
の
〈
自
明
〉
に
な
っ
た
〈
無
理
〉
へ
の
反
省
か
ら
き
て
い
る
。
例
え
ば
、
W
・
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
の
講
演
（
「
美
学
会
全
国
大
会
」

一
九
九
六
年
、
於
関
西
大
学
）
は
、
「
〉
㊦
ω
葺
①
ユ
。
ω
げ
①
楼
。
昌
α
｝
o
ω
夢
。
け
ざ
ω
（
ド
イ
ツ
語
原
稿
で
は
、
．
．
〉
ω
簿
簿
障
鋤
仁
ω
ω
o
昏
鉱
σ
〉
。
ゆ
け
7
㊦
自
究
．
）
」
で
あ
っ

た
。
こ
れ
は
、
「
美
学
」
を
「
感
性
論
」
へ
と
解
放
す
る
提
案
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
講
演
の
タ
イ
ト
ル
を
翻
訳
す
れ
ば
、
「
美
学

を
超
え
た
感
性
論
（
美
学
の
限
界
か
ら
出
た
感
性
論
）
」
と
な
る
。
事
実
ヴ
ェ
ル
シ
ュ
は
こ
の
講
演
の
結
び
で
、
こ
の
学
が
「
感
性

（
餌
凶
q
自
仲
ゴ
O
ω
一
ω
）
に
関
わ
る
す
べ
て
の
問
い
を
包
括
す
る
学
問
分
野
」
と
な
る
べ
き
こ
と
を
提
唱
し
た
。
こ
の
と
き
克
服
す
べ
き
「
伝
統
的

美
学
」
と
し
て
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
の
は
、
特
に
ド
イ
ツ
初
期
観
念
論
以
来
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
ア
ド
ル
ノ
に
至
る
ま
で
受
け
入
れ
ら
れ

て
き
た
、
「
美
を
特
に
考
慮
に
入
れ
て
芸
術
概
念
を
説
明
す
る
、
芸
術
論
」
と
し
て
の
「
美
学
」
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
自
分
の
講
義
を
く
》
。
。
匪
ゆ
ユ
す
と
呼
ぶ
こ
と
の
く
無
理
Y
を
意
識
し
て
い
た
。
し
か
し
彼
は
、
こ
の
語
が
美

と
芸
術
と
を
論
じ
る
学
問
と
し
て
】
般
化
し
て
き
て
い
る
こ
と
を
勘
案
し
て
、
本
来
「
芸
術
の
哲
学
」
で
あ
る
自
分
の
講
義
を
、
「
美
学
」

　
　
　
　
　
　
（
2
）

講
義
と
し
て
行
っ
た
。
そ
の
後
〈
〉
ω
け
7
①
陣
卿
評
〉
は
「
美
学
」
と
し
て
一
般
化
し
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
〈
》
ω
誓
①
鼻
〉
は
、
や
が
て
「
古
典

、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

美
学
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
ド
イ
ツ
観
念
論
の
く
》
。
。
轡
①
二
す
は
、
「
芸
術
論
」
を
中
心
に
据
え
る
「
美
学
」
に
還
元
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
こ
の
思
潮
の
出

発
点
と
さ
れ
る
カ
ン
ト
の
思
想
を
見
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
彼
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
冒
頭
の
〈
U
置
暮
雪
ω
器
a
①
導
巴
Φ
》
ω
鈴
ゴ
9
穿
〉
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

明
ら
か
に
「
超
越
論
的
感
性
論
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
に
和
訳
さ
れ
て
も
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
ド
イ
ツ
観
念
論
の
美
や
芸
術
を
論
じ
る
思

想
を
「
古
典
美
学
」
と
み
な
す
理
解
が
、
我
が
国
で
も
自
明
と
な
っ
た
た
め
か
、
『
判
断
力
批
判
』
に
出
て
く
る
〈
舘
夢
象
白
。
島
〉
の
方
は
、



「
美
的
」
、
甚
だ
し
く
は
「
美
学
的
」
と
訳
さ
れ
る
。
確
か
に
こ
の
書
前
半
は
、
「
美
扁
の
判
定
能
力
と
し
て
の
「
趣
味
判
断
」
の
普
遍
妥

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

当
性
の
解
明
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
以
後
の
「
美
学
」
の
原
点
と
さ
れ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
訳
語
は
正
当
に
見
え
る
。
し
か

し
、
『
判
断
力
批
判
』
の
主
題
は
、
門
美
」
で
は
な
く
、
「
判
断
力
」
の
普
遍
妥
当
性
の
超
越
論
的
構
造
の
差
異
で
あ
り
、
そ
う
解
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
前
半
の
〈
M
（
村
一
け
一
7
　
鳥
①
『
　
似
ω
け
ず
O
一
一
ω
O
ず
⑦
離
　
q
叫
肖
Φ
圃
一
〇
〇
犀
『
四
目
偉
〉
と
、
後
半
の
〈
二
三
浄
血
要
件
①
一
8
ざ
σ
q
貯
。
冨
コ
¢
幕
蔚
す
葺
〉
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

差
異
と
連
関
と
は
整
合
的
に
解
釈
可
能
と
な
り
、
『
判
断
力
批
判
』
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
、
『
実
践
理
性
批
判
』
と
の
内
的
連
関
も
明
確

に
な
る
。
カ
ン
ト
は
、
　
一
貫
し
て
人
間
的
経
験
の
成
り
立
ち
を
超
越
論
的
視
点
か
ら
問
う
。
「
美
」
の
判
定
能
力
は
、
人
間
的
経
験
全
体

の
中
で
初
め
て
そ
の
固
有
の
意
味
を
受
け
取
る
。
〈
似
尊
。
θ
7
φ
仲
一
ω
0
7
〉
な
判
断
力
は
、
「
自
然
の
究
極
目
的
」
を
「
統
整
的
理
念
」
と
し
て
想
定

し
、
そ
れ
を
志
向
し
つ
つ
現
象
の
規
則
を
発
見
す
る
「
巨
的
論
的
判
断
力
」
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
人
間
的
「
認
識
」
の
普

遍
妥
当
性
が
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
根
互
主
観
性
が
開
か
れ
る
、
い
わ
ば
前
・
概
念
的
な
判
断
、
そ
の
意
味
で
の
「
直
感
的
（
感
性
的
）
判

　
　
　
　
　
（
5
）

断
」
な
の
で
あ
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
も
〈
〉
ω
鈴
ず
⑦
瓢
搾
〉
を
「
感
性
論
」
と
み
な
し
、
こ
れ
を
「
芸
術
の
哲
学
」
と
同
一
視
す
る
こ
と
に
躊
躇
し
て
い
る
。
こ
の
た

め
彼
の
講
義
は
、
こ
の
語
の
使
用
に
つ
い
て
の
弁
解
か
ら
始
ま
る
。

　
　
　
〔
こ
の
講
義
は
、
〈
》
ω
3
①
笥
犀
V
の
た
め
に
行
わ
れ
ま
す
。
つ
ま
り
、
そ
れ
が
扱
う
対
象
は
、
広
範
な
〈
美
の
国
〉
で
あ
り
、
よ
り
詳

　
　
し
く
は
く
芸
術
（
函
§
ω
け
）
〉
、
そ
れ
も
く
美
し
い
技
術
（
象
Φ
ω
。
ま
器
閉
§
自
・
鈴
）
〔
ー
ー
芸
術
〕
〉
が
そ
の
領
域
に
な
り
ま
す
（
≦
掛
お
）
〕

　
こ
こ
に
は
く
溶
暮
。
。
◇
概
念
の
揺
れ
も
見
え
る
。
か
つ
て
「
技
術
」
を
意
味
し
た
こ
の
語
は
、
こ
の
時
期
に
は
む
し
ろ
「
芸
術
」
を
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

味
す
る
語
に
変
化
し
て
い
た
。
〈
畳
〉
も
同
様
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
』
で
、
「
技
術
（
誘
§
ω
酔
）
」
と
「
美
し
い
技
術
1
1
芸
術

（
ω
O
び
0
8
5
Φ
　
一
（
償
コ
ω
傅
）
」
と
を
は
っ
き
り
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
区
別
は
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ゾ
ル
ガ
ー
に
な
る
と
曖
昧
に
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、

概
念
の
こ
の
よ
う
な
変
化
を
意
識
し
て
い
る
。
こ
れ
に
続
い
て
問
題
の
箇
所
が
出
て
く
る
。

　
　
　
〔
確
か
に
こ
の
対
象
に
と
り
、
〈
》
ω
け
冨
鼻
〉
と
い
う
名
称
は
、
本
来
あ
ま
り
適
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
〈
諺
ω
9
。
酔
算
〉

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
く
感
性
論
（
》
ω
窪
c
9
該
π
）
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
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四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
と
は
、
よ
り
正
確
に
は
、
感
覚
、
感
覚
作
用
の
学
問
を
指
し
、
こ
の
意
味
で
、
一
つ
の
新
し
い
学
問
と
し
て
、
或
い
は
む
し
ろ
、
初

　
　
め
て
…
つ
の
哲
学
的
部
門
に
な
る
は
ず
の
も
の
と
し
て
、
〈
当
時
〉
の
ヴ
ォ
ル
フ
派
に
そ
の
起
源
が
あ
る
か
ら
で
す
。
そ
の
当
時
は

　
　
ド
イ
ツ
で
は
、
芸
術
作
品
は
感
覚
を
考
慮
し
な
が
ら
考
察
さ
れ
ま
し
た
。
芸
術
作
品
は
、
例
え
ば
快
適
さ
や
、
驚
き
、
恐
れ
や
同
情

　
　
な
ど
の
感
覚
を
生
み
出
す
べ
き
だ
と
い
う
訳
で
す
。
こ
の
名
称
が
適
当
で
は
な
い
た
め
に
、
或
い
は
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
表
面
的

　
　
で
あ
る
た
め
に
、
実
際
他
の
、
例
え
ば
〈
美
の
学
（
閤
p
罠
ω
ユ
評
）
〉
と
い
う
名
称
が
作
ら
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し

　
　
こ
の
名
称
も
不
十
分
な
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
意
図
さ
れ
た
学
問
は
、
美
一
般
を
で
は
な
く
、
純
粋
に
〈
芸
術
〉
の
美

　
　
を
考
察
す
る
も
の
だ
か
ら
で
す
。
私
た
ち
は
、
》
ω
昏
①
鼻
と
い
う
名
称
で
我
慢
し
て
お
こ
う
と
思
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
名
前

　
　
は
、
単
な
る
名
前
で
す
か
ら
、
私
た
ち
に
は
ど
う
で
も
よ
く
、
し
か
も
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
に
、
こ
の
名
前
が
普
通
の
言
葉
と
な
つ

　
　
て
、
名
前
と
し
て
残
り
う
る
よ
う
に
変
わ
っ
て
き
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
私
た
ち
の
学
問
に
と
っ
て
の
本
来
の
表
現
は
、

　
　
〈
芸
術
の
哲
学
（
℃
三
山
。
ω
8
飢
Φ
儀
卑
緊
§
舛
）
〉
、
よ
り
明
確
に
は
〈
美
し
い
技
術
〔
h
芸
術
〕
の
哲
学
（
℃
霞
δ
ω
8
竃
φ
飢
興
吻
。
び
曾
魯

　
　
区
§
ω
叶
）
〉
な
の
で
す
（
≦
一
ω
》
一
ω
）
〕

　
弟
子
G
・
ホ
ー
ト
ー
が
師
の
没
後
編
集
し
た
ヘ
ー
ゲ
ル
『
美
学
講
義
』
の
冒
頭
に
出
て
く
る
こ
の
言
葉
が
、
へ
…
ゲ
ル
自
身
の
発
電
で

あ
る
こ
と
は
、
近
年
公
刊
さ
れ
た
一
九
二
〇
／
｝
＝
年
の
ベ
ル
リ
ン
で
の
最
初
の
講
義
の
『
筆
記
録
』
か
ら
も
推
定
で
き
る
。
そ
こ
で
も

聞
旦
頭
で
こ
う
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
〔
こ
の
講
義
は
、
〈
》
の
簿
①
鼻
V
の
た
め
に
行
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
そ
れ
が
扱
う
分
野
は
〈
美
〉
、
そ
れ
も
主
と
し
て
く
芸
術
V
で

　
　
す
。
こ
の
名
称
は
、
〈
感
覚
の
学
（
≦
一
ω
ω
雪
ω
。
9
津
α
忠
国
ヨ
ヨ
謬
α
§
磯
）
〉
を
意
味
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
以
前
に
は
こ
の
学
問
で
、

　
　
感
覚
へ
の
諸
々
の
印
象
が
考
察
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
こ
の
表
現
は
適
当
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
か
ら
お
話
し
す
る
の
は
、

　
　
芸
術
の
美
で
あ
り
、
自
然
が
原
姻
と
な
る
諸
感
覚
で
は
な
い
か
ら
で
す
（
さ
。
一
）
〕

　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
上
戸
し
つ
つ
、
半
ば
投
げ
や
り
に
採
用
し
た
「
美
学
」
と
い
う
用
語
が
、
や
が
て
自
明
と
な
り
、
そ
し
て
今
日
で
は
解
体



さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
訳
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
自
身
が
「
感
覚
、
〈
感
覚
作
用
〉
の
学
（
≦
剛
ω
。
。
魯
ω
。
心
血
山
①
ω
ω
乱
筆
の
9
匹
鼻
偏
ミ
慧
ミ
§
吻
）
」
と
呼
ぶ
「
新
し

い
学
問
」
と
し
て
の
く
〉
ω
梓
ず
①
鐵
評
〉
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
も
の

が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
に
見
出
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
美
学
」
以
外
で
〈
諺
ω
匪
Φ
葵
〉
や
く
舘
芸
Φ
け
一
ω
島
〉
と
い
う
語
を
用
い
る

こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
の
意
味
で
は
ヘ
ー
ゲ
ル
に
は
〈
感
性
論
〉
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
美
学
講
義
』
に
お
い

て
も
、
芸
術
の
感
性
的
性
格
に
言
及
す
る
場
合
に
は
合
ω
子
魯
ω
鼻
V
で
は
な
く
＜
ω
冒
島
島
〉
、
ま
さ
し
く
「
感
性
的
」
と
い
う
語
を
用
い

る
。
そ
の
意
味
で
は
彼
の
思
想
全
体
に
〈
感
性
論
〉
は
及
ん
で
い
る
、
と
も
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
が
問
う
の
は
、
歴
史
の
中
で
変
貌

し
て
ゆ
く
人
間
の
経
験
の
構
造
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
常
に
「
感
性
」
や
「
感
情
」
が
、
「
理
性
」
と
い
う
、
経
験
を
整
え
方
向
づ
け
る
働

き
と
、
切
っ
て
も
切
れ
な
い
形
で
一
つ
に
な
っ
て
働
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
感
性
論
〉
が
、
そ
れ
と
名
指
さ
れ
る
こ
と

は
な
い
と
し
て
も
、
彼
の
哲
学
、
と
り
わ
け
イ
ェ
ー
ナ
期
以
後
の
、
い
わ
ゆ
る
後
期
哲
学
全
体
に
お
い
て
、
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
る

こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
思
想
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
彼
の
追
随
者
の
批
判
す
る
よ
う
な
「
近
代
主
体
性
の
形
而
上
学
」
と
し
て
単
純
化

し
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
事
実
、
最
も
「
体
系
的
」
と
み
な
さ
れ
批
判
さ
れ
て
き
た
晩
年
の
『
エ
ソ
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
の
中
で

も
、
〈
感
性
論
〉
は
き
わ
め
て
具
体
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
非
歴
史
的
な
身
体
に
基
づ
く
「
生
理
学
」
を
超
え
て
、
身
体
に

言
語
が
介
入
し
、
経
験
を
成
り
立
た
せ
変
容
さ
せ
る
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
問
う
理
論
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
、
人
類
的

経
験
の
構
造
を
解
明
す
る
後
期
哲
学
を
背
景
に
し
て
、
い
わ
ゆ
る
『
美
学
講
義
』
も
成
り
立
っ
て
い
る
。
今
B
新
た
に
発
見
さ
れ
た
聴
講

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

者
の
ノ
ー
ト
に
基
づ
く
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
「
再
構
成
」
が
進
展
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
再
構
成
は
、
後
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
想
の
コ
ン
テ

ク
ス
ト
を
考
慮
に
入
れ
て
初
め
て
実
り
豊
か
に
な
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
分
離
さ
れ
る
な
ら
ば
、
『
美
学
』
は
恐
ろ
し
く
平
板
な
も
の

へ
と
切
り
詰
め
ら
れ
て
し
ま
う
。

　
後
期
の
思
想
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
隠
さ
れ
た
〈
感
性
論
〉
に
注
目
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
、
　
一
方
で
へ
ー
ゲ

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
感
性
論
（
〉
ω
夢
。
け
穿
）
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
折
凋
学
研
究
　
　
繁
夘
五
百
六
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

ル
『
美
学
』
の
再
構
成
を
実
り
豊
か
な
も
の
に
す
る
こ
と
、
他
方
で
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
を
「
近
代
主
体
性
の
形
而
上
学
」
と
し
て
一
面
化
す

る
、
ハ
イ
デ
ガ
…
を
始
め
と
す
る
近
代
批
判
に
異
議
を
申
し
立
て
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
ら
二
つ
は
相
互
関
係
に
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ

：
的
ヘ
ー
ゲ
ル
批
判
に
従
う
限
り
、
『
美
学
』
を
後
期
思
想
か
ら
切
り
離
す
か
、
或
い
は
無
理
な
仕
方
で
そ
れ
と
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ

っ
て
し
か
救
え
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
単
純
化
と
い
う
代
償
を
払
う
こ
と
を
意
味
し
、
〈
修
正
〉
で
あ
る
よ
り
く
改
悪
〉

　
（
8
）

に
な
る
。

　
実
際
に
は
へ
…
ゲ
ル
は
、
門
主
体
」
概
念
は
全
く
「
無
規
定
」
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
人
聞
経
験
を
支
配
す
る
実
体
で
は
あ
り
え
な
い
と

み
な
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
、
カ
ン
ト
と
と
も
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
主
体
」
概
念
は
、
前
期
シ
ェ
リ
ン
グ
的
な
、
経
験
的
主
体
（
有
限
な
人

間
）
を
超
越
し
、
そ
れ
を
支
配
し
生
み
出
す
「
絶
対
的
自
己
意
識
」
と
し
て
の
神
的
「
主
体
」
概
念
と
は
そ
の
溝
造
を
異
に
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
「
ド
イ
ツ
観
念
論
」
に
お
け
る
門
主
体
」
概
念
に
は
見
逃
し
え
な
い
差
異
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ

が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
カ
ン
ト
書
』
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
を
評
価
し
、
こ
れ
に
心
し
て
第
二
版
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

「
超
越
論
的
統
覚
偏
の
浮
上
を
「
後
退
」
と
み
な
す
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
観
念
論
は
カ
ン
ト
の
主
体
主
義
へ
の
「
後
退
」
を
継
承
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

し
か
も
悪
い
方
向
に
＝
置
線
に
進
展
さ
せ
た
こ
と
に
な
る
（
＜
ぴ
q
ド
騨
鉾
ρ
一
＄
）
。

　
人
間
の
有
限
性
に
と
ど
ま
る
思
惟
を
重
視
し
、
主
体
概
念
の
絶
対
化
を
批
判
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
想
は
、
そ
の
意
図
が
正
当
で
あ
り
、

ま
た
批
判
最
象
と
す
る
テ
ク
ス
ト
に
鋭
い
読
み
が
加
え
ら
れ
、
ま
た
特
有
の
雷
鳥
に
よ
っ
て
人
を
魅
了
す
る
と
し
て
も
、
カ
ン
ト
の
「
統

覚
」
論
に
関
し
て
も
、
後
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
自
我
」
論
に
関
し
て
も
、
そ
れ
を
甚
だ
し
く
単
純
化
し
た
上
で
批
判
す
る
も
の
で
あ
る
。
ヘ

ー
ゲ
ル
に
関
し
て
言
え
ば
、
晩
年
の
「
体
系
的
思
惟
」
の
そ
の
真
っ
直
中
で
、
〈
有
限
な
人
閲
〉
の
理
論
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で

は
、
「
言
語
」
i
「
身
体
扁
関
係
に
巻
き
込
ま
れ
つ
つ
生
き
ざ
る
を
え
な
い
、
有
限
な
人
間
を
待
ち
伏
せ
る
「
心
」
の
病
の
問
題
が
論
じ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

れ
て
お
り
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
二
つ
の
新
し
い
学
問
」
と
し
て
の
く
感
性
論
V
と
な
っ
て
い
る
。



　
　
　
　
　
　
二
　
言
語
と
身
体
一
へ
ー
ゲ
ル
的
〈
感
性
論
〉
理
解
の
視
点
－

　
言
語
は
決
し
て
対
象
を
指
示
す
る
透
明
な
媒
体
で
も
、
人
間
が
自
由
に
操
作
し
う
る
道
具
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
人
間
に
よ
っ
て
作
ら

れ
は
し
た
が
、
し
か
し
今
で
は
そ
れ
に
よ
っ
て
初
め
て
人
間
の
思
惟
が
動
く
こ
と
の
で
き
る
、
特
殊
な
、
比
較
的
安
定
し
た
秩
序
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

「
形
成
さ
れ
た
像
（
o
①
げ
ま
①
）
」
で
あ
る
。
人
間
は
こ
の
特
殊
な
物
質
的
存
在
の
秩
序
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
何
か
を
思
考
し
、

そ
し
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
人
間
が
言
語
を
、
で
は
な
く
、
言
語
が
人
間
を
生
み
出
す
訳
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言

藷
理
解
は
正
当
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
人
間
が
「
藷
る
」
の
は
、
雷
葉
に
「
従
う
（
聞
き
入
る
）
」
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
り
、
「
語

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

る
の
は
言
葉
で
あ
っ
て
、
人
間
で
は
な
い
」
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
絶
え
ず
「
詩
作
（
u
8
江
茸
ぴ
q
）
」
に
言
及
す
る
の
は
、
「
詩
」
と
は
ま
さ
に
、
普
通
忘
れ
ら
れ
て
い
る
一
つ
ひ
と
つ
の
く
言

葉
の
物
質
性
〉
を
守
り
、
心
の
動
き
（
精
神
的
意
味
）
が
、
こ
の
特
殊
な
物
質
性
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
生
み
出
さ
れ
る
、
そ
の
場
面
に
と

ど
ま
る
営
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ぽ
、
「
詩
作
的
に
語
る
こ
と
」
は
、
前
も
っ
て
存
在
す
る
も
の
の
表
示
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、

語
る
こ
と
に
お
い
て
「
初
め
て
与
え
ら
れ
、
生
み
・
出
さ
れ
、
形
作
ら
れ
る
も
の
、
そ
の
よ
う
な
も
の
を
輝
き
へ
と
も
た
ら
す
（
N
¢
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
荏
1
）

ω
。
冨
貯
曾
げ
ユ
農
9
）
」
。
語
ら
れ
る
の
は
、
「
内
容
で
は
な
く
形
成
さ
れ
た
像
（
O
①
σ
凶
冠
①
）
で
あ
る
」
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
詩
作
」
論
は
、
常

に
今
日
の
言
語
の
情
況
へ
の
批
判
を
含
意
す
る
。
今
日
で
は
、
言
葉
は
そ
の
物
質
性
が
忘
れ
ら
れ
、
人
問
が
自
由
に
使
用
し
う
る
道
具
と

な
り
、
そ
れ
が
実
際
に
は
人
間
を
「
支
配
」
し
て
い
る
こ
と
が
晃
逃
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
端
的
な
例
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
言
語
機
械
」

に
見
る
（
臨
⑦
ぴ
①
㌍
置
。
。
）
。
今
日
で
言
え
ば
「
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
」
文
明
批
判
で
あ
る
。

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
詩
作
」
を
巡
る
「
思
索
」
は
、
確
か
に
言
語
に
関
し
て
大
切
な
視
点
を
提
供
す
る
。
し
か
し
、
詩
的
言
語
で
す
べ
て

が
解
決
す
る
訳
で
は
な
い
。
む
し
ろ
わ
れ
わ
れ
人
間
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
関
わ
ら
ず
、
〈
多
重
チ
ャ
ン
ネ
ル
的
存
在
〉
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
言
語
を
、
一
方
で
詩
的
に
、
響
き
、
抑
揚
、
配
置
等
に
感
性
的
に
「
応
答
」
し
つ
つ
聞
き
、
そ
し
て
語
る
と
と
も
に
、
他
方

　
　
　
　
へ
…
ゲ
ル
の
〈
感
性
論
（
》
処
冨
け
節
）
〉
七



　
　
　
　
哲
愚
ず
研
究
　
第
五
百
六
十
四
口
万
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

で
は
そ
の
よ
う
な
物
質
的
特
殊
性
を
度
外
視
し
（
忘
れ
て
）
、
そ
の
「
内
容
」
を
一
般
的
に
志
向
し
も
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ

は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
く
思
想
V
を
理
解
（
誤
解
）
し
、
ま
た
議
論
で
き
る
。
こ
れ
は
く
善
悪
〉
の
問
題
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
〈
言
語
（
物

質
）
！
身
体
（
物
質
）
関
係
〉
の
問
題
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
〈
理
解
で
き
る
〉
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
彼
の
言
語

が
、
物
質
的
異
質
性
を
失
う
ほ
ど
に
、
身
に
馴
染
む
こ
と
、
或
い
は
和
訳
さ
れ
る
こ
と
で
、
身
に
馴
染
ん
だ
日
本
語
的
内
容
と
し
て
理
解

し
直
さ
れ
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
と
き
に
は
一
時
的
で
は
あ
れ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
的
日
本
語
的
「
言
語
機

械
」
と
な
っ
て
思
考
し
、
感
じ
、
そ
し
て
語
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
わ
れ
わ
れ
の
身
に
つ
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
門
言
語
機
械
」
も
同
様
で

あ
る
。
そ
れ
が
「
身
に
馴
染
む
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
に
は
以
前
と
異
な
る
も
の
ご
と
の
見
方
が
開
か
れ
、
そ
こ
か
ら
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン

に
は
思
い
も
っ
か
な
い
新
し
い
「
詩
作
」
も
展
開
し
う
る
。
実
際
す
で
に
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
的
文
芸
や
ア
ー
ト
は
出
現
し
て
い
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

点
で
も
、
言
語
一
身
体
関
係
へ
の
綿
密
な
反
省
が
必
要
と
な
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
言
語
、
そ
れ
と
と
も
に
記
号
は
、
そ
れ
自
体
で
比
較
的
安
定
し
た
シ
ス
テ
ム
か
ら
な
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
言
語
・
記
号

は
、
こ
の
シ
ス
テ
ム
の
内
部
で
、
他
の
言
語
・
記
号
と
の
差
異
を
背
景
に
す
る
こ
と
で
、
初
め
て
特
定
の
意
味
を
受
け
取
る
。
そ
の
点
で

は
、
言
語
・
記
号
は
、
個
々
の
身
体
的
な
生
と
は
異
な
る
。
言
語
・
記
号
を
ま
だ
知
ら
な
い
、
或
い
は
そ
れ
が
失
わ
れ
た
身
体
的
生
も
あ

り
う
る
。
し
か
し
、
言
語
・
記
号
の
体
系
に
担
わ
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
生
に
は
、
そ
れ
と
は
別
種
の
シ
ス
テ
ム
が
内
在
し
、
現

象
を
分
節
し
、
取
捨
選
択
し
て
い
る
。
こ
の
門
作
用
（
〉
ζ
器
と
が
あ
る
限
り
、
言
語
・
記
号
を
失
っ
て
も
、
身
体
は
〈
生
き
て
い
る
〉
。

こ
の
よ
う
な
身
体
内
在
的
現
象
分
節
の
機
能
、
こ
れ
が
カ
ン
ト
的
意
味
で
の
、
経
験
に
先
行
し
、
経
験
を
成
り
立
た
せ
る
、
人
間
に
内
在

的
な
「
超
越
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
で
あ
る
。
こ
れ
も
一
つ
の
差
異
の
体
系
を
成
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
〈
広
義
の
言
語
・
記
号
〉
と
い
え

る
。
実
際
例
え
ば
、
脈
拍
、
呼
吸
、
栄
養
摂
取
と
排
泄
、
そ
の
他
の
身
体
的
反
応
等
々
の
、
身
体
レ
ベ
ル
で
の
現
象
分
節
の
差
異
は
、
身

体
的
生
の
く
意
味
V
を
表
現
し
て
お
り
、
だ
か
ら
く
診
断
V
が
可
能
に
な
る
。
現
象
に
直
接
晒
さ
れ
た
身
体
密
生
の
レ
ベ
ル
で
、
す
で
に

「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
は
「
機
能
」
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
身
体
感
覚
は
す
で
に
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
、
つ
ま
り
そ



こ
に
お
い
て
す
で
に
「
分
別
（
＜
①
「
の
冨
琶
）
」
が
働
い
て
い
る
。
こ
れ
を
カ
ン
ト
は
簡
潔
に
、
「
す
べ
て
の
現
象
に
お
い
て
、
実
在
的
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

の
、
す
な
わ
ち
感
覚
の
対
象
と
な
る
も
の
は
、
内
包
量
（
簡
謎
悼
Φ
b
ω
M
く
Φ
　
〔
｝
N
O
」
ω
Φ
）
、
す
な
お
ち
度
（
O
冨
儀
）
を
も
つ
」
、
と
表
現
し
て
い
る
。

　
カ
ン
ト
的
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
は
、
「
超
越
論
的
概
念
」
で
あ
る
。
こ
れ
と
「
経
験
概
念
」
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
「
言
語
・
記
号
」
と
は

区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
く
ば
、
「
超
越
論
」
と
「
経
験
論
」
と
が
混
同
さ
れ
、
す
べ
て
が
コ
言
語
」
と
い
う
「
経
験
的
概
念
」

に
還
元
さ
れ
、
そ
れ
と
同
時
に
、
言
語
自
体
の
特
殊
性
も
抹
消
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
〈
言
語
・
記
号
〉
の
体
系
は
、
個
々
の
身
体
畜
生

か
ら
離
さ
れ
、
新
た
に
組
織
さ
れ
社
会
化
さ
れ
た
「
経
験
的
」
シ
ス
テ
ム
、
そ
れ
ゆ
え
歴
史
的
・
文
化
的
に
変
貌
す
る
〈
相
対
的
〉
に
安

定
し
た
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
、
身
体
半
生
か
ら
分
離
さ
れ
う
る
こ
と
で
、
人
間
は
、
「
経
験
的
概
念
」
と
し

て
の
言
語
・
記
号
の
「
規
則
」
を
〈
習
得
〉
し
、
そ
れ
に
従
っ
て
、
身
体
内
在
的
な
「
超
越
論
的
概
念
」
を
〈
対
象
〉
化
し
、
〈
反
省
〉

で
き
る
。
ま
さ
に
身
体
現
象
を
、
言
語
・
記
号
的
に
〈
診
断
〉
で
き
る
訳
で
あ
る
。

　
す
る
と
人
間
に
は
、
人
聞
に
固
有
の
言
語
・
記
号
を
「
経
験
的
」
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
、
身
体
を
離
れ
た
社
会
的
次
元
で
作
り
出
し
、

こ
の
「
規
則
」
に
従
う
こ
と
で
自
己
を
反
省
す
る
働
き
が
、
先
行
的
に
、
す
な
わ
ち
「
超
越
論
的
」
に
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

に
な
る
。
つ
ま
り
人
間
は
、
好
む
と
好
ま
ざ
る
と
に
か
か
わ
ら
ず
、
最
初
か
ら
「
超
越
論
的
」
意
味
で
〈
社
会
的
・
文
化
的
・
歴
史
的
存

在
〉
な
の
で
あ
る
。
イ
ェ
ー
ナ
時
代
、
盟
友
ヘ
ー
ゲ
ル
に
先
行
す
る
か
た
ち
で
「
超
越
論
的
」
思
惟
を
展
開
し
て
い
た
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、

広
義
の
言
語
使
用
を
、
人
間
の
「
超
越
論
的
」
条
件
と
み
な
し
、
そ
れ
を
「
超
越
論
的
抽
象
作
用
（
象
Φ
茸
§
。
。
舘
鼠
⑦
三
面
①
》
び
ω
酔
冨
犀
二
。
昌
）
」

　
　
（
1
7
）

と
呼
ん
だ
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
こ
の
「
抽
象
作
用
」
を
、
「
生
産
さ
れ
た
も
の
か
ら
行
動
を
分
離
す
る
こ
と
」
と
規
定
し
、
こ
の
分
離
に
よ

っ
て
「
行
動
」
（
「
生
産
作
用
」
）
が
「
反
省
」
可
能
に
な
る
と
語
っ
て
い
る
（
卜
。
刈
。
。
臨
．
）
。
こ
の
場
合
、
門
行
動
（
山
雪
島
塁
α
q
）
」
、
「
生
産
作
用

（
℃
H
O
餌
霞
N
圃
Φ
門
①
コ
）
」
と
は
、
意
志
的
、
自
覚
的
働
き
で
は
な
く
、
身
体
的
な
生
の
流
れ
、
そ
の
意
味
で
の
意
識
の
流
れ
そ
の
も
の
で
あ
る
、

上
述
の
よ
う
に
、
そ
こ
に
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
が
「
機
能
」
す
る
に
つ
れ
て
、
経
験
は
「
か
た
ち
」
を
と
り
、
「
生
産
作
用
」
は
「
生
産
さ

れ
た
も
の
」
と
な
る
。
カ
ン
ト
は
「
純
粋
概
念
」
と
し
て
の
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
、
経
験
を
か
た
ち
づ
く
る
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
「
機
能
」
、

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
感
性
論
（
〉
ω
け
7
0
島
醤
）
〉
九
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〇

「
行
動
」
と
し
て
捉
え
た
が
（
＜
o
q
ド
。
．
斜
ρ
》
①
。
。
勢
ω
旨
h
）
、
こ
の
思
想
を
シ
ェ
リ
ン
グ
も
フ
ィ
ヒ
テ
経
由
で
継
承
し
て
い
る
。
「
カ

テ
ゴ
リ
ー
」
機
能
は
身
体
内
在
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
身
体
感
覚
の
最
深
部
で
働
く
、
過
去
－
現
在
一
未
来
の
分
節
と
い
う
、
門
時
間
」
の

「
図
式
（
。
Q
3
§
餌
）
」
に
従
っ
て
い
る
。
こ
の
時
間
の
分
節
、
こ
れ
が
「
超
越
論
的
図
式
機
構
（
ユ
2
賃
。
。
諺
器
乱
。
暮
。
。
一
①
ω
。
冨
ヨ
p
陣
凶
。
。
ヨ
¢
の
）
」

　
（
1
8
）

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
を
生
の
流
れ
（
身
体
内
在
的
「
時
間
」
分
節
）
か
ら
「
抽
象
」
し
た
も
の
が
言
語
・
記
号
で
あ

り
、
そ
れ
に
媒
介
さ
れ
る
こ
と
で
、
生
産
作
用
へ
の
「
反
省
」
が
生
じ
る
。
こ
の
「
抽
象
作
用
」
は
人
間
に
「
超
越
論
的
」
に
備
わ
っ
た

働
き
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
「
経
験
的
抽
象
作
用
」
、
す
な
わ
ち
、
「
現
象
」
（
「
客
体
」
）
か
ら
そ
の
規
鋼
を
経
験
的
に
取
り
出
す
働
き
、

言
語
・
記
号
の
生
産
と
そ
の
利
用
が
可
能
に
な
る
（
く
α
q
い
ω
。
冨
議
轟
幽
艶
．
β
・
．
ρ
ω
O
累
．
）
。
し
か
も
、
こ
の
よ
う
に
生
の
時
間
を
「
抽
象
」

す
る
こ
と
で
生
み
出
さ
れ
る
言
語
・
記
号
は
、
身
体
内
在
的
な
「
図
式
機
構
」
に
従
う
こ
と
で
身
体
に
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
さ
れ
、
身
体
的

生
が
薪
た
に
分
節
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
も
シ
ェ
リ
ン
グ
は
わ
ず
か
な
が
ら
示
唆
し
て
い
る
（
卜
。
。
。
塗
”
＜
σ
q
ド
雲
9
ミ
⑩
）
。

　
し
か
し
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
は
、
「
生
産
作
用
」
（
意
識
の
流
れ
）
と
「
生
産
さ
れ
た
も
の
」
（
そ
れ
へ
の
反
省
）
、
門
主
体
」
と
「
客

体
」
と
の
「
抗
争
」
（
ず
れ
）
は
、
人
間
の
「
根
源
的
矛
盾
」
で
あ
り
、
こ
の
「
対
立
す
る
方
向
」
を
「
媒
介
す
る
も
の
」
と
し
て
の
「
第

三
の
も
の
」
が
重
要
と
な
る
（
o
o
刈
h
．
）
。
そ
れ
が
「
芸
術
」
で
あ
る
（
ホ
ト
。
跨
）
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
言
語
・
記
号
の
問
題
を
、
〈
人
閻
の
実
存
〉

の
視
点
か
ら
み
る
た
め
に
、
言
語
・
記
号
に
つ
れ
て
変
化
す
る
〈
社
会
的
・
文
化
的
存
在
〉
と
し
て
の
人
闘
を
十
分
捉
え
ら
れ
な
い
。
「
根

源
的
」
な
人
間
の
あ
り
方
を
追
求
す
る
点
で
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
惟
と
、
「
詩
的
」
言
語
を
重
視
し
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
ギ
リ
シ
ア
的

思
惟
を
顕
揚
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
思
惟
と
は
、
構
造
的
に
類
似
す
る
。
事
実
両
者
は
カ
ン
ト
の
門
構
想
力
」
と
、
そ
こ
に
お
け
る
身
体
内

在
的
な
「
超
越
論
的
図
式
機
構
」
に
注
目
す
る
点
で
も
一
致
す
る
。
ま
さ
に
「
根
源
」
回
帰
志
向
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
言
語
の
変
化
に

よ
る
人
間
経
験
の
変
貌
に
は
、
ど
う
し
て
も
否
定
的
に
な
る
。

　
こ
の
点
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
異
な
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
眼
差
し
は
、
特
に
後
期
の
そ
れ
は
、
む
し
ろ
一
貫
し
て
言
語
・
記
号
に
媒
介
さ
れ
、
変

化
す
る
人
間
経
験
の
複
雑
な
構
造
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
感
性
論
〉
が
、
「
芸
術
論
」
と
し
て
の
『
美
学
』
に
収



ま
り
切
れ
な
い
理
由
が
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
芸
術
に
過
大
と
も
い
え
る
希
望
を
託
す
の
に
対
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
芸
術

哲
学
」
が
醒
め
た
も
の
で
あ
る
理
由
も
、
そ
こ
に
あ
る
。
し
か
し
醒
め
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
歴
史
の
中
で
変
貌
す
る
人
間

経
験
の
成
り
立
ち
を
、
自
ら
の
尺
度
を
反
省
し
つ
つ
、
そ
し
て
特
定
の
能
力
や
文
化
領
域
や
時
代
に
還
元
す
る
こ
と
な
く
論
じ
、
こ
の
視

点
か
ら
芸
術
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
心
　
の
　
病
一
へ
ー
ゲ
ル
の
〈
感
性
論
＞
1

三
・
（
一
）
心
の
「
病
」
　
「
心
」
と
は
、
言
語
（
記
号
）
、
そ
れ
も
、
最
早
そ
の
も
の
と
し
て
取
り
出
せ
な
い
ほ
ど
身
体
に
浸
透
し
た
言
語

（
記
号
）
で
あ
る
。
こ
の
無
意
識
の
言
語
（
記
号
）
と
し
て
の
く
心
〉
が
先
行
的
枠
組
み
と
な
っ
て
、
そ
の
都
度
の
経
験
と
そ
れ
に
伴
う

感
情
と
は
成
り
立
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
下
の
枠
組
み
の
く
圧
迫
〉
、
〈
崩
壊
〉
が
、
〈
心
の
病
〉
と
な
っ
て
出
て
く
る
。

　
〈
枠
組
み
の
圧
迫
〉
は
、
〈
思
う
よ
う
に
な
ら
な
い
〉
と
い
う
意
識
、
感
情
と
な
っ
て
顕
在
化
す
る
。
そ
れ
は
、
投
企
さ
れ
た
枠
組
み

（
言
語
・
記
号
）
と
し
て
の
心
（
未
来
の
身
体
）
に
、
先
行
的
枠
組
み
と
し
て
の
心
（
現
在
の
身
体
）
が
、
合
わ
な
い
と
い
う
感
情
で
あ

る
。
新
た
な
枠
組
み
の
投
企
は
、
他
者
と
の
関
係
の
中
で
、
他
者
に
よ
っ
て
、
或
い
は
他
者
を
参
照
し
つ
つ
な
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
〈
思

う
よ
う
に
な
ら
な
い
〉
と
い
う
、
自
己
に
お
け
る
分
裂
、
疎
外
の
意
識
、
感
情
は
、
他
者
（
社
会
）
か
ら
の
く
疎
外
感
〉
と
も
な
る
。
心

（
身
）
1
身
（
心
）
の
｝
致
は
、
疎
外
感
の
消
え
た
心
一
身
関
係
の
感
情
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
で
し
か
な
い
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
絶
対
的

爵
標
や
「
根
源
」
な
ど
で
は
な
く
、
暫
定
的
到
達
点
に
す
ぎ
な
い
。
人
間
の
経
験
は
、
枠
組
み
を
絶
え
ず
変
換
す
る
、
変
換
し
う
る
、
と

い
う
か
た
ち
で
、
常
に
未
来
に
開
か
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
疎
外
感
自
体
は
病
で
は
な
く
、
む
し
ろ
生
き
て
い
る
証
で
あ
る
。

　
〈
枠
組
み
の
崩
壊
〉
は
、
新
し
い
経
験
へ
の
超
越
を
困
難
、
或
い
は
不
可
能
に
す
る
。
身
体
内
在
的
言
語
・
記
号
機
能
の
欠
損
（
例
え

ば
失
語
症
）
は
、
人
間
が
新
た
な
経
験
を
整
え
自
己
に
組
み
入
れ
る
可
能
性
を
阻
害
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
で
は
、
欠
損
の
さ
ま
ざ
ま
な

レ
ベ
ル
に
応
じ
て
、
ま
ず
枠
組
み
形
成
機
能
の
回
復
が
、
心
身
の
両
側
面
か
ら
昌
指
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
実
際
試
み
ら
れ
て
い

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
感
性
論
（
》
ω
夢
馨
障
）
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
六
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二

る
（
神
経
内
科
医
の
診
断
の
下
に
行
わ
れ
る
、
言
語
お
よ
び
身
体
の
機
能
回
復
訓
練
、
そ
し
て
投
薬
）
。

　
と
こ
ろ
で
、
言
語
・
記
号
が
身
体
に
浸
透
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
の
ご
と
の
一
定
の
感
じ
方
が
、
当
の
人
間
に
と
っ
て
〈
自
然
〉
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
、
特
定
の
感
情
に
即
し
て
世
界
に
関
わ
っ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
感
情
的
に
世
界
に
生
き
て
い
る
。
へ

！
ゲ
ル
は
、
『
エ
ン
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
門
第
三
部
　
精
神
の
哲
学
扁
、
「
第
＝
早
　
主
観
的
精
神
」
の
「
A
　
人
闘
学
　
無
漏
に
お
い
て
、

心
・
身
関
係
と
、
「
感
清
下
生
」
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
。
心
の
「
病
」
も
こ
の
文
脈
に
属
す
。
『
美
学
講
義
』
と
の
連
関
も
考
慮
し
っ
っ
、

テ
ク
ス
ト
を
引
用
し
、
解
釈
を
加
え
て
み
ょ
う
。

「
人
間
学
、
心
偏
の
節
の
区
分
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

　
〔
a
．
自
然
な
心
一
α
．
自
然
な
質
、
β
．
自
然
な
変
化
、
乳
感
覚

　
　
b
．
感
ず
る
心
一
α
．
無
媒
介
な
感
ず
る
心
、
β
．
自
己
感
情
、
乳
習
慣

　
　
c
．
現
実
的
な
心
〕

こ
の
区
分
の
説
明
は
次
の
通
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
〔
心
は
ま
ず
、
a
．
そ
れ
の
無
媒
介
な
、
自
然
の
規
定
性
〔
自
然
に
規
定
さ
れ
た
状
態
〕
の
う
ち
に
あ
る
。
一
そ
れ
は
、
単
に
存

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
在
す
る
だ
け
の
自
然
な
心
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
b
．
心
は
、
個
体
的
な
も
の
と
し
て
、
心
の
こ
の
無
媒
介
な
存
在
と
の
関
係
へ
と
入
り
、
こ
の
無
媒
介
な
存
在
と
い
う
規
定
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
で
、
抽
象
的
に
〔
世
界
と
の
関
係
か
ら
離
れ
た
か
た
ち
で
〕
対
自
的
〔
自
覚
的
〕
で
あ
る
。
一
つ
ま
り
心
は
感
ず
る
心
（
隷
課
Φ
巳
Φ
ω
①
？

　
冨
）
で
あ
る
。

　
　
c
．
こ
の
無
媒
介
な
存
在
は
、
心
の
身
体
性
（
い
⑦
一
げ
囲
凶
0
7
7
Φ
圏
け
）
と
し
て
心
の
中
に
形
成
さ
れ
る
（
Φ
写
σ
q
9
ま
Φ
什
）
。
こ
の
よ
う
な
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
体
性
の
中
に
あ
る
心
が
現
実
的
な
心
（
芝
坤
憎
搾
一
一
〇
ず
Φ
　
O
Q
①
O
一
Φ
）
で
あ
る
（
≦
一
ρ
留
8
．
お
）
〕



　
さ
て
、
c
．
の
、
身
体
性
が
「
心
の
中
に
形
成
さ
れ
る
」
と
は
、
心
に
「
身
体
」
意
識
が
生
じ
る
、
心
と
は
別
の
も
の
と
し
て
の
身
体

が
心
に
「
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
（
巴
超
Φ
σ
ま
①
叶
）
」
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
は
次
の
よ
う
に
要
約
し
う
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

〈
心
の
真
の
「
現
実
性
」
と
は
、
心
－
身
の
無
媒
介
的
同
一
性
で
は
な
く
、
心
－
身
の
分
離
と
関
係
の
意
識
、
心
の
身
体
へ
の
反
省
（
反

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

照
）
、
両
者
の
ず
れ
の
意
識
に
お
い
て
成
り
立
つ
も
の
で
あ
る
〉
。

　
「
心
」
は
多
様
で
あ
る
。
a
．
の
「
自
然
な
心
」
に
お
け
る
、
［
質
」
と
は
、
風
土
、
気
候
等
の
自
然
に
限
定
さ
れ
る
心
の
質
で
あ
り
、

「
変
化
」
と
は
年
．
齢
、
性
に
応
じ
た
心
の
差
異
で
あ
る
。
心
は
こ
の
よ
う
な
「
自
然
」
に
規
定
さ
れ
、
こ
の
自
然
が
心
を
色
づ
け
て
い
る

（伽

ﾖ
⑩
卜
。
－
。
。
）
。
し
か
し
、
心
が
自
然
に
規
定
さ
れ
る
と
し
て
も
、
心
が
自
然
に
還
元
さ
れ
る
訳
で
は
な
い
。
心
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な

い
。
人
閥
の
心
の
、
環
境
や
性
や
年
齢
の
違
い
へ
の
還
元
は
思
想
と
し
て
は
余
り
に
単
純
で
あ
る
。

　
こ
の
考
え
が
『
美
学
講
義
』
を
規
定
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
芸
術
」
を
「
自
然
」
条
件
に
還
元
す
る
こ
と
は
な
く
、
「
芸
術
」
を
、

常
に
桂
会
的
文
化
的
コ
ン
テ
ク
ス
ト
か
ら
、
す
な
わ
ち
言
語
・
記
号
を
内
在
さ
せ
た
〈
精
神
〉
の
所
産
と
し
て
論
じ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
分
け
る
心
の
諸
段
階
は
、
心
の
構
造
の
差
異
を
考
察
す
る
た
め
の
理
論
的
尺
度
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
で
し
か
な
い
。
実
際

に
心
が
そ
の
よ
う
に
分
離
さ
れ
、
段
階
を
経
る
ご
と
に
前
の
段
階
は
捨
て
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
一
方
向
的
進
化
論
（
P
）

で
は
心
は
理
鯉
で
き
な
い
。
心
は
、
状
況
次
第
で
い
ず
れ
に
も
向
か
い
う
る
。
ま
さ
に
〈
多
重
チ
ャ
ン
ネ
ル
〉
的
存
在
で
あ
る
。
知
的
人

間
も
、
し
ぼ
し
ば
、
し
か
も
避
け
が
た
い
か
た
ち
で
、
心
の
自
然
状
態
（
｝
つ
の
チ
ャ
ン
ネ
ル
）
に
縛
ら
れ
そ
こ
か
ら
離
れ
ら
れ
な
く
な

る
。
こ
れ
が
心
の
「
病
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
〔
自
己
意
識
が
あ
り
、
教
養
を
受
け
た
、
思
慮
深
い
人
間
の
、
形
式
、
状
態
に
な
っ
た
感
情
生
活
（
O
駄
口
三
。
・
一
Φ
げ
留
）
、
こ
れ
が
病

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
で
あ
る
。
こ
の
病
に
お
い
て
、
個
体
は
無
媒
介
に
自
己
自
身
の
具
体
的
内
容
に
関
わ
っ
て
お
り
、
彼
は
、
自
己
お
よ
び
分
別
あ
る
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
界
連
関
に
つ
い
て
の
冷
静
な
意
識
を
、
自
分
の
状
態
と
は
異
な
る
状
態
と
し
て
も
つ
。
催
眠
的
夢
遊
病
（
ヨ
品
題
ユ
ω
畠
鶏
ω
。
ヨ
爵
孚

　
　
ぎ
謙
ヨ
q
ω
）
や
、
そ
れ
に
近
い
状
態
が
そ
れ
で
あ
る
（
㈲
軽
8
．
窃
㌶
）
〕

　
　
　
　
へ
！
ゲ
ル
の
〈
感
性
弘
酬
　
（
〉
ω
け
ず
〇
二
評
）
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三



　
　
　
　
哲
学
研
傭
九
　
嬬
昂
五
甲
日
六
十
・
四
［
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
［

　
教
養
と
分
別
と
を
有
し
な
が
ら
、
特
定
の
感
情
状
態
に
囚
わ
れ
、
そ
こ
か
ら
出
ら
れ
な
い
心
、
こ
れ
が
「
病
」
で
あ
る
。
個
体
が
「
無

媒
介
に
」
自
己
の
内
容
に
関
わ
る
と
は
、
こ
の
個
体
は
、
自
己
の
特
殊
な
感
情
の
枠
組
み
（
メ
カ
ニ
ズ
ム
）
を
、
〈
反
省
〉
と
い
う
く
媒

介
〉
な
し
に
、
そ
の
ま
ま
（
「
無
媒
介
」
に
）
内
容
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
常
に
外
的
世
界
へ

の
意
識
と
の
対
立
葛
藤
が
生
じ
て
く
る
。
こ
の
個
体
に
は
、
外
部
世
界
は
常
に
「
自
分
と
は
異
な
る
」
世
界
と
し
て
よ
そ
よ
そ
し
く
存
在

し
て
い
る
。
否
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
外
部
」
世
界
が
意
識
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
「
自
己
」
へ
と
閉
ざ
さ
れ
た
感
情
も
生
じ
る
、

と
い
え
る
。
こ
の
意
識
は
外
部
世
界
を
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
違
和
感
を
覚
え
つ
つ
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
、
否
、
む
し
ろ
そ
れ
に
依
存

し
て
い
る
。

　
確
か
に
感
情
（
気
分
）
は
、
そ
の
都
度
の
経
験
の
｝
定
の
枠
組
（
人
闘
的
生
の
地
平
）
と
し
て
、
人
毛
経
験
を
条
件
づ
け
て
い
る
。
し

か
し
、
人
間
存
在
が
こ
の
よ
う
な
特
有
の
感
情
状
態
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
ボ
ル
ノ
ウ
の
言
葉
で
い
え
ば
「
情
態
性
（
し
ご
①
ぎ
島
。
耳
簿
と
）
に

根
ざ
す
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
人
聞
が
人
間
と
し
て
生
き
る
こ
と
に
と
っ
て
積
極
的
意
味
を
も
つ
訳
で
は
な
い
。
人
間
を
そ
の
よ
う
な
受
動

性
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
人
問
の
心
は
も
っ
と
社
会
的
で
複
雑
で
あ
る
。

　
　
　
〔
個
体
の
基
本
的
関
心
の
全
体
、
つ
ま
り
個
体
の
、
他
人
や
世
界
一
般
に
対
す
る
本
質
的
関
係
、
お
よ
び
特
殊
な
経
験
的
関
係
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
全
体
、
こ
れ
が
飼
体
の
具
体
的
な
存
在
に
は
属
し
て
い
る
。
こ
の
総
体
が
個
体
の
現
実
に
な
る
と
、
こ
の
総
体
は
彼
に
と
っ
て
内
在

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
的
で
、
前
に
守
護
神
（
O
o
鐸
ξ
ω
）
と
呼
ば
れ
た
も
の
に
な
る
。
こ
の
守
護
神
は
、
意
欲
し
思
惟
す
る
自
由
な
精
神
で
は
な
い
。
こ
こ

　
　
で
観
察
さ
れ
る
の
は
、
感
情
と
い
う
形
式
に
沈
潜
し
た
個
体
で
あ
る
が
、
感
情
と
い
う
形
式
は
、
む
し
ろ
個
体
の
正
気
の
精
神
状
態

　
　
と
し
て
の
現
実
存
在
の
放
棄
で
あ
る
（
伽
腿
8
．
お
G
。
h
）
〕

　
個
体
が
「
具
体
的
」
に
「
存
在
」
す
る
と
は
、
個
体
が
自
己
の
関
心
に
基
づ
い
て
そ
の
都
度
他
者
、
そ
れ
ゆ
え
世
界
と
闘
わ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
個
体
は
常
に
世
界
の
内
に
あ
っ
て
、
世
界
と
の
関
係
に
即
し
て
〈
個
体
で
あ
る
〉
こ
と
を
意
識
す
る
。
〈
自
我
〉
の
心
は

こ
の
よ
う
な
連
関
の
中
で
そ
の
都
度
初
め
て
構
造
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
心
の
こ
の
構
造
は
、
心
を
意
識
下
で
近
づ
け
規
定
す
る
こ
と
に
な



る
。
「
内
在
的
」
と
は
こ
の
こ
と
を
指
す
。
心
に
染
み
込
ん
だ
こ
の
構
造
は
、
心
の
現
実
性
の
支
え
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
守
護
神
」
と

呼
ば
れ
る
。
し
か
し
ま
た
、
こ
の
構
造
は
無
意
識
に
心
を
方
膚
づ
け
て
い
る
た
め
に
、
「
守
護
神
」
に
守
ら
れ
た
心
は
、
「
正
気
」
な
心
か

ら
す
れ
ば
、
感
情
へ
の
「
沈
潜
」
で
あ
り
、
精
神
の
「
現
実
存
在
」
の
「
放
棄
」
な
の
で
あ
る
。
守
護
神
に
守
ら
れ
た
心
は
、
子
供
の
心

で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
健
全
で
あ
る
。
子
供
は
大
人
に
保
護
さ
れ
、
育
て
ら
れ
る
こ
と
を
通
し
て
世
界
へ
の
眼
差
し
、
世
界
感
情
を
獲
得

し
て
ゆ
く
。
し
か
し
、
子
供
か
ら
大
人
へ
と
育
つ
過
程
で
、
人
間
は
門
守
護
神
」
か
ら
離
れ
、
自
ら
の
現
実
的
な
活
動
を
通
し
て
、
欝
覚

め
た
世
界
意
識
を
手
に
入
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
ゆ
え
、
心
の
成
長
過
程
に
お
い
て
、
「
守
護
神
」
（
精
神
の
自
然
状
態
）
か
ら
離
れ
る
こ
と
、

精
神
の
こ
の
〈
自
己
疎
外
〉
、
自
分
に
と
っ
て
自
分
が
し
っ
く
り
し
な
く
な
り
、
同
時
に
周
囲
が
よ
そ
よ
そ
し
く
思
わ
れ
て
く
る
こ
と
、

こ
の
こ
と
は
必
然
的
な
こ
と
で
あ
る
し
、
ま
た
健
全
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
〔
健
全
な
感
覚
と
分
別
（
＜
魯
。
。
3
民
）
の
あ
る
人
間
は
、
自
ら
の
個
体
性
を
具
体
的
に
満
た
す
自
分
の
現
実
に
つ
い
て
、
自
覚
的
、

　
　
知
的
に
知
っ
て
い
る
。
彼
は
現
実
を
、
自
分
の
規
定
と
、
自
分
と
は
異
な
る
外
界
と
し
て
の
現
実
の
規
定
と
の
連
関
と
い
う
か
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
で
、
濁
覚
め
た
状
態
で
知
っ
て
お
り
、
こ
の
世
界
が
同
じ
よ
う
に
そ
れ
自
体
道
理
に
か
な
っ
た
か
た
ち
で
連
関
す
る
多
様
体
で
あ
る

　
　
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
…
…

　
　
　
一
し
か
し
意
識
の
充
実
、
意
識
の
外
界
、
お
よ
び
意
識
の
外
界
へ
の
関
係
が
被
覆
さ
れ
、
こ
の
た
め
心
が
眠
り
に
沈
め
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
い
る
と
き
に
は
（
催
眠
、
強
硬
置
網
拶
童
①
唱
ω
剛
Φ
、
他
の
病
、
例
え
ば
女
性
の
成
長
期
や
、
臨
終
等
の
場
合
等
々
）
、
個
体
の
内
在
的

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
現
実
は
自
己
の
中
を
見
、
そ
し
て
知
る
感
清
生
活
と
同
じ
実
体
的
総
体
〔
固
定
し
た
枠
組
み
に
囚
わ
れ
た
状
態
〕
に
と
ど
ま
る
（
溜
0
9

　
　
冨
麟
）
〕

　
特
定
の
感
情
に
閉
ざ
さ
れ
た
心
、
そ
れ
は
外
界
へ
の
眼
差
し
が
「
被
覆
」
さ
れ
、
自
己
感
情
へ
と
沈
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
欠
け
る
の
は

明
確
な
輪
郭
を
持
つ
現
実
意
識
で
あ
り
、
現
実
は
既
成
の
感
情
で
門
被
覆
」
さ
れ
た
皮
膜
を
通
し
て
し
か
現
れ
な
い
。
す
べ
て
が
感
情
的

色
合
い
を
帯
び
る
の
で
あ
る
。
現
実
に
感
情
の
「
皮
膜
」
を
通
し
て
関
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
既
成
の
自
分
に
馴
染
ん
だ
特
殊
な

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
感
性
論
（
〉
ω
け
ず
の
鋤
評
）
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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一
六

感
情
的
価
値
し
か
見
出
せ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
内
部
へ
の
果
て
し
な
き
現
実
探
究
（
堂
々
巡
り
、
同
語
反
復
）
と
な
る
。

な
ぜ
な
ら
、
心
が
明
確
な
現
実
意
識
と
の
連
関
を
欠
く
た
め
に
、
心
自
体
も
輪
郭
を
欠
き
、
そ
れ
ゆ
え
他
者
の
輪
郭
も
失
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
こ
こ
に
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
自
己
の
意
識
下
で
自
己
を
動
か
す
枠
組
み
（
身
体
に
染
み
込
ん
だ
言
語
・
記
号
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
）

へ
の
自
覚
が
如
何
に
困
難
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
殊
な
感
情
と
な
っ
た
心
は
、
と
め
ど
な
い
感
情
の
流
れ
に
飲
み
込
ま
れ
て

溺
れ
、
解
決
は
先
延
ば
し
に
な
り
、
そ
の
た
め
に
疲
れ
果
て
る
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
絶
え
ず
感
清
の
枠
組
み
を
与
え
て
く
れ
る
拠
り
所

を
求
め
る
。
世
界
を
知
り
、
そ
れ
と
の
必
然
的
連
関
を
意
識
す
る
に
至
っ
た
知
性
の
感
情
生
活
へ
の
沈
潜
（
自
然
状
態
へ
の
回
帰
？
）
は
、

子
供
の
状
態
で
あ
り
、
こ
れ
は
大
人
の
心
の
状
態
と
し
て
は
健
全
と
は
い
え
な
い
訳
で
あ
る
。

　
　
　
〔
分
別
と
意
志
と
の
人
格
性
が
欠
如
し
た
こ
の
感
情
生
活
に
お
け
る
一
つ
の
本
質
規
定
、
そ
れ
は
、
母
の
愛
の
内
に
あ
る
子
供
の

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
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へ

　
　
状
態
と
同
じ
受
動
性
の
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
病
め
る
主
体
は
、
こ
の
状
態
の
た
め
に
、
他
人
の
、
つ
ま
り
催
眠
術
師
の
カ

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
支
配
さ
れ
続
け
る
。
そ
の
結
果
両
者
の
こ
の
心
理
的
連
関
に
お
い
て
は
、
自
己
を
欠
く
、
人
格
的
に
現
実
的
で
な
い
個
体
は
、
か

　
　
の
正
気
の
飼
体
〔
催
眠
術
師
〕
の
意
識
を
自
分
の
主
体
的
意
識
に
し
、
こ
の
他
方
の
意
識
が
一
方
の
意
識
の
現
在
的
で
主
体
的
な
心
、

　
　
彼
を
内
容
的
に
も
満
た
す
こ
と
の
で
き
る
守
護
神
と
な
る
（
忽
8
」
ω
0
）
〕

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
教
養
が
あ
り
、
分
別
を
有
す
る
」
人
間
が
落
ち
込
む
「
感
情
生
活
」
の
問
題
点
を
衝
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
ま
さ

に
磁
石
（
蜜
。
σ
q
器
舟
）
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、
「
催
眠
術
師
（
ヨ
9
鷺
亀
ω
①
葺
駄
磁
力
を
操
る
老
）
」
を
取
り
巻
く
感
情
の
共
同
体
が

で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
も
こ
の
磁
場
か
ら
決
し
て
自
由
で
は
な
い
。
そ
れ
は
特
定
の
宗
教
に
の
み
関
わ
る
聞
題
で
は
な
い
。
こ
の
催
眠
術
的

共
同
体
は
、
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
に
あ
っ
て
、
絶
え
ず
わ
れ
わ
れ
を
引
き
寄
せ
る
べ
く
待
ち
受
け
て
い
る
と
と
も
に
、
わ
れ
わ
れ
自
身
否
応

な
し
に
磁
力
を
帯
び
て
、
「
催
眠
術
師
」
の
連
鎖
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
磁
場
に
お
い
て
は
、
最
も
飼
人
的
と
思
え

る
「
感
覚
」
さ
え
隷
属
的
、
そ
れ
ゆ
え
概
念
的
（
非
個
性
的
）
に
な
る
。

　
　
　
〔
こ
の
か
た
ち
だ
け
の
自
己
は
、
他
者
〔
魔
術
師
〕
の
感
覚
や
表
象
で
自
分
が
満
た
さ
れ
、
こ
の
他
者
の
中
で
見
、
嗅
ぎ
、
味
わ



　
　
い
、
読
み
、
そ
し
て
聞
き
も
す
る
（
鰹
0
9
お
刈
）
〕

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
実
体
的
同
一
性
」
（
自
己
を
喪
失
し
た
感
情
的
共
同
体
）
の
強
固
な
支
配
構
造
を
見
抜
い
て
い
る
（
＜
σ
q
ド
①
び
α
．
）
。
『
美

学
講
義
』
に
お
け
る
ロ
マ
ン
主
義
へ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
の
疑
念
、
門
牧
歌
」
批
判
、
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
に
よ
る
古
い
ド
イ
ツ
神
話
再
生
の
試

み
へ
の
批
判
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
よ
う
な
、
「
心
」
に
つ
い
て
の
き
わ
め
て
具
体
的
で
醒
め
た
、
時
と
し
て
シ
ニ
カ
ル
な
く
感
性
論
〉

に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
　
一
八
二
〇
・
二
一
年
の
『
筆
記
録
』
で
は
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
〔
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
は
、
私
た
ち
自
身
の
表
象
方
式
の
た
め
に
、
神
話
が
必
要
だ
と
感
じ
ま
し
た
。
芸
術
の
理
念
の
表
現
を
助

　
　
け
る
た
め
に
で
す
。
し
か
し
こ
れ
は
間
違
い
で
す
。
…
…
ク
ロ
プ
シ
ュ
ト
ッ
ク
は
、
昔
の
ド
イ
ツ
人
の
神
話
を
捜
し
出
し
、
そ
れ
で

　
　
私
た
ち
の
理
念
の
表
現
に
固
有
の
形
式
を
見
つ
け
た
と
思
い
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
神
話
は
、
私
た
ち
の
時
代
の
理
念
の
段
階
に
と

　
　
っ
て
は
余
り
に
貧
弱
で
す
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
を
捜
す
こ
と
が
必
要
と
思
え
る
に
し
て
も
、
そ
の
場
合
は
新
し
い
神
話
が
で
っ

　
　
ち
上
げ
（
Φ
『
（
一
一
〇
ず
斤
Φ
郎
）
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
の
も
の
だ
と
し
て
も
、
古
い
ド
イ
ツ
神
話
は
、
私
た
ち
に
は
遠
い
も

　
　
の
で
、
今
か
ら
学
ば
ね
ば
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
私
た
ち
の
見
方
で
は
な
い
の
で
す
（
一
〇
卜
」
）
〕

　
「
芸
術
」
と
は
、
逆
に
こ
の
よ
う
な
「
感
情
」
に
か
た
ち
を
与
え
る
こ
と
で
人
間
を
「
解
放
」
す
る
（
鉾
p
O
■
ω
舞
）
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は

「
神
話
」
と
い
う
感
情
共
同
体
を
「
過
去
」
の
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
［
新
し
い
神
話
」
も
、
「
で
っ
ち
上
げ
」
る
し
か
な
い
。
彼
は
す

で
に
、
「
体
系
プ
ロ
グ
ラ
ム
」
を
後
に
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
美
し
い
宗
教
」
（
美
し
い
感
情
の
共
同
体
）
の
思
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

を
そ
の
ま
ま
『
美
学
講
義
』
に
読
み
込
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
神
話
」
世
界
を
尺
度
に
す
る
「
芸
術
」
の
現
代
的
機
能
の
回
復
の
願
望

は
挫
折
す
る
。
そ
の
意
味
で
「
芸
術
」
は
「
過
去
」
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
『
二
！
ベ
ル
ン
ゲ
ン
の
歌
』
を
再
び
「
国
民
の
書
」
に
し
よ

う
と
す
る
よ
う
な
、
歴
史
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
疎
い
芸
術
復
活
論
は
、
「
き
わ
め
て
陳
腐
で
つ
ま
ら
な
い
思
い
つ
き
」
で
し
か
な
い
。
そ

れ
は
、
「
見
た
目
は
新
た
に
燃
え
上
が
る
青
春
の
感
激
の
日
々
の
中
に
あ
る
が
、
死
に
近
づ
い
て
再
び
子
供
じ
み
て
き
た
時
代
の
老
衰
の

徴
候
」
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
時
代
は
、
「
死
者
を
見
て
活
気
づ
き
、
そ
こ
に
自
分
の
感
情
と
現
在
と
を
も
っ
こ
と
を
、
他
人
に
も
要
求

　
　
　
　
へ
：
ゲ
ル
の
〈
感
性
論
（
諭
帥
冨
鼻
）
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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す
る
」
（
≦
嶺
　
ω
蒔
“
　
　
　
矯
）
。

　
「
自
己
」
を
意
識
し
た
「
自
己
感
情
（
ω
巴
σ
ω
眞
。
隷
ε
」
も
、
「
病
」
か
ら
自
由
だ
と
い
う
訳
で
は
な
い
。

　
　
　
〔
ω
　
情
感
す
る
総
体
〔
様
々
な
感
情
の
流
れ
の
束
と
し
て
の
人
間
〕
は
、
個
体
性
と
し
て
本
質
的
に
自
己
自
身
の
う
ち
で
自
己
を
区
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ヘ
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ヘ
　
　
　
へ

　
　
亡
し
、
自
己
に
お
け
る
判
断
へ
と
弩
覚
め
る
。
こ
の
判
断
に
よ
っ
て
情
感
す
る
総
体
は
、
特
殊
な
感
情
を
も
ち
、
主
体
と
し
て
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
特
殊
な
感
情
の
諸
規
定
に
関
係
す
る
。
主
体
自
体
、
こ
れ
ら
の
規
定
を
自
分
の
感
情
と
し
て
自
分
の
う
ち
に
設
定
す
る
〔
坐
み
出
す
〕
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
主
体
は
、
諸
々
の
感
覚
の
こ
の
特
殊
性
に
沈
潜
し
、
同
時
に
こ
の
よ
う
な
特
殊
性
の
う
ち
に
あ
り
な
が
ら
、
特
殊
性
の
観
念
性
ゆ
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
、
自
分
を
主
観
的
な
一
者
と
し
て
の
自
分
に
関
連
づ
け
る
。
こ
の
よ
う
な
あ
り
か
た
の
主
体
が
自
己
感
情
で
あ
る
（
喪
O
メ
δ
O
）
。

　
　
…
…
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
〔
②
　
自
己
感
清
が
な
お
規
定
さ
れ
て
い
る
無
媒
介
な
状
態
の
た
め
に
、
す
な
わ
ち
、
そ
こ
で
は
な
お
精
神
性
か
ら
区
別
さ
れ
て

　
　
い
な
い
身
体
性
の
契
機
の
た
め
に
、
そ
し
て
感
情
自
体
も
特
殊
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
特
殊
な
身
体
化
で
あ
る
た
め
に
、
主
体
は
分
別
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
る
意
識
へ
と
形
成
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
病
に
罹
り
や
す
い
。
つ
ま
り
、
主
体
は
、
自
分
の
自
己
感
情
の
特
殊
性
に

　
　
固
執
し
続
け
、
そ
れ
を
観
念
性
へ
と
加
工
し
克
服
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
伽
△
O
。
。
冒
δ
O
や
）
〕

　
「
特
殊
な
」
自
己
感
情
に
囚
わ
れ
た
「
心
」
、
す
な
わ
ち
「
物
」
と
化
し
た
心
、
こ
れ
が
「
精
神
錯
乱
（
＜
臼
摩
。
揮
冨
潔
）
」
、
「
狂
気

（
ぐ
『
鋤
ず
勝
ω
一
昌
コ
）
」
で
あ
る
。
こ
れ
も
、
教
養
を
積
ん
だ
、
分
別
あ
る
心
の
「
病
」
で
あ
る
。
「
狂
気
」
の
主
体
に
お
い
て
は
、
「
感
情
の
特

殊
性
」
（
例
え
ば
憎
し
み
）
が
「
自
覚
的
で
自
由
な
主
体
性
」
の
単
な
る
一
契
機
、
そ
れ
ゆ
え
門
観
念
的
」
な
も
の
（
可
能
性
）
で
あ
る

こ
と
を
や
め
て
、
そ
れ
自
体
が
「
存
在
」
（
固
ま
り
）
と
な
っ
て
突
出
し
、
人
格
全
体
を
支
配
す
る
。
し
か
し
「
狂
気
」
は
、
「
理
性
喪

失
」
で
は
な
く
、
「
な
お
現
存
し
て
い
る
理
性
に
お
け
る
矛
盾
」
で
あ
る
（
①
σ
鐸
）
。
こ
の
く
解
釈
〉
に
よ
り
、
「
狂
気
」
に
「
治
癒
」
の
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

能
性
が
開
か
れ
る
。
こ
の
点
で
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
フ
ラ
ン
ス
の
精
神
医
学
者
ピ
ネ
ル
（
勺
ぽ
四
一
℃
℃
㊦
　
勺
一
謬
Φ
一
　
一
刈
繕
α
一
一
Q
Q
卜
。
切
）
を
評
価
す
る
。

　
　
　
〔
こ
の
人
間
的
な
、
善
意
が
あ
る
と
と
も
に
理
性
的
な
処
置
は
、
病
人
が
理
性
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
前
提
し
、
こ
の
点
で
、



　
　
こ
の
処
置
が
病
人
を
、
こ
の
〔
理
性
と
い
う
〕
側
面
か
ら
理
解
し
う
る
確
か
な
支
え
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
身
体
性
に
関
し
て
、

　
　
そ
れ
自
体
な
お
健
康
を
自
分
自
身
に
含
む
生
命
を
支
え
に
す
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
ー
ピ
ネ
ル
は
、
こ
の
処
置
を
施
し
た
功
績
が

　
　
あ
り
、
そ
れ
は
最
高
の
称
賛
に
値
す
る
（
一
〇
Q
Q
）
〕

　
へ
…
ゲ
ル
は
、
心
の
「
病
」
を
〈
文
化
〉
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
心
の
「
病
」
は
、
個
人
の
成
長
の
過
程
、
そ
し
て
個
人
を
巻

き
込
む
文
化
の
進
展
の
過
程
に
お
い
て
、
世
界
が
自
然
状
態
か
ら
教
養
の
世
界
（
文
化
の
世
界
）
へ
と
変
わ
っ
て
ゆ
く
中
で
、
そ
の
裏
面

と
し
て
必
然
的
に
生
じ
て
く
る
現
象
な
の
で
あ
る
。
「
教
養
」
と
は
、
人
間
を
「
守
護
神
」
に
守
ら
れ
た
「
自
然
状
態
」
か
ら
出
し
て
、

そ
こ
を
離
れ
て
「
理
性
的
存
在
」
へ
と
向
か
わ
せ
る
働
き
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
必
然
的
に
〈
自
然
喪
失
〉
が
生
じ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の

こ
と
を
す
で
に
『
精
神
現
象
学
』
（
一
Q
Q
O
刈
）
で
、
デ
ィ
ド
ロ
の
『
ラ
モ
ー
の
甥
』
を
参
照
し
つ
つ
、
近
代
世
界
に
不
可
避
の
問
題
と
し
て
論

じ
て
い
た
。
そ
こ
で
は
、
教
養
の
世
界
で
必
然
的
に
出
て
く
る
「
自
己
に
疎
遠
に
な
っ
た
精
神
」
の
溝
造
が
論
じ
ら
れ
て
お
り
、
「
ラ
モ

ー
の
甥
」
の
「
狂
気
」
は
、
「
理
性
」
の
尺
度
か
ら
、
昔
の
調
和
し
た
自
己
感
清
に
留
ま
る
「
哲
学
者
」
の
「
単
純
」
な
意
識
よ
り
も
「
真

実
」
な
も
の
と
し
て
、
積
極
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
ヘ
ー
ゲ
ル
が
注
目
す
る
の
は
、
「
ラ
モ
ー
の
甥
」
と
そ
の
相
手
「
哲
学

者
」
の
精
神
的
内
容
で
は
な
く
、
「
語
り
目
（
沁
①
α
Φ
）
」
や
「
振
る
舞
い
」
の
差
異
で
あ
る
（
＜
ぴ
q
r
≦
。
。
’
ω
。
。
①
塗
）
。

　
こ
の
把
握
が
『
美
学
講
義
』
の
文
芸
論
を
支
え
て
い
る
。
シ
ラ
ー
の
『
群
盗
』
の
主
人
公
カ
ル
ル
の
社
会
へ
の
反
抗
は
、
「
子
供
に
と

っ
て
の
理
想
」
に
す
ぎ
ず
、
こ
の
演
劇
は
「
悲
劇
」
と
し
て
は
、
『
ヴ
ァ
レ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
』
と
と
も
に
、
「
最
高
に
悲
劇
的
な
失
敗
」

な
の
で
あ
る
（
『
筆
記
録
』
謡
）
。

　
「
真
理
」
観
の
差
異
（
「
精
神
の
現
象
」
）
は
、
身
に
染
み
込
ん
だ
言
語
・
記
号
の
差
異
、
い
か
な
る
言
語
・
記
号
を
枠
組
み
と
し
て

「
こ
と
が
ら
」
が
見
ら
れ
て
い
る
か
、
に
か
か
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
託
り
出
す
『
精
神
現
象
学
』
も
、
「
新
し
い

学
問
」
と
し
て
の
く
感
性
論
〉
、
し
か
も
直
－
越
し
た
〈
感
性
論
〉
と
な
っ
て
い
る
。
へ
！
ゲ
ル
は
、
「
自
己
疎
外
」
を
単
に
〈
心
の
も
ち
よ

う
〉
に
還
元
す
る
の
で
も
、
ま
た
〈
社
会
悪
〉
に
還
元
す
る
の
で
も
な
く
、
世
界
の
変
化
と
、
そ
こ
に
生
き
る
個
人
の
経
験
の
、
理
性
的

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
く
感
姓
論
（
錦
ω
け
ず
⑦
蕗
腎
）
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九



　
　
　
　
折
自
学
研
兜
九
　
第
五
｝
日
六
十
四
［
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
〇

な
も
の
へ
と
向
か
う
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
捉
え
て
い
る
。
健
康
な
生
命
を
前
提
す
る
こ
と
で
、
肉
体
の
病
の
治
療
が
正
当
化
さ
れ
る
よ
う
に
、

理
性
を
前
提
す
る
こ
と
で
、
心
の
病
の
治
療
も
初
め
て
正
当
化
さ
れ
、
し
か
も
理
性
の
あ
り
方
の
変
化
の
中
で
「
病
」
の
解
釈
も
変
化
す

る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
心
一
身
」
問
題
を
、
社
会
的
文
化
的
問
題
と
し
て
捉
え
、
芸
術
も
こ
の
視
点
か
ら
相
対
的
に
論
じ
る
。
後
期
ヘ
ー

ゲ
ル
は
、
新
し
い
、
い
わ
ば
〈
文
化
の
生
理
学
〉
を
求
め
て
い
る
。

三
・
（
二
）
文
化
の
生
理
学
　
「
自
己
感
情
」
に
続
く
「
習
慣
（
O
・
妻
。
ぎ
冨
ご
」
論
に
こ
の
志
向
が
見
出
せ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
習
慣
」
を
、

人
間
の
意
識
を
無
意
識
裡
に
言
づ
け
し
、
動
か
す
「
メ
カ
ニ
ズ
ム
」
と
み
な
し
、
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
注
目
す
る
。

　
　
　
〔
習
慣
は
、
精
神
の
組
織
の
中
で
、
記
憶
と
同
様
に
一
つ
の
要
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
記
憶
が
知
性
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
よ
う

　
　
に
、
習
慣
は
自
己
感
情
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
（
伽
凸
O
．
お
心
）
〕

　
「
習
慣
」
と
は
「
意
志
」
の
身
体
化
、
す
な
わ
ち
「
自
然
」
化
で
あ
る
。
習
慣
は
人
間
の
経
験
の
様
々
な
レ
ベ
ル
に
浸
透
し
、
経
験
の

枠
組
み
を
形
成
し
て
お
り
、
最
も
直
接
的
と
思
え
る
経
験
さ
え
、
い
つ
の
間
に
か
自
然
と
な
っ
た
習
慣
に
、
そ
れ
ゆ
え
文
化
に
支
え
ら
れ

色
づ
け
さ
れ
て
い
る
。
習
慣
論
は
、
人
間
の
経
験
が
常
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
無
媒
介
で
は
あ
り
え
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
多
様
な
習
慣
の
人
間
経
験
へ
の
浸
透
を
見
て
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
〔
年
齢
や
、
眠
り
と
目
覚
め
の
自
然
な
質
と
変
化
と
は
、
無
媒
介
に
自
然
で
あ
る
が
、
習
慣
は
、
自
然
に
存
在
す
る
も
の
、
つ
ま

　
　
り
機
械
的
な
も
の
に
さ
れ
た
、
自
己
感
情
に
属
す
限
り
で
の
感
情
の
、
そ
し
て
ま
た
知
性
お
よ
び
意
志
等
々
の
規
定
性
で
あ
る
。
習

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
慣
が
第
二
の
自
然
と
呼
ば
れ
る
の
は
正
当
で
あ
る
。
一
自
然
だ
と
い
う
の
は
、
習
慣
は
心
の
無
媒
介
な
存
在
だ
か
ら
で
あ
り
、

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
一
第
二
と
い
う
の
は
、
習
慣
は
心
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
〔
植
え
つ
け
ら
れ
た
〕
直
接
性
、
〔
心
を
〕
身
体
性
へ
と
浸
透
さ
せ
、
身
体

　
　
を
形
成
す
る
こ
と
（
田
霞
§
偽
∪
霞
畠
三
冠
§
ぴ
q
儀
①
噌
い
。
圃
藍
。
莫
。
搾
）
だ
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
身
体
性
は
、
感
受
規
定
そ
の
も
の
、
そ

　
　
し
て
身
体
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
（
溜
O
圃
）
表
象
お
よ
び
意
志
の
規
定
性
に
属
す
（
①
9
●
）
〕

　
人
間
の
身
体
と
は
、
「
意
志
」
や
「
表
象
」
（
も
の
ご
と
の
見
方
、
認
識
方
式
）
が
く
織
り
込
ま
れ
〉
、
そ
れ
を
通
し
て
人
間
が
世
界
へ



と
超
越
す
る
こ
と
、
外
界
を
「
感
覚
」
す
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
装
置
で
あ
る
。
「
感
覚
」
や
「
感
情
」
の
諸
規
定
、
差
異
も
、
身

体
の
分
節
と
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
分
節
に
よ
っ
て
感
覚
内
容
の
差
異
は
、
初
め
て
人
間
に
紺
し
て
現
象
す
る
。
へ
1
ゲ
ル
は
「
感

覚
」
論
に
お
い
て
こ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。

　
　
　
〔
感
覚
と
は
、
意
識
や
分
別
を
欠
く
個
体
性
に
お
け
る
精
神
の
朧
気
な
活
動
〔
朧
気
な
織
り
合
わ
せ
の
働
き
〕
の
形
式
（
象
・
閃
。
§

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
α
①
ω
含
ヨ
回
護
≦
①
σ
睾
ω
自
8
0
9
ω
寡
）
で
あ
る
。
こ
の
個
体
性
に
お
い
て
は
、
す
べ
て
の
規
定
性
は
、
ま
だ
無
媒
介
で
、
個
体
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
内
容
の
点
で
も
、
主
体
に
対
す
る
客
体
の
対
立
の
点
で
も
展
開
さ
れ
な
い
ま
ま
に
置
か
れ
、
精
神
の
最
も
特
殊
な
、
自
然
的
な
特
殊

　
　
へ

　
　
性
に
帰
属
し
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
感
覚
作
用
の
内
容
は
、
自
然
で
無
媒
介
な
存
在
、
つ
ま
り
質
的
で
有
限
な
存
在
に
属
す
が

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ゆ
え
に
制
限
さ
れ
、
そ
し
て
移
ろ
い
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
す
べ
て
は
感
覚
の
う
ち
に
あ
る
。
そ
し
て
、
精
神
的
意
識
と
理
性
の
う
ち
に
現
れ
る
も
の
は
す
べ
て
、
そ
の
源
泉
と
起
源
と
を
感

　
　
覚
の
う
ち
に
も
つ
。
な
ぜ
な
ら
、
源
泉
や
起
源
と
は
、
何
も
の
か
が
現
れ
る
最
初
の
最
も
無
媒
介
な
あ
り
か
た
に
他
な
ら
な
い
か

　
　
ら
で
あ
る
（
喪
0
9
⑩
刈
）
〕

　
「
起
源
」
と
し
て
の
「
感
覚
」
を
敢
え
て
取
り
出
す
な
ら
、
そ
れ
は
ま
だ
一
定
の
経
験
へ
と
形
成
さ
れ
て
い
な
い
、
い
わ
ば
意
識
と
そ

の
対
象
と
が
溶
け
合
っ
て
流
れ
て
い
る
、
カ
オ
ス
で
あ
り
、
意
識
と
し
て
は
、
い
つ
始
ま
り
、
そ
し
て
い
つ
終
わ
る
と
も
知
れ
な
い
、
探

る
特
殊
な
「
感
じ
」
と
い
う
状
態
で
し
か
な
い
。
し
か
し
「
感
じ
」
の
差
異
と
し
て
は
、
「
感
覚
」
も
す
で
に
或
る
特
殊
な
か
た
ち
を
と

っ
て
い
る
。
ま
さ
に
「
現
象
は
度
を
も
つ
」
（
カ
ン
ト
）
。
こ
の
こ
と
は
身
体
の
分
節
を
予
想
さ
せ
る
。

　
　
　
〔
感
覚
す
る
心
（
島
Φ
§
菖
a
①
＆
Φ
。
。
亀
Φ
）
が
自
己
の
う
ち
に
見
出
す
の
は
、
一
方
で
心
の
う
ち
に
観
念
的
に
自
分
の
も
の
に

　
　
な
る
よ
う
に
作
ら
れ
た
自
然
な
無
媒
介
な
も
の
で
あ
る
。
他
方
で
逆
に
、
も
と
も
と
対
自
存
在
〔
自
覚
的
存
在
〕
に
属
す
も
の
、
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
な
わ
ち
、
さ
ら
に
深
め
ら
れ
る
と
、
意
識
と
自
由
な
精
神
の
自
我
に
な
る
よ
う
な
対
自
存
在
に
属
す
も
の
、
こ
れ
が
自
然
な
身
体
性

　
　
へ
と
限
定
さ
れ
、
そ
の
よ
う
に
し
て
感
覚
さ
れ
る
（
鰹
。
一
」
o
o
）
〕

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
感
性
論
（
》
。
ゆ
夢
。
θ
艮
）
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
　
第
五
百
六
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
二

　
た
だ
感
覚
す
る
だ
け
の
心
に
は
、
も
の
ご
と
は
、
一
見
直
接
的
に
現
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
が
、
〈
感
覚
さ
れ
る
も
の
〉
と
し
て
心
に
現
れ

た
と
き
に
は
、
す
で
に
心
と
の
関
係
の
中
で
、
必
ず
心
に
対
し
て
或
る
〈
か
た
ち
〉
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
感
覚
さ
れ
る
も
の
は
、

心
を
抜
き
に
く
実
在
〉
す
る
の
で
は
な
く
、
〈
観
念
的
〉
に
存
在
し
て
い
る
。
門
観
念
的
」
と
は
、
実
際
に
は
対
・
象
化
さ
れ
な
い
（
意
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

さ
れ
な
い
）
が
、
し
か
し
前
提
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
感
覚
す
る
心
と
感
覚
さ
れ
る
も
の
と
の
隠
さ
れ
た
関
係
（
無
意
識
裡
に
働
く
直
る
規

則
）
を
指
す
。
こ
の
関
係
の
規
則
（
カ
ン
ト
的
に
言
え
ば
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
）
が
身
体
の
奥
深
く
で
働
き
、
そ
れ
が
「
感
覚
作
用
」
を
可

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

能
に
し
て
い
る
。
例
え
ば
何
か
が
く
見
え
る
も
の
〉
と
し
て
直
接
感
覚
さ
れ
る
と
き
も
、
そ
れ
は
視
覚
的
識
別
の
規
則
、
そ
れ
の
働
く
身

体
組
織
の
分
節
に
先
行
的
に
揚
わ
れ
て
い
る
。
感
覚
す
る
心
に
お
い
て
は
、
内
意
的
な
も
の
（
精
神
的
な
も
の
）
が
感
受
さ
れ
る
そ
の
差

異
も
、
身
体
の
分
節
に
担
わ
れ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
内
的
な
も
の
と
し
て
感
覚
さ
れ
る
。
先
の
「
習
慣
」
論
の
一
節
が

参
照
を
指
示
し
た
の
は
、
次
の
箇
所
で
あ
る
。

　
　
　
〔
感
覚
作
用
と
は
お
し
な
べ
て
、
個
体
的
精
神
が
自
ら
の
身
体
性
の
中
で
身
体
と
と
も
に
健
全
に
生
き
る
こ
と
（
諸
三
9
2
）
で

　
　
あ
る
。
諸
々
の
感
覚
器
官
は
、
特
殊
化
さ
れ
た
身
体
性
の
単
純
な
シ
ス
テ
ム
に
な
っ
て
い
る
。
…
…

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
身
体
へ
と
特
殊
化
す
る
内
的
感
覚
作
用
の
シ
ス
テ
ム
は
、
精
神
生
理
学
の
よ
う
な
特
有
の
学
問
に
お
い
て
詳
し
く
研
究
さ
れ
る
価

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
値
が
あ
る
で
あ
ろ
う
に
。
こ
の
種
の
関
係
の
誤
る
も
の
は
、
す
で
に
直
接
的
感
覚
と
そ
れ
自
体
で
限
定
さ
れ
た
感
覚
的
な
内
面
的
な

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
も
の
と
の
、
一
致
不
一
致
の
感
覚
を
含
む
1
快
不
快
、
そ
し
て
ま
た
、
例
え
ば
、
色
や
音
や
香
り
等
の
感
覚
の
象
徴
化
に
お
け
る
特

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
定
の
比
較
を
も
含
む
。
し
か
し
、
精
神
生
理
学
の
最
も
興
味
深
い
側
面
は
、
単
な
る
交
感
で
は
な
く
、
精
神
的
規
定
が
特
に
情
緒

　
　
（
〉
ゑ
①
ζ
）
と
な
っ
て
身
体
に
早
れ
る
（
＜
毘
且
σ
ぎ
9
護
）
の
を
一
層
明
確
に
考
察
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
に
。
怒
り
と
勇
気
が
胸
や

　
　
血
や
感
じ
や
す
い
組
織
に
お
い
て
感
覚
さ
れ
、
熟
考
や
精
神
的
営
み
が
頭
や
繊
細
な
組
織
の
中
心
で
感
覚
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
連

　
　
関
が
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
に
。
…
…
内
臓
や
諸
器
官
は
、
生
理
学
に
お
い
て
は
単
な
る
動
物
的
有
機
体
の
契
機
と
み
な
さ
れ

　
　
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
ら
は
同
時
に
精
神
的
な
も
の
の
身
体
化
の
シ
ス
テ
ム
を
形
成
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
も
う
一
つ
の
全
く



　
　
別
の
解
釈
を
手
に
入
れ
る
（
伽
お
ド
H
O
圃
隔
．
）
〕

　
最
も
直
接
的
と
思
わ
れ
る
「
感
覚
」
作
用
の
レ
ベ
ル
で
、
「
象
徴
化
作
用
」
、
す
な
わ
ち
感
覚
内
容
の
「
意
昧
づ
け
漏
が
す
で
に
生
じ
て

い
る
。
「
象
徴
作
用
」
が
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
は
、
こ
の
節
に
付
さ
れ
た
門
補
遺
」
が
教
え
る
。
そ
こ
で
は
「
色
扁
と
い
う
視
覚
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

感
覚
が
引
き
起
こ
す
、
視
覚
的
感
覚
と
は
異
な
る
意
味
作
用
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
例
え
ば
、
〈
寒
色
〉
や
く
暖
色
V
と
い

う
。
こ
の
と
き
視
覚
的
感
覚
は
、
触
覚
的
、
身
体
的
意
味
を
直
接
「
象
徴
」
し
て
い
る
訳
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
、
外
的
な
も
の
と
感
覚
と
の
相
互
性
を
可
能
に
し
て
い
る
「
身
体
性
」
以
上
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
注
目
す
る
の
は
「
情
緒
」

で
あ
る
。
人
間
の
精
神
的
内
容
は
、
門
情
緒
」
と
し
て
身
体
の
特
殊
部
分
と
密
接
に
関
わ
る
。
否
、
身
体
の
特
殊
な
シ
ス
テ
ム
に
即
し
て

生
じ
る
「
情
緒
（
特
殊
感
情
）
」
こ
そ
が
、
「
精
神
的
な
も
の
」
の
具
体
化
を
可
能
に
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
方
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
精
神
的
な
も
の
と
身
体
的
な
も
の
と
の
関
係
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
解
明
す
る
に
は
、
非
歴
史
的
な
「
生
物
学
的
存
在
」
と
し

て
の
身
体
に
基
づ
く
「
生
理
学
」
に
対
し
て
、
身
体
に
関
す
る
「
全
く
別
の
解
釈
」
を
必
要
と
す
る
。
こ
の
た
め
文
に
は
接
続
法
第
二
式

が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
心
一
身
の
相
互
性
を
具
体
的
に
理
解
す
る
う
え
で
、
「
情
緒
」
が
有
効
な
視
点
を
提
供
す
る
。

「
知
性
」
の
働
き
は
、
「
頭
」
と
い
う
身
体
部
分
の
働
き
具
合
の
「
感
じ
」
と
し
て
、
愛
や
憎
し
み
、
悲
し
み
や
喜
び
の
心
は
、
「
胸
」
と

い
う
身
体
部
分
の
く
温
も
り
V
、
〈
震
え
〉
、
〈
痛
み
〉
、
〈
掻
き
む
し
ら
れ
る
よ
う
な
感
じ
〉
や
く
躍
動
〉
と
な
っ
て
直
接
的
身
体
的
に
経
験

さ
れ
る
。
ま
た
「
不
安
」
や
「
心
配
」
は
、
「
胸
」
や
「
胃
」
の
く
締
め
つ
け
ら
れ
る
〉
よ
う
な
感
じ
と
な
っ
て
身
体
的
に
経
験
さ
れ
、

「
恐
怖
」
は
身
体
全
体
に
襲
い
か
か
る
も
の
と
し
て
、
思
わ
ず
眼
を
覆
い
、
耳
を
閉
ざ
し
て
そ
の
場
に
か
が
み
こ
む
身
体
の
収
縮
に
お
い

て
現
に
経
験
さ
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
ま
た
人
間
は
、
こ
の
よ
う
な
直
接
的
と
も
い
え
る
「
情
緒
偏
を
、
「
習
慣
」
を
通
し
て
和
ら
げ
、
そ
れ
に
対
し
て
身
を
守
る
術

を
心
得
て
い
る
。
習
慣
は
、
も
の
ご
と
に
対
す
る
｝
定
の
枠
組
み
を
身
体
に
植
え
つ
け
る
こ
と
で
、
人
里
を
無
媒
介
に
外
界
に
晒
さ
れ
た

状
態
か
ら
解
放
し
、
人
間
を
「
自
由
」
に
す
る
。
し
か
し
人
間
が
習
慣
に
よ
っ
て
自
由
に
な
る
の
は
、
習
慣
を
身
に
つ
け
る
「
訓
練
」
に

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
感
砒
」
論
（
諺
。
・
島
。
け
涛
）
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三



　
　
　
　
折
固
学
帽
耕
究
　
第
五
百
ぬ
ハ
十
・
四
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
習
慣
を
身
に
つ
け
よ
う
と
努
力
す
る
人
間
は
、
そ
れ
以
前
の
自
然
な
状
態
を
敢
え
て
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら

ず
、
そ
れ
ゆ
え
「
不
自
由
」
に
な
る
。
習
慣
の
こ
の
両
義
性
に
つ
い
て
も
ヘ
ー
ゲ
ル
が
言
及
し
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
求
め
る
、
「
生
理

学
」
の
「
全
く
別
の
解
釈
」
は
、
「
習
慣
」
論
を
も
組
み
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
の
身
体
は
単
な
る
生
物
学
的
存
在
で
は
な
く
、
人

間
の
身
体
に
は
隅
々
ま
で
「
精
神
」
（
心
）
が
、
そ
れ
ゆ
え
言
語
が
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
〈
文
化
〉
が
浸
透
し
、
そ
れ
が
特
殊
な
く
人

問
的
身
体
性
V
を
形
成
し
て
い
る
。

　
　
　
〔
人
聞
は
、
自
然
存
在
（
Z
薄
珪
Φ
×
算
Φ
自
）
と
い
う
あ
り
か
た
で
習
慣
の
う
ち
に
あ
り
、
こ
の
た
め
に
習
慣
の
う
ち
で
は
不
自
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
で
あ
る
。
し
か
し
、
感
覚
の
自
然
に
規
定
さ
れ
た
状
態
が
、
習
慣
に
よ
っ
て
人
問
の
単
な
る
存
在
に
引
き
下
げ
ら
れ
、
人
間
が
習
慣

　
　
に
最
早
違
和
感
を
覚
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
習
慣
に
煩
わ
さ
れ
た
り
、
そ
れ
に
腐
心
し
従
属
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
く
な
る
な
ら
、
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
限
り
で
人
間
は
自
由
で
あ
る
。
…
…
習
慣
の
本
質
的
規
定
は
解
放
で
あ
る
。
人
間
は
習
慣
を
通
し
て
、
彼
が
触
発
さ
れ
る
諸
々
の
感

　
　
覚
か
ら
の
解
放
を
手
に
入
れ
る
（
伽
亀
ρ
属
豊
）
〕

　
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
ω
「
外
面
的
感
覚
に
対
抗
す
る
訓
練
」
は
、
人
間
を
外
界
と
の
直
接
的
関
係
か
ら
解
放
し
、
②
自
然
的
傾
向
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

す
な
わ
ち
、
「
（
欲
望
の
）
満
足
」
に
対
す
る
「
無
関
心
」
が
身
に
つ
く
こ
と
で
、
「
欲
望
か
ら
の
理
性
的
解
放
」
が
可
能
に
な
る
。
さ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
、
③
一
定
の
技
術
の
習
慣
と
し
て
の
「
熟
練
扁
は
、
「
心
」
が
「
身
体
性
」
の
う
ち
に
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
（
一
c
Q
頓
h
’
）
。

こ
の
把
握
は
、
『
美
学
講
義
』
の
「
芸
術
」
理
論
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
そ
れ
以
上
に
ヘ
ー
ゲ
ル
が
強
調
す
る
の
は
、
習
慣
は
そ
の
都
度
の
生
の
基
盤
で
あ
り
、
人
聞
の
生
は
様
々
な
レ
ベ
ル
の
習
慣
に

枠
づ
け
さ
れ
て
成
り
立
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
〔
習
慣
の
形
式
は
、
精
神
活
動
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
と
段
階
と
を
含
む
。
直
立
す
る
と
い
う
、
個
体
の
最
も
外
面
的
で
空
間
的
な
規

　
　
定
は
、
個
体
の
意
志
に
よ
っ
て
習
慣
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
直
接
的
で
無
意
識
の
姿
勢
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
常
に
個
体

　
　
の
永
続
的
意
志
が
関
わ
っ
て
い
る
。
人
世
は
意
志
す
る
が
φ
え
に
、
そ
し
て
そ
の
限
り
で
の
み
、
彼
が
そ
れ
を
無
意
識
に
意
志
す
る



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
間
だ
け
立
っ
て
い
る
。
見
る
こ
と
等
々
も
同
様
に
具
体
的
な
習
慣
で
あ
る
。
具
体
的
な
習
慣
は
、
感
覚
、
意
識
、
直
観
、
分
別
等
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
多
く
の
規
定
を
一
つ
の
単
純
な
行
為
の
う
ち
で
無
媒
介
に
統
一
す
る
（
一
c
o
①
）
〕

身
体
活
動
か
ら
最
も
離
れ
て
い
る
か
に
見
え
る
「
思
惟
」
作
用
も
ま
た
、
身
体
的
な
習
慣
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ユ
ー
モ

ア
を
交
え
つ
つ
、
こ
れ
を
指
摘
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
〔
自
分
自
身
の
純
粋
な
境
域
で
働
く
完
全
に
自
由
な
思
惟
も
、
同
様
に
習
慣
と
熟
達
と
い
う
、
こ
の
直
接
性
の
形
式
を
必
要
と
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
思
惟
は
、
自
我
と
い
う
個
別
的
自
己
の
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
一
貫
し
た
所
有
物
に
な
る
。
こ
の
習
慣
に
よ

　
　
っ
て
初
め
て
、
自
我
は
思
惟
す
る
者
と
し
て
自
己
に
対
し
て
現
に
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
正
気
で
考
え
続
け
る
と
い
う
こ
の
直
接

　
　
性
さ
え
身
体
を
含
む
（
不
慣
れ
で
長
く
考
え
る
と
頭
痛
が
起
こ
る
）
（
。
げ
顕
し
〕

　
人
間
の
経
験
は
、
多
様
な
習
慣
に
支
え
ら
れ
て
初
め
て
具
体
的
な
か
た
ち
を
と
っ
て
成
立
す
る
。
頭
の
働
き
も
、
先
天
的
生
物
学
的
な

も
の
で
は
な
く
て
、
「
訓
練
」
に
よ
る
と
い
う
訳
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
経
験
の
基
層
を
形
成
す
る
習
慣
の
解
明
に
と
り
、
像
の
秩
序

と
言
語
や
記
号
の
秩
序
の
身
体
化
の
解
明
が
重
要
な
課
題
と
な
る
。
こ
の
こ
と
に
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
及
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
〔
と
こ
ろ
で
精
神
的
な
も
の
自
体
に
お
い
て
働
く
発
達
し
た
習
慣
は
、
想
起
（
閏
ユ
募
興
§
σ
q
）
と
記
憶
（
O
①
象
。
露
凱
。
。
）
で
あ
る
が
、

　
　
こ
れ
は
後
に
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
（
一
Q
Q
刈
）
〕

　
「
想
起
」
と
は
像
（
も
の
ご
と
の
イ
メ
ー
ジ
）
を
蓄
え
ま
た
思
い
起
こ
す
作
用
で
あ
り
、
「
記
憶
」
と
は
「
記
号
、
言
語
」
を
蓄
え
思

い
起
こ
す
作
用
で
あ
る
。
人
間
は
、
そ
の
都
度
、
様
々
な
像
に
出
会
い
、
そ
れ
を
一
定
の
像
関
係
（
秩
序
）
と
し
て
整
え
、
こ
の
整
え
ら

れ
た
像
関
係
を
先
行
的
枠
組
み
と
し
て
、
も
の
ご
と
を
見
、
そ
し
て
聞
き
、
判
定
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
習
慣
化
さ
れ
た
想
起

の
仕
方
（
像
記
憶
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
）
は
人
間
の
経
験
を
支
え
、
ま
た
他
老
と
の
相
互
関
係
を
可
能
に
し
て
い
る
。
言
語
・
記
号
の
習
得
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

し
て
の
「
記
憶
」
も
同
様
で
あ
る
。

三
・
（
三
）
「
自
我
扁
の
無
規
定
性
　
人
問
の
経
験
は
、
意
識
の
奥
底
に
横
た
わ
り
、
そ
の
都
度
経
験
を
輪
郭
づ
け
る
、
「
像
」
や
「
記
号
」

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
感
性
論
（
》
ω
序
Φ
け
涛
）
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
　
　
哲
学
研
灘
九
　
第
五
一
白
六
十
四
｛
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
「
自
我
」
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
「
自
我
」
は
、
底
の
見
え
な
い
「
穴
（
ω
。
冨
。
隷
と
に
懸
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
〔
各
個
体
は
、
無
限
に
豊
か
な
感
覚
規
定
、
表
象
、
知
識
、
思
想
等
々
を
腹
蔵
す
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
自
我
は
、

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
全
く
単
純
な
も
の
、
一
風
規
定
な
穴
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
こ
れ
ら
す
べ
て
が
現
に
存
在
す
る
こ
と
な
く
保
存
さ
れ
て
い
る
。
自
我
は
、

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
一
つ
の
表
象
を
想
起
し
た
と
き
初
め
て
、
そ
れ
を
か
の
内
面
か
ら
意
識
に
持
ち
出
し
現
に
存
在
す
る
も
の
に
す
る
（
溜
O
ω
・
誌
・
。
）
〕

　
「
穴
扁
と
い
う
こ
と
で
、
下
問
的
「
自
我
」
が
意
志
に
よ
っ
て
完
全
に
制
御
で
き
る
存
在
で
は
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
私
は
、

暗
い
底
知
れ
ぬ
「
穴
扁
と
し
て
の
私
の
自
我
か
ら
浮
か
び
上
が
り
、
か
た
ち
を
と
る
表
象
（
観
念
、
イ
メ
ー
ジ
）
に
よ
っ
て
、
意
識
的
存

在
と
し
て
の
く
私
〉
の
現
実
性
を
そ
の
都
度
手
に
入
れ
る
。
意
識
に
浮
上
し
た
表
象
は
、
決
し
て
そ
の
す
べ
て
が
、
意
識
的
所
有
物
と
し

て
自
我
に
帰
属
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
の
う
ち
の
多
く
は
、
再
び
暗
い
「
穴
」
と
し
て
の
自
我
の
奥
底
に
沈
み
込
み
、
潜
勢
態
と
な
る
。

そ
こ
に
沈
ん
だ
表
象
は
消
滅
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
こ
の
自
我
と
い
う
「
穴
」
の
暗
闇
に
言
語
・
記
号
の
、
そ
し
て
像
の
メ
カ
ニ
ズ

ム
と
な
っ
て
毒
い
て
お
り
、
現
在
の
意
識
の
働
き
如
何
に
よ
っ
て
は
、
再
び
突
如
と
し
て
意
識
の
表
面
に
浮
か
び
上
が
る
、
と
い
う
か
た

ち
で
自
我
を
色
づ
け
て
い
る
。

　
或
る
〈
失
語
症
〉
患
者
の
言
動
が
こ
れ
を
証
示
す
る
。
現
在
の
経
験
を
言
語
・
記
号
に
と
ど
め
る
記
億
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
破
壊
さ
れ
た
と

き
、
突
如
と
し
て
そ
れ
ま
で
抑
え
ら
れ
て
い
た
記
憶
の
古
塁
が
浮
上
し
、
過
去
が
現
在
と
な
る
。
初
め
て
会
っ
た
看
護
婦
は
昔
の
友
人
に

変
じ
、
懐
か
し
い
「
A
さ
ん
」
、
「
B
さ
ん
」
が
、
三
十
年
前
と
同
じ
若
さ
で
病
院
で
今
働
き
、
自
分
の
世
話
を
し
て
い
る
。
実
際
患
者
は

全
く
別
人
（
～
）
の
看
護
婦
を
「
A
さ
ん
」
「
B
さ
ん
」
と
呼
ぶ
。
は
る
か
以
前
に
没
し
た
父
親
も
昔
の
ま
ま
の
姿
で
生
き
て
い
る
。
か

っ
て
父
親
が
く
れ
、
長
い
七
宝
石
拳
の
奥
底
に
眠
っ
て
い
た
装
飾
品
が
突
如
輝
き
出
し
、
患
者
を
呼
ぶ
。
古
い
言
語
・
記
号
の
、
そ
し
て

像
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
、
現
在
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
損
傷
に
よ
っ
て
、
そ
れ
の
埋
め
合
わ
せ
を
す
る
よ
う
に
自
動
的
に
稼
動
し
、
潜
在
的
記
憶

が
現
勢
化
し
、
い
く
ら
私
が
押
し
止
め
よ
う
と
し
て
も
、
成
長
し
た
子
供
た
ち
は
幼
児
に
戻
り
、
死
者
（
？
）
は
次
々
に
彼
（
彼
女
）
の

前
に
蘇
生
す
る
。
そ
し
て
彼
（
彼
女
）
に
日
常
生
活
が
戻
る
に
つ
れ
て
、
死
者
た
ち
は
再
び
ど
こ
か
へ
去
っ
て
ゆ
く
。



　
「
自
我
」
が
「
全
く
単
純
な
も
の
（
①
ヨ
σ
q
き
N
鰺
乱
零
冨
ω
）
」
で
あ
り
、
「
無
規
定
な
穴
」
だ
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
都
度
の
経
験
、
そ

の
都
度
の
意
識
に
は
、
そ
れ
を
〈
私
〉
の
経
験
や
意
識
と
し
て
成
り
立
た
せ
る
背
景
と
し
て
の
く
自
己
意
識
〉
が
常
に
寄
り
添
っ
て
い
る

が
、
し
か
し
こ
の
自
己
意
識
は
、
そ
の
都
度
の
経
験
が
成
り
立
つ
と
き
、
そ
の
背
景
と
し
て
、
経
験
に
伴
っ
て
、
経
験
の
〈
潜
勢
態
〉
と

し
て
想
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
で
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
「
自
己
意
識
」
と

し
て
の
「
自
我
」
概
念
は
、
経
験
を
離
れ
て
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
「
自
己
意
識
」
は
常
に
経
験
に
寄
り
添
っ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

経
験
を
生
み
出
し
た
り
支
配
す
る
「
絶
射
的
主
体
」
で
は
な
い
。
そ
れ
は
底
知
れ
ぬ
、
「
無
規
定
な
穴
」
で
あ
っ
て
、
経
験
に
よ
っ
て
そ

の
都
度
輪
郭
を
取
っ
て
く
る
「
主
体
」
の
可
能
態
な
の
で
あ
る
。

　
「
穴
」
の
醤
え
は
別
の
箇
翫
に
も
出
て
く
る
。

　
　
　
〔
知
性
を
、
無
限
に
多
く
の
像
と
表
象
の
世
界
と
が
、
意
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
保
存
さ
れ
て
い
る
真
っ
暗
な
穴
と
解
す
る
こ
と
は
、

　
　
一
方
で
、
概
念
を
例
え
ば
芽
の
よ
う
に
具
体
的
に
理
解
せ
よ
と
い
う
普
遍
的
要
求
で
あ
る
。
芽
は
、
樹
木
の
展
開
に
お
い
て
初
め
て

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
現
実
存
在
に
な
る
、
す
べ
て
の
限
定
さ
れ
た
あ
り
か
た
を
、
潜
在
的
（
〈
騨
三
巴
な
可
能
性
の
か
た
ち
で
、
肯
定
的
（
”
臨
善
昌
く
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
含
ん
で
い
る
。
こ
の
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
具
体
的
で
あ
り
、
し
か
し
単
純
で
あ
り
続
け
る
普
遍
的
な
も
の
を
理
解
で
き
な
い
た

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
め
に
、
特
殊
な
繊
維
や
場
所
で
の
特
殊
な
表
象
の
保
存
と
い
っ
た
無
駄
話
の
き
っ
か
け
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
様
々
な
異
な
る
も
の

　
　
は
、
本
質
的
に
唯
一
の
、
空
間
的
に
も
個
別
化
さ
れ
た
、
現
の
存
在
を
も
つ
と
い
う
訳
で
あ
る
。
…
…
知
性
と
は
、
…
…
展
開
し
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
つ
自
己
の
う
ち
で
自
己
を
想
起
し
て
ゆ
く
自
体
存
在
の
自
由
な
現
存
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
他
方
で
知
性
は
、
異
な
る
も
の
が
ま
だ
分

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
離
し
た
か
た
ち
で
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
よ
う
な
、
無
意
識
の
穴
、
現
に
存
在
し
て
い
る
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る

　
　
べ
き
で
あ
る
（
喪
q
ω
』
8
）
〕

　
「
知
性
」
は
、
そ
れ
ゆ
え
人
間
の
「
心
」
は
、
漸
々
の
特
殊
な
表
象
や
表
象
能
力
の
合
成
物
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
様
々
な
表
象
は
、

身
体
の
特
定
の
「
繊
維
（
蒙
σ
①
吋
）
」
や
「
場
所
（
謹
緯
N
と
に
保
存
さ
れ
、
そ
こ
を
捜
せ
ば
見
出
せ
る
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

　
　
　
　
へ
：
ゲ
ル
の
〈
感
性
論
（
》
ω
夢
①
二
評
）
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
六
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

は
、
「
知
性
」
の
う
ち
に
「
自
体
的
」
に
は
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
「
潜
在
的
な
」
も
の
、
可
能
性
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
の

で
あ
り
、
知
性
の
働
き
に
即
し
て
初
め
て
「
現
実
存
在
（
閏
×
凶
ω
房
事
と
と
し
て
具
体
化
し
て
く
る
。
こ
の
存
在
は
前
も
っ
て
決
定
で
き
ず
、

心
の
そ
の
都
度
の
枠
組
み
に
よ
っ
て
姿
を
変
え
る
。
そ
の
よ
う
な
様
々
な
可
能
性
を
含
む
観
念
的
総
体
、
こ
れ
が
「
知
性
」
で
あ
る
。
ヘ

ー
ゲ
ル
は
人
間
的
自
我
を
、
様
々
な
特
殊
能
力
に
即
し
て
姿
を
変
え
る
、
絶
え
ず
変
貌
す
る
観
念
的
な
統
一
態
と
解
し
て
い
る
。
彼
が

「
概
念
」
を
「
芽
」
の
比
喩
で
説
明
す
る
の
も
こ
の
た
め
で
あ
る
。
人
間
の
諸
々
の
表
象
能
力
は
、
分
離
し
た
り
、
分
離
し
た
あ
と
で
再

結
合
す
る
こ
と
で
前
と
同
じ
も
の
を
再
生
す
る
こ
と
な
ど
決
し
て
で
き
な
い
。
「
絶
対
的
主
体
」
な
ど
存
在
し
な
い
。
「
自
我
」
の
「
無
規
・

定
性
」
を
理
解
す
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
「
病
」
は
相
宿
化
さ
れ
、
〈
人
間
の
〉
問
題
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
〔
諸
々
の
活
動
の
分
離
に
よ
っ
て
、
精
神
は
単
な
る
集
合
物
に
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
活
動
の
関
係
は
外
面
的
で
偶
然
な
関
係
と
み
な

　
　
さ
れ
る
。
…
…

　
　
　
真
実
は
、
…
…
直
観
、
表
象
等
の
働
き
は
、
分
離
さ
れ
ず
、
認
識
の
総
体
の
契
機
と
し
て
の
み
現
存
す
る
と
い
う
点
に
あ
る

　
　
（
ゆ
魔
㎝
■
鍵
漆
巳
）
〕

結
び
に
か
え
て

　
こ
の
小
論
の
冒
頭
で
、
「
美
学
」
を
巡
る
今
日
の
議
論
に
挑
発
さ
れ
る
か
た
ち
で
、
こ
の
小
論
が
立
て
た
問
い
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に

〈
新
し
い
学
問
〉
と
し
て
の
く
感
性
論
（
》
ω
芸
Φ
穿
）
〉
は
あ
る
の
か
」
、
と
い
う
問
い
に
、
今
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
「
後
期
ヘ
ー
ゲ
ル

の
思
惟
に
は
、
〈
感
性
論
〉
は
、
そ
れ
と
し
て
意
図
さ
れ
た
か
た
ち
で
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
そ
れ
を
読
み
取
る
こ
と
は
全
面
的
に
可

能
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
読
み
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
美
学
講
義
』
の
解
釈
の
た
め
に
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
後
期
の
思
惟
を
、
〈
近
代
主
体
主
義
の

形
而
上
学
〉
と
い
っ
た
枠
組
み
に
回
収
し
、
そ
れ
で
事
を
済
ま
せ
る
単
純
化
の
経
済
学
か
ら
解
放
す
る
た
め
に
も
、
必
要
で
あ
る
」
、
と
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
『
美
学
講
義
』
に
お
い
て
、
「
芸
術
」
の
本
質
的
な
規
定
は
「
先
行
の
哲
学
的
部
門
」
を
前
提
に
す
る
、
と
述
べ
る
と
き



（
く
び
q
ド
≦
一
ω
弘
ω
o
■
『
筆
記
録
』
卜
。
c
。
）
、
こ
の
こ
と
は
、
普
通
考
え
ら
れ
る
よ
う
な
、
「
絶
対
者
」
と
し
て
立
て
ら
れ
た
「
主
体
性
の
形
而
上

学
（
P
）
」
や
、
そ
れ
に
合
わ
せ
た
形
式
的
「
三
分
法
」
を
『
美
学
』
の
前
提
に
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
芸
術
現
象
す
べ
て
を
無
理
矢
理
説

明
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
理
鰹
は
全
く
話
に
な
ら
な
い
。

　
こ
の
場
合
、
「
全
く
話
に
な
ら
な
い
」
の
は
、
後
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
形
而
上
学
」
と
『
美
学
』
と
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
後

期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
惟
を
通
俗
的
な
「
形
而
上
学
」
と
理
解
す
る
、
こ
の
理
解
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
『
論
理
学
』
も
ま
た
、
〈
感
性
論
〉
と
実

は
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
の
概
念
の
展
開
、
例
え
ば
、
「
o
。
蝕
三
（
た
だ
単
純
に
在
る
か
無
い
か
の
関
係
で
、
在
る
と

み
な
さ
れ
る
も
の
）
一
「
U
器
①
一
三
（
現
に
そ
こ
に
他
の
も
の
と
と
も
に
、
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
在
る
と
み
な
さ
れ
る

も
の
）
1
欝
×
馨
窪
N
」
（
何
か
の
現
れ
と
み
な
さ
れ
る
も
の
）
は
、
そ
の
ま
ま
こ
れ
ら
の
概
念
（
言
語
）
に
即
し
て
変
化
す
る
、
も

の
ご
と
の
見
え
方
（
意
識
、
感
覚
、
感
情
全
体
に
関
わ
る
人
間
の
経
験
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
）
の
変
化
だ
か
ら
で
あ
る
。
〈
何
か
重
る
も
の
〉

を
「
現
象
（
野
ω
。
冨
ぎ
§
ぴ
q
）
」
と
い
う
言
葉
で
呼
ぶ
と
き
、
こ
の
物
は
否
応
な
し
に
、
こ
の
「
現
象
」
の
背
後
に
「
本
質
（
≦
①
ω
雪
）
」
と

い
う
言
葉
を
同
時
に
想
起
さ
せ
る
存
在
と
し
て
見
ら
れ
、
経
験
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
物
は
、
最
早
単
な
る
「
物
」
で
は
な
く
、
〈
何
か

が
現
れ
出
た
も
の
〉
と
し
て
見
ら
れ
て
い
る
。
「
芸
術
作
品
」
も
、
そ
の
よ
う
な
物
と
し
て
綱
作
さ
れ
、
解
釈
に
委
ね
ら
れ
る
。
『
美
学
』

に
お
け
る
「
美
」
の
規
定
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
『
論
理
学
』
を
前
提
し
て
い
る
。
実
際
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
芸
術
作
品
」
の
存
在

は
、
「
物
」
の
実
在
に
で
は
な
く
、
そ
れ
の
「
現
象
」
、
門
仮
象
（
ω
。
三
豊
H
見
え
方
、
現
れ
方
）
」
に
あ
り
、
そ
の
意
味
で
芸
術
の
国
は

「
影
の
国
」
で
あ
る
が
、
こ
れ
を
芸
術
の
弱
点
、
人
間
の
「
無
力
」
に
帰
す
の
は
、
「
全
く
話
に
な
ら
な
い
」
と
語
っ
て
い
る
（
鳴
声

①
O
瞥
く
α
q
ド
磐
島
鉾
一
α
頓
・
『
筆
記
録
』
ミ
3
ロ
．
①
。
。
）
9

　
新
た
な
資
料
に
基
づ
き
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
象
徴
的
芸
術
形
式
」
に
関
す
る
講
義
の
年
度
毎
の
変
化
を
あ
と
づ
け
る
ク
ゥ
オ
ン
、
お
よ
び

ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
彩
色
論
」
に
関
す
る
コ
レ
ン
ベ
ル
ク
の
興
味
深
い
研
究
は
、
し
か
し
『
論
理
学
』
と
『
美
学
講
義
』
と
の
関
連
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

は
、
奇
妙
な
こ
と
に
否
定
的
で
あ
る
。
こ
れ
は
現
在
の
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
を
め
ぐ
る
議
論
に
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
R
・
ブ
プ
ナ
ー
は
、

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
感
性
論
（
〉
ω
島
9
野
）
V
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
哲
必
†
研
究
　

笛
〃
五
百
六
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
〇

へ
！
ゲ
ル
美
学
と
後
期
の
「
体
系
」
と
の
関
係
を
重
視
し
、
し
か
し
ま
た
そ
こ
に
、
「
美
学
の
他
律
性
」
の
根
拠
を
見
た
。
彼
は
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

に
耕
し
て
カ
ン
ト
の
美
論
に
「
自
律
美
学
」
の
現
代
的
可
能
性
を
見
る
。
こ
の
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
批
判
に
対
し
、
ゲ
ー
ト
マ
ン
日
ジ
ー
フ
ェ

ル
ト
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
体
系
的
「
山
葬
精
性
」
を
テ
ク
ス
ト
の
編
…
墨
田
ホ
ー
ト
ー
に
帰
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
「
非
心
界
結
性
」
を
、
新
資

料
か
ら
あ
と
づ
け
よ
う
と
す
る
。
こ
の
戦
略
の
】
つ
の
支
え
ば
、
新
資
料
に
は
、
ホ
ー
ト
ー
版
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
理
念
の
感
性
的
映

現
（
住
餌
吻
　
ω
圃
コ
鵠
一
一
〇
ず
0
　
0
Q
O
ず
①
一
訂
O
訂
　
α
①
『
　
同
α
①
O
）
」
と
い
う
美
の
周
知
の
根
本
規
定
は
見
当
た
ら
な
い
、
と
い
う
く
事
実
〉
で
あ
る
（
O
⑦
警
ヨ
。
。
弓
“

Q
o
凶
①
冷
洋
（
一
㊤
Q
Q
ト
）
ψ
8
塾
。
）
。
こ
の
〈
事
実
〉
に
基
づ
い
て
、
ホ
：
ト
ー
版
テ
ク
ス
ト
の
か
の
根
本
規
定
は
、
「
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
の
、
ポ
ー
ト

ー
に
よ
る
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
」
と
く
解
釈
〉
さ
れ
（
O
呂
①
暮
雪
ぴ
q
し
お
）
、
「
美
学
」
と
『
論
理
学
』
と
の
連
関
が
否
定
さ
れ

る
（
◎
⑦
序
ヨ
帥
§
あ
再
転
⑦
芦
①
σ
3
。
ゲ
ー
ト
マ
ソ
縫
ジ
ー
フ
ェ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
テ
ク
ス
ト
と
異
な
り
新
資
料
に
見
出
せ
る
の
は
、
「
理
念

の
現
の
存
在
（
O
器
①
言
）
」
、
「
理
念
の
現
れ
出
た
存
在
（
野
望
窪
N
と
と
い
う
表
現
と
、
「
理
想
（
置
・
高
閲
）
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル

が
美
（
芸
術
）
を
『
論
理
学
』
か
ら
一
義
的
に
規
定
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
は
独
立
に
、
「
様
々
な
歴
史
的
縫
会
的
機
能
」
に
即
し

て
反
省
し
て
い
た
こ
と
の
証
拠
と
な
る
（
鱒
①
ω
）
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
若
き
時
代
か
ら
一
貫
し
て
、
シ
ラ
ー
の
影
響
下
、
芸
術
の
「
真
理
媒
介
」

機
能
、
世
界
の
「
フ
マ
ニ
ジ
ー
ル
ン
ク
」
の
機
能
を
主
題
に
し
て
い
た
、
と
い
う
訳
で
あ
る
（
ω
㎝
冷
ω
①
ト
っ
サ
宥
。
。
F
ω
ゆ
≦
．
）
。
こ
の
〈
解

釈
〉
に
ク
ゥ
オ
ソ
と
コ
レ
ン
ベ
ル
ク
は
従
っ
て
い
る
（
溶
毛
。
♪
鋤
．
勲
ρ
腿
P
①
朝
）
。
し
か
し
こ
の
解
釈
に
は
問
題
が
残
る
。
〈
U
器
①
貯
〉
、

〈
国
×
凶
ω
け
Φ
コ
N
〉
は
、
上
述
の
よ
う
に
、
『
論
理
学
』
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、
初
め
て
そ
の
特
有
の
意
味
を
受
け
取
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
『
美
学

講
義
』
に
お
い
て
も
、
こ
の
知
識
を
前
提
に
、
こ
の
語
を
用
い
た
筈
で
あ
り
、
こ
れ
を
理
解
し
な
け
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
講
義
の
コ
ン
テ

ク
ス
ト
で
敢
え
て
こ
れ
を
用
い
た
真
意
は
見
逃
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
『
筆
記
録
』
に
は
、
「
概
念
は
現
れ
出
も
し
ま
す
（
α
幽
し
ご
。
α
q
臨
ゑ

ぎ
謹
呈
髪
9
建
3
G
Q
。
冨
ぎ
雪
）
。
さ
も
な
く
ば
、
概
念
は
単
な
る
抽
象
物
で
、
内
的
真
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん
扁
と
い
う
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉

が
あ
る
（
お
）
。
こ
れ
は
、
『
論
理
学
』
を
考
慮
す
れ
ば
、
ホ
ー
ト
ー
版
テ
ク
ス
ト
の
か
の
美
の
規
定
と
全
く
同
じ
意
味
で
語
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
、
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ゲ
ー
ト
マ
ン
擁
ジ
ー
フ
ェ
ル
ト
の
指
導
下
に
進
め
ら
れ
る
解
釈
が
、
新
資
料
と
い
う
〈
事
実
〉



に
基
づ
く
こ
と
は
、
必
ず
し
も
ブ
プ
ナ
ー
の
〈
解
釈
〉
の
無
効
性
を
論
証
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
論
理
的
意
義
の
〈
解
釈
〉
の
点
で

は
、
現
代
哲
学
を
広
く
視
野
に
収
め
る
ブ
プ
ナ
ー
の
解
釈
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
今
日
的
意
義
を
測
定
す
る
う
え
で
有
効
な
の
で
あ
る
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
『
論
理
学
』
を
は
じ
め
と
す
る
後
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
思
惟
が
「
存
在
・
神
学
・
自
我
論
」
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
）
と
み
な
さ
れ

る
限
り
、
そ
こ
に
お
け
る
〈
感
性
論
〉
は
隠
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
「
存
在
論
」
は
、
「
分
析
判
断
」
、
す
な
わ
ち
、
経
験
（
「
総
合
判

断
」
）
に
よ
っ
て
客
体
か
ら
得
ら
れ
た
規
則
を
、
客
体
に
再
び
投
げ
入
れ
て
客
体
の
存
在
を
基
礎
づ
け
る
、
同
語
反
復
的
言
語
の
別
称
で

あ
る
。
カ
ン
ト
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
「
存
在
論
」
の
こ
の
構
造
を
示
し
た
（
〈
α
q
ド
〉
卜
。
葦
葺
ω
。
。
o
ω
）
。
こ
の
把
握
は
明
ら
か
に
、
伝
統

「
神
学
」
へ
の
批
判
を
意
味
し
、
そ
れ
は
「
純
粋
理
性
」
が
必
然
的
に
陥
る
「
二
律
背
反
」
（
の
解
体
）
論
に
直
接
つ
な
が
っ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
す
で
に
イ
ェ
ー
ナ
期
前
半
に
、
カ
ン
ト
の
「
二
律
背
反
」
論
に
注
目
し
（
『
差
異
論
文
』
（
一
。
。
3
）
≦
N
＝
㎝
）
、
以
後
そ
れ
を

批
判
的
に
磨
き
上
げ
て
ゆ
く
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
再
び
単
純
な
「
神
学
的
存
在
論
」
に
逆
戻
り
し
た
と
み
な
す
の
は
、
か
な
り
無
理
（
無
知
）

だ
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
「
神
」
さ
え
、
特
定
の
見
方
（
「
表
象
」
言
語
）
か
ら
成
り
立
つ
存
在
に
す
ぎ
な
い
。

「
神
」
が
言
語
を
、
で
は
な
く
、
言
藷
の
差
異
が
様
々
な
「
神
」
の
表
象
を
生
み
出
す
の
で
あ
り
、
こ
の
言
語
経
験
（
「
総
合
判
断
扁
）
を

敢
え
て
「
分
析
判
断
」
に
変
換
す
れ
ば
、
「
言
語
」
シ
ス
テ
ム
（
「
ロ
ゴ
ス
」
）
こ
そ
「
神
」
だ
、
と
い
う
「
神
学
的
存
在
論
」
が
成
り
立

つ
訳
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
時
に
は
「
神
」
の
実
体
性
は
解
体
さ
れ
、
神
は
「
ロ
ゴ
ス
」
（
概
念
）
の
運
動
そ
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
聴
講
者
の
筆
記
録
は
、
確
か
に
ホ
ー
ト
ー
版
テ
ク
ス
ト
か
ら
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
多
く
の
情
報
を
伝
え
て
く
れ
る
。

こ
の
「
新
資
料
」
に
基
づ
く
『
美
学
講
義
』
の
再
構
成
の
試
み
を
通
し
て
、
年
度
ご
と
の
講
義
の
変
化
が
明
ら
か
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
最
新
の
解
釈
そ
れ
自
体
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
後
期
の
「
体
系
的
思
惟
」
を
誤
っ
た
「
先
入
観
」
に
基
づ
く
と
み
な
す
、
「
先
入

観
」
に
な
お
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
筆
記
録
が
『
美
学
講
義
』
と
い
う
く
事
実
V
そ
の
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
教
え
る
。
そ

の
よ
う
な
〈
事
実
〉
は
く
存
在
〉
し
な
い
。
聴
講
者
は
、
い
つ
も
そ
う
で
あ
る
が
、
自
分
の
思
考
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
働
く
、
そ
の
範
囲
で

の
み
教
師
の
講
義
を
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
筆
記
録
を
作
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
こ
に
は
常
に
〈
解
釈
（
理
解
）
力
の
差
異
〉
が

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
感
性
論
（
》
ω
匪
簿
幹
）
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
二



　
　
　
　
哲
学
研
惚
九
　
第
五
百
六
十
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

入
っ
て
く
る
。
講
義
を
一
字
一
句
写
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
自
身
が
直
接
（
り
・
）
講
義
を
聞
い
て
も
、
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
講
義
自
体
が
、

ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
う
「
自
我
」
の
、
ヘ
ー
ゲ
ル
さ
え
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
え
な
い
「
真
っ
暗
な
穴
」
か
ら
、
そ
の
都
度
、
浮
か
び
上
が
り
織
ら

れ
て
ゆ
く
テ
ク
ス
ト
で
あ
り
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
ど
う
編
み
直
す
か
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
い
う
〈
自
我
〉
が
安
ど
の
よ
う
に
蘇
生
す
る
か
は
、

わ
れ
わ
れ
に
よ
る
「
穴
」
の
探
検
の
仕
方
、
そ
れ
の
準
備
の
仕
方
に
か
か
っ
て
い
る
。
へ
！
ゲ
ル
の
後
期
思
想
に
つ
い
て
の
、
退
屈
で
意

気
消
沈
さ
せ
る
、
し
か
し
根
強
い
先
入
観
か
ら
解
放
さ
れ
た
と
き
初
め
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
芸
術
哲
学
」
は
後
期
の
思
惟
と
の
連
関
で
、

そ
の
面
白
さ
が
明
ら
か
に
な
る
。
新
資
料
を
用
い
る
『
美
学
講
義
』
を
巡
る
議
論
は
、
す
で
に
決
着
が
つ
い
た
の
で
は
な
く
、
今
漸
く
佳

境
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
。

　
テ
ク
ス
ト
（
引
用
略
号
）

　
○
．
≦
．
男
出
£
旦
ミ
ミ
ぎ
ぎ
N
≦
⇔
鐸
N
蒔
し
d
似
巳
①
p
凹
目
艮
診
詳
ゆ
ヨ
ζ
注
ぎ
則
り
ざ
■
（
≦
）

ρ
芝
．
男
国
£
。
r
唄
ミ
、
題
§
頓
§
§
ミ
眠
恥
き
ミ
言
切
9
一
⇔
（
榊
。
。
節
O
鳶
職
）
●
田
器
Z
多
量
∩
ぼ
窪
．
H
↓
Φ
圏
冨
a
．
ぼ
ω
嘩
く
8
即
ω
。
；
①
ご
①
「
噂

閃
茜
艮
貯
答
ロ
ヨ
寓
餌
ぎ
溢
Φ
9
（
『
筆
記
録
』
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
引
用
文
中
の
〔
　
〕
は
、
筆
者
に
よ
る
注
釈
）

　
　
註

（
三
）
　
「
芸
術
学
」
の
成
立
に
つ
い
て
は
、
吉
岡
健
二
郎
『
近
代
芸
術
学
の
成
立
と
課
題
』
一
九
七
五
年
忌
創
文
社
、
参
照
。

（
2
）
　
同
じ
ベ
ル
リ
ン
大
学
に
属
し
た
敬
愛
す
べ
き
同
僚
ゾ
ル
ガ
ー
が
、
美
と
芸
術
に
関
す
る
講
義
を
〈
》
ω
3
Φ
ρ
欝
〉
と
題
し
て
行
っ
た
こ
と
も
、
へ

　
ー
ゲ
ル
は
考
慮
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
一
八
二
八
年
頃
ハ
イ
ゼ
に
よ
っ
て
編
集
さ
れ
公
刊
さ
れ
た
。
開
ゆ
男
い
．
譲
。
巻
①
（
掴
誘
σ
q
・
）
”
訳
・
≦
．

　
男
ω
o
蒔
①
び
く
。
、
貯
詮
ミ
頓
ミ
N
軌
幅
魯
ミ
誠
箕
面
ミ
幕
（
お
悼
G
Q
Y
U
帥
『
ヨ
ω
8
簿
ド
⑩
Q
o
O
■
こ
の
講
義
の
留
頭
で
、
ゾ
ル
ガ
ー
は
く
》
ω
9
①
艶
◇
の
用
語
の
問

　
題
性
に
つ
き
語
っ
て
い
る
（
ω
・
目
塗
）
。

（
3
）
　
例
え
ば
鐸
函
与
琵
U
冨
く
。
四
号
毒
σ
q
鳥
㊤
臨
餌
ω
ω
冨
。
7
窪
無
二
。
・
皇
睾
》
ω
芸
⑦
二
評
q
償
岩
ず
国
。
α
q
皿
（
お
ω
一
y
［
ぎ
”
区
¢
ぎ
℃
曽
ミ
三
図
§



　
　
　
ロ
ロ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
し

　
恥
巽
、
墨
匂
導
ミ
隷
・
竃
自
昌
。
び
⑦
嶺
隔
り
①
①
］
．
即
℃
①
①
9
0
罷
鱒
缶
リ
ミ
恥
、
簿
儀
ミ
嵩
馬
黛
偽
、
馬
隷
さ
職
ミ
遣
馬
・
砺
一
嵩
這
蹄
累
世
鳴
鞠
袋
篭
魁
謁
§
鳴
ミ
。
醤
凡
㌶
翫
ミ

　
神
O
蕊
N
恥
、
畿
◎
醤
ミ
慰
隷
肉
袋
嵩
切
嚇
救
恥
、
O
恥
頭
鴨
篭
ミ
黛
、
、
．
ω
梓
償
暮
o
q
p
①
見
什
一
①
O
ρ
Q
Q
．
切
O
跨
：

（
4
）
　
カ
ン
ト
を
「
古
典
美
学
」
の
出
発
点
と
み
な
す
〈
自
明
性
〉
の
流
通
に
も
、
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
一
役
買
っ
て
い
る
。
彼
は
『
美
学
講
義
』
で
、
「
美

　
学
」
の
本
来
の
出
発
点
を
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
に
見
出
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
（
く
σ
q
ド
≦
。
。
鰯
◎
。
ω
利
口
・
『
筆
記
録
』
卜
。
切
h
．
）
。

（
5
）
　
金
田
千
秋
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
〈
〉
ω
窪
9
欝
〉
、
お
よ
び
〈
似
ω
9
簿
♂
o
ず
V
は
、
　
一
貫
し
て
「
感
性
学
」
、
「
感
性
的
」
と
い
う
意
味

　
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
金
田
千
秋
「
判
定
虎
刺
論
の
虚
焦
点
」
の
「
付
」
”
「
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
の
〉
ω
爵
①
ユ
皆
概
念
」
（
岩
城
見
一
編
『
感

　
性
論
一
認
識
機
械
論
と
し
て
の
く
美
学
〉
の
今
日
的
課
題
』
晃
洋
書
房
　
一
九
九
七
年
）
参
照
。

（
6
）
　
吉
岡
前
掲
書
、
第
四
章
参
照
。

（
7
）
　
そ
の
代
表
的
な
成
果
を
挙
げ
て
お
く
。
〉
．
O
。
9
ヨ
磐
鴇
ω
凶
既
㊤
汀
b
軌
Q
、
§
凝
屋
§
儀
ミ
き
§
篭
ミ
儀
ミ
O
鴨
跨
ミ
鼻
鷺
一
q
ミ
ミ
簑
．

　
6
魯
讐
篭
里
馬
蕊
短
ミ
き
唄
ミ
防
箆
．
恥
導
ミ
隷
．
〈
誕
⑦
σ
q
o
γ
ω
ε
象
①
旨
＼
切
。
ぴ
Φ
津
卜
。
㎝
〉
．
ゆ
。
羅
コ
H
⑩
Q
o
心
●
巳
①
ω
①
霞
①
”
∪
霧
、
、
ヨ
。
氏
⑦
ヨ
①
、
、
猟
¢
づ
6
。
仲
毛
①
葵
”
U
団
o
O
℃
①
β

　
［
言
”
ぴ
諺
σ
q
．
β
”
山
①
ぞ
㎎
o
δ
騨
轟
く
。
口
鳥
の
「
ω
色
ぴ
①
讐
、
紡
織
醤
。
ミ
鳴
嵩
羅
馬
、
物
袋
防
ど
無
恥
§
●
N
黛
§
閑
恥
、
瀞
昏
、
、
旨
苛
q
o
篭
博
二
障
、
o
山
号
為
詠
ら
弓
鳴
、
ど
恥
鷺
§
織
馬
隷

　
袋
鼠
職
映
黛
隷
同
旨
ミ
、
臨
馬
帖
蕊
き
顎
“
、
砺
b
σ
偽
、
勘
醤
鴨
、
唄
O
ミ
鴨
恥
袋
隷
晦
鳴
韓
翫
伽
恥
、
缶
象
瀞
ミ
帖
神
O
犠
馬
、
、
趣
無
O
切
魯
ひ
龍
戚
鳴
、
餌
袋
艦
影
・
〈
国
①
頓
①
7
ω
叶
口
象
①
昌
＼
b
u
①
剛
ず
。
津

　
ω
駆
〉
・
ω
o
昌
昌
お
㊤
b
o
・
い
緊
ミ
。
罠
U
♂
］
≦
o
＄
白
。
弓
ゴ
。
ω
Φ
昌
恥
①
畳
．
、
ω
団
ヨ
び
。
嵩
ω
o
げ
Φ
豊
国
償
謬
ω
窪
。
『
ヨ
、
、
●
［
ぎ
”
ぎ
昏
．
§
§
§
妃
ミ
防
§
ど
筒
口
ミ
］
冨
り
ト
∂
．

　
切
●
O
O
嵩
。
⇒
σ
①
門
σ
q
”
踏
①
o
q
⑦
『
国
。
鐸
N
⑦
O
餓
。
面
河
。
ω
函
。
ざ
鼠
け
ω
一
”
氏
①
旨
し
d
o
ユ
冒
㊦
円
＜
〇
二
①
o
。
二
溢
o
q
o
口
雌
σ
o
「
O
圃
①
℃
7
離
o
o
o
O
や
三
〇
戯
㊦
『
函
¢
づ
ω
け
．
［
ぎ
”

　
勺
壽
晦
蕊
。
§
偽
嵩
q
恥
、
恥
袋
恥
⑦
ヒ
物
鳶
§
］
H
Φ
り
ト
∂
・
〉
●
O
簿
『
二
日
づ
コ
“
o
Q
冨
h
o
腎
”
N
無
職
龍
映
黛
㌶
無
き
二
戸
嵩
蹴
N
袋
角
隷
概
鴨
～
¢
ぴ
①
ユ
o
o
q
嘗
づ
ひ
q
o
昌
N
ρ
踏
o
o
q
o
δ

　
〉
段
7
①
は
ド
一
Φ
㊤
心
閏
「
冨
誹
o
q
①
瓢
鑑
鵠
伽
｝
①
⇒
p
ユ
・

（
8
）
　
A
・
ゲ
ー
ト
マ
ン
ほ
ジ
ー
フ
ェ
ル
ト
は
、
後
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
体
系
」
と
『
美
学
』
と
の
結
び
付
き
に
過
度
に
警
戒
を
示
し
、
D
・
ヘ
ン
リ
ヒ

　
は
「
体
系
」
と
『
美
学
』
と
を
無
理
な
仕
方
で
関
係
づ
け
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
岩
城
見
一
「
歴
史
に
お
け
る
美
の
理
念
ー
ヘ
ー
ゲ
ル
の

　
『
美
学
』
l
」
（
太
田
、
岩
城
、
米
澤
編
『
美
・
芸
術
・
真
理
ー
ド
イ
ツ
の
美
学
者
た
ち
一
』
昭
和
堂
　
一
九
八
七
年
）
参
照
。

（
9
）
言
口
①
置
Φ
ぴ
q
o
q
①
『
”
映
§
牒
§
織
§
砺
等
。
ミ
鳴
§
駄
ミ
ミ
ミ
§
ξ
防
ミ
（
お
・
。
Φ
）
．
多
雪
ζ
ξ
梓
国
ヨ
諸
国
ぢ
H
8
ド
ω
」
①
．

（
1
0
）
　
こ
こ
で
敢
え
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
言
及
す
る
の
は
、
彼
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
が
今
日
の
ヘ
ー
ゲ
ル
『
美
学
』
の
解
釈
を
強
く
規
定
し
て
い
る
か
ら
で

　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
感
性
論
…
　
（
〉
ω
酔
ず
O
臼
一
『
）
〉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
一
白
六
十
・
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
　
四
［

　
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
ヘ
ー
ゲ
ル
解
釈
に
つ
い
て
は
、
岩
城
見
一
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
像
（
b
づ
ま
）
〉
理
論
と
『
美
学
』
ー
ー
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
く
表
象
V

　
批
判
を
顧
慮
し
て
i
」
（
上
妻
・
長
谷
川
・
高
山
・
竹
村
編
『
ヘ
ー
ゲ
ル
・
時
代
に
先
駆
け
る
弁
証
法
』
情
況
出
版
　
一
九
九
四
年
）
参
照
。
シ

　
ェ
リ
ン
グ
と
へ
！
ゲ
ル
、
さ
ら
に
は
カ
ン
ト
と
シ
ェ
リ
ン
グ
と
の
思
想
講
造
の
差
異
に
つ
い
て
は
、
岩
城
見
　
「
シ
ェ
リ
ン
グ
と
へ
：
ゲ
ル
の
芸
術

　
哲
学
」
（
高
山
、
藤
田
編
『
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
』
晃
洋
書
房
　
一
九
九
五
年
）
、
同
「
想
像
力
－
人
間
的
経
験
の
感
性
学
（
美
学
）
に
向
け
て

　
f
し
（
『
想
像
カ
ー
そ
の
評
価
を
巡
る
比
較
美
学
的
考
察
－
』
平
成
六
・
七
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
〔
総
合
研
究
（
A
）
〕
研
究
成
果
報
告

　
書
〈
研
究
代
表
者
岩
城
見
一
〉
一
九
九
六
年
）
参
照
。
紙
幅
の
制
限
上
、
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
二
版
の
「
自
我
」
論
は
改
め
て
論
じ
る
。

（
1
1
）
　
『
エ
ソ
ツ
ユ
ク
ロ
ベ
デ
ィ
ー
』
「
主
観
的
精
神
し
の
A
「
人
間
学
、
心
」
の
節
に
展
開
さ
れ
る
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
心
一
身
」
論
の
哲
学
的
意
義
を

　
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
高
山
守
「
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
に
お
け
る
心
身
問
題
」
（
『
ヘ
ー
ゲ
ル
・
時
代
に
先
駆
け
る
弁
証
法
』
情
況
出
版
　
一
九
九
四
年
）

　
参
照
。
こ
の
小
論
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
く
感
性
論
V
と
し
て
注
逸
す
る
の
も
こ
の
箇
所
で
あ
る
。
ま
た
加
藤
尚
武
に
よ
れ
ば
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
法
哲
学
』
の

　
「
中
心
問
題
」
（
「
お
へ
そ
」
）
は
「
心
身
関
係
論
」
で
あ
る
。
加
藤
尚
武
『
へ
：
ゲ
ル
の
法
哲
学
』
青
黛
桂
　
　
刷
九
九
三
年
、
特
に
第
三
、
四
章
参
照
。

（
1
2
）
　
注
（
1
0
）
記
載
の
小
論
（
お
Φ
①
）
参
照
。

（
1
3
）
　
審
出
⑦
達
。
ぴ
q
ひ
q
。
雛
鵠
Φ
ぴ
色
1
－
U
霞
踏
帥
凶
猛
ヰ
Φ
§
ロ
（
一
⑩
紹
）
q
ロ
範
訟
㊦
川
添
£
σ
q
⑦
自
己
§
譜
、
掬
さ
詮
ミ
§
頭
§
鯵
b
§
ヤ
§
鉾
一
り
一
？
㌶

　
〈
O
①
終
ヨ
け
碧
薦
呂
。
切
9
一
ら
。
＞
o
Q
’
一
醸
○
。
］

（
1
4
）
　
類
Φ
㌶
。
σ
q
頓
2
”
ω
肩
鋤
9
①
§
α
頃
。
ぎ
薄
（
一
Φ
①
O
）
［
ぎ
”
9
」
．
斜
ρ
ψ
H
認
h
．
］

（
1
5
）
　
言
語
の
身
体
化
に
つ
い
て
は
、
注
（
1
0
）
記
載
の
小
論
（
一
8
①
）
の
一
節
「
想
像
力
と
言
語
」
参
照
。
こ
の
小
論
は
こ
の
節
を
補
完
す
る
も
の
で

　
も
あ
る
。

（
1
6
）
　
H
・
神
門
馨
”
映
ミ
二
期
ミ
蕊
ミ
鳴
丘
雫
ミ
隷
§
渇
（
ミ
。
。
刈
V
（
四
切
）
訟
μ
ヨ
び
ξ
o
q
お
㎝
①
．
》
日
O
ρ
露
O
刈
●
「
分
別
」
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
語

　
ら
れ
て
い
る
。
「
分
別
は
、
起
こ
り
う
る
経
験
の
か
た
ち
を
先
取
す
る
（
四
口
斤
量
N
”
灼
一
①
【
Φ
路
）
以
上
の
こ
と
は
な
し
え
な
い
（
〉
卜
。
ム
◎
じ
d
ω
O
ω
）
」
。

（
1
7
）
　
男
物
．
旨
q
o
o
び
。
鵠
貯
ぴ
q
鱒
砺
地
侮
、
偽
ミ
叙
亀
砺
嚇
、
鎖
垂
穂
N
偽
回
航
偽
醤
、
鋤
、
偽
篭
ミ
鳴
恥
匙
勉
ミ
ミ
鯵
（
一
◎
Q
O
O
）
・
（
勺
財
b
σ
）
躍
飴
ヨ
ぴ
瓢
膨
面
ゆ
⑩
紳
ψ
も
3
り
N
（
オ
リ
ジ
ナ
ル

　
版
の
頁
）

（
1
8
）
　
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
図
式
」
論
、
そ
れ
の
カ
ン
ト
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
注
（
1
0
）
記
載
の
小
論
（
一
Φ
り
㎝
）
参
照
。



（
1
9
）
　
若
き
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
美
学
」
を
重
視
す
る
も
の
と
し
て
、
〈
σ
q
ピ
〉
．
O
①
3
ヨ
p
ヨ
H
ω
冨
h
①
冨
（
お
。
。
蒔
）
o
◎
．
ω
。
。
卜
。
●
F
。
・
．
≦
．
”
O
ず
．
冒
ヨ
ヨ
Φ
”
国
？

　
α
q
Φ
厨
ω
㌶
N
〈
o
長
円
戸
畠
。
“
ω
門
閤
信
p
の
ρ
［
ぎ
”
口
’
じ
d
餌
。
ず
ヨ
蝕
興
¢
詳
α
目
『
閃
0
9
ω
o
ゲ
（
誕
溌
σ
q
響
）
”
㌔
o
ミ
詠
6
勘
“
郎
ミ
。
醤
。
§
蝕
～
ω
ε
暮
σ
q
Q
冨
お
o
Q
メ

　
ω
．
卜
。
。
。
①
］

（
2
0
）
　
ピ
ネ
ル
の
著
『
精
神
錯
乱
、
或
い
は
狂
気
に
関
す
る
哲
学
的
医
学
論
文
（
↓
、
鼠
隷
§
幾
普
。
も
款
篇
。
い
魯
翻
心
§
恕
も
驚
執
．
ミ
隷
壽
ミ
ご
㌶
§
§
貯
貯

　
ミ
貯
ミ
§
黄
℃
霞
ぢ
冨
O
H
）
』
は
、
一
八
〇
一
年
ヴ
ィ
ー
ン
で
、
M
。
ヴ
ァ
ー
ク
ナ
！
（
竃
・
≦
p
。
Φ
q
p
①
O
に
よ
り
、
注
釈
つ
き
で
ド
イ
ツ
語
に
翻

訳
さ
れ
た
（
寄
墨
9
℃
ミ
8
魯
ミ
§
亀
§
§
§
貯
ぎ
毎
呼
蕎
§
ミ
§
恥
尊
ミ
O
婁
§
ミ
噺
ミ
§
領
ミ
ミ
ミ
§
S
（
＜
σ
・
ド
壽
。
し
①
ω
．

　
》
鵠
ヨ
噸
二
二
飢
類
o
o
q
㊦
押
O
禽
貸
ミ
§
馬
、
鷺
受
ミ
奮
．
切
α
．
邸
ρ
国
ρ
ヨ
げ
信
磯
H
O
⑩
b
o
・
Q
っ
■
①
①
伊
》
昌
ヨ
．
）
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
何
時
こ
の
書
に
触
れ
た
か
は
、
筆

　
者
は
寡
聞
に
し
て
知
ら
な
い
。
『
エ
ソ
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
四
〇
八
節
の
補
遺
に
も
彼
の
名
が
見
出
せ
る
。
そ
こ
で
「
彼
の
書
は
、
当
面
の
問
題

　
に
対
し
、
こ
の
専
門
分
野
で
の
最
高
の
も
の
で
あ
る
」
と
語
ら
れ
て
．
い
る
（
≦
μ
O
　
一
δ
　
　
　
　
噂
）
。
こ
の
長
い
補
遺
に
お
い
て
、
心
の
病
は
詳
し
く
論
じ
ら

　
れ
て
い
る
。

（
2
1
）
　
「
想
起
」
と
「
記
憶
」
に
つ
い
て
は
、
『
エ
ン
ツ
ユ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
「
A
　
人
間
学
」
に
続
く
「
C
　
心
理
学
」
で
論
じ
ら
れ
る
。
注
（
鉛
）
記

　
載
の
小
論
（
一
Φ
⑩
心
）
も
参
照
。

（
2
2
）
　
〈
o
q
ド
崇
≦
o
♪
帥
．
β
。
■
ρ
樋
Q
Q
・
嵩
の
O
o
圃
冨
口
び
①
蹟
．
拶
．
⇔
．
○
．
＝
ω
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　

（
2
3
）
　
即
ω
犀
ぴ
嵩
臼
”
国
造
h
口
ぼ
嘗
昌
ぴ
q
［
即
b
d
¢
σ
揖
霞
（
出
自
ω
α
q
■
）
”
○
．
≦
‘
日
頃
①
α
q
①
押
目
恥
き
ミ
ミ
・
目
論
（
菊
①
o
冨
ヨ
）
ω
ε
け
茜
Ω
，
昌
一
〇
謡
］
．
魁
禽
ω
①
一
げ
ρ

　
d
σ
忠
君
a
o
q
①
ゆ
①
象
p
o
q
β
瓢
瞬
の
誹
o
q
Φ
σ
q
①
二
ξ
警
二
α
q
2
＞
ω
多
。
島
評
●
［
悔
・
切
β
σ
5
φ
さ
錦
・
O
話
ヨ
角
℃
切
ン
く
冨
三
（
鵠
房
ひ
q
・
）
”
、
緊
緊
ミ
鳴
特
ミ
N
g
o
野
ミ
吻
簿
恥

　
リ
リ

　
》
匂
き
ミ
隷
§
口
曳
蹄
ミ
〈
Z
窪
。
躍
臥
8
h
紆
℃
議
。
ω
o
ロ
眠
Φ
0
＞
O
α
仲
呂
ぎ
ひ
q
。
う
H
⑩
刈
ω
］
（
「
現
代
美
学
の
成
立
条
件
」
加
藤
尚
武
、
竹
田
純
郎
訳
、
リ

　
ュ
デ
ィ
ガ
ー
・
ブ
プ
ナ
ー
繋
現
代
哲
一
字
の
戦
略
』
動
草
灘
屋
房
　
一
九
八
六
か
ヰ
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
い
わ
き
・
け
ん
い
ち
　
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
〔
美
学
美
術
史
学
〕
教
授
）

ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
感
性
論
（
》
ω
葺
①
奏
）
〉

三
五
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Hegel’s “Aesthetics”　as　“A　New　Science”：

On　Diseases　of　the　Mind

by　Ken－ichi　IWAKI

Professor　of　Aesthetics

and　Art　History

Graduate　School　of　Letters

Kyoto　University

　　At　the　beginning　of　his　“Lectures　on　Aesthetics”　Hegel　said　regarding

its　tit！e　that　the　subject　of　his　lectures　is　“philosophy　of　art”　and　“beauty”

essentially　realized　in　artworks，　while　“aesthetics”　means，　correctly　speaking，

“a　new　science”　of　“sensation”　and　“feeling”，　and　so　the　title　“aesthetics”

isn’t　suitable．　However，　Hegel　“let”　this　title　“stand”　for　the　reason　that　a

word　“aesthetics”　has　been　already　in　common　use．

　　Despite　of　Hegel’s　hesitation　in　using　the　word　“aesthetics”　or　under　a

neglect　of　this　hesitation，　his　“Philosophy　of　Art”　was　published　after　his

death　（1935）　by　his　pupil　G．　Hotho　under　the　name　of　“Lectures　on　Aes－

thetics”，

　　Since　then，　it　has　been　selfevident　to　take　“aesthetics”　for　a　science　of

art　and　beauty，　narnely　“Artistik”　（W．　Welsch），　and　to　call　aesthetics　of

1



German　idealism　from　Kant　to　Hegel　”c！assic　aesthetics”，　since　Hegel　made

much　of　it　as　a　rea｝　foundation　of　modern　aesthetics　in　the　sense　of

“philosophy　of　art”．

　　Even　post－modernist　aesthetics　still　depends　on　the　tradition　of　this

neglect　of　Hegel’s　hesitation，　when　it　propeses　the　emancipation　of　aesthetics

from　the　aesthetics　as　“Artistik”　bound　to　the　“classic　aesthetics”．

　　But　when　we　reexamine　the　various　texts　of　so－cal｝ed　“German　idealism”，

it　will　become　clear　that　there　are　many　important　concepts　of　“aesthetics”

that　are　never　reduced　to　the　“Artistik”．　As　Kant’s　“transcendental　aesthe－

tics”　is，　for　example，　by　no　means　an　“Artistik”，　but　a　transcendental

theory　of　human　experience，　so　his　“critique　of　aesthetic　judgment”　should

also　be　understood　as　a　theory　of　competences　of　human　recognition　in

general，　rather　than　a　simple　theory　of　beauty　and　art　in　particular．

　　In　the　same　way　we　can　find　“aesthetics”　as　a　“new　science”　in　various

works　of　late　Hegel．

　　It　is　true　that　Hegel　never　argued　on　“aesthetics”　explicitly．　But　if　we

reexamined　the　texts　in　the　period　of　his　maturity　after　“Phenomenology

of　Spirit”　in　detail，　we　would　be　convinced　that　Hegel　has　grasped　the

structures　of　human　experience　in　context　of　history　and　the　particular

functions　of　“sensation”　and　“feeling”　in　it，　and　his　“Lectures　on　Aesthetics”

is　based　on　this　implicit　aesthetics．

　　In　this　article　1　turn　my　attention　to　Hegel’s　implicit　aesthetics　in　his

theory　of　diseases　of　the　mind　and　its　relation　to　the　“Lectures　on　Aesthe－

tics”．
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