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の
美
学
は
、
そ
の
主
要
な
動
機
の
ひ
と
つ
に
、
宗
教
を
基
準
と
し
た
芸
術
理
解
に
回
す
る
抵
抗

を
含
ん
で
い
る
。
こ
の
作
業
を
な
す
に
あ
た
っ
て
、
彼
が
拠
り
所
と
し
た
の
は
、
宗
教
に
対
す
る
倫
理
学
の
関
係
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

倫
理
学
に
お
け
る
自
己
法
則
性
の
概
念
を
、
美
学
に
お
け
る
「
天
才
の
自
己
法
意
性
」
へ
と
移
し
替
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
に
対
す

る
自
立
性
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
必
然
的
に
、
美
学
と
倫
理
学
と
の
抵
触
を
引
き
起
こ
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
し
か
し

コ
ー
ヘ
ソ
は
、
両
老
の
境
界
を
め
ぐ
る
争
い
を
否
定
的
に
は
捉
え
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
芸
術
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
に
は
曖
昧
で
明
確

で
な
か
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
境
界
の
存
在
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
に
、
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
彼
が
こ

の
境
界
設
定
、
す
な
わ
ち
あ
る
も
の
を
別
の
も
の
と
し
て
分
け
る
作
業
（
批
判
）
の
た
め
の
有
効
な
手
段
と
考
え
る
の
が
、
倫
理
学
と
美

学
に
共
通
し
、
そ
の
間
隙
を
露
に
す
る
も
の
と
し
て
の
「
情
動
（
〉
酵
葬
と
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
小
論
は
、
「
愛
（
瓢
Φ
げ
①
）
」
と

「
栄
誉
（
国
民
①
と
の
ふ
た
つ
の
情
動
を
柱
と
す
る
独
特
の
情
動
論
に
基
づ
い
て
芸
術
を
論
じ
る
こ
と
が
、
な
ぜ
美
学
を
他
か
ら
区
別
し
、

ま
た
個
々
の
造
形
芸
術
作
品
の
唯
「
性
を
語
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
批
判
的
機
能
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
た
の
か
、
さ
ら
に
、
そ
れ
は
ど

の
よ
う
な
利
点
を
も
つ
の
か
、
こ
れ
ら
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
以
下
で
は
コ
ー
ヘ
ソ
の
体
系
三
部
作
期
の
著
作
で
あ
る
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）

『
純
粋
感
清
の
美
学
』
（
以
下
書
名
の
揚
合
『
美
学
』
と
略
記
）
と
『
純
粋
意
志
の
倫
理
学
』
（
同
様
に
『
倫
理
学
』
と
略
記
）
と
を
参
照
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し
な
が
ら
、
第
一
章
で
は
美
学
と
倫
理
学
の
抵
触
の
発
見
と
そ
れ
に
由
来
す
る
情
動
論
の
基
本
的
構
造
を
、
第
二
章
で
は
そ
の
造
形
芸
術

作
品
理
解
へ
の
適
用
を
、
第
三
章
で
は
そ
の
適
用
が
も
つ
独
自
の
意
義
を
、
そ
れ
ぞ
れ
確
か
め
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
。

第
一
章
　
抵
触
の
発
見
と
情
動
論
の
構
成

　
本
章
で
は
ま
ず
、
他
の
領
域
、
と
く
に
宗
教
か
ら
美
学
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
際
に
、
コ
ー
ヘ
ン
が
既
成
宗
教
に
対
す
る
倫
理
学
の
関

係
を
美
学
に
も
適
用
し
て
い
る
こ
と
、
逆
に
そ
れ
が
美
学
と
倫
理
学
の
抵
触
に
ま
つ
わ
る
さ
ら
な
る
区
別
の
問
題
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を

述
べ
る
。
次
に
、
こ
の
抵
触
と
区
別
の
現
場
と
な
っ
て
い
る
彼
の
情
動
論
を
見
る
。
美
学
と
倫
理
学
と
の
区
別
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重

要
な
の
は
、
尊
敬
と
栄
誉
の
情
動
、
尊
敬
と
愛
の
情
動
と
の
区
別
で
あ
る
。

（
一
）

　
は
じ
め
に
、
彼
の
美
学
が
、
宗
教
的
党
派
性
を
背
景
に
し
た
美
的
原
理
の
普
遍
化
に
よ
る
倫
理
学
の
無
化
と
宗
教
基
準
の
芸
術
理
解
に

よ
る
美
学
の
強
化
と
に
く
一
挙
に
〉
対
抗
す
る
こ
と
を
ひ
と
つ
の
眼
目
と
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。
こ
の
眼
目
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

確
認
す
る
に
あ
た
っ
て
着
目
す
る
の
は
、
天
才
を
め
ぐ
る
コ
ー
ヘ
ン
の
議
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
道
徳
性
を
無
化
し
宗
教
を
基
準
と
し
た
芸

術
理
解
を
な
す
者
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ロ
マ
ン
主
義
と
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
で
あ
る
。
双
方
は
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

ロ
マ
ン
主
義
は
、
そ
の
「
真
の
病
巣
扁
に
「
宗
教
的
ド
グ
マ
」
を
有
し
、
そ
の
宗
教
的
ド
グ
マ
の
も
つ
「
党
派
性
」
は
門
批
判
に
反
す
る

考
え
方
す
べ
て
を
駆
り
立
て
る
神
経
が
隠
れ
て
い
る
」
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
批
判
に
反
す
る
」
考
え
方
、
言
い
換
え
れ
ば
「
あ
り
う
べ

き
自
律
」
を
「
取
り
除
か
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
す
る
考
え
方
は
、
ロ
マ
ン
主
義
が
企
て
る
「
美
学
の
普
遍
化
（
¢
巳
く
興
ω
三
一
7

ω
§
§
σ
q
と
に
由
来
す
る
。
美
学
の
普
遍
化
、
美
的
原
理
の
道
徳
性
へ
の
拡
大
は
、
「
宗
教
に
よ
り
倫
理
学
を
取
り
替
え
る
こ
と
」
を
目
的

と
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
〉
切
ρ
一
亀
甲
塗
）
。
ま
た
へ
！
ゲ
ル
の
美
学
で
は
、
芸
術
は
「
絶
対
的
な
も
の
の
描
出
の
ひ
と
つ
の
段
階
と
し
て
、

そ
の
自
立
性
を
失
っ
て
」
お
り
、
そ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
宗
教
的
礼
拝
」
を
「
芸
術
の
価
値
基
準
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
こ
と
に
由
来
す



る
と
し
て
い
る
。
コ
ー
ヘ
ン
は
言
う
。
「
「
わ
れ
わ
れ
は
ギ
リ
シ
ア
の
神
像
を
非
常
に
素
晴
ら
し
い
と
思
う
。
そ
し
て
父
な
る
神
、
キ
リ
ス

ト
、
マ
リ
ア
が
と
て
も
神
々
し
く
、
完
全
に
描
き
だ
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ
は
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
わ
れ
わ
れ
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

脆
か
せ
る
こ
と
は
も
は
や
な
い
の
で
あ
る
」
。
こ
の
〔
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〕
文
章
は
特
徴
的
で
あ
る
。
〔
中
略
〕
つ
ま
り
、
脆
く
こ
と
、
し
た
が
っ

て
宗
教
的
礼
拝
が
芸
術
の
価
値
基
準
な
の
で
あ
る
と
わ
か
る
。
こ
こ
で
再
び
、
ロ
マ
ン
主
義
の
偏
見
が
、
根
本
的
な
座
を
占
め
て
い
る
の

が
あ
ら
わ
に
な
る
。
　
へ
：
ゲ
ル
は
〔
中
略
〕
こ
の
絶
対
性
〔
絶
対
精
神
の
第
三
の
最
高
の
段
階
〕
が
〔
哲
学
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
〕

宗
教
に
帰
せ
ら
れ
る
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
》
勾
ρ
一
”
ω
㊤
塗
）
。

　
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
コ
ー
ヘ
ソ
は
、
ロ
マ
ン
主
義
の
な
か
に
、
美
学
と
倫
理
学
の
あ
り
う
べ
き
自
律
を
取
り
除
こ
う
と

す
る
、
批
判
に
反
す
る
考
え
方
を
見
、
こ
れ
を
美
的
な
原
理
を
あ
ま
ね
く
広
め
よ
う
と
す
る
美
学
の
普
遍
化
と
し
て
抵
抗
す
る
。
そ
し
て

ヘ
ー
ゲ
ル
に
対
し
て
は
芸
術
の
評
価
を
宗
教
的
礼
拝
の
基
準
か
ら
な
す
も
の
、
美
学
の
自
立
性
を
喪
失
さ
せ
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
を
批

判
す
る
の
で
あ
る
。
美
学
の
普
遍
化
に
も
美
学
の
自
立
性
の
喪
失
に
も
等
し
く
抵
抗
す
る
の
で
あ
る
。

　
彼
が
冒
マ
ソ
主
義
の
背
後
に
上
る
の
も
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
背
後
に
見
る
の
も
、
同
じ
ひ
と
つ
の
「
宗
教
」
で
あ
る
。
こ
の
「
宗
教
」
が
何

を
意
味
す
る
か
は
措
い
て
お
く
と
し
て
、
次
に
彼
が
こ
の
宗
教
基
準
の
芸
術
理
解
に
対
抗
す
る
仕
方
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
彼
が
宗
教
基

準
の
芸
術
理
解
に
対
抗
す
る
た
め
に
持
ち
出
す
の
は
、
歴
史
に
お
け
る
新
し
さ
の
概
念
と
そ
の
新
し
さ
を
も
た
ら
す
者
と
し
て
の
天
才
の

法
則
性
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
に
な
る
、
倫
理
学
に
お
け
る
自
己
法
則
性
で
あ
る
。
歴
史
に
お
け
る
新
し
さ
の
概
念
が
対
抗
の
手
段
と
し
て

持
ち
出
さ
れ
る
の
は
、
芸
術
に
お
い
て
重
要
な
の
は
芸
術
家
が
ど
ん
な
信
仰
を
も
っ
て
い
た
か
で
は
な
く
、
そ
れ
が
歴
史
的
に
み
て
ど
の

よ
う
に
新
た
に
形
態
化
さ
れ
た
か
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め
で
あ
る
。
彼
は
言
う
。
「
年
老
い
た
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
を
伝
統
的
な
意

味
で
信
心
深
い
人
と
す
る
の
は
願
望
に
す
ぎ
な
い
し
、
ペ
ル
ジ
ー
ノ
を
無
神
論
者
と
し
た
り
、
ゲ
ー
テ
を
異
教
徒
と
し
た
り
す
る
の
も
、

ド
グ
マ
的
な
疑
念
に
す
ぎ
な
い
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
、
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
観
念
論
に
つ
い
て
の
文
献
的
知
識
を
も
ち
、
自
分
の
精
神
に

そ
れ
に
似
た
も
の
を
感
じ
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
ね
に
プ
ロ
テ
ス
タ
ン
ト
と
し
て
信
心
深
か
っ
た
バ
ッ
ハ
と
同
じ
宗
教
的
根
本
基
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底
を
有
す
る
ミ
サ
曲
を
書
い
た
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
偽
善
者
な
の
だ
ろ
う
か
P
し
か
し
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
と
彼
の
ミ
サ
曲
に
立
ち
止

ま
っ
て
、
こ
の
信
仰
作
品
の
も
つ
個
々
の
思
想
の
構
成
を
つ
ぶ
さ
に
考
え
て
み
れ
ぽ
、
ド
グ
マ
的
偏
見
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
道
徳
的
自

由
の
痕
跡
が
現
わ
れ
て
く
る
。
そ
し
て
、
バ
ッ
ハ
と
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
間
に
、
こ
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
に
お
い
て
成
就
さ
れ
た
発
展
が
弱

確
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
（
》
図
ρ
H
”
凸
h
．
）
。
「
芸
術
の
本
分
は
い
つ
で
も
、
思
想
の
形
態
化
で
あ
り
、
決
し
て
そ
の
思
惟
的
概
念
的
描
出
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
形
態
化
が
芸
術
の
本
質
で
あ
り
、
芸
術
は
そ
れ
ぞ
れ
の
違
い
に
よ
っ
て
互
い
を
差
別
化
し
て
い
る
。
常
に
形
態

化
は
新
し
く
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
こ
そ
天
才
の
芸
術
が
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
扁
（
〉
潟
Φ
讐
一
●
駆
ω
）
。

　
芸
術
に
お
い
て
重
要
な
の
は
信
仰
そ
の
も
の
で
は
な
く
そ
の
新
た
な
形
態
化
で
あ
り
、
こ
の
形
態
化
は
天
才
に
よ
り
も
た
ら
さ
れ
る
。

こ
の
考
え
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
、
さ
ら
に
進
ん
で
、
天
才
の
芸
術
に
お
い
て
重
要
な
の
は
個
々
の
宗
教
の
与
え
る
法
則
で
は
な
く
、
天
才

が
新
た
に
そ
の
都
度
自
己
自
身
に
与
え
る
法
則
性
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
美
学
は
ま
ず
宗
教
に
対
す
る
自
立
性
を
獲
得

で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
こ
の
法
則
性
を
擁
護
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
る
の
が
、
既
成
宗
教
に
対
す
る
倫
理
学
の
関
係
で
あ
る
。

「
道
徳
的
自
由
は
法
灘
性
、
自
己
法
則
性
の
う
ち
に
あ
る
。
こ
の
自
己
法
則
性
と
は
、
そ
れ
に
対
し
て
は
道
徳
的
個
体
と
し
て
の
自
己
が

自
由
な
自
己
規
定
の
永
遠
の
課
題
に
と
ど
ま
る
、
そ
の
よ
う
な
法
則
性
の
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
的
自
由
が
こ
の
自
己
法
則
性
の
う
ち
に
あ

る
の
と
同
様
、
芸
術
の
自
由
も
ま
た
、
そ
れ
が
体
系
的
基
礎
を
有
す
る
な
ら
ば
、
し
た
が
っ
て
ひ
と
つ
の
方
法
論
（
こ
の
方
法
論
は
道
徳

性
と
共
通
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）
に
基
づ
い
て
い
る
な
ら
、
美
的
自
由
と
は
す
べ
て
、
天
才
の
法
則
性
が
展
開
さ
せ
る
も
の
で

な
く
て
は
な
ら
な
い
」
（
〉
図
○
喩
が
ω
G
Q
）
。
道
徳
的
自
由
の
存
す
る
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
永
遠
の
課
題
と
し
て
の
道
徳
的
婦
警
、
こ
れ
は
あ

く
ま
で
自
由
な
自
己
規
定
の
課
題
で
あ
り
、
特
定
の
宗
教
に
よ
る
規
定
と
は
関
係
が
な
い
。
そ
れ
と
同
様
、
美
的
自
由
も
、
芸
術
に
お
け

る
天
才
（
美
的
鰯
体
と
で
も
湯
口
う
べ
き
も
の
）
の
自
己
規
定
、
自
己
法
則
性
の
う
ち
に
存
し
て
い
る
。
彼
は
こ
う
主
張
し
て
い
る
。
す
る

と
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
美
学
の
宗
教
か
ら
の
自
立
と
美
的
原
理
の
倫
理
学
へ
の
拡
大
の
抑
止
と
が
、
倫
理
学
に
お
け
る
自
己

法
則
性
の
概
念
を
支
え
と
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
こ
こ
で
美
学
と
倫
理
学
の
境
界
設
定
に
関
す
る
別
の
問
題
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。



す
な
わ
ち
、
倫
理
学
の
普
遍
化
に
よ
る
美
学
の
自
立
性
の
喪
失
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

（
二
）

　
こ
の
抵
触
は
、
美
学
と
倫
理
学
と
が
コ
ー
ヘ
ン
に
よ
っ
て
、
同
じ
「
徳
（
↓
目
α
q
ぐ
り
邑
）
」
の
こ
と
ば
で
語
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
顕
著
に
現
わ
れ

る
。
『
倫
理
学
』
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
す
で
に
し
ば
し
ば
美
学
と
の
衝
突
に
打
ち
あ
た
っ
て
き
た
。
こ
こ
〔
徳
〕

で
そ
の
衝
突
は
と
く
に
難
し
く
、
ま
た
避
け
が
た
い
も
の
と
な
る
」
（
問
図
≦
”
ミ
“
）
。
な
ぜ
な
ら
、
倫
理
学
に
お
い
て
「
情
動
（
〉
幣
葬
）

な
し
の
徳
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
」
（
問
図
≦
”
ミ
①
）
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
コ
ー
ヘ
ン
が
美
学
に
お
い
て
求
め
る
「
感
情
（
o
①
隷
露
）
と
し
て

の
美
的
意
識
」
の
も
と
と
な
る
「
感
情
」
は
、
普
通
「
意
識
の
曇
る
特
定
の
段
階
に
対
す
る
付
帯
物
（
〉
峯
巽
）
お
よ
び
後
綴
り
（
ω
信
第
〆
）

と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
扁
も
の
で
あ
り
、
「
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
す
べ
て
の
後
綴
り
を
情
動
に
お
い
て
総
括
す
る
」
と
さ
れ
て
い
て
、

生
成
途
上
に
あ
る
美
的
感
情
を
論
じ
る
場
合
に
は
、
情
動
を
抜
き
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
（
国
労
≦
讐
鼻
翼
）
。
そ
れ
ゆ
え
、

美
学
と
倫
理
学
の
境
界
設
定
と
い
う
新
た
に
生
じ
た
問
題
は
、
そ
の
検
討
の
場
所
を
彼
の
情
動
論
の
な
か
へ
と
移
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。　

美
学
と
倫
理
学
と
の
区
別
（
コ
…
ヘ
ン
が
区
別
と
い
う
場
合
に
は
必
ず
区
別
さ
れ
た
も
の
の
連
関
が
引
き
続
い
て
説
か
れ
る
の
だ
が
）

を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
重
要
な
の
は
、
「
尊
敬
（
〉
。
寓
舅
σ
q
）
」
と
「
栄
誉
（
国
町
Φ
と
の
情
動
、
栄
誉
の
情
動
と
「
愛
（
い
上
げ
①
）
」
の
情
動

と
の
区
別
で
あ
る
。
道
徳
性
が
問
題
と
な
る
場
合
、
す
ぐ
に
想
起
さ
れ
る
の
が
尊
敬
の
感
情
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
な
い
。
こ
の
尊
敬
に
対

し
て
認
ー
ヘ
ン
が
自
説
の
な
か
で
重
視
し
て
い
る
の
が
栄
誉
と
愛
の
情
動
な
の
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
三
者
の
関
係
を
見
る
こ
と
に
よ
り
、

美
学
と
倫
理
学
と
が
彼
の
晋
う
情
動
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
い
か
よ
う
に
区
別
さ
れ
て
い
く
の
か
を
追
う
こ
と
と
し
た
い
。
な
お
、
コ
ー
ヘ
ソ
に

お
い
て
は
、
表
敬
、
栄
誉
、
愛
と
い
っ
た
こ
と
ば
は
、
純
粋
意
志
の
形
成
過
程
に
お
い
て
、
意
志
の
力
を
推
進
す
る
エ
ン
ジ
ン
と
し
て
の

役
割
を
担
う
衝
動
と
し
て
の
情
動
が
、
次
第
に
高
次
の
も
の
へ
と
展
開
し
て
い
く
際
に
と
る
一
定
の
段
階
を
、
そ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

共
に
意
志
形
成
を
進
め
る
思
惟
の
概
念
に
よ
っ
て
表
し
た
も
の
で
あ
る
（
ゆ
え
に
一
種
の
直
喩
で
あ
る
）
。
栄
誉
と
愛
は
な
か
で
も
最
高

　
　
　
　
情
動
の
批
判
的
機
能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九



　
　
　
　
折
円
学
研
究
　

第
五
｝
臼
六
⊥
一
四
且
り
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

の
段
階
に
属
す
る
情
動
で
あ
り
、
徳
で
あ
る
（
国
国
ぐ
『
”
　
一
〇
〇
跨
こ
　
駆
c
o
膳
凍
ゆ
）
。

　
カ
ン
ト
の
用
い
た
尊
敬
と
い
う
こ
と
ば
を
採
ら
ず
に
栄
誉
の
語
が
採
ら
れ
て
い
る
理
由
は
簡
明
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
尊
敬
が
「
純

粋
に
精
神
的
な
感
情
」
（
国
腹
≦
誌
2
）
を
意
味
し
、
コ
ー
ヘ
ン
が
情
動
に
込
め
よ
う
と
す
る
衝
動
的
側
面
を
十
分
に
表
現
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
ら
で
あ
る
。
彼
は
、
栄
誉
と
い
う
あ
ま
り
使
わ
れ
な
い
術
語
を
用
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
栄
誉
と
い
う
こ
と
ば
が
「
活
動

と
目
標
と
を
自
己
の
う
ち
で
ひ
と
つ
に
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
」
、
す
な
わ
ち
栄
誉
と
い
う
こ
と
ば
が
、
「
警
標
と
対
象
を
提
示
す

る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
そ
れ
に
向
か
っ
て
努
力
す
る
と
こ
ろ
の
衝
動
を
も
常
に
提
示
し
て
い
る
」
か
ら
と
述
べ
て
い
る
（
上
図
譲
、
お
O
）
。

　
で
は
、
こ
の
栄
誉
と
愛
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
栄
誉
は
「
差
恥
（
ω
o
ず
。
ヨ
）
」
や
「
畏
敬
（
国
画
2
言
簿
）
」
と
岡
じ

よ
う
に
、
そ
の
起
源
を
宗
教
の
う
ち
に
も
つ
て
い
る
。
つ
ま
り
「
神
の
栄
誉
（
国
ず
「
O
　
（
甲
O
仲
け
O
o
陰
）
」
に
も
つ
。
こ
の
点
で
、
「
名
誉
心
（
望
7

密
σ
。
）
」
や
「
野
心
（
土
目
。
。
蓉
耳
と
、
「
功
名
心
（
姦
雄
①
一
N
）
」
な
ど
の
、
結
局
は
自
我
に
還
元
さ
れ
る
情
動
の
こ
と
ば
と
決
定
的
に
異
な
っ

て
い
る
と
さ
れ
る
（
国
酒
≦
曽
　
晶
O
O
一
仁
O
一
）
。
「
愛
は
自
我
（
♂
7
）
よ
り
湧
き
出
る
が
、
栄
誉
は
汝
（
U
質
）
よ
り
湧
き
出
る
。
栄
誉
は
汝
を
介
し

て
わ
れ
わ
れ
（
≦
『
）
を
接
合
す
る
の
で
あ
る
」
（
国
閃
芝
「
お
O
ム
2
）
。
つ
ま
り
コ
ー
ヘ
ン
の
倫
理
学
の
こ
の
部
分
に
お
い
て
は
、
愛
は
栄
誉

よ
り
も
一
段
レ
ヴ
ェ
ル
の
低
い
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
栄
誉
は
自
我
と
汝
の
あ
い
だ
に
い
か
な
る
矛
盾
も
知
ら
な
い
」

（
両
閃
薄
歯
刈
）
と
い
う
こ
と
ば
も
、
同
じ
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
あ
る
疑
念
、
す
な
わ
ち
こ
の
栄
誉
が
宗
教
に
そ
の
起
源

を
有
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
さ
れ
る
の
な
ら
、
こ
れ
に
よ
り
倫
理
学
の
宗
教
か
ら
の
自
立
が
危
険
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

あ
る
い
は
栄
誉
以
上
の
も
の
が
彼
の
倫
理
学
に
は
用
意
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
湧
い
て
く
る
。
そ
れ
を
確
か
め
て

か
ら
、
『
美
学
』
に
お
け
る
情
動
論
と
比
較
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

（
三
）

　
栄
誉
と
愛
の
情
動
よ
り
も
さ
ら
に
高
次
の
段
階
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
確
か
に
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
「
あ
ら
ゆ
る
徳
の
一
面
性

に
つ
い
て
の
自
己
認
識
の
シ
ン
ボ
ル
」
で
あ
る
「
人
間
性
（
ζ
。
霧
魯
一
ざ
葬
・
一
斤
）
」
の
概
念
で
あ
る
（
国
閃
≦
”
①
緩
）
。
そ
こ
で
は
「
諸
々
の
徳



の
あ
い
だ
の
対
立
、
そ
の
差
異
自
体
が
消
失
す
る
よ
う
に
見
え
る
扁
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
を
さ
し
て
、
「
栄
誉
が
こ
こ
で
は
愛
に

な
り
、
愛
が
栄
誉
に
な
る
」
、
あ
る
い
は
「
人
間
性
は
あ
の
困
難
な
葛
藤
か
ら
徳
を
自
由
に
す
る
」
（
国
菊
≦
”
紹
①
）
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
す
る
と
少
な
く
と
も
『
倫
理
学
』
に
お
い
て
は
、
人
闘
性
、
栄
誉
の
情
動
、
愛
の
情
動
と
い
う
三
者
関
係
が
こ
の
順

序
の
格
付
け
で
も
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ぞ
れ
が
単
独
で
存
在
す
る
こ
と
は
な
く
、
彼
に
お
い
て
は
区
別

は
必
ず
相
関
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
）
。
し
た
が
っ
て
、
倫
理
学
に
お
い
て
、
そ
れ
を
宗

教
と
分
か
つ
自
己
法
則
性
の
概
念
と
は
、
三
者
の
う
ち
の
人
間
性
に
関
お
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
こ
の
人
間
性
の
示
さ
れ
る
場
撰
が
、
具
体
的
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
こ
れ
こ
そ
が
コ
ー
ヘ
ソ
の
倫
理
学
の
最
大
の
特
色
で
あ
る
。

そ
の
場
所
と
は
、
「
親
し
さ
（
閃
『
Φ
煽
昌
儀
一
一
〇
ゴ
吋
O
用
件
）
」
の
宿
る
「
人
間
の
顔
（
竃
9
ω
。
主
導
三
崇
N
）
」
で
あ
る
。
〈
人
皇
性
の
示
さ
れ
る
場
所
が

人
問
の
顔
で
あ
る
〉
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
諸
々
の
情
動
の
対
立
の
消
失
、
す
な
わ
ち
あ
れ
か
こ
れ
か
の
「
不
安
な
選
択
」
の
消

失
が
、
「
親
し
さ
へ
と
、
栄
誉
の
情
動
と
愛
の
情
動
と
が
流
れ
こ
む
」
こ
と
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
表
現
が
先
に
挙
げ
た
人
間
性
に
つ
い

て
の
説
明
（
「
人
間
性
」
に
お
い
て
は
「
諸
々
の
徳
の
あ
い
だ
の
対
立
、
そ
の
差
異
自
体
が
消
失
す
る
よ
う
に
見
え
る
」
）
と
符
合
し
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
「
人
間
の
顔
こ
そ
、
親
し
さ
を
放
射
す
る
も
の
で
あ
る
。
人
間
の
顔
に
お
い
て
親
し
さ
は
、
そ
れ
を
．
覆
い
隠
す
影
の
し

た
で
さ
え
見
つ
け
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
の
感
情
の
も
つ
親
し
さ
こ
そ
、
本
当
の
内
面
か
ら
輝
く
も
の
な
の
で
あ
る
」

（
両
幻
≦
℃
①
ミ
）
。

　
こ
れ
と
類
比
的
に
語
ら
れ
た
美
学
に
お
け
る
天
才
の
自
己
法
則
性
が
関
わ
る
の
は
、
こ
れ
と
は
別
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
美
学
は
ま
た
自
ら
の
側
で
、
倫
理
学
と
の
境
界
設
定
を
行
な
う
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
『
美
学
』
は
実
際
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
愛
は
栄
誉
に
比
し
て
相
鮒
的
に
低
い
情
動
で
あ
る
の
だ
が
、
こ
の
愛
の
情
動
こ
そ
、
芸
術
に
よ
り
初
め

て
完
全
に
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
愛
は
美
的
感
情
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
道
徳
的
情
動
を
先
に
条
件
に
も
つ
」
の
で

あ
る
か
ら
、
「
道
徳
的
情
動
も
ま
た
相
対
的
情
動
と
し
て
愛
の
な
か
で
作
用
し
て
い
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
情
動
は
愛
に
と
り
隔
絶
し
た
ま
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ま
に
留
ま
り
は
し
な
い
。
愛
は
、
こ
の
情
動
を
栄
誉
と
い
う
絶
対
的
情
動
と
融
合
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
愛
と
栄
誉
が
こ
う
し
て
ひ
と
つ
に

な
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
愛
の
概
念
は
完
全
な
も
の
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
完
全
化
は
純
粋
な
道
徳
の
彼
岸
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
純
粋
な

道
徳
性
の
内
部
で
は
愛
は
相
対
的
な
も
の
に
留
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
愛
は
道
徳
性
へ
と
至
る
途
上
の
徳
に
す
ぎ
ず
、
決
し
て
道
徳

性
自
体
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
愛
の
完
全
化
を
、
栄
誉
の
情
動
を
通
じ
た
愛
の
高
揚
に
基
づ
い
て
成
就
す
る
の
は
、
芸
術
だ
け

で
あ
る
。
芸
術
は
愛
を
絶
鰐
的
に
す
る
。
こ
の
絶
対
性
は
方
法
論
的
自
立
性
の
う
ち
に
あ
る
。
愛
こ
そ
が
純
粋
感
情
で
あ
る
。
愛
は
も
は

や
相
対
的
な
徳
と
い
う
道
徳
的
愛
で
は
な
い
」
（
〉
切
P
押
嵩
。
。
h
．
）
。
愛
と
栄
誉
が
共
同
す
る
こ
と
は
同
じ
で
も
、
そ
の
共
同
は
こ
の
場
合
、

愛
を
絶
対
的
な
も
の
に
す
る
た
め
に
行
な
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
、
す
な
わ
ち
愛
の
絶
対
姓
（
自
我
よ
り
発
す
る
衝

動
の
絶
対
性
）
に
、
天
才
の
芸
術
に
お
け
る
自
己
法
則
性
が
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
美
学
は
倫
理
学
と
区
園
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
、
美
学
と
倫
理
学
の
抵
触
を
め
ぐ
っ
て
コ
ー
ヘ
ソ
の
情
動
論
を
現
場
と
し
て
行
な
わ
れ
た
第
一
の
確
認
作
業
に
よ
り
、
次
の
こ
と

が
明
ら
か
と
な
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
に
お
い
て
も
道
徳
性
に
お
い
て
も
愛
と
栄
誉
と
い
う
ふ
た
つ
の
情
動
が
は
た
ら
い
て
お
り
、
聖

者
が
相
関
し
て
い
る
た
め
に
抵
触
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
、
し
か
し
倫
理
学
に
お
い
て
は
（
宗
教
に
そ
の
道
徳
的
起
源
を
も
つ
）
栄
誉
が
、

美
学
に
お
い
て
は
愛
が
、
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
欝
憤
か
つ
活
動
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
で
抵
触
し
つ
つ
互
い
の
境
界
を
明
ら
か
に
し
て

い
る
こ
と
、
ま
た
栄
誉
は
汝
か
ら
発
し
自
我
と
汝
の
区
別
を
知
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
愛
は
自
我
よ
り
発
す
る
が
、
こ
の
両
者
が
融

合
し
さ
ま
ざ
ま
な
徳
相
互
の
差
異
自
体
が
消
失
す
る
ば
あ
い
に
は
、
そ
こ
に
人
間
性
の
概
念
が
生
じ
、
こ
れ
は
宗
教
に
由
来
す
る
栄
誉
も

人
間
的
衝
動
に
由
来
す
る
愛
を
も
越
え
る
こ
と
（
も
と
よ
り
一
方
が
他
方
を
欠
く
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
だ
が
）
。
そ
し
て
こ
の
人
間
性

は
人
間
の
顔
に
宿
る
親
し
さ
と
し
て
放
射
さ
れ
る
こ
と
。
こ
う
し
た
こ
と
で
あ
る
。
次
章
で
は
、
こ
れ
ら
の
事
柄
を
造
形
芸
術
の
理
解
に

現
場
を
移
し
て
確
認
す
る
作
業
を
行
な
う
。



第
二
章
．
造
形
芸
術
作
品
へ
の
適
用

　
前
章
で
確
認
さ
れ
た
事
柄
を
、
今
度
は
造
形
芸
術
作
品
の
理
解
に
現
場
を
移
し
て
確
認
す
る
作
業
が
続
く
。
そ
の
現
場
と
は
、
芸
術
作

品
に
お
け
る
顔
（
微
笑
み
）
と
身
体
と
に
関
す
る
コ
ー
ヘ
ソ
の
記
述
で
あ
る
。
彼
の
芸
術
作
品
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
顔
が
ど
の
よ
う
に

表
現
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
を
身
体
の
表
現
と
対
比
す
る
こ
と
に
よ
る
と
い
う
、
独
特
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
先
に
見
た
倫
理
学
で
の

情
動
と
表
情
と
の
結
び
つ
き
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
｝
）

　
断
続
的
に
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
、
彼
の
顔
へ
の
執
着
は
現
わ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
例
と
し
て
次
の
文
章
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
諸

大
家
の
描
く
マ
ド
ン
ナ
に
つ
い
て
彼
が
述
べ
た
部
分
で
あ
る
。
「
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
に
、
再
び
肖
像
の
問
題
（
勺
。
障
融
6
3
三
ω
ヨ
）
が
生
じ

て
く
る
。
こ
の
問
題
か
ら
、
師
の
ペ
ル
ジ
ー
ノ
を
凌
ぐ
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
進
歩
が
き
わ
め
て
は
っ
き
り
と
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
マ
ド

ン
ナ
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
に
と
っ
て
、
教
会
の
信
仰
（
罎
門
。
冨
5
ぴ
q
冨
昏
雪
）
か
ら
の
解
放
者
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
レ
オ
ナ
ル
ド
の
理
想
的
肖

像
に
お
け
る
マ
ド
ン
ナ
を
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
認
識
し
て
き
た
。
そ
し
て
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
は
、
こ
の
理
想
的
肖
像
を
、
驚
く
ほ
ど
多

く
の
仕
方
で
変
奏
さ
れ
た
彼
の
マ
ド
ン
ナ
に
お
い
て
進
歩
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
は
、
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の

英
雄
的
マ
ド
ン
ナ
（
躍
O
戦
O
一
昌
Φ
”
－
7
画
鋤
α
O
嵩
潮
脚
）
を
凌
駕
し
た
の
だ
。
英
雄
的
マ
ド
ン
ナ
は
、
女
性
の
顔
（
孚
窪
窪
碧
岳
S
の
も
つ
愛
ら
し
い

（
一
一
Φ
げ
一
一
〇
ず
）
優
美
（
〉
餌
き
三
）
と
親
し
み
あ
る
（
蹄
。
§
会
警
）
罪
の
な
さ
（
O
口
ω
鼻
三
α
）
と
並
ん
で
、
女
の
（
≦
9
葺
魯
）
身
体
（
函
α
壱
霞
）

の
成
熟
し
た
美
と
力
の
充
盗
を
も
、
完
成
の
頂
点
に
高
め
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
永
遠
の
魔
法
の
究
極
の
根
拠
は
、
や
は
り
こ
れ
ら
の

マ
ド
ン
ナ
像
の
も
つ
肖
像
性
（
勺
。
答
＆
窪
錬
二
繋
①
諦
）
に
あ
る
」
（
》
”
ρ
戸
ω
㎝
O
）
。

　
こ
こ
で
は
顔
と
身
体
と
が
対
比
さ
れ
、
顔
を
形
容
す
る
語
句
に
は
そ
れ
ぞ
れ
「
愛
」
と
「
親
し
さ
」
と
に
由
来
す
る
こ
と
ば
が
用
い
ら

れ
て
い
る
。
顔
が
身
体
に
薄
し
て
優
位
な
評
価
を
受
け
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
マ
ド
ン
ナ
を
教
会
の
信
仰
か
ら
の
解
放
老
と
み
な
す
根
拠
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六
四
［

と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
論
理
を
も
た
ら
す
も
と
に
な
る
考
え
を
、
テ
ク
ス
ト
で
こ
の
部
分
よ
り
以
前
に
お
か

れ
た
箇
所
か
ら
う
か
が
う
こ
と
で
、
さ
ら
に
明
確
に
し
て
み
よ
う
。
巨
人
的
な
身
体
と
人
間
的
美
の
対
立
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
部
分
で

あ
る
。
「
こ
の
対
立
は
、
〔
ロ
ソ
ド
ソ
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
に
あ
る
未
完
成
の
レ
オ
ナ
ル
ド
作
〕
《
聖
ア
ン
ナ
三
体
像
》
に
お
い
て
、
よ
り

顕
著
に
な
る
。
こ
の
像
で
、
マ
リ
ア
は
、
巨
人
の
よ
う
な
力
と
母
の
よ
う
な
美
し
さ
を
等
し
く
備
え
て
、
自
分
の
母
親
の
膝
の
う
え
に
坐

り
自
ら
は
幼
児
キ
リ
ス
ト
を
抱
き
か
か
え
て
い
る
。
だ
が
、
お
そ
ら
く
は
、
・
・
ケ
ラ
ソ
ジ
ェ
ロ
の
先
例
と
な
っ
た
統
一
的
空
間
の
形
成
に
で

は
な
く
、
き
わ
め
て
愛
ら
し
い
美
の
表
現
の
高
ま
り
の
な
か
に
、
絵
画
の
根
本
問
題
の
完
成
が
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
け
れ
ど
も
、

こ
の
像
は
ま
さ
に
わ
れ
わ
れ
を
新
た
な
問
題
に
導
く
。
聖
ア
ン
ナ
が
有
す
る
見
紛
う
こ
と
な
き
表
情
は
、
ヨ
ハ
ネ
や
バ
ッ
カ
ス
の
よ
う
な

男
性
像
で
の
レ
オ
ナ
ル
ド
の
様
式
を
な
し
て
い
る
も
の
で
、
こ
れ
が
彼
の
女
性
像
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
マ
リ

ア
は
、
レ
ナ
ナ
ル
ド
の
マ
ド
ン
ナ
の
様
式
の
方
向
内
に
収
ま
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ
こ
で
は
マ
ド
ン
ナ
の
頭
と
首
の
う
え
に
レ
オ
ナ
ル
ド

の
肖
像
の
様
式
に
の
っ
と
っ
た
ア
ン
ナ
が
甕
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
再
び
次
の
問
い
へ
と
導
か
れ
る
。
す

な
わ
ち
、
宗
教
丁
重
に
と
っ
て
存
在
す
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
〔
神
的
な
も
の
を
人
工
化
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
人
間
を
類
型
に
よ
っ
て
表
す
の
か
〕

が
、
聖
な
る
乙
女
が
肖
像
に
な
る
こ
と
で
、
実
際
に
ま
た
何
の
制
約
も
な
く
解
消
さ
れ
る
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
た
え

は
然
り
で
あ
り
、
他
の
い
か
な
る
逃
げ
道
も
残
さ
れ
て
は
い
な
い
し
、
入
間
の
神
性
と
神
の
人
問
性
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
語
り
方
を
も

っ
て
し
て
も
、
そ
れ
は
絵
画
の
聞
題
の
あ
り
よ
う
を
曇
ら
せ
る
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
」
（
〉
肉
O
”
岡
H
吻
ω
駆
G
Q
）
。
コ
1
ヘ
ン
が
こ
の
た

っ
た
一
枚
の
習
作
の
な
か
に
描
か
れ
た
顔
と
身
体
に
読
み
込
ん
で
い
る
の
は
、
巨
人
的
身
体
に
よ
っ
て
神
性
を
表
す
や
り
方
が
、
人
間
の

肖
像
の
う
ち
に
神
的
な
も
の
を
表
す
や
り
方
に
よ
っ
て
凌
駕
さ
れ
て
い
く
と
い
う
、
彼
自
身
に
よ
っ
て
設
定
さ
れ
た
ひ
と
つ
の
物
語
の
凝

縮
さ
れ
た
斜
な
の
で
あ
る
。
以
上
ふ
た
つ
の
引
用
か
ら
も
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
は
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
や
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
よ
り
も

レ
オ
ナ
ル
ド
が
、
そ
の
顔
貌
表
現
に
お
い
て
優
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
以
下
に
挙
げ
る
の
は
、
上
の
問
題
に
対
す
る
レ
オ
ナ
ル
ド
の

功
績
に
つ
い
て
の
コ
…
ヘ
ン
の
見
解
で
あ
る
。
「
レ
オ
ナ
ル
ド
が
事
態
を
完
全
に
明
ら
か
に
し
た
。
と
い
う
の
も
、
レ
オ
ナ
ル
ド
は
、
彼



を
肖
像
絵
画
の
本
当
の
創
造
者
に
し
た
て
た
、
あ
ら
ゆ
る
困
難
を
解
決
す
る
帰
結
を
引
き
出
し
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
は
、
神
性
に

限
り
な
く
近
づ
く
よ
う
な
人
間
的
個
体
性
を
、
肖
像
に
与
え
た
の
で
あ
る
」
（
》
幻
ρ
拝
ω
お
一
ω
念
）
。
そ
の
方
法
は
、
レ
オ
ナ
ル
ド
が
「
入

間
に
関
し
て
、
巨
人
の
胴
体
や
上
半
身
を
付
与
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
人
間
的
神
（
（
｝
O
齢
鈴
ず
O
剛
帥
）
が
関
与
し
続
け
る
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
神
性
（
O
α
琶
坤
。
算
簿
）
を
放
射
す
る
こ
と
の
で
き
る
顔
（
〉
昆
詳
）
、
唯
一
そ
れ
だ
け
を
付
与
す
る
」
（
諏
幻
O
”
9
ω
註
）
こ
と
に

よ
っ
て
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
、
神
性
を
人
聞
の
肖
像
に
お
い
て
表
現
す
る
こ
と
に
関
す
る
独
自
の
観
点
か
ら
、
造
形
芸
術
作
品
の
理
解
に
お
け
る
顔
と

身
体
の
対
比
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
が
、
こ
こ
で
ま
た
疑
念
が
生
じ
る
。
す
な
わ
ち
、
顔
の
評
価
が
前
章
で
確
認
し
た
事
柄
と

深
い
関
連
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
顔
の
評
価
に
お
い
て
倫
理
学
と
美
学
と
が
再
び
抵
触
す
る
の
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
造

形
芸
術
作
品
が
宗
教
や
道
徳
性
の
側
か
ら
測
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
前
章
で
重
視

さ
れ
た
「
親
し
さ
（
孚
①
§
象
。
罫
舞
）
」
の
概
念
、
そ
の
『
美
学
』
に
お
け
る
展
開
を
次
に
見
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
．
顔
、
と
は
具
体

的
に
は
ど
の
よ
う
な
顔
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
二
）

　
こ
の
「
親
し
さ
」
は
、
『
美
学
』
の
叙
述
を
見
る
限
り
、
造
形
芸
術
作
品
に
お
い
て
ス
ト
レ
ー
ト
に
表
現
可
能
な
も
の
と
は
さ
れ
て
い

な
い
。
「
親
し
さ
」
の
語
が
登
場
す
る
の
は
次
の
よ
う
な
く
だ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
「
微
笑
み
（
冨
鼻
①
ぎ
）
の
問
題
。
レ
オ
ナ
ル
ド
は
カ

リ
カ
チ
ュ
ア
描
き
と
し
て
、
人
間
の
顔
に
次
の
よ
う
な
表
情
を
、
す
な
わ
ち
そ
れ
の
み
が
人
間
の
理
想
的
本
質
を
描
き
だ
す
よ
う
な
表
情

を
与
え
た
。
こ
の
表
情
が
、
親
し
さ
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
は
、
た
だ
一
瞬
き
ら
め
く
よ
う
な
は
に
か
み
の
な
か
に
で
は
な
く
、
あ
ま
ね

く
世
界
を
照
ら
す
力
を
放
射
す
る
こ
と
の
な
か
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
》
菊
ρ
鍔
ω
置
）
。

　
こ
こ
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
親
し
さ
は
微
笑
み
の
問
題
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
コ
ー
ヘ
ソ
に
お
い
て
両
者
は
簡
単
に
ひ
と

つ
に
な
る
も
の
と
も
さ
れ
て
い
な
い
。
上
の
引
用
に
も
あ
る
よ
う
に
親
し
さ
は
彼
に
よ
り
「
た
だ
一
瞬
き
ら
め
く
よ
う
な
は
に
か
み
の
な
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か
に
で
は
な
く
、
あ
ま
ね
く
世
界
を
照
ら
す
力
の
放
射
の
な
か
に
」
あ
る
も
の
で
あ
る
に
対
し
て
、
微
笑
み
と
は
そ
の
対
極
に
あ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
．
で
あ
る
。
「
人
が
レ
ッ
シ
ソ
グ
か
ら
知
る
の
は
、
微
笑
み
と
い
う
一
過
的
瞬
間
の
な
か
に
造
形
芸
術
に
と
っ
て

の
い
か
な
る
困
難
が
存
し
て
い
る
か
で
あ
る
」
。
こ
の
困
難
は
次
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
か
た
ち
に
整
理
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
「
人
間
的
個

体
の
中
心
に
あ
る
太
陽
と
し
て
の
親
し
さ
と
、
一
見
一
過
的
に
し
か
見
え
な
い
表
情
と
し
て
の
微
笑
み
の
あ
い
だ
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
で

あ
る
（
〉
図
O
》
一
同
噂
ω
亟
膳
）
。
し
か
し
こ
の
鼠
難
も
レ
ナ
ナ
ル
ド
に
よ
り
解
決
さ
れ
た
、
と
い
う
の
が
コ
ー
ヘ
ソ
の
言
い
分
で
あ
る
。
「
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
レ
オ
ナ
ル
ド
は
こ
の
問
題
を
自
ら
の
ア
ト
ラ
ス
の
肩
に
引
き
受
け
た
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
彼
の
絵
画
の
問
題
、

す
な
わ
ち
肖
像
の
問
題
に
と
っ
て
高
ま
る
」
（
①
霞
し
。

　
で
は
「
そ
れ
膚
体
で
は
一
過
的
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
も
の
が
、
親
し
さ
と
い
う
絵
画
の
表
清
と
し
て
、
む
し
ろ
そ
こ
に

絵
画
が
個
体
性
を
基
礎
づ
け
る
盤
石
と
な
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
」
（
〉
閃
O
サ
H
同
塵
ω
A
頓
）
と
い
う
問
い
に
、
レ
オ
ナ
ル
ド
は
ど
の
よ
う
な
解

決
を
与
え
た
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
親
し
さ
に
関
与
す
る
こ
と
の
で
き
る
顔
貌
表
現
と
は
、
微
笑
み
の
こ
と
だ
と
し
て
、
そ
れ
は
倫
理
学

で
規
定
さ
れ
た
親
し
さ
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
り
、
ど
れ
ほ
ど
の
距
離
を
も
つ
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

（
三
）

　
こ
の
レ
オ
ナ
ル
ド
に
よ
る
絵
画
史
上
の
功
績
で
あ
る
微
笑
み
が
、
倫
理
学
や
宗
教
に
対
し
て
い
か
な
る
意
味
を
も
つ
の
か
を
正
確
に
理

解
す
る
た
め
に
、
も
う
ひ
と
つ
だ
け
別
の
箇
所
を
参
照
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
ま
で
同
様
主
題
は
人
閥
に
お
け
る
神
性
の
表
現
で
あ
る
。
レ

オ
ナ
ル
ド
と
比
較
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
ザ
ン
テ
ィ
ン
絵
画
で
あ
る
。
ビ
ザ
ン
テ
ィ
ソ
絵
爾
で
は
、
「
後
光
が
入
戸
に
神
性
を
付
与
し
て
い

る
が
、
応
問
性
を
付
与
し
て
は
い
な
い
」
が
ゆ
え
に
、
「
神
盤
と
人
間
性
の
対
立
に
い
つ
ま
で
も
留
ま
っ
て
い
る
」
。
こ
れ
が
ビ
ザ
ン
テ
ィ

ン
絵
画
の
限
界
で
あ
り
、
コ
ー
ヘ
ン
が
求
め
る
の
は
「
人
間
性
の
徹
底
に
よ
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
、
新
し
い
仕
方
の
絵
画
的
神
性
」
で

あ
る
と
さ
れ
る
。
ビ
ザ
ソ
テ
ィ
ソ
絵
画
、
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
イ
コ
ン
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
い
ま
だ
「
人
荒
性
が
個
体
性
と

し
て
描
出
」
さ
れ
て
い
な
い
、
人
闘
的
個
性
を
な
く
し
た
類
型
的
表
現
（
し
か
し
こ
れ
も
人
間
で
し
か
な
い
）
に
後
光
を
加
え
て
神
性
を



表
す
も
の
、
言
い
換
え
れ
ば
別
の
も
の
で
も
っ
て
別
の
も
の
を
表
す
や
り
方
、
す
な
わ
ち
「
人
間
を
ア
レ
ゴ
リ
ー
へ
と
色
裾
せ
さ
せ
て
し

ま
う
」
も
の
で
し
か
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
ま
っ
た
く
同
じ
理
由
で
、
ジ
ョ
ヴ
ァ
ソ
ニ
・
ベ
ッ
リ
：
二
や
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
描
い
た
聖

家
族
が
批
判
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら
は
、
そ
の
カ
ル
ト
ン
を
描
く
際
に
こ
と
さ
ら
に
ユ
ダ
ヤ
人
を
モ
デ
ル
と
し
て
選
ん
だ
と
言
わ
れ
、
そ
の

こ
と
は
作
品
に
真
実
味
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
、
そ
う
し
た
絵
画
で
は
、
そ
れ
が
正
し
い

民
族
的
個
性
を
追
求
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
「
人
間
は
人
間
に
留
ま
る
偏
し
か
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
聖
な
る
も
の
を
表
現
す

る
の
は
、
こ
れ
ま
た
「
ア
レ
ゴ
リ
ー
」
で
し
か
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
。
絵
画
に
求
め
ら
れ
る
宗
教
的
主
題
は
人
間
の
表
現
と
は
別
の
も

の
で
し
か
な
く
、
人
間
的
表
現
の
阻
害
要
因
と
し
て
働
い
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
彼
が
求
め
る
の
は
「
人
面
の
神
的
メ
タ
フ
ァ
…
（
象
の

窃q

ｿ
梓
集
臼
①
竃
①
冨
9
寓
号
ω
寓
。
コ
零
7
雪
）
」
な
の
で
あ
り
、
「
レ
オ
ナ
ル
ド
の
独
創
性
」
も
そ
の
点
に
関
わ
っ
て
く
る
こ
と
に
な
る
（
諏
図
ρ

一
一
．
ω
邑
）
。

　
す
る
と
レ
オ
ナ
ル
ド
の
独
創
性
は
、
彼
が
「
宗
教
的
絵
画
の
素
材
全
体
」
を
「
絵
画
の
障
害
」
と
し
な
い
方
法
、
人
間
を
表
せ
ば
個
体

的
人
間
で
し
か
な
く
神
性
を
強
調
す
れ
ば
類
型
的
人
間
表
現
に
傾
く
と
い
う
排
除
の
論
理
を
克
服
し
、
人
間
表
現
を
宗
教
の
素
材
に
蔑
し

め
な
い
方
法
、
人
間
の
個
体
性
表
現
そ
の
も
の
が
神
性
と
の
関
わ
り
を
も
つ
方
法
、
そ
の
な
か
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
「
そ
れ
自
体
で
は
一
過
的
で
あ
る
ほ
か
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
も
の
が
、
親
し
さ
と
い
う
絵
画
の
表
情
と
し
て
、
む
し
ろ
そ
こ
に
絵
画

が
個
体
性
を
基
礎
づ
け
る
盤
石
と
な
る
」
よ
う
に
、
「
瞬
間
的
な
も
の
に
永
続
す
る
力
を
与
え
」
る
こ
と
、
微
笑
み
が
こ
の
課
題
を
遂
行

し
て
い
る
と
考
え
る
た
め
に
は
、
微
笑
み
を
束
の
問
の
表
情
の
模
倣
で
は
な
く
、
「
人
間
の
顔
の
さ
ま
ざ
ま
に
交
替
す
る
イ
メ
ー
ジ
の
総

体
性
（
氏
凶
O
　
＞
一
陶
7
Φ
一
件
　
匙
①
鴨
　
箋
①
α
ず
o
n
O
一
瞥
鳥
O
諺
　
〉
昌
の
瞳
0
7
件
o
o
ぴ
一
困
α
の
贋
　
鳥
①
ロ
ゆ
　
　
ヨ
⑦
コ
ω
0
7
一
一
〇
7
①
鵠
　
（
｝
O
o
縢
一
6
ぽ
酢
ω
）
」
（
三
皇
P
停
。
。
餐
）
と
捉
え
る
コ
ー
ヘ
ン
の
眼

差
し
を
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
個
々
ば
ら
ば
ら
な
束
の
間
の
表
情
で
は
な
く
総
体
性
で
あ
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
か
。
前
章

で
取
り
上
げ
た
愛
の
風
動
と
栄
誉
の
情
動
と
を
、
『
倫
理
学
』
に
お
け
る
「
数
多
性
（
ζ
魯
｝
簿
）
」
と
「
総
体
性
（
〉
穿
象
）
」
の
別
と
結

び
つ
け
て
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
簡
単
に
言
え
ば
、
数
多
性
と
は
、
単
一
的
個
物
が
集
積
し
た
状
態
、
こ
れ
に
対
し
て
総
体
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六
八

性
と
は
、
ば
ら
ば
ら
の
個
物
が
あ
る
共
通
の
倫
理
的
価
値
に
共
に
関
わ
る
こ
と
を
通
じ
て
個
物
相
互
の
同
等
性
が
発
見
さ
れ
、
全
体
が
そ

の
価
値
に
よ
っ
て
理
念
的
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
状
態
で
あ
る
。
倫
理
学
で
は
、
自
我
よ
り
発
す
る
愛
の
情
動
は
数
多
性
と
、
汝
よ
り
発

し
自
我
と
汝
の
別
を
知
ら
な
い
（
我
と
汝
と
が
同
等
性
を
獲
得
し
て
い
る
）
栄
誉
の
情
動
は
総
体
性
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
（
図
菊
≦
”

心
。
。
蕪
．
）
。
単
な
る
個
物
あ
る
い
は
そ
の
集
積
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
代
表
す
る
ひ
と
つ
の
理
念
的
存
在
と
い
う
関
係
、
こ
こ
に
、
コ
ー
ヘ

ソ
の
微
笑
み
に
つ
い
て
の
記
述
に
道
徳
性
や
宗
教
と
の
距
離
（
関
係
と
区
別
）
を
読
み
取
る
た
め
の
鍵
が
あ
る
。
前
章
で
引
い
た
『
美

学
』
に
お
け
る
情
動
の
在
り
方
を
述
べ
た
文
章
を
も
う
一
度
挙
げ
て
、
そ
れ
を
数
多
性
と
総
体
性
と
の
関
係
に
置
き
直
し
て
み
よ
う
。
そ

の
文
章
は
、
「
愛
は
、
こ
の
情
動
を
栄
誉
と
い
う
絶
対
的
情
動
と
融
合
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
愛
と
栄
誉
が
こ
う
し
て
ひ
と
つ
に
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
愛
の
概
念
は
完
全
な
も
の
と
な
る
。
〔
中
略
〕
こ
う
し
た
愛
の
完
全
化
を
栄
誉
の
情
動
を
通
じ
た
愛
の
高
揚
に
基
づ
い
て
成

就
す
る
の
は
、
芸
術
だ
け
で
あ
る
」
（
〉
切
O
”
ど
　
一
字
Q
Q
）
と
い
う
も
の
だ
っ
た
。
こ
れ
を
置
き
換
え
て
見
れ
ば
、
芸
術
に
お
い
て
は
、
飼
々

ば
ら
ば
ら
な
束
の
間
の
表
情
の
集
積
で
は
な
く
総
体
性
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
に
交
替
す
る
人
間
の
顔
の
イ
メ
ー
ジ
を
理
念
的
に
代
表
す
る
表

情
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
表
情
は
、
早
し
方
引
い
た
倫
理
学
で
の
規
定
か
ら
み
て
、
そ
れ
自
体
で
栄
誉
の
情

動
と
、
そ
の
道
徳
的
根
源
を
宗
教
の
う
ち
に
も
つ
栄
誉
の
響
動
と
関
係
づ
け
ら
れ
た
顔
貌
表
現
で
あ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
こ
の
こ
と
は
、
芸
術
に
お
け
る
顔
貌
表
現
が
宗
教
や
道
徳
性
か
ら
の
距
離
を
喪
失
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
芸
術
は
あ
く
ま
で
愛
の

情
動
の
完
全
化
、
数
多
性
の
基
礎
と
な
る
単
一
の
個
物
の
完
全
化
（
本
論
第
一
章
で
の
、
自
己
法
則
性
を
有
す
る
天
才
に
関
わ
る
）
を
め

ざ
し
、
そ
の
途
上
で
栄
誉
の
情
動
の
カ
を
借
り
る
の
で
し
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
愛
の
情
動
の
完
成
と
し
て
の
芸
術
は
、
あ
ら
ゆ
る
徳
、

あ
ら
ゆ
る
情
動
の
差
異
が
消
滅
す
る
場
所
と
し
て
の
人
間
性
そ
の
も
の
や
道
徳
性
そ
れ
自
体
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
。
微
笑
み
の
表
情
も
ま

た
、
情
動
論
を
背
景
と
し
、
倫
理
学
と
提
携
し
て
宗
教
か
ら
自
ら
を
区
別
す
る
、
そ
の
同
じ
原
理
で
倫
理
学
か
ら
美
学
が
身
を
引
き
離
す
、

そ
の
現
場
な
の
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
第
三
章
　
情
動
論
に
基
づ
く
芸
術
理
解
の
意
義

　
と
こ
ろ
で
、
顔
と
身
体
と
い
う
観
点
か
ら
の
作
品
記
述
は
、
情
動
論
に
込
め
ら
れ
た
別
の
次
元
と
も
関
連
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
崇
高

と
フ
モ
ー
ル
の
次
元
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
崇
高
は
単
な
る
大
き
さ
へ
と
還
元
さ
れ
、
フ
モ
ー
ル
こ
そ
が
人
間
的
相
対
性
の
諸
段
階
を

示
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
フ
モ
ー
ル
の
強
調
が
示
す
の
は
、
芸
術
作
品
の
理
解
に
お
い
て
も
、
ロ
マ
ン
主
義
的
崇
高
に
由
来
す
る
宗
教

の
立
場
か
ら
の
芸
術
理
解
を
避
け
よ
う
と
す
る
態
度
で
あ
る
。
本
章
で
は
、
情
動
論
に
基
づ
く
造
形
芸
術
作
品
の
記
述
が
、
信
仰
の
物
語

に
そ
っ
た
ア
レ
ゴ
リ
：
的
な
芸
術
理
解
に
尉
し
て
重
層
的
な
芸
術
理
解
を
求
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
同
時
に
、
宗
教
と
倫
理
学
に
対

す
る
批
判
的
機
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。

（
一
）

　
「
崇
高
（
卑
冨
σ
Φ
導
Φ
津
）
」
と
「
フ
モ
ー
ル
（
頃
信
証
自
）
」
と
は
、
美
の
下
位
概
念
と
し
て
美
の
内
実
を
決
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

崇
高
と
フ
モ
ー
ル
に
つ
い
て
、
ま
ず
次
の
文
章
を
見
て
お
こ
う
。
「
人
間
の
本
性
に
は
、
上
限
と
下
限
が
あ
る
。
上
限
は
神
々
や
神
的
な

も
の
か
ら
と
ら
れ
、
下
限
は
人
聞
自
身
の
う
ち
に
あ
る
動
物
た
ち
や
獣
的
な
も
の
か
ら
と
ら
れ
る
。
こ
の
境
界
線
自
体
が
相
互
に
滑
り
込

む
こ
と
を
通
じ
て
、
境
界
上
の
衝
突
は
強
ま
る
。
神
的
な
も
の
が
人
間
の
な
か
に
入
っ
て
い
く
だ
け
で
な
く
、
人
間
に
は
動
物
的
な
も
の

も
ま
た
備
わ
っ
て
い
る
か
ら
、
神
的
な
も
の
と
動
物
的
な
も
の
そ
れ
自
体
が
ひ
と
つ
の
結
び
つ
き
を
な
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
動
物
的
な
も
の

は
人
問
に
と
り
自
然
の
下
に
あ
る
も
の
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
自
然
を
越
え
る
も
の
に
さ
え
な
る
の
で
あ
る
。
神
々
の
輪
は
ナ
リ
ュ

ソ
ポ
ス
山
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
神
々
は
そ
の
度
を
下
げ
、
自
然
の
諸
力
と
ひ
と
つ
の
調
停
を
形
づ
く
る
。
こ
の
調
停
が
デ
ー

モ
ン
や
天
才
た
ち
の
な
か
に
特
殊
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
半
神
の
な
か
に
オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
山
か
ら
地
上
へ
の
下
降
が
認
め
ら
れ

る
が
、
他
方
ヘ
ロ
ス
た
ち
を
通
じ
て
の
上
昇
が
生
じ
る
。
こ
う
し
た
人
吉
の
系
譜
学
は
、
崇
高
な
も
の
の
領
域
へ
と
向
い
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
フ
モ
ー
ル
に
は
、
神
的
な
も
の
の
動
物
界
へ
の
降
下
に
即
し
て
そ
の
非
常
に
広
範
な
領
域
が
生
じ
る
」
（
〉
閃
○
”
圃
℃
卜
∂
“
㊤
噛
■
）
。
こ
こ
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七
〇

で
も
第
一
章
の
「
徳
」
と
同
じ
く
、
「
境
界
上
の
衝
突
」
が
問
題
と
さ
れ
、
こ
の
衝
突
を
見
据
え
る
こ
と
で
二
つ
の
も
の
が
選
り
分
け
ら

れ
る
と
い
う
手
順
が
取
ら
れ
て
い
る
。
崇
高
と
フ
モ
ー
ル
の
二
概
念
の
根
拠
と
な
る
の
は
、
人
間
本
性
（
あ
る
い
は
人
問
の
自
然
）
を
神

的
な
も
の
と
動
物
的
な
も
の
の
衝
突
に
お
く
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
崇
高
と
フ
モ
ー
ル
は
と
も
に
神
的
な
も
の
と
動
物

的
な
も
の
と
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
い
ず
れ
を
欠
い
て
い
る
の
で
も
な
い
。
こ
の
よ
う
な
崇
高
と
フ
モ
ー
ル
は
、
上
の
規
定
か
ら

み
て
、
先
に
見
た
二
つ
の
徳
で
あ
り
情
動
で
あ
る
、
愛
と
漫
言
の
は
た
ら
き
を
含
ん
だ
も
の
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
神
的
な
も
の
が
下
降
し
て
現
象
し
、
そ
れ
と
と
も
に
地
上
的
な
も
の
が
高
め
ら
れ
る
と
い
う
の
は
、
実
は
彼
が
反
対

し
て
い
る
当
の
も
の
、
す
な
わ
ち
あ
の
「
ロ
マ
ン
主
義
的
イ
ロ
ニ
…
」
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
念
が
起
こ
っ
て
く
る
。
こ

こ
で
も
宗
教
と
美
学
と
の
抵
触
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
ロ
マ
ン
主
義
と
コ
！
ヘ
ソ
と
の
違
い
を
指
摘
し
た
、
ア
ン
ド
レ
ア
・
ポ

　
　
　
　
（
6
）

：
マ
の
見
解
を
参
照
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ポ
ー
マ
は
、
崇
高
の
性
格
を
「
衝
撃
（
両
誘
9
暮
8
『
§
鐙
）
」
で
も
「
至
福
（
切
。
ω
①
影

αq

?
α
q
）
」
で
も
な
く
端
的
に
「
遊
離
（
国
馨
三
蹟
§
σ
q
）
」
で
あ
る
と
し
た
コ
：
ヘ
ソ
の
こ
と
ば
（
「
繰
り
返
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
衝
撃
で

も
、
そ
れ
に
基
づ
く
至
福
で
も
な
い
も
の
が
崇
高
の
性
格
で
あ
る
。
崇
高
の
性
格
は
端
的
に
遊
離
な
の
で
あ
る
。
人
は
ひ
と
つ
別
の
存
在

に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
う
ひ
と
つ
の
世
界
が
彼
の
前
に
浮
か
び
現
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
（
》
菊
（
｝
　
圃
剛
　
一
Q
o
鱒
　
　
　
　
噂
　
　
　
　
噛
）
）
を
引
き
、
そ
れ
に
続
け
て

次
の
よ
う
に
言
う
。
「
崇
高
の
意
企
は
、
有
限
な
も
の
と
無
限
な
も
の
と
の
抗
争
（
「
震
動
』
）
か
ら
生
じ
る
の
で
も
、
無
限
な
も
の
に
よ

る
有
限
な
も
の
の
神
秘
的
な
無
化
（
「
至
福
」
）
か
ら
生
じ
る
の
で
も
な
く
、
フ
マ
ニ
テ
ー
ト
と
い
う
理
想
を
前
に
し
た
人
間
の
「
遊
離
」

か
ら
生
じ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
フ
マ
ニ
テ
ー
ト
と
は
、
コ
ー
ヘ
ソ
が
無
限
の
課
題
と
し
た
人
間
（
人
閲
で
あ
る
こ
と
寓
①
房
長
吏
ε

と
普
遍
的
平
等
の
実
現
の
こ
と
で
あ
る
」
。
彼
は
、
コ
ー
ヘ
ソ
の
崇
高
概
念
を
「
ロ
サ
、
ソ
主
義
的
な
崇
高
理
解
か
ら
区
別
す
る
」
も
の
こ

そ
、
こ
う
し
た
崇
高
概
念
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
人
問
と
理
念
と
の
関
係
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
節
蓬
頭
の
引
用
に
あ

る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
崇
高
は
人
聞
を
越
え
た
絶
対
的
な
も
の
と
の
出
会
い
の
衝
撃
や
そ
れ
に
よ
る
否
定
（
無
化
）
を
通
じ
て
達
す
る
至

福
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
人
間
自
身
の
性
格
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
有
限
な
も
の
の
否
定
を
通
じ
て
無
限



な
も
の
へ
、
と
い
う
物
語
は
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
無
限
な
も
の
を
貸
し
与
え
る
、
「
汎
神
論
的
同
一
性
」
（
》
図
ρ
お
一
一
）
に
つ
な
が
る
ロ

マ
ン
主
義
的
崇
高
で
あ
り
、
そ
れ
と
こ
こ
で
の
人
間
的
相
対
性
の
自
覚
に
関
わ
る
崇
高
と
は
、
異
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
コ
ー
ヘ
ン
の

主
た
る
関
心
は
、
人
間
的
相
対
性
の
諸
段
階
に
あ
り
、
こ
の
諸
段
階
を
成
立
さ
せ
る
絶
対
的
基
準
は
宗
教
的
至
福
を
も
た
ら
す
も
の
の
な

か
に
は
な
い
。
美
の
下
位
概
念
と
し
て
の
崇
高
は
、
せ
い
ぜ
い
が
カ
ン
ト
の
言
う
数
学
的
崇
高
に
留
ま
る
の
で
あ
り
、
造
形
芸
術
の
理
解

に
関
わ
る
の
も
こ
の
音
心
味
で
の
崇
高
で
あ
る
。

　
た
し
か
に
コ
ー
ヘ
ン
の
美
学
は
、
カ
ン
ト
の
言
う
「
崇
高
な
も
の
」
の
も
つ
論
理
構
造
を
、
美
術
全
体
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
意
図
を

有
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
コ
ー
ヘ
ソ
は
、
「
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
能
力
は
構
想
力
と
悟
性
と
の
関
係
に
帰
着
さ
せ
ら
れ
る
。
し

か
し
そ
の
場
合
、
意
志
と
そ
の
道
徳
性
の
領
域
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
こ
れ
ら
も
や
は
り
認
識
の
領
域
と
同
様
に
、
美
的
感
情

を
共
に
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
」
（
》
翔
ρ
黙
し
O
O
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
認
識
能
力
の
調
和
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
美
的
感

情
の
「
知
性
化
」
と
、
そ
れ
に
後
か
ら
添
え
物
の
よ
う
に
付
け
加
え
ら
れ
る
門
道
徳
の
象
徴
と
し
て
の
美
」
と
い
う
考
え
を
批
判
し
、
美

的
判
断
そ
の
も
の
に
道
徳
性
の
問
題
を
内
在
的
に
組
み
入
れ
る
こ
と
を
最
大
の
目
標
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
崇
高
な

も
の
に
お
け
る
論
理
構
造
を
、
美
の
説
明
に
適
用
す
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
逆
に
、
彼
の
崇
高
に
お
け
る
神
的
な
も
の

は
人
間
（
「
人
間
で
あ
る
こ
と
」
）
、
人
間
の
な
か
の
歯
群
的
に
神
に
由
来
す
る
部
分
に
留
ま
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
、
人
間
的
相
対
性
の
諸
段
階
が
問
題
と
な
る
の
な
ら
ば
、
彼
の
美
学
に
お
い
て
は
、
せ
い
ぜ
い
が
大
き
さ
に
還
元
さ
れ
る
崇
高
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

も
フ
モ
！
ル
の
方
が
、
よ
り
大
き
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
崇
高
と
フ
モ
ー
ル
は
、
と
も
に
宗
教
そ

の
も
の
か
ら
距
離
を
お
い
た
造
形
芸
術
の
評
価
を
可
能
に
す
る
た
め
の
規
定
を
与
え
ら
れ
た
概
念
な
の
で
あ
る
。
「
フ
モ
ー
ル
は
宗
教
的

素
材
の
美
的
理
念
を
生
み
出
す
」
、
同
様
に
「
こ
の
用
語
法
に
し
た
が
え
ば
、
宗
教
的
に
崇
高
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
素
材
に
関
し
て
美
的

崇
高
を
初
め
て
完
成
さ
せ
る
こ
と
、
こ
れ
は
芸
術
自
体
の
た
め
に
と
っ
て
お
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
〉
夘
（
Ψ
讐
一
一
暢
ω
G
Q
幽
鴎
．
）
。
こ
の
こ
と

ぽ
は
そ
れ
を
よ
く
表
し
て
い
る
。

　
　
　
　
情
動
の
批
判
的
機
能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
れ
ば
、
コ
ー
ヘ
ソ
が
造
形
芸
術
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
顔
貌
表
現
で
あ
れ
身
体
表
現
で
あ
れ
、
そ
れ
を
情
動
の

こ
と
ば
に
よ
っ
て
他
か
ら
区
別
し
、
ひ
と
つ
の
情
動
を
表
す
、
あ
る
い
は
徳
を
表
す
こ
と
ば
を
与
え
る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
必
ず
宗
教
、

道
徳
性
、
人
間
性
、
動
物
的
な
も
の
、
少
な
く
と
も
（
こ
こ
で
は
論
理
学
と
の
関
係
を
考
慮
に
入
れ
て
い
な
い
の
で
）
こ
れ
ら
の
も
の
か

ら
そ
の
作
品
が
取
り
う
る
距
離
を
一
挙
に
示
す
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
ば
と
し
て
選
ば
れ
、
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ゆ
え
に
彼

の
用
い
る
情
動
の
こ
と
ば
は
、
た
と
え
ば
道
徳
性
と
の
距
離
を
示
し
は
す
る
が
、
造
形
芸
術
作
品
が
道
徳
性
と
は
何
の
関
係
も
な
い
こ
と

を
示
そ
う
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
、
造
形
芸
術
作
品
で
道
徳
性
と
ま
っ
た
く
関
わ
り
の
な
い
も
の
な
ど
あ
り
え
な
い
が
ゆ

え
に
生
じ
る
等
号
を
出
発
点
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
の
も
つ
固
有
の
方
向
を
複
数
の
拡
散
す
る
ベ
ク
ト
ル
で
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
は
一
種
の
関
数
的
記
述
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
こ
れ
ま
で
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
情
動
の
こ
と

ぽ
、
徳
の
こ
と
ば
は
、
感
情
移
入
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
概
念
の
有
す
る
意
味
を
、
そ
の
中
心
に
も
つ
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
フ

モ
ー
ル
や
崇
高
の
概
念
と
て
岡
様
で
あ
る
。

　
レ
オ
ナ
ル
ド
の
作
品
は
こ
の
フ
モ
ー
ル
と
崇
高
の
概
念
を
用
い
て
も
、
「
崇
高
と
フ
モ
ー
ル
の
契
機
の
あ
い
だ
の
均
衡
が
、
彼
の
美
の

理
想
の
な
か
で
は
完
成
さ
れ
て
い
る
」
（
》
国
O
u
固
朗
ω
ω
刈
）
と
言
わ
れ
て
し
ま
う
ほ
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
《
教
皇
レ
オ
一

〇
世
の
肖
像
》
に
つ
い
て
と
な
る
と
、
そ
の
記
述
が
示
す
固
有
の
方
向
は
当
然
変
化
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
が
コ
！
ヘ
ソ
に
よ
っ
て
評
価

さ
れ
る
の
は
、
レ
オ
一
〇
世
が
「
醜
い
男
」
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
が
教
皇
を
や
む
こ
と
な
く
作
品
を
見
て
い
る

人
の
方
に
押
し
出
し
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、
枢
機
卿
た
ち
を
立
た
せ
、
教
皇
の
前
後
で
教
皇
に
対
す
る
驚
嘆
の
念
を
（
観
る
者
に
代
わ

っ
て
）
代
理
さ
せ
て
い
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
作
品
は
、
「
教
皇
の
人
格
が
も
つ
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
を
燕
大
な
も

の
（
匹
餌
ω
　
∩
瓢
σ
q
帥
轟
二
ω
0
7
①
）
の
な
か
に
基
礎
づ
け
」
る
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
「
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
力
な
い
鼻
漏
、
「
バ
ラ
ン
ス
は
よ
い
が

華
奢
な
両
手
」
、
「
幅
の
狭
い
作
り
の
口
」
、
「
弛
ん
だ
頬
」
と
い
っ
た
「
徹
底
的
に
個
人
的
で
い
わ
ば
市
民
的
と
も
い
え
る
」
人
格
的
特
徴



を
示
す
に
も
か
か
わ
ら
ず
成
功
し
た
「
肖
像
画
の
模
範
像
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
》
菊
9
目
一
．
G
。
綬
ご
。
「
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
は
こ
の
醜
い

男
を
愛
す
る
に
値
す
る
も
の
（
一
一
①
ぴ
0
コ
ロ
リ
ミ
①
戦
ひ
）
と
し
た
」
（
》
渇
P
員
ω
出
）
と
い
う
こ
と
ば
、
巨
大
な
も
の
よ
り
も
醜
い
男
の
愛
す
べ
き

価
値
が
そ
の
評
価
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
点
で
、
そ
の
表
現
に
は
愛
の
情
動
と
い
う
こ
と
ば
に
由
来
す
る
評
価
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、

そ
れ
と
同
時
に
お
そ
ら
く
は
崇
高
な
も
の
に
由
来
す
る
「
巨
大
な
も
の
」
が
否
定
的
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
は

レ
オ
ナ
ル
ド
と
ミ
ケ
ラ
ン
ジ
ェ
ロ
の
人
物
表
現
の
あ
い
だ
を
な
す
領
域
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
同
じ

作
晶
に
対
す
る
別
の
箇
所
の
記
述
を
挙
げ
る
。
門
こ
の
顔
の
感
覚
的
つ
や
や
か
さ
は
、
こ
の
た
る
ん
だ
頬
の
脂
は
、
す
で
に
醜
い
も
の
に
移

っ
て
し
ま
っ
て
い
な
い
か
～
　
そ
れ
は
見
紛
う
こ
と
が
な
い
。
で
は
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
は
、
ひ
ょ
っ
と
し
て
彼
の
後
見
人
の
教
皇
を
戯
画
化

し
よ
う
と
し
た
の
か
7
・
　
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
は
、
レ
オ
一
〇
世
の
感
性
的
な
全
能
を
完
全
に
シ
ニ
カ
ル
に
描
く
こ
と
で
、
彼
を
笑
い
者
に
し

ょ
う
と
し
た
の
か
P
」
。
そ
う
で
は
な
い
。
「
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
は
観
る
者
に
こ
の
人
物
と
の
強
烈
な
共
感
（
ω
冥
ヨ
冨
仲
謀
。
）
を
呼
び
起
こ
さ
せ

た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
彼
の
フ
モ
ー
ル
が
働
い
て
い
る
偏
の
で
あ
る
（
》
如
O
匂
一
嚇
ω
O
ω
）
。
こ
の
作
品
に
つ
い
て
は
比
較
的
詳
し
い
画
面
の

記
述
が
あ
り
、
そ
の
記
述
を
通
し
て
こ
の
作
品
を
生
み
出
し
た
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
と
、
こ
の
作
品
と
に
フ
モ
ー
ル
と
い
う
こ
と
ば
が
与
え

ら
れ
る
。
「
醜
い
も
の
が
軽
蔑
さ
れ
な
い
の
が
フ
モ
ー
ル
の
意
味
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
は
人
間
の
形
態
の
、
い
や
人
間
の
顔
の

特
徴
な
の
で
あ
る
か
ら
」
（
〉
閃
O
”
H
贈
ω
O
躰
）
。
つ
ま
り
フ
モ
ー
ル
は
、
単
に
曇
る
芸
術
の
類
型
を
表
す
こ
と
ば
で
は
な
く
、
肖
像
（
こ
こ

で
は
《
レ
オ
一
〇
世
》
と
い
う
作
品
）
の
「
唯
一
性
（
団
ぎ
臥
α
q
ざ
剛
件
）
」
（
諏
国
ρ
押
ω
O
ω
）
を
捉
え
、
そ
れ
を
表
示
す
る
こ
と
ば
な
の
で
あ
る
。

こ
の
作
品
を
支
え
る
の
が
、
教
会
の
権
威
を
基
準
と
し
た
そ
れ
へ
の
潮
笑
で
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
そ
れ
は
単
な
る
人
格
の
戯
画

化
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
作
品
の
素
晴
し
さ
は
観
る
人
闘
を
圧
倒
し
無
化
す
る
大
き
さ
に
あ
る
の
で
は
な

い
こ
と
、
そ
う
で
は
な
く
て
観
る
者
に
共
感
を
与
え
る
顔
の
表
現
（
た
だ
し
用
い
ら
れ
る
情
動
の
こ
と
ば
は
感
情
移
入
と
は
関
係
が
な

い
）
に
あ
り
、
そ
の
細
か
な
特
徴
こ
そ
が
フ
モ
ー
ル
と
い
う
こ
と
ば
を
呼
び
寄
せ
た
こ
と
、
こ
う
し
た
仕
方
で
、
フ
モ
ー
ル
、
さ
ら
に
は

愛
す
る
に
値
す
る
（
嵩
魯
9
。
。
毛
Φ
5
と
い
う
こ
と
ぽ
は
、
栄
誉
と
の
距
離
を
含
め
、
作
品
の
占
め
る
位
置
を
重
層
的
に
指
し
示
し
て
い
る
の
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四

で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
り
第
一
章
で
挙
げ
た
「
天
才
の
自
己
法
則
性
」
も
表
示
可
能
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
、
ひ
と
つ
の
情
動
の
こ
と
ば
が
作
撮
の
位
置
を
複
数
の
相
関
す
る
観
点
か
ら
重
層
的
に
指
示
す
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
名
指
さ
れ
た
も
の
が
他
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
い
う
情
動
の
批
判
的
機
能
は
、
信
仰
の
物
語
に
よ
る
芸
術
理
解
と
際
立
っ
た
対
照

を
な
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
は
コ
ー
ヘ
ン
が
、
特
定
の
宗
教
を
芸
術
が
従
う
べ
き
課
題
と
し
、
芸
術
を
美
的
に
理
解
す
る
こ
と
に
反
対
し

た
人
物
（
》
閃
∩
｝
　
H
一
　
ω
ω
G
Q
　
　
　
順
　
　
　
　
　
「
）
と
し
た
ヘ
ン
リ
ー
・
ト
ー
デ
の
芸
術
理
解
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
り
明
確
と
な
る
。
ト
！
デ
は
、
ジ
オ
ッ
ト

の
名
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
二
枚
の
《
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
死
》
に
つ
い
て
、
前
景
と
中
景
と
が
二
つ
に
「
分
断
」
さ
れ
た
う
え
、
中
景

に
は
あ
ま
り
に
多
く
の
混
雑
す
る
人
々
（
「
雑
踏
」
）
が
描
か
れ
て
い
る
ア
ッ
シ
ジ
作
品
を
非
難
し
、
ア
ッ
シ
ジ
作
品
よ
り
「
後
に
」
描
か

れ
、
「
全
体
」
の
た
め
に
細
部
を
簡
略
化
し
、
中
心
と
な
る
出
来
事
へ
の
「
集
中
」
を
特
徴
と
す
る
サ
ン
タ
・
ク
ロ
…
チ
ェ
作
品
を
評
価

し
、
そ
こ
に
「
ジ
オ
ッ
ト
の
大
き
な
前
進
を
見
て
取
る
」
と
し
て
い
る
。
加
え
て
ト
ー
デ
が
注
目
し
て
い
る
の
は
、
ア
ッ
シ
ジ
で
は
別
の

画
面
と
さ
れ
て
い
た
「
痘
痕
の
確
認
」
が
、
サ
ン
タ
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
作
品
で
は
葬
儀
と
同
一
画
面
の
な
か
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と

　
（
8
）

で
あ
る
。
ト
ー
デ
の
評
価
基
準
は
、
モ
テ
ィ
ー
フ
の
取
捨
選
択
に
よ
っ
て
場
面
を
感
情
表
現
の
う
え
で
い
か
に
効
果
的
に
表
現
す
る
か
に

置
か
れ
て
お
り
、
必
ず
し
も
テ
ク
ス
ト
が
示
す
信
仰
の
物
語
へ
の
忠
実
度
を
基
準
に
し
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
は
、
芸
術
の
美
的
理
解
に
反
対
し
た
と
す
る
、
コ
ー
ヘ
ン
の
ト
ー
デ
評
は
当
た
ら
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
コ
…
ヘ

ソ
が
問
題
に
す
る
の
は
ま
さ
し
く
こ
の
点
で
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
テ
ク
ス
ト
を
唯
一
の
基
準
と
し
、
そ
れ
と
の
関
係
に
お

い
て
そ
の
絵
画
化
の
仕
方
を
評
価
す
る
こ
と
こ
そ
、
信
仰
の
物
語
に
束
縛
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
前
章
で
み
た
、
ビ
ザ
ン

テ
ィ
ン
絵
画
、
あ
る
い
は
ジ
ョ
ヴ
ァ
ソ
ニ
・
ベ
ッ
リ
1
二
や
ラ
フ
ァ
エ
ッ
ロ
の
聖
家
族
と
の
比
較
を
思
い
出
そ
う
。
人
間
は
人
間
と
し
て

描
か
れ
、
そ
れ
を
決
定
す
る
信
仰
の
物
語
が
外
か
ら
そ
れ
を
束
縛
す
る
の
は
、
そ
の
際
に
も
見
た
と
お
り
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
手
法
で
あ
る
。

ア
レ
ゴ
リ
ー
的
手
法
に
よ
っ
て
は
、
人
爵
は
人
事
で
し
か
な
く
、
そ
れ
を
神
的
な
も
の
と
関
わ
ら
せ
る
の
は
、
た
だ
た
だ
約
束
事
の
お
か

げ
で
し
か
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
と
も
か
く
少
な
く
と
も
コ
ー
ヘ
ソ
は
そ
う
考
え
る
こ
と
に
反
対
し
て
い
た
。
で
な
け
れ
ば
、
絵



画
は
そ
れ
自
体
の
な
か
に
固
有
の
内
容
を
持
ち
え
な
い
か
ら
で
あ
る
（
繰
り
返
す
が
こ
う
主
張
す
る
こ
と
は
造
形
芸
術
作
品
が
宗
教
や
倫

理
な
ど
と
の
関
わ
り
を
ま
っ
た
く
持
つ
必
要
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
）
。
コ
ー
ヘ
ン
は
、
ジ
オ
ッ
ト
の
名
に
関
連
づ
け
ら
れ
る
い
く

つ
か
の
作
品
に
関
し
て
も
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
修
道
僧
の
顔
を
別
の
作
品
の
修
道
女
の
顔
と
比
較
し
た
り
、
キ
リ
ス
ト
の
頭
部
と
聖
フ
ラ

ン
チ
ェ
ス
コ
の
頭
部
と
を
比
べ
る
こ
と
に
終
始
す
る
。
そ
の
際
、
修
道
僧
の
相
貌
に
は
「
箔
置
（
国
P
梓
ω
O
戸
N
O
”
）
」
、
修
道
女
の
顔
に
は
「
痛

み
（
o
Q
o
7
ヨ
①
護
）
」
な
ど
の
具
体
的
な
感
情
語
が
与
え
ら
れ
て
い
る
（
〉
労
ρ
玉
器
切
）
。
こ
の
こ
と
自
体
は
物
語
表
現
に
相
応
し
い
感
情
が
顔

に
表
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
題
に
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
ト
ー
デ
と
変
わ
り
な
い
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
彼
が
キ
リ

ス
ト
の
頭
部
を
「
ア
ポ
ロ
ン
的
（
〉
℃
o
謀
a
の
9
）
」
と
呼
ん
で
、
そ
れ
を
「
愛
す
る
価
値
の
あ
る
こ
と
（
い
δ
冨
器
≦
貯
巳
σ
q
ぎ
一
伶
）
」
と
な
ら
べ

て
い
う
と
き
（
〉
閃
O
”
同
押
ω
ω
心
）
に
は
、
『
悲
劇
の
誕
生
』
で
の
ニ
ー
チ
ェ
の
用
語
法
を
念
頭
に
お
い
て
、
個
体
化
の
原
理
と
し
て
の
ア
ポ
ロ

ン
的
と
、
自
我
の
個
体
性
よ
り
発
す
る
愛
の
情
動
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
価
値
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
い
う
コ
ー
ヘ
ソ
の
意
図
が
鮮
明
に
な

る
（
た
だ
し
く
共
通
の
価
値
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
個
物
の
同
等
性
を
発
見
し
、
そ
れ
に
よ
り
再
び
個
物
を
総
体
性
に
高
め
る
〉
と
い

う
宗
教
に
由
来
す
る
栄
誉
の
徳
の
は
た
ら
き
を
重
視
す
る
こ
と
は
、
二
！
チ
ェ
の
め
ざ
し
た
も
の
と
相
反
す
る
方
向
に
向
う
）
。
そ
れ
に

よ
っ
て
、
こ
の
キ
リ
ス
ト
の
頭
部
の
衷
現
は
愛
と
栄
誉
の
情
動
を
基
礎
と
す
る
情
動
論
の
う
ち
に
お
か
れ
、
宗
教
や
道
徳
性
な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
要
因
の
複
合
体
へ
と
分
解
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
要
因
か
ら
の
距
離
を
重
層
的
に
指
し
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
絵
画
に
お
け

る
人
間
の
表
現
と
直
接
関
わ
り
の
な
い
と
こ
ろ
が
ら
な
さ
れ
た
宗
教
や
倫
理
や
美
な
ど
に
対
す
る
判
断
と
は
、
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
も
の

な
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
コ
ー
ヘ
ン
の
清
動
論
に
基
づ
く
芸
術
理
解
が
、
彼
の
哲
学
全
体
の
基
底
を
な
す
総
体
性
の
概
念
と
結
び
つ
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
い
く
つ
か
の
問
題
に
つ
い
て
触
れ
、
情
動
論
を
根
底
に
も
つ
コ
ー
ヘ
ソ
美
学
の
意
義
を
擁
護
し
て
お
き
た
い

と
思
う
。
ま
ず
、
こ
の
総
体
性
概
念
と
の
結
び
つ
き
か
ら
、
彼
の
美
学
を
遅
れ
て
き
た
国
家
論
と
し
て
の
色
彩
を
帯
び
た
も
の
と
す
る
解

釈
が
可
能
な
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
栄
誉
の
情
動
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
総
体
性
の
概
念
は
、
個
体
を
完
全
化
し
て
さ
ま
ざ
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ま
に
差
別
化
す
る
愛
の
情
動
と
は
逆
に
、
個
々
の
人
間
の
同
等
性
（
（
甲
一
〇
一
〇
げ
ず
①
騨
件
）
を
際
立
た
せ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
「
栄
蛍

は
道
徳
性
の
貨
幣
（
竃
ロ
コ
舘
）
と
な
り
、
同
等
性
の
刻
印
と
な
る
」
（
国
図
を
噂
お
b
。
）
。
「
貨
幣
が
誰
の
手
に
あ
っ
て
も
同
じ
価
値
を
有
す
る
の

と
同
じ
よ
う
に
、
人
間
の
顔
を
道
徳
性
が
照
ら
す
。
し
か
も
人
間
の
栄
誉
と
し
て
で
あ
る
。
こ
の
人
間
の
栄
誉
が
意
味
す
る
の
は
、
道
徳

性
の
使
命
に
お
け
る
人
間
の
同
等
性
な
の
で
あ
る
」
（
】
円
男
ぐ
く
　@
　
　
▼
）
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
個
々
人
が
倫
理
的
命
法
に
対
し
て
は

そ
れ
ぞ
れ
の
唯
一
性
を
捨
象
し
て
同
等
な
位
置
、
命
法
か
ら
対
等
の
距
離
に
置
か
れ
る
こ
と
、
こ
れ
は
凹
凸
の
あ
る
個
体
を
、
全
体
と
し

て
ま
と
め
て
結
び
つ
け
、
理
念
的
な
統
一
を
も
た
ら
す
た
め
に
圧
延
す
る
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
彼
が
主
要

な
活
動
を
展
開
し
て
い
た
　
九
世
紀
最
後
の
三
〇
年
間
は
、
統
｝
国
家
と
し
て
の
ド
イ
ツ
が
発
展
し
て
い
っ
た
時
代
で
あ
る
こ
と
は
間
違
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い
な
い
し
、
美
的
原
理
に
よ
る
統
一
国
家
を
待
望
し
た
か
つ
て
の
シ
ラ
ー
の
天
才
論
に
お
け
る
美
と
倫
理
の
協
約
が
、
現
実
の
統
一
国
家

の
成
立
と
発
展
を
背
景
と
し
て
、
形
を
変
え
て
復
活
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
に
は
コ
ー
ヘ
ン
の
美

学
は
現
状
追
認
的
な
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
果
た
し
て
そ
う
だ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
第
一
に
、
栄
誉
の
徳
、
栄
誉
の
情
動
が
、
神
の
栄
誉
と
し
て
宗
教
を
そ
の
根
拠
と
し
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
こ
れ
は
、
宗
教
を
背
景
に
し
た
国
家
統
一
の
理
論
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
コ
ー
ヘ
ン
は
、
『
美
学
』
の

な
か
で
、
国
家
宗
教
と
い
う
も
の
に
対
し
て
か
な
り
の
抵
抗
を
み
せ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
差
異
を
消
滅
す
る
普
遍
化

の
原
理
の
元
凶
と
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
政
教
分
離
の
名
の
も
と
に
行
な
わ
れ
た
文
化
政
策
へ
の
対
抗
運
動
が
政
治
だ
け
で
は
な
く

文
化
全
体
へ
と
及
ん
だ
、
言
い
換
え
れ
ば
宗
教
が
政
治
の
み
な
ら
ず
芸
術
を
通
じ
て
自
ら
を
普
遍
化
し
よ
う
と
し
た
動
き
に
対
し
て
、
コ

ー
ヘ
ン
は
非
常
な
危
惧
を
抱
い
て
い
た
と
同
時
に
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
れ
と
は
別
に
倫
理
学
を
面
子
に
し
た
美
学
の
自
立
性
を
確
立
し
よ
う

と
し
た
の
で
あ
っ
た
。
彼
は
述
べ
て
い
る
。
「
芸
術
全
体
が
道
徳
性
と
の
並
置
か
ら
離
さ
れ
た
場
合
に
は
ど
う
だ
ろ
う
か
2
　
芸
術
は
そ

れ
に
よ
っ
て
実
際
、
よ
り
自
由
に
、
そ
の
独
自
性
を
自
然
に
成
熟
さ
せ
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
～
」
「
芸
術
が
国
家
教
会
の
宗
教
か
ら
解
放

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
芸
術
は
道
徳
性
か
ら
分
離
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
は
、
根
本
的
な
誤
り
で
あ
り
、
体



系
的
逆
転
で
は
な
い
の
か
P
」
（
》
幻
O
鰯
国
》
ω
．
膳
｝
）
。
第
｝
章
以
来
繰
り
返
し
見
た
よ
う
に
、
彼
は
宗
教
か
ら
の
区
分
を
ひ
と
つ
の
眼
翼
と

し
て
い
る
。
現
在
の
わ
れ
お
れ
か
ら
見
れ
ば
不
十
分
な
ロ
マ
ン
主
義
や
ヘ
ー
ゲ
ル
の
名
に
対
す
る
批
判
も
そ
れ
が
実
際
に
は
国
家
宗
教
に

対
す
る
批
判
で
あ
る
と
す
れ
ば
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
。
『
倫
理
学
』
で
宗
教
に
基
づ
く
栄
誉
の
徳
に
共
同
体
統
合
に
対
す
る
意
義
を

与
え
つ
つ
そ
れ
を
あ
く
ま
で
人
間
性
の
下
位
に
置
い
て
い
た
か
れ
の
重
層
的
な
方
法
論
は
、
美
学
に
お
い
て
も
徹
底
さ
れ
て
い
る
と
見
る

べ
き
で
あ
る
。
「
意
志
に
お
い
て
、
自
己
は
総
体
性
で
し
か
な
い
」
の
に
対
し
、
「
芸
術
に
お
け
る
愛
は
、
数
多
性
と
総
体
性
と
を
持
た
な

け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
（
張
扇
P
押
お
。
。
L
O
O
）
の
で
あ
る
。
コ
ー
ヘ
ン
の
情
動
論
に
基
づ
く
芸
術
理
解
は
、
『
美
学
』
に
冠
さ
れ
た
「
純
粋

感
情
」
と
い
う
こ
と
ば
が
与
え
る
誤
解
を
越
え
て
、
各
々
の
芸
術
が
唯
一
も
つ
こ
と
の
で
き
る
地
点
を
情
動
の
こ
と
ば
で
名
指
す
こ
と
を

目
指
し
て
い
る
。
「
美
的
感
情
に
お
い
て
は
個
体
性
以
外
の
い
か
な
る
審
級
も
い
か
な
る
実
在
性
も
な
い
」
の
で
あ
り
、
美
学
は
「
美
的

意
識
の
あ
り
方
の
自
立
性
を
感
情
と
し
て
規
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
」
（
》
図
ρ
H
る
o
o
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
勝
利
す
る
」
（
①
げ
ロ
■
）

つ
ま
り
他
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
作
品
の
個
別
性
を
無
視
し
て
自
己
の
哲
学
体
系
、
美
学
体
系
に
と
っ
て
都
合
の
よ
い

位
置
に
作
品
を
据
え
る
こ
と
と
理
解
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
そ
う
理
解
さ
れ
て
仕
方
な
い
と
こ
ろ
も
た
し
か
に
存
在
す
る
。
し
か
し

コ
！
ヘ
ン
が
本
来
目
指
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
て
き
た
よ
う
に
、
個
々
の
作
品
に
情
動
の
こ
と
ば
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
い
位

置
を
与
え
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
複
数
の
関
与
す
る
要
因
か
ら
の
距
離
を
指
し
示
す
こ
と
、
要
因
相
互
を
区
別
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
で
は
な
ぜ
コ
ー
ヘ
ソ
は
、
そ
の
よ
う
な
誤
解
を
招
く
情
動
の
こ
と
ば
を
使
い
続
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ひ
と
つ
に
、
価
値
の
衝
突
、

価
値
の
抵
触
が
生
じ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
、
そ
こ
に
あ
る
複
数
の
要
因
を
選
り
分
け
る
と
い
う
彼
の
方
法
論
が
、
倫
理
学
と
美
学
と

に
共
通
す
る
情
動
の
こ
と
ば
を
彼
に
選
ば
せ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
。
も
う
ひ
と
つ
に
は
、
コ
1
ヘ
ン
が
信

仰
の
物
語
を
基
準
に
し
た
芸
術
理
解
、
ア
レ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
く
芸
術
理
解
を
避
け
、
「
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
の
人
間
」
を
理
解
の
基
準
と

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
理
解
の
基
準
と
す
る
コ
ー
ヘ
ソ
の
試
み
は
、
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
再
び
言
え
ば
、
感
情
移

入
美
学
に
基
づ
く
擬
似
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
芸
術
の
記
述
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
情
動
の
こ
と
ば
は
、
そ
れ
自
体
が
芸
術

　
　
　
　
情
動
の
批
判
的
機
能
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七



　
　
　
　
折
H
学
研
究
　
第
五
百
六
十
－
四
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

作
品
の
記
述
の
た
め
だ
け
に
作
ら
れ
た
こ
と
ば
と
は
ま
っ
た
く
別
で
あ
る
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
芸
術
作
品
の
印
象
を
も
と
に
作
ら
れ

た
こ
と
ば
に
よ
っ
て
別
の
芸
術
作
品
を
分
類
し
て
い
く
作
業
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
立
場
に
は
、
作
品
の
な
か
に
あ
る
複
数
の
要
因
の

相
関
を
可
能
に
し
て
い
る
価
値
の
衝
突
、
唯
一
個
別
の
作
品
の
独
自
性
を
宗
教
や
道
徳
性
な
ど
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
示
す
た
め
に
あ
ら

か
じ
め
宗
教
や
道
徳
性
と
共
有
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
前
提
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
芸
術
の
記
述
は
、
あ
ら

か
じ
め
他
所
に
存
在
し
て
い
る
感
清
の
移
し
入
れ
に
す
ぎ
ず
、
作
品
か
ら
受
け
る
印
象
を
そ
の
ま
ま
こ
と
ば
に
で
き
る
、
芸
術
の
価
値
を

芸
術
だ
け
か
ら
考
え
る
こ
と
の
で
き
る
と
す
る
素
朴
な
理
論
に
基
づ
く
も
の
で
し
か
な
い
。
こ
れ
は
コ
！
ヘ
ン
の
考
え
る
感
情
の
美
学
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

は
何
ら
相
容
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
情
動
の
こ
と
ぽ
こ
そ
、
重
層
的
な
仕
方
で
、
一
挙
に
他
の
も
の
か
ら
の
距
離
と
方
向
を
告
げ
る

行
為
を
成
し
遂
げ
る
。
第
一
章
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
美
学
の
普
遍
化
に
も
孤
立
化
に
も
く
一
挙
に
〉
対
抗
し
よ
う
と
す
る
彼
の
方
法
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

が
、
情
動
に
よ
る
批
判
的
作
業
に
は
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

駐

（
1
）
　
は
じ
め
に
本
論
文
で
使
用
し
た
コ
ー
ヘ
ソ
の
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
略
号
を
挙
げ
て
お
く
。

　
肉
鳳
勘
幕
栽
Q
⇔
、
無
隷
ミ
N
ミ
蟄
～
馬
蕊
り
　
ω
㊦
ユ
ぎ
　
ト
◎
■
〉
¢
簿
一
⑩
O
刈
－
一
膨
園
≦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
層
　
　
　
　
　
　
　
　
り

　
》
恥
暮
ミ
藩
§
い
ミ
§
§
O
馬
、
翫
ミ
ρ
b
。
．
し
d
g
」
ω
①
「
凱
訂
お
一
邸
睦
〉
沁
○

　
テ
ク
ス
ト
か
ら
の
引
用
箇
所
は
略
号
と
合
わ
せ
て
そ
の
都
度
本
文
中
に
示
し
た
。
ま
た
『
　
』
は
書
名
、
《
　
》
は
叢
濃
名
を
示
し
、
本
文
な
い
し

　
訳
文
中
で
秋
庭
が
補
足
し
た
部
分
に
は
〔
　
〕
を
、
秋
庭
が
強
調
し
た
り
、
語
句
の
ま
と
ま
り
を
明
快
に
し
た
い
揚
合
に
は
〈
　
〉
を
用
い
た
。

（
2
）
　
こ
れ
は
天
才
概
念
が
近
世
以
降
の
芸
術
と
美
学
を
支
え
、
そ
の
際
に
倫
理
学
と
関
係
す
る
重
要
な
概
念
で
あ
っ
た
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
。

　
小
論
が
依
拠
し
て
い
る
の
は
、
佐
々
木
健
一
「
芸
術
の
価
値
原
理
i
近
世
美
学
史
の
一
断
面
」
（
『
美
学
』
一
七
四
号
、
一
九
九
三
年
、
一
頁
か
ら

　
一
一
頁
）
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
天
才
を
め
ぐ
る
美
と
倫
理
の
関
係
で
あ
る
。
「
今
臼
わ
れ
わ
れ
が
自
覚
す
る
こ
と
な
く
価
値
あ
る
も
の
と
見
な
し
て

　
い
る
芸
術
の
底
辺
に
あ
る
も
の
を
意
識
化
す
る
」
佐
々
木
の
試
み
に
お
い
て
、
近
世
美
学
は
「
創
造
性
を
基
準
と
し
て
芸
術
の
領
域
が
自
立
し
、
自



　
律
化
し
て
い
く
動
向
」
と
手
を
携
え
て
進
ん
で
き
た
も
の
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
自
律
的
美
学
へ
の
傾
向
は
、
芸
術
と
い
う
人
間
の
創
造
活
動

　
が
、
そ
の
固
有
の
調
和
に
よ
り
「
人
間
性
の
理
想
を
開
花
さ
せ
る
と
い
う
効
果
を
も
つ
」
こ
と
に
よ
り
可
能
に
な
っ
た
も
の
と
さ
れ
る
。
そ
し
て

　
こ
の
「
一
六
世
紀
以
来
展
開
さ
れ
て
き
た
人
格
的
価
値
に
関
す
る
美
学
的
探
求
の
到
達
点
で
あ
り
、
一
つ
の
頂
点
」
を
形
成
す
る
の
が
、
シ
ラ
ー
の

　
「
美
し
い
魂
」
の
思
想
で
あ
る
。
「
美
し
い
魂
」
は
、
「
ド
イ
ツ
古
典
美
学
の
核
心
を
構
成
す
る
」
「
調
和
」
と
し
て
の
美
が
、
「
人
間
の
理
想
を
心
身

　
の
調
和
に
見
る
古
典
的
な
倫
理
思
想
と
触
れ
合
っ
た
と
こ
ろ
で
」
な
さ
れ
た
「
美
と
芸
術
の
人
間
学
的
な
価
値
づ
け
」
に
基
づ
く
思
想
と
位
置
づ
け

　
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
律
的
美
学
の
展
開
を
支
え
た
こ
の
美
学
と
倫
理
学
の
連
帯
、
そ
の
二
十
世
紀
初
頭
（
実
際
に
は
十
九
世
紀
後
半
）
に
お

　
け
る
変
容
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
の
足
が
か
り
と
な
る
こ
と
が
、
小
論
の
も
う
ひ
と
つ
の
目
的
で
あ
る
。
な
お
、
コ
；
ヘ
ン
は
「
自
律
（
〉
⊆
8
8
・

　
ヨ
ざ
）
」
と
「
自
立
性
（
ω
①
一
σ
白
励
け
似
昌
儀
一
ひ
q
渥
①
一
酔
）
」
の
語
を
共
に
用
い
て
い
る
。

（
3
）
　
躍
①
α
q
o
炉
眠
無
譜
識
画
押
ω
’
ぱ
b
。
璽
ω
β
耳
冨
ヨ
P
一
8
餅
（
コ
ー
ヘ
ン
に
よ
る
明
示
は
な
い
）

（
4
）
　
そ
の
意
味
で
、
暴
動
の
こ
と
ば
は
一
種
の
直
喩
（
O
或
9
乱
ω
）
で
あ
っ
て
、
芸
術
作
品
の
制
作
、
あ
る
い
は
作
品
を
前
に
し
た
と
き
に
人
が

　
抱
く
感
情
や
、
そ
れ
を
直
接
分
析
す
る
心
理
学
主
義
的
な
感
情
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
直
喩
が
も
っ
こ
う
し
た
性
格
に
つ
い
て
は
、
拙
稿

　
「
比
較
不
可
能
性
の
直
喩
ー
ヘ
ル
マ
ソ
・
コ
ー
ヘ
ソ
の
美
学
（
2
）
」
（
『
研
究
紀
要
』
第
一
五
号
、
京
都
大
学
文
学
部
美
学
美
術
史
学
研
究
室
、

　
一
九
九
四
年
）
を
参
照
。

（
5
）
　
レ
ッ
シ
ソ
グ
『
ラ
オ
コ
ナ
ン
』
（
一
七
六
六
年
）
斎
藤
栄
治
訳
、
岩
波
文
庫
、
一
九
九
頁
で
の
議
論
を
参
照
の
こ
と
。

（
6
）
ぎ
費
＄
勺
§
欝
9
げ
2
¢
づ
匹
言
。
器
3
貯
”
菊
①
ぎ
冨
答
b
d
円
碧
舞
ロ
乙
津
§
国
9
穿
（
夢
●
）
り
㌧
ミ
8
§
ミ
防
図
題
b
§
神
§
一
ぎ
～
ミ
・

　
恥
簿
塁
葦
、
書
斜
0
8
£
9
ヨ
。
＜
①
ユ
餌
σ
q
一
8
ω
層
ω
o
Q
．
一
一
〇
1
一
ω
O
φ
ω
．
這
ω
●

（
7
）
　
フ
モ
！
ル
と
崇
高
の
役
割
が
逆
転
し
て
い
る
と
の
指
摘
自
体
は
、
す
で
に
『
美
学
』
出
版
直
後
の
シ
ュ
テ
ル
ン
の
批
評
に
も
あ
る
。
勺
p
三

　
ω
け
興
P
ゆ
①
ω
只
g
7
償
護
σ
q
①
昌
N
β
機
》
ω
島
9
降
匹
①
。
㊤
耳
門
①
謬
O
o
h
郎
三
ω
唱
貯
”
N
臨
旨
暮
二
号
、
翫
、
鉢
防
き
ミ
簿
袋
篭
目
ミ
蒔
“
§
竃
口
恥
掬
袋
蕊
、
ミ
詠
器
苧

　
恥
鼻
黛
凄
．
し
ロ
斜
N
一
Φ
一
Q
◎
噛
。
り
Q
Q
●
N
Φ
一
i
ω
O
ω
り
ω
幽
G
Q
O
9

（
8
）
　
寓
2
蔓
↓
ぎ
α
o
噂
ミ
喬
蕊
q
§
郎
匂
防
軌
鴇
幅
ミ
職
ミ
恥
》
隷
、
昏
遣
偽
Φ
賎
ミ
映
黛
蕊
、
翫
ミ
沁
§
ミ
砺
鴛
§
馬
凡
㌶
、
ミ
期
§
”
ゆ
①
匪
”
お
鼠
（
一
Q
。
Q
。
㎝
ン

　
ω
齢
嶺
漆
電
コ
ー
ヘ
ソ
は
ト
ー
デ
の
具
体
的
テ
ク
ス
ト
を
明
示
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
彼
の
議
論
を
よ
り
具
体
的
に
す
る
た
め
に
上
記
テ
ク
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哲
轡
†
研
究
　
　
筑
叩
五
百
六
↓
1
四
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○

　
ス
ト
を
参
照
し
た
。
ま
た
こ
こ
で
は
二
枚
の
《
聖
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
コ
の
死
》
が
、
厳
密
に
は
同
じ
場
面
を
扱
っ
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
ま
た
同
じ

　
ジ
オ
ッ
ト
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
度
外
視
す
る
。
少
な
く
と
も
ト
ー
デ
と
コ
ー
ヘ
ソ
の
両
者
が
二
作
を
関
係
づ
け
て
い
る
こ
と
は
確

　
か
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
9
）
　
小
田
部
胤
久
「
美
学
と
国
家
論
の
交
わ
る
と
こ
ろ
一
〈
莫
的
国
家
V
の
意
味
す
る
も
の
」
『
理
想
』
六
五
六
号
、
一
九
九
五
年
を
参
照
。

（
1
0
）
　
こ
の
意
味
で
、
新
カ
ン
ト
主
義
の
美
学
の
用
い
た
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
ハ
イ
ン
リ
ヒ
・
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ン
に
よ
る
美
術
史
の
「
基
礎
概
念
」
と
を
直

　
接
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
見
方
に
は
、
疑
問
が
残
る
。
こ
の
見
方
に
つ
い
て
は
以
下
を
参
照
の
こ
と
。
〉
コ
臼
＄
ω
団
長
①
一
”
映
ミ
恥
試
演
同
趣
儀
ミ

　
出
蕊
S
§
ミ
醤
鴨
N
讐
、
壁
貸
謹
N
§
駄
偽
ミ
ミ
層
ミ
、
8
9
ミ
匂
S
鴨
表
山
鴨
駄
“
ミ
、
§
鴫
§
柔
き
§
識
審
ミ
職
§
§
恥
．
、
訣
賊
§
二
値
禽
ら
ミ
審
ミ
鼻
ミ
科
O
、
軸
§
儀
－

　
富
鴫
、
警
論
、
．
護
錦
”
0
7
①
斜
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わ
た
し
に
は
む
し
ろ
、
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ソ
の
基
礎
概
念
の
う
ち
の
「
多
数
の
統
一
（
誌
Φ
ぎ
9
島
0
7
Φ
国
ヨ
び
Φ
δ
」
と
「
単
一
の
統
一
（
①
ぎ
7
鼠
岳
島
Φ

　
閏
ぎ
冨
一
直
）
」
に
は
、
エ
ッ
ケ
ル
の
言
う
よ
う
な
関
数
概
念
と
の
比
較
だ
け
で
は
な
く
、
ヴ
ェ
ル
フ
リ
ソ
自
身
が
こ
の
著
作
で
は
な
ぜ
か
隠
し
て
し
ま

　
つ
た
国
民
国
家
へ
の
意
識
や
国
家
宗
教
へ
の
意
識
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
と
コ
ー
ヘ
ソ
の
雷
う
数
多
性
と
総
体
性
の

　
概
念
と
を
関
連
づ
け
て
み
る
方
が
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
1
1
）
　
こ
の
意
味
で
の
コ
ー
ヘ
ソ
美
学
に
反
応
し
よ
う
と
し
た
数
少
な
い
人
物
の
ひ
と
り
が
（
そ
の
成
果
に
つ
い
て
は
現
在
否
定
的
に
評
価
せ
ざ
る
を

　
え
な
い
が
）
『
ハ
イ
デ
ル
ベ
ル
ク
美
学
』
に
お
け
る
ル
カ
ー
チ
で
あ
ろ
う
。
＜
σ
q
　
O
①
9
α
q
い
犀
凹
い
。
ω
》
ミ
ミ
ミ
伽
偽
、
肉
ミ
凝
詮
詠
ミ
隷
（
H
⑩
一
①
占
Q
。
）
“

　
O
①
o
短
い
¢
惹
。
ω
芝
①
葵
①
b
ご
匙
・
一
刈
鳩
い
二
。
夏
Φ
甚
き
P
お
謡
℃
σ
。
。
・
■
ω
．
冨
一
h
．
ル
二
三
チ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
大
西
克
禮
『
現
象
学
派
の
美
学
』

　
（
岩
波
書
店
、
第
3
版
昭
和
1
6
年
）
に
彼
を
コ
層
実
質
的
に
新
カ
ン
ト
主
義
的
見
地
か
ら
現
象
学
に
近
づ
い
て
い
る
」
（
三
三
頁
）
と
す
る
指
摘
が

　
あ
る
。
た
だ
し
こ
こ
で
の
「
現
象
学
」
と
は
、
「
浪
漫
主
義
」
の
徹
底
と
し
て
の
ベ
ッ
カ
ー
の
そ
れ
を
指
し
て
お
り
、
こ
の
ベ
ッ
カ
ー
の
現
象
学
（
及

　
び
そ
れ
と
類
似
す
る
ル
カ
ー
チ
の
美
学
）
は
、
「
ク
ラ
シ
ー
ク
の
美
学
の
論
理
的
徹
底
」
で
あ
る
「
コ
ー
ヘ
ソ
の
美
学
」
と
は
正
反
対
の
も
の
と
位

　
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
四
三
三
頁
）
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
機
会
が
あ
れ
ば
別
に
論
じ
た
い
。
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beobachte．　Er　war　der　Ansicht，　daB　man　das　Selbst　als　solches

verm6ge，　nur　wenn　man　die　Selbstbestimmung　des　“Ortes”

ziehe．

aufzufassen

in　Betracht

　　　　　Die　kritische　Funktion　der　Affekte
　　　　の

一Asthetik　und　Ethik　bei　Hermann　Cohen一

von　Fumi登ori　AK三BA

auBerordentlicher　Professor
　　　　　　サ

fttr　Asthetik

an　der　Faku王tat　f茸r　Recht

und　Literatur，

Universitat　Shimane

　　　　　　リ　ロ

　　Dle　Asthetlk　Hermann　Cohens　enthalt　das　Motiv，　dem　K：unstverstandnis

nach　Religion　zu　widerstehen．　Dazu　beruft　er　sich　auf　das　Verhtiltn至s　der

Eth至k　zur　Rellgion．　In　se至ner　Ethik　spricht　er　von　einer　von　dem　Dogma

der　bestimmten　Re］igion　unabhangigen　Selbstgesetzl量chkeit　des　Menschen．

Durch　d三e　Ubertragung　d圭eses　Begriffes　in　Eth圭k　auf　den　Begriff　der

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆ　　Selbstgesetz至ichkeit　des　Genies　versucht　er　d量e　Selbstandigkeit　der　Asthetik

von　der　Religion　zu　err呈ngen．
　　　　　　　り　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　サ

　　D三ese　Ubertragung　aber　unvermeidlich　ruft　d圭e　Kollision　der　Asthet童k

mit　Ethik　hervor．　Um　d圭ese　Ko！lision　zu　I6sen　handelt　er費ber　die　Affekte，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　リ
we圭1　er　diese　fUr　diejen呈gen　halt，　die　die　Asthetik　mit　der　Ethik　geme量n

hat，　und　zwar　die　den　U且terschied　zwischell　beiden　klar　machen　k6nnen．

　　Basierend　auf　der　Lehre　von　den　AfEekten　in　seiner　Eth圭k，　erklart　Cohen

die　Selbstandigkeit　der　Asthetik　von　Rellgion　dadurch，　daB　die　Kunst　nach　der

Vollziehung　des　Affektes　der　Liebe　strebt，　nicht　nach　der　bloBen　Darstellung

der　Glaubensgeschichte．　In　glelcher　Weise　unterscheidet　die　Kunst　sich　von

der　reinen　Sittl圭chke量t，　die　auf　dem　Affekt　der　Ehre　beruht，　In　der　Kunst

als　Vo11endung　des　Affektes　der　L圭ebe　hilft　der　Affekt　der　Ehre　dem　der

4



L三eもenur　in　ihrer　Erhδhung．　Er　ist　unentbehrlich　als　Vorbedingung　der

Kunst，　aber　nur　relativ．　D三e　Liebe　ist　ebenso　nur　relativer　Affekt　in　der

reinen　Sitt！ichkeit．

　　Cohens　Kunstbeschreibung　grlindet　sich　auf　diese　Lehre．　Er　beschreibt

nicht　die　dargestellte　Glaubensgeschichte　in　der　Malerei，　sondern　ledigl三ch

das　Menschenantlitz。　Es　geht　ihm　nur　um　das　Menschenantlitz，　ln　dem

die　Vereinigung　von　Liebe　und　Ehre　gesch玉eht　und　das　die　Freund至ichkeit

ais　ZusammenfiuB　der　beiden　Affekte　ausstrahlt．　D三ese　Fτeundユichkeit

in　dem　individuellen　Frauenantlitz　zu　realisieren，　ist　das　Urproble恥der

Malerei．

　　Folglich　erm6glicht　seine　Lehre　von　den　Affekten　den　Widerstand　gegen　die

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ　ロ
Un量versalisierung　der　Asthetik　unter　der　Leitung　vo臓Religion（Romantik），

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロ　
und　gegen　die　Isolierung　der　Asthetik　von　Ethik（W61田ins　Kunstgeschlch・

te）　zugle量ch．
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