
見
え
る
こ
と
の
構
造

ー
セ
ザ
ソ
ヌ
を
め
ぐ
る
構
造
論
的
・
現
象
学
的
省
察
1

小
　
　
川

侃

　
セ
ザ
ン
ヌ
は
「
現
代
絵
画
」
と
い
う
芸
術
の
上
で
の
新
し
い
道
を
切
り
開
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
多
く
の
場
合
、
古
代
の

「
数
学
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
、
ル
ネ
サ
ン
ス
以
降
の
科
学
的
な
「
中
心
性
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
」
な
ど
を
乗
り
越
え
た
新
し
い
パ

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
創
造
し
た
こ
と
に
よ
る
。
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
は
、
遠
近
法
と
も
透
視
画
法
と
も
呼
ば
れ
る
人
間
の
世
界
へ
の
関

わ
り
方
で
あ
る
。
良
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
つ
ぎ
の
よ
う
な
言
葉
で
あ
る
。
「
自
然
は
球
体
、
円
錐
体
、
円
筒
体
と
し
て

取
り
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
す
べ
て
が
透
視
法
（
遠
近
法
）
に
し
た
が
い
、
物
体
と
面
（
プ
ラ
ン
）
の
前
後
左
右
が
中
心
の
一
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

に
集
中
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
」
こ
の
言
葉
を
立
体
派
の
宣
言
と
し
て
読
む
と
い
う
試
み
が
一
世
を
風
擁
し
た
の
は
そ
れ
ほ
ど
昔
の
こ
と

で
は
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
言
葉
は
、
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
あ
る
小
説
の
登
場
人
物
の
言
葉
、
「
自
然
の
な
か
に
は
線
は
な
く
て
、
す
べ
て
は

　
　
　
　
　
（
三
a
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
”

立
体
な
の
で
あ
る
」
に
似
通
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
に
注
目
し
た
の
は
、
美
術
史
家
た
ち
だ
け
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
メ
ル
．
ロ
ー
雛
ポ
ソ
テ
．
イ
な
ど
の

哲
学
者
も
セ
ザ
ン
ヌ
に
注
目
し
て
い
た
。
二
人
の
存
在
論
の
哲
学
者
を
と
ら
え
た
の
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
、
た
と
え
ぽ
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
や
地
平
性
の
そ
れ
ま
で
の
概
念
の
変
更
を
う
な
が
し
て
い
た
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
メ
ル
ロ
！
1
ー
ポ
ン
テ
ィ
が
著
名
な
セ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
b
）

ザ
ン
ヌ
研
究
者
で
あ
る
ノ
ヴ
ォ
ト
ニ
ー
を
引
き
な
が
ら
強
調
す
る
と
こ
ろ
の
か
の
世
界
、
「
人
間
が
存
在
す
る
以
前
の
先
行
的
な
世
界
」

　
　
　
　
見
え
る
こ
と
の
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一



　
　
　
　
哲
学
班
究
　
第
五
百
六
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

を
描
く
セ
ザ
ン
ヌ
の
風
景
画
が
、
物
の
、
私
へ
の
現
わ
れ
の
原
初
性
を
予
め
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
で
あ
ろ
う
。
メ
ル
ロ
ー
雛
ポ
ン

テ
ィ
を
と
ら
え
た
の
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
の
原
初
的
な
根
源
性
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
1
を
と
ら
え
た
の
は
、
明
ら
か
に
視

覚
的
で
は
な
い
タ
イ
プ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
可
能
性
で
あ
ろ
う
。

　
物
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
、
物
が
現
わ
れ
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
事
態
な
の
か
。
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
理
論
の
歴
史
の
研
究
者
た
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

は
、
物
の
見
え
方
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
の
反
省
を
め
ぐ
ら
し
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
こ
そ
が
そ
こ
か
ら
現
象
学
が
生
ま
れ
た
「
原
現
象
学
」

で
あ
る
と
み
て
い
る
。
ま
た
、
晩
年
に
い
た
る
ほ
ど
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
「
地
平
性
の
現
象
学
」
に
収
忙
し
て
い
く
と
い
う
テ
：
ゼ

を
支
持
す
る
ひ
と
は
お
お
い
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
地
平
性
と
遠
近
法
、
つ
ま
り
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
は
連
関
し
て
い
る
。
実
を
い
う

と
、
物
が
見
え
る
と
い
う
の
は
、
地
平
性
と
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
な
か
で
可
能
に
な
っ
て
い
る
。
地
平
性
と
は
視
圏
の
別
名
で
あ
る
。

　
小
論
は
、
し
た
が
っ
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
を
め
ぐ
り
な
が
ら
、
物
が
見
え
る
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
よ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
へ
の
言
及
が
多
く
な
る
の
は
止
む
を
得
な
い
と
は
い
え
、
本
来
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
論
が
私
の
眼
澤
で
は
な

い
し
、
美
術
史
に
一
石
を
投
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
物
が
み
え
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
を
ど
こ
ま
で

も
現
象
学
的
に
か
つ
体
系
的
に
考
え
て
み
ょ
う
と
思
う
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
や
メ
ル
ロ
ー
鐸
ポ
ン
テ
ィ
に
く
ら
べ
る
と
、
フ
ッ
サ
1
ル
は
明
ら
か
に
近
代
の
自
我
中
心
主
義
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

概
念
を
も
ち
、
そ
の
ゆ
え
に
彼
の
地
平
性
は
、
近
代
の
主
観
性
概
念
を
引
き
ず
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
も
な
お
も
そ
の
地

平
性
の
主
観
性
概
念
を
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
彼
の
現
象
学
の
原
理
で
あ
る
「
明
証
性
概
念
」
の
超
主

観
性
に
払
い
出
さ
れ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
場
合
は
、
『
存
在
と
時
闘
』
に
お
け
る
手
元
存
在
と
い
う
在
り
方
が
眼

前
存
在
に
た
い
し
て
も
つ
優
先
的
な
位
置
が
、
彼
に
非
視
覚
的
な
、
し
た
が
っ
て
、
超
主
観
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
可
能
性
を
探
究

さ
せ
て
い
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
論
文
は
第
一
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
原
理
を
新
し
い
視
点
か
ら
新
た
に
問
い
直
し
、
さ
ら
に
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ



ヴ
概
念
、

ろ
う
。

地
平
性
の
概
念
を
検
討
し
、
最
後
に
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
の
新
し
さ
を
解
明
す
る
と
い
う
三
段
階
を
経
て
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
な

　
1

　
今
世
紀
の
初
め
に
フ
ッ
サ
ー
ル
が
出
版
し
た
『
論
理
学
研
究
』
（
吊
り
O
o
＼
お
。
一
）
と
い
う
書
物
に
よ
っ
て
「
現
象
学
」
と
い
う
新
し
い
フ

ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ア
へ
の
精
神
運
動
の
礎
石
が
置
か
れ
た
。
そ
れ
以
来
、
現
象
学
は
、
も
う
す
で
に
一
世
紀
の
歴
史
を
背
後
に
も
っ
こ
と
に
な

る
。
過
去
一
〇
〇
年
の
あ
い
だ
現
象
学
は
つ
ね
に
哲
学
者
に
話
題
を
提
供
し
、
彼
等
の
関
心
の
中
心
か
ら
逸
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
現

象
学
は
な
に
よ
り
も
一
種
の
精
神
運
動
で
あ
り
、
そ
の
ゆ
え
に
「
現
象
学
運
動
」
（
シ
ュ
ピ
ー
ゲ
ル
ベ
ル
ク
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
運
動

で
あ
る
か
ら
に
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
問
と
発
想
を
弟
子
筋
に
あ
た
る
人
々
が
受
け
継
ぎ
、
批
判
的
に
継
承
し
て
い
っ
た
。
シ
ェ
ー
ラ
ー
や

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
オ
ス
カ
ー
・
ベ
ッ
カ
ー
、
さ
ら
に
は
サ
ル
ト
ル
や
メ
ル
ロ
当
日
ポ
ソ
テ
ィ
、
ラ
ソ
ト
グ
レ
ー
ベ
や
フ
ィ
ン
ク
な
ど
が
現

象
学
の
流
れ
に
属
し
、
か
く
し
て
現
象
学
は
現
代
哲
学
の
大
き
い
潮
流
の
ひ
と
つ
と
な
っ
た
。
実
存
主
義
も
構
造
主
義
（
と
く
に
ロ
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ン
・
ヤ
コ
ブ
ソ
ン
）
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
を
そ
の
源
泉
の
一
つ
に
し
て
い
る
と
い
っ
て
言
い
す
ぎ
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
日
本
で

も
例
外
で
は
な
い
。
割
球
で
最
初
に
こ
の
哲
学
を
紹
介
し
た
の
は
、
酉
田
幾
多
郎
で
あ
り
、
ま
た
田
辺
元
、
三
宅
剛
一
な
ど
と
い
う
京
都

大
学
の
哲
学
に
縁
り
の
あ
る
ひ
と
び
と
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
も
と
に
留
学
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
『
現
象
学
の
エ
ン
サ
イ
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ロ
ペ
デ
ィ
ア
』
に
お
け
る
西
田
に
つ
い
て
の
私
の
項
臼
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
そ
う
す
る
と
、
い
っ
た
い
何
を
も
っ
て
、
多
様
な
拡
散
を
遂
げ
て
い
る
現
象
学
の
本
質
と
み
る
べ
き
な
の
か
。
私
に
は
、
そ
れ
は
、
明

証
性
の
原
理
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
「
も
ろ
も
ろ
の
原
理
の
原
理
」
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
明
証
性
の
原
理
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が

『
イ
デ
ー
ソ
』
で
は
あ
ま
り
う
ま
く
定
式
化
し
な
か
っ
た
の
で
、
直
観
主
義
な
ど
と
誤
解
さ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
明
証
性
の
原

理
は
、
け
っ
し
て
直
観
主
義
で
は
な
い
し
、
い
わ
ん
や
感
性
的
な
直
観
と
い
う
も
の
と
は
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
。
明
証
性
の
原
理
と
は
、

　
　
　
　
見
え
る
こ
と
の
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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四

事
象
自
身
が
自
己
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
も
そ
の
よ
う
に
し
か
思
え
な
い
と
い
う
意
味
で
の
「
別
の
仕
方
で
考
え

る
こ
と
の
可
能
性
の
廃
棄
」
な
の
で
あ
る
。
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
と
も
と
、
現
わ
れ
る
も
の
に
向
か
い
、
そ
れ
を
吟
味
す
る
こ
と

に
他
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
、
さ
し
あ
た
り
明
証
性
と
は
「
別
の
仕
方
で
現
わ
れ
る
も
の
を
受
け
入
れ
る
こ
と
の
可
能
性
の
廃
棄
」
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

　
私
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
現
象
学
は
、
「
見
る
こ
と
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
見
え
る
こ
と
」
つ
ま
り
「
現
わ
れ
し
も
し
く
は
「
現
象
」

を
基
本
的
な
原
理
に
し
て
い
る
。
「
私
が
見
る
と
い
う
作
用
」
な
ど
と
い
う
の
は
、
実
は
、
現
象
学
で
は
お
お
き
な
役
割
を
果
た
さ
な
い
。

現
象
学
は
、
基
本
的
に
は
現
象
の
ロ
ゴ
ス
つ
ま
り
、
現
象
の
構
造
の
開
明
を
図
指
し
て
い
る
。
現
象
学
の
こ
う
い
う
現
出
論
的
な
解
釈
に

つ
い
て
は
、
す
で
に
フ
ィ
ソ
ク
、
バ
ト
チ
カ
か
ら
ア
ギ
レ
、
ク
ラ
ウ
ス
・
ヘ
ル
ト
、
セ
ヴ
ェ
リ
ン
・
ミ
ュ
ラ
1
な
ど
の
業
績
が
あ
り
、
私

　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

は
、
『
現
象
の
ロ
ゴ
ス
』
に
お
い
て
と
く
に
現
禺
論
的
な
現
象
学
を
構
造
論
的
な
仕
方
で
再
講
成
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
こ
の
よ
う
な
私

の
解
釈
の
方
向
を
、
と
り
わ
け
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
を
手
が
か
り
に
し
て
よ
り
深
め
よ
う
と
い
う
の
が
こ
の
論
文
の
目
的
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
本
論
文
で
は
、
ま
ず
、
明
証
性
原
理
と
い
う
現
象
学
の
原
理
が
ど
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
た
う
え

で
、
そ
の
原
理
を
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
の
解
釈
に
適
用
す
る
と
い
う
方
書
を
と
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
2

　
そ
も
そ
も
現
象
学
の
原
理
と
は
ど
う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
ど
う
い
う
洞
察
を
拠
り
所
と
し
て
、
現
象
学
は
、
自
ら
の
哲
学
の
自

己
理
解
を
築
い
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
象
学
は
、
そ
の
創
設
者
フ
ッ
サ
：
ル
が
な
し
遂
げ
た
よ
う
に
、
考
察
さ
れ
る
べ
き
紺
象
と
の
距

離
の
明
る
み
の
う
ち
で
冷
静
に
分
析
を
進
め
る
と
い
う
態
度
を
取
っ
て
い
る
。
こ
の
冷
静
な
態
度
を
取
る
現
象
学
者
を
、
フ
ッ
サ
：
ル
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
の
一
五
節
で
、
「
無
関
心
な
傍
観
者
」
（
§
ぎ
一
霞
窃
の
鐸
ρ
霞
N
窃
。
訂
鑑
興
）
と
名
付
け
た
。
現
象
学
が
対
象
に
た
い
し

て
無
関
心
に
な
る
理
由
は
、
次
の
点
に
あ
る
。
自
然
的
な
態
度
を
取
る
ひ
と
は
、
世
界
の
う
ち
へ
と
自
己
を
忘
れ
さ
り
、
個
々
の
薄
象
に



没
入
し
て
生
き
て
お
り
、
世
界
と
そ
の
内
部
の
物
に
関
心
を
も
っ
て
関
わ
り
、
物
と
世
界
に
素
朴
に
関
心
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
現
象
学
的

エ
ポ
ケ
ー
の
遂
行
の
以
前
に
位
置
す
る
、
哲
学
以
前
の
自
然
的
意
識
は
、
対
象
性
へ
の
関
心
を
、
対
象
性
と
の
共
犯
関
係
の
も
と
に
樹
立

し
て
い
る
し
、
そ
の
か
ぎ
り
で
、
対
象
性
の
「
自
己
顕
在
の
働
き
」
が
妨
げ
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
現
象
学
者
は
、
虚
心
と
の
共
犯
関
係
を

切
断
し
、
対
象
へ
の
関
心
を
抑
え
、
対
象
を
観
察
し
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
要
す
る
に
、
一
定
の
関
心
を
も
っ
て
対
象
に
関
わ
れ
ば
、
対
象
を
歪
め
て
見
る
こ
と
に
な
り
、
対
象
の
真
実
態
を
、
つ
ま
り
対
象
の
自

己
呈
示
を
覆
い
隠
し
て
し
ま
う
。
そ
の
ゆ
え
に
対
象
の
自
己
呈
示
と
対
象
の
現
れ
の
次
元
と
を
確
保
す
る
た
め
に
と
る
べ
き
は
、
エ
ポ
ケ

…
に
よ
る
無
関
心
の
傍
観
者
の
態
度
で
あ
る
。
こ
の
態
度
こ
そ
、
現
象
学
的
と
い
う
形
容
詞
を
被
せ
る
こ
と
の
で
き
る
真
の
哲
学
的
態
度

で
あ
る
と
み
ら
れ
た
。
こ
の
態
度
を
取
る
こ
と
に
よ
り
、
ひ
と
は
、
世
界
と
対
象
性
に
無
関
心
に
生
き
る
が
、
し
か
し
、
彼
の
唯
一
の
関

心
は
、
主
観
性
と
し
て
理
解
さ
れ
た
現
象
の
領
野
を
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
観
察
し
記
述
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
対
象
へ
の
一
面
的

な
関
わ
り
を
、
つ
ま
り
「
定
立
的
で
ポ
ジ
チ
オ
ナ
ル
」
な
関
与
を
捨
て
、
い
か
な
る
現
れ
る
も
の
を
も
、
私
に
「
ど
の
よ
う
に
し
現
れ
る

の
か
と
い
う
見
地
か
ら
主
題
化
し
、
考
察
の
テ
ー
マ
を
こ
の
「
ど
の
よ
う
に
」
と
い
う
こ
と
に
収
量
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
「
ど
の
よ
う
に
現
わ
れ
る
の
か
」
を
主
題
化
す
る
こ
と
は
、
究
極
的
に
は
、
現
わ
れ
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
で
あ
る
。

現
象
学
は
、
そ
の
ゆ
え
に
、
現
象
の
ロ
ゴ
ス
化
を
目
指
す
。

　
明
証
性
原
理
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
哲
学
と
現
象
学
研
究
の
た
め
の
年
報
』
第
一
巻
の
序
言
で
明
瞭
に
宣
言
し
た
よ
う
に
、
多
く
の
現

象
学
者
を
結
び
付
け
る
共
通
の
方
法
的
原
理
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
：
ル
は
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
直
観
と
い
う
原

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

本
的
な
源
泉
と
そ
こ
か
ら
汲
み
取
ら
れ
る
べ
き
本
質
の
洞
察
」
こ
そ
が
認
識
の
究
極
的
な
権
利
源
泉
で
あ
り
、
現
象
学
の
統
一
性
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
。
こ
れ
は
、
す
ぐ
に
気
付
か
れ
る
よ
う
に
、
『
イ
デ
ー
ン
第
一
巻
』
の
有
名
な
「
諸
原
理
の
原
理
」
を
扱
っ
た
箇
所
と
響
き
合
っ
て
い

る
。
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
「
す
べ
て
の
原
本
的
に
与
え
る
直
観
は
認
識
の
権
利
源
泉
で
あ
り
、
自
己
を
『
直
観
』
に

お
い
て
原
本
的
に
わ
れ
わ
れ
に
呈
示
す
る
も
の
は
単
純
に
自
己
を
与
え
る
も
の
と
し
て
引
き
受
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
　
見
え
る
こ
と
の
講
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
五
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六

　
明
証
性
と
は
も
と
も
と
事
象
自
身
の
「
原
本
的
な
自
己
所
与
性
」
を
意
味
し
て
お
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
れ
を
経
験
の
原
様
態
と
し
て

の
知
覚
に
結
合
さ
せ
て
自
己
解
釈
し
た
。
こ
の
自
己
解
釈
に
よ
る
と
、
自
己
能
与
を
、
ひ
と
は
、
精
神
的
な
観
る
こ
と
、
原
本
的
に
能
与

的
な
直
観
に
よ
っ
て
獲
得
で
き
、
と
く
に
『
イ
デ
ー
ン
』
や
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
で
は
、
諸
原
理
の
原
理
を
、
内
面
性
や
能
置
花
直
観
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

精
神
的
な
観
る
こ
と
だ
と
考
え
て
い
る
。
「
存
在
者
と
様
相
存
在
者
に
関
し
て
、
存
在
者
自
身
を
・
精
神
的
に
観
る
」
（
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
）

と
い
う
の
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
諸
原
理
の
原
理
な
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
フ
ッ
サ
ー
ル
の
自
己
解
釈
は
、
決
定
的
で
も
確
固
た
る
も
の
で
も
な
か
っ
た
。
そ
れ

と
い
う
の
も
明
証
性
を
最
も
主
題
的
に
考
察
し
て
い
る
『
形
式
的
論
理
学
と
超
越
論
的
論
理
学
』
に
い
た
る
と
、
明
証
性
は
、
「
私
が
私

に
対
峙
す
る
存
在
者
の
経
験
詳
言
の
う
ち
で
、
そ
の
存
在
者
を
そ
れ
が
自
己
自
身
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
存
在
者
や
一
律
調
翻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

性
に
お
い
て
同
一
的
な
も
の
と
し
て
自
己
能
与
す
る
も
の
と
受
け
取
る
こ
と
」
と
考
え
ら
れ
た
の
ち
に
、
究
極
的
に
は
さ
ら
に
お
し
す
す

め
ら
れ
て
、
自
我
の
内
在
的
内
面
性
に
は
、
い
か
な
る
集
書
性
も
明
証
性
も
予
め
拒
ま
れ
て
お
り
、
「
（
事
象
の
）
自
己
能
与
、
自
己
把
持

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

と
い
う
広
義
の
明
証
性
概
念
を
う
け
い
れ
る
な
ら
ば
、
必
ず
し
も
ど
の
明
証
性
も
特
殊
な
自
我
作
用
と
い
う
形
態
を
も
つ
の
で
は
な
い
」

と
い
う
ま
で
に
な
る
。
こ
れ
は
明
証
性
が
究
極
的
に
は
、
　
一
切
の
自
我
作
用
に
先
ん
じ
た
次
元
に
由
来
し
て
お
り
、
自
己
能
与
を
事
象
の

自
己
呈
示
と
し
て
、
つ
ま
り
は
、
事
象
の
現
れ
、
立
ち
現
れ
と
し
て
解
釈
す
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
現
象
学
の
現
象
は
先
一

自
我
的
な
事
象
の
自
己
墨
示
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
。

　
通
念
と
し
て
陳
腐
に
理
解
さ
れ
て
い
る
直
観
主
義
と
い
う
現
象
学
の
原
理
に
反
抗
し
て
、
私
の
理
解
す
る
「
諸
原
理
の
原
理
」
に
よ
る

と
、
わ
れ
わ
れ
に
直
接
に
現
れ
て
い
る
存
在
者
は
、
さ
し
あ
た
り
そ
の
ま
ま
に
自
己
を
呈
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て
受
入
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
私
が
い
ま
言
葉
通
り
で
は
な
い
仕
方
で
定
式
化
し
な
お
し
て
み
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
原
理
」
は
、
最
も
根
源
的
な
い
み
で
、
つ

ま
り
「
明
る
み
の
も
と
に
立
つ
」
と
い
う
い
み
で
、
明
証
性
の
原
理
で
あ
る
。

　
ひ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
明
証
性
の
原
理
に
た
い
し
て
懐
疑
的
に
な
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
た
ん
に
懐
疑
的
に
な
っ
て
い
る
だ
け
で
、



一
切
の
決
定
を
拒
み
、
未
決
定
性
を
楽
し
み
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
ぎ
り
、
か
れ
は
懐
疑
と
論
駁
と
の
根
拠
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
そ
の
と
き
、
ま
さ
に
そ
の
と
き
に
、
い
か
な
る
論
駁
す
る
ひ
と
も
す
で
に
何
ら
か
の
仕
方
で
論
拠
を
確
保
し
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、

そ
の
確
保
は
実
は
ふ
た
た
び
明
証
性
の
原
理
に
依
存
し
て
い
る
。
「
す
く
な
く
と
も
私
に
は
…
…
と
思
わ
れ
る
」
と
か
、
「
な
ぜ
な
ら
…
…

だ
か
ら
」
と
い
う
論
拠
を
表
現
す
る
命
題
は
、
す
べ
て
そ
の
命
題
を
述
べ
る
ひ
と
に
と
っ
て
「
正
し
い
も
の
」
と
し
て
現
れ
て
お
り
、
そ

れ
以
外
の
他
の
可
能
性
を
排
除
す
る
も
の
と
し
て
思
念
さ
れ
て
い
る
。
論
拠
は
す
べ
て
他
で
は
在
り
得
な
い
も
の
と
し
て
主
張
さ
れ
て
い

る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
す
べ
て
の
議
論
は
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
未
決
定
の
状
態
に
お
か
れ
て
お
り
、
さ
し
あ
た
り
テ
ー
ゼ
も
ア
ン

チ
・
テ
ー
ゼ
も
「
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
述
語
を
含
蓄
的
に
伴
う
。
い
か
な
る
論
駁
の
論
拠
も
、
さ
し
あ
た
り
、
思
わ
れ
、
信
ぜ
ら
れ
、

そ
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
明
証
性
の
原
理
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
恣
意
的
な
仕
方
で
、
ど
の
よ
う
に
考
え
を
改
め
、
変
更
し
、
事
象
を
別
様
に
見
る
こ
と
に
し

て
も
、
そ
れ
で
も
現
れ
て
く
る
も
の
を
必
当
然
的
な
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
に
自
己
呈
示
す
る
も
の
と
し
て
、
受
け
入
れ
ざ
る
を
得
な
い
。
明

証
性
が
提
示
す
る
の
は
、
恣
意
性
の
変
更
の
遂
行
を
越
え
て
立
ち
現
れ
て
く
る
開
示
性
の
次
元
で
あ
る
。
こ
の
恣
意
性
に
よ
る
自
由
な
変

更
を
遂
行
し
て
い
る
の
は
意
志
で
あ
る
か
ら
、
明
証
性
原
理
が
開
示
す
る
次
元
は
ま
さ
し
く
先
・
意
志
的
な
現
出
の
圏
域
で
あ
る
。
「
ど

の
よ
う
に
別
な
風
に
考
え
て
も
…
…
と
し
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
と
き
の
、
「
ど
の
よ
う
に
し
て
も
そ
の
よ
う
に
現
れ
て
く
る
」

と
い
う
次
元
こ
そ
が
、
先
・
意
志
的
な
現
れ
の
圏
域
で
あ
る
。

　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
第
六
巻
に
お
け
る
ド
ク
サ
論
も
し
く
は
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
論
に
よ
っ
て
、
純
粋
認
識
で
も

な
く
、
ま
た
純
粋
な
実
践
で
も
な
い
あ
る
第
三
項
を
発
見
し
た
と
い
え
る
。
こ
の
発
見
は
、
今
日
の
現
象
学
の
議
論
で
は
、
フ
ッ
サ
1
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

に
よ
る
「
ド
ク
サ
の
復
権
」
と
い
う
テ
ー
マ
群
に
関
連
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
晩
年
の

大
著
『
形
式
的
論
理
学
と
超
越
論
的
論
理
学
』
（
「
市
場
の
商
人
の
真
理
」
「
仮
象
の
真
理
」
）
や
『
危
機
』
（
「
コ
ン
ゴ
の
黒
人
の
真
理
、
シ

ナ
の
農
民
の
真
理
」
）
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
い
ら
い
こ
れ
ま
で
そ
の
真
の
意
味
を
覆
い
隠
さ
れ
、
真
理
な
ら
ざ
る
単
な
る
仮
象
、
単
な

　
　
　
　
見
え
る
こ
と
の
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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二
八

る
憶
見
と
さ
れ
て
き
た
ド
ク
サ
を
、
一
種
の
真
理
、
も
し
く
は
相
対
的
真
理
と
し
て
そ
の
名
誉
を
回
復
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ド
ク
サ
と

は
、
「
…
…
と
見
え
る
こ
と
」
と
し
て
の
現
わ
れ
で
あ
る
。

　
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
は
、
学
問
（
純
粋
認
識
）
か
ら
も
テ
ク
ネ
ー
か
ら
も
区
別
さ
れ
る
。
し
か
も
、
そ
の
際
の
区
別
め
仕
方
に
注
意
せ
ね
ば

な
ら
な
い
。
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
の
特
殊
な
位
置
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
萌
証
性
の
原
理
と
の
関
係
で
析
出
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
プ
ロ

ネ
ー
シ
ス
を
行
為
的
な
も
の
に
組
み
入
れ
て
、
「
人
問
に
と
っ
て
の
、
よ
い
も
の
と
わ
る
い
も
の
に
か
か
わ
る
ロ
．
隷
ス
の
は
た
ら
き
を
伴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

う
真
の
行
為
の
能
力
的
状
態
」
と
定
義
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
の
行
為
的
と
い
う
こ
と
が
、
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
を
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
と
テ
ク

ネ
ー
か
ら
区
別
す
る
。

　
し
て
み
る
と
エ
ピ
ス
テ
玉
屋
ー
と
プ
ロ
ネ
ー
シ
ス
と
の
差
異
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
が
、
「
別
の
仕
方
で
見
出
さ
れ

る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
も
の
」
（
け
O
　
ヨ
O
　
O
鐸
鋤
①
O
ず
O
ヨ
Φ
昌
O
う
　
鋤
一
囲
O
ω
　
①
0
7
0
卿
ご
）
に
関
わ
る
の
に
た
い
し
て
、
実
践
的
な
知
で
あ
る
プ
ロ
ネ
ー
シ

ス
は
、
「
別
の
仕
方
で
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
も
の
」
（
偉
O
　
Φ
づ
α
①
0
7
0
ヨ
①
づ
O
路
　
鋤
一
一
〇
〇
印
　
O
O
7
0
一
轟
）
に
関
わ
る
。

　
「
別
の
仕
方
で
見
出
さ
れ
る
こ
と
の
許
さ
れ
な
い
も
の
」
と
は
、
「
他
の
状
態
・
関
係
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
」
、

「
他
の
状
態
・
関
係
の
う
ち
に
置
く
こ
と
が
許
さ
れ
え
な
い
も
の
」
で
あ
り
、
哲
学
者
に
一
定
の
論
理
的
必
然
性
と
と
も
に
自
ら
を
示
す

も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
明
証
性
原
理
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
表
現
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
明
証
性
は
、
「
ほ
か
の
仕
方
で
は
あ
り

え
な
い
も
の
」
と
い
う
仕
方
で
、
否
定
性
と
差
異
性
を
通
し
て
え
ら
れ
る
直
接
性
で
あ
る
。
こ
の
媒
介
さ
れ
た
直
接
性
を
、
私
は
、
弁
溺

　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

的
同
定
と
名
付
け
た
。

　
こ
れ
ま
で
述
べ
た
変
更
の
過
程
は
実
在
的
な
変
化
で
は
な
く
、
む
し
ろ
恣
意
的
で
自
由
な
変
更
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
こ
こ
で
は
扱
う
こ

と
が
で
き
な
い
が
、
最
終
的
に
は
論
理
的
必
然
的
な
明
証
性
の
も
と
に
本
質
の
圏
域
に
、
つ
ま
り
〈
他
の
仕
方
で
見
出
さ
れ
得
な
い
も
の
〉

と
し
て
の
本
質
の
圏
域
に
踏
み
込
む
。
こ
れ
に
対
し
て
、
変
化
と
し
て
鯉
釈
さ
れ
た
「
劉
の
仕
方
で
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
も
の
」

は
、
今
・
此
処
で
こ
の
よ
う
に
見
出
さ
れ
る
の
は
偶
々
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
な
ん
ら
決
定
的
な
状
態
・
関
係
で
は
な
く
、
却
っ



て
他
の
異
な
っ
た
時
点
・
場
所
で
は
別
の
仕
方
で
見
出
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
う
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
見
出
さ
れ
方
」
の
差
異
は
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
現
象
学
的
に
記
述
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
現
象
学
的
に
ど
の

よ
う
に
定
式
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
今
・
此
処
で
は
A
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
こ
と
が
、
別
の
時
点
・
場
所
で
は
別
の
よ
う
に

（
非
A
と
し
て
）
み
え
る
可
能
性
を
排
除
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
聾
。
ω
①
。
冨
ぎ
と
い
っ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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5
）

る
の
で
あ
っ
て
、
餌
ぎ
ω
①
ぎ
鉱
と
言
わ
な
い
。
こ
れ
は
注
目
に
あ
た
い
す
る
。
パ
ッ
ソ
ウ
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
こ
の
よ
う
な
自
動
詞

の
エ
ケ
イ
ン
と
性
質
の
副
詞
の
結
合
は
、
ホ
メ
μ
ス
で
は
稀
で
あ
り
、
ア
ッ
チ
カ
方
言
と
く
に
プ
ラ
ト
ン
、
ク
セ
ノ
フ
ォ
ン
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
に
お
い
て
し
ぼ
し
ば
用
い
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
は
基
本
的
に
は
端
的
な
存
在
老
を
意
味
せ
ず
、
ま
た
端
的
に
ア
ル
コ
ト
を
意
味
し
た

の
で
も
な
く
、
「
あ
れ
や
こ
れ
や
の
状
態
・
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
こ
と
」
を
述
べ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
る
事
象
が
「
あ
る
状
態
・

関
係
に
お
い
て
自
己
を
見
出
す
こ
と
」
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ど
う
い
う
状
態
・
関
係
に
自
己
を
み
い
だ
し
て
い
る
か
と
は
、
ど
の
よ
う

な
仕
方
で
現
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
状
態
関
係
の
う
ち
で
気
分
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か

と
い
う
こ
と
も
、
い
ま
わ
れ
わ
れ
の
問
題
と
し
て
い
る
言
語
事
象
で
あ
る
．
聾
。
ω
9
冨
ザ
．
の
意
味
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
端
的
に
あ

る
こ
と
、
端
的
な
存
在
者
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
あ
る
も
の
が
ど
の
よ
う
な
状
態
・
関
係
で
見
え
て
い
る
の
か
が
問
わ
れ
て
い
る
。

　
明
ら
か
に
、
こ
の
よ
う
な
現
象
学
的
な
補
助
構
築
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
提
案
し
て
い
る
「
別
の
仕
方
で
自
己
を
見
出
し
え
な
い
も

の
」
と
「
別
の
仕
方
で
自
己
を
見
出
し
う
る
も
の
」
と
の
区
別
が
明
証
性
原
理
と
、
「
ド
ク
サ
の
復
権
」
と
し
て
の
原
ド
ク
サ
と
い
う
テ

ー
マ
を
準
備
し
て
い
る
。
「
甥
の
仕
方
で
自
己
を
見
出
し
え
な
い
も
の
」
と
は
、
「
今
・
此
処
で
現
れ
て
い
る
も
の
が
私
に
の
み
現
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
、
い
わ
ば
普
遍
的
に
ま
さ
し
く
必
当
然
的
な
自
己
呈
示
す
る
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う

論
理
的
で
必
然
的
な
明
証
性
を
示
す
。
こ
れ
に
対
し
て
ド
ク
サ
と
は
本
来
．
．
鳥
鼻
鉱
ヨ
。
唆
、
に
、
つ
ま
り
「
私
に
現
れ
る
、
私
に
見
え
る
」

と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
私
に
か
く
か
く
に
見
え
る
、
現
れ
る
」
見
解
と
い
う
意
味
を
も
ち
、
私
見
を
も
意
味
す

る
よ
う
に
な
る
。

　
　
　
　
見
え
る
こ
と
の
溝
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九



　
　
　
　
哲
学
躍
耕
究
　
　
第
五
買
エ
ハ
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇

　
ド
ク
サ
は
私
に
現
れ
て
い
る
か
ぎ
り
の
私
見
で
あ
り
、
他
の
人
に
は
他
の
様
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
「
別
の
仕
方
で
自
己
を
見
心
し
う
る
も
の
」
は
、
い
ま
私
に
は
生
る
も
の
が
こ
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
他
の
人
に

は
ま
た
こ
れ
と
は
別
の
仕
方
で
現
れ
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
し
か
も
、
現
れ
る
も
の
は
、
現
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で

明
証
性
を
示
し
て
お
り
、
こ
の
意
味
で
学
知
と
私
見
と
は
、
つ
ま
り
エ
ピ
ス
テ
三
越
ー
と
ド
ク
サ
と
は
、
明
証
性
と
い
う
同
じ
地
盤
を
共

有
す
る
。
明
証
性
が
多
様
な
位
相
を
も
つ
の
は
避
け
ら
れ
な
い
。
真
理
の
明
証
性
は
、
明
証
性
の
女
真
理
性
を
も
含
意
し
て
い
る
。

　
3

　
「
見
え
る
」
と
い
う
の
は
、
現
わ
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ド
ケ
イ
・
モ
イ
、
ぞ
δ
。
訂
塵
奏
ρ
ぞ
ω
①
①
ヨ
9
。
ω
あ
。
冨
ぎ
㌘
遅
日
な
ど

と
い
う
言
葉
は
す
べ
て
「
見
え
る
」
と
「
現
わ
れ
」
と
の
関
係
を
し
め
し
て
い
る
。
こ
の
関
係
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
も
の
か
。
そ
こ

で
、
「
見
え
る
し
と
い
う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
を
詳
し
く
考
え
て
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
、
「
甘
え
る
」
と
い
わ
れ
て
い
て
、

「
見
る
」
と
言
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
を
払
っ
て
み
る
必
要
が
あ
る
。
「
見
る
」
と
、
「
見
え
る
」
と
は
同
じ
事
柄
で
は
な
い
。
「
見
え

る
」
も
単
に
「
見
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
意
味
で
の
「
見
る
と
い
う
働
き
」
が
お
こ
る
可
能
性
を
言
う
だ
け
で
は
な
い
。
「
見
え
る
も

の
」
は
「
見
る
も
の
」
で
は
な
い
し
、
「
見
え
る
」
と
い
う
出
来
事
は
「
見
る
」
と
い
う
作
用
か
ら
明
瞭
に
区
別
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
「
見
る
」
と
「
見
え
る
」
と
は
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
期
せ
ず
し
て
見
え
る
も
の
、
見
た
く
も
な
い

し
、
見
よ
う
と
も
思
わ
な
い
の
に
眼
前
に
登
場
し
て
く
る
も
の
は
、
見
え
る
も
の
で
あ
り
、
も
っ
と
正
確
に
申
せ
ば
、
見
え
て
し
ま
う
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
本
意
な
ら
ず
し
て
見
え
る
も
の
で
あ
る
。
「
本
意
な
ら
ず
し
て
」
と
は
ま
た
「
否
も
応
も
な
く
し
（
ア
ブ
レ
ト

ー
ス
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
非
意
志
的
に
と
か
意
志
の
発
動
の
以
前
に
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
了
し
て
、
見
る
と
い
う
の
は
、

見
た
い
と
い
う
意
志
を
も
っ
て
見
る
こ
と
で
あ
り
、
な
に
が
な
ん
で
も
見
る
ぞ
、
と
自
分
に
言
い
聞
か
せ
な
が
ら
見
よ
う
と
す
る
こ
と
で

あ
る
。



　
簡
潔
に
の
べ
る
と
、
見
る
と
い
う
の
は
意
志
と
と
も
に
、
い
わ
ば
注
視
す
る
こ
と
だ
。
見
た
い
か
ら
見
る
、
注
意
を
払
っ
て
驕
る
と
い

う
事
に
対
し
て
、
「
見
え
る
も
の
」
は
意
志
の
働
き
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
音
心
志
か
ら
独
立
に
可
視
性
の
領
野
に
登
場
し
て
く
る
。
こ

の
意
味
で
は
、
「
見
え
る
」
と
は
殆
ど
「
現
れ
る
と
い
う
こ
と
」
に
同
じ
で
あ
る
。
意
志
に
よ
っ
て
見
よ
う
と
せ
ず
と
も
、
否
応
な
し
に

見
え
て
く
る
。
私
自
身
は
、
ヨ
i
μ
ッ
パ
近
代
哲
学
の
概
念
を
直
ち
に
素
朴
に
使
驚
す
る
こ
と
に
反
対
だ
が
、
し
か
し
、
便
利
な
の
で
こ

こ
で
使
う
と
、
見
る
と
は
、
私
と
い
う
主
観
が
意
志
を
も
っ
て
客
観
（
物
）
を
晃
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
見
え

る
と
は
客
観
で
あ
る
物
が
、
私
の
意
志
の
意
向
と
は
か
か
わ
り
な
く
私
に
現
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
見
る
」
と
「
見
え
る
」
と
の
差
異
を
見
て
お
く
と
、
ア
メ
リ
カ
の
現
象
学
的
な
文
化
人
類
学
老
で
あ
る
エ
ド
ワ
ー
ド
・

ホ
ー
ル
の
次
の
よ
う
な
話
は
非
常
に
示
唆
的
に
響
く
。
ど
こ
の
家
で
も
、
冷
蔵
庫
と
い
う
の
は
色
々
の
食
品
が
様
々
の
形
を
し
て
置
か
れ

て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
何
処
に
何
が
あ
る
か
を
知
る
こ
と
は
、
常
に
整
理
し
て
お
か
な
い
と
簡
単
で
は
な
い
。
冷
蔵
庫
の
な
か
に
何
が

何
処
に
あ
る
か
を
よ
く
知
っ
て
い
る
の
は
、
ホ
ー
ル
教
授
の
奥
さ
ん
で
あ
っ
て
、
彼
の
妻
は
瞬
時
に
欲
し
い
も
の
を
探
し
当
て
て
し
ま
う
。

食
品
を
買
っ
て
そ
こ
に
置
い
た
の
は
、
奥
さ
ん
だ
か
ら
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ホ
ー
ル
教
授
に
は
欲
し
い
も
の
を
探
し
当
て
る
こ
と
が
容
易

で
は
な
い
。
ど
の
よ
う
に
意
志
で
捜
し
当
て
よ
う
と
し
て
も
、
な
か
な
か
分
か
ら
な
い
。
彼
の
奥
さ
ん
に
は
探
し
て
い
る
当
の
物
が
い
わ

ぽ
自
ず
か
ら
現
れ
て
く
る
の
に
た
い
し
て
、
そ
れ
を
お
の
れ
の
意
志
で
探
し
あ
て
よ
う
と
す
る
彼
に
は
見
え
て
こ
な
い
。

　
彼
は
ま
た
つ
ぎ
の
よ
う
な
一
件
を
も
報
告
し
て
い
る
。
ホ
ー
ル
は
若
い
頃
考
古
学
の
調
査
旅
行
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
と
き
、

遠
征
に
加
わ
っ
た
面
々
は
加
工
さ
れ
た
石
、
と
く
に
鎌
を
見
つ
け
よ
う
と
意
気
込
ん
で
い
た
。
も
の
す
ご
く
意
気
込
ん
で
い
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
学
生
た
ち
は
地
面
に
む
き
だ
し
で
こ
ろ
が
っ
て
い
る
鎌
を
も
の
の
み
ご
と
に
踏
み
つ
け
て
い
っ
て
し
ま
う
。
「
彼
ら
に
は
見
え

な
か
っ
た
も
の
を
、
私
が
か
が
み
こ
ん
で
拾
い
上
げ
る
た
び
に
学
生
た
ち
は
悔
し
が
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
た
ん
に
私
が
あ
る
も
の
に
注
目

し
、
他
の
も
の
を
無
視
す
る
す
べ
を
学
ん
で
い
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
…
…
と
は
い
え
鎌
と
い
う
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
を
く
っ
き
り
浮
き
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上
が
ら
せ
る
手
掛
か
り
が
何
で
あ
る
の
か
は
私
に
も
は
っ
き
り
と
は
分
か
ら
な
か
っ
た
。
」
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こ
の
話
し
に
は
く
見
る
〉
と
く
見
え
る
V
と
の
差
異
が
鮮
や
か
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
「
見
る
」
と
い
う
こ
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へ

と
を
、
「
見
え
る
」
と
い
う
こ
と
に
並
列
さ
せ
、
分
類
し
た
だ
け
に
お
わ
る
。
単
に
あ
る
も
の
は
見
え
る
し
、
あ
る
も
の
は
見
え
な
い
と

い
う
よ
う
に
並
べ
て
み
て
も
、
事
柄
は
い
さ
さ
か
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
あ
る
星
は
あ
る
状
況
で
裸
眼
で
見
え
る
し
、
他
の

星
は
、
裸
眼
で
は
見
え
な
い
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
で
は
単
に
科
学
的
に
測
定
の
可
能
な
「
可
視
性
と
そ
の

限
界
」
と
い
う
問
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
、
「
主
観
は
客
観
を
晃
る
」
の
に
た
い
し
て
、
「
客
観
は
主
観
に
見
え
る
」
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
の
両
者

を
い
わ
ぽ
並
列
し
て
み
せ
た
だ
け
だ
か
ら
、
な
に
も
事
柄
は
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
え
よ
う
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
問
わ
れ
る
べ
き

は
、
「
見
え
る
も
の
」
い
い
か
え
れ
ば
、
「
現
わ
れ
る
も
の
」
と
、
そ
れ
に
く
っ
つ
い
て
登
場
し
て
い
る
「
見
え
な
い
も
の
」
の
関
係
で
あ

る
。
「
見
え
る
こ
と
」
そ
れ
じ
し
ん
に
付
随
し
て
現
れ
て
い
る
あ
る
「
見
え
な
い
も
の
」
を
問
い
出
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
「
見
る
」
と
「
見
え
る
」
と
の
違
い
を
、
も
う
一
度
、
浮
き
彫
り
に
し
て
考
え
直
し
て
み
よ
う
。
「
見
る
も
の
」
と
「
見
え
る
も
の
」

と
の
違
い
は
ど
う
い
う
所
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
見
る
も
の
」
は
、
見
え
る
も
の
と
異
な
り
、
見
え
る
も
の
の
登
場
す
る
場
（
視
野
）

に
現
れ
て
こ
な
い
。
「
見
る
も
の
」
は
視
野
の
限
界
に
立
っ
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
見
え
る
も
の
よ
り
も
私
の
近
く
に
寄
り
添
っ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
私
の
近
く
に
あ
る
も
の
、
私
の
最
も
近
く
に
あ
る
も
の
、
私
に
よ
っ
て
眼
前
に
も
た
ら
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
が
見
る
も

の
で
あ
り
、
私
に
よ
っ
て
対
象
的
に
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
だ
。
私
に
余
り
に
身
近
で
あ
る
た
め
に
対
象
化
で
き
な
い
も
の
、
例
え

ば
私
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
私
に
余
り
に
熟
知
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
対
象
的
に
客
観
化
す
る
こ
と
の
最
も
困
難
な
も
の
、
私
か
ら
遠
い

も
の
で
あ
ろ
う
。
私
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
む
し
ろ
第
三
者
の
ほ
う
が
良
く
知
っ
て
い
る
。
私
の
良
く
知
り
え
な
い
も
の
は
、
ま
さ
し
く

私
の
性
格
、
私
の
在
り
方
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
私
の
眼
、
と
く
に
私
の
網
膜
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
私
の
身
体
の
一
部
で
あ
り
、
私
に
最

も
近
い
も
の
だ
が
、
し
か
し
、
こ
の
ゆ
え
に
最
も
私
か
ら
遠
く
、
私
に
見
え
て
こ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
見
え
る
よ
う
に
す
る
た
め

に
は
、
一
定
の
光
学
的
な
装
置
や
操
作
を
必
要
と
す
る
。



　
こ
の
よ
う
に
私
に
最
も
近
い
も
の
は
、
ま
た
岡
時
に
最
も
遠
い
も
の
だ
か
ら
、
見
る
も
の
は
見
え
る
も
の
の
う
ち
の
ど
れ
よ
り
、
ま
た

私
以
外
の
他
の
ど
の
よ
う
な
人
闘
た
ち
よ
り
も
、
遠
く
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
仏
教
で
は
す
で
に
早
く
か
ら
気
付
か
れ
て

い
る
っ
す
で
に
初
期
の
大
乗
仏
典
で
あ
る
金
鰯
般
若
経
に
は
、
「
眼
は
眼
を
見
ず
、
故
に
眼
な
り
」
と
い
う
よ
う
な
後
に
鈴
木
大
拙
の
い

わ
ゆ
る
即
非
の
論
理
に
定
式
化
さ
れ
る
事
柄
が
語
い
出
さ
れ
る
。
こ
こ
に
は
一
つ
の
逆
説
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
も
の
は

そ
の
本
性
を
否
定
し
、
脱
却
し
脱
し
去
る
こ
と
に
よ
っ
て
良
く
そ
の
も
の
の
本
性
を
発
揮
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
眼

は
元
来
見
る
と
い
う
働
き
を
な
し
、
見
る
働
き
を
そ
の
本
性
と
す
る
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
眼
の
も
つ
見
る
と
い
う
働
き
は
、

眼
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
眼
が
自
ら
の
見
る
と
い
う
働
き
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
眼
は
他
の
も
の
を
見
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
そ
し
て
、
自
ら
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
っ
と
も
良
く
眼
が
眼
と
し
て
機
能
し
、
眼
が
眼
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
で
き
る
。

　
眼
は
見
る
と
い
う
働
き
自
身
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
い
っ
た
い
な
に
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
眼
が
自
ら
を
見

る
の
を
諦
め
る
と
い
う
し
か
た
で
、
自
ら
の
本
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
諦
め
る
と
は
、
本
来
、
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
眼
に

と
っ
て
「
見
る
し
働
き
は
、
眼
が
眼
で
あ
る
た
め
の
「
可
能
性
の
条
件
」
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
、
も
の
を
見
る
働

き
そ
れ
じ
し
ん
は
眼
に
よ
っ
て
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
眼
は
お
の
れ
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
も
の
を
、
つ
ま
り
見
る
と
い

う
作
滑
そ
の
も
の
を
或
る
闇
の
中
に
明
け
渡
し
、
そ
れ
を
明
る
み
の
う
ち
に
照
ら
し
だ
さ
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
ら
働
き
、

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
見
る
こ
と
を
諦
め
る
こ
と
の
う
ち
に
、
見
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
が
生
ま
れ
る
。

　
要
点
を
繰
り
返
す
と
、
見
る
と
い
う
働
き
を
可
能
に
す
る
も
の
を
、
ひ
と
は
、
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
見
る
こ
と
を
可
能

と
す
る
も
の
を
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
た
、
見
え
る
も
の
を
可
能
に
す
る
も
の
も
、
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
。
私
た
ち
は
、
い
ま
や
、
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
と
の
も
っ
と
も
根
源
的
な
関
係
に
遭
遇
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
メ
ル
ロ
i
H
ポ
シ
テ
ィ
は
、
こ
の
こ
と
に
気
付
い
て
い
た
。
だ
か
ら
彼
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
私
は
次
の
よ
う
な
方
向
で
展

　
　
　
　
見
え
る
こ
と
の
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
　
甜
誓
学
研
究
　
第
五
百
六
十
・
七
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゴ
一
四

開
さ
せ
よ
う
と
思
っ
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る
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つ
ま
り
見
え
な
い
も
の
は
、
見
え
る
も
の
の
う
ち
に
あ
る
＜
く
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あ
り
、
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動
性
の
嚢
な
の
で
あ
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っ
て
、
純
粋
な
産
出
物
で
は
な
い
、
と
考
え
る
方
向
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
＜
く
ぼ
み
〉
、
〈
受
動
性
の
嚢
〉
と
は
、
ま
さ
し

く
見
え
る
も
の
の
う
ち
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
見
え
る
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
だ
。
こ
の
く
ぼ
み
や
襲
の
お
か
げ
で
、
そ
も
そ
も
見
え

る
も
の
は
わ
れ
わ
れ
人
間
に
と
っ
て
見
え
る
も
の
と
な
る
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
よ
う
。

　
4

　
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
フ
ラ
ン
ス
の
印
象
派
の
画
家
た
ち
が
よ
く
気
付
い
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
〈
見
え
る
も
の
〉
と
く
見
え
な
い

も
の
〉
と
い
う
事
柄
を
最
も
良
く
見
て
い
た
の
は
、
と
り
わ
け
ポ
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ
で
あ
っ
た
。
私
は
こ
れ
ま
で
ド
イ
ツ
や
ロ
ン
ド
ン

（
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）
さ
ら
に
ニ
ュ
ー
・
ヨ
ー
ク
で
多
く
の
セ
ザ
ン
ヌ
を
見
た
。
と
く
に
チ
ュ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
（
ク
ソ
ス
ト
ハ
レ
、
一

九
八
二
年
三
月
）
に
お
け
る
「
セ
ザ
ン
ヌ
の
水
彩
画
」
展
は
、
こ
れ
ま
で
で
最
も
完
壁
な
と
い
っ
て
良
い
く
ら
い
の
優
れ
た
水
彩
画
の
展

覧
会
で
あ
っ
た
。
ち
な
み
に
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
水
彩
画
は
、
も
と
よ
り
完
成
し
た
作
品
と
い
う
よ
り
も
そ
の
前
段
階
で
あ
り
、
エ
チ
ュ
ー
ド

と
い
う
べ
き
も
の
だ
か
ら
、
全
世
界
に
散
在
し
て
お
り
こ
れ
ら
を
集
め
る
の
は
大
変
な
労
力
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
は
ふ
つ
う
美
術
史
で
は
フ
ラ
ン
ス
印
象
派
の
な
か
に
一
括
し
て
数
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
美
術
史
と
い
う
の
は
、

と
お
り
い
っ
ぺ
ん
の
こ
と
し
か
教
え
な
い
。
実
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
す
で
に
早
く
か
ら
い
わ
ゆ
る
印
象
派
の
人
々
と
は
挟
を
別
ち
、
一
人
で

孤
独
な
道
を
歩
ん
で
い
た
。
印
象
派
の
代
表
と
さ
れ
る
モ
ネ
で
は
様
々
の
色
彩
の
点
の
印
象
の
絢
欄
な
舞
踏
が
歌
お
れ
る
。
モ
ネ
に
み
ら

れ
る
よ
う
な
色
彩
の
舞
と
歌
唱
の
ア
リ
ア
か
ら
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
は
距
離
を
取
っ
て
い
る
。
な
か
で
も
セ
ザ
ン
ヌ
の
水
彩
画
は
モ
ネ
な
ど

の
フ
ラ
ン
ス
の
印
象
派
の
絵
画
か
ら
一
線
を
画
し
て
い
る
。

　
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
と
く
に
水
彩
画
は
、
描
か
れ
た
も
の
が
森
の
木
々
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
池
の
水
面
で
あ
れ
、
客
観
的
な
物
の
も
つ

「
物
も
の
し
さ
」
、
「
物
ら
し
さ
」
つ
ま
り
は
物
の
対
象
性
を
失
っ
て
い
る
。
た
だ
画
家
に
現
れ
見
え
て
い
る
も
の
の
み
が
現
れ
て
い
る
。



現
わ
れ
る
そ
の
限
り
に
お
け
る
森
の
木
々
と
水
面
が
描
か
れ
て
い
る
。
物
が
そ
の
対
象
の
自
立
性
を
失
い
、
絵
画
の
タ
ブ
ロ
ー
に
立
ち
現

れ
て
い
る
の
は
、
い
わ
ぽ
、
画
家
と
対
象
と
の
問
に
介
在
す
る
「
媒
体
の
立
ち
現
れ
」
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
実
体
性
と
自
立
性
を

己
か
ら
奪
わ
れ
た
物
の
現
わ
れ
が
そ
の
ま
ま
に
た
ち
現
わ
れ
て
い
る
。

　
セ
ザ
ン
ヌ
の
水
彩
画
の
な
か
で
、
見
え
る
も
の
は
、
画
家
と
い
う
「
見
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
見
え
な
い
も
の
」
に
対
し
て
現
れ
る
。
絵

の
タ
ブ
ロ
ー
を
み
る
と
、
そ
こ
に
は
、
光
と
色
と
暗
闇
と
の
交
錯
が
描
か
れ
て
い
る
。
画
用
紙
が
示
す
背
景
の
白
い
色
は
、
木
々
の
間
か

ら
透
か
し
見
え
る
空
で
あ
り
、
ま
た
木
々
の
間
の
木
陰
、
樹
と
樹
の
あ
い
だ
の
奥
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
静
物
画
の
場
合
、
余
り
に

近
い
空
間
は
果
物
や
食
器
の
さ
ら
に
手
前
に
、
い
わ
ば
白
い
広
が
り
と
し
て
広
が
っ
て
い
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
見
て
い
る
の
は
対
象
の
く
っ

き
り
と
し
た
際
立
ち
で
は
な
く
、
ま
た
対
象
が
画
家
に
そ
の
も
の
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
い
る
の
で
も
な
く
、
物
は
、
背
景
の
う
ち
へ

と
、
あ
る
い
は
前
景
の
う
ち
へ
と
崩
れ
落
ち
つ
つ
あ
る
。
こ
の
物
の
い
わ
ば
崩
壊
を
助
け
て
い
る
の
は
、
画
家
が
「
対
象
を
」
で
は
な
く
、

「
薄
象
の
見
え
方
を
」
描
こ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
画
家
の
根
本
的
な
態
度
は
物
の
実
体
的
な
自
立
性
を
崩
壊
さ
せ
、
か
く
し
て

物
の
現
わ
れ
方
の
み
が
呈
示
さ
れ
る
。

　
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
ド
ガ
に
「
デ
ッ
サ
ン
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
あ
な
た
は
理
解
し
て
い
る
か
」
と
問
い
か
け
た
と
き
、
ド
ガ
は
「
デ
ッ
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サ
ソ
と
は
形
で
は
な
く
、
形
を
見
る
見
方
で
あ
る
」
と
答
え
た
。
こ
の
こ
と
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
に
も
あ
て
は
ま
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま

り
、
画
家
は
つ
ね
に
対
象
の
「
見
え
方
」
を
描
こ
う
と
努
め
る
の
で
あ
っ
て
、
対
象
そ
の
も
の
を
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
付
け
加

え
て
お
く
と
、
対
象
そ
の
も
の
を
描
く
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
到
底
で
き
な
い
こ
と
だ
。
と
い
う
の
は
、
た
と
え
ば
静
物
画
の
果
物
は
す
で

に
何
処
か
ら
か
見
ら
れ
て
い
る
「
ざ
く
ろ
の
実
」
で
あ
り
、
林
檎
で
あ
る
。
終
る
視
点
か
ら
見
ら
れ
た
く
見
え
る
も
の
〉
と
し
て
の
林
檎

は
、
す
で
に
林
檎
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
と
あ
る
視
点
か
ら
見
ら
れ
た
林
檎
と
し
て
、
見
え
る
も
の
の
う
ち
に
属
し
て
い
る
。
も
と
よ
り

こ
の
見
ら
れ
た
も
の
は
、
隠
れ
て
い
る
見
る
も
の
、
つ
ま
り
画
家
の
身
体
の
位
置
す
る
場
所
を
暗
黙
の
う
ち
に
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

絵
に
描
か
れ
た
テ
ー
ブ
ル
の
う
え
の
林
檎
は
、
そ
れ
を
描
い
た
画
家
の
眼
が
そ
の
テ
ー
ブ
ル
よ
り
も
更
に
上
に
位
置
し
て
い
る
こ
と
を
示
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し
て
い
る
。
も
し
画
家
の
眼
が
テ
ー
ブ
ル
よ
り
も
下
に
位
置
し
て
い
れ
ぽ
、
そ
も
そ
も
林
檎
は
現
れ
て
こ
な
い
の
だ
か
ら
。

　
こ
の
よ
う
に
「
見
え
る
も
の
」
と
し
て
の
林
檎
は
、
「
見
え
な
い
も
の
」
と
し
て
の
爾
家
の
身
体
、
と
り
わ
け
眼
と
手
が
手
を
か
す
こ

と
に
よ
っ
て
明
る
み
の
鋤
界
に
ひ
き
だ
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
〈
見
え
な
い
も
の
〉
と
し
て
の
画
家
の
身
体
（
眼
）
は
、
見
え
な
い
が

ゆ
え
に
林
檎
を
見
え
せ
し
め
る
。

　
ま
え
に
も
述
べ
た
が
、
こ
の
〈
見
え
る
も
の
〉
と
く
見
え
な
い
も
の
〉
と
の
関
係
を
客
観
と
主
観
と
い
う
風
に
考
え
て
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
と
い
う
の
も
、
画
家
の
〈
見
る
身
体
〉
は
、
主
観
で
も
客
観
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
闘
（
メ
タ
ク
シ
ュ
）
に
位
置
し
て
お
り
、
こ
の

間
の
次
元
か
ら
見
え
る
も
の
を
見
、
手
と
い
う
〈
見
え
る
身
体
〉
に
よ
っ
て
描
く
の
だ
か
ら
。
メ
ル
ロ
ー
縫
ポ
ン
テ
ィ
は
、
だ
か
ら
『
眼

と
精
神
』
と
い
う
最
晩
年
の
著
作
の
な
か
で
、
ア
ン
ド
レ
・
マ
ル
シ
ャ
ン
と
い
う
奉
送
の
言
葉
を
引
用
し
て
こ
れ
を
説
明
し
て
い
る
。

「
森
の
な
か
で
私
は
幾
度
も
私
が
森
を
晃
て
い
る
の
で
は
な
い
と
感
じ
た
。
樹
が
私
を
見
つ
め
、
私
に
語
り
か
け
て
い
る
よ
う
に
感
じ
た

　
　
（
1
9
）

日
も
あ
る
。
」

　
森
の
木
々
が
こ
の
よ
う
に
現
れ
て
い
る
次
元
と
い
う
も
の
は
、
画
家
が
身
を
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
彼
が
そ
の
木
々
を
「
似
せ

し
め
」
る
作
業
を
お
こ
な
い
、
描
く
と
こ
ろ
で
も
あ
る
。
次
元
（
同
）
一
議
の
μ
ω
一
〇
昌
）
と
は
、
そ
も
そ
も
あ
る
広
が
り
を
意
味
し
て
い
る
。
人
間

は
通
常
の
生
活
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
存
在
の
次
元
が
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
日
常
の
生
活
は
役
に
立
つ
も
の
を
占
有

さ
せ
、
物
を
支
配
し
よ
う
と
さ
せ
る
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
現
れ
の
次
元
に
、
見
え
る
も
の
と
見
る
も
の
の
間
の
次
元
に
身
を

置
く
こ
と
は
殆
ど
希
有
な
で
き
ご
と
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
希
有
な
で
き
ご
と
を
雷
い
表
す
の
が
、
の
ち
に
解
明
す
る
よ
う
に
、
セ
ザ
ン

ヌ
の
レ
ア
リ
ザ
シ
オ
ン
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
雷
葉
こ
そ
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
を
説
き
明
か
す
鍵
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
い
っ
た
い

レ
ア
リ
ザ
シ
オ
ン
と
は
何
を
い
み
す
る
の
か
。

　
セ
ザ
ン
ヌ
の
「
レ
ア
リ
ザ
シ
オ
ン
」
は
見
え
る
も
の
と
見
る
も
の
と
の
間
の
次
元
の
こ
と
で
あ
る
。
と
は
い
え
そ
れ
は
、
こ
れ
ま
で
ひ

と
が
セ
ザ
ン
ヌ
の
う
ち
に
理
解
し
た
と
思
い
込
ん
で
き
た
神
秘
的
な
経
験
と
か
神
秘
主
義
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
そ



れ
は
、
人
間
と
世
界
の
関
係
を
根
源
的
に
解
明
す
る
べ
く
人
間
に
課
せ
ら
れ
た
謎
で
あ
る
と
い
う
べ
き
だ
ろ
う
。
こ
の
謎
は
ど
こ
ま
で
が

人
間
の
身
体
、
と
く
に
眼
と
い
う
見
え
な
い
も
の
に
属
し
、
ど
こ
か
ら
が
森
の
木
々
、
テ
ー
ブ
ル
の
う
え
の
林
檎
に
属
す
る
の
か
が
分
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

ら
な
い
、
あ
る
存
在
の
広
が
り
で
あ
る
。
こ
の
未
決
定
の
広
が
り
、
こ
の
開
か
れ
た
存
在
の
次
元
こ
そ
は
、
現
象
学
が
フ
ッ
サ
ー
ル
以
来

「
諸
々
の
地
平
の
地
平
」
と
呼
ん
だ
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
世
界
で
あ
る
。
こ
の
存
在
の
次
元
か
ら
、
ひ
と
は
、
絵
画
を
制
作
す
る
の

で
あ
る
。
次
元
と
は
、
も
と
も
と
広
が
り
の
広
が
る
平
面
を
意
味
し
て
い
る
。

　
物
は
見
え
る
も
の
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
見
え
る
も
の
と
は
、
現
わ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
時
に
こ
の
図
（
現
れ

る
も
の
と
し
て
の
見
え
る
も
の
）
は
、
図
の
背
景
の
内
へ
と
崩
れ
行
く
。
こ
こ
に
は
光
と
闇
と
の
交
錯
が
見
ら
れ
る
。
光
は
見
え
る
も
の

を
見
え
せ
し
め
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
明
る
さ
が
さ
ら
に
増
せ
ば
、
光
の
明
る
み
の
高
揚
の
な
か
で
物
は
現
れ
な
く
な
る
。
こ
ん
ど
は
、

光
は
物
を
現
れ
さ
せ
つ
つ
、
自
ら
は
明
る
く
輝
く
背
景
へ
と
後
退
し
て
ゆ
く
。
こ
れ
は
、
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

光
は
森
の
木
々
を
現
れ
る
よ
う
に
さ
せ
つ
つ
、
そ
の
明
る
さ
そ
の
も
の
は
い
わ
ば
「
醗
る
い
闇
」
と
し
て
、
見
え
る
も
の
を
見
え
せ
し
め

る
。
そ
う
さ
せ
な
が
ら
、
自
ら
は
そ
こ
か
ら
退
き
、
脱
し
去
る
こ
と
に
な
る
。

　
お
な
じ
よ
う
な
こ
と
は
、
闇
に
つ
い
て
も
い
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
森
の
中
の
闇
の
暗
が
り
は
、
高
く
枝
を
張
り
巡
ら
す
木
々
の

緑
の
葉
の
明
る
さ
を
み
え
せ
し
め
る
。
森
の
な
か
の
奥
の
闇
の
ひ
ろ
が
り
ゆ
く
暗
が
り
が
自
ら
を
脱
し
去
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
り
、
木
々

の
緑
は
明
る
く
輝
く
。
太
陽
の
光
の
明
る
さ
が
、
森
の
奥
の
暗
が
り
を
際
立
た
せ
る
。
し
か
し
そ
の
闇
の
暗
黒
の
増
大
と
広
が
り
と
が
森

の
全
体
を
覆
う
と
き
に
は
、
物
は
す
べ
て
闇
に
お
お
い
か
く
さ
れ
て
し
ま
う
。
樹
や
石
は
闇
に
よ
っ
て
際
立
た
せ
ら
れ
、
闇
は
明
る
く
輝

く
日
の
光
に
よ
っ
て
、
自
ら
光
を
欠
く
も
の
と
し
て
際
立
つ
の
だ
が
、
こ
の
闇
は
闇
自
身
の
う
ち
へ
と
後
退
し
、
自
ら
を
脱
し
去
ら
し
め

る
。
こ
う
い
う
い
わ
ぽ
光
と
闇
と
の
関
係
を
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
そ
の
水
彩
画
の
な
か
で
描
い
て
い
る
。
画
面
の
全
体
の
な
か
で
、
岩
は
鋭

い
形
を
見
せ
、
強
い
日
光
の
も
と
で
白
い
空
間
の
広
が
り
と
し
て
現
れ
る
。
そ
し
て
セ
ザ
ン
ヌ
こ
そ
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
画
家
の
な
か
で
、
画

面
の
余
白
の
意
味
を
理
解
し
た
最
初
の
人
だ
と
い
う
こ
と
を
こ
こ
で
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
の
水
彩
画
は
、
東
洋
の
水
墨

　
　
　
　
見
え
る
こ
と
の
構
造
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画
に
似
て
く
る
。
（
前
頁
の
図
を
参
照
）

　
5

　
上
に
述
べ
た
意
味
で
、
私
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
水
彩
画
を
セ
ザ
ン
ヌ
の
芸
術
の
極
致
と
み
て
い
る
が
、
し
か
し
、
画
家
自
身
に
と
っ
て
は
、

水
彩
画
は
あ
く
ま
で
も
油
彩
画
の
た
め
の
エ
チ
ュ
ー
ド
に
す
ぎ
な
い
だ
ろ
う
。
油
彩
画
に
お
い
て
も
と
く
に
晩
年
の
画
業
は
物
の
対
象
性

を
奪
い
、
歪
め
、
見
え
る
が
ま
ま
に
再
構
成
す
る
と
い
う
仕
方
を
と
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ロ
ー
ラ
ソ
や
リ
ヲ
ー
ル
ド
が
行
っ
た
よ
う
に
、

モ
チ
ー
フ
と
な
っ
た
風
景
の
写
真
と
比
較
対
照
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
あ
き
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
絵
画
の
方
法
を
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
と
見
て
い
た
の
か
。
私
は
ま
ず
絵
画
の
理
論
家
と
し
て
の
セ
ザ
ン
ヌ
を
浮

か
び
上
が
ら
せ
よ
う
。
セ
ザ
ン
ヌ
自
身
は
あ
る
手
紙
で
、
こ
う
告
げ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
が
見
て
い
る
も
の
の
模
造
を
与
え
、
そ
の
際
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

わ
れ
わ
れ
の
前
に
あ
っ
た
も
の
の
す
べ
て
を
忘
れ
る
こ
と
」
が
彼
の
課
題
で
あ
っ
た
と
い
う
の
だ
。
彼
は
こ
の
こ
と
が
「
芸
術
家
に
彼
の

全
人
格
を
表
現
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
」
と
信
じ
て
い
た
。
こ
れ
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
思
想
を
解
き
明
か
す
「
レ
ア
リ
ザ
シ
オ
ン
」
と
い

う
鍵
概
念
で
あ
る
。

　
レ
ア
リ
ザ
シ
オ
ソ
に
つ
い
て
、
ラ
フ
ァ
エ
ル
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

　
　
、
．
陶
＄
嵩
。
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冨
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弩
搾
ρ
鵠
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こ
こ
で
ラ
フ
ァ
エ
ル
は
な
お
も
伝
統
的
な
主
観
／
客
観
の
思
惟
図
式
に
囚
わ
れ
て
い
る
。
見
る
も
の
と
し
て
の
主
観
と
見
ら
れ
る
も
の

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

と
し
て
の
客
観
と
の
関
係
が
こ
こ
で
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
観
と
客
観
と
を
自
己
定
立
的
な
葛
藤
の
な
か
で
統
一
し
、

こ
の
葛
藤
を
有
機
体
の
な
か
で
完
成
す
る
と
い
わ
れ
て
も
な
お
不
十
分
な
解
釈
だ
し
、
さ
ら
に
分
析
と
記
述
が
必
要
で
あ
る
と
私
に
は
思

わ
れ
る
。

　
む
し
ろ
先
に
引
い
た
セ
ザ
ン
ヌ
の
手
紙
に
立
ち
返
ろ
う
。
こ
こ
で
注
霞
す
る
べ
き
は
、
わ
れ
わ
れ
の
見
て
い
る
も
の
の
模
写
像
を
与
え
、

わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
あ
っ
た
も
の
を
「
忘
れ
る
」
と
い
う
課
題
を
セ
ザ
ン
ヌ
が
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
忘
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

わ
れ
わ
れ
の
意
識
か
ら
無
く
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
忘
れ
る
」
と
は
、
一
時
的
に
傍
ら
に
お
し
ゃ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

眼
前
に
あ
っ
た
も
の
が
一
時
的
に
傍
ら
に
お
し
ゃ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま
さ
に
こ
の
忘
れ
に
よ
っ
て
、
芸
術
家
は
見
ら
れ
る
も
の
の

現
わ
れ
に
面
前
し
、
見
る
こ
と
に
お
の
れ
じ
し
ん
を
捧
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
忘
れ
は
、
ま
さ
し
く
今
見
え
て
い
る
も
の
に
集
中
し
、
今
、

饅
の
前
に
見
え
て
い
る
も
の
に
全
力
で
立
ち
向
か
う
と
い
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
か
く
し
て
、
い
ま
見
え
て
い
る
も
の
に
、
つ
ま
り
そ

れ
の
印
象
に
収
塾
す
る
こ
と
が
画
家
の
全
人
格
の
表
現
と
い
う
こ
と
、
見
え
る
も
の
の
模
像
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
を
可
能
に
す
る
わ

け
で
あ
る
。

　
現
れ
て
い
た
も
の
、
眼
前
に
見
え
て
い
た
も
の
の
忘
却
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
を
多
層
的
に
し
、
水
彩
画
の
場
合
に
顕
著
に
現
れ
て
い
る

「
隠
れ
」
を
示
す
。
こ
の
「
隠
れ
」
は
単
に
「
見
え
な
い
」
も
の
で
は
な
く
、
「
色
か
ら
成
立
し
形
成
さ
れ
て
い
る
対
象
に
奉
仕
す
る
」

た
め
の
あ
る
開
け
の
こ
と
で
あ
る
。
空
間
と
は
ま
さ
に
こ
の
開
け
で
あ
る
。

　
セ
ザ
ン
ヌ
以
外
の
印
象
派
の
画
家
た
ち
は
光
り
と
、
明
る
い
雰
囲
気
か
ら
な
る
対
象
と
対
象
の
間
の
圏
域
を
描
こ
う
と
し
た
し
、
ま
た
、

近
く
の
も
の
を
掴
む
こ
と
が
で
き
る
く
ら
い
に
詳
細
に
描
き
、
遠
い
も
の
を
殆
ど
み
て
と
る
こ
と
の
で
き
な
い
く
ら
い
に
暖
昧
平
岡
と
し

た
形
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
技
法
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
技
法
を
使
用
し
た
。
し
か
し
こ
れ
に
た
い
し
て
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
近
さ
と
遠
さ
と

の
中
問
を
動
く
と
い
う
方
法
を
取
る
。
こ
の
中
間
で
は
、
す
べ
て
の
も
の
は
一
義
的
な
弱
瞭
さ
を
失
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
と
き
、
近
み
で



は
描
か
れ
る
も
の
の
特
性
が
奪
わ
れ
て
し
ま
い
、
遠
さ
で
は
誘
い
唆
す
と
い
う
性
格
が
顕
著
に
な
る
。
画
家
の
眼
は
遠
さ
と
近
さ
と
の
中

間
の
位
置
を
占
め
て
い
る
。

　
だ
か
ら
ロ
ー
ラ
ソ
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
分
析
し
て
、
「
前
景
の
嵩
を
平
坦
化
し
、
背
景
を
拡
大
化
し
た
」
と
定
式

化
し
て
い
る
。
た
と
え
ぽ
、
背
景
の
サ
ソ
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
は
、
モ
チ
ー
フ
の
写
真
と
比
較
す
る
と
、
ど
れ
も
、
異
様
に
大
き
く

ど
っ
し
り
と
嵩
を
も
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
典
型
は
、
「
ボ
：
ル
ク
イ
エ
か
ら
見
た
サ
ソ
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
」
と
い
う
絵
画
で
あ

る
。
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
と
対
立
を
セ
ザ
ン
ヌ
は
普
通
の
遠
近
法
と
は
逆
転
さ
せ
て
い
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
画
で
は
遠
く
の
山
が
中
心
に
な
っ
て

（
2
3
）

い
る
。

　
6
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ひ
と
は
よ
く
セ
ザ
ン
ヌ
の
う
ち
に
近
代
の
古
典
的
な
遠
近
法
の
破
壊
を
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
実
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
人
間
中
心
主
義
的

な
近
代
の
遠
近
法
と
は
異
な
っ
た
、
も
っ
と
別
の
遠
近
法
を
発
冤
し
て
い
た
と
い
え
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
発
見
し
た
新
し
い
種
類
の
遠
近
法

を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
古
典
的
な
遠
近
法
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
か
を
み
て
お
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
古
典
的
遠
近
法
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ル
ネ
サ
ン
ス
以
来
の
支
配
的
な
認
識
の
哲
学
と
一
つ
に
な
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
レ
オ
ナ
ル
ド
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

ダ
・
ヴ
ィ
ソ
チ
が
完
成
さ
せ
た
古
典
的
な
遠
近
法
で
は
、
遠
近
法
は
「
中
心
性
透
視
画
法
」
と
も
呼
ば
れ
、
画
家
の
視
点
か
ら
絵
画
の
内

部
の
消
尽
点
に
向
か
っ
て
世
界
と
空
間
を
裂
き
開
く
こ
と
で
あ
る
。
視
点
と
い
う
主
観
の
眼
が
、
世
界
を
越
え
た
彼
方
の
消
尽
点
に
、
つ

ま
り
世
界
を
下
に
見
る
理
想
の
点
に
向
か
っ
て
行
く
。
そ
し
て
、
い
わ
ゆ
る
主
観
と
客
観
と
の
間
の
そ
の
中
間
の
と
こ
ろ
に
絵
画
の
タ
ブ

ロ
ー
が
そ
そ
り
立
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
ば
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ソ
チ
の
「
最
後
の
晩
餐
」
と
い
う
壁
画
は
こ
う
い
う
遠

近
法
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
良
く
知
ら
れ
た
絵
画
だ
か
ら
複
製
を
見
る
こ
と
は
困
難
で
は
な
い
。
複
製
を
見
る
と
、
消
尽

点
は
、
中
央
に
座
る
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
背
後
の
窓
の
彼
方
に
向
か
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
見
え
る
こ
と
の
構
造
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一
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二

　
こ
の
消
尽
点
に
絞
ら
れ
て
い
く
画
面
の
全
体
を
見
て
い
る
画
家
の
眼
も
、
こ
の
タ
ブ
“
1
に
居
合
わ
せ
て
い
る
。
画
家
の
眼
は
、
画
板

の
手
前
に
、
こ
ち
ら
が
わ
に
隠
れ
て
い
る
。
見
る
も
の
と
し
て
の
主
観
が
、
対
極
と
し
て
見
ら
れ
る
、
つ
ま
り
客
観
の
極
に
向
か
っ
て
行

く
と
い
う
構
造
が
こ
こ
に
成
立
す
る
。
画
家
の
眼
は
、
画
面
の
焦
点
（
〉
¢
σ
q
①
昌
§
簿
）
も
し
く
は
消
尽
点
（
風
琴
7
6
§
簿
）
に
対
し
て
眺

望
点
（
M
W
凱
O
ズ
℃
¢
質
犀
け
）
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
絵
画
は
こ
れ
ら
の
二
つ
の
極
の
間
に
存
立
す
る
こ
と
に
な
る
。
事
実
、
焦
点
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

眺
望
点
と
は
タ
ブ
ロ
ー
を
間
に
は
さ
ん
で
照
悠
し
て
い
る
。

　
近
代
の
主
観
・
客
観
と
い
う
構
図
を
取
る
認
識
の
理
論
と
一
つ
に
な
っ
た
近
代
の
古
典
的
な
中
心
性
遠
近
法
は
、
こ
の
よ
う
に
主
観
の

極
と
客
観
の
極
と
い
う
二
つ
の
同
一
性
の
極
を
設
定
し
、
そ
れ
ら
の
問
に
あ
る
空
罐
の
開
け
を
想
定
し
た
。
こ
の
空
問
の
開
け
が
世
界
に

ほ
か
な
ら
な
い
。

　
物
は
世
界
の
な
か
で
、
視
点
か
ら
放
射
さ
れ
る
視
線
の
焦
点
と
し
て
浮
か
び
上
が
る
。
こ
の
場
合
、
物
の
同
一
性
は
基
体
で
あ
り
、
そ

れ
は
ま
た
様
々
の
規
定
性
（
属
性
と
も
言
い
う
る
）
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
焦
点
は
物
の
同
一
性
の
極
、
物
の
基
体
・
実
体
と
い
う
も
の

を
形
成
す
る
。
焦
点
は
、
い
わ
ば
、
物
の
そ
の
も
の
、
物
の
自
体
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
物
の
同
一
性
に
よ
り
成
立
す
る
基
体
・
実

体
が
無
限
に
開
か
れ
た
様
々
の
規
定
性
を
担
う
。
こ
の
よ
う
に
世
界
を
み
る
遠
近
法
の
焦
点
は
、
無
限
の
理
念
性
と
し
て
の
消
尽
点
で
あ

り
、
物
を
見
る
遠
近
法
の
焦
点
は
物
の
醐
一
性
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
中
心
性
遠
近
法
も
し
く
は
透
視
画
法
は
、
こ
の
よ
う
に
近
代
の
主
観
・
客
観
の
二
元
論
の
体
制
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

を
考
え
る
と
、
セ
ザ
ン
ヌ
が
近
代
の
遠
近
法
を
破
壌
し
た
と
い
う
こ
と
の
意
義
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
セ
ザ
ン
ヌ
は
新
し
い
世
界
の
見
方
、

も
っ
と
正
確
に
述
べ
る
と
、
世
界
を
見
る
新
し
い
態
度
を
発
見
し
た
。
彼
が
破
壊
し
た
の
は
人
畜
中
心
主
義
的
な
透
視
画
法
で
あ
る
。
メ

ル
ロ
…
握
ポ
ン
テ
ィ
が
い
っ
て
い
た
こ
と
、
セ
ザ
ン
ヌ
は
人
間
が
世
界
に
現
わ
れ
る
以
前
の
世
界
、
つ
ま
り
先
・
主
観
的
な
世
界
の
風
景

を
描
い
た
の
だ
と
言
う
言
葉
は
的
を
射
て
い
る
。
こ
の
破
壊
は
、
主
観
・
客
観
の
講
図
、
実
体
・
属
性
の
構
図
、
基
体
・
規
定
性
の
図
式

性
に
ま
で
及
ぶ
。



　
セ
ザ
ン
ヌ
が
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
て
発
端
を
つ
か
ん
だ
の
は
、
い
わ
ば
世
界
を
主
観
で
も
客
観
で
も
な
い
と
こ
ろ
が
ら
描
く
こ
と
で
あ

り
、
物
を
基
体
と
規
定
性
と
い
う
仕
方
で
把
握
す
る
以
前
の
と
こ
ろ
で
呈
示
さ
せ
る
、
も
し
く
は
、
現
前
さ
せ
る
と
い
う
方
針
で
あ
っ
た
。

物
は
も
は
や
属
性
を
担
う
実
体
と
い
う
存
在
の
仕
方
を
や
め
た
の
で
あ
る
。

　
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
新
し
い
世
界
の
現
れ
方
、
世
界
の
現
れ
の
薪
し
い
様
式
の
成
立
の
証
人
と
な
っ
た
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
ま
え
に
は
、
視
点
の

同
一
性
も
、
物
を
物
た
ら
し
め
る
実
体
の
同
一
性
も
消
え
て
い
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
が
見
た
の
は
、
物
が
そ
れ
自
身
の
世
界
の
う
ち
で
純
粋
に

現
れ
る
次
元
で
あ
る
。
彼
は
、
現
れ
の
次
元
を
主
題
化
し
、
遠
近
法
を
こ
の
物
の
現
れ
の
次
元
で
の
み
理
解
し
よ
う
と
し
た
。
こ
の
現
わ

れ
の
次
元
に
面
前
す
る
画
家
の
在
り
方
を
、
彼
は
、
レ
ア
リ
ザ
シ
オ
ソ
と
呼
ん
だ
。
今
や
現
れ
の
次
元
そ
の
も
の
が
、
光
と
闇
と
の
交
錯

と
し
て
、
面
と
面
と
の
戯
れ
の
構
造
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
孝
行
で
の
現
れ
の
在
り
方
を
も
っ
と
も
明
ら
か
に
示
す
の
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
水
彩
画
で
あ
る
。
光
と
は
い
ま
や
見
え
る
も
の

の
別
の
名
前
で
あ
り
、
闇
と
は
見
え
な
い
も
の
を
言
い
表
す
別
の
名
で
あ
る
。
余
り
に
明
る
い
も
の
も
、
余
り
に
暗
い
も
の
も
現
れ
の
次

元
か
ら
退
去
し
て
し
ま
う
。
ゲ
ー
テ
は
、
か
つ
て
カ
ン
ト
の
友
人
で
も
あ
っ
た
ハ
ー
マ
ン
を
引
用
し
な
が
ら
、
こ
う
い
つ
た
。
「
明
瞭
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
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と
は
光
と
影
と
の
適
度
な
配
合
で
あ
る
」
と
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
水
彩
画
が
ゲ
ー
テ
の
気
に
入
り
え
た
も
の
で
あ
る
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
と
お

も
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
ゲ
ー
テ
に
そ
の
機
会
は
な
か
っ
た
け
れ
ど
も
。

　
セ
ザ
ン
ヌ
が
今
や
己
れ
を
見
え
な
い
も
の
と
化
し
、
か
く
し
て
対
象
と
い
う
物
を
、
物
と
物
と
の
間
の
関
係
と
し
て
樹
立
し
ょ
う
と
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
も
う
す
こ
し
正
確
に
述
べ
る
と
、
対
象
を
か
き
消
し
て
、
そ
の
代
わ
り
に
面
と
面
と
の
関
係
が
取
り
結
ぶ
関

係
・
構
造
と
し
て
〈
見
え
る
も
の
〉
つ
ま
り
「
現
わ
れ
」
を
見
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
セ
ザ
ン
ヌ
と
い
う
主
観
は
も
は
や
〈
見
え
な
い

も
の
〉
と
し
て
の
身
体
と
し
て
、
こ
の
世
界
に
お
い
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　
も
と
よ
り
セ
ザ
ン
ヌ
の
平
板
な
遠
近
法
は
焦
点
を
持
た
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
を
遠
近
法
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
る
。
晩
年
の
セ
ザ
ン

ヌ
は
、
遠
近
法
を
ほ
ぼ
次
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
る
。
か
れ
は
、
お
の
れ
が
晩
年
た
え
ず
う
ま
ず
た
ゆ
ま
ず
描
き
続
け
た
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ

　
　
　
　
見
え
る
こ
と
の
構
造
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ク
ト
ワ
ー
ル
山
を
顧
慮
し
な
が
ら
、
一
八
九
六
年
に
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
こ
の
山
は
わ
れ
わ
れ
か
ら
遠
く
離
れ
た
良
い
素
材
で

す
。
こ
の
凶
自
身
は
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
に
ど
っ
し
り
と
し
て
い
ま
す
。
美
学
校
で
も
、
も
ち
ろ
ん
、
遠
近
法
は
教
え
ま
す
。
し
か
し
、
ひ
と

は
こ
れ
ま
で
深
さ
（
奥
行
き
）
が
垂
直
的
な
面
と
水
平
的
な
面
と
の
相
互
の
接
触
か
ら
生
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
見
落
と
し
て
い
た
の
で

す
。
そ
し
て
こ
れ
が
ま
さ
に
遠
近
法
な
の
で
す
。
私
は
こ
の
こ
と
を
長
い
努
力
の
果
て
に
発
見
し
ま
し
た
。
私
は
諸
々
の
面
を
塗
り
ま
す
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が
、
そ
れ
は
、
私
が
見
も
し
な
い
こ
と
を
私
は
や
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
」
奥
行
き
を
嵩
に
よ
っ
て
ど
っ
し
り
と
盛
り
上
げ
、
そ

の
か
わ
り
に
近
さ
を
簡
略
化
す
る
と
い
う
の
が
セ
ザ
ン
ヌ
の
方
法
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
い
う
空
気
遠
近
法
は
携
否
さ
れ
る
。
そ
れ
と
い
う
の
も
空
気
遠
近
法
で
は
、
近
く
の

も
の
は
、
大
き
く
鮮
明
に
描
か
れ
、
そ
れ
に
た
い
し
て
、
遠
く
の
も
の
は
小
さ
く
し
か
も
曖
昧
に
、
し
か
も
空
気
の
青
さ
を
濃
く
立
ち
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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め
て
描
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
い
う
空
気
遠
近
法
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
方
法
で
は
な
い
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
考
え
で
は
、
絵
画
と
は

距
離
（
隔
た
り
）
の
問
の
出
会
い
で
あ
り
、
こ
の
出
会
い
が
遠
近
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
隔
た
り
の
問
の
出
会
い
と
は
、
面
と
面
と
の
関
係
で
あ
る
。
こ
の
面
と
面
と
の
関
係
は
も
っ
ぱ
ら
色
と
色
と
の
関
係
と
し
て
現
わ
れ
る
。

セ
ザ
ン
ヌ
が
色
を
重
視
し
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
「
デ
ッ
サ
ン
と
色
彩
と
は
分
け
ら
れ
な
い
も
の
で
、
色
を
塗
る
に
つ
れ
て
、
デ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

ッ
サ
ソ
が
な
り
、
色
彩
が
調
和
し
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
デ
ッ
サ
ン
が
正
確
に
な
る
。
色
彩
が
豊
富
に
な
る
と
き
、
形
も
充
実
す
る
」
と
ベ
ル

ナ
ー
ル
に
語
っ
て
い
る
。
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
を
描
い
た
多
く
の
風
景
画
は
、
茶
色
と
木
々
の
緑
と
い
う
暖
色
と
寒
色
の
対
比

で
成
り
立
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
輪
郭
を
黒
い
線
で
描
い
て
は
な
ら
な
い
。
「
面
と
颪
が
互
い
に
悪
い
接
す
る
場
合
、
新
印
象
派
の
人
々
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

境
界
線
に
用
い
る
黒
い
筋
は
わ
れ
わ
れ
の
全
力
を
あ
げ
て
排
斥
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
も
の
だ
。
」
こ
れ
は
、
エ
ッ
ク
ス
・
ア
ン
・
プ
ロ

ヴ
ァ
ン
ス
か
ら
ベ
ル
ナ
ー
ル
に
一
九
〇
五
年
一
〇
月
に
書
か
れ
た
手
紙
の
一
部
で
あ
る
。
実
際
に
晩
年
の
セ
ザ
ン
ヌ
は
こ
の
と
お
り
に
描

　
　
（
3
2
）

い
て
い
る
。
彼
は
ま
ず
対
象
の
影
を
描
き
、
そ
の
影
を
値
で
塗
り
つ
ぶ
し
て
い
く
と
い
う
描
き
方
を
と
る
。
こ
れ
は
、
　
一
種
独
特
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

で
あ
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
ぼ
あ
い
黒
い
筋
の
よ
う
に
み
え
る
の
は
、
じ
つ
は
、
影
な
の
で
あ
る
。



　
セ
ザ
ン
ヌ
は
こ
の
よ
う
に
面
と
色
彩
か
ら
な
る
遠
近
法
を
距
離
の
出
会
い
、
遠
さ
と
近
さ
と
の
出
会
い
と
し
て
理
解
す
る
。
だ
か
ら
こ

そ
ア
ド
リ
ア
ニ
と
い
う
著
名
な
セ
ザ
ン
ヌ
研
究
者
は
こ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。
「
セ
ザ
ン
ヌ
の
眼
目
は
、
空
間
の
次
元
、
嵩
の
次
元
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

面
の
所
与
性
を
適
切
な
仕
方
で
色
に
よ
っ
て
相
互
に
関
係
づ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
」
と
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
言
葉
を
引
用
す
る
と
、
「
自
然
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

拡
が
り
ょ
り
も
深
さ
（
奥
行
き
）
に
お
い
て
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
」
（
一
九
〇
四
年
四
月
一
五
日
）
な
の
で
あ
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
気
掛
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

り
で
あ
っ
た
面
は
、
平
ら
で
は
な
く
、
深
み
を
持
つ
。
だ
か
ら
「
自
然
は
球
体
、
円
錐
体
、
円
筒
体
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

そ
の
す
べ
て
が
透
視
法
（
遠
近
法
）
に
し
た
が
い
、
物
体
と
面
（
プ
ラ
ン
）
の
前
後
左
右
が
中
心
の
一
点
に
集
中
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

と
セ
ザ
ン
ヌ
は
書
く
。

　
セ
ザ
ン
ヌ
の
今
の
言
葉
を
解
釈
し
て
、
ピ
カ
ソ
は
多
く
の
視
点
か
ら
見
た
対
象
を
一
つ
の
オ
ブ
ジ
ェ
と
し
て
描
い
た
。
ピ
カ
ソ
は
多
視

点
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
意
図
的
に
採
用
す
る
。
有
名
な
ピ
カ
ソ
の
「
泣
く
お
ん
な
」
な
ど
は
そ
の
典
型
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う

い
う
試
み
は
、
す
で
に
セ
ザ
ン
ヌ
が
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
な
の
だ
。

　
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
多
く
の
視
点
か
ら
見
ら
れ
た
家
の
「
見
え
姿
」
を
同
一
の
タ
ブ
ロ
ー
に
同
時
に
描
き
込
む
。
こ
れ
は
、
ロ
ー
ラ
ン
が
モ

チ
ー
フ
写
真
と
の
対
比
で
克
明
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
だ
。
た
と
え
ば
、
「
モ
ン
ブ
リ
ア
ン
の
鳩
舎
」
と
い
う
絵
で
は
、
鳩
舎
の
屋
根
は

上
の
ほ
う
か
ら
見
ら
れ
て
い
る
。
鳩
舎
は
さ
ら
に
他
の
正
反
薄
の
二
つ
の
視
点
か
ら
見
ら
れ
た
像
と
し
て
も
描
か
れ
た
。
つ
ま
り
、
「
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

ソ
ブ
リ
ア
ン
の
鳩
舎
」
は
三
つ
の
視
点
か
ら
の
像
が
岡
時
に
ひ
と
つ
の
絵
の
な
か
に
描
き
込
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
、
風
景
画
の
み
に
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ぽ
、
静
物
画
に
つ
い
て
も
多
く
の
視
点
か
ら
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
が

描
か
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
例
を
あ
げ
て
み
よ
う
。
多
視
点
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
一
つ
の
モ
デ
ル
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
果

物
籠
の
な
か
の
静
物
」
と
い
う
絵
画
で
あ
る
。
こ
の
絵
画
に
つ
い
て
の
ロ
ー
ラ
ン
の
分
析
は
徹
底
し
た
も
の
で
多
く
の
洞
察
を
あ
た
え
る
。

「
異
な
っ
た
視
点
か
ら
見
ら
れ
て
し
か
も
画
面
の
平
坦
性
と
調
和
し
て
い
る
面
の
相
互
の
闘
に
生
じ
て
い
る
無
数
の
緊
張
関
係
こ
そ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

こ
の
静
物
画
の
神
秘
と
力
と
の
源
で
あ
る
。
空
問
の
感
動
的
で
非
写
実
的
な
幻
覚
は
、
視
点
の
移
行
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
。
」

　
　
　
　
見
え
る
こ
と
の
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五



　
　
　
　
折
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四
六

　
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
リ
も
ロ
ー
ラ
ン
の
分
析
に
依
拠
し
そ
れ
を
完
全
に
み
と
め
た
う
え
で
、
次
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。
「
セ
ザ
ン
ヌ
は
異

な
っ
た
視
点
か
ら
の
異
な
っ
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
創
設
す
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
空
間
を
感
覚
的
な
イ
メ
ー
ジ
の
連
続
と
同
一
視
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

そ
れ
は
、
時
間
と
空
間
の
同
一
性
を
創
造
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
」
視
点
の
移
行
に
は
蒔
間
を
必
要
と
す
る
。
視
点
の
移
行
が
前
提

し
て
い
る
時
間
の
隔
た
り
と
移
行
を
ひ
と
つ
の
絵
画
の
う
ち
に
描
き
込
む
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
の
変
遷
を
も
絵
画
の
な
か
に
呈
示
し
て

い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
視
点
A
か
ら
見
え
る
家
の
プ
ロ
フ
ィ
ー
ル
を
、
同
じ
家
の
視
点
B
か
ら
の
見
え
姿
の
う
ち
に
同
時
に

描
き
込
む
と
い
う
こ
と
は
、
画
家
が
視
点
A
か
ら
B
に
移
行
す
る
に
要
す
る
時
間
を
絵
画
の
な
か
に
描
き
込
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
す

る
。　

セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
1
そ
れ
は
ひ
と
が
絵
画
の
成
立
に
手
を
貸
し
な
が
ら
お
の
れ
自
身
は
見
え
な
い
も
の
（
言
い
替
え
る
と
「
見
な
い

も
の
」
で
は
な
く
「
現
わ
れ
ぬ
も
の
」
な
の
だ
が
）
と
し
て
、
し
か
も
世
界
の
な
か
に
あ
っ
て
身
体
（
手
）
と
い
う
見
え
る
も
の
と
し
て

世
界
の
様
々
の
事
物
を
、
世
界
の
内
部
か
ら
、
描
こ
う
と
い
う
試
み
で
あ
っ
た
。
彼
の
絵
画
の
な
か
で
は
、
一
本
の
樹
木
、
森
の
木
陰
、

葉
の
色
、
そ
れ
ら
の
背
後
に
見
え
る
サ
ソ
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
の
山
肌
等
が
相
互
に
関
係
を
結
び
、
対
応
し
、
対
比
を
形
成
し
、
呼

応
し
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
こ
れ
ら
は
糧
互
に
排
斥
し
あ
い
、
反
発
し
あ
い
、
排
除
し
あ
っ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
結
び
合
い
と

呼
応
は
、
排
斥
と
反
発
と
一
つ
に
な
っ
て
、
画
布
の
全
体
宇
宙
の
な
か
で
調
和
し
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
ベ
ル
ナ
ー
ル
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

制
作
の
方
法
に
「
調
和
の
法
翔
」
の
支
配
を
認
め
た
の
で
あ
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
は
、
明
る
み
と
賭
さ
、
褐
色
と
緑
色
、
前
景
の
簡
素

化
と
背
景
の
嵩
の
盛
り
上
げ
、
家
や
橋
の
強
調
さ
れ
た
歪
み
な
ど
様
々
の
対
立
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
そ
し
て
様
々
の
紺
立
の
調
和
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

あ
う
宇
宙
と
は
、
ま
さ
し
く
構
造
論
的
な
現
象
野
で
あ
る
。
山
な
み
が
私
に
大
き
く
ど
っ
し
り
と
ま
つ
す
ぐ
に
見
え
る
と
き
に
は
、
そ
の

山
々
の
手
前
の
木
々
や
岩
は
、
小
さ
く
斜
め
に
傾
し
い
で
み
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
絵
画
も
風
景
も
一
定
の
相
互
連
関
の
講
造
の
な
か
で

現
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
構
造
は
、
超
主
観
的
で
か
つ
先
主
観
的
で
あ
る
。
（
次
頁
の
図
を
参
照
）

　
「
レ
・
口
：
ブ
か
ら
見
た
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
！
ル
山
」
（
一
九
〇
二
）
と
題
さ
れ
た
絵
を
鑑
賞
し
て
み
よ
う
。
こ
の
絵
を
ニ
ュ
ー
・
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四
八

ヨ
ー
ク
の
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
美
術
館
で
見
た
と
き
、
ジ
ョ
ン
・
リ
ヲ
ー
ル
ド
と
い
う
セ
ザ
ン
ヌ
研
究
者
は
こ
の
絵
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

解
説
し
て
い
た
。
「
こ
れ
ら
三
本
の
倒
木
の
各
々
は
他
の
二
本
の
倒
木
へ
の
機
能
（
関
数
）
を
正
確
に
は
か
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ

し
て
、
そ
れ
ら
の
各
々
は
ス
ト
ロ
ー
ク
の
緊
密
な
波
の
全
体
と
し
て
の
ハ
ー
モ
ニ
ー
を
形
成
し
て
い
る
。
」
つ
ま
り
絵
画
に
描
か
れ
た
各

各
の
物
は
、
そ
の
絵
の
提
示
す
る
宇
宙
の
な
か
で
他
の
物
と
の
調
和
の
と
れ
た
関
数
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
。

　
「
ビ
ベ
ミ
ュ
ス
の
石
切
場
に
お
け
る
岩
」
と
い
う
水
彩
画
に
描
か
れ
て
い
る
岩
に
つ
い
て
ヴ
ェ
ソ
ト
ゥ
リ
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
岩
は
そ
れ
を
岩
と
し
て
見
せ
る
き
っ
ぱ
り
と
し
た
性
格
を
も
ち
、
し
か
も
、
同
時
に
岩
は
価
値
と
し
て
現
れ
て
い
る
」
と
。
お
な
じ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

と
は
、
「
森
の
な
か
の
岩
」
と
い
う
絵
爾
に
つ
い
て
も
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
セ
ザ
ン
ヌ
が
描
い
て
い
る
の
は
、
物
質
と
し
て
の
岩
で

も
樹
で
も
な
い
。
彼
は
、
岩
や
樹
の
「
見
え
姿
」
を
、
「
形
の
見
え
方
」
を
色
で
現
わ
れ
せ
し
め
て
い
る
。
質
料
を
も
た
ぬ
、
物
質
性
を

脱
し
去
っ
た
形
と
形
と
の
関
係
を
描
く
こ
と
に
よ
り
画
家
は
ひ
と
つ
の
絵
画
の
う
ち
に
「
見
え
姿
」
と
「
見
え
姿
」
と
の
間
の
機
能
し
あ

う
価
値
の
交
錯
を
創
造
し
て
い
る
。
そ
れ
は
い
わ
ぽ
実
在
と
し
て
の
岩
と
実
在
す
る
樹
と
の
接
合
点
に
立
ち
現
れ
て
く
る
。
画
布
に
描
か

れ
る
の
は
、
た
だ
、
ど
の
よ
う
に
見
え
る
の
か
と
い
う
形
と
色
の
広
が
り
だ
け
で
あ
る
。

　
セ
ザ
ン
ヌ
が
描
く
の
は
、
ひ
と
つ
の
秩
序
あ
る
宇
宙
で
あ
る
。
こ
の
宇
宙
の
な
か
で
亭
々
の
要
素
、
個
々
の
岩
、
樹
木
、
果
物
、
机
な

ど
が
独
自
の
価
値
を
も
っ
て
現
れ
る
。
一
つ
一
つ
の
要
素
は
、
例
え
ば
岩
で
あ
り
、
家
で
あ
る
。
杉
や
倒
木
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
キ
ャ

ン
バ
ス
の
背
景
に
溶
け
込
み
な
が
ら
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
互
に
対
立
し
あ
い
、
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
形
成
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
絵

爾
の
諸
要
素
は
己
の
内
部
か
ら
輝
き
も
す
る
か
ら
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
山
蔓
ポ
ソ
テ
ィ
は
、
物
は
雰
囲
気
に
溶
け
込
ま
ず
、
ま
た
他
の
も
の

と
の
関
係
の
う
ち
に
失
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
む
し
ろ
、
物
は
そ
の
も
の
の
内
部
か
ら
輝
き
出
る
の
だ
と
い
う
。
ゲ
ル
ノ
ッ
ト
・
べ
ー
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

で
あ
れ
ぽ
、
物
の
煙
寺
態
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
絵
画
に
登
場
す
る
諸
要
素
は
、
い
わ
ぽ
画
布
の
全
体
の
秩
序
の
な
か

で
お
互
い
に
映
し
合
い
、
戯
れ
あ
う
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
映
す
一
映
し
あ
い
の
な
か
で
、
タ
ブ
ロ
ー
の
宇
宙
は
ひ
と
つ
の
調
和
あ

る
姿
を
呈
示
し
て
い
る
。



　
晩
年
の
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
お
の
れ
の
行
っ
て
い
る
こ
と
が
自
然
の
研
究
で
あ
る
と
慎
ま
し
く
語
っ
て
い
る
。
「
画
家
は
ま
ず
自
然
の
研
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

に
没
頭
し
、
自
己
の
修
養
で
あ
る
べ
き
絵
画
の
制
作
に
努
力
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
」
「
画
家
は
、
色
彩
と
素
描
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
感
覚
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

認
識
を
築
き
上
げ
て
い
く
。
」
セ
ザ
ン
ヌ
は
文
学
老
や
哲
学
者
が
言
葉
や
概
念
で
研
究
し
思
索
す
る
か
わ
り
に
、
素
描
と
絵
画
の
制
作
に

よ
っ
て
自
然
を
研
究
し
た
。
そ
の
結
果
、
彼
は
「
か
つ
て
わ
れ
わ
れ
に
見
え
て
い
た
全
て
の
も
の
が
忘
れ
ら
れ
、
わ
れ
わ
れ
が
現
に
見
る

　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

物
象
が
明
ら
か
に
な
る
」
と
言
い
切
る
と
こ
ろ
ま
で
い
く
。
セ
ザ
ン
ヌ
は
、
メ
ル
蛍
雪
1
ー
ポ
ン
テ
ィ
が
言
っ
て
い
た
よ
う
に
、
こ
の
世
界

の
最
も
原
初
的
な
光
景
を
目
撃
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　
7

　
セ
ザ
ン
ヌ
を
尊
敬
し
て
い
た
マ
ル
チ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
晩
年
・
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
故
郷
、
　
エ
ッ
ク
ス
・
ア
ン
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ソ
ス
を
訪

れ
て
、
そ
こ
で
の
印
象
を
、
ー
ハ
ル
ト
ム
ー
ト
・
ブ
フ
ナ
ー
の
伝
え
る
と
こ
ろ
に
よ
る
と
1
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。
「
セ
ザ
ン
ヌ
の

故
郷
で
の
こ
れ
ら
の
日
々
は
、
哲
学
の
｝
つ
の
文
塵
の
す
べ
て
の
書
物
に
匹
敵
す
る
。
も
し
一
人
の
人
間
が
セ
ザ
ン
ヌ
が
描
い
た
よ
う
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

ま
さ
に
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
直
接
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
な
ら
ば
」
と
。
そ
し
て
最
近
の
ド
イ
ツ
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
セ
ザ
ン

ヌ
解
釈
に
つ
い
て
の
論
文
は
す
べ
て
こ
の
文
を
手
が
か
り
に
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
将
来
の
思
惟
の
そ
そ
り
立
つ
峰
へ
の
登
頂
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

導
ぐ
シ
ェ
ル
パ
と
し
て
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
を
み
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
い
っ
た
い
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
ど
の
よ
う
な
点
で
セ
ザ
ン
ヌ
を
高
く
評
価
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
セ
ザ
ン
ヌ
を
ど

の
よ
う
に
見
て
い
た
か
は
、
彼
の
「
思
索
さ
れ
た
も
の
」
と
名
付
け
ら
れ
て
、
ル
ネ
・
シ
ャ
ー
ル
に
捧
げ
ら
れ
た
一
連
の
詩
の
な
か
の
一

節
が
詩
っ
て
い
る
。
そ
の
語
る
と
こ
ろ
に
耳
を
傾
け
よ
う
。

　
　
囲
§
ω
O
馨
≦
①
葵
匹
①
の
客
鉱
鶏
ω
卿
。
・
け
象
①
N
≦
凶
。
富
岸

　
　
＜
8
＞
謬
箋
。
ω
①
巳
①
ヨ
§
α
〉
訂
≦
の
ω
o
尋
。
謬
。
ぎ
鹸
三
㎎

　
　
　
　
見
え
る
こ
と
の
講
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
折
口
学
研
究
　
第
五
｝
臼
六
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
〇

　
　
α
q
①
箋
o
a
①
P
》
希
巴
陣
ω
凶
。
冨
《
環
乙
く
①
暑
環
＆
9
弩
ぴ
q
匡
。
互

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

　
　
＜
鶏
毛
9
。
鵠
鳥
①
掃
ご
①
一
器
o
q
①
ず
。
卿
B
三
ω
＜
o
目
①
置
。
⇒
二
蘇
ρ

　
現
前
す
る
も
の
と
現
前
す
る
こ
と
が
二
重
の
襲
を
な
し
な
が
ら
、
し
か
も
、
一
重
に
な
る
と
い
う
こ
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

ー
は
、
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
そ
し
て
秘
密
に
満
ち
た
同
一
性
と
は
な
に
か
。
．
．
》
H
霧
冴
圃
。
嵩
《
§
α
＜
⑦
7

≦
琶
O
窪
鎧
σ
q
芭
。
『
、
と
言
っ
て
い
る
限
り
そ
れ
は
、
明
ら
か
に
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
レ
ア
リ
ザ
シ
オ
ソ
に
つ
い
て
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈

を
語
り
出
し
て
い
．
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
現
前
す
る
も
の
と
現
前
性
が
な
す
二
重
の
嚢
と
は
、
存
在
者
と
存
在
者
性
と
の
差
別
を
、
つ
ま
り
は
、
対
象
と
、
対
象
を
対
象
た
ら
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

め
る
も
の
、
本
質
と
か
地
平
と
か
言
わ
れ
る
も
の
と
の
差
別
を
意
味
し
て
い
る
。
言
い
替
え
る
と
、
現
前
す
る
も
の
（
〉
謬
ミ
①
ω
窪
α
o
ω
）

と
は
、
対
象
、
或
も
の
、
一
定
の
仕
方
で
眼
前
に
存
在
す
る
も
の
を
意
味
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
現
前
性
（
〉
毫
①
ω
Φ
導
①
ご
と
は
、

対
象
を
対
象
た
ら
し
め
る
も
の
、
或
も
の
を
そ
の
も
の
た
ら
し
め
る
も
の
、
つ
ま
り
存
在
老
を
存
在
さ
せ
る
本
質
も
し
く
は
実
体
と
し

て
の
存
在
老
女
で
あ
る
。
こ
の
現
前
性
は
、
本
来
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
思
惟
か
ら
す
る
と
現
前
せ
し
め
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
〉
コ
≦
①
器
？

剛
p
。
ω
器
昌
と
は
き
っ
ぱ
り
と
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
現
前
す
る
も
の
と
現
前
性
と
の
差
別
は
、

存
在
論
的
差
別
に
平
行
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
：
の
い
う
二
重
の
漿
と
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
思
惟
を
こ
れ
ま
で
根
本
的
に
規
定
し
て
き

た
春
在
論
的
な
差
別
、
か
の
存
在
者
と
存
在
す
る
こ
と
と
の
差
別
な
の
で
あ
る
。

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
こ
こ
で
、
存
在
者
も
し
く
は
現
前
す
る
も
の
を
対
象
と
み
な
す
の
で
は
な
い
道
を
セ
ザ
ン
ヌ
の
う
ち
に
探
り
当
て

る
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
描
く
も
の
、
た
と
え
ぽ
、
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
、
シ
ャ
ト
ー
・
ノ
ワ
：
ル
、
メ
ゾ
ソ
・
マ
リ
ア
、
ビ
ベ
ミ
ェ

ス
の
石
切
場
、
ト
ゥ
ロ
ワ
・
ソ
ー
テ
の
橋
、
レ
ス
タ
ッ
ク
風
景
、
マ
ル
セ
ー
ユ
湾
な
ど
は
、
す
べ
て
、
主
観
と
客
観
の
両
極
性
の
磁
場
の

客
観
つ
ま
り
封
戸
と
し
て
タ
ブ
ロ
ー
に
登
場
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
客
観
で
も
な
け
れ
ば
、
対
象
で
も
な
い
。
そ
も
そ
も
こ
こ

で
は
、
対
象
を
見
る
主
観
が
画
面
か
ら
欠
け
て
い
る
。
絵
の
タ
ブ
ロ
ー
の
ど
こ
に
も
、
中
心
性
遠
近
法
が
前
提
す
る
焦
点
や
消
尽
点
が
現



　
　
　
　
（
5
2
）

わ
れ
て
い
な
い
。

　
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
に
登
場
す
る
も
の
は
、
対
象
と
し
て
、
あ
る
い
は
客
観
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
い
っ
た
い
ど
う

い
う
資
格
で
現
わ
れ
る
の
か
。
現
前
す
る
も
の
と
現
前
性
と
い
う
二
重
の
漿
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
後
期
の
作
品
で
は
、
一
重
に
な
っ
た
と
い

う
の
は
、
単
純
に
、
存
在
論
的
差
別
が
廃
棄
さ
れ
る
と
い
う
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。
存
在
と
存
在
者
が
じ
つ
は
同
一
で
あ
る
と
い
う
べ
き

な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
レ
ア
リ
ザ
シ
オ
ン
で
あ
り
、
秘
密
に
満
ち
た
同
一
性
に
な
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う

か
。　

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
『
思
惟
と
は
何
の
謂
い
か
』
と
い
う
最
晩
年
の
講
義
の
な
か
で
、
い
ま
の
べ
た
間
に
た
い
す
る
答
え
を
与
え
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
も
と
よ
り
こ
こ
で
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
エ
オ
ソ
・
エ
ム
メ
ナ
イ
と
い
う
ま
さ
に
存
在
老
と
存
在
す
る
こ
と
の
二

重
の
髪
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
偶
然
と
は
い
え
な
い
の
は
、
お
そ
ら
く
セ
ザ
ン
ヌ
の
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

の
絵
に
対
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈
が
の
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
だ
。
「
わ
れ
わ
れ
は
い
ま
現
前
し
て
い
る
山
な
み
に
、

（
…
…
）
も
っ
ぱ
ら
そ
の
現
前
を
見
な
が
ら
注
目
す
る
。
現
前
す
る
も
の
は
、
隠
れ
な
さ
か
ら
開
き
現
わ
れ
た
。
現
前
す
る
も
の
は
、
己

の
現
前
す
る
こ
と
の
う
ち
で
そ
の
よ
う
な
開
き
現
わ
れ
か
ら
由
来
し
て
い
る
。
隠
れ
な
さ
か
ら
開
き
現
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

現
前
す
る
も
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
隠
れ
な
き
も
の
の
う
ち
に
ま
た
す
で
に
立
ち
入
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
山
な
み
が
風
景
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

ち
に
存
す
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
で
あ
る
。
」
つ
ま
り
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
、
山
な
み
が
、
た
と
え
ぽ
サ
ソ
ト
・
ヴ
ィ

ク
ト
ワ
ー
ル
山
が
或
る
主
観
に
対
す
る
客
観
と
し
て
で
も
な
く
、
ま
た
自
立
し
た
実
体
と
し
て
で
も
な
く
、
む
し
ろ
、
レ
ス
タ
ッ
ク
風
景

の
、
あ
る
い
は
、
ビ
ベ
ミ
ュ
ス
の
石
切
場
の
風
景
の
う
ち
に
溶
け
込
ん
だ
サ
ソ
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
と
し
て
現
わ
れ
る
。

　
現
象
学
的
に
記
述
す
る
と
、
サ
ソ
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
は
、
あ
る
風
景
の
な
か
で
、
　
一
定
の
地
平
の
な
か
で
現
わ
れ
る
。
こ
の
現

前
す
る
も
の
、
こ
の
現
わ
れ
る
も
の
は
、
対
象
で
も
客
観
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
は
、
タ
ブ
ロ
ー
の
内
部
か
ら
光
り
輝
い

て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
現
前
す
る
こ
と
は
、
滞
留
す
る
こ
と
の
う
ち
に
集
め
ら
れ
、
こ
の
滞
留

　
　
　
　
見
え
る
こ
と
の
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一



　
　
　
　
折
e
宇
研
鷹
九
　
第
五
百
六
ム
ー
・
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
二

す
る
こ
と
は
、
そ
の
つ
ど
ひ
と
つ
の
山
な
み
、
海
、
一
軒
の
家
を
逗
留
せ
し
め
、
他
の
現
前
す
る
も
の
の
間
で
の
そ
の
よ
う
な
滞
留
の
間

（
あ
い
だ
）
に
基
づ
い
て
眼
前
に
横
た
え
せ
し
め
る
。
（
…
…
）
ギ
リ
シ
ャ
人
は
そ
の
よ
う
な
滞
留
す
る
こ
と
を
、
明
け
開
か
れ
て
光
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

輝
き
つ
つ
そ
れ
じ
し
ん
を
示
す
こ
と
と
い
う
意
味
で
の
輝
き
現
わ
れ
る
こ
と
と
し
て
経
験
す
る
。
」
し
た
が
っ
て
、
現
わ
れ
現
前
す
る
も

の
は
、
い
ま
や
現
わ
れ
る
こ
と
、
現
前
す
る
こ
と
と
ひ
と
つ
に
な
る
。

　
現
前
す
る
も
の
（
O
曽
o
o
　
＞
づ
毛
O
ψ
O
⇒
瓜
O
）
は
、
か
く
し
て
、
人
間
に
現
成
し
、
人
間
に
襲
い
か
か
り
、
人
間
を
圧
倒
す
る
と
い
う
意
味
で

人
間
に
関
お
る
。
だ
か
ら
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。
「
己
の
内
部
か
ら
現
わ
れ
な
が
ら
人
間
に
言
成
す
る
も
の
は
、
ギ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

シ
ャ
人
の
経
験
に
お
い
て
は
、
本
来
の
存
在
者
で
あ
っ
た
し
、
（
…
…
）
現
前
す
る
こ
と
と
い
う
意
味
で
の
存
在
で
あ
る
。
」
現
前
す
る
も

の
は
、
現
前
す
る
こ
と
と
一
つ
に
な
っ
て
、
人
闘
の
主
観
の
以
前
の
次
元
に
お
い
て
己
の
内
部
か
ら
立
ち
現
わ
れ
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
に
と
っ

て
彼
の
故
郷
の
風
景
画
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
己
の
内
部
か
ら
立
ち
現
わ
れ
、
真
理
と
し
て
樹
立
さ
れ
て
い
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
は

現
前
し
、
人
間
に
襲
来
す
る
の
で
あ
る
。

　
何
が
現
前
す
る
か
は
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
現
前
す
る
か
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
前
す
る
こ
と
な
く
自
ら
を
匿
う
も
の
と
の
関

係
に
お
い
て
、
つ
ね
に
、
現
前
す
る
も
の
は
現
前
す
る
。
こ
れ
が
、
現
前
す
る
も
の
と
現
前
性
と
の
二
重
の
嚢
が
一
重
に
な
る
と
い
う
こ

と
の
意
味
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
レ
ア
リ
ザ
シ
オ
ン
は
、
い
ま
や
、
現
前
せ
し
め
る
こ
と
（
〉
跡
ぞ
く
Φ
ω
①
嵩
一
餌
ω
自
。
①
嵩
）
を
意
味
す
る
。
現
前
せ
し
め

る
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
：
の
セ
ザ
ン
ヌ
解
釈
の
う
ち
で
、
匿
い
か
ら
開
放
し
、
開
か
れ
た
明
る
み
に
、
つ
ま
り
隠
れ
な
き
も
の
に
も
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

ら
す
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
サ
ン
ト
・
ヴ
ィ
ク
ト
ワ
ー
ル
山
や
庭
師
ヴ
ァ
リ
エ
ー
の
姿
は
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
の
う
ち
で

そ
れ
ら
の
開
か
れ
た
明
る
み
の
場
に
も
た
ら
さ
れ
る
。

　
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
は
、
二
重
の
意
味
で
地
平
性
に
囲
ま
れ
て
現
前
し
て
い
る
。
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
と
の
関
係
は
、
ま
ず
は
、

見
え
る
タ
ブ
ロ
ー
と
、
タ
ブ
ロ
ー
に
彩
撫
し
た
画
家
の
身
体
と
い
う
兇
え
な
い
も
の
と
の
関
係
に
示
さ
れ
る
。
つ
い
で
、
絵
画
じ
し
ん
が

弄
る
も
の
を
現
前
さ
せ
な
が
ら
、
同
時
に
弱
る
い
闇
と
し
て
、
あ
る
い
は
、
暗
き
明
る
さ
と
し
て
決
し
て
現
前
し
な
い
も
の
を
と
も
な
う
。



見
え
る
も
の
は
つ
ね
に
見
え
な
い
も
の
を
と
も
な
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
見
え
る
こ
と
の
溝
造
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

（
1
）
　
ベ
ル
ナ
ー
ル
『
回
想
の
セ
ザ
ン
ヌ
』
平
凡
社
一
⑩
①
◎
ウ
お
㎝
下
。
（
以
下
の
引
用
ペ
ー
ジ
は
、
Ψ
に
よ
っ
て
邦
文
文
献
を
、
ψ
に
よ
っ
て
欧

　
米
文
献
を
示
す
。
）

（
a
一
）
　
バ
ル
ザ
ッ
ク
、
『
知
ら
れ
ざ
る
傑
作
』
の
主
人
公
、
フ
レ
ン
ホ
ー
フ
ァ
ー
は
セ
ザ
ン
ヌ
と
ほ
と
ん
ど
同
じ
デ
ッ
サ
ン
論
を
展
開
し
て
い
る
。
ペ
ル

ー　
ナ
ー
ル
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
逸
話
を
伝
え
て
、
い
か
に
セ
ザ
ン
ヌ
が
こ
の
フ
レ
ソ
ホ
ー
フ
ァ
ー
と
一
体
化
し
て
い
た
か
を
示
し
て
い
る
。
「
一
タ
バ
ル
ザ

　
ッ
ク
の
『
知
ら
れ
ざ
る
傑
作
』
の
主
人
公
、
フ
レ
ソ
ホ
ー
フ
ァ
ー
の
話
が
で
た
と
き
突
然
翁
は
立
ち
上
が
り
前
に
進
ん
で
黙
っ
た
ま
ま
人
さ
し
指
で

　
己
の
胸
を
叩
い
て
み
せ
た
。
…
…
翁
は
激
し
く
感
動
し
て
限
に
一
杯
涙
を
た
め
て
い
ら
れ
た
。
翁
よ
り
ま
え
に
一
先
駆
者
が
あ
り
翁
の
心
を
予
言
し

　
た
。
」
ベ
ル
ナ
ー
ル
『
回
想
の
セ
ザ
ン
ヌ
』
世
界
教
養
全
集
1
2
、
平
凡
社
お
①
9
二
心
Q
。
匂
。
・
下
。
こ
の
逸
話
は
、
ジ
ョ
ン
・
リ
ヲ
ー
ル
ド
以
来
よ
く
し

　
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
た
と
え
ば
、
ロ
ー
ラ
ン
『
セ
ザ
ン
ヌ
の
構
図
』
、
や
毒
を
見
よ
。
ア
ー
ル
。
ロ
ー
ラ
ソ
『
セ
ザ
ン
ヌ
の
構
図
』
内
田
訳
、

　
美
術
出
版
社
。
お
刈
ド

（
b
｝
）
竃
”
琶
8
寓
巴
①
窪
七
。
”
葺
審
魯
。
題
き
8
α
q
δ
鳥
路
9
℃
無
8
暮
8
㌔
巴
ω
お
a
”
ψ
ω
話
＼
ω
刈
G
。
．

1（
2
）
　
た
と
え
ば
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
心
理
学
的
な
優
れ
た
研
究
を
な
し
た
ρ
閂
O
鑓
雌
B
雪
『
O
『
§
島
。
α
q
Φ
鵠
㊦
ぎ
2

　
勺
7
似
詳
。
ヨ
Φ
p
o
8
ひ
身
冨
虞
冨
O
℃
塁
魯
。
囲
o
o
q
δ
鳥
ゆ
嬬
勺
臼
ω
冨
犀
二
〈
潔
黛
噛
（
留
O
毎
旨
Φ
コ
c
d
①
島
コ
お
①
O
）
り
ω
・
ち
●

（
3
）
　
拙
著
『
現
象
学
と
構
造
主
義
』
世
界
書
院
、
一
⑩
O
O
な
ど
を
み
よ
。

（
4
）
↓
巴
p
ω
議
O
O
＞
≦
鋭
＞
a
。
剛
Φ
”
田
富
『
。
Z
卿
ω
雪
国
し
員
望
。
饗
ざ
。
巴
冨
。
隔
霧
窪
。
ヨ
雰
9
。
ゆ
q
S
①
9
ξ
U
Φ
ω
§
国
ヨ
耳
①
ρ
（
田
信
幕
鴬

　
U
g
臼
Φ
o
詳
お
零
）
噸
唱
O
●
お
O
一
お
郵

（
5
）
　
拙
著
『
現
象
の
ロ
ゴ
ス
』
動
草
書
募
、
お
。
。
①
「

（
6
）
差
ヨ
§
蛭
類
鵠
ω
巴
“
O
霞
僅
Φ
ω
貯
巳
ω
魯
①
三
巴
冨
け
陣
§
Φ
∬
田
ぴ
q
．
図
○
。
け
a
冨
5
写
ぎ
ω
8
窪
ω
9
Φ
し
ご
陣
げ
嵩
。
3
①
ぎ
（
護
①
ぎ
①
護
国
ρ
B
9
『
σ
q

　
お
。
。
“
ソ
ω
。
ω
α
塗
一
九
七
七
年
の
初
版
は
極
度
に
ミ
ス
プ
リ
が
多
い
。

（
7
）
出
β
ω
ω
〇
二
冨
欝
×
×
＜
．
（
乙
甘
。
浄
U
窪
類
器
α
q
お
お
）
ω
．
8
堕

　
　
　
見
え
る
こ
と
の
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
哲
学
研
…
究
　
第
五
百
六
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

（
8
）
　
鵠
信
ω
器
誌
冨
謬
餌
目
目
ド
b
ご
凶
①
ヨ
①
7
＞
雌
ω
ぴ
Q
鋤
ぴ
ρ
（
Z
陣
払
。
鎗
”
U
①
昌
躍
餌
餌
轡
q
H
⑩
㎝
O
）
噂
Q
α
辱
給
「

（
9
）
臣
ヨ
§
良
ぎ
の
ω
。
昏
O
葺
。
の
凶
き
δ
。
冨
竃
・
含
珪
8
ω
P
訟
α
q
「
国
．
ω
ま
落
さ
℃
藁
。
ω
。
9
陣
ω
島
⑦
望
び
ぎ
筈
Φ
ぎ
（
竃
。
貯
①
繋
踏
餌
袋
9
薦

　
お
◎
Q
刈
y
Q
Q
●
ω
題
箪

（
1
0
）
　
男
。
『
ヨ
9
①
¢
訂
畠
↓
昼
昌
ω
N
Φ
昌
α
①
冨
酔
巴
Φ
い
。
σ
q
涛
”
鎖
⊆
ω
白
。
Φ
誌
す
昌
帥
×
＜
戸
（
Z
剛
甘
。
駿
“
U
①
昌
頃
鋤
鋤
α
q
お
刈
恥
y
Q
Q
．
δ
①
噂
δ
P
ミ
9
悼
O
c
o
”
ト
っ
。
◎
メ
笛
⑩
鱒
●

（
1
1
）
　
〉
．
β
3
．
O
．
ω
．
邸
⑩
P

（
1
2
）
　
出
⊆
器
〇
二
月
郷
9
じ
d
9
＜
H
●
N
≦
①
謬
。
》
三
論
9
ユ
α
q
ρ
（
Z
剛
甘
。
論
”
U
①
⇒
頴
国
国
ぴ
q
6
♂
）
ω
●
鼠
お
頴
賃
器
。
巳
冨
瀞
拶
じ
d
旦
．
×
＜
H
同
6
（
宕
二
7
0
龍
“
U
①
諏

　
談
鑓
ぴ
q
お
謡
ソ
ω
・
邸
。
。
軒
ほ
か
に
、
私
の
編
集
し
た
ク
ラ
ウ
ス
・
ヘ
ル
ト
『
現
象
学
の
最
前
線
』
晃
洋
書
虜
、
お
⑩
躰
の
い
た
る
と
こ
ろ
を
参
照
せ
よ
。

（
1
3
）
　
〉
ユ
ω
ρ
賢
Z
．
一
ぱ
O
び
躰
1
ρ
O
O
β
ω
．
＝
G
o
．

（
1
4
）
　
拙
著
『
現
象
の
ロ
ゴ
ス
』
勤
草
書
房
、
一
Φ
c
。
①
．

（
1
5
）
　
℃
霧
ω
o
≦
”
鎖
p
。
謬
旦
≦
α
詳
0
3
漏
。
ず
伍
興
ぴ
q
二
①
〇
三
の
0
7
0
鵠
o
Q
震
負
，
o
ゲ
①
層
H
＼
卜
3
”
（
〈
鋸
ω
ω
Φ
昌
ω
o
び
餌
津
一
ぽ
犀
o
b
ご
億
0
7
σ
q
Φ
ω
㊦
出
ω
o
『
鋒
窪
　
O
套
。
触
ヨ
ω
冨
鐸
お
Q
◎
ω
y

　
ω
●
一
ト
⊃
Φ
8

（
1
6
）
　
拙
著
『
現
象
学
と
文
化
人
類
学
』
世
界
書
院
、
お
ゆ
ρ
℃
戸
置
O
山
麟
。

（
1
7
）
　
竃
祭
鼠
。
Φ
ヨ
ω
「
ぽ
⇔
午
℃
8
曙
”
b
①
≦
ω
剛
三
㊦
簿
一
．
圏
μ
≦
ω
剛
三
ρ
（
O
巴
瓦
ヨ
巽
α
”
勺
鍵
置
一
Φ
①
恥
）
Q
Q
．
鱒
○
。
P
滝
浦
静
雄
、
木
田
元
の
邦
訳
で
は
、

　
『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』
み
す
ず
書
房
、
や
ω
お
■

（
1
8
）
勺
帥
尊
く
巴
σ
蔓
”
U
o
ぴ
q
器
噌
氏
§
ω
①
α
o
ω
。
・
5
（
O
餌
霞
ヨ
弩
α
“
℃
碧
冒
お
0
㎝
）
”
ω
●
δ
N
し
か
し
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
ド
ガ
の
言
葉
を
ま
っ
た
く
近

　
代
的
に
解
釈
し
て
、
「
形
」
を
対
象
の
整
合
的
表
象
と
し
て
、
「
形
を
掌
る
見
方
」
を
芸
術
家
の
遂
行
の
仕
方
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ほ

　
と
ん
ど
誤
解
と
い
っ
て
よ
い
。

（
1
9
）
　
諸
し
≦
Φ
延
①
9
午
幣
〇
三
質
ぴ
、
O
w
出
簿
一
．
⑦
ω
震
置
（
○
巴
岸
彗
帥
a
”
℃
9
ユ
ω
お
①
蒔
）
》
ω
●
ω
い

（
2
0
）
　
メ
ル
ロ
ー
巨
ポ
ソ
テ
ィ
は
、
私
が
空
の
青
さ
を
眺
め
る
と
き
非
宇
宙
的
な
私
が
空
に
つ
い
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
「
そ
れ
」
が
私
の
な
か
で
か

　
ん
が
え
る
の
だ
と
い
う
。
．
．
鷺
。
・
①
ロ
窪
ω
o
①
鐸
ヨ
〇
一
、
、
．
℃
冨
昌
。
岩
角
。
ざ
σ
q
δ
α
①
冨
℃
臼
8
讐
凶
o
P
（
（
中
潜
一
三
陣
ヨ
p
9
『
偽
”
　
勺
曽
『
一
⑳
　
一
〇
戯
頓
）
”
一
㊤
N
ρ
も
α
．
卜
。
も
G
。
●

　
こ
の
「
そ
れ
し
こ
そ
は
、
私
で
も
空
で
も
な
い
非
人
称
の
存
在
の
次
元
で
あ
る
。
『
意
味
と
無
意
味
』
に
収
め
ら
れ
た
「
セ
ザ
ン
ヌ
の
懐
疑
」
の
な
か



　
で
メ
ル
ロ
ー
“
ポ
ソ
テ
ィ
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
セ
ザ
ン
ヌ
の
言
葉
を
想
起
し
て
い
る
。
「
セ
ザ
ン
ヌ
は
言
っ
た
、
風
景
が
私
の
な
か
で
己
を
考
え
る
、

　
と
。
」
諸
碧
ユ
8
譲
巴
Φ
鍵
も
8
§
冨
U
。
暮
①
α
。
O
Φ
N
9
弓
ρ
す
。
。
象
ω
簿
Z
。
p
－
ω
Φ
霧
婚
（
審
σ
q
①
同
国
ユ
ω
δ
O
①
y
ω
．
ω
ρ

（
2
1
）
　
℃
切
望
○
雪
目
5
昌
①
鱒
じ
u
時
無
。
（
ぴ
騨
無
為
昌
幻
①
ミ
巴
山
）
噸
お
諺
”
Q
Q
．
笛
N
ρ
卜
o
Q
Q
Q
Q
℃
笛
り
伊
く
α
q
h
●
Q
o
①
欝
》
昏
㌶
巳
”
○
伽
N
9
5
昌
？
》
ρ
鍔
母
①
駕
や
（
∪
口

　
］
≦
o
曇
“
閑
α
げ
H
⑩
c
◎
卜
O
y
ω
・
o
o
一
．

（
2
2
）
　
醜
語
×
国
p
讐
一
一
“
＜
o
切
窓
8
簿
蟄
漂
＄
ω
ω
P
o
Q
↓
≦
。
。
。
。
b
。
”
（
ω
償
訂
冨
ヨ
℃
”
国
ヨ
お
。
。
Φ
）
》
o
o
．
竃
ρ
ち
な
み
に
、
西
田
幾
多
郎
は
す
で
に

　
『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
に
お
い
て
ラ
フ
ァ
エ
ル
の
こ
の
書
物
を
一
九
＝
二
年
の
初
版
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
西
田
全
集
、
第
ご
巻
、
岩
波
書

　
店
、
℃
●
お
ト
⊇
．

（
2
3
）
　
ロ
ー
ラ
ン
『
セ
ザ
ン
ヌ
の
構
図
』
美
術
出
版
社
、
囲
Φ
閃
ト
り
矯
O
●
節
8
＼
δ
Q
。
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
、
国
二
Φ
U
o
鑓
”
”
0
①
N
拶
嵩
路
。
、
ω
O
o
ヨ
℃
o
ω
圃
凱
o
P
¢
巳
く
．

　
O
h
O
P
一
篤
O
吋
昌
卿
”
℃
『
①
ω
ω
一
⑩
憶
ρ

（
2
4
）
　
た
と
え
ば
Z
o
く
0
3
団
で
あ
る
。
浮
帥
寅
賭
。
く
0
9
讐
6
紺
p
。
き
o
q
昌
島
傷
残
燭
乱
①
響
岩
惹
ω
ω
魯
ω
魯
鋤
建
坤
9
魯
℃
醇
呂
⑦
ぎ
貯
ρ
≦
貯
鄭
一
〇
ω
。
。
・

（
2
5
）
　
た
と
え
ば
、
O
箕
窪
ユ
①
α
ゆ
。
卑
ヨ
”
Q
Q
ε
島
①
コ
N
9
勺
興
ω
需
群
口
く
凶
銭
r
（
O
鋤
誌
≦
一
高
①
鐸
　
口
①
譲
①
一
σ
臼
α
q
一
⑩
①
⑩
）
”
ω
●
一
。
。
ゐ
ω
を
み
よ
。
古
代

　
ギ
リ
シ
ャ
の
数
学
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
は
、
眼
か
ら
飛
び
出
る
円
錐
形
と
い
う
仕
方
で
把
握
さ
れ
て
い
た
。
　
し
か
し
、
　
こ
の
数
学
的
な
パ
ー
ス

　
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
つ
い
て
は
こ
こ
で
は
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

A　　A
署聾る
　　　　　　　o

A　　A　　A　　A　　A
30　29　28　27　26
L7　L一　V　　V　　V

ρ
問
O
鑓
環
ヨ
”
質
p
“
O
歪
p
巳
9
α
q
⑦
鵠
虫
づ
曾
勺
ず
似
p
o
ヨ
①
昌
。
ざ
α
q
日
傭
月
雪
憎
契
。
ず
。
ざ
ぴ
q
δ
畠
①
『
勺
臼
．
。
O
①
犀
鉱
く
搾
警
”
切
①
ユ
ー
コ
お
①
ρ
ω
●
置
》
ω
．
b
O
幽
．

O
O
①
爵
⑦
≦
興
犀
O
ω
亀
・
P
U
↓
＜
・
》
¢
。
。
磯
P
げ
ρ
Q
Q
．
切
N
ω
．

O
o
①
け
N
＞
脅
冨
訊
”
O
σ
鑓
づ
コ
①
ω
〉
ρ
偉
霞
Φ
嵩
ρ
（
一
）
償
　
諸
O
戸
閉
”
　
頃
α
一
⇒
　
一
㊤
Q
O
ひ
σ
）
ω
「
①
メ

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
、
杉
浦
明
平
訳
『
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
の
手
記
』
上
、
岩
波
文
庫
、
O
●
器
黛
卜
。
卜
。
◎

ベ
ル
ナ
ー
ル
『
回
想
の
セ
ザ
ン
ヌ
』
世
界
教
養
全
集
鴛
、
平
凡
社
一
Φ
0
ρ
や
蒔
。
。
一
下
。
こ
の
箇
所
は
、
メ
ル
ロ
ー
1
ー
ポ
ソ
テ
ィ
も
引
用
し
て
い

G
Q
．
累
’
ω
’
卜
∂
①
・

ベ
ル
ナ
ー
ル
『
回
想
の
セ
ザ
ン
ヌ
』
世
界
教
養
全
集
1
2
、
平
凡
社
一
Φ
①
ρ
や
㎝
O
ω
上
。

ロ
ー
ラ
ン
は
し
か
し
セ
ザ
ン
ヌ
も
黒
い
線
を
ま
ず
描
い
て
い
る
と
い
っ
て
、
こ
の
説
に
疑
惑
の
念
を
も
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
セ
ザ
ン
ヌ
は

見
え
る
こ
と
の
溝
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



　
　
　
折
目
学
研
究
　
第
五
菖
六
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

　
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
小
説
の
主
人
公
の
説
の
う
け
う
り
を
し
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
。
注
（
a
一
1
）
を
参
照
。
　
一
般
的
に
い
っ
て
、
ロ
ー
ラ
ソ
の
研
究
は
非
常

　
に
分
析
的
で
優
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
全
体
と
し
て
セ
ザ
ン
ヌ
を
ル
ネ
サ
ン
ス
の
巨
匠
や
エ
ル
・
グ
レ
コ
な
ど
と
い
う
伝
統
に
結
び
付
け
よ
う
と

　
し
、
　
セ
ザ
ン
ヌ
の
革
命
的
な
爾
を
君
過
し
て
い
る
。
　
ロ
：
ラ
ン
『
セ
ザ
ン
ヌ
の
構
…
図
』
美
術
瓦
版
社
、
お
刈
b
。
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
、
刀
筆
。
い
。
冨
糞

　
O
ひ
N
9
誉
諺
O
．
ω
O
O
ヨ
℃
O
ω
津
ざ
P
¢
巳
く
●
O
騰
O
p
3
凱
8
『
コ
冨
℃
冨
ω
ω
お
糠
ρ

（
3
3
）
　
参
照
、
滝
浦
静
雄
『
メ
タ
フ
ァ
ー
の
現
象
学
』
世
界
書
院
、
一
⑩
o
。
Q
。
讐
㌘
N
①
b
。
。
滝
浦
静
雄
は
、
実
際
に
は
セ
ザ
ン
ヌ
も
黒
い
線
を
輪
郭
と
し
て
描

　
い
て
い
る
と
い
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
一
種
の
誤
解
で
あ
る
。
　
セ
ザ
ン
ヌ
が
影
を
ま
ず
描
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
ベ
ル
ナ
ー
ル
『
回
想
の

　
セ
ザ
ン
ヌ
』
の
文
が
示
し
て
い
る
。
「
翁
の
描
法
は
い
た
っ
て
独
特
で
、
普
通
の
方
法
と
全
然
異
な
り
、
同
誌
に
複
雑
だ
っ
た
。
ま
ず
影
か
ら
始
め
、

　
そ
の
う
え
か
ら
い
き
お
い
よ
く
は
み
だ
さ
せ
て
塗
る
。
」
ベ
ル
ナ
ー
ル
『
回
想
の
セ
ザ
ン
ヌ
』
O
・
ミ
N

（
3
4
）
　
0
8
9
＞
畠
ユ
碧
搾
O
ひ
鑓
琶
①
〉
ρ
蘇
銭
①
＝
ρ
（
O
¢
竃
9
ぼ
閑
黛
轡
お
G
。
ひ
∂
）
”
ω
．
①
N
「

（
3
5
）
　
ベ
ル
ナ
ー
ル
『
回
想
の
セ
ザ
ン
ヌ
』
や
お
切
下
。

（
3
6
）
　
ベ
ル
ナ
ー
ル
『
回
想
の
セ
ザ
ン
ヌ
』
℃
■
蒔
。
◎
齢
上
。
お
“
下
。

（
3
7
）
　
ベ
ル
ナ
ー
ル
『
回
想
の
セ
ザ
ン
ヌ
』
ワ
お
窃
下
。

（
3
8
）
　
ロ
ー
ラ
ソ
『
セ
ザ
ン
ヌ
の
構
図
』
美
術
…
国
富
社
、
お
N
N
や
お
O
＼
旨
舘
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
、
閃
二
①
ピ
。
巴
自
，
『
O
Φ
N
餌
づ
訂
①
、
。
，
O
o
ヨ
弓
。
臨
月
〇
訂
噂
d
三
く
’

　
O
h
O
斡
一
蹴
O
『
づ
凶
ロ
℃
『
O
ω
ω
｝
Φ
M
ρ

（
3
9
）
　
ロ
ー
ラ
ン
『
セ
ザ
ン
ヌ
の
構
図
』
美
術
出
版
社
、
お
誌
”
や
這
メ
す
こ
し
訳
文
を
変
更
し
た
。

（
4
0
）
　
訟
0
9
娼
。
＜
窪
欝
ユ
”
O
ひ
鑓
昌
コ
ρ
ぴ
§
自
。
β
6
N
Q
◎
矯
℃
・
＝
Q
Q
・

（
4
1
）
　
ベ
ル
ナ
ー
ル
『
回
想
の
セ
ザ
ン
ヌ
』
や
A
N
憶
下
。

（
4
2
）
　
拙
著
『
現
象
の
ロ
ゴ
ス
』
動
草
書
房
、
一
〇
。
。
ρ
℃
．
鰹
以
下
。

（
4
3
）
　
類
。
≦
p
a
霧
ぴ
鍔
凱
”
↓
滞
冨
⑦
貫
。
℃
o
澤
彗
四
夷
2
ヨ
。
断
＞
3
い
。
昌
q
8
お
。
。
ρ
ω
●
念
野
O
舞
鉱
。
讐
①
Z
o
■
δ
①
’
℃
餌
巳
R
鑓
導
。
℃
菊
8
器

　
一
箒
侍
7
0
閃
O
『
O
o
o
帥
．

（
4
4
）
　
竃
碧
ユ
8
言
〇
二
〇
磐
・
℃
o
づ
受
”
い
。
一
）
o
暮
①
匹
⑦
O
ひ
N
碧
器
”
ぎ
”
O
Q
①
器
簿
諸
。
㌘
ω
①
諺
讐
（
累
β
・
ひ
身
①
囮
“
評
論
ω
お
①
O
y
u
り
・
卜
。
歴
く
磯
ド
O
①
ヨ
9



　
切
α
7
ヨ
Φ
”
》
仲
ヨ
。
呂
『
警
ρ
（
Q
Q
¢
げ
「
評
帥
ヨ
℃
…
　
H
％
断
口
曜
　
一
Φ
O
O
）
噂
ご
。
。
び
①
ω
o
μ
α
①
醜
Φ
留
欝
b
d
①
ぴ
q
「
漆
鳥
越
．
．
国
訴
欝
の
。
α
q
O
ヨ
o
q
Φ
．
．
．

（
4
5
）
　
ベ
ル
ナ
ー
ル
『
回
想
の
セ
ザ
ン
ヌ
』
や
蒔
ミ
上
。

（
4
6
）
　
ベ
ル
ナ
ー
ル
『
回
想
の
セ
ザ
ン
ヌ
』
や
お
刈
上
。

（
4
7
）
　
ベ
ル
ナ
ー
ル
『
回
想
の
セ
ザ
ン
ヌ
』
O
．
認
O
下
。

（
4
8
）
　
雷
b
d
¢
o
ず
コ
興
”
屑
冠
ぴ
q
ヨ
の
巨
費
陣
ω
o
獣
Φ
ρ
陣
『
O
◎
Z
①
ω
犀
Φ
（
出
噂
）
”
国
ユ
昌
コ
①
建
コ
o
q
o
鐸
p
。
コ
寓
聾
添
ぎ
頃
Φ
乙
Φ
σ
q
o
q
⑦
び
（
窯
Φ
ω
搾
①
”
℃
h
巳
諜
口
σ
q
①
p

　
お
刈
刈
）
剛
Q
Q
．
仁
刈
鴫
．

（
4
9
）
　
＜
σ
q
ド
O
口
導
醇
ω
①
q
σ
o
鼠
”
U
巽
℃
h
餌
α
ヨ
ω
Q
Q
①
ヨ
ρ
℃
三
8
ω
．
匂
餌
穿
ぴ
ロ
。
ダ
6
Q
Q
メ
Q
Q
．
鴫
メ

（
5
0
）
　
】
≦
碧
ニ
コ
国
。
嵐
Φ
σ
q
ぴ
q
Φ
裳
〉
ロ
ω
血
興
国
蹴
節
ぼ
嵩
鋒
σ
q
O
⑦
ω
U
①
自
評
。
昌
ρ
O
＞
．
ゆ
鳥
．
お
噂
の
・
邸
8
．

（
5
1
）
　
○
酷
暮
興
ω
Φ
⊆
げ
。
冠
”
∪
葭
勺
富
O
ぎ
ω
ω
Φ
ま
ρ
ぎ
”
勺
ず
一
一
〇
ω
o
℃
7
冨
。
冨
ω
智
鐸
び
9
互
逡
●
無
げ
『
σ
q
睾
σ
q
讐
一
⑩
。
。
8
ω
’
雪
h
6
同
じ
テ
ー
マ
を
あ
っ

　
か
い
な
が
ら
次
の
二
つ
の
論
文
も
特
徴
を
も
つ
。
Φ
0
9
h
二
〇
畠
切
。
Φ
ず
ヨ
”
回
ヨ
類
自
圃
N
o
暮
島
霞
N
Φ
登
冒
”
函
仁
ロ
。
・
け
面
訴
α
円
①
o
ず
議
ぎ
O
①
匹
鮎
。
窪
巳
ω
・

　
ω
o
鐸
竃
酔
N
煽
望
月
0
9
0
⑦
げ
半
酔
。
。
け
鋤
σ
q
〈
o
降
日
戸
ユ
障
ヨ
踏
Φ
哉
①
α
q
σ
q
Φ
び
（
剛
（
一
〇
〇
陰
け
①
円
5
P
9
冨
昌
”
　
閏
h
5
P
　
一
り
Q
Q
Φ
）
…
O
ぴ
誌
ω
8
℃
7
』
帥
ヨ
ヨ
Φ
”
U
凶
。
＜
o
『
ξ
斡
ロ
Φ
門

　
U
ぎ
σ
q
ρ
O
曾
鋤
⇒
コ
？
菊
置
評
⑦
・
国
㊦
㌶
①
α
q
α
q
臼
”
O
誘
0
7
N
巳
勺
黙
囮
。
ω
．
心
O
（
一
㊤
Φ
卜
。
）
♪
ω
’
ω
Q
Q
㎝
山
⑩
刈
●

（
5
2
）
　
ソ
イ
ボ
ル
ト
は
、
「
光
は
画
家
の
た
め
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
セ
ザ
ン
ヌ
の
言
葉
を
彼
の
手
紙
か
ら
引
用
し
て
い
る
。
o
Q
窪
げ
。
一
ρ

　
〉
．
ロ
。
●
O
．
ω
．
刈
刈
■

（
5
3
）
　
ヤ
メ
も
そ
う
い
う
解
釈
を
と
っ
て
い
る
。
く
び
q
ド
0
7
二
ω
8
客
冒
雲
母
①
”
〉
■
帥
・
O
．
Q
α
●
ω
Φ
Q
。
●
ヤ
メ
は
一
般
に
存
在
論
的
差
別
の
克
服
の
方
向
を

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
目
指
し
て
い
る
と
い
う
見
方
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
晩
年
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
開
示
と
隠
蔽
と
い
う
問
題

　
系
の
な
か
で
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
セ
ザ
ン
ヌ
、
レ
ア
リ
ザ
シ
オ
ン
へ
の
解
釈
を
見
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ソ
イ
ボ
ル
ト
は
む
し
ろ
対
象
と
地
平

　
性
と
い
う
枠
組
み
の
な
か
へ
も
ち
こ
ん
で
解
釈
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両
者
は
結
局
同
じ
こ
と
を
い
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ

　
な
ら
、
「
地
平
性
の
思
惟
」
と
「
開
示
／
隠
蔽
の
思
惟
」
と
は
私
の
み
る
と
こ
ろ
で
は
異
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
存

　
在
論
的
差
別
を
地
平
性
と
状
況
性
の
概
念
を
深
め
る
な
か
で
乗
り
越
え
る
べ
き
だ
と
み
て
い
る
。
拙
稿
「
物
の
現
わ
れ
の
地
平
性
と
カ
オ
ス
的
な
多

　
様
性
」
、
F
A
S
協
会
編
『
自
己
・
世
界
・
歴
史
と
科
学
』
法
蔵
館
、
お
Φ
。
。
・

　
　
　
見
え
る
こ
と
の
構
造
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
六
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

（
5
4
）
　
言
錠
二
〇
議
㊦
茂
①
ぴ
q
ぴ
q
①
雛
≦
器
『
①
一
ω
湾
U
窪
冨
馬
”
（
呂
。
冥
目
①
「
”
↓
口
三
轟
①
ロ
一
¢
Q
。
躰
）
ω
．
一
結
●

（
5
5
）
　
窯
9
⊃
門
二
⇒
鵠
Φ
茜
①
α
q
σ
q
o
艶
〉
・
β
。
噸
○
●
ω
．
一
念
．

（
5
6
）
　
ζ
p
。
『
［
ぎ
頃
⑦
錠
。
ぴ
q
ひ
q
臼
…
霞
Φ
鑓
評
無
”
O
o
韓
藍
讐
ω
σ
q
餌
σ
。
切
P
α
伊
（
宏
。
曾
臼
ヨ
雪
『
宰
雪
開
h
償
答
斜
ζ
”
ぎ
一
竃
⑩
）
o
。
唱
零
．
参
照
、
四
日
谷
敬

　
子
、
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
『
大
地
』
概
念
と
ギ
リ
シ
ア
的
思
惟
」
、
『
人
間
存
在
論
』
第
三
号
、
お
⑩
S
O
．
無
①
。
そ
こ
で
は
、
現
前
（
雪
・
≦
o
。
。
Φ
コ
）
の

　
前
綴
の
．
、
窪
、
、
に
「
人
間
の
ほ
う
へ
襲
い
か
か
っ
て
く
る
よ
う
な
動
性
」
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
っ
て
見
て
取
ら
れ
て
い
る
と
正
豪
に
も
解
釈
さ
れ
て

　
い
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
け
る
現
わ
れ
る
こ
と
を
輝
き
と
い
う
意
味
で
解
釈
す
る
と
き
に
は
、
当
然
こ
こ
ま
で
く
る
だ
ろ
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
で
に
『
存
在
と
時
間
』
に
お
い
て
「
人
爵
に
襲
い
か
か
る
、
襲
来
す
る
」
と
い
う
動
き
を
気
分
に
認
め
て
い
た
。
拙
稿
「
気
の
哲
学
と
雰
囲
気
」
『
人

　
聞
存
在
論
』
第
三
号
、
一
8
8
ウ
ω
卜
。
。
。
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
　
こ
う
い
う
人
間
へ
の
襲
来
は
、
た
と
え
ば
セ
ザ
ン
ヌ
の
絵
画
を
鑑
賞
す
る
ひ
と
を

　
捉
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
セ
ザ
ン
ヌ
の
風
景
画
を
見
た
と
き
の
あ
る
種
の
気
分
の
高
ぶ
り
は
、
　
ロ
ラ
ン
が
明
ら
か
に
し
た
そ
の
モ
チ
ー
フ
写
真
の
陳
腐
さ

　
を
前
に
し
て
か
き
消
さ
れ
て
し
ま
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
し
か
し
身
体
的
状
態
感
へ
の
、
気
分
の
関
わ
り
を
十
分
に
分
析
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
こ
れ
は
、
ま
た
、
戸
前
す
る
こ
と
と
現
前
す
る
も
の
が
身
体
的
状
態
感
に
ど
の
よ
う
に
関
わ
る
か
を
洞
察
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
示
さ
れ
る
。

（
5
7
）
　
‘
〉
づ
≦
窃
。
巳
器
ω
2
N
Φ
蒔
斤
鳥
母
ぎ
ω
①
ぎ
匝
σ
q
o
器
ρ
匹
9
・
。
。
ω
①
。
。
一
器
¢
ミ
①
吾
。
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　　　Zur　Struktur　dessen，　was　mir　erscheint．

Eine　struktural－ph2nomenologische　Besinnung

zur　Malerei　Cezanne

von　Tadashi　OGAWA

Full　Professor　of　Philosophy，

Graduate　School　of　Human　and　Environmental　Studies，

Kyoto　University

　　C6zanne　bereitete　einen　Weg　zur　“Neuen　Kunst”　der　“Modernen　Malerei”

vor，　indem　er　eine　neue　Perspektive　entdeckte，　die　Uber　die　mathematische

Perspektive　in　der　Antike　und　die　neuzeitliche　Zentralperspektive　seit　der

Renaissance　hinaus　zur　Dimension　der　“Beruhrtheit　von　Flachen”　gelangt．

Martin　Heidegger　und　Maurice　Merleau－Ponty　haben　im　Voraus　auf　ihre

Weise　die　phanomenologische　Bedeutung　der　C6zanneschen　Malerei　fur　eine

erweiterte　menschliche　Sichtweise　der　Welt　geahnt．　Merleau－Ponty　hat　in

der　C6zanneschen　Landschaftsmalerei　eine　vor－subjektive　und　vor－objektive

Landschaft，　H’eideggey　hingegen　die　“geheimnisvolle　ldentitat”　von　Anwesen－

dern　und　Anwesenheit　gefunden．

　　In　meinem　Beitrag　handelt　es　sich　um　die　phanornenologische　lnterpre－

tation　der　neuen　Perspektive　bei　C6zanne，　also　darum，　dass　er　eine　neue

Zugangsart　zu　den　Dingen，　eine　neue　Art，　sie　zu　sehen　und　sie　fUr　uns

erscheinen　zu　lassen，　geschaffen　hat．　Diese　beleuchtet　die　Welt　vor　dem

Auftreten　des　Menschen　Uber　die　sogenannte　ontologische　Differenz　zwischen

“Sein”　und　“Seienden”　hinweg．　Meine　Absicht　dieser　Abhandlung　liegt

nicht　in　einer　kunsthistorischen　lnterpretation　von　C6zanne，　sondern　in

einer　systematischen　und　phanomenologischen　Aufklarung　dessen，　was　mir

in　seinen　Bildern　erscheint．

　　In　der　passiven　Dimension　des　menschlichen　Daseins　geschieht　es　nicht，

wie　oft　falschlich　angenommen　wird，　dass　ich　etwas　sehe．　Statt　dessen
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“erscheint”　mir　etwas．　ln　diesem　Zusammenhang　habe　ich　die　folgenden

Thesen　zur　Phanomenologie　vertreten：

　　1．　Das　methodische　Prinzip　der　Phafnomenologie　ist　niGht　der　lntuitio－

nismus，　sondern　die　Evidenztheorie，　in　der　die　Sachen　selbst　mlr　direkt

erscheinen．　Das　zentrale　Prinzip　ist　das　Sick－Zeigen　in　seinem　je　eigenen

Selbst．

　　2．　Was　mir　erscheint，　lst　immer　perspektivisch　vorstrukturiert．　Die

Perspel｛tive　wird　als　eine　Art　Ur－Phanomenologie　bezeichnet．　Aus　ihrer

Geschichte　und　aus　der　Erforschung　der　Erscheinungsweise　der　Dinge

heraus　ist　gerade　sie　in　der　Ma！erei　Cezanne　beachtenswert，　denn　sie　ist

bei　C6zanne　eigenartig．　Er　lehnte　die　neuzeitliche　Zentralperspektive　ab

und　entdeckte　so　seine　eigene，　neue　Sicht，　die　eine　rein　velumenhafte

Erscheinungsweise　der　II）inge　ist．

　　3．　Die　Landschaftsbilder　von　C6zanRe　sind　anwesend　umgeben　von　einem

Horizont　im　doppeJten　S三nne．　E三nmal　ze三gt　s三ch　die　Struktur　des　Sicht＿

zmd　Unsichtbaren　im　Verhaltnis　des　sichtbareR　Tableau　zum　unsichtbaren

Leib　des　Malers，　der　dieses　Bild　geschaffen　hat．　Zum　anderen　begleitet　das

Bild　selbst，　wahrend　es　etwas　darstellt，　was　anwesend　ist，　noch　mehr，

etwas，　das　man　eine　aufleuchtete　Finsternis　oder　eine　verdunkelte　Helle，

die　nicht　im　Sinne　eines　Motivs　anwesend　ist　und　sich　doch　irgendwie

bemerl〈en　la’sst，　neRnen　k6nnte．　1）as　Sichtbare　begleitet　das　Unsichtbare．

Das　ist　eben　die　Struktur　dessen，　was　mir　erscheint．

　　Les　chemins　de　recherche　interdlts　chez　Par1漉nide

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Par　Kaname　MIURA

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professeur　adjo圭nt　de　la　philosophie

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　aUniversit6　Jumon訴

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ　　Dans　son　fragment　2（D．一K），　Parm6nide　d’E16e，　par　Ia　bouche　de　la

D6日目se，　retient　uniquement　圭es　deux　chemins　de　recherche＝　Yun　qu三

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4


