
翻
訳

カ
レ
ル
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク

造
形
芸
術
に
配
慮
し
た
美
学
の
客
観
的
方
法
」
⑴

群
馬
大
学
教
育
学
部
社
会
科
教
育

村

上

隆

夫

１

基
本
的
問
題

美
学
的
主
観
主
義

日
常
生
活
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
美
し
い
も
の
や
美
し
く
な
い
も
の
に
つ
い
て

語
る
際
に
、
あ
た
か
も
美
と
は
そ
れ
ら
を
互
い
に
区
別
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し

て
特
殊
な
知
覚
的
な
質
と
し
て
そ
れ
ら
に
帰
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に

語
っ
て
い
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
何
か
を
気
に
入
る
な
ら
ば
、
そ
の
も
の
は
、
わ

れ
わ
れ
が
そ
の
ひ
と
つ
の
性
質
と
そ
の
直
接
的
な
確
実
性
と
を
確
認
で
き
る
よ
う

な
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
す
で
に
経
験
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
同
じ
も
の
が
私
の
気
に

は
入
る
が
、
他
の
者
の
気
に
は
入
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
か
、
私
は
今
日
は
気

に
入
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
す
で
に
明
日
は
気
に
入
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
時
に
は
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
「
美
的
」
な
も
の
と
し
て
認

識
し
、
あ
る
時
に
は
そ
う
し
な
い
が
、
い
ず
れ
の
場
合
に
も
そ
れ
は
、
そ
の
客
観

的
な
状
態
に
お
い
て
も
、
そ
の
性
質
に
お
い
て
も
、
い
さ
さ
か
も
変
化
し
は
し
な

い
の
で
あ
る
。
人
間
の
さ
ま
ざ
ま
な
年
齢
や
状
態
や
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
や
時
代

は
、
そ
れ
ら
が
美
と
見
な
す
も
の
に
つ
い
て
無
限
に
異
な
っ
て
い
る
。
体
質
や
慣

習
や
気
質
や
文
化
は
物
の
美
し
さ
を
変
化
さ
せ
る
が
、
物
そ
の
も
の
は
変
化
さ
せ

な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
美
に
つ
い
て
は
人
間
の
内
的
な
本
性
、
感
情
、「
趣
味
」

が
こ
れ
を
決
定
す
る
の
だ
と
い
う
洞
察
に
ひ
と
は
到
達
し
た
。
し
た
が
っ
て
美
は

対
象
そ
れ
自
体
に
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
何
か
が
美
し
く
見
え
る
か
否

か
は
、
享
受
す
る
者
の
印
象
に
完
全
に
依
存
し
て
い
る
。
た
だ
わ
れ
わ
れ
の
感
情

に
と
っ
て
、
そ
し
て
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
、
美
し
い
対
象
は
存
在
し
て
い
る
の
で

あ
る
。

ヘ
ル
バ
ル
ト
の
形
式
主
義
的
美
学
が
証
明
し
た
の
は
、
絶
対
的
に
美
し
い
感
覚

や
概
念
の
間
に
は
関
連
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
全
て
の
者
に
好
ま
れ
る

の
は
、
不
調
和
よ
り
も
調
和
で
あ
り
、
非
対
称
性
よ
り
も
対
称
性
で
あ
り
、
不
統

一
性
よ
り
も
統
一
性
等
々
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
た
ん
に
一
般
的

な
形
式
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
美
的
な
経
験
を
網
羅
す
る
も
の
で
は
な
い
。
不
調
和

や
非
対
称
性
や
対
立
の
ほ
う
が
好
ま
れ
る
場
合
が
存
在
す
る
。
し
た
が
っ
て
純
粋

な
形
式
へ
の
愛
好
も
ま
た
相
対
的
な
の
で
あ
る
。

こ
の
同
じ
目
標
を
全
く
別
の
か
た
ち
で
追
求
し
て
い
る
の
が
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
実

験
的
美
学
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
大
多
数
の
人
々
に
愛
好
さ
れ
る
よ
う
な
基
本
的
な

形
態
を
統
計
的
に
発
見
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
美
に
つ
い
て
は
投
票
は
決
定

し
な
い
。
し
た
が
っ
て
た
ん
な
る
心
理
学
的
｜
美
学
的
な
実
験
は
、
セ
ー
ガ
ル
が

指
摘
し
て
い
る
よ

１
）

う
に
、
発
見
さ
れ
た
事
実
的
な
変
異
を
隠
蔽
す
る
数
量
的
な
平
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均
値
を
獲
得
す
る
た
め
の
道
具
で
は
な
く
、
ま
さ
に
嗜
好
の
主
観
的
な
条
件
を
瞥

見
す
る
こ
と
を
許
す
個
人
的
に
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
っ
た
要
素
を
発
見
す
る
た
め
の

道
具
な
の
で
あ
る
。
実
験
的
な
美
学
は
「
最
も
美
し
い
比
例
関
係
を
決
定
す
る
の

で
は
な
く
、
美
的
な
経
験
の
際
に
意
識
の
な
か
で
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
か
と
い

う
問
い
に
答
え
る
べ
き
」
な
の
で

２
）

あ
る
。

結
局
の
と
こ
ろ
全
て
の
統
計
学
的
な
ら
び
に
形
式
的
な
美
学
が
き
わ
め
て
明
ら

か
に
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
趣
味
の
斉
一
性
と
い
う
も
の
は
自
ず
か
ら
限
界
を
持

つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
趣
味
の
斉
一
性
は
一
般
的
な
形
式
の
い
く
つ
か
の

圏
域
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
形
式
は
た
だ
き
わ
め
て
空
虚
で
き

わ
め
て
不
確
実
な
美
的
印
象
だ
け
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る
。
基
本
的
な
形
式

と
い
う
も
の
は
現
実
的
な
美
の
事
例
で
は
全
く

３
）

な
く
、
美
的
な
嗜
好
の
最
高
の
限

界
事
例
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
形
式
か
ら
事
物
の
複
雑
な
美
し
さ
に
到
達
す
る

こ
と
は
お
そ
ら
く
困
難
で
あ
る
。「
美
的
な
基
本
的
形
式
は
複
雑
な
美
的
事
実
と
は

本
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
で

４
）

あ
る
。」「
例
え
ば
、
多
く
の
形
態
を
と
も
な
っ
た
絵

画
は
、
い
く
つ
か
の
線
か
ら
な
る
幾
何
学
的
な
図
形
よ
り
も
、
は
る
か
に
単
純
な

美
的
な
過
程
を
観
察
者
の
う
ち
に
引
き
起
こ
す
と
い
う
可
能
性
が
承
認
さ
れ
ね
ば

な
ら

５
）

な
い
。」結
局
の
と
こ
ろ
複
雑
な
美
的
対
象
は
趣
味
の
斉
一
性
の
限
界
を
疑
い

な
く
超
越
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
美
と
は
個
人
的
な
趣
味
の
問
題
で
あ
っ
て
、「
美
の
客
観
的
な
原
理

と
い
う
も
の
は
可
能
で
は

６
）

な
い
。」こ
れ
が
経
験
の
結
果
で
あ
る
と
と
も
に
、
哲
学

的
な
美
学
の
立
場
で
あ
る
。
リ
ー
プ
マ
ン
に
よ
れ
ば
、「
対
象
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る

美
の
魅
力
は
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
生
じ
、
わ
れ
わ
れ
の
人
間
性
か
ら
生
ず
る
の
で

７
）

あ
る
。」
そ
し
て
ロ
ッ
ツ
ェ
よ
れ
ば
、「
対
象
そ
れ
自
体
は
、
そ
れ
に
内
的
な
価
値

が
帰
属
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
美
し
く
は
な
い
。
た
だ
生
き
て
い
る
精
神

だ
け
が
、
そ
の
精
神
を
破
壊
す
る
よ
う
な
形
式
の
冷
た
い
光
を
通
し
て
自
ら
の
暖

か
さ
を
発
散
さ
せ
て
い
る
の
で

８
）

あ
る
。」も
し
も
対
象
が
美
的
な
も
の
と
し
て
わ
れ

わ
れ
の
好
み
に
合
う
と
す
れ
ば
、
と
Ｈ.

ジ
ー
ベ
ッ
ク
は
論
ず
る
。
そ
れ
は「
わ
れ

わ
れ
の
事
柄
」
で
あ
っ
て
、
対
象
の
本﹅
質﹅
に﹅
は﹅
何
も
付
け
加
え
な
い
し
、
そ
こ
か

ら
何
も
取
り
去
ら
な
い
の
で
あ
る
。
主
体
は
そ
の
よ
う
な
付﹅
加﹅
を
行
う
か
行
わ
な

い
か
に
つ
い
て
一
定
の
自
由
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
事
物
を
美
的
な
観
点
の

下
に
置
く
こ
と
は
主
体
の
意
思
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
付
加

の
持
つ
性
質
は
対
象
の
う
ち
で
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
。
対
象
か
ら
美
と
い
う
付

加
物
が
浮
か
び
上
が
る
よ
う
に
、
主
体
が
対
象
を
形﹅
成﹅
す﹅
る﹅
の﹅
で﹅
あ﹅

９
）

る﹅
。
享
受
す

る
者
が
自
ら
の
内
か
ら
美
を
も
た
ら
す
の
で
あ
り
、
享
受
が
美
し
き
物
の
源
泉
で

あ
り
、
場
所
な
の
で
あ
る
。
対
象
そ
れ
自
体
が
美
的
な
の
は
、「
た
だ
主
観
的
な
過

程
の
象
徴
と
し
て
で

10
）

あ
る
。」「
あ
ら
ゆ
る
美
は
、
享
受
す
る
主
体
に
よ
っ
て
の
み

も
た
ら
さ
れ
る
の
で

11
）

あ
る
。」い
か
な
る
物
も
そ
れ
自
体
で
美
し
く
は
な
い
。
｜
た

だ
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
が
美
し
い
物
を
つ
く
る
。
し
た
が
っ
て
美
と
い
う
も
の
を
美

し
い
物
の
性
質
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
る
の
は
不
可
能
で

12
）

あ
る
。「
対
象
の
美
的
な
性

質
と
は
、
対
象
が
主
体
の
美
的
な
享
受
と
因
果
的
な
ら
び
に
直
接
的
な
関
係
の
う

ち
に
あ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
実
な
の
で

13
）

あ
る
。」し
た
が
っ
て
対
象
に
と
っ

て
固
有
の
美
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
。「
美
と
は
幻
影
で

14
）

あ
る
。」
ま
さ
に
こ

れ
こ
そ
哲
学
的
な
美
学
の
最
後
の
言
葉
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

か
く
し
て
こ
れ
か
ら
は
美
学
的
な
課
題
と
は
美
し
き
物
の
客
観
的
な
性
質
を
確

定
す
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
享
受
す
る
主
体
の
美
学
の
研
究
な
の
で
あ
る
。

美
学
に
お
け
る
心
理
学
主
義

も
し
も
美
が
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
通
俗
的
な
考
え
に
よ
り
近
い
思

想
は
、
そ
の
場
合
に
は
主
体
に
と
っ
て
何
ら
か
特
殊
な
美
的
な
特
性
が
存
在
し
て

い
て
、
そ
れ
は
趣
味
で
あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
好
き
と
嫌
い
の

違
い
に
気
づ
く
や
い
な
や
、
わ
れ
わ
れ
は
美
に
つ
い
て
の
決
定
を
た
ん
な
る
選
好

に
委
ね
る
こ
と
は
で
き
な
い
。「
美
し
い
物
と
は
、
誰
か
の
気
に
入
る
物
か
、
あ
る

い
は
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
そ
の
時
々
に
誰
か
の
気
に
入
る
物
で

15
）

あ
る
」
と
い

う
ア
イ
ス
ラ
ー
の
公
理
に
よ
れ
ば
、心
な
ら
ず
も
嫌
い
だ
と
い
う
物
が
存
在
す
る
。

私
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
好
む
こ
と
が
で
き
る
が
、
し
か
し
全
て
の
物
が
同
じ
よ
う

に
美
し
く
価
値
あ
る
物
で
は
な
い
。
美
を
客
観
的
に
証
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
な

村 上 隆 夫
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の
だ
か
ら
、
普
通
の
美
的
生
活
が
助
け
を
得
る
の
は
相
対
主
義
か
ら
で
あ
る
が
、

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
趣
味
は
評
価
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
よ
き
趣
味
に
適
う
も
の

だ
け
が
ま
さ
に
美
し
き
物
な
の
で
あ
る
。
趣
味
は
美
的
な
実
践
の
必
然
的
な
要
請

な
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
生
ず
る
問
題
は
、
何
に
し
た
が
っ
て
よ
き
趣
味
は
悪
し
き
趣
味

か
ら
区
別
さ
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
よ
き
趣
味
と
は
ま
さ
に
美
し
く
価

値
あ
る
も
の
だ
け
を
好
む
趣
味
で
あ
る
と
い
う
の
が
一
般
的
な
定
義
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
れ
は
循
環
定
義
（d

iallelo
n

）
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ふ
た
た
び
た
ん
に

よ
き
趣
味
が
美
の
事
例
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
趣
味
の
分
析
か
ら
出
発
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
を
す
で
に
試
み
た
の
が
か
つ
て
の
イ
ギ
リ
ス
の
美

学
で
あ
っ
て
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
か
ら
カ
ン
ト
に
到
る
ド
イ
ツ
の
美
学
も
ま
た
結

局
は
そ
の
こ
と
を
試
み
た
の
で

16
）

あ
っ
た
。
趣
味
が
「
内
感
」
と
し
て
、
あ
る
い
は

「
感
覚
的
な
認
識
の
卓
越
性
」
と
し
て
、「
判
断
の
感
受
性
の
豊
か
さ
」
あ
る
い
は

「
知
性
」
と
し
て
定
義
さ
れ
た
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
つ
ね
に
特
殊
な
感
受
性
の
豊

か
さ
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
事
物
の
美
し
さ
に
つ
い
て
適
切
に
判
断
す
る
そ
れ
以

上
還
元
不
可
能
な
能
力
で
あ
っ
た
。
実
際
こ
れ
ら
全
て
に
よ
っ
て
「
趣
味
」
に
は

た
ん
に
別
の
名
称
が
与
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
重
要
な
こ

と
は
、
美
的
に
享
受
す
る
主
体
の
美
学
の
心
理
学
的
な
研
究
が
こ
れ
に
よ
っ
て
始

ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

た
だ
し
分
析
的
な
心
理
学
は
ま
も
な
く
次
の
よ
う
な
認
識
に
到
達
し
た
。
す
な

わ
ち
趣
味
に
対
応
す
る
よ
う
な
何
ら
か
の
特
殊
な
心
理
的
感
受
性
や
能
力
は
存
在

し
て
お
ら
ず
、「
趣
味
」と
は
人
間
の
個
人
な
い
し
集
団
に
お
け
る
美
的
な
印
象
と

反
応
の
一
定
の
相
対
的
な
均
一
性
に
対
す
る
名
称
な
の
で
あ
る
。
個
々
別
々
の
美

的
な
経
験
だ
け
が
ま
さ
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
何
か
共
通
の

も
の
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
、
わ
れ
わ
れ
を
導
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は

そ
の
根
底
に
、
こ
の
経
験
を
も
た
ら
し
た
り
導
い
た
り
す
る
ひ
と
つ
の
連
続
的
に

作
用
す
る
感
受
性
を
置
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
経
験
を
分
析
す
る
こ
と
は
心

理
学
の
仕
事
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
美
学
は
結
局
は
心
理
学
の
軌
道
上
に

現
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
美
学
は
「
応
用
心
理
学
の
一

17
）

分
野
」
な
い
し
は
「
快
楽
に

つ
い
て
の
科
学
の
特
殊
な

18
）

領
域
」
な
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
さ
に
「
そ
の
仕
事

は
あ
き
ら
か
に
生
理
学
的
で
あ
っ
て
、
も
し
も
美
学
が
美
し
き
も
の
を
分
析
で
き

る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
意
味
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
内
に
享

受
の
状
態
が
生
ず
る
過
程
を
美
学
は
研
究
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で

19
）

あ
る
。」美

学
と
は
、「
美
し
き
も
の
が
わ
れ
わ
れ
に
及
ぼ
す
印
象
に
つ
い
て
の
理
論
」で
あ
っ

て
、美
学
と
は
感
性
の
一
般
心
理
学
の
一
部
分
で

20
）

あ
る
。「
美
学
の
本
来
の
対
象
は
、

享
受
す
る
人
間
に
お
け
る
心
理
学
的
な
過
程
と
そ
の
諸
条
件
の
分
析
な
の
で

21
）

あ
る
。」

し
か
し
な
が
ら
美
学
が
心
理
学
的
な
学
問
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
が
問
題
で

あ
っ
た
の
は
、
あ
る
程
度
は
た
だ
美
学
に
と
っ
て
だ
け
で
あ
る
。
き
っ
か
け
は
外

か
ら
、
心
理
学
の
発
展
と
前
進
か
ら
や
っ
て
来
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は

哲
学
へ
の
実
証
主
義
的
で
科
学
的
な
精
神
の
勝
利
の
入
城
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
二
者
択
一
が
提
示
さ
れ
た
が
、
そ
れ
は
、
思
弁
的
な
美
学
か
心
理
学

的
な
美
学
か
、
端
的
な
構
成
か
科
学
か
、
と
い
う
二
者
択
一
で
あ
る
。
さ
ら
に
イ

ル
ヘ
・
ヒ
ル
ン
は
美
学
に
お
け
る
心
理
学
主
義
を
き
わ
め
て
簡
潔
に
動
機
づ
け
て

い
る
が
、そ
れ
に
よ
れ
ば
、「
美
学
は
科
学
の
進
歩
に
つ
い
て
い
か
ね
ば
な
ら

22
）

な
い
」

の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
心
理
学
主
義
的
な
美
学
の
課
題
は
長
ら
く
明
確
で
は

な
か
っ
た
。
ヘ
ル
ベ
ル
ト
と
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
は
美
学
に
お
け
る
最
初
の
急
進
的
な
心

理
学
者
た
ち
で
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
ヘ
ル
ベ
ル
ト
は
、
主
観
的
な
も

の
、あ
る
い
は
恣
意
的
な
も
の
を
一
貫
し
て
捨
象
し
よ
う
と
し

23
）

た
し
、フ
ェ
ヒ
ナ
ー

は
、
心
理
学
主
義
的
な
美
学
は
た
だ
美
的
な
観
念
だ
け
を
確
定
す
べ
き
で
あ
る
と

考
え
た
の
で

24
）

あ
っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
現
実
に
は
よ
り
多
く
の
も
の
が
作
用
し

て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
お
そ
ら
く
は
一
ダ
ー
ス
も
の
美
の
原
理
が
存
立
し
て
い
た

の
で
あ
る
。
心
理
学
主
義
的
な
美
学
は
美
の
客﹅
観﹅
的﹅
な﹅
目
印
を
発
見
す
る
べ
き

だ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
心
理
学
が
内
面
的
な
現
実
と
い
う
領
域
に
制

限
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
美
学
は
誰﹅
の﹅
内
面
的
な
現
実
を
研
究
す
べ
き
か
に
つ

い
て
完
全
に
明
確
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
サ
リ
ー
は
「
拡
張
さ
れ
た
心
理
学
」
を

翻訳>カレル・チャペック「造形芸術に配慮した美学の客観的方法」⑴
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要
請
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
諸
民
族
の
精
神
的
な
発
展
を
も
研
究
す
る
こ
と
が
で

き
る
よ
う
な
も
の
で

25
）

あ
る
。
ル
シ
ア
ン
・
ブ
レ
イ
は
動
物
た
ち
の
趣
味
を
も
考
察

の
う
ち
に
入
れ
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
て
お
り
、
ヴ
ォ
ル
ケ
ル
ト
に
よ
れ
ば
美

学
的
な
研
究
領
域
は
芸
術
家
と
同
じ
く
鑑
賞
者
の
内
面
的
な
現
実
を
含
ん
で
い
る

の
で

26
）

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
美
学
は
根
本
的
に
異
質
な
研

究
の
寄
せ
集
め
と
な
り
、
美
と
い
う
共
通
の
問
題
に
よ
っ
て
誤
っ
て
集
め
ら
れ
た

寄
せ
集
め
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
バ
ラ
バ
ラ
に
独
立
し
た
か
た
ち
で
つ
ぎ
は
ぎ
さ
れ

た
理
論
に
つ
い
て
や
、
事
実
と
い
う
一
様
な
領
域
に
つ
い
て
は
、
語
る
言
葉
は
あ

り
得
な
い
だ
ろ
う
。
現
実
に
は
と
に
か
く
そ
れ
は
、
心
理
学
的
な
事
実
と
し
て
示

さ
れ
て
、
極
端
に
多
様
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
の
集
合
体
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
役
に
立
つ
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
た
だ
美
的
な
領
域
を
し
っ
か
り
と
統
一
し
た

こ
と
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
が
行
わ
れ
た
の
は
、
批
判
的
な
主
観
主
義
と
い
う
意
味
で
領
域
が
美﹅

的﹅
な﹅
享﹅
受﹅
の
領
域
と
し
て
境
界
づ
け
ら
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
享
受
さ
れ

る
も
の
以
外
の
何
も
の
も
美
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
享
受
さ
れ
て
い

る
も
の
は
心
理
学
的
な
事
実
で
も
あ
り
、
享
受
の
過
程
の
部
分
で
も
あ
る
。「
美
的

な
対
象
は
知
覚
的
な
意
識
と
い
う
土
壌
に
お
い
て
の
み
生
ず
る
の
で

27
）

あ
る
。」外
的

な
対
象
は
「
美
的
な
ふ
る
ま
い
を
も
た
ら
す
た
ん
な
る
き
っ

28
）

か
け
」
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
美
的
な
反
応
に
よ
っ
て
外
的
な
対
象
に
言
及
す
る
権
利
を
持
っ
て
は
い

な
い
の
で
あ
る
。
何
か
が
気
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
を
、
そ
の
根
源
に
お

い
て
は
た
ん
に
心
理
的
な
出
来
事
だ
け
が
本
質
的
に
関
与
し
て
い
る
現
象
と
見
な

す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
観
察
で
満
足
せ
ね

ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
外
的
な
対
象
が
存
在
し
て
い
る
場
合
で
も
何
か
を
好

む
と
い
う
こ
と
は
感
覚
の
よ
う
な
対
象
の
効
果
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
た
ん
に
対

象
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
出
来
事
と
そ
の
他
の
心
理
的
な
デ
ー
タ
の
効
果
な

の
で

29
）

あ
る
。」あ
ら
ゆ
る
美
的
な
も
の
は
た
だ
享
受
の
う
ち
に
の
み
こ
れ
を
見
出
す

こ
と
が
で
き
る
。
好
み
の
対
象
は
、
好
み
そ
の
も
の
と
同
じ
く
、
一
様
に
意
識
的

で
、
一
様
に
主
観
的
な
事
実
な
の
で
あ
る
。
美
的
な
対
象
と
美
的
な
受
容
、
美
と

美
の
印
象
と
は
一﹅
つ﹅
の﹅
心
理
学
的
な
過
程
の
部
分
で
あ
っ
て
、
こ
の
過
程
は
明
ら

か
に
享
受
者
の
個
人
的
な
意
識
の
内
部
で
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
享
受
者
の
外

で
生
ず
る
も
の
は
、
美
学
に
は
属
さ
な
い
。
研
究
の
た
め
に
確
保
さ
れ
る
事
実
の

領
域
は
享
受
者
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
今
や
よ
う
や
く
美
的
な
享
受

の
心
理
学
が
現
実
に
美
学
と
な
る
の
で
あ
り
、
現
実
に
美
に
つ
い
て
の
唯
一
の
包

括
的
な
理
論
と
な
る
の
で
あ
る
。
批
判
的
な
主
観
主
義
は
心
理
学
的
な
主
観
主
義

と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

心
理
学
主
義
の
不
充
分
さ

し
か
し
こ
の
点
に
お
い
て
端
的
に
明
白
な
こ
と
は
、
心
理
学
的
な
美
学
は
依
然

と
し
て
事
物
の
現
実
的
な
状
態
に
何
か
を
負
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現

実
に
は
人
間
は
決
し
て
た
ん
に
美
の
享
受
者
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
美
を
創
造

す
る
た
め
に
、
人
類
史
の
全
体
を
通
じ
て
美
に
向
か
っ
て
活
動
し
て
い
る
。
そ
し

て
創
造
と
い
う
こ
の
側
面
は
受
容
と
比
較
し
て
ど
う
で
も
よ
い
も
の
で
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
芸
術
家
と
は
た
ん
に
一
定
の
主
題
の
媒
介
者
で
あ
っ
て
、
わ

れ
わ
れ
の
側
で
の
適
当
な
受
容
が
そ
れ
か
ら
こ
の
主
題
を
美
的
な
も
の
に
し
て
い

る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
芸
術
家
の
創
造
は
芸
術
家
自
身
の

美
的
な
源
泉
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
美
的
経
験
を
引
き
出
し

て
い
る
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
に
は
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
芸
術
家
の
立
場
に
少

し
近
づ
く
だ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
明
ら
か
な
こ
と
は
、
実
際
に
は
芸
術
家

は
美
的
に
中
立
的
な
も
の
を
創
造
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
美
を
実
現
し
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
全
て
の
享
受
は
そ
の
た
ん
な
る
反
映
だ
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
の
問
題
は
、
美
学
は
芸
術
家
の
立
場
を
門
の
外
へ（a

 
lim

in
e

）追
い
出
し
た
り
、
芸
術
家
の
立
場
を
た
ん
に
無
視
し
た
り
す
る
権
限
を
与

え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で

30
）

あ
る
。

創
造
は
快
楽
主
義
を
超
越
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
美
は
あ
る
意
味
で
は
わ
れ
わ

れ
の
精
神
の
産
物
で
あ
り
、
享
受
者
も
ま
た
自
ら
の
内
面
か
ら
美
を
創
造
し
て
い

る
の
だ
と
言
わ
れ
る
。「
美
し
き
物
へ
の
好
み
の
最
初
の
感
情
に
よ
っ
て
は
、
わ
れ
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わ
れ
は
そ
の
物
の
特
殊
で
個
別
的
な
特
性
に
ま
で
到
達
し
て
い
な
い
」
と
ボ
ザ
ン

ク
ェ
ッ
ト
は
書
い
て
い
る
。「
そ
し
て
こ
の
水
準
に
お
い
て
は
疑
い
な
く
、
わ
れ
わ

れ
は
受
動
的
で
受
容
的
な
ま
ま
で
あ
る
。
し
か
し
注
意
力
が
高
ま
る
に
つ
れ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
特
殊
な
悦
び
あ
る
い
は
感
動
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
感

動
が
問
題
の
知
覚
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
さ
ら

に
進
ん
で
わ
れ
わ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
な
美
を
そ
の
個
別
性
の
深
み
の
全
体
に
お
い
て

認
知
し
、
た
ん
な
る
鑑
賞
者
の
態
度
を
捨
て
て
、
精
神
の
立
場
を
採
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
精
神
は
精
神
の
、〞
創
造
者
の
〝（o

f th
e m

ak
er

）
表
現
お
よ
び
表
明
へ

と
促
さ
れ
る
の
で

31
）

あ
る
。」同
じ
よ
う
に
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、観
察
と
は
全
て
、

表
現
す
る
こ
と
で
あ
り
、
形
成
す
る
こ
と
で
あ
り
、
精
神
的
な
活
動
で
あ
り
、
創

造
す
る
こ
と
で
あ
る
。
芸
術
家
は
自
ら
の
直
観
を
形
態
化
す
る
。
し
か
し
全
て
の

人
間
は
直
観
的
に
も
の
を
眺
め
て
、
し
か
る
後
に
創
造
も
す
る
の
で

32
）

あ
る
。
し
か

し
芸
術
家
で
な
い
者
の
美
的
な
生
活
に
お
い
て
は
創
造
の
領
域
は
小
さ
い
と
し
て

も
、
も
し
も
芸
術
家
の
活
動
が
わ
れ
わ
れ
の
内
で
完
全
に
推
進
さ
れ
う
る
と
す
る

な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
「
最
も
一
般
的
で
馴
れ
親
し
ん
だ
経
験

33
）

か
ら
」
知
っ
て
い

る
こ
と
は
、
美
に
対
す
る
人
間
の
関
係
は
享
受
に
尽
く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

さ
ら
に
そ
こ
に
お
い
て
は
創
造
と
い
う
よ
り
緊
密
で
生
き
生
き
と
し
た
関
係
が
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

美
学
を
促
し
て
芸
術
家
の
立
場
へ
と
行
き
着
か
せ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
主
要
な

要
素
で
あ
る
。
美
学
は
（
メ
ウ
マ
ン
に
従
え
ば
）、「
芸
術
と
い
う
世
界
と
美
し
き

世
界
を
現
実
に
創
造
し
た
も
の
」の
う
ち
に
突
破
口
を
見
出
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。

「
人
間
の
芸
術
的
な
活
動
が
生
ず
る
と
こ
ろ
は
、
疑
い
な
く
芸
術
家
の
創
造
と
基

本
的
な
モ
チ
ー
フ
の
体
系
な
の
で

34
）

あ
る
。」

芸
術
的
な
創
造
に
配
慮
す
る
と
い
う
こ
と
は
、「
美
と
い
う
も
の
を
、
そ
れ
が
生

ま
れ
た
瞬
間
に
お
い
て
捉
え
る
と
い
う
こ
と
を
も
た
ら
す
。
天
才
と
は
美
の
制
定

行
為
の
う
ち
に
あ
る
生
き
た
美
な
の
で

35
）

あ
る
。」「
鑑
賞
者
は
二
番
手
の
創
造
者
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
芸
術
家
は
一
番
手
で
最
初
に
経
験
を
創
造
す
べ
き
者
で

36
）

あ
る
。」
こ
こ
か
ら
「
美
学
の
最
高
の
課
題
」
の
新
た
な
規
定
ま
で
は
ほ
ん
の
一
歩

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
「
理
論
的
で
芸
術
的
な
基
準
を
芸
術
家
の
内
面
的
な

生
活
と
芸
術
家
の
芸
術
的
な
創
造
に
お
い
て
構
成
す
る
と
い

37
）

う
事
」
で
あ
る
。

こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
美
学
は
芸
術
的
な
創
造
の
一
般
的
な
い
し
は
記
述
的
な

心
理
学
に
な
る
べ
き
か
否
か
と
い
う
こ
と
で
は

38
）

な
い
。
重
要
な
こ
と
は
、
こ
こ
に

お
い
て
美
に
対
す
る
人
間
の
も
う
一
つ
別
の
関
係
が
、
そ
れ
も
ま
さ
に
二
つ
の
方

向
で
現
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
、
殆
ど
全
て
の
人
間
は

生
産
的
な
経
験
を
持
っ
て
お
り
、
芸
術
的
な
創
造
の
経
験
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ

は
す
く
な
く
と
も
、
何
か
を
装
飾
し
た
り
、
美
的
な
関
心
を
持
っ
て
何
か
を
整
え

た
り
、
悦
び
の
た
め
だ
け
に
何
か
を
生
産
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
全
て
の
人
が
認
識
で
き
る
こ
と
は
、
美
と
は
た
ん
に
享
受
さ
れ
る
だ

け
で
は
な
く
、
創
造
さ
れ
て
実
現
さ
れ
も
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
美
と
は
一

定
の
活
動
の
客
観
的
な
結
果
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
芸
術
家
の
立
場
で
は
美
と

は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
課
題
で
あ
り
、
実
践
の
目
的
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

こ
の
課
題
を
達
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
主
観
的
な
も
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
精

神
の
内
の
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
客
観
的
で
永
続
的
で
確
定
的
で
現
実
的
な
も

の
で
あ
る
。美
的
な
創
造
と
い
う
経
験
と
は
美﹅
的﹅
な﹅
客﹅
観﹅
性﹅
の﹅
経﹅
験﹅
な
の
で
あ
る
。

二
、
完
全
に
素
朴
な
わ
け
で
は
な
い
全
て
の
享
受
者
は
、
芸
術
作
品
を
芸
術
家
の

作
品
と
し
て
理
解
す
る
。
芸
術
家
の
生
産
的
な
作
業
の
潜﹅
在﹅
的﹅
な﹅
能
力
、
そ
の
作

業
の
客
観
的
な
結
果
が
、
こ
の
作
品
の
美
で
あ
り
、
こ
の
美
を
生
み
出
し
た
人
間

の
美
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
美
に
は
、
私
の
外
に
場
所
が
与
え
ら
れ
、
私

の
経
験
の
外
に
場
所
が
与
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
私
が
芸
術
作
品
に
自
ら
美
を
与

え
る
の
で
は
な
く
、
芸
術
家
が
そ
れ
に
美
を
与
え
た
の
で
あ
っ
て
、
私
は
た
だ
そ

れ
を
発
見
す
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
芸
術
家
の
全
て
の
認
識
に
よ
っ
て
美
に
は

新
し
い
経
験
が
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
享
受
と
い
う
経
験
を
超

え
た
も
の
な
の
で

39
）

あ
る
。
芸
術
家
の
認
識
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
美
的
な
客
観
性

を
要
請
す
る
。
か
く
し
て
よ
う
や
く
三
番
目
の
美
的
な
客
観
性
の
要
求
が
置
か
れ

る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
美
的
な
客
観
性
の
要
求
は
、
ま
ず
最
初
に
は
、
素
朴
で

純
粋
で
、
つ
ま
り
は
頑
固
な
立
場
に
よ
っ
て
置
か
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
立
場
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に
よ
れ
ば
、
事
物
は
客
観
的
に
美
し
い
か
美
し
く
な
い
か
で
あ
り
、
美
は
そ
れ
ら

の
事
物
に
と
っ
て
何
か
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
。
次
に
は
そ
れ
は
、
趣
味
を
通
じ

て
正
し
い
美
と
幻
想
的
な
美
と
が
殆
ど
強
制
的
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
置

か
れ
る
。
そ
し
て
最
後
に
三
番
目
に
そ
れ
は
、
芸
術
家
の
作
業
と
芸
術
一
般
の
客

観
性
に
よ
っ
て
置
か
れ
る
の
で
あ
る
。
今
や
こ
の
三
種
類
の
要
求
を
概
観
す
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
。

美
学
に
お
け
る
客
観
主
義
の
三
種
類
の
要
求

一
、
素
朴
な
立
場
の
優
位
性
は
、
そ
れ
が
全
体
と
し
て
直
接
的
な
美
的
経
験
に

対
応
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
美
は
単
純
明
白
な
所
与
の
事
実

と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
い
る
。所
与
の
対
象
と
は
直
接
的
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
り
、

そ
し
て
同
時
に
そ
れ
は
そ
こ
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
見
出
す
全
て
の
も
の
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
美
や
表
現
や
象
徴
な
ど
も
ま
た
所
与
の
対
象
で
あ
る
。「
私

な
し
で
も
実
在
し
、
そ
れ
自
身
で
存
在
す
る
全
て
の
も
の
は
、
私
に
よ
っ
て
経
験

さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
事
物
は
私
の
気
紛
れ
か
ら
は
独
立
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
、
た
だ
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
経
験
す
る
が
故
に
存
在
し
た
り
作
用
し
た
り
す
る

の
で
は
な
く
、
そ
し
て
さ
ら
に
、
た
だ
私
が
そ
れ
を
美
し
い
と
経
験
す
る
が
故
に

私
に
と
っ
て
美
し
い
と
感
じ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
全
て
は
、
美
的
な
対

象
が
客
観
的
な
事
実
と
い
う
地
位
に
ま
で
も
た
ら
し
て
い
る
性
質
な
の
で
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あ
る
。」

た
し
か
に
心
理
学
の
観
点
か
ら
は
、
こ
の
対
象
に
つ
い
て
「
実
際
に
は
」
事
情
は

異
な
っ
て
い
る
。仮
定
さ
れ
て
い
る
対
象
は
た
ん
に
刺
戟
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、

そ
し
て
そ
の
他
の
全
て
の
も
の
は
た
ん
に
主
体
に
お
け
る
そ
の
刺
戟
の
因
果
的
に

必
然
的
な
結
果
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
現
象
学
は
む
し
ろ
直
接

的
な
発
見
と
い
う
も
の
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
素
朴
な
立
場
の
「
美

し
き
物
」
が
現
象
学
で
は
「
志
向
的
」
な
い
し
は
「
観
念
的
」
対
象
に
な
っ
て
い

る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
現
象
学
の
説
明
は
お
そ
ら
く
な
に
か
現
実
の
経

験
の
よ
う
な
も
の
に
近
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
素
朴
な
立
場
も
現
象

学
的
な
立
場
も
同
じ
よ
う
に
共
通
の
優
位
性
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
そ
れ

ら
が
直
接
的
な
経
験
と
い
う
基
盤
に
依
拠
し
て
、
こ
の
経
験
を
理
解
し
て
お
り
、

そ
れ
を
変
更
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
そ
れ
ら
は
そ

こ
に
弱
点
も
持
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
直
接
的
な
明
証
性
と
い
う
基

盤
に
の
み
止
ま
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
基
盤
を
超
え
る
や
い
な
や
現
れ
て
く
る

諸
問
題
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

二
、
こ
の
よ
う
な
諸
問
題
は
な
に
よ
り
も
ま
ず
実
践
的
な
も
の
で
あ
る
。
実
践

的
な
生
活
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
事
物
の
う
ち
に
美
と
好
み
の
証
拠
を
見
出

す
か
わ
り
に
、
諸
個
人
の
絶
対
的
な
不
一
致
と
意
見
の
競
合
を
見
出
す
。
し
か
し
、

そ
れ
と
同
時
に
実
践
的
な
世
界
に
お
い
て
は
、
美
は
超
個
人
的
な
価
値
と
な
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ま
さ
に
意
見
の
不
一
致
と
趣
味
の
相
対
主
義
に
よ
っ
て
脅
か

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
差
異
が
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
実
践
的
に
必

ず
解
消
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
美
的
な
享
受
の
際
に
主
体

の
内
で
「
実
際
に
」
何
が
起
こ
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
ど
う
で
も
よ

い
こ
と
で
あ
る
。
問
題
な
の
は
た
だ
、
人
の
好
み
に
合
う
も
の
が
「
真
の
」
美
で

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
正
し
く
「
正
当
に
」
認
識
す
る
適
切
な

能
力
も
ま
た
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。こ
の
能
力
が
よ
き
趣
味
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
っ
て
美
は
完
全
に
そ
の
客
観
性
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
よ
き

趣
味
の
正
確
で
妥
当
な
判
断
に
よ
っ
て
こ
の
美
が
証
明
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は

客
観
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
し
も
こ
の
美
が
妥
当
し
な
い
判
断
に
よ
っ
て
措

定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
主
観
的
な
い
し
は
見
か
け
だ
け
の
美
で
あ
る
。
全
て

の
承
認
さ
れ
た
「
よ
き
」
趣
味
あ
る
い
は
「
正
常
な
」
趣
味
が
、
客
観
的
な
美
の

領
域
を
確
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
全
て
の
正
常
な
趣
味
と
は
、
最
善
の
場

合
に
お
い
て
も
、
そ
れ
自
身
の
時
代
の
約
束
事
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
美
的
な

領
域
に
新
し
い
相
対
主
義
、
歴
史
的
な
相
対
主
義
が
浸
透
す
る
の
で
あ
る
。

三
、
美
に
対
す
る
人
間
の
関
係
は
こ
れ
ら
全
て
に
よ
っ
て
尽
く
さ
れ
る
も
の
で

は
な
い
。
美
の
直
接
的
な
享
受
は
疑
い
な
く
明
白
な
確
実
性
を
持
っ
て
い
る
が
、

し
か
し
個
別
的
に
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
。
実
践
的
な
必
要
か
ら
生
ず
る
美
的
な

価
値
の
統
制
と
規
制
は
こ
の
個
人
主
義
を
克
服
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
独
断
主
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義
的
な
も
の
で
あ
る
。
｜
｜
し
か
し
な
が
ら
、
さ
ら
に
別
の
も
の
が
残
っ
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
も
し
も
美
的
な
領
域
が
そ
れ
自
身
の
全
く
特
殊
で
独
自
な
も
の
を

持
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
ま
た
特
殊
な
関
心
の
た
め
の
場
所
が
あ
り
、

美
的
な
事
実
に
対
す
る
特
殊
な
高
度
な
見
方
の
た
め
の
場
所
が
あ
り
、
つ
ま
り
は

美﹅
的﹅
な﹅
事﹅
実﹅
の﹅
た﹅
め﹅
の﹅
特﹅
殊﹅
な﹅
作﹅
業﹅
の
た
め
の
場
所
が
あ
る
の
で
あ
る
。
人
間
は

た
ん
に
美
を
享
受
し
て
評
価
す
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ら
に
は
美
を
実
現
し
て
獲
得

す
る
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は
美
を
追
求
し
た
り
、
美
に
向
け
て
努
力
し
た
り
、
美

を
保
持
し
た
り
な
ど
す
る
の
で
あ
る
。
現
実
の
何
ら
か
の
側
面
に
対
す
る
関
心
が

増
大
す
る
と
、
新
し
い
特
殊
な
課
題
が
現
れ
て
く
る
。
あ
ら
ゆ
る
関
心
は
自
ら
の

問
題
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
ま
た
そ
う
な
の
で
あ
る
。
も
し
も
美
が

人
間
に
と
っ
て
特
殊
な
努
力
の
対
象
と
な
る
な
ら
ば
、
同
時
に
美
は
そ
れ
に
関
わ

る
精
神
的
な
実
践
の
課
題
あ
る
い
は
目
標
と
な
る
の
で
あ
る
。
芸
術
家
に
と
っ
て

は
美
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
意
識
的
な
課
題
で
あ
っ
て
、
そ
の
課
題
を
達
成
す
る

た
め
に
は
芸
術
作
品
と
い
う
一
定
の
客
観
的
な
目
印
を
物
質
化
す
る
こ
と
が
必
要

で
あ
る
。
生
産
性
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
美
と
は
客
観
的
な
決
定
因
子
と
諸

要
素
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
客
観
的

な
も
の
な
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
こ
で
は
美
が
存
在
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

美
の
客
観
的
な
実
現
に
よ
っ
て
な
の
で
あ
る
。

実
際
、
美
学
は
何
度
も
生
産
と
い
う
立
場
を
取
ろ
う
と
試
み
て
き
た
。
芸
術
家

と
そ
の
創
造
が
問
題
を
形
作
っ
て
き
た
の
は
そ
の
た
め
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
こ

と
に
よ
っ
て
す
で
に
美
学
は
、
求
め
ら
れ
た
道
を
辿
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
芸
術

家
は
主
体
で
あ
り
、
創
造
は
主
体
的
な
過
程
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
の

洞
察
は
心
理
学
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
生
産
性
に
お
い
て
客
観
的
で
あ
る
全
て

の
も
の
は
、
生
産
物
そ
の
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
た
だ
主
観
的
な
享
受
と

相
対
的
な
趣
味
に
よ
っ
て
の
み
接
近
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
美
に
お
い
て
わ

れ
わ
れ
が
直
接
的
に
行
な
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
個
人
的
な
享
受
だ
け
な
の
で
あ

る
。し

か
し
美
に
つ
い
て
の
さ
ら
に
も
う
一
つ
の
特
殊
な
関
心
が
存
在
し
て
い
て
、

そ
れ
は
美
し
い
対
象
に
根
本
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
理﹅
論﹅
的﹅
な﹅
関

心
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
標
は
美
し
い
対
象
を
鑑
賞
し
て
、
そ
の
対
象
を
そ
の
客
観

的
な
確
実
性
に
お
い
て
意
識
の
た
め
に
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
対

象
に
と
っ
て
も
ま
た
客
観
的
な
美
が
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
こ
の

対
象
は
、
客
観
的
な
規
定
が
可
能
な
現
実
性
を
保
持
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
客

観
的
な
美
を
保
持
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
理
論
的
な
受
容
は
ま
さ
に
美
的
な

生
活
全
体
を
そ
の
根
底
ま
で
貫
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
美
学
が
そ
れ
を
今
日
ま

で
見
過
ご
し
て
き
た
の
は
、
た
し
か
に
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、

美
学
が
つ
ね
に
そ
れ
自
身
の
道
よ
り
も
そ
の
つ
ど
流
行
の
哲
学
の
道
を
歩
ん
で
き

た
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
明
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
以
下
に
お
い
て
は
ま
ず
は
じ
め
に
、
こ
の
客
観
的
な
観
点
と
美

的
な
受
容
一
般
と
の
関
係
が
そ
の
全
て
の
側
面
に
つ
い
て
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
こ
の
客
観
的
な
観
点
と
、
美
的
な
印﹅
象﹅
と
美
的
な
判﹅
断﹅
と
美
的
な
価﹅
値﹅

と
の
関
係
が
示
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
客
観
的
な
観
点
が
獲
得
さ
れ
る
や
否
や
、
美

的
な
客
観
性
も
ま
た
根
拠
づ
け
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
向
か
う
道
は
す
で
に
芸

術
家
の
創
造
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
｜
｜
た
し
か
に
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、
余
り
に
も
遠
く
ま
た
見
通
し
が
た
い
も
の
で

あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
、
美
的
な
受
容
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
美

の
経
験
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
広
く
美
学
に
関
わ
る
問
題
を
論
ず
る
こ

と
が
肝
心
な
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
知
識
と
問
い
か
け
、
学
問
と
し
て
の

美
学
一
般
の
発
見
と
問
題
提
起
か
ら
も
出
発
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

２

美
的
な
印
象

構
造
的
な
側
面
に
つ
い
て

絵
画
の
う
ち
に
私
は
形
態
あ
る
い
は
風
景
を
見
る
が
、
そ
こ
に
お
い
て
私
は
直

接
に
何
か
内
面
的
な
も
の
、
雰
囲
気
的
な
表
現
を
経
験
す
る
。
し
か
し
な
が
ら「
実

際
に
は
」（realiter

）
私
の
前
に
は
風
景
も
内
面
的
な
も
の
も
存
在
し
て
は
お
ら
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ず
、
絵
具
で
覆
わ
れ
た
布
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
結
局
の
と
こ
ろ
、

心
理
学
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、「
実
際
に
は
」

た
だ
感
覚
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
方
で
他
の
全
て
の
も
の
は
「
風
景
」
も
「
表

現
」
も
主
体
か
ら
そ
の
感
覚
へ
と
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
経
験
か
ら

連
想
さ
れ
て
、
絵
画
の
肉
色
部
分
の
知
覚
と
し
て
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。こ

れ
に
よ
っ
て
美
的
な
印
象
の
な
か
で
刺
戟
で
あ
る
と
こ
ろ
の
「
直
接
的
」
で

感
覚
的
な
要
素
と
「
二
次
的
」
あ
る
い
は
「
付
随
的
」（
再
生
産
的
、
知
覚
的
）
な

要
素
と
が
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
後
者
は
主
体
自
身
が
自
分
で
印
象
に

結
び
付
け
て
印
象
と
と
も
に
経
験
す
る
全
て
の
も
の
を
含
ん
で
お
り
、
そ
し
て
結

局
は
悦
ば
し
い
か
苦
痛
に
満
ち
た
感
情
と
い
う
二
つ
の
側
面
に
結
び
つ
い
た
感
情

を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。「
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
事
物
に
つ
い
て
記
憶
し
て
い
る
こ

と
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
好
ま
し
い
か
そ
れ
と
も
好
ま
し
く
な
い
か
と
い
う
基
準

に
従
っ
て
記
憶
は
、
好
む
と
い
う
要
素
や
好
ま
ぬ
よ
い
う
要
素
に
よ
っ
て
事
物
の

美
的
な
印
象
に
寄
与
す
る
の
で

42
）

あ
る
。」「
こ
の
記
憶
が
き
わ
め
て
多
様
で
あ
り
」

う
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。「
な
ぜ
な
ら
心
と
は
、
そ
こ
に
新
し
い
絵
が

現
れ
る
白
紙
で
は
な
く
、
多
く
の
潜
在
的
な
気
分
と
そ
の
残
余
だ
か
ら
で

43
）

あ
る
。」

し
た
が
っ
て
「
所
与
の
心
理
学
的
な
活
動
の
衝
撃
か
ら
生
じ
た
全
て
の
気
侭
な
再

生
産
物
を
感
覚
へ
と
」

（
44
）

も
た
ら
す
の
は
、
連
想
の
お
か
げ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の

よ
う
に
偶
然
の
き
っ
か
け
で
生
じ
た
も
の
ほ
ど
個
人
的
で
バ
ラ
バ
ラ
な
も
の
は
何

も
な
い
。
特
殊
に
感
情
的
で
美
的
な
経
験
は
完
全
に
個
人
的
な
記
憶
と
反
応
と
想

像
に
よ
っ
て
繁
茂
す
る
も
の
で

45
）

あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
お
い
て
す
ぐ
に
生
ず
る
疑

問
は
、
全
て
の
連
想
は
美
的
に
等
価
で
並
列
的
で
あ
る
の
か
ど
う
か
、
全
て
の
連

想
は
同
じ
よ
う
に
「
事
物
に
関
わ
っ
て
い
る
」
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
そ
れ
ら
の
な
か
に
は
与
え
ら
れ
た
お
気
に
入
り
の
対
象
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
切

り
離
す
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
わ
れ
わ
れ
に
影
響
を
与
え
て
い
る
享
受

は
、
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
は
す
で
に
別
の
何
か
か
ら
の
快
楽
で

あ
る
。
こ
れ
ら
別
の
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
美
的
な
判
断
に
対
し
て
は
意
味
を
持

46
）

た
ず
、
わ
れ
わ
れ
を
美
的
な
ふ
る
ま
い
か
ら
完
全
に
逸
脱
さ
せ
て
し
ま
う
よ
う
な

も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
の
た
め
に
キ
ュ
ル
ペ
は
本
来
の
美
的
な
連
想
を
以
下
の
よ
う
に
定
義
す
る
こ

と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
す
な
わ
ち
、
連
想
的
な
要
素
は
直
接
的
な
統
一
性

を
も
っ
て
「
全
体
的
な
概
念
」
を
形
づ
く
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
観
照
的
な
価
値
を
持

た
ね
ば
な
ら
ず
、
ま
た
直
接
的
な
要
素
と
必
然
的
で
明
確
な
連
続
性
の
う
ち
に
あ

ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で

47
）

あ
る
。
同
じ
よ
う
に
シ
ャ
ヴ
ェ
ロ
ス
は
次
の
こ
と
を
発
見

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
連
想
が
美
的
な
経
験
に
お
い
て
不
可
避
の
も
の
で
あ
る

の
は
、「
そ
れ
が
事
物
の
客
観
的
で
必
然
的
な
結
び
つ
き
に
お
い
て
形
づ
く
ら
れ

る
」
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
り
、「
現
実
的
な
対
応
物
を
持
っ
て
い
て
」、
し
か
も

「
対
象
に
自
然
に
内
在
的
に
結
び
つ
け
ら
れ
て

48
）

い
る
」
か
ぎ
り
に
お
い
て
な
の
で

あ
る
。
ラ
ウ
リ
ラ
が
美
的
な
知
覚
に
帰
属
さ
せ
る
の
は
、
与
え
ら
れ
た
も
の
か
ら

わ
れ
わ
れ
を
引
き
離
す
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
反
対
に
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
を
そ
れ
に

連
れ
戻
す
よ
う
な
概
念
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
与
え
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
に
置

か
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
か
ら
取
り
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
概
念

が
そ
の
意
味
と
融
合
し
て
い
る
よ
う
な
か
た
ち
で
そ
れ
と
融
合
し
て
い
る
の
で

49
）

あ
る
。
そ
し
て
ア
レ
シ
ュ
に
よ
れ
ば
、
本
来
の
美
的
な
見
方
に
属
し
て
い
る
の
は
、

所
与
の
諸
現
象
に
付
与
さ
れ
た
意
図
だ
け
で
あ
る
。
ま
た
そ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
意

図
が
こ
れ
ら
の
諸
現
象
の
う
ち
に
満
足
を
見
出
し
、
そ
し
て
た
だ
満
足
を
見
出
す

か
ぎ
り
に
お
い
て
な
の
で

50
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
区
別
は
た
ん
に
理
論
的
な
も
の
で
は
な
い
。
美
的
な
経
験
の
改
訂

な
い
し
は
制
御
の
よ
う
な
こ
と
が
し
ば
し
ば
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ

て
わ
れ
わ
れ
は
事
物
に
属
す
る
も
の
を
保
っ
た
り
、
そ
こ
か
ら
取
り
去
る
も
の
を

選
び
出
し
た
り
で
き
る
の
で
あ
る
。
も
し
誰
か
が
、
彼
の
悦
ぶ
も
の
は
何
で
あ
る

か
と
い
う
こ
と
や
、
何
が
彼
の
悦
ぶ
も
の
を
含
ん
で
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
言

お
う
と
す
る
時
に
は
、
彼
は
多
か
れ
少
な
か
れ
こ
の
選
別
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
こ
の
こ
と
は
二
つ
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
何
よ
り
も
ま
ず
明
ら
か
な
こ
と

は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
、「
本
来
の
」美
的
な
事
実
に
つ
い
て
の
印
象
が
問
題
な
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の
だ
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
に
、
こ
の
選
択

の
全
て
の
産
物
は
必
ず
し
も
最
初
の
印
象
の
う
ち
に
完
全
な
か
た
ち
で
与
え
ら
れ

て
は
い
な
か
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
直
接
的
な
印
象
と
は
連
続
的
な
経
験
で

あ
っ
て
、
そ
れ
に
は
自
然
な
完
全
性
と
全
体
性
が
属
し
て
お
り
、
い
ま
は
排
除
さ

れ
た
諸
要
素
も
属
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
印
象
を
こ
の
よ
う
に
分
節
化
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
経
験
の
本
来
の
生
き
た
統
一
性
も
ま
た
廃
棄
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
分
節
化
は
、
直
接
的
な
諸
要
素
と
の「
明
確
な
連
続
性
」

や
、
対
象
と
の
「
内
在
的
な
関
係
」
や
、
感
覚
的
な
所
与
に
お
け
る
「
完
成
」
等
々

と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
統
一
を
発﹅
見﹅
す﹅
る﹅
以
外
の
目
的
を
持
っ
て
は
い
な
い
の

で
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
の
新
し
い
モ
チ
ー
フ
は
決
定
的
な
も
の
で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
概
念
は
直
接
的
な
要
素
と
永
遠
に
必
然
的
な
関
係
の
う
ち

に
あ
る
。
そ
れ
が
こ
の
要
素
に
よ
っ
て
作
り
出
す
統
一
は
、
す
で
に
経
験
の
因
果

的
な
連
続
性
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
現
実
の
「
事
物
の
状
態
」
の
連

続
性
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
並
存
と
い
う
関
係
の
か
わ
り
に
相
互
適
合
と

い
う
関
係
が
現
れ
、
美
的
な
印
象
の
か
わ
り
に
美﹅
的﹅
な﹅
対﹅
象﹅
が
現
れ
る
が
、
そ
れ

は
、
所
与
の
美
的
な
事
例
に
お
い
て
「
事
物
に
」
属
し
て
い
る
全
て
の
要
素
の
基

礎
と
な
っ
て
い
る
美
的
な
統
一
と
い
う
場
所
に
お
い
て
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
は
、
た
ん
に
連
想
的
な
要
素
に
つ
い
て
当
て
は
ま
る

ば
か
り
で
な
く
、
直
接
的
な
要
素
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
。
視
野

の
う
ち
に
生
ず
る
も
の
は
全
て
美
的
な
対
象
に
属
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ

こ
で
も
ま
た
選
択
が
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
事
物
を
」
見
な
が
ら
行
わ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
直
接
的
な
要
素
は
、
書
か
れ
た
詩
の
場
合

の
よ
う
に
、
完
全
に
欠
落
し
て
も
よ
い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
も
わ
れ
わ
れ

は
美
的
な
対
象
を
構
成
す
る
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
諸
概
念
の
素
材
的
な
連
続

性
な
い
し
は
事
物
の
必
然
的
な
結
合
関
係
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

美
的
な
対
象
を
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
が
最
近
の
美
的
経
験
の
う

ち
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。全
て
の
享
受
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
受
動
的
な
受
容
か
ら
、

内
面
的
な
「
成
り
行
き
ま
か
せ
」（laisser aller

）
か
ら
脱
却
す
る
の
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
自
ら
の
選
好
の
対
象
へ
と
注﹅
意﹅
を﹅
集﹅
中﹅
す﹅
る﹅
た
め
で
あ
り
、
そ
の
対
象
を

し
っ
か
り
と
認
識
し
て
保
持
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
後
続
の
経
験
の

際
に
わ
れ
わ
れ
が
内
的
な
努
力
の
う
ち
に
保
持
し
た
り
、
語
っ
た
り
、
あ
る
い
は

ま
さ
に
明
確
な
意
識
を
も
っ
て
も
た
ら
し
た
り
す
る
こ
と
に
専
念
す
る
も
の
は
、

実
際
に
わ
れ
わ
れ
の
印
象
の
対
象
で
あ
っ
た
も
の
と
今
は
な
き
享
受
の
永
続
的
な

内
容
で
あ
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
好
み
に
合
う
も
の
を
捉
え
て
固

定
し
よ
う
と
す
る
全
て
の
試
み
は
、
与
え
ら
れ
た
無
数
に
多
く
の
も
の
の
な
か
か

ら
事
物
に
属
し
て
い
る
も
の
の
統
一
を
わ
れ
わ
れ
が
編
成
し
よ
う
と
試
み
る
と
い

う
か
た
ち
で
進
行
す
る
の
で
あ
る
。

機
能
的
側
面
に
つ
い
て：

感
情
移
入

し
か
し
な
が
ら
意
識
の
う
ち
に
完
全
な
か
た
ち
で
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し

て
美
的
な
対
象
を
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
美
の
経
験
は
魂
の
う

ち
に
生
じ
、
そ
こ
で
生
ま
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
心
理
的
な
過
程
で
あ
り
、

精
神
的
な
諸
行
為
な
い
し
は
諸
機
能
の
共
同
作
業
で
あ
る
。
す
で
に
享
受
そ
れ
自

身
が
た
ん
に
意
識
の
た
ん
な
る
能
力
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
反
応
す
る
能
動
的

な
有
機
体
の
う
ち
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
美
の
経
験
は
、
全
て
の

心
理
的
な
も
の
と
同
じ
く
、
生
命
活
動
で
あ
り
、
過
程
で
あ
り
、
運
動
で
あ
り
、

成
長
な
の
で
あ
っ
て
、
｜
｜
少
な
く
と
も
機
能
主
義
的
心
理
学
に
よ
れ
ば
そ
う
で

51
）

あ
る
。
さ
ら
に
美
的
な
印
象
は
た
ん
に
感
覚
と
連
想
の
モ
ザ
イ
ク
で
は
な
く
て
、

感
情
と
情
動
、
情
緒
と
行
為
の
流
れ
な
の
で
あ
る
。
何
度
と
な
く
、
そ
れ
は
生
命

そ
の
も
の
の
高
揚
と
強
化
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
て
き
た
。
美
は「
活
動
」で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
か
た
ち
で
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
生
命
を
掻
き
立
て
、
あ
り

ふ
れ
た
刺
戟
の
速
や
か
な
意
識
に
よ
っ
て
好
み
を
呼
び
起
こ
す
の
で

52
）

あ
る
。
美
的

な
印
象
と
は
「
生
命
の
調
和
的
な
機
能
」
で
あ
り
、「
魂
の
ま
さ
に
そ
れ
自
身
の
う

ち
に
根
づ
い
た

53
）

活
動
」
な
の
で
あ
る
。
美
学
は
疑
い
な
く
概
念
に
関
わ
る
も
の
と

さ
れ
る
が
、
し
か
し
そ
の
概
念
の
客
観
的
な
性
格
を
探
究
す
る
も
の
で
は
な
く
、

「
意
識
全
体
が
こ
の
概
念
に
対
し
て
い
か
に
反
応
し
て
い
る
か
」
と
い
う
そ
の
主
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観
的
な
側
面
を
探
究
す
る
も
の
で

54
）

あ
る
。
ま
さ
に
美
学
の
大
部
分
は
そ
の
こ
と
の

た
め
に
捧
げ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
で
美
的
な
享
受
の
能
動
的

な
側
面
が
極
端
に
強
調
さ
れ
た
の
は
自
動
的
な
模
倣
や
自
動
的
な
情
動
や
共
感
的

な
反
応
な
ど
の
理
論
に
お
い
て
だ
っ
た
の
で

55
）

あ
る
。
さ
ら
に
第
三
に
、
美
的
な
印

象
の
機
能
的
な
い
し
は
能
動
的
な
作
用
と
い
う
も
の
は
、
た
ん
に
美
的
な
印
象
の

情
動
的
な
い
し
は
自
動
的
に
刺
戟
す
る
と
い
う
一
般
的
な
性
格
の
う
ち
に
浮
遊
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
美
的
な
受
容
そ
れ
自
身
に
奉
仕
す
る
諸
機
能
が
存
在
す

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ｇ

Ｍ

ス
ト
ラ
ッ
ト
ン
が
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
に

よ
れ
ば
、
す
で
に
単
純
な
空
間
的
な
形
態
の
美
的
な
知
覚
に
お
い
て
き
わ
め
て
中

枢
的
な
過
程
が
感
覚
に
参
加
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
中
枢
的
な

過
程
の
な
か
に
ひ
と
は
「
注
意
と
形
態
化
の
運
動
と
、
認
知
と
選
好
の
活
動
と
、

器
官
的
な
感
覚
の
流
れ
」を
見
出
す
の
で
あ
る
。
一
般
的
に
言
っ
て
、「
美
的
な
印

象
は
、
完
成
さ
れ
た
出
来
合
い
の
感
覚
的
な
対
象
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら

れ
る
の
で
は
な
く
て
、
精
神
的
な
創
造
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
で

56
）

あ
る
。」「
美

的
な
印
象
は
た
だ
綜
合
に
よ
っ
て
の
み
生
ず
る
の
で
あ
っ
て
、
明
ら
か
に
こ
の
綜

合
は
、
そ
れ
が
感
覚
的
な
受
容
を
前
提
し
て
い
る
場
合
で
さ
え
も
、
感
覚
的
な
受

容
と
完
全
に
融
合
す
る
こ
と
は
な
い
の
で

57
）

あ
る
。」「
そ
の
内
容
が
一
つ
の
形
態
で

あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
組
織
化
す
る
綜
合
で
あ
る
よ
う
な
新
た
な
種
類
の
生
と
い

う
も
の
が
必
然
的
に
受
入
れ
ら
れ
ね
ば
な
ら

58
）

な
い
。」こ
の
綜
合
的
な
活
動
が
美
的

な
受
容
の
第
三
の
機
能
的
な
契
機
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
問
題
は
、
美
的
な
好
み
は
現
実
に

は
何
と
結
び
つ
い
て
い
る
の
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
活
動
と
結
び
つ
い
て

い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
対
象
に
結
び
つ
い
て
い
て
、
機
能
は
そ
の
対
象
に
言
及
し

て
い
る
の
か
。
し
た
が
っ
て
、
美
的
な
享
受
と
は
内
面
的
な
活
動
を
経
験
す
る
こ

と
か
ら
生
ず
る
享
受
な
の
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
対
象
に
関
わ
り
、
は
っ
き
り
と

観
照
的
に
受
容
さ
れ
る
現
象
に
関
わ
っ
て
い
る
の
か
。

こ
こ
で
は
意
見
の
完
全
な
対
立
が
支
配
的
で
あ
る
。
キ
ュ
ル
ペ
に
よ
れ
ば
、
美

的
な
好
み
が
関
わ
っ
て
い
る
の
は
、「
そ
の
好
み
の
た
ん
な
る
性
質
に
し
た
が
っ
て

表
現
さ
れ
た
内
容
」
で
あ
り
、
感
覚
的
な
感
情
か
ら
く
る
相
違
で
あ
り
、
こ
の
感

覚
的
な
感
情
は
、
刺
戟
が
わ
れ
わ
れ
に
現
れ
る
仕
方
に
基
づ
く
も
の
で
は
な
く
、

そ
れ
が
有
機
体
に
植
付
け
ら
れ
る
仕
方
に
基
づ
い
て

59
）

い
る
。
同
じ
よ
う
に
ヴ
ィ
タ

ゼ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、「
美
的
な
ふ
る
ま
い
と
は
意
識
の
具
体
的
な
状
態
で
あ
り
、
描

き
出
さ
れ
た
感
情
の
内
容
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
も
の
で

60
）

あ
っ
て
」、そ
こ
で
機
能

し
て
い
る
感
情
（
活
動
感
情A

k
tgefu

h
le

）
は
超
美
学
的
な
も
の
で
あ
る
。
美
的

な
感
情
と
い
う
も
の
は
「
現
象
に
根
づ
い
た
も
の
で
あ
り
、
現
象
が
美
学
的
に
実

質
的
な
も
の
で

61
）

あ
る
。」
エ
ビ
ン
グ
ハ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
美
の
感
情
と
は
「
想
像
さ

れ
た
感
情
」
で
あ
り
、「
た
ん
な
る
現
象
か
ら
く
る
純
粋
な

62
）

悦
び
」
で
あ
る
。
ウ
ー

テ
ィ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、「
美
的
な
ふ
る
ま
い
の
精
髄
と
は
諸
概
念
の
つ
く
る
価
値
あ

る
世
界
を
感
情
的
に
捉
え
る
こ
と
で

63
）

あ
る
。」そ
し
て
、
そ
こ
で
機
能
し
て
い
る
感

情
は
、
興
奮
か
ら
の
快
楽
や
、
精
神
的
な
活
動
や
経
験
の
心
理
的
な
充
足
感
や
自

然
な
生
の
充
実
か
ら
の
悦
び
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
対
象
を
経
験
す
る
の
で
あ
っ

て
、
こ
の
感
情
は
超
美
学
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
全
く
逆
に
他
の
者
は
美
的
な
感
情
を
も
っ
ぱ
ら
機
能
的
な
も
の
と
し

て
描
い
て
い
る
。
リ
ッ
プ
ス
に
よ
れ
ば
、「
美
の
感
情
と
は
積
極
的
な
生
命
機
能
で

あ
っ
て
、
そ
れ
を
私
は
対
象
の
観
照
に
お
い
て
経
験
す
る
の
で

64
）

あ
る
。」美
の
感
情

の
基
礎
は「
広
範
な
生
の
充
実
」で
あ
り
、「
そ
れ
自
身
の

65
）

享
受
」で
あ
る
。
グ
ロ
ー

ス
に
よ
れ
ば
、
美
的
な
享
受
と
は
内
面
的
な
戯
れ
か
ら
の
悦
び
で
あ
り
、「
魂
の
争

い
に
満
ち
た
不
安

66
）

定
さ
」か
ら
く
る
悦
び
で
あ
る
。
美
し
い
も
の
と
は
、「
た
だ
心

に
装
備
さ
れ
た
機
能
に
よ
っ
て
選
好
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
機
能

に
よ
っ
て
そ
れ
は
活
動
と
し
て
現
れ
る
の
で
は
な
く
、
情
動
と
し
て
現
れ
て
い
る

の
で

67
）

あ
る
」
と
デ
ュ
ー
リ
ン
グ
は
言
う
。
ミ
ュ
ー
ラ
ー＝

フ
ラ
イ
エ
ン
フ
ェ
ル
ズ

に
よ
れ
ば
、「
美
的
な
享
受
の
対
象
と
い
う
も
の
が
あ
り
得
る
の
は
、
そ
れ
が
外
的

な
対
象
と
合
致
し
な
い
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
あ
る
。」「
あ
ら
ゆ
る
美
的
な
選
好
は

生
物
学
的
な
価
値
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
こ
の
選
好
が
適
切
な
生
命
活
動
に
つ
い
て

判
断
す
る
こ
と
を
許
す
か
ら
で

69
）

あ
る
。」「
印
象
の
美
的
性
格
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の

内
面
的
な
活
動
が
そ
れ
自
身
の
全
き
完
全
性
に
お
い
て
掻
き
立
て
ら
れ
て
激
し
い
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悦
び
を
引
き
起
こ
し
て
意
識
の
う
ち
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
存
し

て

70
）

い
る
」と
シ
ュ
タ
イ
ン
は
考
え
て
い
る
。
結
局
、
デ
ソ
ワ
ル
に
よ
れ
ば
、「
美
的

享
受
に
お
い
て
は
魂
は
自
ら
の
過
程
の
進
行
か
ら
悦
ん
で
い
る
の
で

71
）

あ
る
。」

こ
こ
で
は
二
つ
の
正
反
対
の
理
論
は
い
ず
れ
も
確
か
な
事
実
に
基
づ
い
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、
一
、
美
的
な
経
験
に
お
い
て
は
意
識
は
概
念
に
向

け
ら
れ
て
お
り
、
観
察
さ
れ
た
対
象
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
二
、
し
か
し
な
が
ら
、

そ
れ
に
劣
ら
ず
現
実
的
な
こ
と
は
、
好
み
が
心
の
働
き
に
よ
る
寄
与
の
程
度
に

よ
っ
て
増
大
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
対
立
は
た
だ
こ
れ
ら
の
事

実
の
解
釈
か
ら
生
じ
て
い
る
の
で

72
）

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
対
立
全
体
は
あ

る
程
度
ま
で
は
人
為
的
な
も
の
で
あ
る
。心
の
機
能
に
よ
る
関
与
と
い
う
も
の
は
、

観
察
さ
れ
た
対
象
と
の
関
係
な
し
に
は
存
在
し
な
い
。
概
念
を
直
接
に
目
ざ
し
て

そ
の
把
捉
に
貢
献
す
る
も
の
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
活﹅
動﹅
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ

れ
は
注
目
で
あ
り
、
認
知
で
あ
り
、
集
中
で
あ
り
、
魂
の
「
綜
合
的
な
働
き
」
で

あ
る
。
そ
れ
は
対
象
へ
の
志
向
性
で
あ
る
。
実
際
に
は
こ
れ
ら
が
美
的
な
機
能
な

の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
は
感﹅
情﹅
が
あ
っ
て
、
こ
れ
は
捉
え
ら
れ
た
概
念
か
ら

立
ち
現
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
は
概
念
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ

さ
れ
た
感
情
と
そ
こ
か
ら
放
射
し
て
く
る
衝
動
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
情
動
で

あ
り
、
気
分
で
あ
り
、
自
由
な
活
動
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
機
能
は
意
識
を
支
配
し

て
自
動
的
に
発
散
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
最
終
的
に
は
所
与

の
概
念
か
ら
、
そ
の
概
念
の
方
向
の
う
ち
に
あ
る
別
の
対
象
へ
と
逸
脱
し
て
い
く

こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。「
美
的
な
享
受
に
お
い
て
は
、
対
象
へ
の
能
動
的
な

運
動
は
対
象
に
お
い
て
中
断
し
、
逆
方
向
に
自
我
に
向
か
っ
て
進
み
、
そ
し
て
自

我
に
よ
っ
て
よ
り
生
き
生
き
と
し
て
よ
り
意
識
的
な
性
格
を
獲
得
す
る
と
い
う
ふ

う
に
な
っ
て
い
る
の
で

73
）

あ
る
。」

し
か
し
、
そ
こ
か
ら
運
動
が
現
れ
る
対
象
へ
と
そ
の
運
動
が
回
帰
す
る
と
い
う

こ
と
も
ま
た
存
在
し
て
い
る
。「
こ
れ
は
美
し
い
」と
い
う
証
言
の
う
ち
で
は
感
情

的
な
反
応
が
継
続
し
て
お
り
、
そ
し
て
こ
の
反
応
は
こ
の
証
言
に
お
い
て
解
消
す

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
顕
示
で
あ
り
、
拡
大
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
対
象
か

ら
流
出
す
る
衝
撃
の
終
結
で
も
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
は
、
言
わ
ば
概
念
へ

の
回﹅
帰﹅
で
あ
る
。
心
を
揺
り
動
か
す
対
象
は
こ
の
注
目
に
よ
っ
て
「
思
考
」
さ
れ
、

証
言
す
る
意
識
の
注
目
と
意
図
は
概
念
へ
と
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

が
証
言
を
行
お
う
と
、
あ
る
い
は
端
的
に
認﹅
知﹅
し﹅
よ﹅
う﹅
と﹅
、
意
識
に
と
っ
て
は
同

じ
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
気
分
的
な
も
の
で
あ
り
、
気
宇
壮
大
等
々
な

も
の
で
あ
る
。こ
れ
ら
全
て
を
わ
れ
わ
れ
は
所
与
の
概
念
に
適
用
す
る
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
概
念
か
ら
発
す
る
感
情
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
概
念

に
関
心
を
持
っ
て
い
る
か
、あ
る
い
は
意
識
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
自
ら
の
同
一
の
源
泉
に
帰
着
さ
せ
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
好
み
の
対
象

に
つ
い
て
記
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
対
象
を「
思
考
し
」、
対
象
を
指
示

し
、
対
象
を
効
果
的
な
対
象
と
し
て
特
徴
づ
け
、
そ
し
て
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、

対
象
を
そ
の
機
能
的
な
完
全
性
と
規
定
性
に
お
い
て
展
開
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
明
ら
か
に
こ
の
こ
と
は
、
意
識
が
刺
戟
的
な
概
念
へ
と
向
か
っ
た

り
、
対
象
が
特
別
に
注
目
さ
れ
た
り
す
る
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
て
生
ず
る
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
特
殊
な
転
回
な
い
し
は
注
目
が
や
っ
て
く
る
の
は
、
好
み
の

対
象
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
想﹅
起﹅
す﹅
る﹅
時
で
あ
り
、
そ
の
対
象
か
ら
わ
れ
わ
れ
が

形
態
を
織
り
上
げ
る
時
で
あ
り
、
そ
の
対
象
を
わ
れ
わ
れ
が
明﹅
確﹅
に﹅
捉﹅
え﹅
て﹅
、
明

白
な
意
識
へ
と
も
た
ら
し
、
そ
し
て
ま
さ
に
刺
戟
的
な
経
験
の
対
象
と
し
て
そ
の

総
括
を
わ
れ
わ
れ
が
固﹅
定﹅
す﹅
る﹅
時
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
美
的
な
印
象
に
お
い
て
経
験
さ
れ
た
衝
撃
は
部
分
的
に
は
所

与
の
概
念
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
消
滅
し
た
り
別
の
概
念
に
移
行
し
得
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
衝
撃
は
わ
れ
わ
れ
を
美
的
な
印
象
か
ら
経
験
の
さ

ら
な
る
経
路
へ
と
運
び
、
そ
し
て
個
人
的
な
生
活
の
連
続
性
の
う
ち
に
美
的
な
契

機
を
織
り
込
む
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
第
二
に
、
こ
れ
ら
の
衝
撃
は
所
与
の

概
念
と
関
連
す
る
意
識
の
特
殊
な
方
向
性
で
あ
り
得
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
こ

れ
ら
の
衝
撃
が
こ
の
概
念
の
質
的
な
特
徴
に
よ
っ
て
生
ず
る
よ
う
な
場
合
で
あ

る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
衝
撃
は
、
主
観
的
な
連
関
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
、

わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
対
象
そ
の
も
の
の
機
能
的
な
側
面
を
表
現
す
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
つ
ね
に
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
生
命
機
能
の
選
好
を

対
象
に
帰
属
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
選
好
は
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に

自
然
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
た
だ
わ
れ
わ
れ
の
生
き
生
き
と
し

た
心
の
内
に
の
み
存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
は
、
趣
味
の
理
論
の

有
名
な
広
く
知
れ
渡
っ
た
主
題
で
あ
る
。
根
本
的
で
結
局
の
と
こ
ろ
疑
う
余
地
の

な
い
事
実
に
よ
れ
ば
、
美
的
な
印
象
の
う
ち
に
は
無
数
の
種
類
の
気
分
や
葛
藤
や

情
動
や
意
図
や
感
情
が
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
な

が
ら
問
題
は
、
こ
れ
ら
の
全
く
主
観
的
な
衝
撃
を
所
与
の
対
象
に
そ
れ
ら
の
対
象

の
属
性
と
し
て
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
、
い
か
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
行
き
着

く
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
わ
れ
わ
れ
は
自﹅
ら﹅
の﹅
感
情
を
生
き

て
、
た
だ
自﹅
ら﹅
の﹅
葛
藤
を
知
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
引
き

起
こ
し
た
も
の
に
そ
れ
を
帰
属
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
ん
に
わ
れ
わ
れ
が
悲
し

い
だ
け
な
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
悲
し
い
詩
に
つ
い
て
語
る
の
で
あ

り
、
た
ん
に
わ
れ
わ
れ
が
自
ら
の
活
動
に
つ
い
て
知
る
だ
け
で
あ
る
の
に
、
わ
れ

わ
れ
は
建
築
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
つ
い
て
語
る
の
で
あ
る
。
線
が
上
昇
し
た
り
、

伸
び
た
り
し
て
い
る
が
、
線
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
線
の
特
殊

な
生
命
力
や
活
動
性
で
あ
る
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
は
見

74
）

え
る
。
し
か
し
同
時
に
そ

れ
は
、
わ﹅
れ﹅
わ﹅
れ﹅
の﹅
傾
向
や
力
で
あ
り
、
わ﹅
れ﹅
わ﹅
れ﹅
の﹅
活
動
や
生
命
力
で
あ
っ
て
、

そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
線
の
知
覚
に
お
い
て
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
美
的
な
認
識
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
は
自﹅
ら﹅
の﹅
生
活
と
自﹅
ら﹅
の﹅
心
に
よ
っ
て
線
を

再
生
さ
せ
て
賦
活
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
甦
っ
て
活
動
す
る
も

の
と
し
て
そ
の
線
を
経
験
す
る
が
、
し
か
し
同
時
に
わ
れ
わ
れ
が
経
験
し
て
い
る

の
は
わ
れ
わ
れ
の
機
能
で
あ
り
、わ
れ
わ
れ
自
身
の
活
動
的
な
自
我
な
の
で
あ
る
。

か
く
し
て
全﹅
て﹅
の﹅
美
的
な
知
覚
と
享
受
に
お
い
て
事
は
こ
の
よ
う
に
な
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
到
る
と
こ
ろ
に
お
い
て
私
は
直
接
に
自
ら
の
感
情
を
対
象
の
表

情
や
そ
の
対
象
の
生
命
の
表
出
と
し
て
経
験
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
私
は
自
ら
の

「
自
我
」
を
対
象
の
う
ち
に
経
験
し
、
自
己
を
事
物
の
う
ち
に
投
影
し
、
自
己
を

そ
れ
と
合
体
さ
せ
て
同
一
化
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
私
は
事
物
の
現
れ
を
自
ら
の

観
照
と
し
て
い
る
の
で

75
）

あ
る
。
こ
れ
ら
の
点
が
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
趣
味
と
は
直﹅
接﹅
的﹅
な﹅
経
験
で
あ
り
、特
殊
な
独
立
し
た
心
理
的
な
事
実
で

76
）

あ
る
。

そ
れ
は
自
我
の
全
体
を
対
象
の
う
ち
に
経
験
す
る
こ
と
で
あ
り
、「
自
我
」と
対
象

と
の
完
全
な
統
一
を
自
己
体
験
す
る
こ
と
で

77
）

あ
る
。
｜
｜
趣
味
の
理
論
に
対
し
て

は
多
く
の
概
念
的
な
ら
び
に
事
実
的
な
反
論
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

78
）

ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
立
場
か
ら
は
以
下
の
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

一
、
純
粋
に
心
理
学
的
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
自
己
を
「
投
影
す

る
」「
諸
対
象
」に
つ
い
て
何
か
が
語
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
美
の

経
験
と
は
、
心
理
学
に
と
っ
て
は
、
た
だ
心
理
学
的
な
要
素
だ
け
か
ら
織
り
な
さ

れ
て
い
る
過
程
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
い
か
な
る
「
諸
対
象
」
も
、
意
識
的
に
は

明
ら
か
に
、
非
心
理
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
感
覚
や
概
念
や
綜
合
（
ゲ
シ
ュ
タ

ル
ト
性
質G

estaltq
u
alitaten

）等
々
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
私
が
自
ら
の
自

我
や
自
ら
の
内
面
的
な
生
活
を
自﹅
分﹅
自﹅
身﹅
の﹅
感
覚
や
概
念
な
ど
の
う
ち
に
「
感
ず

る
」
と
か
「
投
影
す
る
」
と
言
う
こ
と
は
意
味
を
な
さ
な
い
し
、
私
が
自
ら
の
心

理
的
な
生
活
を
自
分
自
身
の
心
理
的
な
内
容
に
与
え
て
い
る
の
だ
と
言
う
こ
と
は

意
味
を
な
さ
な
い
。
心
理
学
が
発
見
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
た
だ
、
美
的
な
印

象
に
お
い
て
は
感
覚
と
感
情
の
間
に
一
定
の
繫
が
り
（
Ｐ
・
シ
ュ
テ
ル
ン
に
よ
れ

ば
「
類
似
性
に
よ
る

79
）

連
合
」）
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
、
あ
る
い
は
む
し

ろ
、
ヴ
ン
ト
が
言
わ
ん
と
す
る
よ
う
に
、
衝
撃
と
感
覚
お
よ
び
概
念
と
の
一
定
の

融
合
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で

80
）

あ
る
。

二
、
直
接
的
な
美
意
識
の
説
明
が
示
す
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、「
自
我
」

と
「
対
象
」
と
の
関
係
は
き
わ
め
て
多
様
で
あ
り
う

81
）

る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
決
し

て
現
実
的
な
融
合
の
関
係
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
意
識
の
う
ち
に
は
対
象
と
は
明

白
に
絶
対
的
に
異
な
っ
た
何
か
が
残
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は

何
よ
り
も
ま
ず
享
受
そ
れ
自
体
で
あ
り
、
選
好
そ
れ
自
体
で
あ
る
。
美
的
な
選
好

は
対
象
に
つ
い
て
経
験
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
疑
い
な
く
「
自
我
」
に
つ
い
て
経

験
さ
れ
て
い
る
の
で

82
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
自
我
」
と
「
対
象
」
と
は
、
通
常
は
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両
立
し
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。「
自
我
」
で
あ
る
も
の
は
「
対
象
」
で
は
あ
り
得

な
い
。
何
故
な
ら
意
識
は
魔
法
の
か
け
方
を
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
自
我
」と

「
対
象
」
と
の
融
合
と
い
う
こ
と
は
、
心
の
無
限
の
拡
張
へ
の
ロ
マ
ン
主
義
的
な

欲
求
の
よ
う
に

83
）

響
く
。「
線
や
リ
ズ
ム
や
音
や
風
や
岩
に

84
）

な
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

自
然
に
な
る
と
い
う
文
化
的
な
欲
求
な
の
で
あ
る
。

三
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
感
情
移
入
」と
い
う
言
葉
は
き
わ
め
て
異
な
っ
た
性
質

の
事
実
に
密
接
に
関
連
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
第
一
に
は
美
的
な
享

受
の
特
殊
な
無
限
定
性
と
主
観
性
が
あ
る
。
対
象
を
主
観
的
な
過
程
か
ら
鋭
く
分

け
る
理
論
的
な
関
心
と
は
反
対
に
、
美
的
な
享
受
に
と
っ
て
は
、
客
観
的
な
も
の

と
主
観
的
な
も
の
と
の
未
分
化
が
ま
さ
に
顕
著
な
の
で
あ
る
。
心
の
全
て
の
抑
圧

が
解
消
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、享
受
す
る
者
は
与
え
ら
れ
た
も
の
の
う
ち
に
沈
潜
し
、

そ
し
て
そ
の
感
覚
に
お
い
て
自
己
自
身
か
ら
開
放
さ
れ
る
の
で

85
）

あ
る
。第
二
に
は
、

き
わ
め
て
明
確
で
頻
繁
に
現
れ
る
感
情
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
享
受
の
対
象
が
私
に

対
し
て
特
別
な
関
係
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
感
情
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、

詩
や
音
楽
は
私
の
感
情
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
感
情
で
あ
り
、
小
説
や
演

劇
に
お
い
て
私
は
自
分
自
身
の
個
人
的
な
生
活
を
発
見
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
感

情
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
第
三
に
は
次
の
よ
う
な
事
実
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ

れ
は
、
叙
述
な
い
し
は
省
察
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
対
象
に
対
し
て
自
ら
の
経
験

し
た
衝
撃
と
感
情
を
帰﹅
属﹅
さ﹅
せ﹅
て﹅
お﹅
り﹅
、
そ
の
対
象
に
関
連
し
、
そ
の
対
象
を
特

殊
に
特
徴
づ
け
る
も
の
と
し
て
帰﹅
属﹅
さ﹅
せ﹅
て﹅
い﹅
る﹅
と
い
う
事
実
で
あ
る
。そ
れ
は
、

簡
単
に
言
え
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
が
所
与
の
対
象
を
美
的
な
も
の
と
し

て
一
定
の
有
効
な
仕
方
で
認﹅
識﹅
す﹅
る﹅
と
い
う
行
為
で
あ
る
。

こ
の
第
三
の
タ
イ
プ
が
最
も
頻
繁
な
も
の
で
あ
る
。「
感
情
移
入
」は
本
質
的
に

判﹅
断﹅
か
ら
な
っ
て
い
る
。
判
断
の
た
め
に
感
情
移
入
は
い
く
つ
か
の
条
件
を
指
示

す
る
。
す
な
わ
ち

⒜

現
実
の
感
情
は
主
体
の
状﹅
態﹅
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
感
情
移
入
さ
れ

た
感
情
は
対
象
の
性﹅
質﹅
で
あ
る
。
時
と
し
て
わ
れ
わ
れ
は
自
ら
の
直
接
的
な
感
情

を
自
己
自
身
の
性
質
と
し
て
経
験
す
る
。
も
し
私
が
憂
鬱
や
陽
気
さ
な
ど
の
性﹅
質﹅

を
自
分
に
帰
属
さ
せ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
す
で
に
自
己
自
身
に
つ
い
て
の
判
断

な
の
で
あ
る
。
美
的
な
経
験
に
お
い
て
は
感
情
は
、
疑
い
な
く
最
初
は
、
私
の
内

面
の
状﹅
態﹅
と
し
て
私
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
内
面
の
状
態
か
ら
の
「
感
情
移
入
」

に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
対
象
の
性﹅
質﹅
や
属﹅
性﹅
を
感
じ
て
い
る
の
だ
と
い
う
と
こ
ろ

に
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
到
達
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
い
か
な
る
疑
い
も
な
く
、

こ
の
こ
と
は
述
語
す
る
と
い
う
行
為
に
よ
っ
て
、
宣
言
す
る
と
い
う
ふ
る
ま
い
に

よ
っ
て
、
判
断
に
よ
っ
て
生
ず
る
。
何
故
な
ら
、
感
情
を
何
ら
か
の
も
の
の
性
質

と
し
て
経
験
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
感
情
の
性
格
と
矛
盾
す
る
か
ら
で
あ
る
。

｜
｜
こ
こ
か
ら
心
理
学
的
な
美
学
の
一
つ
の
論
争
的
な
問
題
へ
の
新
た
な
展
望
が

開
か
れ
る
。
ヴ
ィ
タ
セ
ッ
ク
に
よ
れ
ば
、
感
情
移
入
的
な
感
情
と
は
想
像
さ
れ
た

も
の
で
あ
っ
て
、
現
実
的
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
は
感
情
の
法
則
は

成
り
立
た
ず
、
概
念
の
法
則
が
成
り
立
つ
の
で

86
）

あ
る
。
し
た
が
っ
て
感
情
移
入
の

メ
カ
ニ
ズ
ム
は
概
念
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
あ
る
。
こ
の
洞
察
は
、
概
念
的
な
感
情
と

い
う
も
の
は
全
く
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
論
駁
さ
れ
た
。
何
故
な
ら

感
情
は
想
像
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
た
だ
新
た
な
現
実
性
に
向
け
て
自
ず
か
ら

再
生
す
る
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
｜
｜
さ
ら
に
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ

87
）

れ
ば
、
感
情
移

入
的
な
感
情
は
見
か
け
の
も
の
（
仮
象
感
情S

ch
ein
gefu

h
le

）
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
「
現
実
的
な
感
情
は
、
そ
れ
ら
を
抱
い
て
そ
れ
ら
を
感
ず
る
現
実
の
主
体
か
ら

実
際
に
は
分
離
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
感
情
は
美
的
な
仮
象
へ
と

投
影
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら
、
さ
も
な
け
れ
ば
現
実
的
な
主
体
が

美
的
な
仮
象
に
ま
で
自
ず
か
ら
移
行
せ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で

88
）

あ
る
。」

｜
｜
わ
れ
わ
れ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、「
概
念
的
」
な
い
し
は
「
仮
象
的
」
な
感
情

と
は
帰
属
さ
せ
ら
れ
た
感
情
で
あ
る
。
属
性
に
至
っ
て
止
ま
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
れ
ら
は
概
念
の
役
割
を
獲
得
し
、
完
全
に
概
念
と
し
て
ふ
る
ま
っ
て
、
わ
れ
わ

れ
に
対
し
て
美
的
な
対
象
を
特
徴
づ
け
る
の
で
あ
る
。「
現
実
の
」感
情
と
は
心
の

状
態
と
い
う
か
た
ち
の
感
情
で
あ
る
。「
属
性
」と
し
て
の
感
情
と
は
、
概
念
的
な

感
情
で
は
な
く
、
む
し
ろ
概
念
の
領
域
に
あ
る
感
情
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
わ
れ
わ

れ
は
概
念
の
よ
う
に
そ
れ
を
保
持
し
て
、
そ
れ
を
対
象
の
開
示
や
特
徴
づ
け
な
ど
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の
た
め
に
享
受
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
感
情
の
こ
の
変
容
は
お
そ
ら

く
「
感
情
移
入
」
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
感
情
移
入
は
ふ
た
た
び
た
ん
な
る
主

観
的
な
感
情
な
の
で
あ
る
。そ
う
で
は
な
く
て
そ
れ
は
全
く
別
の
活
動
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
す
な
わ
ち
帰
属
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

⒝

も
し
も
「
感
情
移
入
」
が
主
体
と
対
象
と
の
直
接
的
で
現
実
的
な
統
一
か

ら
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
い
か
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
客
体
に
感
情
と
努
力
を
永

続
的
に
付
け
加
え
て
、
こ
の
統
一
の
後
も
そ
う
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
。
何
故
に

「
生
気
を
吹
き
込
む
こ
と
」
は
享
受
の
間
だ
け
続
く
の
で
は
な
い
の
か
。
何
故
に

わ
れ
わ
れ
は
悲
し
い
旋
律
を
永
続
的
に
悲
し
い
と
考
え
る
の
か
。
も
し
も
「
生
気

を
吹
き
込
む
こ
と
」
が
特
殊
な
感
情
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
全
て
の
感
情
と
同

じ
よ
う
に
、
過
去
の
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、

た
だ
わ
れ
わ
れ
の
な
か
の
或
る
も
の
だ
け
が
任
意
の
内
容
に
安
定
的
な
（
論
理
的

な
）
永
続
性
を
与
え
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
判
断
で
あ
る
。
判
断
に
よ
っ
て
置

か
れ
た
も
の
以
外
の
何
も
の
も
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
同
一
で
あ
り
続
け
る
こ
と

は
な
い
。
し
た
が
っ
て
感
情
移
入
の
基
礎
は
判
断
で
あ
る
。

⒞

い
わ
ゆ
る
感
情
移
入
は
し
ば
し
ば
た
だ
対
象
に
つ
い
て
の
言﹅
明﹅
に
よ
っ
て

の
み
生
ず
る
と
い
う
こ
と
に
、
デ
ソ
ワ
ル
と
マ
ル
テ
ィ
は
注
意
を
促
し
て
い
る
。

感
情
移
入
が
生
ず
る
の
は
た
だ
、（
五
秒
間
と
言
わ
れ
て

90
）

い
る
）印
象
の
長
い
持
続

の
後
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
キ
ュ
ル
ペ
は
発
見
し
て
お
り
、
エ
ン
マ
・
フ
ォ
ン
・

リ
ィ
ト
ー
ク
も
デ
ソ
ワ
ル
も
そ
の
こ
と
を
と
も
に
確
認
し
て

91
）

い
る
。
も
し
彼
ら
が

正
し
く
見
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、「
感
情
移
入
」こ
そ
が
本
来
の
美
的
な
印

象
に
唯
一
接
近
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
証
言
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち

そ
れ
は
第
二
次
的
な
行
為
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
感
情
移
入
」

は
対
象
へ
の
第
二
次
的
な
逆
方
向
の
意
識
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
感
情
移
入
は
対

象
へ
の
印
象
の
反
射
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
全
く
あ
り
得
る
こ
と
で
あ
る
。

全
体
と
し
て
「
感
情
移
入
」
と
は
多
様
な
直
接
的
な
経
験
の
た
め
の
名
称
で
あ

り
、
し
か
し
少
し
く
霊
感
に
満
ち
た
名
称
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
よ
り

注
目
す
べ
き
事
例
に
お
い
て
は
、
衝
撃
の
経
験
や
感
情
を
刺
戟
的
な
対
象
に
帰
属

さ
せ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
心
理
的
な
内
容
を
そ
れ
ら
の
対
象
的
な
基
礎
に
帰
属
さ

せ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
美
的
な
対
象
の
機
能
的
な
説
明
以

外
の
な
に
も
の
も
意
味
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
判
断
は
部
分
的
に
は
、
わ

れ
わ
れ
が
対
象
に
集
中
す
る
場
合
に
享
受
そ
の
も
の
の
う
ち
で
生
ず
る
が
、
部
分

的
に
は
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
対
象
に
つ
い
て
語
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
対
象

を
判
断
の
領
域
へ
と
移
行
さ
せ
る
場
合
に
生
ず
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
の

よ
う
な
帰
属
化
を
全
く
素
朴
に
行
な
う
か
ぎ
り
で
は
、
そ
れ
は
対
象
の
直
接
的
で

本
来
的
な
経
験
と
し
て
思
考
さ
れ
る
。
た
だ
よ
り
高
度
な
展
開
の
な
か
で
の
み
、

そ
の
判
断
は
論
理
的
な
性
格
を
帯
び
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
わ
れ
わ

れ
が
美
的
な
対
象
を
そ
の
機
能
的
な
完
璧
さ
と
特
徴
に
お
い
て
適
切
な
意
識
へ
と

も
た
ら
そ
う
と
わ
れ
わ
れ
が
欲
す
る
時
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
素
朴
に
述
語
す
る

の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
対
象
に
全
体
と
し
て
一
定
の
刺
戟
的
な
性
質
を
、
言
わ
ば
ま

と
め
て
（en b

lo
c

）
帰
属
さ
せ
る
場
合
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
が
対
象
の

現
実
的
な
分
析
に
基
づ
い
て
機
能
的
な
性
格
を
特
徴
づ
け
る
や
否
や
、
わ
れ
わ
れ

は
不
可
避
的
に
こ
の
素
朴
な
立
場
を
捨
て
る
。
こ
こ
で
は
す
で
に
直
接
的
な
反
応

で
は
不
充
分
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
標
は
美
的
に
効
果
的
な
対
象
を
多
面
的
に
規
定

し
、
考
察
し
、
確
定
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

美
的
な
印
象
と
美
的
な
対
象

美
的
な
印
象
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
美
的
な
対
象
と
は
、
対
象
自
身
に
関

連
す
る
感
覚
と
概
念
と
の
統
一
で
あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
と
い

う
行
為
に
よ
っ
て
美
的
な
経
験
の
一
定
の
情
動
的
な
要
素
が
性
質
と
い
う
特
徴
を

獲
得
し
、
し
た
が
っ
て
概
念
の
役
割
を
獲
得
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
美
的
な
対

象
と
は
、
感
覚
的
な
デ
ー
タ
や
概
念
や
感
情
や
衝
撃
な
ど
が
結
び
付
け
ら
れ
て
客

体
の
よ
う
に
形
づ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
美
的
な
印
象
そ
れ
自
体
は
こ
れ
ら
の

諸
要
素
の
主
観
的
で
因
果
的
で
連
続
的
で
継
起
的
な
結
び
付
き
で
あ
っ
て
、
そ
の

統
一
性
は
中
断
さ
れ
ず
抑
圧
さ
れ
ぬ
過
程
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
美
的
な
対
象

の
連
関
は
永
続
的
な
も
の
で
あ
り
、
事
物
の
現
実
的
な
関
係
と
事
実
的
な
性
格
に
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基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
て
、
同
時
的
で
同
一
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
適
用
と
判

断
の
所
産
で
あ
る
。

こ
の
客
体
化
は
美
的
な
印
象
の
過
程
に
お
い
て
す
で
に
少
な
く
と
も
、
傾
向
と

し
て
、
注
意
と
い
う
行
為
と
し
て
、
事
物
に
つ
い
て
の
能
動
的
な
判
断
と
し
て
、

存
在
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
認
め
る
と
こ
ろ
で
は
、
嫉
妬
の
ド
ラ

マ
や
悲
し
い
メ
ロ
デ
ィ
や
壮
大
な
建
築
物
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ

う
な
単
純
な
対
象
的
な
規
定
か
ら
、
言
わ
ば
た
ん
な
る
命
名
か
ら
、
よ
り
高
度
で

よ
り
包
括
的
な
対
象
化
ま
で
に
は
長
い
道
の
り
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
規
定
の
理

論
的
な
優
位
性
は
、
関
連
す
る
諸
要
素
の
数
や
関
係
の
分
節
性
や
確
実
性
な
ど
か

ら
成
長
し
て
く
る
。対
象
化
と
い
う
単
純
な
活
動
か
ら
連
続
し
た
意
識
的
な
活
動
、

美
的
な
対
象
の
現
実
の
加
工
が
発
展
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
美
的
な
対
象
の
説
明

に
お
い
て
す
で
に
そ
う
な
の
で
あ
る
。

何
か
を
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
あ
る
も
の
は
何
か
を
た
ん
に
説
明

す
る
こ
と
で
あ
る
と
、
素
朴
な
か
た
ち
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
も
し

或
る
者
に
と
っ
て
事
物
を
完
全
に
適
切
に
そ
の
全
体
的
な
内
容
と
統
一
的
な
独
自

性
に
お
い
て
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
が
問
題
な
ら
ば
、
彼
が
す
ぐ
さ
ま
見
出
す
こ

と
は
、
彼
が
説
明
し
よ
う
と
す
る
事
物
が
彼
に
と
っ
て
明
瞭
に
完
結
し
た
か
た
ち

で
与
え
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
が
望
ま
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
を
ま

だ
手
に
持
た
ず
、
た
だ
捜
し
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
実
的
な
説
明

と
は
探
究
と
発
見
で
あ
り
、
発
見
的
な
活
動
で
あ
り
、
不
明
確
な
も
の
か
ら
明
確

な
も
の
へ
、
分
節
化
さ
れ
ぬ
連
続
性
か
ら
分
節
化
さ
れ
た
全
体
性
へ
の
道
程
な
の

で
あ
る
。
美
的
な
対
象
は
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
説
明
と
い
う
問
題
な

の
で
あ
る
。
ま
さ
に
問
題
な
の
は
、
対
象
の
美
的
な
諸
要
素
と
諸
効
果
を
た
だ
明

確
に
解
説
す
る
よ
う
な
美
的
説
明
な
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
説
明
と
は
美
的
な

対
象
の
構
成
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
構
成
の
役
目
は
、
生
き
生

き
と
し
た
大
量
の
デ
ー
タ
の
な
か
で
、
事
物
に
属
し
て
い
る
も
の
や
、
対
象
に
帰

属
し
て
い
る
も
の
や
、
対
象
を
そ
の
構
造
的
な
ら
び
に
機
能
的
な
側
面
に
関
し
て

特
徴
づ
け
て
い
る
も
の
を
発
見
す
る
こ
と
で
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
明
確
な
理
論
的
な
説
明
の
性
格
の
う
ち
に
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ

ら
れ
て
き
た
全
て
の
こ
と
を
超
え
る
要
請
が
存
在
し
て
い
る
。

一
、
デ
ソ
ワ
ル
が
最
初
の
要
求
を
展
開
し
て
い
る
。
芸
術
作
品
を
説
明
す
る
際

に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
本
質
的
な
も
の
を
収
集
し
、
非
本
質
的
な
も
の
を
選
別
す
る
、

と
彼
は
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
問
題
な
の
は
、
部
分
を
寄
せ
集
め
る
こ
と

で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
芸
術
作
品
の
有
機
的
組
織
に
お
け
る
連
関
す
な
わ
ち
相
互

に
浸
透
す
る
諸
機
能
の
同
時
性
で
あ
る
。
最
も
目
立
た
ぬ
細
部
で
さ
え
も
、
そ
れ

自
身
で
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
連
関
の
内
部
で
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
の
理
論
的
な
説
明
は
受
容
的
な
過
程
の
自
然
な
終
極
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

部
分
的
に
は
明
ら
か
に
観
照
的
な
理
解
の
完
成
で
あ
り
、
部
分
的
に
は
対
象
の
印

象
か
ら
の
脱
却
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
全
て
の
場
合
に
お
い
て
受
容（recep

-

ce

）
の
完
結
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
こ
の
説
明
が
知
覚
（ap

ercep
ce

）
の
過

程
と
結
び
つ
い
て
い
て
、
客
観
的
に
経
験
さ
れ
た
も
の
を
言
語
と
い
う
手
段
に

よ
っ
て
取
り
上
げ
て
明
確
な
意
識
へ
と
高
め
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
ま
さ
に

こ
こ
に
問
題
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
言
語
的
に
表
現
さ
れ
た
説
明
の
対
象
と
知
覚

の
客
観
的
な
対
象
と
は
、
い
か
な
る
共
通
の
も
の
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。
絵
画

の
説
明
と
説
明
さ
れ
た
絵
画
と
の
一
致
は
何
に
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の

か
。
事
物
そ
の
も
の
や
絵
画
そ
の
も
の
を
わ
れ
わ
れ
は
同
じ
か
た
ち
で
言
葉
に
移

す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
他
方
で
は
、
そ
の
中
に
あ
る
法﹅
則﹅
性﹅
は
概

念
的
に
表
現
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
説
明
と
絵
画
と
の
一
致
が
存
在
す
る
の
は
、

お
そ
ら
く
そ
れ
ら
の
う
ち
に
同
じ
法
則
性
が
異
な
っ
た
形
式
に
お
い
て
存
在
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
事
物
の
同
一
性
で
は
な

く
、
法
則
性
の
同
一
性
で
あ
り
、
結﹅
合﹅
す﹅
る﹅
価﹅
値﹅
の﹅
同﹅
等﹅
性﹅
（G

leich
h
eit d

er
 

K
n
u
p
fu
n
gsw

erte

）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
一
方
で
は
視
覚
的
な
観
念
に
お
い
て
尽

く
さ
れ
て
お
り
、
他
方
で
は
言
語
的
な
連
関
に
お
い
て
尽
く
さ
れ
て
い
る
も
の
な

の
で
あ
る
。
一
定
の
連
関
が
絵
画
の
全
て
の
客
観
的
な
構
成
要
素
を
も
た
ら
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
連
関
が
な
け
れ
ば
、
色
彩
も
形
態
も
美
学
的
に
無
差
別
で

あ
り
、
無
意
味
な
言
葉
で
同
時
に
言
い
表
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
実
際
に
は
画
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像
的
な
も
の
は
関
係
を
欠
い
た
か
た
ち
で
は
言
語
の
う
ち
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
画
像
的
な
も
の
に
対
し
て
関
係
が
規
定
さ
れ
て
、
言
語
に
お
い

て
表
現
さ
れ
て
、
そ
れ
自
身
の
意
味
に
お
い
て
評
価
さ
れ
得
る
の
は
、
思
考
と
言

語
が
同
一
の
安
定
し
た
言
及
関
係
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で

92
）

あ
る
。
｜
｜
し
た

が
っ
て
目
的
を
し
っ
か
り
と
捉
え
て
い
る
説
明
は
必
然
的
に
自
ら
の
対
象
を
法
則

化
す
る
こ
と
を
要
請
し
、
そ
の
こ
と
を
前
提
す
る
が
、
そ
の
場
合
の
対
象
と
は
ま

さ
に
こ
の
説
明
が
そ
れ
自
身
の
媒
体
に
よ
っ
て
充
分
に
捉
え
る
こ
と
の
で
き
る
よ

う
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
美
的
な
対
象
が
判
断
の
領
域
に
移
行
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
そ
れ
が
関
係
を
語
る
言
語
の
う
ち
に
移
行
す
る
こ
と
を
伴
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
美
的
な
説
明
は
直
接
的
な
美
的
な
所
与
の
事
実
と
い
う
も
の

を
不
可
避
的
に
乗
り
越
え
る
の
で
あ
る
。

二
、
説
明
の
本
来
の
目
的
と
は
、
事
物
が
全
て
の
側
面
に
お
い
て
他
の
全
て
の

事
物
か
ら
区
別
さ
れ
て
、
実
在
す
る
大
量
の
も
の
か
ら
自
ら
の
独
立
性
に
お
い
て

抽
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
事
物
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
説
明
と
は
個

別
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
説
明
さ
れ
た
対
象
を
他
の
諸
対
象
か
ら
区
別
す
る
と
い

う
こ
と
が
説
明
の
本
来
の
発
見
的
な
原
理
で
あ
る
。
し
か
し
他
の
諸
対
象
と
の
こ

の
よ
う
な
関
係
は
直
接
的
な
所
与
性
を
決
定
的
に
乗
り
越
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
か
く
し
て
説
明
に
お
け
る
第
二
の
要
請
は
美
的
な
対
象
の
独
立
性
と
比
較
可

能
性
で
あ
る
。説
明
に
よ
っ
て
美
的
な
対
象
は
外
的
な
領
域
へ
と
移
行
さ
せ
ら
れ
、

対
象
と
対
象
と
の
関
係
の
う
ち
に
移
行
さ
せ
ら
れ
る
。
美
的
な
対
象
は
そ
れ
自
身

に
関
係
づ
け
ら
れ
、
そ
の
特
殊
な
整
合
的
な
領
域
に
お
い
て
確
立
さ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
美
的
な
対
象
の
完
全
な
領
域
と
は
理
論
的
な
説
明
の
仮
説
で
あ
り
、
そ
れ

と
と
も
に
そ
の
仮
説
の
不
断
の
主
張
で
あ
り
、
そ
の
成
果
な
の
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
方
向
に
お
い
て
説
明
は
、
た
ん
に
享
受
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
も

の
ば
か
り
で
な
く
、
一
般
に
「
説
明
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
を
も
乗
り
越
え
て
、

美
的
な
事
実
の
独
立
し
た
編
集
処
理
と
し
て
現
れ
て

93
）

い
る
。
し
か
し
こ
の
説
明
を

さ
ら
に
高
度
に
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
基
本
的
に
そ
れ
に
よ
っ
て
美
的
に
享

受
さ
れ
る
対
象
へ
と
向
か
う
意
識
の
単
純
な
活
動
を
わ
れ
わ
れ
が
継
続
す
る
こ
と

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
美
の
た
ん
な
る
印

象
と
は
対
立
し
た
美
的
な
対
象
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
対
象
性
は
与
え
ら
れ
て
は

い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
に
注
意
と
判
断
と
編
集
処
理
の
目
標
な
の
で
あ

り
、
探
究
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
直
接
的
な
発
見
と
い
う
明
証

性
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
こ
で
は
、
直
接
的
な
経
験
と
は
対
照
的

に
、
一
定
の
不
確
実
性
と
困
難
性
が
現
れ
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
新
し
い
判
断
は
言

わ
ば
不
確
実
性
へ
の
歩
み
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
れ
と
と
も
に
そ
れ
は
不
一
致
や
誤

謬
の
増
大
で
あ
る
。
事
物
の
美
し
さ
に
お
い
て
主
観
的
な
好
み
の
不
一
致
が
成
立

す
る
だ
け
で
は
な
く
、
説
明
の
不
一
致
も
ま
た
成
立
す
る
。
例
え
ば
一
つ
の
作
品

の
全
て
の
説
明
は
異
な
っ
た
か
た
ち
で
現

94
）

れ
る
。
し
た
が
っ
て
次
の
よ
う
な
問
題

が
生
ず
る
。
す
な
わ
ち
美
的
な
対
象
の
客
観
的
な
説
明
と
い
う
も
の
は
一
般
的
に

可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
美
に
つ
い
て
客
観
的
に
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
は
可
能
な

の
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
よ
っ
て
美
的
な
判
断
の
根
本
的
な
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

（
こ
の
稿
つ
づ
く
。）

原
注1

）S
egal

:
B
eitrage,

54
86.

L
argn

ier d
e B

an
cels

:
L
’esth

etiq
u
e exp

er.,
156.

2
）S

egal
:
l.
c.
86.

S
ro
v.
Z
ich
en
:
Ü
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Ü
b
er d

er B
egriff,

83.
9
）S

ieb
eck

:
Ä
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38
）
少
な
く
と
も
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。す
な
わ
ち
芸
術
的
な
創
造
を
研
究

す
る
た
め
の
条
件
は
、
わ
れ
わ
れ
が
芸
術
的
な
創
造
を
非
芸
術
的
な
創
造
か
ら
確
信
を

も
っ
て
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
、そ
れ
と
同
じ
よ
う
に
芸
術
的
な
創
造
力
を
芸
術
的
な
無

能
力
か
ら
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
創
造

の
客
観
的
な
結
果
に
基
づ
く
よ
り
他
に
こ
の
こ
と
を
識
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。こ
の

結
果
に
よ
っ
て
美
学
的
な
基
準
が
客
観
的
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

39
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B
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:
D
ie O

b
jek
tivitat,

85.

「
そ
れ
で
は
客
観
的
な
芸
術
と
は
何
か
。
そ
れ

は
芸
術
家
の
魂
で
あ
り
、
彼
の
天
才
で
あ
り
、
彼
の
創
造
力
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
彼
の
作

品
の
う
ち
に
受
肉
す
る
の
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あ
る
。」

40
）P

au
l H

o
fm
an
n
:
D
as K

o
m
ish
e,
464.

41
）S

ro
v.
W
ald
em
ar C

o
n
rad

:
D
er a.

G
egen

stan
d
,
74.

「
現
象
学
的
な
説
明
は
次
の
こ

と
か
ら
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
対
象
は
私
に
と
っ
て
最
初
は
不
明
確
に
不
分
明
に
、

多
か
れ
少
な
か
れ
無
内
容
性
に
お
い
て
あ
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て〞
憶
見
〝を
保
ち
つ
つ
、

私
は
対
象
に
接
近
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
私
は
、
そ﹅
の﹅
対﹅
象﹅
の﹅
側﹅
面﹅
を﹅
一﹅
つ﹅
づ﹅

つ﹅
徐﹅
﹅々

に﹅
適﹅
切﹅
な﹅
解﹅
明﹅
へ﹅
と
も
た
ら
し
、そ
し
て
そ
の
上
で
そ
の
対
象
の
個
別
的
で
本﹅
質﹅

的﹅
な﹅
性﹅
質﹅
の﹅
説﹅
明﹅
を
も
た
ら
す
の
で
あ
っ
て
、こ
の
説
明
は
明﹅
晰﹅
な﹅
判
断
に﹅
お﹅
い﹅
て﹅
頂
点
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。」Sro

v.
d
ale H

am
an
n
:
Z
u
r B
egru

n
d
u
n
g d
er Ä
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美
学
に
と
っ
て
は

…
…
そ
の
構
成
と
諸
対
象
に
お
い
て
、対
象
の
統
一
に
向
け
て
所
与
の
感
覚
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れ
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sth
.,
96

223.
V
o
lk
elt
:
S
ystem

 
d
er

 
Ä
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が
、
た
ん
に
私

に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
享
受
で
は
な
い
。」S

ro
v.
d
ale W

ern
er
:
B
egru

n
d
u
n
g,
410.

83
）S

ro
v.
G
eiger

:
S
tim

m
u
n
gsein

fu
h
ru
n
g,
37

40.

84
）B

asch
:
L
es gran

d
s co

u
ran

ts,
34.

85
）S

ro
v.
h
l.
S
ch
o
p
en
h
au
er
:
D
ie W

elt als W
ille,

III.
B
d
.,

34,
176

177,
38,atd

.

86
）W

itazek
:
Z
u
r P

sych
o
l.
d
er a.

E
in
fu
h
ru
n
g,
7,
30.

S
ro
v.
d
ale W

ern
er
:
Z
u
r

 
B
egru

n
d
u
n
g.

「
美
的
な
感
情
と
は
想
像
さ
れ
た
感
情
で
あ
り
、
気
分
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
想
像
さ
れ
た
他
の
主
体
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。」408,

499
501.

87
）M

eu
m
an
n
:
Ä
.
d
.
G
egen

w
.
90.

88
）E
.
v.
H
artm

an
n
:
G
ru
n
d
riss,

19.
S
ro
v.
G
eiger

:
Ä
sth
.
S
ch
ein
gefu

h
le,
193.

89
）U
titz

:
Ä
sth
.
u
.
allgem

.
K
u
n
stw

iss.,
341

342.

90
）K

u
lp
e
:
Ü
b
.
d
en gegew

.
S
tan
d
,
50.

91
）E

.
v.
R
ito
o
k
:
Z
u
r Ä

n
alyse,

541.
D
esso

ir
:
Ä
sth
.
u
.
allg.

K
u
n
stw

iss.,
156.

D
esso

ir
:
B
eitrage zu

r Ä
.,
III.

76n
.

92
）D

esso
ir
:
Ü
b
er d

as B
esch

reib
en vo

n B
ild
ern
,
441

442,
453

458.

93
）
こ
こ
に
お
い
て
も
そ
れ
は
現
象
学
的
な
説
明
と
は
異
な
っ
て
お
り
、こ
の
現
象
学
的
な
説

明
の
う
ち
に
ハ
ー
マ
ン
は
美
学
の
方
法
を
見
出
し
て
い
る
。

94
）D

esso
ir
:
A
n
sch
au
u
n
g u

.
B
esch

reib
u
n
g,
51n

.,
64

65.

後
書こ

こ
に
訳
出
す
る
の
は
、
カ
レ
ル
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク
が
一
九
一
五
年
に
カ
レ
ル
大
学
に
提
出
し

た
学
位
論
文
で
あ
る
。
テ
ク
ス
ト
は
、K

arel C
ap
eck

,U
n
in
erzitn

ı
S
tu
d
ie

（C
esk
o
slo
ven

s-

k
y
S
p
iso
vatel,

P
rah

a ：
1987

）
を
使
用
し
た
。
日
本
で
は
な
か
な
か
入
手
し
難
い
テ
ク
ス
ト

を
貸
し
て
く
だ
さ
っ
た
千
野
亜
矢
子
氏
に
感
謝
し
た
い
。

こ
の
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
成
立
の
背
景
を
含
め
て
以
下
に
若
干
の
説
明
を
行
い
た
い
。
そ

の
際
の
参
考
と
し
た
の
は
、
上
掲
の
著
書
の
巻
末
に
付
さ
れ
た
ミ
ロ
シ
ュ
・
ポ
ホ
ル
ス
キ
ー

（
M
ilo
s  P
o
h
o
rsk
y ）

の
編
集
ノ
ー
ト
と
イ
ヴ
ァ
ン
・
ク
リ
ー
マ
『
カ
レ
ル
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク
』

（
田
才
益
夫
訳
、
青
土
社
、
二
〇
〇
三
年
）
で
あ
る
。

そ
れ
ら
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
カ
レ
ル
・
チ
ャ
ペ
ッ
ク
は
一
九
〇
九
年
に
カ
レ
ル
大
学
の
哲
学

部
に
お
い
て
卒
業
研
究
に
着
手
し
た
が
、
一
九
一
〇
年
か
ら
一
九
一
一
年
に
か
け
て
ド
イ
ツ
と

フ
ラ
ン
ス
に
留
学
し
て
そ
の
研
究
を
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
彼
は
一
九
一
〇
年
か
ら
翌
年
に
か
け

て
の
冬
学
期
に
ベ
ル
リ
ン
の
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
大
学
に
在
籍
し
て
研
究
を
行

い
、
さ
ら
に
一
九
一
一
年
の
夏
学
期
に
は
フ
ラ
ン
ス
に
赴
い
て
パ
リ
大
学
す
な
わ
ち
ソ
ル
ボ
ン

ヌ
の
文
学
部
で
研
究
を
続
け
て
い
く
。
そ
し
て
彼
は
こ
の
年
の
一
一
月
に
プ
ラ
ハ
に
戻
っ
て
カ

レ
ル
大
学
に
復
学
し
た
後
、
一
九
一
五
年
の
一
〇
月
に
大
学
に
学
位
論
文
を
提
出
し
て
、
一
一

月
に
カ
レ
ル
大
学
か
ら
博
士
号
の
学
位
を
授
与
さ
れ
た
が
、そ
の
論
文
が
こ
こ
に
訳
出
し
た「
造

形
芸
術
に
配
慮
し
た
美
学
の
客
観
的
方
法
」
で
あ
る
。

今
回
訳
出
し
た
部
分
に
も
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
チ
ャ
ペ
ッ
ク
は
当
時
の
最
新
の
美
学
を

広
く
参
照
し
て
お
り
、
ベ
ル
リ
ン
と
パ
リ
へ
の
留
学
の
成
果
が
伺
え
る
。
た
だ
し
、
よ
り
重
要
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な
の
は
パ
リ
留
学
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
彼
は
、
す
で
に
パ
リ
に
滞
在
し
て
い
た
兄
の
ヨ
ゼ
フ
と

と
も
に
「
造
形
芸
術
家
集
団
」（S

k
u
p
in
a vytvarn

ych u
m
e lcu

）
と
い
う
チ
ェ
コ
人
の
前
衛

芸
術
家
の
グ
ル
ー
プ
に
参
加
し
て
い
る
。し
た
が
っ
て
学
位
論
文
の
表
題
は
明
ら
か
に
こ
の「
造

形
芸
術
家
集
団
」
に
由
来
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
事
情
は
彼
ら
の
目
ざ
す
現
代
芸
術
の
美
学
を

解
明
す
る
こ
と
が
こ
の
論
文
の
目
標
で
あ
っ
た
こ
と
を
伺
わ
せ
る
。

一
九
一
四
年
の
第
一
次
世
界
大
戦
の
勃
発
ま
で
パ
リ
で
活
動
し
て
い
た
こ
の
グ
ル
ー
プ
は
、

当
時
パ
リ
に
展
開
し
つ
つ
あ
っ
た
現
代
芸
術
の
様
式
の
う
ち
と
く
に
キ
ュ
ビ
ス
ム
を
プ
ラ
ハ
に

も
た
ら
す
こ
と
に
な
り
、
こ
の
都
市
は
パ
リ
と
と
も
に
キ
ュ
ビ
ス
ム
の
中
心
地
と
な
っ
た
が
、

そ
の
中
心
人
物
は
画
家
お
よ
び
建
築
家
で
あ
っ
た
兄
の
ヨ
ゼ
フ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
こ
の
学
位
論
文
は
兄
の
ヨ
ゼ
フ
の
キ
ュ
ビ
ス
ム
「
に
配
慮
し
て
」
そ

の
美
学
を
弟
の
カ
レ
ル
が
文
学
に
適
用
す
る
た
め
の
準
備
作
業
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
点
は
さ
ら
な
る
部
分
の
翻
訳
の
な
か
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
く
で
あ
ろ
う
が
、
作
者
が
キ
ュ

ビ
ス
ム
を
認
識
論
的
に
い
か
に
理
解
し
て
い
る
か
は
、
す
で
に
第
二
章
「
美
的
な
印
象
」
の
う

ち
に
そ
の
一
端
が
示
さ
れ
て
お
り
、
と
く
に
注
（
41
）
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。

本
文
の
巻
末
に
付
さ
れ
て
い
る
参
考
文
献
表
は
最
後
の
部
分
の
翻
訳
に
添
付
す
る
。

（
平
成
二
十
一
年
九
月
三
十
日
受
理
）

― ―39

翻訳>カレル・チャペック「造形芸術に配慮した美学の客観的方法」⑴




