
書
き
手
と
し
て
の
デ
ィ
ド
ロ

ー

『
絵
画
論
』
研
究
の
た
め
に

佐
々
木

健
一

前
号
に
掲
載
し
た
論
考
｢
デ
ィ
ド
ロ
の
テ
ク
ス
ト
｣
の
冒
頭
に
予
告
し
て
お
い
た
よ
う
に
､
本
稿
は
デ
ィ
ド
ロ
の
テ
ク
ス
ト
に
関
わ

る
研
究
の
二
つ
目
の
主
題
､
す
な
わ
ち
か
れ
の
創
作
過
程
も
し
く
は
執
筆
過
程
を
取
り
上
げ
る
｡
一
種
熟
に
憑
か
れ
た
よ
う
な
そ
の
文

体
は
､
次
か
ら
つ
ぎ
へ
と
湧
き
.
だ
し
て
く
る
新
し
い
観
念
､
想
い
､
感
情
を
追
っ
て
､
千
変
万
化
の
様
相
を
ロ
王
す
る
｡
混
乱
の
､
或
い

は
更
に
不
合
理
や
矛
盾
の
印
象
を
与
え
る
こ
と
も
少
な
く
な
い
｡
そ
れ
が
純
粋
に
発
想
の
特
異
性
の
問
題
な
ら
ば
､
少
な
く
と
も
わ
た

く
し
に
は
､
論
ず
る
こ
と
の
で
き
な
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
傑
出
し
た
文
体
論
者
で
あ
っ
た
レ
オ
･
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ
ー
は
､

そ
こ
に
a
u
t
O
ヨ
a
t
i
s
ヨ
(
自
動
現
象
､
無
意
識
的
行
動
)
を
見
て
い
る
｡
確
か
に
､
そ
れ
は
読
後
の
印
象
と
符
合
す
る
｡
シ
ュ
ピ
ッ
ツ
ァ
ー

の
言
う
よ
う
に
､
デ
ィ
ド
ロ
は
｢
話
す
よ
う
に
｣
､
言
い
換
え
れ
ば
､
思
い
つ
く
ま
ま
に
書
き
連
ね
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
｡
そ
れ
は
､

言
わ
ば
時
間
に
乗
っ
た
表
現
で
あ
る
｡
し
か
し
､
か
れ
が
構
成
の
意
識
を
も
た
な
か
っ
た
､
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
の
執
筆
過
程

に
踏
み
込
ん
で
み
た
い
､
と
い
う
や
や
無
謀
な
欲
望
を
わ
た
く
し
が
覚
え
た
の
は
､
.
例
え
ば
､
次
の
よ
う
な
経
緯
に
お
い
て
の
こ
と
で

(
2
)

あ
っ
た
｡

『
絵
画
論
』
第
四
章
は
表
情
を
主
題
と
し
て
い
る
｡
冒
頭
で
デ
ィ
ド
ロ
は
言
う
､
｢
表
情
は
お
し
な
べ
て
､
或
る
感
情
の
形
象
で
あ
る
｣
｡

し
か
し
､
そ
の
｢
感
情
｣
は
､
普
通
に
理
解
さ
れ
る
意
味
で
の
そ
れ
､
す
わ
な
ち
不
意
に
湧
き
起
こ
っ
た
り
､
起
こ
っ
た
も
の
が
刻
々

と
変
化
し
て
ゆ
く
よ
う
な
も
の
に
止
ま
ら
な
い
｡
普
通
に
は
性
格
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
も
の
も
､
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
｡
確
か
に
､

陰
気
な
ひ
と
の
陰
気
さ
や
､
明
る
い
ひ
と
の
明
る
さ
は
､
感
情
と
表
情
に
本
質
的
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､

■



二

そ
れ
自
体
の
存
在
様
態
と
し
て
一
瞬
の
切
り
口
を
示
す
も
の
で
し
か
あ
り
え
な
い
絵
画
町
画
面
に
お
い
て
､
瞬
発
的
な
感
情
と
し
て
の

悲
し
み
と
､
持
続
的
な
性
格
で
あ
る
陰
気
さ
と
は
､
画
像
か
ら
だ
け
で
は
区
別
で
き
な
い
｡
デ
ィ
ド
ロ
は
､
両
者
が
本
質
的
に
連
続
し

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
､
慣
習
的
な
繰
り
返
し
が
､
感
情
を
人
相
=
性
格
へ
と
固
定
し
て
ゆ
く
次
第
を
指
摘
す
る
｡
そ
の
う
え
で
､
｢
生

活
状
態
賢
d
e
く
i
e
｣
や
｢
政
体
g
O
u
V
e
ヨ
e
ヨ
e
コ
t
｣
の
表
情
に
論
及
し
て
ゆ
く
｡
そ
の
議
論
を
た
ど
っ
て
ゆ
く
と
.
､
突
如
と
し
て
､
■
｢
共

感
s
y
ヨ
p
a
t
h
i
e
｣
と
は
何
か
を
語
る
〓
即
に
で
く
わ
す
｡
そ
の
主
題
は
､
共
和
制
､
君
主
制
､
.
独
裁
制
を
論
じ
た
直
前
の
議
論
と
つ
な

が
ら
な
い
｡
そ
し
て
､
わ
ず
か
数
行
の
そ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
終
わ
る
と
､
｢
以
上
<
○
ニ
Ⅳ
､
諸
性
格
と
様
ざ
ま
な
そ
の
顔
つ
き
と
を
述
べ

て
き
た
が
｣
で
始
ま
る
新
し
い
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
移
る
｡
こ
の
一
文
は
､
以
上
の
議
論
を
総
括
し
た
上
で
､
新
し
い
主
題
を
導
入
す
る
た

め
の
言
葉
で
あ
る
｡
つ
ま
り
デ
ィ
ド
ロ
は
､
生
活
状
態
や
政
体
の
様
ざ
ま
な
特
徴
を
論
じ
た
部
分
を
一
体
の
も
の
と
し
て
捉
え
て
お
り
､

こ
の
事
実
は
､
そ
の
ブ
ロ
ッ
ク
の
あ
と
に
置
か
れ
た
共
感
に
関
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
異
和
感
を
､
い
よ
い
よ
強
め
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

で
は
､
何
故
そ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
そ
こ
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
､
と
.
い
う
問
題
に
な
る
が
､
そ
れ
を
解
釈
す
る
の
は
､
そ
の
当
該
箇

所
に
お
け
る
解
釈
の
課
題
で
あ
る
｡
そ
こ
に
共
感
と
は
何
か
を
論
じ
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
置
く
こ
と
は
､
適
切
と
は
言
え
な
い
に
せ
よ
､

説
明
の
つ
か
な
い
こ
と
で
は
な
い
､
と
い
う
こ
と
だ
け
を
言
っ
て
お
け
ば
､
当
面
の
課
題
に
は
十
分
で
あ
る
｡
い
ま
注
目
し
た
い
こ
と

は
､
話
題
の
ま
と
ま
り
の
意
識
を
デ
ィ
ド
ロ
が
も
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
り
､
言
い
換
え
れ
ば
､
か
れ
が
文
章
を
つ
づ
る
際
に
､

構
成
し
よ
う
と
す
る
意
思
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
｡
確
か
に
､
右
に
取
り
上
げ
た
よ
う
な
事
例
は
､
そ
れ
自
体
が
デ
ィ
ド

ロ
の
執
筆
法
を
窺
わ
せ
る
も
の
で
も
あ
る
(
つ
ま
り
か
れ
は
､
｢
諸
性
格
と
様
ざ
ま
な
そ
の
顔
つ
き
｣
に
関
す
る
ブ
ロ
ッ
ク
の
末
尾
近
く

に
､
｢
共
感
｣
に
関
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
あ
と
か
ら
挿
入
し
た
､
と
推
測
さ
れ
る
)
｡
し
か
し
､
わ
た
く
し
は
､
逆
に
客
観
的
事
実
の
側

か
ら
､
こ
れ
を
説
明
し
て
く
れ
る
よ
う
な
か
れ
の
執
筆
法
の
全
体
像
が
え
ら
れ
な
い
も
の
か
と
考
え
､
そ
の
よ
う
な
探
究
を
志
し
た
の

で
あ
る
｡
当
初
わ
た
く
し
は
､
推
敲
の
あ
と
を
残
す
自
筆
稿
が
見
ら
れ
る
な
ら
､
問
題
は
一
挙
に
解
決
す
る
､
と
思
っ
て
い
た
｡
こ
の

目
的
の
た
め
に
は
､
ど
の
著
作
で
あ
っ
て
も
､
分
析
の
素
材
と
な
り
う
る
わ
け
で
あ
る
か
ら
､
『
絵
画
論
』
の
自
筆
稿
が
襲
わ
れ
て
い
る



と
い
う
事
実
は
妨
げ
と
は
な
ら
な
い
｡
一
つ
の
自
筆
稿
は
十
分
な
素
材
に
な
る
と
思
わ
れ
た
｡
し
か
し
､
結
論
か
ら
言
え
ば
､
問
題
は

そ
れ
ほ
ど
簡
単
か
つ
明
瞭
に
結
論
の
出
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
｡
以
下
の
論
考
は
､
そ
の
次
第
を
も
説
明
す
る
で
あ
ろ

､つ0

こ
の
研
究
の
た
め
に
わ
た
く
し
が
取
り
上
げ
た
素
材
は
三
つ
あ
る
｡
第
一
は
､
デ
ィ
ド
ロ
自
身
が
自
ら
の
執
筆
法
を
語
っ
た
証
言
､

あ
と
の
二
つ
は
自
筆
稿
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
≡
七
六
七
年
の
サ
ロ
ン
』
と
｢
テ
レ
ン
チ
ウ
ス
論
｣
の
自
筆
稿
で
､
自
ら
直
接
調
査
す

る
機
会
に
恵
ま
れ
た
｡
ま
た
､
こ
の
二
つ
の
自
筆
稿
に
つ
い
て
.
は
､
そ
れ
ぞ
れ
セ
ズ
ネ
ッ
ク
と
デ
ィ
ー
ク
マ
ン
の
研
究
も
残
さ
れ
て
い
る
｡

こ
れ
ら
を
も
と
に
し
て
､
以
下
の
考
察
を
行
う
こ
と
に
す
る
｡

一
.
｢
わ
た
し
の
仕
事
法
｣

作
者
自
身
が
自
ら
の
執
筆
法
を
語
っ
た
文
章
が
あ
る
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
本
稿
の
主
題
に
対
す
る
最
も
直
接
的
な
証
言
で
あ
り
､
場

合
に
よ
っ
て
は
､
そ
れ
以
上
の
研
究
を
無
用
の
も
の
と
す
る
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
あ
ろ
う
｡
幸
い
な
こ
と
に
､
確
か
に
そ
れ
が
存
在

す
る
｡
最
初
に
そ
れ
を
取
り
上
げ
よ
う
｡
そ
れ
は
『
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
二
世
の
た
め
の
覚
書
M
ぎ
O
i
r
e
s
p
O
u
r
C
a
t
h
e
ユ
n
e
呈
と
呼
ば

れ
る
草
稿
群
の
な
か
の
一
章
を
な
す
短
文
で
あ
る
｡
一
七
七
三
年
､
デ
ィ
ド
ロ
は
ハ
ー
グ
経
由
で
サ
ン
ク
ト
･
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
赴
き
､

同
年
十
月
か
ら
翌
年
三
月
ま
で
当
地
に
滞
在
し
た
｡
そ
し
て
､
三
日
に
一
度
位
の
間
隔
で
､
そ
れ
ぞ
れ
二
三
時
間
ず
つ
､
女
帝
と
の
対

話
を
行
っ
た
｡
そ
の
際
､
女
帝
よ
り
下
問
の
あ
っ
た
主
題
に
つ
い
て
､
デ
ィ
ド
ロ
の
用
意
し
た
ラ
フ
な
草
稿
が
､
問
題
の
覚
書
で
あ
る
｡

全
体
で
六
六
の
章
を
数
え
る
が
､
長
い
も
の
も
あ
れ
ば
短
い
も
の
も
あ
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
れ
に
『
哲
学
､
歴
史
等
の
論
集
M
㌻
コ
g
e
S

p
h
i
-
O
S
O
p
h
i
q
u
e
s
}
h
i
s
t
O
r
i
q
u
e
s
一
e
t
C
』
と
い
う
表
題
を
つ
け
､
そ
の
表
題
を
記
し
た
タ
イ
ト
ル
ペ
ー
ジ
に
は
､
｢
一
七
七
三
年
､
十
月
十

五
日
よ
り
十
二
月
三
日
ま
で
｣
と
い
う
日
付
を
明
記
し
､
更
に
計
ら
目
次
を
作
成
し
て
折
り
込
ん
で
い
る
｡
明
ら
か
に
三
の
著
作
と

三



四

見
て
い
た
こ
と
が
､
そ
こ
に
窺
わ
れ
る
｡
し
か
し
か
れ
は
､
こ
れ
の
コ
ピ
ー
を
作
ら
ず
に
､
そ
の
唯
一
の
自
筆
稿
を
女
帝
に
献
呈
し
て
､

ロ
シ
ア
を
去
っ
た
｡
ネ
ジ
.
ヨ
シ
は
､
そ
の
存
在
を
知
ら
さ
れ
て
は
い
た
も
の
の
､
こ
の
よ
う
な
事
情
の
た
め
に
内
容
に
つ
い
て
は
一
切

知
る
こ
と
が
な
く
､
そ
の
存
在
も
や
が
て
世
に
忘
れ
去
ら
れ
た
｡

こ
の
草
稿
群
の
･
｢
発
見
者
｣
(
も
ち
ろ
ん
､
コ
ロ
ン
ブ
ス
が
ア
メ
リ
カ
大
陸
を
｢
発
見
｣
し
た
､
と
い
う
の
と
同
様
の
意
味
で
あ
る
)

は
､
モ
リ
ス
･
ト
ゥ
ル
ヌ
ー
で
あ
る
｡
一
八
八
二
年
､
か
れ
は
､
デ
ィ
ド
ロ
が
女
帝
の
た
め
に
残
し
た
手
書
き
の
｢
全
集
｣
の
調
査
の

た
め
に
､
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
に
派
遣
さ
れ
た
｡
･
そ
こ
で
､
こ
の
手
書
き
の
｢
全
集
｣
の
全
体
の
構
成
を
調
べ
､
カ
タ
ロ
グ
を
作
成
し
､
一

八
八
五
年
の
報
告
書
の
な
か
に
公
表
し
た
｡
こ
の
報
告
の
な
か
で
か
れ
は
､
こ
の
調
査
の
特
筆
す
べ
き
成
果
と
し
て
､
｢
全
集
｣
と
は
別

に
､
こ
の
自
筆
草
稿
の
発
見
を
語
り
､
特
に
､
｢
わ
た
し
の
仕
事
法
ぎ
ヨ
a
コ
i
3
一
d
e
t
r
a
<
a
≡
e
ユ
の
内
容
を
紹
介
し
て
い
る
･
｡
つ
ま
り
､

六
六
章
の
な
か
で
も
､
･
特
に
人
び
と
の
興
味
を
そ
そ
る
テ
ク
ス
ト
と
見
な
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡
1
ト
ゥ
ル
ヌ
ー
は
､
同
時
の
こ
の
草
稿

全
体
を
筆
写
し
､
一
八
九
九
年
『
デ
ィ
ド
ロ
と
エ
カ
チ
ェ
リ
ー
ナ
二
世
ロ
i
d
e
r
O
t
e
t
C
a
t
h
e
r
i
コ
e
】
【
』
と
し
て
､
解
説
つ
き
で
そ
の
全
文

を
公
刊
し
て
い
る
｡
爾
来
､
デ
ィ
ー
ク
マ
ン
も
セ
ズ
ネ
ッ
ク
も
､
デ
ィ
ド
ロ
の
テ
ク
ス
ト
と
そ
の
成
立
過
程
を
論
ず
る
と
き
に
は
､
こ

の
｢
わ
た
し
の
仕
事
法
｣
に
言
及
す
る
習
わ
し
と
な
っ
て
い
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
デ
ィ
ド
ロ
の
執
筆
法
を
知
る
う
え
で
は
､
第
一
級
の
資
料
で
は
あ
る
が
､
ま
た
､
ヴ
エ
ル
ニ
ュ
ー
ル
は
そ
の
自
筆
稿

の
写
真
を
口
絵
と
し
て
掲
げ
て
､
こ
れ
が
｢
デ
ィ
ド
ロ
の
最
も
よ
.
く
知
ら
れ
た
ペ
ー
ジ
｣
で
あ
る
と
断
定
し
て
い
る
が
､
必
ず
し
も
一

般
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
｡
そ
れ
は
､
｢
発
具
さ
れ
た
の
が
比
較
的
新
し
い
､
と
い
う
事
情
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い

か
と
思
わ
れ
る
｡
あ
ま
り
長
い
も
の
で
は
な
い
の
で
､
先
ず
､
そ
の
全
文
の
翻
訳
を
呈
不
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
わ
れ
わ
れ
の
主
題
に

関
係
す
る
と
こ
ろ
を
遺
漏
な
く
取
り
上
げ
た
と
し
て
も
､
読
者
は
き
っ
と
､
そ
の
他
に
も
面
白
い
部
分
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
､
と
思

わ
ず
に
は
い
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
｡



陛
下
は
､
わ
た
く
し
の
仕
事
の
仕
方
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
､
と
お
尋
ね
に
な
り
ま
し
た
｡

わ
た
く
し
は
先
ず
､
そ
の
仕
事
が
､
他
人
よ
り
も
わ
た
く
し
の
方
が
上
手
く
で
き
る
も
の
か
ど
う
か
を
吟
味
し
､
そ
の
上
で
そ
れ

を
致
し
ま
す
｡

わ
た
く
し
よ
り
も
他
人
が
や
る
方
が
上
手
く
ゆ
く
､
と
少
し
で
も
思
わ
れ
ま
す
と
き
に
は
､
ど
れ
ほ
ど
の
利
益
が
得
ら
れ
る
も
の

で
あ
り
ま
し
ょ
う
と
も
､
そ
の
仕
事
を
そ
の
人
物
に
回
し
ま
す
｡
何
故
な
ら
､
大
事
な
の
は
､
わ
た
く
し
が
そ
れ
を
行
う
こ
と
で
は

な
く
､
そ
れ
が
上
手
く
な
さ
れ
る
こ
と
だ
か
ら
で
す
｡

そ
れ
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
致
し
ま
し
た
な
ら
､
家
に
い
る
と
き
は
畳
も
夜
も
､
ま
た
ひ
と
と
交
わ
っ
て
い
る
と
き
も
､
町
を
歩

い
て
い
る
と
き
も
､
ま
た
散
歩
を
し
て
お
り
ま
す
と
き
も
､
考
え
ま
す
｡
仕
事
が
わ
た
く
し
の
後
を
つ
け
て
く
る
の
で
す
｡

わ
た
く
し
は
自
分
の
仕
事
机
の
う
え
に
大
き
な
一
枚
の
紙
を
広
げ
て
お
き
､
そ
こ
に
､
考
え
の
符
丁
と
な
る
単
語
を
､
順
序
な
く
､

慌
た
だ
し
く
､
思
い
つ
く
ま
ま
に
書
き
つ
け
ま
す
｡

頭
が
空
っ
ぽ
に
な
り
ま
し
た
ら
､
休
息
を
と
り
ま
す
｡
構
想
が
ま
た
芽
を
出
し
て
く
る
た
め
の
､
時
間
を
与
え
て
や
り
ま
す
｡
と

き
に
は
､
こ
れ
を
｢
二
番
刈
り
r
e
c
O
u
P
e
｣
と
呼
ん
だ
り
致
し
ま
す
が
､
こ
れ
は
野
良
仕
事
か
ら
借
り
た
隠
喩
で
す
｡

こ
れ
が
終
わ
り
ま
す
と
､
大
急
ぎ
に
と
り
と
め
も
な
く
書
き
つ
け
て
お
い
た
､
考
え
の
符
丁
言
葉
を
取
り
上
げ
ま
す
｡
そ
こ
に
秩

序
を
与
え
､
時
に
は
番
号
を
ふ
る
こ
と
も
ご
ざ
い
ま
す
｡

こ
こ
ま
で
き
ま
す
と
､
著
作
は
で
き
た
も
同
然
で
す
｡

わ
た
く
し
は
す
ぐ
に
ペ
ン
を
取
り
ま
す
｡
書
い
て
い
る
う
ち
に
､
心
は
更
に
熱
く
な
っ
て
き
ま
す
｡

離
れ
た
場
所
に
置
か
れ
る
よ
う
な
新
し
い
考
え
を
思
い
つ
い
た
場
合
に
は
､
別
の
紙
に
書
い
て
お
き
ま
す
｡

滅
多
に
書
き
直
し
は
し
ま
せ
ん
｡
陛
下
が
手
に
し
て
お
ら
れ
る
小
さ
な
様
ざ
ま
の
紙
片
は
､
た
だ
一
気
に
書
か
れ
た
も
の
で
ご
ざ

い
ま
す
｡
で
す
か
ら
､
そ
こ
に
は
､
不
注
意
な
と
こ
ろ
や
､
素
早
く
書
い
た
た
め
の
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
小
さ
な
間
違
い
が
残
っ
て
お

五



六

り
ま
す
｡

自
ら
取
り
組
ん
で
お
り
ま
す
こ
と
に
つ
い
て
､
他
人
の
書
い
た
も
の
は
､
自
分
の
著
作
が
で
き
て
か
ら
し
か
読
み
ま
せ
ん
｡

読
ん
で
み
て
､
自
分
の
間
違
い
に
気
づ
い
た
と
き
に
は
､
著
作
を
破
棄
い
た
し
ま
す
｡

著
作
家
た
ち
の
も
の
の
な
か
に
､
自
分
に
と
っ
て
好
都
合
な
も
の
を
見
つ
け
た
場
合
に
は
､
そ
れ
を
活
用
い
た
し
ま
す
｡

か
れ
ら
が
何
か
新
し
い
考
え
を
与
え
て
く
れ
る
と
き
に
は
､
そ
れ
を
余
白
に
書
き
加
え
ま
す
｡
と
申
し
ま
す
の
は
､
書
き
直
す
こ

と
を
厭
い
､
い
つ
も
大
き
な
余
白
を
と
っ
て
お
く
か
ら
で
す
｡

こ
れ
が
､
友
人
た
ち
､
無
縁
の
人
び
と
､
そ
し
て
敵
対
し
て
い
る
連
中
の
意
見
を
も
､
徹
す
る
と
き
で
す
｡

敵
対
者
た
ち
､
そ
う
で
す
陛
下
､
敵
対
者
た
ち
､
わ
た
く
し
が
見
下
し
て
い
る
連
中
で
す
｡
ま
む
し
の
ス
ー
プ
で
患
者
を
直
す
医

者
の
や
り
方
で
す
｡

見
下
し
て
い
る
連
中
だ
か
ら
と
い
っ
て
､
か
れ
ら
の
与
え
て
く
れ
る
よ
い
中
生
口
を
拒
ん
だ
こ
と
は
､
一
度
も
あ
り
ま
せ
ん
し
､
か
れ
ら

か
ら
得
ら
れ
る
よ
い
中
生
口
を
無
駄
に
し
た
こ
と
も
な
け
れ
ば
､
そ
の
よ
う
な
恩
義
を
受
け
て
そ
れ
を
恥
と
思
っ
た
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
｡

こ
れ
で
は
未
だ
､
著
作
の
出
版
と
い
う
わ
け
に
は
参
り
ま
せ
ん
｡
推
敲
と
い
う
､
最
高
に
面
倒
で
困
難
な
仕
事
が
残
っ
て
い
ま
す
｡

消
耗
さ
せ
､
疲
れ
さ
せ
､
う
ん
ざ
り
さ
せ
る
､
き
り
の
な
い
仕
事
で
す
｡
特
に
､
悪
趣
味
な
表
現
が
四
つ
も
あ
れ
ば
､
と
て
も
よ
い

著
作
さ
え
抹
殺
し
て
し
ま
う
よ
う
な
国
､
二
つ
の
母
音
の
耳
障
り
な
衝
突
を
許
容
し
な
い
国
､
一
ペ
ー
ジ
の
な
か
に
同
じ
単
語
が
数

回
繰
り
返
さ
れ
る
だ
け
で
不
快
と
感
ず
る
よ
う
な
国
､
心
地
よ
く
､
明
断
で
､
分
か
り
や
す
く
､
優
雅
で
､
高
尚
､
響
き
の
よ
い
こ

と
を
要
求
さ
れ
る
よ
う
な
国
､
女
性
た
ち
が
正
し
く
書
き
､
そ
の
判
定
が
決
定
的
で
あ
る
よ
う
な
国
で
は
､
そ
う
な
の
で
す
｡
教
え

を
含
ん
で
い
る
か
ど
う
か
に
は
殆
ど
頓
着
せ
ず
､
何
よ
り
も
最
高
に
真
剣
で
重
要
な
事
柄
に
お
い
て
も
楽
し
め
る
(
a
ヨ
u
S
巴
こ
と
を

求
め
る
民
衆
の
も
と
で
物
書
き
で
あ
る
の
は
､
あ
あ
､
何
と
い
う
仕
事
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
｡
わ
た
く
し
ど
も
は
､
デ
ッ
サ
ン
よ
り

も
色
彩
を
ず
っ
と
重
ん
じ
て
い
る
の
で
す
｡
書
き
方
を
心
得
て
い
な
い
ひ
と
に
､
救
い
は
あ
り
ま
せ
ん
｡
こ
の
よ
う
な
書
き
手
は
､



そ
の
遺
産
を
自
ら
の
飾
り
と
し
､
役
立
つ
こ
と
に
快
さ
を
加
味
す
る
こ
と
の
で
き
る
最
初
の
作
家
の
た
め
に
仕
事
を
す
る
羽
目
に
な

り
ま
す
｡
誰
も
が
剰
窃
を
難
じ
ま
す
が
､
最
初
に
来
た
者
を
境
の
な
か
に
放
置
し
て
お
い
て
､
最
後
に
来
た
者
を
読
ん
で
い
る
の
で

す
｡
孔
雀
の
羽
が
､
つ
い
に
は
し
っ
か
り
と
､
カ
ラ
ス
の
異
に
く
つ
つ
い
て
し
ま
い
､
カ
ラ
ス
の
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
ほ

ど
で
す
｡
ヴ
オ
ル
テ
ー
ル
が
恰
好
の
例
で
す
｡
確
か
に
､
か
れ
に
は
豊
か
な
蓄
え
が
あ
る
の
で
す
が
｡

絶
望
的
な
の
は
､
間
違
い
は
す
べ
て
見
つ
け
た
と
思
っ
て
い
た
と
こ
ろ
､
印
刷
さ
れ
た
著
作
を
見
る
と
､
間
違
い
が
目
に
飛
び
込

ん
で
く
る
こ
と
で
す
｡

そ
れ
か
ら
､
公
衆
の
意
見
は
分
か
れ
ま
す
｡
分
裂
を
引
き
起
こ
さ
な
い
よ
う
な
著
作
は
､
ま
が
い
も
の
で
す
｡

こ
の
騒
ぎ
の
な
か
､
多
少
の
勇
気
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
作
者
は
､
微
笑
ん
で
い
ま
す
が
､
気
の
弱
い
作
者
は
身
を
苛
む
次
第
で
す
｡

そ
れ
で
も
､
ど
ん
な
も
の
も
厳
正
に
評
価
さ
れ
ま
す
し
､
間
の
抜
け
た
あ
ら
捜
し
屋
ど
も
も
､
ま
る
で
非
難
し
た
こ
と
な
ど
な
か

っ
た
か
の
よ
う
に
軽
々
し
く
褒
め
言
葉
を
並
べ
ま
す
｡

わ
た
く
し
は
､
自
分
の
行
動
に
つ
い
て
の
批
判
も
恐
れ
ま
せ
ん
し
､
書
い
た
も
の
に
つ
い
て
の
非
難
も
恐
れ
ま
せ
ん
｡

最
高
に
断
固
と
し
た
悪
人
が
､
わ
た
く
し
の
行
状
に
つ
い
て
､
最
高
に
手
厳
し
い
文
書
を
公
刊
す
る
こ
と
も
､
わ
た
く
し
は
放
っ

て
お
き
ま
す
し
､
そ
れ
で
眠
れ
な
く
な
る
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
｡
そ
の
攻
撃
は
､
わ
た
く
し
の
生
き
て
い
る
時
間
の
ほ
ん
の

一
点
の
も
の
に
す
ぎ
ま
せ
ん
｡
そ
し
て
､
こ
の
一
点
は
､
過
去
と
未
来
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
､
や
が
て
そ
こ
を
貫
く
糸
全
体
の
色

を
も
つ
よ
う
に
な
り
ま
す
｡

わ
た
く
し
は
自
分
の
著
作
を
､
こ
の
上
な
い
酷
評
に
も
委
ね
ま
す
｡
何
故
な
ら
､
或
る
種
の
三
位
一
体
が
あ
っ
て
､
こ
れ
に
対
し
て
は

地
獄
の
門
も
手
の
下
し
よ
う
が
な
い
か
ら
で
す
｡
す
な
わ
ち
､
善
を
生
み
出
す
真
と
､
こ
の
両
者
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
美
の
三
位
一
体
で

(●4)す｡

ひ
と
に
対
し
､
ま
た
作
者
に
対
し
て
､
一
万
枚
も
の
紙
が
公
に
さ
れ
て
き
ま
し
た
｡
そ
れ
ら
は
ど
う
な
っ
た
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
｡

七



l＼

人
び
と
は
そ
の
こ
と
を
知
り
ま
せ
ん
し
､
そ
の
ひ
と
も
作
者
も
､
し
か
る
べ
ぎ
場
所
に
お
り
ま
す
｡
た
だ
し
､
か
れ
ら
に
催
す
る
よ

り
も
千
倍
も
の
も
の
を
､
陛
下
が
お
与
え
下
さ
っ
て
い
る
い
ま
の
場
合
は
別
で
す
が
｡

ま
こ
と
に
興
味
尽
き
な
い
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
が
､
そ
の
後
半
､
す
な
わ
ち
推
故
に
言
及
し
た
と
こ
ろ
か
ら
､
話
題
は
当
時
の
物
書
き

の
置
か
れ
て
い
た
状
況
に
絞
ら
れ
て
い
て
､
厳
密
に
は
執
筆
法
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
｡
た
だ
し
､
そ
の
テ
ク
ス
ト
の

難
し
さ
そ
の
も
の
が
､
恰
好
の
実
例
と
言
え
る
部
分
が
あ
る
の
で
､
後
に
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
た
い
｡
わ
れ
わ
れ
の
関
心
に
直
接
応

え
て
く
れ
る
も
の
は
､
そ
れ
以
前
の
部
分
に
あ
る
｡
ま
ず
､
こ
れ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
そ
こ
に
示
さ
れ
た
執
筆
法
は
､
大

ま
か
に
四
つ
の
段
階
を
踏
ん
で
進
め
ら
れ
て
い
る
｡
▲
す
な
わ
ち
､
仕
事
を
引
き
受
け
る
か
ど
う
か
の
判
断
､
構
想
期
間
､
執
筆
､
吟
味

の
四
つ
で
ぁ
る
｡
言
う
ま
で
も
な
く
､
後
三
者
が
わ
れ
わ
れ
の
直
接
の
関
心
事
で
あ
る
｡

デ
ィ
ド
ロ
は
､
一
枚
の
大
き
な
紙
に
､
そ
の
時
の
主
題
に
関
し
て
思
い
つ
く
こ
と
を
､
ア
ト
･
ラ
ン
ダ
ム
に
書
き
つ
け
て
ゆ
く
｡
こ
の

時
点
で
は
､
そ
れ
ら
の
着
想
の
相
互
の
関
係
や
､
そ
れ
ら
が
組
み
立
て
ら
れ
て
到
達
す
べ
き
結
論
な
ど
に
関
す
る
配
慮
は
､
さ
し
あ
た
▼
り

意
識
の
外
に
あ
る
｡
｢
二
番
刈
り
｣
を
含
め
て
一
切
の
構
想
を
吐
を
出
し
た
あ
と
で
､
そ
れ
ら
の
関
係
付
け
に
入
り
､
時
に
は
こ
れ
ら
の

着
想
の
間
に
順
序
の
番
号
を
振
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
二
つ
の
重
要
な
事
実
を
意
味
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
先
ず
第
一
に
､
こ
れ
ら
の
着

想
も
し
く
は
構
想
は
､
そ
の
主
題
に
属
す
る
限
定
さ
れ
た
思
想
の
単
位
と
し
て
機
能
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
単
位
的
な
思
想
を
モ

チ
ー
フ
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
デ
ィ
ド
ロ
の
仕
事
法
は
､
先
ず
モ
チ
ー
フ
の
探
究
か
ら
始
ま
る
｡
モ
チ
ー
フ
の
ま
と
ま
り
の
意
識
は
､

執
筆
に
入
っ
て
か
ら
思
い
つ
い
た
新
し
い
モ
チ
ー
フ
を
別
紙
に
記
し
て
お
く
､
と
い
う
と
こ
ろ
に
も
､
よ
く
示
さ
れ
て
い
る
｡
着
想
も
し

く
は
発
想
と
い
う
霊
感
的
な
性
格
は
､
こ
の
モ
チ
ー
フ
の
な
か
に
現
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
だ
け
で
は
大
き
な
主
題
に

関
す
る
議
論
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
｡
モ
チ
ー
フ
を
組
み
合
わ
せ
､
構
築
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
は
モ
チ
ー
フ
間
に
順
序

を
つ
け
､
菅
了
を
振
る
と
い
う
形
で
こ
れ
を
行
う
｡
す
な
わ
キ
か
れ
は
構
築
に
つ
い
て
も
明
確
な
意
識
を
も
っ
て
い
た
｡



こ
の
こ
と
を
確
認
し
た
､
?
え
で
､
加
筆
に
関
す
る
か
れ
の
言
葉
を
参
照
し
よ
う
｡
か
れ
は
先
ず
､
加
筆
の
可
能
性
を
､
仕
事
の
プ
ロ
グ

ラ
ム
の
な
か
に
折
り
込
ん
で
い
た
｡
す
な
わ
ち
､
原
稿
用
紙
(
勿
論
析
目
が
つ
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
)

の
使
い
方
と
し
て
､
大
き

く
余
白
を
と
っ
て
い
た
｡
一
方
で
｢
滅
多
に
書
き
直
し
は
し
ま
せ
ん
｣
と
言
い
つ
つ
､
余
白
を
大
き
く
取
る
と
い
う
こ
と
は
､
そ
こ
に
加

筆
す
る
場
合
に
は
､
か
な
り
大
き
な
空
間
を
使
う
こ
と
が
あ
る
､
と
い
う
見
通
し
を
物
語
っ
て
い
る
｡
文
体
的
な
細
か
い
修
正
も
あ
り
う

る
し
､
後
に
見
る
よ
う
に
､
事
実
デ
ィ
ド
ロ
が
そ
の
よ
う
な
推
鼓
を
加
え
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
､
い
ま
わ
れ
わ
れ
の
読
ん
で
い
る
部

分
で
は
､
語
ら
れ
て
い
な
い
｡
か
れ
が
語
っ
て
い
る
の
は
､
他
人
の
著
作
か
ら
適
当
な
議
論
を
借
り
る
と
き
の
加
筆
で
あ
り
､
こ
れ
は
モ

チ
ー
フ
単
位
の
､
言
い
換
え
れ
ば
パ
ラ
グ
ラ
フ
単
位
の
加
筆
で
あ
る
｡
ま
た
､
執
筆
中
に
｢
離
れ
た
場
所
に
置
か
れ
る
｣
べ
き
新
た
な
着

想
を
得
た
場
合
､
そ
れ
を
別
紙
に
書
き
留
め
る
､
と
デ
ィ
ド
ロ
は
言
っ
て
い
た
(
｢
断
章
｣
p
e
コ
S
訂
s
d
ぎ
c
h
訂
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
原
型

で
あ
る
)
｡
そ
の
モ
チ
ー
フ
が
ど
の
よ
う
に
処
理
さ
れ
る
の
か
､
格
別
の
言
及
は
な
い
も
の
の
､
始
め
に
立
て
た
議
論
の
筋
の
な
か
に
普

通
に
組
み
込
ま
れ
る
か
､
後
か
ら
加
筆
さ
れ
る
場
合
に
は
､
他
人
の
著
作
か
ら
借
り
た
モ
チ
ー
フ
と
同
じ
よ
う
に
扱
わ
れ
る
に
相
違
な
い
｡

こ
の
よ
う
に
､
デ
ィ
ド
ロ
は
一
方
で
は
思
想
的
な
モ
チ
ー
フ
の
ま
と
ま
り
を
明
確
に
意
識
し
､
他
方
で
そ
れ
ら
の
モ
チ
ー
フ
相
互
の

間
の
論
理
的
な
関
係
を
考
え
て
い
た
｡
そ
の
よ
う
な
思
想
家
の
論
考
は
､
当
然
､
明
断
な
も
の
と
な
る
の
で
は
な
い
か
｡
と
こ
ろ
が
､

デ
ィ
ド
ロ
の
著
作
の
評
価
も
､
ま
た
実
際
に
読
ん
だ
と
き
の
印
象
も
､
冒
頭
に
指
摘
し
た
通
り
な
の
で
あ
る
｡
ど
こ
か
ら
､
そ
の
渾
然

た
る
印
象
､
ひ
い
て
は
難
解
さ
の
印
象
は
生
ま
れ
る
の
か
｡

二
.
複
合
さ
れ
た
モ
チ
ー
フ

こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
察
す
る
に
は
､
具
体
例
に
則
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
｡
そ
の
た
め
の
恰
好
の
例
が
｢
わ
た
し
の
仕
事
法
｣

そ
の
も
の
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
｡
後
半
部
分
､
推
鼓
を
論
じ
て
い
る
部
分
の
更
に
あ
と
､
批
判
に
対
す
る
態
度
を
語
っ
て
い
る
部
分

九



一〇

に
含
ま
れ
る
一
文
で
あ
る
｡
訳
文
を
繰
り
返
し
引
用
す
る
な
ら
ば
､

そ
れ
で
も
､
ど
ん
な
も
の
も
厳
正
に
評
価
さ
れ
ま
す
し
､
.
間
の
抜
け
た
あ
ら
捜
し
屋
ど
も
も
､
ま
る
で
非
難
し
た
こ
と
な
ど
な

か
っ
た
か
の
よ
う
に
軽
々
し
く
褒
め
言
葉
を
並
べ
ま
す
｡

の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
あ
る
｡
こ
の
な
か
の
冒
頭
の
文
､
す
な
わ
ち
､
･
=
C
e
p
e
コ
d
a
コ
〓
O
u
t
S
}
a
p
p
r
打
i
e
≡
a
r
i
g
u
e
u
r
=
の
意
味
に
わ
た
く
し
は

迷
っ
た
｡
接
続
詞
c
e
p
e
コ
d
a
コ
t
の
意
味
は
､
そ
の
前
後
の
論
旨
の
つ
な
が
り
具
合
に
よ
っ
て
判
断
す
べ
き
で
あ
ろ
う
が
､
普
通
の
｢
し
か

し
｣
と
い
う
逆
接
の
意
味
で
は
な
い
よ
.
､
つ
に
思
わ
れ
た
｡
何
故
な
ら
､
｢
気
を
も
む
気
弱
な
作
者
｣
と
い
う
前
段
と
､
｢
厳
正
な
評
価
｣

と
い
う
後
段
と
は
､
･
む
し
ろ
順
接
の
関
係
に
あ
る
と
見
る
方
が
自
然
な
よ
う
に
も
思
わ
れ
た
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､
そ
の
後
段
の
文

章
は
本
当
に
｢
厳
正
な
評
価
｣
の
意
味
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
れ
が
問
題
の
核
心
で
あ
っ
た
｡
先
ず
､
一
s
一
a
p
p
r
打
i
e
r
一
は
｢
価
値
評
価
を

与
え
ら
れ
る
｣
と
い
う
価
値
中
立
的
な
意
味
に
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
が
､
そ
れ
と
同
時
に
､
或
い
は
そ
れ
以
上
に
､
｢
高
く
評
価
さ
れ

る
｣
と
い
う
肯
定
的
な
意
味
に
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
｡
少
な
く
と
も
現
代
語
の
辞
典
で
は
､
後
者
の
意
味
の
方
が
最
初
に
挙
げ
ら
れ

て
い
る
位
で
あ
る
｡
こ
の
積
極
的
な
価
値
の
意
味
に
理
解
す
る
と
､
更
に
そ
の
あ
と
の
｢
あ
ら
捜
し
屋
｣
の
話
と
も
上
手
く
つ
な
が
る

よ
う
に
見
え
る
し
､
前
段
の
｢
気
を
も
む
気
弱
な
作
者
｣
の
話
題
と
の
つ
な
が
り
も
悪
く
な
い
｡
こ
れ
は
､
〈
拍
子
抜
け
〉
の
逆
接
の

展
開
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

と
こ
ろ
が
､
そ
の
場
合
に
は
空
a
r
i
g
u
e
u
r
一
は
ど
う
な
る
の
か
｡
何
で
も
褒
め
ら
れ
る
､
と
い
う
の
は
｢
厳
正
さ
｣
の
現
象
で
は
な
い
｡

そ
こ
で
辞
典
を
引
い
て
み
る
と
､
文
字
通
り
の
意
味
で
あ
る
｢
厳
正
に
｣
は
､
む
し
ろ
｢
古
い
｣
意
味
の
語
法
で
､
普
通
に
は
､
｢
と
こ

と
ん
ま
で
ゆ
く
と
｣
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
使
わ
れ
る
ら
し
い

(
=
○
コ
p
e
u
t
≡
a
r
i
g
u
e
u
r
s
.
e
コ
P
a
S
S
e
r
=
.
ど
う
し
て
も
仕
方
な
け
れ
ば
､

そ
れ
な
し
で
や
っ
て
い
け
る
)
｡
そ
う
な
る
と
､
右
の
《
拍
子
抜
け
〉
の
ス
ト
ー
リ
ー
に
と
っ
て
は
､
む
し
ろ
こ
の
新
し
い
意
味
の
方
が

座
り
が
よ
さ
そ
う
に
見
え
る
｡
す
な
わ
ち
､
《
気
を
も
ん
で
い
て
も
､
利
害
関
係
が
切
迫
し
て
く
る
と
､
ど
ん
な
も
の
も
､
あ
ら
捜
し



屋
に
も
褒
め
ら
れ
る
も
の
だ
〉
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
､
ど
こ
と
な
く
､
胡
散
臭
い
｡
一
応
筋
は
通
る
の
だ
が
､
そ
も
そ
も
な

ぜ
､
こ
の
〈
お
べ
ん
ち
ゃ
ら
〉
の
モ
チ
ー
フ
が
こ
こ
で
持
ち
出
さ
れ
る
の
か
｡
デ
ィ
ド
ロ
は
著
作
の
評
価
が
す
べ
か
ら
く
こ
の
よ
う
な

も
の
だ
､
と
考
え
て
い
た
の
か
｡
『
文
蛮
通
信
』
に
デ
ィ
ド
ロ
自
身
の
書
い
た
書
評
な
ど
を
見
る
と
､
極
め
て
手
厳
し
い
も
の
が
少
な
く
な

い
｡
そ
の
よ
う
な
批
評
家
デ
ィ
ド
ロ
が
､
世
の
批
評
全
般
を
〈
お
べ
ん
ち
ゃ
ら
〉
と
見
て
い
た
､
と
い
う
の
は
嘘
っ
ぼ
い
｡

そ
こ
で
､
わ
た
く
し
は
､
親
し
い
フ
ラ
ン
ス
の
美
学
者
に
､
こ
こ
を
ど
の
よ
う
に
読
む
の
が
フ
ラ
ン
ス
人
に
と
っ
て
自
然
な
の
か
を
､

尋
ね
て
み
た
｡
彼
女
は
､
当
初
､
わ
た
く
し
が
文
を
書
き
間
違
え
た
の
で
は
な
い
か
､
と
考
え
た
｡
し
か
し
､
こ
れ
が
筆
写
の
間
違
い

で
は
な
い
､
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
や
る
と
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
い
､
と
答
え
て
く
れ
た
｡
し
ば
ら
く
時
間
を
お
い
て
考
え
て
み
て
､

い
ま
､
わ
た
く
し
は
右
に
訳
し
た
よ
う
な
意
味
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
｡
そ
の
次
第
は
次
の
如
く
で
あ
る
｡

｢
そ
れ
か
ら
､
公
衆
の
意
見
は
分
か
れ
ま
す
｣
以
下
､
末
尾
ま
で
､
主
題
は
著
作
に
対
す
る
世
評
と
作
者
の
態
度
で
あ
る
｡
こ
の
よ

う
に
言
い
表
し
て
み
れ
ば
､
既
に
､
こ
の
主
題
が
複
合
的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
｡
｢
わ
た
し
の
仕
事
法
｣
は
､
そ
の
全
体
が
著
者
の
視

点
で
書
か
れ
て
い
る
か
ら
､
そ
の
評
価
と
い
う
問
題
を
論
じ
て
も
､
同
時
に
､
そ
の
評
価
に
村
す
る
著
者
の
反
応
が
当
然
の
こ
と
と
し

て
視
野
に
入
っ
て
く
る
｡
こ
の
作
者
-
公
衆
の
軸
は
､
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
項
が
更
に
二
重
化
さ
れ
る
｡
｢
わ
た
し
の
仕
事
法
｣
を
語
る
､

と
い
う
こ
と
は
､
そ
れ
が
他
の
書
き
手
の
場
合
と
は
異
な
る
､
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
｡
そ
こ
で
､
｢
勇
気
の
あ
る
作
者
｣
と

｢
気
の
弱
い
作
者
｣
の
区
別
が
現
れ
て
く
る
｡
勿
論
､
デ
ィ
ド
ロ
は
自
ら
の
勇
気
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
対
比
は
性
格
の
違
い

の
よ
う
に
呈
示
さ
れ
て
い
る
が
､
お
そ
ら
く
そ
う
い
う
も
の
で
は
な
い
｡
酷
評
に
村
し
て
も
か
れ
が
泰
然
自
若
と
し
て
い
ら
れ
る
の
は
､

や
や
長
い
時
間
の
経
過
の
な
か
で
見
れ
ば
､
著
作
は
常
に
そ
の
真
価
に
お
い
て
評
価
さ
れ
る
と
い
う
確
信
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の

よ
う
な
｢
公
衆
｣

へ
の
信
頼
は
､
既
に
デ
ュ
ボ
ス
に
見
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
が
､
こ
の
時
間
意
識
は
デ
ィ
ド
ロ
に
固
有
の
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
洞
察
力
を
欠
き
､
目
先
の
利
害
に
囚
れ
て
右
往
左
往
す
る
の
が
｢
間
の
抜
け
た
あ
ら
捜
し
屋
ど
も
｣
で
あ
る
｡
か
れ
ら
は
､

当
初
､
頸
末
な
欠
点
を
あ
げ
つ
ら
っ
て
い
る
が
､
や
が
て
､
公
衆
の
評
価
が
定
ま
っ
て
ゆ
く
に
つ
れ
て
､
掌
を
返
す
よ
う
に
､
｢
軽
々
し

一
一



一二

く
褒
め
言
葉
を
並
べ
る
｣
よ
う
に
な
る
｡
つ
ま
り
､
公
衆
の
側
に
も
､
時
間
を
か
け
て
著
作
の
真
価
を
発
見
し
て
ゆ
く
､
信
頼
す
べ
き

公
衆
と
､
声
は
大
き
い
が
泡
沫
の
よ
う
な
｢
間
の
抜
け
た
あ
ら
捜
し
屋
ど
も
｣
が
あ
る
こ
と
に
な
る
｡

つ
ま
り
､
著
作
の
評
価
と
い
う
モ
チ
ー
フ
は
､
デ
ィ
ド
ロ
の
な
か
で
､
公
衆
と
作
者
と
の
間
で
繰
り
広
げ
ら
れ
る
ド
ラ
マ
の
相
と
し

て
捉
え
ら
れ
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
ド
ラ
マ
の
な
か
に
は
､
見
通
し
を
持
つ
者
と
目
先
の
こ
と
し
か
見
え
な
い
者
が
そ
れ
ぞ
れ
の
側
に
含

ま
れ
て
い
て
､
か
れ
ら
が
ド
ラ
マ
の
さ
ま
ざ
ま
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
織
り
な
し
て
ゆ
く
｡
更
に
､
こ
の
見
通
し
を
支
え
る
も
の
と
し
て
時

間
と
い
う
要
素
が
あ
る
｡
従
っ
て
､
著
作
の
評
価
と
い
う
大
き
な
モ
チ
ー
フ
は
､
以
上
の
五
つ
ほ
ど
の
小
さ
な
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
う
ち
で
､
特
に
時
間
の
モ
チ
ー
フ
は
注
目
に
催
す
る
｡
当
初
､
わ
た
く
し
が
｢
そ
れ
で
も
､
ど
ん
な
も
の
も
厳

正
に
評
価
さ
れ
ま
す
｣
の
一
文
の
意
味
に
蹟
い
た
の
は
､
こ
の
｢
厳
正
な
評
価
｣
が
時
間
を
前
提
と
し
て
い
な
が
ら
､
そ
の
時
間
の
要

素
が
､
動
詞
の
時
制
の
な
か
に
さ
え
示
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
れ
を
意
識
的
明
示
的
に
捉
え
て
は
い

な
か
っ
た
｡
そ
れ
は
図
柄
に
は
な
っ
て
い
な
い
｡
気
を
も
む
作
者
や
軽
薄
な
あ
ら
捜
し
屋
の
生
態
の
背
後
の
地
と
し
て
､
そ
こ
に
あ
る

に
す
ぎ
な
い
｡
し
か
し
､
デ
ィ
ド
ロ
の
精
神
に
は
明
ら
か
に
現
前
し
て
お
り
､
し
か
も
､
全
体
の
議
論
の
な
か
で
は
極
め
て
重
要
な
要

素
と
な
っ
て
い
る
｡
そ
れ
だ
け
に
､
こ
の
よ
う
な
要
素
の
存
在
が
､
か
れ
の
表
現
の
理
解
を
難
し
い
も
の
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
デ

イ
ド
ロ
の
文
章
の
理
解
の
鍵
を
撞
っ
て
い
る
の
は
､
お
そ
ら
く
こ
れ
で
あ
る
｡

≒

『
一
七
六
七
年
の
サ
ロ
ン
』
の
自
筆
稿

(
1
)

-

セ
ズ
ネ
ッ
ク
の
考
察
-
-

『
一
七
六
七
年
の
サ
ロ
ン
』
の
自
筆
稿
は
､
一
九
一
一
年
か
ら
二
四
年
ま
で
の
間
に
､
ロ
ン
ド
ン
に
お
い
て
少
な
く
と
も
六
回
､
オ

ー
ク
シ
ョ
ン
に
か
け
ら
れ
た
｡
そ
れ
は
結
局
ロ
ス
チ
ャ
イ
ル
ド
男
爵
夫
人
の
手
に
渡
り
､
今
度
は
夫
人
が
一
九
六
八
年
に
オ
ー
ク
シ
ョ



ン
に
出
し
て
､
パ
リ
の
国
立
図
書
館
が
こ
れ
を
購
入
し
た
｡
ヴ
ア
ン
ド
ゥ
ー
ル
文
庫
の
自
筆
満
と
は
異
な
る
来
歴
の
も
の
で
､
原
稿
も

美
し
く
保
存
状
態
も
極
め
て
良
好
で
あ
る
｡
こ
の
コ
.
a
.
P
-
裟
筈
の
登
録
番
号
を
も
つ
原
稿
は
､
一
枚
ず
つ
､
二
枚
重
ね
で
中
央
の
原
稿

部
分
が
窓
に
な
っ
て
空
い
て
い
る
袋
状
の
紙
製
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
に
収
め
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
厳
密
に
紙
の
大
き
さ
を
測
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
､
一
枚
目
に
つ
い
て
は
､
ほ
ぼ
､
縦
が
二
一
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
､
横
が
一
六
･
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
｡
用
紙
に
は

縦
横
に
二
本
の
畳
ん
だ
襲
が
つ
い
て
い
る
｡
縦
の
襲
は
､
右
端
か
ら
四
二
一
セ
ン
チ
ほ
ど

(
つ
ま
り
四
分
の
一
く
ら
い
)

の
と
こ
ろ
に

つ
け
ら
れ
て
い
て
､
こ
の
左
側
の
よ
り
大
き
な
ス
ペ
ー
ス
に
テ
ク
ス
ト
が
書
か
れ
､
右
は
余
白
に
な
っ
て
い
て
､
｢
わ
た
し
の
仕
事
法
｣

に
書
か
れ
て
い
た
用
紙
の
使
い
方
と
符
合
す
る
｡
ま
た
､
横
に
走
る
襲
は
､
そ
の
折
り
方
の
山
と
谷
の
状
態
か
ら
み
て
､
明
ら
か
に
縦

の
襲
よ
り
も
あ
と
か
ら
つ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
用
紙
の
使
い
方
に
格
別
関
係
が
あ
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
か
ら
､
保
存
の
際
に
折

ら
れ
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
｡
或
い
は
､
デ
ィ
ド
ロ
自
身
が
つ
け
た
も
の
だ
と
す
れ
ば
､
水
平
線
の
目
印
に
し
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
｡

ま
た
､
デ
ィ
ド
ロ
は
用
紙
の
真
に
も
テ
ク
ス
ト
を
書
い
て
い
る
か
ら
､
真
の
余
白
は
左
側
に
来
る
こ
と
に
な
る
｡

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
版
の
『
サ
ロ
ン
』
の
編
者
J
･
セ
ズ
ネ
ッ
ク
が
こ
の
計
筆
稿
に
つ
い
て
の
論
文
を
発
表
し
た
の
は
､
一
九
六
〇

年
七
月
二
六
日
の
こ
ど
で
､
か
れ
は
所
有
者
よ
り
許
さ
れ
て
た
っ
た
二
日
間
だ
け
､
こ
れ
を
閲
覧
す
る
こ
と
が
で
き
た
､
と
い
う
｡
そ

れ
は
明
ら
か
に
パ
リ
国
立
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
る
前
の
こ
と
で
あ
る
｡
わ
れ
わ
れ
は
先
ず
､
こ
の
セ
ズ
ネ
ッ
ク
の
考
察
を
参
照
す
る
こ

と
に
し
よ
う
｡

セ
ズ
ネ
ッ
ク
は
先
ず
､
矛
盾
し
あ
う
二
つ
の
性
格
を
指
摘
す
る
｡
｢
一
方
に
お
い
て
､
こ
の
度
稿
は
極
め
て
丁
寧
に
書
か
れ
て
い
て
､

読
み
や
す
さ
は
完
壁
で
あ
る
｡
他
方
､
そ
こ
に
は
た
く
さ
ん
の
(
p
-
e
i
コ
d
e
)
書
き
込
み
が
あ
る
｡
文
や
､
時
に
は
パ
ラ
グ
ラ
フ
全
体
が
､

し
ば
し
ば
､
行
間
や
余
白
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
｣
｡
そ
し
て
､
｢
こ
れ
ら
の
加
筆
は
､
こ
れ
が
『
一
七
六
七
年
の
サ
ロ
ン
』
の
草
稿
､

初
塙
で
あ
る
と
､
思
わ
せ
る
か
も
し
れ
な
い
｣
と
続
け
た
上
で
､
こ
れ
を
否
定
す
る
｡
『
文
蛮
通
信
』
に
渡
さ
れ
た
草
稿
に
言
及
し
た
一〓二



一四

七
六
九
年
八
月
二
三
日
の
ソ
フ
ィ
ー
∴
ヴ
オ
ラ
ン
宛
の
手
紙
の
一
節
を
引
用
し
て
､
セ
ズ
ネ
ッ
ク
は
デ
ィ
ド
ロ
の
草
稿
が
極
め
て
読
み

に
く
い
も
の
だ
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
原
稿
と
い
う
よ
り
も
､
そ
れ
を
著
者
自
身
が
コ
ピ
ー
し
た

も
の
で
あ
る
､
と
判
定
す
る
｡
で
は
何
故
､
そ
こ
に
更
な
る
加
筆
が
あ
る
の
か
｡

こ
れ
を
説
明
す
る
た
め
に
､
セ
ズ
ネ
ッ
ク
は
先
ず
｢
わ
た
し
の
仕
事
法
｣
の
な
か
の
｢
二
番
刈
り
｣
に
関
す
る
部
分
を
引
用
し
､
デ

イ
ド
ロ
の
加
筆
の
習
慣
を
指
摘
し
､
更
に
着
想
が
次
の
著
作
に
お
い
て
場
所
を
得
て
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
も
あ
る
､
と
言
う
｡
続
け
て

か
れ
は
『
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
と
の
対
話
』
『
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
夢
』
の
ケ
ー
ス
を
挙
げ
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
は
､
そ
の
原
稿
を
グ
リ
ム
に
渡
し
た

あ
と
で
､
書
き
込
み
た
い
着
想
を
得
た
の
で
､
そ
れ
を
戻
し
て
く
れ
る
よ
う
に
､
一
七
六
九
年
〓
月
二
日
の
手
紙
で
依
頼
し
て
い
る
｡

更
に
セ
ズ
ネ
ッ
ク
は
.
『
一
七
六
七
年
の
サ
ロ
ン
』
の
な
か
の
､
長
大
な
｢
ヴ
エ
ル
ネ
の
散
歩
｣
に
挿
入
さ
れ
た
三
つ
の
断
章
の
ケ
ー
ス

を
取
り
上
げ
る
｡
そ
れ
ぞ
れ
｢
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
の
生
誕
と
こ
の
神
話
の
意
味
､
天
才
と
か
れ
の
日
常
生
活
へ
の
不
適
合
､
通
常
の
言
語
と

個
人
話
法
｣
を
主
題
と
す
る
断
章
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
別
個
に
発
見
さ
れ
た
単
票
に
書
か
れ
た
原
稿
で
､
デ
ィ
ド
ロ
の
自
筆
稿
に
は
挿

入
箇
所
を
示
す
記
号
が
あ
る
だ
け
で
､
テ
ク
ス
ト
は
記
入
さ
れ
て
い
な
い
｡
セ
ズ
ネ
ッ
ク
は
第
三
の
テ
ク
ス
ト
を
特
筆
す
る
が
､
そ
れ

は
､
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
､
一
七
大
八
年
の
も
の
と
推
定
さ
れ
る
デ
ィ
ド
ロ
が
グ
リ
ム
に
宛
て
た
書
翰
と
照
応
し
､
こ
の
手
紙
の
言
葉
が

加
筆
の
仕
方
を
活
写
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
手
紙
の
当
該
箇
所
は
次
の
如
く
で
あ
る
｡

こ
れ
は
､
も
う
一
つ
､
ヴ
ュ
ル
ネ
の
散
歩
の
面
白
い
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
な
る
だ
ろ
う
｡

こ
の
哲
学
的
短
編
が
散
歩
の
な
か
に
入
り
う
る
､
と
君
が
思
う
な
ら
､
そ
う
言
っ
て
く
れ
さ
え
す
れ
ば
よ
い
｡
既
に
そ
の
場
所

は
分
か
っ
て
い
る
｡
わ
た
し
が
神
父
さ
ん
〔
虚
構
の
｢
ヴ
ュ
ル
ネ
の
散
歩
｣
の
な
か
の
デ
ィ
ド
ロ
の
対
話
の
相
手
〕
に
向
か
っ
て
､

わ
た
し
の
表
現
に
観
念
や
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
結
び
つ
け
は
し
な
い
も
の
の
､
か
れ
が
わ
た
し
の
こ
と
を
見
事
に
理
解
し
て
く
れ
た
こ

と
を
明
ら
か
に
す
る
と
こ
ろ
に
､
こ
れ
は
ぴ
っ
た
り
は
ま
る
だ
ろ
う
｡
…
…
君
の
と
こ
ろ
に
立
ち
寄
っ
て
も
い
い
､
そ
う
す
れ
ば



数
分
で
片
が
つ
く
だ
ろ
う
｡

そ
こ
で
､
セ
ズ
ネ
ッ
ク
は
デ
ィ
ド
ロ
の
自
筆
稿
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う
な
推
測
を
行
っ
た
｡
先
ず
､
デ
ィ
ド
ロ
は
､
少
く
と
も
こ
の

著
作
に
つ
い
て
､
自
ら
の
原
稿
を
筆
写
し
て
所
持
し
て
い
た
｡
そ
し
て
､
右
の
よ
う
な
加
筆
を
行
う
た
び
に
､
こ
の
浄
書
さ
れ
た
原
稿

に
そ
れ
を
書
き
加
え
て
い
っ
た
｡
右
に
『
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
夢
』
に
関
し
て
言
及
し
た
一
七
六
九
年
一
一
月
二
日
の
グ
リ
ム
宛
て
の
手

紙
の
な
か
に
､
こ
の
『
サ
ロ
ン
』
に
つ
い
て
も
触
れ
ら
れ
て
い
て
､
二
つ
の
こ
と
を
求
め
て
い
る
｡
第
一
は
｢
六
七
年
の
わ
た
し
の
サ

ロ
ン
の
空
自
部
分
を
埋
め
て
く
れ
る
こ
と
だ
｡
二
つ
目
は
､
こ
の
サ
ロ
ン
の
原
稿
を
貸
し
て
ほ
し
い
､
自
分
の
き
れ
い
な
原
稿
に
あ
る
た

く
さ
ん
の
間
違
い
を
直
し
た
い
の
で
｣
｡
こ
の
｢
き
れ
い
な
原
稿
(
ヨ
○
コ
b
e
a
u
ヨ
a
n
u
S
C
r
i
t
)
｣
が
パ
リ
の
自
筆
稿
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い

な
い
｡
そ
し
て
最
後
に
セ
ズ
ネ
ッ
ク
は
､
こ
の
原
稿
が
誰
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
も
の
か
を
問
い
､
サ
ン
ク
ト
･
ペ
テ
ル
プ
ル
ク
の
美

術
ア
カ
デ
ミ
ー
の
た
め
と
推
測
し
て
い
る
｡
六
八
年
に
デ
ィ
ド
ロ
は
そ
の
会
員
に
推
挙
さ
れ
て
お
り
､
一
七
六
八
年
五
月
の
フ
ァ
ル
コ

ネ
ー
宛
て
の
書
翰
の
な
か
で
､
そ
の
謝
意
を
表
す
た
め
に
サ
ロ
ン
評
を
送
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
が
善
か
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
セ
ズ
ネ
ッ
ク
の
考
察
に
､
何
か
付
け
加
え
る
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
｡
何
も
な
い
｡
た
だ
､
自
ら
手
に
す
る
こ
と
の
で
き
た
デ

イ
ド
ロ
の
こ
の
自
筆
稿
に
即
し
て
､
わ
た
く
し
自
身
の
感
じ
た
こ
と
､
考
え
た
こ
と
を
､
節
を
改
め
て
付
言
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

四
.
≡
七
六
七
年
の
サ
ロ
ン
』
の
自
筆
稿

(
2
)

-

加
筆
の
意
図
-

ま
ず
､
わ
た
く
し
の
当
初
の
着
想
が
､
デ
ィ
ド
ロ
の
テ
ク
ス
ト
の
あ
る
種
の
乱
れ
を
説
明
す
る
可
能
性
と
し
て
､
原
稿
へ
の
後
か
ら

の
加
筆
に
よ
っ
て
論
旨
の
運
び
が
直
線
的
な
も
の
で
な
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
､
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
た
め
か
､
こ
の
自
筆
稿
の
美

一五



一六

し
さ
に
､
感
動
す
る
と
同
時
に
拍
子
抜
け
し
て
し
ま
っ
た
｡
セ
ズ
ネ
ッ
ク
の
受
け
た
印
象
と
は
異
な
り
､
わ
た
く
し
は
加
筆
が
非
常
に

少
な
い
､
と
思
っ
た
｡
わ
た
く
し
は
､
序
論
部
分
だ
け
を
詳
細
に
検
討
し
た
に
す
ぎ
な
い
が
､
そ
の
長
い
序
論
が
､
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
切

れ
目
な
し
に
､
そ
し
て
殆
ど
修
正
ら
し
い
修
正
な
し
に
続
け
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
､
驚
い
た
(
こ
の
と
き
､
わ
た
く
し
は
セ
ズ
ネ

ッ
ク
の
考
察
を
知
ら
な
か
っ
た
)
｡
こ
れ
が
一
種
の
浄
昔
原
稿
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
､
こ
れ
以
前
の
草
稿
に
こ
そ
加
筆
の
証
拠
が
残

さ
れ
て
い
て
､
こ
こ
で
は
最
終
段
階
で
の
加
筆
の
様
子
が
窺
え
る
に
す
ぎ
な
い
｡
し
か
し
､
そ
の
範
囲
で
わ
た
く
し
の
捉
え
た
こ
と

(
つ
ま
り
､
セ
ズ
ネ
ッ
ク
の
考
察
の
裏
付
け
)
を
記
す
な
ら
ば
､
デ
ィ
ド
ロ
の
加
筆
は
大
き
く
見
て
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
け
ら
れ
る
｡

一
つ
は
･
､
テ
ク
ス
ト
を
改
善
す
る
た
め
の
文
法
的
､
文
章
法
的
な
推
敲
で
あ
り
､
も
う
一
つ
は
､
あ
る
モ
チ
ー
フ
､
と
き
に
は
パ
ラ
グ

ラ
フ
の
挿
入
で
あ
る
(
｢
断
章
｣
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
)
｡

デ
ィ
ド
ロ
は
｢
わ
た
し
の
仕
事
法
｣
の
な
か
で
､
｢
滅
多
に
書
き
直
し
は
し
ま
せ
ん
｣
と
言
っ
て
い
た
｡
そ
の
｢
書
き
直
し
r
打
ユ
r
e
｣

と
は
､
テ
ク
ス
ト
の
仝
.
体
を
別
紙
に
書
き
直
す
こ
と
を
指
し
､
推
蔽
の
こ
と
で
は
な
い
｡
事
実
､
｢
仕
事
法
｣
の
後
半
で
は
推
敲
に
言
及

し
て
い
た
｡
そ
し
て
､
短
い
加
筆
は
も
と
よ
り
､
相
当
長
い
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
挿
入
も
.
こ
と
ご
と
く
こ
の
推
敵
に
含
ま
れ
る
｡
つ
ま
り
､

か
れ
は
書
き
っ
ば
な
し
に
し
た
の
で
は
な
く
､
自
ら
の
原
稿
を
何
度
か
読
み
な
お
し
､
達
意
に
不
足
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
を
見
つ

け
て
は
､
そ
こ
に
修
正
を
加
え
た
っ
文
法
的
も
し
く
は
文
体
的
な
､
短
い
語
句
の
修
正
､
挿
入
を
別
と
し
て
､
モ
チ
ー
フ
や
パ
ラ
グ
ラ

フ
の
挿
入
と
見
ら
れ
る
三
つ
の
事
例
を
取
り
上
げ
て
､
そ
の
性
質
を
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
､
γ
｡
『
一
七
六
七
年
の
サ
ロ
ン
』
の
序
論
の

主
題
は
､
理
想
的
(
も
し
く
は
観
念
的
/
イ
デ
ア
的
)

モ
デ
ル
の
問
題
だ
が
､
問
題
の
三
つ
の
事
例
は
す
べ
て
､
プ
ラ
ト
ン
が
引
き
合

い
に
出
さ
れ
た
以
後
の
部
分
に
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡

一
全
集
本
六
四
ペ
ー
ジ
､
一
五
～
一
人
行
目
｡
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
と
そ
の
コ
ピ
ー
で
あ
る
自
然
の
事
物
､
更
に
そ
の
コ
ピ
ー
で
あ

る
模
像
､
と
い
う
三
層
の
存
在
と
､
そ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
二
つ
の
ミ
ー
メ
ー
シ
ス
の
関
係
に
関
す
る
議
論
を
呈
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で



あ
る
｡
想
定
さ
れ
た
会
話
の
相
手
で
あ
る
画
家
に
対
し
て
､
デ
ィ
ド
ロ
は
言
う
｡
｢
君
は
そ
こ
〔
画
い
て
い
る
肖
像
画
〕
に
画
き
加
え

た
り
､
消
し
た
り
し
た
｡
そ
う
し
な
け
れ
ば
､
君
の
画
い
た
の
は
､
第
一
の
像
(
i
ヨ
a
g
e
)
､
真
実
在
(
-
a
v
賢
邑
の
コ
ピ
ー
で
は
な

く
､
肖
像
も
し
く
は
コ
ピ
ー
の
コ
ピ
ー
扇
ヨ
d
q
て
3
0
の
}
○
身
d
首
①
M
ぎ
号
あ
り
､
君
は
第
三
位
の
も
の
に
し
か
す
ぎ
な
い
こ
と
に

な
っ
た
ろ
う
｣
｡
こ
こ
に
続
け
て
､
か
れ
は
そ
の
理
由
の
説
明
の
文
を
挿
入
し
た
｡
た
だ
し
､
そ
こ
に
は
加
筆
す
る
際
の
書
き
間
違
え
､

も
し
く
は
そ
の
加
筆
部
分
を
転
写
す
る
際
の
間
違
い
が
あ
る
の
だ
が
､
.
こ
こ
は
テ
ク
ス
ト
･
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
の
場
所
で
は
な
い
｡
そ

こ
で
､
テ
ク
ス
ト
を
修
正
し
た
う
え
で
､
デ
ィ
ド
ロ
が
書
く
は
ず
だ
っ
た
文
を
日
本
語
で
表
現
し
て
み
る
な
ら
ば
､
次
の
よ
う
に
な

ろ
う
｡
｢
と
い
う
の
も
､
真
実
在
と
君
の
作
品
の
間
に
は
､
現
実
の
個
物
が
あ
る
か
ら
だ
｡
す
な
わ
ち
､
原
型
､
そ
の
現
存
す
る
ま
ぼ

ろ
し
､
そ
れ
を
君
が
モ
デ
ル
と
し
て
い
る
わ
け
だ
が
､
そ
し
て
こ
の
定
か
な
ら
ぬ
影
､
こ
の
ま
ぼ
ろ
し
の
､
君
の
作
っ
て
い
る
コ
ピ

ー
が
あ
る
､
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｣
｡

プ
ラ
ト
ン
の
存
在
論
に
つ
い
て
多
少
の
知
識
の
あ
る
読
者
な
ら
ば
､
デ
ィ
ド
ロ
が
何
故
こ
こ
に
わ
ざ
わ
ざ
こ
の
説
明
を
挿
入
し
た

の
か
分
か
ら
な
い
､
と
い
う
こ
と
も
あ
ろ
う
｡
あ
る
い
は
む
し
ろ
､
直
前
の
｢
そ
う
し
な
け
れ
ば
…
…
｣
と
い
う
部
分
の
方
が
理
解

し
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
｡
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
､
デ
ィ
ド
ロ
が
何
故
こ
こ
に
理
由
の
節
を
挿
入
し
た
か
､
と
い
う
こ
と
だ
け
が
問

題
で
､
こ
こ
の
所
説
全
体
を
主
題
に
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
が
､
デ
ィ
ド
ロ
の
美
学
(
特
に
､
一
七
大
七
年
以
後
の
)
の
最

も
重
要
な
論
点
の
一
つ
な
の
で
､
簡
単
に
論
じ
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
｡

デ
ィ
ド
ロ
の
問
題
意
識
の
端
緒
は
｢
美
し
い
自
然
の
模
倣
｣
と
い
う
フ
ェ
リ
ビ
ア
ン
=
バ
ト
ウ
の
概
念
に
あ
る
が
､
こ
れ
は
『
百

科
全
量
の
項
目
｢
美
｣
に
お
い
て
も
議
論
さ
れ
て
い
た
も
.
の
で
､
か
れ
の
美
学
の
主
要
モ
チ
ー
フ
の
一
つ
で
あ
る
｡
｢
美
｣
に
お

い
て
は
､
こ
の
概
念
が
曖
昧
で
､
｢
美
し
い
自
然
｣
と
は
何
な
の
か
説
明
さ
れ
て
い
な
い
､
と
い
う
こ
と
に
批
判
の
焦
点
が
あ
っ
た
が
､

わ
れ
わ
れ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
は
明
確
に
､
そ
れ
が
目
の
前
に
見
､
㌃
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
ぐ
､
i
d
堅
(
理
念
的
､
観
念
的
､
理

想
的
)
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
主
張
の
裏
付
け
と
し
て
プ
ラ
ト
ン
が
援
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

一七



一八

る
｡
こ
こ
で
直
ち
に
､
デ
ィ
ド
ロ
の
関
心
事
と
プ
ラ
ト
ン
の
存
在
論
と
の
間
に
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
の
を
認
識
し
て
お
く
こ
と
が
重
要

で
あ
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
に
と
っ
て
､
｢
美
し
い
自
然
の
模
倣
｣
と
言
い
う
る
の
は
､
単
な
る
写
実
的
模
倣
で
は
な
く
､
言
わ
ば
｢
イ
デ
ア

の
模
倣
｣
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
つ
ま
り
､
画
家
の
目
が
､
目
前
の
モ
デ
ル
の
上
に
止
ま
っ
て
い
る
か
､
そ
れ
と
も
そ
れ
を
突
き

抜
け
て
､
そ
の
｢
原
型
｣
で
あ
る
イ
デ
ア
に
届
い
て
い
る
か
ど
う
か
､
と
い
う
違
い
が
問
題
な
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
プ
ラ
ト
ン

に
あ
っ
て
は
存
在
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
違
い
が
問
題
な
の
で
､
絵
画
は
常
に
第
三
位
の
も
の
で
あ
っ
て
､
イ
デ
ア
を
直
接
模
倣
し
た
絵

画
と
い
ナ
よ
う
な
も
の
は
あ
り
え
な
い
｡
わ
れ
わ
れ
の
問
題
箇
所
に
反
映
し
て
い
る
の
も
､
こ
の
ギ
ャ
ッ
プ
で
あ
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
は
､

｢
画
き
加
え
た
り
､
消
し
た
り
｣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
｢
真
実
在
の
コ
ピ
ー
｣
に
か
り
う
る
､
と
理
解
し
て
い
る
｡
こ
の
｢
少
し
多

い
か
少
な
い
か
p
O
C
O
p
i
…
O
C
O
ヨ
e
n
O
｣
を
､
わ
れ
わ
れ
は
写
実
性
の
効
果
の
問
題
と
考
え
る
か
し
か
し
､
デ
ィ
ド
ロ
は
そ
う
考
え

て
は
い
な
か
っ
た
｡
か
れ
に
と
っ
て
､
細
部
の
こ
の
手
直
し
は
､
目
前
の
個
的
モ
デ
ル
に
似
せ
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
､
｢
理
念
的

モ
デ
ル
｣
に
即
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
､
対
象
を
い
か
に
も
そ
の
も
の
ら
し
く
仕
上
げ
る
た
め
の
も
の
と
見
な
さ
れ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
｡
イ
デ
ア
と
は
こ
の
｢
そ
の
も
の
ら
し
さ
｣
の
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
議
論
の
想
定
さ
れ
た
読
者
に
と
っ
て
､
理
解
の
難
し
い
点
は
､
迫
真
性
を
狙
う
絵
画
の
モ
デ
ル
が
､
目
に
見
え
る
個
的
対
象

で
は
な
く
､
｢
イ
デ
ア
的
｣
な
も
の
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
の
考
え
に
よ
れ
ば
､
い
か
に
も
本
物
ら
し
い
絵
ほ
ど
､

そ
の
モ
デ
ル
は
現
実
の
村
象
で
は
な
く
√
デ
ア
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
毛
.
つ
ま
り
､
写
実
性
は
観
念
性
で
あ
町
､
普
通
の
ひ
と
に
は

一
つ
の
も
の
と
見
え
る
と
こ
ろ
に
､
実
は
二
つ
の
も
の
が
あ
る
､
と
い
う
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
に
､
デ
ィ
ド
ロ
の
努
力
は
注
が
れ

た
｡
そ
こ
で
､
こ
の
よ
う
な
読
者
を
相
是
し
て
書
い
て
い
る
か
れ
が
､
問
題
の
箇
所
を
読
み
な
お
し
た
と
き
､
そ
こ
に
或
る
難
解
さ
を

み
と
め
､
プ
ラ
ト
ン
の
存
在
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
想
起
さ
せ
る
こ
と
が
､
適
切
な
補
足
説
明
に
な
る
､
と
考
え
た
も
の
と
思
わ
れ

る
｡
こ
れ
が
､
右
の
文
の
挿
入
の
理
由
で
あ
る
｡
こ
の
挿
入
部
分
は
､
独
立
し
た
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
構
成
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
､

あ
く
ま
で
､
或
る
部
分
の
説
明
の
た
め
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
｡
し
か
し
､
ひ
と
ま
と
ま
り
の
思
相
首
語
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
､
そ



れ
を
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
の
挿
入
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
よ
う
｡
単
な
る
文
法
的
文
体
的
な
推
敵
を
超
え
る
性
格
の
も
の
で
あ
る
｡

二
全
集
本
､
六
大
ペ
ー
ジ
一
六
行
目
～
六
七
ペ
ー
ジ
一
一
行
目
｡
こ
の
部
分
は
､
挿
入
さ
れ
た
文
も
長
く
､
ま
た
そ
の
結
果
と
し
て
､

議
論
の
流
れ
も
不
明
瞭
に
な
っ
て
い
る
｡
議
論
は
一
で
取
り
上
げ
た
部
分
の
直
接
の
延
長
上
に
あ
り
､
主
題
は
や
は
り
真
の
モ
デ
ル
､

も
し
く
は
第
一
の
モ
デ
ル
が
ど
こ
に
あ
る
か
で
あ
る
｡
こ
の
主
題
を
こ
こ
で
デ
ィ
ド
ロ
は
､
生
体
が
｢
仕
事
(
才
n
c
t
i
O
コ
S
)

や
情
念
｣

(
p
.
訟
)
に
よ
っ
て
､
全
体
も
部
分
も
影
響
を
被
る
と
い
う
､
『
絵
画
論
』
第
一
章
(
デ
ッ
サ
ン
論
)
や
第
四
章
(
表
情
論
)
に
お
い

て
展
開
さ
れ
て
い
る
モ
チ
ー
フ
と
結
び
付
け
る
｡
画
家
が
描
く
の
は
､
つ
ま
り
現
実
に
存
在
す
る
個
体
は
､
そ
の
よ
う
な
変
化

(
a
-
一
打
a
t
i
O
コ
)
の
相
で
あ
る
｡
｢
第
一
の
モ
デ
ル
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
｣
(
p
.
霊
)
こ
れ
が
こ
の
部
分
に
お
け
る
出
発
点
を
な
す
問
い
で

あ
る
｡
そ
れ
に
対
す
る
到
達
点
は
､
｢
だ
か
ら
､
こ
の
モ
デ
ル
が
純
粋
に
観
念
的
な
も
の
で
あ
り
､
何
ら
か
の
自
然
の
個
的
な
イ
マ
ー

ジ
ュ
か
ら
直
接
借
り
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
､
と
い
う
こ
と
を
認
め
た
ま
え
｣
(
p
.
S
)
と
い
う
こ
と
に
あ
る
｡
つ
ま
り
､
出
発
点
が

問
い
な
ら
ば
､
到
達
点
は
答
え
で
あ
る
｡
こ
の
中
間
は
､
具
体
的
事
例
の
呈
示
に
宛
て
ら
れ
て
い
る
｡
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
､
こ

の
中
間
部
分
が
問
題
と
な
る
｡
こ
の
中
間
部
分
は
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
｡
二
つ
の
具
体
例
に
続
い
て
､
｢
第
一
の
モ
デ
ル
｣
を
実
在
す

る
個
体
の
な
か
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
､
と
い
う
断
定
が
下
さ
れ
､
到
達
点
の
答
え
に
到
る
､
と
い
う
構
成
で
あ
る
｡
浄
書
原

稿
に
お
け
る
挿
入
部
分
は
､
こ
の
中
間
部
の
な
か
の
二
つ
目
の
実
例
部
分
に
相
当
す
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
､
そ
れ
以
前
に
書
か
れ
て

い
た
具
体
例
に
村
し
て
､
更
に
補
足
を
加
え
た
の
が
､
挿
入
部
分
で
あ
る
｡

ま
ず
､
こ
の
挿
入
が
な
さ
れ
る
前
の
形
で
議
論
を
検
討
し
よ
う
｡
こ
の
中
間
部
分
の
最
初
に
､
｢
ち
ょ
つ
と
猶
予
を
く
れ
た
ま
え
､

そ
の
あ
と
で
多
分
こ
こ
へ
戻
っ
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
｣
と
断
っ
て
い
る
か
ら
､
議
論
が
や
や
回
り
道
に
な
る
と
い
う
自
覚
を
デ
ィ
ド

ロ
は
も
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
断
り
書
き
に
続
け
て
デ
ィ
ド
ロ
が
指
摘
し
て
い
る
こ
と
は
､
二
点
に
わ
た
る
｡
第
一
は
胎
生

の
プ
ロ
セ
ス
に
関
わ
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
は
､
ま
ず
動
物
の
内
部
が
柔
ら
か
く
､
外
部
が
固
い
と
い
う
組
織
の
分
布
を
､
次
い
で
､
形
成

一九



二〇

作
用
が
内
か
ら
外
へ
と
及
ぶ
と
い
う
方
向
性
を
､
.
そ
し
て
最
後
に
こ
の
｢
影
響
i
コ
ぎ
e
コ
C
e
｣
が
局
部
的
で
は
な
く
全
面
的
で
あ
る
こ

と
を
､
指
摘
し
て
い
る
｡
こ
の
短
い
指
摘
が
､
デ
ィ
ド
ロ
の
生
物
学
的
､
生
理
学
的
思
想
の
全
体
と
ど
の
よ
う
に
照
応
し
て
い
る
か

を
突
き
止
め
る
こ
と
は
､
わ
た
く
し
の
手
に
余
る
｡
し
か
し
､
個
々
の
モ
チ
ー
フ
が
『
絵
画
論
』
第
一
章
や
『
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
夢
』

三
部
作
､
或
い
は
『
生
理
学
綱
領
』
な
ど
と
照
応
し
て
い
る
ほ
か
､
そ
れ
自
体
と
し
て
こ
の
指
摘
は
整
合
的
で
も
あ
る
｡
組
織
の
柔
ら

か
い
こ
と
が
自
然
の
生
産
性
の
徴
で
あ
る
な
ら
ば
､
そ
れ
は
内
部
に
あ
っ
て
外
に
向
か
っ
て
展
開
し
て
ゆ
く
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡

そ
れ
が
外
に
あ
っ
て
内
に
向
か
う
の
で
あ
れ
ば
､
中
心
に
達
し
た
と
こ
ろ
で
､
じ
き
に
発
展
は
止
ん
で
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
｡
続
い
て
指

摘
の
第
二
点
は
､
｢
こ
れ
ほ
ど
複
雑
な
機
械
亡
の
｢
形
成
､
発
展
､
成
長
｣
に
介
在
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
原
因
が
､
｢
日
常
的
な
仕
事
ぎ
a
O
房

j
O
u
ヨ
a
-
i
3
.
S
e
t
h
a
b
i
t
u
e
〓
e
s
｣
と
不
可
分
で
あ
る
と
い
､
ケ
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
も
ま
た
､
『
絵
画
垂
第
一
章
に
見
ら
れ
る
議
論
で
あ
る
｡

さ
て
､
挿
入
が
な
さ
れ
る
以
前
の
テ
ク
ス
ト
で
は
､
こ
の
二
点
の
指
摘
に
続
け
て
､
｢
一
体
と
し
て
存
在
す
る
い
か
な
る
動
物
u
コ

a
コ
i
ヨ
a
】
e
三
i
e
r
s
u
b
s
i
s
t
a
三
｣
も
そ
の
部
分
も
､
｢
第
一
の
モ
デ
ル
｣
と
は
な
り
え
な
い
､
と
い
う
結
論
が
呈
示
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
議

論
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
確
か
に
分
か
り
に
く
い
｡
前
段
の
具
体
的
な
構
造
の
指
摘
が
､
な
ぜ
､
こ
の
結
論
に
結

び
つ
く
の
か
を
､
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
結
論
が
語
っ
て
い
る
の
は
､
い
か
な
る
現
実
の
個
体
も
｢
第
一
の
モ
デ
ル
｣
と

は
な
り
え
な
い
と
い
う
こ
と
だ
が
､
確
か
に
前
段
で
は
個
体
の
形
成
と
構
造
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
｡
そ
の
形
成
と
構
造
に
関
し
て
強

調
さ
れ
て
い
る
の
は
､
偶
然
的
な
要
因
の
影
響
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
そ
う
だ
と
す
れ
ば
､
｢
第
一
の
モ
デ
ル
｣
は
変
化
し
な
い

し
､
個
体
差
を
も
た
な
い
も
の
､
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
議
論
の
筋
は
通
る
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
問
題
は
､
右
に
紹
介
し
た

前
段
の
議
論
が
､
土
の
論
点
を
明
示
し
て
い
る
か
ど
う
か
､
と
い
う
点
で
あ
る
｡
右
の
議
論
の
う
ち
第
一
の
胎
生
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

説
明
は
､
個
体
発
生
の
仕
組
み
を
論
じ
て
い
る
だ
け
で
､
個
体
的
な
偏
差
の
出
現
を
説
明
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
個
体
差
が
な
け
れ

ば
､
個
体
を
｢
第
一
の
モ
デ
ル
｣
と
す
る
こ
と
に
問
題
は
生
じ
な
い
｡
と
い
う
よ
り
も
､
｢
第
一
の
モ
デ
ル
｣
と
個
々
の
具
体
的
な
モ

デ
ル
と
の
間
の
差
異
は
解
消
し
て
し
ま
う
｡
･
従
っ
て
､
現
実
の
個
体
を
第
一
の
モ
デ
ル
に
な
し
え
な
い
理
由
は
､
｢
日
常
的
な
仕
事
｣



の
影
響
と
そ
こ
か
ら
生
ず
る
個
体
差
(
第
二
の
論
点
)
に
あ
る
､
と
考
え
ら
れ
る
｡

確
か
に
こ
の
論
理
的
連
関
は
捉
え
や
す
く
な
い
｡
デ
ィ
ド
ロ
も
そ
う
考
え
て
､
浄
書
原
稿
に
加
筆
し
た
｡
そ
の
加
筆
は
､
三
つ
の

文
に
よ
っ
て
､
三
つ
の
事
柄
を
語
っ
て
い
る
｡
第
一
は
､
以
上
の
(
右
に
わ
れ
わ
れ
が
〈
前
段
の
》
と
呼
ん
だ
)
議
論
が
分
か
ら
な

い
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
解
剖
学
や
生
理
学
､
更
に
自
然
の
原
理
に
つ
い
て
の
理
解
が
足
り
な
い
か
ら
だ
､
と
い
う
主
張
で
､
問
題
を

分
か
り
や
す
く
示
す
こ
と
の
で
き
な
い
デ
ィ
ド
ロ
の
焦
燥
感
を
伝
え
は
す
る
が
､
事
柄
の
理
解
に
資
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
従
っ
て
､

残
り
の
二
つ
の
事
柄
が
問
題
と
な
る
｡
そ
の
第
一
は
､
も
っ
て
ま
わ
っ
た
表
現
を
し
て
い
る
が
､
つ
ま
る
と
こ
ろ
､
ひ
と
の
顔
に
つ

い
て
､
完
全
に
左
右
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
で
あ
る
よ
う
な
ひ
と
は
い
な
い
､
と
い
う
趣
旨
と
思
わ
れ
る
｡
第
二
は
美
術
学
校
の
｢
カ
リ

カ
チ
ュ
ー
ル
｣
(
生
徒
同
士
で
､
一
人
の
仲
間
を
モ
デ
ル
と
し
､
ポ
ー
ズ
を
つ
け
､
白
の
布
を
ま
と
わ
せ
て
ス
ケ
ッ
チ
を
す
る
こ
と
､

と
い
う
内
容
の
注
を
デ
ィ
ド
ロ
自
身
が
つ
け
て
い
る
)
に
お
い
て
､
ヴ
ュ
ル
ネ
が
､
そ
の
ひ
だ
の
感
じ
が
ど
ん
な
に
美
し
く
と
も
二

度
と
同
じ
に
は
な
ら
な
い
､
と
発
言
し
た
こ
と
を
紹
介
し
て
い
る
｡
こ
の
三
つ
の
文
の
加
筆
に
よ
っ
て
､
議
論
は
理
解
し
や
す
く
な

っ
た
､
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
｡
も
の
を
知
ら
な
い
か
ら
だ
と
お
ど
か
さ
れ
た
う
え
に
､
全
く
性
質
の
違
う
話
を
持
ち
出
さ
れ
､
一

層
困
惑
の
度
が
深
ま
る
可
能
性
の
方
が
高
い
か
も
し
れ
な
い
｡
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
､
議
論
の
焦
点
を
予
め
確
認
し
た
(
或
い
は
想

定
し
た
)
う
え
で
こ
の
加
筆
部
分
を
読
む
と
､
テ
ィ
ド
ロ
の
意
図
を
そ
れ
な
り
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
第
一
点
は
､
絵
画
に

お
い
て
ひ
と
の
顔
は
シ
ン
メ
ト
リ
カ
ル
に
描
か
れ
て
い
る
が
､
そ
の
よ
う
な
ひ
と
は
現
実
に
は
い
な
い
､
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
し
､

ヴ
.
エ
ル
ネ
の
言
葉
も
ま
た
､
現
象
が
一
つ
の
す
が
た
を
し
て
い
る
の
で
は
な
く
､
多
様
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
も

の
と
し
て
､
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
こ
の
解
釈
が
､
む
し
ろ
加
筆
以
前
の
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
を
基
に

し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
ば
､
加
筆
部
分
が
論
旨
を
明
瞭
に
す
る
の
に
資
し
て
い
る
と
は
言
い
に
く
い
｡
そ
の
こ
と
を
含
め
て
､

こ
れ
は
デ
ィ
ド
ロ
の
テ
ク
ス
ト
が
加
筆
に
よ
っ
て
却
っ
て
難
解
に
な
っ
た
事
例
を
示
す
も
の
､
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
｡

三
.
全
集
本
､
七
五
ペ
ー
ジ
三
行
目
～
七
六
ペ
ー
ジ
二
行
目
｡
イ
ギ
リ
ス
の
俳
優
ガ
ー
リ
ッ
ク
の
言
葉
を
紹
介
し
た
長
い
挿
入
｡
｢
感
ず

ニ
ー



二二

る
｣
こ
と
を
斥
け
た
ガ
ー
リ
ッ
ク
の
話
題
は
､
同
じ
く
｢
理
想
的
/
観
念
的
モ
デ
ル
｣

の
説
を
展
開
し
た
代
表
的
な
著
作
で
あ
る

『
逆
説
俳
優
に
つ
い
て
』
で
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
阜
の
内
容
の
詳
細
に
立
ち
入
る
必
要
は
あ
る
ま
い
｡
た
だ
一
点
､

｢
モ
デ
ル
と
す
べ
き
空
想
上
の
モ
デ
ル
ー
一
芸
I

e
i
ヨ
a
g
i
コ
a
i
r
e
｣
と
い
う
言
い
方
に
注
目
し
て
お
こ
う
｡
通
例
｢
理
想
的
モ
デ
ル
｣
と
訳

さ
れ
る
i
d
堅
の
語
が
､
実
は
｢
観
念
的
｣
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
､
こ
の
表
現
は
裏
付
け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

こ
の
挿
入
に
よ
っ
て
作
り
直
さ
れ
た
論
旨
の
流
れ
を
確
認
し
て
お
こ
う
｡
こ
の
挿
入
部
分
の
あ
と
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
､
一
七
六
七

年
の
サ
ロ
ン
展
の
批
評
に
入
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
で
あ
り
､
.
そ
の
冒
頭
部
分
で
も
あ
る
｡
従
っ
て
､
そ
の
直
前
の
部
分
は
｢
観
念
的
モ

デ
ル
｣
に
関
す
る
長
い
議
篇
の
し
め
く
く
り
で
あ
り
､
こ
こ
に
あ
る
の
は
､
序
論
と
本
文
を
分
け
る
よ
う
な
大
き
な
区
切
り
で
あ
る
｡

言
い
換
え
れ
ば
､
し
め
く
く
り
の
言
葉
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
､
続
き
の
議
論
を
挿
入
し
た
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
は
､
そ
う
簡
単
な
操

作
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
の
｢
し
め
く
く
り
｣
部
分
の
主
要
な
話
題
は
､
蛮
術
に
お
け
る
ギ
リ
シ
ア
の
卓
越
性
で
あ
る
｡

ギ
リ
シ
ア
人
た
ち
は
｢
観
念
的
モ
デ
ル
｣
に
従
っ
て
制
作
し
た
が
､
そ
の
あ
と
に
や
っ
て
き
た
他
の
民
族
た
ち
は
､
ギ
リ
シ
ア
人
た

ち
の
傑
作
を
モ
デ
ル
と
し
て
模
倣
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
､
か
れ
ら
の
域
に
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
｡
そ
こ
で
デ
ィ
ド
ロ

は
､
ギ
リ
シ
ア
と
い
う
モ
デ
ル
を
捨
て
る
こ
と
が
､
す
ぐ
れ
た
作
品
を
生
み
出
す
た
め
の
前
提
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
す
る
｡
こ
の
ヴ

イ
ン
ケ
ル
マ
ン
的
な
問
題
圏
か
ら
､
著
者
は
突
然
､
《
自
然
は
飛
躍
し
な
い
》
と
い
う
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
テ
ー
ゼ
ヘ
と
移
行
す
る
｡

そ
の
趣
旨
は
必
ず
し
も
分
か
り
や
す
く
な
い
｡
そ
こ
で
､
こ
の
テ
ー
ゼ
の
あ
と
に
デ
ィ
ド
ロ
が
そ
こ
か
ら
引
き
出
し
た
二
つ
の
帰
結

が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
､
そ
れ
を
参
照
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡
念
の
た
め
に
繰
り
返
す
が
､
そ
れ
は
､
挿
入
以
前
に
お
い
て
､
序
論

の
議
論
の
末
尾
に
置
か
れ
た
し
め
く
く
り
の
言
葉
で
あ
っ
た
｡
そ
れ
は
次
の
如
く
で
あ
る
｡

わ
た
し
が
口
を
挟
む
ま
で
も
な
く
､
君
は
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
帰
結
を
引
き
出
す
こ
と
だ
ろ
う
｡
そ
れ
が
何
で
あ
れ
､
美
術
が

同
一
の
民
族
の
も
と
で
は
､
い
く
つ
も
の
盛
り
の
時
代
を
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
､
と
い
う
こ
と
は
､
す
べ
て
の
時
代
､
す
べ
て



の
民
族
の
経
験
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
ら
の
諸
原
理
は
雄
弁
､
詩
､
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
言
語
に

も
等
し
く
あ
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
る

(
｣
†
｣
u
)
｡

こ
の
最
初
の
方
の
文
は
､
お
そ
ら
く
､
ギ
リ
シ
ア
の
盛
り
の
時
代
は
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
こ
と
､
そ
し
て
フ
ラ
ン
ス
の
そ
れ
は
こ
れ
か

ら
や
っ
て
く
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
を
､
示
唆
し
て
い
る
｡
で
は
､
こ
の
歴
史
観
と
､
そ
の
も
と
に
あ
る
は
ず
の
〈
自
然
は
飛
躍
し

な
い
〉
と
い
う
テ
ー
ゼ
と
は
､
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
お
そ
ら
く
は
､
歴
史
の
流
れ
が
不
可
逆
的
で
あ
る
こ
と
(
ギ

リ
シ
ア
に
つ
い
て
)
､
そ
し
て
長
い
努
力
と
研
鋳
に
よ
っ
て
し
か
｢
盛
り
の
時
代
｣
を
実
現
で
き
な
い
こ
と
(
フ
ラ
ン
ス
に
つ
い
て
)
を
､

考
え
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
｡
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
､
こ
れ
は
サ
ロ
ン
評
へ
の
自
然
な
導
入
と
な
る
｡

そ
う
な
る
と
､
二
つ
目
の
文
の
居
心
地
が
悪
い
も
の
と
な
る
｡
ど
の
よ
う
に
解
す
る
に
せ
よ
､
そ
れ
は
理
論
の
射
程
の
広
い
こ
と
を

付
言
し
た
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
｡
ま
た
､
構
文
の
上
で
も
､
こ
の
文
は
曖
昧
さ
の
印
象
を
免
れ
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
そ
れ
は

=
c
･
e
s
t
q
亡
e
C
e
S
p
r
i
コ
C
i
p
e
s
s
･
許
コ
d
e
コ
t
…
=
と
い
う
構
文
だ
が
､
こ
の
=
c
.
e
s
t
q
u
e
=
の
意
味
が
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
可
能
性
と

し
て
は
､
前
文
の
理
由
を
表
わ
す
こ
と
が
あ
り
う
る
｡
し
か
し
､
前
文
は
《
自
然
は
飛
躍
し
な
い
〉
こ
と
に
基
づ
く
指
摘
で
あ
る
の
に

対
し
て
､
こ
こ
で
い
う
｢
諸
原
理
｣
は
､
《
自
然
は
飛
躍
し
な
い
〉
を
含
め
て
も
よ
い
が
､
何
よ
り
も
｢
観
念
的
モ
デ
ル
｣
の
説
を
指

し
て
い
る
､
と
考
え
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
｡
つ
ま
り
､
こ
の
二
つ
の
文
は
主
題
が
ず
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
異
本
は
=
U
コ
e

a
u
t
r
e
c
O
コ
S
茸
∈
e
コ
C
e
一
C
･
e
s
t
q
u
e
…
=
(
｢
も
う
一
つ
の
帰
結
は
､
～
で
あ
る
｣
)
と
加
筆
し
て
い
る
｡
こ
れ
も
端
的
に
無
理
な
感
じ
が
す
る
｡

何
故
な
ら
､
｢
こ
れ
ら
の
諸
原
理
｣
が
雄
弁
や
詩
に
も
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
は
､
〈
自
然
は
飛
躍
し
な
い
〉
と
い
う
こ
と
か
ら
引
き
出

さ
れ
る
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
こ
の
第
二
文
は
邪
魔
な
も
の
な
の
だ
が
､
ガ
ー
リ
ッ
ク
の
話
題
を
挿
入
し
た
と
き
､
こ
う
の
文
は
既
に
善
か
れ
て
い

た
｡
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡
わ
た
く
し
の
推
測
は
次
の
通
り
で
あ
る
｡

-

初
案
に
お
い
て
は
､
ガ
ー
リ
ッ
ク
の
節

二三



二四

は
も
と
よ
り
､
右
の
第
二
文
も
な
か
っ
た
｡
そ
し
て
､
ギ
リ
シ
ア
の
過
去
性
と
フ
ラ
ン
ス
の
未
来
性
を
暗
示
し
た
文
か
ら
､
直
接
､
サ

ロ
ン
評
の
本
文
に
つ
な
が
っ
て
い
た
｡
議
論
の
自
然
な
流
れ
と
し
て
は
､
こ
の
か
た
ち
が
最
も
優
れ
て
い
る
｡
次
に
デ
ィ
ド
ロ
は
､
推

敲
の
或
る
段
階
で
､
｢
観
念
的
モ
デ
ル
｣
説
の
普
遍
的
な
射
程
に
つ
い
て
付
言
し
て
お
き
た
い
と
考
え
､
第
二
文
を
挿
入
し
た
｡
演
劇
論

の
な
か
で
か
ね
て
考
え
て
い
た
思
想
で
あ
る
か
ら
､
こ
の
よ
う
な
普
遍
性
の
主
張
は
決
し
て
不
自
然
で
は
な
い
｡
ま
た
､
そ
れ
を
書
き

込
む
場
所
と
し
て
も
､
こ
こ
は
長
い
議
論
の
末
尾
で
あ
る
か
ら
､
最
も
適
切
な
も
の
と
判
断
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
｡
し
か
し
､
直

前
の
発
言
(
ギ
リ
シ
ア
の
過
去
性
と
フ
ラ
ン
ス
の
未
来
性
)
と
の
関
係
づ
け
が
う
ま
く
い
か
ず
､
並
記
す
る
か
た
ち
で
=
c
一
e
s
t
q
u
e
=
の
唆

味
な
構
文
を
と
っ
た
｡
当
初
デ
ィ
ド
ロ
は
､
た
だ
こ
の
よ
う
に
付
言
す
る
だ
け
で
よ
い
､
と
考
え
て
い
た
｡
し
か
し
､
こ
の
浄
書
原
稿

を
更
に
推
敲
す
る
際
に
､
ガ
ー
リ
ッ
ク
の
言
葉
を
借
り
て
､
い
さ
さ
か
そ
の
主
張
に
裏
付
け
を
与
え
よ
う
と
し
た
.
｡

ガ
ー
リ
ッ
ク
の
言
葉
の
部
分
は
､
そ
れ
自
体
ま
と
ま
っ
て
い
て
､
前
後
の
文
脈
か
ら
も
独
立
し
て
い
る
の
で
､
紛
ら
わ
し
さ
は
ま
っ
た
く
な

い
｡
し
か
し
､
一
度
終
わ
っ
た
議
論
が
小
さ
く
蒸
し
返
さ
れ
る
よ
う
な
不
自
然
さ
や
､
右
の
｢
第
二
文
｣
が
さ
ら
に
一
層
唐
突
な
も
の
と
な
っ

た
よ
う
な
､
好
ま
し
か
ら
ざ
る
影
響
を
伴
つ
て
い
る
｡
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
､
挿
入
に
伴
っ
問
題
の
一
端
を
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
｡

五
.
｢
テ
レ
ン
チ
ウ
ス
論
｣
の
場
合

小
論
な
が
ら
､
《
真
面
目
な
ジ
ャ
ン
ル
〉
に
示
さ
れ
た
デ
ィ
ド
ロ
の
演
劇
観
の
古
典
的
な
モ
デ
ル
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
､
重
要
な

テ
ク
ス
ト
で
あ
る
｡
ま
た
そ
の
自
筆
稿
は
､
デ
ィ
ド
ロ
の
推
敵
過
程
を
考
え
る
う
え
で
､
『
一
七
六
七
年
の
サ
ロ
ン
』
以
上
に
わ
れ
わ
れ

の
関
心
を
そ
そ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
原
稿
と
し
て
｢
き
た
な
い
｣
･
か
ら
で
あ
る
｡
全
十
一
ペ
ー
ジ
よ
り
な
る
こ
の
原
稿
は
､
一
枚
目
で

言
う
と
､
約
-
∞
N
X
N
缶
ヨ
∋
の
用
紙
の
右
側
u
?
u
ぎ
ヨ
ほ
ど
の
余
白
を
取
り
､
そ
こ
を
充
分
に
活
用
し
て
加
筆
を
行
っ
て
い
る
｡
こ
.
の

論
考
は
､
一
七
六
五
年
七
月
一
五
日
号
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
文
蛮
雑
誌
G
a
N
e
ぎ
e
≡
t
ニ
a
i
r
e
d
e
r
E
u
r
O
p
e
』
に
公
刊
さ
れ
た
も
の
だ
が
､



ウ
ィ
ー
ン
の
国
立
図
書
館
(
O
e
s
t
e
ヨ
i
c
h
i
s
c
h
c
N
a
l
i
O
コ
a
T
b
i
b
l
i
O
訂
k
)
に
=
A
u
t
O
g
r
a
P
h
e
<
∴
S
㌫
=
と
し
て
所
蔵
さ
れ
て
い
る
自
筆
稿

は
､
こ
の
雑
誌
の
印
刷
に
際
し
て
使
わ
れ
た
も
の
で
､
著
者
デ
ィ
ド
ロ
だ
け
で
な
く
､
編
集
者
シ
ュ
ア
ー
ル
T
B
.
A
コ
t
O
i
コ
e
S
u
a
r
d
の
書

き
込
み
も
あ
る
｡
こ
の
自
筆
稿
は
､
一
九
五
人
年
に
デ
ィ
ー
ク
マ
ン
が
そ
の
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
基
づ
い
て
研
究
を
行
い
､
最
初
の

校
訂
版
を
作
成
し
た
し
､
ま
た
新
全
集
本
で
も
当
然
底
本
と
さ
れ
て
い
る
｡
い
ま
､
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
､
こ
の
論
考
の
思
想
内
容
も
､

ま
た
そ
の
成
立
事
情
な
ど
も
度
外
視
し
て
､
デ
ィ
ド
ロ
に
よ
る
テ
ク
ス
ト
の
推
敲
過
程
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
主
題
に
関
し
て
､
何
か
新

し
い
知
見
が
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
､
を
問
う
こ
と
に
し
よ
う
｡

自
筆
稿
を
読
む
こ
と
は
､
原
則
的
に
校
訂
の
仕
事
と
変
わ
ら
な
･
い
｡
｢
テ
レ
ン
ナ
ウ
ス
論
｣
に
つ
い
て
の
校
訂
の
課
題
に
つ
い
て
は
､

デ
ィ
ー
ク
マ
ン
が
語
っ
て
い
る
｡
こ
こ
に
は
修
正
や
挿
入
だ
け
で
な
く
､
削
除
も
あ
る
｡
そ
れ
も
､
二
人
の
手
が
加
わ
っ
て
い
る
の
で
､

ど
れ
が
デ
ィ
ド
ロ
の
も
の
で
､
ど
れ
が
シ
ュ
ア
ー
ル
の
も
の
で
あ
る
の
か
を
見
分
け
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
｡
し
か
し
､
ど
の
書
き
手

も
､
通
し
て
原
稿
を
書
い
て
い
る
と
き
と
､
修
正
を
書
き
込
む
と
き
に
は
書
体
が
変
わ
る
も
の
で
あ
る
し
､
特
に
短
い
修
正
の
場
合
に

は
､
そ
れ
が
デ
ィ
ド
ロ
の
も
の
か
シ
ュ
ア
ー
ル
の
も
の
か
を
見
分
け
る
の
は
､
困
難
な
こ
と
も
あ
る
｡
デ
ィ
ー
ク
マ
ン
が
特
に
手
掛
か

り
と
し
た
の
は
､
修
正
に
際
し
て
元
の
文
を
消
す
と
き
､
デ
ィ
ド
ロ
は
斜
線
(
h
a
c
h
u
r
e
s
)

に
よ
っ
て
い
る
の
に
対
し
て
､
シ
ュ
ア
ー
ル

は
太
い
横
線
(
t
r
a
i
t
s
】
O
u
r
d
▼
s
)
に
よ
っ
て
い
る
､
と
い
う
違
い
で
あ
る
｡
こ
れ
は
二
人
の
使
っ
て
い
た
ペ
ン
先
の
太
さ
の
違
い
を
含
意

し
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
.
る
｡
確
か
に
､
原
稿
の
一
ペ
ー
ジ
目
で
は
､
そ
の
区
別
が
顕
著
と
見
え
る
が
､
三
ペ
ー
ジ
目
以
下
の
デ
ィ
ド

ロ
の
斜
線
は
太
く
な
っ
て
い
て
､
太
さ
を
目
印
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
ま
た
､
全
集
本
の
編
者
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
･
メ
イ
は
､
二
人
が

｢
書
体
賢
i
t
u
r
e
｣
だ
け
で
な
く
｢
書
記
法
g
r
a
p
h
i
e
｣
に
お
い
て
も
違
う
の
で
､
見
分
け
る
の
は
容
易
で
あ
る
､
と
言
っ
て
い
亀
こ
れ

が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
違
い
を
指
し
て
い
る
の
か
､
わ
た
く
し
に
は
明
ら
か
で
は
な
い
｡
そ
も
そ
も
書
体
に
関
し
て
は
､
わ
た
く
し

に
は
二
人
の
違
い
を
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
｡
し
か
し
､
上
記
の
デ
ィ
ー
ク
マ
ン
の
区
別
に
従
っ
て
シ
ュ
ア
ー
ル
の
加
え
た
改
訂

を
同
定
し
て
み
る
と
､
そ
の
性
格
も
し
く
は
方
針
の
よ
う
な
も
の
を
､
相
当
明
瞭
に
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ

二五



二六

れ
は
､
デ
ィ
ド
ロ
の
推
敲
に
直
接
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
が
､
間
接
的
に
そ
の
性
格
の
一
端
を
示
す
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
こ
の
点
か
ら
始

め
て
､
デ
ィ
ド
ロ
の
加
え
た
大
き
な
加
筆
の
箇
所
を
数
カ
所
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

(
1
)

シ
ュ
ア
ー
ル
の
改
訂

-

シ
ュ
ア
ー
ル
の
加
え
た
改
訂
の
基
本
的
な
性
格
は
､
凡
庸
だ
が
読
み
や
す
い
文
章
に
書
き
換
え
る
､
と

い
う
こ
と
で
あ
り
､
今
日
で
も
編
集
者
と
い
う
立
場
の
人
物
が
行
､
㌣
し
と
と
通
じ
て
い
る
｡
も
ち
ろ
ん
､
か
れ
は
《
よ
い
文
の
規
範
か

ら
外
れ
て
い
る
》
と
思
っ
た
と
こ
ろ
に
手
を
加
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
が
､
そ
れ
を
《
デ
ィ
ド
ロ
の
個
性
的
な
文
体
〉
と
見
る
立
場
か

ら
す
る
と
､
や
や
冒
頭
の
気
味
の
あ
る
介
入
と
い
う
印
象
を
禁
じ
え
な
い
｡
例
え
ば
､
か
れ
は
先
ず
､
長
い
文
を
区
切
っ
て
二
つ
の
文

に
分
け
る
(
p
.
e
x
.
p
.
会
ぃ
一
-
.
u
.
関
係
代
名
詞
を
主
語
代
名
詞
に
替
､
え
､
そ
の
前
で
文
を
区
切
る
｡
な
お
こ
の
代
名
詞
の
誤
り
に
つ
い
て
､

以
下
で
指
摘
す
る
)
｡
語
句
の
枚
挙
の
最
後
に
｢
最
後
に
e
コ
コ
コ
｣
を
挿
入
す
る
(
i
b
i
d
｣
.
｣
)
｡
こ
れ
が
､
論
理
の
筋
道
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
の
は
､
言
う
ま
で
も
な
い
｡
ま
た
､
名
詞
の
代
わ
り
に
使
わ
れ
て
い
た
代
名
詞
を
､
も
と
の
名
詞
に
戻
す
例
も

あ
る
(
p
.
左
耳
〓
荒
さ
ら
に
､
不
正
確
な
引
用
を
修
正
す
る
(
p
.
念
∞
一
-
.
い
)
｡
こ
れ
ら
は
す
べ
て
､
今
日
で
も
行
わ
れ
そ
う
な
､
編
集

上
の
介
入
の
原
理
で
あ
嵐
｡

｢
偉
そ
う
な
編
集
者
｣
な
ら
行
い
そ
う
な
の
が
､
要
約
風
の
書
き
直
し
や
文
の
削
除
で
あ
る
｡
古
代
の
遊
女
が
､
現
代
の
娼
婦
と
は

異
な
り
い
く
つ
も
の
美
点
を
備
え
て
い
た
と
い
う
趣
旨
で
列
挙
さ
れ
る
そ
の
美
点
の
な
か
に
､
｢
二
つ
の
言
語
の
知
識
｣
(
p
.
会
い
二
.
色

が
含
ま
れ
て
い
た
が
､
シ
ュ
ア
ー
ル
に
よ
っ
て
削
除
さ
れ
た
｡
こ
れ
は
､
｢
二
つ
の
言
語
｣
が
ギ
リ
シ
ア
語
と
ラ
テ
ン
語
を
指
す
こ
と
や
､

そ
の
言
語
の
分
布
の
状
況
が
､
平
均
的
な
読
者
の
知
識
を
超
え
て
い
る
､
と
考
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
｢
一
つ
の
戟
い
に
勝
っ
た
こ
と
を

自
慢
し
な
い
よ
う
な
文
人
は
い
な
い
と
す
れ
ば
､
わ
た
し
が
空
想
し
て
思
う
㌢
J
ろ
､
一
篇
の
美
し
い
詩
を
書
い
た
の
を
同
じ
よ
う
に

自
慢
し
な
い
よ
う
な
フ
ラ
ン
ス
の
元
帥
も
､
一
人
と
し
て
い
な
い
｣
(
p
.
£
亘
r
-
竺
亘

と
､
デ
ィ
ド
ロ
は
書
い
た
｡
.
こ
の
傍
点
箇
所

(
c
･
e
s
t
ヨ
a
ぎ
t
a
i
s
i
e
d
e
c
r
O
i
r
e
q
u
エ
ー
コ
.
e
S
t
p
a
S
u
コ
ヨ
a
r
打
h
a
】
d
e
F
r
a
コ
C
e
q
u
i
…
)
を
､
シ
ュ
ア
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
変
え
た
｡
丁
な
よ



い
大
将
が
一
人
で
も
い
る
だ
ろ
う
か
y
a
÷
i
l
u
コ
b
O
コ
g
監
r
a
-
d
.
a
r
ヨ
紆
q
u
i
…
｣
｡
｢
フ
ラ
ン
ス
の
元
帥
｣
を
語
る
こ
と
が
､
ま
さ
か
検
閲

に
触
れ
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
｡
原
文
は
デ
ィ
ド
ロ
ら
し
い
文
で
あ
る
｡
改
訂
は
そ
の
個
性
を
標
的
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

文
章
の
呼
吸
を
損
う
削
除
も
あ
る
｡
も
と
は
奴
隷
で
あ
っ
た
テ
レ
ン
チ
ウ
ス
に
関
連
し
た
､
奴
隷
市
場
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
｡
売

れ
残
っ
て
い
る
奴
隷
を
見
て
､
競
売
人
が
｢
お
前
は
何
が
で
き
る
の
か
｣
と
尋
ね
た
｡
そ
れ
に
対
し
て
奴
隷
が
､
｢
ひ
と
に
命
令
す
る
こ

と
だ
｣
と
答
え
た
の
を
聞
い
て
､
売
人
は
｢
主
人
は
い
り
ま
せ
ん
か
｣
と
叫
ん
だ
｡
｢
か
れ
は
お
そ
ら
く
､
な
お
も
叫
び
続
け
た
こ
と
だ

ろ
う
｡
人
び
と
は
奴
隷
が
欲
し
い
の
で
あ
っ
て
､
主
人
が
欲
し
い
わ
け
で
は
な
い
の
だ
｣
(
p
.
急
ご
.
い
･
ミ
ニ
の
最
後
の
一
文
を
シ
ュ

ア
ー
ル
は
削
除
し
た
｡
な
く
て
も
か
ま
わ
な
い
､
と
見
た
か
ら
で
あ
ろ
う
｡
確
か
に
新
し
い
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡

し
か
し
､
こ
れ
を
削
除
し
て
し
ま
う
と
､
落
ち
着
き
が
悪
く
な
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
の
原
稿
に
は
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
区
切
り
が
な
い
の
だ
が

(
『
一
七
六
七
年
の
サ
ロ
ン
』
の
自
筆
稿
を
想
起
せ
よ
)
､
こ
こ
で
話
題
が
切
り
替
わ
る
｡
そ
の
と
き
､
デ
ィ
ド
ロ
は
通
例
､
最
後
に
締
め

括
り
の
要
約
的
な
文
を
置
く
｡
こ
こ
も
そ
の
事
例
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

皮
肉
な
効
果
を
も
つ
事
例
が
あ
る
｡
｢
感
興
(
<
e
r
<
e
)
は
､
強
く
新
鮮
な
比
喩
､
印
象
的
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
､
変
わ
っ
た
言
い
回
し
､

珍
し
い
考
え
に
で
あ
っ
た
な
ら
､
満
足
す
る
｡
そ
れ
が
気
づ
か
う
の
は
､
よ
き
に
せ
よ
悪
し
き
に
せ
よ
､
そ
れ
が
自
分
の
も
の
で
､
自

ら
の
し
る
し
を
帯
び
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
感
興
に
は
独
自
の
い
き
方
が
あ
る
｣
(
p
.
念
¢
.
〓
･
u
)
と
い
う
の
が
､
デ
ィ
ド
ロ
の
原
文
で

あ
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
は
考
え
方
も
独
白
で
あ
る
な
ら
､
文
も
デ
ィ
ド
ロ
的
で
あ
る
｡
こ
れ
を
シ
ュ
ア
ー
ル
は
､
｢
感
興
に
は
そ
れ
固
有

の
い
き
方
が
あ
る
｣
と
切
り
詰
め
て
し
ま
っ
た
｡
そ
れ
は
､
あ
た
か
も
デ
ィ
ド
ロ
の
思
想
そ
の
も
の
に
冷
水
を
浴
び
せ
て
い
る
か
の
如

く
で
あ
る
｡

シ
ュ
ア
ー
ル
の
改
訂
は
､
大
急
ぎ
の
職
人
仕
事
で
あ
る
｡
さ
き
に
､
文
を
二
分
し
た
ケ
ー
ス
と
し
て
挙
げ
た
事
例
(
p
.
会
い
一
-
.
u
)
に

そ
れ
が
窺
わ
れ
る
｡
文
を
二
つ
に
分
け
た
､
そ
の
二
つ
目
の
文
の
主
語
を
シ
ュ
ア
ー
ル
は
､
関
係
代
名
詞
か
ら
一
C
e
〓
e
s
.
c
i
一
に
変
え
た
｡

原
稿
で
は
､
そ
の
直
前
に
=
c
e
s
c
r
m
a
t
u
r
e
s
c
h
a
∃
a
コ
t
e
S
=
と
女
性
名
詞
が
書
か
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
そ
の
中
間
に
､
デ
ィ
ド
ロ
は
別

二七



二八

の
関
係
詞
節
を
挿
入
し
､
欄
外
に
書
き
込
ん
だ
｡
そ
こ
に
は
女
性
名
詞
は
な
く
､
一
C
e
〓
e
s
･
C
i
■
は
不
可
解
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
｡

･
｢
テ
レ
ン
ナ
ウ
ス
論
｣
の
全
体
を
通
し
て
､
《
デ
ィ
ド
ロ
は
殆
ど
削
除
す
る
こ
と
が
な
く
､
時
々
書
き
加
え
る
》
と
い
う
印
象
を
､

わ
た
く
し
は
覚
え
る
｡
そ
し
て
､
こ
れ
は
か
れ
の
文
体
的
特
徴
と
し
て
わ
れ
わ
れ
の
感
ず
る
も
の
に
符
合
し
て
い
る
よ
う
に
思
う
｡
シ

ュ
ア
ー
ル
の
改
訂
に
関
連
し
て
､
最
後
に
､
デ
ィ
ド
ロ
自
身
の
削
除
に
関
わ
る
ケ
ー
ス
を
取
り
上
げ
て
お
こ
う
｡
わ
た
く
し
が
､
デ
ィ

ド
ロ
自
身
が
削
除
し
､
或
い
は
シ
ュ
ア
ー
ル
が
復
元
し
た
か
も
し
れ
な
い
､
と
い
う
可
能
性
を
考
え
て
い
る
ケ
ー
ス
が
､
単
語
一
つ
の

問
題
だ
が
､
一
箇
所
だ
け
あ
る
｡
先
刻
挙
げ
た
､
テ
レ
ン
チ
ウ
ス
が
劇
場
の
監
督
を
尋
ね
る
と
い
う
箇
所
で
あ
る
｡
｢
冴
え
な
い
詩
人
が

や
っ
て
く
､
る
､
貧
弱
な
身
な
り
を
し
て
…
…
｢
e
P
O
紆
ヨ
O
d
e
s
t
e
a
き
e
一
ヨ
e
S
q
u
i
コ
e
ヨ
e
コ
t
V
ぎ
｣
(
p
.
た
皐
-
.
?
ご
ご
し
の
｢
冴
え
な

い
ヨ
O
d
賢
e
｣
と
い
う
形
容
詞
が
問
題
で
あ
る
｡
こ
の
箇
所
を
二
人
の
校
訂
者
と
も
に
､
何
の
注
記
も
し
て
い
な
い
｡
し
か
し
､
も
と
も

と
一
∋
O
d
e
s
t
e
一
と
書
か
れ
て
い
た
と
こ
ろ
を
一
度
消
し
て
､
そ
の
上
に
同
じ
単
語
を
書
き
直
し
て
い
る
｡
消
し
て
あ
る
の
は
斜
線
で
あ
り
､

デ
ィ
ド
ロ
自
身
の
手
に
よ
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
デ
ィ
ー
ク
マ
ン
も
メ
イ
も
､
上
に
書
か
れ
た
文
字
が
や
は
り
デ
ィ
ド
ロ
の
も
の

で
あ
る
と
判
断
し
た
か
ら
こ
そ
､
こ
れ
を
本
文
批
判
の
注
に
挙
げ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
っ
繰
り
返
し
に
な
る
が
書
体
は
判
断
が
つ
き

に
く
い
｡
し
か
し
m
の
字
は
違
っ
て
い
る
｡
･
も
ち
ろ
ん
､
一
度
消
し
て
元
に
戻
す
､
と
い
､
つ
こ
と
は
あ
り
え
な
い
こ
と
で
は
な
い
｡
し

か
し
､
･
わ
た
く
し
が
検
討
し
た
二
つ
の
自
筆
稿
の
な
か
に
､
他
の
例
は
な
い
｡
先
ず
､
-
ヨ
O
d
e
s
t
e
一
と
い
う
単
語
を
消
し
た
理
由
は
､
お

そ
ら
く
､
-
ヨ
e
S
q
u
i
コ
e
ヨ
e
コ
t
一
と
い
う
副
詞
と
の
意
味
の
繰
り
返
し
を
避
け
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
｡
念
頭
に
浮
か
ん
だ
別
の
形
容
詞

を
書
こ
う
と
し
て
､
そ
れ
の
方
が
更
に
不
適
切
と
考
え
直
し
､
‥
元
に
戻
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
ぺ
或
い
は
､
デ
ィ
ド
ロ
が
消
し
た
も
の
を
､

シ
ュ
ア
ー
ル
が
戻
し
た
､
と
は
考
え
ら
れ
な
い
か
｡
し
か
し
､
右
に
見
て
き
た
よ
う
な
編
集
者
の
精
神
か
ら
考
え
て
､
こ
の
単
語
を
戻

す
こ
と
も
考
え
に
く
い
｡
や
は
り
デ
ィ
ド
ロ
自
身
が
こ
れ
を
復
元
し
た
の
だ
と
す
れ
ば
､
そ
れ
は
､
か
れ
が
《
消
さ
ず
に
書
き
足
す
》

と
い
う
タ
イ
プ
の
書
き
手
で
あ
っ
た
こ
と
を
裏
付
け
る
に
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡



(
2
)

デ
ィ
ド
ロ
の
行
っ
た
挿
入
1
自
筆
稿
を
見
る
と
､
デ
ィ
ド
ロ
が
欄
外
に
書
き
込
ん
だ
相
当
長
い
文
章
は
､
三
つ
で
あ
る
｡
こ
れ

ら
は
､
自
筆
稿
の
最
初
の
三
業
に
一
箇
所
ず
つ
見
い
だ
さ
れ
る
｡
こ
れ
ら
を
順
次
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

第
一
の
事
例
は
､
自
筆
稿
の
一
ペ
ー
ジ
目
の
右
下
に
大
き
な
痕
跡
を
残
す
加
筆
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
本
文
に
加
え
ら
れ
た
デ
ィ
ド

ロ
の
推
敲
の
筆
は
､
右
の
欄
外
に
大
き
く
は
み
出
し
た
の
だ
が
､
シ
ュ
ア
ー
ル
は
､
読
み
に
く
い
と
判
断
し
た
の
で
あ
ろ
う
､
そ
れ
を

全
て
｢
太
い
横
線
｣
で
消
去
し
､
下
の
欄
外
に
転
写
し
て
い
る
｡
そ
の
文
脈
は
､
古
代
の
奴
隷
制
度
に
関
す
る
も
の
で
､
.
右
に
指
摘
し

た
｢
主
人
に
適
し
た
奴
隷
｣
に
続
く
第
二
の
例
と
し
て
､
｢
哲
学
者
の
奴
隷
｣
を
取
り
上
げ
て
い
る
｡
競
売
人
が
一
人
の
哲
学
者
の
奴
隷

を
売
り
上
げ
た
と
こ
ろ
の
描
写
の
あ
と
に
､
初
案
で
は
次
の
コ
メ
ン
下
が
加
え
ら
れ
て
い
た
｡
｢
料
理
人
の
方
が
､
哲
学
者
よ
り
も
容
易

に
､
競
売
人
を
見
つ
け
ら
れ
た
も
の
だ
｣
｡
そ
の
あ
と
で
デ
ィ
ド
ロ
は
､
｢
セ
ー
ヤ
ー
ヌ
ス
の
時
代
に
は
s
O
u
S
S
昔
コ
｣
と
い
う
副
詞
句

を
挿
入
し
､
更
に
全
体
の
構
文
を
推
赦
し
た
｡
そ
の
後
に
､
｢
そ
の
こ
と
を
気
に
す
る
ひ
と
は
い
な
か
っ
た
｣
と
い
う
文
を
挟
ん
で
､

問
題
の
挿
入
文
が
く
る
｡
そ
れ
は
次
の
如
く
で
あ
る
｡
｢
民
衆
が
抑
圧
さ
れ
堕
落
し
て
い
る
時
代
､
男
は
誇
り
を
も
た
ず
､
女
は
貞
淑
さ

を
知
ら
ぬ
時
代
､
ジ
ュ
ピ
テ
ル
の
司
祭
は
野
心
家
で
､
1
て
､
､
ス
の
司
祭
は
金
銭
ず
く
の
時
代
､
学
の
あ
る
者
は
見
栄
っ
張
り
で
嫉
妬
ぶ

か
く
､
お
べ
っ
か
使
い
で
､
無
知
に
し
て
放
持
と
い
､
つ
､
そ
ん
な
時
代
に
あ
っ
て
は
､
口
う
る
さ
い
哲
学
者
は
､
ひ
と
が
高
値
を
つ
け

た
り
求
め
た
り
す
る
よ
う
な
人
物
で
は
な
か
っ
た
｣
(
p
.
怠
ヒ
｡
つ
ま
り
､
〈
奴
隷
と
し
て
､
哲
学
者
は
料
理
人
ほ
ど
人
気
が
な
か
っ

た
〉
と
い
う
こ
と
の
､
説
明
で
あ
る
｡
こ
れ
は
必
要
な
説
明
と
は
思
わ
れ
な
い
｡
む
し
ろ
､
｢
哲
学
者
｣
の
世
紀
の
風
潮
を
暗
に
皮
肉
っ

た
の
で
あ
ろ
う
｡
つ
ま
り
､
常
日
頃
思
っ
て
い
る
こ
と
､
言
い
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
を
発
言
す
る
機
会
を
見
つ
け
て
活
用
し
た
､

と
い
う
ケ
ー
ス
で
あ
る
｡

二
つ
目
の
例
は
､
古
代
の
娼
婦
が
現
代
の
そ
れ
と
は
違
う
､
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
箇
所
で
あ
る
｡
挿
入
さ
れ
た
の
は
､
｢
あ
れ

ら
の
魅
力
的
な
お
ん
な
た
ち
c
e
s
c
r
賢
u
r
e
s
c
h
a
∃
a
三
e
S
｣
と
い
う
名
詞
句
を
形
容
す
る
関
係
詞
節
で
あ
る
｡
初
案
で
も
､
そ
こ
に
は
次

の
よ
う
な
関
係
詞
節
が
付
け
ら
れ
て
い
た
｡
｢
類
稀
な
容
貌
､
才
気
の
魅
力
､
二
つ
の
言
語
の
能
力
､
詩
と
舞
踊
と
音
楽
の
知
識
に
加
え

二九



三〇

て
あ
ら
ゆ
る
才
能
…
…
｣
(
p
ゝ
u
〕
)
｡
こ
の
関
係
詞
節
が
削
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
が
､
そ
の
前
に
､
デ
ィ
ド
ロ
は
次
の
よ
う
な
四
つ
の

新
し
い
節
を
挿
入
し
た
(
も
ち
ろ
ん
､
同
じ
高
さ
の
欄
外
に
､
で
あ
る
)
｡
｢
ペ
リ
ス
ク
レ
ス
を
虜
に
し
､
デ
モ
ス
テ
ネ
ス
を
書
斎
か
ら

引
き
出
し
､
彼
女
た
ち
に
は
エ
ピ
ク
ロ
ス
も
そ
の
学
校
の
門
を
閉
ざ
さ
ず
､
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
を
愉
し
ま
せ
､
ホ
ラ
チ
ウ
ス
に
構
想
を

与
え
､
テ
ィ
プ
ル
ス
の
同
情
を
買
っ
て
破
産
さ
せ
た
｣
｡
こ
れ
は
､
彼
女
ら
の
魅
力
の
ほ
ど
を
活
写
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
｡

三
つ
目
は
､
テ
レ
ン
ナ
ウ
ス
の
作
品
『
義
母
』
に
関
す
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
な
か
の
挿
入
で
あ
る
｡
こ
の
｢
深
刻
で
真
面
目
な
喜
劇
｣

と
い
う
｢
特
殊
な
ジ
ャ
ン
ル
｣
に
お
い
て
は
､
滑
稽
な
人
物
を
切
り
捨
て
た
代
わ
り
に
､
｢
筋
(
a
c
t
i
O
コ
)
と
せ
り
ふ
と
の
力
｣

が
必
要

で
あ
る
こ
と
を
､
テ
レ
ン
チ
ウ
ス
は
理
解
し
な
か
っ
た
｡
そ
う
語
っ
た
あ
と
に
､
デ
ィ
ド
ロ
は
次
の
言
葉
を
挿
入
し
た
｡
｢
こ
の
こ
と
は
､

今
日
で
も
よ
り
よ
く
理
解
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
が
易
し
い
と
､
軽
率
に
言
う
ひ
と
が
い
る
く
ら
い
だ
か
ら
｣

(
p
.
£
主
｡
言
う
ま
で
も
な
く
､
デ
ィ
ド
ロ
は
自
ら
の
主
張
す
る
｢
真
面
目
な
ジ
ャ
ン
ル
｣
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
｡
事
実
､

テ
レ
ン
ナ
ウ
ス
は
か
れ
の
こ
の
構
想
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
作
家
と
見
ら
れ
る
の
で
､
こ
の
発
言
は
当
初
よ
り
あ
っ
て
し
か
る
べ
き
も
の

で
あ
っ
た
｡
発
言
の
機
会
を
う
し
な
っ
た
が
重
要
な
論
点
を
､
推
敲
の
段
階
で
挿
入
し
た
､
と
言
え
よ
う
か
｡

(
3
)
主
題
へ
の
適
合

-

｢
テ
レ
ン
ナ
ウ
ス
論
｣
は
､
一
種
の
合
成
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
見
ら
れ
る
ふ
し
が
あ
る
｡
全
集
本
の
四
六
一

ペ
ー
ジ
の
四
行
目
で
､
主
題
が
や
や
唐
突
に
翻
訳
へ
と
変
わ
る
｡
し
か
し
､
(
テ
レ
ン
ナ
ウ
ス
さ
な
が
ら
〓
一
つ
の
別
個
の
テ
ク
ス
ト
を

｢
縫
合
｣
し
た
と
断
定
す
る
こ
と
を
た
め
ら
わ
せ
る
要
素
も
あ
る
｡
こ
の
前
後
の
関
係
に
関
わ
る
事
実
を
枚
挙
す
る
こ
と
に
す
る
｡
ま
ず
､

こ
こ
の
一
貫
性
を
裏
付
け
る
と
見
え
る
も
の
と
し
て
は
､
何
よ
り
も
､
自
筆
稿
に
お
け
る
連
続
性
が
挙
げ
ら
れ
る
｡
こ
れ
以
前
の
部
分

は
､
四
枚
目
の
用
紙
の
表
側
の
､
ペ
ー
ジ
の
通
常
の
終
わ
り
と
こ
ろ
で
終
わ
り
､
こ
れ
以
後
の
部
分
は
同
じ
用
紙
の
裏
か
ら
始
め
ら
れ

て
い
る
｡
そ
の
冒
頭
の
言
葉
は
､
｢
テ
レ
ン
ナ
ウ
ス
の
翻
訳
は
､
と
て
も
大
胆
な
仕
事
で
あ
る
｣
と
な
っ
て
い
て
､
こ
れ
が
翻
訳
論
で
あ

る
と
し
て
も
､
テ
レ
ン
チ
ウ
ス
の
翻
訳
を
特
別
の
対
象
と
し
て
明
記
し
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
､
主
題
は
連
続
し
､
全
体
は
テ
レ
ン
チ



ウ
ス
論
と
し
て
の
ま
と
ま
り
を
得
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
ま
た
､
初
出
は
イ
ギ
リ
ス
で
出
版
さ
れ
た
テ
レ
ン
ナ
ウ
ス
の
翻
訳
の
書
評
と

い
う
形
を
と
っ
て
い
た
か
ら
､
作
家
論
か
ら
翻
訳
論
へ
と
移
行
す
る
必
要
性
が
あ
っ
た
､
と
言
､
つ
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
､
始
め
か

ら
翻
訳
の
書
評
と
し
て
構
想
さ
れ
た
な
ら
ば
､
テ
ク
ス
ト
の
冒
頭
に
翻
訳
へ
の
言
及
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
｡
こ
の
二
つ
の
部
分
は
､

そ
れ
ぞ
れ
に
独
立
し
た
も
の
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
｡
こ
の
｢
翻
訳
論
｣
の
部
分
は
､
前
の
作
家
論
の
用
紙
の
裏
に
書
き
込
ま
れ
て

い
る
か
ら
､
こ
れ
を
合
わ
せ
て
一
つ
の
論
考
に
ま
と
め
る
意
思
が
あ
っ
た
よ
う
に
見
え
る
｡
し
か
し
､
元
々
の
出
自
が
別
の
も
の
で
あ

っ
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
事
実
も
あ
る
｡
そ
れ
は
､
前
の
ペ
ー
ジ

(
七
ペ
ー
ジ
目
)

の
末
尾
に
な
さ
れ
た
加
筆
で
あ
る
｡
そ
の
パ
ラ
グ
ラ

フ
は
｢
若
き
詩
人
た
ち
よ
｣
と
い
う
呼
び
か
け
で
始
ま
り
､
モ
リ
エ
ー
ル
と
テ
レ
ン
ナ
ウ
ス
を
模
範
と
せ
よ
､
と
い
う
趣
旨
で
､
そ
れ

ぞ
れ
､
い
く
つ
か
の
名
場
面
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
い
か
に
も
､
一
つ
の
エ
ッ
セ
イ
の
し
め
く
く
り
に
ふ
さ
わ
し
い
｡
そ
の
末

尾
に
デ
ィ
ド
ロ
は
､
次
の
一
文
を
書
き
加
え
た
｡
｢
テ
レ
ン
ナ
ウ
ス
は
喪
わ
れ
た
一
三
〇
篇
の
喜
劇
を
作
っ
た
､
と
言
わ
れ
る
｡
し
か
し

こ
れ
は
､
残
さ
れ
た
作
品
の
一
篇
さ
え
読
ん
だ
こ
と
の
な
い
者
で
な
け
れ
ば
､
信
じ
ら
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
｣
(
p
p
.
会
?
か
ニ
｡
だ
が
､

名
場
面
の
枚
挙
の
あ
と
に
続
け
る
に
は
､
こ
れ
は
い
か
に
も
唐
突
で
あ
る
｡
そ
の
意
図
は
､
.
テ
レ
ン
チ
ウ
ス
の
作
品
の
繊
細
さ

(
従
っ

て
多
く
書
く
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
)
を
示
唆
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
テ
レ
ン
チ
ウ
ス
の
翻
訳
の
難
し
さ
と
い
う
主
題
へ
の
移
行

(
t
r
a
コ
S
i
t
i
O
コ
)
を
図
る
こ
と
で
あ
っ
た
､
と
思
わ
れ
る
｡
つ
ま
り
､
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
､
二
つ
の
別
個
の
テ
ク
ス
ト
を
一
つ
に
結
び

合
わ
せ
る
ケ
ー
ス
で
あ
る
｡

元
々
別
の
意
図
で
善
か
れ
た
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
結
び
合
わ
せ
る
と
き
､
そ
れ
ぞ
れ
が
他
を
新
た
な
文
脈
と
し
て
も
つ
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
新
し
い
文
脈
に
合
わ
せ
て
部
分
的
な
手
直
し
を
す
る
､
と
い
う
こ
と
が
､
当
然
､
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
｢
翻
訳
論
｣
の
部
分
は
､

ラ
テ
ン
語
の
繊
細
さ
が
テ
レ
ン
ナ
ウ
ス
に
集
約
的
に
見
出
さ
れ
る
､
と
い
う
指
摘
に
続
い
て
､
文
章
(
s
t
y
-
e
)
と
物
事
(
c
h
O
S
e
S
)
の
一

体
性
が
論
じ
ら
れ
る
｡
そ
し
て
､
｢
付
随
的
観
念
i
d
紆
s
a
c
c
e
s
s
O
i
r
e
s
｣
の
も
た
ら
す
効
果
を
強
調
し
た
上
で
､
よ
い
文
体
に
お
い
て
は

す
べ
て
の
語
が
生
き
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
｡
そ
こ
で
デ
ィ
ド
ロ
は
､
マ
ロ
ー
の
書
翰
詩
の
〓
即
を
例
に
挙
げ
､
そ
の
事
件
展
開
を

三
一



三二

一
瞬
の
こ
と
の
よ
う
に
表
現
し
て
い
る
言
葉
の
効
果
を
強
調
し
､
そ
の
表
現
を
変
え
る
な
ら
ば
､
そ
の
効
果
が
失
わ
れ
て
し
ま
う
こ
と

を
主
張
し
て
い
た
｡
と
こ
ろ
が
､
か
れ
は
こ
の
例
を
後
に
差
し
替
え
る
｡
す
な
わ
ち
､
決
定
稿
で
は
､
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
『
農
耕
詩
』

(
x
一
く
.
お
▲
£
)
を
取
り
上
げ
､
デ
･
フ
ォ
ン
テ
ー
ヌ
(
D
e
s
F
O
コ
t
a
i
コ
e
S
)
一
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
訳
と
対
照
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
直
前

の
論
旨
に
対
す
る
例
と
し
て
の
適
切
さ
は
別
と
し
て
､
こ
れ
が
翻
訳
の
難
し
さ
､
そ
れ
も
特
に
ラ
テ
ン
語
を
翻
訳
す
る
場
合
の
難
し
さ

と
い
う
全
体
の
主
題
を
考
慮
し
て
な
さ
れ
た
修
正
で
あ
る
こ
と
は
､
間
違
い
な
い
｡

こ
こ
で
､
こ
の
修
正
が
残
し
た
不
整
合
の
痕
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
｡
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
例
が
呈
示
さ
れ
る
直
前
の
文
は
次

の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
｢
詩
人
は
､
い
く
つ
も
の
出
来
事
が
瞬
き
す
る
ほ
ど
の
間
に
矢
継
ぎ
早
に
起
こ
る
､
と
い
う
こ
と
を
理
解
さ
せ

よ
う
と
し
た
｡
リ
ズ
ム
と
調
和
を
破
壊
し
､
表
現
を
変
え
て
み
た
ま
え
｡
す
る
と
､
･
君
の
叙
述
に
あ
わ
せ
て
､
わ
た
し
の
精
神
は
拍
子

を
変
え
､
時
間
の
長
さ
は
わ
た
し
に
と
っ
て
引
き
伸
ば
さ
れ
た
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
｣
(
p
.
会
い
)
｡
こ
れ
は
､
初
案
で
は
マ
ロ
ー
の
引
用

の
あ
ど
に
置
か
れ
て
い
た
言
葉
で

(
訂
正
は
あ
る
が
細
部
の
字
句
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
)
､
当
然
､
マ
ロ
ー
に
相
応
し
い
コ
メ
ン
ト
で
あ

る
｡
マ
ロ
ー
に
代
え
て
引
用
さ
れ
て
い
る
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
の
詩
句
は
､
小
川
と
草
原
と
森
と
い
う
魅
力
的
な
場
所
を
う
た
っ
た
も
の

で
､
こ
の
ゴ
メ
ン
ト
に
言
う
よ
う
な
時
間
的
な
切
迫
感
の
よ
う
な
も
の
と
は
無
縁
で
あ
る
｡
こ
れ
は
結
局
､
推
敲
が
徹
底
し
き
れ
な
か

っ
た
結
果
で
あ
る
｡

結び

デ
ィ
ド
ロ
の
仕
事
法
.

以
上
､
わ
れ
わ
れ
は
､
デ
ィ
ド
ロ
が
ど
の
よ
う
に
テ
ク
ス
ト
を
書
き
推
敲
し
た
の
か
､
そ
の
実
態
に
迫
る
べ
く
､
三
つ
の
テ
ク
ス
ト

を
検
討
し
て
き
た
｡
デ
ィ
ド
ロ
自
身
が
自
ら
の
仕
事
の
仕
方
を
語
っ
た
テ
ク
ス
ト
､
そ
し
て
か
れ
の
仕
事
法
の
痕
を
残
し
て
い
る
は
ず

の
自
筆
稿
二
点
で
あ
る
｡
そ
の
二
点
の
自
筆
稿
は
､
相
当
に
性
格
の
異
な
る
も
の
で
､
『
一
七
六
七
年
の
サ
ロ
ン
』
の
方
は
浄
書
原
稿
と



見
ら
れ
る
の
に
村
し
て
､
『
テ
レ
ン
ナ
ウ
ス
論
』
の
方
は
印
刷
の
た
め
に
.
渡
さ
れ
た
も
の
で
､
そ
こ
に
加
え
ら
れ
た
推
敲
も
様
々
で
か
つ

多
い
｡
こ
れ
ら
.
の
検
討
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
枚
挙
し
て
､
総
括
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
｡
こ
れ
ら
の
点
が
､
書
き
手

デ
ィ
ド
ロ
の
仕
事
法
の
す
べ
て
の
特
徴
を
捉
え
尽
く
し
て
い
る
わ
け
で
は
あ
る
ま
い
が
､
少
な
く
.
と
も
､
わ
た
く
し
が
こ
の
考
察
を
志

し
た
当
初
の
疑
問
も
し
く
は
好
奇
心
に
は
､
相
当
よ
く
応
え
て
い
る
と
思
う
｡

(
1
)

デ
ィ
ド
ロ
は
ま
と
ま
っ
た
思
想
の
単
位
と
し
て
の
モ
チ
ー
フ

(
文
章
上
で
は
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
な
る
)

の
意
識
を
強
く
も
ち
､
モ
チ

ー
フ
の
構
成
と
し
て
､
自
ら
の
論
考
を
捉
え
て
い
た
｡
言
い
換
え
れ
ば
､
明
確
に
議
論
の
筋
道
を
考
え
て
い
た

(
｢
わ
た
し
の
仕

事
法
｣
)
｡

(
2
)
デ
ィ
ド
ロ
の
文
章
の
本
質
的
な
難
解
さ
の
原
因
ぺ
モ
チ
ー
フ
の
複
合
性
に
あ
る
｡
或
い
は
､
一
つ
の
発
言
が
複
数
の
コ
ン
テ
ク

ス
ト
を
も
つ
と
い
う
､
観
念
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
複
合
性
､
と
言
う
方
が
正
確
か
も
し
れ
な
い

(
｢
わ
た
し
の
仕
事
法
｣
の
な
か

の
一
文
)
｡
従
っ
て
､
こ
れ
は
､
モ
チ
ー
フ
も
し
く
は
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
切
り
替
わ
る
と
こ
ろ
に
現
れ
て
く
る
難
解
さ
で
あ
る
｡

(
3
)

デ
ィ
ド
ロ
は
､
論
文
全
体
を
筆
写
し
な
お
す
こ
と
を
避
け
る
た
め
､
用
紙
の
余
白
を
大
き
く
と
り
､
推
敲
に
際
し
て
､
そ
こ
に
加

筆
を
行
っ
た
｡

(
4
)

デ
ィ
ド
ロ
は
推
敵
も
し
く
は
加
筆
に
積
極
的
で
､
と
き
に
は
､
脱
稿
し
て
か
な
り
時
間
の
経
っ
た
原
稿
に
も
加
筆
を
行
っ
た
｡

(
5
)
そ
れ
は
､
書
き
留
め
ら
れ
て
い
た
モ
チ
ー
フ
単
位
の
発
想
(
そ
れ
は
音
e
コ
計
s
d
㌻
c
h
㌻
〉
と
呼
ば
れ
る
も
の
を
構
成
す
る
も

の
で
も
あ
る
)
が
､
挿
入
の
場
所
を
得
た
場
合
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
他
､
現
実
に
対
す
る
皮
肉
の
よ
う
に
､
日
頃
の
思
い
を
吐

き
だ
す
場
所
を
捉
え
る
こ
と
も
あ
る
(
｢
テ
レ
ン
ナ
ウ
ス
論
｣
に
お
け
る
料
理
人
と
哲
学
者
)
｡

(
6
)
推
敲
に
際
し
て
､
デ
ィ
ド
ロ
は
潮
険
し
て
論
理
的
な
筋
道
を
明
瞭
に
す
る
よ
り
は
､
説
明
や
事
例
な
ど
を
書
き
加
え
る
方
を
好
ん
だ
｡

(
7
)
そ
の
よ
う
な
挿
入
の
場
所
と
し
て
は
､
大
き
な
分
節
の
場
所
(
『
一
七
六
七
年
の
サ
ロ
ン
』
の
序
論
か
ら
本
文
へ
の
移
行
部
)
が

三三



三四

好
ま
れ
た
｡

(
旦
デ
ィ
ド
ロ
は
何
ら
か
の
論
理
的
な
脈
絡
を
捉
え
て
挿
入
を
行
っ
て
い
る
に
し
て
も
､
結
果
と
し
て
は
却
っ
て
難
解
に
な
る
､
と
い

う
ケ
ー
ス
が
少
な
く
な
い
｡

(
9
)
あ
る
モ
チ
ー
フ
を
別
の
モ
チ
ー
フ
に
置
き
換
え
た
も
の
の
､
文
脈
を
完
全
に
合
わ
せ
き
っ
て
い
な
い
た
め
に
､
不
整
合
と
な
る
ケ

ー
ス
も
あ
る
(
｢
テ
レ
ン
ナ
ウ
ス
論
｣
に
お
け
る
マ
ロ
ー
か
ら
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
へ
の
例
文
の
差
し
替
え
)
｡

(
1
0
)
モ
チ
ー
フ
の
挿
入
だ
け
で
な
く
､
別
種
の
二
つ
の
テ
ク
ス
ト
を
一
.
つ
に
ま
と
め
る
操
作
も
､
デ
ィ
ド
ロ
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
的
な

活
動
の
な
か
で
の
方
策
の
一
つ
で
あ
っ
た
(
｢
テ
レ
ン
ナ
ウ
ス
論
｣
に
お
け
る
作
家
論
と
翻
訳
論
)
｡

(1〉r岩Spi-～e-一ぞ､堅c…已卜訂⊇q弄､○学モーートeS-y-eO-D-de-○-=一Ru～Se=紆Russeニ一ご芸ご｣いぃ.(
2
)
第
一
篇
を
除
い
て
す
べ
て
本
誌
に
連
載
し
て
き
た
｢
デ
ィ
ド
ロ
露
画
論
』

-訳と注解｣の研究のなかで感じたことである｡第四章は第七

～
九
号
(
一
九
八
八
～
九
〇
年
)
に
お
い
て
取
り
上
げ
て
い
る
が
､
以
下
の
問
題
箇
所
は
そ
の
一
回
目
(
第
七
号
)
に
含
ま
れ
る
｡

(
3
)
D
P
<
一
X
【
<
一
当
A
(
わ
た
く
し
の
訳
と
注
解
で
は
､
八
四
～
八
七
行
目
(
(
そ
の
7
)
一
九
ペ
⊥
ン
)
｡

(
4
)
そ
れ
ぞ
れ
､
パ
リ
の
国
立
図
書
館
と
ウ
ィ
J
J
の
オ
ー
ス
ト
リ
ア
国
立
図
書
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
｡
わ
た
く
し
は
山
九
九
八
年
の
夏
､
国
際
会
議
に
出

席
す
る
前
後
に
こ
れ
ら
の
調
査
を
行
っ
た
｡
パ
リ
の
国
立
図
書
館
で
は
貴
重
寄
主
任
司
書
(
c
O
コ
～
e
-
く
a
-
e
u
-
g
芝
r
a
】
)
の
ア
ニ
ー
･
ア
ン
グ
ル
ミ
ー

(
A
コ
コ
i
e
A
コ
g
r
e
ヨ
y
)
女
史
､
ウ
ィ
ー
ン
で
は
手
写
稿
･
自
筆
稿
部
門
主
任
の
エ
ヴ
ア
･
イ
ル
プ
リ
ッ
ヒ
博
士
(
〓
R
D
r
.
E
<
a
-
r
b
ニ
c
h
)

の
許
可
に
よ
っ
て
､

こ
の
調
査
は
な
さ
れ
た
｡
記
し
て
謝
意
を
表
す
｡

(
5
〉
J
e
a
コ
S
e
z
コ
e
C
∵
■
｢
■
A
u
I
O
胎
-
a
p
ト
e
d
u
S
a
-
○
コ
d
e
-
謡
｣
=
一
2
訂
∋
詩
…
琶
C
ぎ
喜
､
ミ
e
ヨ
邑
○
邑
e
詩
誌
､
邑
e
こ
ぎ
長
賢
璧
一
Z
O
-
u

(Juiコ】萎)一

pp･い芋〕岸〓･Dieck∃aココ一=Dider｡-‥(su･→3､コCe)

-｢e一ex-eduヨaコuSOritautOgraPhe=一旨旨盲､○､阜c害こ旨已b､コぎ吉記∋

L
皆
霜
r
(
芦
p
a
r
A
b
･
〓
a
l
c
h
e
r
e
l
K
.
｢
S
e
ニ
g
)
一
F
r
a
コ
C
k
e
<
e
ユ
a
芸
e
ヨ
一
-
¢
箪
p
p
.
-
革
≡
.

(
6
)
D
i
d
e
r
｡
-
一
ミ
ぎ
Q
訂
言
2
r
n
巴
訂
r
訂
〓
一
ぎ
p
a
r
P
.
<
e
⊇
i
3
′
一
G
a
⊇
-
e
ニ
貨
声

こ
の
原
稿
の
初
版
に
相
当
す
る
の
は
､
以
下
に
挙
げ
る
ト
ゥ
ル
ヌ
ー



(
7
)

(
8
)

(
9
)

(10)(
‖
)

(14)(15)(
沌
)

(17)(18)(19)(空(社(22)

に
よ
る
も
の
だ
が
､
急
い
で
な
さ
れ
た
筆
写
の
た
め
､
誤
り
が
多
い
と
さ
れ
る
｡
新
全
集
の
こ
の
巻
は
未
刊
で
あ
る
｡
な
お
､
仝
六
十
六
章
の
う
ち
で
､

｢
わ
た
し
の
仕
事
法
｣
は
第
五
十
三
幸
に
相
当
す
る
｡

<eヨi㌢e一=-三rOductiOコ;一章d.一P≒M
.
M
.
→
O
u
ヨ
e
u
X
一
打
h
ミ
b
2
§
､
言
d
e
口
許
亘
c
喜
謁
⊇
計
e
3
ぎ
邑
e
.
(
-
∞
認
諾
】
a
l
k
i
コ
e
R
e
p
r
i
≡
こ
漂
｣
ち
ぎ

C
r
･
〓
･
ロ
i
e
c
k
∋
a
コ
コ
一
∋
く
…
､
已
記
d
亡
訂
已
切
言
3
計
亡
､
空
､
3
註
訂
計
ロ
､
計
量
-
ロ
r
O
Z
一
】
漂
l
一
=
-
コ
t
r
O
d
亡
C
ニ
○
コ
=
一
p
.
X
X
≦
‥
S
e
z
⊃
e
C
一
覧
.
c
チ
p
.
一
望
.

(
甘
●
C
チ
p
h
O
t
O
】
⊃
S
㌣
紆
望
言
p
p
.
N
S
･
念
.

原
文
は
;
ニ
e
s
-
<
r
a
i
q
u
e
c
e
一
u
T
c
二
=
<
○
蔓
r
e
盲
a
i
〓
r
～
s
r
i
c
h
e
d
n
s
O
コ
訂
コ
d
s
=
(
卓
C
チ
p
.
N
怠
)
.
こ
の
な
か
の
=
訂
コ
d
s
=
の
含
意
が
デ
リ
ケ
ー
ト
で
あ

る
｡
･
こ
の
単
語
に
は
｢
資
質
｣
の
意
味
が
あ
る
が
､
(
借
り
物
が
自
分
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
)
と
い
う
趣
旨
か
ら
見
る
と
､
不
適
当
で
あ
ろ
う
｡
｢

(
知
識
の
)
蓄
え
｣
｢
資
料
｣
と
理
解
す
る
の
が
よ
い
｡
し
か
し
同
時
に
､
そ
の
｢
資
料
｣
を
蒐
集
す
る
こ
と
の
で
き
た
｢
資
力
｣
の
意
味
を
背
後
に
読
む
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

｢
ま
が
い
も
の
で
あ
る
｣
と
訳
し
た
の
は
=
ヨ
a
-
h
e
u
r
p
=
と
い
う
イ
デ
ィ
オ
ム
で
あ
る
｡
こ
の
一
句
は
､
無
難
な
意
見
を
斥
け
､
賛
否
両
論
に
人
び
と
を
分

け
る
よ
う
な
強
い
意
見
を
よ
し
と
し
て
い
る
点
で
､
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
｡

今
は
､
こ
の
現
時
点
の
特
殊
性
が
強
く
感
じ
ら
れ
る
に
し
て
も
､
時
間
が
経
っ
て
か
ら
見
る
と
､
よ
り
広
い
幅
の
時
間
帯
の
な
か
に
飲
み
込
ま
れ
て
し
ま
う
､

と
い
う
趣
旨
で
あ
る
｡
長
期
的
な
展
望
で
現
実
を
見
よ
う
と
す
る
の
は
､
デ
ィ
ド
ロ
の
特
徴
で
あ
る
｡
r
フ
ァ
ル
コ
ネ
ー
と
の
往
復
書
翰
｣
に
見
ら
れ
る
よ
う

な
､
遠
い
未
来
に
自
ら
の
評
価
を
託
す
意
識
が
そ
の
典
型
で
あ
る
｡
こ
の
｢
わ
た
し
の
仕
事
法
｣
の
最
後
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
趣
旨
も
､
こ
れ
と
同
じ
で
あ
る
｡

真
善
美
の
一
体
性
の
主
張
と
し
て
は
､
例
え
ば
､
r
絵
画
論
｣
の
最
後
の
章
を
見
よ
｡

D
i
d
e
r
♀
ミ
恥
∋
○
訂
㍗
一
名
●
C
チ
p
p
.
N
ミ
･
ゞ
や

上
記
の
注
1
3
を
見
よ
｡

A
コ
e
t
【
e
r
O
r
e
コ
C
e
a
u
一
=
ぎ
r
O
d
u
c
こ
○
コ
=
一
D
P
<
一
X
≦
.
p
.
い
や

新
全
集
本
の
編
者
ロ
ラ
ン
ソ
ー
は
､
こ
の
サ
イ
ズ
を
｢
一
五
一
×
一
九
五
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
六
六
×
二
〇
七
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
｣
(
卓
C
F
p
.
h
豆
.
と

言
っ
て
い
る
｡

S
e
z
コ
e
O
一
b
声
c
チ
p
.
い
〕
-
.

手
車
一
P
.
ぃ
ぃ
ド

､
已
d
も
.
ぃ
ぃ
汁
-
し
の
三
つ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
そ
れ
ぞ
れ
､
D
P
V
一
X
く
ー
も
p
.
-
巴
･
芦
N
O
｣
岳
一
N
季
N
】
に
あ
る
｡

C
〔
D
P
<
一
X
≦
一
p
ゝ
い
.
セ
ズ
ネ
ッ
ク
は
､
こ
れ
ら
単
票
の
原
稿
(
そ
れ
ら
は
ア
メ
リ
カ
の
個
人
コ
レ
ク
タ
ー
が
所
有
し
て
い
る
)
が
｢
断
章
p
e
コ
S
訂

d
か
l
a
c
h
㌻
｣
で
､
そ
れ
ら
を
使
う
適
当
な
場
所
を
思
い
つ
い
た
デ
ィ
ド
ロ
が
､
後
か
ら
グ
リ
ム
に
挿
入
を
指
示
し
た
､
と
判
断
し
て
い
る

(呈.Cチ

三五



三大

写
霊
℃
亘
｡

(空ci【かiコ‥SezコeC一章d.ちuざ(空.ci-竺コ‥蒙d･一PP･いざい辛(空テクス†は次の如くである｡=puisqu一eコtre-av賢tかet<01reOu<rage∵-yaura-teu一】a<賢一恥‥Ou-eprOtOtyPe一SOコぎlぎesubsislaコtqui

<
O
u
S
S
e
ユ
d
e
∋
O
d
芳
一
e
二
a
c
O
P
i
e
q
u
e
<
O
u
S
家
【
e
s
d
e
c
e
t
t
e
O
∋
b
r
e
ヨ
a
〓
e
r
ヨ
i
コ
耳
d
e
.
c
e
ぎ
t
ぎ
e
=
.
｢
何
故
な
ら
､
真
実
在
と
君
の
作
品
の
佃
忙
栂
｣

と
な
れ
ば
､
そ
の
次
に
は
第
二
位
の
も
の
､
す
わ
な
ち
､
真
実
在
の
コ
ピ
ー
で
あ
る
｢
ま
ほ
ろ
し
｣

(
つ
ま
り
自
然
存
在
)

が
あ
る
､
と
言
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
｡
そ
こ
に
デ
ィ
ド
ロ
は
｢
真
実
在
が
あ
る
､
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
｣
と
い
う
文
を
置
い
て
い
る
｡
そ
し
て
､
セ
ミ
コ
ロ
ン
の
あ
と

に
､
三
つ
の
存
在
を
並
べ
で
､
プ
ラ
ト
ン
的
存
在
論
の
全
体
像
を
要
約
的
に
示
し
て
い
る
｡
そ
う
な
る
と
､
条
件
法
過
去
で
示
さ
れ
た
=
〓
y
a
u
r
a
i
t
e
u
=

T
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
)

は
､
最
後
の
要
約
に
相
応
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
事
実
､
自
筆
稿
に
お
い
て
､
=
O
u
■
e
p
r
0
1
0
t
y
p
e
=
は
､
欄
外
に

書
か
れ
た
こ
の
挿
入
句
全
体
の
な
か
の
､
更
に
行
間
に
書
き
込
ま
れ
て
い
る
｡
わ
た
く
し
の
推
測
は
次
の
通
り
で
あ
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
は
､
本
の
原
稿
か
ら
こ

の
浄
書
の
自
筆
稿
に
､
加
筆
部
分
を
書
き
写
し
た
と
き
､
=
p
u
i
s
q
‡
コ
t
r
e
-
甘
<
賢
一
～
e
t
<
O
t
r
e
O
u
<
r
a
的
e
=
と
=
i
l
y
a
u
r
a
i
t
e
u
;
の
間
に
､
｢
第
二
位
の
存
在
が

あ
る
｣
と
い
う
趣
旨
の
短
い
文
が
あ
っ
た
の
を
､
書
き
落
と
し
た
｡
そ
し
て
､
そ
の
後
は
=
】
a
<
賢
t
恥
忘
○
コ
訂
コ
l
〇
.
ヨ
e
.
:
=
と
続
い
て
い
た
｡
そ
こ
に
不
整
合
を

み
と
め
た
か
れ
は
､
一
一
a
<
賢
【
か
-
を
=
ニ
y
a
【
r
a
i
t
e
u
=
の
直
接
補
語
と
見
な
し
｣
そ
の
後
の
趣
旨
か
ら
､
一
-
e
p
r
O
t
O
t
y
p
e
一
を
挿
入
し
､
そ
の
前
の
カ
ン
マ
を
セ
ミ

コ
七
ン
に
変
え
た
｡
そ
の
結
果
､
文
の
形
は
整
っ
た
が
､
意
味
の
通
ら
な
い
も
の
が
残
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡

(
神
)
拙
著
『
フ
ラ
ン
ス
を
中
心
と
す
る
1
8
世
紀
美
学
史
の
研
究
』
､
岩
波
書
店
､
一
九
九
九
年
､
一
五
七
～
一
六
一
ペ
ー
ジ
を
見
よ
｡

(
空
普
通
｢
理
想
的
モ
デ
ル
｣
と
訳
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
の
モ
デ
ル
に
超
越
的
な
性
格
は
殆
ど
な
い
｡
個
物
と
の
違
い
は
､
そ
れ
が
典
型
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る

こ
と
に
す
ぎ
な
い
｡
｢
理
念
的
｣
或
い
は
む
し
ろ
｢
観
念
的
｣
と
い
う
方
が
正
確
で
あ
る
｡

(
空
r
絵
画
論
J
第
一
章
の
言
葉
｡
c
r
.
ロ
P
<
一
X
l
<
一
い
怠
.

(
空
拙
稿
(
そ
の
1
)
､
三
四
～
四
一
行
日
､
(
そ
の
7
)
､
四
一
～
五
五
行
日
､
ロ
P
<
一
X
-
<
一
P
.
岩
山
一
当
ご
U
.

(空

『
絵
画
払
空
で
は
､
硬
化
し
た
老
人
の
肉
体
に
比
べ
て
､
子
供
の
柔
ら
か
い
組
織
に
こ
そ
､
自
然
の
特
性
と
し
て
の
影
響
の
伝
播
が
認
め
ら
れ
て
い
る
｡
ま

た
､
中
心
と
周
辺
の
対
比
に
お
け
る
求
心
的
構
造
は
､
r
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
の
夢
』
の
一
つ
の
中
心
的
な
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
(
蜘
妹
の
巣
の
中
心
に
い
て
､
そ

の
全
体
を
支
配
し
て
い
る
蜘
妹
の
比
喩
【
新
村
猛
訳
､
岩
波
文
庫
､
p
.
小
父
､
記
憶
と
意
識
が
中
心
に
位
置
す
る
こ
と
l
p
.
芸
･
警
エ
)
｡
ま
た
､
動
物
を
複
雑
な

機
械
七
見
な
し
た
う
え
で
､
そ
の
形
成
に
お
い
て
さ
ま
ぎ
ま
な
偶
然
的
な
要
因
が
介
在
す
る
こ
と
ざ
竺
･
訟
】
｡
他
に
写
り
T
N
り
一
い
皐
等
を
も
見
よ
｡
ま
た
､

硬
さ
が
生
命
‖
感
性
と
対
立
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
『
生
理
学
綱
領
｣

(
小
場
瀬
卓
三
訳
､
コ
ア
ィ
ド
ロ
著
作
集
】
第
二
巻
､
法
政
大
学
出
版
局
､
一
九
九

三
年
第
二
刷
､
p
.
い
芭
の
言
葉
､
｢
動
物
は
最
初
は
液
体
で
あ
る
｣
｡
｢
あ
る
器
官
が
硬
け
れ
ば
硬
い
ほ
ど
感
じ
は
鈍
い
｡
器
官
が
負
還
に
硬
さ
に
向
か
っ
て

進
め
ば
進
む
ほ
ど
､
よ
り
急
速
に
感
性
を
失
い
､
体
系
か
ら
孤
立
す
る
｣
を
参
照
せ
よ
｡



(
3
1
)
上
記
の
注
2
9
を
見
よ
｡

(
望
そ
の
ま
ま
訳
せ
ば
､
次
の
よ
う
に
な
る
｡
｢
晴
れ
た
日
に
､
公
園
の
散
歩
道
に
ひ
し
め
い
て
い
る
あ
の
多
く
の
頭
部
の
な
か
に
､
そ
の
一
方
の
横
顔
が
他
方

の
横
顔
と
似
て
い
る
よ
う
な
頭
部
､
そ
の
ロ
の
一
方
の
端
が
他
方
の
端
と
少
し
も
違
わ
な
い
よ
う
な
頭
部
､
凹
面
鏡
に
写
し
た
と
き
に
一
点
で
も
他
の
一
点

と
似
て
い
る
よ
う
な
頭
部
は
､
一
つ
と
し
て
な
い
､
と
い
う
こ
と
を
､
せ
め
て
認
め
た
ま
え
｣
(
D
P
<
一
X
≦
一
p
.
緊
ニ
｡

(
黒
)
旨
己
.
一
P
.
｣
か
一
一
.
A
か
ら
始
ま
る
部
分
｡
全
集
本
は
こ
こ
に
段
落
の
切
れ
目
を
置
い
て
い
な
い
が
､
こ
の
校
訂
者
の
判
断
は
正
し
く
な
い
｡
本
来
､
こ
こ
に
は

段
落
の
切
れ
目
が
置
か
れ
て
い
た
｡
そ
こ
に
､
後
か
ら
デ
ィ
ド
ロ
は
長
い
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
挿
入
し
た
｡
そ
の
末
尾
に
段
落
の
切
れ
目
を
指
示
し
な
か
っ
た
の

は
､
お
そ
ら
く
単
な
る
ミ
ス
で
あ
る
｡
原
稿
の
上
で
は
､
そ
こ
に
現
に
段
落
の
切
れ
目
が
あ
る
た
め
に
､
更
め
て
切
り
換
え
を
指
示
す
る
必
要
を
感
じ
な
か

っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
｡

(
空
デ
ィ
ド
ロ
の
｢
観
念
的
モ
デ
ル
｣
説
に
､
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
｢
理
想
美
｣
の
観
念
や
ギ
リ
シ
ア
美
術
に
関
す
る
考
察
が
影
響
を
与
え
た
こ
上
は
､
つ
と

直
脂
潤
さ
れ
て
い
る
｡
ヴ
ィ
ン
ケ
ル
マ
ン
の
ギ
リ
シ
ア
美
術
模
倣
論
G
e
d
a
n
k
巾
コ
旨
e
r
d
i
e
N
a
c
h
a
h
ヨ
u
コ
g
d
e
r
官
e
c
h
i
s
c
h
e
コ
W
e
r
c
k
O
i
コ
d
e
r
M
竪
e
ヨ

u
コ
d
B
ニ
d
h
a
u
e
r
k
⊂
コ
S
ニ
(
コ
u
u
)
は
､
ア
ル
ノ
Ⅰ
(
-
一
a
b
b
m
A
r
コ
a
u
d
)
の
主
宰
し
て
い
た
l
O
u
r
コ
a
〓
冨
コ
g
e
r
(
外
国
雑
誌
)
の
一
七
五
六
年
一
月
号
に

=
R
芸
e
x
i
∃
S
S
u
r
〓
ヨ
i
t
a
t
i
∃
d
e
s
O
u
<
r
a
g
e
S
d
e
s
G
r
e
c
s
三
と
し
て
紹
介
さ
れ
た

(
序
文
は
全
訳
､
本
文
は
抄
訳
【
u
コ
e
t
r
a
d
u
c
t
i
O
コ
d
茸
u
i
s
訂
e
二
葛
5
i
e
ニ
e
】

ら
し
い
)

(
c
r
.
全
集
本
〓
七
六
七
年
の
サ
ロ
ン
｣
の
注
空
｡
ま
た
r
ギ
リ
シ
ア
美
術
史
G
e
s
O
h
i
c
h
t
e
d
e
r
K
u
コ
S
t
d
巾
S
と
t
呈
u
ヨ
こ

(
】
ま
主
は
､

=
〓
i
s
t
O
i
r
e
d
e
1
.
a
ユ
C
h
e
N
l
e
s
A
コ
C
i
e
コ
S
=
と
し
て
一
七
六
六
年
に
仏
訳
が
出
て
い
る
(
c
f
.
同
注
空
｡
｢
観
念
的
モ
デ
ル
｣
の
考
え
は
､
一
七
五
八
年
の
｢
劇

詩
論
』
に
既
に
見
ら
れ
る
｡
｢
観
念
的
モ
デ
ル
｣
説
の
展
開
に
つ
い
て
は
､
1
.
C
h
O
u
i
〓
e
t
一
卜
b
訂
∃
邑
≧
d
n
こ
象
芸
邑
茸
E
e
叫
旨
日
詰
亘
こ
r
r
ヨ
a
コ
d

C
O
〓
コ
ニ
ヨ
い
一
p
P
ゝ
遥
･
怠
¢
‥
E
-
s
e
M
a
r
i
e
B
u
k
d
a
享
h
迂
e
亘
一
?
三
宅
e
d
ぎ
こ
一
C
O
p
什
コ
h
a
望
e
一
R
O
S
e
コ
k
i
■
d
n
e
t
B
a
g
g
e
r
一
p
p
.
会
ぃ
･
た
声

特
に
ヴ
ィ
ン
ケ

ル
マ
ン
の
影
響
に
つ
い
て
は
､
前
者
p
p
.
念
チ
念
∽
を
見
よ
｡
ま
た
､
(
自
然
は
飛
躍
し
な
い
)
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
関
係
に
つ
い
て
､
全
集
本
の
脚
注
4
0

は
r
百
科
全
書
｣
第
四
巻
所
収
の
項
目
｢
連
続
性
c
O
コ
エ
コ
u
T
t
巾
(
の
法
則
)
｣
を
挙
げ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
｢
こ
れ
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
氏
に
よ
る
原
理
で
あ

る
｡
氏
の
放
え
に
よ
れ
ば
､
自
然
の
な
か
で
は
何
物
も
飛
躍
(
s
a
u
t
)

に
よ
っ
て
は
な
さ
れ
な
い
し
､
ま
た
或
る
存
在
が
或
る
状
態
か
ら
別
の
状
態
に
移
る

と
き
､
両
者
の
間
に
考
え
う
る
限
り
す
べ
て
の
状
態
を
経
ず
に
は
お
か
な
い
｣
(
l
<
こ
一
計
)
｡
そ
し
て
､
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
も
う
一
つ
の
原
理
で
あ
る
｢
不

可
識
別
者
同
一
の
原
理
｣
の
方
は
､
同
じ
r
サ
ロ
ン
｣
の
な
か
で
､
ヴ
ュ
ル
ネ
の
散
歩
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る

(㌔site一p.N呈｡

(
空
デ
ィ
ー
ク
マ
ン
は
-
讐
×
N
烏
ヨ
ヨ
と
し
て
い
る
(
p
J
u
り
)
｡
誤
差
の
範
囲
内
だ
が
､
〓
七
大
七
年
の
サ
ロ
ン
｣
で
使
わ
れ
て
い
る
用
紙
よ
り
も
大
き
な
､

明
ら
か
に
別
種
の
も
の
で
あ
る
｡

(
3
6
)
上
記
の
往
5
を
見
よ
｡
そ
の
な
か
の
一
六
三
～
一
七
四
ペ
ー
ジ
が
テ
ク
ス
ト
の
校
訂
と
注
で
あ
る
｡
こ
の
校
訂
は
､
可
能
な
限
り
厳
密
に
､
大
文
字
小
文

字
の
区
別
や
句
読
点
に
つ
い
て
ま
で
､
デ
ィ
ド
ロ
の
テ
ク
ス
ト
に
準
拠
し
た
(
旦
p
･
l
呈
例
外
的
な
も
の
で
あ
る
｡
信
頼
度
は
､
全
集
の
メ
イ
の
校
訂
版

よ
り
も
高
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
な
お
､
こ
の
仕
事
が
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
､
c
〔
p
J
u
N
一
己
○
毒
-
声
⊃
±
.

三七



三八

(
3
7
)
D
P
<
一
X
芦
p
.
宣
声

(
空
D
i
e
c
k
ヨ
a
コ
⊃
一
P
声
c
F
p
J
u
い
.

(
空
卓
C
デ
p
.
台
石
.

(
空
こ
の
全
集
版
に
は
､
こ
の
加
筆
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
｡
デ
ィ
ー
ク
マ
ン
は
､
そ
の
三
九
行
目
の
校
訂
注
に
明
記
し
て
い
る
｡

(
4
1
)
た
だ
し
､
こ
れ
が
適
切
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
疑
問
が
残
る
｡
む
し
ろ
､
拙
速
な
仕
事
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
す
な
わ
ち
､
こ
こ
の
構
文
は
=
r
ど
コ
i
r
少
A
一

B
=
と
い
う
も
の
で
､
A
に
相
当
す
る
部
分
に
多
く
の
名
詞
が
列
挙
さ
れ
､
B
に
は
一
つ
の
名
詞
句
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
が
､
シ
ュ
ア
ー
ル
が

e
コ
f
i
コ
を
書
き
込
ん
だ
の
は
B
の
あ
と
な
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
､
他
の
例
を
一
つ
挙
げ
る
｡
劇
場
の
監
督
が
食
事
を
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
､
テ
レ
ン
ナ
ウ
ス

が
原
稿
を
も
っ
て
売
り
込
み
に
行
っ
た
｡
言
わ
れ
て
朗
読
す
る
と
､
監
督
が
言
っ
た
｡
｢
食
事
を
し
よ
う
｡
話
は
そ
の
あ
と
だ
｡
ロ
ぎ
○
コ
S
e
:
O
u
S
<
e
m
コ
S

-
e
r
e
s
【
e
a
p
r
邑
(
p
.
喜
一
〓
)
｡
こ
の
せ
り
ふ
の
前
に
､
シ
ュ
ア
ー
ル
は
｢
こ
こ
に
座
り
た
ま
え
P
-
e
コ
e
2
p
-
a
c
e
i
c
i
｣
と
付
け
加
え
た
｡
な
め
ら
か
に
な
っ

た
が
､
き
れ
は
失
わ
れ
た
｡

(
望
=
〓
s
コ
e
一
一
〇
コ
t
p
a
S
e
u
e
妄
=
≡
コ
ー
○
コ
t
P
a
～
e
u
C
e
-
-
e
i
コ
d
l
-
3
､
⊃
C
e
=
と
書
き
換
え
た
も
の
だ
が
､
こ
れ
を
証
拠
の
事
例
に
加
え
る
の
は
不
適
切
か
も
し
れ
な
い
｡

全
集
本
の
メ
イ
の
み
な
ら
ず
､
デ
ィ
ー
ク
マ
ン
(
p
｣
声
-
･
革
も
ま
た
､
こ
れ
を
デ
ィ
ド
ロ
自
身
に
よ
る
推
敲
と
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
を
敢
え

て
シ
ュ
ア
ー
ル
に
よ
る
改
定
と
見
る
理
由
は
三
つ
あ
る
｡
先
ず
､
こ
れ
が
｢
太
い
横
線
｣
に
よ
っ
て
消
さ
れ
て
い
る
こ
と
､
第
二
に
､
原
稿
の
行
間
に
書
き

加
え
ら
れ
た
名
詞
一
i
コ
d
i
r
r
3
､
コ
C
e
-
の
■
r
■
が
一
つ
で
､
そ
の
前
の
行
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
､
そ
し
て
､
第
三
に
､
こ
れ
を
代
名
詞
で
表
現
し
た
際
の
分
か

り
に
く
さ
は
､
わ
た
く
し
の
知
っ
て
い
る
デ
ィ
ド
ロ
の
文
体
の
特
徴
に
符
合
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
二
人
の
研
究
者
が
こ

れ
を
デ
ィ
ド
ロ
自
身
の
推
敲
と
判
断
し
た
最
大
の
理
由
は
､
お
そ
ら
く
､
書
体
が
デ
ィ
ド
ロ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
｡
こ
こ

で
は
､
･
同
じ
単
語
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
の
で
､
そ
の
判
定
は
他
の
箇
所
よ
り
も
易
し
い
か
も
し
れ
な
い
｡
事
実
､
こ
の
二
つ
の
書
体
は
よ
く
似
て
い
る
｡

し
か
し
､
わ
た
く
し
の
目
に
は
､
全
体
に
二
人
の
書
体
は
似
た
も
の
に
見
え
る
の
で
､
こ
れ
を
決
定
的
な
基
準
に
は
し
が
た
い
と
考
え
る
｡
特
に
､
｢
書
記

法
g
r
a
p
h
i
e
｣
の
違
い
を
判
別
の
基
準
に
挙
げ
る
メ
イ
に
と
っ
て
､
上
記
の
綴
り
の
遠
い
は
問
題
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
総
じ
て
､
横
線
に
よ
っ
て
消
さ
れ
た

部
分
の
改
定
を
デ
ィ
ド
ロ
の
も
の
と
し
て
い
る
ケ
ー
ス
が
､
メ
イ
に
は
多
い

(
特
に
末
尾
の
p
p
.
金
言
○
)
｡
そ
の
判
断
の
根
拠
が
､
わ
た
く
し
に
は
よ
く

分
か
ら
な
い
｡

(
翌
デ
ィ
ー
ク
マ
ン
は
そ
の
よ
う
に
判
断
し
て
い
る
が
､
メ
イ
は

(
p
ゝ
声
G
.
)
デ
ィ
ド
ロ
自
身
が
削
除
し
､
シ
ュ
ア
ー
ル
は
こ
れ
を
除
い
て
印
刷
し
た
､
と

し
て
い
る
｡

(
聖
｢
太
い
横
線
｣
で
消
さ
れ
た
右
の
欄
外
へ
の
デ
ィ
ド
ロ
自
身
の
書
き
込
み
は
､
殆
ど
判
読
で
き
な
い
｡
デ
ィ
ー
ク
マ
ン
は
､
そ
の
相
当
な
部
分
を
判
読
し
て

いる

(
p
｣
邑
｡
そ
れ
は
驚
く
べ
き
こ
と
だ
が
､
疑
問
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
｡
先
ず
､
形
式
的
に
言
う
と
､
欄
外
に
書
き
込
む
と
き
､
デ
ィ
ド
ロ
は
､

挿
入
を
行
う
本
文
と
同
じ
高
さ
の
空
間
に
､
そ
れ
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
は
､
ず
っ
と
上
の
方
か
ら
書
き
始
め
て
い
る
｡
そ



し
て
､
そ
の
書
き
込
み
は
ず
っ
と
下
の
方
へ
と
続
い
て
い
る
｡
書
き
込
み
の
分
量
を
判
断
し
て
､
上
の
方
か
ら
書
き
始
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
｡
し
か
し
､
現

に
消
さ
れ
て
い
る
そ
の
文
の
全
体
は
､
シ
ュ
ア
ー
ル
に
よ
っ
て
下
の
欄
外
に
転
写
さ
れ
た
と
い
う
文
の
分
量
よ
り
も
多
い
よ
う
に
見
え
る
｡
そ
こ
で
､
子
細

に
見
て
み
る
と
､
デ
ィ
ー
ク
マ
ン
が
判
読
し
て
い
る
の
は
､
挿
入
箇
所
と
同
じ
水
準
よ
り
も
上
の
部
分
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
｡
す
な
わ
ち
､

=
d
i
s
s
i
p
か
一
u
コ
C
e
コ
S
e
u
r
P
ト
=
O
S
O
p
ト
e
…
=
の
行
は
判
読
が
可
能
だ
が
､
こ
れ
は
挿
入
箇
所
と
同
じ
水
準
の
行
の
四
行
上
に
あ
り
､
こ
の
水
準
よ
り
上
の
部
分
で
､

シ
ュ
ア
ー
ル
に
よ
る
転
写
部
分
は
尽
き
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
同
水
準
の
行
の
後
半
と
､
そ
の
上
の
二
行
(
左
側
は
空
白
で
右
に
寄
っ

て
い
る
｡
特
に
そ
の
二
行
目
は
一
語
か
二
語
に
す
ぎ
な
い
)
は
､
デ
ィ
ド
ロ
の
｢
斜
線
｣
に
よ
っ
て
消
さ
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
､
わ
た
く
し
の
推
測
は
次
の

通
り
で
あ
る
｡

デ
ィ
ド
ロ
は
ま
ず
､
挿
入
箇
所
､
す
な
わ
ち
､
行
間
に
挿
入
さ
れ
た
=
○
≡
e
S
-
e
コ
S
O
u
C
賢
p
a
s
=
に
続
け
て
､
同
じ
高
さ
の
右
の
欄
外
に
書
き
込
み
を
行

っ
た
｡
そ
し
て
､
そ
の
l
行
目
の
末
尾
を
斜
線
で
消
し
て
､
そ
の
上
に
書
き
直
し
た
｡
そ
の
書
き
直
し
が
二
行
に
渡
っ
た
の
か
､
そ
れ
と
も
そ
れ
を
再
度
書

き
直
し
た
の
か
は
､
分
か
ら
な
い
｡
し
か
し
､
そ
の
あ
と
で
､
こ
の
加
筆
部
分
を
す
べ
て
消
し
､
右
の
欄
外
の
そ
の
上
の
空
間
に
､
新
た
な
文
章
を
書
き
込

ん
だ
(
こ
の
際
に
､
挿
入
箇
所
を
示
す
#
を
本
文
と
加
華
箇
所
の
両
方
に
付
し
た
)
｡
こ
の
推
測
の
問
題
点
は
､
基
準
の
水
準
よ
り
下
の
､
わ
た
く
し
が
最

初
の
加
筆
案
と
見
な
し
て
い
る
部
分
を
消
し
て
い
る
線
が
､
デ
ィ
ド
ロ
の
も
の
と
さ
れ
る
｢
斜
線
｣
で
は
な
く
､
｢
太
い
横
線
｣
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ

る
｡
こ
の
部
分
を
シ
ュ
ア
ー
ル
が
転
写
し
な
か
っ
た
こ
と
は
､
ま
ず
間
違
い
な
い
｡
そ
う
な
る
と
､
こ
の
｢
太
い
横
線
｣
が
や
は
り
シ
ュ
ア
ー
ル
の
も
の
で

あると考えるのであれば､事能信次のようなことになろう｡-

デ
ィ
ド
ロ
は
挿
入
箇
所
に
続
け
て
右
の
欄
外
に
書
き
込
み
を
行
っ
た
｡
そ
の
あ

と
で
(
一
行
首
の
修
正
は
別
と
し
て
)
､
そ
の
全
体
に
先
立
つ
部
分
に
加
筆
し
た
く
な
り
､
そ
れ
を
こ
の
欄
外
の
書
き
込
み
に
接
続
す
る
形
で
､
そ
の
上
部

に
加
筆
し
た
｡
シ
ュ
ア
ー
ル
は
､
こ
の
全
体
が
読
み
に
く
い
と
判
断
し
て
､
そ
れ
を
横
線
で
消
し
､
下
の
欄
外
に
転
写
し
た
｡
た
だ
し
､
そ
の
際
､
デ
ィ
ド

ロ
が
最
初
に
書
い
た
(
基
準
線
よ
り
も
下
の
)
部
分
を
､
自
ら
の
判
断
に
よ
っ
て
割
愛
し
た
｡
そ
し
て
､
最
後
に
シ
ュ
ア
ー
ル
が
､
こ
れ
ら
す
べ
て
を
消
し

な
お
し
て
､
下
の
欄
外
に
転
写
し
た
｡

こ
の
副
詞
句
が
後
か
ら
挿
入
さ
れ
た
と
見
る
理
由
は
､
自
筆
稿
に
お
い
て
､
そ
れ
が
行
の
末
尾
に
あ
り
､
右
の
欄
外
の
空
間
に
は
み
出
し
て
い
る
か
ら
で

あ
る
｡
ま
た
､
決
定
稿
の
文
は
､
｢
哲
学
者
は
､
セ
ー
ヤ
ー
ヌ
ス
の
時
代
に
は
､
料
理
人
ほ
ど
多
く
の
競
売
人
を
見
つ
け
ら
れ
な
か
っ
た
｣
で
あ
る
｡

｢
と
せ
り
ふ
と
の
｣
は
行
間
へ
の
､
後
か
ら
の
加
筆
｡

→
h
e
C
O
∋
e
d
i
e
s
O
コ
e
r
e
コ
C
e
一
t
r
a
コ
S
-
a
t
e
d
i
コ
t
O
f
a
ヨ
i
〓
e
r
b
-
a
コ
k
v
e
r
s
e
s
一
b
y
G
e
O
-
的
e
C
O
-
ヨ
芦
｢
○
コ
d
O
コ
→
コ
琴
た
だ
し
､
こ
の
翻
訳
に
つ
い
て
デ
ィ
ド
ロ

は
､
最
後
の
数
行
で
､
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
に
言
及
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡
自
筆
稿
で
は
､
一
一
ペ
ー
ジ
日
に
四
行
で
書
か
れ
､
こ
れ
は
｢
太
い
横
線
｣

で
消
さ
れ
て
い
る
(
新
全
集
本
の
編
者
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
･
メ
イ
は
､
こ
の
節
の
直
前
の
部
分
は
｢
用
紙
二
二
二
｣
の
表
に
書
か
れ
､
そ
の
裏
は
白
紙
に
な
っ
て

い
て
､
こ
の
数
行
は
｢
別
紙
u
コ
ぎ
i
=
e
t
s
昔
r
こ
が
書
か
れ
て
い
る
､
と
言
っ
て
い
る
【
p
.
食
草
一
N
●
】
｡
自
筆
稿
に
用
紙
毎
の
菅
了
は
な
く
､
ま
た
､
こ
の

節
の
直
前
の
部
分
は
一
〇
ペ
ー
ジ
日
､
す
な
わ
ち
用
紙
の
裏
に
書
か
れ
て
い
る
｡
こ
れ
は
=
u
≡
O
u
V
e
a
u
ぎ
i
】
牢
一
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
デ
ィ
ー
ク
マ

三九



四〇

ン
の
注
亨
l
J
N
】
を
誤
解
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
｡
そ
う
な
る
と
､
メ
イ
は
直
接
自
筆
稿
を
調
査
し
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
｡
し
か
し
､
そ
の
校
訂
の
注

に
は
デ
ィ
ー
ク
マ
ン
と
は
異
な
る
判
断
を
示
し
た
も
の
が
確
か
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
)
｡
な
お
､

G
a
z
e
t
l
e
≡
l
賢
a
i
r
e
誌
上
で
は
､
コ
ー
ル
マ
ン
の
翻
訳
へ
の
批
評
が
､
(
デ
ィ
ド
ロ
の
四
行
で
は
な
く
)

五
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
が
､

メ
イ
は
こ
れ
が
ま
ず
間
違
い
な
く
デ
ィ
ド
ロ
の
も
の
で
は
な
い
と
し
て
い
る
(
デ
ィ
ー
ク
マ
ン
の
意
見
に
つ
い
て
は
､
c
r
.
p
｣
竺
)
｡

メ
イ
は
､
文
と
事
柄
の
一
体
性
､
文
体
の
表
現
性
と
い
う
論
旨
に
対
し
て
は
､
マ
ロ
の
例
の
方
が
ず
っ
と
適
切
で
あ
る
と
し
て
い
る

(p.会〕一コ.N｣)｡

こ
れ
は
､
.
｢
翻
訳
論
｣
が
｢
テ
レ
ン
ナ
ウ
ス
論
｣
に
接
合
さ
れ
た
結
果
､
要
請
さ
れ
た
修
正
と
は
言
え
な
い
か
も
し
れ
な
い
｡
主
題
が
翻
訳
で
あ
る
以
上
､

翻
訳
を
例
と
す
べ
き
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
は
､
｢
翻
訳
論
｣
の
枠
の
な
か
で
も
言
え
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､
事
実
と
し
て
､
こ
の
推
敲
は
､
二
つ
の

テ
ク
ス
ト
を
一
つ
に
合
わ
せ
た
ウ
ィ
ー
ン
の
自
筆
稿
の
上
で
な
さ
れ
.
て
い
る
｡
で
は
､
マ
ロ
の
例
を
基
に
し
て
考
え
て
､
こ
の
テ
ク
ス
ト
が
始
め
は
翻
訳
よ

り
も
､
文
体
を
論
じ
て
い
た
も
の
で
あ
る
､
と
い
う
可
能
性
は
あ
る
だ
ろ
う
か
｡
な
い
と
は
言
え
な
い
が
､
可
能
性
は
低
い
｡
こ
の
例
が
持
ち
出
さ
れ
た
あ

と
で
忠
実
な
翻
訳
の
要
諦
が
語
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
ま
た
､
こ
の
自
筆
稿
の
段
階
で
､
テ
レ
ン
ナ
ウ
ス
の
翻
訳
の
書
評
と
し
て
書
か
れ
た
の
で
あ
れ

ば
､
こ
こ
は
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
で
は
な
く
テ
レ
ン
ナ
ウ
ス
の
訳
文
を
例
と
し
た
の
で
は
な
い
か
｡
こ
の
事
笑
も
ま
た
､
テ
ク
ス
ト
の
成
立
事
情
に
つ
い
て
､

何
か
を
物
語
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
｡


