
序

T
h
･
W
･
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
奮
術
作
品
の
自
然
性

東

口

豊

¶
･
W
･
ア
ド
ル
ノ
(
一
九
〇
三
1
六
九
)
は
､
遺
著
と
な
っ
た
『
美
学
理
論
』
(
一
九
七
〇
)
の
中
で
自
然
美
に
関
す
る
一
節
を

設
け
､
自
然
と
蛮
術
の
問
題
を
集
中
的
に
論
じ
て
い
る
｡
そ
こ
で
ア
ド
ル
ノ
は
､
｢
蛮
術
は
自
然
を
模
倣
す
る
の
で
も
､
個
々
の
自
然
美

を
模
倣
す
る
の
で
も
な
く
､
自
然
美
そ
の
も
の
を
模
倣
す
る
｣

(
か
T
.
一
S
.
〓
ご
と
言
い
､
自
然
美
と
蛮
術
の
間
に
独
自
の
関
係
を
見
い

だ
そ
う
と
し
て
い
る
｡
そ
の
よ
う
な
ア
ド
ル
ノ
の
思
想
は
､
次
の
文
章
に
端
的
に
表
れ
て
い
る
｡

徹
底
的
に
人
為
的
¢
訂
M
t
で
あ
り
､
人
間
的
な
も
の
で
あ
る
蛮
術
作
品
は
､
自
然
的
な
含
q
M
t
も
の
､
主
観
に
と
っ
て
純
然
と
人
間

的
で
は
な
い
も
の
､
つ
ま
り
カ
ン
ト
的
に
言
っ
て
物
自
体
の
よ
う
な
も
の
の
代
理
を
務
め
る
(
か
→
.
一
S
.
遥
.
)

こ
の
文
章
を
見
て
分
か
る
よ
う
に
､
ア
ド
ル
ノ
は
徹
底
的
に
人
間
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
蛮
術
作
品
に
｢
自
妖
じ
を
見
て
い
る
｡

ア
ド
ル
ノ
は
｢
蛮
術
は
非
人
間
的
な
も
の
が
語
る
こ
と
を
人
間
的
な
手
段
で
実
現
し
ょ
う
と
す
る
｣
(
》
→
.
㌫
｣
N
こ
と
も
言
っ
て
お
り
､

ア
ン
ト
ン
･
ヴ
ュ
ー
ベ
ル
ン
を
引
き
合
い
に
出
し
て
､
彼
の
音
楽
に
お
い
て
は
｢
純
粋
な
昔
｣
が
｢
自
然
の
声
N
a
t
u
ユ
a
u
t
｣

へ
と
変
化

す
る
と
考
え
て
い
る
｡
更
に
､
同
様
の
思
想
は
｢
蛮
術
作
品
が
完
全
で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
､
ま
す
ま
す
諸
々
の
意
図
が
消
え
去
る
｣

一
三
一



一
三
二

(
旨
已
.
)
と
い
う
文
章
か
ら
も
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
よ
う
｡

こ
の
こ
と
は
極
め
て
大
き
な
矛
盾
を
は
ら
ん
だ
主
張
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
､
ア
ド
ル
ノ
は
自
然
美
の
質
的
な
差
異
を
述
べ
る
と
き
に
､

｢
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
な
い
も
の
が
語
る
度
合
い
｣
(
>
→
.
}
S
｣
〓
.
)
を
基
準
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
に
照
ら
し
て
考
え

る
な
ら
ば
､
｢
徹
底
的
に
人
為
的
で
あ
り
､
人
間
的
な
も
の
で
あ
五
重
術
作
品
｣
は
､
自
然
美
か
ら
最
も
遠
い
と
こ
ろ
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
｡

な
ぜ
そ
の
よ
う
な
蛮
術
作
品
が
自
然
を
代
理
す
る
こ
と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
｡
蛮
術
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
と
き
､

蛮
術
と
そ
れ
に
模
倣
さ
れ
る
｢
自
炊
実
そ
の
も
の
｣
と
の
関
係
､
そ
し
て
自
然
の
存
在
自
体
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡

以
上
の
問
題
を
考
察
す
る
た
め
に
､
本
論
考
で
は
､
従
来
の
ア
ド
ル
ノ
研
究
で
は
あ
ま
り
問
わ
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
自
然
概
念
の

展
開
を
も
考
慮
に
入
れ
つ
つ
､
自
然
美
の
意
味
と
糞
術
と
自
然
の
関
係
を
考
察
す
る
｡
そ
し
て
そ
れ
ら
の
こ
と
を
通
し
て
､
ア
ド
ル
ノ

の
思
想
に
お
け
る
蛮
術
の
位
置
を
考
え
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
｡

第
l
節

ア
ド
ル
ノ
の
思
想
に
お
け
る
自
然
と
歴
史

本
節
に
お
い
て
は
､
ア
ド
ル
ノ
の
哲
学
的
な
思
索
に
お
い
て
自
然
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
の
か
を
考
察
す
る
｡
そ

の
際
に
注
目
す
る
の
は
｢
自
然
史
｣
と
い
う
理
念
で
あ
る
｡
な
ぜ
な
ら
こ
の
理
念
は
､
一
九
三
二
年
の
㌘
コ
t
g
e
S
e
ニ
s
c
h
a
∋
で
行
わ
れ
た

｢
自
然
史
の
理
念
｣
と
い
う
講
演
で
主
題
的
に
論
じ
ら
れ
た
後
､
ア
ド
ル
ノ
の
生
涯
に
わ
た
る
問
題
と
し
て
た
び
た
び
彼
の
著
作
に
登

場
す
る
か
ら
で
あ
る
｡
と
牒
わ
け
｢
自
然
史
の
理
念
｣
の
次
の
〓
即
は
､
後
期
の
哲
学
的
主
著
で
あ
る
『
否
定
弁
証
法
』
(
一
九
六
六
)

に
お
い
て
引
用
さ
れ
て
い
る
｡

自
然
と
歴
史
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
い
が
本
気
で
立
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
､
そ
の
間
い
が
解
答
の
見
通
し
を
示
す
の
は
､



極
め
て
歴
史
的
な
規
定
に
お
け
る
歴
史
的
存
在
を
､
最
も
歴
史
的
で
あ
る
と
こ
ろ
で
､
そ
れ
自
身
自
然
的
存
在
と
し
て
把
握
す
る

こ
と
に
成
功
す
る
と
き
､
ま
た
は
自
然
を
､
自
然
と
し
て
最
も
深
く
自
ら
に
留
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
こ
ろ
で
､
歴
史
的

存
在
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
と
き
の
み
で
あ
る
(
-
N
.
一
S
.
い
笠
f
.
)
｡

こ
こ
で
ア
ド
ル
ノ
が
意
図
し
て
い
る
こ
と
は
｢
自
然
と
歴
史
と
い
う
通
常
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
を
廃
棄
す
る
こ
と
｣
で
あ
り
､
｢
こ
の
二

つ
の
概
念
を
､
そ
れ
ら
が
ま
っ
た
く
崩
壊
し
廃
棄
さ
れ
る
点
ま
で
駆
り
立
て
る
こ
と
｣
に
よ
っ
て
そ
れ
を
成
し
遂
げ
よ
う
と
し
て
い
る

の
で
あ
る
(
l
N
.
一
S
.
山
草
)
｡
し
か
し
そ
の
と
き
､
ア
ド
ル
ノ
は
自
然
と
歴
史
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
で
何
を
意
味
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ

ろ
う
か
｡
そ
し
て
､
ど
の
よ
う
に
そ
の
対
立
を
解
消
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
問
題
で
あ
る
｡

ま
ず
始
め
に
､
ア
ド
ル
ノ
の
自
然
概
念
を
考
察
し
よ
う
｡
ア
ド
ル
ノ
は
一
般
的
に
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
｢
自
然
史

N
a
t
u
r
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
｣
や
自
然
科
学
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
な
自
然
概
念
を
退
け
た
上
で
､
こ
こ
で
問
題
と
す
る
自
然
を
｢
神
話
的
な
も
の

d
a
s
M
y
t
h
i
s
c
h
e
｣
(
寮
已
と
い
う
概
念
で
言
い
換
え
る
｡
そ
し
て
｢
神
話
的
な
も
の
｣
の
概
念
を
分
析
し
て
得
ら
れ
る
諸
特
徴
､
す

な
わ
ち
｢
以
前
か
ら
こ
こ
に
あ
る
も
の
､
運
命
的
に
仕
組
ま
れ
た
所
与
の
存
在
と
し
て
人
間
の
歴
史
を
担
う
も
の
､
ま
た
そ
の
よ
う
に

し
て
歴
史
の
中
に
現
象
す
る
も
の
､
実
体
的
に
歴
史
の
中
に
あ
る
も
の
｣

(
l
N
.
.
S
.
い
会
.
)
と
い
う
性
質
を
自
然
概
念
に
適
用
す
る
｡
つ

ま
り
｢
神
話
的
な
も
の
｣
で
あ
る
自
然
と
は
､
運
命
と
し
て
人
間
の
手
の
及
ば
ぬ
も
の
で
あ
り
､
過
去
か
ら
永
遠
に
同
一
の
も
の
と
し

て
存
在
し
続
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
人
間
の
歴
史
を
実
体
と
し
て
担
い
､
歴
史
の
生
成
を
自
ら
は
不
動
の
ま
ま

も
た
ら
す
力
と
し
て
の
自
然
存
在
を
､
能
産
的
自
然
邑
u
r
a
コ
a
t
u
r
a
コ
S
と
ほ
ぼ
同
義
と
解
釈
す
る
こ
と
も
出
来
る
だ
ろ
う
｡

一
方
歴
史
は
､
｢
そ
こ
に
お
い
て
質
的
に
新
し
い
も
の
が
現
れ
る
｣
(
寮
d
.
)
運
動
で
あ
る
と
規
定
さ
れ
る
｡
そ
れ
は
｢
前
々
か
ら
そ

こ
に
あ
っ
た
も
の
の
純
粋
な
同
一
性
や
再
生
産
｣
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
決
し
て
な
く
､
常
に
新
し
い
も
の
を
生
成
し
そ
れ
を
代
々
受

け
継
い
で
き
た
｢
人
間
の
振
る
舞
い
｣
の
こ
と
な
の
で
あ
る
(
旨
d
し
｡
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
､
こ
の
歴
史
の
規
定
が
先
程
の
自
然
概

一
三
三



〓
二
四

念
の
そ
れ
と
ま
っ
た
く
対
極
的
で
あ
る
点
だ
ろ
う
｡
自
然
は
｢
苦
か
ら
そ
こ
に
あ
る
も
の
｣
の
永
遠
の
反
復
と
見
な
さ
れ
る
の
に
対
し

て
､
歴
史
の
運
動
を
特
徴
付
け
る
の
は
新
し
い
も
の
の
現
出
で
あ
る
｡

し
か
し
ア
ド
ル
ノ
の
目
的
は
､
自
然
と
歴
史
の
そ
れ
ぞ
れ
最
も
極
端
な
規
定
に
お
い
て
､
も
う
一
方
の
性
質
を
見
い
だ
す
こ
と
で
あ

る
｡
そ
れ
は
｢
具
体
的
な
歴
史
を
弁
証
法
的
な
自
然
へ
と
戻
す
こ
と
｣
で
あ
り
､
｢
歴
史
哲
学
を
存
在
論
的
に
方
向
転
換
す
る
こ
と
｣
な

の
だ
と
ア
ド
ル
ノ
は
言
う
(
【
N
.
一
S
.
い
u
こ
｡
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
試
み
こ
そ
が
｢
自
然
史
｣
の
理
念
に
よ
っ
て
言
い
表
さ
れ
て
い
る
も

の
な
の
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
｡
だ
が
そ
れ
な
ら
ば
､
歴
史
の
動
き
に
お
い
て
現
出
す
る
新
し
い
も
の
が
､
昔
か
ら
存
在
し
続
け
て

い
る
自
然
存
在
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡
ま
た
そ
の
反
対
に
､
そ
の
よ
う
な
自
然
存
在
を
変
化
す
る
も

の
と
し
て
捉
え
る
眼
差
し
も
同
時
に
求
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
｡
ア
ド
ル
ノ
は
前
者
に
つ
い
て
､
ル
カ
ー
チ
の
『
小
説
の
理
論
』
(
一
九

一
六
)
か
ら
｢
第
二
の
自
然
z
w
e
i
t
e
N
a
t
u
r
｣
と
い
う
概
念
を
､
後
者
の
た
め
に
は
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
(
一
九
二

五
)
か
ら
｢
ア
レ
ゴ
リ
ー
A
ニ
e
g
O
r
i
e
｣
と
｢
移
ろ
い
<
e
r
g
瞥
g
コ
i
s
｣
と
い
う
概
念
を
借
用
し
て
説
明
す
る
｡

｢
第
二
の
自
然
｣
と
は
｢
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
､
人
間
の
手
か
ら
失
わ
れ
た
事
物
の
世
界
｣
と
し
て
の

｢
因
襲
の
世
界
d
i
e
W
e
-
t
d
e
r
K
O
コ
<
e
コ
t
i
O
コ
｣
(
-
N
.
一
S
.
い
訟
.
)
に
入
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
､
あ
た
か
も
そ
れ
が
自
然
で
あ
る
か
の
よ
う

に
見
え
る
も
の
で
あ
る
｡
つ
ま
り
そ
れ
は
既
に
我
々
に
と
っ
て
現
実
性
が
失
わ
れ
て
｢
よ
そ
よ
そ
し
く
芽
∋
d
｣
な
っ
た
も
の
で
あ
り
､

そ
れ
ゆ
え
｢
解
き
明
か
す
こ
と
が
出
来
な
い
暗
号
｣
の
よ
う
な
存
在
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
(
I
N
.
一
S
.
い
父
r
)
｡
こ
の
よ
う
な
ル
カ
ー

チ
の
思
想
を
｢
生
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
歴
史
的
な
も
の
が
自
然
へ
と
変
容
す
る
こ
と
､
硬
直
化
し
た
歴
史
は
自
然
で
あ
り
､
も
し

く
は
自
然
に
お
い
て
生
き
生
き
と
し
た
も
の
が
硬
直
化
し
て
い
る
の
は
単
に
歴
史
的
な
生
成
に
よ
る
も
の
な
の
だ
｣
(
】
N
.
一
S
.
い
当
.
)
と

い
う
こ
と
を
捉
え
て
い
る
と
､
ア
ド
ル
ノ
は
簡
潔
に
要
約
す
る
｡

次
に
ア
ド
ル
ノ
は
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
ド
イ
ツ
悲
劇
の
根
源
』
か
ら
幾
つ
か
の
概
念
を
持
ち
出
し
て
く
る
｡
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
､

ル
カ
ー
チ
が
歴
史
的
に
生
成
さ
れ
た
も
の
が
自
然
に
な
る
事
態
を
認
識
t
た
の
と
は
逆
に
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
自
然
に
｢
移
ろ
い
易
さ



<
e
r
g
言
l
i
c
h
k
e
i
t
｣
(
-
N
.
一
S
.
u
箪
)
を
見
い
だ
し
､
そ
れ
を
自
然
の
上
に
書
き
込
ま
れ
た
歴
史
の
｢
ア
レ
ゴ
リ
ー
｣
と
し
て
把
握
す
る
｡

｢
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
な
も
の
の
主
題
は
ま
さ
に
歴
史
｣
(
l
N
.
一
S
.
〕
翠
)
で
あ
り
､
｢
移
ろ
い
易
さ
｣
を
身
に
ま
と
っ
た
自
然
は
｢
歴
史
の
契

機
を
自
ら
の
内
に
持
つ
｣
(
-
N
.
一
S
.
u
婆
)
も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
ま
さ
し
く
｢
自
然
自
身
が
移
ろ
い
行
く
自
然
と
し
て
､
つ
ま
り
歴
史

と
し
て
現
れ
る
｣
(
I
N
.
一
S
.
〕
山
野
)
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
｡

ア
ド
ル
ノ
は
､
こ
の
両
者
を
結
び
付
け
る
も
の
と
し
て
｢
さ
れ
こ
う
べ
の
転
が
る
場
s
c
h
註
e
-
s
t
賢
e
｣

の
イ
メ
ー
ジ
を
提
出
し
､
そ

こ
で
｢
す
べ
て
の
存
在
者
が
瓦
礫
と
破
片
に
変
わ
り
｣
､
｢
自
然
と
歴
史
が
相
互
に
交
差
す
る
｣
の
を
見
て
い
る
(
-
N
こ
S
.
u
芦
)
｡
そ
し

て
､
そ
の
よ
う
な
も
の
を
自
然
に
お
け
る
｢
仮
象
s
c
h
e
i
コ
｣
と
し
､
｢
現
実
性
が
失
わ
れ
た
｣
も
の
と
し
て
の
｢
第
二
の
自
然
｣
に
｢
ア

レ
ゴ
リ
ー
の
よ
う
に
意
味
を
挿
入
す
る
｣
構
造
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
(
I
N
.
一
S
.
宗
と
｡
ア
ド
ル
ノ
は
､
こ
の
よ
う
な
｢
仮
象
｣
に
よ

っ
て
｢
歴
史
的
な
現
象
に
神
話
的
な
も
の
の
性
質
が
回
帰
｣
し
､
歴
史
的
に
生
み
出
さ
れ
た
｢
そ
の
都
度
新
し
い
も
の
｣
が
｢
太
古
的

な
a
r
c
h
a
i
s
c
h
｣
も
の
と
し
て
現
れ
る
よ
う
に
な
る
､
と
説
明
す
る
(
萱
d
.
)
｡

こ
の
よ
う
に
ア
ド
ル
ノ
は
､
ル
カ
ー
チ
の
｢
第
二
の
自
然
｣
と
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
｢
移
ろ
い
｣
｢
ア
レ
ゴ
リ
ー
｣
の
概
念
を
合
わ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
｢
自
然
史
｣
と
い
う
理
念
を
展
開
さ
せ
て
い
る
｡
し
か
し
こ
の
よ
う
な
ア
ド
ル
ノ
の
試
み
は
､
果
た
し
て
成
功
し
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
｡
初
め
の
議
論
に
お
い
て
､
ア
ド
ル
ノ
は
自
然
を
不
変
な
も
の
の
絶
え
ざ
る
繰
り
返
し
と
し
て
､
歴
史
を
支
え
る
も
の
と

規
定
し
て
い
た
｡
し
か
し
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
議
論
に
お
い
て
は
､
ア
ド
ル
ノ
も
言
う
よ
う
に
自
然
は
｢
被
造
物
S
c
h
音
f
u
コ
g
｣
(
l
N
.
一
S
･

u
準
)
と
し
て
の
自
然
で
あ
り
､
所
産
的
自
然
n
a
t
u
r
a
n
a
t
u
r
a
t
a
に
近
い
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
こ
こ
に
ア
ド
ル

ノ
の
議
論
に
お
け
る
自
然
概
念
の
微
妙
な
ず
れ
を
指
摘
す
る
こ
と
は
可
能
だ
ろ
う
｡
そ
の
こ
と
は
そ
の
後
の
ア
ド
ル
ノ
が
｢
自
然
史
｣

の
概
念
を
具
体
的
な
聾
術
作
品
の
解
釈
に
用
い
た
と
き
に
も
同
様
で
あ
る
｡

ま
た
､
こ
の
｢
自
然
史
｣
の
概
念
が
後
期
の
哲
学
的
著
作
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
点
も
注
意
を
要
す
る
だ
ろ
う
｡
な
ぜ
な
ら
､

先
に
挙
げ
た
｢
自
然
史
の
理
念
｣
の
文
章
を
『
否
定
弁
証
法
』
で
引
用
す
る
直
前
に
､
ア
ド
ル
ノ
は
｢
ひ
と
た
び
措
定
さ
れ
た
①
訂
M
l
と

一
三
五



〓
二
六

含
q
M
t
と
の
相
異
は
反
省
に
よ
っ
て
流
動
化
さ
れ
得
て
も
､
廃
棄
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
｣
(
N
D
.
u
S
.
㌶
N
.
)
と
言
う
か
ら
で
あ
る
｡
こ

こ
で
は
自
然
と
歴
史
の
対
立
の
他
に
新
た
に
①
訂
M
l
と
官
q
M
l
の
村
立
が
立
て
ら
れ
て
お
り
､
そ
の
村
立
を
流
動
化
す
る
-
一
｣
と
は
可
能
で

あ
っ
て
も
､
消
し
去
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
｡
｢
自
然
史
｣
の
理
念
と
し
て
自
然
を
歴
史
と
し
て
､
歴
史

を
自
然
と
し
て
把
握
す
る
思
想
的
試
み
は
､
せ
い
ぜ
い
①
訂
M
t
と
官
q
M
t
と
の
相
異
を
流
動
化
す
る
の
に
役
立
つ
の
み
と
さ
え
読
め
る
の

で
あ
る
｡
ま
た
､
ア
ド
ル
ノ
が
こ
の
後
｢
自
然
史
｣
の
理
念
の
試
み
が
､
人
間
を
拘
束
す
る
▼
｢
神
話
的
呪
縛
d
e
r
∋
y
t
h
i
s
c
h
e
B
a
コ
コ
｣

(ND.}S.uuヒ

の
わ
ず
か
な
り
と
も
先
を
見
や
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
だ
と
言
う
と
き
､
哲
学
的
思
索
の
可
能
性
と
同
時
に
限
界

が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
｡
そ
れ
に
較
べ
､
冒
頭
の
引
用
で
は
糞
術
作
品
が
①
訂
m
t
と
含
q
M
t
の
対
立
に
哲
学
的
思
索
と
は
異
な
る
立
場

を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
蛮
術
は
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
の
両
者
の
対
立
を
乗
り
越
え
て
い
く
の
だ
ろ
う
か
｡
次
節
で
は
､
ア

ド
ル
ノ
に
お
け
る
自
然
美
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
｡

第
二
節

自
然
美
の
歴
史
性

第
一
節
で
は
､
ア
ド
ル
ノ
が
自
然
と
歴
史
の
境
界
を
流
動
化
し
､
歴
史
を
自
然
と
し
て
､
自
然
を
歴
史
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い

る
こ
と
を
､
主
と
し
て
哲
学
的
な
文
脈
の
中
で
確
認
し
て
き
た
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
｢
自
然
史
｣
の
理
念
と
は
､
ル
カ
ー
チ
の
｢
第
二
の

自
然
｣
と
い
う
概
念
を
用
い
て
硬
直
し
た
人
間
の
歴
史
を
自
然
と
捉
え
､
さ
ら
に
そ
の
よ
う
な
自
然
か
ら
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
い
う
｢
ア
レ

ゴ
リ
ー
｣
を
見
い
だ
し
､
再
び
歴
史
へ
と
返
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
第
二
節
で
は
､
｢
自
然
史
｣

の
理
念
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
､
自
然
美
に
お
け
る
歴
史
性
の
問
題
を
考
察
す
る
｡

ま
ず
第
一
に
は
､
自
然
美
の
概
念
の
問
題
で
あ
る
｡
自
然
美
の
概
念
は
歴
史
的
に
変
化
し
て
き
た
｡
ア
ド
ル
ノ
が
｢
自
然
美
の
概
念

そ
れ
自
身
が
歴
史
的
に
い
か
に
変
化
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
極
め
て
鮮
明
に
示
し
て
い
る
の
は
､
人
工
物
の
領
域
と
し
て
ま
ず
第



一
に
自
然
美
の
概
念
に
対
置
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
､
す
な
わ
ち
文
化
的
景
観
の
領
域
が
､
恐
ら
く
十
九
世

紀
の
う
ち
に
初
め
て
自
然
美
の
概
念
に
組
み
込
ま
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
｣

(
か
→
.
一
S
J
O
こ
と
言
う
よ
う
に
､
自
然
美
の

概
念
が
歴
史
的
に
変
動
す
る
中
で
｢
文
化
的
景
観
ぎ
-
t
u
r
】
a
コ
d
s
c
h
a
き
｣
と
い
う
､
本
来
人
工
の
も
の
で
自
然
と
対
極
を
な
す
も
の
が
自

然
美
に
数
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
｡
し
か
し
一
方
で
ア
ド
ル
ノ
は
､
｢
文
化
的
景
観
｣
の
中
の
様
々
な
｢
歴
史

的
建
造
物
g
e
s
c
h
i
c
蔓
c
h
e
G
e
b
ニ
d
e
｣
は
｢
地
理
的
な
環
境
g
e
O
g
r
a
p
h
i
s
c
h
e
U
ヨ
g
e
b
u
邑
に
類
似
し
て
い
る
と
も
述
べ
て
い
る
｡
ま
た

こ
れ
ら
の
建
造
物
に
は
蛮
術
に
お
け
る
形
式
法
則
が
な
い
の
と
同
様
に
､
一
般
に
自
然
美
に
結
び
付
け
ら
れ
て
考
え
ら
れ
る
｢
不
可
触

性
リ
コ
b
e
r
彗
r
b
a
r
k
e
i
t
｣
も
備
わ
っ
て
い
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
｢
歴
史
的
建
造
物
｣
は
､
い
わ
ば
蛮
術
と
自
然
美
の
中
間
に
位

置
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
｡

そ
の
よ
う
に
蛮
術
と
自
然
美
の
中
間
に
位
置
し
て
い
る
｢
文
化
的
景
観
｣
が
､
十
九
世
紀
に
な
っ
て
初
め
て
自
然
美
の
中
に
数
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
事
実
は
､
自
然
美
概
念
の
外
延
が
歴
史
的
に
拡
大
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
ら
な
い
｡
な
ぜ
な
ら

そ
の
よ
う
な
自
然
美
の
概
念
の
変
化
は
､
自
然
で
は
な
い
も
の
に
よ
る
概
念
の
拡
張
で
あ
り
∴
c
f
.
一
か
→
.
一
S
｣
⇒
こ
､
ア
ド
ル
ノ
が
｢
自

然
美
は
そ
の
拡
大
の
不
可
避
的
な
帰
結
に
よ
っ
て
空
洞
化
さ
れ
る
｣
(
か
→
.
.
S
.
〓
じ
と
言
う
よ
う
に
､
自
然
美
概
念
の
解
体
へ
と
つ
な

が
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
｡
ま
た
そ
れ
は
｢
自
然
美
の
理
論
が
不
運
の
星
の
下
に
あ
る
こ
と
の
責
任
｣
を
背
負
う
｢
自
然
美
の
不
確
定

性
｣
(
ト
→
.
一
S
.
〓
ご
で
あ
る
が
､
自
然
美
の
｢
不
確
定
性
｣
は
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
自
然
の
か
け
ら
が
｢
内
側
か
ら
輝
き
つ
つ
美
し
く
な

る
可
能
性
が
あ
る
｣
(
少
T
.
一
S
｣
芦
)

こ
と
を
言
い
表
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

次
に
問
題
に
す
る
の
は
､
自
然
美
の
意
味
に
つ
い
て
で
あ
る
｡
ア
ド
ル
ノ
は
｢
自
然
史
｣
的
な
立
場
を
自
然
美
の
理
論
に
も
適
用
し
､

自
然
美
を
｢
ア
レ
ゴ
リ
ー
｣
と
し
て
の
｢
歴
史
的
本
質
g
e
s
c
h
i
c
h
t
-
i
c
h
e
s
W
e
s
e
コ
｣
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
す
る
｡
｢
過
去
の
出
来
事
｣

を
刻
ん
だ
木
立
や
一
瞬
｢
太
古
の
獣
<
O
r
W
e
≡
i
c
h
e
s
T
i
e
ユ
に
見
え
る
よ
う
な
岩
が
美
し
く
見
え
る
の
は
､
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
自
然
美

に
お
い
て
自
然
的
な
契
機
と
歴
史
的
な
契
機
が
｢
変
励
し
っ
っ
絡
ま
り
合
っ
て
い
る
｣
か
ら
で
あ
る
(
告
.
一
S
.
≡
.
)
｡
ア
ド
ル
ノ
は

〓
二
七



.
一
三
八

自
然
美
に
見
ら
れ
る
太
古
の
イ
メ
ー
ジ
を
､
起
源
と
し
て
の

｢
自
然
支
配
｣
以
前
の
状
態
､
つ
ま
り
｢
支
配
の
な
い
状
態

heヨCha訝】OSerNustand｣

(か→.一S.-○£

に
結
び
付
け
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
よ
う
な
状
態
に
つ
い
て
想
起
さ
れ
る
の
は
､
あ
ら
ゆ

る
束
縛
や
恐
怖
が
取
り
除
か
れ
た
全
き
自
由
が
成
立
し
て
い
る
世
界
だ
ろ
う
｡

し
か
し
一
方
で
､
太
古
の
イ
メ
ー
ジ
で
語
ら
れ
た
支
配
な
き
自
由
な
世
界
は
､
｢
自
然
に
お
い
て
最
も
古
い
も
の
の
形
象
は
､
一
変
し

て
い
ま
だ
に
存
在
し
て
い
な
い
も
の
の
暗
号
､
つ
ま
り
可
能
的
な
も
の
の
暗
号
に
な
る
｣

(
か
→
.
一
S
.
〓
u
.
)
と
い
う
よ
う
に
､
歴
史
的
に

実
在
し
て
い
た
も
の
の
像
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
宣
告
さ
れ
る
｡
そ
し
て
過
去
の
像
が
｢
可
能
的
な
も
の
の
暗
号
｣
と
し
て
未
来
へ

と
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
自
然
美
か
ら
読
み
取
れ
る
も
の
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
だ
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
だ
ろ
う
｡
そ
れ
は

ま
さ
に
｢
ア
レ
ゴ
リ
ー
｣
を
読
み
解
く
視
線
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
に
､
ア
ド
ル
ノ
が
自
然
美
の
概
念
と
意
味
を
問
う
と
き
に
歴
史
的
な
契
機
を
考
慮
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
｡

し
か
し
歴
史
の
問
題
は
､
単
に
そ
れ
ら
の
問
題
の
み
な
ら
ず
､
自
然
美
の
存
在
条
件
に
関
し
て
も
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
｡
と
い

う
の
も
､
ア
ド
ル
ノ
自
身
が
｢
自
然
が
人
間
に
極
め
て
強
力
に
立
ち
向
か
う
よ
う
な
時
勢
に
は
､
自
然
美
の
た
め
の
余
地
は
な
い
の
で

あ
る
｣
(
か
→
.
u
S
J
O
じ
と
言
う
よ
う
に
､
人
間
の
文
明
が
進
歩
し
て
自
然
を
支
配
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
時
代
に
は
､
自
然
は
我
々
に

恐
怖
を
与
え
る
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
そ
の
意
味
で
自
然
美
は
｢
あ
る
歴
史
的
段
階
e
i
コ
e
g
e
S
C
h
i
c
h
t
-
i
c
h
e
P
h
a
s
e
｣
(
章
d
.
)

に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

で
は
､
自
然
美
が
属
し
て
い
る
と
い
う
｢
歴
史
的
段
階
｣
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
｡
ア
ド
ル
ノ
に
よ
る
と
､
自
然
美
は

｢
生
き
て
い
る
も
の
た
ち
｣
が
窒
息
す
る
ほ
ど
に
密
に
編
み
込
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
社
会
の
中
に
､
｢
論
争
的
p
O
】
e
ヨ
i
s
c
h
｣
に
属
し
て
い

る
｡
つ
ま
り
｢
第
二
の
自
然
へ
と
石
化
し
た
社
会
に
お
い
て
主
観
が
無
力
で
あ
る
こ
と
が
､
第
一
の
自
然
と
思
わ
れ
る
も
の
へ
の
逃
避

の
原
動
力
に
な
る
の
で
あ
る
｣

(
か
T
.
}
S
.
-
○
ご
と
い
う
よ
う
に
､
｢
第
一
の
自
然
e
r
s
t
e
N
a
t
u
r
｣
と
目
さ
れ
る
自
然
美
に
向
か
う
と
い

う
こ
と
は
､
｢
第
二
の
自
然
z
w
e
i
t
e
N
a
t
u
ユ
と
し
て
主
観
を
無
力
に
し
て
し
ま
う
よ
う
な
硬
直
化
し
た
社
会
に
対
す
る
批
判
が
原
動
力



と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
｢
第
二
の
自
然
｣
と
し
て
の
硬
直
化
し
た
社
会
が
存
在
し
な
い
よ
う
な
段
階
に
お
い
て
は
､
自

然
美
へ
と
向
か
う
必
要
性
が
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
｢
第
二
の
自
然
｣
が
窒
息
す
る
ほ
ど
に
編
み
込
ま
れ
た
社
会
に
お
い
て
､
果
た
し
て
自
然
美
は
そ
の
十
全
な
形
で
現
れ
る
こ

と
が
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
｡
ア
ド
ル
ノ
の
答
え
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
｡

自
然
美
は
普
遍
的
な
同
一
性
の
呪
縛
の
中
で
､
諸
事
物
に
お
け
る
非
同
一
的
な
も
の
の
痕
跡
で
あ
る
｡
こ
の
呪
縛
が
働
い
て
い
る

か
ぎ
り
､
非
同
一
的
な
も
の
は
肯
定
的
に
存
在
し
な
い
｡
そ
れ
ゆ
え
自
然
美
は
､
そ
れ
に
よ
っ
て
約
束
さ
れ
て
い
る
も
の
が
人
間

の
内
に
あ
る
も
の
全
て
を
凌
駕
す
る
の
と
同
様
に
､
拡
散
さ
れ
て
い
て
不
確
か
な
ま
ま
で
あ
る
｡
美
し
い
も
の
を
前
に
し
て
感
じ

る
苦
痛
は
､
ど
こ
よ
り
も
自
然
の
経
験
に
お
い
て
あ
り
あ
り
と
感
じ
ら
れ
る
の
だ
が
､
美
が
自
然
経
験
に
お
い
て
自
ら
を
あ
ら
わ

に
す
る
こ
と
な
く
約
束
す
る
も
の
へ
の
憧
れ
で
あ
る
と
同
様
に
､
美
に
等
し
く
な
ろ
う
と
し
な
が
ら
そ
れ
を
断
念
し
て
し
ま
う
現

象
の
不
十
分
さ
に
村
す
る
苦
悩
で
あ
る
｡
(
》
T
.
一
S
.
〓
£

自
然
美
は
｢
同
一
性
【
d
e
コ
t
i
t
賢
｣
が
普
遍
的
に
行
き
渡
り
､
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
そ
の
呪
縛
の
下
に
支
配
す
る
よ
う
な
世
界
に
お
い
て
､

そ
の
よ
う
な
｢
同
一
性
｣
の
網
の
目
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
も
の
で
あ
る
｢
非
同
一
的
な
も
の
d
a
s
N
i
c
b
t
i
d
e
コ
t
i
s
c
b
e
｣
の
｢
痕
跡
s
p
u
ユ

と
し
て
現
れ
出
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
｢
非
同
一
的
な
も
の
｣
を
捉
え
る
こ
と
は
､
ア
ド
ル
ノ
の
哲
学
の
主
題
で
あ
っ
た
｡
｢
弁
証
法
と

は
非
同
一
性
に
つ
い
て
の
首
尾
一
貫
し
た
意
識
で
あ
る
｣
(
N
D
.
.
S
.
-
ご
と
い
う
言
葉
が
､
ア
ド
ル
ノ
の
思
想
を
端
的
に
示
し
て
い
る
｡

し
か
し
自
然
美
が
｢
非
同
一
的
な
も
の
｣
そ
の
も
の
と
し
て
で
は
な
く
､
｢
痕
跡
｣
と
い
う
形
で
現
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
｡
ア
ド
ル

ノ
は
｢
し
か
し
世
界
に
お
い
て
､
あ
た
か
も
非
同
一
的
な
自
然
と
し
て
生
き
残
っ
て
い
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
う
も
の
は
､
自
然
支
配

の
素
材
へ
と
､
そ
し
て
社
会
的
支
配
の
手
段
へ
と
ま
す
ま
す
疎
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｣

(
か
→
.
一
S
.
-
｣
ご
と
言
っ
て
お
り
､
非
同
一
的

一
三
九



一
四
〇

な
自
然
が
残
っ
て
い
る
と
し
た
ら
､
そ
れ
は
真
っ
先
に
啓
蒙
に
よ
る
合
理
化
の
対
象
と
し
て
主
観
に
同
一
化
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
そ
し

て
そ
の
よ
う
な
自
然
支
配
の
経
過
の
中
で
人
間
の
社
会
的
支
配
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
る
｡

そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ
う
な
｢
同
一
性
｣
の
支
配
的
状
況
は
､
｢
非
同
一
的
な
も
の
｣
が
肯
定
的
に
現
れ
る
こ
と
さ
え
認
め
な
い
｡
｢
自
然

美
を
前
に
し
て
恥
じ
ら
う
の
は
､
存
在
し
て
い
る
も
の
の
中
に
い
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
も
の
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
の
い
ま
だ

存
在
し
て
い
な
い
も
の
を
傷
つ
け
て
し
ま
う
こ
上
に
由
来
す
る
｣
(
か
→
.
一
S
｣
-
と
と
い
う
表
現
の
中
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
自
妖
美

が
｢
い
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
も
の
d
a
s
コ
O
C
h
コ
i
c
h
t
S
e
i
e
コ
d
e
｣
と
い
う
否
定
的
な
形
で
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
｢
非
同
一
的

な
も
の
の
痕
跡
｣
で
あ
る
自
然
美
は
｢
人
間
の
内
に
あ
る
も
の
全
て
を
凌
駕
｣
し
て
お
り
､
そ
の
た
め
に
人
間
に
と
っ
て
は
｢
拡
散
さ
れ

く
e
r
S
p
r
e
コ
g
t
J
｢
不
確
か
u
コ
g
e
W
卓
で
､
｢
不
確
定
性
｣
を
持
つ
も
の
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
､
｢
自
然
の
言
語
｣
は
｢
謎

め
い
た
も
の
d
a
s
E
コ
i
g
ヨ
a
t
i
s
c
h
e
｣
(
彗
.
.
s
｣
-
と
で
あ
り
､
｢
人
間
に
と
っ
て
暖
昧
｣
な
も
の
な
の
で
あ
る
(
賢
.
一
S
｣
寧
)
｡

し
か
し
た
と
え
｢
痕
跡
｣
の
形
で
あ
ろ
う
と
も
､
自
然
美
は
｢
普
遍
的
な
同
一
性
の
呪
縛
｣
の
中
で
｢
非
同
一
的
な
も
の
｣
の
存
在

を
約
束
す
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
そ
の
約
束
を
｢
蛮
術
は
､
観
念
論
が
信
じ
込
ま
せ
よ
う
と
し
た
よ
う
に
自
然
で
あ
る
の
で

は
な
い
が
､
自
然
が
約
束
し
た
こ
と
を
果
た
そ
う
と
す
る
｡
し
か
し
蛮
術
は
こ
の
約
束
を
破
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
､
再
び
そ
れ

を
引
き
受
け
約
束
を
果
た
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
｣
(
か
→
.
u
S
J
O
ヒ
と
あ
る
よ
う
に
､
果
た
す
こ
と
が
出
来
る
の
は
蛮
術
に
よ
っ

て
､
し
か
も
逆
説
的
な
形
で
の
み
な
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
序
に
お
い
て
引
用
し
た
ア
ド
ル
ノ
の
言
葉
が
理
解
出
来
る
だ
ろ
う
｡
蛮
術
作
品
が
自
然
の
代
理
を
務
め
る
と
言
う
と
き
､
自

然
美
は
｢
非
同
一
的
な
も
の
の
痕
跡
｣
と
し
て
の
み
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
蛮
術
が
自
然
美
そ
の
も
の
を
模
倣
す
る
.
の

は
､
蛮
術
が
｢
非
同
一
的
な
も
の
｣
で
あ
る
｢
支
配
の
な
い
状
態
｣
の
約
束
を
引
き
受
け
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
一
体
ど
の

よ
う
に
な
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
し
て
自
然
か
ら
引
き
受
け
た
約
束
は
蛮
術
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
形
で
現
れ
る
の
だ
ろ
う
か
｡
以

上
の
問
題
に
論
を
進
め
て
い
く
こ
と
に
す
る
｡



第
三
節

整
術
に
お
け
る
ミ
メ
ー
シ
ス

こ
こ
ま
で
､
ア
ド
ル
ノ
の
哲
学
的
思
索
に
お
け
る
｢
自
然
史
｣
の
理
念
の
問
題
か
ら
論
を
起
こ
し
､
自
然
美
を
歴
史
性
の
問
題
か
ら

考
察
し
て
き
た
｡
自
然
美
は
概
念
､
意
味
､
存
在
条
件
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
歴
史
と
の
関
連
に
あ
り
､
｢
あ
る
歴
史
的
段
階
｣
に
属
す
る

も
の
で
あ
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
自
然
美
は
｢
自
然
が
人
間
に
極
め
て
強
力
に
立
ち
向
か
う
よ
う
な
時
勢
｣
に
は
そ
の
存
在
の
余
地
が

な
く
､
ま
た
｢
普
遍
的
な
同
一
性
の
呪
縛
｣
の
下
で
は
､
肯
定
的
に
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
ず
､
た
だ
否
定
的
な
形
で
｢
痕
跡
｣
と
し

て
し
か
存
在
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
｡
自
然
美
が
太
古
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
未
来
に
約
束
す
る
｢
支
配
の
な
い
状
態
｣
は
､

ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
､
果
た
さ
れ
る
こ
と
な
く
蛮
術
に
よ
っ
て
引
き
継
が
れ
る
｡
し
か
し
そ
れ
は
一
体
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
る

の
だ
ろ
う
か
｡
以
下
で
は
人
間
に
よ
っ
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
度
合
い
が
高
ま
る
ほ
ど
､
蛮
術
作
品
か
ら
人
間
の
意
図
が
消
え
て
い
く
と

い
う
構
造
の
思
想
的
根
拠
を
､
ア
ド
ル
ノ
の
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
｣
概
念
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
｡

ア
ド
ル
ノ
は
蛮
術
作
品
の
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
｣
に
つ
い
て
､
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
的
態
度
が
何
か
を
模
倣
す
る
の
で
は
な
く
､
自
分
自
身
に
等

し
く
な
る
こ
と
で
あ
る
な
ら
､
蛮
術
作
品
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
を
実
行
す
る
こ
と
を
引
き
受
け
る
｣
(
か
→
.
一
S
.
】
$
.
)
と
述
べ
て
い
る
｡

も
し
ア
ド
ル
ノ
が
こ
の
引
用
で
言
う
よ
う
に
､
蛮
術
作
品
に
お
い
て
行
わ
れ
る
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
｣
が
自
分
自
身
に
等
し
く
な
る
こ
と
､

つ
ま
り
｢
作
品
は
そ
れ
自
身
の
客
観
的
理
想
に
似
る
よ
う
に
な
る
こ
と
｣

(
か
T
.
一
S
｣
冶
.
)
｢
蛮
術
特
有
の
自
己
同
一
性
に
従
う
こ
と
｣

(
か
→
.
一
S
.
N
O
じ
で
あ
る
な
ら
ば
､
そ
の
よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
贅
術
作
品
は
他
者
と
類
似
す
る
こ
と
は
な
い
は
ず
で
あ

る
｡
と
い
う
の
も
､
ア
ド
ル
ノ
は
｢
蛮
術
作
品
の
純
粋
な
内
在
性
｣
を
追
求
す
る
こ
と
を
｢
聾
術
に
お
け
る
人
為
的
な
¢
訂
M
t
も
の
の
割

り
当
て
｣
が
増
大
す
る
こ
と
と
等
し
い
と
捉
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
ト
T
.
u
S
.
会
.
)
｡
そ
し
て
｢
完
全
に
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
､

蛮
術
作
品
は
そ
の
外
見
か
ら
し
て
作
ら
れ
て
い
な
い
も
の
､
つ
ま
り
自
然
と
対
立
し
て
い
る
｣

(
か
→
.
}
S
.
麗
.
)
と
い
う
よ
う
に
､
重
荷



一
四
二

作
品
は
人
間
の
手
に
よ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
然
と
対
極
的
な
位
置
に
置
か
れ
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
ア
ド
ル
ノ
は
､
序
で
述
べ
た
よ
う

に
聾
術
は
｢
自
然
美
そ
の
も
の
を
模
倣
す
る
｣
も
の
だ
と
も
言
っ
て
い
る
｡
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
断
絶
が
あ
る
｡
従
っ
て
ア
ド
ル
ノ
が

｢
蛮
術
作
品
が
､
自
然
に
出
来
上
が
っ
て
し
ま
っ
た
り
自
然
を
模
写
し
た
り
す
る
こ
と
を
強
く
自
制
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
､
そ
れ
に
成
功
し

た
聾
術
作
品
は
､
よ
り
一
層
自
然
に
近
づ
い
て
い
く
｣
(
か
→
.
一
S
.
-
挙
)
と
言
う
よ
う
に
､
断
絶
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と

す
れ
ば
､
次
の
三
点
が
成
り
立
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡

ま
ず
第
一
の
点
は
自
然
美
が
自
己
自
身
を
模
倣
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
｡
ア
ド
ル
ノ
は
｢
潜
在
的
に
拡
散
し
て
い
て
､
捉
え
が
た
い

も
の
で
あ
る
こ
と
に
も
劣
ら
ず
､
そ
れ
ら
を
あ
る
も
の
に
強
制
的
に
ま
と
め
て
い
く
拘
束
的
な
力
も
､
対
極
的
で
は
あ
る
が
､
自
然
契

機
を
代
表
す
る
も
の
で
あ
る
｣
(
彗
.
一
S
.
当
巴
と
言
っ
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
か
ら
､
ア
ド
ル
ノ
は
自
然
美
に
｢
非
同
一
性
｣
へ
と
つ
な

が
る
拡
散
す
る
動
き
と
､
｢
自
然
史
の
理
念
｣
の
中
で
見
ら
れ
る
自
然
の
定
義
と
同
様
､
能
産
的
自
然
コ
a
t
u
r
a
コ
a
t
u
r
a
コ
S
と
し
て
拡
散
す

る
自
己
を
一
つ
へ
ま
と
め
上
げ
る
力
の
両
方
を
見
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
｡
つ
ま
り
自
然
は
｢
非
同
一
的
な
も
の
｣
で
あ
る
と

同
時
に
｢
自
己
同
一
性
｣
を
保
つ
も
の
な
の
で
あ
る
｡

二
点
目
は
､
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
｣
が
自
然
美
に
起
因
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
ア
ド
ル
ノ
は
､
自
炊
実
は
｢
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て
い
な
い

も
の
が
語
る
｣
た
め
に
｢
不
可
解
な
も
の
｣
で
あ
り
(
か
→
.
一
S
｣
〓
.
)
､
｢
自
然
の
言
語
｣
は
沈
黙
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
と
言
う

(
彗
.
一
S
J
N
こ
｡
し
か
し
そ
れ
ゆ
え
に
､
自
然
美
は
人
間
に
対
し
て
そ
の
不
可
解
さ
の
｢
解
決
を
問
い
か
け
つ
つ
期
待
す
る
｣
(
彗
.
一
S
･

≡
.
)
も
の
と
し
て
現
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
な
自
然
美
の
経
験
の
｢
強
制
的
で
拘
束
的
な
｣
側
面
を
､
ア
ド
ル
ノ
は
｢
客
観
の
優

位
｣
を
示
す
も
の
と
し
て
特
徴
付
け
て
い
る
(
賛
d
し
｡
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
自
然
の
｢
移
ろ
い
易
さ
｣
は
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
的
衝
動
d
i
e

ヨ
i
∋
e
t
i
s
c
h
e
コ
ー
ヨ
p
u
-
s
e
｣
を
喚
起
し
､
蛮
術
へ
の
｢
客
観
化
｣
を
通
し
て
｢
救
済
｣
さ
れ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
(
賢
･
一
S
･
ぃ
ざ
)
｡

最
後
の
点
は
､
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
｣
が
自
然
美
の
｢
非
同
一
的
な
も
の
｣
の
認
識
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
｡
ア
ド
ル
ノ
は
蛮
術
に
お
け
る

｢
ミ
メ
ー
シ
ス
｣
を
主
観
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
蛮
術
と
そ
う
で
な
い
も
の
､
つ
ま
り
自
然
と
の
間
に
｢
非
概
念
的
な
親
和
性
d
i
e



コ
i
c
h
t
b
e
g
r
i
∋
i
c
h
e
A
∋
コ
i
t
邑
を
も
た
ら
す
行
為
だ
と
考
え
る
(
彗
.
}
S
.
琶
.
)
｡
そ
れ
ゆ
え
蛮
術
は
､
概
念
と
い
う
形
は
取
ら
な
い
も

の
の
自
然
を
表
す
も
の
と
な
り
､
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
蛮
術
は
｢
認
識
の
一
形
態
｣
(
か
→
.
}
S
.
∞
ご
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
｡
そ

の
限
り
に
お
い
て
蛮
術
は
合
理
的
な
も
の
で
あ
り
､
｢
管
理
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
合
理
的
世
界
の
悪
し
き
非
合
理
性
｣
(
か
→
.
一
S
.
芦
)

に
対
し
て
反
発
す
る
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ち
､
以
上
の
条
件
が
と
も
に
成
立
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
も
､
ま
だ
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
な
ぜ
自

然
美
を
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
｣
す
る
と
人
間
の
意
図
が
消
滅
す
る
の
か
､
と
い
う
問
題
で
あ
る
｡
ア
ド
ル
ノ
は
｢
人
間
の
意
図
は
単
に
蛮
術

の
手
段
で
あ
る
｣
(
蜜
｣
.
一
S
J
N
こ
と
言
う
が
､
そ
れ
は
蛮
術
が
そ
の
目
的
で
あ
ふ
｢
自
然
美
そ
の
も
の
の
模
倣
｣
を
達
成
し
た
ら
､
重

荷
か
ら
人
間
的
な
契
機
が
捨
て
去
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
を
暗
示
す
る
の
で
あ
る
｡
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
言
え
る
根
拠
は
一
体
何
な
の

だ
ろ
う
か
｡

ホ
ル
ク
ハ
イ
マ
ー
と
の
共
著
に
な
る
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
(
一
九
四
七
)
に
お
い
て
は
､
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
｣
は
｢
周
囲
の
世
界
に
自
己

を
似
せ
る
｣
こ
と
で
あ
り
､
｢
外
部
の
も
の
は
､
内
部
の
も
の
が
擦
り
寄
っ
て
い
く
モ
デ
ル
に
な
り
､
疎
遠
だ
っ
た
も
の
が
親
し
い
も
の

に
な
る
｣
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
(
D
A
.
.
S
.
N
】
じ
｡
ま
た
そ
の
よ
う
に
し
て
主
体
の
側
か
ら
客
体
へ
接
近
し
て
い
く
｢
本
来
的
な

ミ
メ
ー
シ
ス
的
態
度
｣
は
｢
他
者
と
の
有
機
的
密
着
｣
で
あ
る
と
言
う
(
D
A
.
.
S
.
N
O
ご
｡
し
か
し
こ
の
様
な
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
｣
は
､
人

間
の
歴
史
に
お
い
て
呪
術
的
段
階
以
降
タ
ブ
ー
視
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
な
ぜ
な
ら
他
者
と
の
有
機
的
な
結
び
付
き
を
も
た
ら
す
｢
ミ

メ
ー
シ
ス
｣
は
､
｢
自
己
が
言
語
に
絶
す
る
努
力
を
払
っ
て
逃
れ
て
き
た
､
そ
し
て
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
名
状
し
難
い
恐
れ
を
自
己
に
吹

き
込
ん
だ
､
あ
の
純
然
た
る
自
然
へ
と
戻
ら
さ
れ
る
と
い
う
恐
怖
｣
(
D
A
.
.
S
.
念
.
)
と
同
時
に
､
｢
自
己
を
失
い
､
自
己
と
と
も
に
自
己

と
他
の
生
と
の
境
界
を
廃
棄
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
と
い
う
不
安
､
死
と
破
壊
に
対
す
る
恐
れ
｣
(
D
A
.
一
S
.
竿
)
を
引
き
起
こ
す

か
ら
で
あ
る
｡

で
は
あ
ま
ね
く
啓
蒙
化
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
､
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
｣
の
生
き
残
る
余
地
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
っ
ホ
ル
タ
ハ
イ
マ
ー
と
ア

一
四
三



一
四
四

ド
ル
ノ
は
か
ろ
う
じ
で
｢
合
理
化
さ
れ
た
環
境
に
お
け
る
孤
立
化
し
た
余
り
､
恥
ず
べ
き
残
骸
｣
(
D
A
.
一
S
.
N
O
巴
と
し
て
の
み
､
｢
ミ

メ
ー
シ
ス
｣
は
生
存
の
可
能
性
が
あ
る
の
だ
と
主
張
す
る
｡
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
が
蛮
術
で
あ
る
｡
聾
術
作
品
は

｢
世
俗
的
な
生
活
の
連
関
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
固
有
の
､
自
己
に
お
い
て
完
結
し
た
領
域
｣
を
定
め
､
呪
術
と
異
な
り
現
実
の
世
界
に
対

す
る
｢
作
用
を
断
念
｣
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
｢
呪
術
的
遺
産
｣
を
保
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
D
A
.
一
S
.
い
u
.
)
｡
つ
ま
り
蛮
術
は
社
会
か

ら
独
立
し
て
自
律
性
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
逆
に
蛮
術
作
品
に
と
っ
て
の
他
者
を
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
｣
す
る
も
の
に
な
る
の
で
あ

る
｡
こ
の
様
な
考
え
は
､
『
美
学
理
論
』
の
次
の
文
章
に
も
端
的
に
表
れ
て
い
る
｡

蛮
術
は
ミ
メ
ー
シ
ス
的
態
度
の
隠
れ
家
に
他
な
ら
な
い
｡
蛮
術
に
お
い
て
主
観
は
､
変
化
す
る
自
ら
の
自
律
性
の
段
階
に
応
じ
て
､

他
者
に
対
し
て
そ
こ
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
も
の
の
､
し
か
し
な
が
ら
徹
頭
徹
尾
他
者
か
ら
分
離
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
.
い
｡

(かT.uS.芦)

蛮
術
は
｢
世
界
の
脱
魔
術
化
｣
と
し
て
の
合
理
化
の
過
程
の
中
で
､
確
か
に
自
然
へ
直
接
向
か
い
魔
術
へ
と
帰
る
こ
と
を
禁
止
さ
れ

て
い
る
｡
そ
の
一
方
で
､
蛮
術
は
そ
の
よ
う
な
合
理
的
世
界
の
中
に
呪
術
的
な
も
の
と
し
て
の
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
｣
を
持
ち
込
み
､
主
観

は
自
ら
が
そ
こ
か
ら
抜
け
出
し
て
き
た
自
然
と
の
分
離
を
取
り
消
す
の
で
あ
る
(
章
d
.
)
｡
こ
の
と
き
､
も
は
や
自
然
は
死
へ
の
恐
怖
を

も
た
ら
さ
な
い
｡
『
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
お
い
て
死
の
恐
怖
は
､
文
明
の
中
で
｢
幸
福
の
約
束
と
兄
弟
同
然
に
結
び
付
き
｣
､
｢
仮
象
と
し

て
､
弱
ま
っ
た
美
と
し
て
輝
く
｣
と
言
わ
れ
て
い
る

(
D
A
.
一
S
.
u
こ
｡
更
に
｢
彼
を
取
り
返
し
よ
う
も
な
く
実
際
の
世
界
に
縛
り
付
け

た
縄
は
､
同
時
に
セ
イ
レ
ー
ン
達
を
そ
こ
か
ら
遠
ざ
け
て
い
る
｡
つ
ま
り
彼
女
た
ち
の
誘
惑
は
単
な
る
瞑
想
の
対
象
へ
､
蛮
術
へ
と
中

和
さ
れ
る
の
で
あ
る
｣

(
寮
d
し
と
言
う
と
き
､
蛮
術
と
い
う
営
み
は
合
理
的
な
社
会
に
縛
ら
れ
た
ま
ま
自
然
と
一
体
化
す
る
こ
と
に
な

る
｡
そ
れ
は
蛮
術
作
品
の
成
功
が
｢
蛮
術
作
品
に
お
い
て
主
観
が
消
滅
す
る
と
こ
ろ
｣
に
求
め
ら
れ
(
ト
→
.
一
S
.
¢
じ
､
そ
の
こ
と
に
よ



っ
て
蛮
術
作
品
自
体
が
｢
沈
黙
と
の
親
和
性
｣
を
獲
得
し
(
か
→
.
一
S
J
N
ご
､
自
然
の
｢
沈
黙
す
る
も
の
を
語
ら
せ
よ
う
と
す
る
｣

(
>
→
.
一
S
J
N
こ
も
の
で
あ
る
こ
と
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
｡

｢
人
為
的
な
票
q
邑
も
の
で
あ
る
蛮
術
作
品
が
｢
自
然
的
な
含
q
巳
も
の
の
代
理
と
な
る
､
と
い
う
ア
ド
ル
ノ
の
文
章
か
ら
出
発

し
､
自
然
と
歴
史
を
弁
証
法
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
｢
自
然
史
｣
の
理
念
と
､
｢
自
己
同
一
性
｣
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
に
と

っ
て
｢
非
同
一
的
な
も
の
｣
に
な
る
蛮
術
作
品
の
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
｣
の
問
題
を
考
察
し
て
き
た
｡
哲
学
的
思
索
に
お
い
て
は
､
｢
自
然
史
｣

的
な
思
考
に
よ
っ
て
､
村
極
的
な
歴
史
と
自
然
の
対
立
を
､
そ
れ
ら
の
概
念
が
最
も
極
端
な
規
定
に
お
い
て
流
動
化
さ
せ
る
こ
と
が
出

来
る
と
ア
ド
ル
ノ
は
考
え
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
ル
カ
ー
チ
の
言
う
｢
第
二
の
自
然
｣
と
､
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
が
考
え
る
｢
移
ろ
い
易
さ
｣

の
書
き
込
ま
れ
た
自
然
と
の
阻
で
は
､
前
者
が
あ
く
ま
で
人
間
の
手
に
よ
る
｢
因
襲
の
世
界
｣
を
自
然
化
し
て
い
る
の
に
対
し
､
ベ
ン

ヤ
ミ
ン
は
む
し
ろ
ル
カ
ー
チ
が
｢
第
一
の
自
然
｣
と
し
て
区
別
す
る
も
の
に
ア
レ
ゴ
リ
ー
的
な
意
味
を
与
え
よ
う
と
し
て
い
る
｡
こ
の

両
者
の
自
炊
板
倉
の
ず
れ
を
ア
ド
ル
ノ
は
｢
第
二
の
自
然
｣
も
｢
第
一
の
自
然
｣
と
捉
え
る
こ
と
で
解
消
し
よ
う
と
す
る
が
(
I
N
.
}
S
･

宗
ご
､
必
ず
し
も
議
論
が
尽
く
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
｡

ま
た
､
｢
自
然
史
｣
の
モ
チ
ー
フ
は
ア
ド
ル
ノ
の
後
期
の
主
著
『
否
定
弁
証
法
』
で
も
再
び
展
開
さ
れ
る
が
､
こ
こ
で
は
自
然
と
歴
史

の
対
立
と
は
別
に
､
｢
人
為
的
な
①
訂
巳
と
｢
自
然
的
な
含
q
巳
の
対
立
が
廃
棄
出
来
な
い
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
ア

ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
､
哲
学
的
思
索
に
出
来
る
こ
と
は
こ
の
村
立
の
わ
ず
か
な
先
を
見
通
す
こ
と
ま
で
な
の
で
あ
る
｡
.

一
方
蛮
術
は
､
自
然
美
の
約
束
を
､
破
棄
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
引
き
受
け
よ
う
と
す
る
｡
こ
こ
で
自
然
美
は
｢
普
遍
的
な
同
一
性
の

呪
縛
｣
が
支
配
す
る
｢
歴
史
的
段
階
｣
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
､
｢
非
同
一
的
な
も
の
の
痕
跡
｣
と
し
て
し
か
存
在
す
る
こ
と
が
也
来
な

一
四
五



一
四
六

い
｡
蛮
術
作
品
は
､
｢
い
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
も
の
｣
で
あ
る
自
然
美
の
約
束
を
引
き
受
け
､
沈
黙
す
る
｢
自
然
の
言
語
｣
を
語
ら
せ

る
よ
う
仕
向
け
る
も
の
で
あ
る
｡
｢
自
然
的
な
含
q
邑
も
の
が
蛮
術
に
よ
っ
て
代
理
さ
れ
て
い
る
､
と
言
わ
れ
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ

る
｡
聾
術
は
｢
人
為
的
な
①
訂
邑
と
｢
自
然
的
な
官
q
旦
の
対
立
を
､
｢
自
然
美
そ
の
も
の
を
模
倣
す
る
｣
こ
と
､
つ
ま
り
合
理
的
な

世
界
に
お
い
て
､
社
会
に
縛
ら
れ
て
生
を
保
証
さ
れ
ケ
つ
自
然
の
中
に
身
を
投
じ
る
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
｣
に
よ
っ
て
､
｢
仮
象
｣
と
い
う
形

で
は
あ
る
も
の
の
､
果
た
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
ア
ド
ル
ノ
に
よ
れ
ば
､
｢
理
論
と
同
様
に
蛮
術
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
具
象
化
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
｣
(
か
→
.
一
S
.
訟
.
)
の
で
あ
り
､

聾
術
が
自
然
美
か
ら
受
け
取
っ
た
｢
支
配
の
な
い
状
態
｣
と
い
う
約
束
を
実
際
に
果
た
す
と
こ
ろ
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
｡
自
然
美

か
ら
蛮
術
作
品
､
そ
し
て
そ
れ
を
｢
自
然
史
｣
的
な
視
点
で
哲
学
的
に
解
釈
す
る
ア
ド
ル
ノ
の
美
学
へ
と
受
け
継
が
れ
て
き
た
｢
ミ
メ

ー
シ
ス
｣
は
､
最
後
に
｢
図
像
禁
止
｣
の
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
行
き
止
ま
り
に
な
る
｡
だ
が
､
ア
ド
ル
ノ
の
思
想
に
潜
む
こ
の
間
題
に
対

し
て
我
々
に
出
来
る
こ
と
は
､
常
に
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
的
態
度
｣
を
も
っ
て
ア
ド
ル
ノ
に
接
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
｡

本
文
中
の
引
用
は
､
全
て
→
b
.
W
.
A
d
O
ヨ
〇
一
G
m
岩
∋
∋
e
､
冷
哲
‡
き
コ
.
N
O
B
d
e
.
一
〓
r
s
g
.
<
○
コ
R
O
】
f
→
i
e
d
e
ヨ
a
∃
一
F
r
a
コ
k
2
コ
a
ヨ
M
a
i
コ
一
S
u
h
r
k
a
ヨ
p
一
-
ヨ
〇
･

-
濃
か
.
(
以
下
､
Q
h
.
と
略
記
)
か
ら
筆
者
自
身
が
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
｡
翻
訳
が
あ
る
場
合
は
そ
れ
を
適
宜
参
照
し
て
い
る
｡
記
し
て
感
謝
し
た
い
｡
引
用

個
所
に
つ
い
て
は
以
下
の
略
号
を
用
い
た
｡

彗
∴
｣
ぎ
e
巨
e
ヨ
琶
計
(
-
当
○
)
5
･
e
.
B
d
.
｣
∴
美
の
窒
藍
(
大
久
保
健
治
訳
､
河
出
董
居
新
社
､
一
九
八
五
年
こ
美
の
理
論
･
補
選
(
同
一
九
八
八
年
)

D
A
∴
9
已
e
ぎ
≡
e
､
A
⊂
空
ぎ
重
要
､
0
宍
弓
E
邑
e
訂
g
∋
e
ミ
e
.
(
】
曾
コ
)
i
コ
G
り
B
d
.
U
.
｢
啓
蒙
の
弁
証
蓮
(
徳
永
拘
訳
､
岩
波
書
店
､
一
九
九
〇
年
)

-
Z
∴
=
D
i
e
】
d
e
e
d
e
r
Z
a
t
u
r
鵬
e
S
C
h
i
c
h
t
e
=
(
-
当
望
コ
G
h
.
B
d
.
-
一
S
.
冨
･
琴
｢
自
然
史
の
理
念
｣
(
細
身
和
之
訳
､
r
み
す
ず
二
二
七
四
号
､
一
九
九
二
年
､
一
二

-
三
三
頁
)

Z
D
.
‥
之
蔓
､
ぎ
口
証
e
至
芸
l
漂
ぞ
コ
n
h
.
B
d
.
P

r
否
定
弁
証
法
し
(
木
田
元
､
徳
永
拘
､
渡
辺
祐
邦
､
三
島
憲
一
､
須
田
朗
､
宮
武
昭
訳
､
作
品
社
､
一
九



九
六
年
)

芦
.
‥
吉
雪
N
弓
卜
訂
邑
じ
壬
現
ヂ
ー
3
萱
コ
G
り
B
d
J
L

r
文
学
ノ
ー
上
(
抄
訳
､
三
光
長
治
､
菅
谷
規
矩
雄
､
船
戸
滴
之
､
片
岡
啓
治
訳
､
イ
ザ
ラ
書
房
､

一
九
七
人
年
)

(
1
)
こ
こ
で
｢
代
理
を
務
め
る
｣
と
訳
出
し
た
の
は
､
ド
イ
ツ
語
の
<
e
ユ
r
e
t
e
コ
で
あ
る
｡
ア
ド
ル
ノ
は
｢
蛮
術
は
肖
像
に
お
い
て
自
然
を
廃
棄
す
る
こ
と
で
自

妖
お
代
理
を
務
め
る
｣
(
彗
.
一
S
.
岩
戸
)
と
言
う
ほ
か
､
｢
蛮
術
が
､
い
ま
だ
に
存
在
し
て
い
な
い
即
自
的
な
も
の
の
代
理
を
務
め
る
な
ら
ば
(
後
略
)
｣

(
彗
.
一
S
.
当
巴
と
い
う
表
現
を
用
い
て
お
り
､
蛮
術
作
品
が
不
在
の
も
の
に
対
す
る
代
理
で
あ
る
こ
と
を
言
い
表
す
際
､
く
e
号
巾
t
e
コ
を
用
い
て
い
る
｡

(
2
)
ア
ド
ル
ノ
は
､
蛮
術
作
品
が
｢
自
然
契
機
Z
a
t
u
∃
0
ヨ
e
≡
｣
を
持
ち
(
c
f
こ
賢
.
一
S
｣
声
-
声
-
小
山
.
)
｢
自
然
と
自
然
支
配
の
弁
証
法
｣
と
し
て
歴
史
性

を
内
在
し
て
い
る
と
し
て
い
る
(
か
→
.
一
S
｣
ご
｡

(
3
)
従
来
の
ア
ド
ル
ノ
解
釈
に
お
い
て
は
､
他
の
思
想
家
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
大
き
な
変
化
が
存
在
し
な
い
と
い
う
前
提
か
ら
出
発
す
る
か
､
r
美
学
理
壷
を

ア
ド
ル
ノ
の
中
で
も
特
異
な
存
在
と
し
て
他
の
著
作
と
切
り
離
し
て
考
察
す
る
か
が
多
数
を
占
め
て
い
る
｡
前
者
の
立
場
は
マ
ー
テ
ィ
ン
∴
ソ
エ
イ
r
ア

ド
ル
∠
〓
木
田
元
･
村
岡
晋
l
訳
､
一
九
八
七
年
､
岩
波
同
時
代
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
版
一
九
九
二
年
)
八
一
頁
､
後
者
は
G
旨
t
e
r
F
-
琶
一
ヨ
昌
d
Q
J
茸

ゝ
d
Q
∋
0
‥
ロ
b
叫
寡
言
喜
富
家
已
功
名
巾
村
已
賢
く
m
G
已
b
b
訂
3
厨
∈
r
‥
き
r
旨
【
e
匂
支
邑
Q
3
d
e
r
.
き
r
ざ
ぎ
訂
3
ヨ
e
｡
ュ
m
;
ぎ
穿
ミ
e
-
言
≡
Q
功
旦
訂
c
訂
r

L
.
宣
旨
F
B
O
コ
コ
一
B
O
u
V
i
e
r
一
-
3
｣
一
S
｣
箪
な
ど
を
参
照
｡
ま
た
ア
ド
ル
ノ
の
思
想
に
お
け
る
自
然
の
問
題
に
関
し
て
は
F
i
g
巴
の
他
､
A
y
a
k
｡

→
a
t
s
u
ヨ
u
-
a
一
ミ
リ
裟
～
ま
旨
訂
コ
吉
r
ミ
訂
訂
ヨ
C
ぎ
長
じ
已
吉
2
已
昌
､
岳
-
e
‥
⊇
昌
d
0
1
茸
ゝ
d
O
⊇
Q
切
言
昌
J
訂
じ
已
d
訂
訂
ミ
ー
g
m
ヨ
亡
已
村
已
-
旨
訂

誓
じ
邑
○
∋
･
D
i
～
～
･
p
ト
ニ
･
一
1
U
B
e
-
ざ
一
芸
ご
→
ト
○
ヨ
a
～
｢
i
コ
k
一
N
§
加
重
ュ
篭
d
2
J
碁
-
u
r
訂
計
J
G
e
邑
､
邑
b
診
旨
0
1
e
ヨ
e
Q
d
0
1
茸
ゝ
d
O
ヨ
O
h
･
K
筈
･

w
i
e
コ
一
宏
h
ぎ
ー
芸
.
こ
享
琶
C
u
S
W
e
宮
戸
ゝ
d
O
ヨ
○
‥
b
e
3
す
N
ま
邑
望
蔓
≡
已
ぷ
旦
e
.
A
a
c
h
e
コ
一
S
h
賢
二
選
二
拙
稿
｢
自
然
と
音
楽
の
類
似
性

-アドルノの音楽論に関する一考察l(r重昂大学文学部美学蛮術学研究重紀要･研究｣一二(一九九空､〓二1〓二七頁)

な
ど
を
参
照
｡

(
4
)
こ
の
講
演
は
ア
ド
ル
ノ
の
生
前
に
は
出
版
さ
れ
ず
､
彼
の
死
後
ア
ド
ル
ノ
全
集
の
第
一
巻
(
一
九
七
四
)
の
中
に
収
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
｡
ア
ド
ル

ノ
全
集
に
所
収
さ
れ
る
以
前
に
こ
の
講
演
を
紹
介
し
た
も
の
と
し
て
は
､
F
r
i
e
d
e
ヨ
a
コ
n
G
r
e
コ
Z
一
=
D
i
e
l
d
e
e
d
e
r
Z
a
t
u
r
的
e
S
C
h
i
c
h
t
e
‥
N
u
e
i
コ
e
ヨ
f
邑
h
e
コ
一

uコbek賀コteコ→extAdOヨOS=iコ吉弓じ已QehCEcきm‥*旨旨c訂ヽ六〇貞記叫切込r⊇ヒ0仇旦訂さ已恥｣NOc【0訂こ℃声Hrs甲V∃芥∈ユ≡
b
コ
e
r
亡
コ
d
≧
b
e
ユ
M
e
コ
コ
e
一
〓
a
∋
b
u
r
g
.
F
e
ニ
x
M
e
i
コ
e
こ
…
･
S
･
芸
･
い
芦
が
あ
る
｡
ま
た
日
本
に
お
い
て
こ
の
講
演
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
は
､
日

本語への翻訳者による論考､細見和之｢アドルノにおける自然と歴史-

｢自然史｣の理念をめぐつて-｣(rカンティア一三
第
二
二
号
(
一
九
九
〇
)
､
四
三
-
七
一
頁
)
が
あ
る
｡

(
5
)
一
般
的
な
用
法
と
し
て
N
a
t
u
r
㈹
e
S
O
h
i
c
h
t
e
と
い
う
ド
イ
ツ
語
で
意
味
さ
れ
る
こ
と
は
｢
博
物
誌
｣
｢
博
物
学
｣
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
｡
よ
り
具
体
的
に

一
四
七



(
6
)

一
四
八

言
え
ば
､
鉱
物
学
M
i
ヨ
e
｢
㌢
g
i
e
､
.
自
然
地
理
学
p
h
y
s
i
s
c
h
e
G
e
O
苫
P
h
i
e
､
地
理
学
G
e
O
g
r
a
p
h
i
e
､
植
物
学
B
O
t
a
コ
i
k
､
動
物
学
N
0
0
-
O
g
i
e
､
古
生
物
学

P
a
-
ぎ
コ
㌻
-
旦
e
な
ど
の
草
間
の
知
識
の
総
体
と
そ
れ
に
関
す
る
収
集
の
実
践
を
指
す
も
の
で
あ
る
｡
そ
の
際
に
は
歴
史
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
の
語
が
含
ま
れ
て
い
る

に
も
拘
わ
ら
ず
､
そ
こ
に
は
時
間
的
な
展
開
の
契
機
は
含
ま
れ
て
い
な
い
｡
c
f
｣
一
Z
a
t
u
r
g
e
s
c
h
i
c
h
t
e
…
i
コ
要
旨
鼓
c
訂
切
妻
r
r
e
ヽ
ぎ
c
>
d
e
r
⊇
､
､
Q
的
名
文
句
.

B
d
.
い
一
山
N
㌣
∞
.
ま
た
自
然
を
考
え
る
際
に
自
然
科
学
的
な
概
念
を
除
外
し
て
議
論
す
る
こ
と
は
､
r
美
学
理
弘
巴
の
な
か
に
も
継
承
さ
れ
て
い
る
｡
｢
自
然

美
に
向
け
ら
れ
た
経
験
は
ひ
と
え
に
現
象
と
し
て
.
の
自
然
に
関
わ
る
も
の
で
､
労
働
や
生
の
再
生
産
の
素
材
と
し
て
の
自
然
と
は
関
わ
り
が
な
く
､
い
わ

ん
や
学
問
の
土
台
と
し
て
の
自
然
と
は
無
関
係
で
あ
る
｡
蛮
術
経
験
と
同
様
､
自
然
に
関
す
る
美
的
経
験
は
形
象
に
関
す
る
経
験
で
あ
る
｡
現
象
的
な
美

と
し
て
の
自
炊
は
､
行
為
の
叶
象
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
｣
(
か
→
.
一
S
｣
声
)
確
か
に
こ
の
文
章
は
､
｢
自
然
史
の
理
念
｣
と
は
発
言
の
意
図
や

主
旨
が
異
な
る
｡
｢
自
然
史
の
理
念
｣
で
は
｢
自
然
史
｣
と
い
う
概
念
を
想
定
す
る
上
で
の
自
然
の
意
味
が
､
｢
美
学
理
論
』
か
ら
の
文
章
で
は
自
然
美
の

経
験
を
も
た
ら
す
条
件
と
し
て
の
自
然
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
｡
し
か
し
な
が
ら
こ
の
文
章
に
お
い
て
も
､
ア
ド
ル
ノ
が
自
然
美
の
経
験
に
関
し
て
､
人

間
の
行
為
の
素
材
と
な
る
よ
う
な
自
然
物
や
全
て
が
数
式
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
抽
象
的
な
自
然
を
､
自
炊
…
美
の
経
験
の
中
か
ら
除
外
し
て
い
る
こ
と
を

明
ら
か
に
読
み
取
る
こ
と
が
出
来
る
｡
こ
の
よ
う
に
ア
ド
ル
ノ
が
自
然
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
と
き
に
は
､
何
ら
か
の
行
為
の
対
象
や
素
材
と
し
て
の
自

然
は
考
え
に
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
自
然
､
な
ら
び
に
｢
神
話
的
な
も
の
｣
の
規
定
は
､
r
啓
蒙
の
弁
証
法
』
に
お
い
て
更
に
詳
し
く
展
開
さ
れ
て
い
る
｡
そ
こ
で
は
｢
マ
ナ
に
よ

っ
て
徹
底
的
に
支
配
さ
れ
た
世
界
と
､
更
に
イ
ン
ド
ヤ
ギ
リ
シ
ア
の
神
話
の
世
界
は
抜
け
道
が
な
く
永
遠
に
同
一
で
あ
る
｣
(
D
A
.
一
S
.
い
じ
と
あ
り
､
い

か
な
る
人
間
の
行
為
も
常
に
同
一
の
宿
命
へ
と
回
帰
す
る
構
造
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
に
必
然
的
に
回
帰
せ
ざ
る
を
得
な
い
宿
命
は
｢
免
れ
る

こ
と
の
出
来
な
い
自
然
の
循
環
d
e
r
u
コ
e
コ
t
r
i
コ
コ
b
a
r
e
K
r
e
i
s
一
a
u
;
e
r
Z
a
t
u
r
｣
(
D
A
.
一
S
.
い
じ
に
還
元
さ
れ
､
自
然
は
｢
繰
り
返
さ
れ
る
自
然
d
i
e
s
i
c
h

w
i
e
d
e
r
h
O
-
e
コ
d
e
Z
a
t
亡
r
｣
(
､
賢
已
と
し
て
永
遠
を
象
徴
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
｡

こ
の
｢
自
然
史
の
理
念
｣
と
い
う
講
演
が
な
さ
れ
た
背
景
に
関
し
て
は
､
c
r
一
一
S
u
s
a
コ
B
u
c
k
･
M
O
r
S
S
一
言
e
O
愚
計
Q
､
之
思
旨
く
e
日
生
e
c
一
首
㌧
ヨ
e
已
弓
茸

ゝ
d
Q
∋
Q
.
き
､
【
e
r
申
q
官
∋
ざ
§
d
､
訂
b
訂
5
わ
旨
ミ
訂
邑
ミ
e
.
Z
e
w
Y
O
r
k
一
ヨ
e
F
r
e
e
P
r
e
s
s
一
】
ヨ
｣
一
p
p
◆
山
草

ア
ド
ル
ノ
は
こ
こ
で
､
G
e
O
r
g
r
u
k
計
s
}
b
訂
ヨ
e
㌢
e
詩
的
碧
∋
呂
払
‥
巨
b
g
e
肖
斉
き
宅
≡
Q
功
名
E
肖
訂
r
言
喜
C
≡
訂
ヽ
詩
才
∃
e
3
計
r
g
､
息
彗
昏
芦

D
a
∃
S
t
a
d
l
一
｢
u
C
h
t
e
r
h
a
コ
d
一
】
ヨ
ー
一
S
.
u
u
･
汁
と
W
a
-
t
e
r
B
e
且
a
ヨ
i
コ
一
じ
長
)
⊇
長
詩
h
計
ミ
岩
訂
∋
→
3
.
罵
3
℃
訂
-
h
∴
⊃
W
a
】
l
e
r
B
e
コ
j
a
ヨ
i
コ
Q
e
叫
む
∋
∋
各
n

哲
ぎ
き
P
B
d
｣
一
F
r
a
コ
k
f
u
コ
a
∋
M
a
i
コ
一
S
u
h
r
k
a
ヨ
p
一
】
当
♪
S
.
山
岸
窒
声
]
声
い
ぃ
u
.
を
そ
れ
ぞ
れ
引
用
し
て
い
る
｡

こ
の
言
葉
は
､
キ
リ
ス
ト
教
の
文
脈
で
は
｢
ゴ
ル
.
コ
タ
の
丘
｣
を
意
味
す
る
､
神
学
的
な
色
彩
の
強
い
言
葉
で
あ
る
｡

そ
の
最
も
明
瞭
な
例
の
一
つ
と
し
て
､
ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
抒
情
詩
｢
ハ
ー
ル
ト
の
狭
間
｣
の
｢
自
然
史
｣
的
な
解
釈
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
｡
ア
ド
ル
ノ
は
こ

の
詩
を
｢
パ
ラ
タ
ク
シ
ス

ー

ヘ
ル
ダ
ー
リ
ン
の
後
期
抒
情
詩
に
つ
い
て
｣
(
一
九
六
四
)
と
『
美
学
理
論
｣
で
採
り
上
げ
て
い
る
が
､
前
者
に
お
い
て
は

フ
リ
ー
ド
リ
ヒ
･
バ
イ
ス
ナ
ー
の
文
献
学
的
解
釈
と
自
ら
の
哲
学
的
思
索
を
分
け
る
も
の
と
し
て
､
そ
の
詩
に
描
か
れ
た
自
然
か
ら
｢
自
然
史
｣
的
な
ア



レ
プ
リ
ー
を
読
み
取
れ
る
か
否
か
を
問
題
に
し
て
い
る
｡
c
r
.
一
Z
r
S
.
圭
や
と
.
更
に
r
美
学
理
払
巴
で
は
こ
の
詩
に
描
か
れ
た
自
然
美
が
歴
史
的
本
質
を

持
つ
と
し
､
自
然
美
を
そ
の
外
部
に
意
味
を
持
つ
も
の
と
し
て
の
ア
レ
ゴ
リ
ー
(
こ
の
場
合
は
ウ
ル
リ
ッ
ヒ
の
歴
史
的
出
来
事
)
と
し
て
み
る
だ
け
で
は

な
く
､
そ
の
歴
史
的
な
事
件
が
自
然
と
同
化
し
て
い
き
､
あ
た
か
も
自
然
が
そ
れ
を
語
る
か
の
よ
う
に
変
化
し
て
行
く
(
そ
れ
を
自
然
の
側
か
ら
見
れ
ば
､

自
然
が
｢
も
う
未
熟
で
な
く
な
っ
て
｣
き
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
)
､
と
い
う
視
点
が
存
在
し
て
い
る
｡
c
f
.
一
ト
→
.
一
S
.
〓
-
.

(
‖
)

｢
啓
蒙
の
弁
証
法
｣
に
お
い
て
も
神
話
を
自
然
と
見
､
啓
蒙
を
歴
史
と
捉
え
て
､
｢
す
で
に
神
話
が
啓
蒙
で
あ
る
｣
(
D
A
.
一
S
.
声
)
と
同
時
に
､
｢
啓
蒙
は
神

話
に
逆
戻
り
す
る
｣
(
D
A
.
一
S
.
声
)
と
主
張
す
る
こ
の
著
作
の
テ
ー
ゼ
を
｢
自
然
史
｣
の
理
念
の
展
開
と
す
る
解
釈
も
あ
る
｡
細
見
､
前
掲
論
文
六
五
頁

以
下
参
照
｡
し
か
し
こ
の
テ
ー
ゼ
は
広
い
意
味
で
の
人
間
の
歴
史
を
そ
の
範
囲
と
し
て
お
り
､
人
間
が
自
然
に
対
し
て
主
体
と
し
て
能
動
的
に
立
ち
向
か

う
と
こ
ろ
に
神
話
と
啓
蒙
の
共
通
点
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
『
啓
蒙
の
弁
証
法
｣
で
合
理
化
の
過
程
で
支
配
さ
れ
る
自
炊
は
客
体
と
し
て
対
象
化

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
､
｢
自
然
史
の
理
念
｣
に
お
け
る
歴
史
の
生
成
を
担
う
も
の
と
し
て
の
自
然
と
は
や
は
り
異
な
る
だ
ろ
う
｡
以
上
の
こ
と
を
考
え

れ
ば
､
r
啓
蒙
の
弁
証
法
｣
で
の
議
論
を
｢
自
然
史
の
理
念
｣
と
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
は
､
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
し
な
い
が
､
か
な
り
複
雑
な
問
題

を
は
ら
ん
で
い
る
｡

(
ほ
)
票
q
空
は
更
首
一
の
の
官
q
M
t
は
官
9
の
の
与
格
で
あ
り
､
本
来
の
意
味
は
前
者
が
｢
¢
訂
l
t
お
い
て
｣
後
者
が
｢
含
q
l
t
お
い
て
｣
と
い
う
意
味
で
あ
る
｡

ア
ド
ル
ノ
は
こ
の
言
葉
を
､
そ
の
著
作
に
お
い
て
一
貫
し
て
冠
詞
な
し
で
使
用
し
て
お
り
､
こ
こ
で
は
¢
訂
M
l
を
｢
人
為
的
｣
､
含
q
M
l
を
｢
自
然
的
｣
と
訳

出
し
て
あ
る
｡
な
お
､
ア
ド
ル
ノ
の
著
作
の
中
で
①
訂
M
l
と
官
q
M
l
を
対
概
念
と
し
て
使
用
す
る
例
は
初
期
の
論
考
に
は
登
場
せ
ず
､
r
新
音
楽
の
哲
学
】
の

S
.
声
の
註
の
中
で
主
題
と
帰
結
と
い
う
対
概
念
を
そ
れ
ぞ
れ
含
q
P
と
¢
訂
M
l
に
言
い
換
え
て
い
る
個
所
が
最
も
早
い
も
の
で
あ
る
｡

(
り
)
同
様
の
考
え
は
｢
形
式
と
し
て
の
エ
ッ
セ
イ
｣
(
一
九
五
八
)の

中
で
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
c
f
.
一
Z
L
S
.
声

(14)

こ
こ
で
ア
ド
ル
ノ
は
､
自
然
美
に
お
け
る
自
然
的
契
機
と
歴
史
的
契
機
の
関
係
を
､
万
華
鏡
と
音
楽
と
い
う
比
喩
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
｡
と
り
わ
け

音
楽
と
の
類
似
性
は
重
要
で
あ
る
｡
c
f
.
}
か
→
.
一
S
｣
-
U
J
N
-
一
-
山
草
こ
苫
.

(望

｢
自
由
｣
の
理
念
を
自
然
美
の
中
に
見
よ
う
と
す
る
態
度
は
､
極
め
て
重
大
な
問
題
を
は
ら
ん
で
い
る
｡
な
ぜ
な
ら
ば
､
｢
自
然
美
が
美
学
か
ら
姿
を
消
し

た
の
は
､
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
導
入
さ
れ
､
シ
ラ
ー
と
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
っ
て
初
め
て
首
尾
一
貫
し
て
美
学
の
中
に
移
植
さ
れ
た
自
由
と
人
間
の
尊
厳
の
概
念

の
支
配
が
拡
大
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
が
､
そ
れ
に
従
え
ば
自
律
的
主
体
が
自
己
自
身
に
負
う
も
の
以
外
は
､
な
に
も
の
を
も
こ
の
世
に
お
い
て
尊

重
す
べ
き
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
主
体
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
自
由
の
真
理
は
､
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
非
真
理
､
つ
ま
り
他
者
に
と
っ
て
の

不
自
由
で
あ
る
｣
(
か
→
.
一
S
.
蓋
.
)
と
ア
ド
ル
ノ
が
言
う
よ
う
に
､
主
体
の
自
由
と
は
他
者
に
と
っ
て
は
不
自
由
に
他
な
ら
ず
､
自
由
の
概
念
が
美
学
に
持

ち
込
ま
れ
る
な
ら
主
体
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
以
外
は
尊
重
出
来
な
い
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
そ
れ
ゆ
え
人
間
に
よ
っ
て
作
ら
れ
て

い
な
い
も
の
で
あ
る
自
然
美
は
､
そ
の
論
理
的
帰
結
と
し
て
美
学
に
お
け
る
位
置
を
失
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
｡
さ
ら
に
自
然
美
に
よ
っ
て
あ
た
か
も

直
接
的
に
導
か
れ
た
｢
支
配
の
な
い
状
能
巴
と
し
て
の
｢
起
源
｣
は
､
r
啓
蒙
の
弁
証
法
｣
に
お
い
て
は
自
然
の
猛
威
と
恐
怖
を
直
接
的
に
受
け
ざ
る
を
得

一
四
九



一
五
〇

な
い
よ
う
な
状
態
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
段
階
に
お
い
て
は
､
主
体
の
｢
自
由
｣
は
決
し
て
確
立
さ
れ
て
い
な
い
｡
そ
れ
ど
こ
ろ
か
､
主
体
は
自
然
の
圧

倒
的
な
優
位
の
前
で
美
を
感
じ
る
余
裕
す
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
自
然
美
に
よ
っ
て
想
起
さ
れ
る
｢
起
源
｣
の
中
に
｢
自
由
｣
を
見
よ
う
と
す

る
こ
と
は
､
一
方
で
自
然
美
を
｢
不
自
由
｣
に
陥
れ
そ
の
存
在
を
危
う
く
し
､
他
方
で
そ
こ
で
見
ら
れ
る
｢
自
由
｣
が
真
の
意
味
で
は
主
体
の
｢
不
自
由
｣

に
他
な
ら
な
い
､
と
い
う
ま
さ
し
く
二
重
の
意
味
で
｢
不
自
由
｣
な
の
で
あ
る
｡

(
1
6
)
｢
啓
蒙
の
弁
証
法
』
で
は
､
｢
人
間
か
ら
恐
怖
を
取
り
除
き
､
人
間
を
支
配
者
に
す
る
｣
た
め
に
｢
世
界
の
脱
魔
術
化
d
i
e
E
コ
t
Z
a
u
b
e
r
u
コ
g
d
e
r
W
e
己
を
行

う
啓
蒙
の
過
程
に
お
い
て
(
ロ
A
.
一
S
｣
巴
､
人
間
と
自
然
が
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
｡
そ
れ
に
よ
れ
ば
､
啓
蒙
以
前
の
段
階

に
お
い
て
自
然
は
｢
名
状
し
難
い
恐
れ
を
吹
き
込
む
｣

(
D
>
.
→
S
.
念
.
)
も
の
で
あ
り
､
神
話
に
お
け
る
神
々
の
名
前
は
｢
恐
れ
の
石
化
し
た
響
き
｣

(
ロ
A
.
一
S
.
い
じ
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
彼
ら
に
よ
れ
ば
､
そ
の
よ
う
な
自
然
を
支
配
す
る
と
同
時
に
自
ら
を
主
体
と
し
て
立
て
る
過
程
が
措
か
れ
て

い
る
の
が
､
ホ
メ
ロ
ス
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
｣
第
十
二
歌
の
セ
イ
レ
ー
ン
と
オ
デ
ュ
ツ
セ
ウ
ス
の
物
語
で
あ
る
｡
そ
こ
で
は
主
体
と
し
て
の
人
間
と
自
然

と
の
関
係
に
は
人
間
の
社
会
的
構
造
と
し
て
の
支
配
関
係
が
､
｢
自
然
に
対
す
る
社
会
的
支
配
の
逃
れ
ら
れ
な
い
強
制
d
e
r
u
コ
e
コ
三
コ
コ
b
a
r
e
N
w
a
コ
g
N
u
r

笥
S
e
ニ
s
O
h
a
要
c
h
e
コ
〓
e
ヨ
C
h
a
才
旨
e
r
Z
a
t
u
ユ
(
D
A
.
一
S
.
ぃ
じ
が
そ
の
基
盤
に
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
｡

(
1
7
)
ア
ド
ル
ノ
は
､
r
否
定
弁
証
法
』
に
お
い
て
も
｢
非
同
一
的
な
も
の
を
､
そ
れ
自
体
肯
定
的
な
も
の
と
し
て
直
接
的
に
手
に
入
れ
る
こ
と
は
出
来
ず
､
ま
た
､

否
定
的
な
も
の
の
否
定
を
通
し
て
手
に
入
れ
る
こ
と
も
出
来
な
い
｣

(
Z
D
.
一
S
｣
竺
.
)
と
言
い
､
ほ
ほ
同
様
の
考
え
を
示
し
て
い
る
｡

(
1
8
)
筆
者
は
既
に
､
拙
稿
｢
ア
ド
ル
ノ
に
お
け
る
否
定
弁
証
法
と
ミ
メ
ー
シ
ス
の
問
題
｣
(
r
美
学
｣
勢
四
九
巷
第
二
号
二
九
九
八
)
､
一
二
-
二
三
貫
)
に
お

い
て
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
｣
概
念
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
が
､
そ
こ
に
お
い
て
は
ア
ド
ル
ノ
の
哲
学
的
思
索
の
方
法
論
的
基
礎
付
け
が
問
題
に
な
.
っ
て
お
り
､

本
論
文
の
主
旨
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
｡
ま
た
､
ア
ド
ル
ノ
の
｢
ミ
メ
ー
ン
ス
｣
概
念
の
包
括
的
な
研
究
書
と
し
て
は
】
O
S
e
r
F
r
賢
h
こ
一
ミ
ぎ
Q
已
h
‥

六〇己､e､､邑喜e訂eh恕b冨､首古詩訂､ゝ旨ヨQ.W賢Nbur甲K箸igshauseコuコdNeuヨaココ一】遥分

K
邑
a
r
S
c
h
u
-
t
z
一
ミ
ぎ
e
巴
功
Q
b
さ
m
ミ
Q
く
巾
‥

ヨ
巾
已
O
r
茸
A
d
Q
∋
〇
.
仇
9
宍
召
;
ヽ
､
m
訂
許
P
B
e
ヨ
e
一
P
e
一
e
r
r
a
コ
g
こ
遥
○
か
あ
る
｡

(
1
9
)
更
に
註
(
6
)
参
照
｡
永
遠
を
象
徴
す
る
循
環
や
反
復
は
､
自
己
自
身
へ
の
絶
え
ざ
る
回
帰
と
解
す
る
こ
と
も
出
来
よ
う
｡

(
空
ア
ド
ル
ノ
は
､
｢
存
在
す
る
も
の
と
は
､
そ
れ
が
そ
う
で
あ
る
以
上
の
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
そ
れ
以
上
の
も
の
は
､
存
在
す
る
も
の
に
押
し
ケ
け
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
く
､
存
在
す
る
も
の
か
ら
排
除
さ
れ
た
も
の
と
し
て
､
そ
れ
に
内
在
し
続
け
る
｡
そ
の
限
り
で
非
同
一
的
な
も
の
は
そ
の
同
一
化
作
用
に
対

す
る
事
象
そ
の
も
の
の
同
一
性
な
の
で
あ
る
｣
(
N
D
.
一
S
｣
窒
.
)
と
言
う
が
､
排
除
さ
れ
た
も
の
と
し
て
内
在
す
る
｢
以
上
の
も
の
｣
は
ま
さ
に
ア
ド
ル

ノ
が
自
然
と
自
然
美
を
分
け
て
考
え
る
際
の
特
徴
で
あ
る
｡
c
r
.
一
>
→
.
一
S
｣
〓
一
〓
汁
】
ぃ
り
.
こ
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
､
我
々
に
と
っ
て
｢
非
同
一
的
な

も
の
｣
に
見
え
る
自
然
は
､
そ
れ
自
体
と
し
て
は
自
己
に
対
す
る
同
一
性
の
状
態
に
あ
る
の
で
あ
る
｡

(
2
1
)
｢
客
観
の
優
位
｣
と
は
｢
客
観
の
優
位
へ
と
移
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
弁
証
法
は
唯
物
論
的
に
な
る
｡
客
観
と
は
非
同
一
的
な
も
の
の
肯
定
的
な
表
現
で
あ

る
が
､
用
語
法
上
の
仮
面
で
あ
る
｣
(
Z
D
.
一
S
.
-
芦
)
と
い
う
よ
う
に
､
｢
非
同
一
性
に
つ
い
て
の
首
尾
一
貫
し
た
意
識
｣
で
あ
る
ア
ド
ル
ノ
の
｢
否
定
弁



証
法
｣
に
と
っ
て
､
必
然
的
な
帰
結
と
言
え
る
｡

(
召
呪
術
的
段
階
に
お
い
て
は
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
｣
が
全
て
の
原
理
で
あ
っ
た
｡
c
㍗
F
r
露
草
卓
C
F
S
.
u
0
0
.

(
空
ア
ド
ル
ノ
は
こ
の
様
な
社
会
と
の
自
律
性
と
模
倣
の
関
係
を
｢
垂
術
作
品
の
二
重
性
｣
と
規
定
し
て
い
る
｡
c
r
.
一
か
→
.
一
S
｣
か
一
い
ー
N
f
.
一
い
ぃ
†
ヂ
】
合
一
い
霊
-

当
A
･
か
一
U
∞
〇
一
た
還
一
h
コ
や
.

(
望
ま
た
こ
の
分
析
は
音
楽
美
学
的
に
も
極
め
て
重
要
で
あ
り
､
帆
柱
に
縛
ら
れ
て
身
動
き
出
来
な
い
オ
デ
ュ
ツ
セ
ウ
ス
を
コ
ン
サ
ー
ト
の
聴
衆
に
な
ぞ
ら
え

て
い
る
点
は
示
唆
的
で
あ
る
｡
c
f
.
一
D
A
.
一
S
.
怠
･
u
N
一
∃
r
.
更
に
､
註
(
1
6
)
を
参
照
｡

(空

ア
ド
ル
ノ
の
思
想
に
お
い
て
｢
図
像
禁
止
｣
の
モ
チ
ー
フ
は
再
三
再
四
登
場
す
る
｡
こ
こ
で
は
差
し
当
た
り
主
著
に
お
け
る
参
照
個
所
を
挙
げ
て
お
く
｡

D
A
こ
S
.
A
O
㍗
Z
ロ
.
一
S
.
N
凸
瓦
･
｣
一
>
→
.
一
S
.
A
O
J
O
か
一
-
治
Y
一
全
諒
.


