
デ
ィ
ド
ロ

『
絵
画
論
』

-

訳
と
註
解
(
そ
の
1
2
)

-

第
玉
章

構
成
に
関
す
る
章
､
構
成
に
つ
い
て
話
そ
う
と
思
っ
て
い
る
章
(
3
･
結
)

佐
々
木

健
一

人
物
た
ち
に
衣
装
を
着
せ
る
や
り
方
の
き
ま
り
に
つ
い
･
て
､
わ
た
し
は
よ
く
は
知
ら
な
い
｡
表
装
表
現
の
要
諦
は
､
構
想
に
つ
い
て
は

あ
げ
て
詩
で
あ
り
､
仕
上
げ
に
つ
い
て
は
挙
げ
て
厳
密
さ
で
あ
る
｡
重
な
り
合
っ
て
鞍
に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
小
さ
な
襲
は
､
あ
っ
て
は

な
ら
な
い
｡
伸
ば
し
た
男
の
腕
に
布
切
れ
を
掛
け
､
た
だ
そ
の
腕
を
曲
げ
さ
せ
る
な
ら
噂
盛
り
上
が
っ
て
い
た
筋
肉
が
平
ら
に
な
り
､

2
3
5
平
ら
だ
っ
た
筋
肉
が
盛
り
上
が
っ
て
き
て
､
布
が
こ
の
働
き
を
描
き
出
す
｡
こ
の
さ
ま
を
見
た
･
ひ
と
は
､
自
分
の
人
体
模
型
を
つ
か
ん
で
､

火
に
投
げ
込
む
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

皮
膚
の
下
に
生
体
模
型
が
透
け
て
見
え
る
よ
う
な
も
の
に
は
､
我
慢
が
な
ら
な
い
｡
し
か
し
､
衣
装
の
下
に
ど
れ
は
ど
裸
体
が
見
え
る

よ
う
で
あ
ろ
う
と
も
､
ゆ
き
す
ぎ
と
い
う
こ
と
は
な
い
｡

前
二
段
を
う
骨
て
衣
装
の
問
題
を
､
そ
れ
も
特
に
肉
体
と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
て
い
る
｡
議
論
の
力
点
は
､
少
し
ず
つ
､
肉
体
の

自
然
へ
の
賛
美
か
ら
衣
装
表
現
(
d
r
a
p
e
r
i
e
)
の
方
法
へ
と
移
行
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
は
､
最
初
に
衣
装
表
現
の
二
つ
の
原
理
が
示
さ

れ
て
い
る
｡
｢
構
想
(
i
n
孟
n
t
i
O
n
)
｣
に
お
け
る
｢
詩
(
p
O
訂
i
e
)
｣
と
､
｢
仕
上
げ
(
e
卦
u
t
i
O
n
)
｣
に
お
け
る
｢
厳
密
さ
(
r
i
g
u
e
u
r
)
｣

■



ニ

で
あ
る
｡
後
者
は
明
瞭
と
言
っ
て
よ
い
が
､
前
者
は
や
や
判
り
に
く
い
｡
｢
仕
上
げ
｣
す
な
わ
ち
作
品
の
質
感
を
も
た
ら
す
仕
事
が
｢
厳

密
｣
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
､
と
い
う
の
は
､
デ
ィ
ド
ロ
の
自
然
模
倣
美
学
に
お
い
て
は
､
自
然
の
仕
組
み
に
従
え
｣
と
い
う
こ
と
で

あ
る
｡
こ
の
要
求
は
､
二
三
四
行
以
下
で
言
わ
れ
て
い
る
筋
肉
の
構
造
の
問
題
と
符
合
し
て
い
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
｢
構
想
｣
と
は
作

品
の
内
容
に
､
絵
画
の
場
合
な
ら
ば
画
面
構
成
に
か
か
わ
る
工
夫
で
あ
る
｡
画
面
構
成
に
お
け
る
｢
詩
｣
と
は
何
か
｡
絵
画
論
に
お
け

る
詩
の
概
念
と
し
て
は
｢
詩
的
構
成
｣
と
い
う
術
語
が
あ
り
､
こ
れ
は
特
に
歴
史
画
に
お
い
て
物
語
を
明
瞭
に
か
つ
感
動
的
に
構
成
す

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
た
(
A
そ
の
1
1
∀
一
二
､
土
二
頁
)
｡
こ
こ
で
も
同
じ
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
画
面
の
人
物
た
ち
の

ま
と
う
衣
装
も
ま
た
､
そ
の
物
語
世
界
を
適
切
に
表
現
す
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
要
求
は
､
前

段
で
示
さ
れ
た
｢
気
ま
ま
な
処
理
-
i
c
e
n
c
e
｣
(
二
二
八
行
)
の
戒
め
と
符
合
す
る
｡
(
な
お
詩
の
概
念
に
つ
い
て
は
､
以
下
の
一
五
～
一

六
頁
で
再
論
す
る
)
｡

｢
小
さ
な
襲
は
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
｣
と
い
う
一
文
は
､
構
想
の
詩
に
関
わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
､
そ
れ
と
も
仕
上
げ
の
厳
密
さ
に
関

わ
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
意
味
と
特
に
文
の
構
成
の
上
か
ら
考
え
て
､
こ
れ
は
｢
構
想
の
詩
｣
に
関
係
づ
け
る
の
が
適
切
と
思
わ
れ
る
｡

衣
装
表
現
に
関
し
て
二
つ
の
原
則
が
提
示
さ
れ
た
｡
･
そ
の
あ
と
で
､
こ
の
小
さ
な
襲
と
筋
肉
の
構
造
と
が
語
ら
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
､

筋
肉
の
構
造
の
話
題
は
｢
仕
上
げ
の
厳
密
さ
｣
に
関
係
し
て
い
る
｡
号
つ
な
る
と
､
そ
の
中
間
に
お
か
れ
た
小
さ
な
襲
の
話
題
は
､
最

初
に
挙
げ
ら
れ
て
い
た
.
｢
構
想
の
詩
｣
に
関
係
し
て
い
る
､
と
見
る
の
が
順
当
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
よ
う
に
関
係
づ
け
た
場
合
､
小
さ
な

襲
に
関
す
る
趣
旨
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
に
な
る
の
か
｡
小
さ
な
襲
を
な
く
せ
､
と
い
う
こ
と
は
､
た
と
え
そ
れ
が
写
実
的
で
あ
る
に
し

て
も
､
主
題
と
な
る
物
語
の
表
現
の
上
で
誓
味
で
あ
る
な
ら
ば
､
そ
れ
は
消
去
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
い
う
こ
と
で
あ
軸
こ

の
主
張
は
､
｢
詩
｣
の
概
念
内
包
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
は
な
い
が
､
そ
れ
で
も
画
面
の
｢
詩
｣
が
､
写
実
的
な
爽
雑
物
ぬ
き
に
､
直

裁
に
表
現
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
も
の
､
と
な
っ
て
い
る
｡

二
三
五
行
目
の
｢
人
体
模
型
｣
と
二
三
七
行
目
の
｢
生
体
模
型
｣
は
､
日
本
語
の
上
で
は
紛
ら
わ
し
い
が
､
全
く
別
物
で
あ
る
｡



｢
人
体
模
型
｣
と
訳
し
た
の
は
m
a
n
n
e
q
u
i
n
で
､
特
に
衣
装
表
現
の
参
考
に
す
る
た
め
に
画
家
た
ち
が
用
い
て
い
た
人
形
で
あ
る
(
腕

を
伸
ば
し
た
男
と
い
う
想
定
は
､
こ
の
人
形
と
対
比
さ
れ
て
い
毎
｡
こ
れ
に
対
し
て
｢
生
体
模
型
｣
と
は
m
c
O
r
C
h
㌻
こ
と
で
､
こ
れ

は
文
字
通
り
人
間
の
皮
を
剥
い
で
(
そ
の
語
義
は
｢
皮
を
剥
が
れ
た
も
の
｣
で
あ
る
)
､
そ
の
表
面
に
筋
肉
組
織
を
画
い
た
模
型
で
あ

る
｡
こ
の
｢
生
体
模
型
｣
に
対
す
る
デ
ィ
ド
ロ
の
嫌
悪
は
､
第
一
章
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
た
(
五
〇
行
目
以
下
､
A
そ
の
2
∀
六
～

八
頁
頂
.

最
後
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
裸
体
(
-
e
n
u
)
に
関
す
る
考
え
は
､
例
え
ば
ロ
ジ
ェ
･
ド
･
.
ピ
ー
ル
の
考
え
と
比
較
す
る
と
き
､
そ
こ
に

デ
ィ
ド
ロ
の
思
想
の
個
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
衣
装
表
現
に
お
い
て
ド
･
ピ
ー
ル
が
､
布
地
の
質
感
の
表
現

と
そ
の
多
筐
を
重
視
し
て
車
る
の
に
対
し
匂
デ
ィ
ド
ロ
は
布
を
透
か
し
て
感
知
さ
れ
る
肉
体
の
起
伏
を
重
視
し
て
い
攣
デ
ィ
ド

ロ
の
思
想
は
､
厳
密
な
意
味
で
の
自
然
模
倣
と
い
う
立
場
に
お
い
て
一
貫
し
て
い
る
｡
肉
体
の
起
伏
は
､
ま
さ
に
自
然
の
仕
組
み
を
映

し
出
す
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
に
対
し
て
布
地
は
単
な
る
布
地
に
す
ぎ
な
い
｡

古
代
人
の
ひ
だ
表
現
の
仕
方
に
つ
い
て
は
､
賛
否
両
論
が
い
ず
れ
も
か
ま
び
す
し
い
｡
こ
の
点
に
関
す
る
愚
見
を
言
え
ば
､
か
れ
ら
の

2
4
0
や
り
方
は
､
小
さ
な
細
長
い
部
分
の
光
と
影
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
幅
広
の
部
分
の
光
に
広
が
り
を
も
た
せ
る
こ
と
に
あ
る
｡

ひ
だ
表
現
の
仕
方
に
は
も
う
ー
つ
あ
り
､
将
に
彫
刻
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
も
の
だ
が
､
幅
広
の
光
と
幅
広
の
光
と
を
ぶ
つ
け
合
い
､
そ

れ
ぞ
れ
の
効
果
を
相
殺
す
る
も
の
で
あ
る
｡

こ
こ
で
｢
ひ
だ
表
現
｣
と
訳
し
た
の
は
､
右
に
｢
衣
装
表
現
｣
と
訳
し
て
き
た
の
と
同
じ
､
d
r
a
p
e
r
i
e
と
い
う
単
語
で
あ
る
｡
議

論
の
内
容
に
即
し
て
､
訳
語
を
変
え
た
｡
こ
の
部
分
に
見
出
さ
れ
る
幾
つ
か
の
問
題
は
､
そ
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
､
明
確
な
註
解
を

施
す
こ
と
が
で
き
な
い
｡
先
ず
､
｢
賛
否
両
論
が
か
ま
ぴ
す
し
い
｣
と
あ
る
以
上
､
そ
の
議
論
を
特
定
す
る
必
要
が
あ
る
が
､
ド
･
ピ
ー

三



臼

(澗)

ル
の
や
や
否
定
的
な
見
解
を
除
け
ば
､
他
の
説
を
見
つ
け
る
こ
と
は
で
き
て
い
な
い
｡
次
に
､
デ
ィ
ド
ロ
の
｢
愚
見
｣
だ
が
､
こ
こ
で

言
わ
れ
て
い
る
二
つ
の
表
現
法
の
実
態
が
､
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
｡
第
一
の
手
法
は
､
襲
の
引
っ
込
ん
だ
部
分
の
陰
影
を
強
調

し
て
､
立
体
感
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
ろ
う
｡
第
二
の
手
法
に
つ
い
て
は
､
立
体
感
よ
り
は
平
面
的
な
印
象
を
つ
く
り
出
す
も
の
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
が
､
は
っ
き
り
し
な
い
｡
さ
ら
に
､
こ
の
判
断
を
デ
ィ
ド
ロ
が
作
例
に
基
づ
い
て
自
ら
下
し
た
の
か
､
そ
れ
と
も
何
ら

か
の
著
作
か
ら
借
り
た
の
か
も
､
問
題
に
な
る
｡
特
に
第
二
の
手
法
が
彫
刻
家
の
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
こ
と
は
､
第
一
の
手
法

の
方
は
画
家
の
手
法
と
い
う
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
わ
け
だ
が
､
た
と
え
モ
ザ
イ
ク
を
含
め
て
考
え
た
と
こ
ろ
で
､
デ
ィ
ド
ロ
が
ど
こ

で
古
代
の
絵
画
を
見
る
こ
と
■
が
で
き
た
の
か
､
疑
問
が
残
る
｡

詩
の
ジ
ャ
ン
ル
と
同
じ
数
だ
け
の
､
絵
画
の
ジ
ャ
ン
ル
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
､
し
か
し
こ
れ
は
無
用
な
分
け
方
で
あ
る
｡
肖
像
画

と
胸
像
の
垂
術
は
､
共
和
国
の
国
民
の
も
と
で
尊
重
さ
れ
る
に
相
違
な
い
｡
と
い
う
の
は
､
か
れ
ら
の
も
と
で
は
､
市
民
の
眼
差
し
を
絶

望
え
ず
､
か
れ
ら
の
権
利
と
自
由
と
の
守
り
手
に
引
き
つ
け
て
お
く
こ
と
が
､
大
切
だ
か
ら
で
あ
る
｡
君
主
政
体
の
場
合
に
は
事
情
は
異
な

る
｡
あ
る
の
は
神
と
王
だ
け
で
あ
も

し
か
し
､
あ
る
学
垂
を
支
え
る
の
が
､
そ
れ
を
誕
生
さ
せ
た
第
一
原
理
､
す
な
わ
ち
医
学
な
ら
ば
経
験
論
､
絵
画
な
ら
ば
肖
像
､
彫
刻

な
ら
ば
胸
像
を
措
い
て
他
に
な
い
､
と
い
う
こ
と
が
真
理
で
あ
る
な
ら
ば
､
肖
像
画
と
胸
像
に
対
す
る
軽
視
は
､
こ
の
二
つ
の
垂
術
の
頑

廃
を
示
す
も
の
で
あ
る
｡
偉
大
な
画
家
で
､
肖
像
画
を
よ
く
し
な
か
っ
た
者
は
い
な
い
｡
ラ
フ
ァ
エ
ロ
､
ル
ー
ベ
ン
ス
､
ル
･
シ
ュ
ウ
ー

2
～
0
ル
､
フ
ァ
ン
･
ダ
イ
ク
ら
が
証
人
で
あ
る
｡
偉
大
な
彫
刻
家
で
､
胸
像
を
よ
く
し
な
か
っ
た
者
は
い
な
い
｡
弟
子
と
な
っ
た
初
心
者
は
誰

で
も
､
蛮
術
が
始
ま
っ
た
よ
う
に
始
め
る
｡
あ
る
日
､
ピ
エ
ー
ル
が
言
っ
た
も
の
だ
っ
匂
わ
れ
わ
れ
歴
史
画
家
が
何
故
肖
像
画
を
画
か

な
い
か
分
か
り
ま
す
か
｡
難
し
す
ぎ
る
か
ら
で
す
よ
｡



こ
こ
で
や
や
唐
突
に
､
議
論
が
ジ
ャ
ン
ル
論
に
移
行
す
る
､
と
い
う
印
象
を
与
え
る
｡
衣
装
と
■
い
う
話
題
が
ジ
ャ
ン
ル
の
問
題
を
連

想
さ
せ
た
に
相
違
な
い
｡
し
か
し
､
も
う
少
し
大
き
な
文
脈
で
見
て
み
る
と
､
一
七
〇
行
目
以
下
に
お
い
て
､
歴
史
画
と
ジ
ャ
ン
ル
画

の
対
比
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
｡
衣
装
表
現
と
い
う
話
題
は
､
特
に
歴
史
画
に
関
連
し
て
語
ら
れ
て
い
た
も
の
､
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
わ
れ
わ
れ
の
節
は
､
こ
の
文
脈
へ
の
復
帰
と
見
な
す
べ
き
で
あ
ろ
う
｡

で
は
､
こ
の
部
分
で
主
題
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
肖
像
は
､
歴
史
層
の
一
つ
の
形
態
と
考
え
ら
れ
て
い
.
る
､
と
い
う
こ
と
.
で
あ

ろ
う
か
｡
プ
ク
ダ
ル
は
そ
の
よ
う
に
理
解
し
て
い
毎
し
か
し
､
テ
ク
ス
去
議
論
を
追
う
か
ぎ
り
､
そ
の
よ
う
な
結
論
は
出
て
こ
な

い
｡
先
ず
こ
こ
の
冒
頭
で
デ
ィ
ド
ロ
は
､
詩
学
に
基
づ
く
造
形
美
術
の
ジ
ャ
ン
.
ル
分
け
を
否
定
す
も
詩
に
別
し
て
考
え
る
な
ら
ば
､

肖
像
は
独
立
し
た
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
b
地
位
を
認
め
ら
れ
な
い
か
､
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
極
め
て
低
い
地
位
を
与
え
ら
れ
る
に
す
ぎ

な
い
で
あ
ろ
･
毎
と
こ
ろ
が
デ
ィ
ド
ロ
に
よ
れ
ば
､
肖
像
(
肖
像
画
と
胸
像
)
は
､
最
も
重
要
な
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
､

歴
史
画
よ
り
も
ジ
ャ
ン
ル
画
よ
り
も
重
要
で
､
両
者
の
基
礎
と
な
る
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
る
｡
こ
の
こ
七
を
主
張
す
る
た
め
に
か
れ
は
､
二

つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
二
つ
の
議
論
を
提
起
す
る
｡

第
一
の
議
論
は
殆
ど
議
論
の
体
を
な
し
て
お
ら
ず
､
ジ
ャ
ン
ル
と
し
て
の
肖
像
の
重
要
性
を
語
っ
.
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
､
共
和
制

と
い
う
政
体
と
の
そ
の
特
殊
な
結
び
つ
き
を
指
摘
し
て
い
る
だ
け
の
ヰ
っ
私
印
象
を
与
え
る
｡
こ
の
主
張
の
背
景
に
は
､
古
代
の
多
く

の
胸
像
の
記
憶
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
し
か
し
､
政
体
か
ら
そ
の
重
要
性
を
演
繹
す
る
手
続
き
は
乱
暴
で
あ
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
の

言
う
よ
う
に
､
共
和
制
が
執
政
官
た
ち
へ
の
注
目
を
も
た
ら
す
と
い
う
こ
と
を
認
め
る
と
し
て
も
､
｢
神
と
王
｣
だ
け
し
か
い
な
い
君

主
制
の
場
合
に
､
何
故
そ
の
神
や
王
の
肖
像
が
似
合
わ
な
い
の
か
､
説
明
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
｡

愚
論
そ
の
も
の
の
質
は
別
と
し
て
､
デ
ィ
ド
ロ
自
身
の
こ
の
価
値
観
は
ど
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
｡
神
や
王
の
像
は
数
多

く
作
ら
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
が
原
則
と
し
て
全
身
像
で
あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡
確
か
に
肖
像
画
と
し
て
は
､
上
半
身

の
像
で
あ
ろ
う
が
全
身
像
で
あ
ろ
う
が
､
肖
像
画
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
｡
し
か
し
､
こ
こ
で
か
れ
は
彫
刻
の
場
合
を
言
い
添

五



六

え
て
お
り
､
彫
刻
に
つ
小
て
は
胸
像
と
特
定
し
て
い
る
｡
そ
も
そ
も
絵
画
の
ジ
ャ
ン
ル
を
論
ず
る
に
当
た
っ
て
､
何
故
わ
ざ
わ
ざ
彫
刻

を
持
ち
出
す
の
で
あ
ろ
う
か
｡
直
前
の
箇
所
で
ひ
だ
表
現
が
論
じ
ら
れ
､
ひ
だ
表
現
に
つ
い
て
は
彪
刻
が
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
た
､
と

い
う
事
実
が
あ
り
､
そ
の
余
韻
と
い
う
面
も
あ
ケ
つ
｡
デ
ィ
ド
ロ
の
心
の
な
か
に
彫
刻
の
イ
メ
ー
ジ
が
残
存
し
て
い
た
■
へ
と
考
え
ら
れ

る
｡
し
か
し
､
そ
れ
だ
け
で
な
く
､
彫
刻
の
胸
像
が
肖
像
の
基
本
型
と
考
え
ら
れ
て
い
た
た
め
に
､
こ
れ
に
言
及
す
る
こ
と
が
不
可
欠

だ
っ
た
､
上
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
｡
･
胸
像
ほ
､
当
の
人
物
の
性
格
と
人
品
を
表
現
す
る
だ
け
の
も
の
で
あ
り
､
純
粋
に
個
人
の
も
の

で
あ
る
｡
こ
れ
に
対
し
て
､
全
身
像
の
場
合
に
は
､
･
ア
ト
リ
ビ
ュ
ー
.
ト
を
伴
う
神
像
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
よ
う
に
､
或
る
種
の
神
話

も
し
く
は
物
語
の
契
機
を
は
ら
ん
で
お
り
､
半
ば
歴
史
画
の
性
格
を
帯
び
て
ぃ
る
｡
こ
の
遠
い
が
､
デ
ィ
ド
ロ
に
お
い
て
､
個
人
の
集

団
と
し
て
の
共
和
制
と
神
格
化
さ
れ
た
国
王
の
体
制
と
し
て
の
君
主
制
と
の
対
比
に
結
び
う
い
た
の
で
は
な
い
か
､
と
思
わ
れ
も
こ

の
解
釈
は
､
肖
像
画
と
歴
史
画
を
区
別
す
る
と
い
う
趣
旨
と
も
符
合
す
る
｡

第
二
の
議
論
は
よ
り
強
力
で
あ
る
｡
も
の
の
､
少
な
く
七
も
学
垂
の
本
質
は
､
そ
れ
を
生
み
出
し
た
も
の
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
､

と
い
う
こ
と
を
原
理
と
し
て
､
デ
ィ
ド
ロ
は
絵
画
の
本
質
が
肖
像
に
あ
る
､
と
い
う
▼
⊥
と
を
主
張
し
て
い
る
｡
も
の
の
起
源
が
そ
の
本

質
を
な
す
と
い
う
考
え
は
､
こ
の
よ
う
に
明
示
的
に
立
言
さ
れ
る
こ
と
が
な
く
と
も
､
啓
蒙
主
義
の
活
動
の
根
幹
を
な
し
て
い
た
｡

『
百
科
全
書
』
の
項
目
の
多
く
は
､
そ
の
も
の
の
起
源
か
ら
始
ま
る
歴
史
を
記
述
す
る
と
い
う
構
造
に
則
っ
て
い
る
し
､
そ
の
序
文
は
､

諸
学
の
包
括
的
な
像
を
提
示
す
る
た
め
に
､
発
生
的
系
譜
と
い
う
原
理
と
演
梓
的
な
体
系
化
と
い
う
原
理
の
二
つ
を
順
次
採
用
し
て
い

麺

で
は
､
絵
画
の
起
源
が
肖
像
画
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
ど
の
よ
う
に
し
て
断
定
さ
れ
る
の
か
｡
こ
の
考
え
は
プ
リ
ニ
ウ
ス
の
も

の
が
有
名
誕
､
そ
れ
は
『
百
科
全
書
』
第
十
二
巻
(
右
六
五
)
の
ジ
ョ
ク
ー
ル
の
項
月
｢
絵
画
｣
が
採
用
し
て
い
る
考
え
で
も
あ

攣ジ
ャ
ン
ル
画
家
た
ち
と
歴
史
画
家
た
ち
は
､
･
互
い
に
抱
い
て
い
る
軽
蔑
の
念
を
は
っ
き
り
と
表
し
は
し
な
い
｡
だ
が
､
そ
う
と
分
か
る
｡



後
者
は
前
者
を
､
想
も
な
け
れ
ば
詩
も
な
く
､
偉
大
さ
も
､
高
揚
感
も
な
く
､
天
才
も
も
た
な
い
偏
狭
な
頭
の
持
ち
主
で
､
奴
隷
の
よ
う

2
5
5
に
自
然
の
あ
と
に
つ
い
て
行
き
､
一
瞬
た
り
と
自
然
を
見
失
う
ま
い
と
思
っ
て
.
い
る
､
と
見
て
い
る
｡
さ
も
し
い
複
写
屋
と
し
て
､
ゴ
ブ

ラ
ン
織
り
の
職
人
に
も
な
ぞ
ら
え
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
職
人
た
ち
は
､
一
本
ま
た
一
本
と
毛
糸
を
選
ん
で
は
､
背
後
に
隠

れ
て
い
る
優
れ
た
ひ
と
の
タ
ブ
ロ
ー
の
真
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
作
り
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
｡
歴
史
画
家
た
ち
の
言
い
分
を
聞
く
と
､
ジ
ャ

ン
ル
画
家
と
は
､
卑
俗
な
細
々
し
た
主
題
､
市
井
の
片
隅
か
ら
取
っ
て
き
た
墳
末
な
家
庭
的
情
景
の
士
で
あ
り
､
か
れ
ら
に
は
絵
画
と
い

⑳

う
仕
事
の
技
術
的
な
部
分
を
超
え
る
も
の
は
何
も
み
と
め
る
こ
と
は
で
き
ず
､
こ
の
長
所
を
最
高
度
に
ま
で
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
な
け

2
6
0
れ
ば
､
何
者
で
も
な
い
｡
ジ
ャ
ン
ル
画
家
の
方
で
も
ま
た
､
歴
史
画
を
小
説
的
な
ジ
ャ
ン
ル
と
見
な
し
て
お
り
､
そ
こ
で
は
真
実
ら
し
さ

も
真
実
も
な
く
､
一
切
が
度
を
超
し
て
お
り
､
自
然
に
通
じ
る
も
の
は
何
も
な
い
｡
そ
の
虚
偽
な
る
性
格
は
､
ど
こ
に
も
い
た
こ
と
の
な

い
誇
張
さ
れ
た
人
物
の
性
格
の
な
か
に
も
､
ま
た
す
べ
て
空
想
の
産
物
で
あ
る
事
件
の
な
か
に
も
､
ま
た
そ
の
空
っ
ぽ
の
頭
の
外
で
は
塾

術
家
が
一
度
も
み
た
こ
と
の
な
い
主
題
全
体
の
な
か
に
も
､
さ
ら
に
は
ど
こ
か
ら
取
っ
て
き
た
の
か
分
か
ら
な
い
細
部
の
な
か
に
も
､
ひ

と
.
が
大
き
く
高
い
と
呼
ん
で
い
る
が
､
自
然
界
に
モ
デ
ル
の
な
い
様
ヰ
誹
な
か
に
も
､
そ
し
て
現
実
の
行
動
や
運
動
か
ら
は
か
け
離
れ
た

2
6
5
人
物
た
ち
の
行
動
や
運
動
の
な
か
に
も
､
露
見
し
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
友
よ
､
ご
覧
の
通
り
､
こ
れ
は
散
文
と
詩
､
歴
史
と

叙
事
詩
､
英
雄
的
悲
劇
と
市
民
悲
劇
､
市
民
悲
劇
と
愉
快
な
喜
劇
の
間
の
論
争
で
あ
る
｡

普
通
､
p
e
i
n
t
u
r
e
d
e
g
e
n
r
e
欄
風
俗
画
と
訳
さ
れ
､
市
井
の
人
び
と
の
生
活
情
景
を
描
い
た
絵
画
と
理
解
さ
れ
て
い
る
が
｣
こ
こ

で
の
そ
の
概
念
は
ず
っ
と
広
く
､
歴
史
画
と
対
立
す
る
グ
ル
ー
プ
の
全
体
を
指
し
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
絵
画
の
全
体
か
ら
､
そ
の
原

初
的
な
形
態
で
あ
る
肖
像
画
を
除
い
た
残
り
は
､
歴
史
画
で
あ
る
.
か
ジ
ャ
ン
ル
画
で
あ
る
｣
と
い
う
考
え
で
あ
る
｡
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ

の
冒
頭
に
示
さ
れ
た
異
論
か
ら
見
て
､
歴
史
画
と
ジ
ャ
ン
ル
画
を
対
比
す
る
考
え
は
通
説
で
あ
→
た
も
の
と
判
断
で
き
る
｡
こ
こ
で
デ
ィ

ド
ロ
は
､
歴
史
画
と
ジ
ャ
ン
ル
画
と
を
公
平
に
扱
っ
て
い
る
が
､
最
後
の
部
分
を
見
れ
ば
､
か
れ
が
歴
史
画
よ
り
も
ジ
ャ
ン
ル
画
に
共

七



ヽ

感
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
､
窺
わ
れ
る
｡
『
絵
画
論
』
に
先
立
つ
五
〇
年
代
の
後
半
に
､
戯
曲
と
演
劇
論
を
組
み
合
わ
せ
た
二
つ
の
著

作
を
公
刊
し
､
そ
の
な
か
で
特
に
新
し
い
ジ
ャ
ン
ル
の
創
出
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
｡
五
七
年
の
戯
曲
『
私
生
児
』
.
と
理
論
篇
と
し
て
の

『
私
生
児
対
話
』
､
お
よ
び
五
八
年
の
戯
曲
『
家
長
』
と
『
劇
詩
論
』
で
あ
る
｡
『
私
生
児
』
は
伝
統
的
な
悲
劇
と
同
じ
よ
う
な
真
面
目

な
調
子
を
保
ち
つ
つ
､
主
人
公
を
市
民
か
ら
と
っ
た
も
の
で
､
｢
真
面
目
な
ジ
ャ
ン
ル
｣
と
呼
ば
れ
た
｡
.
そ
し
て
こ
れ
を
原
型
と
し
て
､

そ
の
喜
劇
版
を
試
み
た
の
が
『
家
長
』
で
あ
る
∵
し
れ
ら
は
､
わ
れ
わ
れ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
｢
市
民
悲
劇
｣
と
｢
愉
快
な
喜
劇
｣

に
相
当
す
哲
こ
の
両
者
は
の
ち
に
｢
市
民
劇
｣
と
か
単
純
に
｢
ド
ラ
マ
｣
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
ジ
ャ
ン
ル
で
､
こ
の
二
つ
を
比

較
し
た
場
合
に
､
デ
ィ
ド
ロ
が
ど
ち
ら
か
を
よ
り
重
ん
じ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
｡
し
か
し
､
伝
統
的
な
悲
劇
に
対
し
て
｢
市
民
悲
劇
｣

を
重
ん
じ
て
い
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
｡
ま
た
､
こ
れ
ら
が
散
文
で
書
か
れ
て
い
る
こ
と
も
､
押
さ
え
て
お
く
べ
き
点
で
鮎
｡

歴
史
画
よ
り
も
ジ
ャ
ン
ル
画
へ
と
傾
斜
し
た
よ
う
に
見
え
る
デ
ィ
ド
ロ
の
態
度
は
､
『
百
科
全
書
』
の
な
か
で
｢
ジ
ャ
ン
ル
画
｣
の

項
目
を
執
筆
し
た
ウ
ァ
ト
レ
と
共
通
し
て
い
る
｡
ジ
ャ
ン
ル
画
の
概
念
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
も
､
ウ
ァ
ト
レ
の
次
の
言
葉
を
参
照

す
る
こ
と
に
し
よ
う
｡

絵
画
萎
術
に
適
用
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
ル
の
概
念
は
､
本
来
､
歴
史
画
家
た
ち
か
ら
､
特
定
の
対
象
に
限
っ
て
そ
れ
ら
を
描
く
特
別
な
練

習
を
行
い
､
そ
れ
ら
以
外
の
も
の
を
描
か
な
い
と
い
う
こ
と
を
一
種
の
掟
と
し
て
い
る
画
家
た
む
を
区
別
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
｡
そ
こ
で
､
そ
の
画
題
と
し
て
動
物
､
果
物
､
花
､
或
い
は
風
景
し
か
描
か
な
い
の
が
､
ジ
ャ
ン
ル
画
家
と
呼
ば
れ
る
｡

そ
れ
に
ま
た
､
模
倣
に
お
い
て
よ
り
好
ま
し
い
対
象
､
あ
る
い
は
そ
の
再
現
が
よ
り
容
易
な
対
象
の
み
に
聾
術
家
を
限
ら
せ
る
と
こ

ろ
の
､
こ
の
強
制
さ
れ
た
､
或
い
は
理
論
的
に
取
ら
れ
た
謙
虚
な
態
度
は
､
専
ら
賞
賛
す
べ
き
も
の
で
あ
り
､
そ
の
結
果
は
､
歴
史

画
が
要
求
す
る
す
べ
て
の
条
件
を
充
た
す
に
は
あ
ま
り
に
限
ら
れ
た
才
能
し
か
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
連
中
に
歴
史
画
を
画
く
こ
と

を
試
み
さ
せ
る
う
ぬ
ぼ
れ
や
頑
固
さ
よ
り
も
､
萎
術
に
と
っ
て
は
ず
っ
と
有
益
で
あ
轡



こ
こ
で
は
､
ジ
ャ
ン
ル
画
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
､
所
謂
風
俗
画
と
静
物
画
と
風
景
画
を
併
せ
た
外
延
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
､
明
記

さ
れ
て
い
る
｡
そ
し
て
､
そ
の
本
質
的
な
特
徴
と
し
て
提
示
さ
れ
た
細
部
の
表
現
の
妙
味
に
つ
い
て
の
こ
の
発
言
は
､
一
九
七
行
月
以

下
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ル
画
家
の
表
現
の
細
や
か
さ
と
正
確
さ
の
指
摘
と
､
符
合
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
､
美
学
思
想
の
潮
流

の
或
る
変
化
に
立
ち
会
っ
て
い
る
､
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
｡
す
な
わ
ち
､
十
八
世
紀
を
通
し
て
､
鑑
賞
者
の
関
心
が
作
品
の
主
題
か

ら
､
そ
の
表
現
法
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
の
だ
鞄
ジ
ャ
ン
ル
画
に
積
極
的
な
評
価
を
与
え
よ
う
と
す
る
テ
ィ
ド
ロ
の
美
学
は
､
こ
の
新

し
い
立
場
へ
の
共
感
を
反
映
す
る
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
歴
史
画
の
妙
味
が
描
写
対
象
の
構
成
に
あ
り
､
ジ
ャ
ン
ル
層
の
見
所

が
画
家
の
表
現
法
に
あ
る
､
と
い
う
こ
と
は
こ
こ
の
デ
ィ
ド
ロ
の
指
摘
の
な
か
に
も
示
さ
れ
て
い
る
通
り
だ
か
ら
で
あ
る
｡

絵
画
を
ジ
ャ
ン
ル
画
と
歴
史
画
と
に
わ
け
る
区
分
は
道
理
に
適
っ
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
､
こ
の
区
分
の
な
か
に
あ
る
物
事
の
性

質
を
も
う
少
し
注
意
深
く
考
え
て
欲
し
い
と
思
う
｡
人
び
と
は
､
花
や
果
実
や
､
動
物
や
､
林
や
森
や
山
し
か
画
か
な
い
画
家
も
､
ま
た

そ
の
光
景
を
普
通
の
家
庭
的
な
生
活
か
ら
借
り
て
く
る
画
家
を
も
､
無
差
別
に
ジ
ャ
ン
ル
画
家
の
名
で
呼
ん
で
い
る
｡
そ
こ
で
､
テ
ニ
ー

ル
ス
も
､
ウ
ー
ウ
エ
ル
マ
ン
も
､
グ
ル
ー
ズ
も
､
シ
ャ
ル
ダ
ン
も
､
ル
テ
ル
プ
ー
ル
も
､
ヴ
ュ
ル
ネ
さ
え
も
､
ジ
ャ
ン
ル
画
家
と
い
う
こ

7
0
と
に
な
る
｡
し
か
し
､
グ
ル
ー
ズ
の
描
い
た
家
族
に
本
を
読
ん
で
聞
か
せ
る
父
親
､
不
孝
息
子
や
婚
約
､
ま
た
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
種
類
の

事
件
と
光
景
を
見
せ
て
く
れ
る
ヴ
ュ
ル
ネ
の
海
洋
画
は
､
わ
た
し
に
と
っ
て
は
､
プ
ッ
サ
ン
の
七
つ
の
秘
蹟
､
ル
･
プ
ラ
ン
の
ダ
リ
ウ
ス

の
家
族
､
或
い
は
ヴ
ァ
ン
ロ
ー
の
ス
ザ
ン
ナ
な
ど
と
同
じ
く
､
ど
れ
も
が
歴
史
画
な
の
で
あ
る
｡

右
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
､
歴
史
画
と
ジ
ャ
ン
ル
画
を
対
比
す
る
考
え
は
通
説
で
あ
り
､
そ
れ
に
対
し
て
､
こ
こ
で
デ
ィ
ド
ロ

は
或
る
種
の
異
論
を
唱
え
て
い
る
｡
先
ず
､
歴
史
画
の
本
質
規
定
に
関
し
て
確
認
し
て
お
く
と
､
末
尾
に
挙
げ
ら
れ
た
三
つ
の
作
品
は

歴
史
画
の
三
つ
の
種
類
を
代
表
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
宗
教
画
(
『
七
つ
の
秘
蹟
』
)
､
狭
義
に
お
け
る
歴
史
画

九



(
『
ダ
リ
ウ
ス
の
家
族
』
)
､
そ
し
て
神
話
画
あ
鳶
は
寓
意
画
(
『
ス
ザ
ン
ナ
』
)
で
あ
響
こ
れ
に
対
し
て
､
ジ
ャ
ン
ル
画
を
規

定
し
た
言
葉
の
あ
と
で
､
六
人
の
画
家
の
名
が
挙
げ
ち
れ
て
い
る
｡
テ
ニ
ー
ル
ス
と
ぅ
ー
ウ
エ
ル
マ
ン
は
古
典
的
と
見
ら
れ
る
十
七
世

紀
の
オ
ラ
ン
ダ
の
ジ
ャ
ン
ル
画
家
で
､
い
ず
れ
も
デ
ィ
ド
ロ
が
折
り
に
ふ
れ
て
引
き
合
い
に
出
し
､
特
に
そ
の
仕
事
の
質
を
高
く
評
価

し
て
い
た
画
家
で
あ
る
｡
残
り
の
四
人
は
､
サ
ロ
ン
展
宣
お
い
て
な
じ
み
の
現
代
画
家
で
､
デ
ィ
ド
ロ
が
特
に
好
ん
で
い
た
画
家
た
ち

で
あ
攣
そ
の
四
人
の
な
か
で
､
グ
ル
ー
ズ
と
ヴ
ュ
ル
ネ
だ
け
を
取
り
上
げ
て
､
か
れ
ら
の
作
品
を
｢
歴
史
画
｣
と
見
る
考
え
を
提
出

し
て
い
る
｡
そ
れ
は
､
こ
の
二
人
を
他
の
二
人
以
上
に
評
価
し
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
｡
こ
こ
で
デ
ィ
ド
ロ

は
A
人
間
の
行
動
を
届
く
も
の
と
し
て
の
物
語
∀
に
注
目
し
て
い
る
｣
グ
ル
ー
ズ
の
教
訓
的
な
絵
画
が
物
語
を
含
ん
で
い
る
こ
と
は
､

言
う
ま
で
も
な
摘
｡
ヴ
ュ
ル
ネ
の
海
の
絵
の
方
は
､
わ
れ
わ
れ
を
ま
ご
つ
か
せ
る
と
こ
ろ
が
な
い
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
こ
れ
に
つ
い

て
も
｢
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
事
件
と
光
景
を
見
せ
て
く
れ
る
｣
と
い
う
説
明
か
ら
見
て
､
画
面
に
含
ま
れ
た
物
語
的
要
素
に
注
目
し
て
い

る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
例
え
ば
､
｢
こ
こ
に
は
難
破
を
逃
れ
た
子
供
が
父
親
の
肩
に
乗
せ
ら
れ
て
い
る
｡
あ
ち
ら
で
は
､
死
ん
だ
女

が
一
人
､
浜
辺
に
横
た
わ
り
､
夫
が
悲
嘆
に
暮
れ
て
い
る
｡
海
は
う
な
り
､
風
は
吹
き
荒
れ
､
雷
鳴
が
と
ど
ろ
き
､
電
光
の
暗
く
青
白

い
光
が
雲
を
貫
き
､
辺
り
一
帯
を
浮
き
上
が
ら
せ
た
り
､
閣
に
沈
め
た
り
す
毎
と
い
う
の
が
､
ヴ
ュ
ル
ネ
の
絵
の
物
語
で
あ
る
｡

そ
れ
に
対
し
て
シ
ャ
ル
ダ
一
ン
は
､
デ
ィ
ド
ロ
が
極
め
て
高
く
評
価
す
る
画
家
で
は
あ
る
が
､
そ
の
静
物
画
に
は
､
人
事
の
要
素
は
見

ら
れ
な
い
｡
ど
の
よ
う
に
考
え
て
も
､
こ
れ
を
歴
史
画
と
見
な
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
｡
ま
た
ル
テ
ル
プ
ー
ル
の
風
景
画
に
は
､

物
語
と
言
え
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
と
し
て
､
人
間
の
生
活
の
断
片
が
含
ま
れ
て
い
る
｡
従
っ
て
､
そ
れ
と
ヴ
ュ
ル
ネ

の
海
洋
画
と
の
違
い
は
微
妙
で
あ
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
は
別
に
こ
れ
を
歴
史
画
と
は
呼
べ
な
い
と
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
､
.
こ
れ

を
も
ヴ
ュ
ル
ネ
と
同
じ
意
味
で
の
｢
歴
史
画
｣
と
呼
べ
な
い
､
と
決
ま
っ
た
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
､
そ
こ
に
違
い
が
な
い
と
も
言

え
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
ル
テ
ル
プ
ー
ル
の
風
景
画
に
は
､
デ
ィ
ド
ロ
が
ヴ
ュ
ル
ネ
の
画
面
の
な
か
に
み
と
め
た
｢
事
件
i
n
c
i
d
e
n
t
s
｣

が
欠
け
て
い
る
｡
こ
こ
に
デ
ィ
ド
ロ
が
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
｢
歴
史
画
｣
の
境
界
が
あ
る
､
と
考
え
ら
れ
る
｡
こ
の
点
は
次
の
パ



ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
､
明
示
的
に
論
じ
ら
れ
る
｡

事
情
は
次
の
如
く
で
あ
る
｡
自
然
は
存
在
す
る
も
の
に
多
様
性
を
与
え
､
冷
た
く
､
動
か
ず
､
生
き
て
い
ず
､
感
じ
も
し
な
け
れ
ば
考

え
も
し
な
い
も
の
と
､
生
き
て
い
て
､
感
じ
そ
し
て
考
え
る
も
の
と
に
分
け
た
｡
こ
の
線
は
永
遠
の
苦
か
ら
引
か
れ
て
い
る
｡
だ
.
か
ら
､

2
7
5
無
機
的
で
死
ん
だ
自
然
を
模
倣
す
る
者
を
ジ
ャ
ン
ル
画
家
と
呼
び
､
感
じ
生
き
て
い
る
自
然
を
模
倣
す
る
者
を
歴
史
画
家
と
呼
ぶ
べ
き
で

あ
っ
た
｡
そ
う
す
れ
ば
､
論
争
も
片
付
い
て
い
た
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
用
語
に
は
普
通
に
理
解
さ
れ
て
い
る
意
味
を
与
え
る
と
し
て
､

ジ
→
ン
ル
画
に
は
歴
史
画
の
殆
ど
す
べ
て
の
困
難
さ
が
つ
き
も
の
で
あ
る
､
と
思
わ
れ
る
っ
そ
れ
は
同
じ
は
ど
の
才
気
､
想
像
力
､
詩
さ

え
も
要
求
す
る
し
､
素
描
､
遠
近
法
､
色
彩
､
影
､
光
､
性
格
､
情
念
､
表
情
､
衣
装
表
現
､
構
成
に
つ
い
て
の
等
し
い
学
知
､
よ
り
厳

密
な
自
然
の
模
倣
､
よ
り
念
入
り
な
細
部
の
模
倣
を
求
め
る
｡
そ
し
て
､
よ
り
よ
く
知
ら
れ
た
そ
し
て
よ
り
身
近
な
も
の
を
示
す
の
で
､

2
8
｡
そ
れ
を
判
定
す
る
審
判
は
よ
り
多
く
､
そ
し
て
よ
り
す
ぐ
れ
て
い
る
の
で
あ
攣

デ
ィ
ド
ロ
が
こ
こ
で
提
出
七
て
い
る
線
引
き
は
､
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
け
る
か
れ
の
主
張
と
一
致
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
う

は
言
い
に
く
い
｡
こ
こ
で
か
れ
が
持
ち
出
し
た
区
別
は
､
端
的
に
生
物
と
無
生
物
と
の
区
別
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
生
物
を
描
く
も
の
が

歴
史
画
で
あ
り
､
無
生
物
を
措
く
も
の
を
ジ
ャ
ン
ル
画
と
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
､
動
物
の
絵
画
は
も
と
よ
り
､
植
物
の
絵
画
も

歴
史
画
と
い
･
つ
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
｡
｢
死
ん
だ
自
然
｣

(
-
a
n
a
t
u
r
e
m
｡
r
t
e
=
静
物
画
)
と
言
い
な
が
ら
､
そ
の
な
か
の
花
の

絵
は
ジ
ャ
ン
ル
画
で
は
な
く
な
る
し
､
主
と
し
て
植
物
か
ら
な
る
風
景
を
描
く
風
景
画
は
歴
史
画
だ
､
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
､
別
の

混
乱
に
陥
っ
て
し
ま
う
｡
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
言
い
方
を
見
れ
ば
､
こ
れ
が
デ
ィ
ド
ロ
の
考
え
で
あ
っ
た
､
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
｡

す
な
わ
ち
､
か
れ
が
現
実
に
考
え
て
い
た
の
は
､
わ
れ
わ
れ
が
見
た
よ
う
に
､
人
事
も
し
く
は
物
語
の
あ
る
な
し
､
と
い
う
区
別
で
あ
っ

た
が
､
一
か
れ
が
持
ち
出
し
た
説
明
の
原
理
は
不
正
確
だ
っ
た
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡

〓



二一

前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
含
め
て
､
こ
こ
で
デ
ィ
ド
ロ
は
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
か
｡
か
れ
は
歴
史
画
と
ジ
ャ
ン
ル
画
に
つ
い
て
の

新
し
い
概
念
を
提
起
し
て
い
る
の
か
｡
ブ
タ
ダ
ル
は
そ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
｡
彼
女
に
よ
れ
ば
､
歴
史
画
に
は
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
が

あ
る
｡
右
に
わ
れ
わ
れ
が
そ
の
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
と
し
た
も
の
は
､
全
体
と
し
て
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
､
も
う
一
つ
は
前
の
節
で

デ
ィ
ド
ロ
が
主
張
し
た
グ
ル
ー
ズ
や
ヴ
ュ
ル
ネ
な
ど
｢
毎
日
の
生
活
の
な
か
の
人
間
を
描
く
絵
画
｣
で
あ
り
､
も
う
一
つ
は
肖
像
画
で

あ
ゃ
こ
の
う
ち
､
肖
像
画
を
歴
史
画
と
見
な
す
こ
と
に
は
テ
ク
ス
ト
の
上
で
根
拠
が
な
い
｡
論
の
構
成
も
し
く
は
展
開
に
関
す
る
解

釈
に
立
っ
て
の
主
張
だ
が
､
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
こ
と
は
既
に
指
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
(
五
頁
)
｡
そ
の
誤
り
は
つ
ま
る
と
こ
ろ
､

こ
の
グ
ル
ー
ズ
や
ヴ
ュ
ル
ネ
を
歴
史
画
と
見
る
､
と
い
う
議
論
の
性
質
を
誤
解
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
も
の
､
と
考
え
ら
れ
る
｡
先
ず

そ
の
点
を
明
ら
か
に
し
よ
う
｡

前
節
の
末
尾
で
､
グ
ル
ー
ズ
や
ヴ
ュ
ル
ネ
を
歴
史
画
と
見
る
と
い
う
主
張
を
持
ち
出
す
と
き
､
デ
ィ
ド
ロ
は
｢
わ
た
し
に
と
っ
て
は
｣

(
二
七
二
打
目
)
と
た
だ
し
書
き
を
つ
け
て
い
た
｡
プ
ク
ダ
ル
は
こ
れ
を
｢
わ
た
し
の
意
見
で
は
｣
と
読
む
に
相
違
な
い
｡
し
か
し
､

こ
れ
は
理
論
的
な
主
張
で
は
な
く
､
ご
く
私
的
な
思
い
を
語
っ
た
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
す
な
わ
ち
､
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
こ
で

ジ
ャ
ン
ル
観
の
変
更
を
申
し
立
て
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
そ
の
こ
と
は
､
わ
れ
わ
れ
が
今
読
ん
で
い
る
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
文
に
明
ら
か

に
示
さ
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
デ
ィ
ド
ロ
は
､
｢
無
機
的
で
死
ん
だ
自
然
を
模
倣
す
る
者
を
ジ
ャ
ン
ル
画
家
と
呼
び
､
感
じ
生
き
て

い
る
自
然
を
模
倣
す
る
者
を
歴
史
画
家
と
呼
ぶ
べ
き
で
あ
っ
た
｣
と
言
っ
て
い
る
｡
傍
点
を
付
し
た
動
詞
は
半
過
去
(
i
-
f
a
-
-
a
i
t
)
で

書
か
れ
て
い
て
､
現
在
形
で
は
な
い
｡
｢
物
事
の
性
質
｣
に
従
っ
て
考
え
る
限
り
､
歴
史
画
と
ジ
ャ
ン
ル
画
と
の
境
界
は
､
一
般
に
な

さ
れ
て
い
る
の
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
引
か
れ
る
べ
き
で
あ
っ
た
｡
し
か
し
､
そ
れ
を
新
説
と
し
て
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
だ

か
ら
こ
そ
デ
ィ
ド
ロ
は
､
す
ぐ
に
鉾
を
引
っ
込
め
て
､
｢
用
語
に
は
普
通
に
理
解
さ
れ
て
い
る
意
味
を
与
え
る
と
し
て
｣
と
議
論
を
展

開
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
抑
制
に
は
､
ジ
ャ
ン
ル
の
問
題
が
｢
物
事
の
性
質
｣
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
､
慣
行
に
従
う

べ
き
と
こ
ろ
が
あ
る
､
と
い
う
良
識
が
働
い
て
い
る
｡
そ
し
て
､
こ
の
慣
行
が
決
し
て
ば
か
に
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
､



数
年
後
に
デ
ィ
ド
ロ
は
思
い
知
る
｡
右
六
九
年
の
サ
ロ
ン
展
に
グ
ル
ー
ズ
が
『
暗
殺
を
企
て
た
か
ど
で
息
子
カ
ラ
カ
ラ
を
叱
責
す
る

セ
プ
テ
ィ
､
､
､
ウ
ス
･
セ
ウ
エ
ル
ス
S
e
p
-
i
m
e
S
ぎ
腎
e
一
r
e
p
r
O
C
ト
a
n
t
抄
C
a
r
a
c
a
〓
a
s
O
n
f
i
-
s
･
d
ざ
O
i
r
a
t
t
e
n
t
m
帥
s
a
く
i
e

d
a
n
s

-
e
s
d
き
一
計
d
曽
｡
S
S
e
』
と
い
う
歴
史
画
を
出
品
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
｡
歴
史
画
を
試
み
て
も
､
グ
ル
ー
ズ
の
根
は
あ
く
ま
で

ジ
ャ
ン
ル
画
家
で
あ
る
｡
｢
自
然
の
細
心
な
模
倣
者
で
あ
る
か
れ
は
､
歴
史
画
が
要
求
す
る
種
類
の
誇
張
(
-
a
s
O
r
t
e
d
一
e
琵
g
腎
a
t
i
O
n

号
e
首
e
-
a
p
e
i
n
t
u
r
e
b
i
s
t
O
r
i
q
亡
e
)
へ
と
飛
翔
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
払
｡

こ
の
出
来
事
は
デ
ィ
ド
ロ
に
､
歴
史
画
と
ジ
ャ
ン
ル
画
の
間
に
は
､
｢
物
事
の
性
質
｣
は
別
と
し
て
｢
表
現
の
性
質
｣
と
で
も
呼
ぶ

べ
き
も
の
に
関
し
て
､
厳
然
た
る
違
い
の
あ
る
こ
と
を
教
え
る
こ
と
に
な
る
は
ず
で
あ
る
｡
だ
が
､
何
故
グ
ル
ー
ズ
は
わ
ざ
わ
ざ
慣
れ

な
い
歴
史
画
を
画
こ
う
と
し
た
の
か
｡
そ
し
て
､
こ
の
間
題
は
､
何
故
デ
ィ
ド
ロ
が
､
こ
こ
で
､
グ
ル
ー
ズ
や
ヴ
ュ
ル
ネ
が
歴
史
画
と

見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
の
か
､
と
い
う
理
由
を
解
明
す
る
こ
と
.
に
つ
な
が
っ
て
く
る
｡
グ
ル
ー
ズ
の
歴
史
画
が
主

要
な
話
題
と
な
っ
た
『
一
七
六
九
年
の
サ
ロ
ン
』
の
｢
グ
ル
ー
ズ
｣
の
節
は
､
次
の
よ
う
に
始
ま
る
｡

友
よ
､
君
も
知
っ
て
の
通
り
､
人
び
と
は
､
墳
末
な
自
然
▼
(
-
a
n
a
-
u
r
e
s
u
b
巴
t
e
r
n
e
)
や
､
田
周
の
､
市
民
生
活
の
､
家
庭
生

活
の
光
景
の
模
倣
を
専
ら
と
す
る
垂
術
家
た
ち
を
､
ジ
ャ
ン
ル
画
家
の
ク
ラ
ス
へ
と
格
下
げ
し
て
し
ま
っ
た
｡
そ
し
て
も
う
三
の

ク
ラ
ス
を
構
成
す
る
歴
史
画
家
た
ち
だ
け
が
､
教
授
や
他
の
名
誉
あ
る
職
能
の
地
位
を
要
求
し
う
る
よ
う
に
な
っ
て
い
毎

グ
ル
ー
ズ
が
歴
史
画
家
と
し
て
の
認
知
を
求
め
よ
う
上
し
七
の
も
､
当
然
と
言
え
る
｡
■
｢
こ
の
萎
術
家
は
世
間
に
.
お
い
て
､
ま
美
サ
ロ

ン
展
に
お
い
て
最
高
の
評
判
を
と
っ
て
い
る
の
で
､
こ
の
よ
う
に
有
能
で
賛
美
さ
れ
る
の
も
当
然
な
男
が
ア
グ
レ
エ
の
称
号
し
か
も
っ

て
い
な
い
こ
と
は
､
ア
カ
デ
､
､
､
-
に
と
っ
て
も
耐
え
が
た
い
こ
と
で
あ
っ
た
｣
か
ら
､
か
れ
の
歴
史
画
の
出
品
は
待
望
の
こ
と
で
あ
っ

た
､
と
思
わ
れ
る
｡
そ
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ラ
ス
な
薦
果
は
別
と
し
で
デ
ィ
ド
ロ
が
わ
れ
わ
れ
の
テ
ク
ス
ト
に
鳶
て
､
歴
史
画
と
ジ
ャ

ニエ



一四

ン
ル
画
の
区
分
の
見
直
し
を
提
唱
し
て
い
る
真
の
狙
い
は
､
理
論
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
も
1
制
度
上
の
こ
の
扱
い
の
不
当
性
を
批
判

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
｡

わ
れ
わ
れ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
､
こ
の
批
判
の
痕
拠
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
｡
吏
れ
は
､
ジ
ャ
ン
ル
画
と
さ
れ
て
い
る
も
の
が
､

歴
史
画
に
比
べ
て
易
し
い
こ
と
は
少
し
も
な
い
､
む
し
ろ
よ
り
難
し
い
と
言
え
る
と
こ
ろ
さ
え
あ
る
､
と
い
う
こ
と
に
集
約
さ
れ
る
｡

そ
の
議
論
を
引
用
し
て
繰
り
返
す
な
ら
ば
､
次
の
如
く
で
あ
る
｡
ジ
ャ
ン
ル
画
は
歴
史
画
と
｢
同
じ
は
ど
の
才
気
､
想
像
力
､
詩
さ
え

も
要
求
す
る
し
､
素
描
､
遠
近
法
､
色
彩
､
影
､
光
､
性
格
､
情
念
､
.
表
情
､
衣
装
表
現
､
構
成
に
つ
い
て
の
等
し
い
学
知
､
よ
り
厳

密
な
自
然
の
模
倣
､
よ
り
念
入
り
な
細
部
の
模
倣
を
求
め
る
｣
｡
従
っ
て
､
シ
ャ
ン
ル
画
に
お
い
て
秀
で
る
こ
と
は
､
歴
史
画
に
お
い

て
秀
で
る
の
と
同
じ
位
に
､
画
家
の
真
価
を
測
る
試
金
石
に
な
る
は
ず
で
あ
る
｡
こ
れ
が
デ
ィ
ド
ロ
の
主
張
で
あ
る
｡

だ
が
､
こ
こ
ま
で
通
読
し
て
き
た
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
､
特
に
細
部
に
お
い
て
写
生
を
貫
く
上
で
は
､
歴
史
画
の
方
が
ジ
ャ
ン
ル
画

の
場
合
よ
り
も
ず
っ
と
難
し
い
､
と
い
う
こ
と
を
デ
ィ
ド
ロ
が
認
め
て
い
た
こ
と
を
(
A
そ
の
1
1
∀
､
二
〇
〓
付
目
)
､
想
起
せ
ざ
る

を
え
な
い
｡
デ
ィ
ド
ロ
は
矛
盾
を
犯
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
｡
そ
う
で
は
な
い
｡
歴
史
画
に
お
け
る
写
生
が
難
し
い
の
は
､
そ
の
モ
デ

ル
と
な
る
戦
闘
場
面
を
目
に
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
事
情
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
と
こ
ろ
が
､
そ
の
模
倣
の
仕
事
そ
の
も
の
に

つ
い
て
言
え
ば
､
こ
こ
に
繰
り
返
し
た
文
に
あ
る
よ
う
に
､
ジ
ャ
ン
ル
画
は
｢
よ
り
厳
密
｣
よ
り
念
入
り
｣
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
｡

そ
の
理
由
は
､
主
題
に
面
白
味
が
な
い
だ
け
､
表
現
の
妙
味
が
そ
の
補
い
を
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
肇
し
か
も
､
右
の

言
葉
に
続
け
て
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
､
モ
デ
ル
と
な
る
対
象
が
身
近
な
も
の
で
あ
る
だ
け
､
そ
の
模
倣
は
あ
ら
ゆ
る
ひ
と
の
批
判
に

さ
ら
さ
れ
て
い
る
｡
従
っ
て
､
画
家
の
技
傭
を
問
題
に
す
る
限
り
､
ジ
ャ
一
ン
ル
画
家
の
仕
事
の
方
が
難
し
い
､
と
い
う
主
張
に
矛
盾
は

な
い
｡

最
後
に
右
の
言
葉
に
は
､
画
家
の
真
価
を
評
価
す
る
基
準
が
列
挙
さ
れ
て
い
た
｡
･
そ
の
基
準
は
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
て
い

る
｡
第
一
は
｢
才
気
(
①
S
p
r
i
t
)
､
想
像
力
､
詩
｣
と
い
う
画
面
の
構
想
に
関
わ
る
も
の
､
第
二
は
さ
ま
ざ
ま
な
｢
学
知
(
s
c
i
e
n
c
e
)
｣
､



す
な
わ
ち
技
術
に
関
わ
る
も
の
､
そ
し
て
第
三
は
｢
模
倣
｣
で
あ
る
｡
第
三
の
｢
模
倣
｣
が
具
体
的
な
画
き
方
､
す
な
わ
ち
｢
仕
事
｣

に
関
わ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
､
こ
れ
が
ジ
ャ
ン
ル
画
に
お
い
て
難
し
い
と
い
う
こ
と
は
､
右
に
繰
り
返
し
確
認
し
て
き
た
論
点
で
あ
る
｡

第
二
の
諸
々
の
技
術
に
つ
い
て
も
疑
問
は
な
悔
竺
問
題
な
許
､
竺
の
グ
ル
ー
プ
の
な
か
の
｢
詩
｣
で
あ
ろ
う
｡
才
雪
想
像

力
が
精
神
の
創
造
的
能
力
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
詩
の
概
念
は
異
質
で
あ
る
｡
絵
画
論
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
詩
の
概
念
の
使
い
方
は
､

い
つ
で
も
､
わ
れ
わ
れ
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
｡
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
常
に
､
｢
詩
｣
と
は
物
語
を
語
る
こ
と
と
し
て
理
解
さ
れ
た
｡

こ
こ
に
最
も
近
い
箇
所
と
し
て
は
､
二
〇
五
行
目
(
A
そ
の
1
1
∀
､
ニ
ー
頁
)
お
よ
び
二
三
二
⊥
ニ
行
目
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡

先
ず
二
〇
五
行
目
で
は
､
ジ
ャ
ン
ル
画
家
が
｢
写
生
家
｣
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
歴
史
画
家
は
｢
言
わ
ば
､
理
想
的
か
つ
詩
的
な
自
然

の
創
造
者
｣
で
あ
る
､
と
言
わ
れ
て
い
た
｡
こ
の
｢
詩
的
｣
と
い
う
の
も
ま
た
､
虚
構
的
な
物
語
世
界
を
指
し
て
い
る
｡
こ
の
指
摘
は
､

わ
れ
わ
れ
の
当
面
の
テ
ク
ス
ト
と
照
応
し
て
い
る
｡
詩
は
本
来
､
歴
史
画
の
も
の
で
あ
る
｡
だ
か
ら
こ
そ
､
ジ
ャ
ン
ル
画
に
も
同
じ
位

の
｢
詩
｣
が
必
要
だ
､
と
い
う
こ
と
は
､
論
と
し
て
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
｡
更
に
二
三
二
ユ
ニ
行
目
を
も
ふ
り
返
っ
て
み
よ
う
｡
こ

こ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
｢
詩
｣
を
物
語
世
界
の
表
現
と
結
び
つ
け
て
理
解
し
て
お
い
た
(
上
記
二
頁
)
｡
し
か
し
､
そ
の
｢
詩
｣
が
｢
構
想
｣

(
i
n
喜
-
i
O
n
)
｣
に
関
連
し
て
語
ら
れ
て
い
た
r
上
を
想
起
し
よ
う
｡
こ
の
こ
と
は
現
在
の
わ
れ
わ
れ
の
テ
ク
ス
ト
と
よ
り
強
く
照
応

す
る
｡
す
な
わ
ち
､
こ
こ
で
は
､
｢
詩
｣
が
｢
才
気
｣
や
｢
想
像
力
｣
の
よ
う
な
創
造
的
能
力
と
並
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
こ
の

面
に
注
目
す
る
な
ら
ば
､
｢
詩
｣
の
概
念
の
内
包
的
契
機
の
な
か
で
も
力
点
の
置
き
方
の
上
で
､
再
考
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
｡
｢
物
声

と
い
う
の
で
は
､
い
か
に
し
て
も
才
気
や
想
像
力
と
並
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
才
気
や
想
像
力
と
同
じ
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
れ
る
た
め

に
は
､
少
な
く
と
も
物
語
を
虚
構
す
る
こ
と
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
｡
つ
ま
り
対
象
の
構
造
や
要
素
と
し
て
で

は
な
く
､
動
的
な
活
動
の
面
を
読
み
込
む
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
｡
十
七
八
世
紀
の
辞
典
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
甘
い
が
､
詩
p
O
賢
e

の
語
源
的
な
意
味
(
創
造
､
制
作
)
を
考
え
た
く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
｡
敢
え
て
言
う
な
ら
ば
､
こ
こ
で
の
｢
詩
｣
と
は
､
虚
構
的
な
物

語
世
界
を
い
き
い
き
と
表
象
し
案
出
す
る
力
で
あ
る
｡
こ
こ
に
は
､
物
語
に
重
点
を
置
い
た
よ
り
古
い
概
念
や
b
､
や
が
て
十
九
世
紀

芸



一六

ロ
マ
ン
派
の
中
心
概
念
の
一
つ
と
な
る
｢
ポ
エ
ジ
ー
｣
(
垂
術
作
品
の
な
か
の
､
技
術
に
は
か
か
わ
ら
な
い
精
髄
を
指
す
)
.
へ
と
変
貌

し
て
ゆ
く
過
程
の
動
き
を
見
る
こ
と
が
で
き
轡
こ
の
｢
声
と
い
う
用
語
は
､
こ
れ
に
続
く
部
分
に
お
い
て
も
､
も
う
一
度
使
わ
れ
て
い
る
｡

ホ
メ
買
は
､
沼
の
は
と
り
に
戟
う
蛙
を
配
置
す
る
と
毎
シ
モ
エ
イ
ス
と
ク
サ
ン
ト
ス
の
流
れ
を
血
に
染
め
､
こ
の
二
つ
の
川
の
川

床
を
人
間
の
死
骸
で
詰
ま
ら
せ
る
と
き
よ
り
も
､
偉
大
さ
に
お
い
て
劣
る
詩
人
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
後
者
に
お
い
て
は
単
に
､
対
象
が
よ

け
大
き
く
､
情
景
が
よ
り
恐
ろ
し
い
だ
l
ナ
で
あ
る
｡
.
モ
リ
エ
ー
ル
の
な
か
に
自
分
の
姿
を
認
め
な
い
ひ
と
が
い
る
だ
ろ
う
か
｡
わ
れ
わ
れ

の
悲
劇
の
主
人
公
た
ち
を
蘇
ら
せ
た
な
ら
ば
､
か
れ
ら
は
わ
れ
わ
れ
の
舞
台
を
見
て
そ
こ
に
自
分
の
姿
を
認
め
る
の
に
多
い
に
苦
労
す
る

讐
｣
と
で
あ
ろ
う
し
､
わ
れ
わ
れ
の
歴
史
画
の
前
に
立
た
さ
れ
た
プ
ル
ー
ト
ゥ
ス
や
､
カ
テ
ィ
リ
ー
ナ
､
カ
エ
サ
ル
､
ア
ウ
ダ
ス
ト
ゥ
ス
､

カ
ト
ー
細
軒
必
ず
や
､
こ
の
人
物
た
ち
は
誰
だ
､
と
尋
ね
る
こ
と
で
あ
ろ
響
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
｡
歴
史
画
が
よ

り
多
く
の
高
l
揚
､
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
想
像
力
､
そ
し
て
よ
り
奇
妙
な
別
種
の
詩
を
要
求
す
る
と
い
う
こ
と
､
ジ
ャ
ン
ル
画
は
よ
り
多
く

の
真
実
を
求
め
る
と
い
う
こ
と
､
こ
の
後
者
の
方
の
絵
画
は
､
た
と
え
花
瓶
と
花
か
ご
を
描
く
だ
け
の
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
も
､
技

巧
の
手
立
て
を
尽
く
す
こ
と
な
し
に
は
画
く
こ
と
が
で
き
ず
､
し
か
も
そ
れ
を
飾
る
部
屋
の
持
ち
主
が
お
金
と
同
じ
位
の
趣
味
の
持
ち
主

2
9
0
で
も
あ
る
の
な
ら
､
い
か
は
ど
か
の
天
才
の
閃
き
を
も
必
要
と
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
､
で
な
か
っ
た
な
ら
何
で
あ
ろ
う
｡
こ
の
食
器

戸
棚
の
上
に
､
さ
え
な
い
羞
用
品
を
置
い
て
見
せ
て
く
れ
る
の
は
､
何
故
な
の
か
｡
こ
の
花
は
､
ヌ
ヴ
十
-
ル
の
工
場
で
作
ら
れ
た
網

に
入
れ
る
と
､
よ
り
形
の
よ
い
花
瓶
に
活
け
た
と
き
よ
り
も
､
華
や
か
に
な
る
だ
ろ
う
か
｡
こ
の
花
瓶
の
周
り
に
子
供
ら
の
踊
り
も
､
葡

萄
の
収
穫
ど
き
の
喜
び
も
､
乱
痴
気
騒
ぎ
も
見
ら
れ
な
い
の
は
､
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
｡
こ
の
花
瓶
に
把
手
が
つ
い
て
い
な
が
ら
､
そ
れ
が

絡
ま
り
合
っ
た
二
匹
の
蛇
の
形
で
な
い
の
は
､
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
そ
の
蛇
の
尻
尾
が
下
の
方
で
巻
き
つ
い
て
い
な
い
の
は
､

2
9
5
な
ぜ
な
の
だ
ろ
う
｡
そ
し
て
な
ぜ
､
口
の
方
に
傾
け
た
頭
が
渇
き
を
癒
す
た
め
に
水
を
求
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
､
と
い
う
こ
と
が
な

い
の
だ
ろ
う
か
｡
し
か
し
､
そ
の
た
め
に
は
､
生
な
き
も
の
に
生
気
を
与
㌃
る
す
べ
を
知
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
｡
生
あ
る
も
の



を
生
あ
る
よ
う
に
見
せ
る
こ
と
の
で
き
る
者
な
ら
ば
､
い
く
ら
で
も
数
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡

前
述
の
よ
う
に
､
全
集
本
の
メ
イ
の
版
で
は
前
の
部
分
と
続
い
て
一
つ
の
長
い
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
構
成
し
て
い
る
｡
こ
れ
だ
け
で
も
十

分
に
長
い
が
､
論
旨
は
一
貫
し
て
い
る
｡
そ
の
構
成
は
､
冒
頭
に
ホ
メ
ロ
ス
が
引
き
合
い
に
だ
さ
れ
る
｡
そ
れ
を
う
け
て
､
古
典
悲
劇

と
モ
リ
エ
ー
ル
が
対
比
さ
れ
､
悲
劇
が
歴
史
画
に
置
き
換
え
ら
れ
る
｡
｢
こ
の
こ
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
か
｣
か
ら
､
こ
れ
ら
の
事

例
を
取
り
上
げ
た
デ
ィ
ド
ロ
の
趣
旨
､
歴
史
画
と
ジ
ャ
ン
ル
画
の
比
較
､
ジ
ャ
ン
ル
画
の
｢
真
実
｣
さ
の
様
々
な
事
例
が
重
ね
ら
れ
､

最
後
に
ジ
ャ
ン
ル
画
の
難
し
さ
が
結
論
さ
れ
る
､
と
い
う
形
で
あ
る
｡

枕
に
置
か
れ
た
ホ
メ
ロ
ス
に
関
す
る
議
論
は
､
喜
劇
的
な
箇
所
と
悲
劇
的
な
部
分
と
を
較
べ
､
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
発
拝
さ
れ
た
詩

人
と
し
て
の
力
量
に
違
い
が
な
い
､
と
い
う
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
素
材
も
し
く
は
対
象
の
高
貴
を
も
し
く
は
価
値
の
落

差
は
､
表
現
の
力
量
を
左
右
し
な
い
､
と
い
う
こ
と
で
､
主
題
に
対
す
る
技
術
も
し
く
は
表
現
の
自
律
的
な
価
値
を
主
張
し
て
い
る
｡

古
典
悲
劇
と
モ
リ
エ
ー
ル
の
比
較
は
､
基
本
的
に
こ
の
ホ
メ
ロ
ス
論
と
平
行
し
て
い
る
が
､
天
秤
は
更
に
喜
劇
の
側
に
傾
け
ら
れ
て
い

る
｡
悲
劇
の
人
物
た
ち
が
わ
れ
わ
れ
と
は
無
縁
の
存
在
と
見
え
る
の
に
対
し
て
､
モ
リ
エ
ー
ル
の
人
物
た
ち
は
わ
れ
わ
れ
一
人
ひ
と
り

に
､
我
が
こ
と
で
あ
る
か
の
よ
う
な
衝
撃
を
与
え
る
か
ら
で
あ
毎
歴
史
画
の
場
合
も
悲
劇
と
同
様
で
あ
る
｡
人
物
た
ち
は
､
か
れ
ら

の
真
実
と
は
遠
い
姿
で
描
か
れ
て
い
る
｡
そ
れ
を
画
く
た
め
に
或
る
種
の
才
能
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
､
デ
ィ
ド
ロ
は
認
め
る
｡
｢
高

揚
か
ー
か
言
t
i
O
n想

像
力
､
詩
｣
と
は
､
二
七
七
～
八
行
目
に
あ
っ
た
｢
才
気
､
想
像
力
､
詩
｣
の
繰
り
返
し
で
あ
り
､
煎
即
で
は
ジ
ャ

ン
ル
画
に
適
用
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
能
力
が
､
も
と
も
と
歴
史
画
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
､
こ
こ
で
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
も
､

特
に
｢
奇
妙
な
別
種
の
詩
｣
と
い
う
言
い
方
に
は
､
デ
ィ
ド
ロ
の
視
点
が
ジ
ャ
ン
ル
画
の
方
に
移
っ
て
い
る
こ
と
(
｢
別
種
の
｣
)
が
反

映
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
､
歴
史
画
に
対
す
る
や
や
皮
肉
な
(
｢
奇
妙
な
｣
)
態
度
が
窺
わ
れ
る
｡
そ
し
て
､
ジ
ャ
ン
ル
画
､
そ
れ
も
以

下
に
記
述
さ
れ
る
よ
う
な
素
朴
な
そ
れ
に
関
し
て
｢
詩
｣
を
語
る
と
な
る
と
､
そ
れ
は
も
は
や
｢
物
語
｣
を
主
要
契
機
と
す
る
も
の
で

一七



六

は
な
く
､
細
部
に
わ
た
っ
て
現
実
を
喚
起
す
る
力
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
､
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
｡

こ
れ
に
対
し
て
ジ
ャ
ン
ル
画
の
特
徴
は
､
｢
真
実
｣
と
い
う
一
語
に
集
約
さ
れ
て
い
る
｡
そ
れ
は
主
題
=
構
想
.
に
属
す
る
の
で
は
な

く
､
表
現
の
持
ち
分
で
あ
る
｡
そ
の
こ
と
を
強
調
す
る
た
め
に
､
デ
ィ
ド
ロ
は
主
題
を
最
も
簡
素
な
も
の
に
切
り
詰
め
て
見
せ
る
｡
措

か
れ
て
い
る
の
は
､
古
び
た
食
器
戸
棚
と
使
い
古
さ
れ
た
家
庭
用
品
で
あ
る
｡
花
が
描
か
れ
て
い
て
も
､
花
器
に
は
人
目
を
引
く
蛇
の

飾
り
な
ど
は
付
い
て
い
な
い
｡
周
り
に
人
び
と
の
集
い
が
描
か
れ
て
い
る
わ
け
で
は
塞
い
｡
主
題
が
つ
ま
ら
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
､

画
家
は
そ
の
｢
技
巧
の
手
立
て
を
尽
く
す
｣
こ
と
が
必
要
に
な
㌃
｡
特
定
の
タ
ブ
ロ
ー
を
対
応
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
､
主
題
を

極
端
に
ま
で
切
り
詰
め
て
､
観
る
者
の
感
嘆
を
誘
う
静
物
画
の
巨
匠
と
し
て
､
シ
ャ
ル
ダ
ン
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
､
先
ず
間
違

い
あ
る
ま
い
｡
『
絵
画
論
』
に
先
立
っ
て
『
一
七
六
五
年
の
サ
ロ
ン
』
の
な
か
で
､
デ
ィ
ド
.
ロ
は
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
た
｡

友
よ
､
い
ま
思
い
つ
い
た
考
え
､
別
の
と
き
に
な
れ
ば
も
う
戻
っ
て
は
来
な
い
か
も
し
れ
な
い
考
え
を
､
君
に
伝
え
な
く
て
は
な
ら

な
い
｡
そ
れ
は
､
ジ
ャ
ン
ル
画
と
呼
ば
れ
る
こ
の
絵
画
が
老
人
か
､
生
ま
れ
つ
き
年
老
い
て
い
る
人
物
の
絵
画
だ
､
と
い
う
こ
と
で

あ
る
｡
そ
の
た
め
に
必
要
な
の
は
研
蹟
ぎ
d
e
と
忍
耐
だ
け
で
あ
る
｡
霊
感
責
く
e
は
不
要
で
､
天
才
は
わ
ず
か
､
詩
も
殆
ど
要

ら
ず
､
多
く
の
技
巧
t
e
c
h
n
i
q
計
と
真
実
が
必
要
で
､
そ
れ
だ
け
な
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
､
君
も
知
っ
て
の
通
り
､
慣
例
に
よ
っ

て
真
理
の
探
究
と
か
哲
学
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
､
わ
れ
わ
れ
が
取
り
か
か
る
年
代
は
､
わ
れ
わ
れ
の
繋
が
白
く
な
り
､
恋
文
を

書
こ
う
と
す
る
気
が
な
く
な
る
と
き
な
の
で
あ
毎

こ
の
箇
所
に
註
釈
を
つ
け
た
プ
ク
ダ
ル
=
ロ
ラ
ン
ソ
ー
は
､
『
絵
画
論
』
で
は
デ
ィ
ド
ロ
は
や
や
見
方
を
変
え
て
い
る
と
し
て
､
前

の
節
の
｢
同
じ
だ
け
才
気
､
想
像
力
､
詩
が
必
要
だ
｣
と
い
う
部
分
を
引
用
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
思
想
が
変
化
し
て
い
る
と
は
言
え

な
い
｡
こ
の
『
六
五
年
の
サ
ロ
ン
』
の
言
葉
は
､
い
ま
わ
れ
わ
れ
が
読
ん
で
い
る
箇
所
と
は
､
よ
く
符
合
す
る
｡
ジ
ャ
ン
ル
画
が
歴
史



画
に
劣
ら
ず
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
る
場
合
と
､
ジ
→
ン
ル
画
の
個
性
を
強
調
す
る
場
合
で
は
､
言
い
方
が
違
っ
て
Y
る
｡
こ

こ
に
あ
る
の
は
､
そ
の
よ
う
な
違
い
に
す
ぎ
な
い
｡

パ
ラ
グ
ラ
フ
の
最
後
は
､
主
題
と
表
現
の
違
い
を
生
命
の
概
念
に
別
し
て
語
っ
て
い
る
｡
歴
史
画
の
よ
う
に
主
題
が
生
命
あ
る
も
の

で
あ
る
と
き
､
画
家
の
仕
事
は
さ
し
て
難
し
く
な
い
｡
と
こ
ろ
が
シ
ャ
ル
ダ
ン
の
静
物
画
の
よ
う
に
､
極
端
に
主
題
に
生
命
が
欠
け
て

い
る
と
き
､
そ
れ
で
も
な
お
画
面
そ
の
も
の
に
生
気
を
与
え
る
技
術
は
､
至
難
の
も
の
で
あ
る
｡
勿
論
デ
ィ
ド
ロ
は
､
ジ
ャ
ン
ル
画
の

垂
術
と
し
て
の
価
値
を
顕
揚
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

終
え
る
前
に
､
肖
像
画
家
と
彫
刻
家
に
つ
い
て
､
も
う
三
己
｡
肖
像
画
は
､
悲
し
げ
な
､
陰
気
な
､
憂
鬱
な
､
は
れ
ば
れ
と
し
た
様
子

を
示
す
こ
と
が
許
さ
れ
る
｡
し
か
し
笑
っ
て
い
る
肖
像
画
は
､
上
品
で
な
く
､
性
格
も
な
く
､
多
く
の
場
合
真
実
で
も
な
く
､
従
っ
て
愚

3
0
0
か
な
試
み
で
あ
る
｡
笑
い
は
束
の
間
の
も
の
で
あ
る
｡
ひ
と
は
と
き
に
よ
っ
て
笑
い
は
す
る
が
､
恒
常
的
に
笑
う
者
で
あ
る
わ
け
で
は
な

1

0

1.V

補
足
的
な
観
察
で
､
こ
こ
で
は
｢
笑
う
肖
像
画
｣
が
､
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
彫
刻
の
視
覚
面
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
｡
笑
う
肖

像
画
が
斥
け
ら
れ
る
理
由
は
明
快
で
あ
る
｡
笑
い
が
束
の
間
の
表
情
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
肖
像
画
は
そ
の
人
物
の
恒
常
的
な
性
質
を

描
か
ね
ば
な
ら
な
い
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
I
･
グ
ル
ニ
エ
に
よ
れ
ば
､
笑
顔
の
肖
像
は
ハ
リ
ウ
ッ
ド
の
発
明
だ
確
デ
ィ
ド
ロ

の
時
代
に
そ
の
よ
う
な
作
例
が
あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
､
詳
ら
か
に
し
な
い
｡

▼
彫
刻
に
お
い
て
､
そ
の
所
作
を
き
ち
ん
と
果
た
し
て
小
る
人
物
像
と
い
え
ど
も
､
す
べ
て
の
面
か
ら
見
て
､
そ
れ
を
き
ち
ん
と
果
た
し

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
し
､
･
従
っ
て
ま
た
ど
て
か
ら
見
て
も
美
し
い
と
い
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
､
と
思
わ
ざ
る
を
え
な
い
｡
人
物
像
を

完



ニ○

す
べ
て
の
面
か
ら
見
て
等
し
く
美
し
く
し
よ
う
と
す
る
こ
と
は
､
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
｡
か
れ
の
手
足
の
間
に
純
粋
に
技
巧
的
な
対
比
を

3
0
5
置
こ
う
と
し
て
､
そ
の
行
動
の
厳
密
な
真
実
を
犠
牲
に
す
る
こ
と
､
そ
こ
に
対
照
法
的
で
壊
小
な
様
式
の
お
お
も
と
が
あ
る
｡
ど
の
よ
う

な
場
面
に
も
､
他
よ
り
も
面
白
い
視
覚
面
が
あ
り
､
視
点
と
い
う
も
の
が
あ
る
｡
こ
れ
を
見
る
べ
き
は
､
そ
こ
か
ら
な
の
で
あ
る
｡
こ
の

視
覚
面
､
こ
の
視
点
の
た
め
に
､
従
属
的
な
す
べ
て
の
視
覚
面
と
視
点
を
犠
牲
に
せ
よ
｡
そ
れ
が
最
上
で
あ
る
｡
ラ
オ
コ
ー
ン
と
そ
の
子

供
ら
の
群
像
ほ
ど
に
､
単
純
で
美
し
い
群
像
が
あ
ろ
う
か
｡
そ
れ
で
も
､
こ
の
群
像
を
左
側
か
ら
､
す
な
わ
ち
父
親
の
頭
が
殆
ど
見
え
ず
､

或
る
子
供
が
別
の
子
供
に
重
な
っ
て
見
え
る
角
度
か
ら
見
る
な
ら
ば
､
こ
れ
ほ
ど
不
快
な
群
像
も
な
い
｡
し
か
し
､
ラ
オ
コ
ー
ン
は
現
在

3
1
0
ま
で
の
と
こ
ろ
､
知
ら
れ
る
限
り
で
最
も
美
し
い
彫
刻
作
品
な
の
で
あ
る
｡

彫
刻
作
品
に
関
す
る
視
点
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
て
き
た
の
か
､
そ
の
理
論
史
を
わ
た
く
し
は
詳
ら
か
に
し
な
い
｡
デ
ィ

ド
ロ
の
主
張
は
明
瞭
で
あ
る
｡
た
だ
､
よ
く
判
ら
な
い
と
こ
ろ
が
二
点
あ
る
｡
第
一
欄
｢
対
照
法
的
で
棲
小
な
様
式
-
e

s壬Oanti･

t
b
畏
q
u
:
t
p
e
t
i
t
｣
に
関
す
る
も
の
で
透
る
｡
こ
の
様
式
概
念
を
具
体
的
な
造
形
表
現
の
イ
メ
ー
ジ
と
結
び
つ
け
る
だ
け
の
美
術
史

的
な
知
識
が
わ
た
く
し
に
は
な
い
が
､
こ
の
文
脈
で
特
に
問
題
な
の
は
､
そ
れ
と
視
覚
面
=
視
点
と
の
関
係
が
不
明
な
点
で
あ
る
｡
こ

の
様
式
が
､
真
実
を
犠
牲
に
し
て
技
巧
的
な
対
比
を
求
め
た
結
果
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
は
判
る
が
､
そ
れ
と
視
覚
面
=
視
点
と
は
ど

の
よ
う
に
関
係
す
る
の
か
｡
こ
の
話
題
の
前
後
が
視
覚
面
=
視
点
の
話
題
で
あ
る
こ
と
を
見
れ
ば
､
両
者
の
間
に
関
係
が
あ
る
こ
と
は

当
然
想
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
が
､
そ
Ⅵ
関
係
が
不
明
な
の
で
あ
る
｡
対
比
を
置
く
こ
と
が
､
す
べ
て
の
面
か
ら
見
て
像
を
美
し
く
す
る

手
立
て
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
､
と
い
.
う
よ
う
に
推
測
さ
れ
る
が
､
何
故
そ
う
な
る
の
か
が
判
l
セ
な
い
の
で
あ
る
｡

第
二
は
『
ラ
オ
コ
ー
ン
』
で
あ
る
｡
こ
の
作
品
は
第
四
章
で
も
言
及
さ
れ
て
い
た
(
九
六
行
目
､
A
そ
の
7
讐
｡
メ
イ
は
､
デ
ィ

ド
ロ
が
こ
の
彫
刻
の
図
版
の
一
幸
を
部
屋
に
飾
っ
て
い
た
､
と
言
う
が
(
同
､
註
讐
､
図
版
か
ら
こ
こ
で
言
う
よ
う
な
観
察
が
引
き

出
し
う
る
も
の
か
ど
う
か
､
疑
問
が
残
る
｡
も
し
も
こ
れ
が
図
版
か
ら
の
判
断
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
､
立
体
的
な
作
品
に
関
し
て
､



そ
の
図
版
を
見
て
､
別
の
視
点
か
ら
見
た
視
覚
面
を
想
像
力
に
よ
っ
て
構
成
す
る
と
い
う
､
特
異
な
能
力
が
デ
ィ
ド
ロ
に
は
あ
っ
た
､

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡

最
後
に
章
全
体
の
分
節
に
つ
い
て
の
私
案
を
示
す
｡
い
つ
も
の
よ
う
に
行
数
と
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
番
号
(
丸
つ
き
数
字
)
を
併
用
す
る
｡

一
構
図
と
知
覚

1

知
覚
と
構
図
の
瞬
間
性

2

｢
利
害
関
心
と
精
力
の
法
則
｣
=

一
～
八
八
行

①
-
③

画
面
の
総
体
性

3

総
体
の
破
壊
の
事
例

4

総
体
と
主
題
の
効
果
=
表
現

5

時
の
厚
み

二

構
図
と
人
物
像

(
特
に
寓
意
的
人
物
の
問
題
)

三

絵
画
の
道
徳
性

1

画
面
の
よ
き
徳
性

2

絵
画
の
道
徳
的
効
果

四

絵
画
的
構
成
と
表
現
的
構
成

1

二
つ
の
構
成
原
理

④･･⑳⑪
-
⑳

⑳

⑰
l
⑱

八
九
～
一
一
七
行

①
-
④

一
一
八
～
一
五
五
行

①
-
②

③

一
五
六
～
一
九
三
行

①
-
④



2

観
念
の
支
配

五
画
面
の
大
き
さ
と
細
部

1
大
作
と
自
然
の
真
実

2

歴
史
画
と
ジ
ャ
ン
ル
画

六

衣
装
表
現

1

裸
像
と
節
度
あ
る
衣
装

2

詩
と
厳
密
さ

3

古
代
Ⅵ
流
儀

七

絵
画
の
ジ
ャ
ン
ル

1

肖
像
画

2

歴
史
画
と
ジ
ャ
ン
ル
画

補足
1

肖
像
画
と
笑
顔

2
.
彫
刻
と
視
点

⑤
l
⑦

一
九
四
～
二
〓
ニ
行①

②
-
③

ニ
ー
四
～
二
四
二
行

①
l
②

⑨一･庵

⑤

二
四
三
～
二
九
七
行

①
-
②

③
-
⑥

二
九
八
～
三
一
〇
行①②

…
f
a
i
r
e

t
O
u
r
n
e
r

Ce

b
r
a
s

s
u
r
-
u
i
･
m
仰
m
e
;

この

ー
u
i
･
m
か
m
e
に
曖
昧
さ
が
あ
る
｡
わ
た
く
し
の
訳
文
は
､
こ
れ
を
｢
腕
を
伸
ば
し
て

い
る
男
｣
を
指
す
と
読
ん
で
い
る
｡
そ
の
他
に
､
全
体
の
主
語
で
あ
る
C
e
-
u
i
(
こ
の
実
験
を
す
る
主
休
)
を
指
す
と
も
取
れ
る
し
､
ま
た
純
粋

に
文
法
的
に
言
え
ば
b
r
a
s
を
指
す
と
も
言
え
る
｡
第
一
の
解
釈
に
従
え
ば
､
｢
そ
の
腕
を
か
れ
の
方
に
向
け
る
｣
と
い
う
意
味
に
な
り
､
第
二

の
解
釈
に
従
え
ば
､
｢
そ
の
腕
自
体
を
軸
に
し
て
ぐ
る
ぐ
る
回
す
｣
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
ろ
う
｡
後
者
は
問
題
外
だ
が
､
前
者
の
場
合
に
も
､



次
の
文
に
あ
る
よ
う
な
筋
肉
の
伸
び
縮
み
の
具
合
が
変
わ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
の
で
､
不
適
当
と
判
断
し
た
｡

(
…
)

こ
れ
を
｢
仕
上
げ
の
厳
密
さ
｣
に
関
係
づ
け
る
と
､
ど
う
な
る
の
か
｡
女
の
構
成
の
上
で
は
､
｢
構
想
の
詩
｣
に
関
す
る
説
明
が
な
く
､
た
だ
｢
仕

上
げ
の
厳
密
さ
｣
の
方
だ
け
が
語
ら
れ
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
れ
は
や
や
不
自
然
だ
が
､
｢
仕
上
げ
の
厳
密
さ
｣
が
そ
れ
だ
け
強
調
さ

れ
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
｡
意
味
の
上
で
は
､
｢
仕
上
げ
の
厳
密
さ
｣
が
写
実
を
意
味
し
な
い
､
と
い
う
こ
と
が
､
よ
り
明
示
的
に
主
張

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
､
自
然
に
別
し
て
の
厳
密
さ
と
い
う
意
味
が
､
や
や
希
薄
に
な
る
｡

(05)

冒
科
全
書
』
の
｢
人
体
模
型
(
絵
画
に
お
け
る
)
｣
の
項
目
(
無
署
名
､
第
十
巻
､
一
七
六
五
年
)
は
､
次
の
如
く
で
あ
る
｡
｢
壌
も
し
く
は
木

で
で
き
た
像
も
し
く
は
モ
デ
ル
で
､
そ
の
関
節
部
分
は
､
望
む
ま
ま
ど
の
よ
う
な
姿
勢
を
も
取
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
｡
そ

の
主
た
る
用
途
は
衣
服
を
掛
け
て
調
整
す
る
こ
と
に
あ
る
｡
原
寸
の
人
休
模
型
と
小
さ
い
も
の
と
が
あ
る
｣
｡
な
お
､
補
巻
の
図
版
集
の
｢
デ
ッ
サ

ン
｣
の
部
分
に
､
人
体
模
型
の
構
造
図
解
が
出
て
い
る
｡
こ
の
人
形
の
使
用
に
つ
い
て
は
､
ド
･
･
ピ
ー
ル
に
も
証
言
が
あ
る
(
R
O
g
e
r
d
e
P
I
L
E
S
-

C
O
§
わ
語
句
乳
已
§
巾
勺
弓
旬
｢
訂
c
甘
匂
わ
｣
-
3
0
0
一
G
巴
-
i
m
a
r
d
｣
器
¢
-
p
.
芦
)
｡

(06)

A
そ
の
2
∀
の
当
該
箇
所
で
は
､
計
O
r
C
ト
か
を
｢
人
体
模
型
｣
と
訳
し
て
い
た
｡
こ
こ
に
遡
っ
て
､
訳
語
を
｢
生
体
模
型
｣
と
訂
正
し
た
い
｡
こ

l
(107)

の
人
体
模
型
の
硬
直
さ
を
撃
っ
気
持
は
､
『
絵
画
論
』
以
後
に
お
い
て
も
､
当
然
見
ら
れ
る
｡
例
え
ば
､
一
七
六
九
年
に
グ
ル
ー
ズ
が
ア
カ
デ
､
,
､
-

に
提
出
し
た
歴
史
画
『
暗
殺
を
企
て
た
か
ど
で
息
子
カ
ラ
カ
ラ
を
叱
貴
す
る
セ
プ
テ
ィ
､
､
､
ウ
ス
･
セ
ウ
エ
ル
ス
』
に
関
す
る
評
の
な
か
で
､
そ
の

ヵ
ラ
カ
ラ
が
彫
像
の
ア
ン
テ
ィ
ノ
ウ
ス
に
衣
装
を
着
せ
た
よ
う
だ
､
と
言
っ
て
い
る
(
D
I
D
E
R
弓
,
紆
訂
コ
計
-
召
､
t
e
已
e
か
t
a
b
-
i
p
a
r
A
.

L
O
r
e
n
O
e
a
u
-
C
O
ヨ
m
e
n
t
a
i
r
e
d
e
甲
M
･
B
u
k
d
a
芦
i
n
筒
§
r
認
C
O
ヨ
℃
誉
謡
-
t
.
舛
≦
▼
A
B
e
a
u
㌍
A
r
t
s
目
▽
-
芽
r
m
a
n
n
一

-
器
○
-
p
.
監
ひ
し
｡
デ
ィ
ド
ロ
に
お
い
て
ア
ン
テ
ィ
ノ
ウ
ス
が
､
｢
人
体
模
型
｣
と
同
じ
よ
う
に
｢
生
き
て
い
な
い
｣
も
の
の
典
型
と
し
て
使
わ
れ

る
こ
と
は
､
既
に
な
じ
み
の
と
こ
ろ
で
あ
り
(
A
そ
の
1
¥
一
〇
l
〓
貢
､
A
そ
の
7
∀
七
貢
以
下
)
､
ま
た
､
こ
の
グ
ル
ー
ズ
の
問
題
作
に
つ

い
て
の
デ
ィ
ド
ロ
の
批
評
に
つ
い
て
は
､
下
の
註
1
3
4
を
見
よ
｡

R
O
g
e
r
d
e
P
I
L
E
S
-
C
O
喜
胃
呂
賢
ヨ
切
2
ニ
白
C
O
§
0
訂
呂
宍
内
乱
巾
こ
P
旬
乳
已
§
㌣
.
∵
-
彗
只
S
-
a
t
k
i
n
e

Reprints｣当○)-p.∽00

叉
名
9
こ
ま
計
旨
旬
乳
已
r
～
琶
､
甘
ぎ
c
h
a
p
･
-
→
∵
-
雷
¢
-
G
巴
-
i
m
a
r
d
｣
¢
芦
p
p
.
寧
岸
C
O
§
わ
計
旬
Q
ぎ
ぎ
r
♪
名
.
C
チ
p
p
.

竺･声

裸
休
と
衣
装
表
現
と
の
関
係
の
み
に
つ
い
て
言
え
ば
､
ド
･
ピ
ー
ル
は
先
ず
､
薄
布
を
ま
と
わ
せ
て
肉
体
の
起
伏
を
見
せ
た
古
代
彫
刻

の
溺
儀
を
､
画
家
が
模
倣
す
る
こ
と
を
認
め
な
い
(
C
O
コ
完
r
設
計
宏
一
p
.
翠
)
｡
▲
そ
し
て
､
･
衣
装
が
肉
体
に
密
着
す
る
こ
と
な
く
､
｢
言
わ
ば

そ
の
周
り
に
浮
い
て
｣
い
る
こ
と
を
理
想
と
し
て
い
る
(
一
C
O
§
∽
.
p
p
.
∽
㌣
芦
)
｡

た
だ
し
､
デ
ィ
ド
ロ
の
考
え
は
ウ
ァ
ト
レ
(
｢
衣
裳
表
現
｣
の
項
目
､
『
百
科
全
書
』
.
第
五
巻
､
一
七
五
五
年
)
と
一
致
し
て
い
る
｡
ウ
ァ
ト
レ
は

言
っ
て
い
る
､
｢
衣
裳
表
現
は
肉
体
の
裸
の
繚
-
e
n
u
▲
を
の
ぞ
か
せ
る
よ
う
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
｣

(
p
.
-
○
0
0
F
)
｡

ド
･
ビ
ー
ル
に
よ
れ
ば
､
様
々
な
布
地
の
相
異
な
る
質
感
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
に
､
古
代
の
彫
刻
家
は
輪
郭
線
の
美
し
さ
を

際
立
た
せ
る
べ
く
､
休
に
密
着
し
て
｢
裸
像
｣
が
透
視
で
き
る
よ
う
な
薄
布
を
モ
デ
ル
に
ま
と
わ
せ
た
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
(
C
O
き
胃
呂
賢
卓

二三
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ニ四

p
.
芦
)
｡
な
お
､
前
註
に
あ
げ
た
『
百
科
全
書
』
の
ウ
ァ
ト
レ
の
項
目
記
事
に
は
､
古
代
人
の
衣
装
表
現
に
つ
い
て
の
議
論
は
な
い
｡

数
号
前
か
ら
､
底
本
を
新
し
い
全
集
本
(
G
･
メ
イ
校
訂
)
に
変
え
て
い
る
(
た
だ
し
､
大
き
な
違
い
は
見
ら
れ
な
い
)
｡
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
､

｢
共
和
国
の
国
民
の
も
と
で
は
｣
と
｢
君
主
政
体
の
場
合
｣
が
､
ヴ
ュ
ル
ニ
エ
ー
ル
の
ガ
ル
ニ
エ
版
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
｡

ジ
ャ
ン
=
バ
チ
ス
ト
･
ピ
エ
ー
ル
J
e
a
n
.
B
a
p
t
i
s
t
e
P
I
E
R
R
E
(
-
ご
£
¢
)
ア
カ
デ
､
､
､
-
会
員
に
し
て
教
授
､
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル
夫
人
の
庇
護

を
受
け
､
ゴ
ブ
ラ
ン
織
り
工
場
の
D
i
r
e
計
u
r
(
工
場
長
な
の
か
､
付
属
の
職
人
養
成
学
校
の
み
の
校
長
な
の
か
は
不
明
)
､
王
室
筆
頭
画
家
､

ア
カ
デ
､
､
､
-
院
長
(
一
七
七
八
)
と
な
る
(
シ
ュ
イ
エ
の
註
に
よ
る
｡
D
H
D
E
R
弓
-
鴎
訟
已
呂
r
訂
℃
乳
已
§
Q
､
幹
訂
己
賢
一
詔
ぢ
､
h
¶
巴
-

】
琵
､
H
e
r
m
a
n
n
｣
→
芦
p
.
-
N
こ
｡
六
一
年
と
六
三
年
の
サ
ロ
ン
に
出
品
し
た
作
品
に
つ
い
て
､
デ
ィ
ド
ロ
の
評
が
あ
る
｡
裕
福
で
､
才
気

(
e
s
p
r
i
t
)
が
あ
り
､
十
分
な
教
育
を
受
け
､
ロ
ー
マ
留
学
の
経
験
ま
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
っ
つ
､
作
品
に
つ
い
て
は
徹
底
し
た
酷
評
を
与
え

て
い
る
(
た
だ
し
､
｢
わ
が
友
｣
と
呼
び
､
｢
君
に
既
に
言
っ
た
よ
う
に
｣

彗
チ
p
･
-
N
N
･
と
言
っ
て
い
る
か
ら
､
l
一
人
の
間
に
交
友
関
係
が
あ
っ

た
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
)
｡
そ
の
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
､
こ
の
文
脈
で
ピ
エ
ー
ル
の
名
を
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
の
意
味
が
よ
り
明
ら

か
に
な
る
｡
つ
ま
り
､
A
肖
像
画
は
ピ
エ
ー
ル
の
よ
う
な
凡
庸
な
画
家
の
よ
く
な
し
う
る
も
の
で
は
な
く
､
l
流
の
画
家
で
あ
る
こ
と
の
証
明
と

な
る
も
の
だ
∀
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

B
u
告
A
芦
-
-
-
p
p
･
余
→
･
プ
ク
ダ
ル
は
宵
意
的
人
物
と
実
在
の
人
物
の
混
在
を
斥
け
る
上
の
議
論
(
八
九
行
目
以
下
)
を
､
寓
意
的
な
歴
史
画
と

い
う
歴
史
画
の
一
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
を
語
っ
た
も
の
と
み
な
し
､
こ
の
議
論
の
流
れ
の
全
休
か
ら
､
歴
史
画
の
ジ
ャ
ン
ル
論
を
引
き
出
そ
う
と
し
て

い
る
｡
特
に
以
下
に
展
開
さ
れ
る
歴
史
画
と
ジ
ャ
ン
ル
画
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
の
趣
旨
を
､
プ
ク
ダ
ル
は
誤
解
し
て
い
る
｡
以
下
六
～
一

九
頁
を
参
照
の
こ
と
｡

ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
以
後
､
詩
学
や
修
辞
学
を
モ
デ
ル
と
し
て
絵
画
論
が
構
築
さ
れ
て
く
る
な
か
で
､
詩
の
ジ
ャ
ン
ル
に
関
す
る
思
想
が
､
絵
画
の
ジ
ャ

ン
ル
と
そ
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
を
規
定
し
て
き
た
｡
悲
劇
に
対
し
て
悲
劇
的
な
絵
画
､
喜
劇
に
対
応
す
る
喜
劇
的
な
絵
画
…
…
と
い
う
よ
う
な
形
で

は
な
い
が
､
悲
劇
や
叙
事
詩
に
は
歴
史
画
と
宗
教
画
が
､
田
園
詩
に
は
風
景
画
が
対
応
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
た
｡

肖
像
詩
と
い
う
詩
が
存
在
し
た
Q
す
な
わ
ち
､
身
近
な
あ
る
ひ
と
を
主
題
と
し
て
､
(
多
く
の
場
合
は
)
ソ
ネ
ッ
ト
を
詠
む
､
と
い
う
詩
形
で
あ

り
､
宮
廷
や
サ
ロ
ン
に
お
い
て
生
ま
れ
る
べ
く
し
て
生
ま
れ
た
も
の
､
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡
た
だ
し
､
こ
の
場
合
に
は
､
詩
が
先
行
し
て
絵

画
の
モ
デ
ル
に
な
っ
た
と
は
言
え
ず
､
事
情
は
逆
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
｡

本
書
露
画
論
』
な
か
で
は
､
表
情
を
主
題
と
す
る
第
四
章
の
な
か
に
､
政
休
の
違
い
に
よ
る
人
び
と
の
性
格
の
違
い
が
論
じ
ら
れ
て
い
た
(
A
そ

の
7
∀
､
一
八
～
一
九
貢
参
照
)
｡

起
源
を
探
究
す
る
と
い
う
第
一
の
原
理
に
つ
い
て
は
､
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
｡
｢
〔
諸
々
の
学
問
空
つ
の
休
系
に
ま
と
め
あ
げ
る
と
い
う
〕

こ
の
探
究
へ
の
第
一
歩
と
し
て
わ
れ
わ
れ
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
､
こ
う
い
う
言
い
方
が
ゆ
る
さ
れ
る
な
ら
ば
､
わ
れ
わ
れ
の
知
識
の

系
譜
と
親
子
関
係
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
り
､
わ
れ
わ
れ
の
知
識
を
生
み
出
し
た
は
ず
の
原
因
と
､
わ
れ
わ
れ
の
知
識
を
区
別
す
る
特
徴
を
検
討
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す
る
こ
と
､
つ
ま
り
､
わ
れ
わ
れ
の
観
念
の
起
源
と
発
生
に
ま
で
遡
る
こ
と
で
あ
る
｣
(
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
｢
百
科
全
書
序
論
｣
､
佐
々
木
康
之
訳
､
『
世

界
の
名
著
2
9
』
､
中
央
公
論
社
､
一
九
七
〇
年
､
四
二
〇
～
ニ
ー
貢
)
｡
起
源
に
遡
る
と
い
う
方
法
は
､
例
え
ば
ポ
ワ
ロ
ー
の
『
詩
学
』
の
随
所
に

折
り
込
ま
れ
た
歴
史
的
記
述
の
な
か
に
も
み
と
め
ら
れ
る
し
､
遡
る
な
ら
ば
お
よ
そ
い
か
な
る
学
問
的
探
究
に
も
伴
う
も
の
か
も
し
れ
な
い
｡
し

か
し
､
こ
れ
が
l
つ
の
明
瞭
な
方
法
的
指
針
と
な
っ
た
に
つ
い
て
は
､
お
そ
ら
く
ハ
チ
ス
ン
の
『
美
と
徳
の
観
念
の
起
源
』
(
一
七
二
五
)
な
ど
か

ら
の
影
響
が
あ
る
｡
因
み
に
､
デ
ィ
ド
ロ
の
『
百
科
全
書
』
の
項
目
｢
美
｣
は
､
一
般
に
｢
美
の
起
源
と
本
性
に
つ
い
て
の
哲
学
的
探
究
知
巾
C
訂
1

亡
君
わ
官
許
∽
名
已
琶
句
∽
b
§
h
､
0
｢
告
莞
叉
訂
喜
ぎ
｢
屯
旨
訂
巨
｣
と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
知
ら
れ
て
い
る
が
､
こ
れ
は
ネ
ー
ジ
ョ
ン
の

編
ん
だ
全
集
(
一
七
九
八
)
に
お
け
る
表
題
で
あ
っ
て
､
デ
ィ
ド
ロ
の
も
の
で
は
な
い
(
く
e
r
n
i
㌢
e
-
p
.
∽
芦
.
)
｡
し
か
し
､
内
容
に
即
し
て
正

確
な
も
の
と
言
っ
て
よ
い
｡

絵
画
の
起
源
を
論
じ
た
『
博
物
誌
』
第
三
五
巻
第
五
節
に
お
い
て
､
プ
リ
ニ
ウ
ス
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｡
｢
し
か
し
す
べ
て
の
人
々
が
一
致

し
て
い
る
の
は
､
そ
れ
は
人
間
の
影
の
輪
郭
線
を
な
ぞ
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
､
し
た
が
っ
て
絵
は
も
と
も
と
こ
う
い
う
ふ
う
に
し

て
描
か
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｣
(
中
野
定
雄
他
訳
ヲ
リ
ニ
ウ
ス
の
博
物
誌
』
第
Ⅲ
巻
､
雄
山
閣
､
昭
和
六
一
年
､
l
四
〇
九
貢
)
｡

ジ
ョ
ク
ー
ル
は
詩
を
七
行
掲
げ
る
｡
そ
の
詩
は
､
羊
飼
い
の
娘
が
壁
に
映
っ
た
恋
人
の
影
を
な
ぞ
っ
た
､
と
い
う
物
語
に
な
っ
て
い
る
(
p
.
N
彗
a
･
)
｡

こ
れ
は
絵
画
の
起
源
に
関
す
る
説
の
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
だ
が
､
誰
が
言
い
始
め
た
も
の
か
､
差
し
当
た
り
分
か
ら
な
い
｡
ジ
ョ

ク
ー
ル
は
詩
の
出
典
を
明
記
し
て
い
な
い
だ
け
で
な
く
､
そ
れ
を
｢
詩
人
た
ち
｣
の
主
張
と
し
て
提
示
し
て
い
る
｡
従
っ
て
､
詩
そ
の
も
の
は
ジ
ョ

ク
ー
ル
自
身
の
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
､
そ
の
内
容
を
ど
こ
か
ら
得
た
か
は
､
問
題
と
し
て
残
る
｡
絵
の
起
源
に
関
す
る
論
述
は
､
右
に
挙

げ
た
ド
●
ピ
ー
ル
や
デ
ュ
ボ
ス
､
デ
ユ
･
フ
レ
ノ
ワ
に
は
見
当
た
ら
な
い
｡
起
源
に
言
及
し
て
い
る
ア
ル
ベ
ル
テ
ィ
に
も
､
プ
ァ
ザ
ー
リ
(
第
一

部
序
論
)
に
も
､
ま
た
ウ
ェ
ッ
プ
(
名
.
e
デ
p
.
N
ひ
監
芸
や
)
に
も
､
羊
飼
い
の
娘
の
物
語
は
出
て
こ
な
い
｡

■
●
(
-
e
)
ヨ
計
a
n
i
q
u
e

du

m小tier.∵

三
s
t
y
-
e
g
r
a
n
d
e
t
s
亡
b
-
i
m
e
･
J
こ
の
言
い
方
は
､
明
ら
か
に
､
古
典
的
な
修
辞
学
の
三
文
体
説
に
お
け
る
｢
高
尚
休
｣
を
指
す
も
の
で
あ
り
､

そ
の
呼
称
が
絵
画
に
適
用
さ
れ
て
い
る
事
情
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡

二
つ
の
理
論
書
に
お
け
る
ジ
ャ
ン
ル
論
と
し
て
は
､
『
私
生
児
対
話
』
の
第
三
対
話
の
冒
頭
と
『
劇
詩
論
』
の
最
初
の
六
章
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

る
(
く
e
r
コ
i
㌢
e
-
p
.
-
∽
ひ
叉
ぷ
ヂ
p
p
.
-
窒
･
N
声
)
｡

伝
統
的
な
悲
劇
が
詩
で
書
か
れ
る
の
に
対
し
て
､
｢
市
民
悲
劇
｣
が
散
文
で
青
か
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
､
く
e
r
n
i
㌢
e
-
p
.
-
芦
を
見
よ
｡

W
A
T
E
L
E
T
∴
G
e
コ
r
e
(
句
乳
已
.
)
…
I
穿
e
旦
名
賀
♪
t
.
→
｣
∃
≒
彗
b
･
研
塞
a
.
な
お
､
デ
ィ
ド
ロ
自
身
が
ジ
ャ
ン
ル
画
に
関
し
て
｢
細
部
｣

や
｢
仕
事
｣
を
重
視
し
て
い
る
点
に
つ
い
て
は
､
特
に
下
の
証
(
讐
を
参
照
せ
よ
｡

こ
の
変
化
の
指
標
と
し
て
､
主
題
の
圧
倒
的
優
位
を
説
い
た
デ
ュ
ボ
ス
と
､
主
題
と
表
現
の
二
重
焦
点
を
主
張
し
た
マ
ー
ル
モ
ン
テ
ル
と
を
挙
げ

た
い
｡
拙
稿
｢
作
者
の
誕
生
-
そ
の
ア
リ
バ
イ
を
め
ぐ
る
近
世
美
学
史
｣
(
『
美
学
』
第
l
五
九
号
､
一
九
八
九
)
､
四
～
五
貢
参
照
の
こ
と
｡

ニ五



ニ六

(
響
歴
史
画
の
こ
の
三
つ
の
ジ
ャ
ン
ル
は
､
ブ
タ
ダ
ル
(
上
記
註
1
1
2
参
照
)
の
言
う
も
の
と
は
姦
し
な
い
｡
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
て
い
る
三
つ
の
作
品

(響
に
つ
い
て
言
え
ば
､
プ
ッ
サ
ン
と
ル
･
プ
ラ
ン
は
既
に
古
典
的
と
な
っ
た
作
品
で
､
プ
ァ
ン
ロ
ー
の
も
の
は
新
作
で
あ
る
｡
プ
ッ
サ
ン
の
『
七
つ

の
秘
蹟
L
e
s

S
e
p
t

S
a
O
r
e
m
e
n
t
S
』
は
､
当
時
オ
ル
レ
ア
ン
公
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
な
か
に
収
め
ら
れ
て
い
た
(
G
･
メ
√
)
｡
ル
･
プ
ラ
ン

と
プ
ァ
ン
ロ
ー
の
絵
は
､
『
一
七
六
五
年
の
サ
ロ
ン
』
の
な
か
で
デ
ィ
ド
ロ
が
言
及
し
､
批
評
し
た
も
の
で
､
か
れ
に
と
っ
て
身
近
な
も
の
で
あ
っ

た
と
思
わ
れ
る
｡
先
ず
､
ル
･
プ
ラ
ン
の
『
ダ
リ
ウ
ス
の
家
族
L
a
F
a
m
i
-
-
e

d
e
D
a
r
i
u
s
』
は
､
ア
レ
(
N
O
蜜
｢
ユ
A
L
L
帥
-
ご
丁
望
)
の
大

作
『
遠
征
に
旅
立
つ
ト
ロ
ヤ
ヌ
ス
帝
』
に
関
す
る
長
い
批
評
の
末
尾
で
､
画
中
の
二
人
の
子
供
の
画
き
方
に
関
連
し
て
､
次
の
よ
う
に
そ
の
研
究

が
勧
め
ら
れ
て
い
る
｡
｢
行
っ
て
『
ダ
リ
ウ
ス
の
家
族
』
を
研
究
し
給
え
｡
そ
う
す
れ
ば
､
副
次
的
な
も
の
を
主
要
人
物
た
ち
の
関
心
に
ど
の
よ
う

に
結
び
付
け
る
か
､
･
と
い
う
こ
と
が
学
べ
る
だ
ろ
う
｣

(
幹
訂
コ
計
】
送
q
.
p
.
芦
)
｡
こ
の
絵
は
『
ア
レ
ク
サ
ン
･
ド
ロ
ス
の
戦
い
』
と
い
う
連

作
の
l
部
分
で
､
こ
の
一
点
に
つ
い
て
は
､
デ
ィ
ド
ロ
の
時
代
､
ヴ
ェ
ル
サ
イ
ユ
宮
に
あ
り
､
か
れ
は
そ
こ
で
見
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
(
賢
チ

n
.
-
｣
N
.
)
｡
次
に
カ
ル
ル
･
ケ
ァ
ン
ロ
ー
の
『
貞
淑
な
ス
ザ
ン
ナ
L
a
O
h
a
s
t
e

S
u
N
a
n
n
e
』

(
今
日
で
は
『
ス
ザ
ン
ナ
と
老
人
た
ち
』
と
呼
ば
れ

る
)
は
､
こ
の
年
の
サ
ロ
ン
展
の
出
品
作
で
､
欠
点
を
指
摘
し
っ
つ
も
､
大
い
に
賞
賛
し
て
い
る
(
哲
旨
呂
:
計
】
顎
q
-
p
p
.
甲
声
)
｡
こ
の
絵

に
つ
い
て
は
､
左
右
が
逆
に
な
っ
た
(
e
n
c
O
n
t
r
e
p
a
r
t
i
e
)
版
画
が
､
こ
の
『
サ
ロ
ン
』

(
全
集
本
と
同
じ
)
の
図
3
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
｡

テ
ニ
ー
ル
ス
に
つ
い
て
は
第
三
章
で
言
及
さ
れ
(
一
l
≡
行
目
)
､
｢
魔
術
｣
が
語
ら
れ
て
い
た
(
｢
魔
術
｣
は
画
家
に
対
す
る
独
特
の
褒
め
言
葉

で
あ
る
｡
例
え
ば
シ
ャ
ル
ダ
ン
と
ヴ
ュ
ル
ネ
を
｢
二
人
の
偉
大
な
魔
術
師
d
e
u
H
g
r
a
n
d
s
m
a
g
i
O
i
e
n
s
｣
と
呼
ん
で
い
る
G
已
0
コ
軋
こ
講
叫
■

p
.
-
準
〕
)
｡
こ
の
画
家
に
対
す
る
デ
ィ
ド
ロ
の
評
価
は
､
わ
れ
わ
れ
の
通
念
を
遥
に
超
え
て
高
い
｡
わ
れ
わ
れ
の
テ
ク
ス
ト
よ
り
後
の
こ
と
だ
が
､

一
七
七
〇
年
に
詩
形
式
で
出
版
さ
れ
た
ル
･
､
､
､
エ
ー
ル
の
『
絵
画
』
(
A
.
･
M
.
L
E
M
l
昌
R
E
.
ト
n
診
ぎ
旨
r
内
し
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ド
ロ
の
書

評
(
『
文
姦
通
信
』
誌
､
同
年
三
月
一
五
日
号
､
四
月
一
日
号
､
四
月
一
五
日
号
)
を
参
照
し
よ
う
｡
第
三
の
歌
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
画
家
が

取
り
上
げ
ら
れ
､
寸
評
が
加
え
ら
れ
て
い
る
箇
所
に
､
テ
ニ
ー
ル
ス
の
名
が
な
い
こ
と
を
デ
ィ
ド
ロ
は
沓
め
る
｡
そ
こ
に
は
､
ベ
ル
ヘ
ム
､
プ
ッ

サ
ン
､
､
､
､
ケ
ラ
ン
ジ
ュ
ロ
､
カ
ラ
ッ
チ
､
テ
ィ
ン
ト
レ
ッ
ト
､
ル
･
シ
ュ
ウ
ー
ル
､
ウ
ー
ウ
エ
ル
マ
ン
､
ク
ロ
ー
ド
●
ロ
ラ
ン
､
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
､

フ
ァ
ン
･
ダ
イ
ク
､
レ
オ
ナ
ル
ド
･
ダ
･
ゲ
イ
ン
チ
､
ラ
フ
ァ
エ
ロ
そ
の
他
の
画
家
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
｢
し
か
し
､
ル
‥
､
､
エ
ー
ル
氏
よ
､
何

故
ヨ
ル
ダ
ン
ス
の
こ
と
を
､
そ
し
て
特
に
テ
ニ
ー
ル
ス
の
こ
と
を
忘
れ
ら
れ
た
の
か
｡
テ
ニ
ー
ル
ス
こ
そ
､
お
そ
ら
く
は
こ
れ
ら
の
人
び
と
の
絵

画
に
お
け
る
師
匠
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
｡
こ
れ
に
は
腹
が
立
つ
｡
よ
ろ
し
い
か
､
わ
た
し
は
こ
の
画
家
を
愛
し
て
い
る
｡
か
れ
に
は
､
ひ
と
に
気

付
か
れ
ず
に
塾
術
の
魔
術
の
た
け
(
t
O
亡
t
e
-
P
m
a
g
i
e
d
e
-
.
a
r
t
)
を
使
う
▼
-
と
が
で
き
る
､
と
い
う
独
特
な
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
か
れ
は
大
き

な
も
の
を
小
さ
く
す
る
こ
と
が
で
き
る
し
､
か
れ
の
画
い
た
二
フ
ィ
ー
ト
四
方
の
小
品
は
､
巨
大
な
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
に
引
き
延
ば
し
て
も
そ
の
価

値
が
な
く
な
ら
な
い
｡
絵
に
つ
い
て
の
詩
を
書
き
な
が
ら
､
テ
ニ
ー
ル
ス
の
名
が
出
て
こ
な
い
な
ん
て
｣
(
D
H
D
E
R
雪
-
Q
g
弓
認
C
O
月
旦
～
訂
∽
.

t
.
:
<
-
か
d
.
d
e

L
e
w
i
n
t
h
e
r
一
-
e
C
ど
b

F
r
a
n
竃
i
∽
d
u
-
i
責
e
｣
¢
芦
p
.
∽
g
.
)
｡
こ
の
う
ち
､
小
品
を
引
き
延
ば
す
と
い
う
話
題
は
､
≡

七
六
九
年
の
サ
ロ
ン
』
に
お
け
る
グ
ル
ー
ズ
批
判
に
出
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
､
明
記
し
て
お
こ
う
(
こ
の
批
評
文
に
つ
い
て
は
､
以
下
の



註
(
1
3
1
)
を
見
よ
)
｡

プ
ク
ダ
ル
に
よ
れ
ば
､
デ
ィ
ド
ロ
は
テ
ニ
ー
ル
ス
を
含
む
何
人
か
の
巨
匠
の
研
究
を
､
⊥
七
六
九
年
以
降
､
エ
カ
テ
リ
ー
ナ
二
世
の
た
め
に
絵

画
を
購
入
す
る
仕
事
を
す
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
､
再
度
集
中
的
に
行
っ
た
(
B
u
K
D
A
H
L
｣
-
p
.
金
¢
.
)
｡
テ
ニ
ー
ル
ス
に
対
す
る
こ
の
極
め
て

高
い
評
価
は
､
そ
の
結
果
で
も
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
か
れ
が
そ
の
前
も
後
も
､
こ
の
画
家
に
お
い
て
そ
の
｢
仕
事
｣
も
し
く
は
｢
仕
上
げ
｣

に注

目
し
て
い
た
､
と
い
う
こ
と
は
変
わ
ら
な
い
｡
例
え
ば
､
『
一
七
六
七
年
の
サ
ロ
ン
』
に
お
け
る
｢
そ
の
仕
事
f
a
i
r
e
｣
(
∽
已
0
ヨ
計
】
謡
メ
O
C
-

t
.
舛
く
H
-
p
.
∽
○
-
‥
切
已
○
己
肖
N
O
甲
)
へ
の
注
目
､
『
一
七
六
九
年
の
サ
ロ
ン
』
の
ル
･
プ
ラ
ン
ス
評
に
お
け
る

｢
仕
上
げ
の
卓
越
諷
e
r
i
t
e

d
.
e
臥
c
u
t
i
O
n
｣
(
り
已
す
コ
(
訂
】
ヨ
ぢ
.
〇
C
一
t
.
火
ン
ニ
ー
p
.
か
N
ご
幹
訂
宏
葛
芦
)
の
概
念
を
見
れ
ば
､
そ
の
点
は
明
ら
か
で
あ
る
｡

六
九
年
の
グ
ル
ー
ズ
批
判
で
は
､
テ
ニ
ー
ル
ス
と
ウ
ー
ウ
エ
ル
マ
ン
は
対
比
さ
れ
､
ウ
ー
ウ
エ
ル
マ
ン
(
P
h
i
-
i
p
s

W
O
C
W
E
R
M
A
Z
-
巴
?
雷
.

こ
の
名
に
つ
い
て
も
デ
ィ
ド
ロ
は
W
O
W
e
r
m
a
n
S
と
表
記
し
て
い
る
｡
お
そ
ら
く
｢
ウ
ォ
ウ
エ
ル
マ
ン
ス
｣
と
発
音
し
た
の
で
あ
ろ
う
)

は前

者
よ
り
も
劣
る
も
の
､
と
い
う
評
価
で
語
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
以
前
の
時
点
で
は
､
決
し
て
そ
う
で
は
な
い
｡
む
し
ろ
､
か
れ
の
方
が

模
範
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
頻
度
は
高
い
､
と
さ
え
言
う
こ
と
が
で
き
る
｡
例
え
ば
､
『
一
七
六
五
年
の
サ
ロ
ン
』
の
ル
･
プ
ラ
ン
ス
評
の

な
か
で
は
､
そ
の
｢
仕
事
｣
､
完
壁
と
言
っ
て
よ
い
自
然
模
倣
の
事
例
三
つ
の
な
か
の
一
つ
と
し
て
､
ウ
ー
ウ
エ
ル
マ
ン
の
｢
酔
っ
ぱ
ら
い
｣
(
『
ケ

ル
メ
ス
の
村
祭
』
)
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
(
甘
訂
コ
計
】
講
叫
､
p
･
N
芦
)
｡

こ
の
｢
仕
事
｣
や
｢
仕
上
げ
｣
の
強
調
は
､
右
に
見
て
き
た
ジ
ャ
ン
ル
画
の
特
徴
と
符
合
す
る
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
同
じ
く
『
六
七
年
の
サ

ロ
ン
』
の
な
か
で
､
風
景
画
家
に
対
し
て
､
ウ
ー
ウ
エ
ル
マ
ン
､
テ
ニ
ー
ル
ス
､
ベ
ル
ヘ
ム
の
作
品
を
研
究
し
さ
え
す
れ
ば
､
｢
絵
の
主
題
が
重
要

で
な
く
､
関
心
を
引
く
こ
と
が
少
な
く
､
人
の
生
き
ざ
ま
に
関
す
る
と
こ
ろ
が
少
な
け
れ
ば
少
な
い
ほ
ど
､
そ
の
仕
事
f
a
i
r
e
が
洗
練
さ
れ
た

p
r
計
i
e
u
H
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｣
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
､
と
言
っ
て
い
る
(
幹
訂
コ
計
】
謡
メ
p
.
畠
→
‥
紆
訂
己
目
N
芦
)
｡
そ

の
こ
と
を
特
筆
し
て
お
こ
う
｡

(127)

『
家
族
に
本
を
読
ん
で
聞
か
せ
る
父
親
P
㌣
e
q
u
i
訂
i
二
a
-
e
c
t
u
r
e
騨
s
a
-
a
m
i
-
-
e
』
と
『
婚
約
F
i
a
n
鼠
u
e
s
』
は
旧
作
な
が
ら
､
デ
ィ

ド
ロ
は
『
六
三
年
の
サ
ロ
ン
』
の
な
か
で
言
及
し
て
い
る
｡
前
者
を
そ
の
文
中
で
か
れ
は
､
『
家
族
に
本
を
読
ん
で
聞
か
せ
る
農
夫
P
a
y
s
a
n

q
u
〓
a
i
〓
a
-
e
c
t
u
r
e
㌢
-
a
f
a
m
i
-
-
e
』
と
も
､
ま
た
『
家
族
に
聖
書
を
読
ん
で
聞
か
せ
る
農
夫
P
a
y
s
a
n

q
u
〓
i
こ
由
O
r
i
t
u
r
e
騨
s
a

f
a
m
i
-
【
e
』
と
も
呼
ん
で
い
る
(
紆
訂
ヨ
計
】
¶
e
.
p
p
.
N
麗
丁
寧
)
｡
『
不
孝
息
子
L
e
F
i
-
s
i
n
g
r
a
t
』
は
六
五
年
に
出
品
さ
れ
た
下
絵
で
､

プ
ク
ダ
ル
=
ロ
ラ
ン
ソ
ー
は
こ
れ
を
現
在
リ
ー
ル
の
ウ
ィ
カ
ー
ル
美
術
館
所
蔵
の
も
の
と
同
定
し
て
お
り
､
こ
れ
に
基
づ
い
て
画
か
れ
た
同
名
の

.
油
絵
は
一
七
七
七
年
の
作
品
で
､
現
在
ル
ー
ヴ
ル
美
術
館
に
所
蔵
さ
れ
て
い
る
(
切
已
○
ヨ
札
内
-
記
叫
.
p
p
.
-
器
･
器
.
な
お
､
こ
の
下
絵
の
図
版

が
こ
の
版
本
の
図
二
大
と
し
て
収
録
さ
れ
て
い
る
)
｡
そ
れ
ぞ
れ
の
画
面
の
物
語
を
記
述
す
る
必
要
は
あ
る
ま
い
が
､
デ
ィ
ド
ロ
の
テ
ク
ス
ト
を
参

照
す
る
な
ら
ば
､
『
不
孝
息
子
』
が
最
も
詳
細
で
あ
る
｡

(
鱒
)
哲
旨
ヲ
計
3
窃
p
.
-
芦

二七



134133132
) ) )

天

新
全
集
の
G
･
メ
イ
の
校
訂
版
で
は
､
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
ま
だ
続
く
(
こ
れ
で
三
分
の
一
位
)
｡
ま
た
ヴ
ュ
ル
ニ
ュ
ー
ル
版
で
は
二
七
六
行
目
の
｢
し

か
し
｣
を
境
目
と
し
て
､
こ
れ
が
更
に
二
分
さ
れ
て
い
る
｡
因
み
に
残
り
の
部
分
は
､
ヴ
ュ
ル
ニ
エ
ト
ル
版
で
も
一
ま
と
ま
り
に
な
っ
て
い
る
｡

B
C
芥
D
A
H
L
.
【
.
p
ゝ
雪
.

∽
已
Q
ヨ
札
内
-
謡
¢
.
p
.
澄
ひ
.
な
お
上
記
の
テ
ニ
ー
ル
ス
と
ウ
ー
ウ
エ
ル
マ
ン
の
比
較
が
な
さ
れ
る
の
は
こ
の
文
脈
で
の
こ
と
で
あ
る
｡
画
中
の
パ

ピ
ニ
ア
ヌ
ス
の
頭
部
が
非
常
に
美
し
い
も
の
の
､
身
休
の
残
り
の
部
分
と
不
釣
り
合
い
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
､
デ
ィ
ド
ロ
は
次

の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
｡
｢
そ
の
頭
は
大
き
く
さ
れ
る
た
め
に
画
か
れ
て
い
る
が
､
身
体
の
方
は
小
さ
い
ま
ま
で
あ
る
よ
う
に
画
か
れ
て
い
る
｡
こ

の
頭
と
身
体
の
関
係
は
､
テ
ニ
ー
ル
ス
の
絵
と
り
-
ウ
エ
ル
マ
ン
の
絵
の
関
係
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
テ
ニ
ー
ル
ス
の
最
も
小
さ
い
絵
を
複
製

画
家
(
p
e
i
n
t
r
e

de
c
O
p
i
e
)
の
と
こ
ろ
へ
も
っ
て
行
き
､
大
画
面
の
絵
､
幅
が
六
フ
ィ
ー
ト
､
高
さ
が
五
フ
ィ
ー
ト
も
あ
る
絵
に
し
て
く
れ
る

よ
う
に
頑
ん
で
み
た
ま
え
｡
画
家
は
そ
の
大
き
な
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
を
小
さ
な
四
角
に
区
分
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
は
､
元
の
小

さ
な
タ
ブ
ロ
ー
の
相
当
の
部
分
が
画
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
｡
か
れ
に
才
能
が
あ
れ
ば
､
間
違
い
な
く
よ
い
結
果
が
得
ら
れ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

同
じ
こ
と
を
ウ
ー
ウ
エ
ル
マ
ン
に
つ
い
て
頼
ん
で
は
い
け
な
い
｡
ウ
ー
ウ
エ
ル
マ
ン
は
､
原
作
と
び
っ
た
り
同
じ
サ
イ
ズ
で
模
写
さ
れ
る
よ
う
に

画
か
れ
て
い
る
｡
だ
か
ら
､
ウ
ー
ウ
エ
ル
マ
ン
を
写
っ
と
き
に
は
､
貴
重
な
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
で
も
買
う
よ
う
な
つ
も
り
で
買
い
.
た
ま
え
､
し
か
し

テ
ニ
ー
ル
ス
な
ら
ば
､
絵
の
目
利
き
と
し
て
写
っ
よ
う
に
し
た
ま
え
｣
(
､
巴
礼
.
-
p
.
貿
P
)
｡
ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
こ
と
は
､
そ
の

作
品
の
細
部
の
見
事
な
仕
事
を
意
味
し
て
い
る
､
と
言
え
よ
う
｡
そ
れ
だ
け
で
も
大
し
た
こ
と
に
相
違
な
い
が
､
こ
の
文
脈
で
は
､
絵
画
の
質
に

関
し
て
､
テ
ニ
ー
ル
ス
を
ウ
ー
ウ
エ
ル
マ
ン
よ
り
も
ー
等
高
く
置
い
て
い
る
こ
と
が
窺
わ
れ
る
｡

旨
己
こ
p
p
.
澄
?
き
.

､巴乱.-p.冨.グ
ル
ー
ズ
は
ア
カ
デ
ミ
ー
会
員
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
た
｡
た
だ
し
､
そ
れ
は
こ
の
『
セ
プ
テ
ィ
､
､
､
ウ
ス
･
セ
ウ
エ
ル
ス
』
に
よ
っ
て
で
は
な
く
､

過
去
に
画
い
た
ジ
ャ
ン
ル
画
に
よ
っ
て
の
こ
と
で
あ
り
､
言
い
換
え
れ
ば
歴
史
画
家
と
し
て
で
は
な
く
､
ジ
ャ
ン
ル
画
家
と
し
て
ア
カ
デ
ミ
ー
会

員
の
資
格
を
得
た
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
(
フ
ラ
ン
カ
ス
テ
ル
が
､
『
セ
プ
テ
ィ
､
､
､
ウ
ス
･
セ
ウ
エ
ル
ス
』
を
ア
カ
デ
ミ
ー
が
ジ
ャ
ン
ル
画
と
し

て
分
類
し
た
､
と
言
う
の
は
誤
り
で
あ
る
｡
p
.
F
R
A
岩
A
S
T
E
L
-
袈
監
○
ぎ
計
訂
b
乳
已
§
巾
号
§
竃
訂
♪
1
.
E
d
i
t
i
O
n
S
G
O
n
t
h
i
e
r
恵
ヨ

(
-
-
誤
巴
-
p
.
-
∽
¢
.
)
｡
こ
の
判
定
の
日
の
情
景
は
､
デ
ィ
ド
ロ
が
や
や
物
語
的
に
､
.
と
い
う
よ
り
も
週
刊
誌
的
に
記
述
し
て
い
る
(
∽
已
0
コ
札
内

】
謡
声
p
.
澄
N
･
畠
.
)
｡
か
れ
は
､
日
頃
の
グ
ル
ー
ズ
の
ア
カ
デ
ミ
ー
に
対
す
る
侮
蔑
的
な
態
度
が
判
定
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
可
能
性
を
示
唆
し
て

い
る
し
(
蒜
を
汁
一
p
.
澄
N
.
)
､
註
釈
者
プ
ク
ダ
ル
は
グ
ル
ー
ズ
の
妻
と
そ
の
愛
人
の
影
響
を
も
認
め
て
い
る
(
旨
れ
F
-
p
.
筐
∽
,
n
O
t
e
N
】
P
)
｡
こ

の
出
来
事
を
｢
グ
ル
ー
ズ
事
件
-
一
a
f
f
a
i
r
e
G
r
e
u
諾
｣
と
呼
ん
だ
美
術
史
家
セ
ズ
ナ
ッ
ク
は
､
デ
ィ
ド
ロ
の
厳
し
い
グ
ル
ー
ズ
評
が
ア
カ
デ
ミ
ー

の
審
判
や
他
の
美
術
家
た
ち
の
批
判
の
影
響
を
受
け
た
も
の
と
､
見
て
い
る
(
J
.
S
E
Z
Z
A
O
∵
■
D
i
d
e
r
O
t
e
ニ
藍
訂
i
r
e

G
r
e
u
N
e
｡
一
G
民
芸
内

乱
巾
∽
也
昌
巳
n
･
A
｢
ぎ
m
a
エ
u
i
n
-
浣
の
.
p
.
∽
印
N
-
C
i
t
か
i
n
払
已
0
コ
計
】
謡
声
p
.
澄
-
n
O
t
e
巴
戸
)
｡
一
凶
み
に
､
グ
ル
ー
ズ
は
一
七
五
五
年



に
ア
カ
ぞ
､
､
-
の
｢
ア
グ
レ
エ
a
g
r
か
巴
(
準
会
員
と
い
う
位
の
意
味
か
)
と
な
り
､
こ
の
六
九
年
の
出
来
事
の
あ
と
は
屈
辱
感
と
失
意
か
ら
､

二
度
と
ア
カ
デ
､
､
､
-
の
門
を
潜
ら
ず
､
サ
ロ
ン
展
へ
の
出
品
も
や
め
た
､
と
育
っ
(
F
R
A
岩
A
S
T
E
L
■
名
.
C
ぎ
ー
p
p
.
-
¢
?
彗
.
)
｡

(
聖
上
の
註
(
響
の
末
尾
に
引
用
し
た
『
六
七
年
の
サ
ロ
ン
』
の
l
文
を
参
照
せ
よ
｡

(136)

ジ
ャ
ン
ル
画
家
に
対
す
る
こ
れ
ら
の
技
術
の
要
求
の
一
例
と
し
て
､
次
の
ヴ
ュ
ル
ネ
評
を
参
照
し
よ
う
｡
｢
性
格
､
行
動
､
表
情
の
同
じ
多
様
性
が
､

観
る
者
を
支
配
す
る
｣

(
∽
已
0
コ
計
】
記
叫
.
p
.
-
山
戸
)
｡
こ
れ
は
､
個
々
の
作
品
評
に
入
る
前
の
総
評
の
部
分
で
あ
る
｡

(137)

こ
の
よ
う
な
｢
詩
｣
の
概
念
を
､
わ
れ
わ
れ
は
既
に
欝
四
章
〓
ニ
三
行
目
に
見
て
き
た
(
A
そ
の
8
竺
一
貫
参
照
)
｡
今
､
わ
た
く
し
は
こ
の
解

釈
が
や
や
行
き
過
ぎ
で
は
な
い
か
､
と
思
っ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､
こ
▼
し
で
は
物
語
展
開
の
意
味
に
理
解
し
て
､
大
き
な
不
都
合
は
な
い
と
思
わ

れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
た
だ
し
､
静
態
的
な
物
語
で
は
な
く
､
物
語
を
展
開
す
る
と
い
う
動
的
な
仕
事
と
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡
そ
の
よ

う
に
考
え
る
と
､
そ
れ
は
や
は
り
今
わ
れ
わ
れ
の
読
ん
で
い
る
箇
所
の
用
法
と
符
合
す
る
｡
こ
の
よ
う
な
｢
詩
｣
の
概
念
が
さ
ら
に
ロ
マ
ン
的
な

創
造
的
精
髄
の
よ
う
な
意
味
に
近
づ
い
た
も
の
と
し
て
､
E
･
ロ
ベ
ー
ル
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
｢
廃
墟
の
詩
情
-
a

p
乱
s
i
e

d
e
払
r
u
i
n
e
s
｣

(
払
已
0
ヨ
計
-
讃
苛
.
〇
E
一
p
.
空
中
)
と
い
う
言
葉
を
挙
げ
て
お
こ
う
｡

(138)

こ
れ
は
お
そ
ら
く
『
蛙
と
ね
ず
み
の
戦
い
』
(
B
a
-
r
a
c
ト
O
m
y
O
m
a
C
ト
i
a
)
を
指
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
､
思
わ
れ
る
｡
こ
れ
は
ア
イ
ソ
ー

ボ
ス
の
寓
話
に
取
材
し
た
小
篇
叙
事
詩
で
､
こ
れ
を
ホ
メ
ロ
ス
の
作
品
と
見
る
伝
統
が
存
在
し
た
(
只
-
e
i
n
e
･
P
a
u
-
y
に
よ
る
)
｡

(139)

い
ず
れ
も
ト
ロ
イ
ヤ
平
野
を
流
れ
る
川
｡
神
格
化
さ
れ
た
姿
に
お
い
て
兄
に
相
当
す
る
の
は
ク
サ
ン
ト
ス
､
別
名
ス
カ
マ
ン
ド
ロ
ス
で
､
『
イ
リ
ア

ス
』
の
随
所
に
出
て
く
る
｡
こ
こ
で
デ
ィ
ド
ロ
が
考
え
て
い
る
の
は
､
同
第
二
一
巻
に
相
違
な
い
｡
こ
こ
は
ア
キ
レ
ウ
ス
が
獅
子
奮
迅
の
働
き
を

し
て
､
ト
ロ
イ
ア
軍
の
戦
士
た
ち
の
屍
で
こ
の
川
を
埋
め
て
い
く
場
面
で
あ
る
｡

(140)

こ
れ
ら
が
す
べ
て
ロ
ー
マ
史
の
人
物
で
あ
る
こ
と
に
注
意
せ
よ
｡
コ
シ
ャ
ン
C
ト
a
r
-
e
s
･
N
i
c
O
-
a
s
C
R
ヨ
三
2
冨
○
が
ア
カ
デ
､
､
､
-
の
事
務
局

長
だ
っ
た
世
紀
中
葉
に
歴
史
画
の
威
光
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
運
動
が
あ
り
､
そ
の
と
き
教
化
的
内
容
を
含
ん
だ
ロ
ー
マ
史
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
注

目
さ
れ
た
(
そ
の
後
､
フ
ラ
ン
ス
史
か
ら
も
題
材
が
と
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
)
｡
c
f
.
F
R
A
岩
A
S
T
E
L
-
名
.
C
h
㌻
p
.
-
彗
.

(141)

近
世
の
文
学
に
描
か
れ
た
古
代
人
に
つ
い
て
､
そ
の
姿
の
変
わ
り
よ
う
に
古
代
人
本
人
が
驚
く
と
い
う
発
想
は
､
若
い
頃
の
ポ
ワ
ロ
ー
の
小
品

『
小
説
の
主
人
公
た
ち
の
対
話
b
訂
訂
g
莞
計
∽
短
㌣
0
∽
熟
知
O
m
§
』
(
初
稿
が
書
か
れ
た
の
が
一
六
六
五
年
頃
)
に
あ
る
｡

(誓

う
ル
ー
ス
の
百
科
事
典
に
よ
れ
ば
､
ヌ
ヴ
ェ
ー
ル
の
陶
器
は
十
六
世
紀
よ
り
発
展
し
､
華
や
か
な
色
彩
と
絵
画
を
絵
付
け
し
た
デ
ザ
イ
ン
を
特
色

と
す
る
｡
『
百
科
全
書
』
図
版
篇
の
.
-
F
a
y
a
n
c
e
r
i
e
.
-
の
頃
は
､
フ
ラ
ン
ス
で
最
初
に
(
た
だ
し
イ
タ
リ
ア
人
の
手
に
よ
っ
て
)
陶
器
が
作
ら
れ

た
の
が
ヌ
ヴ
ェ
ー
ル
で
あ
る
､
と
し
て
い
る
(
こ
の
頃
の
p
.
-
)
｡
こ
こ
で
は
､
ヌ
ヴ
ェ
ー
ル
の
色
彩
や
装
飾
の
華
や
か
な
鉢
(
p
O
t
)
と
､
形
は

よ
い
が
地
味
な
花
瓶
(
く
a
S
e
)
を
対
比
し
て
い
る
も
の
､
と
解
す
る
｡

(響

こ
こ
の
議
論
に
は
､
『
私
生
児
対
話
』
第
三
に
お
け
る
､
｢
性
格
c
a
r
a
c
t
㌢
e
s
と
境
遇
c
O
n
d
i
t
i
O
n
S
｣
の
対
比
の
議
論
の
反
映
を
読
み
取
る
こ

と
が
で
き
る
｡
こ
れ
は
新
し
い
劇
と
し
て
の
｢
真
面
目
な
ジ
ャ
ン
ル
｣
に
関
し
て
､
性
格
を
基
礎
と
し
て
組
み
立
て
る
の
で
は
な
く
､
境
遇
に
基

二九



三〇

盤
を
置
ぺ
べ
き
だ
､
と
い
う
趣
旨
を
展
開
す
る
議
論
で
あ
る
｡
｢
作
品
の
基
礎
を
な
す
べ
き
は
､
境
遇
で
あ
り
､
境
遇
の
も
た
ら
す
義
務
､
利
益
､

困
難
で
あ
る
｡
思
う
に
､
こ
の
手
立
て
は
､
性
格
と
い
う
手
立
て
に
較
ペ
て
よ
り
豊
か
で
､
よ
り
範
囲
が
広
く
､
よ
り
有
用
で
あ
る
｡
性
格
な
ら

ば
､
そ
れ
が
少
し
で
も
誇
張
さ
れ
る
と
､
観
客
は
A
應
れ
は
わ
た
し
で
は
な
い
∀
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
し
か
し
､
〔
境
遇
を
基
盤
と
し
て
劇

が
作
ら
れ
て
い
る
と
〕
､
目
の
前
で
演
じ
ら
れ
て
い
る
状
態
が
自
分
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
目
を
つ
ぶ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
.
､
自
ら
の
義
務
を
無

視
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
｡
耳
に
し
た
こ
と
を
我
が
身
に
当
て
は
め
て
み
る
こ
と
が
､
絶
対
に
必
要
な
の
で
あ
る
｣
(
く
e
r
n
i
㌣
e
一
p
.
-
芦
-
対

話
篇
だ
が
文
語
的
に
訳
し
た
)
｡
な
お
､
翌
年
〓
七
五
八
)
に
出
版
さ
れ
る
『
劇
詩
論
』
で
は
､
そ
の
第
一
三
章
が
｢
性
格
｣
に
充
て
ら
れ
て
い

る
が
､
こ
こ
に
見
ら
れ
た
｢
境
遇
｣
と
の
対
比
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
｡
こ
の
違
い
に
つ
い
■
て
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ

ち
､
『
劇
詩
論
』
で
は
劇
作
法
の
専
門
用
語
と
し
て
の
｢
性
格
｣
を
取
り
上
げ
て
論
じ
て
い
る
が
､
『
私
生
児
対
話
』
で
は
現
実
に
存
在
す
る
作
例

に
お
け
る
性
格
の
誇
張
と
い
う
事
実
に
注
目
し
て
､
A
境
遇
に
よ
る
劇
作
∀
を
主
張
し
た
｡
こ
の
主
張
の
根
底
に
あ
る
考
え
､
す
な
わ
ち
､
一
人

ひ
と
り
の
観
客
が
舞
台
の
ド
ラ
マ
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
受
け
と
め
る
よ
う
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
､
と
い
う
考
え
は
消
え
た
わ
け
で
は
な
い
｡

こ
の
理
想
は
｢
真
面
目
な
ジ
ャ
ン
ル
｣
の
主
張
の
動
機
を
な
す
も
の
で
あ
り
､
い
ま
の
わ
れ
わ
れ
の
文
脈
で
言
え
ば
､
ジ
ャ
ン
ル
画
の
擁
護
と
い

う
形
を
と
っ
て
表
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡

∽
已
0
コ
計
】
ヨ
顎
.
p
｣
-
甲
今
春
か
な
い
と
､
そ
の
考
え
が
帰
っ
て
こ
な
い
か
も
し
れ
な
い
､
と
い
う
発
言
は
､
デ
ィ
ド
ロ
自
身
が
｢
老
人
型
｣

の
思
想
家
で
は
な
く
､
霊
感
型
の
思
想
家
で
あ
り
､
作
家
で
あ
っ
た
こ
と
を
証
し
て
い
て
､
面
白
い
｡
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R
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n
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0
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-
当
P
(
う
ろ
覚
え
に
よ
る
も
の
で
､
当
該
箇
所
を
見
つ
け
だ
す

こ
と
が
で
.
き
な
か
っ
た
)
｡


