
ガ
ダ
マ
一
に
お
け
る
｢
遊
戯
｣
概
念

｢
出
来
事
｣
と
し
て
の
作
品
な
ら
び
に
解
釈
に
つ
い
て

大

石

昌

史

芸
術
作
品
の
経
験
を
､
主
観
的
な
｢
体
験
｣
の
美
学
に
お
け
る
美
と
の
連
関
か
ら
､
宗
教
的
､
世
俗
的
な
諸
契
機
を
包
摂
し
た
解

釈
学
的
経
験
と
し
て
真
理
と
の
連
関
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
ガ
ダ
マ
一
に
お
い
て
､
｢
遊
戯
(
S
p
i
e
〓
｣
概
念
は
､
独
特
な

結
接
点
と
し
て
の
位
置
を
占
め
る
表
は
､
そ
の
主
著
『
真
警
方
法
訪
お
い
て
､
室
r
k
亡
n
g
(
影
響
作
用
〔
活
動
〕
)
･
-
●

､
卓
i
r
k
〓
c
h
k
e
こ
(
現
実
性
〔
活
動
的
現
実
〕
)
､
､
と
連
関
す
る
｢
活
動
的
現
実
態
｣
と
し
て
の
､
卓
e
r
k

(
作
品
)
;
概
念
と
､

｢
演
奏
｣
･
｢
演
技
｣
･
｢
演
出
｣
を
も
意
味
し
､
そ
れ
が
｢
理
解
｣
を
前
提
と
す
る
こ
と
に
お
い
て
ミ
A
u
s
-
e
g
u
コ
g
､
､
と
重
な

り合うミlnterpretatiOコ(解釈)-､概撃を､｢運動｣.｢演技｣二上演｣●｢莞｣の意味を包含する.
せ
i
e
-
e
n
-
S
p
i
e
l
(
遊
些
､
､
概
念
を
通
じ
て
結
び
付
け
る
｡
即
ち
､
芸
術
経
験
の
美
学
を
包
摂
す
る
彼
の
解
釈
学
に
お
い
て

語
ら
れ
る
遊
戯
は
､
表
現
を
本
質
と
す
る
芸
術
作
品
､
お
よ
び
､
人
間
存
在
の
歴
史
性
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
現
実
的
な
テ
ク

ス
ト
理
解
､
こ
れ
ら
両
者
を
結
ぶ
概
念
な
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
遊
戯
は
､
｢
存
在
の
出
来
事
(
S
e
-
n
s
く
O
r
g
a
コ
g
)
｣
と
し
て
生

起
す
る
芸
術
作
品
の
存
在
様
態
､
ま
た
､
｢
影
響
作
用
史
(
W
i
r
k
亡
n
g
S
g
e
S
C
h
i
c
h
t
e
)
の
出
来
事
｣
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
理
解
､

さ
ら
に
､
｢
意
味
の
生
起
〔
出
来
事
〕

(
S
i
n
n
g
e
s
c
h
e
h
e
n
)
｣
の
主
体
と
し
て
の
｢
言
葉
｣
を
規
定
す
る
も
の
と
な
る
｡

一
二
九



〓
二
〇

本
論
考
は
､
近
代
自
然
科
学
の
影
響
の
下
に
理
解
の
た
め
の
｢
方
法
｣
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
解
釈
を
｢
真
理
の
経
験
｣
と
し
て

捉
え
直
そ
う
と
す
る
ガ
ダ
了
の
『
真
理
と
方
法
』
を
主
た
.
る
対
象
璧
遊
戯
な
ら
び
に
そ
れ
と
連
関
す
る
諸
概
念
を
導
き
の
糸
と

し
て
､
彼
の
芸
術
作
品
お
よ
び
解
釈
一
般
に
関
す
る
理
論
を
検
討
し
､
解
釈
に
お
い
て
生
起
す
る
作
品
存
在
の
｢
出
来
事
性
(
E
r
l

e
i
g
n
-
s
c
h
a
r
a
k
t
e
こ
｣
を
呈
示
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
｡
論
述
の
構
成
は
､
第
1
章
に
お
い
て
､
遊
戯
を
本
質
的
な
存
在

様
態
と
す
る
芸
術
作
品
の
存
在
論
を
､
そ
し
て
､
第
2
章
に
お
い
て
､
遊
戯
と
連
関
す
る
上
演
性
､
.
対
話
性
を
本
質
と
す
る
解
釈
､

な
ら
び
に
､
そ
の
地
平
を
形
成
す
る
言
葉
の
遊
戯
に
つ
い
て
の
主
張
を
検
討
す
る
と
い
う
形
を
と
る
｡
こ
れ
ら
の
倹
討
を
通
じ
て
､
･

遊
戯
と
し
て
の
作
品
と
い
う
主
張
が
､
遊
戯
･
表
現
･
上
演
･
解
釈
の
連
関
に
基
づ
き
､
表
現
の
現
在
性
､
作
品
の
上
演
性
､
上
演

と
し
て
の
解
釈
へ
と
位
相
を
転
じ
な
が
ら
､
作
品
と
解
釈
と
の
本
質
的
連
関
､
即
ち
､
作
品
と
は
解
釈
に
お
い
て
生
起
す
る
歴
史
的

〔
時
間
的
〕
な
出
来
事
で
あ
る
と
す
る
芸
術
の
存
在
論
的
規
定
が
導
出
さ
れ
る
｡
ガ
ダ
マ
Ⅰ
の
解
釈
学
的
考
察
は
､
そ
の
核
心
と
な

る
主
張
の
多
く
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
.
の
存
在
撃
へ
Ⅰ
ゲ
ル
の
弁
証
醤
鞍
㌻
っ
て
は
い
る
が
､
芸
術
作
品
な
ら
び
に
解
釈
を
､

｢
遊
戯
｣
お
よ
び
そ
れ
と
連
関
す
る
概
念
を
通
じ
て
､
端
的
に
､
存
在
が
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
｢
出
来
事
｣
と
し
て
捉
え
る

点
に
お
い
て
独
自
の
意
義
を
有
す
る
も
の
と
言
え
よ
う
｡

ー
･
芸
術
作
品
の
存
在
論

ー
･
1

体
験
の
美
学
か
ら
作
品
の
存
在
論
へ

a

美
学
の
主
観
性
と
｢
美
的
判
別
｣

ガ
ダ
マ
ー
は
､
『
真
理
と
方
法
』
に
お
い
て
､
独
自
の
芸
術
作
品
に
関
す
る
存
在
論
的
考
察
に
先
立
っ
て
､
近
代
美
学
を
導
い
て



き
た
｢
趣
味
｣
､
｢
天
才
｣
､
｢
体
験
｣
に
関
す
る
概
念
史
的
考
察
二
㌣
u
;
=
.
)
(
辞
展
開
す
る
｡
.
そ
れ
を
通
じ
て
､
彼
は
､
美
な

ら
び
に
芸
術
に
関
す
る
自
律
的
な
哲
学
領
域
と
し
て
の
｢
感
性
論
｣
と
し
て
始
ま
っ
た
｢
美
学
(
卸
∽
t
h
e
t
i
k
)
｣
が
､
カ
ン
ト
に

よ
る
趣
味
判
断
の
普
遍
妥
当
性
の
主
張
を
通
じ
て
｢
主
観
的
｣
に
基
礎
づ
け
ら

を
芸
術
作
品
と
み
芋
｢
体
験
の
美
学
｣
へ
と
至
る
過
程
を
跡
づ
け
て
い
短

れ
宗
来
､
美
的
体
験
の
相
関
者
で
あ
る
も
の
の
み

そ
し
て
､
体
験
の
美
学
を
本
質
的
に
規
定
し
て
い
る

と
こ
ろ
の
､
作
品
の
本
来
有
し
て
い
た
宗
教
的
､
世
俗
的
な
機
能
を
度
外
視
し
､
専
ら
美
的
な
質
に
基
づ
い
て
芸
術
作
品
を
捉
え
る

美
的
意
識
の
抽
象
作
用
を
｢
美
的
判
別
㌫
s
t
h
e
t
i
s
c
h
e

U
n
t
e
r
s
c
h
e
i
d
u
n
g
)
｣
と
名
づ
け
る
(
S
●
0
0
こ
｡
し
か
し
､
作
品

を
そ
の
本
来
の
世
界
か
ら
引
き
離
し
､
鑑
賞
者
の
美
的
意
識
に
対
し
て
時
代
を
超
え
て
｢
共
時
的
(
s
i
ヨ
u
〓
a
n
〓

;
f
.
S
.

買
)
(
が
存
在
せ
し
め
る
美
的
判
別
は
､
近
代
的
芸
術
観
の
反
映
と
し
て
歴
史
的
に
限
定
さ
れ
た
態
度
で
あ
る
享
S
.
ヨ
｡

そ
れ
故
､
芸
術
作
品
の
本
質
を
捉
え
る
た
め
に
は
､
作
品
の
持
つ
象
徴
的
な
機
能
に
注
目
し
､
美
よ
り
も
む
し
ろ
真
理
と
芸
術
作
品

と
が
連
関
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
結
果
､
芸
術
作
品
を
他
の
事
物
か
ら
区
別
す
る
明
確
な
原
理
を
欠
く
こ
と
に
な
る

が
､
そ
の
よ
う
な
能
菱
を
､
彼
は
､
｢
美
的
無
判
別
;
i
c
h
t
仁
n
t
e
r
S
C
h
e
i
d
u
n
g
)
｣
と
呼
び
(
S
.
≡
)
､
積
極
的
に
自
ら
の

(岨

立
場
と
す
る
｡

b

体
験
美
学
に
対
す
る
批
判

芸
術
作
品
を
､
美
的
体
験
に
お
い
て
美
的
対
象
へ
と
結
び
つ
け
る
た
め
の
単
な
る
｢
空
白
形
式
(
｢
e
e
r
f
O
r
⊇
こ
｣
と
し
て
捉
え

(‖)

る
体
験
美
学
の
問
題
点
は
､
芸
術
作
品
の
｢
統
l
性
｣
が
絶
え
ず
変
化
す
る
体
験
の
｢
瞬
間
性
(
P
u
n
k
t
u
a
〓
t
餌
こ
｣

へ
と
解
消

さ
れ
､
そ
れ
と
と
も
に
､
芸
術
家
お
よ
び
享
受
者
の
｢
同
一
性
｣
も
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
あ
る
(
c
f
.
S
.
呂
f
.
)
｡
こ
の
よ

う
に
絶
え
ず
変
化
す
る
瞬
間
へ
と
解
消
す
る
体
験
の
美
学
に
対
し
て
､
芸
術
作
品
の
経
験
の
認
識
性
を
主
張
す
る
ガ
ダ
マ
I
は
､
作

品
経
験
を
､
統
一
的
に
形
成
さ
れ
た
作
品
を
介
し
て
､
歴
史
的
な
限
定
性
の
中
で
営
ま
れ
る
｢
自
己
理
解
㌫
i
c
h
完
r
S
t
e
h
e
n
¶

〓
二
一



〓
二
二

S
e
-
b
s
t
く
e
r
S
t
師
コ
d
n
-
s
)
｣
と
し
て
捉
え
､
こ
の
自
己
理
解
と
し
て
の
作
品
経
験
に
お
い
て
､
我
々
は
､
｢
体
験
の
不
連
続
性
･
と

瞬
間
性
を
､
〔
自
己
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
〕
我
々
の
現
存
在
の
連
続
性
に
よ
っ
て
止
揚
す
る
の
で
あ
る
｣
〓
㌣
父
〓
と
す
る
｡
我

我
は
､
認
識
と
し
て
の
芸
術
経
験
に
お
い
て
､
自
己
と
は
異
な
る
作
品
と
出
会
う
の
で
あ
り
､
作
品
は
､
美
的
体
験
の
内
に
美
的
意

識
の
相
関
者
と
し
て
の
み
存
す
る
美
的
対
象
で
は
な
い
｡
そ
れ
故
､
独
特
な
存
在
性
格
を
有
す
る
芸
術
作
品
の
解
明
に
は
､
美
的
意

識
の
分
析
で
は
な
く
､
存
在
論
的
考
察
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
､
彼
は
､
｢
構
想
力
と
悟
性
の
遊
動
〔
遊
戯
〕
｣

(
カ
ン
ト
)
や

｢
遊
戯
衝
動
｣

(
シ
ラ
ー
)
と
い
っ
た
主
観
内
部
の
運
動
性
と
は
区
別
さ
れ
た
､
表
現
の
乳
在
性
と
し
て
の
｢
遊
戯
｣
概
念
を
､
芸

(毯

術
作
品
の
存
在
様
腰
〔
在
り
方
〕
(
S
e
i
n
s
w
e
i
s
e
)
を
端
的
に
示
す
も
の
と
し
て
提
示
す
る
の
で
あ
る
｡

1
･
2

作
品
の
存
在
様
態
と
し
て
の
遊
戯

8

存
在
論
的
遊
戯
概
念

-
運
動
の
表
現
性

芸
術
経
験
に
お
い
て
不
変
に
持
続
す
る
と
こ
ろ
の
｢
主
体
(
S
u
b
j
e
k
こ
｣
は
､
芸
術
を
経
験
す
る
者
の
主
体
性
〔
主
観
性
〕
で

は
な
く
､
芸
術
作
品
そ
の
も
の
で
あ
る
(
S
.
冨
)
｡
同
様
に
､
｢
遊
戯
｣

の
主
体
も
､
遊
戯
者
で
は
な
く
､
遊
戯
そ
の
も
の
で
あ
る

(
S
●
纂
f
f
●
)
｡
遊
戯
は
､
遊
ぶ
と
同
時
に
遊
ば
れ
る
､
即
ち
､
能
動
的
で
あ
る
と
同
時
に
受
動
的
な
｢
中
動
相
(
ヨ
e
d
i
a
〓
｣

的
性
格
を
有
し
(
S
■
諾
)
､
遊
戯
者
が
遊
ぶ
の
で
は
な
く
､
遊
戯
自
ら
が
遊
ぶ
こ
と
に
お
い
て
､
遊
戯
者
は
そ
の
支
配
下
に
置
か
れ

る
(
S
.
-
O
N
)
の
で
あ
る
｡
そ
の
よ
う
な
遊
戯
の
本
質
規
定
を
､
ガ
ダ
マ
ー
は
､
｢
光
｣
や
｢
波
｣
や
｢
色
｣
の
戯
れ
等
の
.
.
S
p
i
e
-

(
遊
戯
)
､
､
の
比
喩
的
用
例
の
検
討
を
通
じ
て
､
そ
れ
が
語
源
的
に
ミ
T
a
n
z

(
舞
踏
)
､
､
に
結
び
付
い
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
な

が
ら
､
｢
ど
こ
で
終
わ
る
の
か
目
標
の
は
っ
き
り
し
な
い
往
復
運
動
｣

で
あ
る
と
す
る
(
S
.
岩
)
｡
こ
の
絶
え
ず
繰
り
返
さ
れ
る

｢
往
復
運
動
;
-
e

B
e
w
e
g
u
n
g

d
e
s

H
i
n
亡
n
d

H
e
r
こ
に
お
い
て
は
､
誰
が
遊
ぶ
か
は
問
題
で
は
な
く
､
｢
遊
ば
れ
る



(
g
e
s
p
i
e
〓
)
｣
こ
と
､
即
ち
､
｢
生
起
す
る
(
s
-
c
h

a
b
s
p
i
e
-
e
三
｣
こ
と
自
体
が
問
題
な
の
で
あ
る
(
S
●
憲
)
｡

と
こ
ろ
で
､
彼
は
､
遊
戯
者
を
通
じ
て
遊
戯
自
ら
が
遊
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
､
遊
戯
は
自
己
を
｢
表
現
〔
呈
示
〕

(
d
a
r
s
t
e
〓
e
コ
)
｣

す
る
の
だ
(
S
●
-
宍
こ
と
す
る
｡
こ
の
よ
う
に
遊
戯
が
｢
自
己
表
現
(
∽
e
;
s
t
d
a
r
s
t
e
〓
u
コ
g
)
｣
と
連
関
づ
け
ら
れ
る
の
は
､

そ
れ
が
､
過
ぎ
去
り
ゆ
く
も
の
で
は
な
く
､
自
ず
か
ら
生
ず
る
往
復
運
動
と
し
て
｢
反
復
(
W
i
e
d
e
r
h
O
-
u
n
g
)
｣
さ
れ
る
､
即
ち
､

｢
遊
動
の
反
復
〔
往
復
〕

;
a
s

H
i
n

u
n
d

H
e
r

d
e
r

S
p
i
e
;
e
w
e
g
u
n
g
)
｣
に
お
い
て
､
自
己
の
存
在
を
表
現
し
て
い

る
と
捉
え
ら
れ
る
が
故
に
で
あ
り
､
彼
は
､
｢
自
己
表
現
は
自
然
の
ひ
と
つ
の
普
遍
的
な
存
在
様
相
;
e
i
n
s
a
s
p
e
k
こ
で
あ
る
｣

(
S
-
岩
ご
と
す
る
｡
し
か
し
､
そ
れ
が
､
目
的
や
意
図
を
欠
い
た
自
然
の
遊
戯
で
あ
る
限
り
.
は
､
何
者
か
に
対
す
る
表
現
で
は
な

く
､
存
在
の
自
己
呈
示
と
し
て
､
言
わ
ば
､
無
内
容
な
表
現
に
他
な
ら
な
い
｡
こ
の
場
合
､
｢
運
動
｣
即
ち
｢
表
現
｣
な
の
で
あ
る
｡

彼
は
､
芸
術
作
品
を
遊
戯
と
し
て
捉
え
る
前
提
と
し
て
遊
戯
を
表
現
と
連
関
づ
け
る
の
で
あ
り
､
そ
れ
は
､
論
証
的
態
度
と
い
う
よ

り
は
､
自
然
の
遊
戯
を
芸
術
の
模
範
と
捉
え
る
伝
統
的
な
思
想
の
継
承
で
あ
る
｡
彼
は
､
F
･
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
以
下
の
よ
う
な
一

文
を
引
い
て
い
る
｡
｢
芸
術
の
あ
ら
ゆ
る
聖
な
る
遊
戯
は
､
世
界
の
永
遠
の
遊
戯
､
永
遠
に
自
ら
を
形
成
し
て
ゆ
く
芸
術
作
品
の
遠

い
模
倣
(
N
a
c
h
b
〓
d
u
n
g
)
に
過
ぎ
な
い
｣

(S･-○こ

b

人
間
の
遊
戯
-
1
遊
戯
か
ら
演
劇
へ

以
上
の
よ
う
な
遊
戯
一
般
の
本
質
規
定
か
ら
､
ガ
ダ
マ
ー
は
､
｢
競
技
｣
一
般
の
遊
戯
性
や
遊
戯
に
お
け
る
｢
危
険
｣
の
要
素
を

指
摘
し
た
(
S
●
-
○
】
f
.
)
後
に
､
一
定
の
｢
規
則
｣
に
服
し
､
｢
何
か
(
e
t
w
a
s
)
｣
を
遊
ぶ
こ
と
と
し
て
の
人
間
の
遊
戯
の
特
徴

と
し
て
､
何
を
遊
ぶ
か
選
ば
れ
る
こ
と
(
選
択
性
)
､
遊
戯
世
界
が
限
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
(
限
定
性
)
､
目
的
連
関
と
は
無
関
係

に
達
成
す
べ
き
課
題
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
(
課
題
性
)
を
あ
げ
る
㌫
.
-
O
N
f
.
)
｡
そ
し
て
､
｢
遊
戯
｣
と
｢
演
技
｣
と
が
同
一
の

語
に
よ
っ
て
意
味
さ
れ
る
西
欧
語
の
特
性
を
活
か
し
な
が
ら
､
人
間
の
遊
戯
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

一
三
三



〓
二
四

｢
遊
戯
の
自
己
表
現
は
､
遊
戯
者
が
何
か
を
遊
ぶ
〔
演
じ
る
〕
､
即
ち
､
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
彼
独
特
の
自
己
表
現
に
達

す
る
こ
と
に
お
い
て
実
現
す
る
｡
遊
ぶ
こ
と
が
常
に
表
現
す
る
こ
と
で
あ
る
が
故
に
こ
そ
､
人
間
の
遊
戯
は
表
現
す
る
こ
と
そ
の

も
の
の
中
に
遊
戯
の
課
題
を
見
出
し
得
る
の
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
表
現
す
る
遊
戯
〔
演
技
〕
.
;
a
r
s
t
e
〓
e
n
d
e
s
S
p
i
e
〓

と
名
づ
け
ざ
る
を
得
な
い
遊
戯
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
｡
｣

(
S
･
】
烹
こ

人
間
の
遊
戯
が
､
自
ら
選
択
し
､
限
定
さ
れ
た
遊
戯
世
界
に
お
け
る
課
題
の
実
現
と
し
て
の
｢
自
己
表
現
｣
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
､

意
志
的
に
選
択
し
､
劇
的
世
界
に
お
い
て
あ
る
役
を
表
現
す
る
｢
演
劇
｣
と
の
連
関
が
導
き
出
さ
れ
る
(
c
f
●
S
●
-
○
芦
)
｡
自
足
し

た
｢
遊
戯
と
し
て
の
遊
戯
｣

(
S
･
-
○
ご
が
他
者
に
見
せ
る
た
め
の
遊
戯
と
し
て
の
｢
演
劇
(
S
c
h
a
u
s
p
i
e
〓
｣
へ
と
転
じ
る
､

(吐

即
ち
､
自
己
実
現
と
し
て
の
表
現
か
ら
｢
観
客
〔
観
る
者
〓
N
u
s
c
h
a
u
e
r
こ
の
た
め
の
表
現
へ
と
転
じ
る
こ
と
が
､
遊
戯
が
芸

術
と
な
る
こ
と
で
あ
る
｡
そ
の
際
､
遊
戯
を
見
つ
つ
そ
れ
に
｢
参
与
二
e
ニ
ト
a
b
e
n
こ
し
て
い
る
観
客
は
､
｢
祭
祀
宗
亡
-
こ
｣

に
典
型
的
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
､
遊
戯
の
中
に
引
き
込
ま
れ
､
役
を
演
じ
て
い
る
演
技
者
と
と
も
に
遊
戯
の
構
成
契
機
と
化
し
､
そ

こ
に
､
両
者
を
包
含
し
た
遊
戯
と
し
て
の
祭
祀
(
K
u
=
s
p
i
e
〓
あ
る
い
は
演
劇
が
生
起
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
｢
遊
戯
の
出
来

事
〔
演
劇
の
上
演
〕

(
S
p
-
e
-
く
O
r
g
a
▲
n
g
〓
(
S
･
-
更
こ
に
お
い
て
､
観
客
に
対
し
て
､
遊
戯
者
〔
演
技
者
〕
の
行
為
か
ら
切
り

離
す
こ
と
が
で
き
､
｢
理
解
｣
さ
れ
る
べ
き
｢
意
味
内
容
(
S
i
n
n
g
2
ト
a
=
こ
(
S
J
O
ご
が
明
ら
か
と
な
り
､
演
劇
と
し
て
の

遊
戯
の
｢
意
味
の
全
体
(
S
i
n
n
g
a
n
N
e
S
)
｣
㌫
.
-
宝
こ
が
表
現
さ
れ
る
｡
そ
れ
故
､
観
客
の
み
が
､
｢
遊
戯
が
遊
戯
で
あ
る
と

こ
ろ
の
も
の
｣
即
ち
｢
表
現
｣
と
い
う
出
来
事
を
成
就
さ
せ
る
の
で
あ
り
(
c
f
●
S
●
】
〇
三
､
観
客
の
内
で
､
遊
戯
は
､
｢
観
念
性

〓
d
2
a
〓
t
警
こ

へ
と
高
め
ら
れ
､
芸
術
と
し
て
の
演
劇
へ
と
転
じ
る
の
で
あ
る
｡

C

遊
戯
の
作
品
化

-

形
像
へ
の
変
容

ガ
ダ
マ
ー
は
､
一
回
限
り
の
自
己
表
現
と
し
て
の
人
間
の
遊
戯
が
､
観
客
の
た
め
の
表
現
と
し
て
､
そ
の
｢
意
味
｣
を
明
ら
か
に



す
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
反
復
可
能
な
｢
芸
術
作
品
｣
へ
と
転
換
す
る
こ
と
を
､
｢
形
像
〔
形
成
物
〕
へ
の
変
容
(
く
e
r
w
a
蔓
u
コ
g

i
n
s

G
e
b
〓
d
e
)
｣
と
呼
ぶ
(
S
･
-
莞
こ
｡
そ
し
て
､
以
下
の
よ
う
に
続
け
る
｡

｢
こ
の
転
換
に
よ
っ
て
初
め
て
､
遊
戯
は
そ
の
観
念
性
を
獲
得
し
､
遊
戯
〔
演
技
〕
と
し
て
思
念
さ
れ
､
理
解
さ
れ
得
る
も
の
と

な
る
｡
そ
う
な
っ
て
初
め
て
､
遊
戯
は
､
遊
戯
者
の
表
現
行
為
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
も
の
と
し
て
自
ら
を
示
し
､
遊
戯
者
〔
演
技

者
〕
が
演
じ
る
も
の
の
純
粋
な
現
象
の
う
ち
に
存
す
る
こ
と
に
な
る
｡
こ
う
し
た
現
象
と
し
て
の
遊
戯
は
､
-
即
興
の
よ
う
な

予
測
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
を
含
め
て
-
原
理
的
に
反
復
可
能
で
あ
り
､
そ
の
限
り
で
永
続
的
;
-
e
i
b
e
n
d
)
な
も
の
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
遊
戯
〔
演
技
〕
は
､
作
品
と
し
て
の
性
格
､
つ
ま
り
､
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
〔
活
動
〕
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
､
エ
ル
ゴ

ン
〔
所
産
〕
と
し
て
の
性
格
も
有
す
る
｡
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
､
私
は
形
像
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
｡
｣
(
S
･
-
≡
●
)

こ
の
よ
う
に
｢
形
像
｣
へ
と
変
容
を
遂
げ
､
芸
術
作
品
と
化
し
た
遊
戯
は
､
表
現
〔
上
演
〕
す
る
者
､
観
る
者
､
作
者
の
い
ず
れ
に

も
従
属
す
る
こ
と
な
く
､
端
的
な
｢
自
律
性
;
u
-
O
n
O
ヨ
i
e
)
｣
を
有
し
て
い
る
(
S
●
-
〇
三
｡
即
ち
､
単
な
る
自
己
表
現
と
し

て
の
運
動
が
､
意
味
を
持
っ
た
演
劇
と
化
す
こ
と
に
よ
っ
て
､
遊
戯
は
､
そ
れ
に
参
与
す
る
者
の
意
識
を
包
越
し
た
自
律
的
な
出
来

事
と
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
遊
戯
に
お
け
る
出
来
事
の
自
律
性
の
主
張
が
､
主
観
内
部
の
運
動
と
し
て
の
遊
戯
と
ガ
ダ
マ
ー
の
遊
戯

概
念
と
を
端
的
に
分
つ
も
の
で
あ
る
｡

1
･
3

芸
術
の
表
現
性
(
象
徴
と
し
て
の
作
品
)

a

芸
術
の
真
理
性
-
真
な
る
も
の
へ
の
変
容

遊
戯
の
作
品
化
と
し
て
の
｢
形
像
へ
の
変
容
｣
は
､
単
な
る
｢
変
化
(
く
2
r
詳
d
e
r
u
n
g
こ
で
は
な
く
､
全
く
別
な
｢
真
な

る
存
在
｣
へ
と
全
面
的
に
変
わ
る
こ
と
､
即
ち
､
｢
真
な
る
も
の
へ
の
変
容
(
く
2
r
W
a
n
d
-
u
コ
g

i
n
s

W
a
h
r
e
)
｣
で
あ
る

〓
二
五



〓
二
六

(
S
∴
○
票
.
)
｡
そ
こ
に
お
い
て
は
､
演
技
者
〔
遊
戯
者
〕
も
､
ま
た
､
我
々
の
生
き
て
い
る
現
実
の
世
界
も
と
も
に
存
在
し
な
く

な
り
､
存
在
す
る
の
は
､
演
技
者
を
通
じ
て
｢
演
じ
ら
れ
〔
遊
ば
れ
〕
て
い
る
こ
と
;
a
s

G
e
s
p
i
e
〓
e
こ
の
み
で
あ
る
｡

｢
遊
戯
〔
演
技
〕
の
表
現
に
お
い
て
､
本
質
〔
何
で
あ
る
か
〕

(
w
a
s

i
s
こ
が
現
れ
出
る
｡
そ
こ
に
お
い
て
､
そ
れ
以
外
の
場

合
に
は
常
に
隠
蔽
さ
れ
逃
れ
出
て
い
く
も
の
が
､
取
り
出
さ
れ
､
明
る
み
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
｣

(S･-○こ

(凰

こ
の
｢
真
な
る
も
の
｣

へ
と
変
容
を
遂
げ
た
遊
戯
に
お
い
て
現
れ
出
る
も
の
の
真
理
性
を
支
え
て
い
る
の
は
､
自
然
科
学
的
な
命
題

の
真
理
を
支
え
て
い
る
客
観
的
な
｢
妥
当
性
｣
や
｢
正
確
性
｣
で
は
な
く
､
遊
戯
に
参
与
し
､
｢
形
像
〔
形
成
物
〕
｣

へ
と
変
容
を

遂
げ
た
遊
戯
世
界
､
即
ち
､
芸
術
作
品
の
世
界
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
い
る
者
の
意
識
に
他
な
ら
な
い
｡

｢
遊
戯
が
そ
の
経
過
の
統
一
性
に
お
い
て
自
己
を
完
全
に
語
り
尽
く
す
と
こ
ろ
の
芸
術
作
品
の
世
界
は
､
実
際
に
､
全
く
変
容
を

遂
げ
た
世
界
で
あ
る
｡
こ
の
世
界
を
前
に
す
る
と
(
a
n

d
e
r

W
e
〓
)
､
誰
も
が
､
そ
の
よ
う
に
世
界
は
存
在
し
て
い
る
の
だ

(
s
O

i
s
t

e
s
)
､
と
認
識
す
る
の
で
あ
る
｡
…
…
こ
の
〔

｢
(
形
像
へ
の
)
変
容
｣
と
い
う
〕
概
念
に
よ
っ
て
､
い
わ
ゆ
る
現

実
が
〔
未
だ
〕
変
容
さ
れ
ざ
る
も
の
と
し
て
､
ま
た
､
芸
術
が
こ
の
現
実
を
そ
の
真
理
性
(
W
a
h
r
h
e
i
こ

へ
と
止
揚
す
る
も
の

と
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
｣

(
S
●
】
莞
こ

b

模
倣
と
表
現

-

観
る
者
と
の
本
質
的
連
関

芸
術
を
真
理
と
連
関
づ
け
る
ガ
ダ
マ
ー
の
主
張
の
背
後
に
は
､
彼
の
｢
模
倣
｣
に
お
け
る
認
識
の
契
機
の
強
調
が
働
い
て
い
る
｡

彼
は
､
従
来
芸
術
一
般
を
規
定
し
て
き
た
｢
ミ
メ
ー
シ
ス
〔
模
倣
的
再
現
〕

(
M
i
ヨ
e
S
i
s
.
N
a
c
h
a
h
ヨ
u
コ
g
)

｣
と
い
う
概
念
が
､

本
来
｢
舞
踏
と
し
て
､
神
的
な
る
も
の
の
表
現
で
あ
る
と
こ
ろ
の
遊
戯
｣
と
連
関
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
指
摘
し
(
S
･
-
○
∞
)
､

さ
ら
に
､
そ
れ
を
､
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
の
｢
現
存
在
(
D
a
s
e
i
n
)
｣
お
よ
び
そ
れ
を
｢
認
識
｣
す
る
者
と
の
開
陳
を
包
含
す

る
概
念
で
あ
る
と
規
定
す
る
｡



｢
模
倣
的
演
技
〔
物
ま
ね
〕
の

(
m
i
ヨ
i
s
c
h
)

根
源
的
関
係
は
､
表
現
さ
れ
た
事
柄
が
存
在
す
る

〓
s
t

d
a
)

と
い
う
こ
と

だ
け
で
は
な
く
､
表
現
さ
れ
た
事
柄
が
よ
り
本
来
的
に
現
に
存
在
す
る
に
至
る

〓
n
s

Da

k
O
ヨ
ヨ
e
n
)

こ
と
を
も
含
意
し
て

い
る
の
で
あ
る
｡
模
倣
と
表
現
〔
呈
示
〕
は
､
模
写
的
反
復
;
b
b
〓
d
e
コ
d
e

W
i
e
d
e
r
h
O
言
コ
g
)
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
は
な

く
､
本
質
的
存
在
(
W
e
s
e
n
一
の
認
識
で
あ
る
｡
単
な
る
反
復
で
は
な
く
､
『
取
り
出
し
(
H
e
r
く
O
r
h
O
-
u
n
g
)
』
で
あ
る
が
故

に
､
模
倣
と
表
現
の
内
に
は
観
る
者
〔
観
客
〕
も
同
時
に
含
め
て
考
え
ら
れ
て
い
る
｡
模
倣
と
表
現
は
､
表
現
が
向
け
ら
れ
て
い

る
全
て
の
人
と
の
本
質
的
連
関
を
自
己
の
内
に
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
｡
｣

(
S
∴
〇
三

芸
術
作
品
を
生
み
出
す
模
倣
と
表
現
は
､
｢
削
除
｣
や
｢
強
調
｣
を
通
じ
て
､

｢
本
質
的
存
在
｣
を
｢
取
り
出
し
｣
て
｢
示
す

(
N
e
-
g
e
コ
)
｣
こ
と
で
あ
り
(
S
.
-
烹
こ
､
こ
の
模
倣
を
通
じ
た
表
現
が
現
実
の
も
の
と
な
る
た
め
に
は
､
作
品
に
呈
示
〔
表
現
〕

さ
れ
た
も
の
を
そ
れ
と
し
て
､
そ
の
本
質
に
お
い
て
把
捉
す
る
､
即
ち
､
｢
再
認
識
(
W
i
e
d
e
r
e
r
k
e
コ
n
u
コ
g
〓

(
c
f
･
S
･
-
○
0
0

玉

f
f
.
)

す
る
観
客
､
解
釈
者
を
本
質
的
に
必
要
と
す
る
｡
こ
れ
は
､
逆
か
ら
言
え
ば
､
観
客
､
解
釈
者
を
前
に
し
た
時
に
初
め
て
､

作
品
は
そ
の
表
現
を
成
就
す
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
観
る
者
と
の
本
質
的
な
連
関
を
有
す
る
表
現
の
認
識
論
的
構
造
を
背
景
と

し
て
､
ガ
ダ
マ
ー
は
､
観
客
が
､
表
現
と
し
て
の
遊
戯
の
出
来
事
を
成
就
さ
せ
る
の
だ
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
｡

C

表
現
の
現
在
性

-

象
徴
と
し
て
の
作
品

｢
自
己
表
現
性
｣
､
｢
形
像
へ
の
変
容
｣
､
お
よ
び
｢
観
る
者
と
の
本
質
的
連
関
｣
と
い
う
規
定
を
介
し
て
､
ガ
ダ
マ
ー
は
､
｢
遊

戯
｣
と
し
て
の
芸
術
作
品
の
認
識
的
契
機
､
真
理
と
の
連
関
を
主
張
す
る
｡
し
か
し
､
こ
れ
は
､
芸
術
作
品
を
､
対
像
を
｢
指
示

;
e
r
w
e
i
s
e
n
)
｣
す
る
単
な
る
｢
記
号
(
N
e
i
c
h
e
n
)
｣
と
み
な
す
の
で
は
な
く
､
自
己
の
存
在
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
｢
代
表(汀)

〔
再
現
〕
完
e
p
r
㍍
s
e
コ
t
a
t
i
O
n
こ
機
能
を
果
す
｢
象
徴
㌫
y
ヨ
b
O
〓
｣
と
み
な
す
こ
と
に
な
る
(
c
f
●
A
S
.
S
.
巴
f
f
.
)
｡
彼

は
､
自
己
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
場
に
な
い
も
の
を
現
前
さ
せ
る
｢
象
徴
｣
を
､
表
現
の
現
在
と
し
て
の
｢
遊
戯
｣
と
連
関
す

一
三
七



〓
二
八

る
概
念
で
あ
る
(
c
f
●
A
S
.
S
.
急
こ
と
す
る
｡

(過

し
か
し
､
表
現
の
現
在
性
と
し
て
の
芸
術
作
品
の
規
定
が
､
所
謂
｢
上
演
芸
術
｣
以
外
に
も
妥
当
し
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
こ

で
､
彼
は
､
絵
画
に
典
型
的
に
示
さ
れ
､
ま
た
､
彫
刻
や
建
築
に
お
い
て
も
共
通
し
て
認
め
ら
れ
る
｢
像
(
B
〓
d
こ
に
関
す
る
存

在
論
的
考
察
を
展
開
し
(
S
･
-
N
0
0
f
ニ
､
表
現
の
現
在
性
と
い
う
規
定
が
｢
造
形
芸
術
｣
一
般
に
妥
当
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
｡
･
彼

に
よ
れ
ば
､
芸
術
作
品
に
お
い
て
呈
示
さ
れ
る
｢
像
｣
は
､
｢
原
像
言
r
b
〓
d
)
｣
を
指
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
機
能
を
終
え

る
と
こ
ろ
の
｢
模
像
(
A
b
b
〓
d
)
｣
で
は
な
い
(
S
･
-
∽
O
f
f
･
)
｡
芸
術
作
品
に
お
け
る
像
は
､
固
有
の
｢
現
実
性
｣
を
有
し
､
像

を
通
じ
て
の
み
､
原
像
が
表
現
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
｢
表
現
す
る
も
の
(
像
)
｣
に
お
い
て
｢
表
現
さ
れ
た
も
の
(
原

像
)
｣
は
｢
存
在
の
増
大
(
N
u
w
a
c
h
s
〓
を
得
る
の
で
あ
り
､
像
は
､
原
像
か
ら
の
存
在
の
｢
流
出
(
E
ヨ
a
n
a
t
i
O
コ
)
｣
､
ま

た
､
｢
〔
原
像
と
し
て
の
〕
イ
デ
ア
そ
の
も
の
の
現
れ
｣
と
考
え
ら
れ
る
(
S
.
-
〕
買
)
｡
そ
れ
故
､
造
形
芸
術
に
お
け
る
｢
像
｣

も
ま
た
､
｢
表
現
と
い
う
存
在
の
出
来
事
｣

㌫
･
2
)
で
あ
り
､
｢
遊
戯
｣
概
念
の
検
討
を
通
じ
て
確
認
さ
れ
た
芸
術
作
品
の
存

在
性
格
を
共
有
す
る
の
で
あ
る
｡

さ
ら
に
､
彼
は
､
上
演
芸
術
と
造
形
芸
術
の
中
間
に
位
置
す
る
文
芸
作
品
に
つ
い
て
も
､
･
読
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
そ
の
本
来

の
表
現
に
達
す
る
と
す
そ
理
解
し
っ
つ
読
む
こ
と
は
､
一
種
の
｢
再
生
〔
再
生
産
〕
;
e
p
r
O
d
u
k
t
i
O
n
)
｣
と
し
て
の
｢
解
釈

〔
演
奏
〕
〓
n
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
O
n
)
｣
で
あ
り
､
そ
れ
に
よ
っ
て
､
｢
読
ま
れ
る
内
容
が
表
現
に
も
た
ら
さ
れ
る
ひ
と
つ
の
出
来
事

(
G
2
S
C
h
2
h
2
三
｣
な
の
で
あ
る
(
S
･
-
禁
こ
｡
そ
し
て
､
｢
全
て
の
推
移
的
二
r
a
n
s
i
t
O
r
i
s
c
h
)
な
芸
術
〔
上
演
芸
術
〕
の

本
源
的
な
在
り
方
｣
を
表
す
こ
の
｢
再
生
｣
こ
そ
､
｢
芸
術
一
般
の
存
在
様
式
｣
を
範
例
的
に
示
す
も
の
で
あ
り
㌫
.
-
琵
{
.
)
､
芸

術
作
品
と
は
､
｢
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
の
現
存
在
｣

(
S
∴
N
ご
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
こ
こ
か
ら
､
芸
術

作
品
一
般
に
つ
い
て
､
表
現
の
現
在
性
と
し
て
の
遊
戯
､
即
ち
､
｢
上
演
性
｣
が
帰
結
す
る
｡



1
･
4

作
品
と
そ
の
上
演

(
巡
り
来
る
祝
祭
の
暗
)

a

作
品
の
上
演
性

(19)

作
品
の
｢
上
溝
〓
A
u
f
f
詳
r
u
コ
g
)
｣
を
作
品
そ
の
も
の
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
出
来
ず
､
む
し
ろ
上
演
を
通
じ
て
の
み
､
作
品

そ
の
も
の
と
出
会
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
ち
ょ
う
ど
祭
祀
を
通
じ
て
神
的
な
存
在
と
出
会
ケ
の
と
同
じ
こ
と
で
あ

る
(
c
f
･
S
･
〓
O
f
･
)
｡
作
品
を
表
現
へ
と
も
た
ら
す
｢
媒
介
(
く
e
r
ヨ
i
t
二
u
コ
g
)
｣
と
し
て
の
上
演
は
､
｢
全
面
的
二
〇
t
a
〓
｣

な
媒
介
が
成
功
し
た
場
合
に
ほ
､
媒
介
す
る
も
の
が
自
己
の
媒
介
性
を
止
揚
す
る
(
S
.
〓
三
の
で
あ
り
､
｢
上
演
｣
即
ち
｢
作
品
｣

な
の
で
あ
る
｡
上
演
が
､
そ
れ
自
体
と
し
て
主
題
化
さ
れ
､
問
題
と
な
る
の
は
､
多
く
の
上
演
例
を
持
つ
作
品
が
批
評
の
対
象
と

さ
れ
る
場
合
､
そ
れ
も
全
面
的
な
媒
介
に
失
敗
し
た
場
合
で
あ
り
､
し
か
し
､
そ
れ
に
よ
っ
て
も
､
作
品
が
上
演
と
は
別
に
存
在
す

る
も
の
と
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い

(
c
f
-
S
-
〓
♪
∽
ヨ
こ
｡
い
か
に
多
様
な
上
演
が
み
ら
れ
る
と
し
て
も
､
そ
れ
ら
は
､
一
つ
の
作

品
の
上
演
で
あ
る
限
り
は
､
作
品
の
持
つ
｢
拘
束
力
(
く
e
r
b
i
n
d
l
i
c
h
k
e
i
こ
｣
に
服
し
て
お
り
､
｢
正
し
い
(
･
r
i
c
h
t
i
g
こ

上
演
た
ろ
う
と
し
て
い
る
(
S
･
〓
∽
㌣
)
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､
作
品
は
､
上
演
に
お
い
て
の
み
､
｢
現
存
在
へ
と
立
ち
い
で
る
〓
コ
S
-

D
a
s
2
i
ヲ
T
r
e
t
e
n
こ

;
･
〓
〓
の
で
あ
り
､
｢
自
己
自
身
を
表
現
に
も
た
ら
す
｣

(
S
.
〓
三
の
で
あ
る
｡

b

作
品
の
時
間
性

｢
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
の
現
存
在
｣
あ
る
い
は
｢
現
存
(
P
r
許
e
コ
Z
こ

(
S
.
-
∽
こ
と
し
て
の
作
品
は
､
そ
の
つ
ど
､
そ
の

つ
･
ど
の
上
癌
､
解
釈
に
お
い
て
､
｢
時
間
｣
の
内
に
こ
そ
｢
現
わ
(
D
a
)
｣
な
も
の
と
し
て
｢
存
在
(
s
e
i
n
)
｣
す
る
｡
即
ち
､
上

演
､
解
釈
を
通
じ
て
生
起
す
る
作
品
は
､
本
質
的
に
｢
時
間
性
(
N
e
i
t
〓
c
h
k
e
i
t
こ
を
有
し
て
い
る
(
c
f
●
S
●
〓
竺
f
.
)
｡

｢
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
自
己
の
存
在
を
有
す
る
と
い
う
美
的
存
在
㌫
s
t
h
e
t
i
s
c
h
e
s

S
e
i
n
〉
に
特
有
な
時
間
性
は
､

一
三
九



一
四
〇

そ
れ
が
再
現
さ
れ
る
場
合
に
､
自
立
的
で
き
わ
立
っ
た
現
象
と
し
て
実
存
す
る
(
e
已
s
t
e
n
t

w
i
r
d
)
の
で
あ
る
｡
｣

(
S
.

-
N
｣
)

作
品
は
､
永
遠
な
る
も
の
と
し
て
超
時
間
的
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
､
上
演
を
通
じ
て
､
時
間
の
内
に
そ
の
つ
ど
｢
現
在
石
?

g
e
n
w
a
r
こ
｣

(
S
･
-
N
こ
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
の
起
源
が
は
る
か
過
去
の
作
品
で
あ
っ
て
も
､
作
品
と
し
て
経
験
さ
れ
る
時
､
そ

れ
は
､
経
験
す
る
者
､
即
ち
､
｢
そ
の
場
に
臨
む
(
D
a
b
2
i
s
2
i
n
こ
(
S
t
=
∞
)
者
と
｢
同
時
(
g
-
e
i
c
ト
z
2
i
こ
g
)
｣
声

(迎

-Nこ

に
存
在
す
る
も
の
と
な
る
｡

こ
の
､
言
わ
ば
｢
同
時
的
現
在
性
｣
に
お
い
て
現
実
化
す
る
作
品
の
経
験
は
､
巡
り
来
る
｢
祝
祭
(
F
e
s
t
こ
(
c
f
.
S
.
〓
ご
∴

A
S
･
S
･
∽
N
f
f
･
)

の
時
に
似
た
､
空
虚
に
流
れ
去
る
日
常
的
な
時
間
に
対
す
る
｢
充
実
し
た
(
e
r
f
巴
〓
)
時
間
｣

(
A
S
.
S
.

冨
f
･
)
を
現
出
せ
し
め
る
こ
と
に
な
る
｡
作
品
は
､
時
間
性
を
有
す
る
が
故
に
､
現
実
化
さ
れ
､
表
現
へ
と
達
す
る
た
め
に
上
演
､

解
釈
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
､
そ
れ
は
､
時
間
そ
の
も
の
が
意
味
を
持
っ
た
出
来
事
で
充
た
さ
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
｡
即
ち
､
上

演
､
解
釈
を
通
じ
て
時
間
の
内
に
存
在
す
る
作
品
と
は
､
時
間
そ
の
も
の
を
充
実
さ
せ
る
｢
存
在
の
出
来
事
｣
に
他
な
ら
な
い
｡

し
か
し
､
作
品
を
そ
の
上
演
､
解
釈
に
お
い
て
捉
え
る
こ
と
は
､
エ
ル
ゴ
ン
〔
所
産
〕
と
し
て
の
作
品
を
再
び
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
〔
活

動
〕
と
し
て
の
遊
戯
へ
と
還
元
す
る
こ
と
に
な
り
､
そ
れ
に
よ
っ
て
､
一
つ
の
作
品
が
､
時
間
の
内
の
多
様
な
る
上
演
へ
と
解
消
し

て
し
ま
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
か
｡

C

作
品
の
同
一
性

そ
こ
で
､
ガ
ダ
マ
ー
は
､
そ
の
つ
ど
､
そ
の
つ
ど
上
演
さ
れ
る
と
い
う
時
間
性
を
固
有
の
存
在
性
格
と
す
る
作
品
の
｢
同
一
性

〓
d
e
n
t
i
t
㍍
こ
｣

に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

｢
〔
芸
術
作
品
〕
自
身
㌫
e
-
b
s
こ
は
､
様
々
に
変
化
す
る
局
面
;
s
p
e
k
こ

へ
と
自
己
を
開
放
す
る
と
い
っ
て
も
､
そ
れ



は
自
ら
の
同
l
性
を
失
う
と
い
う
形
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
｡
作
品
は
､
こ
う
し
た
様
々
な
局
面
の
全
て
の
内
に
存
し
て

い
る
｡
こ
れ
ら
の
局
面
は
､
全
て
作
品
に
帰
属
し
て
い
る
｡
全
て
､
作
品
と
同
時
に
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｣

(
S
･
〓
ヱ

作
品
は
､
多
様
な
る
上
演
へ
と
分
裂
､
解
体
す
る
の
で
は
な
く
､
全
て
の
上
演
を
そ
の
内
に
包
含
し
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
｡

従
っ
て
､
我
々
は
､
多
様
な
る
上
演
を
通
じ
て
同
一
の
作
品
と
の
出
会
い
を
繰
り
返
す
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
ち
ょ
う
ど
､
時
代
と

と
も
に
祭
る
者
が
異
な
っ
た
と
し
て
も
､
祭
祀
に
お
い
て
は
､
神
的
な
も
の
と
の
出
会
い
が
繰
り
返
さ
れ
る
の
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
作
品
の
｢
解
釈
学
的
同
一
性
｣
(
A
S
.
S
.
∽
N
)
は
､
時
代
ど
と
に
異
な
っ
た
人
々
に
よ
っ
て
祭
ら
れ
る
こ
と
を
通
じ
て

そ
こ
に
臨
在
す
る
神
の
同
一
性
と
同
じ
よ
う
に
､
保
た
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
彼
は
､
｢
遊
戯
｣
は
､
意
味
を
持
っ
た
全
体

〔
観
念
的
統
一
体
〕
と
し
て
繰
り
返
し
演
じ
ら
れ
､
理
解
さ
れ
得
る
が
故
に
｢
形
像
｣
で
あ
り
､
ま
た
同
時
に
､
｢
形
像
｣
は
､
そ

(且

の
つ
ど
演
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
完
全
な
存
在
を
得
る
が
故
に
｢
遊
戯
｣
で
あ
る

(
c
f
■
S
●
〓
こ
､
と
両
者
の
一
体
性
を

語
る
の
で
あ
る
｡
即
ち
､
エ
ル
ゴ
ン
と
し
て
の
作
品
(
形
像
)

は
､
同
時
に
､
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
と
し
て
の
上
演
(
遊
戯
)
な
の
で
あ

り
､
両
者
は
､
と
も
に
表
現
の
現
在
と
し
て
の
｢
存
在
の
出
来
事
｣
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
｡

ー
･
5

作
品
の
存
在
か
ら
解
釈
の
経
験
へ

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
､
芸
術
作
品
の
存
在
様
態
と
し
て
の
遊
戯
は
､
作
品
一
般
の
上
演
性
へ
と
帰
着
す
る
｡
表
現
を
本
質
と
す

る
芸
術
作
品
は
､
そ
れ
に
参
与
す
る
者
を
包
含
し
た
遊
戯
､
即
ち
､
上
演
､
鑑
賞
に
お
い
て
現
実
的
な
も
の
と
な
り
､
こ
の
作
品
の

現
実
化
は
､
時
間
の
内
に
生
起
す
る
存
在
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
｡
と
こ
ろ
で
､
｢
美
学
は
解
釈
学
へ
と
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い｣

㌫
二
S
)
と
す
る
ガ
ダ
マ
一
に
よ
れ
ば
､
解
釈
学
は
こ
の
よ
う
な
芸
術
作
品
の
経
験
を
も
包
摂
し
た
も
の
で
あ
り
､
そ
こ
で
､

雪
次
に
は
､
彼
の
歴
史
的
な
テ
ク
ス
ト
を
対
象
に
し
た
解
釈
一
般
に
関
す
る
理
論
が
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
以
上
の
考
察
が
､

一
四
一



一
四
二

｢
作
品
の
存
在
｣
に
定
位
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
､
以
下
の
考
察
は
､
｢
解
釈
の
経
験
｣
に
定
位
し
た
も
の
と
な
る
｡
し

か
し
､
後
に
み
る
よ
う
に
､
解
釈
が
上
演
と
し
て
捉
え
ら
れ
､
作
品
と
上
演
と
が
区
別
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
れ
ば
､
作
品
と
解
釈
と

は
同
じ
一
っ
の
出
来
事
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
面
か
ら
眺
め
て
い
る
に
過
ぎ
な
く
な
る
｡
実
際
､
彼
に
よ
れ
ば
､
解
釈
と
は
｢
テ
ク
ス
ト

の
意
味
の
生
起
〔
出
来
事
〕
(
S
i
コ
コ
g
2
S
C
h
e
h
e
n
こ
(
S
･
-
諾
-
･
)
を
経
験
す
る
こ
と
で
あ
り
､
作
品
な
ら
び
に
解
釈
の
理
論
の

検
討
を
通
じ
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
､
両
者
の
｢
出
来
事
性
{
E
r
2
i
g
コ
i
s
c
ト
a
r
a
k
-
2
こ
｣
二
㌣
血
豆
二
で
あ
る
｡
彼
は
､
芸
術

作
品
と
解
釈
の
対
象
と
な
る
テ
ク
ス
ト
と
の
共
通
性
に
つ
い
て
､
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
芸
術
作
品
の
存
在
は
遊
戯
で
あ
り
､
そ
れ
は
観
る
者
に
よ
る
受
容
;
亡
f
n
a
h
ヨ
e
)
に
よ
っ
て
初
め
て
完
結
す
る
も
の
で
あ
る
｡

同
様
に
､
テ
ク
ス
エ
般
に
つ
い
て
も
､
理
解
す
る
こ
と
に
お
い
て
初
め
て
､
死
せ
る
意
味
の
痕
跡
の
生
き
た
意
味
へ
の
回
帰

(
R
詳
k
く
e
r
W
a
n
d
-
u
コ
g
)
が
生
起
す
る
の
で
あ
る
｡
｣

(
S
.
】
盟
こ

2

解
釈
の
地
平

2
･
1

解
釈
の
場

a

存
在
論
的
｢
先
行
｣
構
造
-
解
釈
学
的
循
環

芸
術
作
品
一
般
を
含
め
た
広
義
の
テ
ク
ス
ト
の
意
味
は
､
解
釈
を
通
じ
て
明
ら
か
と
な
る
｡
し
か
し
､
そ
も
そ
も
｢
理
解
(
く
e
r
s
t
e
.

h
e
n
〓
と
し
て
の
｢
解
釈
;
u
s
-
e
g
u
n
g
こ
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
､
｢
伝
承
(
ぎ
e
r
〓
e
f
e
r
u
n
g
〓
を
通
じ
て
､

｢
先
行
判
断
〔
先
入
見
〕
(
く
O
r
u
r
-
e
i
〓
｣
と
い
う
形
で
テ
ク
ス
ト
の
意
味
が
｢
先
取
〔
予
科
〕
;
n
t
i
N
i
p
a
t
i
O
コ
)
｣
さ
れ
､

室

｢
先
行
把
握

(
く
O
r
g
r
i
f
ニ
｣
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
ガ
ダ
マ
ー
は
､
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
倣
っ
て
､
主
張
す
る



(
c
f
●
S
●
N
g
f
f
.
)
｡
そ
れ
故
､
｢
解
釈
学
的
循
環
(
N
i
r
k
e
〓

｣
と
は
､
伝
統
的
な
解
釈
学
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う

な
､
｢
個
別
〔
部
分
〕
｣
と
｢
全
体
｣
と
の
相
互
規
定
的
関
係
に
基
づ
く
｢
解
釈
の
規
則
｣

(
S
●
N
謡
)
と
し
て
の
｢
方
法
的
｣
な

循
環
で
ほ
な
く
､
解
釈
者
が
､
既
に
､
テ
ク
ス
ト
の
理
解
を
可
能
に
し
､
ま
た
､
限
定
す
る
と
こ
ろ
の
先
行
判
断
に
囚
わ
れ
て
い
る

と
い
う
｢
存
在
論
的
｣
な
構
造
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
S
.
N
ヨ
)
｡

そ
も
そ
も
解
釈
が
営
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
は
､
解
釈
者
が
既
に
､
そ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
歴
史
的
状
況
､
即
ち
､
前
の
時
代
か

ら
伝
え
ら
れ
て
き
た
も
の
を
テ
ク
ス
ト
解
釈
を
通
じ
て
現
実
化
し
､
そ
し
て
､
後
の
時
代
へ
と
伝
え
て
い
く
｢
伝
承
｣

の
運
動
の
内

(為

に
実
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡
ガ
ダ
マ
ー
は
､
歴
史
的
な
テ
ク
ス
ト
を
対
象
に
し
て
､
伝
承
と
解
釈
と
を
め
ぐ
る

循
環
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
循
環
と
は
､
…
…
伝
承
の
運
動
と
解
釈
者
の
運
動
の
相
互
遊
動
〔
互
い
の
中
へ
働
き
合
う
こ
と
〕

(
l
コ
e
i
n
a
コ
d
e
r
s
p
i
e
〓

と
し
て
の
理
解
を
記
述
し
た
も
の
で
あ
る
｡
我
々
の
テ
ク
ス
ト
理
解
を
導
く
意
味
の
先
取
は
､
主
観
性
か
ら
生
じ
た
行
為
で
は
な

く
､
我
々
を
伝
承
に
結
び
つ
け
て
い
る
共
通
性
〓
い
e
ヨ
e
i
コ
S
a
ヨ
k
e
i
こ
か
ら
規
定
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
の
共
通
性
は
､

絶
え
ざ
る
形
成
の
過
程
に
あ
る
伝
承
と
の
我
々
の
関
わ
り
(
く
e
r
h
警
t
n
i
s
)
に
お
い
て
把
捉
さ
れ
る
｡
…
…
我
々
が
理
解
と
い

う
こ
と
を
な
し
､
伝
承
の
生
起
昌
b
e
r
〓
e
f
e
r
u
コ
g
S
g
e
S
C
h
e
h
e
n
)

に
関
与
し
､
そ
し
て
､
こ
の
関
与
す
る
こ
と
を
通
じ
て

こ
の
伝
承
を
自
ら
さ
ら
に
進
ん
で
規
定
し
て
い
く
限
り
に
お
い
て
､
我
々
が
共
通
性
そ
の
も
の
を
作
り
上
げ
る
の
で
あ
る
｡
｣

(
S
.
N
ヨ
)

従
っ
て
､
伝
承
の
運
動
の
内
に
実
存
す
る
解
釈
者
は
､
理
解
に
お
け
る
存
在
論
的
な
構
造
契
機
と
し
て
の
循
環
を
自
ら
引
き
受
け
､

伝
承
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
自
己
と
の
共
通
性
を
作
り
上
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
自
己
を
解
釈
の
生
起
す
る
場

と
し
て
の
歴
史
そ
の
も
の
に
結
び
付
け
る
こ
と
に
な
る
｡



一
四
四

b

対
象
性
と
帰
属
性
の
｢
闇
｣

我
々
が
そ
の
内
に
在
り
､
ま
た
､
.
我
々
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
伝
承
さ
れ
て
い
く
歴
史
は
､
様
々
な
テ
ク
ス
ト
を
包
含
し
た
､
言
わ

ば
｢
動
き
つ
つ
あ
る
場
｣
で
あ
る
｡
し
か
し
､
伝
承
さ
れ
た
個
々
の
テ
ク
ス
ト
は
､
我
々
と
は
異
な
っ
た
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
生

ま
れ
た
も
の
で
あ
り
､
そ
の
理
解
は
､
共
通
性
と
し
て
の
｢
伝
統
(
→
r
a
d
i
二
〇
コ
)
｣
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
と
は
い
え
､
テ

ク
ス
ト
と
我
々
と
の
問
に
は
｢
時
間
的
な
隔
た
り
;
b
s
t
a
n
d
こ
が
存
在
す
る
(
c
f
-
S
●
N
謡
f
f
-
)
｡
ガ
ダ
マ
ー
は
､
伝
承
さ
れ

た
歴
史
的
な
テ
ク
ス
ト
は
､
我
々
か
ら
隔
た
っ
た
｢
疎
遠
〓
r
e
ヨ
d
こ
な
｢
対
象
｣
で
あ
る
と
同
時
に
､
共
通
の
伝
統
に
｢
帰
属
｣

し
て
い
る
｢
親
密
;
e
r
t
r
a
u
こ
｣
な
も
の
で
あ
り
､
こ
の
｢
対
象
性
(
G
e
g
e
n
s
t
餅
n
d
ゴ
c
h
k
e
i
こ
｣
と
｢
帰
属
性
(
N
u
･

雪

g
e
h
賢
i
g
k
e
i
こ
｣
と
の
｢
間
(
N
w
i
s
c
h
e
n
)
｣
に
解
釈
の
働
く
｢
真
の
場
石
r
こ
｣
が
存
す
る
㌫
･
N
3
)
と
す
る
｡

歴
史
的
な
テ
ク
ス
ト
を
､
対
象
性
と
帰
属
性
の
間
に
位
置
づ
け
る
解
釈
に
お
い
て
｢
現
実
的
〔
に
作
用
す
る
活
動
的
〕
な
意
味

;
e
r

w
i
r
k
〓
c
h
e

S
i
ヨ
こ
｣
は
､
対
象
化
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
の
生
み
出
さ
れ
た
歴
史
的
状
況
の
み
な
ら
ず
､
解
釈
者
自
身
の

歴
史
的
状
況
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
て
お
り
､
従
っ
て
､
両
者
が
と
も
に
帰
属
す
る
歴
史
過
程
全
体
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
(
c
f
.
S
.
N
0
0
三
｡
そ
れ
故
､
解
釈
と
は
､
超
時
間
的
な
対
象
認
識
で
は
な
く
､
対
象
化
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
解
釈
者
を
と
も

に
包
含
す
る
歴
史
を
場
と
し
て
時
間
の
内
に
生
起
す
る
理
解
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
｡

2
･
2

影
響
作
用
史
と
地
平
融
合

a

影
響
作
用
史

-

解
釈
学
的
状
況

時
代
を
隔
て
た
歴
史
的
な
テ
ク
ス
ト
を
自
己
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
対
象
化
す
る
と
同
時
に
､
自
己
と
テ
ク
ス
ト
と
が
共
に
帰
属

し
て
い
る
伝
統
を
現
実
化
す
る
解
釈
の
営
み
は
､
単
な
る
テ
ク
ス
ト
理
解
に
と
ど
ま
ら
ず
､
理
解
そ
れ
自
体
が
､
｢
歴
史
の
現
実
性



〔
活
動
的
現
実
〕
｣
を
呈
示
す
る
と
こ
ろ
の
惑
響
作
用
史
の
出
来
事
;
i
n
w
i
r
k
u
n
g
s
閃
2
S
C
h
-
c
b
七
i
c
h
e
r

く
O
r
g
a
n
g
)
｣

と
な
る
(
c
f
･
S
●
N
0
0
貿
f
.
)
｡
ガ
ダ
マ
ー
は
､
素
朴
な
｢
歴
史
主
義
(
H
i
s
t
O
r
i
s
m
u
s
〉
｣
を
批
判
し
っ
つ
以
下
の
よ
う
に
述
べ

る｡

｢
現
実
的
に
〔
真
に
〕
歴
史
学
的
;
i
s
t
O
r
i
s
c
h
)
な
思
惟
は
､
自
己
の
歴
史
性
(
G
e
s
c
h
i
c
h
t
〓
c
h
k
e
〓
)
を
共
に
思
惟

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
は
､
…
…
客
体
に
お
い
て
､
自
己
の
内
に
あ
る
他
な
る
も
の
;
a
s

A
コ
d
2
r
2
d
e
s

E
i
g
e
n
e
n
)

を
､
そ
し
て
､
一
な
る
も
の
;
a
s

E
i
n
e
)
を
他
な
る
も
の
と
同
様
に
認
識
す
る
こ
と
を
学
ぶ
の
で
あ
る
｡
真
の
歴
史
学
的
対

象
は
､
お
よ
そ
対
象
な
ど
で
は
な
く
､
こ
の
一
な
る
も
の
と
他
な
る
も
の
と
の
統
一
で
あ
り
､
そ
こ
に
お
い
て
､
歴
史
の
現
実
性

が
､
歴
史
理
解
(
g
e
s
c
h
i
c
h
t
〓
c
h
e
s

く
e
r
s
t
e
h
e
n
)
の
現
実
性
と
同
じ
よ
う
に
成
立
す
る
よ
う
な
､
ひ
と
つ
の
関
わ
り
で

あ
る
｡
事
柄
に
適
切
な
る
解
釈
学
で
あ
れ
ば
､
理
解
そ
の
も
の
の
中
で
､
歴
史
の
現
実
性
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
｡
私
は
､
こ
こ
で
要
求
さ
れ
て
い
る
も
の
を
『
影
響
作
用
史
』
と
名
づ
け
る
｡
｣

(
S
.
N
0
0
〕
)

彼
は
､
｢
影
響
作
用
史
｣
の
意
識
は
､
｢
歴
史
的
存
在
｣
と
し
て
の
人
間
の
本
質
に
根
ざ
す
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
は
､
端
的
に
は
､

｢
対
象
｣
化
で
き
な
い
｢
状
況
(
S
i
t
u
a
t
i
O
コ
)
｣
の
内
に
自
ら
を
見
出
す
､
即
ち
､
｢
そ
こ
に
お
い
て
､
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
伝
承
と
対
面
し
て
い
る
自
分
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
解
釈
学
的
状
況
｣
の
意
識
で
あ
る
(
S
.
N
∞
ご
と
す
る
｡
こ
の
｢
解
釈
学

的
状
況
｣
に
お
い
て
､
他
者
と
し
て
の
対
象
の
理
解
が
同
時
に
自
己
理
解
で
あ
る
よ
う
な
出
来
事
が
生
起
す
る
の
で
あ
り
､
解
釈
者

が
既
に
そ
の
内
に
｢
関
わ
り
｣
を
持
っ
て
置
か
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
状
況
､
即
ち
､
歴
史
そ
の
も
の
は
､
歴
史
の
内
に
生
き
る
者

に
よ
っ
て
は
対
象
化
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
こ
に
､
解
釈
が
生
起
す
る
歴
史
的
状
況
の
｢
地
平
｣
と
し
て
の
性
格
が
現
れ
て
く

る
(
c
f
.
S
.
N
∞
票
f
.
)
｡

b

地
平
融
合



一
四
六

｢
状
況
｣
と
い
.
う
概
念
に
は
､
｢
一
点
か
ら
見
え
る
も
の
全
て
を
包
括
し
､
包
囲
す
る
よ
う
な
視
圏
(
G
e
s
i
c
h
t
s
k
r
e
i
s
)
｣

;
･
N
票
)
と
し
て
の
｢
地
平
(
H
O
r
i
z
O
コ
t
こ
と
い
う
概
念
が
本
質
的
に
含
ま
れ
て
い
る
､
と
ガ
ダ
マ
ー
は
言
う
｡
彼
に
よ
れ

ば
､
｢
地
平
を
持
つ
｣
と
は
､
｢
身
近
な
も
の
に
局
限
さ
れ
ず
に
､
そ
れ
を
超
え
出
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
り
､

ま
た
､
｢
地
平
を
持
っ
て
い
る
人
｣
と
は
｣
そ
の
｢
地
平
の
内
部
に
あ
る
全
て
の
事
物
の
意
義
を
､
近
さ
と
遠
キ
大
き
さ
と
小
さ

さ
と
い
う
点
で
､
正
当
に
評
価
す
る
こ
と
が
で
き
る
｣
人
の
こ
と
で
あ
る
(
S
●
N
0
0
三
｡
し
か
し
､
こ
の
地
平
は
､
各
人
､
各
時
代

に
固
有
の
｢
閉
ざ
さ
れ
た
｣
も
の
で
は
な
く
､
｢
我
々
が
そ
の
内
に
さ
ま
よ
い
つ
つ
入
り
込
む
;
-
コ
e
-
n
w
a
n
d
e
r
n
)
も
の
で
あ

り
､
我
々
と
と
も
に
さ
ま
よ
っ
て
い
く
す
i
t
w
a
n
d
e
r
コ
)
｣
､
即
ち
､
｢
動
き
つ
つ
あ
る
｣
も
の
な
の
で
あ
る
(
S
.
N
宕
)
｡
伝

承
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
理
解
と
は
､
｢
〔
も
ろ
も
ろ
の
疎
遠
な
世
界
と
自
分
自
身
の
世
界
と
が
〕
一
緒
に
な
っ
て
一
つ
の
大
き
な
､

内
発
的
に
動
く
地
平
を
形
成
す
る
｣

(
S
.
N
0
0
∞
)
こ
と
で
あ
り
､
｢
そ
れ
だ
け
で
存
在
し
て
い
る
〓
賢

s
i
c
h

s
e
i
e
n
d
)
か
の

如
く
思
わ
れ
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
地
平
が
融
合
(
く
e
r
s
c
h
ヨ
e
-
N
u
n
g
)
し
て
く
る
出
来
事
〔
過
程
〓
く
O
r
g
a
コ
g
こ

(S●N00三

な
の
で
あ
る
｡
こ
の
理
解
と
い
う
出
来
事
に
お
い
て
､
テ
ク
ス
ト
の
地
平
と
解
釈
者
の
地
平
と
が
融
合
し
､
一
つ
の
｢
現
実
的
〔
活

動
的
〕
｣
な
地
平
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
り
､
そ
こ
に
お
い
て
､
テ
ク
ス
ト
の
現
実
的
な
意
味
が
明
ち
か
と
な
る
｡

2
･
3

解
釈
の
上
洩
性
と
対
話
的
構
造

a

適
用
の
上
演
性

理
解
と
し
て
の
解
釈
が
､
あ
る
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
生
起
す
る
テ
ク
ス
ト
と
解
釈
者
の
｢
地
平
融
合
｣
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
時
､

そ
の
解
釈
は
､
解
釈
者
の
置
か
れ
て
い
る
状
況
へ
の
｢
適
用
;
コ
W
e
n
d
e
コ
.
A
p
p
〓
k
a
t
i
O
n
)

｣
と
い
う
意
味
を
持
つ

(
c
f
.

S
･
N
害
f
f
･
)
｡
こ
の
解
釈
に
お
け
る
現
実
へ
の
適
用
性
の
契
機
は
､
実
践
的
な
法
律
解
釈
や
聖
書
解
釈
に
お
い
て
は
自
明
の
こ
と
で



あ
り
な
が
ら
､
理
解
と
解
釈
の
連
関
の
み
を
強
調
し
､
理
論
的
な
態
度
を
事
と
す
る
文
献
学
的
､
歴
史
学
的
解
釈
学
､
即
ち
､
従
来

の
精
神
科
学
的
解
釈
学
に
お
い
て
は
無
視
さ
れ
て
き
た
､
と
ガ
ダ
マ
ー
は
指
摘
す
る
｡

｢
法
律
で
あ
れ
福
音
で
あ
れ
､
テ
ク
ス
ト
は
､
そ
れ
を
適
切
に
理
解
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
､
即
ち
､
テ
ク
ス
ト
の
要
求
に
相
応

し
く
理
解
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
､
各
瞬
間
に
､
即
ち
､
各
具
体
的
状
況
ど
と
に
､
新
た
に
､
そ
し
て
､
別
様
な
仕
方
で
理
解
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
場
合
､
理
解
す
る
こ
と
は
､
常
に
既
に
､
適
用
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
｡
｣

(
S
●
N
¢
N
)

こ
の
｢
具
体
的
な
状
況
｣

へ
の
｢
適
用
｣
を
本
質
と
す
る
｢
実
践
知
〔
知
慧
〕

(
フ
ロ
ネ
ー
ソ
ス
)
｣
は
､
対
象
の
本
質
理
解

(盈

と
し
て
の
｢
理
論
知
〔
知
識
〕

(
ソ
フ
ィ
ア
⊥
｣
と
は
異
な
っ
た
｢
知
｣

の
在
り
方
で
あ
り
(
c
f
.
S
.
-
ヨ
f
.
)
､
歴
史
的
､

有
限
的
な
存
在
で
あ
る
解
釈
者
に
よ
る
現
実
的
な
テ
ク
ス
ト
理
解
と
し
て
の
解
釈
一
般
に
お
い
て
は
､
む
し
ろ
｢
実
践
的
知
慧
｣
こ

そ
が
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
､
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
者
に
よ
る
自
己
の
現
実
へ
の
適
用
､
即
ち
､
｢
自
己
自
身
へ
の

適
用
｣

(
c
f
.
S
.
N
空
こ
と
し
て
の
実
践
的
な
理
解
に
お
い
て
の
み
､
テ
ク
ス
ト
が
生
み
出
さ
れ
た
過
去
と
解
釈
者
自
身
が
生
き
る

現
在
と
が
｢
媒
介
｣
さ
れ
る
(
c
f
･
S
･
舛
メ
N
→
芦
)

の
で
あ
る
｡

b

対
話
的
構
造

-

解
釈
学
的
経
験

こ
の
よ
う
に
､
あ
た
か
も
一
つ
の
芸
術
作
品
が
多
様
に
上
演
さ
れ
る
か
の
如
き
､
解
釈
に
お
け
る
適
用
性
の
契
機
を
､
精
神
科
学

的
解
釈
学
に
お
い
て
も
認
め
る
こ
と
が
､
解
釈
を
そ
の
つ
ど
演
じ
ら
れ
る
｢
対
話
石
e
s
p
r
鋸
c
h
)｣と

し
て
捉
え
る
こ
と
に
な
る

(
c
f
.
S
●
〕
g
f
f
●
)
｡
解
釈
が
対
話
的
構
造
を
有
す
る
が
故
に
､
そ
れ
は
本
質
的
に
開
か
れ
た
も
の
と
な
る
｡
ガ
ダ
マ
ー
は
､
こ
の

号

｢
開
放
性
(
O
f
f
e
コ
h
e
i
t
こ
を
有
限
的
､
歴
史
的
存
在
と
し
て
人
間
の
｢
経
験
｣
の
特
徴
で
あ
る
(
S
.
∽
∽
ご
と
す
る
｡
｢
解
釈

学
的
経
験
｣

(
c
f
･
S
･
〕
会
f
f
●
)
と
は
､
解
釈
者
の
側
か
ら
一
方
的
に
テ
ク
ス
ト
を
意
味
づ
け
､
支
配
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
､

一
四
七



一
四
八

｢
汝
盲
u
)
｣
と
し
て
の
テ
ク
ス
ト
の
｢
呼
び
か
け
(
a
コ
S
p
r
e
C
h
e
三
｣
を
聞
き
と
り
､
そ
の
｢
要
求
;
コ
S
P
r
u
C
h
-
f
O
r
･

d
e
r
n
こ
に
応
え
る
対
話
の
過
程
を
通
じ
て
､
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
自
己
を
認
識
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
他
者
を
通
じ
た
自
己

認
識
､
自
己
理
解
と
し
て
の
対
話
は
､
問
い
と
答
え
と
い
う
構
造
を
な
す
｡

テ
ク
ス
ト
の
呼
び
か
け
は
､
我
々
に
無
意
識
的
に
働
い
て
い
た
｢
先
行
判
断
〔
先
入
見
〕
｣
を
意
識
さ
せ
､
中
断
さ
せ
る
(
S
･

賀
ご
｡
そ
し
て
､
こ
の
判
断
の
中
断
は
｢
問
い
｣
と
い
う
形
を
と
り
､
我
々
は
､
こ
の
間
い
に
よ
っ
て
｢
開
か
れ
た
場
｣

(
S
･

∽
会
)

に
お
い
て
､
テ
ク
ス
ト
が
そ
れ
に
対
す
る
｢
答
え
｣
と
な
る
よ
う
な
解
釈
を
要
求
さ
れ
る
｡
テ
ク
ス
ト
が
我
々
に
対
し
て
問

い
を
投
げ
か
け
る
と
い
う
こ
と
は
､
そ
れ
に
よ
っ
て
､
我
々
と
テ
ク
ス
ト
と
の
間
が
断
絶
さ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
､
む
し
ろ
､
そ

こ
に
開
か
れ
た
場
が
､
両
者
を
媒
介
し
､
｢
対
話
｣
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
｡
テ
ク
ス
ト
と
の
対
話
と
し
て
の
解
釈
は
､
テ

ク
ス
ト
が
生
ま
れ
た
歴
史
的
状
況
に
お
い
て
存
在
し
､
テ
ク
ス
ト
の
伝
承
と
と
も
に
存
続
し
て
き
た
問
い
を
､
解
釈
者
が
自
ら
の
も

の
と
し
て
｢
再
構
成
｣

(
S
.
∽
冨
)
し
､
テ
ク
ス
ト
を
そ
の
｢
問
い
へ
の
答
え
｣
と
し
て
自
ら
の
歴
史
的
状
況
に
適
用
し
っ
つ
､
そ

の
つ
ど
､
新
た
に
､
別
様
に
理
解
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡
こ
こ
に
､
｢
問
い
の
地
平
(
F
r
a
g
e
n
h
O
r
i
2
0
コ
こ
｣

;
･
〕
会
)

と
解
釈
者
の
地
平
と
が
融
合
し
､
時
代
を
隔
て
た
も
の
同
士
の
対
話
が
､
影
響
作
用
史
の
出
来
事
と
し
て
生
起
す
る
の
で
あ
る
｡
そ

し
て
､
こ
の
理
解
の
内
に
生
起
す
る
地
平
の
融
合
は
､
理
解
す
る
者
と
理
解
さ
れ
る
テ
ク
ス
ト
と
を
包
含
し
た
｢
言
葉
㌫
p
r
a
c
h
e
)

の
営
み
(
L
e
i
s
t
u
n
g
)
｣

;
f
･
S
･
∽
ひ
三
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡

2
･
4

存
在
と
言
葉

a

解
釈
の
地
平
と
し
て
の
言
語
性

解
釈
者
が
テ
ク
ス
ト
の
問
い
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
再
構
成
し
､
テ
ク
ス
ト
を
そ
れ
に
対
す
る
答
え
と
し
て
理
解
す
る
｢
解
釈
学



的
対
話
｣

(
S
･
〕
票
)
の
過
程
に
お
い
て
､
両
者
に
｢
共
通
の
事
象
(
S
a
c
h
e
こ
が
問
題
と
な
り
､
｢
共
通
の
言
葉
｣
が
仕
上
げ

ら
れ
る
(
S
■
∽
芦
∽
宗
)
｡
こ
の
よ
う
な
状
況
に
お
い
て
は
､
｢
事
象
そ
の
も
の
が
言
葉
と
な
る
｣

(
S
.
〕
芸
)
｡
事
象
そ
の
も
の

が
自
己
を
理
解
可
能
な
も
の
と
し
て
語
る
言
葉
は
､
｢
解
釈
の
対
象
｣

〓
ト
S
.
∽
3
f
f
.
)
で
あ
る
と
同
時
に
｢
解
釈
の
遂
行
〔
行

為
〕
(
く
○
〓
z
u
g
)
｣

(
c
㌣
S
●
∽
記
f
f
こ
を
導
く
も
の
で
も
あ
る
｡
外
な
る
事
象
が
言
葉
と
化
し
､
そ
れ
が
､
内
な
る
共
通
の
言

宣

葉
を
通
じ
て
理
解
さ
れ
る
解
釈
学
的
対
話
に
お
い
て
は
､
あ
た
か
も
､
人
間
を
通
じ
て
｢
言
葉
が
語
る
｣
か
の
如
く
で
あ
る
｡
こ
こ

に
お
い
て
自
ら
語
る
言
葉
は
､
｢
伝
達
の
道
具
｣
(
S
･
岩
ニ
､
｢
記
号
｣
(
㌔
し
て
の
言
葉
で
は
な
く
､
我
〝
が
｢
聞
き
｣
､
ま
た
､

｢
従
わ
｣
ざ
る
を
得
な
い
､
思
考
と
不
可
分
の
言
葉
で
あ
る
(
c
f
･
S
･
£
0
0
)
げ

｢
理
解
さ
れ
得
る
存
在
と
は
言
葉
で
あ
る
｣
;
●

会
○
)

と
主
張
す
る
ガ
ダ
マ
一
に
と
っ
て
､
言
葉
を
通
じ
て
の
み
､
｢
存
在
｣
が
｢
人
間
に
と
っ
て
意
味
を
持
つ
も
の
｣

(
S
.
缶
N
)

と
し
て
理
解
さ
れ
得
る
よ
う
に
な
り
､
｢
世
界
｣
そ
の
も
の
が
提
示
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
｡
言
葉
は
､
｢
自
己
と
世
界
と
が
結
び

っ
く
､
あ
る
い
は
む
し
ろ
､
両
者
が
根
源
的
な
共
属
性
(
N
u
s
a
ヨ
ヨ
e
n
g
e
h
警
i
g
k
e
i
こ
に
お
い
て
呈
示
さ
れ
る
中
心
(
M
i
t
t
e
)
｣

㌫
●
監
由
)
に
他
な
ら
な
い
｡
即
ち
､
我
々
･
に
よ
る
世
界
経
験
は
､
両
者
に
共
通
の
｢
地
平
｣
と
し
て
の
｢
言
語
性
(
S
p
r
a
c
h
･

〓
c
h
k
e
i
こ
｣

に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
､
分
節
化
さ
れ
､
個
別
化
さ
れ
た
言
葉
を
通
じ
て
し
か
存
在
が
理
解
さ
れ
得
な
い
が
故
に
､
人
間
の
認
識
は
､
有
限
な
も

(遡

の
に
と
ど
ま
る
｡
ガ
ダ
マ
Ⅰ
は
､
自
ら
の
解
釈
学
に
お
け
る
｢
思
弁
的
(
s
p
e
k
u
-
a
t
i
三
｣

(
c
f
●
S
●
会
-
芦
)
性
格
を
ヘ
ー
ゲ

ル
の
形
而
上
学
と
共
通
す
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
も
､
人
間
の
認
識
が
へ
-
ゲ
ル
の
言
う
｢
絶
対
知
｣
に
達
す
る
可
能
性
を
否
定
し
､

あ
く
ま
で
､
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
人
間
を
介
し
た
｢
言
葉
の
出
来
事
(
s
p
r
a
c
h
〓
c
h
e
s

G
e
s
c
h
e
h
e
n
)
の
有
限
性
｣

(
S
.

会
こ
､
｢
意
味
の
出
来
事
の
完
結
さ
れ
得
な
い
開
放
性
｣

(
S
●
A
あ
)

を
主
張
す
る
の
で
あ
る
｡

b

芸
術
の
言
葉

-

作
品
に
お
け
る
意
味
の
過
剰



一
五
〇

と
こ
ろ
で
､
理
解
と
し
て
の
解
釈
と
言
葉
と
の
本
質
的
な
連
関
を
強
調
す
る
ガ
ダ
マ
ー
は
､
芸
術
が
我
々
に
｢
語
り
か
け
る

(且

〓
い
p
r
e
C
h
e
n
-
の
a
g
e
n
こ
表
現
性
に
つ
い
て
も
｢
言
葉
｣
と
し
て
述
べ
て
い
る
｡

｢
芸
術
の
言
葉
と
は
､
作
品
そ
の
も
の
の
内
に
あ
る
意
味
の
過
剰
〔
剰
余
〕
(
S
i
n
n
ロ
b
e
r
s
c
h
u
空
㌧
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
､

概
念
へ
の
い
か
な
る
翻
訳
を
も
超
え
る
も
の
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
こ
の
作
品
の
無
尽
蔵
性
言
n
a
u
s
s
c
h
晋
f
b
a
r
k
e
i
こ は､

こ
う
し
た
意
味
の
過
剰
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
｡
｣

(
K
S
コ
.
S
●
三

(蔓

芸
術
の
語
る
言
葉
が
､
そ
の
本
来
的
窒
息
味
で
の
｢
象
徴
｣
;
f
J
K
S
戸
S
･
∞
)
と
し
て
､
概
念
的
な
把
握
を
超
え
た
｢
意
味
の
過

剰
｣
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
､
作
品
の
解
釈
は
､
本
質
的
に
開
か
れ
た
も
の
と
な
る
｡

し
か
し
､
彼
は
､
芸
術
作
品
は
､
｢
勝
手
な
把
握
の
仕
方
を
許
す
も
の
で
は
な
く
､
…
…
把
握
の
適
切
さ
;
コ
g
e
m
e
S
S
e
コ
h
2
i
こ

の
基
準
を
立
て
る
こ
と
を
…
…
要
求
す
る
｣
(
K
S
巳
-
S
.
N
)
の
だ
と
す
る
｡
そ
し
て
､
カ
ン
ト
に
よ
る
認
識
能
力
の
｢
遊
動
㌫
p
i
e
〓
･
｣

に
関
す
る
主
張
を
肯
定
的
に
取
り
入
れ
な
が
ら
､
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
｡

｢
芸
術
の
言
葉
は
､
情
緒
的
な
解
釈
(
A
u
s
d
e
亡
t
u
n
g
)
に
対
し
て
自
由
で
無
規
定
な
も
の
と
し
て
自
己
を
委
ね
る
の
で
は
な
く
､

我
々
に
意
味
を
有
し
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
〔
適
切
な
解
釈
を
〕
呼
び
か
け
る
;
n
s
p
r
e
c
h
e
コ
)
と
こ
ろ
の
､
要
求
に
満
ち

た
言
葉
な
の
で
あ
る
｡
と
は
言
え
､
こ
の
規
定
さ
れ
た
要
求
は
､
我
々
の
心
情
に
対
す
る
束
縛
で
は
な
く
､
我
々
の
認
識
能
力
の

遊
動
に
お
い
て
生
じ
る
自
由
の
〔
た
め
の
〕
遊
隙
〔
活
動
の
余
地
〓
S
甘
i
e
l
r
a
u
ヨ
)
を
ま
さ
に
開
く
の
で
あ
り
､
こ
れ
こ
そ
が

芸
術
の
素
晴
ら
し
さ
､
秘
密
な
の
で
あ
る
｡
｣

(
S
■
急
こ

雪

象
徴
と
し
て
の
芸
術
の
言
葉
は
､
そ
れ
が
表
現
す
る
も
の
を
規
定
す
る
｢
概
念
｣
の
･
｢
美
的
拡
張
(
e
l
W
e
i
t
e
r
n
)
｣

㌫･急こ

を
も
た
ら
し
､
そ
こ
に
､
統
一
的
な
作
品
の
持
つ
拘
束
力
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
て
は
い
る
が
､
む
し
ろ
そ
の
限
定
の
内
に
認
識
能
力

の
遊
動
の
た
め
の
余
地
､
即
ち
､
解
釈
の
場
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
規
定
性
の
内
に
開
か
れ
た
場
こ
そ
が
､
概
念
に
よ
る
一

義
的
な
把
握
を
不
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
意
味
の
｢
過
剰
｣
に
他
な
ら
な
い
｡
そ
も
そ
も
､
｢
開
か
れ
て
い
る
｣
と
い
う
こ
と
は
､



単
な
る
規
定
性
の
欠
如
と
し
て
の
空
虚
な
広
が
り
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
､
限
定
さ
れ
た
場
に
お
い
て
何
も
の
か
が
現
れ
出
て
く

る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
｡

C
芸
術
と
の
出
会
い

-

存
在
の
輝
き
と
し
て
の
美

と
こ
ろ
で
､
作
品
の
拘
束
力
と
し
て
の
適
切
さ
へ
の
要
求
が
､
作
品
を
時
代
を
隔
て
た
対
象
と
み
な
す
｢
歴
史
学
的
;
i
s
t
O
-

r
i
s
c
h
)
｣
な
解
釈
の
正
当
性
の
主
張
を
許
す
も
の
と
な
る
(
c
f
･
K
S
戸
∽
･
N
)
｡
し
か
し
､
一
方
で
､
我
々
の
前
に
｢
現
在
｣
す

る
作
品
は
､
そ
れ
が
生
み
出
さ
れ
た
時
代
へ
と
還
元
さ
れ
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
を
拒
む
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
｡
何
故
な
ら
､
我
々
は
､

過
去
の
出
来
事
と
し
て
で
は
な
く
､
我
々
と
同
時
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
現
前
し
て
い
る
作
品
と
出
会
う
の
で
あ
る
｡
ガ
ダ
マ
ー

は
､
『
真
理
と
方
法
』
の
最
終
節
に
お
い
て
､
主
観
的
な
美
的
体
験
の
相
関
者
で
は
な
く
､
存
在
の
｢
現
前
｣
､
｢
輝
き
｣
と
し
て

の
｢
美
｣
を
､
｢
見
る
こ
と
｣
と
｢
見
え
る
も
の
｣
と
を
結
び
つ
け
る
認
識
の
存
在
論
的
根
拠
と
し
て
の
｢
光
の
形
而
上
学
｣
と
の

連
関
を
通
じ
て
､
｢
真
理
(
ア
レ
ー
テ
イ
ア
)
｣
と
結
び
つ
け
る
(
S
･
缶
N
f
ニ
｡
こ
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
主
張
に
従
う
な
ら
ば
､

作
品
の
現
前
と
は
､
そ
こ
に
お
い
て
､
存
在
が
美
と
し
て
輝
き
出
る
こ
と
で
あ
り
､
そ
こ
に
照
ら
し
出
さ
れ
た
も
の
を
､
我
々
は
｢
言

葉
の
光
｣
､
即
ち
､
｢
理
性
(
ヌ
ー
ス
)
の
光
｣

(
S
●
缶
0
0
)
を
通
じ
て
理
解
す
る
の
で
あ
る
｡

美
と
し
て
輝
き
､
理
解
可
能
な
も
の
と
し
て
存
在
が
自
己
を
呈
示
す
る
芸
術
作
品
と
の
出
会
い
に
お
い
て
､
我
々
は
､
｢
自
己
(
自

身
)
と
の
出
会
い
｣
を
経
験
し
､
他
者
と
し
て
の
作
品
の
理
解
を
介
し
た
｢
自
己
理
解
｣
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
ガ
ダ
マ
ー
は
､

表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
の
現
在
と
し
て
の
芸
術
作
品
の
経
験
は
､
真
の
意
味
で
｢
〔
解
釈
学
的
〕
経
験
｣
で
あ
り
､
｢
自
己
自
身
の

世
界
定
位
(
W
e
〓
O
r
i
e
n
t
i
e
r
u
n
g
)
と
自
己
理
解
の
全
体
の
内
に
経
験
を
統
合
し
て
い
く
｣

(
K
S
巳
･
S
･
ヱ
こ
と
､
さ
ら
に
､

そ
れ
を
通
じ
て
｢
汝
の
生
を
変
え
る
｣

(
K
S
戸
S
●
0
0
)
こ
と
を
要
求
す
る
の
だ
と
す
る
｡
即
ち
､
芸
術
の
経
験
は
､
歴
史
的
存
在

と
し
て
自
己
を
理
解
し
､
自
己
を
歴
史
の
全
体
へ
と
媒
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
ら
の
生
を
変
え
て
い
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡
従

一
五
一
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五
二

っ
て
､
過
去
に
起
源
を
持
ち
な
が
ら
我
々
の
前
に
現
在
し
､
未
来
に
お
い
て
も
語
り
続
け
る
と
こ
ろ
の
｢
絶
対
的
な
現
在
｣
(
K
S
戸

S
･
∞
)
と
し
て
の
作
品
の
把
握
は
､
歴
史
の
全
体
に
お
い
て
自
己
を
理
解
す
る
と
い
う
果
て
る
こ
と
の
な
い
経
験
と
な
る
｡
そ
れ
故
､

｢
芸
術
の
言
葉
と
の
全
て
の
出
会
い
は
､
完
結
さ
れ
な
い
出
来
事
〔
歴
史
〕
と
の
出
会
い
で
あ
り
､
そ
れ
自
体
が
こ
の
出
来
事
の
一

部
分
な
の
で
あ
る
｣
(
S
.
空
こ
｡

d

言
葉
の
遊
戯

完
結
さ
れ
な
い
出
来
事
と
の
出
会
い
に
お
い
て
､
人
間
に
よ
る
解
釈
の
行
為
を
通
じ
て
言
葉
自
ら
が
語
る
と
こ
ろ
の
｢
言
葉
の
出

来
事
｣
を
､
ガ
ダ
マ
ー
は
､
『
真
理
と
方
法
』
の
全
体
を
総
括
す
る
末
尾
の
部
分
で
､
再
び
､
｢
遊
戯
｣
と
結
び
付
け
る
｡
彼
は
､

(乱

解
釈
に
お
い
て
生
起
す
る
｢
言
葉
の
遊
戯
｣
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
｡

｢
こ
こ
で
問
題
な
の
は
､
言
葉
と
の
遊
戯
､
あ
る
い
は
､
世
界
経
験
や
伝
承
が
我
々
に
呼
び
か
け
て
く
る
内
容
と
の
遊
戯
で
は
な

く
､
我
々
に
呼
び
か
け
､
提
案
し
､
ま
た
､
撤
回
し
､
あ
る
い
は
､
問
い
か
け
､
ま
た
､
答
え
の
中
に
自
己
を
満
た
す
と
こ
ろ
の

言
葉
そ
の
も
の
の
遊
戯
な
の
で
あ
る
｡
…
…
理
解
〔
解
釈
〕
す
る
者
は
､
常
に
既
に
､
そ
れ
に
よ
っ
て
意
味
を
も
っ
た
も
の
が
有

効
と
な
る
出
来
事
石
e
s
c
h
e
h
e
n
一
の
内
へ
と
組
み
込
ま
れ
て
い
る
｡
そ
れ
故
､
美
し
い
も
の
の
経
験
に
対
す
る
の
と
同
じ
遊
戯

の
概
念
を
解
釈
学
的
現
象
に
対
し
て
用
い
る
こ
と
が
お
そ
ら
く
証
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
｡
｣
;
.
島
貫
)

理
解
と
し
て
の
解
釈
に
お
い
て
も
､
遊
戯
と
し
て
初
め
て
生
起
す
る
芸
術
作
品
の
経
験
に
お
け
る
と
同
様
に
､
我
々
は
､
既
に
､
あ

る
出
来
事
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
｡
そ
れ
故
､
出
来
事
と
し
て
の
解
釈
に
お
け
る
主
体
は
､
解
釈
者
と
し
て
の
我
々
で
は
な
く
､

解
釈
を
可
能
な
ら
し
め
て
い
る
自
ら
語
る
と
こ
ろ
の
｢
言
葉
｣
そ
の
も
の
で
あ
る
｡
こ
の
言
葉
そ
の
も
の
の
｢
対
話
｣
と
し
て
の
遊

(諷戯
､
｢
言
葉
の
出
来
事
｣
に
お
い
て
､
存
在
が
意
味
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
現
れ
る
｡
こ
こ
に
お
い
て
､
.
｢
存
在
の
出
来
事
｣
が

｢
意
味
の
出
来
事
｣
と
化
す
の
で
あ
る
｡



し
か
し
､
言
葉
を
し
て
語
ら
し
め
､
解
釈
を
時
間
の
内
な
る
現
実
的
な
出
来
事
と
す
る
の
は
､
解
釈
者
と
し
て
そ
れ
に
参
与
す
る

我
々
人
間
な
の
で
あ
り
､
あ
く
ま
で
､
歴
史
的
､
有
限
的
な
人
間
を
通
じ
て
､
｢
言
葉
の
遊
戯
｣
は
､
時
間
の
内
に
生
起
す
る
の
で

あ
る
｡
そ
れ
故
､
我
々
は
､
そ
の
つ
ど
交
替
し
な
が
ら
一
つ
の
作
品
の
上
演
を
成
功
さ
せ
る
べ
く
努
力
す
る
演
技
者
の
よ
う
に
､
我

我
に
語
り
か
け
る
言
葉
に
応
答
す
る
対
話
者
と
し
て
の
責
任
に
お
い
て
､
解
釈
と
い
う
劇
あ
る
い
は
遊
戯
の
現
実
化
に
努
め
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
｡
何
故
な
ら
､
芸
術
作
品
の
経
験
が
そ
の
遊
戯
に
参
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
を
現
実
化
す
る
の
と
同
様
に
､
言
葉

の
遊
戯
に
参
与
す
る
こ
と
に
お
い
て
初
め
て
､
存
在
が
我
々
に
と
っ
て
理
解
し
得
る
も
の
と
な
る
か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
言

葉
の
遊
戯
は
､
そ
の
遊
戯
の
状
態
に
お
い
て
の
み
現
実
性
を
有
す
る
の
で
あ
り
､
そ
れ
故
､
た
と
え
一
時
的
に
､
一
つ
の
概
念
も
し

く
は
命
題
〔
判
断
〕

へ
と
収
赦
す
る
よ
う
に
見
え
る
と
し
て
も
､
言
葉
を
有
す
る
人
間
の
解
釈
の
営
み
が
続
く
限
り
､
繰
り
返
さ
れ
､

決
し
て
完
結
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
｡

結び

出
来
事
と
し
て
の
作
品

a

遊
戯
概
念
の
位
置

遊
戯
が
作
品
の
存
在
様
態
で
あ
る
と
い
う
ガ
ダ
マ
ー
の
主
張
は
､
遊
戯
の
表
現
性
､
表
現
の
現
在
性
､
作
品
の
上
演
性
を
根
拠
と

す
る
も
の
で
あ
っ
た
｡
ま
た
､
適
用
の
契
機
や
対
話
的
構
造
を
強
調
す
る
こ
と
に
お
い
て
､
彼
の
言
う
解
釈
に
は
､
芸
術
作
品
と
同

様
に
､
上
演
性
が
本
質
的
に
属
し
て
い
る
と
言
え
る
｡
そ
し
て
､
彼
は
､
『
真
理
と
方
法
』
に
お
け
る
､
芸
術
､
歴
史
､
言
葉
を
対

象
と
し
た
長
い
考
察
の
結
論
的
部
分
に
お
い
て
､
意
味
の
出
来
事
と
し
て
の
解
釈
の
主
体
で
あ
る
言
葉
そ
の
も
の
の
遊
戯
を
指
摘
す

る
｡
こ
の
よ
う
に
､
彼
の
遊
戯
概
念
は
､
作
品
〔
表
現
〕
と
解
釈
と
を
結
ぶ
結
接
点
に
位
置
す
る
｡
作
品
が
遊
戯
の
相
に
お
い
て
鑑

賞
者
を
も
包
含
し
た
出
来
事
と
し
て
生
起
す
る
こ
と
が
芸
術
作
品
l
般
に
つ
い
て
言
い
得
る
な
ら
ば
､
そ
し
て
､
こ
の
芸
術
作
品
の

一
五
三



一
五
四

経
験
の
規
定
を
解
釈
一
般
の
理
論
が
包
摂
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
な
ら
ば
､
作
品
と
解
釈
と
は
遊
戯
の
相
に
お
い
て
共
通
の
性
質
を

有
す
る
も
の
と
結
論
づ
け
ら
れ
よ
う
｡
こ
の
よ
う
に
､
作
品
な
ら
び
に
解
釈
の
本
質
が
遊
戯
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
お
い
て
､

出
来
事
と
し
て
の
作
品
観
が
提
示
さ
れ
る
｡
作
品
は
､
完
結
し
､
自
ら
を
閉
ぎ
し
た
｢
も
の
｣
で
も
､
ま
た
､
対
象
を
指
示
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
自
ら
は
透
明
化
す
る
｢
記
号
｣
で
も
な
く
､
鑑
賞
者
の
関
与
を
待
っ
て
､
初
め
て
､
生
起
す
る
｢
出
来
事
｣
な
の
で
あ

る
｡
し
か
し
､
こ
の
出
来
事
は
､
一
回
限
り
の
､
過
ぎ
去
り
ゆ
く
も
の
で
は
な
く
､
新
た
な
解
釈
者
を
通
じ
て
､
再
び
､
そ
し
て
､

何
度
で
も
繰
り
返
し
上
演
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
｡
反
復
可
能
で
あ
る
こ
と
が
､
他
の
歴
史
的
出
来
事
と
芸
術
作
品
の
出
来
事
と
を
区

別
し
､
ま
た
､
作
品
の
同
一
性
を
保
証
す
る
こ
と
に
な
る
｡
作
品
は
､
多
様
な
上
演
を
通
じ
て
､
遊
戯
の
相
に
お
い
て
自
ら
を
現
す

の
で
あ
り
､
そ
の
作
品
の
生
起
､
即
ち
､
存
在
の
出
来
事
に
お
い
て
､
解
釈
者
は
､
そ
こ
に
表
現
さ
れ
た
事
柄
を
介
し
て
､
歴
史
の

内
に
生
き
て
い
る
自
己
自
身
と
出
会
う
の
で
あ
る
｡

以
上
､
簡
単
な
総
括
を
試
み
た
よ
う
に
､
ガ
ダ
マ
ー
は
､
遊
戯
を
出
来
事
と
し
て
の
作
品
な
ら
び
に
解
釈
を
結
ぶ
概
念
と
し
て
位

置
づ
け
て
い
る
｡
し
か
し
､
表
現
性
､
現
在
性
､
上
演
性
と
連
関
づ
け
ら
れ
､
言
わ
ば
､
拡
散
し
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
彼
の
遊
戯

概
念
が
､
果
し
て
､
そ
れ
と
し
て
､
存
在
が
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
出
来
事
を
規
定
す
る
概
念
と
し
て
有
効
で
あ
る
と
言
え
る

の
で
あ
ろ
う
か
｡
ま
た
､
観
客
に
対
す
る
表
現
の
現
在
性
と
し
て
の
作
品
の
遊
戯
と
理
解
の
上
演
性
と
し
て
の
解
釈
の
遊
戯
､
両
者

は
連
続
し
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
こ
で
､
以
下
で
は
､
作
品
と
解
釈
と
に
共
通
す
る
遊
戯
の
出
来
事
の
構
造
､

お
よ
び
､
遊
戯
の
内
に
開
示
さ
れ
る
存
在
の
意
味
に
つ
い
て
､
私
見
を
交
え
な
が
ら
改
め
て
倹
討
し
て
み
た
い
と
思
う
｡

b

表
現
と
遊
戯

-
遊
戯
に
お
け
る
観
客
の
不
在

ガ
ダ
マ
ー
は
､
準
ぶ
と
同
時
に
遊
ば
れ
る
と
い
う
遊
戯
の
中
動
相
的
性
格
を
指
摘
し
､
遊
戯
の
主
体
を
遊
び
そ
の
も
の
で
あ
る
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
遊
戯
の
本
質
を
見
事
に
呈
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡
し
か
し
､
彼
が
芸
術
作
品
の
存
在
様
態
と
し
て
語
る
遊



戯
は
､
｢
観
客
｣
に
対
す
る
｢
表
現
｣
な
の
で
あ
り
､
表
現
の
出
来
事
と
し
て
の
遊
戯
に
お
い
て
は
､
む
し
ろ
､
遊
戯
者
の
契
機
は

消
失
し
､
観
客
の
契
機
の
み
が
残
る
よ
う
に
見
え
る
｡
そ
れ
は
､
遊
戯
の
典
型
を
観
客
を
不
可
欠
の
構
成
契
機
と
す
る
演
劇
に
求
め

て
い
る
が
故
に
で
あ
り
､
そ
の
結
果
､
遊
戯
が
表
現
概
念
に
包
含
さ
れ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
し
か
し
､
遊
戯
一
般
に
は
､

外
へ
と
向
か
う
表
現
性
と
い
う
よ
灯
は
､
む
し
ろ
内
へ
と
向
か
う
包
摂
性
が
認
め
ら
れ
､
そ
こ
に
ほ
､
独
特
な
内
的
構
造
が
存
す
る
｡

そ
う
で
あ
る
が
故
に
､
遊
戯
の
出
来
事
に
取
り
込
ま
れ
る
と
い
う
経
験
が
生
じ
得
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
芸
術
経
験
の
真
理
と
の

連
関
を
主
張
し
､
認
識
的
契
機
を
強
調
す
る
彼
の
場
合
､
遊
戯
は
､
あ
く
ま
で
観
客
に
対
す
る
表
現
の
出
来
事
な
の
で
あ
る
｡
表
現

が
本
質
的
に
何
者
か
に
対
す
る
表
現
で
あ
る
以
上
､
そ
れ
が
向
け
ら
れ
た
観
客
と
の
連
関
を
有
す
る
こ
と
は
認
め
ら
れ
よ
う
｡
し
か

し
､
た
と
え
､
彼
が
､
観
客
を
｢
観
察
者
(
B
e
O
b
a
c
b
t
e
こ
｣
で
は
な
く
;
S
.
S
●
∽
こ
､
｢
と
も
に
遊
ぶ
者
云
i
t
s
p
i
e
-
e
r
こ

で
あ
る
(
A
S
.
S
･
∽
N
)
と
規
定
し
､
そ
れ
が
遊
戯
に
｢
参
与
｣
す
る
者
で
あ
る
こ
と
を
再
三
強
調
し
た
と
し
て
も
､
や
は
り
､
｢
観

客
(
N
u
s
c
h
a
u
e
r
こ
と
い
う
概
念
に
は
､
表
現
の
出
来
事
を
理
解
可
能
な
意
味
へ
と
還
元
す
る
理
論
的
二
h
e
O
r
e
t
i
s
c
h
一
な

認
識
主
観
の
超
越
性
を
想
起
さ
せ
る
も
の
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
｡
芸
術
作
品
を
遊
戯
と
し
て
捉
え
る
ガ
ダ
マ
I
は
､
む
し

ろ
､
主
観
の
超
越
性
を
否
定
し
､
出
来
事
の
包
越
性
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
り
､
そ
こ
に
お
い
て
は
､
観
客
の
概
念
は
､
問
題
を

は
ら
ん
で
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
｡

演
技
者
〔
遊
戯
者
〕
と
観
客
と
の
区
別
は
､
既
に
文
化
と
し
て
制
度
化
さ
れ
た
芸
術
と
し
て
の
演
劇
に
お
い
て
は
認
め
ら
れ
る
と

し
て
も
､
祭
祀
や
芸
術
の
始
源
的
形
能
苦
し
て
の
遊
戯
に
お
い
て
は
存
在
し
な
い
｡
即
ち
､
観
客
は
､
遊
戯
一
般
の
構
成
契
機
で
は

な
い
の
で
あ
る
｡
あ
く
ま
で
観
客
は
､
表
現
の
出
来
事
に
立
ち
会
い
､
そ
れ
を
観
る
者
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
り
､
遊
戯
の
出
来
事
を

創
始
す
る
者
で
は
な
い
｡
表
現
と
遊
戯
と
は
同
一
で
は
な
く
､
表
現
は
､
遊
戯
の
現
実
化
を
待
っ
て
初
め
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
､

遊
戯
は
､
表
現
に
対
し
て
原
理
的
に
先
行
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
表
現
の
出
来
事
を
､
そ
の
根
源
的
な
在
り
方
に
お
い
て
遊
戯

と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
､
外
な
る
理
論
的
〔
観
想
的
〕
な
観
客
を
内
な
る
実
践
的
;
r
a
k
t
i
s
c
h
)
な
遊
戯
者
〔
行
為
者
〕
へ
と
還

一
五
五
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元
す
る
こ
と
が
､
即
ち
､
上
演
さ
れ
た
も
の
を
外
か
ら
眺
め
る
観
客
の
不
在
が
強
調
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
れ
に
よ
っ
て
初

め
て
､
表
現
の
現
在
性
と
し
て
の
作
品
の
遊
戯
と
上
演
と
し
て
の
解
釈
の
遊
戯
を
､
と
も
に
我
々
が
遊
戯
者
と
し
て
生
起
せ
し
め
る

出
来
事
と
し
て
､
連
続
的
に
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
｡
C

遊
戯
の
出
来
事
の
意
味

演
技
者
と
観
客
と
が
制
度
的
に
分
離
し
た
演
劇
で
は
な
▲
く
､
そ
こ
に
お
い
て
､
存
在
が
そ
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
遊
戯
は
､
む

し
ろ
閉
じ
た
構
造
を
な
す
｡
そ
れ
故
､
遊
戯
者
た
ろ
う
と
す
る
限
り
は
､
遊
戯
を
外
か
ら
観
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
た
と
え
､
｢
観

る
遊
戯
｣
と
い
う
も
の
を
想
定
し
た
と
し
て
も
､
そ
れ
は
､
観
る
者
を
包
含
し
た
遊
戯
な
の
で
あ
り
､
遊
戯
を
外
か
ら
眺
め
る
こ
と

で
は
な
い
｡
遊
戯
の
出
来
事
は
､
外
か
ら
眺
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
､
そ
の
内
に

あ
っ
て
､
遊
戯
の
遂
行
を
自
ら
担
う
遊
戯
者
に
対
し
て
の
み
､
そ
の
意
味
が
､
同
時
に
､
そ
れ
に
参
与
す
る
者
の
存
在
意
義
で
あ
る

と
い
う
形
で
明
ら
か
と
な
る
よ
う
な
出
来
事
で
あ
る
｡
何
故
な
ら
､
遊
戯
者
が
存
在
し
な
け
れ
ば
､
遊
戯
そ
の
も
の
も
存
在
し
な
い

か
ら
で
あ
り
､
遊
戯
者
は
､
遊
戯
が
生
起
し
て
い
る
限
り
､
そ
れ
を
生
起
せ
し
め
て
い
る
自
己
の
存
在
が
遊
戯
に
不
可
欠
な
も
の
と

し
て
肯
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
遊
戯
者
の
存
在
意
義
で
あ
る
と
こ
ろ
の
遊
戯
の
出
来
事
の
意
味
は
､
そ
の
現
実
化
に
参
与
す
る

者
を
通
じ
て
生
起
す
る
の
で
あ
り
､
そ
こ
に
お
い
て
は
､
出
来
事
を
外
か
ら
眺
め
て
い
る
文
字
通
り
の
観
客
は
存
在
し
な
い
の
で
あ

る
｡
我
々
は
､
遊
戯
を
生
起
せ
し
め
､
そ
れ
を
通
じ
て
存
在
を
意
味
づ
け
ら
れ
る
者
､
即
ち
､
遊
び
つ
つ
遊
ば
れ
る
者
と
し
て
遊
戯

の
内
部
に
位
置
を
占
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
何
故
な
ら
､
遊
戯
の
出
来
事
の
内
で
の
み
､
自
己
の
存
在
が
そ
の
出
来
事
の
不
可
欠

な
構
成
契
機
と
し
て
肯
定
的
に
意
味
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡
遊
び
つ
つ
遊
ば
れ
な
が
ら
遊
戯
の
出
来
事
を
生
き
る
者
は
､
そ
の

出
来
事
を
通
じ
て
自
己
の
存
在
が
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
､
自
ら
の
世
界
観
､
生
き
方
の
変
更
を
要
求
さ
れ
る
｡
そ
れ
は
､

自
ら
が
参
与
す
る
こ
と
を
通
じ
て
生
起
す
る
芸
術
作
品
の
経
験
が
､
作
品
世
界
の
理
解
を
介
し
た
自
己
理
解
を
､
そ
し
て
､
自
己
の



生
の
変
更
を
要
求
す
る
こ
と
と
同
様
で
あ
る
｡

d

生
起
す
る
作
品

出
来
事
と
し
て
の
作
品
の
意
味
は
､
遊
戯
の
出
来
事
を
生
き
る
者
に
対
す
る
の
と
同
じ
く
､
そ
の
現
実
化
に
参
与
す
る
者
に
対
し

て
の
み
明
ら
か
に
な
る
｡
作
品
を
解
釈
し
っ
つ
そ
こ
に
生
起
す
る
出
来
事
の
内
に
生
き
る
者
は
､
も
は
や
観
客
で
は
な
く
､
上
演
す

る
者
と
し
て
の
遊
戯
者
な
の
で
あ
る
｡
作
品
は
､
上
演
さ
れ
､
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
時
間
の
内
に
生
起
し
な
け
れ
ば
､
表
現

と
し
て
現
実
化
し
得
な
い
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
歴
史
を
創
始
す
る
の
で
は
な
く
､
歴
史
的
世
界
の
内
に
生
み
落
さ
れ
る
有
限
な
る

存
在
で
あ
る
人
間
は
､
宿
命
的
に
既
に
始
ま
っ
て
い
る
出
来
事
の
内
を
生
き
ざ
る
を
得
な
い
｡
そ
れ
故
､
上
演
､
解
釈
を
通
じ
て
現

実
化
さ
れ
る
芸
術
作
品
は
､
出
来
事
の
中
の
出
来
事
と
し
て
､
言
わ
ば
､
二
重
の
出
来
事
と
な
る
｡
芸
術
作
品
と
の
出
会
い
に
お
い
て
､

我
々
は
､
日
常
的
な
現
実
世
界
と
表
現
さ
れ
た
作
品
世
界
と
い
う
二
つ
出
来
事
の
交
錯
を
経
験
す
る
の
で
あ
り
､
こ
の
交
錯
に
お
い

て
､
二
つ
の
世
界
が
相
互
に
意
味
規
定
さ
れ
､
そ
こ
に
地
平
の
融
合
が
生
じ
､
一
つ
の
包
越
的
な
歴
史
的
世
界
が
開
示
さ
れ
る
の
で

あ
る
っ
ま
た
､
そ
れ
は
､
作
品
の
意
味
を
解
釈
し
っ
つ
あ
る
解
釈
者
自
身
が
意
味
づ
け
ら
れ
る
こ
と
で
も
あ
る
｡
個
々
の
存
在
者
の

意
味
で
は
な
く
､
端
的
に
在
る
こ
と
と
し
て
の
存
在
の
意
味
と
は
､
発
見
さ
れ
る
べ
く
予
在
す
る
も
の
で
は
な
く
､
自
ら
が
関
与
す

る
世
界
の
内
で
自
己
の
存
在
が
意
味
づ
け
ら
れ
る
形
で
明
ら
か
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
｡
即
ち
､
存
在
の
意
味
は
､
有
限
的
､

歴
史
的
存
在
と
し
て
の
我
々
人
間
が
､
世
界
と
自
己
の
意
味
を
問
い
つ
つ
歴
史
そ
の
も
の
に
対
話
的
に
参
与
す
る
解
釈
の
出
来
事
の

内
に
生
起
す
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
無
限
な
歴
史
の
出
来
事
の
中
で
遊
び
つ
つ
遊
ば
れ
な
が
ら
自
ら
の
役
割
を
演
じ
っ
つ
生
き
て

い
く
我
々
人
間
が
､
上
演
し
っ
つ
解
釈
す
る
こ
と
を
通
じ
て
作
品
を
生
起
せ
し
め
る
二
重
の
出
来
事
と
し
て
の
芸
術
経
験
は
､
ま
さ

に
､
そ
れ
が
我
々
の
参
与
を
通
じ
て
し
か
生
起
し
得
な
い
が
故
に
､
世
界
と
自
己
と
を
包
含
す
る
存
在
そ
の
も
の
が
そ
の
意
味
を
明

ら
か
に
す
る
出
来
事
と
し
て
の
真
理
経
験
を
典
型
的
に
示
す
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
｡
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訳
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『
真
理
と
方
法

Ⅰ』

(
轡
田
収

他
訳
)
法
政
大
学
出
版
局
一
九
八
六
年
〔
原
書
第
一
部
の
み
〕

‡

｢
上
演
〔
演
奏
〕
と
し
て
の
解
釈
｣
に
対
し
て
は
ご
已
e
r
p
r
e
t
a
t
i
O
㌔
が
､
｢
理
解
と
し
て
の
解
釈
｣
に
対
し
て
は
ミ
A
亡
S
-
e
讐
コ
g
､
､
の
語

が
用
い
ら
れ
る
が
､
前
者
が
｢
理
解
｣
を
前
提
と
す
る
も
の
で
あ
り
､
後
者
が
｢
適
用
｣
と
い
う
上
演
的
契
機
を
含
む
も
の
で
あ
る
と
す
る
ガ
ダ

マ
ー
の
.
ゴ
e
r
ヨ
e
n
e
u
t
i
k
､
､
に
お
い
て
は
､
両
者
は
連
続
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
｡

言
ガ
ダ
マ
ト
に
は
､
芸
術
と
遊
戯
と
の
連
関
に
関
す
る
『
真
理
と
方
法
』
に
お
け
る
主
張
を
よ
り
簡
明
な
形
で
述
べ
た
『
美
の
現
実
態
-
遊
戯
､
象

徴
､
祝
祭
と
し
て
の
芸
術
(
､
ゴ
i
2
A
k
t
u
a
〓
t
讐
d
e
s

S
c
h
箸
e
n
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K
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S
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S
p
i
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S
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ヨ
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F
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A
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､
)
』

(
P
h
i
〓
p
p
R
e
c
-
a
ヨ
j
u
n
･
-
S
t
u
t
t
g
a
r
t
こ
ヨ
ユ
と
題
さ
れ
た
著
作
〔
講
演
〕
が
あ
る
｡
そ
こ
で
は
､
古
典
的
､
現
代
的
を
問
わ
ず
芸
術
一
般

を
規
定
す
る
概
念
と
し
て
､
｢
遊
戯
｣
､
｢
象
徴
｣
､
｢
祝
祭
｣
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
｡
(
な
お
､
芸
術
と
遊
戯
の
連
関
に
つ
い
て
は
､
｢
芸
術

の
遊
戯
(
､
ゴ
a
s

s
p
i
e
】
d
e
r

K
u
n
s
t
､
､
)
｣

(
『
小
論
文
集

Ⅳ
(
ミ
K
-
e
i
コ
e

S
c
h
r
i
〓
e
n

〔
K
S
〕

弓
､
)
』
(
】
3
ご
所
収
)
と
題
さ

れ
た
小
論
も
あ
る
｡
)
ま
た
､
彼
に
は
､
美
学
と
解
釈
学
と
の
関
虜
を
主
題
的
に
論
じ
た
｢
美
学
と
解
釈
学
(
.
.
計
t
h
e
t
芳
u
コ
d
H
e
r
ヨ
e
コ
e
干

t
i
k
､
､
)
｣

(
『
小
論
文
集

Ⅰ』

(
-
冨
ご
所
収
)
と
題
さ
れ
た
小
論
も
あ
る
｡
本
論
考
に
お
い
て
は
､
こ
れ
ら
の
著
作
の
中
の
記
述
も
合
わ

せ
て
検
討
す
る
｡

互

ガ
ダ
マ
ト
ほ
､
『
真
理
と
方
法
』
に
お
い
て
､
｢
解
釈
学
｣
の
概
念
(
S
●
望
-
f
●
)
､
｢
現
存
在
の
時
間
性
｣
(
S
.
冨
f
●
)
､
｢
解
釈
学
的
現
象

学
｣
の
構
想
(
S
●
N
合
f
f
.
)
.
理
解
を
め
ぐ
る
｢
解
釈
学
的
循
環
｣
の
存
在
論
的
構
造
(
S
●
N
g
H
.
)
等
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
か
ら
継
承
し
て
い
る
｡

(
な
お
､
彼
に
は
､
.
這
e
i
d
e
g
g
e
r
s
芳
g
-
S
t
u
d
i
㌢
z
u
ヨ
S
p
巴
w
e
r
k
､
､
(
J
･
C
.
B
●
M
O
h
r
(
P
a
u
-
S
i
e
b
e
c
k
ン
､
コ
旨
i
コ
g
e
コ
ー

一
芸
∽
)
と
題
さ
れ
た
論
文
集
が
あ
る
｡
)

E

ベ
ー
ゲ
ル
の
｢
教
養
(
B
〓
d
u
n
g
)
｣
概
念
(
s
･
∞
f
f
こ
､
過
去
の
復
元
で
は
な
く
､
過
去
と
｢
現
在
の
生
と
の
思
索
的
媒
介
｣
(
S
.
-
巴
)

を
重
視
す
る
態
度
､
｢
経
験
(
E
r
訂
h
r
u
n
g
)
｣
概
念
(
S
●
∽
∽
票
f
●
)
､
彼
の
形
而
上
学
の
｢
思
弁
的
(
s
p
e
k
u
-
a
t
i
こ
｣
性
格
(
S
.
怠
〓
f
●
)

等
を
論
じ
な
が
ら
､
ガ
ダ
マ
ー
は
､
ヘ
ー
ゲ
ル
の
主
張
す
る
対
象
の
理
解
が
同
時
に
｢
自
己
理
解
｣
で
あ
る
よ
う
な
｢
精
神
(
G
e
i
s
こ
｣

(
S
.



N
-
ミ
f
●
)

の
弁
証
法
的
構
造
を
肯
定
的
に
継
承
し
て
い
る
｡
し
か
し
､
歴
史
的
､
有
限
的
存
在
と
し
て
の
人
間
が
､
｢
無
限
の
知
の
立
場
｣

(
S
･
冨
)
､
｢
簡
対
知
(
a
b
s
O
-
u
t
e
s
彗
s
s
e
コ
)
｣
(
S
･
-
ご
に
達
す
る
可
能
性
は
あ
く
ま
で
も
否
定
す
る
(
S
･
∽
声
u
･
a
･
)
｡
(
な

お
､
彼
に
は
､
ミ
エ
e
g
e
-
s

Dia-ektik-F旨【herヨeコeutische

S
-
u
d
i
e
㌔
(
J
･
∩
二
甲
M
O
h
r
(
p
a
u
-
S
i
2
b
e
c
k
)
-
→
千

b
i
コ
g
e
n
.
-
3
こ
と
題
さ
れ
た
論
文
集
が
あ
る
｡
)

互

以
下
､
こ
と
わ
り
の
な
い
限
り
､
.
菖
a
h
r
b
e
i
t

u
n
d

M
e
t
h
O
d
e
､
､
(
-
3
ひ
富
)
の
頁
数
を
指
す
｡

(
エ
論
者
は
､
カ
ン
ト
に
よ
る
趣
味
判
断
の
｢
主
観
的
普
遍
妥
当
性
｣
の
主
張
に
つ
い
て
､
シ
ラ
ー
の
｢
現
象
に
お
け
る
自
由
｣
と
い
う
美
の
規
定
と

の
連
関
の
下
で
検
討
し
て
い
る
｡
･
拙
稿
｢
｢
現
象
に
お
け
る
白
白
と
衰
微
と
し
て
の
き
｣

(
雑
誌
『
美
学
』

第
三
十
九
巻
第
二
号
(
-
冨
号
)

一
九
八
八
年

所
収
)
を
参
照
｡

互

ガ
ダ
マ
ー
は
､
以
下
に
要
約
し
て
示
す
よ
う
な
形
で
､
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
主
観
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
｢
美
学
｣
の
十
八
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀

前
半
ま
で
の
展
開
を
跡
づ
け
て
い
る
｡

｢
認
識
能
力
(
構
想
力
と
悟
性
)

の
自
由
な
遊
動
〔
遊
戯
〕
｣
に
基
づ
く
｢
趣
味
判
断
(
美
的
〔
感
性
的
〕
判
断
)
｣
の
｢
主
観
的
(
普
遍
)
妥

当
性
｣
を
主
張
す
る
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
な
美
学
に
お
い
て
は
､
彼
が
芸
術
美
で
は
な
く
自
然
美
を
規
範
と
し
て
い
る
(
s
･
ミ
)
が
故
に
､
な
お

反
省
的
｢
趣
味
｣
が
創
造
的
｢
天
才
｣
に
対
し
て
優
位
を
占
め
て
い
た
(
S
･
箕
こ
｡
し
か
し
､
カ
ン
ト
以
降
､
既
に
､
シ
ラ
ー
の
美
的
教
育
の
理

念
に
お
い
て
､
カ
ン
ト
に
お
け
る
認
識
能
力
の
遊
動
が
､
フ
ィ
ヒ
テ
の
衝
動
説
と
連
関
づ
け
ら
れ
｢
遊
戯
衝
動
｣
と
し
て
人
間
学
的
に
捉
え
ら
れ
､

そ
こ
に
は
､
現
実
と
は
異
な
る
｢
美
的
仮
象
｣
の
世
界
を
生
み
出
す
芸
術
の
優
位
が
認
め
ら
れ
る
(
S
●
ひ
N
.
コ
f
f
･
)
｡
さ
ら
に
､
ロ
マ
ン
主
義

の
芸
術
論
､
ド
イ
ツ
観
念
論
の
芸
術
哲
学
を
通
じ
て
､
時
代
的
､
地
域
的
に
異
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
趣
味
に
代
わ
っ
て
､
天
才
こ
そ
が
普
遍
的
な

美
的
原
理
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
(
S
●
冨
)
｡
さ
ら
に
､
こ
の
天
才
概
念
は
､
包
括
的
な
｢
生
｣
の
概
念
と
連
関
づ
け
ら
れ
､
生
の
哲
学
､

特
に
｢
体
験
｣
概
念
を
明
確
に
規
定
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
影
響
の
下
に
､
芸
術
は
主
観
的
で
直
接
的
な
｢
美
的
体
験
｣
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
も

の
と
な
る
(
S
●
ひ
票
f
●
)
｡

互

註
(
2
0
)
を
参
照
｡

誘

こ
の
｢
無
判
別
｣
的
な
態
度
は
､
対
象
を
美
的
な
質
に
よ
っ
て
判
別
す
る
こ
と
の
否
定
に
と
ど
ま
ら
ず
､
諸
概
念
間
の
差
異
よ
り
は
む
し
ろ
連
関

に
注
目
し
つ
つ
自
ら
の
思
索
を
展
開
し
て
い
く
ガ
ダ
マ
ー
の
基
本
的
克
態
度
で
あ
る
と
言
え
よ
う
｡

8

論
者
は
､
芸
術
作
品
お
よ
び
美
的
休
験
に
関
す
る
独
自
の
現
象
学
的
考
察
を
展
開
し
､
｢
純
粋
志
向
的
対
象
｣
と
し
て
の
芸
術
作
品
に
存
す
る

一
五
九



一
六
〇

｢
無
規
定
箇
所
(
U
コ
b
e
s
t
i
ヨ
m
t
h
e
i
t
s
s
t
e
〓
e
)
｣
を
､
鑑
賞
者
に
よ
る
多
様
な
｢
具
体
化
｣
が
生
じ
る
根
拠
と
し
て
提
示
し
た
イ
ン
ガ
ル
デ

ン
に
つ
い
て
､
ま
た
､
こ
の
｢
無
規
定
箇
所
｣
概
念
を
批
判
し
､
テ
ク
ス
ト
〔
作
品
〕

に
お
け
る
セ
グ
メ
ン
ト
〔
部
分
〕
相
互
の
断
絶
､
即
ち
､

｢
結
合
｣
の
不
在
を
意
味
す
る
｢
空
所
(
｢
e
e
r
s
t
e
〓
e
)
｣
概
念
を
提
出
し
､
独
自
の
｢
作
用
美
学
｣
を
展
開
す
る
イ
ー
ザ
I
に
つ
い
て
､
そ

れ
ぞ
れ
の
理
論
の
批
判
的
検
討
を
試
み
て
い
る
｡
拙
稿
｢
イ
ン
ガ
ル
デ
ン
に
お
げ
る
文
芸
作
品
の
存
在
性
格
｣

(
科
学
研
究
費
補
助
金
(
総
合
研

究
A
)
研
究
成
果
報
告
書
『
美
の
経
験
の
意
味
と
論
理
あ
る
い
は
記
述
と
還
元
』

(
東
京
大
学
文
学
部

平
成
三
年
)
所
収
)
､
な
ら
び
に
､
｢
イ

ー
ザ
一
に
お
け
る
｢
相
互
-
作
用
美
学
｣
｣

(
東
京
大
学
文
学
部
美
学
垂
術
学
研
究
室
紀
要
『
研
究

8』

(
-
冨
巴
所
収
)
を
参
照
｡

詔

論
者
ほ
､
カ
ン
ト
や
シ
ラ
ー
の
主
観
内
部
の
運
動
性
と
は
区
別
さ
れ
た
ニ
ー
チ
ェ
の
｢
遊
戯
｣
概
念
に
つ
い
て
､
そ
の
創
造
論
と
の
連
関
に
お
い

て
論
じ
て
い
る
｡
拙
稿
｢
ニ
ー
チ
ェ
に
お
け
る
｢
遊
戯
｣
の
哲
学
｣

(
東
京
大
学
文
学
部
美
学
垂
術
学
研
究
室
紀
要
『
研
究

7』

(
-
富
0
0
)
所

収
)
を
参
照
｡

3

F
･
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
の
『
詩
に
つ
い
て
の
対
話
(
.
ポ
e
s
p
r
賢
h
き
e
r
d
i
e

P
O
e
S
i
e
､
､
)
』
(
-
0
0
害
)

の
中
に
あ
る
一
文
で
あ
る
｡
(
､
､
F
r
i
2
d
･

r
i
c
h

S
c
h
-
e
g
e
-
s

J
亡
g
e
n
d
s
c
h
r
i
f
t
e
n
､
‥
h
e
r
●
く
●
J
●
M
i
コ
O
r
■
こ
∞
∞
N
.
コ
.
S
●
∽
の
A

〔
ガ
ダ
マ
ー
自
身
の
註
記
(
S
･
】
○
こ
〕
)

9

遊
戯
に
お
け
る
｢
観
客
｣
の
問
題
に
つ
い
て
は
､
本
論
考
の
結
び
(
b
､
C
)
に
お
い
て
改
め
て
検
討
す
る
｡

玉

ガ
ダ
マ
ー
は
､
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
｢
非
隠
蔽
性
(
U
n
く
e
r
ぎ
r
g
e
n
h
e
i
こ
｣
と
し
て
の
真
理
概
念
を
踏
襲
し
て
い
る
｡
｢
真
理
と
は
何
か
(
､
卓
a
s

i
s
t

W
a
h
r
h
e
i
t
､
､
)
｣

(
『
小
論
文
集

Ⅰ』

(
-
冨
ご
所
収
)
と
題
さ
れ
た
小
論
を
参
照
(
b
2
S
･
･
K
S
i
.
S
●
急
こ
｡

玉

｢
芸
術
と
模
倣
(
､
ズ
u
n
s
t

u
コ
d

N
a
c
h
a
h
ヨ
u
コ
g
､
､
)
｣
と
題
さ
れ
た
論
考
(
『
小
論
文
集

Ⅱ
』
所
収
)
に
お
い
て
も
､
模
倣
さ
れ
た
も
の
を

｢
再
認
識
｣
す
る
こ
と
は
､
そ
の
｢
本
質
｣
の
認
識
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
(
c
f
●
K
S
戸
S
●
N
N
㍗
)
｡

雷

『
真
理
と
方
法
』
第
一
部
第
二
章
第
二
節
b
｢
機
会
的
な
も
の
と
装
飾
的
な
も
の
の
存
在
論
的
根
拠
｣
に
お
い
て
は
､
造
形
芸
術
に
共
通
し
て
示

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
､
自
己
自
身
を
通
じ
て
表
現
を
現
在
せ
し
め
る
｢
像
｣
は
､
自
己
か
ら
離
れ
て
自
己
以
外
の
も
の
を
示
す
｢
指
示
｣
機
能

を
本
質
と
す
る
｢
記
号
｣
と
､
自
己
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
場
に
な
い
も
の
を
現
前
さ
せ
る
｢
代
理
(
V
e
r
t
r
e
t
e
コ
)
｣
あ
る
い
は
｢
代
表

〔
再
現
〕
｣
機
能
を
本
質
と
す
る
｢
象
徴
｣
の
中
間
に
位
置
す
る
(
c
f
●
S
●
-
芸
f
f
●
)
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
｢
美
学
と
解
釈
学
｣

(
c
f
.
K
S
戸
S
.
∞
)
､
『
美
の
現
実
感
〔
A
S
〕
』
に
お
い
て
は
､
｢
芸
術
作
品
｣
は
､
端
的
に
､
｢
象
徴
｣
と
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
｡
な
お
､

『
真
理
と
万
屋
第
一
部
第
〓
早
第
二
節
C
｢
体
験
芸
術
の
限
界
･
ア
レ
ゴ
リ
ー
の
復
権
｣
に
お
い
て
は
ヾ

｢
ア
レ
ゴ
リ
ー
〔
寓
意
〓
と
の
対

比
の
下
に
｢
象
徴
｣
に
関
す
る
概
念
史
的
考
察
が
展
開
さ
れ
て
い
る
(
c
㌣
S
●
芸
〓
･
)
｡



蛮

所
謂
｢
上
演
芸
術
｣
を
､
ガ
ダ
マ
ー
は
､
｢
推
移
的
〓
時
的
〕

(
t
r
a
コ
S
i
t
O
r
i
s
c
h
)
芸
術
｣
あ
る
い
は
｢
再
生
(
r
e
p
r
O
d
象
t
i
く
)
芸
術
｣

上
も
呼
ん
で
い
る
｡

望

｢
遊
戯
〔
上
演
〕

(
S
p
i
e
】
e
コ
)
｣
､
｢
表
現
〔
呈
示
〕

(
D
a
r
s
t
e
〓
u
コ
g
)
｣
､
｢
演
奏

〔
解
釈
〕
(
l
コ
t
e
r
p
r
e
t
a
t
i
O
コ
)
｣
､

｢
媒
介

(
く
e
r
ヨ
i
t
二
u
コ
g
)
｣
､
｢
再
生
(
R
2
p
r
O
d
露
t
i
O
n
)
｣
､
｢
再
現
(
W
i
e
d
e
r
笥
b
e
)
｣
等
の
概
念
は
､
そ
れ
ぞ
れ
観
点
は
異
に
す
る
が
､
全

て
｢
上
演
｣
と
連
関
づ
け
て
用
い
ら
れ
て
い
る
｡
こ
の
よ
う
な
諸
概
念
間
の
･
差
異
を
捨
象
し
た
使
用
は
､
ガ
ダ
マ
ー
の
｢
無
判
別
｣
的
な
態
度
を

典
型
的
に
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
｡

畜

芸
術
作
品
の
｢
完
全
な
現
在
性
(
く
○
〓
e

G
e
g
e
n
w
a
r
t
〓
と
し
て
の
存
在
の
｢
同
時
性
(
G
l
e
i
c
h
z
e
i
t
i
g
k
e
i
こ
｣
と
､
美
的
意
識
の
相

関
者
と
し
て
あ
る
こ
と
に
過
ぎ
な
い
｢
共
時
性
(
S
i
ヨ
u
〓
a
n
e
i
t
讐
)
｣
と
ほ
明
確
に
区
別
さ
れ
る
(
c
f
●
S
●
-
N
こ
｡

8

芸
術
作
品
は
｢
遊
戯
｣
で
あ
る
と
同
時
に
｢
形
像
｣
で
あ
る
と
い
う
ガ
ダ
マ
ー
の
主
張
は
､
シ
ラ
ー
の
｢
生
け
る
形
態
▲
(
d
i
e
-
e
b
e
コ
d
e

G
e
s
t
a
〓
)
｣
と
い
う
美
の
規
定
と
構
造
的
に
類
似
し
て
い
る
｡
前
掲
拙
稿
｢
｢
現
象
に
お
け
る
自
由
｣
と
｢
象
徴
と
し
て
の
美
｣
｣
を
参
照
｡

宏

解
釈
一
般
の
理
論
に
つ
い
て
､
詳
細
な
検
討
を
試
み
る
こ
と
は
､
本
論
考
の
課
題
で
は
な
い
｡
以
下
の
第
･
2
章
は
､
芸
術
作
品
の
解
釈
と
連
関
す

る
限
り
で
､
ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
理
論
の
梗
概
を
提
示
す
る
に
と
ど
め
る
｡

8

『
真
理
と
方
辻
巴
第
二
部
第
二
章
第
〓
即
a
｢
解
釈
学
的
循
環
と
先
行
判
断
〔
先
入
見
･
偏
見
〕
の
問
題
｣
の
中
の
｢
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
る

理
解
の
先
行
構
造
の
解
明
(
A
亡
f
d
e
c
k
u
コ
g
)
｣
に
お
い
て
､
ガ
ダ
マ
ー
は
､
『
存
在
と
時
間
』
第
讐
即
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
｢
解
釈
学
的
循
環
｣

に
つ
い
て
の
理
論
を
紹
介
し
て
い
る
(
S
S
.
N
g
～
N
ひ
の
)
｡

8

ガ
ダ
マ
1
の
解
釈
学
を
｢
言
葉
｣
自
体
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
性
を
無
視
し
て
｢
伝
統
｣
を
継
承
す
る
保
守
的
な
も
の
と
す
る
ハ
ー
バ
ー
マ
ス
の
批
判

と
そ
れ
に
対
す
る
ガ
ダ
マ
ー
の
反
論
に
つ
い
て
は
､
『
解
釈
学
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
批
判
(
､
ゴ
e
r
ヨ
e
n
e
u
t
i
k
5
d

I
d
e
O
-
O
g
i
e
k
r
〓
i
k
､
､
)
』

(
S
巨
r
k
a
ヨ
p
.
F
r
a
昇
f
u
r
t

a
･
M
･
.
-
3
こ
を
参
照
｡

吉

原
文
(
S
.
N
3
)
は
､
､
ゴ
e
r
ヨ
e
コ
e
u
二
k
､
､
の
｢
真
の
場
｣
と
記
さ
れ
て
い
る
が
､
こ
の
場
合
､
､
ゴ
e
r
ヨ
e
n
e
u
t
i
k
､
､
は
､
｢
解
釈
学
〔
解
釈
理

論〕

｣
で
は
な
く
､
｢
解
釈
〔
解
釈
行
為
〕
｣
そ
の
も
の
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
｡

蛋

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
記
述
を
も
と
に
し
た
｢
フ
ロ
ネ
ー
シ
ス

〔
実
践
知
〕
｣
と
｢
ソ
フ
ィ
ア
ー
〔
理
論
知
〕
｣
の
区
別
に
つ
い
て
は
､
『
真
理
と

方
法
』
第
一
部
第
二
早
第
一
節
b
｢
人
文
主
義
的
主
導
概
念
｣
の
中
の
β
｢
共
通
感
覚
｣

(
b
e
s
-
S
■
-
〓
f
●
)
を
参
照
｡

宕

｢
経
験
(
E
r
訂
F
r
u
n
g
)
｣
一
般
の
特
徴
に
つ
い
て
は
､
『
真
理
と
方
法
』
第
二
部
第
二
章
第
三
節
-
｢
経
験
の
概
念
と
解
釈
学
的
径
験
の
本

一
六
一



一
六
二

質
｣
(
S
S
●
∽
N
り
ト
〕
£
)
を
参
照
｡

零
｢
言
葉
が
語
る
(
d
i
e

S
p
r
a
c
h
e

s
p
r
i
c
b
こ
｣
こ
と
に
つ
い
て
は
､
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
論
考
｢
言
葉
(
.
占
i
e

S
p
r
a
c
h
e
､
､
)
｣

(
『
言
葉

の
途
上
に
て
(
､
ビ
n
t
e
r
w
e
g
s

z
u
r

s
p
r
a
c
h
e
､
､
)
』
(
G
旨
t
h
e
r

N
e
s
k
e
.
P
f
u
〓
i
n
g
e
n
.
-
冨
ご
所
収
)
を
参
照
(
b
e
s
■
S
･
-
N
f
･
-

-
三
●
.
g
f
●
)
｡

璽

存
在
が
理
解
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
解
釈
の
地
平
を
形
成
し
て
い
る
｢
言
語
性
(
S
p
r
a
c
h
〓
c
弄
e
i
こ
｣
に
基
づ
い
て
お
り
､
こ
の

｢
言
語
〔
言
葉
〕
｣
は
､
民
族
や
時
代
に
よ
っ
て
異
な
る
自
然
〔
日
常
〕
言
語
で
は
な
く
､
思
考
と
不
可
分
の
普
遍
的
な
言
葉
で
あ
る
｡

玉

ガ
ダ
マ
ー
の
解
釈
学
と
ヘ
ー
ゲ
ル
の
形
而
上
学
に
共
通
す
る
｢
思
弁
的
｣
性
格
に
.
つ
い
て
は
､
『
真
理
と
方
法
』
第
三
部
第
三
節
b
｢
言
葉
の
中

心
と
そ
の
思
弁
的
構
造
｣
(
b
e
s
■
S
●
怠
〓
f
●
)
を
参
照
｡

正

ガ
ダ
マ
ー
は
､
表
現
性
を
有
し
､
理
解
さ
れ
得
る
も
の
は
全
て
｢
言
葉
(
S
p
r
a
c
h
e
)
｣
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
と
し
､
｢
芸
術
の
言
葉
｣
の
み
な

ら
ず
､
｢
自
然
の
言
葉
｣

に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
(
c
f
.
S
.
怠
､
㌫
○
)
｡

霊

本
項
(
b
)
お
よ
び
次
項
(
C
)
に
お
い
て
は
､
｢
美
学
と
解
釈
学
｣

(
『
小
論
文
集

Ⅱ
〔
K
S
≡
』
所
収
)
の
中
の
記
述
に
つ
い
て
も
合
わ

せ
て
検
討
す
る
｡
な
お
､
略
号
に
よ
る
こ
と
わ
り
の
な
い
頁
数
は
､
他
と
同
様
､
『
真
理
と
方
法
』
の
中
の
記
述
を
指
示
す
る
も
の
で
あ
る
｡

霊

力
ン
ト
覇
断
力
批
判
(
;
K
r
i
-
i
k

d
e
r

U
r
-
2
ニ
s
k
r
a
-
-
､
こ
』
〓
三
(
こ
.
-
3
芝
〓
第
禦
即
(
S
.
-
曾
こ
参
照
｡
そ
こ
で
は
､
｢
美

的
理
念
(
訝
t
h
e
t
i
s
c
h
e

I
d
e
e
)
｣
の
特
性
と
し
て
､
概
念
の
｢
美
的
拡
張
｣
が
語
ら
れ
て
い
る
｡

玉

ヴ
ィ
ッ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
シ
の
｢
言
語
ゲ
ト
ム
(
S
p
r
a
c
ト
s
p
i
e
-
e
)
｣
に
関
す
る
ガ
ダ
マ
ー
の
見
解
に
つ
い
て
は
､
｢
現
象
学
運
動
(
･
亘
e

Ph賢○ヨ2邑Ogische

B
e
w
e
胃
g
､
J
｣
と
題
さ
れ
た
論
考
(
『
小
論
文
集
Ⅲ
』
(
-
3
N
)
所
収
)
を
参
照
(
ト
e
s
･
K
S
戸
S
･
-
0
0
≡
.
)
｡

韮

｢人間と言葉(ぎコSCトund

S
p
r
a
c
ト
e
､
･
)
｣
と
題
さ
れ
た
論
考
(
『
小
論
文
集
Ⅰ
』
所
収
)
の
中
で
､
｢
対
話
｣
･
の
遊
戯
性
が
指
摘

さ
れ
て
い
る
(
c
f
●
K
S
I
.
S
.
冨
f
.
)
｡


