
デ

ィ

ド

ロ

『

絵
画
論

』

-

訳
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解

(
そ
の
4
)

-

佐
々
木

健

一

第
三
章

私
が
生
れ
て
こ
の
か
た
明
暗
法
に
つ
い
て
理
解
し
た
こ
と
の
す
べ
て

(
そ
の
1
)

デ
ィ
ド
ロ
の
『
絵
画
払
歴
の
中
で
明
暗
法
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
は
､
本
章
と
そ
の
あ
と
に
つ
づ
く
補
足
の
一
章
(
第
三
章
と
第

四
章
の
間
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
)
で
あ
る
｡
前
章
に
関
す
る
註
解
の
中
で
述
べ
た
よ
う
に
耳
近
世
の
絵
画
論
に
お
い
て
､
明
暗
法

は
色
彩
論
と
一
体
の
も
の
と
し
て
､
或
い
は
少
く
と
も
色
彩
論
と
密
接
な
関
係
を
も
つ
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
し
､
事
柄
そ
の

も
の
の
性
質
か
ら
考
え
て
も
､
こ
の
扱
い
は
当
然
で
あ
ろ
う
｡
そ
こ
で
デ
ィ
ド
ロ
も
ま
た
､
色
彩
を
論
じ
た
第
二
章
に
続
け
て
､
明

暗
法
を
論
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
な
お
､
こ
れ
ま
で
我
々
の
辛
が
か
り
と
な
っ
て
き
た
ゲ
ー
テ
の
註
解
は
､
本
章
以
後
は
も
は
や

存
在
し
な
い
｡

明
暗
法
と
は
､
影
と
光
と
の
正
し
い
配
分
の
こ
と
で
あ
る
｡
規
則
的
な
形
を
し
た
対
象
が
一
つ
だ
け
と
か
､
光
源
が
一
つ
だ
け

し
か
な
い
と
い
う
場
合
な
ら
､
単
純
か
つ
容
易
な
問
題
で
あ
る
｡
し
か
し
､
対
象
の
形
が
多
様
化
す
る
に
つ
れ
､
ま
た
場
面
が
広

が
り
､
そ
の
中
に
存
在
す
る
も
の
も
数
を
増
し
､
い
く
つ
も
の
場
所
か
ら
そ
こ
へ
光
が
さ
し
込
み
､
光
が
多
彩
な
も
の
と
な
る
に

つ
れ
て
､
難
し
さ
を
増
す
よ
う
な
問
題
で
あ
る
｡
あ
､
友
よ
､
多
少
と
も
混
み
入
っ
た
構
成
の
画
面
に
は
､
ど
れ
は
ど
多
く
の
偽

一



5
物
の
影
と
光
が
あ
る
こ
と
か
｡
ど
れ
は
ど
多
く
勝
手
な
描
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
｡
ど
れ
ほ
ど
多
く
の
個
所
で
､
効
果
を

求
め
て
真
実
が
犠
牲
に
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
｡

明
暗
法
〓
e

c
-
a
i
r
-
O
b
s
c
u
r
)
と
は
､
影
づ
け
の
問
題
で
あ
る
｡
そ
れ
を
複
雑
に
し
て
い
る
因
子
は
二
つ
あ
る
｡
一
つ
は

描
か
れ
る
対
象
で
あ
り
､
も
う
;
は
光
で
あ
り
､
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
数
と
性
質
が
関
与
す
る
｡
一
つ
の
球
に
一
つ
の
光
源
の
光

が
あ
た
っ
て
い
る
と
い
う
場
合
に
は
､
光
の
部
分
と
影
の
部
分
が
戟
然
と
か
つ
幾
何
学
的
な
境
界
線
を
以
っ
て
分
か
れ
て
い
る
｡
し

か
し
､
先
ず
も
の
の
数
が
ふ
え
る
と
､
相
互
に
光
を
反
射
し
あ
っ
て
､
間
接
光
が
増
え
る
し
､
そ
れ
ぞ
れ
の
形
が
不
定
形
で
あ
れ
ば
､

影
の
形
が
不
定
形
と
な
る
だ
け
で
な
く
､
こ
の
反
射
が
乱
れ
て
く
る
｡
そ
し
て
光
源
が
複
数
の
場
合
､
同
じ
く
光
の
た
わ
む
れ
は
複

雑
と
な
る
｡
｢
光
が
多
彩
(
d
-
く
e
r
S
e
S
)
に
な
る
｣
と
い
う
と
き
､
デ
ィ
ド
ロ
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
は
､
強
い
光
と
弱
い
尭
､

か
た
い
光
と
や
わ
ら
か
い
光
な
ど
の
差
異
､
例
え
ば
太
陽
の
光
と
ろ
う
そ
く
の
光
の
差
異
で
あ
り
､
そ
れ
ら
が
混
在
し
て
い
る
場
合

の
現
象
の
複
雑
さ
で
あ
ろ
う
｡

注
目
す
べ
き
は
｢
真
実
｣
と
｢
効
果
｣
の
対
比
で
あ
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
が
垂
術
の
効
果
を
重
視
し
て
い
る
こ
と
は
､
そ
の
美
学
の
特

色
と
し
て
挙
げ
て
も
よ
い
｡
そ
れ
は
演
劇
論
に
お
い
て
顕
著
で
あ
り
.
､
こ
の
『
絵
画
論
』
で
は
､
表
情
を
主
題
と
す
る
第
四
章
に
特

に
そ
の
面
の
思
想
が
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
｡
だ
が
そ
の
反
面
に
お
い
て
､
第
一
章
に
お
い
て
詳
し
く
見
て
き
た
よ
う
に
､
観
察
を
説

く
デ
ィ
ド
ロ
が
い
る
｡
そ
の
デ
ィ
ド
ロ
は
､
習
慣
的
な
因
子
が
知
覚
を
深
く
支
配
し
､
真
実
の
す
が
た
を
歪
め
る
こ
と
を
認
識
し
､

ア
ヵ
デ
ミ
ス
ム
の
｢
手
法
｣
を
徹
底
し
て
批
判
す
る
こ
と
を
通
し
て
､
自
然
の
実
相
に
迫
る
こ
と
を
求
め
て
い
た
｡
こ
の
明
暗
法
を

論
ず
る
冒
頭
の
文
章
の
中
で
､
｢
勝
手
な
描
き
方
を
す
る
(
〓
c
e
n
c
e
s

p
ュ
s
e
s
)
｣
と
は
､
真
実
に
従
う
こ
と
な
く
､
自
ら

の
盗
意
に
従
う
こ
と
で
あ
る
｡
.
一
〓
c
e
n
c
e
.
.
と
い
う
単
語
に
は
､
｢
詩
的
な
破
格
表
現
(
〓
c
e
コ
C
e

p
O
㌻
i
q
u
e
)
｣

の
意
味
で
の
用
語
法
が
染
み
つ
い
て
い
る
が
､
こ
こ
で
は
､
文
字
通
り
の
｢
勝
手
な
振
る
舞
い
を
す
る
(
p
r
e
コ
d
r
e

d
e
s



=
c
2
コ
C
2
S
)
｣
と
い
う
道
徳
的
な
意
味
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
｢
効
果
(
2
f
f
e
-
)
｣
は
､
こ
の
文
中
で
は
悪
い
意
味
で
用
い
ら
れ

て
い
る
が
､
デ
ィ
ド
ロ
の
美
学
が
感
動
を
重
ん
ず
る
美
学
で
あ
る
以
上
､
こ
の
単
語
の
用
語
法
に
は
注
意
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ

ぅ
｡
こ
こ
で
の
｢
真
実
-
効
果
｣
の
対
比
は
､
演
劇
論
に
お
け
る
｢
絵
画
(
t
a
b
-
e
a
u
＼
p
e
i
n
t
u
r
e
)
-
見
せ
場

(
c
O
u
p

dethい恥tre)｣の対顔思わせるが､この1cOupdeth㌢re･･が常に悪い意味であるのと同じく､三fet3

も
悪
い
価
値
標
識
を
本
質
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡

絵
画
に
お
い
て
光
の
効
果
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
､
『
コ
レ
ジ
ュ
ス
』
と
い
う
絵
の
中
で
君
が
見
た
も
の
､
即
ち
､
真
実
で
､

力
強
く
､
刺
戟
的
な
､
影
と
光
の
混
合
で
あ
る
｡
こ
の
効
果
こ
そ
､
君
の
足
を
と
め
さ
せ
､
君
を
驚
嘆
さ
せ
る
詩
的
瞬
間
で
あ
る
｡

難
し
い
こ
と
､
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
撃
段
階
的
配
分
法
に
く
ら
べ
れ
ば
難
し
さ
は
お
そ
ら
く
ま
だ
し
も
少
い
で
あ
ろ
う
｡

1
0
段
階
的
配
分
法
と
い
う
の
は
､
場
面
に
拡
散
的
で
広
が
り
を
も
つ
よ
う
な
具
合
に
光
を
あ
て
て
､
画
面
上
の
ど
の
点
に
対
し
て
も
､

そ
の
真
の
向
き
や
光
体
と
の
間
の
真
の
距
離
に
鑑
み
て
､
し
か
る
べ
き
光
の
量
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
も
の
で
あ
る
｡
こ
の

光
の
量
は
､
周
囲
の
物
象
が
そ
こ
に
さ
す
べ
き
光
を
さ
え
ぎ
っ
た
り
､
そ
こ
に
反
射
光
を
与
え
た
り
す
る
の
で
､
そ
れ
に
つ
れ
て
､

多
彩
か
つ
か
な
り
明
瞭
な
仕
方
で
､
変
え
ら
れ
て
く
る
の
で
あ
る
｡

『
コ
レ
ジ
ュ
ス
』
と
は
､
フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル
の
大
作
『
己
れ
を
犠
牲
に
し
て
カ
リ
ロ
エ
を
救
う
大
司
祭
コ
レ
ジ
ュ
ス
』
の
こ
と
で
､

ロ
ー
マ
大
賞
を
得
て
の
ロ
ー
マ
留
学
よ
り
帰
国
し
た
フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル
が
､
一
七
六
五
年
､
入
会
資
格
を
求
め
て
ア
カ
デ
ミ
ー
に
提
出

し
た
作
品
で
あ
る
｡
こ
れ
は
ゴ
ブ
ラ
ン
織
り
の
下
絵
と
し
て
買
い
上
げ
ら
れ
､
同
年
九
月
､
サ
ロ
ン
展
に
展
示
さ
れ
て
大
好
評
を
博

､

/

し短

そ
し
て
デ
ィ
ド
ロ
は
こ
の
年
の
『
サ
ロ
ン
』
の
中
で
､
詳
細
に
こ
の
作
品
を
論
じ
て
い
る
｡
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
冒
頭
で
､

こ
の
｢
絵
の
中
で
君
(
=
グ
リ
ム
)
が
見
た
も
の
云
々
｣
と
言
う
の
は
､
こ
の
『
サ
ロ
ン
』
の
記
事
を
指
し
て
い
る
｡
そ
し
て
謬

三



画
論
』
が
『
妄
ハ
五
年
の
サ
ロ
ン
』
の
直
後
に
書
か
れ
､
同
じ
『
文
慧
信
』
誌
に
公
表
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
併
せ
摘
聖
こ
の

冒
頭
部
分
は
､
明
ら
か
に
､
『
サ
ロ
ン
』
の
中
の
当
該
の
記
事
に
言
及
し
て
い
る
｡
こ
こ
で
グ
リ
ム
が
出
て
く
る
の
も
､
『
サ
ロ
ン
』

の
『
コ
レ
ジ
ュ
ス
』
評
の
特
異
な
ス
タ
イ
ル
に
帰
因
す
る
こ
と
で
あ
る
｡
す
な
わ
ち
､
こ
の
評
論
文
は
虚
構
仕
立
て
に
な
っ
て
い
る
｡

そ
れ
に
よ
れ
ば
､
世
評
を
耳
に
し
て
デ
ィ
ド
ロ
が
見
に
行
っ
た
と
き
に
は
､
こ
の
作
品
は
も
う
展
示
さ
れ
て
お
ら
ず
､
見
る
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
の
で
､
批
評
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
｡
グ
リ
ム
は
見
て
い
る
の
だ
か
ら
､
こ
れ
を
二
人
の
対
話
形
式
に
よ
っ
て
論
ず

る
こ
と
に
し
よ
う
と
言
い
､
ま
ず
デ
ィ
ド
ロ
が
自
分
の
見
た
夢
の
話
を
す
る
｡
す
る
と
そ
れ
を
聞
い
た
グ
リ
ム
が
､
そ
れ
こ
そ
ま
さ

に
フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル
の
こ
の
絵
の
画
面
で
あ
る
､
と
証
言
す
る
｡
お
ま
け
に
､
末
尾
に
グ
リ
ム
の
手
に
な
る
と
お
ぼ
し
き
一
文
が
添
え

ら
れ
て
お
短
こ
の
対
話
部
分
の
グ
リ
ム
の
言
葉
も
デ
ィ
ド
ロ
が
書
い
た
も
の
で
あ
り
､
し
か
も
､
デ
ィ
ド
ロ
の
夢
の
話
は
､
二
人

で
こ
の
絵
を
見
た
際
に
､
デ
ィ
ド
ロ
が
グ
リ
ム
に
語
っ
て
き
か
せ
た
も
の
だ
､
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
｡
従
っ
て
､
こ
の
評
論

文
そ
の
も
の
が
解
釈
を
要
守
る
も
の
で
あ
る
聖
額
面
通
り
に
読
む
か
ぎ
り
､
我
々
の
テ
ク
ス
ト
で
言
及
さ
れ
て
い
る
評
は
グ
リ
ム

の
言
葉
の
中
に
あ
る
｡

す
な
わ
ち
､
｢
真
実
で
､
力
強
く
､
刺
戟
的
な
(
く
r
a
i
こ
O
r
t
.
e
t

p
i
q
u
a
n
t
)
｣
に
対
応
し
て
､
｢
影
の
か
た
ま
り
が
､
明

る
い
部
分
の
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
輝
き
を
､
こ
の
上
な
く
力
強
く
､
刺
戟
的
な
や
り
方
で
(
d
e
-
a
ヨ
a
コ
i
㌣
e
-
a

p
-
u
s

f
O
r
t
e

‡

e
ニ
a
p
-
亡
S
p
i
q
u
a
n
t
e
)
､
引
き
立
て
て
い
る
｣
と
い
う
言
葉
が
あ
る
｡
こ
の
言
葉
が
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
を
理
解
す
る
に
は
､

画
面
の
構
成
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
デ
ィ
ド
ロ
の
夢
の
記
述
に
従
え
ば
､
大
司
祭
コ
レ
ジ
ュ
ス
は
カ
リ
ロ
エ
に
恋
し
て
い

た
が
､
彼
女
は
見
向
き
も
し
な
い
｡
と
こ
ろ
が
､
老
人
た
ち
の
祈
り
に
対
し
て
､
｢
カ
リ
ロ
エ
か
､
彼
女
の
身
代
り
に
な
る
男
を
生

蟄
に
献
げ
よ
｣
と
い
う
神
託
が
下
さ
れ
る
｡
(
こ
の
老
人
た
ち
の
祈
り
の
趣
旨
は
十
分
に
明
ら
か
で
は
な
い
が
､
｢
疫
病
の
手
を
逃

れ
た
老
人
た
短
と
あ
り
､
そ
の
疫
病
と
は
､
司
祭
に
導
か
れ
た
バ
ッ
コ
ス
の
狂
女
た
ち
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
た
異
常
な
性
の
狂

乱
を
指
す
と
思
わ
れ
る
か
ら
､
平
安
を
求
め
る
祈
り
で
あ
ろ
う
｡
な
お
､
こ
の
司
祭
は
コ
レ
ジ
ュ
ス
に
､
こ
の
老
人
た
ち
は
画
中
の



｢
お
び
え
た
老
人
た
ち
｣
に
擬
せ
ら
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る
｡
)
そ
し
て
､
生
暫
を
捧
げ
る
べ
き
役
割
は
､
大
司
祭
コ
レ
ジ
ェ
ス
に

わ
り
あ
て
ら
れ
る
｡
最
後
の
瞬
間
､
苦
悩
の
は
て
に
コ
レ
ジ
ュ
ス
は
､
祭
壇
に
横
た
わ
る
恋
人
を
前
に
､
自
ら
の
胸
に
短
刀
を
突
き

立
て
る
｡
-
こ
の
物
語
の
最
後
の
瞬
間
を
､
フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル
は
描
い
て
い
る
｡
晴
れ
わ
た
っ
た
太
陽
の
光
は
寺
院
に
さ
し
込
み
､

カ
リ
ロ
エ
を
照
ら
し
て
い
る
｡
そ
の
と
き
､
天
井
よ
り
｢
地
獄
の
精
(
g
e
n
i
e
i
n
ぎ
已
p
が
､
暗
い
影
と
と
も
に
下
り
来

た
る
｡
そ
れ
は
お
そ
ろ
し
い
｢
愛
｣
を
背
負
っ
た
｢
絶
望
｣
で
あ
り
､
あ
た
り
に
闇
を
ま
き
ち
ら
す
｡
そ
こ
で
｢
闇
と
光
の
混
合
｣

が
生
み
出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡

さ
て
､
こ
の
よ
う
な
画
面
の
表
現
に
対
し
て
､
わ
れ
わ
れ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
､
二
つ
の
形
容
が
与
え
ら
れ
て
い
る
｡
第
一
は
｢
光

の
効
果
(
u
n

e
f
f
e
t

d
:
u
ヨ
i
㌢
e
)
｣
で
あ
り
､
も
う
三
は
｢
詩
的
瞬
間
(
ヨ
○
ヨ
e
n
-
p
O
e
-
i
q
u
e
)
｣
で
あ
る
｡
い
ず

れ
も
確
立
し
た
術
語
の
よ
う
な
お
も
む
き
を
以
っ
て
用
い
ら
れ
て
い
る
が
､
『
百
科
全
書
』
の
中
に
ほ
､
い
ず
れ
の
概
念
も
項
目
と

し
て
立
て
ら
れ
て
い
な
い
｡
だ
が
､
｢
光
の
効
果
｣
の
方
は
『
コ
レ
ジ
ェ
ス
』
と
い
う
具
体
例
､
そ
れ
に
つ
い
て
の
デ
ィ
ド
ロ
の
記

述
と
い
う
手
が
か
り
が
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
､
こ
ち
ら
を
糸
口
と
し
て
｢
詩
的
瞬
間
｣
の
解
明
を
目
指
す
､
と
い
う
手
順
を
踏
み
た

い
｡
そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
､
｢
光
の
効
果
｣
に
つ
い
て
は
本
章
の
他
の
個
所
に
も
､
ま
た
『
百
科
全
書
』
の
中
に
も
､
有
力
な
辛

が
か
り
が
あ
る
｡
本
章
の
中
で
は
､
四
九
行
に
｢
光
と
影
の
つ
く
り
出
す
効
果
｣
〓
e
s
e
f
f
e
t
s

d
e
-
a

l
u
ヨ
i
㌣
e
e
t

d
e
-
･
〇
ヨ
b
r
e
)
､
0
0
行
に
｢
光
の
効
果
｣

(
2
f
f
e
-
d
e
-
⊆
已
e
r
e
)

と
い
う
表
現
が
あ
り
､
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
､

光
と
影
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
の
効
果
を
指
し
て
い
る
｡
こ
の
点
は
『
百
科
全
書
』
の
中
で
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
｡

冒
科
全
書
』
の
中
の
辛
が
か
り
と
は
､
第
五
巻
(
一
七
五
五
年
刊
)
所
収
の
｢
効
果
､
絵
画
に
お
け
る
｣
と
い
う
項
目
の
記
事

で
あ
る
｡
教
訓
詩
『
絵
画
術
(
巳
A
r
t

de

p
e
i
n
d
r
e
)
｣

(
一
七
六
〇
年
)
の
著
者
ウ
ァ
ト
レ

(
C
-
a
u
d
e
W
A
T
E
L
E
T
●

】
⊇
竿
轟
こ
が
､
こ
の
項
目
の
筆
者
で
あ
る
｡
こ
の
中
で
ウ
ァ
ト
レ
は
､
｢
光
の
効
果
｣
と
い
う
表
現
は
用
い
て
い
な
い
も
の
の
､

｢
デ
ッ
サ
ン
の
効
果
｣
や
｢
色
彩
の
効
果
｣
と
並
べ
て
､
｢
明
暗
法
の
効
果
(
一
Ⅰ
､
2
f
f
e
-
d
u

c
-
a
i
r
-
O
b
s
c
u
r
)
｣
を
語
っ
て五



ぉ
り
､
こ
れ
は
､
右
に
指
摘
し
た
本
章
の
他
の
個
所
に
お
け
る
デ
ィ
ド
ロ
の
用
語
法
に
照
ら
し
て
み
て
､
｢
光
の
効
果
｣
と
同
じ
事

能
暮
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
明
暗
法
の
効
果
は
色
彩
の
効
果
を
つ
よ
め
る
が
､
危
険
を
伴
う
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
､

ウ
ァ
ト
レ
は
次
の
よ
う
に
言
う
｡
｢
跡
卦
(
e
f
f
e
t
s
)
に
よ
っ
て
注
意
を
か
き
立
て
た
い
と
い
う
気
持
か
ら
､
カ
ラ
ヴ
ァ
ジ
オ
は
､

自
然
の
中
で
は
稀
に
し
か
見
ら
れ
な
い
よ
う
な
仕
方
で
､
モ
デ
ル
に
光
を
あ
て
た
｡
技
巧
を
こ
ら
し
て
し
っ
ら
え
た
開
口
部
よ
り
落

ち
る
よ
う
に
し
た
日
の
光
(
j
｡
u
r
)
が
､
彼
の
目
に
は
､
生
き
生
き
と
し
て
は
い
る
が
､
強
烈
な
光
(
d
e
s
-
u
ヨ
ー
㌣
e
s

三
く
e
S
･
ヨ
a
i
s

t
r
a
n
c
h
a
n
t
e
s
)
を
与
え
て
い
た
｡
そ
の
結
果
､
彼
の
行
っ
た
模
倣
像
の
中
に
得
ら
れ
た
の
は
､
快
い
と
い
う

よ
り
は
独
特
な
変
(
e
f
f
e
t
s
s
i
n
g
u
〓
e
r
s
)
で
あ
っ
短
｣
こ
の
よ
う
産
格
は
､
｢
効
果
｣
の
本
質
的
な
特
徴
と
見
て

よ
い
｡
何
故
な
ら
､
デ
ッ
サ
ン
､
色
彩
､
明
暗
法
な
ど
､
絵
画
の
構
成
部
分
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
の
効
果
を
語
る
に
先
立
っ
て
､

ゥ
ァ
ト
レ
は
､
｢
効
果
と
い
う
語
に
よ
っ
て
人
々
は
特
に
､
大
き
く
､
威
厳
が
あ
り
､
強
烈
な
表
現
(
u
n
e

e
眉
r
e
S
S
i
O
n
g
r
a
コ

d
e
盲
j
e
s
t
u
e
u
s
e
二
〇
r
t
e
)
の
こ
と
を
考
え
て
い
麺
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
｡
つ
ま
り
､
効
果
に
は
常
に
何
ら
か
の

強
調
が
つ
き
ま
と
う
､
と
言
え
よ
う
｡
従
っ
て
､
効
果
に
は
価
値
の
上
で
の
あ
い
ま
い
さ
が
つ
き
ま
と
っ
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
に

な
る
｡
言
い
か
え
れ
ば
､
効
果
は
わ
ざ
と
ら
し
さ
と
背
中
あ
わ
せ
で
あ
る
｡
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
註
釈
の
中
で
､
こ
の
語
の
意
味
あ

い
に
注
意
を
払
う
べ
き
こ
と
を
指
摘
し
た
が
､
こ
こ
で
早
く
も
､
そ
の
本
質
的
な
両
義
性
が
確
認
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
｡

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
効
果
の
典
型
が
演
劇
の
場
合
で
あ
る
こ
と
は
､
お
そ
ら
く
誰
に
も
異
論
は
あ
る
ま
い
｡
ウ
ァ
ト
レ
も
ま
た
､

右
の
カ
ラ
ヴ
ァ
ジ
オ
に
言
及
し
た
引
用
文
の
少
し
あ
と
で
､
｢
正
し
い
(
j
u
s
t
e
)
効
果
｣
を
論
じ
っ
つ
､
演
劇
的
効
果
に
言
及
し
､

人
物
の
性
格
に
真
実
味
を
欠
く
と
効
果
が
喪
わ
れ
る
と
し
て
､
何
と
か
効
果
と
真
実
さ
と
を
両
立
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
｡
ま
た
『
サ

ロ
ン
』
の
中
の
問
題
の
評
論
文
の
中
で
､
グ
リ
ム
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
言
葉
と
し
て
､
｢
厳
格
な
趣
味
を
も
つ
判
定
者
た
ち
の
中
に
､

宣

こ
の
画
面
の
中
に
或
る
演
劇
的
な
と
こ
ろ
が
感
じ
ら
れ
､
そ
こ
が
気
に
入
ら
な
い
と
す
る
人
々
が
い
る
｣
と
い
う
く
だ
り
が
あ
る
｡

効
果
を
是
と
す
る
か
否
と
す
る
か
は
､
微
妙
に
意
見
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
も
あ
ろ
う
が
､
そ
れ
が
強
調
に
支
え
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
､



演
劇
的
な
も
の
と
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
｡
『
コ
レ
ジ
ュ
ス
』
の
画
面
も
ま
た
､
事
実
､
最
も
劇

的
な
瞬
間
を
捉
え
て
い
る
｡
｢
詩
的
瞬
間
｣
と
い
う
の
は
､
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
意
味
で
あ
ろ
う
｡
す
な
わ
ち
､
｢
詩
的
｣
と
い
う

形
容
詞
は
､
十
九
世
紀
的
な
｢
抒
情
的
｣
と
い
う
意
味
で
は
な
く
､
叙
事
詩
や
劇
詩
を
詩
の
原
型
と
す
る
古
典
的
な
意
味
で
解
さ
な

く
て
は
な
る
ま
い
｡
た
だ
し
､
い
か
に
｢
劇
的
｣
に
近
い
と
は
言
っ
て
も
､
｢
詩
的
｣
と
い
う
用
語
か
ら
見
て
､
そ
こ
に
悪
い
価
値

標
識
が
な
い
こ
と
だ
け
は
間
違
い
な
い
｡
こ
の
点
で
は
､
わ
れ
わ
れ
の
テ
ク
ス
ト
と
､
『
サ
ロ
ン
』
の
言
葉
を
較
べ
て
み
る
と
､
｢
真

実
の
｣
と
い
う
形
容
が
わ
れ
わ
れ
の
テ
ク
ス
ト
に
は
あ
っ
て
､
『
サ
ロ
ン
』
の
グ
リ
ム
の
言
葉
に
は
な
い
､
と
い
う
こ
と
に
注
意
を

払
う
べ
き
で
あ
ろ
う
｡
『
絵
画
論
』
に
お
い
て
デ
ィ
ド
ロ
は
､
『
百
科
全
書
』
に
お
け
る
ウ
ァ
ト
レ
と
同
じ
よ
う
に
､
あ
る
べ
き
元

の
効
果
｣
を
.
｢
真
実
さ
｣
と
両
立
す
る
よ
う
な
好
ま
し
い
形
で
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
､
と
思
わ
れ
る
｡

し
か
し
､
｢
光
の
効
果
｣
は
決
し
て
最
も
好
ま
し
い
も
の
と
し
て
呈
示
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
｡
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
後
半
に
は
､

こ
れ
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
､
そ
し
て
よ
り
難
し
い
も
の
､
従
っ
て
よ
り
高
度
な
も
の
と
し
て
､
｢
段
階
的
配
分
法
(
u
n
e

d
i
s
-

t
r
i
b
亡
二
〇
コ
g
r
a
d
u
e
8
｣
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
｡
｢
光
の
効
果
｣
が
､
言
わ
ば
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
に
よ
っ
て
､
一
部
分
を
強
調

す
る
の
に
対
し
て
､
こ
れ
は
ど
く
自
然
に
画
面
全
体
に
光
を
あ
て
る
も
の
(
｢
拡
散
的
で
広
が
り
を
も
つ
よ
う
に
｣
)

で
あ
る
｡
そ

の
難
し
さ
は
､
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
り
､
そ
の
末
尾
に
あ
っ
た
効
果
-
真
実
の
対
比
が
､
こ

こ
で
の
｢
光
の
効
果
-
段
階
的
配
分
法
｣
の
対
比
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
る
｡
｢
段
階
的
｣
と
は
言
っ
て
も
､
光
源
と
物
体
の
距
離

に
よ
る
単
純
な
函
数
で
は
な
く
､
先
ず
物
体
の
｢
向
き
｣
(
e
召
O
S
i
t
i
O
コ
ー
前
段
に
お
け
る
物
体
の
形
の
契
機
に
対
応
す
る
と

言
っ
て
よ
通
が
関
係
す
る
し
､
こ
こ
で
何
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
の
は
､
物
体
相
互
の
間
の
遮
光
と
ハ
レ
ー
シ
ョ
ン
(
｢
光
を
さ

え
ぎ
っ
た
り
､
反
射
光
を
与
え
た
り
す
る
｣
-
-
原
文
で
は
｢
損
失
と
借
用
〓
e
s

p
e
r
t
e
s

e
t
-
e
s

e
ヨ
p
r
亡
n
t
S
)
｣
で
あ

る｡

こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
興
味
深
い
記
述
が
『
サ
ロ
ン
』
の
『
コ
レ
ジ
ュ
ス
』
評
の
中
に
あ
る
｡
先
ず
､
対
話
形
式
の
部
分
の
グ
リ

七



八

ム
に
帰
せ
ら
れ
た
言
葉
の
中
に
､
次
の
よ
う
な
一
句
が
あ
る
｡
｢
君
が
彼
の
絵
を
実
際
に
見
た
な
ら
ば
…
…
こ
の
光
の
か
た
ま
り

が
､
は
じ
め
は
強
烈
で
あ
っ
た
も
の
が
､
急
速
な
調
子
で
､
驚
く
べ
き
技
巧
を
も
っ
て
､
ぼ
か
さ
れ
て
い
る
の
を
目
の
あ
た
り
に
し

た
こ
と
で
あ
ろ
う
し
､
人
物
た
ち
の
間
に
響
き
あ
い
が
見
事
に
生
み
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
附
い
た
こ
と
で
あ
ろ
･
適
そ
し
て
更

に
､
末
尾
の
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
部
分
(
先
述
の
よ
う
に
､
対
話
体
の
部
分
が
デ
ィ
ド
ロ
の
創
作
で
あ
る
こ
と
を
註
記
し
た
グ
リ
ム
自

身
の
言
葉
､
も
し
く
は
そ
の
よ
う
に
仕
立
て
ら
れ
た
言
葉
の
部
分
)
で
は
､
こ
の
｢
響
き
あ
い
(
㌢
h
O
)
｣
に
つ
い
て
､
次
の
よ
う

な
説
明
が
あ
る
｡
｢
ま
た
､
こ
だ
ま
と
は
反
響
し
た
音
の
こ
と
で
あ
り
､
光
の
響
き
あ
い
は
反
射
光
の
こ
と
で
あ
る
｡
例
え
ば
､
或

る
物
体
の
上
に
落
ち
て
い
る
強
烈
な
光
が
あ
る
と
､
そ
こ
か
ら
別
の
物
体
へ
と
光
が
送
ら
れ
､
そ
の
物
体
が
十
分
に
つ
よ
く
照
さ
れ

て
い
て
､
光
を
第
三
の
物
体
に
反
射
し
､
こ
の
第
三
の
物
体
か
ら
第
四
の
物
体
へ
等
々
と
な
っ
て
い
る
場
合
､
も
と
の
光
は
こ
れ
ら

の
別
々
の
対
象
の
上
で
響
き
あ
い
を
な
し
て
い
る
わ
け
で
あ
っ
て
､
そ
れ
は
峰
か
ら
峰
へ
と
繰
り
返
さ
れ
て
ゆ
く
音
の
場
合
と
同
様

で
あ
る
｡
こ
れ
は
専
門
用
語
で
あ
り
､
垂
術
家
た
ち
は
こ
の
意
味
で
そ
れ
を
用
い
て
い
喪

残
念
宗
ら
冒
科
全
書
』
の
中
に

｢
光
の
響
き
あ
い
｣
の
記
述
は
な
い
が
､
『
絵
画
払
盟
の
な
か
で
は
0
0
行
に
出
て
く
る
｡
そ
こ
で
再
確
認
さ
れ
る
よ
う
に
､
こ
の

概
念
が
光
の
｢
段
階
的
配
分
法
｣
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
と
符
合
す
る
こ
と
は
､
先
ず
間
違
い
な
懐

画
面
構
成
に
お
い
て
光
が
単
一
で
あ
る
こ
と
は
ど
に
稀
有
な
こ
と
は
な
い
｡
そ
の
こ
と
は
風
景
画
家
の
場
合
に
特
に
著
し
い
｡

1
5
こ
こ
に
あ
る
の
は
日
の
光
で
あ
り
､
あ
ち
ら
は
月
の
光
で
あ
る
｡
そ
し
て
別
の
所
に
､
ラ
ン
プ
､
松
明
､
も
し
く
は
何
ら
か
の
他

の
燃
え
る
物
体
が
あ
る
､
と
い
う
具
合
で
あ
る
｡
広
く
見
ら
れ
は
す
る
が
､
見
極
め
の
つ
け
に
く
い
悪
風
で
あ
る
｡

二
読
し
て
解
釈
に
迷
う
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
あ
る
が
､
こ
れ
は
光
源
の
単
一
性
を
主
張
し
た
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
｡
同
趣
旨
で

よ
り
明
瞭
な
一
文
が
､
後
年
の
『
絵
画
彫
刻
文
学
に
関
す
る
断
章
』
の
中
に
あ
り
､
そ
れ
に
照
ら
せ
ば
､
そ
の
よ
う
に
し
か
考
え
ら



れ
な
い
か
ら
で
あ
る
｡
｢
自
然
光
で
あ
れ
人
工
の
光
で
あ
れ
､
光
は
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
同
時
に
様
々
な
光
に
照
ら
さ
れ

た
画
面
は
､
ど
く
あ
り
ふ
れ
て
い
喪
｣
-
u
n
i
t
e
d
:
u
ヨ
ー
3
′
･
主
口
う
場
合
に
は
､
光
源
の
単
産
だ
け
で
な
く
､
複
数
の

光
源
の
間
の
統
一
性
､
描
か
れ
た
光
の
均
質
性
な
ど
の
意
味
が
考
え
ら
れ
る
が
､
こ
の
断
章
の
方
は
､
光
が
]
u
コ
e
.
.
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
書
か
れ
て
い
て
､
曖
昧
さ
ば
な
い
｡
だ
が
そ
う
な
る
と
､
｢
こ
こ
に
あ
る
の
は
｣
以
下
の
文
に
は
ま
ど
つ
か
さ
れ
る
｡

こ
こ
の
構
文
は
､
｢
こ
こ
に
(
i
c
i
)
｣
､
｢
あ
ち
ら
に
(
㌻
)
｣
､
｢
別
の
所
に
(
a
i
〓
e
u
r
s
)
｣
と
三
つ
の
場
所
の
副
詞
に

導
か
れ
て
三
つ
の
短
文
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
｡
こ
れ
を
一
枚
の
画
面
に
あ
て
は
め
て
考
え
る
と
､
太
陽
と
月
が
同
居
す
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
｡
太
陽
と
月
が
同
時
に
見
え
る
こ
と
は
現
実
に
あ
る
が
､
こ
こ
で
デ
ィ
ド
ロ
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
､
日
の
光
(
d
u

S
O
r
e
i
こ
で
あ
り
月
の
光
(
d
e
-
a
-
u
コ
e
)
で
あ
る
か
ら
､
日
中
､
西
の
空
に
残
っ
て
い
る
月
の
よ
う
な
も
の
の
こ
と
で
は
あ

り
え
な
い
｡
従
っ
て
､
こ
こ
は
､
三
つ
の
光
源
の
共
存
で
は
な
く
､
日
の
光
も
し
く
は
月
の
光
と
､
ラ
ン
プ
や
松
明
な
ど
の
人
工
的

な
光
源
が
､
一
つ
の
画
面
に
混
在
し
て
い
る
場
合
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
､
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
つ
ま
り
批
判
の
対
象
と

し
て
の
複
数
の
光
源
と
は
､
自
然
光
と
人
工
的
な
光
の
混
在
で
あ
る
｡

こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
趣
旨
が
光
源
の
単
一
性
に
あ
る
と
な
る
と
､
こ
れ
は
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
中
で
語
ら
れ
て
い
た
｢
複
雑
さ
を

生
み
出
す
要
因
｣

の
う
ち
､
第
二
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
中
で
と
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
も
の
､
す
な
わ
ち
｢
複
数
の
光
源
｣
と
｢
光

の
多
彩
さ
｣
を
説
明
し
て
い
る
も
の
､
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
､
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
か
ら
第
三
パ
ラ
グ
ラ

フ
ま
で
の
ま
と
ま
り
は
､
非
常
に
明
瞭
に
な
る
｡
だ
が
､
こ
の
よ
う
な
自
然
光
と
人
工
的
な
光
の
混
在
が
､
何
故
､
.
.
く
i
c
2
-
と
見

倣
さ
れ
る
の
か
､
そ
の
理
由
が
定
か
で
は
な
い
｡
特
に
､
自
然
光
と
人
工
的
な
光
と
の
共
在
し
て
い
る
作
例
と
し
て
直
ち
に
考
え
ら

れ
る
の
は
､
ヴ
ュ
ル
ネ
の
月
光
の
タ
ブ
ロ
ー
で
あ
り
､
こ
れ
ら
に
つ
い
て
デ
ィ
ド
ロ
が
一
貫
し
て
称
讃
を
送
っ
て
い
た
こ
と
を
思
え

ば
､
こ
の
否
定
的
評
価
は
一
層
理
解
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
｡
ヴ
ュ
ル
ネ
に
対
し
て
は
､
一
七
六
三
年
の
『
サ
ロ
ン
』
に
お
い
て
､

｢
自
然
よ
り
そ
の
秘
密
を
盗
ん
だ
｣
と
称
え
た
あ
と
で
､
『
月
の
光
』
を
と
り
上
げ
､
｢
こ
ち
ら
で
は
月
が
､
あ
ち
ら
で
は
か
が
り

九



一〇

火
が
光
と
色
彩
を
与
え
て
お
り
､
別
の
所
で
は
､
こ
の
二
つ
の
光
の
混
り
あ
っ
た
効
果
が
見
ら
れ
る
｣
と
語
り
､
一
七
六
五
年
に
は

『
月
夜
の
難
船
』
に
つ
い
て
､
同
じ
く
月
の
光
と
か
が
り
火
の
混
在
を
と
り
上
げ
て
､
｢
か
く
も
不
調
和
な
現
象
を
こ
の
よ
う
に
対

比
し
っ
つ
､
な
お
も
調
和
を
失
わ
な
い
｣
と
称
え
て
い
る
｡
こ
の
評
価
が
『
絵
画
論
』
の
後
に
も
変
ら
な
い
こ
と
の
証
拠
に
､
一
七

六
七
年
に
も
｢
こ
れ
ら
二
つ
の
光
の
効
果
｣
を
､
そ
し
て
一
七
六
九
年
に
も
更
に
､
｢
見
事
に
精
通
し
た
月
と
火
の
光
の
､
コ
ン
ト

ラ
ス
ト
と
混
合
｣
を
称
え
て
い
る
､
と
い
う
次
第
で
あ
短
で
は
､
デ
ィ
ド
ロ
は
矛
盾
を
犯
し
て
い
る
の
か
｡
こ
れ
は
ど
明
瞭
至

っ
の
意
見
を
､
矛
盾
し
た
ま
ま
主
張
す
る
こ
と
な
ど
考
え
ら
れ
な
い
｡
こ
の
見
か
け
の
対
立
を
解
く
鍵
は
､
右
に
指
摘
し
た
一
七
六

五
年
の
『
サ
ロ
ン
』
の
言
葉
に
あ
る
｡
右
の
言
葉
に
は
前
文
が
つ
い
て
い
て
､
｢
ト
は
ど
の
よ
う
な
画
家
に
も
で
き
る
と
い
う
も
の

で
は
な
い
｣
と
あ
る
｡
不
調
和
を
描
い
て
調
和
を
喪
わ
な
い
の
は
､
例
外
で
あ
り
､
ヴ
ュ
ル
ネ
の
天
才
に
し
て
初
め
て
可
能
な
こ
と

で
あ
る
｡
例
外
で
あ
る
か
ら
こ
そ
､
そ
れ
は
称
讃
に
値
す
る
｡
だ
が
一
般
的
規
則
は
例
外
の
対
極
に
あ
る
｡
こ
れ
が
実
は
｢
悪
風
｣

で
あ
る
と
い
う
認
識
を
持
つ
こ
と
は
難
し
い
が
､
痔
た
ね
ば
な
ら
な
い
､
と
い
う
の
が
デ
ィ
ド
ロ
の
真
意
で
あ
る
｡
こ
の
一
般
的
規

則
の
立
場
を
説
明
し
て
く
れ
る
一
文
が
『
断
章
』
の
中
に
あ
る
｡
右
に
引
用
し
た
も
の
の
直
後
に
置
か
れ
た
｢
断
章
｣
で
あ
る
｡

｢
明
暗
法
の
魔
術
の
一
切
は
､
ぶ
ど
う
の
房
に
還
元
さ
れ
る
｡
こ
れ
は
非
常
に
美
し
く
､
か
つ
単
純
化
す
る
こ
と
の
で
き
る
考
え

で
あ
る
｡
こ
の
上
な
く
広
大
な
場
面
も
､
一
つ
ぶ
の
ぶ
ど
う
に
す
ぎ
な
い
｡
視
点
を
定
め
な
さ
い
｡
そ
し
て
､
こ
の
ぶ
ど
う
の
つ
ぶ

の
上
に
見
る
よ
う
に
､
影
と
光
を
ぼ
か
し
て
ゆ
き
な
さ
い
(
d
か
r
a
d
e
r
)
｡
あ
な
た
の
画
布
の
上
に
光
と
影
の
境
界
の
円
を
描
き

な
さ
懐
｣

こ
の
比
喩
の
語
る
と
こ
ろ
は
明
ら
か
で
あ
る
｡
ぶ
ど
う
の
つ
ぶ
は
､
ま
っ
す
ぐ
に
見
つ
め
る
と
､
中
心
が
光
っ
て
お
り
､
周
辺
部

に
向
っ
て
黒
ず
ん
で
ゆ
く
｡
こ
れ
を
タ
ブ
ロ
ー
に
あ
て
は
め
て
見
れ
ば
､
光
っ
て
い
る
中
心
部
が
､
当
然
､
光
源
そ
の
も
の
か
､
最

も
明
る
い
部
分
に
対
応
す
る
わ
け
で
あ
り
､
そ
れ
は
た
だ
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
そ
の
根
拠
を
デ
ィ
ド
ロ
は
述
べ
て
い
な
い

が
､
構
成
上
の
統
一
性
を
お
い
て
他
に
考
え
ら
れ
な
い
｡
対
象
の
配
列
で
は
な
く
明
暗
の
配
置
に
お
け
る
構
成
的
統
一
性
で
あ
る
｡



影
と
光
の
戯
画
と
い
う
も
の
も
存
在
す
る
｡
そ
し
て
戯
画
は
ど
れ
も
悪
趣
味
な
も
の
で
あ
る
｡

も
し
も
一
枚
の
タ
ブ
ロ
ー
の
中
で
､
光
の
真
実
が
色
彩
の
真
実
に
結
び
つ
い
て
い
る
な
ら
ば
､
一
切
が
大
目
に
見
ら
れ
る
､
少

く
と
も
一
寸
見
た
と
こ
ろ
で
は
｡
デ
ッ
サ
ン
の
不
正
確
な
と
こ
ろ
､
表
情
の
欠
如
､
性
格
の
と
ぼ
し
さ
､
配
置
の
欠
点
な
ど
､
す

2
0
ベ
て
の
こ
と
を
忘
れ
る
｡
そ
し
て
､
う
っ
と
り
と
し
､
お
ど
ろ
き
､
金
し
ば
り
に
あ
い
､
魔
法
に
か
け
ら
れ
た
よ
う
に
な
っ
た
ま

ま
で
い
る
｡

短
い
パ
ラ
グ
ラ
フ
な
の
で
､
二
つ
を
ま
と
め
て
訳
出
し
た
が
､
先
ず
､
論
述
の
展
開
も
し
く
は
構
成
の
こ
と
か
ら
考
え
よ
う
｡
冒

頭
か
ら
こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
､
明
暗
法
の
む
ず
か
し
い
面
が
次
々
と
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
｡
は
じ
め
の
段
落
で
は
､
事
柄
そ
の
も

の
の
複
雑
さ
が
指
摘
さ
れ
､
以
下
､
光
の
効
果
､
段
階
的
配
分
法
､
光
の
一
様
さ
と
続
け
ら
れ
て
き
た
｡
こ
れ
ら
の
｢
難
し
さ
｣
は

明
暗
法
に
お
け
る
真
実
さ
と
相
関
的
で
あ
る
｡
真
実
さ
を
基
準
と
す
る
が
ゆ
え
に
､
こ
れ
ら
の
難
し
い
点
が
現
わ
れ
て
く
る
わ
け
で

あ
る
｡
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
､
今
わ
れ
わ
れ
の
読
ん
で
い
る
二
つ
目
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
､
こ
れ
ま
で
の
論
述
の
延
長
上
に
位
置
づ

け
ら
れ
る
｡
す
な
わ
ち
､
い
か
に
難
し
く
と
も
光
の
真
実
は
大
き
な
効
果
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
､
説
い
た
も
の
で
あ
る
｡

し
か
も
色
彩
の
真
実
と
の
結
合
と
い
う
形
で
そ
れ
を
説
い
て
い
る
こ
と
は
､
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
､
色
彩
を
論
じ
た
前
章
と
の
接
続

部
に
属
す
る
こ
と
の
証
左
と
見
ら
れ
る
｡

で
は
､
た
っ
た
〓
付
だ
け
の
｢
戯
画
｣
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
､
ど
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
む
か
｡
二
つ
の
読
み
方
が
可
能
で
あ

る
｡
先
ず
｢
戯
画
｣
も
ま
た
､
偽
物
の
明
暗
法
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
う
読
め
ば
､
冒
頭
か
ら
五
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
一
貫

し
た
も
の
と
な
る
｡
そ
の
場
合
､
こ
の
段
落
を
構
成
し
て
い
る
二
つ
の
文
の
う
ち
の
最
初
の
方
､
ご
ー
y
a

a
u
s
s
i

d
e
s

c
a
r
i
.

c
a
t
u
r
e
s
.
d
､
O
m
b
r
e
s

e
t

d
e
-
亡
巧
コ
i
㌻
e
s
‡
は
､
｢
デ
ッ
サ
ン
や
色
彩
の
戯
画
と
並
ん
で
､
明
暗
法
の
戯
画
も
存
在
す
る
｣

の
意
味
で
は
な
く
､
｢
こ
れ
ま
で
挙
げ
て
き
た
難
し
い
点
と
並
ん
で
､
明
暗
法
の
戯
画
も
存
在
す
る
｣
と
い
う
意
味
に
な
る
｡
だ
が

一
一



一二

第
二
の
読
み
方
も
あ
る
｡
戯
画
の
概
念
そ
の
も
の
は
､
前
章
の
九
七
-
九
八
行
に
出
て
来
た
｡
し
か
も
､
文
章
ま
で
そ
っ
く
り
で
あ

る
｡
パ
ラ
レ
ル
な
文
章
で
二
回
語
ら
れ
る
と
な
る
と
､
前
章
で
指
摘
し
た
よ
う
な
｢
後
か
ら
の
挿
入
｣
と
い
う
可
能
性
は
よ
り
高
く

な
る
し
､
後
か
ら
の
挿
入
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
､
そ
れ
ぞ
れ
の
文
脈
の
論
理
に
従
っ
て
解
釈
す
る
よ
り
も
､
独
立
し
た
意
図
が
あ

っ
て
､
そ
れ
を
挿
入
し
や
す
い
所
に
挿
入
し
た
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
こ
の
読
み
方
に
従
え
ば
､
虞
a
u
s
s
i
.
.
ほ
デ
ッ
サ
ン
や
色
彩

の
戯
画
と
並
ぶ
明
暗
法
の
戯
画
と
い
う
意
味
に
な
る
｡
こ
の
二
つ
の
読
み
方
の
い
ず
れ
を
と
る
べ
き
か
決
し
が
た
い
の
は
､
｢
戯
画
｣

概
念
が
曖
昧
だ
か
ら
で
あ
る
｡
A
そ
の
3
V
三
三
-
三
四
頁
に
こ
の
概
念
に
つ
い
て
の
一
応
の
解
釈
を
示
し
は
し
た
が
､
十
分
に
規

定
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
｡
デ
ィ
ド
ロ
の
用
語
法
全
般
の
検
討
を
課
題
と
し
て
残
し
て
お
く
他
は
な
い
･
｡

た
ま
た
ま
テ
ユ
イ
ル
リ
ー
か
ブ
ロ
ー
ニ
ュ
の
森
か
､
あ
る
い
は
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
の
ど
こ
か
人
気
の
な
い
と
こ
ろ
で
､
古
木
の
下

を
散
歩
す
る
と
し
て
み
よ
う
｡
シ
ャ
ン
ゼ
リ
ゼ
で
は
花
壇
と
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル
館
の
眺
望
の
た
め
に
多
く
の
古
木
が
切
り
倒
さ
れ

た
も
の
だ
短
そ
の
中
に
あ
っ
て
伐
採
を
免
れ
た
木
の
下
を
行
こ
う
｡
晴
天
の
夕
暮
れ
ど
き
で
､
太
陽
は
こ
れ
ら
の
木
々
の
叢

2
5
林
を
す
か
し
て
斜
光
を
さ
し
込
ん
で
い
る
｡
木
々
の
枝
は
重
な
り
あ
っ
て
､
こ
の
斜
光
を
さ
え
ぎ
り
､
反
射
し
､
幹
の
上
､
地
の

上
､
葉
の
間
で
､
砕
き
､
乱
し
､
散
乱
さ
せ
､
わ
れ
わ
れ
の
周
囲
に
無
限
叱
多
様
な
強
い
影
､
さ
は
ど
強
く
な
い
影
､
暗
い
所
､

さ
は
ど
暗
く
な
い
所
､
明
る
い
所
､
よ
り
明
る
い
所
､
見
事
に
輝
い
て
い
る
所
な
ど
を
つ
く
り
出
し
て
い
る
｡
こ
ん
な
と
き
､
ほ

の
暗
い
所
か
ら
影
の
所
へ
､
影
の
所
か
ら
明
る
み
へ
､
明
る
み
か
ら
ま
ば
ゆ
い
ば
か
り
の
所
へ
と
移
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
､
と
て
も

甘
美
な
､
心
に
触
れ
る
､
素
晴
し
い
も
の
で
､
一
枝
､
一
葉
の
さ
ま
が
､
わ
れ
わ
れ
の
臼
を
捉
え
､
佳
境
に
あ
る
会
話
を
も
中
断

3
0
さ
せ
て
し
ま
う
は
ど
で
あ
る
｡
ひ
と
り
で
に
足
は
と
ま
り
､
眼
差
し
は
魔
法
の
画
布
の
上
を
さ
ま
よ
い
､
わ
れ
わ
れ
は
叫
び
声
を

あ
げ
る
｡
｢
何
と
い
う
絵
だ
ろ
う
｡
あ
＼

何
と
美
し
い
こ
と
か
｡
｣

わ
れ
わ
れ
は
自
然
を
あ
た
か
も
垂
術
の
結
果
で
あ
る
か
の

ど
と
く
に
見
つ
め
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡
そ
し
て
逆
に
､
画
家
が
画
布
の
上
に
同
じ
魅
力
を
繰
り
返
し
て
見
せ
て
く
れ
る
段



に
な
る
と
､
今
度
は
垂
術
の
結
果
を
あ
た
か
畠
然
の
結
果
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
る
も
の
ら
し
い
｡
ル
テ
ル
ブ
一
挙
ヴ
ュ
ル

ネ
が
偉
大
で
あ
る
の
は
､
サ
ロ
ン
展
に
お
い
て
の
こ
と
で
は
な
く
､
太
陽
が
影
と
明
る
み
を
つ
く
り
出
す
森
の
奥
､
山
々
の
間
に

35

お
い
て
の
こ
と
な
の
で
あ
る
｡

先
ず
､
こ
の
自
然
描
写
の
文
章
は
､
光
と
影
の
強
さ
の
度
合
を
区
分
し
て
い
る
よ
う
に
､
決
し
て
情
緒
に
流
れ
た
も
の
で
は
な
く
､

観
察
の
冷
静
さ
に
支
え
ら
れ
て
い
る
が
､
そ
れ
で
も
名
文
家
と
し
て
の
デ
ィ
ド
ロ
の
片
鱗
を
､
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
時
代
の
趣
味
の

一
端
を
､
示
し
た
も
の
で
あ
る
｡

描
写
を
除
け
ば
､
思
想
と
し
て
重
要
な
の
は
､
自
然
と
垂
術
の
相
互
的
な
フ
ィ
ル
タ
ー
作
用
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
に
尽
き
る
｡

美
学
史
に
多
少
の
関
心
の
あ
る
人
な
ら
ば
､
直
ち
に
カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
第
四
十
五
節
の
所
説
を
思
い
起
す
で
あ
ろ
う
｡
そ

の
趣
旨
は
例
え
ば
次
の
文
に
要
約
的
に
示
さ
れ
て
い
る
｡
｢
自
然
は
同
時
に
垂
術
の
よ
う
に
見
え
る
場
合
に
美
で
あ
っ
た
｡
そ
し
て

垂
術
は
､
我
々
が
こ
れ
を
人
工
で
あ
る
と
知
り
な
が
ら
､
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
我
々
に
自
然
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
場
合
に
の
み

美
と
称
せ
ら
れ
る
の
で
あ
短
｣
勿
論
､
『
判
断
力
批
盟
か
ら
の
影
響
と
い
う
よ
う
な
こ
と
は
､
年
代
的
に
あ
り
え
な
い
｡
デ
ィ

ド
ロ
が
何
か
か
ら
想
を
汲
ん
だ
と
す
れ
ば
､
先
ず
第
一
に
考
え
る
べ
き
は
､
伝
ロ
ン
ギ
ノ
ス
の
『
崇
高
論
』
で
あ
る
｡
こ
れ
は
ポ

ワ
ロ
一
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
訳
が
十
八
世
紀
に
は
広
く
流
布
し
て
い
た
か
ら
､
デ
ィ
ド
ロ
が
こ
れ
を
読
ん
だ
可
能
性
は
十
分
あ
る
｡
ポ

ワ
ロ
ー
訳
に
よ
る
当
該
個
所
(
ポ
ワ
ロ
ー
の
テ
ク
ス
ト
で
第
十
八
章
-
こ
の
章
分
け
は
現
代
の
版
本
の
も
の
と
一
致
し
な
い
)
は
､

次
の
如
く
で
あ
る
｡
｢
実
を
亭
え
ば
､
垂
術
が
至
高
の
完
全
性
を
窮
め
る
の
は
､
た
だ
そ
れ
が
自
然
そ
の
も
の
と
見
聞
違
え
ら
れ
る

は
ど
に
自
然
に
よ
く
似
て
い
る
と
き
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
逆
に
､
自
然
は
､
塾
術
が
か
く
さ
れ
て
い
る
と
き
は
ど
､
見
事

で
あ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
短
｣

だ
が
､
こ
れ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
発
言
で
あ
る
可
能
性
も
､
十
分
認
め
ら
れ
る
｡
こ
の
類
型
的
な
思
想
の
眼
目
は
対
句
に
よ
っ
て
関

〓二
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係
を
相
互
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
と
こ
ろ
に
為
る
｡
だ
が
十
八
世
紀
の
思
想
の
文
脈
の
中
で
見
れ
ば
､
垂
術
が
自
然
と
似
て

い
る
と
き
完
全
で
あ
る
と
い
う
方
は
､
お
そ
ら
く
常
識
的
な
ク
リ
シ
ェ
で
あ
る
｡
古
く
は
､
｢
垂
術
と
は
む
な
し
い
も
の
で
あ
る
､

っ
ま
ら
な
い
原
物
に
似
て
い
る
と
い
っ
て
感
心
さ
れ
る
｡
｣
と
い
う
パ
ス
カ
ル
の
言
葉
(
『
パ
ン
セ
』
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
版
第

い障M…)『……㍗招…仁…損棋bれ摘㌍招=…琵琶溌再‥用摘㍍…㌍絹‖

然
模
倣
説
の
自
然
な
帰
結
で
あ
る
､
と
言
っ
て
も
よ
い
｡
問
題
は
､
自
然
を
垂
術
と
見
る
と
い
う
も
う
一
方
の
側
面
で
あ
る
｡
自
然

を
神
の
作
品
と
見
倣
し
､
そ
の
神
を
聾
術
家
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
は
､
昔
か
ら
行
わ
れ
て
き
た
｡
し
か
し
､
こ
の
デ
ィ
ド
ロ
の
言
葉

に
あ
る
自
然
観
は
､
こ
の
よ
う
な
伝
統
と
全
く
異
質
で
あ
る
｡
伝
統
的
怠
想
の
中
で
､
神
は
建
築
家
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
て
き
海

手
苗
を
一
つ
の
建
築
作
品
と
見
る
こ
と
は
､
お
そ
ら
く
数
学
的
な
､
知
的
判
断
で
あ
る
｡
そ
れ
に
対
し
て
こ
こ
で
デ
ィ
ド
ロ
の
語
っ

て
い
る
の
は
､
目
の
前
の
自
然
の
光
景
を
絵
画
の
よ
う
に
見
倣
す
と
い
う
こ
と
で
あ
り
､
感
性
的
経
験
の
中
で
の
判
断
で
あ
る
｡
そ

し
て
､
自
然
を
絵
の
よ
う
に
見
る
､
と
い
う
こ
と
は
､
や
が
て
こ
の
世
紀
の
終
り
近
く
に
､
｢
ピ
ク
チ
ュ
ア
レ
ス
ク
｣
と
い
う
美
的

範
噂
を
結
晶
さ
せ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
り
､
十
八
世
紀
的
な
自
然
観
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
｡
そ
し
て
､
デ
ィ
ド
ロ
が

先
ず
述
べ
た
の
は
､
ク
リ
シ
ェ
化
し
た
｢
自
然
の
如
き
垂
術
｣
の
方
で
は
な
く
､
こ
の
時
代
の
感
性
に
根
ざ
し
た
｢
塾
術
の
ど
と
き

自
然
｣
の
方
で
あ
っ
た
し
､
前
者
は
後
者
に
接
木
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
た
｡
デ
ィ
ド
ロ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
思
想
を
そ
こ
に
見
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
､
と
す
る
所
以
で
あ
る
｡

そ
し
て
､
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
内
容
と
対
応
す
る
所
説
の
一
文
を
､
『
断
章
』
か
ら
抜
き
出
し
て
示
し
て
お
き
た
い
｡
そ
こ
に
は
､

自
然
の
光
景
に
対
す
る
デ
ィ
ド
ロ
の
深
い
愛
著
の
気
持
が
窺
わ
れ
る
だ
け
で
な
く
､
対
象
の
固
有
色
と
複
雑
な
反
射
光
の
つ
く
り
出

す
色
彩
効
果
を
対
比
さ
せ
て
､
わ
れ
わ
れ
の
テ
ク
ス
ト
の
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
へ
の
橋
わ
た
し
の
役
割
を
果
た
し
て
く
れ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
｡
｢
一
つ
だ
け
と
り
出
さ
れ
､
太
陽
の
直
接
光
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
物
体
の
光
と
更
に
そ
の
色
彩
は
､
さ
ま
ざ
ま
な
光
を
受



け
色
ど
り
も
さ
ま
ざ
ま
な
多
く
の
他
の
物
体
の
､
さ
ま
ざ
ま
な
強
さ
の
反
射
光
を
､
四
方
八
方
か
ら
浴
び
て
い
る
場
合
の
そ
の
同
じ

物
体
の
光
と
そ
の
色
彩
に
較
べ
て
､
い
か
な
る
共
通
点
が
あ
る
の
か
｡
正
直
に
言
え
ば
､
私
は
混
乱
し
て
わ
け
が
わ
か
ら
な
く
な
っ

て
き
た
Q
そ
し
て
時
折
､
思
っ
て
み
る
の
だ
が
､
自
然
の
光
景
を
お
い
て
他
に
､
美
し
い
タ
ブ
ロ
.
は
な
い
の
で
は
な
い
嬢
｣

タ
ブ
ロ
ー

空
は
物
体
を
全
般
的
な
色
あ
い
に
染
め
て
ゆ
く
｡
大
気
中
の
気
体
は
､
遠
く
か
ら
見
る
と
見
分
け
ら
れ
る
が
､
我
々
に
近
い
と

こ
ろ
で
は
､
そ
の
効
果
は
さ
は
ど
に
感
じ
ら
れ
な
い
｡
私
の
身
の
ま
わ
り
に
あ
る
物
体
は
､
そ
れ
ぞ
れ
の
色
彩
の
強
さ
と
多
様
性

と
を
そ
の
ま
ま
保
っ
て
い
て
､
大
気
と
空
と
の
色
あ
い
の
影
響
は
さ
ほ
ど
見
ら
れ
な
い
｡
遠
く
か
ら
見
る
と
､
こ
れ
ら
の
物
体
は

目
立
た
な
く
な
り
､
消
え
て
し
ま
う
｡
す
べ
て
の
色
彩
が
混
じ
り
あ
う
｡
こ
の
混
合
と
単
調
さ
を
生
み
出
す
距
離
は
､
光
源
の
位
置

4
0
や
太
陽
光
の
効
果
の
如
何
に
よ
っ
て
､
こ
れ
ら
の
物
体
を
全
く
の
灰
色
に
見
せ
た
り
､
灰
色
が
か
っ
た
も
の
､
つ
や
け
し
や
光
り

具
合
も
さ
ま
ぎ
ま
な
白
い
も
の
と
し
て
見
せ
た
り
す
る
｡
こ
れ
は
､
様
々
な
色
斑
を
つ
け
た
地
球
儀
を
速
く
回
転
さ
せ
る
場
合
の

速
さ
の
効
果
と
同
じ
こ
と
で
あ
り
､
速
さ
が
十
分
な
も
の
で
あ
れ
ば
､
色
斑
は
つ
な
が
り
あ
い
､
赤
､
白
､
黒
､
青
､
緑
な
ど
の

個
々
の
感
覚
は
､
単
一
か
つ
同
時
の
感
覚
へ
と
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
中
心
主
題
は
､
｢
大
気
の
気
体
〓
a
く
a
p
e
u
r

d
e
-
､
a
t
O
ヨ
O
S
p
h
㌣
e
)
｣
に
よ
る
光
の
低
減
効
果
で

あ
る
｡
多
く
の
色
彩
を
混
合
す
る
と
灰
色
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
､
既
に
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
指
摘
し
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
短
デ
ィ
ド

ロ
は
､
遠
く
か
ら
見
た
場
合
の
気
体
の
生
み
出
す
効
果
が
､
こ
の
色
彩
の
混
合
と
｢
同
じ
効
果
｣
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
が
､

そ
れ
は
単
な
る
比
喩
で
は
な
く
､
科
学
的
説
明
と
し
て
提
示
さ
れ
た
も
の
と
解
す
べ
き
で
あ
る
｡

こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
､
そ
れ
に
尽
き
る
と
言
っ
て
よ
い
｡
し
か
し
､
前
後
の
文
脈
の
中
で
､
そ
れ
は
い
か

な
る
論
理
的
な
脈
絡
が
あ
る
の
か
｡
一
つ
だ
け
明
ら
か
な
こ
と
は
､
二
つ
先
の
長
い
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
末
尾
で
､
こ
の
｢
気
体
｣
に
よ

一五



一六

る
色
彩
の
低
減
効
果
が
語
ら
れ
て
い
て
､
そ
の
部
分
と
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
所
説
が
照
応
し
あ
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
｡
だ
が
､
こ

れ
は
全
く
否
定
的
な
意
味
あ
い
の
現
象
な
の
で
あ
ろ
う
か
｡
明
暗
法
の
効
果
に
寄
与
す
る
と
こ
ろ
が
全
く
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
｡
な

る
は
ど
与
え
ら
れ
て
い
る
論
述
は
､
否
定
的
評
価
の
も
の
と
し
か
見
え
な
い
｡
し
か
し
､
そ
も
そ
も
前
章
で
は
｢
空
気
と
光
と
い
う

こ
の
二
つ
の
普
遍
的
な
調
和
の
仕
手
｣

(
一
〇
〇
-
一
〇
〓
付
)
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
､
色
彩
の
光
度
を
お
と
す
こ
と
が
調
和
を

生
み
出
す
と
考
え
ら
れ
て
い
た
｡
い
ま
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
光
の
戯
れ
が
論
じ
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
､
こ
こ
で
は
｢
空
気
｣
に
よ

る
調
和
が
語
ら
れ
て
も
よ
い
は
ず
で
あ
る
｡
そ
し
て
お
そ
ら
く
､
そ
の
よ
う
な
立
論
が
可
能
な
は
ず
で
あ
る
｡
灰
色
に
な
る
ほ
ど
極

端
に
走
る
こ
と
を
や
め
､
色
彩
の
低
減
を
適
度
な
と
こ
ろ
で
と
ど
め
る
な
ら
(
例
え
ば
距
離
に
よ
っ
て
調
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
程

度
に
)
､
調
和
と
い
う
結
果
に
な
る
は
ず
で
あ
る
｡
こ
の
立
論
の
な
い
こ
と
ば
､
遺
憾
と
す
べ
き
点
で
あ
る
｡

昼
と
夜
に
､
平
原
に
お
い
て
､
森
の
奥
処
で
､
寒
村
の
家
に
当
た
り
､
町
の
家
の
屋
根
に
当
た
っ
て
光
と
影
の
つ
く
り
出
す
効

5
0
果
を
研
究
し
､
感
じ
た
こ
と
の
な
い
者
は
､
筆
を
捨
て
た
方
が
よ
い
｡
特
に
､
風
景
画
家
に
な
ろ
う
と
い
う
よ
う
な
気
に
な
っ
た

り
し
な
い
こ
と
で
あ
る
｡
月
の
光
が
美
し
い
の
は
､
自
然
の
中
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
｡
ヴ
ュ
ル
ネ
の
描
く
木
々
や
海
面
に
あ
た

っ
た
と
こ
ろ
､
ル
テ
ル
ブ
ー
ル
の
描
く
丘
の
斜
面
に
あ
た
っ
た
と
こ
ろ
も
美
し
い
の
で
あ
る
｡

光
の
効
果
が
風
景
画
家
に
お
い
て
決
定
的
な
要
因
で
あ
る
こ
と
は
､
こ
こ
に
至
っ
て
明
記
さ
れ
る
｡
だ
が
問
題
は
後
半
､
五
〓
付

目
以
下
に
あ
る
｡
自
然
と
垂
術
と
の
相
称
的
な
関
係
は
､
二
つ
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
後
半
に
お
い
て
も
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
り
､

そ
れ
自
体
が
問
題
な
の
で
は
な
い
｡
だ
が
､
こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
､
そ
の
考
え
は
前
半
と
ど
の
よ
う
に
つ
な
が
っ
て
い
る
の

か
､
そ
れ
が
問
題
で
あ
る
｡
こ
こ
で
は
二
つ
の
解
釈
が
可
能
と
思
わ
れ
る
｡

b

風
景
画
家
た
ら
ん
と
す
る
に
は
､
光
の
効
果
を
勉
強
し
､
そ
の
感
じ
を
つ
か
む
(
s
e
n
t
i
こ
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
が
､
そ
の



た
め
に
は
､
パ
ラ
グ
ラ
フ
前
半
に
あ
る
よ
う
な
自
然
の
観
察
だ
け
で
な
く
､
ル
テ
ル
プ
ー
ル
や
ヴ
ュ
ル
ネ
の
画
面
の
研
究
が
有
益

で
あ
る
｡

@

自
然
観
察
を
通
し
て
光
の
効
果
の
感
じ
を
つ
か
ん
で
い
な
く
て
は
､
画
家
に
は
な
れ
な
い
｡
特
に
風
景
画
家
に
は
な
れ
な
い
｡

何
故
な
ら
､
ル
テ
ル
ブ
ー
ル
や
ヴ
ュ
ル
ネ
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
､
風
景
画
に
あ
っ
て
は
､
自
然
に
お
け
る
の
と
同
じ
よ
う
な
光
の

美
し
い
効
果
が
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
｡

問
題
は
前
半
と
後
半
の
論
理
的
な
関
係
づ
け
が
欠
け
て
い
る
こ
と
に
あ
る
｡
そ
の
点
に
つ
い
て
､
㈲
は
後
半
を
前
半
の
繰
り
返
し

と
解
し
､
④
は
前
半
の
末
尾
に
示
さ
れ
た
判
断
の
根
拠
が
､
後
半
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
､
と
解
し
た
も
の
で
あ
る
｡
④
は
､

風
景
画
に
お
け
る
光
の
効
果
の
感
覚
の
必
要
性
を
主
張
し
た
も
の
と
し
て
は
､
こ
と
さ
ら
固
有
名
詞
を
持
ち
出
し
て
い
る
の
が
､
や

や
不
自
然
か
も
し
れ
な
い
｡
㈲
の
方
が
自
然
な
印
象
を
与
え
る
が
､
や
は
り
難
点
が
あ
る
｡
自
然
観
察
を
基
盤
と
す
る
デ
ィ
ド
ロ
の

美
学
に
お
い
て
､
或
る
画
家
を
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
の
問
題
が
先
ず
あ
る
が
､
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
第
一
章
に
お
い
て
､
ル
･
シ

ュ
ウ
ー
ル
を
モ
デ
ル
と
せ
よ
と
い
う
言
葉
が
あ
り
､
こ
れ
に
つ
い
て
註
解
を
加
え
て
あ
る
(
A
そ
の
2
∀
一
七
-
ニ
ー
頁
)
か
ら
､

同
様
に
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
｡
も
う
一
つ
の
難
点
は
､
前
半
が
観
察
の
勧
め
と
い
う
よ
り
は
､
光
の
効
果
の
感
じ
が
つ
か
め
な
い

も
の
な
ら
ば
画
家
に
あ
る
こ
と
を
あ
き
ら
め
よ
､
と
い
う
否
定
的
な
表
現
に
な
っ
て
い
て
､
後
半
の
肯
定
文
を
そ
の
く
り
か
え
し
と

見
る
こ
と
が
で
き
に
く
い
､
と
い
う
点
に
あ
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､
㊤
か
④
の
い
ず
れ
か
を
と
り
他
を
捨
て
る
よ
う
な
決
め
手
に
は

欠
け
る
も
の
の
､
私
と
し
て
は
③
の
方
が
難
点
が
少
い
と
思
う
｡

こ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
特
に
注
意
す
べ
き
は
､
前
置
詞
一
s
u
r
.
.
の
用
法
で
あ
る
｡
｢
月
光
が

s
u
r
-
e
s

a
r
b
r
e
s
-

s
u
r
-
e
s

e
a
u
ざ
S
u
r
-
e
s

c
O
〓
i
n
e
s
に
美
し
い
｣
と
い
う
の
は
､
如
何
な
る
意
味
か
｡
パ
ラ
グ
ラ
フ
前
半
に
出
て
く
る

■
s
u
r
l
は
よ
り
明
瞭
で
あ
る
｡
四
九
行
に
あ
っ
た
｢
寒
村
の
家
に
当
た
り
､
町
の
家
の
屋
根
に
当
た
っ
て
｣
の
原
文
は
､
∵
§

-
e
s
m
a
i
s
〇
.
n
S
d
e
s

h
a
ヨ
e
a
已
ご
竺
ミ
ニ
e
s
-
O
i
-
s

d
2
S
三
=
e
s
】
で
あ
る
｡
そ
し
て
更
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
､
二
五
行
の
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｢
幹
の
上
､
地
の
上
｣
も
一
芸
1
-
2
S
-
r
一
〇
n
C
S
‥
§
-
a
-
e
↑
r
2
-
で
あ
る
｡
そ
こ
で
は
動
詞
と
の
関
係
で
｢
の
上
｣
と
訳
し

た
が
､
そ
の
意
味
は
や
は
り
､
幹
や
地
面
に
光
が
当
た
り
､
反
射
光
を
返
す
と
い
う
現
象
に
お
け
る
｢
光
と
対
象
の
接
触
｣
で
あ
る
｡

こ
れ
ら
に
別
し
て
考
え
る
な
ら
ば
､
例
え
ば
｢
月
の
光
が
s
u
r
-
e
s

a
r
b
r
e
s
に
美
し
い
｣
と
い
う
の
は
､
木
の
照
り
返
す
月
光

が
美
し
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
｡
し
て
み
る
と
､
或
る
意
味
で
本
章
の
趣
旨
が
こ
の
前
置
詞
の
用
法
の
中
に
集
約
さ
れ
て
い
る
､
と

言
う
こ
と
さ
え
で
き
よ
う
｡
何
故
な
ら
､
前
二
つ
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
具
体
的
な
記
述
か
ら
も
､
ま
た
｢
光
の
真
実
と
色
彩
の
真
実
の

結
合
｣
と
い
う
テ
ー
ゼ
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
､
本
章
に
お
け
る
デ
ィ
ド
ロ
の
主
張
は
ま
さ
に
､
対
象
を
は
な
れ
て
言
わ
ば
空
中

に
浮
落
し
た
光
=
色
彩
の
効
果
に
あ
る
と
解
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
｡

勿
論
､
風
景
は
甘
美
な
も
の
で
あ
り
う
る
｡
な
る
は
ど
峨
々
た
る
山
､
太
古
の
森
､
広
大
な
廃
墟
が
､
畏
怖
の
念
を
か
き
立
て

る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
も
の
の
呼
び
さ
ま
す
附
随
的
観
念
は
偉
大
で
あ
る
｡
私
は
こ
れ
ら
を
背
景
と
し
て
､
い
つ
で

5
5
も
好
き
な
と
き
に
､
モ
ー
ゼ
や
ヌ
ー
評
登
場
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
｡
切
り
立
っ
た
岩
壁
を
大
音
響
と
と
も
に
流
れ
落
ち
､
そ
の
岩

を
泡
で
ま
っ
白
に
し
て
い
る
急
流
の
光
景
は
､
私
を
身
ぶ
る
い
さ
せ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
そ
れ
を
直
接
見
る
の
で
は
な
く
､
遠
く

に
轟
音
を
き
い
て
い
る
の
で
.
あ
れ
ば
､
私
は
こ
う
ひ
と
り
ご
ち
る
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
｢
こ
ん
な
風
に
し
て
､
史
上
に
名
だ
た
る
大

災
害
も
過
ぎ
去
っ
て
い
っ
た
の
だ
｡
世
界
は
い
ま
も
残
っ
て
い
る
が
､
彼
ら
の
い
さ
お
し
は
す
べ
て
み
な
､
い
ま
で
は
失
わ
れ
た

空
し
い
物
音
の
ど
と
き
風
評
と
し
て
､
私
を
面
白
ろ
が
ら
せ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
｡
｣

緑
の
草
原
､
一
面
の
や
わ
ら
か
い
ふ
ん
わ

6
0
り
し
た
草
､
そ
れ
を
う
る
お
す
小
川
､
そ
し
て
遠
く
に
は
森
の
は
ず
れ
か
見
え
て
い
て
､
そ
の
中
に
は
静
け
さ
と
涼
気
と
秘
め
や

か
な
と
こ
ろ
が
あ
り
そ
う
な
､
そ
ん
な
風
景
を
見
て
い
る
と
､
私
の
魂
は
し
み
じ
み
と
し
た
思
い
に
ひ
た
さ
れ
､
愛
す
る
ひ
と
の

こ
と
を
思
い
起
す
で
あ
ろ
う
｡
｢
ど
こ
に
い
る
の
だ
ね
｡
ど
う
し
て
私
を
こ
こ
に
ひ
と
り
ぼ
っ
ち
に
し
て
お
く
の
か
ね
｣
と
大
声

で
呼
ぶ
こ
と
で
あ
ろ
う
｡
し
か
し
､
場
面
全
体
か
ら
全
般
的
な
魅
力
を
奪
う
の
も
､
ま
た
そ
れ
を
与
え
る
の
も
､
影
と
光
と
の
多



彩
な
配
分
で
あ
ろ
う
｡
も
や
が
立
ち
の
ぼ
っ
て
空
を
陰
欝
に
し
､
あ
た
り
一
面
に
灰
色
っ
ぼ
い
､
単
調
な
調
子
を
ま
き
ち
ら
す
と
､

6
5
一
切
は
沈
黙
し
､
何
も
私
に
興
を
お
ぼ
え
さ
せ
た
り
､
注
意
を
ひ
き
つ
け
る
も
の
は
な
く
な
る
｡
す
る
と
私
は
､
足
を
家
の
方
へ

と
向
け
か
え
す
｡

風
景
の
描
写
が
三
つ
と
､
六
三
行
の
｢
し
か
し
｣
以
下
の
一
般
的
な
論
定
よ
り
な
っ
て
い
る
｡
冒
頭
の
一
文
(
こ
こ
に
は
｢
描
写
｣

が
な
い
)
を
除
い
て
三
つ
の
風
景
描
写
の
う
ち
､
初
め
の
二
つ
は
粗
野
で
荒
々
し
い
自
然
､
い
わ
ば
ロ
マ
ン
的
な
自
然
で
あ
る
の
に

対
し
て
､
三
つ
目
の
も
の
は
､
伝
統
的
な
田
園
詩
の
中
で
う
た
わ
れ
て
き
た
よ
う
な
､
い
わ
ば
古
典
的
な
自
然
で
あ
る
｡
こ
の
対
比

は
､
｢
私
を
身
ぶ
る
い
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
(
ヨ
e

f
e
r
a

T
i
s
s
O
n
n
e
r
)
｣
と
い
う
表
現
と
､
｢
私
の
魂
は
し
み
じ
み
と
し
た
思

い
に
ひ
た
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
(
m
O
n
担
ヨ
e

S
､
a
t
t
e
n
d
r
i
r
a
)
｣
と
い
う
表
現
の
間
の
対
比
に
反
映
し
て
い
る
｡
こ
れ
は
カ
ン
ト

的
な
美
的
範
疇
論
に
お
け
る
崇
高
と
美
の
対
比
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
｡
(
第
一
と
第
二
の
風
景
の
相
違
は
､
数
学
的
崇
高
と
力
学

的崇高の違㌘ると言うこと書よう｡)だが主題はこ写な範牒差違にあ溌ではない｡眼目は

三
口
で
言
う
な
ら
ば
､
風
景
に
よ
っ
て
か
き
立
て
ら
れ
る
｢
附
随
的
観
念
〓
e
s ide
e
s

a
c
c
e
s
s
O
-
r
e
S
)
｣
で
あ
る
｡
こ
の
概

念
は
お
そ
ら
く
『
ポ
ー
ル
･
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
の
論
理
学
』
に
さ
か
の
ぼ
る
も
の
で
あ
り
､
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
｡
｢
或

る
語
が
そ
の
本
義
と
目
さ
れ
る
主
要
観
念
(
=
d
e
e

p
r
i
n
c
-
p
a
-
e
)
の
他
に
､
い
く
つ
も
の
他
の
観
念
を
か
き
立
て
る
､
と
い

う
こ
と
が
よ
く
あ
る
｡
こ
れ
ら
は
附
随
的
と
呼
び
う
る
観
念
で
あ
り
､
精
神
は
そ
の
印
象
を
受
け
取
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
､

人
々
は
そ
の
存
在
に
注
意
を
払
わ
な
懐
｣
こ
の
二
種
頬
の
観
念
は
､
現
代
風
に
言
え
ば
､
デ
ィ
ノ
子
シ
ョ
ン
と
コ
ノ
子
シ
ョ

ン
に
対
応
す
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
に
お
け
る
附
随
的
観
念
は
､
十
八
世
紀
的
な
用
語
で
言
い
換
え
る
な
ら
､
連
想
像
で
あ
る
と
言
っ
て
も

よ
い
｡
連
想
さ
れ
た
も
の
が
眼
目
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
､
風
景
の
現
前
そ
の
も
の
で
は
な
く
､
或
る
不
在
が
注
目
さ
れ
て
い
る
､

一九



二〇

と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡
こ
の
特
質
は
本
質
的
に
ロ
マ
ン
的
で
あ
り
､
語
ら
れ
て
い
る
｢
附
随
的
観
念
｣
が
主
と
し
て
歴
史
的

な
も
の
で
あ
る
こ
と
と
､
深
く
関
連
し
あ
っ
て
い
る
｡
そ
し
て
こ
の
｢
不
在
性
｣
は
､
第
二
第
三
の
風
景
記
述
に
お
い
て
顕
著
な
形

で
現
わ
れ
て
き
て
い
る
｡
先
ず
第
二
の
渥
布
に
お
い
て
は
､
そ
の
現
前
は
身
ぶ
る
い
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
､
そ
の
不
在
に
お
い
て
､

す
な
わ
ち
は
な
れ
て
音
だ
望
き
く
と
短
歴
史
の
無
常
性
に
思
い
到
る
わ
け
で
あ
る
｡
そ
し
て
第
三
の
風
景
は
､
完
全
く
古
典

的
な
も
の
で
は
あ
る
が
､
そ
こ
に
添
え
ら
れ
た
森
が
､
｢
静
け
さ
と
涼
気
と
秘
め
や
か
な
と
こ
ろ
｣
と
い
う
､
い
ま
､
こ
こ
に
は
な

い
も
の
を
含
ん
で
い
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
点
で
､
既
に
ロ
マ
ン
的
な
色
調
を
帯
び
て
い
る
｡

こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
は
何
の
疑
問
も
な
い
｡
だ
が
最
初
の
一
文
を
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら
よ
い
の
か
｡
こ
こ
に
は
｢
描
写
｣
が

欠
け
て
い
る
か
ら
､
そ
の
あ
と
に
続
く
三
つ
の
風
景
と
は
明
ら
か
に
異
質
な
と
こ
ろ
が
あ
る
｡
つ
ま
り
四
つ
の
風
景
が
枚
挙
さ
れ
て

い
る
と
は
考
え
に
く
懐
結
論
か
ら
言
う
な
ら
､
こ
れ
は
一
般
的
命
題
と
し
て
､
以
下
の
三
つ
の
描
写
を
先
導
し
て
い
る
､
と
解
さ

れ
る
｡
そ
の
根
拠
は
､
い
ま
指
摘
し
た
意
味
内
容
に
お
け
る
異
質
性
だ
け
で
な
く
､
副
詞
句
1
s
a
n
s

d
O
u
t
e
-
(
｢
勿
論
｣
と
訳

し
た
)
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
論
述
の
分
節
に
あ
る
｡
そ
の
分
節
は
､
次
の
三
つ
の
風
景
描
写
を
括
弧
に
入
れ
､
こ
の
冒
頭
の

妄
か
ら
､
六
三
行
目
の
｢
し
か
し
､
場
面
全
体
…
⊥
へ
と
つ
な
が
る
も
の
で
あ
短
こ
の
ご
a
n
s
d
O
u
t
e
さ
は
一
ヨ
a
i
s
;

と
組
み
あ
わ
さ
れ
て
｢
容
認
｣
を
意
味
す
る
用
法
で
あ
り
､
文
中
の
ご
い
l
i
c
i
e
u
舛
j
(
｢
甘
美
な
｣
と
訳
し
た
)
は
､
こ
の
六
三

行
目
の
才
s
O
n

C
h
a
r
ヨ
e

g
e
n
e
r
a
-
】

(
｢
全
般
的
な
魅
力
｣
)
と
同
じ
も
の
を
指
し
て
い
る
｡
つ
ま
り
､
｢
風
景
に
魅
力
が
あ

る
と
し
て
も
､
そ
の
魅
力
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
の
は
光
と
影
の
配
分
で
あ
る
｣
と
い
う
の
が
､
こ
の
分
節
の
全
体
で
あ
る
｡
こ
の
分

節
の
構
造
は
､
具
体
的
風
景
描
写
に
入
る
冒
頭
の
ご
ー
e
s
t

s
㌢
q
u
e
3

■
に
よ
っ
て
､
更
に
支
え
ら
れ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
､

こ
れ
も
.
.
s
a
n
s

d
O
u
t
e
-
と
同
じ
く
｢
容
認
｣
を
表
わ
す
も
の
で
あ
り
､
冒
頭
の
l
般
的
言
明
か
ら
具
体
例
に
う
つ
る
に
際
し
て
､

論
理
的
な
骨
格
を
確
認
し
な
お
す
よ
う
に
､
こ
の
イ
デ
ィ
オ
ム
が
言
わ
ば
く
り
か
え
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
｡
そ
し
て
､
右
に
分

析
し
た
よ
う
に
､
挿
入
さ
れ
た
風
景
描
写
の
部
分
の
内
容
か
ら
し
て
､
｢
甘
美
さ
=
全
般
的
魅
力
｣
と
は
､
そ
の
現
前
す
る
質
に
あ



る
の
で
は
な
く
､
呼
び
さ
ま
さ
れ
る
｢
附
随
的
観
念
｣
の
中
に
あ
る
､
と
い
う
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
そ
の
魅
力
を
左
右
す
る
の
が

明
暗
の
配
分
で
あ
る
､
と
い
う
わ
け
で
あ
る
｡

そ
こ
で
最
後
の
論
定
の
部
分
が
問
題
と
な
る
｡
こ
の
部
分
の
主
題
は
､
二
つ
あ
る
｡
一
つ
は
｢
全
般
的
な
魅
力
｣
を
左
右
す
る
も

の
と
し
て
の
｢
影
と
光
と
の
多
彩
な
配
分
｣
で
あ
り
､
も
う
一
つ
は
､
一
切
を
｢
単
調
(
ヨ
○
コ
O
t
O
n
e
)
.
に
し
､
｢
興
(
i
n
s
p
i
r
2
r
)
｣

を
奪
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
｢
も
や
｣
で
あ
る
｡
こ
の
｢
全
般
的
な
魅
力
｣
も
｢
興
｣
も
､
｢
附
随
的
な
観
念
｣
を
か
き
立
て
る
よ
う

な
特
質
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
｡
従
っ
て
､
｢
影
と
光
の
配
分
｣
と
｢
も
や
｣
は
密
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

る
､
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
素
直
に
考
え
れ
ば
､
｢
影
と
光
の
多
彩
な
配
分
｣
こ
そ
が
｢
全
般
的
な
魅
力
｣
を
生
み
出
す
も

の
で
あ
り
､
｢
も
や
｣
は
そ
の
影
と
光
の
多
様
な
配
分
を
消
し
て
､
一
切
を
単
調
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
､
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
｡

気
に
な
る
の
は
､
｢
全
般
的
な
魅
力
を
奪
う
の
も
､
ま
た
そ
れ
を
与
え
る
の
も
｣
と
､
｢
奪
う
｣
と
い
う
方
が
先
に
書
か
れ
て
い
て
､

読
み
よ
う
に
よ
っ
て
は
､
明
暗
の
配
分
が
全
般
的
な
魅
力
を
奪
う
こ
と
が
あ
る
か
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
｡
こ
の
点
に

つ
い
て
は
､
｢
奪
う
1
与
え
る
｣
と
い
う
一
対
で
｢
左
右
す
る
｣
位
の
意
味
で
あ
り
､
否
定
的
な
｢
奪
う
｣
方
が
先
に
書
か
れ
た

の
は
､
｢
も
や
｣
の
話
題
が
す
で
に
用
意
さ
れ
て
い
て
､
そ
れ
に
影
響
さ
れ
た
も
の
､
と
し
て
説
明
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡

｢
全
般
的
魅
力
｣
の
概
念
は
､
｢
附
随
的
観
念
｣
と
い
う
不
在
の
魅
力
と
も
よ
く
つ
り
あ
っ
て
い
る
し
､
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
語

ら
れ
て
い
た
反
射
光
の
美
し
さ
や
､
更
に
は
｢
調
和
｣
の
理
念
と
も
よ
く
符
合
す
る
｡
た
だ
､
｢
蒸
気
｣
が
こ
こ
で
は
一
義
的
に
､

魅
力
を
奪
う
も
の
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
､
注
目
せ
ざ
る
を
え
な
い
｡
｢
も
や
｣
と
訳
し
た
ご
a
p
e
u
r
.
.
は
､

三
六
行
に
お
い
て
｢
気
体
｣
と
訳
し
た
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
が
一
切
を
｢
灰
色
っ
ぼ
い
単
調
な
も
の
｣
に
し
て
し
ま
う
と
い
う
趣
旨
は
､

二
つ
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
内
容
と
符
合
す
る
｡
だ
が
､
二
つ
前
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
､
こ
れ
に
少
く
と
も
距
離
と
い
う
因
子
が
関
与

し
て
い
た
｡
冒
頭
の
三
六
行
に
あ
る
｢
空
の
染
め
出
す
全
般
的
な
色
あ
い
｣
が
､
近
み
に
お
い
て
も
物
体
の
｢
魅
力
｣
を
奪
う
も
の

と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
｡
こ
の
点
に
つ
い
て
は
､
現
在
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
そ
の
も
や
が
｢
空
を
陰
欝
に
す
る
｣
は
ど
濃
厚

ニ
ー



二二

な
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
､
一
応
の
説
明
が
可
能
で
あ
ろ
う
｡
そ
し
て
､
こ
こ
で
は
先
に
記
述
さ
れ
て
い
た
風
景

が
い
ず
れ
も
遠
景
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す
る
な
ら
､

み
込
ま
れ
て
い
た
､
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
｡

デ
ィ
ド
ロ
の
イ
メ
ー
ジ
の
中
で
は
､
は
じ
め
か
ら
｢
距
離
｣
の
因
子
が
組

(
第
三
章
続
く
)

三富エ

註A
そ
の
3
∀
一
頁
､
四
頁
｡

C
f
･
和
己
瞥
叉
←
昌
ち
ち
S
-
計
｣
㌔
計
こ
革
ぎ
∋
峯
i
n
Q
ぎ
ヨ
?
賀
蔓
ぎ
富
璧
.
畏
p
a
r
P
●
く
2
r
已
㌻
e
も
■
0
0
0
0
s
q
●
e
t
p
a
S
S
i
m

原
文
は
ぅ
C
l
一
｡
S
e
d
i
f
f
i
c
〓
e
.
s
a
n
s
d
O
亡
t
e
∴
:
.
壱
あ
る
｡
.
t
s
a
コ
S
d
O
u
t
e
;
に
つ
い
て
は
炎
そ
の
3
∀
四
〇
頁
､
及
び
そ
の
註
(
1
9
)

に
お
い
て
説
明
を
加
え
た
が
､
こ
こ
で
の
用
法
は
､
次
の

1
ヨ
a
i
s
…
.
.
と
対
応
す
る
形
の
も
の
で
､
｢
な
る
は
ど
…
…
で
は
あ
ろ
う
が
､
し

か
し
｣
の
意
で
あ
る
｡
こ
れ
も
ま
た
現
代
に
存
在
す
る
用
語
法
で
あ
る
｡

互

J
e
a
コ
ー
H
O
コ
O
r
へ

FRAGO芦Rロ

(
-
記
N
l
-
讐
の
)

こ
の
作
品
の
制
作
の
い
き
さ
つ
に
つ
い
て
は
､
c
f
.
P
i
e
r
r
e

F
芦
Z
一
り
A
S
T
巴
.

垣
㌻
㌻
→
こ
:
白
甘
ぇ
蔓
寸
§
勺
P
㌻
恥
-
-
声
G
｡
コ
t
h
i
e
r
,
】
当
〓
-
冨
-
)
-
P
P
･
-
巴
⊥
芦
同
書
で
は
｢
入
会
資
格
｣
に
相

当
す
る
部
分
は
｢
王
の
画
家
(
p
e
-
コ
t
r
e

du

R
O
i
･
)
と
い
う
役
に
立
つ
称
号
｣
と
あ
る
｡
こ
の
資
格
に
つ
い
て
は
､
N
･
ペ
ヴ
ス
ナ
ー
『
美
術

ア
カ
デ
ミ
ー
の
歴
史
』

(
中
森
･
内
藤
訳
､
一
九
七
四
年
､
中
央
大
学
出
版
部
)
､
一
〇
一
-
一
〇
二
頁
参
照
の
こ
と
｡
な
お
こ
の
タ
ブ
ロ
ー
に

つ
い
て
は
､
c
叫
･
b
叶
㌢
⊇
≠
紆
＼
ゞ
→
叶
計
哲
弓
訂
→
針
臣
e
註
N
買
昌
計
弓
㌧
＼
逗
W
V
l
＼
滅
で

(Cata-○望ede-がpOSitiOn)一

-
悪
声
p
p
.
N
O
ひ
-
N
-
N
.

忘

『
六
五
年
の
サ
ロ
ン
』
の
絵
画
部
分
が
『
文
垂
通
信
』
誌
に
公
表
さ
れ
た
の
は
､
一
七
六
六
年
一
月
一
日
l
一
月
十
五
日
で
あ
り
(
c
f
.
く
e
r
コ
i
㌢
e
.

課
e
､
同
誌
へ
の
『
絵
画
論
』
第
三
章
の
公
表
は
同
年
十
一
月
十
五
日
で
あ
る
(
A
そ
の
1
∀
一
五
貞
参
照
)
｡

五

｢
親
愛
な
る
哲
学
者
よ
､
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
私
は
君
が
語
る
に
ま
か
せ
て
き
た
｣
と
始
ま
る
そ
の
文
意
､
代
名
詞
の
使
い
方
だ
け
で
な
く
､
こ

の
部
分
が
イ
タ
リ
ッ
ク
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
ま
た
､
そ
れ
が
グ
リ
ム
の
手
に
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
証
し
て
い
る
｡
(
こ
れ
は
『
サ
ロ
ン
』
の

全
般
的
な
ス
タ
イ
ル
で
あ
る
｡
)
(
Q
P
弓
琵
C
Q
鳶
へ
訂
竃
計
b
叶
計
⊇
≠
-
む
･
d
e

L
邑
コ
ー
e
r
こ
.
の
二
e

C-ubFraコ冨sdu

〓
く
r
e
L
当
○
も
p
.
N
0
0
-
N
2
t
以
下
『
サ
ロ
ン
』
の
引
用
及
び
言
及
は
こ
の
版
本
に
よ
る
も
の
と
し
､
ペ
ー
ジ
数
の
み
を
示
す
｡
)

‡

極
論
す
れ
ば
､
右
に
言
及
し
た
グ
リ
ム
の
も
の
と
見
ら
れ
る
文
章
さ
え
､
∴
ア
イ
ド
ロ
の
仕
組
ん
だ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
な
い
と
は
言
え
な
い
｡
デ
ィ



正玉富誼 認諾王冠五言

ド
ロ
が
手
の
こ
ん
だ
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
好
む
こ
と
は
､
『
私
生
児
』
に
実
例
が
あ
る
｡
『
私
生
児
』
は
戯
曲
の
部
分
と
そ
の
戯
曲
を
議
論
す
る
対

話
形
式
の
理
論
篇
よ
り
な
る
が
､
そ
の
全
体
を
一
つ
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
ま
と
め
上
げ
て
い
る
｡
す
な
わ
ち
戯
曲
ほ
実
話
で
あ
る
と
さ
れ
､

そ
の
実
在
す
る
主
人
公
と
デ
ィ
ド
ロ
が
理
論
的
対
話
を
展
開
す
る
､
と
い
う
設
定
で
あ
る
｡
デ
ィ
ド
ロ
が
何
故
､
こ
の
よ
う
な
手
の
こ
ん
だ
フ
ィ

ク
シ
ョ
ン
を
構
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
は
､
文
学
研
究
上
の
一
つ
の
主
題
に
相
違
な
い
｡
『
サ
ロ
ン
』
に
お
け
る
タ
ブ
ロ
ー
の
記
述
､
就
中
､
問

題
の
タ
ブ
ロ
ー
に
つ
い
て
は
､
註
4
に
挙
げ
た
カ
タ
ロ
グ
の
中
の
ブ
ク
ダ
ー
ル
(
E
-
s
2
-
M
a
r
i
2

B
言
D
A
芦
)
の
説
明
(
p
p
.
N
〓
-

N
】
N
.
)
が
参
考
に
な
る
｡
ブ
ク
ダ
ー
ル
は
公
刊
済
の
研
究
を
踏
ま
え
､
画
面
全
体
の
与
え
る
印
象
を
伝
え
る
た
め
に
デ
ィ
ド
ロ
が
､
詩
的
な
手
法

に
訴
え
る
技
法
を
用
い
た
こ
と
､
こ
の
『
コ
レ
ジ
ュ
ス
』
の
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
は
､
特
に
デ
ト
ゥ
シ
ュ
作
曲
の
オ
ペ
ラ
の
た
め
の
P
･
C

･
ロ
ワ
の
ス
ク
リ
プ
ト
を
も
と
に
し
て
い
る
ら
し
い
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
｡

Q
や
計
㌻

p.-芦

さ
㌻
㌣
p
｣
①
N
.

ヽ
計
軋
も
｣
冨
.

Cr

w
a
t
e
-
e
t
,
含
f
f
e
t
-
≠
m
⊇
こ
還
ぎ
ぎ
違
和
→
長
C
卜
す
註
ミ
.
く
こ
諾
一
p
P
.
芸
d
ム
○
ご
.

ト
禁
札
-
P
.
合
の
d
.

Q
や
ご
㌻
p
･
-
芦
デ
ィ
ド
ロ
自
身
､
フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル
の
画
面
に
相
当
す
る
｢
夢
｣
の
場
面
を
描
写
し
た
あ
と
で
､
｢
こ
れ
こ
そ
は
､
最
も
恐
し

く
最
も
感
動
的
な
再
現
(
r
e
p
r
針
e
n
t
a
t
i
｡
コ
S
)
の
一
つ
の
舞
台
(
-
e

t
h
堅
r
e
)
｣
(
p
.
】
芦
)
と
形
容
し
て
い
る
｡

言
う
ま
で
も
な
く
､
不
定
形
の
物
体
は
､
そ
の
向
暑
を
変
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
が
変
る
か
ら
で
あ
る
｡

Q
や
q
町
外
●
,
P
｣
写

さ
㌻
㌣
p
p
.
N
0
0
-
N
O
-
.

こ
の
0
0
行
の
文
脈
に
お
い
て
フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル
へ
の
言
及
が
な
い
こ
と
を
､
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
｡
一
般
論
を
述
べ
て
い
る
の
で

具
体
例
は
省
い
た
の
で
あ
り
､
フ
ラ
ゴ
.
ナ
ー
ル
に
つ
い
て
語
っ
て
い
な
い
こ
と
に
格
別
の
意
味
は
な
い
､
と
も
解
さ
れ
る
｡
し
か
し
､
｢
光
の
響

き
あ
い
｣
の
文
脈
の
中
で
は
､
デ
ィ
ド
ロ
は
フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル
を
考
え
て
い
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡
い
ま
我
々
の
読
ん
で
い
る
部
分
で
は
､

光
の
効
果
と
段
階
的
配
分
法
と
が
対
比
さ
れ
､
フ
ラ
ゴ
ナ
ー
ル
は
前
者
の
例
と
し
て
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
た
Q
グ
リ
ム
は
『
コ
レ
ジ
ュ
ス
』

の
中
に
｢
光
の
響
き
あ
い
=
段
階
的
配
分
法
｣
の
見
事
な
実
例
を
見
て
と
っ
た
が
､
デ
ィ
ド
ロ
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
｡

遥

く
e
r
コ
ー
㌢
e
.
p
.
∞
O
N
.
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二四

Q
や
C
ト
♪
(
Q
ざ
弓
買
C
Q
鼠
訂
買

)
二
.
ひ
一
p
p
･
缶
?
怠
○
∵
･
の
,
p
J
O
N
㍗
→
-
p
･
-
謡
∵
･
0
0
-
p
･
畠
P

く
e
r
n
i
㌢
e
.
p
.
0
0
O
N
.

ビ
ュ
イ
ッ
ソ
ン
版
も
ネ
ー
ジ
ョ
ン
版
も
､
こ
こ
に
括
弧
つ
き
で
一
七
六
六
と
い
う
年
号
を
入
れ
て
い
る
が
､
ヴ
ュ
ル
ニ
エ
ー
ル
は
そ
れ
を
誤
り
と

し
､
ダ
ル
ジ
ャ
ン
ソ
ン
候
爵
(
-
e
ヨ
a
r
q
u
i
s

d
､
A
r
g
e
n
s
O
n
)
の
『
回
想
録
』
を
典
拠
と
し
て
､
こ
の
出
来
事
が
起
っ
た
の
が
一
七
五
五
年

六
月
で
あ
る
こ
と
を
つ
き
と
め
た
(
<
e
r
n
i
㌢
e
.
p
.
冨
∽
.
n
O
t
e
-
)
｡
問
題
の
館
は
一
七
一
八
年
に
建
立
さ
れ
､
五
三
年
に
ポ
ン
パ
ド
ゥ
ー
ル

夫
人
が
買
い
と
っ
た
も
の
で
､
現
在
の
大
統
領
府
エ
リ
ゼ
宮
(
同
じ
く
ヴ
ュ
ル
ニ
エ
ー
ル
の
註
に
よ
る
)

で
あ
る
｡

P
h
i
〓
宅
e
-
J
a
c
q
u
e
s

d
e

L
O
m
喜
R
B
O
q
R
G
(
-
記
○
-
-
0
0
ー
N
)

ア
ル
ザ
ス
出
身
の
画
家
で
､
後
年
イ
ギ
リ
ス
に
渡
っ
て
活
躍
し
た
｡

一
七
六
三
年
初
め
て
サ
ロ
ン
展
に
出
品
し
､
そ
の
若
い
天
分
を
デ
ィ
ド
ロ
は
激
賞
し
た
｡
彼
の
描
い
た
ジ
ャ
ン
ル
は
多
岐
に
わ
た
る
が
､
当
初
は

何
よ
り
も
風
景
画
家
で
あ
っ
た
｡

篠
田
英
雄
訳
､
岩
波
文
庫
､
二
五
四
頁
｡

N
.
B
O
〓
e
a
u
.
D
-
s
s
e
r
t
a
t
i
O
n

S
u
r
-
a

J
O
C
O
n
d
e
.
A
r
r
e
s
t

B
u
ユ
e
s
q
u
e
.
→
r
a
i
t
恥
d
u

S
u
b
〓
ヨ
e
.
む
.
p
a
r

c
h
.
･
戸

B
O
u
d
h
O
r
S
二
e
s
B
e
〓
e
s

r
e
t
t
r
e
s
.
-
霊
の
N
.
p
.
芦

バ
ト
ゥ
『
垂
術
論
』

(
山
県
輿
訳
､
一
九
八
四
年
､
玉
川
大
学
出
版
部
)
三
〇
頁
(
C
h
･
漕
t
t
e
u
只
･
㌻
地
内
2
り
･
ゝ
ユ
ち
→
ぎ
叶
訂
針
§

ヨ
㌘
≡
ニ
弓
㌻
軋
.
で
こ
ヨ
霊
.
p
.
∽
∞
.
)

海
津
忠
雄
｢
垂
術
創
造
の
概
念
｣

(
昭
和
五
一
年
度
科
学
研
究
報
告
)
､
特
に
二
頁
参
照
の
こ
と
｡

<
e
r
2
e
r
e
.
p
.
讐
0
0
.

ニ
ュ
ー
ト
ン
『
光
学
』

(
島
尾
永
康
訳
､
岩
波
文
庫
､
一
九
八
三
年
)
､
命
題
Ⅳ
定
理
Ⅲ
～
Ⅳ
､
一
三
一
-
一
三
三
頁
､
参
照
の
こ
と
｡

ヌ
ー
マ
に
し
て
も
､
単
に
ロ
ー
マ
の
伝
説
上
の
王
と
い
う
だ
け
で
な
く
､
威
厳
に
み
ち
た
宗
教
性
を
お
び
た
人
物
と
し
て
表
象
さ
れ
て
い
る
､
と

思
わ
れ
る
｡

『
判
断
力
批
判
』
第
一
部
第
一
篇
第
二
章

A
.
A
r
n
a
u
l
d

軒

P
●
N
i
c
O
-
2
-
訂
:
ざ
音
更
さ
こ
-
§
正
札
q
℃
3
き
ヨ

C
h
a
p
･
×
-
<
-
F
】
a
ヨ
ヨ
a
r
i
O
コ
こ
①
さ
p
｣
等

カ
ン
ト
の
無
関
心
性
を
思
わ
せ
る
設
定
で
あ
る
が
､
こ
の
よ
う
な
恐
し
い
自
然
に
対
す
る
間
接
的
な
現
前
が
､
絵
画
を
前
に
し
た
と
き
の
｢
美
的

態
度
｣
と
同
じ
と
は
言
え
な
い
｡
こ
の
こ
と
に
デ
ィ
ド
ロ
は
考
え
を
及
ぼ
し
て
は
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
｡



3
例
え
ば
B
a
s
s
e
コ
g
e
(
S
.
監
声
)
は
､
第
二
の
文
に
ご
b
e
r
;
を
補
っ
て
い
る
か
ら
､
こ
れ
は
｢
甘
美
な
風
景
と
荒
々
し
い
風
景
｣
と
い
う
同

じ
レ
ベ
ル
で
の
対
応
と
理
解
し
た
も
の
で
あ
る
｡

富

こ
の
分
節
に
つ
い
て
は
､
E
ヨ
e

C
㌢
こ
e

K
a
w
a
k
a
ヨ
i
-
A
n
d
r
i
e
u
に
教
え
ら
れ
た
｡

〔
補
註
〕

文
中
､
本
章
の
語
句
や
文
を
引
用
も
し
く
は
言
及
し
た
際
､
そ
の
個
所
を
示
す
の
に
0
0
行
と
あ
る
の
は
､
今
回
と
り
上
げ
た
部
分
に
な

く
､
従
っ
て
行
数
を
確
定
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
｡


