
目
的
な
き
合
目
的
性
-
有
機
体
と
美

長

野

順

子

ヵ
ン
ト
に
よ
る
美
の
定
義
の
一
つ
で
あ
る
｢
目
的
な
き
合
目
的
性
｣
に
つ
い
て
の
従
来
の
解
釈
は
､
ほ
ぼ
次
の
二
つ
に
分
け
ら
れ
る
｡

一
方
の
見
方
は
､
こ
の
概
念
が
美
的
判
断
の
具
体
的
分
析
に
あ
ま
り
積
極
的
な
寄
与
を
な
さ
な
い
と
し
､
他
方
は
こ
れ
を
専
ら
､
批
判
哲

学
の
体
系
的
思
考
の
内
に
美
の
問
題
を
組
み
込
む
た
め
の
概
念
と
み
な
ヤ
前
者
は
､
カ
ン
ト
美
学
の
成
果
が
美
的
事
象
の
特
殊
性
の

発
見
に
あ
る
と
す
る
が
､
｢
目
的
な
き
合
目
的
性
｣
を
そ
の
核
心
を
な
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
は
み
な
い
｡
後
者
は
､
批
判
哲
学
の
体

系
を
完
結
す
る
と
い
う
判
断
力
の
役
割
を
強
調
し
､
原
理
と
し
て
の
｢
合
目
的
性
｣
の
概
念
一
般
を
重
視
す
る
が
､
.
｢
目
的
な
き
合
目
的

性
｣
を
単
に
そ
の
一
型
式
と
考
え
る
に
留
ま
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
こ
れ
ら
の
見
方
は
共
に
､
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
､
ま
さ
に
美
的
判
断

の
本
質
的
な
在
り
方
が
は
っ
き
り
と
特
徴
づ
け
ら
れ
る
､
と
い
う
こ
と
を
見
逃
し
て
い
る
点
に
お
い
て
､
一
致
す
る
｡
そ
し
て
い
ず
れ
も
､

｢
目
的
な
き
合
目
的
性
｣
に
カ
ン
ト
が
託
し
た
意
味
の
深
さ
を
見
通
す
に
は
､
余
り
に
も
短
絡
的
で
あ
り
､
性
急
に
枠
を
与
え
す
ぎ
る
と

思
わ
れ
る
｡
我
々
は
こ
こ
で
､
こ
の
概
念
に
与
え
ら
れ
て
い
る
意
味
を
よ
り
根
本
的
位
相
に
お
い
て
顕
わ
に
し
う
る
視
点
を
探
り
出
す
こ

と
に
よ
っ
て
､
新
た
な
解
明
へ
の
一
歩
を
踏
み
出
し
て
み
た
い
｡

そ
れ
は
､
カ
ン
ト
美
学
の
研
究
に
お
い
て
は
殆
ど
薪
み
ら
れ
る
こ
と
の
な
か
っ
た
一
つ
の
視
点
を
確
保
す
る
試
み
で
あ
り
､
即
ち
､
板

源
的
存
在
者
(
U
r
w
e
s
e
コ
)
へ
の
自
然
神
学
的
接
近
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
批
判
期
以
前
か
ら
の
延
長
線
上
に
､
『
判
断
力
批
判
』
を

一
二
七



一
二
八

置
い
て
考
え
て
み
る
､
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡
我
々
は
ま
ず
､
長
い
間
カ
ン
ト
の
内
部
で
育
ま
れ
て
き
た
根
源
的
存
在
者
に
つ
い

て
の
或
る
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
思
考
が
､
｢
自
然
神
学
(
P
h
y
s
i
k
O
t
h
e
O
-
O
g
i
e
)

｣
の
名
の
も
と
に
､
批
判
期
に
お
い
て
も
尚
､

大
き
な
影
を
投
げ
か
け
て
い
る
こ
と
に
着
目
す
る
｡
そ
し
て
こ
の
思
考
が
､
批
判
哲
学
の
内
に
あ
っ
て
｢
合
目
的
性
｣
の
概
念
そ
の
も
の

と
解
き
離
し
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
､
殊
に
第
三
の
批
判
書
全
体
を
貫
い
て
､
そ
の
根
底
か
ら
支
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
､
明
ら

か
に
し
た
い
｡
そ
の
際
特
に
､
対
象
の
｢
偶
然
性
｣
｢
多
様
性
｣
｢
無
限
性
｣
と
い
う
徴
標
が
､
考
慮
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

と
こ
ろ
で
一
般
的
解
釈
に
よ
れ
ば
､
こ
の
様
な
見
方
は
『
判
断
力
批
判
』
第
二
部
の
｢
目
的
論
｣
の
み
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
ち
粁
､

我
々
は
こ
れ
を
､
第
一
部
の
実
の
問
題
に
も
拡
張
し
う
る
と
考
え
る
｡
否
む
し
ろ
､
カ
ン
ト
自
身
が
明
言
し
て
い
る
如
?
こ
の
著
作

の
本
質
的
部
門
を
な
す
の
は
ま
さ
に
第
一
部
で
あ
り
､
こ
こ
に
お
い
て
こ
そ
､
根
源
的
存
在
者
へ
の
或
る
意
味
で
最
も
直
接
的
な
接
近
の

通
が
開
示
さ
れ
る
､
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
こ
に
､
シ
ェ
リ
ン
グ
を
初
め
と
す
る
ド
イ
ツ
観
念
紛
及
び
ロ
マ
ン
主
義
の
哲

学
を
支
配
す
る
こ
と
と
な
っ
た
､
あ
の
｢
美
的
直
観
｣
へ
の
端
初
が
示
唆
さ
れ
う
る
こ
と
は
､
言
う
迄
も
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
我
々
は
､

こ
の
様
な
思
想
史
的
観
点
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
位
置
づ
け
に
注
目
す
る
よ
り
も
､
却
っ
て
カ
ン
ト
内
部
の
問
題
と
し
て
以
上
の
点
を
捉
え
､

彼
が
自
ら
の
批
判
哲
学
の
枠
組
内
に
飽
く
迄
も
留
ま
り
な
が
ら
､
ど
の
様
な
形
で
､
そ
し
て
ど
こ
迄
､
実
の
問
題
の
本
質
に
迫
り
え
た
か
､

を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
を
考
察
の
最
終
目
標
と
し
た
い
｡

Ⅰ

批
判
期
以
前
及
び
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
｢
自
然
神
学
｣
の
位
置
づ
け

(
-
)

互

カ
ン
ト
は
､
そ
の
最
も
初
期
の
著
作
『
天
界
の
一
般
自
然
史
と
理
論
』
の
『
序
文
』
で
､
物
質
の
普
遍
的
な
作
用
法
則
に
つ
い
て
の
自

然
科
学
的
研
究
に
対
す
る
､
当
時
の
保
守
的
な
宗
教
の
擁
護
者
達
の
懸
念
を
､
は
っ
き
り
と
否
定
し
て
い
る
｡
こ
の
著
作
で
展
開
さ
れ
る



よ
う
な
撥
概
論
的
運
動
法
則
に
よ
る
自
然
現
象
の
洞
察
は
､
決
し
て
｢
最
高
存
在
者
の
栄
光
｣
と
抵
触
す
る
こ
と
は
な
く
､
自
然
に
お

け
る
神
の
支
配
を
奪
い
去
る
も
の
で
は
な
い
､
と
彼
は
繰
り
返
し
主
張
す
る
｡
こ
こ
に
は
明
ら
か
に
､
批
判
期
以
前
の
カ
ン
ト
の
自
然
観

が
現
わ
れ
て
い
る
｡
こ
の
自
然
観
は
や
が
て
､
一
七
八
〇
年
代
以
降
の
批
判
期
に
至
っ
て
大
き
く
変
更
さ
れ
､
自
然
法
別
の
立
法
者
と
し

て
の
資
格
は
､
神
か
ら
人
間
悟
性
の
手
に
渡
る
こ
と
に
な
る
｡
し
か
し
一
七
五
五
年
の
カ
ン
ト
に
と
っ
て
の
関
心
は
､
機
械
論
的
な
自
然

そ
の
も
の
の
昇
一
原
因
を
､
飽
く
迄
も
神
の
内
に
置
く
こ
と
に
あ
っ
た
｡
こ
の
著
作
の
第
八
章
で
彼
は
次
の
様
に
断
言
し
て
い
る
｡
｢
宇

宙
の
体
制
の
内
に
秩
序
と
美
(
O
r
d
コ
u
コ
g

u
コ
d

S
c
b
が
コ
h
e
i
t
)
が
輝
き
出
て
い
る
な
ら
ば
､
神
は
存
在
す
る
､
と
い
う
推
論

は
全
く
正
し
い
｡
し
か
し
も
う
一
つ
の
推
論
､
即
ち
､
こ
の
秩
序
が
普
遍
的
自
然
法
則
か
ら
生
じ
え
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
､
全
自
然
は
必

然
的
に
最
高
叡
知
の
結
果
で
あ
る
､
と
い
う
推
論
は
､
そ
れ
に
も
増
し
て
根
拠
が
あ
撃
｣

こ
こ
か
ら
も
既
に
窺
え
る
こ
と
で
あ
る
が
､

こ
の
著
作
の
全
般
に
渡
っ
て
､
カ
ン
ト
は
､
自
然
の
無
限
の
多
様
性
や
美
や
完
全
性
に
対
す
る
讃
嘆
の
念
を
､
卒
直
に
表
明
し
て
い
る
｡

し
か
し
彼
に
よ
れ
ば
､
こ
の
様
な
自
然
の
合
目
的
性
を
､
｢
神
の
直
接
の
手
｣
に
よ
る
も
の
と
素
朴
に
み
な
し
て
は
な
ら
な
い
｡
そ
れ

官)

す〉

.
●
.

は
､
全
自
然
を
単
に
｢
幸
運
な
偶
然
｣
や
｢
奇
蹟
｣
に
重
ね
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
｡
む
し
ろ
､
か
か
る
目
的
論
的
秩
序
の
根
底
に

あ
る
普
遍
的
な
機
械
論
的
法
則
を
徹
底
的
に
究
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
､
そ
れ
を
通
し
て
､
こ
れ
ら
の
法
則
が
ま
さ
に
､
｢
唯
一
の
至

(姐

(u

高
な
る
悟
性
｣
｢
最
も
賢
明
な
る
企
画
｣
の
内
に
そ
の
源
泉
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
｡
自
然
の
秩
序
や
美
が
､

普
遍
的
法
則
に
よ
っ
て
導
き
出
さ
れ
る
な
ら
ば
､
そ
の
こ
と
こ
そ
､
か
の
｢
根
源
的
存
在
者
｣
の
い
っ
そ
う
確
実
な
証
拠
で
あ
る
｡
そ

れ
故
､
自
然
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
讃
美
も
ま
た
､
恐
ら
く
は
若
さ
か
ら
く
る
感
激
に
溢
れ
た
些
か
冗
舌
な
語
句
を
鎮
め
な
が
ら
も
､
よ
り

深
ぐ
謙
虚
な
響
き
を
帯
び
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
自
然
の
合
法
則
性
の
徹
底
的
な
追
究
は
､
同
時
に
､
神
自
身
の
｢
無
限
性
(
U
n
e
n
d
〓
c
h
k
e
i
t
)

｣
に
ふ
さ

わ
し
い
｢
創
造
の
無
限
の
領
野
へ
の
展
望
｣
を
開
く
こ
と
に
な
る
｡
そ
れ
は
､
普
遍
的
法
則
を
通
し
て
生
成
･
展
開
す
る
宇
宙
の
､
空

間
的
拡
大
の
｢
無
限
性
｣
と
時
間
肘
継
起
の
｢
無
限
性
｣
へ
の
展
望
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
展
望
は
逆
に
､
人
間
悟
性
の
無
力
さ
､
言
い

一
二
九



〓
二
〇

換
え
れ
ば
､
人
間
悟
性
に
と
っ
て
そ
れ
ら
を
究
め
尽
す
こ
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
不
可
能
で
あ
る
､
と
い
う
現
実
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
に
も

な
る
｡
｢
こ
こ
に
は
如
何
な
る
終
り
も
な
く
､
あ
る
の
は
真
の
不
可
測
性
の
深
淵
で
あ
る
｡
人
間
の
一
切
の
理
解
力
は
､
数
学
の
助
け
に

よ
っ
て
高
め
ら
れ
よ
う
と
も
､
こ
の
深
淵
の
内
に
沈
ん
で
し
ま
う
｡
既
に
自
ら
を
啓
示
し
た
叡
知
､
慈
悲
､
力
は
無
限
で
あ
り
､
そ
れ
に

応
じ
て
同
じ
く
無
限
に
実
り
豊
か
で
活
動
的
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
こ
れ
ら
の
啓
示
の
計
画
も
､
ま
さ
に
そ
れ
ら
と
同
様
に
無
限
で
あ
り
無

{u

際
限
(
O
h
n
e

G
r
e
コ
Z
e
コ
)

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
｣

カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
こ
の
展
望
は
､
一
方
で
､
最
高
の
叡
知
と
力
そ
の
も
の
の
｢
無
限
性
｣
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
と
同
時
に
､
人
間
自

身
の
能
力
の
限
界
或
い
は
｢
有
限
性
｣
に
対
す
る
反
省
の
､
一
つ
の
機
縁
と
も
な
っ
た
｡
最
も
初
期
に
芽
生
え
た
こ
の
様
な
｢
無
限
性
｣

を
め
ぐ
る
両
義
的
な
把
握
は
､
そ
の
後
､
彼
の
内
部
で
次
第
に
熟
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
｡

(
2
)

八
年
後
の
一
七
六
三
年
に
発
表
さ
れ
た
『
神
の
現
存
在
の
証
明
の
た
め
の
唯
一
可
能
な
証
明
根
拠
』
に
お
い
て
､
カ
ン
ト
は
､
自
ら

新
た
に
提
唱
し
た
唯
一
可
能
な
証
明
方
法
に
次
い
で
､
｢
自
然
神
学
的
方
法
｣
を
､
そ
の
説
得
の
力
強
さ
の
故
に
評
価
し
て
い
る
｡
前
者

が
､
す
べ
て
の
事
物
の
｢
内
的
可
能
性
｣
の
み
か
ら
導
か
れ
る
証
明
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
後
者
は
､
｢
自
然
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
神

一建

一u

●

●

の
認
識
へ
と
上
昇
す
る
道
｣
を
示
す
｡
前
者
は
論
理
的
に
厳
密
で
あ
り
､
｢
最
高
度
の
数
学
的
確
実
性
｣
を
も
つ
｡
し
か
し
､
常
識

に
対
す
る
｢
一
般
的
有
用
性
｣
に
関
す
る
限
り
で
は
､
む
し
ろ
後
者
の
優
位
を
認
め
な
い
訳
に
は
い
か
な
い
｡
し
か
も
､
し
か
る
べ
き

修
正
さ
え
加
え
ら
れ
れ
ば
､
後
者
は
哲
学
者
を
も
充
分
に
納
得
さ
せ
る
方
法
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
著
作
の
第
二
部
後
半
で
は
､

.
●

(は

｢
修
正
さ
れ
た
自
然
神
学
の
方
法
(
く
e
r
b
e
s
s
e
r
t
e

M
e
t
h
O
d
e

d
e
r

P
h
y
s
i
k
O
t
h
e
O
-
O
g
i
e
)

｣
を
確
立
す
る
た

め
の
論
述
が
､
中
心
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
｡

以
前
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
｢
自
然
神
学
｣
と
は
､
そ
れ
で
は
ど
の
様
な
も
の
か
｡
カ
ン
ト
は
､
自
然
の
秩
序
を
却
っ
て
中
断
さ
せ
る



よ
う
な
｢
奇
蹟
｣
に
よ
っ
て
の
み
神
の
認
識
へ
と
至
る
盲
目
的
な
方
法
を
､
｢
自
然
神
学
的
方
法
｣
と
は
呼
ば
な
い
｡
｢
そ
れ
に
対
し
て
､

自
然
の
秩
序
が
示
す
多
く
の
偶
然
的
な
莫
や
合
目
的
的
結
合
(
く
i
e
-
N
亡
f
巴
=
g
e

S
c
b
㌢
b
e
i
t

u
コ
d

zweckヨ監ige

く
e
r
b
i
n
d
亡
n
g
)
に
関
す
る
､
良
き
性
質
の
心
に
ょ
る
正
し
い
考
察
は
､
偉
大
な
叡
知
と
力
を
具
え
た
一
つ
の
意
志
を
そ
こ
か
ら
引
き

国

.
.

出
す
に
充
分
な
証
明
を
見
い
出
す
｡
｣

経
験
に
お
い
て
我
々
に
示
さ
れ
る
も
の
か
ら
出
発
し
て
､
神
の
現
存
在
と
共
に
そ
の
属
性
へ
と
直

正

接
的
に
到
達
す
る
こ
の
証
明
方
法
は
､
｢
人
間
理
性
と
同
じ
だ
け
古
い
｣
と
さ
れ
る
｡

こ
の
方
法
の
大
き
な
特
徴
は
､
何
よ
り
も
､
自
然
の
秩
序
と
そ
の
内
に
見
い
出
さ
れ
る
美
や
調
和
を
､
｢
偶
然
的
｣
な
も
の
と
み
な
す

こ
と
に
あ
る
｡
｢
偶
然
的
｣
と
は
､
｢
そ
の
根
拠
が
自
由
な
選
択
の
内
に
求
め
ら
れ
㌘
こ
と
に
他
な
ら
な
い
｡
自
然
の
｢
偶
然
的
秩

序
｣
は
､
そ
れ
故
ま
た
｢
技
巧
的
秩
序
(
k
旨
s
t
〓
c
h
e

O
r
d
コ
u
n
㌔
｣
で
も
あ
り
､
そ
こ
か
ら
至
高
の
創
造
者
の
意
志
と
叡

●

●

●

●

●

●

知
が
推
論
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
自
然
の
｢
偶
然
的
秩
序
｣
を
､
カ
ン
ト
は
､
植
物
や
動
物
の
｢
有
機
的
自
然
｣
に
お
い
て
最
も
よ
く
見

い
出
さ
れ
る
と
す
る
｡
あ
ら
ゆ
る
生
物
は
､
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
組
織
構
造
を
も
ち
､
｢
偶
然
的
で
は
あ
る
が
､
偉
大
な
叡
知
に
一
致
し

企む

た
統
一
性
の
驚
嘆
す
べ
き
実
例
｣
を
提
供
す
る
か
ら
で
あ
る
｡

自
然
神
学
的
方
法
が
､
非
常
に
自
然
的
で
魅
力
的
で
あ
る
の
は
､
説
得
の
仕
方
が
極
め
て
｢
感
覚
的
(
s
i
n
n
〓
c
b
)

｣
で
あ
る
こ

巫

雷

と
か
ら
く
る
｡
最
高
存
在
者
の
叡
知
､
配
慮
､
力
に
つ
い
て
の
｢
非
常
に
直
観
的
な
観
念
｣
は
､
人
々
の
心
を
満
た
し
､
揺
り
動
か

す
｡
ま
さ
に
こ
の
点
で
､
こ
の
方
法
は
カ
ン
ト
自
身
の
証
明
の
厳
密
な
論
証
性
に
優
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
ら
の
特
徴
は
さ
ら
に
､
こ
の
方

･
･
･

丞

●

●

●

忍

法
の
も
つ
確
実
性
が
､
数
学
的
で
は
な
く
｢
道
徳
的
｣
で
あ
る
こ
と
と
結
び
つ
く
｡
｢
人
間
本
性
の
道
徳
的
動
機
へ
の
原
動
力
｣
を

与
え
う
る
､
と
い
う
自
然
神
学
の
こ
の
点
の
重
要
性
に
関
し
て
､
し
か
し
カ
ン
ト
は
､
こ
の
著
作
で
は
こ
れ
以
上
は
論
じ
て
い
な
い
｡

こ
れ
ら
の
多
く
の
長
所
に
も
拘
ら
ず
､
こ
の
方
法
は
重
大
な
欠
陥
を
も
つ
｡
人
々
は
､
自
然
の
あ
ら
ゆ
る
完
全
性
､
調
和
､
美
を
､
単

に
偶
然
的
な
も
の
と
み
な
す
に
留
ま
り
､
そ
れ
ら
の
多
く
が
実
は
､
自
然
の
機
械
論
的
必
然
的
法
則
か
ら
導
出
さ
れ
う
る
こ
と
を
､
認
め

よ
う
と
し
な
い
｡
こ
の
｢
怠
惰
な
人
々
｣
は
､
自
然
に
つ
い
て
の
哲
学
的
認
識
の
充
分
な
発
展
を
妨
げ
る
こ
と
に
な
讐
し
か
し
な
が

〓
ニ
ー



一
三
二

ら
､
例
え
ば
空
気
の
様
々
な
作
用
に
お
い
て
単
純
で
普
遍
的
な
運
動
法
則
が
支
配
し
て
い
る
よ
う
に
､
｢
無
機
的
自
然
ど
コ
O
r
g
a
コ
i
s
i
e
r
･

t
e
N
a
t
u
r
)
｣
は
､
そ
の
本
質
的
属
性
(
事
物
の
内
的
可
能
性
)
の
内
に
あ
る
必
然
的
な
秩
序
と
調
和
の
無
数
の
証
拠
を
提
供
す
響

そ
れ
ど
こ
ろ
か
､
｢
有
戟
的
自
然
｣
に
お
い
て
す
ら
､
予
測
さ
れ
る
以
上
の
必
然
的
統
一
性
が
あ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
動
植
物
の
よ
う
な

自
然
の
豊
か
な
所
産
に
も
､
普
遍
的
法
則
の
政
械
論
的
必
然
性
を
も
っ
と
認
め
､
追
求
す
べ
き
で
あ
る
､
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
意
図
で

あ
る
｡
い
ず
れ
に
せ
よ
､
｢
自
然
神
学
｣
の
通
常
の
方
法
は
常
に
､
｢
人
間
的
悟
性
の
尊
厳
と
弱
さ
の
両
方
に
最
も
ふ
さ
わ
し
い
方
鮎
｣

雷

･
･

●
･

で
あ
る
､
と
彼
は
結
論
づ
け
る
｡

以
上
の
欠
陥
を
補
完
す
る
た
め
に
､
自
然
の
内
に
み
ら
れ
る
｢
必
然
的
秩
序
｣
そ
の
も
の
か
ら
､
そ
の
根
拠
と
し
て
の
叡
知
的
存
在
者

へ
と
推
論
す
る
方
法
が
､
検
討
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
こ
の
著
作
の
第
二
部
第
七
考
察
で
､
｢
自
然
神
学
｣
の
修
正
さ
れ
た
方
法
の

一
例
と
し
て
提
出
さ
れ
て
い
る
の
は
､
『
天
界
の
一
般
自
然
史
と
理
論
』
の
中
の
宇
宙
生
成
論
の
要
約
で
あ
響
こ
こ
か
ら
我
々
は
､

二
つ
の
著
作
の
連
関
に
つ
い
て
次
の
様
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
｡
八
年
前
の
著
作
で
退
け
ら
れ
た
宗
教
の
擁
護
者
達
の
見
解

-
自然

の
秩
序
や
美
や
合
目
的
性
を
｢
神
の
直
接
の
手
｣
に
重
ね
て
し
ま
.
う
見
解

-

の
大
部
分
は
､
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
｢
自
然
神
学
｣
と
し
て

も
う
一
.
慶
捉
え
直
さ
れ
る
｡
そ
し
て
､
自
己
の
自
然
研
究
の
試
み
が
こ
の
｢
自
然
神
学
｣
と
全
く
対
立
す
る
の
で
は
な
く
､
却
っ
て
そ
れ

を
補
完
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
､
こ
こ
で
は
っ
き
り
と
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
､
神
の
現
存
在
の
厳
密
な
証
明
の
た
め
に

は
､
∴
J
れ
ら
の
経
験
或
い
は
自
然
の
考
察
の
道
と
は
全
く
別
の
通
が
発
見
さ
れ
た
｡
と
は
い
え
こ
の
唯
一
の
道
も
､
批
判
期
の
カ
ン
ト
に

よ
っ
て
最
終
的
に
は
否
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
｡

こ
の
著
作
で
､
も
う
一
っ
注
目
に
価
す
る
の
は
､
神
の
属
性
と
し
て
普
通
用
い
ら
れ
る
｢
無
限
性
｣
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
考
え
で
あ

る
｡
彼
に
よ
れ
ば
､
｢
無
限
性
｣
と
い
う
表
現
は
美
し
く
､
本
来
感
性
的
で
あ
る
｡
あ
ら
ゆ
る
数
を
越
え
る
大
き
さ
に
は
､
人
の
心
を
感

動
さ
せ
た
り
､
驚
嘆
さ
せ
る
力
が
あ
る
｡
し
か
し
､
こ
の
様
な
｢
無
限
性
｣
の
概
念
に
は
､
神
と
事
物
と
の
比
較
や
否
定
的
要
素
が
混
入

さ
れ
て
い
る
上
に
､
論
理
的
正
確
さ
が
欠
如
し
て
い
る
､
と
い
う
理
由
か
ら
､
カ
ン
ト
は
む
し
ろ
｢
完
全
充
足
性
｣
の
概
念
を
､
よ
り
適
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切
な
神
の
属
性
と
す
る
｡
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
､
｢
無
限
性
｣
は
依
然
と
し
て
､
神
の
偉
大
さ
と
釣
り
合
う
だ
け
の
世
界
の
範
囲
及
び
内

容
に
関
す
る
測
り
知
れ
な
さ
を
表
わ
す
た
め
に
､
観
察
す
る
主
観
に
と
っ
て
は
､
重
要
な
徴
標
で
あ
り
続
け
る
｡
そ
し
て
カ
ン
ト
自
身
も

こ
の
徴
標
の
意
味
を
､
以
後
も
問
い
続
け
る
こ
と
に
な
る
｡

(
3
)

一
七
八
〇
年
代
か
ら
の
批
判
期
を
迎
え
て
も
､
カ
ン
ト
は
､
｢
自
然
神
学
｣
へ
の
或
る
種
の
積
極
的
評
価
を
全
く
捨
て
去
る
訳
で
は
な

い
｡
た
し
か
に
『
純
粋
理
性
批
判
』

(
第
一
版
一
七
八
一
年
､
第
二
版
一
七
八
七
年
)
の
『
超
越
論
的
弁
証
論
』
第
三
章
『
純
粋
理
性
の

理
想
』
に
お
い
て
､
理
性
の
思
弁
的
原
理
に
撃
つ
く
神
学
に
よ
る
｢
神
の
現
存
在
の
証
明
｣
は
､
す
べ
て
不
可
能
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
さ
れ
讐
結
局
道
徳
神
学
に
お
い
て
の
み
､
即
ち
実
践
理
性
に
よ
っ
て
､
神
の
現
存
在
は
､
最
高
善
の
可
能
性
の
た
め
に
必
然
的
に

●

●

●

●

要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
､
そ
の
時
初
め
て
､
こ
の
存
在
者
の
充
分
に
規
定
さ
れ
た
概
念
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
様
に
し

て
､
理
性
は
｢
宗
教
｣
へ
と
導
か
れ
う
る
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
な
が
ら
カ
ソ
ト
は
こ
こ
で
も
､
思
弁
的
神
学
の
内
で
最
も
古
く
､
最
も
明
瞭
で
､
常
識
に
最
も
適
っ
た
｢
自
然
神
学
｣
を
､
敬

重

意
を
も
っ
て
称
揚
す
る
｡
現
在
の
世
界
の
諸
事
物
に
関
す
る
経
験
か
ら
､
自
然
の
す
べ
て
の
秩
序
と
完
全
性
の
原
理
と
し
て
の
最
高
叡

知
へ
と
上
昇
す
る
｢
自
然
神
学
｣
は
､
た
し
か
に
厳
密
な
証
明
方
法
と
し
て
は
､
他
の
思
弁
的
神
学
に
劣
る
｡
我
々
の
一
定
の
経
験
の
み

か
ら
出
発
す
る
こ
の
証
明
は
､
そ
れ
だ
け
で
は
､
経
験
の
外
に
あ
る
最
高
存
在
者
に
つ
い
て
の
規
定
的
な
概
念
を
我
々
に
与
え
る
こ
と
が

で
き
な
い
か
ら
で
あ
讐
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
こ
の
証
明
は
､
我
々
の
直
観
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
り
､
抗
い
難
い
説
得
力
を
も
つ
の
で
あ

る
｡
カ
ン
ト
は
､
｢
自
然
神
学
｣
の
証
明
の
過
程
に
つ
い
て
次
の
様
に
記
述
す
る
｡
｢
現
在
の
世
界
は
､
我
々
に
多
様
性
と
秩
序
と
合
目

的
性
と
美
(
M
a
n
n
i
g
f
a
〓
i
g
k
e
i
-
も
r
d
n
亡
n
g
,
N
w
e
c
k
m
£
i
g
k
e
i
t

亡
n
d

S
c
h
㌢
b
e
i
t
)

-

こ
れ
ら

が空間の無限性において追求されるにせよ､空間の無際限の分割において追求されるにせよ-

の
不
可
測
の
光
景
を
開

〓
二
三
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示
す
る
｡
そ
の
た
め
､
我
々
の
弱
き
悟
性
が
そ
れ
ら
に
つ
い
て
獲
得
し
え
た
知
識
に
よ
っ
て
さ
え
､
一
切
の
言
葉
も
､
か
く
も
多
く
の
見

渡
し
難
く
大
き
な
驚
異
に
つ
い
て
は
､
そ
の
効
力
を
失
な
い
､
す
べ
て
の
数
も
測
定
力
を
失
な
い
､
我
々
の
思
考
す
ら
一
切
の
限
界
を
失

な
う
に
到
る
程
で
あ
讐
｣
そ
し
て
｢
そ
の
結
果
､
も
し
も
こ
の
無
限
な
偶
然
的
な
も
の
の
外
に
､
そ
れ
自
体
で
根
源
的
且
つ
独
立
的
に

存
立
し
て
こ
の
偶
然
的
な
も
の
を
支
え
､
そ
の
起
源
の
原
因
と
し
て
同
時
に
そ
の
存
続
を
保
証
す
る
何
も
の
か
が
想
定
さ
れ
な
い
な
ら
ば
､

一
切
は
悉
く
､
こ
の
様
に
し
て
､
無
の
深
淵
へ
沈
み
込
ま
ざ
る
を
得
な
く
な
る
で
あ
ろ
攣
｣
こ
こ
に
､
最
も
初
期
の
自
然
研
究
以
来
カ

ソ
ト
町
念
頭
を
去
る
こ
と
の
な
か
っ
た
､
世
界
の
｢
無
限
性
｣
と
そ
の
根
拠
と
な
る
べ
き
根
源
的
存
在
者
の
｢
無
限
性
｣
､
及
び
そ
れ
を

把
握
し
よ
う
と
す
る
人
間
の
認
識
能
力
の
｢
有
限
性
｣
へ
の
否
応
な
い
直
面
が
､
再
び
如
実
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
｡
し
か
も
､
批
判
期
以

前
の
通
常
の
｢
自
然
神
学
｣
が
､
専
ら
自
然
研
究
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
前
段
階
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し

て
､
こ
こ
で
は
､
｢
自
然
神
学
｣
は
却
っ
て
､
自
然
研
究
に
活
力
を
与
え
る
と
い
う
積
極
的
な
働
き
の
故
に
､
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
一
層
推

奨
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡

さ
て
､
人
間
理
性
に
よ
る
認
識
の
限
界
を
定
め
る
べ
き
批
判
の
仕
事
は
､
最
高
存
在
者
の
認
識
に
つ
い
て
は
こ
れ
を
一
切
却
下
す
る
が
､

そ
れ
で
も
尚
､
自
然
認
識
全
体
の
体
系
的
統
一
性
の
｢
原
根
拠
｣
と
し
て
は
こ
れ
を
想
定
還
る
を
得
な
い
｢
我
々
の
理
性
の
本
性
｣

を
､
明
ら
か
に
す
る
｡
理
性
は
最
高
存
在
者
相
即
い
て
､
｢
最
大
可
能
な
経
験
の
統
一
性
の
基
体
｣
｢
世
界
構
造
の
体
系
的
統
亘

秩
序
､
合
目
的
性
の
､
我
々
に
は
未
知
な
る
基
体
｣
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
上
に
､
そ
れ
自
体
と
し
て
何
で
あ
る
か
､
を
思
惟
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
｡
こ
の
様
な
自
然
認
識
の
合
目
的
的
統
一
性
の
根
底
に
置
か
れ
る
最
高
叡
知
の
理
念
は
､
求
め
ら
れ
る
べ
き
こ
の
統
一
性

(亜

(亜

の
理
念
そ
の
も
の
と
共
に
､
自
然
研
究
を
導
く
た
め
の
理
性
の
｢
発
見
的
概
念
｣
或
い
は
｢
統
整
的
原
理
｣
と
し
て
の
み
働
か
ね
ば

な
ら
な
い
｡
｢
自
然
神
学
｣
に
お
い
て
は
た
し
か
に
､
こ
の
理
念
を
単
に
統
整
的
に
で
な
く
､
経
験
を
越
え
て
用
い
る
こ
と
か
ら
く
る
過

重

誤
に
陥
り
や
す
い
｡
こ
れ
は
､
自
然
の
体
系
的
統
一
性
を
目
ざ
す
た
め
に
も
何
よ
り
も
ま
ず
物
質
の
撥
械
論
的
な
普
遍
的
法
則
を
能
う

限
り
追
求
す
べ
き
自
然
研
究
の
努
力
を
放
棄
し
て
し
ま
い
､
初
め
か
ら
､
最
高
叡
知
と
い
う
原
因
に
す
べ
て
を
委
ね
る
態
度
で
あ
る
｡
し



か
し
な
が
ら
､
最
高
存
在
者
の
理
念
を
､
理
性
の
経
験
的
使
用
に
際
し
て
統
整
的
に
用
い
る
限
り
に
お
い
て
､
こ
の
様
な
形
で
い
わ
ば
修

正
さ
れ
た
｢
自
然
神
学
｣
は
､
む
し
ろ
自
然
認
識
を
拡
大
さ
せ
て
ゆ
く
導
き
の
糸
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
｡

｢
自
然
神
学
｣
の
役
割
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
見
解
の
以
上
の
ず
れ
に
も
拘
ら
ず
､
批
判
期
以
前
に
お
い
て
も
批
判
期
に
至
っ
て
も
､

｢
自
然
神
学
｣
の
名
の
も
と
に
､
次
の
こ
と
が
本
来
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
､
依
然
と
し
て
変
わ
り
は
し
な
い
｡
そ
れ
は
､
自
然
の
測

り
知
れ
な
い
多
様
性
の
内
に
輝
き
出
る
美
や
秩
序
が
､
人
間
の
悟
性
に
と
っ
て
は
飽
く
迄
も
偶
然
的
な
も
の
で
あ
り
､
ま
た
そ
れ
故
に
こ

そ
､
そ
の
根
底
に
根
源
的
存
在
者
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
､

と
偶
然
性
こ
そ
が
､
人
間
悟
性
の
｢
弱
さ
｣
を
最
も
頭
わ
に
せ
し
め
る
と
同
時
に
､
逆
説
的
に
も
､

性
｣
の
､
我
々
に
と
っ
て
唯
一
可
能
な
開
示
の
契
機
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
｡
こ
の
様
な
想
念
は
､

も
通
奏
低
音
の
如
く
貫
き
流
れ
て
い
た
､
と
い
え
る
｡

ま
さ
に
自
然
の
こ
の
無
限
の
多
様
性

根
源
的
存
在
者
そ
の
も
の
の
｢
無
限

批
判
期
以
前
･
以
後
を
通
じ
て
､
恰

Ⅲ

『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
｢
自
然
神
学
｣
乃
至
｢
自
然
目
的
論
｣

(
1
)

『
純
粋
理
性
批
判
』
､
『
実
践
理
性
批
判
』

(
一
七
八
七
年
)

に
続
い
て
発
表
さ
れ
た
『
判
断
力
批
判
』

(
第
一
版
一
七
八
九
年
､
第

二
版
一
七
九
一
年
)

に
お
い
て
､
カ
ン
ト
は
､
批
判
の
仕
事
の
一
環
と
し
て
､
人
間
理
性
の
一
つ
の
新
た
な
固
有
性
を
探
求
す
る
｡
そ
の

相
関
者
た
る
対
象
は
､
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
如
く
自
然
事
物
一
般
で
は
な
く
､
自
然
に
お
け
る
多
様
で
特
殊
な
種
々
の
形
態
を

も
つ
存
在
者
で
あ
る
｡
そ
れ
は
具
体
的
に
は
､
自
然
の
美
及
び
有
機
体
で
あ
り
､
こ
の
著
作
の
全
体
は
､
そ
れ
に
従
っ
て
第
一
部
と
第
二

東

部
に
大
き
く
分
け
ら
れ
る
｡
そ
の
第
二
部
の
最
後
に
置
か
れ
る
『
目
的
論
的
判
断
力
の
方
法
論
』
で
は
､
目
的
論
と
神
学
の
関
係
､
そ

し
て
特
に
､
｢
自
然
神
学
｣
か
ら
｢
道
徳
神
学
｣
へ
の
移
行
が
､
議
論
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
｡

〓
二
五



一
三
｣
ハ

さ
て
､
我
々
に
自
然
の
有
機
的
存
在
者
が
た
だ
】
つ
し
か
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
も
､
も
し
も
そ
の
も
の
の
可
能
性
の
根
拠
が
問

わ
れ
る
と
す
る
な
ら
ば
､
我
々
は
そ
こ
に
､
何
か
目
的
に
従
っ
て
働
く
悟
性
的
原
因
と
い
う
根
拠
を
想
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡
一

般
に
､
或
る
事
物
が
合
目
的
的
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
は
､
そ
の
事
物
の
現
実
存
在
乃
至
形
式
(

E
已
s
t
e
n
z

O
d
e
r

F
O
r
ヨ
)

が
目
的
と
い
う
条
件
の
も
と
で
可
能
な
も
の
と
し
.
て
把
握
さ
れ
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
れ
は
ま
た
､
か
か
る
事
物
の
可
能

性
が
､
普
遍
的
な
自
然
法
別
の
上
か
ら
必
然
的
と
み
な
さ
れ
る
の
で
は
な
く
､
却
っ
て
全
く
偶
然
的
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

の
で
あ
る
｡
｢
そ
れ
故
､
目
的
と
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
み
ら
れ
る
自
然
事
物
〔
=
有
機
的
存
在
者
〕
は
､
世
界
全
体
の
偶
然
性
の
最

も
優
れ
た
証
明
と
な
り
､
ま
た
世
界
全
体
が
､
そ
の
外
に
存
在
し
て
し
か
も
悟
性
的
な
存
在
者
に
依
存
し
､
そ
れ
に
原
田
を
も
つ
､
と
い

う
こ
と
の
､
常
識
に
も
哲
学
者
に
も
妥
当
す
る
唯
一
の
証
明
根
拠
で
あ
る
｡
従
っ
て
､
目
的
論
は
そ
の
探
究
の
た
め
の
解
明
の
成
就
を
､

奄

神
学
に
お
い
て
以
外
に
は
見
い
出
さ
な
い
u
こ
の
様
に
し
て
自
然
の
有
機
的
な
事
物
か
ら
叡
知
的
な
根
源
的
存
在
者
へ
と
推
論
す
る
試

み
は
､
｢
自
然
神
学
｣
と
呼
ば
れ
る
｡
こ
の
方
法
が
､
こ
こ
で
は
常
識
だ
け
で
な
く
哲
学
者
に
も
妥
当
す
る
､
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
､

注
目
す
べ
き
で
あ
る
｡
｢
自
然
神
学
｣
は
こ
う
し
て
､
批
判
哲
学
の
内
で
一
つ
の
独
自
の
意
義
を
も
つ
こ
と
に
な
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
そ
れ
ぞ
れ
の
有
機
体
の
内
的
合
目
的
性
か
ら
､
自
然
の
諸
事
物
の
相
互
連
関
に
お
け
る
外
的
合
目
的
性
を
経
て
､
遂

に
は
自
然
全
体
の
合
目
的
性
の
究
極
原
因
へ
と
推
論
が
展
開
し
て
ゆ
く
過
程
に
お
い
て
､
根
源
的
存
在
者
の
概
念
そ
の
も
の
は
､
い
ま
だ

未
規
定
の
ま
ま
に
留
ま
ら
ざ
る
を
得
な
い
｡
そ
れ
が
充
分
に
規
定
さ
れ
う
る
た
め
に
は
､
さ
ら
に
､
自
然
全
体
の
究
極
目
的
が
問
わ
れ
ね

(塾

ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
ま
た
､
｢
世
界
に
お
け
る
諸
事
物
は
､
】
体
何
の
た
め
に
存
在
す
る
の
か
｡
｣
と
い
う
問
い
で
も
あ
る
｡

(迫

そ
れ
で
は
､
こ
の
｢
世
界
の
現
存
在
の
､
即
ち
創
造
そ
の
も
の
の
究
極
目
的
｣
と
は
､
何
か
｡
抑
々
究
極
目
的
と
は
､
そ
の
可
能
性
の

条
件
と
し
て
､
も
は
や
自
己
以
外
の
何
も
の
を
も
必
要
と
し
な
い
無
条
件
的
な
目
的
で
あ
る
｡
し
か
し
自
然
そ
の
も
の
の
内
に
は
､
自
然

と
し
て
の
人
間
自
身
の
内
で
さ
え
も
､
そ
の
広
大
な
目
的
論
的
体
系
に
お
い
て
常
に
再
び
他
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
以
外

は
存
在
し
な
い
｡
従
っ
て
､
そ
の
原
因
性
が
目
的
に
向
け
ら
れ
て
い
る
と
同
時
に
､
自
ら
に
目
的
を
規
定
す
る
た
め
の
法
則
が
､
自
然
の



諸
条
件
に
依
存
せ
ず
､
無
条
件
的
且
つ
必
然
的
な
も
の
と
し
て
､
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
よ
う
な
存
在
者
は
､
一
つ
し
か
な
い
｡

そ
れ
は
､
世
界
に
お
け
る
唯
一
の
理
性
的
な
存
在
者
で
あ
り
､
自
ら
も
目
的
に
従
っ
て
自
由
に
行
為
し
う
る
､
道
徳
的
存
在
者
と
し
て
の

人
間
で
あ
る
｡
こ
の
道
徳
の
主
体
と
し
て
の
人
間
こ
そ
が
､
何
の
た
め
に
そ
れ
が
存
在
し
て
い
る
の
か
を
も
は
や
そ
れ
以
上
問
わ
れ
る
こ

●

●

●

●

雷

と
の
な
い
､
創
造
の
究
極
目
的
-
全
自
然
の
合
目
的
性
の
叡
知
的
究
極
原
因
に
付
与
さ
れ
る
べ
き
究
極
目
的
-

に
他
な
ら
な
い
｡

我
々
の
理
性
は
､
こ
の
様
に
自
己
の
道
徳
原
理
を
媒
介
に
し
て
初
め
て
､
か
の
根
源
的
存
在
者
を
､
目
的
に
従
っ
て
働
く
最
高
の
道
徳
的

叡
知
と
し
て
規
定
し
う
る
の
で
あ
る
｡
結
局
の
と
こ
ろ
､
道
徳
的
目
的
論
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
た
｢
道
徳
神
学
｣
の
み
が
､
根
源
的

存
在
者
の
概
念
を
明
確
に
規
定
し
う
る
真
の
神
学
た
り
う
る
の
で
あ
り
､
｢
自
然
神
学
｣
は
､
正
確
に
は
む
し
ろ
｢
誤
解
さ
れ
た
自
然
目

(包

(缶

的
論
｣
と
し
て
､
真
の
神
学
に
対
す
る
｢
予
備
学
｣
に
留
ま
る
こ
と
に
な
る
｡

(
2
)

以
上
の
様
に
｢
自
然
神
学
｣
は
､
そ
れ
自
体
だ
け
で
｢
神
学
｣
た
る
に
は
充
分
で
は
な
い
｡
し
か
し
そ
れ
は
｢
自
然
目
的
論
｣
と
し
て
み

ら
れ
る
限
り
に
お
い
て
､
｢
自
然
研
究
｣
に
と
っ
て
小
さ
か
ら
ぬ
位
置
を
占
め
る
｡
但
し
､
こ
こ
で
｢
自
然
研
究
｣
の
意
味
す
る
内
実
は
､

『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
そ
れ
と
は
少
し
く
異
な
る
｡
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
､
｢
自
然
研
究
｣
と
は
何
よ
り
も
､
自
然
の
機
械

論
的
な
捨
造
を
普
遍
的
法
則
に
よ
っ
て
解
明
す
る
こ
と
を
指
し
､
そ
し
て
専
ら
こ
の
様
な
自
然
認
識
全
体
の
最
大
可
能
な
体
系
的
統
一
性

の
た
め
に
こ
そ
､
合
目
的
的
な
統
一
性
の
原
理
は
必
要
と
さ
れ
た
の
で
あ
る
｡
勿
論
､
『
判
断
力
批
判
』
に
お
い
て
も
､
可
能
な
限
り
は

普
遍
的
法
則
に
従
っ
て
研
究
を
進
め
る
べ
き
で
あ
る
､
と
い
う
カ
ン
ト
の
基
本
的
姿
勢
は
変
わ
っ
て
は
い
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
自
然

の
様
々
な
合
目
的
的
形
態
､
例
え
ば
植
物
界
や
動
物
界
の
各
有
機
体
に
み
ら
れ
る
そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
配
置
は
､
単
に
機
械
論
的
な
自
然
法

別
の
み
に
よ
っ
て
は
､
説
明
さ
れ
尽
す
こ
と
は
で
き
な
い
｡
却
っ
て
こ
れ
ら
は
､
普
遍
的
法
則
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
､
極
め
て
偶
然
的
な

も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
こ
れ
ら
に
関
す
る
多
く
の
具
体
的
な
自
然
の
探
究
は
､
目
的
論
的
原
理
に
従
っ
て
な
さ
れ
う
る

〓
二
七



〓
二
八

し
､
ま
た
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
､
と
カ
ン
ト
は
考
え
る
｡
こ
れ
は
､
厳
密
な
意
味
で
の
｢
理
論
的
自
然
科
学
｣
と
し
て
の
｢
自
然
研
究
｣

に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
｡
し
か
し
｢
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
､
目
的
論
的
判
定
は
､
少
な
く
と
も
蓋
然
的
に
は
自
然
研
究
へ
と
導
き
入
れ
ら

れ
て
正
当
な
の
で
あ
る
｡
尤
も
そ
れ
は
た
だ
､
目
的
に
よ
る
原
因
性
と
の
ア
ナ
ロ
ギ
一
に
よ
っ
て
､
自
然
を
観
察
と
探
究
の
原
理
の
も
と

.
.

岳

に
も
た
ら
す
の
み
で
あ
っ
て
､
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
を
解
明
す
る
と
不
当
に
主
張
す
る
の
で
は
な
い
｡
｣

｢
自
然
目
的
論
｣
に
よ
る
こ
の
｢
自
然
研
究
｣
に
お
い
て
は
､
批
判
期
以
前
の
如
く
､
事
物
の
合
目
的
性
の
根
底
に
自
然
法
則
を
そ
の

根
拠
と
し
て
置
く
の
で
は
な
く
､
ま
た
『
純
粋
乳
性
批
判
』
に
お
け
る
如
く
､
専
ら
自
然
法
則
に
よ
る
自
然
認
識
全
体
の
統
一
性
の
た
め

に
の
み
合
目
的
性
の
原
理
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
は
な
く
､
却
っ
て
､
自
然
法
則
を
も
っ
て
し
て
も
規
定
し
尽
せ
な
い
も
の
と
し
て
､
自

然
事
物
の
合
目
的
性
が
再
び
主
題
化
さ
れ
て
い
る
､
と
い
え
る
｡
そ
し
て
ま
さ
に
こ
こ
･
で
こ
そ
､
｢
偶
然
的
な
も
の
の
法
則
性
｣
と
し

て
の
こ
の
｢
合
目
的
性
｣
の
概
念
そ
の
も
の
が
､
個
々
の
自
然
研
究
を
具
体
的
に
導
く
た
め
の
｢
発
見
的
原
理
｣
或
い
は
｢
統
整
的
原

理
｣
と
な
る
の
で
あ
る
｡
こ
れ
は
､
批
判
哲
学
の
枠
組
の
内
で
､
自
然
に
お
け
る
無
限
に
多
様
な
る
も
の
､
偶
然
的
な
も
の
を
一
つ
の

統
一
的
な
連
関
に
お
い
て
捉
え
る
視
点
の
獲
得
で
も
あ
っ
た
｡

こ
の
原
理
は
同
時
に
ま
た
､
理
性
自
身
の
｢
批
判
的
原
理
｣
と
し
て
､
翻
っ
て
人
間
の
認
識
能
力
の
本
性
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と

に
な
る
｡
即
ち
こ
こ
で
は
､
対
象
に
つ
い
て
何
か
が
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
､
｢
理
性
は
た
だ
､
私
の
認
識
能
力
の
使
用
の
み
を
､
そ

の
固
有
性
と
､
そ
の
範
囲
並
び
に
限
界
の
本
質
的
条
件
に
ふ
さ
わ
し
く
規
定
す
る
に
す
ぎ
な
い
｣
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
様
に
し
て
､
多

様
性
の
無
限
の
拡
が
り
を
も
っ
て
現
わ
れ
る
自
然
を
捉
え
る
､
我
々
の
捉
え
方
に
お
い
て
､
逆
に
人
間
理
性
そ
の
も
の
の
｢
有
限
性
｣
が

顕
わ
に
さ
れ
る
の
で
あ
る
｡
ま
さ
に
こ
の
音
環
に
お
い
て
も
､
『
判
断
力
批
判
』
は
､
人
間
理
性
の
可
能
性
の
限
界
を
究
め
る
批
判
の
仕

事
に
属
し
て
い
る
｡



Ⅲ
｢
目
的
な
き
合
目
的
性
｣
と
し
て
の
美

(
l
)

さ
て
し
か
し
､
批
判
期
以
前
に
も
ま
た
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
も
､
｢
自
然
神
学
｣
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
は
､
常
に
､
自
然
の

秩
序
と
美
と
の
両
方
を
対
象
と
し
て
い
た
｡
そ
れ
に
対
し
て
､
『
判
断
力
批
判
』
で
自
然
目
的
論
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
た
｢
自
然
神
学
｣

の
対
象
は
､
専
ら
､
自
然
研
究
に
よ
っ
て
見
い
出
さ
れ
る
石
段
体
の
合
目
的
性
に
限
ら
れ
､
そ
こ
で
は
実
は
排
除
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
｡
そ
れ
で
は
､
莫
は
､
如
何
な
る
仕
方
で
我
々
に
現
わ
れ
る
の
か
｡
そ
し
て
有
機
体
と
美
と
は
､
ど
の
様
な
関
係
に
あ
る
の
か
｡

カ
ン
ト
は
､
こ
の
著
作
の
第
一
部
『
美
的
(
感
性
的
)
判
断
力
の
批
判
』
の
『
分
析
論
』
に
お
い
て
､
判
断
の
第
三
契
楔
よ
り
推
論
さ

れ
る
実
の
定
義
を
､
次
の
様
に
定
式
化
し
て
い
る
｡
｢
美
と
は
､
目
的
の
表
象
な
し
に
対
象
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
る
限
り
に
お
け
る
､
対

象
の
合
目
的
性
の
形
式
で
あ
撃
｣
こ
の
定
義
は
∵
表
現
の
上
か
ら
も
内
容
の
上
か
ら
も
他
の
三
つ
の
定
義
と
は
異
な
る
特
徴
を
も
っ
て

お
帽
､
こ
こ
で
初
め
て
､
美
的
判
断
力
の
原
理
が
｢
目
的
な
き
合
目
的
性
｣
と
し
て
明
確
に
さ
れ
る
｡
我
々
は
､
美
的
判
断
に
お
い
て

も
､
｢
目
的
な
き
(
O
b
n
e

N
w
e
c
k
)

｣
と
い
う
留
保
は
あ
り
な
が
ら
も
､
そ
の
原
理
は
こ
こ
で
も
や
は
り
｢
自
然
の
合
目
的
性
｣

で
あ
る
こ
と
を
､
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
否
む
し
ろ
､
美
的
判
断
に
お
い
て
こ
そ
､
判
断
力
は
､
目
的
と
し
て
の
如
何
な
る
概
念

に
も
訴
え
る
こ
と
な
く
､
対
象
の
表
象
と
快
･
不
快
の
感
情
と
の
直
接
的
結
合
の
内
に
の
み
､
こ
の
原
理
を
自
ら
に
と
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ

な
原
理
と
し
う
る
､
一
つ
の
特
殊
な
能
力
と
な
り
う
る
の
で
あ
る
｡
そ
れ
故
､
｢
合
目
的
性
｣
の
原
理
に
基
づ
く
｢
判
断
力
｣
の
批
判
に

は
､
第
一
部
の
『
美
的
判
断
力
の
批
判
』
こ
そ
が
､
最
も
重
要
な
部
門
と
し
て
､
本
質
的
に
所
属
す
る
｡
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
自
身
に
よ

り
､
こ
の
著
作
の
『
序
文
』
及
び
『
序
論
』
第
Ⅶ
節
に
お
い
て
確
認
さ
れ
て
い
響

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
様
に
､
カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
』
の
第
一
版
が
出
版
さ
れ
る
既
に
二
年
前
の
一
七
八
七
年
に
､
或
る
書
簡
で
こ

の
著
作
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
｡
｢
私
は
現
在
､
『
趣
味
の
批
判
』
に
従
事
し
て
い
ま
す
が
､
こ
れ
に
際
し
て
は
､
こ
れ
迄
の
原
理
と
は

〓
ニ
九



別
の
新
た
な
種
類
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
原
理
が
発
見
さ
れ
て
い
ま
す
｡
｣
こ
の
｢
新
た
な
種
類
の
｣
原
理
と
は
勿
論
｢
合
目
的
性
｣
の
原
理

の
こ
と
で
あ
り
､
こ
こ
で
は
快
･
不
快
の
感
情
に
関
す
る
原
理
と
し
て
､
ま
さ
に
美
的
判
断
の
根
拠
づ
け
の
た
め
に
考
え
ら
れ
て
い
る
｡

そ
し
て
彼
は
『
判
断
力
批
判
』
を
､
最
初
は
『
趣
味
批
判
』
と
し
て
の
み
企
画
し
て
い
た
の
で
あ
響
こ
の
同
じ
年
に
､
『
純
粋
理
性

批
判
』
の
第
二
版
で
､
｢
感
性
論
(
卸
s
t
h
e
t
i
k
)

｣
の
語
義
に
関
す
る
註
の
訂
正
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
も
､
こ
の
『
趣
味
批
判
』

の
企
画
と
関
連
が
あ
る
､
と
い
え
よ
賛
し
か
し
､
そ
の
草
稿
が
翌
年
春
に
は
出
来
上
が
る
予
定
で
あ
っ
た
に
む
拘
ら
ず
､
結
局
『
判

断
力
批
判
』
全
体
の
完
成
に
は
さ
ら
に
二
年
間
を
要
し
た
､
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
､
恐
ら
く
次
の
様
な
事
情
が
推
測
さ
れ
う
る
｡
即

ち
､
こ
の
書
簡
で
は
､
目
的
論
の
方
は
ま
だ
､
批
判
を
予
備
学
と
す
る
｢
哲
学
の
体
系
｣
の
三
部
門
の
内
の
一
つ
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い

{建

･

{廻

る
｡
が
､
そ
の
後
カ
ン
ト
が
､
厳
密
な
哲
学
の
体
系
を
理
論
哲
学
と
実
践
哲
学
の
二
部
門
の
み
に
限
定
し
た
こ
と
に
よ
り
､
目
的
論

は
､
｢
哲
学
の
体
系
｣
に
で
は
な
く
､
む
し
ろ
｢
批
判
の
体
系
｣
の
内
に
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
｡
そ
し
て
､
同
じ
｢
合
目
的
性
｣

の
原
理
の
も
と
に
働
く
美
的
判
断
力
と
並
ん
で
､
目
的
論
的
判
断
力
の
問
題
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
､
『
判
断
力
批
判
』
の

後
半
を
構
成
す
る
に
到
る
｡
但
し
､
目
的
論
的
判
断
は
､
そ
の
原
理
の
故
に
批
判
の
一
部
門
に
属
さ
ざ
る
を
得
な
い
に
せ
よ
､
そ
の
適
用

に
関
す
る
限
り
は
､
い
ず
れ
に
せ
よ
､
哲
学
の
理
論
的
部
門
に
付
加
的
に
加
え
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
｡
と
い
う
の
も
､
目
的
論
に
お
け
る

｢
合
目
的
性
｣
の
原
理
は
､
た
し
か
に
客
観
的
原
理
で
は
あ
り
え
ず
主
観
的
乃
至
統
整
的
原
理
で
は
あ
る
が
､
し
か
し
そ
れ
は
､
多
様
な

有
機
的
自
然
を
そ
の
統
一
的
連
関
に
お
い
て
捉
え
る
た
め
の
一
つ
の
特
殊
な
概
念
と
し
て
､
判
断
力
に
対
し
て
理
性
が
課
す
る
原
理
で
あ

帽
､
そ
の
意
味
で
や
は
り
､
論
理
的
概
念
的
な
広
義
の
自
然
認
識
に
属
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
｡
こ
の
様
な
目
的
論
が
､
一
つ
の
独

立
し
た
特
殊
な
能
力
と
し
て
の
｢
判
断
力
｣
の
批
判
に
所
属
す
る
こ
と
の
非
本
質
性
に
つ
い
て
は
､
美
的
判
断
の
重
要
性
と
対
比
的
に
､

同
じ
箇
所
で
明
言
さ
れ
て
い
響

(転



(
2
)

で
は
､
美
的
判
断
に
お
け
る
｢
合
目
的
性
｣
は
､
ど
の
様
な
形
で
我
々
に
捉
え
ら
れ
う
る
の
か
｡
｢
目
的
な
き
合
目
的
性
｣
と
し
て
の

美
の
定
義
に
み
ら
れ
る
､
目
的
の
表
象
を
も
つ
こ
と
の
な
い
､
合
目
的
性
の
単
な
る
｢
形
式
｣
と
は
､
何
を
意
味
す
る
の
か
｡

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
､
｢
目
的
｣
と
は
､
目
的
原
因
に
よ
る
因
果
性
の
｢
質
料
｣
を
な
す
も
の
で
あ
禦
有
機
体
で
は
､
ま
ず
こ
の
目

,
●

●

(
召
■

的
の
概
念
が
そ
の
根
底
に
置
か
れ
､
対
象
の
表
象
は
､
こ
れ
と
合
致
す
る
こ
と
に
よ
り
統
一
性
を
得
る
の
に
対
し
て
､
美
し
い
対
象
の

表
象
に
お
い
て
は
､
そ
の
統
一
の
目
ざ
す
べ
き
目
的
と
し
て
の
｢
一
な
る
も
の
｣
の
概
念
自
体
は
､
我
々
に
と
っ
て
飽
く
迄
も
未
規
定
の

ま
ま
に
留
ま
る
｡
従
っ
て
残
る
と
こ
ろ
は
､
｢
直
観
者
の
心
に
お
け
る
表
象
の
主
観
的
合
目
的
性
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
､
且
つ
こ
れ

●
･
●
･

(包

は
､
主
観
に
お
け
る
表
象
状
態
の
或
る
合
目
的
性
を
示
す
の
で
あ
る
ピ
こ
の
｢
主
観
に
お
け
る
表
象
状
態
の
合
目
的
性
｣
と
は
即
ち
､

美
的
判
断
力
の
『
分
析
論
』
第
九
節
で
初
め
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
､
主
観
の
二
つ
の
表
象
能
力
-
-
直
観
的
表
象
能
力
と
し
て
の
構
想
力

.
●

二お

と
概
念
的
表
象
能
力
と
し
て
の
悟
性

-
の
間
の
｢
自
由
な
遊
動
(
f
r
e
i
e
s

S
p
i
e
こ
｣
に
他
な
ら
な
い
｡
そ
れ
故
､
美
し
い
対

象
の
合
目
的
性
と
は
結
局
､
そ
の
対
象
を
表
象
す
る
際
の
､
主
観
の
表
象
能
力
の
活
動
そ
の
も
の
の
合
目
的
性
の
こ
と
で
あ
る
｡
主
観
の

表
象
状
態
と
対
象
と
の
こ
の
合
致
は
､
警
自
身
の
意
図
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
､
ま
さ
に
偶
然
的
で
あ
讐
そ
し
て
主
観
は
､
自
己

●

●

●

の
心
に
お
け
る
こ
の
合
目
的
性
を
､
快
の
感
情
と
し
て
､
い
わ
ば
内
的
感
受
性
に
よ
っ
て
意
識
化
す
る
の
で
あ
る
｡

し
か
し
我
々
は
さ
ら
に
､
表
象
能
力
の
｢
自
由
な
遊
動
｣
と
は
一
体
如
何
な
る
事
態
を
表
わ
す
の
か
を
､
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
｡
そ
れ
は
決
し
て
､
我
々
の
表
象
能
力
乃
至
認
識
能
力
の
活
動
が
､
対
象
に
つ
い
て
何
ご
と
か
を
規
定
す
る
に
到
っ
て
そ
の
活
動
の
使

命
を
終
え
て
し
ま
う
､
つ
ま
り
活
動
の
終
局
(
E
n
d
一
t
e
-
O
S
)
に
到
達
し
､
そ
の
結
果
と
し
て
一
つ
の
規
定
的
判
断
が
下
さ
れ
る
､

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
｡
却
っ
て
､
対
象
に
つ
い
て
は
何
事
も
規
定
す
る
こ
と
な
く
､
そ
の
未
規
定
的
活
動
が
､
し
か
も

調
和
的
に
そ
の
ま
ま
維
持
さ
れ
る
､
と
什
う
こ
と
で
あ
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
､
直
観
と
概
念
に
関
わ
る
二
つ
の
根
本
的
に
異
質
な
表
象
能

力
が
､
対
象
の
表
象
に
お
い
て
相
互
に
他
を
活
性
化
し
っ
つ
､
統
一
さ
れ
た
一
つ
の
自
由
で
｢
軽
や
か
な
遊
動
(
e
ュ
e
i
c
h
t
e
r
t
e
s

一
四
一



(Ⅱ

一
四
二

S
p
i
e
こ
｣
の
内
に
留
ま
る
こ
と
な
の
で
あ
る
｡
そ
れ
は
､
何
ら
か
の
終
局
を
も
つ
こ
と
な
く
自
己
自
身
の
内
に
充
足
し
て
い
る
が
､

し
か
し
同
時
に
絶
え
間
な
い
運
動
で
あ
り
､
G
･
コ
ー
ラ
ー
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
､
自
己
自
身
の
｢
恒
常
的
更
新
(
s
t
e
t
e

E
r
コ
e
u
e
･

(遁
r
亡
n
g
)
｣
で
あ
る
｡
し
か
も
､
こ
の
主
観
の
｢
内
的
活
動
｣
乃
至
｢
自
発
性
｣
は
､
決
し
て
意
図
的
な
も
の
で
は
な
い
｡
カ
ン
ト

自
身
は
こ
れ
を
次
の
様
に
表
現
し
て
い
る
｡

｢
こ
の
快
は
､
表
象
そ
の
も
の
の
状
態
と
認
識
能
力
の
営
み
を
､
そ
れ
以
上
の
意
図
な
し
に
保
と
う
と
す
る
原
因
性
を
自
ら
の
内
に
も
つ
｡

我
々
が
美
し
い
も
の
を
見
つ
め
る
時
そ
こ
に
仔
む
の
は
､
こ
の
見
つ
め
る
こ
と
(
B
e
t
r
a
c
h
t
亡
n
g
)
自
体
が
､
自
ら
強
ま
り
再
生
す

(遮

る
か
ら
で
あ
る
｡
｣

主
観
の
内
的
活
動
に
お
け
る
､
こ
の
｢
自
由
な
遊
動
｣
の
終
局
の
な
い
無
窮
動
性
に
つ
い
て
､
我
々
は
ど
の
様
に
考
え
る
べ
き
で
あ
る

の
か
｡
美
し
い
対
象
を
前
に
し
た
主
観
の
内
的
活
動
の
無
窮
動
性
は
､
ま
た
逆
に
､
当
の
美
し
い
対
象
自
体
が
､
そ
の
表
象
に
お
い
て
た

し
か
に
､
或
る
統
一
性
は
保
ち
な
が
ら
も
､
ま
さ
し
く
そ
の
無
窮
動
性
に
相
応
す
る
無
限
の
多
様
性
を
学
ん
で
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
の

で
は
な
い
か
｡
と
す
れ
ば
こ
こ
で
生
じ
て
い
る
の
は
､
主
観
の
い
わ
ば
内
な
る
｢
無
限
性
｣
に
よ
っ
て
､
対
象
の
側
の
｢
無
限
性
｣
が
照

ら
し
返
さ
れ
る
､
と
い
う
事
態
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
し
て
､
さ
ら
に
､
か
つ
て
｢
自
然
神
学
｣
に
お
い
て
常
に
美
と
秩
序
と
の
原

根
拠
と
考
え
ら
れ
て
い
た
根
源
的
存
在
者
そ
の
も
の
の
｢
無
限
性
｣
の
､
遠
か
な
る
反
映
(
S
p
i
e
g
e
-
u
n
g
)
を
み
る
こ
と
は
で
き

な
い
で
あ
ろ
う
か
｡
即
ち
､
｢
目
的
な
き
合
目
的
性
｣
と
い
う
美
の
定
義
は
､
美
し
い
対
象
を
前
に
し
て
仔
む
主
観
自
身
の
心
的
状
態
を

表
わ
し
て
お
り
､
そ
の
こ
と
は
ま
た
取
り
も
直
さ
ず
､
主
観
の
外
な
る
対
象
の
季
む
｢
無
限
性
｣
と
主
観
の
内
な
る
心
の
活
動
の
｢
無
限

性
｣
と
が
､
何
の
意
図
も
な
く
互
い
に
照
ら
し
返
し
､
響
き
合
う
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
､
果
た
し
て
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
､
か
の

画

板
源
的
な
｢
無
限
性
｣
の
密
や
か
な
し
か
し
よ
り
深
い
響
き
が
､
あ
た
か
も
一
つ
の
木
霊
の
如
く
聴
き
と
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡
そ
し

て
こ
の
様
な
形
で
､
我
々
の
主
観
が
一
種
の
｢
無
限
性
｣
を
､
莫
と
対
崎
す
る
自
己
の
内
に
､
し
か
も
感
性
的
に
の
み
捉
え
う
る
､
と
い

う
こ
と
は
し
か
し
同
時
に
､
そ
れ
を
悟
性
的
即
ち
概
念
的
に
は
決
し
て
捉
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
､
我
々
自
身
の
｢
有
限
性
｣
の
現
わ
れ



で
も
あ
ろ
う
｡
こ
れ
は
､
人
間
の
｢
感
性
｣
そ
の
も
の
の
逆
説
と
も
い
え
る
｡

た
し
か
に
､
美
し
い
対
象
に
対
す
る
快
の
感
情
の
み
に
留
ま
る
限
り
､
我
々
は
根
源
的
存
在
者
を
そ
れ
自
体
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
は

決
し
て
で
き
な
い
｡
美
的
判
断
と
は
飽
く
迄
も
､
こ
の
私
に
ょ
る
他
な
ら
ぬ
こ
の
も
の
に
対
す
る
個
別
的
判
断
で
あ
響
し
か
し
な
が
ら
､

●

●

●

●

●

●

●

か
か
る
美
的
判
断
が
そ
れ
で
も
尚
普
遍
妥
当
性
を
要
求
し
う
る
､
と
い
う
こ
と
の
最
終
根
拠
を
､
カ
ン
ト
は
､
美
に
お
け
る
主
観
的
合
目

的
性
そ
の
も
の
の
さ
ら
に
根
源
的
な
根
拠
と
し
て
の
或
る
｢
超
感
性
的
基
体
(
F
b
e
r
s
i
n
n
〓
c
h
e
s

S
亡
b
s
t
r
a
t
)
｣
に
置
こ
う

と
す
讐
美
的
判
断
に
関
し
て
は
そ
の
『
弁
証
論
』
で
初
め
て
登
掌
る
こ
の
概
念
は
ま
た
､
｢
人
間
性
の
超
感
性
的
基
体
｣
或
い

●

●
･

(む

･
●

●

{蝕

.

は
｢
諸
現
象
(
E
r
s
c
h
e
i
コ
亡
n
g
e
コ
)
の
超
感
性
的
基
体
の
未
規
定
的
概
念
｣
と
も
呼
ば
れ
る
｡
そ
れ
は
｢
主
観
自
身
の
内
｣
及
び

｢
主
観
の
外
｣
な
る
或
る
も
の
で
あ
り
､
そ
れ
自
体
は
自
由
そ
の
も
の
で
も
自
然
そ
の
も
の
で
も
な
い
が
､
し
か
も
ま
さ
に
自
由
の
根
拠

と
結
び
つ
け
ら
れ
か
も
の
で
あ
禦
カ
ン
ト
は
｢
超
感
性
的
基
体
｣
に
つ
い
て
こ
れ
以
上
論
じ
て
は
い
な
い
が
､
こ
こ
で
い
ま
だ
全
く

未
規
定
の
ま
ま
で
あ
る
こ
の
概
念
こ
そ
は
､
か
の
原
板
拠
た
る
根
源
的
存
在
者
の
概
念
を
暗
黙
の
内
に
指
し
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
､

と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
響

そして､まさに美と｢超感性的基体｣とのこの関係から､美と道徳的善との類比(Ana-Ogie)-

そ
こ
か
ら
ま

た
､
第
五
九
節
の
標
題
で
あ
る
『
道
徳
性
の
象
徴
と
し
て
の
美
』
-
が
主
張
さ
れ
る
こ
と
に
な
撃
つ
ま
り
こ
の
観
点
に
お
い
て
の

(組

み
､
心
は
美
し
い
も
の
へ
の
快
の
感
情
と
同
時
に
､
｢
或
る
純
化
と
高
揚
｣
を
意
･
諭
す
る
の
で
あ
る
｡
実
の
こ
の
様
な
上
昇
的
要
素
に

関
し
て
カ
ン
ト
は
､
既
に
『
分
析
論
』
第
四
二
節
『
美
に
対
す
る
知
性
的
関
心
に
つ
い
て
』
で
､
道
徳
的
素
質
を
も
っ
た
魂
の
抱
く
｢
讃

嘆
｣
と
そ
こ
か
ら
始
ま
る
｢
或
る
思
索
の
歩
み
｣
と
し
て
､
高
く
評
価
し
て
い
讐
さ
ら
に
､
第
二
部
の
最
終
節
『
目
的
論
へ
の
総
註
』

に
お
い
て
彼
は
再
び
､
思
索
す
る
心
が
､
根
源
的
存
在
者
を
明
確
に
表
象
す
る
以
前
に
も
感
ず
る
こ
と
の
で
き
る
こ
の
｢
美
の
讃
美
｣
の

あ
り
よ
う
に
つ
い
て
､
そ
こ
に
留
ま
る
限
り
は
や
は
り
一
種
の
直
観
す
る
こ
と
､
見
つ
め
る
こ
と
で
あ
る
に
せ
よ
､
そ
れ
は
何
か
宗
教
的

面

感
情
と
似
通
っ
て
い
る
､
と
す
る
の
で
あ
る
｡

一
四
三



一
四
四

『
判
断
力
批
判
』
第
一
部
の
問
題
は
､
た
し
か
に
判
断
と
し
て
の
美
的
判
断
の
基
礎
づ
け
に
あ
っ
た
こ
と
は
､
否
定
す
べ
く
も
な
い
｡

し
か
し
尚
､
美
的
判
断
は
ま
さ
に
そ
の
本
質
に
お
い
て
､
即
ち
か
の
原
板
拠
と
の
逆
説
的
且
つ
根
源
的
関
わ
り
に
お
い
て
､
莫
的
判
断
そ

の
も
の
に
留
ま
る
こ
と
が
で
き
な
い
､
と
い
う
こ
と
を
､
カ
ン
ト
は
決
し
て
見
逃
し
て
は
い
な
か
っ
た
｡
そ
し
て
以
上
の
様
な
観
点
か
ら
､

『
判
断
力
批
判
』
自
体
の
内
的
統
一
性
の
問
題
と
､
カ
ン
ト
哲
学
全
体
に
お
け
る
こ
の
著
作
の
意
義
を
､
も
う
一
度
見
直
す
こ
と
が
で
き

る
の
で
は
な
い
か
､
と
思
わ
れ
る
｡

証

(
上
前
老
を
特
に
代
表
す
る
解
釈
と
し
て
は
､
ク
ー
レ
ソ
カ
ン
プ
フ
こ
.
警
-
e
コ
k
a
ヨ
p
f
f
･
㌘
;
t
S

L
O
g
i
k

d
e
s
㌘
t
b
e
t
i
s
c
h
e
コ
U
r
･

t
e
〓
s
-
S
0
0

)
､
後
者
に
関
し
て
は
､
パ
ル
ツ
シ
ャ
ト

(
W
.
B
a
r
t
u
s
c
h
a
t
●

N
u
ヨ
S
y
S
t
e
ヨ
a
t
i
s
c
b
e
コ

O
r
t
く
O
n
芥
a
コ
t
S

三言三

芥
r
i
t
i
k

d
e
r

U
r
t
e
〓
s
k
r
a
f
t
-
彗
N

)

を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
｡
コ
ー
ラ
ー
(
G
.
芥
0
≡
e
r
,
G
e
s
c
h
ヨ
a
C
k
s
u
r
t
e
〓

亡
コ
d

批
s
t
h
e
t
i
s
c
h
e

E
r
f
a
h
r
u
n
g
-
冨
○
)
は
､
莫
の
具
体
的
経
験
を
解
明
す
る
上
で
の
｢
目
的
な
き
合
目
的
性
｣
と
い
う
概
念
の
重
要
さ
を
見

抜
い
て
は
い
る
が
､
ク
ー
レ
ン
カ
ン
プ
フ
と
同
じ
く
体
系
的
思
考
の
意
義
を
全
く
否
定
し
て
し
ま
う
た
め
に
､
｢
合
目
的
性
｣
概
念
を
よ
り
広
い
｡
ハ
ー

ス
べ
ク
テ
ィ
プ
か
ら
見
る
視
点
を
見
失
な
っ
て
い
る
｡

く
g
-
.
J
.
D
.
M
c
F
a
ュ
a
n
d
.
芥
a
n
t
､
s

c
O
⊃
C
e
p
t

O
f
→
e
-
e
O
-
O
g
y
-
3
〇
･

註
串
参
照
｡

A
〓
g
e
ヨ
e
i
n
e

N
a
-
u
r
g
e
s
c
b
i
c
h
-
e

u
n
d
→
h
e
O
r
i
e

d
e
s

≡
ヨ
ヨ
e
l
s
･
A
k
a
d
e
ヨ
i
e
a
u
s
g
a
b
e
く
○
コ

芥
a
コ
t
S

g
e
s
a
ヨ
ヨ
t
e
コ
S
c
h
r
i
〓
e
n
●
B
d
｣
･
(
以
下
ア
カ
デ
､
､
､
-
版
カ
ン
ト
全
集
は
A
A
と
略
す
｡
〉

カ
ン
ト
の
学
問
的
活
動
の
出
発
点
と
な
っ
た
こ
の
著
作
は
､
副
題
『
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
諸
原
則
に
従
っ
て
論
じ
ら
れ
た
全
宇
宙
の
体
制
と
機
械
論
的
起
源

に
つ
い
て
の
試
論

(
■
く
e
r
s
亡
C
h

く
O
n

d
e
r

く
e
r
f
a
s
s
亡
n
g

u
n
d

d
e
m

2
e
C
h
a
n
i
s
c
h
e
コ
U
r
s
p
r
u
コ
g
2

d
e
s

g
a
コ
Z
e
n

W
e
〓
g
e
b
㌢
d
e
s

n
a
c
h

N
e
w
t
O
n
i
s
c
h
e
⊃

G
r
u
コ
d
㌫
t
z
e
コ
a
b
g
e
h
a
n
d
e
〓
●
)
』
の
示
す
通
り
､
宇
宙
の
発
生
に
関
す
る
純
粋
に

自
然
科
学
的
な
研
究
で
あ
る
｡
し
か
し
同
時
に
､
そ
こ
に
は
神
学
的
な
問
題
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
お
り
､
理
性
的
神
学
に
基
づ
く
伝
統
的
な
形
而
上
学

を
受
け
継
い
だ
初
期
の
カ
ン
ト
の
､
神
に
関
す
る
独
自
の
見
解
が
示
さ
れ
て
い
告
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a
.
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.
一
S
.
N
N
N
.

a
｡
a
｡
○
‥
S
･
∽
怠
･
(
以
下
の
す
べ
て
の
引
用
箇
所
に
お
け
る
カ
ン
ト
自
身
の
強
調
は
傍
点
｡
｡
｡
で
､
筆
者
に
よ
る
強
調
は
傍
点
‥
･
で
示
す
J

a
∵
a
●
○
:
S
●
∽
∽
∽
･
<
g
-
.
S
.
N
N
-
.
N
の
N
一
∽
駕
.
∽
∽
0
0
.
〕
冨
一
∽
き
}

富戸

望
→
.

a●

a
.
〇
こ

S
●
∽
巴
.
<
g
-
.
S
.
〕
窒
.

a
･
a
･
〇
:
S
.
山
賀

こ
の
様
な
態
度
を
カ
ン
ト
は
｢
古
い
無
根
拠
な
偏
見
｣

｢
敬
慶
な
顔
つ
き
の
も
と
に
無
精
か
ら
く
る
無
知
を
隠
そ
う
と
す
る

怠
惰
な
世
界
知
｣
と
呼
ぶ
｡
(
a
.
a
.
〇
.
.
S
.
∽
箪
)

a●

P

P
一
S
-
U
∽
N
･
<
g
-
.
S
.
N
N
ひ
.
N
N
0
0
一
N
冨
-
だ
革
▼

∽
怠
-
中
平
P

a●

a●

P
-
S
●
∽
望
･
く
g
】
.
S
.
N
N
∽
,
N
N
¢
.
ピ
P

∽
∽
∽
.

<
g
-
.
a
.
a
.
P
.
S
.
N
N
か
.

a
.
a
●

○
こ
S
.
N
∽
印

<
g
-
.
S
.
∽
$
一
ご
N
.

a
.
a
.
P
.
S
.
N
ひ
の
.

D
e
r

e
i
コ
ユ
g
ヨ
O
g
〓
c
h
e

B
e
宅
e
i
s
g
r
亡
コ
d

zu

e
i
コ
e
r

D
e
ヨ
○
コ
S
t
r
a
t
i
O
n

d
e
s

D
a
s
e
i
n
s

G
O
t
t
e
S
.
A
A

B
d
･
戸

(
B
e
w
e
i
還
r
亡
コ
d
と
略
す
｡
)
カ
ン
ト
は
こ
の
著
作
で
､
彼
の
こ
れ
迄
の
自
然
研
究
の
い
わ
ば
｢
形
而
上
学
的
総
括
｣
と
し
て
､
神
の
現
存
在
証
明

の
問
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
｡
こ
の
問
題
は
ま
た
､
伝
統
的
形
而
上
学
へ
の
カ
ン
ト
の
最
終
的
な
態
度
決
定
を
準
備
す
る
､
一
つ
の
道
標
で
も
あ
っ
た
｡

彼
は
神
の
現
存
在
証
明
の
種
類
を
ま
ず
､
①
可
能
な
も
の
の
悟
性
概
念
か
ら
出
発
す
る
存
在
論
的
証
明
と
､
②
存
在
す
る
事
物
の
経
験
概
念
か
ら
出
発

す
る
宇
宙
論
的
証
明
の
二
つ
に
分
け
る
｡
さ
ら
に
前
者
①
を
､
⑤
根
拠
と
し
て
の
神
の
可
能
性
か
ら
帰
結
と
し
て
の
神
の
現
存
在
へ
と
推
論
す
る
デ
カ

ル
ト
に
よ
る
証
明
と
､
⑥
帰
結
と
し
て
の
事
物
の
内
的
可
能
性
か
ら
根
拠
と
し
て
の
神
の
現
存
在
へ
と
推
論
す
る
証
明
に
分
け
て
､
カ
ン
ト
自
身
の
主

張
す
る
①
⑥
の
証
明
の
み
が
､
数
学
的
明
証
性
を
備
え
た
唯
一
の
も
の
で
あ
る
と
す
る
｡
ま
た
後
者
の
②
宇
宙
論
的
証
明
も
二
つ
に
分
け
､
そ
の
内
の

④
因
果
律
に
従
っ
て
経
験
的
な
も
の
の
第
一
原
因
に
到
る
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
証
明
は
､
①
⑤
と
同
じ
く
論
理
的
誤
謬
を
理
由
に
退
け
る
｡
他
方
､
②
①

の
ラ
イ
マ
ル
ス
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
自
然
神
学
的
証
明
を
､
カ
ン
ト
は
､
論
証
の
弱
さ
に
も
拘
ら
ず
直
観
的
な
確
信
を
も
た
ら
す
優
れ
た
証
明
と
み

な
す
の
で
あ
る
｡

a
.
a
.
P
.
S
.
-
-
→
.

a
.
a
.
〇
こ

S
.
-
ひ
ぃ
.

一
四
五



蜜豆三重1∋雲

a.

a.

a
.
a
.

a
.
a
.

a
.
a
.

a.

a.

一
四
六

P
一
S
.
-
竺
.

〇こ

S
.
-
N
∽
.

〇
こ
S
.
〓
の
.

〇
こ
S
.
-
中
ロ
.

〇
:
S
｣
芦

く
叫
-
.
S
.
岸
-
声
岩
の
.
カ
ン
ト
は
第
一
部
第
三
考
察
で
､
｢
偶
然
性
｣
の
一
般
的
な
語
義
と
し
て
､
｢
そ
の
反
対
が
可
能

容三重雷至萎蜃パら雲

で
あ
る
も
の
は
偶
然
的
で
あ
る
]
と
い
う
説
明
を
与
え
て
い
る
｡
(
く
巴
一
a
.
a
.
〇
.
.
S
.
0
0
叩
)
ま
た
､
第
一
部
第
四
考
察
で
は
､
｢
事
物
の
内

的
可
能
性
｣
に
対
し
て
､
す
べ
て
の
可
能
的
な
も
の
に
お
け
る
秩
序
､
美
､
完
全
性
は
｢
外
的
可
能
性
｣
で
あ
る
と
さ
れ
､
そ
の
根
拠
が
充
分
で
あ
る

た
め
に
は
､
最
高
存
在
者
の
属
性
と
し
て
の
｢
悟
性
に
従
っ
た
意
志
｣
が
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
､
と
さ
れ
る
｡
(
<
g
-
.
a
.
a
.
〇
:
S
●
監
r
)

く
g
-
.
a
.
a
.
〇
:
S
.
-
○
0
0
一
-
-
A
-
〓
→
･

a
.
a
.
〇
こ
S
一
-
○
→
.

a
.
a
.
〇
こ

a
.
a
.
〇
こ
S
.
〓
→
.

p

a
.
〇
.

a
.
a
.
〇
.
一
S
.
〓
甲

く
g
-
.
S
▲
〓
P

a
.
a
.
〇
こ
S
.
-
芦

こ
の
著
作
と
は
ぼ
同
じ
頃

(
一
七
六
二
年
)

に
執
筆
さ
れ
､
一
七
六
四
年
に
公
刊
さ
れ
た
ベ
ル
り
′
ソ
王
立
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー

宛
の
懸
賞
論
文
『
自
然
的
神
学
と
道
徳
の
原
則
の
判
明
性
に
つ
い
て
の
研
究
(
U
コ
t
e
r
≡
C
b
u
n
g
き
e
r

d
i
e

D
e
u
t
〓
c
b
k
e
i
t

d
e
r

G
r
u
n
d
s
餅
t
z
e

d
e
r

⊃
a
t
賢
〓
c
h
e
コ

→
h
e
O
-
O
g
i
e

u
n
d

M
O
r
a
-
.
)

』

(
A
A

B
d
.
戸
)

の
第
四
考
察
に
お
い
て
､
カ
ン
ト
は

道
徳
の
原
則
の
問
題
を
初
め
て
取
り
上
げ
て
い
る
｡
こ
こ
で
彼
は
､
理
論
的
恵
弁
的
)
哲
学
に
対
し
て
実
践
的
哲
学
が
､
固
有
の
原
理
に
基
づ
い
て

形
成
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
｡
こ
の
様
な
道
徳
の
問
題
は
､
勿
論
『
天
界
の
一
般
自
然
史
と
理
論
』
の
段
階
で
は
､
主
題
的
に
は
ま
だ
殆

ど
顧
慮
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
｡
懸
賞
論
文
第
四
考
察
の
第
一
節
で
は
､
『
神
の
現
存
在
証
明
』
の
内
容
が
極
め
て
簡
略
化
さ
れ
た
形
で
述
べ
ら
れ
た
後
､

最
後
に
次
の
様
な
文
章
が
く
る
｡
｢
そ
れ
故
､
偶
然
性
の
類
例
が
一
つ
も
見
い
出
さ
れ
な
い
よ
う
な
す
べ
て
の
部
分
に
お
い
て
は
､
神
に
関
す
る
形
而

上
学
的
認
識
は
非
常
に
確
実
で
あ
り
う
る
｡
し
か
し
､
神
の
自
由
な
行
為
､
摂
理
､
彼
の
正
義
と
善
の
ふ
る
ま
い
に
つ
い
て
の
判
断
は
､
我
々
が
こ
れ

ら
の
規
定
に
関
し
て
我
々
自
身
で
も
つ
概
念
に
お
い
て
さ
え
､
ま
だ
多
く
の
展
開
さ
れ
て
い
な
い
も
の
が
あ
る
の
で
､
こ
の
学
問
に
お
い
て
は
､
近
似
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に
よ
る
確
実
性
､
或
い
は
道
徳
的
で
あ
る
確
実
性
し
か
も
ち
え
な
い
]
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く
g
-
.
a
.
a
.
〇
こ
S
.
-
S
∴
〓
_
】
-
0
0
｣
N
か
.
カ
ン
ト
は
さ
ら
に
､
こ
の
方
法
の
最
大
の
欠
陥
と
し
て
､
世
界
の
偶
然
的
秩
序
か
ら
は
､
単
に
宇
宙

の
技
巧
的
結
合
の
創
造
者
で
あ
る
だ
け
で
な
く
自
然
事
物
の
質
料
そ
の
も
の
の
創
造
者
と
し
て
の
神
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
､
と
い
ぅ
こ
と
を

挙
げ
る
｡
他
方
､
必
然
的
秩
序
か
ら
は
､
そ
れ
が
可
能
な
の
で
あ
る
｡
こ
の
点
は
重
要
で
は
あ
る
が
､
こ
こ
で
は
省
略
す
る
｡
(
く
g
-
.
a
.
"
r

Oこ

S
.
-
N
N
f
こ
ー
N
巴
.

a
.
a
.
〇
:

S
.
-
N
〕
.

a
.
a
.
〇
こ

S
.
-
】
ヨ
.

a
.
a
.
〇
こ

S
.
-
ひ
ふ
f
.

芥
r
i
t
i
k

d
e
r
･
r
e
i
コ
e
n

く
e
r
n
u
コ
f
t
.
(
以
下
声
r
く
と
略
し
､
第
一
版
を
A
､
第
二
版
を
B
と
い
う
記
号
で
示
す
｡
)

A
∽
S
f
:
B
冨
∽
f
･

こ
の
箇
所
で
カ
ン
ト
は
､
新
た
な
批
判
哲
学
の
立
場
か
ら
､
再
び
｢
神
の
現
存
在
証
明
｣
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
｡
彼
は
こ
こ
で
は
､
啓
示
神
学

と
区
別
さ
れ
る
合
理
的
神
学
を
①
超
越
論
的
神
学
と
②
自
然
的
神
学

(
n
a
t
㌃
r
〓
c
h
e

→
h
e
O
-
O
g
i
e
)

と
に
分
け
､
さ
ら
に
前
者
を
④
存
在
論

的
神
学
と
⑤
宇
宙
論
的
神
学
に
､
後
者
を
㊨
自
然
神
学
(
p
h
y
s
i
k
O
t
h
e
O
-
O
g
i
e
)
と
⑥
道
徳
神
学
と
に
細
分
す
る
｡
以
前
に
試
み
た
彼
自
身
の

唯
一
の
証
明
方
法
も
､
そ
し
て
宇
宙
論
的
神
学
と
自
然
神
学
を
も
､
最
終
的
に
は
存
在
論
的
神
学
に
依
拠
す
る
と
み
な
し
た
上
で
､
結
局
す
べ
て
理
性

の
思
弁
的
原
理
に
基
づ
く
神
学
と
し
て
､
そ
の
証
明
の
試
み
の
不
可
能
性
を
彼
は
明
ら
か
に
す
る
｡
と
い
う
の
も
､
思
弁
的
理
性
が
一
切
の
事
物
乃
至

現
象
の
根
底
に
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
最
高
原
因
と
し
て
の
根
源
的
存
在
者
と
は
､
我
々
が
如
何
な
る
経
験
に
お
い
て
も
把
捉
で
き
な
い
対
象
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
こ
の
様
な
最
高
存
在
者
と
い
う
個
体
的
理
念
そ
の
も
の
は
､
思
弁
的
理
性
に
対
す
る
｢
一
個
の
単
な
る
､
し
か
し
誤

謬
を
含
ま
ざ
る
理
想
｣
で
あ
っ
て
､
そ
の
客
観
的
実
在
性
は
証
明
さ
れ
え
な
い
が
､
と
い
っ
て
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
｡
(
く
g
-
.

声
r
く
.
A
の
ご
f
.
.
宮
冨
f
.
)
註
率
参
照
｡

声
h
メ

A
の
N
び
.
B
認
-
■

そ
れ
故
､
②
①
自
然
神
学
的
証
明
の
基
礎
に
は
､
抑
経
験
一
般
か
ら
端
的
に
必
然
的
な
存
在
者
の
現
存
在
へ
と
推
論
す
る
①
⑥
宇
宙
論
的
証
明
が
存
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
､
さ
ら
に
後
者
の
根
底
に
は
､
純
粋
理
性
の
み
に
よ
っ
て
｢
必
然
的
且
つ
最
高
に
実
在
的
な
存
在
者
｣
の
概
念
に
到
達
す
る
①

一
四
七



重義重重召重垂宣う

一
四
八

④
存
在
論
的
証
明
が
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
｡
但
し
､
こ
の
様
な
概
念
の
客
観
的
実
在
性
は
如
何
に
し
て
も
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
故
に
､

す
べ
て
の
思
弁
的
神
学
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
る
｡
(
く
g
L

芥
r
く
一
A
の
N
N
一
田
の
∽
〇
.

a
.
.
a
.
P

葬
r
く
.
A
双
岩
一
B
→
N
甲

芥
r
メ

A
の
N
0
0
f
こ
B
設
巴
.
)

芥
r
<
.
A
慧
声

B
悪
声

芥
r
メ

A
の
遥
.
出
∴
岩
こ
.

芥
r
<
▼

A
雷
→
一
B
記
∽
.

芥
r
く
-
A
?
ロ
ー
B
豊
平

a
･
a
･
C
･

｢
統
整
的
(
r
e
g
u
-
a
t
i
く
)
｣
の
意
味
に
つ
い
て
､
カ
ン
ト
は
次
の
様
な
説
明
を
与
え
て
い
る
｡
｢
蓋
し
体
系
的
的
統
一
性
と
い
う

統
整
的
法
則
は
､
我
々
が
自
然
を
研
究
す
る
際
に
､
あ
た
か
も
そ
の
到
る
所
に
無
限
に
､
そ
の
最
大
可
能
な
多
様
性
に
お
い
て
さ
え
､
体
系
的
且
つ
合

目
的
的
な
統
一
性
が
見
い
出
さ
れ
る
か
の
如
く
研
究
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
]

(
芥
r
<
.
A
べ
芦
B
記
0
0
一
)

召

そ
の
過
誤
の
一
つ
を
､
カ
ン
ト
は
｢
怠
惰
な
理
性
(
D
i
e

f
a
u
-
僧
<
e
r
コ
⊂
コ
f
t
∵
習
a
く
ar
a
t
i
O
)
｣
と
呼
ぶ
｡
ラ
テ
ン
語
の
本
来
の
意
味
は
｢
怠
惰
な

推論

(
理
窟
)

｣
で
あ
る
｡
カ
ン
ト
は
こ
の
箇
所
の
註
で
古
代
の
弁
証
家
に
よ
る
例
を
挙
げ
､
こ
の
推
論
方
法
に
従
う
な
ら
ば
､
生
に
お
い
て
理
性
を

使
用
す
る
余
地
が
な
く
な
る
と
こ
ろ
か
ら
こ
の
名
称
が
由
来
す
る
､
と
い
う
キ
ケ
ロ
の
説
を
援
用
し
て
い
る
｡
(
く
g
-
.
芥
r
く
,
A
霊
P

B
ヨ
→
し

⑲

芥
r
i
-
i
k

d
e
r

U
r
t
e
〓
s
k
r
a
f
t
･
(
以
下
芥
じ
と
略
す
｡
使
用
テ
キ
ス
ト
は
M
e
i
n
e
r
s

P
h
〓
O
S
O
p
h
i
s
c
h
e

B
i
b
〓
O
t
b
e
k
版
｡
頁

数
は
第
三
版
一
七
九
九
年
の
も
の
で
あ
る
｡
)
S
.
∽
監
(
∽
3
)
f
.
こ
の
部
分
に
は
､
『
付
録
』
と
い
う
標
題
が
第
二
版
で
付
け
加
え
ら
れ
て
い
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
量
的
に
も
ま
た
内
容
の
上
か
ら
も
､
こ
の
部
分
は
む
し
ろ
著
作
全
体
の
締
め
括
り
を
な
す
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡

弱
一
声
U
,
S
.
∽
揖
∽
(
∽
謡
)
.
〔
〕
内
は
筆
者
｡
有
倭
体
と
は
､
そ
の
特
殊
な
内
的
合
目
的
的
形
態
の
た
め
に
､
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
目
的
と
し
て
し
か

考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
､
自
然
に
お
け
る
唯
一
の
存
在
者
で
あ
る
｡
し
か
し
こ
の
右
横
体
に
つ
い
て
の
考
察
は
､
さ
ら
に
必
ず
､
一
つ
の
目
的
論
的
体

系
と
し
て
の
全
自
然
と
い
う
理
念
へ
と
導
か
ざ
る
を
得
な
い
｡
(
く
g
-
.
芥
U
.
肋
肋
芝
～
芦
)

秀
一
芥
U
}

S.∽冨

(
竺
芝
)
.

(む

a
.
a
.
〇
.
S
.
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<
g
-
.
芥
じ
一
S
.
岩
只
∽
0
0
こ
f
.
S
.
三
N
(
㈱
0
0
血
こ
f
.

根
源
的
存
在
者
に
関
し
て
は
､
思
弁
的
理
性
が
そ
の
客
観
的
実
在
性
を
証
明
す
る
こ
と
も
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
に
対
し
て
､
実
践
的
理
性
の

み
が
､
道
徳
と
矛
盾
な
く
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
､
必
然
的
に
そ
れ
を
要
請
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
｡
即
ち
､
も
し
も
神
の
現
存
在
を
確
信
で

き
な
い
な
ら
ば
､
た
と
え
自
ら
は
道
徳
律
を
遵
守
し
よ
う
と
す
る
人
で
あ
っ
て
も
そ
の
努
力
に
は
限
り
が
あ
り
､
｢
彼
が
自
分
以
外
に
見
い
出
す
正
し

き
人
々
も
､
幸
福
に
ふ
さ
わ
し
い
充
分
な
価
値
を
具
え
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
､
そ
う
し
た
こ
と
に
は
頓
着
し
な
い
自
然
に
よ
っ
て
､
あ
ら
ゆ
る
害
悪
に

屈
服
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
し
､
ま
た
こ
の
こ
と
は
､
大
き
く
開
い
た
墓
穴
が
彼
ら
の
す
べ
て
を
呑
み
尽
し
､
そ
こ
か
ら
彼
ら
が
引
き
出
さ
れ
た
物
質

の
無
目
的
な
混
沌
の
奈
落
へ
と
再
び
投
げ
戻
し
て
し
ま
う
ま
で
､
変
ら
ず
に
続
く
で
あ
ろ
う
]

(
芥
U
→
S
上
島
0
0
(
∽
0
0
こ
)
一
切
の
希
望
を
断
ち
切

る
か
の
如
き
こ
の
描
写
は
､
世
界
に
お
け
る
意
図
的
な
目
的
結
合
を
認
め
ず
に
そ
れ
ら
を
単
に
根
源
的
存
在
者
に
内
属
す
る
偶
有
性
と
す
る
ス
ピ
ノ
ザ

主
義
に
､
特
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
｡
(
く
g
-
.
芥
U
-
S
.
㌶
N
(
∽
→
N
)
f
し

芥
U
▼

S
.
き
○
(
肋
0
0
ひ
)
.

a
.
a
.
〇
こ

<
g
-
.
芥
U
.
S
.
】
霊
(
∽
3
)
.

芥
U
.
S
.
N
芸
(
驚
こ
.

声 芥
〔コ(=

S
.
∽
£
(
讐
の
)
.

S
.
∽
設
(
讐
∞
)
.

く
g
1
.
芥
U
▼

S
.
∽
宣
(
∽
謡
)
.

｢
合
目
的
性
｣
の
原
理
に
関
連
す
る
萌
芽
的
な
記
述
は
､
批
判
期
を
挟
み
四
度
に
亙
っ
て
カ
ン
ト
が
公
に
し
た
､
人
種
に
つ
い
て
の
博
物
学
的
乃
至
自

然
史
的
な
一
連
の
研
究
に
お
い
て
､
見
る
こ
と
が
で
き
る
｡
そ
の
四
篇
の
論
文
と
は
､
『
様
々
な
人
種
に
つ
い
て

(
く
O
n

d
e
n

く
e
r
S
C
h
i
e
d
e
n
･

en

R
a
c
e
n

d
e
r

M
e
コ
S
C
b
e
ヲ
)
』
〈
一
七
七
五
年
)
-
A
A
芦
肖
-
､
『
人
種
概
念
の
規
定
〈
B
e
ニ
i
ヨ
ヨ
.
u
n
g

d
e
s

B
e
g
r
i
f
f
s

e
i
コ
e
r

M
e
コ
S
C
h
e
n
r
a
c
e
)

』

(
一
七
八
五
年
)
､
『
人
類
の
歴
史
の
臆
測
的
起
源
(
M
u
t
h
ヨ
a
已
i
c
訂
r

A
n
f
a
n
g

d
e
r

M
e
n
s
;
e
n
g
e
買
h
i
c
h
t
e
)

』

(
一
七
八
六
年
)
､
『
哲
学
の
目
的
論
的
原
理
C
b
e
r

d
e
n

G
e
b
r
a
u
c
b

t
e
-
e
｡
■
｡
g
i
害
h
e
r

P
r
i
n
N
i
p
i
e
コ

i
コ
d
e
r

P
h
〓
○
冨
p
h
i
e
)

』

〓
七
九
〇
年
)

-
以
上
の
三
論
文
は
す
べ
て
A
A
B
d
･
占
に
所
収
-
で
あ
る
｡
こ
れ

ら
の
論
文
は
､
た
し
か
に
人
種
間
の
性
格
論
や
生
物
学
的
差
異
等
を
主
に
取
り
扱
っ
て
は
い
る
が
､
単
に
人
間
に
つ
い
て
の
自
然
史
的
研
究
に
留
ま
る

の
で
は
な
い
｡
こ
こ
で
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
､
｢
自
然
記
述
｣
に
対
す
る
｢
自
然
史
｣
即
ち
｢
根
源
の
自
然
研
究

(
N
a
t
u
r
f
O
r
完
h
u
n
g

一
四
九
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一
五
〇

d
e
s

U
r
s
p
r
u
n
g
s

)
｣

(
『
哲
学
の
目
的
論
的
原
理
』
A
A
B
d
.
き
S
∵
〓
㌫

)

で
あ
る
｡
そ
し
て
後
者
の
方
法
論
と
し
て
､
自
然
一
般
に

つ
い
て
の
機
械
論
的
説
明
に
代
わ
っ
て
｢
目
的
論
的
原
理
｣
が
立
て
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
､
と
い
う
カ
ン
ト
の
考
え
が
､
四
論
文
を
通
じ
て
次
第

に
議
論
の
核
心
と
し
て
結
晶
し
て
く
る
｡
こ
れ
は
最
後
の
論
文
で
明
確
な
主
張
に
到
る
が
､
既
に
最
初
の
論
文
で
も
は
っ
き
り
と
汲
み
取
る
こ
と
が
で

き
る
｡
即
ち
こ
こ
に
お
い
て
は
一
貫
し
て
､
有
機
体
の
｢
産
出
す
る
原
田
｣
或
い
は
｢
生
産
す
る
力
｣
｢
生
命
の
源
泉
｣
に
つ
い
て
の
方
法
論
的
探
究
が

企
て
ら
れ
､
人
間
の
変
種
の
単
な
る
｢
自
然
的
原
因
｣
に
対
し
て
｢
合
目
的
的
原
因
｣
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
(
く
g
-
.
A
A
B
d
●

甲
S
.
志
望
.
)

こ
の
意
味
で
､
こ
れ
ら
の
研
究
は
『
判
断
力
批
判
』
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
と
い
え
､
特
に
｢
合
目
的
性
｣
の
原
理
の
成
立
史
を
明

ら
か
に
す
る
上
で
､
大
き
な
意
義
を
も
つ
と
思
わ
れ
る
｡

声
U
.
S
.
ぴ
∽
∽
(
讐
ご
.

a
.
a
.
P

芥
U
-
S
.
巴
(
管
ご
.

他
の
三
つ
の
定
義
は
､
判
断
の
そ
れ
ぞ
れ
の
契
機
か
ら
推
論
さ
れ
る
の
で
は
な
く
､
結
論
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
､
い
ず
れ
も
､
美
し
い
と
述
語
づ
け
ら

れ
る
の
は
ど
の
様
な
対
象
で
あ
る
か
､
と
い
う
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
｡
第
三
契
機
の
み
が
｢
美
｣
を
主
語
と
す
る
｡
唯
､
他
の
定
義
に
お
い
て
も
､

｢
関
心
な
き
適
意
｣

(
第
一
定
義
)
､
｢
概
念
な
き

(
主
観
的
)

普
遍
妥
当
性
｣

(
第
二
定
義
)
､
｢
概
念
な
き
必
然
性
｣

(
第
四
定
義
)

と
い
う
､

一
見
逆
説
的
な
表
現
形
式
が
と
ら
れ
て
い
る
点
で
は
共
通
す
る
｡

く
g
-
●

芥
U
-
S
●
≦
▼

L●

B
r
i
e
f

an

芥
.
L
t
R
e
i
コ
h
O
-
d

く
○
ヨ
N
0
0
.
u
.
∽
-
.
D
e
z
.
-
遥
→
一
A
A

B
d
.
舛
}

S
.
∽
-
叩

批
判
期
以
前
の
唯
一
の
美
学
的
論
文
と
さ
れ
て
い
る
一
七
六
四
年
の
『
美
と
崇
高
の
感
情
に
関
す
る
考
察

(
B
e
O
b
a
c
h
t
u
n
g
e
コ

r
b
e
r

d
a
s

G
e
f
㌫
≡

d
e
s

S
c
h
許
e
コ
u
n
d

E
r
h
a
b
e
コ
e
コ

)

』

(
A
A
B
d
.
肖

)

は
､
美
に
対
す
る
人
間
の
感
情
を
中
心
的
な
考
察
対
象
に
し
た

も
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
そ
れ
は
､
自
然
に
お
け
る
美
で
は
な
く
｢
人
間
性
｣
そ
の
も
の
の
美
の
問
題
に
連
な
る
｡
そ
れ
放
こ
の
論
文
は
全
体
と
し
て
見

れ
ば
､
｢
人
間
的
本
性
の
美
と
尊
敬
の
感
情
｣

(
臣
B
d
.
戸
S
.
N
-
こ
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
､
l
種
の
性
格
論
で
あ
る
と
い
え
る
｡
特
に

後
半
で
は
､
芸
術
へ
の
接
し
方
の
国
民
的
類
型
が
主
題
と
な
っ
て
い
る
｡
こ
の
論
文
で
は
｢
自
然
｣
に
関
し
て
は
唯
一
､
｢
一
切
の
美
と
高
貴
の
原
型
｣

と
す
る
言
及
が
み
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
｡

ま
た
一
七
七
二
年
か
ら
毎
年
続
け
ら
れ
た
講
義
の
草
稿
を
も
と
に
一
七
九
八
年
に
執
筆
刊
行
さ
れ
た
『
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学

(
A
n
t
h
r
O
p
?
･



吉富吉男鬱宣多重
l
O
g
i
乃

i
コ
p
r
a
g
ヨ
a
t
i
s
c
h
e
r

H
i
n
s
i
c
h
t

P
b
g
e
f
a
≡
)
』
の
第
六
七
節
か
ら
第
七
一
節
に
か
け
て
､
批
判
期
以
前
の
カ
ン
ト
の
､
美
と
芸
術

に
つ
い
て
の
具
体
的
な
思
索
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
二
A
A

Bd･声

S
･
N
∽
三
･
-
さ
ら
に
『
人
間
学
遺
稿
(
㌘
コ
t
S

h
a
n
d
s
c
h
r
i
f
t
〓
c
h
e
r

N
a
c
≡
a
P

A
コ
t
h
r
O
p
O
-
O
g
i
e
)

』
に
は
､
約
二
百
頁
近
く
を
占
め
る
莫
或
い
は
趣
味
､
天
才
等
に
関
す
る
多
く
の
断
片
が
存
在
す
る
｡

(
A
A
B
d
.
対
く
.
S
.
N
票
f
｣
こ
れ
は
一
七
六
〇
年
代
の
末
頃
か
ら
の
カ
ン
ト
の
こ
れ
ら
の
問
題
へ
の
深
い
関
心
と
そ
の
発
展
を
示
し
て
い
る
｡
我

々
は
『
人
間
学
』
関
係
の
こ
の
二
つ
の
資
料
に
お
い
て
､
『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
美
に
つ
い
て
の
理
論
の
大
体
の
骨
格
が
､
既
に
批
判
期
以
前
に

ほ
ぼ
完
成
し
て
い
る
の
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
｡
即
ち
そ
こ
で
は
､
実
に
対
す
る
感
情
は
反
省
的
な
快
で
あ
る
と
い
う
こ
.
と
､
そ
れ
は
対
象
の
表

象
の
形
式
的
要
素
の
み
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
､
そ
し
て
こ
の
趣
味
の
能
力
は
美
的
判
断
力
で
あ
り
､
そ
の
判
断
は
普
遍
妥
当
性
を
も
つ

こ
と
等
が
､
既
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
し
か
し
な
が
ら
､
｢
合
目
的
性
の
原
理
｣
に
関
す
る
限
り
､
ま
だ
こ
こ
で
は
明
確
な
形
で
は
現

わ
れ
て
い
な
い
｡

芥
r
く
一
A
N
〓
.
一
B
∽
竺
.

AA

B
d
.
米
.
S
.
ど
叩

く
g
-
.
芥
U
.
S
.
≦
f
‥

く
g
-
.
声
U
.
S
一
∽
∽
l
こ
讐
ひ
)
,
∽
宣
(
物
議
)
.

く
g
-
.
芥
U
-
S
.
≦
f
.
-
L
f
.

く
g
-
.
芥
U
.
S
.
∽
ふ
(
讐
○
)
.

有
機
体
に
関
し
て
｢
合
目
的
性
｣
が
考
え
ら
れ
る
場
合
に
は
､
そ
の
形
態
が
あ
た
か
も
或
る
理
性
を
通
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
か
の
如
き
(
叡
知
的
原

困
の
)
因
果
性
を
想
定
す
る
だ
け
で
な
く
､
さ
ら
に
次
の
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
｡
そ
れ
は
､
そ
の
自
然
の
所
産
が
､
自
己
自
身
の
原
因
で
あ
る
と
共
に

結
果
で
あ
る
､
と
い
ぅ
こ
と
で
あ
る
｡
言
い
換
え
れ
ば
｢
そ
れ
自
体
と
し
て
そ
し
て
そ
の
内
的
可
能
性
に
よ
っ
て
自
然
目
的
と
判
定
さ
れ
る
べ
き
物
体

に
要
求
さ
れ
る
こ
と
は
､
そ
の
諸
部
分
が
互
い
に
残
ら
ず
､
そ
れ
ら
の
形
と
結
合
に
関
し
て
交
互
に
生
み
出
し
合
い
､
そ
し
て
そ
の
様
に
し
て
一
つ
の

全
体
を
固
有
の
因
果
性
か
ら
生
み
出
し
､
こ
の
全
体
の
概
念
が
､
逆
に
再
び
或
る
原
理
に
従
っ
て
､
全
体
の
原
因
で
あ
る
､
と
い
う
こ
と
で
あ
る
]

(
声
U
●
S
.
N
ご
(
冨
こ
)

｢
そ
し
て
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
の
み
､
そ
の
様
な
所
産
は
､
有
機
的
に
組
織
さ
れ
た
､
ま
た
自
己
自
身
を
有
機
的
に
組

織
す
る
存
在
者
と
し
て
､
自
然
目
的
と
呼
ば
れ
う
る
で
あ
ろ
う
]

(
芥
じ
一
S
.
N
¢
N

(
?
宗
)
)

こ
の
様
な
有
機
的
存
在
者
に
つ
い
て
は
次
の
定
義

が
与
え
ら
れ
､
そ
れ
は
ま
た
同
時
に
､
こ
の
種
の
目
的
論
的
探
究
を
導
く
た
め
の
格
率
と
も
な
る
｡
｢
有
機
的
に
組
織
さ
れ
た
自
然
の
産
物
は
､
そ
の

一
五
一
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一
五
二

内
に
お
い
て
す
べ
て
が
目
的
で
あ
る
と
同
時
に
交
互
に
手
段
で
も
あ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
｡
そ
こ
に
は
無
為
･
無
目
的
に
存
在
す
る
も
の
は
何
も
な

く
､
或
い
は
盲
目
的
な
自
然
の
メ
カ
ニ
▲
ス
ム
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
は
何
も
な
い
]
(
芥
U
､
S
･
N
誤
(
晋
〇
)

芥
U
.
S
.
怠
(
讐
ひ
)
.

声
じ
一
S
.
N
0
0
(
晋
)
.

｢
主
観
の
能
力
と
対
象
の
こ
の
合
致
は
偶
然
的
で
あ
る
の
で
､
そ
れ
は
こ
の
対
象
の
合
目
的
性
の
表
象
を
､
主
観
の
認
識
能
力
に
関
し
て
引
き
起
こ
す

の
で
あ
る
]

(
芥
じ
一
S
･
舛
L
<
)

K
U
.
S
.
ピ
(
晋
)
.

G
.
声
O
h
-
e
r
-
G
e
岩
b
5
a
C
k
s
亡
r
t
e
〓

u
コ
d

鋸
s
t
h
e
二
s
c
h
e

E
r
f
a
h
r
u
コ
g

ご
¢
0
0
○
)
.
S
.
N
∽
〇
.

芥
U
.
S
.
当
(
響
N
)
.

カ
ッ
"
/
-
ラ
ー
は
､
特
に
崇
高
の
説
明
に
お
い
て
､
自
我
と
世
界
と
の
､
ま
た
自
己
感
情
と
自
然
感
情
と
の
相
互
的
な
反
映

(
w
e
c
h
鴎
e
-
冨
i
t
i
g
e

S
p
i
e
g
e
-
u
n
g

)
､
或
い
は
自
然
の
無
限
性
と
自
我
の
無
限
性
の
反
照
(
W
i
d
e
r
s
c
h
e
i
コ
)

に
触
れ
て
い
る
｡
<
g
-
.
E
t

C
a
冨
i
r
e
r
.

声
a
コ
t
S

L
e
b
e
コ

u
コ
d

L
e
h
r
e
-
¢
-
0
0
}

S
.
∽
ひ
∽
丹
.
し
か
し
､
こ
れ
ら
の
説
明
は
｢
合
目
的
性
｣
の
概
念
と
は
直
接
に
関
係
さ
せ
ら
れ
て
い

な
い
し
､
ま
た
こ
こ
で
は
､
あ
の
根
源
的
存
在
者
そ
の
も
の
の
｢
無
限
性
｣
と
の
関
わ
り
も
等
閑
視
さ
れ
て
い
る
｡
た
し
か
に
､
静
宙
に
お
い
て
は
美

の
場
合
と
異
な
り
､
自
然
の
量
的
､
質
的
な
｢
無
限
性
｣
の
問
題
が
初
め
か
ら
前
面
に
出
て
お
り
､
し
か
も
そ
れ
だ
け
に
一
層
､
根
源
的
存
在
者
と
結

び
つ
け
る
こ
と
も
容
易
で
あ
る
か
も
知
れ
な
い
｡
し
か
し
な
が
ら
､
我
々
は
何
よ
り
も
ま
ず
､
美
し
い
対
象
を
前
に
し
た
主
観
の
い
わ
ば
内
な
る
｢
目

的
な
き
合
目
的
性
｣
の
中
に
一
つ
の
｢
無
限
性
｣
を
み
る
の
で
あ
り
､
そ
し
て
ま
さ
に
こ
こ
に
､
か
の
根
源
的
な
る
｢
無
限
性
｣
か
ら
の
呼
び
か
け
が

聴
き
と
れ
る
の
で
は
な
い
か
､
と
考
え
る
の
で
あ
る
｡

く
g
-
.
芥
U
-
S
.
N
ふ
(
∽
0
0
)
.

｢
趣
味
判
断
は
､
(
判
断
力
に
と
っ
て
の
自
然
の
主
観
的
合
目
的
性
の
根
拠
一
般
の
)
或
る
概
念
に
基
づ
い
て
は
い
る
が
､
･
･
･
こ
の
概
念
か
ら
何

ひ
と
つ
と
し
て
客
体
に
関
し
て
は
認
識
さ
れ
証
明
さ
れ
え
な
い
｡
し
か
し
､
趣
味
判
断
は
ま
さ
に
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
､
し
か
も
同
時
に
あ
ら
ゆ
る
人

に
対
す
る
妥
当
性
を
得
る
の
で
あ
る

(
尤
も
あ
ら
ゆ
る
人
に
お
い
て
､
直
観
に
直
接
伴
な
う
個
別
的
判
断
と
し
て
で
は
あ
る
が
)
｡
何
故
な
ら
､
趣
味

判
断
を
規
定
す
る
根
拠
は
､
人
間
性
の
超
感
性
的
基
体
と
み
な
さ
れ
う
る
も
の
の
概
念
の
内
に
､
恐
ら
く
あ
る
か
ら
で
あ
る
]

(
芥
U
,
S
.
N
∽
叉
肋

∽
こ
f
.
)
趣
味
判
断
が
も
つ
普
遍
妥
当
性
の
特
殊
性
と
そ
こ
に
含
ま
れ
た
意
味
に
つ
い
て
は
､
拙
稿
『
カ
ン
ト
に
お
け
る
美
的
判
断
の
｢
主
観
的
｣
普



遍
妥
当
性
』

(
美
学
会
編
･
雑
誌
美
学
一
二
五
号
)
を
参
照
｡

忍
註
寧
参
照
｡

罰〉

只
U
.
S
.
N
誓
(
翠
ご
.

春
雲
･
S
･
N
∽
叉
冨
¢
)
｡
こ
れ
は
ま
た
｢
趣
味
の
仰
ぎ
み
る
;
i
コ
a
亡
f
s
e
ト
e
コ
)
可
想
的
な
も
の
｣

(
昌
S
.
N
ひ
叉
∽
翌
)
と
も
呼
ば

れ
て
い
る
｡
し
か
し
､
こ
の
超
感
性
的
な
も
の
の
未
規
定
的
理
念
こ
そ
が
｢
趣
味
の
能
力
の
謎
を
解
く
竺
の
鍵
｣

(
K
U
-
S
.
巴
あ
(
∽
誓
こ

)

で
あ
る
よ
り
以
上
の
こ
と
は
､
こ
れ
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
れ
え
な
い
の
で
あ
る
｡
｢
趣
味
の
能
力
の
謎
｣
と
は
､
美
的
判
断
の
原
理
に
お
け
る
､
快

●

不
快
の
感
情
へ
の
直
接
的
関
係
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
纏
わ
る
不
可
思
議
さ
､
｢
謎
め
い
た
と
こ
ろ
｣
に
他
な
ら
な
い
｡
(
く
g
】
.
至
.
S
.

･
宍
)
こ
の
謎
を
解
く
｢
竺
の
鍵
｣
そ
の
も
の
に
つ
い
て
我
々
は
何
ご
と
も
知
り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
､
謎
は
我
々
に
と
っ
て
依
然
と
し
て
､
謎

の
ま
ま
に
留
ま
る
｡
そ
し
て
こ
の
様
な
謎
め
い
た
と
こ
ろ
を
も
つ
快
不
快
の
感
情
と
の
関
わ
り
の
故
に
こ
そ
､
カ
ソ
ト
は
､
我
々
の
認
識
能
力
の
可
能

性
と
限
界
を
探
究
す
る
と
い
う
批
判
の
根
本
的
意
図
に
関
し
て
は
､
彼
の
試
み
た
美
的
判
断
の
批
判
は
如
何
な
る
厳
格
な
吟
味
に
も
耐
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
し
て
も
､
美
的
判
断
の
実
際
の
具
体
的
現
象
に
つ
い
て
は
決
し
て
充
分
な
叙
述
を
な
し
え
な
か
っ
た
こ
と
を
､
告
白
す
る
･

の
で
あ
る
｡
｢
し
か
し
妄
の
吟
味
に
お
い
て
も
)
､
原
理
が
正
し
く
指
示
さ
れ
た
こ
と
が
充
分
明
瞭
に
立
証
さ
れ
さ
え
す
れ
ば
､

自
然
が
か
く
も
練
れ
さ
せ
て
お
い
た
問
題
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
の
大
き
な
困
難
は
､
そ
の
解
決
の
内
に
あ
る
全
く
は
避
け
ら
れ
え
な
い
幾
つ
か
の
曖
昧

さ
を
弁
護
す
る
た
め
に
役
立
ち
う
る
と
､
私
は
期
待
す
る
｡
も
し
も
､
判
断
力
の
現
象
を
原
理
か
ら
導
出
す
る
仕
方
が
､
全
き
明
噺
さ
を
具
え
て
い
な

い
と
す
れ
ば
の
こ
と
で
あ
る
が
]

(
芥
U
.
S
.
宍
こ

霞

『
判
断
力
批
判
』
竺
部
『
美
的
判
断
力
の
批
判
』
の
段
階
に
お
け
る
｢
超
感
性
的
基
体
｣
の
概
念
を
､
直
ち
に
根
源
的
存
在
者
と
み
な
す
こ
と
は
､

た
し
か
に
些
か
牽
強
附
会
の
感
を
免
れ
な
.
い
か
も
知
れ
な
い
｡
勿
論
､
カ
ン
ト
自
身
が
敢
え
て
こ
の
概
念
を
完
全
に
未
規
定
.
の
ま
ま
に
留
め
た
こ
と
も

明
ら
か
で
あ
る
｡
し
か
し
ま
た
､
第
二
部
『
目
的
論
的
判
断
力
の
批
判
』
に
お
い
て
は
､
ま
さ
に
こ
の
｢
超
感
性
的
基
体
｣
と
い
う
概
念
が
､
自
然
の

｢
合
目
的
性
｣
の
根
拠
と
し
て
､
或
る
悟
性
的
な
根
源
的
存
在
者
を
意
味
し
て
い
る
｡
こ
の
こ
と
は
､
幾
つ
か
の
箇
所
か
ら
は
っ
き
り
と
読
み
と
る
こ

と
が
で
き
る
｡
(
雲
･
S
･
呂
(
警
0
0
)
-
…
(
冒
=
買
冨
)
▼
昌
(
晒
監
ニ
ー
<
g
-
●
S
.
慧
竜
(
竺
讐
)
.
葺
琵
(
冨
○
)
.

唯
､
こ
の
段
階
で
も
ま
だ
､
単
に
悟
性
的
存
在
者
乃
至
叡
知
的
原
因
と
い
う
概
念
だ
け
で
は
尚
末
規
定
に
留
ま
る
の
で
あ
り
､
最
終
的
に
は
､
先
に
述

べ
ら
れ
た
よ
う
に
｢
道
徳
的
目
的
論
｣
に
よ
っ
て
､
･
最
高
の
道
徳
的
叡
知
と
し
て
初
め
て
明
確
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
0
我
々
は
､
特
に
｢
合
目
的

性
｣
概
念
と
の
連
関
に
お
け
る
『
判
断
力
批
判
』
後
半
の
こ
の
様
な
展
望
､
さ
ら
に
は
批
判
期
以
前
か
ら
の
カ
ソ
ト
の
｢
自
然
神
学
｣
に
対
す
る
見
解

一
五
三
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一
五
四

等
か
ら
､
｢
目
的
な
き
合
目
的
性
｣
と
し
て
の
美
そ
の
も
の
の
最
終
根
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
た
こ
の
｢
超
感
性
的
基
体
｣
の
概
念
の
も
と
に
､
彼
が
一

体
何
を
ど
こ
ま
で
見
通
し
て
い
た
か
､
を
推
察
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
｡

く
g
-
.
声
U
,
S
.
N
芸
(
晋
¢
)
f
.

芥
U
-
S
.
N
冨
(
訝
¢
)

<
g
-
.
芥
じ
一
S
.
-
霊
(
管
N
)
f
.

K
U
､
S
.
ミ
0
0
(
A
=
g
･
A
n
ヨ
･
2
u
r
→
e
-
e
O
-
O
g
i
e
)
一
カ
ン
ト
は
､
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
最
後
の
部
分
に
あ
た
る
『
超
越
論
的
方
法

論
』
の
第
二
章
『
純
粋
理
性
の
規
準
』
に
お
い
て
､
理
性
の
あ
ら
ゆ
る
関
心
を
､
次
の
三
つ
の
問
い
に
集
約
さ
せ
て
い
る
｡
①
私
は
何
を
知
る
こ
と
が

で
き
る
か
｡
②
私
は
何
を
為
す
べ
き
で
あ
る
か
｡
③
私
は
何
を
望
む
こ
と
が
許
さ
れ
る
か
｡
第
一
の
問
い
は
全
く
思
弁
的
で
あ
り
､
第
二
の
問
い
は
全

く
実
践
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
､
第
三
の
問
い
は
｢
実
践
的
で
あ
る
と
同
時
に
理
論
的
乃
至
思
弁
的
問
い
｣
で
あ
る
と
さ
れ
､
次
の
様
に
も
言
い
換
え

ら
れ
る
｡
｢
抑
々
私
が
､
私
の
為
す
べ
き
こ
と
を
為
す
場
合
に
は
､
私
は
何
を
望
む
こ
と
を
許
さ
れ
る
か
]

(
<
g
1
.
K
r
く
-
A
筈
∽
･
B
0
0
∽
こ

こ
れ
ら
の
問
い
に
つ
い
て
彼
は
､
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
出
版
か
ら
一
二
年
後
の
一
七
九
三
年
の
書
簡
と
､
一
入
〇
〇
年
に
な
っ
て
編
集
さ
れ
た
『
論

理
学
講
義
』
緒
論
で
､
再
び
触
れ
て
い
る
｡
こ
の
両
者
に
お
い
て
は
､
上
の
三
つ
の
問
い
は
､
純
粋
哲
学
の
三
領
域
を
構
成
す
る
も
の
と
し
て
､
そ
れ

ぞ
れ
①
｢
戻
義
の
)
形
而
上
学
｣
､
②
｢
道
徳
｣
､
③
｢
宗
教
｣
に
対
応
さ
せ
ら
れ
て
お
り
､
さ
ら
に
､
④
人
間
と
は
何
で
あ
る
か
､
と
い
う
問
い

が
付
け
加
え
ら
れ
､
こ
の
最
後
の
問
い
は
④
｢
人
間
学
｣
に
対
応
さ
せ
ら
れ
て
い
る
｡
(
<
g
-
.
B
r
i
e
f

a
n
戸

F
.
S
t
餅
亡
d
〓
⊃

く
○
ヨ
†

M
a
i
｣
→
声
A
A
B
d
●
声
S
･
笥
や
L
邑
k
A
A
茫
･
戸

S
･
N
∽
}
そ
れ
故
､
上
の
三
つ
の
問
い
は
､
広
義
の
伝
統
的
形
而
上
学
の
特
殊
部
門

で
あ
る
｢
宇
宙
論
｣
､
｢
霊
魂
論
｣
､
｢
神
学
｣
と
い
う
三
分
法
を
形
式
的
に
受
け
継
い
で
い
る
､
と
み
な
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
｡
(
<
g
-
･
M
･

H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
K
a
コ
t

u
コ
d

d
a
s

P
r
O
b
-
e
ヨ
d
e
r

M
e
t
a
p
h
y
s
i
k
,
S
t
N
0
0
f
･
)
そ
し
て
そ
の
限
り
に
お
い
て
は
､
こ
れ
ら
の
問
い

は
､
カ
ン
ト
自
身
の
著
作
『
自
然
科
学
の
形
而
上
学
的
原
理

(

M
e
t
a
p
h
y
s
i
c
h
e

A
n
f
a
n
g
s
g
r
｢
コ
d
e

d
e
r

N
a
t
u
r
w
i
s
s
e
コ
･

s
c
ト
a
f
こ
』

二
可
霊
-
A
A
B
d
･
ヨ
)
､
『
人
倫
の
形
而
上
学
(
M
e
-
a
p
h
y
s
i
k

d
e
r

Sitteヱ

』

(
-
霊
ヨ
A
A
匿
≦
)
､
『
単

な
る
理
性
の
限
界
内
に
お
け
る
宗
教

(
D
i
e

R
e
〓
g
i
害

i
n
コ
e
r
h
a
-
b

d
e
r

G
r
e
コ
N
ご
川
コ

d
e
r

b
-
O
S
∞
e
n
<
e
r
n
u
n
f
t

)

』

ご
亘
器
.
A
A

B
d
.
≦
)
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
｡
事
実
､
一
七
九
三
年
の
書
簡
で
は
､
こ
の
最
後
の
著
作
に
よ
っ
て
彼
の
計
画
の
第
≡
部
の

完
了
を
試
み
た
､
と
カ
ン
ト
は
語
っ
て
い
る
｡

し
か
し
な
が
ら
､
少
な
く
と
も
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
段
階
に
お
い
て
は
､
何
よ
り
も
ま
ず
､
形
而
上
学
そ
の
も
の
の
基
礎
づ
け
と
し
て
の
｢
理
性
能



力
一
般
の
批
判
｣

(
賢
く
一
A
宣
が
企
て
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
｡
そ
し
て
こ
の
批
判
の
仕
事
は
､
続
く
二
つ
の
批
判
書
に
よ
っ
て
完
成
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
｡
従
っ
て
上
の
三
つ
の
問
い
は
､
そ
れ
ら
が
人
間
理
性
の
｢
最
も
内
的
な
本
質
｣

(
M
.
エ
b
i
d
e
g
g
e
r
-
a
.
a
.
〇
こ
S
.
N
冨
)
を

示
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
､
む
し
ろ
≡
つ
の
批
判
書
に
､
ま
ず
対
応
さ
せ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡
実
際
､
最
初
に
挙
げ
た
『
方
法

論
』
の
当
該
箇
所
の
す
ぐ
後
で
､
第
一
の
思
弁
的
問
い
に
対
し
て
は
､
当
の
著
作
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
答
え
を
挙
げ
尽
し
た
､
と

カ
ン
ト
自
身
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
｡
ま
た
周
知
の
如
く
､
琴
二
の
批
判
書
と
し
て
の
『
判
断
力
批
判
』
が
､
理
論
理
性
に
と
っ
て
の
自
然
概
念
と
､

実
践
理
性
に
と
っ
て
の
自
由
概
念
と
の
間
の
亀
裂
を
橋
渡
し
す
る
媒
介
的
役
割
を
ま
さ
に
担
っ
て
い
る
､
と
い
う
こ
と
は
､
そ
の
序
論
で
明
言
さ
れ
て

い
る
｡
(
く
g
-
･
芥
じ
一
S
･
｢
日
f
■
)
以
上
の
こ
と
か
ら
､
琴
二
の
実
践
的
且
つ
理
論
的
問
い
に
は
､
『
判
断
力
批
判
』
こ
そ
が
ま
ず
も
っ
て
関
わ
る
､

と
い
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡
と
こ
ろ
で
､
カ
ン
ト
に
お
い
て
｢
希
望
言
O
f
f
コ
u
n
g
)
｣
と
は
､
｢
す
べ
て
幸
福
を
目
ざ
す
も
の
｣
(
賢
く
.
A
宮
戸

■B00宣

)
で
あ
る
｡
そ
れ
な
ら
ば
､
堅
二
の
問
い
に
お
け
る
希
望
､
そ
し
て
幸
福
の
問
題
は
､
『
判
断
力
批
判
』
と
､
一
体
如
何
な
る
関
係
を
も
ち

ぅ
る
の
か
｡
カ
ン
ト
に
依
れ
ば
､
幸
福
を
望
み
う
る
た
め
の
条
件
は
､
飽
く
迄
も
｢
私
が
幸
福
に
価
す
る
よ
う
に
行
為
す
る
｣
､
即
ち
｢
道
徳
法
則
に

従
っ
て
行
為
を
す
る
｣
と
い
う
こ
と
で
あ
る
｡
(
<
g
-
.
a
.
a
.
〇
.
)
し
か
し
､
こ
の
道
徳
性
と
幸
福
と
の
不
可
分
離
な
或
い
は
必
然
的
な
結
合
そ
の

も
の
を
規
定
し
､
我
々
に
保
証
し
う
る
の
は
､
自
然
法
則
で
も
な
く
､
ま
た
人
間
理
性
に
お
け
る
道
徳
法
則
で
も
な
く
､
｢
そ
こ
に
お
い
て
､
道
徳
的

に
最
も
完
全
な
意
志
が
最
高
の
至
福
と
結
合
し
て
､
こ
の
世
界
に
お
け
る
す
べ
て
の
幸
福
の
原
田
を
な
し
て
い
る
様
な
､
叡
知
の
理
念
｣
或
い
は
｢
根

源
的
最
高
善
と
い
う
理
念
｣
､
即
ち
あ
の
唯
一
な
る
根
源
的
存
在
者
に
他
な
ら
な
い
｡
そ
し
て
『
実
践
理
性
批
判
』
に
依
れ
ば
､
｢
宗
教
が
そ
れ

(道

徳)

に
加
わ
っ
て
く
る
時
､
初
め
て
､
我
々
が
幸
福
に
価
し
な
い
こ
と
の
な
い
様
に
意
を
用
い
た
の
に
応
じ
て
､
い
つ
か
は
幸
福
に
与
か
れ
る
で
あ
ろ

ぅ
と
い
う
希
望
も
生
じ
て
く
る
｣

(
芥
a
n
t
.
芥
r
i
t
i
k

d
e
r

p
r
a
k
二
s
c
h
e
h
く
e
r
n
u
コ
f
t

AA

B
d
●
ヂ
S
.
N
∽
ヱ

の
で
あ
る
｡
さ
て
､

こ
の
幸
福
の
原
型
と
し
て
の
最
高
の
｢
至
福
(
S
e
〓
g
k
e
i
t
)
｣
の
は
る
か
な
る
影
像
を
､
美
に
対
す
る
反
省
的
な
快
の
感
情

-
無
窮
動
的
に
続

く
か
に
思
わ
れ
る
あ
の
自
由
な
遊
動

-

の
内
に
み
ょ
う
と
す
る
こ
と
は
､
果
た
し
て
全
く
不
可
能
な
臆
測
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
か
｡
勿
論
､
こ
の

様
な
見
通
し
へ
の
確
実
な
て
が
か
り
を
得
る
た
め
に
は
､
カ
ン
ト
の
宗
教
論
を
含
む
慎
重
な
検
討
と
配
慮
が
必
要
で
あ
ろ
う
｡
こ
こ
で
は
し
か
し
､
上

述
の
こ
と
か
ら
少
な
く
と
も
､
希
望
に
つ
い
て
の
第
三
の
問
い
が
何
ら
か
の
形
で
『
判
断
力
批
判
』
に
関
わ
り
う
る
と
い
う
こ
と
､
そ
し
て
さ
ら
に
､

美
の
問
題
を
中
心
と
す
る
『
判
断
力
批
判
』
の
全
体
が
､
｢
宗
教
｣
の
領
域
と
深
い
つ
な
が
り
を
も
ち
う
る
､
と
い
う
こ
と
だ
け
は
い
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
｡


