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本
稿
で
扱
う
の
は
芸
術
作
品
の
存
在
論
、
と
り
わ
け
絵
画
作
品
の
存
在
論
的
地
位
を
め
ぐ
る
議
論
で
あ
る
。
絵
画
作
品
は
物
理
的
対
象
な
の
か

そ
れ
と
も
抽
象
的
対
象
な
の
か
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
も
し
後
者
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
抽
象
的
対
象
な
の
か
。
こ
れ
ら
の

問
い
に
結
論
を
出
す
こ
と
を
目
指
す
議
論
で
あ
る
。

　
絵
画
作
品
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
に
問
う
こ
と
は
一
見
ナ
ン
セ
ン
ス
に
見
え
る
。
と
い
う
の
も
、
絵
画
や
彫
刻
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
「
一
点
も
の
」

の
芸
術
に
つ
い
て
は
、
美
術
館
な
ど
で
我
々
が
目
に
す
る
あ
の
物
理
的
対
象
そ
の
も
の
が
作
品
で
あ
る
こ
と
に
、
何
ら
疑
わ
し
い
点
は
無
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
そ
れ
に
対
し
て
、
音
楽
作
品
（
と
り
わ
け
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
の
そ
れ
（
は
目
に
見
え
る
対
象
で
は
な
い
し
、
仮
に
演
奏
そ

の
も
の
は
耳
で
聞
け
る
と
し
て
も
、
そ
の
都
度
の
演
奏
と
音
楽
作
品
そ
の
も
の
が
数
的
に
同
一
だ
と
考
え
る
こ
と
は
直
感
に
反
す
る
。
ま
た
、
楽

譜
そ
の
も
の
が
作
品
で
あ
る
と
い
う
の
も
収
ま
り
が
悪
い
考
え
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
事
情
を
反
映
し
て
か
、
こ
れ
ま
で
「
芸
術
作
品
の
存
在
論
」

の
名
の
下
で
特
に
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
き
た
の
は
「
音
楽
作
品
の
存
在
論
（m

usical ontology

（」
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
音
楽
作
品
は
タ
イ

プ
的
存
在
な
の
か
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
一
体
ど
の
よ
う
な
タ
イ
プ
な
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
中
心
的
な
論
点
と
な
っ
て
き
た
。
他
方
、
そ

絵
画
作
品
は
い
つ
タ
イ
プ
に
な
り
う
る
か
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の
他
の
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
、
と
り
わ
け
絵
画
作
品
に
つ
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
存
在
論
的
な
関
心
が
多
く
集
ま
っ
て
は
こ
な
か
っ
た
と
言
っ
て
よ
い

だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
状
況
を
見
直
す
ベ
き
一
つ
の
事
情
と
し
て
、
近
年
、
芸
術
作
品
の
存
在
論
に
つ
い
て
の
方
法
論
的
問
題
に
関
心
を
向
け
る
議
論
が

現
わ
れ
て
き
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
そ
こ
で
問
わ
れ
る
の
は
「
そ
も
そ
も
何
を
基
準
に
作
品
の
存
在
論
的
地
位
を
決
定
す
る
の
か
」
と

い
う
メ
タ
レ
ベ
ル
で
の
問
い
で
あ
る 

（
1
（

 

。
こ
の
問
い
は
、
扱
う
対
象
を
芸
術
作
品
に
絞
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
、
「
存
在
論
的
探
究
の
正
当
な
手

続
き
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
べ
き
か
」
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
メ
タ
存
在
論
で
の
問
い
ほ
ど
に
一
般
的
で
は
な
い
。
そ
れ
で
も
、
芸
術
作
品
を

め
ぐ
る
そ
の
よ
う
な
問
い
へ
の
答
え
が
妥
当
で
あ
る
た
め
に
は
、
音
楽
作
品
の
み
な
ら
ず
、
他
の
芸
術
カ
テ
ゴ
リ
に
つ
い
て
も
十
分
に
説
得
的
な

存
在
論
的
帰
結
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
絵
画
作
品
の
存
在
論
を
再
考
す
る
余
地
が
あ
る
。
仮
に
最
終

的
結
論
が
な
お
も
常
識
的
な
も
の
に
と
ど
ま
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
正
確
に
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
い
て
主
張
し
う
る
も
の
な
の
か
を
精
査
す

る
こ
と
は
、
芸
術
作
品
の
存
在
論
に
と
っ
て
必
要
な
作
業
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
は
こ
の
よ
う
な
関
心
の
下
、
音
楽
作
品
に
比
し
て
あ
ま
り
論
争
の
的
と
な
っ
て
こ
な
か
っ
た
絵
画
作
品
の
存
在
論
的
地
位
に
焦
点
を
当
て

た
い
。
考
察
の
手
が
か
り
と
す
る
の
は
、
絵
画
作
品
の
存
在
論
を
主
題
的
に
論
じ
た
数
少
な
い
論
文
の
ひ
と
つ
で
あ
る
倉
田
剛
の
論
文
、
お
よ
び

そ
こ
で
引
用
・
検
討
さ
れ
る
ピ
ー
タ
ー
・
フ
レ
デ
リ
ッ
ク
・
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
議
論
で
あ
る
。

　
と
は
言
え
、
本
稿
は
絵
画
作
品
の
存
在
論
的
身
分
に
つ
い
て
断
定
的
な
結
論
を
出
す
も
の
で
は
な
い
。
本
稿
で
目
指
す
の
は
、
倉
田
と
ス
ト
ロ
ー

ソ
ン
の
議
論
と
そ
れ
へ
の
批
判
、
可
能
な
再
反
論
を
検
討
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
絵
画
作
品
の
存
在
論
に
含
ま
れ
る
論
点
を
洗
い
出
し
て
ゆ
く
こ

と
で
あ
る
。
本
稿
で
の
議
論
を
通
じ
、
存
在
論
的
身
分
が
直
感
的
に
明
ら
か
で
あ
る
絵
画
作
品
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
芸
術
実
践
と
作
品
の
存
在
論

的
身
分
と
の
関
係
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
、
と
い
う
芸
術
作
品
の
存
在
論
固
有
の
問
題
圏
が
浮
き
彫
り
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
本
稿
は
以
下
の
よ
う
に
進
む
。
ま
ず
第
一
節
で
倉
田
の
議
論
の
概
要
を
紹
介
す
る
。
続
く
二
つ
の
節
で
は
、
倉
田
の
議
論
が
持
つ
理
論
的
な
問
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題
点
と
解
釈
的
な
問
題
点
と
を
そ
れ
ぞ
れ
順
に
扱
う
。
第
二
節
で
は
、
倉
田
が
「
タ
イ
プ
化
」
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
提
案
す
る
議
論
が
二
つ

の
点
か
ら
批
判
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
代
替
す
る
立
場
を
提
案
す
る
。
第
三
節
で
は
、
倉
田
の
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
解
釈
と
し
て
の
問
題
点
を
指

摘
し
、
代
替
す
る
解
釈
を
提
案
す
る
。
そ
れ
ら
の
提
案
の
結
果
と
し
て
、
複
製
を
根
拠
と
し
て
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
主
張
す
る
三
つ
の
立
場

（
複
製
現
実
主
義
、
技
術
現
実
主
義
、
技
術
可
能
主
義
（
が
導
き
出
さ
れ
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
そ
の
中
の
技
術
可
能
主
義
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

第
四
節
で
は
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
へ
可
能
な
批
判
を
二
つ
取
り
上
げ
、
そ
れ
へ
の
応
答
を
検
討
す
る
。

1
　
倉
田
の
議
論
の
概
要

　
倉
田
の
論
文
「
芸
術
作
品
の
存
在
論
　
分
析
形
而
上
学
の
立
場
か
ら
」
は
、
現
代
存
在
論
の
観
点
か
ら
、
芸
術
作
品
の
存
在
論
が
持
つ
ね
ら
い
、

音
楽
存
在
論
、
タ
イ
プ
の
特
徴
、
絵
画
作
品
の
存
在
論
、
芸
術
存
在
論
の
メ
タ
理
論
的
考
察
ま
で
を
も
手
際
よ
く
扱
っ
た
論
考
で
あ
る
。
我
々
の

目
下
の
関
心
か
ら
言
え
ば
、
絵
画
作
品
の
存
在
論
地
位
を
真
正
面
か
ら
論
じ
、
明
確
な
結
論
を
出
し
て
い
る
と
い
う
点
で
貴
重
な
論
考
で
も
あ
り
、

ま
た
そ
の
議
論
は
示
唆
的
で
も
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
の
論
文
を
手
が
か
り
と
し
て
絵
画
作
品
の
存
在
論
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
そ
こ
で
、

ま
ず
本
節
で
は
こ
の
論
文
で
の
倉
田
の
議
論
を
必
要
な
範
囲
で
ま
と
め
て
お
こ
う
。

1
．
1

　
倉
田
の
目
標

　
最
初
に
、
倉
田
の
議
論
の
ね
ら
い
と
、
方
針
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
倉
田
が
こ
の
論
文
で
関
心
を
寄
せ
る
の
は
、
絵
画
作
品
も
含
め
た
芸
術
作

品
一
般
の
存
在
論
的
地
位
で
あ
る
。
倉
田
は
芸
術
作
品
の
存
在
論
が
探
究
す
べ
き
「
根
本
課
題
」
と
し
て
「
芸
術
作
品
は
い
か
な
る
存
在
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
属
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
を
提
起
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
芸
術
作
品
は
抽
象
的
対
象
、
と
り
わ
け
タ
イ
プ
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属

す
る
」
と
い
う
明
確
な
結
論
を
打
ち
出
す 

（
2
（

 

。
こ
の
結
論
が
「
理
論
的
に
も
実
践
的
に
も
正
当
化
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
が
、
こ
の
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論
文
に
お
け
る
倉
田
の
狙
い
で
あ
る 

（
3
（

 

。

　
倉
田
は
マ
リ
ア
・
ラ
イ
ヒ
ャ
ー
に
倣
い
「
タ
イ
プ
と
し
て
の
作
品
の
他
に
、
非
タ
イ
プ
と
し
て
の
作
品
が
存
在
す
る
と
い
う
仮
定
に
は
適
切
な

根
拠
が
な
い
」
と
い
う
主
張
を
「
統
一
テ
ー
ゼ
」
と
呼
ぶ 

（
4
（

 

。
統
一
テ
ー
ゼ
の
支
持
者
は
「
あ
ら
ゆ
る
芸
術
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
」
と
い
う

見
解
を
支
持
す
る
こ
と
と
な
る
。
ま
た
、
倉
田
は
グ
レ
ゴ
リ
ー
・
カ
リ
ー
の
言
葉
を
引
き
つ
つ
、
こ
の
よ
う
な
見
解
を
「
一
元
論
的
見
解
」
と
呼

び
、
そ
う
で
は
な
く
タ
イ
プ
と
し
て
の
作
品
の
他
に
物
理
的
対
象
と
し
て
の
作
品
が
存
在
す
る
と
い
う
見
解
を
「
二
元
論
的
見
解
」
と
呼
ぶ 

（
5
（

 

。

倉
田
が
こ
の
論
文
で
試
み
る
の
は
、
二
元
論
的
見
解
を
排
す
る
議
論
を
提
出
し
一
元
論
的
見
解
を
主
張
す
る
こ
と
で
、
統
一
テ
ー
ゼ
を
擁
護
す
る

こ
と
、
と
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
と
は
言
え
、
タ
イ
プ
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
も
っ
と
も
ら
し
い
と
さ
れ
て
き
た
カ
テ
ゴ
リ
の
作
品
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
本
当
に
タ
イ
プ
と
言

え
る
の
か
を
確
認
す
る
作
業
は
必
要
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
統
一
テ
ー
ゼ
を
擁
護
す
る
た
め
に
倉
田
が
踏
む
ス
テ
ッ
プ
は
、
大
き
く
分
け
て
次
の
二

つ
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
タ
イ
プ
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
妥
当
に
思
わ
れ
る
芸
術
作
品
の
代
表
と
し
て
音
楽
作
品
を
取
り
出

し
、
そ
れ
が
タ
イ
プ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
擁
護
す
る
。（
こ
こ
で
の
議
論
に
基
づ
い
て
、
文
学
作
品
、
「
上
演
型
」
の
作
品
（
オ
ペ
ラ
作
品
、
バ

レ
エ
作
品
、
演
劇
作
品
な
ど
（、
版
画
作
品
、
写
真
作
品
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
を
音
楽
作
品
と
同
様
に
タ
イ
プ
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
妥
当
性
が

認
め
ら
れ
る
。
本
稿
で
は
こ
の
部
分
は
割
愛
し
た
い 

（
6
（

 
。（
次
に
第
二
ス
テ
ッ
プ
と
し
て
、
そ
れ
で
も
な
お
タ
イ
プ
で
あ
る
と
考
え
に
く
い
絵
画

作
品
に
着
目
し
、
絵
画
作
品
が
実
は
タ
イ
プ
で
あ
る
と
考
え
る
た
め
の
ア
イ
デ
ィ
ア
を
提
出
す
る 

（
7
（

 

。
こ
れ
に
よ
り
二
元
論
的
見
解
が
排
さ
れ
、

統
一
テ
ー
ゼ
が
擁
護
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
以
下
、
こ
れ
ら
の
ス
テ
ッ
プ
を
順
に
見
る
。

1
．
2

　
音
楽
作
品
の
タ
イ
プ
性

　
倉
田
は
ど
の
よ
う
に
音
楽
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
擁
護
す
る
の
か
。
倉
田
は
「
音
楽
作
品
を
特
別
な
種
類
の
抽
象
的
対
象
、
す
な
わ
ち
タ
イ
プ
と

し
て
位
置
づ
け
る
議
論
」
と
し
て
以
下
の
も
の
を
提
示
し
て
い
る 

（
8
（

 

。
そ
の
中
で
倉
田
が
指
摘
す
る
音
楽
作
品
の
特
徴
は
、
非
空
間
性
、
反
復
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可
能
性
、
例
化
可
能
性
、
対
象
的
性
格
の
四
つ
で
あ
る
。
手
短
に
見
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
倉
田
は
音
楽
作
品
が
個
々
の
演
奏
そ
の
も
の
と
同
一
で
は
な
く
、
個
々
の
演
奏
を
通
じ
て
同
一
の
も
の
に
留
ま
る
も
の
で
あ
る
と
指
摘
す

る
。
そ
こ
か
ら
倉
田
は
音
楽
作
品
に
つ
い
て
非
空
間
性
と
反
復
可
能
性
と
い
う
二
つ
の
特
徴
を
引
き
出
す
。
音
楽
作
品
は
同
時
に
複
数
の
場
所
で

演
奏
さ
れ
う
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
特
定
の
空
間
的
位
置
を
占
め
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
非
空
間
性
か
ら
、
音
楽
作
品
は
空
間
的
位
置
を
持

た
な
い
抽
象
的
対
象
で
あ
る
と
さ
れ
る 

（
9
（

 

。
ま
た
、
音
楽
作
品
は
複
数
の
演
奏
に
よ
っ
て
反
復
し
て
演
奏
さ
れ
う
る
と
い
う
反
復
可
能
性
を
持
つ
。

こ
こ
か
ら
音
楽
作
品
は
普
遍
者
で
あ
る
こ
と
が
導
か
れ
る
。

　
さ
ら
に
倉
田
は
性
質
や
関
係
と
い
っ
た
普
遍
者
と
同
様
に
音
楽
作
品
が
例
化
さ
れ
う
る
と
考
え
る
。
倉
田
は
「
フ
ラ
ン
ス
製
で
あ
る
」
や
「
よ

り
高
い
」
と
い
う
性
質
や
関
係
を
例
に
挙
げ
つ
つ
、「
厳
密
に
同
一
の
性
質
や
関
係
が
複
数
の
対
象
（
や
対
象
の
ペ
ア
（
に
よ
っ
て
例
化
さ
れ
う
る
」

の
と
同
様
、「
こ
れ
ま
で
の
議
論
か
ら
、
音
楽
作
品
も
ま
た
複
数
の
演
奏
に
よ
っ
て
例
化
さ
れ
う
る
普
遍
者
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
ご
く
自
然

な
こ
と
で
あ
ろ
う
」
と
指
摘
す
る 

（
10
（

 

。

　
最
後
に
、
倉
田
は
音
楽
作
品
が
対
象
的
性
格
を
持
つ
と
述
べ
る
。「
対
象
的
性
格
を
持
つ
」
と
は
、
こ
こ
で
は
「
補
完
を
必
要
と
し
な
い
」
存

在
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と
さ
れ
る
。
倉
田
が
こ
こ
で
引
き
合
い
に
出
す
の
は
ゴ
ッ
ト
ロ
ー
プ
・
フ
レ
ー
ゲ
の
存
在
論
的
ア
イ
デ
ィ
ア
で
あ
る

が
、
倉
田
の
記
述
は
か
な
り
簡
潔
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
た
め
、
少
々
補
い
つ
つ
説
明
し
た
い
。
フ
レ
ー
ゲ
の
存
在
論
は
「
完
全
な
表
現
」
と
「
不

完
全
な
表
現
」
と
い
う
彼
の
言
語
分
析
と
密
接
な
関
係
に
あ
る 
（
11
（

 
。
ま
ず
、
フ
レ
ー
ゲ
が
完
全
な
表
現
と
み
な
す
の
は
固
有
名
で
あ
る 

（
12
（

 

。
対

し
て
、「（

　
（
は
白
い
」
や
「（

　
（
は
（

　
（
の
弟
子
で
あ
る
」
の
よ
う
に
空
所
へ
の
補
完
を
経
て
初
め
て
完
全
な
表
現
に
な
る
場
合
、
そ
れ

は
不
完
全
な
表
現
と
み
な
さ
れ
る
。
具
体
例
で
見
て
み
よ
う
。
例
え
ば
人
間
や
国
に
は
「
シ
ー
ザ
ー
」
や
「
ド
イ
ツ
」
の
よ
う
な
固
有
名
が
与
え

ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
や
国
は
完
全
な
表
現
で
表
さ
れ
る
。
他
方
、
例
え
ば
性
質
や
関
係
に
は
先
に
見
た
「
（

　
（
は
白
い
」
や
「
（

　
（
は

（
　
（
の
弟
子
で
あ
る
」
の
よ
う
な
空
所
を
伴
う
不
完
全
な
表
現
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
性
質
や
関
係
は
不
完
全
な
表
現
で
表
さ
れ
る
。

　
こ
こ
で
、
フ
レ
ー
ゲ
の
特
徴
的
な
点
は
、
表
現
の
側
の
不
完
全
さ
を
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
存
在
者
の
側
の
不
完
全
さ
と
対
応
づ
け
た
こ
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と
だ
。
そ
れ
ゆ
え
フ
レ
ー
ゲ
は
、
不
完
全
な
表
現
で
表
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
「
補
完
を
必
要
と
す
る
」
も
の
で
あ
る
と
称
し
た 

（
13
（

 

。

上
の
例
で
言
え
ば
、
人
間
や
国
は
補
完
を
必
要
と
し
な
い
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
性
質
は
補
完
を
必
要
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
フ
レ
ー
ゲ
は

補
完
を
必
要
と
し
な
い
存
在
者
を
「
対
象
」
と
呼
び
、
補
完
を
必
要
と
す
る
存
在
者
を
「
関
数
」
と
呼
ぶ
。
倉
田
が
「
対
象
的
性
格
を
持
つ
」
と

言
う
と
き
に
意
図
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
フ
レ
ー
ゲ
的
な
意
味
で
「
対
象
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
人
間
や
国
は
対
象
的
性
格

を
有
す
る
の
に
対
し
て
、
性
質
や
関
係
は
そ
う
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
さ
て
、
対
象
的
性
格
を
こ
の
よ
う
に
踏
ま
え
た
と
き
、
音
楽
作
品
に
つ
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
音
楽
作
品
に
は
例
え
ば
「
ピ
ア
ノ
・

ソ
ナ
タ
第
二
十
九
番
」
の
よ
う
な
固
有
名
と
い
う
完
全
な
表
現
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
レ
ー
ゲ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
に
沿
っ
て
考
え
れ
ば
、

音
楽
作
品
は
対
象
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
倉
田
は
音
楽
作
品
が
対
象
的
性
格
を
持
つ
と
結
論
す
る
。
こ
れ
は
音
楽
作
品
を
性
質
や
関
係
と

い
う
他
の
普
遍
者
か
ら
区
別
す
る
特
徴
と
も
な
る
。

　
他
方
、
倉
田
は
タ
イ
プ
を
「
対
象
的
性
格
を
有
す
る
普
遍
者
」
と
し
て
規
定
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
前
の
議
論
よ
り
音
楽
作
品
が
タ
イ
プ
で
あ
る

と
結
論
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
が
、
倉
田
が
提
起
す
る
「
音
楽
作
品
を
特
別
な
種
類
の
抽
象
的
対
象
、
す
な
わ
ち
タ
イ
プ
と
し
て
位
置
づ
け
る
議
論
」
で
あ
る
。
本
稿
で

は
、
こ
れ
ら
の
論
拠
に
基
づ
い
て
音
楽
作
品
を
タ
イ
プ
と
し
て
認
め
る
議
論
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
と
前
提
し
た
い
。
そ
の
上
で
い
よ
い
よ
、
絵

画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考
え
る
ス
テ
ッ
プ
に
移
っ
て
い
こ
う
。

1
．
3

　
倉
田
に
よ
る
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
解
釈

　
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
擁
護
す
る
に
あ
た
っ
て
、
倉
田
が
着
目
す
る
の
は
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
よ
る
同
様
の
主
張
で
あ
る
。
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は

そ
の
主
著
『
個
体
』
に
お
い
て
、
簡
単
に
で
は
あ
る
が
、
絵
画
作
品
や
彫
刻
作
品
が
タ
イ
プ
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
明
記
し
て
い
る
。
そ
れ
は
倉

田
が
引
用
す
る
次
の
二
つ
の
箇
所
に
お
い
て
で
あ
る
。



51

〔「
タ
イ
プ
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
〕、
し
ば
し
ば
語
と
文
に
限
定
さ
れ
る
と
は
い
え
、
拡
張
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
る
。
私
は
例
え
ば
、

音
楽
作
品
や
文
学
作
品
、
あ
え
て
言
え
ば
或
る
意
味
で
絵
画
作
品
や
彫
刻
作
品
と
い
っ
た
芸
術
作
品
、
お
よ
び
製
品
、
例
え
ば
一
九
五
七
年

式
キ
ャ
デ
ラ
ッ
ク
と
い
っ
た
自
動
車
の
車
種
を
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
そ
の
個
別
的
な
実
例
は
多
く
存
在
す
る
が
、
そ
れ
自
体
は
非
個
別
者

で
あ
る
も
の
。
そ
し
て
よ
り
一
般
的
に
は
、
そ
こ
か
ら
或
る
デ
ザ
イ
ン
に
し
た
が
っ
て
実
例
が
作
ら
れ
、
あ
る
い
は
製
造
さ
れ
る
も
の
。
そ

の
う
ち
の
い
く
つ
か
は
、
わ
れ
わ
れ
が
固
有
名
だ
と
強
く
呼
び
た
く
な
る
よ
う
な
も
の
の
担
い
手
で
あ
る
も
の
（
例
え
ば
、
ユ
ニ
オ
ン-

ジ
ャ
ッ

ク
と
い
っ
た
旗
（
で
あ
る
。

（
14
（

 

こ
こ
で
の
「
絵
画
作
品
や
彫
刻
作
品
」
と
い
う
箇
所
に
つ
け
ら
れ
た
脚
注
に
お
い
て
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
も
述
べ
て
い
る
。

絵
画
と
彫
刻
作
品
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
言
及
は
馬
鹿
げ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
ら
は
個
別
者
で
は
な
い
の
か
。

し
か
し
こ
れ
は
表
層
的
な
論
点
で
あ
る
。
画
商
が
売
買
す
る
も
の
は
個
別
者
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
個
別
者
を
芸
術
作
品
と
同
一
視

す
る
の
は
、
も
っ
ぱ
ら
複
製
技
術
の
経
験
上
の
欠
陥
の
た
め
で
あ
る
。
も
し
仮
に
こ
れ
ら
の
欠
陥
が
解
消
さ
れ
る
な
ら
ば
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

絵
画
に
は
、
詩
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
原
稿
へ
の
関
心
程
度
の
も
の
し
か
む
け
ら
れ
な
く
な
る
に
違
い
な
い
。
異
な
る
人
々
が
同
時
点
の
異
な
る
場

所
で
ま
っ
た
く
同
じ
絵
画
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
異
な
る
人
々
が
同
じ
場
所
で
何
度
も
ま
っ
た
く
同
じ
四
重

奏
曲
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。

（
15
（

 

　
絵
画
作
品
が
タ
イ
プ
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
な
い
原
因
と
し
て
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
着
目
す
る
の
は
、
複
製
技
術
の
実
際
上
の
拙
さ
で
あ
る
。
も

し
そ
の
よ
う
な
技
術
上
の
欠
陥
が
な
け
れ
ば
、
我
々
は
絵
画
作
品
に
つ
い
て
、
現
在
の
よ
う
な
空
間
的
な
制
約
を
受
け
ず
に
鑑
賞
が
可
能
で
あ
る
。

そ
れ
は
音
楽
作
品
が
演
奏
の
時
間
的
な
一
回
性
に
制
約
さ
れ
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
こ
の
事
実
に
よ
っ
て
絵
画
作
品
が
タ
イ
プ
で
あ
る
と
い
う
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こ
と
は
支
持
さ
れ
る
と
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
箇
所
で
の
主
張
を
ど
う
解
釈
す
べ
き
か
は
後
に
改
め
て
取
り
上
げ
る
が
、
ま
ず
は
倉
田
自
身
の
解
釈
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
倉
田
は
こ
こ

で
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
記
述
に
は
混
乱
が
含
ま
れ
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
「
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
複
製
関
係
と
例
化
関
係
を
混
同
し
て
い
る
」

と
い
う
も
の
だ
。
倉
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
こ
れ
を
音
楽
作
品
の
事
例
と
重
ね
合
わ
せ
る
が
、
こ
こ
に
は
明
ら
か
な
混
乱
が
見
ら
れ
る
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
絵
画
の

場
合
に
は
複
製
関
係
が
問
題
と
な
る
の
に
対
し
、
同
一
の
四
重
奏
曲
が
反
復
し
て
聴
か
れ
う
る
と
い
う
事
例
に
お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
が
す

で
に
検
討
し
た
〈
タ
イ
プ
／
ト
ー
ク
ン
〉（
作
品
／
演
奏
（
と
い
う
例
化
関
係
（
実
現
関
係
（
が
問
題
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
16
（

 

　
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
混
乱
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
見
る
前
に
、
そ
も
そ
も
複
製
関
係
と
例
化
関
係
を
混
同
し
て
は
な
ら
な
い
理

由
に
つ
い
て
、
倉
田
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
か
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
倉
田
は
複
製
関
係
が
「
個
別
的
な
対
象
の
あ
い
だ
で
成
立
す
る
」
関

係
で
あ
る
の
に
対
し
、
例
化
関
係
は
「
抽
象
的
対
象
（
タ
イ
プ
（
と
そ
の
個
別
的
な
現
れ
（
ト
ー
ク
ン
（
と
の
あ
い
だ
に
成
立
す
る
」
関
係
で
あ

る
と
指
摘
す
る 

（
17
（

 

。
常
識
的
に
考
え
て
、
複
製
は
個
別
的
な
対
象
（
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
や
演
奏
（
を
元
に
別
の
個
別
的
な
対
象
（
コ
ピ
ー
（

を
作
り
出
す
こ
と
、
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
例
化
関
係
は
、
例
え
ば
色
性
質
の
例
化
関
係
で
言
え
ば
、
青
性
と
い
う
抽
象
的
な

性
質
と
実
際
に
青
い
個
別
的
な
対
象
と
の
間
で
成
立
す
る
と
さ
れ
る
関
係
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
複
製
関
係
と
例
化
関
係
と
の
間
に
は
、
そ
れ

が
成
立
す
る
対
象
の
存
在
論
的
な
カ
テ
ゴ
リ
と
い
う
点
で
違
い
が
あ
る
。
こ
の
違
い
か
ら
、
倉
田
は
「
例
化
関
係
と
複
製
関
係
は
安
易
に
混
同
さ

れ
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
主
張
す
る 

（
18
（

 

。
複
製
関
係
と
例
化
関
係
に
つ
い
て
の
こ
の
観
察
は
正
し
い
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　
で
は
、
倉
田
が
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
見
出
す
「
混
乱
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
倉
田
が
着
目
す
る
の
は
、
複
製
関
係
で
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
経

験
と
複
製
の
経
験
と
間
に
、
後
者
に
つ
い
て
の
み
「
コ
ピ
ー
を
見
て
い
る
（
ま
た
は
聞
い
て
い
る
（
に
す
ぎ
な
い
」
と
指
摘
す
る
こ
と
が
意
味
を
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な
す
、
と
い
う
違
い
が
あ
る
こ
と
だ
。
例
え
ば
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
を
見
る
場
合
と
そ
の
複
製
と
を
見
る
場
合
と
で
は
、
後
者
の
場

合
に
つ
い
て
「『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
の
コ
ピ
ー
を
見
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
指
摘
す
る
こ
と
は
理
解
で
き
る
が
、
前
者
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
い
。
音

楽
作
品
の
場
合
は
ど
う
か
。
ラ
ヴ
ェ
ル
の
《
弦
楽
四
重
奏
曲
ヘ
長
調
》
の
演
奏
を
聞
い
た
と
き
、
そ
の
演
奏
に
つ
い
て
「《
弦
楽
四
重
奏
曲
ヘ
長
調
》

の
コ
ピ
ー
を
聞
い
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
言
う
の
は
お
か
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
音
楽
作
品
と
個
々
の
演
奏
と
の
間
に
成
り
立
つ
関
係
が
、

前
者
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
後
者
が
そ
の
複
製
で
あ
る
よ
う
な
複
製
関
係
で
は
な
く
、
前
者
が
タ
イ
プ
で
後
者
が
そ
の
ト
ー
ク
ン
で
あ
る
よ
う
な
例
化

関
係
で
あ
る
か
ら
だ
、
と
倉
田
は
考
え
る
。
倉
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

常
識
的
に
捉
え
れ
ば
、
複
製
関
係
に
お
い
て
は
、
い
く
ら
精
巧
な
複
製
技
術
が
開
発
さ
れ
た
と
し
て
も
〈
オ
リ
ジ
ナ
ル
／
コ
ピ
ー
〉
と
い
う

区
別
は
の
こ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
例
化
関
係
が
問
題
に
な
る
際
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
音
楽
作
品
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
、
そ
の

個
々
の
演
奏
が
コ
ピ
ー
だ
と
は
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

（
19
（

 

複
製
技
術
の
水
準
に
か
か
わ
ら
ず
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
と
複
製
と
の
間
に
は
ど
こ
ま
で
も
複
製
関
係
が
成
立
す
る
。
他
方
、
音
楽
作
品
と
個
々

の
演
奏
と
の
例
化
関
係
は
、
決
し
て
複
製
関
係
に
は
な
ら
な
い
。
こ
の
違
い
を
見
過
ご
し
、
例
化
関
係
と
複
製
関
係
を
同
一
視
し
た
（
倉
田
の
言

い
方
で
は
「
重
ね
合
わ
せ
た
」（
点
に
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
誤
り
が
あ
る
、
と
い
う
の
が
倉
田
の
診
断
で
あ
る
。

　
た
だ
し
倉
田
は
、
音
楽
に
お
い
て
も
複
製
関
係
が
問
題
に
な
る
場
合
が
あ
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
そ
れ
は
音
楽
作
品
と
そ
の
演
奏
と
の
間
の

関
係
で
は
な
く
、
演
奏
と
そ
の
録
音
の
再
生
と
の
間
の
関
係
が
問
題
に
な
る
場
面
で
あ
る
。
倉
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

む
し
ろ
音
楽
作
品
に
お
い
て
そ
う
し
た
〔〈
オ
リ
ジ
ナ
ル
／
コ
ピ
ー
〉
の
〕
区
別
が
問
題
と
な
る
の
は
、
或
る
演
奏
と
そ
の
録
音
に
関
し
て

で
あ
る
。
あ
な
た
が
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ィ
ル
の
コ
ン
サ
ー
ト
に
行
き
、
マ
ー
ラ
ー
の
《
交
響
曲
第
五
番
》
の
演
奏
を
聴
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、



54

「
あ
な
た
は
作
品
の
コ
ピ
ー
を
聴
い
た
に
す
ぎ
な
い
」
と
難
癖
を
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
あ
な
た
が
そ
の
コ
ン
サ
ー
ト

の
録
音
を
Ｃ
Ｄ
の
再
生
等
を
通
じ
て
聴
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
あ
な
た
は
「
本
物
」
で
は
な
く
、
そ
の
コ
ピ
ー
（
複
製
物
（
を
体
験
し
た
と
い

う
指
摘
は
妥
当
で
あ
る
。

（
20
（

 

演
奏
と
録
音
の
再
生
と
の
間
の
複
製
関
係
は
以
下
で
も
言
及
さ
れ
る
の
で
、
音
楽
作
品
と
演
奏
と
の
間
の
例
化
関
係
と
区
別
し
て
理
解
し
て
お
い

て
も
ら
い
た
い
。

　
さ
て
、
以
上
が
倉
田
に
よ
る
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
解
釈
で
あ
る
。
ま
と
め
て
お
く
と
、
倉
田
は
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
次
の
よ
う
な
議
論
を
し
て
い
る
も

の
と
理
解
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
1
．
絵
画
作
品
は
複
製
さ
れ
う
る
。

　
2
．
複
製
関
係
は
例
化
関
係
と
同
じ
で
あ
る
。

　
3
．
よ
っ
て
、
絵
画
作
品
は
例
化
さ
れ
う
る
。

　
4
．
も
し
絵
画
作
品
が
例
化
さ
れ
う
る
な
ら
ば
、
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る 

（
21
（

 

。

　
5
．
よ
っ
て
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
。

こ
の
う
ち
、
2
が
複
製
関
係
と
例
化
関
係
の
混
同
に
相
当
す
る
。
よ
っ
て
、
倉
田
は
2
の
誤
り
を
指
摘
す
る
こ
と
で
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
議
論
を
批

判
し
て
い
る
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
解
釈
の
問
題
点
は
後
に
確
認
す
る
と
し
て
、
ま
ず
は
倉
田
が
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
対
し
て

ど
の
よ
う
な
代
替
案
を
提
出
す
る
の
か
を
見
て
お
こ
う
。
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1
．
4

　
「
タ
イ
プ
化
」
の
導
入
に
よ
る
解
決

　
結
論
か
ら
述
べ
れ
ば
、
倉
田
が
提
案
す
る
の
は
、「
タ
イ
プ
化
」
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
複
製
関
係
を
一
種
の
例
化
関
係
と

し
て
見
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
ど
の
よ
う
に
導
か
れ
る
の
か
を
見
て
い
こ
う
。

　
ま
ず
倉
田
は
（
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
犯
し
た
と
す
る
（
複
製
関
係
と
例
化
関
係
と
の
混
同
に
は
「
相
応
の
理
由
」
が
あ
り
、
こ
の
混
同
か
ら
「
例

化
関
係
と
複
製
関
係
と
の
密
接
な
関
係
」
が
示
唆
さ
れ
る
と
す
る 

（
22
（

 

。
倉
田
が
着
目
す
る
の
は
複
製
関
係
と
例
化
関
係
と
の
間
に
あ
る
、
あ
る

種
の
共
通
性
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
複
製
を
通
じ
て
繰
り
返
し
同
一
の
演
奏
や
同
一
の
絵
画
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
れ
わ
れ
が
ジ
ョ
ー
・
ヘ
ン
ダ
ー

ソ
ン
の
Ｃ
Ｄ
を
聞
く
と
き
、
再
生
さ
れ
る
音
出
来
事
は
そ
の
都
度
異
な
る
。〔
…
〕
だ
が
そ
う
し
た
個
々
の
音
出
来
事
を
通
し
て
、
わ
れ
わ

れ
は
同
じ
演
奏
に
接
し
て
い
る
と
い
う
確
信
を
も
つ
。
同
様
に
、
わ
れ
わ
れ
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
画
像
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
画
集
の

写
真
複
製
を
通
し
て
、
あ
る
い
は
精
巧
な
レ
プ
リ
カ
を
通
し
て
、
同
一
の
絵
画
作
品
〔
…
〕
に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
「
タ

イ
プ
が
個
々
の
ト
ー
ク
ン
を
貫
い
て
同
一
に
留
ま
る
」
と
い
う
現
象
と
同
型
で
は
な
い
の
か
。
複
製
関
係
と
例
化
関
係
が
二
つ
の
ま
っ
た
く

異
な
る
関
係
で
あ
る
と
結
論
で
き
な
い
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。

（
23
（

 

つ
ま
り
、
演
奏
の
複
製
や
絵
画
の
複
製
を
通
し
て
我
々
は
、
そ
れ
ぞ
れ
何
か
同
一
の
も
の
に
ア
ク
セ
ス
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
個
々
の
ト
ー
ク
ン

と
、
そ
れ
を
貫
く
同
一
の
タ
イ
プ
」
と
い
う
構
造
と
同
型
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
複
製
関
係
は
例
化
関
係
と
無
関
係
で
は
な
い
、
と
倉
田
は
言
う
。

　
整
理
し
て
お
こ
う
。
複
製
関
係
が
個
別
的
対
象
と
個
別
的
対
象
と
の
間
の
関
係
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
例
化
関
係
は
抽
象
的
対
象
と
個
別
的
対

象
と
の
間
の
関
係
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
複
製
関
係
と
例
化
関
係
と
を
混
同
す
る
こ
と
は
戒
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
、
複
製
関
係

と
例
化
関
係
と
の
間
に
は
「
複
数
の
個
別
的
対
象
を
貫
い
て
同
一
の
ま
ま
に
留
ま
る
も
の
が
あ
る
」
と
い
う
点
で
の
共
通
性
が
今
や
見
出
さ
れ
た
。
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果
た
し
て
、
複
製
関
係
と
例
化
関
係
と
は
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
か
。

　
こ
こ
で
、
倉
田
は
大
胆
に
も
「
複
製
関
係
は
あ
る
種
の
特
別
な
例
化
関
係
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
へ
と
コ
マ
を
進
め
る
。
つ
ま
り
、
複
製
関
係

は
例
化
関
係
と
同
一
で
は
な
い
が
そ
の
一
種
で
あ
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
鍵
と
な
る
の
は
倉
田
が
提
案
す
る
「
タ
イ
プ
化
」
と
い
う

概
念
だ
。
こ
の
概
念
に
つ
い
て
倉
田
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

個
々
の
演
奏
は
ま
ず
も
っ
て
ト
ー
ク
ン
と
し
て
生
じ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
が
複
製
の
対
象
と
な
る
際
に
「
タ
イ
プ
化
」
さ
れ
る
と
考
え

る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
複
製
関
係
は
例
化
関
係
の
一
種
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。
つ
ま
り
、
個
々
の
複
製
物
（
Ｃ
Ｄ
等
を

通
じ
て
再
生
さ
れ
る
音
出
来
事
（
は
、「
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
ト
ー
ク
ン
」
を
例
化
す
る
ト
ー
ク
ン
だ
と
解
さ
れ
る
。

（
24
（

 

作
品
A
を
例
化
す
る
特
定
の
ト
ー
ク
ン
（
A
の
演
奏
1
（
は
、
複
製
さ
れ
る
に
あ
た
り
、
タ
イ
プ
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る
。（「
抽
象
化

さ
れ
る
」
と
言
っ
て
も
よ
い
。（
こ
の
タ
イ
プ
化
の
手
続
き
を
経
て
、
タ
イ
プ
と
し
て
の
演
奏
が
個
々
の
複
製
物
に
よ
っ
て
例
化
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
特
別
な
例
化
関
係
が
「
複
製
関
係
」
と
呼
ば
れ
る
。

（
25
（

 

先
の
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ィ
ル
の
例
で
考
え
て
み
よ
う
。
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ィ
ル
に
よ
る
《
交
響
曲
第
五
番
》
の
演
奏
と
そ
の
録
音
の
再
生
と
の
間
に
成

り
立
つ
の
は
、
前
者
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
後
者
が
コ
ピ
ー
で
あ
る
よ
う
な
複
製
関
係
で
あ
る
。
だ
が
、
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ィ
ル
に
よ
る
こ
の
演
奏
は
、

録
音
に
よ
る
複
製
が
な
さ
れ
る
と
き
に
「
タ
イ
プ
化
（
あ
る
い
は
抽
象
化
（」
さ
れ
、
タ
イ
プ
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る 

（
26
（

 

。
そ
れ
に
よ
り
「
タ

イ
プ
化
さ
れ
た
（
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ィ
ル
に
よ
る
（
演
奏
」
を
そ
の
録
音
の
再
生
が
例
化
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
倉
田
は
同
様
の
議
論
を
絵
画
作
品
に
も
適
用
す
る
。
す
な
わ
ち
、
絵
画
作
品
も
そ
の
複
製
が
作
ら
れ
る
こ
と
で
タ
イ
プ
と
し
て
の
地
位
を
獲
得

す
る
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。「
絵
画
の
タ
イ
プ
化
」
に
つ
い
て
の
こ
の
規
定
は
以
下
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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あ
る
絵
画
が
タ
イ
プ
化
す
る
の
は
、
複
製
が
作
ら
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
そ
の
絵
画
が
タ
イ
プ
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る
と
き
、
か
つ
そ

の
と
き
に
限
る
。

　
そ
の
上
で
、
倉
田
は
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
「
混
同
」
を
次
の
よ
う
に
回
収
す
る
。

こ
の
「
タ
イ
プ
化
」
と
い
う
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
「
混
同
」
を
整
合
的
に
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
絵
画
の
複
製
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
こ
で
は
個
別
者
（
物
理
的
対
象
（
と
し
て
の
絵
画
で
は
な
く
、「
タ
イ
プ
化
さ
れ

た
絵
画
」
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
が
複
製
物
に
よ
っ
て
例
化
さ
れ
る
と
考
え
る
の
は
ま
っ
た
く
正
当
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

（
27
（

 

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
と
個
々
の
複
製
と
の
間
に
あ
る
複
製
関
係
を
例
化
関
係
と
混
同
し
た
が
、
実
は
例
化
さ
れ
て
い
る
の
は

「
タ
イ
プ
化
さ
れ
た
絵
画
」
な
の
だ
、
と
い
う
の
が
倉
田
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
倉
田
の
主
張
は
、
先
に
ま
と
め
た
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
議
論
を
、

2
の
書
き
換
え
を
通
し
て
、
次
の
よ
う
に
直
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
1
．
絵
画
作
品
は
複
製
さ
れ
う
る
。

　
2
．
，

複
製
関
係
は
例
化
関
係
の
一
種
で
あ
る
。

　
3
．
よ
っ
て
、
絵
画
作
品
は
例
化
さ
れ
う
る
。

　
4
．
も
し
絵
画
作
品
が
例
化
さ
れ
う
る
な
ら
ば
、
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
。

　
5
．
よ
っ
て
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
。
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倉
田
の
理
解
で
は
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
複
製
関
係
と
例
化
関
係
を
混
同
し
た
。
し
か
し
、
複
製
関
係
と
例
化
関
係
は
明
ら
か
に
同
一
で
は
な
い
。

倉
田
は
こ
れ
に
対
し
て
、「
タ
イ
プ
化
」
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
で
複
製
関
係
を
例
化
関
係
の
一
種
と
み
な
す
こ
と
を
提
案
し
た
。
倉
田
の
議
論

は
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
「
タ
イ
プ
化
」
概
念
の
導
入
の
メ
リ
ッ
ト
は
何
か
。
倉
田
は
「
絵
画
作
品
が
ま
ず
も
っ
て
物
理
的
対
象
と
し
て
現
れ
る
」
と
い
う

直
感
を
保
持
で
き
る
と
い
う
点
を
挙
げ
て
い
る 

（
28
（

 

。
な
ぜ
「
絵
画
作
品
が
ま
ず
も
っ
て
物
理
的
対
象
と
し
て
現
れ
る
」
の
か
と
い
う
点
に
つ
い

て
倉
田
は
立
ち
入
っ
た
説
明
を
し
て
い
な
い
が
、
お
そ
ら
く
そ
こ
に
は
「
複
製
を
作
る
た
め
に
は
、
ま
ず
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
」
と
い
う
複
製
に
つ
い
て
の
常
識
的
な
前
提
が
あ
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
前
提
が
認
め
ら
れ
る
限
り
、
倉
田
が
言
う
「
タ
イ
プ
化
」

を
通
じ
て
作
品
が
タ
イ
プ
と
し
て
の
性
格
を
持
つ
た
め
に
は
、
ま
ず
複
製
の
対
象
と
な
る
個
別
者
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
以
上
が
「
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
倉
田
が
与
え
る
説
明
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
説
明
に
は
問
題
点
が
い
く
つ
か

存
在
す
る
。
そ
れ
を
次
節
で
検
討
し
た
い
。

2
　
「
タ
イ
プ
化
」
概
念
の
検
討

　
私
の
考
え
で
は
倉
田
の
議
論
は
大
き
く
分
け
て
二
つ
の
方
向
で
問
題
を
抱
え
て
い
る
。
第
一
に
、
倉
田
の
提
案
す
る
解
決
は
望
ま
し
く
な
い
帰

結
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
倉
田
の
議
論
に
は
そ
れ
自
体
と
し
て
理
論
的
な
問
題
が
あ
る
。
第
二
に
、
倉
田
は
ス
ト
ロ
ー
ソ

ン
の
議
論
を
「
明
ら
か
な
混
乱
と
検
討
に
値
す
る
洞
察
が
同
居
し
て
い
る
」
も
の
と
し
て
提
示
す
る
が
、
私
に
は
、
倉
田
に
よ
る
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン

解
釈
そ
れ
自
体
に
あ
る
種
の
混
乱
が
寓
居
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る 

（
29
（

 

。
言
い
換
え
れ
ば
、
倉
田
の
議
論
に
は
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
テ
ク
ス
ト
へ

の
解
釈
的
な
問
題
が
あ
る
。
以
下
、
本
節
で
は
前
者
を
、
次
節
で
は
後
者
を
検
討
す
る
。

　
倉
田
の
議
論
が
抱
え
る
理
論
的
な
問
題
を
、
本
節
で
は
大
き
く
二
つ
に
分
け
て
論
じ
た
い
。
一
つ
は
「
複
製
関
係
が
例
化
関
係
の
一
種
で
あ
る
」
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と
考
え
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
問
題
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
タ
イ
プ
化
」
が
「
複
製
が
な
さ
れ
た
と
き
」
に
起
こ
る
と
考
え
る
こ
と
か
ら
生
じ
る

問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
を
順
に
検
討
し
つ
つ
、
統
一
テ
ー
ゼ
の
擁
護
に
向
け
て
倉
田
が
と
り
う
る
代
替
案
を
提
示
し
た
い
。

2
．
1

　
複
製
関
係
は
例
化
関
係
の
一
種
で
は
な
い

　
ま
ず
取
り
上
げ
る
問
題
は
「
複
製
関
係
が
例
化
関
係
の
一
種
で
あ
る
」
と
い
う
発
想
に
基
づ
く
こ
と
に
よ
り
、
倉
田
に
よ
る
「
タ
イ
プ
化
」
の

規
定
が
望
ま
し
く
な
い
帰
結
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
そ
も
そ
も
「
タ
イ
プ
化
さ
れ
る
」
あ
る
い
は
「
抽
象
化
さ
れ
る
」
に
関
す
る
倉

田
の
規
定
に
は
曖
昧
な
部
分
が
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
可
能
な
二
つ
の
解
釈
を
取
り
上
げ
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
持
つ
難
点
を
指
摘
す
る
こ
と

を
通
し
て
、
こ
の
問
題
を
取
り
出
す
こ
と
に
し
た
い
。

　
「
タ
イ
プ
化
（
な
い
し
「
抽
象
化
」（」
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
結
果
と
し
て
倉
田
の
念
頭
に
あ
る
の
は
、
何
ら
か
の
対
象
が
「
タ
イ
プ
と
し

て
の
地
位
を
獲
得
す
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。「
タ
イ
プ
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る
」
と
い
う
文
言
は
「
タ
イ
プ
と
し
て
の
性
質
を
持
つ
よ
う
に

な
る
」
と
言
い
換
え
て
差
し
支
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
結
果
を
念
頭
に
置
く
と
き
に
、
「
F
で
あ
る
a
が
G
化
す
る
（
あ
る
い
は
、

G
化
さ
れ
る
（」
と
い
う
言
い
回
し
で
意
味
さ
れ
る
の
は
、「
a
が
、
F
で
あ
り
続
け
つ
つ
も
、
同
時
に
G
と
い
う
性
質
を
獲
得
す
る
」
と
い
う
こ

と
か
、「
か
つ
て
F
あ
っ
た
a
が
、
も
は
や
F
で
は
な
く
な
っ
て
、
G
と
い
う
性
質
を
獲
得
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る

（
30
（

。

前
者
の
例
と
し
て
は
「
郵
便
局
が
民
営
化
す
る
」、
後
者
の
例
と
し
て
は
「
液
体
が
気
化
す
る
」
と
い
っ
た
言
い
回
し
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
前
者
の
意
味
で
「
G
化
」
し
た
場
合
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
対
象
は
「
F
で
あ
り
、
か
つ
G
で
あ
る
」
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
倉
田

の
言
い
方
に
従
え
ば
、
タ
イ
プ
化
さ
れ
る
の
は
「
ま
ず
も
っ
て
ト
ー
ク
ン
と
し
て
生
じ
る
」
個
別
的
対
象
（
個
々
の
演
奏
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画

な
ど
（
で
あ
っ
た 

（
31
（

 

。
こ
れ
ら
の
演
奏
や
絵
画
が
時
空
間
的
位
置
を
持
つ
具
体
的
対
象
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
が
「
タ

イ
プ
化
（
な
い
し
抽
象
化
（」
さ
れ
た
帰
結
と
し
て
生
ま
れ
る
対
象
は
、
具
体
的
対
象
で
あ
り
、
か
つ
抽
象
的
対
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
も

の
が
同
時
に
具
体
的
で
も
あ
り
抽
象
的
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
倉
田
自
身
も
認
め
る
よ
う
に
、
抽
象
的
対
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象
は
少
な
く
と
も
空
間
的
位
置
か
時
間
的
位
置
の
ど
ち
ら
か
を
欠
く
か
ら
で
あ
る 

（
32
（

 

。
そ
の
た
め
、
こ
の
意
味
で
の
「
タ
イ
プ
化
」
の
解
釈
は

う
ま
く
い
か
な
い
。

　
で
は
、
後
者
の
意
味
で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ
の
意
味
で
「
G
化
」
し
た
場
合
、
そ
の
結
果
と
し
て
生
じ
る
対
象
は
「
か
つ
て
F
で
あ
っ
た
が
、

も
は
や
F
で
は
な
く
G
で
あ
る
」
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
こ
で
再
び
、「
タ
イ
プ
化
」
の
対
象
と
な
る
演
奏
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
が
具

体
的
対
象
で
あ
る
こ
と
を
思
い
出
そ
う
。
つ
ま
り
、
こ
の
意
味
で
演
奏
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
が
「
タ
イ
プ
化
」
さ
れ
る
場
合
、
か
つ
て
具
体
的

対
象
で
あ
っ
た
が
、
も
は
や
具
体
的
対
象
で
は
な
く
抽
象
的
対
象
に
な
る
こ
と
と
な
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
が
複
製
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
具
体
的

対
象
で
は
な
く
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
例
え
ば
、『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
の
ど
れ
だ
け
精
巧
な
写
真
複
製
が
作
ら
れ
て
も
、
ル
ー
ブ
ル
に
あ
る
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
が
空
間
的
な
位
置
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
こ
の
意
味
で
の
解
釈
も
う
ま
く
い
か
な
い
。

　
こ
こ
で
の
混
乱
の
原
因
は
、
複
製
関
係
を
例
化
関
係
の
一
種
と
考
え
た
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
考
え
で
は
、
被
複
製
項
が
被
例
化
項
と
な
り
う
る

よ
う
な
操
作
が
必
要
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
被
複
製
項
が
「
タ
イ
プ
化
（
な
い
し
抽
象
化
（
さ
れ
る
」
と
い
う
発
想
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
タ
イ
プ
化
」
の
対
象
（
F
で
あ
る
a
（
が
、「
タ
イ
プ
化
」
の
過
程
を
経
る
こ
と
で
、
抽
象
的
性
格
を
持
つ
と
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の

結
果
、
具
体
的
対
象
で
あ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
に
（
具
体
的
性
格
を
保
持
し
た
形
か
、
そ
う
で
は
な
い
形
か
の
ど
ち
ら
か
で
（
抽
象
的
対
象
と

し
て
の
性
質
を
付
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
上
記
の
不
整
合
に
陥
る
。

　
で
は
、
倉
田
に
は
ど
の
よ
う
な
対
処
が
可
能
で
あ
ろ
う
か
。
私
は
「
タ
イ
プ
化
」
の
規
定
を
次
の
よ
う
に
修
正
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
い
。
修

正
さ
れ
た
「
タ
イ
プ
化
」
と
は
、
演
奏
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
が
複
製
さ
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
演
奏
や
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
と
は
数
的
に
異
な

る
タ
イ
プ
的
対
象
が
生
ま
れ
、
そ
の
対
象
が
そ
の
絵
画
作
品
そ
の
も
の
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
、
と
い
う
一
連
の
事
態
の
こ
と
で
あ

る 

（
33
（

 

。
「
タ
イ
プ
化
」
の
後
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
は
具
体
的
か
つ
個
別
的
な
対
象
で
あ
り
続
け
る
。
複
製
関
係
は
こ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画

と
そ
の
複
製
と
の
間
で
成
立
す
る
関
係
だ
。
対
し
て
「
タ
イ
プ
化
」
の
後
に
は
、
そ
の
過
程
で
生
成
し
た
抽
象
的
対
象
が
絵
画
作
品
で
あ
る
と
同

定
さ
れ
る
。
例
化
関
係
は
こ
の
抽
象
的
対
象
と
個
々
の
絵
画
（
こ
こ
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
も
そ
の
複
製
も
含
ま
れ
る
（
と
の
間
で
成
立
す
る
関
係
で
あ
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（
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（

 

。

　
こ
の
よ
う
に
「
タ
イ
プ
化
」
概
念
を
再
規
定
す
れ
ば
、
先
ほ
ど
の
困
難
は
解
消
さ
れ
る
。
ま
ず
、
倉
田
は
「
複
製
関
係
は
例
化
関
係
の
一
種
で

あ
る
」
と
考
え
た
が
、
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
上
の
意
味
で
の
「
タ
イ
プ
化
」
概
念
で
は
放
棄
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
複
製
関
係
の
成
立
は
例
化
関
係

を
生
じ
さ
せ
る
た
め
の
き
っ
か
け
で
は
あ
る
が
、
例
化
関
係
の
一
種
と
し
て
包
含
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
に
よ
り
、
例
化
関
係
と
複
製
関

係
の
違
い
（
こ
れ
は
倉
田
が
強
調
し
そ
の
混
同
を
戒
め
た
も
の
で
あ
る
（
は
保
存
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、
明
ら
か
に
具
体
的
で
あ
り
続
け
る
は
ず

の
対
象
が
具
体
的
で
な
く
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
具
体
的
な
ま
ま
被
例
化
項
と
な
っ
た
り
す
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
の
で
、
理
論
の
存
在
論
的

観
点
に
お
け
る
整
合
性
が
確
保
さ
れ
る
。

　
先
に
見
た
通
り
、
倉
田
は
「
タ
イ
プ
化
」
概
念
導
入
の
メ
リ
ッ
ト
と
し
て
「
絵
画
作
品
が
ま
ず
も
っ
て
物
理
的
対
象
と
し
て
現
れ
る
」
と
い
う

直
感
を
保
持
で
き
る
こ
と
を
挙
げ
る
が
、
修
正
さ
れ
た
「
タ
イ
プ
化
」
に
お
い
て
も
こ
の
直
感
は
保
持
さ
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
ル
ー
ブ
ル
に

あ
る
『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
は
タ
イ
プ
と
し
て
の
地
位
を
認
め
ら
れ
ず
、「
タ
イ
プ
化
」
の
過
程
の
後
も
物
理
的
対
象
に
留
ま
る
。
し
か
し
そ
れ
が
精

巧
に
複
製
さ
れ
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
過
程
を
通
し
て
、
初
め
て
タ
イ
プ
的
対
象
が
生
じ
、
『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
と
い
う
作
品
が
タ
イ
プ
と
し
て
の

性
質
を
獲
得
す
る
。
そ
の
意
味
で
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
は
、
そ
れ
を
通
じ
て
鑑
賞
さ
れ
て
い
た
絵
画
作
品
が
タ
イ
プ
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る

た
め
の
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
れ
は
「
複
製
に
よ
っ
て
例
化
関
係
が
生
じ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、「
複
製
関
係
が
例
化

関
係
の
一
種
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
こ
の
点
を
取
り
違
え
な
い
こ
と
が
重
要
だ
。

　
倉
田
の
議
論
と
こ
の
修
正
案
に
お
け
る
発
想
の
違
い
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
に
つ
い
て
そ
の
存
在
論
的
地
位
の
変
容
を
認
め
る
と
い
う
形
で

規
定
す
る
か
、
そ
れ
と
も
異
な
る
存
在
論
的
地
位
を
持
つ
数
的
に
異
な
る
対
象
の
生
成
を
認
め
る
と
い
う
形
で
規
定
す
る
か
、
と
い
う
点
に
求
め

ら
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
下
で
は
議
論
の
便
宜
の
た
め
、
倉
田
の
元
々
の
規
定
に
よ
る
「
タ
イ
プ
化
」
を
「
変
容
的
タ
イ
プ
化
」、
こ
こ

で
示
し
た
修
正
案
で
の
そ
れ
を
「
生
成
的
タ
イ
プ
化
」
と
呼
び
分
け
る
こ
と
に
す
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
修
正
を
経
た
「
生
成
的
タ
イ
プ
化
」
の
議
論
に
は
な
お
も
別
の
点
か
ら
問
題
が
生
じ
る
。
次
に
、
そ
れ
を
検
討
し
た
い
。
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複
製
の
有
無
は
偶
然
的
で
あ
る

　
「
タ
イ
プ
化
」
に
つ
い
て
も
う
一
つ
問
題
と
な
る
の
は
「
複
製
の
対
象
と
な
る
際
に
」
タ
イ
プ
と
な
る
と
い
う
規
定
で
あ
る
。
倉
田
の
ア
イ
デ
ィ

ア
に
従
え
ば
、
音
楽
の
演
奏
と
同
様
、
あ
る
絵
画
作
品
が
タ
イ
プ
と
し
て
の
地
位
を
獲
得
す
る
の
は
、
実
際
に
そ
の
複
製
が
作
ら
れ
る
と
き
で
あ

る
。
こ
の
発
想
は
上
の
「
生
成
的
タ
イ
プ
化
」
に
お
い
て
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
だ
が
こ
こ
に
問
題
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
絵
画
が
複
製
さ

れ
る
か
ど
う
か
は
偶
然
的
な
事
柄
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
あ
る
時
点
に
お
い
て
、
そ
こ
に
存
在
す
る
全
て
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
が
複
製
さ

れ
て
い
た
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
「
タ
イ
プ
化
」
の
規
定
に
従
え
ば
、
存
在
す
る
絵
画
作
品
全
て
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
タ
イ
プ
で
あ
る
と
み
な
せ

る
。
問
題
は
、
こ
こ
で
さ
ら
に
新
た
な
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
が
描
か
れ
た
場
合
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
こ
の
新
た
な
絵
画
が
複
製
を
持
た
な
い
瞬

間
と
い
う
の
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。（
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら
そ
の
絵
画
は
永
遠
に
複
製
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。（
よ
っ
て
こ
の
時
点
に

お
い
て
は
、
タ
イ
プ
だ
と
み
な
せ
な
い
絵
画
作
品
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。

　
絵
画
作
品
の
存
在
論
的
地
位
に
こ
の
よ
う
な
動
揺
を
認
め
る
こ
と
は
、
倉
田
に
と
っ
て
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
は
ず
だ
。
と
い
う
の
も
、
先

に
述
べ
た
通
り
、
倉
田
が
擁
護
を
図
る
の
は
「
全
て
の
芸
術
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
で
あ
り
、
そ
の
た
め
絵
画
作
品
一
般
に
つ

い
て
も
、
そ
の
タ
イ
プ
性
を
擁
護
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る 

（
35
（

 

。
そ
の
た
め
、
新
た
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
が
描
か
れ
る
た
び
に
タ

イ
プ
で
は
な
い
絵
画
作
品
が
生
ま
れ
る
よ
う
な
立
場
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
倉
田
は
こ
の
問
題
に
ど
の
よ
う
に
対
処
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
提
案
す
る
方
針
は
、「
実
際
に
複
製
さ
れ
る
」
と
い
う
「
タ
イ
プ
化
」
の
条
件
を
、
「
複
製
が
可
能
で
あ
る
」
へ
と
緩
め
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
次
の
二
つ
の
主
張
の
う
ち
、
こ
れ
ま
で
採
用
し
て
き
た
前
者
に
代
え
て
後
者
を
採
用
す
る
と
い
う
方
針
で
あ
る
。

複
製
現
実
主
義

　
あ
る
絵
画
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
複
製
が
実
際
に
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
。

複
製
可
能
主
義

　
あ
る
絵
画
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
複
製
が
可
能
な
ら
ば
、
そ
の
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
。

こ
れ
に
よ
り
、
実
際
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
複
製
が
存
在
し
な
い
絵
画
作
品
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
「
タ
イ
プ
化
」
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
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可
能
に
な
る

（
36
（

。

　
だ
が
問
題
は
「
複
製
が
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
語
で
ど
の
よ
う
な
可
能
性
を
考
慮
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
。
「
可
能
性
」
と
い
う
概
念
は
有
名

な
哲
学
的
厄
介
の
ひ
と
つ
で
あ
る 

（
37
（

 

。
例
え
ば
、
地
球
外
の
高
度
知
的
生
命
体
が
密
か
に
未
複
製
の
絵
画
の
複
製
し
、
自
分
た
ち
の
星
に
持
ち
帰
っ

て
い
く
こ
と
も
あ
り
得
る
。
あ
る
い
は
神
の
よ
う
な
存
在
が
気
ま
ぐ
れ
に
そ
の
絵
画
を
元
に
そ
っ
く
り
な
レ
プ
リ
カ
を
作
る
こ
と
も
不
可
能
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
複
製
可
能
性
は
常
に
開
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
可
能
性
を
も
っ
て
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
と
認
め

る
こ
と
に
は
、
あ
ま
り
説
得
力
が
感
じ
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
適
切
な
複
製
可
能
性
概
念
を
探
す
必
要
が
あ
る
。

　
私
が
こ
こ
で
検
討
し
た
い
の
は
、
何
ら
か
の
複
製
技
術
の
下
で
精
巧
な
複
製
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
う
（
比
較
的
穏
当
な
（
状
況
で
あ

る
。
こ
れ
を
本
稿
で
は
「
技
術
的
に
可
能
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
技
術
的
可
能
性
に
着
目
す
る
方
針
は
、
複
製
可
能
主
義
の
中
で
も
以

下
の
考
え
を
採
用
す
る
方
針
で
あ
る
と
言
え
る
。

技
術
的
複
製
可
能
主
義
　
あ
る
絵
画
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
複
製
が
技
術
的
に
可
能
な
ら
ば
、
そ
の
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
。

　
こ
の
方
針
は
倉
田
自
身
の
発
想
の
延
長
上
で
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
確
認
し
て
お
こ
う
。
そ
も
そ
も
倉
田
は
な
ぜ
「
絵
画
作
品
が
タ

イ
プ
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
上
で
、
複
製
と
い
う
存
在
に
目
を
向
け
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
1
．
4
で
も
見
た
通
り
、
複
製
関
係
と
例
化
関
係

に
一
定
の
構
造
的
な
同
型
性
が
見
て
取
れ
る
か
ら
で
あ
っ
た
。
音
楽
作
品
の
例
化
関
係
の
場
合
、
複
数
の
演
奏
を
通
し
て
何
度
も
同
一
の
四
重
奏

曲
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
、
複
製
関
係
の
場
合
で
あ
っ
て
も
「
複
製
を
通
じ
て
同
一
の
演
奏
や
同
一
の
絵
画
に
ア
ク
セ
ス
す
る
こ
と
が

で
き
る
」
と
倉
田
は
述
べ
る

（
38
（

。『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
の
写
真
複
製
や
精
巧
な
レ
プ
リ
カ
を
通
じ
て
、『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
と
い
う
同
一
の
絵
画
作
品

に
親
し
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
複
製
関
係
を
例
化
関
係
の
一
種
で
あ
る
と
考
え
る
方
向
へ
と
倉
田
を
導
い
た
。
た
だ
し
、
そ
こ

か
ら
「
複
製
関
係
は
例
化
関
係
の
一
種
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
に
進
む
と
先
に
見
た
よ
う
な
不
整
合
に
陥
る
。

　
だ
が
、
倉
田
の
こ
の
観
察
を
別
の
方
向
で
活
か
す
こ
と
は
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
も
そ
も
な
ぜ
、
複
数
の
演
奏
が
あ
る
同
一
の
音
楽
作



64

品
を
例
化
し
て
い
る
と
我
々
は
み
な
す
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ら
の
演
奏
が
当
該
の
音
楽
作
品
を
聞
く
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
何
ら
違
い

を
も
た
ら
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
音
楽
演
奏
で
あ
る
以
上
、
演
奏
と
し
て
の
巧
拙
は
あ
る
だ
ろ
う
が
、
お
よ
そ
《
交
響
曲

第
五
番
》
の
演
奏
と
呼
べ
る
だ
け
の
特
徴
を
備
え
て
い
る
限
り
、
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ィ
ル
の
演
奏
で
あ
っ
て
も
他
の
楽
団
の
演
奏
で
あ
っ
て
も
「《
交

響
曲
第
五
番
》
を
聞
い
た
」
と
は
言
え
る
は
ず
だ
。
こ
こ
か
ら
、
音
楽
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
支
え
て
い
る
の
は
「
ど
の
演
奏
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

作
品
を
聞
く
経
験
を
成
立
さ
せ
る
と
い
う
点
に
関
し
て
違
い
は
な
い
」
と
い
う
事
実
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
別
の
言
い
方
を
す

れ
ば
、
音
楽
作
品
の
鑑
賞
（
演
奏
の
鑑
賞
で
は
な
い
（
と
い
う
実
践
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
十
分
な
機
能
を
複
数
の
演
奏
が
果
た
し
う
る
と
い
う

こ
と
が
、
音
楽
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
支
え
て
い
る
事
実
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

　
こ
の
よ
う
な
見
方
は
、
他
の
例
化
関
係
に
つ
い
て
も
可
能
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
も
言
及
し
て
い
た
一
九
五
七
年
式

キ
ャ
デ
ラ
ッ
ク
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
一
九
五
七
年
式
キ
ャ
デ
ラ
ッ
ク
が
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
を
支
え
て
い
る
の
は
何
か
。
そ
れ
は
、
そ
の

生
産
工
場
で
作
ら
れ
た
複
数
の
車
が
、
自
動
車
と
し
て
同
様
の
機
能
を
果
た
し
う
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
工
場
で
作
ら
れ
た
個
々

の
キ
ャ
デ
ラ
ッ
ク
は
、
デ
ザ
イ
ン
、
エ
ン
ジ
ン
や
ブ
レ
ー
キ
の
構
造
、
排
気
シ
ス
テ
ム
な
ど
の
点
や
、
そ
れ
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
乗
り
心
地
や

燃
費
と
い
っ
た
点
で
十
分
に
類
似
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
あ
る
程
度
の
個
体
差
は
生
ま
れ
る
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
ら
は
一
定
の
幅
に
抑
え

ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
我
々
は
、
別
々
の
車
個
体
を
通
じ
て
、
一
九
五
七
年
式
キ
ャ
デ
ラ
ッ
ク
と
い
う
同
じ
車
種
に
乗
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
得
ら
れ
た
ア
イ
デ
ィ
ア
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
あ
る
も
の
が
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
を
支
え
て
い
る
事
実
は
、
一
定
の
実
践
に
お
い
て
期

待
さ
れ
て
い
る
機
能
を
複
数
の
対
象
が
果
た
し
う
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
て
み
た
ら
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。

　
注
意
が
必
要
な
の
は
、
あ
る
も
の
の
タ
イ
プ
性
が
こ
の
よ
う
に
支
持
さ
れ
る
と
き
、
実
例
が
実
際
に
複
数
存
在
し
て
い
る
必
要
は
な
い
と
い
う

こ
と
だ
。「
果
た
し
う
る
」
と
い
う
規
定
が
意
図
し
て
い
る
の
は
こ
の
事
実
で
あ
る
。
仮
に
、
あ
る
楽
団
に
よ
る
《
交
響
曲
第
五
番
》
の
演
奏
を

聴
き
そ
び
れ
て
も
、
そ
れ
を
も
っ
て
「
二
度
と
《
交
響
曲
第
五
番
》
を
聞
く
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
は
考
え
な
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
「
そ
の
演
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奏
」
を
二
度
と
聞
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、《
交
響
曲
第
五
番
》
そ
れ
自
体
は
別
の
楽
団
に
よ
る
別
の
演
奏
の
機
会
で
も
聞
く
こ

と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
だ
。
こ
の
可
能
性
が
信
じ
ら
れ
て
い
る
限
り
、
た
と
え
一
度
し
か
演
奏
さ
れ
て
い
な
い
作
品
で
あ
っ
て
も
、
我
々

は
そ
の
一
度
の
演
奏
そ
れ
自
体
が
そ
の
音
楽
作
品
で
あ
る
と
は
考
え
ず
、
音
楽
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
と
み
な
す
だ
ろ
う 

（
39
（

 

。
で
は
、
こ
の
可

能
性
へ
の
信
念
を
支
え
て
い
る
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
《
交
響
曲
第
五
番
》
を
演
奏
す
る
技
術
が
存
在
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
十
分
な
技
術
を
持
っ
た
演
奏
者
た
ち
の
存
在
や
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う
な
演
奏
者
を
育
成
す
る
教
育
制
度
の
存
在

が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
の
存
在
を
知
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
は
《
交
響
曲
第
五
番
》
が
こ
れ
か
ら
先
も
ま
た
演
奏
さ
れ
う
る
と
信
じ
て
い
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か 
（
40
（

 
。
ま
た
同
様
に
、
ま
だ
一
度
も
演
奏
さ
れ
て
い
な
い
音
楽
作
品
で
あ
っ
て
も
、
演
奏
が
十
分
に
指
示
さ
れ
た
楽
譜
さ

え
あ
れ
ば
そ
こ
に
音
楽
作
品
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
演
奏
技
術
を
備
え
た
演
奏
者
の
存
在
へ
の
信
念
が
あ
る
か
ら

だ
と
思
わ
れ
る 

（
41
（

 

。

　
こ
こ
か
ら
次
の
考
え
が
示
唆
さ
れ
る
。
あ
る
も
の
の
タ
イ
プ
性
を
支
え
て
い
る
の
は
、
当
該
の
機
能
を
果
た
す
事
例
が
複
数
存
在
し
う
る
こ
と

を
保
証
す
る
技
術
が
存
在
し
、
か
つ
そ
の
存
在
を
我
々
が
信
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　
さ
て
、
絵
画
作
品
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
複
製
が
十
分
に
精
巧
で
あ
り
、
絵
画
作
品
の
鑑
賞
と

い
う
実
践
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
十
分
な
機
能
を
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
の
み
な
ら
ず
複
製
ま
で
も
が
同
様
に
果
た
し
う
る
の
で
あ
れ
ば
、
絵
画

作
品
が
タ
イ
プ
性
を
備
え
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
絵
画
作
品
の
鑑
賞
と
い
う
実
践
に
お
い
て
要
求
さ
れ
る
機

能
と
は
、
平
た
く
言
っ
て
し
ま
え
ば
「
あ
る
仕
方
で
見
て
楽
し
む
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
絵
画
と
同
じ
仕
方
で
見
て
楽
し
め
る
よ
う
な
複
製
を
作
る
技
術
が
存
在
し
、
か
つ
そ
の
技
術
の
存
在
が
世
間
に
十
分
に
周
知
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
と
き
絵
画
作
品
が
タ
イ
プ
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
に
、
何
ら
不
自
然
な
点
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
絵
画
の
複
製
技

術
を
開
発
す
る
と
い
う
試
み
が
目
指
し
て
い
る
こ
と
（
の
少
な
く
と
も
一
つ
（
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
と
比
べ
て
も
遜
色
な
く
鑑
賞
に
堪
え
る

よ
う
な
複
製
を
作
る
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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こ
の
よ
う
な
発
想
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
主
張
が
導
か
れ
る
で
あ
ろ
う
。

技
術
的
複
製
可
能
主
義
　
あ
る
絵
画
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
複
製
す
る
技
術
が
実
際
に
存
在
す
る
な
ら
ば
（
つ
ま
り
、
そ
の
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
複
製
が
技
術
的
に
可
能
で
あ
れ
ば
（、
そ
の
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
。

既
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の
立
場
で
は
、
あ
る
絵
画
作
品
が
タ
イ
プ
で
あ
る
た
め
に
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
複
製
が
実
際
に
存
在
す
る
必
要
は
な
い
。

必
要
な
の
は
、
そ
の
複
製
を
作
る
技
術
が
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
、
こ
の
立
場
が
主
張
す
る
こ
と
は
先
の
「
変
容
的
タ
イ
プ

化
」
や
「
生
成
的
タ
イ
プ
化
」
と
異
な
っ
て
い
る
。
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
主
張
す
る
に
あ
た
っ
て
、
そ
の
複
製
が
技
術
的
に
可
能
で
あ
る
と
い
う

こ
と
に
訴
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
複
製
が
実
際
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
訴
え
る
の
か
。
個
別
の
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
主
張
す
る
に

あ
た
り
、
さ
し
あ
た
っ
て
次
の
二
つ
の
立
場
が
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

複
製
現
実
主
義
　
あ
る
絵
画
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
複
製
が
実
際
に
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
。

技
術
的
複
製
可
能
主
義
　
あ
る
絵
画
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
複
製
が
技
術
的
に
可
能
な
ら
ば
、
そ
の
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
複
製
技
術
が
十
分
な
適
用
範
囲
を
持
っ
て
お
り
、
絵
画
一
般
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
技
術
で
あ
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
れ
ば
、
複
製

可
能
主
義
の
主
張
を
絵
画
作
品
一
般
へ
と
拡
張
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る 

（
42
（

 

。
実
際
、
写
真
複
製
の
よ
う
な
技
術
は
そ
の
よ
う
な
適
用
範
囲
を
持
っ

て
い
る
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う 

（
43
（

 

。
そ
れ
ゆ
え
、
芸
術
作
品
の
統
一
テ
ー
ゼ
を
主
張
し
た
い
論
者
に
と
っ
て
は
、
複
製
現
実
主
義
よ
り
も
複
製

可
能
主
義
の
方
が
、
そ
の
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
に
よ
り
適
う
と
言
え
る
。

　
た
だ
し
こ
の
点
は
技
術
的
複
製
可
能
主
義
の
欠
点
に
も
な
り
う
る
。
上
の
技
術
的
複
製
可
能
主
義
か
ら
直
ち
に
引
き
出
せ
る
の
は
「
も
し
そ
の

よ
う
な
技
術
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
と
言
え
る
」
と
い
う
主
張
ま
で
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
「
現
に
絵
画
作

品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
に
は
、
現
在
の
我
々
が
手
に
し
て
い
る
複
製
技
術
が
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
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こ
の
基
準
は
、
任
意
の
絵
画
作
品
に
つ
い
て
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
同
じ
仕
方
で
鑑
賞
で
き
る
複
製
を
生
み
出
す
こ
と
を
保
証
す
る
技
術
で
あ
る
か
、

と
い
う
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
技
術
が
実
際
に
存
在
し
て
い
る
と
言
え
な
い
限
り
、
技
術
的
複
製
可
能
主
義
に
基
づ
い
て
絵
画
作
品

一
般
の
タ
イ
プ
性
を
擁
護
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
こ
こ
で
新
た
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
複
製
技
術
そ
の
も
の
の
偶
然
性
で
あ
る
。
複
製
技
術
さ
え
存
在
す
れ
ば
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
を

擁
護
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
複
製
技
術
が
実
際
に
存
在
す
る
か
否
か
は
偶
然
的
な
事
柄
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
の
持
っ
て
い
る
複

製
技
術
に
つ
い
て
の
経
験
的
な
事
実
を
調
査
す
る
必
要
が
生
ま
れ
る
。
芸
術
作
品
や
絵
画
作
品
と
い
っ
た
概
念
そ
の
も
の
が
、
歴
史
的
に
発
展
し

て
き
た
あ
る
種
の
制
度
の
中
で
確
立
し
た
と
い
う
こ
と
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
絵
画
作
品
の
存
在
論
的
地
位
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
経
験
的
な

事
実
の
調
査
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
奇
妙
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
複
製
可
能
主
義
に
基
づ
い
て
、
絵
画
作
品
が
タ
イ
プ
で
あ
る
こ

と
を
も
っ
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

　
私
の
考
え
で
は
、
こ
の
一
歩
を
踏
み
出
し
た
の
が
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
で
あ
る
。
次
節
に
お
い
て
、
こ
の
こ
と
を
示
し
た
い
。

3
　
技
術
可
能
主
義
者
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン

　
本
節
で
目
標
と
す
る
の
は
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
複
製
可
能
主
義
、
と
り
わ
け
技
術
的
複
製
可
能
主
義
で
は
な
い
そ
れ
を
帰
す
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
は
倉
田
の
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
解
釈
と
は
違
う
形
で
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
を
整
合
的
に
読
む
方
法
を
示
し
た
い
。

3
．
1

　
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
を
解
釈
し
直
す

　
先
に
1
．
3
で
見
た
通
り
、
倉
田
は
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
複
製
関
係
と
例
化
関
係
と
を
混
同
し
た
と
主
張
す
る
。
こ
こ
で
問
い
た
い
の
は
、
ス
ト

ロ
ー
ソ
ン
が
そ
の
よ
う
な
混
同
を
し
て
い
た
と
解
釈
す
る
こ
と
に
必
然
性
は
あ
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。
倉
田
が
解
釈
の
根
拠
に
し
て
い
る
と
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思
わ
れ
る
箇
所
を
再
び
引
用
し
て
お
こ
う
。
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
が
問
題
と
な
る
の
で
原
文
も
付
す
。

も
し
仮
に
こ
れ
ら
の
〔
複
製
技
術
の
経
験
上
の
〕
欠
陥
が
解
消
さ
れ
る
な
ら
ば
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
に
は
、
詩
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
原
稿
へ
の

関
心
程
度
の
も
の
し
か
む
け
ら
れ
な
く
な
る
に
違
い
な
い
。
異
な
る
人
々
が
同
時
点
の
異
な
る
場
所
で
ま
っ
た
く
同
じ
絵
画
を
見
る
こ
と
が

で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
異
な
る
人
々
が
同
じ
場
所
で
何
度
も
ま
っ
た
く
同
じ
四
重
奏
曲
を
聞
く
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
じ
で

あ
る
。

（
44
（

 

W
ere it not for these deficiencies, the original of a painting w

ould have only the interest w
hich belongs to the original m

anuscript of 

a poem
. D

ifferent people could look at exactly the sam
e painting in different places at the sam

e tim
e, just as different people can 

listen to exactly the sam
e quartet at different tim

es in the sam
e place. 

（
45
（

 

と
り
わ
け
て
問
題
と
な
る
の
は
最
後
の
一
文
、
す
な
わ
ち
「
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
～
同
じ
で
あ
る
」
の
箇
所
で
あ
る
。
倉
田
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
る
。も

し
こ
う
し
た
技
術
的
な
問
題
〔
＝
複
製
技
術
上
の
欠
陥
〕
さ
え
解
決
さ
れ
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
同
一
の
絵
画
を
同
時
点
の
異
な
る
場

所
で
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う
。
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
こ
れ
を
音
楽
作
品
の
事
例
と
重
ね
合
わ
せ
る
が
、
こ
こ
に
は
明
ら
か
な
混
乱
が

見
ら
れ
る
。

（
46
（

 

た
し
か
に
上
の
引
用
に
お
い
て
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
「
ち
ょ
う
ど
…
…
同
じ
よ
う
に
（just as
（
」
と
述
べ
る
こ
と
で
、
絵
画
と
音
楽
と
の
間
に
お
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け
る
何
ら
か
の
共
通
性
を
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
を
支
持
す
る
も
の
で
あ
る
と
も
考
え

て
い
る
よ
う
だ
。

　
問
題
は
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
「
重
ね
合
わ
せ
」
を
倉
田
と
は
別
の
仕
方
で
理
解
し
た
方
が
整
合
的
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
「
絵
画
作
品
が
タ
イ
プ
で
あ
る
」
と
い
う
結
論
を
裏
付
け
る
た
め
に
、
音
楽
作
品
（
こ
こ
で
は
四
重
奏
曲
（
と
の
類
比
を
持
ち

出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
「
ま
っ
た
く
同
じ
四
重
奏
曲
」
を
異
な
る
時
点
で
聞
く
こ
と
が
で
き
る
の
と
同
様
に
、
「
ま
っ
た
く
同
じ
絵
画
」
を
異
な

る
場
所
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
類
比
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
類
比
に
よ
っ
て
当
の
「
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
」
と
い
う
結

論
を
得
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、「
ま
っ
た
く
同
じ
絵
画
（the sam

e painting

（」
と
い
う
こ
と
で
意
味
さ
れ
て
い
る
の
が
「
絵
画
作
品
」
で
あ
る

と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

　
こ
こ
で
、「
ま
っ
た
く
同
じ
絵
画
」
を
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
」
そ
の
も
の
で
あ
る
と
解
釈
す
る
と
、
倉
田
の
よ
う
な
理
解
と
な
る
。
こ
の
読

み
で
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
と
そ
の
複
製
と
の
間
の
関
係
が
、
四
重
奏
曲
と
そ
の
演
奏
と
の
間
の
関
係
と
類
比
的
で
あ
る
、
と
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン

が
考
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
た
め
「
複
製
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
例
化
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
を
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
帰
す
こ
と
に
な
る
。
よ
っ

て
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
複
製
関
係
を
例
化
関
係
と
混
同
し
て
い
る
、
と
い
う
診
断
が
下
る
。

　
だ
が
、
こ
の
解
釈
を
と
ら
ず
に
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
を
整
合
的
に
読
む
こ
と
は
可
能
だ
。
物
理
的
対
象
と
し
て
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
と
は
別
に
、

タ
イ
プ
と
し
て
の
絵
画
作
品
が
あ
る
、
と
い
う
描
像
を
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
帰
す
れ
ば
よ
い
。
こ
の
描
像
に
お
い
て
、
例
化
関
係
は
タ
イ
プ
と
し
て

の
絵
画
作
品
そ
れ
自
体
と
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
や
複
製
を
含
め
た
個
々
の
物
理
的
対
象
と
し
て
の
絵
画
と
の
間
に
成
り
立
つ
関
係
で
あ
る
。
そ
れ
と
は

別
に
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
と
そ
の
複
製
と
の
間
に
複
製
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
て
も
構
わ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
、
例
化
関
係
と

複
製
関
係
と
を
区
別
し
た
ま
ま
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
主
張
し
て
い
る
も
の
と
し
て
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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3
．
2

　
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
技
術
可
能
主
義
を
帰
属
す
る

　
と
は
言
え
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
音
楽
作
品
と
の
類
比
を
持
ち
出
す
こ
と
で
自
身
の
議
論
に
説
得
力
を
持
た
せ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
変
わ
ら

な
い
。
上
の
描
像
を
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
帰
す
る
と
き
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
見
て
取
っ
て
い
た
類
比
が
、
ど
の
よ
う
な
根
拠
に

基
づ
く
も
の
な
の
か
を
推
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
通
し
て
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
実
質
的
に
ど
の
よ
う
な
立
場
を
と
っ
て
い
た
の
か
が

見
定
め
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
こ
こ
で
引
き
合
い
に
出
し
た
い
の
が
、
先
に
技
術
的
複
製
可
能
主
義
を
検
討
し
た
際
に
見
た
類
比
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
複
数
の
対
象
が
一
定

の
機
能
を
果
た
し
う
る
と
い
う
こ
と
が
例
化
関
係
の
根
拠
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
複
数
の
対
象
を
生
み
出
し
う
る
技
術
の
存
在
が
作
品
の
タ

イ
プ
性
を
支
え
る
事
実
で
あ
る
、
と
さ
れ
た
。
先
の
引
用
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
複
製
技
術
が
発
達
し
た
際
に
複
製
が
果
た
す

で
あ
ろ
う
役
割
を
念
頭
に
置
い
て
、
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
主
張
し
て
い
る
。
よ
っ
て
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
一
種
の
複
製
可
能
主
義
、
と
り
わ

け
複
製
技
術
に
基
づ
い
た
そ
れ
を
帰
属
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る 

（
47
（

 

。

　
だ
が
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
前
節
で
検
討
し
た
技
術
的
複
製
可
能
主
義
を
帰
属
す
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
で
き
な
い
。
ま
ず
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
現

状
の
（
あ
る
い
は
、
少
な
く
と
も
同
時
代
の
（
複
製
技
術
が
十
分
な
水
準
だ
と
考
え
て
は
い
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
絵
画
作
品
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

絵
画
と
同
一
視
さ
れ
が
ち
で
あ
る
原
因
が
「
複
製
技
術
の
経
験
上
の
欠
陥
」
に
あ
る
と
す
る
彼
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
だ
。
他
方
、
ス
ト
ロ
ー
ソ

ン
が
結
論
と
し
て
主
張
し
て
い
る
の
は
「
絵
画
作
品
は
現
に
タ
イ
プ
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
も
ま
た
、
絵
画
作
品
を
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
絵
画
と
同
一
視
す
る
議
論
に
対
し
て
「
表
層
的
な
議
論
で
あ
る
」
と
言
い
切
る
彼
の
言
葉
か
ら
明
ら
か
だ
。
さ
て
、
も
し
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン

が
技
術
的
複
製
可
能
主
義
を
と
っ
た
上
で
こ
の
主
張
を
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
前
節
で
見
た
通
り
、
複
製
技
術
が
十
分
な
水
準
に
達
し
て
い
る
こ
と

を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
複
製
技
術
の
水
準
が
不
十
分
と
考
え
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
。
よ
っ
て
、
ス

ト
ロ
ー
ソ
ン
に
技
術
的
複
製
可
能
主
義
を
帰
属
す
る
こ
と
は
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
を
で
き
る
だ
け
整
合
的
に
解
釈
す
る
限
り
は
、
で
き
な
い
。

　
で
は
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
と
り
う
る
立
場
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
は
、
複
製
技
術
が
実
際
に
は
一
定
の
水
準
に
達
し
て
い
な
い



71

に
も
関
わ
ら
ず
、
現
に
絵
画
作
品
が
タ
イ
プ
で
あ
る
と
主
張
で
き
る
根
拠
を
ど
こ
に
求
め
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
再
び
、
技
術
的
複
製
可
能
主
義
が
依
拠
し
て
い
た
タ
イ
プ
性
の
根
拠
を
思
い
出
そ
う
。
そ
こ
で
は
、
複
数
の
対
象
が
実
践
に
お
い
て
同

等
の
機
能
を
果
た
す
こ
と
を
保
証
す
る
よ
う
な
技
術
の
存
在
が
、
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
支
え
る
事
実
と
し
て
注
目
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
複
数

の
対
象
が
あ
り
得
る
こ
と
を
保
証
す
る
た
め
に
、
実
際
に
複
製
技
術
が
存
在
し
て
い
る
必
要
は
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
と
問
う
余
地
は
あ
る
。
例

え
ば
、
音
楽
作
品
の
場
合
、
ど
ん
な
に
練
習
を
重
ね
て
も
人
間
に
は
決
し
て
弾
く
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
超
絶
技
巧
の
ピ
ア
ノ
譜
が
作
ら
れ
た

と
き
に
、
そ
れ
を
演
奏
す
る
技
術
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
根
拠
に
「
こ
れ
は
音
楽
作
品
で
は
な
い
」
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ

こ
は
議
論
が
分
か
れ
う
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
に
主
張
す
る
者
は
い
う
る
だ
ろ
う
し
、
そ
れ
が
一
概
に
不
合
理
と
も
言
い
切
れ

な
い
。
演
奏
が
不
可
能
で
あ
る
以
上
、
そ
れ
は
ピ
ア
ノ
曲
と
し
て
致
命
的
な
欠
陥
を
抱
え
て
お
り
「
ピ
ア
ノ
曲
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
否
定
的

な
主
張
を
す
る
こ
と
に
は
一
理
あ
る
。
だ
が
他
方
、
実
際
に
人
間
に
演
奏
す
る
こ
と
が
不
可
能
で
あ
っ
て
も
、
機
械
で
あ
れ
ば
演
奏
で
き
る
か
も

し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
機
械
に
す
ら
不
可
能
で
あ
っ
て
も
、
神
の
よ
う
な
存
在
で
あ
れ
ば
演
奏
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
楽
譜
が
指
定
し
て

い
る
音
の
並
び
が
少
な
く
と
も
理
念
的
に
は
存
在
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
に
従
っ
て
ピ
ア
ノ
を
演
奏
す
る
こ
と
も
原
理
的
に
は
可
能
で
あ
る
は
ず

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
楽
譜
が
作
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
ピ
ア
ノ
曲
が
生
み
出
さ
れ
た
と
肯
定
的
に
考
え
る
こ
と
に
も
一
定
の
妥
当

性
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
こ
こ
で
は
後
者
の
肯
定
的
な
見
解
を
と
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
音
楽
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
支
え
る
事
実
は
、
実
際
に
そ
れ
を
演
奏
す

る
技
術
が
存
在
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
技
術
が
存
在
し
う
る
こ
と
で
あ
る
、
と
な
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
絵
画
作
品
の
タ
イ

プ
性
に
つ
い
て
も
同
様
の
見
方
を
す
る
こ
と
で
、
複
製
可
能
主
義
に
は
技
術
的
複
製
可
能
主
義
と
は
異
な
る
も
う
一
つ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
が
開
か
れ

る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
に
つ
い
て
「
精
巧
な
複
製
技
術
が
実
際
に
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
条
件
と
す
る
の
で
は

な
く
、「
精
巧
な
複
製
技
術
が
存
在
し
う
る
」
と
い
う
こ
と
を
条
件
と
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
で
あ
る
。
こ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
で
は
次
の
よ
う
に
主
張
さ

れ
る
。『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
を
精
巧
に
複
製
す
る
技
術
が
実
際
に
は
存
在
し
て
い
な
く
と
も
、
そ
の
よ
う
な
技
術
が
存
在
し
う
る
こ
と
は
十
分
に
納
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得
で
き
る
。
そ
の
技
術
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
複
製
で
あ
れ
ば
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
同
様
の
仕
方
で
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
は
『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
の
鑑
賞
が
、
必
ず
し
も
こ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
に
依
ら
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
絵
画
作
品
は

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
そ
の
も
の
で
は
な
く
タ
イ
プ
で
あ
る
、
と
。

　
私
は
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
こ
の
オ
プ
シ
ョ
ン
を
と
っ
て
い
る
と
解
釈
し
た
い
。
こ
の
解
釈
で
は
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
現
状
の
（
あ
る
い
は
同
時
代

の
（
複
製
技
術
の
未
熟
さ
を
考
慮
に
入
れ
つ
つ
も
、
な
ぜ
絵
画
作
品
が
現
に
タ
イ
プ
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
。
ス
ト
ロ
ー
ソ

ン
が
音
楽
作
品
と
絵
画
作
品
と
の
間
に
見
て
い
た
類
比
は
、
複
製
関
係
と
例
化
関
係
の
「
重
ね
合
わ
せ
」
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
れ
は
鑑
賞
に
お

い
て
一
定
の
機
能
を
果
た
し
う
る
も
の
を
複
数
生
み
出
せ
る
技
術
が
存
在
す
る
こ
と
で
も
な
い
。
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
見
て
い
た
類
比
は
、
そ
の
よ

う
な
技
術
が
存
在
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
根
拠
に
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
主
張
し
た
、

と
い
う
の
が
本
稿
に
お
い
て
私
が
提
示
し
た
い
解
釈
で
あ
る
。

　
こ
こ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
複
製
可
能
主
義
に
は
二
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
認
め
ら
れ
る
。
一
つ
は
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
「
複
製
技
術
が
実
際

に
存
在
す
る
こ
と
」
に
求
め
、
も
う
一
つ
は
「
複
製
技
術
が
可
能
で
あ
る
こ
と
」
に
求
め
る
。
こ
れ
ら
の
違
い
は
、
タ
イ
プ
性
の
条
件
と
し
て
要

求
す
る
複
製
技
術
の
様
相
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
を
「
技
術
現
実
主
義
」「
技
術
可
能
主
義
」
と
呼
ん
で
、

以
下
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
お
き
た
い
。

技
術
現
実
主
義

　
あ
る
絵
画
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
複
製
す
る
技
術
が
実
際
に
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ

で
あ
る
。

技
術
可
能
主
義

　
あ
る
絵
画
作
品
に
つ
い
て
、
そ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
複
製
す
る
技
術
が
可
能
な
ら
ば
、
そ
の
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
。

前
者
は
こ
れ
ま
で
「
技
術
的
複
製
可
能
主
義
」
と
呼
ん
で
き
た
立
場
で
あ
る
。
も
し
こ
の
呼
び
方
に
対
比
さ
せ
る
な
ら
ば
、
後
者
は
さ
し
ず
め
「
原

理
的
複
製
可
能
主
義
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
「
原
理
的
に
可
能
」
と
い
う
語
は
曖
昧
で
あ
り
、
あ
ま
り
積
極
的
に
用
い
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る
こ
と
が
た
め
ら
わ
れ
る
。
よ
っ
て
本
稿
で
は
以
下
、
基
本
的
に
「
技
術
現
実
主
義
」「
技
術
可
能
主
義
」
の
名
称
を
採
用
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
こ
の
区
別
に
従
っ
て
言
い
直
せ
ば
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
技
術
可
能
主
義
者
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
本
稿
で
の
解
釈
で
あ
る
。
た
だ
し
、
技
術
現

実
主
義
者
が
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
主
張
す
る
場
面
で
は
、
常
に
技
術
可
能
主
義
者
も
ま
た
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
と

い
う
こ
と
に
は
、
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
実
際
に
複
製
技
術
が
存
在
す
る
状
況
で
は
、
そ
の
よ
う
な
複
製
技
術
が
存
在
す
る
こ
と
が
可

能
で
も
あ
る
は
ず
だ
か
ら
だ
。
こ
れ
は
両
者
が
、
精
巧
な
複
製
が
鑑
賞
に
お
い
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
同
様
の
機
能
を
果
た
し
う
る
こ
と
が
絵
画
作
品

の
タ
イ
プ
性
を
十
分
に
支
持
す
る
、
と
考
え
る
点
で
共
通
し
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
点
に
つ
い
て
異
論
を
唱
え
る
立

場
は
、
技
術
可
能
主
義
の
み
な
ら
ず
、
複
製
可
能
主
義
一
般
に
対
す
る
批
判
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
で
の
批
判
は
次
節
に
お
い
て
扱
う
。

　
次
節
の
議
論
に
移
る
前
に
、
こ
こ
ま
で
の
議
論
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。
こ
れ
ま
で
本
稿
に
は
、
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
主
張
す
る
立
場
が
三

つ
登
場
し
た
。
そ
れ
ら
を
区
別
す
る
分
岐
点
は
二
つ
あ
る
。
ま
ず
、
複
製
が
実
際
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
複

製
が
可
能
で
あ
り
さ
え
す
れ
ば
い
い
と
考
え
る
の
か
、
で
分
岐
す
る
。
前
者
に
属
す
る
の
が
複
製
現
実
主
義
で
あ
り
、
後
者
に
属
す
る
の
が
複
製

可
能
主
義
だ
。
次
に
複
製
可
能
主
義
は
、
複
製
技
術
が
実
際
に
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
の
か
、
そ
れ
と
も
複
製
技
術
が
可
能
で
あ

り
さ
え
す
れ
ば
い
い
と
考
え
る
の
か
、
で
分
岐
す
る
。
前
者
に
属
す
る
の
が
技
術
現
実
主
義
で
あ
り
、
後
者
に
属
す
る
の
が
技
術
可
能
主
義
で
あ

る 

（
48
（

 

。
図
式
的
に
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　
1
．
複
製
現
実
主
義

　
2
．
複
製
可
能
主
義

　
ａ
．
技
術
現
実
主
義
（
＝
技
術
的
複
製
可
能
主
義
（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ｂ
．
技
術
可
能
主
義
（
＝
原
理
的
複
製
可
能
主
義
（

　
そ
れ
ぞ
れ
が
芸
術
作
品
の
統
一
テ
ー
ゼ
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
か
も
確
認
し
て
お
こ
う
。
既
に
見
た
よ
う
に
、
複
製
現
実
主
義
は
芸
術
の
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統
一
テ
ー
ゼ
を
擁
護
す
る
に
は
弱
い
。
複
製
技
術
が
仮
に
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
複
製
が
な
さ
れ
る
と
い
う
保
証
は
な
い
か
ら
だ
。
技

術
現
実
主
義
は
、
芸
術
の
統
一
性
テ
ー
ゼ
の
擁
護
に
向
け
て
一
歩
前
身
す
る
。
し
か
し
、
十
分
な
複
製
技
術
が
実
際
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を

示
さ
な
い
限
り
、
現
実
に
絵
画
作
品
が
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
は
擁
護
さ
れ
な
い
。
対
し
て
、
技
術
可
能
主
義
は
芸
術
の
統
一
性
テ
ー
ゼ
に
最
も
近

い
位
置
に
い
る
。
こ
の
立
場
で
は
複
製
技
術
が
実
際
に
存
在
せ
ず
と
も
絵
画
作
品
が
タ
イ
プ
で
あ
る
と
主
張
で
き
る
か
ら
だ
。（
技
術
可
能
主
義

に
残
さ
れ
る
課
題
は
、
絵
画
作
品
以
外
の
芸
術
カ
テ
ゴ
リ
に
つ
い
て
も
そ
の
タ
イ
プ
性
が
主
張
で
き
る
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。（

　
以
上
、
本
節
で
は
倉
田
と
は
別
の
仕
方
で
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
を
よ
り
整
合
的
に
解
釈
で
き
る
こ
と
を
示
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に

技
術
可
能
主
義
を
帰
属
し
た
。
技
術
可
能
主
義
は
、
複
製
や
複
製
技
術
が
実
際
に
存
在
せ
ず
と
も
絵
画
作
品
が
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。

だ
が
、
こ
の
主
張
の
強
さ
ゆ
え
に
と
言
う
べ
き
か
、
技
術
可
能
主
義
に
は
い
く
つ
か
の
批
判
が
考
え
ら
れ
る
。
次
節
で
は
そ
れ
ら
の
批
判
を
検
討

す
る
こ
と
に
し
た
い
。

4
　
技
術
可
能
主
義
へ
の
批
判
と
応
答

　
本
節
で
は
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
立
場
、
す
な
わ
ち
技
術
可
能
主
義
に
対
す
る
二
つ
の
批
判
を
検
討
す
る
。
一
つ
は
先
に
も
言
及
し
た
、
複
製
可

能
主
義
一
般
に
向
け
ら
れ
る
批
判
で
あ
る
。
対
し
て
、
も
う
一
つ
は
技
術
可
能
主
義
に
の
み
向
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
批
判
と
可
能

な
再
反
論
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
議
論
が
芸
術
作
品
の
存
在
論
に
提
起
す
る
論
点
を
示
し
た
い
。

4
．
1

　
批
判
1：

オ
リ
ジ
ナ
ル
へ
の
関
心
の
保
存
か
ら
の
反
論

　
複
製
可
能
主
義
一
般
に
提
起
さ
れ
う
る
批
判
は
こ
う
だ
。
た
し
か
に
、
も
し
複
製
が
十
分
に
精
巧
な
ら
ば
我
々
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
を
直
接
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鑑
賞
す
る
こ
と
に
、
こ
れ
ま
で
の
よ
う
な
重
要
性
を
感
じ
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
の
状
況
に
お
い
て
絵
画
作
品
が
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
絵
画
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
直
ち
に
帰
結
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
こ
の
批
判
者
は
次
の
よ
う
な
可
能
性
を
提
示
す
る
。
知
覚
で
も
検
査
機
器
で
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
の
違
い
を
検
出
で
き
な
い
精
巧
な
複
製
を
作
る

こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
と
し
よ
う
。
そ
の
技
術
は
十
分
に
確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
か
つ
、
完
成
品
の
品
質
検
査
も
信
頼
で
き
る
レ
ベ
ル
で
行

わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
今
、
目
の
前
に
、
こ
の
技
術
で
作
ら
れ
た
『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
の
複
製
が
あ
る
。
こ
の
状
況
に
お
い
て
、
そ
の
複
製
を
見
る

こ
と
で
満
足
す
る
人
は
少
な
く
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
は
一
見
、
複
製
可
能
主
義
を
支
持
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
満
足
感

の
根
拠
は
『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
と
い
う
作
品
を
見
た
と
い
う
こ
と
そ
の
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
が
ど
の
よ
う

な
も
の
か
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
点
に
あ
る
可
能
性
は
あ
る
。
そ
の
場
合
、
や
は
り
我
々
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
そ
の
も

の
に
特
別
の
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、
精
巧
な
複
製
で
満
足
す
る
の
は
そ
れ
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
つ
い
て
の
事
実
を
教
え
て
く
れ
る
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
精
巧
な
複
製
が
可
能
に
な
っ
て
も
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
へ
の
関
心
が
他
の
複
製
芸
術
に
お
け
る
自
筆
原
稿
や
マ
ス
タ
ー
へ
の
そ
れ
と
同
等

に
な
る
と
は
限
ら
な
い
、
と
批
判
者
は
言
う 
（
49
（

 
。

　
こ
の
批
判
に
対
し
て
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
う
る
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
絵
画
に
対
し
て
批
判
者
が
言
う
よ
う
な
態
度
を
と
る

こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
鑑
賞
の
態
度
で
は
な
い
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
正
し
い
鑑
賞
の
態
度
で
は
な
い
。
そ
の
よ

う
な
状
況
で
も
な
お
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
そ
の
も
の
に
関
心
を
持
ち
続
け
る
の
は
、
作
者
個
人
に
対
す
る
特
別
な
関
心
が
あ
っ
た
り
、
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
絵
画
そ
の
も
の
に
対
す
る
個
人
的
な
思
い
入
れ
が
あ
っ
た
り
す
る
が
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
る
。
鑑
賞
者
と
し
て
絵
画
と
向
き
合
う
際
に
は
、
そ

の
絵
画
が
持
っ
て
い
る
知
覚
的
な
質
や
、
そ
の
よ
う
な
質
を
も
つ
対
象
を
生
み
出
し
た
作
者
の
技
量
（
あ
る
い
は
そ
れ
を
可
能
に
し
た
背
景
（、

な
ど
を
評
価
す
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る 

（
50
（

 

。

　
あ
る
い
は
も
う
少
し
寛
容
な
対
応
で
も
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
は
十
分
で
あ
る
。
た
し
か
に
鑑
賞
概
念
は
一
枚
岩
で
は
な
く
、
複
数
の
正
し
い
鑑
賞

態
度
を
認
め
う
る
。
だ
が
、
鑑
賞
態
度
が
異
な
れ
ば
関
心
の
焦
点
が
ま
っ
た
く
異
な
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
批
判
者
が
提
起
し
た
鑑
賞
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に
お
い
て
も
、
例
え
ば
作
品
が
持
つ
知
覚
的
性
質
が
観
者
に
提
供
す
る
視
覚
的
快
が
ど
れ
ほ
ど
の
も
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
は
考
慮
の
対
象
と
な

る
は
ず
で
あ
る
。
批
判
者
た
ち
は
そ
れ
に
加
え
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
へ
の
別
の
関
心
も
抱
い
て
い
る
だ
け
だ
。
『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
に
お
け
る
微
笑
み
、

『
雪
中
の
狩
人
』
に
お
け
る
近
景
と
遠
景
の
対
比
、『
カ
ル
タ
ゴ
帝
国
の
衰
退
』
の
光
の
色
彩
、
こ
れ
ら
を
一
顧
だ
に
し
な
い
の
は
絵
画
を
絵
画
作

品
と
し
て
見
る
鑑
賞
態
度
と
呼
べ
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
関
心
は
ど
の
よ
う
な
鑑
賞
態
度
で
あ
っ
て
も
、
最
低
限
払
わ
れ
れ
る
べ
き
も
の
で

あ
る
。
鑑
賞
態
度
の
核
を
構
成
す
る
こ
れ
ら
の
関
心
の
焦
点
で
あ
る
こ
と
が
、
あ
る
対
象
が
絵
画
作
品
で
あ
る
た
め
の
必
要
条
件
を
構
成
す
る
。

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
こ
の
よ
う
に
主
張
し
う
る
。

　
こ
の
主
張
は
先
の
反
論
と
は
異
な
り
、
他
の
（
よ
り
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
原
理
主
義
」
的
な
（
鑑
賞
態
度
の
可
能
性
を
認
め
つ
つ
、
絵
画
作
品
の
タ

イ
プ
性
を
擁
護
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
特
定
の
関
心
の
あ
り
方
が
絵
画
鑑
賞
に
お
い
て
特
権
的
な
地
位
を
占
め
る
と
い
う
発
想
は
、
基

本
的
に
先
の
も
の
と
共
通
で
あ
る
。

　
批
判
者
は
そ
れ
が
特
権
的
な
関
心
で
あ
る
こ
と
に
疑
義
を
呈
す
る
だ
ろ
う
。
ま
ず
、
あ
ら
ゆ
る
鑑
賞
態
度
に
共
通
す
る
関
心
が
あ
る
と
い
う
こ

と
は
、
い
く
つ
か
の
例
に
つ
い
て
あ
る
程
度
正
し
く
と
も
、
自
明
で
は
な
い
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
関
心
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
ま
さ
し
く
そ
の

関
心
こ
そ
が
作
品
の
存
在
論
的
身
分
を
決
定
す
る
と
い
う
主
張
は
、
正
し
い
鑑
賞
態
度
を
複
数
認
め
た
以
上
、
擁
護
が
必
要
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
は
、
こ
れ
ら
の
疑
義
に
真
正
面
か
ら
答
え
る
か
、
あ
る
い
は
存
在
論
的
な
主
張
そ
の
も
の
を
弱
め
る
か
、
と
い
う
二

つ
の
選
択
が
開
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
後
者
の
選
択
を
す
る
と
ど
う
な
る
か
、
見
て
お
こ
う
。

　
後
者
を
選
ん
だ
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
提
案
す
る
。
な
る
ほ
ど
適
切
な
全
て
の
鑑
賞
の
核
と
な
る
関
心
は
存
在
し
な
い
か
、
あ
る
い
は

そ
こ
に
存
在
論
的
地
位
を
決
定
す
る
上
で
の
特
権
性
を
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
で
は
、
適
切
な
鑑
賞
態
度
に
作
品
概
念
を
相
対

化
し
た
上
で
、
ゴ
ー
ル
を
次
の
よ
う
な
主
張
に
書
き
換
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
の
下
で
は
絵
画
作
品
が
タ
イ
プ
で
あ
る
よ
う
な
鑑
賞
態
度
が
存
在
す
る
。
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絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
か
。
正
解
は
一
つ
で
は
な
い
。（
あ
る
い
は
一
つ
と
は
言
い
切
れ
な
い
。（
そ
れ
は
想
定
す
る
鑑
賞
概
念
に
依
存
す
る
、

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
い
く
ら
か
大
胆
な
主
張
で
あ
る
し
、
こ
の
よ
う
に
主
張
を
弱
め
る
こ
と
は
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
洞
察
そ
の
も
の
が
持
っ
て
い

た
（
存
在
論
的
な
（
魅
力
を
半
減
し
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
鑑
賞
態
度
ご
と
に
作
品
概
念
を
相
対
化
す
る
こ
と
に
つ
な
が
る
も
の
で

あ
り
、
そ
れ
は
議
論
を
よ
り
複
雑
に
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
一
定
程
度
の
説
明
を
要
す
る
解
釈
で
あ
る 

（
51
（

 

。
だ
が
他
方
、「
絵
画
を
見
る
」
と

い
う
こ
と
で
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
鑑
賞
態
度
が
何
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
は
そ
の
言
葉
で
我
々
が
何
を
念
頭
に
置
く
か
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
、
共
通
理
解
を
素
朴
に
前
提
で
き
な
い
以
上
、
そ
の
点
に
つ
い
て
慎
重
な
解
釈
を
と
る
余
地
は
あ
る
。

　
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
絵
画
作
品
の
存
在
論
的
身
分
を
鑑
賞
概
念
に
相
対
化
し
た
か
ら
と
言
っ
て
、
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
（
ま
た
は
、
あ

り
う
る
（
と
い
う
テ
ー
ゼ
か
ら
哲
学
的
・
美
学
的
意
義
が
失
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
相
対
化
は
絵
画
作
品
を
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
絵
画
と
同
一
視
し
て
き
た
立
場
に
も
同
じ
く
再
考
を
迫
る
。
絵
画
は
「
一
点
も
の
」
の
芸
術
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
絵
画
作
品
は
オ
リ
ジ
ナ
ル

の
絵
画
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
多
く
の
人
が
み
な
し
て
き
た
。
だ
が
、
精
巧
な
複
製
の
登
場
に
よ
っ
て
、
絵
画
作
品
を
タ
イ
プ
と
考
え
る
こ
と
が

妥
当
で
あ
る
よ
う
な
鑑
賞
態
度
が
明
る
み
に
出
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
鑑
賞
態
度
の
存
在
を
指
摘
す
る
こ
と
で
「
絵
画
作
品
＝
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
絵
画
」
と
い
う
比
較
的
強
固
に
維
持
さ
れ
て
き
た
図
式
に
反
例
を
示
す
こ
と
は
、
存
在
論
的
に
も
美
学
的
に
も
意
義
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。

　
こ
こ
ま
で
、
複
製
可
能
主
義
一
般
へ
の
批
判
と
そ
れ
へ
の
可
能
な
反
論
を
見
て
き
た
。
既
に
明
ら
か
な
通
り
、
後
半
で
の
議
論
は
芸
術
作
品
の

存
在
論
に
つ
い
て
の
メ
タ
的
な
考
察
に
踏
み
込
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
、
鑑
賞
の
概
念
と
作
品
の
存
在
論
的
地
位
と
の
間
に
あ
る
べ
き
関
係
を
め
ぐ

る
考
察
で
あ
る
。
こ
の
結
論
が
定
ま
ら
な
い
こ
と
に
は
、
ど
れ
だ
け
芸
術
実
践
を
詳
し
く
調
べ
て
も
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
な
存
在
論
的
帰
結
は
決

定
で
き
な
い
。
他
方
、
そ
の
よ
う
な
メ
タ
的
な
議
論
が
実
際
の
鑑
賞
実
践
か
ら
独
立
に
裁
定
で
き
る
と
考
え
る
の
も
楽
観
的
に
す
ぎ
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
る
と
こ
ろ
、
ど
の
よ
う
な
基
準
か
ら
存
在
論
的
地
位
を
判
断
す
べ
き
か
と
い
う
議
論
と
、
そ
の
基
準
に
よ
っ
て
実
際
に
ど
の
よ
う
な
存
在
論
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的
帰
結
が
得
ら
れ
る
か
と
い
う
議
論
と
の
間
を
、
互
い
に
往
復
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
さ
て
、
芸
術
作
品
の
存
在
論
に
対
す
る
そ
の
よ
う
な
メ
タ
な
議
論
と
い
う
観
点
か
ら
は
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
議
論
へ
は
も
う
一
つ
別
の
批
判
が

な
さ
れ
う
る
。
次
に
こ
れ
を
検
討
し
た
い
。

4
．
2

　
批
判
2：
作
品
概
念
の
可
変
性
か
ら
の
反
論

　
次
に
検
討
す
る
批
判
は
、
複
製
可
能
主
義
の
中
で
も
特
に
技
術
可
能
主
義
へ
と
向
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
技
術
可
能
主
義
は
、
可
能
的
に
で

あ
れ
複
製
技
術
が
存
在
し
う
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
絵
画
作
品
が
現
に
タ
イ
プ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
立
場
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
技

術
可
能
主
義
に
は
、
そ
の
可
能
的
状
況
か
ら
の
推
論
に
疑
い
を
差
し
挟
む
余
地
が
あ
る
。
た
し
か
に
、
も
し
精
巧
な
複
製
が
技
術
的
に
可
能
に
な

れ
ば
、
我
々
の
絵
画
に
つ
い
て
の
実
践
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
に
囚
わ
れ
な
い
も
の
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
よ
う
な
状
況
で
は
、
絵
画
作

品
は
タ
イ
プ
と
し
て
の
地
位
を
認
め
う
る
。
だ
が
そ
こ
か
ら
、
現
状
に
お
い
て
絵
画
作
品
が
タ
イ
プ
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
引
き
出
せ
な
い
の

で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
、
現
状
の
我
々
の
絵
画
実
践
は
そ
の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
い
な
い
か
ら
だ
。

　
こ
の
批
判
は
あ
る
前
提
を
置
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
絵
画
作
品
（
お
よ
び
芸
術
作
品
（
が
ど
の
よ
う
な
存
在
論
的
カ
テ
ゴ
リ
に
属
す
の
か
は
、

そ
の
作
品
概
念
を
め
ぐ
る
現
状
の
実
践
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
、
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
こ
の
前
提
の
下
で
は
、
現
状
と
は
大
き
く
異
な
る
よ
う

な
可
能
的
状
況
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
実
践
に
基
づ
い
て
、
現
に
我
々
が
使
用
し
て
い
る
作
品
概
念
を
論
じ
る
際
に
は
、（
そ
れ
を
禁

じ
る
と
ま
で
は
い
か
な
く
と
も
（
慎
重
な
議
論
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
芸
術
作
品
の
存
在
論
に
つ
い
て
こ
の
前
提
に
相
当
す
る
見
解
を
明
示
し
て
い
る
代
表
的
な
論
者
と
し
て
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
デ
イ
ヴ
ィ
ス
が

挙
げ
ら
れ
る
。
彼
が
芸
術
作
品
の
存
在
論
に
つ
い
て
の
「
実
践
的
制
約
（pragm

atic constraint

（」
と
呼
び
、
強
調
す
る
の
は
、
芸
術
作
品
の
存

在
論
に
つ
い
て
の
次
の
よ
う
な
方
法
論
的
原
理
で
あ
る 

（
52
（

 

。
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芸
術
作
品
は
、
我
々
の
反
省
的
な
批
評
・
鑑
賞
実
践
に
お
い
て
「
作
品
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
対
し
て
、
そ
れ
に
帰
属
す
る
の
が
正
し
い
よ
う

な
種
類
の
性
質
を
担
え
る
存
在
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
「
作
品
」
が
そ
の
実
践
に
お
い
て
個
別
化
さ
れ
る
（
あ

る
い
は
、
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
（
仕
方
で
個
別
化
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
実
践
に
お
い
て
「
作
品
」
に
帰
属
さ
れ
る
の
が
も
っ
と
も
ら
し
い
様
相

的
性
質
を
持
つ
よ
う
な
、
そ
う
い
う
存
在
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
53
（

 

や
や
込
み
入
っ
た
規
定
で
あ
る
が
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
基
本
的
な
ア
イ
デ
ィ
ア
は
シ
ン
プ
ル
で
あ
る
。
我
々
が
芸
術
や
芸
術
作
品
に
つ
い
て
哲
学
的

な
関
心
を
寄
せ
る
の
は
、
批
評
実
践
に
我
々
を
悩
ま
せ
る
よ
う
な
特
徴
が
あ
っ
た
り
、
鑑
賞
実
践
に
お
い
て
作
品
が
我
々
を
魅
了
し
た
り
す
る
か

ら
に
他
な
ら
な
い
。「
芸
術
作
品
」
と
い
う
観
念
は
ま
さ
し
く
、
そ
の
よ
う
な
諸
実
践
に
お
い
て
一
定
の
役
割
を
果
た
し
、
と
り
わ
け
特
別
な
注

意
を
払
わ
れ
る
対
象
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
根
差
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
実
践
を
抜
き
に
し
た
芸
術
作
品
概
念
は
空
虚
だ
。
そ
れ
ゆ
え
、
芸

術
作
品
に
関
す
る
哲
学
的
考
察
は
「
我
々
の
現
実
の
芸
術
実
践
を
批
判
的
に
反
省
す
る
こ
と
か
ら
始
め
る
外
な
い
」 

（
54
（

 

。
こ
れ
は
芸
術
作
品
の
存

在
論
に
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
の
実
践
に
つ
い
て
の
考
察
に
基
づ
い
て
芸
術
作
品
の
存
在
論
的
地
位
を
議
論
す
る
の
が
正
当

で
あ
る
。
逆
に
、
い
く
ら
理
論
的
な
美
徳
を
備
え
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
の
実
践
か
ら
乖
離
し
た
存
在
論
は
芸
術
作
品
の
存
在
論
と
し
て
不
適
格
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
に
芸
術
作
品
の
存
在
論
の
適
格
性
に
つ
い
て
、
芸
術
実
践
の
優
位
を
説
く
の
が
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
実
践
的
制
約
で
あ
る
。

　
た
だ
し
、
す
ぐ
に
付
け
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
が
求
め
る
の
は
現
実
の
芸
術
実
践
そ
の
も
の
に
存
在
論
が
従
う
こ
と
で

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ス
が
「
反
省
」
と
い
う
語
を
用
い
る
意
図
は
こ
こ
に
あ
る
。
芸
術
の
鑑
賞
や
批
評
の
実
践
そ
の
も
の

は
入
り
組
ん
で
お
り
、
互
い
に
整
合
的
で
あ
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
我
々
の
実
践
で
は
、
と
き
に
は
単
一
の
批
評
家
や
芸
術
家
の
中
に
お
い
て

さ
え
、
矛
盾
す
る
見
解
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。
よ
っ
て
、
芸
術
作
品
の
存
在
論
が
拠
っ
て
立
つ
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
基
盤
を
提
供
で
き
る
か

は
疑
わ
し
く
、
芸
術
作
品
の
存
在
論
が
我
々
の
鑑
賞
実
践
に
暗
に
陽
に
含
ま
れ
る
規
範
全
て
に
応
答
す
る
よ
う
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
、
批
評
実
践
が
目
指
し
て
い
る
目
標
や
芸
術
作
品
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
る
価
値
な
ど
を
考
慮
し
つ
つ
実
践
を
理
性
的
に
反
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省
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
の
実
践
を
統
括
す
る
諸
規
範
を
理
論
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
を
求
め
る
。
そ
の
よ
う
に
再
構
成
さ
れ
た
規
範
に
対
し
て
、

芸
術
作
品
の
存
在
論
が
整
合
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
の
が
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
実
践
的
制
約
の
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
を
指
し
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
実
践
的

制
約
が
「
芸
術
の
存
在
論
に
芸
術
の
認
識
論
へ
の
責
任
を
負
わ
せ
る
」
も
の
で
あ
る
と
も
表
現
し
て
い
る 

（
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（

 

。

　
ま
と
め
る
と
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
が
実
践
的
制
約
で
芸
術
作
品
の
存
在
論
に
求
め
る
の
は
、
そ
の
存
在
論
的
な
立
場
が
我
々
の
芸
術
実
践
を
反
省
す

る
こ
と
で
得
ら
れ
る
見
解
と
矛
盾
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
私
の
考
え
で
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
こ
の
主
張
は
基
本
的
に
正
し
い
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
の
立
場
か
ら
提
起
さ
れ
う
る
技
術
可
能
主
義
へ
の
批
判
も
ま
た
、
真
剣
に
検
討
す
る
に
値
す
る
も
の
と
考
え
る
。

　
で
は
、
実
践
的
制
約
は
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
技
術
可
能
主
義
に
ど
の
よ
う
な
問
題
を
提
起
す
る
だ
ろ
う
か
。
デ
イ
ヴ
ィ
ス
が
主
張
す
る
実
践
優
位

の
発
想
で
は
、
芸
術
実
践
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
の
探
究
が
、
存
在
論
的
な
結
論
を
支
持
す
る
上
で
最
も
重
要
な
要
素
で
あ
る
は
ず
だ
。

芸
術
作
品
が
ど
の
よ
う
な
存
在
者
で
あ
る
か
の
判
断
は
ま
さ
し
く
、
そ
の
実
践
に
お
い
て
「
芸
術
作
品
」
と
い
う
語
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
、
ど

の
よ
う
な
性
質
を
帰
属
さ
れ
る
対
象
を
指
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
の
反
省
に
基
づ
く
。
こ
の
こ
と
は
、
芸
術
実
践
自
体
が
異
な
れ

ば
芸
術
作
品
の
存
在
論
的
地
位
も
異
な
っ
た
も
の
で
あ
り
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
含
意
す
る
。
そ
の
た
め
、
現
状
の
芸
術
実
践
と
は
異
な
る
実
践

が
想
定
で
き
る
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
得
ら
れ
る
の
は
、
そ
の
実
践
の
下
に
お
け
る
存
在
論
的
な
地
位
に
つ
い
て
の
帰
結
で
あ
っ
て
、
そ

こ
か
ら
我
々
の
現
状
の
作
品
概
念
に
つ
い
て
推
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
技
術
可
能
主
義

は
、
芸
術
作
品
の
存
在
論
を
展
開
す
る
上
で
変
え
て
は
い
け
な
い
パ
ラ
メ
ー
タ
に
手
を
付
け
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
で

あ
る
。

　
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
か
ら
は
次
の
よ
う
な
反
論
が
可
能
だ
ろ
う
。
た
し
か
に
精
巧
な
複
製
の
登
場
に
よ
っ
て
我
々
の
絵
画
実
践
は
変
化
す
る
よ
う
に

見
え
る
が
、
そ
れ
は
表
面
的
な
変
化
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
で
鑑
賞
さ
れ
て
い
る
要
素
だ
け
で
、
我
々
が
現
在
行
っ
て
い
る
鑑
賞
も
ま

た
事
足
り
る
か
ら
で
あ
る
。
複
製
は
我
々
の
鑑
賞
に
対
し
、
何
も
足
す
こ
と
も
な
け
れ
ば
、
何
も
引
く
こ
と
も
な
い
。
鑑
賞
実
践
が
複
製
の
登
場

に
よ
っ
て
劇
的
に
変
化
し
た
状
況
を
想
定
す
る
こ
と
は
た
し
か
に
可
能
で
は
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
想
定
が
必
然
的
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
複
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製
技
術
が
発
達
し
つ
つ
も
鑑
賞
実
践
の
本
質
は
変
わ
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
の
が
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
想
定
し
て
い
る
状
況
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
絵

画
に
お
い
て
我
々
が
見
て
取
る
も
の
に
つ
い
て
の
実
践
お
よ
び
そ
の
規
範
は
変
わ
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
実
践
を
保
存
し
た
ま
ま
に
我
々
の
関
心
は

タ
イ
プ
に
向
き
う
る
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
現
状
の
我
々
の
鑑
賞
実
践
も
そ
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
現
状
我
々
が
作
品
と
し
て
関
心

を
抱
い
て
い
る
の
も
ま
た
、
本
当
は
タ
イ
プ
な
の
だ
、
と
い
う
わ
け
だ
。

　
実
践
的
制
約
が
芸
術
実
践
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
へ
の
反
省
に
存
在
論
を
基
づ
か
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
、
こ
の
よ
う

な
反
論
の
余
地
が
よ
り
明
ら
か
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
デ
イ
ヴ
ィ
ス
の
議
論
に
従
え
ば
、
芸
術
の
存
在
論
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
は
三
つ
の
層

が
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
は
、

（1）
芸
術
実
践
そ
れ
自
体
、

（2）
芸
術
実
践
へ
の
反
省
に
基
づ
い
た
芸
術
の
認
識
論
、

（3）
芸
術
作
品
の
存
在
論
、
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、
こ
れ
ら
を
順
に
下
か
ら
配
置
し
た
図
式
で
考
え
て
み
よ
う
。
デ
イ
ヴ
ィ
ス
が
芸
術
作
品
の
存
在
論
に
反
映
さ
れ
る
べ
き
と
し
た

の
は
、
下
層
の
芸
術
実
践
で
は
な
く
、
中
層
の
芸
術
の
認
識
論
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
芸
術
実
践
に
お
け
る
変
化
の
う
ち
、
芸
術
作
品
の
存
在
論

に
響
く
の
は
、
芸
術
の
実
践
を
支
配
す
る
規
範
に
変
化
を
伴
っ
て
い
る
よ
う
な
、
中
層
で
の
違
い
を
も
た
ら
し
う
る
も
の
だ
け
で
あ
る
。

　
こ
の
反
論
の
余
地
が
あ
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
実
践
的
制
約
が
直
ち
に
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
へ
の
批
判
を
生
む
わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う

な
批
判
が
妥
当
と
な
る
の
は
、
高
度
な
複
製
技
術
が
登
場
す
る
と
我
々
の
絵
画
作
品
を
め
ぐ
る
実
践
の
規
範
が
変
化
す
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な
い
、

と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
と
き
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
示
す
に
は
、
我
々
の
絵
画
実
践
や
芸
術
実
践
一
般
が
持
つ
様
相
的
性
質
を
考
慮
す
る
必
要

が
あ
る
。
管
見
の
限
り
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
芸
術
作
品
が
持
つ
様
相
的
性
質
に
つ
い
て
は
言
及
し
て
い
る
も
の
の
、
芸
術
の
鑑
賞
実
践
そ
の
も
の
が

持
つ
様
相
的
性
質
に
つ
い
て
実
践
的
制
約
の
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
か
を
明
示
的
に
は
述
べ
て
い
な
い
。
そ
の
た
め
、
下
層
に
お

け
る
実
践
の
変
化
が
中
層
に
お
け
る
判
断
に
ど
の
よ
う
に
影
響
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
作
品
の
様
相
的
性
質
の
処
理
と
照
ら
し
つ
つ
、
詳
細
な

考
察
へ
進
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
め
ぐ
る
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
議
論
は
、
芸
術
作
品
の
存
在
論
に
お
け

る
方
法
論
的
な
関
心
に
お
い
て
も
、
新
た
な
論
点
を
提
供
す
る
。

　
本
稿
で
は
こ
の
論
点
に
つ
い
て
さ
ら
に
詳
細
な
考
察
に
進
む
余
裕
は
無
い
の
で
、
以
下
、
簡
単
な
見
通
し
だ
け
を
示
し
て
お
き
た
い
。
技
術
可
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能
主
義
と
そ
れ
に
対
す
る
実
践
的
制
約
か
ら
の
批
判
と
の
間
に
は
、
次
の
論
点
が
横
た
わ
っ
て
い
る
。
精
巧
な
複
製
技
術
が
存
在
す
る
状
況
に
お

い
て
、
我
々
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
け
で
な
く
複
製
を
も
通
じ
て
絵
画
作
品
を
鑑
賞
す
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
、
そ
れ
は
絵
画
鑑
賞
に
つ
い
て
の
規
範

の
変
更
を
伴
っ
た
も
の
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
う
で
な
い
の
か
。
こ
の
点
に
結
論
を
出
す
た
め
に
は
、
複
製
の
登
場
に
よ
っ
て
鑑
賞
実
践
そ
の
も

の
が
何
か
本
質
的
な
変
化
を
被
る
こ
と
に
な
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
よ
り
詳
細
に
考
え
る
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
、
精
巧
な
複
製
が
登
場
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
鑑
賞
実
践
が
変
化
す
る
の
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
し
て
な
の
か
。
あ
る
い
は
、
そ
の
よ
う
な
変
化

を
支
え
る
信
念
は
現
在
の
我
々
に
も
共
通
し
た
も
の
と
言
え
る
の
か
、
な
ど
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
過
程
で
、
絵
画
鑑
賞
に
つ
い
て
そ
の
実
践
の

本
質
が
何
に
あ
る
の
か
と
い
う
根
本
的
な
考
察
が
必
要
と
な
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
考
慮
す
べ
き
芸
術
実
践
の
中
に
は
鑑
賞
実
践
の
ほ
か
に
も
、
批

評
実
践
や
創
作
実
践
が
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
ら
の
実
践
に
つ
い
て
も
同
様
の
検
討
が
求
め
ら
れ
る
。
（
そ
し
て
、
鑑
賞
実
践
の
変
化

と
創
作
実
践
の
変
化
は
連
動
す
る
部
分
が
大
き
い
の
で
、
そ
れ
ら
を
完
全
に
独
立
し
て
考
察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う 
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こ
の
よ
う
に
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
技
術
可
能
主
義
と
そ
れ
へ
の
実
践
的
制
約
か
ら
の
批
判
は
、
芸
術
作
品
の
存
在
論
に
つ
い
て
の
方
法
論
的
な

議
論
を
経
由
し
つ
つ
、
芸
術
実
践
に
つ
い
て
の
よ
り
詳
細
な
検
討
へ
と
我
々
を
導
く
こ
と
に
な
る
。

　
本
節
で
は
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
議
論
を
整
理
し
た
後
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
対
し
て
な
さ
れ
う
る
二
つ
の
批
判
と
可
能
な
応
答
を
概
観
し
た
。
断
っ

て
お
く
と
、
こ
こ
で
の
批
判
は
ど
ち
ら
も
最
終
的
に
は
絵
画
鑑
賞
実
践
に
つ
い
て
反
省
を
求
め
る
こ
と
に
帰
着
し
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
美
学

的
な
観
点
か
ら
の
批
判
（
お
そ
ら
く
は
、
そ
の
一
部
（
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
別
の
角
度
か
ら
、
と
り
わ
け
存
在
論
内
部
か
ら
の
批
判
も
十
分
に

あ
り
う
る
。
そ
れ
で
も
既
に
明
ら
か
な
通
り
、
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
示
し
た
断
片
的
な
議
論
は
豊
富
な
論
点
へ
と
つ
な
が
る
水
脈
で
あ
る
。
本
稿
で

は
そ
こ
か
ら
技
術
可
能
主
義
を
す
く
い
上
げ
て
吟
味
し
、
鑑
賞
態
度
の
多
様
性
や
実
践
的
制
約
と
い
っ
た
他
の
水
系
と
の
つ
な
が
り
を
指
摘
し
た
。
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こ
こ
ま
で
、
絵
画
作
品
の
存
在
論
を
展
開
し
た
倉
田
の
議
論
に
着
目
し
、
そ
の
検
討
を
通
す
形
で
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
議
論
に
対
す
る
別
の
解
釈

の
可
能
性
を
提
示
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
対
す
る
批
判
の
可
能
性
を
提
示
し
て
き
た
。
最
後
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。
本
稿
は
倉
田
の
「
タ
イ
プ

化
」
に
よ
る
議
論
を
め
ぐ
る
理
論
的
な
問
題
点
と
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
テ
ク
ス
ト
へ
の
解
釈
的
な
問
題
点
を
指
摘
し
た
。
前
者
の
問
題
点
の
検
討
を

通
し
て
、

（1）
「
タ
イ
プ
化
」
概
念
の
規
定
を
「
生
成
的
タ
イ
プ
化
」
へ
と
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、

（2）
複
製
現
実
主
義
と
複
製
可
能
主
義
を

区
別
し
つ
つ
、
芸
術
作
品
の
統
一
テ
ー
ゼ
の
擁
護
に
と
っ
て
望
ま
し
い
の
が
複
製
可
能
主
義
の
方
で
あ
る
こ
と
を
示
し
た
。
次
に
後
者
の
問
題
点

の
検
討
を
通
し
て
、

（3）
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
を
倉
田
と
は
異
な
っ
た
仕
方
で
よ
り
整
合
的
に
解
釈
で
き
る
こ
と
、

（4）
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
議
論
は
と
り
わ

け
複
製
可
能
主
義
の
中
で
も
技
術
可
能
主
義
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
こ
と
を
示
し
た
。
最
後
に
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
へ
の
可
能
な
批
判
と
そ
れ
へ
の
再

反
論
を
検
討
し
、
以
下
を
示
し
た
。
ま
ず
、

（5）
オ
リ
ジ
ナ
ル
へ
の
関
心
を
保
存
す
る
鑑
賞
態
度
の
存
在
を
指
摘
す
る
立
場
か
ら
な
さ
れ
る
批
判
に

対
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
絵
画
鑑
賞
に
も
不
可
欠
な
最
低
限
の
関
心
が
存
在
す
る
と
主
張
す
る
方
針
と
、
作
品
概
念
を
鑑
賞
態
度
に
相
対
化
す
る

方
針
、
こ
の
二
つ
が
可
能
で
あ
る
。
次
に
、

（6）
「
実
践
的
制
約
」
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
う
る
作
品
概
念
の
可
変
性
か
ら
の
批
判
に
対
し
て
は
、
そ

の
よ
う
な
作
品
概
念
の
変
化
が
必
然
的
で
は
な
い
と
い
う
観
点
か
ら
応
答
が
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
精
巧
な
複
製
を
通
し
た
創
作
・
鑑
賞
実

践
の
登
場
が
絵
画
実
践
の
規
範
の
変
化
を
伴
う
の
か
否
か
、
と
い
う
芸
術
実
践
の
様
相
的
性
質
め
ぐ
る
論
点
が
鍵
と
な
る
。

　
冒
頭
で
も
触
れ
た
通
り
、
本
稿
は
「
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
な
の
か
」
と
い
う
問
題
に
断
定
的
な
結
論
を
出
す
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
「
あ

ら
ゆ
る
芸
術
作
品
は
タ
イ
プ
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
も
回
答
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
本
稿
で
の
議
論
か
ら
こ
の
問
題
に
つ
い
て
示
唆
さ
れ
る
こ

と
は
、
絵
画
作
品
に
限
っ
て
さ
え
、
我
々
の
創
作
実
践
や
鑑
賞
実
践
と
し
て
認
め
う
る
も
の
の
多
様
性
は
、
そ
の
よ
う
な
断
定
的
な
結
論
を
許
す

も
の
か
疑
わ
し
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
作
品
が
我
々
の
創
作
実
践
と
鑑
賞
実
践
に
お
け
る
評
価
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
そ
の
本

質
と
し
、
そ
れ
ら
の
実
践
に
お
け
る
振
る
舞
い
に
よ
っ
て
個
別
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
の
実
践
の
多
様
性
（
な
い
し
複
数
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性
（
は
作
品
概
念
の
多
様
性
（
な
い
し
複
数
性
（
を
許
容
す
る
も
の
と
な
る
。
最
終
節
で
見
た
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
対
す
る
二
つ
の
批
判
と
そ
の
応

答
は
、
そ
の
よ
う
な
実
践
に
お
け
る
多
様
性
と
絶
え
ず
接
す
る
関
係
に
あ
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

　
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
多
様
性
を
考
慮
に
入
れ
て
も
芸
術
作
品
の
存
在
論
と
い
う
試
み
そ
の
も
の
が
意
味
を
失
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に

は
注
意
し
た
い
。
も
し
多
元
的
な
作
品
概
念
に
見
る
べ
き
も
の
が
な
い
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
あ
ま
り
に
も
芸
術
の
「
統
一
テ
ー
ゼ
」
な
い

し
「
一
元
論
的
見
解
」
を
求
め
る
形
而
上
学
的
な
関
心
に
囚
わ
れ
す
ぎ
で
あ
ろ
う
。
最
終
的
に
結
論
す
る
「
n
元
論
的
見
解
」
の
「
n
」
に
代
入

さ
れ
る
数
が
何
で
あ
れ
、
芸
術
作
品
の
存
在
論
が
経
る
べ
き
有
意
義
な
作
業
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
個
々
の
領
域
な
い
し
ジ
ャ
ン
ル

に
お
け
る
作
品
概
念
が
よ
っ
て
立
つ
創
作
実
践
や
鑑
賞
実
践
を
よ
り
よ
く
記
述
し
、
そ
こ
に
お
け
る
存
在
論
的
な
含
意
を
す
く
い
取
る
と
い
う
作

業
で
あ
る
。
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
作
業
を
経
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
我
々
は
日
々
の
創
作
実
践
や
批
評
実
践
（
あ
る
い
は
そ
こ
か
ら
派
生
す
る

訴
訟
な
ど
（
に
お
い
て
作
品
概
念
を
め
ぐ
っ
て
生
じ
る
不
整
合
を
整
理
し
直
し
、
そ
れ
を
よ
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
非
明
示
的
な
仕
方
で

営
ま
れ
る
実
践
を
明
示
化
す
る
と
い
う
作
業
が
重
要
で
あ
る
こ
と
は
、
芸
術
作
品
の
存
在
論
に
あ
っ
て
も
例
外
で
は
な
い
。

5
　
附
論：

複
製
可
能
主
義
の
形
式
化
と
技
術
可
能
主
義
の
三
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン

　
以
上
か
ら
明
ら
か
な
通
り
、
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
め
ぐ
る
複
製
主
義
に
は
二
つ
の
様
相
的
観
点
が
絡
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
「
複
製
技
術
が

可
能
で
あ
る
」
と
い
う
様
相
と
「（
複
製
技
術
を
使
っ
て
（
複
製
が
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
様
相
の
二
つ
で
あ
る
。
こ
の
附
論
で
は
、
様
相
を
扱

う
現
代
哲
学
の
標
準
的
な
流
儀
の
一
つ
で
あ
る
可
能
世
界
概
念
を
用
い
て
、
複
製
主
義
を
形
式
的
に
区
別
し
た
後
、
と
り
わ
け
技
術
可
能
主
義
が

三
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
持
ち
う
る
こ
と
を
指
摘
し
た
い
。

　
こ
こ
で
は
「
可
能
世
界
」
を
、
存
在
す
る
複
製
技
術
や
そ
れ
を
用
い
て
作
ら
れ
る
複
製
に
関
す
る
「
可
能
な
状
況
」
と
し
て
考
え
た
い
。
日
常

的
な
用
語
法
の
感
覚
か
ら
言
っ
て
も
、
新
た
な
複
製
技
術
が
開
発
さ
れ
た
り
、
そ
の
技
術
を
用
い
て
実
際
に
新
た
な
複
製
が
作
ら
れ
た
り
す
る
こ
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と
に
よ
っ
て
、
複
製
や
そ
の
技
術
を
め
ぐ
る
「
状
況
」
は
、
あ
る
「
状
況
」
か
ら
別
の
「
状
況
」
へ
と
移
り
変
わ
る
、
と
み
な
せ
る
だ
ろ
う
。
こ

の
よ
う
な
状
況
の
変
化
を
、
こ
こ
で
は
あ
る
可
能
世
界
か
ら
別
の
可
能
世
界
へ
の
到
達
可
能
性
関
係
と
し
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

　
上
の
二
つ
の
様
相
を
そ
れ
ぞ
れ
可
能
世
界
間
の
到
達
可
能
性
関
係
と
考
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
つ
は
「
存
在
す
る
複
製
を
変
え
な
い
ま
ま
、
複

製
技
術
の
水
準
を
上
げ
て
到
達
で
き
る
」
と
い
う
関
係
、
も
う
一
つ
は
「
複
製
技
術
の
水
準
を
変
え
な
い
ま
ま
、
そ
の
複
製
技
術
を
用
い
て
複
製

す
る
こ
と
で
到
達
で
き
る
」
と
い
う
関
係
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
前
者
の
到
達
可
能
性
をR

1

、
後
者
をR

2

と
指
標
付
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
こ
こ
で
、
複
製
現
実
主
義
、
技
術
現
実
主
義
、
技
術
可
能
主
義
の
三
つ
の
立
場
は
、
以
下
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
に
お
い
て
形
式
的
に
区
別
で
き
る
。

可
能
世
界
の
集
合W

、
到
達
可
能
性
関
係R'1

、R'2

に
つ
い
て
以
下
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
す
る
。

　
　
　W

  = {w
1 , w

2 , w
3 }

　
　
　R'1  = {

〈w
1 , w

2

〉}

　
　
　R'2  = {

〈‹w
2 , w

3

〉}

意
図
さ
れ
て
い
る
の
は
、w

1

の
複
製
水
準
を
上
げ
る
こ
と
でw

2

の
状
況
に
到
達
し
、w

2

に
お
け
る
複
製
技
術
を
実
際
に
適
用
し
て
複
製
を
得
る

こ
と
でw

3

の
状
況
に
到
達
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
あ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
ト
ー
ク
ンa

が
各
世
界
に
存
在
し
（
あ
る
い
は
適
切
な
対
応
者
が
各
世
界
に
存
在
し
（、w

2

とw
3

は
と

あ
る
複
製
技
術f

を
有
し
、w

3

の
み
が
そ
れ
をa

に
用
い
て
作
ら
れ
た
精
巧
な
複
製f 

（a

（
を
有
し
て
い
る
と
す
る
。
こ
の
状
況
で
、a

を
オ
リ

ジ
ナ
ル
と
す
る
絵
画
作
品A

が
タ
イ
プ
で
あ
る
世
界
を
ど
の
範
囲
で
考
え
る
か
で
三
者
は
区
別
さ
れ
る
。
複
製
現
実
主
義
はw

3

で
の
みA

が
タ

イ
プ
で
あ
る
と
す
る
の
に
対
し
、
技
術
現
実
主
義
はw

2

とw
3

に
お
い
て
、
技
術
可
能
主
義
はw

1

とw
2

とw
3

の
全
て
に
お
い
て
、A

が
タ
イ

プ
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
加
え
て
、
複
製
技
術
の
進
展
に
つ
い
て
単
な
る
水
準
の
変
化
だ
け
で
な
く
、
具
体
的
に
ど
の
複
製
技
術
が
ど
の
絵
画
を
複
製
す
る
よ
う
に
な
る
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の
か
を
考
慮
に
入
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
可
能
世
界
ご
と
に
相
対
化
さ
れ
た
複
製
技
術
の
個
体
領
域
を
用
意
し
た
上
で
、
複
製
技
術
上
へ
の
量
化
を

明
示
す
る
必
要
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。
モ
デ
ル
が
や
や
煩
雑
に
な
る
が
、
実
際
そ
の
よ
う
な
考
慮
が
必
要
な
場
面
は
存
在
す
る
。
以
下
、
そ
の
一

例
を
示
し
た
い
。

　
技
術
可
能
主
義
の
主
張
は
、
技
術
現
実
主
義
と
同
様
、
複
製
技
術
の
汎
用
性
が
十
分
に
確
保
さ
れ
て
い
れ
ば
絵
画
作
品
一
般
へ
と
拡
張
さ
れ
う

る
。
だ
が
、
よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
絵
画
作
品
一
般
に
つ
い
て
の
複
製
可
能
主
義
に
は
少
な
く
と
も
次
の
二
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
考
え
ら
れ
る
。

一
つ
は
単
一
の
複
製
技
術
の
下
で
あ
ら
ゆ
る
絵
画
が
複
製
可
能
で
あ
る
よ
う
な
可
能
性
か
ら
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
導
く
バ
ー
ジ
ョ
ン
、
も
う

一
つ
は
各
々
の
絵
画
作
品
に
そ
れ
を
精
巧
に
複
製
す
る
技
術
が
存
在
し
う
る
と
い
う
こ
と
か
ら
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
導
く
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
あ

る
。
前
者
で
は
か
な
り
汎
用
性
の
高
い
複
製
技
術
に
よ
っ
て
一
挙
に
絵
画
の
複
製
が
可
能
と
な
る
状
況
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。
対
し
て
後
者
で
は
、

絵
画
ご
と
に
異
な
る
複
製
技
術
が
適
用
さ
れ
る
よ
う
な
状
況
も
許
容
さ
れ
る
。

　
こ
れ
ら
の
違
い
は
、
各
可
能
世
界
ご
と
の
複
製
技
術
上
へ
の
量
化
を
認
め
る
こ
と
で
、
次
の
よ
う
に
表
現
で
き
る
。
こ
こ
で
便
宜
上
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
絵
画
の
個
体
領
域
は
可
能
世
界
間
で
共
通
で
あ
り
、
複
製
技
術
の
個
体
領
域
は
可
能
世
界
ご
と
に
相
対
化
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
た
だ
し

R
2 w

w
'

で
あ
る
任
意
のw

とw
'

に
つ
い
て
は
、w
の
複
製
技
術
の
個
体
領
域
とw

'

の
そ
れ
は
一
致
す
る
も
の
と
す
る
。o

を
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵

画
上
の
変
項
、t

を
複
製
技
術
上
の
変
項
と
し
、D

xy

が
「x
がy

に
よ
っ
て
複
製
さ
れ
て
い
る
」
を
意
味
す
る
二
項
述
語
だ
と
す
る
。
ま
た
、
可

能
性
オ
ペ
レ
ー
タ
〈τ

〉
と
〈δ

〉
は
、
先
の
二
つ
の
到
達
可
能
性
関
係
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
以
下
の
よ
う
に
充
足
条
件
が
定
義
さ
れ
て
い
る
も
の

と
す
る
。

　
　
　M

, w
―=

v  

〈τ

〉φ⇔
 R

1 w
w

'

で
あ
る
何
ら
か
のw

'

に
お
い
て
、M

, w
'―=

v  φ  

　
　
　M

, w
―=

v  

〈δ

〉φ⇔
 R

2 w
w

'

で
あ
る
何
ら
か
のw

'

に
お
い
て
、M

, w
'―=

v  φ

こ
こ
でM

は
適
切
に
定
義
さ
れ
た
モ
デ
ル
を
、v

は
自
由
変
項
へ
の
個
体
の
割
り
当
て
を
、φ

は
整
式
を
そ
れ
ぞ
れ
指
す
。
「〈τ

〉〈δ

〉Dxy

」
の
意
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図
さ
れ
た
読
み
は
「x

がy

に
よ
っ
て
複
製
可
能
で
あ
る
よ
う
な
複
製
技
術
が
可
能
で
あ
る
」
と
な
る
。

　
具
体
例
で
確
認
し
て
お
こ
う
。
例
え
ば
、w

2

とw
3

に
『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
を
複
製
す
る
技
術t

が
存
在
し
、w

3

に
だ
け
そ
の
技
術
を
用
い
て
作

ら
れ
た
複
製
が
存
在
し
て
い
る
と
し
よ
う
。
ま
た
、R

1 w
1 w

2

か
つR

2 w
2 w

3

と
し
、o

は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
を
表
す
と
す
る
。
こ

の
よ
う
な
モ
デ
ル
の
下
で
は
、w

3

で
はD

ot

が
、w

2

で
は
〈δ

〉Dot

が
、w

1

で
は
〈τ

〉〈δ

〉Dot

が
そ
れ
ぞ
れ
充
足
さ
れ
て
い
る
。
（
つ
ま
り
、w

3

は
「『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
の
複
製
が
実
際
に
存
在
し
て
い
る
状
況
」
で
あ
り
、w

2

は
「
『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
の
複
製
が
技
術
的
に
可
能
で
あ
る
状
況
」

で
あ
り
、w

1

は
「『
モ
ナ
・
リ
ザ
』
を
複
製
す
る
技
術
が
可
能
で
あ
る
状
況
」
で
あ
る
。
（
こ
の
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
絵
画
作
品

一
般
の
タ
イ
プ
性
を
主
張
す
る
た
め
に
要
求
す
る
の
は
以
下
の
条
件
で
あ
る
。

　
　
　
技
術
可
能
主
義ver.1

　
〈τ
〉∃t∀

o

〈δ

〉Dot

（
あ
る
複
製
技
術
の
下
で
あ
ら
ゆ
る
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
が
複
製
可
能
で
あ
り
う
る
。（

　
　
　
技
術
可
能
主
義ver.2

　
〈τ
〉∀o∃

t
〈δ

〉Dot

（
そ
れ
ぞ
れ
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
に
、
そ
れ
を
複
製
可
能
な
技
術
が
存
在
し
う
る
。（

明
ら
か
な
通
り
、ver.1

の
要
求
が
満
た
さ
れ
て
い
る
状
況
は
常
にver.2

の
要
求
も
満
た
す
が
、
逆
は
成
り
立
た
な
い
。

　
さ
ら
に
こ
れ
ら
に
加
え
て
、
全
て
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
が
同
じ
複
製
技
術
状
況
下
で
複
製
可
能
で
な
く
と
も
よ
い
、
と
認
め
る
バ
ー
ジ
ョ
ン

も
可
能
だ
。
こ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
次
を
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
の
条
件
と
し
て
要
求
す
る
も
の
と
し
て
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
技
術
可
能
主
義ver.3

　∀
o

〈τ

〉∃t

〈δ

〉Dot

（
何
ら
か
の
複
製
技
術
に
よ
っ
て
複
製
可
能
で
あ
る
よ
う
な
状
況
が
、
ど
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

絵
画
に
も
存
在
し
う
る
。（

オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
の
個
体
領
域
が
同
じ
で
あ
る
と
想
定
し
て
い
る
今
の
状
況
で
は
、ver.2

の
要
求
を
満
た
す
状
況
は
常
にver.3

の
要
求
も
満

た
す
が
、
逆
は
成
り
立
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
れ
ら
三
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
は
、
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
主
張
す
る
上
で
複
製
技
術
に
要
求
す
る

ハ
ー
ド
ル
が
高
い
順
に
並
ん
で
い
る
。

　ver.3

ほ
ど
に
要
求
を
弱
め
る
こ
と
が
も
っ
と
も
ら
し
い
場
面
と
し
て
、
複
製
技
術t1
とt2

が
同
じ
状
況
で
は
実
現
不
可
能
で
あ
り
、
か
つ
、

そ
れ
ぞ
れ
に
そ
れ
を
用
い
な
け
れ
ば
複
製
が
で
き
な
い
よ
う
な
絵
画o

1

とo
2

が
存
在
す
る
（
多
分
に
人
工
的
な
（
場
面
を
考
え
て
み
た
い
。
例
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え
ば
、t1

は
二
〇
八
九
年
十
一
月
九
日
の
ベ
ル
リ
ン
の
最
高
気
温
が
摂
氏
十
度
以
上
で
あ
れ
ば
実
現
可
能
で
あ
る
が
、t2

は
十
度
未
満
で
あ
る
場

合
に
実
現
可
能
で
あ
る
、
と
し
よ
う
。
あ
る
状
況
に
お
い
て
、
同
日
の
ベ
ル
リ
ン
の
平
均
気
温
が
、
摂
氏
十
度
以
上
か
つ
そ
れ
未
満
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、o

1

とo
2

と
が
同
じ
状
況
に
お
い
て
複
製
可
能
で
あ
る
こ
と
は
な
い
。
よ
っ
て
、ver.2

の
下
で
は
技
術
可

能
主
義
は
絵
画
作
品
一
般
の
タ
イ
プ
性
を
主
張
で
き
な
い
。
だ
が
、ver.3

の
下
で
は
こ
の
状
況
で
も
な
お
、o

1

とo
2

が
そ
れ
ぞ
れ
別
の
状
況
に

お
い
て
複
製
可
能
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
を
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
か
な
り
人
工
的
な
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
類
す
る
こ
と
は
実
際
に
は
生
じ
な
い
と
楽
観
視
す
る
の
で
あ
れ
ばver.3

の
よ
う

な
要
求
を
考
え
る
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
は
弱
ま
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
複
製
技
術
を
実
現
す
る
条
件
同
士
が
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
起
こ
さ
な
い
と
い

う
こ
と
は
、
必
ず
し
も
自
明
で
は
な
い
。
と
り
わ
け
、
問
題
と
す
る
複
製
技
術
の
範
囲
を
人
類
が
開
発
可
能
な
も
の
の
み
に
絞
る
立
場
を
と
る
場

合
は
、
こ
の
よ
う
な
現
実
的
な
制
約
を
勘
案
す
る
必
要
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。ver.3

の
存
在
を
考
慮
し
て
お
く
こ
と
は
、
技
術
可
能
主
義
の
射

程
を
探
る
上
で
必
ず
し
も
意
味
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

参
考
文
献 

1 
D

avid D
avies. Art as Perform

ance . B
lackw

ell Publishing, 2004. 

2 
D

avid D
avies. The Prim

acy of Practice in the O
ntology of A

rt. The Journal of Aesthetics and Art C
riticism

, Vol. 67, N
o. 2, pp. 159-

171, 2009. 

3 
M

ichael D
um

m
ett. Frege 

― Philosophy of Language . H
arvard U

niversity Press, 2nd edition, 1981. 

4 

ゴ
ッ
ト
ロ
ー
プ
・
フ
レ
ー
ゲ
（
野
本
和
幸
訳
（
「
意
義
と
意
味
詳
論
」
黒
田
亘
・
野
本
和
幸
（
編
（
、
フ
レ
ー
ゲ
著
作
集
四
、
勁
草
書
房
、 

一

九
九
九
年
［
一
八
九
二
―
九
五
年
］。 



89

5 
B

erys G
aut. Film

. In Jerrold Levinson, editor, The O
xford H

andbook of Aesthetics , pp. 627-643. O
xford U

niversity Press, 2003. 
6 

B
erys G

aut. A Philosophy of C
inem

atic Art . C
am

bridge U
niversity Press, 2010. 

7 

飯
田
隆
『
言
語
哲
学
大
全 

Ⅰ
』
勁
草
書
房
、
一
九
八
七
年
。 

8 
Takashi Iida. O

n the C
oncept of a Token G

enerator. Annals of the Japan Association for Philosophy of Science , Vol. 21, pp. 37-55, 

2013. 

9 
A

ndrew
 K

ania. The M
ethodology of M

usical O
ntology: D

escriptivism
 and its Im

plications. The British Journal of Aesthetics , Vol. 

48, N
o. 4, pp. 426-444, 2008. 

10 
A

ndrew
 K

ania. R
ealism

. In Paisley Livingston and C
arl Plantinga, editors, The Routledge C

om
panion to Philosophy and Film

, pp. 

237-248. R
outledge, 2009. 

11 
A

ndrew
 K

ania. The Philosophy of M
usic, The Stanford Encyclopedia of Philosophy  

（fall 2017 edition

（. U
R

L = <https://plato.

stanford.edu/archives/fall2017/entries/m
usic/>, 2017. 

12 

清
塚
邦
彦 

「
写
真
を
通
し
て
物
を
見
る
こ
と : 
K
・
L
・
ウ
ォ
ル
ト
ン
の
透
明
性
テ
ー
ゼ
を
め
ぐ
っ
て
」
山
形
大
学
紀
要
、
人
文
科
学
、
十

五
巻
二
号
、
一
九
―
五
〇
頁
、
二
〇
〇
三
年
。 

13 

倉
田
剛
「
芸
術
作
品
の
存
在
論
　
分
析
的
形
而
上
学
の
立
場
か
ら
」
西
日
本
哲
学
会
（
編
（『
哲
学
の
挑
戦
』
一
六
七
―
二
〇
九
頁
、
春
風
社
、

 

二
〇
一
二
年
。 

14 

倉
田
剛
『
現
代
存
在
論
講
義
Ⅰ
』
新
曜
社
、
二
〇
一
七
年
。 

15 
Paisley Livingston. H

istory of the O
ntology of A

rt, The Stanford Encyclopedia of Philosophy ( sum
m

er 2016 edition). U
R

L = 

<https://plato.stanford.edu/archives/sum
2016/entries/ art-ontology-history/>, 2016. 

16 

西
村
清
和
『
現
代
ア
ー
ト
の
哲
学
』
産
業
図
書
、
一
九
九
五
年
。 



90

17 
Peter F. Straw

son. Indivisuals: An Essay in D
escriptive M

etaphysics . London: M
ethuen, 1959. 

18 
K

endall W
alton. Transparent Pictures: O

n the N
ature of Photographic R

ealism
. C

ritical Inquiry , Vol. 11, N
o. 2, pp. 246-277, 1984. 

註

（
1
（ 

ア
ン
ド
リ
ュ
ー
・
カ
ニ
ア
は
音
楽
作
品
の
存
在
論
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
、
自
身
も
含
め
複
数
の
論
者
を
挙
げ
つ
つ
指
摘
し
て
い

る
（K

ania 2017,
§

 2.1.2.2

（。 

（
2
（ 

倉
田 2012, pp. 168-169. 

（
3
（ 

倉
田
が
「
実
践
的
」
な
正
当
化
と
し
て
意
図
し
て
い
る
の
は
、
当
該
の
論
文
の p. 198

以
降
で
展
開
さ
れ
る
著
作
権
法
に
つ
い
て
の
議
論

で
あ
る
。
本
稿
は
こ
の
部
分
を
扱
わ
ず
、
倉
田
の
「
理
論
的
」
な
正
当
化
の
み
に
焦
点
を
当
て
る
。 

（
4
（ 

倉
田 2012, p. 189. 

（
5
（ 

倉
田 2012, p. 189. 

（
6
（ 

詳
し
く
は
、
倉
田 2012, p. 190

参
照
。 

（
7
（ 

正
確
に
は
こ
こ
に
彫
刻
作
品
も
含
ま
れ
る
が
、
倉
田
は
絵
画
作
品
と
同
様
の
ア
イ
デ
ィ
ア
で
彫
刻
作
品
も
タ
イ
プ
だ
と
主
張
で
き
る
と
考

え
て
い
る
よ
う
だ
。 

（
8
（ 

倉
田 2012, p. 170. 

（
9
（ 「
抽
象
的
対
象
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
本
稿
は
倉
田
と
同
様
に
「
あ
る
も
の
が
抽
象
的
対
象
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
空
間
的
に
位
置

を
持
た
な
い
か
、
あ
る
い
は
時
間
的
に
位
置
を
持
た
な
い
と
き
、
か
つ
そ
の
と
き
に
限
る
」
と
い
う
規
定
を
採
用
す
る
（
倉
田 2012, p. 

171 n. 1

（。 
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（
10
（ 

明
示
的
に
は
書
か
れ
て
は
い
な
い
が
、
倉
田
は
お
そ
ら
く
音
楽
作
品
が
反
復
可
能
で
あ
る
こ
と
か
ら
こ
の
例
化
可
能
性
を
導
き
出
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
反
復
可
能
性
が
例
化
可
能
性
を
前
提
す
る
と
い
う
、
倉
田
の
別
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
記
述
か
ら
示
唆
さ
れ
る
（
倉

田 2017, pp. 107-108

参
照
（。 

（
11
（ 「
完
全
／
不
完
全
（gesättigt/ungesättigt, com

plete/incom
plete

（」
は
し
ば
し
ば
「
飽
和
／
不
飽
和
」
と
も
訳
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
区

別
自
体
は
存
在
論
的
な
議
論
と
独
立
に
な
さ
れ
う
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
飯
田 1987

の p. 62

を
参
照
。 

（
12
（ 

た
だ
し
、
フ
レ
ー
ゲ
の
言
う
意
味
で
の
「
固
有
名
」
が
我
々
の
直
感
よ
り
も
広
範
な
も
の
を
指
す
こ
と
に
は
注
意
を
要
す
る
。
彼
は
複
合

的
な
固
有
名
の
存
在
も
認
め
、
文
さ
え
も
固
有
名
と
み
な
し
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
文
の
意
味
（B

edeutung

（
で
あ
る
真
理
値
は
対
象
で
あ

る
と
考
え
た
。（
こ
の
点
に
つ
い
て
の
簡
潔
な
説
明
と
批
判
に
つ
い
て
は D

um
m

ett 1981

の pp. 180-186

を
参
照
。（ 

（
13
（ 

フ
レ
ー
ゲ 1999, p. 104. 

（
14
（ 

倉
田 2012, pp. 192-193; Straw

son 1959, p. 231.

訳
文
は
〔
〕
に
よ
る
補
足
も
含
め
て
倉
田
の
も
の
を
引
用
し
た
。
な
お
、
ス
ト
ロ
ー

ソ
ン
の
原
文
へ
の
省
略
が
見
ら
れ
る
が
、
本
稿
の
議
論
の
範
囲
で
は
特
に
影
響
は
な
い
。 

（
15
（ 

倉
田 2012, p. 193; Straw
son 1959, p. 231. 

（
16
（ 

倉
田 2012, p. 194. 

（
17
（ 

倉
田 2012, p. 195. 

（
18
（ 

倉
田 2012, p. 195. 

（
19
（ 

倉
田 2012, p. 194. 

（
20
（ 

倉
田 2012, p. 194. 

（
21
（ 

先
に
見
た
通
り
、
倉
田
は
「
対
象
的
性
格
を
有
す
る
普
遍
者
」
と
し
て
タ
イ
プ
を
規
定
し
て
い
る
。
絵
画
作
品
が
先
の
意
味
で
の
対
象
的

性
格
を
有
す
る
こ
と
は
、
絵
画
作
品
が
「
モ
ナ
・
リ
ザ
」
の
よ
う
な
固
有
名
で
名
指
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
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例
化
さ
れ
う
る
こ
と
が
示
さ
れ
れ
ば
、
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。 

（
22
（ 
倉
田 2012, p. 195. 

（
23
（ 
倉
田 2012, p. 196. 

（
24
（ 

倉
田 2012, pp. 196-197. 

（
25
（ 

倉
田 2012, p. 197. 

（
26
（ 

こ
こ
で
厳
密
に
は
、 

（1）
マ
イ
ク
等
を
通
じ
て
録
音
さ
れ
た
時
点
で
複
製
さ
れ
た
と
考
え
る
と
い
う
立
場
と
、

（2）
録
音
が
Ｃ
Ｄ
等
を
通
じ
て

再
生
さ
れ
た
時
点
で
複
製
さ
れ
た
と
考
え
る
と
い
う
立
場
の
二
つ
が
あ
り
う
る
が
、
本
稿
の
議
論
の
限
り
で
は
ど
ち
ら
を
採
用
し
て
も
構

わ
な
い
。 

（
27
（ 

倉
田 2012, p. 198. 

（
28
（ 

な
お
、
倉
田
は
「
個
別
者
と
し
て
現
れ
る
」
と
い
う
言
い
回
し
を
用
い
て
い
る
が
、
当
該
の
文
脈
に
お
い
て
こ
の
「
個
別
者
」
を
「
物
理

的
対
象
」
と
言
い
換
え
て
も
差
し
支
え
な
い
（
倉
田 2012, p. 198

（。 

（
29
（ 

倉
田 2012, p. 194. 

（
30
（ 

こ
れ
が
「
F
で
あ
る
も
の
が
G
化
す
る
」（
あ
る
い
は
単
に
「
A
が
B
化
す
る
」
（
と
い
う
形
式
を
と
る
日
常
的
な
言
い
回
し
に
つ
い
て
の

網
羅
的
な
分
析
だ
と
主
張
す
る
意
図
も
な
い
し
、
本
稿
の
議
論
の
限
り
に
お
い
て
は
そ
の
必
要
も
な
い
。
こ
こ
で
は
「
G
と
い
う
性
質
を

獲
得
す
る
」
と
い
う
結
果
を
含
意
す
る
場
面
に
分
析
対
象
を
絞
っ
て
い
る
。
そ
う
い
う
含
意
を
持
た
な
い
意
味
で
の
「
F
で
あ
る
も
の
が

G
化
す
る
」（
な
い
し
「
A
が
B
化
す
る
」（
と
い
う
形
式
の
表
現
に
つ
い
て
は
、
本
稿
は
何
も
主
張
し
な
い
。

（
31
（ 

倉
田 2012, p. 196. 

（
32
（ 

注
9
を
参
照
。 

（
33
（ 

私
は
こ
こ
で
、
抽
象
的
対
象
が
生
成
し
う
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
抽
象
的
対
象
は
生
成
の
時
間
点
を
持
ち
う
る
と
い
う
こ
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と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
抽
象
的
対
象
が
生
成
時
点
を
持
ち
う
る
と
い
う
こ
と
を
端
的
に
主
張
す
る
だ
け
で
は
、
議
論
と
し
て

不
十
分
で
あ
る
の
も
事
実
で
あ
ろ
う
。
必
要
な
の
は
、
問
題
の
抽
象
的
対
象
が
生
成
さ
れ
る
条
件
や
過
程
を
探
究
し
、
当
該
の
種
類
の
抽

象
的
対
象
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
そ
の
存
在
条
件
を
特
定
す
る
方
法
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
る
（
生
成
さ
れ
う
る
種

類
の
（
抽
象
的
対
象
に
つ
い
て
「
そ
れ
が
い
つ
な
ら
存
在
す
る
と
言
え
、
い
つ
な
ら
存
在
し
な
い
と
言
え
る
の
か
」
と
い
う
こ
と
を
明
ら

か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
私
は
そ
の
よ
う
な
実
質
的
な
説
明
を
与
え
る
議
論
と
し
て
は
、
倉
田
自
身
も
脚
注
で
触
れ
て
い
る
、
飯
田
隆
の

「
ト
ー
ク
ン
・
ジ
ェ
ネ
レ
ー
タ
」
概
念
を
用
い
た
も
の
が
有
望
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
（
倉
田 2012, p. 175 n. 3; Iida 2013

（。
こ
の
点

に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
改
め
て
議
論
し
た
い
。 

（
34
（ 

注
意
。
こ
の
規
定
で
は
「
タ
イ
プ
化
」
以
前
に
当
該
の
絵
画
作
品
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
含
意
さ
れ
て
い
な
い
。「
生
成
す
る
抽

象
的
対
象
が
絵
画
作
品
で
あ
る
と
同
定
さ
れ
る
」
と
い
う
文
言
は
、「
タ
イ
プ
化
」
以
前
に
絵
画
作
品
と
し
て
同
定
さ
れ
る
存
在
が
あ
る

と
い
う
こ
と
を
排
除
し
て
い
な
い
。 

（
35
（ 

あ
る
い
は
、
芸
術
作
品
の
統
一
テ
ー
ゼ
ま
で
を
も
擁
護
す
る
つ
も
り
が
な
い
論
者
で
あ
っ
て
も
、
絵
画
作
品
一
般
の
タ
イ
プ
性
を
主
張
し

た
い
の
で
あ
れ
ば
、
同
様
の
問
題
に
直
面
す
る
。 

（
36
（ 

だ
が
、
こ
こ
か
ら
直
ち
に
「
現
に
あ
ら
ゆ
る
絵
画
作
品
は
タ
イ
プ
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
が
出
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
後
に
述
べ
る
。 

（
37
（ 

実
際
、
ペ
イ
ズ
リ
ー
・
リ
ヴ
ィ
ン
グ
ス
ト
ン
は
「
～
的
に
可
能
」
と
い
う
概
念
が
芸
術
の
存
在
論
に
ど
れ
ほ
ど
多
様
な
オ
プ
シ
ョ
ン
を
も

た
ら
す
の
か
を
指
摘
し
て
い
る
。Livingston 2016

の §
 4

を
参
照
。 

（
38
（ 

倉
田 2012, p. 196. 

（
39
（ 

こ
こ
で
は
典
型
的
な
ク
ラ
シ
ッ
ク
音
楽
作
品
の
場
合
に
話
し
を
絞
っ
て
い
る
点
に
注
意
し
て
ほ
し
い
。
キ
ー
ス
・
ジ
ャ
レ
ッ
ト
の
《
ザ
・

ケ
ル
ン
・
コ
ン
サ
ー
ト
》
の
よ
う
な
即
興
性
の
高
い
音
楽
の
場
合
、
一
回
き
り
の
演
奏
が
そ
の
ま
ま
作
品
と
み
な
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。 
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（
40
（ 

実
際
に
は
、
た
だ
演
奏
者
が
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
演
奏
技
術
の
発
揮
を
支
え
る
環
境
（
楽
譜
、
楽
器
、
演
奏
会
場
な
ど
（
の
存
在

も
必
要
と
さ
れ
る
だ
ろ
う
。 

（
41
（ 
だ
が
、
演
奏
が
ま
ず
不
可
能
で
あ
り
、
作
曲
者
も
演
奏
さ
れ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
な
い
よ
う
な
音
楽
（
例
え
ば
ジ
ョ
ン
・
ス
タ
ン
プ
の

《
妖
精
の
エ
ア
と
死
の
ワ
ル
ツ
》（
の
場
合
に
つ
い
て
は
、
判
断
を
保
留
し
た
い
。
こ
の
場
合
、
そ
も
そ
も
そ
れ
を
音
楽
作
品
と
認
め
る
べ

き
か
微
妙
で
あ
る
。
同
様
に
微
妙
な
境
界
事
例
と
し
て
は
、
演
奏
を
開
始
す
る
こ
と
は
で
き
る
が
終
え
る
こ
と
が
原
理
的
に
で
き
な
い
場

合
（
例
え
ば
、
楽
譜
が
無
限
の
繰
り
返
し
を
要
求
し
て
い
る
場
合
（
な
ど
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
、
こ
こ
で
は
判
断
を
保
留

す
る
。 

（
42
（ 

も
し
あ
る
複
製
技
術
が
絵
画
一
般
で
は
な
く
そ
の
一
部
（
例
え
ば
油
絵
（
に
の
み
適
用
可
能
な
場
合
、
こ
の
技
術
は
絵
画
作
品
を
タ
イ
プ

で
あ
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
に
分
け
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
た
だ
し
、
技
術
的
複
製
可
能
主
義
に
基
づ
い
て
絵
画
作

品
一
般
の
タ
イ
プ
性
を
主
張
す
る
た
め
に
、
必
ず
し
も
単
一
の
複
製
技
術
に
訴
え
る
必
要
は
な
い
。
複
数
の
複
製
技
術
の
適
用
範
囲
が
ト
ー

タ
ル
と
し
て
絵
画
作
品
一
般
を
覆
っ
て
い
る
状
況
で
あ
れ
ば
、
ど
の
絵
画
作
品
に
つ
い
て
も
そ
の
タ
イ
プ
性
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

（
43
（ 

だ
が
、
精
巧
さ
と
い
う
点
に
お
い
て
現
在
の
写
真
技
術
が
十
分
な
水
準
に
達
し
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
疑
問
の
余
地
が
あ
る
だ
ろ
う
。

本
稿
は
こ
の
点
に
つ
い
て
判
断
を
保
留
す
る
。 

（
44
（ 

倉
田 2012, p. 193. 

（
45
（ Straw

son 1959, p. 231. 

（
46
（ 

倉
田 2012, p. 194. 

（
47
（ 

こ
の
こ
と
は
、
複
製
技
術
が
発
達
す
れ
ば
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
に
は
詩
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
原
稿
と
同
程
度
の
関
心
し
か
寄
せ
ら
れ
な
い
で
あ

ろ
う
、
と
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
述
べ
て
い
る
こ
と
と
も
符
合
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
詩
の
鑑
賞
に
お
い
て
、
詩
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
原
稿
に
さ

ほ
ど
関
心
が
寄
せ
ら
れ
な
い
の
は
、
他
の
コ
ピ
ー
が
鑑
賞
実
践
に
お
い
て
同
等
の
機
能
を
果
た
し
う
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
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ば
、
我
々
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
原
稿
を
読
む
こ
と
に
執
着
す
る
は
ず
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
が
同
等
の
機
能
を
果
た
し
う
る
こ
と
を

保
証
す
る
要
因
の
一
つ
に
は
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
原
稿
が
一
定
の
仕
方
で
存
在
し
て
い
る
（
例
え
ば
、
特
定
の
文
字
列
を
持
っ
て
い
る
等
（

こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
原
稿
は
あ
る
種
の
特
権
性
を
持
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
原
稿
で
な
い
と
詩
を
楽
し
め
な
い
と
い
う
性
質
の
特
権
性
で
は
な
い
。 

（
48
（ 

技
術
可
能
主
義
に
は
さ
ら
に
三
つ
の
バ
ー
ジ
ョ
ン
が
考
え
ら
れ
る
。
詳
し
く
は 

5
の
附
論
を
参
照
。 

（
49
（ 

あ
る
い
は
、
写
真
を
通
し
て
被
写
体
を
見
る
と
い
う
経
験
に
つ
い
て
ケ
ン
ダ
ル
・
ウ
ォ
ル
ト
ン
が
提
示
し
た
「
写
真
の
透
明
性
」
の
ア
イ

デ
ィ
ア
に
従
え
ば
、
複
製
を
通
じ
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
ま
で
主
張
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
（W

alton 1984

（。
ウ
ォ

ル
ト
ン
は
、
写
真
を
通
し
て
被
写
体
を
見
る
こ
と
は
、
望
遠
鏡
や
そ
の
他
の
器
具
を
通
し
て
も
の
を
見
る
の
と
同
様
、
被
写
体
そ
の
も
の

を
見
る
真
正
な
視
覚
経
験
を
提
供
す
る
「
透
明
な
」
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
透
明
性
を
支
え
て
い
る
の
は
、
ウ
ォ
ル
ト
ン
の

考
え
で
は
、
写
真
技
術
が
持
っ
て
い
る
「
自
然
な
反
事
実
的
依
存
性
」
と
「
事
物
間
の
類
似
関
係
と
の
対
応
」
と
い
う
二
つ
の
特
徴
で
あ

る
。
大
雑
把
に
言
え
ば
、
被
写
体
の
特
徴
を
撮
る
側
の
人
間
の
信
念
と
は
独
立
に
写
し
取
り
、
か
つ
、
被
写
体
の
側
の
見
分
け
に
く
い
部

分
を
き
ち
ん
と
見
分
け
に
く
い
ま
ま
に
写
し
取
る
、
と
い
っ
た
特
徴
で
あ
る
。（
詳
細
は
清
塚 2003

を
参
照
。（
発
達
し
た
複
製
技
術
が

こ
れ
ら
に
相
当
す
る
特
徴
を
備
え
る
と
い
う
こ
と
は
十
分
に
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
複
製
を
通
し
て
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
絵
画
を
見
る
と

い
う
経
験
が
成
立
す
る
と
主
張
す
る
オ
プ
シ
ョ
ン
が
、
複
製
可
能
主
義
へ
の
批
判
者
に
は
開
か
れ
て
い
る
。
（
ベ
リ
ス
・
ゴ
ー
ト
は
ア
フ

リ
カ
の
現
存
す
る
ゴ
リ
ラ
の
見
た
目
や
動
き
を
全
て
模
倣
す
る
精
巧
な
ロ
ボ
ッ
ト
の
例
を
挙
げ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
我
々
の
批
判
者
が
目

下
考
え
て
い
る
複
製
の
あ
り
方
に
近
い
事
例
と
言
え
る
だ
ろ
う
（G

aut 2003, p. 637; G
aut 2010, p. 98

（
。
ゴ
ー
ト
は
こ
れ
を
写
真
の
透

明
性
を
否
定
す
る
た
め
の
例
と
し
て
持
ち
出
し
た
が
、
カ
ニ
ア
は
そ
れ
ら
の
ロ
ボ
ッ
ト
に
透
明
性
が
な
い
こ
と
は
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
と
指
摘
し
て
い
る
（K

ania 2009, p. 242

（。
私
も
基
本
的
に
カ
ニ
ア
と
同
意
見
で
あ
る
。
（ 

（
50
（ 

実
際
、
こ
の
方
針
で
複
製
に
よ
る
作
品
の
鑑
賞
を
認
め
る
論
者
に
西
村
清
和
が
い
る
。
西
村
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
ど
う
あ
っ
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て
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
面
と
む
き
あ
わ
な
い
か
ぎ
り
、
そ
の
作
品
に
つ
い
て
の
ほ
ん
と
う
の
経
験
は
で
き
な
い
と
い
う
主
張
は
、
こ
ん
に
ち

の
技
術
で
は
ま
だ
完
璧
な
コ
ピ
ー
は
不
可
能
だ
と
い
う
主
張
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
一
種
の
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
ろ
う
」

（
西
村 1995, p. 66

（。
な
お
、
こ
の
箇
所
に
お
い
て
西
村
は
作
品
の
存
在
論
的
な
地
位
に
つ
い
て
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
の
で
、
そ
れ
ゆ
え
彼
が
絵
画
作
品
や
そ
の
他
の
芸
術
作
品
を
タ
イ
プ
と
み
な
す
立
場
を
こ
の
ラ
イ
ン
で
擁
護
す
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。

た
だ
、
こ
の
引
用
の
後
半
部
か
ら
推
察
す
る
に
、
西
村
が
も
し
絵
画
作
品
が
タ
イ
プ
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
与
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
お
そ

ら
く
技
術
現
実
主
義
に
属
す
る
と
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
技
術
可
能
主
義
で
あ
れ
ば
、
今
日
の
複
製
技
術
の
未
熟
さ
は
作
品
の
タ
イ

プ
性
を
否
定
す
る
材
料
に
な
ら
な
い
か
ら
だ
。 

（
51
（ 

と
は
言
え
、
存
在
論
の
理
論
的
単
純
さ
を
優
先
す
る
あ
ま
り
、
我
々
の
芸
術
実
践
が
持
っ
て
い
る
複
雑
さ
を
単
に
無
視
す
る
こ
と
は
避
け

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
実
践
の
複
雑
さ
ゆ
え
に
理
論
の
単
純
性
が
美
徳
と
な
る
。
実
践
に
散
在
す
る
一
見
異
な
る
諸
側
面
を
、
そ

の
数
よ
り
少
な
い
カ
テ
ゴ
リ
に
包
摂
す
る
際
に
、
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
共
通
性
を
取
り
出
し
、
そ
の
共
通
性
の
指
摘
に
ど
の
よ
う
な
ポ
イ

ン
ト
が
あ
る
の
か
を
言
葉
を
尽
く
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
、
理
論
家
の
義
務
で
あ
る
と
同
時
に
喜
ば
し
い
権
利
で
あ
る
。 

（
52
（ 

た
だ
し
、
デ
イ
ヴ
ィ
ス
は
多
く
の
論
者
が
実
践
的
制
約
を
暗
黙
の
う
ち
に
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
（D

avies 2004, pp. 

18-19.

（。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
本
節
に
お
け
る
技
術
可
能
主
義
へ
の
批
判
は
、
決
し
て
特
異
な
見
解
と
は
言
え
な
い
。 

（
53
（ D

avies 2004, p. 18. 

（
54
（ D

avies 2004, p. 21. 

（
55
（ D

avies 2009, p. 162. 

（
56
（ 

だ
が
、
芸
術
作
品
に
ま
つ
わ
る
全
て
の
実
践
を
等
し
く
考
慮
に
入
れ
る
必
要
が
あ
る
、
と
ま
で
結
論
で
き
る
か
は
議
論
の
余
地
が
あ
る
。

例
え
ば
、
芸
術
作
品
の
著
作
権
を
め
ぐ
っ
て
法
的
な
係
争
が
発
生
す
る
の
も
、
芸
術
作
品
に
ま
つ
わ
る
一
つ
の
実
践
で
は
あ
る
。
そ
こ
に

お
け
る
司
法
の
判
断
や
そ
れ
が
典
拠
と
す
る
著
作
権
法
な
ど
の
法
は
、
我
々
の
芸
術
実
践
に
お
い
て
少
な
か
ら
ぬ
影
響
を
持
つ
。
ま
た
、
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そ
の
よ
う
な
公
の
場
に
お
け
る
（
利
害
の
絡
む
（
言
語
的
実
践
の
方
が
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
存
在
論
的
含
意
が
よ
り
明
示
的
に
な
る
の
も

確
か
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
司
法
の
判
断
は
し
ば
し
ば
我
々
が
日
常
の
実
践
で
見
落
と
し
が
ち
な
規
範
を
明
示
す
る
働
き
を
あ
る
程
度
有

す
る
と
も
言
え
る
。
だ
が
他
方
、
司
法
の
判
断
や
法
そ
れ
自
体
は
常
に
、
我
々
の
芸
術
実
践
の
実
情
に
適
合
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う

観
点
か
ら
そ
の
正
当
性
を
判
断
さ
れ
る
立
場
に
も
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
著
作
権
を
め
ぐ
る
法
的
係
争
の
シ
ス
テ
ム
が
存
在
す
る
一
義
的

な
目
的
が
、
芸
術
を
は
じ
め
と
す
る
創
作
活
動
や
そ
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
る
価
値
享
受
の
安
定
化
・
維
持
に
あ
る
か
ら
だ
。
言
い
換
え

れ
ば
、
そ
の
著
作
権
を
め
ぐ
る
法
的
係
争
の
シ
ス
テ
ム
は
創
作
活
動
の
シ
ス
テ
ム
に
従
属
す
る
（
す
な
わ
ち
、
後
者
の
シ
ス
テ
ム
に
お
い

て
目
指
さ
れ
て
い
る
価
値
の
実
現
に
奉
仕
す
る
（
サ
ブ
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
た
し
か
に
芸
術
作
品
の
存
在
論
に
お
い
て
、
法

的
係
争
の
事
例
を
我
々
の
芸
術
実
践
に
お
け
る
規
範
を
反
映
し
た
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
に
一
定
の
意
義
が
あ
る
（
倉
田 2012

の p. 

198

以
降
に
お
い
て
、
倉
田
が
絵
画
作
品
の
タ
イ
プ
性
に
つ
い
て
の
「
実
践
か
ら
の
正
当
化
」
と
し
て
展
開
し
て
い
る
議
論
に
は
こ
の
よ

う
な
点
で
の
意
義
を
認
め
う
る
（
と
言
え
る
一
方
、
法
的
係
争
の
実
践
を
創
作
や
そ
の
享
受
を
め
ぐ
る
実
践
と
同
等
か
そ
れ
以
上
の
も
の

と
し
て
芸
術
作
品
の
存
在
論
で
重
視
す
る
こ
と
に
は
慎
重
で
あ
る
べ
き
だ
と
私
は
考
え
る
。


