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日
本
人
の
美
意
識
の
特
徴

表
現
と
原
因

マ
イ
ヤ
・
ゲ
ラ
シ
モ
ヴ
ァ

　
た
だ
い
ま
御
紹
介
に
あ
ず
か
り
ま
し
た
、
ロ
シ
ア
科
学
ア
カ
デ
ミ
ー
所
属

の
日
本
研
究
専
門
の
マ
イ
ヤ
・
ゲ
ラ
シ
モ
ヴ
ァ
で
す
。

　
今
目
の
話
題
は
「
日
本
人
の
美
意
識
の
特
徴
」
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
ご
存
知
の

よ
う
に
、
時
代
の
流
れ
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
お
い
て
西
洋
と
東
洋
は
お
互

い
に
影
響
を
受
け
た
り
与
え
た
り
し
て
し
ま
っ
た
の
で
、
美
意
識
に
も
、
芸
術
に
も

共
通
点
が
段
々
多
く
な
っ
て
き
ま
し
た
。

　
そ
れ
に
、
西
洋
で
も
、
東
洋
で
も
、
商
業
的
目
的
に
合
わ
せ
て
品
物
を
造
る
こ
と

も
珍
し
く
な
く
な
り
、
工
芸
品
等
は
お
か
し
い
ほ
ど
昔
と
は
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
場

合
も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
な
ボ
ら
、
そ
れ
で
も
伝
統
的
な
要
素
は
日
本
文
化
、
特
に

芸
術
に
お
い
て
ま
だ
生
き
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
日
本
文
化
と
そ
の
芸
術
を
他
の
民
族
の
文
化
と
そ
の
芸
術
か
ら
区
別
し
て
い
る
伝

統
的
な
要
素
に
つ
い
て
、
こ
れ
か
ら
、
遠
い
ロ
シ
ア
か
ら
見
た
ま
ま
、
述
べ
さ
せ
て

い
た
だ
き
ま
す
。

　
こ
れ
か
ら
の
話
の
な
か
に
は
、
み
な
さ
ん
が
よ
く
ご
存
知
の
事
実
が
出
て
く
る
か

も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
ら
は
海
外
で
は
特
別
に
注
目
を
引
く
事
実
で
あ
る
と
受
け

取
っ
て
い
た
だ
き
た
い
で
す
。

　
さ
て
、
外
か
ら
見
た
目
本
人
の
美
意
識
の
特
徴
、
日
本
芸
術
の
特
徴
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、
そ
の
特
徴
を
生
み
出
し
た
原
因
は
、
ど
こ
に
見
つ
か

る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
、
話
を
は
じ
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
私
は
か
な
り
早
く
に
日
本
文
化
と
触
れ
あ
い
ま
し
た
。
中
学
生
の
時
で
し
た
。
運

命
を
決
し
た
あ
る
日
、
私
は
正
岡
子
規
の
短
歌
「
瓶
に
さ
す
藤
の
花
ぶ
さ
　
み
じ

か
け
れ
ば
　
た
た
み
の
上
に
と
ど
か
ざ
り
け
り
」
の
英
語
翻
訳
を
読
ん
だ
の
で
す
。

　
そ
の
こ
ろ
、
私
は
散
文
も
、
韻
文
も
、
と
に
か
く
文
学
作
晶
を
読
む
の
は
大
好
き

で
し
た
が
、
文
化
や
文
学
の
理
論
も
知
識
も
全
然
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
で
す
か
ら
、

そ
の
時
の
印
象
は
、
何
の
知
識
に
も
影
響
さ
れ
な
い
、
純
粋
な
印
象
だ
っ
た
と
思
い

ま
す
。

　
生
ま
れ
て
初
め
て
読
ん
だ
そ
の
短
歌
は
、
私
を
驚
か
せ
ま
し
た
。

　
何
に
驚
い
た
か
と
い
え
ば
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
静
け
さ
と
、
そ
れ
か
ら
、
も

の
の
見
方
で
し
た
。
そ
の
こ
ろ
私
は
旧
ソ
連
邦
の
南
、
グ
ル
ジ
ア
に
住
ん
で
い
ま
し

た
か
ら
（
私
は
実
は
半
分
ロ
シ
ア
人
、
半
分
グ
ル
ジ
ア
人
で
す
、
藤
の
花
を
見
た
こ

と
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
私
の
知
っ
て
い
る
藤
の
花
は
決
し
て
短
い
も
の
で
は
あ
り

ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
で
、
正
岡
子
規
の
短
歌
に
出
て
く
る
「
短
さ
」
に
つ
い
て
、

一
体
ど
う
い
う
短
さ
な
の
だ
ろ
う
と
考
え
を
め
ぐ
ら
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
と

き
は
畳
の
上
に
寝
て
い
る
、
病
気
に
か
か
っ
た
歌
人
の
こ
と
な
ど
知
ら
な
か
っ
た
の

で
す
。
で
も
、
き
っ
と
真
向
か
い
か
ら
見
た
花
房
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
、
と
い
う
こ

と
が
分
か
り
ま
し
た
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
、
お
と
な
し
い
つ
ら
さ
、
と
い
っ
た
も
の

を
も
感
じ
ま
し
た
。
そ
の
短
歌
が
与
え
た
印
象
は
、
私
が
そ
れ
ま
で
馴
れ
親
し
ん
で

い
た
韻
文
の
印
象
と
は
全
く
異
な
っ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
印
象
が
、
私
が
日
本
語

を
勉
強
す
る
よ
う
に
な
る
刺
激
と
な
っ
た
の
で
す
。
だ
い
ぶ
前
の
こ
と
で
す
が
、
そ

の
時
の
印
象
は
今
も
ま
だ
新
鮮
で
、
，
衰
え
て
い
ま
せ
ん
。

　
と
い
う
の
も
、
ロ
シ
ア
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
も
大
体
そ
う
で
し
ょ
う
、
詩
歌
と
か

韻
文
と
か
い
う
場
合
に
は
、
↓
般
に
、
気
高
い
感
情
、
あ
る
い
は
劇
的
な
感
情
の
高

ま
り
な
ど
、
要
す
る
に
あ
り
ふ
れ
た
感
情
あ
る
い
は
事
件
と
は
異
な
る
高
揚
し
た
感

情
の
、
韻
を
踏
ん
だ
言
語
表
現
と
み
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、
正
岡
子
規
の

短
歌
は
そ
う
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
私
は
そ
の
短
歌
を
通
じ
て
、
私
の
知
ぢ
な
い

世
界
を
予
感
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
日
本
語
を
勉
強
し
、
日
本
文
学
を
知
ろ
う
と
思

う
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
日
本
語
に
も
「
詩
情
」
と
言
う
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
「
詩
情
」
と
は
「
詩
の
持
つ
お

も
む
き
、
ま
た
詩
的
な
味
わ
い
」
、
さ
ら
に
「
詩
に
表
現
し
た
い
と
思
う
気
持
ち
」
な

ど
と
な
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
日
本
人
の
こ
の
「
詩
に
表
現
し
た
い
と
思
う
気
持

ち
」
こ
そ
が
、
和
歌
と
俳
句
を
生
み
出
し
、
そ
れ
が
他
の
民
族
の
詩
と
区
別
さ
れ
る

も
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　
和
歌
に
お
い
て
表
現
し
た
い
と
思
う
気
持
ち
は
「
も
の
の
哀
れ
」
な
の
で
す
が
、

俳
句
に
お
い
て
は
「
さ
び
」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
非
凡
な
事
件
の
中
で
高
揚
す
る
情

熱
を
歌
う
の
で
は
な
く
、
日
常
的
に
経
験
す
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
の
す
べ
て
を
歌

に
す
る
の
で
す
。
言
葉
を
か
え
て
言
う
と
、
事
件
に
な
ら
な
い
、
さ
さ
い
な
事
が
ら
、

毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
誰
で
も
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
、
そ
れ
が
和
歌
に
な
り
、

俳
句
に
な
る
の
で
す
。
（
も
の
の
哀
れ
は
時
代
と
と
も
に
か
わ
り
、
幽
玄
、
そ
し
て
、
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「
わ
び
」
、
ま
た
は
、
「
さ
び
」
と
い
う
美
の
理
想
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
い
き
ま
し

た
。
そ
の
こ
と
は
特
別
に
研
究
に
値
す
る
問
題
で
す
が
、
今
回
は
そ
こ
に
深
入
り
す

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
た
だ
、
こ
れ
ら
す
べ
て
が
一
連
の
伝
統
的
な
美
的
価
値
で

あ
る
と
い
う
事
実
だ
け
を
強
調
す
る
に
と
ど
め
ま
す
。
）

　
毎
日
の
暮
ら
し
の
中
で
誰
で
も
感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
大
き

な
特
別
な
事
件
と
同
じ
よ
う
に
心
を
動
か
す
場
合
に
は
、
そ
れ
を
詩
に
表
現
し
た
い

と
思
う
気
持
ち
が
起
こ
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
気
持
ち
こ
そ
が
詩
歌
を

生
み
出
す
で
し
ょ
う
。
と
い
う
こ
と
は
、
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
ど
ん
な
こ
と

で
あ
っ
て
も
、
自
然
か
ら
そ
な
わ
っ
た
美
し
い
心
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
独
特

の
美
し
い
本
意
を
持
っ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
日
本
人
の

伝
統
的
な
も
の
の
見
方
は
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
べ
て
を
平
等
な
も

の
と
し
て
受
け
取
る
精
神
で
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　
物
事
の
受
け
取
り
方
こ
そ
は
各
民
族
の
文
化
の
基
本
に
な
っ
て
い
る
も
の
で
し
ょ

う
。
ど
ん
な
も
の
や
事
に
も
美
し
い
心
、
特
殊
の
あ
わ
れ
が
あ
る
と
い
う
、
事
物
の

本
意
の
存
在
の
認
識
は
、
日
本
人
の
も
の
と
事
の
受
け
取
り
方
で
あ
り
、
そ
れ
が
神

道
の
基
礎
の
上
に
形
成
さ
れ
た
と
い
う
の
は
周
知
の
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。
そ
の
神

道
的
な
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
が
日
本
の
文
学
を
生
み
出
し
て
い
る
と
思
い
ま
す
。

　
こ
こ
数
世
紀
に
わ
た
っ
て
、
旧
本
に
お
い
て
も
、
ま
た
そ
の
地
域
外
に
お
い
て
も
、

神
道
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
世
界
観
が
日
本
人
の
特
殊
な
美
的
意
識
の
形
成
の
上

で
い
か
な
る
役
割
を
果
た
し
て
き
た
か
に
つ
い
て
、
論
文
が
少
な
か
ら
ず
書
か
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
中
で
は
、
平
安
時
代
か
ら
美
的
認
識
と
し
て
存
在
し
て
い
る
「
も
の

の
あ
わ
れ
」
が
強
調
さ
．
れ
て
い
ま
す
。

　
大
体
の
論
文
に
よ
り
ま
す
と
、
「
も
の
の
あ
わ
れ
」
は
　
物
の
心
と
接
し
た
時
に
生

じ
る
人
間
の
心
の
う
ご
き
と
し
て
最
終
的
に
解
釈
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
解

釈
に
、
私
自
身
の
考
え
を
加
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
尊
敬
す
る
日
本
人
の
皆
様
の
前
で
私
の
個
人
的
な
考
え
を
述
べ
る
の
は
せ
ん
え
つ

か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
海
外
で
は
日
本
文
学
と
日
本
芸
術
の
核
と
な
っ
て
い
る
「
も

の
の
あ
わ
れ
」
の
概
念
が
ど
の
よ
う
に
響
い
て
い
る
か
、
そ
れ
を
述
べ
さ
せ
て
い
た

だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
、
ま
ず
「
あ
わ
れ
」
の
意
味
で
す
が
、
様
々
な
資
料
、
そ
し
て
国
語
辞
典
、

古
語
辞
典
を
調
べ
て
み
ま
し
た
。
す
る
と
、
ど
ん
な
資
料
で
も
、
「
あ
わ
れ
」
の
語
源

の
説
明
と
な
ら
ん
で
、
日
本
人
に
と
っ
て
当
た
り
前
と
思
わ
れ
て
い
る
解
釈
が
出
て

き
ま
す
。
つ
ま
り
、
「
一
般
に
眺
め
ら
れ
た
対
象
に
結
語
す
る
感
情
、
強
く
深
い
嘆
美
、

哀
憐
、
同
情
、
愛
着
、
驚
嘆
、
悲
愁
な
ど
」
と
出
て
き
ま
す
。
こ
の
解
釈
は
注
目
を

．
引
く
も
の
で
す
。

　
と
い
う
の
も
、
「
あ
わ
れ
」
が
「
同
情
」
あ
る
い
は
「
情
け
」
と
と
も
に
、
歓
喜
、

悲
し
み
、
愛
の
同
列
に
お
か
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
同
情
の
例
と
し
て
は
、
辞
典
に

は
「
か
き
霧
ら
し
　
雨
の
降
る
夜
（
よ
）
を
　
ホ
ト
ト
ギ
ス
　
な
き
て
い
く
．
．
．
」

な
ど
が
あ
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
川
端
康
成
も
「
美
し
い
日
本
の
私
」
に
お
い
て
、
「
同

情
」
の
表
現
の
例
と
し
て
明
恵
の
「
冬
の
月
」
三
首
を
挙
げ
て
、
「
真
に
心
や
さ
し
い
、

思
い
や
り
の
歌
。
…
自
然
、
そ
し
て
人
間
に
対
す
る
、
あ
た
た
か
い
、
深
い
、
こ

ま
や
か
な
思
い
や
り
の
歌
」
で
あ
る
と
言
い
、
「
し
み
じ
み
と
や
さ
し
い
日
本
人
の
心

の
歌
」
だ
と
し
て
評
価
し
て
い
ま
す
が
、
と
同
時
に
、
「
同
情
」
を
人
間
の
最
も
自
然

な
感
情
だ
と
強
調
し
て
も
い
る
の
で
す
。

　
そ
こ
で
「
同
情
」
あ
る
い
は
「
情
け
」
に
つ
い
て
調
べ
た
上
で
分
か
っ
た
こ
と
は
、

日
本
に
お
い
て
「
な
さ
け
」
は
大
昔
か
ら
人
間
の
最
も
「
自
然
」
な
感
情
の
一
つ
と

さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
（
ち
な
み
に
『
現
代
日
本
語
詳
解
辞
典
』
に
は
「
人

情
」
の
解
釈
と
し
て
、
愛
、
悲
し
み
、
歓
喜
と
共
に
「
な
さ
け
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い

ま
す
）
。
し
か
も
、
こ
の
日
本
に
お
け
る
「
同
情
」
と
か
「
な
さ
け
」
の
概
念
は
私
達

西
洋
人
の
好
奇
心
を
呼
び
覚
ま
す
も
の
で
す
。

　
と
い
う
の
も
、
西
洋
人
に
と
っ
て
こ
の
「
同
情
」
と
か
「
な
さ
け
」
が
分
か
り
づ

ら
い
も
の
だ
か
ら
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
西
洋
の
文
学
に
も
「
同
情
」
、
「
な
さ
け
」
の

表
現
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
日
本
の
「
な
さ
け
」
「
同
情
」
の
意
味
と
は

異
な
り
ま
す
。

　
西
洋
に
お
け
る
「
同
情
」
は
哀
憐
に
近
く
て
、
道
徳
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
の
で
す
が
、

日
本
で
「
な
さ
け
」
「
同
情
」
は
美
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
の
で
す
。

　
　
日
本
の
も
っ
と
も
古
い
歌
物
語
集
で
、
短
編
小
説
集
と
も
見
ら
れ
る
「
伊
勢
物
語
」

　
の
な
か
に
、
「
情
け
あ
る
人
」
で
あ
る
在
原
行
平
が
客
を
招
く
の
に
、
珍
し
い
ほ
ど
魅

力
的
な
（
1
1
あ
や
し
）
藤
の
花
を
瓶
に
生
け
た
と
あ
り
ま
す
。

　
　
そ
の
箇
所
は
、
「
情
け
あ
る
人
に
て
、
か
め
の
中
に
あ
や
し
き
藤
の
花
あ
り
け
り
。

花
の
し
の
ひ
り
三
尺
六
寸
ば
か
り
な
む
あ
り
け
る
」
と
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　
　
茎
と
と
も
に
花
の
丈
（
長
さ
）
が
一
メ
ー
ト
ル
以
上
あ
る
の
は
実
に
驚
き
で
す
。

も
し
か
す
る
と
、
主
人
は
そ
の
よ
う
な
長
い
茎
の
稀
な
花
に
、
特
殊
な
女
性
的
な
ま

が
り
く
ね
っ
た
優
雅
を
観
て
、
そ
れ
に
深
く
感
動
し
、
あ
え
て
切
り
取
ら
な
い
よ
う

　
に
し
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
　
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
繊
細
な
感
情
の
持
ち
主
で
あ
っ
た
在
原
行
平
渉
「
情
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け
」
の
あ
る
人
と
し
て
評
価
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

　
日
本
の
場
合
に
は
、
ご
存
知
の
よ
う
に
、
情
け
は
昔
か
ら
「
風
流
な
心
」
、
「
み
や

び
や
か
な
こ
こ
ろ
」
と
同
義
語
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
の
で
す
が
、
そ
れ
が
注
目
す

べ
き
こ
と
な
の
で
す
。
「
風
流
な
心
」
の
同
意
語
と
し
て
「
情
け
」
を
受
け
取
る
と
い

う
こ
と
は
、
西
洋
で
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
か
ら
で
す
。

　
今
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
す
る
と
、
日
本
人
の
美
意
識
を
決
定
す
る
カ
テ
ゴ

リ
ー
で
あ
る
「
も
の
の
あ
わ
れ
」
を
知
る
た
め
に
は
、
重
要
な
条
件
の
一
つ
と
し
て

「
情
け
」
と
い
う
感
情
を
知
る
こ
と
が
必
要
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
「
情
け
」

こ
そ
は
、
日
本
人
の
美
意
識
の
特
徴
で
あ
る
、
と
み
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い

ま
す
。

　
日
本
人
の
美
意
識
の
特
徴
と
し
て
以
上
述
べ
た
こ
と
は
、
す
べ
て
皆
さ
ん
に
は
当

た
り
前
と
見
え
る
か
も
知
り
ま
せ
ん
が
、
西
洋
・
そ
し
て
ロ
シ
ア
的
文
化
価
値
観
の

シ
ス
テ
ム
の
中
に
育
っ
た
人
間
に
と
っ
て
は
、
独
特
の
特
徴
と
見
え
て
し
ま
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
美
意
識
は
も
ち
ろ
ん
日
本
人
の
世
界
観
と
か
現
実
認
識
と
か
に
関
係
が

あ
り
、
両
方
と
も
す
で
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
神
道
の
基
礎
の
上
に
形
成
さ
れ
て
い

る
と
思
．
わ
れ
ま
す
。

　
神
道
的
自
然
の
理
解
、
す
な
わ
ち
人
問
は
自
然
の
な
く
て
は
な
ら
ぬ
「
部
分
」
で

あ
る
と
い
う
考
え
方
が
、
そ
の
中
心
に
な
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
よ
う
な
神
道
的

な
世
界
観
の
も
と
で
は
、
周
り
の
す
べ
て
に
対
し
平
等
に
同
情
的
で
あ
る
こ
と
は
「
規

範
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
で
す
。

　
そ
の
結
果
と
し
て
、
見
え
な
い
も
の
ま
で
も
見
、
聞
こ
え
な
い
も
の
ま
で
も
聞
く

志
向
が
芽
生
え
た
と
い
う
の
も
真
実
で
し
ょ
う
。
な
に
も
の
で
あ
っ
て
も
、
物
で
あ

れ
、
行
動
で
あ
れ
、
現
象
で
あ
れ
、
自
然
か
ら
備
わ
っ
た
す
べ
て
の
も
の
の
本
意
を

感
じ
取
っ
て
、
そ
れ
を
感
情
で
把
握
す
る
こ
と
。
こ
れ
が
日
本
人
の
生
活
の
規
範
に

な
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
目
本
人
の
独
特
な
も
の
づ
く
り

の
仕
方
に
あ
ら
わ
れ
て
，
い
ま
す
。

　
日
本
人
が
何
か
も
の
を
作
り
出
す
時
に
は
、
ま
ず
自
然
の
材
料
に
対
し
て
反
応
し
、

自
然
の
本
意
に
「
心
」
か
ら
共
鳴
し
、
そ
の
「
心
」
を
引
き
出
す
よ
う
努
力
し
て
い

る
、
と
い
う
の
が
最
も
適
切
な
見
方
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
日
本
造
形
美
術
の
特
徴
で
あ
る
木
の
す
が
た
、
石
の
形
、
砂
ま
た
は
粘
土
の
色
等

に
対
す
る
特
別
な
注
意
と
関
心
は
、
そ
こ
か
ら
出
て
来
た
と
思
え
る
の
で
す
。
す
な

わ
ち
、
も
の
を
作
る
と
い
う
こ
と
が
自
動
的
で
は
な
く
て
、
い
つ
も
自
然
に
そ
な
わ

っ
て
い
る
美
し
い
本
意
を
発
見
し
て
、
そ
れ
を
表
現
す
る
こ
と
を
目
指
す
こ
と
に
な

り
ま
す
。
こ
れ
は
自
雷
江
く
Φ
な
過
程
で
す
。

　
日
本
で
は
、
い
つ
も
そ
う
い
う
風
に
も
の
づ
く
り
が
行
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
り
、

そ
う
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
た
も
の
は
い
つ
も
ユ
ニ
ー
ク
で
、
自
然
と
お
な
じ
よ
う
に
、

一
度
限
り
の
、
二
度
と
あ
り
え
な
い
も
の
に
な
り
ま
す
。
伝
統
的
な
高
級
な
芸
術
品

も
そ
う
し
て
生
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
日
本
で
は
手
細
工
と
芸
術
品
の
間
に
さ
ほ
ど

大
き
な
差
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
す
。

　
こ
う
し
て
作
ら
れ
た
も
の
は
、
た
だ
単
に
実
用
的
な
も
の
と
し
て
だ
け
で
な
く
、

有
益
な
も
の
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
も
の
の
中
に
作
者
の
感
情
的
反
響
が
あ

り
、
自
然
の
美
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
深
い
意
味
と
意
義
の
あ
る
も
の

と
し
て
取
り
扱
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
そ
の
た
め
、
単
に
品
物
を
大
切
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
物
の
歴
史
と
運
命
、

つ
ま
り
、
い
つ
、
誰
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
の
か
、
誰
が
ど
こ
で
使
っ
て
い
た
か
、
と

い
う
情
報
ま
で
も
が
今
日
で
も
多
く
の
日
本
人
の
中
に
大
切
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の

で
す
。
こ
う
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
品
物
は
、
そ
れ
に
関
係
し
た
す
べ
て
の
人
、
過
去
と

現
在
と
を
結
合
し
、
美
と
調
和
の
体
現
で
あ
る
永
遠
の
無
限
な
自
然
と
人
間
と
を
結

び
つ
け
る
独
特
な
連
結
環
と
な
っ
て
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。

　
西
洋
で
も
品
物
を
大
切
に
す
る
場
合
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
が
、
大
体
そ
れ
は
毎

日
、
常
に
使
う
も
の
で
は
な
く
て
、
美
術
館
で
陳
列
す
る
に
価
す
る
名
品
の
場
合
で

す
。
穿
⑪
。
喜
に
①
O
き
鷹
野
は
西
洋
に
お
け
る
品
物
に
対
し
て
の
態
度
を
「
品
物
は

有
益
な
も
の
だ
っ
た
ら
美
し
い
と
は
言
え
な
い
」
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
私
の
判
断

す
る
か
ぎ
り
、
日
本
に
お
い
て
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
は
な
か
っ
た
よ
う
で
す
。

　
旧
本
に
お
い
て
品
物
は
、
と
く
に
手
造
り
で
あ
れ
ば
、
な
お
さ
ら
大
切
に
さ
れ
て
、

人
聞
の
生
活
様
式
が
自
然
、
四
季
の
循
環
に
あ
わ
せ
て
あ
る
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の

品
物
が
そ
の
循
環
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
の
物
は
、
毎
日
毎
日
使
わ
れ

る
生
活
の
一
部
で
あ
り
、
「
有
益
」
で
も
あ
り
、
同
時
に
「
美
し
い
」
の
で
す
。

　
そ
う
し
た
例
は
日
本
文
学
に
も
沢
山
出
て
き
ま
す
が
、
現
在
も
日
常
的
に
現
れ
る

場
合
が
す
く
な
く
な
い
と
思
い
ま
す
。
私
が
経
験
し
た
一
つ
の
こ
と
を
、
こ
れ
か
ら

述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
あ
る
日
、
食
器
の
特
別
売
り
出
し
の
時
、
非
常
に
気
に
入
っ
た
皿
を
買
っ
た
こ
と

が
あ
り
ま
す
。
事
の
つ
い
で
に
言
え
ば
、
日
本
の
食
器
の
形
と
模
様
は
感
嘆
す
る
ほ

ど
多
様
で
、
美
し
い
で
す
。
私
が
気
に
入
っ
た
の
は
、
あ
ん
ま
り
大
き
く
な
い
、
長

円
形
の
青
空
色
の
皿
で
、
斜
め
に
細
く
曲
が
っ
て
い
る
赤
い
線
が
描
か
れ
て
い
ま
し

た
。
色
彩
も
、
模
様
も
、
形
も
、
私
に
は
珍
し
く
て
、
美
し
い
と
思
わ
れ
ま
し
た
。
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私
は
自
分
が
こ
れ
ほ
ど
気
に
入
っ
た
皿
が
日
本
人
の
趣
味
に
合
う
か
あ
わ
な
い
か
、

聞
き
出
そ
う
と
思
っ
て
、
こ
の
皿
を
日
本
人
の
友
達
に
見
せ
び
ら
か
し
ま
し
た
。
す

る
と
、
友
だ
ち
は
「
い
い
も
の
ね
。
本
当
に
、
本
当
に
夏
の
食
器
だ
わ
」
と
言
い
ま

し
た
。
そ
の
言
葉
を
聞
い
た
時
、
私
は
「
お
茶
の
道
具
だ
け
で
な
く
、
家
庭
の
日
用

品
ま
で
も
季
節
に
合
わ
せ
て
い
る
の
だ
な
」
と
思
い
ま
し
た
が
、
こ
の
皿
の
ど
こ
か

夏
ら
し
い
の
か
は
、
そ
の
時
に
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
そ
れ
が
分
か
る
よ
う

に
な
っ
た
の
は
、
夏
の
あ
る
暑
い
昼
で
し
た
。
ア
パ
ー
ト
の
部
屋
に
入
っ
た
時
に
、

バ
ル
コ
ニ
ー
の
軒
に
掛
け
ら
れ
た
風
鈴
の
細
長
い
短
冊
が
、
そ
と
の
青
空
を
背
景
に

し
て
風
に
ひ
ら
ひ
ら
翻
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
の
光
景
は
、
あ
の
青
皿
の
曲
が
っ
て
い

る
赤
い
線
を
思
い
出
さ
せ
ま
し
た
。
そ
し
て
盗
見
た
大
空
に
舞
っ
て
い
る
凧
の
ひ
ら

ひ
ら
翻
っ
て
い
る
紙
の
し
っ
ぽ
を
思
い
出
し
ま
し
た
。

　
雲
の
な
い
青
空
、
涼
し
さ
を
感
じ
さ
せ
る
風
に
ひ
ら
ひ
ら
翻
っ
て
い
る
も
の
は
暑

い
夏
の
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
そ
の
と
き
心
か
ら
実
感
し
ま
し
た
。
そ

し
て
日
本
人
の
美
意
識
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
「
連
想
性
」
と
「
象

徴
性
」
が
、
日
常
生
活
の
面
で
も
発
揮
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
深
く
感
じ
ま
し
た
。

　
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、
私
に
と
っ
て
事
件
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
時
か

ら
私
は
日
本
人
の
日
常
生
活
に
現
れ
て
い
る
芸
術
性
に
興
味
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
て
、

そ
の
角
度
か
ら
文
化
、
文
学
、
自
分
が
経
験
で
き
る
す
べ
て
を
判
断
し
て
、
資
料
を

あ
つ
め
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。
日
本
人
の
日
常
生
活
に
現
れ
て
い
る
芸
術
を
肌

で
感
じ
て
、
考
え
て
、
日
本
に
お
け
る
芸
術
の
理
解
、
そ
し
て
日
本
人
に
と
っ
て
の

芸
術
の
役
割
を
こ
れ
か
ら
も
研
究
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
そ
う
し
た
日
本
芸
術
の
研
究
を
し
て
き
て
得
た
結
論
を
、
述
べ

て
お
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
長
年
の
研
究
の
結
果
、
私
は
西
洋
と
比
較
し
て
、
東
洋
、

特
に
日
本
に
お
け
る
芸
術
の
理
解
の
仕
方
と
芸
術
の
役
割
と
が
全
く
違
う
と
い
う
こ

と
を
発
見
し
ま
し
た
。
簡
単
に
言
え
ば
、
そ
の
違
い
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　
西
洋
の
芸
術
の
伝
統
的
な
考
え
方
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
鼠
ヨ
華
美
す
な
わ
ち
模

倣
の
観
念
を
元
に
し
て
い
て
、
物
事
の
様
子
を
如
実
に
表
そ
う
と
す
る
こ
と
が
芸
術

の
根
本
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
に
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
考
え
方
を
受
け
継
い
だ
西

洋
で
は
、
近
代
に
な
っ
て
も
、
こ
の
世
は
、
そ
し
て
現
実
は
、
人
間
の
心
理
の
反
映

と
し
て
出
来
上
が
っ
て
い
る
と
考
え
、
そ
こ
か
ら
、
芸
術
は
心
理
の
反
映
と
し
て
認

め
ら
れ
た
こ
の
世
の
模
写
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。
そ
う
な
る
と
、

芸
術
は
「
反
映
」
の
「
反
映
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
の
世
の
現
実
か
ら
遠
く
離

れ
て
い
る
世
界
で
あ
る
が
ゆ
え
に
評
価
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
も
ち
ろ
ん
、
西
洋
で
は
、
芸
術
は
娯
楽
の
手
段
で
あ
る
と
い
う
見
方
も
な
さ
れ
て

き
ま
し
た
し
、
芸
術
に
は
道
徳
的
、
教
育
的
な
意
義
が
あ
る
と
い
う
見
方
も
な
か
っ

た
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
芸
術
の
認
識
は
、
虚
構
の
役
割
を
否
定
し
て
は
い
な
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
や
は
り
そ
の
出
発
点
と
な
っ
て
い
た
の
は
現
実
の
も
の
ご
と
の
様

子
で
し
た
。
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
神
様
の
美
し
く
人
間
ら
し
い
姿
も
、
や
は
り
人
間
の

生
々
し
い
現
実
の
反
映
で
あ
り
、
西
洋
の
現
実
主
義
的
な
芸
術
観
の
一
つ
の
例
と
言

え
る
の
で
す
。

　
一
方
、
日
本
に
お
い
て
は
、
今
ま
で
に
申
し
上
げ
た
よ
う
に
、
自
然
に
そ
な
わ
っ

た
物
事
の
本
意
を
発
見
し
て
、
そ
れ
を
現
そ
う
と
す
る
の
が
芸
術
の
使
命
で
あ
る
、

と
受
け
止
め
ら
れ
て
き
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
古
代
か
ら
、
神
道
的
世
界
観
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
た
、
物
事
の
本
意
を
意
味
す
る

「
も
の
の
あ
わ
れ
」
の
思
想
を
根
底
に
持
つ
日
本
人
の
美
意
識
は
、
仏
教
、
特
に
禅

思
想
の
要
素
を
獲
得
し
て
発
展
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
発
展
し
た
の
で
あ
っ
て
、
神
道
的
世
界
観
が
禅
思
想
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
否
定
で
は
な
く
、
補
強
さ
れ
た
の
で
す
。

　
こ
の
よ
う
な
基
盤
の
上
に
発
展
し
て
き
た
日
本
の
芸
術
と
そ
の
役
割
の
理
解
に
立

っ
て
、
芸
術
家
は
心
理
と
人
間
の
間
の
媒
介
物
に
な
っ
て
、
「
我
」
を
な
く
し
て
、
人

間
に
い
っ
そ
う
強
く
自
然
と
一
体
感
を
感
じ
さ
せ
る
よ
う
に
、
物
事
の
本
意
、
道
元

の
い
う
「
本
来
の
面
目
」
を
表
す
た
め
に
、
も
の
を
創
造
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
日
本
の
本
当
の
芸
術
家
と
は
、
そ
う
い
う
役
目
を
果
た
す
も
の
で
あ
り
、
そ
う
い

う
も
の
と
し
て
私
自
身
期
待
し
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
素
晴
ら
し
い
伝
統
を
、
今
日
の
日
本
人
も
忘
れ
ず
、
そ
れ
を
日
々
実

践
し
て
く
だ
さ
る
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　
い
ま
私
は
、
日
本
の
芸
術
が
「
我
」
を
な
く
す
と
こ
ろ
に
う
ま
れ
る
と
言
い
ま
し

た
が
、
西
洋
の
芸
術
は
と
言
う
と
、
物
事
の
様
子
と
性
質
を
如
実
に
表
現
す
る
こ
と

を
め
ざ
し
て
き
た
と
は
い
え
、
創
造
の
時
に
「
我
」
を
な
く
す
こ
と
を
前
提
に
し
て

こ
な
か
っ
た
の
で
す
。

　
西
洋
で
は
、
む
し
ろ
逆
に
、
芸
術
家
の
独
特
の
物
の
見
方
、
物
事
の
解
釈
の
仕
方
、

そ
う
し
た
こ
と
に
価
値
を
置
い
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
美
術
品
を
評
価
す
る
時
に

も
、
西
洋
で
は
芸
術
家
の
個
性
が
ど
れ
く
ら
い
に
じ
み
出
て
い
る
か
、
そ
こ
が
重
要

な
点
と
な
っ
て
き
た
の
で
す
。

　
日
本
の
、
少
な
く
と
も
伝
統
芸
術
と
は
、
そ
こ
が
根
本
的
に
違
い
ま
す
。
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日
本
的
美
意
識
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
伝
統
芸
術
は
、
神
道
と
仏
教
の
思
想
の

溶
け
合
い
に
よ
っ
て
育
て
ら
れ
て
き
た
と
前
に
言
い
ま
し
た
。

　
そ
う
い
う
伝
統
の
中
で
、
日
本
の
芸
術
家
は
、
も
の
、
あ
る
い
は
物
事
の
、
瞬
間

的
で
あ
る
か
ら
こ
そ
い
つ
そ
う
鋭
く
感
じ
ら
れ
る
美
と
永
遠
、
さ
ら
に
は
真
理
の
表

現
を
志
し
て
き
た
と
言
え
る
の
で
す
。
そ
の
よ
う
な
日
本
の
芸
術
は
、
決
し
て
即
物

的
な
、
単
純
な
も
の
の
世
界
の
反
映
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
も
ち
ろ
ん
、
永
遠
と
真
理
を
具
体
的
に
表
現
す
る
の
は
不
可
能
で
す
か
ら
、
日
本

で
は
古
く
か
ら
手
段
と
し
て
象
徴
と
連
想
を
用
い
て
き
た
の
で
す
。

　
西
洋
に
お
い
て
も
芸
術
家
は
、
象
徴
と
連
想
を
用
い
て
い
ま
す
が
、
西
洋
の
芸
術

が
象
徴
的
、
連
想
的
に
な
っ
た
の
は
、
日
本
芸
術
と
比
べ
た
ら
、
か
な
り
遅
か
っ
た

の
で
す
。
十
九
世
紀
の
終
わ
り
ご
ろ
に
な
っ
て
、
よ
う
や
く
西
洋
の
芸
術
は
リ
ア
リ

ズ
ム
か
ら
離
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
こ
こ
で
い
わ
ゆ
る
「
モ
ダ
ニ
ズ
ム
」
、
す
な
わ
ち
近
代
主
義
と
い
う
芸
術
の
流
れ
に

触
れ
る
つ
も
り
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
流
れ
に
伝
統
的
な
日
本
芸
術
、
と
く
に
造

形
美
術
と
絵
画
の
影
響
が
強
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
で
す
。

　
十
九
世
紀
の
前
半
ま
で
、
日
本
と
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
芸
術
運
動
は
、
、
文
化
、
文
学

に
お
い
て
同
時
的
．
並
行
的
に
進
行
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
伝
統
的
日
本
芸
術

が
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
造
形
美
術
と
絵
画
芸
術
に
影
響
を
与
え
た
十
九
世
紀
末
か
ら
二

十
世
紀
の
は
じ
め
に
か
け
て
、
今
度
は
西
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
文
学
が
日
本
文
学
に
影
響

を
及
ぼ
し
た
の
で
す
。
明
治
に
な
っ
て
か
ら
、
日
本
の
多
く
の
作
家
た
ち
は
西
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
リ
ア
リ
ズ
ム
文
学
を
模
倣
す
る
の
に
苦
心
し
て
い
ま
し
た
が
、
明
治
の
末

か
ら
大
正
時
代
、
さ
ら
に
昭
和
時
代
に
か
け
て
、
リ
ア
リ
ズ
ム
を
離
れ
た
新
し
い
西

欧
文
学
の
新
し
い
文
体
を
借
用
す
る
よ
う
に
な
っ
て
、
い
わ
ば
「
純
粋
文
学
」
の
創

造
を
は
じ
め
た
の
で
す
。

　
日
本
に
生
ま
れ
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
学
と
は
そ
う
い
う
新
し
い
現
象
で
、
そ
の
一
つ

が
新
感
覚
派
な
の
で
す
。

　
新
感
覚
派
の
作
家
た
ち
の
主
な
原
則
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
人
間
は
、
自

分
の
感
覚
で
だ
け
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
感
覚
の
理
解
に
よ
っ
て
世
界
の
す

べ
て
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
』
と
い
う
こ
と
で
す
。
（
勿
論
、
こ
の
よ
う
な
新
感

覚
派
の
解
釈
は
↓
面
的
で
、
新
感
覚
派
の
作
家
た
ち
の
文
体
は
、
未
来
派
、
表
現
主

義
、
印
象
主
義
な
ど
の
要
素
を
含
ん
で
い
ま
し
た
が
、
今
日
の
話
題
に
適
合
す
る
の

は
感
覚
を
重
ん
じ
る
と
い
う
点
だ
け
で
す
か
ら
、
こ
れ
に
触
れ
る
だ
け
に
し
た
い
と
－

思
い
ま
す
）
。

　
彼
ら
新
感
覚
派
を
代
表
す
る
作
家
た
ち
は
、
自
分
た
ち
の
流
派
に
「
新
」
と
い
う

字
を
使
い
ま
し
た
が
、
こ
の
作
家
た
ち
が
目
指
し
て
い
た
と
こ
ろ
は
、
実
は
伝
統
的

な
美
学
と
共
通
点
が
あ
る
の
で
し
た
。

　
そ
の
共
通
点
と
は
な
に
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
物
・
物
事
の
本
意
を
表
す
こ
と
で

あ
り
、
つ
ま
り
、
物
．
物
事
の
本
意
と
そ
の
本
意
を
感
得
し
た
時
に
受
け
た
感
動
と

を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
読
者
を
同
じ
よ
う
に
感
動
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
の

だ
と
言
え
ま
す
。

　
も
っ
と
も
、
新
感
覚
派
の
作
家
た
ち
は
物
・
物
事
を
見
て
、
あ
る
い
は
何
か
に
触

れ
合
っ
て
自
分
が
感
じ
た
感
覚
の
理
解
の
表
現
に
よ
っ
て
、
そ
の
物
の
本
意
を
表
現

し
よ
う
と
し
た
の
で
す
が
、
こ
れ
に
対
し
、
伝
統
美
学
の
場
合
は
、
物
・
物
事
の
本

意
を
そ
の
物
．
物
事
の
独
特
の
美
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
物
の
あ
わ
れ
を
発
見
し
表

現
す
る
こ
と
を
目
指
し
ま
し
た
。

　
そ
う
い
う
わ
け
で
、
新
感
覚
派
は
結
局
、
伝
統
的
に
も
な
り
き
れ
な
い
折
衷
的
な

性
格
の
た
め
、
つ
い
に
堅
牢
な
基
礎
を
持
ち
得
な
い
ま
ま
、
長
く
存
在
す
る
こ
と
が

で
き
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
新
感
覚
派
の
作
家
た
ち
が
意
識
し
な
か
っ
た
こ
の
伝
統
的

美
意
識
こ
そ
は
、
日
本
的
な
物
事
の
受
け
取
り
方
の
根
本
に
通
じ
る
も
の
で
あ
り
、

現
代
か
ら
見
れ
ば
、
そ
こ
が
こ
の
流
派
の
一
番
お
も
し
ろ
い
主
な
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、
最
初
に
私
は
正
岡
子
規
の
短
歌
の
話
を
し
ま
し
た
。
そ
の
短
歌
が
私

と
日
本
」
と
の
出
会
い
の
は
じ
ま
り
だ
っ
た
と
言
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
、
今
度
は
「
感

覚
的
な
表
現
」
に
満
ち
た
和
歌
と
俳
句
に
つ
い
て
触
れ
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
和
歌
や
俳
句
の
世
界
は
極
ま
り
切
っ
た
約
束
と
連
想
の
上
に
詩
を
詠
む
世
界
で
す
。

こ
の
世
界
の
作
者
は
、
（
本
当
に
才
能
に
恵
ま
れ
た
作
者
で
あ
れ
ば
）
、
感
覚
的
な
表

現
の
お
か
げ
で
、
極
ま
り
切
っ
た
約
束
の
た
め
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
そ
の
個
性
を
一
層

強
く
表
現
し
て
く
れ
る
も
の
で
す
。

　
情
緒
を
伴
う
鋭
い
感
覚
の
表
現
、
風
変
わ
り
な
比
喩
、
意
表
を
突
く
よ
う
な
言
い

方
、
そ
う
し
た
も
の
は
作
者
の
感
受
的
な
連
想
と
想
像
力
と
に
よ
っ
て
生
ま
れ
る
の

で
す
。
和
歌
に
し
ろ
、
俳
句
に
し
ろ
、
作
者
の
感
受
性
に
よ
っ
て
受
け
と
め
ら
れ
た

感
覚
は
、
直
情
的
な
想
像
の
働
き
で
生
み
出
さ
れ
る
比
喩
と
隠
喩
と
な
っ
て
現
れ
る

も
の
と
信
じ
ま
す
。

　
そ
う
し
た
こ
と
を
裏
づ
け
る
た
め
に
、
い
く
つ
か
例
を
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
れ
と
同
時
に
、
私
の
受
け
取
り
方
が
正
し
い
か
ど
う
か
、
尊
敬
す
る
皆
様
の
批
評

を
も
ら
う
こ
と
が
で
き
れ
は
、
あ
り
が
た
く
思
い
ま
す
。
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そ
の
た
め
に
ま
ず
、
松
尾
芭
蕉
の
有
名
な
俳
句
を
二
句
挙
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。

ひ
と
つ
は

閑
か
さ
や
岩
に
し
み
入
る
蝉
の
声

す
こ
と
が
で
き
る
と
思
う
の
で
す
。

　
こ
う
し
た
こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
俳
句
だ
け
で
な
く
、
も
っ
と
早
い
時
代
の
和
歌
に

も
現
れ
て
い
ま
す
。
特
に
、
藤
原
俊
成
の
和
歌
に
は
「
感
覚
的
」
な
言
い
方
、
も
の

の
様
子
と
芸
術
的
表
現
が
沢
山
詠
み
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、

も
う
一
つ
は

神
山
の
大
田
の
沢
の
か
き
つ
ば
た
　
深
き
頼
み
は
色
に
み
ゆ
ら
む

古
池
や
か
は
ず
飛
び
こ
む
水
の
音

で
す
。

　
こ
の
二
つ
の
俳
句
の
構
造
が
よ
く
似
て
い
る
こ
と
は
一
目
で
分
か
り
ま
す
。
両
方

と
も
、
音
が
（
蝉
の
声
と
水
の
音
が
）
静
け
さ
を
破
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
「
古
池

や
」
に
お
い
て
は
、
音
は
静
け
さ
か
ら
生
ま
れ
て
静
け
さ
に
消
え
て
し
ま
う
よ
う
に
、

世
界
の
す
べ
て
が
永
遠
か
ら
生
ま
れ
て
永
遠
に
消
え
て
行
く
こ
と
が
、
ほ
の
め
か
さ

れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
の
暗
示
が
こ
の
俳
句
の
意
味
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、
「
蝉
の
声
」
の
場
合
に
は
、
「
感
覚
的
」
な
言
葉
で
あ
る
「
し
み
入
る
」
の

お
陰
で
、
せ
み
の
か
ん
走
っ
た
声
で
一
杯
に
な
っ
た
夏
の
日
の
雰
囲
気
が
、
鋭
く
実

感
さ
れ
ま
す
。
こ
の
俳
句
の
意
義
は
、
そ
う
し
た
夏
の
雰
囲
気
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と

に
あ
る
の
で
し
ょ
う
。

　
新
感
覚
派
の
何
も
知
ら
な
か
っ
た
芭
蕉
の
も
う
一
つ
の
俳
句
を
挙
げ
た
い
と
思
い

ま
す
。

麦
の
穂
を
頼
り
に
っ
か
む
別
れ
か
な

　
細
く
て
小
さ
い
麦
の
穂
に
も
別
れ
の
悲
し
み
で
衰
弱
し
た
人
よ
り
力
が
あ
る
か
ら
、

頼
り
に
な
り
う
る
。
「
麦
の
穂
」
の
様
子
に
よ
っ
て
、
読
者
に
力
不
足
の
感
覚
が
伝
わ

り
ま
す
。
こ
の
俳
句
は
、
深
い
感
情
に
つ
い
て
何
も
語
ら
ず
、
た
だ
感
覚
を
想
像
さ

せ
る
だ
け
で
、
生
き
生
き
と
し
た
感
情
を
表
現
し
て
い
る
の
で
す
。

　
以
上
述
べ
た
こ
と
か
ら
、
日
本
人
の
詩
人
は
「
事
件
に
な
ら
な
い
」
こ
と
で
あ
っ

て
も
、
「
詩
に
表
現
し
た
い
と
思
う
気
持
ち
」
に
伴
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
感
覚
を
、
視
覚
、

触
覚
、
聴
覚
．
的
な
芸
術
的
表
現
の
お
陰
で
、
読
む
も
の
に
実
感
さ
せ
て
く
れ
る
と
こ

ろ
に
特
徴
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
し
、
日
本
の
詩
人
は
そ
う
い
う
感
覚

を
伝
え
る
ば
か
り
か
、
そ
の
「
表
現
し
た
い
と
思
う
気
持
ち
」
を
い
っ
そ
う
強
く
表

こ
の
歌
で
は
、
頼
み
の
深
さ
が
、
花
の
色
の
最
高
度
の
濃
さ
で
分
か
り
ま
す
。

い
は
ま
た
、
次
の
歌
も
あ
り
ま
す
。

あ
る

か
つ
氷
か
つ
は
く
だ
く
る
山
川
の
　
岩
間
に
む
せ
ぶ
暁
（
あ
さ
や
け
）
の
声

こ
の
和
歌
の
「
か
つ
氷
か
つ
は
く
だ
く
る
」
は
、
新
感
覚
派
の
作
家
た
ち
を
う
ら
や

ま
し
く
さ
せ
る
ほ
ど
「
感
覚
的
」
で
、
奥
の
と
こ
ろ
ま
で
届
く
表
現
に
な
っ
て
い
ま

す
。
狭
い
岩
の
狭
い
間
に
さ
え
ぎ
ら
れ
た
よ
う
な
、
あ
さ
や
け
の
雰
囲
気
が
表
現
さ

れ
て
い
る
の
で
す
。
こ
う
し
た
表
現
の
素
晴
ら
し
さ
は
、
い
く
ら
強
調
し
て
も
足
り

ま
せ
ん
。
作
者
の
感
受
性
に
よ
っ
て
受
け
取
ら
れ
た
感
覚
が
、
直
情
的
な
想
像
の
動

き
で
生
み
出
さ
れ
た
比
喩
と
し
て
現
れ
、
忘
れ
ら
れ
な
い
表
現
に
な
っ
て
い
る
の
で

す
。　

こ
の
よ
う
に
鋭
い
感
受
性
は
、
前
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
大
昔
か
ら
世
界
の
す
べ

て
に
対
し
て
「
情
け
」
を
感
じ
、
す
べ
て
の
物
事
の
、
物
で
あ
れ
、
現
象
で
あ
れ
、

行
動
で
あ
れ
、
そ
の
本
意
を
理
解
し
よ
う
と
い
う
意
志
の
お
陰
で
発
展
し
て
き
た
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
私
は
そ
の
よ
う
に
考
え
ま
す
が
、
間
違
い
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
近

代
に
な
っ
て
、
新
感
覚
派
を
代
表
す
る
作
家
た
ち
が
意
識
的
に
そ
う
し
た
感
覚
の
表

現
を
目
的
と
し
た
の
で
す
が
、
そ
の
根
底
に
無
意
識
に
伝
統
的
な
敏
感
な
感
受
性
が

あ
っ
た
こ
と
も
間
違
い
な
い
と
思
い
ま
す
。

　
そ
の
点
で
は
、
川
端
康
成
は
特
別
重
要
な
作
家
で
す
。
こ
れ
ま
で
新
感
覚
派
の
話

を
し
な
が
ら
、
私
は
、
わ
ざ
と
ら
し
い
ア
バ
ン
ギ
ャ
ル
ド
的
文
章
に
は
触
れ
て
き
ま

せ
ん
で
し
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
文
章
を
ま
じ
め
に
分
析
し
た
こ
と
が
な
い

か
ら
で
す
。
わ
ざ
と
ら
し
い
ア
バ
ン
ギ
ャ
ル
ド
的
文
章
と
言
う
時
、
私
は
、
た
と
え

ば
横
光
利
一
が
芥
川
龍
之
介
の
た
め
に
新
感
覚
派
を
説
明
す
る
言
葉
と
し
て
引
い
た
、

藤
沢
桓
夫
の
周
知
の
「
馬
は
褐
色
の
思
想
の
よ
う
に
走
っ
て
行
っ
た
」
と
い
う
よ
う
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な
表
現
の
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。

　
そ
う
し
た
新
感
覚
派
的
表
現
は
、
伝
統
的
作
家
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
川
端
康

成
（
の
初
期
）
に
も
少
な
く
な
い
で
す
が
、
新
感
覚
派
の
理
論
と
関
係
が
な
か
っ
た

川
端
康
成
の
場
合
は
、
新
感
覚
派
の
根
底
に
あ
っ
た
伝
統
的
感
受
性
を
共
有
し
て
い

た
た
め
、
若
い
時
に
そ
の
グ
ル
ー
プ
に
協
力
し
た
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
お
き
た
い

の
で
す
。

　
川
端
康
成
に
つ
い
て
も
う
一
つ
言
っ
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
彼
も
「
新
感
覚
派
的
」

表
現
を
そ
の
後
も
多
く
用
い
て
い
ま
す
が
、
川
端
の
場
合
に
は
そ
の
表
現
は
わ
ざ
と

ら
し
く
な
く
、
ま
た
技
巧
的
で
も
な
く
、
作
家
の
敏
感
な
感
受
性
の
結
果
と
な
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
か
し
、
こ
れ
も
特
別
に
研
究
に
値
す
る
問
題
で
す
か
ら
、

こ
こ
で
深
入
り
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　
最
後
に
、
日
本
の
芸
術
の
根
底
に
あ
る
思
想
に
つ
い
て
、
も
う
一
度
く
り
返
し
た

い
と
思
い
ま
す
。
神
道
の
基
礎
の
上
に
形
成
さ
れ
た
世
界
観
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
思

想
に
よ
り
ま
す
と
、
ど
ん
な
物
事
で
あ
っ
て
も
何
よ
り
も
美
し
い
自
然
の
一
部
な
の

で
、
そ
の
物
事
の
本
意
は
自
然
に
備
わ
っ
た
美
し
い
心
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
美
の
存
在
は
当
た
り
前
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、
物
事
そ
れ
ぞ
れ
の
独
特
の
美
を
発

見
す
る
こ
と
で
、
人
は
自
然
と
一
体
感
を
強
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
美
の
発

見
と
感
得
の
能
力
は
、
日
本
に
お
い
て
こ
う
し
た
伝
統
思
想
の
お
か
げ
で
ま
す
ま
す

発
展
し
て
き
ま
し
た
。
美
の
発
見
と
感
得
に
伴
っ
て
い
る
感
情
が
、
独
特
の
価
値
の

あ
る
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
き
た
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
平
安
時
代
に
な
っ

て
、
物
事
の
本
意
を
意
味
す
る
、
目
本
的
耽
美
主
義
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
な
っ
た
「
も

の
あ
わ
れ
」
の
思
想
が
発
生
し
ま
じ
た
。
「
も
の
あ
わ
れ
」
は
日
本
人
の
美
意
識
の
出

発
点
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
思
想
が
貫
い
て
い
る
日
本
芸
術
は
、
し
み

じ
み
と
し
た
感
情
と
敏
感
な
感
覚
を
、
風
変
わ
り
な
比
喩
と
意
表
を
つ
く
よ
う
な
芸

術
的
表
現
を
媒
介
と
し
て
、
表
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
日
本
芸
術
に
独
特
の
日

本
的
色
彩
を
与
え
て
い
ま
す
が
、
日
本
に
お
い
て
、
そ
れ
は
美
意
識
、
芸
術
の
一
面

を
な
す
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ
の
面
は
仏
教
の
影
響
を
う
け
て
発
展
し
て
き
た
の

で
す
。

　
と
は
い
え
、
日
本
に
お
い
て
仏
教
が
普
及
す
る
と
、
す
べ
て
の
思
想
が
仏
教
の
枠

内
で
考
え
な
お
さ
れ
ま
し
た
が
、
神
道
的
考
え
方
が
否
定
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
く
、

増
補
さ
れ
た
と
言
う
べ
・
き
で
し
ょ
う
。

　
日
本
の
芸
術
は
、
瞬
間
を
貫
い
て
い
る
永
遠
性
を
訴
え
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
の

根
底
が
二
つ
の
次
元
か
ら
出
来
上
が
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

　
一
つ
の
次
元
は
虚
無
に
通
じ
、
も
う
一
つ
は
「
も
の
の
あ
わ
れ
」
に
通
じ
る
。
そ

し
て
、
（
時
と
と
も
に
事
実
の
成
り
行
き
に
応
じ
て
、
幽
玄
、
そ
し
て
「
わ
び
」
、
ま

た
は
「
さ
び
」
、
あ
る
い
は
「
粋
」
）
を
味
わ
う
次
元
と
な
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
。
つ

ま
り
、
日
本
芸
術
の
独
自
性
と
言
え
ば
、
こ
の
二
つ
の
次
元
の
溶
け
合
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
御
静
聴
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
二
〇
〇
三
年
十
一
月
十
五
日
九
州
大
学
に
お
け
る
講
演
）
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