
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

美的経験と理念(イデー)

山崎, 庸佑

https://doi.org/10.15017/2328583

出版情報：哲學年報. 43, pp.29-63, 1984-02-15. 九州大学文学部
バージョン：
権利関係：



美

的

経

験

と

イ

デ

l

理

念

山

崎

庸

佑
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と

世

界

前
章
ま
で
の
分
析
の
テ
l
マ
は
、
普
通
、
認
識
と
よ
ば
れ
る
タ
イ
プ
の
事
物
経
験
で
あ
り
、

そ
の
分
析
の
結
果
明
ら
か
に
さ
れ
た
の

は
、
事
物
経
験
は
当
の
事
物
経
験
と
い
う
一
個
の
実
証
的
事
実
と
し
て
自
己
内
完
結
し
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
個
々
的
事
物
と
は
「
異
」

な
る
或
る
「
全
体
」
と
し
て
の
世
界
地
平
を
超
越
論
的
に
前
提
し
て
い
る
と
い
う
乙
と
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
時
所
で
の
其
人
の

意
識
と
い
う
よ
う
に
、

一
種
の
内
世
界
的
で
個
々
的
な
心
的
出
来
事
な
い
し
状
態
で
は
な
い
、
或
る
根
源
の
意
識
な
い
し
自
己
K
相
即
す

る
｜
｜
と
言
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
と
の
自
己
が
そ
れ
へ
と
あ
ら
か
じ
め
自
己
を
投
企
し
、
先
取
り
的
に
お
の
が
身
を
そ
れ
に
向
け
て
闘
い

て
い
る
、

つ
ま
り
原
信
還
し
て
い
る
存
在
の
地
平
と
し
て
の
「
世
界
そ
の
も
の
」
、

「
つ
ね
に
一
様
の

X
」
で
あ
る
「
全
体
」
と
し
て
の

世
界
地
平
な
る
も
の
が
、
人
間
の
そ
の
つ
ど
主
題
的
1
措
定
的
な
個
物
（
事
物
）
経
験
を
究
極
の
と
と
ろ
で
意
味
あ
ら
し
め
、
つ
ま
り
は
、

自
己
で
は
な
い
事
物
の
経
験
と
し
て
可
能
に
し
て
い
る
「
可
能
性
の
制
約
」
H
根
拠
で
あ
る
と
と
が
、
分
析
的
に
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ

る
も
ち
ろ
ん
、
主
題
H
図
柄
は
つ
ね
に
す
で
に
地
H
世
界
地
平
を
非
措
定
的
に
先
取
り
し
て
い
る
と
は
い
っ
て
も
、
人
間
の
経
験
の
対
象
は

し
ょ
せ
ん
個
的
事
実
、
個
物
で
あ
り
、
経
験
の
舞
台
裏
の
「
可
能
性
の
制
約
」
そ
れ
自
身
が
、
経
験
上
の
事
実
と
し
て
経
験
的
l

実
証
的

二
九



。

に
知
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

現
象
（
経
験
的
事
実
）
と
し
て
の
現
象
に
か
か
わ
る
「
悟
性
」
と
、
現
象
以
上
の
も
の
（
全
体
的
な
も
の
と
し
て
の
世
界
な
い
し
世
界

地
平
）
に
か
か
わ
る
狭
義
の
「
理
性
」
と
を
区
別
す
る
カ
ン
ト
の
「
弁
証
論
」
は
、
右
の
事
情
に
た
い
す
る
注
意
の
喚
起
を
主
と
し
て
意

図
し
て
い
た
と
言
え
よ
う
。
乙
の
点
で
は
、
意
識
が
「
否
定
性
」
の
威
力
に
よ
っ
て
自
己
に
対
立
す
る
「
他
」
な
る
も
の
を
自
己
の
う
ち

弁
証
法
よ
り
も
、

に
次
々
に
取
り
乙
み
、
自
己
化
し
、
遂
に
は
自
己
を
絶
対
知
と
し
て
「
全
体
」
化
す
る
底
の
「
意
識
の
経
験
」
を
構
想
し
た
へ

l
ゲ
ル
の

た
と
え
ば
リ
ク
ー
ル
が
筆
者
と
は
違
っ
た
観
点
か
ら
指
摘
す
る
と
が

v
り
、
カ
ン
ト
の
「
弁
証
論
」
が
基
本
的
に
は
す
ぐ

れ
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

た
だ
し
、
通
常
の
意
味
で
経
験
さ
れ
る
事
実
で
は
な
い
「
全
体
」
と
し
て
の
世
界
地
平
が
、
そ
の
性
格
上
、
た
ん
に
哲
学
的
思
弁
に
よ

っ
て
考
案
さ
れ
た
も
の
、
な
ん
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
も
認
め
ら
れ
な
い
空
想
物
と
い
う
印
象
を
与
え
か
ね
な
い
心
配
は
、
む
ろ
ん
絶
無
と
は

ポ

ジ

テ

ィ

I
ヲ

い
い
難
い
。
要
す
る
に
、
通
常
の
健
全
な
経
験
は
個
物
、
個
々
的
な
出
来
事
、
つ
ま
り
実
証
的
1
措
定
的
な
事
実
の
ほ
う
に
顔
を
向
け
て

お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
生
身
の
人
聞
が
住
む
現
実
世
界
の
構
成
要
素
は
す
べ
て
個
物
だ
と
思
い
な
し
、
個
的
事
実
と
は
「
異
」
な
る
も
の
、

「
全
体
」
の
ほ
う
に
顔
を
向
け
た
経
験
と
い
う
も
の
は
、
ど
う
見
で
も
あ
り
そ
う
に
な
い
と
臆
断
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
本
当
に
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

一
体
、
太
古
の
原
始
人
た
ち
が
洞
窟
の
壁
面
に
動
物
の
姿
を
描
い
た
の
は
、
お
も
に
狩
猟
の
成

功
を
祈
念
し
た
り
感
謝
し
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
と
に
、

ホ
イ
ジ
ン
ハ
が
夙
に
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、

一
片
の
芸
術
衝
動
も
働
い
て
い
な
か
っ
た
と
は
断
言
で
き
な

い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、

「
遊
戯
」
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
、
時
と
し
て
、

日
常
生
活
上

の
い
わ
ゆ
る
H

真
剣
d

を
迄
か
に
越
え
で
た
P

美
H

と

pm子
の
高
み
に
登
る
ζ

と
が
あ
り
、

た
と
え
ば
古
代
的
民
族
の
祭
儀
行
為
の
中

に
あ
る
「
遊
び
」
の
要
素
を
分
析
す
れ
ば
、

ご
個
の
独
立
の
質
で
あ
る
遊
戯
の
形
態
と
機
能
に
お
い
て
、
人
聞
が
コ
ス
モ
ス
の
中
に
埋

っ
て
い
る
と
い
う
感
情
は
、
そ
の
最
初
で
最
高
に
し
て
最
も
聖
な
る
表
現
を
み
る
」
と
い
え
る
可
能
性
さ
え
見
ら
れ
る
と
す
れ
郎
、
し
か

「
遊
戯
」
が
そ
れ
を
遊
ぶ
者
や
見
物
す
る
人
聞
に
た
い
し
て
一
個
の
形
象
に
な
っ
た
と
い
え
る
ほ
ど
に
凝
結
し
高
撮
し
た
場

も
そ
の
上
、



合
、
芸
術
作
品
か
ら
の
距
離
は
無
限
に
零
に
近
づ
く
と
す
れ
ば
、
芸
術
活
動
は
原
理
上
、
遊
び
と
同
じ
く
時
代
的
に
も
場
所
的
に
も
遍
在

か
ぞ
ら

す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
て
み
れ
ば
、
洞
窟
壁
画
や
神
楽
（
祭
儀
的
な
舞
踊
日
遊
戯
）
の
時
代
よ
り
、
人
聞
が
芸
術
活
動
を
営
み
、
美
し

あ
か
し

い
も
の
を
経
験
し
希
求
し
続
け
て
き
た
と
い
う
事
実
は
、
結
局
の
と
と
ろ
、
な
に
を
証
し
て
い
る
か
と
問
う
て
み
る
の
は
、
と
の
際
お
お

い
に
有
益
で
あ
ろ
う
。

一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
提
示
さ
れ

な
ぜ
な
ら
、
美
的
経
験
の
特
性
は
、
カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
で
指
摘
し
て
以
来
、

た
個
物
を
通
じ
て
、
当
の
個
物
が
そ
の
下
に
包
摂
さ
れ
て
然
る
べ
き
｜
｜
し
か
し
そ
れ
自
身
が
、

し
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
乙
と
は
な
い
｜
｜
普
遍
H
全
体
的
な
も
の
を
垣
間
見
る
と
乙
ろ
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

内
世
界
的
l
実
証
的
事
実
（
所
与
〉
と

日
常
の
事
物
経
験
は
、
第
三
章
お
よ
び
第
四
章
で
詳
論
し
た
よ
う
に
、
原
的
に
信
葱
（
企
投
）
さ
れ
た
「
全
体
」
的
な
聞
け
の
地
平
と

し
て
の
世
界
地
平
を
自
己
の
「
可
能
性
の
制
約
」
と
し
な
が
ら
も
、
主
題
的
に
は
、
そ
の
地
平
の
な
か
に
形
姿
を
浮
き
た
た
せ
る
個
々
的

な
事
物
な
い
し
出
来
事
へ
と
、
も
っ
ぱ
ら
関
心
を
向
け
て
い
た
が
、
美
的
経
験
、
た
と
え
ば
芸
術
作
品
の
創
作
や
鑑
賞
に
際
し
て
人
聞
は

｜
｜
作
品
の
直
接
の
題
材
は
個
物
で
あ
る
に
し
て
も
、
美
的
i
芸
術
的
な
経
験
の
本
質
な
い
し
「
意
味
」
か
ら
い
え
ば

l
lむ
し
ろ
そ
の

個
物
的
l
事
実
的
題
材
を
と
お
し
て
情
感
的
に
開
示
さ
れ
る
或
る
「
全
体
」
的
な
も
の
、
「
世
界
」
そ
の
も
の
の
可
能
的
相
貌
の
ほ
う
に

ポ

ジ

テ

4
1
7

顔
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
普
遍
の
事
物
経
験
に
比
し
て
、
美
的
経
験
は
た
し
か
に
、
た
ん
な
る
措
定
的
1
実
証
的
事
実

と
は
「
異
」
な
る
も
の
を
希
求
す
る
超
越
論
的
、
形
而
上
学
的
経
験
と
言
わ
れ
て
よ
い
の
で
あ
る
。

美的経験と理念

そ
れ
ゆ
え
、
画
題
、
標
題
音
楽
の
標
題
、
小
説
の
題
、
等
々
は
、
な
る
ほ
ど
鑑
賞
上
の
大
切
な
指
針
で
は
あ
っ
て
も
、
た
だ
ち
に
当
の

絵
画
、
音
楽
、
小
説
が
表
現
し
て
い
る
「
意
味
」
的
な
も
の
そ
れ
自
身
、
概
念
的
な
悟
性
の
言
葉
を
も
っ
て
し
て
は
ど
う
し
て
も
言
い
現

イ
ヂ

l

せ
な
い
「
意
味
」
的
な
も
の
で
あ
る
た
め
に
カ
ン
ト
が
美
的
「
理
念
」
と
よ
ん
だ
、
あ
の
「
意
味
」
的
な
も
の
そ
れ
自
身
で
は
な
い
ζ

と

は
、
芸
術
の
場
合
む
し
ろ
通
例
で
あ
る
。
た
と
え
ば
『
撞
東
締
譜
』
が
、
玉
の
井
界
隈
で
偶
然
に
知
り
あ
っ
た
女
と
の
淡
い
情
事
の
経
緯

を
述
べ
た
だ
け
の
作
品
に
終
っ
て
い
な
い
ζ

と
歪
言
う
の
は
、
言
う
だ
け
野
暮
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。



要
す
る
に
、
美
的
経
験
の
主
体
、
た
と
え
ば
芸
術
家
は
、
彼
の
行
為
と
そ
の
産
物
つ
ま
り
作
品
に
よ
っ
て
、
作
品
「
世
界
」
を
開
示
す

る
の
で
あ
る
。
と
の
作
品
に
固
有
の
「
世
界
」
は
あ
る
情
感
的
世
界
で
あ
っ
て
、
概
念
の
世
界
で
は
な
い
か
ら
、
作
品
が
聞
い
て
い
る
世

界
を
標
題
と
し
て
固
定
で
き
る
類
の
概
念
に
よ
っ
て
規
定
す
る
と
と
は
絶
望
的
に
困
難
で
あ
る
。
カ
ン
ト
的
に
い
え
ば
、
そ
乙
で
は
「
規

定
的
判
断
」
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
ど
ζ

ろ
か
、
北
斎
の
絵
画
は
雄
濁
で
、
荷
風
の
小
説
に
は
安
価
な
近
代
性
に
背
を
む
け
、
江
戸
趣

味
に
傾
斜
す
る
粛
々
の
気
味
が
あ
り
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
は
晴
澄
・
優
美
な
い
し
は

A
O同町
Z
目
的
自
住
吉

g
Vで
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
壮
重
な

ど
と
言
っ
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
雄
湾
、
粛
々
、
晴
澄
、
壮
重
な
ど
と
い
う
、
一
見
、
融
通
無
碍
な
符
牒
的
概
念
を
も
っ
て
し
で
も
彼
ら
の

作
品
「
世
界
」
そ
の
も
の
が
規
定
し
尽
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
。
芸
術
作
品
が
聞
く
世
界
は
、
北
斎
的
世
界
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
的
世
界
と

る
「
客
観
を
単
に
概
念
に
し
た
が
っ
て
判
断
す
る
な
ら
ば
、
美
と
い
う
表
象
は
す
べ
て
失
わ
れ
る
」

て
ま
た
、
も
し
作
家
が
自
分
の
作
品
の
意
図
や
意
味
を
語
り
解
説
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
作
家
は
第
二
流
の
芸
術
家
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は

い
う
よ
う
に
、
作
家
の
名
前
を
冠
し
て
呼
ん
で
お
け
ば
最
も
安
全
確
実
な
「
情
感
的
」
世
界
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
芸
術
作
品
と
よ
ば
れ

（
カ
ン
ト
）
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

そ
の
解
説
を
鑑
賞
者
は
そ
れ
ほ
ど
重
大
に
受
け
と
る
べ
き
で
な
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
り
、

そ
の
か
ぎ
り
芸
術
家
は
す
べ
て
な
に
ほ
ど
か

は
、
霊
感
的
な
も
の
に
促
さ
れ
て
仕
事
を
し
た
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
「
天
才
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
言
え
ば
乙
の
情
感
的
世
界
は
、
作
家
の
自
我
が
排
え
た
排
え
物
に
終
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
す
ぐ
れ
た
芸
術
作
品
の
場
合
、

そ
の
作
品
を
と
お
し
て
、
世
界
そ
の
も
の
が
、
少
な
く
と
も
世
界
そ
の
も
の
の
可
能
的
相
貌
（
意
味
）
が
、
固
有
の
情
感
的
な
聞
け
の
明

る
み
に
も
た
ら
さ
れ
る
と
い
う
点
が
根
本
的
に
重
要
な
の
で
あ
る
。

内
世
界
的
事
実
と
し
て
の
個
物
の
経
験
は
、
再
三
詳
述
し
た
よ
う
に
、
主
観
の
視
向
や
注
意
や
関
心
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
、
ど
の
よ

う
な
「
図
」
柄
の
可
能
性
を
蔵
す
る
と
も
し
れ
な
い
、
浮
動
す
る
、
豊
穣
そ
の
も
の
の
大
「
地
」
け
世
界
地
平
を
暗
黙
の
背
景
に
し
、
そ

れ
を
成
立
の
「
可
能
性
の
制
約
」
に
し
て
い
る
。
事
実
経
験
の
舞
台
裏
の
乙
の
制
約
H
根
拠
は
、

ザ
イ
ン

ソ
ス
的
」
な
も
の
に
か
ん
す
る
存
在
の
形
而
上
学
の
影
響
下
に
あ
る
晩
年
の
ジ
ェ

l
ラ
l
が、

一
面
で
は
ニ

l
チ
ェ
の
「
デ
ィ
オ
ニ
ユ

「
人
聞
に
な
る
と
い
う
と
と
は
、
精
神
の



力
に
よ
う
て
世
界
の
聞
け
巧
色
丹

O
R
S
E店
へ
と
高
揖
す
る
乙
と
で
あ
る
」

と
い
う
場
合
の
「
世
界
の
聞
け
」
、

聞
け
の
場
へ
と
個
物
を
超
越
し
、
そ
の
場
に
立
ち
つ
つ
、
そ
こ
か
ら
当
の
個
物
の
措
定
H

対
象
化
を
遂
行
し
得
て
い
る
究
極
の
「
中
枢
」

な
い
し
根
拠
と
同
族
の
も
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
美
的
l
芸
術
的
経
験
が
顔
を
向
け
て
い
る
の
は
、

ザ
イ
ン

「
始
原
的
に
存
在
す
る
存
在
」
に
具
備
す
る
「
無
限
の
形
象
を
積
ん
だ
」

つ
ま
り
人
聞
が
そ
の

シ
ェ

l
ラ
1
的
に
い
え
ば
、

最

高
の
存
在
根
拠
」

り
、
そ
の
意
味
で
は
、
同
じ
く
ニ

i
チ
ェ
の
芸
術
形
而
上
学
に
影
響
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
l
が
、
「
芸
術
の
根
源
」
は
主
観
と
し
て
の
人
間

ザ
イ
ン

に
で
は
な
く
、
む
し
ろ
始
原
の
存
在
H
世
界
に
あ
る
と
言
っ
た
の
も
単
な
る
誇
張
で
は
な
い
。
無
限
の
可
能
的
形
象
を
秘
め
た
能
産
的
世

界
に
顔
を
向
け
て
い
る
の
だ
か
ら
、
美
的
l
芸
術
的
作
品
は
、
ピ
カ
ソ
が
描
い
た
昆
虫
の
よ
う
な
女
の
顔
、
カ
フ
カ
の
『
域
』
の
話
の
よ

う
に
、
実
証
的
事
実
と
し
て
は
異
常
で
あ
っ
て
も
、
し
か
し
た
し
か
に
世
界
の
可
能
的
相
貌
を
開
示
す
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

「
世
界
の
開
け
」
を
ひ
ら
き
な
が
ら
、
当
の
作
品
自
身
も
そ
れ
が
聞
く
固
有
の

ベ
l
ト
l
ヴ
品
ン
の
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
北
斎
的
世
界
、
ゴ
ッ

「
能
産
的
自
然
」
の
可
能
的
相
貌
に
で
あ

芸
術
作
品
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作
品
に
固
有
の
仕
方
で
、

世
界
に
属
し
て
い
る
。
北
斎
、
ゴ
ッ
ホ
、
荷
風
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
、

ホ
的
世
界
、
荷
風
的
世
界
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
的
世
界
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
的
世
界
を
開
示
し
、
明
る
み
に
も
た
ら
す

が
、
同
時
に
乙
れ
ら
の
「
世
界
」
の
聞
け
の
明
る
み
は
、
根
源
の
「
全
体
」
と
し
て
の
世
界
地
平
そ
の
も
の
の
聞
け
の
、
そ
れ
ぞ
れ
に
本

質
的
で
可
能
な
｜
｜
美
的
l
芸
術
的
経
験
が
遊
ぷ
墳
は
、
実
生
活
的
現
実
で
は
な
く
て
、
可
能
性
の
境
で
あ
る
｜
｜
諸
様
態
（
諸
側
面
、

諸
相
貌
）
を
照
し
だ
し
て
い
る
。
世
界
地
平
は
例
え
ば
眼
前
の
個
物
で
あ
る
そ
の
机
は
乙
の
部
屋
の
な
か
に
あ
り
、
部
屋
の
外
の
廊
下
は

大
学
の
キ
ャ
ン
パ
ス
全
体
に
つ
な
が
り
、
そ
の
キ
ャ
ン
パ
ス
は
当
市
の
東
部
に
位
置
を
占
め
：
：
：
と
い
う
連
闘
を
ど
乙
ま
で
も
辿
る
乙
と

カ
フ
カ
的
世
界
、

美的経験と理念

に
よ
っ
て
し
か
表
象
さ
れ
得
な
い
が
、
そ
の
際
、
机
、
部
屋
、

キ
ャ
ン
パ
ス
、
市
：
：
：
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

「
意
味
」
的
で
あ
る
。

想
像
力
や
知
覚
経
験
に
無
縁
の
純
粋
知
性
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ら
は
、
単
な
る
原
子
の
集
合
、
質
量
や
ェ
、
不
ル
ギ
l
の
状
態
：
：
：
で
あ
る

か
も
し
れ
な
い
が
、
世
に
住
む
人
聞
に
経
験
さ
れ
て
い
る
か
ぎ
り
で
の
そ
れ
ら
は
「
意
味
」
的
で
あ
り
、
友
人
の
「
相
貌
」
に
劣
ら
ず
な

に
か
を
意
味
し
て
い
る
。
芸
術
作
品
が
通
常
の
内
世
界
的
個
物
と
異
な
る
点
は
、
意
味
的
な
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
に
固
有
の
仕
方
で
全
体
的



四

1
根
源
的
に
開
示
す
る
、
つ
ま
り
作
品
の
「
世
界
」
と
し
て
開
示
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
が
、
個
々
的
な
経
験
的
事
実
で
は
な
く
て
一
種
の

超
越
論
的
地
平
で
あ
る
根
源
の
「
世
界
」
そ
の
も
の
を
あ
え
て
芸
術
形
而
上
学
的
に
言
い
か
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
ニ

l
チ
ェ
の

よ
う
に
、
「
存
在
」
す
る
「
唯
一
の
永
遠
の
自
己
」
と
で
も
言
う
以
外
に
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

ニ
l
チ
ェ
は
『
悲
劇
の
誕
生
』
で
、

意
味
で
の
そ
の
が
主
観
性
4

は
、
思
い
こ
み
で
あ
る
：
：
：
」

ポ

ジ

テ

イ

1
7

実
証
的
l
措
定
的
な
個
的
事
実
を
越
え
、
個
物
と
は
「
異
」
な
る
「
全
体
」
と
し
て
の
世
界
そ
の
も
の
の
ほ
う
に
顔
を
向
け
る
た
め
に
は
、

そ
の
経
験
は
当
然
、
内
世
界
的
事
実
の
形
式
と
し
て
の
「
わ
た
し
の
表
象
」
の
「
わ
た
し
」
性
を
越
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
美
的
l

芸
術
的
経
験
の
主
体
は
、
「
そ
れ
を
通
し
て
、
真
に
存
在
す
る
一
な
る
主
体
が
仮
象
に
お
い
て
お
の
れ
の
救
済
を
祝
う
と
と
ろ
の
、
媒
質
」

（固

r
B〉
、
「
濁
り
な
き
純
な
る
太
陽
の
眼
」
（
園
ご
む
）
に
高
ま
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
が
指
摘
す
る
事
実
存
在
へ

の
「
関
心
な
く
し
て
」
と
い
う
美
的
経
験
の
特
性
の
深
い
意
味
も
そ
ζ

に
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

シ
ヤ
イ
ン

右
に
「
仮
象
に
お
い
て
：
：
：
」
と
い
っ
た
の
は
、
実
生
活
的
な
現
実
H
事
実
で
は
な
く
て
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
芸
術
論
的
に
一
般
化

し
て
い
え
ば
、
芸
術
作
品
と
し
て
の
絵
画
や
彫
刻
や
音
楽
や
舞
踊
は
、
現
実
の
物
的
存
在
と
し
て
の
画
布
と
絵
具
な
い
し
は
石
材
、
物
理

す
な
わ
ち
ニ

l
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
叙
情
詩
人
が
描
く
形
象
は
、
詩
人
み
ず
か
ら
の
客
観
化
で
あ
り
、
詩
人
は
自
分
が
作
り
だ
す
形
象
と

比
喰
の
世
界
の
中
心
と
し
て
「
自
己
」
を
語
る
乙
と
が
で
き
も
し
よ
う
が
、
し
か
し
そ
の
場
合
の
「
自
己
性
は
、
目
ざ
め
た
経
験
的
1
現

実
的
な
人
間
の
そ
れ
と
同
じ
自
己
性
で
は
な
く
、
事
物
の
根
底
に
宿
る
、
お
よ
そ
存
在
す
る
唯
一
の
永
遠
の
自
己
」
（
回

r
t）
、
つ
ま

い
わ
ば
「
事
物
に
先
だ
っ
普
遍

E
号
叩
叫
白
色
町

g
g
吋
叩
ヨ
」
（
国

r
E
N）
で
あ
る
。

ザ
イ
ン

「
叙
情
詩
人
の
グ
自
己
H

は
存
在
の
深
淵
か
ら
ひ
び
い
て
く
る
も
の
だ
。
近
代
の
美
学
者
が
い
う

美
的
l
芸
術
的
経
験
が
、

り
「
存
在
」
で
あ
り
、

（
国
ご
ち
）
と
書
き
記
し
て
い
る
が
、

た
ん
に

的
響
音
と
し
て
の
音
の
流
れ
、
現
実
の
物
的
肢
体
の
物
理
的
な
運
動
に
媒
介
さ
れ
な
が
ら
も
、
そ
れ
ら
の
単
に
物
的
な
い
し
出
来
事
的
な

レ
ア

qテ
1
・F

現
実
の
現
実
性
を
遮
断
し
超
越
し
た
境
に
成
立
す
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
美
的
「
趣
味
判
断
」
は
カ
ン
ト
の
意
味
で
の
「
関
心
」
、
つ

ま
り
「
わ
れ
わ
れ
が
対
象
の
現
実
存
在
の
表
象
と
結
び
つ
け
る
満
足
」
と
は
、
無
縁
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
物
的
事
物
や
出



ポ

ジ

テ

イ

オ

ナ

1
ル

つ
ま
り
、
現
実
に
措
定
的
l
実
証
的
な
態
度
を
と
る
こ

レ
ア
リ
テ
1
t
r

「
可
能
的
」
な
も
の
の
範
鴫
に
属
す
る
が
、
乙
の
事
態
は
、
芸
術
作
品
が
日
常
的
現
実
性
の

連
関
か
ら
独
立
し
た
、
作
品
自
身
に
固
有
の
世
界
を
聞
き
、
み
ず
か
ら
も
そ
の
作
品
世
界
に
属
し
て
い
る
、
と
い
う
事
情
に
表
裏
し
て
い

来
事
と
し
て
は
、
そ
の
存
在
・
非
存
在
を
主
題
的
に
問
題
と
す
る
こ
と
な
し
に
、

と
な
し
に
表
象
さ
れ
う
る
も
の
は
、
当
然
、

る
の
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
l
ル
も
講
義
中
、
折
に
ふ
れ
て
、
美
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
現
象
学
的
「
還
元
」
が
お
の

そ
れ
ゆ
え
、
美
的
対
象
に
あ
っ
て
は
自
動
的
に
「
超
越
論
的
」
遼
元
と
「
形
相
的
」
還
元
が
成
就
さ
れ
て
い
る

と
と
に
な
る
、
と
語
っ
た
そ
う
で
あ
伝
叫
他
方
、

ち
な
み
に
、

ベ
ッ
カ
ー
に
よ
れ
ば
、

ず
と
遂
行
さ
れ
て
お
り
、

「
美
意
識
」
と
い
わ
れ
る
も
の
の
「
主
観
性
」
を
批
判
す
る
ガ
l
ダ
マ

1
は
、
「
美
的
ー

シ
ヤ
イ
ン

感
性
的
な
も
の

a
g
h
P
2
z
t回
忌
叩
」
の
存
在
論
的
な
身
分
を
感
性
的
「
仮
象
」
に
押
し
込
め
た
近
代
美
学
の
趨
勢
は
、
自
然
科
学
的
な

認
識
が
認
識
一
般
の
理
想
と
し
て
支
配
し
た
結
果
、
科
学
の
方
法
に
収
ま
り
切
れ
な
い
認
識
の
可
能
性
が
こ
と
ご
と
く
信
用
を
失
墜
し
た

乙
と
に
理
論
上
の
基
礎
を
も
っ
と
指
摘
す
ん
州
、
し
か
し
乙
の
見
解
は
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
美
的
経
験
そ
の
も
の
へ
の
枕
潜
を
避
け

て
、
思
想
史
的
な
整
合
に
走
り
す
ぎ
た
、
傍
観
的
で
、
い
さ
さ
か
狭
量
な
見
解
の
よ
う
に
筆
者
に
は
映
じ
る
。
）

美的経験と理念

筆
者
に
は
、
む
し
ろ
、
内
世
界
的
な
一
個
の
物
な
い
し
は
出
来
事
と
し
て
見
ら
れ
た
場
合
の
芸
術
作
品
｜
｜
厳
密
に
は
「
美
術
対
象
」

レ
ア
ー
ル

ー
ー
が
、
「
美
的
」
に
見
ら
れ
た
の
で
は
な
い
通
常
の
現
実
的
事
物
に
よ
っ
て
取
り
固
ま
れ
て
い
よ
う
と
も
、
そ
れ
が
芸
術
作
品
と
し
て

レ
ア
リ
テ
！
？

見
ら
れ
る
瞬
間
、
通
常
の
現
実
性
で
は
な
く
想
像
と
可
能
性
を
存
在
の
エ
レ
メ
ン
ト
と
し
、
フ
ッ
サ
l
ル
の
古
典
現
象
学
に
お
け
る
現
実

レ
マ
リ
手

l
ト

ヲ

エ

ノ

dp1
ン

シ

ヤ

イ

ン

物
の
実
存
性
を
遮
断
し
た
純
粋
現
象
に
も
似
た
「
仮
象
に
お
い
て
：
：
：
」
あ
る
と
い
う
乙
と
は
、
美
的
経
験
の
事
実
が
否
定
し
え
な
い

限
り
、
ま
っ
た
く
同
様
に
否
定
し
え
な
い
、
思
想
史
的
事
実
の
い
か
ん
を
越
え
た
（
美
的
）
経
験
の
構
造
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

シ
ヤ
イ
シ

た
だ
し
、
ニ

l
チ
ェ
の
場
合
、
上
述
の
「
仮
象
に
お
い
て
：
：
：
」
は
、
以
上
の
含
み
を
も
っ
と
同
時
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
「
太

シ

ヤ

イ

ン

腸
」
の
ご
と
く
光
り
輝
く
形
態
の
美
と
そ
の
安
ら
ぎ
に
お
い
て
、
と
い
う
意
味
を
も
っ
て
い
た
乙
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
乙
の
仮
象

と
想
像
の
「
媒
質
」
に
お
い
て
も
の
見
る
「
太
陽
の
眼
」
は
｜
｜
遡
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
現
実
的
実
在
へ
の
「
関
心
な
く
し
て
」
と
い
う
美

五



六

的
な
快
の
成
立
場
面
に
ま
で
、
そ
の
由
来
を
尋
ね
る
と
と
が
で
き
る
が
｜
｜
車
接
的
に
は
も
ち
ろ
ん
、
ジ
ョ

l
ペ
ン
ハ
ウ
ア
1
の
芸
術
哲

学
に
お
け
る
「
世
界
の
眼
」
を
継
承
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
が
『
芸
術
作
品
の
根
源
』
に
か
ん
す
る
六
十
有
余
年
後
の
ハ
イ

と
だ
ま

デ
ガ
l
の
思
索
に
街
し
て
い
る
と
と
は
、
右
の
短
い
引
用
文
に
す
ぐ
続
く
ニ

l
チ
ェ
の
言
説
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
『
悲
劇
の
誕
生
』
に
よ
れ
ば
、
芸
術
は
人
聞
の
教
化
や
改
善
の
た
め
に
あ
る
の
で
な
い
ば
か
り
か
、
「
あ
の
芸
術
世
界
の

本
来
の
創
作
者
」
か
ら
し
て
、
実
証
的
事
実
の
一
つ
と
し
て
の
人
間
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
ま
た
人
聞
を
「
卑
下
」
さ
せ
る

ゆ
え
ん
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
聞
を
「
高
め
る
乙
と
」
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
（
国
ご
む
）
。
つ
ま
り
、
美
的
経
験
に
お
け
る
人
聞
は
、

芸
術
家
的
1
詩
人
的
に
と
の
世
に
住
む
乙
と
に
よ
っ
て
、
「
あ
の
芸
術
世
界
の
本
来
の
創
作
者
」
、
「
世
界
の
あ
の
原
芸
術
家
」
で
あ
る

タ
イ
シ

存
在
、
世
界
の
心
臓
、
根
源
の
一
者
が
現
象
H

フ
ァ
イ
ネ
ス
タ
イ
す
る
た
め
の
「
媒
質
」
に
「
高
め
」
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

ザ
イ
ン

ニ
1
チ
ェ
は
「
叙
情
詩
人
の
，
自
己
8

は
存
在
の
深
淵
か
ら
ひ
び
い
て
く
る
も
の
だ
。
近
代
の
美
学
者
が
い
う
意
味
で
の
そ
の
，
主
観

性
d

は
思
い
こ
み
で
あ
る
：
：
：
」
と
言
っ
た
が
、
芸
術
家
が
自
己
の
ス
タ
イ
ル
を
確
立
し
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
わ
た
し
」
を
売
り
出
す
と

と
は
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
社
会
風
俗
上
の
現
象
と
し
て
は
否
定
し
え
な
い
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
芸
術
哲
学
的
に
厳
密
に
い
え
ば
、
ス
タ
イ
ル
は
芸
術
作
品
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
、
芸
術
作
品
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
「
世

界
」
、
能
産
的
自
然
の
可
能
的
相
親
そ
の
も
の
の
必
然
性
に
仕
え
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
芸
術
家
の
「
わ
た
し
」
に
仕
え
る
も
の
で
あ

っ
て
は
な
ら
な
い
。
芸
術
家
の
ス
タ
イ
ル
は
意
図
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
作
品
そ
の
も
の
の
、
あ
る
い
は

作
品
に
よ
っ
て
聞
か
れ
る
「
世
界
の
聞
け
」
の
相
貌
そ
の
も
の
の
必
然
性
の
ほ
う
か
ら
贈
ら
れ
て
く
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
「
発

見
」
さ
れ
る
べ
き
或
る
も
の
で
あ
る
。
と
言
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
「
偉
大
な
芸
術
に
お
い
て
は
、
作
品
に
た
い
し
て
芸
術
家
は
或
る
ど
う

で
も
よ
い
も
の
だ
。
彼
は
ほ
と
ん
ど
、
作
品
が
成
立
す
る
た
め
に
あ
り
な
が
ら
、
創
作
し
つ
つ
自
分
自
身
は
絶
滅
し
て
ゆ
く
通
路
の
よ
う

な
も
の
だ
」
と
い
う
ハ
イ
デ
ガ
l
の
言
葉
が
ず
っ
と
適
切
で
あ
ろ
う
。



美的経験と理念

（1
）
知
山
口
o
g
h
p
M
M・－
F
o
n
oロロ立円回目的山口件。一円－
u
E
E担岱
O
ロ
タ
匂
－
AFou－
MYAFO叩・

（
2
）
拙
著
『
ニ

1
チ
ェ
と
現
代
の
哲
学
』
理
想
社
昭
四
五
三
二
ハ
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（3
）
遊
戯
と
芸
術
作
品
と
の
あ
い
だ
の
不
連
続
の
連
続
と
も
い
う
べ
き
関
係
に
つ
い
て
は
、

h
－
〉
ロ
己
・
・

ω・
H
D
切
片
岡
・
の
論
及
を
参
照
。

（4
）
拙
著
『
生
き
る
根
拠
の
哲
学
』
（
レ
グ
ル
ス
文
庫
）
六
五
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
5
）
「
ゲ
オ
ン
が
乙
れ
を
仲
立
丘
四
回
目
冊
目
】
E
E
O
と
呼
ん
で
い
る
の
を
、
読
ん
だ
時
、
僕
は
自
分
の
感
じ
を
一
と
言
で
言
わ
れ
た
様
に
思
い
驚
い
た
。

（
出
叩
ロ
ユ
の
yhvop
同
M
g
g
g包
一
冊
回
目
〈
宮
室
O
N
曲
ユ
）
確
か
に
、
モ
オ
ツ
ア
ル
ト
の
か
な
し
さ
は
疾
走
す
る
。
涙
は
追
い
つ
け
な
い
。
涙
の
裡
に

が
ん
ろ
う

玩
弄
す
る
に
は
美
し
す
ぎ
る
。
空
の
育
さ
や
海
の
匂
い
の
様
に
、
万
葉
の
歌
人
が
、
そ
の
使
用
法
を
よ
く
知
っ
て
い
た
P

か
な
し
u

と
い
う
言
葉
の

様
に
か
な
し
い
」
（
小
林
秀
雄
『
モ
オ
ツ
ア
ル
ト
・
無
常
と
い
う
事
』
（
新
潮
文
庫
三
七
ペ
ー
ジ
）
。

ハ
6
）
聞
内
田
口
F
Hハユ広

W
門同四円ロユ冊目

Z
W
S
F
－v
Z
E凹O
H
U
E
m
n
y
o
E
Z
E吾
O
F
ω
・印刷・

（
7
）
前
掲
拙
著
一
四
九
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
。

（8
）
ニ

l
チ
ェ
か
ら
の
引
用
は
開
立
立
回
口
町
冊
。
。

E
g
g
s
m胆ぴ
0
・
4
司
丘
芯
吋
色
目
。

2
1
2
に
よ
る
。
（
困
ご
合
〉
は
同
全
集
の
第
三
巻
第
一
冊

四
一
ペ
ー
ジ
を
指
し
、
以
下
乙
れ
に
準
ず
る
。

（9
）
関
田
口
F
O
H
M
－
nFHSω
－APC－

（
印
）
同
ロ
回
目
。
ユ
冨
ロ
白
・
回
門
戸
M
H
〈
・

ω・怠
0
・

（
日
）
凶
O
己内刊吋・

0
・・ぐ
O
ロ
仏
叩
吋
一
回
目
口
同
住
ロ

m
w
a仲仏冊目
ωnvα
ロ
四
ロ
ロ
ロ
色
色
白
吋
〉
σoロ仲叩ロ叩円－
w
v
w曲
目
仲
会
訪
問
PHM凹己
R
P
司
冊
目
仲
田
口
町
丘
町
仲
伺
円
四
包
ロ
ロ
仏

出口凶凹叩門戸

N
E
S
S－
の
叩
ぴ
ロ
ユ
忠
世
間
叫
ぬ
四
項
目
色
B
2・同・・ロロ〈叩円位ロ門凶
0
2
0
〉ロロ・・

ω・
8
〉ロ
B
R
Wロロ
m
H・

〈
臼
）
の
白
仏
胆
5
0
F
国

io－－
O
℃－

nz・・
ω・
3
同・

（
日
）
た
だ
し
、
ガ
l
ダ
マ

l
は
他
の
個
所
（
穴
】
白
山
口
。

ω口
町
ユ
ロ
開
口
同
）
で
は
、
作
品
体
験
へ
の
沈
潜
に
裏
づ
け
ら
れ
た
分
析
を
し
ば
し
ば
試
み
て
い

る。

ハM
）
国
冊
目

aomm刊
♂
の
冊
目

g
g
c
m
m回
σ叩・国内同－

m－
ω－M
由・

（
日
）
以
上
の
ニ

l
チ
ェ
に
関
説
す
る
未
尾
の
叙
述
は
、
主
と
し
て
拙
著
『
生
き
る
根
拠
の
哲
学
』
六
二

l
七
0
ペ
ー
ジ
に
拠
っ
た
が
、
拙
著
『
現
象
学

の
展
開
』
の
第
六
章
「
美
意
識
」
に
重
な
る
部
分
も
若
干
あ
る
。

。
包
担
B
R－
同
ー
の
・
・
謡
曲
げ
吾
叩
片
付
ロ
ロ
門
凶
冨
E
Y
O
宕・

七



J¥ 

美

的

経

験

の

構

造

美
的
l
芸
術
的
経
験
の
根
拠
に
か
ん
し
て
、

ニ
l
チ
ェ
は
語
っ
た
が
、
美
意
識
を
想
像
力
（
構
想
力
）
お
よ
び
悟
性
と
よ
ば
れ
る
「
主
観
」
の
「
認
識
諸
能
力
」
に
か
か
わ
る
レ
ヴ
ェ

ル
の
問
題
と
し
て
論
究
し
た
『
判
断
力
批
判
』
の
カ
ン
ト
も
ま
た
、
美
を
「
主
観
」
化
し
た
近
代
の
美
学
者
の
一
人
で
あ
る
か
の
よ
う
に

見
え
る
。

「
近
代
の
美
学
者
が
い
う
意
味
で
の
そ
の
P

主
観
性
d

は
、
思
い
こ
み
で
あ
る
：
：
：
」
と

「
美
し
い

ω
号
。
ロ
」
も
の
は
た
ん
に
「
快
適
な
吉
岡

g各
自
」
な
も
の
と
は
峻
別
さ
れ
、
前

者
は
後
者
の
よ
う
に
た
ん
に
感
覚
（
視
覚
、
聴
覚
、
触
覚
、
は
て
は
味
覚
や
唆
覚
）
を
喜
ば
す
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
。
美
が
た
ん
に
感

覚
さ
れ
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
と
と
は
、
美
は
感
覚
世
界
な
ら
ど
と
に
で
も
あ
る
わ
け
で
は
な
い
乙
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し

カ
ン
ト
の
『
判
断
力
批
判
』
に
よ
れ
ば
、

逆
に
、
た
ん
に
悟
性
的
な
概
念
で
も
な
い
美
は
、
感
覚
的
情
感
を
離
れ
て
は
ど
乙
に
も
生
さ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
｜
｜
そ
れ
ゆ
え
芸
術
哲

学
で
は
、
「
美
的
対
象
以

mszznvo
の叩岡田口問

Z
E叩w
号
室
田

B
F
E
E
5目
」
と
「
芸
術
作
品
目
E
ω
Z
R
R
0
・
0
2
4吋
冊
目
仏
ぜ
ご

と
は
厳
密
に
は
区
別
さ
れ
る
。
後
者
は
展
示
さ
れ
て
見
ら
れ
、
演
奏
さ
れ
て
聴
か
れ
、
読
者
の
手
に
渡
り
読
ま
れ
る
乙
と
と
は
一
応
独
立

に
考
え
ら
れ
た
作
品
そ
れ
自
身
で
あ
り
、
前
者
は
見
ら
れ
、
聴
か
れ
、
読
ま
れ
て
い
る
限
り
で
の
、
つ
ま
り
「
美
的
」
l

「
感
性
的
」
H

M
Z
F
2
2口
Y
2
5
E
Eロ
叩
に
そ
の
存
在
を
発
揮
し
、
ま
っ
と
う
し
た
限
り
で
の
芸
術
作
品
で
あ
る
。
｜
｜
む
し
ろ
美
し
い
も
の
は
、

音
や
色
と
い
っ
た
感
覚
的
な
も
の
の
躍
動
と
充
実
の
あ
る
と
こ
ろ
な
ら
、
ど
乙
に
で
も
現
前
す
る
可
能
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。

た
ん
な
る
感
覚
世
界
の
ど
こ
に
も
存
在
せ
ず
、
し
か
も
条
件
さ
え
具
備
す
れ
ば
、
そ
の
ど
こ
に
で
も
現
前
し
う
る
可
能
性
を
も
っ
と
い

う
こ
と
は
、
感
覚
的
客
観
が
美
的
情
感
の
い
わ
ば
機
会
因
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
た
し
か
に
「
美
」
は
、
形
や
色
や
音
響
そ
の

他
の
性
質
の
よ
う
に
対
象
物
自
体
に
附
着
し
た
物
的
性
質
で
は
な
い
。
乙
れ
は
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
「
合
目
的
性
の
観
念
論

E
g
r目

。叩吋

N
当叩
nw包
邑
日
開
｝
向
島
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
自
然
美
が
言
わ
れ
る
場
合
の
自
然
は
「
そ
の
産
物
の
あ
る
種
の
も
の



の
判
定
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
心
的
諸
能
力
の
関
係
に
お
け
る
内
的
合
目
的
性
を
知
覚
す
べ
き
機
会
〕
を
提
供
す
る
の
み
で
あ
り
、

乙
の
合
目
的
性
を
自
然
そ
の
も
の
の
中
に
実
在
す
る
目
的
性
と
断
ず
る
権
利
、
つ
ま
り
美
的
実
在
論
を
主
張
す
る
権
利
は
、
人

そ
の
際
、

聞
に
は
な
い
。
要
す
る
に
、
美
的
満
足
の
作
用
因
は
想
像
力
（
構
想
力
）
と
悟
性
の
調
和
、
客
観
と
の
出
会
い
に
よ
っ
て
発
動
さ
れ
る
だ

け
の
「
主
観
」
の
「
認
識
諸
能
力
」
相
互
の
調
和
し
た
遊
動
に
あ
り
、
客
観
そ
の
も
の
は
た
ん
な
る
機
会
因
に
す
ぎ
な
い
と
も
言
え
る
の

で
あ
る
。

『
判
断
力
批
判
』
は
、
右
の
よ
う
に
、
美
意
識
を
も
っ
ぱ
ら
「
趣
味
」
の
問
題
と
し
て
、
す
な
わ
ち
、
対
象
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
の
直

接
判
断
と
い
う
よ
り
も
、
対
象
を
介
し
て
働
き
遊
動
す
る
或
る
も
の
へ
の
「
反
省
」
判
断
の
問
題
と
し
て
考
察
し
、
そ
れ
ゆ
え
、
美
を

「
あ
た
か
も
」
概
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
感
性
的
対
象
そ
の
も
の
の
性
質
で
あ
る
「
か
の
よ
う
な
」
も
の
、
つ
ま
り
主
観
の
感
情
を
離

れ
て
は
ま
っ
た
く
の
無
で
あ
る
も
の
と
見
な
し
、
結
局
、
美
は
客
観
に
内
在
す
る
イ
デ
I
（
理
念
）
で
も
、
客
観
的
に
規
定
で
き
る
概
念

で
も
、
客
観
の
客
観
的
性
質
で
も
な
い
或
る
も
の
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
乙
う
し
た
行
き
掛
り
上
、
ガ
l
ダ
マ
ー
な
ど
は
、
「
カ

《

zv

ン
ト
の
N

美
的
判
断
力
の
批
判
d

に
は
じ
ま
っ
た
美
的
な
も
の
の
徹
底
し
た
主
観
化
」
の
克
服
を
問
題
に
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
が
、

カ
ン
ト
の
真
意
は
は
た
し
て
、
近
代
の
美
学
者
が
思
い
こ
ん
だ
「
主
観
性
」
に
、
美
的
1
芸
術
的
経
験
の
根
拠
を
求
め
る
と
乙
ろ
に
あ
っ

た
の
だ
ろ
う
か
。

美的径験と理念

す
ぐ
れ
た
芸
術
作
品
は
、
他
に
は
か
え
得
な
い
固
有
の
仕
方
で
、
或
る
種
の
情
感
的
真
理
を
経
験
さ
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ガ
ー

ダ
マ
ー
に
よ
れ
ば
、
真
理
が
亦
払
的
じ
か
あ
私
さ
れ
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
そ
れ
自
身
の
ほ
う
か
ら
骨
い
か
小
や
や
か

と
の
種
の
美
的
経
験
の
事
実
は
、
科
学
の
方
法
に
固
執
す
る
真
理
概
念
を
楯
に
と
っ
て
な
ん
と
強
弁
し
、
難
を
つ
け
よ
う
が
否
定
す
べ
く

も
な
い
「
芸
術
の
哲
学
的
意
義
」
を
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
わ
》

美
的
1
芸
術
的
経
験
に
「
趣
味
判
断
」
と
い
う
性
格
規
定
を
与
え
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
た
ん
な
る
「
趣
味
」
の
問
題
に
縮
減
し
て
し
ま

っ
た
か
に
見
え
る
カ
ン
ト
も
ま
た
、
他
方
で
は
、
想
像
力
（
構
想
力
）
と
悟
性
と
い
う
万
人
に
前
提
し
て
よ
い
判
断
力
一
般
の
主
観
的
制

九



四
0 

約
す
な
わ
ち
認
識
諸
能
力
が
関
与
し
て
い
る
と
い
う
と
乙
ろ
か
ら
、
美
意
識
の
一
種
の
普
遍
性
を
、
つ
ま
り
概
念
な
く
し
て
し
か
も
伝
達

可
能
な
意
義
性
を
論
証
し
よ
う
と
し
た
。
カ
ン
ト
は
但
し
書
き
の
形
で
、
美
的
判
断
は
対
象
の
表
象
を
「
概
念
」
の
下
に
包
摂
す
る
の
で

は
な
く
て
、
想
像
力
と
悟
性
の
相
互
調
和
と
い
う
「
た
、
だ
感
じ
ら
れ
る
だ
け
の
関
係
」
の
下
に
包
摂
す
る
が
ゆ
え
に
、
や
や
も
す
れ
ば
美

的
趣
味
判
断
は
欺
く
こ
と
も
あ
る
と
言
い
添
え
て
い
る
が
、
し
か
し
彼
が
、
想
像
力
が
自
由
な
ま
ま
に
悟
性
を
覚
醒
さ
せ
、
悟
性
が
概
念

な
く
し
て
想
像
力
を
規
則
正
し
く
遊
動
さ
せ
る
と
い
う
、
想
像
力
と
悟
性
の
相
互
調
和
の
活
動
そ
の
も
の
を
、
万
人
に
期
待
し
て
よ
い

「
共
通
感
覚

2
5
5
2
g
Bロ
ロ
ぽ
」
と
名
づ
け
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
カ
ン
ト
が
美
的
1
芸
術
的
経
験
の
普
遍
的
な
意
義
性
格
を
尊

重
し
て
い
た
証
拠
で
あ
る
v

し
か
る
に
、
共
通
感
覚
の
前
史
を
探
査
し
、
が
ん
ら
い
社
会
的
l
歴
史
的
存
在
と
し
て
の
人
聞
が
品
性
、
道
義
、
そ
の
他
人
間
と
し
て

の
自
己
の
あ
り
ょ
う
の
全
般
に
つ
い
て
下
す
形
成
l
教
養
さ
れ
た
真
に
人
間
的
な
判
断
を
意
味
し
て
い
た
「
共
通
感
覚
」
な
い
し
は
趣
味

が
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
普
遍
的
同
意
を
求
め
て
然
る
べ
き
だ
と
い
う
単
に
美
的
な
「
趣
味
」
の
主
観
的
必
然
性
に
縮
少
さ
れ
た
の
を
見
倭

め
幻
ガ
l
ダ
マ

1
は
、
俄
然
、
カ
ン
ト
に
よ
る
美
の
主
観
化
を
糾
弾
し
て
止
ま
な
い
。

解
釈
学
を
標
梼
す
る
ガ
l
ダ
マ
ー
に
よ
れ
ば
、

い
る
、
よ
り
普
遍
的
な
経
験
で
あ
る
趣
味
判
断
を
「
美
的
」
趣
味
判
断
の
主
観
性
と
い
う
方
向
に
押
し
こ
め
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
伝
統
や

習
慣
の
作
用
連
関
の
う
ち
に
生
き
つ
つ
、
そ
の
伝
統
や
習
慣
を
保
蔵
し
研
究
す
る
精
神
諸
科
学
に
た
い
し
て
、
あ
ま
り
に
も
主
観
的
な

「
天
才
」
的
洞
察
と
い
う
方
法
概
念
に
よ
っ
て
す
る
か
、
あ
る
い
は
逆
に
、
自
然
諸
科
学
の
客
観
的
な
方
法
に
倣
う
か
以
外
に
は
、
学
と

『
判
断
力
批
判
』
の
問
題
設
定
の
方
式
は
、
が
ん
ら
い
法
や
習
俗
の
領
域
に
も
働
い
て

し
て
の
固
有
の
生
存
権
を
認
め
る
と
と
を
不
可
能
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

一
見
し
た
と
と
ろ
カ
ン
ト
は
、
ガ
l
ダ
マ

l
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
美
的
現
象
の
実
際
上
の
経
験
的
「
非
1
普
遍
性
」
、
お
よ
び
、
そ
れ

に
も
か
か
わ
ら
ず
美
的
経
験
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
具
備
す
る
「
普
遍
性
」
へ
の
要
求
（
万
人
が
同
意
し
て
然
る
べ
き
だ
と
い
う
要
求
）
と

を
共
に
尊
重
し
よ
う
と
し
て
、
趣
味
判
断
と
い
う
も
の
に
「
認
識
上
の
意
義
」
を
い
っ
さ
い
拒
否
す
る
結
果
に
陥
っ
た
。
美
的
趣
味
判
断



は
「
美
し
い
」
と
判
断
さ
れ
る
対
象
に
つ
い
て
な
に
ご
と
も
「
認
識
」
し
な
い
で
、
た
だ
単
に
そ
れ
ら
の
対
象
に
、
主
観
に
お
け
る
或
る

種
の
「
快
の
感
情
」
が
対
応
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
が
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
乙
の
快
の
感
情
は
対
象
の
表
象
が
主
観
の
認
識
諸
能
力
に

た
い
し
て
な
す
「
合
目
的
性
」
の
関
係
に
基
礎
を
お
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
対
象
を
「
美
し
い
」
と
み
る
感
情
の
基
礎
は
、
対
象
が
発
動

さ
せ
る
「
想
像
力
と
悟
性
の
自
由
な
遊
動
」
に
の
み
あ
り
、
そ
れ
は
高
々
、
「
認
識
一
般
に
と
っ
て
適
合
し
た
主
観
の
状
態
」
で
し
か
な

い
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
カ
ン
ト
は
、
ガ
l
ダ
マ

l
の
右
の
指
摘
の
よ
う
に
、
美
的
趣
味
判
断
を
結
局
は
主
観
の
認
識
諸
能
力
相
互
の
適
合
（
合
目
的
）

的
な
活
動
状
態
と
い
う
レ
ヴ
ェ
ル
の
問
題
に
還
元
し
、
そ
れ
ゆ
え
趣
味
判
断
に
直
接
、
「
認
識
」
上
の
意
義
を
認
め
は
し
な
か
っ
た
。
じ

っ
さ
い
、
美
感
も
そ
の
一
種
で
あ
る
「
快
」
の
感
情
に
よ
っ
て
認
識
対
象
の
な
ん
た
る
か
が
些
か
も
指
定
さ
れ
な
い
の
は
、
当
然
の
よ
う

に
見
え
る
。
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
ガ
l
ダ
マ

l
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
美
的
趣
味
判
断
に
い
っ
さ
い
の
「
認
識
上
の
意
義
」
を
拒
否
し

「
認
識
一
般
に
と
っ
て
適
合
し
た
」
認
識
諸
能
力
の
遊
動
は
、
な
に
か
も
っ
と
深
い
積
極
的
な
意
味

た
こ
と
を
意
味
す
る
で
あ
ろ
う
か
。

を
秘
め
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

筆
者
は
「
認
識
一
般
に
と
っ
て
適
合
し
た
」
を
、
単
に
そ
の
も
の
と
し
て
見
ら
れ
た
限
り
で
の
個
々
的
対
象
〈
自
然
の
事
物
や
人
間
の

作
品
）
自
身
で
は
な
い
後
述
の
「
美
的
理
念
昨
E
S
E－田口

z
z
g」
の
認
識
に
適
合
し
た
ー
ー
と
い
う
の
が
言
い
す
ぎ
な
ら
｜
l
個
物
と

は
「
呉
」
な
る
そ
の
「
美
的
理
念
」
の
聞
け
の
明
る
み
に
む
け
て
精
神
の
眼
を
方
向
転
換
す
る
に
適
し
た
、
と
い
う
よ
う
に
読
み
取
り
た

美的経験と理念

い
が
、
そ
の
聞
の
事
情
を
も
う
少
し
正
確
に
見
と
ど
け
て
お
く
た
め
に
も
、

経
験
つ
ま
り
美
的
趣
味
判
断
の
構
造
の
概
略
だ
け
で
も
示
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

『
判
断
力
批
判
』
そ
の
も
の
の
所
説
に
従
い
な
が
ら
、
美
的

美
意
識
の
基
礎
を
想
像
力
（
構
想
力
）
お
よ
び
悟
性
と
い
う
「
認
識
諸
能
力
」
相
互
の
調
和
し
た
遊
動
の
う
ち
に
求
め
た
『
判
断
力
批

判
』
の
第
一
部
「
美
的
判
断
力
批
判
」
の
美
学
は
、
認
識
諸
能
力
を
前
提
に
し
た
一
種
の
「
判
断
」
を
問
題
に
す
る
と
い
う
建
前
か
ら
も

推
知
さ
れ
る
よ
う
に
、
認
識
経
験
に
か
ん
す
る
哲
学
的
分
析
の
書
で
あ
る
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
成
果
を
抜
き
に
し
て
は
成
立
し
な
い
美

四



四

学
で
あ
る
。
そ
れ
も
特
に
、
同
書
の
「
超
越
論
的
分
析
論
」
中
の
「
判
断
」
の
問
題
を
論
じ
た
「
第
二
編

純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
性
に
つ
い
て
」
と
密
接
な
逆
対
応
の
関
係
に
あ
る
。

諸
原
則
の
分
析
（
判
断
力
の

超
越
論
的
理
説
）
」
の
、
し
か
も
殊
に
「
第
一
章

乙
の
い
わ
ゆ
る
図
式
論
に
よ
れ
ば
、
判
断
と
は
（
対
象
の
〉
表
象
つ
ま
り
現
象
の
概
念
の
下
へ
の
包
摂
に
他
な
ら
ず
、
し
か
る
に
、
お

あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
な
ん
ら
か
の
意
味
で
「
同
質
」
的
な
と
こ
ろ
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。

よ
そ
包
摂
と
い
う
こ
と
が
可
能
な
た
め
に
は
、
包
摂
さ
れ
る
表
象
な
い
し
現
象
と
包
摂
す
る
ほ
う
の
概
念
と
が
相
互
に
ま
っ
た
く
無
縁
で

一
方
で
は
悟
性
概
念
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
と
、

他
方
で
は
感
性
的
現
象
と
同
質
的
な
「
第
三
の
も
の
」
、
そ
れ
ゆ
え
、
一
方
で
は
「
知
性
的
」
で
あ
り
、
他
方
で
は
直
観
的
1

「
感
性
的
」

で
あ
る
こ
の
媒
介
者
を
カ
ン
ト
は
「
超
越
論
的
図
式
」
な
い
し
は
超
越
論
的
時
間
限
定
と
称
し
、
包
摂
し
た
が
っ
て
判
断
を
可
能
に
す
る

そ
の
図
式
は
、
結
局
、

「
想
像
力
（
構
想
力
）
の
産
物
」
で
あ
る
と
分
析
し
た
の
で
あ
る
。

「
想
像
力
」
は
、

一
般
の
日
常
語
で
も
、
現
に
存
在
す
る
対
象
を
欠
い
た
表
象
を
現
出
せ
し
め
る
能
力
と
承
知
さ
れ
て
い
る
。
哲
学
で

用
い
ら
れ
る
「
想
像
」
も
、
伝
統
的
に
、
「
事
物
が
そ
う
あ
る
よ
う
に
で
は
な
い
仕
方
で
事
物
を
覚
知
す
る
」

て
き
た
。
そ
の
場
合
、
西
洋
哲
学
で
は
「
想
像
」
は
と
く
に
「
知
解
宮
Z
E
2
2
0」
と
の
対
比
で
使
用
さ
れ
る
と
と
も
多
く
、

（
ト
マ
ス
）
働
き
と
さ
れ

た
と
え
ば

二
点
聞
を
最
短
距
離
で
結
ぶ
線
や
平
面
上
の
一
点
か
ら
等
距
離
に
あ
る
点
の
集
合
と
い
う
形
で
の
抱
握
が
「
知
解
」
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
眼
前
に
あ
る
知
覚
物
と
し
て
の
机
の
端
を
直
線
と
し
て
覚
知
し
た
り
、
そ
の
机
の
上
に
あ
る
灰
皿
を
円
形
と
し
て
覚
知
す
る
感
性
的

経
験
が
「
想
像
吉
田
間
宮
丘
町
O

」
と
よ
ば
れ
た
り
す
る
。
「
想
像
す
る
吉
田
間
宮
目
立
と
は
、
物
体
的
事
物
の
外
形
あ
る
い
は
形
姿
を
観
察

じ
か

す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
、
「
想
像
は
：
：
：
中
略
：
：
：
認
識
能
力
に
た
い
し
て
直
に
現
前
し
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
存
在
し
て
い
る
物

体
へ
の
そ
の
認
識
能
力
の
適
用
」
だ
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
「
想
像
」
規
定
は
、
そ
の
一
例
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
お
け
る
事
物
経
験
の
分
析
で
も
、
実
体
性
や
因
果
性
そ
れ
自
身
は
純
粋
「
悟
性
概
念
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
を
感

性
的
現
象
の
場
面
に
翻
訳
し
具
象
化
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
「
図
式
」
｜
｜
実
体
の
場
合
で
い
え
ば
、
「
実
在
的
な
も
の
の
時
間
の
な
か

で
の
持
続
」
、
因
果
の
例
で
い
え
ば
、
な
ん
ら
か
の
規
則
性
に
し
た
が
っ
た
時
間
の
な
か
で
の
諸
現
象
の
「
継
起
」
｜
｜
は
「
想
像
力
」



乙
の
場
合
の
「
想
像
」
の
用
語
も
、
上
述
の
「
事
物
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
で
は
な
い
仕
方
で
事
物
を
覚
知
す
る
」

と
い
う
規
定
に
お
け
る
「
事
物
店
∞
」
を
広
義
に
解
し
、
概
念
な
い
し
は
概
念
が
純
粋
に
指
示
し
て
い
る
は
ず
の
対
象
性
そ
の
も
の
｜
｜

前
章
「
カ
ン
ト
の
グ
物
自
体
s

、
グ
超
越
論
的
対
象
u

お
よ
び
H

可
想
体
d

」
で
言
及
し
た
「
対
象
一
般
」

の
所
産
で
あ
る
が
、

「
客
観
一
般
」
の
乙
と
を
考

量
れ
た
い
ー
ー
ま
で
「
事
物
」
の
例
に
含
め
る
な
ら
ば
、
伝
統
的
用
語
か
ら
逸
脱
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

事
実
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
は
、
「
想
像
力
と
は
、
対
象
が
現
前
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ
を
芭
観
の
う
ち
で
表
象

す
る
能
力
で
あ
る
」
（
切
E
H）
と
い
う
よ
う
に
規
定
し
、
現
に
そ
う
あ
る
よ
う
に
で
は
な
い
形
で
覚
知
す
る
「
想
像
」
の
伝
統
的
用
法
の

一
端
を
間
違
い
な
く
残
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
個
所
の
「
対
象
が
現
前
し
て
い
な
く
て
も
」
が
、
じ
つ
は
相
当
の
難
物
で
あ
る
こ
と

も
確
か
で
あ
る
が
、
現
前
し
て
い
な
い
「
対
象
」
を
悟
性
概
念
が
純
粋
か
っ
一
般
的
に
指
示
し
て
い
る
は
ず
の
対
象
性
（
客
観
一
般
）
と

解
し
て
も
、
あ
る
い
は
で
き
上
っ
た
経
験
的
事
実
と
し
て
の
対
象
、
し
た
が
っ
て
個
々
的
な
対
象
と
解
し
、
全
体
を
経
験
的
事
物
に
先
行

し
て
、
つ
ま
り
超
越
論
的
に
と
い
う
漠
然
と
し
た
意
味
に
解
釈
し
て
も
、
当
面
、
格
別
の
無
理
は
生
じ
な
い
し
、
帰
趨
す
る
と
乙
ろ
は
同

じ
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
の
場
合
、
知
解
宮
S
F
Z
U
も
想
像

E
g
m
g田
吾
、
も
と
も
に
精
神

g
g回
の
働
き
で
あ
り
、

両
者
の
本
質

的
相
違
は
、
前
者
が
精
神
と
そ
れ
に
本
具
す
る
観
念
広

g
に
向
う
働
き
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
精
神
が
知
解
す
る
観
念
な
い
し

は
感
覚
的
に
覚
知
す
る
観
念
に
適
合
し
た
仕
方
で
精
神
以
外
の
な
に
も
の
か
（
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
物
体
）
を
直
観
す
る
働
き
で
あ
る
と

い
う
点
に
あ
っ
た
が
、
厳
密
な
意
味
で
は
精
神
に
と
っ
て
「
現
前
し
て
い
な
い
」
も
の
、
つ
ま
り
精
神
そ
れ
自
身
と
そ
れ
に
本
具
す
る
観

念
で
は
な
い
も
の
を
直
観
的
に
表
象
す
る
と
い
う
「
想
像
」
規
定
は
、
本
質
的
に
は
カ
ン
ト
の
場
合
に
も
保
持
さ
れ
て
い
る
と
見
ら
れ
る

美的経験と理念

の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
想
像
力
（
構
想
力
田
口

E
仏ロロ四回
W
E
b
－
吉
田
間
宮
丘
町
。
ロ
）
は
、
精
神
（
悟
性
）
に
純
粋
に
本
具
し
現
前
す
る
概
念

を
文
字
ど
お
り
現
象
性
の
場
面
で
「
形
像
即
日
5
・
目
自
由
問
。
」
化
す
る
働
き
で
あ
り
、
実
体
性
の
形
像
は
右
に
述
べ
た
よ
う
に
「
持
続
」
で

あ
り
、
因
果
性
の
そ
れ
は
規
則
的
「
継
起
」
で
あ
る
と
い
う
具
合
に
、
カ
ン
ト
の
場
合
、
形
像
が
（
純
粋
）
時
間
限
定
と
い
う
か
た
ち
を

四
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四

取
る
だ
け
の
話
で
あ
る
。
純
粋
悟
性
概
念
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
は
綜
合
の
諸
形
式
で
あ
る
が
、
こ
の
綜
合
の
諸
形
式
は
、
そ
れ
を
純
粋
に
悟

ヲ
オ
ル
ム

性
の
綜
合
諸
形
式
（
概
念
）
と
し
て
見
た
場
合
に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
一
定
の
対
象
が
認
識
さ
れ
た
と
は
ま
だ
言
え
な
い
｜
｜
た
ん
に

「
統
覚
の
統
ご
に
関
係
づ
け
ら
れ
た
と
い
う
だ
け
の
｜
｜
「
知
的
綜
合
唱
己
宮
回
目
的

E
Zロ
2
2色
白
」
の
諸
形
式
と
見
な
さ
れ
、
形
像

化
さ
れ
た
レ
ヴ
ェ
ル
で
は
「
形
像
的
綜
合
目
ヨ

F
2
2
弓
2
z
g」
（
回
H
m
H
）
と
称
さ
れ
る
が
、
後
者
は
要
す
る
に
、
純
粋
悟
性
概
念

が
指
示
す
る
も
の
を
時
間
空
間
と
い
う
現
象
性
の
場
面
に
翻
訳
し
、
諸
々
の
超
越
論
的
時
間
限
定
と
い
う
純
粋
か
っ
一
般
的
な
か
た
ち

で
、
個
々
的
経
験
に
先
行
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
形
像
化
す
る
働
き
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
想
像
力
の
超
越
論
的
綜
合
」

よ
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

（切
H
m
H

）
と
も

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
基
本
的
構
図
に
よ
れ
ば
、
第
三
章
お
よ
び
第
四
章
で
詳
論
し
た
「
非
経
験
的
、

ヲ
ヂ
イ
カ
ル
フ
ェ
ア
メ
l
ゲ
ン

と
い
う
も
の
の
「
相
関
者
」
で
あ
る
超
越
論
的
統
覚
乙
そ
は
「
す
べ
て
の
認
識
の
根
元
能
力
」
、
「
あ
ら
ゆ
る
概
念
一
般
の
運
搬
者
」

で
あ
り
、
そ
の
統
覚
が
い
わ
ゆ
る
認
識
諸
能
力
の
文
字
ど
お
り
根
幹
に
お
か
れ
、
し
た
が
っ
て
、
そ
の
統
覚
に
直
接
基
礎
を
お
く
「
概

念
」
の
能
力
で
あ
る
悟
性
が
、
想
像
の
能
力
よ
り
も
根
幹
に
近
い
、
上
級
の
能
力
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
『
純
粋
理

性
批
判
』
の
経
験
分
析
に
お
け
る
形
像
（
図
式
〉
は
概
念
（
範
晴
）
に
奉
仕
す
る
も
の
で
あ
り
、
想
像
力
の
身
分
は
悟
性
の
い
わ
ば
副
官

つ
ま
り
超
越
論
的
な
対
象
H
X
」

で
あ
っ
た
。

性
の
感
性
に
た
い
す
る
働
き
か
け
で
あ
り
：
・
・
：
」

一
般
か
給
一
か
掛
叶
U
い
か
炉
？
か
純
粋
綜
合
で
あ
り
、
想
像
力
の
超
越
論
的
所
産
で
あ
る
」

以
上
を
適
合
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
す
る
と
、
悟
性
と
想
像
力
の
適
合
関
係
は
、
厳
密
に
は
相
互
的
な
も
の
で
は
な
く
て
、
想
像
力
が

悟
性
の
指
示
を
現
象
性
の
次
元
で
遂
行
し
、
そ
の
意
味
で
は
想
像
力
が
一
方
的
に
悟
性
に
適
合
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ

「
想
像
力
が
、
悟
性
諸
概
念
に
た
い
し
て
、
対
応
す
る
直
観
宮
口

2
3
E
－2
8
e
〉
g
n
Eロ
ロ
ロ
”
を
提
供
す
る
と
と
が
で
き

「
諸
範
鴎
に
し
た
が
っ
て
の
諸
直
観
の
綜
合
は
、
想
像
力
の
超
越
論
的
綜
合
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
悟

「
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
は
：
：
：
中
略
：
：
：
範
鴎
が
表
現
す
る
諸
概
念

（〉

E
N
H回
H
E
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
）

る
l-

（回
H
m
H
）、

る。

（切
H
m
N
〉、



と
い
っ
た
文
章
は
、
適
合
す
る
も
の
同
士
の
い
ず
れ
が
適
合
を
適
合
た
ら
し
め
る
基
準
の
地
位
を
占
め
て
い
る
か
を
、

の
上
で
の
優
先
権
が
悟
性
概
念
に
あ
る
こ
と
を
明
確
に
示
し
て
い
る
。

つ
ま
り
適
合
関
係

「
判
断
」
の
観
点
か
ら
も
う
一
度
言
い
か
え
れ
ば
、
普
遍
者
と
し
て
の
概
念
が
統
覚
を
究
極
の
保
証
人
と
し
て
ま
ず
与
え
ら
れ
て
お

り
、
そ
れ
に
形
像
的
綜
合
を
介
し
て
個
別
者
と
し
て
の
（
時
空
上
の
）
現
象
の
多
様
と
特
殊
が
包
摂
さ
れ
る
と
い
う
仕
組
で
あ
る
。

判

断
力
批
判
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
が
こ
の
種
の
判
断
を
「
規
定
的
判
断
」
と
定
義
し
た
の
は
人
口
に
脂
突
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
美
的
趣

一
種
の
判
断
に
は
ち
が
い
な
い
に
し
て
も
、
美
的
H

感
性
的
な
趣
味
上
の
判
断
で
あ
り
、

味
判
断
は
、

あ
ら
か
じ
め
確
定
的
な
も
の
と
し

て
与
え
ら
れ
た
普
遍
H

概
念
の
下
へ
の
包
摂
と
い
う
意
味
の
客
観
的
な
「
規
定
的
判
断
」
に
は
な
り
得
な
い
。

『
判
断
力
批
判
へ
の
第
一
序
論
』
に
よ
れ
ば
、
事
物
「
経
験
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
の
総
体
と
し
て
の
全
自
然
が
、
超
越
論
的
な
諸
法
則
、

つ
ま
り
悟
性
自
身
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
与
え
る
諸
法
則
に
し
た
が
っ
た
体
系
を
構
成
す
ヲ
ぬ
と
い
う
こ
と
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お

け
る
事
物
経
験
の
分
析
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
超
越
論
的
統
覚
の
一
性
を
究
極
の
保
証
人
と
す
る
「
悟
性
自
身
が
ア

・
プ
リ
オ
り
に
与
え
る
」
諸
概
念
を
感
性
的
な
現
象
性
の
場
面
で
図
式
化
し
具
体
的
に
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
「
諸
法
則
」

た
ん
に
認
識
1
経
験
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
諸
事
物
は
措
定
的
に
「
規
定
」

に
よ
っ
て
、

－
解
釈
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

（
諸
原
則
〉

事
物
に
か
ん
す
る
客

観
的
認
識
と
し
て
の
判
断
つ
ま
り
普
通
の
経
験
は
、
そ
の
意
味
で
は
、
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
普
遍
｜
｜
概
念
な
い
し
は
原
則
｜
｜
の

下
に
感
性
的
な
現
象
の
特
殊
と
多
様
を
包
摂
し
、
規
定
す
る
「
規
定
的
判
断
」
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
事
物
の
た
ん
に
認
識
l
経
験
で
は
な
い
美
的
趣
味
判
断
は
、
右
の
よ
う
な
意
味
で
事
物
を
主
題
的
に
措
定
し
、
解
釈
し
、

美的経験と理念

「
特
殊
を
（
そ
の
概
念
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
と

ろ
の
）
普
遍
の
も
と
に
包
摂
す
る
」
判
断
力
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
逆
に
、
与
え
ら
れ
た
感
性
的
な
「
特
殊
に
た
い
し
て
普
遍
を
見
出

す
」
方
向
に
動
き
、
そ
の
た
め
に
認
識
諸
能
力
（
想
像
力
と
悟
性
）
を
活
動
い
遊
動
せ
し
め
る
と
こ
ろ
に
成
り
た
つ
判
断
力
、
す
な
わ
ち
、

感
性
的
に
現
出
し
て
く
る
現
象
、
た
と
え
ば
躍
動
す
る
色
彩
、
自
在
に
高
低
遅
速
の
音
の
流
れ
と
い
っ
た
感
性
的
な
質
と
し
て
の
「
特

「
規
定
」
す
る
経
験
（
判
断
）
で
は
あ
り
得
え
ず
、
し
た
が
っ
て
美
的
な
判
断
力
は
、

四
五
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殊
」
が
そ
れ
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
「
普
遍
」
を
探
し
求
め
、
特
殊
が
そ
れ
に
適
合
す
る
そ
の
「
普
遍
」
（
理
念
的
な
も
の
）

探
求
の
活
動
そ
れ
自
身
に
無
上
の
快
を
情
感
す
る
情
感
的
判
断
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

特
殊
を
普
遍
の
も
と
に
包
摂
す
る
規
定
的
判
断
力
と
は
違
っ
て
、
右
の
「
特
殊
に
た
い
し
て
普
遍
を
見
出
す
」
判
断
力
、
つ
ま
り
、
特

殊
と
し
て
の
感
性
的
に
「
与
え
ら
れ
た
表
象
」
に
つ
い
て
、
そ
の
当
の
表
象
の
ゆ
え
に
「
可
能
な
概
念
」
H

可
能
的
普
遍
を
探
し
求
め
て
、

「
反
省
す
る
」
判
断
力
は
、
反
省
的
判
断
力
令
色
。

g
s
e
c－色
白
W
H
阻
止
）
と
よ
ば
れ
九
百
一
般
の
た
ん
に
認
識
的
な
事
物
経
験
、

し
た
が
っ
て
、
そ
の
経
験
を
事
物
経
験
と
し
て
成
り
た
た
せ
て
い
る
、
現
象
を
ー
ー
と
し
て
解
釈
し
規
定
す
る
規
定
的
判
断
の
形
式
原
理

は
、
カ
ン
ト
の
分
析
で
は
、
基
本
的
に
は
実
体
性
や
因
果
性
な
ど
の
悟
性
概
念
で
あ
り
、
現
象
規
定
H

綜
合
統
一
の
原
理
で
あ
る
そ
の
悟

性
概
念
は
、
乙
れ
を
純
粋
に
悟
性
の
綜
合
諸
形
式
と
し
て
見
た
場
合
は
、
す
で
に
注
意
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
「
知
的
綜
合
」
の
諸
形
式

と
見
な
さ
れ
、
時
間
空
間
と
い
う
現
象
性
の
次
元
で
形
像
化
さ
れ
た
諸
形
式
と
し
て
見
た
場
合
に
は
、
「
形
像
的
綜
合
」
の
諸
形
式
と
な

り
、
規
定
的
判
断
は
結
局
、
乙
の
形
像
H

図
式
を
媒
介
者
と
す
る
特
殊
（
現
象
）
の
概
念
（
範
晴
、
普
遍
）
の
も
と
へ
の
包
摂
と
し
て
実

現
さ
れ
る
が
、
反
省
的
判
断
は
普
遍
が
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
与
え
ら
れ
た
特
殊
に
適
合
調
和
す
る
普
遍
を

探
す
と
い
う
構
造
上
、
当
然
、
「
図
式
的
に
で
は
な
い
J
V

と
い
う
仕
方
で
現
象
に
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。

図
式
は
想
像
力
の
産
物
で
あ
る
が
、
そ
の
想
像
力
は
「
対
象
が
現
前
し
て
い
な
く
て
も
、

そ
れ
を
直
観
の
う
ち
で
表
象
す
る
能
力
」

（回

H
E〉
と
規
定
さ
れ
る
と
と
は
、
先
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
対
象
が
「
現
前
し
て
い
な
く
て
も
」
そ
れ
を
直
観
的
に
表
象
す
る
と

い
う
と
と
は
、
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
種
々
の
理
解
を
許
容
す
る
が
、
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
理
解
と
し
て
l
｜
先
に
は
述
べ
な
か
っ

た
が
、
し
か
し
結
局
は
、
文
字
ど
お
り
形
像
化
の
能
力
と
し
て
の
想
像
力
と
い
う
理
解
に
帰
一
す
る
も
の
と
し
て
｜
｜
想
像
力
と
は
直
観

さ
れ
る
感
性
的
な
も
の
の
多
様
の
「
結
合
」
の
任
に
あ
た
る
感
性
的
表
象
能
力
だ
と
い
う
理
解
が
あ
り
、
そ
の
場
合
、
悟
性
の
ほ
う
は
と

の
「
結
合
」
を
同
時
に
「
統
こ
｜
｜
結
合
は
根
底
の
と
こ
ろ
で
統
一
で
も
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
結
合
と
し
て
の
「
意
味
」
を
な
さ
な

い
｜
｜
た
ら
し
め
て
い
る
概
念
の
能
力
、
つ
ま
り
概
念
的
な
も
の
H
意
味
的
な
も
の
に
備
わ
る
一
性
の
根
拠
を
担
う
表
象
能
力
と
い
う
よ



う
に
身
分
づ
け
ら
れ
る
。

じ
っ
さ
い
、
現
出
し
て
く
る
形
象
の
感
覚
的
l
射
映
面
的
な
も
の
の
布
置
と
つ
な
が
り
、

つ
ま
り
「
結
合
」
の
な
い
と
乙
ろ
に
は
、

fこ

と
え
ば
単
に
不
連
続
の
騒
音
が
あ
る
ば
か
り
で
「
メ
ロ
デ
ィ
ー
」
の
な
い
と
こ
ろ
に
は
、

め
、
意
味
と
音
声
形
態
の
合
一
体
と
し
て
立
派
に
美
的

l
感
性
的
な
素
材
で
あ
る
無
数
の
言
葉
を
「
物
語
」
た
ら
し
め
る
「
結
合
」
の
な

い
と
こ
ろ
に
は
、
美
的
経
験
は
成
立
し
な
い
し
、
他
方
ま
た
、
概
念
的
！
客
観
的
な
事
物
認
識
を
目
ざ
す
方
向
に
動
い
て
い
な
い
と
い
う

ま
た
画
布
上
の
線
を
コ
ア
ッ
サ
ン
」
た
ら
し

意
味
で
ま
だ
概
念
に
い
た
ら
ぬ
概
念
、

つ
ま
り
ま
だ
生
れ
つ
つ
あ
る
「
意
味
」
的
な
も
の
の
「
統
こ
を
欠
く
と
こ
ろ
に
は
、
た
と
え
ば

メ
ロ
デ
ィ
ー
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
平
板
で
あ
り
、
音
楽
的
な
「
意
味
」
は
情
感
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
『
美
的
経
験

「
感
覚
的
な
も
の
を
産
出
す
る
乙
と
と
そ
れ
を
時
間
空
間
的
に
組
織
す
る
こ
と
、
音
を
産
出

の
現
象
学
』
に
お
い
て
、
美
の
世
界
で
は
、

す
る
乙
と
と
リ
ズ
ム
と
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
旋
律
あ
る
楽
節
に
整
頓
す
る
乙
と
、

つ
ま
り
意
味
あ
る
全
体
に
構
成
す
る
乙

こ
れ
が
、
感
性
的
な
多
様
を
ば
ら
ば
ら
に
放
散
し
散
逸
さ
せ
な
い
で

「
結
合
」
さ
れ
て
い
る
そ
の
感
性
的
な
も
の
の
布
置
と
つ
な
が
り
に
他
な
ら
な
い
特
殊
が
、
そ
れ
の
下

と
と
は
、
同
じ
ζ

と
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
て
い
る
が
、

「
結
合
」
し
て
お
く
想
像
力
と
、

に
包
摂
さ
れ
て
然
る
べ
き
概
念
的
H

意
味
的
な
も
の
に
か
か
わ
る
能
力
と
し
て
の
悟
性
と
の
自
由
な
一
致
、

す
な
わ
ち
、

客
観
的
l
概
念

的
な
認
識
に
な
っ
て
も
お
ら
ず
、

そ
れ
を
目
ざ
し
て
も
い
な
い
両
者
の
調
和
的
な
遊
動
（
遊
戯
∞
立
ろ

を
汲
む
論
定
で
あ
る
こ
と
は
見
や
す
い
で
あ
ろ
う
。

と
い
う
カ
ン
ト
美
学
の
精
神

美的経験と理念

筆
者
は
旧
著
『
現
象
学
の
展
開
』
の
「
第
六
章

し
つ
つ
、
以
下
の
よ
う
に
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

美
意
識
」
に
お
い
て
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
の
現
象
学
的
美
学
と
カ
ン
ト
の
美
学
に
言
及

す
な
わ
ち
、
判
断
は
一
般
に
綜
合
と
統
一
の
働
き
で
あ
る
が
、
美
的
1
芸
術
的
に
意
味
あ
る
も
の
を
顕
現
せ
し
め
る
美
的
判
断
H

美
的
経

験
に
も
、
事
物
経
験
の
場
合
の
あ
ら
か
じ
め
確
定
さ
れ
た
概
念
と
は
異
な
る
に
し
て
も
、
や
は
り
或
る
種
の
「
感
覚
的
な
も
の
の
統
一
の

原
理
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
は
『
美
学
と
哲
学
』
に
お
い
て
も
、
前
掲
の
『
美
的
経
験
の
現
象
学
』
と
同
様
、

ー寸

も

四
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ら
や

し
こ
の
統
一
の
原
理
が
な
け
れ
ば
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
溶
け
て
音
の
謁
に
な
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
に
、
知
覚
さ
れ
た
も
の
は
無
意

ほ
乙
り

味
な
感
覚
の
挨
と
な
っ
て
散
乱
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

し
か
も
他
方
、
美
的
経
験
の
場
合
の
統
一
原
理
は
、
感
覚
的
な
も
の
そ
れ
自
身
の
な
か
に
内
在
し
ー
ー
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
芸
術

作
品
は
意
図
む
き
だ
し
の
、
わ
ざ
と
ら
し
く
気
ど
っ
た
作
品
に
堕
落
す
る
｜
！
こ
の
原
理
に
存
在
の
顕
現
を
負
う
美
的
な
意
味
も
、
や
は

も
し
美
的
な
統
一
原
理
が
感
性
的
な
も
の
の
中
に
内
在
し
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の

り
感
性
的
l

情
感
的
に
と
ら
え
ら
れ
る
以
外
に
な
い
。

芸
術
作
品
は
、

へ
l
ゲ
ル
の
美
学
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
精
神
的
1
内
面
的
な
「
意
味
」
と
外
面
的
1
感
性
的
な
「
形
態
」
と
を
無
媒

介
に
結
び
つ
け
、
し
た
が
っ
て
ζ

の
結
び
つ
き
そ
れ
自
身
に
「
主
観
的
な
捧
え
も
の
」
と
い
う
感
じ
を
い
だ
か
せ
る
下
等
芸
術
で
あ
る
。

と
れ
に
反
し
て
、
右
の
結
び
つ
き
が
見
事
に
成
就
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
形
態
の
射
映
面
的
な
感
性
的
相
貌
を
「
具
体
」
と
言
っ
て
よ

け
れ
ば
、
ま
た
こ
の
射
映
面
を
と
お
し
て
情
感
さ
れ
る
意
味
的
な
も
の
を
「
普
遍
」
と
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
具
体
の
う
ち
に
普
遍
を
直
観

す
る
感
性
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
の
い
わ
ゆ
る
「
普
遍
化
す
る
感
性
」
が
と
と
ろ
を
得
て
よ
く
働
く
の
で
あ
ろ
う
。

カ
ン
ト
的
に
言
え
ば
、
感
性
を
知
性
化
し
、
感
覚
的
な
も
の
の
結
合
の
中
に
、
直
接
、
知
性
的
1
意
味
的
な
一
般
者
（
普
遍
）

を
見
て
と
る
想
像
力
（
構
想
力
）
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
も
、
与
え
ら
れ
た
対
象
を
直
観
し
、
「
も
し
想
像
力
が
そ
れ
自
身
の
自
由
に
委

ね
ら
れ
て
お
れ
ば
、
悟
性
の
法
則
性
一
般
と
一
致
し
つ
つ
企
て
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
多
様
の
結
A
己
を
看
取
す
る
感
性
は
、
カ
ン
ト
が
指

摘
す
る
よ
う
に
、
「
生
産
的
で
自
発
的
な
」
想
像
力
、
「
自
由
な
法
則
性
」
の
担
い
手
で
あ
る
よ
う
な
想
像
力
、
つ
ま
り
「
自
由
で
あ
り

つ
つ
も
、
し
か
し
お
の
ず
か
ら
法
則
的
な
」
想
像
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
感
性
的
に
与
え
ら
れ
た
「
多
様
」
を
直

観
に
お
い
て
結
合
し

l
lリ
ズ
ム
や
ハ

l
モ
？
や
メ
ロ
デ
ィ
ー
が
音
の
流
れ
を
単
な
る
騒
音
に
放
散
し
散
逸
さ
せ
な
い
と
と
は
、
つ
ま

り
「
対
象
が
現
前
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ
を
直
観
の
う
ち
で
表
象
す
る
」
乙
と
は
見
や
す
い
が
、
と
れ
は
視
覚
芸
術
で
も
同
じ
で
、
現

実
に
存
在
（
現
前
）
し
て
い
る
の
は
単
に
雑
多
な
絵
具
で
あ
り
な
が
ら
も
、
色
彩
や
構
図
が
そ
れ
と
し
て
直
観
さ
れ
、
ば
ら
ば
ら
に
散
乱

し
散
逸
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
言
葉
の
芸
術
家
が
い
わ
ゆ
る
文
章
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
｜
｜
そ
う
す

そ
れ
は
、



る
こ
と
に
よ
っ
て
「
形
態
」
を
観
察
し
な
が
ら
、
自
由
に
、
と
い
う
の
は
、
多
様
の
結
合
（
特
殊
）
が
そ
れ
に
仕
え
忍
結
合
で
あ
る
ゆ
え

ん
の
目
的
（
普
遍
）
の
概
念
な
し
に
、
遊
戯
す
る
想
像
力
、
つ
ま
り
は
、
「
概
念
な
く
し
て
図
式
化
す
る
〕
自
由
な
想
像
力
で
あ
る
。
な

お
、
先
に
『
判
断
力
批
判
へ
の
第
一
序
論
』
の
「
図
式
的
に
で
は
な
く
」
と
い
う
美
的
反
省
判
断
の
性
格
づ
け
を
引
き
合
い
に
だ
し
た
が
、

そ
の
場
合
の
「
図
式
的
」
は
、
も
ち
ろ
ん
、
あ
ら
か
じ
め
確
定
さ
れ
た
概
念
（
範
鴎
）
に
指
導
さ
れ
る
認
識
経
験
の
場
合
の
「
客
観
的

な
図
式
性
」
を
指
し
て
お
り
、
右
の
「
概
念
な
く
し
て
図
式
化
す
る
」
、
つ
ま
り
「
想
像
力
が
自
由
な
ま
ま
に
悟
性
を
覚
醒
せ
し
め
、
悟

性
が
概
念
な
く
し
て
想
像
力
を
規
則
的
な
遊
動
の
う
ち
に
お
く
サ
）
と
い
う
観
点
と
矛
盾
す
る
も
の
で
は
な
い
。

美的経験と理念
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阿
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司
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叙
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♂
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史
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五
0 

（
臼
）
民
同
一
ロ
Y

O
同

u
・
口
問
了

ω－
N
0
・

（
路
〉
以
上
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
著
の
三
三
四
ペ
ー
ジ
以
下
を
参
照
。

（
げ
）
関
同
ロ

F

M内
乱
岱

waoH－ロユ
a
z
w司回
3
・
ω・国民・

（
山
崎
〉
阿
内
回
口

F

。唱－

afω
－M剖

叶
・

（
日
四
）
剛
内
田
一
ロ
F
O
H
M
－
口
同
了

ω・印
叶
・

（
初
）
同
国
同
M
Y
O
H
M－

a
f
ω
－

E叫・

美

的

理

念

生
活
上
の
便
宜
の
た
め
の
単
な
る
道
具
、
製
造
品
は
使
用
目
的
、
つ
ま
り
用
途
と
い
う
目
的
概
念
を
現
実
に
移
し
た
と
と
ろ
で
完
了

し
、
そ
れ
以
上
に
「
目
的
な
く
し
て
合
目
的
的
」
と
い
う
境
に
ま
で
は
進
展
し
な
い
。
乙
れ
に
反
し
て
、
美
的
芸
術
作
品
は
、
上
述
し
た

よ
う
に
、
「
概
念
な
く
し
て
図
式
化
L

す
る
創
作
家
の
自
由
な
想
像
力
の
産
物
で
あ
る
。
ま
た
、
芸
術
鑑
賞
の
本
体
も
作
品
を
ま
え
に
し

て
「
概
念
な
く
し
て
図
式
化
す
る
」
受
け
手
の
主
観
の
心
意
識
の
遊
動
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
場
合
、
「
図
式
化
」
さ
れ
る

の
は
い
っ
た
い
な
ん
で
あ
ろ
う
か
。
図
式
の
問
題
は
一
般
に
判
断
の
問
題
で
あ
り
、
事
物
経
験
の
分
析
の
書
で
あ
る
『
純
粋
理
性
批
判
』

で
は
、
認
識
判
断
す
な
わ
ち
包
摂
に
際
し
て
の
、
包
摂
す
る
側
の
概
念
（
範
鴎
〉
を
包
摂
さ
れ
る
側
の
現
象
（
特
殊
）
に
「
同
質
」
化
す

る
も
の
と
し
て
の
図
式
、
し
た
が
っ
て
概
念
主
導
型
の
図
式
が
問
題
に
さ
れ
、
そ
の
意
味
で
は
悟
性
の
副
官
た
る
想
像
力
に
よ
る
悟
性
概

念
の
図
式
化
（
現
象
性
の
場
面
で
の
概
念
の
表
示
）
が
問
題
で
あ
っ
た
。

他
方
、
美
的
経
験
の
場
合
の
図
式
化
は
、
主
導
す
る
概
念
な
し
の
図
式
化
で
あ
る
が
、
し
か
し
図
式
化
で
あ
る
以
上
は
、
単
な
る
感
覚

的
現
象
を
越
え
る
な
ん
ら
か
の
も
の
の
図
式
化
、
感
性
的
表
示
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
概
念
な
く
し
て
図
式
化
す
る
」
と

い
う
こ
と
は
、
感
性
的
形
象
の
射
映
面
の
つ
な
が
り
と
布
置
が
、
も
し
そ
の
下
に
そ
れ
ら
が
包
摂
さ
れ
る
な
ら
ば
、
丁
度
そ
れ
に
適
合
調

和
す
る
或
る
超
感
性
的
な
も
の
を
情
感
的
に
感
得
せ
し
め
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
た
と
え
ば
音
楽
は
「
感
覚
の
結



つ
ま
り
音
と
時
間
（
テ
ン
ポ
、
テ
ン
プ
ス
）
の
野
の
図
式
佑
に
よ
っ
て
、
或
る
「
名
指
す

イ
ヂ
l

乙
と
の
で
き
な
い
想
念
の
充
実
を
も
っ
た
連
関
す
る
全
体
の
美
的
理
念
」
を
表
現
す
る
芸
術
と
い
う
よ
う
に
規
定
さ
れ
む

表
現
行
為
の
産
物
の
一
種
に
ち
が
い
な
い
芸
術
作
品
が
、
厳
密
に
は
、
一
体
な
に
を
表
現
し
伝
達
し
て
い
る
か
と
い
う
問
題
は
難
問
中

の
難
問
と
い
っ
て
よ
い
が
、
本
章
の
三
芸
術
と
世
界
」
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、
結
局
の
と
乙
ろ
、
美
的
対
象
が
表
現
し
て
い
る
も
の

は
実
証
的
事
実
と
し
て
の
個
物
や
概
念
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
そ
れ
の
事
実
的
な
規
定
性
で
は
あ
り
得
ず
、
む
し
ろ
全
体
と
し
て
の
世
界

（
の
可
能
的
相
貌
な
い
し
は
意
味
）
で
あ
り
、
す
ぐ
れ
た
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
に
世
界
の
聞
け
の
明
る
み

l
lベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
世
界
、

ゴ
ッ
ホ
の
世
界
、
等
々
。
そ
れ
ゆ
え
、
二
つ
の
芸
術
作
品
が
閉
じ
陳
列
室
に
並
ん
で
展
示
さ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
別
の
相
貌
の
世
界

を
聞
き
、
当
の
作
品
自
身
も
そ
れ
ぞ
れ
が
聞
い
て
い
る
別
の
世
界
に
属
し
て
い
る
と
い
う
乙
と
は
あ
り
得
る
ー
ー
を
聞
く
の
で
あ
っ
た

イ
ヂ
ー

が
、
そ
の
と
と
を
カ
ン
ト
は
、
右
の
音
楽
の
例
に
も
あ
る
よ
う
に
、
「
全
体
」
と
い
う
も
の
の
超
越
論
的
性
格
を
指
称
す
る
「
理
念
」
の

一
種
で
あ
る
「
美
的
理
念
位
丘

Z
H
U
n
Z
E
g」
を
表
現
し
て
い
る
と
言
い
あ
ら
わ
し
た
わ
け
で
あ
る
。
美
的
l
情
感
的
経
験
が
「
概
念
な

イ
デ
ー

く
し
て
図
式
化
す
る
」
意
味
的
、
超
越
論
的
な
も
の
は
「
美
的
理
念
」
と
い
う
言
葉
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
戒
る
も
の
、
概
念
的
な
認
識

の
能
力
で
あ
る
悟
性
が
そ
の
勢
力
範
囲
内
に
取
り
込
み
え
な
い
全
体
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
解
し
て
、
ま
ず
間
違
い
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

合
形
式
（
ハ
ー
モ
ニ
ー
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
）
」
、

芸
術
作
品
に
か
ぎ
ら
ず
一
般
に
美
し
い
も
の
、

美的経験と理念

た
と
え
ば
自
然
界
の
美
し
い
も
の
も
ま
た
、
反
省
的
判
断
に
た
い
し
て
、

象
す
れ
ば
想
像
力
と
悟
性
が
、
或
る
概
念
の
可
能
性
に
む
か
つ
て
、
お
の
ず
と
相
互
に
調
和
し
あ
ふ
斗
よ
う
な
合
目
的
的
形
態
を
提
供
し

て
く
れ
る
。
あ
ら
か
じ
め
確
定
さ
れ
た
概
念
で
は
な
く
て
、
ま
だ
生
れ
つ
つ
あ
る
可
能
的
な
「
或
る
概
念
」
、
目
的
の
概
念
を
欠
き
つ
つ

つ
ま
り
意
味
的
な
も
の
の
聞
け
の
明
る
み
を
開
く
と
い
う
点
に
、
「
美
し
い
」
も
の
の
本
質
が
あ
り
、
自
然
美
も

「
そ
れ
を
表

も
合
目
的
的
な
も
の
、

そ
の
例
外
で
は
な
い
。

つ
ま
り
心
意
を
生
気
づ
け
る
原
理
が
あ
り
、

そ
れ
は
結
局
、

イ
ヂ

1

「
美
的
理
念
」
を
表

な
お
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
芸
術
に
は
「
精
神
」
が
、

現
す
る
能
力
、

つ
ま
り
カ
ン
ト
の
意
味
で
の
「
天
才
」
で
あ
る
。
想
像
力
（
構
想
力
〉
に
よ
る
乙
の
美
的
理
念
は
、

「
い
か
な
る
概
念
も

五



五
二

適
合
し
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
い
か
な
る
言
葉
も
完
全
に
は
到
達
せ
ず
、
ま
た
わ
か
ら
せ
る
こ
と
の
で
き
な
民
或
る
も
の
で
あ
る
。
美

的
1
感
性
的
な
反
省
判
断
（
美
感
的
判
断
）
は
想
像
力
と
悟
性
を
相
互
に
関
係
さ
せ
、
こ
れ
ら
の
認
識
能
力
の
相
互
関
係
そ
れ
自
身
を
知

覚
し
情
感
す
る
が
（
快
不
快
の
感
情
）
、
そ
の
場
合
、
知
覚
さ
れ
る
と
の
関
係
自
体
は
、
「
判
断
力
の
客
観
的
使
用
の
主
観
的
な
、
た
ん

に
感
じ
レ
か
か
必
小
川
V

制
朴
（
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
両
能
力
相
互
の
調
和
と
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
と
と
に
、
あ
る
い
は
美
的
l
感
性
的
な
反

省
判
断
は
「
認
識
一
般
の
た
め
の
士
勧
降
静
俳
伶
を
含
み
は
し
よ
う
が
」
、
客
観
的
認
識
を
実
現
す
る
と
と
は
あ
り
得
な
い
d
と
に
、
カ

イ
デ
ー

ン
ト
が
し
ば
し
ば
注
意
を
促
す
の
も
、
結
局
は
同
一
趣
旨
に
発
す
る
も
の
で
、
美
的
理
念
が
た
ん
な
る
事
物
経
験
の
場
合
と
同
列
の
対
象

ポ

ジ

テ

イ

1

7

措
定
的
な
認
識
判
断
の
対
象
、
実
証
的
l
事
実
的
な
事
物
で
は
な
い
乙
と
の
裏
が
え
し
で
あ
る
。

イ
ヂ
l

カ
ン
ト
の
哲
学
に
お
い
て
、
一
般
に
理
念
が
た
ん
な
る
悟
性
の
提
供
す
る
概
念
を
越
え
る
或
る
も
の
を
指
す
乙
と
は
よ
く

イ
デ
ー

い
わ
ゆ
る
理
念
、
つ
ま
り
理
性
の
理
念
が
、
い
か
な
る
「
直
観
」
も
十
全
に
は
適
合
し
え
な
い
、
無
制
約
的

一
般
者
）
を
指
す
の
に
た
い
し
て
、
「
美
的
理
念
」
の
ほ
う
は
、
い
か
な
る
「
概
念
」
を
も
っ
て
し
で
も

ち
な
み
に
、

知
ら
れ
て
い
る
が
、
た
だ
、

に
拡
大
さ
れ
た
概
念
（
普
遍
、

十
全
に
は
適
合
し
え
な
い
「
想
像
力
の
直
観
〈
表
象
）
」
を
指
し
て
い
る
と
と
は
重
要
で
あ
る
。

情
感
的
l
感
性
的
な
質
に
つ
つ
ま
れ
た
美
的
な
意
味
、
あ
る
い
は
カ
ン
ト
の
い
わ
ゆ
る
美
的
理
念
は
、
概
念
の
言
葉
を
も
っ
て
し
て
は

イ
ヂ

1

イ
デ
l

ど
う
し
て
も
「
説
明
で
き
な
い
」
想
像
力
の
直
観
（
表
象
）
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
美
的
理
念
は
、
同
じ
く
理
念
で
は
あ
り
な
が
ら
も
、
そ

の
妥
当
性
を
感
性
的
に
証
明
で
き
な
い
｜
｜
つ
ま
り
、
感
性
的
に
表
示
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
対
象
が
直
観
的
1
現

イ
デ

1

象
的
に
与
え
ら
れ
な
い
｜
｜
理
性
の
概
念
で
あ
る
一
般
の
理
念
と
は
性
格
を
異
に
す
る
面
が
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
美
的
理
念
が
「
想
像

力
の
説
明
の
で
き
な
い
表
象

5
2
3ロ
g
a
o
〈

0
2円
色
ロ
ロ
間
色

2
回ロ

E
Eロ
宮
町
民
件
」
で
あ
る
と
い
う
事
情
は
、
美
的
経
験
が
、

「
想
像
力
」
と
い
う
感
性
的
直
観
に
近
い
独
特
の
と
こ
ろ
の
働
き
に
よ
っ
て
、
事
実
上
人
聞
に
具
備
す
る
「
認
識
諸
能
力
」
と
い
う
問
題

イ
ヂ
I

次
元
を
越
え
た
或
る
理
念
的
な
も
の
、
全
体
的
な
も
の
、
或
る
種
の
世
界
の
聞
け
の
明
る
み
に
、
直
接
、
顔
を
向
け
て
い
る
と
い
う
と
と

を
含
意
し
、
通
常
の
事
物
経
験
が
、
直
接
的
に
は
、
理
念
的
1
全
体
的
な
も
の
に
で
は
な
く
、
文
字
ど
お
り
個
物
（
事
物
）
の
ほ
う
に
顔



－
U
ト品目

を
向
け
て
い
る
の
と
は
対
蹴
的
で
あ
る
。

主
観
の
事
実
的
な
「
能
力
」
の
問
題
を
超
越
す
る
美
的
理
念
は
、
綾
綾
、
分
析
し
て
き
た
よ
う
に
、
美
的
1
感
性
的
に
、
な
い
し
は
情

感
的
に
顕
現
す
る
以
外
に
は
現
前
し
え
な
い
以
上
、
主
観
の
「
認
識
諸
能
力
」
で
あ
る
想
像
力
（
構
想
力
〉
と
悟
性
と
の
相
互
の
適
合
調

和
の
墳
に
開
示
さ
れ
、
現
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
適
合
調
和
は
、
も
ち
ろ
ん
、
制
作
者
や
鑑
賞
家
の
勝
手
気
ま
ま
な
思
い
入
れ
や
読

み
こ
み
の
上
に
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
と
に
は
、
た
し
か
に
「
主
観
的
」
で
は
あ
る
が
、
一
種
の
規
則
性
、
必
然
性
が
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
す
ぐ
れ
た
芸
術
作
品
と
、
作
者
の
身
勝
手
な
意
味
読
み
乙
み
の
要
求
が
見
え
す
く
駄
作
と
の
区
別

は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

カ
ン
ト
が
「
天
才
」
と
称
し
た
も
の
は
、
主
観
の
怒
意
以
外
に
な
ん
ら
確
た
る
基
準
や
手
続
き
を
も
た
な
い
高
鳴
る
感
情
や
稀
な
る
偶

然
の
作
用
で
は
な
く
て
、
右
に
述
べ
た
規
則
性
、
必
然
性
を
作
品
に
賦
与
し
え
た
作
家
の
才
能
と
技
量
を
指
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
た

し
か
に
カ
ン
ト
は
、
「
美
的
理
念
の
能
力
」
で
あ
る
「
天
才
」
に
つ
い
て
、
「
芸
術
〈
美
の
産
出
〉
に
規
則
を
与
え
る
の
は
、
（
主
観
の
〉

自
然
で
あ
っ
て
、
考
え
た
末
の
目
的
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
美
は
概
念
に
し
た
が
っ
て
判
定
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
：
・

3
と
い
う
よ

う
に
、
無
意
識
の
い
わ
ゆ
る
天
才
的
創
造
活
動
を
至
上
の
も
の
に
見
た
て
る
ロ
マ
ン
主
義
的
怒
意
を
連
想
さ
せ
る
語
り
口
を
し
て
は
い

る。

美的経験と理念

し
か
し
、
旧
著
『
現
象
学
の
展
開
』
で
も
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
す
ぐ
れ
た
芸
術
作
品
に
は
或
る
種
の
必
然
性
が
あ
り
、
立
派
な

詩
や
絵
画
が
も
は
や
ど
ん
な
言
葉
な
い
し
色
影
の
付
加
も
削
除
も
許
さ
な
い
厳
し
さ
を
備
え
て
い
る
の
は
当
り
前
で
あ
る
。
ペ
ッ
カ
l
の

い
わ
ゆ
る
「
美
の
は
か
な
さ
と
芸
術
家
の
冒
険
性
」
も
、
根
本
的
に
は
、
そ
の
同
じ
厳
し
さ
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
美
術
史
家

は
、
例
え
ば
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
「
宮
廷
の
侍
女
た
ち
」
に
言
及
し
て
、
仮
象
の
世
界
を
見
事
に
表
現
し
た
乙
の
絵
の
「
画
面
に
置
か
れ
た
絵

具
の
色
調
や
グ
ァ
ル
ー
ル
が
少
し
で
も
狂
っ
て
い
た
ら
、
ま
た
そ
の
場
所
が
ち
ょ
っ
と
で
も
ず
れ
て
い
た
ら
、
絵
具
は
単
に
絵
具
の
ま
ま

レ
ー
ス
飾
り
に
も
ブ
ロ
ン
ド
の
髪
の
毛
に
も
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
絶
妙
な
感
覚
と
い
う
の
は
、
正
確
な
計
算
の
結
果
と

で
あ
っ
て
、

五
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四

ハ
7
V

い
う
よ
り
も
む
し
ろ
ベ
ラ
ス
ケ
ス
の
天
性
の
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
」
と
言
う
が
、
こ
う
し
た
点
を
と
ら
え
て
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
、

才
」
が
芸
術
作
品
に
規
則
と
必
然
性
を
与
え
る
と
言
っ
た
に
し
て
も
、
自
に
角
を
た
て
て
そ
の
誇
張
性
を
非
難
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
む

し
ろ
、
ヵ
l
ダ
マ

l
自
身
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
芸
術
作
品
が
可
能
的
に
は
い
く
ら
で
も
継
続
し
う
る
創
作
プ
ロ
セ
ス
を
任
意
に
中
断
し

た
こ
と
に
現
に
あ
る
作
品
と
し
て
の
存
在
を
負
う
よ
う
で
は
、
創
作
の
基
準
も
、
鑑
賞
の
適
否
の
基
準
も
あ
り
ょ
う
が
な
い
と
い
う
ニ
ヒ

リ
ズ
ム
に
陥
る
以
外
に
な
い
で
あ
ろ
う
。

「天

立
派
な
芸
術
作
品
が
ど
ん
な
付
加
も
削
除
も
許
さ
な
い
厳
し
い
必
然
性
を
具
備
し
て
い
る
と
い
う
乙
と
は
、
同
時
に
、
芸
術
作
品
に
は

あ
る
絶
頂
の
一
点
で
か
ら
く
も
立
派
な
作
品
た
り
得
て
い
る
と
い
う
「
脆
弱
さ
」
が
付
き
ま
と
う
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
ベ
ッ
カ
ー
に

よ
れ
ば
、
芸
術
作
品
は
「
そ
の
内
的
性
状
が
た
と
え
ど
れ
ほ
ど
僅
か
に
変
化
し
て
も
、
そ
の
変
化
の
す
べ
て
に
対
し
て
極
度
に
敏
感
で
あ

る
。
と
が
っ
た
頂
か
ら
真
逆
様
に
奈
落
の
う
ち
へ
と
墜
落
す
る
に
は
、
こ
の
上
な
く
些
細
な
踏
み
誤
り
で
十
分
で
あ
る
。
美
は
P

一
切
か

無
か
4

の
法
則
下
に
あ
る
。
真
応
偉
大
な
芸
術
作
品
の
端
的
に
H

完
控
H

な
ゆ
え
ん
は
、
そ
れ
ら
の
作
品
に
手
を
加
え
る
乙
と
を
継
続
し

た
と
考
え
た
場
合
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
継
続
で
あ
れ
ー
ー
し
か
し
そ
れ
は
、
な
ん
ら
か
の
種
類
の
変
化
を
作
品
の
上
に
必
然
的
に
招
来

す
る
だ
ろ
う
｜
作
品
を
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
仕
方
で
破
壊
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
、
ま
さ
に
そ
の
点
に
存
す
自
の
で
あ
る
。

立
派
な
、
し
た
が
っ
て
美
し
い
作
品
に
は
、
た
し
か
に
、
或
る
種
の
規
則
が
あ
り
、
必
然
性
が
あ
る
。
反
対
に
、
美
し
く
な
い
作
品
と

は
必
然
性
の
な
い
、
そ
の
意
味
で
で
き
そ
こ
な
い
の
作
品
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
美
し
い
」
芸
術
作
品
で
あ
る
乙
と
は
、
当
然
、
甘
美

な
、
あ
る
い
は
感
傷
的
な
作
品
で
あ
る
乙
と
と
同
義
で
は
な
い
し
、
立
派
な
芸
術
作
品
の
「
美
し
さ
」
を
鑑
賞
で
き
た
と
い
う
と
と
も
ま

た
、
そ
の
作
品
に
内
属
す
る
厳
し
い
必
然
性
を
、

弱
で
あ
る
と
同
時
に
動
か
し
難
く
厳
し
い
必
然
性
を
、
そ
の
詩
や
絵
画
に
感
得
す
る
乙
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
乙
の
必
然
性

は
実
生
活
的
な
現
実
で
は
な
く
、
美
的
経
験
と
い
う
一
種
の
遊
戯
の
境
涯
に
お
け
る
必
然
性
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
に
よ

れ
ば
、
そ
れ
は
あ
る
状
況
に
際
会
し
1
1
み
ず
か
ら
の
歴
史
的
な
自
己
存
在
そ
の
も
の
の
内
的
な
展
開
に
促
さ
れ
て
｜
！
こ
れ
こ
れ
の
選

つ
ま
り
言
葉
や
色
彩
の
ど
ん
な
付
加
も
削
除
も
許
さ
な
い
、
か
ら
く
も
成
就
さ
れ
た
脆



択
や
判
断
へ
と
必
然
的
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
場
合
の
、
か
く
あ
っ
て
他
で
は
あ
り
得
な
い
実
存
（
状
況
の

な
か
の
自
由
）
の
必
然
性
に
似
て
も
い
ヲ
匂

芸
術
作
品
を
鑑
賞
し
え
た
と
い
う
乙
と
は
、
以
上
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
の
作
品
が
現
に
あ
る
と
は
違
っ
た
ふ
う
に
は
あ
り
得
な
い
乙

と
を
情
感
し
え
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
立
派
な
芸
術
作
品
に
具
備
す
る
美
的
必
然
性
は
、
同
時
に
、
作
家
の
自
己
存

イ
デ
』

在
に
と
っ
て
の
世
界
の
心
然
性
と
で
も
い
っ
た
も
の
を
も
示
し
て
い
る
。
芸
術
作
品
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
「
理
念
」
的
な
も
の
、
「
全

体
」
的
な
も
の
が
、
た
と
え
ば
「
北
斎
の
世
界
」
や
「
ゴ
ッ
ホ
の
世
界
」
、
「
荷
風
の
世
界
」
や
「
カ
フ
カ
の
世
界
」
、
「
モ
ー
ツ
ァ
ル

ト
の
世
界
」
や
「
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
世
界
」
と
い
う
具
合
に
、
作
家
個
人
の
名
前
を
冠
し
て
か
れ
だ
れ
か
「
世
界
」
と
い
う
以
外
に
言

す
ぺ

い
あ
ら
わ
す
術
の
な
い
、
概
念
に
固
定
で
き
な
い
情
感
的
質
に
つ
つ
ま
れ
た
ま
ま
の
意
味
的
な
も
の
で
あ
る
と
と
は
、
再
三
指
摘
し
た
と

お
り
だ
が
、
し
か
し
ニ

1
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
た
だ
一
つ
の
対
象
に
む
か
つ
て
「
そ
れ
は
美
し
い

1
」
と
発
言
す
る
こ
と
に
さ
え
、
概
念
の

言
葉
で
は
捉
え
え
な
い
世
界
の
綜
A
品
な
全
体
を
、
そ
の
対
象
に
む
け
て
圧
縮
し
な
が
ら
「
肯
定
」
す
る
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。

ニ
1
チ
ェ
の
存
在
論
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
体
験
の
個
々
的
な
事
実
に
、
時
と
し
て
、
仮
そ
め
で
は
な
い
「
永
遠
」
の
意
義
が
賦
与
さ
れ

る
と
と
が
あ
る
の
は
（
運
命
愛
の
瞬
間
〉
、
拙
著
『
生
き
る
根
拠
の
哲
学
』
で
す
で
に
指
摘
し
て
お
い
た
よ
う
に
、
そ
の
当
の
個
々
的
な

体
験
事
実
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
で
は
な
く
て
、

美的経験と理念

「
大
い
な
る
円
環
」
を
な
す
「
全
体
」
H
根
拠
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
殺
那
〈
瞬

，
止
ま
れ
、
お
前
は
い
か
に
も
美
し
い
か
ら

I
’
と
言
い
う
る
の
は
、
個
的
な
実
証
的
事
実
と
し
て
の
当
の
殺
那
そ

つ
ま
り
個
々
的
な
遜
追
体
験
そ
の
も
の
の
実
存
的
H
人
間
的
な
重
大
性
に
よ
る
以
上
に
、
む
し
ろ
、
そ
の
殺
那
を
契
機
と
し

て
開
示
さ
れ
る
「
大
い
な
る
円
環
」
H

全
体
を
究
極
の
拠
り
ど
と
ろ
と
し
て
の
と
と
で
あ
る
。
「
た
っ
た
の
一
度
で
も
、
わ
れ
わ
れ
の
魂
が

幸
福
の
あ
ま
り
弦
の
よ
う
に
ふ
る
え
、
音
を
発
し
た
と
と
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
乙
の
一
つ
の
出
来
事
を
条
件
づ
け
る
た
め
に
、
全
永
遠

が
必
要
で
あ
っ
た
の
だ
」
と
言
わ
れ
得
た
の
は
、
そ
の
殺
那
の
幸
福
そ
れ
自
身
に
立
脚
し
て
の
乙
と
で
あ
る
以
上
に
、
む
し
ろ
、

間
）
に
む
か
つ
て
、

の
・
も
の
の
、

「
わ
れ

五
五



五
六

わ
れ
自
身
の
う
ち
に
も
、
ま
た
事
物
の
な
か
に
も
、

孤
立
し
た
も
の
は
な
に
も
な
い
」

「
生
成
は
、
大
い
な

（
醤
ご

ω
H
R－
H

－BM）、

る
円
環
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
す
べ
て
は
等
し
く
価
値
あ
り
、
永
遠
で
あ
り
、
必
然
で
あ
る
」
、
あ
る
い
は
、

除
し
よ
う
と
欲
す
る
と
と
は
、
い
っ
さ
い
を
排
除
す
る
と
と
を
意
味
す
る
」

「
金
永
遠
」
を
背
景
に
し
て
の
ζ

と
で
あ
匂

「
な
に
か
あ
る
こ
と
を
排

い
っ
さ
い

（謡曲・
N
O
H
M
8
）
と
い
う
存
在
論
的
な
根
拠
H
全
体
な
い
し

「
差
し
引
い
た
り
、
除
外
し
た
り
、
取
捨
し
た
り
す
る
乙
と
な
く
、
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
的
に
肯
定
す
る
」
（
醤
ゲ

MgH
＝h

＝
）
ニ

l

チ
ェ
的
「
肯
定
」
は
、
永
劫
に
回
帰
す
る
「
大
い
な
る
円
環
」
と
い
う
世
界
の
存
在
論
的
な
「
全
体
」
性
格
を
究
極
の
根
拠
に
し
て
お
り

ー
ー
た
だ
し
逆
に
、
等
し
い
も
の
の
永
劫
回
帰
と
い
う
教
説
は
、
個
的
実
存
の
体
験
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
、
一
瞬
、
「
運
命
愛
」
と
し
て
現
成

す
る
の
で
な
い
限
り
、
教
説
と
し
て
も
た
し
か
に
空
疎
に
ひ
び
く
が
｜
｜
け
っ
し
て
単
に
人
間
論
的
な
個
人
の
実
存
の
構
造
の
問
題
に
つ

き
て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
。

た
ん
に
機
械
論
的
な
因
果
に
よ
っ
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
「
い
っ
さ
い
が
絶
対
的
に
連
結
し
、
条
件
づ
け
ら
れ
て

い
る
現
実
世
界
に
お
い
て
は
、
な
に
か
あ
る
も
の
を
断
罪
し
、
取
り
去
っ
て
考
え
る
と
と
は
、
い
っ
さ
い
を
取
り
去
っ
て
考
え
、
断
罪
す

る
乙
と
で
あ
る
」
（
酉

r
H
N
T
g
h
C
と
す
る
ニ

1
チ
ェ
の
論
理
に
よ
れ
ば
、
あ
り
も
し
な
い
不
明
不
定
の
背
後
世
界
を
妄
想
す
る
ζ

と

な
く
、
天
真
無
垢
の
生
を
生
き
よ
う
と
す
る
限
り
、
人
聞
は
生
成
す
る
全
体
と
し
て
の
現
実
世
界
の
ど
ん
な
些
一
事
、
「
大
い
な
る
円
環
」

の
ど
ん
な
小
さ
な
環
を
も
、
ま
た
ど
ん
な
厭
わ
し
い
出
来
事
を
も
ふ
く
め
て
、
全
体
的
に
肯
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
乙
と
に
な
る
。
人

聞
は
あ
る
意
味
で
み
ず
か
ら
「
個
体
以
上
の
も
の
」
、
乙
れ
か
ら
生
成
す
る
未
来
の
環
を
も
ふ
く
め
た
「
連
鎖
全
体
」

（

d
園

Y
T
g
d

つ
ま
り
は
根
拠
で
あ
る
「
全
体
」
に
合
体
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ζ

の
よ
う
に
し
て
、
世
界
そ
の
も
の
の
「
連
鎖
全
体
」
、

生
成
の
「
プ
ロ
セ
ス
全
体
」
（
国
y

E）
を
一
身
に
凝
縮
し
、
担
い
、
体
現
し
て
い
る
「
力
」
強
い
生
は
、
ニ
！
チ
ェ
が
言
う
よ
う
に
、

い
か
に
も
「
充
溢
」
し
た
「
過
剰
」
の
生
に
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
も
、
ニ

l
チ
ェ
の
場
合
、
「
全
体
」
性
の
立
場
を
倫
理
（
エ
チ
カ
）
に
結
品
さ
せ
た
ス
ピ
ノ
ザ
の
場
合
と
は
い
く
ぶ
ん
異
な
り
、

に
な
り
、



同
時
に
、

芸
術
の
観
点
で
も
あ
っ

苦
痛
や
融
悪
を
も
ふ
く
め
た
生
の
「
全
体
」
を
「
差
し
引
き
な
し
に
」
肯
定
す
る
と
い
う
観
点
は
、

た
。
す
な
わ
ち
、
ニ

1
チ
ェ
的
な
世
界
肯
定
は
、
『
悲
劇
の
誕
生
』
か
ら
発
狂
前
の
遺
稿
に
い
た
る
ま
で
、
恐
ろ
し
い
も
の
や
問
題
的
な

も
の
を
「
悲
劇
」
の
美
を
構
成
す
る
要
素
と
し
て
愛
好
す
る
「
強
さ
」
の
ペ
シ
ミ
ズ
ム
、
「
悲
劇
の
残
忍
さ
に
お
い
て
肯
定
を
発
語
す

る
」
芸
術
家
的
な
力
と
い
う
形
を
と
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。
「
ど
ん
な
葛
藤
か
ら
も
協
和
音
を
ひ
び
か
せ
る
圧
倒
的
な
芸
術
家
」
的
人
間

（謡
γ
N
N
ω
u
g
M）
は
、
も
ち
ろ
ん
、
個
々
的
な
内
世
界
的
l
実
証
的
事
実
と
は
同
列
で
な
い
超
越
論
的
な
「
全
体
に
お
い
て
は
じ
め
て
、

一
切
は
救
済
さ
れ
、
善
で
あ
り
、
是
認
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
」
（
国
？

H
S品
問
）
と
い
う
、
汎
神
論
者
ス
ピ
ノ
ザ
に
「
近
い
」

ゲ
1
テ
の
、
ニ

l
チ
ェ
が
鏑
仰
し
て
や
ま
な
い
あ
の
ゲ
l
テ
の
全
体
性
の
立
場
、
生
成
の
円
環
に
お
け
る
一
切
連
結
の
論
理
の
ヴ
ァ
リ
エ

ー
シ
ョ
ン
に
は
違
い
な
い
が
、
そ
れ
が
ニ

l
チ
ェ
の
場
合
｜
！
実
存
倫
理
的
で
あ
る
と
同
時
に

l
lし
ば
し
ば
「
芸
術
」
や
「
美
」
の
問

題
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
、
ゲ
ー
テ
愛
好
家
に
ふ
さ
わ
し
い
特
徴
で
あ
ろ
う
。

芸
術
は
線
や
色
彩
、
音
や
言
葉
の
た
ん
に
無
秩
序
な
乱
舞
で
は
な
い
。
あ
る
種
の
情
感
的
l
感
性
的
な
雰
囲
気
の
た
だ
中
に
、
全
体
と

し
て
の
世
界
そ
の
も
の
の
可
能
的
な
「
意
味
」
な
い
し
は
本
質
を
開
示
す
る
美
的
対
象
に
は
、
そ
れ
な
り
の
「
規
則
」
あ
る
い
は
必
然
性

が
内
属
し
、
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
が
芸
術
家
と
は
芸
術
作
品
に
「
規
則
」
を
賦
与
す
る
才
能
、
つ
ま
り
「
天
才
」
で
あ
る
と
し
た
こ
と
は
す

美的経験と理念

で
に
述
べ
た
と
お
り
だ
が
、
ニ

1
チ
ェ
に
と
っ
て
も
、

生
成
の
円
環
の
大
い
な
る
心
然
性
を
感
得
し
う
る
芸
術
家
的
l

「
超
人
」
的
な
力
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
「
人
間
的
な
、
あ
ま
り
に
人

間
的
な
」
善
悪
の
遠
近
法
を
越
え
る
乙
の
超
人
的
l
悲
劇
的
な
も
の
の
力
は
、
「
生
成
は
、
大
い
な
る
円
環
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
す
べ
て

は
等
し
く
価
値
あ
り
、
永
遠
で
あ
り
、
必
然
で
あ
る
」
と
い
う
万
物
連
結
の
超
越
論
的
洞
察
を
、

一
切
を
「
美
的
現
象
」
と
観
じ
、

無
垢
な
る
肯
定
の
境
涯
に
遊
ぶ
た
め
に
は
、

完
壁
な
の
だ
H

と
い
う
一
切
肯
定
、

グ
他
で
は
あ
り
得
な
い
の
だ
。
こ
れ
で

つ
ま
り
、
世
界
の
根
源
的
全
体
性
と
の
一
体
化
の
感
情
に
ま
で
高
揚
さ
せ
る
力
な
の
で
あ
る
。

美
的
経
験
に
お
い
て
、
世
界
の
根
源
的
全
体
性
と
の
一
体
化
の
感
情
が
一
瞬
、
か
ら
く
も
実
現
さ
れ
る
と
い
う
事
情
は
、
カ
ン
ト
的
に

つ
ま
り
「
快
不
快
の
感
情
」
と
い
う
は
か
な
く
不
安
定
な
仕
方
で
か
ら
く
も
主
観
的
に
開
示

言
い
直
せ
ば
、
美
は
感
性
的
1
情
感
的
に
、

五
七



五
八

ジ
ユ
ン
ポ
l
ル

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
し
か
し
同
時
に
、
或
る
超
感
性
的
な
も
の
、
「
理
念
」
的
H

全
体
的
な
も
の
の
「
象
徴
」
で
あ
る
と
い
う

意
義
を
担
う
と
い
う
、
つ
ま
り
美
的
反
省
判
断
と
し
て
の
「
趣
味
の
目
ざ
す
も
の
は
叡
智
的
な
も
の

a
g
F
Z
E岡
山
宮
町
で
あ
る
」
と
い

う
事
情
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

前
節
「
美
的
経
験
の
構
造
」
で
述
べ
て
お
い
た
よ
う
に
、
美
し
い
も
の
の
開
示
は
想
像
力
と
悟
性
と
い
う
「
認
識
諸
能
力
」
の
相
互
関

係
が
構
成
す
る
人
間
の
美
意
識
な
し
に
は
あ
り
得
な
い
と
同
時
に
、
根
源
的
全
体
で
あ
る
能
産
的
自
然
に
た
い
す
る
応
答
と
い
う
側
面
を

具
有
し
、
概
念
に
い
た
ら
ぬ
ま
ま
の
世
界
の
深
い
存
在
意
味
を
暗
号
的
に
指
示
す
る
か
ら
、
カ
ン
ト
は
「
そ
れ
に
よ
っ
て
自
然
が
、
諸
々

の
美
し
き
フ
ォ
ル
ム
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
に
比
験
的
に
語
り
か
け
る
と
こ
ろ
の
暗

t山
）
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
世

界
の
「
意
味
」
の
誕
生
と
い
う
出
来
事
と
ひ
そ
か
に
か
か
わ
る
美
的
経
験
は
、
旧
著
『
現
象
学
の
展
開
』
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
人
聞
が

事
物
と
交
渉
し
な
が
ら
、
世
界
と
自
己
と
の
親
し
さ
、
つ
ま
り
自
己
の
「
世
界
l
内
l
存
在
」
を
も
っ
と
も
深
く
経
験
す
る
場
所
で
あ
り
、

「
暗
号
の
解
釈
」
あ
る
い
は
「
暗
号
解
読
」
に
つ
い
て
語
る
乙
と
も
可
能
で

そ
の
意
味
で
は
カ
ン
ト
あ
る
い
は
ヤ
ス
パ

l
ス
に
な
ら
い
、

あ
ろ
う
。

a

－3】
J

、

J
J
J
J
T
i
、

カ
ン
ト
に
お
け
る
美
し
い
も
の
の
「
主
観
化
」
な
い
し
は
「
天
才
」
概
念
の
暖
昧
さ
を
批
判
す
る
ガ
l
ダ
マ

l
が
し
た
よ
う

ジ
ユ
ン
ポ
ー
ル

に
、
概
念
を
た
だ
ち
に
表
示
す
る
規
定
的
判
断
力
の
場
合
の
「
図
式
」
と
は
異
な
る
「
象
徴
」
的
表
示
と
い
う
も
の
の
折
出
に
カ
ン
ト
美

学
の
輝
し
い
成
果
の
一
つ
を
認
め
な
が
ら
も
、
し
か
し
「
象
徴
」
を
感
性
的
現
象
と
超
感
性
的
意
味
と
が
落
ち
あ
っ
て
一
つ
に
な
っ
た

も
の
、
そ
れ
ら
の
符
合
と
い
う
形
市
上
学
的
地
位
に
ま
で
高
め
た
の
は
、
も
と
も
と
「
象
徴
」
概
念
が
多
義
的
で
無
規
定
で
あ
り
、
そ
れ

ゆ
え
の
「
汲
み
つ
く
し
難
い
」
性
格
に
由
来
す
る
錯
誤
だ
と
い
う
指
摘
が
な
さ
れ
る
と
と
も
あ
犯

ジ
ユ
ン
ポ
ル

ガ
1
ダ
マ

l
が
批
判
す
る
「
象
徴
」
は
、
た
と
え
ば
へ

l
ゲ
ル
が
『
美
学
講
義
』
で
芸
術
形
態
を
「
象
徴
的
」
、
「
古
典
的
」
、
「
ロ

Z

ステ
l
テ
ィ
シ
ュ

つ
ま
り
精
神
的
な
意
味
内
容
が
ふ
さ
わ
し
い
感
性
的
外
形
を
求
め
な
が
ら

マ
ン
主
義
的
」
の
三
形
態
に
区
分
す
る
場
合
の
「
象
徴
的
」
、

も
、
し
か
し
ま
だ
適
合
し
た
外
形
を
持
ち
え
て
い
な
い
芸
術
形
態
の
よ
う
に
軽
い
も
の
で
は
な
い
。
ガ
l
ダ
マ

l
の
批
判
は
、

ご
般
に



イ
ヂ
、
、
《
惜
》

美
（
自
然
美
で
あ
れ
、
芸
術
美
で
あ
れ
）
は
、
美
的
理
念
を
表
現
」
す
る
と
い
う
カ
ン
ト
美
学
の
核
心
的
洞
察
そ
の
も
の
に
向
け
ら
れ
た

深
刻
な
批
判
で
あ
る
。

も
う
少
し
詳
し
く
言
え
ば
、
ガ
l
ダ
マ

l
は、

カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
の
流
れ
を
汲
む
ゲ
l
テ
や
シ
ェ
リ
ン
グ
ら
の
「
十
九
世
紀
美

学
の
基
礎
は
、
心
意
識
の
象
徴
活
動
の
自
由
に
あ
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
よ
う
な
も
の
が
生
産
的
な
土
台
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
」
と
い
う

イ
デ

1

ジ
ユ
ン
ポ

l
ル

厳
し
い
疑
問
を
投
げ
か
け
、
感
性
的
現
象
と
理
念
の
完
壁
な
合
致
を
「
象
徴
」
形
式
の
芸
術
に
見
ょ
う
と
す
る
の
は
、
主
観
的
な
「
体
験

美
学
」
の
先
入
見
に
す
ぎ
な
い
で
は
な
い
か
、
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
右
の
意
味
で
の
「
象

ガ
l
ダ
マ

l
は、

徴」

l
I美
的
な
意
味
を
具
現
し
、
し
か
も
そ
の
意
味
が
同
時
に
世
界
と
そ
の
中
に
生
き
る
人
間
の
深
い
本
質
を
表
示
し
て
い
る
「
象

徴
」
｜
｜
概
念
に
疑
義
が
生
じ
る
乙
と
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
、

「
美
意
識
」
と
よ
ば
れ
る
観
点
、
な
い
し
は
美
意
識
の
産
物
と
し
て
の

「
芸
術
」
と
い
う
観
点
そ
の
も
の
が
、
主
観
的
な
「
天
才
」
概
念
と
同
じ
よ
う
に
、

る
、
と
い
う
論
定
に
ま
で
進
む
の
で
あ
る
。

そ
れ
ほ
ど
確
た
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い

「
美
意
識
」
や
「
芸
術
」
と
い
う
立
場
は
、
自
覚
的
に
立
場
と
し
て
掲
げ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
受
け
取
る
な
ら
ば
、
そ
れ

を
近
代
に
特
有
の
時
代
思
潮
の
一
支
流
と
し
て
思
想
史
的
に
位
置
づ
け
、
ガ
l
ダ
マ

l
が
し
た
よ
う
に
、
そ
の
相
対
性
を
摘
発
す
る
こ
と

た
し
か
に
、

「
美
し
い
」
民
芸
品
や
建
築
物
、
絵
蘭
や
舞
踊
や
歌
謡
が
、
特
別
に
「
芸
術
」
と
し
て
創
作
さ
れ
た
の
で
は
な

が
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

く
て
、
日
常
生
活
の
営
み
の
な
か
で
然
る
べ
き
位
置
を
占
め
て
い
た
時
代
の
ほ
う
が
、
歴
史
的
事
実
と
し
て
も
遥
か
に
長
い
で
あ
ろ
う
。

古
今
の
名
作
と
し
て
、
今
日
、
「
芸
術
」
的
鑑
賞
の
対
象
と
さ
れ
る
仏
教
美
術
品
の
類
も
ま
た
、
お
そ
ら
く
近
代
的
意
味
で
の
「
美
意
識
」

美的経験と理念

の
産
物
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

も
っ
と
は
っ
き
り
言
っ
て
し
ま
え
ば
、
自
由
に
創
造
す
る
美
意
識
と
し
て
の
「
想
像
力
」
と
い
う
神
話
や
「
天
才
」
崇
拝
は
、
芸
術
的

営
為
の
実
際
に
直
面
す
れ
ば
、
と
う
て
い
持
ち
こ
た
え
得
な
い
誇
張
で
あ
り
、
素
材
の
選
択
に
あ
た
っ
て
も
、
選
択
し
た
素
材
の
形
成
に

あ
た
っ
て
も
、
芸
術
家
が
「
自
由
な
怒
意
」
を
ほ
し
い
ま
ま
に
す
る
乙
と
は
、
決
し
て
で
き
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
芸
術
家
は
、
時

五
九



J、。

代
時
代
の
そ
れ
な
り
に
精
神
史
的
に
準
備
さ
れ
た
受
け
手
（
鑑
賞
者
）
に
向
か
っ
て
語
り
か
け
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に

有
効
な
作
用
（
働
き
か
け
）
を
約
束
し
て
く
れ
る
素
材
や
制
作
方
法
を
選
択
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
芸
術
家
も
、
彼
が
相
手
と
す
る

観
衆
や
聴
衆
と
同
じ
「
伝
統
」
の
作
用
連
関
の
う
ち
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
－

u芸
術
的
営
為
の
「
実
際
」
は
、
た
し
か
に
、
ガ
l
ダ

マ
ー
が
言
う
よ
う
に
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
美
的
経
験
は
、
事
物
経
験
や
対
他
的
l

実
践
的
経
験
そ
の
他
の
経
験
と
同
じ
よ
う
に
、
人
聞
が
人
間
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
存

否
が
時
代
思
潮
的
に
左
右
さ
れ
る
と
と
の
な
い
、
人
聞
が
世
に
あ
る
あ
り
方
の
根
本
形
式
の
一
つ
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
学
術
と
芸
術
を
対

比
さ
せ
、
前
者
に
は
た
え
ざ
る
進
歩
の
積
み
か
さ
ね
と
い
う
卓
越
し
た
長
所
が
あ
る
が
、
後
者
は
｜
｜
ガ
l
ダ
マ

l
の
忌
み
嫌
う
｜
｜

「
天
才
」
的
と
い
う
名
誉
が
与
え
ら
れ
で
も
、
断
続
的
で
あ
り
、
芸
術
家
個
人
の
限
界
が
時
代
の
芸
術
の
限
界
と
な
っ
て
停
止
す
る
と
と

も
あ
る
と
述
べ
て
い
る
均
こ
れ
を
逆
に
言
え
ば
、
美
的
経
験
は
学
術
や
時
代
思
潮
が
あ
る
期
間
連
続
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
む
し
ろ

そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
美
的
経
験
の
産
物
の
突
出
部
分
、

時
代
汎
通
的
な
い
し
は
超
時
代
的
で
あ
り
、

つ
ま
り
古
今
に
す
ぐ
れ
た
作
品
が
群
生

す
る
と
と
は
む
し
ろ
例
外
で
、
裾
野
は
広
大
に
ち
が
い
な
い
が
高
山
の
頂
そ
の
も
の
は
た
が
い
に
遠
く
離
れ
て
吃
立
す
る
よ
う
に
、
時
代

の
新
旧
や
洋
の
東
西
を
選
ば
ず
、
時
代
思
潮
の
底
を
流
れ
人
類
史
を
貫
通
す
る
水
脈
に
養
わ
れ
て
生
い
た
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
例
え
ば
ギ
リ
シ
ア
の
彫
刻
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
の
音
楽
が
開
示
す
る
美
的
「
意
味
」
を
、
単
な
る
時
代
思
潮
と
い
う
位

相
の
問
題
に
還
元
し
尽
せ
る
と
思
う
な
ら
、
そ
れ
は
美
的
経
験
の
冒
漬
で
あ
ろ
う
。
時
代
思
潮
の
底
を
貫
い
て
流
れ
る
水
脈
に
よ
っ
て
養

そ
れ
ゆ
え
、
時
代
思
潮
や
時
代
時
代
に
特
有
の
世
界
観
に
よ
る
解
説
を
も
っ
て
し
て
は
絶
対
に
「
汲
み
尽
し
難
い
」
芸
術
活
動
に

わ
れ
、

は
｜
｜
ベ
ッ
カ
1
は
、
芸
術
家
が
か
ら
く
も
芸
術
家
的
実
存
た
り
得
て
い
る
の
は
、
制
作
と
い
う
歴
史
的
1
精
神
的
な
現
存
在
の
行
為
と
、

ザ
イ
ン

「
天
才
」
と
い
う
言
葉
で
象
徴
さ
れ
る
「
自
然
」
的
l
無
意
識
的
な
存
在
に
「
担
わ
れ
で
あ
る
」
乙
と
と
の
、
脆
弱
で
冒
険
的
な
相
互
参

透
の
成
立
に
よ
る
と
い
た
｜
い
わ
ば
「
霊
的
自
然
」
の
人
聞
に
お
け
る
割
り
ま
え
と
い
う
こ
回
が
あ
り
、
芸
術
作
品
は
こ
の
自
然
H

Z
ステ一

l
テ
一
イ
タ

全
体
と
し
て
の
世
界
の
暗
号
を
伝
え
、
人
間
に
そ
の
意
味
解
読
を
迫
る
と
言
っ
て
よ
い
側
面
を
も
つ
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
「
美
学
は



解
釈
学
に
解
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
ガ
l
ダ
マ

i
の
結
論
は
、
彼
が
非
難
す
る
「
天
才
」
概
念
に
劣
ら
な
い
誇
張
と
い
う
べ

・
き
で
あ
ろ
う
。

た
だ
し
、
美
的
対
象
が
暗
示
的
に
意
味
す
る
意
味
的
世
界
は
、
た
と
え
「
自
然
」
や
「
全
体
」
と
言
い
か
え
ら
れ
る
に
し
て
も
、
む
ろ

ん
、
意
識
一
般
の
よ
う
に
抽
象
的
l

一
般
的
な
「
主
観
に
と
っ
て
の
客
観
」
の
総
計
と
い
っ
た
類
の
平
板
な
エ
ピ
ス
テ
l
メ
l
の
世
界
で

は
な
い
。
そ
れ
は
同
時
に
、
ど
と
ま
で
も
或
る
特
定
の
人
格
H

歴
史
的
現
存
在
と
の
交
渉
に
お
け
る
実
存
的
世
界
で
も
あ
る
。
立
派
な
芸

完
壁
な
美
的
対
象
は
、
美
的
1
感
性
的
な
形
態
上
の
必
然
性
を
か
ら
く
も
具
現
す
る
ば
か
り
か
、
デ
ュ
フ
レ
ン
ヌ
も
指
摘
す
る

術
作
品
、

よ
う
に
、
作
家
の
人
格
上
の
必
然
性
（
運
命
性
）
、
と
い
う
乙
と
は
つ
ま
り
、
作
家
の
実
存
に
と
っ
て
の
世
界
の
心
然
性
と
い
っ
た
も
の

ま
で
示
し
て
い
る
。

し
か
し
そ
の
と
と
の
意
味
は
芸
術
が
た
ん
に
時
代
思
潮
の
産
物
で
あ
る
と
い
う
と
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
右
の
必
然
性
も
ま
た
、
芸
術

が
た
ん
に
人
聞
の
「
あ
ま
り
に
人
間
的
な
」
作
為
、
小
細
工
、
静
え
事
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
特
別
の
意
味
で
客
観
的
で
あ
る
乙
と
を
意

味
し
、
「
芸
術
作
品
の
根
源
」
が
、
ハ
イ
デ
ガ
l
の
言
う
よ
う
に
、
「
存
在
」
そ
の
も
の
に
あ
る
と
と
を
示
唆
し
て
い
る
。
デ
ュ
フ
レ
ン

ヌ
が
挙
げ
た
例
に
し
た
が
っ
て
言
え
ば
、
た
と
え
ば
カ
フ
カ
の
小
説
に
お
い
て
表
現
を
み
る
と
と
に
な
る
世
界
の
相
貌
、
つ
ま
り
世
界
の

カ
フ
カ
的
存
在
意
味
が
露
呈
さ
れ
る
た
め
に
は
、
文
学
史
は
カ
フ
カ
を
待
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
そ
の
と
と
は
、
世
界
H

存
在

の
或
る
相
貌
が
或
る
作
家
の
実
存
を
要
求
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
要
求
の
真
の
主
体
が
世
界
そ
の
も
の
の
側
に
あ
る
乙
と
を
否
定

す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

美的経験と理念

ハ
イ
デ
ガ
l
の
存
在
論
的
な
芸
術
哲
学
に
よ
れ
ば
、
芸
術
の
本
質
は
、
「
存
在
者
の
真
理
」
を
「
活
動
さ
せ
る
け
作
品
に
す
る
宮
目
当
R
w

g
R
g」
と
と
ろ
に
求
め
ら
れ
る
。
「
存
在
者
の
真
理
が
お
の
れ
を
作
品
た
ら
し
め
る
と
と

a
g
m
w
Fム
5
1
4『O
H
W
1
F
R
g
含
H

イ
ヂ

1

4
『岳岳冊目伴内凶冊目

ω冊目

g含
ロ
」
と
そ
が
芸
術
活
動
の
真
諦
で
あ
り
、
美
的
経
験
を
分
析
し
て
想
像
力
の
置
観
で
あ
る
「
美
的
理
念
」
を
析

イ
ヂ

1

出
し
た
カ
ン
ト
も
ま
た
、
美
と
一
体
で
あ
る
そ
の
理
念
的
な
も
の
を
、
た
と
え
情
感
的
な
仕
方
に
よ
っ
て
で
は
あ
れ
、
人
閣
の
事
実
的
な

六



ムハ一

心
的
諸
能
力
を
越
え
る
そ
れ
ら
の
「
超
感
性
的
基
体
」
、
あ
る
い
は
人
閣
の
内
な
る
「
自
然
の
叡
智
的
な
る
も
の
」
と
関
係
せ
し
め
、

ヂ
イ
ン

つ
ま
り
存
在
の
暗
号
解
読
へ
の
手

し
た
が
っ
て
ま
た
、
美
的
経
験
に
或
る
無
制
約
的
な
も
の
、

が
か
り
と
い
う
意
義
を
担
わ
せ
た
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
は
か
な
く
も
現
成
す
る
殺
那
の
美
に
む
か
つ
て
、
グ
止
ま
れ
、
お
前
は
い
か
に
も
美
し
い
か
ら
H

（ゲ
1
テ
）
と
い
う
、

Z

ス
テ
1
テ
ィ
シ
ュ

永
遠
な
る
も
の
へ
の
希
求
を
内
に
秘
め
な
い
美
的
経
験
は
、
本
当
は
美
的
経
験
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
。
美
（
感
）
的
な
も
の
の
時
間
性

は
「
永
遠
の
瞬
間
」
な
い
し
は
「
永
遠
の
今
」
だ
と
言
わ
れ
た
り
す
る
出
も
、
芸
術
家
的
実
存
は
制
作
者
と
し
て
も
鑑
賞
者
と
し
て
も
叡

ー
ス
テ
l
テ
ィ
ッ
シ
ュ

智
的
自
然
H

存
在
に
倣
う
と
と
を
身
上
と
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
瞬
時
に
過
ぎ
ゆ
く
感
性
的
な
も
の
の
充
実
を
た
よ
り

に
、
永
遠
に
現
在
的
に
あ
る
世
界
の
聞
け
そ
の
も
の
に
共
歓
す
る
と
と
を
本
質
と
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
た
ん
に
軽
悦
な
ロ
マ
ン

超
越
論
的
意
味
で
の
「
世
界
」
H

全
体
、

主
義
的
誇
張
と
の
み
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

（1
）
民
白
ロ
F

聞ハ吋目立｝内門同叩吋ロユ

azw吋耐え一
Y
ω
－H
∞∞・

（2
）
関
白
ロ
Y

何吋
MWHO
何日
H
M
Z
E
ロロ
m－
ω・ω由・

（3
）
穴
田
口
F

同ハユ江｝内門凶
m
H
i
d
z
巴
Z
W
H
弘
行

ω・回目∞－

（4
）
民
間
己
・
回
－
m
g
E
D】冊目
E
ロ
m－
ω・ω
2・
傍
点
は
筆
者
に
よ
る
。

（
5
）
拙
著
『
現
象
学
の
展
開
』
一
二
二
二
｜
三
二
三
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（6
）
関
田
口
F

民江
S
W
仏叩円CH仲冊目】帥｝内吋阻止・

ω－M
A
M

出向・

（
7
）
高
階
秀
爾
『
名
画
を
見
る
眼
』
（
岩
波
書
店
）
七

0
ペ
ー
ジ
。

（8
）
。
包
白
H
H
M
R
－
国

to－－羽田町円
y
o－H
ロ
ロ
品
冨
E
Y
o
t－
ω・∞由同・

（9
）
回
目
口
付
冊
H
J
O
－－〈
O
ロ
円
四
叩
門
出
宮
－
Ei
－－仲間付刊誌。冊目

ω口町
αロ
由
ロ
ロ
ロ
仏
岳
山
H－〉
σ叩HMH
刊口市ユ回口町封印日
H
仏巾回目ハロロ
m
己四
H・p
ω
－M
∞・

（
日
山
）
前
掲
拙
著
三
二
五
｜
三
二
七
ペ
ー
ジ
を
参
照
。

（
U
）
以
上
に
つ
い
て
は
、
抑
著
『
生
き
る
綴
拠
の
哲
学
』
一
五
二
｜
一
五
三
ペ
ー
ジ
を
参
照
。
な
お
、
指
弧
中
の
ゴ
チ
ッ
ク
で
示
し
た
数
字
は
、
ク
レ
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ホ
ー
・
『
を
み
ち
ム
盛
『
R
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G
制
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』

Q
富

士
鞠

Ilμ-,o

(~
) 

:rm;~草皇制甲
1-1く

o
·
＜
＇
ー
ら
w
~

盟主。

（白）
寝
~
君
主
判
事

l
<
l
l
l
-
1
く

gr·（
ー
ら
特
l~＼!I至。

（苫）
Kant, 

op. 
cit., 

S. 213. 

（出）
Kant, 

op. 
cit., 

S. 153. 

(~
) 

G
a
d
a
m
e
r
,
 
H-G., op. 

cit., 
S. 71. 

（；コ）
翠
榊
『
里
軍
事
舗
が

Glli主
~
』

11］
川

1
]-11]11111]0<'-';),W

総
監
。

(~
) 

Kant, 
op. 

cit., 
S. 203. 

（虫）
G
a
d
a
m
e
r
,
 
H-G., op. 

cit., 
S. 76f. 

（お）
G
a
d
a
m
e
r
,
 
H-G., op. 

cit., 
S.127. 

(c::j) 
:rm;~翠

判
事

11111
干
ミ
マ
ー
ら
の
翰
竪
。

(8:l) 
Becker, 

0., 
op. 

cit., 
S. 48. 

m
)
 
G
a
d
a
m
e
r
,
 
H-G., op. 

cit., 
S.157. 

（お）
Kant, 

op. 
cit., 

S. 203. 

cm 
Zミム！と！

0
ニ
ド
~
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~
~
票
制
甲

Gill
同

Jl]-111
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w
翰
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) 

Becker, 
0., 

op. 
cit., 

S.50. 
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