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と
こ
ろ
で
、
さ
き
に
述
べ
た
狭
義
に
お
け
る
二
現
実
性
は
一
見
観
然
と
区
別
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
た
と
え
ば
「
明
治
時
代
」
と

い
う
よ
う
な
も
の
を
採
っ
て
も
明
か
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
二
現
実
性
の
境
界
線
は
必
ず
し
も
明
確
で
は
な
い
。
明
治
時
代
は
、
こ
の
、

い
て
は
現
実
的
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
現
実
至
上
主
義
」

す
べ
て
「
在
る
」
も
の
は
現
実
的
で
あ
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
最
広
義
の
現
実
概
念
の
内
部
に
お
い

て
二
種
類
の
狭
義
の
「
現
実
」
を
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
た
だ
ち
に
気
が
つ
く
。
す
な
わ
ち
一
は
、
経
験
的
・
感
性
的
に
そ

の
「
在
る
」
こ
と
が
認
識
し
え
ら
れ
る
よ
う
な
現
実
で
あ
り
、
他
は
、
時
間
並
び
に
空
間
の
制
約
を
超
越
し
て
存
在
す
る
と
こ
ろ
の
「
観
念

的
な
も
の
」
の
持
つ
現
実
性
で
あ
る
。

床
の
中
で
一
匹
の
巨
大
な
毒
虫
に
変
っ
て
い
る
の
を
発
見
し
た
」
（
カ
フ
カ
『
変
身
』
の
胃
頭
）
も
、
こ
の
よ
う
な
文
章
が
「
在
り
」
、
こ
の

文
章
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
「
在
る
」
か
ぎ
り
で
は
「
現
実
的
」
で
あ
る
が
、
こ
の
文
章
中
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
経
験
的
・
感

性
的
に
認
識
さ
れ
確
認
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
こ
こ
に
は
第
一
の
狭
義
に
お
け
る
現
実
性
は
な
く
、
そ
の
現
実
性
は
第
二
の
、
観
念
的

に
存
在
す
る
も
の
の
持
つ
現
実
性
に
過
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
用
語
慣
行
か
ら
こ
の
第
二
の
現
実
的
な
も
の
を
時
に
非
現
実
的
と
呼
ん
で
い

る
が
、
こ
の
非
現
実
的
な
も
の
も
、
い
や
し
く
も
そ
れ
が
何
ら
か
の
形
で
、
何
ら
か
の
意
味
で
「
在
る
」
以
上
は
、
こ
れ
と
て
も
広
義
に
お

ヽ

美

と

イ

デ

ォ
ロ

ギ

と

高

文
学
（
そ
の
一
）

「
あ
る
朝
、
グ
レ
ー
ゴ
ル
・
ザ
ム
ザ
が
何
か
気
が
か
り
な
夢
か
ら
眼
を
さ
ま
す
と
、
彼
は
自
分
が
寝

橋

義

孝
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し
か
し
、
所
与
の
特
定
の
感
性
的
現
実
は
、
そ
れ
が
厳
密
に
は
そ
の
も
の
と
し
て
は
無
意
味
て
あ
る
よ
う
な
場
合
に
お
い
て
す
ら
も
、

ね
に
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
に
立
ち
ふ
さ
が
っ
て
、
意
味
の
世
界
を
可
能
に
す
る
一
稲
の
重
力
と
し
て
そ
の
存
在
を
わ
れ
わ
れ
に
強
烈
に
印
象
つ

け
る
。
恐
ら
く
こ
の
無
意
味
な
力
怖
さ
、
あ
る
い
は
力
強
い
無
意
味
に
こ
そ
、
あ
ち
ゆ
る
リ
ア
リ
ス
ム
を
可
記
に
す
る
と
こ
ろ
の
心
坪
学
的

根
拠
、
か
求
め
ら
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ま
た
こ
こ
に
こ
そ
一
切
の
感
性
的
現
実
の
、
あ
る
い
は
感
性
的
現
実
と
見
な
さ
れ
て
い
る
一
切

の
広
義
の
「
現
実
」
の
切
り
札
的
な
機
能
が
某
礎
つ
け
ら
れ
る
。
次
ぎ
の
一
節
に
お
け
る
ル
カ
ー
チ
ュ
の
「
現
実
」
と
い
う
概
念
の
使
い
方
を

見
る
な
ら
ば
、
こ
の
狭
義
の
感
性
的
現
実
の
切
り
札
的
機
能
が
明
か
に
な
る
。

そ
の
作
家
の
理
飴
的
発
言
か
ら
解
釈
ず
る
の
は
い
つ
も
誤
り
で
あ
る
。

は
、
歴
史
的
現
実
と
し
て
、

一
箇
の
論
理
的
矛
盾
に
す
ぎ
な
い
。

「
私
の
見
る
と
こ
ろ
に
よ
れ
は
、
悛
れ
た
作
家
の
作
品
を
、

「
現
実
」
と
「
観
念
」
と
の
間
に
引
か
れ
る
境
界

あ
る
い
は
あ
の
机
と
か
あ
の
樹
木
と
か
の
よ
う
に
経
険
的
・
感
性
的
に
認
議
さ
れ
確
認
さ
れ
え
た
い
と
い
う
意
味
で
は
狭
義
の
第
一
の
現
実

的
な
も
の
で
は
な
く
、
従
っ
て
観
念
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
さ
り
と
て
妖
精
と
か
正
義
と
か
い
う
概
念
あ
る
い
は
観
念
の
よ
う
に
、
純
粋
に

「
観
念
的
」
で
も
な
い
。
さ
き
の
用
語
慣
行
に
従
え
ば
、
明
治
時
代
は
決
し
て
非
現
実
的
で
ば
な
い
。
む
し
ろ
積
極
的
に
現
実
的
と
呼
は
れ

て
し
か
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
狭
義
の
、
粋
験
的
・
感
性
的
に
認
識
、
確
認
し
う
る
現
実
的
な
も
の
を
簡
単
に
「
現

実
」
と
呼
び
、
観
念
的
に
存
在
す
る
も
の
を
同
じ
く
簡
単
に
「
観
念
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、

線
は
き
わ
め
て
不
安
定
、
不
明
確
、
曖
昧
微
妙
な
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
客
観
的
に
一
義
的
な
も
の
で
は
な
い
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

ま
た
わ
れ
わ
れ
が
安
ん
じ
て
そ
こ
か
ら
出
発
し
う
る
か
に
見
え
る
と
こ
ろ
の
、
時
間
と
空
間
と
に
制
約
さ
れ
た
、

一
定
の
惑
性
的
・
経
験

的
現
実
も
、
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
対
し
て
何
ら
か
の
意
味
に
お
い
て
「
意
味
」
あ
る
も
の
と
な
り
う
る
の
は
、
却
っ
て
そ
れ
が
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
観
念
、
存
在
の
仕
方
の
上
か
ら
言
っ
て
時
間
と
空
間
の
制
約
を
超
越
す
る
観
念
に
何
ら
か
の
関
係
を
持
ち
う
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み

で
あ
る
。
過
去
と
未
来
と
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
諸
願
望
と
何
の
係
り
を
も
持
た
な
い
経
験
的
。
感
性
的
現
実
の
一
片
の
如
きつ

つ
ま
り
そ
う
い
う
作
家
の
作
品
の
持
つ
世
界
文
学
的
意
義
は
、
に
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あ
る
が
、

「
現
実
」
に
関
す
る
こ
の
よ
う
な
考
え
方
は
、

と
ん
ど
例
外
な
し
に
次
ぎ
の
点
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
作
家
の
大
胆
な
、
率
直
た
理
論
的
卒
言
に
お
い
て
は
精
々
の
と
こ

ろ
正
直
に
語
ら
れ
た
二
律
背
反
の
形
を
と
っ
て
現
わ
れ
て
く
る
よ
う
な
諸
矛
盾
、
そ
の
作
家
の
生
き
て
い
る
時
代
の
諸
矛
盾
、
時
に
は
彼
に

イ
ニ
ス
と
言
わ
せ
、
時
に
は
ノ
ウ
と
言
わ
せ
る
よ
う
な
、
そ
う
い
う
時
代
の
諸
矛
盾
、
い
や
あ
る
場
合
に
は
作
家
自
身
に
誤
っ
た
態
度
を
採

ら
せ
、
ま
た
別
の
場
合
に
は
反
動
的
な
態
度
を
採
ら
せ
て
し
ま
う
よ
う
な
諸
矛
盾
ー
|
'
そ
う
い
う
色
々
の
矛
盾
が
、
そ
の
作
家
の
作
品
の
中

で
は
、
そ
う
い
う
問
題
に
対
し
て
与
え
ら
れ
た
歴
史
的
現
実
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り
の
最
高
の
運
動
形
式
を
獲
得
す
る
と
い
う
点
、

こ
の
よ
う
な
点
に
そ
う
い
う
作
品
の
世
界
文
学
的
意
義
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
多
く
の
場
合
、
た
だ
断
片
的
な
い
く
つ
か

の
思
想
の
塊
り
を
芸
術
的
に
完
成
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
（
作
品
に
お

い
て
現
実
を
捉
え
造
型
す
る
と
い
う
こ
と
・
筆
者
註
）
現
実
の
形
成
過
程
、
情
熱
的
に
徹
底
的
に
遂
行
さ
れ
た
現
実
の
反
映
、
で
あ
る
か
ら

、
、
、
、
、
、

結
局
は
現
実
そ
の
も
の
が
詩
人
の
誤
っ
た
思
想
諸
傾
向
に
対
し
て
加
え
る
と
こ
ろ
の
修
正
で
あ
る
。
バ
ル
ザ
ッ
ク
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
的
王
朝
主

義
や
、
ト
ル
ス
ト
イ
の
キ
リ
ス
ト
教
的
・
平
民
的
な
、
農
民
と
の
親
睦
と
い
う
夢
想
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
『
骨
董
室
』
や
『
復
活
』
に
お
い
て

徹
底
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」

(G.
L
u
k
a
c
s
,
 
T
h
o
m
a
s
 M
a
n
n
,
 
Berlin 1
9
5
 0
 ,
 

s. 1
2
£
.
)
 

[
傍
点
筆
者
]

今
引
用
し
た
文
章
に
お
け
る
ル
カ
ー
チ
ュ
の
よ
う
に
、
厳
密
に
考
え
る
な
ら
ば
そ
の
実
体
を
把
握
す
る
こ
と
が
異
常
に
困
難
で
あ
る
と
こ

ろ
の
「
現
実
」
を
、
最
後
の
切
り
札
と
し
て
持
ち
出
す
と
い
う
、

は
、
形
式
的
・
論
理
的
意
味
に
お
い
て
は
、

い
わ
ば
一
種
の
現
実
至
上
主
義
と
も
い
う
べ
ぎ
も
の
に
お
け
る
「
現
実
」

イ
デ
ア
の
世
界
こ
そ
真
の
存
在
者
の
世
界
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
現
実
世
界
は
こ
の
イ
デ
ア
の

世
界
の
影
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
現
実
世
界
を
模
写
す
る
芸
術
は
、
こ
の
現
実
世
界
の
影
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
芸
術
を
二
重
の
意
味
で
の
虎
偽
だ

と
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
に
酷
似
し
て
い
る
。
芸
術
そ
の
他
の
、
人
間
の
観
念
的
・
精
神
的
形
成
物
は
、
い
わ
ば
水
を
割
っ
て
薄
め
ら
れ

た
第
二
の
、
第
三
の
「
現
実
」
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
、
賠
黙
の
裡
に
前
提
さ
れ
た
考
え
方
は
あ
ら
ゆ
る
現
実
至
上
主
義
に
と
っ
て
特
色
的
で

「
マ
ル
ク
ス
11

ニ
ン
ゲ
ル
ス
の
作
家
に
対
す
る
創
造
的
に
批
判
的
な
態
度
と
、
史
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じ
く
諸
侯
に
反
逆
し
て
い
た
も
の
だ
っ
た
し
、
敗
北
に
終
っ
た
こ
の
農
民
闘
争
の
巨
大
な
拡
が
り
は
、
ジ
キ
ン
ゲ
ン
を
見
殺
し
に
し
た
貴
族

が
、
倭
臣
根
性
と
い
う
自
巳
の
歴
史
的
使
命
に
甘
ん
じ
た
そ
の
軽
薄
さ
と
著
し
い
対
照
を
成
し
て
い
る
の
だ
。
も
う
お
解
り
の
こ
と
と
思
う

が
、
君
の
戯
曲
観
は
私
か
ら
す
れ
ば
や
や
抽
象
的
で
、
充
分
に
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
で
は
な
い
の
だ
が
、
そ
の
君
の
戯
曲
観
か
ら
し
て
も
、

ち
と
一
緒
に
正
し
く
強
調
し
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

農
民
運
動
は
や
は
り
そ
れ
な
り
に
、
貴
族
の
運
動
と
同
じ
く
国
民
的
で
、
同

い
て
い
る
、

的
唯
物
論
の
文
学
理
論
へ
の
適
用
と
を
示
す
好
例
」

(
L
e
x
i
k
o
n
 sozialistischer 
d
e
u
t
s
c
h
e
r
 
Literatur, 
L
e
i
p
z
i
g
 1
9
6
4
,
 
S
.
 3
5
5
.
)

と

マ
ル
ク
ス
と
ニ
ン
ゲ
ル
ス
が
ラ
サ
ル
に
送
っ
た
書
簡
に
も
明
か
で
あ
る
。

二
、
ラ
サ
ル
の
戯
曲
『
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ジ
キ
ン
ゲ
ン
』
に
対
す
る
マ
ル
ク
ス
11
エ
ン
ゲ
ル
ス
の
批
評

は
、
こ
の
作
品
に
関
し
て
、
ラ
サ
ル
に
送
っ
た
書
簡
中
に
期
せ
ず
し
て
同
一
の
非
難
を
呈
し
て
い
る
。

（
主
人
公
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ソ
・
ジ
キ
ン
ゲ
ン
）
が
騎
士
の
私
闘
と
い
う
外
見
の
下
に
反
逆
を
開
始
す
る
の
は
、
彼
が
こ
の
反
逆
を
騎
士
ら
し
く

開
始
す
る
と
い
う
こ
と
以
上
を
意
味
し
な
い
。
こ
れ
と
は
別
の
や
り
方
で
開
始
す
べ
き
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、
彼
は
直
接
に
、
ま
た
反
逆
の
当

初
に
お
い
て
諸
都
市
と
農
民
と
に
、

つ
ま
り
そ
の
発
展
が
騎
士
階
級
を
否
定
す
る
よ
う
な
諸
階
級
に
訴
え
か
け
る
べ
き
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。

、
、
、

（
中
略
）
さ
て
そ
う
な
る
と
、
革
命
の
貴
族
側
の
代
表
者
ー
ー
自
由
と
統
一
と
い
う
彼
ら
の
合
言
葉
の
背
後
に
は
な
お
相
変
ら
ず
古
い
帝
政

と
武
断
政
治
と
い
う
夢
が
機
会
を
窺
っ
て
潜
ん
で
い
る
ー
ー
に
ば
か
り
（
君
が
あ
の
作
品
の
中
で
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
）
照
明
が
当
て
ら

れ
る
べ
き
で
は
な
く
て
、
農
民
の
（
こ
と
に
こ
の
農
民
の
）
及
ぴ
諸
都
市
の
革
命
的
分
子
の
代
表
者
た
ち
こ
そ
き
わ
め
て
重
大
な
積
極
的
な

背
景
を
成
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
」
（
一
八
五
九
年
四
月
十
九
日
附
書
簡
、
以
下
引
用
文
は
す
べ
て
M
岡
X
1
1
E
n
g
e
l
s
,
 
U
e
b
e
r
 K
u
n
s
t
 u
n
d
 

Literatur, 

町
g.

v
o
n
 M
i
c
h
a
i
l
 Lifschitz, 
B
e
r
l
i
n
 1
9
5
1
.
 
に
拠
る
）

「
し
か
し
ど
う
や
ら
君
は
、
公
的
で
な
い
乎
民
的
並
び
に
農
民
的
諸
要
素
を
、
こ
れ
ら
と
行
を
と
も
に
し
た
理
論
的
代
表
者
た

ま
た
ニ
ン
ゲ
ル
ス
は
同
年
五
月
十
八
日
附
の
書
簡
中
に
こ
う
書

マ
ル
ク
ス
は
書
い
て
い
る
、

「彼

さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、

マ
ル
ク
ス
と
ニ
ン
ゲ
ル
ス
と

66 
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方
の
側
で
は
農
民
と
の
間
の
板
挟
み
」
に
な
る
と
い
う
「
悲
劇
的
矛
盾
」

た
だ
わ
ず
か

「
こ
こ
に
こ
そ
私
見
に
よ
れ
ば
、
歴
史
的

す
な
わ
ち
農
民
と
貴
族
と
の
同
盟
が
不
可
能
だ
っ
た
こ
と
、
従
っ
て
貴
族
の
政
策
は
必
然
的
に
い
じ
け
た
も
の
た
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
と

い
う
こ
と
、
貴
族
が
国
民
的
（
革
命
）
運
動
の
先
頭
に
立
と
う
と
し
た
そ
の
同
じ
瞬
間
に
、
国
民
大
衆
、
農
民
が
貴
族
の
指
揮
に
反
抗
し
、

こ
う
し
て
貴
族
は
必
然
的
に
没
落
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
あ
る
」
ジ
キ
ン
ゲ
ソ
と
フ
ッ
テ
ン
と
が
彼
ら
の
貴
族
の
手
に
よ
る

革
命
運
動
を
成
功
さ
せ
よ
う
と
し
た
な
ら
ば
、
ぜ
ひ
と
も
貴
族
と
農
民
（
あ
る
い
は
諸
都
市
）
と
を
握
手
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
に

（
エ
ソ
ゲ
ル
ス
は
ラ
サ
ル
の
よ
う
に
ジ
キ
ン
ゲ
ン
や
フ
ッ
テ
ソ
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
貴
族
と
農
民
と
の
間
に
、
両
者
の
同
盟
を
可
能
に
す

、
、
、
、

る
よ
う
な
関
係
が
成
り
立
っ
て
い
た
と
は
考
え
て
い
な
い
）
、
彼
ら
は
「
（
農
民
と
の
同
盟
な
ど
）
絶
対
に
欲
し
な
か
っ
た
貴
族
と
、
も
う
一

の
た
め
に
没
落
す
る
。

に
必
然
的
な
要
請
と
、
実
際
上
不
可
能
な
そ
の
遂
行
と
の
間
の
衝
突
、
矛
盾
が
あ
っ
た
。
君
は
こ
の
契
機
を
取
り
上
げ
な
か
っ
た
た
め
に
、

悲
劇
的
葛
藤
を
正
し
く
受
け
と
め
か
ね
て
、
ジ
キ
ン
ゲ
ン
が
い
き
な
り
皇
帝
と
神
聖
ロ
ー
マ
帝
国
に
挑
み
か
か
る
代
り
に
、

、
、
、

に
一
人
の
君
侯
に
挑
戦
し
た
と
い
う
扱
い
方
を
し
て
悲
劇
的
葛
藤
を
骨
抜
き
に
し
（
尤
も
君
は
如
オ
な
く
農
民
を
点
出
し
て
は
い
る
が
）
、

の
悲
劇
性
を
鋭
く
指
摘
し
て
い
る
、

次
い
で
ニ
ン
ゲ
ル
ス
は
、
ラ
サ
ル
に
よ
れ
ば
盟
友
と
侍
ん
だ
騎
士
や
貴
族
の
裏
切
り
や
冷
淡
や
保
身
の
故
に
減
亡
し
た
ジ
キ
ン
ゲ
ン
の
真

「
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
ほ
か
な
ら
ぬ
悲
劇
的
要
素
は
（
反
逆
が
成
功
す
る
た
め
の
）
基
本
的
条
件
、

が
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
だ
ろ
う
と
思
う
」

現
し
て
は
い
な
い
。

の
場
面
は
、

当
時
す
で
に
大
き
な
高
ま
り
を
見
せ
て
い
た
農
民
運
動
の
実
態
を
、

そ
う
い
う
次
第
で
農
民
運
動
と
い
う
も
の
は
も
っ
と
詳
し
く
取
扱
わ
れ
て
し
か
る
べ
き
も
の
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

貴
族
の
運
動
の
描
写
と
比
較
し
て
、

（
中
略
）
農
民

充
分
な
重
み
で
表

（
中
略
）
私
の
戯
曲
観
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
当
時
の
異
常
に
多
彩
な
平
民
社
会
の
姿
を
（
こ
の
戯
曲
の
中
へ
）
採
り
入

れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
の
戯
曲
を
活
気
づ
け
る
た
め
の
全
く
別
箇
の
材
料
と
な
り
え
た
だ
ろ
う
し
、
現
実
に
舞
台
上
で
演
じ
ら
れ
る
国
民

的
な
貴
族
運
動
に
対
し
て
、
計
り
知
れ
な
い
値
打
ち
を
持
っ
た
背
景
と
な
り
、
そ
う
し
て
初
め
て
こ
の
貴
族
た
ち
の
運
動
に
も
正
し
い
照
明
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ジ
キ
ン
ゲ
ソ
を
し
て
た
た
単
に
貴
朕
の
冷
淡
さ
と
卑
怯
と
の
た
め
に
破
減
さ
せ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

こ
と
に
し
て
も
、
ら
し
君
が
遠
雷
の
よ
う
に
覇
く
農
民
運
動
と
、
初
期
の
農
民
一
揆
の
た
め
に
む
や
み
に
侃
守
的
に
な
っ
て
い
た
費
族
の
気

持
と
を
前
以
っ
て
も
っ
と
独
調
し
て
い
た
な
ら
、

「
芸
術
と
政
治
の
璽
要
な
諸
間
題
に
関
ず
る
い
く
た
の
判
断
を
含
ん
で
い
る
」
(
M
a
r
x
11 
E
n
g
e
l
s
,
 
a. 
a. 
0., S
.
 4
8
8
,
 

マ
ル
ク
ス
11

ニ
ン
ゲ
ル
ス
の
書
筒
に
認
い
て
、
芸
術
や
文
学
の
批
評
態
度
の
間
題
と
し
て
極
め
て
興
味
深
い
の
は
た
と
え
ば
次
ぎ
の
よ
う
な

言
葉
て
あ
る
。

「
さ
て
麿
史
的
内
容
に
閃
し
て
言
う
な
ら
ば
、

、
、
、

象
的
に
、
ま
た
そ
れ
に
続
い
て
起
っ
て
ぎ
た
も
の
を
正
し
く
指
摘
し
つ
つ
描
写
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ジ
キ
ン
ゲ
ン
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ

る
貴
族
の
全
国
的
な
運
動
、
そ
の
後
神
学
的
並
び
に
教
会
的
領
域
に
ま
で
波
及
し
て
遂
に
ぱ
宗
教
改
革
を
招
来
せ
し
め
た
人
文
主
義
的
・
理

、
、
、

「
ジ
キ
ン
ゲ
ソ
が
実
際
に
農
民
と
若
干
の
接
触
を
保
っ
て
い
た
と
い
う
君
の
推

論
的
連
動
が
そ
れ
て
あ
る
」
（
傍
点
筆
者
、

、
、
、
、
、

定
に
ど
の
程
度
ま
で
の
歴
史
的
根
拠
が
あ
る
の
か
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
私
と
し
て
は
何
と
も
言
い
か
ね
る
し
、
ま
た
今
間
題
は
そ
こ
に
ぱ

r
、。

t
し

い
ず
れ
に
せ
よ
私
が
記
憶
し
て
い
る
限
り
で
は
フ
ソ
テ
ン
の
著
作
は
、
そ
れ
が
農
民
に
対
し
て
語
り
か
叶
て
い
る
筒
処
で
は
、
貰
族

の
側
の
不
利
な
点
に
は
さ
ら
り
と
触
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
、
農
民
の
怒
り
を
と
く
に
伯
侶
の
上
に
集
中
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

ソ
ゲ
ソ
と
フ
ッ
テ
ン
と
が
農
民
を
解
放
し
よ
う
と
い
う
怠
図
を
持
っ
て
い
た
と
解
釈
し
た
い
ら
し
い
が
、
私
に
は
君
の
そ
う
い
う
解
釈
に
対

・
ジ
キ
ン
ゲ
ソ
同
様
に
、

し
て
放
え
て
臭
を
唱
え
よ
う
と
い
う
気
は
な
い
」

（
以
上
ニ
ソ
ゲ
ル
ス
の
書
簡
よ
り
）
、

さ
ら
に
坪
解
し
や
す
い
も
の
に
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
」

以
下
同
じ
）
、

（
以
上
マ
ル
ク
ス
の
書
簡
よ
り
）

君

は

ジ

キ

A
n
m
.
)
と
こ
ろ
の

君
に
と
っ
て
何
よ
り
も
閂
題
だ
っ
た
当
時
の
運
動
の
両
面
を
君
は
極
め
て
具

「
君
自
身
あ
る
祝
度
ま
で
君
の
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン

ル
タ
ー
的
・
崎
上
的
革
命
運
動
を
、
民
衆
の
中
か
ら
出
て
く
る
と
こ
ろ
の
庶
民
的
・
ミ
ュ
ン
ツ
ァ
ー
的
（
十
六
世

記
初
頭
処
刑
さ
れ
た
農
民
一
揆
の
指
揮
者
）
革
命
運
動
の
上
に
据
え
置
く
と
い
う
外
交
的
な
誤
謬
に
陥
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」
、

「
さ
て
そ
う
な
る
と
、
革
命
の
貴
族
側
の
代
表
者
（
中
略
）
に
ば
か
り
（
中
略
）
照
明
元
当
て
ら
れ
る
べ
き
て
は
な
く
て
、
農
民
の
、
及
び

諸
都
市
の
革
命
的
分
子
の
代
表
者
た
ち
こ
そ
き
わ
め
て
重
大
な
積
極
的
な
背
景
を
成
す
べ
含
で
あ
っ
た
」

8
 

し
か
し
こ
の
貴
族
の
卑
怯
冷
淡
と
い
う

6
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ら
し
て
こ
れ
こ
れ
の
点
で
誤
っ
て
い
た
り
不
充
分
で
あ
っ
た
り
す
る
と
い
う
の
が
マ
ル
ク
ス
11
ニ
ン
ゲ
ル
ス
の
批
評
の
根
本
態
度
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
こ
に
は
、

て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
マ
ル
ク
ス
11
ニ
ン
ゲ
ル
ス
に
と
っ
て
は
、
芸
術
・
文
学
の
創
造
に
お
い
て
も
、

い
わ
ば
プ
ラ
ト
ソ
の
イ
デ
ア
の
世
界
の
よ
う
な
役
割
を
果
し
て
い
る
。
芸
術
・
文
学
は
、
事
実
上
か
く
か
く
で
あ
っ
た
過
去
の
、
あ
る
い
は

よ
り
完
全
な
、
あ
る
い
は
よ
り
不
完
全
な
模
写
に
他
な
ら
ず
、
芸
術
・
文
学
の
作
品
は
、
そ
れ
が
当
の
歴
史
的
過
去
を
よ
り
正
確
に
模
写
再

現
し
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
価
値
あ
る
も
の
と
な
る
。
こ
う
し
て
、
芸
術
・
文
学
の
作
品
（
そ
れ
が
少
く
と
も
あ
る
過
去
の
一
片
を
取
扱
っ
て

い
る
か
ぎ
り
は
）
と
、
過
去
の
歴
史
学
的
把
掴
・
解
釈
・
記
述
と
の
間
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
恐
ら
く
本
質
的
な
差
異
は
消
去

さ
れ
て
、
芸
術
・
文
学
の
作
品
は
、
よ
り
具
体
的
に
書
か
れ
た
、
あ
る
い
は
一
般
人
の
耳
目
に
入
り
や
す
い
形
に
さ
れ
た
歴
史
記
述
に
他
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
歴
史
記
述
の
芸
術
・
文
学
吸
収
で
あ
り
、
後
者
は
論
理
的
に
も
、
ま
た
現
実
的
に
も
前
者
の

中
に
埋
没
し
て
し
ま
う
。

ベ
ル
ト
ラ
ム
の
「
過
去
・
伝
説
」
の
論
は
明
か
に
詩
的
昂
揚
の
果
に
生
れ
出
て
ぎ
た
想
念
に
ち
が
い
な
い
が
（
「
す
べ
て
在
っ
た
も
の
は
比

喩
に
す
ぎ
な
い
。
い
か
な
る
歴
史
学
的
研
究
方
法
も
ー
ー
十
九
世
紀
の
人
の
善
い
歴
史
的
現
実
主
義
は
と
か
く
そ
う
信
じ
込
ん
で
い
る
ら
し

い
が
ー
ー
『
過
去
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
』
、
す
な
わ
ち
具
体
的
な
現
実
の
姿
を
見
せ
て
は
く
れ
な
い
の
で
あ
る
。
緒
局
は
魂
の
学
で
あ
り
魂
の

探
求
で
あ
る
と
こ
ろ
の
歴
史
は
、
決
し
て
何
ら
か
の
過
去
の
再
現
、
過
去
の
現
実
へ
の
最
大
限
の
接
近
と
同
義
で
は
な
い
。
歴
史
は
む
し
ろ

こ
の
過
去
の
現
実
の
発
展
、
過
去
の
現
実
を
存
在
の
全
く
別
の
様
態
の
中
へ
と
導
い
て
行
く
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
歴
史
は
価
値
提
立
で
あ

ン／
ヽ

歴
史
的
過
去
が

こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
ま
ず
判
明
す
る
こ
と
ぱ
、
ラ
サ
ル
が
描
い
た
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ソ
・
ジ
キ
ン
ゲ
ン
に
よ
る
貴
族
革
命
の
全
過
程
が
、

厳
し
く
「
現
実
の
」
過
去
の
諸
事
実
や
諸
過
程
を
絶
対
の
規
準
と
し
て
計
ら
れ
評
価
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
実
の
ジ
キ
ン
ゲ

フ
ッ
テ
ン
、
貴
族
の
手
に
よ
る
革
命
的
運
動
と
そ
の
挫
折
は
か
く
か
く
で
あ
り
、
ラ
サ
ル
の
描
写
は
こ
の
現
実
の
過
去
の
諸
事
実
に
照

お
よ
そ
真
正
の
文
学
は
歴
史
的
過
去
の
忠
実
な
模
写
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
見
解
が
賠
黙
の
裡
に
前
提
と
さ
れ
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る」

(
B
r
a
n
d
i
,
 
S
.
 1
0
0
.
)

と
こ
ろ
て
、

っ
て
、
現
実
再
現
で
は
な
い
。
（
中
略
）
過
去
の
姿
を
明
か
に
し
つ
つ
わ
れ
わ
れ
は
同
時
に
そ
れ
を
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
か

過
去
を
い
か
よ
う
に
明
か
に
し
、
探
究
し
、
追
体
験
し
よ
う
と
努
め
る
に
せ
よ
、
過
去
と
し
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
の
は
生
命
で
は
な
く

—
一
切
の
教
会
的
、

て
あ
る
。
す
べ
て
生
起
す
る
も
の
が
歴
史
と
し
て
あ
と
に
遺
す
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
つ
ね
に

ロ
マ
ン
主
義
的
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
文
学
的
な
碧
ぎ
を
除
き
去
っ
た
上
で
の
！
ー
ー
伝
説
な
の
で
あ
る
」

E
.
B
e
r
t
r
a
m
,
 

N
i
e
t
z
s
c
h
e
,
 
B
e
r
l
i
n
 
1
9
2
9
7
,
 S
.
 9
.
)

、
ラ
ン
ゲ
か
求
め
よ
う
と
し
た
よ
う
な
「
過
去
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
」
、
9

,
w
i
e
 
es 
eigentlich g
e
w
e
s
e
n
"
 

in 
R
a
n
k
e
s
 ,, 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
d
e
r
 r
o
m
a
n
i
s
c
h
e
n
 u
n
d
 g
e
r
m
a
n
i
s
c
h
e
n
 
V
o
l
k
e
r
 
v
o
n
 

も
明
か
に
事
実
上
―
つ
の
虚
構
て
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
過
去
の
再
構
成
も
、
必
す
何
ら
か
の
祝
点
か
ら
な
さ
れ
ざ
る
を
え
す
、

そ
「
視
点
」
は
必
す
何
ら
か
の
「
価
伯
」
に
関
係
を
持
た
さ
る
を
え
な
い
。
没
価
値
的
視
点
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
論
理
的
ノ
ン
セ
ン
ス
に

ず
ぎ
な
い
。
ラ
ン
ケ
は
「
あ
ら
ゆ
る
時
代
は
直
抜
神
に
つ
な
が
っ
て
い
る
」
(
R
a
n
k
e
,

1
9
2
1
8
,
 S
.
 1
7
.
)

と
言
っ
て
、
犀
史
学
上
の
保
守
主
義
の
立
場
を
執
っ
て
、

ヘ
ー
ゲ
ル
は
逆
に
歴
史
を
「
一
箇
の
究
極
目
標
、
ず
な
わ
ち
自
由
の
原
理
の
実
視
と
、
神
の
自

「
ラ
ン
ケ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
の
間
に
あ
る
対
立
関
係
は
、

個
々
の
出
来
京
を
記
述
し
記
録
し
よ
う
と
ず
る
純
粋
の
歴
史
家
と
、
歴
史
の
流

れ
を
―
つ
の
全
体
と
し
て
論
埋
的
に
捉
え
、
体
系
的
に
解
釈
し
よ
う
と
す
る
歴
史
栢
学
者
と
の
間
に
あ
る
根
源
的
な
対
立
関
係
を
示
し
て
い

一
方
て
は
「
実
証
主
義
的
客
観
性
」
と
「
科
字
性
」
を
誇
り
、
他
方
て
は
歴
史
の
遠
い
末
来
に
被

圧
迫
階
級
・
無
産
者
・
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
ー
ト
の
、
階
級
閂
争
を
通
じ
て
の
自
己
解
放
に
よ
る
共
産
主
義
社
会
と
い
う
煽
々
た
る
炉
火
の
如
き

テ
ロ
ス
を
眺
め
て
い
た
マ
ル
ク
ス
11

ニ
ン
ケ
ル
ス
の
理
論
構
造
に
は
、
恰
も
よ
し
ラ
ソ
ケ
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
を
打
っ
て
一
丸
と
し
た
よ
う
な
観

が
あ
る
。
彼
ら
の
歴
史
如
握
に
あ
っ
て
は
、
こ
の
遠
い
未
米
の
う
ち
に
眈
め
ら
れ
て
い
る
テ
ロ
ス
か
ら
、
逆
に
現
在
に
、
ま
た
従
っ
て
過
去

己
展
開
と
い
う
目
標
か
ら
」

(
K
a
r
l

Brandi., 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
 
d
e
r
 
G
e
s
c
h
i
c
h
t
s
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
,
 
B
o
n
n
 
1
9
5
2
2
,
 

s. 1
0
0
.
)

裁
断
し
た
。

き
前
進
進
歩
と
観
る
立
場
に
反
対
し
た
が
、

M
目
c
h
e
n

て
、
つ
ね
に
そ
の
生
命
の
伝
説

L
e
g
e
n
d
e

ヘ
ー
ゲ
ル
の
よ
う
に
歴
史
を
「
蹟
神
」
の
絶
え
間
な

ま

た

お

よ

U
e
b
e
r
 d
i
e
 
E
p
o
c
h
e
n
 d
e
r
 n
e
u
e
r
e
n
 G
e
s
c
h
i
c
h
t
e
,
 

4
9
4
 bis 
1
5
3
5

、6

〔
く
。
r
w
o
r
t
〕
＂
蕊
2
4
.
)

す
ら
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る゚

マ
ル
ク
ス
は
書
い
て
い
る
、

が
、
そ
れ
は
そ
れ
と
し
て
、

の
書
簡
論
戦
が
終
っ
て
間
も
な
く
(
-
八
五
九
年
六
月
十
日
）

に
照
明
が
当
て
ら
れ
る
。
ラ
サ
ル
の
哀
れ
な
フ
ラ
ソ
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ジ
キ
ン
ゲ
ン
も
む
ろ
ん
例
外
で
は
な
い
。

、、

ン
ゲ
ン
は
、
こ
の
テ
ロ
ス
か
ら
逆
算
さ
れ
る
な
ら
ば
か
く
か
く
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
、

い
て
い
く
た
び
か
「
べ
き
で
あ
っ
た
」

(
d
u
r
f
t
e
n
od. 
m
u
s
s
t
e
n
)

と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
こ
の
「
べ
き
で
あ
っ
た
」
と
い
う
言
葉

歴
史
記
述
と
、

芸
術
・
文
学
作
品
と
、
そ
の
い
づ
れ
に
よ
り
ふ
さ
わ
し
く
韻
を
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

三
、
芸
術
批
評
上
の
分
立
主
義

し
か
し
マ
ル
ク
ス
ニ
ン
ゲ
ル
ス
11
の
ラ
サ
ル
と
の
や
り
取
り
を
通
じ
て
最
も
興
味
深
い
の
は
、

エ
ン
ゲ
ル
ス
に
宛
て
た
マ
ル
ク
ス
の
書
簡
中
の
次
ぎ
の
如
き
言
葉
で
あ
る
、

「
一
人
の
人
間
が
今
日
の
、
こ
の
時
勢
の
中
で
、
こ
の
世
界
史
的
情
勢
の
も
と
に
お
い
て
、
こ
う
い
う
も
の
（
ラ
サ
ル
の
『
フ
ラ
ン
ツ
・
フ

ォ
ン
・
ジ
キ
ン
ゲ
ン
』
を
指
す
）
を
ひ
ね
く
り
出
す
よ
う
な
暇
を
見
つ
け
出
し
た
ば
か
り
か
、
わ
れ
わ
れ
に
そ
れ
を
読
む
手
間
暇
を
か
け
さ

せ
て
平
気
で
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
不
可
解
と
い
う
よ
り
他
は
な
い
」

(ivfarx
11 
E
n
g
e
l
s
,
 
a. a. 
O
.
,
 S
.
 4
8
8
.
)
 

は
、
「
私
は
ま
ず
そ
の
構
成
と
筋
の
運
び
と
を
褒
め
な
い
わ
け
に
は
行
か
な
い
。

て
言
い
う
る
こ
と
だ
」
（
ラ
サ
ル
宛
て
四
月
十
九
日
附
書
簡
）
と
い
う
言
葉
と
奇
妙
な
対
照
を
成
し
て
お
り
、
ま
た
上
記
の
ニ
ン
ゲ
ル
ス
に
宛

て
た
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
は
、
第
一
に
マ
ル
ク
ス
が
こ
の
作
品
に
少
し
も
「
感
動
さ
せ
ら
れ
」

る
こ
と
な
く
、

フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ジ
キ

マ
ル
ク
ス
の
こ
の
文
面

第
二
に
ラ
サ
ル
の
十
六
世
紀
ド
イ
ツ
の
歴
史
の
一
断
面
に
対
す
る
把
握
の
甘
さ
、
不
充
分
さ
に
対
す
る
憤
り
を
示
し
て
い
る

マ
ル
ク
ス
11
ニ
ン
ゲ
ル
ス
の
ラ
サ
ル
宛
て
の
書
簡
中
に
は
文
学
理
論
上
の
重
要
な
一
問
題
の
潜
ん
で
い
る
こ
と
を

否
む
わ
け
に
は
行
か
な
い
。
そ
の
問
題
は
、
次
ぎ
の
よ
う
な
、
マ
ル
ク
ス
や
ニ
ン
ゲ
ル
ス
の
批
評
態
度
を
見
る
時
そ
の
所
在
を
明
か
に
す

、

、

、

、

、

、

「
第
一
に
ー
~
こ
れ
は
純
粋
に
形
式
的
な
こ
と
だ
が
ー
ーI
君
ぱ
韻
文
で
書
い
た
以
上
（
中
略
）
第
二
に
君

が
描
こ
う
と
意
図
し
た
衝
突
は
単
に
悲
劇
的
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
そ
れ
は
一
八
四
八
、
四
九
年
の
革
命
党
を
当
然
に
も
破
滅
さ
せ
た

は
ヽ

（
ラ
サ
ル
宛
て
マ
ル
ク
ス
の
書
簡
中
の
言
葉
）

J

の
こ
と
は
現
代
ド
イ
ツ
の
、

い
ず
れ
の
戯
曲
に
も
ま
し こ

マ
ル
ク
ス
11
ニ
ン
ゲ
ル
ス
は
そ
の
書
面
中
に
お
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J

の
よ
う
な
批
評
上
の
分
立
主
義
、

ギ
6

、

.
‘
i
 

ら 想
的
な
面
の
み
を
存
置
せ
し
め
、

こ
の
作
品
の
芙
学
的
側
面
に
批
評
を
加
え
、

あ
る
い
は
歴
史
解 同

と
こ
ろ
の
悲
劇
的
衝
突
な
の
だ
」
工
ソ
ゲ
ル
ス
は
さ
ら
に
は
っ
苫
り
と
「
ま
ず
形
式
上
の
こ
と
に
つ
い
て
言
う
な
ら
ば
」
と
書
き
出
し
て
、

つ
い
で
「
と
こ
ろ
で
歴
史
的
内
容
に
関
し
て
言
う
な
ら
ば
」
と
作
品
の
「
思
想
的
内
容
」

(
G
e
-

d
a
n
k
e
n
i
n
h
a
l
t
)

に
言
及
し
、
書
簡
の
最
後
の
部
分
に
は
「
美
的
な
面
に
つ
い
て
も
歴
史
的
な
面
に
つ
い
て
も
」
と
誌
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
は
、
そ
れ
が
批
評
技
術
上
の
一
時
的
な
操
作
で
あ
る
と
仮
定
す
る
に
せ
よ
、
文
学
作
品
を
二
つ
の
部
分
あ
る

い
は
面
、
美
学
的
な
部
分
と
観
念
的
（
思
想
的
）
な
部
分
と
に
分
か
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
別
箇
に
批
評
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
も
し
作
品
が

形
式
上
の
美
学
的
な
面
と
内
容
上
の
思
想
的
な
面
と
に
分
離
せ
し
め
ら
れ
な
か
っ
た
な
ら
は
、
あ
る
い
は
作
品
か
ら
い
わ
ゆ
る
思
想
的
な
面

の
み
を
抽
出
し
う
る
の
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
美
学
的
な
面
を
切
り
棄
て
て
（
あ
る
い
は
切
り
棄
て
う
る
と
信
じ
て
）
思

こ
れ
を
批
評
ず
る
こ
と
が
す
な
わ
ち
当
の
作
品
を
批
評
す
る
こ
と
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
な

「
こ
う
い
う
も
の
を
ひ
ね
く
り
出
す
」
云
々
の
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
ラ
サ
ル
の
作
品
の
完
全
な
否
定
抹
殺
は
、

時
に
そ
の
内
容
上
の
詳
細
な
論
評
を
不
可
能
な
も
の
に
し
た
に
ち
が
い
な
い
。

そ
し
て
少
く
と
も
そ
の
思
想
的
内
容
、

釈
に
閃
す
る
か
ぎ
り
で
は
、
失
敗
作
『
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ソ
・
ジ
キ
ン
ゲ
ン
』
も
マ
ル
ク
ス
と
エ
ン
ゲ
ル
ス
と
に
と
っ
て
は
「
匡
さ
る
べ
き

誤
謬
」
の
一
例
と
し
て
事
実
上
大
い
に
意
味
あ
る
も
の
と
な
り
え
た
わ
け
で
あ
る
。

四
、
鴎
外
の
失
策

一
歩
進
め
て
言
え
ば
、
文
学
作
品
の
構
造
を
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
こ
と
の
是
非
は
し
ば
ら
く
措
ぎ
、

こ
の
よ
う
な
分
立
主
義
を
正
当
化
す
る
か
に
見
え
る
よ
う
な
文
学
作
品
も
現
に
な
い
こ
と
は
な
い
。

い
わ
ゆ
る
「
秀
麿
」
物
四
部
作
（
『
か
の
や
う
に
』
明
治
四
十
万
年
一
月
、
『
吃
逆
』
明
治
四
十
五
年
五
月
、
『
藤
棚
』

大
正
元
年
九
月
、
『
鎚
一
下
』
大
正
二
年
七
月
）
の
最
後
の
作
品
に
お
い
て
、
鶏
外
は
は
な
は
だ
鴎
外
ら
し
か
ら
ぬ
失
策
を
演
じ
て
い
る
。

彼
は
『
鎚
一
下
』
の
最
後
に
「
H
君
の
生
活
を
害
か
う
と
思
ひ
立
っ
た
己
の
望
に
何
時
遂
げ
ら
れ
る
が
知
れ
な
い
。
事
に
よ
っ
た
ら
昔
ギ
ョ
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オ
テ
が
グ
レ
エ
ト
ヘ
ソ
の
悲
壮
劇
の
筋
を
話
す
の
を
聞
い
て
、
そ
れ
を
先
に
書
い
た
人
が
あ
る
や
う
に
、
此
記
事
を
見
て
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
書
く
人
が
出
て
来
る
か
も
知
れ
な
い
。
若
し
今
日
文
壇
で
老
吃
者
を
以
て
遇
せ
ら
れ
て
ゐ
る
己
よ
り
も
、

己
は
安
ん
じ
て
初
め
書
か
う
と
思
っ
た
事
を
終
に
書
か
ず
に
し
ま
ふ
か
も
知
れ
な
い
」

者
）
こ
の
「
今
日
文
壇
で
老
惹
者
を
以
て
遇
せ
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
こ
ろ
の
「
己
」
は
言
う
ま
で
も
な
く
こ
の
四
部
作
共
通
の
主
人
公
五
条
秀

麿
で
あ
る
。
し
か
し
秀
麿
は
『
鎚
一
下
』
で
も
「
洋
行
し
て
帰
っ
て
か
ら
（
中
略
）
大
分
月
日
が
立
つ
う
ち
に
、
う
よ
う
よ
ゐ
る
若
殿
原
の

一
人
に
数
え
ら
れ
て
」
い
る
青
年
貴
族
で
こ
そ
あ
れ
、
決
し
て
「
老
吃
者
を
以
て
遇
せ
ら
れ
て
ゐ
る
」
文
士
な
ど
で
は
な
い
筈
で
あ
る
。
こ

れ
よ
り
以
前
か
ら
鵡
外
は
し
き
り
と
自
分
を
「
古
株
」
（
『
不
思
議
な
鏡
』
）
だ
の
老
吃
者
だ
の
と
自
嘲
し
て
い
る
が
、
遂
に
『
鎚
一
下
』
で

一
青
年
貴
族
を
作
品
の
主
人
公
と
し
て
設
定
し
て
ぎ
た
こ
と
を
失
念
し
て
、
不
覚
に
も
素
顔
を
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
失
策

は
、
四
部
作
の
主
人
公
五
条
秀
麿
が
、
文
学
作
品
に
お
い
て
は
仮
空
の
人
物
が
現
実
の
次
元
と
は
相
異
な
る
次
元
に
立
つ
文
学
的
に
必
然
的

な
存
在
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
は
な
し
に
、
文
学
的
に
何
ら
の
必
然
性
を
も
持
た
ぬ
全
く
の
架
空
の
、

の
、
強
い
て
こ
の
四
部
作
に
「
小
説
」
の
体
裁
を
与
え
よ
う
が
た
め
に
案
出
さ
れ
た
、
鵬
外
自
身
の
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
何
の
生
命
力

を
も
持
つ
こ
と
の
な
い
一
仮
面
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
暴
露
し
て
い
る
。
果
し
て
評
家
は
、
「
こ
れ
（
『
か
の
や
う
に
』
）
は
幸
徳
事
件
い
ら
い
思

想
問
題
に
頭
を
な
や
ま
せ
て
い
た
山
縣
公
に
献
策
の
意
志
を
も
っ
て
書
か
れ
、

木
順
三
『
森
鴎
外
』
六
四
頁
）
、
「
議
外
は
山
縣
公
か
ら
危
険
思
想
対
策
、
す
な
わ
ち
思
想
善
導
の
方
法
を
求
め
ら
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
書
い

（
同
『
森
鴎
外
の
人
と
作
品
』

（
「
伝
統
と
近
代
、
権
威
と
批
判
」
の
「
折
衷
妥
協
の
方
法
」
[
唐
木
順
三
]
)

た
の
が
『
か
の
や
う
に
』
と
い
う
小
説
で
あ
る
」

と
作
品
成
立
に
ま
つ
わ
る
経
緯
に
の
み
注
目
し
て
、

J

の
作

贈
ら
れ
た
も
の
、

先
に
H
君
の
事

そ
れ
を
先
に
書
く
人
が
旨
か
つ

多
分
に
政
策
的
な
も
の
で
あ
っ
た
」
（
唐

―1
0頁
）
と
論
じ
て
、
専
ら
こ
の
作
品
の
思
想
的
内
容

品
の
前
を
通
り
過
ぎ
て
し
ま
っ
て
差
支
え
な
い
と
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
論
評
家
の
目
が
自
‘
‘
つ
と
こ
の
作
品
の
「
思
想
的
内

容
」
や
成
立
史
、
す
な
わ
ち
非
文
学
的
な
側
面
に
注
が
れ
て
い
る
こ
と
と
、
先
き
に
触
れ
た
鵡
外
の
失
策
と
の
間
に
は
深
い
つ
な
が
り
が
あ

仮
り
の
、

便
宜

は
ヽ

た
ら
、

ギ
ヨ
オ
テ
の
先
例
と
は
反
対
に
、

（
傍
点
筆
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り
、
こ
の
作
品
が
こ
の
よ
う
な
角
度
か
ら
の
み
捉
え
ら
れ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
対
す
る
罪
の
一
半
ぱ
臨
外
自
身
の
態
度
に
あ
る
と
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

の
み
な
ら
ず
鵡
外
は
後
年
そ
の
女
婿
に
宛
て
て
「
カ
ノ
ヤ
ウ
ニ
ハ
中
ニ
モ
テ
エ
ル
ヲ
使
ヒ
ア
ル
ハ
画
工
一
人
ニ
テ
コ

レ
ハ
旧
友
岩
村
忍
二
候
（
中
略
）
イ
デ
ニ
ハ
ワ
イ
ヒ
ン
ゲ
ル
ナ
ル
事
御
話
申
候
氾
二
候
然
ラ
バ
全
篇
捏
ネ
合
セ
モ
ノ
ナ
ル
カ
ト
云
フ
ニ
―
層

深
ク
云
ヘ
バ
小
生
ノ
一
長
者
二
対
ス
ル
心
理
状
態
ガ
根
調
ト
ナ
リ
居
リ
ソ
コ
ニ
多
少
ノ
性
命
ハ
有
之
候
者
卜
信
ジ
テ
書
キ
タ
ル
次
第
二
候
」

（
岩
波
版
『
鴫
外
全
集
」
第
一
―
-
+
＝
一
巻
五
四
一
頁
）
と
甚
い
て
い
る
。
事
実
ま
た
「
ま
あ
、

ゐ
る
」
云
々
に
始
ま
る
長
広
舌
、
神
・
伝
統
・
杵
威
・
絶
対
者
と
合
迫
的
思
考
・
科
学
・
近
代
・
虚
無
宅
義
・
無
政
府
主
義
と
の
ぶ
つ
か
り

合
い
の
渦
中
に
捲
き
込
ま
れ
た
一
人
の
ペ
ル
・
エ
ク
セ
ラ
ン
ス
の
知
的
代
弁
者
に
よ
っ
て
表
白
さ
れ
た
明
治
新
貴
族
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

と
し
て
以
外
に
は
受
け
取
り
よ
う
の
な
い
懸
河
の
弁
を
前
に
し
て
は
、

た
と
え
は
こ
の
作
品
胃
頭
の
「
「
さ
う
か
い
』
と
云
つ
て
、
奥
さ
ん

は
雪
炉
火
を
活
け
て
、
大
き
い
枠
火
鉢
の
中
の
、
真
つ
白
い
灰
を
綺
麗
に
、
盛
り
上
げ
た
や
う
に
し
て
置
い
て
、
起
つ
て
行
く
の
を
、
矢
張

不
安
な
顔
を
し
て
、
見
送
っ
て
ゐ
た
。
邸
で
は
瓦
斯
が
勝
手
に
ま
で
使
っ
て
あ
る
の
に
、
奥
さ
ん
は
逆
上
せ
る
と
云
つ
て
、
炭
火
に
当
つ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
」
な
ど
は
不
自
然
極
ま
り
な
い
小
説
的
ボ
ー
ス
と
し
て
、

ま
た
最
後
の
一
行
「
山
の
手
の
日
曜
日
の
寂
し
さ
が
、
二
人
の
周

囲
を
依
然
支
配
し
て
ゐ
る
」
な
ど
は
当
り
障
り
の
な
い
一
篇
の
締
括
り
と
し
て
、
好
意
的
に
は
精
々
の
と
こ
ろ
極
め
て
不
手
際
な
「
美
的
な

方
法
へ
と
通
じ
て
行
く
。

マ
ル
ク
ス
11
エ
ン
ゲ
ル
ス
が
ラ
サ
ル
の
作
品
に
加
え
た
批
評

い
き
と
知
ら
し
め
る
よ
う
な
数
々
の
可
能
性
を
芋
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

っ
て
怠
義
あ
る
一
文
献
と
た
る
で
あ
ろ
う
。

日
本
の
近
代
精
神
史
を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
者
に
と

し
か
し
そ
の
場
合
、
「
文
学
」

U

そ
し
て
「
芸
術
」
は
ど
こ
へ
行
っ
て
し
ま
う
の
か
。
そ
れ
と
も

あ
る
思
想
を
、
あ
る
い
ぱ
い
わ
砂
る
麿
史
小
説
の
場
合
に
ぱ
過
去
の
あ
る
一
片
の
解
釈
を
、
論
理
的
形
式
に
拠
ら
ず
に
、
「
石
垣
に
沿
う
て
、

や

つ

で

霧
に
濡
れ
た
、
老
緑
の
広
葉
を
茂
ら
せ
て
ゐ
る
八
角
全
盛
か
、
所
々
に
白
い
茎
を
、
枝
の
あ
る
燭
台
の
や
う
に
抽
き
出
し
て
、
白
い
花
を
咲
か

恐
ら
く
こ
の
次
元
に
据
え
置
か
れ
た
時
、

『
か
の
や
う
に
』

一
篇
は
、
往
年
の
日
本
社
会
の
動
ぎ
の
一
面
を
活
き

面
」
（
エ
ン
ゲ
ル
ス
）
と
し
て
廿
受
さ
れ
ざ
る
を
え
ま
い
。

」
う
し
て
道
は
、

か
う
だ
。
茸
が
さ
つ
ぎ
か
ら
怪
物
々
々
と
云
つ
て

74 

library
ノート注釈
library : None

library
ノート注釈
library : MigrationNone

library
ノート注釈
library : Unmarked



か
ず
、

マ
ル
ク
ス
11

エ
ン
ゲ
ル
ス
は
ラ
サ
ル
の
作
品
批
評
文
に
お
い
て
、

「
芸
術
」
と
「
文
学
」
と
に
就
い
て
語
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

殆
ん
ど
十
八
世
紀
の
宮
廷
人
的
な
礼
儀
正

し
か
し
こ
の
分
立
主
義
を
正
当
化
す
る
こ
と
は
同
時
に
、

折
角
築

わ
れ
わ
れ
は
文
学
を
芸
術
と
い
う
上
位
概
念
に
含
め
る
わ
け
に
は
行

せ
て
ゐ
る
上
に
、
薄
曇
の
空
か
ら
日
光
が
少
し
漏
れ
て
、
雀
が
二
三
羽
鳴
き
な
が
ら
飛
び
交
は
し
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
、

一
篇
の
思
想

的
内
容
と
は
内
的
に
さ
し
た
る
必
然
的
な
結
び
つ
き
を
持
た
な
い
「
美
学
的
」
幕
合
を
所
々
に
挟
む
と
い
う
形
式
を
採
っ
て
陳
述
し
た
も
の

が
「
文
学
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
形
で
大
衆
の
耳
目
に
入
り
や
す
い
よ
う
に
さ
れ
た
歴
史
記
述
、
あ
る
い
は
思
想
・
主
張
・
理

論
が
「
文
学
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
歴
史
学
的
分
析
や
解
釈
、
思
想
史
的
研
究
に
基
づ
く
マ
ル
ク
ス

II
エ
ン
ゲ

ル
ス
の
批
評
態
度
は
、
ま
さ
に
「
文
学
」
の
批
評
態
度
と
し
て
有
用
且
つ
整
合
的
で
あ
る
。
ま
た
い
わ
ゆ
る
文
学
が
、
言
語
を
、
従
っ
て
概

念
を
、
論
理
を
、
理
念
を
自
巳
の
存
在
基
体
と
し
、
関
係
媒
体
と
し
て
い
る
限
り
、
先
き
に
述
べ
た
美
学
と
思
想
の
分
立
主
義
は
い
つ
も
妥

当
す
る
。
ま
た
こ
の
分
立
主
義
が
正
当
化
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
は
、

か
れ
た
新
し
い
「
文
学
」
の
世
界
を
再
び
崩
壊
さ
せ
る
危
険
を
も
意
味
す
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
よ
う
な
分
立
主
義
の
通
用
し
が
た
い
よ
う
な

「
文
学
」
ー
ー
i

と
い
う
言
葉
を
使
う
よ
り
仕
方
の
な
い
よ
う
な
作
品
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
り
、

が
そ
の
冴
え
を
見
せ
る
よ
う
な
作
品
、

五
、
擬
態
分
立
主
義

ま
た
他
面
、
こ
の
よ
う
な
分
立
主
義
の
刃

た
と
え
ば
ラ
サ
ル
の
『
フ
ラ
ン
ツ
・
フ
ォ
ン
・
ジ
キ
ン
ゲ
ン
』
の
よ
う
な
作
品
に
よ
っ
て
文
学
は
わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
魅
力
あ
る
価
値
と
な
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
逆
に
む
し
ろ
価
値
と
し
て
の
文
学
は
、
こ
の
分
立
主
義
の
行
き
悩
む

と
こ
ろ
に
初
め
て
始
ま
る
ら
し
く
見
え
る
。

し
さ
で
作
品
の
「
美
学
的
」
な
面
と
「
思
想
的
内
容
」
と
の
双
方
の
顔
を
立
て
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
既
に
見
た
よ
う
に
そ
れ
は
単
な
る
儀

礼
的
ジ
ェ
ス
テ
ュ
ア
に
過
ぎ
ず
、
彼
ら
両
人
に
と
っ
て
の
真
の
問
題
は
、
作
品
の
「
思
想
的
内
容
」
あ
る
い
は
十
六
世
紀
の
ド
イ
ツ
農
民
運

動
の
歴
史
的
把
握
に
あ
っ
た
こ
と
は
明
か
で
あ
り
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
彼
ら
の
「
分
立
主
義
」
は
見
せ
か
け
だ
け
の
、
擬
態
的
な
も
の
で
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し、

る
ヽ

を
、
快
重
に
調
節
し
変
化
さ
せ
な
か
ら
、

現
代
文
学
に
出
適
用
し
よ
う
と
し
な
い
の
て
あ
ろ
う
か
」

（
イ
ェ
ン
ス
は
こ
の
よ
う
に
作
品
の
構

（
見
せ
か
け
た
け
の
も
の
で
あ
っ
た
に
せ
よ
、
な
せ
彼
ら
は
「
美
学
」
に
一
揖
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
か
と
い
う
点
に
、
芸
術

に
つ
い
て
考
え
る
上
で
の
一
つ
の
大
き
な
間
屈
か
絡
ん
て
く
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
）
そ
し
て
現
代
に
お
け
る
文
学
批
評
上
の
、
同
じ
よ
う
な

擬
態
と
し
て
の
分
立
主
義
は
、
た
と
え
は
ワ
ル
タ
ー
・
イ
H

ン
ス
の
批
評
態
度
な
ど
に
も
見
ら
れ
る
(
W
a
l
t
e
r
J
e
n
s
,
 

イ
ェ
ン
ス
は
芸
術
批
評
の
任
務
に
つ
い
て
こ
う
一
―
-
E

つ
て
い
る
、

的
責
任
に
堅
く
縛
ら
れ
て
い
る
時
代
に
あ
っ
て
、
声
を
大
に
し
て
特
異
な
も
の
や
異
常
な
ら
の
を
永
め
る
代
り
に
、
芸
術
批
評
は
、
何
ら
か

の
芸
術
作
品
の
『
創
ら
れ
方
』

(die
M
a
c
h
a
r
t
)
を
、
そ
の
構
崖
を
、

D
e
u
t
s
c
h
e
 L
i
t
e
r
a
t
u
r
 

ま
た
手
仕
事
と
し
て
の
完
成
度
を
考
察
す
べ
き
て
あ
ろ
う
。
言
語
分

析
、
文
体
鑑
賞
、
比
喩
や
形
象
の
即
物
的
な
吟
味
な
ど
は
、
今
日
の
文
芸
批
評
文
中
に
こ
れ
を
求
め
て
も
殆
ん
ど
見
出
さ
れ
な
い
。

I
文

芸
評
論
家
は
、
わ
れ
わ
れ
が
彼
ら
の
正
休
を
つ
か
ま
え
に
く
い
よ
う
な
平
面
に
お
い
て
好
ん
て
自
分
の
教
養
を
示
し
た
か
る
。
つ
ま
り
彼
ら

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

は
何
は
と
も
あ
れ
『
立
言
』
を
尊
重
す
る
。
様
式
や
構
造
や
組
立
て
で
は
な
く
て
、
主
題
と
内
容
か
彼
ら
に
と
っ
て
は
問
題
な
の
で
あ
る
」

(s.

4
9
.
 

傍
点
筆
者
）
そ
し
て
文
献
芋
者
が
文
学
の
実
体
を
成
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
そ
の
よ
う
欠
言
語
的
な
面
を
閏
題
に
す
る
と
し
て
も
、

「
精
密
な
構
造
分
析
ぱ
た
た
ミ
イ
ラ
化
し
た
（
過
去
の
）
文
学
作
品
に
の
み
行
わ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
な
抒
文
献
学
は
そ
の
諸
範
疇

造
分
析
・
文
休
分
析
を
強
凋
し
な
が
ら
、
そ
の
一
方
で
は
い
わ
ゆ
る
「
解
釈
学
派
」
を
痛
烈
こ
非
雌
し
、
「
作
品
内
在
的
解
釈
」

w
e
r
k
i
m
m
a
,
 

よ
つ
ま
る
と
こ
ろ
「
曖
昧
で
主
観
的
な
息
弁
、
空
論
」
に
す
望
ず
、
「
『
解
釈
さ
れ
た
』
仄
術
作
品
は
結
局
神
秘
的

n
e
n
t
e
s
 
I
n
t
e
r
p
r
e
t
1
e
r
e
n
 
-

な
高
窒
飛
行
の
餌
食
に
な
っ
た
」
と
し
、

必
要
と
ず
る
と
こ
ろ
の
恨
気
と
知
識
と
を
映
い
て
い
た
者
、

称
し
た
」

(s.
5
2
.
)

と
書
い
て
、

さ
ら
に
「
詩
作
し
う
る
だ
け
の
空
想
の
持
ち
合
わ
せ
の
な
か
っ
た
者
、
何
と
言
お
う
と
文
献
学
者
が

『
場
当
り
の
恢
果
』
を
求
め
て
知
識
を
疎
ん
じ
た
者
は
、
と
か
く
解
釈
家
と
自

ツ
ュ
ー
リ
ヒ
学
派
か
ら
「
猛
烈
に
誹
謗
さ
れ
た
模
株
て
あ
る
）

「
批
評
か
ら
（
文
学
則
造
へ
の
）
投
助
や
後
援
か
期
待
し
う
る
の
は
、

彼
ぱ
ま
た
別
の
筒
処
て
は
こ
う
書
い
て

手
仕
事
的
て
実
院
的
な
詔
祝
点
が
再
ひ
文
芸
評
論
を
尊
い

d
e
r
 
G
e
g
e
n
w
a
r
t
,
 
M
u
n
c
h
e
n
 1
9
6
1
.
)
 

あ
っ
た
。

「
自
已
自
身
を
意
識
し
、
歴
史
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彼
は
通
俗
的
・
国
粋
主
義
的
詩
学
に
よ
る

な
わ
ち
「
内
容
的
価
値
・
健
康
」
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、

思
想
内
容
に
次
第
に
押
し
や
ら
れ
て
、

終
に
は
事
実
上
顧
み
ら
れ
な
く
な
り
、
イ
ェ

芸
術
的
具
象
は
、
も
う
一
方
の
パ
ー
ト
ナ
ー
、

理
解
し
よ
う
と
す
る
説
明
、

に
な
っ
た
時
、

す

て
行
く
時
で
あ
ろ
う
。

．．．． 
必
要
な
の
は
雑
文
的
に
飾
り
立
て
ら
れ
た
難
解
な
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
用
語
で
は
な
く
て
、
簡
明
で
事
柄
そ
の
も
の
を

つ
ま
り
た
と
え
ば
接
続
法
の
批
評
、
構
文
分
析
で
あ
る
。
ー
ー
．
あ
る
新
し
い
パ
ラ
グ
ラ
ー
フ
で
動
詞
が
現
在
形

ラ
ー
フ
に
お
け
る
が
如
く
動
詞
の
過
去
形
を
採
ら
な
か
っ
た
の
か
」

(s.
5
5
.
)
 

と
こ
ろ
で
イ
ェ
ン
ス
は
、
ヴ
ィ
ー
ヒ
ェ
ル
ト

E
r
n
s
t
W
i
e
c
h
e
r
t
や
ボ
ン
ゼ
ル
ス
ジ
T

a
l
d
e
m
a
r
 B
o
n
s
e
l
s
の
よ
う
な
二
流
三
流
の
作
家
を

論
ず
る
の
に
、

ム
ー
ジ
ー
ル

R
o
b
e
r
t
M
u
s
i
l
や
ブ
ロ
ッ
ホ

H
e
r
m
a
n
n
B
r
o
c
h
や
ハ
イ
ン
リ
ヒ
。
マ
ン

H
e
i
n
r
i
c
h
M
a
n
n
や
「
危
険
で

惑
乱
的
な
」
カ
フ
カ

F
r
a
n
z
K
a
f
k
a

の
す
べ
て
を
一
緒
に
し
た
よ
り
も
多
く
の
紙
幅
を
割
い
て
い
る
よ
う
な
、
戦
後
の
若
干
の
文
学
史
の

特
色
の
一
っ
と
し
て
「
文
学
と
内
容
的
価
値
と
の
、
詩
と
健
康
と
の
同
一
視
」

(s. 1
3
6
.
)

と
い
う
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
の
指
摘
は
前

後
の
文
脈
か
ら
し
て
当
然
非
難
の
意
味
で
行
わ
れ
て
い
る
。
従
っ
て
こ
れ
を
裏
返
し
に
し
、
す
な
わ
ち
文
学
乃
至
は
詩
と
、
内
容
的
価
値
乃

至
は
健
康
、
換
言
す
れ
ば
美
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
芸
術
的
具
象
と
思
想
内
容
と
は
分
離
さ
れ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
イ
ェ
ン
ス
の
見
解
で
あ

る
と
見
て
差
支
え
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
再
び
文
学
批
評
上
の
分
立
主
義
に
出
会
う
わ
け
で
あ
る
。

し
か
る
に
こ
の
分
立
主
義
の
一
方
の
。
ハ
ー
ト
ナ
ー
、
す
な
わ
ち
「
文
学
・
詩
」
、
美
、

ン
ス
の
分
立
主
義
も
実
は
一
擬
態
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と
が
明
か
に
な
る
。
つ
ま
り
彼
は
一
方
に
お
い
て
は
、
今
見
た
よ
う
に
、
文
学
と
内
容

的
価
値
の
分
離
し
て
取
扱
わ
る
べ
き
こ
と
を
主
張
し
な
が
ら
、
他
方
彼
は
次
ぎ
に
見
る
よ
う
に
ド
イ
ツ
人
に
固
有
の
観
念
偏
向
を
指
摘
し
つ

つ
、
後
者
す
な
わ
ち
内
容
的
価
値
（
健
康
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
思
想
内
容
）
イ
ク
ヲ
ー
ル
文
学
と
い
う
等
式
を
立
て
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

「
文
芸
」

D
i
c
h
t
u
n
g
と
「
文
学
」

Literatur
の
分
離
を
「
詩
」
と
「
実
人
生
」
の
分
離
対
立

に
置
き
換
え
、
前
者
を
つ
ね
に
後
者
の
上
高
く
据
え
置
こ
う
と
す
る
文
学
観
に
触
れ
、
外
国
で
は

po:.te
は

ecrivan

と
は
別
に
単
に

そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
か
。

作
者
は
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
何
を
得
、

何
を
失
う
か
。

な
ぜ
作
者
は
、
そ
れ
ま
で
の
パ
ラ
グ
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る
台
座
も
詩
人
を
一
般
大
衆
の
上
高
く
持
ち
上
げ
は
し
な
い
。

『
諸
君
』
で
は
な
く
『
わ
れ
わ
れ
』
が
書
物
に
信
憑
性
を
与
え
る
。

ひ
と
が

す
る
。

い
次
元
に
立
つ
神
秘
的
な
尊
敲
に
包
ま
れ
た
人
間
て
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
と
言
い
、

で
滑
ら
か
に
快
い
も
の
や
感
じ
の
い
い
調
和
と
混
同
す
る
こ
と
を
や
め
る
の
か
。
批
評
も
『
美
』
で
あ
り
う
る
て
は
な
い
か
。

砕
ず
る
攻
撃
は
な
せ
つ
ね
に
『
破
壊
的
』
と
批
評
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」

(s.
5
7
.
)
 

国
粋
主
殺
的
詩
学
の
美
と
、
現
実
と
が
、
予
め
綺
跳
に
観
然
と
相
分
か
た
れ
て
し
ま
う
時
に
こ
そ
、
テ
ロ
リ
ズ
ム
が
横
行
す
る
同
じ
平
面
て

乎
和
な
家
庭
音
楽
会
が
催
さ
れ
て
も
少
し
も
不
思
議
で
は
な
く
な
る
と
書
き
、

飯
事
で
あ
る
」
と
い
う
マ
ク
ス
・
フ
リ
ッ
シ
ュ

M
a
x
F
r
i
s
c
h

の
言
葉
を
引
用
し
て
い
る
。

さ
ら
に
彼
は
芸
術
と
現
実
と
の
深
い
噛
み
合
い
を
、

書
き
批
評
す
る
の
は
、

を
暴
露
す
る
。

「
道
徳
的
精
神
分
裂
症
は
も
と
も
と
ニ
ト
世
紀
で
は
家
常
茶

そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
俗
流

「
ひ
と
は
い
つ
に
な
っ
た
ら
、
美
を
表
面
的

抒
情
詩
人
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
に
、

ド
イ
ツ
で
は

D
i
c
h
t
e
r
 
(
p
o砂
te)

は
単
な
る
文
学
者

e
c
r
i
v
a
n

や
一
般
の
市
民
よ
り
よ
り
高

と
反
論
す
る

タ
プ
ー
を
破

い
や
現
実
が
芸
術
を
自
已
の
内
部
に
す
っ
ぽ
り
と
抱
え
込
ん
で
し
ま
う
状
況
を
指
摘

「
原
了
爆
弾
の
時
代
に
は
社
会
批
評
と
自
巳
分
析
と
は
同
一
事
で
あ
る
。
た
だ
撃
た
れ
た
者
の
み
が
撃
つ
こ
と
が
で
ぎ
る
。

し、

か
な

ひ
と
が
こ
の
人
生
の
ま
だ
生
ぎ
る
に
値
す
る
も
の
で
あ
っ
て
貰
い
た
い
と
念
じ
て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
」
、
「
詩
人

は
今
日
そ
の
時
代
分
析
の
第
一
の
対
象
て
あ
る
。
詩
人
の
描
く
世
界
か
ら
は
ー
ー
そ
れ
が
写
実
主
義
的
な
も
の
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
幻
想
的

な
も
の
で
あ
れ
ー
ー
遊
び
の
持
つ
無
拘
束
的
で
虚
構
的
な
も
の
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」

(s.
7
1
.
)

こ
う
し
て
「
詩
」
と
「
内
容
的

価
値
」
の
同
一
化
を
非
難
し
、
間
接
に
両
者
の
分
離
せ
し
め
ら
る
べ
ぎ
こ
と
を
主
張
し
た
イ
ェ
ソ
ス
は
、
実
は
紛
れ
も
な
い
「
人
生
派
」
の

芸
術
論
者
で
あ
る
こ
と
を
、
す
な
わ
ち
事
実
上
「
詩
」
を
「
内
容
的
価
値
」
の
中
へ
包
含
し
て
し
ま
お
う
と
す
る
立
場
の
人
間
で
あ
る
こ
と

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
イ
ェ
ン
ス
が
同
じ
書
物
の
中
で
提
起
し
て
い
る
手
仕
事
的
な
文
体
分
析
そ
の
他
の
文
献
学
的
諸
要
求
は
果
し

て
彼
の
文
学
観
内
部
の
と
こ
に
位
置
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
両
者
は
、

い
か
に
し
て
も
有
機
的
に
結
び
つ
げ
ら
れ
え
な
い
こ
と
は
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制
約
さ
れ
た
「
表
現
機
能
」
と
は
、

美
で
あ
る
。
そ
し
て
「
表
現
機
能
」
に
注
目
し
て
芸
術
史
を
構
成
す
る
な
ら
ば
、
芸
術
を
し
て
芸
術
た
ら
し
め
て
い
る
当
の
も
の
、
す
な
わ

ち
美
的
価
値
が
必
然
的
に
疎
外
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
逆
に
美
的
価
値
に
着
眼
す
る
か
ぎ
り
、
芸
術
史
の
ま
さ
に
歴
史
た
る
所
以
の
も
の
で

あ
る
と
こ
ろ
の
作
品
間
の
連
続
的
関
係
は
捨
て
去
ら
れ
て
し
ま
う
。
す
な
わ
ち
芸
術
史
成
立
の
可
能
性
は
非
連
続
的
な
美
的
価
値
と
連
続
的

な
表
現
機
能
と
を
い
か
に
し
て
芸
術
史
と
い
う
一
概
念
中
に
整
合
的
に
統
一
し
う
る
か
と
い
う
点
に
懸
か
り
存
す
る
。

(Zitiert 
b
e
i
 M
a
h
r
h
o
l
z
,
 

も
の
で
あ
る
こ
と
は
疑
い
の
余
地
の
な
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
た
と
え
ば
コ
ー
ン

「
芸
術
の
歴
史
は
、
作
品
が
―
つ
の
発
展
の
一
環
と
し
て
考
察
さ
れ
る
場
合
に
の
み
可
能
で
あ
る
。
ー
—
'

と
こ
ろ
が
美
的
価
値
は
箇
々
の
作
品
を
孤
立
せ
し
め
る
。
し
か
る
に
芸
術
作
品
は
、

し
て
の
み
発
展
の
網
の
目
に
捉
え
ら
れ
る
。

(
J
.
 
C
o
h
n
)
 

か
か
る
表
現
機
能
が
、
美
的
価
値
と
ど
れ
ほ
ど
緊
密
に
結
ば
れ
て
い
よ
う
と
も
、
両
者
は
絶
対

に
一
致
す
る
こ
と
が
な
く
、
又
、
美
術
史
と
い
う
概
念
の
内
包
す
る
。
ハ
ラ
ド
ク
ス
も
実
に
か
か
る
持
続
的
な
割
目
の
中
に
横
た
わ
り
存
す
る
」

L
i
t
e
r
a
t
u
r
g
e
s
c
h
i
c
h
t
 
e
u
n
d
 L
i
t
e
r
a
t
u
r
w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
,
 

，
 

7
 

ツ
ュ
ー
ザ
ル
シ
ュ
に

わ
れ
わ
れ
の
い
わ
ゆ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
り
、
同
じ
く
「
美
的
価
値
」
と
は
わ
れ
わ
れ
の
い
わ
ゆ
る

L
e
i
p
z
i
g
 
1
9
3
2
2
,
 

S
.
 6
2
 f
.
)

す
な
わ
ち
歴
史
的
に

つ
ね
に
歴
史
的
に
制
約
さ
れ
た
感
情
状
態
の
表
現
と

え
て
次
ぎ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
、

は
こ
の
事
情
を
芸
術
学
、
芸
術
史
の
面
で
捉

六、

「
文
学
の
歴
史
」
と
「
文
化
の
歴
史
」

成
り
立
た
せ
て
い
る
非
芸
術
的
、
外
文
学
的
諸
要
因
に
は
一
顧
だ
に
与
え
よ
う
と
し
な
い
芸
術
至
上
主
義
的
な
論
者
の
よ
う
に
、
公
然
と
一

元
論
者
、
独
裁
者
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
よ
う
と
し
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
を
禁
じ
え
な
い
。

文
学
が
美
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
二
つ
の
極
限
的
イ
デ
ー
に
よ
っ
て
相
争
わ
て
れ
い
る

理
論
家
の
多
く
が
、

な
ぜ

一
方
の
バ
ー
ト
ナ
ー
、
美
、
詩
、

形
式
に
対
し
て
宮
廷
的
儀
礼
を
守
ろ
う
と
す
る
の
か
、
そ
し
て
な
ぜ
芸
術
を

文
学
の
実
体
を
い
わ
ゆ
る
内
容
的
価
値
（
イ
ェ
ン
ス
）
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、

思
想
的
内
容
（
エ
ン
ゲ
ル
ス
）
の
う
ち
に
見
よ
う
と
す
る
芸
術

明
か
で
あ
り
、
結
局
彼
は
い
わ
ば
裏
側
か
ら
芸
術
批
評
上
の
分
立
主
義
を
否
定
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
再
び
わ
れ
わ
れ
は
、
芸
術
や



な
ど
の
作
品
に
は
伝
記
や
書
誌
学
や
典
拠
や
影
響
な
と
と
い
う
も
の
を
越
え
る
あ
る
も
の
の
存
在
す
る
こ
と
の
否
定
し
が
た
い
こ
と
を
余
試

な
く
承
認
せ
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
時
に
、

つ
ね
に
口
に
し
て
い
た
お
題
目
の
一
っ
を
ふ
と
思
し
出
す
。

彼
は
あ
る
日
、
古
い
歴
史
学
派
の
学
者
た
ち
が
、

ダ
ン
テ
あ
る
い
は
ア
リ
オ
ス
ト
、

「
大
作
家
に
は
美
的
方
法
も
適
用

フ
ォ
ス
コ
ロ

F
o
s
c
o
l
o
あ
る
い
は
レ
オ
バ
ル
デ
ィ

る
よ
う
に
も
見
え
る
。
す
な
わ
ち
芸
術
は
、
少
く
と
も
わ
れ
わ
れ
の
論
理
的
思
考
に
と
っ
て
は
、
是
が
非
で
も
一
方
的
に
美
と
し
て
、
も
し

そ
う
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
同
じ
く
一
方
的
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

し
か
し
こ
こ
に
、
別
の
方
向
か
ら
、
す
な
わ
ち
美
の
方
向
か
ら
、

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
も
の
の
一
切
を
担
絶
し
、
そ
の
価
値
否
定
を
図
ろ

う
と
す
る
ク
ロ
ー
チ
ニ
の
如
き
立
場
が
あ
る

(B.
C
r
o
c
e
,
 
P
o
e
s
i
e
 
u
n
d
 N
i
c
h
t
p
o
e
s
i
e
,
 
d
e
u
t
s
c
h
 v
o
n
 Schlosser, 
W
i
e
n
 1
9
2
5
.
)
 

りヽ

そ
の
こ
と
が
逆
に
芸
術
や
文
学
の
理
論
的
、

あ
る
か
は
、
既
に
予
め
「
か
か
る
持
続
的
な
割
目
」

（
ツ
ュ
ー
ザ
ル
シ
ュ
）
の
如
き
言
葉
に
示
さ
れ
て
お

そ
れ
は
こ
れ
ら
二
要
素

に
究
極
ま
で
考
究
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
な
く
し
て
は
わ
れ
わ
れ
が
つ
ね
に
生
け
る
流
れ
の
外
側
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ

り
ほ
か
は
な
い
よ
う
な
微
妙
な
共
鳴
（
美
的
体
験
を
指
す
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
・
筆
者
註
）
と
、
そ
れ
な
く
し
て
は
わ
れ
わ
れ
が
理

論
の
超
時
間
的
領
域
へ
高
ま
り
行
く
こ
と
の
出
来
な
い
抽
象
力
（
こ
の
抽
象
力
の
働
く
結
果
は
、
論
理
と
歴
史
的
因
果
関
係
へ
の
美
的
価
値

の
解
体
で
あ
る
・
筆
者
註
）
と
の
並
存
（
こ
れ
は
美
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
双
方
の
救
済
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
）

れ
う
る
限
り
で
の
大
き
な
危
険
を
冒
し
て
ま
て
も
」

s. 4
 
u. 8
.
)
 

）
れ
ら
二
理
論
家
は
、
初
め
か
ら
修
辞
学
と
擬
態
を
拒
絶
し
て
、

美
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
を
根
源
的
に
相
互
排
他
的
な
、

も
全
く
同
様
の
確
認
が
あ
る
、

「
そ
の
上
さ
ら
に
芸
術
＂
学
と
い
う
語
結
合
の
深
淵
的
間
題
性
が
あ
る
。

(
H
.
 C
y
s
a
r
z
,
 
Literaturgeschichte 
als 
Geisteswissenschaft, 
H
a
l
l
e
 1
9
2
6
,
 

芸
術
を
構
成
す
る
二
つ
の
根
本
的
要
素
と
し
て
捉
え
、
し
か
も
も
し
芸
術
学
を
云
々
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、

の
い
ず
れ
を
も
鋏
く
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
と
要
求
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
う
い
う
要
求
の
い
か
に
貫
徹
さ
れ
が
た
い
性
質
の
も
の
で

（
コ
ー
ソ
）
、

「
深
淵
的
問
題
性
」

論
理
的
把
握
と
い
う
作
業
に
お
け
る
擬
態
と
修
辞
学
の
避
け
が
た
さ
を
正
当
化
し
て
い

ヽ
う
‘
 

と
し

考

え

ら
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に
哲
学
）
の
歴
史
を
峻
別
し
よ
う
と
し
、

「
そ
う
な
れ
ば
文
学
が
哲
学
同
様
も
は
や
歴
史
の
対
象
、
す
な
わ
ち
歴
史
の
上
記
の
形
式
の
対
象

で
き
る
が
、
群
小
作
家
に
は
歴
史
的
方
法
し
か
適
用
で
き
な
い
」
若
い
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
躍
気
に
な
っ
て
反
論
す
る
、
し
か
し
そ
れ
は
論
理
的

矛
盾
で
は
あ
る
ま
い
か
。
精
神
的
方
法
、
す
わ
ち
思
考
の
正
し
い
形
式
は
、
作
家
の
大
小
と
は
無
関
係
で
あ
る
。
偉
大
倭
小
を
問
わ
ず
、
作

つ
ま
り
文
学
的
に
、
美
的
に
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
と
も
群
小
作

家
は
作
家
で
は
な
い
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
な
ら
そ
う
い
う
連
中
に
抑
々
何
ら
か
の
方
法
を
適
用
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
無
益
で

こ
の
若
い
頃
の
や
り
と
り
を
思
い
出
し
て
、
彼
は
相
手
の
言
い
分
に
も
自
分
の
反
論
に
も
そ
れ
ぞ
れ
に
採
る
べ
き
も
の
の
あ
っ
た
こ
と
を

反
省
す
る
。
そ
れ
は
相
手
が
理
論
的
に
整
理
す
る
こ
と
な
く
予
想
し
、

ま
た
彼
が
そ
の
一
方
の
立
場
の
弁
護
に
熱
中
す
る
の
余
り
に
見
逃
し

て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
の
、
「
文
学
の
歴
史
と
文
化
の
歴
史
と
の
分
離
」
と
い
う
考
え
方
で
あ
っ
た
と
す
る
。
「
大
作
家
、
創
造
的
精
神
の
持
ち

主
た
ち
だ
け
が
文
学
の
歴
史
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
美
的
方
法
で
取
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
反
し
て
三
流
作
家
は
『
歴

史
的
方
法
』
に
よ
っ
て
取
り
扱
わ
れ
る
べ
ぎ
で
あ
る
。

定
の
歴
史
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
。

つ
ま
り
彼
ら
は
む
し
ろ
文
化
の
歴
史
、
さ
ま
ざ
ま
の
時
代
、
民
族
の
意
欲
や
目
的
設

む
ろ
ん
大
作
家
も
文
化
の
歴
史
に
関
係
を
持
つ
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
彼
ら
は
も
は
や
彼
ら
の
偉

、、

大
さ
、
天
才
性
、
創
造
的
精
神
、
詩
人
を
し
て
詩
人
た
ら
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
あ
る
も
の

q
u
i
d

に
お
い
て
眺
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、

彼
ら
の
抽
象
的
な
素
材
に
従
っ
て
、
そ
れ
故
文
化
的
、
社
会
的
な
い
ろ
い
ろ
な
動
き
の
証
人
と
し
て
眺
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
」

ク
ロ
ー
チ
ェ
は
常
識
的
、
伝
統
的
意
味
の
歴
史
（
風
俗
史
、
道
徳
史
、
政
治
史
、
実
践
的
感
情
・
意
欲
・
行
為
の
歴
史
）
と
文
学
（
並
び

た
り
え
な
い
こ
と
が
は
っ
き
り
す
る
」
と
書
き
、
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
よ
う
な
「
歴
史
」
の
方
法
こ
そ
、
昔
の
歴
史
学
派
の
人
々
が
漠
然
と

考
え
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
偉
大
な
作
品
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
方
法
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
別
の
論
文
中
の
「
本
来
の
意
味
で
の
美

学
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
が
決
し
て
目
を
放
し
て
は
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
1

な
ぜ
な
ら
も
し
そ
う
す
れ
ば
抑
々
文
学
と
芸
術
の
イ
デ
ー
は
雲

は
な
い
か
。

家
は
ま
さ
に
作
家
で
あ
る
が
故
に
す
べ
て
同
一
の
見
方
で
、

81 



（
実
際
上
の
具
体
的
な
・
筆
者
註
）

な
場
で
は
な
い
」
と
い
う
言
葉
を
見
て
も
判
る
よ
う
に
、
彼
の
い
わ
ゆ
る
文
学
の
歴
史
は
ほ
ぼ
美
的
諸
理
念
の
体
系
の
如
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
も
拘
ら
ず
彼
が
「
歴
史
」
と
い
う
同
一
の
言
葉
に
よ
っ
て
、
究
極
的
に
は
質
的
に
全
く
相
異
な
っ
た
平
面
に
立
つ
二
つ
の
方
法
を
言

い
現
わ
そ
う
と
し
た
の
は
、
彼
が
か
つ
て
歴
史
学
派
に
学
ん
だ
こ
と
の
名
残
り
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
ま
た
彼
の
い
わ
ゆ
る
文
学
の
歴
史
が
、
美
学
あ
る
い
は
美
的
諸
理
念
の
体
系
の
意
味
に
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

彼
に
よ
れ
ば
、
世
上
行
わ
れ
て
い
る
「
詩
学
」
は
、
文
学
と
い
う
名
の
、
あ
る
特
殊
な
芸
術
の
学
問
的
あ
る
い
は
哲
学
的
記
述
と
さ
れ
て
い

る
が
、
抑
々
い
く
つ
か
の
特
殊
な
芸
術
と
い
う
も
の
は
な
い
。
あ
る
の
は
他
で
も
な
い
た
だ
芸
術
だ
け
な
の
で
あ
る
か
ら
、
特
殊
な
芸
術
と

し
て
の
文
学
と
い
う
よ
う
な
も
の
の
存
在
す
る
筈
は
な
く
、
従
っ
て
文
学
に
関
す
る
特
殊
で
独
立
の
学
問
、
す
な
わ
ち
詩
学
な
ど
と
い
う
も

の
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
芸
術
の
分
類
と
い
う
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
の
芸
術
が
「
外
部
か
ら
物
理
的
に
、
そ
の
表
現
手
段

（
線
、
色
、
音
、
音
節
に
分
た
れ
た
音
声
等
）
に
よ
っ
て
」
捉
え
ら
れ
た
場
合
に
の
み
可
能
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
「
し
か
る
に
芸
術
作
品
は

つ
ね
に
一
箇
の
精
神
的
行
為
で
あ
る
。
そ
し
て
物
理
的
な
も
の
か
ら
精
神
的
な
も
の
へ
、
物
理
学
の
概
念
か
ら
哲
学
の
概
念
へ
と
道
は
通
じ

て
い
な
い
。
従
っ
て
そ
の
よ
う
な
（
物
理
的
な
）
道
を
通
じ
て
え
ら
れ
た
諸
芸
術
の
分
類
は
、
美
学
的
価
値
を
も
哲
学
的
価
値
を
も
鋏
く
の

で
あ
る
」
こ
う
し
て
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、
芸
術
の
諸
ジ
ャ
ン
ル
の
原
理
的
区
分
を
消
去
し
て
、
た
だ
芸
術
と
い
う
イ
デ
ー
の
み
を
、
恐
ら
く
い

わ
ゆ
る
美
の
み
を
学
問
的
（
美
学
的
）
に
取
り
扱
わ
る
べ
き
も
の
と
し
て
認
め
よ
う
と
す
る
c

そ
し
て
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
美
学
の
究
極
に
立
っ
て

い
た
も
の
は
、
「
人
を
沈
黙
さ
せ
な
い
よ
う
な
芸
術
作
品
は
無
価
値
な
作
品
で
あ
る
ー
ー
＇
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
言
葉
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
て

し
ま
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
。
従
っ
て
芸
術
に
つ
い
て
書
く
者
は
、
あ
の
悦
惚
と
し
た
呆
然
自
失
の
状
態
を
支
配
す
る
沈
黙
ー
ー
ー
言
葉
な
き
愛

を
、
単
に
復
原
ま
た
は
準
備
す
る
と
い
う
以
上
の
自
惚
れ
を
持
つ
こ
と
は
で
彦
な
い
。
・
・
:
」
（
P
.

V
 alfay, 
D
a
u
m
i
e
r
,
 

「
詩
学
」
の
成
立
の
可
能
性
を
否
定
す
る
議
論
を
見
て
も
明
か
で
あ
る
。

散
霧
消
し
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
ら
ー
ー
＇
前
提
で
あ
る
に
し
て
も
、

L
e
s
 

Tresors d
e
 

研
究
や
議
論
の
た
め
に
は
好
都
合
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あ
る
ま
い
か
。
ク
ロ
ー
チ
ェ
が
「
極
め
て
除
々
に
、
ま
た
困
難
に
風
俗
史
。
政
治
史
・
道
徳
史
か
ら
離
脱
し
区
別
さ
れ
て
行
っ
た
文
学
の
歴

史
と
哲
学
の
歴
史
」
と
い
う
時
の
「
歴
史
」
に
は
、

（
続
く
）

と
ヴ
ァ
レ
リ
が
書
い
た
際
に
念
頭
に
置
い
て
い
た
も
の
に
近
か
っ
た
の
で
は

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
思
想
的
内
容
、
い
や
抑
々
当
の
歴
史
と
い
う
も
の
の
入
る
余
地
は
も

は
や
な
く
、
そ
れ
は
逆
に
そ
れ
ら
の
も
の
に
対
す
る
断
乎
た
る
反
抗
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
否
定
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
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