
物
質
の
批
評
可
能
性 

―
―
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
『
修
復
の
理
論
』
―
― 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

金
田
千
秋 

 
 

  

【
第
一
章
】 

修
復
の
哲
学 

〔
第
一
節
〕
経
験
か
ら
学
問
へ 

⑴ 

そ
も
そ
も
修
復
の
「
学
問
」
は
可
能
な
の
か 

⑵ 

修
復
と
批
評
と
テ
ク
ス
ト
理
論 

〔
第
二
節
〕 

包
摂
行
為
と
し
て
の
批
評 

⑴ 

ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
が
継
承
し
た
も
の 

     

⒜
「
諸
要
素(elementi)

」 

     

⒝ 

ク
ロ
ー
チ
ェ
の
二
律
背
反 

   

⑵ 

ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
創
見 

     

⒜ 

包
摂
の
理
論
（
個
別
を
普
遍
に
落
と
し
込
む
） 

     

⒝ 

歴
史
的
な
も
の
の
非
歴
史
性 

     

⒞ 

カ
ン
ト
の
「
第
三
者
」 

     

⒟ 

ク
ロ
ー
チ
ェ
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ 

  

構
造
篇 

【
第
二
章
】 

修
復 

―
―
原
理
と
反
原
理
―
― 

〔
序
に
代
え
て
（
原
理
と
反
原
理
）〕 

〔
第
一
節
〕
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
哲
学
的
文
章
作
法 

     

⒜ 

難
解
と
い
う
こ
と 

     

⒝ 

ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス 

     

⒞ 

明
視
と
擬
態 

〔
第
二
節
〕『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
の
構
成 

     

⒜ 

反
原
理
の
言
説 

     

⒝ 

第
一
章
後
半
の
「
素
材
論
」 

     

⒞ 

第
一
章
前
半
と
い
う
擬
態 

     

（
ⅰ
）
段
落
４
・
５
の
「
素
材
」
に
つ
い
て 

     

（
ⅱ
）
段
落
８
の
「
素
材
」
に
つ
い
て 

〔
第
三
節
〕『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
の
冒
頭
箇
所
へ
の
注
意 

 

【
第
三
章
】
修
復
の
審
級 

〔
第
一
節
〕
論
述
の
転
換
点 

［
分
析
１ 

審
級
］ 

〔
分
析
２ 

感
受
さ
れ
る
物
〕 

〔
分
析
３ 

感
受
す
る
意
識
体
の
存
在
〕 

〔
補
論
一  

意
識
の
諸
契
機
〕 

〔
補
論
二  

完
結
編
か
予
告
編
か
（
段
落
10
の
問
題
）〕 

 

【
第
四
章
】
修
復
の
実
践
哲
学
へ 

〔
序
に
代
え
て
〕 

〔
第
一
節
〕
二
つ
の
文
脈
と
一
つ
の
文
脈 

     
⒜ 

複
数
の
文
脈 

     
⒝ 
二
つ
の
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム 

〔
第
二
節
〕
修
復
の
実
践
哲
学
へ 

     

⒜ 

カ
ン
ト
の
範
型
論 
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［
カ
ン
ト
の
議
論
の
第
一
段
階
］ 

       
［
カ
ン
ト
の
議
論
の
第
二
段
階
］ 

       

〔
カ
ン
ト
の
議
論
の
第
三
段
階
〕 

     

⒝ 

修
復
理
論
に
お
け
る
範
型
論
へ
の
移
行 

     

⒞ 

修
復
的
嘘
に
関
す
る
注
意
事
項
（
修
復
に
お
け
る
虚
偽
一
般
） 

  

内
容
篇 

【
第
五
章
】
修
復
虚
偽
論
（
間
隔
を
め
ぐ
る
） 

 
 

 

〔
序
に
代
え
て 

momento

と
は
な
に
か
〕 

    

⒜ 

第
一
の
時
を
め
ぐ
る
錯
誤
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
ミ
ス
テ
イ
ク
） 

    

⒝ 

第
二
の
時
を
め
ぐ
る
錯
誤
（
偽
修
復
と
非
修
復
） 

     

（
ⅰ
）
間
隔 

     

（
ⅱ
）
物
質
の
変
化
と
そ
の
意
識
化 

     

（
ⅲ
）
再
制
作
と
い
う
論
点 

     

（
ⅳ
）
価
値
概
念
と
し
て
の
再
制
作 

     

（
ⅴ
）
再
制
作
の
下
位
区
分 

 
 
 

（
ⅵ
）
可
視
的
と
非
可
視
的 

     

（
ⅶ
）
復
元
は
嘘
で
あ
る
（
物
質
へ
の
背
信
行
為
） 

 

【
第
六
章
】
修
復
虚
偽
論
（
歴
史
を
め
ぐ
る 

そ
の
一
） 

〔
第
一
節
〕
原
理
と
反
原
理
の
テ
ク
ス
ト
理
論 

 
 
 

⒜
「
現
前
化(attualizzarsi)

」
と
は
何
か 

 
 
 

⒝ 

修
復
と
い
う
名
の
「
現
前
化
」 

 
 
 

⒞ 

現
前
化
と
テ
ク
ス
ト
（
収
集
と
推
敲
） 

 

 
 
 

⒟ scavo

（
発
掘
行
為
／
露
呈
行
為
） 

⒠ 

作
品
の
「
内
部
」
の
ア
ポ
リ
ア 

〔
第
二
節
〕
ブ
ラ
ン
デ
ィ
読
解
の
た
め
の
仮
説
（
二
元
論
と
い
う
一
元
論
） 

〔
第
三
節
〕
ブ
ラ
ン
デ
ィ
と
フ
ッ
サ
ー
ル 

Ⅰ 

（
メ
タ
言
説
） 

 
 
 

⒜ 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
と
現
象
学 

 
 
 

⒝ 

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
「
生
活
世
界
」 

 
 
 

⒞ 

フ
ッ
サ
ー
ル
の
地
平
概
念 

〔
第
四
節
〕
ブ
ラ
ン
デ
ィ
と
フ
ッ
サ
ー
ル 

Ⅱ 

（
明
証
の
言
説
） 

    

⒜ 

取
り
戻
す
こ
と 

   
 

⒝ 

原
的
な
る
も
の(originär) 

    

⒞ 

フ
ッ
サ
ー
ル
と
美
の
接
点 

   
 

⒟ 

片
腕
の
男 

 

【
第
七
章
】
修
復
虚
偽
論
（
歴
史
を
め
ぐ
る 

そ
の
二
） 

〔
第
一
節
〕
複
数
と
い
う
問
題
圏 

Ⅰ
（
修
復
は
修
復
を
批
評
す
る
） 

    

⒜
「
最
新
の
介
入
措
置(intervento ultimo)

」 

   
 

⒝
「
方
法
的
な
時(momento metodologico)

」
と
は
何
か 

   
 

⒞ 

修
復
の
正
当
化
の
手
続
き
と
し
て
の
「
批
評
」 

    

⒟ 

歴
史
の
可
能
性 

〔
第
二
節
〕
複
数
と
い
う
問
題
圏 

Ⅱ
（
部
分
へ
の
複
数
化
／
潜
在
的
統
一
） 

   
 

⒜ 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
束
」
概
念
（
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
） 

   
 

⒝ 

芸
術
作
品
の
「
潜
在
的
統
一
」
へ 

   
 

⒞ 

三
つ
の
綜
合
性 

⒈ 
露
呈
行
為(scavo)

」
が
開
示
す
る
綜
合
性 

⒉ 
束(silloge)

」
が
開
示
す
る
綜
合
性 

     

⒊
「
潜
在
的
統
一 

の
再
建(ristabilimento)

」 
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〔
第
三
節
〕
表
側(recto)

と
裏
側(verso)

の
現
象
学 

 
 

⒜ 
現
象
と
素
材 

 
 

⒝
「
像
と
い
う
素
材
」
と
「
仲
介
す
る
素
材
」
と
「
基
体
と
い
う
素
材
」 

 
 

⒞ 

裏
側
と
表
側 

〔
第
四
節
〕
修
復
に
お
け
る
歴
史
的
判
断 

 
 

⒜ 

修
復
判
断
は
歴
史
的
で
あ
る 

 
 

⒝ 

映
じ
て
い
る
そ
の
ま
ま
に 

 
 

⒞ 

修
復
判
断
の
構
成
要
因
？ 

〔
第
五
節
〕
修
復
家
と
い
う
「
動
体
視
力
」 

 
 

⒜ 

カ
ン
ト
と
「
複
数
」
の
問
題 

 
 

⒝
「
露
呈
行
為
」
と
い
う
経
験
的
手
法 

 
 

⒞ 

フ
ッ
サ
ー
ル
と
「
複
数
」
の
問
題 

Ⅰ 

 
 

⒟ 

フ
ッ
サ
ー
ル
と
「
複
数
」
の
問
題 

Ⅱ 

    

⒠ 

見
本
・
原
像
・
模
像
（
先
構
成
） 

     

〔
結
び
〕
束(silloge)

と
い
う
イ
メ
ー
ジ 
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【
第
一
章
】 

修
復
の
哲
学 

 

〔
第
一
節
〕
経
験
か
ら
学
問
へ 

経
験
は
そ
の
ま
ま
で
は
学
問
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
経
験
は
学
問
に
脱
皮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
。
幾
何
学
を
例
に
と
れ
ば
、
す
で
に
古
代
バ
ビ
ロ
ニ
ア
と
古
代
エ
ジ
プ
ト
は
空
間
計
量
に

関
し
て
豊
富
な
知
識
を
有
し
て
い
ま
し
た
が
、
彼
ら
の
知
識
が
学
問
と
し
て
確
立
さ
れ
る
た
め

に
は
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
数
学
者
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
の
出
現
と
、
彼
に
よ
る
『
原
論
』
の
編

纂
と
い
う
画
期
的
な
出
来
事
を
要
し
た
の
で
す
。
基
礎
づ
け
ら
れ
体
系
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
初
め
て
、
空
間
に
関
す
る
雑
多
な
知
の
集
積
は
、
学
問
の
名
に
ふ
さ
わ
し
い
精
緻
な
構
造
体

に
変
容
す
る
の
で
す
。 

「
経
験
か
ら
学
問
へ
」
と
い
う
行
程
を
辿
っ
た
こ
と
に
お
い
て
、
芸
術
作
品
の
「
修
復
」 (

イ

タ
リ
ア
語
でrestauro,

英
語
で restoration,
ド
イ
ツ
語
でRestaurierung)

も
例
外
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
こ
の
分
野
に
お
い
て
も
、
経
験
に
拝
跪
す
る
次
元
か
ら
、
経
験
を
凌
駕

す
る
次
元
へ
の
登
高
の
事
実
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
す
。
例
え
ば
、
本
論
文
で
取
り
上
げ
る
イ

タ
リ
ア
の
修
復
家
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ(1906-1988)

の
著
作
、『
修
復
の
理
論(Teoria 

del restauro)

』(

初
版1963.

使
用
し
た
の
はPiccola Biblioteca Einaudi

版
。2000.)

 

に
し
て
も
、
そ
れ
を
、
二
十
世
紀
初
頭
ま
で
に
蓄
積
さ
れ
た
修
復
分
野
の
経
験
知
が
、
二
十
世

紀
半
ば
に
至
っ
て
確
固
た
る
学
問
知
へ
の
変
成
を
遂
げ
た
こ
と
を
証
す
る
、
一
個
の
歴
史
資
料

と
し
て
読
む
こ
と
も
あ
な
が
ち
不
当
で
は
な
い
の
で
す
。 

 

し
か
し
こ
れ
で
は
ま
だ
新
し
い
学
問
の
本
質
的
性
格
を
語
っ
た
こ
と
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
や

が
て
示
す
よ
う
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
芸
術
修
復
の
学
問
化
に
多
大
の
貢
献
を
な
し
ま
し
た
が
、

そ
の
過
程
で
彼
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
学
問
を
構
想
し
て
い
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ブ
ラ
ン
デ

ィ
が
優
秀
な
修
復
家
で
あ
り
高
名
な
美
術
史
家
で
も
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
こ
の
場
合
さ
ほ

ど
参
考
に
は
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
こ
と
は
と
く
に
、『
修
復
の
理
論
』
の
核
心
を
な
す
冒
頭
の
数

章
に
当
て
は
ま
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
第
一
章
「
修
復
の
概
念
」、
第
二
章
「
芸
術
作
品
の
素
材
」、

第
三
章
「
芸
術
作
品
の
潜
在
的
統
一
」、
第
四
章
「
芸
術
作
品
お
よ
び
修
復
と
の
関
連
で
の
時
間
」

の
四
つ
の
章
は
、
そ
の
思
想
内
容
か
ら
推
し
て
、
到
底
、
美
術
史
学
や
修
復
技
法
論
の
枠
に
収

ま
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。 

  

管
見
の
か
ぎ
り
で
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
芸
術
修
復
に
「
哲
学
的
基
礎
づ
け
」
を
施
そ
う
と
企

図
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
単
に
、
著
作
の
第
三
章
で
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス

を
導
き
の
星
と
し
た
り
、カ
ン
ト
哲
学
の
理
論
的
枠
組
み
を
自
ら
の
立
論
の
要
石
に
用
い
た
り
、

一
世
代
上
の
哲
学
者
で
あ
る
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
哲
学
的
想
念
を
散
り
ば
め
て
み

た
り
、
な
ど
の
個
別
の
手
続
き
だ
け
を
言
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
私
が
主

張
す
る
の
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
を
駆
り
立
て
た
の
が
本
質
的
に
は
哲
学
的
な
発
問
で
あ
り
、
し
か

も
そ
れ
は
究
極
的
に
は
「
素
材(materia)

」
に
関
す
る
哲
学
的
発
問
で
あ
っ
た
ろ
う
と
い
う
事

実
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
私
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
著
作
の
表
題
は
『
修
復
の
哲
学
』、『
修
復
の
実

践
哲
学
』、
そ
し
て
条
件
付
き
な
が
ら
『
修
復
の
唯
物
論
哲
学
』
で
も
あ
り
得
た
ろ
う
に
と
す
ら

思
う
の
で
す
。 

 

し
か
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
哲
学
的
に
軽
装
備
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
理
論
に
踏
み
込
む
の

は
勧
め
ら
れ
た
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
修
復
は
見
か
け
に
よ
ら
ず
哲
学
的
に
重
量
級
の
話
題

で
あ
っ
て
、
作
業
は
地
雷
原
を
往
く
よ
う
な
重
装
備
と
蛇
の
よ
う
な
警
戒
心
を
要
す
る
か
ら
で

す
。
本
稿
の
モ
ッ
ト
ー
は
「
危
険
物
に
つ
き
取
扱
注
意
」
と
で
も
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
現
代
の
芸
術
修
復
思
想
の
主
流
を
形
成
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
、『
修
復
の
理

論
』
が
彼
の
修
復
思
想
の
も
っ
と
も
ま
と
ま
っ
た
表
現
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ

ん
。
さ
て
『
修
復
の
理
論
』
に
つ
い
て
日
本
は
ま
だ
初
期
受
容
段
階
に
あ
る
と
言
え
そ
う
で
す
。

し
か
し
も
し
そ
の
段
階
で
不
幸
に
し
て
こ
の
書
物
が
正
し
く
読
ま
れ
て
い
な
い
と
し
た
ら
、
も

し
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
真
意
が
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
こ
と
が
わ
が
国
の
修

復
理
論
と
修
復
実
践
に
悪
し
き
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
が
強
く
懸
念
さ
れ
ま
す
。
そ
の
場
合
日
本

は
文
化
財
理
論
に
お
い
て
、
世
界
に
対
し
て
二
、
三
十
年
ほ
ど
遅
れ
を
と
る
の
で
は
な
い
か
と

さ
え
、
私
は
危
惧
す
る
も
の
で
す
。『
修
復
の
理
論
』
を
機
械
に
見
立
て
れ
ば
、
そ
の
仕
様
書
（
文

言
）
は
正
し
く
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
部
品
（
諸
概
念
）
は
正
し
く
組
み
立
て
ら

れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
本
稿
は
そ
う
し
た
危
機
的
な
状
況
認
識
に
基
づ
い
て
執
筆
さ
れ
た
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も
の
で
す
。 

 

元
来
、
私
は
「
言
葉
」
と
そ
の
「
意
味
」
の
関
係
に
、
ま
た
「
言
葉
と
言
葉
の
論
理
的
関
係
」

に
強
い
関
心
を
抱
く
人
間
で
あ
り
、
私
の
研
究
ス
タ
イ
ル
も
そ
こ
か
ら
来
て
い
ま
す
。
本
稿
に

お
い
て
も
、
以
前
か
ら
そ
う
し
て
き
た
よ
う
に
、
私
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
た
ち
の
テ
ク
ス
ト
を
掲
げ

た
う
え
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
そ
れ
に
論
理
分
析
を
施
し
、
そ
う
す
る
な
か
で
テ
ク
ス
ト

に
内
在
す
る
問
題
点
を
え
ぐ
り
出
す
、
と
い
う
方
法
を
採
用
す
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
お
断
り

し
て
お
き
ま
す
。
と
い
う
の
も
、
テ
ク
ス
ト
か
ら
隔
絶
し
た
と
こ
ろ
に
哲
学
的
営
為
が
あ
り
得

る
と
は
、
私
に
は
到
底
思
え
な
い
か
ら
で
す
。 

 

⑴ 

そ
も
そ
も
修
復
の
「
学
問
」
は
可
能
な
の
か 

「
芸
術
修
復
の
学
問
は
可
能
な
の
か
、
そ
れ
と
も
不
可
能
な
の
か
」。
以
下
の
議
論
の
基
礎
固
め

を
兼
ね
て
、
芸
術
修
復
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
こ
の
根
源
的
な
疑
問
に
ま
ず
取
り
組
み
ま
し
ょ

う
。 

 

芸
術
作
品
の
修
復
は
、
学
問
の
対
象
と
な
り
得
る
の
で
し
ょ
う
か
。
具
体
的
に
言
え
ば
、「
分

析
」
や
「
綜
合
」
や
「
証
明
」
や
「
演
繹
」
な
ど
の
論
理
的
手
続
き
は
、
果
た
し
て
こ
の
分
野

に
お
い
て
有
効
性
を
持
つ
の
で
し
ょ
う
か
。「
法
則
」
や
「
原
理
」
や
「
原
則
」
な
ど
に
よ
る
理

論
構
築
は
、
そ
れ
な
し
で
は
到
達
で
き
な
い
新
た
な
学
問
的
実
質
を
本
当
に
も
た
ら
す
の
で
し

ょ
う
か
。
い
や
そ
う
で
は
な
く
、
多
く
の
人
々
が
内
心
そ
う
疑
う
よ
う
に
、
修
復
は
む
し
ろ
学

問
の
域
に
達
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
、
学
問
と
し
て
の
資
質
に
欠
け
る
も
の
、
い
や
そ
も

そ
も
学
問
で
あ
る
必
要
さ
え
な
い
も
の
で
は
な
い
の
か
。「
分
析
」、「
綜
合
」、「
証
明
」、「
演
繹
」、

「
法
則
」、「
原
理
」、「
原
則
」
な
ど
の
麗
々
し
い
装
備
は
、
学
問
性
の
衒
い
、
学
問
性
の
粉
飾

で
は
な
い
の
か
。
修
復
の
哲
学
に
至
っ
て
は
痴
人
の
戯
言
と
し
て
聞
き
捨
て
る
べ
き
で
は
な
い

の
か
。 

「
芸
術
修
復
の
学
問
」
は
さ
て
お
き
、
周
知
の
よ
う
に
「
芸
術
の
学
問
」
は
確
実
に
存
在
し
て

い
ま
す
。
芸
術
、
芸
術
家
、
芸
術
作
品
、
芸
術
観
賞
、
芸
術
的
社
会
制
度
な
ど
が
哲
学
的
・
美

学
的
考
察
の
対
象
と
さ
れ
て
き
た
こ
と
は
歴
史
的
事
実
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
考
察
が
学
問
的
に

一
定
の
成
果
を
あ
げ
て
き
た
こ
と
に
異
論
の
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

し
か
し
芸
術
修
復
は
事
情
を
異
に
し
ま
す
。
修
復
関
係
の
文
献
を
探
索
す
れ
ば
分
か
る
よ
う

に
、
こ
の
分
野
の
技
法
書
や
解
説
書
は
け
っ
し
て
少
な
く
な
い
の
に
、
な
ぜ
か
修
復
理
論
書
の

棚
は
閑
散
と
し
て
い
る
し
、
修
復
関
係
の
「
哲
学
書
」
に
い
た
っ
て
は
、
具
体
的
に
書
名
を
挙

げ
る
こ
と
さ
え
ま
ま
な
ら
ぬ
状
況
な
の
で
す
。 

 
 

 

修
復
と
学
問
の
疎
遠
な
関
係
は
、
い
っ
た
い
何
に
起
因
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
原
因
の

一
つ
と
し
て
、「
芸
術
作
品
の
修
復
は
経
験
的
知
識
の
蓄
積
で
ま
か
な
え
る
」
と
い
う
通
念
の
蔓

延
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
そ
し
て
こ
の
通
念
の
裏
に
は
、「
芸
術
作
品
の
修
復
は
本
質
的

に
易
し
い
」
と
い
う
も
う
一
つ
の
通
念
が
潜
ん
で
い
ま
す
。 

 

修
復
は
「
修
理
・
修
繕
」
を
連
想
さ
せ
ま
す
。
さ
て
修
理
・
修
繕
・
修
復
の
例
と
し
て
、
人

は
た
と
え
ば
、
ガ
タ
つ
い
て
い
ま
に
も
落
ち
そ
う
な
棚
を
ド
ラ
イ
バ
ー
と
ネ
ジ
で
壁
に
固
定
し

た
り（
日
曜
大
工
）、圧
縮
比
の
下
が
っ
た
自
動
車
エ
ン
ジ
ン
の
整
備
を
業
者
に
発
注
し
た
り（
機

械
の
修
繕
）、痛
ん
だ
掛
け
軸
の
直
し
を
そ
の
道
の
専
門
家
に
依
頼
し
て
み
た
り（
文
化
財
修
復
）、

と
い
っ
た
場
面
を
想
起
す
る
で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
れ
ら
に
共
通
し
て
い
る
の
は
「
二
次
的
」

と
い
う
意
識
で
す
。 

  

棚
で
あ
ろ
う
が
エ
ン
ジ
ン
で
あ
ろ
う
が
、
修
理
さ
れ
る
物
品
は
も
と
も
と
一
定
の
物
理
法
則

に
し
た
が
っ
て
そ
の
機
能
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
い
ま
発
生
し
て
い
る
不
具
合
も
、
そ

れ
は
そ
れ
で
や
は
り
一
定
の
物
理
法
則
に
従
っ
て
生
起
し
て
い
ま
す
。
他
方
、
修
理
に
使
わ
れ

る
ド
ラ
イ
バ
ー
や
シ
リ
ン
ダ
ー
用
研
磨
工
具
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
特
定
の
物
理
法
則
の
支
配
に

服
し
て
い
る
筈
で
す
。
し
た
が
っ
て
修
理
が
正
し
く
行
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
第
一
に
不
具

合
に
陥
っ
た
修
理
対
象
が
も
と
も
と
従
っ
て
い
た
法
則
、
第
二
に
い
ま
当
の
不
具
合
を
引
き
起

こ
し
て
い
る
そ
れ
と
は
別
の
物
理
法
則
、
そ
し
て
第
三
に
修
理
の
過
程
に
お
い
て
工
具
な
ど
が

新
た
に
持
ち
込
む
物
理
法
則
、
こ
れ
ら
三
種
類
の
物
理
法
則
が
、
件
の
対
象
の
使
用
目
的
に
照

ら
し
て
正
し
く
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。 

  

さ
て
棚
の
修
理
が
「
易
し
く
」
見
え
る
理
由
は
こ
う
で
す
。
最
初
に
、
そ
れ
を
壁
に
固
定
し
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て
い
る
一
群
の
物
理
法
則
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
棚
が
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
に
よ
っ
て
落
下
し
そ
う

に
な
る
と
日
曜
大
工
の
出
番
と
な
り
ま
す
が
、
そ
こ
で
は
「
き
ち
ん
と
固
定
す
る
こ
と
」
で
は

な
く
、
妥
協
的
に
「
と
り
あ
え
ず
落
ち
な
い
こ
と
」
が
要
請
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
「
き
ち
ん
と

固
定
す
る
」
に
比
べ
て
「
と
り
あ
え
ず
落
ち
な
い
よ
う
に
す
る
」
は
、
は
る
か
に
大
き
な
作
業

誤
差
を
容
認
す
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。そ
し
て
容
認
さ
れ
る
誤
差
が
大
き
い
と
い
う
こ
と
は
、

本
来
な
ら
、
物
理
法
則
の
正
確
な
知
識
と
、
正
し
く
身
体
化
さ
れ
た
技
能
と
で
対
処
す
べ
き
案

件
が
、
不
十
分
な
知
識
と
、
貧
し
い
経
験
と
、
未
熟
な
身
体
技
能
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。
日
曜
大
工
が
易
し
い
の
は
、
そ
れ
が
要
求
水
準
の
切
り
下
げ
、
ハ
ー
ド
ル
の
引
き
下

げ
、
つ
ま
り
妥
協
を
含
む
か
ら
で
す
。 

  

自
動
車
エ
ン
ジ
ン
の
修
繕
が
易
し
く
見
え
る
理
由
は
こ
う
で
す
。（
こ
の
場
合
、「
易
し
く
見

え
る
」
と
は
、
素
人
の
私
に
と
っ
て
そ
う
見
え
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
自
動
車
関
係
の
業

界
人
の
眼
に
そ
れ
が
比
較
的
易
し
く
見
え
て
い
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
意
味
で
す
。）
日
曜
大
工
と

違
っ
て
、
自
動
車
の
修
繕
に
求
め
ら
れ
る
の
は
単
に
「
動
け
ば
い
い
」
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り

せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
自
動
車
の
場
合
、
安
易
な
妥
協
は
事
故
に
直
結
す
る
か
ら
で
す
。
自
動
車
エ

ン
ジ
ン
の
修
繕
を
易
し
く
見
せ
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
エ
ン
ジ
ン
を
支
配
し
て
い
る
物
理
法
則

が
あ
ら
か
じ
め
知
ら
れ
て
い
る
点
に
あ
り
ま
す
。
そ
の
物
理
法
則
は
既
知
な
の
だ
か
ら
（
そ
う

で
な
け
れ
ば
エ
ン
ジ
ン
は
製
造
で
き
な
か
っ
た
筈
で
す
）、
修
繕
す
る
者
は
「
設
計
図
」
や
「
業

務
用
取
扱
説
明
書
」
な
ど
を
閲
読
し
て
既
知
の
法
則
を
再
確
認
し
、
そ
れ
を
た
だ
模
倣
的
に
再

現
す
れ
ば
よ
い
の
で
す
。
そ
の
こ
と
が
、
エ
ン
ジ
ン
修
理
を
新
規
の
エ
ン
ジ
ン
開
発
よ
り
も
易

し
く
見
せ
て
い
る
の
で
す
。 

  

日
曜
大
工
は
、「
出
来
栄
え
が
良
く
な
く
て
も
、
機
能
さ
え
回
復
で
き
れ
ば
よ
い
」
と
い
う
妥

協
の
お
か
げ
で
、
容
易
で
す
。
機
械
の
修
繕
は
、「
知
識
は
要
る
が
、
新
知
識
は
要
ら
な
い
」
と

い
う
条
件
の
緩
さ
ゆ
え
に
、
容
易
で
す
。 

   

で
は
文
化
財
修
復
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
こ
に
も
「
易
し
く
見
え
る
」
た
め
の
複

数
の
要
因
が
存
在
し
ま
す
。
ま
ず
日
曜
大
工
で
見
た
ハ
ー
ド
ル
の
引
き
下
げ
（
妥
協
）
は
こ
こ

で
も
起
き
て
い
ま
す
。
立
派
な
計
画
を
立
て
て
は
み
た
が
、
や
が
て
情
報
不
足
、
資
金
不
足
、

物
理
的
困
難
、
社
会
的
軋
轢
の
た
め
に
、「
ま
あ
こ
の
辺
で
手
を
打
ち
ま
し
ょ
う
か
」
と
い
う
妥

協
に
至
る
の
は
、
文
化
財
修
復
で
は
さ
し
て
珍
し
い
光
景
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
妥
協
さ

え
す
れ
ば
、
た
と
え
結
果
は
不
本
意
に
終
わ
ろ
う
と
も
、
修
復
そ
れ
自
体
は
確
実
に
容
易
化
す

る
の
で
す
。 

  

他
方
、
文
化
財
修
復
の
「
易
し
さ
」
に
は
、
自
動
車
エ
ン
ジ
ン
の
修
繕
の
易
し
さ
に
通
ず
る

部
分
も
あ
り
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
、「
芸
術
作
品
の
修
復
」
に
は
専
門
知
識
と
専
門
技
術
が

必
要
で
す
。
し
か
し
修
復
家
が
依
拠
す
る
知
識
と
技
術
は
、
芸
術
家
が
か
つ
て
「
作
品
制
作
」

に
際
し
て
使
用
し
た
知
識
や
技
術
と
少
な
か
ら
ず
一
致
し
て
い
ま
す
。
加
え
て
、
ほ
と
ん
ど
自

明
の
こ
と
で
す
が
、
修
復
は
か
な
ら
ず
制
作
が
終
了
し
て
か
ら
、
事
後
的
に
行
わ
れ
る
も
の
で

す
。
そ
こ
で
人
は
当
然
の
よ
う
に
こ
う
結
論
す
る
の
で
す
。
修
復
は
制
作
の
模
倣
で
あ
る
、
と
。 

 

技
術
の
世
界
は
、
機
械
の
「
製
作
」
を
中
心
領
域
と
見
做
し
、
機
械
の
「
修
繕
」
を
模
倣
領

域
と
見
做
し
ま
す
。
同
様
に
芸
術
の
世
界
は
、
芸
術
「
創
造
」
を
中
心
領
域
と
見
做
し
、
芸
術

「
修
復
」
を
模
倣
領
域
と
見
做
す
の
で
す
。「
所
詮
は
模
倣
だ
」
と
い
う
意
識
が
、
芸
術
修
復
を

易
し
く
見
せ
て
い
ま
す
。 

  

高
い
専
門
性
が
求
め
ら
れ
る
文
化
財
修
復
に
対
し
て
さ
え
、「
専
門
的
と
言
っ
た
っ
て
、
要
は

経
験
と
熟
練
で
し
ょ
う
？
」
と
い
う
た
ぐ
い
の
感
想
を
口
に
す
る
者
が
絶
え
ま
せ
ん
が
、
こ
の

感
想
の
裏
に
は
、「
芸
術
修
復
は
易
し
い
、
な
ぜ
な
ら
芸
術
修
復
は
芸
術
創
造
の
模
倣
だ
か
ら
」

と
い
う
論
理
が
蠢
い
て
い
る
の
で
す
。 

 

し
か
し
ど
こ
に
、「
模
倣
者
」
の
便
宜
を
図
っ
て
「
学
問
」
を
創
出
し
て
や
ろ
う
と
い
う
物
好

き
が
い
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
人
間
は
ど
こ
に
も
い
な
い
の
で
す
。 

 
は
じ
め
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
い
ま
も
芸
術
修
復
に
対
し
て
学
問
的
裏
付
け
を
求
め
な
い
知

的
習
慣
が
根
強
く
残
存
し
て
い
ま
す
。芸
術
修
復
の
哲
学
的
理
論
は
い
ま
だ
に
等
閑
に
付
さ
れ
、

修
復
家
（
模
倣
者
？
）
の
社
会
的
評
価
も
低
迷
の
域
を
脱
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
う
し
た
当
節

の
一
連
の
状
況
は
、
い
ず
れ
も
「
修
復
は
模
倣
だ
」
と
い
う
社
会
的
意
識
に
起
因
す
る
と
見
て

大
過
な
い
と
私
は
思
う
の
で
す
。 
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⑵
修
復
と
批
評
と
テ
ク
ス
ト
理
論 

  

修
復
行
為
が
制
作
行
為
の
模
倣
に
過
ぎ
な
い
の
な
ら
、
修
復
に
特
化
し
た
学
問
な
ど
端
か
ら

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
修
復
の
学
を
求
め
る
人
に
は
、
代
わ
り
に
「
芸
術
の
学
」
を

与
え
て
お
け
ば
済
む
か
ら
で
す
。
芸
術
修
復
固
有
の
学
問
の
必
要
性
が
意
識
さ
れ
る
の
は
、
芸

術
修
復
行
為
が
芸
術
創
作
行
為
の
模
倣
で
な
い
と
認
識
さ
れ
た
と
き
に
限
り
ま
す
。 

 

で
は
、
ど
ん
な
意
味
で
芸
術
修
復
は
芸
術
創
作
の
模
倣
で
な
い
と
言
え
る
の
か
。
し
か
し
こ

の
点
に
つ
い
て
は
も
う
す
こ
し
後
で
扱
う
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
で
扱
う
の
は
す
こ
し
別

の
問
題
で
す
。 

 

仮
に
芸
術
修
復
に
固
有
の
学
問
の
必
要
性
が
認
め
ら
れ
た
と
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
、
そ

の
学
問
は
ど
う
や
っ
て
具
体
的
に
創
出
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
ま
で
経
験
的
知
識
の
集

積
で
し
か
な
か
っ
た
芸
術
修
復
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
や
り
方
で
あ
ら
た
に
「
学
問
」
に
変
貌

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。「
批
評
の
助
け
に
よ
っ
て
」
と
私
は
答
え
ま
す
。 

   

チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
『
修
復
の
理
論
』
の
ド
イ
ツ
語
訳
（”Theorie

 
der 

Restaurierung” 

ウ
ル
ス
ラ 

シ
ェ
ド
ラ
ー
＝
ザ
ウ
プ
と
デ
ル
テ 

ヤ
コ
ブ
ス
編
訳
、

Baden-Wurttemberg.2006.

）
に
付
さ
れ
た
訳
者
前
書
き
を
参
考
に
し
て
、
修
復
と
哲
学
の
間

の
疎
遠
な
関
係
が
批
評
の
助
け
の
も
と
で
克
服
さ
れ
て
い
っ
た
経
緯
を
、
必
要
な
範
囲
で
素
描

し
て
お
き
ま
す
。 

  

訳
者
の
一
人
、
シ
ェ
ド
ラ
ー
＝
ザ
ウ
プ
（Ursura Schädler

＝Saub

）
は
、
同
訳
書
の
前
書

き
に
寄
せ
た
一
文
、「
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
の
理
論  

―
―
そ
の
歴
史
的
意
義
と

今
日
性
―
―
」
の
な
か
で
、
イ
タ
リ
ア
に
限
定
し
て
で
は
あ
り
ま
す
が
、
芸
術
作
品
の
修
復
に

お
け
る
「
前
学
問
的
」
か
ら
「
学
問
的
」
へ
の
推
移
を
次
の
よ
う
に
概
観
し
て
い
ま
す
。
貴
重

な
情
報
提
供
な
の
で
踏
み
込
ん
で
紹
介
し
ま
す
。 

  

彼
女
に
よ
れ
ば
、
一
九
三
〇
年
代
の
イ
タ
リ
ア
で
は
、
芸
術
作
品
の
修
復
作
業
は
ま
だ
手
仕

事
色
の
強
い (handwerklich) 

行
為
と
見
做
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
修
復
家
ジ
ョ
バ
ン

ニ
・
セ
ッ
コ
・
ズ
ア
ー
ル
ド Giovanni Secco Suardo 

の
版
を
重
ね
た
手
引
書
『
修
復
家
技

法(L'arte del restauratore)

』(

初
版1866)

の
影
響
が
依
然
と
し
て
根
強
く
、
あ
ら
ゆ

る
修
復
現
場
で
こ
の
書
物
が
実
践
的
に
使
用
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
す
。
し
か
し
そ
こ
に
盛
ら
れ

た
内
容
は
、
基
本
的
に
は
修
復
の
伝
統
的
処
方
の
域
を
出
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

  

だ
が
そ
の
三
〇
年
代
に
変
化
が
起
り
ま
す
。
シ
ェ
ド
ラ
ー
＝
ザ
ウ
プ
は
美
術
史
家
に
し
て
美

術
批
評
家
で
あ
る
ジ
ュ
リ
オ
・
カ
ル
ロ
・
ア
ル
ガ
ン
（Giulio Carlo Argan, 1909-1992

）

を
引
き
合
い
に
出
し
、「
芸
術
作
品
の
修
復
行
為
の
現
状
に
疑
念
を
抱
い
た 

ア
ル
ガ
ン
（
ブ
ラ

ン
デ
ィ
の
友
人
に
し
て
共
鳴
者
）
は
（
中
略
）、
一
九
三
八
年
の
あ
る
論
考
で
、
修
復
行
為
に
つ

い
て
の
認
識
を
現
代
的
な
仕
方
で
こ
う
定
式
化
し
て
い
る
」
と
前
置
き
し
た
う
え
で
、
ア
ル
ガ

ン
の
そ
の
「
一
九
三
八
年
の
論
考
」
か
ら
次
の
箇
所
を
引
用
す
る
の
で
す
。 

 

〔
引
用
① 

ド
イ
ツ
語
訳
『
修
復
の
理
論
』
21
頁(

訳
者
序
文
よ
り)

〕 

「
今
日
、
次
の
点
は
衆
目
の
一
致
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
芸
術
作
品
の
修
復
行
為
は
一
個
の
厳
密
に

学
問
的
な
活
動(eine streng wissennshaftliche Tätigkeit)

で
あ
る
。
正
確
に
表
現
す
る
と
、

修
復
は
文
献
学
的(philologisch )

な
営
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
芸
術
作
品
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
テ
ク

ス
ト
（Text

）
を
再
発
見
し
、
そ
れ
を
正
し
く
位
置
づ
け
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、

も
ろ
も
ろ
の
変
更
、
加
筆
、
追
加
が
除
去
さ
れ
、
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
明
確
か
つ
歴
史
的
に
正
当
な

読
み
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」 

 

 

ア
ル
ガ
ン
が
こ
こ
で
表
明
し
て
い
る
の
は
、
芸
術
作
品
の
修
復
を
い
わ
ゆ
る
「
テ
ク
ス
ト
理

論
」
の
翼
下
に
置
く
着
想
で
す
。
私
は
後
ほ
ど
修
復
の
テ
ク
ス
ト
理
論
に
関
し
て
若
干
の
こ
と

を
述
べ
ま
す
が
、
次
の
こ
と
は
現
時
点
で
確
認
可
能
で
す
。
文
献
学
は
、
そ
の
一
個
別
分
野
と

し
て
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
逸
脱
し
た
と
疑
わ
し
い
文
学
的
対
象
を
、
社
会
的
歴
史
的
背
景
や
他

の
文
学
的
対
象
な
ど
へ
の
目
配
り
の
下
で
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
復
帰
さ
せ
る
方
法
論
を
含
み
、
文

献
学
は
そ
の
よ
う
な
学
と
し
て
の
歴
史
と
実
績
を
有
し
て
い
ま
す
。
ア
ル
ガ
ン
は
、
文
献
学
の

こ
の
方
法
を
二
次
元
と
三
次
元
の
造
形
芸
術
の
修
復
に
転
用
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
の
み

な
ら
ず
そ
の
作
業
は
す
で
に
着
手
さ
れ
た
と
語
っ
て
い
る
の
で
す
。 
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た
だ
注
意
す
べ
き
は
、
彼
が
「
文
献
学
と
の
類
推
で
芸
術
論
を
構
築
す
る
」
と
言
っ
た
の
で

は
な
く
（
そ
の
よ
う
な
芸
術
論
の
試
み
な
ら
、
た
と
え
ば
芸
術
を
修
辞
学
と
の
類
推
で
語
る
ル

ネ
サ
ン
ス
以
来
の
知
的
伝
統
が
す
で
に
存
在
し
ま
す
）、
む
し
ろ
「
文
献
学
と
の
類
推
で
修
復
論

を
構
築
す
る
」
と
言
っ
た
点
が
新
し
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
シ
ェ
ド
ラ
ー
＝
ザ
ウ

プ
は
ア
ル
ガ
ン
か
ら
の
引
用
を
こ
う
続
け
ま
す
。（
な
お
冒
頭
の
「
こ
の
原
則
の
結
果
」
と
は
「
芸

術
作
品
の
修
復
行
為
を
学
問
的
活
動
と
見
做
す
と
い
う
原
則
の
結
果
」
と
い
う
意
味
で
す
。） 

 

〔
引
用
② 

ド
イ
ツ
語
訳
『
修
復
の
理
論
』
21
頁(

訳
者
序
文
よ
り)

〕 

「
こ
の
原
則
の
結
果
、か
つ
て
は
お
お
む
ね
芸
術
家(Künstler)

に
委
ね
ら
れ
て
い
た
修
復
活
動
は
、

い
ま
や
専
門
的
な
技
術
者(Techniker)

の
仕
事
に
転
じ
た
の
で
あ
る
。学
者
の
指
導
と
管
理
の
下
に

置
か
れ
た
技
術
者
の
仕
事
と
し
て
の
修
復
の
登
場
。
こ
う
し
た
経
緯
で
、
一
般
的
な
意
味
で
芸
術
的

技
能
だ
っ
た
も
の
が
、
歴
史
と
技
術
に
厳
密
に
準
拠
す
る
専
門
的
能
力(eine streng historisch 

und technisch ausgerichtete Fachkompetenz)

に
置
き
換
わ
っ
た
次
第
で
あ
る
。」 

   

 

一
つ
前
の
引
用
箇
所
が
「
修
復
論
は
文
献
学
を
手
本
と
す
る
」
と
い
う
階
層
関
係
の
性
格
を

帯
び
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
引
用
部
分
は
明
ら
か
に
「
修
復
論
は
歴
史
学
お
よ
び
科
学
技

術
と
連
携
を
結
ぶ
」
と
い
う
水
平
関
係
の
性
格
を
帯
び
て
い
ま
す
。
縦
と
横
の
関
係
を
指
定
す

る
こ
と
に
よ
り
、
ア
ル
ガ
ン
は
諸
学
の
な
か
に
修
復
理
論
を
位
置
づ
け
る
座
標
系
を
模
索
し
て

い
る
よ
う
で
す
。 

  

し
か
し
芸
術
的
技
能
か
ら
一
個
の
専
門
能
力
へ
移
行
す
る
こ
と
で
、
修
復
が
「
芸
術
性
」
を

失
う
か
と
い
え
ば
、
け
っ
し
て
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ア
ル
ガ
ン
は
こ
う
続
け
ま
す
。 

  
 

〔
引
用
③ 

ド
イ
ツ
語
訳
『
修
復
の
理
論
』
21
頁(

訳
者
序
文
よ
り)

〕 

「
し
か
し
修
復
を
歴
史
と
技
術
に
準
拠
す
る
専
門
的
能
力
に
帰
着
さ
せ
る
と
言
う
と
、
ま
る
で
修
復

が
単
な
る
保
存
処
理
技
術
に
矮
小
化
さ
れ
た
よ
う
に
聞
こ
え
か
ね
な
い
が
、断
じ
て
そ
う
で
は
な
い
。

そ
ん
な
こ
と
で
、
修
復
家
に
授
け
ら
れ
た
精
神
的
で
知
的
な
活
動
が
機
械
的
作
業
に
転
落
す
る
筈
が

な
い
。
修
復
に
課
せ
ら
れ
た
上
の
制
限
は
、
た
だ
、
修
復
家
の
活
動
を
芸
術
創
造
の
領
域
か
ら
芸
術

批
評(Kunstkritik)

の
領
域
に
移
動
さ
せ
る
の
で
あ
る
。」 

   

ア
ル
ガ
ン
に
よ
れ
ば
、
修
復
家
に
も
芸
術
精
神
は
あ
り
ま
す
。
た
だ
彼
が
修
復
家
に
認
め
た

の
は
、
創
造
の
精
神
性
で
は
な
く
「
批
評(Kritik)

の
精
神
性
」
だ
っ
た
の
で
す
。
ア
ル
ガ
ン

の
こ
の
発
言
は
、
修
復
家
が
一
九
世
紀
ま
で
は
芸
術
家
集
団
に
所
属
し
て
い
た
の
に
対
し
、
二

〇
世
紀
半
ば
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
は
、「
修
復
家
は
芸
術
批
評
家
の
集
団
に
帰
属
す
べ
し
」
と
い
う

社
会
的
共
通
認
識
が
勃
興
し
つ
つ
あ
っ
た
経
緯
を
伝
え
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
こ
こ
で
、
シ
ェ
ド
ラ
ー
＝
ザ
ウ
プ
が
提
供
す
る
も
う
一
つ
の
情
報
、
チ
ェ
ー
ザ
レ
・

ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
関
す
る
情
報
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
彼
女
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復

理
論
を
、
そ
の
初
期
著
作
を
根
拠
と
し
て
、
ま
さ
に
先
程
の
ア
ル
ガ
ン
の
「
修
復=

批
評
」
理

論
の
延
長
上
に
置
く
の
で
す
。
シ
ェ
ド
ラ
ー
＝
ザ
ウ
プ
は
こ
う
言
い
ま
す
。 

 

〔
引
用
④ 

ド
イ
ツ
語
訳
『
修
復
の
理
論
』
22
頁(

訳
者
序
文
よ
り)

〕 

「
芸
術
に
関
す
る
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
最
初
の
対
話
篇
、『
カ
ル
ミ
ナ  

絵
画
に
つ
い
て
（Carmine o 

della pittura

）』(1945)

の
な
か
で
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
芸
術
批
評
の
意
義
と
課
題
を
こ
う
説
明
し

て
い
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
批
評
は
、
あ
る
芸
術
作
品
の
形
式
的
な(formal)

―
―
つ
ま
り
芸
術
固
有

の
―
―
品
質
を
認
識
し(erkennenn)

、
将
来
に
伝
え
る(vermitteln)

能
力
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
こ

と
は
理
論
的
分
析
の
形
で
行
わ
れ
る
だ
け
で
は
な
い
。」 

   

そ
う
前
振
り
し
た
う
え
で
、
シ
ェ
ド
ラ
ー
＝
ザ
ウ
プ
は
同
じ
対
話
篇(1945)

か
ら
今
度
は
ブ

ラ
ン
デ
ィ
自
身
の
言
葉
を
引
用
し
ま
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
一
九
四
五
年
に
こ
う
述
べ
て
い
る
の

で
す
が
、
そ
の
な
か
の
「
修
復
行
為
は
芸
術
批
評
で
あ
る
」
と
い
う
く
だ
り
に
注
意
し
て
く
だ

さ
い
。 

     
   

〔
引
用
⑤  
ブ
ラ
ン
デ
ィ
『
カ
ル
ミ
ナ  

絵
画
に
つ
い
て
』(1945)

（
ド
イ
ツ
語
訳
『
修
復
の
理
論
』
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訳
者
序
文
22
頁
よ
り
孫
引
き
）〕      

「
芸
術
作
品
の
解
釈
や
称
揚
だ
け
が
批
評
な
の
で
は
な
い
。
芸
術
作
品
の
素
材
的
存
立
を
保
持
し
、

未
来
の
た
め
に
そ
れ
を
維
持
し
、
し
か
も
改
竄
と
加
筆
な
し
に
そ
れ
を
や
り
遂
げ
る
も
ろ
も
ろ
の
措

置
も
ま
た
、
芸
術
批
評
の
課
題
の
解
決
に
貢
献
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
修
復
行
為
は
芸
術
批
評
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
美
術
館
に
お
け
る
芸
術
作
品
の
展
示
方
法
や
照
明
方
法
で
す
ら
、
芸
術
批
評
で
あ
る

の
と
軌
を
一
に
す
る
。
ま
た
、
美
術
館
展
示
で
は
絵
画
作
品
や
彫
刻
作
品
は
背
景
の
手
前
で
文
化
的

関
心
の
強
い
公
衆
の
眼
に
曝
さ
れ
、
背
景
の
手
前
で
未
来
へ
と
仲
介
さ
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
背
景

作
り
も
一
個
の
芸
術
批
評
で
あ
る
の
と
軌
を
一
に
す
る
。」 

 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
こ
う
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
一
般
的
に
は
「
芸
術
作
品
の
解
釈
や
称
揚
」
が

批
評
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
行
為
の
前
提
を
な
す
の
は
、「
あ
る
芸
術
作
品
の
形
式
的

な(formal)

―
―
つ
ま
り
芸
術
固
有
の
―
―
品
質
を
認
識
し
、
将
来
に
伝
え
る
能
力
」（
引
用
④
）

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
能
力
は
理
論
的
に
働
く
だ
け
で
は
な
く
、
実
践
的
に
も
働
く
、
ブ
ラ

ン
デ
ィ
は
そ
う
指
摘
し
て
い
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、「
芸
術
作
品
の
素
材
的
存
立
を
保
持
し
、

未
来
の
た
め
に
そ
れ
を
維
持
し
、
し
か
も
改
竄
と
加
筆
な
し
に
そ
れ
を
や
り
遂
げ
る
も
ろ
も
ろ

の
措
置
」
す
な
わ
ち
「
修
復
」
も
ま
た
、「
芸
術
批
評
の
さ
ま
ざ
ま
な
課
題
を
解
く
こ
と
が
で
き

る
」（
引
用
④
）
の
だ
。
だ
か
ら
修
復
行
為
は
芸
術
批
評
な
の
だ
、
と
。 

 

そ
こ
で
シ
ェ
ド
ラ
ー
＝
ザ
ウ
プ
は
こ
う
結
論
し
ま
す
。 

     

〔
引
用
⑥ 

ド
イ
ツ
語
訳
『
修
復
の
理
論
』
22
頁(

訳
者
序
文
よ
り)

〕  

「
ア
ル
ガ
ン
は
す
で
に
一
九
三
八
年
の
時
点
で
、
修
復(Restaurierung)

を
芸
術
批
評

(Kunstkritik)

と
同
列
に
扱
う
立
場
を
鮮
明
に
し
て
い
た
が
、ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
至
っ
て
こ
の
方
針
が

無
制
限
に
容
認
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
理
論
へ
の
出
発
点
は
ま
さ
に
こ
こ
に

あ
っ
た
の
で
あ
る
。」 

 

 

シ
ェ
ド
ラ
ー
＝
ザ
ウ
プ
の
言
葉
、「
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
理
論
へ
の
出
発
点
は
ま
さ
に
こ
こ
に

あ
っ
た
の
で
あ
る
」
が
、「
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
理
論
へ
の
出
発
点
は
、
ま
さ
に
芸
術
修
復
を
芸

術
批
評
の
一
環
と
見
做
す
こ
と
に
あ
っ
た
の
だ
」
の
意
味
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま

せ
ん
。 

 

さ
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
修
復
理
論
を
構
想
す
る
に
当
た
っ
て
批
評
を
モ
デ
ル
と
し
た
こ
と
を
証

拠
立
て
る
の
は
、
一
九
四
五
年
の
『
カ
ル
ミ
ナ
』
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
に
よ
り
も
一
九

六
三
年
の
『
修
復
の
理
論
』
自
体
が
そ
の
こ
と
を
証
言
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
同
書
第
七
章

「
芸
術
作
品
と
空
間
」
冒
頭
の
「
テ
ク
ス
ト
理
論
」
に
関
す
る
記
述
が
そ
れ
で
す
。
も
ち
ろ
ん

引
用
に
値
し
ま
す
。 

 

〔
引
用
⑦ 

『
修
復
の
理
論
』
第
七
章
段
落
一
〕 

「
修
復
と
は
、
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
人
間
の
意
識
の
内
部
で
起
こ
る
、
芸
術
作

品
の
現
前
化
（attualizzarsi

）
の
働
き
で
あ
る
。
だ
が
人
が
こ
の
現
前
化
を
瞬
間(àttimo)

に
閉

じ
込
め
ら
れ
た
閃
光
の
よ
う
な
も
の
と
思
い
な
す
な
ら
、
そ
れ
は
二
重
に
間
違
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
の
閃
光
的
な
認
知
が
占
め
る
持
続
は
、
こ
の
認
知
を
包
む
歴
史
的
時
間
と
は
違
っ
て
、
細
分

に
は
馴
染
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
（
芸
術
作
品
の
閃
光
も
、
た
し
か
に
意
識
が
そ
こ
に
自
ら
を
置
く
歴

史
的
時
間
の
な
か
に
含
ま
れ
は
す
る
の
だ
が
）。」 

 

 

総
じ
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
文
章
は
難
解
で
あ
り
、
こ
の
箇
所
も
御
多
聞
に
漏
れ
ま
せ
ん
。
そ
れ

を
難
解
に
し
て
い
る
原
因
は
、
彼
が
「
二
重
に
間
違
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
、
そ

の
二
重
の
間
違
い
の
説
明
を
落
と
し
た
こ
と
に
あ
り
ま
す
。 

 

そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。
ま
ず
「
修
復
と
は
、
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す

る
人
間
の
意
識
の
内
部
で
起
こ
る
、
芸
術
作
品
の
現
前
化
の
働
き
で
あ
る
。
だ
が
人
が
こ
の
現

前
化
を
、
瞬
間(àttimo)

に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
閃
光
の
よ
う
に
思
い
な
す
な
ら
、
そ
れ
は
二
重

に
間
違
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
」
ま
で
は
よ
ろ
し
い
。
し
か
し
「
二
重
に
」
と
言
っ
て
お
き
な

が
ら
、
彼
は
そ
の
「
二
重
」
の
内
容
を
示
し
ま
せ
ん
。
本
当
は
、「
二
重
に
間
違
っ
て
い
る
」
の

次
に
、「
現
前
化
は
そ
も
そ
も
刹
那
的
で
は
な
く
、持
続
で
あ
り
」と
い
う
一
節
が
入
っ
て
こ
そ
、
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文
章
は
次
の
「
こ
の
閃
光
的
な
認
知
が
占
め
る
〔
歴
史
的
〕
持
続
は
、
こ
の
認
知
を
包
む
歴
史

的
時
間
と
は
違
っ
て
、
細
分
に
は
馴
染
ま
な
い
か
ら
で
あ
る
（
芸
術
作
品
の
閃
光
も
、
た
し
か

に
意
識
が
そ
こ
に
自
ら
を
置
く
歴
史
的
時
間
の
な
か
に
含
ま
れ
は
す
る
だ
ろ
う
が
）」に
滑
ら
か

に
繋
が
る
の
で
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
こ
う
こ
と
を
頻
繁
に
行
い
ま
す
。 

 

右
の
観
点
か
ら
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
文
章
を「
補
正
」し
た
も
の
を
こ
こ
に
示
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

  

《
修
復
と
は
、
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
人
間
の
意
識
の
内
部
で
起
こ
る
、

芸
術
作
品
の
現
前
化
の
働
き
で
あ
る
。
だ
が
人
が
こ
の
現
前
化
を
瞬
間(àttimo)

に
閉
じ
込
め

ら
れ
た
閃
光
の
よ
う
な
も
の
と
思
い
な
す
な
ら
、
そ
れ
は
二
重
に
間
違
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら

〔
現
前
化
は
そ
も
そ
も
瞬
間
的
で
は
な
く
（
こ
れ
が
第
一
の
間
違
い
）、
持
続
で
あ
り
、
し
か
も
〕

閃
光
的
な
認
知
が
占
め
る
こ
の
持
続
は
、
こ
の
認
知
を
包
む
歴
史
的
時
間
と
は
違
っ
て
、
細
分

に
は
馴
染
ま
な
い
（
こ
れ
が
第
二
の
間
違
い
）
か
ら
で
あ
る
。（
た
だ
し
芸
術
作
品
の
閃
光
も
、

た
し
か
に
意
識
が
そ
こ
に
自
ら
を
置
く
歴
史
的
時
間
の
な
か
に
含
ま
れ
は
す
る
の
だ
が
）。》 

 

「
現
前
化
」
に
つ
い
て
の
詳
し
い
説
明
は
こ
こ
で
は
避
け
ま
す
。
こ
の
概
念
は
本
稿
の
末
尾
に

至
っ
て
よ
う
や
く
全
貌
が
明
ら
か
に
な
る
体
の
も
の
だ
か
ら
で
す
。
こ
こ
で
は
、「
劣
化
し
た
芸

術
作
品
が
当
初
の
芸
術
作
品
と
し
て
意
識
の
対
象
に
な
る
意
識
プ
ロ
セ
ス
」
程
度
の
説
明
に
止

め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

  

我
々
の
主
た
る
関
心
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
テ
ク
ス
ト
理
論
」
に
あ
り
ま
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、

こ
の
プ
ロ
セ
ス
（
閃
光
的
認
知
）
が
決
し
て
瞬
間
的
で
は
な
い
、
修
復
の
プ
ロ
セ
ス
は
時
間
幅

（
持
続
）を
持
つ
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。で
は
そ
の
瞬
間
的
で
な
い
時
間
の
中
で
、

つ
ま
り
幅
を
持
つ
時
間
の
中
で
、
い
っ
た
い
何
が
進
行
す
る
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
ブ
ラ
ン

デ
ィ
は
こ
う
続
け
る
の
で
す
。 

 

〔
引
用
⑧ 

『
修
復
の
理
論
』
第
七
章
段
落
一 

続
き
〕 

「
つ
ま
り
、
芸
術
作
品
が
意
識
の
内
部
で
完
全
に
現
実
化
さ
れ
る
に
は
、
何
光
年
と
は
言
わ
な
い
ま

で
も
、
何
年
か
は
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
何
年
か
を
か
け
て
諸
要
素
を
収
集
し
、
像
の
意
味
論

的
価
値
を
表
現
し
、
像
独
自
の
形
成
を
表
現
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素
を
練
り
上
げ

る
こ
と
。
修
復
が
芸
術
作
品
の
現
前
化
で
あ
る
と
は
、
こ
の
よ
う
な
収
集
（coacervo

）
と
推
敲

（elaborazione

）
が
そ
こ
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
謂
う
。
だ
が
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
こ
に
は

次
の
二
つ
の
位
相
の
区
別
を
設
け
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
第
一
の
位
相
は
、
真
正
な
テ
ク
ス
ト

の
再
構
成(ricostituzione del testo autentico)

の
位
相
で
あ
り
、
第
二
の
位
相
は
、
テ
ク

ス
ト
と
し
て
の
芸
術
作
品
を
合
成
す
る
素
材
の
側
に
施
さ
れ
る
操
作
の
位
相
で
あ
る
。」 

 

 

非
常
に
重
要
な
文
章
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
要
点
は
こ
う
ま
と
め
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。 

 

第
一
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
「
芸
術
作
品
」
を
基
本
的
に
「
テ
ク
ス
ト(testo)

」
と
し
て
位
置

づ
け
て
い
る
。 

 

第
二
に
、
彼
は
修
復
の
最
終
到
達
点
と
し
て
、「
芸
術
作
品
の
真
正
な
テ
ク
ス
ト
」
を
想
定
し

て
い
る
。
修
復
に
よ
っ
て
真
正
な
テ
ク
ス
ト
が
再
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
。 

 

第
三
に
、
こ
の
真
正
な
テ
ク
ス
ト
の
回
復
は
、
ち
ょ
う
ど
文
字
テ
ク
ス
ト
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、「
芸
術
作
品
を
合
成
す
る
素
材
の
側
に
施
さ
れ
る
操
作
」
と
連
携
す
る
し
、
ま
た
連
携
せ
ざ

る
を
得
な
い
。 

 

そ
し
て
第
四
に
（
つ
ま
り
最
後
に
）、
そ
も
そ
も
修
復
は
瞬
間
的
で
は
な
く
、「
収
集
」
と
「
推

敲
」
を
含
む
持
続
的
な
過
程
で
あ
る
、
と
。 

 

と
こ
ろ
で
、
芸
術
作
品
の
修
復
に
お
い
て
も
っ
と
も
基
本
的
な
事
実
は
「
劣
化
」
で
す
。「
ま

ず
芸
術
作
品
が
劣
化
す
る
。
そ
の
劣
化
し
た
芸
術
作
品
が
修
復
さ
れ
る
。」
こ
れ
が
修
復
理
論
の

基
軸
で
す
。 

 

し
か
し
先
の
引
用
⑧
（
続
き
）
の
末
尾
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
も
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
実
は
テ
ク

ス
ト
に
は
、「
テ
ク
ス
ト
」
自
体
と
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
の
芸
術
作
品
を
「
合
成
す
る
素
材
」
の

二
面
が
備
わ
っ
て
い
ま
す
。 
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そ
う
だ
と
す
る
と
、
あ
の
修
復
の
基
軸
、
す
な
わ
ち
「
ま
ず
芸
術
作
品
が
劣
化
す
る
。
そ
の

劣
化
し
た
芸
術
作
品
が
修
復
さ
れ
る
」
と
い
う
流
れ
は
、
話
を
後
者
の
側
面
（
素
材
面
、
物
理

面
）
に
限
れ
ば
、「
ま
ず
素
材
と
し
て
の
芸
術
作
品
が
物
理
的
に
劣
化
す
る
。
そ
の
物
理
的
に
劣

化
し
た
芸
術
作
品
が
物
理
的
に
修
復
さ
れ
る
」
と
な
る
道
理
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
芸
術
作
品

の
物
理
的
修
復
は
ま
さ
に
テ
ク
ス
ト
へ
の
物
理
的
介
入
な
の
で
す
。 

 

 

し
か
し
そ
の
「
テ
ク
ス
ト
の
物
理
面
」
は
「
テ
ク
ス
ト
自
体
」
と
分
離
で
き
な
い
、
と
ブ
ラ

ン
デ
ィ
は
指
摘
し
ま
す
。 

 

〔
引
用
⑨ 

『
修
復
の
理
論
』
第
七
章
段
落
一 

続
き
の
二
〕 

「
た
だ
こ
れ
ら
二
つ
の
位
相
が
区
別
で
き
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
明
確
な
時
間
順
序
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
芸
術
作
品
の
素
材
へ
の
操
作
は
、
真
正
な
テ
ク
ス
ト
の
再
構
成
と
能
動

的
な
協
働
関
係
を
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
は
充
分
に
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
芸
術

作
品
に
は
、
何
か
が
付
け
ら
れ
た
り
、
無
駄
な
物
が
加
え
ら
れ
た
り
、
偽
装
さ
れ
た
り
、
意
図
的
か

否
か
は
別
と
し
て
加
筆
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
の
下
に
埋
も
れ
て
い
る

も
の
を
発
見
す
る
手
掛
か
り
に
も
な
る
。」 

 

 

「
テ
ク
ス
ト
自
体
」
と
「
そ
れ
を
合
成
す
る
素
材
」
の
間
に
微
妙
な
関
係
が
あ
る
こ
と
は
想

像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
い
ま
こ
こ
で
こ
れ
以
上
テ
ク
ス
ト
論
の
細
部
に
深
入
り
す

る
の
は
止
め
ま
し
ょ
う
。
私
は
た
だ
、「
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
理
論
が
テ
ク
ス
ト
理
論
の
傘
下
に

あ
っ
た
」
と
い
う
事
実
を
確
認
し
て
お
き
た
か
っ
た
だ
け
な
の
で
す
。 

  

シ
ェ
ド
ラ
ー
＝
ザ
ウ
プ
に
戻
り
ま
す
。
彼
女
は
こ
う
主
張
し
て
い
ま
し
た
。
二
〇
世
紀
前
半

の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
手
仕
事
扱
い
さ
れ
て
い
た
修
復
が
、
あ
ら
た
に
「
学
問
」

と
し
て
社
会
的
に
認
知
さ
れ
る
状
況
が
生
ま
れ
た
が
、「
手
仕
事
」
か
ら
「
学
問
」
に
移
動
す
る

に
当
た
っ
て
、
修
復
は
「
批
評
」
と
い
う
協
力
者
を
必
要
と
し
た
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
彼
女

の
描
い
た
歴
史
的
構
図
で
す
。
私
は
、
ア
ル
ガ
ン
と
ブ
ラ
ン
デ
ィ
を
念
頭
に
お
い
て
シ
ェ
ド
ラ

ー=

ザ
ウ
プ
が
描
い
た
こ
の
構
図
を
、
本
稿
で
仮
説
と
し
て
採
用
し
ま
す
。 

 

さ
て
、
修
復
が
手
仕
事
か
ら
学
問
に
変
化
す
る
に
当
た
っ
て
、「
批
評
」
が
そ
の
手
引
き
を
し

た
と
す
れ
ば
、
ま
さ
に
「
批
評
」
こ
そ
が
、
修
復
を
分
析
す
る
た
め
の
最
良
の
視
座
を
提
供
す

る
当
の
も
の
で
あ
ろ
う
こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
ま
す
。
そ
の
意
味
で
、
我
々
の
考
察
を
方
向

づ
け
そ
れ
を
賦
活
す
る
の
は
、
他
で
も
な
い
次
の
二
つ
の
問
い
で
す
。 

 

（
問
い
）
修
復
が
学
問
に
移
行
す
る
に
当
た
っ
て
、
批
評
の
果
た
し
た
役
割
の
機
序
は
ど
の

よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
（
批
評
が
果
た
し
た
役
割
）。 

 （
問
い
）
学
問
へ
の
移
行
に
当
た
っ
て
批
評
の
助
け
を
借
り
た
と
い
う
過
去
の
経
緯
は
、
い

ま
、
修
復
の
学
問
に
ど
の
よ
う
な
痕
跡
と
し
て
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
の
か
（
批
評
が
刻
ん
だ

痕
跡
）。 

      

        

- 11 -



〔
第
二
節
〕 

包
摂
行
為
と
し
て
の
批
評 

 

イ
レ
ー
ネ
・
ボ
ウ
ナ
ー
ツ
ィ
アIrene Bounazia

は『
ジ
ュ
リ
オ
・
カ
ル
ロ
・
ア
ル
ガ
ン(Giulio 

Carlo Argan)
』(1999)

と
い
う
著
作
の
な
か
で
、
ア
ル
ガ
ン
の
批
評
概
念
の
出
処
を
イ
タ
リ

ア
の
高
名
な
美
術
史
家
リ
オ
ネ
ッ
ロ
・
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ(Lionello Venturi.1885-1961)

に
求
め
て
い
ま
す
。 

 

彼
女
は
、ア
ル
ガ
ン
は
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
批
評
理
論
を
発
展
さ
せ
た
と
主
張
す
る
の
で
す
。 

  

他
方
、
シ
ェ
ド
ラ
ー
＝
ザ
ウ
プ
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
理
論
は
そ
の
ア
ル
ガ
ン
の
批
評
理

論
を
継
承
し
発
展
さ
せ
た
も
の
だ
と
主
張
し
て
い
ま
し
た
（
前
節
）。 

  

そ
う
す
る
と
こ
こ
に
一
つ
の
系
譜
が
浮
か
び
上
が
り
ま
す
。二
十
世
紀
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
、

「
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
→
ア
ル
ガ
ン
→
ブ
ラ
ン
デ
ィ
」
と
い
う
批
評
概
念
の
流
れ
が
浮
か
び
上
が

り
ま
す
。 

 
 

 

こ
の
歴
史
的
な
流
れ
の
な
か
で
、理
論
的
に
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
で
す
。

彼
の
批
評
概
念
に
つ
い
て
は
、『
美
術
批
評
史
（Hitstory of Art Criticism

）』（
英
語
版

一
九
三
六
年
。
内
容
改
訂
を
経
て
、
フ
ラ
ン
ス
語
版
一
九
三
八
年
、
イ
タ
リ
ア
語
版
一
九
四
五

年
、
日
本
語
版
一
九
七
一
年
）
が
委
曲
を
尽
く
し
ま
す
が
、
と
く
に
注
目
す
べ
き
は
、
ヴ
ェ
ン

ト
ゥ
ー
リ
が
「
批
評
こ
そ
が
美
術
史
学
を
基
礎
づ
け
た
当
の
も
の
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
事
実

で
す
。
彼
の
『
美
術
批
評
史
』
は
美
術
史
学
を
批
評
の
歴
史
と
し
て
再
構
成
し
、
そ
う
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
美
術
史
学
を
批
評
概
念
で
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
試
み
に
他
な
り
ま
せ
ん
。 

  

し
か
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
二
〇
世
紀
前
半
に
お
い
て
批
評
は
、
一
つ
で
な
く
、
二
つ
の
仕

事
に
関
わ
っ
て
い
た
こ
と
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
一
方
で
、
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ

ー
リ
で
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
批
評
は
美
術
史
学
の
基
礎
づ
け
に
携
わ
っ
て
い
た
の
で
す
が

（
前
段
）、
他
方
、
シ
ェ
ド
ラ
ー
＝
ザ
ウ
プ
に
し
た
が
っ
て
前
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
そ
の
批

評
は
同
時
に
修
復
の
学
問
化
に
も
い
そ
し
ん
で
い
た
か
ら
で
す
。 

  

批
評
は
「
美
術
史
学
の
学
問
的
基
礎
づ
け
」
と
「
修
復
理
論
の
学
問
的
基
礎
づ
け
」
の
両
方

を
務
め
て
い
た
よ
う
に
見
え
ま
す
。
批
評
は
併
行
し
て
二
人
の
子
供
（
美
術
史
学
と
修
復
理
論
）

の
乳
母
を
兼
務
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
の
で
す
。 

  

と
こ
ろ
で
こ
の
「
兼
務
」
を
類
推
に
利
用
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。
始
め
に
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー

リ
に
即
し
て
、「
批
評
」
が
「
学
問
」（
美
術
史
学
）
を
基
礎
づ
け
た
経
緯
を
確
認
し
、
そ
れ
と

の
類
推
に
よ
っ
て
、
こ
ん
ど
は
同
じ
「
批
評
」
が
「
修
復
」
を
基
礎
づ
け
た
経
緯
を
明
ら
か
に

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

  

し
か
し
、
共
通
点
が
あ
っ
て
こ
そ
類
推
は
成
り
立
つ
も
の
で
す
。「
批
評
と
学
問
（
美
術
史
学
）

の
関
係
」
と
「
批
評
と
修
復
理
論
の
関
係
」
の
間
に
共
通
点
が
あ
っ
て
こ
そ
、
前
者
か
ら
後
者

へ
の
類
推
が
成
り
立
つ
の
で
す
。
で
は
二
つ
の
関
係
の
間
に
ど
ん
な
共
通
点
が
あ
る
の
で
し
ょ

う
か
。 

 

し
か
し
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
前
者
、「
批
評
に
よ
る
美
術
史
学
の
基
礎
づ
け
」
を

精
査
す
る
以
外
に
、
こ
の
共
通
点
を
明
る
み
に
出
す
術
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

⑴ 

ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
が
継
承
し
た
も
の 

⒜
「
諸
要
素(elementi)

」 

  

ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
は
『
美
術
批
評
史
』
の
な
か
で
「
批
評
家
」
の
眼
差
し
を
次
の
よ
う
に
描

写
し
て
い
ま
す
。
全
訳
す
る
と
い
さ
さ
か
冗
長
に
な
る
の
で
、
大
意
を
掲
げ
る
こ
と
を
お
認
め

下
さ
い
。 

 

〔
引
用
（
大
意
）
⑩ 

『
美
術
批
評
史
』
辻
茂
訳
、
み
す
ず
書
房
の
15
ペ
ー
ジ
よ
り
〕 

《
批
評
家
が
聖
母
子
像
を
分
析
す
る
と
き
、
彼
は
多
様
な
諸
要
素
（elementi

）
に
眼
を
向
け
ざ
る

を
得
な
い
。
像
は
現
世
を
超
越
し
た
金
地
の
上
に
描
か
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
他
の
色
の
上
に

描
か
れ
て
い
る
の
か
。
聖
堂
の
よ
う
な
閉
じ
た
空
間
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
野
外
に
置

か
れ
て
い
る
の
か
。
像
は
背
景
か
ら
離
れ
て
い
る
の
か
、
背
景
に
接
し
て
い
る
の
か
。
空
間
に
閉
じ

込
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
開
放
的
な
空
間
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
。
さ
ら
に
、
人
間
の
眼
は
像
の
輪

郭
、
像
の
内
部
構
造
、
像
に
お
け
る
光
と
陰
の
い
ず
れ
に
誘
導
さ
れ
る
の
か
。
そ
も
そ
も
上
記
の
一

連
の
要
素
は
互
い
に
等
位
な
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
一
が
他
よ
り
上
位
だ
っ
た
り
す
る
の
だ
ろ
う
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か
。
姿
勢
が
暗
示
す
る
の
は
静
か
動
か
。
勝
っ
て
い
る
の
は
彫
塑
性
か
明
暗
性
か
。
背
景
の
描
き
方

は
抽
象
的
か
写
実
的
か
。
そ
し
て
そ
も
そ
も
聖
母
子
に
お
い
て
優
勢
な
の
は
神
性
な
の
か
母
性
な
の

か
。》 

   

批
評
家
が
対
象
に
眼
を
凝
ら
す
目
的
は
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素
（
背
景
の
色
、
室
内
／
室
外
、

背
景
と
の
離
接
、
閉
鎖
空
間
／
開
放
空
間
、
指
向
対
象
、
階
層
性
の
有
無
、
静
止
／
運
動
、
彫

塑
性
／
明
暗
性
、
抽
象
／
写
実
、
神
性
／
母
性
な
ど
）
を
発
見
し
、
弁
別
し
、
組
み
合
わ
せ
、

そ
の
う
え
で
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素
を
使
っ
て
対
象
を
分
析
し
、
説
明
し
、
理
解
し
、
評
価
す
る

た
め
で
す
。
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
は
こ
れ
ら
諸
要
素
を
、「
空
間
的
図
式
（
感
性
的
な
も
の
）」
の

群
と
、「
内
容
を
指
示
す
る
象
徴
（
知
性
的
な
も
の
）」
の
群
に
二
分
し
て
い
ま
す
。 

  

こ
の
「
諸
要
素
」
の
正
体
は
何
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
注
意
す
べ
き
は
、
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
自

身
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
諸
要
素
が
歴
史
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
で
す
。
実
際
、

諸
要
素
が
意
識
さ
れ
る
と
き
、
そ
こ
に
は
す
で
に
「
選
択
」
が
起
動
し
て
お
り
、
し
か
も
そ
の

選
択
は
作
家
と
批
評
家
の
双
方
に
見
て
取
れ
ま
す
。
作
家
は
あ
る
図
式
を
使
う
が
別
の
図
式
は

使
わ
な
い
。
そ
の
図
式
を
使
う
に
し
て
も
、
あ
る
目
的
で
、
あ
る
仕
方
で
使
う
が
、
別
の
目
的
、

別
の
仕
方
で
は
使
わ
な
い
等
々
。
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
は
歴
史
的
条
件
に
拘
束
さ
れ
た
作
家
の
選

択
を
「
趣
味(gusto)

」
と
呼
び
ま
す
。 

  

作
家
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
聖
母
子
像
の
分
析
に
従
事
す
る
批
評
家
も
ま
た
、
作
家
と
同

じ
状
況
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
批
評
家
は
好
み
の
図
式
に
は
注
意
を
惹
か
れ
ま
す
が
、
関
心
の

な
い
図
式
に
は
眼
も
く
れ
ま
せ
ん
。注
意
を
向
け
た
図
式
を
あ
る
仕
方
で
意
味
づ
け
は
し
て
も
、

そ
れ
以
外
の
仕
方
で
そ
れ
を
意
味
づ
け
る
こ
と
に
は
興
味
を
示
さ
な
い
等
々
。
図
式
の
解
釈
で

あ
れ
、
象
徴
の
理
解
で
あ
れ
、
批
評
家
の
あ
ら
ゆ
る
行
為
は
趣
味
（
つ
ま
り
主
観
性
）
の
干
渉

か
ら
自
由
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
す
。 

  

そ
の
よ
う
な
こ
と
が
作
家
と
批
評
家
に
起
る
理
由
は
、
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
に
よ
れ
ば
こ
う
で

す
。
作
家
お
よ
び
批
評
家
の
想
像
力
は
虚
空
の
中
で
動
く
の
で
は
な
く
、「
歴
史
的
に
具
体
的
な

世
界
」
の
中
で
動
い
て
い
る
。
誰
も
白
紙
状
態
か
ら
出
発
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
か
な
ら
ず
「
環

境
が
提
供
す
る
伝
統
」
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
加
え
て
画
家
は
、
窓
か
ら
外
を
眺
め
て
そ
こ
か

ら
直
接
に
線
や
形
や
色
を
発
明
し
た
訳
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
師
匠
や
友
人
た
ち
や
過
去
の
作

品
」
か
ら
学
び
、
そ
れ
に
彼
自
身
の
選
択
を
施
す
云
々
。 

 

つ
ま
り
逆
説
的
に
響
き
ま
す
が
、
作
家
と
批
評
家
の
主
観
性
は
彼
ら
の
主
観
に
起
源
を
持
っ

て
い
ま
せ
ん
。
彼
ら
の
主
観
の
起
源
は
歴
史
の
中
に
し
か
な
い
の
で
す
。
そ
の
意
味
で
あ
の
一

連
の
「
諸
要
素
」
は
紛
れ
も
な
く
歴
史
的
諸
要
素
な
の
で
す
。 

 

⒝ 

ク
ロ
ー
チ
ェ
の
二
律
背
反 

  

と
こ
ろ
で
作
家
お
よ
び
批
評
家
の
「
趣
味
」
は
、
芸
術
作
品
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で

し
ょ
う
か
。「
作
品
自
体
」
は
、「
歴
史
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
趣
味
」
に
よ
っ
て
完
全
に

解
き
明
か
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
が
議
論
の
発
端
で
す
。 

  

上
に
列
挙
し
た
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
「
諸
要
素
」
は
、
実
は
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ

(Benedetto Croce,1866-1952)

に
由
来
す
る
も
の
で
す
。
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
は
『
美
術
批
評

史
』
の
な
か
で
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
一
九
〇
六
年
の
論
文
「
芸
術
批
評
の
二
律
背
反(Le Antinomie 

della 
Critica 

d'arte)

」
（Problemi 

di 
estetica 

e 
contributi 

alla 
storia 

dell'estetica italiana,Bibliopolis

）
を
立
ち
入
っ
て
吟
味
し
て
い
ま
す
が
、「
諸
要
素
」

概
念
に
関
し
て
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
は
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
強
い
影
響
下
に
あ
り
ま
す
。（
た
だ
し
後
述

の
よ
う
に
両
者
の
差
異
に
も
注
意
が
要
り
ま
す
が
。） 

  

そ
こ
で
再
び
問
い
ま
し
ょ
う
。「
作
品
自
体
」
は
、
歴
史
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
作
家
お

よ
び
批
評
家
の
「
趣
味
」
に
よ
っ
て
完
全
に
解
き
明
か
さ
れ
る
の
か
。 

  

こ
の
問
題
の
発
見
者
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
、
上
述
の
一
九
〇
六
年
の
論
考
の
な
か
で
、
そ
れ
を
カ

ン
ト
的
な
二
律
背
反
（
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
）
に
仕
立
て
て
提
出
し
て
い
ま
す
。
実
際
、
彼
は
「
定

立(tèsi)

」
と
「
反
定
立(antitèsi)

」
と
い
う
カ
ン
ト
用
語
を
明
示
的
に
使
っ
て
い
ま
す
。 

 

ク
ロ
ー
チ
ェ
の
弁
証
論(Dialektik)

の
出
発
点
を
構
成
す
る
の
は
、
次
の
一
対
の
矛
盾
命
題

で
す
。 
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【
定
立(tèsi)

】「
芸
術
作
品
は
、
そ
の
作
品
が
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
諸
要
素(elementi)

に
ま

で
還
元
し
な
け
れ
ば
、
理
解
も
判
断
も
で
き
な
い
」 

 

【
反
定
立(antitèsi)

】「
芸
術
作
品
は
、
そ
れ
自
身
に
よ
る
以
外
は
、
理
解
も
判
断
も
で
き
な

い
」 

   

ク
ロ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
定
立
は
こ
う
申
し
立
て
て
い
ま
す
。
芸
術
作
品
は
、
作
品
が
そ
こ
か

ら
生
ま
れ
た
諸
要
素
に
ま
で
還
元
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
理
解
し
判
断
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ

ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
諸
要
素
へ
の
還
元
が
許
さ
れ
な
い
場
合
、
芸
術
作
品
は
、
そ
れ

が
属
す
る
歴
史
的
複
合
体
か
ら
遊
離
し
た
何
か
に
な
っ
て
し
ま
い
、
真
の
意
味
を
失
う
だ
ろ
う

か
ら
、
と
。 

  

だ
が
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
定
立
に
反
定
立
が
こ
う
反
駁
し
ま
す
。
芸
術
作
品
は
、

そ
れ
自
体
に
よ
る
以
外
に
は
理
解
も
判
断
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
作
品
の
個
々
の
諸
要
素

は
芸
術
家
で
な
い
人
々
の
魂
に
も
働
き
か
け
る
も
の
だ
か
ら
。
そ
う
で
は
な
く
、
芸
術
家
こ
そ

が
、
新
し
い
形
を
、
つ
ま
り
新
し
い
内
容
を
発
見
し
た
の
で
あ
り
、
芸
術
家
が
発
見
し
た
そ
の

新
し
い
内
容
こ
そ
が
、
そ
の
芸
術
作
品
の
魂
な
の
だ
、
と
。 

  

一
九
〇
六
年
の
論
文
に
な
か
で
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
カ
ン
ト
的
精
神
を
発
揮
し
て
い
ま
す
。
す
な

わ
ち
、
学
問
（
美
術
史
学
）
の
な
か
に
宿
痾
と
し
て
の
「
二
律
背
反(Antinomie)
」
を
発
見
し
、

そ
の
う
え
で
、
コ
ロ
ン
ブ
ス
の
卵
よ
ろ
し
く
、
ま
さ
に
こ
の
二
律
背
反
の
た
だ
中
に
当
の
学
問

を
救
済
す
る
契
機
を
見
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
、
宿
痾
の
な
か
に
救
済
の
可
能
性

を
読
み
取
る
精
神
、
暗
闇
の
な
か
に
光
源
を
探
り
当
て
る
精
神
、
す
な
わ
ち
当
時
の
ク
ロ
ー
チ

ェ
に
お
け
る
カ
ン
ト
的
精
神
で
す
。
彼
は
こ
う
言
い
ま
す
。 

 

〔
引
用
⑪
〕 

「
芸
術
作
品
は
た
し
か
に
そ
れ
自
体
で
価
値
を
も
つ
。
し
か
し
こ
の
価
値
自
体
は
、
単
一
で
な
く
抽

象
的
で
も
な
く
、算
術
的
単
位
で
も
な
い
。芸
術
作
品
は
む
し
ろ
複
合
的
で
具
体
的
で
生
命
を
も
ち
、

諸
部
分
で
組
み
立
て
ら
れ
た
全
体
な
の
で
あ
る
。
芸
術
作
品
を
理
解
す
る
と
は
、
諸
部
分
に
お
け
る

全
体
を
、
全
体
に
お
け
る
諸
部
分
を
理
解
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。」 

 
 
 
 
 

 
  

こ
れ
は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
よ
る
二
律
背
反
の
解
決
の
な
か
で
カ
ン
ト
的
性
格
が
も
っ
と
も
濃

厚
な
部
分
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
定
立
と
反
定
立
の
間
の
矛
盾
を
、
生
命
概
念
を
仄
め

か
し
な
が
ら
、「
諸
部
分
に
お
い
て
全
体
を
、
全
体
に
お
い
て
諸
部
分
を
理
解
す
る
行
為
」
な
る

も
の
を
想
定
す
る
こ
と
で
乗
り
越
え
よ
う
と
す
る
の
で
す
。
こ
の
解
決
は
、
第
三
者
の
導
入
に

よ
っ
て
二
律
の
背
反
を
解
消
す
る
、
し
か
も
二
律
を
と
も
に
救
い
な
が
ら
背
反
だ
け
を
解
消
す

る
と
い
う
カ
ン
ト
的
戦
略
に
き
わ
め
て
忠
実
で
す
。 

 

た
と
え
、「
諸
部
分
に
お
け
る
全
体
、
全
体
に
お
け
る
諸
部
分
」
の
く
だ
り
が
い
さ
さ
か
ヘ
ー

ゲ
ル
風
に
響
く
に
し
て
も
。 

 

⑵ 

ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
創
見 

  

ク
ロ
ー
チ
ェ
の
二
律
背
反
は
芸
術
作
品
と
そ
の
学
の
存
立
を
脅
か
さ
な
い
で
は
い
ま
せ
ん
。

ち
ょ
う
ど
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』(1781)

で
示
し
た
よ
う
に
、
定
立(Thesis) :

「
世

界
は
時
間
に
お
い
て
始
ま
り
を
有
し
、
空
間
に
関
し
て
も
限
界
の
内
に
囲
ま
れ
て
い
る
」
と
、

反
定
立(Antithesis) :

「
世
界
は
始
め
を
持
た
ず
、
空
間
に
お
い
て
も
限
界
を
有
し
な
い
」
の

二
律
背
反
が
、
人
間
の
世
界
認
識
の
可
能
性
を
根
源
的
に
脅
か
し
た
よ
う
に
。 

  

さ
て
こ
れ
が
肝
心
な
の
で
す
が
、
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
は
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
盲
従
し
て
は
い
ま
せ

ん
。
た
し
か
に
彼
は
、
議
論
の
根
底
に
ひ
と
つ
の
矛
盾
を
置
く
点
に
お
い
て
、
ま
た
矛
盾
を
形

成
す
る
二
項
の
一
方
を
「
諸
要
素
」
に
求
め
る
点
に
お
い
て
、
師
の
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
依
拠
し
て

は
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
彼
は
「
諸
要
素
」
の
扱
い
に
お
い
て
ク
ロ
ー
チ
ェ
の

思
考
圏
か
ら
離
脱
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
し
て
私
は
こ
の
離
脱
に
強
い
関
心
を
持
つ

の
で
す
。 

 

⒜ 

包
摂
の
理
論
（
個
別
を
普
遍
に
落
と
し
込
む
） 
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ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
『
美
術
批
評
史
』
の
な
か
の
次
の
文
章
は
精
読
を
要
求
し
ま
す
。
と
り

あ
え
ず
引
用
し
ま
す
が
、
非
常
に
難
解
で
す
。 

 

〔
引
用
⑫ 
『
美
術
批
評
史
』
辻
茂
訳
、
み
す
ず
書
房
、
21
ペ
ー
ジ
〕 

「
批
評
的
美
術
史
は
、
個
々
の
芸
術
家
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
、
芸
術
の
普
遍
の
な
か
で
完
全
化

す
る
と
き
に
経
過
し
た
あ
ら
ゆ
る
条
件
に
つ
い
て
の
彼
の
判
断
を
材
料
と
す
る
。
そ
の
条
件
と
は
、

ク
ロ
ー
チ
ェ
の
二
律
背
反
が
語
っ
て
い
る
諸
部
分
す
な
わ
ち
芸
術
作
品
の
歴
史
的
諸
要
素
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
条
件
を
認
識
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
芸
術
の
歴
史
は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
は

図
式
ま
た
は
象
徴
と
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
。
普
遍
か
ら
通
常
の
推
移
と
し
て
、
個
々
の
芸
術
作

品
へ
の
接
近
と
し
て
、
芸
術
の
概
念
か
ら
派
生
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
は
図
式
で
あ
る
し
、
直
観
に

よ
る
判
断
だ
っ
た
り
、
概
念
に
一
致
す
る
た
め
に
直
観
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
は
象
徴
で

あ
る
。
図
式
と
象
徴
は
抽
象
で
あ
っ
て
、
普
遍
的
な
も
の
で
も
、
個
別
的
な
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ

ら
は
普
遍
的
概
念
と
個
別
的
芸
術
作
品
を
仲
立
ち
す
る
も
の
で
あ
る
。」 

  

さ
て
さ
て
、
文
章
が
こ
ん
な
に
難
解
で
は
、
文
章
の
内
容
分
析
に
先
立
っ
て
、
文
章
の
「
構

造
分
析
」
を
行
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
、
ど
う
に
も
手
の
施
し
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。
内
容
を
正

し
く
理
解
す
る
た
め
に
、(

ア)

な
ど
の
記
号
で
全
体
を
区
分
け
し
た
も
の
を
こ
こ
に
添
付
す
る

こ
と
を
お
認
め
く
だ
さ
い
。(

四
角
の
枠
や
傍
線
な
ど
に
つ
い
て
は
す
ぐ
後
で
説
明
し
ま
す
。) 

 

（
右
の
引
用
箇
所
の
金
田
に
よ
る
分
解
） 

《(

ア)

批
評
的
美
術
史
は
、
個
々
の
芸
術
家
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
、
芸
術
の
普
遍
の
な
か

で
完
全
化
す
る
と
き
に
経
過
し
た
あ
ら
ゆ
る
条
件
に
つ
い
て
の
彼
の
判
断
を
材
料
と
す
る
。 

(

イ)  

そ
の
条
件
と
は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
二
律
背
反
が
語
っ
て
い
る
諸
部
分
す
な
わ
ち
芸
術 

作
品
の
歴
史
的
諸
要
素
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
を
認
識
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
芸
術
の
歴
史

は
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
条
件
は
図
式
ま
た
は
象
徴
と
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
。 

(

ウ)

普
遍
か
ら
通
常
の
推
移
と
し
て
、
個
々
の
芸
術
作
品
へ
の
接
近
と
し
て
、
芸
術
の
概
念
か

ら
派
生
し
て
い
る
と
き
、
そ
れ
は
図
式
で
あ
る
し
、 

(

エ)

直
観
に
よ
る
判
断
だ
っ
た
り
、
概
念
に
一
致
す
る
た
め
に
直
観
か
ら
出
発
し
て
い
る
と
き
、

そ
れ
は
象
徴
で
あ
る
。 

(

オ)

図
式
と
象
徴
は
抽
象
で
あ
っ
て
、
普
遍
的
な
も
の
で
も
、
個
別
的
な
も
の
で
も
な
い
。
そ

れ
ら
は
普
遍
的
概
念
と
個
別
的
芸
術
作
品
を
仲
立
ち
す
る
も
の
で
あ
る
。》 

 
   

こ
れ
で
少
し
は
見
通
し
が
よ
く
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
私
は
（
ア
）
か
ら
（
オ
）

の
よ
う
に
、
一
つ
の
文
章
を
複
数
の
文
章
に
書
き
分
け
る
こ
と
を
「
分
解
」
と
呼
び
、
傍
線
や

四
角
な
ど
に
よ
る
強
調
の
付
加
を
「
補
正
」
と
呼
び
ま
す
。（
こ
こ
に
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、〔 

〕

に
よ
る
語
句
や
文
章
の
追
加
も
「
補
正
」
に
含
め
ま
す
。） 

 

さ
て
「
諸
部
分
」
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。「
図
式
と
象
徴
」
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か

ら
推
し
て
、
そ
れ
が
先
の
聖
母
子
像
を
凝
視
す
る
批
評
家
が
見
出
し
た
「
諸
要
素
」
と
同
じ
で

あ
る
こ
と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
が
「
何
」
で
あ
る
の
か
を
、
ま
だ
ヴ
ェ
ン
ト

ゥ
ー
リ
は
説
明
し
て
い
な
い
。
あ
の
聖
母
子
像
の
前
に
立
つ
批
評
家
が
こ
の
像
に
読
み
取
っ
た

と
さ
れ
る
一
連
の
「
要
素
」
は
、
一
体
ど
ん
な
働
き
を
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
働
き
に
つ

い
て
右
の
引
用
箇
所
は
何
を
告
げ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

   

引
用
し
た
箇
所
は
、
い
ま
か
ら
示
す
よ
う
に
、
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
批
評
概
念
が
「
包
摂
行

為
」
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
、
あ
の
諸
要
素
が
包
摂
と
い
う
「
論
理
的
な
営
み
」
に
組

み
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
し
た
が
っ
て
彼
の
諸
要
素
が
純
然
た
る
歴
史
的
所
産
に
尽
き

な
い
「
論
理
的
な
何
か
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
告
知
し
て
い
ま
す
。 

  
判
断
の
構
造
に
対
し
て
敏
感
で
あ
り
た
い
も
の
で
す
。
ま
ず(

ア)

の
「
個
々
の
芸
術
家
の
イ

マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
の
く
だ
り
は
、「
個
々
の
（sìngolo

）」
と
い
う
字
句
が
示
す
と
お
り
、
論

理
的
に
は
「
個
別
」
に
相
当
し
ま
す
。
他
方
、「
芸
術
の
普
遍(universale)

」
は
「
あ
る
芸
術

作
品
の
統
一
」
の
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
は
論
理
的
に
は
文
字
ど
お
り
「
普
遍
」
に
相
当
し
ま
す
。

私
は
、
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
か
ら
引
用
し
た
右
の
く
だ
り
が
、「
個
別
と
普
遍
」
の
二
極
に
よ
っ
て
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論
理
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
重
視
し
ま
す
。（
以
上
が
四
角
で
囲
っ
た
部
分
の
説
明
）。 

  

問
題
は
こ
の
「
普
遍
」
と
こ
の
「
個
別
」
の
関
係
で
す
。
現
実
的
に
見
れ
ば
、「
個
々
の
芸
術

家
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
「
部
分
」
は
、「
芸
術
作
品
の
統
一
」
と
い
う
「
全
体
」
へ

と
、「
完
成
（
化
）」
さ
れ
て
い
る
、
と
さ
れ
ま
す
。
物
理
的
に
は
、
あ
る
い
は
形
而
上
学
的
に

は
そ
う
な
の
で
し
ょ
う
。 

 

し
か
し
論
理
的
に
見
れ
ば
、
こ
の
事
態
は
別
様
の
理
解
を
要
求
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
個
々

の
芸
術
家
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
「
個
別
」
が
、「
芸
術
作
品
の
統
一
」
と
い
う
「
普

遍
」
へ
と
、「
包
摂
」
さ
れ
る
の
で
す
。
も
と
よ
り
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
は
包
摂
と
い
う
言
葉
を
使

っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
末
尾
の
文
章(
オ)

は
、
彼
の
念
頭
に
あ
っ
た
の
が
紛
れ
も
な
く
「
包

摂
の
概
念
」
で
あ
っ
た
こ
と
を
決
定
的
に
証
拠
立
て
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち 

 

〔
引
用
⑬
〕 

「
図
式
と
象
徴
は
抽
象
で
あ
っ
て
、
普
遍
的
な
も
の
で
も
、
個
別
的
な
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
ら
は

普
遍
的
概
念
と
個
別
的
芸
術
作
品
を
仲
立
ち
す
る
も
の
（mediazióne

）
で
あ
る
。」 

 
 

く
ど
い
よ
う
で
す
が
判
断
の
構
造
に
敏
感
で
あ
り
た
い
も
の
で
す
。「
仲
立
ち
す
る
も
の

(mediazióne)

」
と
い
う
言
葉
が
意
味
深
長
で
す
。 

 

「
個
別
」（
つ
ま
り
個
々
の
作
家
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
を
芸
術
の
「
普
遍
」
に
一
致
さ
せ

る
の
に
、
批
評
家
は
ど
う
し
て
も
媒
介
を
必
要
と
す
る
。
批
評
家
は
「
個
別
」
と
「
普
遍
」
を

一
致
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
が
、
当
の
「
個
別
」
と
当
の
「
普
遍
」
だ
け
で
は
そ
れ

が
で
き
な
い
の
で
す
。 

 

そ
も
そ
も
人
間
に
は
、
本
質
的
に
性
格
を
異
に
す
る
二
つ
の
表
象
を
直
接
的
に
一
致
さ
せ
る

と
い
う
芸
当
が
で
き
ま
せ
ん
。
人
間
に
可
能
な
の
は
、
た
か
だ
か
媒
介
者
を
立
て
る
こ
と
、
そ

し
て
そ
の
媒
介
者
が
一
方
で
個
別
に
、
他
方
で
普
遍
に
一
致
し
、
そ
の
限
り
で
「
普
遍
と
個
別

は
一
致
す
る
」
と
判
断
す
る
こ
と
だ
け
な
の
で
す
。 

  

直
前
の
引
用
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
聖
母
子
像
を
見
つ
め
る
批
評
家
が
見
出
し
た
一
連
の

諸
要
素
、
つ
ま
り
「
図
式
と
象
徴
（
背
景
の
色
、
室
内
／
室
外
、
背
景
と
の
離
接
、
閉
鎖
空
間

／
開
放
空
間
、
指
向
対
象
、
階
層
性
の
有
無
、
静
止
／
運
動
、
彫
塑
性
／
明
暗
性
、
抽
象
／
写

実
、
神
性
／
母
性
な
ど
）」
が
、
ま
さ
に
、
前
段
の
意
味
で
の
「
個
別
」
と
「
普
遍
」
の
媒
介
者

（
仲
立
ち
す
る
も
の
）
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
の
意
味
で
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素
は
、
一
方
で

は
す
で
に
見
た
よ
う
に
歴
史
的
存
在
で
あ
り
つ
つ
も
、
他
方
で
は
歴
と
し
た
「
論
理
的
存
在
」

な
の
で
す
。 

 

⒝ 

歴
史
的
な
も
の
の
非
歴
史
性 

  

ち
な
み
に
こ
う
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
。
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
も
言
う
よ
う
に
、
確
か
に
私
（
作

者
・
批
評
家
）
は
自
ら
の
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
趣
味
に
即
し
て
要
素
を
選
択
し
ま
す
。
し
か

し
こ
と
「
判
断
」
に
関
す
る
限
り
、
選
択
し
た
要
素
に
基
づ
い
て
私
が
行
う
「
判
断
」
は
、
他

の
人
（
他
の
主
観
）
も
理
解
し
得
る
判
断
で
す
。（
こ
の
場
合
、
理
解
と
は
賛
同
を
意
味
せ
ず
、

そ
こ
に
合
理
性
を
認
め
る
と
い
う
程
の
意
味
に
と
っ
て
頂
き
た
い
。「
賛
否
は
別
と
し
て
、
あ
な

た
が
そ
う
判
断
す
る
こ
と
は
よ
く
理
解
で
き
ま
す
」
と
。） 

  

さ
て
こ
の
よ
う
な
合
理
性
の
空
間
に
お
い
て
、
例
の
諸
要
素
（
背
景
の
色
、
室
内
性
、
室
外

性
、
背
景
と
の
離
接
、
閉
鎖
空
間
、
開
放
空
間
、
指
向
対
象
、
階
層
性
、
静
止
、
運
動
、
彫
塑

性
、
明
暗
性
、
抽
象
性
、
写
実
性
、
神
性
、
母
性
な
ど
）
は
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
あ
る
作
者
固

有
で
は
な
く
、
あ
る
批
評
家
固
有
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
他
の
歴
史
性
を
背
負
っ
た

他
の
作
者
や
批
評
家
も
、
そ
れ
を
「
理
解
」
す
る
か
ら
で
す
（
歴
史
的
諸
要
素
の
没
歴
史
性
の

部
分
）。 

  

し
か
し
、「
没
歴
史
的
」
側
面
が
あ
る
か
ら
と
言
っ
て
、
こ
れ
ら
諸
要
素
を
「
作
品
」
と
同
じ

レ
ベ
ル
で
の
「
普
遍
」
と
看
做
す
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
諸
要
素
は
そ
の

作
品
固
有
（
そ
の
普
遍
固
有
）
と
も
言
え
な
い
か
ら
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
い
ま
掲
げ
た
す
べ
て

の
要
素
は
、
ど
れ
を
と
っ
て
も
、「
絶
対
に
他
の
作
品
の
な
か
に
見
出
せ
な
い
」
と
ま
で
は
言
い

切
れ
な
い
か
ら
で
す
。
ど
の
要
素
も
特
権
的
に
そ
の
作
品
に
（
そ
の
普
遍
に
）
属
し
て
い
る
訳

で
は
な
い
の
で
す
（
諸
要
素
の
非
普
遍
性
の
部
分
）。 
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ま
さ
に
そ
の
意
味
で
こ
れ
ら
諸
要
素
は
あ
る
中
間
性
を
帯
び
て
い
ま
す
。
あ
の
批
評
家
が
聖

母
子
像
に
見
た
一
連
の
諸
要
素
（
背
景
の
色
、
室
内
／
室
外
、
背
景
と
の
離
接
、
閉
鎖
空
間
／

開
放
空
間
、
指
向
対
象
、
階
層
性
の
有
無
、
静
止
／
運
動
、
彫
塑
性
／
明
暗
性
、
抽
象
／
写
実
、

神
性
／
母
性
な
ど
）
に
は
、「
歴
史
的
性
格
に
還
元
で
き
な
い
没
歴
史
的
部
分
」
と
、「
論
理
的

普
遍
的
性
格
に
還
元
で
き
な
い
歴
史
的
部
分
」
の
両
方
が
備
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。 

  

ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
に
よ
れ
ば
、
美
術
史
学
は
芸
術
作
品
に
関
わ
る
判
断
の
歴
史
の
学
に
他
な

り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
の
判
断
の
総
体
が
美
術
史
「
学
」
と
し
て
総
括
さ
れ
る
こ
と
の
理
由

を
、歴
史
そ
の
も
の
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。こ
の
判
断
の
総
体
が
一
つ
の「
学
」

と
し
て
成
立
す
る
こ
と
の
理
由
を
、
果
た
し
て
歴
史
そ
の
も
の
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
し

ょ
う
か
。
そ
う
で
は
な
く
、
む
し
ろ
判
断
の
構
造
そ
れ
自
体
の
な
か
に
、
と
り
わ
け
包
摂
と
い

う
論
理
的
作
用
そ
れ
自
体
の
な
か
に
、
美
術
史
的
判
断
の
非
歴
史
的
契
機
が
存
在
す
る
の
で
は

な
い
か
。
美
術
史
的
判
断
の
非
歴
史
的
な
生
い
立
ち
こ
そ
が
、
美
術
「
史
」
学
を
美
術
史
「
学
」

に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

 

⒞ 

カ
ン
ト
の
「
第
三
者
」 

 

「
個
別
と
普
遍
の
媒
介
者
」
と
聞
い
て
、
カ
ン
ト
の
「
図
式
論(Schematismus)

」
を
連
想

し
な
か
っ
た
人
は
、
そ
れ
相
応
の
非
難
を
免
れ
な
い
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
の
図

式
論
こ
そ
個
別
と
普
遍
の
「
仲
立
ち
」
理
論
の
濫
觴
だ
か
ら
で
す
。『
純
粋
理
性
批
判
』(1781)

の
「
判
断
力
の
超
越
論
的
理
説
」
の
第
一
章
「
純
粋
悟
性
の
図
式
性
」
の
冒
頭
は
、
お
そ
ら
く

個
別
と
普
遍
の
媒
介
に
関
す
る
哲
学
史
上
も
っ
と
も
有
名
な
叙
述
で
す
。
カ
ン
ト
は
こ
う
切
り

出
す
の
で
す
。 

  
 

〔
引
用
⑭
〕 

「
あ
る
対
象
を
一
つ
の
概
念
の
下
に
包
摂
す
る (Subsumtion) 

場
合
、
つ
ね
に
そ
の
対
象
の
表
象

と
概
念
は
同
種
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
概
念
は
、
そ
れ
の
下
に
包
摂
さ
れ
る
対

象
の
表
象
す
る
も
の
を
含
ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」 

  

「
皿
」
や
「
犬
」
の
よ
う
な
経
験
的
概
念
で
は
、
こ
の
同
種
性
を
め
ぐ
っ
て
と
く
に
困
難
は
発

生
し
ま
せ
ん
。
犬
の
概
念
の
な
か
に
は
犬
の
直
観
が
、
皿
の
概
念
の
な
か
に
は
皿
の
直
観
が
組

み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
し
経
験
の
可
能
性
の
条
件
に
関
わ
る
特
異
な
概
念
、
す
な

わ
ち
純
粋
悟
性
概
念
で
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
ら
な
い
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
問

い
、
次
の
よ
う
に
答
え
る
の
で
す
。 

 

（
問
い
）「
純
粋
悟
性
概
念
は
、
経
験
的
直
観
と
全
く
種
類
を
異
に
し
て
お
り
、
ど
の
よ
う

な
直
観
の
な
か
に
も
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
で
は
、
経
験
的
直
観
を
純
粋
悟

性
概
念
の
下
に
包
摂
す
る
こ
と
が
、
ど
う
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
現

象
に
適
用
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。」 

 

（
答
え
）「
明
ら
か
に
、
一
方
で
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
同
種
性
を
持
ち
、
他
方
で
は
現
象
と
同

種
性
を
持
ち
、
し
か
も
現
象
へ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
第
三
の
何

か(Das Dritte)

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
媒
介
作
用
を
な
す 

(vermittelnde)

こ
の
表

象
は
純
粋
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
、
一
方
で
知
性
的
で
他
方
で
は
感
性
的
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
超
越
論
的
図
式(transzendentaler Schematismus)

な
の
で
あ

る
。」 

   

カ
ン
ト
の
「
超
越
論
的
図
式
」
は
、
現
象
と
い
う
個
別
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
普
遍
の
間
の

媒
介
項
で
す
。
媒
介
項
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
は
一
方
で
「
個
別
」
に
似
て
お

り
、
他
方
で
は
「
普
遍
」
に
似
て
い
ま
す
。 

 
し
か
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
我
々
が
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
主
張
す
る
こ

と
を
妨
げ
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
批
評
理
論
は
一
個
の
包
摂
理
論
で
あ

る
と
。 

 

な
ぜ
な
ら
彼
は
、「
個
々
の
芸
術
家
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と
い
う
第
一
者
す
な
わ
ち
個
別
」

- 17 -



と
「
作
品
統
一
と
い
う
第
二
者
す
な
わ
ち
普
遍
」
の
中
間
に
、「
諸
要
素
と
い
う
名
の
第
三
者
」

を
置
き
、
第
一
者
と
第
二
者
を
「
仲
介
」
し
両
者
の
一
致
を
司
る
働
き
、
す
な
わ
ち
「
包
摂
」

の
働
き
を
、
ま
さ
に
こ
の
第
三
者
に
委
ね
て
い
る
か
ら
で
す
。 

   

こ
れ
で
私
は
本
節
の
目
的
を
ほ
ぼ
達
成
し
ま
し
た
。
そ
も
そ
も
、
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
が
『
美

術
批
評
史
』
で
企
て
た
の
は
、「
批
評
」
概
念
に
よ
っ
て
「
美
術
史
学
」
を
基
礎
づ
け
る
こ
と
で

し
た
。
と
こ
ろ
が
彼
は
、
①
美
術
史
的
判
断
を
批
評
（
的
判
断
）
と
見
做
し
、
そ
う
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
②
美
術
史
的
判
断
の
中
に
包
摂
（
仲
立
ち
）
の
契
機
を
見
つ
け
出
し
、
③
さ
ら
に

こ
の
「
仲
立
ち
」
自
体
の
歴
史
性
に
よ
っ
て
美
術
史
的
判
断
の
歴
史
性
を
説
明
し
た
の
で
し
た
。

（
私
が
こ
こ
で
実
際
に
確
認
し
得
た
の
は
①
と
②
だ
け
で
し
た
が
。）ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
批
評

理
論
の
中
核
は
「
包
摂
」
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。 

   

批
評
と
い
う
乳
母
は
、
美
術
史
学
を
「
包
摂
理
論
」
と
し
て
育
て
上
げ
よ
う
と
し
た
の
で
す
。

し
か
し
批
評
に
は
、
美
術
史
学
だ
け
で
は
な
く
、
修
復
理
論
に
対
し
て
も
乳
母
と
し
て
振
舞
っ

た
形
跡
が
認
め
ら
れ
ま
し
た
（
第
一
節
、
シ
ェ
ド
ラ
ー
＝
ザ
ウ
プ
）。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
ま
さ

に
類
推
に
よ
っ
て
、「
批
評
」
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
以
降
の
修
復
理
論
を
一
個
の
「
包
摂
理
論
」
と
し

て
育
て
上
げ
た
、
と
い
う
解
釈
の
可
能
性
が
こ
こ
に
浮
上
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

 

し
か
し
ま
さ
に
こ
の
可
能
性
の
確
認
が
本
節
に
お
け
る
私
の
目
的
だ
っ
た
の
で
す
か
ら
、
先

に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
節
で
の
私
の
目
的
は
そ
の
限
り
で
は
達
成
さ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
の
で
す
。 

 

⒟
ク
ロ
ー
チ
ェ
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ 

  

言
い
残
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
『
美
術
批
評
史
』
に
は
、
引
用
⑫
と

し
て
引
い
た
箇
所
よ
り
も
前
に
、
そ
れ
に
酷
似
す
る
、
や
は
り
包
摂
を
論
じ
る
と
お
ぼ
し
い
次

の
く
だ
り
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
二
つ
の
引
用
箇
所
の
正
し
い
識
別
は
、
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
批

評
理
論
の
理
解
の
試
金
石
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

こ
こ
で
も
先
ほ
ど
と
同
様
に
、「
引
用
」
と
そ
の
「
分
解
と
補
正
」
を
併
置
し
ま
す
。 

  
 

〔
引
用
⑮ 

『
美
術
批
評
史
『
辻
茂
訳
、
み
す
ず
書
房
、
16
ペ
ー
ジ
〕 

「
で
は
批
評
家
が
用
い
る
こ
の
図
式
や
象
徴
は
、
何
に
よ
っ
て
こ
の
聖
母
子
像
の
な
か
で
正
当
化
さ

れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
芸
術
の
普
遍
的
概
念
が
自
ら
図
式
や
象
徴
を
正
当
化
す
る
の
で
は
な
い
。
図
式

や
象
徴
は
、
芸
術
作
品
の
諸
要
素
に
つ
い
て
の
批
評
家
自
身
の
感
じ
方
、 

さ
ら
に
こ
れ
ら
諸
要
素
に

つ
い
て
芸
術
家
自
身
が
持
っ
て
い
た
感
じ
方
、
お
よ
び
両
者
の
関
係
と
い
う
点
か
ら
作
品
の
内
部
で

正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
批
評
家
は
、
あ
る
図
式
に
は
共
感
を
抱
き
、
他
の
図
式
に
は
反
感
を
抱

く
で
あ
ろ
う
。」（
中
略
） 

「
し
か
し
徐
々
に
、
優
れ
て
い
る
点
、
劣
っ
て
い
る
点
、
光
、
陰
が
、
批
評
家
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ

ン
の
中
で
調
和
を
見
出
す
。
そ
し
て
調
和
が
見
出
さ
れ
た
と
き
、
彼
は
、
そ
の
絵
が
芸
術
作
品
で
あ

る
こ
と
を
認
識
し
、
批
評
的
判
断
は
完
成
す
る
。
し
か
し
そ
れ
以
前
の
過
程
に
と
ど
ま
る
限
り
、
彼

は
趣
味
の
世
界
の
な
か
に
ま
だ
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」 

 

 
(

右
の
引
用
箇
所
の
金
田
に
よ
る
分
解
と
補
正) 

《（
ア
）
で
は
批
評
家
が
用
い
る
こ
の
図
式
や
象
徴
は
、
何
に
よ
っ
て
こ
の
聖
母
子
像
の
な
か
で

正
当
化
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。 

（
イ
）
芸
術
の
普
遍
的
概
念
が
自
ら
図
式
や
象
徴
を
正
当
化
す
る
の
で
は
な
い
。
図
式
や
象
徴

は
、
芸
術
作
品
の
諸
要
素
に
つ
い
て
の
批
評
家
自
身
の
感
じ
方
、 

さ
ら
に
こ
れ
ら
諸
要
素
に
つ

い
て
芸
術
家
自
身
が
持
っ
て
い
た
感
じ
方
、
お
よ
び
両
者
の
関
係
と
い
う
点
か
ら
作
品
の
内
部

で
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

（
ウ
）
批
評
家
は
、
あ
る
図
式
に
は
共
感
を
抱
き
、
他
の
図
式
に
は
反
感
を
抱
く
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
徐
々
に
、
優
れ
て
い
る
点
、
劣
っ
て
い
る
点
、
光
、
陰
が
、
批
評
家
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ

ョ
ン
の
中
で
調
和
を
見
出
す
。
そ
し
て
調
和
が
見
出
さ
れ
た
と
き
、
彼
は
、
そ
の
絵
が
芸
術
作

品
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、
批
評
的
判
断
は
完
成
す
る
。
し
か
し
そ
れ
以
前
の
過
程
に
と
ど
ま

る
限
り
、
彼
は
趣
味
の
世
界
の
な
か
に
ま
だ
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。》 
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引
用
⑫
と
引
用
⑮
の
違
い
が
お
分
か
り
で
し
ょ
う
か
。
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
は
こ
の
引
用
⑮
で

い
っ
た
い
何
を
言
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

引
用
⑮
を
見
て
こ
う
主
張
す
る
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
方
に
「
芸
術
の
普
遍
的
概

念
」（
つ
ま
り
普
遍
）
が
あ
り
、
他
方
に
「
図
式
や
象
徴
」（
つ
ま
り
個
別
！
）
が
あ
る
と
ヴ
ェ

ン
ト
ゥ
ー
リ
は
考
え
て
い
て
、
こ
の
個
別
が
こ
の
普
遍
に
包
摂
さ
れ
る
こ
と
を
指
し
て
、
彼
は

「（
作
品
の
中
で
の
、
図
式
や
象
徴
の
）
正
当
化
」
と
呼
ん
で
い
る
の
だ
、
と
。
と
こ
ろ
が
同
じ

引
用
⑮
に
は
、「
図
式
や
象
徴
は
、
芸
術
作
品
の
諸
要
素
に
つ
い
て
の
批
評
家
自
身
の
感
じ
方
、 

さ
ら
に
こ
れ
ら
諸
要
素
に
つ
い
て
芸
術
家
自
身
が
持
っ
て
い
た
感
じ
方
、
お
よ
び
両
者
の
関
係

と
い
う
点
か
ら
〔
作
品
の
内
部
で
〕
正
当
化
さ
れ
る
」
と
あ
る
か
ら
、
正
当
化
と
い
う
名
の
「
包

摂
」
を
司
る
媒
介
項
は
、
ま
さ
に
批
評
家
の
感
じ
方
、
共
感
、
反
感
に
置
か
れ
て
い
る
の
だ
、

と
。 

  

し
か
し
こ
れ
は
誤
読
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、「
感
じ
方
、
共
感
、
反
感
」
を
媒
介
項
と
し
て
立
て

る
の
が
い
け
な
い
と
い
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
よ
う
な
主
観
的
変
数
の
介
入
は
起
こ
り

う
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
非
と
す
る
の
は
当
た
り
ま
せ
ん
。 

 

間
違
い
は
「
図
式
や
象
徴
」
の
位
置
づ
け
に
あ
り
ま
す
。
先
の
引
用
⑫
で
は
「
図
式
と
象
徴
」

は
媒
介
項
（
第
三
項
）
と
し
て
語
ら
れ
て
い
た
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
の
舌
の
根
も
乾
か
ぬ

う
ち
に
、
今
度
は
そ
れ
に
「
個
別
（
第
一
項
）」
の
役
割
を
押
し
付
け
る
の
は
い
く
ら
な
ん
で
も

無
理
と
い
う
も
の
で
す
。
そ
も
そ
も
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
包
摂
理
論
の
構
図
は
こ
う
で
し
た(

左

図)

。 

 

普
遍
（
作
品
統
一
）
←  

媒
介
項
（
図
式
と
象
徴
）
←
個
別
（
作
家
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
） 

   

ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
は
判
断
の
「
分
析
的
契
機(momento analìtico)

」
と
い
う
言
い
方
を
し

て
、
そ
れ
を
こ
う
説
明
し
て
い
ま
す
。「
批
評
家
が
図
式
や
象
徴
に
携
わ
っ
て
い
る
限
り
、
判
断

は
ま
だ
終
わ
っ
て
い
な
い
。
彼
は
ま
だ
作
品
の
再
構
成
過
程
に
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
す
な
わ
ち
彼
は
批
評
の
分
析
的
契
機
の
内
に
い
る
。」
だ
が
こ
の
分
析
的
契
機
に
当
た
る
の

は
こ
の
図
の
下
半
分
（
媒
介
項
と
個
別
）
で
し
ょ
う
。
批
評
家
が
ま
ず
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
は
、
そ
の
作
品
の
要
素
分
析
な
の
で
す
。 

  

だ
が
「
分
析
的
契
機
」
は
綜
合
的
契
機
に
移
行
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
す
ま
い
。
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ

ー
リ
は
こ
の
過
程
を
、
引
用
⑮
の
な
か
で
「
正
当
化(giustificare)

」
の
概
念
を
使
っ
て
説

明
す
る
の
で
す
が
、
こ
の
「
正
当
化
」
は
、
普
遍
へ
の
個
別
の
包
摂
で
は
な
く
（
つ
ま
り
右
の

ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
の
「
←
と
←
」
で
は
な
く
）、
そ
の 

後
半
、
す
な
わ
ち
上
の
方
の
「
←
」
だ
け

を
言
っ
て
い
ま
す
。
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
言
う
「
正
当
化
」
と
は
、「
普
遍
」
に
照
ら
し
て
「
個

別
」
を
正
当
化
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、「
普
遍
」
に
照
ら
し
て
「
媒
介
項
」
を
正
当
化
す

る
の
謂
い
で
あ
り
、
そ
れ
は
引
用
⑫
と
は
別
の
話
題
な
の
で
す
。 

  

ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
が
こ
こ
で
わ
ざ
わ
ざ
「
普
遍
と
媒
介
項
（
諸
要
素
）」
の
関
係
に
触
れ
た
の

は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
二
律
背
反
を
意
識
し
て
の
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
実
際
、
ク
ロ
ー
チ
ェ

は
例
の
二
律
背
反
を
、
作
品
の
「
諸
要
素
」
の
意
義
を
絶
対
視
す
る
定
立
と
、
作
品
の
「
統
一

（
普
遍
）」
の
意
義
を
絶
対
視
す
る
反
定
立
の
対
立
と
し
て
描
き
出
し
て
い
ま
し
た
が
、
ク
ロ
ー

チ
ェ
の
こ
の
対
立
に
対
応
す
る
の
は
、
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
で
は
包
摂
理
論
の
「
後
半
」
な
の
で

す
。 

 

さ
て
、
今
の
議
論
と
直
接
の
関
連
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
気
に
な
る
の
で
一
言
触
れ
ま
す
。
か

つ
て
み
す
ず
書
房
か
ら
出
た
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の

Storia 
della 

Critica 
d'arte 

(1945,1948)

の
日
本
語
訳
『
美
術
批
評
史
』（
辻
茂
訳
、1971

）
を
見
る
と
、momento analitico 

が
「
分
析
的
瞬
間
」
と
翻
訳
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
で
本
当
に
正
し
い
の
で
し
ょ
う
か
。
ヴ

ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
議
論
に
は
と
く
に
時
間
的
な
要
素
が
含
ま
れ
て
は
い
な
い
よ
う
に
見
え
る
の

で
、
私
は
そ
れ
を
こ
こ
で
は
「
分
析
的
契
機
」
と
訳
し
て
お
き
ま
し
た
。（
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
使
う 

momento 

と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
後
で
触
れ
ま
す
。） 

 
 
 
 
 

・ 
 
 
 
 

・ 
 
 
 
 

・ 
 
 
 
 

・ 

  

議
論
を
閉
じ
る
に
当
た
り
、
聖
母
子
像
を
凝
視
す
る
あ
の
批
評
家
に
別
れ
の
言
葉
を
贈
り
ま

す
。 
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「
右
の
議
論
か
ら
分
か
る
と
お
り
、
君
が
聖
母
子
像
に
見
て
取
っ
た
要
素
、
た
と
え
ば
背
景

色
と
か
、
開
放
空
間
と
か
、
静
止
性
と
か
、
明
暗
性
と
か
、
写
実
性
と
か
、
神
性
と
か
と
い
っ

た
も
ろ
も
ろ
の
要
素
は
、
実
は
、
個
別
（
作
家
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
）
を
普
遍
（
芸
術
作
品
）

に
包
摂
す
る
た
め
の
、
カ
ン
ト
の
意
味
で
の
図
式
だ
っ
た
の
さ
。
そ
れ
は
個
別
を
普
遍
に
落
と

し
込
む
た
め
の
〈
包
摂
装
置
〉
な
ん
だ
よ
、
と
。」 
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構
造
篇 

 

【
第
二
章
】 

修
復 

―
―
原
理
と
反
原
理
―
― 

 
 

 

「
芸
術
作
品
」
と
聞
け
ば
、
誰
し
も
無
意
識
の
う
ち
に
「
完
備
し
た
芸
術
作
品
」
の
こ
と
を
思

い
浮
か
べ
ま
す
。
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
を
扱
っ
た
前
章
第
二
節
で
も
、
私
は
当
然
の
よ
う
に
「
完

備
し
た
芸
術
作
品
」
を
念
頭
に
お
い
て
論
を
進
め
た
の
で
あ
っ
て
、
一
度
た
り
と
も
そ
れ
以
外

の
芸
術
作
品
に
言
及
し
て
は
い
ま
せ
ん
。 

  

し
か
し
修
復
を
扱
う
本
稿
第
二
章
以
降
で
は
、「
芸
術
作
品
」
と
い
う
言
葉
は
意
味
の
拡
張
を

免
れ
ま
せ
ん
。
私
は
こ
の
言
葉
を
、「
完
備
し
た
芸
術
作
品
」
だ
け
で
は
な
く
、「
完
備
し
な
い

芸
術
作
品
」
も
含
め
て
使
用
し
ま
す
。
そ
の
理
由
は
修
復
の
一
般
通
念
か
ら
と
り
あ
え
ず
明
ら

か
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
修
復
と
は
、
完
備
し
て
い
な
い
芸
術
作
品
、
す
な
わ
ち
破
損
し
、
汚

損
し
、
変
形
し
、
変
質
し
、
断
片
化
し
、
経
年
変
化
し
た
芸
術
作
品
を
、
ふ
た
た
び
そ
の
完
備

し
た
状
態
に
復
帰
さ
せ
る
作
業
を
謂
う
か
ら
で
す
。 

  

話
を
本
来
の
流
れ
に
戻
し
ま
し
ょ
う
。
前
章
第
二
節
の
冒
頭
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
二
十
世

紀
前
半
、「
批
評
」
は
一
方
で
「
美
術
史
学
」
を
基
礎
づ
け
な
が
ら
、
他
方
で
は
「
修
復
理
論
」

を
基
礎
づ
け
る
と
い
う
二
面
的
な
挙
動
を
示
し
て
い
ま
し
た
。
そ
こ
で
ま
ず
私
は
、
批
評
概
念

に
よ
る
美
術
史
学
の
基
礎
づ
け
過
程
を
精
査
し
た
う
え
で
（
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
）、
類
推
に
よ
っ

て
、
今
度
は
「
批
評
概
念
に
よ
る
修
復
理
論
の
基
礎
づ
け
過
程
」
を
解
明
す
る
と
約
束
し
た
の

で
し
た
（
前
章
第
二
節
冒
頭
）。 

  

さ
て
そ
の
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
が
『
美
術
批
評
史
』
で
試
み
た
の
は
、「
批
評
概
念
に
よ
る
美
術

史
学
の
基
礎
づ
け
」
で
あ
り
、
そ
の
核
心
を
私
は
彼
の
「
包
摂
の
理
論
」
な
か
に
見
て
い
ま
す

（
前
章
第
二
節
）。
も
ち
ろ
ん
私
が
扱
え
た
の
は
美
術
史
学
の
全
体
に
は
程
遠
く
、
単
に
こ
の
学

を
構
成
す
る
「
判
断
」
の
次
元
を
垣
間
見
た
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
そ
れ
は
致
命
的
な
欠

陥
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
批
評
概
念
に
よ
る
美
術
史
学
の
基
礎

づ
け
と
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
以
降
の
修
復
理
論
の
基
礎
づ
け
の
共
通
点
を
、
私
は
判
断
の
中
核
と
し

て
の
「
包
摂
構
造
」
そ
の
も
の
に
見
る
か
ら
で
す
。 

  

本
稿
第
二
章
以
降
に
お
け
る
私
の
課
題
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
一
九
六
三
年
の
著
作
『
修
復
の

理
論
』
の
内
部
に
、
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
型
の
「
包
摂
の
理
論
」
を
発
見
す
る
こ
と
で
す
。
す
な

わ
ち
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
理
論
の
な
か
に
、「
個
別
と
普
遍
と
媒
介
項
か
ら
な
る
マ
ト
リ
ッ
ク

ス
（
母
型
）」
の
存
在
を
確
認
す
る
こ
と
が
私
の
課
題
な
の
で
す
。 
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〔
序
に
代
え
て
（
原
理
と
反
原
理
）〕 

 

本
論
に
入
る
前
に
、
あ
ら
か
じ
め
確
認
し
て
お
く
べ
き
重
要
な
事
項
が
あ
り
ま
す
。
ブ
ラ
ン

デ
ィ
の
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
の
段
落
七
に
は
、
看
過
で
き
な
い
命
題
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

そ
こ
に
は
、「
芸
術
の
原
理
と
修
復
の
原
理
は
同
一
で
あ
る
」
と
読
め
る
文
言
が
書
き
こ
ま
れ
て

い
る
の
で
す
が
、
私
の
先
の
発
言
に
照
ら
し
て
こ
れ
は
ま
ず
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ま

ず
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
七
の
関
係
箇
所
を
挙
げ
ま
す
。 

技
術
上
の
理
由
か
ら
、
こ
こ
で
も
「
分
解
と
補
正
」
を
添
え
ま
す
。 

 

〔
引
用
① 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
七
冒
頭
〕 

「
芸
術
作
品
に
対
す
る
人
の
振
る
舞
い
が
、
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
こ
と

(riconosciménto)

、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
そ
れ
の
芸
術
的
価
値
の
判
定
と
緊
密
に
結
び
つ

い
て
い
る
よ
う
に
、
修
復
的
操
作
と
い
う
性
質
も
ま
た
、
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る

こ
と
を
基
準
と
し
て
決
定
さ
れ
る
。」 

 

（
こ
の
引
用
箇
所
の
金
田
に
よ
る
分
解
と
補
正
） 

《(

ア)

芸
術
作
品
に
対
す
る
人
の
振
る
舞
い
が
、〈
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
こ

と(riconosciménto, recognition ,Erkennen)

〉、
お
よ
び
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
そ
れ
の

芸
術
的
価
値
の
判
定
と
緊
密
に
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に(anche) 

（
イ
）
修
復
的
操
作
と
い
う
性
質
も
ま
た
、〈
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
こ
と
〉

を
基
準
と
し
て
決
定
さ
れ
る
。》 

 

 

ま
ず
、
引
用
文
に
二
度
に
わ
た
っ
て
登
場
す
る
表
現
、「
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知

す
る
（riconosciménto del opera d'arte come opera d'arte

）」
と
い
う
表
現
は
、

『
修
復
の
理
論
』
で
い
わ
ば
「
原
理
」
の
役
割
を
果
た
す
重
要
な
概
念
で
す
。
た
だ
、
そ
れ
が

原
理
で
あ
る
こ
と
、ま
た
当
の
原
理
の
内
容
を
説
明
す
る
こ
と
は
こ
こ
で
は
ま
だ
無
理
な
の
で
、

詳
し
い
説
明
は
後
述
に
委
ね
ま
す
。
い
ま
は
む
し
ろ
、
こ
の
表
現
の
最
重
要
出
現
箇
所
を
確
認

す
る
こ
と
が
大
事
で
す
。
そ
れ
は
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
の
段
落
三
で
あ
り
、
こ
の
文
章
が

持
つ
理
論
的
重
要
性
に
鑑
み
、
私
は
そ
の
全
体
を
引
用
し
ま
す
。（
こ
こ
で
も
「
分
解
」
を
添
付

し
、「
分
解
」
に
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
書
き
落
と
し
た
箇
所
を
補
正
的
に
追
加
し
ま
す
。
読
者
に
と

っ
て
最
大
の
障
害
と
な
る「
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
」と
い
う
表
現
は
四
角
で
囲
み
ま
す
。） 

  
  

〔
引
用
② 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
三
〕 

「
そ
う
だ
す
る
と
、
次
の
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
作
品
と
い
う
名
前
を
持
つ
人
間

行
為
の
生
産
物
が
芸
術
作
品
な
の
は
、
そ
れ
が
意
識
に
お
い
て
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
さ
れ
る
か
ら

だ
、
と
。
こ
の
認
知
作
用
は
二
つ
の
意
味
合
い
で
独
特
の
認
知
作
用
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
、

こ
の
認
知
作
用
は
、
繰
り
返
し
、
つ
ね
に
新
た
に
、
各
個
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

が
、
他
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
に
そ
れ
を
し
て
も
ら
う
以
外
に
、
こ
の
認
知
作
用
の
進
行
は
あ
り
得

な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
認
知
作
用
に
よ
っ
て
芸
術
作
品
と
見
做
さ
れ
る
人
間
活
動
の
生
産

物
も
ま
た
、
我
々
の
眼
の
前
に
明
瞭
に
存
在
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
も
し
仮
に
、
人
間
の
意
識
が
そ

れ
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
せ
ず
、
そ
の
認
知
作
用
に
お
い
て
他
の
す
べ
て
の
生
産
物
と
の
連
関
か

ら
切
り
離
す
こ
と
を
し
な
い
な
ら
、
当
然
の
よ
う
に
、
芸
術
作
品
と
い
う
生
産
物
も
ま
た
、
人
間
が

制
作
し
た
生
産
物
の
な
か
に
、
一
般
的
な
形
で
埋
没
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
が
紛
れ
も

な
く
、
芸
術
作
品
の
特
異
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
作
品
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
芸
術
作
品

の
本
質
や
、
そ
れ
が
生
成
さ
れ
る
創
造
過
程
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
世
界
に
到
来
し
、
世
界

の
一
部
と
な
り
、
な
に
よ
り
も
個
人
の
世
界
の
一
部
と
な
る
か
ら
こ
そ
、
人
は
芸
術
作
品
と
向
き
合

う
の
で
あ
る
。
こ
の
特
異
性
は
人
が
採
る
哲
学
的
前
提
に
は
左
右
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
特
異

性
は
こ
う
し
た
前
提
と
独
立
に
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
芸
術
を
人
間
の
精
神
性

(spiritualità)

の
生
産
物
と
位
置
づ
け
て
こ
そ
可
能
な
の
で
あ
る
。」 

 

（
こ
の
引
用
箇
所
の
金
田
に
よ
る
分
解
と
補
正
） 

《（
ア
）
そ
う
だ
す
る
と
、
次
の
こ
と
は
直
ち
に
明
白
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
作
品
と
い
う

名
前
を
持
つ
人
間
行
為
の
生
産
物
が
芸
術
作
品
な
の
は
、
そ
れ
が
意
識
に
お
い
て
芸
術
作
品
と
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し
て
認
知
さ
れ
る
か
ら
だ
、
と
。 

（
イ
）
こ
の
認
知
作
用
は
二
つ
の
意
味
合
い
で
独
特
の
認
知
作
用
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
一

方
で
、〔
生
産
物
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
〕
こ
の
認
知
作
用
は
、
繰
り
返
し
、
つ
ね
に

新
た
に
、
各
個
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
他
方
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
人
に
そ

れ
を
し
て
も
ら
う
以
外
に
、〔
生
産
物
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
〕
こ
の
認
知
作
用
の
進

行
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 

（
ウ
）〔
と
こ
ろ
で
〕
こ
の
認
知
作
用
に
よ
っ
て
〔
芸
術
作
品
と
〕
見
做
さ
れ
る
人
間
活
動
の

生
産
物
も
ま
た
、〔
芸
術
作
品
以
外
の
対
象
と
同
じ
く
〕
我
々
の
眼
の
前
に
明
瞭
に
存
在
し
て
い

る
。
だ
か
ら
、
も
し
仮
に
、
人
間
の
意
識
が
そ
れ
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
せ
ず
、
そ
の
認
知

作
用
に
お
い
て
他
の
す
べ
て
の
生
産
物
と
の
連
関
か
ら
切
り
離
す
こ
と
を
し
な
い
な
ら
、
当
然

の
よ
う
に
、
芸
術
作
品
と
い
う
生
産
物
も
ま
た
、
人
間
が
制
作
し
た
〔
も
ろ
も
ろ
の
〕
生
産
物

の
な
か
に
、
一
般
的
な
形
で
埋
没
し
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。 

（
エ
）
こ
の
〔
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
さ
れ
る
と
い
う
〕
こ
と
が
、
紛
れ
も
な
く
、
芸
術
作
品

の
特
異
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
作
品
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
芸
術
作
品
の
本
質
や
、

そ
れ
が
生
成
さ
れ
る
創
造
過
程
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
世
界
に
到
来
し
、
世
界
の
一
部

と
な
り
、
な
に
よ
り
も
個
人
の
世
界
の
一
部
と
な
る
か
ら
こ
そ
、
人
は
芸
術
作
品
と
向
き
合
う

の
で
あ
る
。
こ
の
特
異
性
は
人
が
採
る
哲
学
的
前
提
に
左
右
さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
特
異

性
は
こ
う
し
た
〔
哲
学
的
〕
前
提
と
独
立
に
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
芸
術
を
人

間
の
精
神
性(spiritualità)

の
生
産
物
と
位
置
づ
け
て
こ
そ
可
能
な
の
で
あ
る
。》 

 

 

ま
ず
、（
引
用
②
で
は
な
く
）
冒
頭
の
引
用
①
の
前
半
（
す
な
わ
ち
段
落
七
の
冒
頭
の
前
半
）

を
ご
覧
下
さ
い
。
そ
の
、「
芸
術
作
品
に
対
す
る
人
の
振
る
舞
い
」
は
、「〈
芸
術
作
品
を
芸
術
作

品
と
し
て
認
知
す
る
こ
と
〉、お
よ
び
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
そ
れ
の
芸
術
的
価
値
の
判
定
と
緊
密

に
結
び
つ
い
て
い
る
」
と
い
う
文
言
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
お
い
て
、「
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と

し
て
認
知
す
る
こ
と
」
が
芸
術
の
原
理
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
引
用
①
の
後
半
は
ど
う
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。「
修
復
的
操
作
と
い
う
性
質
」が
、

〈
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
こ
と
〉
を
基
準
と
し
て
決
定
さ
れ
る
と
い
う
発
言

は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
お
い
て
、〈
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
こ
と
〉
が
修
復
の
原

理
で
も
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。 

 

そ
う
だ
と
す
る
と
、
引
用
①
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
事
実
上
、「
芸
術
の
原
理
と
修
復
の
原
理
は
同

一
で
あ
る
」
と
発
言
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

し
か
し
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
こ
の
発
言
は
、
本
稿
『
物
質
の
批
評
可
能
性
』
の
理
論
的
前
提
を
根

底
か
ら
切
り
崩
す
こ
と
に
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
私
は
本
稿
第
一
章
第
一
節
の

（
２
）
の
冒
頭
で
、「
修
復
固
有
の
学
問
の
必
要
性
が
意
識
さ
れ
る
の
は
、
修
復
行
為
が
創
作
行

為
の
模
倣
で
な
い
と
認
識
さ
れ
て
い
る
と
き
に
限
る
」
と
言
い
切
っ
た
か
ら
で
す
。
私
は
正
確

に
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。 

 

「
修
復
行
為
が
制
作
行
為
の
模
倣
に
過
ぎ
な
い
の
な
ら
、
修
復
に
特
化
し
た
学
問
な
ど
端
か
ら

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
修
復
の
学
を
求
め
る
人
に
は
、
代
わ
り
に
「
芸
術
の
学
」
を

与
え
て
お
け
ば
済
む
か
ら
で
す
。
芸
術
修
復
固
有
の
学
問
の
必
要
性
が
意
識
さ
れ
る
の
は
、
芸

術
修
復
行
為
が
芸
術
創
作
行
為
の
模
倣
で
な
い
と
認
識
さ
れ
た
と
き
に
限
り
ま
す
」
と
。 

  

私
の
こ
の
発
言
は
、「
修
復
固
有
の
学
問
が
成
立
す
る
の
は
、
修
復
の
原
理
と
芸
術
の
原
理
が

異
な
る
と
き
だ
け
だ
」
と
い
う
内
容
を
含
ん
で
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
段
落
七
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は

明
確
に
、「
芸
術
の
原
理
と
修
復
の
原
理
は
同
一
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か

（
よ
う
に
の
く
だ
り
）。
し
か
し
、「
修
復
と
芸
術
の
原
理
は
異
な
る
」
と
い
う
私
の
前
提
の
も

と
で
、「
修
復
と
芸
術
の
原
理
は
同
一
で
あ
る
」
と
い
う
前
提
に
立
つ
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
理
論
を
議

論
す
る
の
は
筋
の
通
ら
な
い
話
で
す
。
私
は
ど
こ
か
で
錯
誤
を
犯
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

 
こ
の
混
乱
の
原
因
は
「
素
材(materia)

」
の
存
在
に
あ
り
ま
す
。
芸
術
創
造
の
理
論
で
あ
ろ

う
と
、
芸
術
鑑
賞
の
理
論
で
あ
ろ
う
と
、
一
般
に
芸
術
理
論
は
「
素
材
」
の
問
題
を
表
立
っ
て

扱
わ
な
い
か
、
扱
っ
て
も
副
次
的
な
扱
い
に
と
ど
め
る
の
が
通
例
で
す
。 

 

し
か
し
そ
も
そ
も
素
材
を
話
題
に
し
な
い
修
復
理
論
な
ど
、
あ
り
得
る
も
の
で
し
ょ
う
か
。
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芸
術
理
論
が
不
可
視
と
す
る
（
も
し
く
は
隠
蔽
、
抑
圧
、
削
除
す
る
）
素
材
の
存
在
こ
そ
が
、

修
復
理
論
を
し
て
芸
術
論
と
異
な
る
学
問
な
ら
し
め
て
い
る
当
の
も
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

  

た
し
か
に
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
七
冒
頭
の
あ
の
文
言
は
（
引
用
①
）、
芸
術
理
論
と

修
復
理
論
の
共
原
理
性
（
原
理
の
共
有
）
を
宣
言
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
芸
術
修
復
理
論
の
特
徴
は
、
素
材
と
い
う
契
機
に
も
一
種
の
「
原
理
性
」
を
認

め
る
点
に
あ
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
『
修
復
の
理
論
』
は
、
素
材
と
い
う
、

「
裏
の
」、「
第
二
の
」、「
反
対
の
」
原
理
を
内
蔵
す
る
理
論
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
第
二
章
「
芸

術
作
品
の
素
材
」
と
第
三
章
「
芸
術
作
品
の
潜
在
的
統
一
」
は
ま
さ
に
こ
の
「
裏
」
の
主
題
に

捧
げ
ら
れ
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

こ
れ
か
ら
先
の
論
述
に
お
い
て
、私
は
前
述
の
段
落
三(

引
用
②)

が
提
示
す
る
公
然
た
る「
原

理
」
と
対
比
的
に
、
素
材
の
側
の
非
公
然
の
原
理
を
「
反
原
理
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
こ
と
を
、

こ
こ
で
あ
ら
か
じ
め
お
断
り
し
て
お
き
ま
す
。 

 

こ
の
あ
た
り
の
事
情
を
、
後
の
議
論
を
先
取
り
し
つ
つ
（
証
明
抜
き
で
）
説
明
す
れ
ば
、
次

の
よ
う
に
要
約
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

修
復
の
理
論
は
不
可
避
的
に
二
元
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
認
知
と
い
う
原
理
」
と
「
素
材
と

い
う
反
原
理
」
か
ら
成
る
二
元
論
で
あ
り
、
ま
さ
に
そ
の
意
味
で
芸
術
理
論
と
修
復
理
論
は
原

理
を
異
に
し
て
い
る
の
だ
、
と
。 
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〔
第
一
節
〕
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
哲
学
的
文
章
作
法 

『
修
復
の
理
論
』
の
な
か
で
理
論
的
に
も
っ
と
も
重
要
度
の
高
い
、
す
で
に
引
用
済
み
の
あ
の

第
一
章
段
落
三
（
引
用
②
）
の
分
析
で
、
考
察
を
開
始
し
ま
し
ょ
う
。
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
段

落
三
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
哲
学
的
道
具
箱
」
と
い
っ
た
外
観
を
呈
し
て
お
り
、
読
者
は
ブ
ラ
ン

デ
ィ
の
本
格
的
考
察
へ
の
期
待
に
胸
を
膨
ら
ま
せ
る
、
と
い
っ
た
塩
梅
で
す
。
実
際
、
こ
の
段

落
三
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
哲
学
的
方
法
（
あ
る
い
は
哲
学
的
文
章
作
法
）
の
特
徴
を
よ
く
表
し
て

い
ま
す
。 

 

⒜ 

難
解
と
い
う
こ
と 

 

そ
れ
に
し
て
も
『
修
復
の
理
論
』
は
読
み
に
く
い
文
章
で
す
。
超
難
解
と
言
っ
て
も
過
言
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
一
口
に
「
難
解
」
と
言
っ
て
も
、「
深
遠
で
難
解
」
と
「
不
出
来
で
難

解
」
く
ら
い
は
区
別
し
た
方
が
よ
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
か
ら
後
者
の
例
（
不
出
来
で
難
解
）
を
挙
げ
ま
す
。
そ
れ
は
彼
の
哲
学
的
方
法

に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。 

 

私
の
知
る
限
り
で
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
複
数
の
哲
学
者
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
て
い
ま
す
。

ま
ず
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
と
ゲ
オ
ル
ク
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
フ
リ
ー
ド
リ
ッ
ヒ
・
ヘ
ー
ゲ
ル

の
影
響
は
歴
然
と
し
て
い
ま
す
。
ま
た
後
述
す
る
よ
う
に
、
や
や
意
外
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

「
素
材
問
題
」
と
の
関
連
で
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
哲
学
者
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
外
す
こ
と
が
で
き
ま

せ
ん
。
ま
た
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
前
半
に
つ
い
て
は
、
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
、

マ
ル
テ
ィ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
、
ジ
ャ
ン
ポ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
、
メ
ル
ロ
ー
・
ポ
ン
テ
ィ
、
そ

し
て
ベ
ネ
デ
ッ
ト
・
ク
ロ
ー
チ
ェ
が
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
読
書
圏
に
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認

さ
れ
て
い
ま
す
。
な
お
彼
は
七
十
年
代
以
降
、
い
わ
ゆ
る
「
記
号
論
（semiologìa

）」
に
傾
斜

し
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
ま
す
が
、『
修
復
の
理
論
』
の
執
筆
時
期
か
ら
外
れ
る
の
で
、
本
稿
は
こ

ち
ら
の
方
面
の
文
献
は
扱
い
ま
せ
ん
。 

  

哲
学
へ
の
関
与
が
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
文
体
を
難
解
に
し
て
い
る
、
な
ど
と
い
う
単
純
な
話
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
一
般
に
哲
学
的
能
力
は
、
哲
学
的
直
観
と
哲
学
的
思
考
と
哲
学
的
表
現
の
三
能

力
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
し
か
し
、
私
が
い
ま
最
後
に
置
い

た
こ
と
が
端
無
く
も
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
と
か
く
「
表
現
」
は
「
直
観
」
や
「
思
考
」
に

比
べ
て
副
次
的
と
見
做
さ
れ
が
ち
で
す
。
と
こ
ろ
が
表
現
は
、
自
ら
の
哲
学
的
主
張
に
正
当
性

を
担
保
す
る
と
い
う
大
切
な
作
業
で
す
。
分
か
り
や
す
く
言
え
ば
、
哲
学
的
表
現
は
、
自
分
が

哲
学
的
に
正
し
い
こ
と
を
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
相
手
（
読
者
）
に
ど
う
や
っ
て
納
得

さ
せ
る
か
と
い
う
問
題
に
、
実
は
深
く
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
表
現
と
は
「
説
得
の
技
法
」
の
こ

と
な
の
で
す
。 

  

だ
が
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
文
体
を
難
解
に
し
て
い
る
の
は
、
彼
の
説
得
の
技
法
で
は
な
く
、
説
得

の
無
技
法
（
説
得
の
技
法
を
欠
い
て
い
る
こ
と
）
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
文
章
を
読
み
づ
ら

く
し
て
い
る
の
は
、
哲
学
的
な
説
得
技
法
を
採
用
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
彼
が
そ
の
こ
と
、
つ
ま

り
技
法
使
用
の
事
実
と
、
使
用
さ
れ
た
技
法
の
内
容
を
読
者
に
告
知
す
る
こ
と
を
怠
っ
た
点
に

あ
り
ま
す
。
あ
る
箇
所
に
取
り
組
む
読
者
は
、
使
わ
れ
て
い
る
哲
学
的
技
法
さ
え
分
か
れ
ば
、

い
ま
自
分
が
読
ん
で
い
る
部
分
が
全
体
の
中
で
担
っ
て
い
る
理
論
的
役
割
を
推
定
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
が
、
そ
の
告
知
が
な
け
れ
ば
そ
れ
を
推
定
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
点
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は

は
な
は
だ
不
親
切
で
す
。
そ
し
て
彼
の
文
章
表
現
は
、「
不
親
切
」
ゆ
え
に
読
者
を
は
な
は
だ
し

く
困
惑
さ
せ
る
と
い
う
意
味
で
、
哲
学
的
に
「
不
出
来
」
か
つ
結
果
的
に
「
難
解
」
な
の
で
す
。 

 

こ
の
場
合
、
な
ん
ら
か
の
補
助
線
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
、
読
者
が
テ
ク
ス
ト
の
迷
路
の
な

か
で
迷
子
に
な
る
可
能
性
は
非
常
に
高
い
と
思
わ
れ
ま
す
。
し
か
し
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
補
助
線
を

示
し
ま
せ
ん
。
私
は
実
は
、
こ
こ
で
補
助
線
の
役
割
を
果
た
す
べ
き
哲
学
者
は
、
エ
ド
ム
ン
ト
・

フ
ッ
サ
ー
ル
（1859-1938

）
で
あ
る
と
踏
ん
で
お
り
、
そ
の
意
味
で
、
い
ま
か
ら
私
の
行
な
う

「
段
落
三
」
の
分
析
も
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
的
思
考
に
影
響
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
し
ま
せ

ん
。
し
か
し
そ
う
は
言
っ
て
も
、
な
に
し
ろ
ブ
ラ
ン
デ
ィ
自
身
が
こ
こ
で
彼
の
名
前
を
引
か
な

い
の
で
す
か
ら
、
私
も
い
ま
は
フ
ッ
サ
ー
ル
へ
の
言
及
を
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
す
。
私

が
公
然
と
フ
ッ
サ
ー
ル
に
言
及
す
る
の
は
、
本
稿
も
第
六
章
に
入
っ
て
か
ら
の
こ
と
で
す
。 
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⒝ 
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス 

 

段
落
三
に
取
り
組
み
ま
し
ょ
う
。
私
は
「
序
に
代
え
て
」
の
な
か
で
長
き
を
厭
わ
ず
段
落
三

を
全
面
引
用
し
ま
し
た
が
、
そ
の
第
一
の
理
由
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
段
落
三
が
『
修
復
の
理
論
』

き
っ
て
の
重
要
箇
所
だ
と
い
う
点
に
あ
り
ま
し
た
。 

 

し
か
し
長
い
引
用
に
は
も
う
一
つ
理
由
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
こ
の
箇
所
で
『
修
復
の
理
論
』

の
特
異
な
論
述
構
造
が
自
ら
を
露
呈
し
て
い
る
か
ら
で
す
。後
の
議
論
を
先
取
り
し
て
言
え
ば
、

段
落
三
は
（
不
親
切
だ
け
で
は
な
く
）
あ
る
構
造
的
な
理
由
の
た
め
に
も
難
解
な
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
そ
の
難
解
さ
を
丁
寧
に
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
逆
に
段
落
三
の
、
そ
し
て
『
修

復
の
理
論
』
全
体
の
論
述
構
造
が
露
と
な
る
の
で
す
。
ち
な
み
に
構
造
的
困
難
と
は
、「
芸
術
作

品
と
し
て
認
知
す
る(riconosciménto del opera d'arte come opera d'arte)

」
と
い

う
表
現
に
起
因
す
る
構
造
的
困
難
で
す
。 

 

段
落
三
に
は
こ
う
い
う
く
だ
り
が
あ
り
ま
す
。「
人
が
人
間
行
為
の
生
産
物
に
芸
術
作
品
と
い

う
名
前
を
与
え
る
の
は
、
人
が
そ
れ
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
か
ら
で
あ
る
」。
ま
あ
分
か

る
よ
う
な
、
分
か
ら
ぬ
よ
う
な
、
論
旨
の
汲
み
に
く
い
文
章
で
す
が
、
も
し
仮
に
そ
れ
を
、「（
芸

術
作
品
と
い
う
）
命
名
は
、（
芸
術
作
品
と
い
う
）
認
知
を
前
提
と
す
る
」
と
い
う
意
味
に
取
っ

て
よ
け
れ
ば
、
そ
れ
は
少
な
く
と
も
理
解
不
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
ょ
う
ど
、
あ
る
動
物
を

「
イ
ヌ
」
と
呼
ぶ
の
は
、
そ
れ
を
「
イ
ヌ
」
と
し
て
認
知
す
る
か
ら
で
あ
る
、
と
い
う
文
章
が

理
解
不
能
で
な
い
よ
う
に
。 

 

さ
ら
に
『
修
復
の
理
論
』
の
す
こ
し
先
に
は
こ
ん
な
文
章
も
あ
り
ま
す
（
段
落
六
）。「
こ
の
点

が
明
ら
か
に
な
っ
た
以
上
、
そ
こ
か
ら
次
の
指
導
命
題
が
出
て
き
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
す

な
わ
ち
、
修
復
的
な
手
続
き
も
含
め
て
、
芸
術
作
品
に
対
す
る
一
切
の
行
い
は
、
芸
術
作
品
が

芸
術
作
品
と
し
て
認
知
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
と
い
う
点
に
左
右
さ
れ
る
、
と
。」
こ
の
文
章
も

ま
た
け
っ
し
て
理
解
不
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ち
ょ
う
ど
、
イ
ヌ
を
可
愛
が
る
行
為
は
、
そ
れ

を
イ
ヌ
と
し
て
認
知
す
る
か
否
か
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
、
と
い
う
文
章
が
理
解
不
能
で
な
い

よ
う
に
。 

 

し
か
し
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
こ
ん
な
益
体
も
な
い
議
論
に
時
間
を
費
や
し
て
い
る
と
は
思
え
ま
せ

ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
論
調
か
ら
推
し
て
、「
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
」
こ

と
が
、
彼
の
修
復
理
論
の
根
幹
、
す
な
わ
ち
「
原
理
」
を
な
す
ら
し
い
こ
と
は
容
易
に
見
当
が

つ
く
の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
が
、「
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
」
に
出
て
く
る
肝
心
の
「
芸
術
作
品
」
な
る
も
の

が
、
一
向
に
説
明
さ
れ
な
い
の
は
ど
う
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
か
。『
修
復
の
理
論
』
の
ど
こ
を
見

て
も
、「
芸
術
作
品
」
の
説
明
は
発
見
で
き
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、「
芸
術
作
品

と
し
て
認
知
す
る
」
と
い
う
表
現
の
説
明
も
発
見
で
き
な
い
道
理
で
す
。
結
局
、『
修
復
の
理
論
』

で
は
原
理
の
内
容
と
形
式
が
明
示
さ
れ
な
い
。 

 

こ
れ
も
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
不
親
切
」
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
不
親
切
で
あ
ろ
う
が
な
か
ろ
う

が
、
原
理
的
概
念
を
説
明
抜
き
で
使
用
さ
れ
て
は
、
読
者
は
た
ま
っ
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

（
私
を
含
め
て
）
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
か
な
り
多
く
の
読
者
が
彼
の
議
論
を
フ
ォ
ロ
ー
で
き
ず
、
一

度
は
読
書
の
継
続
を
断
念
し
た
こ
と
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
や
り
方
に
腹
を
立
て
て
、『
修
復
の
理
論
』
の
読
書
を
中
断
す
る
の
も
ひ
と
つ

の
選
択
で
す
。
し
か
し
そ
れ
を
こ
ら
え
て
読
書
を
継
続
し
よ
う
と
す
る
誠
実
な
読
者
に
対
し
、

私
は
一
つ
の
「
提
案
」
を
示
し
た
い
。 

  

提
案
は
こ
う
で
す
。
た
し
か
に
、「
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
」
と
い
う
件
の
表
現
の
意
味

は
説
明
さ
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
た
と
え
説
明
さ
れ
な
い
に
せ
よ
、
こ
の
表
現

を
使
っ
て
修
復
の
さ
ま
ざ
ま
な
契
機
が
定
義
さ
れ
説
明
さ
れ
、
ま
た
さ
ま
ざ
ま
な
理
論
的
局
面

が
そ
れ
に
よ
っ
て
描
写
さ
れ
る
の
な
ら
、
そ
の
と
き
そ
の
表
現
は
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
と
し
て

機
能
し
て
は
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
と
は
、
あ
る
資
料
に
よ
れ
ば

(Wikipedia)

、「
電
子
回
路
な
ど
で
、
入
力
と
そ
れ
に
対
応
す
る
出
力
の
み
が
明
ら
か
で
、
内

部
の
過
程
が
明
ら
か
で
な
い
、ま
た
は
明
ら
か
に
し
な
く
て
も
構
わ
な
い
装
置
」と
あ
り
ま
す
。

こ
の
概
念
を
哲
学
的
テ
ク
ス
ト
に
転
用
し
て
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
を
、「
あ
る
概
念
ま
た
は
言
葉

で
あ
っ
て
、
自
ら
の
内
実
（
意
味
）
を
隠
し
つ
つ
、
し
か
し
他
を
巧
み
に
説
明
し
、
ま
た
そ
う

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
論
全
体
の
構
造
を
明
る
み
に
出
し
、
さ
ら
に
そ
の
結
果
と
し
て
、
当
の
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概
念
ま
た
は
言
葉
の
内
実
（
意
味
）
を
最
終
的
に
浮
き
彫
り
に
す
る
、
そ
の
よ
う
な
理
論
的
装

置
」
と
し
て
理
解
す
る
の
な
ら
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
ま
さ
に
「
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
」
を

ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
と
す
る
形
で
彼
の
修
復
理
論
を
仕
立
て
た
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

ま
た
そ
の
よ
う
に
考
え
て
こ
そ
、「
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
」
の
内
実
（
意
味
）
が
説
明

さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
し
か
し
、
説
明
さ
れ
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
概
念
を
使
っ
て
ブ
ラ

ン
デ
ィ
が
最
終
的
に
は
修
復
理
論
の
構
築
に
成
功
す
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
事
柄
が
整
合
的
に

理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
未
知
の
も
の
を
未
知
の
ま
ま
駆
使
す
る
こ
と
で
、
他

の
未
知
の
も
の
が
既
知
と
な
り
、
そ
の
こ
と
を
通
じ
て
、
最
初
の
未
知
の
も
の
が
既
知
と
な
っ

て
い
く
、
と
い
う
循
環
。 

 

ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
を
使
っ
て
文
章
を
（
し
た
が
っ
て
考
察
自
体
を
）
循
環
的
に
構
成
す
る

こ
の
や
り
方
を
、
私
は
「
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
第
一
の
文
章
作
法
」
と
呼
び
ま
す
。 

 

ち
な
み
に
、『
修
復
の
理
論
』
に
お
い
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
「
二
つ
の
文
章
作
法
」
を
駆
使
し
て

い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
説
明
す
る
こ
と
が
こ
の
第
二
章
の
目
的
で
も
あ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
を
あ

ら
か
じ
め
明
示
し
て
お
け
ば
理
解
の
負
担
も
軽
減
さ
れ
ま
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち 

 

「
第
一
の
文
章
作
法
」 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
「
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
」
を
使
っ
て
文
章
を
構
成
し

て
い
る
。 

「
第
二
の
文
章
作
法
」 

執
筆
に
当
た
っ
て
筆
者
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
読
者
の
「
無
知
」
を
擬
態
し

て
い
る
。 

 

こ
れ
ら
二
つ
の
「
文
章
作
法
」
を
操
り
な
が
ら
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、
原
理
の
視
点
か
ら
の
言

説
の
な
か
に
、「
反
原
理
（
素
材
）」
の
視
点
か
ら
の
言
説
を
混
入
さ
せ
、
論
の
進
行
と
と
も
に

後
者
の
比
重
を
増
加
さ
せ
て
い
く
の
で
す
。私
は
、ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
文
章
の
難
解
さ
の
原
因
が
、

曲
芸
的
と
も
言
う
べ
き
こ
の
文
章
作
法
に
あ
る
と
睨
ん
で
い
ま
す
。（
で
も
い
っ
た
い
誰
が
、
曲

芸
抜
き
の
普
通
の
文
体
で
「
物
質
」
に
つ
い
て
な
ど
語
り
得
ま
し
ょ
う
か
？
） 

 ⒞ 

明
視
と
擬
態 

 

私
は
い
ま
か
ら
段
落
三
（
引
用
②
）
の
内
容
に
つ
い
て
語
り
ま
す
。
い
や
正
確
に
表
現
し
ま

し
ょ
う
。私
は
い
ま
か
ら
段
落
三
の
内
容
に
つ
い
て
二
通
り
の
仕
方
で
語
り
ま
す
。す
な
わ
ち
、

一
方
で
は
、
ま
だ
『
修
復
の
理
論
』
の
段
落
一
・
二
・
三
し
か
読
ん
で
な
い
人
間
と
し
て
語
り
、

他
方
で
は
、
す
で
に
『
修
復
の
理
論
』
の
末
尾
ま
で
読
み
終
え
た
読
者
と
し
て
語
る
の
で
す
。 

 

唐
突
で
す
が
、
段
落
三
（
引
用
②
）
の
要
旨
を
「
箇
条
書
き
」
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し

ょ
う
か
。
実
を
言
う
と
、
そ
れ
を
箇
条
書
き
に
す
る
の
は
さ
ほ
ど
難
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し

て
奇
妙
に
響
く
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
段
落
三
の
文
章
を
箇
条
書
き
に
す
る
の

が
易
し
い
の
は
、ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
文
章
そ
の
も
の
が
箇
条
書
き
的
に
書
か
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

（
ア
）
か
ら
（
エ
）
ま
で
の
主
要
部
分
を
抜
書
き
す
れ
ば
、
段
落
三
の
要
旨
は
す
ぐ
に
こ
う
ま

と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

（
ア
）
芸
術
作
品
と
い
う
名
を
持
つ
人
間
行
為
の
生
産
物
が
芸
術
作
品
な
の
は
、
そ
れ
が
意
識

に
お
い
て
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

（
イ
）
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
作
用
を
担
う
の
は
個
人
で
あ
る
。 

 

（
ウ
）
芸
術
作
品
は
、
存
在
者
と
し
て
見
れ
ば
、
け
っ
し
て
特
異
な
存
在
者
で
は
な
い
。 

 

（
エ
）
こ
の
認
知
に
よ
っ
て
世
界
に
到
来
し
、
こ
の
認
知
に
よ
っ
て
世
界
の
一
部
と
な
り
、
な

に
よ
り
も
こ
の
認
知
に
よ
っ
て
個
人
の
世
界
の
一
部
と
な
る
か
ら
こ
そ
、
人
は
芸
術
作
品
と
向

き
合
う
。（
す
な
わ
ち
、
芸
術
作
品
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
芸
術
作
品
の
本
質
や
、
そ
れ
が
生

成
さ
れ
る
創
造
過
程
で
は
な
い
。） 

  

電
文
体
で
は
分
か
り
に
く
い
と
い
う
声
も
あ
り
そ
う
な
の
で
、
そ
れ
を
「
こ
な
れ
た
」
形
式
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に
書
き
換
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
多
少
の
努
力
を
払
え
ば
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
「
芸
術
作
品
と
し
て

認
知
す
る
」と
い
う
形
で
示
し
た
修
復
の
原
理
は
、次
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

《「
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
」
と
は
、
個
々
の
主
観
が
、
人
間
の
あ
る
生
産
物
を
、
意
識
に

お
い
て
、
繰
り
返
し
、
つ
ね
に
新
た
に
、
ま
さ
に
芸
術
作
品
と
し
て
、
人
間
の
他
の
生
産
物
か

ら
切
り
離
す
、
そ
の
操
作
を
言
う
。
こ
の
操
作
に
よ
っ
て
、
芸
術
作
品
は
世
界
に
到
来
し
、
世

界
の
一
部
と
な
り
、
個
人
の
世
界
の
一
部
と
な
る
》
と
。 

 

  

し
か
し
こ
れ
は
定
義
の
名
に
値
し
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、「
芸
術
作
品
（
と
し
て
認
知
す
る
）」

の
説
明
の
な
か
に
、「
ま
さ
に
芸
術
作
品
と
し
て
」
と
い
う
形
で
「
芸
術
作
品
」
が
入
り
込
ん
で

い
る
か
ら
で
す
。
こ
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
性
が
「
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
」
と
い
う
原
理
の

ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
性
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
は
、
想
像
に
難
く
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

さ
て
本
論
は
こ
こ
か
ら
で
す
。
私
は
「
文
章
」
と
し
て
の
段
落
三
に
対
し
て
こ
う
い
う
疑
問

を
持
ち
ま
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
あ
の
四
つ
の
項
目
（
ア
イ
ウ
エ
）
の
各
々
、
そ
の
繋
が
り
、
な

ら
び
に
そ
の
全
体
を
、
果
た
し
て
証
明
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
証
明
が
過
大
な
要
求
だ
と
い
う

の
な
ら
、
説
明
で
も
構
い
ま
せ
ん
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
そ
れ
を
説
明
し
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。 

 

い
い
え
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
上
記
の
四
つ
の
言
明
の
ど
れ
を
と
っ
て
も
、
証
明
は
お
ろ
か
、
説

明
さ
え
し
て
い
ま
せ
ん
。
彼
は
「
言
い
っ
ぱ
な
し
」
な
の
で
す
。『
修
復
の
理
論
』
の
な
か
で
彼

は
電
文
の
よ
う
に
喋
り
続
け
る
の
で
す
。
し
か
し
宗
教
者
の
説
教
な
ら
い
ざ
し
ら
ず
、『
修
復
の

理
論
』
と
い
う
の
で
す
か
ら
、
理
論
家
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
す
べ
て
の
命
題
に
つ
い
て
「
理
由
」
を

示
す
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、（
ア
）「
芸
術
作
品
と
い
う
名
を
持
つ
人
間
行

為
の
生
産
物
が
芸
術
作
品
な
の
は
、
そ
れ
が
意
識
に
お
い
て
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
さ
れ
る
か

ら
で
あ
る
」
と
発
言
す
る
の
は
よ
い
と
し
て
、
彼
は
断
定
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
次
に
来

る
文
を
「
何
故
な
ら
」
で
始
め
な
け
れ
ば
本
当
は
お
か
し
い
の
で
す
。 

 

し
か
し
敢
え
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
を
弁
護
す
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
事

の
本
質
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
そ
の
と
き
立
っ
て
い
る
「
地
点
」（
こ
こ
で
は
『
修
復
の
理
論
』
第

一
章
段
落
三
）
が
、
あ
る
特
定
の
こ
と
は
言
え
る
が
、
別
の
あ
る
こ
と
は
言
え
な
い
地
点
だ
と

い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
換
言
す
れ
ば
、
彼
が
い
ま
立
っ
て
い
る
「
地
点
」
は
、
四
つ
の
「
個
々

の
」
命
題
は
明
視
で
き
て
も
、
そ
の
四
つ
の
命
題
の
「
根
拠
」
と
命
題
相
互
の
「
関
係
」
ま
で

は
明
視
で
き
な
い
よ
う
な
地
点
だ
、
と
い
う
こ
と
に
あ
り
ま
す
。
発
言
は
で
き
て
も
、
証
明
や

説
明
が
で
き
な
い
の
は
そ
の
た
め
だ
、
と
い
う
こ
と
。 

 

一
般
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
を
含
め
て
哲
学
者
が
文
章
を
書
く
と
き
、
哲
学
者
は
文
章
を
（
公
的

に
は
）
前
か
ら
後
ろ
に
向
け
て
書
き
ま
す
。
ま
た
そ
れ
に
同
調
す
る
よ
う
に
し
て
、
哲
学
者
は

読
者
に
対
し
て
そ
れ
を
前
か
ら
後
ろ
に
向
け
て
読
む
こ
と
を（
公
的
に
は
）要
請
し
て
い
ま
す
。

し
か
し
実
を
い
え
ば
、
哲
学
者
は
、
最
初
の
部
分
を
執
筆
す
る
と
き
に
さ
え
、
す
で
に
最
後
の

結
論
を
（
圧
倒
的
に
）
知
っ
て
い
る
も
の
で
す
。
そ
れ
を
実
感
し
た
け
れ
ば
、
推
理
小
説
作
者

の
真
犯
人
に
関
す
る
圧
倒
的
な
知
識
と
、
途
中
ま
で
読
み
進
ん
だ
読
者
が
犯
人
に
つ
い
て
持
っ

て
い
る
乏
し
い
知
識
を
比
べ
て
み
れ
ば
よ
ろ
し
い
。と
こ
ろ
が
読
者
に
対
す
る
マ
ナ
ー
と
し
て
、

そ
し
て
読
者
に
対
す
る
公
正
さ
と
し
て
、
哲
学
者
は
、
通
例
、
そ
の
箇
所
を
読
ん
で
い
る
読
者

の
情
報
量
に
応
じ
て
し
か
、
そ
の
場
所
で
は
文
章
を
綴
ら
な
い
も
の
な
の
で
す
。 

 

し
か
し
そ
れ
は
、
哲
学
者
が
二
重
の
視
点
を
持
つ
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。
哲
学
者
は
一
方
で

は
、
ど
の
地
点
に
い
よ
う
が
、
結
論
と
そ
れ
に
い
た
る
ま
で
の
論
理
的
経
路
の
全
体
を
、
つ
ね

に
す
で
に
明
視
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
（
少
な
く
と
も
良
心
的
な
）
哲
学
者
は
、
書
く
存
在
と

し
て
、
読
者
が
い
ま
そ
の
地
点
で
知
ら
さ
れ
て
い
る
知
識
の
枠
の
な
か
で
し
か
、
読
者
に
向
け

て
そ
の
箇
所
で
も
の
を
書
く
こ
と
を
し
ま
せ
ん
。
哲
学
者
は
読
者
の
有
限
の
明
視
を
擬
態
す
る

の
で
す
。 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
段
落
三
の
段
階
で
も
、
い
や
実
は
そ
れ
以
外
の
ど
の
地
点
で
も
、
お
そ
ら
く

著
作
の
全
体
を
明
視
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
彼
が
こ
こ
（
第
一
章
段
落
三
）
で
自
ら
に
書
く
こ

と
を
許
し
た
の
は
、論
理
的
関
係
の
あ
い
ま
い
な
あ
の
四
つ
の
個
別
命
題
だ
け
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

こ
の
場
所
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
読
者
の
有
限
の
明
視
を
真
似
て
い
る
。
私
の
「
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の

第
二
の
文
章
作
法
」
と
い
う
言
い
方
は
こ
の
擬
態
を
指
し
て
い
ま
す
。 
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〔
第
二
節
〕『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
の
構
成 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
『
修
復
の
理
論
』
の
す
べ
て
の
地
点
に
お
い
て
、
こ
の
書
物
の
理
論
的
な
最

終
到
達
地
点
を
あ
ら
か
じ
め
熟
知
し
て
い
ま
す
。
他
方
、
彼
は
個
別
の
箇
所
に
お
い
て
は
読
者

と
無
知
を
共
有
す
る
よ
う
な
身
ぶ
り
を
取
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
筆
者
は
読
者
の
無
知
を
擬
態
す

る
の
で
す
。 

 

さ
て
議
論
が
進
む
べ
き
進
路
に
つ
い
て
「
無
知
を
擬
態
す
る
」
に
も
拘
ら
ず
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ

が
特
定
の
方
向
に
執
筆
を
推
進
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
何
故
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
も
ち
ろ

ん
彼
が
す
で
に
全
体
を
明
視
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
彼
は
読
者
が
知
ら
な
い
何
か
を

知
っ
て
い
て
、
そ
れ
が
彼
の
ペ
ン
を
牽
引
す
る
の
で
す
。
で
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
あ
ら
か
じ
め
、

「
何
」
を
具
体
的
に
知
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

⒜ 

反
原
理
の
言
説 

 

そ
も
そ
も
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
「
修
復
の
概
念
」
を
正
し
く
理
解
す
る
に
は
、
そ
れ
を

「
前
半
」
と
「
後
半
」
に
二
分
割
す
る
こ
と
が
必
要
不
可
欠
で
す
。
こ
の
場
合
、「
前
半
」
と
は

「
冒
頭
か
ら
段
落
八
ま
で
」
の
こ
と
で
あ
り
、「
後
半
」
と
は
、「
段
落
八
か
ら
最
後
の
段
落
二

十
三
ま
で
」
の
こ
と
で
す
。
念
の
た
め
に
表
示
し
ま
す
。 

 

「
第
一
章
前
半
」
→
「
冒
頭
か
ら
段
落
八
ま
で
」 

「
第
一
章
後
半
」
→
「
段
落
九
か
ら
最
後
の
段
落
二
十
三
ま
で
」 

  

二
分
割
の
理
由
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
前
半
に
は
「
素
材
」
と
い
う
言
葉
が

姿
を
見
せ
な
い
の
に
、後
半
に
は
そ
れ
が
頻
出
す
る
と
い
う
現
象
面
で
の
事
実
と
、も
う
一
つ
、

後
半
で
は
前
半
と
違
っ
て
「
素
材
」
概
念
が
顕
在
的
か
つ
支
配
的
に
振
舞
っ
て
い
る
と
い
う
内

容
上
の
事
実
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。（
な
お
、
前
半
の
段
落
八
に
は
「
素
材
も
か
の
原
理

に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
」
と
い
う
文
言
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
素
材
に
対
す
る
「
原
理
」
の

圧
倒
的
権
能
の
説
明
な
の
で
、「
原
理
」
側
の
説
明
と
解
し
ま
す
。） 

 
 ⒝ 

第
一
章
後
半
の
「
素
材
論
」 

 

第
一
章
の
後
半
で
は
、「
素
材
」
と
い
う
言
葉
が
顕
在
的
に
使
用
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対

し
て
第
一
章
の
前
半
で
は
、「
素
材
」
の
概
念
は
（
た
と
え
概
念
と
し
て
機
能
し
て
い
て
も
）
ま

だ
読
者
の
眼
か
ら
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
存
在
は
顕
在
的
で
は
な
く
陰
伏
的
で
あ
り
、
言
説

の
表
層
に
姿
を
見
せ
て
い
ま
せ
ん
。（
前
半
の
口
調
が
「
一
面
的
」
に
響
く
と
し
た
ら
、
そ
れ
は

こ
の
陰
伏
性
が
作
用
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。） 

 

そ
こ
で
私
は
、
ま
ず
第
一
章
の
「
後
半
」
を
話
題
に
し
、
そ
れ
を
手
引
き
と
し
な
が
ら
第
一

章
の
前
半
を
解
読
す
る
、
と
い
う
方
針
を
取
り
ま
す
。
そ
う
す
る
理
由
は
、「
顕
在
的
な
も
の
」

は
「
陰
伏
的
な
も
の
」
を
明
ら
か
に
す
る
の
に
使
え
る
が
、
そ
の
逆
は
難
し
い
と
い
う
論
理
的

な
事
情
に
よ
り
ま
す
。
も
う
一
つ
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
「
後
半
」
を
書
き
上
げ
て
か
ら
「
前
半
」

を
書
い
た
だ
ろ
う
と
い
う
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
カ
ル
な
理
由
を
持
ち
出
す
こ
と
も
不
可
能
で
は
あ
り
ま

せ
ん
が
、
こ
の
理
由
に
は
推
測
の
域
を
出
な
い
と
い
う
欠
点
が
あ
り
ま
す
。 

 

暫
時
、
第
一
章
後
半
の
「
素
材
論
」
を
話
題
に
し
ま
し
ょ
う
。「
素
材(materia)

」
と
い
う

言
葉
の
第
一
章
に
お
け
る
出
現
状
況
は
以
下
の
通
り
で
す
（
同
時
に
そ
れ
は
第
一
章
で
の
「
素

材
」
の
す
べ
て
の
出
現
箇
所
で
す
。）
文
中
の
「
素
材
」
に
傍
線
を
付
す
こ
と
を
お
許
し
下
さ
い
。 

 

 

①
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
九
か
ら
。「
た
と
え
芸
術
作
品
に
使
用
価
値
が
見
い
だ
さ
れ
て
も

（
建
築
な
ど
）、
こ
の
使
用
価
値
は
独
立
に
評
価
し
て
は
な
ら
ず
、
飽
く
ま
で
も
芸
術
作
品
の
素
材
的

実
体
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
ま
た
二
つ
の
原
則
的
審
級
と
の
繋
が
り
に
お
い
て
理
解
す
べ
き
な
の

で
あ
る
。」 

 

 
②
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
か
ら
。「
す
な
わ
ち
、
修
復
と
は
、
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と

し
て
認
知
す
る
と
い
う
方
法
的
な
時(momento)

を
、
芸
術
作
品
の
素
材
的
特
性
と
芸
術
作
品
の
美

的
・
歴
史
的
の
二
極
性
の
な
か
に
持
ち
込
む
こ
と
、
し
か
も
未
来
へ
の
芸
術
作
品
の
仲
介
と
い
う
観

点
の
下
で
持
ち
込
む
こ
と
で
あ
る
、
と
。」（momento

と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
第
五
章
で
、「
方
法
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的
な
時
」
に
つ
い
て
は
第
六
章
で
考
察
し
ま
す
。） 

 

③
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
二
か
ら
。「
こ
の
修
復
の
実
践
の
場
合
、
明
ら
か
に
、
芸
術
作
品

の
素
材
的
実
体
が
優
先
的
地
位
を
占
め
る
。
な
ぜ
な
ら
、
像
が
形
態
を
と
る
の
は
素
材
を
通
じ
て
で

あ
る
し
、
未
来
へ
の
像
の
仲
介
を
保
証
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
意
識
一
般
に
よ
る
像

の
知
覚
を
保
証
す
る
の
も
、
こ
の
素
材
だ
か
ら
で
あ
る
。」 

 

④
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
四
か
ら
。「
保
存
的
命
法
は
ひ
た
す
ら
、
像
を
可
視
的
な
ら
し
め

る
素
材
的
実
体
に
関
心
づ
け
ら
れ
て
い
る
。」 

 

⑤
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
六
か
ら
。「
こ
こ
か
ら
第
一
公
理
が
導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
修

復
さ
れ
る
の
は
芸
術
作
品
の
素
材
の
み
で
あ
る
。」 

 

⑥
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
七
か
ら
。「
し
か
し
、
像
の
伝
承
を
つ
か
さ
ど
る
素
材
的
媒
体
と

い
う
も
の
は
、
付
属
品
と
し
て
像
に
従
属
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
が
像
の
一
部
で
あ
る
。」 

 

 

し
か
し
第
一
章
の
後
半
と
前
半
の
差
は
、「
素
材
」
と
い
う
話
題
が
登
場
す
る
か
し
な
い
か
の

差
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
段
落
九
を
境
と
し
て
論
調
が
変
わ
る
こ
と
が
本
質
的
で
す
。
端
的

に
言
え
ば
、
段
落
九
を
境
と
し
て
、
後
半
で
は
論
の
重
心
が
原
理
か
ら
「
素
材
」
の
方
に
移
動

し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
後
半
で
は
「
反
原
理
」
の
発
言
力
が
「
原
理
」
の
発
言
力
を
上
回
る
の

で
す
。 

  

も
ち
ろ
ん
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
第
一
章
の
「
前
半
」
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
「
原
理
」
の
優
位

を
、
し
た
が
っ
て
「
反
原
理
」
の
劣
位
を
、
強
調
し
た
こ
と
は
か
え
っ
て
意
義
深
い
と
言
え
ま

し
ょ
う
。 
 
 

 

実
際
、
前
半
に
お
け
る
原
理
の
こ
の
「
優
位
」
が
素
材
へ
の
優
位
を
含
む
こ
と
は
、
段
落8

（
前
半
に
属
す
）
の
言
葉
、「
芸
術
作
品
を
存
立
せ
し
め
る
素
材(materia)

に
眼
差
し
を
向
け

さ
せ
、
さ
ら
に
、
意
識
に
取
り
込
ま
れ
る
に
当
た
っ
て
芸
術
作
品
が
と
る
二
極
性
に
眼
差
し
を

向
け
さ
せ
る
の
も
、
こ
の
認
知
作
用
で
あ
る
」
か
ら
明
ら
か
で
す
。
す
な
わ
ち
「
原
理
」
こ
そ

が
「
素
材
」
を
可
視
的
に
す
る
と
い
う
意
味
で
、「
原
理
」
は
「
素
材
（
反
原
理
）」
に
優
位
す

る
の
で
す
。 

 

さ
ら
に
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
い
わ
ゆ
る
唯
物
論
者
で
な
い
こ
と
、
少
な
く
と
も
物
質
の
み
に
権
限

を
与
え
る
偏
狭
な
唯
物
論
者
で
な
か
っ
た
こ
と
は
、
段
落
三
の
「
精
神
性(spiritualità)

」

と
い
う
言
葉
を
含
む
く
だ
り
か
ら
も
確
認
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「〔
世
界
に
到
来
し
、
世
界

の
一
部
と
な
り
、
な
に
よ
り
も
個
人
の
世
界
の
一
部
と
な
る
か
ら
こ
そ
、
人
は
芸
術
作
品
と
向

き
合
う
と
い
う
〕
こ
の
特
異
性
は
、
人
が
ど
ん
な
哲
学
的
前
提
を
採
る
か
に
左
右
さ
れ
な
い
。

む
し
ろ
、
こ
の
特
異
性
は
こ
う
し
た
〔
哲
学
的
〕
前
提
と
独
立
に
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
芸
術
を
人
間
の
精
神
性(spiritualità)

の
生
産
物
と
位
置
づ
け
て

こ
そ
可
能
な
の
で
あ
る
」、
と
。
こ
の
く
だ
り
に
限
れ
ば
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
純
粋
な
精
神
主
義
者

に
さ
え
見
え
ま
す
。 

  

し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
い
や
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
第
一
章
後
半
で
あ
ら
わ
に
な
る
「
す

べ
て
が
原
理
に
回
収
さ
れ
る
の
で
は
な
い
」
と
い
う
事
実
は
、
や
は
り
刮
目
に
値
し
ま
す
。
実

際
、
さ
き
ほ
ど
第
一
章
「
後
半
」
か
ら
抜
書
き
し
た
六
つ
の
文
章
を
見
る
と
、「
素
材
」
は
原
理

に
服
従
す
る
ど
こ
ろ
か
、
原
理
と
拮
抗
す
る
か
の
如
き
挙
動
を
見
せ
て
い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん

か
。 

 

す
な
わ
ち
、
①
で
は
「
素
材
」
の
視
点
は
「
使
用
価
値
」
の
視
点
よ
り
も
上
位
に
置
か
れ
、

②
で
は
「
素
材
」
に
原
理
を
制
限
す
る
役
割
が
割
り
振
ら
れ
、
③
で
は
「
芸
術
作
品
の
素
材
的

実
体
」
の
優
先
性
が
高
ら
か
に
謳
わ
れ
、
④
で
は
「
像
の
可
視
性
」
が
素
材
に
依
存
す
る
こ
と

が
確
認
さ
れ
、
⑤
で
は
な
ん
と
、
素
材
が
修
復
操
作
を
一
身
に
引
き
受
け
る
当
の
も
の
で
あ
る

こ
と
が
宣
告
さ
れ
、
最
後
の
⑥
で
、
素
材
は
「
像
の
伝
承
」
と
い
う
、
我
々
と
「
未
来
の
人
間
」

を
結
び
つ
け
る
大
役
を
果
た
す
と
い
う
の
で
す
。 
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こ
こ
は
熟
慮
を
要
す
る
地
点
で
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
哲
学
的
修
復
理
論
で
は
、
た
し
か
に
「
原

理
（
認
知
）」
に
圧
倒
的
な
支
配
権
が
与
え
ら
れ
て
は
い
る
の
で
す
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
修

復
に
お
い
て
素
材
す
な
わ
ち
物
質
は
裏
の
支
配
者
と
し
て
振
舞
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
き
わ
め
て

パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
事
態
で
す
。支
配
者
が
い
る
の
に
、別
の
と
こ
ろ
に
別
の
有
力
者
が
い
て
、

そ
れ
が
、
公
的
に
は
支
配
者
の
支
配
に
服
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
装
い
つ
つ
、
実
際
に
は
第
一

の
支
配
者
の
統
治
を
制
限
し
、
そ
れ
を
代
行
さ
え
す
る
の
で
す
。
こ
の
「
ま
つ
ろ
わ
ぬ
」
第
二

の
支
配
者
の
名
が
「
素
材
」
な
の
で
す
。 

 
 
 

 

⒞ 

第
一
章
前
半
と
い
う
擬
態 

 

す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、『
修
復
の
理
論
』
の
全
体
は
哲
学
的
に
は
二
元
論
的
に
構
成
さ
れ

て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
「
認
知
と
い
う
原
理
」
と
「
素
材
と
い
う
反
原
理
」
と
に
よ

っ
て
構
築
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。 

 

さ
て
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、「
反
原
理
」
で
あ
る
「
素
材
」
は
第
一
章
後
半
で
は
公
然
と
そ
の

権
力
を
行
使
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
「
原
理
」
の
管
理
下
に
は
あ
る

の
で
す
が
、
そ
れ
で
も
「
反
原
理
」
の
働
き
は
読
者
に
と
っ
て
可
視
的
で
は
あ
り
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
が
第
一
章
前
半
は
厄
介
で
す
。
実
は
前
半
に
も
「
素
材
」
は
登
場
し
て
い
る
の
で
す

が
、
そ
の
挙
動
が
非
公
然
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
反
原
理
が
文
章
を
牽
引
す
る
能
力
は
不
可
視

に
と
ど
ま
る
の
で
す
。
要
す
る
に
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。 

 

第
一
に
、
第
一
章
前
半
に
は
「
素
材
（
反
原
理
）」
が
実
は
登
場
し
て
い
る
。 

第
二
に
、
そ
こ
で
は
素
材
は
飽
く
ま
で
も
「
原
理
（
認
知
）」
の
圧
倒
的
な
権
限
に
服
す
者
と
し

て
描
き
出
さ
れ
る
。
そ
の
た
め
、 

第
三
に
、
第
一
章
が
ど
の
方
向
を
目
指
し
て
そ
の
論
理
を
展
開
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
方
向
性

が
そ
こ
で
は
不
透
明
に
な
っ
て
い
る
（
な
ぜ
な
ら
議
論
を
牽
引
す
る
の
は
実
は
そ
の
不
透
明
な

素
材
な
の
だ
か
ら
。） 

  

い
ま
か
ら
そ
の
不
透
明
な
事
情
を
多
少
と
も
明
ら
か
に
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
た
め
に
必
要
な

作
業
は
、
第
一
章
前
半
（
と
く
に
段
落
の
四
、
五
、
八
）
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
素
材
（
反

原
理
）
を
認
知
（
原
理
）
と
い
う
支
配
者
の
支
配
に
服
す
も
の
と
し
て
描
き
出
し
て
い
る
事
実

を
確
認
す
れ
ば
よ
い
筈
で
す
。（
こ
の
分
析
に
よ
っ
て
、
な
ぜ
こ
ん
な
と
こ
ろ
に
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ

ー
イ
や
、
潜
在
性
と
い
う
か
た
ち
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
事
実
上
、
顔
を
出
す
の
か
、
そ
の
理

由
も
知
ら
れ
る
の
で
す
。） 

 

（
ⅰ
）
段
落
四
・
五
の
「
素
材
」
に
つ
い
て 

 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
の
段
落
四
と
段
落
五
に
は
、
唐
突
と
言
う
べ
き
か
、
プ
ラ
グ
マ
テ

ィ
ズ
ム
と
そ
こ
で
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
た
ア
メ
リ
カ
の
哲
学
者
ジ
ョ
ン
・
デ
ュ
ー
イ（John 

Dewey.1859-1952

）
が
登
場
し
ま
す
。 

     

〔
引
用
③ 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
四
〕 

「
こ
の
場
合
、
観
念
論
的
立
場
か
ら
立
論
す
る
こ
と
は
適
切
で
は
な
い
。
だ
が
そ
れ
と
逆
の
立
場
、

つ
ま
り
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
立
場
を
採
ろ
う
と
も
、
芸
術
作
品
に
と
っ
て
決
定
的
な
あ
の
こ
と
、

す
な
わ
ち
芸
術
作
品
は
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
変
わ
り

は
な
い
。」 

 

〔
引
用
④ 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
五
〕 

「
デ
ュ
ー
イ
を
引
き
合
い
に
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
芸
術
の
性
格
を
次
の
よ
う
に
明
確
に
指
摘

し
て
い
る
。『
芸
術
作
品
が
個
人
の
経
験
を
通
じ
て
生
き
て
い
る
場
合
、
そ
の
古
さ
や
状
態
と
は
独
立

に
、
芸
術
作
品
は
現
前
し
、
け
っ
し
て
潜
在
的
に
と
ど
ま
ら
ぬ
仕
方
で
一
個
の
芸
術
作
品
で
あ
り
得

て
い
る
。
芸
術
作
品
は
、
時
間
の
破
壊
行
為
に
曝
さ
れ
つ
つ
も
、
歳
月
の
経
過
に
抗
っ
て
、
羊
皮
紙
、

大
理
石
、
画
布
の
一
部
分
と
い
う
仕
方
で
、
芸
術
作
品
と
し
て
の
同
一
性
を
温
存
す
る
。
だ
が
、
芸

術
作
品
は
、
美
的
経
験
の
た
び
に
、
芸
術
作
品
と
し
て
繰
り
返
し
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
る
。』
こ
の
再
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創
造
す
な
わ
ち
認
知
作
用
を
欠
く
か
ぎ
り
、
芸
術
作
品
は
た
だ
潜
在
的
に
芸
術
作
品
で
あ
る
に
と
ど

ま
る
。
そ
の
と
き
、〈
こ
の
芸
術
作
品
は
、
素
材
的
に
存
立
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
実
在
し
て

い
る
〉
と
し
か
言
え
な
い
。
実
際
、
デ
ュ
ー
イ
も
言
う
よ
う
に
、
そ
の
場
合
、
芸
術
作
品
は
一
片
の

羊
皮
紙
、
大
理
石
、
画
布
な
の
だ
か
ら
。」 

   

そ
れ
に
し
て
も
、
何
故
こ
こ
で
デ
ュ
ー
イ
な
の
で
し
ょ
う
か
。
右
の
材
料
だ
け
で
こ
の
問
い

に
答
え
る
の
は
困
難
で
す
が
、
推
測
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象

学
に
傾
倒
さ
せ
て
い
た
何
か
が
、
こ
こ
で
は
彼
を
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
に
引
き
寄
せ
て
い
た
と

考
え
て
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
「
個
々
の
主
観
」
に
重
要
な
役
割
（
後
述
、『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
三
）

を
認
め
ま
し
た
が
、
彼
が
そ
れ
を
デ
ュ
ー
イ
の
言
う
「
個
人
の
経
験
」
の
中
に
も
見
た
公
算
は

高
い
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、
私
が
先
ほ
ど
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
三
を
要
約
し
た
文

章
を
持
ち
出
せ
ば
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
そ
れ
と
デ
ュ
ー
イ
の
「
経
験
」
を
同
一
視
し
て
い
た
可
能

性
は
高
い
。 

 

す
な
わ
ち
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
個
々
の
主
観
に
こ
う
い
う
役
割
を
認
め
て
い
ま
し
た
。《「
芸
術

作
品
と
し
て
認
知
す
る
」
と
は
、
個
々
の
主
観
が
、
人
間
の
あ
る
生
産
物
を
、
意
識
に
お
い
て
、

繰
り
返
し
、
つ
ね
に
新
た
に
、
ま
さ
に
芸
術
作
品
と
し
て
、
人
間
の
他
の
生
産
物
か
ら
切
り
離

す
、
そ
の
操
作
を
言
う
。
こ
の
操
作
に
よ
っ
て
、
芸
術
作
品
は
世
界
に
到
来
し
、
世
界
の
一
部

と
な
り
、
個
人
の
世
界
の
一
部
と
な
る
》
と
。（
六
十
年
代
の
イ
タ
リ
ア
の
哲
学
者
の
眼
に
、
フ

ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
と
デ
ュ
ー
イ
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
が
近
し
い
も
の
と
映
っ
て
い
た
と
い

う
の
は
、
決
し
て
奇
矯
な
説
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。） 

 

も
う
一
つ
、
こ
う
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
こ
こ
で
、
の
ち
に
重
要
な
役
割

を
果
た
す
「
潜
在
的
統
一(unità potenziale)

」
と
い
う
概
念
を
準
備
し
て
い
る
と
い
う
解

釈
が
可
能
で
す
。
次
の
よ
う
に
区
切
り
を
付
け
メ
リ
ハ
リ
を
与
え
て
補
正
し
て
や
れ
ば
、
表
情

が
乏
し
く
意
味
の
採
り
に
く
い
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
文
章
も
（
引
用
⑨ 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章

段
落
五
）、
少
し
は
解
り
や
す
く
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。（
四
角
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
原
理
（
認

知
）」
を
指
し
、
傍
線
は
「
素
材
」
を
指
し
ま
す
。） 

 

（
引
用
④
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
五
の
金
田
に
よ
る
分
解
と
補
正
） 

《（
ア
）
デ
ュ
ー
イ
を
引
き
合
い
に
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
彼
は
芸
術
の
性
格
を
次
の
よ
う
に
明

確
に
指
摘
し
て
い
る
。 

（
イ
）『
芸
術
作
品
が
個
人
の
経
験(esperiènza)

を
通
じ
て
生
き
て
い
る
場
合
、
そ
の
古
さ

や
状
態
と
は
独
立
に
、
芸
術
作
品
は
現
前
し
、
け
っ
し
て
潜
在
的
に
と
ど
ま
ら
ぬ
仕
方
で(non 

solo potenzialmente)

一
個
の
芸
術
作
品
で
あ
り
得
て
い
る
。
芸
術
作
品
は
、
時
間
の
破
壊

行
為
に
曝
さ
れ
つ
つ
も
、
歳
月
の
経
過
に
抗
っ
て
、
羊
皮
紙
、
大
理
石
、
画
布
の
一
部
分
と
い

う
仕
方
で
、
芸
術
作
品
と
し
て
の
同
一
性
を
温
存
す
る
。
だ
が
、
芸
術
作
品
は
、
美
的
経
験
の

た
び
に
、
芸
術
作
品
と
し
て
繰
り
返
し
創
造
さ
れ
る
の
で
あ
る
。』 

(

ウ)

こ
の
再
創
造
つ
ま
り
認
知(ricreazióne o riconoscimento)

を
欠
く
か
ぎ
り
、
芸

術
作
品
は
た
だ
潜
在
的
に(solo potenzialménte )

芸
術
作
品
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
の

と
き
、「
こ
の
芸
術
作
品
は
、素
材
的
に
存
立
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、実
在
し
て
い
る(non 

esiste che in quanto sussiste)

」
と
し
か
言
え
な
い
。
実
際
、
デ
ュ
ー
イ
も
言
う
よ
う

に
、
そ
の
場
合
、
芸
術
作
品
は
一
片
の
羊
皮
紙
、
大
理
石
、
画
布
な
の
だ
か
ら
。》 

 

 

ま
ず
先
の
段
落
四
（
引
用
③
）
は
新
し
い
情
報
を
含
ん
で
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
段
落
４

の
次
の
く
だ
り
、
す
な
わ
ち
「
観
念
論
的
立
場
か
ら
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
は
適
切
で
な
い
。
だ

が
そ
れ
と
逆
の
立
場
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
立
場
を
採
ろ
う
と
も
、
芸
術
作
品
に
と
っ
て
決

定
的
な
こ
と
、
す
な
わ
ち
芸
術
作
品
は
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
に
、
変
わ
り
は
な
い
」
と
い
う
く
だ
り
は
、
先
行
す
る
段
落
３
後
半
の
反
復
に
過
ぎ
な

い
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
は
「
世
界
に
到
来
し
、
世
界
の
一
部
と
な
り
、
な
に
よ
り
も

個
人
の
世
界
の
一
部
と
な
る
か
ら
こ
そ
、
人
は
芸
術
作
品
と
向
き
合
う
の
で
あ
る
。
こ
の
特
異

性
は
人
が
ど
ん
な
哲
学
的
前
提
を
採
る
か
に
依
存
し
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
の
特
異
性
は
こ
う
し

た
〔
哲
学
的
〕
前
提
と
独
立
に
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
（
以
下
略
）」（
引
用
②
の
「
分
解
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と
補
正
」
の
エ
）
と
等
価
で
す
。 

  

む
し
ろ
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
段
落
４
を
書
い
た
真
の
目
的
は
、「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
の
哲
学
者

デ
ュ
ー
イ
の
名
前
を
持
ち
出
す
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
で
は
な
ぜ
「
デ
ュ
ー
イ
」
な

の
か
。
そ
れ
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
デ
ュ
ー
イ
の
使
っ
た
《potential

》
と
い
う
言
葉
を
必
要
と

し
た
か
ら
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

正
確
に
言
え
ば
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、
「
潜
在
的
に
と
ど
ま
ら
ぬ
仕
方
で(non 

solo 

potenzialménte)

」
と
「
た
だ
潜
在
的
に(solo potenzialménte)

」
の
区
別
を
必
要
と
し

た
の
で
す
。 

 

問
題
は
こ
う
で
す
。『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
五
で
デ
ュ
ー
イ
を
介
し
て
「
潜
在
的
」
と

い
う
言
葉
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
と
っ
て
新
た
に
何
が
可
能
に
な
っ
た

の
で
し
ょ
う
か
。
少
な
く
と
も
言
え
る
こ
と
は
、
こ
の
「
潜
在
的
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
に
よ

っ
て
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
自
ら
の
修
復
理
論
を
哲
学
史
の
伝
統
に
、
具
体
的
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
形
而
上
学
の
系
列
に
組
み
入
れ
た
の
で
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
可
能
態
・
潜
勢
態
（
デ

ュ
ナ
ミ
ス
）」
に
つ
い
て
は
、
次
の
哲
学
事
典
の
記
述
が
分
か
り
や
す
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う

か
。（「
岩
波
哲
学
思
想
事
典
」、
解
り
や
す
く
す
る
た
め
に
こ
こ
で
も
段
落
を
細
分
し
ま
す
。） 

  
 

〔
引
用
⑤
〕 

「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、「
形
相
」（
エ
イ
ド
ス
）
は
個
物
を
離
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
。「
形

相
」
は
個
物
の
形
相
で
あ
り
、
個
物
の
「
形
態
」（
モ
ル
フ
ェ
ー
）
で
あ
る
。
形
相
と
し
て
限
定
さ
れ

な
い
限
り
個
物
は
存
在
し
え
な
い
、
こ
の
意
味
で
個
物
は
現
実
態
（
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
）
で
あ
る
と
言

わ
れ
る
。」 

「
そ
れ
で
は
現
実
に
形
相
を
と
る
以
前
に
個
物
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
。
無
か
ら
は
何
も

生
じ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ
は
無
で
は
な
い
。
ま
た
形
相
を
取
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
そ
れ

は
個
物
で
は
な
い
。」 

「
そ
れ
は
一
定
の
形
相
を
取
り
、
一
定
の
個
物
た
り
得
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
意
味
で
「
可
能

態
（
潜
勢
態
）」（
デ
ュ
ナ
ミ
ス
）
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
は
一
定
の
形
態
を
と
り
得
る
素
材
、
す
な
わ

ち
「
質
料
」（
ヒ
ュ
レ
ー
）
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
た
と
え
ば
質
料
と
し
て
の
木
材
が
一
定

の
形
相
を
取
っ
て
家
屋
と
な
る
の
で
あ
る
。」 

「
こ
う
し
て
個
物
は
「
形
相
」
と
「
質
料
」
と
に
分
析
さ
れ
、
個
物
は
こ
の
両
者
か
ら
〈
合
成
さ
れ

た
も
の
〉
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。」 

  

哲
学
事
典
の
こ
の
記
事
を
横
目
で
睨
み
な
が
ら
、
デ
ュ
ー
イ
の
発
言
（
引
用
⑨
の
イ
）
を
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
引
き
寄
せ
て
書
き
直
す
と
こ
う
な
り
ま
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
扱
う
と
き

の
通
例
と
し
て
、
話
は
い
さ
さ
か
込
み
入
り
ま
す
。（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
文
章
に
は
Ａ
、
デ
ュ

ー
イ
の
文
章
に
は
Ｄ
と
付
し
ま
す
）。 

 

《
芸
術
作
品
が
「
一
個
の
芸
術
作
品
で
あ
り
得
て
い
る
（
Ｄ
）」
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
芸

術
作
品
が
「
け
っ
し
て
潜
在
的
に
と
ど
ま
ら
ぬ
仕
方
で
（
Ｄ
）」
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。 

 

で
は
そ
れ
を
「
け
っ
し
て
潜
在
的
に
と
ど
ま
ら
ぬ
仕
方
で
」
存
在
さ
せ
て
い
る
の
は
何
か
。

す
な
わ
ち
そ
れ
に
「
現
実
態
（
エ
ネ
ル
ゲ
イ
ア
）」（
Ａ
）
を
付
与
し
て
い
る
の
は
何
か
。 

 

そ
れ
は
あ
る
「
形
相
（
エ
イ
ド
ス
）」（
Ａ
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
形
相
が

も
の
に
宿
る
の
は
、「
美
的
経
験
の
た
び
に
、
芸
術
作
品
と
し
て
繰
り
返
し
創
造
さ
れ
る
」（
Ｄ
）

こ
と
に
よ
る
。
あ
る
い
は
（
デ
ュ
ー
イ
に
と
っ
て
は
同
じ
こ
と
だ
が
）、「
芸
術
作
品
が
個
人
の

経
験
を
通
じ
て
生
き
て
い
る
」（
Ｄ
）
こ
と
に
よ
る
。》 

  

デ
ュ
ー
イ
の
言
葉
は
き
ち
ん
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
に
乗
り
移
る
の
で
す
。
し
か
し
デ

ュ
ー
イ
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
合
一
さ
せ
た
だ
け
で
は
な
く
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
自
ら
を
も
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
合
体
さ
せ
ま
す
。
す
な
わ
ち
（
ブ
ラ
ン
デ
ィ
を
Ｂ
で
表
せ
ば
） 

 

《
こ
の
再
創
造
す
な
わ
ち
認
知
を
欠
い
て
は
》（
Ｂ
）、
つ
ま
り
「
形
相
を
欠
い
て
は
」（
Ａ
）、

芸
術
作
品
は
「
た
だ
潜
在
的
に
」（
Ｂ
）
芸
術
作
品
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。 
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そ
の
と
き
、「
こ
の
芸
術
作
品
は
、
素
材
的
に
存
立
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
実
在
し
て
い
る
」

（
Ｂ
）
と
し
か
言
え
な
い
、
と
。》 

  

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
う
か
ぎ
り
、
人
は
、「
現
実
態
」
を
話
題
に
し
た
と
た
ん
に
、
か
な
ら

ず
そ
の
対
極
す
な
わ
ち
「
可
能
態
（
潜
勢
態
）」
に
も
誘
導
さ
れ
な
い
で
は
い
な
い
の
で
す
。
し

か
し
こ
の
こ
と
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
好
都
合
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
表
向
き
は

「
原
理
」
に
推
進
力
を
認
め
つ
つ
も
、
裏
で
は
素
材
に
言
説
を
「
牽
引
」
さ
せ
る
と
い
う
彼
の

戦
略
に
と
っ
て
、「
潜
在
的
」と
い
う
形
而
上
学
的
概
念
は
好
都
合
だ
っ
た
筈
で
す
。な
ぜ
な
ら
、

現
実
態
「
以
前
に
」
あ
っ
て
現
実
態
を
取
り
「
得
る
」
潜
勢
態
と
い
う
思
想
は
、
芸
術
作
品
と

し
て
「
認
知
」
さ
れ
る
「
以
前
に
」
あ
っ
て
、
芸
術
作
品
の
現
実
態
を
と
り
「
得
る
」
素
材
と

い
う
思
想
を
語
る
の
に
う
っ
て
つ
け
の
概
念
だ
か
ら
で
す
。 

 

こ
の
「
潜
在
的
」
と
い
う
形
而
上
学
の
言
葉
は
、『
修
復
の
理
論
』
第
三
章
で
「
芸
術
作
品
の

潜
在
的
統
一
」
の
理
論
と
し
て
、
重
要
な
働
き
を
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
第
一

章
前
半
で
は
、
そ
れ
は
ま
だ
「
潜
勢
的
な
も
の
」
と
い
う
日
陰
の
役
割
に
甘
ん
じ
て
い
る
の
で

す
。 

 

（
ⅱ
）
段
落
八
の
「
素
材
」
に
つ
い
て 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
八
で
、「
原
理
（
認
知
）」
の
支
配
力
の
射
程

距
離
を
見
極
め
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
そ
れ
は
こ
う
言
い
換
え
て
も
よ
い
で
し

ょ
う
。「
原
理
」
の
権
能
の
及
ぶ
範
囲
を
拡
張
す
る
方
向
で
進
行
し
て
き
た
彼
の
叙
述
は
、
段
落

八
で
そ
の
限
界
に
達
す
る
、
と
。 

 

実
際
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
ま
ず
「
芸
術
作
品
」
と
い
う
領
域
の
内
部
で
原
理
の
権
能
を
確
認
し

（
段
落
六
）、
さ
ら
に
（
こ
こ
で
は
扱
わ
な
か
っ
た
の
で
す
が
）
こ
の
領
域
と
「
外
部
領
域
（
工

業
製
品
）」
の
国
境
線
付
近
に
つ
い
て
原
理
の
実
効
性
を
確
保
し
た
う
え
で
（
段
落
七
後
半
）、

最
後
に
、
原
理
の
威
光
が
か
ろ
う
じ
て
及
ぶ
最
果
て
の
地
に
駒
を
進
め
る
の
で
す
。
そ
の
最
果

て
の
地
が
、
芸
術
作
品
に
属
し
な
が
ら
、
芸
術
性
か
ら
も
っ
と
も
遠
い
領
域
、
す
な
わ
ち
「
素

材(materia)

」
の
領
土
な
の
で
す
。 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
原
理
と
素
材
（
反
原
理
）
の
邂
逅
を
描
写
し
て
い
ま
す
。
し
か
も
そ
の
場
合
、

素
材
と
の
邂
逅
そ
れ
自
体
を
、
ふ
た
た
び
「
原
理
（
認
知
）」
の
管
理
下
に
置
こ
う
と
し
て
い
る

こ
と
が
特
徴
的
で
す
（
最
後
の
文
章
）。 

 

 
 
 

〔
引
用
⑥ 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
八
〕 

「
こ
う
し
て
我
々
は
、修
復
と
芸
術
作
品
の
間
に
不
可
分
の
結
合
が
存
在
す
る
こ
と
を
理
解
す
る
が
、

そ
れ
は
芸
術
作
品
が
修
復
を
制
約
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
修
復
が
芸
術
作
品
を
制
約
す
る
か
ら
で
は

な
い
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
が
、
芸
術
作
品
に
と
っ
て
根
本

的
な
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
が
、
世
界
へ
の
芸
術
作
品
の

再
到
来
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
修
復
と
芸
術
作
品
の
結
合
は
、
第
一
義
的
に
は
、
認
知
の
所

作
に
基
礎
を
有
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
結
合
は
さ
ら
な
る
展
開
を
見
せ
る
が
、
そ
れ
で
も
、
結
合
の

一
連
の
前
提
や
制
約
も
ま
た
、
認
知
の
所
作
の
内
部
か
ら
供
給
さ
れ
る
。
芸
術
作
品
を
存
立
せ
し
め

る
素
材
に
眼
差
し
を
向
け
さ
せ
、
さ
ら
に
、
意
識
に
取
り
込
ま
れ
る
に
当
た
っ
て
芸
術
作
品
が
と
る

二
極
性
に
眼
差
し
を
向
け
さ
せ
る
の
も
、
こ
の
認
知
作
用
で
あ
る
。」 

  

私
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
文
章
を
難
解
に
し
て
い
る
要
因
を
す
で
に
い
く
つ
か
挙
げ
て
き
ま
し
た

が
、
新
た
に
、
デ
カ
ル
ト
以
来
、
哲
学
の
十
字
架
と
も
言
わ
れ
て
き
た
意
識
と
物
質
の
不
可
解

な
関
係
を
そ
れ
に
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

少
し
前
に
述
べ
た
よ
う
に
、
修
復
理
論
は
必
然
的
に
二
元
論
で
し
か
あ
り
え
ま
せ
ん
。
そ
の

理
由
は
、
現
実
問
題
と
し
て
、
物
質
を
無
視
で
き
る
修
復
理
論
な
ど
あ
り
得
な
い
か
ら
で
す
。

修
復
理
論
は
原
理
を
持
ち
は
し
ま
す
が
、
こ
の
原
理
は
原
理
に
ま
つ
ろ
わ
ぬ
素
材
を
抱
え
込
ん

だ
原
理
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
事
情
は
い
た
っ
て
複
雑
な
の
で
す
。 

 

こ
の
引
用
⑥
で
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
一
見
、「
原
理
（
認
知
）」
の
栄
光
を
た
た
え
る
こ
と
に
汲
々

と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
息
苦
し
い
原
文
よ
り
も
、
次
に
掲
げ
る
「
分
解
と
補
正
」
の

方
が
は
る
か
に
解
り
や
す
い
で
し
ょ
う
。
傍
線
部
分
が
す
べ
て
「
原
理
」
の
勝
利
宣
言
の
よ
う
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に
見
え
る
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
四
角
は
「
原
理
」
で
す
。 

 

〔
引
用
⑥
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
八
の
金
田
に
よ
る
分
解
と
補
正
〕 

「
こ
う
し
て
我
々
は
、
修
復
と
芸
術
作
品
の
間
に
不
可
分
の
結
合
が
存
在
す
る
こ
と
を
理
解
す

る
が
、
そ
れ
は
芸
術
作
品
が
修
復
を
制
約
す
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
修
復
が
芸
術
作
品
を
制
約
す

る
か
ら
で
は
な
い
。 

 

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
が
、
芸
術
作
品
に
と
っ
て
根
本

的
な
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
り
、
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
さ
れ
る
こ
と
が
、
世
界
へ
の
芸
術
作

品
の
再
到
来
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
修
復
と
芸
術
作
品
の
結
合
は
、
第
一
義
的
に
は
、

認
知
の
所
作
に
基
礎
を
有
す
る
の
で
あ
る
。 

 

こ
の
結
合
は
さ
ら
な
る
展
開
を
見
せ
る
が
、
そ
れ
で
も
、〔
展
開
さ
れ
た
〕
結
合
の
一
連
の
前

提
や
制
約
も
ま
た
、〔
認
知
の
外
部
か
ら
で
は
な
く
、
件
の
〕
認
知
の
所
作
の
内
部
か
ら
供
給
さ

れ
る
。
芸
術
作
品
を
存
立
せ
し
め
る
素
材
に
眼
差
し
を
向
け
さ
せ
、
さ
ら
に
、
意
識
に
取
り
込

ま
れ
る
に
当
た
っ
て
芸
術
作
品
が
と
る
二
極
性
に
眼
差
し
を
向
け
さ
せ
る
の
も
、
こ
の
認
知
作

用
で
あ
る
。」 

 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
理
論
が
「
中
心
」
を
持
つ
こ
と
は
明
白
で
す
。
実
際
、
彼
は
自
ら
の
理
論
を
、

そ
の
中
心
に
位
置
す
る
「
原
理
（
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
）」
に
関
係
づ
け
る
こ
と
に
熱
心

で
あ
り
、
段
落
一
か
ら
段
落
七
に
お
い
て
、
彼
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
大
半
を

投
入
し
て
い
る
の
で
す
。
右
の
「
分
解
と
補
正
」
の
始
め
の
二
つ
の
段
落
も
そ
の
例
に
漏
れ
ま

せ
ん
。 

 

し
か
し
右
の
「
分
解
と
補
正
」
の
最
後
の
段
落
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
こ
に
は
た
し
か
に
、

あ
の
原
理
（
認
知
）
が
「
芸
術
作
品
を
存
立
せ
し
め
る
素
材
に
眼
差
し
を
向
け
さ
せ
」
と
あ
り

ま
す
。
そ
れ
は
こ
の
箇
所
を
、
原
理
が
素
材
さ
え
も
支
配
下
に
収
め
た
場
面
と
し
て
、
つ
ま
り

素
材
に
対
す
る
原
理
の
勝
利
の
場
面
と
し
て
読
む
こ
と
を
促
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。 

 

し
か
し
「
素
材
問
題
」
は
一
筋
縄
で
は
い
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
少
し
さ
き
の
非
常
に
短

い
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
六
で
は
、
原
理
に
対
す
る
「
素
材
の
独
立
性
」
が
謳
わ
れ

る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
段
落
十
六
で
驚
く
べ
き
命
題
、「
こ
こ

か
ら
第
一
公
理
が
導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
修
復
さ
れ
る
の
は
芸
術
作
品
の
素
材
の
み
で
あ
る
」

（『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
六
）
を
口
に
す
る
か
ら
で
す
。
そ
う
で
す
。
修
復
さ
れ
る
の

は
芸
術
作
品
の
素
材
だ
け
な
の
で
す
。 

  

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
議
論
が
、「
素
材
」
の
方
に
、
つ
ま
り
「
反
原
理
」
の
方
に
突
き
進
ん
で
い
る

こ
と
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
修
復
は
光
の
世
界
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
は
闇
を
抱
え
込
ん
だ
光
の
世
界
だ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
修
復
の
理
論
と

い
う
光
は
、「
素
材
」
理
論
と
い
う
闇
を
抱
え
込
ん
だ
光
な
の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
が
人
間
は
不
自
由
な
も
の
で
、
光
つ
ま
り
原
理
の
側
か
ら
一
方
向
的
に
世
界
を
描
写

す
る
こ
と
に
は
長
け
て
い
て
も
、
闇
の
淵
か
ら
語
り
か
け
る
物
質
の
言
葉
を
聞
き
取
り
、
そ
れ

を
人
間
の
言
葉
に
置
き
換
え
る
こ
と
に
は
長
け
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
修
復
理
論
を
整
然
た
る

論
理
と
し
て
展
開
す
る
こ
と
が
困
難
な
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
で
し
ょ
う
か
。 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
吃
音
的
な
ま
で
の
文
体
は
、「
精
神
原
理
で
物
質
原
理
の
挙
動
を
描
き
出
そ
う

と
す
る
」、
つ
ま
り
「
光
を
当
て
る
こ
と
で
闇
の
姿
を
見
よ
う
と
す
る
」、
そ
ん
な
修
復
理
論
の

根
源
的
逆
理
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 
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〔
第
三
節
〕『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
の
冒
頭
箇
所
へ
の
注
意 

 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
の
段
落
三
を
長
々
と
分
析
し
て
お
き
な
が
ら
、
私
が
そ
の
直
前
の

箇
所
、
す
な
わ
ち
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
の
冒
頭
部
分
を
等
閑
に
付
し
て
き
た
こ
と
を
不
審

に
思
わ
れ
る
向
き
も
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
同
章
の
段
落
一
と
段
落
二
の
考
察
を
こ

こ
ま
で
遅
延
さ
せ
た
理
由
は
、
そ
の
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
性
格
（
誤
解
を
誘
発
す
る
よ
う
な

性
格
）
を
警
戒
し
た
か
ら
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。 

 

で
は
ど
こ
が
ミ
ス
リ
ー
デ
ィ
ン
グ
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
ら
二
つ
の
段
落
に
お
い
て
は
、

「
一
見
平
凡
な
言
説
」
が
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
特
異
な
問
題
設
定
」
を
見
え
に
く
く
し
て
い
る
の

で
す
。
段
落
一
と
段
落
二
を
掲
げ
ま
す
。 

 

〔
引
用
⑦ 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
一
〕 

 

「
一
般
に
修
復(restauro)

と
は
、
人
間
の
活
動
の
所
産(prodotto dell'attivita umana)

を

能
力
的
に
（in efficienza

）
蘇
ら
せ
る
各
種
の
介
入
措
置(intervento)

を
い
う
。
修
復
に
対
す

る
広
く
流
布
し
た
こ
の
理
解
は
、
厳
密
に
は
修
復
の
前
概
念
的
思
考
モ
デ
ル
と
呼
ぶ
の
が
相
応
し
い

の
だ
が
、
修
復
に
対
す
る
こ
の
理
解
の
核
を
な
し
て
い
る
の
は
、
修
復
は
人
間
の
活
動
の
所
産
に
向

け
ら
れ
る
介
入
措
置
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
生
物
学
的
あ
る
い
は
物
理
学
的
領
域
で
の

介
入
措
置
は
、
広
く
流
布
し
た
修
復
の
こ
の
理
解
で
は
排
除
さ
れ
て
い
る
。」 

 

〔
引
用
⑧ 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
一
続
き
〕 

「
こ
う
し
た
修
復
の
前
概
念
的
な
理
解
を
超
え
て
修
復
の
概
念
に
到
達
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
の

概
念
形
成
に
当
た
っ
て
留
意
す
べ
き
は
、
修
復
と
呼
ば
れ
る
特
異
な
介
入
措
置
を
施
さ
れ
る
人
間
の

活
動
の
所
産
に
認
め
ら
れ
る
一
つ
の
差
異
で
あ
る
。
人
は
〔
一
方
で
〕
工
業
的
に
生
産
さ
れ
た
所
産

の
修
復
を
語
り
、〔
他
方
で
〕
芸
術
作
品
の
修
復
を
語
る
。
し
か
し
前
者
で
話
題
に
な
っ
て
い
る
修
復

は
、
実
は
、
機
能
性(funzionalita)

の
補
充
も
し
く
は
機
能
性
の
回
復
の
こ
と
で
あ
る
。
後
者
が

前
者
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
は
、
工
業
的
な
生
産
物(prodotto)

の
場
合
と
性
格
を
異
に
す
る
手
続
き

(operazioni)

が
芸
術
作
品
の
修
復
で
遂
行
さ
れ
て
い
る
か
ら
、と
い
う
理
由
だ
け
か
ら
で
は
な
い
。

そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
組
み
立
て
ラ
イ
ン
で
作
ら
れ
る
小
さ
な
製
品
を
始
め
と
し
て
、

す
べ
て
の
工
業
的
に
製
作
さ
れ
た
生
産
物
で
そ
う
な
の
だ
が
、
修
復
の
目
的
は
、
ひ
と
え
に
生
産
物

の
機
能
性
を
元
に
戻
す
こ
と
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
工
業
生
産
物
の
修
復
の
介
入
措
置

は
、
機
能
性
の
復
帰
と
い
う
こ
の
目
的
に
、
そ
し
て
そ
れ
だ
け
に
照
準
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」 

 

〔
引
用
⑨ 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
二
〕 

「
も
ち
ろ
ん
芸
術
作
品
で
も
機
能
的
目
的
に
奉
仕
す
る
こ
と
は
あ
る
。
た
と
え
ば
建
築
作
品
が
そ
う

だ
し
、
一
般
に
い
わ
ゆ
る
応
用
芸
術
の
対
象
も
そ
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
芸
術
作
品
を
語
る
と
き
、

次
の
こ
と
だ
け
は
銘
記
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
〔
芸
術
作
品
の
〕
機
能
性
の
回

復
は
た
し
か
に
修
復
的
介
入
の
一
部
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
畢
竟
、
そ
れ
は
二
次
的
で
副
次
的
な
要

素
に
過
ぎ
ず
、
決
し
て
優
越
的
な
要
素
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
。〔
芸
術
作
品
に
と
っ
て
〕
機
能
性
の

回
復
は
、
芸
術
作
品
が
ま
さ
に
芸
術
作
品
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
顧
慮
さ
れ
る
よ
う
な
根
本
的
要
素

で
は
な
い
の
で
あ
る
。」 

  

い
か
つ
い
口
調
は
別
と
し
て
、
内
容
的
に
は
一
見
分
か
り
や
す
い
議
論
で
す
。
ど
こ
か
で
見

た
よ
う
な
気
が
し
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
カ
ン
ト
美
学
の
お
さ
ら
い
で
も
し

て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

ま
ず
引
用
⑦
は
「
修
復(restauro)

」
を
「
人
間
の
活
動
の
所
産
を
能
力
的
に
蘇
ら
せ
る
介

入
措
置
」
と
し
て
提
示
し
て
い
ま
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
こ
の
認
識
を
「
修
復
の
前
概
念
的
思
考

モ
デ
ル
」
と
呼
ぶ
の
で
す
が
、
そ
れ
は
日
常
性
の
地
平
に
お
い
て
つ
ね
に
す
で
に
施
さ
れ
て
い

る
修
復
理
解
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、
修
復
が
日
常
的
に
「
人
間
の
活
動
の
所

産
を
能
力
的
に
蘇
ら
せ
る
介
入
措
置
」
と
看
做
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
性
を
、
立
論
の
踏
み

台
と
し
て
召
還
し
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。 

 

さ
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
修
復
に
対
す
る
こ
の
理
解
の
核
を

な
し
て
い
る
の
は
、
修
復
は
人
間
の
活
動
の
所
産(prodotto)

に
向
け
ら
れ
る
介
入
措
置
だ
と

い
う
点
で
あ
る
」
と
。
し
か
し
こ
の
さ
り
げ
な
い
言
葉
に
ブ
ラ
ン
デ
ィ
を
理
解
す
る
た
め
の
有
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効
な
鍵
が
隠
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
言
葉
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
『
修
復
の
理
論
』
の
主
題
あ
る

い
は
標
的
が
、「
芸
術
作
品
」
で
あ
る
以
上
に
、「
所
産
・
生
産
物(prodotto)

」
で
あ
る
こ
と

を
物
語
っ
て
い
る
の
で
す
。 

 

し
か
し
「
芸
術
作
品
」
は
「
所
産
」
の
一
種
で
は
な
い
か
。
こ
の
区
別
に
拘
泥
す
る
の
は
要

ら
ざ
る
煩
瑣
主
義
で
は
な
い
か
。
私
は
そ
う
思
い
ま
せ
ん
。「
生
産
物(prodotto )

」
は
「
生

産
す
る
こ
と(proderre)
」
を
前
提
し
ま
す
。
し
か
し
「
神
の
世
界
創
造
」
は
い
ざ
知
ら
ず
、

一
般
に
「
生
産
す
る
」
す
な
わ
ち
「
作
る
」
と
は
、「
ま
だ
無
い
も
の
」
を
「
既
に
あ
る
も
の
」

か
ら
作
る
の
謂
い
で
す
。
す
な
わ
ち
「
作
る
」
に
は
、
そ
し
て
「
所
産
」
に
は
、「
素
材(materia)

」

が
必
然
的
に
付
随
す
る
の
で
す
。「
所
産
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、「
素
材
」

と
い
う
視
点
の
導
入
と
無
関
係
で
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。 

 

し
か
し
切
れ
目
な
く
続
く
引
用
⑧
は
、
こ
の
「
所
産
」
に
込
め
ら
れ
た
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
視
点

を
覆
い
隠
す
役
割
を
果
た
し
て
い
る
よ
う
で
す
。
彼
は
こ
こ
で
あ
る
（
前
概
念
的
で
な
く
）
概

念
的
な
、
つ
ま
り
学
問
的
な
区
別
を
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。「
工
業
生
産
物
」
も
「
人
間

の
活
動
の
所
産
」
で
あ
り
、
芸
術
作
品
も
同
じ
く
「
人
間
の
活
動
の
所
産
」
で
は
あ
る
が
、
両

者
の
間
に
は
見
逃
せ
な
い
区
別
が
あ
る
と
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
言
う
の
で
す
。
前
者
の
修
復
は
「
機

能
性(funzionalita)

の
回
復
」
だ
が
、
後
者
（
芸
術
作
品
）
は
そ
う
で
は
な
い
と
。 

 

こ
の
議
論
に
は
見
覚
え
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
十
八
世
紀
の
哲
学
者
カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批

判
』
で
展
開
し
た
あ
の
議
論
を
―
―
つ
ま
り
（
芸
術
以
外
の
）
技
術
の
所
産
は
客
観
的
合
目
的

性
（
使
用
目
的
つ
ま
り
機
能
性
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
芸
術
と
い
う
特
異
な
技
術

の
所
産
だ
け
は
客
観
的
な
ら
ぬ
主
観
的
な
合
目
的
性
（
快
感
情
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る

と
い
う
あ
の
議
論
を
―
―
『
修
復
の
理
論
』
の
教
養
あ
る
読
者
に
想
起
さ
せ
な
い
で
は
い
な
い

の
で
す
。 

 

引
用
⑨
の
建
築
の
例
は
こ
の
カ
ン
ト
連
想
を
補
強
す
る
で
し
ょ
う
。
一
方
で
は
芸
術
作
品
だ

が
他
方
で
は
工
業
生
産
物
で
あ
る
建
築
と
い
う
名
の
応
用
芸
術
の
場
合
、
芸
術
で
あ
る
限
り
に

お
い
て
そ
れ
を
修
復
す
る
と
い
う
の
な
ら
、
建
築
の
機
能
性
を
修
復
す
る
だ
け
で
は
足
り
な
い

と
い
う
こ
の
議
論
は
、
間
違
い
で
は
な
い
に
せ
よ
、
額
面
通
り
に
そ
れ
を
受
け
取
る
な
ら
、「
い

ま
さ
ら
」
そ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
ど
う
す
る
、
と
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
苦
情
の
一
つ
も
言
い
た
く
な

る
の
で
す
。 

 

し
か
し
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
議
論
が
「
所
産
」
に
向
け
て
照
準
さ
れ
て
い
る
と
い
う
先
ほ
ど
の
考

察
を
踏
ま
え
れ
ば
、
今
の
カ
ン
ト
も
ど
き
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
議
論
も
ま
た
、
む
し
ろ
「
素
材
」

の
思
考
圏
に
属
し
、「
素
材
」
の
概
念
と
ど
こ
か
で
協
和
し
て
い
る
と
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。 

 

芸
術
作
品
と
工
業
生
産
物
は
、
い
ず
れ
も
「
人
間
の
活
動
の
所
産
」
で
す
。
し
た
が
っ
て
芸

術
作
品
と
工
業
生
産
物
は
、
と
も
に
「
素
材
」
の
思
考
圏
に
属
し
て
い
ま
す
。
さ
て
ブ
ラ
ン
デ

ィ
に
限
ら
ず
、
一
般
に
工
業
生
産
物
の
「
劣
化(

故
障)

」
や
「
修
復
（
修
繕
）」
を
語
る
と
き
、

「
素
材
」
の
視
点
を
参
照
す
る
こ
と
は
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
。 

 

た
し
か
に
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
の
段
落
一
と
段
落
二
が
、
工
業
生
産
物
に
「
機
能
性
」

を
対
応
さ
せ
、
芸
術
作
品
に
は
「
機
能
性
で
な
い
能
力
性
」
を
対
応
さ
せ
、
両
者
を
截
然
と
区

別
す
る
と
い
う
カ
ン
ト
風
の
物
語
を
含
む
こ
と
は
事
実
で
す
が
、
そ
の
話
に
眼
を
奪
わ
れ
て
、

芸
術
の
物
語
が
「
素
材
」
の
視
点
と
連
動
し
て
い
る
こ
と
ま
で
見
落
と
し
て
は
な
ら
な
い
の
で

す
。 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
よ
れ
ば
、
工
業
生
産
物
と
類
比
的
に
、
所
産
と
し
て
の
芸
術
作
品
も
ま
た
、

「
能
力
性
」
と
「
そ
の
喪
失
」
と
「
そ
の
回
復
」
と
い
う
行
程
を
、「
素
材
」
の
引
力
に
抗
い
つ

つ
し
か
し
そ
れ
と
歩
調
を
合
わ
せ
な
が
ら
進
む
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
（
た
だ
こ
の
能
力
性
は
機

能
性
で
は
な
い
の
で
す
が
）。
こ
の
行
程
を
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
ど
う
描
い
た
の
か
。
そ
れ
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
が
ま
さ
に
、
こ
こ
か
ら
先
の
数
章
に
お
け
る
私
の
課
題
で
す
。 

 

芸
術
を
語
る
と
き
、「
素
材
」
の
意
識
を
抑
圧
す
る
こ
と
が
我
々
の
習
い
性
と
な
っ
て
い
る
現

状
を
見
れ
ば
、『
修
復
の
理
論
』
の
冒
頭
を
た
だ
カ
ン
ト
的
に
読
み
流
す
こ
と
の
危
険
性
は
、
い

く
ら
強
調
し
て
も
強
調
し
過
ぎ
る
こ
と
は
あ
り
ま
す
ま
い
。 

  

し
か
し
問
題
は
こ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
い
ま
述
べ
た
事
柄
は
「
人
間
」
に
跳
ね
返
っ

て
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
芸
術
作
品
を
「
観
念
」
だ
け
で
は
な
く
「
所
産
」
や
「
生
産
物
」
と
い
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う
フ
ィ
ル
タ
ー
を
通
し
て
眺
め
る
こ
と
は
、
作
者
で
も
な
く
観
者
で
も
な
い
第
三
の
人
格
を
要

求
す
る
か
ら
で
す
。
一
般
に
芸
術
の
観
者
が
芸
術
作
品
を
「
生
産
物
」
と
し
て
観
賞
す
る
こ
と

は
稀
で
す
。
一
部
の
プ
ロ
を
別
に
す
れ
ば
、
芸
術
の
観
者
は
「
生
産
物
」
で
は
な
く
、「
芸
術
作

品
」
と
対
面
す
る
こ
と
を
選
ぶ
の
で
す
。 

 

作
者
と
て
同
様
で
す
。
工
芸
作
家
で
は
事
情
が
す
こ
し
別
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
芸
術
作
品

の
作
者
に
と
っ
て
、
そ
の
活
動
の
テ
ロ
ス
（
目
標
）
は
、
芸
術
作
品
を
仕
上
げ
る
こ
と
で
あ
っ

て
、「
生
産
物
」
を
仕
上
げ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
生
産
物
と
い
う
言
葉
に
は
、「
作
者
と

観
者
」
と
い
う
連
携
関
係
に
収
ま
り
き
ら
な
い
何
か
、
そ
こ
か
ら
逸
脱
し
た
何
か
の
存
在
が
感

じ
取
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。こ
れ
は
芸
術
家
一
般
を
工
芸
家
に
引
き
寄
せ
よ
う
と
か
、

作
品
の
観
者
を
工
芸
品
の
愛
好
家
に
な
ぞ
ら
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
私
が

主
張
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
「
作
者
と
観
者
」
を
つ
な
ぎ
止
め
て
い
る
伝
統
的
な
絆
を
切
断
し
、

横
断
し
、
斜
行
す
る
、
芸
術
を
め
ぐ
る
人
間
の
「
第
三
の
立
ち
位
置
」
の
こ
と
な
の
で
す
。（
こ

の
よ
う
な
人
間
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
第
三
章
第
一
節
で
扱
い
ま
す
。） 
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【
第
三
章
】 

修
復
の
審
級 

 

〔
第
一
節
〕
論
述
の
転
換
点 

 

こ
こ
で
は
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
の
「
段
落
九
」
と
「
段
落
十
」
を
分
析
し
ま
す
。
こ
れ

ら
二
つ
の
段
落
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
で
推
進
す
る
議
論
の
転
換
点
を

な
し
て
お
り
、
そ
れ
の
正
し
い
理
解
な
く
し
て
は
、
第
一
章
後
半
の
理
解
は
望
む
べ
く
も
あ
り

ま
せ
ん
。 

 

ま
ず
段
落
九
の
全
体
を
、
冒
頭
、
中
央
、
末
尾
に
三
分
し
て
引
用
し
ま
す
（
分
解
補
正
は
必

要
な
さ
そ
う
で
す
。）。
そ
の
あ
と
で
同
段
落
の
分
析
に
着
手
し
ま
す
。 

  
 

〔
引
用
① 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
九
冒
頭
〕 

「
芸
術
作
品
が
人
間
活
動
の
所
産
で
あ
る
以
上
、芸
術
作
品
は
い
わ
ば
二
重
の
審
級(istanza)

に
さ

ら
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
美
的
審
級
（istanza estetica
）
で
あ
り
、
そ
れ
は
作
品
を
芸
術
作
品

た
ら
し
め
る
純
粋
に
芸
術
的
な
も
の
に
基
礎
を
置
い
て
い
る
。
第
二
は
歴
史
的
審
級(istanza 

storica)

で
あ
っ
て
、
人
間
の
活
動
の
所
産
が
特
定
の
時
間
と
特
定
の
場
所
に
お
い
て
生
起
し
、
ま

た
、
特
定
の
時
間
と
特
定
の
場
所
に
お
い
て
い
ま
現
存
す
る
と
い
う
、
以
上
二
つ
の
理
由
ゆ
え
に
、

人
間
活
動
の
所
産
と
し
て
の
芸
術
作
品
は
歴
史
的
審
級
に
立
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」 

 

 
 

〔
引
用
② 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
九
中
央
〕 

「
使
用
価
値
を
こ
れ
に
付
け
加
え
る
に
は
及
ば
な
い
。
そ
も
そ
も
使
用
価
値
と
は
、
芸
術
作
品
以
外

の
人
間
活
動
の
所
産
が
必
要
と
す
る
唯
一
の
審
級
だ
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
芸
術
作
品
に
使
用
価
値

が
見
い
だ
さ
れ
て
も
（
建
築
な
ど
）、
こ
の
使
用
価
値
は
独
立
に
評
価
し
て
は
な
ら
ず
、
飽
く
ま
で
も

芸
術
作
品
の
素
材
的
実
体
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
ま
た
二
つ
の
原
則
的
審
級
と
の
繋
が
り
に
お
い

て
理
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。」 

 

 
 

〔
引
用
③ 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
九
末
尾
〕 

「
芸
術
作
品
を
画
定
す
る
審
級
は
こ
れ
ら
二
つ
の
審
級
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、
芸
術

作
品
の
感
受(recezione)

を
人
間
意
識
の
内
部
で
可
能
に
す
る
の
も
こ
れ
ら
二
つ
の
審
級
で
あ

る
。」（
同
） 

 

［
分
析
１ 

審
級
］ 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、
芸
術
作
品
が
い
わ
ば
二
重
の
審
級(istanza)

に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
、
と
言

い
ま
す
。
し
か
し
審
級
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
こ
の
術
語
に
つ
い
て
、
研
究
者

の
間
に
共
通
認
識
が
あ
る
と
は
聞
き
及
ん
で
い
ま
せ
ん
。
し
か
し
辞
書
を
引
け
ば
、
ま
た
カ
ン

ト
哲
学
研
究
者
た
ち
の
用
語
法
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
、
そ
れ
が
裁
判
に
お
け
る
審
理
に
関
わ
る

言
葉
で
あ
ろ
う
こ
と
は
お
お
よ
そ
見
当
が
つ
き
ま
す
。
で
は
裁
判
と
は
な
に
か
と
い
え
ば
、
刑

事
と
民
事
の
違
い
は
あ
る
に
せ
よ
、
あ
る
人
間
（
人
格
）
が
別
の
あ
る
人
間
（
人
格
）
を
あ
る

事
案
を
め
ぐ
っ
て
訴
え
て
お
り
、
裁
判
所
が
そ
れ
を
取
り
上
げ
て
、
一
定
の
判
決
（
判
断
）
を

出
す
法
的
過
程
で
す
。 

  

裁
判
所
は
判
断
し
ま
す
。し
か
し
そ
の
判
断
は
、訴
え
が
却
下
さ
れ
る
場
合
を
別
に
す
れ
ば
、

つ
ね
に
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
決
定
の
形
を
と
る
も
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、

「
犯
罪
の
事
実
は
あ
っ
た
の
か
、
な
か
っ
た
の
か
」。「
原
告
・
被
告
・
証
人
の
証
言
は
、
真
実

な
の
か
、
虚
偽
な
の
か
」。「
被
告
人
に
ア
リ
バ
イ
は
あ
る
の
か
、
な
い
の
か
」。「
被
告
人
は
処

罰
に
値
す
る
の
か
、
値
し
な
い
の
か
」。「
処
罰
に
値
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
如
何
ほ
ど
の
処

罰
で
あ
る
べ
き
か
、
ま
た
如
何
ほ
ど
の
処
罰
で
あ
ら
ざ
る
べ
き
か
」
等
々
。 

 

法
廷
に
お
い
て
、
被
告
は
い
わ
ば
複
数
の
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
の
線
の
交
点
に
立
た
さ
れ
て

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
に
次
々
と
決
定
が
下
さ
れ
た
そ
の
最
後
の
段
階
で
、

被
告
に
対
し
て
判
決
と
い
う
名
の
最
終
的
な
「
あ
れ
か
こ
れ
か
（
有
罪
か
無
罪
か
）」
が
下
さ
れ

る
。
こ
こ
で
は
裁
判
を
お
お
む
ね
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

  

さ
て
右
の
引
用
①
と
③
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
（
少
な
く
と
も
こ
こ
で
は
）
芸
術
作
品
を
原
告

で
は
な
く
、
被
告
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
こ
と
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
、「
芸

術
作
品
が
人
間
活
動
の
所
産
で
あ
る
以
上
、
芸
術
作
品
は
い
わ
ば
二
重
の
審
級
に
さ
ら
さ
れ
て
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い
る
」
と
明
言
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
被
告
席
に
立
つ
の
は
芸
術
作
品
な
の
で
す
。 

 

し
か
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
前
々
段
の
議
論
か
ら
し
て
、
そ
の
と
き
芸
術
作
品
は
あ
る
種
の

「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
の
線
の
交
点
に
立
た
さ
れ
て
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
ど
ん
な

「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
し
て
そ
こ
で
下
さ
れ
る
判
決
は
ど
ん
な
「
あ
れ
か

こ
れ
か
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

  

い
ま
さ
ら
と
言
わ
れ
そ
う
で
す
が
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
著
作
が
『
修
復
の
理
論
』
だ
っ
た
こ
と

を
思
い
起
こ
し
ま
し
ょ
う
。
当
然
、
こ
の
書
で
扱
わ
れ
る
芸
術
作
品
は
、
原
則
的
に
は
「
完
備

し
て
な
い
芸
術
作
品
」、
す
な
わ
ち
破
壊
、
汚
損
、
劣
化
な
ど
を
被
っ
た
芸
術
作
品
で
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
の
芸
術
作
品
が
、
原
告
（
被
害
者
）
と
い
う
な
ら
な
ら
ま
だ
し
も
、

い
か
な
る
咎
あ
っ
て
被
告
席
に
立
つ
羽
目
に
陥
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
私
が
思
い
つ
く
説
明
は

た
だ
一
つ
で
す
。 

  

さ
ま
ざ
ま
な
事
情
に
よ
っ
て
完
備
で
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
芸
術
作
品
は
、
や
が
て
修
復
を

受
け
、
そ
れ
を
踏
ま
え
る
形
で
、「
自
分
は
こ
れ
こ
れ
の
修
復
措
置
を
受
け
た
の
で
、
す
で
に
完

備
の
状
態
に
復
帰
し
て
い
る
」
と
申
し
立
て
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
が
認
め
ら
れ
て
こ

そ
、
作
品
は
作
品
と
し
て
社
会
復
帰
で
き
る
と
い
う
も
の
で
す
。
だ
が
誰
か
が
、「
そ
の
完
備
性

は
疑
わ
し
い
」
と
疑
惑
の
声
を
上
げ
た
ら
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
疑
い
を
晴
ら
す
た
め

に
、
芸
術
作
品
は
そ
の
完
備
性
を
挙
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
非
完
備
の
嫌
疑
に
対
し
て
、

芸
術
作
品
は
み
ず
か
ら
の
完
備
性
を
挙
証
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

し
か
し
芸
術
作
品
は
究
極
的
に
な
に
ゆ
え
に
裁
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。「
非
完

備
」
の
故
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
劣
化
し
て
い
る
こ
と

は
、
作
品
の
不
幸
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
の
罪
過
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
答

え
は
、
す
ぐ
あ
と
で
扱
う
第
一
章
の
「
段
落
十
一
か
ら
段
落
十
六
ま
で
」
の
な
か
に
記
さ
れ
て

い
ま
す
。
芸
術
作
品
は
劣
化
ゆ
え
に
で
は
な
く
、「
嘘
」
ゆ
え
に
裁
か
れ
る
の
で
す
。
だ
が
そ
れ

を
説
明
す
る
た
め
に
は
ま
だ
若
干
の
準
備
が
要
る
よ
う
で
す
。 

  

総
括
。《
修
復
を
経
た
芸
術
作
品
は
、
法
廷
に
お
い
て
自
ら
の
正
当
性
を
挙
証
す
る
。》 

 

〔
分
析
２ 

感
受
さ
れ
る
物
〕 

  

芸
術
作
品
は
脆
弱
な
存
在
で
あ
り
、
傷
む
こ
と
は
そ
の
避
け
が
た
い
宿
命
で
す
。
芸
術
作
品

は
破
損
し
、
汚
損
し
、
変
形
し
、
変
質
し
、
断
片
化
し
、
経
年
変
化
す
る
。
こ
れ
ら
を
ま
と
め

て
「
劣
化
」
と
称
す
る
の
が
現
代
社
会
の
習
い
で
す
。 

  

と
こ
ろ
で
芸
術
作
品
の
劣
化
現
象
に
は
あ
る
教
育
的
効
果
が
備
わ
っ
て
い
ま
す
。な
ぜ
な
ら
、

劣
化
し
た
と
き
芸
術
作
品
は
三
重
化
す
る
か
ら
で
す
。
第
一
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
状
態
で
の
芸
術

作
品
。
第
二
は
劣
化
し
た
状
態
で
の
同
じ
芸
術
作
品
。
第
三
は
修
復
を
受
け
た
状
態
で
の
や
は

り
同
じ
芸
術
作
品
。
こ
れ
ら
は
、
同
じ
芸
術
作
品
の
三
態
で
す
。
劣
化
を
通
じ
て
、
芸
術
作
品

は
こ
れ
ら
の
三
態
に
ス
ペ
ク
ト
ル
分
解
さ
れ
る
の
で
す
。 

  

法
廷
に
立
つ
芸
術
作
品
は
、言
う
ま
で
も
な
く
第
三
の
姿
で
、つ
ま
り
修
復
を
受
け
た
姿
で
、

そ
こ
に
立
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
が
法
廷
に
お
い
て
作
品
は
、「
お
前
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
状
態
と

違
う
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
嫌
疑
を
掛
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
こ
と
は
、
そ
の
芸
術
作
品

が
裁
判
長
あ
る
い
は
陪
審
員
の
眼
に
、
い
わ
ば
二
重
写
し
の
状
態
で
見
え
て
い
る
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。
す
な
わ
ち
裁
判
長
た
ち
は
、「
お
前
は
本
当
の
姿
な
の
か
、
そ
れ
と
も
偽
り
の
姿
な
の

か
」
と
い
う
「
あ
れ
か
こ
れ
か
」
を
通
し
て
、
作
品
を
見
て
い
る
の
で
す
。（
裁
判
長
は
オ
リ
ジ

ナ
ル
を
知
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
少
な
く
と
も
オ
リ
ジ
ナ
ル
が
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い

る
で
し
ょ
う
。） 

  

だ
が
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
法
廷
内
に
こ
の
作
品
の
過
去
の
経
緯
に
明
る
い
証
人
が

い
れ
ば
、
こ
の
証
人
の
眼
に
こ
の
芸
術
作
品
は
三
重
写
し
の
状
態
で
見
え
て
い
る
筈
で
す
。
な

ぜ
な
ら
、
そ
の
証
人
の
眼
に
は
、
裁
判
長
と
陪
審
員
が
見
る
あ
の
二
重
の
映
像
に
加
え
て
、
そ

れ
が
ま
さ
に
劣
化
し
て
い
た
と
き
の
、
そ
し
て
修
復
に
よ
っ
て
い
ま
は
失
わ
れ
て
し
ま
っ
た
、

あ
の
中
途
の
痛
ま
し
い
姿
が
刻
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。 

 

な
お
、
こ
の
中
途
の
姿
で
の
芸
術
作
品
は
「
壊
れ
た
」
芸
術
作
品
、
そ
し
て
「
壊
れ
て
い
る
」

こ
と
に
よ
っ
て
「
そ
の
内
部
を
い
わ
ば
人
目
に
曝
し
て
い
る
」
芸
術
作
品
で
あ
り
、
人
が
そ
こ

か
ら
当
の
作
品
に
つ
い
て
大
量
の
情
報
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
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ま
せ
ん
。「
教
育
的
」
と
は
そ
れ
を
指
し
て
の
言
葉
で
す
。 

 

以
上
の
分
析
の
結
果
は
こ
う
で
す
。
劣
化
は
一
重
だ
っ
た
芸
術
作
品
を
三
重
の
芸
術
作
品
に

変
換
す
る
。
た
だ
し
三
つ
な
の
は
断
面
に
過
ぎ
ず
、
三
つ
の
作
品
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。

存
在
す
る
の
は
飽
く
ま
で
も
一
つ
の
作
品
で
あ
る
、
と
。 

  

総
括
。《
挙
証
の
た
め
に
出
廷
す
る
の
は
、
単
体
と
し
て
の
三
重
の
芸
術
作
品
で
あ
る
。》 

 

 

〔
分
析
３ 

感
受
す
る
意
識
体
の
存
在
〕 

 

段
落
九
の
末
尾
は
、
芸
術
作
品
の
「
感
受(recezione)

」
に
も
言
及
し
て
い
ま
す
。
す
な
わ

ち
、「
芸
術
作
品
を
画
定
す
る
審
級
は
こ
れ
ら
二
つ
の
審
級
で
あ
り
、ま
た
そ
う
で
あ
る
が
故
に
、

芸
術
作
品
の
感
受(recezione)

を
人
間
意
識
の
内
部
で
可
能
に
す
る
の
も
こ
れ
ら
二
つ
の
審

級
で
あ
る
。」（
既
出 

引
用
③
） 

  

そ
も
そ
も
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
た
ら
し
め
る
の
は
人
間
で
す
。
し
か
し
そ
の
人
間
は
言
う

ま
で
も
な
く
（
物
体
で
な
く
）
意
識
体
で
す
。
ま
ず
、
制
作
に
よ
っ
て
物
体
を
芸
術
作
品
に
す

る
意
識
体
は
、
一
般
に
「
作
者
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。
ま
た
、
与
え
ら
れ
た
物
体
を
受
容
に
よ
っ

て
芸
術
作
品
に
す
る
意
識
体
は
、
一
般
に
「
観
者
」
と
呼
ば
れ
ま
す
。 

 

し
か
し
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
『
修
復
の
理
論
』
の
第
一
章
で
描
き
出
し
て
い
る
意
識
体
は
、
作
者

で
も
な
け
れ
ば
観
者
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
作
者
も
観
者
も
「
三
重
の
芸
術
作
品
」

な
ど
に
関
心
を
向
け
は
し
な
い
か
ら
で
す
。
創
作
と
劣
化
と
修
復
の
全
域
に
関
心
を
向
け
る
こ

の
風
変
わ
り
な
意
識
体
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
意
識
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

既
に
見
た
よ
う
に
、 

段
落
九
の
冒
頭
に
は
「
美
的
審
級
」
と
「
歴
史
的
審
級
」
と
い
う
一
対

の
概
念
が
顔
を
見
せ
て
い
ま
す
（
引
用
①
参
照
）。
審
級
に
「
美
的
」
と
「
歴
史
的
」
の
二
種
類

が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
と
り
あ
え
ず
、
法
廷
が
芸
術
作
品
に
対
し
て
性
格
を
異
に
す
る
二
つ

の
挙
証
を
義
務
づ
け
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。 

 

 

だ
が
し
か
し
、
こ
れ
が
重
要
な
の
で
す
が
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
こ
れ
ら
二
つ
の
審
級
（
二
つ
の

挙
証
の
場
）
を
、「
人
間
の
意
識
」
と
「
人
間
が
行
な
う
感
受
」
に
も
関
係
づ
け
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、「
芸
術
作
品
を
画
定
す
る
審
級
は
こ
れ
ら
二
つ
の
審
級
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
で
あ
る
が
故

に
、
芸
術
作
品
の
感
受
を
人
間
意
識
の
内
部
で
可
能
に
す
る
の
も
こ
れ
ら
二
つ
の
審
級
で
あ

る
。」（
既
出 

引
用
③
） 

 

こ
の
箇
所
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
修
復
固
有
の
「
意
識
体
」
の
存
在
を
要
請
し
て
い
る
、
と
解

す
べ
き
で
す
。
ち
ょ
う
ど
、「
完
備
な
芸
術
作
品
」
が
作
者
ま
た
は
観
者
と
い
う
固
有
の
意
識
体

を
予
想
す
る
よ
う
に
、「
修
復
を
経
た
芸
術
作
品
」
も
固
有
の
意
識
体
を
予
想
す
る
、
と
彼
は
言

う
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
こ
こ
で
美
的
審
級
と
歴
史
的
審
級
の
両
方
に
結
び
つ

け
て
い
る
「
感
受
」
は
、
作
者
ま
た
は
観
者
と
い
う
意
識
体
が
関
知
せ
ぬ
要
求
で
あ
る
か
ら
、

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
こ
こ
で
新
た
に
第
三
の
意
識
体
の
存
在
を
要
請
し
て
い
る
、
と
受
け
取
る
の
が

正
し
い
の
で
す
。 

 

作
者
の
感
受
で
な
く
、
観
者
の
感
受
で
も
な
い
、「
第
三
の
感
受
」
が
存
在
す
る
。
そ
れ
は
「
修

復
的
感
受
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
繰
り
返
し
ま
す
。
あ
る
意
識
体
が
い

て
、
そ
れ
が
劣
化
と
修
復
を
経
た
芸
術
作
品
を
感
受
し
て
い
る
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
あ
る
人

間
が
い
て
、
そ
れ
が
劣
化
と
修
復
を
経
た
芸
術
作
品
を
観
て
い
る
。 

  

そ
こ
で
登
場
す
る
設
問
は
こ
う
で
す
。 

 

《
創
造
と
劣
化
と
修
復
を
経
た
三
重
の
芸
術
作
品
は
、
そ
れ
を
見
詰
め
る
、
作
者
で
も
な
い
観

者
で
も
な
い
、
し
か
し
独
特
の
感
受
能
力
を
持
つ
、
第
三
の
意
識
体
に
よ
っ
て
、
ど
の
よ
う
に
、

ま
た
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
感
受
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。》 

 
〔
補
論
一 

意
識
の
諸
契
機
〕 

 

す
で
に
前
章
で
指
摘
し
た
と
お
り
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
の
「
後
半
」

で
は
、「
前
半
」
と
は
打
っ
て
変
わ
っ
て
、「
素
材
」
に
明
示
的
に
言
及
し
ま
す
。 
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だ
が
、
第
一
章
後
半
で
言
及
が
開
始
さ
れ
る
契
機
が
、
実
は
「
素
材
」
以
外
に
も
う
一
つ
（
も

う
一
種
類
）
存
在
し
ま
す
。
人
間
の
意
識
の
諸
契
機
が
そ
れ
で
あ
り
、
こ
れ
ら
意
識
様
態
の
出

現
状
況
は
以
下
の
と
お
り
で
す
。
そ
れ
は
三
つ
の
群
に
分
類
可
能
で
あ
り
、
そ
の
登
場
箇
所
を

添
え
て
以
下
に
示
し
て
お
き
ま
す
。 

 

（
ⅰ
）
表
象
に
関
わ
る
も
の 

 

「
感
受(recezione)

」（
段
落
九
）、 

 

「
像(immagine)

（
段
落
十
四
、
十
五
、
十
七
）、 

 

「
現
前(presente)

」（
段
落
十
九
、
二
十
）。 

 

（
ⅱ
）
主
観
性
に
関
わ
る
も
の 

 

「（
未
来
の
人
間
に
お
け
る
）
意
識
」（
段
落
十
二
）、 

  

「
普
遍
的
意
識
（coscieza universale

）」（
段
落 
十
三
）、 

 

（
ⅲ
）
実
践
に
関
わ
る
も
の 

 

「
強
導
（ispiri

）」（
段
落
十
一
）、 

 

「
命
法(imperativo)

」（
段
落
十
三
） 

  

し
か
し
こ
こ
に
は
第
二
の
顕
著
な
事
実
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
個
別
に
確
認
す
る
ス
ペ
ー
ス

は
な
い
の
で
す
が
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
一
連
の
意
識
の
諸
契
機
を
、
か
な
ら
ず
「
原
理
（
認
知
）」

お
よ
び
「
反
原
理
（
素
材
）」
と
の
関
係
で
主
題
化
す
る
の
で
す
。 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
自
ら
の
修
復
理
論
を
一
定
の「
文
章
作
法
」に
則
っ
て
構
築
し
て
い
ま
し
た
。

す
な
わ
ち
彼
は
一
方
で
、「
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
」
と
い
う
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ

ク
ス
を
、
議
論
を
推
進
す
る
力
を
持
つ
「
原
理
」
と
し
て
設
定
し
、
他
方
で
は
、
あ
の
原
理
に

ま
つ
ろ
わ
ぬ
反
原
理
「
素
材
」
を
、
議
論
を
論
点
先
取
的
に
牽
引
す
る
契
機
と
し
て
設
定
し
て

い
た
の
で
し
た
。
そ
し
て
、
ま
さ
こ
の
よ
う
な
言
説
装
置
の
な
か
か
ら
、
右
の
一
連
の
意
識
様

態
が
導
出
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
す
。 

 

そ
れ
は
こ
う
い
う
事
で
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
論
述
で
は
、「
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
」
と

い
う
表
現
（
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
）
は
、
修
復
に
関
与
す
る
人
間
の
意
識
の
中
に
登
場
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
意
識
「
形
式
」
を
わ
た
り
歩
く
よ
う
に
見
え
ま
す
。
具
体
的
に
言
え
ば
、
こ
の
「
認

知
」
す
な
わ
ち
「
原
理
」
は
、
あ
る
箇
所
で
は
「
感
覚
」
の
よ
う
に
振
る
舞
い
、
あ
る
箇
所
で

は
「
直
観
」
の
よ
う
に
振
る
舞
い
、
あ
る
箇
所
で
は
「
知
覚
」
の
よ
う
に
振
る
舞
い
、
あ
る
箇

所
で
は
「
認
識
」
の
よ
う
に
振
る
舞
う
の
で
す
。 

 

だ
が
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
理
論
の
言
説
は
、
一
方
で
原
理
に
よ
っ
て
推
進
さ
れ
つ
つ
も
、
他

方
で
は
「
素
材
と
い
う
反
原
理
」
に
よ
っ
て
牽
引
さ
れ
て
い
る
の
で
し
た
。
そ
し
て
「
感
覚
、

直
観
、
知
覚
、
認
識
」
な
ど
の
諸
契
機
も
、
一
方
で
は
前
段
で
述
べ
た
よ
う
に
、
原
理
が
言
説

を
推
進
す
る
中
で
主
題
化
さ
れ
は
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
同
時
に
、「
感
覚
、
直
観
、
知
覚
、
認

識
」
な
ど
の
諸
契
機
は
、「
素
材
」
と
い
う
反
原
理
が
言
説
を
牽
引
す
る
力
線
の
上
に
も
乗
っ
て

い
る
の
で
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
「
価
値
、
像
、
感
受
」
と
い
っ
た
人
間
の
「
意
識
」
の
さ
ま
ざ

ま
な
様
態
に
言
及
す
る
と
き
、
彼
が
か
な
ら
ず
「
素
材
」
に
も
論
及
す
る
の
は
そ
の
た
め
な
の

で
す
。 

 

〔
補
論
二  

完
結
編
か
予
告
編
か
（
段
落
十
の
問
題
）〕 

我
々
の
前
進
を
阻
む
の
は
段
落
十
と
い
う
落
と
し
穴
で
す
（
強
調
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
）。 

   

 
 

〔
引
用
④ 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
〕 

「〔
す
で
に
見
た
よ
う
に
〕修
復
は
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
作
用
と
直
接
的
に
関
係

し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
概
念
は
こ
う
定
義
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
修
復
と
は
、
芸

術
作
品
を
認
知
す
る
方
法
的
な
モ
メ
ン
ト(momento metodologico)

を
、
芸
術
作
品
の
素
材
的
特

性
と
芸
術
作
品
の
美
的
・
歴
史
的
の
二
極
性
と
で
制
限
す
る
こ
と
、
し
か
も
未
来
へ
の
芸
術
作
品
の

仲
介
と
い
う
観
点
の
下
で
そ
れ
を
す
る
こ
と
で
あ
る
、
と
。」 
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段
落
十
は
誤
読
を
誘
発
す
る
恐
れ
の
高
い
、
高
度
に
危
険
な
文
章
で
す
。
こ
の
凝
縮
さ
れ
た

文
章
は
、
す
で
に
段
落
十
以
前
に
登
場
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
主
題
が
オ
ー
ル
ス
タ
ー
で
登
場
し
た

か
の
よ
う
で
あ
り
、
し
か
も
語
り
口
が
妙
に
断
定
的
な
の
で
、
大
方
の
読
者
は
こ
の
段
落
を
「
す

で
に
語
ら
れ
た
内
容
か
ら
の
論
理
的
帰
結
」
と
し
て
受
け
止
め
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ

れ
は
致
命
的
な
誤
り
で
す
。 

 

こ
れ
が
帰
結
で
あ
ろ
う
筈
が
あ
り
ま
せ
ん
。
た
し
か
に
、「
芸
術
作
品
の
美
的
・
歴
史
的
の
二

極
性
」
は
す
で
に
言
及
さ
れ
て
は
い
ま
す
（
段
落
九
）。
し
か
し
、「
芸
術
作
品
を
〔
芸
術
作
品

と
し
て
〕
認
知
す
る
方
法
的
な
モ
メ
ン
ト
」
と
言
う
文
言
は
初
出
で
す
。 

 

い
っ
た
い
「
方
法
的
な
モ
メ
ン
ト(momento metodologico)

」
と
は
何
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
表
現
は
同
じ
こ
の
第
一
章
の
段
落
二
十
二
に
登
場
し
ま
す
が
、
そ
こ
に
も
説
明
ら
し
い
説

明
は
な
く
、
読
者
を
そ
の
意
味
に
頭
を
悩
ま
す
こ
と
に
な
る
の
で
す
。「
方
法
的
モ
メ
ン
ト
」
に

つ
い
て
の
ま
と
ま
っ
た
考
察
、
そ
し
て
ま
た
、
そ
も
そ
も
こ
のmomento

に
ど
ん
な
訳
語
を
当

て
る
べ
き
か
の
吟
味
は
、
そ
れ
ぞ
れ
本
稿
の
第
六
章
と
第
五
章
で
行
い
ま
し
ょ
う
。 

  

し
か
し
さ
ら
に
不
可
解
な
の
は
、「
芸
術
作
品
の
素
材
的
特
性
」、「
未
来
へ
の
芸
術
作
品
の
仲

介
と
い
う
観
点
」
の
く
だ
り
で
す
。
素
材
に
つ
い
て
は
デ
ュ
ー
イ
と
の
絡
み
で
一
度
話
題
に
上

が
り
は
し
ま
し
た
が
（
段
落
五
）、
分
析
と
し
て
は
極
め
て
不
十
分
で
し
た
。「
未
来
へ
の
芸
術

作
品
の
仲
介
と
い
う
観
点
」
に
い
た
っ
て
は
、
我
々
に
と
っ
て
こ
れ
が
初
対
面
で
は
な
い
で
し

ょ
う
か
。
し
か
し
初
対
面
の
内
容
が
、
既
知
の
論
点
か
ら
の
「
帰
結
」
で
あ
り
得
ま
し
ょ
う
か
。 

 

先
入
観
を
捨
て
ま
し
ょ
う
。
段
落
十
は
、
そ
の
外
見
が
示
唆
す
る
よ
う
な
、
す
で
に
語
ら
れ

た
事
柄
か
ら
の
「
論
理
的
帰
結
」
で
は
な
く
、
や
が
て
導
き
出
さ
れ
る
結
論
の
「
予
告
」
と
見

る
の
が
正
し
い
の
で
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
あ
る
方
向
を
指
さ
し
な
が
ら
、
読
者
に
向
か
っ
て
、

「
私
は
い
ま
か
ら
こ
の
結
論
に
向
け
て
論
を
す
す
め
ま
す
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
お
そ
ら

く
理
論
的
「
帰
結
」
と
し
て
段
落
十
は
理
解
不
能
で
あ
り
、
分
か
ら
な
い
と
悩
む
の
が
む
し
ろ

正
し
い
反
応
で
す
。 

 

段
落
十
は
、
第
一
章
後
半
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
思
考
が
辿
る
進
路
の
「
予
告
」
と
し
て
読
む
べ

き
で
す
。
そ
の
進
路
に
登
場
す
る
一
連
の
話
題
の
「
目
次
」
と
し
て
読
む
べ
き
で
す
。（
予
告
を

帰
結
と
取
り
違
え
る
こ
と
は
読
み
の
整
合
性
を
破
壊
し
、『
修
復
の
理
論
』
の
理
解
に
深
刻
な
影

響
を
及
ぼ
す
で
し
ょ
う
。
ど
う
や
ら
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
そ
う
い
う
危
険
な
文
書
を
書
く
人
で
あ
る

よ
う
で
す
。） 

  

余
談
に
な
り
ま
す
が
、『
修
復
の
理
論
』
に
は
も
う
一
つ
「
目
次
」
が
存
在
し
ま
す
。
そ
れ
は

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
の
末
尾
、
段
落
二
十
三
で
す
。
こ
の
段
落
も
ま
た
、
そ
こ
ま
で
の
考

察
の
帰
結
で
は
な
く
て
、
や
が
て
導
か
れ
る
筈
の
内
容
を
予
告
す
る
文
言
な
の
で
す
。
短
い
段

落
二
十
三
は
こ
う
で
す
（
こ
れ
も
強
調
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
）。 

  
 

〔
引
用
⑤ 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
二
十
三
〕 

「
し
た
が
っ
て
修
復
の
第
二
の
原
理(principio)

は
次
の
よ
う
に
定
式
化
で
き
る
。修
復
が
目
指
す

べ
き
は
、
芸
術
作
品
の
潜
在
的
統
一(unità 

potenziale)

を
可
能
な
か
ぎ
り
回
復
す
る

(ristabilimento)

こ
と
、
た
だ
し
芸
術
的
虚
偽
に
も
歴
史
的
虚
偽
に
も
陥
ら
ず
、
芸
術
作
品
が
蔵

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
時
間
痕
跡
を
消
去
す
る
こ
と
も
な
く
、
そ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
。」 

 

 

こ
の
文
章
を
読
ん
で
、「
ご
も
っ
と
も
」
と
頷
け
る
人
が
い
る
で
し
ょ
う
か
。
段
落
一
か
ら
段

落
二
十
二
ま
で
の
考
察
の
「
帰
結
」
と
し
て
、
こ
の
文
章
を
理
解
で
き
る
人
が
い
る
で
し
ょ
う

か
。
そ
ん
な
人
は
い
な
い
の
で
す
。 

 

な
ぜ
な
ら
、
第
一
章
「
修
復
の
概
念
」
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ま
さ
に
こ
の
段
落
二
十
三
が
「
芸

術
作
品
の
潜
在
的
統
一
」
と
い
う
概
念
の
初
登
場
だ
か
ら
で
す
。
読
者
は
こ
の
言
葉
の
意
味
を

ま
だ
教
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
未
見
の
重
要
な
概
念
は
、
初
対
面
な
の
に
旧
知
の
間
柄
の

よ
う
に
我
々
に
対
し
て
振
る
舞
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
初
対
面
の
言
葉
に
そ
の
よ
う
な
挙
動
が

許
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
段
落
が
「
予
告
」
で
あ
る
場
合
に
限
る
の
で
す
。
未
知
の
言
葉
が
親
し

げ
に
語
り
か
け
て
よ
い
の
は
、「
目
次
」
に
限
ら
れ
る
の
で
す
。 
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【
第
四
章
】
修
復
の
実
践
哲
学
へ 

―
― 

修
復
の
嘘
―
― 

  

〔
序
に
代
え
て
〕 

 

こ
の
第
四
章
、
と
く
に
そ
の
第
一
節
は
無
味
乾
燥
に
見
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 

す
で
に
本
稿
第
三
章
「
補
論
二
」
で
示
し
た
よ
う
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
『
修
復
の
理
論
』
第

一
章
段
落
十
は
、
さ
な
が
ら
目
次
の
よ
う
に
、
同
書
の
「
第
一
章
後
半
」
の
内
容
を
予
告
し
て

い
ま
す
（
第
三
章
の
引
用
④
を
参
照
）。 

 

そ
こ
で
、
同
箇
所
で
予
告
さ
れ
た
一
連
の
話
題
か
ら
、「
芸
術
作
品
を
〔
芸
術
作
品
と
し
て
〕

認
知
す
る
と
い
う
方
法
的
な
時
」と
い
う
原
理
を
別
格
扱
い
す
れ
ば
、残
る
論
点
は
三
つ
で
す
。

そ
の
論
点
の
内
容
と
、
そ
れ
が
扱
わ
れ
る
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
内
の
場
所
の
対
応
関
係
は

こ
う
で
す
。 

 

⑴
「
未
来
へ
の
芸
術
作
品
の
仲
介
」（
段
落
十
一
か
ら
段
落
十
六
） 

⑵
「
芸
術
作
品
の
素
材
的
特
性
」（
段
落
十
七
） 

⑶
「
芸
術
作
品
の
美
的
・
歴
史
的
の
二
極
性
」（
段
落
十
八
か
ら
段
落
二
十
三
） 

  

な
お
段
落
九
と
段
落
十
の
分
析
は
一
応
終
わ
っ
た
と
見
て
、
今
後
、「
段
落
十
一
か
ら
段
落
二

十
三
ま
で
」
を
あ
ら
た
め
て
「
第
一
章
後
半
」
と
名
づ
け
ま
し
ょ
う
。 

 

さ
て
そ
の
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
「
後
半
」
は
た
し
か
に
統
一
あ
る
考
察
を
形
成
し
て
は

い
ま
す
が
、
し
か
し
そ
の
構
成
は
複
雑
か
つ
問
題
的
で
あ
っ
て
、
煩
わ
し
い
こ
と
で
す
が
、
テ

ク
ス
ト
の
内
容
分
析
に
先
立
っ
て
テ
ク
ス
ト
の
「
状
態
」
分
析
に
か
な
り
の
紙
幅
を
費
や
さ
ね

ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

「
後
半
」
が
統
一
あ
る
議
論
を
な
し
て
い
る
と
い
ま
私
は
言
い
ま
し
た
が
、
し
か
し
よ
く
見

れ
ば
、
さ
ら
に
そ
の
前
半
、
す
な
わ
ち
⑴
の
「
段
落
十
一
か
ら
段
落
十
六
」
が
議
論
の
中
枢
を

な
し
て
い
ま
す
（
こ
の
事
実
は
い
ま
だ
未
証
明
と
は
い
え
）。 

 

実
際
、
極
端
に
短
い
段
落
十
六
の
、「
こ
こ
か
ら
第
一
公
理
が
導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
修
復

さ
れ
る
の
は
芸
術
作
品
の
素
材
の
み
で
あ
る
」
と
い
う
決
然
た
る
口
調
は
、「
導
か
れ
る(si 

chiarisce)

」
と
い
う
言
い
回
し
と
相
ま
っ
て
、
そ
れ
が
先
行
す
る
五
つ
の
段
落
か
ら
の
「
帰

結
」
で
あ
る
こ
と
を
、
つ
よ
く
印
象
づ
け
る
の
で
す
（
こ
れ
も
い
ま
だ
印
象
に
と
ど
ま
る
と
は

い
え
）。 

 

こ
の
場
合
、
残
余
の
箇
所
、
つ
ま
り
⑵
「
段
落
十
七
」
と
⑶
「
段
落
十
八
か
ら
段
落
二
十
三
」

は
、
⑴
を
補
佐
す
る
立
場
に
あ
る
と
、
と
り
あ
え
ず
こ
れ
も
未
証
明
で
言
っ
て
お
き
ま
す
。 

  

「
段
落
十
一
か
ら
段
落
十
六
ま
で
」
は
、
非
常
に
微
妙
な
バ
ラ
ン
ス
で
一
つ
の
立
論
を
か
ろ

う
じ
て
（
や
じ
ろ
べ
え
的
に
）
支
え
る
と
い
っ
た
趣
を
持
ち
、
省
略
は
論
理
的
に
不
可
能
な
の

で
、
六
つ
の
段
落
す
べ
て
を
引
用
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。「
や
じ
ろ
べ
え
」
の
全
容
は
以
下
の
と

お
り
で
す
。 

 
 

 
 

〔
引
用
① 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
一
〕 

「
芸
術
作
品
の
こ
の
基
本
構
造
は
、
各
個
人
の
意
識
に
お
い
て
感
受
さ
れ
る
。
こ
の
内
的
な
あ
り
方

か
ら
は
、
当
然
、
修
復
の
実
践
を
教
導
す
る(ispiri)

諸
原
理
が
派
生
す
る
。」 

 

 
 

〔
引
用
② 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
二
〕 

「
こ
の
場
合
、
明
ら
か
に
、
芸
術
作
品
の
素
材
的
実
体
が
優
先
的
地
位(precedenza)

を
占
め
る
。

な
ぜ
な
ら
、
像
が
形
態
を
と
る
の
は
素
材
を
通
じ
て
で
あ
る
し
、
未
来
へ
の
像
の
仲
介
を
保
証
し
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
意
識
に
よ
る
像
の
感
受
を
保
証
す
る
の
も
、
こ
の
素
材
だ
か
ら
で

あ
る
。
芸
術
作
品
が
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
さ
れ
る
局
面
に
限
れ
ば
、
芸
術
的
ア
ス
ペ
ク
ト
が
絶
対

的
な
優
位
を
占
め
る
。
認
知
す
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
だ
が
、
芸
術
作
品
の
あ
の
発
見
の
可
能
性

を
未
来
の
た
め
に
担
保
す
る
こ
と
を
見
越
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
こ
う
し
た
局
面
で
は
、
ま
さ

に
芸
術
作
品
の
素
材
的
実
体
が
優
位
に
立
た
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。」 

 

 
 

〔
引
用
③ 
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
三
〕 
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「
芸
術
作
品
を
認
知
す
る
こ
と
は
、
そ
の
都
度
、
各
個
人
の
意
識
の
内
部
で
、
そ
し
て
各
個
人
の
意

識
に
対
し
て
、
進
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ま
さ
に
そ
の
時(momento)

も
、
認
知
は
普
遍
的
意
識(coscienza 

universale)

の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
無
媒
介
の
天
啓

(rivelazione immediate)

を
授
か
っ
た
個
人
に
は
、
直
ち
に
「
保
存
的
命
法(imperativo della 

conservazione)
」
が
布
告
さ
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
道
徳
的
命
法
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
定
言
的

(categorico)

な
る
保
存
的
命
法
が
発
せ
ら
れ
る
。」（
段
落
末
尾
省
略
） 

 

〔
引
用
④ 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
四
〕 

「
た
し
か
に
、
保
存
的
命
法
は
個
々
の
芸
術
作
品
の
複
合
的
構
造
に
対
し
て
、
ま
っ
た
く
一
般
的
な

発
言
し
か
し
な
い
。
と
は
い
え
、
保
存
的
命
法
は
ひ
た
す
ら
、
像
を
可
視
的
な
ら
し
め
る
素
材
的
実

体
に
関
心
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
素
材
的
実
体
の
維
持
を
可
能
な
限
り
長
期
的
に
保
証
し
よ
う
と
思
う

な
ら
、
そ
こ
に
は
可
能
な
限
り
の
精
励
と
探
求
が
投
入
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。」 

 

    

〔
引
用
⑤ 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
五
〕 

「
い
ず
れ
に
せ
よ
、
芸
術
作
品
に
対
す
る
ど
ん
な
介
入
で
あ
れ
、
そ
れ
が
許
容
さ
れ
か
つ
必
要
と
さ

れ
る
の
は
、
そ
の
介
入
が
最
大
限
の
学
問
的
支
持
基
盤
に
立
っ
て
な
さ
れ
る
と
き
に
限
る
。
堅
固
に

し
て
二
つ
と
な
い
存
在
を
、
素
材
的
な
仕
方
で
、
し
か
も
像
と
し
て
成
し
遂
げ
る
の
が
芸
術
作
品
で

あ
る
が
、
そ
の
芸
術
作
品
は
上
述
の
よ
う
な
措
置
だ
け
を
受
け
入
れ
る
、
い
や
、
芸
術
作
品
は
そ
も

そ
も
そ
の
よ
う
な
措
置
だ
け
を
要
求
す
る
の
で
あ
る
。」 

 

 
 

〔
引
用
⑥ 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
六
〕 

「
こ
こ
か
ら
第
一
公
理(primo assioma)

が
導
か
れ
る(si chiarisce)

。
す
な
わ
ち
、
修
復
さ
れ

る
の
は
芸
術
作
品
の
素
材
の
み
で
あ
る
。」（
強
調
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
） 

  

こ
れ
ら
六
つ
の
段
落
を
読
ん
で
読
者
は
ど
の
よ
う
な
印
象
を
持
た
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
正
直

な
と
こ
ろ
、
私
は
こ
れ
を
「
異
様
な
」
文
章
だ
と
思
い
ま
す
。
の
み
な
ら
ず
、
本
稿
を
執
筆
す

る
過
程
で
理
解
を
深
め
れ
ば
深
め
る
ほ
ど
、
異
様
と
い
う
私
の
印
象
は
募
る
ば
か
り
で
す
。 

 

 

た
し
か
に
雰
囲
気
は
伝
わ
っ
て
来
る
し
、
内
容
に
は
共
感
を
覚
え
る
と
さ
え
言
っ
て
よ
ろ
し

い
。
こ
こ
に
登
場
す
る
一
連
の
話
題
、「
修
復
者
の
個
人
的
判
断
」、「
修
復
に
お
け
る
命
法
」、

「
未
来
の
人
間
へ
の
芸
術
作
品
の
伝
達
」、「
物
質
的
素
材
」
と
い
っ
た
話
題
は
、
お
そ
ら
く
現

代
の
大
多
数
の
修
復
関
係
者
が
共
鳴
す
る
思
想
で
あ
っ
て
、
少
な
く
と
も
私
は
ほ
と
ん
ど
違
和

感
を
感
じ
ま
せ
ん
。
そ
の
字
面
を
見
る
だ
け
で
も
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
現
代
の
芸
術
修
復
思
想
の

鼻
祖
と
さ
れ
る
こ
と
も
、
お
お
い
に
納
得
で
き
る
と
こ
ろ
で
す
。 

 

し
か
し
、
で
す
。
私
は
思
う
の
で
す
が
、
主
流
思
想
に
な
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て

見
落
と
さ
れ
る
部
分
も
あ
り
は
し
な
い
で
し
ょ
う
か
。
違
和
感
が
な
い
ゆ
え
に
、
つ
ま
り
彼
の

思
想
が
我
々
の
血
肉
と
な
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
か
え
っ
て
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
言
っ
て
い
る
の

に
我
々
が
聴
き
逃
し
て
い
る
部
分
が
あ
り
は
し
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

ま
た
右
の
引
用
箇
所
を
読
む
と
き
、
我
々
は
現
代
の
修
復
理
論
に
関
す
る
知
識
を
そ
こ
に
無

意
識
的
に
投
影
し
、
当
然
の
結
果
と
し
て
、
自
分
に
な
じ
み
深
い
思
想
を
そ
こ
に
見
出
し
て
、

そ
れ
で
自
分
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
理
解
で
き
た
と
悦
に
入
る
よ
う
な
こ
と
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

た
と
え
ば
、
多
少
と
も
勘
の
よ
い
人
な
ら
、
段
落
十
一
か
ら
段
落
十
六
を
読
み
、
現
代
の
修

復
理
論
の
定
説
を
そ
れ
に
織
り
ま
ぜ
て
、
次
の
よ
う
な
も
っ
と
も
ら
し
い
感
想
を
口
に
す
る
こ

と
は
さ
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

〔
解
釈
の
例
〕「
芸
術
作
品
を
修
復
す
る
と
き
、
修
復
の
実
践
を
修
復
者
の
個
人
的
判
断
で
行
っ

て
は
な
ら
な
い
。修
復
に
は
命
令
と
も
言
う
べ
き
原
則
が
あ
る
か
ら
だ
。し
か
し
こ
の
原
則
は
、

未
来
の
人
間
へ
の
芸
術
作
品
の
伝
達
を
至
上
課
題
と
し
て
い
る
し
、
未
来
へ
の
伝
達
の
も
っ
と

も
確
実
な
媒
体
は
物
質
的
素
材
な
の
だ
か
ら
、
修
復
は
何
は
と
も
あ
れ
素
材
に
対
し
て
行
わ
れ

る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
よ
う
な
。 

  

こ
の
解
釈
は
間
違
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
は
現
代
の
修
復
理
論
で

は
常
識
な
い
し
は
定
説
の
地
位
を
占
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
そ
れ
で
よ
ろ
し
い
。
私
が
知
り
た

い
の
は
、
こ
の
常
識
な
い
し
は
定
説
の
（
歴
史
的
な
ら
ぬ
）
論
理
的
起
源
で
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
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が
、
ど
の
概
念
か
ら
、
ど
ん
な
推
論
で
、
ど
ん
な
手
続
で
右
の
「
常
識
」
を
導
き
出
し
た
の
か
、

私
は
そ
れ
が
知
り
た
い
の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
恐
る
べ
き
悪
文
家
で
あ
っ
て
、
そ
の
イ
タ
リ
ア
語
を
機
械
的
に
日

本
語
に
置
き
換
え
て
も
ま
ず
意
味
は
通
り
ま
せ
ん
。
先
の
引
用
①
か
ら
引
用
⑥
ま
で
も
悪
文
家

の
名
に
恥
じ
ぬ
代
物
で
、
ど
う
料
理
し
た
も
の
か
苦
慮
す
る
ば
か
り
で
す
。 

 

一
般
に
文
章
と
は
単
な
る
単
語
の
羅
列
で
は
な
く
、
思
考
の
運
動
の
忠
実
な
表
現
で
あ
る
べ

き
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
場
合
、
そ
れ
が
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。

想
念
の
つ
な
が
り
は
見
え
に
く
く
、
言
葉
の
使
用
も
ニ
ュ
ア
ン
ス
に
乏
し
く
、
文
章
の
ど
こ
に

強
調
点
が
あ
る
の
か
分
か
り
に
く
い
こ
と
が
稀
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
要
す
る
に
メ
リ
ハ
リ
と
表

情
に
乏
し
い
た
め
に
、
ど
ん
な
に
頑
張
っ
て
解
読
し
て
も
不
完
全
感
が
拭
え
な
い
の
で
す
。 

 

こ
こ
で
私
は
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト(1724-1804)
を
想
起
し
ま
す
。
彼
の
文
章
も
無
表
情
な

い
し
は
メ
リ
ハ
リ
に
欠
け
る
と
い
う
印
象
を
与
え
る
体
の
も
の
で
あ
っ
て
、
強
調
の
置
き
方
一

つ
で
全
く
別
の
文
意
に
と
れ
る
こ
と
も
稀
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
後
世
の
研
究
者
は
い
ま
だ
に
そ

の
解
読
に
難
儀
し
て
お
り
、
カ
ン
ト
の
著
作
に
は
ま
ず
「
ド
イ
ツ
語
訳
」
が
必
要
だ
、
と
い
う

意
見
ま
で
出
る
始
末
で
す
。 

 

そ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
て
、
す
で
に
何
回
か
し
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
「
分
解
と
補
正
」
に

頼
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
（
補
正
と
は
、
テ
レ
ビ
画
面
の
色
調
が
何
ら
か
の
理
由
で
不
全
で
あ
る

と
き
、
色
を
補
正
し
て
見
や
す
く
す
る
、
あ
の
補
正
で
す
。）
議
論
に
必
要
な
範
囲
で
、
そ
し
て

読
み
手
の
負
担
軽
減
を
考
え
て
、
引
用
①
②
③
だ
け
で
す
が
、
傍
線
と
四
角
を
付
し
、
語
句
を
補

充
し
た
も
の
を
「
補
正
」
と
し
て
添
付
し
ま
す
。
こ
れ
で
多
少
と
も
文
章
に
表
情
と
メ
リ
ハ
リ

と
流
れ
が
生
ま
れ
る
な
ら
、
そ
し
て
多
少
と
も
血
の
通
っ
た
解
釈
が
で
き
る
な
ら
幸
い
で
す
。

記
号
の
意
味
に
つ
い
て
は
後
述
し
ま
す
（
次
の
第
一
節
⒜
）。 

 

（
引
用
①
の
金
田
に
よ
る
補
正
） 

《〔
修
復
を
待
つ
〕
芸
術
作
品
の
こ
の
基
本
構
造
は
、
各
個
人
の
意
識
に
お
い
て
感
受
さ
れ
る
。

こ
の
内
的
な
あ
り
方
か
ら
は
、
当
然
、〔
各
個
人
の
す
る
〕
修
復
の
実
践
を
教
導
す
る(ispiri)

諸
原
理
が
派
生
す
る
。》 

 

（
引
用
②
の
金
田
に
よ
る
補
正
） 

《
こ
の
〔
修
復
の
実
践
の
〕
場
合
、
明
ら
か
に
、
芸
術
作
品
の
素
材
的
実
体
が
優
先
的
地
位

(precedenza)

を
占
め
る
。
な
ぜ
な
ら
、
像
が
形
態
を
と
る
の
は
素
材
を
通
じ
て
で
あ
る
し
、

未
来
へ
の
像
の
仲
介
を
保
証
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
意
識
に
よ
る
像
の
感
受
を

保
証
す
る
の
も
、
こ
の
素
材
だ
か
ら
で
あ
る
。
芸
術
作
品
が
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
さ
れ
る
局

面
に
限
れ
ば
、
芸
術
的
ア
ス
ペ
ク
ト
が
絶
対
的
な
優
位
を
占
め
る
。〔
し
か
し
、
芸
術
作
品
を
芸

術
作
品
と
し
て
〕
認
知
す
る
こ
と
は
、
当
然
の
こ
と
だ
が
、
芸
術
作
品
の
あ
の
発
見
〔
再
創
造
〕

の
可
能
性
を
未
来
の
た
め
に
担
保
す
る
こ
と
を
見
越
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。だ
が
こ
う
し
た〔
未

来
へ
の
担
保
を
視
野
に
含
め
る
〕
局
面
で
は
、
ま
さ
に
芸
術
作
品
の
素
材
的
実
体
が
優
位
に
立

た
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。》 

 

（
引
用
③
の
金
田
に
よ
る
補
正
） 

《
芸
術
作
品
を
〔
芸
術
作
品
と
し
て
〕
認
知
す
る
こ
と
は
、
そ
の
都
度
（in quel momento

）、

各
個
人
の
意
識
の
内
部
で
、
そ
し
て
各
個
人
の
意
識
に
対
し
て
、
進
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し

か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ま
さ
に
そ
の
時(momento)

も
、
〔
件
の
〕
認
知
は
普
遍
的
意
識

(coscienza universale)

の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
〔
自
分
の
意
識
の
内
部
で
起
き
る
と
い
う

意
味
で
〕直
接
的
な
天
啓
を
授
か
っ
た
個
人
に
は
、直
ち
に「
保
存
的
命
法(imperativo della 

conservazione)

」
が
布
告
さ
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
道
徳
的
命
法
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
定
言

的(categorico)

な
る
保
存
的
命
法
が
発
せ
ら
れ
る
。》》 
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〔
第
一
節
〕
二
つ
の
文
脈
と
一
つ
の
文
脈 

 

構
造
的
に
考
え
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
私
に
は
、
段
落
十
一
か
ら
段
落
十
六
に
至
る
ブ
ラ
ン
デ
ィ

の
推
論
過
程
を
合
理
的
に
理
解
す
る
こ
と
が
困
難
に
見
え
ま
す
。
そ
の
「
困
難
」
そ
の
も
の
を

ま
ず
説
明
し
ま
し
ょ
う
。 

 

⒜ 

複
数
の
文
脈 

 

引
用
①
す
な
わ
ち
段
落
十
一
は
、
非
常
に
短
い
文
章
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
二
つ
の
哲
学
的

要
素
を
含
ん
で
い
ま
す
。
一
つ
は
、
段
落
の
前
半
、
す
な
わ
ち
（「
補
正
」
で
は
）
傍
線
を
付
し

た
箇
所
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
修
復
者
の
意
識
の
「
個
人
性
」
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な

わ
ち
、「
芸
術
作
品
の
こ
の
基
本
構
造
は
、
各
個
人
の
意
識
に
お
い
て
感
受
さ
れ
る
」
と
。
修
復

は
個
人
的
で
経
験
的
な
営
み
だ
と
い
う
の
で
す
。 

 

他
方
、
こ
の
段
落
十
一
の
後
半
（
四
角
で
囲
っ
た
部
分
）
は
そ
れ
と
は
逆
の
性
質
を
持
つ
も

の
、
す
な
わ
ち
「
修
復
の
実
践
を
教
導
す
る(ispiri)

諸
原
理
」
を
掲
げ
て
い
ま
す
。
原
理
と

い
う
以
上
、
そ
し
て
教
導
と
い
う
以
上
、
そ
れ
は
単
に
経
験
的
で
な
い
何
か
、
普
遍
的
な
何
か

に
触
れ
て
い
る
筈
で
す
。 

 

し
た
が
っ
て
、
段
落
十
一
の
前
半
と
後
半
は
、「
経
験
的
」
と
「
非
経
験
的
」
と
い
う
仕
方
で
、

哲
学
的
権
限
の
根
拠
を
異
に
し
て
い
ま
す
。 

  

さ
て
一
つ
飛
ん
で
引
用
③
す
な
わ
ち
段
落
十
三
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
こ
の
段
落
が
、
先
の
段

落
十
一
と
同
様
に
、「
個
人
的
な
も
の
」
と
「
普
遍
的
な
も
の
」、
す
な
わ
ち
「
経
験
的
な
も
の
」

と
「
非
経
験
的
な
も
の
」
に
論
及
し
て
い
る
こ
と
、
し
か
も
段
落
十
一
と
そ
っ
く
り
同
じ
順
序

で
そ
れ
に
論
及
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
り
ま
せ
ん
。 

 

い
ま
か
ら
そ
れ
を
確
認
し
ま
す
。
ま
ず
段
落
十
三
の
傍
線
を
付
し
た
箇
所
を
見
ま
し
ょ
う
。

そ
こ
に
は
、「
芸
術
作
品
を
〔
芸
術
作
品
と
し
て
〕
認
知
す
る
こ
と
は
、
そ
の
都
度
、
各
個
人
の

意
識
の
内
部
で
、
そ
し
て
各
個
人
の
意
識
に
対
し
て
、
進
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
と
あ
り
ま
す
。

し
か
し
「
そ
の
都
度
（in quel momento

）」
と
い
う
表
現
は
、
修
復
者
の
意
識
の
個
人
的
で

経
験
的
な
側
面
に
触
れ
た
も
の
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

で
は
段
落
十
三
の
後
半
（
補
正
の
四
角
の
部
分
）
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
明
ら
か
に

「
経
験
的
な
ら
ざ
る
も
の
」、「
普
遍
的
な
も
の
」
に
触
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
こ
に
は

カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
の
「
定
言
的
な
命
法
」
が
姿
を
表
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
す
な
わ
ち
こ
の

く
だ
り
は
、
修
復
に
お
け
る
非
経
験
的
原
理
に
言
及
し
て
い
ま
す
。 

 

し
た
が
っ
て
段
落
十
三
の
前
半
と
後
半
は
、「
経
験
的
」
と
「
非
経
験
的
」
と
い
う
仕
方
で
、

哲
学
的
権
限
の
根
拠
を
異
に
す
る
の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
が
既
に
見
た
よ
う
に
、
段
落
十
一
の
前
半
と
後
半
も
、「
経
験
的
」
と
「
非
経
験
的
」

と
い
う
仕
方
で
、
哲
学
的
権
限
の
根
拠
を
異
に
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
を
前
段
の
結
論
と
組
み

合
わ
せ
る
と
、
次
の
よ
う
に
総
括
す
る
事
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、 

  

段
落
十
一
全
体
と
段
落
十
三
全
体
は
構
造
的
に
対
応
し
て
い
る
。（
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
私

は
段
落
十
一
と
段
落
十
三
が
同
じ
「
内
容
」
だ
と
は
言
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
形
式
的
な

対
応
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
だ
け
言
っ
て
い
る
の
で
す
。） 

  

し
か
し
こ
れ
が
全
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
こ
の
箇
所
（
段
落
十
一
か
ら
段
落
十
六
）
に
は
も

う
一
つ
の
哲
学
的
文
脈
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
段
落
十
二
、
段
落
十
四
、
段
落
十
五
と
い
う
、

「
素
材
」
に
つ
い
て
の
哲
学
的
命
題
が
そ
れ
で
す
。 

  

そ
う
す
る
と
、
こ
こ
に
は
哲
学
的
性
格
を
異
に
す
る
文
脈
が
、
全
部
で
三
つ
含
ま
れ
て
い
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
哲
学
的
文
脈
（
経
験
的
な
も
の
）、
第
二
の
哲
学
的
文

脈
（
非
経
験
的
な
も
の
）、
そ
し
て
第
三
の
哲
学
的
文
脈
（
素
材
）。 

 
し
か
し
前
者
二
つ
は
、
カ
ン
ト
の
「
定
言
的
な
命
法
」
に
関
わ
る
ゆ
え
に
い
わ
ば
「
観
念
論

的
性
格
」
を
持
ち
、
そ
れ
に
対
し
て
、
最
後
の
文
脈
は
素
材
に
関
わ
る
ゆ
え
に
い
わ
ば
唯
物
論

的
性
格
を
持
っ
て
い
ま
す
。 

 

そ
こ
で
こ
う
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
こ
の
箇
所
（
段
落
十
一
か
ら
段
落
十
六
）
は
、
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「
観
念
論
的
」
と
「
唯
物
論
的
」
と
い
う
二
つ
の
哲
学
的
立
場
を
大
枠
と
し
、
前
者
は
さ
ら
に

「
経
験
的
」
と
「
非
経
験
的
」
の
二
項
で
構
成
さ
れ
て
い
る
、
と
。 

  

さ
て
こ
の
よ
う
な
論
理
的
設
定
の
下
で
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
い
っ
た
い
「
何
か
ら
何
を
」
推
論

し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

特
徴
的
な
の
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
非
常
に
強
い
推
論
を
行
っ
て
い
る
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
、

「
こ
こ
か
ら
第
一
公
理
が
導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
修
復
さ
れ
る
の
は
芸
術
作
品
の
素
材
の
み

で
あ
る
」
と
い
う
強
い
推
論
が
最
終
的
に
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
推
論
の
根
拠
は
、
字

面
上
は
、「
素
材
の
優
位
性
」、
す
な
わ
ち
「
像
が
形
態
を
と
る
の
は
素
材
を
通
じ
て
で
あ
る
し
、

未
来
へ
の
像
の
仲
介
を
保
証
し
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
間
の
意
識
に
よ
る
像
の
感
受
を

保
証
す
る
の
も
、
こ
の
素
材
で
あ
る
」（
引
用
②
）
と
い
う
程
度
の
こ
と
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。 

 

「
過
ぎ
ま
せ
ん
」
は
言
い
過
ぎ
で
し
ょ
う
か
。
で
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
言
う
「
優
先
的
」
と
は

何
に
対
す
る
優
先
な
の
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
素
材
が
「
未
来
へ
の
像
の
仲
介
を
保
証
」
す

る
こ
と
は
よ
く
分
か
り
ま
す
が
、
そ
れ
だ
け
が
「
優
先
的(precedenza)

」
と
言
わ
れ
て
し
ま

う
と
、
今
度
は
、
こ
の
優
先
性
が
、
段
落
十
二
の
カ
ン
ト
の
「
定
言
的
な
命
法
」
に
認
め
ざ
る

を
得
な
い
で
あ
ろ
う
観
念
論
的
な
「
優
先
性
（
無
条
件
性
）」
と
、
ど
う
調
整
さ
れ
る
の
か
が
気

に
な
り
ま
す
。
素
材
が
「
未
来
へ
の
像
の
仲
介
を
保
証
」
す
る
と
い
う
理
由
（
前
段
の
素
材
の

優
先
性
）
だ
け
で
、
観
念
論
と
唯
物
論
と
い
う
大
き
な
対
立
を
飛
び
越
え
て
、
論
を
展
開
で
き

る
も
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

し
か
し
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
そ
れ
に
つ
い
て
ほ
と
ん
ど
何
も
説
明
し
ま
せ
ん
。
私
が
「
異
様
な
文

章
」
と
言
っ
た
の
は
そ
の
こ
と
を
指
し
て
い
ま
す
。 

 

⒝ 

二
つ
の
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム 

 

先
の
六
つ
の
引
用
に
対
す
る
前
項
⒜
の
解
釈
は
、
左
記
の
よ
う
に
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
化
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。 

 

唯
物
論
的
な
路
線 
 
    

「
十
二
」
→
「
十
四
」
→
「
十
五
」 

観
念
論
的
な
路
線 

 

「
十
一
」
→
「
十
三
」 

  

私
に
は
こ
の
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
が
論
理
的
に
破
綻
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
、
ブ
ラ

ン
デ
ィ
に
対
し
て
好
意
的
な
解
釈
を
立
て
る
可
能
性
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
手

立
て
は
引
用
①
（
段
落
十
一
）
の
解
釈
を
変
更
す
る
こ
と
で
す
。
そ
の
な
か
に
登
場
す
る
二
つ

の
地
味
で
目
立
た
な
い
言
葉
、
す
な
わ
ち
、「
基
本
構
造
」
と
「
修
復
実
践
」
と
い
う
言
葉
に
よ

り
「
大
き
な
」
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
に
、
そ
れ
は
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
引
用
①
段
落
十
一
の

「
補
正
」
は
こ
う
で
し
た
。 

 

（
引
用
①
の
金
田
に
よ
る
補
正
） 

「〔
修
復
を
待
つ
〕
芸
術
作
品
の
こ
の
基
本
構
造
は
、
各
個
人
の
意
識
に
お
い
て
感
受
さ
れ
る
。
こ
の
内
的

な
あ
り
方
か
ら
は
、当
然
、〔
各
個
人
の
す
る
〕修
復
の
実
践
を
教
導
す
る(ispiri)

諸
原
理
が
派
生
す
る
。」 

 

 

私
は
前
項
⒜
で
、
段
落
十
一
と
段
落
十
三
が
構
造
的
に
対
応
す
る
と
書
き
ま
し
た
。
し
か
し
こ

の
解
釈
に
は
再
考
の
余
地
が
あ
り
ま
す
。
私
の
先
の
解
釈
は
、
公
然
と
、
カ
ン
ト
の
「
定
言
的

な
命
法
」
に
言
及
す
る
段
落
十
三
は
言
わ
ず
も
が
な
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
段
落
十
一
も
ま
た
観
念

論
的
性
格
を
持
つ
命
題
と
し
て
提
示
し
て
い
る
、
と
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
そ
う
考
え
る
か

ぎ
り
、
唯
物
論
的
な
命
題
を
含
む
段
落
十
二
と
段
落
十
四
の
行
き
場
が
な
く
な
る
の
で
す
。 

 

そ
れ
を
避
け
る
に
は
ど
う
す
る
か
。
最
初
の
段
落
十
一
を
、
観
念
論
的
と
唯
物
論
的
の
両
方

を
包
含
す
る
文
章
と
し
て
読
む
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
段
落
十
一
に
登
場
す
る
、「
芸

術
作
品
の
内
的
な
あ
り
方
」、「
各
個
人
の
意
識
」、「
感
受
」、「
修
復
の
実
践
」、「
強
制
的
に
働

く
諸
原
理
」
を
、
す
べ
て
、
修
復
の
「
観
念
論
的
な
側
面
」
だ
け
で
は
な
く
、「
唯
物
論
的
な
側

面
」
に
も
関
わ
る
契
機
と
し
て
読
む
ほ
か
は
な
い
の
で
す
。 

  

そ
の
時
浮
上
す
る
段
落
十
一
か
ら
段
落
十
六
ま
で
の
議
論
の
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
は
こ
う
で
す
。 
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       ↗ (

Ｂ) 

唯
物
論
的
路
線
「
十
二
」「
十
四
」「
十
五
」↘ 

 

共
通
原
理
「
十
一
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
十
六
」 

 
 
 
 
 
 
     ↘

（
Ａ
）
観
念
論
的
路
線
「
十
三
」 

 
 
 
 
 
 
↗ 

  

ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
哲
学
的
に
整
合
的
な
仕
方
で
自
ら
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
と
信
じ
る
か
ぎ

り
、
上
記
の
引
用
①
（
段
落
十
一
）
の
な
か
の
「（
芸
術
作
品
の
）
基
本
構
造
」、「
各
個
人
の
意

識
」、「
感
受
」、「
修
復
の
実
践
」、「
教
導
」、
そ
し
て
「
諸
原
理
」
は
、
す
べ
て
、
両
方
の
哲
学

的
文
脈
に
、
す
な
わ
ち
「
観
念
論
的
（
つ
ま
り
カ
ン
ト
的
）
文
脈
」
と
「
唯
物
論
的
文
脈
」
の

両
方
を
視
野
に
収
め
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。（「
教
導
」
と
い
う
く
だ
り
を
見
る

と
、
段
落
十
一
を
観
念
論
に
の
み
関
係
づ
け
た
く
な
り
ま
す
が
、
そ
れ
は
正
し
く
な
い
と
い
う

こ
と
で
す
。「
唯
物
論
的
意
識
」、「
唯
物
論
的
感
受
」、「
唯
物
論
的
実
践
」、「
唯
物
論
的
教
導
」

も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。） 

 

便
宜
上
、
段
落
十
一
か
ら
始
ま
る
「
観
念
論
的
な
路
線
」
を
「
Ａ
ル
ー
ト
」、
段
落
十
一
か
ら

始
ま
る
唯
物
論
的
な
路
線
を
「
Ｂ
ル
ー
ト
」
と
呼
び
ま
し
ょ
う
。 

 

（
ｃ
）
段
落
十
一
か
ら
段
落
十
六
ま
で
の
二
重
の
理
論
構
成 

 

こ
の
機
会
に
重
要
事
項
を
お
さ
ら
い
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
本
稿
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
『
修
復

の
理
論
』
を
、
彼
自
身
の
申
し
立
て
に
基
づ
い
て
、
一
個
の
法
廷
と
見
立
て
て
い
ま
す
。
実
際
、

す
で
に
本
稿
の
第
三
章
第
一
節
で
は
以
下
の
三
点
が
確
認
済
み
で
す
。
す
な
わ
ち 

 

「
挙
証
」
と
い
う
契
機
。
す
な
わ
ち
、
劣
化
せ
る
芸
術
作
品
が
、
法
廷
に
お
い
て
自
ら
の
修
復

の
正
当
性
を
挙
証
す
る
。 

「
被
告
」
の
存
在
。
挙
証
の
た
め
に
被
告
席
に
立
つ
の
は
、
単
体
と
し
て
の
三
重
の
芸
術
作
品

で
あ
る
。 

「
裁
判
官
」
の
意
識
。
本
稿
第
三
章
の
論
を
繰
り
返
せ
ば
、「
創
造
と
劣
化
と
修
復
を
経
た
三
重

の
芸
術
作
品
が
、
そ
れ
を
見
詰
め
る
、
作
者
で
も
な
い
観
者
で
も
な
い
、
し
か
し
独
特
の
感
受

能
力
を
持
つ
、
第
三
の
意
識
体
に
よ
っ
て
、
感
受
さ
れ
る
」。
こ
れ
が
被
告
を
裁
く
側
の
人
間
の

あ
り
方
で
あ
る
。 

「
法
廷
の
二
重
性
」。
法
廷
は
「
美
的
」
と
「
歴
史
的
」
の
二
法
廷
に
分
割
さ
れ
て
い
る
。 

  

以
上
四
点
は
既
に
確
認
済
み
で
す
。
し
か
し
も
う
一
組
の
再
確
認
し
て
お
く
べ
き
事
項
が
あ

る
。
そ
れ
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
文
章
作
法
」
に
関
わ
る
事
柄
で
す
。 

 

「
ブ
ラ
ッ
ク
ボ
ッ
ク
ス
と
し
て
の
原
理
」。
原
理
、
す
な
わ
ち
「
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
」

の
内
実
は
最
後
に
な
る
ま
で
説
明
さ
れ
な
い
が
、
説
明
さ
れ
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
こ
の
概
念
を

使
っ
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
最
終
的
に
修
復
理
論
の
構
築
を
達
成
す
る
こ
と
。 

「
反
原
理
の
容
認
」。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
芸
術
修
復
理
論
は
、
素
材
と
い
う
契
機
に
あ
る
種
の
原
理

性
を
認
め
る
。
修
復
の
理
論
は
「
認
知
と
い
う
原
理
」
と
「
素
材
と
い
う
反
原
理
」
か
ら
成
る

二
元
論
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
。 

「
無
知
の
擬
態
」。
哲
学
者
は
一
方
で
は
、
結
論
と
そ
れ
に
い
た
る
ま
で
の
論
理
的
経
路
の
全
体

を
、
つ
ね
に
明
視
し
て
い
る
が
、
同
時
に
読
者
が
い
ま
そ
の
地
点
で
知
ら
さ
れ
て
い
る
知
識
の

枠
の
な
か
で
し
か
、
読
者
に
向
け
て
そ
の
箇
所
で
も
の
を
書
く
こ
と
を
し
な
い
。
筆
者
は
読
者

の
無
知
を
擬
態
す
る
。 

「
牽
引
の
力
学
」。
無
知
を
擬
態
す
る
に
も
拘
ら
ず
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
特
定
の
方
向
に
執
筆
を
継

続
し
発
展
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
の
は
、
彼
は
読
者
が
知
ら
な
い
何
か
を
知
っ
て
い
て
、
そ
れ

が
彼
の
ペ
ン
を
牽
引
す
る
か
ら
で
あ
る
。 

  
さ
て
こ
の
第
一
節
の
議
論
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
の
「
原
理
」
と
「
反
原
理
」
の
関
係
に

関
わ
る
も
の
で
し
た
。
次
の
結
論
は
煩
瑣
で
す
が
、
省
く
わ
け
に
も
行
き
ま
せ
ん
。 

 

⒈
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、
一
方
で
は
「
原
理
」
の
側
か
ら
、
他
方
で
は
「
反
原
理
」
の
側
か
ら
、
修

復
の
本
質
に
肉
薄
す
る
。
前
者
が
Ａ
ル
ー
ト
の
言
説
を
構
築
し
、
後
者
が
Ｂ
ル
ー
ト
の
言
説
を
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構
築
す
る
。 

⒉
た
だ
し
原
理
と
反
原
理
、
認
知
と
素
材
の
間
に
は
、
そ
れ
を
架
橋
す
る
要
素
が
原
則
的
に
は

存
在
し
な
い
。（
た
だ
し
、
読
者
に
未
通
告
の
そ
れ
を
架
橋
す
る
手
掛
か
り
を
、
筆
者
で
あ
る
ブ

ラ
ン
デ
ィ
は
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
い
る
の
で
、
彼
が
そ
れ
に
「
牽
引
」
さ
れ
て
、
自
ら
の
議
論

を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
事
情
は
あ
る
。） 

⒊
段
落
十
三
が
「
原
理
」
の
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
段
落
十
二
と
段
落
十
四

は
「
反
原
理
（
素
材
）」
の
視
点
か
ら
書
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
論
述
は
二
重
の

視
点
を
所
有
す
る
。 

⒋
段
落
十
六
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
言
葉
、
つ
ま
り
「
こ
こ
か
ら
第
一
公
理
が
導
か
れ
る
。
す
な
わ

ち
、
修
復
さ
れ
る
の
は
芸
術
作
品
の
素
材
の
み
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
の
な
か
の
「
こ
こ
か
ら

(donde)

」
と
い
う
一
語
が
指
す
の
は
、「
段
落
十
一
か
ら
段
落
十
五
ま
で
」
か
ら
と
い
う
意
味

で
あ
る
と
い
う
の
は
そ
の
と
お
り
だ
が
、
正
確
に
は
、「
段
落
十
一
」
お
よ
び
「
段
落
十
三
」（
Ａ

ル
ー
ト
）
か
ら
と
「
段
落
十
二
、
十
四
、
十
五
」（
Ｂ
ル
ー
ト
）
か
ら
、
と
い
う
具
合
に
分
け
て

考
え
る
の
が
正
し
い
。 

  

と
は
い
え
、「
修
復
は
素
材
に
照
準
さ
れ
る
」
と
申
し
立
て
る
「
段
落
十
六
」
に
身
を
置
け
ば
、

素
材
に
直
接
的
か
つ
明
示
的
に
論
及
す
る
（
唯
物
論
的
な
）「
段
落
十
二
、
段
落
十
四
、
段
落
十

五
」
が
議
論
の
本
流
に
見
え
て
く
る
の
は
や
む
を
得
な
い
こ
と
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 

 

で
は
「
観
念
論
的
な
」
段
落
十
三 

は
何
も
し
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
ん
な
こ
と
は
あ
り
ま

せ
ん
。 
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〔
第
二
節
〕
修
復
の
実
践
哲
学
へ 

「
原
理
」
の
側
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
に
つ
い
て
は
、
段
落
十
一
と
段
落
十
三
に
そ
の
核
心
部
分

が
書
き
こ
ま
れ
て
い
ま
す
。
私
は
い
ま
か
ら
、
こ
の
第
二
節
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
「
原

理
」
の
視
点
か
ら
展
開
し
た
修
復
の
理
論
、
す
な
わ
ち
「
Ａ
ル
ー
ト
（
観
念
論
的
な
ル
ー
ト
）」

を
考
察
し
ま
す
。 

 

⒜ 

カ
ン
ト
の
範
型
論 

 

本
章
第
二
節
の
⒜
で
存
在
を
確
認
し
た
、
次
元
を
異
に
す
る
二
つ
の
哲
学
的
文
脈
、
す
な
わ

ち
「
経
験
的
」
と
「
非
経
験
的
」
と
い
う
二
つ
の
哲
学
的
文
脈
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
ら
二

つ
の
文
脈
は
、
観
念
論
的
な
問
題
設
定
の
中
で
互
い
に
ど
う
関
係
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
の
問
題
を
解
く
鍵
は
二
つ
あ
っ
て
、一
つ
は
、段
落
十
一
の
後
半
の
、「
教
導
す
る(ispiri

、

ド
イ
ツ
語
訳
で
はverbindlich)

諸
原
理
」
の
く
だ
り
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
段
落
十
三 

後

半
の
「
保
存
的
命
法(imperativo 

della 
conservazione,

ド
イ
ツ
語
訳
で
は

konservatorische 
Imperativ)

」
、
お
よ
び
「
定
言
的(categorico,

ド
イ
ツ
語
訳
で
は

kategorisch)

な
る
保
存
的
命
法
」
と
い
う
言
葉
で
す
。 

 

ち
な
み
に
、「
定
言
的
」
や
「
命
法
」
な
ど
一
連
の
用
語
が
カ
ン
ト
の
『
実
践
理
性
批
判
（Kritik 

der praktischen Vernunft

）』（1788

）、
す
な
わ
ち
「
第
二
批
判
」
に
由
来
す
る
こ
と
は
、

哲
学
史
の
常
識
に
属
し
て
い
ま
す
。 

  

私
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
理
論
の
中
核
を
な
す
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
後
半
が
、（
条
件

づ
き
な
が
ら
）
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
を
モ
デ
ル
と
し
て
解
読
で
き
る
、
と
考
え
ま
す
。
こ
の
場

合
、
論
点
は
ひ
と
え
に
「
嘘
」
に
掛
か
っ
て
い
ま
す
。 

  

こ
の
方
向
で
考
え
る
こ
と
を
支
持
す
る
幾
つ
か
の
事
実
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
第
一

に
、
前
々
段
で
確
認
し
た
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
と
カ
ン
ト
の
用
語
上
の
一
致
が
そ
う
で
す
。
第
二
に
、

ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
「
修
復
の
実
践(attuazione pratica)

」
と
い
う
字
句
を
書
き
込
ん
で
い
る

こ
と
も
、
私
の
主
張
を
支
持
し
ま
す
（
引
用
①
）。
第
三
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
『
修
復
の
理
論
』

の
中
で
、
数
回
に
わ
た
っ
て
修
復
に
お
け
る
「
虚
偽
（
嘘
）」
を
問
題
に
し
て
い
る
事
実
を
挙
げ

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
関
係
箇
所
は
す
ぐ
あ
と
で
引
用
し
ま
す
が
、「
嘘
」
が
す
ぐ
れ
て
実
践
哲

学
的
な
話
題
で
あ
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
ま
せ
ん
。 

  

さ
て
、
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
に
お
け
る
「
経
験
的
」
と
「
非
経
験
的
」
の
関
係
を
知
る
た
め

に
は
、『
実
践
理
性
批
判
』
の
第
一
部
「
純
粋
実
践
理
性
批
判
の
原
理
論
」、
第
一
篇
「
純
粋
実

践
理
性
の
分
析
論
」、
第
二
章(Zweites Hauptstück)

、
そ
の
「
純
粋
実
践
的
判
断
力
の
類
型

(Von der Typik der reinen praktischen Urteilskraft)

」
を
参
照
す
る
に
如
く
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

  

す
な
わ
ち
私
は
よ
り
限
定
的
に
こ
う
主
張
し
ま
す
。
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
の

実
践
哲
学
は
、（
条
件
づ
き
な
が
ら
）
カ
ン
ト
の
「
実
践
的
判
断
力
の
範
型
論
」
と
い
う
モ
デ
ル

で
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
。 

  

必
要
な
範
囲
で
カ
ン
ト
の
所
論
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。（
な
お
、
カ
ン
ト
の

文
章
の
見
か
け
上
の
難
解
さ
に
欺
か
れ
て
は
な
り
ま
せ
ん
。
カ
ン
ト
が
熱
弁
を
振
る
っ
て
擁
護

す
る
の
は
、「
嘘
」
を
見
分
け
る
た
め
の
、
誰
も
が
知
っ
て
い
る
、
人
間
的
な
、
あ
る
「
賢
い
手

続
き
」
の
こ
と
だ
か
ら
で
す
。） 

 

［
カ
ン
ト
の
議
論
の
第
一
段
階
］ 

⒈
純
粋
理
論
理
性
が
遭
遇
し
た
あ
の
困
難
を
思
い
出
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
判
断
力
は
、
一
方
で

は
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
非
経
験
的
な
も
の
に
、
他
方
で
は
経
験
的
直
観
と
い
う
経
験
的
な
も
の

に
対
面
し
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
認
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
前
者
（
非
経
験
的
な
も
の
）

と
後
者
（
経
験
的
な
も
の
）
を
比
定
し
、
前
者
に
後
者
が
包
摂
可
能
か
否
か
を
判
定
し
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
「
非
経
験
的
な
も
の
」
と
「
経
験
的
な
も
の
」
の
比
較
は
背
理
か
つ

- 51 -



不
可
能
と
見
え
る
の
で
、
純
粋
理
性
は
必
然
的
に
窮
地
に
陥
る
の
で
す
が
、
両
方
の
性
格
を
兼

備
す
る
「
図
式
」
を
考
え
る
こ
と
で
、
カ
ン
ト
は
こ
の
難
局
を
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
し
た
。 

⒉
だ
が
実
践
理
性
で
は
事
情
が
異
な
り
ま
す
。
た
し
か
に
実
践
理
性
は
、「
意
志
」
を
そ
の
対
象

に
関
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
し
か
し
「
行
為
」
は
感
性
に
お
い
て

具
体
化
す
る
も
の
で
す
か
ら
、「
行
為
」
が
規
則
に
従
う
か
従
わ
な
い
か
を
判
定
す
る
の
は
、
理

性
で
は
な
く
判
断
力
、
す
な
わ
ち
実
践
的
判
断
力
で
す
。（
こ
の
判
断
力
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、

一
般
的
に
言
わ
れ
た
こ
と
が
具
体
的
に
行
為
に
適
用
さ
れ
る
の
で
す
。） 

⒊
さ
て
実
践
的
判
断
力
に
と
っ
て
何
が
「
非
経
験
的
」
な
所
与
な
の
で
し
ょ
う
か
。
純
粋
理
性

の
実
践
的
規
則
は
、
実
践
的
な
も
の
と
し
て
の
対
象
の
存
在
に
関
係
し
、
さ
ら
に
、
純
粋
理
性

の
実
践
的
規
則
と
し
て
の
行
為
の
存
在
に
関
し
て
必
然
性
を
伴
っ
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
実
践
理

性
の
「
規
則
（
自
由
の
法
則
）」
が
、
実
践
的
判
断
力
に
と
っ
て
の
「
非
経
験
的
な
所
与
」
な
の

で
す
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
、
可
能
な
行
為
に
現
れ
て
く
る
個
々
の
事
例
は
た
だ
「
経
験
的
な
も
の
」
で

あ
り
、
そ
れ
は
す
べ
て
経
験
と
自
然
に
属
し
て
い
ま
す
（
自
然
の
法
則
）。 

 

そ
れ
ゆ
え
実
践
理
性
は
、理
論
理
性
の
あ
の
困
難
を
反
復
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。な
ぜ
な
ら
、

感
覚
界
の
中
で
自
由
の
法
則
が
適
用
で
き
る
よ
う
な
事
例
は
な
い
し
、
感
覚
界
に
お
い
て
道
徳

的
善
の
理
念
が
適
用
で
き
る
事
例
に
出
会
う
こ
と
も
な
い
か
ら
で
す
。 

 

こ
こ
で
も
「
非
経
験
的
な
も
の
」
と
「
経
験
的
な
も
の
」
の
懸
隔
は
超
え
ら
れ
な
い
の
で
す
。 

⒋
と
こ
ろ
が
実
践
理
性
の
方
が
理
論
理
性
よ
り
も
深
刻
な
立
場
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な

ら
、
道
徳
的
に
善
な
る
も
の
は
、「
非
経
験
的
」
を
飛
び
越
え
て
、
さ
ら
に
む
し
ろ
超
感
性
的
だ

か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
超
感
性
的
な
も
の
に
対
応
す
る
も
の
は
、
感
性
的
直
観
の
な
か
を
探
し

て
も
見
つ
か
ら
な
い
。
だ
か
ら
実
践
的
判
断
力
に
は
図
式
が
な
い
。 

 

［
カ
ン
ト
の
議
論
の
第
二
段
階
］ 

⒈
た
と
え
ば
、「
自
分
の
利
益
の
た
め
に
嘘
を
つ
い
て
よ
い
」
と
い
う
個
人
的
原
則
は
、
こ
の
世

界
で
は
実
行
可
能
で
す
（
胸
に
手
を
当
て
て
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
）。
そ
れ
は
自
然
界
の
法
則
に

さ
え
従
っ
て
（
例
え
ば
欲
望
の
論
理
な
ど
に
よ
っ
て
）
実
現
し
て
お
り
、
純
粋
理
論
理
性
は
（
心

理
学
と
い
う
形
で
）
そ
の
可
能
性
の
条
件
さ
え
洞
察
し
ま
す
。 

 

だ
か
ら
、
実
践
的
判
断
力
が
、
感
性
界
に
お
い
て
可
能
な
行
為
を
、
純
粋
な
実
践
的
法
則
に

包
摂
す
る
場
合
、
感
性
界
に
お
け
る
「
出
来
事
」
と
し
て
の
行
為
の
可
能
性
が
問
題
な
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
嘘
も
、
出
来
事
と
し
て
は
、
充
分
に
真
実
だ
か
ら
で
す
。 

⒉
で
は
、
嘘
は
、
実
践
的
判
断
力
に
と
っ
て
、
何
ゆ
え
に
「
不
可
能
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。
中

心
的
な
問
題
は
こ
う
で
す
。
実
現
さ
え
す
る
嘘
と
い
う
も
の
に
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
も
の
が
あ

る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
か
。
い
っ
た
い
嘘
は
「
何
」
を
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
の
か
。

カ
ン
ト
を
祖
述
す
れ
ば
こ
う
で
す
。 

 

嘘
が
乗
り
越
え
ら
れ
な
い
も
の
と
は
、「
法
則
に
従
う
あ
る
特
定
の
場
合
の
図
式
」
で
は
な
く

て
、「
法
則
そ
れ
自
身
の
図
式
で
あ
る
。」
何
故
で
し
ょ
う
か
。 

⒊
自
由
の
法
則
に
は
、
い
か
な
る
直
観
も
対
応
し
な
い
し
、
い
か
な
る
図
式
も
与
え
ら
れ
ま
せ

ん
（
こ
の
法
則
は
超
感
性
的
な
の
だ
か
ら
。）。
結
局
、
道
徳
律
は
自
ら
を
自
然
界
の
対
象
に
適

用
す
る
た
め
の
媒
介
と
し
て
、（
感
性
に
属
す
構
想
力
で
は
な
く
）、「
悟
性
と
い
う
認
識
能
力
」

し
か
持
た
な
い
。（
こ
れ
が
常
識
の
教
え
で
あ
る
こ
と
は
、
す
ぐ
後
で
分
か
り
ま
す
。） 

 

実
践
的
判
断
力
で
は
、「
図
式
」
で
は
な
く
「
法
則
性
」
が
、「
非
経
験
的
な
も
の
」
と
「
経

験
的
な
も
の
」
の
媒
介
を
す
る
の
で
す
。
こ
の
悟
性
は
、
理
性
の
理
念
に
、「
自
然
律
の
形
式
」

を
与
え
る
の
で
す
（
こ
れ
を
カ
ン
ト
は
道
徳
律
の
「
類
型
（Typus

）」
と
呼
ぶ
）。 

 

〔
カ
ン
ト
の
議
論
の
第
三
段
階
〕 

⒈
分
か
り
や
す
く
し
ま
し
ょ
う
。実
践
的
判
断
力
の
規
則
は
こ
う
で
す
。「
君
の
目
論
む
行
為
が
、

君
自
身
が
そ
の
一
部
で
あ
る
よ
う
な
「
自
然
の
法
則
」
に
従
っ
て
起
こ
る
と
す
れ
ば
、
君
は
そ

の
行
為
を
君
の
意
志
に
よ
っ
て
可
能
な
も
の
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
を
、
自
分
に
問

う
て
み
た
ま
え
。」
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。 

⒉ 

カ
ン
ト
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
誰
も
が
、「
自
分
の
利
益
の
た
め
に
嘘
を
つ

- 52 -



い
て
よ
い
」
と
か
、「
自
分
の
利
益
に
な
る
な
ら
自
分
を
欺
い
て
も
よ
い
」
と
か
、「
他
人
が
困

る
の
を
冷
淡
に
見
て
い
て
よ
い
」
と
考
え
る
と
し
ま
し
ょ
う
。
だ
が
そ
の
と
き
君
は
、
こ
の
よ

う
な
「
自
然
の
法
則
」
に
よ
っ
て
到
来
す
る
秩
序
〔
世
界
〕
の
な
か
に
い
る
こ
と
を
、
自
ら
の

意
志
で
承
認
は
し
な
い
だ
ろ
う
、
と
。
そ
れ
は
生
き
る
に
値
す
る
世
界
で
し
ょ
う
か
。
い
や
そ

も
そ
も
そ
れ
は
「
世
界
」
の
名
に
値
す
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
う
は
思
え
ま
せ
ん
。 

 

す
な
わ
ち
、「
個
別
的
な
原
則
」
が
普
遍
的
な
「
自
然
の
法
則
」
に
な
る
と
考
え
る
こ
と
が
で

き
る
か
で
き
な
い
か
、
そ
れ
が
（
そ
し
て
図
式
が
な
い
の
で
、
そ
れ
だ
け
が
）
道
徳
的
判
定
の

基
準
な
の
で
す
。 

⒊ 

し
か
し
こ
れ
は
ま
さ
に
「
常
識
」
が
日
夜
実
行
し
て
い
る
こ
と
で
す
。
常
識
は
い
つ
で
も
自

然
律
を
手
も
と
に
持
っ
て
い
る
、
と
カ
ン
ト
は
言
い
ま
す
。
例
え
ば
「
自
分
は
嘘
を
つ
い
て
も

か
ま
わ
な
い
」
と
か
「
自
分
は
人
を
殺
す
権
利
が
あ
る
」
と
申
し
立
て
る
人
間
に
対
し
、
常
識

は
「
皆
が
そ
う
考
え
た
ら
ど
う
な
り
ま
す
か
」
と
反
問
し
ま
す
。（「
あ
な
た
は
そ
う
言
う
け
れ

ど
、
皆
が
そ
う
し
た
ら
、
世
の
中
、
成
り
立
た
な
い
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う
世
俗
的
な
、

し
か
し
賢
い
物
言
い
。）「
嘘
を
つ
い
て
よ
い
」
が
す
べ
て
の
人
間
に
よ
っ
て
肯
定
さ
れ
た
ら
、

つ
ま
り
、
も
し
そ
れ
が
「
自
然
の
法
則
」
と
し
て
立
て
ら
れ
た
ら
、
道
徳
云
々
以
前
に
、
人
間

社
会
そ
れ
自
体
が
存
立
し
な
い
の
で
す
。
し
か
し
理
性
的
な
人
間
は
そ
れ
を
望
ま
な
い
か
ら
、

ま
さ
に
そ
の
こ
と
が「
嘘
を
つ
い
て
も
よ
い
」が
実
践
的
に
真
で
な
い
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
、

と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
論
法
で
す
。 

 

カ
ン
ト
は
常
識
の
声
に
耳
を
傾
け
、
そ
の
声
を
哲
学
的
に
洗
練
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

⒝
修
復
理
論
に
お
け
る
範
型
論
へ
の
移
行 

 

さ
て
本
当
に
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
は
芸
術
作
品
の
修
復
理
論
に
応
用
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
。

「
保
存
的
命
法
」
を
口
に
し
て
い
る
以
上
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
少
な
く
と
も
こ
の
応
用
に
対
し
て

意
欲
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
で
す
。 

 

で
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
こ
の
試
み
に
成
功
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、「
嘘
が
（
実
践
哲

学
的
な
意
味
で
）
不
可
能
で
あ
る
こ
と
」
を
、「
嘘
が
自
然
法
則
化
で
き
な
い
こ
と
」
か
ら
演
繹

し
ま
し
た
が
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
カ
ン
ト
の
こ
の
論
法
を
、
自
ら
の
「
修
復
に
お
け
る
嘘
」
の
理

論
の
い
っ
た
い
ど
の
箇
所
に
、
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
組
み
込
ん
で
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

  

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
の
法
廷
は
「
修
復
の
嘘
」
を
め
ぐ
っ
て
進
行
し
ま
す
。『
修
復
の
理
論
』

の
と
く
に
第
四
章
、
第
五
章
、
第
八
章
は
、
こ
の
嘘
を
め
ぐ
る
議
論
に
終
始
し
て
い
る
観
が
あ

り
ま
す
が
、
そ
の
詳
細
に
つ
い
て
は
本
稿
の
第
五
章
と
第
六
章
で
詳
し
く
報
告
す
る
つ
も
り
で

す
。 

 

も
う
一
度
問
い
ま
す
。
本
当
に
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
は
芸
術
作
品
の
修
復
理
論
に
応
用
で
き

る
の
で
し
ょ
う
か
。
私
は
「
で
き
る
」
と
答
え
ま
す
。
実
際
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
「
修
復
に
お
け

る
嘘
」
に
つ
い
て
、
三
つ
の
異
な
る
水
準
で
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。 

 

第
一
は
、
修
復
的
嘘
の
い
わ
ば
「
形
態
論
」
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
嘘
の
分
類
が
そ
の
話
題

を
構
成
し
て
い
ま
す
。 

 

第
二
は
、
修
復
的
嘘
の
「
回
避
論
」
と
も
言
う
べ
き
論
で
あ
っ
て
、
嘘
が
発
生
し
そ
う
な
状

況
で
そ
れ
を
防
止
す
る
方
策
を
語
り
、
あ
る
い
は
す
で
に
嘘
が
発
生
し
て
い
る
状
況
で
そ
の
嘘

を
排
除
す
る
の
に
必
要
な
手
続
き
を
扱
い
ま
す
。 

 

第
三
は
、
そ
も
そ
も
修
復
的
嘘
が
な
に
ゆ
え
に
悪
で
あ
る
の
か
、
そ
し
て
修
復
的
嘘
が
な
に

ゆ
え
に
（
仮
言
的
／
条
件
的
に
で
は
な
く
）
定
言
的
／
無
条
件
的
に
排
除
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
か
を
、
つ
ま
り
修
復
的
嘘
の
「
不
可
能
論
」
を
語
っ
て
い
ま
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復

理
論
が
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
と
も
っ
と
も
強
く
共
鳴
す
る
の
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
第
三
の
局
面

に
お
い
て
で
す
。 

  
こ
の
第
三
の
局
面
を
少
し
立
ち
入
っ
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
修
復
に
つ
い
て

「
強
導
的
」
な
「
保
存
的
命
法
」
を
認
め
て
い
ま
す
（
段
落
十
一
と
段
落
十
三
）．
し
か
し
「
強

導
的
」
と
は
「
強
制
的
」
の
謂
い
で
あ
り
、「
強
制
的
」
と
は
「
必
然
的
」
の
謂
で
あ
り
、
そ
し

て
「
必
然
的
」
な
も
の
は
か
な
ら
ず
「
普
遍
的
」
で
す
。 

 

さ
て
「
個
別
の
修
復
行
為
」
が
妥
当
な
の
は
、
そ
れ
が
「
普
遍
的
な
保
存
的
命
法
」
に
包
摂
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さ
れ
る
と
き
で
あ
り
、
非
妥
当
な
の
は
、
そ
れ
に
包
摂
さ
れ
な
い
と
き
で
す
。 

 

し
か
し
妥
当
と
非
妥
当
は
、
個
別
と
普
遍
が
比
較
で
き
て
こ
そ
は
じ
め
て
決
定
可
能
で
す
。

で
は
、
修
復
の
理
論
に
お
い
て
、
こ
の
「
個
別
」
と
こ
の
「
普
遍
」
を
比
較
可
能
に
す
る
の
は
、

い
っ
た
い
ど
ん
な
「
媒
介
項
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

も
し
修
復
行
為
が
自
然
認
識
の
一
環
な
ら（
つ
ま
り
修
復
の
判
断
力
が
理
論
的
判
断
力
な
ら
）、

個
別
（
直
観
）
と
普
遍
（
概
念
）
は
両
者
の
性
格
を
併
せ
も
つ
「
図
式
」
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ

た
こ
と
で
し
ょ
う
（
カ
ン
ト
が
第
一
批
判
で
し
た
よ
う
に
）。
し
か
し
修
復
は
行
為
で
あ
り
、
行

為
は
概
念
で
も
な
け
れ
ば
直
観
で
も
な
い
の
だ
か
ら
、
図
式
は
、
つ
ま
り
「
普
遍
的
な
保
存
的

命
法
へ
の
、
個
別
的
修
復
行
為
の
、
包
摂
を
司
る
図
式
」
は
存
在
し
ま
せ
ん
。
図
式
が
存
在
し

な
い
と
い
う
点
で
、
修
復
理
論
は
実
践
哲
学
と
同
じ
境
遇
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

さ
て
カ
ン
ト
は
実
践
的
判
断
力
に
つ
い
て
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。「
実
践
的
判
断
力
は
図
式
を

持
た
な
い
が
、
範
型
な
ら
持
つ
」
と
。
そ
こ
で
も
し
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
『
修
復
の
理
論
』
が
カ

ン
ト
の
実
践
哲
学
を
モ
デ
ル
と
し
て
構
築
さ
れ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
ブ

ラ
ン
デ
ィ
の
言
う
修
復
（
修
復
実
践
）
は
、
カ
ン
ト
の
意
味
で
の
「
範
型
」
の
発
想
に
、
す
な

わ
ち
「
自
然
律
と
い
う
一
般
形
式
に
図
式
の
代
役
を
さ
せ
る
」
と
い
う
発
想
に
立
っ
て
い
る
と

予
想
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

さ
て
カ
ン
ト
は
、「
自
分
は
嘘
を
つ
い
て
も
構
わ
な
い
」
と
い
う
個
人
的
原
則
を
普
遍
的
道
徳

法
則
に
照
ら
し
て
「
非
妥
当
」
と
判
定
す
る
に
当
た
っ
て
、
い
っ
た
ん
そ
の
個
人
的
原
則
「
自

分
は
嘘
を
つ
い
て
も
構
わ
な
い
」
を
法
則
化
す
る
と
い
う
手
続
き
を
と
り
、
ま
さ
に
こ
の
法
則

が
法
則
と
し
て
破
綻
す
る
こ
と
（
理
性
が
拒
否
す
る
こ
と
）
を
も
っ
て
、「
元
の
個
人
的
原
則
が

非
妥
当
で
あ
る
こ
と
」
の
論
拠
と
し
た
の
で
し
た
。 

 

こ
の
場
合
重
要
な
こ
と
は
、「
自
分
は
嘘
を
つ
い
て
も
構
わ
な
い
」
と
い
う
個
人
的
原
則
の
非

妥
当
性
が
、
仮
言
的
に
で
は
な
く
、
定
言
的
に
言
わ
れ
た
こ
と
で
す
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
事
で

す
。
も
し
も
、「
自
分
は
嘘
を
つ
い
て
も
構
わ
な
い
」
と
い
う
個
人
的
原
則
が
法
則
化
さ
れ
た
場

合
、「
す
べ
て
の
人
が
嘘
を
つ
い
て
も
構
わ
な
い
」
よ
う
な
世
界
が
到
来
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。

し
か
し
す
べ
て
の
人
が
嘘
を
つ
く
以
上
、
お
そ
ら
く
そ
の
世
界
で
は
「
真
」
と
「
偽
」
の
区
別

そ
れ
自
体
が
意
味
を
な
し
ま
せ
ん
。
理
性
は
そ
の
こ
と
を
理
性
そ
の
も
の
の
危
機
と
し
て
認
識

す
る
で
し
ょ
う
。 

 

し
か
し
、
理
性
が
、
理
性
そ
れ
自
体
の
根
幹
を
崩
し
か
ね
な
い
こ
の
個
人
的
原
則
「
自
分
は

嘘
を
つ
い
て
も
構
わ
な
い
」
を
、
非
妥
当
と
す
る
に
当
た
っ
て
、
そ
の
理
性
は
、
あ
る
条
件
の

下
で
そ
れ
を
非
妥
当
と
し
た
訳
で
は
な
く
、
あ
る
偶
然
の
状
況
次
第
で
妥
当
に
な
り
得
る
と
い

う
仕
方
で
非
妥
当
を
宣
告
し
た
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
（
す
な
わ
ち
「
仮
言
的
」
で
な
い
）。 

 

理
性
が
件
の
個
人
的
原
則
を
非
妥
当
と
し
た
理
由
は
、
理
性
が
い
わ
ば
自
ら
の
死
と
崩
壊
を

望
ま
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
い
か
な
る
理
由
も
な
い
の
で
す
。
だ
か
ら
こ
そ
、
こ
の

非
妥
当
性
は
無
条
件
的
、
無
前
提
的
に
、
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
そ
れ
は
「
定
言
的
」

に
表
明
さ
れ
た
の
で
す
。 

  

そ
こ
で
修
復
で
す
。
修
復
に
お
い
て
も
、
理
性
は
自
ら
の
死
を
望
ま
な
い
で
し
ょ
う
。
従
っ

て
理
性
は
修
復
に
お
い
て
も
「
嘘
」
を
根
源
的
な
仕
方
で
拒
否
し
ま
す
。 

 

し
か
し
そ
れ
は
ど
ん
な
「
嘘
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。
同
じ
問
い
を
厳
密
に
表
現
す
れ
ば
こ
う

で
す
。 

 

「
修
復
の
分
野
に
お
け
る
個
人
的
原
則
で
あ
っ
て
、
そ
の
普
遍
法
則
化
が
理
性
の
死
と
崩
壊
を

引
き
起
こ
す
と
い
う
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由
で
、
無
条
件
的
、
無
前
提
的
に
、
そ
の
〈
非
妥
当

性
〉
が
確
定
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
個
人
的
原
則
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
」。
し
か
し
こ
の
問
題

は
次
章
で
扱
い
ま
し
ょ
う
。 

 

⒞
修
復
的
嘘
に
関
す
る
注
意
事
項
（
修
復
に
お
け
る
虚
偽
一
般
） 

 
『
修
復
の
理
論
』
の
な
か
で
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
二
度
に
わ
た
っ
て
修
復
に
お
け
る
「
虚
偽

（falso
）」
に
言
及
し
て
い
ま
す
（
強
調
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
）。 

 

〔
引
用
⑦ 
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
二
十
三
〕 
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「
し
た
が
っ
て
修
復
の
第
二
の
原
理(principio)

は
次
の
よ
う
に
定
式
化
で
き
る
。修
復
が
目
指
す

べ
き
は
、
芸
術
作
品
の
潜
在
的
統
一(unità 

potenziale)

を
可
能
な
か
ぎ
り
再
建
す
る
こ
と

(ristabilimento)

、
た
だ
し
芸
術
的
虚
偽
（falso 

artistico

）
に
も
歴
史
的
虚
偽(falso 

storico)

に
も
陥
ら
ず
、
芸
術
作
品
が
蔵
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
時
間
痕
跡
を
掻
き
消
す
こ
と
も
な
く
、

そ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
。」 

 

〔
引
用
⑧ 

『
修
復
の
理
論
』
第
二
章
段
落
五
末
尾
〕 

「
あ
る
人
が
、
か
つ
て
古
代
の
記
念
物
用
に
素
材
が
切
り
出
さ
れ
た
石
切
り
場
の
特
定
に
成
功
し
、

そ
の
記
念
物
を
（
修
復restauro
で
は
な
く
）
再
制
作
（rifacim

ento

）
す
る
に
は
そ
こ
か
ら
ま

た
素
材
を
切
り
出
す
の
が
当
然
だ
、
と
主
張
し
た
と
せ
よ
。
だ
が
そ
の
人
が
、
そ
れ
が
同
じ
素
材
だ

と
申
し
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
と
、
そ
れ
は
で
き
な
い
。
素
材
は
実
は
ま
っ
た
く
別
の
素

材
で
あ
る
。
そ
れ
は
現
在
進
行
す
る
人
間
の
行
為
に
起
因
す
る
相
対
価
値
を
持
た
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
が
属
す
の
は
現
代
で
あ
り
、
遠
い
過
去
の
時
代
で
は
な
い
。
た
と
え
素
材
の
化
学
組

成
が
同
じ
で
も
、
や
は
り
そ
れ
は
異
な
っ
て
お
り
、
両
者
の
同
一
視
は
歴
史
的
虚
偽
と
美
的
虚
偽

(falso storico ed estetico)

を
引
き
起
こ
し
か
ね
な
い
。」 

  

こ
こ
で
右
の
引
用
文
の
内
容
に
深
入
り
し
よ
う
と
言
う
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ

が
念
頭
に
お
く
「
嘘
」
ま
た
は
「
虚
偽
」
が
「
美
的
（
芸
術
的
）
虚
偽
」
と
「
歴
史
的
虚
偽
」

の
二
つ
で
あ
る
こ
と
が
確
認
し
た
か
っ
た
の
で
す
。
ち
な
み
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
「
嘘
」
を
、

彼
が
『
修
復
の
理
論
』
の
第
一
章
の
段
落
九
で
提
示
し
た
二
重
の
審
級
、
す
な
わ
ち
「
美
的
審

級
」
と
「
歴
史
的
審
級
」
に
対
応
さ
せ
る
の
は
ご
く
自
然
な
解
釈
で
し
ょ
う
（
本
稿
第
三
章
引

用
①
参
照
）。 

 

し
た
が
っ
て
次
の
よ
う
な
明
快
な
対
応
関
係
を
想
定
し
て
差
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ

ち
、「
美
的
審
級
」
で
は
「
美
的
虚
偽
」
が
暴
か
れ
、「
歴
史
的
審
級
」
で
は
「
歴
史
的
虚
偽
」

が
暴
か
れ
る
。 

 

 

す
で
に
本
稿
第
三
章
で
見
た
よ
う
に
、
法
廷
で
被
告
席
に
立
つ
の
は
、
制
作
・
劣
化
・
修
復

を
経
た
一
個
の
芸
術
作
品
で
す
。こ
の
作
品
に
か
け
ら
れ
た
嫌
疑
は
、修
復
の
妥
当
性
で
あ
り
、

被
告
た
る
芸
術
作
品
は
、
美
的
要
件
と
歴
史
的
要
件
を
め
ぐ
っ
て
修
復
の
妥
当
性
を
挙
証
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

ち
な
み
に
、
法
廷
を
埋
め
る
の
は
、
作
者
（
第
一
の
意
識
体
）
や
観
者
（（
第
二
の
意
識
体
）

で
は
な
く
、
芸
術
作
品
の
修
復
に
関
心
を
寄
せ
る
第
三
の
意
識
体
で
す
。
こ
の
意
識
体
は
固
有

の
感
受
能
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
作
者
の
感
受
能
力
で
も
な
く
、
観
者
の
感
受
能
力

で
も
な
い
、「
第
三
の
感
受
能
力
」を
持
っ
て
い
ま
す
。劣
化
と
修
復
を
経
た
芸
術
作
品
の
す
る
、

自
ら
を
「
完
備
」
な
り
と
す
る
申
し
立
て
に
耳
を
傾
け
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
意
識
体
た

ち
で
あ
る
こ
と
を
こ
こ
で
再
確
認
し
て
お
き
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
で
こ
の
意
識
体
に
は
、
眼
前
の
被
告
を
、
す
な
わ
ち
「
個
別
の
修
復
（
の
結
果
）」
を

裁
く
た
め
の
掟
、
す
な
わ
ち
「
保
存
的
命
法
」
が
与
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
先
ほ
ど
述
べ

た
理
由
で
、「
保
存
的
命
法
」
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
判
断
力
は
「
図
式
」
を
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
ず
、
使
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
「
範
型
（
自
然
律
の
形
式
）」
に
と
ど
ま
る
と
い
う
こ
と

こ
と
、
そ
の
こ
と
も
こ
こ
で
再
度
確
認
し
て
お
き
ま
す
。 
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内
容
篇 

 

【
第
五
章
】
修
復
虚
偽
論
（
間
隔
を
め
ぐ
る
） 

 
 
 
 
 
 
 

〔
序
に
代
え
て  

momento

と
は
な
に
か
〕 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
『
修
復
の
理
論
』
の
第
四
章
お
よ
び
第
五
章
を
、
修
復
を
め
ぐ
る
「
虚
偽
」

の
考
察
に
当
て
て
い
ま
す
。
さ
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
虚
偽
論
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
彼
の

「
時
間(tempo)

」
概
念
の
正
確
な
理
解
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
修
復
の
虚
偽
は
ま
さ
に

時
間
に
関
わ
る
虚
偽
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。 

 

し
か
し
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
時
間
理
論
を
正
確
に
読
み
取
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
彼
が
使
う

momento 

と
い
う
言
葉
の
正
し
い
理
解
が
欠
か
せ
ま
せ
ん
。修
復
の
虚
偽
の
時
間
論
的
分
析
は
、

ま
さ
にmomento

の
視
点
か
ら
行
わ
れ
る
か
ら
で
す
。
こ
の
言
葉
の
正
確
な
理
解
は
『
修
復
の

理
論
』
研
究
の
命
運
を
左
右
す
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
『
修
復
の
理
論
』
第
四
章
の
最
初
の
部
分
で
、
修
復
に
お
い
て
枢
要
な
役
割

を
果
た
す
三
つ
の
「
時
間(tempo)

」
を
導
入
し
て
い
ま
す
。
と
り
あ
え
ず
そ
の
導
入
箇
所
を
引

用
し
て
み
ま
し
ょ
う
（
同
書
第
四
章
段
落
三
）。 

 

そ
の
前
に
一
言
注
意
し
ま
す
。
こ
の
「
時
間
」
は
、
美
学
が
伝
統
的
に
設
け
て
き
た
時
間
芸

術
と
空
間
芸
術
の
分
類
の
そ
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ブ
ラ
ン
デ
ィ
も
言
う
よ
う
に
、

「
時
間
と
空
間
は
す
べ
て
の
芸
術
作
品
の
形
式
的
条
件
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
形
式
が
作
り
出

す
律
動
の
中
で
、
時
間
と
空
間
は
緊
密
に
融
合
し
て
い
る
」
か
ら
で
す
（『
修
復
の
理
論
』
第
四

章
段
落
二
）。
す
べ
て
の
芸
術
は
律
動
の
仕
方
で
す
で
に
時
間
を
含
ん
で
い
る
、
そ
の
意
味
で
す

べ
て
の
芸
術
は
時
間
芸
術
で
あ
る
、
と
彼
は
言
う
の
で
す
。 

 

し
か
し
修
復
で
問
題
に
な
る
の
は
も
ち
ろ
ん
こ
の
意
味
で
の
時
間
で
は
な
く
、
今
か
ら
見
る

よ
う
に
ま
っ
た
く
別
の
も
の
で
す
。 

 

引
用
文
中
の
「
現
象
学
的
」
と
い
う
表
現
は
第
六
章
で
扱
う
の
で
い
ま
は
触
れ
ま
せ
ん
。
ま

たmoment

の
語
義
は
未
決
定
な
の
で
原
語
で
表
記
し
ま
す
（
強
調
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
）。 

  
 

〔
引
用
① 

『
修
復
の
理
論
』
第
四
章
段
落
三
〕 

「
人
は
芸
術
作
品
に
お
い
て
、
律
動
形
式
以
外
の
仕
方
で
も
時
間(tempo)

に
出
会
う
。
そ
れ
は
形
式

の
観
点
で
は
な
く
、
現
象
学
的
な(fenomenologoco)

観
点
で
の
そ
れ
、
つ
ま
り
芸
術
作
品
に
ま
つ

わ
る
三
つ
のmomento

と
し
て
の
時
間
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
創
造
的
行
為
の
持
続(durata)

。
第

二
は
創
造
的
行
為
の
終
結(fine)

と
、
我
々
の
意
識
に
対
し
て
芸
術
作
品
が
現
前
化
さ
れ
る

momento

の
、
間
隔(intervallo)

。
そ
し
て
第
三
は
、
意
識
に
お
い
て
芸
術
作
品
の
閃
光
的
認
知

(fulgurazione)

が
起
こ
る
瞬
間(attimo)

で
あ
る
。」 

  

分
か
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、「
三
つ
のmomento

」
を
書
き
下
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
全
部

で
四
回
、momento

が
姿
を
見
せ
て
い
ま
す
。 

 

⒈
「
芸
術
作
品
の
創
造
的
行
為
の
持
続
」
と
い
うmomento

。 

 

⒉
「
芸
術
作
品
の
創
造
的
行
為
の
終
結
と
、
我
々
の
意
識
に
対
し
て
芸
術
作
品
が
現
前
化
さ
れ

るmomento

の
、
間
隔
」
と
い
うmomento

。 

 

⒊
「
意
識
に
お
い
て
芸
術
作
品
の
閃
光
的
認
知
が
起
こ
る
瞬
間(attimo)

」
と
い
うmomento

。 

  
さ
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
採
用
し
た
右
の
順
序
は
、
時
間
的
順
序
で
は
あ
っ
て
も
論
理
順
序
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
論
理
的
に
見
れ
ば
、「
間
隔
」
と
は
、
一
方
の
端
と
他
方
の
端
の
、
そ

の
間
隔
の
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
順
序
を
論
理
的
順
序
に
置
き
換
え
る
と
、
⒉
と
⒊
が
交
換
さ
れ

て
こ
う
な
り
ま
す
。 
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⒈
「
芸
術
作
品
の
創
造
的
行
為
の
持
続
」
と
い
うmomento

。 

 

⒉
「
意
識
に
お
い
て
芸
術
作
品
の
閃
光
的
認
知
が
起
こ
る
瞬
間(attimo)

」
と
い
うmomento

。 

 

⒊
「
芸
術
作
品
の
創
造
的
行
為
の
終
結
と
、
我
々
の
意
識
に
対
し
て
芸
術
作
品
が
現
前
化
さ
れ

るmoment

の
、
間
隔
」
と
い
うmomento

。 

  

結
局
、momento

概
念
は
次
の
よ
う
に
整
理
で
き
ま
す
。
創
造
行
為
の
持
続
の
終
わ
り
（
第

一
のmomento

）
と
、
意
識
に
お
い
て
芸
術
作
品
が
閃
光
的
に
現
前
化
さ
れ
る
瞬
間
（
第
二
の

momento

）
の
、
そ
の
間
隔
（
第
三
のmomennto
）。 

  

問
題
はmomennto 

の
意
味
で
す
。
イ
タ
リ
ア
語
の
辞
書
を
開
け
ば
、
こ
の
単
語
に
は
、「
瞬

間
」
お
よ
び
そ
れ
に
付
随
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
時
間
関
係
の
意
味
が
当
て
ら
れ
て
い
る
か
、
そ
う

で
な
け
れ
ば
、
主
に
哲
学
的
な
文
脈
で
使
わ
れ
る
「
契
機
」
と
い
う
意
味
が
当
て
ら
れ
て
い
る

か
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
す
。（
物
理
学
の
「
運
動
モ
ー
メ
ン
ト
」
は
除

外
し
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
言
葉
が
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
に
汎
用
さ
れ
る
現
代
の
状
況

は
、
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
が
物
理
学
の
研
究
過
程
で
こ
の
言
葉
を
多
用
し
た
こ
と
に
よ
っ
て

準
備
さ
れ
た
の
で
す
が
、
そ
れ
は
私
た
ち
が
こ
の
言
葉
を
ガ
リ
レ
オ
的
な
意
味
で
い
ま
も
使
用

し
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
ま
せ
ん
。） 

 

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
言
語
に
お
い
て
も
併
用
の
事
情
は
同
じ
で
あ
っ
て
、
こ
の
イ
タ
リ
ア
語
の
名

詞
と
語
源
を
共
有
す
る
言
葉
（
英
語
な
らmoment

、
ド
イ
ツ
語
な
らMoment

、
フ
ラ
ン
ス
語
な

らmoment

）
は
、
い
ず
れ
も
イ
タ
リ
ア
語
のmomento

同
様
、「
瞬
間
」
と
「
契
機
」
と
い
う

二
つ
の
意
味
で
併
用
さ
れ
る
の
で
す
。(

た
だ
し
私
の
所
有
す
る
「
ク
ラ
ウ
ン
仏
和
辞
典
」
第
６

版
（
三
省
堂
、2005

）
は
、「
瞬
間
」
と
「
契
機
」
の
ほ
か
に
、「
時
、
時
期
、
期
間
」
と
い
う

意
味
を
挙
げ
、
わ
ざ
わ
ざ
「
必
ず
し
も
短
く
な
い
」
と
書
き
添
え
て
い
ま
す)

。 
 

 

さ
てmomento

は
「
瞬
間
」
な
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
「
契
機
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
言
語
へ
の
翻
訳
な
ら
、
こ
の
名
詞
に
、momento

と
語
源
を
共
有
す
る
言
葉

（moment,Moment, moment

）
を
そ
れ
ぞ
れ
機
械
的
に
あ
て
が
う
こ
と
で
い
ち
お
う
翻
訳
の
努

め
は
果
た
せ
る
道
理
で
す
。
し
か
し
系
統
を
異
に
す
る
日
本
語
の
場
合
、
翻
訳
に
当
た
っ
て
は
、

「
瞬
間
」
と
「
契
機
」
の
い
ず
れ
の
意
味
で
あ
る
か
を
あ
ら
か
じ
め
解
釈
を
と
お
し
て
決
定
し

て
お
か
な
い
こ
と
に
は
、
訳
文
す
ら
書
け
な
い
と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
す
（
な
お
ド
イ
ツ
語
で

は
、
単
数
で
あ
る
か
ぎ
り
、
名
詞
の
性
で
二
つ
の
意
味
が
区
別
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
点
に
限
れ

ば
日
本
語
と
事
情
は
同
じ
で
す
。） 

 

ち
な
み
に
「
契
機
」
に
つ
い
て
は
こ
う
い
う
事
情
が
忖
度
で
き
ま
す
。momento

を
「
契
機
」

の
意
味
で
使
用
す
る
慣
行
は
、
お
そ
ら
く
カ
ン
ト
（1724

‐1804

）
が
『
判
断
力
批
判
』
の
第

一
書(Erstes Buch)

に
お
い
て
、
美
の
判
断
の
量
・
質
・
関
係
・
様
相
を
「
趣
味
判
断
の
四
契

機(Momente)

」
と
呼
ん
だ
こ
と
に
淵
源
す
る
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
の
用
語
法
が
、Alfredo 

Gargiulo 

に
よ
る
『
判
断
力
批
判
』
の
イ
タ
リ
ア
語
訳(1907)

以
来
、
イ
タ
リ
ア
思
想
界
の
共

有
財
産
に
な
っ
て
い
た
こ
と
は
事
実
で
す
。 

  

し
か
し
私
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
のmomento

の
意
味
は
、「
瞬
間
」
で
な
く
「
契
機
」
で
も
な
く
、

「
時
」
が
正
し
い
と
考
え
ま
す
。 

  

ま
ず
引
用
①
に
はattimo 

と
い
う
言
葉
が
登
場
し
ま
す
が
、
こ
れ
は
「
瞬
間
」
と
い
う
意

味
し
か
持
ち
ま
せ
ん
（「
刹
那
」
と
い
う
訳
も
あ
り
得
ま
す
が
、
意
味
は
変
わ
ら
な
い
。）
し
か

し
、「
瞬
間
」
を
意
味
す
るattimo

と
い
う
言
葉
が
登
場
す
る
文
章
の
中
で
、
紛
ら
わ
し
く
も
、

同
じ
く
「
瞬
間
」
を
意
味
す
るmomento

と
い
う
別
の
言
葉
を
併
用
す
る
こ
と
、
し
か
も
前
者

を
「
端
」
に
、
後
者
を
（
端
と
端
の
）「
間
隔
」
に
、
い
わ
ば
次
元
を
異
に
す
る
形
で
適
用
す
る

と
い
う
の
は
、
不
自
然
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
相
手
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
で
す
か
ら
、
表

現
と
し
て
紛
ら
わ
し
い
と
か
不
自
然
と
い
う
だ
け
で
は
、momento

が
「
瞬
間
」
で
あ
る
可
能

性
は
排
除
で
き
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。 
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「
瞬
間
」
と
い
う
訳
語
を
不
適
切
と
す
る
よ
り
強
い
理
由
は
、
引
用
①
の
中
に
明
確
に
見
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
第
二
は
創
造
的
行
為
の
終
結(fine)

と
、
我
々
の
意
識
に
対
し

て
芸
術
作
品
が
現
前
化
さ
れ
るmomento

の
、
間
隔(intervallo)

で
あ
る
」
と
。
最
初
の
「
第

二
は
」
と
い
う
表
現
は
、「
第
二
のmomento

は
」
の
意
味
で
す
か
ら
、
こ
れ
を
し
も
「
瞬
間
」

と
解
す
る
な
ら
ば
、我
々
は「
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
間
隔(inervallo)

を
瞬
間
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
」

と
い
う
、
い
さ
さ
か
無
理
筋
の
命
題
を
飲
ま
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
そ
こ
か
ら
導

か
れ
る
諸
命
題
は
、た
と
え
深
遠
そ
う
に
見
え
て
も
、や
は
り
ナ
ン
セ
ン
ス
と
い
う
も
の
で
す
。

間
隔
は
瞬
間
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、
「
間
隔
」
ま
で
包
含
す
る 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の

momento 

と
い
う
言
葉
を
、「
瞬
間
」と
い
う
狭
い
訳
語
に
押
し
込
め
る
の
は
不
適
切
な
の
で
す
。 

 

で
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
のmomento

は
「
契
機
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
可
能
性
も
あ
り
得
ま

せ
ん
。
そ
の
証
拠
は
『
修
復
の
理
論
』
第
五
章
段
落
十
九
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

こ
の
箇
所
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、
「
付
加(aggiunta)

」
の
保
存
・
除
去
と
、
「
再
制
作

(rifacimento)

」
の
保
存
・
除
去
を
厳
密
に
区
別
し
よ
う
と
努
力
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の

な
か
にmomento(

複
数momenti)

が
登
場
す
る
の
で
す
。重
要
な
の
は
次
の
引
用
②
の
最
後
か

ら
二
つ
目
の
文
章
で
す
。（
ち
な
み
に
、「
再
制
作
」
は
映
画
の
リ
メ
イ
ク(remake)

を
イ
メ
ー

ジ
す
る
と
分
か
り
や
す
い
で
し
ょ
う
。） 

 

〔
引
用
② 

『
修
復
の
理
論
』
第
五
章
段
落
十
九
〕 

「
し
か
し
、
再
制
作
は
付
加
と
同
じ
で
は
な
い
。
付
加
物
は
完
全
化
す
る
。
特
に
建
築
で
は
、
付
加

は
本
来
の
課
題
と
は
違
う
に
せ
よ
、
あ
る
課
題
に
取
り
組
ん
で
い
る
。
付
加
に
よ
っ
て
、
人
は
模
倣

す
る
の
で
は
な
く
、
発
展
さ
せ
補
完
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
再
制
作
は
、
作
品
を
あ
ら
た

に
形
成
し
よ
う
と
し
、
本
源
的
な
創
造
的
プ
ロ
セ
ス
が
た
ど
っ
た
発
展
を
な
ぞ
る
か
た
ち
で
（in 

maniera analoga

）、
そ
の
創
造
的
プ
ロ
セ
ス
に
手
を
つ
け
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
は
あ
る
仕
方
で
新

と
旧
を
融
合
さ
せ
、
そ
う
す
る
こ
と
で
新
と
旧
の
区
別
を
解
消
す
る
。
だ
か
ら
再
制
作
と
は
、
二
つ

のmomenti

を
隔
て
て
い
た
時
間
の
間
隔(intervallo)

の
廃
棄
、あ
る
い
は
そ
の
最
小
化
で
あ
る
。

付
加
と
再
制
作
は
徹
底
的
に
相
容
れ
な
い
。」 

  

ブ
ラ
ン
デ
ィ
のmomentto

が
「
契
機
」
で
な
い
こ
と
は
、
最
後
か
ら
二
つ
目
の
言
葉
、「
だ

か
ら
再
制
作
と
は
、
二
つ
のmomenti

を
隔
て
て
い
た
時
間
差
の
廃
棄
、
あ
る
い
は
す
く
な
く

と
も
そ
の
極
小
化
で
あ
る
」
か
ら
読
み
取
れ
ま
す
。 

 

ま
ず
「
時
間
の
間
隔(intervallo di tempo)

」
と
は
、
引
用
①
に
関
係
さ
せ
て
解
釈
す
れ

ば
、
先
の
⒊
の
「
芸
術
作
品
の
創
造
的
行
為
の
終
結
と
、
我
々
の
意
識
に
対
し
て
芸
術
作
品
が

現
前
化
さ
れ
るmomento

の
間
の
、
時
間
の
間
隔
と
い
うmomento

」
に
相
当
し
ま
す
。 

 

と
こ
ろ
が
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
（
再
制
作
を
扱
う
文
脈
の
中
と
は
い
え
）「
芸
術
作
品
の
創
造
的

行
為
の
終
結
」
と
、「
我
々
の
意
識
に
対
し
て
芸
術
作
品
が
現
前
化
さ
れ
るmomento

」
を
、
引

用
②
の
中
で
は
「
二
つ
のmomento

を
隔
て
て
い
た
時
間
の
間
隔(intervallo di tempo che 

distacca i due momenti)

」
と
呼
ん
で
い
る
の
で
す
。
し
か
し
時
間
の
間
隔
に
よ
っ
て
隔
て

ら
れ
る(distacca)

二
つ
の
も
の
は
、
そ
れ
自
体
時
間
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

「
時
間
の
間
隔
」
は
或
る
時
間
と
別
の
時
間
の
間
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、「
契
機
」
と
「
契
機
」

の
間
に
「
時
間
の
間
隔
」
は
あ
り
得
な
い
の
で
す
。 

 

も
ち
ろ
ん
次
の
よ
う
に
言
い
繕
う
こ
と
は
可
能
で
す
。「
契
機
Ａ
」
が
時
間
限
定
ａ
を
も
ち
、

「
契
機
Ｂ
」
も
時
間
限
定
ｂ
を
持
ち
、
二
つ
の
契
機
の
時
間
間
隔
と
は
そ
の
二
つ
の
時
間
限
定

の
時
間
差
な
の
だ
、
と
言
い
張
る
こ
と
は
け
っ
し
て
不
可
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ

は
右
の
イ
タ
リ
ア
語
の
句intervallo di tempo che distacca i due momenti

の
解
釈

と
し
て
は
不
自
然
の
度
が
過
ぎ
ま
す
。momento(momenti)

は
や
は
り
時
間
的
な
何
か
で
あ
り
、

論
理
的
な
何
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん 

 

そ
こ
で
思
い
浮
か
ぶ
の
が
、
フ
ラ
ン
ス
語
辞
書
の
指
摘
す
る
あ
の
「
時
（
必
ず
し
も
短
く
な

い
）」
と
い
う
語
義
で
す
。 

 
私
は
先
ほ
ど
、
瞬
間
で
あ
る
筈
の
な
い
「
間
隔(intervallo)

」
に
ブ
ラ
ン
デ
ィ
がmomento

と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
い
た
と
い
う
理
由
で
、「
瞬
間
」
はmomento 

の
訳
と
し
て
は
狭
す
ぎ
る

と
判
断
し
、
そ
れ
を
訳
語
と
し
て
却
下
し
た
の
で
す
が
、
も
し
もmomento

が
「
時
（
必
ず
し

も
短
く
な
い
）」
と
い
う
意
味
で
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
あ
の
「
狭
す
ぎ
る
」
と
い
う
難
点
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は
ク
リ
ア
ー
さ
れ
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。 

 

そ
こ
で
私
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
のmomento

に
は
「
時
」
と
い
う
訳
語
を
当
て
ま
す
。
そ
う
す

る
理
由
は
、
そ
れ
が
他
の
訳
に
比
べ
て
マ
シ
だ
と
い
う
点
に
あ
り
、
も
し
そ
れ
で
不
都
合
が
生

じ
る
な
ら
、
そ
の
時
ま
た
対
応
す
れ
ば
よ
い
と
い
う
考
え
方
で
す
。 

 

「
時
」
の
最
大
の
特
徴
は
、
長
さ
の
限
定
が
付
さ
れ
て
い
な
い
点
に
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
瞬

間
」
と
「
間
隔
」
を
併
せ
含
む
の
で
す
。（
そ
こ
に
「
永
遠
」
ま
で
含
ま
れ
る
か
ど
う
か
は
、
私

に
は
決
め
か
ね
ま
す
。
あ
と
で
出
す
引
用
④
に
は
「
永
遠
の
現
在
」
と
い
う
表
現
が
あ
り
、
そ

れ
も
「
時
」
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、「
永
遠
の
現
在
」
は
純
然
た
る
「
永
遠
」
と
同
じ

な
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
私
に
は
分
か
り
ま
せ
ん
。） 

 

た
だ
表
記
上
、
漢
字
一
字
の 

時 

で
は
い
か
に
も
頼
り
な
く
、
地
の
文
に
埋
没
し
か
ね
な

い
の
で
、
ゴ
シ
ッ
ク
で 

時 

と
表
示
す
る
こ
と
を
お
認
め
下
さ
い
。 

 

そ
う
す
る
と
先
ほ
ど
書
き
下
し
た
三
つ
のmomento
は
こ
う
表
示
さ
れ
ま
し
ょ
う
。（
当
初
の

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
時
間
的
順
序
に
戻
し
た
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。） 

 

⒈
「
芸
術
作
品
の
創
造
的
行
為
の
持
続
」
と
い
う
時
。 

 

⒉
「
芸
術
作
品
の
創
造
的
行
為
の
終
結
と
、
我
々
の
意
識
に
対
し
て
芸
術
作
品
が
現
前
化
さ
れ

る
時
の
、
間
隔
」
と
い
う
時
。 

 

⒊
「
意
識
に
お
い
て
芸
術
作
品
の
閃
光
的
認
知
が
起
こ
る
瞬
間(attimo)

」
と
い
う
時
。 

  

さ
て
こ
れ
ら
三
つ
の
時
が
、
私
が
本
稿
第
三
章
第
一
節
分
析
２
で
示
し
た
芸
術
作
品
の
「
三

態
」
に
ほ
ぼ
相
似
す
る
こ
と
は
見
や
す
い
で
し
ょ
う
。
私
は
そ
こ
で
は
こ
う
言
っ
た
の
で
す
。

「
と
こ
ろ
で
芸
術
作
品
の
劣
化
現
象
に
は
あ
る
教
育
的
効
果
が
備
わ
っ
て
い
ま
す
。な
ぜ
な
ら
、

劣
化
し
た
と
き
芸
術
作
品
は
三
重
化
す
る
か
ら
で
す
。
第
一
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
状
態
で
の
芸
術

作
品
。
第
二
は
劣
化
し
た
状
態
で
の
同
じ
芸
術
作
品
。
第
三
は
修
復
を
受
け
た
状
態
で
の
や
は

り
同
じ
芸
術
作
品
。
こ
れ
ら
は
、
同
じ
芸
術
作
品
の
、
三
態
で
す
」
と
。
若
干
の
ニ
ュ
ア
ン
ス

の
違
い
こ
そ
あ
れ
、
ま
た
部
分
的
に
順
番
の
違
い
は
あ
れ
、
全
体
の
時
間
構
成
は
お
お
む
ね
対

応
し
て
い
る
と
考
え
ま
す
。 

 

劣
化
と
修
復
を
経
た
芸
術
作
品
は
、
こ
れ
ら
三
重
の
姿
（
創
造
に
お
け
る
姿
、
劣
化
過
程
で

の
姿
、
い
ま
眼
の
ま
え
に
あ
る
姿
）
で
法
廷
に
立
ち
、
裁
く
側
の
意
識
体
は
、
芸
術
作
品
を
こ

れ
ら
「
三
つ
の
時
」
に
照
ら
し
て
審
理
す
る
の
で
す
。 

  

た
だ
次
の
こ
と
だ
け
は
こ
の
場
所
で
言
い
添
え
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が

引
用
①
で
表
明
し
て
い
る
時
間
概
念
は
、
マ
ル
チ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー(Martin 

Heidegger.1889-1976)

の
時
間
概
念
、と
り
わ
け『
存
在
と
時
間（Sein und Zeit

）』 (1927)

の
時
間
概
念
に
間
違
い
な
く
依
存
し
て
い
ま
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
使
う
「
瞬
間(attimo)

」
や

「
閃
光(fulgurazione)

」
な
ど
概
念
に
し
て
も
、
そ
の
祖
型
を
『
存
在
と
時
間
』
の
中
に
見

つ
け
る
こ
と
は 

さ
し
て
難
し
い
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
し
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
そ
の
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
を
介
し
て
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル(Edmund Husserl.1859-1938)

に
繋
が
り
、

ま
た
意
外
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
彼
が
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ(Jacques 

Derrida.1930-2004) 

に
（
あ
る
範
囲
で
）
共
感
を
表
明
し
て
い
る
こ
と
も
、
見
過
ご
せ
な
い

事
実
で
す
。 

 

た
だ
、
そ
の
よ
う
な
思
想
的
影
響
関
係
は
次
の
第
六
章
に
委
ね
、
こ
の
第
五
章
で
は
修
復
の

嘘
を
め
ぐ
る
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
所
説
の
再
構
成
に
（
実
は
そ
れ
だ
け
で
も
難
事
な
の
で
す
が
）、
全

力
を
傾
注
し
ま
す
。 
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⒜ 
第
一
の
時
を
め
ぐ
る
錯
誤
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
ミ
ス
テ
イ
ク
） 

 

さ
て
、
法
廷
に
お
い
て
修
復
の
「
嘘
」
に
眼
を
光
ら
せ
る
意
識
体
は
、
芸
術
作
品
の
三
つ
の

時
の
そ
れ
ぞ
れ
に
「
嘘
」
を
発
見
し
よ
う
と
し
ま
す
。
つ
ま
り
修
復
に
は
三
種
類
の
嘘
が
あ
り

得
る
の
で
す
。
現
実
世
界
の
裁
判
制
度
を
な
ぞ
る
が
ご
と
く
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、
修
復
に
関
わ

る
訴
訟
に
つ
い
て
も
、
係
争
の
内
容
に
よ
っ
て
そ
れ
を
審
理
す
る
法
廷
に
区
別
を
設
け
ま
す
。

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
『
修
復
の
理
論
』
の
な
か
に
三
つ
の
法
廷
を
開
く
の
で
す
。 

 

い
ま
か
ら
私
は
、『
修
復
の
理
論
』
の
第
四
章
、
第
五
章
、
さ
ら
に
第
八
章
に
即
し
て
、
こ
れ

ら
の
嘘
を
め
ぐ
る
審
理
過
程
を
順
を
追
っ
て
概
観
し
ま
す
。 

 

な
お
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
『
修
復
の
理
論
』
の
な
か
で
、
歴
史
的
観
点
か
ら
修
復
が
犯
し
得
る
過

ち
を
、「
混
同
」「
取
り
違
え
」「
同
一
視
」「
論
過
」「
誤
謬
推
論
（
的
）」
等
と
表
現
し
ま
す
が
、

私
は
こ
れ
ら
を
「
錯
誤
」
と
総
称
し
ま
す
。 

   

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
錯
誤
の
基
本
形
式
を
「
混
同
」
あ
る
い
は
「
取
り
違
え
」
の
中
に
見
て
い
ま

す
。
本
章
冒
頭
の
引
用
①
を
受
け
て
彼
は
こ
う
続
け
る
の
で
す
。 

 

〔
引
用
③ 

『
修
復
の
理
論
』
第
四
章
段
落
四
〕 

「
芸
術
作
品
を
観
想
す
る
人
間
に
よ
っ
て
、
芸
術
作
品
に
お
け
る
歴
史
的
時
間(tempo storico)

の
こ
れ
ら
三
つ
の
意
味
が
、
絶
え
ず
意
識
さ
れ
、
見
通
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ

か
、
人
は
概
し
て
こ
れ
ら
を
混
同
し
た
り
、
あ
る
い
は(o)

、
芸
術
作
品
の
（
一
般
的
意
味
で
の
）
歴

史
的
時
間
の
時
間
的
意
味
と
、
形
で
あ
る
が
ゆ
え
に
芸
術
作
品
が
実
現
す
る
無
時
間
的
時
間(tempo 

extratemporale)

を
取
り
違
え
る
の
で
あ
る
。」 

  

最
初
の
三
行
、
と
く
に
「
人
は
概
し
て
こ
れ
ら
〔
三
つ
の
意
味
〕
を
混
同
し
が
ち
で
あ
る
」

と
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
言
う
と
き
、
彼
が
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
本
章
冒
頭
の
引
用
①
、
第
二
、

第
三
の
時
の
相
互
の
混
同
」
の
こ
と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
直
前
で
、「
芸
術
作
品
に
お
け
る
歴

史
的
時
間
の
こ
れ
ら
三
つ
の
意
味
が
、
絶
え
ず
意
識
さ
れ
、
見
通
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
」

と
言
っ
て
い
る
か
ら
で
す
。（
こ
の
混
同
自
体
は
「
再
制
作
」
問
題
に
関
わ
る
の
で
次
節
で
扱
う

こ
と
に
し
ま
す
。） 

 

さ
て
そ
の
す
ぐ
あ
と
で
、「
芸
術
作
品
の
（
一
般
的
意
味
で
の
）
歴
史
的
時
間
の
時
間
的
意
味

と
、
形
で
あ
る
が
ゆ
え
に
芸
術
作
品
が
実
現
す
る
無
時
間
的
時
間
と
を
、
取
り
違
え
る
」
と
言

う
と
き
、
彼
が
念
頭
に
置
く
の
は
あ
の
「
三
つ
の
時
の
相
互
の
取
り
違
え
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
う
で
は
な
く
、
彼
が
思
い
浮
か
べ
て
い
る
の
は
、「
件
の
三
つ
の
時
の
ど
れ
か
と
、
他
の
な
に

か
の
取
り
違
え
」
で
す
。 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
引
用
③
（
第
四
章
段
落
四
）
の
後
半
で
語
っ
て
い
る
の
が
「
件
の
三
つ
の
時

の
ど
れ
か
と
、
他
の
な
に
か
、
の
取
り
違
え
」
で
あ
る
こ
と
は
、
他
の
箇
所
か
ら
も
知
ら
れ
ま

す
。
よ
り
正
確
に
言
え
ば
、
こ
の
「
取
り
違
え
」
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
次
の
引
用
④
（『
修
復
の

理
論
』
第
四
章
段
落
六
よ
り
）
の
後
半
で
語
る
、「
歴
史
的
時
間
に
組
み
込
ま
れ
て
は
い
て
も
、

作
品
の
無
時
間
的
な
現
前
に
他
な
ら
ぬ
あ
の
瞬
間
」
と
「
歴
史
的
時
間
」
の
混
同
と
同
じ
も
の

で
す
。
そ
れ
は
「
無
時
間
的
な
も
の
」
と
「
歴
史
的
な
も
の
（
時
間
的
な
も
の
）」
の
混
同
な
の

で
す
。
同
箇
所
を
引
用
し
ま
す 

  
 

〔
引
用
④ 

『
修
復
の
理
論
』
第
四
章
段
落
六
〕 

「
た
っ
た
い
ま
創
造
さ
れ
た
作
品
で
あ
れ
、
数
百
年
前
に
創
造
さ
れ
た
作
品
で
あ
れ
、
意
識
の
な
か

で
芸
術
作
品
が
実
際
に
現
前
化
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
作
品
に
唯
一
許
さ
れ
る
現
実
性
、
す
な
わ
ち
永

遠
の
現
在(eterno presente)

で
あ
る
こ
と
こ
そ
本
質
的
で
あ
る
。
作
品
を
そ
れ
と
は
違
う
何
か
に

与
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
人
は
、
芸
術
作
品
に
〈
刺
激
〉
と
し
て
の
奉
仕
を
強
要
し
て
い
る
。」（
中

略
）「
そ
れ
は
、
芸
術
作
品
が
感
受
の
瞬
間(attimo)

に
輝
き
は
じ
め
る
だ
け
で
は
満
足
し
な
い
、
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
歴
史
的
時
間(tempo storico)

に
組
み
込
ま
れ
て
は
い
て
も
、
作
品
の
無
時
間

的
な
現
前(presente extratemporale)

に
他
な
ら
ぬ
あ
の
瞬
間(attimo)

に
満
足
し
な
い
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。」 

 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
と
っ
て
は
、
こ
の
差
異
が
、
つ
ま
り
「
作
品
の
無
時
間
的
現
前
」
と
「
作
品
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の
歴
史
的
時
間
」
の
差
異
が
、
錯
誤
（
嘘
）
の
第
一
の
母
体
を
提
供
し
ま
す
。
な
お
、
ブ
ラ
ン

デ
ィ
が
前
者
（
無
時
間
性
）
を
支
持
し
、
後
者
（
歴
史
的
時
間
）
に
対
し
て
否
定
的
で
あ
る
こ

と
は
贅
言
を
要
し
ま
せ
ん
。 

  

思
想
史
的
に
は
、「
作
品
の
無
時
間
的
現
前
」
と
い
う
言
説
は
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
芸
術
観
を
彷

彿
と
さ
せ
ま
す
（
ク
ロ
ー
チ
ェ
の
芸
術
観
な
ら
び
に
修
復
観
に
つ
い
て
は
本
稿
で
は
触
れ
ま
せ

ん
。）
し
か
し
彷
彿
と
さ
せ
る
と
言
っ
て
も
関
係
は
複
雑
で
す
。
両
者
は
、
た
し
か
に
そ
の
芸
術

作
品
観
に
関
し
て
は
相
似
、
い
や
場
合
に
よ
っ
て
は
酷
似
さ
え
す
る
の
で
す
が
（
例
え
ば
永
遠

性
の
強
調
）、
こ
と
「
修
復
観
」
に
関
し
て
は
到
底
相
容
れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な

ら
ク
ロ
ー
チ
ェ
は
芸
術
作
品
の
（
物
質
的
）
修
復
を
ほ
ぼ
全
面
否
定
す
る
か
ら
で
す
。
た
だ
そ

う
す
る
と
、
ク
ロ
ー
チ
ェ
と
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
間
で
、「
修
復
観
」
に
お
い
て
相
容
れ
ず
「
芸
術
観
」

に
お
い
て
酷
似
す
る
こ
と
が
何
故
可
能
な
の
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
ま
す
が
、
本
稿
の
枠
内
で

こ
の
問
題
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
困
難
な
の
で
、
問
題
の
指
摘
に
と
ど
め
ま
し
ょ
う
。 

  

と
こ
ろ
で
『
修
復
の
理
論
』
第
四
章
段
落
五
に
は
「
趣
味
」
に
つ
い
て
の
記
載
が
あ
り
、
し

か
も
そ
れ
が
「
作
品
の
歴
史
的
時
間
」
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
今
か
ら
引
用
す
る
く
だ

り
は
、
本
稿
第
一
章
で
分
析
し
た
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
一
連
の
所
説
を
連
想
さ
せ
な
い
で
し
ょ

う
か
。  

  
 

〔
引
用
⑤ 

『
修
復
の
理
論
』
第
四
章
段
落
五
後
半
〕 

「
こ
の
粗
略
な
思
い
込
み
に
は
創
作
プ
ロ
セ
ス
に
お
け
る
二
つ
の
基
本
的
な
時(due 

momenti 

basilari)

の
混
同
が
含
ま
れ
て
い
る
。
第
一
の
時
は
、
客
観
の
象
徴
的
な
個
別
化
に
通
じ
て
い
る
。

芸
術
家
は
、
主
観
的
な
選
択
に
よ
っ
て
、
彼
が
時
代
と
共
有
す
る
趣
味
、
不
安
、
理
論
、
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
、
情
熱
、
陰
謀
を
そ
の
中
に
持
ち
込
ん
だ
り
、
持
ち
込
ま
な
か
っ
た
り
す
る
。
そ
れ
は
芸
術
家

が
決
め
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
芸
術
家
が
客
体
の
形
成
に
（
密
か
に
、
た
だ
ひ
と
り
、
聖
別
さ

れ
て
）
携
わ
っ
た
と
き
、
客
体
を
生
み
出
す
た
め
に
結
集
し
た
外
的
状
況
は
姿
を
消
し
て
い
る
か
、

残
っ
た
と
し
て
も
、
せ
い
ぜ
い
琥
珀
に
封
じ
込
め
ら
れ
た
虫
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

人
が
、
芸
術
家
が
生
き
た
時
間
を
作
品
の
な
か
に
再
認
し
よ
う
が
す
ま
い
が
、
そ
の
こ
と
で
作
品
の

価
値
は
寸
毫
も
揺
る
が
な
い
の
で
あ
る
。」 

  

引
用
⑤
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
「
二
つ
の
基
本
時
の
混
同
」
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
ま
す
。「
二
つ

の
（
基
本
）
時
」
と
は
、「
芸
術
家
が
産
み
出
し
た
客
体
（
芸
術
作
品
そ
の
も
の
）」
と
「
芸
術

家
が
、
主
観
的
な
選
択
に
よ
っ
て
、
時
代
と
共
有
す
る
趣
味
、
不
安
、
理
論
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、

情
熱
、
陰
謀
を
そ
の
中
に
持
ち
込
ん
だ
、
そ
の
限
り
で
の
芸
術
作
品
」
の
こ
と
で
す
が
、
こ
れ

ら
二
つ
は
、
本
章
冒
頭
の
引
用
①
の
「
三
つ
の
時
」
の
な
か
の
二
つ
の
時
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

た
し
か
に
前
者
は
あ
の
「
三
つ
の
時
」
に
属
し
ま
す
が
、
後
者
は
（
一
般
的
意
味
で
の
）
歴
史

的
時
間
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
す
。 

 

こ
こ
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
ク
ロ
ー
チ
ェ
に
始
ま
り
、
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
で
一
応
の
決
着
を
見
た
例

の
「
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」
に
思
い
を
致
し
て
い
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
本
稿
第
一
章
で
の

ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
に
関
す
る
考
察
に
立
ち
返
れ
ば
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
挙
げ
た
「
第
一
の
時
」（
前

段
）
が
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
い
う
「
作
品
」
で
あ
り
、
ま
た
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
第
二
の
時
」（
前

段
）
が
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
の
言
う
「
趣
味(gusto)

」
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。
ブ
ラ

ン
デ
ュ
は
こ
こ
で
、
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
（
と
ク
ロ
ー
チ
ェ
）
に
立
ち
戻
っ
て
、「
作
品
」
と
「
趣

味
」
の
峻
別
を
促
し
、
彼
ら
と
声
を
揃
え
て
「
趣
味
は
作
品
を
説
明
し
な
い
」
と
主
張
し
て
い

る
の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
は
美
術
史
的
判
断
の
核
に
当
た
る
も
の
を
、「
趣
味
（
個
別
）」

の
「
芸
術
作
品
（
普
遍
）」
へ
の
包
摂
作
用
に
求
め
て
い
ま
し
た
。
そ
の
場
合
、
彼
の
い
う
「
諸

要
素
」
が
ま
さ
に
包
摂
の
媒
介
項
で
あ
っ
た
こ
と
（
第
一
章
で
詳
述
）、
ま
た
彼
が
こ
の
諸
要
素

自
体
の
歴
史
的
変
容
に
美
術
史
の
基
礎
を
置
い
た
こ
と
（
こ
れ
は
あ
ま
り
詳
し
く
触
れ
ま
せ
ん

で
し
た
）
を
思
い
出
し
ま
し
ょ
う
。 

 

そ
こ
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
で
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
と
っ
て
「
美
術
史
」
と
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ

う
か
。
彼
も
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
同
様
、
包
摂
作
用
に
そ
の
基
礎
を
求
め
た
の
で
し
ょ
う
か
。
断
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定
の
た
め
の
材
料
に
欠
け
る
の
で
、
そ
う
と
も
そ
う
で
な
い
と
も
言
い
か
ね
る
の
で
す
が
、
す

く
な
く
と
も
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
と
そ
っ
く
り
同
じ
美
術
史
観
を
持
っ
て
は
い
な

か
っ
た
こ
と
だ
け
は
、
確
信
を
も
っ
て
言
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

私
が
そ
う
主
張
す
る
理
由
は
ま
た
ま
た
「
素
材(materia)

」
で
す
。
実
際
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、

ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
と
は
違
い
、
ま
た
ク
ロ
ー
チ
ェ
と
は
も
っ
と
違
っ
て
、
芸
術
の
原
理
の
中
に

「
素
材
」
と
「
物
質
」
の
両
方
を
含
め
て
い
る
か
ら
で
す
。
彼
は
、
修
復
の
場
面
に
限
る
に
せ

よ
、
芸
術
を
「
原
理
」
だ
け
で
は
な
く
、
か
な
ら
ず
そ
れ
に
ま
つ
ろ
わ
ぬ
「
反
原
理
」
と
の
関

係
に
お
い
て
見
る
人
物
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
「
美
術
史
」
に
対
す
る
見
解
に
跳
ね
返
ら
な
い

で
い
た
と
は
到
底
思
え
な
い
の
で
す
。 

 

も
ち
ろ
ん
彼
は
こ
う
言
っ
て
は
い
ま
す
（
強
調
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
）。 

 
 

〔
引
用
⑥ 

『
修
復
の
理
論
』
第
四
章
段
落
七
〕 

「
美
術
史
と
は
、
芸
術
的
形
成
の
時
間
的
系
列(successione temporale)

の
な
か
に
あ
る
と
は
い

え
、
時
間
に
お
け
る
無
時
間
的
な
時
と
そ
れ
が
刻
む
リ
ズ
ム(momento 

extratemporale 
del 

tempo che si chiuse nel ritmo)

に
眼
を
向
け
る
歴
史
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
趣
味

の
歴
史
は
、
自
己
完
結
し
た
不
変
の
芸
術
作
品
を
あ
る
流
れ
と
し
て
ひ
と
ま
と
め
に
す
る
、
時
間
的

時
間(tempo temporale)

の
歴
史
な
の
で
あ
る
。」 

 

「
時
間
に
お
け
る
無
時
間
的
な
時
と
、
そ
れ
が
刻
む
リ
ズ
ム
」
と
は
難
解
な
表
現
で
す
。
芸
術

作
品
自
体
は
時
間
の
中
に
あ
り
ま
す
。「
時
間
に
お
け
る
」
と
は
そ
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
。
し

か
し
作
品
は
「
終
結
・
間
隔
・
閃
光
」
と
い
う
例
の
リ
ズ
ム
を
生
き
て
お
り
（
引
用
①
）、
そ
の

リ
ズ
ム
自
体
は
時
間
的
で
は
な
く
無
時
間
的
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
す
。（
強
調
し
て
お
き
ま
す

が
、momento 

は
「
瞬
間
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。） 

 

右
の
引
用
⑥
（
段
落
七
）
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
無
時
間
的
な
時
」
が
ベ
ン
ト
ゥ
ー
リ
由
来
で

あ
る
可
能
性
も
一
概
に
否
定
は
で
き
ま
せ
ん
。
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
は
、「
批
評
」
概
念
の
助
け
を

借
り
つ
つ
、「
歴
史
的
な
る
も
の
の
非
歴
史
性
」
と
い
う
観
点
を
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
フ
ッ

サ
ー
ル
の
あ
る
著
作
の
表
題
を
借
り
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、「
厳
密
な
学
と
し
て
の
美
術
史

学
」
の
ご
と
き
も
の
を
構
想
し
た
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
彼
の
「
無
時
間
性
」
に
は
観

念
論
美
学
の
体
臭
が
濃
厚
で
あ
り
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
そ
れ
を
受
け
継
い
で
い
る
可
能
性
も
ま
た

濃
厚
で
す
。 

 

し
か
し
、
で
す
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
学
問
体
系
に
は
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ

ー
リ
に
は
な
い
、「
素
材
」
と
い
う
要
素
が
含
ま
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

そ
こ
で
も
し
、
こ
の
「
素
材
」
が
、
単
に
個
別
化
、
個
体
化
、
歴
史
化
の
要
因
に
と
ど
ま
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
普
遍
化
」
あ
る
い
は
（
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
推
奨
す
る
言
葉
で
言
え
ば
）

「
永
遠
化
」
の
要
因
だ
と
し
た
ら
、
ど
う
で
し
ょ
う
か
？ 

 

そ
の
と
き
、「
普
遍
」
と
か
「
無
時
間
」
と
い
う
観
念
を
共
有
す
る
か
ら
と
い
っ
て
、
た
だ
ち

に
ブ
ラ
ン
デ
ィ
と
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
筈
で
す
。
私
が
い
ま

言
お
う
と
し
て
（
巧
く
言
え
な
い
で
喘
い
で
）
い
る
の
は
、
少
し
気
取
っ
た
表
現
を
す
れ
ば
、

「
移
ろ
い
行
く
素
材
ゆ
え
の
逆
説
的
永
遠
性
」
と
い
っ
た
考
え
方
で
あ
り
、
私
は
第
七
章
で
そ

れ
に
触
れ
る
積
も
り
で
す
。 

 

ち
な
み
に
、
い
ま
か
ら
掲
げ
る
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
言
葉
は
、
次
の
項
目
、「
第
二
節 

第
二
の
時

を
め
ぐ
る
錯
誤
（
偽
修
復
と
非
修
復
）」
に
属
す
文
言
で
あ
り
、
こ
の
第
一
節
で
の
引
用
に
は
馴

染
ま
な
い
の
で
す
が
、「
物
質
の
移
ろ
い
」
に
触
れ
た
貴
重
な
言
葉
と
し
て
、
こ
こ
に
引
用
す
る

値
打
ち
が
あ
り
ま
す
（
飽
く
ま
で
も
引
用
に
と
ど
め
ま
す
が
）。 

 

〔
引
用
⑦ 

『
修
復
の
理
論
』
第
四
章
段
落
十
〕 

「
芸
術
作
品
の
完
成
と
、
意
識
へ
の
そ
の
再
受
容
の
間
に
経
過
し
た
時
間
を
斟
酌
す
る
必
要
が
な
い

と
い
う
考
え
方
、
こ
の
考
え
方
が
そ
れ
ら
し
く
見
え
る
の
は
見
か
け
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
考
え
方
は
、
像
が
意
識
に
到
達
す
る
の
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
物
質
性(fisicità)

を
考
慮
し
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
微
小
な
物
質
性
は
、
見
た
目
に
は
消
え
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
は
ず
っ
と

あ
り
続
け
て
い
る
。」 
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最
後
の
、「
像
が
意
識
に
到
達
す
る
の
に
な
く
て
は
な
ら
ぬ
物
質
性
」
と
、「
微
小
な
物
質
性

は
、
見
た
目
に
は
消
え
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
は
ず
っ
と
あ
り
続
け
て
い
る
」
と
い
う
く
だ

り
を
、
つ
よ
く
網
膜
に
焼
き
付
け
て
お
い
て
頂
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

閑
話
休
題
。
本
筋
の
「
修
復
の
嘘
」
の
話
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
右
の
一
連
の
引
用
箇
所
は
直

接
「
修
復
」
に
は
関
わ
っ
て
は
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
第
一
節
で
話
題
に
し
た
「
永
遠
的

時
間
と
歴
史
的
時
間
の
混
同
」
は
、
修
復
に
限
ら
ず
、
芸
術
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
局
面
で
起
き

る
一
般
的
錯
誤
だ
か
ら
で
す
。 

 

そ
れ
は
一
般
論
で
す
。
問
題
は
、
修
復
家
が
こ
の
「
混
同
」
に
陥
っ
た
と
き
、
具
体
的
に
は

ど
ん
な
こ
と
が
起
き
る
の
か
と
い
う
点
で
す
。 

 

私
は
こ
う
考
え
ま
す
。
修
復
に
際
し
て
、
修
復
家
は
、「
本
来
の
作
品
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
指
針

と
し
て
、
修
復
行
為
を
推
し
進
め
る
も
の
で
す
。
し
か
し
こ
の
「
本
来
の
作
品
」
は
、
ブ
ラ
ン

デ
ィ
に
と
っ
て
は
、
彼
が
「
そ
の
作
品
に
唯
一
許
さ
れ
る
現
実
性
」、「
永
遠
の
現
在
」、「
作
品

の
無
時
間
的
な
現
前
」
な
ど
と
呼
ん
だ
も
の
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。 

 

そ
こ
で
も
し
修
復
家
が
そ
れ
を
「
趣
味
（
歴
史
的
時
間
）」
と
取
り
違
え
て
い
た
と
す
れ
ば
（
こ

の
混
同
が
こ
の
第
一
節
の
話
題
で
し
た
）、
そ
の
分
だ
け
、
修
復
の
結
果
は
本
来
の
「
作
品
」
か

ら
の
逸
脱
や
偏
向
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
で
し
ょ
う
。 

 

「
第
一
の
時
」
を
め
ぐ
る
「
修
復
の
嘘
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
の
逸
脱
と
偏
向
の

意
味
で
の
「
嘘
」
以
外
に
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。 

 

⒝ 

第
二
の
時
を
め
ぐ
る
錯
誤
（
偽
修
復
と
非
修
復
） 

 

前
節
で
扱
っ
た
の
は
、
一
般
的
に
存
在
す
る
「
嘘
」
が
た
ま
た
ま
修
復
家
で
起
こ
る
ケ
ー
ス

で
す
。
し
か
し
こ
の
第
二
節
以
後
で
は
、
修
復
に
の
み
存
在
す
る
「
嘘
」、
修
復
固
有
の
「
嘘
」

を
扱
い
ま
す
。 

 

修
復
に
ま
つ
わ
る
本
質
的
な
時
は
三
つ
あ
り
ま
し
た
（
引
用
①
参
照
）。
二
番
目
の
時
に
限
定

し
て
嘘
を
俎
上
に
載
せ
る
の
は
『
修
復
の
理
論
』
第
四
章
の
段
落
九
で
す
。 

 

〔
引
用
⑧ 

『
修
復
の
理
論
』
第
四
章
段
落
九
〕 

「
し
か
し
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
時
間
は
第
二
の
時(momento)

に
も
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、

創
造
活
動
の
終
了
、
形
成
生
起
の
終
了
と
、
芸
術
形
成
が
観
者
の
現
在
の
意
識
の
な
か
に
突
如
と
し

て
輝
き
出
す
時(momento)

の
、
そ
の
間
隔(intervallo)

の
こ
と
で
あ
る
。」 

 

 

一
方
に
芸
術
作
品
が
成
立
し
た
過
去
の
時
が
あ
り
、
他
方
に
、
芸
術
作
品
が
観
者
の
眼
前
に

立
ち
現
れ
る
現
在
の
時
が
あ
り
ま
す
。
作
品
は
こ
れ
ら
二
つ
の
時
の
あ
い
だ
ず
っ
と
あ
り
続
け

る
、
つ
ま
り
連
続
的
か
つ
持
続
的
に
あ
り
続
け
る
の
で
す
が
、
こ
の
「
あ
い
だ
」
と
い
う
時
に

も
嘘
は
住
み
着
く
の
で
す
。 

 

（
ⅰ
）
間
隔 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
最
初
の
作
業
は
あ
る
特
定
の
異
論
の
排
除
で
す
。 

 

〔
引
用
⑨ 

『
修
復
の
理
論
』
第
四
章
段
落
十
〕 

「
芸
術
作
品
が
一
定
不
変
で
、
他
の
芸
術
作
品
に
変
わ
ら
な
い
な
ら
、
作
品
を
美
的
対
象
と
し
て
観

想
す
る
に
当
た
っ
て
、
こ
の
時
間
幅
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
説
に
も
一
理
あ
る
。」 

  

次
の
よ
う
な
論
も
不
可
能
で
は
な
い
、
と
彼
は
切
り
出
し
ま
す
。「
作
品
と
い
う
も
の
が
永
久

に
不
変
な
ら
、
創
造
的
活
動
の
完
了
と
、
観
者
の
意
識
へ
の
芸
術
作
品
の
到
来
の
間
の
時
間
間

隔
を
、
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
算
入
す
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
論
が
そ
れ
で
す
。
し
か
し

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
こ
の
議
論
を
拒
絶
す
る
の
で
す
。 

 
そ
も
そ
も
「
芸
術
作
品
が
一
定
不
変
」
と
は
ど
う
い
う
状
況
で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
絵
画
や
彫

刻
な
ど
の
美
術
品
お
よ
び
建
築
が
一
定
不
変
で
あ
る
と
は
到
底
信
じ
ら
れ
ま
せ
ん
。
絵
画
な
ど

は
、
出
来
上
が
っ
た
時
点
か
ら
変
質
が
開
始
す
る
と
言
わ
れ
、
多
く
の
作
家
は
む
し
ろ
そ
の
こ

と
を
織
り
込
ん
で
制
作
す
る
と
さ
え
言
わ
れ
ま
す
。
で
は
文
学
作
品
や
音
楽
作
品
な
ら
ど
う
か

と
い
う
と
こ
ろ
に
当
然
議
論
は
発
展
し
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
も
音
楽
作
品
に
つ
い
て
は
楽
器
の
歴
史
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的
変
化
、
文
学
作
品
に
つ
い
て
は
字
句
の
発
音
の
歴
史
的
変
化
な
ど
を
挙
げ
て
、「
一
定
不
変
」

と
い
う
認
識
を
否
定
し
ま
す
。
こ
れ
は
そ
れ
な
り
に
興
味
深
い
話
題
で
す
が
、
本
稿
の
範
囲
を

超
え
る
の
で
こ
れ
以
上
の
深
追
い
は
や
め
ま
し
ょ
う
。 

 

む
し
ろ
問
題
の
本
質
は
こ
う
で
す
。
中
間
の
時
間
幅
な
い
し
は
間
隔
、
つ
ま
り
「
創
造
的
活

動
の
完
了
と
、
観
者
の
意
識
へ
の
芸
術
作
品
の
到
来
、
の
間
の
間
隔
」
を
、
美
的
対
象
と
し
て

の
芸
術
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
に
算
入
す
る
の
が
正
し
い
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
れ
を
算
入
し
な

い
方
が
正
し
い
の
か
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
断
固
と
し
て
「
算
入
す
べ
し
」
と
主
張
し
ま
す
。 

 

（
ⅱ
）
物
質
の
変
化
と
そ
の
意
識
化 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
「
芸
術
作
品
が
時
間
間
隔
を
通
じ
て
変
化
し
な
い
」
と
い
う
可
能
性
を
排
除

し
、
む
し
ろ
「
芸
術
作
品
は
時
間
間
隔
を
通
じ
て
変
化
す
る
」
と
主
張
す
る
の
で
す
が
、
問
題

は
彼
が
そ
う
主
張
す
る
根
拠
で
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
物
質
変
化
の
理
由
を
と
り
あ
え
ず
唯
物
論

的
に
表
明
し
ま
す
。 

  

本
章
の
引
用
⑦
（『
修
復
の
理
論
』
第
四
章
段
落
十
）
を
再
度
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

 

命
題
、「
微
小
な
物
質
性
は
、
見
た
目
に
は
消
え
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
は
ず
っ
と
あ
り
続

け
て
い
る
（
ず
っ
と
働
き
続
け
て
い
る
）」
は
唯
物
論
的
な
命
題
で
あ
り
、
か
つ
唯
物
論
的
命
題

と
し
て
高
度
の
信
憑
性
を
持
っ
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
、
修
復
は
飽
く
ま
で
も
芸
術
作
品
の
修
復
で
あ
り
、「
芸
術
作
品
」
は
か
な
ら
ず
「
意

識
」
と
い
う
相
関
項
を
持
つ
の
で
す
か
ら
、
こ
の
唯
物
論
的
命
題
も
「
意
識
」
と
関
係
づ
け
ら

れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

で
は
「
ず
っ
と
あ
り
続
け
る
（
ず
っ
と
働
き
続
け
る
）
物
質
性
」
と
「
意
識
」
の
関
係
は
ど

の
よ
う
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
物
質
と
精
神
を
架
橋
す
る
便
利
な
橋
が
あ
る
と
は
到
底

思
え
ま
せ
ん
。
観
念
論
か
ら
見
れ
ば
、
物
質
と
そ
の
属
性
は
、
純
然
た
る
与
件
で
あ
り
、
裸
の

事
実
で
あ
り
、
手
の
届
か
ぬ
外
部
だ
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
「
物
質
」
の
様
態
と
「
意
識
」
の
内

容
を
理
論
的
に
接
続
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

 

こ
の
件
に
関
し
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、「
理
論
的
」な
ら
ざ
る
二
通
り
の
努
力
を
試
み
て
い
ま
す
。

あ
る
場
面
で
は
、
彼
は
「
物
質
」
の
様
態
と
意
識
の
内
容
の
関
係
を
、
字
義
通
り
に
で
は
な
く
、

隠
喩
的
に
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
。
し
か
し
彼
に
は
こ
れ
と
は
異
な
る
も
う
一
つ
の
手
法

が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、「
現
象
学
的
（
と
彼
が
信
じ
る
）」
方
法
で
す
が
、
そ
れ
は
ず
っ
と
先
の

第
六
章
で
説
明
し
ま
す
。 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
前
者
、
つ
ま
り
隠
喩
的
な
物
言
い
に
よ
っ
て
こ
う
主
張
し
ま
す
。
彼
に
よ
れ

ば
、
絵
画
や
彫
刻
は
言
う
に
及
ば
ず
、
詩
歌
に
お
い
て
さ
え
、
時
間
は
「
作
品
の
リ
ア
リ
テ
ィ

ー
を
上
滑
り
す
る(scivolare)

」（
第
四
章
段
落
十
）
こ
と
は
な
く
、
む
し
ろ
時
間
は
「
作
品

に
沿
っ
て(per)

経
過
し
て
ゆ
く
（passare

）」（
第
四
章
段
落
十
二
）
と
主
張
す
る
の
で
す
。 

 

た
だ
し
時
間
の
経
過
そ
れ
自
体
は
認
識
で
き
ま
せ
ん
。認
識
で
き
る
の
は
経
過
の
記
号
の
み
、

す
な
わ
ち
経
過
の
「
痕
跡(traccia)

」
の
み
で
す
。
そ
れ
は
絵
画
や
大
理
石
に
限
ら
ず
、
詩
に

お
い
て
も
同
様
で
す
。
す
な
わ
ち
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
こ
う
言
う
の
で
す
。「
時
間
は
、
こ
こ
〔
詩
〕

で
も
、
絵
画
の
色
や
大
理
石
の
色
調
に
対
し
て
す
る
よ
う
に
、
自
ら
を
刻
み
込
み(incidere)

な
が
ら
、
作
品
に
沿
っ
て
経
過
し
て
い
く
」（
第
四
章
段
落
十
二
）
と
。 

 

こ
の
「
痕
跡
」
概
念
を
使
え
ば
、
一
応
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
物
質
様
態
と
意
識
内
容
を
関
係
づ

け
る
の
に
不
自
由
し
な
い
の
で
す
。
飽
く
ま
で
も
比
喩
の
範
囲
で
の
こ
と
で
す
が
。 

 

（
ⅲ
）
再
制
作
と
い
う
論
点 

 

さ
て
次
に
我
々
の
関
心
が
向
か
う
の
は
、「
第
二
の
時
」
つ
ま
り
「
間
隔
」
を
め
ぐ
る
錯
誤
（
嘘
）

で
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
こ
の
タ
イ
プ
の
嘘
の
典
型
と
看
做
す
の
は
「
再
制
作(rifacimento)

」

で
す
が
、
こ
の
再
制
作
は
、
そ
れ
に
酷
似
す
る
（
悪
名
高
い
）「
復
元
（ripristino

）」
に
対

し
て
ど
ん
な
立
ち
位
置
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 
〔
引
用
⑩ 

『
修
復
の
理
論
』
第
四
章
段
落
十
九
〕 

「
馬
鹿
げ
た
話
だ
が
、〈
芸
術
作
品
の
完
成
〉
と
〈
現
時
点
〉
の
間
の
時
間
の
遠
さ(lasso di tempo)
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に
修
復
を
施
そ
う
と
い
う
人
も
い
な
い
で
は
な
い
。
そ
れ
は
実
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
名
前

だ
っ
て
あ
る
。
復
元(ripristino)

が
こ
の
修
復
の
名
前
で
あ
る
。
復
元
は
時
間
の
そ
の
遠
さ
を
廃

棄(abolire)

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。」（lasso

は
馬
な
ど
を
捕
え
る
投
げ
縄
の
由
。） 

 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
「
復
元
」
と
「
再
制
作
」
の
間
に
区
別
を
設
け
て
い
た
こ
と
は
、
そ
の
語
り

口
か
ら
窺
い
知
る
こ
と
は
で
き
ま
す
。
し
か
し
そ
の
区
別
を
明
確
に
述
べ
る
の
は
な
か
な
か
手

強
い
課
題
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
復
元
」
の
説
明
が
少
な
い
た
め
で
す
。
こ
の

課
題
は
す
こ
し
だ
け
先
送
り
し
ま
し
ょ
う
。 

  

再
制
作(rifacimento)

に
関
す
る
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
理
論
的
批
判
の
詳
細
を
知
る
た
め
に
は
、

『
修
復
の
理
論
』
第
五
章
「
歴
史
的
審
級
の
意
味
で
の
修
復
」、
と
り
わ
け
そ
の
「
付
加
物

(aggiunta)

」
の
理
論
に
眼
を
遣
ら
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
「
再
制
作
」

を
「
付
加
物
」
と
対
比
さ
せ
な
が
ら
扱
う
か
ら
で
す
。 

 

過
去
の
芸
術
作
品
に
「
付
加
物
」
の
形
跡
を
認
め
た
場
合
と
、
過
去
の
芸
術
作
品
に
「
再
制

作
」
の
形
跡
を
認
め
た
場
合
で
は
、
修
復
家
は
そ
の
形
跡
に
対
し
て
同
じ
態
度
を
採
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
か
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
同
じ
態
度
は
採
れ
な
い
と
主
張
し
ま
す
。 

 

〔
引
用
⑪ 

『
修
復
の
理
論
』
第
五
章
段
落
十
九
〕 

「
再
制
作
の
保
存
も
付
加
物
の
保
存
と
同
じ
考
え
方
で
や
れ
る
、
と
言
う
論
者
も
い
る
だ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
再
制
作
も
人
間
が
介
入
措
置(intervento)

を
と
っ
た
こ
と
の
証
拠
で
あ
り
、
そ
れ
は
特

定
の
歴
史
的
な
時
（momento della storia

）
に
属
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
と
。」 

 

 

「
付
加
に
つ
い
て
の
嘘
」
は
第
三
の
時
（
第
六
章
）
に
属
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
こ
こ
で

詳
し
く
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
が
、
し
か
し
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
「
付
加
物
」
と
対
比
し
な

が
ら
「
再
制
作
の
保
存
」
を
批
判
す
る
以
上
、
対
比
項
で
あ
る
「
付
加
物
」
に
触
れ
な
い
わ
け

に
も
い
き
ま
せ
ん
。『
修
復
の
理
論
』
第
五
章
段
落
十
五 

の
、「
付
加
物
」
に
つ
い
て
の
ブ
ラ
ン

デ
ィ
の
考
察
の
概
略
は
こ
う
で
す
。 

 

歴
史
的
観
点
を
と
る
か
ぎ
り
、「
芸
術
作
品
へ
の
付
加
物
は
保
存
す
べ
き
か
、除
去
す
べ
き
か
」

と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
原
則
的
に
は
「
保
存
す
べ
し
」
と
答
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
な
ぜ

な
ら
、
歴
史
的
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
芸
術
作
品
へ
の
付
加
物
は
人
間
の
行
為
に
関
す
る
歴
史
的

証
言
で
は
あ
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
付
加
物
と
は
、
あ
る
芸
術
作
品
に
対
し
て
、
あ
る
時
点
に

お
い
て
、
あ
る
人
々
が
、
何
か
を
付
加
し
た
行
為
の
、
現
存
す
る
歴
史
的
証
拠
な
の
で
す
。
こ

の
意
味
で
は
、
付
加
物
と
い
え
ど
も
本
来
の
意
味
で
の
芸
術
作
品
と
異
な
る
も
の
で
は
な
く
、

芸
術
作
品
が
歴
史
的
証
言
能
力
ゆ
え
に
保
存
へ
の
権
利
を
持
つ
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
へ
の
付

加
物
も
保
存
へ
の
同
等
の
権
利
を
有
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
な
の
で
す
。 

 

前
段
で
は
「
付
加
物
の
保
存
」
を
問
題
に
し
ま
し
た
が
、
で
は
「
付
加
物
の
除
去
」
は
ど
う

考
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
許
さ
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
許
さ
れ
な
い
の
か
。 

ま
ず
保
存
と
除
去
は
非
対
称
で
す
。
除
去
は
記
録
を
破
壊
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
し
か
も
そ

の
破
壊
自
体
が
記
録
さ
れ
な
い
可
能
性
も
あ
り
ま
す
。
除
去
は
実
際
に
存
在
し
た
歴
史
的
な
時

間
推
移
の
否
定
も
し
く
は
破
壊
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
を
孕
む
の
で
す
。 

 

も
ち
ろ
ん
当
該
の
付
加
物
が
そ
れ
自
体
、
歴
史
的
な
錯
誤
で
あ
っ
た
可
能
性
も
な
い
と
は
言

い
切
れ
ま
せ
ん
が
、保
存
す
る
限
り
、未
来
に
お
け
る
訂
正
の
可
能
性
は
断
た
れ
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
除
去
す
る
限
り
、
未
来
に
お
け
る
訂
正
の
可
能
性
は
根
源
的
に
消
滅
し
ま
す
。
保
存
と

除
去
が
非
対
称
と
は
そ
う
い
う
意
味
で
す
。 

 

こ
れ
と
よ
く
似
て
い
る
の
が
近
頃
か
ま
び
す
し
い「
死
刑
廃
止
論
」で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

重
大
犯
罪
の
容
疑
者
が
、
科
学
の
進
歩
な
ど
に
よ
っ
て
（
た
と
え
ばDNA

技
術
の
進
歩
に
よ
っ

て
）、冤
罪
で
あ
っ
た
こ
と
が
あ
と
か
ら
発
覚
す
る
事
例
を
仄
聞
し
ま
す
が
、そ
の
犯
罪
者
を「
終

身
刑
」
な
ど
に
処
し
た
場
合
、
当
人
が
生
存
し
て
い
る
以
上
、
困
難
と
は
い
え
そ
の
利
益
回
復

と
名
誉
回
復
の
望
み
が
な
く
は
な
い
の
に
対
し
て
、
一
度
「
死
刑
」
に
処
し
て
し
ま
う
と
、
あ

と
か
ら
冤
罪
が
明
ら
か
に
な
っ
て
も
、
当
人
を
救
済
す
る
術
は
も
は
や
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
の

意
味
で
「
終
身
刑
」
と
「
死
刑
」
は
、
罰
の
軽
重
の
差
を
超
え
て
、
そ
も
そ
も
構
造
的
に
非
対

称
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
「
保
存
と
除
去
」
の
関
係
に
相
似
す
る
の
で
す
。 

- 65 -



 
し
た
が
っ
て
歴
史
的
眼
差
し
か
ら
す
る
と
、
付
加
物
の
保
存
は
無
制
限
に
正
当
だ
が
、
除
去

は
い
ち
い
ち
正
当
化
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
が
（
い
さ
さ
か
駆
け
足
気
味
と
は
い
え
）
ブ
ラ
ン

デ
ィ
の
「
付
加
物
」
理
論
の
概
略
で
す
。 

 
 

  

そ
こ
で
本
来
の
話
題
で
あ
る
「
再
制
作(rifacimento)

」
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
右
に
述
べ
た

理
由
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
引
用
⑪
の
論
者
に
与
し
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、「
付
加
さ
れ

た
も
の
」
の
保
存
・
除
去
と
、「
再
制
作
さ
れ
た
も
の
」
の
保
存
・
除
去
に
、
次
の
よ
う
な
仕
方

で
厳
格
な
区
別
を
設
け
る
の
で
す
。 

  

本
章
の
引
用
②(

『
修
復
の
理
論
』
第
五
章
段
落
十
九)

を
再
度
参
照
し
て
く
だ
さ
い
。 

  

こ
の
引
用
②
に
お
け
る
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
発
言
の
内
容
は
、
次
の
よ
う
に
整
理
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
し
ょ
う
。 

 

第
一
に
、
付
加
の
行
為
は
再
制
作
と
ち
が
っ
て
、〔
足
ら
ざ
る
と
こ
ろ
を
〕
完
全
化
す
る
。
付

加
は
模
倣
で
は
な
く
発
展
で
あ
る
。（
裏
を
返
せ
ば
、
再
制
作
は
模
倣
で
あ
る
。
引
用
②
のin 

maniera analoga 

と
い
う
表
現
に
注
意
。）  

 

第
二
に
、
再
制
作
は
作
品
を
あ
ら
た
に
形
成
し
よ
う
と
す
る
。
本
源
的
な
創
造
的
プ
ロ
セ
ス

が
た
ど
っ
た
発
展
を
な
ぞ
り
、
そ
の
創
造
的
プ
ロ
セ
ス
に
手
を
つ
け
よ
う
と
す
る
。 

 

第
三
に
、
再
制
作
は
あ
る
仕
方
で
の
新
と
旧
の
融
合
、
そ
し
て
そ
れ
に
よ
る
新
と
旧
の
区
別

の
解
消
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
生
成
の
終
了
と
再
制
作
の
時
を
隔
て
て
い
た
時
間
の
間
隔
の
廃

棄
、
あ
る
い
は
そ
の
極
小
化
で
あ
る
。 

 

右
の
三
つ
の
文
章
の
う
ち
、
第
一
文
と
第
二
文
は
、
付
加
の
「
創
造
性
」
と
再
制
作
の
「
模

倣
性
」
を
言
っ
て
い
ま
す
。
た
だ
し
後
者
は
、「
創
造
的
プ
ロ
セ
ス
の
模
倣
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ

以
外
の
模
倣
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

（
ⅳ
）
価
値
概
念
と
し
て
の
再
制
作 

 

想
定
さ
れ
て
い
る
の
は
次
の
よ
う
な
状
況
で
す
。
修
復
家
の
眼
前
に
芸
術
作
品
が
あ
る
。
こ

の
作
品
は
「
過
去
に
お
い
て
行
わ
れ
た
再
制
作
」
の
形
跡
を
と
ど
め
て
い
る
の
だ
が
、
修
復
家

は
こ
の
再
制
作
部
分
を
保
存
す
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
除
去
す
べ
き
か
。 

 

当
然
、
こ
の
再
制
作
を
担
当
し
た
修
復
家
が
過
去
に
存
在
し
て
い
た
筈
で
す
。
こ
の
修
復
家

の
眼
前
に
あ
っ
た
芸
術
作
品
は
、
ひ
ど
く
劣
化
し
て
い
て
修
復
も
ま
ま
な
ら
な
い
か
、
あ
る
い

は
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
て
、保
存
や
修
復
で
は
済
ま
な
い
状
況
だ
っ
た
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

そ
こ
で
そ
の
修
復
家
か
周
辺
の
誰
か
が
「
作
品
を
新
た
に
形
成
し
よ
う
（
再
制
作
し
よ
う
）」
と

提
案
し
、
そ
れ
が
実
行
さ
れ
た
の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
こ
こ
ま
で
私
は rifacimeto 

を「
再
制
作(remake)

」と
訳
し
て
き
ま
し
た
が
、

は
た
し
て
そ
れ
は
適
切
な
訳
語
な
の
で
し
ょ
う
か
。
単
に
、ri

がre

に
、fare 

がmake 

に

対
応
す
る
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
、
お
そ
ら
く
理
解
は
得
ら
れ
ま
す
ま
い
。 

 

し
か
し
語
形
か
ら
推
し
て
、
こ
のrifacimento

が
「
作
り
直
す
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
こ

と
自
体
に
は
と
く
に
問
題
は
な
さ
そ
う
で
す
。
問
題
は
「
作
り
直
す
」
と
い
う
と
き
、
ブ
ラ
ン

デ
ィ
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
作
業
を
考
え
て
い
た
か
と
い
う
点
で
す
。 

 

い
ま
私
の
手
元
にF

・G

・Hubert

著
の
「Antichita Pubbliche Romane

」
と
い
う
イ
タ

リ
ア
語
の
本
が
あ
る
の
で
す
が
（
読
め
な
い
本
を
引
き
合
い
に
出
す
の
は
気
が
引
け
る
も
の
で

す
）、
古
代
ロ
ー
マ
の
都
市
制
度
に
関
す
る
こ
の
本
の
中
表
紙
に
は
、「
最
初
、
一
八
七
二
年
に

W

・Kopp

が
著
し
た
同
名
の
書
物
が
、F

・G

・Hubert

に
よ
っ
て
一
九
〇
二
年
にrifacimento 

さ
れ
た
」
旨
の
記
載
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
飽
く
ま
で
も
推
定
で
す
が
、
刊
行
か
ら
三
十
年

を
経
て
絶
版
と
な
り
、
内
容
が
古
く
な
っ
て
新
し
い
学
問
水
準
に
も
対
応
で
き
ず
、
文
体
や
装

丁
も
時
代
遅
れ
に
な
っ
た
本
が
あ
る
が
、
復
刊
希
望
の
声
も
高
い
か
ら
、
こ
の
際
、
若
手
の
研

究
者
に
「
書
き
直
し
て
も
ら
お
う
（
作
り
直
し
て
も
ら
お
う
）」
と
い
う
の
で
、
こ
の
書
物
が
出

た
も
の
と
推
察
さ
れ
ま
す
。
つ
ま
りrifacimento

と
は
、「
基
本
の
部
分
は
変
え
ず
に
、
飽
く

ま
で
も
手
直
し
に
と
ど
め
、
た
だ
時
代
状
況
に
適
合
さ
せ
な
が
ら
、
そ
し
て
人
々
の
好
尚
に
投

ず
る
よ
う
に
、
作
り
直
す
こ
と
」
を
い
う
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

そ
う
だ
す
る
と
、
映
画
の
世
界
が
こ
の
言
葉(remake)

を
好
む
の
も
納
得
が
い
き
ま
す
。
こ

- 66 -



の
分
野
で
は
も
っ
と
も
優
れ
た
情
報
源
で
あ
る
「
ウ
ィ
ッ
キ
ペ
デ
ィ
ア
」
の
「
リ
メ
イ
ク
」
の

項
に
よ
れ
ば
、「
リ
メ
イ
ク
が
行
わ
れ
る
理
由
」
に
は
、「
先
行
作
品
が
作
ら
れ
た
頃
と
は
映
像

技
術
的
な
違
い
が
あ
り
、
作
り
直
す
こ
と
で
新
た
な
ヴ
ィ
ジ
ュ
ア
ル
な
ど
が
期
待
で
き
る
ケ
ー

ス
」
や
、
「
定
評
の
あ
る
作
品
を
ベ
ー
ス
に
す
る
こ
と
で
、
あ
る
程
度
の
ヒ
ッ
ト
を
期
待
す
る

と
ケ
ー
ス
」
が
上
が
っ
て
い
ま
す
（2011

年10

月30

日
現
在
）
。 

 

技
術
革
新
を
遂
行
し
、
同
時
に
時
代
の
好
み
に
合
う
よ
う
に
芸
術
作
品
を
作
り
替
え
る
こ
と

が
、
映
画
な
ど
のremake(rifacimento)

な
の
で
す
。 

 

し
か
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
映
画
な
ど
の

rifacimento

と
芸
術
作
品
の
「
復
元

(ripristino)

」
お
よ
び
「
複
製(copia)
」
を
区
別
す
る
こ
と
は
難
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ

な
ら
後
者
の
目
的
は
な
ん
と
い
っ
て
も
「
前
の
芸
術
作
品
に
似
せ
る
」
こ
と
が
眼
目
で
あ
る
の

に
対
し
、
前
者
で
は
、
た
し
か
に
似
る
こ
と
は
似
る
で
し
ょ
う
が(in maniera analoga)

、

け
っ
し
て
「
似
せ
る
」
た
め
に
リ
メ
イ
ク
が
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、「
前
に
似
て
は
い
る
が
、

前
よ
り
ず
っ
と
良
く
な
っ
て
い
る
」
こ
と
が
む
し
ろ
大
事
な
の
で
す
。 

 

た
と
え
ば
、
ケ
セ
ラ
セ
ラ
の
歌
で
有
名
な
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
ヒ
ッ
チ
コ
ッ
ク
監
督
の
『
知
り

す
ぎ
て
い
た
男
』(1955)

は
、
同
監
督
の
戦
前
の
『
暗
殺
者
の
家
』(1934)

の
リ
メ
イ
ク
で
あ

り
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
フ
リ
ー
ド
キ
ン
監
督
の
『
十
二
人
の
怒
れ
る
男
／
評
決
の
行
方
』(1997)

は
、
ヘ
ン
リ
ー
・
フ
ォ
ン
ダ
主
演
の
シ
ド
ニ
ー
・
ル
メ
ッ
ト
監
督
『
十
二
人
の
怒
れ
る
男
』(1957)

の
リ
メ
イ
ク
で
あ
り
、
ジ
ョ
ン
・
ギ
ラ
ー
ミ
ン
監
督
の
『
キ
ン
グ
コ
ン
グ
』(1976) 
は
、
ヒ
ッ

ト
ラ
ー
も
愛
し
た
と
い
う
メ
リ
ア
ン
・
ク
ー
パ
ー
監
督
の
『
キ
ン
グ
コ
ン
グ
』(1933)
の
リ
メ

イ
ク
で
す
。 

  

原
理
的
に
復
元
は
論
理
概
念
で
す
。
な
ぜ
な
ら
復
元
は
、「
ど
う
だ
、
俺
は
前
の
に
よ
く
似
て

い
る
だ
ろ
う
」と
誇
る
の
で
す
が
、「
似
る
」は
同
一
性
と
い
う
論
理
概
念
の
亜
種
だ
か
ら
で
す
。 

 

し
か
し
映
画
に
お
け
る
リ
メ
イ
ク
は
む
し
ろ
価
値
概
念
で
す
。
な
ぜ
な
ら
映
画
や
本
の
リ
メ

イ
ク
は
、「
ど
う
だ
、
俺
は
前
の
よ
り
（
今
の
基
準
で
）
出
来
が
い
い
だ
ろ
う
」
と
誇
る
か
ら
で

す
。（
も
ち
ろ
ん
リ
メ
イ
ク
が
前
作
よ
り
不
出
来
な
こ
と
は
稀
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
一

九
七
六
年
の
『
キ
ン
グ
コ
ン
グ
』
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
。） 

 

し
か
し
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
言
う
再
制
作
は
、
果
た
し
て
「
前
の
よ
り
出
来
が
い
い
だ
ろ
う
」
と

い
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
引
用
②
の
「
本
源
的
な
創
造
的
プ
ロ
セ
ス
が
た
ど
っ
た
発
展
を

な
ぞ
る
か
た
ち
で
（in maniera analoga

）」
の
く
だ
り
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
念
頭
に
置
く
再

制
作
の
本
質
が
模
倣
性
に
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
る
な

ら
、
彼
の
言
う
再
制
作
は
価
値
概
念
で
は
な
く
、
論
理
概
念
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ

な
ら
「
模
倣
」
と
は
主
観
的
な
同
一
性
の
追
求
の
謂
で
す
が
、
同
一
性
は
ま
ぎ
れ
も
な
い
論
理

概
念
だ
か
ら
で
す
。 

 

（
ⅴ
）
再
制
作
の
下
位
区
分 

 

し
か
し
こ
こ
ま
で
の
私
の
議
論
は
、
ま
だ
若
干
の
不
明
確
さ
を
残
し
ま
す
。
前
項
で
私
は
あ

た
か
も
「
復
元
」
と
「
再
制
作
」
が
別
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
喋
り
ま
し
た
が
、
ブ
ラ
ン

デ
ィ
は
こ
う
も
言
う
の
で
す
。
三
つ
の
引
用
を
順
に
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
と
し
ま
す
。 

 

ま
ず
「
復
元
」
に
つ
い
て
の
実
質
的
発
言
は
一
回
だ
け
で
す
（
引
用
⑩
を
再
掲
）。
こ
こ
か
ら

し
ば
ら
く
デ
リ
ケ
ー
ト
な
議
論
が
続
き
ま
す
。 

 

Ａ
〔
引
用
⑩
再
掲 

『
修
復
の
理
論
』
第
四
章
段
落
十
九
〕 

「
馬
鹿
げ
た
話
だ
が
、〈
芸
術
作
品
の
完
成
〉
と
〈
現
時
点
〉
の
間
の
時
間
の
遠
さ(lasso di tempo)

に
修
復
を
施
そ
う
と
い
う
人
も
い
な
い
で
は
な
い
。
そ
れ
は
実
際
に
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
名
前

だ
っ
て
あ
る
。
復
元(ripristino)

が
こ
の
修
復
の
名
前
で
あ
る
。
復
元
は
時
間
の
そ
の
遠
さ
を
廃

棄(abolire)

し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。」 

  
引
用
を
追
加
し
ま
す
。
こ
の
箇
所
で
彼
は
「
再
制
作
」
に
下
位
区
分
を
施
し
ま
す
。 

     

Ｂ
〔
引
用
⑫ 

『
修
復
の
理
論
』
第
六
章
段
落
十
一
〕 

「
再
制
作
（rifacimento

）
は---

そ
れ
は
悪
名
高
い
復
元(ripristino)

の
こ
と
も
あ
れ
ば
、
あ
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る
い
は(o)

新
規
改
作(nuovo adattamento)

の
こ
と
も
あ
る
の
だ
が---

時
間
を
さ
か
の
ぼ
っ
て

行
な
う
こ
と
は
で
き
な
い
。」 

  

引
用
Ｂ
は
再
制
作
を
「
復
元
」
と
「
新
規
の
改
作
」
に
下
位
区
分
し
て
い
ま
す
。
再
制
作
に

は
「
復
元
」
と
「
新
規
改
作
」
が
あ
る
の
で
す
。（
つ
ま
り
「
復
元
」
は
「
再
制
作
」
の
一
種
な

の
で
す
。） 

 

こ
こ
で
引
用
を
さ
ら
に
追
加
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
、「
再
制
作(rifacimento)

」
に
あ
ら

た
な
下
位
区
分
を
導
入
し
、
し
か
も
そ
れ
を
「
嘘
」
と
い
う
論
点
に
接
続
す
る
重
要
な
文
章
で

す
。
ち
な
み
に
下
位
区
分
と
は
、
時
間
間
隔
の
廃
棄
が
「
告
知
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は(o)

告
知

さ
れ
な
い
か
」、
と
い
う
区
分
の
こ
と
で
す
（
こ
こ
に
も
「
あ
る
い
は(o)

」
が
登
場
す
る
こ
と

に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
）。 

 

ま
ず
、「
告
知
」
問
題
に
触
れ
る
『
修
復
の
理
論
』
第
五
章
段
落
二
十
を
忠
実
に
引
用
し
（
引

用
⑬
、
Ｃ
と
呼
ぶ
）
さ
ら
に
、
例
に
よ
っ
て
、
こ
の
段
落
二
十
の
「
分
解
と
補
正
」
を
、
す
な

わ
ち
、
文
章
内
部
で
の
話
題
の
推
移
と
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
変
動
に
応
じ
て
、
段
落
全
体
を
小
段
落

に
分
け
た
も
の
を
示
し
ま
す
。
引
用
中
の
強
調
（
こ
こ
で
は
傍
線
）
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
も
の
で

す
。
内
容
は
き
わ
め
て
難
解
、
か
つ
き
わ
め
て
繊
細
で
す
。 

  
 

Ｃ
〔
引
用
⑬ 

『
修
復
の
理
論
』
第
五
章
段
落
二
十
〕 

 

「
再
制
作
に
は
か
な
ら
ず
、
あ
る
時
間
の
遠
さ(lasso)

の
廃
棄(abolire)

の
請
求
が
、
眼
に
見

え
る
よ
う
に
、
あ
る
い
は(o)

眼
に
見
え
な
い
よ
う
に
、
含
ま
れ
て
い
る
。
再
制
作
の
時
点(data)

に
お
い
て
、
最
新
の
介
入
措
置
が
そ
の
芸
術
作
品
が
成
立
し
た
当
の
時
点
（tempo

）
に
同
一
化

(assimilare)

し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
前
者
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
最
新
の
介
入
措
置
が
、

再
制
作
に
先
行
す
る
時
間
を
も
、
隈
な
く(completamente)

再
制
作
の
現
在(attualità)

に
溶
か

し
込
む(rifondere)

の
が
後
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
歴
史
的
審
級
か
ら
見
れ
ば
、
対
立
す
る
相
容

れ
な
い
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
前
者
の
場
合
、
最
新
の
介
入
措
置
が
あ
の
時
点
に
日

付
を
書
き
換
え
て
い
る(retrodatare)

の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
歴
史
的
虚
偽
で
あ
り
、
断
じ
て
許
さ
れ

な
い
。
後
者
の
場
合
、
再
制
作
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
す
る
作
品
を
併
合
し(assorbire)

、
そ
れ

を
余
す
と
こ
ろ
な
く
内
に
移
し
込
も
う(trasfondere)

と
し
て
い
る
。た
だ
そ
れ
は
修
復
の
枠
か
ら

外
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
歴
史
的
に
は
ま
っ
た
く
正
当
で
あ
り
、
現
在
に
お

け
る
人
間
の
行
為
の
真
正
な
証
人
で
あ
り
、
文
句
の
つ
け
よ
う
の
な
い
歴
史
的
資
料
で
は
あ
る
の
だ

が
。」 

 

 

メ
リ
ハ
リ
の
乏
し
い
、
抑
揚
を
欠
い
た
、
無
愛
想
な
こ
の
文
体
は
、
容
易
に
そ
の
文
意
を
確

定
さ
せ
て
く
れ
ま
せ
ん
。
内
容
に
即
し
て
分
解
し
、
併
せ
て
メ
リ
ハ
リ
を
つ
け
、
論
理
的
筋
道

を
明
ら
か
に
し
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
際
立
た
せ
て
こ
そ
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
思
考
の
肉
声
を
聴
き
と

る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
も
の
で
す
。 

 

（
引
用
⑬
の
箇
所
の
金
田
に
よ
る
分
解
と
補
正
） 

 

《（
ア
）
再
制
作
に
は
か
な
ら
ず
、
あ
る
時
間
経
過
の
廃
棄(abolire)

の
請
求(pretesa)

が
、

眼
に
見
え
る
よ
う
に(esplicita)

あ
る
い
は(o)

眼
に
見
え
な
い
よ
う
に(implicita)

、含
ま

れ
て
い
る
。 

(

イ)

最
新
の
介
入
措
置〔
つ
ま
り
修
復
家
の
眼
前
に
あ
る
も
っ
と
も
新
し
い
過
去
の
再
制
作
〕

が
、
あ
た
か
も
芸
術
作
品
が
成
立
し
た
そ
の
時
点
か
ら
と
ら
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
の

が
、
前
者
〔
つ
ま
り
廃
棄
が
可
視
的
な
ケ
ー
ス
〕
で
あ
る. 

（
ウ
）
こ
れ
に
対
し
て
、
最
新
の
介
入
措
置
〔
つ
ま
り
修
復
家
の
眼
前
に
あ
る
も
っ
と
も
新
し

い
過
去
の
再
制
作
〕
が
、〈
再
制
作
に
先
行
す
る
時
間
〉
を
も
〈
再
制
作
の
現
在
〉
に
完
全
に
溶

か
し
込
も
う
と
す
る
の
が
、
後
者
〔
つ
ま
り
廃
棄
が
不
可
視
的
な
ケ
ー
ス
〕
で
あ
る
。 

（
エ
）
し
た
が
っ
て
、
歴
史
的
審
級
か
ら
見
れ
ば
、
対
立
す
る
相
容
れ
な
い
二
つ
の
ケ
ー
ス
が

あ
る
こ
と
に
な
る
。 

（
オ
）
最
新
の
介
入
措
置
が
、
芸
術
作
品
の
成
立
時
に
自
ら
の
日
付
を
書
き
換
え
る
前
者
の
場

合
、
そ
れ
は
歴
史
的
虚
偽
で
あ
り
、
断
じ
て
許
さ
れ
な
い
。 

（
カ
）
後
者
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
す
る
作
品
を
併
合
し
、
そ
れ
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
内
に
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移
し
込
も
う
と
し
て
い
る
。（
た
だ
し
そ
れ
は
修
復
の
枠
か
ら
外
れ
て
い
る
。た
し
か
に
そ
れ
は
、

少
な
く
と
も
歴
史
的
に
は
ま
っ
た
く
正
当
で
あ
り
、
現
在
に
お
け
る
人
間
の
行
為
の
真
正
な
証

人
で
あ
り
、
文
句
の
つ
け
よ
う
の
な
い
歴
史
的
資
料
で
は
あ
る
の
だ
が
、
で
も
そ
れ
は
修
復
の

枠
か
ら
外
れ
て
い
る
。）。》 

  

新
し
い
論
点
が
導
入
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
ま
し
ょ
う
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
「
時
間
の
遠

さ
の
廃
棄(abolire)

」
が
、「
眼
に
見
え
て
い
る
か
」
あ
る
い
は(o)

「
眼
に
見
え
て
い
な
い
か
」

と
い
う
差
異
を
口
に
し
て
い
ま
す
。 

 

ち
な
み
に
、
私
は
こ
の
「
あ
る
い
は(o)
」
と
い
う
言
葉
は
、（
ⅴ
）
の
引
用
Ｂ
の
「
あ
る
い

は(o)

」
に
対
応
し
て
い
る
と
見
ま
す
。 

 

つ
ま
り
再
制
作
の
「
復
元
」
と
「
新
規
改
作
」（
引
用
⑫
）
の
対
は
、「
眼
に
見
え
る(explicita)

廃
棄
」
と
、「
眼
に
見
え
な
い(implicita)

廃
棄
」
の
対
に
対
応
す
る
と
見
ま
す
。 

 

そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
状
況
は
こ
う
で
す
。
ま

ず
、
か
つ
て
芸
術
作
品
が
あ
り
ま
し
た
。
そ
れ
は
ひ
ど
く
劣
化
し
て
い
て
修
復
も
ま
ま
な
ら
な

い
か
、
あ
る
い
は
事
情
が
あ
っ
て
、
保
存
や
修
復
で
は
な
く
「
再
制
作
」
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
と
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
の
介
入
措
置
（
こ
の
場
合
は
再
制
作
）
が
、
い
ま
修
復
家
の
眼

前
に
置
か
れ
、
審
査
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

 

さ
て
言
う
ま
で
も
な
く
「
再
制
作
」
と
は
「
新
た
に
つ
く
り
直
す(remake)
」
こ
と
で
は
あ

り
ま
す
が
、
で
は
そ
の
と
き
「
前
の
作
品
」
は
ど
う
な
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。「
眼
に
見
え
る

(explicita)

廃
棄
」
と
、「
眼
に
見
え
な
い(implicita)

廃
棄
」
と
い
う
区
別
は
、
再
制
作
が

行
わ
れ
た
と
き
、
そ
し
て
そ
れ
に
と
も
な
っ
て
「
遠
さ
の
廃
棄
」
が
行
わ
れ
た
時
、
そ
れ
ま
で

存
在
し
た
「
前
の
作
品
」
が
受
け
る
処
遇
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
観
点
か
ら
、
本
項

（
ⅴ
）
の
内
容
を
見
な
お
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
結
局
、
引
用
の
Ａ
と
Ｂ
と
Ｃ
で

次
の
三
つ
の
こ
と
を
述
べ
て
い
ま
す
。 

  

第
一
に
、「
復
元
」
は
「
廃
棄
」
で
あ
る
（
Ａ
引
用
⑩
） 

 

第
二
に
、「
再
制
作
」
に
は
「
復
元
」
あ
る
い
は
「
新
規
改
作
」
の
二
種
が
あ
る(

Ｂ
引
用
⑫)

。 

 

第
三
に
、《
廃
棄
》
は
「
眼
に
見
え
る(explicita)

」
か
、
あ
る
い
は
「
眼
に
見
え
な
い

(implicita)

」
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
（
Ｃ
引
用
⑬
）。 

  

私
は
第
二
文
と
第
三
文
を
重
視
し
、
同
時
に
こ
れ
ら
二
つ
の
「
あ
る
い
は(o)

」
に
対
応
関
係

を
認
め
ま
す
。
対
応
関
係
を
（
未
証
明
で
）
図
示
し
た
の
が
左
の
図
で
す
。（
Ａ
に
つ
い
て
は
後

で
説
明
し
ま
す
。） 

 
 
 
 
  

 

Ｂ 
 
 
 
 
 

復
元 

  
 
 
 
    

o 
 
 
 
 
 
 

新
規
改
作 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇔ 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⇔ 

 

Ｃ 
 

廃
棄
（
眼
に
見
え
る
方
の
） 

    o 
   

廃
棄
（
眼
に
見
え
な
い
方
の
） 

  

復
元
で
は
「
前
の
作
品
」
の
廃
棄
が
可
視
的
だ
が
、
新
規
改
作
で
は
そ
れ
は
不
可
視
で
あ
る

と
。
私
は
そ
う
解
釈
す
る
の
で
す
。
い
ま
か
ら
こ
の
解
釈
を
正
当
化
し
ま
し
ょ
う
。 

（
皆
さ
ん
、
議
論
に
つ
い
て
来
れ
ま
す
か
？ 

こ
こ
か
ら
は
少
し
分
か
り
や
す
く
な
り
ま
す
。） 

 (

ⅵ)

可
視
的
と
非
可
視
的 

 

復
元
で
あ
れ
、
新
規
改
作
で
あ
れ
、
一
般
に
再
制
作
に
お
い
て
は
、「
時
と
時
の
遠
さ
」
が
ひ

と
し
く
廃
棄(abolire)

さ
れ
ま
す
。
実
際
ブ
ラ
ン
デ
ィ
も
言
う
と
お
り
、「
再
制
作
に
は
か
な

ら
ず
、
あ
る
時
間
の
遠
さ(lasso)

の
廃
棄(abolire)

の
請
求
が
、
眼
に
見
え
る
よ
う
に
、
あ

る
い
は(o)

眼
に
見
え
な
い
よ
う
に
、
含
ま
れ
て
い
る
」
か
ら
で
す
（
引
用
⑬ 

『
修
復
の
理
論
』

第
五
章
段
落
二
十
）。
で
は
何
が
再
制
作
を
「
復
元
」
と
「
新
規
改
作
」
に
分
か
つ
の
で
し
ょ
う

か
。
私
は
両
者
の
差
異
は
「
元
の
作
品
の
処
遇
」
に
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

  

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、「
時
と
時
の
遠
さ
」
の
「
廃
棄
」
は
「
明
示
的(esplicita)

」
あ
る
い
は

「
非
明
示
的(implicita)

」
で
あ
る
と
し
ま
す
。
で
は
「
廃
棄
が
明
示
的
」
と
は
ど
う
い
う
こ
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と
な
の
か
。（
厳
密
に
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、「
廃
棄
の
請
求
が
明
示
的
・
非
明
示
的
」
と
表
現
を

す
る
の
で
す
が
、
短
縮
し
て
も
不
都
合
な
い
と
考
え
ま
す
。） 

 

非
明
示
の
方
が
分
か
り
や
す
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
廃
棄
が
非
明
示
的
と
は
、
廃
棄
の
事
実

が
人
に
告
げ
ら
れ
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
廃
棄
が
密
か
に
（
こ
っ
そ
り
）
行
わ
れ
る
こ
と
を
意
味

し
ま
す
。 

 

私
は
こ
れ
が
新
規
改
作(nuovo adattamento)

に
対
応
す
る
と
思
う
の
で
す
。
芸
術
作
品
が

新
規
改
作
さ
れ
た
と
き
、
人
は
「
時
と
時
の
遠
さ
」
の
廃
棄
が
行
わ
れ
る
こ
と
（
行
わ
れ
た
こ

と
）
そ
れ
自
体
に
気
が
つ
か
な
い
。
そ
し
て
気
が
つ
い
た
と
き
に
は
、
眼
前
に
（
妙
に
新
し
い
）

芸
術
作
品
が
そ
び
え
立
っ
て
い
る
と
言
う
寸
法
で
す
。 

 

そ
の
と
き
、「
元
の
作
品
」
は
ど
う
な
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
も
ま
た
「
時
と
時
の
遠

さ
」
と
一
緒
く
た
に
廃
棄
さ
れ
て
い
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、「
時
と
時
の
隔
た
り
」
が
廃
棄
の
事
実

さ
え
告
知
さ
れ
ず
に
廃
棄
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
そ
の
隔
た
り
を
形
づ
く
る
一
端
で
あ
る
「
元
の

作
品
の
存
在
」
も
告
知
な
し
に
廃
棄
さ
れ
る
の
で
す
。 

 

新
規
改
作
に
お
い
て
は
、
元
の
作
品
は
「
闇
か
ら
闇
に
」
葬
ら
れ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
、
い

ま
そ
の
存
在
が
忘
却
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
か
つ
て
そ
れ
が
存
在
し
た
こ
と
さ
え
忘
却

さ
れ
て
い
る
の
で
す
。 

  

こ
れ
に
対
し
て
、
復
元(ripristino)

で
は
「
時
と
時
の
遠
さ
」
の
廃
棄
が
明
示
的
に
行
わ

れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
廃
棄
は
さ
れ
て
も
、
そ
の
廃
棄
の
事
実
は
人
々
に
告
知
さ
れ
る
の
で
す
。

い
や
む
し
ろ
逆
に
こ
う
言
う
べ
き
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
そ
も
そ
も
「
復
元(ripristino )
」
と

い
う
と
き
、
そ
こ
に
は
か
な
ら
ず
、「
以
前
何
か
が
あ
っ
た
」
と
い
う
意
識
だ
け
は
点
灯
し
て
い

る
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
「
以
前
何
か
が
あ
っ
た
」
と
い
う
意
識
抜
き
で
は
、
そ
れ
は
「
復(ri)

」

で
も
な
け
れ
ば
「
元
（pristino

）」
で
も
あ
り
得
な
い
か
ら
で
す
。
人
々
は
廃
棄
の
事
実
を
知

っ
て
お
れ
ば
こ
そ
、
そ
れ
を
「
復
元
」
と
し
て
意
識
す
る
の
で
す
。 

 

  

た
し
か
に
、
何
か
が
廃
棄
さ
れ
た
と
い
う
事
実
が
（
告
知
に
よ
っ
て
）
意
識
さ
れ
た
か
ら
と

い
っ
て
、「
廃
棄
さ
れ
た
の
が
何
で
あ
る
の
か
（
ど
う
で
あ
る
の
か
）」
ま
で
意
識
さ
れ
る
わ
け

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
告
知
が
行
わ
れ
て
い
れ
ば
、「
何
か
が
廃
棄
さ
れ
た
こ

と
」、「
廃
棄
さ
れ
た
何
か
が
あ
る
」
と
い
う
意
識
は
弱
い
な
が
ら
も
生
き
延
び
る
で
し
ょ
う
。 

 

「
遠
さ
」
が
廃
棄
さ
れ
る
以
上
、
元
の
作
品
は
言
わ
ず
も
が
な
、
時
間
を
掛
け
て
作
品
に
沈

殿
し
た
時
間
の
痕
跡
（
パ
テ
ィ
ナ
）
も
ま
た
、
一
切
合
切
廃
棄
さ
れ
る
の
で
す
が
、
そ
れ
で
も

「
何
か
が
あ
っ
た
」
と
い
う
意
識
は
残
る
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
、「
復
元
が
そ
の
何
か
に
照
準

さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
淡
い
意
識
は
残
る
の
で
す
。 

 

そ
れ
は
、
雨
の
降
る
日
に
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
ふ
と
何
か
を
電
車
の

な
か
に
置
き
忘
れ
て
き
た
よ
う
な
気
が
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
に
似
て
は
い
な
い
で

し
ょ
う
か
。
電
車
の
な
か
か
ら
、
何
か
に
「
俺
（
傘
）
を
忘
れ
て
る
ぞ
」
と
呼
び
か
け
ら
れ
て

い
る
よ
う
な
。
復
元
で
も
、
そ
れ
と
似
た
形
で
、
何
か
が
、
た
と
え
ば
「
元
の
芸
術
作
品
」
の

影
の
よ
う
な
も
の
が
、
人
々
に
向
か
っ
て
「
君
た
ち
は
私
を
忘
れ
て
い
る
よ
」
と
、
虚
ろ
な
声

で
つ
ぶ
や
い
て
い
る
、
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。 

 

 

状
況
を
図
示
し
て
お
き
ま
し
た
。「
廃
棄
」
が
意
識
さ
れ
、
人
々
に
と
っ
て
廃
棄
の
事
実
が
可

視
的
で
あ
る
状
況
を
Ⅰ
と
し
、
逆
に
そ
れ
が
意
識
さ
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
「
廃
棄
」
自
体
が
不

可
視
で
あ
る
状
況
を
Ⅱ
と
し
ま
し
た
。 

  
 
 
 
 
 
 
 

時
間
経
過
の
廃
棄
が
可
視
的 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ⅰ 
 

元
の
芸
術
作
品 

------ 

再
制
作
さ
れ
た
も
の
（
復
元
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔
時
間
経
過
〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Ⅱ 

 

元
の
芸
術
作
品 

…
…
… 

再
制
作
さ
れ
た
も
の
（
新
規
改
作
） 

 
 
 
 
 
 
 
 

時
間
経
過
の
廃
棄
が
非
可
視
的 

 
 

 
 
 
 

 

- 70 -



（
ⅶ
）
復
元
は
嘘
で
あ
る
（
物
質
へ
の
背
信
行
為
） 

 

ま
ず
「
引
用
⑬
の
箇
所
の
金
田
に
よ
る
分
解
と
補
正
」
か
ら
、（
イ
）
を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ

の
文
章
が
復
元
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
こ
と
は
す
で
に
述
べ
ま
し
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
文

章
は
こ
う
読
め
ま
す
。「
復
元
と
い
う
介
入
措
置
で
は
、
そ
の
措
置
が
あ
た
か
も
芸
術
作
品
が
成

立
し
た
そ
の
時
点
か
ら
と
ら
れ
て
い
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
」
と
。（
ち
な
み
に
こ
の
場
合
、
時

間
経
過
の
廃
棄
は
可
視
的
で
す
。）） 

 

次
に
（
ウ
）
を
見
て
く
だ
さ
い
。
こ
の
文
章
が
新
規
改
作
に
つ
い
て
の
説
明
で
あ
る
こ
と
も

す
で
に
述
べ
ま
し
た
。
当
然
、
こ
の
文
章
は
こ
う
読
め
ま
す
。「
こ
れ
に
対
し
て
、
新
規
改
作
と

い
う
介
入
措
置
は
、〈
新
規
改
作
に
先
行
す
る
時
間
〉
を
〈
新
規
改
作
の
現
時
点
〉
に
完
全
に
溶

か
し
込
も
う
と
し
て
い
る
」
と
。（
ち
な
み
に
こ
の
場
合
、
時
間
経
過
の
廃
棄
は
非
可
視
的
で

す
。）） 

  

非
常
に
難
解
な
文
章
で
す
が
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
そ
の
い
ず
れ
も
が
「
嘘
」
だ
と
い
う
の
で
す
。

し
か
し
そ
れ
は
ど
ん
な
「
嘘
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
難
解
と
は
言
え
、
難
し
い
の
は
右

の
傍
線
箇
所
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
さ
え
う
ま
く
読
み
解
け
れ
ば
、
問
題
は
お
の
ず
か
ら
氷
解
す

る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

「
復
元
」
に
つ
い
て
は
と
り
あ
え
ず
こ
う
言
え
ま
す
。
復
元
で
は
、
ま
ず
根
源
的
創
造
過
程

を
真
似
て
、
何
か
が
模
倣
的
に
作
ら
れ
る
。
次
に
そ
れ
は
、（
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
文
章
に
忠
実
に
言

え
ば
）「
そ
の
措
置
が
あ
た
か
も
芸
術
作
品
が
成
立
し
た
そ
の
時
点
か
ら
と
ら
れ
て
い
た
か
の
よ

う
に
見
え
る
」
と
。
し
か
し
こ
れ
を
見
え
方
の
問
題
と
し
て
読
み
替
え
れ
ば
、「
複
製
さ
れ
た
物

が
、
芸
術
作
品
が
成
立
し
た
そ
の
時
点
に
置
か
れ
た
」、
と
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。
複
製
が
、

「
成
立
時
点
で
の
そ
の
芸
術
作
品
」
の
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
の
代
わ
り
に
、
置
か
れ
る
の

で
す
。 

 

そ
の
と
き
、新
し
い
も
の
に
差
し
替
え
ら
れ
た
以
上
、「
成
立
時
点
で
の
そ
の
芸
術
作
品
」は
、

そ
こ
に
何
か
が
あ
っ
た
と
い
う
亡
霊
的
な
意
識
だ
け
を
残
し
て
、
す
べ
て
廃
棄
（
忘
却
）
さ
れ

ま
す
。 

 

新
規
改
作
に
つ
い
て
も
と
り
あ
え
ず
こ
う
言
え
ま
す
。
新
規
改
作
で
は
、
あ
ら
た
に
何
か
が

作
ら
れ
た
う
え
で
、新
規
改
作
以
前
に
存
在
し
て
い
た(

痛
ん
だ)

芸
術
作
品
が
有
し
て
い
た「
そ

の
作
品
の
す
べ
て
の
過
去
」
が
、
そ
の
新
規
改
作
さ
れ
た
作
品
の
時
間
性
（
す
な
わ
ち
現
在
性
）

に
吸
収
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
そ
の
作
品
の
す
べ
て
の
過
去
」
は
現
在
と
い
う
一
点
に
押
し
込
め

ら
れ
る
の
で
す
。
そ
の
と
き
「
そ
の
作
品
の
す
べ
て
の
過
去
」
は
当
然
廃
棄
さ
れ
ま
す
。 

  

依
然
と
し
て
難
解
で
す
が
、
こ
こ
で
効
い
て
く
る
の
が
引
用
⑦
の
「
唯
物
論
的
命
題
」
で
す
。

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
こ
う
言
い
ま
し
た
。引
用
を
繰
り
返
し
ま
す（
必
要
な
の
は
傍
線
部
分
で
す
。）。 

 

「
芸
術
作
品
が
一
定
不
変
で
あ
り
、
他
の
芸
術
作
品
に
変
わ
ら
な
い
な
ら
、
芸
術
作
品
を
美
的

対
象
と
し
て
観
想
す
る
と
き
、
こ
の
時
間
幅
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
、
と
い
う
説
に
も
一
理

あ
る
」
が
（
引
用
⑨ 

段
落
十
）、
し
か
し
実
は
、「
芸
術
作
品
の
完
成
と
、
意
識
へ
の
そ
の
再

受
容
の
間
に
経
過
し
た
時
間
を
斟
酌
す
る
必
要
が
な
い
と
い
う
考
え
方
、
こ
の
考
え
方
が
そ
れ

ら
し
く
見
え
る
の
は
見
か
け
の
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、（
中
略
）
微
小
な
物
質
性
は
、
見
た

目
に
は
消
え
た
よ
う
に
見
え
て
も
、
実
は
ず
っ
と
あ
り
続
け
て
い
る
」
か
ら
と
（
引
用
⑦ 

段

落
十
続
き
）。 

  

こ
れ
を
使
っ
て
「
嘘
」
の
正
体
を
暴
く
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

  

復
元
の
場
合
、
ま
ず
「
何
か
」
が
模
倣
的
に
作
ら
れ
た
う
え
で
、
そ
れ
が
「
芸
術
作
品
が
成

立
し
た
そ
の
時
点
」
の
う
え
に
置
か
れ
る
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
当
然
、「
芸
術
作
品
が
成
立
し

た
そ
の
時
点
」
の
う
え
に
あ
る
と
さ
れ
る
も
の
と
、
現
時
点
に
お
け
る
「
復
元
」
は
、
内
容
的

に
完
全
に
一
致
す
る
筈
で
す
。
な
ぜ
な
ら
復
元
と
は
、
後
者
を
前
者
の
場
所
に
そ
の
ま
ま
の
姿

で
置
き
換
え
る
行
為
だ
か
ら
で
す
。 

 

し
か
し
そ
の
と
き
、
両
者
の
間
に
は
「
変
化
」
が
認
め
ら
れ
な
い
道
理
で
す
。
な
ぜ
な
ら
同

じ
二
つ
の
物
の
間
に
変
化
を
認
め
る
の
は
背
理
だ
か
ら
で
す
。 
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と
こ
ろ
が
両
者
の
間
に
は
、「
時
間
」
が
横
た
わ
っ
て
い
ま
す
。
た
し
か
に
「
成
立
時
の
芸
術

作
品
」
の
内
容
（
つ
ま
り
記
憶
）
は
廃
棄
（
つ
ま
り
忘
却
）
さ
れ
た
し
、「
時
間
の
遠
さ
」
も
ま

た
廃
棄
さ
れ
ま
し
た
が
、
前
項
で
述
べ
た
よ
う
に
、「
元
の
所
に
何
か
が
あ
っ
た
」
と
い
う
か
す

か
な
意
識
は
健
在
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
間
に
横
た
わ
る
時
間
」
と
い
う
意
識
も
そ
れ
な
り

に
健
全
だ
か
ら
で
す
。 

 

し
か
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
復
元
で
は
「
時
間
が
経
過
し
た
の
に
、
変
化
が
起
き
て
い
な
い
」

と
い
う
こ
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
引
用
⑦
に
違
反
し
ま
す
、
つ
ま

り
こ
の
命
題
は
、「
時
間
が
経
過
す
る
と
か
な
ら
ず
物
質
は
変
化
す
る
」
と
い
う
唯
物
論
の
大
原

則
に
矛
盾
す
る
の
で
す
。
こ
の
矛
盾
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
誰
に
も
で
き
ま
せ
ん
。 

 

こ
れ
で
王
手
で
す
。
時
間
は
明
ら
か
に
経
過
し
て
い
る
の
に
、
時
間
が
経
過
し
て
い
な
い
と

言
い
立
て
る
の
は
、「
嘘
」
で
す
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
の
が
、（
オ
）
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ

の
命
題
な
の
で
す
。「
最
新
の
介
入
措
置
が
、
芸
術
作
品
の
成
立
時
に
自
ら
の
日
付
を
書
き
換
え

る
前
者
の
場
合
、
そ
れ
は
歴
史
的
虚
偽(falso storico)
で
あ
り
、
断
じ
て
許
さ
れ
な
い
。」

と
。 

  

次
に
新
規
改
作
の
場
合
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
こ
ち
ら
は
比
較
的
容
易
で
す
。
こ
こ
で
も
ま

ず
「
何
か
」
が
模
倣
的
に
作
ら
れ
ま
す
。
と
こ
ろ
が
新
規
改
作
の
場
合
、
作
ら
れ
た
も
の
が
、

復
元
の
と
き
の
よ
う
に
、「
芸
術
作
品
が
成
立
し
た
そ
の
時
点
」
の
う
え
に
置
か
れ
る
の
で
は
あ

り
ま
せ
ん
。 

 

そ
う
で
は
な
く
て
、
新
規
改
作
以
前
に
存
在
し
て
い
た(

痛
ん
だ)

芸
術
作
品
が
有
し
て
い
た

そ
の
作
品
の
す
べ
て
の
過
去
が
、
そ
の
新
規
改
作
さ
れ
た
作
品
の
時
間
性
（
す
な
わ
ち
現
在
性
）

に
吸
収
さ
れ
る
、
と
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
言
う
の
で
す
。
つ
ま
り
「
そ
の
作
品
の
す
べ
て
の
過
去
」

が
現
在
と
い
う
一
点
に
押
し
込
め
ら
れ
ま
す
。こ
の
場
合
、過
去
は
完
全
消
滅
す
る
で
し
ょ
う
。 

 

私
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
猛
烈
に
難
解
な
文
章
を
こ
う
解
釈
し
ま
す
。
す
な
わ
ち
彼
の
、「
最
新
の

介
入
措
置
（
新
規
改
作
）
が
〈
再
制
作
に
先
行
す
る
時
間
〉
を
も
〈
再
制
作
の
現
在
〉
に
完
全

に
溶
か
し
込
む
」
だ
と
か
、
新
規
改
作
が
「
そ
れ
以
前
か
ら
存
在
す
る
作
品
を
併
合
し
、
そ
れ

を
余
す
と
こ
ろ
な
く
内
に
移
し
込
も
う
と
す
る
」
な
ど
の
主
張
を
、「
過
去
の
完
全
消
滅
」
の
意

味
に
解
釈
し
ま
す
。 

 

し
か
し
こ
こ
か
ら
先
、
新
規
改
作
は
復
元
と
事
情
を
異
に
し
ま
す
。
そ
も
そ
も
作
品
が
「
再

制
作(rifacimento)

」
を
必
要
と
し
た
の
は
、
そ
の
作
品
が
劣
化
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
か
っ

た
で
し
ょ
う
か
。
し
か
し
新
規
改
作
の
場
合
、
元
の
作
品
は
（
復
元
と
違
っ
て
）
影
も
残
さ
ず

消
滅
す
る
と
い
う
の
に
、
新
規
改
作
を
担
当
す
る
そ
の
修
復
家
は
、
い
っ
た
い
自
分
は
「
何
を
」

修
復
し
た
と
主
張
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

新
規
改
作
者
は
修
復
を
し
て
い
ま
せ
ん
。
修
復
は
い
つ
で
も
「
何
か
」
の
修
復
な
の
に
、
こ

の
改
作
者
に
は
そ
の
「
何
か
」
が
最
終
局
面
で
欠
け
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
新
規
改

作
者
は
「
嘘
」
を
つ
い
て
い
ま
す
。
彼
は
、
修
復
し
て
い
な
い
の
に
、
修
復
し
て
い
る
と
い
う

嘘
を
つ
い
て
い
る
の
で
す
。 

 

そ
も
そ
も
新
規
改
作
を
「
修
復
」
と
呼
ぶ
理
由
が
な
い
の
で
す
。
復
元
で
は
、
す
り
替
え
ら

れ
た
と
は
い
え
、
ま
だ
「
成
立
時
の
作
品
」
は
あ
り
ま
し
た
が
、
新
規
改
作
で
は
も
は
や
「
成

立
時
の
作
品
」
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
す
。 

  

結
論
で
す
。「
成
立
時
の
作
品
」
を
意
識
し
な
い
で
行
わ
れ
る
「
修
復
」
な
ど
、
修
復
の
定
義

に
照
ら
し
て
あ
き
ら
か
な
背
理
で
す
。そ
れ
は
歴
史
的
事
象
で
は
あ
っ
て
も
、修
復
で
は
な
い
、

そ
こ
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
言
う
の
で
す
。
新
規
改
作
は
、「
修
復
の
枠
か
ら
外
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ

ん
そ
れ
は
、
少
な
く
と
も
歴
史
的
に
は
ま
っ
た
く
正
当
で
あ
り
、
現
在
に
お
け
る
人
間
の
行
為

の
真
正
な
証
人
で
あ
り
、
文
句
の
つ
け
よ
う
の
な
い
歴
史
的
資
料
で
は
あ
る
の
だ
が
」
と
（
引

用
⑬
末
尾
）。
議
論
の
成
果
を
図
示
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 
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時
間
経
過
の
廃
棄
が
可
視 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

芸
術
作
品
の
捏
造 

 

Ⅰ 
本
来
の
芸
術
作
品 

------ 

そ
の
再
制
作
さ
れ
た
も
の
（
復
元
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

偽
修
復 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

〔
時
間
経
過
〕 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

非
修
復 

 

Ⅱ 

本
来
の
芸
術
作
品 
…
…
… 

そ
の
再
制
作
さ
れ
た
も
の
（
新
規
改
作
） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

時
間
経
過
の
廃
棄
が
不
可
視 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

芸
術
作
品
の
消
失 

  

前
者
（
復
元
）
は
形
式
的
に
は
修
復
で
す
が
内
容
的
に
は
修
復
で
な
く
、
後
者
（
新
規
改
作
）

は
形
式
的
に
も
内
容
的
に
も
修
復
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
復
元
は
「
偽
修
復
」
で
あ
り
、
新
規
改

作
は
「
非
修
復
」
な
の
で
す
。 

（
な
お
私
は
再
制
作
に
お
け
る
「
嘘
」
を
右
の
よ
う
に
描
き
出
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
そ
れ
以

外
の
嘘
が
再
制
作
に
含
ま
れ
な
い
、
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
か
と
言
え
ば
、
嘘

は
そ
の
本
性
ゆ
え
に
連
鎖
反
応
を
誘
発
す
る
の
で
、
一
つ
嘘
が
あ
れ
ば
、
そ
の
周
辺
に
は
数
え

き
れ
な
い
程
の
嘘
が
蝟
集
し
て
い
る
と
考
え
る
べ
き
だ
か
ら
で
す
。） 

  

第
三
の
時
を
め
ぐ
る
「
嘘
」
に
つ
い
て
は
、
章
を
改
め
て
考
察
し
ま
す
。 
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【
第
六
章
】 

修
復
虚
偽
論
（
歴
史
を
め
ぐ
る 

そ
の
一
） 

 

 

フ
ァ
ゾ
ー
リ
「
フ
ラ
ン
ス
の
思
想
家
、
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
に
興
味
を
お
持
ち
で
す

か
？
」  

ブ
ラ
ン
デ
ィ
「〔
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
だ
け
で
な
く
〕
デ
リ
ダ
に
も
興
味
を
持
っ
て
い
ま
す
。

彼
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
亜
流
の
一
人
で
、
独
立
し
た
思
想
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
そ
の
立
場
、
発
言
に
は
無
視
で
き
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
と
く
に
彼
の
「
差

延(differenza)

」
の
理
論
が
ね
。
そ
の
意
味
で
私
は
自
分
が
デ
リ
ダ
に
近
い

(vicino)

と
感
じ
て
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
飽
く
ま
で
も
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
踏
ま
え
て

の
こ
と
で
す
が
ね
。
」(1985.www.riflessioni.it/conversazioni 

＿

fasoli/cesare 

＿brandi.htm)) 

  

本
章
で
『
修
復
の
理
論
』
に
対
す
る
私
の
哲
学
的
分
析
は
最
終
段
階
に
入
り
ま
す
。（
右
の
エ

ピ
グ
ラ
フ
の
趣
旨
は
本
章
後
半
で
明
ら
か
に
な
る
で
し
ょ
う
。） 

 

と
同
時
に
、
本
稿
の
こ
こ
ま
で
の
議
論
の
流
れ
を
踏
ま
え
れ
ば
、
本
章
の
課
題
は
ブ
ラ
ン
デ

ィ
の
「
三
番
目
の
時
を
め
ぐ
る
修
復
の
嘘
の
理
論
」
の
全
容
解
明
で
も
あ
り
ま
す
（
本
稿
第
五

章
第
一
節
冒
頭
）。と
こ
ろ
が
こ
の
点
を
め
ぐ
る
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
所
説
を
整
合
的
に
理
解
し
よ
う

と
す
る
と
、
予
想
を
は
る
か
に
超
え
て
多
数
の
困
難
が
我
々
の
ま
え
に
立
ち
は
だ
か
り
ま
す
。

そ
の
困
難
の
要
因
は
い
く
つ
か
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
が
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
そ
の
最
大

の
要
因
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
自
ら
の
修
復
理
論
の
内
部
に
、
性
格
を
異
に
す
る
複
数
の
「
哲
学
的

方
法
」
を
混
在
さ
せ
た
こ
と
、
し
か
も
そ
こ
に
明
確
な
統
一
像
を
与
え
な
か
っ
た
こ
と
に
求
め

る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。 

 

管
見
す
る
と
こ
ろ
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
導
入
し
た
三
つ
の
哲
学
的
方
法
は
こ
う
で
す
。（
考
察
に

具
体
的
に
利
用
す
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
が
、
参
考
と
し
て
書
名
を
掲
げ
て
お
き
ま
す
。） 

 

① 

エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
現
象
学(Phänomenologie)

」。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
利
用
し

た
と
推
定
で
き
る
テ
ク
ス
ト
の
一
つ
は
、
死
後
に
刊
行
さ
れ
た
一
九
五
四
年
の
『
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』(Der Krisis der europäischen Wissenschaften 

und die transzendentale Phänomenologie)

、
通
称
『
危
機
』
書
で
す
。
他
の
一
つ
は
、

最
晩
年
の
著
作
『
経
験
と
判
断
』(Erfahrungund Urteil,1938)

で
す
。 

 

② 

マ
ル
チ
ン
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
「
基
礎
的
存
在
論(Fundamentalontologie)

。
ブ
ラ
ン
デ

ィ
が
使
用
し
た
テ
ク
ス
ト
は
お
そ
ら
く
、
一
九
二
七
年
の
『
存
在
と
時
間(Sein und Zeit)

』

で
す
。 

 

③ 

ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
の
「
差
延(différance)

の
哲
学
」。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
利
用
し
た
と
推

定
で
き
る
テ
ク
ス
ト
は
、
前
掲
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
危
機
』
書
に
付
さ
れ
た
彼
の
草
稿
『
志
向

歴
史
的
問
題
と
し
て
の
幾
何
学
の
起
源
に
つ
い
て
の
問
い
』
（Die 

Frage 
nach 

dem 

Ursprung der Geometrie als intentionalhistorisches Problem,1936

）、
通
称

『
幾
何
学
の
起
源
』
へ
の
デ
リ
ダ
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
語
訳(1962)

に
付
さ
れ
た
、
デ
リ
ダ
自

身
に
よ
る
長
大
な
『
序
説(Introdection)

』
で
す
。 

 

・ 
 
 

・ 
 
 

・ 
 
 

・ 
 
 

・ 
 
 

・ 
 
 

・ 

 

し
か
し
課
題
の
考
察
に
取
り
か
か
る
前
に
、
遅
れ
ば
せ
な
が
ら
、
こ
の
場
所
で
『
修
復
の
理

論
』(1963)

と
い
う
書
物
の
成
立
の
経
緯
を
瞥
見
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
シ
ェ
ド
ラ
ー
・
ザ
ウ

プ
は
同
書
の
ド
イ
ツ
語
訳
の
序
文
に
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
ま
す
。 

  
 

〔
引
用
①
〕 

「
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、
四
十
年
代
後
半
か
ら
五
十
年
代
前
半
に
か
け
て
、
ロ
ー
マ
大
学

で
修
復
理
論
の
講
義
を
す
る
機
会
を
持
っ
た
が
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
た
の
が
こ
の
『
修
復
の
理
論
』

で
あ
る
。
そ
の
四
回
に
わ
た
る
講
義
が
〔
後
に
刊
行
さ
れ
た
本
書
の
〕
修
復
理
論
の
中
核
を
な
す
こ

と
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
自
身
も
証
言
し
て
い
る
。
講
義
内
容
は
こ
う
で
あ
っ
た
。 
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「
修
復
の
理
論
的
基
礎
」、 

「
芸
術
作
品
の
潜
在
的
統
一
の
再
建
」、 

「
歴
史
的
審
級
の
意
味
で
の
芸
術
作
品
の
修
復
」、 

「
美
的
芸
術
的
審
級
の
意
味
で
の
芸
術
作
品
の
修
復
」 

 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
『
修
復
の
理
論
』
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
を
な
す
こ
れ
ら
四
つ
の
章
に
、
あ
と
か
ら
次

の
四
つ
の
章
を
追
加
し
て
い
る
。 

 

「
芸
術
作
品
の
素
材
」 

「
芸
術
作
品
と
修
復
に
お
け
る
時
間
」 

「
芸
術
作
品
と
空
間
」 

「
予
防
的
修
復
」 

 

 

こ
れ
ら
八
つ
の
章
が
、
一
九
六
三
年
の
『
修
復
の
理
論
』
初
版
の
主
要
部
分
を
な
す
の
で
あ
る
。」 

 

 

シ
ェ
ド
ラ
ー
・
ザ
ウ
プ
の
こ
の
報
告
か
ら
何
が
分
か
る
で
し
ょ
う
か
。
最
初
の
講
義
、「
修
復

の
理
論
的
基
礎
」
は
、
一
九
六
三
年
刊
行
の
『
修
復
の
理
論
』
の
第
一
章
「
修
復
の
概
念
」
に

対
応
し
、
刊
行
に
当
た
っ
て
の
改
変
は
軽
微
で
あ
る
と
シ
ェ
ド
ラ
ー
・
ザ
ウ
プ
は
報
告
し
て
い

ま
す
。 

 

同
様
に
、
二
つ
目
の
講
義
、「
芸
術
作
品
の
潜
在
的
統
一
の
再
建
」
は
、『
修
復
の
理
論
』
の

第
三
章
「
芸
術
作
品
の
潜
在
的
統
一
」
に
一
致
す
る
と
彼
女
は
書
い
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
シ

ェ
ド
ラ
ー
・
ザ
ウ
プ
は
、『
修
復
の
理
論
』
の
こ
れ
ら
二
つ
の
章
（
第
一
章
と
第
三
章
）
は
内
容

的
に
は
四
十
年
代
後
半
に
完
成
し
発
表
さ
れ
た
と
推
定
す
る
の
で
す
。
そ
れ
が
軽
微
な
改
変
を

経
て
一
九
六
三
年
に
刊
行
さ
れ
た
、
と
。 

 

三
つ
目
と
四
つ
目
の
講
義
、
す
な
わ
ち
「
歴
史
的
審
級
の
意
味
で
の
芸
術
作
品
の
修
復
」、
お

よ
び
「
美
的
芸
術
的
審
級
の
意
味
で
の
芸
術
作
品
の
修
復
」
に
つ
い
て
、
シ
ェ
ド
ラ
ー
・
ザ
ウ

プ
は
と
く
に
詳
細
な
報
告
を
与
え
て
い
ま
せ
ん
が
、
表
題
か
ら
推
し
て
そ
れ
ぞ
れ
、『
修
復
の
理

論
』
の
第
五
章
「
歴
史
性
の
審
級
か
ら
見
た
修
復
」、
そ
の
第
六
章
「
美
的
審
級
か
ら
見
た
修
復
」

に
対
応
す
る
と
推
察
さ
れ
ま
す
。 

 

さ
ら
に
一
九
六
三
年
の
刊
行
に
当
た
っ
て
追
加
さ
れ
た
四
編
の
論
考
に
つ
い
て
は
、
最
初
の

「
芸
術
作
品
の
素
材
」
が
『
修
復
の
理
論
』
の
第
二
章
に
対
応
し
、
以
下
、「
芸
術
作
品
と
修
復

に
お
け
る
時
間
」
が
第
四
章
、「
芸
術
作
品
と
空
間
」
が
第
七
章
、
最
後
の
「
予
防
的
修
復
」
が

第
八
章
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
追
加
分
の
執
筆
年
代
に
つ
い
て
筆
者
は
詳
し

い
情
報
を
持
ち
合
わ
せ
ま
せ
ん
が
、
ロ
ー
マ
大
学
で
の
講
義
終
了
か
ら
『
修
復
の
理
論
』
刊
行

ま
で
の
八
、
九
年
の
間
に
執
筆
さ
れ
た
と
見
る
の
が
常
識
的
か
と
考
え
ま
す
。 

 

な
お
『
修
復
の
理
論
』
に
は
こ
れ
以
外
に
も
重
要
な
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
同
書
に

は
「
補
遺( Appendice)

」
と
し
て
七
篇
の
論
文
が
添
え
ら
れ
て
お
り
、
と
く
に
二
番
目
の
「
欠

損
箇
所
処
置
の
た
め
の
理
論
的
注
解(Postilla 

teorica 
al 

trattamento 
delle 

lacune)

」
は
注
目
に
値
す
る
論
考
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
中
に
は
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー

ル
の
「
現
象
学
」
に
対
す
る
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
や
や
立
ち
入
っ
た
発
言
が
書
き
込
ま
れ
て
い
て
、

そ
こ
か
ら
彼
の
修
復
理
論
を
哲
学
的
に
再
構
成
す
る
手
掛
か
り
を
読
み
取
る
こ
と
で
き
る
か
ら

で
す
。 

  

し
か
し
ま
だ
我
々
は
考
察
の
ス
タ
ー
ト
を
切
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
互
い
に
性
格
を
異
に

す
る
哲
学
的
方
法
の
あ
の
三
つ
組
み
（
フ
ッ
サ
ー
ル
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
・
デ
リ
ダ
）
を
、
ブ
ラ

ン
デ
ィ
の
テ
ク
ス
ト
に
対
応
さ
せ
る
に
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
テ
ク
ス
ト
側
に
も
な
に
が
し
か
の

「
目
印
」
を
つ
け
て
お
く
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
で
す
。 

 
と
こ
ろ
で
、
本
稿
の
第
一
章
か
ら
第
五
章
に
掛
け
て
繰
り
返
し
登
場
し
た
通
奏
低
音
が
あ
り

ま
し
た
。「
原
理
と
反
原
理
の
二
元
対
立
」が
そ
れ
で
あ
っ
て
、私
は
こ
の
二
元
対
立
の
な
か
に
、

あ
の
三
つ
組
み
を
適
用
す
る
手
掛
か
り
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
睨
ん
で
い
ま
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の

哲
学
的
手
続
き
の
具
体
的
な
吟
味
に
踏
み
込
む
の
は
、
こ
の
手
掛
か
り
を
確
定
し
て
か
ら
の
こ

と
で
す
。 
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〔
第
一
節
〕
原
理
と
反
原
理
の
テ
ク
ス
ト
理
論 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
テ
ク
ス
ト
理
論
」
を
考
察
の
端
緒
と
し
ま
し
ょ
う
。 

 

⒜
「
現
前
化(attualizzarsi)

」
と
は
何
か 

 

私
は
す
で
に
本
稿
の
第
一
章
で
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
『
修
復
の
理
論
』
が
テ
ク
ス
ト
理
論
を
含

む
と
い
う
事
実
を
、
同
書
の
第
七
章
「
芸
術
作
品
と
空
間
」
の
冒
頭
を
使
っ
て
確
認
し
ま
し
た
。

重
要
な
の
で
再
引
用
と
い
き
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
テ
ク
ス
ト
に
混
乱
が
見
ら

れ
る
の
で
、
そ
れ
に
対
す
る
私
の
「
補
正
」
の
自
己
引
用
で
資
料
に
代
え
ま
す
。
そ
こ
に
登
場

す
る
「
現
前
化
」
と
い
う
表
現
に
注
目
し
て
下
さ
い
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
言
葉
こ
そ
、
ブ
ラ
ン
デ

ィ
の
時
間
論
的
修
復
理
論
の
核
心
を
な
す
概
念
だ
か
ら
で
す
。 

  
 

〔
引
用
②
（
本
稿
第
一
章
引
用
⑦ 

『
修
復
の
理
論
』
第
七
章
段
落
一
の
金
田
の
「
補
正
」）〕 

 

《
修
復
と
は
、
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
人
間
の
意
識
の
内
部
で
起
こ
る
、
芸
術

作
品
の
現
前
化(attualizzarsi)

の
働
き
で
あ
る
。
だ
が
人
が
こ
の
現
前
化
を
瞬
間(àttimo)

に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
閃
光
の
よ
う
な
も
の
と
思
い
な
す
な
ら
、
そ
れ
は
二
重
に
間
違
っ
て
い
る
。
な

ぜ
な
ら
〔
現
前
化
は
そ
も
そ
も
瞬
間
的
で
は
な
く
、
持
続
で
あ
り
、
し
か
も
〕
閃
光
的
な
認
知
が
占

め
る
こ
の
持
続
は
、
こ
の
認
知
を
包
む
歴
史
的
時
間
と
は
違
っ
て
、
細
分
に
は
馴
染
ま
な
い
か
ら
で

あ
る
。（
た
だ
し
、
た
し
か
に
芸
術
作
品
の
閃
光
も
、
意
識
が
そ
こ
に
自
ら
を
置
く
歴
史
的
時
間
の
な

か
に
含
ま
れ
は
す
る
の
だ
が
）。》 

  

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
「
現
前
化(attualizzarsi)

」
と
い
う
言
葉
に
ど
ん
な
意
味
を
込
め
て
い
る

の
で
し
ょ
う
か
。
エ
ト
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
の
『
危
機
』
書
の
第
四
十
六
節
「
普
遍
的

相
関
の
ア
プ
リ
オ
リ
」
の
段
落
二
に
お
い
て
、
紛
ら
わ
し
い
言
葉
遣
い
で
す
が
、「
現
前
作
用

(Gegenwärtigung)

」と「
現
前
化
作
用(Vergegenwärtigung)

」を
こ
う
区
別
し
て
い
ま
す
。

ま
ず
知
覚(Wahlnehmung)

に
つ
い
て
彼
は
こ
う
言
い
ま
す
。 

 

〔
引
用
③ 

『
危
機
』
書 

第
四
十
六
節
〕 

「
わ
れ
わ
れ
は
、
知
覚
を
そ
れ
だ
け
で
抽
象
的
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
志
向
的
能
作
と
し
て
、

現
前
作
用(Präsentation,Gegenwärtigung)

を
見
出
す
。
す
な
わ
ち
、
客
体
は
〈
そ
こ
に
〉
あ
る

も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
、
そ
こ
に
本
源
的
に
現
前
し
て
い
る(im Präsenz)

も
の
と
し
て
自
己
を
与

え
る
。」 

  

知
覚
と
は
、
抽
象
的
に
見
る
か
ぎ
り
、
客
体
が
自
ら
を
現
在
に
お
い
て
与
え
る
働
き
の
こ
と

で
あ
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
働
き
を
「
現
前
作
用(Gegenwärtigung)

」
と
呼
ぶ
の
で
す
。

こ
の
説
明
自
体
は
と
く
に
問
題
を
含
み
ま
せ
ん
。 

 

問
題
は
む
し
ろ
、
抽
象
的
に
で
な
く
具
体
的
に
考
え
る
と
き
、
知
覚
が
過
去
と
未
来
に
結
び

つ
い
て
い
る
と
い
う
事
実
が
浮
上
す
る
点
に
あ
り
ま
す
。
引
用
③
の
直
前
は
こ
う
で
す
。 

 

〔
引
用
④ 

『
危
機
』
書 

第
四
十
六
節
〕 

「
な
る
ほ
ど
、
知
覚
は
単
に
現
在
に
の
み
関
係
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
現
在
は
、
自
己
の
背
後
に

は
限
り
な
い
過
去
を
も
ち
、
自
己
の
前
に
は
開
か
れ
た
未
来
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
あ
ら

か
じ
め
意
味
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」 

 

 

「
現
在
」
は
「
過
去
」
お
よ
び
「
未
来
」
に
関
係
し
て
い
る
。
で
は
「
現
在
」
と
「
過
去
・

未
来
」は
ど
う
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。ま
ず
ひ
と
つ
こ
う
い
う
事
実
が
あ
り
ま
す
。 

 

〔
引
用
⑤
『
危
機
』
書 

第
四
十
六
節
〕 

「
過
去
的
な
も
の
の
本
源
的
な
意
識
の
仕
方
と
し
て
の
想
起
の
志
向
的
分
析
が
必
要
で
あ
る
と
い
う

こ
と
、
さ
ら
に
ま
た
、
記
憶
の
中
に
は
注
目
す
べ
き
仕
方
で
〈
知
覚
し
た
〉
と
い
う
こ
と
が
含
蓄
さ

れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
想
起
の
分
析
は
原
理
的
に
は
知
覚
の
分
析
を
前
提
に
す
る
と
い

う
こ
と
が
、
た
だ
ち
に
見
て
と
ら
れ
る
。」 
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未
来
の
想
起
や
過
去
の
記
憶
の
分
析
は
、
そ
れ
ら
が
知
覚
に
根
ざ
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
原

理
的
に
は
知
覚
の
分
析
を
前
提
す
る
だ
ろ
う
、
と
。
想
起
も
記
憶
も
、
も
と
を
糺
せ
ば
知
覚
な

の
だ
か
ら
、
想
起
と
記
憶
の
分
析
は
知
覚
の
分
析
を
前
提
す
る
だ
ろ
う
、
と
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は

こ
こ
で
そ
う
言
っ
て
い
る
の
で
す
。 

 

し
か
し
こ
の
引
用
⑤
の
議
論
は
、
次
の
引
用
⑥
で
反
転
さ
れ
ま
す
。
先
ほ
ど
の
よ
う
に
、
過

去
が
「
流
れ
去
っ
た
直
観
」
と
し
て
、
ま
た
未
来
が
「
や
が
て
来
る
直
観
」
と
し
て
、
直
観
（
現

在
）
の
側
か
ら
説
明
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
フ
ッ
ッ
サ
ー
ル
は
逆
に
、
現
在
の
直
観
そ
れ
自

体
の
な
か
に
、
過
去
志
向
と
未
来
志
向
が
ひ
そ
ん
で
い
る
、
と
主
張
す
る
の
で
す
。
現
在
の
直

観
が
過
去
志
向
と
未
来
志
向
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。
彼
は
こ
う
言
い

ま
す
（
引
用
の
な
か
の
重
要
箇
所
に
傍
線
を
引
く
）。 

 

〔
引
用
⑥ 

『
危
機
』
書 

第
四
十
六
節
〕 

「
し
か
し
、
ひ
ろ
が
り
を
も
ち
持
続
し
て
い
る
対
象
の
現
在
と
し
て
の
現
在
の
う
ち
に
は
、
一
連
の

な
お
意
識
さ
れ
て
い
る
も
の
、
流
れ
去
っ
た
も
の
、
い
か
な
る
仕
方
で
も
も
は
や
直
観
的
で
な
い
も

の
、
す
な
わ
ち
一
連
の
過
去
志
向
が
あ
り
、
ま
た
他
の
方
向
に
は
一
連
の
未
来
志
向
が
ひ
そ
ん
で
い

る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
直
観
的
な
〈
想
起
〉
と
い
う
普
通
の
意
味
の
記
憶
と
は
ち
が
っ
て
、
対
象
統

覚
と
世
界
統
覚
に
、
い
わ
ば
公
然
と
参
加
し
て
い
る
現
象
で
は
な
い
。
こ
う
し
て
一
般
に
、
現
前
化

作
用(Vergegenwärtigung)

の
さ
ま
ざ
ま
の
様
相
が
、こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
の
問
題
に
し
て
い
る
普
遍

的
な
主
題
設
定
の
中
に
は
い
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。」 

 

 

そ
の
論
旨
は
こ
う
で
す
。
直
観
（
現
在
）
そ
れ
自
体
の
な
か
に
は
過
去
志
向
と
未
来
志
向
が

持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ま
さ
に
こ
の
「
持
ち
込
み
」
を
指
し
て
、（
現
前
作
用
で

は
な
く
）「
現
前
化
作
用(Vergegenwärtigung)

」
と
呼
ぶ
の
で
す
。 

 

 

過
去
志
向
と
未
来
志
向
は
そ
れ
ぞ
れ
あ
る
直
観
（
現
前
作
用
）
を
基
礎
に
し
て
は
い
る
の
で

す
が
（
引
用
⑤
）、
そ
れ
と
は
別
の
話
と
し
て
、
そ
も
そ
も
直
観
（
現
在
）
の
な
か
に
過
去
志
向

と
未
来
志
向
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
の
持
ち
込
み
は
、
も
は
や
現
在
で
な
い
過
去
と
ま
だ

現
在
で
な
い
未
来
を
、「
現
在
化
」
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
持
ち
込
み
こ
そ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が

「
現
前
化(Vergegennwärtigung)

」
と
名
づ
け
た
作
用
に
他
な
り
ま
せ
ん
。（
や
や
通
俗
的
に

表
現
す
れ
ば
、「
現
在
」
の
な
か
に
は
「
過
去
」
と
「
未
来
」
が
と
け
込
ん
で
い
る
、
と
で
も
言

い
ま
し
ょ
う
か
。） 

 

と
こ
ろ
で
同
書
の
第
二
十
八
節
「
カ
ン
ト
の
暗
黙
の
前
提
、
す
な
わ
ち
自
明
的
に
妥
当
し
て

い
る
生
活
環
境
」
の
段
落
五
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
現
前
化
」
を
さ
ら
に
こ
う
説
明
し
て
い
ま

す
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
直
観
（
現
在
）
に
過
去
志
向
と
未
来
志
向
が
持
ち
込
ま
れ
る
と
き
、
そ

の
過
去
性
と
未
来
性
は
溶
解
せ
ず
消
滅
も
せ
ず
、
温
存
さ
れ
る
と
い
う
の
で
す
。（
こ
れ
も
通
俗

的
に
い
え
ば
こ
う
で
す
「
現
在
」
の
な
か
に
と
け
込
み
は
し
て
も
、「
過
去
」
は
「
過
去
性
」
を
、

「
未
来
」
は
「
未
来
性
」
を
保
持
す
る
と
。）
す
な
わ
ち 

 

〔
引
用
⑦ 

『
危
機
』
書 

第
二
十
八
節
〕 

「
知
覚
は
直
観
の
根
本
様
相
で
あ
り
、
そ
れ
は
根
源
的
本
源
性
、
す
な
わ
ち
自
己
現
前
と
い
う
様
相

に
お
い
て
も
の
を
呈
示
す
る
。
そ
れ
と
な
ら
ん
で
我
々
は
、
直
観
の
別
の
様
相
を
も
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
こ
の
〈
そ
れ
自
体
が
そ
こ
に
〉
自
己
現
前
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
変
様
と
い
う
性
格
を
、

そ
れ
自
身
の
う
ち
に
意
識
的
に
持
っ
て
い
る
よ
う
な
直
観
の
様
相
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
現
前
す
る
こ

と
の
変
様
と
し
て
の
現
前
化
作
用
〔
再
認
的
お
よ
び
想
像
的
表
象
〕
で
あ
る
。
た
と
え
ば
そ
の
も
の

が
そ
こ
に
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
そ
の
も
の
が
そ
こ
に
あ
っ
た
と
か
、
未
来
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち

そ
の
も
の
が
そ
こ
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
よ
う
な
時
間
様
相
を
意
識
さ
せ
る
。
現
前
化
的

直
観
は
、
そ
れ
ら
に
固
有
な
あ
る
変
容
を
加
え
な
が
ら
対
象
的
な
も
の
が
知
覚
的
に
現
れ
る
多
様
な

現
れ
の
す
べ
て
を
〈
反
復
す
る
〉
の
で
あ
る
。」 

 

 
過
去
志
向
と
未
来
志
向
が
現
在
に
持
ち
込
ま
れ
る
。
そ
の
と
き
、
現
在
の
な
か
で
過
去
は
「
そ

う
で
あ
っ
た
こ
と
」、
未
来
は
「
そ
う
で
あ
る
だ
ろ
う
」
と
い
う
時
間
様
相
を
失
わ
な
い
。
過
去

と
未
来
は
、
直
観
（
現
在
）
の
ま
っ
た
だ
中
で
そ
の
時
間
様
相
を
「
反
復
」
す
る
、
と
。
こ
れ

が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
「
現
前
化
」
な
の
で
す
。（
な
お
『
危
機
』
書
の
訳
本
は
次
の
も
の
を
使
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用
。『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』（
細
谷
恒
夫
、
木
田
元
訳
、1974

年
、

中
央
公
論
社
。） 

  

さ
て
私
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
のattualizzarsi

（
引
用
②
）
と
い
う
言
葉
を
、
彼
が
フ
ッ
サ

ー
ル
のVergegenwärtigung 

に
与
え
た
訳
語
で
あ
る
と
理
解
し
ま
す
。
た
し
か
に
ブ
ラ
ン
デ

ィ
が
利
用
で
き
た
『
危
機
』
書
の1961

年
刊
行
の
イ
タ
リ
ア
語
訳
を
見
る
と(La crisi delle 

scienze europee e la fenomenologia transcendentale. Traduzione di Enrico 

Filippini.1961.)

、
ド
イ
ツ
語Gegenwärtigung 

に
はpresentazione

が
当
て
ら
れ
、

ま
た
ド
イ
ツ
語Vergegenwärtigung 
に
はpresentificazione 

が
当
て
ら
れ
て
い
て
、

そ
こ
にattualizzarsi

と
い
う
言
葉
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
す
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
理

論
と
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
時
間
理
論
の
基
本
構
成
の
高
度
の
類
似
性
を
斟
酌
す
る
と
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ

が
フ
ッ
サ
ー
ル
のVergegebwärtigunng 

にattualizzarsi

を
当
て
た
と
い
う
判
断
に
は
、

十
分
な
合
理
性
が
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

 

⒝ 

修
復
と
い
う
名
の
「
現
前
化
」 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
掲
げ
る
「
現
前
化(attualizzarsi)

」
と
い
う
作
用
は
、「
客
体
が
自
ら
を

現
在
に
お
い
て
与
え
る
働
き
と
し
て
の
直
観
の
な
か
に
、
同
じ
客
体
へ
の
過
去
志
向
と
未
来
志

向
が
持
ち
込
ま
れ
る
作
用
」
で
す
。
現
在
の
直
観
の
中
に
、
過
去
ま
た
は
未
来
の
直
観
が
、
そ

の
過
去
性
あ
る
い
は
未
来
性
と
い
う
様
相
を
温
存
し
た
ま
ま
、
持
ち
込
ま
れ
る
、
そ
の
過
程
が

（
現
前
し
て
い
な
い
も
の
の
）「
現
前
化
」
な
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
現
前
化
作
用
を
、
ブ
ラ
ン

デ
ィ
は
「
修
復
」
の
理
論
の
中
に
持
ち
込
も
う
と
し
て
い
る
。 

 

そ
の
証
拠
は
引
用
②
の
冒
頭
で
す
。
実
際
、「
現
前
化
」
の
右
の
意
味
を
踏
ま
え
れ
ば
、
こ
の

く
だ
り
は
こ
う
書
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
筈
で
す
。
元
の
文
と
書
き
換
え
後
の
文
を
対
比
し

て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
書
き
換
え
は
重
要
で
す
。 

  
 

〔
引
用
②
冒
頭
〕 

《
修
復
と
は
、
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
人
間
の
意
識
の
内
部
で
起
こ
る
、
芸
術
作

品
の
現
前
化(attualizzarsi)

の
働
き
で
あ
る
。》 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
⇓ 

 
 

〔
引
用
②
の
冒
頭
の
書
き
換
え
〕 

 

《
修
復
と
は
、
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
人
間
の
意
識
の
内
部
で
起
こ
る
、
芸
術

作
品
の
直
観
へ
の
、
同
じ
作
品
へ
の
過
去
志
向
と
未
来
志
向
の
持
ち
込
み
で
あ
る
。》 

 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
「
現
前
化
」
と
い
う
言
葉
に
与
え
た
役
割
の
大
き
さ
が
予
想
で
き
ま
す
。
繰

り
返
し
ま
す
。
彼
は
「
修
復
」
を
こ
う
認
識
す
る
の
で
す
。 

  

芸
術
作
品
の
現
在
の
直
観
に
、
同
じ
作
品
へ
の
「
過
去
志
向
」
と
「
未
来
志
向
」
と
が
、
そ

の
過
去
性
と
未
来
性
を
失
う
こ
と
な
く
、
持
ち
込
ま
れ
る
出
来
事
。
修
復
は
そ
の
よ
う
な
出
来

事
の
一
種
で
あ
る
、
と
。 

 

⒞ 

現
前
化
と
テ
ク
ス
ト
（
収
集
と
推
敲
） 

 

さ
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
（
引
用
②
）、
こ
の
現
前
化
を
一
方
で
は
閃
光
的
認
知
と
呼
ぶ
も
の
の
、

他
方
で
、
そ
れ
は
決
し
て
瞬
間
的
で
は
な
い
、
修
復
の
プ
ロ
セ
ス
は
時
間
幅
（
持
続
）
を
持
つ

の
だ
と
言
い
、
併
せ
て
こ
の
時
間
幅
は
細
分
に
馴
染
ま
な
い
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
現

前
化
の
手
続
き
は
な
ぜ
「
細
分
」
で
き
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

ふ
つ
う
私
た
ち
は
、
単
に
「
分
割
で
き
る
こ
と
」
を
「
細
分
に
馴
染
む
」
と
は
表
現
し
ま
せ

ん
。「
細
分
に
馴
染
む
」
に
は
、
そ
れ
が
「
単
純
分
割
で
あ
る
」
こ
と
が
、
つ
ま
り
「
た
と
え
分

割
さ
れ
て
も
、
そ
こ
か
ら
こ
の
分
割
以
上
の
派
生
的
分
割
が
起
ら
な
い
」
こ
と
が
、
し
た
が
っ

て
「
い
っ
た
ん
分
割
さ
れ
た
も
の
が
、
ふ
た
た
び
元
の
か
た
ち
に
合
成
で
き
る
」
こ
と
が
、
原

理
的
に
含
意
さ
れ
て
い
ま
す
（
キ
ュ
ウ
リ
の
細
切
り
を
考
え
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。）
し
た

が
っ
て
、
修
復
の
プ
ロ
セ
ス
の
時
間
幅
が
細
分
に
馴
染
ま
な
い
と
い
う
あ
の
言
い
方
は
、「
こ
の

時
間
幅
を
い
っ
た
ん
分
解
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
各
々
の
分
割
項
（
た
と
え
ば
ａ
、
ｂ
、
ｃ 

）
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は
も
と
の
時
間
幅
に
復
帰
し
な
い
」
の
謂
い
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

し
か
し
修
復
の
時
間
幅
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
分
割
・
再
構
成
が
あ
り
得
な
い
こ
と
は
、
先

ほ
ど
の
現
前
化
の
説
明
か
ら
ほ
ぼ
明
ら
か
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
修
復
は
過
去
お
よ
び
未
来
の
現

前
化
（
現
在
化
）
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、（
例
え
ば
）
過
去
は
直
観
（
現
在
）
の
構
成
要
素
で

さ
え
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
そ
の
過
去
も
か
つ
て
は
直
観
で
あ
っ
た
ろ
う
し
、
し
た
が
っ
て
そ

こ
に
は
別
の
過
去
志
向
と
未
来
志
向
が
す
で
に
持
ち
込
ま
れ
て
い
た
筈
で
す
。
し
か
し
現
在
と

過
去
が
こ
の
よ
う
に
幾
重
に
も
「
入
れ
子
状
態
」
に
な
っ
て
い
る
以
上
、
た
と
え
ば
ネ
ッ
ク
レ

ス
を
複
数
の
真
珠
の
粒
の
単
純
結
合
と
看
做
す
こ
と
が
で
き
る
（
細
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
）

と
い
う
意
味
合
い
で
は
、
修
復
と
い
う
収
集
・
推
敲
過
程
を
「
諸
瞬
間
の
単
純
結
合
」
と
し
て

イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の
で
す
。 

 

で
は
次
に
、
そ
の
瞬
間
的
で
な
い
時
間
の
中
で
、
つ
ま
り
幅
を
持
つ
時
間
の
中
で
、
何
が
ど

の
よ
う
に
進
行
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
ま
す
。
つ
ま
り
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、
い
ま
見
た
よ

う
に
、
作
品
の
現
前
化
は
、
作
品
の
過
去
性
と
未
来
性
が
作
品
の
現
在
の
な
か
に
時
間
を
か
け

て
幾
重
に
も
取
り
込
ま
れ
る
行
為
だ
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
で
は
そ
の
時
間
の
な
か
で
基

本
的
に
は
何
が
ど
の
よ
う
に
進
行
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。ど
う
や
ら
そ
こ
で
進
行
す
る
の
は「
読

み
」
に
類
す
る
何
か
の
よ
う
で
す
。
彼
は
こ
う
続
け
ま
す
。 

 

〔
引
用
⑧
（
本
稿
第
一
章
引
用
⑧ 

『
修
復
の
理
論
』
第
七
章
段
落
一 

続
き
の
再
引
用
）〕 

「
芸
術
作
品
が
意
識
の
内
部
で
完
全
に
現
実
化(realizzarsi)

さ
れ
る
に
は
、何
光
年
と
は
言
わ
な

い
ま
で
も
、
何
年
か
は
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
何
年
か
を
か
け
て
諸
要
素
を
収
集
し
、
像
の
意

味
論
的
価
値
を
表
現
し
、
像
独
自
の
形
成
を
表
現
で
き
る
と
こ
ろ
ま
で
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素
を
練
り

上
げ
る
こ
と
。
修
復
が
芸
術
作
品
の
現
前
化
で
あ
る
と
は
、
こ
の
よ
う
な
収
集
（coacervo

）
と
推

敲
（elaborazione

）
が
そ
こ
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
謂
う
。
だ
が
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
こ
に

次
の
二
つ
の
位
相
の
区
別
を
設
け
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
第
一
の
位
相
は
、
真
正
な
テ
ク
ス
ト

の
再
構
成(ricostituzione del testo autentico)

の
位
相
で
あ
り
、
第
二
の
位
相
は
、
テ
ク

ス
ト
と
し
て
の
芸
術
作
品
を
合
成
す
る
素
材
の
側
に
施
さ
れ
る
操
作
の
位
相
で
あ
る
。」 

   

こ
の
文
章
に
は
二
つ
の
興
味
深
い
内
容
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
第
一
は
、「
現
実
化

(realizzarsi)

」
が
「
現
前
化(attualizzarsi)

」
の
言
い
換
え
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ

て
い
る
点
で
す
。 

 

第
二
は
、「
修
復
が
芸
術
作
品
の
現
前
化
で
あ
る
と
は
、
こ
の
よ
う
な
収
集
（coacervo

）
と

推
敲
（elaborazione

）
が
そ
こ
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
謂
う
」
の
く
だ
り
で
す
。
こ
こ
で

は
、
現
前
化
す
な
わ
ち
「
客
体
が
自
ら
を
現
在
に
お
い
て
与
え
る
働
き
と
し
て
の
直
観
の
な
か

に
、
過
去
志
向
と
未
来
志
向
を
持
ち
込
む
作
用
」
が
、「
収
集
と
推
敲
」
と
読
み
替
え
ら
れ
て
い

る
こ
と
が
重
要
で
す
。
ま
さ
に
こ
の
箇
所
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
時
間
論
と
彼
の
テ
ク
ス

ト
論
が
接
合
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

念
の
た
め
に
引
用
⑧
の
内
容
を
（
本
稿
第
一
章
の
繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
）
ま
と
め
て
お

き
ま
す
。 

 

第
一
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
「
芸
術
作
品
」
を
基
本
的
に
「
テ
ク
ス
ト(testo)

」
と
し
て
位
置

づ
け
て
い
る
。 

 

第
二
に
、
彼
は
修
復
の
最
終
到
達
点
と
し
て
、「
芸
術
作
品
の
真
正
な
テ
ク
ス
ト
」
を
想
定
し

て
い
る
。
修
復
に
よ
っ
て
真
正
な
テ
ク
ス
ト
が
再
構
成
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
。 

 

第
三
に
、
こ
の
真
正
な
テ
ク
ス
ト
の
回
復
は
、
ち
ょ
う
ど
文
字
テ
ク
ス
ト
が
そ
う
で
あ
る
よ
う

に
、「
芸
術
作
品
を
合
成
す
る
素
材
の
側
に
施
さ
れ
る
操
作
」
と
連
携
す
る
し
、
ま
た
せ
ざ
る
を

得
な
い
。 

 

第
四
に
（
つ
ま
り
最
後
に
）、
そ
も
そ
も
修
復
は
、
瞬
間
的
で
は
な
く
、「
収
集
」
と
「
推
敲
」

を
含
む
持
続
的
な
過
程
で
あ
る
、
と
。 

  
と
こ
ろ
で
引
用
⑧
は
さ
ら
に
二
つ
の
意
味
深
い
内
容
を
含
ん
で
い
ま
す
。
引
用
⑧
末
尾
が
そ

れ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
テ
ク
ス
ト
」
と
「
素
材
」
の
「
協
同
関
係
」
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。 

 

そ
も
そ
も
本
稿
第
一
章
で
私
が
『
修
復
の
理
論
』
の
第
七
章
を
取
り
上
げ
た
の
は
、
ブ
ラ
ン

デ
ィ
の
こ
の
書
物
が
テ
ク
ス
ト
理
論
を
内
蔵
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
確
認
す
る
た
め
で
し
た
。
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し
か
し
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
筆
は
、
あ
た
か
も
何
か
に
引
き
寄
せ
ら
れ
る
よ
う
に
、「
素
材
」
に
向
か

い
ま
す
。
す
な
わ
ち
（
引
用
⑧
末
尾
）、「
だ
が
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
こ
に
次
の
二
つ
の
位
相

の
区
別
を
設
け
ざ
る
を
得
な
い
。
す
な
わ
ち
第
一
の
位
相
は
、
真
正
な
テ
ク
ス
ト
の
再
構
成

(ricostituzione del testo autentico)

の
位
相
で
あ
り
、
第
二
の
位
相
は
、
テ
ク
ス
ト

と
し
て
の
芸
術
作
品
を
合
成
す
る
素
材
の
側
に
施
さ
れ
る
操
作
の
位
相
で
あ
る
」
と
。 

 

 

こ
こ
で
は
ま
ず
、
第
一
の
重
要
な
内
容
と
し
て
、
二
つ
の
位
相
が
「
恊
働
関
係
」
に
あ
る
と

い
う
事
実
を
押
さ
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
後
で
こ
の
恊
働
関
係
は
重
要
な
役
割
を
果
た
す
筈
で

す
（
次
の
箇
所
も
本
稿
第
一
章
で
の
引
用
の
再
引
用
）。 

 

〔
引
用
⑨
（
本
稿
第
一
章
引
用
⑨ 

『
修
復
の
理
論
』
第
七
章
段
落
一 

続
き
の
二
）〕 

「
た
だ
こ
れ
ら
二
つ
の
位
相
が
区
別
で
き
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
明
確
な
時
間
順
序
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
芸
術
作
品
の
素
材
へ
の
操
作
は
、
真
正
な
テ
ク
ス
ト
の
再
構
成
と
能
動

的
な
協
働
関
係
を
結
ば
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
は
充
分
に
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
芸
術

作
品
に
は
、
何
か
が
付
け
ら
れ
た
り
、
無
駄
な
物
が
加
え
ら
れ
た
り
、
偽
装
さ
れ
た
り
、
意
図
的
か

否
か
は
別
と
し
て
加
筆
が
行
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
そ
の
下
に
埋
も
れ
て
い
る

も
の
を
発
見
す
る
手
掛
か
り
に
も
な
る
。」 

 

⒟ scavo

（
発
掘
行
為
／
露
呈
行
為
） 

 

さ
て
も
う
一
つ
興
味
深
く
し
か
も
非
常
に
重
要
な
こ
と
が
あ
っ
て
、
私
は
い
ま
か
ら
そ
れ
を

話
題
に
し
ま
す
。
本
稿
第
一
章
で
は
引
用
し
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
右
の
引
用

箇
所
の
す
ぐ
あ
と
で
、「
素
材
」
に
関
し
て
き
わ
め
て
重
要
な
発
言
を
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

さ
き
ほ
ど
確
認
し
た
よ
う
に
、ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
芸
術
作
品
を
テ
ク
ス
ト
と
見
做
し
た
う
え
で
、

修
復
行
為
を
「
収
集
と
推
敲
」
に
な
ぞ
ら
え
て
い
ま
し
た
（
引
用
⑧ 

本
稿
第
一
部
第
二
節
引

用
⑨
）。
い
ま
か
ら
引
用
す
る
の
は
そ
の
続
き
の
部
分
で
す
。「
露
呈
行
為(scavo)

」
と
い
う
言

葉
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
繰
り
返
し
ま
す
が
、
こ
の
引
用
箇
所
は
本
稿
で
は
初
出
で
す
。 

 

〔
引
用
⑩ 

『
修
復
の
理
論
』
第
七
章
段
落
一 

続
き
の
三
〕 

「
・
・
・
・
・
・
・
し
か
し
そ
れ
は
そ
の
下
に
埋
も
れ
て
い
る
も
の
を
発
見
す
る
手
掛
か
り
に
も
な

る
。
こ
こ
で
は
次
の
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
露
呈
行
為(scavo)

は
、
歴
史
的
研
究
の
一
段
階

と
し
て
は
、
修
復
措
置
に
と
っ
て
不
可
欠
な
段
階
の
地
位
を
占
め
て
い
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ

て
、
そ
の
露
呈
行
為
を
独
立
し
た
も
の
と
考
え
た
り
、
そ
れ
で
修
復
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど

と
考
え
る
の
は
愚
か
な
こ
と
で
あ
る
。
露
呈
行
為
が
修
復
の
上
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
露
呈
行
為
と

は
、
後
か
ら
な
さ
れ
た
加
筆
に
よ
っ
て
芸
術
作
品
を
見
失
っ
た
意
識
が
、
自
ら
芸
術
作
品
の
現
前
化

を
推
進
す
る
段
階
で
の
主
導
的
な
段
階
を
謂
う
の
で
あ
る
。
露
呈
行
為
は
む
し
ろ
修
復
行
為
の
発
端

な
の
で
あ
っ
て
、
修
復
を
二
次
的
あ
る
い
は
派
生
的
な
位
相
に
貶
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
こ
の

よ
う
な
構
え
で
露
呈
行
為
を
行
な
う
こ
と
は
、
歴
史
的
研
究
と
美
的
研
究
の
名
に
値
し
な
い
浅
慮
な

行
為
で
あ
っ
て
、
そ
の
社
会
的
精
神
的
責
任
は
重
大
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
浅
い
層
に
よ
っ
て
隠
さ

れ
て
い
る
も
の
は
、
す
で
に
確
立
さ
れ
た
状
態
に
よ
っ
て
崩
壊
か
ら
高
度
に
守
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
露
呈
行
為
が
そ
の
状
態
を
暴
力
的
に
解
体
し
た
と
き
見
え
て
く
る
も
の
は
、
そ
の
全
容
に
は

遠
く
及
ば
な
い
か
ら
で
あ
る
。」 

 

 

こ
の
引
用
文
で
当
面
の
議
論
に
必
要
な
の
は
そ
の
第
二
文
か
ら
で
す
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
私

が
先
行
す
る
箇
所
を
付
け
た
の
は
、
そ
の
す
ぐ
あ
と
に
登
場
す
るscavo

と
い
う
イ
タ
リ
ア
語

の
意
味
に
注
意
を
促
し
た
い
か
ら
で
す
。
そ
も
そ
もscavo

は
「
発
掘
す
る
」
と
い
う
意
味
を

持
ち
、
一
般
的
に
は
考
古
学
の
文
脈
で
使
用
さ
れ
る
言
葉
で
す
。
し
か
し
こ
の
言
葉
は
、
こ
こ

で
は
比
喩
的
に
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
考
古
学
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
の

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
ブ
ラ
ン
デ
ィ
も
書
い
て
い
る
よ
う
に
、「
芸
術
作
品
に
は
、
何
か
が
付
け
ら
れ
た
り
、
無
駄
な

物
が
加
え
ら
れ
た
り
、
偽
装
さ
れ
た
り
、
意
図
的
か
否
か
は
別
と
し
て
加
筆
が
行
わ
れ
て
い
た

り
す
る
」
も
の
で
す
が
、
そ
の
付
加
や
偽
装
や
加
筆
を
一
つ
一
つ
暴
い
て
い
く
行
為
を
、
こ
こ

で
は
「scavo
」
と
形
容
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
埋
蔵
さ
れ
て
い
た
物
品
を
発

掘
す
る
と
き
、
考
古
学
者
が
、
少
し
ず
つ
土
を
掘
り
起
こ
し
、
泥
を
す
く
い
出
し
、
汚
れ
を
洗
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い
落
と
し
、
食
い
込
ん
だ
小
石
や
、
貫
入
す
る
植
物
の
根
や
、
こ
び
り
つ
い
た
虫
の
死
骸
な
ど

を
丁
寧
に
取
り
除
く
よ
う
に
、
ち
ょ
う
ど
そ
の
よ
う
に
、
修
復
家
は
、
眼
前
の
芸
術
作
品
か
ら

少
し
ず
つ
、「
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
」
や
「
偽
装
さ
れ
た
も
の
」
や
「
加
筆
さ
れ
た
部
分
」
を

除
去
し
、
本
来
の
作
品
に
近
づ
こ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
の
で
す
。 

 
scavo 

は
、
こ
こ
で
は
、
作
品
自
体
を
覆
い
隠
し
て
い
る
「
付
加
、
偽
装
、
加
筆
あ
る
い
は

先
行
修
復
の
痕
跡
」
な
ど
の
薄
皮
を
一
枚
一
枚
剥
が
し
、
そ
れ
ま
で
隠
さ
れ
て
い
た
本
来
の
作

品
を
露
に
す
る
作
業
を
（
比
喩
的
に
）
謂
う
言
葉
な
の
で
す
。
こ
の
理
解
に
立
っ
て
、
さ
き
ほ

ど
私
はscavo  

を
「
露
呈
行
為
」
と
訳
し
た
の
で
し
た
。 

 

さ
て
、
こ
の
露
呈
行
為(scavo)

が 
さ
き
ほ
ど
引
用
⑦
で
見
た
「
収
集(coacervo)

と
推
敲

（elaborazione

）」
と
い
う
行
為
に
直
結
す
る
こ
と
は
多
言
を
要
さ
な
い
で
し
ょ
う
。
な
ぜ
な

ら
、
一
枚
一
枚
「
付
け
加
え
ら
れ
た
も
の
」
や
「
偽
装
さ
れ
た
も
の
」
や
「
加
筆
さ
れ
た
部
分
」

を
取
り
除
く
行
為
は
、
ま
さ
に
当
の
芸
術
作
品
の
本
来
の
あ
り
方
に
関
す
る
情
報
を
「
収
集
」

す
る
こ
と
を
可
能
に
し
、
ま
た
そ
の
情
報
を
真
正
な
作
品
に
向
け
て
「
推
敲
」
す
る
た
め
の
条

件
を
整
え
る
手
続
き
だ
か
ら
で
す
。 

 

し
か
し
こ
の
露
呈
行
為
は
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
に
、
テ
ク
ス
ト
論
的
な
所
作
と
連
携
す
る
だ

け
で
は
な
く
、「
現
在
の
直
観
に
、
過
去
志
向
を
持
ち
込
む
現
前
化
」
と
い
う
時
間
論
的
操
作
の

一
環
で
も
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
場
合
、「
収
集
」
は
「
過
去
の
収
集
」、
す
な
わ
ち
「
過

去
の
現
在
化
」
で
あ
り
、「
推
敲
」
は
そ
の
収
集
さ
れ
た
「
過
去
」
を
「
現
在
」
の
文
脈
へ
と
最

適
化
す
る
手
続
き
だ
か
ら
で
す
。 
 

 
 
 

 

念
の
た
め
に
引
用
⑨
に
「
分
解
と
補
正
」
を
施
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

 

（
こ
の
引
用
箇
所
の
金
田
に
よ
る
分
解
と
補
正
） 

（
ア
）
露
呈
行
為
と
は
、
後
か
ら
な
さ
れ
た
加
筆
に
よ
っ
て
芸
術
作
品
を
見
失
っ
た
意
識
が
、

自
ら
芸
術
作
品
の
現
前
化
を
推
進
す
る
あ
る
段
階
を
謂
う
。 

（
イ
）
露
呈
行
為(scavo)

は
、
歴
史
的
研
究
の
一
段
階
と
し
て
は
、
修
復
措
置
に
と
っ
て
不
可

欠
な
段
階
で
あ
る
。
し
か
し
露
呈
行
為
で
修
復
に
代
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。 

（
ウ
）
露
呈
行
為
は
む
し
ろ
修
復
行
為
の
開
始
で
あ
る
。 

（
エ
）
浅
い
層
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
す
で
に
確
立
さ
れ
た
状
態
に
よ
っ
て
崩
壊

か
ら
高
度
に
守
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
露
呈
行
為
が
そ
の
状
態
を
暴
力
的
に
解
体
し
た
と

き
見
え
て
く
る
も
の
は
、
そ
の
全
容
に
は
遠
く
及
ば
な
い
。」 

 

⒠ 

作
品
の
「
内
部
」
の
ア
ポ
リ
ア 

 

先
ほ
ど
私
は
、「
露
呈
行
為
」
を
「
芸
術
作
品
か
ら
付
加
、
偽
装
、
加
筆
あ
る
い
は
先
行
修
復

の
痕
跡
な
ど
の
薄
皮
を
一
枚
一
枚
剥
が
す
こ
と
」
と
表
現
し
ま
し
た
。
こ
の
露
呈
行
為
が
修
復

に
と
っ
て
不
可
欠
で
あ
り
（
イ
）、
そ
れ
が
修
復
の
発
端
で
あ
る
（
ウ
）
と
い
う
く
だ
り
は
そ
の

ま
ま
受
け
止
め
ま
し
ょ
う
。
ま
た
露
呈
行
為
が
「
芸
術
作
品
を
見
失
っ
た
意
識
が
、
そ
れ
を
再

び
現
前
せ
し
め
る
手
続
き
の
一
環
で
あ
る
」（
ア
）
と
い
う
の
も
諒
と
し
ま
し
ょ
う
。 

 

し
か
し
（
エ
）
は
難
し
い
。
原
文
は
こ
う
で
す
。Perché è indubbio che quanto si trova 

sotterrato è maggiormente protetto dalla prosecuzione di condizioni ormai 

stabilizzate che dalla rottura violenta di queste condizioni che lo scavo 

produce. 

 

そ
の
意
味
は
お
よ
そ
以
下
の
と
お
り
で
あ
ろ
う
と
考
え
ま
す
。
考
古
学
者
が
埋
蔵
文
化
財
に

対
し
て
す
る
よ
う
に
、
修
復
家
は
「
芸
術
作
品
か
ら
付
加
、
偽
装
、
加
筆
あ
る
い
は
先
行
修
復

の
痕
跡
な
ど
の
薄
皮
を
一
枚
一
枚
剥
が
す
行
為
」、
す
な
わ
ち
露
呈
行
為
に
従
事
し
ま
す
。
そ
し

て
当
然
、
こ
の
行
為
は
芸
術
作
品
の
浅
い
層
か
ら
深
い
層
に
向
か
っ
て
進
行
す
る
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。 

 
 

 
し
か
し
同
時
に
、
こ
の
行
為
は
破
壊(rottura)

に
似
て
お
り
、「
暴
力
的(violenta)

」
で

も
あ
り
ま
す
。
修
復
家
に
よ
る
こ
の
暴
力
的
な
破
壊
が
、
芸
術
作
品
の
浅
い
層
か
ら
深
い
層
に

浸
透
す
る
に
応
じ
て
、
修
復
家
は
そ
れ
ま
で
は
見
え
な
か
っ
た
作
品
の
内
部
を
徐
々
に
見
る
だ

ろ
う
し
、
そ
れ
ま
で
は
知
ら
な
か
っ
た
作
品
の
内
的
構
成
を
あ
ら
た
に
知
る
こ
と
に
は
な
る
で

し
ょ
う
。 
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し
か
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、（
エ
）
の
く
だ
り
は
単
に
「
難
し
い
」
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

れ
は
（
ア
）（
イ
）（
ウ
）
と
理
論
的
性
格
を
異
に
す
る
の
で
す
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。 

 

（
エ
）
の
く
だ
り
は
、「
露
呈
行
為
」
が
明
る
み
に
出
す
情
報
は
、「
修
復
」
に
必
要
な
全
情
報

に
一
致
す
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
に
は
及
ば
な
い
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、「
露
呈

行
為
が
そ
の
状
態
を
暴
力
的
に
解
体
し
た
と
き
見
え
て
く
る
も
の
は
、
そ
の
全
容
に
は
遠
く
及

ば
な
い
」
の
で
す
。
こ
の
場
合
「
そ
の
全
容
」
と
は
、「
浅
い
層
」
の
向
こ
う
に
あ
る
深
い
層
を
、

そ
の
「
崩
壊
か
ら
高
度
に
護
っ
て
い
る
」、
あ
る
「
確
立
さ
れ
た
状
態
」
の
全
容
の
こ
と
で
す
。 

 

そ
れ
は
こ
う
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。芸
術
作
品
を
崩
壊
か
ら
護
っ
て
い
る
仕
掛
け
は
、

芸
術
作
品
の
外
側
か
ら
内
側
に
向
か
っ
て
進
行
す
る
破
壊
的
分
解
に
よ
っ
て
は
、
ど
こ
ま
で
行

っ
て
も
完
全
に
は
透
視
で
き
な
い
。 

 

こ
の
興
味
深
い
事
実
は
さ
ま
ざ
ま
に
表
現
で
き
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
修
復
家
は
当
の
芸
術
作

品
を
修
復
し
よ
う
と
奮
闘
し
ま
す
が
、
そ
の
際
、
修
復
家
が
こ
の
露
呈
行
為
を
と
お
し
て
得
た

情
報
は
、
修
復
に
必
要
な
全
情
報
に
は
届
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

こ
こ
に
は
非
対
称
性
が
あ
り
ま
す
。
芸
術
作
品
を
作
品
と
し
て
安
定
的
に
存
続
さ
せ
て
い
る

力（
ま
た
は
機
構
）を
外
側
か
ら
の
暴
力
的
分
解
に
よ
っ
て
知
ろ
う
と
す
る
修
復
家
に
対
し
て
、

こ
の
機
構
は
自
ら
を
完
全
に
晒
す
こ
と
を
し
な
い
の
で
す
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、「
一
方
に
含

ま
れ
な
い
も
の
が
他
方
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
」と
し
か
考
え
よ
う
が
あ
り
ま
せ
ん
。一
般
に
、

建
設
し
樹
立
し
温
存
す
る
機
構
に
は
、
破
壊
に
よ
っ
て
は
窺
い
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
何
か
が

潜
ん
で
い
る
の
で
す
。
し
か
し
こ
の
「
何
か
」
は
類
と
し
て
は
「
素
材
」
の
側
に
属
し
て
い
る

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
、
人
間
の
意
識
に
対
し
て
不
透
明
で
あ
り
続
け
、
あ
ら
ゆ

る
意
識
的
収
集
や
意
識
的
推
敲
を
も
す
り
抜
け
、
意
識
の
す
べ
て
の
思
い
な
し
を
裏
切
る
、
あ

の
「
物
質
」
に
内
在
す
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

し
か
しscavo

を
め
ぐ
る
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
考
察
は
、
こ
れ
と
は
別
の
仕
方
で
処
理
す
る
こ
と

も
で
き
ま
す
。
そ
れ
は
論
理
学
的
な
処
理
で
す
。 

「
Ａ
は
ｘ
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
に
お
い
て
、
主
語
Ａ
に
述
語
ｘ
が
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
と

き
、
カ
ン
ト
は
そ
の
判
断
を
「
分
析
的(analytisch)

」
と
表
記
し
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、「
兄

は
弟
よ
り
年
上
だ
」
と
か
、
中
世
の
神
学
者
に
お
い
て
「
神
は
単
一
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
が

そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
、
周
知
の
よ
う
に
、「
Ａ
は
ｘ
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
に
お
い
て
、

述
語
ｘ
が
主
語
Ａ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
き
、
そ
の
判
断
を
「
綜
合
的(synthetisch)

」
と
表

記
し
ま
し
た
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
数
学
的
判
断
、
科
学
的
判
断
、
道
徳
的
判
断
、
美
の
判
断

は
い
ず
れ
も
綜
合
的
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
こ
れ
ら
の
判
断
の
綜
合
性
の
確
証
に
生
涯
を
捧
げ
た

と
言
っ
て
も
過
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

さ
て
先
ほ
ど
の
「
芸
術
作
品
を
崩
壊
か
ら
護
っ
て
い
る
仕
掛
け
は
、
芸
術
作
品
の
外
側
か
ら

内
側
に
向
か
っ
て
進
行
す
る
破
壊
的
分
解
に
よ
っ
て
は
、
完
全
に
は
透
視
で
き
な
い
」
と
い
う

命
題
は
、「
修
復
判
断
の
綜
合
性
」
を
語
っ
て
い
る
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

修
復
判
断
が
綜
合
的
で
あ
る
こ
と
の
確
認
は
、ブ
ラ
ン
デ
ィ
のscavo

理
論
を
踏
ま
え
れ
ば
、

さ
ほ
ど
難
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
、「
露
呈
行
為
と
い
う
破
壊
行
為
に
曝
さ
れ
た
あ
る
芸
術
作

品
」
を
「
主
語
」
に
と
り
ま
し
ょ
う
。
次
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
言
う
と
お
り
、「
芸
術
作
品
を
崩

壊
か
ら
護
っ
て
い
る
仕
掛
け
に
つ
い
て
は
、
芸
術
作
品
の
外
側
か
ら
内
側
に
向
か
っ
て
進
行
す

る
破
壊
的
分
解
に
よ
っ
て
は
、
完
全
に
は
透
視
で
き
な
い
」
こ
と
を
認
め
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ

う
。
し
か
し
そ
れ
を
前
向
き
に
（
！
）
読
み
替
え
れ
ば
、「
破
壊
の
成
果
に
回
収
さ
れ
な
い
何
か

が
あ
っ
て
、
そ
れ
に
訴
え
れ
ば
、
芸
術
作
品
を
崩
壊
か
ら
護
っ
て
い
る
仕
掛
け
を
透
視
で
き
る
」

と
い
う
命
題
が
導
か
れ
ま
す
。
し
か
し
こ
の
命
題
は
、
作
品
の
全
容
の
透
視
が
で
き
る
と
前
提

す
る
人
の
眼
に
は
（
修
復
家
は
お
そ
ら
く
そ
れ
に
賭
け
る
で
し
ょ
う
）、「
芸
術
作
品
は
修
復
可

能
だ
」
と
い
う
命
題
の
妥
当
性
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
「
綜
合
性
」
ま
で
を
証
示
す
る
よ
う
に
見

え
る
筈
で
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
と
き
、「
芸
術
作
品
は
（
主
語
）、
芸
術
作
品
の
破
壊
の
成
果
に

回
収
さ
れ
な
い
何
か
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
修
復
可
能
だ
（
述
語
）」
と
、
そ
の
命
題
は
陳

述
し
て
い
る
か
ら
で
す
。 

 

【
結
語 
修
復
理
論
の
特
異
な
「
二
元
性
」】 

 

い
ま
私
た
ち
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
理
論
が
「
原
理
」
と
「
反
原
理
（
素
材
）」
の
二
極
に
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よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
光
景
に
立
ち
会
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 

実
際
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、
先
ほ
ど
見
た
よ
う
に
、『
修
復
の
理
論
』
の
第
七
章
段
落
一
で
、
芸
術

作
品
の
修
復
を
テ
キ
ス
ト
の
修
復
と
見
立
て
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
修
復
が
一
方
で
は
「
認
知
」

と
い
う
認
識
原
理
に
依
存
す
る
こ
と
を
示
し
、
他
方
で
は
修
復
が
「
素
材
」
と
い
う
（
反
）
原

理
に
依
存
す
る
こ
と
を
示
し
た
の
で
し
た
。
す
な
わ
ち 

 

（
原
理
性
）
引
用
②
の
「
修
復
と
は
、
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
人
間
の
意
識

の
内
部
で
起
こ
る
、
芸
術
作
品
の
現
前
化
の
働
き
で
あ
る
」
と
い
う
く
だ
り
は
、
修
復
が
「
認

知
と
い
う
現
前
化
」
の
原
理
に
よ
っ
て
駆
動
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
押
さ
え
る
文
章
で
す
。
し
か

し
他
方 

 

（
反
原
理
性
）
引
用
⑩
の
末
尾
のscavo 

に
関
わ
る
く
だ
り
、
す
な
わ
ち
「
な
ぜ
な
ら
、
浅
い

層
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
す
で
に
確
立
さ
れ
た
状
態
に
よ
っ
て
崩
壊
か
ら
高
度
に

守
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
露
呈
行
為
が
そ
の
状
態
を
暴
力
的
に
解
体
し
た
と
き
見
え
て
く

る
も
の
は
、
そ
の
全
容
に
は
遠
く
及
ば
な
い
か
ら
で
あ
る
。」
と
い
う
く
だ
り
は
、
芸
術
作
品
の

統
一
性
（
こ
こ
で
は
「
す
で
に
確
立
さ
れ
た
状
態
」）
が
、
あ
の
「
認
知
」
と
そ
れ
に
よ
っ
て
駆

動
さ
れ
る
露
呈
行
為
で
は
カ
バ
ー
し
き
れ
な
い
こ
と
を
、
し
た
が
っ
て
「
素
材
原
理
が
認
知
原

理
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
」
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
素
材
が
意
識
に
対
し
て
不

覊
で
あ
る
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
す
。 

  

そ
こ
で
私
は
一
応
、
こ
う
結
論
す
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。 

 

劣
化
し
た
芸
術
作
品
に
施
さ
れ
る
修
復
行
為
と
は
、「
露
呈
行
為
を
通
し
て
行
わ
れ
る
収
集
と

推
敲
と
い
う
意
識
作
用
」
と
、「
そ
れ
か
ら
た
え
ず
身
を
隠
す
素
材
の
脱
意
識
的
で
予
想
困
難

な
挙
動
」
と
い
う
「
二
元
」、
す
な
わ
ち
意
識
論
的
な
契
機
と
唯
物
論
的
な
契
機
の
「
二
元
」
か

ら
な
る
合
成
体
で
あ
る
、
と
。 

 

さ
て
省
み
れ
ば
、
私
は
本
稿
に
お
い
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
二
元
論
」
に
再
三
に
わ
た
っ
て
言

及
し
て
き
ま
し
た
。
ま
ず
本
稿
第
二
章
の
末
尾
で
、
私
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
の
言
説
が
、「
原

理
と
反
原
理
（
素
材
）」
の
二
元
論
的
性
格
を
帯
び
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
、
こ
う
発
言
し
ま

し
た
。「
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
議
論
が
、「
素
材
」
の
方
に
、
つ
ま
り
「
反
原
理
」
の
方
に
突
き
進
ん

で
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
し
ょ
う
。
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
れ
ば
、
修
復
は
光
の
世
界
で
は
あ

る
が
、
そ
れ
は
闇
を
抱
え
込
ん
だ
光
の
世
界
だ
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
修
復
の

理
論
と
い
う
光
は
、「
素
材
」
理
論
と
い
う
闇
を
抱
え
込
ん
で
い
る
訳
で
す
」
と
。 

 

し
か
し
注
意
が
要
り
ま
す
。
私
は
た
し
か
に
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
中
に
「
二
元
論
」
の
影
を
認
め

は
し
ま
し
た
が
、
実
は
こ
の
二
元
論
に
は
特
異
な
性
格
が
備
わ
っ
て
い
ま
す
。
前
段
の
私
自
身

か
ら
の
引
用
文
に
「
闇
を
抱
え
た
光
」
と
い
う
表
現
の
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
私

が
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
見
た
二
元
論
は
「
闇
を
抱
え
た
光
と
い
う
二
元
論
」
で
あ
っ
て
、「
闇
と
光
の

二
元
論
」
で
は
な
い
の
で
す
。 

 

闇
と
光
の
二
元
論
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
前
々
段
の
文
章
の
四
角
に
入
れ
た
「
と
」
は
、
実
は

等
位
の
接
続
を
表
現
し
て
は
い
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、「
素
材
」
は
あ
く
ま
で
も
「
反
」
原
理
な

の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
た
し
か
に
原
理
に
ま
つ
ろ
わ
ぬ
存
在
で
は
あ
る
も
の
の
、
形
式
的
に
は

「
原
理
」
を
受
け
入
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
裏
返
し
て
言
え
ば
、
反
原
理
は
原
理
を
受
け
入
れ

つ
つ
、
し
か
し
そ
の
原
理
に
抗
う
の
で
す
。
反
原
理
は
原
理
が
定
め
た
枠
の
中
で
そ
の
原
理
に

反
抗
し
ま
す
。
そ
し
て
さ
ら
に
裏
返
し
て
言
え
ば
、
反
原
理
は
原
理
に
反
抗
す
る
く
せ
に
、
原

理
の
支
配
を
容
認
す
る
の
で
す
。
こ
の
複
雑
な
「
政
治
状
況
」
を
考
え
れ
ば
、
両
者
を
権
限
に

お
い
て
同
格
に
扱
う
こ
と
は
到
底
許
さ
れ
ま
せ
ん
。 

 

む
し
ろ
こ
う
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
素
材
原
理
」
は
「
収
集
と
遂
行
と
い
う
意
識
作

用
」
と
い
う
原
理
の
下
に
あ
っ
て
さ
え
、
そ
の
原
理
へ
の
不
服
従
を
貫
く
の
だ
、
と
。 

 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
素
材
に
つ
い
て
の
議
論
を
、
あ
く
ま
で
も
「
芸
術
作
品
の
現
前
化

(actualizzarsi)

」と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
理
論
の
大
枠
の
内
部
で
行
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
し
て
逆
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
「
素
材
（
反
原
理
）」
の
関
す
る
す
べ
て
の
議
論
を
、「
現
在
の

直
観
へ
の
、
過
去
志
向
と
未
来
志
向
の
持
ち
込
み
」
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
理
論
枠
の
な
か

で
行
う
の
で
す
。 
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で
も
こ
の
こ
と
に
も
証
明
が
必
要
な
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。 

〔
第
二
節
〕
ブ
ラ
ン
デ
ィ
読
解
の
た
め
の
仮
説
（
二
元
論
と
い
う
一
元
論
） 

 

し
か
し
私
た
ち
は
す
で
に
本
稿
第
四
章
で
、「
原
理
」
と
「
反
原
理
」
の
関
係
に
別
の
仕
方
で

出
会
っ
て
い
ま
す
（
本
稿
第
四
章
冒
頭
で
私
が
「
無
味
乾
燥
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
」
と
言

っ
た
、
あ
の
第
一
節
で
す
）。 

 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
の
後
半
を
解
釈
す
る
に
当
た
っ
て
、
私
は
そ
の
段
落
十
一
か
ら
段

落
十
六
を
互
い
に
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
れ
ば
整
合
的
な
議
論
が
成
立
す
る
か
と
い
う
困
難
な

問
題
に
取
り
組
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
と
き
私
は
一
見
自
然
に
見
え
る 

 

唯
物
論
的
な
路
線 

 
    

「
12
」
→
「
14
」
→
「
15
」 

観
念
論
的
な
路
線 

 

「
11
」
→
「
13
」 

 

と
い
う
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
を
捨
て
、
別
の
そ
れ
を
採
用
し
た
の
で
し
た
。
様
々
な
議
論
は
あ
り
ま

し
た
が
、
そ
れ
を
こ
こ
で
繰
り
返
す
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。
た
だ
私
が
す
で
に
そ
こ
で
、「
原
理
と

反
原
理
の
二
極
性
」
が
単
純
な
等
位
の
二
極
性
で
な
い
こ
と
に
出
合
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。
原
理
の
言
説
と
反
原
理
の
言
説
の
他
に
、
更
に
別
の
言
説
契
機
が
姿
を
見
せ
て

い
る
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
僭
越
で
す
が
、
私
自
身
の
文
章
を
引
用
し
ま
す
。 

 
 

 
 
 
 

〔
引
用
⑪
（
本
稿
第
四
章
第
一
節
（
ｂ
）
よ
り
）〕 

「〔
唯
物
論
的
な
命
題
を
含
む
段
落
十
二
と
段
落
十
四
の
行
き
場
が
な
く
な
る
困
難
を
〕避
け
る
に
は

ど
う
す
る
か
。
最
初
の
段
落
十
一
を
、
観
念
論
的
と
唯
物
論
的
の
両
方
を
包
含
す
る
文
章
と
し
て
読

む
ほ
か
あ
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
段
落
十
一
に
登
場
す
る
、「
芸
術
作
品
の
内
的
な
あ
り
方
」、「
各

個
人
の
意
識
」、「
感
受
」、「
修
復
の
実
践
」、「
強
制
的
に
働
く
諸
原
理
」
を
、
す
べ
て
、
修
復
の
「
観

念
論
的
な
側
面
」
だ
け
で
は
な
く
、「
唯
物
論
的
な
側
面
」
に
も
関
わ
る
契
機
と
し
て
読
む
ほ
か
は
な

い
の
で
す
。 

 

そ
の
時
浮
上
す
る
段
落
十
一
か
ら
段
落
十
六
ま
で
の
議
論
の
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
は
こ
う
で
す
。 

  
 
 
 
 
       ↗ (

Ｂ) 

唯
物
論
的
路
線
「
十
二
」「
十
四
」「
十
五
」↘ 

 

共
通
原
理
「
十
一
」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
十
六
」 

 
 
 
 
 
 
     ↘

（
Ａ
）
観
念
論
的
路
線
「
十
三
」 

 
 
 
 
 
 
↗ 

 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
哲
学
的
に
整
合
的
な
仕
方
で
自
ら
の
議
論
を
展
開
し
て
い
る
と
信
じ
る
か
ぎ
り
、

〔
一
連
の
〕「（
芸
術
作
品
の
）
基
本
構
造
」、「
各
個
人
の
意
識
」、「
感
受
」、「
修
復
の
実
践
」、「
教

導
」、
そ
し
て
「
諸
原
理
」
は
、
す
べ
て
、
両
方
の
哲
学
的
文
脈
に
、
す
な
わ
ち
「
観
念
論
的
（
つ
ま

り
カ
ン
ト
的
）
文
脈
」
と
「
唯
物
論
的
文
脈
」
の
両
方
を
視
野
に
収
め
て
い
る
と
見
な
け
れ
ば
な
り

ま
せ
ん
。（「
教
導
」
と
い
う
く
だ
り
を
見
る
と
、
段
落
十
一
を
観
念
論
に
の
み
関
係
づ
け
た
く
な
り

ま
す
が
、
そ
れ
は
正
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。「
唯
物
論
的
意
識
」、「
唯
物
論
的
感
受
」、「
唯
物

論
的
実
践
」、「
唯
物
論
的
教
導
」
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。）」 

  

最
後
の
段
落
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。
た
し
か
に
こ
こ
で
は
、
一
方
に
「
原
理
」
の
言
説
が
、

他
方
で
は
「
反
原
理
」
の
言
説
が
、
連
鎖
と
し
て
染
め
上
げ
ら
れ
て
は
い
ま
す
。
ダ
イ
ア
グ
ラ

ム
で
「
観
念
論
的
な
路
線
」
と
呼
ば
れ
た
の
が
「
原
理
」
の
系
列
で
あ
り
、「
唯
物
論
的
な
路
線
」

と
呼
ば
れ
た
の
が
「
反
原
理
」
の
系
列
で
す
。 

 

し
か
し
、
こ
の
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
の
成
立
を
可
能
に
し
て
い
る
第
三
の
要
素
が
あ
る
こ
と
が
大

事
で
す
。「
共
通
の
原
理
」
と
記
し
た
段
落
十
一
と
段
落
十
六
が
そ
れ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
原

理
と
反
原
理
」
の
両
方
に
適
用
可
能
な
の
で
す
。「
意
識
」、「
感
受
」、「
実
践
」、「
教
導
」
な
ど

の
言
辞
は
、「
観
念
論
」
と
「
唯
物
論
」
の
両
方
に
ま
た
が
る
言
辞
な
の
で
す
。 

 
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
『
修
復
の
理
論
』
は
、「
原
理
（
認
知
）
の
言
説
」
と
「
反
原
理
（
素
材
）
の

言
説
」
だ
け
で
は
な
く
、
両
者
を
統
括
す
る
「
メ
タ
の
言
説
」
も
含
む
の
で
す
。 

  

し
か
し
こ
の
関
係
は
既
知
の
あ
る
関
係
に
似
て
い
ま
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
中
に
「
二
元
論
」

の
存
在
を
指
摘
し
た
と
き
、
私
は
こ
の
二
元
論
の
特
異
な
性
格
に
注
意
を
促
し
ま
し
た
。
私
は

- 84 -



そ
れ
を
、「
闇
と
光
の
二
元
論
」
で
は
な
く
「
闇
を
抱
え
た
光
と
い
う
二
元
論
」
に
な
ぞ
ら
え
た

の
で
し
た
。
そ
れ
は
今
の
文
脈
で
は
次
の
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。『
修
復
の
理
論
』
は
「
原
理
（
認

知
）
の
言
説
」
と
「
反
原
理
（
素
材
）
の
言
説
」
を
含
む
が
、
前
者
す
な
わ
ち
「
原
理
の
言
説
」

が
両
者
を
統
括
す
る
「
メ
タ
の
言
説
」
の
地
位
を
占
め
て
い
る
と
。 

 

そ
こ
で
、
以
上
の
回
顧
的
考
察
を
踏
ま
え
、
私
は
こ
う
結
論
し
ま
す
（
⒉
が
本
旨
で
す
。） 

  

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
『
修
復
の
理
論
』
は
、「
原
理
の
言
説
」
と
「
反
原
理
の
言
説
」
だ
け
で
は
な

く
、
両
者
を
統
括
す
る
「
メ
タ
の
言
説
」
を
も
含
ん
で
い
る
。
そ
し
て
事
実
上
、「
原
理
の
言
説
」

は
同
時
に
「
メ
タ
の
言
説
」
で
あ
る
。
こ
の
メ
タ
言
説
は
（
ま
つ
ろ
わ
ぬ
）「
反
原
理
（
素
材
）

の
言
説
」
を
抱
え
込
ん
で
い
る
。 

  

さ
て
こ
こ
か
ら
は
予
告
で
す
。私
は
次
の
よ
う
な
仮
説
を
採
ろ
う
と
思
い
ま
す
。す
な
わ
ち
、

フ
ッ
サ
ー
ル
と
デ
リ
ダ
の
哲
学
的
方
法
は
、
お
お
む
ね
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
原
理
の
言
説
」
〓
「
メ

タ
の
言
説
」、
お
よ
び
「
反
原
理
の
言
説
」
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
で
あ
ろ
う
と
。
す
な
わ
ち
、 

 

① 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
メ
タ
言
説
」
〓
「
原
理
の
言
説
」
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
モ
デ
ル
と

し 

② 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
反
原
理
の
言
説
」
は
、
デ
リ
ダ
の
差
延
の
哲
学
を
モ
デ
ル
と
す
る
と
。 

 

 

以
上
が
本
稿
冒
頭
で
私
の
言
っ
た
「
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
テ
ク
ス
ト
の
側
の
目
印
」
で
す
。（
た
だ

私
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
説
圏
に
あ
り
、
そ
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
お
け
る
比
重

は
比
較
的
小
さ
い
と
見
て
い
ま
す
。）。 

  

な
お
ブ
ラ
ン
デ
ィ
と
こ
れ
ら
三
種
類
の
哲
学
的
方
法
の
関
わ
り
に
つ
い
て
は
次
の
点
に
注
意

す
べ
き
で
す
。
一
般
に
二
人
の
哲
学
者
に
思
想
的
影
響
関
係
が
認
め
ら
れ
る
と
き
、
そ
の
影
響

の
品
質
は
影
響
の
「
忠
実
度
」
と
「
非
忠
実
度
」
の
両
面
か
ら
計
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
前

者
は
、
受
け
取
る
べ
き
も
の
を
「
忠
実
に
（
つ
ま
り
間
違
わ
な
い
で
）」
受
け
取
っ
た
度
合
い
を

謂
い
、
後
者
は
、
受
け
取
る
べ
き
も
の
を
受
け
取
り
は
し
た
が
、
そ
こ
か
ら
単
に
模
倣
的
に
で

は
な
く
「
生
産
的
に
」
逸
脱
し
た
度
合
い
を
言
い
ま
す
。
良
き
影
響
は
「
生
産
的
な
忠
実
さ
」

と
「
生
産
的
な
非
忠
実
さ
」
の
兼
ね
合
い
で
決
ま
る
、
と
私
は
思
い
ま
す
。 

 

最
初
に
ブ
ラ
ン
デ
ィ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
関
係
を
扱
い
ま
し
ょ
う
。 
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〔
第
三
節
〕
ブ
ラ
ン
デ
ィ
と
フ
ッ
サ
ー
ル 

Ⅰ 

（
メ
タ
言
説
） 

 
 ⒜ 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
と
現
象
学 

 

本
章
第
一
節
の
⒞
で
、
私
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
現
前
化(attualizzarsi)

」
あ
る
い
は
「
現

実
化(realizzarsi)
」
を
「
直
観
へ
の
、
過
去
志
向
と
未
来
志
向
の
持
ち
込
み
」
と
規
定
し
、

さ
ら
に
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
修
復
的
介
入
を
テ
ク
ス
ト
論
的
に
説
明
す
る
の
に
使
っ
た
「
収
集
と
推

敲
」
と
い
う
契
機
が
、
こ
の
現
前
化
理
論
の
下
で
理
解
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
ま
し
た
。 

 
 

 

そ
こ
で
私
は
ま
ず
、
現
前
化
概
念
に
立
つ
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
議
論
が
、
彼
の
修
復
理
論
の
「
メ

タ
理
論
的
な
部
分
」
を
構
成
し
て
い
る
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
私
は
、
ブ
ラ

ン
デ
ィ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
借
り
た
時
間
論
が
、ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
原
理
言
説
と
反
原
理
言
説
を
、

「
と
も
ど
も
」
可
能
に
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
の
で
す
（
メ
タ
性
）。 

 

も
ち
ろ
ん
、
前
節
で
す
で
に
確
認
し
て
お
い
た
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
現
前
化

(attualizzarsi)

」
の
概
念
の
基
礎
の
う
え
に
自
ら
の
理
論
を
立
て
て
い
る
と
い
う
事
実
が
、

そ
れ
自
体
す
で
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
が
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
理
論
の
た
め
の
メ
タ
理
論

を
な
し
て
い
る
こ
と
の
有
力
な
証
拠
と
な
っ
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
私
が
い
ま
か
ら
行
う
議
論

は
、あ
く
ま
で
も
、ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、

よ
り
具
体
的
に
確
認
す
る
た
め
の
も
の
で
す
。 

  

フ
ッ
サ
ー
ル
と
ブ
ラ
ン
デ
ィ
を
さ
ら
に
深
く
照
合
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
照
合
の
鍵
は
フ

ッ
サ
ー
ル
の
「
地
平(Horizont)

」
の
概
念
で
す
。 

 

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
『
修
復
の
理
論
』
の
第
四
章
で
、
一
つ
の
芸
術
作
品

を
め
ぐ
っ
て
「
三
つ
の
時(momento)

」
が
識
別
可
能
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
ま
し
た
（『
修
復

の
理
論
』
第
四
章
段
落
三
お
よ
び
本
稿
第
五
章
引
用
①
を
参
照
）。
そ
の
「
三
つ
の
時
」
の
詳
細

は
こ
う
で
し
た
。 

 

⒈ 

「
創
造
的
行
為
の
持
続
」
と
い
う
時 

⒉ 

「
創
造
的
行
為
の
終
結
と
、
我
々
の
意
識
に
対
し
て
芸
術
作
品
が
現
前
化
さ
れ
る
時
の
、

そ
の
間
隔
」
と
い
う
時 

⒊ 

「
意
識
に
お
い
て
芸
術
作
品
の
閃
光
（
的
認
知
）
が
起
こ
る
瞬
間
」
と
い
う
時 

  

一
番
目
と
二
番
目
の
時
を
め
ぐ
っ
て
発
生
す
る
「
嘘
」
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
前
章
で
そ
の

解
明
が
終
わ
っ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
残
る
は
三
番
目
、「
意
識
に
お
い
て
芸
術
作
品
の
閃
光

（
的
認
知
）
が
起
こ
る
瞬
間(attimo)

」
を
め
ぐ
る
「
嘘
」
を
話
題
に
す
る
こ
と
で
す
。
第
三

の
嘘
の
分
析
と
と
も
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
虚
偽
論
の
吟
味
は
そ
の
原
理
的
な
部
分
に
つ
い

て
完
結
の
は
こ
び
と
な
る
筈
で
す
。 

 

た
だ
こ
の
第
三
の
嘘
は
、
他
の
二
つ
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
ほ
ど
複
雑
な
様
相
を
呈
し
、
そ

れ
に
関
わ
る
要
素
も
は
な
は
だ
多
岐
に
わ
た
る
の
で
、
ご
覧
の
よ
う
に
複
雑
な
仕
掛
け
を
組
み

な
が
ら
考
察
を
展
開
し
て
い
る
次
第
で
す
。 

 

と
こ
ろ
で
、
回
数
は
多
く
な
い
の
で
す
が
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
『
修
復
の
理
論
』
の
理
論
的
難

所
と
で
も
言
う
べ
き
地
点
で
、
そ
れ
を
口
に
し
た
者
に
重
い
哲
学
的
責
任
を
負
わ
せ
る
で
あ
ろ

う
、
例
の
「
現
象
学
的(fenomeniologico)

」
と
い
う
言
葉
を
複
数
回
に
わ
た
っ
て
書
き
込
ん

で
い
ま
す
。 

 

私
に
見
落
と
し
が
な
け
れ
ば
、
こ
の
言
葉
の
用
例
は
三
ヶ
所
で
あ
り
、
う
ち
一
つ
は
つ
い
先

ほ
ど
、
本
節
の
冒
頭
で
触
れ
た
あ
の
「
三
つ
の
時
」
を
導
入
す
る
例
の
箇
所
で
す
。
念
の
た
め

引
用
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
三
つ
の
時
は
現
象
学
的
に
発
見
さ
れ
る
の
で
す
。 

  
 

〔
引
用
⑫ 

『
修
復
の
理
論
』
第
四
章
段
落
三
〕 

「
人
は
芸
術
作
品
に
お
い
て
、
律
動
形
式
以
外
の
仕
方
で
も
時
間(tempo)

に
出
会
う
。
そ
れ
は
形
式

の
観
点
で
は
な
く
、
現
象
学
的
な(fenomenologoco)

観
点
で
の
そ
れ
、
つ
ま
り
芸
術
作
品
に
ま
つ

わ
る
三
つ
の
時
と
し
て
の
時
間
で
あ
る
。
そ
の
第
一
は
創
造
的
行
為
の
持
続(durata)

。
第
二
は
創

造
的
行
為
の
終
結(fine)

と
、
我
々
の
意
識
に
対
し
て
芸
術
作
品
が
現
前
化
さ
れ
る
時
の
、
間
隔

(intervallo)
。
そ
し
て
第
三
は
、
意
識
に
お
い
て
芸
術
作
品
の
閃
光
的
認
知(fulgurazione)

が
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起
こ
る
瞬
間(attimo)

で
あ
る
。」 

  

し
か
し
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
場
合
、「
現
象
学
的
」
方
法
は
、
時
間
の
よ
う
に
非
物
質
的
な
も
の
に

関
わ
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
実
際
、
現
象
学
的
方
法
は
「
素
材(materia)

」
と
い
う
物
質

的
な
も
の
、
し
た
が
っ
て
反
原
理
的
な
も
の
に
も
適
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
言
葉

の
も
う
一
つ
の
用
例
が
そ
れ
を
物
語
っ
て
い
ま
す
。
素
材
と
結
び
つ
く
こ
と
が
ブ
ラ
ン
デ
ィ
現

象
学
の
大
き
な
特
徴
な
の
で
す
。
す
な
わ
ち 

 

〔
引
用
⑬ 

『
修
復
の
理
論
』
第
二
章
段
落
一
末
尾
〕 

「
修
復
と
の
関
係
で
ま
ず
問
う
べ
き
は
、〈
素
材
と
は
本
来
的
に
は
何
か
〉
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、修
復
措
置
の
時
間(tempo)

と
場
所(luogo)

を
同
時
に
具
体
化(rappresentare)

す
る

の
は
、
ま
さ
に
素
材
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
が
現
象
学
的
視
点(vista fenomenologico)

か
ら
出
発
し
、
そ
れ
以
外
の
視
点
か
ら
出
発
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
と
き
素
材
は
〈
像

（immmagine

）
の
現
象(epifania)

に
奉
仕
す
る(servire)
も
の
〉
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
そ
も

そ
も
美(bello)

と
は
現
象
学
的
に(in via fenomenologoca)

し
か
限
定
で
き
な
い
も
の
な
の
だ

が
（
ス
コ
ラ
学
者
が
美
に
与
え
た
〈
眼
を
楽
し
ま
せ
る
も
の
（quod visum placet 

）〉
と
い
う
定

義
を
見
よ
）、
右
の
素
材
の
定
義
は
そ
れ
に
倣
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。」 

 

 

現
象
学
的
に
問
う
て
こ
そ
は
じ
め
て
「
素
材
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
、

と
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
言
う
の
で
す
。（
こ
こ
は
、
反
原
理
的
性
格
を
持
つ
「
素
材
」
が
、
原
理
で
あ

る
「
現
前
化
」
に
恭
順
の
意
を
表
明
し
て
い
る
箇
所
だ
、
と
言
う
べ
き
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
な

ぜ
な
ら
こ
こ
で
「
素
材
」
は
、
少
な
く
と
も
表
向
き
、「
現
象
学
」
の
支
配
下
に
置
か
れ
る
こ
と

を
受
け
入
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。
し
か
も
、「
現
象
学
的
方
法
」
は
「
意
識
」
だ
け
で
は
な
く
「
素

材
」
を
も
射
程
に
収
め
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学

が
「
メ
タ
」
の
方
法
の
地
位
を
占
め
て
い
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
す
。）） 

 

さ
て
私
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
、「
物
質
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
考
察
」
と
呼

べ
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
事
実
を
、
寡
聞
に
し
て
知
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
一
貫
し
て
「
超

越
論
的
主
観
性
」
の
側
に
立
ち
続
け
、
そ
の
意
味
で
は
古
風
と
も
言
え
る
観
念
論
哲
学
者
だ
っ

た
か
ら
で
す
。
そ
の
観
念
論
哲
学
が
特
異
な
仕
方
で
自
壊
作
用
を
起
こ
し
て
い
っ
た
経
緯
に
こ

そ
、
よ
り
若
い
二
十
世
紀
の
哲
学
者
た
ち
が
逆
説
的
な
関
心
を
寄
せ
、
そ
こ
か
ら
生
産
的
な
哲

学
的
議
論
を
立
ち
上
げ
て
い
っ
た
経
緯
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。 

 

し
か
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
二
つ
の
引
用
（
⑫
と
⑬
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
ブ
ラ
ン
デ

ィ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
す
る
「
忠
実
度
」
と
「
非
忠
実
度
」
の
顕
著
な
実
例
と
看
做
す
こ
と
が

で
き
そ
う
で
す
。
な
ぜ
な
ら
「
時
間
の
地
平
構
造
」（
私
は
引
用
⑫
を
そ
う
理
解
し
ま
す
）
は
フ

ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
地
平
概
念
を
か
な
り
忠
実
に
な
ぞ
る
も
の
で
あ
り
、
他
方
、「
物
質
の
現
象

学
」
と
い
う
構
想
は
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
か
ら
は
な
は
だ
し
く
逸
脱
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
か
ら
で
す
。（
そ
れ
が
生
産
的
な
逸
脱
で
あ
る
か
否
か
は
後
述
に
委
ね
ま
す
。
私
は
ブ
ラ

ン
デ
ィ
に
見
て
取
れ
る
こ
の
動
向
、
現
象
学
を
「
物
質
」
概
念
へ
ず
ら
す
動
向
を
、
あ
と
で
ジ

ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
を
念
頭
に
お
い
て
吟
味
す
る
つ
も
り
で
す
。） 

  

閑
話
休
題
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
は
、
も
う
一
カ
所
、「
現
象
学
的
」
と
い
う
言
葉
を
使
う
重
要
な

箇
所
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
晩
年
の
「
生
活
世
界(Lebenswelt)

」
の
概
念
に

言
及
し
た
『
修
復
の
理
論
』
の
「
補
遺(Appendice)

の
２
」
の
次
の
く
だ
り
で
す
。（「
補
遺
の

２
」
の
論
文
名
は
「
欠
損
箇
所
処
置
の
た
め
の
理
論
的
注
解(Postilla 

teorica 
al 

trattamento delle lacune)

」
で
す
。
本
論
文
は
一
九
六
一
年
九
月
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の
美

術
史
学
会
で
口
頭
発
表
し
た
も
の
を
活
字
に
起
こ
し
た
由
。
強
調
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
で
す
。） 

 

〔
引
用
⑭
『
修
復
の
理
論
』
補
遺
の
２ 

段
落
五
〕 

「
こ
の
よ
う
に
問
題
設
定
し
た
以
上
、
次
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
は
芸
術
作
品

も
現
象
学
的
考
察(trattamento fenomenologico)

に
委
ね
よ
う
と
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
、

つ
ま
り
私
が
芸
術
作
品
も
あ
る
独
特
の
エ
ポ
ケ
ー
に
委
ね
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
。
つ
ま
り
フ
ッ
サ

ー
ル
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
私
は
芸
術
作
品
を
も
っ
ぱ
ら
生
活
世
界(mondo della vita)

に
お
け
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る
経
験
の
客
体
と
見
做
す
の
で
あ
る
。
そ
の
と
き
私
は
、
芸
術
作
品
を
通
常
の
客
体
性
の
な
か
に
含

め
る
こ
と
を
し
て
い
な
い
。ま
た
そ
の
と
き
私
は
芸
術
作
品
の
本
質
を
考
究
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。

そ
う
で
は
な
く
て
、
芸
術
作
品
は
我
々
の
知
覚(percezione)

の
領
域
に
到
達
し
、
ま
た
そ
う
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
我
々
の
経
験(esperienza)

の
領
域
に
到
達
す
る
の
だ
が
、
私
は
芸
術
作
品
を
ま
さ

に
そ
の
局
面
で
理
解
し
た
い
の
で
あ
る
。
芸
術
作
品
を
こ
の
よ
う
に
枠
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸

術
作
品
の
本
質
と
は
何
か
と
言
う
問
い
方
で
は
抜
け
落
ち
て
し
ま
う
諸
相
を
す
く
い
と
る
こ
と
が
で

き
る
。
芸
術
作
品
の
素
材
的
特
性
、
そ
の
保
存
状
態
、
さ
ら
に
美
術
館
で
の
展
示
に
至
る
ま
で
の
、

芸
術
作
品
の
諸
相
を
す
く
い
と
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。」 

  

こ
の
引
用
⑭(

補
遺
の
２
、
段
落
五)

は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
自
ら
の
哲
学
的
方
法
に
言
及
し
た

貴
重
な
文
章
で
す
。
そ
の
な
か
で
彼
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
生
活
世
界(Lebenswelt)

」
に
触
れ

て
い
ま
す
が
、こ
の
概
念
が
晩
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
基
盤
を
な
し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、

引
用
⑭
も
ま
た
個
別
の
話
題
に
極
限
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
現
象
学

的
方
法
の
「
根
幹
」
の
表
明
と
解
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。 

 

引
用
⑫
の
あ
の
「
三
つ
の
時
」
の
問
題
提
起
で
あ
れ
、
引
用
⑬
の
「
素
材
」
の
問
題
提
起
で

あ
れ
、
い
ず
れ
も
こ
の
引
用
⑭
の
基
本
的
な
哲
学
的
枠
組
み
（
メ
タ
言
説
）
の
「
中
で
」
こ
そ

浮
上
し
得
る
も
の
な
の
で
す
。
そ
の
引
用
⑭
に
注
意
を
集
中
し
ま
し
ょ
う
。 

 

⒝ 

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
「
生
活
世
界
」 

『
修
復
の
理
論
』(1963)

の
刊
行
に
先
ん
ず
る
こ
と
二
年
、
す
な
わ
ち
一
九
六
一
年
、「
補
遺
の

２
」
は
発
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
な
か
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
生
活
世
界
」
に

言
及
し
て
い
る
こ
と
は
先
ほ
ど
確
認
し
ま
し
た
が
、
で
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら

こ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
概
念
を
知
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。「
生
活
世
界
」
に
関
す
る
ま
と
ま
っ
た
理

論
的
叙
述
を
含
み
、
か
つ
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
と
っ
て
ア
ク
セ
ス
可
能
で
あ
っ
た
と
い
う
条
件
で
絞

り
込
め
ば
、
ど
う
考
え
て
も
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
危
機
』
書
、
正
確
に
は
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学

の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』(Der Krisis der europäischen Wissenschaften und die 

transzendentale Phänomenologie)

以
外
に
典
拠
は
考
え
ら
れ
ま
せ
ん
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
一

九
三
五
年
の
ウ
ィ
ー
ン
文
化
連
盟
に
お
け
る
講
演
、
翌
一
九
三
六
年
の
雑
誌
『
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ

ア
』
へ
の
掲
載
、
さ
ら
に
原
稿
が
過
酷
な
戦
時
の
状
況
を
か
ろ
う
じ
て
生
き
延
び
た
な
ど
の
経

過
を
経
て
、「
生
活
世
界
」
の
理
論
を
収
め
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
長
大
な
論
考
は
、
オ
イ
ゲ
ン
・

フ
ィ
ン
ク
の
編
纂
に
よ
っ
て
、『
フ
ッ
セ
リ
ア
ー
ナ
』
の
Ⅵ
と
し
て
一
九
五
四
年
に
は
世
に
出

て
い
た
の
で
す
。 

 

で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
生
活
世
界
」
の
概
念
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
理
論
に
ど
の
よ
う
に

反
映
さ
れ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。
私
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
理
論
の
な
か
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の

「
地
平(Horizont)

」
理
論
の
影
を
見
ま
す
。 

  

フ
ッ
サ
ー
ル
は
一
方
で
は
カ
ン
ト
擁
護
者
で
あ
り
、
他
方
で
は
カ
ン
ト
批
判
者
で
す
。
ま
ず

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
カ
ン
ト
が
合
理
主
義
に
対
し
て
、
そ
の
合
理
主
義
が
「
純
粋
数
学
や
そ
の
他

の
純
粋
ア
プ
リ
オ
リ
を
、（
中
略
）
無
条
件
に
す
べ
て
の
理
性
者
に
妥
当
す
る
あ
ら
ゆ
る
客
観
的

認
識
の
手
段
と
し
て
用
い
る
よ
う
な
精
密
自
然
科
学
が
い
か
に
し
て
可
能
な
の
か
と
い
う
こ
と

を
問
わ
な
か
っ
た
」
と
告
発
す
る
点
で
、
カ
ン
ト
を
評
価
し
ま
す
。
彼
は
、
カ
ン
ト
が
い
わ
ゆ

る
合
理
主
義
を
告
発
し
た
点
で
、
カ
ン
ト
を
高
く
評
価
す
る
の
で
す
。 

 

し
か
し
他
方
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
カ
ン
ト
批
判
者
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
に
合
理
主
義

を
告
発
し
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
は
あ
る
問
い
を
閑
却
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
、
フ

ッ
サ
ー
ル
は
カ
ン
ト
を
批
判
す
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、「
カ
ン
ト
が
そ
の
哲
学

的
研
究
を
な
す
に
あ
た
っ
て
自
分
が
不
問
の
前
提
に
足
場
を
お
い
て
い
る
こ
と
」
に
思
い
及
ん

で
い
な
か
っ
た
点
で
、
カ
ン
ト
を
批
判
す
る
の
で
す
。 

 

〔
引
用
⑮ 

『
危
機
』
書 

第
二
十
八
節
〕 

「
い
う
ま
で
も
な
く
、
カ
ン
ト
の
問
題
設
定
に
お
い
て
は
、
哲
学
的
研
究
を
し
て
い
る
当
の
わ
た
し

も
含
め
た
、
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
が
意
識
的
に
生
存
し
て
い
る
日
常
的
な
生
活
環
境
が
、
あ
ら
か
じ
め

存
在
す
る
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
し
、
同
様
に
、
こ
の
世
界
に
お
け
る
文
化
的
事
実
と
し
て
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の
諸
科
学
も
ま
た
、
そ
の
科
学
者
た
ち
や
諸
理
論
も
含
め
て
前
提
に
さ
れ
て
い
る
。」 

  

こ
こ
で
、
そ
れ
を
「
問
う
て
な
い
」
と
フ
ッ
サ
ー
ル
が
カ
ン
ト
を
告
発
し
て
い
る
の
は
、「
日

常
的
な
生
活
環
境
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
、

す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
「
自
明
性(Selbstverständlichkeit)

」
の
問
題
の
こ
と
で
す
。 

 

〔
引
用
⑯ 

『
危
機
』
書 
第
二
十
八
節
〕 

「
世
界
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、し
か
も
つ
ね
に
あ
ら
か
じ
め
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、

或
る
意
見
、
経
験
的
な
も
の
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
も
の
で
あ
れ
な
ん
ら
か
の
意
見
の
訂
正

は
す
べ
て
、
既
に
存
在
し
て
い
る
世
界
を
前
提
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
つ

ど
疑
い
も
な
く
存
在
す
る
も
の
と
し
て
妥
当
し
て
い
る
も
の
の
地
平
、
世
界
が
存
在
し
て
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
学
的
思
索
や
あ
ら
ゆ
る
哲
学
的
問
題
提
起
に
先
ん
ず
る
自
明
性
に
属
し
て
い

る
。
客
観
的
学
問
も
ま
た
、
こ
の
前
学
問
的
生
活
か
ら
由
来
し
た
、
恒
常
的
に
あ
ら
か
じ
め
存
在
す

る
世
界
を
基
盤
と
し
て
の
み
、
問
い
を
立
て
て
い
る
。
学
問
も
あ
ら
ゆ
る
実
践
と
同
じ
く
、
世
界
の

存
在
を
前
提
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」 

  

科
学
的
で
あ
ろ
う
が
哲
学
的
で
あ
ろ
う
が
、
あ
ら
ゆ
る
学
的
思
索
は
「
既
に
存
在
し
て
い
る

世
界
」
と
そ
の
「
自
明
性
」
を
前
提
に
し
て
い
る
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
言
う
の
で
す
。
カ
ン
ト
は

そ
の
学
的
思
索
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
条
件
を
明
ら
か
に
は
し
た
が
、
そ
の
前
提
と
な
る
「
世
界
」

と
そ
の
「
自
明
性
」
に
つ
い
て
は
問
わ
な
か
っ
た
で
は
な
い
か
、
と
。 

  

と
こ
ろ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
自
明
性
」
そ
れ
自
体
が
、
固
有
の
精
神
的
過
程
を
前
提
す
る
と

主
張
す
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
自
明
性
は
主
観
に
よ
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
（
し
た
が
っ
て
普
遍

性
と
し
て
）
構
成
さ
れ
る
の
だ
、
と
。
そ
れ
が
生
活
世
界
で
す
。 

 

〔
引
用
⑰ 

『
危
機
』
書 

第
二
十
九
節
〕 

「
わ
れ
わ
れ
が
、
カ
ン
ト
と
哲
学
的
思
索
を
と
も
に
し
な
が
ら
、
彼
の
端
緒
か
ら
出
発
し
て
彼
の
途

を
前
進
す
る
の
で
は
な
く
、
上
述
し
た
自
明
性
に
立
ち
返
っ
て
そ
れ
に
問
い
を
向
け
、
さ
ら
に
わ
れ

わ
れ
が
そ
の
自
明
性
を
「
前
提
」
と
し
て
自
覚
し
、
そ
れ
が
特
有
の
、
普
遍
的
で
理
論
的
な
関
心
を

向
け
る
に
値
す
る
と
認
め
る
や
い
な
や
、
新
し
い
次
元
の
ま
す
ま
す
新
し
い
無
限
の
現
象
が
我
々
の

前
に
開
か
れ
る
。（
中
略
）
こ
こ
で
無
限
と
言
っ
た
の
は
、
そ
の
よ
う
に
一
貫
し
て
入
り
込
ん
で
み
れ

ば
、
こ
の
意
味
の
展
開
に
お
い
て
到
達
は
さ
れ
る
が
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
生
活
世
界(Lebenswelt)

う
ち
に
自
明
的
に(selbstverständlich)

存
在
す
る
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
現
象
そ
の
も

の
が
、
す
で
に
意
味
と
妥
当
性
の
含
蓄
を
秘
め
て
お
り
、
そ
れ
を
解
明
し
て
み
れ
ば
更
に
新
し
い
現

象
に
行
き
つ
く
、
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
現
象
は
、
徹
頭
徹
尾
純

粋
に
主
観
的
な
現
象
で
は
あ
る
が
、
い
わ
ば
感
覚
的
所
与
の
精
神
物
理
的
経
過
と
い
う
意
味
で
の
単

な
る
事
実
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
本
質
必
然
的
に
意
味
形
態
を
構
成
す
る
と
い
う
機
能
を

行
う
精
神
的
過
程
な
の
で
あ
る
。」 

 

 

こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
生
活
世
界
」
を
「
自
明
性
」
に
関
係
づ
け
て
い
る
こ
と
は
、
ブ
ラ

ン
デ
ィ
も
ま
た
彼
な
り
の
仕
方
で
、「
生
活
世
界
」
の
概
念
を
仲
立
ち
と
し
て
「
修
復
に
お
け
る

自
明
性
の
問
題
」
に
眼
を
向
け
て
い
た
こ
と
を
示
唆
す
る
で
し
ょ
う
。 

 

⒞
フ
ッ
サ
ー
ル
の
地
平
概
念 

 

で
は
こ
の
「
自
明
性
を
構
成
す
る
主
観
性
」
は
ど
の
よ
う
な
ア
プ
リ
オ
リ
に
従
っ
て
い
る
の

で
し
ょ
う
か
。「
生
活
世
界
の
も
の
や
対
象
の
与
え
ら
れ
方
の
様
相
に
つ
い
て
問
い
か
け
る
と
き
、

わ
れ
わ
れ
は
注
目
す
べ
き
指
示
作
用
の
領
域
に
入
り
込
む
」(

『
危
機
』
書
四
十
六
節
、
段
落
一)

と
振
っ
た
う
え
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
続
け
ま
す
。 

  
 

〔
引
用
⑱ 

『
危
機
』
書 

第
四
十
六
節
〕 

「
し
か
し
反
省
を
し
て
み
る
と
、
こ
こ
に
、
は
る
か
に
広
範
で
普
遍
的
な
ア
プ
リ
オ
リ
の
構
成
要
素

で
あ
る
と
こ
ろ
の
本
質
的
相
関
関
係
が
存
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
驚
く
。
し
か
も
、
ど
ん
な
に
注
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目
す
べ
き
さ
ま
ざ
ま
の
「
含
蓄(Implikationen)

」
が
そ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
か
。
し

か
も
そ
れ
ら
は
、
全
く
直
接
に
、
記
述
的
に
指
示
さ
れ
得
る
も
の
な
の
で
あ
る
。（
中
略
）
直
接
に
は

私
は
現
存
す
る
事
物
を
意
識
し
て
い
る
の
だ
が
、
や
は
り
他
方
で
は
、
瞬
間
か
ら
瞬
間
へ
と
移
り
な

が
ら
、「
・
・
・
の
呈
示
」
と
い
う
体
験
を
し
て
い
る
。（
中
略
）
そ
の
都
度
の
事
物
の
知
覚
の
う
ち

に
は
、
現
実
化
し
て
は
い
な
い
が
、
や
は
り
と
も
に
は
た
ら
い
て
い
る
現
れ
方
と
妥
当
の
綜
合
か
ら

な
る
全
体
的
な
「
地
平(Horizont)

」
が
含
蓄
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。」 

  

こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
語
っ
て
い
る
の
は
、
人
が
あ
る
「
も
の
（
例
え
ば
テ
ー
ブ
ル
）」
を
知

覚
す
る
な
か
で
、
一
つ
一
つ
の
表
象
、
た
と
え
ば
そ
の
前
面
の
表
象
、
斜
め
か
ら
の
表
象
、
側

面
か
ら
の
表
象
等
々
を
通
過
す
る
と
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
表
象
は
け
っ
し
て
分
離
的
に
現
れ
る
の

で
は
な
く
、
す
べ
て
が
「
あ
る
同
じ
も
の
（
テ
ー
ブ
ル
）
の
呈
示
」
と
し
て
現
れ
て
く
る
現
象

を
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た
こ
と
が
起
る
の
は
、
個
々
の
表
象
に
他
の
表
象
へ
の
「
本
質
的

相
関
関
係
」
が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
あ
る
い
は
原
理
的
に
同
じ
こ
と
で
す
が
、
個
々
の

表
象
に
は
他
の
表
象
へ
の「
指
示
作
用(Aufweisungen)

」が
組
み
込
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。

そ
し
て
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、
諸
表
象
は
「
あ
る
同
じ
も
の
の
呈
示
」
と
し
て
現
れ
て
く
る
と

い
う
の
で
す
。 

 

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
相
関
関
係
は
広
範
に
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
一
方
で
、
い

ま
前
段
で
現
に
し
た
よ
う
に
「
記
述
的
に
指
示
さ
れ
得
る
も
の
」
で
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う

な
「
現
実
化
し
て
は
い
な
い
が
、
や
は
り
と
も
に
は
た
ら
い
て
い
る
現
れ
方
と
妥
当
の
綜
合
」

を
称
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
地
平(Horizont)

」
と
名
づ
け
た
の
で
し
た
。 

 

し
か
し
「
地
平
」
は
一
つ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
彼
の
現
象
学
に
お
い
て
も

っ
と
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
時
間
地
平
に
触
れ
る
の
は
、『
危
機
』
書
の
四
十
九
節
の
段
落
の

二
で
す
。 

  
 

〔
引
用
⑲ 

『
危
機
』
書 

第
四
十
九
節
段
落
二
〕 

「
世
界
は
空
間
的
時
間
的
世
界
で
あ
り
、
生
活
世
界
と
し
て
そ
の
固
有
の
存
在
意
味
に
は
、（
単
に
論

理
的
、
数
学
的
で
は
な
い
「
生
き
生
き
と
し
た
」）
空
間
時
間
性
が
帰
属
し
て
い
る
。
知
覚
の
世
界
へ

身
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
世
界
に
関
し
て
た
ん
に
現
在
と
い
う
時
間
様
相
が
手
渡
さ
れ
る
だ

け
だ
が
、
こ
の
時
間
様
相
そ
の
も
の
が
、
そ
の
地
平(Horizont)

と
し
て
過
去
お
よ
び
未
来
と
い
う

時
間
様
相
を
指
示
し
て
い
る(verweisen)

の
で
あ
る
。」 

  

右
の
文
中
の
、「
知
覚
の
世
界
へ
身
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
、
世
界
に
関
し
て
た
ん
に
現

在
と
い
う
時
間
様
相
が
手
渡
さ
れ
る
だ
け
だ
が
」
と
い
う
く
だ
り
は
、
先
ほ
ど
見
た
引
用
⑱
の

「
諸
表
象
が
あ
る
同
じ
も
の
の
呈
示
」
と
し
て
現
れ
る
事
実
を
念
頭
に
お
き
つ
つ
も
、
し
か
し

そ
れ
が
せ
い
ぜ
い
「
現
在
」
の
知
覚
の
内
部
に
潜
む
「
地
平
」
を
暴
く
に
過
ぎ
な
い
、
と
フ
ッ

サ
ー
ル
は
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。 

 

そ
れ
に
対
し
て
傍
線
部
、「
こ
の
時
間
様
相
そ
の
も
の
が
、
そ
の
地
平(Horizont)

と
し
て
過

去
お
よ
び
未
来
と
い
う
時
間
様
相
を
指
示
し
て
い
る(verweisen)

」
と
い
う
く
だ
り
で
、
フ
ッ

サ
ー
ル
は
あ
ら
ゆ
る
意
識
現
象
が
そ
れ
に
服
す
る
「
過
去
、
現
在
、
未
来
」
と
い
う
地
平
性
を

語
っ
て
い
る
の
で
す
。
そ
し
て
私
は
疑
わ
な
い
の
で
す
が
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
ま
ず
間
違
い
な
く

こ
の
箇
所
を
読
ん
で
い
る
。 

 

こ
の
「
過
去
、
現
在
、
未
来
」
と
い
う
相
関
関
係
も
ま
た
、
引
用
⑱
の
表
現
を
転
用
す
れ
ば
、

「
広
範
に
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
」
一
方
で
「
記
述
的
に
指
示
さ
れ
得
る
も
の
」
で
あ
り
、

「
現
実
化
し
て
は
い
な
い
が
、
や
は
り
と
も
に
は
た
ら
い
て
い
る
現
れ
方
と
妥
当
の
綜
合
」
な

の
で
す
。
こ
れ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
時
間
地
平(Zeithorizont)

」
で
す
。 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
あ
の
「
三
つ
の
時
」
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
時
間
地
平
の
概
念
に
強
く
影
響

さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
多
言
を
要
し
ま
せ
ん
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
呈
示
し
た
、
芸
術
作
品
を
め
ぐ

る
（
過
去
に
向
か
う
）「
三
つ
の
時(momento)

」
は
こ
う
で
し
た
。
以
前
と
順
序
を
逆
転
し
て
、

「
現
在
」
か
ら
眺
め
れ
ば
こ
う
で
す
。 

 

⒈
「
意
識
に
お
い
て
芸
術
作
品
の
閃
光
（
的
認
知
）
が
起
こ
る
瞬
間
」
と
い
う
時 

⒉ 

「
創
造
的
行
為
の
終
結
と
、
我
々
の
意
識
に
対
し
て
芸
術
作
品
が
現
前
化
さ
れ
る
時
の
、
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そ
の
間
隔
」
と
い
う
時 

⒊
「
創
造
的
行
為
の
持
続
」
と
い
う
時 

  

意
識
は
こ
う
い
う
時
間
地
平
を
持
っ
て
い
る
（
そ
れ
は
ア
プ
リ
オ
リ
で
も
あ
り
ま
す
）。
そ
し

て
、
こ
の
ア
プ
リ
オ
リ
で
普
遍
的
で
自
明
的
な
時
間
地
平
の
内
部
で
、
あ
の
「
現
前
化
」
は
遂

行
さ
れ
る
の
で
す
。
こ
の
自
明
な
時
間
地
平
の
内
部
で
、
あ
の
「
直
観
へ
の
、
過
去
志
向
と
未

来
志
向
の
持
ち
込
み
」
は
遂
行
さ
れ
る
の
で
す
。
あ
の
「
収
集
と
推
敲
」
は
成
し
遂
げ
ら
れ
る

の
で
す
。 

 

し
か
し
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
こ
の
時
間
地
平
概
念
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
地
平
概
念
に
対
し

て
、
ど
の
よ
う
に
「
忠
実
」
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
に
「
非
忠
実
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は

難
し
い
問
題
で
す
。
外
見
上
の
類
似
に
つ
い
て
疑
問
の
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
劣
化
と

い
う
自
然
的
介
入
と
修
復
と
い
う
人
為
的
介
入
を
経
た
芸
術
作
品
に
対
面
す
る
と
き
に
、
人
の

意
識
の
中
で
起
き
て
い
る
時
間
的
操
作
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
一
般
的
な
時
間
地
平
理
論
か
ら
の

ど
の
よ
う
な
偏
位
を
呈
す
る
の
か
（
あ
る
い
は
偏
位
を
呈
さ
ざ
る
を
得
な
い
の
か
）
を
読
み
取

る
た
め
に
は
、
残
念
な
が
ら
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
説
明
の
言
葉
は
あ
ま
り
に
も
少
な
い
の
で
す
。 

  

た
だ
非
常
に
興
味
深
い
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
は
見
当
た
ら
な
い
の
に
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
持
つ

「
地
平
」
概
念
の
方
で
す
。
こ
こ
で
は
テ
ク
ス
ト
の
呈
示
の
み
行
い
、
そ
の
分
析
は
次
の
第
七

章
で
行
い
ま
し
ょ
う
。 

 

〔
引
用
⑳ 

『
修
復
の
理
論
』
第
二
章
段
落
一
末
尾
〕 

「
修
復
と
の
関
係
で
ま
ず
問
う
べ
き
は
、〈
素
材
と
は
本
来
的
に
は
何
か
〉
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、修
復
措
置
の
時
間(tempo)

と
場
所(luogo)

を
同
時
に
具
体
化(rappresentare)

す
る

の
は
、
ま
さ
に
素
材
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
が
現
象
学
的
視
点(vista fenomenologico)

か
ら
出
発
し
、
そ
れ
以
外
の
視
点
か
ら
出
発
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
と
き
素
材
は
〈
像

（immmagine

）
の
現
象(epifania)

に
奉
仕
す
る(servire)

も
の
〉
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
そ
も

そ
も
美(bello)

と
は
現
象
学
的
に(in via fenomenologoca)

し
か
限
定
で
き
な
い
も
の
な
の
だ

が
（
ス
コ
ラ
学
者
が
美
に
与
え
た
〈
眼
を
楽
し
ま
せ
る
も
の
（quod visum placet

）〉
と
い
う
定

義
を
見
よ
）、
右
の
素
材
の
定
義
は
そ
れ
に
倣
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。」 
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〔
第
四
節
〕
ブ
ラ
ン
デ
ィ
と
フ
ッ
サ
ー
ル 

Ⅱ
（
明
証
の
言
説
） 

「
不
易
流
行
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
は
松
尾
芭
蕉
だ
け
の
真
理
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
も
、「
流
れ
行
く
も
の
」
と
「
流
れ
行
か
ぬ
も
の
」
の
微
妙
な

均
衡
に
視
線
を
送
っ
た
形
跡
が
認
め
ら
れ
る
の
で
す
。 

 

彼
は
『
修
復
の
理
論
』
の
第
一
章
で
こ
う
い
っ
て
い
ま
す
。 

  
 

〔
引
用
㉑
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
二
十
〕 

「
一
方
に
芸
術
作
品
が
創
造
さ
れ
た
時
点
が
あ
り
、
他
方
に
歴
史
的
現
在
が
あ
り
、
後
者
は
絶
え
間

な
く
未
来
に
先
送
り
さ
れ
て
い
く
。
さ
て
両
者
の
中
間
の
時
間
幅
に
は
多
数
の
歴
史
的
現
在
の
位
相

が
織
り
込
ま
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
歴
史
的
現
在
た
ち
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
そ
の
つ
ど
同
じ
仕
方

で
過
去
へ
と
送
り
込
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
だ
が
芸
術
作
品
の
な
か
に
は
、
そ
の
過
ぎ
去
っ
た
こ

と
の
痕
跡(traccia)

が
と
ど
ま
り
続
け
る
。」 

 

「
痕
跡
」
は
後
の
考
察
に
委
ね
る
と
し
て
、
こ
こ
で
は
芸
術
作
品
を
め
ぐ
る
「
流
れ
る
時
間
」、

あ
る
い
は
「
時
間
の
流
れ
」
が
あ
る
修
辞
性
を
と
も
な
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意

し
ま
し
ょ
う
。
こ
れ
が
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
お
け
る
「
流
行
」
の
部
分
で
す
。 

 

し
か
し
「
流
行
」
を
語
る
か
ら
と
い
っ
て
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
を
「
無
常
」
の
美
学
者
と
捉
え
る

な
ら
、
そ
れ
は
甚
だ
し
い
誤
り
で
す
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
例
の
フ
ァ
ゾ
ー
リ
の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
に

お
い
て
、
こ
れ
と
正
反
対
の
内
容
を
口
に
し
て
い
る
か
ら
で
す
。 

  
 

〔
引
用
㉒ www.reflessioni .it/converrsazioni

＿fasoli/cesare

＿brandi.htm

〕 

フ
ァ
ゾ
ー
リ 

「
ブ
ラ
ン
デ
ィ
教
授
。
あ
な
た
の
方
法
論
の
根
本
的
要
請
は
何
で
し
ょ
う
か
。」 

ブ
ラ
ン
デ
ィ 

「
そ
の
ご
質
問
に
答
え
る
の
は
容
易
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
に
答
え

る
に
は
こ
こ
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
諸
原
理
を
引
き
合
い
に
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
す
。
私
の

場
合
、
根
本
的
な
要
請
は
、
芸
術
作
品
を
、
人
格
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
あ
る
絶
対
的
な
も
の
、

取
り
替
え
不
可
能
で
反
復
不
可
能
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
人
格
も
芸
術
作
品

も
、
統
一
性(unicita)

と
い
う
点
で
は
、
同
じ
条
件
に
従
っ
て
い
る
の
で
す
。
理
論
的
な
視
点
か
ら

言
え
ば
、
私
は
芸
術
作
品
を
、
昔
な
ら
「
精
神(spirito)

」
と
呼
ば
れ
た
も
の
の
表
現
と
看
做
し
て

い
ま
す
。
そ
う
呼
ぶ
呼
ば
な
い
は
と
も
か
く
、
と
に
か
く
物
質
の
逆
と
い
う
こ
と
で
す
。
観
念
論
哲

学
の
用
語
法
に
訴
え
る
こ
と
な
く
、（
と
は
言
っ
て
も
、そ
れ
は
私
の
い
ま
の
立
場
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

観
念
論
か
ら
出
発
し
ま
し
た
が
、
の
ち
に
構
成
主
義
に
移
っ
た
の
で
）、
次
の
こ
と
を
認
識
す
る
必
要

は
あ
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
芸
術
作
品
は
、
絶
対
的
な
も
の
、
と
り
わ
け
物
理
的
な
用
語
に
還
元
で
き

な
い
も
の
の
、
人
間
に
よ
る
あ
る
要
求
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
。
た
と
え
私
が
つ
ね

に
、
最
低
限
の
物
質
性
が
芸
術
作
品
に
お
い
て
絶
対
に
不
可
欠
だ
と
い
う
見
解
を
と
っ
て
い
よ
う
と

も
、
で
す
。 

 

お
そ
ら
く
、
永
遠
的
な
何
か
が
そ
こ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
っ
て
、
気
高
い
声
を
聞
き
取
れ

な
い
の
な
ら
、
な
に
も
か
も
、
声
の
元
素
つ
ま
り
物
理
的
要
素
が
、
こ
れ
ま
た
外
見
だ
け
で
で
き
た

文
字
の
な
か
に
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
程
度
の
話
に
な
っ
て
し
ま
う
じ
ゃ
な
い
で
す
か
。」 

 

 

こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
あ
か
ら
さ
ま
に
作
品
の
「
同
一
性
」
を
謳
う
、
す
ぐ
れ
て
精
神
主

義
的
で
観
念
主
義
的
な
芸
術
観
で
す
。
そ
れ
は
「
流
行
す
る
も
の
」
と
し
て
芸
術
作
品
を
見
る

立
場
と
は
鮮
や
か
な
対
比
を
な
し
て
い
ま
す
。 

 

さ
て
一
見
相
容
れ
な
い
こ
れ
ら
二
つ
の
引
用
文
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
二
面
性
が
垣
間
見
え
ま

す
。
実
際
、
一
方
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
影
響
の
下
に
、
意
識
を
本
質
的
に
「
時
間

的
な
も
の
」、
そ
し
て
そ
の
意
味
で
本
質
的
に
「
流
動
す
る
も
の
」
と
看
做
し
つ
つ
、
他
方
で
彼

は
、
あ
く
ま
で
も
「
芸
術
作
品
の
統
一
性
」
に
固
執
す
る
の
で
す
。 

 

彼
の
美
学
は
、
芸
術
作
品
に
つ
い
て
、
一
方
で
は
そ
の
「
可
変
性
」
を
不
動
の
前
提
と
し
つ

つ
、
他
方
で
は
芸
術
作
品
の
「
同
一
性(

不
変
性)

」
を
説
い
て
や
ま
な
い
美
学
な
の
で
す
。
そ

れ
は
一
方
で
「
多
」
を
認
め
、
同
時
に
「
一
」
を
高
く
掲
げ
る
美
学
な
の
で
す
。 

 

問
題
は
、
一
見
自
己
矛
盾
的
な
こ
の
理
論
を
、
ど
う
す
れ
ば
整
合
的
に
解
釈
で
き
る
の
か
、

と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
右
の
発
言
（
引
用
㉒
）
を
目
に
し
た
人
は
、
ま
ず
百
パ
ー
セ
ン
ト
、
彼
を
哲
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学
と
芸
術
に
お
け
る
「
精
神
主
義
者
」
と
解
し
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
寸
毫
も
疑
わ
な
い
で
し
ょ

う
。
た
し
か
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
、「
芸
術
作
品
は
、
絶
対
的
な
も
の
、
と
り
わ
け
物
理
的
な
擁

護
に
還
元
で
き
な
い
も
の
の
、
人
間
に
よ
る
、
あ
る
要
求
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
」
と
い
う

言
葉
、
あ
る
い
は
「
た
と
え
私
が
つ
ね
に
、
最
低
限
の
物
質
性
が
芸
術
作
品
に
お
い
て
絶
対
に

不
可
欠
だ
と
い
う
見
解
を
と
っ
て
い
よ
う
と
も
」
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
「
精
神
主
義

者
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
強
化
す
る
ば
か
り
で
す
。 

 

し
か
し
、
こ
の
あ
か
ら
さ
ま
な
精
神
主
義
的
傾
向
と
、『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
の
「
修
復
さ

れ
る
の
は
芸
術
作
品
の
素
材
だ
け
で
あ
る
」（
段
落
十
六
）
と
い
う
唯
物
論
風
の
発
言
は
、
私
に

は
矛
盾
す
る
よ
う
に
見
え
て
な
り
ま
せ
ん
。
二
つ
の
洞
察
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
中
で
、
い
っ
た
い

ど
の
よ
う
に
調
整
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。 

  

ま
ず
思
い
浮
か
ぶ
一
つ
の
解
決
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
「
物
理
的
側
面
に
も
拘
ら
ず
、
芸
術
作

品
は
（
劣
化
の
局
面
に
お
い
て
さ
え
）
統
一
性
を
保
つ
」
と
考
え
た
と
受
け
止
め
る
こ
と
で
す
。

そ
の
と
き
、ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
芸
術
作
品
の
観
念
的
同
一
性
を
主
張
す
る「
観
念
論(idealismo)

」

に
急
接
近
す
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
彼
が
繰
り
返
し
と
る
観
念
論
に
対
す
る
冷
淡
な

態
度
ゆ
え
に
、
私
は
こ
の
解
釈
を
採
る
の
は
躊
躇
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

 

し
か
し
も
う
一
つ
の
解
決
法
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
先
の
そ
れ
と
は
似
て
非
な
る
解
決
法
で

す
。
す
な
わ
ち
、「
芸
術
作
品
の
場
合
、
ま
さ
に
物
理
的
状
況
の
ま
っ
た
だ
中
に
、
そ
の
芸
術
作

品
が
（
物
理
的
劣
化
に
お
い
て
）
精
神
的
統
一
性
を
保
つ
拠
り
所
が
あ
る
」
と
す
る
立
場
が
そ

れ
で
す
。
私
が
今
か
ら
行
う
の
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
理
論
の
な
か
に
、
こ
の
第
二
の
解
釈

方
式
が
内
蔵
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
作
業
で
す
。 

 

た
だ
、
本
章
第
一
節
の
「
結
語
」
で
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
言
説
は
、「
原
理
の

言
説
」
と
「
反
原
理
の
言
説
」
の
二
極
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
厄
介
な
こ
と
に
「
反
原

理
の
言
説
」
は
「
原
理
の
言
説
」
に
表
向
き
服
属
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
ま
す
。（
そ
の
と
き

「
原
理
の
言
説
」
は
反
原
理
も
傘
下
に
収
め
る
「
メ
タ
の
言
説
」
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
は
既

に
述
べ
ま
し
た
。） 

 

そ
こ
で
先
の
解
決
法
の
考
察
も
、「
メ
タ
の
言
説
」
の
内
部
と
、「
反
原
理
の
言
説
」
に
分
け

て
実
施
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
前
者
で
は
ま
た
フ
ッ
サ
ー
ル
（
と
限
定
的
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
）

が
、
後
者
で
は
デ
リ
ダ
が
登
場
す
る
筈
で
す
。 

 

⒜ 

取
り
戻
す
こ
と 

 

修
復
は
何
か
を
「
取
り
戻
す
」
こ
と
に
本
質
的
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
実
際
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ

は
先
の
引
用
⑧
の
な
か
で
、
修
復
の
課
題
を
「
真
正
な
テ
ク
ス
ト
の
再
構
成
」
と
表
現
し
て
い

ま
し
た
が
、
そ
れ
は
い
ま
か
ら
見
る
よ
う
に
「
失
わ
れ
た
テ
ク
ス
ト
を
取
り
戻
す
」
行
為
に
他

な
り
ま
せ
ん
。 

 

修
復
は
い
っ
た
ん
「
失
っ
た
」
も
の
を
、
考
え
ら
れ
る
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
手
段
を
尽
く
し
て

「
再
び
所
有
す
る
こ
と
」
に
本
質
的
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
こ
れ
ら
の
契
機
、

す
な
わ
ち
「
喪
失
」
と
「
取
り
戻
し
」
の
契
機
に
（
ほ
ん
の
一
回
と
は
い
え
）
触
れ
た
の
は
、

す
で
に
引
用
し
た
『
修
復
の
理
論
』
第
七
章
段
落
一
で
の
こ
と
で
す
。 

 

〔
引
用
㉓ 

『
修
復
の
理
論
』
第
七
章
段
落
一
〕 

「
露
呈
行
為
と
は
、後
か
ら
な
さ
れ
た
加
筆
に
よ
っ
て
芸
術
作
品
を
見
失
っ
た(sottratta)

意
識
が
、

自
ら
芸
術
作
品
の
現
前
化
を
推
進
す
る
段
階
で
の
主
導
的
な
段
階
を
謂
う
の
で
あ
る
。」 

  

ま
ず
「
加
筆
行
為
」
は
人
為
的
と
は
限
ら
ず
、
自
然
的
な
劣
化
も
そ
う
呼
ば
れ
る
こ
と
に
注

意
が
い
り
ま
す
。
本
来
的
な
芸
術
作
品
（
そ
う
い
う
も
の
が
あ
る
と
仮
定
し
て
）
を
非
本
来
化

す
る
働
き
は
す
べ
て
「
加
筆
的
」
で
あ
り
、
私
た
ち
は
こ
う
し
た
加
筆
行
為
に
よ
っ
て
「
芸
術

作
品
」
を
見
失
う
の
で
す
。 

 
し
か
し
見
失
っ
た
も
の
は
取
り
戻
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今
の
引
用
㉓
の
な
か
で
こ
の
取

り
戻
し
を
表
す
の
が
、「
現
前
化(riattualizzarsi)

」
と
い
う
言
葉
で
す
。
す
な
わ
ち
、
あ

く
ま
で
も
現
在
の
直
観
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
の
中
に
そ
の
作
品
に
対
す
る
過
去
志
向
と
未
来

志
向
を
、
そ
れ
が
含
む
過
去
性
と
未
来
性
を
温
存
し
つ
つ
、
持
ち
込
む
現
前
化
の
営
み
に
よ
っ
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て
、
修
復
家
（
そ
し
て
一
般
に
人
々
）
は
そ
の
芸
術
作
品
を
取
り
戻
す
の
で
す
。 

 

し
か
し
「
取
り
戻
す
」
と
い
う
言
い
方
は
、
明
ら
か
に
、
芸
術
作
品
を
そ
の
同
一
性
の
相
に

お
い
て
観
る
立
場
を
暗
示
し
ま
す
。
そ
の
何
か
が
「
自
己
同
一
的
な
も
の
」
と
し
て
表
象
さ
れ

て
い
な
く
て
は
、
そ
も
そ
も
「
何
か
を
取
り
戻
す
」
と
い
う
言
い
方
が
成
り
立
ち
ま
せ
ん
。 

 

し
か
し
そ
ん
な
こ
と
が
本
当
に
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。
い
っ
た
い
見
失
っ
た
も
の
を
ど
う

や
っ
て
取
り
戻
す
と
い
う
の
で
し
ょ
う
か
。
す
べ
て
は
流
動
し
て
い
る
と
い
う
の
に
。
そ
し
て

そ
の
流
動
は
こ
こ
で
は
「
劣
化
」
と
い
う
名
の
激
烈
な
流
動
で
あ
る
と
い
う
の
に
。 

 

こ
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
に
は
、ど
ん
な
理
論
的
な
道
具
立
て
が
必
要
な
の
で
し
ょ
う
か
。

は
た
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
の
道
具
立
て
を
与
え
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
こ
の
「
取
り
戻
し
」
過
程
を
ど
の
よ
う
に
哲
学
的
に
分
析
し
て
い
た
の
か
、

そ
れ
を
見
極
め
る
の
は
容
易
な
作
業
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
過
程
は
、
ブ
ラ
ン
デ

ィ
自
身
も
述
懐
す
る
よ
う
に
、
は
な
は
だ
「
弁
証
法
的
」
だ
か
ら
で
す
。 

  
 

〔
引
用
㉔ 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
二
十
二
〕 

「
こ
れ
ら
二
つ
、
つ
ま
り
美
的
と
歴
史
的
の
審
級
を
媒
介
す
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
媒
介
作
用
を
、

芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
方
法
的
な
時
に
関
係
づ
け
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
修
復
の

弁
証
法
（dialetticità

）
は
存
す
る
。」 

  

弁
証
法
的
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
要
す
る
に
、
二
つ
（
あ
る
い
は
そ
れ

以
上
の
）
契
機
を
、
直
接
的
に
で
は
な
く
「
ジ
グ
ザ
グ
」
と
結
び
つ
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
と

考
え
て
差
し
支
え
な
い
と
思
い
ま
す
。
あ
え
て
幼
稚
な
表
現
、「
ジ
グ
ザ
ク
」
と
い
う
幼
稚
な
表

現
を
使
い
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
見
か
け
こ
そ
幼
稚
だ
が
、
実
は
そ
れ
ほ
ど
間
違
っ
た
こ
と
を
言

っ
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
美
的
」
と
「
歴
史
的
」
の
審
級
は
ジ
グ
ザ
グ
結
び
つ
け
な
け

れ
ば
な
ら
ず
、
二
つ
の
審
級
も
「
方
法
的
な
時
」
と
ジ
グ
ザ
グ
と
結
び
つ
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
・
・
・
。 

 

 

し
か
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
の
目
下
の
問
題
設
定
に
引
き
寄
せ
て
考
え
る
と
き
、「
原

理
（
認
知
）」
と
「
反
原
理
（
素
材
）」
の
言
説
も
ま
た
ジ
グ
ザ
グ
と
し
か
結
び
つ
か
な
い
筈
で

す
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
文
章
を
は
な
は
だ
難
解
な
も
の
に
し
て
い
る
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

問
題
は
、
こ
の
難
問
に
直
面
し
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
ど
ん
な
哲
学
的
な
道
具
を
使
用
し
た
の
か

と
い
う
点
で
す
。
と
り
あ
え
ず
フ
ッ
サ
ー
ル
が
提
供
で
き
た
で
あ
ろ
う
哲
学
的
方
法
を
精
査
し

て
み
ま
し
ょ
う
。（
少
し
裏
声
で
し
ゃ
べ
り
ま
す
。
私
は
い
ま
、「
ま
さ
に
物
理
的
側
面
の
た
だ

中
に
、
芸
術
作
品
が
（
物
理
的
劣
化
そ
の
他
の
局
面
に
お
い
て
）
精
神
的
統
一
性
を
保
つ
拠
り

所
が
あ
る
」
と
す
る
立
場
を
模
索
し
て
い
ま
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
付
き
従
い
な
が
ら
、「
多
」
の

中
に
「
一
」
を
確
保
す
る
手
続
き
を
、
し
か
も
「
多
に
も
拘
ら
ず
」
で
は
な
く
、「
多
の
真
た
だ

中
に
一
を
確
保
す
る
手
法
」
を
私
は
模
索
し
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
も
観
念
と
素
材
の
二
つ
の

次
元
に
お
い
て
。） 

 

⒝
原
的
な
る
も
の(originär) 

  

フ
ッ
サ
ー
ル
の
孫
弟
子
に
当
た
る
ク
ラ
ウ
ス
・
ヘ
ル
ト(Kraus Held)

は
、
世
評
高
い
現
象

学
入
門
書
、『
二
十
世
紀
の
扉
を
開
い
た
哲
学 

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
入
門
』(

浜
渦
辰
二
訳
、

九
州
大
学
出
版
会
、1985)

の
な
か
で
、「
原
的
に
（originär

）
現
れ
る
も
の
」
と
い
う
概
念

に
触
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
概
念
が
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
哲
学
を
理
解
す
る
う
え
で
有
力
な
援
軍

と
な
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
た
い
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
貢
献
度
が
測
れ

る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
こ
の
話
題
に
立
ち
入
っ
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

「
一
つ
」
の
経
験
が
「
一
つ
」
の
芸
術
作
品
に
対
応
す
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
つ
の
芸

術
作
品
に
つ
い
て
は
、
複
数
の
（
お
そ
ら
く
莫
大
な
数
の
複
数
の
）
経
験
が
生
起
し
ま
す
。
一

人
の
人
間
は
反
復
的
に
経
験
を
行
い
ま
す
。
そ
し
て
複
数
、
い
や
無
数
の
人
間
が
同
じ
こ
と
を

行
い
ま
す
。
一
つ
の
芸
術
作
品
を
め
ぐ
っ
て
、
無
数
の
人
間
に
よ
っ
て
無
数
の
経
験
が
反
復
的

に
行
わ
れ
る
の
で
す
。 

 

し
か
し
こ
れ
ら
無
数
の
経
験
は
、
な
に
ゆ
え
に
あ
る
「
一
つ
の
」
芸
術
作
品
の
経
験
な
の
で

し
ょ
う
か
。 
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ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
場
合
、
個
々
の
経
験
の
「
個
別
性
」
が
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。
本
稿
第
二
章

に
お
い
て
、
私
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
原
理
を
こ
う
「
総
括
」
し
て
お
き
ま
し
た
。 

 

《「
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
」
と
は
、
個
々
の
主
観
が
、
人
間
の
あ
る
生
産
物
を
、
意
識
に

お
い
て
、
繰
り
返
し
、
つ
ね
に
新
た
に
、
ま
さ
に
芸
術
作
品
と
し
て
、
人
間
の
他
の
生
産
物
か

ら
切
り
離
す
、
そ
の
操
作
を
言
う
。
こ
の
操
作
に
よ
っ
て
、
芸
術
作
品
は
世
界
に
到
来
し
、
世

界
の
一
部
と
な
り
、
個
人
の
世
界
の
一
部
と
な
る
》
と
。 

 

  

し
か
し
、「
個
々
の
主
観
」
の
「
こ
の
操
作
」
は
、
決
し
て
個
別
性
に
自
閉
す
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
そ
れ
は
私
と
い
う
個
別
性
、
ま
た
私
の
そ
の
た
び
の
操
作
の
個
別
性
に
閉
じ
る
も
の

で
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
「
世
界
に
到
来
し
、
世
界
の
一
部
」
と
な
る
か
ら

で
す
。
世
界
性
が
普
遍
性
を
欠
く
筈
は
な
い
の
で
す
。 

 

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
の
個
別
的
な
操
作
そ
れ
自
体
に
、
普
遍
性
が
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う

論
を
展
開
せ
ざ
る
を
得
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
の
論
法
は
次
に
掲
げ
る
ヘ
ル
ト
の
論
法
に
よ
く
似

て
い
ま
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
哲
学
的
発
想
を
イ
メ
ー
ジ
す
る
の
に
有
効
と
思
わ
れ
る
の
で
、
引

用
し
て
お
き
ま
す
。 

  
 

〔
引
用
㉕ 

『
二
十
世
紀
の
扉
を
開
い
た
哲
学
』
十
二
頁
〕 

「
私
が
一
つ
の
事
象
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
を
、
事
象
に
近
づ
い
て
い
わ
ば
直

観
的
に
あ
り
あ
り
と
体
験
す
る
可
能
性
が
根
本
的
に
実
現
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て

い
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。」（
中
略
）「
そ
れ
ゆ
え
、
私
が
経
験
・
体
験
・
思
考
に
お
い
て
出
会
う

す
べ
て
の
も
の
が
、
か
つ
て
原
的
に
（originär

）
私
の
経
験
・
体
験
・
思
考
の
圏
内
に
現
れ
た
状

況
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
い
つ
か
原
的
な
仕
方
で
現
れ
得
る
よ
う
な
状
況
を
指
示
し
て
い
る
、
と
い
う

こ
と
を
私
は
知
っ
て
い
る
。
あ
る
事
象
が
私
に
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
現
出
し
よ
う
と
も
、
何
か
が
現

出
す
る
こ
と
は
す
べ
て
私
に
と
っ
て
、
原
的
な
仕
方
で
与
え
ら
れ
る
こ
と
（
過
去
の
そ
の
状
況
）
を

遡
っ
て
指
示
し
、
あ
る
い
は
原
的
な
仕
方
で
与
え
ら
れ
る
こ
と
（
未
来
の
そ
の
状
況
）
を
あ
ら
か
じ

め
指
示
し
、
究
極
的
に
は
そ
こ
か
ら
そ
の
意
味
内
容
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」 

 
 
 
 
 
 
 

   

フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
の
基
本
的
発
想
を
語
る
ヘ
ル
ト
の
こ
の
文
章
が
、
芸
術
作
品
と
芸
術
経
験

に
も
妥
当
す
る
と
し
た
ら
ど
う
で
し
ょ
う
。 

 

繰
り
返
し
ま
す
。
一
つ
の
芸
術
作
品
が
一
つ
の
経
験
に
対
応
す
る
の
で
は
な
い
。
あ
る
芸
術

作
品
を
め
ぐ
っ
て
は
複
数
の
経
験
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
経
験
は
さ
ら
に
増
大
し
、
多
様
化

も
す
る
。
し
か
し
、
ど
ん
な
に
そ
の
数
が
増
大
し
よ
う
と
も
、
そ
の
芸
術
作
品
の
経
験
が
ま
さ

に
「
そ
の
」
作
品
の
経
験
と
さ
れ
る
所
以
は
、
そ
の
作
品
が
「
私
の
経
験
に
原
的
な
仕
方
で
現

れ
る
と
い
う
状
況
」
が
か
つ
て
あ
っ
た
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
、
ヘ
ル
ト
な
ら
言
う
こ
と
で
し
ょ

う
。 

 

あ
る
原
的
な
経
験
が
あ
り
、
こ
の
原
的
な
経
験
を
指
示
す
れ
ば
こ
そ
、
芸
術
作
品
の
個
々
の

芸
術
経
験
は
、
ま
さ
に
「
あ
の
作
品
の
」
経
験
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
だ
、
彼
な
ら
そ
う
言
う

こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
「
指
示
」
関
係
を
さ
ら
に
追
跡
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

⒞
フ
ッ
サ
ー
ル
と
美
の
接
点 

 

 

現
象
学(Phänomenologie)

の
創
始
者
と
し
て
令
名
高
い
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
哲
学
者
エ
ト
ム

ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル(Edmund Husserl,1859-1938)

が
、
一
九
〇
六
年
か
ら
一
九
〇
七
年
に

か
け
て
、
同
じ
オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
詩
人
に
し
て
劇
作
家
で
あ
る
フ
ー
ゴ
ー
・
フ
ォ
ン
・
ホ
ー
フ

マ
ン
ス
タ
ー
ル(Hugo von Hofmannstha,l1874-1929)

と
友
好
を
温
め
た
こ
と
は
、
す
で
に

フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
フ
ェ
ル
マ
ン(Ferdinand Fellmann)

の
『
現
象
学
と
表
現
主
義
』（1994.

原
著1982

）
の
翻
訳
、
あ
る
い
は
木
田
元
の
『
マ
ッ
ハ
と
ニ
ー
チ
ェ
』(2002)

な
ど
を
通
じ
て
、

わ
が
国
に
お
い
て
は
周
知
の
事
柄
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
し
か
し
私
が
こ
の
話
題
に
触
れ
る
の
は
、
先
人
の
議
論
に
何
か
を
付
け
加
え
る
た
め
で
は
な

く
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
美
意
識
を
分
析
し
た
い
か
ら
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、「
哲
学
者
」
と

「
詩
人
」
だ
け
で
は
な
く
、
修
復
家
も
ま
た
時
代
の
空
気
を
吸
っ
て
い
た
と
い
う
、
当
た
り
前

の
事
実
を
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
か
ら
に
過
ぎ
ま
せ
ん
。 
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二
人
の
交
渉
の
発
端
は
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
「
詩
人
と
現
代
」
と
い
う
講
演
で
し
た
。

木
田
元
の
『
マ
ッ
ハ
と
ニ
ー
チ
ェ
』
の
二
八
二
頁
か
ら
引
用
し
ま
す
。 

     

〔
引
用
㉖ 
『
マ
ッ
ハ
と
ニ
ー
チ
ェ
』
よ
り
〕 

「
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
は
「
詩
人
と
現
代
」
と
い
う
講
演
を
一
九
〇
六
年
の
十
二
月
に
、
ミ
ュ
ン

ヘ
ン
、
フ
ラ
ン
ク
フ
ル
ト
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
、
ベ
ル
リ
ン
の
四
箇
所
で
お
こ
な
っ
た
が
、
お
そ
ら
く

十
二
月
五
日
の
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
で
の
講
演
を
、
そ
の
こ
ろ
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
大
学
に
在
職
し
て
い
た
フ

ッ
サ
ー
ル
が
聴
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
翌
十
二
月
六
日
に
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
が
、
そ
の
返
礼
に

フ
ッ
サ
ー
ル
の
家
を
訪
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ど
ん
な
会
話
が
お
こ
な
わ
れ
た
か
は
つ
ま
び
ら
か

で
な
い
が
、
年
が
開
け
た
一
九
〇
七
年
一
月
一
二
日
付
き
で
、
今
度
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
ホ
ー
フ
マ
ン

ス
タ
ー
ル
宛
に
長
文
の
手
紙
を
書
き
、
こ
の
講
演
へ
の
共
感
を
綴
っ
て
い
る
。」 

   

し
か
し
誤
解
さ
れ
て
は
困
る
の
で
す
が
、
私
は
こ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
哲
学
に
深
入
り
す
る
つ

も
り
は
な
い
し
、
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
芸
術
に
つ
い
て
語
る
気
は
さ
ら
さ
ら
な
い
し
（
そ

の
力
量
が
無
い
）、
あ
る
い
は
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
の
交
流
に
事
寄
せ
て
、
二

十
世
紀
初
頭
の
ウ
ィ
ー
ン
や
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
の
知
的
状
況
に
つ
い
て
蘊
蓄
を
傾
け
る
と
い
う
意

図
も
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

 

私
が
こ
こ
で
企
て
る
の
は
た
だ
二
つ
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
と
根
源
的
な
レ
ベ
ル
で

発
想
を
共
有
し
て
い
る
と
い
う
事
実
の
確
認
と
、
そ
の
共
有
さ
れ
て
い
る
発
想
が
ブ
ラ
ン
デ
ィ

の
『
修
復
の
理
論
』
の
な
か
で
あ
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る
（
ら
し
い
）
と
い
う
事
実
の
確
認
、

の
二
つ
で
す
。 

 

ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
宛
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
手
紙(1907)

の
要
点
は
こ
う
で
す
。（
な
お
こ
の

書
簡
は
六
十
年
代
に
入
っ
て
始
め
て
刊
行
さ
れ
た
の
で
、
お
そ
ら
く
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
『
修
復
の

理
論
』
の
執
筆
時
、
そ
の
内
容
に
は
ア
ク
セ
ス
し
て
い
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。） 

 

①
「
世
界
に
対
す
る
詩
的
態
度
に
つ
い
て
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
が
述
べ
た
こ
と
が
、
単
に
芸
術
愛
好
者

で
あ
る
自
分
の
関
心
を
惹
い
た
だ
け
で
は
な
く
、
哲
学
者
で
あ
り
現
象
学
者
で
あ
る
自
分
の
関
心
を
も
強

く
惹
い
た
。」 

②
「
そ
れ
は
、
こ
の
詩
的
態
度
と
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
哲
学
者
が
意
識
を
純
化
し
て
い
く
作
業
と
に

は
共
通
し
た
も
の
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。」 

③
「
哲
学
の
さ
ま
ざ
ま
な
根
本
問
題
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
解
決
を
探
し
求
め
る
長
年
の
努
力
の

末
、
自
分
は
現
象
学
的
還
元
を
手
に
入
れ
た
。
こ
の
方
法
は
、
あ
ら
ゆ
る
客
観
に
対
し
て
、
自
然
的
な
態

度
か
ら
は
本
質
的
に
逸
脱
し
た
あ
る
態
度
を
取
る
こ
と
を
要
求
す
る
が
、
そ
れ
は
、
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー

ル
が
、
目
の
前
に
あ
る
客
観
や
環
境
に
対
し
て
取
る
よ
う
に
要
求
す
る
純
粋
に
美
的
な
態
度
と
よ
く
似
て

い
る
。」 

④
「
純
粋
に
美
的
な
芸
術
的
直
観
は
、
知
性
の
あ
ら
ゆ
る
実
在
的
態
度
や
そ
う
し
た
態
度
を
前
提
に
す
る

感
情
や
意
志
の
働
き
を
厳
密
に
遮
断
す
る
こ
と
を
も
と
め
る
が
、
そ
こ
に
は
実
在
性
に
関
す
る
一
切
の
定

立
作
用
を
停
止
す
る
現
象
学
的
還
元
と
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
。
写
真
の
よ
う
な
自
然
心
理
を
も
と
め
る

芸
術
と
は
っ
き
り
区
別
さ
れ
、
一
切
の
実
在
的
態
度
を
遮
断
す
る
反
自
然
主
義
的
芸
術
に
お
け
る
純
粋
に

美
的
な
直
観
に
と
っ
て
も
、
実
在
性
に
関
す
る
い
っ
さ
い
の
断
定
を
停
止
す
る
現
象
学
的
直
観
に
と
っ
て

も
、
も
は
や
現
実
性
と
可
能
性
の
区
別
は
無
効
に
な
り
、
す
べ
て
が
単
な
る
現
象
に
な
る
。
そ
こ
に
は
明

ら
か
に
通
底
す
る
も
の
が
あ
る
。
客
観
的
な
現
実
認
識
に
ま
つ
わ
る
さ
ま
ざ
ま
な
謎
の
解
明
も
、
そ
こ
か

ら
出
な
お
し
て
初
め
て
可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。」 

  

目
下
の
私
の
課
題
は
、
ク
ラ
ウ
ス
・
ヘ
ル
ト
の
議
論
に
頼
り
な
が
ら
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復

理
論
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
類
縁
関
係
を
辿
る
こ
と
で
す
。
細
部
に
踏
み
込
ん
で
こ
の
課

題
を
書
き
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
、「
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
修
復
操
作
の
根
底
に
認
知
と
い
う
操
作
を
置

い
た
こ
と
」
と
、「
現
象
学
が
個
々
の
経
験
の
根
底
に
原
的
な(originär)

経
験
を
置
く
こ
と
」

の
間
に
対
応
関
係
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
、と
い
う
問
い
か
け
で
も
あ
り
ま
す
。更
に
言
え
ば
、

そ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
詩
人
に
対
し
て
吐
露
し
た
、「
芸
術
的
直
観
」
と
「
現
象
学
的
還
元
」

の
類
縁
性
と
い
う
あ
の
洞
察
を
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
つ
い
て
も
確
認
で
き
る
か
、
と
い
う
問
い
か

け
で
も
あ
り
ま
す
。 
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⒟
片
腕
の
男 

 

こ
れ
ら
の
問
い
に
は
お
お
む
ね
肯
定
的
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、『
修

復
の
理
論
』
の
第
三
章
「
芸
術
作
品
の
潜
在
的
統
一
」
の
段
落
七
で
、「
一
本
腕
の
男
の
絵
」
に

つ
い
て
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。〔 

〕
に
よ
る
若
干
の
補
充
を
お
認
め
下
さ
い
。 

 

〔
引
用
㉗ 

『
修
復
の
理
論
』
第
三
章
段
落
七
〕（
強
調
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
） 

「
し
か
し
芸
術
作
品
が
形
あ
ら
し
め
る
像(immagine)

で
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
像
に
お
い
て
も
、
経

験
世
界
は
確
か
に
現
象
す
る
が
、
そ
れ
は
、
認
識
機
能
は
認
識
機
能
で
も
、
飽
く
ま
で
も
像
の
形
象

機
能
と
し
て
の
認
識
機
能
に
集
約
さ
れ
て
、
現
象
す
る
。
有
機
的
無
破
綻
性
の
要
請
は
そ
こ
で
は
失

効
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
像
に
お
い
て
は
、
そ
の
像
を
通
し
て
現
象
す
る
像
が
、
ま
さ
に
当
の
像
な

の
で
あ
り
、
ま
た
像
は
、
そ
の
像
を
通
し
て
現
象
す
る
像
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。〔
現
象
学
で
は
〕

現
象
学
的
還
元(riduzione fenomenologoca)

は
存
在
物
を
把
握
す
る
の
に
貢
献
す
る
〔
だ
け
〕

で
あ
る
が
、
美
学
で
は
、
現
象
学
的
還
元
は
像
の
本
質
を
開
示
す
る
本
来
的
原
則
の
地
位
を
占
め
て

い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、〔
た
と
え
ば
〕
画
中
の
人
物
の
腕
が
一
本
し
か
見
え
な
い
と
き
、
そ
の
人
物
の
像

も
一
本
の
腕
し
か
持
っ
て
い
な
い
。し
か
し
そ
の
と
き
我
々
は
、「
そ
の
男
は
実
際
に
腕
を
持
た
な
い
、

だ
か
ら
〔
絵
の
な
か
の
〕
そ
の
男
も
片
腕
〔
に
描
か
れ
た
の
〕
だ
」
な
ど
と
思
っ
た
り
し
な
い
。「
描

か
れ
て
い
て
眼
に
見
え
る
腕
」
は
、
腕
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
像
が
張
る
形
象
的
連
関
に

参
与
す
べ
く
意
味
論
的
に
機
能
す
る
何
か
な
の
で
あ
る
。
描
か
れ
て
い
な
い
も
う
一
本
の
腕
を
想
定

す
る
手
続
き
は
、
芸
術
作
品
の
鑑
賞
に
所
属
し
て
は
い
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
こ
の
手
続
き
は
、

〔
観
賞
と
は
〕逆
向
き
の
過
程
、す
な
わ
ち
芸
術
作
品
を
生
成
せ
し
め
る
方
の
過
程
に
属
し
て
い
る
。

そ
れ
は
、
芸
術
作
品
は
自
然
の
客
観
の
再
現
に
復
帰
す
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
局
面
で
は
、

絵
で
再
現
さ
れ
た
自
然
客
観
、
今
の
場
合
そ
れ
は
あ
る
人
間
存
在
な
の
だ
が
、
そ
の
人
間
存
在
は
も

う
一
本
の
腕
を
持
っ
て
い
た
筈
な
の
で
あ
る
。」 

 

 

一
人
の
男
を
描
い
た
絵
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
腕
が
一
本
し
か
見
え
て
い
な
い
と
し
ま
す
。

そ
れ
は
「
一
本
の
腕
だ
け
が
見
え
て
い
る
男
の
絵
」
な
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
「
一
本
腕

の
男
の
絵
」
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

世
の
中
に
一
本
腕
の
男
は
少
な
か
ら
ず
実
在
し
ま
す
。
我
々
は
そ
の
男
を
眺
め
、
そ
の
姿
を

記
憶
に
と
ど
め
、
そ
の
男
を
「
一
本
腕
の
男
」
と
し
て
概
念
的
に
認
識
し
ま
す
。
そ
の
と
き
私

は
「
認
識
機
能
」
を
駆
使
し
て
い
る
訳
で
す
が
、
こ
の
概
念
的
認
識
に
は
、「
人
間
」
と
い
う
上

位
概
念
が
結
び
つ
い
て
い
て
、
そ
の
限
り
で
こ
の
男
は
、「
人
間
で
あ
る
以
上
、
本
来
な
ら
両
腕

が
備
わ
っ
て
い
る
べ
き
だ
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
片
腕
し
か
な
い
男
」
と
認
識
さ
れ
て
い
る
筈

で
す
。「
有
機
的
無
破
綻
性
」
と
は
そ
う
い
う
こ
と
で
す
。 

 

で
は
絵
画
で
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
絵
は
「
有
機
的
無
破
綻
性
」
と
無
関
係
な
の
で
し
ょ
う
か
。

「
絵
」
は
「
男
が
持
つ
現
実
的
な
条
件
」
と
い
っ
さ
い
無
関
係
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

必
ず
し
も
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ま
ず
「
絵
の
制
作
」
と
「
絵
の
観
賞
」
を
区
別
し
ま
し

ょ
う
。
絵
を
制
作
す
る
と
き
、
し
か
も
「
一
人
の
男
」
の
絵
を
制
作
す
る
と
き
、
実
は
こ
の
「
有

機
的
無
破
綻
性
」
が
機
能
し
て
い
ま
す
。「
男
」、
つ
ま
り
「
人
間
」
を
描
く
以
上
、
そ
こ
に
描

か
れ
て
い
る
も
の
は
、「
本
来
な
ら
両
腕
が
備
わ
っ
て
い
る
べ
き
だ
が
、
何
ら
か
の
理
由
で
片
腕

し
か
な
い
男
」
で
し
か
あ
り
え
な
い
の
で
す
。 

 

引
用
㉗
の
ラ
ス
ト
が
そ
れ
を
語
っ
て
い
ま
す
。「
そ
う
で
は
な
く
て
こ
の
手
続
き
〔
も
う
一
本

の
腕
を
想
定
す
る
手
続
き
〕
は
、〔
観
賞
と
は
〕
逆
向
き
の
過
程
、
す
な
わ
ち
芸
術
作
品
を
生
成

せ
し
め
る
方
の
過
程
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
芸
術
作
品
は
自
然
の
客
観
の
再
現
に
復
帰
す

る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
の
局
面
で
は
、
絵
で
再
現
さ
れ
た
自
然
客
観
、
今
の
場
合
そ
れ

は
あ
る
人
間
存
在
な
の
だ
が
、
そ
の
人
間
存
在
は
も
う
一
本
の
腕
を
持
っ
て
い
た
筈
な
の
で
あ

る
。」 

 
し
か
し
制
作
で
は
な
く
、
絵
を
観
賞
す
る
と
き
は
ど
う
で
し
ょ
う
か
。
観
賞
に
お
い
て
も
、

描
か
れ
て
い
る
男
は
「
一
本
腕
の
男
」
で
し
ょ
う
か
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
そ
う
で
は
な
い
と
言
い

ま
す
。 

 

観
賞
に
お
い
て
、
人
は
（
物
で
は
な
く
）「
像
」
を
見
ま
す
。
た
し
か
に
芸
術
作
品
で
も
「
経

験
世
界
は
確
か
に
現
象
す
る
」
の
で
す
が
、「
そ
れ
は
、
認
識
機
能
は
認
識
機
能
で
も
、
飽
く
ま
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で
も
像
の
形
象
機
能
と
し
て
の
認
識
機
能
に
集
約
さ
れ
て
、
現
象
す
る
」
の
で
す
。
像
は
た
し

か
に
「
経
験
世
界
」
の
像
で
は
あ
る
の
で
す
が
、
認
式
機
能
は
「
形
象
機
能
」
に
限
定
さ
れ
て

機
能
し
て
い
る
の
で
、「
現
実
性
」
は
視
野
の
外
部
に
お
か
れ
る
の
で
す
。
そ
こ
で
は
「
そ
の
男

が
現
実
に
一
本
腕
の
男
か
ど
う
か
」
と
い
う
現
実
的
関
心
は
排
除
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

で
は
観
賞
に
お
い
て
、
実
際
の
と
こ
ろ
「
何
」
が
見
え
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
ブ
ラ
ン
デ

ィ
は
こ
う
答
え
ま
す
。「
像
に
お
い
て
は
、
そ
の
像
を
通
し
て
現
象
す
る
像
が
、
ま
さ
に
当
の
像

な
の
で
あ
り
、
ま
た
像
は
、
そ
の
像
を
通
し
て
現
象
す
る
像
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。」
要
す

る
に
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
こ
う
言
っ
て
い
る
の
で
す
。
像
を
通
し
て
像
が
見
え
て
い
る
の
だ
と
。 

 

し
か
し
ま
さ
に
こ
の
主
張
に
お
い
て
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
密
着
し
ま
す
。
フ
ッ

サ
ー
ル
は
、「
自
分
は
現
象
学
的
還
元
を
手
に
入
れ
た
。
こ
の
方
法
は
、
あ
ら
ゆ
る
客
観
に
対
し

て
、
自
然
的
な
態
度
か
ら
は
本
質
的
に
逸
脱
し
た
あ
る
態
度
を
取
る
こ
と
を
要
求
す
る
が
、
そ

れ
は
、
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
が
、
目
の
前
に
あ
る
客
観
や
環
境
に
対
し
て
取
る
よ
う
に
要
求

す
る
純
粋
に
美
的
な
態
度
と
よ
く
似
て
い
る
」
と
い
う
趣
旨
の
言
葉
を
詩
人
に
送
り
ま
し
た
が

（
⒞
の
③
）
、
そ
れ
が
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
〔
現
象
学
で
は
〕
現
象
学
的
還
元(riduzione 

fenomenologoca)

は
存
在
物
を
把
握
す
る
の
に
貢
献
す
る
〔
だ
け
〕
で
あ
る
が
、
美
学
で
は
、

現
象
学
的
還
元
は
像
の
本
質
を
開
示
す
る
本
来
的
原
則
の
地
位
を
占
め
て
い
る
」
と
い
う
言
葉

に
呼
応
す
る
こ
と
は
多
言
を
要
し
ま
せ
ん
。 

 

そ
こ
で
当
初
の
設
問
に
回
答
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。「
芸
術
的
直
観
」
と
「
現
象
学
的
還
元
」

の
類
縁
性
と
い
う
洞
察
を
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
。
も
ち
ろ
ん
答
え
は
肯

定
的
で
す
。
更
に
、「
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
修
復
操
作
の
根
底
に
認
知
と
い
う
操
作
を
置
い
た
こ
と
」

と
、「
現
象
学
が
個
々
の
経
験
の
根
底
に
原
的
な(originär)

経
験
を
置
く
こ
と
」
の
間
に
も
、

や
は
り
対
応
関
係
が
あ
る
と
考
え
て
も
さ
し
支
え
な
い
で
し
ょ
う
。 

  

し
か
し
だ
か
ら
ど
う
だ
と
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。
い
ま
確
認
で
き
た
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
、

ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
、
そ
し
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
「
原
的
な
経
験
」
と
い
う
現
象
学
的
な
発
想

を
共
有
し
て
い
た
と
い
う
事
実
で
す
。
し
か
し
私
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
こ
の
仲
間
に
入
れ
て
も

ら
え
た
、
と
い
っ
て
浮
か
れ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ホ
ー
フ
マ
ン
ス
タ
ー
ル
と
認
識
を
共
有
し
て
い
る
の
は
事
実

で
す
が
、
本
稿
の
問
題
意
識
に
照
ら
し
て
重
要
な
の
は
、
む
し
ろ
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
ほ
か
の
二
人

が
し
な
い
仕
方
で
「
原
的
な
経
験
」
を
扱
っ
た
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

彼
は
こ
の
「
原
的
な
経
験
」
を
、
な
ん
と
「
修
復(restauro)

」
と
い
う
領
域
に
適
用
し
て

見
せ
た
の
で
す
。
他
の
二
人
は
修
復
に
た
い
し
て
何
の
関
心
も
持
っ
て
い
ま
せ
ん
。 

  

し
か
し
こ
こ
に
は
一
つ
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。 

 

そ
れ
は
、
こ
の
「
原
的
な
経
験
へ
の
復
帰
」
な
る
も
の
が
、
具
体
的
に
、
ど
ん
な
手
続
き
で

遂
行
さ
れ
る
の
か
と
い
う
点
で
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
修
復
家
で
す
。
そ
の
修
復
家
に
と
っ
て
芸

術
作
品
は
「
物
質
」
で
も
あ
る
筈
で
す
。
し
か
し
物
質
は
流
動
し
て
止
ま
な
い
で
は
な
い
か
。

ま
し
て
相
手
は
、「
劣
化
」
と
い
う
名
の
激
烈
な
流
動
に
曝
さ
れ
た
芸
術
作
品
で
す
。
ブ
ラ
ン
デ

ィ
は
こ
の
「
流
動
」
か
ら
、
い
っ
た
い
ど
う
や
っ
て
元
の
作
品
と
い
う
「
原
的
な
経
験
」
を
す

く
い
取
る
積
も
り
な
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

そ
の
場
合
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
独
自
性
は
一
に
か
か
っ
て
、
か
の
「
原
的
な
経
験
」
を
「
素
材

(material)

」
に
も
関
係
づ
け
た
点
に
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
素

材
へ
の
視
点
を
欠
く
修
復
理
論
な
ど
原
理
的
に
あ
り
得
な
い
以
上
、
修
復
理
論
を
基
礎
づ
け
る

「
原
的
な
経
験
」
は
「
素
材
」
に
も
触
れ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
す
。
こ
の
点
で
は
、
む
し
ろ

フ
ッ
サ
ー
ル
と
ブ
ラ
ン
デ
ィ
へ
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
（
近
さ
で
は
な
く
）「
遠
さ
」
に
こ
そ
、
我
々
は

眼
を
向
け
る
べ
き
な
の
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。 

 

し
か
し
（
こ
れ
が
第
二
の
問
題
な
の
で
す
が
）、
私
た
ち
は
ま
だ
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
原
理
」（
反

原
理
で
は
な
く
）
の
言
説
の
す
べ
て
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
ブ
ラ
ン

デ
ィ
が
「
意
識
」（
素
材
で
な
く
）
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
更
な
る
要
素
が
存
在
し
ま
す
。
そ
れ

は
「
歴
史
」
と
い
う
要
素
な
の
で
す
が
、
私
は
そ
れ
へ
の
入
り
口
を
「
複
数
」
と
い
う
契
機
に

見
る
の
で
す
。 
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【
第
七
章
】 

修
復
虚
偽
論
（
歴
史
を
め
ぐ
る 

そ
の
二
） 

 

〔
第
一
節
〕
複
数
と
い
う
問
題
圏 

Ⅰ
（
修
復
は
修
復
を
批
評
す
る
） 

 

ど
う
す
れ
ば
劣
化
し
た
芸
術
作
品
を
「
真
正(authentico)

」
な
る
テ
ク
ス
ト
に
復
帰
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
私
は
こ
の
問
題
を
め
ぐ
る
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
考
察
を
、「
複
数
」
と
い
う

観
点
か
ら
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ま
す
。 

  

実
を
言
う
と
本
稿
は
「
複
数
」
と
い
う
論
点
に
す
で
に
何
回
か
ア
ク
セ
ス
し
て
い
ま
す
。
ま

ず
私
は
（
本
稿
第
三
章
第
一
節
）、
修
復
を
終
え
た
芸
術
作
品
が
修
復
の
法
廷
（
審
級
）
に
立
ち
、

自
ら
の
真
正
性
を
挙
証
す
る
場
面
に
言
及
し
ま
し
た
が
、
そ
の
と
き
芸
術
作
品
が
い
わ
ば
三
重

化
し
た
姿
で
人
々
の
眼
に
映
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
促
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
「
オ
リ
ジ
ナ

ル
の
姿
」、「
劣
化
し
た
姿
」、
そ
し
て
「
修
復
を
終
え
た
姿
」
の
三
つ
の
姿
で
、
作
品
は
そ
の
真

正
性
の
裁
き
を
受
け
る
の
で
し
た
。
し
か
し
一
つ
の
作
品
が
三
重
化
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

作
品
が
複
数
と
い
う
刻
印
を
帯
び
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

し
か
し
そ
れ
を
言
う
な
ら
、
あ
る
芸
術
作
品
が
「
壊
れ
る
」
こ
と
も
ま
た
作
品
の
「
複
数
化
」

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
、
一
枚
の
絵
皿
が
真
二
つ
に
割
れ
た
と
き
、
そ
の
と
き
哲

学
的
に
は
何
が
起
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
一
つ
の
統
一
的
な
芸
術
作
品
が
失
わ
れ
た
こ
と

は
言
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
見
方
を
変
え
て
こ
う
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
で
し
ょ
う

か
。
二
つ
に
割
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
作
品
が
二
重
化
さ
れ
た
の
だ
、
と
。 

 

不
謹
慎
な
こ
と
を
言
う
な
と
叱
ら
れ
そ
う
で
す
。
し
か
し
、
も
し
割
れ
た
片
方
が
そ
れ
な
り

に
当
初
の
「
全
体
」
で
あ
り
、
ま
た
も
う
一
つ
の
片
方
も
そ
れ
と
は
別
の
仕
方
で
当
初
の
「
全

体
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
右
の
提
案
は
見
か
け
ほ
ど
不
謹
慎
で
な
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
つ
だ
っ
た
も
の
が
二
つ
に
割
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
ま
ま
で
は

遂
に
知
り
得
な
か
っ
た
事
情
が
露
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
一
→
二
」
と
い
う
進
展
は
喪

失
で
は
な
く
む
し
ろ
獲
得
で
は
な
い
の
か
。「
複
数
」
は
「
単
数
」
の
知
ら
な
い
何
か
を
教
え
て

い
る
の
で
は
な
い
の
か
。 

 

し
か
し
芸
術
作
品
の
こ
の
意
味
で
の
複
数
化
に
立
ち
入
る
ま
え
に
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
別
の

視
点
か
ら
の
複
数
化
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
主
観
の
複
数
、「
す
な
わ
ち
修
復
家
た
ち

と
い
う
複
数
」
の
こ
と
で
す
。 

 

⒜
「
最
新
の
介
入
措
置
（intervento ultimo

）」 

 

修
復
家
が
芸
術
作
品
の
修
復
に
取
り
組
も
う
と
し
て
い
る
場
面
を
思
い
浮
か
べ
て
く
だ
さ
い
。

こ
の
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
芸
術
作
品
が
過
去
に
お
い
て
一
度
も
修
復
を
受
け
た
こ
と
が
な

い
こ
と
、
つ
ま
り
そ
れ
が
修
復
に
対
し
て
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
状
態
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
ま
せ
ん
。

確
か
に
一
度
も
修
復
を
受
け
た
こ
と
が
な
い
芸
術
作
品
も
あ
る
で
し
ょ
う
。
地
中
か
ら
発
掘
さ

れ
た
ば
か
り
の
彫
像
の
場
合
、今
回
の
修
復
が
そ
の
最
初
の
修
復
に
当
た
る
筈
で
す
。し
か
し
、

そ
う
い
う
少
数
の
ケ
ー
ス
は
別
と
し
て
、
圧
倒
的
多
数
の
芸
術
作
品
は
制
作
以
来
数
度
に
わ
た

っ
て
修
復
を
施
さ
れ
て
い
る
の
が
通
例
で
あ
り
、そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
、芸
術
作
品
は
数
百
年
、

場
合
に
よ
っ
て
は
数
千
年
の
長
寿
に
恵
ま
れ
も
す
る
の
で
す
。 

 

さ
て
当
然
の
こ
と
で
す
が
、
芸
術
作
品
の
側
か
ら
見
れ
ば
、
お
そ
ら
く
「
私
（
現
代
の
修
復

家
）」
は
、
そ
の
芸
術
作
品
が
か
つ
て
対
面
し
た
複
数
の
修
復
家
の
う
ち
で
、
も
っ
と
も
後
か
ら

生
ま
れ
た
修
復
家
、
す
な
わ
ち
「
も
っ
と
も
若
い
修
復
家
」
で
あ
る
筈
で
す
。 

 

さ
て
修
復
に
取
り
か
か
る
と
き
、
そ
の
「
も
っ
と
も
若
い
修
復
家
」
は
芸
術
作
品
の
な
か
に

「
過
去
の
修
復
家
た
ち
の
手
技
の
形
跡
」
を
認
め
な
い
で
は
い
ら
れ
ま
せ
ん
。
修
復
家
は
修
復

に
際
し
て
作
品
に
出
会
う
だ
け
で
な
く
、
そ
の
作
品
に
関
わ
っ
た
先
行
す
る
修
復
家
た
ち
の
手

技
に
も
出
会
う
の
で
す
。 

 

し
か
し
た
と
え
過
去
に
お
い
て
複
数
の
修
復
家
が
そ
の
作
品
に
介
入
措
置
を
施
し
た
と
し
て

も
、
直
接
的
に
今
の
修
復
家
の
眼
に
触
れ
、
ま
た
そ
の
修
復
家
の
眼
を
も
っ
と
も
強
く
引
き
つ

け
る
の
は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
直
前
の
修
復
家
の
仕
事
ぶ
り
で
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
以
前
の
修

復
家
た
ち
の
手
技
は
、
こ
の
直
前
の
修
復
家
に
よ
っ
て
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
て
い
る
可
能
性
が
濃
厚

だ
か
ら
で
す
。（
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
塗
り
つ
ぶ
し
は
全
面
的
で
は
な
く
、
そ
の
向
こ
う
側
に
も
っ

と
古
い
修
復
家
の
手
技
の
跡
が
垣
間
見
え
は
す
る
の
で
し
ょ
う
が
。） 
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と
こ
ろ
で
『
修
復
の
理
論
』
第
五
章
段
落
二
十
は
「
復
元
」
と
い
う
名
の
偽
修
復
を
扱
う
文

章
で
し
た
が
、
そ
の
中
に
「
最
新
の
介
入
措
置
（intervento ultimo

）」
と
い
う
表
現
が
あ

っ
た
こ
と
を
ご
記
憶
の
こ
と
と
思
い
ま
す
（
本
稿
第
五
章
の
引
用
⑬
を
こ
こ
に
引
用
①
と
し
て

再
掲
）。
そ
の
議
論
の
詳
細
は
い
ま
必
要
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
最
新
の
介
入
措
置
」
と
い
う
表
現

は
思
い
出
す
必
要
が
あ
り
ま
す
。 

 

〔
引
用
① 

『
修
復
の
理
論
』 

第
五
章
段
落
二
十
〕 

「
再
制
作
に
は
か
な
ら
ず
、
あ
る
時
間
の
遠
さ
の
廃
棄
の
請
求
が
、
眼
に
見
え
る
よ
う
に
、
あ
る
い

は
眼
に
見
え
な
い
よ
う
に
、
含
ま
れ
て
い
る
。
再
制
作
の
時
点
に
お
い
て
、
最
新
の
介
入
措
置

（intervento ultimo

）
が
そ
の
芸
術
作
品
が
成
立
し
た
当
の
時
点
に
同
一
化
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
が
前
者
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
最
新
の
介
入
措
置
が
、
再
制
作
に
先
行
す
る
時
間
を
も
、
隈

な
く
再
制
作
の
現
在
に
溶
か
し
込
む
の
が
後
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
歴
史
的
審
級
か
ら
見
れ
ば
、

対
立
す
る
相
容
れ
な
い
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。」 

  

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
理
論
は
自
己
反
省
的
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
他
者
批
判
的
で
も
あ
り

ま
す
。
す
な
わ
ち
修
復
家
は
、「
自
分
は
芸
術
作
品
の
修
復
に
際
し
て
ど
の
よ
う
に
振
舞
う
べ
き

か
」
を
問
う
だ
け
で
は
な
く
、「
過
去
の
修
復
家
で
あ
る
何
某
は
修
復
に
際
し
て
正
し
く
振
舞
っ

た
か
」
と
問
わ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
修
復
家
は
劣
化
し
た
芸
術
作
品

に
対
峙
す
る
だ
け
で
は
な
く
、ま
た
自
ら
の
修
復
行
為
に
反
省
的
に
対
峙
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

「
過
去
の
修
復
家
が
お
こ
な
っ
た
介
入
操
作
」
に
も
対
峙
す
る
の
で
す
。（
本
稿
の
第
五
章
で
見

た
よ
う
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
復
元
（ripristino

）
と
い
う
介
入
操
作
を
偽
修
復
と
し
て
自
ら

の
修
復
に
お
い
て
除
去
し
、
ま
た
新
規
改
作
（nuovo adattamento

）
と
い
う
介
入
措
置
を
非

修
復
と
し
て
自
ら
の
修
復
に
お
い
て
除
去
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
も
ま
た
「
過
去
の
修
復
家
の
介

入
操
作
へ
の
批
判
的
判
断
」
の
一
例
と
見
做
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。） 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
理
解
す
る
「
修
復
」
と
は
、
芸
術
作
品
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
に
施
さ
れ
た

「
過
去
の
修
復
」
ま
で
俎
上
に
載
せ
る
手
続
き
で
す
。
ヴ
ァ
ー
ジ
ン
状
態
の
作
品
を
扱
う
ま
れ

な
場
合
は
別
と
し
て
、
一
般
に
、
修
復
は
修
復
の
批
判
で
す
。 

  

こ
こ
で
「
修
復
家
」
が
二
重
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
白
で
し
ょ
う
。
し
か
し
こ
の
関
係
は

さ
ら
に
複
数
化
に
向
け
て
開
か
れ
て
い
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

あ
る
作
品
を
め
ぐ
っ
て
、
修
復
家
Ａ
（
私
）
は
先
行
す
る
修
復
家
Ｂ
を
批
判
す
る
。
し
か
し

そ
の
修
復
家
Ｂ
は
、同
じ
作
品
を
め
ぐ
っ
て
、更
に
先
行
す
る
修
復
家
Ｃ
を
批
判
し
た
筈
で
す
。

し
か
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
修
復
家
Ａ
は
「
修
復
家
Ｃ
を
批
判
し
た
修
復
家
Ｂ
を
批
判
」
し
た

こ
と
に
な
る
道
理
で
す
。
批
判
は
累
積
す
る
の
で
す
。 

 

し
か
し
「
批
判
（
批
評
）」
と
い
う
言
葉
を
理
由
な
く
使
用
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
ま
せ
ん
。
ブ

ラ
ン
デ
ィ
は
「
修
復
の
批
評
性
」
を
哲
学
的
に
ど
う
基
礎
づ
け
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。 

 

⒝
「
方
法
的
な
時(momento metodologico)

」
と
は
何
か 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
『
修
復
の
理
論
』
の
な
か
で
い
さ
さ
か
意
味
の
取
り
に
く
い
概
念
、「
方
法
的

な
時(momento metodologico)

」
と
い
う
概
念
を
数
度
に
わ
た
っ
て
使
用
し
て
い
ま
す
。
私

は
こ
の
概
念
を
本
稿
第
二
章
第
二
節
⒝
で
い
っ
た
ん
取
り
上
げ
た
も
の
の
、
そ
れ
以
来
そ
れ
を

ず
っ
と
放
置
す
る
か
た
ち
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
こ
の
謎
め
い
た
概
念
は
、『
修
復
の
理

論
』
第
八
章
段
落
六
に
い
た
っ
て
、
よ
う
や
く
そ
の
全
容
を
明
ら
か
に
し
ま
す
。「
方
法
的
な
時
」

が
「
批
評
」
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
、『
修
復
の
理
論
』
第
八
章
に
至
っ
て
よ
う
や
く
明
ら
か

に
さ
れ
る
の
で
す
。 

 

「
方
法
的
な
時
」
に
つ
い
て
の
理
論
的
に
ま
と
ま
っ
た
叙
述
は
四
カ
所
、
す
な
わ
ち
『
修
復

の
理
論
』
の
「
第
一
章
段
落
十
」、「
第
一
章
段
落
二
十
二
」、「
第
八
章
段
落
三
」、「
第
八
章
段

落
六
」
の
四
箇
所
に
見
ら
れ
ま
す
。
こ
こ
に
そ
の
す
べ
て
を
掲
げ
ま
す
（
引
用
②
と
引
用
④
に

含
ま
れ
る
強
調
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
自
身
に
よ
る
も
の
で
す
。） 

  
  

〔
引
用
② 
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
〕 

「
修
復
は
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
作
用
と
直
接
的
に
関
係
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
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そ
の
概
念
は
こ
う
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
修
復
と
は
、
芸
術
作
品
を
認
知
す
る
方
法

的
な
時
を
、芸
術
作
品
の
未
来
へ
の
仲
介
と
い
う
観
点(vista)

か
ら
捉
え
直
す
こ
と(costituire)

、

そ
れ
も
、
芸
術
作
品
の
素
材
的
特
性
と
芸
術
作
品
の
美
的
・
歴
史
的
二
極
性
の
下
で
、
そ
れ
を
捉
え

直
す
こ
と
で
あ
る
。」 

 

 
  

〔
引
用
③ 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
二
十
二
〕 

 

「
こ
れ
ら
二
つ
、
つ
ま
り
美
的
と
歴
史
的
の
審
級
を
媒
介
す
る
こ
と
、
そ
し
て
こ
の
媒
介
作
用
を
、

芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
方
法
的
な
時
に
関
係
づ
け
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
に
修
復
の

弁
証
法(Dialektik)

は
存
す
る
。」 

      

〔
引
用
④ 

『
修
復
の
理
論
』
第
八
章
段
落
三
〕 

「
私
は
、
芸
術
作
品
を
、
そ
の
美
的
な
ら
び
に
歴
史
的
の
二
極
性
に
お
い
て
、
認
知
す
る
方
法
的
な

時
と
し
て
、
修
復
を
定
義
し
た
。
さ
て
方
法
的
な
時
と
は
な
に
か
。
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て

認
知
す
る
こ
と
は
、
個
人
の
意
識(coscienza individuale)
の
な
か
で
直
観
的
に
進
行
す
る
の
だ

が
、
こ
の
認
知
は
、
芸
術
作
品
と
し
て
の
芸
術
作
品
に
対
す
る
未
来
に
お
け
る
態
度
の
た
め
の
基
盤

を
提
供
す
る
。
そ
の
意
味
で
、
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
個
人
の
態
度
は
、
た
だ
ち

に
、
普
遍
的
意
識(coscienza universale)

の
体
現
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
と
き
、
芸
術
作
品

を
保
存
し
、
未
来
に
手
渡
す
と
い
う
課
題
は
、
こ
の
普
遍
的
意
識
に
委
ね
ら
れ
る
の
で
あ
る
。」 

     

〔
引
用
⑤ 

『
修
復
の
理
論
』
第
八
章
段
落
六
〕 

「
私
は
、
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
と
い
う
方
法
的
な
時
と
し
て
、
修
復
を
定
義
し

た
が
、
こ
の
時
は
批
評
的
プ
ロ
セ
ス
（processo critico

）
で
あ
る
。
こ
の
批
評
的
プ
ロ
セ
ス

を
通
じ
て
修
復
は
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
欠
い
て
は
、
芸
術
作
品
の
修

復
と
い
う
あ
の
措
置
は
恣
意(arbitrario)

に
陥
り
、
正
当
化
さ
れ
な
い
。
修
復
は
、
い
っ
さ
い
の

経
験
的
な
や
り
口
、
つ
ま
り
純
然
た
る
実
践
的
な
や
り
口
と
き
っ
ぱ
り
と
手
を
切
る
が
よ
い
。
修
復

を
あ
る
歴
史(storia)

に
統
合
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
修
復
的
な
措
置
を
可
能
に
す
る
時
に
つ
い
て

の
批
判
的
で
学
問
的
な
意
識
、
と
し
て
の
歴
史
に
統
合
し
よ
う
で
は
な
い
か(lo integriamo alla 

storia,come coscienza critica e scientifica del momento in cui l'
intervento di 

restauro si produce.)

。」 

 

 

始
め
の
三
つ
の
引
用
と
、
最
後
の
引
用
⑤
は
明
ら
か
に
性
格
を
異
に
し
て
い
ま
す
。
飛
び
抜

け
て
重
要
な
の
は
最
後
の
引
用
⑤
で
す
が
、
そ
の
分
析
に
取
り
か
か
る
前
に
他
の
三
つ
の
引
用

を
整
理
し
て
お
き
ま
す
。
こ
こ
か
ら
は
し
ば
ら
く
駆
け
足
で
進
み
ま
す
。 

 

重
複
を
削
除
し
、
内
容
を
適
切
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
三
つ
の
引
用
文
を
簡
明

な
文
章
に
統
合
す
る
こ
と
が
可
能
で
す
。 

 

ま
ず
引
用
④
の
第
一
文
は
引
用
③
に
ほ
ぼ
同
じ
で
す
。そ
れ
ら
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
差
は
あ
れ
、

内
容
的
に
ほ
ぼ
一
致
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
ら
二
つ
の
文
章
は
、
ど
ち
ら
も
、
引
用
②
の
、

「
修
復
と
は
、
芸
術
作
品
を
認
知
す
る
方
法
的
な
時
を
、
芸
術
作
品
の
未
来
へ
の
仲
介
と
い
う

観
点(vista)

か
ら
捉
え
直
す
こ
と
、
そ
れ
も
、
芸
術
作
品
の
素
材
的
特
性
と
芸
術
作
品
の
美

的
・
歴
史
的
二
極
性
の
下
で
、
そ
れ
を
捉
え
直
す
こ
と
で
あ
る
」
か
ら
、「
芸
術
作
品
の
未
来
へ

の
仲
介
と
い
う
観
点
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
」
を
外
し
た
も
の
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。 

 

こ
の
よ
う
に
重
複
部
分
を
整
理
し
て
い
く
と
、
引
用
②
③
④
は
最
終
的
に
こ
う
整
理
統
合
で

き
ま
す
。
箇
条
書
き
に
し
て
み
ま
し
ょ
う
。 

 

⒈ 

芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
個
人
の
態
度(

方
法
的
な
時)

は
、
た
だ
ち
に
、
普
遍

的
意
識
の
体
現
で
も
あ
る
。
そ
の
と
き
、
芸
術
作
品
を
保
存
し
、
未
来
に
手
渡
す
と
い
う
課
題
は
、

こ
の
普
遍
的
意
識
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
。 

⒉ 

修
復
の
弁
証
法
は
、「
美
的
と
歴
史
的
の
審
級
を
媒
介
す
る
こ
と
」、
そ
し
て
「
こ
の
媒
介
作
用

を
、
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
方
法
的
な
時
に
関
係
づ
け
る
こ
と
」
に
存
す
る
。 

⒊ 
修
復
と
は
、
芸
術
作
品
を
認
知
す
る
方
法
的
な
時
を
、
芸
術
作
品
の
未
来
へ
の
仲
介
と
い
う
観

点(vista)
か
ら
捉
え
直
す
こ
と
、
し
か
も
芸
術
作
品
の
素
材
的
特
性
と
芸
術
作
品
の
美
的
・
歴
史

的
二
極
性
の
下
で
、
そ
れ
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。 
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「
方
法
的
な
時
」
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
タ
ワ
ー
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
が
お
分
か
り
頂

け
る
と
思
い
ま
す
。
実
際
、「
方
法
的
な
時
」
は
、
自
ら
を
「
未
来
（
⒈
と
⒊
）」
あ
る
い
は
「
普

遍
的
意
識
（
⒈
と
⒊
）」
に
結
び
つ
け
、
そ
れ
と
併
行
し
て
「
美
的
と
歴
史
的
の
審
級
の
媒
介
（
⒉

と
⒊
）」
を
促
進
す
る
の
で
す
。
こ
れ
を
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
化
し
、「
未
来
」
を
ゴ
シ
ッ
ク
に
す
る

と
こ
う
な
り
ま
す
。 

            
 
      

［
芸
術
作
品
の
美
的
と
歴
史
的
の
二
極
性
］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     

↓ 

芸
術
作
品
を
認
知
す
る
方
法
的
な
時 

  ---

→    

芸
術
作
品
の
未
来
へ
の
仲
介
と
い
う
観
点 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↑ 

                     

［
芸
術
作
品
の
素
材
的
特
性
］ 

 

⒞ 

修
復
の
正
当
化
手
続
き
と
し
て
の
「
批
評
」 

 

し
か
し
「
方
法
的
な
時
」
に
触
れ
る
箇
所
で
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、「
批
評
」
に
言
及
す
る

最
後
の
引
用
⑤
で
す
。
そ
こ
で
は
こ
う
言
わ
れ
て
い
ま
す
。「
修
復
は
（
後
述
の
よ
う
に
）「
批

評
的
な
プ
ロ
セ
ス
」
だ
が
、
こ
の
「
批
評
的
〔
批
判
的
〕
プ
ロ
セ
ス
を
通
じ
て
修
復
は
正
当
化

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
欠
い
て
は
、
芸
術
作
品
の
修
復
と
い
う
あ
の
措
置

は
恣
意
的(arbitrario)

に
陥
り
、
正
当
化
さ
れ
な
い
」
と
。
な
ぜ
な
ら
、
芸
術
作
品
の
認
知

は
、「
そ
の
都
度
、
各
個
人
の
意
識
の
内
部
で
、
そ
し
て
各
個
人
の
意
識
に
対
し
て
、
進
行
せ
ざ

る
を
得
な
い
」（『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落13

）
か
ら
だ
と
。 

 

し
か
し
こ
の
く
だ
り
、
つ
ま
り
「
批
評
的
〔
批
判
的
〕
プ
ロ
セ
ス
を
欠
い
て
は
、
芸
術
作
品

の
修
復
と
い
う
あ
の
措
置
は
恣
意
的
に
陥
り
、
正
当
化
さ
れ
な
い
」
と
い
う
く
だ
り
は
、
裏
を

返
せ
ば
、「
あ
る
修
復
が
正
し
い
こ
と
、
す
な
わ
ち
あ
る
修
復
に
嘘
が
な
い
こ
と
は
、
そ
の
修
復

の
内
部
で
は
け
っ
し
て
証
明
で
き
な
い
」
と
い
う
意
味
に
読
め
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
人
が
、
自
分

が
正
直
で
あ
る
こ
と
を
自
分
で
は
証
明
で
き
な
い
よ
う
に
、
で
す
。
修
復
が
「
恣
意
」
的
と
は

そ
う
い
う
意
味
で
す
。 

 

し
か
し
同
じ
こ
の
文
言
は
よ
り
積
極
的
に
受
け
止
め
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。実
際
、「
こ
の（
批

評
の
）プ
ロ
セ
ス
を
欠
い
て
は
、芸
術
作
品
の
修
復
と
い
う
あ
の
措
置
は
恣
意
的(arbitrario)

に
陥
り
、
正
当
化
さ
れ
な
い
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
言
葉
は
、
も
う
一
度
裏
を
返
せ
ば
「
芸

術
作
品
の
修
復
の
措
置
に
つ
い
て
は
、
正
当
化
す
る
こ
と(legittimita fondare)

が
原
理
的

に
可
能
で
あ
る
こ
と
」、
ま
た
「
そ
の
正
当
化
の
手
続
き
が
他
で
も
な
い
批
評
で
あ
る
」
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

お
そ
ら
く
こ
う
言
っ
て
さ
し
支
え
あ
り
ま
せ
ん
。
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
に
始
ま
り
、
ア
ル
ガ
ン

を
経
て
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
お
い
て
お
そ
ら
く
最
良
の
後
継
者
を
得
た
イ
タ
リ
ア
の
「
批
評
」
概

念
の
展
開
史
は
（
本
稿
第
一
章
第
一
節
の
（
２
））、
修
復
分
野
に
限
れ
ば
、『
修
復
の
理
論
』
第

八
章
段
落
六
（
引
用
⑤
）
に
お
い
て
、
現
象
学
と
テ
ク
ス
ト
理
論
と
い
う
意
匠
の
も
と
で
、
さ

ら
に
新
し
い
表
現
を
達
成
し
た
の
だ
と
。 

 

⒟ 

歴
史
の
可
能
性 

 

話
を
複
数
化
に
戻
し
ま
し
ょ
う
。
批
評
意
識
の
監
視
の
も
と
で
、
修
復
家
は
「
二
重
化
」
さ

れ
「
三
重
化
」
さ
れ
「
多
重
化
」
さ
れ
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ブ
ラ
ン

デ
ィ
に
よ
れ
ば
、
修
復
家
は
「
多
重
化
」
の
果
て
に
「
歴
史
化
」
さ
れ
る
の
で
す
。 

 

個
人
的
意
識
の
内
部
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
、
人
は
自
ら
の
個
人
的
意
識
を
正
当
化
で
き
ま
せ

ん
。
そ
れ
が
で
き
る
の
は
、
個
人
的
意
識
が
自
ら
の
「
外
部
」
に
出
る
と
き
で
す
。
し
か
し
そ

れ
は
ど
ん
な
外
部
で
し
ょ
う
か
。
本
稿
第
四
章
の
引
用
③
（『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
三
）

を
再
掲
し
ま
す
。 

  
 

〔
本
稿
第
四
章
引
用
③
再
掲 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
三
〕 

「
芸
術
作
品
を
認
知
す
る
こ
と
は
、
そ
の
都
度
、
各
個
人
の
意
識
の
内
部
で
、
そ
し
て
各
個
人
の
意

識
に
対
し
て
、
進
行
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
ま
さ
に
そ
の
時(momento)

に
お
い
て
も
、
認
知
は
普
遍
的
意
識(coscienza universale)

の
一
部
で
あ
る
。
こ
の
無
媒
介
の
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天
啓(rivelazione immediate)

を
授
か
っ
た
個
人
に
は
、
直
ち
に
「
保
存
的
命
法(imperativo 

della conservazione)

」
が
布
告
さ
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
道
徳
的
命
法
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
定

言
的(categorico)

な
る
保
存
的
命
法
が
発
せ
ら
れ
る
。」 

 

 

私
は
こ
の
「
天
啓(rivelazione)

」
と
い
う
大
仰
な
言
葉
を
、
神
学
的
含
蓄
と
無
縁
の
言
葉

と
看
做
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
こ
こ
で
仰
い
で
い
る
の
は
聖
書
で
は
な
く
、
イ

マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
だ
か
ら
で
す
。 

「
各
個
人
が
そ
の
意
識
の
中
で
す
る
認
知
」
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
「
普
遍
的
意
識
」
を
呼
び

出
す
の
か
と
い
う
問
題
は
、
カ
ン
ト
が
定
言
的
命
法
の
関
係
で
提
出
し
た
、「
各
個
人
が
立
て
る

個
人
的
原
則
（
た
と
え
ば
「
自
分
は
嘘
を
つ
い
て
よ
い
」
と
い
う
個
人
的
原
則
）」
が
、
ど
の
よ

う
に
し
て
「
普
遍
的
道
徳
法
則
」
を
呼
び
出
す
の
か
と
い
う
問
題
と
、
そ
の
深
度
を
共
有
し
て

い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
の
「
い
か
に
」
を
言
い
当
て
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
我
々

に
で
き
る
の
は
せ
い
ぜ
い
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
こ
こ
で
カ
ン
ト
の
実
践
哲
学
の
論
法
を
な
ぞ
っ
て

い
る
、
と
い
う
事
実
の
確
認
だ
け
な
の
で
す
。 

  

と
こ
ろ
で
、「
個
人
的
意
識
」
を
発
端
に
し
て
「
普
遍
的
意
識
」
が
目
覚
め
る
こ
の
場
面
は
、

ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
「
方
法
的
な
時(momento metodologico)

」
と
い
う
言
葉
に
込
め
た
意
味
に

論
及
す
る
の
に
相
応
し
い
場
所
で
す
。
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
の
有
名
な
「
方
法
的
懐
疑
（le 

scepticisme methodologique

）」
を
想
起
さ
せ
な
い
で
は
い
ま
せ
ん
。 

 

デ
カ
ル
ト
は
絶
対
的
な
明
証
に
到
達
す
る
た
め
に
一
切
の
知
を
懐
疑
に
付
し
ま
し
た
が
、
そ

れ
は
一
般
的
世
間
的
な
懐
疑
と
異
な
り
、
明
証
を
意
図
的
に
志
向
し
、
か
つ
（
こ
れ
が
大
事
な

の
で
す
が
）
明
証
が
確
立
さ
れ
た
暁
に
は
廃
棄
さ
れ
お
払
い
箱
に
な
る
、
そ
の
よ
う
な
懐
疑
で

あ
り
ま
し
た
。 

 

私
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
こ
の
言
葉
を
デ
カ
ル
ト
と
同
様
の
意
味
で
使
用
し
て
い
る
と
考
え
ま

す
。
な
ぜ
な
ら
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
言
う
「
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
方
法
的
な

時(momento)

」
も
ま
た
、
何
か
を
意
図
的
に
志
向
し
、
か
つ
、
そ
れ
が
（
普
遍
的
意
識
の
助
け

の
も
と
で
）
到
達
さ
れ
た
暁
に
は
廃
棄
さ
れ
る
、
そ
の
よ
う
な
時
だ
か
ら
で
す
。 

 

し
か
し
こ
こ
ま
で
の
議
論
に
は
ま
だ
食
い
足
り
な
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。
た
し
か
に
、「
ま
ず

個
別
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
が
普
遍
を
呼
び
出
し
、
個
別
は
こ
の
普
遍
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
る

（
包
摂
さ
れ
る
）」
と
い
う
の
は
き
れ
い
な
理
論
で
は
あ
り
ま
す
。
し
か
し
も
し
こ
の
説
明
が
、

「
個
別
は
個
別
が
生
ん
だ
普
遍
に
含
ま
れ
る
」
と
い
う
程
度
の
こ
と
し
か
言
っ
て
な
い
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
誰
が
考
え
て
も
当
た
り
前
の
こ
と
、
自
明
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
修
復
判
断
に

実
効
的
な
説
明
を
与
え
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

修
復
理
論
が
抽
象
論
理
で
は
な
く
具
体
的
な
人
間
の
学
で
あ
ろ
う
と
す
る
の
な
ら
、
修
復
理

論
は
そ
の
最
大
の
「
難
所
」
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
難
所
と
は
、
ヴ
ェ
ン

ト
ゥ
ー
リ
に
と
っ
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
ま
た
カ
ン
ト
に
と
っ
て
も
す
で
に
そ
う
で
あ
っ

た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
「
包
摂
の
問
題
」
つ
ま
り
「
個
別
と
普
遍
の
媒
介
の
問
題
」
に
あ
り
ま

す
。
実
際
、
我
々
は
い
ま
、
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ー
リ
が
「
芸
術
家
の
個
別
の
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
と

い
う
個
別
」
と
、「
作
品
と
い
う
普
遍
」
の
あ
い
だ
に
認
め
た
の
と
同
じ
「
媒
介
項
」
に
、
あ
ら

た
に
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
ル
ー
ト
で
接
近
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

 

し
か
し
こ
の
場
合
、
大
き
な
理
論
的
意
義
を
有
す
る
の
は
、『
修
復
の
理
論
』
第
八
章
段
落
六

（
す
な
わ
ち
先
の
引
用
⑤
）、
と
く
に
そ
の
末
尾
で
す
。 

     

〔
引
用
⑤
再
掲 

『
修
復
の
理
論
』
第
八
章
段
落
六
〕 

「
私
は
、
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
と
い
う
方
法
的
な
時
と
し
て
、
修
復
を
定
義
し

た
が
、
こ
の
時
は
批
評
的
プ
ロ
セ
ス
（processo critico

）
で
あ
る
。
こ
の
批
評
的
プ
ロ
セ
ス

を
通
じ
て
修
復
は
正
当
化
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
欠
い
て
は
、
芸
術
作
品
の
修

復
と
い
う
あ
の
措
置
は
恣
意(arbitrario)

に
陥
り
、
正
当
化
さ
れ
な
い
。
修
復
は
、
い
っ
さ
い
の

経
験
的
つ
ま
り
純
然
た
る
実
践
的
な
や
り
口
と
、
き
っ
ぱ
り
と
手
を
切
る
が
よ
い
。
修
復
を
あ
る
歴

史(storia)

に
統
合
し
よ
う
で
は
な
い
か
。
修
復
的
な
措
置
を
可
能
に
す
る
時
に
つ
い
て
の
批
判
的

で
学
問
的
な
意
識
、
と
し
て
の
歴
史
に
統
合
し
よ
う
で
は
な
い
か
。」 
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こ
の
引
用
⑤
（
再
掲
）
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、「
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
と
い

う
方
法
的
な
時
」
が
「
批
評
的
プ
ロ
セ
ス
（processo critico

）」
で
あ
る
と
述
べ
た
う
え
で
、

強
い
口
調
で
文
章
を
こ
う
結
ん
で
い
ま
す
。「
修
復
は
、
い
っ
さ
い
の
経
験
的
つ
ま
り
純
然
た
る

実
践
的
な
や
り
口
と
、
き
っ
ぱ
り
と
手
を
切
る
が
よ
い
。
修
復
を
あ
る
歴
史(storia)

に
統
合

し
よ
う
で
は
な
い
か
。
修
復
的
な
措
置
を
可
能
に
す
る
時
に
つ
い
て
の
批
判
的
で
学
問
的
な
意

識
、
と
し
て
の
歴
史
に
統
合
し
よ
う
で
は
な
い
か
」。 

 

注
意
が
必
要
で
す
。
こ
の
言
葉
は
「
修
復
は
歴
史
的
だ
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、「
修
復
を
あ
る
歴
史(storia)

に
統
合
し
よ
う
」
と
提
案
し
て
い
る
の
で

す
。 

 

当
然
そ
れ
は
、
ま
ず
「
諸
修
復
の
統
合
的
な
歴
史
が
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
の
意
味
に

取
れ
ま
す
。
し
か
し
「
修
復
の
歴
史
」
が
ど
ん
な
「
歴
史
」
な
の
は
、
こ
こ
で
は
ま
だ
不
明
確

で
あ
り
、
そ
れ
は
も
う
少
し
後
に
な
ら
な
い
と
語
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。 

 

し
か
し
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
考
え
る
修
復
家
の
判
断
は
「
修
復
家
の
多
重
化
」
と
結
び
つ
い
て

い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
歴
史
」
が
修
復
判
断
の
最
終
的
拠
り
所
だ
と
い
う
の

な
ら
、「
歴
史
」
は
ま
さ
に
こ
の
多
重
性
が
極
限
化
さ
れ
た
境
地
で
、
す
な
わ
ち
多
重
性
に
極
限

操
作
が
施
さ
れ
た
境
地
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

 

さ
て
、
あ
る
劣
化
し
た
芸
術
作
品
の
修
復
に
携
わ
り
、
そ
の
修
復
行
為
を
ま
さ
に
終
え
た
修

復
家
は
、
そ
の
成
果
を
世
界
に
送
り
出
す
と
き
、
ど
う
い
う
言
葉
を
添
え
て
そ
れ
を
送
り
出
す

べ
き
な
の
で
し
ょ
う
か
。「
こ
れ
が
真
正
な
そ
の
芸
術
作
品
で
あ
る
」
と
、
そ
の
修
復
家
は
言
う

べ
き
で
し
ょ
う
が
、
厳
密
に
は
「
歴
史
に
照
ら
し
て
、
こ
れ
が
真
正
な
そ
の
芸
術
作
品
で
あ
る
」

と
言
う
言
い
方
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、「
歴
史
」
と
い
う
無
限
遠
点
と
の

関
係
に
置
い
て
こ
そ
、「
こ
の
」
修
復
済
み
の
芸
術
作
品
の
真
正
性
は
確
実
な
意
味
を
持
つ
か
ら

で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
た
と
え
修
復
家
が
普
遍
的
意
識
を
召
還
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
判
断
し
た

と
主
張
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
召
還
自
体
が
個
人
的
に
な
さ
れ
る
な
ら
、
召
還
の
合
法
性
も
完

璧
で
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
す
。 
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〔
第
二
節
〕「
複
数
」
と
い
う
問
題
圏 

Ⅱ 
(

部
分
へ
の
複
数
化
／
潜
在
的
統
一) 

 

本
稿
の
議
論
は
終
着
点
に
近
づ
き
つ
つ
あ
り
ま
す
。
修
復
家
は
劣
化
し
た
芸
術
作
品
に
対
し

て
修
復
的
判
断
を
下
さ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
修
復
的
判
断
と
は
、
本
質
的
に
は
、「
こ
の
劣

化
し
た
芸
術
作
品
に
ど
の
よ
う
な
介
入
措
置
を
施
す
こ
と
が
正
し
く
、
ど
の
よ
う
な
介
入
措
置

を
施
さ
な
い
こ
と
が
正
し
い
の
か
」
を
判
定
す
る
行
為
の
こ
と
で
す
。 

 

 

修
復
理
論
家
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
仕
事
は
、
こ
の
判
断
の
構
成
要
件
を
示
す
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら

に
こ
の
判
断
の
妥
当
性
の
条
件
を
示
す
こ
と
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
こ
こ
ま
で
に
登
場
し
た
修

復
の
さ
ま
ざ
ま
な
契
機
が
適
切
に
関
係
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

す
で
に
本
章
の
第
一
節
で
、
私
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
『
修
復
の
理
論
』
の
な
か
で
「
修
復
家
の

複
数
化
」
を
修
復
判
断
の
構
成
要
件
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。 

 

し
か
し
私
が
い
ま
か
ら
『
修
復
の
理
論
』
に
つ
い
て
確
認
す
る
の
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
「
芸

術
作
品
の
素
材
的
な
複
数
化
」
を
修
復
判
断
の
構
成
用
件
と
し
て
立
て
て
い
た
と
い
う
第
二
の

事
実
で
す
。
修
復
家
だ
け
で
は
な
く
、
単
一
の
芸
術
作
品
も
複
数
化
す
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち

私
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
芸
術
作
品
の
潜
在
的
統
一(unità potenziale)

」
の
理
論
を
ま
さ

に
「
芸
術
作
品
の
複
数
化
」
の
理
論
と
し
て
読
み
解
き
た
い
の
で
す
。 

 

⒜ 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
束
」
概
念
（
ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
） 

 

芸
術
作
品
が
劣
化
し
た
時
、
程
度
の
差
は
あ
れ
作
品
は
破
壊
状
態
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
ち

な
み
に
私
は
「
破
壊
」
を
、
芸
術
作
品
が
そ
の
芸
術
作
品
と
し
て
の
「
統
一
」
を
失
っ
て
い
る

こ
と
と
解
し
ま
す
。
こ
の
場
合
、
破
壊
前
の
「
元
の
そ
の
芸
術
作
品
」
と
、
破
壊
後
の
「
統
一

を
失
っ
た
そ
の
芸
術
作
品
」
を
完
全
に
一
致
さ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
完
全

に
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
そ
れ
は
破
壊
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
か
ら

で
す
。 

 

し
か
し
「
元
の
そ
の
芸
術
作
品
」
と
、「
統
一
を
失
っ
た
そ
の
芸
術
作
品
」
が
一
致
し
な
い
と

い
う
こ
と
は
、
両
者
の
間
に
「
一
致
す
る
と
こ
ろ
」
と
「
齟
齬
す
る
と
こ
ろ
」
の
差
別
が
発
生

し
た
こ
と
を
意
味
す
る
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
齟
齬
す
る
部
分
の
比
率
が
高
け
れ
ば
高
い
ほ
ど
、

破
壊
の
度
合
い
も
高
い
と
さ
れ
る
の
は
当
然
の
な
り
ゆ
き
で
す
。 

 

こ
の
場
合
、「
一
致
す
る
と
こ
ろ
」
は
と
も
か
く
、「
齟
齬
す
る
と
こ
ろ
」
が
当
初
の
芸
術
作

品
の
「
統
一
」
で
あ
ろ
う
筈
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

と
い
う
こ
と
は
、
破
壊
は
、
齟
齬
と
い
う
仕
方
で
芸
術
作
品
の
あ
る
特
定
の
部
位
を
意
識
の

対
象
と
し
て
際
立
た
せ
る
効
果
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
よ
う
な
部
位
を
「
部
分
」

と
呼
び
ま
し
ょ
う
。
そ
こ
で
こ
の
よ
う
な
齟
齬
の
確
認
手
続
き
を
あ
ら
ゆ
る
局
面
に
つ
い
て
実

施
す
れ
ば
、
破
壊
さ
れ
た
芸
術
作
品
は
、
最
終
的
に
は
、「
一
致
す
る
と
こ
ろ
」
と
「
諸
部
分
」

の
集
合
に
置
き
換
え
ら
れ
る
道
理
で
す
。 

 

 

と
こ
ろ
が
「
一
致
す
る
と
こ
ろ
」
は
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
一
つ
の
も
の
と
し
て
カ
ウ
ン
ト
で

き
ま
す
か
ら
、
そ
れ
も
一
つ
の
「
部
分
」
と
看
做
せ
ば
、
最
終
的
に
「
破
壊
さ
れ
た
芸
術
作
品

は
諸
部
分
か
ら
構
築
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
洞
察
が
誕
生
す
る
こ
と
は
論
理
の
必
然
で
す
。 

 

し
か
し
現
実
に
は
、「
破
壊
さ
れ
た
芸
術
作
品
」
と
「
元
の
芸
術
作
品
」
は
同
じ
芸
術
作
品
だ

と
い
う
社
会
的
信
憑
が
根
強
い
た
め
に
、破
壊
さ
れ
た
芸
術
作
品
を
端
緒
と
し
て
発
生
し
た「
芸

術
作
品
は
諸
部
分
の
総
和
で
あ
る
」
と
い
う
洞
察
が
、
破
壊
さ
れ
る
前
の
「
元
の
芸
術
作
品
」

に
転
用
さ
れ
る
可
能
性
は
き
わ
め
て
大
で
す
。 

 

そ
し
て
「
そ
の
と
き
、「
元
の
芸
術
作
品
も
何
ら
か
の
諸
部
分
か
ら
構
築
さ
れ
て
い
た
筈
だ
」

と
い
う
信
憑
が
発
生
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
こ
の
意
識
の
発
生
を
押
さ
え
る
の
は
至
難
の
技
で

す
。 

  

と
こ
ろ
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
素
材
の
視
点
か
ら
修
復
判
断
の
理
論
を
組
み
立
て
る
た
め
に
設
定

し
た
議
論
の
出
発
点
は
、
芸
術
作
品
の
「
全
体
と
部
分
」
の
問
題
で
し
た
。
ま
ず
『
修
復
の
理

論
』
第
三
章
か
ら
引
用
し
ま
す
。
強
調
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
も
の
で
す
。 

 
 
 
 

 
〔
引
用
⑥  

『
修
復
の
理
論
』
第
三
章
段
落
三
〕 

「
私
た
ち
は
芸
術
作
品
に
つ
い
て
統
一
と
い
う
こ
と
を
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
そ
れ
は
総
和

(totale)
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
統
一
で
は
な
く
、
全
体(intero)

で
あ
る
限
り
で
そ
の
芸
術
作
品
に
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属
す
統
一
で
あ
る
。そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。芸
術
作
品
が
全
体
と
し
て
把
握
さ
れ
て
な
い
な
ら
、

そ
の
芸
術
作
品
は
諸
部
分
の
総
和
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
筈
で
あ
り
、
そ
の
と
き
作
品
は
諸
部
分

(parti)
か
ら
形
成
さ
れ
た
も
の
と
見
ら
れ
て
い
る
。
人
は
そ
う
や
っ
て
美
を
幾
何
学
的
概
念

（concetto geometrico

）
と
見
做
し
、
芸
術
作
品
を
幾
何
学
的
概
念
と
見
做
し
て
き
た
の
で
あ

る
。」 

 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
思
弁
を
構
成
す
る
基
本
契
機
が
、「
統
一
」
と
「
総
和
」
と
「
全
体
」
で
あ
る

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
し
か
も
、
彼
が
考
え
る
芸
術
作
品
は
、「
全
体
」
で
あ
る
限
り
で
そ
の
芸

術
作
品
に
属
す
統
一
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
、「
総
和
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
統
一
で
は
な
い
こ

と
が
こ
こ
で
は
強
調
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

た
だ
一
つ
問
題
が
あ
り
ま
す
。
芸
術
作
品
の
こ
の
「
全
体
」
主
義
、
反
「
総
和
」
主
義
は
、

芸
術
全
般
に
妥
当
す
る
命
題
と
し
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
、
そ
れ
と
も
修
復
理
論

の
内
部
で
だ
け
で
そ
れ
が
妥
当
す
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
明
ら
か
に
ブ
ラ
ン

デ
ィ
は
、
こ
の
二
つ
の
間
に
障
壁
を
設
け
て
い
ま
せ
ん
。
彼
は
、
芸
術
作
品
が
一
般
的
に
「
全

体
」
と
し
て
の
統
一
を
持
つ
こ
と
か
ら
、
修
復
に
お
い
て
も
、
そ
の
こ
と
が
原
理
と
し
て
尊
重

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
推
論
し
て
い
る
よ
う
で
す
。 

 

さ
て
こ
こ
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
喚
問
す
る
ブ
ラ
ン
デ
ィ
側
証
人
は
、
な
ん
と
古
代
ギ
リ
シ
ア
の

ネ
オ
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
の
哲
学
者
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス(Protinos. 205?~270)

で
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ

は
自
ら
の
反
「
総
和
」
主
義
を
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』
Ⅰ-

６
の
⑴
「
美
に
つ

い
て
」
を
使
っ
て
証
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
す
が
、
招
霊
さ
れ
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
ブ
ラ
ン
デ

ィ
に
輪
を
か
け
て
難
解
な
文
章
家
な
の
は
困
っ
た
こ
と
で
す
。 

 

〔
引
用
⑦ 

 

『
修
復
の
理
論
』
第
三
章
段
落
三 

続
き
一
〕 

「
だ
が
こ
う
し
た
思
考
方
式
に
は
、
す
で
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
批
判
を
加
え
て
い
る
。
芸
術
作
品
が

諸
部
分
か
ら
合
成
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
各
部
分
そ
れ
自
体
が
一
つ
一
つ
芸
術
作
品
に
な
っ
て
い
た

と
す
る
。
こ
の
場
合
考
え
ら
れ
る
可
能
性
は
二
つ
に
一
つ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
各
部
分
は
、
個
別

に
は
、
実
は
最
初
に
仮
定
し
た
よ
う
に
独
立
し
て
お
ら
ず
、
部
分
に
分
た
れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
は

た
だ
リ
ズ
ム
的
価
値
に
と
ど
ま
る
か
、
そ
れ
と
も
、
こ
れ
ら
諸
部
分
は
、
一
つ
の
芸
術
作
品
に
吸
収

さ
れ
る
に
際
し
て
、
あ
る
連
関
に
置
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
価
値
は
放
棄
し

て
い
る
か
、
こ
れ
ら
二
つ
に
一
つ
で
あ
る
。」 

 

〔
引
用
⑧ 

 

『
修
復
の
理
論
』
第
三
章
段
落
三 

続
き
二
〕 

「
さ
ら
に
こ
う
い
う
可
能
性
も
あ
る
。〈
芸
術
作
品
が
諸
部
分
か
ら
成
る
〉
と
い
う
言
い
方
は
、
な
に

も
〈
統
一
と
し
て
の
芸
術
作
品
〉
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
あ
る
束(silloge

、
詞

華
集)

の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
、
と
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
個
別
的
芸
術
作
品
は
あ
る
複
合
体

(complesso)

に
後
退
す
る
訳
だ
が
、
こ
の
複
合
体
が
、
個
別
的
条
件
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
々

の
自
律
的
な
作
品
と
な
っ
て
現
れ
る
、
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
芸
術
作
品
は
、
諸
部
分

に
特
異
な
引
力(attrazione)

」
を
及
ぼ
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
当
の
芸
術
作
品
が
個
々
の
部
分
か

ら
合
成
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
の
だ
と
す
る
こ
の
立
場
は
、
既
に
そ
れ
自
体
、〈
芸
術

作
品
は
個
々
の
諸
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
〉
と
い
う
見
解
を
暗
に
廃
棄
す
る
結
果
と
な
っ

て
い
る
。) 

 

 

古
代
哲
学
者
の
思
考
習
慣
が
馴
染
み
に
く
い
上
に
、
そ
れ
を
祖
述
す
る
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
省
略

に
淫
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
文
章
は
た
い
そ
う
理
解
し
に
く
い
も
の
と
な

っ
て
い
ま
す
。
ま
ず
引
用
⑦
に
「
分
解
と
補
正
」
を
施
し
ま
す
が
、
少
し
は
分
か
り
や
す
く
な

っ
た
で
し
ょ
う
か
。 

 

〔
引
用
⑦
の
金
田
に
よ
る
分
解
と
補
正
〕 

《（
ア
）美
を
幾
何
学
的
概
念
と
す
る
立
場
、お
よ
び
芸
術
作
品
を
幾
何
学
的
概
念
と
す
る
立
場
、

こ
れ
ら
い
ず
れ
の
思
考
方
式
に
対
し
て
も
、
す
で
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
こ
う
批
判
を
加
え
て
い

る
。 

 

（
イ
）
芸
術
作
品
が
諸
部
分
か
ら
合
成
さ
れ
て
い
て
、
し
か
も
各
部
分
そ
れ
自
体
が
一
つ
一
つ
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芸
術
作
品
に
な
っ
て
い
た
と
す
る
（
仮
説
Ⅰ
）。
こ
の
場
合
考
え
ら
れ
る
可
能
性
は
二
つ
に
一

つ
で
あ
る
。 

（
ウ
）
第
一
は
こ
う
で
あ
る
。
各
部
分
は
、
個
別
に
は
、
実
は
当
初
仮
定
し
た
よ
う
に
独
立
し

て
お
ら
ず
、
つ
ま
り
諸
部
分
は
厳
密
に
は
〔
分
離
さ
れ
た
〕
諸
部
分
で
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
ら

は
部
分
に
分
か
た
れ
て
い
る
〔
か
の
よ
う
に
見
え
る
〕
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
の
場
合
、
分
か
た

れ
て
い
る
こ
と
の
意
義
は
、〔
独
立
的
で
は
な
い
諸
部
分
の
間
に
単
な
る
〕
リ
ズ
ム
的
価
値
を
発

生
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。 

（
エ
）
あ
る
い
は
、
第
二
に
は
、
こ
れ
ら
諸
部
分
が
、
一
つ
の
芸
術
作
品
に
吸
収
さ
れ
る
に
際

し
て
、〔（
ウ
）
と
違
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
独
立
的
で
あ
り
続
け
は
す
る
が
、〕
あ
る
連
関
に
置
か
れ
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
〔
芸
術
的
〕
価
値
を
放
棄
し
て
い
る
〔
つ
ま
り
前
と
は

別
の
部
分
に
な
っ
て
い
る
〕
場
合
が
あ
る
。 

（
オ
）
い
ず
れ
に
せ
よ
、
芸
術
作
品
の
美
は
、「
当
初
の
ま
ま
で
の
部
分
の
総
和
」
と
し
て
は
説

明
さ
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、（
ウ
）
で
は
そ
も
そ
も
「
部
分
の
総
和
で
は
な
い
し
」、（
エ
）
で
は

「
部
分
の
総
和
」
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
当
初
の
ま
ま
で
の
部
分
の
総
和
」
で
は
な
い
の
だ

か
ら
。》 

  

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、「
芸
術
作
品
の
統
一
は
諸
部
分
の
総
和
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
を
、
自
己

矛
盾
に
追
い
込
む
と
い
う
や
り
方
で
、
切
り
捨
て
て
い
る
の
で
す
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
論
理
で

す
。
芸
術
作
品
が
（
美
し
い
）
諸
部
分
の
総
和
だ
と
し
て
も
、
そ
の
統
一
的
芸
術
作
品
を
作
り

上
げ
る
「
部
分
」
は
、
作
り
上
げ
ら
れ
た
作
品
の
「
そ
の
」
部
分
と
実
は
同
じ
で
な
い
し
（
エ
）、

あ
る
い
は
そ
も
そ
も
、
芸
術
作
品
が
「
部
分
」
か
ら
出
来
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
間
違
い
で
あ

る
（
ウ
）。
だ
か
ら
い
ず
れ
に
し
て
も
あ
の
主
張
は
維
持
で
き
な
い
、
と
。 

 

こ
れ
が
二
千
年
前
の
思
弁
、
古
代
人
の
思
弁
で
あ
り
、
思
わ
ず
頭
を
抱
え
た
く
な
る
程
難
解
で

す
。
で
は
次
の
引
用
⑧
は
ど
う
で
し
ょ
う
。
そ
れ
は
古
代
人
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
現
代
人

の
思
弁
で
す
。
実
際
、
私
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』
の
中
に
、
こ
の
く
だ
り
の
原

文
と
呼
べ
る
も
の
を
、
明
確
な
か
た
ち
で
は
発
見
で
き
な
か
っ
た
の
で
す
。
そ
れ
は
到
底
プ
ロ

テ
ィ
ノ
ス
の
文
章
と
は
思
え
ま
せ
ん
。 

 

と
り
あ
え
ず
こ
れ
に
も「
分
解
と
補
正
」を
施
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。（
な
お
そ
の
な
か
の（
イ
）

に
は
、
部
分
的
に
シ
ェ
ド
ラ
ー
・
ザ
ウ
プ
が
ド
イ
ツ
語
訳
で
と
っ
た
解
釈
が
反
映
さ
れ
て
い
ま

す
。） 

 

〔
引
用
⑧
の
金
田
に
よ
る
分
解
と
補
正
〕 

《（
ア
）
さ
ら
に
こ
う
い
う
〔
思
考
方
式
を
採
る
〕
可
能
性
も
あ
る
。〈
芸
術
作
品
が
諸
部
分
か

ら
成
る
〉
と
い
う
言
い
方
は
、
な
に
も
「
統
一
と
し
て
の
芸
術
作
品
」
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る

の
で
は
な
く
て
、〔
諸
部
分
の
〕
あ
る
束(silloge

、
詞
華
集)

の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
、

と
。 

（
イ
）
た
だ
し
こ
の
場
合
、
個
別
的
芸
術
作
品
は
あ
る
複
合
体
（complesso

）
に
後
退
す
る
訳

だ
が
、
そ
れ
は
、
そ
の
複
合
体
が
、
個
別
的
条
件
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
々
の
自
律
的
な

作
品
と
な
っ
て
現
れ
る
、
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。〔
つ
ま
り
こ
の
「
束
」
が
あ
る
文
脈
に
編
入

さ
れ
る
と
き
、
一
つ
の
芸
術
作
品
が
、
一
つ
の
特
異
性
を
持
っ
た
一
つ
の
自
律
的
芸
術
作
品
と

し
て
登
場
す
る
が
、
文
脈
が
替
わ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
ら
を
失
う
し
、
ま
た
そ
の
場
合
、
新
た

に
、
別
の
芸
術
作
品
が
、
別
の
特
異
性
を
持
っ
た
別
の
自
律
的
芸
術
作
品
と
し
て
登
場
す
る
、

と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。〕 

（
ウ
）〔
し
か
し
〕
芸
術
作
品
は
、〔
そ
の
諸
部
分
に
束
を
な
さ
し
め
る
と
い
う
仕
方
で
〕
諸
部

分
に
特
異
な
引
力(attrazione)

を
及
ぼ
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
当
の
芸
術
作
品
が
個
々
の
部

分
か
ら
合
成
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
だ
、
と
す
る
こ
の
立
場
は
、
す
で
に
そ
れ
自

体
、「
芸
術
作
品
は
個
々
の
諸
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
先
の
見
解
を
暗
に
廃

棄
す
る
結
果
と
な
っ
て
い
る
。》 

  

先
ほ
ど
私
は
、こ
の
引
用
⑧
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
文
章
で
は
な
さ
そ
う
だ
、と
申
し
ま
し
た
。

そ
う
す
る
と
帰
属
の
可
能
性
は
二
通
り
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
本
人

が
自
ら
の
思
想
を
開
陳
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い
は
現
代
の
芸
術
理
論
（
例
え
ば
構
造
主
義
な
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ど
の
）
を
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
紹
介
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

 

私
は
前
者
の
立
場
を
取
り
た
い
の
で
す
が
、
そ
の
説
明
は
す
こ
し
先
に
な
っ
て
か
ら
行
い
ま

す
。 

 

た
だ
そ
れ
が
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
文
章
で
な
い
と
し
て
も
、
私
は
そ
こ
に
盛
ら
れ
て
い
る
思
想

の
「
類
似
物
」
が
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』
に
発
見
で
き
る
可
能
性
ま
で
否
定
す
る
も
の
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。 

「
複
合
体
（
束
）」
と
「
個
々
の
自
律
的
作
品
」
の
関
係
を
語
る
現
代
人
の
平
静
な
言
葉
遣
い
は
、

次
に
掲
げ
る
「
形
相
」
と
「
美
」
の
結
び
つ
き
を
歌
い
あ
げ
る
古
代
人
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
熱
狂

と
呼
応
し
な
い
で
し
ょ
う
か
。
普
遍
的
形
相
が
個
別
条
件
と
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々

の
芸
術
作
品
が
誕
生
す
る
と
い
う
思
想
の
パ
タ
ー
ン
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
形

而
上
学
に
深
入
り
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
す
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
文
章
を
掲
げ
、
そ
れ
を
通
じ

て
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
「
形(eidos)

」
が
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
複
合
体
」
に
類
比
す
る
こ
と
を
示

唆
す
る
に
と
ど
め
ま
し
ょ
う
。 

 

〔
引
用
⑨ 

『
エ
ネ
ア
デ
ス
』
Ⅰ-

６
⑴
「
美
に
つ
い
て
」
第
二
章
〕 

「
そ
れ
で
は
、
こ
こ
に
あ
る
美
し
い
も
の
と
、
か
し
こ
に
あ
る
美
し
い
も
の
の
間
に
、
い
か
な
る
類

似
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
仮
に
類
似
が
あ
る
と
し
て
も
、
実
際
、
両
者
を
似
て
い
る
も
の
と
み
な
し

て
も
、
か
し
こ
の
も
の
と
、
こ
こ
に
あ
る
も
の
と
が
、
と
も
に
美
し
い
の
は
、
い
か
に
し
て
な
の
か
。

こ
こ
の
も
の
が
美
し
い
の
は
、「
形
」(eidoso)

に
「
与
る
こ
と
」(metoche)

に
よ
っ
て
で
あ
る
と
、

我
々
は
主
張
す
る
。
と
い
う
の
は
、
形
を
欠
い
て
は
い
る
が
、「
形
態
」(morphe)

、
す
な
わ
ち
「
形
」

を
受
容
す
る
よ
う
に
定
め
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
す
べ
て
、
形
成
す
る
力
で
あ
る
ロ
ゴ
ス
や
「
形
」

に
与
ら
ぬ
か
ぎ
り
醜
い
ま
ま
で
あ
り
、
心
的
な
る
「
形
成
力
」
と
は
無
縁
の
ま
ま
に
と
ど
ま
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
は
完
全
に
醜
そ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
「
形
態
」
や
「
形
成
力
」
に
よ
る
支
配
を

充
分
に
受
け
て
い
な
い
も
の
も
、
ま
た
す
べ
て
醜
い
。
そ
し
て
、
そ
う
い
う
事
態
は
質
料
が
「
形
」

に
よ
る
完
全
な
形
成
を
許
さ
な
い
為
に
起
こ
る
の
で
あ
る
。 

 

し
た
が
っ
て
「
形
」
と
い
う
も
の
は
外
か
ら
接
近
す
る
。
そ
し
て
、
多
数
の
部
分
を
含
み
、
結
合

に
よ
っ
て
や
が
て
一
つ
の
統
一
体
に
な
る
は
ず
の
も
の
に
、「
形
」
は
結
合
的
秩
序
を
与
え
、
多
数
の

部
分
を
収
斂
し
て
統
一
的
全
体
に
至
ら
し
め
る
。
つ
ま
り
、
部
分
を
相
互
に
合
致
さ
せ
る
こ
と
に
よ

っ
て
一
つ
の
統
一
体
を
作
り
出
す
。
な
ぜ
な
ら
「
形
」
こ
そ
、
そ
れ
自
身
、
一
つ
の
完
全
な
統
一
体

で
あ
り
、形
成
さ
れ
構
成
さ
れ
る
も
の
は
、多
数
の
部
分
か
ら
な
る
も
の
と
し
て
の
限
界
こ
そ
あ
れ
、

可
能
な
か
ぎ
り
、「
形
」
に
よ
っ
て
一
つ
の
統
一
体
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
こ
の
形
成
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
結
合
的
に
統
一
さ
れ
た
と
き
、
美
は
そ
の
も
の
の
上
に
座
を
し

め
、
そ
の
部
分
に
も
全
体
に
も
美
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。」 

  

我
々
は
二
十
一
世
紀
の
人
間
で
あ
り
、
と
り
あ
え
ず
就
く
べ
き
は
古
代
人
で
は
な
く
現
代
人

の
洞
察
で
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
引
用
⑧
で
紹
介
し
て
い
る
芸
術
作
品
の
イ

メ
ー
ジ
を
再
確
認
し
て
か
ら
、
次
の
考
察
に
赴
く
こ
と
に
し
ま
す
。 

 

そ
れ
は
「
詞
華
集
・
束
・
複
合
体
・
文
脈
・
引
力
」
な
ど
か
ら
な
る
芸
術
観
で
し
た
。
再
確

認
し
ま
す
。
す
な
わ
ち 

 

《
あ
る
現
代
の
人
は
、
個
別
的
芸
術
作
品
を
一
つ
の
複
合
体
（complesso

）
と
考
え
る
。
彼
は
、
そ
の
複

合
体
が
、
個
別
的
条
件
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
々
の
自
律
的
な
作
品
と
な
っ
て
現
れ
る
、
と
考
え
る
。

つ
ま
り
こ
の
「
束
」
が
あ
る
文
脈
に
編
入
さ
れ
る
と
き
、
一
つ
の
芸
術
作
品
が
、
一
つ
の
特
異
性
を
持
っ

た
一
つ
の
自
律
的
芸
術
作
品
と
し
て
登
場
す
る
が
、
文
脈
が
替
わ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
ら
を
失
う
し
、
そ

の
場
合
、
新
た
に
、
別
の
芸
術
作
品
が
、
別
の
特
異
性
を
持
っ
た
別
の
自
律
的
芸
術
作
品
と
し
て
登
場
す

る
、
と
考
え
る
。 

 

そ
の
現
代
人
は
、
芸
術
作
品
は
〔
そ
の
諸
部
分
に
束
を
な
さ
し
め
る
と
い
う
仕
方
で
〕
諸
部
分
に
特
異

な
引
力(attrazione)

を
及
ぼ
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
当
の
芸
術
作
品
が
個
々
の
部
分
か
ら
合
成
さ
れ
て

い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
だ
、
と
す
る
立
場
を
取
っ
て
い
る
。》 

 

⒝ 

芸
術
作
品
の
「
潜
在
的
統
一
」
へ 

 

前
項
⒜
の
冒
頭
で
見
た
よ
う
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
「
芸
術
作
品
の
統
一
」
は
「
そ
の
部
分
の

- 108 -



総
和
」
で
は
な
く
、「
全
体
で
あ
る
限
り
で
芸
術
作
品
に
属
す
統
一
」
の
な
か
に
あ
る
、
と
強
く

主
張
し
ま
す
。 

 

さ
て
失
わ
れ
た
「
芸
術
作
品
の
統
一
」
を
回
復
し
よ
う
と
す
る
修
復
家
、
あ
る
い
は
回
復
不

可
能
な
ら
、
せ
め
て
「
統
一
」
の
さ
ら
な
る
喪
失
に
歯
止
め
を
掛
け
よ
う
と
す
る
修
復
家
は
、

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
右
の
主
張
か
ら
ど
ん
な
実
践
的
原
則
を
引
き
出
す
で
し
ょ
う
か
。 

 

修
復
家
は
「
劣
化
」
し
た
芸
術
作
品
の
前
に
立
っ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
そ
の
作
品
は
、
本

稿
の
第
二
章
冒
頭
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、「
破
損
し
、
汚
損
し
、
変
形
し
、
変
質
し
、
断
片
化
し
、

経
年
変
化
し
」、
そ
の
た
め
解
体
に
瀕
し
て
い
る
の
で
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
前
々
段
の
言
葉
は
、

こ
の
劣
化
過
程
に
抗
っ
て
作
品
の
「
統
一
」
の
た
め
に
立
ち
上
が
る
修
復
家
に
対
し
て
、
と
り

あ
え
ず
、「
修
復
家
は
芸
術
作
品
を
諸
部
分
の
総
和
と
し
て
保
存
す
る
よ
う
な
真
似
を
し
て
は
な

ら
な
い
」、
と
ク
ギ
を
刺
し
て
い
る
よ
う
に
聴
こ
え
ま
す
。 

 

と
は
言
っ
て
も
、
修
復
家
は
具
体
的
に
は
何
を
指
針
と
し
て
行
動
す
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う

か
。「
全
体
で
あ
る
限
り
で
そ
の
芸
術
作
品
に
属
す
統
一
」
を
護
れ
と
い
う
主
張
は
分
か
り
ま
す

が
、
具
体
的
に
は
修
復
家
は
何
を
拠
り
所
と
し
て
そ
の
「
統
一
」
を
回
復
す
れ
ば
よ
い
と
い
う

の
で
し
ょ
う
か
。 

 

私
は
こ
う
理
解
し
ま
す
。
修
復
家
が
「
全
体
で
あ
る
限
り
で
そ
の
芸
術
作
品
に
属
す
統
一
」

を
護
る
に
当
た
っ
て
準
拠
す
べ
き
も
の
を
、ブ
ラ
ン
デ
ィ
は「
芸
術
作
品
の
潜
在
的
統
一（unita 

potenzialita

）」
と
い
う
想
念
の
か
た
ち
で
呈
示
し
た
、
と
。 

  

そ
の
確
認
に
は
若
干
の
準
備
が
要
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
『
修
復
の
理
論
』
第
三
章
の
段
落
十

二
は
、
こ
の
書
物
の
な
か
で
も
っ
と
も
印
象
的
な
一
節
と
言
え
る
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
私
は
そ

れ
を
美
し
い
と
さ
え
感
じ
ま
す
。（
強
調
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
自
身
の
も
の
で
す
。） 

 

〔
引
用
⑩ 

『
修
復
の
理
論
』
第
三
章
段
落
十
二
〕 

「
上
の
こ
と
か
ら
第
一
の
補
題(corollario)

が
導
か
れ
る
。
芸
術
作
品
は
そ
も
そ
も
諸
部
分
か
ら

合
成
さ
れ
て
は
い
な
い
の
だ
か
ら
、
芸
術
作
品
が
物
質
的
に
分
裂
し
た
あ
と
も
、
そ
の
芸
術
作
品
の

断
片(frammenti)

の
そ
れ
ぞ
れ(ciascuno)

の
な
か
に
、
そ
の
芸
術
作
品
が
、
し
か
も
一
個
の
全
体

(tutto)

と
し
て
の
そ
の
芸
術
作
品
が
、潜
在
的
に(potenzialmente)

存
続
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。

素
材
の
解
体
を
生
き
延
び
て
な
お
、
ど
の
断
片(ogni frammento)

に
も
温
存
さ
れ
て
い
る
形
式
痕

跡(traccia formale)

に
直
に
触
れ
る
介
入
提
案
だ
け
が
、
こ
の
潜
在
性
（potenzialita

）
を
掘

り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。」  

  

こ
の
文
章
は
非
常
に
繊
細
な
内
容
を
含
ん
で
い
ま
す
。
ま
ず
そ
の
内
容
を
箇
条
書
き
に
し
て

み
ま
し
ょ
う
。 

 

⒈
芸
術
作
品
は
そ
も
そ
も
諸
部
分
か
ら
合
成
さ
れ
て
な
い
〔
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
命
題
〕。 

⒉
芸
術
作
品
が
物
質
的
な
仕
方
で
〔
諸
断
片
に
つ
ま
り
諸
部
分
に
〕
分
裂
し
た
あ
と
も
、
そ
の

芸
術
作
品
の
断
片
の
そ
れ
ぞ
れ
の
な
か
に
、
そ
の
芸
術
作
品
が
、
し
か
も
一
個
の
全
体
と
し
て

の
そ
の
芸
術
作
品
が
、
潜
在
的
に
存
続
し
て
い
る
。 

⒊
素
材
の
解
体
を
生
き
延
び
て
な
お
、
ど
の
断
片
に
も
温
存
さ
れ
て
い
る
形
式
痕
跡
に
直
に
触

れ
る
介
入
提
案
だ
け
が
、
こ
の
潜
在
性
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。  

  

し
か
し
こ
こ
で
『
修
復
の
理
論
』
の
読
者
を
悩
ま
せ
る
の
は
、
「
断
片
の
そ
れ
ぞ
れ

(ciasucuno)

」
と
い
う
表
現
と
、「
ど
の(ogni )

断
片
に
も
」
と
い
う
表
現
で
す
。
一
般
に
、

「
そ
れ
ぞ
れ
に
〜
が
存
続
し
て
い
る
」
と
い
う
表
現
と
、「
ど
の
断
片
に
も
〜
が
温
存
さ
れ
て
い

る
」
と
い
う
表
現
に
は
曖
昧
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
れ
は
、「
第
一
の
断
片
は
全
体
と
し
て
の
作
品
を
潜
在
的
に
含
み
、
第
二
の
断
片
も
や
は
り

そ
れ
は
そ
れ
で
全
体
と
し
て
の
（
同
じ
）
作
品
を
潜
在
的
に
含
む
」（
以
下
同
様
）
と
言
っ
て
い

る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
と
も
、「
個
々
の
断
片
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
寄
り
集
ま
っ
て
（
つ
ま

り
力
を
合
わ
せ
て
）、
全
体
と
し
て
の
作
品
を
潜
在
的
に
含
ん
で
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
し

ょ
う
か
。 

 

迷
っ
た
挙
句
、
私
は
最
終
的
に
前
者
の
解
釈
を
採
り
ま
す
。
す
な
わ
ち
私
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
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が
、「
第
一
の
断
片
ｘ
が
全
体
と
し
て
の
作
品
を
潜
在
的
に
含
み
、
第
二
の
断
片
ｙ
も
、
や
は
り

そ
れ
は
そ
れ
で
、
全
体
と
し
て
の
（
同
じ
）
作
品
を
潜
在
的
に
含
む
」（
以
下
同
様
）
と
主
張
し

て
い
る
と
理
解
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、ciasucuno

と
い
う
言
葉
は
、
通
常
、「
あ
れ
は
あ
れ
で
、

こ
れ
は
こ
れ
で
」
と
い
う
風
に
、
個
別
指
示
的
に
使
わ
れ
る
言
葉
だ
と
仄
聞
す
る
か
ら
で
す
。 

 

「
一
つ
の
断
片
は
、
そ
れ
だ
け
で
、
そ
し
て
そ
れ
な
り
の
仕
方
で
、〈
作
品
の
全
体
〉
を
潜
在

的
に
含
ん
で
い
る
」、私
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
あ
の
引
用
箇
所
で
そ
う
言
っ
て
い
る
と
理
解
し
ま
す
。 

 

⒞ 

三
つ
の
綜
合
性 

 

そ
れ
に
し
て
も
、「
一
つ
の
断
片
は
、〈
作
品
の
全
体
〉
を
潜
在
的
に
含
ん
で
い
る
」、
そ
し
て

同
じ
こ
と
で
す
が
「
一
つ
一
つ
の
断
片
は
、〈
作
品
の
全
体
〉
を
潜
在
的
に
含
ん
で
い
る
」
と
い

う
の
は
、
普
通
に
考
え
れ
ば
背
理
命
題
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、「
部
分

は
全
体
を
含
む
」
と
い
う
命
題
と
等
価
だ
か
ら
で
す
。
も
し
こ
れ
が
背
理
で
な
い
な
ら
、「
兄
は

弟
よ
り
も
歳
が
下
」
と
い
う
命
題
だ
っ
て
背
理
で
な
く
な
ろ
う
と
い
う
も
の
で
す
。 

 

し
か
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
こ
こ
に
は
あ
る
特
殊
な
条
件
が
介
入
し
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を

得
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
、「
兄
は
弟
よ
り
も
歳
が
下
だ
」
は
背
理
だ
と
し
て
も
、「
義
理
の
兄
は

義
理
の
弟
よ
り
も
歳
が
下
だ
」
は
必
ず
し
も
背
理
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
領
域
の
選
び
方
に
よ
っ

て
、
背
理
命
題
が
背
理
命
題
で
な
く
な
る
の
で
す
。
な
ら
ば
、
あ
る
状
況
に
お
い
て
は
、「
部
分

は
全
体
を
含
む
」
と
い
う
命
題
も
妥
当
性
を
持
ち
得
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
こ
で
参
考
に
な
る
の
が
カ
ン
ト
の
「
綜
合
性
」
と
い
う
概
念
で
す
。
カ
ン
ト
の
「
綜
合
性
」

に
つ
い
て
は
す
で
に
説
明
済
み
で
す
。「
Ａ
は
ｘ
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
に
お
い
て
、
述
語
ｘ
が

主
語
Ａ
に
含
ま
れ
て
い
る
な
ら
そ
の
判
断
を
「
分
析
的
判
断
」
と
呼
び
、
述
語
ｘ
が
主
語
Ａ
に

含
ま
れ
て
い
な
い
な
ら
、
そ
の
判
断
を
「
綜
合
的
判
断
」
と
呼
ぶ
の
が
カ
ン
ト
の
用
語
法
で
し

た
。 

 

と
こ
ろ
で
、
私
は
す
で
に
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
『
修
復
の
理
論
』
の
な
か
か
ら
、
二
種
類
の
「
綜

合
性
」
を
摘
出
し
て
い
ま
す
。
そ
の
三
つ
を
こ
こ
で
簡
単
に
お
さ
ら
い
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

 

⒈
「
露
呈
行
為(scavo)

」
が
開
示
す
る
綜
合
性 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、「
芸
術
作
品
か
ら
付
加
、
偽
装
、
加
筆
あ
る
い
は
先
行
修
復
の
痕
跡
な
ど
の

薄
皮
を
一
枚
一
枚
剥
が
す
こ
と
」
を
「
露
呈
（
発
掘
、scavo

）」
と
比
喩
的
に
表
現
し
ま
し
た

（
第
六
章
第
一
節
の
⒟
）。こ
の
暴
力
的
で
破
壊
的
な
行
為
が
芸
術
作
品
の
浅
い
層
か
ら
深
い
層

に
向
か
っ
て
進
行
す
る
と
き
、
そ
れ
ま
で
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
作
品
の
内
的
構
成
が
徐
々
に

あ
ら
わ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
す
。 

 

し
か
し
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、
露
呈
行
為
が
明
る
み
に
出
す
情
報
は
、
修
復
に
必
要
な
全
情
報
に

一
致
す
る
ど
こ
ろ
か
そ
れ
に
は
及
ば
な
い
、
と
も
言
っ
て
い
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
露
呈
行
為

が
そ
の
状
態
を
暴
力
的
に
解
体
し
た
と
き
見
え
て
く
る
も
の
は
、
そ
の
全
容
に
は
遠
く
及
ば
な

い
」
と
。
こ
の
場
合
「
そ
の
全
容
」
と
は
、「
浅
い
層
」
の
向
こ
う
に
あ
る
深
い
層
を
、
そ
の
「
崩

壊
か
ら
高
度
に
護
っ
て
い
る
」、
あ
る
「
確
立
さ
れ
た
状
態
」
の
全
容
の
こ
と
で
し
た
。 

 

そ
こ
で
私
は
こ
う
結
論
し
た
の
で
す
。
芸
術
作
品
を
崩
壊
か
ら
護
っ
て
い
る
仕
掛
け
は
、
芸

術
作
品
の
外
側
か
ら
内
側
に
向
か
っ
て
進
行
す
る
破
壊
的
分
解
に
よ
っ
て
は
、
ど
こ
ま
で
行
っ

て
も
完
全
に
は
透
視
で
き
な
い
、
と
。 

 

し
か
し
こ
の
こ
と
は
、「
芸
術
作
品
を
崩
壊
か
ら
護
っ
て
い
る
仕
掛
け
」（
ｘ
）
は
、「
芸
術
作

品
の
外
側
か
ら
内
側
に
向
か
っ
て
進
行
す
る
破
壊
的
分
解
」（
Ａ
）
に
含
ま
れ
て
い
な
い
こ
と
を

意
味
し
ま
す
。
露
呈
行
為
に
よ
っ
て
立
ち
上
が
っ
て
く
る
「
作
品
の
内
的
な
仕
掛
け
」
は
、
そ

の「
露
呈
行
為
が
実
際
に
あ
ら
わ
に
で
き
る
部
分
」に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、だ
か
ら
、前
者(

ｘ)

は
後
者(

Ａ)

に
「
綜
合
」
さ
れ
て
い
る
筈
な
の
で
す
。 

 

⒉
「
束(silloge)

」
が
開
示
す
る
綜
合
性 

 
私
は
つ
い
先
ほ
ど
、「
現
代
人
」に
よ
る
芸
術
作
品
概
念
と
覚
し
い
一
節
を
紹
介
し
ま
し
た（
引

用
⑧
）。
そ
の
要
点
は
こ
う
で
し
た
。 

 

①
そ
の
現
代
人
は
、
個
別
的
芸
術
作
品
を
一
つ
の
複
合
体
（complesso

）
と
考
え
る
。 

②
そ
の
現
代
人
は
、
そ
の
複
合
体
が
、
個
別
的
条
件
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
々
の
自
律
的

- 110 -



作
品
と
な
っ
て
現
れ
る
、
と
考
え
る
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
る
。（「
束
」
が
あ
る
文
脈

に
編
入
さ
れ
る
と
き
、
一
つ
の
芸
術
作
品
が
、
一
つ
の
特
異
性
を
持
っ
た
一
つ
の
自
律
的
芸
術

作
品
と
し
て
登
場
す
る
が
、
文
脈
が
替
わ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
を
失
い
、
そ
の
場
合
、
新
た
に

別
の
芸
術
作
品
が
、
別
の
特
異
性
を
持
っ
た
別
の
自
律
的
芸
術
作
品
と
し
て
登
場
す
る
、
と
考

え
る
。） 

③
そ
の
現
代
人
は
、
芸
術
作
品
は
〔
そ
の
諸
部
分
に
束
を
な
さ
し
め
る
と
い
う
仕
方
で
〕
諸
部

分
に
特
異
な
引
力(attrazione)
を
及
ぼ
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
当
の
芸
術
作
品
が
個
々
の
部

分
か
ら
合
成
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
だ
、
と
す
る
立
場
を
取
る
。 

  

こ
の
議
論
も
ま
た
（
そ
れ
が
誰
の
見
解
で
あ
る
か
は
し
ば
ら
く
措
く
と
し
て
）、
芸
術
作
品
の

（
カ
ン
ト
の
意
味
で
の
）「
綜
合
的
性
格
」
を
指
摘
す
る
文
章
と
し
て
読
む
こ
と
が
可
能
で
す
。

た
だ
そ
れ
が
二
通
り
の
（
正
確
に
は
二
層
の
）
綜
合
性
に
触
れ
て
い
る
こ
と
を
見
落
と
す
べ
き

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

一
つ
の
綜
合
性
は
こ
う
で
す
。
こ
の
現
代
人
は
、
ま
ず
基
本
に
特
定
の
複
合
体
が
あ
っ
て
、

そ
れ
が
個
別
的
条
件
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
々
の
自
律
的
作
品
と
な
っ
て
現
れ
る
、
と
考

え
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
と
き
「
芸
術
作
品
」
と
は
「
個
々
の
芸
術
作
品
」
の
そ
れ
ぞ
れ
を

指
す
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
基
本
を
な
す
「
束
（
複
合
体
）」
と
、
そ
れ
に
個

別
的
条
件
が
付
加
さ
れ
て
成
立
す
る
複
数
の
自
立
的
芸
術
作
品
た
ち
」
の
対
が
「
芸
術
作
品
」

な
の
で
す
。
さ
て
こ
の
「
束
」
と
「
個
々
の
自
立
的
芸
術
作
品
」
は
次
元
を
異
に
す
る
で
し
ょ

う
が
、個
別
的
作
品
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、「
束
」は
綜
合
的
な
境
位
に
立
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。

な
ぜ
な
ら
、「
束
」
は
個
別
的
芸
術
作
品
に
含
ま
れ
な
い
何
か
を
含
む
か
ら
で
す
。 

 

な
ぜ
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
個
別
的
芸
術
作
品
Ａ
は
、
い
わ
ば
こ
の
「
束
」
と
い
う
地
下

茎
に
よ
っ
て
、
他
の
個
別
的
芸
術
作
品
Ｂ
と
繋
が
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
こ
の
地
下
茎
は
「
こ
の

木
」
の
外
部
に
あ
る
の
で
す
。 

 

し
か
し
こ
こ
に
は
も
う
一
つ
の
綜
合
性
が
隠
れ
て
い
ま
す
。
芸
術
作
品
の
中
核
に
位
置
し
、

自
立
的
な
個
々
の
芸
術
作
品
に
対
し
て
産
出
的
な
機
能
を
果
た
す
「
束
（
複
合
体
）」
は
、「
芸

術
作
品
の
諸
部
分
に
束
を
な
さ
し
め
る
と
い
う
仕
方
で
」
諸
部
分
に
特
異
な
引
力
を
及
ぼ
し
、

そ
の
結
果
と
し
て
当
の
芸
術
作
品
が
個
々
の
部
分
か
ら
合
成
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え

る
」
と
そ
の
現
代
人
は
言
う
の
で
す
が
、
こ
の
「
引
力
」
は
個
別
の
自
立
的
芸
術
作
品
の
い
か

な
る
物
理
的
部
分
に
も
回
収
さ
れ
な
い
で
し
ょ
う
か
ら
、
個
別
的
作
品
の
視
点
か
ら
見
れ
ば
、

「
束
（
複
合
体
）」
は
ふ
た
た
び
綜
合
的
な
境
位
に
立
つ
こ
と
に
な
り
ま
す
。
こ
の
「
引
力
」
は
、

個
別
的
芸
術
作
品
に
、
い
わ
ば
外
部
か
ら
到
来
す
る
と
い
う
意
味
で
。 

 

さ
て
、「
芸
術
作
品
の
諸
部
分
の
幾
何
学
的
総
和
」（
Ａ
）
か
ら
見
れ
ば
、「
芸
術
作
品
が
諸
部

分
に
特
異
な
引
力
を
及
ぼ
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
当
の
芸
術
作
品
が
個
々
の
部
分
か
ら
合
成
さ

れ
た
束
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
」（
Ｂ
）
は
、「
綜
合
的
」
な
立
ち
位
置
を
占
め
て
い
ま
す
。
な

ぜ
な
ら
、
後
者
（
Ｂ
）
は
前
者
（
Ａ
）
に
含
ま
れ
な
い
何
か
を
、
つ
ま
り
「
引
力
」
を
含
む
か

ら
で
す
。 

  

さ
て
私
は
件
の
「
現
代
人
」
は
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
自
身
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。 

な
ぜ
な
ら
、「
引
力
」
と
い
う
言
葉
で
作
品
の
「
統
一
」
を
説
明
す
る
こ
の
や
り
方
、
つ
ま
り
「
芸

術
作
品
は
〔
そ
の
諸
部
分
に
束
を
な
さ
し
め
る
と
い
う
仕
方
で
〕
諸
部
分
に
特
異
な
引
力

(attrazione)

を
及
ぼ
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
当
の
芸
術
作
品
が
個
々
の
部
分
か
ら
合
成
さ
れ

て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
、
と
す
る
立
場
は
、
⒈
で
「
露
呈
行
為
」
を
分
析
し
た
と
き
に
見

た
あ
の
話
題
、「
芸
術
作
品
を
崩
壊
か
ら
護
っ
て
い
る
仕
掛
け
」
と
い
う
話
題
と
区
別
で
き
な
い

か
ら
で
す
。「
引
力
」
が
「
仕
掛
け
」
に
相
当
す
る
の
で
す
。
実
際
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、「
芸
術
作

品
を
崩
壊
か
ら
護
っ
て
い
る
仕
掛
け
」
は
、「
芸
術
作
品
の
外
側
か
ら
内
側
に
向
か
っ
て
進
行
す

る
破
壊
的
分
解
」
に
含
ま
れ
て
い
な
い
と
語
り
ま
し
た
が
、
こ
の
「
芸
術
作
品
を
崩
壊
か
ら
護

っ
て
い
る
仕
掛
け
」
と
「
芸
術
作
品
の
諸
部
分
に
束
を
な
さ
し
め
る
と
い
う
仕
方
で
働
い
て
い

る
引
力
」
を
区
別
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
私
は
引
用
⑧
を
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
自
身

の
見
解
だ
と
考
え
ま
す
。 

 

⒊
「
潜
在
的
統
一
の
再
建(ristabilimento)

」 
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し
か
し
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
も
う
一
つ
の
仕
方
で
「
綜
合
性
」
を
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
「
芸

術
作
品
の
潜
在
的
統
一
」
と
い
う
表
現
に
関
わ
る
「
綜
合
性
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
ま
さ
に
本

章
の
中
心
課
題
を
構
成
す
る
の
で
す
。 

 

劣
化
し
た
芸
術
作
品
は
真
正
な
状
態
に
復
帰
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
の
復
帰
を
司
る

の
が
修
復
家
と
い
う
存
在
で
す
。
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
が
、
い
っ
た
い
何
の
復
帰
を
も
っ
て

作
品
の
復
帰
と
看
做
す
べ
き
か
、
と
い
う
論
点
で
す
。
何
を
取
り
戻
し
た
と
き
、
修
復
家
は
作

品
を
取
り
戻
し
た
と
評
価
し
て
も
ら
え
る
の
で
し
ょ
う
か
。こ
の
点
に
関
し
て
、『
修
復
の
理
論
』

の
第
一
章
段
落
二
十
三
は
次
の
よ
う
に
説
い
て
い
ま
す
。 

 

〔
本
稿
第
四
章
引
用
⑦
再
掲 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
二
十
三
〕 

「
し
た
が
っ
て
修
復
の
第
二
の
原
理(principio)
は
次
の
よ
う
に
定
式
化
で
き
る
。修
復
が
目
指
す

べ
き
は
、
芸
術
作
品
の
潜
在
的
統
一(unità 

potenziale)

を
可
能
な
か
ぎ
り
再
建
す
る
こ
と

(ristabilimento)

、
た
だ
し
芸
術
的
虚
偽
（falso 

artistico

）
に
も
歴
史
的
虚
偽(falso 

storico)

に
も
陥
ら
ず
、
芸
術
作
品
が
蔵
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
時
間
痕
跡
を
掻
き
消
す
こ
と
も
な
く
、

そ
れ
を
遂
行
す
る
こ
と
。」（
強
調
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
） 

  

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
真
意
は
こ
う
で
し
ょ
う
。
ま
ず
彼
は
芸
術
作
品
に
い
わ
ば
「
核
」
の
よ
う
な

部
分
が
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
芸
術
作
品
に
は
「
核
」
の
部
分
が
あ
っ
て
、
し
か
も

あ
る
芸
術
作
品
を
取
り
戻
す
こ
と
は
そ
の
「
核
」
を
取
り
戻
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
て

よ
い
、
そ
し
て
芸
術
作
品
の
「
潜
在
的
統
一
」
が
ま
さ
に
そ
の
「
核
」
に
相
当
す
る
当
の
も
の

な
の
だ
、
と
。 

 

「
芸
術
作
品
の
核
」
と
い
っ
た
見
方
は
、
右
に
掲
げ
た
ブ
ラ
ン
デ
ィ
か
ら
の
引
用
（
本
稿
第

四
章
引
用
⑦
再
掲
）
か
ら
直
接
的
に
読
み
取
れ
る
事
柄
で
あ
り
、
彼
が
そ
う
考
え
て
い
た
こ
と

自
体
に
つ
い
て
は
異
論
の
余
地
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
こ

の
「
核
」
の
部
分
、
こ
の
「
潜
在
的
統
一
」
が
「
修
復
の
理
論
」
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
哲
学

的
に
説
明
さ
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
点
で
す
。 

 

さ
て
私
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
『
修
復
の
理
論
』
で
な
か
で
、「
潜
在
的
統
一
」
に
二
通
り
の
仕
方

で
言
及
し
て
い
る
と
見
て
い
ま
す
。
一
つ
の
言
及
は
明
示
的
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
陰
伏
的
で

す
。 

 

ま
ず
右
の
引
用
（
本
稿
第
四
章
引
用
⑦
再
掲
）
は
芸
術
作
品
の
潜
在
的
統
一
に
つ
い
て
、
明

確
に
名
前
を
挙
げ
て
言
及
し
て
い
る
訳
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
明
示
的
言
及
で
あ
る
こ
と
は
言
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。し
か
し
明
示
的
な
言
及
は
そ
れ
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。『
修
復
の
理
論
』

第
三
章
の
段
落
四
、
段
落
五
、
そ
し
て
段
落
九
か
ら
段
落
十
七
が
こ
の
「
潜
在
的
統
一
」
に
明

示
的
に
言
及
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
引
用
し
て
お
き
ま
す
。 

 

〔
引
用
⑪ 

『
修
復
の
理
論
』
第
三
章
段
落
四
〕 

「
例
と
し
て
、
現
に
諸
部
分
の
繋
ぎ
合
わ
せ
で
出
来
て
い
る
芸
術
作
品
を
取
り
上
げ
よ
う
。
こ
の
場

合
、
ど
の
部
分
に
も
、
そ
れ
自
体
で
は
、
素
材
の
美
、
た
と
え
ば
研
磨
の
明
澄
性
な
ど
が
見
て
取
れ

る
以
外
に
は
、
特
段
の
美
的
優
秀
性
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
る
。
絵
画
な
ら
モ
ザ
イ
ク
画
の
例
を
考

え
る
。
建
築
な
ら
煉
瓦
や
石
材
の
よ
う
な
個
々
の
構
成
要
素
を
〔
部
分
と
し
て
〕
考
え
る
。」 

 
 す

こ
し
空
け
て
こ
う
続
き
ま
す
。 

  
 

〔
引
用
⑫ 

『
修
復
の
理
論
』
第
三
章
段
落
四
続
き
〕 

「
残
る
の
は
、
モ
ザ
イ
ク
石
〔
複
数
〕
で
あ
れ
煉
瓦
〔
複
数
〕
で
あ
れ
、
芸
術
家
が
定
め
た
そ
れ
ら

〔
相
互
〕
の
形
式
的
結
合
か
ら
一
度
で
も
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、 

そ
れ
は
失
効
状
態
に
追
い
込

ま
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
の
と
き
、
モ
ザ
イ
ク
石
や
煉
瓦
は
、
芸
術
家
が
こ
れ
ら
モ
ザ
イ
ク

石
や
煉
瓦
を
そ
れ
に
向
け
て
互
い
に
引
き
あ
わ
せ
た
そ
の
統
一
の
痕
跡
を
、
も
は
や
有
意
な
仕
方
で

は
留
め
な
い
と
い
う
事
実
。
そ
れ
は
辞
書
を
読
む
の
に
似
て
い
る
。
辞
書
に
は
、
詩
人
が
一
つ
の
詩

に
組
み
上
げ
て
い
っ
た
の
と
同
じ
言
葉
た
ち
が
、
こ
の
詩
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
形
で
見
つ
か
る
が
、

そ
こ
に
あ
る
の
は
一
群
の
意
味
論
的
音
声
、
い
わ
ば
た
だ
の
言
葉
た
ち
に
過
ぎ
な
い
。」 
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〔
引
用
⑬ 

『
修
復
の
理
論
』
第
三
章
段
落
五
〕 

「
し
た
が
っ
て
、
モ
ザ
イ
ク
も
そ
う
だ
し
、
一
つ
一
つ
の
石
材
か
ら
作
ら
れ
た
石
塀
も
そ
う
な
の
だ

が
、
そ
れ
ら
は
芸
術
作
品
を
「
総
和(totale)

」
と
し
て
認
識
す
べ
き
で
な
い
こ
と
を
雄
弁
に
物
語

っ
て
い
る
。
芸
術
作
品
と
は
ま
さ
に
「
統
一(intero)

」
を
意
味
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」 

 

〔
引
用
⑭ 

『
修
復
の
理
論
』
第
三
章
段
落
九
か
ら
段
落
十
七
〕 

「
し
た
が
っ
て
次
の
よ
う
に
言
え
る
。
実
在
す
る
現
実
の
有
機
的
機
能
的
統
一(unita 

organico-funzionale)

は
知
性
の
論
理
的
機
能(funzioni logiche)

に
服
し
て
い
る
。 

そ
れ
に

対
し
て
、
芸
術
作
品
の
形
象
的
統
一(unita figurativa)

が
到
来
す
る
の
は
、
そ
れ
が
芸
術
作
品

と
し
て
の
像
の
直
観
と
一
体(in una)

の
と
き
な
の
で
あ
る
。（
段
落 

九
） 

 

我
々
が
修
復
問
題
の
核
心
に
触
れ
、
か
つ
実
際
の
作
業
に
も
指
針
を
与
え
る
、
そ
ん
な
二
つ
の
命

題(proporzioni)

に
出
会
う
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
地
点
で
あ
る
。 (

段
落
十) 

 

す
で
に
見
た
よ
う
に
、
芸
術
作
品
は
特
異
な
統
一(unita)
に
与
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
諸
部
分

か
ら
合
成
さ
れ
た
も
の
と
見
做
す
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
ま
た
こ
れ
も
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
こ
の

統
一
を
実
在
の
現
実
性
の
有
機
的
機
能
的
統
一
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
も
許
さ
れ
な
い
。
そ
こ
か
ら
二

つ
の
補
題(corollari)

が
導
か
れ
る
。(

段
落
十
一) 

 

第
一
の
補
題
は
こ
う
で
あ
る
。芸
術
作
品
は
そ
も
そ
も
諸
部
分(parti)

か
ら
合
成
さ
れ
た
も
の
で

は
な
い
の
だ
か
ら
、
芸
術
作
品
が
物
理
的
に
分
裂
し
た
の
ち
も
、
そ
の
芸
術
作
品
の
断
片

(frammenti)

の
〔
一
つ
一
つ
の
〕
な
か
に
は
、
芸
術
作
品
、
そ
れ
も
一
個
の
全
体(tutto)
と
し
て

の
芸
術
作
品
が
、
潜
在
的
な
仕
方
で
存
続
し
て
い
る(sussistere potenzialmente)

筈
で
あ
る
。

素
材(material)

の
解
体(disgregazione)

を
生
き
延
び
て
な
お
個
々
の
断
片
に
温
存
さ
れ
て
い

る
形
式
痕
跡(traccia formale)

に
的
確
に
結
び
つ
く
介
入
措
置
だ
け
が
、
こ
の
潜
在
的
な
特
性
を

掘
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。(

段
落
十
二)   

  

上
の
こ
と
か
ら
第
二
の
補
題
が
導
か
れ
る
。
個
々
の
芸
術
作
品
の
《
形
式(forma)

》
こ
そ
不
可

分
な
も
の
な
の
だ
か
ら
、
素
材
的
な
分
割
が
起
き
て
い
る
状
況
で
は
、
人
は
、
個
々
の
諸
断
片
に
温

存
さ
れ
た
本
源
的
な(originaria)

潜
在
的
統
一
を
展
開
し
よ
う
と(sviluppare)

努
力
す
る

(cercare)

と
い
う
こ
と
。
ま
た
そ
の
た
め
に
は
、
諸
断
片
に
お
い
て
形
式
的
に(formal)

〔
素
材
的

分
割
を
〕
生
き
延
び
て
き
た
も
の
を
手
掛
か
り
と
す
る(proporzionalmente)

と
い
う
こ
と
。」(

段

落
十
三) 

 

以
上
二
つ
の
補
題
を
拠
り
所
と
し
て
、我
々
は
次
の
最
終
的
帰
結
に
た
ど
り
着
く
こ
と
が
で
き
る
。

す
な
わ
ち
、
破
壊
さ
れ
た
芸
術
作
品
、
諸
断
片
と
成
り
果
て
た
芸
術
作
品
に
、
類
推(analogia)

に

よ
っ
て
介
入
し
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
原
理
上
、
類
推
ニ
ヨ
ル(per analogiam)

措
置
、
類

推
に
基
づ
く
措
置
を
採
ろ
う
と
す
れ
ば
、
芸
術
作
品
の
直
観
的
な
統
一(unita intuitiva)

と
、
実

在
的
現
実
の
把
握
に
必
要
な
芸
術
作
品
の
論
理
的
統
一
の
同
一
視
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ

れ
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。(

段
落
十
四) 

 

さ
て
そ
こ
か
ら
次
の
項
目(comma)

が
出
て
く
る
。
本
来
の(originario)

統
一
を
探
り
当
て

(rintracciare)

よ
う
と
す
る
介
入
操
作
は
、
諸
断
片
の
潜
在
的
統
一
を
展
開
す
る(sviluppare)

介
入
操
作
で
あ
る
が
、そ
の
展
開
は
芸
術
作
品
を
芸
術
作
品
た
ら
し
め
る
全
体(tutto)

に
依
拠
し
て

い
る
。
だ
か
ら
こ
の
操
作
に
際
し
て
利
用
し
て
よ
い
の
は
、
諸
断
片
そ
れ
自
体
に
含
ま
れ
る
示
唆

（suggerimento

）
を
読
み
解
く(svolgere)

作
業
か
、
あ
る
い
は
本
来
の
状
態
に
関
す
る
真
正
な

る(autentico)

証
言
か
ら
読
み
取
れ
る
示
唆
を
読
み
解
く
作
業
だ
け
な
の
で
あ
る
。(

段
落
十
五) 

 

真
の
意
味
で
修
復
行
為
の
発
動
を
画
す
る
の
は
上
の
〔
前
段
の
〕
補
題
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
補
題
と
と
も
に
、
二
つ
の
審
級
す
な
わ
ち
歴
史
的
審
級
と
美
的
審
級
が
姿
を
現
す
。
二
つ
の
審
級

が
互
い
に
歩
調
を
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
術
作
品
の
潜
在
的
統
一
を
（
歴
史
的
な
偽
造
行
為

や
美
学
へ
の
違
法
行
為
を
避
け
な
が
ら
）復
旧
す
る
た
め
の
力
点(punto)

が
厳
密
に
確
定
さ
れ
る
の

で
あ
る
。」(

段
落
十
六) 

 

 
か
な
り
長
く
引
用
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
は
十
分
な
理
由
が
あ
り
ま
す
。
引
用
を
長
く
し
た

の
は
、
こ
の
く
だ
り
か
ら
、
芸
術
作
品
の
潜
在
的
統
一
が
芸
術
作
品
の
物
理
的
破
壊
と
対
峙
す

る
関
係
に
置
か
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、実
感
と
し
て
味
わ
っ
て
頂
き
た
か
っ
た
か
ら
で
す
。

統
一
と
破
壊
は
敵
対
関
係
な
の
で
す
、
こ
こ
で
は
。 

 

そ
の
こ
と
は
た
と
え
ば
引
用
⑭
の
「
段
落
十
二
」
か
ら
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
こ
う
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書
か
れ
て
い
ま
す
。「
芸
術
作
品
は
そ
も
そ
も
諸
部
分(parti)

か
ら
合
成
さ
れ
た
も
の
で
は
な

い
の
だ
か
ら
、
芸
術
作
品
が
物
理
的
に
分
裂
し
た
の
ち
も
、
そ
の
芸
術
作
品
の
断
片
の
〔
一
つ

一
つ
の
〕
な
か
に
は
、
芸
術
作
品
、
し
か
も
一
個
の
全
体
と
し
て
の
芸
術
作
品
が
、
潜
在
的
な

仕
方
で
存
続
し
て
い
る
筈
で
あ
る
。」 

 

こ
の
文
章
は
、
芸
術
作
品
は
、
物
理
的
分
裂
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
統
一
を
維
持
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
言
っ
て
い
ま
す
。「
拘
ら
ず
」
で
す
。 

 

さ
ら
に
そ
れ
に
続
く
、「
素
材
の
解
体
を
生
き
延
び
て
な
お
個
々
の
断
片
に
温
存
さ
れ
て
い
る

形
式
痕
跡
に
的
確
に
結
び
つ
く
介
入
措
置
だ
け
が
、
こ
の
潜
在
的
な
特
性
を
掘
り
起
こ
す
こ
と

が
で
き
る
」
と
い
う
く
だ
り
に
し
て
も
、
そ
れ
は
、
介
入
措
置
は
、
素
材
の
解
体
に
も
拘
ら
ず
、

そ
れ
が
形
式
痕
跡
に
的
確
に
結
び
つ
く
な
ら
、
こ
の
潜
在
的
な
特
性
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
が
で

き
る
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。 

 

「
破
壊
に
も
拘
ら
ず
」
そ
し
て
「
統
一
ゆ
え
に
」、
修
復
は
可
能
な
の
で
す
、
こ
こ
で
は
。 

 

さ
て
こ
こ
に
も
「
綜
合
性
」
が
認
め
ら
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
素
材
の
解
体
が
芸
術
作
品
の

劣
化
を
引
き
起
こ
す
以
上
、
そ
し
て
そ
れ
の
修
復
の
根
拠
が
形
式
に
求
め
ら
れ
る
以
上
、
具
体

的
な
修
復
は
「
素
材
と
形
式
」
の
両
面
作
戦
を
取
ら
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
が
、
引
用
⑭
で
は
、「
形

式
」
は
「
素
材
」
の
暴
力
の
及
ば
ぬ
次
元
に
存
在
し
、
ま
た
素
材
に
立
脚
す
る
修
復
家
は
素
材

に
は
含
ま
れ
な
い
何
か
（
形
式
）
を
補
填
で
き
る
が
ゆ
え
に
、
修
復
か
は
己
の
作
業
を
全
う
す

る
こ
と
が
で
き
る
、
と
述
べ
て
い
る
の
で
す
。 

 

形
式
を
補
わ
な
け
れ
ば
修
復
家
は
何
も
で
き
な
い
、
し
か
し
形
式
さ
え
補
え
ば
修
復
家
は
修

復
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
修
復
家
の
判
断
は
「
綜
合
的
」
な
の
で
す
。 

 

 

さ
て
以
上
は
芸
術
作
品
の
「
潜
在
的
統
一
」
が
明
示
的
に
語
ら
れ
る
場
面
で
す
が
、『
修
復
の

理
論
』
に
は
そ
れ
と
は
明
示
せ
ず
（
つ
ま
り
陰
伏
的
に
）
こ
の
概
念
に
言
及
す
る
場
面
が
あ
る

こ
と
を
見
落
と
す
べ
き
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
の
「
露
呈
行
為(acavo)

」
と
「
詞
歌
集

(silloge)

」
に
触
れ
る
く
だ
り
が
ま
さ
に
そ
れ
で
す
。
も
う
一
度
思
い
出
し
ま
し
ょ
う
。 

 

⒈ 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
露
呈
行
為
が
明
る
み
に
出
す
情
報
は
、
修
復
に
必
要
な
全
情
報
に
一
致
す

る
ど
こ
ろ
か
そ
れ
に
は
及
ば
な
い
、
と
も
言
っ
て
い
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
、「
露
呈
行
為
が
そ
の

状
態
を
暴
力
的
に
解
体
し
た
と
き
見
え
て
く
る
も
の
は
、
そ
の
全
容
に
は
遠
く
及
ば
な
い
」。
そ

し
て
繰
り
返
し
ま
す
が
、
こ
の
場
合
「
そ
の
全
容
」
と
は
、「
浅
い
層
」
の
向
こ
う
に
あ
る
深
い

層
を
、
そ
の
「
崩
壊
か
ら
高
度
に
護
っ
て
い
る
」、
あ
る
「
確
立
さ
れ
た
状
態
」
の
全
容
の
こ
と

で
し
た
。 

 

し
た
が
っ
て
ま
ず
は
こ
う
言
え
ま
す
。
芸
術
作
品
を
崩
壊
か
ら
護
っ
て
い
る
仕
掛
け
は
、
芸

術
作
品
の
外
側
か
ら
内
側
に
向
か
っ
て
進
行
す
る
破
壊
的
分
解
に
よ
っ
て
は
、
ど
こ
ま
で
行
っ

て
も
完
全
に
は
透
視
で
き
な
い
、
と
。 

 

し
か
し
こ
の
こ
と
は
裏
を
返
せ
ば
、
ま
さ
に
露
呈
行
為
と
い
う
「
破
壊
」
に
よ
っ
て
、「
芸
術

作
品
を
崩
壊
か
ら
護
っ
て
い
る
仕
掛
け
」
の
存
在
が
逆
に
可
視
的
に
な
っ
た
こ
と
を
意
味
し
て

い
ま
す
。「
芸
術
作
品
を
崩
壊
か
ら
護
っ
て
い
る
仕
掛
け
」
そ
れ
自
体
は
知
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
し
か
し
「
物
理
的
分
裂
ゆ
え
に
」、
こ
の
仕
掛
け
の
「
存
在
」
と
、
修
復
の
「
可
能
性
」
は

認
識
さ
れ
る
の
で
す
。 

 

修
復
家
が
こ
の
「
仕
掛
け
」
を
自
ら
に
修
復
行
為
の
指
針
と
し
て
立
て
た
も
の
が
、
あ
の
「
芸

術
作
品
の
潜
在
的
統
一
」
で
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
場
合
大
事
な
こ
と
は
、
こ
の
潜
在

的
統
一
が
カ
ン
ト
の
意
味
で
「
認
識
不
可
能
」
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
す
な
わ
ち
こ
の
統
一
は
、

概
念
を
介
し
て
直
観
の
中
に
描
き
出
す
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
れ
が
認
識

可
能
で
あ
る
な
ら
、「
芸
術
作
品
を
崩
壊
か
ら
護
っ
て
い
る
仕
掛
け
は
、
芸
術
作
品
の
外
側
か
ら

内
側
に
向
か
っ
て
進
行
す
る
破
壊
的
分
解
に
よ
っ
て
」、透
視
が
可
能
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
が
、

そ
れ
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
主
張
（
本
稿
第
六
章
引
用
⑩
）
に
背
く
か
ら
で
す
。 

 
こ
う
し
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
芸
術
作
品
の
潜
在
的
統
一
」
が
、
カ
ン
ト
の
意
味
で
の
理
念
」

で
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
ま
し
た
。 

 

⒉ 

こ
の
結
論
に
次
の
こ
と
を
補
足
し
ま
し
ょ
う
。
い
ま
述
べ
た
「
理
念
と
し
て
の
潜
在
的
統

一
」
は
、scavo
の
比
喩
が
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
芸
術
作
品
の
物
理
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的
な
「
外
部
／
内
部
」
の
対
比
に
対
応
す
る
よ
う
に
設
定
さ
れ
て
い
ま
す
。
芸
術
作
品
の
物
理

的
な
「
外
側
」
か
ら
、
そ
れ
の
物
理
的
な
「
内
側
」
に
向
か
っ
て
露
呈
行
為
が
進
行
す
る
に
つ

れ
て
、
潜
在
的
統
一
は
（
理
念
と
し
て
）
地
平
の
向
こ
う
か
ら
徐
々
に
浮
上
し
て
く
る
と
い
っ

た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。 

 

こ
れ
に
対
し
て
「
束(silloge)

」
の
方
は
、
潜
在
的
統
一
の
よ
う
に
「
外
か
ら
内
」
で
は
な

く
、「
多
か
ら
一
へ
」
と
い
う
動
勢
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
ま
ず
い
つ
も
芸
術
作
品

の
「
統
一
性
」
に
つ
い
て
熱
弁
を
振
る
う
あ
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
、
こ
こ
で
は
、
芸
術
作
品
を
「
複

数
」
の
相
に
お
い
て
見
て
い
る
こ
と
が
注
目
に
値
し
ま
す
。
実
際
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
こ
う
書
い
て

い
る
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。「
そ
の
複
合
体
が
、
個
別
的
条
件
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
々
の

自
律
的
作
品
と
な
っ
て
現
れ
る
。」
ま
た
「
束
が
あ
る
文
脈
に
編
入
さ
れ
る
と
き
、
一
つ
の
芸
術

作
品
が
、
一
つ
の
特
異
性
を
持
っ
た
一
つ
の
自
律
的
芸
術
作
品
と
し
て
登
場
す
る
が
、
文
脈
が
替

わ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
れ
ら
を
失
う
し
、
ま
た
そ
の
場
合
、
新
た
に
、
別
の
芸
術
作
品
が
、
別
の
特

異
性
を
持
っ
た
別
の
自
律
的
芸
術
作
品
と
し
て
登
場
す
る
」、
と
。 

 

し
か
し
こ
の
よ
う
な
物
言
い
は
二
通
り
に
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。そ
れ
は
基
本
的
に
は
、「
一

つ
」
の
束
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
個
別
的
条
件
を
く
ぐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、「
複
数
」
の
自
立
的
作

品
が
生
ま
れ
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

し
か
し
こ
の
物
語
を
ひ
っ
く
り
返
し
た
ら
ど
う
な
る
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
と
き
そ
れ
は
、「
複

数
の
自
立
的
芸
術
作
品
か
ら
、
各
々
の
個
別
的
条
件
を
外
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
つ
の
「
束

（silloge

）」 

が
、
一
つ
の
枠
組
み
が
透
視
で
き
る
」
と
読
み
替
え
る
こ
と
も
で
き
る
筈
で
す
。 

 

こ
こ
に
あ
る
の
は
、「
多
→
一
」
と
い
う
方
向
性
以
外
の
何
者
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
統
一
と
破

壊
は
協
力
関
係
な
の
で
す
、
こ
こ
で
は
。 

 

 

そ
こ
で
さ
ら
に
、「
複
数
の
自
立
的
芸
術
作
品
」
の
と
こ
ろ
を
、「
劣
化
し
て
破
壊
さ
れ
た
芸
術

作
品
の
諸
断
片
」
で
置
き
換
え
れ
ば
、
我
々
は
潜
在
的
統
一
を
め
ぐ
る
あ
の
命
題
を
手
に
入
れ
る

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち
、「
破
壊
さ
れ
た
芸
術
作
品
の
ど
の
断
片
に
も
、
芸
術
作
品

の
全
体
が
含
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
次
の
命
題
を
。 

 

〔
引
用
⑩
の
部
分
的
再
掲 

『
修
復
の
理
論
』
第
三
章
段
落
十
二
〕 

「
芸
術
作
品
が
物
質
的
に
分
裂
し
た
あ
と
も
、
そ
の
芸
術
作
品
の
断
片(frammenti)

の
そ
れ
ぞ
れ

(ciascuno)

の
な
か
に
、
そ
の
芸
術
作
品
が
、
そ
れ
も
一
個
の
全
体(tutto)

と
し
て
の
そ
の
芸
術
作

品
が
、
潜
在
的
に(potenzialmente)

存
続
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
素
材
の
解
体
を
生
き
延
び
て

な
お
、
ど
の
断
片(ogni frammento)

に
も
温
存
さ
れ
て
い
る
形
式
痕
跡(traccia formale)

に
直

に
触
れ
る
介
入
提
案
だ
け
が
、
こ
の
潜
在
性
（potenzialita

）
を
掘
り
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
。」  

  

た
だ
し
こ
の
文
章
の
分
析
は
次
節
に
委
ね
ま
す
。 
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〔
第
三
節
〕
表
側(recto)

と
裏
側(verso)

の
現
象
学 

 

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
理
論
は
「
意
識
の
理
論
」
と
「
物
質
の
理
論
」

の
二
本
立
て
で
す
（
た
と
え
、
後
者
が
前
者
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
事
情
が
あ
る
に
せ

よ
）。
そ
し
て
二
元
論
で
あ
る
以
上
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
先
の
「
芸
術
作
品
の
潜
在
的
統
一
」
に
関

す
る
理
説
に
つ
い
て
も
、
そ
の
唯
物
論
的
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
を
呈
示
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
素
材
」
に
つ
い
て
の
考
察
と
し
て
は
、『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
の
段
落
十

六
と
段
落
十
七
に
そ
の
素
描
が
、
第
二
章
「
芸
術
作
品
の
素
材
」
に
は
そ
の
総
説
が
、
そ
し
て

第
三
章
「
芸
術
作
品
の
潜
在
的
統
一
」
に
は
「
潜
在
的
統
一
」
に
特
化
し
た
考
察
が
繰
り
広
げ

ら
れ
て
い
ま
す
。 

 

⒜ 

現
象
と
素
材 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
第
二
章
を
こ
う
切
り
出
し
ま
す
。 

 

〔
引
用
⑮ 

『
修
復
の
理
論
』
第
二
章
段
落
一
冒
頭
〕 

「〈
修
復
は
も
っ
ぱ
ら
芸
術
作
品
の
素
材
の
修
復
で
あ
る
〉
と
い
う
第
一
公
理
を
立
て
た
以
上
、
素
材

の
概
念
を
芸
術
作
品
と
の
関
係
で
さ
ら
に
深
化
さ
せ
て
お
く
の
は
当
然
の
流
れ
で
あ
る
。
た
と
え
、

〈
像
を
可
視
的
に
す
る
に
は
素
材
的
媒
体(mezzi fisici)

が
必
要
だ
が
、
そ
の
素
材
的
媒
体
は
飽

く
ま
で
も
手
段
で
あ
っ
て
目
的
で
は
な
い
〉
と
い
う
立
場
を
と
る
者
で
さ
え
、
素
材
が
像
と
の
関
係

に
お
い
て
取
る
相
対
価
値
の
研
究
は
な
い
が
し
ろ
に
で
き
な
い
。
観
念
論
の
美
学(l'Estetica 

idealistica)

は
総
じ
て
こ
う
し
た
研
究
を
軽
視
し
て
き
た
が
、
芸
術
作
品
の
分
析
は
い
や
で
も
こ

の
問
題
に
差
し
戻
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
芸
術
作
品
に
お
け
る
素
材
に
学
問

的
定
義
を
与
え
な
か
っ
た
が
、
そ
の
彼
で
も
〈
所
与
の
外
的
な
素
材
〉
に
は
触
れ
な
い
で
済
ま
な
か

っ
た
の
で
あ
る
。」 

 

 

こ
の
第
二
章
劈
頭
の
く
だ
り
は
、
第
一
章
の
段
落
十
六
お
よ
び
段
落
十
七
と
、
第
二
章
の
素

材
論
と
を
接
続
す
る
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
非
常
に
短
い
第
一
章
段
落
十
六
は

こ
う
で
し
た
。 

 

「
こ
こ
か
ら
第
一
公
理
が
導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
修
復
さ
れ
る
の
は
芸
術
作
品
の
素
材
の
み

で
あ
る
」（『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
六
）。 

  

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
こ
の
第
二
章
の
命
題
を
第
二
章
で
証
明
し
て
や
ろ
う
と
身
構
え
て
い
る
よ
う

に
見
え
ま
す
（
第
一
章
段
落
十
六
は
ま
だ
予
告
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
か
ら
。
な
お
ド
イ

ツ
観
念
論
美
学
に
お
け
る
素
材
問
題
は
興
味
深
い
問
題
を
含
み
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
に
は

眼
を
つ
む
っ
て
、
当
面
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
テ
ク
ス
ト
に
集
中
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。） 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
第
二
章
段
落
一
を
こ
う
続
け
ま
す
。
と
く
に
「
現
象
学
的
」
と
い
う
言
葉
に

注
意
し
て
く
だ
さ
い
。 

 

〔
引
用
⑯ 

『
修
復
の
理
論
』
第
二
章
段
落
一
末
尾
〕 

「
修
復
と
の
関
係
で
ま
ず
問
う
べ
き
は
、〈
素
材
と
は
本
来
的
に
は
何
か
〉
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
と

い
う
の
は
、修
復
措
置
の
時
間(tempo)

と
場
所(luogo)

を
同
時
に
具
体
化(rappresentare)

す
る

の
は
、
ま
さ
に
素
材
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
我
々
が
現
象
学
的
視
点(vista fenomenologico)

か
ら
出
発
し
、
そ
れ
以
外
の
視
点
か
ら
出
発
し
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
と
き
素
材
は
〈
像

（immmagine

）
の
現
象(epifania)

に
奉
仕
す
る(servire)

も
の
〉
と
し
て
立
ち
現
れ
る
。
そ
も

そ
も
美(bello)

と
は
現
象
学
的
に
し
か
限
定
で
き
な
い
も
の
な
の
だ
が（
ス
コ
ラ
学
者
が
美
に
与
え

た
〈
眼
を
楽
し
ま
せ
る
も
の
（quod visum placet 

）〉
と
い
う
定
義
を
見
よ
）、
右
の
素
材
の
定

義
は
そ
れ
に
倣
っ
た
も
の
で
あ
る
。」 

 

 
こ
の
「
現
象
学
的
」
が
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
そ
れ
を
指
す
こ
と
に
つ
い
て
、
疑
問

の
余
地
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
こ
こ
で
も
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
哲
学
史
的
説
明
を
怠
り
、
彼
の
「
現

象
学
的
視
点
」
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
ど
の
著
作
に
由
来
す
る

の
か
を
き
ち
ん
と
報
告
し
ま
せ
ん
。
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
憶
測
に
憶
測
を
重
ね
る
愚
を
避
け
、
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ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
言
葉
に
即
し
て
比
較
的
安
全
な
迂
回
路
を
進
む
の
が
賢
明
と
い
う
も
の
で
し
ょ

う
。 

 

ま
ず
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、「
自
分
は
現
象
学
的
視
点(vista fenomenologico)

か
ら
出
発
し
、

そ
れ
以
外
の
視
点
か
ら
出
発
し
な
い
」
と
言
い
切
っ
て
い
ま
す
。
で
は
そ
の
現
象
学
的
視
点
か

ら
何
が
見
え
て
く
る
か
と
言
え
ば
、「
そ
の
と
き
素
材
は
像
の
現
象
に
奉
仕
す
る
も
の
と
し
て
立

ち
現
れ
る
」
と
言
い
ま
す
（
私
は
こ
の
命
題
を
Ａ
と
呼
ぶ
）。 

 

こ
こ
で
思
い
出
す
の
は
、
本
稿
の
第
六
章
冒
頭
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
生
活
世
界
」
を
話
題
に

し
た
と
き
の
こ
と
で
す
。
そ
の
と
き
我
々
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
と
っ
て
「
芸
術
作
品
を
現
象
学

的
に
考
察
す
る
」
こ
と
が
、「
芸
術
作
品
を
エ
ポ
ケ
ー
に
委
ね
る
」
や
「
芸
術
作
品
を
生
活
世
界

に
お
け
る
経
験
の
客
体
と
見
做
す
」
こ
と
に
等
価
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
と
も
に
、
次
の

二
点
に
も
注
意
を
促
し
て
お
き
ま
し
た
。 

 

⒈
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、
芸
術
作
品
を
通
常
の
「
客
体
性
」
の
な
か
に
含
め
る
こ
と
せ
ず
、
芸
術
作

品
の
「
本
質
」
を
考
究
す
る
と
い
う
身
振
り
も
採
ら
な
い
。
そ
う
で
は
な
く 

⒉
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
芸
術
作
品
を
、芸
術
作
品
が
我
々
の
知
覚(percezione)

の
領
域
に
到
達
し
、

ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
の
経
験(esperienza)

の
領
域
に
到
達
す
る
、
ま
さ
に
そ

の
局
面
で
理
解
す
る
（
私
は
こ
の
命
題
を
Ｂ
と
呼
ぶ
）。 

  

さ
て
命
題
Ａ
と
命
題
Ｂ
は
ど
こ
が
違
う
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

Ａ
「
自
分
は
現
象
学
的
視
点
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
以
外
の
視
点
か
ら
出
発
し
な
い
が
、
そ
の
と

き
素
材
は
像
の
現
象
に
奉
仕
す
る
も
の
と
し
て
立
ち
現
れ
る
」。 

 

Ｂ
「
私
（
ブ
ラ
ン
デ
ィ
）
は
現
象
学
的
立
場
か
ら
、
芸
術
作
品
を
、
そ
れ
が
我
々
の
知
覚
の
領

域
に
到
達
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
の
経
験
の
領
域
に
到
達
す
る
局
面
で
理
解

す
る
」。 

  

違
い
は
微
妙
で
す
。
Ｂ
が
た
だ
「
現
象
学
的
」
な
い
し
は
「
知
覚
的
」
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

Ａ
は
「
現
象
学
的
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
唯
物
論
的
」
だ
と
い
う
こ
と
は
言
え
そ
う
で
す
。
な

ぜ
な
ら
、
Ａ
は
Ｂ
と
違
っ
て
、「
像
」
を
「
素
材
」
の
側
か
ら
も
語
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
す
。 

 

さ
て
こ
の
「
唯
物
論
的
な
意
味
で
の
現
象
」
に
つ
い
て
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
一
つ
の
ヒ
ン
ト
を

与
え
て
い
ま
す
。 

  
 

〔
引
用
⑰ 

『
修
復
の
理
論
』
第
二
章
段
落
一
中
間
〕 

「
芸
術
作
品
に
関
与
す
る
限
り
に
お
い
て
、
素
材
は
あ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
相
貌
論(fisionomia)

を
展

開
す
る
。
素
材
は
こ
の
観
点
で
定
義
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」 

  

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
「
相
貌
論(fisionomia)

」
を
提
案
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
ブ

ラ
ン
デ
ィ
の
提
案
す
る
相
貌
論
は
、
そ
の
創
始
者
に
し
て
命
名
者
た
る
十
八
世
紀
の
人
、
ヨ
ハ

ン
・
カ
ス
パ
ー
ル
・
ラ
フ
ァ
テ
ー
ル(Johann 

Kaspar 
Lavater 

1741-1801)

の
相
貌
論

(Physiognomie)

と
は
少
な
か
ら
ず
異
な
っ
て
い
ま
す
。 

 
 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
と
ラ
フ
ァ
テ
ー
ル
の
差
異
は
二
重
で
す
。ま
ず
ラ
フ
ァ
テ
ー
ル
の
相
貌
論
は「
人

相
術
」
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
、「
外
面
的
相
貌
」
か
ら
「
内
面
的
精
神
」
へ
の
推
理
が
中
心
的

な
話
題
を
占
め
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
あ
け
す
け
に
言
え
ば
通
俗
心
理
学
と
し
て
の
人
相
術
で
あ

り
、
性
格
判
断
で
し
た
。 

 

し
か
し
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
こ
の
箇
所
で
こ
の
言
葉
を
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
使
っ
て
い
る
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
が
関
心
を
寄
せ
る
の
は
、
ラ
フ
ァ
テ
ー
ル
の
よ
う
に
「
外
面
か
ら
内
面
を
」、

「
顔
か
ら
性
格
を
」
を
読
み
取
る
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 
そ
も
そ
も
そ
れ
は
「
外
か
ら
内
へ
」
の
方
向
性
を
持
つ
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
こ
の
方
向

性
の
限
界
は
、
例
の
「
露
呈
」
に
観
す
る
議
論
の
中
で
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
た
筈
で
す
。）
ブ

ラ
ン
デ
ィ
の
意
識
に
あ
っ
た
の
は
、「
外
か
ら
内
へ
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
の
方
向
、
す
な
わ

ち
「
物
質
と
い
う
内
部
」
に
よ
っ
て
「
像
と
い
う
外
部
が
決
定
さ
れ
る
」
と
い
う
方
向
性
、
す
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な
わ
ち
「
内
か
ら
外
へ
」
の
方
向
性
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

第
二
に
、
前
段
か
ら
も
分
か
る
こ
と
で
す
が
、
ラ
フ
ァ
テ
ー
ル
に
と
っ
て
「
内
面
」
が
「
精

神
的
内
側
」
の
意
味
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
考
え
る
「
内
面
」
は
飽
く
ま
で

も
「
物
質
の
内
側
」
で
あ
る
と
い
う
大
き
な
違
い
が
あ
り
ま
す
。 

 

⒝
「
像
と
い
う
素
材
」
と
「
仲
介
す
る
素
材
」
と
「
基
体
と
い
う
素
材
」 

 

さ
て
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
『
修
復
の
理
論
』
の
な
か
で
「
素
材
」
に
つ

い
て
本
当
の
意
味
で
理
論
的
に
語
り
始
め
る
の
は
、
次
に
掲
げ
る
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
の

段
落
十
七
で
す
。
し
か
し
、
飽
く
ま
で
も
印
象
に
過
ぎ
ま
せ
ん
が
、
こ
の
段
落
十
七
に
は
、
な

ん
と
い
う
か
孤
立
感
の
よ
う
な
も
の
が
漂
う
の
で
す
。
せ
っ
か
く
新
規
の
話
題
を
導
入
し
な
が

ら
も
、
こ
の
段
落
十
七
は
な
ぜ
か
尻
切
れ
ト
ン
ボ
に
終
わ
り
、
そ
れ
以
後
第
一
章
は
素
材
に
つ

い
て
（
た
と
え
言
及
は
し
て
も
）
そ
の
本
質
論
を
展
開
し
ま
せ
ん
。 
 

 

と
り
あ
え
ず
段
落
十
七
を
引
用
し
て
み
ま
し
ょ
う
。（
そ
れ
に
し
て
も
物
質
に
つ
い
て
語
る
文

章
の
こ
の
難
解
さ
は
。） 

 

 
 

〔
引
用
⑱ 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
七
〕 

「
し
か
し
、
像
と
、
像
の
仲
介(trasmissione)

を
司
る
素
材
的
媒
体
の
関
係
は
、
像
と
、
像
に
付

随
し
従
属
す
る
何
か
、
の
関
係
で
は
な
い
。
素
材
的
媒
体
は
、
そ
れ
自
体
、
像
と
重
な
っ
て
い
る

(coestensivi)

。
あ
ち
ら
に
像
が
あ
り
、
こ
ち
ら
素
材
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
だ
が
そ
う

は
言
っ
て
も
、
素
材
は
像
だ
け
に
重
な
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
素
材
的
媒
体
に
つ
い
て
は
、
像
の

純
然
た
る
仲
介
を
司
る
部
分
と
、
そ
の
部
分
を
支
え
る
基
体(supporto)

の
部
分
を
区
別
す
る
こ
と

が
可
能
で
あ
る
。
二
つ
の
部
分
は
互
に
緊
密
に
結
合
さ
れ
て
い
て
、
そ
う
で
あ
れ
ば
こ
そ
像
は
存
続

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
建
築
が
そ
れ
に
相
応
し
い
基
盤
を
持
ち
、
絵
画
が
そ
れ
に
相
応
し
い
板
や
画

布
を
持
つ
の
が
、
そ
の
例
で
あ
る
。」 

  

こ
の
文
章
を
理
解
す
る
に
は
た
い
そ
う
苦
労
し
ま
す
。
そ
れ
も
ド
イ
ツ
語
や
イ
タ
リ
ア
語
を

読
む
と
な
る
と
、
苦
労
も
倍
加
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
す
。（「
物
質
」
は
哲
学
に
と
っ
て
鬼
門

な
の
で
し
ょ
う
か
？
）。 

 

ま
ず
「
像
」
と
は
芸
術
作
品
の
芸
術
作
品
と
し
て
の
基
幹
成
分
で
あ
り
、
観
賞
さ
れ
、
伝
達

（
仲
介
）
さ
れ
る
当
の
も
の
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
好
む
言
葉
で
言
え
ば
「
形
式(forma)

」
の
こ
と

で
す
。
し
か
し
そ
の
「
像
」
は
「
素
材
的
媒
体
」
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
実
在
し
、
存
続
し
、
伝
達

さ
れ
も
す
る
の
で
す
。 

 

さ
て
右
の
引
用
箇
所
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
ま
ず
問
題
に
す
る
の
は
、
伝
達
さ
れ
る
「
像
」
と
伝

達
を
司
る
「
素
材
的
媒
体
」
の
関
係
で
す
。
修
復
家
は
こ
の
論
点
を
避
け
て
通
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
、
素
材
的
（
物
質
的
）
劣
化
に
よ
っ
て
後
世
へ
の
「
形
式
」
の
伝
達
が
危

ぶ
ま
れ
る
か
ら
こ
そ
、
修
復
家
の
出
番
と
な
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
。
修
復
家
に
と
っ
て
は
、

「
像
」
と
「
素
材
」
の
関
係
こ
そ
そ
の
主
戦
場
な
の
で
す
。 

 

難
し
い
の
は coestensive 

と
い
う
言
葉
で
す
。こ
の
言
葉
は
辞
書
に
は
載
っ
て
な
い
よ
う

で
す
が
、
似
た
言
葉
に coesistènza

（
共
存
）
が
あ
り
、 esis 

の
と
こ
ろ
を esten 

に
置

き
換
え
た
と
見
れ
ば
、
そ
れ
は
「
と
も
に
あ
る
こ
と
（
共
存
在
）」
で
は
な
く
、
い
わ
ば
「
と
も

に
拡
が
る
こ
と
（
共
外
延
？
）」
と
で
も
理
解
す
る
ほ
か
な
さ
そ
う
で
す
。 

 

こ
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。「
像
」
は
た
し
か
に
「
意
味
」
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
お
い
て

は
非
物
質
的
な
の
で
す
が
、
し
か
し
「
像
」
は
同
時
に
「
形
」
で
あ
り
、「
形
」
で
あ
る
限
り
に

お
い
て
は
外
延
性
を
有
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
を
「
外
延
性
Ａ
」
と
呼
び
ま
し
ょ
う
。 

 

と
こ
ろ
が
そ
の
「
像
」
は
「
素
材
」
つ
ま
り
「
物
質
」
に
「
載
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て

人
の
意
識
に
届
け
ら
れ
る
の
で
す
が
、
こ
の
「
載
せ
る
」
方
の
物
質
も
物
質
で
あ
る
以
上
、
そ

れ
は
そ
れ
で
別
の
「
外
延
性
Ｂ
」
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。 

 
そ
し
て
引
用
⑱
の
前
半
で
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、「
載
る
外
延
性
Ａ
」
と
「
載
せ
る
外
延
性
Ｂ
」
と

が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。
私
は
引
用
⑱
の
第
一
文
と
第

二
文
を
そ
の
よ
う
に
し
か
読
め
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
「
し
か
し
、
像
と
、
像
の
仲
介

(transmissione)

を
司
る
素
材
的
媒
体
の
関
係
は
、
像
と
、
像
に
付
随
し
従
属
す
る
何
か
の
関

係
で
は
な
い
。
素
材
的
媒
体
は
、
そ
れ
自
体
、
像
と
重
な
っ
て
い
る(coestensive)

。
あ
ち
ら
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に
像
が
あ
り
、
こ
ち
ら
素
材
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
は
な
い
」
と
。 

 

像
の
延
長
性
と
、
そ
れ
を
伝
達
可
能
に
し
て
い
る
物
質
の
延
長
性
は
、
分
離
で
き
な
い
。
こ

れ
が
引
用
⑱
の
第
一
の
話
題
で
す
。 

  

し
か
し
引
用
⑱
の
後
半
で
は
論
調
が
変
わ
り
ま
す
。
ま
ず
、「
だ
が
そ
う
は
言
っ
て
も
、
素
材

は
像
だ
け
に
重
な
っ
て
い
る
訳
で
は
な
い
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
「（
像
に

重
な
っ
て
い
る
）
素
材
」
は
先
ほ
ど
の
「
像
の
仲
介(transmissione)

を
司
る
素
材
的
媒
体
（
載

せ
る
外
延
性
Ｂ
）」
の
こ
と
で
し
ょ
う
し
、
そ
れ
は
像
と
い
う
載
る
外
延
性
Ａ
と
不
可
分
と
さ
れ

た
の
で
し
た
が
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、
こ
の
「
像
の
仲
介
を
司
る
素
材
的
物
体
は
像
だ
け
で
は
な

く
、
別
の
何
か
に
も
重
な
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

 

結
局
、
こ
う
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
⒜
ま
ず
、
芸
術
作
品
で
は
「
像
の
純
然
た

る
仲
介
を
司
る
素
材
部
分
」
と
「
そ
の
土
台
の
素
材
部
分
」
が
区
別
で
き
る
。
し
か
し
⒝
芸
術

作
品
の
こ
れ
ら
二
つ
の
部
分
は
と
も
に
広
く
「
素
材
」
に
属
し
て
い
る
。 

  

そ
う
す
る
と
こ
う
言
え
る
筈
で
す
。「
像
の
純
然
た
る
仲
介
を
司
る
素
材
部
分
（
外
延
性
Ｂ
）」

は
、
一
方
で
は
「
像
（
と
い
う
素
材
）」、
つ
ま
り
に
外
延
性
Ａ
に
重
な
り
、
他
方
で
は
そ
れ
を

支
え
る
「
基
体
（
と
い
う
素
材
）」
に
外
延
的
に
重
な
っ
て
い
る
と
。（
こ
の
最
後
の
外
延
性
は

Ｃ
と
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。） 

 

⒞ 

裏
側
と
表
側 

 

こ
の
⒝
の
議
論
を
踏
ま
え
て
、
今
度
は
い
よ
い
よ
『
修
復
の
理
論
』
第
二
章
に
眼
を
向
け
ま

し
ょ
う
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
「
像(immagine)

」
に
注
意
を
集
中
し
ま
す
。 

 
 〔

引
用
⑲ 

第
二
章
段
落
二
〕 

「
素
材
が
像
の
現
象(epifania)

を
可
能
に
す
る
と
い
う
考
え
方
は
、
像
を
見
る
う
え
で
二
重
の
視

点
が
必
要
な
理
由
を
教
え
て
い
る
。
私
は
二
つ
の
視
点
に
は
す
で
に
触
れ
た
が
、
こ
こ
で
そ
れ
に
〈
構

造(struttura)

〉
と
〈
顔
貌(aspetto)

〉
と
い
う
呼
び
名
を
与
え
よ
う
と
思
う
。」 

 

「
す
で
に
触
れ
た
」
と
は
、『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
七
を
指
し
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す

（
引
用
⑱
を
参
照
）。
そ
こ
で
は
、「
像
の
純
然
た
る
仲
介
を
司
る
素
材
部
分
」
が
、
一
方
で
は

外
延
的
に
「
像
と
い
う
素
材
」
に
重
な
り
、
他
方
で
は
そ
れ
を
支
え
る
「
基
体
と
い
う
素
材
」

に
外
延
的
に
重
な
っ
て
い
る
と
語
ら
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

こ
の
『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
十
七
の
構
図
が
、
こ
こ
（
第
二
章
段
落
二
）
で
は
「
顔

貌
」
と
「
構
造
」
に
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
す
。
ダ
イ
ア
グ
ラ
ム
に
す
れ
ば
対
応
が
分
か

り
や
す
く
な
る
で
し
ょ
う
。
す
な
わ
ち 

 
 「

顔
貌(aspetto)

」 

 
 
 
 

↑ 

「
像
（
と
い
う
素
材
）」
と
「
像
の
純
然
た
る
仲
介
を
司
る
素
材
部
分
」
と
「
基
体
（
と
い
う
素
材
）」 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

↓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
構
造(struttura)

」 

  

と
こ
ろ
が
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
右
の
素
材
連
関
に
さ
ら
に
新
し
い
表
現
を
与
え
ま
す
。（
手
を
替
え

品
を
替
え
説
明
を
追
加
す
る
の
は
、
自
ら
の
説
明
へ
の
不
完
全
感
の
な
せ
る
技
だ
、
と
い
う
意

地
悪
な
評
言
も
あ
り
得
ま
し
ょ
う
。
あ
る
い
は
「
物
質
」
は
そ
れ
ほ
ど
言
語
化
が
難
し
い
と
ブ

ラ
ン
デ
ィ
を
弁
護
す
べ
き
な
の
か
。） 

 

し
か
し
彼
の
「
メ
ダ
ル
の
表
側
と
裏
側
」
の
比
喩
は
秀
逸
で
す
。（
な
お
、
引
用
⑳
冒
頭
の
「
二

つ
の
基
本
的
用
語
」
と
は
「
構
造
と
顔
貌
」
の
こ
と
で
す
。） 

 
〔
引
用
⑳ 

第
二
章
段
落
三
前
半
〕 

「
二
つ
の
基
本
的
用
語
を
区
別
す
る
こ
と
で
、
素
材
が
芸
術
作
品
で
果
た
す
役
割
の
詳
細
が
明
確
に

な
る
。
さ
て
そ
の
区
別
は
メ
ダ
ル
の
裏(verso)

と
表(recto)

の
区
別
に
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
が
で
き
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る
（
二
つ
の
基
本
用
語
の
結
合
は
メ
ダ
ル
の
裏
と
表
よ
り
緊
密
な
の
だ
が
）。
明
ら
か
に
、
芸
術
作
品

に
お
い
て
素
材
は
二
つ
の
異
な
る
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
素
材
は
一
方
で
は
す
ぐ
れ

て
〈
顔
貌
〉
で
あ
り
、
他
方
で
は
す
ぐ
れ
て
〈
構
造
〉
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
機
能
は
、

通
常
、
互
い
に
矛
盾
し
な
い
。」 

 

 

さ
て
こ
こ
ま
で
議
論
を
総
合
し
、
そ
の
成
果
を
「
表
側
・
裏
側
」
と
い
う
言
葉
で
表
記
す
る

と
、
次
の
三
つ
の
命
題
を
得
ま
す
。 

 

⒜ 

芸
術
作
品
に
は
、
見
え
る
「
表
側
」
の
部
分
と
、
見
え
な
い
「
裏
側
」
の
部
分
が
あ
る
（
引

用
⑱
よ
り
）。 

⒝ 

芸
術
作
品
の
「
表
側
」
と
「
裏
側
」
は
い
ず
れ
も
「
素
材
」
に
属
し
て
い
る
。 

（
引
用
⑱
よ
り
。） 

⒞ 

芸
術
作
品
の
「
表
側
」
を
可
視
的
に
し
て
い
る
の
は
、
不
可
視
の
「
裏
側
」
で
あ
る
。 

（
引
用
⑯
の
「
現
象(epifania)

」
よ
り
）。 

  

（
な
お
「
顔
貌
」
と
い
う
訳
語
は
あ
ま
り
に
生
硬
な
の
で
、
今
後
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
推
奨
の
「
裏

側
」
と
「
表
側
」
と
い
う
用
語
を
使
う
こ
と
に
し
ま
す
。） 

  

さ
て
、
我
々
は
右
の
三
つ
の
命
題
か
ら
、
積
み
残
し
に
な
っ
て
い
る
本
節
の
引
用
③
の
あ
の

「
現
象
学
」
に
関
す
る
情
報
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
。 

 

ス
コ
ラ
学
の
美
学
は
客
観
主
義
的
美
学
で
し
た
。〈
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
肯
定
的
に
評
価
し
た
〈
眼

を
楽
し
ま
せ
る
も
の
（quod visum placet 

）〉
と
い
う
あ
の
表
現
は
、「
楽
し
む
」
と
言
う

主
観
的
な
「
時
」
の
彼
方
に
、「
眼
を
楽
し
ま
せ
る
物(res)

」
の
客
観
的
存
在
を
予
想
し
て
い

ま
す
。
す
な
わ
ち
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、
美
を
、「
像
」
と
「
そ
れ
を
現
象
さ
せ
る
何
か
」
の
間
の
客

観
的
関
係
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
「
何
か
」
が
素
材
と
し
て
把
握
さ

れ
て
い
る
点
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
理
論
の
大
き
な
特
色
が
あ
る
言
え
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

と
こ
ろ
が
彼
に
よ
れ
ば
、「
像
（
芸
術
作
品
の
表
側
）」
と
、「
こ
れ
を
現
象
さ
せ
る
当
の
物
（
芸

術
作
品
の
裏
側
）」
は
、
い
ず
れ
も
素
材(materia)

に
属
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
ブ
ラ

ン
デ
ィ
の
文
言
だ
け
に
依
拠
し
て
解
釈
を
立
て
る
な
ら
、
我
々
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
現
象
学
的
」

と
い
う
形
容
が
、
ま
さ
に
「
素
材
で
あ
る
裏
側
が
、
素
材
で
あ
る
表
側
を
可
視
的
に
す
る
局
面

に
眼
を
向
け
る
態
度
」
を
意
味
す
る
と
考
え
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
だ
か
ら
私
は
こ
こ
ま
で
の
議

論
を
こ
う
要
約
し
ま
す
。 

 

《
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
修
復
理
論
に
お
い
て
、そ
し
て
少
な
く
と
も
そ
の
唯
物
論
的
文
脈
に
お
い
て
、

「
現
象
学
的(phänomenologisch)

」
と
は
、
素
材
の
水
準
で
、
芸
術
作
品
の
〈
裏
側
〉
が
芸

術
作
品
の
〈
表
側
〉
を
可
視
的
に
す
る
関
係
を
、
哲
学
的
に
洞
見
す
る
手
続
き
を
謂
う
。》 

  

し
か
し
こ
こ
に
は
二
つ
の
微
妙
な
論
点
が
あ
り
ま
す
。
右
の
傍
線
部
の
内
容
に
つ
い
て
は
、

一
方
で
は
「
現
象
学
的
」
と
さ
れ
て
い
る
の
に
、
他
方
で
は
、
こ
の
連
関
が
深
く
物
質
（
素
材
）

の
機
序
に
関
わ
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、「
唯
物
論
的
」な
性
格
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
す
。

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
考
え
る
「
現
象
学
的
方
法
」
は
、
世
界
が
意
識
に
対
し
て
「
現
象
す
る
」
機
構

を
明
る
み
に
出
す
だ
け
で
は
な
く
、
物
質
の
裏
側
が
（
像
と
い
う
名
の
）
物
質
の
表
側
を
「
現

象
さ
せ
る
」
唯
物
論
的
な
機
序
も
露
に
す
る
と
い
う
の
で
す
が
、
そ
ん
な
こ
と
が
哲
学
に
と
っ

て
本
当
に
可
能
な
の
か
ど
う
か
、
実
は
私
に
は
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。 
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〔
第
四
節
〕
修
復
に
お
け
る
歴
史
的
判
断 

 

私
は
本
稿
第
六
章
の
第
四
節
で
、「
不
易
流
行
」
と
い
う
言
葉
を
呈
示
し
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
立

論
の
な
か
に
、「
流
行
」
を
認
め
つ
つ
、
こ
の
物
質
的
流
行
性
す
な
わ
ち
破
壊
可
能
性
に
も
拘
ら

ず
、
他
方
で
は
そ
こ
か
ら
失
わ
れ
た
「
精
神
的
統
一
」
を
取
り
戻
す
手
法
が
書
き
込
ま
れ
て
い

る
こ
と
を
指
摘
し
ま
し
た
。 

 

し
か
し
こ
の
第
七
章
で
は
、
私
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
則
し
て
、「
物
質
的
破
壊
可
能
性
ゆ
え
に

（「
物
質
的
破
壊
可
能
性
に
も
拘
ら
ず
」
で
は
な
く
て
）、
芸
術
作
品
の
潜
在
的
統
一
が
取
り
戻

さ
れ
る
状
況
を
描
き
出
そ
う
と
思
い
ま
す
。 

 

⒜ 

修
復
判
断
は
歴
史
的
で
あ
る
。 

 

「
修
復
を
あ
る
歴
史
に
統
合
し
よ
う
」
と
い
う
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
言
葉
が
、
我
々
の
進
む
べ
き

方
向
を
示
し
て
い
ま
す
。
正
し
く
前
進
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
再
び
時
間
の
基
本
構
造
に
立
ち

返
り
ま
し
ょ
う
。
次
の
言
葉
が
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
時
間
に
関
す
る
も
っ
と
も
大
局
的
な
見
解
と
言

え
る
で
し
ょ
う
。 

 

〔
第
六
章
引
用
㉑
再
掲 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
二
十
〕 

「
一
方
に
芸
術
作
品
が
創
造
さ
れ
た
時
点
が
あ
り
、
他
方
に
歴
史
的
現
在
が
あ
り
、
後
者
は
絶
え
間

な
く
未
来
に
先
送
り
さ
れ
て
い
く
。
さ
て
両
者
の
中
間
の
時
間
幅
に
は
多
数
の
歴
史
的
現
在
の
位
相

が
織
り
込
ま
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
歴
史
的
現
在
た
ち
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
そ
の
つ
ど
同
じ
仕
方

で
過
去
へ
と
送
り
込
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
だ
が
芸
術
作
品
の
な
か
に
は
、
そ
の
過
ぎ
去
っ
た
こ

と
の
痕
跡(traccia)

が
と
ど
ま
り
続
け
る
。」 

  

修
復
家
は
「
今
」
を
生
き
て
い
ま
す
。
あ
る
芸
術
作
品
が
、
ま
さ
に
そ
の
修
復
家
に
対
し
て

「
現
前
」
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
過
去
に
お
い
て
別
の
修
復
家
に
よ
っ
て
修
復
さ
れ
た
こ
と
の

あ
る
こ
の
芸
術
作
品
は
、
そ
の
と
き
、
そ
の
先
行
す
る
修
復
家
に
対
し
て
も
現
前
し
て
い
た
筈

で
す
。
同
じ
芸
術
作
品
は
そ
の
つ
ど
各
修
復
家
に
対
し
て
現
前
し
て
き
た
の
で
す
。 

 

さ
て
も
っ
と
も
若
い
修
復
家
で
あ
る
「
私
」
は
、
眼
前
の
芸
術
作
品
の
中
に
、
先
行
す
る
修

復
家
の
手
わ
ざ
と
そ
れ
を
可
能
に
し
た
彼
の
「
解
釈
」
を
看
取
し
ま
す
。
し
か
し
こ
の
「
先
行

す
る
修
復
家
」
は
、
彼
は
彼
な
り
に
、
彼
に
先
行
す
る
修
復
家
の
「
解
釈
」
を
そ
の
作
品
の
中

に
読
み
取
っ
て
い
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
・
・
・
以
下
同
様
。 

 

も
ち
ろ
ん
実
は
「
同
様
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
な
ぜ
な
ら
私
に
先
行
す
る
修
復
家
の
読
み
よ

り
も
、
私
の
す
る
読
み
の
方
が
、
そ
の
先
行
す
る
直
前
の
修
復
家
の
読
み
を
含
む
分
だ
け
豊
か

で
あ
り
、
し
か
し
同
時
に
、
後
発
の
私
は
そ
の
分
だ
け
、
さ
ら
に
遠
い
過
去
の
修
復
家
の
手
技

に
つ
い
て
の
知
見
と
い
う
点
で
は
よ
り
貧
し
い
か
ら
で
す
。 

 

こ
の
事
態
は
、
右
の
引
用
の
中
に
そ
の
根
拠
を
捜
せ
ば
、
こ
う
説
明
で
き
ま
す
。「
両
者
〔
芸

術
作
品
が
創
造
さ
れ
た
時
点
と
、
歴
史
的
現
在
〕
の
中
間
の
時
間
幅
に
は
多
数
の
歴
史
的
現
在

の
位
相
が
織
り
込
ま
れ
て
い
て
」
の
く
だ
り
は
、
作
品
制
作
か
ら
歴
史
的
現
在
（
私
の
今
）
ま

で
の
間
に
、
複
数
の
修
復
家
が
存
在
す
る
と
い
う
事
実
に
呼
応
し
て
い
る
。
ま
た
「
こ
れ
ら
の

歴
史
的
現
在
た
ち
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
そ
の
つ
ど
同
じ
仕
方
で
過
去
へ
と
送
り
込
ま
れ
て
き

た
の
で
あ
る
」
と
い
う
く
だ
り
は
、
す
べ
て
の
修
復
家
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
で
、
先
行
す
る

諸
修
復
家
た
ち
の
諸
解
釈
の
「
解
釈
」
を
構
築
し
て
き
た
と
い
う
経
緯
に
対
応
し
て
い
る
、
と

理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
し
ょ
う
。 

 

そ
し
て
こ
れ
ら
の
過
程
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
用
語
を
借
り
て
「
現
前
化 

（attualizzarsi

）」
と
呼
ん
だ
、「
現
在
へ
の
過
去
と
未
来
の
流
れ
込
み
」
に
当
然
属
し
て
い

る
筈
で
す
。 

  

⒝ 

映
じ
て
い
る
そ
の
ま
ま
に 

 
し
か
し
も
う
ひ
と
つ
、
修
復
家
の
す
る
判
断
を
考
え
る
う
え
で
忘
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
要

素
が
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
よ
っ
て
呈
示
さ
れ
て
い
ま
す
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
修
復
家
は
芸
術
作
品
を
、「
そ
れ
が
私
の
意
識
に
映
じ
て
い
る
そ
の
ま
ま
に
」、
次
の

者
つ
ま
り
未
来
の
人
に
送
り
届
け
る
も
の
だ
、
と
（『
修
復
の
理
論
』
補
遺
２
）。
し
か
し
「
意

識
に
映
じ
て
い
る
そ
の
ま
ま
に
そ
の
ま
ま
に
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
。
ブ
ラ
ン
デ
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ィ
は
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。 

 

〔
引
用
㉑ 
『
修
復
の
理
論
』
補
遺
２
・
段
落
七
〕 

「
こ
の
問
題
の
解
明
に
よ
っ
て
、欠
損
箇
所
の
た
め
の
理
論
的
前
提
も
明
ら
か
と
な
る
。す
な
わ
ち
、

我
々
の
出
発
点
は
こ
う
で
あ
る
。
我
々
が
関
わ
る
べ
き
芸
術
作
品
は
、
我
々
の
経
験
に
組
み
込
ま
れ

た
芸
術
作
品
、
我
々
の
現
在
の
歴
史
性(storicita presente)

に
組
み
込
ま
れ
た
芸
術
作
品
で
あ

る
。
だ
か
ら
当
然
、
芸
術
作
品
に
問
い
か
け
る
に
当
た
っ
て
は
、
我
々
は
、
そ
れ
が
い
ま
我
々
の
意

識
に
映
じ
て
い
る
そ
の
ま
ま
に
（nella sua attuale presenza alla nostra conscienza

）、

問
い
か
け
る
矩
を
こ
え
な
い
こ
と
。
そ
の
よ
う
に
問
い
か
け
る
と
き
、
我
々
は
芸
術
作
品
の
本
質
な

る
も
の
が
ど
こ
か
に
あ
り
、
さ
て
そ
れ
は
ど
ん
な
本
質
か
と
問
う
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、

芸
術
作
品
を
我
々
の
現
在
的
な
経
験
の
客
体(oggeto di questa nostra esperienza attuale)

と
し
て
扱
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」 

 

「
意
識
に
映
じ
て
い
る
そ
の
ま
ま
に
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
で
し
ょ
う
か
。 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
仮

想
敵
は
一
応
知
ら
れ
て
い
ま
す
。「
我
々
は
芸
術
作
品
の
本
質
な
る
も
の
が
ど
こ
か
に
あ
り
、
さ

て
そ
れ
は
ど
ん
な
本
質
か
と
問
う
て
い
る
訳
で
は
な
く
」
と
い
う
言
い
方
は
、
本
質
主
義
的
な

芸
術
概
念
が
そ
の
仮
想
的
で
あ
っ
た
こ
と
を
告
げ
て
い
て
、
そ
の
意
味
で
や
や
時
代
色
を
感
じ

さ
せ
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。（
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
な
に
し
ろ
「
実
存
哲
学
」
の
洗
礼
を
受
け
た
世

代
に
属
す
の
で
す
。「
実
存
は
本
質
に
先
行
す
る
」
と
言
っ
た
あ
の
世
代
に
。） 

 

し
か
し
な
が
ら
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
を
刹
那
主
義
者
、
な
い
し
は
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
者
に
分
類
す
る

の
は
甚
だ
し
い
誤
り
で
す
。
た
し
か
に
刹
那
主
義
に
も
真
理
は
あ
り
ま
し
ょ
う
。
そ
の
方
向
で

ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
言
葉
を
、「
私
が
そ
の
芸
術
作
品
を
受
け
取
っ
た
、
そ
の
と
き
の
私
自
身
の
あ
り

よ
う
を
改
変
な
く
未
来
に
伝
え
る
」
と
い
う
解
釈
も
可
能
で
は
あ
り
ま
す
。
そ
の
と
き
修
復
家

は
、
自
分
が
そ
れ
を
受
け
取
っ
た
仕
方
を
、
そ
の
ま
ま
忠
実
に
後
世
に
伝
え
る
の
で
す
か
ら
、

彼
は
主
観
的
に
は
誠
実
と
言
え
る
の
で
す
。 

 

し
か
し
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
そ
れ
だ
け
の
思
想
家
で
し
ょ
う
か
。「
意
識
に
映
じ
て
い
る
そ
の
ま
ま

に
」
と
い
う
言
葉
に
は
、「
客
観
的
な
」
含
意
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
と
え
ば
「
そ
れ
が
私
の

許
に
届
け
ら
れ
た
そ
の
経
緯
を
、
贋
造
す
る
こ
と
な
く
、
未
来
の
人
に
送
り
届
け
る
」
と
い
う

意
味
も
ま
た
、
こ
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
言
葉
の
中
に
読
み
取
る
べ
き
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
未

来
の
人
と
過
去
の
人
に
結
び
つ
く
時
、
人
は
も
は
や
独
我
論
的
な
意
味
で
主
観
的
で
あ
り
得
な

い
筈
で
す
。 

 

た
と
え
ば
「
欠
損
箇
所
」
の
処
理
を
語
る
次
の
く
だ
り
は
、「
現
在
」
の
な
か
に
「
過
去
」
と

「
未
来
」
が
組
み
込
ま
れ
る
仕
方
を
垣
間
見
せ
て
く
れ
ま
す 

 

〔
引
用
㉒ 

『
修
復
の
理
論
』
補
遺
２ 

段
落
八
〕 

「
芸
術
作
品
に
肉
薄
す
る
に
当
た
っ
て
、現
象(phenomena)

と
看
做
し
た
う
え
で
そ
れ
に
肉
薄
す
る

と
い
う
や
り
方
、
こ
の
や
り
方
で
我
々
は
欠
損
箇
所
の
問
題
に
も
取
り
組
む
こ
と
が
で
き
る
。
す
ぐ

解
る
よ
う
に
、
像
の
欠
損
部
を
帰
納
や
近
似
に
よ
っ
て
補
う
措
置
は
、
我
々
を
拘
束
す
る
芸
術
作
品

の
理
解
を
逸
脱
す
る
措
置
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
我
々
は
創
造
的
芸
術
家
で
は
な
い
の
だ
し
、
ま
た
、

芸
術
家
が
今
は
失
わ
れ
た
部
分
を
作
っ
て
い
た
時
点
に
正
当
な
仕
方
で
入
り
込
む
こ
と
を
可
能
に
す

る
、
そ
ん
な
時
間
経
過
に
身
を
置
く
こ
と
も
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
生
世
界
に
入
っ
て
き
た
芸
術

作
品
に
対
す
る
態
度
は
、
芸
術
作
品
を
、
そ
れ
が
我
々
の
意
識
に
引
き
起
こ
す
、
現
実
の
現
前

（presenza attuale

）
に
お
い
て
観
る
こ
と
以
外
で
は
な
い
。
芸
術
作
品
へ
の
我
々
の
態
度
は
、

芸
術
作
品
を
尊
重(rispetto)

す
る
こ
と
以
上
に
は
出
な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
を
保
存
す
る
こ
と
、

そ
し
て
我
々
の
と
こ
ろ
ま
で
た
ど
り
着
い
た
存
続
分(integrita)

だ
け
を
、そ
の
未
来
に
置
け
る
あ

り
方
を
傷
つ
け
な
い
仕
方
で
、
尊
重
す
る
こ
と
。」 

 

 
た
し
か
に
、「
生
活
世
界
に
入
っ
て
き
た
芸
術
作
品
に
対
す
る
態
度
は
、
芸
術
作
品
を
、
そ
れ

が
我
々
の
意
識
に
引
き
起
こ
す
、
現
実
の
現
前
（presenza attuale

）
に
お
い
て
観
る
こ
と

以
外
で
は
な
い
」
と
い
う
文
章
は
、
修
復
に
お
い
て
一
切
を
司
る
の
が
ま
さ
に
「
現
在
（
現
実

の
現
前
）」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。 

 

し
か
し
「
芸
術
作
品
へ
の
我
々
の
態
度
は
、
芸
術
作
品
を
尊
重(rispetto)

す
る
こ
と
以
上
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に
は
出
な
い
」、
そ
し
て
「
そ
れ
を
保
存
す
る
こ
と
、
そ
し
て
我
々
の
と
こ
ろ
ま
で
た
ど
り
着
い

た
存
続
分(integrita)

だ
け
を
、
そ
の
未
来
に
置
け
る
あ
り
方
を
傷
つ
け
な
い
仕
方
で
、
尊
重

す
る
こ
と
」
と
い
う
く
だ
り
は
、
よ
し
ん
ば
す
べ
て
が
「
現
実
の
現
前
」
に
囲
い
込
ま
れ
て
は

い
て
も
、
そ
の
現
在
自
体
が
、（
我
々
の
と
こ
ろ
ま
で
た
ど
り
着
い
た
）
過
去
と
、（
こ
れ
か
ら

作
品
が
た
ど
り
着
く
で
あ
ろ
う
）
未
来
を
、
す
で
に
う
ち
に
孕
む
こ
と
を
物
語
っ
て
い
る
の
で

す
。「
尊
重
」
の
概
念
は
時
間
的
な
の
で
す
。 

「
補
遺
（
引
用
㉒
）」
の
「
芸
術
作
品
を
、
そ
れ
が
我
々
の
意
識
に
引
き
起
こ
す
、
現
実
の
現
前

（presenza attuale

）
に
お
い
て
観
る
こ
と
」
と
い
う
あ
の
言
葉
は
、
刹
那
主
義
で
な
く
、

さ
り
と
て
深
遠
を
装
っ
た
「
今
、
此
処
で
」
主
義
で
も
あ
り
得
な
い
の
で
す
。
も
う
一
つ
、
例
を

挙
げ
ま
し
ょ
う
。 

 

〔
引
用
㉓ 

『
修
復
の
理
論
』
補
遺
２ 

段
落
九
冒
頭
〕 

「
こ
の
よ
う
な
理
解
に
立
ち
つ
つ
、
我
々
は
、
芸
術
作
品
の
ど
の
部
分
に
つ
い
て
も
そ
の
真
正
性
へ

の
疑
念
を
引
き
起
こ
さ
な
い
た
め
に
、
類
推
的
補
完
、
模
倣
的
補
完
は
行
わ
ず
、
芸
術
作
品
で
、
我
々

の
と
こ
ろ
に
残
り
、
我
々
に
現
前
し
て
い
る
も
の
の
享
受(il godimento di quell che resta e 

si presenta a noi dell'opera d'arte)

に
自
ら
を
制
限
す
る
の
で
あ
る
。」 

  

た
し
か
に
こ
こ
で
は
、
修
復
家
の
と
る
べ
き
正
し
い
道
が
、「
芸
術
作
品
で
、
我
々
の
と
こ
ろ
に

残
り
、
我
々
に
現
前
し
て
い
る
も
の
の
享
受
」
に
置
か
れ
て
は
い
ま
す
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言

っ
て
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
ヒ
ュ
ー
ム
主
義
的
に
判
断
の
妥
当
性
の
根
拠
を
感
覚
と
習
慣
の
蓄
積
に

置
い
た
な
ど
と
言
え
る
筈
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

こ
こ
で
大
切
な
の
は
「
残
る(resta)

」
と
い
う
言
葉
、
す
ぐ
れ
て
時
間
論
的
な
こ
の
言
葉
で

す
。「
我
々
に
現
前
し
て
い
る
も
の
」
は
、
実
は
「
我
々
の
と
こ
ろ
に
残
っ
た
も
の
」
と
し
て
「
現

前
」
し
て
い
る
の
で
す
。 

 

⒞ 

修
復
判
断
の
構
成
要
因
？ 

 

い
ま
か
ら
取
り
上
げ
る
話
題
は
、『
修
復
の
理
論
』
の
中
で
も
っ
と
も
弱
い
議
論
か
も
知
れ
ま

せ
ん
。 

 

本
稿
第
五
章
冒
頭
で
私
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
修
復
を
考
え
る
に
際
し
て
「
三
つ
の
時
」
を
重

視
し
た
こ
と
を
確
認
し
ま
し
た
。
す
な
わ
ち 

⒈
「
芸
術
作
品
の
創
造
的
行
為
の
持
続
」
と
い
うmomento

。 

⒉
「
芸
術
作
品
の
創
造
的
行
為
の
終
結
と
、
我
々
の
意
識
に
対
し
て
芸
術
作
品
が
現
前
化
さ
れ

るmomento

の
、
間
隔
」
と
い
うmomento

。 

⒊
「
意
識
に
お
い
て
芸
術
作
品
の
閃
光
的
認
知
が
起
こ
る
瞬
間(attimo)

」
と
い
うmomento

。 

  

我
々
の
課
題
は
、
第
三
の
時
、
す
な
わ
ち
あ
の
「
閃
光
的
認
知
」
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
な
「
嘘
」

が
あ
り
得
る
の
か
。
そ
れ
が
こ
の
第
六
章
が
取
り
組
む
べ
き
問
題
で
し
た
。 

 

（
ⅰ
）
そ
の
場
合
、
当
然
問
題
に
な
る
の
は
「
判
断
」
で
す
。
な
ぜ
な
ら
「
嘘
」
は
論
理
的
に

見
れ
ば
か
な
ら
ず
「
偽
」
で
す
が
、「
偽
」
が
可
能
な
の
は
論
理
的
に
は
「
判
断
」
に
お
い
て
だ

け
だ
か
ら
で
す
。「
偽
」
な
る
も
の
に
嵌
ま
る
の
は
、
判
断
す
る
者
だ
け
な
の
で
す
。 

 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
表
立
っ
て
「
判
断
」
に
つ
い
て
語
る
場
面
は
意
外
に
多
く
あ
り
ま
せ
ん
。
そ

の
貴
重
な
一
例
は
、『
修
復
の
理
論
』
第
四
章
段
落
十
四
、
例
の
「
芸
術
作
品
の
三
つ
の
時
」
を

語
る
く
だ
り
に
含
ま
れ
て
い
で
す
。
判
断
へ
の
論
及
は
、
時
の
二
番
目
、
す
な
わ
ち
「
創
造
的

行
為
の
終
結
と
、
我
々
の
意
識
に
対
し
て
芸
術
作
品
が
現
前
化
さ
れ
る
時
の
、
そ
の
間
隔
と
い

う
時
」
に
関
す
る
文
章
に
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。 

 

 
 

 
 

〔
引
用
㉔ 

『
修
復
の
理
論
』
第
四
章
段
落
十
四
〕 

「
た
と
え
、
中
間
に
横
た
わ
る
時
間
（tempo intercorso

）
の
了
解
に
比
べ
て
、
芸
術
作
品
が
意

識
に
輝
き
出
る
天
啓(illuminazione)

の
ご
と
き
瞬
間(attimo)

の
方
に
一
日
の
長
が
あ
る
に
し

て
も
、
あ
の
了
解
は
、
単
な
る
歴
史
的
了
解
に
と
ど
ま
ら
ず
、
む
し
ろ
、
人
が
芸
術
作
品
に
つ
い
て

す
る
判
断(giudizio)

の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
と
な
る
。」、 
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と
て
も
分
か
り
に
く
い
文
章
で
す
。
本
稿
第
五
章
で
見
た
よ
う
に
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
「
芸
術

作
品
が
一
定
不
変
で
、
他
の
芸
術
作
品
に
変
わ
ら
な
い
な
ら
、
作
品
を
美
的
対
象
と
し
て
観
想

す
る
に
当
た
っ
て
、
時
間
幅
を
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
異
論
を
、「
芸
術
作
品
は
時
間

間
隔
を
通
じ
て
変
化
す
る
」
と
い
う
唯
物
論
的
原
則
で
一
蹴
し
ま
し
た
が
、
引
用
④
は
そ
の
文

脈
に
登
場
す
る
一
節
で
す
。
分
解
と
補
正
を
施
す
と
こ
う
な
り
ま
す
。 

 

（
こ
の
引
用
箇
所
の
金
田
に
よ
る
分
解
と
補
正
） 

《(

ア)

一
方
に
、
芸
術
作
品
が
意
識
に
輝
き
出
る
天
啓
の
ご
と
き
瞬
間
が
あ
る
。 

 (

イ)

他
方
に
〔
創
造
的
活
動
の
完
了
と
、
観
者
の
意
識
へ
の
芸
術
作
品
の
到
来
の
〕
中
間
に
横

た
わ
る
時
間
へ
の
了
解
が
あ
る
。 

（
ウ
）
た
と
え
、
こ
の
了
解
に
比
べ
て
あ
の
瞬
間
に
一
日
の
長
が
あ
ろ
う
と
も
、
こ
の
了
解
は
、

単
な
る
歴
史
的
了
解
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
人
が
芸
術
作
品
に
つ
い
て

す
る
判
断(giudizio)

の
欠
く
べ
か
ら
ざ
る
要
素
と
な
る
。》、 

  

そ
の
大
意
は
こ
う
で
す
。
一
方
で
は
「
瞬
間
」
を
考
え
、
他
方
で
は
こ
の
瞬
間
と
合
い
接
す

る
時
間
の
「
間
隔
」
を
考
え
て
み
よ
う
。
後
者
（
間
隔
）
は
い
わ
ば
歴
史
的
で
あ
り
、
そ
れ
は

没
歴
史
的
で
あ
る
前
者
（
瞬
間
）
に
劣
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
そ
れ
で
も
、「
間
隔
」
は
単
な

る
歴
史
的
情
報
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
芸
術
作
品
に
つ
い
て
の
判
断
の
「
要
素
」
に
な
る
こ

と
が
で
き
る
と
。 

 

 

右
の
議
論
の
内
容
に
立
ち
入
る
の
は
控
え
ま
し
ょ
う
。
こ
こ
で
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
間
隔

と
い
う
時
は
修
復
判
断
の
要
素
と
な
る
」
と
い
う
認
識
が
確
認
で
き
れ
ば
良
い
の
で
す
。 

 

（
ⅱ
）
し
か
し
こ
の
機
会
に
、
す
ぐ
後
の
段
落
十
五
を
一
瞥
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
（
す
ぐ
後
と

言
っ
て
も
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
一
行
開
け
て
い
る
の
で
す
が
。）。
私
に
は
こ
の
文
章
が
、
修
復
に

お
け
る
判
断
を
構
成
す
る
基
本
要
素
、
す
な
わ
ち
「
述
語
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見

え
ま
す
。 

 

〔
引
用
㉕ 

『
修
復
の
理
論
』
第
四
章
段
落
十
五
〕 

「
そ
こ
で
問
題
は
こ
う
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
研
究
は
い
っ
た
い
修
復
理
論
に
ど
ん
な
益
を
も
た
ら
す
の

か
。
答
え
は
明
白
で
あ
る
。
次
の
こ
と
が
本
当
に
必
要
だ
っ
た
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
芸
術
作
品
を
歴
史
的

時
間
の
内
部
に
配
置
す
る
仕
方
を
決
め
る
も
ろ
も
ろ
の
時(momenti)

を
押
さ
え
る
こ
と
、
そ
れ
が
必
要
だ

っ
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
も
ろ
も
ろ
の
時
さ
え
押
さ
え
て
し
ま
え
ば
、
修
復
と
い
う
名
の
あ
れ
こ
れ
の
措

置
に
つ
い
て
、
ど
の
時
が
必
要
か(necessario)

、
ど
の
時
が
こ
の
措
置
に
と
っ
て
正
当(lecito)

か
を

決
め
れ
ば
済
む
の
で
あ
る
。」 

  

修
復
家
は
修
復
家
固
有
の
仕
方
で
判
断
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
判
断
し
な
い
で
は
、
修
復
家

は
「
介
入
措
置
」
を
決
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
そ
れ
を
実
行
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
か

ら
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
芸
術
作
品
を
（
修
復
理
論
家
の
仕
方
で
）
規
定
す
る
た
め
の
述
語
が

必
要
で
す
が
、
こ
の
述
語
は
「
時
た
ち(momenti)

」
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
い
る
。
ブ
ラ
ン
デ

ィ
は
そ
う
言
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。 

 

し
か
し
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
文
章
は
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
で
、
そ
の
内
容
が
修
復
を
め
ぐ
る
様
々

な
事
実
的
要
素
と
ど
う
関
わ
る
の
か
、
こ
れ
だ
け
で
は
ど
う
に
も
判
然
と
し
ま
せ
ん
。 

 

た
だ
修
復
判
断
が
歴
史
的
判
断
と
し
て
形
作
ら
れ
る
経
緯
に
触
れ
る
と
思
わ
れ
る
箇
所
が
な

い
訳
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

次
の
く
だ
り
、「
芸
術
作
品
を
歴
史
的
時
間
の
内
部
に
配
置
す
る
仕
方
を
決
め
る
も
ろ
も
ろ

の
時(momenti)

を
押
さ
え
る
こ
と
、
そ
れ
が
必
要
だ
っ
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
も
ろ
も
ろ
の
時

さ
え
押
さ
え
て
し
ま
え
ば
、〔
あ
と
は
、〕
修
復
と
い
う
名
の
あ
れ
こ
れ
の
措
置
に
つ
い
て
、
ど

の
時
が
必
要
か(necessario)

、
ど
の
時
が
こ
の
措
置
に
と
っ
て
正
当(lecito)

か
を
決
め
れ

ば
済
む
の
で
あ
る
」
と
い
う
く
だ
り
は
、
修
復
家
の
す
る
判
断
が
「
時
」
と
い
う
述
語
で
彩
ら

れ
た
「
歴
史
的
」
判
断
で
あ
る
こ
と
を
仄
め
か
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
す
。 

 

そ
れ
に
し
て
も
、
議
論
と
し
て
の
熟
成
に
大
き
な
不
満
の
残
る
箇
所
で
す
。 
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修
復
に
お
け
る
「
錯
誤
」
こ
そ
、
本
節
で
我
々
が
自
ら
に
課
し
た
課
題
で
し
た
。
し
か
し
判

断
し
な
い
者
は
錯
誤
し
ま
せ
ん
。
錯
誤
す
る
、
い
や
錯
誤
で
き
る
の
は
判
断
す
る
者
だ
け
な
の

で
す
。
と
こ
ろ
で
判
断
と
は
、
一
般
に
「
主
語
と
述
語
を
結
び
つ
け
る
行
為
」
の
こ
と
で
す
。

そ
こ
で
と
り
あ
え
ず
主
語
に
「
芸
術
作
品
」
を
当
て
る
こ
と
に
し
て
、
で
は
修
復
判
断
は
ど
ん

な
述
語
を
持
つ
の
だ
ろ
う
か
、
こ
れ
は
重
要
な
論
点
の
一
つ
の
筈
で
す
。 

 

そ
こ
で
我
々
と
し
て
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
に
修
復
判
断
に
つ
い
て
の
深
い
考
察
を
、
そ
し
て
こ

の
判
断
の
述
語
に
関
す
る
鋭
利
な
時
間
論
的
洞
察
を
期
待
し
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
ブ
ラ
ン
デ

ィ
の
な
か
に
、
時
間
の
内
的
な
編
成
を
「
判
断
」
の
構
造
と
結
び
つ
け
て
語
る
文
言
が
発
見
で

き
る
か
と
い
う
と
、
こ
の
期
待
は
裏
切
ら
れ
ま
す
。 

 

同
じ
こ
と
で
す
が
、
修
復
の
法
廷
で
は
ど
ん
な
「
述
語
」
が
飛
び
交
う
の
で
し
ょ
う
か
。
修

復
の
法
廷
に
は
修
復
の
法
廷
に
相
応
し
い
述
語
が
あ
る
筈
で
す
が
、
そ
れ
は
ど
ん
な
述
語
な
の

で
し
ょ
う
か
。
そ
の
言
葉
は
ど
ん
な
「
時
間
」
を
、
ど
ん
な
「
時
」
を
含
む
の
か
。
し
か
し
ブ

ラ
ン
デ
ィ
は
、
具
体
的
な
修
復
体
験
か
ら
例
は
引
い
て
も
、
哲
学
的
に
こ
れ
ら
の
疑
問
に
答
え

て
は
く
れ
ま
せ
ん
。 

 

た
だ
一
つ
だ
け
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
時
間
論
的
な
様
々
な
ス
ケ
ッ
チ
を
徒
労
に
終
わ
ら
せ
な
い

手
掛
か
り
が
あ
っ
て
、
引
用
㉑
（
再
掲
）
の
最
後
に
出
て
く
る
「
痕
跡(traccia )

」
の
概
念

が
そ
れ
で
す
。
引
用
し
直
ち
に
次
章
に
進
み
ま
し
ょ
う
。 

 
 
 

〔
第
六
章
引
用
㉑
再
掲 

『
修
復
の
理
論
』
第
一
章
段
落
二
十
〕 

「
一
方
に
芸
術
作
品
が
創
造
さ
れ
た
時
点
が
あ
り
、
他
方
に
歴
史
的
現
在
が
あ
り
、
後
者
は
絶
え
間

な
く
未
来
に
先
送
り
さ
れ
て
い
く
。
さ
て
両
者
の
中
間
の
時
間
幅
に
は
多
数
の
歴
史
的
現
在
の
位
相

が
織
り
込
ま
れ
て
い
て
、
こ
れ
ら
の
歴
史
的
現
在
た
ち
も
、
そ
れ
は
そ
れ
で
、
そ
の
つ
ど
同
じ
仕
方

で
過
去
へ
と
送
り
込
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
だ
が
芸
術
作
品
の
な
か
に
は
、
そ
の
過
ぎ
去
っ
た
こ

と
の
痕
跡(traccia)

が
と
ど
ま
り
続
け
る
。」 
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〔
第
五
節
〕
修
復
家
と
い
う
「
動
体
視
力
」 

 

修
復
は
「
複
数
」
と
切
っ
て
も
切
れ
な
い
関
係
に
あ
り
ま
す
。 

  

あ
る
芸
術
作
品
を
め
ぐ
る
「
経
験
の
集
合
」
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し

ょ
う
か
。
素
朴
な
例
を
挙
げ
る
と
、
私
が
昨
日
あ
る
芸
術
作
品
を
観
賞
し
、
今
日
も
ま
た
同
じ

芸
術
作
品
を
鑑
賞
し
た
場
合
、
こ
の
二
度
に
わ
た
る
経
験
を
一
つ
の
組
つ
ま
り
集
合
と
し
て
考

え
る
こ
と
に
と
く
に
差
し
障
り
は
な
さ
そ
う
で
す
。
そ
し
て
こ
の
手
続
き
は
明
日
も
あ
さ
っ
て

も
繰
り
返
す
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
集
合
は
ど
ん
ど
ん
大
き
く
な
っ
て
い
く
道
理
で

す
。
す
な
わ
ち
あ
る
芸
術
作
品
に
つ
い
て
の
「
ｎ
個
の
経
験
の
集
合
」
を
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。 

 

し
か
し
こ
こ
で
立
ち
止
ま
っ
て
、
こ
の
集
合
の
生
成
過
程
を
逆
向
き
に
眺
め
た
ら
何
が
見
え

て
く
る
で
し
ょ
う
か
。
複
数
の
経
験
か
ら
な
る
集
合
は
、
同
じ
「
一
つ
の
」
芸
術
作
品
に
つ
い

て
の
複
数
の
経
験
だ
っ
た
筈
で
す
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
二
つ
の
課
題
を
想
定
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。
一
方
は
も
ち
ろ
ん
、
一
つ
の
芸
術
作
品
に
つ
い
て
の
「
複
数
の
経
験
か
ら
一
つ
の
集

合
を
つ
く
り
続
け
る
」
と
い
う
作
業
で
す
が
、
逆
に
、「
複
数
の
経
験
か
ら
な
る
集
合
か
ら
、
一

つ
の
芸
術
作
品
を
導
き
出
す
」
と
い
う
逆
向
き
の
課
題
も
ま
た
、
課
題
と
し
て
成
立
す
る
に
違

い
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

そ
れ
は
要
す
る
に
、「〈
複
数
〉
が
存
在
す
る
状
況
で
、
こ
の
複
数
を
貫
く
〈
一
〉
を
そ
こ
か

ら
読
み
取
る
」
と
い
う
課
題
で
す
。
と
こ
ろ
で
修
復
家
は
、
こ
の
種
の
課
題
と
日
夜
取
り
組
ん

で
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
要
す
る
に
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。 

 

修
復
家
の
前
に
は
、
先
行
す
る
修
復
家
た
ち
の
介
入
措
置
を
受
け
た
劣
化
せ
る
芸
術
作
品
が

置
か
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
過
去
に
修
復
家
た
ち
は
複
数
存
在
し
た
し
、
い
ま
も
複
数
存
在
す

る
し
、
こ
れ
か
ら
も
複
数
存
在
す
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。
当
然
、
修
復
家
た
ち
に
よ
る
介
入

措
置
も
複
数
存
在
し
、
介
入
措
置
の
前
提
と
な
る
解
釈
も
ま
た
複
数
存
在
す
る
の
で
す
。
併
せ

て
、
こ
れ
ら
の
介
入
措
置
が
作
品
に
残
し
た
物
理
的
痕
跡
も
ま
た
複
数
形
で
す
。 

 

さ
ら
に
こ
れ
ら
一
連
の
複
数
は
す
べ
て
時
間
化
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は 

前
節
末
尾
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
言
葉
（
第
六
章
引
用
㉑
の
再
掲
）
が
示
唆
的
で
す
。
そ
こ
に
は
時

間
論
的
に
性
格
を
異
に
す
る
三
つ
の
話
題
が
詰
め
込
ま
れ
て
い
ま
し
た
。 

 

第
一
の
文
節
「
一
方
に
芸
術
作
品
が
創
造
さ
れ
た
時
点
が
あ
り
」
が
語
る
の
は
、
芸
術
作
品

が
そ
こ
に
産
み
落
と
さ
れ
る
現
実
世
界
な
ら
び
に
そ
れ
を
規
制
す
る
世
界
時
間
で
す
。
創
作
さ

れ
た
芸
術
作
品
は
、
一
個
の
事
物
と
し
て
、
他
の
諸
事
物
同
様
、
こ
の
世
界
の
中
に
「
も
の
」

と
し
て
存
在
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
い
わ
ば
カ
レ
ン
ダ
ー
的
時
間
の
支
配
に
服
し
て
い

ま
す
。 

 

し
か
し
第
二
文
節
以
下
は
性
格
を
異
に
し
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
「
現
前
の
歴
史
」、「
表

象
の
歴
史
」
だ
か
ら
で
す
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。 

 

ま
ず
あ
る
芸
術
作
品
が
制
作
さ
れ
ま
す
。
そ
れ
は
先
述
の
と
お
り
世
界
内
に
置
か
れ
、
外
的

時
間
の
支
配
を
受
け
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
さ
ら
に
作
品
と
い
え
ど
も
物
質
で
あ
る
以
上
、
こ
の

作
品
は
劣
化
を
開
始
す
る
筈
で
す
が
、
劣
化
が
物
質
的
現
実
世
界
の
出
来
事
で
あ
る
こ
と
は
何

人
も
否
定
し
な
い
で
し
ょ
う
。 

 

し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
芸
術
作
品
は
「
現
前
の
歴
史
」
を
併
せ
持
つ
の
で
す
。
誕
生

と
同
時
に
、
こ
の
芸
術
作
品
の
前
に
は
次
々
と
新
し
い
「
観
者
」
が
訪
れ
ま
す
。
実
際
も
し
技

術
的
に
可
能
な
ら
、
こ
の
作
品
に
対
面
し
た
す
べ
て
の
「
観
者
」
の
「
列
」
を
書
き
上
げ
る
こ

と
さ
え
可
能
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
「
列
」
は
も
の
の
列
で
は
な
く
人
の
列
で
あ

り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
「
表
象
の
列
」
を
伴
っ
て
い
る
の
で
す
。 

 

そ
う
す
る
と
二
つ
の
歴
史
が
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。
一
方
に
は
、
世
界
と
そ
の
時

間
に
し
た
が
っ
て
芸
術
作
品
に
降
り
掛
か
る
無
数
の
事
象
の
歴
史
が
あ
り
、
他
方
に
は
、
原
理

的
に
無
数
の
観
者
が
紡
ぎ
出
す
「
表
象
」
の
歴
史
、
す
な
わ
ち
観
者
の
す
る
「
現
前
作
用
と
現

前
化
作
用
」
そ
れ
自
体
の
歴
史
が
あ
る
の
で
す
。 

 

さ
て
こ
れ
ら
二
つ
の
系
列
は
没
交
渉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
は
引
用
末
尾
の
「
痕
跡
」

と
い
う
言
葉
で
繋
が
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
も
で
き
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
痕
跡
は
あ
の
二
重
の
歴

史
の
両
方
に
関
与
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
ま
ず
痕
跡
は
広
く
は
物
質
で
あ
り
、
よ
り
狭
く
は
特
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定
の
具
体
的
な
歴
史
的
事
象
の
歴
史
的
構
成
要
因
で
あ
り
ま
す
が
（
痕
跡
の
世
界
時
間
性
）、
他

方
で
は
、
人
間
と
い
う
名
の
意
識
体
が
そ
の
う
え
に
「
意
味
」
を
読
み
取
る
「
記
号
」
と
し
て

の
機
能
も
痕
跡
は
帯
び
て
い
る
か
ら
で
す
。
そ
し
て
各
々
の
意
識
体
の
す
る
「
現
前
」
と
「
現

前
化
」
と
い
う
二
重
の
操
作
を
支
え
る
の
も
、
そ
し
て
ま
た
あ
る
意
識
体
か
ら
別
の
意
識
体
へ

の
伝
達
を
可
能
に
す
る
の
も
、
ま
さ
に
こ
の
「
記
号
性
」
を
帯
び
た
痕
跡
の
役
割
な
の
で
す
。 

 

物
質
抜
き
で
は
伝
達
は
あ
り
得
ま
せ
ん
。
各
々
の
観
者
は
、
痕
跡
を
利
用
し
つ
つ
作
品
を
直

観
し
（
作
品
を
現
前
さ
せ
）、
痕
跡
を
介
し
て
過
去
志
向
と
未
来
志
向
を
そ
こ
に
持
ち
込
み
（
そ

れ
ら
を
現
前
化
さ
せ
）、そ
し
て
す
べ
て
の
観
者
は
痕
跡
を
介
し
て
互
い
に
時
間
差
を
越
え
て
媒

介
さ
れ
る
の
で
す
。 

 

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
あ
の
「
複
数
」
を
「
痕
跡
」
の
側
か
ら
眺
め
る
こ
と
さ
え
で
き
る
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。「
痕
跡
」
は
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
「
複
数
」
を
抱
き
か
か
え
て
い
る
と
は
言
え
な

い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
比
較
的
堅
固
な
物
質
と
し
て
、
広
範
な
複
数
の
観
者
お
よ
び
広
範
な

複
数
の
修
復
家
と
の
遭
遇
を
こ
な
す
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
痕
跡
が
複
数
の
意
識
体
を
そ
の

よ
う
に
と
り
ま
と
め
れ
ば
こ
そ
、
後
の
修
復
家
は
先
行
す
る
修
復
家
の
手
技
を
批
評
す
る
こ
と

も
で
き
る
の
で
す
。
痕
跡
は
す
べ
て
の
複
数
を
時
間
化
し
つ
つ
、
そ
の
複
数
を
取
り
ま
と
め
る

の
で
す
。 

 

い
や
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
も
う
一
つ
の
大
切
な
複
数
が
あ
り
ま
し
た
。
修
復
に
お
い
て
「
複

数
」
は
観
者
や
修
復
家
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
だ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
芸
術

作
品
の
潜
在
的
統
一
」
の
理
説
を
扱
っ
た
箇
所
で
す
で
に
示
唆
し
て
お
い
た
よ
う
に
、「
す
べ
て

の
複
数
」
と
言
う
の
な
ら
、
例
の
、
破
壊
に
よ
る
「
断
片
化
」
と
い
う
仕
方
で
生
起
す
る
芸
術

作
品
の
「
複
数
化
」
を
無
視
で
き
る
道
理
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

そ
こ
で
始
め
に
戻
り
ま
し
ょ
う
。
問
題
は
こ
う
で
し
た
。
ち
ょ
う
ど
「
あ
る
芸
術
作
品
に
つ

い
て
の
二
つ
の
経
験
か
ら
な
る
集
合
」
か
ら
「
一
つ
の
あ
る
芸
術
作
品
」
を
読
み
取
る
よ
う
に
、

あ
る
い
は
一
般
に
「
あ
る
芸
術
作
品
に
つ
い
て
の
ｎ
個
の
経
験
か
ら
な
る
集
合
」
か
ら
「
一
つ

の
あ
る
芸
術
作
品
」
を
読
み
と
る
よ
う
に
、「
劣
化
し
た
あ
る
芸
術
作
品
に
取
り
憑
い
て
い
る
あ

り
と
あ
ら
ゆ
る
複
数
」
の
た
だ
中
か
ら
、
ど
う
や
れ
ば
「
た
だ
一
つ
の
真
正
な
あ
る
芸
術
作
品
」

を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
す
な
わ
ち
、
時
間
的
に
複
数
化
し
累
積
化
し
て
止
ま
ぬ
流

動
体
の
中
に
、
一
個
の
不
動
の
芸
術
作
品
を
し
か
と
認
め
る
「
動
体
視
力
」
は
ど
ん
な
あ
り
方

を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
が
そ
れ
で
す
。
修
復
家
が
こ
の
課
題
に
日
夜
取
り
組
ん
で
い
る

と
い
う
の
は
言
い
過
ぎ
で
し
ょ
う
か
。
私
は
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。 

 

繰
り
返
し
ま
す
。
問
題
は
こ
う
で
す
。
あ
る
芸
術
作
品
を
め
ぐ
っ
て
累
積
す
る
経
験
の
集
合

体
は
、
物
理
的
に
も
観
念
的
に
も
増
大
し
変
転
し
て
止
ま
ぬ
流
動
体
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
修

復
家
は
い
か
な
る
権
利
あ
っ
て
、
そ
の
流
動
体
を
「
そ
の
」
芸
術
作
品
の
経
験
の
集
合
体
と
し

て
一
括
り
に
で
き
る
の
か
。 

 

要
す
る
に
、
修
復
家
は
こ
の
流
動
体
の
中
に
ど
う
や
っ
て
不
動
の
「
一
つ
」
の
芸
術
作
品
を

認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。 

 

⒜ 

カ
ン
ト
と
「
複
数
」
の
問
題 

 

イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
』(1790)

の
第
十
七
節
「
美
の
理
想(Vom Ideale 

der Schönheit)

」
の
段
落
五
で
、
あ
る
印
象
的
な
議
論
を
展
開
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
同
節
の

冒
頭
で
、
そ
も
そ
も
何
が
美
し
い
の
か
を
決
め
る
「
美
の
客
観
的
な
規
則
」
は
存
在
し
な
い
こ

と
、
し
か
し
そ
の
た
め
の
「
主
観
的
な
規
則
」
な
ら
存
在
す
る
と
前
振
り
し
た
う
え
で
、
カ
ン

ト
は
そ
の
「
美
の
判
定
の
主
観
的
な
規
則
」
を
ア
プ
リ
オ
リ
と
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
の
二
つ
の
レ

ベ
ル
に
分
け
て
呈
示
す
る
の
で
す
が
、
私
が
こ
こ
で
関
心
を
寄
せ
る
の
は
、
判
断
力
の
ア
プ
リ

オ
リ
な
原
理
と
し
て
の
「
美
の
理
想(das Ideal der Schönheit)

」
の
方
で
は
な
く
、
同
節

段
落
五
の
前
半
の
約
三
分
の
二
を
費
や
し
て
詳
し
く
説
か
れ
る
、
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
制
約
に

立
脚
す
る
「
美
の
規
格
理
念(Normalidee)

」
の
方
で
す
。 

 
私
は
本
稿
の
主
題
で
あ
る
修
復
問
題
と
の
絡
み
で
、
カ
ン
ト
が
「
規
格
理
念
」
を
導
出
し
た

仕
方
に
強
い
理
論
的
関
心
を
寄
せ
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。（
傍
線
で
の
強
調
と
〔 

〕
に
よ
る
補
充

は
金
田
に
よ
る
。） 

 

〔
引
用
㉖ 
『
判
断
力
批
判
』
第
十
七
節
段
落
五
前
半
〕 
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Ａ
「
そ
の
や
り
方
は
到
底
我
々
の
知
り
得
る
と
こ
ろ
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
構
想
力
と
は
、
概
念
を

表
わ
す
記
号
を
機
会
あ
る
ご
と
に
記
憶
に
呼
び
起
こ
す(zurückrufen)

こ
と
の
で
き
る
も
の
、し
か

も
た
と
え
長
い
時
間
が
経
過
し
て
か
ら
で
も
そ
れ
を
呼
び
起
こ
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
し

か
し
そ
れ
以
外
に
（
こ
れ
ま
た
そ
の
や
り
方
は
知
り
得
な
い
の
だ
が
）、
様
々
な
種
類
の
数
え
き
れ
ぬ

程
の
対
象
か
ら
、
そ
し
て
そ
れ
が
無
理
な
ら
せ
め
て
同
じ
種
類
の
数
え
き
れ
ぬ
程
の
対
象
か
ら
、
対

象
の
形
象
と
形
態
を
作
り
直
し
て
み
せ
る(reproduzieren)

こ
と
、構
想
力
に
は
そ
ん
な
こ
と
も
で

き
る
の
で
あ
る
。
実
際
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、
心
情
が
比
較
を
企
て
る
と
き
、
た
と
え
意
識
に
浮
上

し
な
い
と
し
て
も
、
ど
う
見
て
も
現
に
、
構
想
力
は
一
つ
の
形
象
を
別
の
形
象
に
い
わ
ば
重
ね
合
わ

せ(ein Bild gleichsam auf das andere fallen lassen)

、
同
種
の
い
く
つ
か
の
形
象
の
合

同(Kongruenz)

を
通
じ
て
そ
の
平
均(ein Mittleres)

を
発
見
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
一
般

的
な
尺
度
と
し
て
す
べ
て
の
人
に
使
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
千
人
の
成
人
男
子
を
見
た
人
が
い
る
と
し

よ
う
。
比
較(Vergleichung)

し
な
が
ら
見
積
も
っ
て
行
く
と
い
う
や
り
方
で
、〔
成
年
男
子
の
〕
標

準
的
体
格
を
確
定
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、〔
そ
の
人
の
〕
構
想
力
は
非
常
に

多
数
の
（
千
な
ら
千
の
）
形
象
を
重
ね
合
わ
せ
る(aufeinander fallen lassen)

こ
と
に
な
る
。

も
し
こ
こ
で
光
学
的
な
言
い
回
し
を
真
似
て
よ
け
れ
ば
、
も
っ
と
も
多
く
の
形
象
が
重
な
っ
て
い
る

空
間
、
も
っ
と
も
色
濃
く
浮
か
び
上
が
る
点
が
描
く
輪
郭
、
そ
こ
に
、
背
の
高
さ
と
横
幅
に
つ
い
て
、

最
大
の
体
型
と
最
小
の
体
型
の
両
方
か
ら
同
じ
だ
け
隔
た
っ
た
〈
平
均
的
体
格
〉
と
い
う
も
の
が
認

め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
、
美
し
い
男
性
の
持
つ
体
型
な
の
で
あ
る
。」 

 

〔
続
き
〕 

Ｂ
「（
我
々
は
こ
れ
と
同
じ
結
果
を
、
千
人
す
べ
て
を
測
定
し
た
上
で
、
背
の
高
さ
、
横
幅
，
太
り
具

合
を
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
、
そ
の
合
計
を
千
で
割
る
と
い
う
〈
静
力
学
的
〉
な
や
り
方
で
得
る
こ
と
も

で
き
よ
う
。
し
か
し
構
想
力
は
そ
れ
と
同
じ
こ
と
を
、
こ
の
よ
う
な
形
姿
を
次
か
ら
次
へ
と
把
捉
す

る
に
つ
れ
て
内
官
の
器
官
に
加
わ
っ
て
く
る
〈
動
力
学
的
〉
効
果
、
こ
の
効
果
を
手
掛
か
り
に
し
て

や
っ
て
み
せ
る
の
で
あ
る
。）」 

 

 
 

〔
続
き
〕 

Ｃ
「
さ
て
こ
の
平
均
的
な
男
性
に
つ
い
て
、
先
と
同
様
に
平
均
的
な
頭
部
を
見
出
し
、
こ
の
平
均
的

頭
部
に
つ
い
て
平
均
的
な
鼻
を
見
出
し
、
と
い
う
こ
と
を
繰
り
返
し
た
結
果
得
ら
れ
る
の
が
、
比
較

が
行
わ
れ
た
国
に
お
け
る
、
美
し
い
男
性
に
つ
い
て
の
規
格
理
念(Normaiidee)

を
基
礎
づ
け
る
も

の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
と
が
右
の
よ
う
に
経
験
的
制
約(empirischen Bedingungen)

に
依

存
す
る
以
上
、
黒
人
と
白
人
、
あ
る
い
は
支
那
人
と
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人
は
、
形
姿
の
美
に
つ
い
て
異
な

る
規
格
理
念
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。」 

 

〔
続
き
〕 

Ｄ
「
こ
の
規
格
理
念
は
、〔
ま
ず
〕
経
験
か
ら
〔
現
に
判
定
の
規
則
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
〕
様
々
な

比
例
を
見
つ
け
て
き
て
、〔
次
に
〕
そ
こ
か
ら
こ
の
規
格
理
念
を
導
い
た
、
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。

そ
の
場
合
、
規
格
理
念
は
〈
限
定
的
な
規
則
〉
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
〔
だ
か
ら
未
限
定
的

な
規
則
、
つ
ま
り
理
念
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
。〕
そ
う
で
は
な
く
て
、〔
ま
ず
〕

規
格
理
念
が
あ
っ
て
、
そ
こ
で
初
め
て
〔
比
例
に
よ
る
〕
判
定
の
諸
規
則
が
可
能
に
な
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。」 

 

〔
続
き
〕 

Ｅ
「〔
あ
る
類
に
属
す
〕
個
人
た
ち
に
つ
い
て
の
直
観
が
複
数(verschieden)

あ
っ
て
、
し
か
も
そ

れ
ら
が
一
律
に
押
さ
え
き
れ
な
い
多
様
性
を
持
つ
場
合
に
、
こ
れ
ら
個
々
の
直
観
す
べ
て
の
間
を
漂

う(schwebend)

あ
る
形
象
で
あ
っ
て
、
し
か
も
こ
の
類
そ
れ
自
体
を
代
表
で
き
る
よ
う
な
、
そ
ん
な

形
象
が
あ
る
。
あ
の
規
格
理
念
が
ま
さ
に
こ
の
形
象
で
あ
り
、
そ
れ
は
あ
る
特
定
の
形
象
に
お
い
て

完
全
に
実
現
し
た
こ
と
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
形
象
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
〔
む
し
ろ
〕
自
然
が
自
ら

の
す
る
当
該
の
種
の
産
出
の
た
め
に
─
─
原
像
と
し
て
─
─
そ
の
基
礎
に
置
い
た
形
象
な
の
で
あ

る
。」 

 

 

カ
ン
ト
は
思
考
実
験
を
行
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
ま
す
。
私
が
あ
る
類
（
例
え
ば
あ
る
国
民
）
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に
属
す
千
人
の
成
人
男
性
を
見
た
と
し
ま
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
何
が
起
る
か
と
い
え
ば
、「
構
想

力
は
非
常
に
多
数
の
形
象
を
重
ね
合
わ
せ
る
」（
Ａ
末
尾
）の
で
、
最
終
的
に
「も
っ
と
も
多
く
の

形
象
が
重
な
っ
て
い
る
空
間
、
も
っ
と
も
色
濃
く
浮
か
び
上
が
る
点
が
描
く
輪
郭
」（
Ａ
末
尾
）

が
浮
か
び
上
が
り
、
そ
こ
に
我
々
は
こ
の
国
民
に
お
け
る
男
性
の
「
平
均
的
体
格
」
を
認
め
る

だ
ろ
う
、
と
カ
ン
ト
は
言
う
の
で
す
。 

 

こ
れ
は
現
代
風
に
言
え
ば
、
あ
る
国
民
の
成
人
男
性
か
ら
た
と
え
ば
任
意
に
千
人
を
選
ん
で

写
真
に
撮
り
、
そ
の
千
枚
の
写
真
を
重
ね
合
わ
せ
て
背
後
か
ら
強
い
光
を
当
て
て
や
れ
ば
、
千

人
の
中
に
は
太
っ
た
男
性
も
入
れ
ば
痩
せ
た
男
性
も
い
る
だ
ろ
う
し
、
背
の
高
い
男
性
も
い
れ

ば
背
の
低
い
男
性
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
も
っ
と
も
色
濃
く
浮
か
び
上
が

る
輪
郭
を
繋
い
で
や
り
さ
え
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
千
人
の
男
性
を
貫
く
一
つ
の
「
平
均
的
体
格
」

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
だ
ろ
う
、
と
い
う
趣
旨
の
話
で
す
。 

 

カ
ン
ト
は
心
情
の
こ
の
機
能
を
「
構
想
力(Einbildungskraft)

」
に
委
ね
て
い
ま
す
。
す

な
わ
ち
、「
様
々
な
種
類
の
数
え
き
れ
ぬ
程
の
対
象
か
ら
、
そ
し
て
そ
れ
が
無
理
な
ら
せ
め
て
同

じ
種
類
の
数
え
き
れ
ぬ
程
の
対
象
か
ら
、
対
象
の
形
象
と
形
態
を
作
り
直
し
て
み
せ
る
こ
と
、

構
想
力
に
は
そ
ん
な
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
」
と
（
Ａ
中
盤
）。
こ
の
場
合
、
構
想
力
は
「
重

ね
合
わ
せ
」
の
能
力
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、
構
想
力
は
「
一
つ
の
形
象
を

別
の
形
象
に
い
わ
ば
重
ね
合
わ
せ
、
同
種
の
い
く
つ
か
の
形
象
の
合
同
を
通
じ
て
そ
の
平
均
を

発
見
す
る
」
能
力
を
持
つ
と
い
う
の
で
す
。 

 

こ
の
議
論
の
核
心
は
、
見
ら
れ
る
男
性
の
数
が
増
加
す
る
と
き
、
こ
の
平
均
的
体
格
の
像
は

発
散
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
「
収
斂
」
す
る
点
に
あ
り
ま
す
。
千
人
を
五
千
人
に
、
五
千
人

を
一
万
人
に
と
い
う
具
合
に
数
を
増
や
す
に
つ
れ
て
、
構
想
力
の
右
の
所
作
に
よ
っ
て
得
ら
れ

る
平
均
的
体
格
の
像
は
、
そ
の
明
晰
の
度
を
ま
す
ま
す
高
め
る
の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
が
こ
の
手
続
き
は
明
ら
か
に
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
で
あ
り
経
験
的
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、

平
均
的
体
型
は
現
実
に
存
在
す
る
個
々
の
具
体
的
男
性
か
ら
導
か
れ
た
の
だ
し
、
そ
の
千
人
の

選
抜
の
仕
方
は
偶
然
的
だ
し
、
そ
の
と
き
投
入
さ
れ
た
構
想
力
の
所
作
も
た
か
だ
か
「
比
較

(Vergleichung)

」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
計
測
器
具
で
各
人
の
身
長
や
横
幅
を
計
り
、
そ
の
結

果
を
合
算
し
た
数
値
を
人
数
で
除
す
る
と
い
う
初
等
算
術
的
な
手
続
き
と
水
準
を
共
有
す
る
か

ら
で
す
（
Ｂ
）。 

 

構
想
力
が
介
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
与
件
が
経
験
的
で
あ
る
に
も
拘
ら
ず
、
数

が
十
分
に
大
き
い
と
き
に
は
（
つ
ま
り
「
複
数
性
」
の
度
合
い
が
十
分
大
き
い
と
き
は
）、
そ
こ

か
ら
導
か
れ
る
結
論
は
発
散
で
は
な
く
収
斂
の
道
を
進
む
の
で
す
。
そ
し
て
「
構
想
力
」
が
こ

こ
に
登
場
す
る
こ
と
は
、
論
点
が
「
複
数
」
に
あ
る
こ
と
と
強
く
結
び
つ
い
て
い
ま
す
。
な
ぜ

な
ら
、(

Ａ)

の
冒
頭
で
カ
ン
ト
が
構
想
力
に
与
え
た
説
明
、
す
な
わ
ち
「
構
想
力
と
は
、
概
念

を
表
わ
す
記
号
を
機
会
あ
る
ご
と
に
記
憶
に
〈
呼
び
起
こ
す
〉
こ
と
の
で
き
る
も
の
、
し
か
も

た
と
え
長
い
時
間
が
経
過
し
て
か
ら
で
も
そ
れ
を
〈
呼
び
起
こ
す
〉
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ

る
」
と
い
う
文
言
は
、「
呼
び
起
こ
す(zurückrufen)

」
と
言
う
表
現
で
、
事
実
上
「
複
数
」

に
言
及
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
実
際
、re-produzieren 

は
「
数
を
増
や
す
」
行
為
で
な
く
て

何
で
し
ょ
う
か
。 

 

し
か
も
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
発
言
を
行
っ
て
い
て
（
Ｄ
）、
こ
の
収
斂
の
果
て
に
く

る
極
限
と
し
て
の
「
平
均
的
体
格
」
は
、
経
験
的
デ
ー
タ
に
完
全
に
依
存
し
て
い
る
に
も
拘
ら

ず
、
そ
れ
で
も
そ
れ
は
あ
る
「
理
念
性
」
を
有
す
る
と
い
う
発
言
が
そ
れ
で
す
。
た
と
え
ば
、

か
つ
て
は
美
の
規
則
と
し
て
崇
め
ら
れ
も
し
た
黄
金
分
割
を
始
め
と
す
る
一
連
の「
比
例
法
則
」

と
、
カ
ン
ト
が
あ
の
思
考
実
験
で
導
い
て
み
せ
た
「
平
均
的
体
格
」
に
お
い
て
は
、
後
者
す
な

わ
ち
「
平
均
的
体
型
」
の
方
が
よ
り
根
源
的
で
あ
っ
て
、
神
性
視
さ
れ
て
き
た
比
例
法
則
は
、

む
し
ろ
こ
の
「
平
均
的
体
型
」
と
い
う
、
人
間
の
内
官
の
動
力
学
的
か
ら
導
か
れ
た
内
的
法
則

に
下
属
す
る
と
さ
れ
る
の
で
す
。
そ
の
根
源
性
ゆ
え
に
、「
平
均
的
体
型
」
は
、
経
験
的
で
あ
り

な
が
ら
同
時
に
「
理
念
」
で
あ
る
こ
と
を
失
わ
な
い
の
で
す
。 

 
さ
て
、修
復
に
お
け
る「
多 

→
一
」と
い
う
意
識
の
動
き
に
関
心
を
寄
せ
る
我
々
と
し
て
は
、

カ
ン
ト
が『
判
断
力
批
判
』で
呈
示
し
た
あ
の
収
斂
の
事
実
に
関
心
を
向
け
ざ
る
を
得
ま
せ
ん
。

な
ぜ
な
ら
、
我
々
は
そ
こ
に
、
た
と
え
そ
の
出
自
は
経
験
的
で
あ
ろ
う
と
も
、「
十
分
大
き
な
複

数
」
か
ら
、「
経
験
に
回
収
さ
れ
な
い
一
」
が
、
収
斂
的
に
確
定
で
き
る
と
い
う
可
能
性
を
学
び

取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
す
。 
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繰
り
返
し
ま
す
。
た
と
え
経
験
的
な
「
複
数
」
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
が
十
分
な
大
き
さ
に

恵
ま
れ
る
の
な
ら
、
意
識
は
な
に
が
し
か
の
能
力
の
助
け
に
よ
っ
て
、
非
経
験
的
な
「
一
」
を

収
斂
の
方
位
と
い
う
仕
方
で
捉
え
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
れ
が
我
々
が
『
判
断
力

批
判
』
第
十
七
節
か
ら
学
ぶ
べ
き
教
訓
で
す
。 

 

⒝
「
露
呈
行
為
」
と
い
う
経
験
的
手
法 

 

カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
で
展
開
し
た
こ
の
興
味
深
い
議
論
に
対
応
す
る
も
の
を
、
チ
ェ

ー
ザ
レ
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
な
か
に
見
つ
け
る
こ
と
が
可
能
で
し
ょ
う
か
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
複

数
」
と
は
「
あ
る
国
に
お
け
る
、
千
人
な
ら
千
人
の
、
成
人
男
子
の
姿
」
の
こ
と
で
し
た
。
こ

れ
ら
の
姿
を
順
次
見
る
と
き
、
構
想
力
は
そ
の
重
な
り
が
生
む
濃
淡
を
手
掛
か
り
と
し
て
、
そ

の
国
に
お
け
る
「
平
均
的
な
」
成
人
男
子
の
姿
を
把
捉
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
カ
ン
ト
は
さ

ま
ざ
ま
な
美
の
判
定
に
お
け
る
「
正
し
さ(Richtigkeit)

」
の
基
準
の
説
明
に
当
て
た
の
で
し

た
。 

 

私
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
露
呈
行
為(scavo)

」
の
議
論
に
、
カ
ン
ト
の
こ
の
思
考
実
験
に
一
脈

通
じ
る
も
の
を
感
じ
ま
す
。
そ
れ
は
こ
う
い
う
こ
と
で
す
。 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
こ
う
書
い
て
い
ま
し
た
（
第
六
章
引
用
⑩
）。「
露
呈
行
為(scavo)

と
は
、
後
か

ら
な
さ
れ
た
加
筆
に
よ
っ
て
芸
術
作
品
を
見
失
っ
た
意
識
が
、
自
ら
芸
術
作
品
の
現
前
化
を
推

進
す
る
段
階
で
の
主
導
的
な
段
階
を
謂
う
」
と
。
ま
ず
、
私
はscavo

と
い
う
言
葉
を
、「
作
品

自
体
を
覆
い
隠
し
て
い
る
付
加
、
偽
装
、
加
筆
あ
る
い
は
先
行
修
復
の
痕
跡
な
ど
の
薄
皮
を
一

枚
一
枚
剥
が
し
、
そ
れ
ま
で
隠
さ
れ
て
い
た
本
来
の
作
品
を
露
に
す
る
作
業
を
比
喩
的
に
言
う

言
葉
」
と
解
し
ま
し
た
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
こ
の
第
六
章
引
用
⑩
に
お
い
て
は
、「
失
わ
れ
た
芸
術

作
品
の
現
前
化(

過
去
の
現
在
へ
の
流
れ
込
み)

」
と
い
う
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
時
間
論
的
修
復
理
論

の
基
幹
を
な
す
概
念
に
、
考
古
学
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
比
喩
的
に
添
え
て
い
る
の
で
す
。 

 

し
か
し
ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
こ
の
行
為
の
な
か
に
あ
る
「
限
界
」
を
見
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、

「
露
呈
行
為
は
む
し
ろ
修
復
行
為
の
発
端
な
の
で
あ
っ
て
、
修
復
を
二
次
的
あ
る
い
は
派
生
的

な
位
相
に
貶
め
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
」
と
。 

 

こ
の
言
葉
は
二
重
の
意
味
に
取
る
こ
と
が
で
き
る
で
し
ょ
う
。
ま
ず
露
呈
行
為
は
修
復
一
般

の
「
発
端
」
で
す
。
修
復
は
露
呈
行
為
か
ら
し
か
始
ま
ら
な
い
か
ら
で
す
。 

 

し
か
し
修
復
の
個
々
の
局
面
に
お
い
て
も
、
露
呈
行
為
は
修
復
の
発
端
で
す
。
修
復
が
い
ま

到
達
し
た
そ
の
地
点
に
お
い
て
ま
た
露
呈
行
為
が
始
ま
り
ま
す
が
、
そ
の
と
き
再
び
、
そ
の
露

呈
行
為
に
よ
っ
て
は
見
通
せ
な
い
作
品
の
「
内
部
」
が
あ
ら
た
に
触
知
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
露

呈
行
為
は
ど
こ
ま
で
行
っ
て
も
「
発
端
」
で
あ
る
こ
と
を
や
め
ま
せ
ん
。
露
呈
行
為
は
、
ど
の

局
面
に
置
い
て
も
汲
み
尽
く
す
こ
と
の
で
き
な
い
芸
術
作
品
の
「
内
部
」
を
残
す
の
で
す
。
す

な
わ
ち
、「
浅
い
層
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
す
で
に
確
立
さ
れ
た
状
態
に
よ
っ
て
崩

壊
か
ら
高
度
に
守
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
露
呈
行
為
が
そ
の
状
態
を
暴
力
的
に
解
体
し
た

と
き
見
え
て
く
る
も
の
は
、
そ
の
全
容
に
は
遠
く
及
ば
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
、
あ
ら
ゆ
る
局

面
で
妥
当
す
る
の
で
す
。 

 

修
復
家
が
芸
術
作
品
か
ら
、
自
然
的
あ
る
い
は
人
為
的
介
入
を
一
枚
一
枚
剥
が
し
て
い
く
と

き
（
こ
の
「
剥
が
す
」
が
比
喩
的
表
現
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
で
く
だ
さ
い
）、
こ
の
作
品
に

対
す
る
修
復
家
の
知
見
は
も
ち
ろ
ん
増
大
の
一
途
を
た
ど
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
増
大
は
個
々

の
介
入
措
置
の
吟
味
が
そ
れ
自
体
与
え
る
知
覚
の
増
大
で
は
あ
っ
て
も
、作
品
そ
れ
自
体
の「
統

一
」
に
つ
い
て
の
知
見
の
増
大
と
し
て
は
力
不
足
で
す
。
修
復
家
の
手
技
が
作
品
の
秘
密
を
い

く
ら
暴
こ
う
と
も
、
芸
術
作
品
を
一
個
の
統
一
体
た
ら
し
め
て
い
る
「
何
か
」
は
、
修
復
家
が

一
歩
踏
み
込
む
た
び
に
、
そ
の
一
歩
背
後
に
さ
ら
に
そ
の
姿
を
隠
す
の
で
あ
っ
て
、
露
呈
行
為

を
い
く
ら
進
め
て
も
、
作
品
の
全
体
像
は
自
ら
を
明
ら
か
に
し
な
い
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
は

作
品
の
「
豊
か
さ
、
深
さ
」
を
物
語
る
も
の
で
は
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
れ

は
、
修
復
家
の
す
る
個
々
の
露
呈
行
為
が
、
作
品
の
本
質
か
ら
疎
外
さ
れ
た
、
あ
る
経
験
的
限

界
を
持
っ
た
所
作
で
あ
る
こ
と
も
物
語
っ
て
い
る
の
で
す
。 

 
と
こ
ろ
で
露
呈
作
用(scavo)

の
な
か
に
「
複
数
」
は
居
場
所
を
持
つ
で
し
ょ
う
か
。
も
ち
ろ

ん
持
ち
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ブ
ラ
ン
デ
ィ
も
言
う
よ
う
に
、
露
呈
行
為
は
本
質
的
に
「
暴
力

(rottura)
」
で
あ
り
「
暴
力
的(violenta)

」
だ
か
ら
で
す(

第
六
章
引
用
⑩
の
「
露
呈
行
為

が
そ
の
状
態
を
暴
力
的
に
解
体
し
た
と
き
見
え
て
く
る
も
の
は
」
の
く
だ
り)

。
一
般
に
暴
力
は
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眼
に
見
え
る
仕
方
で
対
象
を
解
体
し
な
い
で
は
い
ま
せ
ん
が
、
そ
も
そ
も
対
象
で
あ
る
劣
化
し

た
芸
術
作
品
が
多
種
多
様
な「
複
数
」を
い
さ
さ
か
不
安
定
な
仕
方
で
抱
え
込
ん
で
い
る
以
上
、

こ
の
暴
力
が
そ
れ
ま
で
は
眠
っ
て
い
た
「
複
数
」
を
目
覚
め
さ
せ
、
そ
こ
に
激
し
い
き
し
み
と

増
殖
を
引
き
起
こ
す
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
と
こ
ろ
で
す
。 

 
 ⒞ 

フ
ッ
サ
ー
ル
と
「
複
数
」
の
問
題 

Ⅰ 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
か
ら
多
大
の
影
響
を
受
け
て
い
た
こ
と
は
、
本
稿
の

こ
こ
ま
で
の
議
論
か
ら
疑
い
得
な
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
で
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
ブ
ラ
ン

デ
ィ
に
対
し
て
、「
複
数
」
の
問
題
設
定
に
お
い
て
も
影
響
を
与
え
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。 

『
イ
デ
ー
ン
１
』(1913)

の
次
の
く
だ
り
は
こ
の
問
題
意
識
を
掘
り
下
げ
る
手
掛
か
り
と
な
り

そ
う
で
す
。（『
純
粋
現
象
学
と
現
象
学
的
哲
学
の
た
め
の
諸
構
想
』、
第
一
巻
「
純
粋
現
象
学
へ

の
全
般
的
序
論
」、
第
一
篇
「
本
質
と
本
質
認
識
」
よ
り
。
テ
ク
ス
ト
は
渡
部
二
郎
訳
、
み
す
ず

書
房
、1979

を
使
用
。） 

 

〔
引
用
㉗
〕 

「
幾
何
学
者
が
黒
板
の
上
に
図
形
を
描
く
と
き
、
彼
は
そ
れ
に
よ
っ
て
、
事
実
的
に
存
在
す
る
黒
板

の
上
に
、
事
実
的
に
現
存
在
す
る
線
を
作
り
出
し
て
は
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
に
物
理
的
に

何
か
を
作
り
出
す
彼
の
動
き
も
、
ま
た
そ
こ
に
作
り
出
さ
れ
た
も
の
を
経
験
す
る
彼
の
動
き
も
、
経

験
す
る
働
き
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、
彼
の
幾
何
学
的
な
本
質
直
観
と
本
質
思
考
に
対
し
て
は
、
少

し
も
基
礎
づ
け
の
役
を
果
た
し
て
い
な
い
。（
中
略
）
幾
何
学
者
は
現
実
で
は
な
く
て
理
念
的
可
能
性

を
研
究
し
、
現
実
態
を
で
は
な
く
本
質
態
を
研
究
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
彼
（
幾
何
学
者
）
に
と
っ

て
は
、
経
験
で
は
な
く
、
む
し
ろ
本
質
観
取
が
、
究
極
的
基
礎
づ
け
の
作
用
な
の
で
あ
る
。」 

 
 

   

幾
何
学
を
基
礎
づ
け
る
の
は
、黒
板
の
上
の
事
実
的
な
図
形
で
は
な
い
。そ
う
で
は
な
く
て
、

幾
何
学
的
な
本
質
直
観
と
本
質
思
考
と
い
う
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
学
と
し
て
の
幾
何
学
を

支
え
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
の
が
こ
の
時
期
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
認
識
で
す
。 

  

た
だ
フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
領
は
む
し
ろ
こ
の
認
識
を
様
々
な
仕
方
で
発
展
さ
せ
る
、
そ
の
発
展

の
さ
せ
方
に
あ
る
よ
う
で
す
。
ま
ず
い
ま
指
摘
さ
れ
た
関
係
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
け
っ
し

て
一
方
向
的
に
捉
え
て
は
い
な
い
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
事
態
に
現
れ
て
い

ま
す
。 

 

周
知
の
よ
う
に
、
幾
何
学
的
経
験
は
描
か
れ
た
図
形
抜
き
で
は
成
立
し
ま
せ
ん
。
幾
何
学
者

は
紙
の
上
に
、
黒
板
の
上
に
、
土
の
上
に
、
あ
る
い
は
（
複
数
の
実
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
が
、
盲
目
の
幾
何
学
者
な
ら
）
眼
の
奥
に
、
問
題
の
図
形
を
描
く
の
で
す
。 

 

大
事
な
こ
と
は
、「
描
か
れ
た
図
形
」
と
「
本
質
直
観
と
し
て
の
図
形
」
の
間
に
、
行
っ
た
り

来
た
り
の
関
係
（
往
還
関
係
・
循
環
関
係
）
が
あ
る
と
い
う
事
実
で
す
。 

 

た
し
か
に
線
を
線
と
し
て
見
る
本
質
直
観
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
紙
や
黒
板
の
上
の
単
な
る
経
験

的
図
形
は
線
と
し
て
見
え
て
い
ま
す
。
し
か
し
逆
に
、
紙
や
黒
板
の
上
に
線
を
引
く
経
験
的
行

為
が
あ
れ
ば
こ
そ
、
黒
板
の
上
の
図
形
に
助
け
ら
れ
て
「
線
を
観
る
本
質
直
観
」
も
あ
る
の
で

す
。 

 

紙
や
黒
板
の
上
の
線
を
線
と
し
て
基
礎
づ
け
る
の
は
今
の
引
用
が
言
う
よ
う
に
幾
何
学
的
な

本
質
直
観
な
の
で
す
が
、
こ
の
本
質
を
可
視
的
に
し
て
い
る
の
は
黒
板
の
上
の
図
形
の
方
な
の

で
す
。
こ
こ
に
は
往
還
関
係
が
あ
り
ま
す
。 

  

と
こ
ろ
で
、
す
で
に
本
稿
第
六
章
第
四
節
⒝
で
見
た
よ
う
に
、
ク
ラ
ウ
ス
・
ヘ
ル
ト(Kraus 

Held)

は
『
二
十
世
紀
の
扉
を
開
い
た
哲
学 

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
入
門
』(1985)

の
な
か
で
、

「
原
的
に
現
れ
る
も
の
」
と
い
う
概
念
に
触
れ
て
い
ま
し
た
が
、
こ
の
概
念
を
「
複
数
」
の
視

点
か
ら
見
直
し
て
お
く
必
要
も
あ
り
そ
う
で
す
。
先
の
引
用
箇
所
を
再
度
こ
こ
に
掲
げ
ま
す
。 

 

〔
引
用
㉘
〕 

「
私
が
一
つ
の
事
象
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
そ
れ
を
事
象
に
近
づ
い
て
い
わ
ば
直
観

的
に
あ
り
あ
り
と
体
験
す
る
可
能
性
が
根
本
的
に
実
現
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い

る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。（
中
略
）
そ
れ
ゆ
え
、
私
が
経
験
・
体
験
・
思
考
に
お
い
て
出
会
う
す
べ
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て
の
も
の
が
、
か
つ
て
原
的
に
（originär

）
私
の
経
験
・
体
験
・
思
考
の
圏
内
に
現
れ
た
状
況
、

あ
る
い
は
そ
れ
が
い
つ
か
原
的
な
仕
方
で
現
れ
得
る
よ
う
な
状
況
を
指
示
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

を
私
は
知
っ
て
い
る
。
あ
る
事
象
が
私
に
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
現
出
し
よ
う
と
も
、
何
か
が
現
出
す

る
こ
と
は
す
べ
て
私
に
と
っ
て
、
原
的
な
仕
方
で
与
え
ら
れ
る
こ
と
（
過
去
の
そ
の
状
況
）
を
遡
っ

て
指
示
し
、
あ
る
い
は
原
的
な
仕
方
で
与
え
ら
れ
る
こ
と
（
未
来
の
そ
の
状
況
）
を
あ
ら
か
じ
め
指

示
し
、
究
極
的
に
は
そ
こ
か
ら
そ
の
意
味
内
容
を
受
け
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。」 

 
 

 

  

さ
て
ヘ
ル
ト
の
こ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
理
解
が
正
し
い
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
を
修
復
理
論
の
な
か

に
置
い
て
よ
い
と
し
て
、
そ
し
て
さ
ら
に
こ
の
文
章
を
「
複
数
」
と
い
う
視
点
か
ら
見
直
す
と

す
る
と
、
こ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

 

増
大
し
て
や
ま
ぬ
「
あ
る
芸
術
作
品
を
め
ぐ
る
経
験
の
集
合
」
が
、「
こ
れ
こ
れ
の
特
定
の
芸

術
作
品
の
諸
経
験
」
と
総
称
さ
れ
る
理
由
は
、
次
の
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

す
な
わ
ち
、「
私
の
経
験
に
一
つ
の
芸
術
作
品
が
原
的
な
仕
方
で
現
れ
る
と
い
う
状
況
」
が
あ
っ

て
、
そ
れ
を
指
示
す
れ
ば
こ
そ
、
私
の
す
る
個
々
の
経
験
は
「
そ
の
芸
術
作
品
の
経
験
」
と
呼

ば
れ
て
い
る
の
だ
、
と
。
原
的
な
所
与
が
あ
り
、
そ
れ
を
指
示
す
れ
ば
こ
そ
、
現
下
の
経
験
は

「
あ
の
作
品
の
」
経
験
と
し
て
妥
当
す
る
の
だ
、
と
。 

 

 
 

 

そ
う
だ
と
す
る
と
、
問
題
は
ふ
た
た
び
（
複
数
の
）「
個
別
的
な
も
の
」
と
（
単
一
の
）「
本

質
的
な
も
の
」
の
関
係
に
帰
着
し
そ
う
で
す
。
し
か
し
い
ま
ヘ
ル
ト
に
導
か
れ
て
確
認
し
た
「
原

的
な
所
与
」
も
ま
た
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
に
即
し
て
見
た
、「
往
還
運
動
」
の
ア
ポ
リ
ア
に
差
し

戻
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
そ
う
で
す
。
実
際
、「
本
質
」
は
「
個
別
経
験
的
な
も
の
」
を
介
し
て
し

か
意
識
化
さ
れ
な
い
以
上
、
い
く
ら
我
々
が
「
原
的
な
所
与
」
を
高
唱
し
よ
う
と
も
、
こ
の
「
原

的
な
所
与
」
は
依
然
と
し
て
画
餅
で
あ
る
と
い
う
疑
い
を
退
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
す
。 

 
 ⒟

フ
ッ
サ
ー
ル
と
「
複
数
」
の
問
題 

Ⅱ 

 

こ
こ
で
私
は
エ
ド
ム
ン
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
の
最
晩
年
の
遺
稿
を
弟
子
た
ち
が
ま
と
め
た
書
物
、

『
経
験
と
判
断(Erfahrung und Urteil)

』(1938)

を
参
照
し
ま
す
。
そ
の
刊
行
年
か
ら
考

え
て
、
チ
エ
ー
ザ
レ
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
こ
の
書
物
を
眼
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と

も
申
し
添
え
ま
す
。（『
経
験
と
判
断
』
の
テ
ク
ス
ト
は
、「『
経
験
と
判
断
』、
長
谷
川
宏
訳
、1999

年
、
河
出
書
房
新
社
」
で
す
。） 

  

前
項
⒞
の
未
解
決
に
終
わ
っ
た
課
題
は
、「
現
出
」
と
「
本
質
直
観
」
の
双
方
向
的
な
往
還
作

用
を
ど
う
説
明
す
る
か
、
と
り
わ
け
「
芸
術
作
品
」
に
つ
い
て
そ
れ
を
―
―
「
複
数
と
い
う
視

点
」
か
ら
―
―
ど
う
説
明
す
る
か
、
と
い
う
一
点
に
か
か
っ
て
い
ま
す
。 

 

注
目
に
値
す
る
の
は
、『
経
験
と
判
断
』
の
な
か
で
展
開
さ
れ
た
「
形
相
的
変
更(eidetische 

Variation)

」
の
理
論
で
す
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
そ
こ
で
取
り
組
ん
で
い
た
の
は
、
一
般
者
つ
ま

り
普
遍
を
、
経
験
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
し
か
し
経
験
的
で
な
い
仕
方
で
、
つ
ま
り
純
粋
な
仕
方

で
導
く
と
い
う
課
題
で
あ
り
、「
形
相
的
変
更
」
と
い
う
方
法
は
こ
の
課
題
の
解
決
に
向
け
て
晩

年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
考
案
さ
れ
た
も
の
で
す
。 

  

し
か
し
同
書
に
お
け
る
「
形
相
的
変
更
」
の
議
論
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
例
の
「
芸
術
作
品
を

芸
術
作
品
と
し
て
認
知
す
る
」
と
い
う
文
言
を
解
釈
す
る
う
え
で
有
力
な
補
助
線
と
な
る
と
思

わ
れ
ま
す
。
す
な
わ
ち
私
は
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
こ
の
議
論
に
触
発
さ
れ
て
、「
人
は
ど
の
よ
う
に

し
て
、
あ
る
芸
術
作
品
に
つ
い
て
の
（
複
数
の
）
経
験
か
ら
出
発
し
て
、
経
験
的
で
な
い
仕
方

で
（
純
粋
な
仕
方
で
）、《
あ
る
芸
術
作
品
》
と
い
う
一
般
者
に
到
達
で
き
る
の
か
」
と
い
う
設

問
に
解
答
と
し
て
い
る
と
見
る
の
で
す（
そ
の
こ
と
を
証
拠
立
て
る
資
料
は
未
発
見
と
は
い
え
）。 

  
ま
ず
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
採
ら
な
か
っ
た
も
の
」
に
眼
を
向
け
ま
し
ょ
う
。
彼
が
「
採
っ
た
も

の
」
を
俎
上
に
載
せ
る
の
は
そ
の
後
で
す
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
経
験
的
に
は
、
一
般
者

は
次
の
よ
う
に
し
て
導
か
れ
ま
す
（『
経
験
と
判
断
』
第
八
十
六
節
）。 

 

す
な
わ
ち
、「
経
験
的
一
般
性
」
と
は
、
事
実
的
な
経
験
の
う
ち
に
「
同
等
な
対
象
」
や
「
類

似
の
対
象
」
が
繰
り
返
し
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
一
般
者
で
あ
っ
て
、
い
わ
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ゆ
る
抽
象
や
帰
納
の
結
果
と
し
て
獲
得
さ
れ
る
普
遍
が
そ
れ
に
相
当
し
ま
す
。こ
の
一
般
者
は
、

一
方
で
そ
の
根
源
で
あ
る
枚
挙
可
能
な
現
実
的
個
物
の
範
囲
と
関
係
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
個

物
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
経
験
を
指
示
す
る
地
平
と
関
係
し
な
が
ら
、
獲
得
さ
れ
る
の
で
す
。

こ
の
と
き
、
個
物
が
「
任
意
の
数
だ
け
」
そ
し
て
「
無
限
に
」
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
一
般
性
を

保
証
す
る
訳
で
す
が
、
個
物
の
与
え
ら
れ
方
自
体
は
偶
然
的
で
あ
る
し
、
同
等
性
や
類
似
性
も

偶
然
性
を
免
れ
な
い
の
で
、
こ
の
一
般
性
は
経
験
的
一
般
性
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
ま

せ
ん
。 

 

し
か
し
こ
の
よ
う
な
手
続
き
は
、
⒜
で
見
た
あ
の
カ
ン
ト
の
議
論
（
目
視
に
よ
る
規
格
理
念

の
生
成
）
を
彷
彿
と
さ
せ
ま
す
。
カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
』
の
な
か
で
、
あ
る
国
に
属
す
非

常
に
多
く
の
成
人
男
性
の
姿
の
視
覚
像
か
ら
、
内
官
の
機
能
に
依
存
す
る
か
た
ち
で
、
男
性
一

般
の
形
姿
が
経
験
的
に
導
き
出
さ
れ
る
経
緯
を
描
き
出
し
ま
し
た
が
、
そ
れ
は
「
多
（
任
意
の

数
、
無
数
）
の
経
験
的
表
象
か
ら
、
飽
く
ま
で
も
経
験
的
な
仕
方
で
、
あ
る
「
一
（
般
者
）」
が

導
出
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
そ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
前
段
の
「
一
般
者
の
経
験
的
導
出
」

と
理
論
的
に
同
型
と
言
っ
て
さ
し
支
え
な
い
の
で
す
。 

 

さ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
論
法
を
「
芸
術
作
品
」
に
使
え
ば
こ
う
な
る
で
し
ょ
う
。 

  

《「
あ
る
芸
術
作
品
」
と
い
う
一
般
者
は
、
経
験
的
に
は
次
の
よ
う
に
し
て
導
か
れ
る
。
す
な

わ
ち
「
あ
る
芸
術
作
品
」
と
い
う
経
験
的
一
般
性
は
、
事
実
的
な
経
験
の
う
ち
に
「
同
等
な
対

象
」
や
「
類
似
の
対
象
」
が
繰
り
返
し
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
一
般
者
で
あ

っ
て
、
い
わ
ゆ
る
抽
象
や
帰
納
の
結
果
と
し
て
獲
得
さ
れ
る
普
遍
が
そ
れ
に
相
当
す
る
。
こ
の

一
般
者
「
あ
る
芸
術
作
品
」
は
、
一
方
で
そ
の
根
源
で
あ
る
枚
挙
可
能
な
現
実
的
「
芸
術
作
品
」

の
範
囲
と
関
係
し
つ
つ
、
他
方
で
は
「
あ
る
芸
術
作
品
」
に
つ
い
て
の
さ
ら
な
る
経
験
を
指
示

す
る
「
地
平
」
と
関
係
し
な
が
ら
、
獲
得
さ
れ
る
。
こ
の
と
き
、
芸
術
作
品
が
「
任
意
の
数
だ

け
」
そ
し
て
「
無
限
に
」
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
た
し
か
に
一
般
者
「
あ
る
芸
術
作
品
」
の
一
般

性
を
保
証
す
る
が
、
個
物
（
そ
の
芸
術
作
品
）
の
与
え
ら
れ
方
自
体
は
偶
然
的
で
あ
り
、
同
等

性
や
類
似
性
も
偶
然
性
を
免
れ
な
い
の
で
、「
あ
る
芸
術
作
品
」
の
一
般
性
は
こ
こ
で
は
経
験
的

一
般
性
に
と
ど
ま
る
の
だ
》
と
。 

 

⒠
見
本
・
原
像
・
模
像
（
先
構
成
） 

 

し
か
し
フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
経
験
と
判
断
』
で
最
終
的
に
採
っ
た
の
は
こ
の
道
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
彼
は
「
経
験
的
な
一
般
者
の
構
成
」
に
は
飽
き
足
ら
な
い
の
で
す
。
彼
が
進
ん
だ
の
は
、

む
し
ろ
「
一
般
者
の
純
粋
な
構
成
」
へ
の
行
程
で
す(

『
経
験
と
判
断
』、
第
三
篇
「
一
般
的
対

象
性
の
構
成
と
一
般
判
断
の
形
式
」、
第
二
章
「
本
質
洞
見
の
方
法
に
よ
る
純
粋
な
一
般
性
の
獲

得
」)

。 

 

私
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
構
成
過
程
を
追
跡
し
、
そ
の
議
論
を
拠
り
所
と
し
て
、「
複
数
の
具

体
的
芸
術
経
験
か
ら
出
発
し
つ
つ
、
し
か
し
あ
る
芸
術
作
品
を
「
純
粋
な
一
般
者
」
と
し
て
構

成
す
る
手
続
き
を
探
り
ま
す
。
そ
の
と
き
フ
ッ
サ
ー
ル
が
利
用
し
た
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
見
本

(Beispiel)

、
原
像(Voebild)

、
模
像(Nachbild)

」
な
ど
で
し
た
。 

 
 

〔
引
用
㉙ 

『
経
験
と
判
断
』
第
八
十
七
節
⒜
〕 

「
そ
れ
〔
純
粋
概
念
な
い
し
は
本
質
概
念
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
偶
然
性
の
性
格
を
取
り
除
く
行
為
〕

は
、
経
験
的
な
い
し
は
空
想
的
対
象
を
任
意
の
見
本(Exempel)

に
か
え
、
そ
の
見
本
に
同
時
に
指
導

的
〈
原
像(Vorbild)

〉
の
性
格
を
持
た
せ
て
、
ひ
ら
か
れ
た
無
限
に
多
様
な
変
項(Variant)

の
生

産
の
出
発
点
と
す
る
作
用
、
つ
ま
り
変
更
作
用(Variation)

に
基
礎
を
お
い
て
い
る
。
い
い
か
え
れ

ば
、
我
々
は
あ
る
事
実(Faktum)

を
、
純
粋
な
空
想
の
な
か
で
変
形(Umgestaltung)

す
る
た
め
の

原
像
と
み
な
す
の
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
変
形
を
つ
う
じ
て
次
々
と
新
し
い
類
似
の
像
が
模
像

(Nachbild)

な
い
し
空
想
像
と
し
て
獲
得
さ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
全
体
と
し
て
具
体
的
に
原
像
に
類

似(Ähnlichkeit)

し
て
い
る
。
こ
う
し
て
生
産
さ
れ
た
自
由
勝
手
な
変
項
の
そ
れ
ぞ
れ
は
、
変
更
作

用
の
全
過
程
そ
の
も
の
と
同
様
、
主
観
的
に
は
「
任
意
の(beliebig)

」
と
い
う
体
験
様
相
を
と
っ

て
あ
ら
わ
れ
て
く
る
。
そ
の
と
き
、
こ
の
多
様
な
変
形
を
つ
ら
ぬ
い
て
一
つ
の
統
一
体(Einheit)

が
存
在
す
る
こ
と
、
た
と
え
ば
ひ
と
つ
の
事
物
と
い
っ
た
原
像
を
そ
の
よ
う
に
自
由
に
変
更
す
る
さ

い
に
は
、ひ
と
つ
の
不
変
項(Invariant)

が
必
然
的
一
般
的
な
形
式
と
し
て
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
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さ
も
な
け
れ
ば
、
こ
の
事
物
が
種
の
見
本
と
な
る
と
い
っ
た
こ
と
は
そ
も
そ
も
考
え
ら
れ
な
い
こ
と

が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
れ
は
自
由
な
変
更
の
行
使
の
な
か
で
、
変
項
の
差
異
と
は
無
関
係
に
、
絶
対

的
に
同
一
の
内
容
と
し
て
、
つ
ま
り
、
一
切
の
変
項
を
重
ね
合
わ
す(sich decken)

不
変
の
内
容
と

し
て
、
一
般
的
本
質
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
我
々
が
眼
を
向
け
る
こ
の
本
質
は
、〈
任
意
〉

と
い
う
様
相
で
行
使
さ
れ
、
ど
う
に
で
も
展
開
さ
れ
る
変
更
作
用
に
、
そ
れ
が
同
一
の
原
像
の
変
更

作
用
で
あ
る
限
り
、
そ
の
限
界
を
設
定
す
る
必
然
的
な
不
変
項
で
あ
る
。
こ
の
不
変
項
は
、
そ
の
種

類
の
対
象
が
考
え
ら
れ
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
、
つ
ま
り
、
対
象
が
こ
の
種
類
の
対
象
と
し

て
直
観
的
に
空
想
さ
れ
る
う
え
で
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
打
ち
立
て
ら
れ
る
。」 

  

難
解
な
文
章
で
す
が
、
あ
る
個
物
を
、
ひ
と
つ
の
完
結
し
た
個
物
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し

ろ
一
個
の
「
原
像
」
と
看
做
す
こ
と
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
手
法
の
要
諦
で
す
。
そ
れ
は
静

的
な
も
の
を
動
的
な
も
の
と
見
立
て
る
技
法
と
言
っ
て
も
的
外
れ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

こ
の
場
合
、「
経
験
的
な
い
し
は
空
想
的
対
象
を
任
意
の
見
本(Exempel)

に
か
え
る
」と
は
、

個
物
を
内
に
閉
じ
た
個
物
と
し
て
見
る
の
で
は
な
く
、
と
り
あ
え
ず
「
他
の
複
数
の
も
の
と
関

係
を
結
び
得
る
も
の
」
に
読
み
替
え
る
の
謂
い
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
場
合
、
関
係
は
「
原
像

と
模
像
」
の
そ
れ
で
す
。「
こ
れ
は
こ
れ
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
る
原
本
な
の
だ
」
と
い
う
訳
で

す
。 

 

関
係
が
、「
原
像
と
模
像
」
の
関
係
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
次
の
く
だ
り
、「
そ

の
見
本
に
同
時
に
指
導
的
〈
原
像(Vorbild)

〉
の
性
格
を
持
た
せ
て
、
ひ
ら
か
れ
た
無
限
に
多

様
な
変
項(Variant)

の
生
産
の
出
発
点
と
す
る
」
の
く
だ
り
か
ら
明
ら
か
で
す
。
そ
の
と
き
、

あ
る
個
物
は
「
無
限
に
多
様
な
変
項
を
産
出
す
る
作
用
の
出
発
点
」
に
成
る
の
で
す
。
す
な
わ

ち
変
更
作
用(Variation)

の
出
発
点
に
成
る
の
で
す
。 

 

と
こ
ろ
が
、
変
更
作
用
が
も
た
ら
す
「
新
し
い
類
似
の
像
」
は
す
べ
て
原
像
に
似
て
い
る
の

で
す
か
ら（
な
ぜ
な
ら
模
像
は
原
像
を
ご
く
僅
か
に
変
更
し
た
も
の
た
ち
だ
か
ら
）、そ
こ
に「
こ

の
多
様
な
変
形
を
つ
ら
ぬ
い
て
一
つ
の
統
一
体(Einheit)

が
存
在
す
る
こ
と
」が
明
ら
か
に
な

る
、
と
論
は
進
み
ま
す
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
多
様
で
あ
る
」
こ
と
か
ら
「
多
様
で
な
い
」
も
の

を
導
こ
う
と
い
う
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、「
た
と
え
ば
ひ
と
つ
の
事
物
と
い
っ
た
原
像
を
そ
の
よ

う
に
自
由
に
変
更
す
る
さ
い
に
は
、ひ
と
つ
の
不
変
項(Invariant)

が
必
然
的
一
般
的
な
形
式

と
し
て
維
持
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
こ
の
事
物
が
種
の
見
本
と
な
る
と
い
っ
た

こ
と
は
そ
も
そ
も
考
え
ら
れ
な
い
」、
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
論
を
進
め
る
の
で
す
。。 

 

さ
て
こ
の
議
論
の
根
底
に
あ
る
発
想
は
、
カ
ン
ト
が
『
判
断
力
批
判
』
第
十
七
節
で
展
開
し

た
あ
の
「
規
格
理
念
」
の
導
出
と
構
造
的
に
は
同
型
で
す
。
ど
ち
ら
も
「
多
数
化
す
る
こ
と
」

お
よ
び
「
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と(sich decken)

」
を
通
じ
て
、
経
験
的
で
な
い
も
の
（
カ
ン
ト

で
は
規
格
理
念
、
フ
ッ
サ
ー
ル
で
は
純
粋
概
念
）
が
獲
得
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。 

 

で
は
こ
こ
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
何
に
よ
っ
て
「
規
格
理
念
」
の
カ
ン
ト
か
ら
区
別
さ
れ
る
の

で
し
ょ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
重
ね
合
わ
せ
」
は
何
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
の
「
重
ね
合
わ
せ
」

か
ら
区
別
さ
れ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
の
が
次
の
く
だ
り
で
す
。 

 

〔
引
用
㉚ 

『
経
験
と
判
断
』
第
八
十
七
節
⒞
〕 

「
模
像
か
ら
模
像
へ(von 

Nachbild 
zu 

Nachbild)

、
似
た
も
の
か
ら
似
た
も
の
へ(von  

Ähnliches zu Ähnliches)

と
い
う
こ
の
移
行
の
な
か
で
、
任
意
の
個
物
は
登
場
に
順
序
に
し
た
が

っ
て
重
層
的
に
重
な
り
合
い(übersciebende 

Deckung)

、
純
粋
に
受
動
的
に
総
合
的
統
一

（Deckung

）
へ
と
も
た
ら
さ
れ
る
。
そ
こ
で
統
一
さ
れ
た
個
物
の
す
べ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
変
形
さ

れ
た
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
、
つ
い
で
、
同
じ
一
般
者
を
形
相
と
し
て
個
別
化
す
る
任
意
の
個
物
と

し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
う
し
た
か
さ
な
り
あ
い
の
進
行
の
な
か
で
は
じ
め
て
、
同
一
物
は
合
同
な
も

の
と
な
り
、
い
ま
や
純
粋
に
そ
れ
だ
け
と
り
だ
し
て
直
観
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、

同
一
物
は
同
一
物
と
し
て
受
動
的
に
ま
え
も
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
、
形
相
の
洞
視
と
は
、
そ
の

よ
う
に
ま
え
も
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の(vorkonstituiert)

を
能
動
的
に
直
観
し
つ
つ
把
握
す
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
事
情
は
ま
さ
し
く
、
悟
性
対
象
や
、
と
く
に
一
般
性
の
対
象
の
あ
ら
ゆ
る

構
成
の
場
合
と
同
じ
で
あ
る
。」 

  

フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
重
ね
合
わ
せ
」
を
カ
ン
ト
の
「
重
ね
合
わ
せ
」
か
ら
区
別
す
る
契
機
が
、
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こ
こ
に
比
較
的
分
か
り
や
す
い
形
で
そ
の
姿
を
現
し
て
い
ま
す
。 

 

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
「
重
ね
合
わ
せ
」
を
、
原
初
的
な
所
与
か
ら
出
発
し
て
意
識
の
高
次
対

象
を
「
構
成
」
す
る
概
念
化
の
手
続
き
だ
と
は
言
っ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
れ
は
「
構
成
」
で
は
な

く
む
し
ろ
「
先
構
成(vorkonstituiren)

」
で
あ
り
、
そ
の
先
構
成
の
所
産
は
「
認
識
」
さ
れ

る
の
で
は
な
く
「
直
観
」（
引
用
末
尾
）
さ
れ
る
の
で
す
。 

 

『
経
験
と
判
断
』
の
こ
の
く
だ
り
に
、
本
稿
第
六
章
で
吟
味
し
た
『
危
機
』
書(1954)

の
「
生

活
世
界(Lebenswelt)

」
の
理
論
が
木
霊
し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
と
こ
ろ
で
す
。 

 

本
稿
第
六
章
で
見
た
よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
カ
ン
ト
批
判
者
で
も
あ
り
ま
し
た
が
、
彼
の

カ
ン
ト
批
判
は
，
カ
ン
ト
が
閑
却
し
た
も
の
に
こ
そ
向
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。
彼
が
「
カ
ン
ト

は
そ
れ
を
問
う
て
な
い
」
と
い
っ
て
カ
ン
ト
を
咎
め
た
の
は
、
他
で
も
な
い
、「
日
常
的
な
生
活

環
境
が
あ
ら
か
じ
め
存
在
す
る
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
事
実
、
す
な
わ
ち
「
自

明
性(Selbstverständlichkeit)

」
の
事
実
に
関
し
て
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

こ
の
世
界
を
構
成
す
る
意
識
を
問
う
ま
え
に
、
経
験
的
世
界
に
先
行
し
そ
れ
を
「
先
構
成
す

る(vorkonstituieren)

」
主
観
の
作
用
を
こ
そ
問
う
べ
き
だ
、
そ
れ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
主
張

で
あ
り
、「
生
活
世
界
」
が
こ
の
主
張
へ
の
彼
自
身
の
解
答
だ
っ
た
の
で
す
。 

 

フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
こ
で
「
自
明
性
」
そ
れ
自
体
が
固
有
の
精
神
的
過
程
を
前
提
す
る
、
と
主

張
し
て
い
ま
し
た
が
、年
代
的
に
考
え
て
、三
十
二
歳
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が『
経
験
と
判
断
』(1938)

の
こ
の
洞
察
を
目
に
す
る
こ
と
は
十
分
に
可
能
だ
と
私
は
考
え
ま
す
。 

 

そ
れ
は
、「
先
構
成
さ
れ
た
同
一
物
（
一
）
が
、
す
べ
て
の
個
物
（
多
）
の
重
な
り
合
い
の
進

行
の
中
で
、
直
観
さ
れ
る
、
と
い
う
洞
察
で
す
。 

 

し
か
し
我
々
の
課
題
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
吟
味
で
は
な
く
、
修
復
理
論
家
ブ
ラ
ン
デ

ィ
が
そ
こ
か
ら
受
け
た
影
響
の
吟
味
に
限
定
さ
れ
て
い
ま
す
。 

 

そ
し
て
私
は
、
自
明
性
は
主
観
に
よ
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
（
し
た
が
っ
て
普
遍
性
と
し
て
）

先
構
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
の
理
論
の
対
応
物
を
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
あ
のsilloge 

の
理
説
の
な

か
に
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
の
で
す
。。 
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〔
結
び
〕
束(silloge)

と
い
う
イ
メ
ー
ジ 

 

修
復
家
は
「
複
数
」
に
対
面
し
て
い
ま
す
。
一
つ
の
作
品
は
「
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
状
態
・
劣
化

の
状
態
・
修
復
後
の
状
態
」
の
三
態
で
修
復
家
の
眼
前
に
佇
み
、
そ
れ
に
複
数
の
修
復
家
が
複

数
の
手
を
加
え
、
修
復
家
は
複
数
の
解
釈
と
複
数
の
表
象
を
背
負
っ
て
そ
の
修
復
に
当
た
り
、

手
わ
ざ
と
解
釈
と
表
象
は
累
積
し
、
し
か
も
（
む
し
ろ
こ
れ
を
最
初
に
言
う
べ
き
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
）
一
つ
の
芸
術
作
品
は
物
理
的
な
仕
方
で
の
破
壊
と
い
う
名
の
複
数
化
を
遂
げ
る
の
で

す
。
果
た
し
て
修
復
家
は
、
こ
れ
ら
の
「
複
数
」
の
な
か
に
「
一
つ
」
の
芸
術
作
品
を
見
る
動

体
視
力
を
持
つ
の
で
し
ょ
う
か
。 

 

し
か
し
チ
ェ
ー
ザ
レ
・
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
哲
学
的
能
力
は
こ
の
あ
た
り
で
ど
う
や
ら
そ
の
限
界

に
到
達
し
た
よ
う
に
も
見
え
ま
す
。
実
際
、
こ
こ
か
ら
先
、
彼
は
問
題
を
哲
学
的
に
制
御
す
る

こ
と
に
困
難
を
感
じ
た
の
か
、そ
の
論
法
は
イ
メ
ー
ジ
に
頼
る
論
証
に
傾
斜
し
て
行
く
の
で
す
。 

  

美
学
上
の
い
わ
ゆ
る
幾
何
学
主
義
、
す
な
わ
ち
「
芸
術
作
品
の
統
一
を
そ
の
部
分
の
総
和
と

す
る
立
場
」
を
駆
逐
す
る
に
当
た
っ
て
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
古
代
哲
学
者
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
言
説

を
援
用
し
た
こ
と
に
は
す
で
に
言
及
し
ま
し
た
が
（
第
七
章
第
二
節
）、
そ
の
議
論
の
過
程
で
彼

が
参
照
し
た
、
し
か
し
内
容
的
に
考
え
て
ブ
ラ
ン
デ
ィ
自
身
の
も
の
で
し
か
あ
り
得
な
い

「 silloge 

の
美
学
」
は
注
目
に
値
し
ま
す
。
こ
の
第
七
章
の
引
用
⑧
を
再
度
掲
げ
ま
す
。 

 

〔
引
用
㉛ 

『
修
復
の
理
論
』
第
三
章
段
落
三
か
ら
（
本
章
引
用
⑧
に
同
じ
）〕 

「
さ
ら
に
こ
う
い
う
可
能
性
も
あ
る
。〈
芸
術
作
品
が
諸
部
分
か
ら
成
る
〉
と
い
う
言
い
方
は
、
な
に

も
〈
統
一
と
し
て
の
芸
術
作
品
〉
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
あ
る
束(silloge

、
詞

華
集)

の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
、
と
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合
、
個
別
的
芸
術
作
品
は
あ
る
複
合
体

(complesso)

に
後
退
す
る
訳
だ
が
、
こ
の
複
合
体
が
、
個
別
的
条
件
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
々

の
自
律
的
な
作
品
と
な
っ
て
現
れ
る
、
と
考
え
る
立
場
で
あ
る
。
し
か
し
、
芸
術
作
品
は
、
諸
部
分

に
特
異
な
引
力(attrazione

」
を
及
ぼ
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
当
の
芸
術
作
品
が
個
々
の
部
分
か
ら

合
成
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
の
だ
と
す
る
こ
の
立
場
は
、
既
に
そ
れ
自
体
、〈
芸
術
作

品
は
個
々
の
諸
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
〉
と
い
う
見
解
を
暗
に
廃
棄
す
る
結
果
と
な
っ
て

い
る
。) 

 

 

私
は
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
こ
の solloge 

こ
そ
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
修
復
に
お
け
る
「
テ
ク
ス
ト
の

真
正
性
」
を
口
に
す
る
と
き
、
彼
が
念
頭
に
置
い
て
い
た
当
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ま
す
。
つ

ま
り
、
芸
術
作
品
の
「
潜
在
的
統
一
」
が
修
復
に
よ
っ
て
回
復
さ
れ
る
と
き
、
回
復
さ
れ
る
の

は
ま
さ
に
こ
の silloge 

で
あ
る
と
考
え
る
の
で
す
。こ
の
こ
と
の
説
明
を
以
下
に
試
み
ま
す
。 

 

⒈ 

「
多
」
の
緩
や
か
な
結
び
つ
き 

 

イ
タ
リ
ア
語
の
辞
書
に
よ
れ
ば
、silloge 

は
「
詞
華
集
」
を
意
味
し
ま
す
。
優
れ
た
、
あ

る
い
は
愛
さ
れ
る
複
数
の
詩
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
編
纂
さ
れ
る
の
が silloge 

で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
「
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
」
に
類
す
る
言
葉
で
あ
ろ
う
か
と
推
察
し
ま
す
。 

 

さ
てsilloge

の
特
徴
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、「
複
数
の
詩
」
を
含
む
点
に
あ

り
ま
す
。
一
つ
の
詩
か
ら
成
る
詞
華
集
は
な
く
、「
詞
華
集
」
は
か
な
ら
ず
複
数
の
詩
を
含
む
の

で
す
。 

 
silloge 

に
は
も
う
一
つ
の
顕
著
な
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
そ
こ
に
含
ま
れ
る
複
数
の
詩

の
選
定
に
当
た
っ
て
は
、
当
然
、
集
め
ら
れ
た
詩
の
全
体
が
芸
術
的
に
優
れ
た
ま
と
ま
り
を
成

し
て
い
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
そ
れ
は
か
な
ら
ず
し
も
特
定
の
作
家
の
詩
を
集
め
た

と
は
限
ら
ず
、
特
定
の
形
式
の
詩
を
集
め
た
と
も
限
ら
ず
、
ま
た
特
定
の
内
容
の
詩
を
集
め
た

と
も
限
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
りsilloge 

の
場
合
、
個
々
の
詩
は
強
い
統
一
的
な
観
点
か
ら
集
め

ら
れ
て
い
る
訳
で
は
な
く
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
た
か
だ
か
「
緩
や
か
な
結
び
つ
き
」
な
の
で
す
。 

諸
部
分
が
緩
や
か
に
結
び
つ
き
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
諸
部
分
の
全
体
は
あ
る
統
一
性
を
確
保
し

て
い
る
、
と
い
う
の
が
詞
華
集
な
の
で
す
。「
統
一
」
や
「
結
合
」
は
不
在
な
の
に
、
そ
れ
で
も

す
べ
て
の
詩
が
緩
や
か
に
「
ま
と
ま
っ
て
い
る
」、
そ
れ
が
詞
華
集
で
す
。 

 

右
の
内
容
を
表
明
し
て
い
る
の
が
、
引
用
㉛
の
こ
の
く
だ
り
で
す
。「〈
芸
術
作
品
が
諸
部
分

か
ら
成
る
〉
と
い
う
言
い
方
は
、
な
に
も
〈
統
一
と
し
て
の
芸
術
作
品
〉
の
こ
と
を
言
っ
て
い
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る
の
で
は
な
く
て
、
あ
る
束(silloge

、
詞
華
集)

の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
、
と
。
た
だ
し
、

こ
の
場
合
、
個
別
的
芸
術
作
品
は
あ
る
複
合
体(complesso)

に
後
退
す
る
訳
だ
が
」。silloge 

は
、
結
合
体
で
は
な
い
が
、
複
合
体
で
は
あ
る
の
で
す
。 

 

そ
の
意
味
で
、silloge 

は
「
花
束
」
に
似
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
花
束
の
場
合
、
た

し
か
に
複
数
の
花
が
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
を
「
と
り
ま
と
め
た
」
の
が
花
束
で
は
あ
る
の
で
す
が
、

そ
こ
で
は
す
べ
て
の
花
々
が
一
個
の
物
体
に
な
る
よ
う
に
結
合
さ
れ
て
い
る
訳
で
は
あ
り
ま
せ

ん
。
せ
い
ぜ
い
全
体
を
テ
ー
プ
で
緩
く
し
ば
り
、
手
で
持
て
る
状
態
に
し
て
、
気
が
向
け
ば
形

に
変
更
を
加
え
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
お
望
み
と
あ
ら
ば
、
そ
の
ま
ま
の
状
態
で
な
か
の
数
本

を
他
の
花
に
差
し
替
え
る
こ
と
だ
っ
て
で
き
る
の
で
す
。 

 

形
状
が
変
わ
っ
て
も
（
劣
化
）、
構
成
要
素
が
す
げ
替
え
ら
れ
て
も
（
修
復
）、
あ
る
い
は
見

る
角
度
が
変
わ
ろ
う
と
も
（
解
釈
・
表
象
）、
花
束
は
同
じ
花
束
で
あ
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
す
。 

 

こ
の
イ
メ
ー
ジ
を
活
か
し
て
、私
は
引
用
で
は silloge 
を「
束
」と
訳
し
て
お
き
ま
し
た
。 

 

し
か
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、こ
う
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
し
ょ
う
か
。ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
、

修
復
家
が
何
を
削
除
し
よ
う
と
、
何
を
付
加
し
よ
う
と
、
ま
た
修
復
家
が
ど
ん
な
解
釈
を
持
ち

込
み
ど
ん
な
表
象
を
溶
か
し
込
も
う
と
、
あ
る
い
は
芸
術
作
品
が
物
理
的
に
「
破
損
し
、
汚
損

し
、
変
形
し
、
変
質
し
、
断
片
化
し
、
経
年
変
化
」
し
よ
う
と
も
、
そ
の
芸
術
作
品
が
同
じ
そ

の
芸
術
作
品
で
あ
り
続
け
る
あ
の
現
象
を
、
花
束
が
ど
ん
な
処
遇
を
受
け
よ
う
と
―
―
そ
の
結

合
の
緩
さ
ゆ
え
に
か
え
っ
て
―
―
同
じ
花
束
で
あ
り
続
け
る
現
象
に
な
ぞ
ら
え
て
い
る
の
だ
と
。 

 

⒉
「
見
か
け
の
合
成
」
と
「
見
え
な
い
引
力
」
と
い
う
言
説 

 

ブ
ラ
ン
デ
ィ
は
引
用
㉛
の
後
半
で
こ
う
書
い
て
い
ま
す
。 

 

「
芸
術
作
品
は
、
諸
部
分
に
特
異
な
引
力(attrazione)

を
及
ぼ
し
、
そ
の
結
果
と
し
て
当
の

芸
術
作
品
が
個
々
の
部
分
か
ら
合
成
さ
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
て
い
る
の
だ
と
す
る
こ
の

立
場
は
・
・
」 

  

し
か
し
こ
の
あ
た
り
に
な
る
と
、
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
言
説
を
哲
学
的
に
分
析
し
て
ど
う
こ
う
と

い
う
状
況
で
は
な
く
な
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
言
説
は
、
そ
ろ
そ
ろ
論
証
の
域
を

脱
し
て
修
辞
の
域
に
入
ろ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
私
は
た
だ
ブ
ラ
ン
デ
ィ
が
抱
い
て
い
た

「
イ
メ
ー
ジ
」
を
追
跡
し
得
る
の
み
で
す
。 

 

い
ま
の
引
用
箇
所
は
、「
単
な
る
」
修
辞
と
し
て
読
み
流
す
こ
と
も
で
き
れ
ば
、「
深
い
真
意
」

を
読
み
取
る
身
ぶ
り
も
採
ろ
う
と
思
え
ば
採
れ
る
と
こ
ろ
で
す
。
後
者
を
試
み
ま
し
ょ
う
。 

 

ポ
イ
ン
ト
は
「
引
力(attrazione)

」
と
い
う
比
喩
で
す
。
引
力
は
「
力
一
般
」
に
属
し
て

い
ま
す
が
、
し
か
し
現
代
物
理
学
は
「
力
」
を
厳
密
に
定
義
で
き
て
い
な
い
と
仄
聞
し
ま
す
。

最
先
端
の
物
理
学
者
も
含
め
て
、
人
は
「
力
」
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
ひ
と
ま
ず
先
送
り
し
、

こ
の
前
提
さ
れ
た
「
力
」
概
念
の
も
と
で
、
も
っ
ぱ
ら
個
別
の
物
理
現
象
の
解
明
に
専
念
す
る

の
で
す
。 

「
力
」
は
物
理
学
の
暗
黙
の
前
提
、
す
な
わ
ち
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
危
機
』
書
の
表
現
を
借
り
れ

ば
、
物
理
学
に
先
行
す
る
あ
る
「
自
明
性
」
に
属
し
て
い
る
の
で
す
。
人
々
は
、
一
般
人
で
あ

れ
物
理
学
者
で
あ
れ
、「
力
」
と
は
何
で
あ
る
か
を
、
知
ら
な
い
が
、
し
か
し
知
っ
て
い
ま
す
。

誰
一
人
、
力
が
何
で
あ
る
か
を
論
理
的
に
説
明
で
き
ま
せ
ん
が
、
し
か
し
そ
れ
で
も
「
力
」
と

い
う
も
の
を
誰
も
が
知
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
？ 

 

「
説
明
」
は
で
き
な
い
が
そ
れ
で
も
「
知
っ
て
い
る
」
と
は
、
そ
れ
を
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
構

成
」(Konstitution)

概
念
に
引
き
寄
せ
て
考
え
る
と
、
人
間
は
「
力
」
を
基
礎
的
な
与
件
か

ら
「
構
成
」
は
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
或
る
主
観
性
の
働
き
に
よ
っ
て
そ
れ
を
「
先
構
成

(vorkonstituieren)

」
し
て
は
い
て
、
人
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
力
」
を
「
直
観
す

る
」
の
だ
、
と
い
う
言
い
方
が
可
能
に
な
り
ま
す
。 

 
そ
こ
で
、
私
は
想
像
を
た
く
ま
し
く
す
る
の
で
す
が
、
人
間
は
「
物
体
の
内
部
」
を
実
は
知

っ
て
い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
た
し
か
に
個
々
の
物
体
の
内
部
を
私
は
具
体
的
に
は
知

り
ま
せ
ん
。
物
体
と
し
て
の
芸
術
作
品
の
内
部
を
私
が
知
ら
な
い
の
は
、
物
体
と
し
て
の
地
球

の
内
部
を
私
が
知
ら
な
い
の
と
同
様
で
す
。
こ
の
場
合
「
知
ら
な
い
」
と
は
、「
基
礎
概
念
に
よ
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る
論
理
的
説
明
が
で
き
な
い
」
こ
と
を
意
味
し
ま
す
。 

 

し
か
し
論
理
的
で
な
い
仕
方
で
な
ら
、
す
な
わ
ち
「
直
観(Anschauung)

」
と
い
う
仕
方
で

な
ら
、
一
般
の
人
も
、
そ
し
て
修
復
家
も
、「
物
質
の
内
部
」
に
つ
い
て
ま
っ
た
く
盲
目
だ
と
は

考
え
に
く
い
の
で
す
。 

 

修
復
家
も
（
一
般
の
人
も
）、
実
は
「
物
体
と
し
て
の
芸
術
作
品
の
内
部
」
を
何
ら
か
の
仕
方

で
「
あ
ら
か
じ
め
」
知
っ
て
い
て
（
直
観
し
て
い
て
）、
修
復
家
は
そ
れ
に
向
け
て
修
復
行
為
を

方
位
づ
け
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
の
「
引
力
」
と
い
う
比
喩
か
ら
私
が
読
み
取

る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
学
び
得
た
筈
の
「
先
構
成
」
と
い
う
思
想
へ
の
ブ
ラ

ン
デ
ィ
側
の
対
応
物
と
し
て
私
が
指
差
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
そ
の
よ
う
な

も
の
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
ブ
ラ
ン
デ
ィ
自
身
の
哲
学
的
能
力
が
お
そ
ら
く
そ
う
で
あ
っ
た
よ

う
に
、
私
の
ブ
ラ
ン
デ
ィ
解
読
能
力
も
こ
の
ア
ポ
リ
ア
を
前
に
し
て
矢
尽
き
る
の
で
す
。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（
未
完
） 
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