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本
『
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
』
第
四
号
は
、
日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
交
付

の
「
基
盤
研
究
（
Ｂ
）　

モ
ノ
学
の
構
築
─
─
も
の
の
あ
は
れ
か
ら
貫
流
す
る
日
本
文
明
の
モ

ノ
的
想
像
力
と
感
覚
価
値
を
検
証
す
る
」（
課
題
番
号
：
一
八
三
二
〇
〇
二
一
、二
〇
〇
六
年
度
〜

二
〇
〇
九
年
度
）
の
研
究
成
果
発
表
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
展
覧
会
を
中
心
に
ま
と
め
、
加
え
て
、

若
手
研
究
協
力
者
の
論
考
を
掲
載
し
て
い
る
。

　

こ
の
科
研
の
成
果
は
、
毎
年
三
月
に
そ
の
年
度
の
研
究
成
果
報
告
書
を
兼
ね
て
『
モ
ノ
学
・

感
覚
価
値
研
究
』
を
刊
行
し
て
き
て
、
す
で
に
三
号
の
号
数
を
重
ね
て
い
る
。
そ
し
て
、

二
〇
〇
九
年
十
二
月
に
は
、
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
た
四
〇
篇
の
論
考
の
中
か
ら
一
四
篇
を
選
び
、

加
筆
修
正
を
加
え
、「
第
一
部　

モ
ノ
と
気
配
と
モ
ノ
ガ
タ
リ
」、「
第
二
部　

モ
ノ
と
情
緒
と

ワ
ザ
」、「
第
三
部　

モ
ノ
と
装
置
と
知
覚
」
と
い
う
三
部
仕
立
て
に
再
構
成
し
て
編
集
し
、『
モ

ノ
学
の
冒
険
』（
鎌
田
東
二
編
、
創
元
社
）
と
し
て
刊
行
し
た
。

　

さ
ら
に
、
そ
れ
に
連
動
し
て
、
四
年
間
の
研
究
を
踏
ま
え
て
、
研
究
者
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が

コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
し
て
三
〇
点
余
の
作
品
を
つ
く
り
、
そ
れ
ら
を
、「
物
か
ら
モ
ノ
へ
─
─

科
学
・
宗
教
・
芸
術
が
切
り
結
ぶ
モ
ノ
の
気
配
の
生
態
学
」
と
題
し
て
、
京
都
大
学
総
合
博
物

館
の
二
階
の
展
示
ス
ペ
ー
ス
に
展
示
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
展
覧
会
を
行
っ
た
。

　

本
研
究
会
を
通
し
て
、
繰
り
返
し
、
日
本
語
の
「
モ
ノ
」
に
は
、
①
物
質
的
次
元
、
②
人
間

的
次
元
、
③
霊
的
次
元
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し
て
き
た
が
、
そ
の
三
層
一
体
的

な
非
二
元
論
的
思
考
の
持
つ
創
造
性
や
可
能
性
を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
問
い
か
け
、探
究
し
、

表
現
し
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。

　

な
か
で
も
、
本
研
究
会
の
特
徴
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
研
究
者
が
、
ぶ
つ
か
り
合
い
な
が
ら

協
働
作
業
を
し
て
き
た
点
に
あ
る
。
そ
れ
が
一
つ
の
大
き
な
特
色
で
あ
る
。
そ
の
経
緯
は
、
研

究
代
表
者
の
私
が
前
任
校
の
京
都
造
形
芸
術
大
学
で
本
科
研
を
申
請
し
た
こ
と
に
由
来
し
、
当

初
よ
り
、「
モ
ノ
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
通
し
て
、
芸
術
と
宗
教
と
学
問
（
人
文
科
学
・
社
会

科
学
・
自
然
科
学
）
の
接
点
を
探
る
と
い
う
こ
と
が
志
向
さ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

研
究
代
表
者
が
、
二
〇
〇
八
年
四
月
に
京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
の
方
に
異

動
し
た
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果
の
発
表
が
京
都
大
学
総
合
博
物
館
の
ご
理
解
と
協

力
を
得
て
行
わ
れ
る
運
び
と
な
っ
た
。
関
係
各
位
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

　

さ
て
、
本
「
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
」
を
立
ち
上
げ
た
際
に
、
次
の
五
つ
の
方
向
性
を

掲
げ
た
。

一
、
日
本
人
が
「
モ
ノ
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、「
モ
ノ
」
と
心
と
体
と
命
お
よ
び
自
然
と
の

関
係
を
ど
う
見
て
き
た
か
を
検
証
す
る
と
同
時
に
、「
カ
ワ
イ
イ
・
カ
ッ
コ
イ
イ
・
ワ
ク

ワ
ク
・
ド
キ
ド
キ
・
こ
わ
い
・
す
て
き
・
お
も
し
ろ
い
・
た
の
し
い
」
な
ど
の
快
美
を
表

わ
す
感
覚
価
値
形
成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
分
析
す
る
。

二
、「
モ
ノ
」
が
単
な
る
「
物
」
で
は
な
く
、
あ
る
霊
性
を
帯
び
た
「
い
の
ち
」
を
持
っ
た
存

在
で
あ
る
と
い
う
「
モ
ノ
」
の
見
方
の
中
に
、「
モ
ノ
」
と
人
間
、
自
然
と
人
間
、
道
具

や
文
明
と
人
間
と
の
新
し
い
関
係
の
構
築
可
能
性
が
あ
る
と
考
え
る
。

三
、 

二
一
世
紀
文
明
の
創
造
に
は
新
し
い
人
間
認
識
と
身
体
論
と
感
覚
論
が
必
要
で
あ
り
、
感

覚
基
盤
の
深
化
と
再
編
集
な
し
に
創
造
力
の
賦
活
と
拡
充
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、「
モ
ノ
」

の
再
布
置
化
と
人
間
の
感
覚
能
力
の
可
能
性
と
再
編
成
を
探
る
こ
と
は
き
わ
め
て
重
要
な

二
一
世
紀
的
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。

四
、
人
間
の
幸
福
と
平
和
と
結
び
つ
く
「
モ
ノ
」
認
識
と
「
感
覚
価
値
」
の
あ
り
よ
う
を
探
り

な
が
ら
、
認
識
に
お
け
る
「
世
直
し
」
と
「
心
直
し
」
を
し
て
い
く
の
が
本
研
究
の
大
き

な
目
的
で
あ
る
。

五
、
ま
た
、「
モ
ノ
」
と
「
感
覚
価
値
」
を
新
し
い
表
現
に
結
び
つ
け
、
大
胆
な
表
現
に
取
り

組
ん
で
ゆ
く
。

　

あ
る
意
味
で
は
、
こ
れ
は
大
法
螺
吹
き
で
あ
り
、
大
風
呂
敷
を
敷
い
た
と
も
言
え
る
。
し
か
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冒
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し
、
混
迷
し
た
現
代
社
会
の
状
況
の
中
で
あ
え
て
そ
の
よ
う
な
大
言
壮
語
を
す
る
中
で
見
え
て

き
た
事
象
が
あ
る
。
そ
の
一
つ
は
、
学
際
的
と
か
超
領
域
的
と
か
文
理
融
合
と
か
と
言
わ
れ
て

き
た
異
質
な
領
域
間
の
結
合
が
掛
け
声
は
簡
単
で
も
実
際
に
や
っ
て
み
る
と
た
い
へ
ん
困
難
で

あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
、
そ
こ
に
「
芸
術
」
あ
る
い
は
「
芸
術
創
造
」
と
い
う
媒
介
項
を
入
れ

る
と
、
具
体
的
な
接
続
点
が
見
出
せ
、
座
標
軸
を
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
通
し
も
得

ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

確
か
に
、
実
際
に
は
、
各
研
究
者
の
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
や
研
究
方
法
と
し
て
は
、
哲
学
、

美
学
、
民
俗
学
、
臨
床
心
理
学
、
宗
教
学
、
日
本
思
想
史
、
芸
術
思
想
、
芸
術
史
、
現
代
社
会

論
、
現
代
文
化
論
、
文
明
メ
デ
ィ
ア
論
、
地
球
科
学
、
脳
科
学
、
認
知
科
学
、
芸
術
表
現
な
ど
、

実
に
多
様
で
あ
り
、
そ
れ
を
種
々
雑
多
と
い
え
ば
雑
多
で
あ
り
、
何
で
も
あ
り
と
言
え
ば
何
で

も
あ
り
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
が
具
体
的
な
展
示
や
作
品
に
結
実
す
る
過
程
で
接
点
を
見
出
そ

う
と
す
る
思
考
や
試
行
が
行
わ
れ
た
の
で
、
結
果
的
に
そ
れ
が
う
ま
く
い
っ
た
か
ど
う
か
は
別

に
し
て
、探
究
と
し
て
は
一
つ
の
段
階
な
い
し
関
門
を
越
え
て
き
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

今
回
の
展
覧
会
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
開
催
に
当
た
っ
て
、私
は
、「
感
覚
価
値
」
と
い
う
語
に
、

「
人
間
の
『
モ
ノ
を
見
立
て
る
感
覚
』
が
価
値
を
生
み
出
す
。
そ
れ
は
、『
異
質
な
モ
ノ
を
結
び

つ
け
る
力
』で
あ
る
た
め
、『
モ
ノ
と
モ
ノ
と
の
間
に
異
常
接
近
や
超
越
な
ど
の
変
異
を
起
こ
す
』

の
で
あ
る
」
と
い
う
規
定
を
与
え
た
。

　

こ
こ
で
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、「
見
立
て
」、「
超
越
」
な
い
し
「
ト
ラ
ン
ス
（
変
異
・
変
容
）」

で
あ
る
。
Ａ
を
Ａ
と
し
て
で
は
な
く
、
Ｂ
に
し
て
し
ま
う
感
覚
と
論
理
と
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ま

れ
る
価
値
の
発
生
を
ど
う
と
ら
え
る
か
？　

言
語
学
あ
る
い
は
修
辞
学
の
用
語
を
使
っ
て
言
え

ば
、「
メ
タ
フ
ァ
ー
」（
隠
喩
・
類
似
性
）
や
「
メ
ト
ニ
ミ
ー
」（
換
喩
・
隣
接
性
）
を
生
起
さ
せ

る
機
序
の
発
生
と
そ
の
解
明
で
あ
る
。

　

こ
れ
ま
で
、「
感
覚
」
も
「
価
値
」
も
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
用
い
ら
れ
、
考
察
さ
れ
て
き
た
。

わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
「
感
覚
価
値
」
と
い
う
一
語
に
圧
縮
・
統
合
し
た
わ
け
で
あ
る
。
一
般
的

に
言
え
ば
、「
感
覚
」
に
は
量
的
側
面
が
含
ま
れ
る
。
が
、「
価
値
」
は
そ
う
で
は
な
い
。「
価
値
」

は
質
的
側
面
を
指
す
語
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
伝
統
的
な
言
葉
を
使
っ
て
言
え
ば
、「
も
の
の

あ
は
れ
」
の
「
も
の
」
が
「
感
覚
」、「
あ
は
れ
」
が
「
価
値
」
に
連
係
し
、「
も
の
の
あ
は
れ

を
知
る
」
と
い
う
本
居
宣
長
的
言
表
の
全
体
が
「
感
覚
価
値
」
で
あ
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
「
も
の
」
─
「
感
覚
」
と
は
定
量
的
で
、「
あ
は
れ
」
─
「
価
値
」
と
は
定
質
性
あ
る

い
は
定
性
的
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、
私
は
緑
色
を
好
む
。
可
視
光
線
の
三
八
〇
〜
七
八
〇
ナ
ノ
メ
ー
タ
ー
ほ
ど
の
波

長
を
わ
れ
わ
れ
は
識
別
で
き
る
。
感
覚
識
別
と
は
あ
る
物
性
の
知
覚
で
あ
る
が
、
私
の
場
合
、

緑
を
見
る
と
心
が
落
ち
着
く
と
い
う
心
的
作
用
を
引
き
起
こ
す
。
そ
の
よ
う
な「
も
の
」と「
こ

こ
ろ
」
の
相
関
な
い
し
変
化
を
「
あ
は
れ
」
あ
る
い
は
「
も
の
の
あ
は
れ
を
知
る
」
と
考
え
る

わ
け
で
あ
る
。

　

と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
考
察
を
含
む
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
最
終
年
度
で
交
わ
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
特
筆
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
の
よ
う
な
議
論
の
活
性
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
研
究
協

力
者
の
近
藤
髙
弘
氏
と
大
西
宏
志
氏
が
中
心
に
な
っ
て
組
織
し
、運
営
し
た
「
ア
ー
ト
分
科
会
」

の
活
動
に
拠
っ
て
い
る
。
そ
の
活
動
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
、
総
合
博
物
館
で
の
展
覧
会
も
可
能

と
な
っ
た
。
こ
こ
に
最
終
年
度
の
最
終
報
告
を
す
る
に
あ
た
っ
て
、
両
氏
を
含
め
、
モ
ノ
学
・

感
覚
価
値
研
究
会
、
ま
た
同
ア
ー
ト
分
科
会
に
参
加
し
て
く
れ
た
研
究
者
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の

み
な
さ
ん
に
深
甚
の
謝
意
を
捧
げ
た
い
。

　

か
く
し
て
、
わ
れ
ら
「
モ
ノ
学
冒
険
団
」
は
、
次
な
る
地
平
へ
、
い
や
、
次
な
る
水
平
線
へ

と
漕
ぎ
出
す
こ
と
に
な
る
。
嗚
呼
、
モ
ノ
学
の
大
地
と
海
は
、
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
よ
り
も
、
太

平
洋
よ
り
も
、
広
い
ぜ
よ
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
〇
一
〇
年
三
月
一
日

　
　

物
知
り
は
モ
ノ
の
何
を
ば
知
れ
る
と
ぞ

　
　
　
　

も
の
と
ふ
者
の
も
の
の
あ
は
れ
よ
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で
現
代
美
術
展
？
─
─
京
都
大
学
総
合

博
物
館
で
の
「
物
か
ら
モ
ノへ
」
展
よ
り　

稲
賀
繁
美　
●

084

モ
ノ
・
星
・デ
ザ
イ
ン
─
─
実
用
と
は
何
か
を
め
ぐ
って　

上
林
壮
一郎　
●

092

天
と
地
の
照
応　

鏡
リ
ュウ
ジ　
●

098

第
2
部 　

論
考　

モ
ノ
・
身
体
・
芸
術

第
一
章 

見
る
こ
と
と
語
る
こ
と
─
─
二
元
論
的
思
考
を
め
ぐ
る
身
体
論
の
回
答　

奥
井
遼　
●

099

第
二
章 

抽
象
絵
画
と
近
代
技
術
─
─
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
ア
ウ
ラ
」
概
念
を
手

掛
り
に　
秋
丸
知
貴　
●

109

第
三
章 

物
づ
く
り
に
お
け
る
「
モ
ノ
」
と
は
何
か
─
─
縄
文
土
偶
と
現
代
フ
ィ
ギ
ュア

の
比
較
か
ら　

石
井　

匠　
●

118

展
覧
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
・
研
究
会
写
真　
●

013　
●

021　
●

053　
●

079　
●

083　
●

127

新
聞
掲
載
記
事　
●

049　
●

108　
●

117　
●

129

研
究
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー
・
編
集
後
記　
●

128
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「
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
」
は
、二
〇
〇
六
年
四
月
二

一
日
付
け
で
、日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
交
付

に
採
択
さ
れ
た
「
モ
ノ
学
の
構
築
─
─
も
の
の
あ
は
れ
か
ら

貫
流
す
る
日
本
文
明
の
モ
ノ
的
創
造
力
と
感
覚
価
値
を
検
証

す
る
」
を
研
究
し
、「
モ
ノ
」
と
「
感
覚
価
値
」
を
あ
ら
ゆ
る

角
度
と
発
想
か
ら
考
察
し
、表
現
し
て
ゆ
く
研
究
会
で
す
。

　

そ
の
四
年
間
の
成
果
発
表
と
し
て
、二
〇
一
〇
年
一
月
一

六
日
よ
り
三
一
日
ま
で
、京
都
大
学
総
合
博
物
館
に
お
い
て
、

「
物
か
ら
モ
ノ
へ
─
─
科
学
・
宗
教
・
芸
術
が
切
り
結
ぶ
モ

ノ
の
気
配
の
生
態
学
」
展
を
開
催
し
て
い
ま
す
。
ぜ
ひ
一
度

お
運
び
く
だ
さ
い
。三
〇
点
以
上
の
研
究
者
と
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
と
の
「
モ
ノ
」
を
め
ぐ
る
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
縦
横
に

展
開
さ
れ
て
い
て
、「
モ
ノ
学
曼
荼
羅
」
の
一
端
を
垣
間
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

展
覧
会
と
並
行
し
て
、三
つ
の
大
き
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と

四
つ
の
セ
ミ
ナ
ー
、
三
つ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
、
一
つ
の
イ

ベ
ン
ト
（
能
舞
「
ラ
ン
ビ
ル
の
森
」）
も
開
催
さ
れ
ま
す
。
フ

ラ
イ
ヤ
ー
や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
ご
確
認
く
だ
さ
れ
ば
幸
い
で

す
。

　

ま
た
、「
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
」
の
研
究
成
果
発
表

と
し
て
、『
モ
ノ
学
の
冒
険
』
を
創
元
社
よ
り
二
〇
〇
九
年
一

二
月
に
刊
行
し
て
お
り
ま
す
の
で
、あ
わ
せ
て
ご
参
照
し
て

い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。

　
「
モ
ノ
」
は
、
漢
字
で
は
、「
物
」「
者
」「
霊
」
の
字
を
当
て

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。こ
の「
モ
ノ
」の
物
的
次
元（
物
質
的
・

身
体
的
次
元
）
を
さ
来
週
の
一
月
三
〇
日
（
土
）
開
催
の
科

学
部
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
多
層
的
な
感
覚
価
値
モ
デ
ル
」

で
、
者
的
次
元
（
人
格
的
次
元
）
を
本
日
一
月
一
六
日
（
土
）

に
開
催
の
芸
術
部
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
も
の
派
と
モ
ノ
学

─
─
も
の
か
ら
モ
ノ
へ
」
で
、
霊
的
次
元
を
来
週
の
一
月
二

三
日
（
土
）
開
催
の
宗
教
部
会
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
モ
ノ
と

琴
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
で
問
い
か
け
ま
す
。

　

時
間
の
許
す
か
ぎ
り
、
ぜ
ひ
わ
た
く
し
ど
も
「
モ
ノ
学
・

感
覚
価
値
研
究
会
」の
成
果
発
表
の
場
に
お
越
し
い
た
だ
き
、

問
い
か
け
と
思
索
と
表
現
の
万
華
鏡
世
界
を
共
有
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。な
に
と
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。二

〇
一
〇
年
一
月
一
六
日

「
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
」科
研
成
果
発
表
展
覧
会

「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
の
ご
あ
い
さ
つ

モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
研
究
代
表
者　

鎌
田　

東
二

モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
展
覧
会	
第
１
部	
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企
画
責
任
者　

近
藤
髙
弘
（
造
形
美
術
）・
大
西
宏
志
（
京
都

造
形
芸
術
大
学
准
教
授
）

O
rganizer: M

r. T
akahiro K

O
N

D
O

 (A
rtist) and 

Prof. H
iroshi O

N
ISH

I (K
yoto U

niversity of A
rt and 

D
esign)

日
時　

二
〇
一
〇
年
一
月
一
六
日
（
土
）
一
三
時
〜
一
八
時

場
所　

京
都
大
学
稲
盛
財
団
記
念
館　

三
階
大
会
議
室

企
画
趣
旨　

　

ア
ー
ト
の
重
要
な
役
割
は
、直
接
見
た
り
触
れ
た
り
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
を
感
覚
的
に
捉
え
て
価
値
付
け
を
行

い
、
作
品
と
し
て
提
示
す
る
点
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
物
を
単

な
る
物
質
と
し
て
み
る
の
で
は
な
く
、物
の
背
後
に
潜
む
気

配
を
も
含
め
て
捉
え
る
見
方
（
感
覚
価
値
）
と
言
え
る
だ
ろ

う
。し
か
し
、情
報
化
が
進
み
、言
語
的
・
視
覚
的
刺
激
が
身

体
的
経
験
を
超
え
て
し
ま
っ
た
今
日
、世
界
と
の
ア
ク
チ
ュ

ア
ル
な
関
係
が
ま
す
ま
す
希
薄
に
な
る
中
で
、ア
ー
テ
ィ
ス

ト
の
感
覚
価
値
は
衰
え
つ
つ
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。我
々

は
、真
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
在
り
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
の

だ
ろ
う
か
。
現
代
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
は
、
物
の
気
配
を
捉
え

る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

大
量
生
産
・
大
量
消
費
の
物
質
文
化
が
加
速
し
物
が
情
報

化
し
は
じ
め
た
一
九
六
〇
年
代
の
終
わ
り
に
、も
の
派
と
呼

ば
れ
る
美
術
の
動
向
が
興
っ
た
。日
常
的
な
物
を
非
日
常
的

な
状
態
で
提
示
す
る
こ
と
で
、私
た
ち
の
物
に
対
す
る
既
成

概
念
を
ゆ
さ
ぶ
り
、物
に
対
す
る
新
た
な
認
識
を
開
こ
う
と

し
た
の
だ
と
言
う
。こ
の
も
の
派
と
呼
ば
れ
る
動
向
が
触
れ

よ
う
と
し
た
感
覚
価
値
は
何
で
あ
っ
た
の
か
。今
回
の
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
が
研
究
対
象

と
し
て
き
た
「
モ
ノ
」
と
い
う
概
念
を
使
い
、
も
の
派
が
触

れ
よ
う
と
し
た
世
界
を
新
た
な
角
度
か
ら
検
証
し
て
み
た
い

と
思
う
。
そ
れ
は
、
近
代
か
ら
現
代
に
か
け
て
ア
ー
テ
ィ
ス

ト
が
捨
て
去
っ
た
野
生
の
力
を
再
び
呼
び
戻
し
、新
た
な
感

覚
価
値
と
し
て
提
示
す
る
試
み
と
な
る
だ
ろ
う
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

素
材
（
物
質
）、
身
体
性
、
近
代
的
モ
ダ
ニ
ズ

ム
、気
配
、地
球
美
術
的
価
値

K
ey W

ords: m
ateriality; body; m

odernism
; 

atm
osphere

プ
ロ
グ
ラ
ム

基
調
講
演

　

建
畠
晢
（
国
立
国
際
美
術
館
館
長
、美
術
批
評
）

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

　

関
根
伸
夫
（
環
境
美
術
研
究
所
所
長
、現
代
美
術
）

　

小
清
水
漸
（
京
都
市
立
芸
術
大
学
教
授
、現
代
美
術
）

　

山
本
豊
津
（
東
京
画
廊
代
表
、ア
ー
ト
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
）

　

イ
ー
デ
ン
・
コ
ー
キ
ル
（
ジ
ャ
パ
ン
タ
イ
ム
ス
編
集
局
学
芸
部
記
者
）

　

鎌
田
東
二（
京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
、宗
教
哲
学
）

　

近
藤
髙
弘
（
造
形
美
術
）

　

大
西
宏
志
（
京
都
造
形
芸
術
大
学
准
教
授
、映
像
）

モ
デ
レ
ー
タ

稲
賀
繁
美
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
・
総
合
研
究
大

学
院
大
学
教
授
、比
較
文
学
比
較
文
化
・
文
化
交
流
史
）

総
合
討
論

　

司
会　

鎌
田
東
二

第一章

芸術部会 ◆
もの派とモノ学──ものからモノへ

モノ学・感覚価値シンポジウムと「物からモノへ」展覧会第 1 部

第一章　芸術部会「もの派とモノ学――ものからモノへ」
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“
切
花
的
芸
術
”

　

も
の
派
は
、第
二
次
大
戦
後
の
日
本
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル

ド
・
ア
ー
ト
の
系
譜
の
中
で
、日
本
的
な
（
あ
る
い
は
東
ア
ジ

ア
的
な
と
い
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
が
）
固
有
性
を
鮮
明
に
掲

げ
た
例
外
的
な
運
動
で
あ
っ
た
。し
か
し
そ
の
固
有
性
の
主

張
が
、常
に
反
近
代
主
義
の
意
識
と
一
対
に
な
っ
て
い
た
と

い
う
意
味
で
は
、
明
治
以
降
の
“
日
本
近
代
の
ア
ポ
リ
ア
”

を
継
承
し
て
い
る
、も
し
く
は
そ
の
延
長
上
に
出
現
し
た
問

題
を
抱
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
古
く
て
新
し
い
ア
ポ
リ
ア
を
典
型
的
に
示
し
て
い
る

の
は
、
た
と
え
ば
画
家
、
須
田
国
太
郎
（
一
八
九
一
─
一
九
六

一
）
の
“
切
花
的
芸
術
”
へ
の
批
判
で
あ
る
。美
術
史
家
で
も

あ
っ
た
須
田
は
、「
我
油
絵
は
い
ず
こ
に
往
く
か
」
と
題
さ
れ

た
テ
キ
ス
ト1

の
中
で
、近
代
日
本
の
油
絵
は
西
洋
で
展
開
さ

れ
た
「
送
迎
は
て
し
な
い
新
様
式
」
の
移
入
に
終
始
し
て
き

た
に
過
ぎ
な
い
と
断
罪
し
て
い
る
。そ
れ
は
文
化
的
風
土
と

は
無
縁
の
切
花
的
芸
術
で
あ
っ
て
、日
本
の
土
壌
に
根
付
く

は
ず
も
な
く
、
す
ぐ
に
し
お
れ
て
し
ま
う
。
ゆ
え
に
画
家
た

ち
は
花
を
咲
か
せ
続
け
る
べ
く
、自
ら
の
内
に
何
の
必
然
性

も
な
い
新
様
式
を
次
々
に
西
洋
か
ら
受
け
入
れ
続
け
る
し
か

な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
主
張
は
、
今
日
的
な
言
葉
に
す
れ
ば
、
い
か
に

も
初
発
的
な
文
化
的
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
（
と
そ
の
受
容
）
へ
の

批
判
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。テ
キ
ス
ト
が
書
か
れ
た
の
は

敗
戦
後
間
も
な
い
一
九
四
七
年
で
、日
本
は
Ｇ
Ｈ
Ｑ
の
統
治

下
に
お
か
れ
て
い
た
。敗
北
の
問
題
に
直
接
に
触
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、近
代
洋
画
を
代
表
す
る
画
家
の
一
人
で

あ
る
彼
に
と
っ
て
、
当
時
の
状
況
は
、
西
洋
の
模
倣
で
は
な

く
日
本
的
な
油
絵
の
可
能
性
を
希
求
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と

の
切
実
な
モ
チ
ベ
ー
シ
ョ
ン
を
な
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。

　

し
か
し
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
な
の
は
、切
花
を
排

し
て
日
本
の
画
家
と
し
て
の
文
化
的
必
然
性
に
根
差
し
た
花

を
咲
か
せ
よ
う
と
す
る
、そ
の
土
壌
と
は
な
に
か
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
文
化
的
必
然
性
を
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
近
代

以
前
へ
の
短
絡
的
な
回
帰
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。ま
た

日
本
の
近
代
か
ら
、
西
洋
か
ら
の
受
容
を
引
き
算
し
た
、
そ

の
残
り
の
部
分
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。な

ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
“
純
粋
な
文
化
”
は
現
実
に
は
ど
こ
に

も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
。

　

花
が
根
差
す
べ
き
土
壌
と
は
、実
は
引
き
剥
が
す
こ
と
も

で
き
な
け
れ
ば
一
体
化
す
る
こ
と
も
か
な
わ
な
い
西
洋
の
影

に
覆
わ
れ
た
土
壌
で
あ
っ
た
。そ
れ
こ
そ
が
確
執
に
満
ち
た

日
本
の
近
代
の
文
化
的
必
然
性
な
の
で
あ
る
。切
花
的
芸
術

を
否
定
し
た
と
こ
ろ
で
、日
本
の
近
代
か
ら
西
洋
の
近
代
を

拭
い
さ
ら
れ
る
べ
く
も
な
い
。も
し
純
然
た
る
日
本
的
な
油

絵
を
求
め
る
と
し
た
ら
、そ
れ
は
空
想
の
土
壌
に
咲
い
た
幻

の
花
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
須
田
国
太
郎
が
、
模
倣
を
批
判

す
る
ば
か
り
で
、そ
の
先
の
道
筋
を
示
す
こ
と
な
く
筆
を
お

い
て
い
る
の
は
、
日
本
的
な
油
絵
と
は
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
反

切
花
的
芸
術
と
し
か
形
容
し
え
な
い
、つ
ま
り
そ
れ
自
体
の

内
実
に
お
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
ジ
レ
ン
マ

に
、暗
黙
の
内
に
気
づ
い
て
い
た
か
ら
だ
と
い
え
よ
う
。

第
一
章

芸
術
部
会	

◆	

も
の
派
と
モ
ノ
学
─
─
も
の
か
ら
モ
ノ
へ

も
の
派
─
─
近
代
の
ア
ポ
リ
ア

建
畠　

晢	

国
立
国
際
美
術
館
館
長
、
美
術
批
評

モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
展
覧
会	
第
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即
物
的
な
反
造
形
主
義

　

日
本
的
、
東
ア
ジ
ア
的
な
美
術
が
、
対
立
項
な
く
存
在
し

う
る
と
い
う
の
は
、本
来
的
に
語
義
矛
盾
で
あ
る
。日
本
的
、

東
ア
ジ
ア
的
と
い
う
認
識
そ
の
も
の
が
、そ
れ
を
侵
し
て
き

た
よ
り
強
力
な
存
在
を
前
提
と
し
て
い
る
の
だ
。こ
の
認
識

は
、一
つ
の
抵
抗
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

　

も
の
派
が
出
発
点
に
お
い
て
強
烈
な
反
近
代
主
義
の
主
張

を
掲
げ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
た
め
で
あ
る
。
彼

ら
も
ま
た
一
種
の
文
化
的
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
批
判
の
立
場
に

身
を
置
い
て
い
た
の
だ
。も
の
派
が
も
し
新
し
か
っ
た
と
す

れ
ば
、そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
不
可
避
的
に
招
来
さ
れ
る
ジ
レ

ン
マ
（
西
洋
を
引
き
算
し
た
と
こ
ろ
で
、回
帰
す
べ
き
理
想
郷
が

現
れ
る
わ
け
で
は
な
い
）
を
、克
服
す
べ
き
自
ら
の
内
な
る
課

題
と
し
て
見
据
え
得
た
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。つ

ま
り
批
判
の
先
の
道
筋
を
、思
想
的
な
内
実
に
お
い
て
示
す

と
い
う
可
能
性
に
彼
ら
は
賭
け
た
の
で
あ
る
。

　

も
の
派
は
い
わ
ゆ
る
結
社
で
は
な
く
、東
京
を
中
心
と
し

た
一
群
の
作
家
た
ち
の
七
〇
年
前
後
の
活
動
に
漠
然
と
か
ぶ

せ
ら
れ
た
名
称
で
あ
っ
て
、命
名
の
由
来
も
定
か
で
は
な
い

た
め
に
、厳
密
な
定
義
を
す
る
こ
と
が
困
難
な
運
動
で
あ
る
。

私
が
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
作
家
た
ち
や
関
係
の
あ
っ
た
美
術

評
論
家
た
ち
は
、い
ず
れ
も
命
名
者
で
あ
る
こ
と
を
否
定
し

て
い
る
が
、た
と
え
ば
ダ
ダ
の
場
合
に
は
作
家
た
ち
の
間
で

名
称
の
“
著
作
権
争
い
”
が
起
き
た
こ
と
な
ど
に
比
し
て
、

興
味
深
い
事
実
で
あ
る
。少
な
く
と
も
当
初
に
お
い
て
は
一

つ
の
運
動
体
と
し
て
の
自
覚
は
希
薄
で
あ
り
、名
称
が
定
着

し
て
後
も
、も
の
派
と
し
て
一
括
さ
れ
る
こ
と
が
嫌
わ
れ
て

い
た
ふ
し
す
ら
あ
る2

。
事
実
、
当
事
者
た
ち
の
手
に
よ
っ
て

も
の
派
の
名
の
も
と
に
組
織
さ
れ
た
展
覧
会
は
一
つ
も
な
い

の
で
あ
る
。

　

し
か
し
そ
う
し
た
事
情
は
、何
ら
も
の
派
自
体
を
疑
わ
し

め
る
も
の
で
は
な
い
。た
と
え
事
後
的
な
規
定
で
あ
る
に
せ

よ
、も
の
派
と
呼
ば
れ
る
べ
き
運
動
の
実
体
は
明
ら
か
に
存

在
し
て
い
た
し
、そ
の
出
発
点
や
中
核
を
な
す
作
家
た
ち
の

名
前
を
特
定
す
る
こ
と
も
可
能
な
の
だ
。

　

た
し
か
に
“
厳
密
な
定
義
”
は
困
難
で
あ
る
に
し
て
も
、

一
般
的
に
い
え
ば
、も
の
派
と
は
六
〇
年
代
末
の
状
況
の
中

で
、ミ
ニ
マ
リ
ズ
ム
な
ど
の
動
向
を
間
接
的
な
背
景
と
し
つ

つ
、即
物
的
な
反
造
形
主
義
に
向
か
っ
た
運
動
で
あ
り
、“
も

の
”
が
示
す
様
相
な
い
し
状
態
を
、
一
種
の
イ
ン
ス
タ
レ
ー

シ
ョ
ン
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
を
共
通
の
方
法
と
し
て
い

た
。（“
も
の
”
と
い
う
言
葉
は
き
わ
め
て
多
義
的
で
あ
り
、
英
語

に
は
翻
訳
し
に
く
い
の
だ
が
、
と
り
あ
え
ず
こ
こ
で
は
“thing

”

“m
atter

”“m
aterial

”“object

”
な
ど
の
意
味
の
合
わ
さ
っ
た
言

葉
と
し
て
お
く
。）

《
位
相
─
大
地
》

　

さ
て
、
も
の
派
の
事
実
上
の
出
発
点
と
み
な
せ
る
の
は
、

一
九
六
八
年
一
〇
月
の
第
一
回
須
磨
離
宮
公
園
現
代
彫
刻
展

（
神
戸
）
に
出
品
さ
れ
た
関
根
伸
夫
の
《
位
相
─
大
地
》
と
題

さ
れ
た
作
品
で
あ
る
。
よ
り
正
確
に
い
う
な
ら
ば
、
こ
の
作

品
の
制
作
過
程
で
立
ち
現
れ
た
土
の
存
在
の
圧
倒
的
な
迫
力

が
、事
前
の
構
想
を
し
の
い
で
し
ま
っ
た
こ
と
を
実
感
し
た

と
き
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
《
位
相
─
大
地
》
は
、公
園
の
地
面
に
深
さ
二
メ
ー
ト
ル
六

〇
セ
ン
チ
、直
径
二
メ
ー
ト
ル
二
〇
セ
ン
チ
の
円
筒
形
の
穴

を
掘
り
、そ
の
か
た
わ
ら
に
掘
り
出
し
た
土
を
同
じ
大
き
さ

の
円
筒
形
に
積
み
上
げ
て
み
せ
た
作
品
で
あ
る
。単
純
な
造

作
だ
が
、
難
問
は
土
の
固
定
の
し
か
た
で
、
最
後
は
東
大
の

地
質
学
研
究
室
に
ま
で
相
談
し
、型
枠
の
中
に
土
と
セ
メ
ン

ト
を
交
互
に
入
れ
て
踏
み
固
め
な
が
ら
重
ね
て
い
く
と
い
う

方
法
が
取
ら
れ
た
。

　

当
時
、
彼
に
は
ア
ー
ス
ワ
ー
ク
の
知
識
は
ほ
と
ん
ど
な

か
っ
た
と
い
う
。何
も
野
外
の
環
境
を
積
極
的
に
意
識
し
た

わ
け
で
は
な
く
、出
品
を
依
頼
さ
れ
た
の
が
た
ま
た
ま
野
外

彫
刻
展
で
あ
っ
た
と
い
う
に
過
ぎ
な
い
。関
根
の
本
来
の
関

心
事
は
ト
ポ
ロ
ジ
ッ
ク
な
空
間
の
問
題
で
あ
っ
た
。制
作
を

手
伝
っ
た
吉
田
克
郎
は
、
掘
っ
た
土
は
、
そ
の
ま
ま
盛
り
上

げ
て
お
け
ば
い
い
の
で
は
な
い
か
と
提
案
し
た
が2

、関
根
の

意
図
に
は
そ
ぐ
わ
な
か
っ
た
。
彼
は
こ
の
機
会
に
、
身
体
を

第一章　芸術部会「もの派とモノ学――ものからモノへ」

関根伸夫《位相─大地》
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越
え
る
ス
ケ
ー
ル
の
空
間
を
厳
密
な
幾
何
学
的
形
態
と
し
て

出
現
さ
せ
よ
う
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

見
方
次
第
で
は
こ
の
作
品
は
ミ
ニ
マ
ル
・
ア
ー
ト
的
で
あ

り
（
そ
の
遠
い
影
響
が
あ
っ
た
こ
と
を
作
家
自
身
も
認
め
て
い

る
）、
ま
た
あ
た
か
も
大
地
か
ら
そ
の
ま
ま
抜
き
と
っ
た
か

の
よ
う
に
ネ
ガ
と
ポ
ジ
の
空
間
を
対
立
さ
せ
る
と
い
う
ト

リ
ッ
キ
ー
な
造
作
で
も
あ
る
。
ま
た
平
地
に
池
を
掘
り
、
そ

の
同
じ
土
で
築
山
を
造
る
と
い
う
中
国
の
伝
統
的
な
作
庭
技

法
も
、ど
こ
か
で
意
識
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

　

し
か
し
結
果
と
し
て
彼
を
驚
か
し
た
の
は
、当
初
の
構
想

を
押
し
潰
す
、
予
想
も
し
な
か
っ
た
“
も
の
”
自
体
の
迫
力

で
あ
っ
た
。そ
れ
は
彼
（
と
彼
を
手
伝
っ
た
、吉
田
克
郎
や
小
清

水
漸
ら
、の
ち
の
も
の
派
の
作
家
た
ち
）
に
と
っ
て
、一
週
間
の

現
場
の
作
業
の
中
で
立
ち
会
っ
て
し
ま
っ
た
“
事
故
”
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
た
と
さ
え
関
根
は
語
っ
て
い
る3

。

　

も
っ
と
も
制
作
時
の
段
階
で
は
、彼
は
自
ら
の
こ
う
し
た

実
感
を
批
評
言
語
に
よ
っ
て
つ
か
む
こ
と
が
で
き
な
い
で
い

た
。
別
の
問
題
が
発
生
し
た
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
も
、
ト

ポ
ロ
ジ
ッ
ク
な
空
間
は
い
ぜ
ん
と
し
て
彼
の
関
心
事
で
あ
り

続
け
て
い
た
の
で
あ
る
。《
位
相
─
大
地
》
を
論
じ
た
批
評
家

た
ち
の
テ
キ
ス
ト
も
、総
じ
て
ネ
ガ
と
ポ
ジ
の
対
比
と
い
っ

た
解
釈
の
域
を
出
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。そ
の
彼
に
と
っ

て
大
き
か
っ
た
の
は
、ほ
ど
な
く
東
京
で
出
会
っ
た
李
禹
煥

の
存
在
で
あ
る
。

あ
る
が
ま
ま
の
世
界

　

作
品
を
見
て
き
た
李
の
言
葉
は
、当
時
の
批
評
の
文
脈
か

ら
す
れ
ば
、ま
っ
た
く
意
外
な
も
の
で
あ
っ
た
。翌
年
（
一
九

六
九
年
）
に
発
表
さ
れ
た
関
根
伸
夫
論4

の
中
に
、
そ
の
李
の

解
釈
は
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。彼
は
記
す
。

　

太
初
よ
り
、世
界
は
い
つ
も
そ
の
ま
ま
あ
る
が
ま
ま
に

充
ち
て
い
る
。
だ
が
人
間
は
、
世
界
を
前
に
し
て
立
つ
と

い
う
意
識
の
独
自
の
働
き
の
高
揚
の
た
め
に
か
、あ
る
が

ま
ま
を
あ
る
が
ま
ま
に
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。自
然
の

風
光
の
な
か
で
す
ら
ア
イ
デ
ィ
ア
マ
ン
た
ち
は
、自
然
を

作
り
変
え
飾
り
を
つ
け
加
え
よ
う
と
、そ
こ
ら
じ
ゅ
う
の

公
園
で
騒
ぎ
た
て
て
い
る
実
情
を
み
る
が
い
い
。（
…
…
）

だ
の
に
そ
れ
は
（
…
…
）
そ
の
ま
ま
の
世
界
の
あ
ざ
や
か

さ
、と
で
も
い
う
べ
き
感
動
的
な
表
情
を
見
せ
伝
え
る
一

つ
の
物
体
と
化
し
て
い
る
の
で
あ
る4

。

　

ト
リ
ッ
キ
ー
な
操
作
の
典
型
で
あ
る
は
ず
の
「
全
く
可
笑

し
な
姿
形
」
を
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
の
あ
ざ
や
か
な
現
前
へ

と
読
み
替
え
て
み
せ
た
こ
の
李
の
解
釈
は
、関
根
ら
が
事
故

の
よ
う
に
し
て
立
ち
会
っ
て
し
ま
っ
た
事
態
に
思
わ
ぬ
照
明

を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。名
称
を
付
さ
れ
る
以
前
の
も
の

派
は
、こ
の
時
点
で
思
想
的
な
根
拠
を
得
た
と
い
っ
て
よ
い
。

　

引
用
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
李
も
ま
た
《
位
相
─
大
地
》

の
意
味
を
説
き
起
こ
す
た
め
の
前
提
と
し
て
、当
時
の
美
術

の
状
況
を
情
け
容
赦
な
く
批
判
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
だ
が
こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
須
田
国
太
郎
が
断

罪
の
対
象
を
単
な
る
西
洋
の
模
倣
（
切
花
的
芸
術
）
と
見
な
し

て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
、
李
の
テ
キ
ス
ト
に
は
西
洋
（
や
ア

メ
リ
カ
）
と
い
う
言
葉
は
一
語
も
用
い
ら
れ
て
い
な
い
と
い

う
点
で
あ
ろ
う
。李
が
批
判
す
る
の
は
紛
れ
も
な
く
西
洋
の

近
代
主
義
の
系
譜
を
引
く
状
況
に
は
違
い
な
い
が
、そ
れ
は

も
は
や
外
部
性
を
帯
び
た
も
の
で
は
な
く
、む
し
ろ
内
な
る

否
定
の
対
象
と
し
て
捉
え
直
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

李
は
日
本
の
近
・
現
代
美
術
に
お
け
る
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
ー

の
欠
如
と
い
う
、裏
返
し
の
西
洋
崇
拝
に
過
ぎ
な
い
不
毛
な

反
省
の
繰
り
返
し
に
陥
る
こ
と
が
な
か
っ
た
し
、西
洋
の
影

響
を
引
き
算
し
た
後
に
残
る
“
純
粋
な
文
化
”
な
ど
と
い
う

幻
想
に
足
を
す
く
わ
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
。そ
れ
は
見
方

次
第
で
は
出
自
（
韓
国
に
生
ま
れ
た
李
は
ソ
ウ
ル
大
学
を
中
退
し

て
一
九
五
六
年
に
来
日
し
た
）
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
特
権
的

な
立
場
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。日
本
の
美
術
の
状
況

を
近
代
主
義
そ
の
も
の
の
名
に
お
い
て
批
判
し
え
た
か
ら
こ

そ
、《
位
相
─
大
地
》
は
思
想
的
な
転
換
点
と
し
て
明
快
に
位

置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。も
ち
ろ
ん
そ
の
こ
と
は
彼
が
客

観
的
な
第
三
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。問
題
は
あ

く
ま
で
も
内
な
る
確
執
と
し
て
見
据
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
。

も
の
派
成
立

　

そ
の
確
執
と
は
、つ
ま
り
批
判
さ
れ
る
べ
き
前
提
と
し
て

の
当
時
の
美
術
の
状
況
と
は
、具
体
的
に
は
、光
な
ど
の
テ
ク

ノ
ロ
ジ
ー
や
視
覚
的
な
ト
リ
ッ
ク
に
よ
っ
て
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ

ン
を
操
作
し
て
見
せ
た
作
品
群
で
あ
り
、ま
た
そ
れ
と
同
時

代
現
象
と
見
な
し
う
る
広
い
意
味
で
の
観
念
主
義
的
な
傾
向

で
あ
っ
た
。良
く
も
悪
し
く
も
そ
う
し
た
動
向
を
集
約
し
た

の
が
、一
九
六
八
年
の
四
月
に
東
京
の
二
つ
の
画
廊
で
開
催

さ
れ
た
「T

ricks and V
ision

／
盗
ま
れ
た
目
」
展
で
あ
る
。

こ
の
展
覧
会
に
は
、関
根
が
ト
ポ
ロ
ジ
ッ
ク
な
形
態
の
作
品

を
出
品
し
て
お
り
、先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
《
位
相
─
大
地
》

も
本
来
は
そ
の
延
長
上
に
構
想
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。も

の
派
の
中
心
作
家
の
一
人
と
な
る
菅
木
志
雄
も
、同
じ
文
脈

に
属
す
る
存
在
と
し
て
招
待
さ
れ
て
い
た
。李
自
身
、批
判
意

識
を
も
ち
つ
つ
も
こ
の
展
覧
会
の
影
響
を
う
け
た
と
い
い5

、
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翌
年
の
初
め
に
は
蛍
光
塗
料
を
用
い
て
立
体
的
な
イ
リ
ュ
ー

ジ
ョ
ン
を
操
作
し
た
作
品
を
制
作
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

も
の
派
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、否
定
の
対
象
が
内
な
る

も
の
と
し
て
見
据
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う

の
は
、そ
の
意
味
で
も
正
し
い
こ
と
に
な
ろ
う
。《
位
相
─
大

地
》
の
出
現
に
よ
っ
て
、“
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
の
世
界
”
か
ら

“
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
”
へ
の
逆
転
は
一
挙
に
し
て
起
き
た

が
、「T

ricks and V
ision

」
展
に
象
徴
さ
れ
る
動
向
へ
の
彼

ら
の
ア
ン
ビ
バ
レ
ン
ト
な
反
応
が
そ
の
前
提
を
な
し
て
い
た

と
い
う
事
実
は
軽
視
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
逆
転
と
は
、

ま
ず
は
彼
ら
自
身
が
払
拭
で
き
ず
に
い
た
主
知
的
な
視
覚
操

作
の
世
界
の
読
み
替
え
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　

と
も
あ
れ
こ
の
時
点
で
、
も
の
派
は
出
発
し
た
。
関
根
は

翌
月
（
一
九
六
八
年
一
一
月
）
に
は
巨
大
な
円
筒
形
ス
ポ
ン
ジ

の
上
に
鉄
板
を
載
せ
て
形
を
ひ
し
ゃ
げ
さ
せ
た
作
品《
位
相
》

を
、一
九
六
九
年
に
は
大
量
の
油
土
の
魂
を
散
在
さ
せ
た《
空

相
─
油
土
》
を
発
表
す
る
。

　

須
磨
で
の
制
作
を
手
伝
っ
た
吉
田
と
小
清
水
の
作
品
も
、こ

れ
を
境
に
大
き
く
変
貌
し
た
。吉
田
は
そ
れ
ま
で
の
机
な
ど
の

日
常
的
な
オ
ブ
ジ
ェ
を
二
つ
に
切
断
す
る
と
い
っ
た
視
覚
的

な
ト
リ
ッ
ク
に
よ
る
作
品
か
ら
、鉄
管
の
中
に
綿
を
詰
め
た
り

（《C
ut-off

》一
九
六
九
年
）、太
い
角
材
の
片
側
を
ロ
ー
プ
で
吊
っ

て
床
か
ら
斜
め
に
持
ち
上
げ
た
り
（《C

ut-off

（hang

）》一
九
六

九
年
）と
い
う
よ
う
な
、作
家
自
身
の
言
葉6

に
よ
る
な
ら
ば“
状

況
”
な
い
し
“
状
態
”
を
直
截
に
提
示
す
る
作
品
へ
と
転
進
し

た
。小
清
水
も
ま
た
立
方
体
の
空
洞
を
縄
で
梱
包
し
て
み
せ

た
か
の
よ
う
な
こ
れ
も
ト
リ
ッ
キ
ー
と
い
え
な
く
は
な
い
作

品
か
ら
、手
漉
き
和
紙
の
箱
や
袋
の
中
に
石
を
置
い
た
だ
け
の

作
品（《
か
み
》一
九
六
九
年
）へ
と
向
か
っ
た
。

　

も
っ
と
も
彼
ら
は
須
磨
の
現
場
で
初
め
て
出
会
っ
た
わ
け

で
は
な
い
。関
根
、吉
田
、菅
は
、多
摩
美
術
大
学
の
絵
画
科

の
教
授
、
斉
藤
義
重
の
門
下
生
で
あ
り
、
小
清
水
も
同
じ
大

学
の
彫
刻
科
に
身
を
置
い
て
い
て
、そ
れ
以
前
か
ら
親
し
い

関
係
に
あ
っ
た
。
斉
藤
は
戦
前
、
戦
後
の
日
本
の
前
衛
美
術

の
旗
手
と
も
い
う
べ
き
存
在
と
し
て
周
囲
か
ら
敬
愛
さ
れ
て

お
り
、ま
た
若
い
作
家
た
ち
の
実
験
を
常
に
支
持
し
続
け
る

こ
と
で
、
大
き
な
求
心
力
の
役
割
を
果
た
し
て
も
い
た
。
斉

藤
自
身
は
も
の
派
の
運
動
に
は
関
わ
ら
な
か
っ
た
し
、そ
の

方
向
性
を
示
唆
す
る
こ
と
も
な
か
っ
た
が
、東
洋
思
想
へ
の

深
い
含
蓄
に
満
ち
た
座
談
な
ど
に
よ
っ
て
、当
時
の
ア
メ
リ

カ
現
代
美
術
一
辺
倒
の
思
潮
と
は
別
個
の
道
の
可
能
性
を
彼

ら
に
考
え
さ
せ
る
契
機
を
与
え
た
と
は
い
い
う
る
だ
ろ
う7

。

　

も
の
派
成
立
以
前
の
彼
ら
の
視
覚
的
な
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン

の
作
品
に
、よ
り
直
接
的
な
影
響
を
与
え
た
の
は
高
松
次
郎

で
あ
る
。や
は
り
多
摩
美
術
大
学
の
絵
画
科
の
教
師
で
あ
っ

た
高
松
は
一
世
代
上
の
ま
ば
ゆ
い
ス
タ
ー
的
存
在
で
あ
り
、

当
時
は
逆
遠
近
法
の
空
間
を
立
体
化
し
た
作
品
や
不
在
の
人

物
や
オ
ブ
ジ
ェ
の
影
を
リ
ア
ル
に
描
い
た
タ
ブ
ロ
ー
な
ど
を

制
作
し
て
い
た
。彼
ら
は
私
塾
の
よ
う
な
ア
ト
リ
エ
で
仕
事

を
手
伝
い
な
が
ら
、“
不
在
性
”
を
巡
る
彼
の
認
識
論
的
な
実

験
を
注
視
し
て
い
た
の
で
あ
る
。こ
の
表
象
と
実
在
の
分
離

の
問
題
は
、ま
さ
に
も
の
派
が
乗
り
越
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
課
題
と
な
っ
た
と
い
う
意
味
で
、高
松
へ
の
憧
憬
は
逆
説

的
で
あ
る
。彼
ら
の
“
否
定
”
は
、自
ら
が
欲
し
て
い
た
は
ず

の
も
の
の
否
定
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

「
ア
ル
ガ
マ
マ
」
に
ズ
ラ
す

　

李
は
関
根
を
通
じ
て
も
の
派
の
作
家
た
ち
と
交
流
は
し
た

が
、多
摩
美
術
大
学
と
は
関
係
な
く
、年
齢
的
に
も
上
（
高
松

と
同
年
の
一
九
三
五
年
生
ま
れ
）
で
あ
っ
た
。
李
が
も
の
派
の

中
心
に
位
置
し
て
い
た
こ
と
、彼
の
理
論
が
も
の
派
の
一
つ

の
支
柱
を
な
し
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
に
し
て
も
、そ
の
立

場
は
リ
ー
ダ
ー
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
。も
の

派
は
親
し
い
仲
間
で
あ
れ
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
必
ず
し

も
運
動
体
と
し
て
は
自
覚
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

さ
て
李
の
作
品
も
《
位
相
─
大
地
》
以
降
、
大
き
く
変
貌

す
る
。一
九
六
八
年
に
は
矩
形
の
ガ
ラ
ス
板
の
上
に
石
の
塊

を
載
せ
、鋭
く
ひ
び
を
走
ら
せ
た
作
品
（《
現
象
と
知
覚
Ｂ
》、

こ
れ
も
含
め
て
彼
の
作
品
は
後
に
す
べ
て
《
関
係
項
》
と
改

題
さ
れ
て
い
る
）、一
九
六
九
年
に
は
自
然
石
を
並
べ
、目
盛

り
を
付
し
た
ゴ
ム
板
の
メ
ジ
ャ
ー
を
床
と
の
間
に
伸
ば
し
方

を
替
え
つ
つ
挟
み
込
ん
だ
作
品
（《
現
象
と
知
覚
Ａ
》）、
綿
と

石
、
綿
と
鉄
板
を
組
み
合
わ
せ
た
作
品
（《
構
造
Ｂ
》、《
構
造

Ａ
》）
な
ど
が
制
作
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

さ
て
先
の
関
根
論
で
示
さ
れ
て
い
た
李
の
近
代
主
義
批
判

か
ら
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
の
現
前
へ
と
向
か
う
理
論
を
、も

の
派
論
（
も
っ
と
も
こ
の
時
点
で
も
ま
だ
名
称
は
生
ま
れ
て
い

な
か
っ
た
の
だ
が
）
と
し
て
一
般
化
し
て
見
せ
た
の
は
、一
九

七
〇
年
に
書
か
れ
た
「
出
会
い
を
求
め
て
」
で
あ
る
。

　

こ
の
テ
キ
ス
ト
で
彼
は
ま
ず
近
代
芸
術
を
「
像
の
形
象
化

と
い
う
表
象
作
用
の
歴
史
」
で
あ
る
と
規
定
す
る
。「
そ
こ
で

は
世
界
は
理
念
の
実
現
の
た
め
の
素
材
で
あ
り
、植
民
地
的

領
域
に
し
か
み
な
さ
れ
な
い8

」。
そ
の
よ
う
な
表
象
空
間
か

ら
表
現
を
解
放
す
る
た
め
に
、彼
は
荘
子
を
参
照
す
る
。

　

荘
子
は
、木
や
石
を
単
に
「
木
」
や
「
石
」
と
し
か
み
な

さ
な
い
と
き
、木
や
石
を
ほ
と
ん
ど
見
た
こ
と
に
な
ら
な

い
と
い
う
。木
や
石
は
木
や
石
で
あ
る
と
同
時
に
木
や
石

で
は
な
い
。つ
ま
り
は
木
や
石
と
い
え
ど
も
そ
れ
は
規
定
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性
を
こ
え
た
天
空
に
も
等
し
い
計
り
知
れ
な
い
宇
宙
で
あ

る
、と
の
見
方
を
示
し
て
い
る
。木
や
石
が
単
に
「
木
」
や

「
石
」
に
し
か
見
え
な
い
と
き
、
見
る
者
は
そ
こ
で
「
木
」

や
「
石
」
と
い
う
像
の
対
象
化
さ
れ
た
己
れ
の
理
念
の
凝

固
物
を
み
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と9

。

　

し
か
し
管
理
さ
れ
た
同
一
な
情
報
と
大
量
生
産
に
よ
る
産

業
社
会
で
は
、
日
常
の
地
平
で
「
像
の
対
象
化
」
と
い
う
規

定
性
を
越
え
た
世
界
に
気
づ
く
こ
と
は
難
し
い
。表
現
の
今

日
的
な
喚
起
性
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
、「
物
事
を
表
象
空

間
か
ら
ズ
ラ
し
て
、
そ
の
外
部
性
に
息
を
吹
き
込
む
こ
と
。

そ
し
て
そ
こ
に
他
者
性
を
認
め
、向
こ
う
か
ら
と
こ
ち
ら
か

ら
と
が
出
会
う
鮮
や
か
な
関
係
の
場
を
開
く
こ
と
（
…
）
そ

こ
ら
へ
ん
の
あ
る
が
ま
ま
を
「
ア
ル
ガ
マ
マ
」
に
ズ
ラ
す
こ

と
が
表
現
行
為
、
作
品
制
作
と
な
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
る

が
ま
ま
が
反
省
的
に
知
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る11

。」

時
代
性
の
中
で
の
感
受
性

　

だ
が
李
の
テ
キ
ス
ト
の
も
う
一
つ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト

は
、
こ
の
ズ
ラ
す
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
あ
る
が
ま
ま
の
世

界
と
の
出
会
い
を
も
た
ら
す
た
め
の
仕
草
は
、時
代
状
況
に

よ
っ
て
異
な
る
と
い
う
冷
静
な
認
識
で
あ
ろ
う
。《
位
相
─

大
地
》
が
、
な
ぜ
円
筒
形
の
凹
と
凸
の
姿
形
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
か
っ
た
か
。「
太
古
人
で
あ
れ
ば
多
分
、た
だ
無
造
作
に

土
を
掘
っ
て
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
そ
ば
に
置
く
だ
け
で
、
そ

れ
で
出
会
い
が
可
能
で
」
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、

吉
田
は
そ
の
よ
う
に
提
案
し
た
の
で
あ
る
。し
か
し
関
根
は

厳
密
な
幾
何
学
的
形
態
と
ヒ
ュ
ー
マ
ン
ス
ケ
ー
ル
を
越
え
る

大
き
さ
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。「
そ
れ
が
、今
日

と
い
う
時
代
状
況
の
知
覚
の
様
式
、出
会
い
を
感
得
可
能
に

す
る
自
己
限
定
の
仕
方
に
お
い
て11

」
必
要
と
さ
れ
た
か
ら
で

あ
る
。

　

関
根
の
ス
ポ
ン
ジ
の
上
に
重
い
鉄
板
を
載
せ
た
《
位
相
》

も
「
原
始
人
で
あ
れ
ば
、
ド
ル
メ
ン
の
よ
う
に
た
だ
岩
を
積

み
重
ね
る
だ
け
で
よ
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。今
日
と
い
う

産
業
社
会
に
お
い
て
は
、そ
れ
が
円
筒
の
ス
ポ
ン
ジ
に
鉄
板

と
い
う
こ
と
で
、よ
り
自
然
な
様
相
感
を
覚
え
る11

。」

　

ま
た
李
は
「
媒
体
に
と
っ
て
時
代
性
は
、
そ
れ
が
生
き
た

構
造
に
な
る
か
オ
ブ
ジ
ェ
と
化
す
か
に
関
わ
る
重
大
な
問
題

で
あ
る
。
時
代
性
に
欠
け
た
媒
体
は
、
了
解
事
項
の
よ
う
な

認
識
の
対
象
で
あ
り
、す
で
に
擬
制
化
さ
れ
た
オ
ブ
ジ
ェ
に

す
ぎ
な
い
」
と
も
主
張
す
る
。
ト
ポ
ロ
ジ
ッ
ク
な
空
間
か
ら

あ
る
が
ま
ま
の
世
界
と
の
出
会
い
へ
の
転
換
点
は
、い
か
に

も
産
業
社
会
の
中
の
あ
る
時
点
で
し
か
起
こ
り
え
な
か
っ
た

事
件
で
あ
っ
た
と
い
う
わ
け
だ
。小
清
水
が
そ
の
転
換
点
を

「
現
地
で
の
肉
体
労
働
で
体
で
感
じ
取
っ
た
」
と
語
っ
て
い

る
も
の11

、
原
初
性
へ
の
回
帰
な
ど
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も

美
術
を
巡
る
時
代
状
況
の
中
で
の
言
葉
な
の
で
あ
る
。「
そ

の
時
代
の
自
覚
の
あ
り
方
と
し
て
の
表
現
で
な
け
れ
ば
、ま

た
は
そ
の
時
代
の
感
得
の
形
式
が
反
映
さ
れ
な
け
れ
ば
、な

ん
ら
知
覚
感
官
を
触
発
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、媒
介
性
を
発

現
す
る
こ
と
が
困
難
な
、そ
れ
ゆ
え
単
な
る
日
常
茶
飯
事
と

誤
解
さ
れ
見
過
ご
さ
れ
る
結
果
を
招
く
の
み
で
あ
ろ
う11

」。

　

だ
が
も
の
派
に
と
っ
て
の
媒
体
と
は
、な
に
よ
り
も
社
会

の
中
で
の
常
套
的
な
意
味
か
ら
逸
脱
し
た
生
な
物
質
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。彼
ら
が
し
ば
し
ば
異
な
っ
た
物
質
感
を
も

つ
素
材
を
、と
り
わ
け
自
然
素
材
と
工
業
素
材
と
を
唐
突
に

組
み
合
わ
せ
て
み
せ
る
の
は
、相
互
的
な
ズ
ラ
し
に
よ
っ
て

そ
の
あ
る
が
ま
ま
の
姿
を
露
呈
さ
せ
る
た
め
の
工
夫
で
あ
る

と
い
っ
て
よ
い
。関
根
の
画
廊
の
中
に
持
ち
込
ま
れ
た
不
定

形
の
油
土
や
ス
ポ
ン
ジ
と
鉄
板
と
の
組
み
合
わ
せ
、ス
テ
ン

レ
ス
の
柱
の
上
に
載
せ
ら
れ
た
巨
大
な
自
然
石
、小
清
水
の

軽
や
か
な
和
紙
の
袋
の
中
の
重
い
石
な
ど
に
も
、そ
う
し
た

意
図
が
う
か
が
え
る
が
、
李
の
場
合
は
よ
り
鮮
明
で
あ
る
。

綿
と
鉄
板
の
組
み
合
わ
せ
は
極
端
な
距
離
を
も
っ
た
も
の
の

組
み
合
わ
せ
で
あ
り
、そ
の
直
接
的
な
対
比
に
よ
っ
て
相
互

の
名
称
が
剥
ぎ
取
ら
れ
、裸
形
の
物
質
が
生
々
し
く
も
ま
た

珍
妙
に
立
ち
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。ま
た
ガ
ラ
ス
板
の
上

に
置
か
れ
た
自
然
石
も
ナ
ン
セ
ン
ス
と
い
え
ば
ナ
ン
セ
ン
ス

な
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
て
、た
だ
そ
れ
が
そ
う
な
っ
て
い
る

だ
け
と
い
っ
た
リ
テ
ラ
ル
な
光
景
で
は
な
い
。

　

名
称
を
剥
ぎ
取
ら
れ
た
物
質
の
直
接
性
を
彼
ら
は
し
ば
し

ば「
シ
ビ
れ
る
」「
ゾ
ク
ッ
と
す
る
」「
ド
キ
ッ
と
す
る
」と
い
っ

た
感
覚
的
な
言
葉
で
表
現
す
る
。李
の
「
出
会
い
を
求
め
て
」

が
発
売
さ
れ
た
美
術
雑
誌
に
同
時
に
掲
載
さ
れ
た
彼
ら
の
座

談
会11（「〈
も
の
〉
が
ひ
ら
く
新
し
い
世
界
」。小
清
水
、関
根
、菅
、

成
田
克
彦
、
李
。
ち
な
み
に
時
期
的
に
見
て
こ
の
タ
イ
ト
ル
が
も

の
派
の
名
称
の
元
に
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
）
に
も
、
各
自
の

口
か
ら
こ
れ
ら
の
言
葉
が
頻
出
す
る
が
、感
覚
的
な
表
現
で

あ
る
だ
け
に
、い
ま
読
み
返
せ
ば
彼
ら
の
生
な
物
質
を
捉
え

る
感
受
性
が
時
代
性
（
産
業
社
会
）
の
中
で
の
反
応
で
あ
る

こ
と
を
よ
り
明
確
に
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

極
限
的
な
「
在
る
」
状
態

　

李
が
司
会
し
た
こ
の
座
談
会
は
も
の
派
の
大
半
が
参
加
し

な
が
ら
も
、
話
自
体
は
あ
ま
り
噛
み
合
わ
ず
、
や
や
散
漫
な

印
象
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
菅
の
「
も
の
は
見

え
な
い
も
の
や
つ
く
れ
な
い
も
の
に
入
っ
て
い
く
出
発
点
で
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あ
る
は
ず
」
と
い
う
発
言
と
李
の
「
あ
る
が
ま
ま
を
顕
わ
に

す
る
在
り
方
を
き
わ
め
る
と
き
、は
じ
め
て
見
え
な
い
も
の

が
見
え
て
く
る
」
と
い
う
主
張
と
は
、
微
妙
に
す
れ
違
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。

　

菅
は
李
と
並
ぶ
も
の
派
の
論
客
だ
が
、両
者
は
何
も
対
立

的
な
関
係
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。「T

ricks and 
V

ision

」
展
や
ア
イ
デ
ィ
ア
を
競
い
合
う
よ
う
な
「
ジ
ャ
パ

ン
・
ア
ー
ト
・
フ
ェ
ス
テ
ィ
バ
ル
」
展
に
出
品
し
て
ひ
ど
く

絶
望
を
感
じ
て
い
た11

と
い
う
彼
に
と
っ
て
、「
観
念
操
作
そ

の
も
の
の
表
象
化
」
は
、
他
の
も
の
派
の
作
家
と
同
様
、
克

服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
切
実
な
課
題
で
あ
っ
た
。

　

上
記
の
雑
誌
の
同
じ
号
に
は
菅
も「
状
態
を
超
え
て
在
る
」

と
い
う
テ
キ
ス
ト
を
発
表
し
て
い
る
が
、近
代
主
義
的
な
意

識
の
表
象
作
用
を
徹
底
的
に
批
判
す
る
と
い
う
前
提
に
お
い

て
は
、菅
と
李
は
ほ
ぼ
立
場
を
同
じ
く
す
る
。菅
も
ま
た
「
新

し
く
造
り
か
え
る
こ
と
、あ
る
い
は
ま
た
な
に
か
し
ら
構
造

的
な
組
立
の
中
に
、あ
る
実
在
感
を
ぶ
ち
こ
ん
で
ユ
ニ
ー
ク

な
し
ろ
も
の
に
す
る
加
虐
的
性
格
と
抹
殺
」
す
る
と
記
し
て

い
る11

。「
造
形
者
は
少
な
く
と
も
何
か
し
ら
物
を
造
る
潜
在

的
な
意
識
な
り
観
念
性
な
り
を
捨
て
切
る
こ
と
か
ら
始
め
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
」
の
だ
。

　

そ
の
上
で
、菅
は「
有
る
」状
態
と「
在
る
」状
態
を
弁
別
し
、

人
間
の
観
念
思
考
の
有
無
に
重
点
を
お
い
て
い
る
前
者
か

ら
、そ
う
し
た
意
識
を
消
滅
さ
せ
た
後
者
へ
の
移
行
を
主
張

す
る
。「『
在
る
』
と
い
う
こ
と
は
（
…
）
現
に
見
え
て
い
る
事

物
の
ま
さ
し
く
あ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」。「
通

常
の
わ
れ
わ
れ
が
認
識
し
て
い
る
一
般
的
な
物
の
あ
る
状
態

か
ら
」「
そ
の
物
の
極
限
的
な
『
在
る
』
状
態
に
置
き
換
え
る

こ
と
」
が
「
人
が
物
を
造
る
意
識
を
の
り
こ
え
る
糸
口
で
は

な
い
だ
ろ
う
か11

」。

　

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
つ
ま
り
「
あ
る
が
ま
ま
」
で
は
な

く
「
在
る
」
と
い
う
言
葉
を
提
出
し
て
い
る
こ
と
に
関
し
て

は
、両
者
の
微
妙
で
は
あ
る
が
重
要
な
違
い
が
見
ら
れ
る
と

言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。李
の
あ
る
が
ま
ま
の
世
界
と
の

出
会
い
の
た
め
の
ズ
ラ
し
が
、事
物
の
相
互
的
な
関
係
性
を

認
め
て
い
る
（
リ
レ
ー
シ
ョ
ナ
ル
で
あ
る
）
の
に
対
し
、
菅
の

「
極
限
的
な
『
在
る
』
状
態
」
で
は
も
は
や
事
物
の
関
係
性
は

成
立
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
座
談
会
で
の
“
見
え
な
い
も
の

に
入
っ
て
い
く
”
と
い
う
菅
と
“
見
え
な
い
も
の
が
み
え
て

く
る
”
と
い
う
李
の
発
言
の
す
れ
違
い
は
、
実
は
そ
の
こ
と

に
関
わ
っ
て
い
る
。

　
「
物
が
一
般
的
に
あ
る
状
態
か
ら
極
限
と
し
て
の
『
在
る

状
態
』
を
認
識
す
る
に
は
、
媒
体
と
し
て
人
の
行
為
を
必
要

と
す
る11

」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
菅
は
何
も
行
為
自
体
を

否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。だ
が
菅
に
と
っ
て
そ
の
行

為
と
は
端
的
に
“
放
置
”
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。

李
の
い
う
「
ズ
ラ
し
」
も
媒
体
と
し
て
の
人
の
行
為
で
あ
る

が
、放
置
と
は
異
な
っ
て
そ
れ
は
新
た
な
“
見
え
る
関
係
性
”

を
発
生
さ
せ
て
し
ま
う
。

　

そ
こ
に
あ
る
も
の
を
「
見
ら
れ
ぬ
」
よ
う
に
す
る
に
は
ど

う
す
れ
ば
よ
い
か
。翌
年
（
一
九
七
一
年
）
に
書
か
れ
た
「〈
放

置
〉
と
い
う
状
況
」
と
題
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
の
中
で
菅
は
こ

う
記
す
。

　

そ
れ
に
は
ま
ず
、芸
術
作
品
を
見
せ
る
一
連
の
示
し
方

で
あ
る
『
置
く
こ
と
』、『
提
示
す
る
こ
と
』
を
や
め
る
べ

き
だ
。
そ
し
て
新
た
に
も
の
を
『
放
置
』
す
る
以
外
に
は

な
い
。
こ
の
『
放
置
』
と
い
う
の
は
、
な
に
も
、
実
際
に
見

え
て
い
る
事
物
を
、こ
れ
み
よ
が
し
に
バ
ラ
ま
い
て
置
く

こ
と
で
も
、い
か
に
も
人
の
目
に
つ
か
な
い
よ
う
に
床
や

地
面
に
放
り
出
し
て
置
く
こ
と
で
も
な
い
。私
が
い
う『
放

置
』
と
は
（
…
…
）
も
の
や
状
況
の
概
念
を
、今
ま
で
の
芸

術
の
体
系
の
外
に
お
こ
う
と
す
る
意
で
あ
る11

。

　

時
と
し
て
も
の
の
雄
弁
さ
は
人
間
の
語
り
口
を
し
の
い

で
、人
の
想
像
力
よ
り
も
も
っ
と
イ
マ
ジ
ナ
テ
ィ
ヴ
に
な

り
や
す
い
の
で
あ
る
か
ら
、最
初
に
も
の
自
体
の
持
つ
イ

マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
を
抜
き
さ
し
な
ら
ぬ
状
態
で
ぶ
ち
壊
さ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
た
。あ
げ
く
の
は
て
に
私

は
、も
の
と
そ
の
状
況
を
放
置
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る11

。

　

李
が
も
の
の
名
称
を
剥
ぎ
取
る
た
め
に
関
係
性
を
ズ
ラ
し

た
の
に
対
し
、
菅
は
放
置
に
よ
っ
て
“
も
の
の
無
名
性
の
状

態
”
を
直
接
的
に
認
識
し
よ
う
と
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ

ろ
う
。出
会
い
の
た
め
の
新
た
な
関
係
性
の
発
生
が
否
定
さ

れ
て
い
な
い
か
ら
に
は
、李
の
初
期
の
作
品
に
し
ば
し
ば
ナ

ン
セ
ン
ス
な
組
み
合
わ
せ
が
見
ら
れ
る
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は

シ
ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
的
な
意
図
的
な
唐
突
さ
の
効
果
と
は
無

縁
で
あ
る
が
）
の
も
、当
然
と
い
え
ば
当
然
で
あ
っ
た
。一
方
、

菅
に
と
っ
て
、
放
置
さ
れ
た
状
況
と
は
、
自
然
と
等
価
な
状

況
（
彼
自
身
の
こ
と
ば
に
よ
る
な
ら
ば
「
自
然
と
い
わ
れ
る
も
の

と
同
種
位
相
の
根
」）
で
あ
り
、
無
名
性
の
ま
ま
に
沈
黙
し
て

い
る
の
で
あ
る
。

内
な
る
近
代
主
義
批
判

　

も
っ
と
も
菅
に
と
っ
て
の
「
見
え
な
い
も
の
」
が
近
代
主

義
的
な
眼
差
し
の
対
象
で
あ
る
こ
と
の
否
定
で
あ
り
、「
放

置
」
が
操
作
の
主
体
と
し
て
の
自
己
と
い
う
近
代
主
義
的
な
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立
脚
点
の
否
定
で
あ
っ
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
、李
の
い
う

「
ズ
ラ
し
」
や
「
見
え
な
い
も
の
が
見
え
て
く
る
」
と
い
う
発

言
と
の
間
に
、字
面
ほ
ど
の
隔
た
り
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。

　

そ
の
意
味
で
は
、両
者
の
思
想
は
七
〇
年
前
後
の
学
園
闘

争
の
性
急
な
る
自
己
否
定
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
と
も
呼
応
す
る
も

の
で
も
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
多
摩
美
術

大
学
で
も
学
生
た
ち
の
手
で
バ
リ
ケ
ー
ド
が
組
ま
れ
先
鋭
な

運
動
が
展
開
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
他
の
作
家
も
含
め
、

も
の
派
の
メ
ン
バ
ー
は
総
じ
て
政
治
に
は
無
関
心
の
い
わ
ゆ

る
ノ
ン
ポ
リ
層
で
あ
り
、そ
の
こ
と
で
闘
争
の
渦
中
の
学
生

た
ち
の
反
発
を
買
っ
て
も
い
た
が
、少
な
く
と
も
近
代
主
義

批
判
の
位
相
に
お
い
て
は
、自
己
の
内
な
る
近
代
を
否
定
せ

よ
と
い
う
学
生
運
動
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
と
同
時
性
を
共
有

し
て
い
た
と
言
い
う
る
よ
う
に
思
う
。

　

事
実
上
は
も
の
派
の
セ
レ
モ
ニ
ー
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
も

い
い
先
の
座
談
会
が
開
か
れ
た
一
九
七
〇
年
は
、高
度
成
長

経
済
を
象
徴
す
る
大
阪
万
博
（
こ
の
会
場
で
関
根
は
《
位
相
─

大
地
》
を
再
制
作
し
て
い
る
）
が
開
催
さ
れ
た
年
で
あ
り
、
ま

た
三
島
由
紀
夫
が
自
ら
が
主
宰
す
る
右
派
組
織
（「
楯
の
会
」）

の
メ
ン
バ
ー
と
東
京
・
市
ヶ
谷
の
自
衛
隊
駐
屯
地
に
乱
入
し
、

天
皇
を
中
心
と
し
た
国
家
樹
立
の
ク
ー
デ
タ
ー
を
呼
び
掛
け

て
割
腹
自
殺
し
た
年
で
も
あ
っ
た
。

　

須
田
国
太
郎
に
と
っ
て
は
あ
く
ま
で
も
外
部
の
模
倣
の
問

題
で
あ
っ
た
文
化
的
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
批
判
が
、も
の
派
で

は
外
部
性
を
解
消
し
て
し
ま
っ
た
近
代
主
義
批
判
と
し
て
捉

え
ら
れ
て
い
る
の
は
、三
十
数
年
と
い
う
時
間
の
経
過
も
さ

る
こ
と
な
が
ら
、こ
う
し
た
状
況
を
受
け
て
の
話
で
あ
る
。

　

あ
え
て
図
式
的
に
い
う
な
ら
ば
、経
済
的
勝
利
に
よ
っ
て

日
本
の
近
代
は
国
際
的
に
も
っ
と
も
成
功
し
た
近
代
と
見
な

さ
れ
て
い
た
ゆ
え
の
逆
説
と
し
て
、も
の
派
の
日
本
の
近
代

批
判
は
近
代
批
判
そ
の
も
の
へ
と
一
般
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た

の
だ
。
コ
ロ
ニ
ア
リ
ズ
ム
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
な
ら
、
そ

の
文
化
的
侵
略
性
が
、被
害
者
で
は
な
く
加
害
者
の
も
の
と

し
て
批
判
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

　

切
花
的
芸
術
批
判
と
い
う
須
田
的
な
不
毛
の
反
省
を
繰
り

返
す
こ
と
な
く
、も
の
派
が
批
判
の
先
の
道
筋
を
思
想
的
な

内
実
に
お
い
て
示
し
え
た
の
は
、前
提
と
な
る
日
本
の
近
代

が
特
殊
視
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。自
ら
の
内
な
る
近

代
と
は
、日
本
の
近
代
で
は
な
く
、近
代
そ
の
も
の
な
の
だ
。

　

彼
ら
は
近
代
主
義
美
術
を
正
面
に
見
据
え
、そ
の
対
立
項

を
た
て
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
て
、純
粋
な
文
化
を
得
る
た

め
に
欧
米
の
影
響
を
引
き
算
し
よ
う
と
し
た
の
で
は
な
い
。

菅
の
い
う
放
置
は
ま
さ
に
「『
放
置
』
さ
れ
ず
に
あ
る
状
況
に

真
っ
こ
う
か
ら
対
峙
し
た
位
置
に
も
の
お
よ
び
そ
の
在
る
状

況
を
移
す
と
い
う
意
味11

」
で
も
あ
っ
た
の
だ
。

　

し
か
し
冒
頭
に
述
べ
た
よ
う
に
、結
果
的
に
は
も
の
派
は

例
外
的
な
ま
で
に
鮮
明
に
日
本
的
、東
ア
ジ
ア
的
な
固
有
性

を
掲
げ
た
運
動
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。な
ぜ
な
ら
対

立
項
と
い
う
問
題
の
設
定
自
体
の
な
か
に
、そ
れ
は
あ
ら
か

じ
め
避
け
が
た
く
刻
印
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
。

　

酒
井
直
樹
が
的
確
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、ア
ジ
ア
人

は
ア
ジ
ア
を
否
定
的
な
前
提
な
し
に
、直
接
的
に
語
る
こ
と

は
で
き
な
い11

。
ア
ジ
ア
と
は
一
つ
の
否
定
、
一
つ
の
抵
抗
そ

の
も
の
で
あ
り
、逆
に
い
え
ば
否
定
や
抵
抗
の
あ
る
と
こ
ろ

に
、
自
ず
と
ア
ジ
ア
は
立
ち
上
が
る
の
で
あ
る
。
そ
の
否
定

や
抵
抗
の
対
象
が
西
洋
か
ら
近
代
主
義
に
入
れ
替
わ
っ
た
と

こ
ろ
で
、
事
態
は
か
わ
ら
な
い
だ
ろ
う
。
お
そ
ら
く
出
自
の

文
化
と
は
そ
う
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。私
た

ち
は
他
の
文
化
へ
の
対
立
項
と
し
て
生
ま
れ
、育
た
ざ
る
を

得
な
い
の
だ
。も
の
派
の
作
家
が
批
判
の
先
の
道
筋
を
語
っ

た
と
き
、
彼
ら
は
紛
れ
も
な
く
日
本
的
、
東
ア
ジ
ア
的
な
芸

術
観
、自
然
観
の
核
心
に
属
す
る
も
の
を
語
っ
て
き
た
の
で

あ
る
。

傾
向
の
異
な
る
も
の
派
の
作
家
た
ち

　

こ
こ
で
少
し
く
傾
向
の
異
な
っ
た
他
の
も
の
派
の
作
家
た

ち
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。榎
倉
康
二
は
東
京
芸
術
大
学
の
油

画
科
の
出
身
で
あ
っ
た
、多
摩
美
術
系
の
作
家
た
ち
と
は
や

や
距
離
を
置
い
た
場
所
に
い
た
。榎
倉
は
彼
ら
の
よ
う
な
も

の
の
リ
テ
ラ
ル
な
状
況
に
は
関
心
が
な
く
、
む
し
ろ
土
、
コ

ン
ク
リ
ー
ト
、油
、布
、フ
ェ
ル
ト
、皮
な
ど
の
素
材
を
即
物

的
に
扱
う
こ
と
で
、
そ
の
物
性
に
視
覚
的
、
触
覚
的
な
強
度

を
も
た
せ
る
と
い
う
方
法
を
取
っ
て
い
る
。

　

彼
の
作
品
に
見
ら
れ
る
油
の
浸
透
や
土
の
ひ
び
割
れ
と

い
っ
た
現
象
は
、自
然
の
状
態
と
い
う
よ
り
も
意
志
的
に
侵

さ
れ
た
領
域
で
あ
り
、
見
る
者
に
は
身
体
的
な
緊
張
感
を

も
っ
て
受
け
取
ら
れ
る
光
景
で
も
あ
る
。一
九
七
一
年
の
パ

リ
青
年
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
で
、榎
倉
は
二
本
の
樹
木
の
間
を
モ

ル
タ
ル
を
塗
っ
た
コ
ン
ク
リ
ー
ト
・
ブ
ロ
ッ
ク
の
壁
で
埋
め

る
と
い
う
作
品
を
制
作
し
た
が
、木
立
の
中
の
空
間
を
遮
蔽

す
る
荒
々
し
い
物
質
を
も
っ
た
壁
は
、や
は
り
環
境
に
介
在

す
る
意
志
を
感
じ
さ
せ
ず
に
は
お
か
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

榎
倉
に
と
っ
て
は
、
物
質
と
の
関
わ
り
は
、
自
己
の
存
在
を

確
認
す
る
た
め
の
行
為
で
あ
り
、あ
る
意
味
で
の
寓
意
性
を

帯
び
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

同
じ
大
学
で
榎
倉
の
後
輩
で
あ
っ
た
高
山
登
の
場
合
に

は
、
さ
ら
に
寓
意
性
が
強
い
。
彼
は
一
貫
し
て
枕
木
を
素
材

に
し
て
い
る
が
、防
腐
剤
の
タ
ー
ル
で
黒
ず
ん
だ
こ
の
不
穏
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な
物
体
は
、
強
く
即
物
的
な
感
触
を
有
す
る
と
同
時
に
、
鉄

道
や
産
業
、さ
ら
に
は
日
本
の
近
代
化
の
課
程
で
の
コ
ロ
ニ

ア
リ
ズ
ム
の
犠
牲
者
と
い
っ
た
コ
ノ
テ
ー
シ
ョ
ン
を
は
ら
ま

ざ
る
を
え
な
い
。枕
木
は
い
わ
ば
媒
体
で
あ
り
な
が
ら
社
会

的
な
記
号
で
も
あ
る
の
だ
。高
山
の
作
品
の
こ
う
し
た
両
義

性
は
も
の
派
の
中
に
あ
っ
て
は
き
わ
め
て
例
外
的
な
も
の
で

あ
る
が
、作
品
が
あ
く
ま
で
も
状
況
の
提
示
で
あ
る
こ
と
や

内
在
化
さ
れ
た
近
代
主
義
批
判
と
い
う
点
で
は
、大
枠
と
し

て
の
時
代
精
神
を
他
の
作
家
と
共
に
し
て
い
た
と
い
う
べ
き

だ
ろ
う
。

　

成
田
克
彦
も
ま
た
も
の
派
の
中
で
は
異
質
の
存
在
だ
が
、

作
家
と
し
て
の
主
体
性
を
可
能
な
か
ぎ
り
削
減
し
、も
の
と

そ
の
状
況
を
直
截
に
提
示
し
よ
う
と
し
た
姿
勢
に
お
い
て

は
、
運
動
の
一
環
と
見
な
さ
れ
て
よ
い
。
彼
の
代
表
的
な
シ

リ
ー
ズ
で
あ
る
《SU

M
I

》
は
、大
き
な
木
塊
を
炭
に
し
た
だ

け
の
作
品
だ
が
、あ
え
て
造
形
的
な
意
図
が
介
入
し
え
な
い

炭
化
現
象
と
い
う
方
法
を
取
る
こ
と
に
よ
っ
て
、寡
黙
だ
が

傲
然
と
し
て
い
る
物
体
と
し
て
の
存
在
感
を
出
現
さ
せ
る
こ

と
に
成
功
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　

＊

　

最
後
に
付
け
加
え
て
お
け
ば
、こ
こ
に
紹
介
し
た
作
家
た

ち
は
、
李
と
小
清
水
を
除
け
ば
、
い
ず
れ
も
美
術
大
学
の
絵

画
化
の
出
身
で
あ
っ
た
。そ
の
こ
と
の
意
味
は
過
大
視
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、制
作
の
概
念
を
一
挙

に
覆
し
え
た
背
景
の
一
つ
に
、彫
刻
的
な
素
材
観
と
は
当
初

か
ら
無
縁
で
あ
っ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
よ
う
に
は
思
う
。

彼
ら
の
前
に
は
、元
よ
り
美
術
の
制
度
を
免
れ
た
物
質
が
こ

ろ
が
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

注１　

須
田
国
太
郎
「
我
油
絵
は
い
ず
こ
に
往
く
か
」『
み
ず
ゑ
』

一
九
四
七
年
一
一
月
号
、
一
九
頁
─
二
一
頁
、
美
術
出
版
社
。

２　

た
と
え
ば
小
清
水
漸
は
、
あ
る
時
期
ま
で
も
の
派
と
呼
ば
れ
る

こ
と
に
抵
抗
感
を
覚
え
て
い
た
と
い
う
。
筆
者
に
よ
る
小
清
水
漸
へ
の

イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
五
日
。

３　

筆
者
に
よ
る
関
根
伸
夫
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
一
一

月
二
三
日
。

４　

李
禹
煥
「
存
在
と
無
を
越
え
て
─
関
根
伸
夫
論
」『
み
ず
ゑ
』

一
九
六
九
年
六
月
号
、
五
二
頁
、
美
術
出
版
社
。

５　

筆
者
に
よ
る
李
禹
煥
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
九
月
五

日
。

６　

李
禹
煥
の
記
憶
に
よ
る
。
同
上
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

７　

筆
者
に
よ
る
小
清
水
漸
へ
の
前
掲
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

８　

李
禹
煥「
出
会
い
を
求
め
て
」『
美
術
手
帳
』一
九
七
〇
年
二
月
号
、

美
術
出
版
社
。
た
だ
し
引
用
は
『
新
版
出
会
い
を
求
め
て
』
二
〇
〇
〇

年
、
美
術
出
版
社
へ
の
採
録
か
ら
。
四
九
頁
。

９　

同
上
書
、
五
六
頁
。

10　

同
上
書
、
五
七
頁
。

11　

同
上
書
、
六
六
─
六
七
頁
。

12　

同
上
書
、
六
七
頁
。

13　

筆
者
に
よ
る
小
清
水
漸
へ
の
前
掲
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
。

14　

李
禹
煥
、
前
掲
『
新
版　

出
会
い
を
求
め
て
』、
六
八
頁
。

15　
「〈
も
の
〉
が
ひ
ら
く
新
し
い
世
界
」『
美
術
手
帳
』
一
九
七
〇
年

二
月
号
、
美
術
出
版
社
。

16　

筆
者
に
よ
る
菅
木
志
雄
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇

月
二
〇
日
。

17　

菅
木
志
雄
「
状
態
を
超
え
て
在
る
」『
美
術
手
帳
』
一
九
七
〇
年

二
月
号
、
二
九
頁
、
美
術
出
版
社
。

18　

同
上
書
、
二
九
頁
。

19　

同
上
書
、
二
九
頁
。

20　

菅
木
志
雄
、「〈
放
置
〉
と
い
う
状
況
」『
美
術
手
帳
』
一
九
七
一

年
七
月
号
、
一
四
五
頁
、
美
術
出
版
社
。

21　

同
上
書
、
一
四
七
頁
。

22　

同
上
書
、
一
四
五
頁
。

23　

酒
井
直
樹
「
誰
が
『
ア
ジ
ア
人
な
の
か
』」『
世
界
』
二
〇
〇
一
年

一
月
号
、
二
三
六
頁
、
岩
波
書
店
。

第一章　芸術部会「もの派とモノ学――ものからモノへ」

芸術部会　2010 年１月16日　
左から、大西宏志、近藤髙弘、山本豊津、建畠晢、小清水漸、関根伸夫、イーデン・コーキル、稲賀繁美、鎌田東二の各氏

（写真：奥井遼）
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企
画
責
任
者　

鎌
田
東
二
（
京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究

セ
ン
タ
ー
教
授
）

O
rganizer: Prof. T

oji K
A

M
A

T
A

 (K
okoro Research 

Centre, K
yoto U

niversity)

日
時　

二
〇
一
〇
年
一
月
二
三
日
（
土
）
一
三
時
〜
一
八
時

場
所　

京
都
大
学
稲
盛
財
団
記
念
館　

三
階
大
会
議
室

企
画
趣
旨　

　

日
本
語
の
「
も
の
」
も
「
こ
と
」
も
と
も
に
た
い
へ
ん
多
義

的
な
意
味
内
容
を
包
含
し
て
い
る
。「
も
の
」は
単
な
る「
物
」

で
は
な
く
、そ
の
対
極
と
も
思
え
る
「
霊モ

ノ

」
で
も
あ
り
、「
者
」

で
も
あ
る
。も
の
づ
く
り
、も
の
の
け
、も
の
ぐ
る
い
、も
の

い
み
、も
の
が
た
りetc.

…
…
。

　

そ
の
よ
う
な
「
物
」
と
「
霊モ

ノ

」
と
「
者
」
が
、「
こ
と
」
や
「
わ

ざ
」
と
不
可
分
に
つ
な
が
る
回
路
を
具
体
的
に
考
察
す
る
切

り
口
な
い
し
事
例
と
し
て
、「
琴
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し

た
。「
琴
」
は
ど
の
よ
う
な
力
を
持
ち
、「
言
」
や
「
事
」
と
関

係
す
る
の
か
？　

古
代
日
本
で
「
琴
」
の
こ
と
を
特
別
に

「
神み

琴こ
と

」
と
呼
ん
だ
の
は
な
ぜ
か
？　
「
琴
」
が
ト
ラ
ン
ス
や

超
越
を
引
き
出
す
呪
具
で
あ
り
楽
器
で
あ
る
こ
と
は
何
を
意

味
し
て
い
る
の
か
？　
「
琴
」
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
ど
の

よ
う
に
関
係
す
る
の
か
？

　
「
琴
」
は
、日
本
で
も
ヘ
ブ
ラ
イ
で
も
ギ
リ
シ
ャ
で
も
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
で
も
、
神
託
＝
神
の
「
言
」
葉
を
請
う
楽
器
と
し

て
使
用
さ
れ
て
き
た
。日
本
で
最
初
に
短
歌
を
詠
ん
だ
ス
サ

ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
や
大
国
主
神
は
「
天あ

め
の
の
り
こ
と

詔
琴
」
を
所
有
し
て
い

た
し
、イ
ス
ラ
エ
ル
の
ダ
ビ
デ
や
ギ
リ
シ
ャ
の
オ
ル
フ
ェ
ウ

ス
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
ケ
ル
ト
の
ダ
グ
ダ
や
ル
グ
も
み
な
竪

琴
の
名
手
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
、「
琴
」
の
神
聖
「
言
」
性
や
、
不
思
議
な
現

象
を
引
き
起
こ
す
「
事
」
性
を
、
今
回
は
と
く
に
日
本
と
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
の
神
話
と
儀
礼
、そ
し
て
近
代
の
神
道
系
新
宗

教
の
大
本
で
用
い
ら
れ
る
独
自
の「
琴
」す
な
わ
ち「
八
雲
琴
」

に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
現
象
を
通

し
て
現
れ
る
「
も
の
」
と
「
こ
と
」
の
関
係
と
諸
相
を
、イ
ギ

リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
韓
国
か
ら
の
ゲ
ス
ト
・
ス
ピ
ー
カ
ー
を

招
い
て
と
も
に
じ
っ
く
り
と
探
っ
て
み
た
い
。

　

そ
し
て
、
ゲ
ス
ト
・
ス
ピ
ー
カ
ー
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ロ
ウ

氏
自
ら
の
演
奏
に
よ
る
「
八
雲
琴
」
の
音
色
に
耳
を
傾
け
て

み
た
い
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

琴
、言
葉
、モ
ノ
、ワ
ザ
、神
話
、大
本
、シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム

K
ey W

ords: koto; harp; language; m
ono; w

aza; 
m

yth; O
m

oto; sham
anism

プ
ロ
グ
ラ
ム

基
調
報
告
１　
「
日
本
神
話
に
お
け
る
琴
と
言
霊
と
シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム
」

鎌
田
東
二
（
京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
、

宗
教
哲
学
）

基
調
報
告
２　
「
大
本
と
八
雲
琴
に
つ
い
て
」

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ロ
ウ
（
ロ
ン
ド
ン
大
学Ph.D

、民
族
音
楽
学
）

基
調
報
告
３　
「
大
本
教
の
宗
教
実
践
に
お
け
る
シ
ャ
ー
マ

ニ
ズ
ム
と
芸
術
─
─
変
革
し
て
い
く
世
直
し
思
想
」

ジ
ャ
ン=

ピ
エ
ー
ル
・
ベ
ル
ト
ン
（
フ
ラ
ン
ス
国
立
科
学
研

究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
、社
会
人
類
学
）

基
調
報
告
４　
「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
神
話
に
お
け
る
竪
琴
と

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」

辺
見
葉
子
（
慶
應
義
塾
大
学
准
教
授
、ケ
ル
ト
神
話
学
）

指
定
討
論
者
１　
「
韓
国
に
お
け
る
琴
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」

金
時
徳
（
韓
国
国
立
博
物
館
学
芸
員
）

指
定
討
論
者
２　
「
ケ
ル
ト
の
詩
と
日
本
の
詩
─
─
シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
な
ご
り
」

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ギ
ル
（
Ｂ
Ｂ
Ｃ
ラ
ジ
オ
放
送

作
家
・
俳
句
・
生
け
石
）

指
定
討
論
者
３　
「
大
本
教
と
モ
ノ
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」

島
薗
進
（
東
京
大
学
教
授
・
宗
教
学
）

総
合
討
論

司
会　

鎌
田
東
二

第二章

宗教部会 ◆ モノと琴とシャーマニズム
──モノ学の宗教的次元の一事例として

モノ学・感覚価値シンポジウムと「物からモノへ」展覧会第 1 部
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日
本
語
の
「
も
の
」
も
「
こ
と
」
も
と
も
に
た
い
へ
ん
多
義

的
な
意
味
内
容
を
包
含
し
て
い
る
。「
も
の
」は
単
な
る「
物
」

で
は
な
く
、そ
の
対
極
と
も
思
え
る
「
霊モ

ノ

」
で
も
あ
り
、「
者
」

で
も
あ
る
。も
の
づ
く
り
、も
の
の
け
、も
の
ぐ
る
い
、も
の

い
み
、も
の
が
た
りetc.

…
…
。

　

そ
の
よ
う
な
「
物
」
と
「
霊モ

ノ

」
と
「
者
」
が
、「
こ
と
」
や
「
わ

ざ
」
と
不
可
分
に
つ
な
が
る
回
路
を
具
体
的
に
考
察
す
る
切

り
口
な
い
し
事
例
と
し
て
、「
琴
」
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
し

た
。「
琴
」
は
ど
の
よ
う
な
力
を
持
ち
、「
言
」
や
「
事
」
と
関

係
す
る
の
か
？　

古
代
日
本
で
「
琴
」
の
こ
と
を
特
別
に

「
神み

琴こ
と

」
と
呼
ん
だ
の
は
な
ぜ
か
？　
「
琴
」
が
ト
ラ
ン
ス
や

超
越
を
引
き
出
す
呪
具
で
あ
り
楽
器
で
あ
る
こ
と
は
何
を
意

味
し
て
い
る
の
か
？　
「
琴
」
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
ど
の

よ
う
に
関
係
す
る
の
か
？

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム「
モ
ノ
と
琴
と
シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム
─
─
モ
ノ
学
の
宗
教
的
次
元
の

一
事
例
と
し
て
」企
画
趣
旨

1

　
「
琴
」
は
、日
本
で
も
ヘ
ブ
ラ
イ
で
も
ギ
リ
シ
ャ
で
も
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
で
も
、
神
託
＝
神
の
「
言
」
葉
を
請
う
楽
器
と
し

て
使
用
さ
れ
て
き
た
。日
本
で
最
初
に
短
歌
を
詠
ん
だ
ス
サ

ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
や
大
国
主
神
は
「
天あ

め
の
の
り
こ
と

詔
琴
」
を
所
有
し
て
い

た
し
、イ
ス
ラ
エ
ル
の
ダ
ビ
デ
や
ギ
リ
シ
ャ
の
オ
ル
フ
ェ
ウ

ス
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
・
ケ
ル
ト
の
ダ
グ
ダ
や
ル
グ
も
み
な
竪

琴
の
名
手
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
よ
う
な
、「
琴
」
の
神
聖
「
言
」
性
や
、
不
思
議
な
現

象
を
引
き
起
こ
す
「
事
」
性
を
、
今
回
は
と
く
に
日
本
と
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
の
神
話
と
儀
礼
、そ
し
て
近
代
の
神
道
系
新
宗

教
の
大
本
で
用
い
ら
れ
る
独
自
の「
琴
」す
な
わ
ち「
八
雲
琴
」

に
焦
点
を
当
て
な
が
ら
、シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
な
現
象
を
通

し
て
現
れ
る
「
も
の
」
と
「
こ
と
」
の
関
係
と
諸
相
を
、イ
ギ

リ
ス
、
フ
ラ
ン
ス
、
韓
国
か
ら
の
ゲ
ス
ト
・
ス
ピ
ー
カ
ー
を

招
い
て
と
も
に
じ
っ
く
り
と
探
っ
て
み
た
い
。

　

そ
し
て
、
ゲ
ス
ト
・
ス
ピ
ー
カ
ー
の
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ロ
ウ

氏
自
ら
の
演
奏
に
よ
る
「
八
雲
琴
」
の
音
色
に
耳
を
傾
け
て

み
た
い
。

　

古
語
の
「
ワ
ザ
ヲ
ギ
」
と
は
、魂
を
招
く
作
法
で
あ
る
。そ

の
「
ワ
ザ
ヲ
ギ
」
の
一
種
の
言
語
精
霊
を
呼
び
出
す
技
法
と

し
て
、琴
弾
の
ワ
ザ
が
あ
っ
た
。つ
ま
り
、神
聖
言
語
＝
神
託
・

託
宣
を
引
き
出
す
（
弾
き
出
す
）
モ
ノ
と
し
て
琴
が
用
い
ら

れ
、「
言
」（
観
念
あ
る
い
は
こ
こ
ろ
）と「
事
」（
現
実
）と
は「
琴
」

弾
き
の
ワ
ザ
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
で
あ

る
。

　

そ
の
関
係
性
を
表
現
し
た
伝
承
が
神
功
皇
后
の
神
懸
り

（『
日
本
書
紀
』
で
は
「
帰
神
」）
の
く
だ
り
で
あ
る
。
神
功
皇
后

は
夫
の
仲
哀
天
皇
の
弾
く
琴
の
音
に
導
か
れ
て
ト
ラ
ン
ス
状

態
に
入
り
、神
懸
り
し
、託
宣
を
述
べ
る
（『
日
本
書
紀
』
で
は

武
内
宿
禰
が
琴
弾
と
な
る
。）
そ
の
託
宣
を
建
内
宿
禰
（
武
内
宿

禰
）
が
「
サ
ニ
ハ
」（『
古
事
記
』
で
は
「
沙
庭
」、『
日
本
書
紀
』
で

は
「
審
神
者
」）
し
、
神
託
の
真
偽
判
断
と
価
値
判
断
を
行
っ

た
。そ
の
神
懸
り
の
儀
礼
に
お
い
て
、「
琴
」
は
神
託
と
い
う

発
表
要
旨

2

第
二
章

宗
教
部
会	

◆	

モ
ノ
と
琴
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
─
─
モ
ノ
学
の
宗
教
的
次
元
の
一
事
例
と
し
て

日
本
神
話
に
お
け
る
琴
と
言
霊
と

シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

鎌
田
東
二	

京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授

モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
展
覧
会	
第
１
部	

第二章　宗教部会「モノと琴とシャーマニズム──モノ学の宗教的次元の一事例として」
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「
言
」
す
な
わ
ち
神
聖
言
語
を
降
ろ
す
た
め
の
媒
体
楽
器
と

し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、「
言
」（
観
念
世
界
）
は

「
琴
」（
媒
体
）
に
よ
っ
て
「
事
」（
現
実
世
界
）
に
連
動
す
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、琴
弾
と
い
う
楽
器
演
奏
と
神
懸
り
は
き
わ

め
て
重
要
な
聖
な
る
ワ
ザ
＝
「
ワ
ザ
ヲ
ギ
」
と
な
る
の
で
あ

る
。

　

こ
う
し
て
み
る
と
、『
古
事
記
』
の
中
で
、日
本
の
和
歌
の

濫
觴
と
さ
れ
る
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
が
聖
な
る
琴
の
原
所
有

者
で
あ
る
と
い
う
伝
承
が
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
た
い
へ

ん
深
い
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
根
の
国
（
音
の

国
か
？
）
の
主
で
あ
る
ス
サ
ノ
ヲ
は
、
自
身
の
神
力
を
象
徴

す
る
三
つ
の
神
聖
道
具
を
持
っ
て
い
る
。
①
生
太
刀
、
②
生

弓
矢
、そ
し
て
、③
天
詔
琴
の
三
つ
で
あ
る
。

　

刀
と
弓
矢
の
二
つ
は
、ス
サ
ノ
ヲ
の
武
の
力
を
象
徴
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
琴
は
ス
サ
ノ
ヲ
の
歌
の
力
、
言
葉
の
力
を

象
徴
す
る
。
文
武
で
言
え
ば
、「
文
」
を
象
徴
す
る
の
が
、
天

詔
琴
で
あ
る
。刀
と
弓
矢
と
い
う
武
力
＝
男
性
性
と
琴
と
い

う
文
化
力
＝
女
性
性
の
両
方
を
ス
サ
ノ
ヲ
は
所
有
し
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
天
詔
琴
は
、
そ

の
名
の
と
お
り
、「
天
の
言
葉
を
詔
る
こ
と
を
導
く
琴
」
を
意

味
す
る
。言
霊
の
誘
発
剤
が
琴
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
天
詔
琴
は
も
と
も
と
ス
サ
ノ
ヲ
の
所
有
で
あ
っ
た

が
、
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
の
神
に
委
譲
さ
れ
、
そ
の
神
聖
楽
器
の
委

譲
に
際
し
て
、
ス
サ
ノ
ヲ
は
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
に
こ
れ
よ
り
「
大

国
主
神
」
と
名
乗
れ
と
命
名
し
祝
福
を
与
え
て
い
る
。
オ
ホ

ナ
ム
ヂ
＝
大
国
主
神
は
、ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
の
神
性
と
神

力
を
象
徴
す
る
①
生
太
刀
、
②
生
弓
矢
、
③
天
詔
琴
と
い
う

三
種
の
神
器
を
継
承
し
、ス
サ
ノ
ヲ
の
娘
の
ス
セ
リ
ヒ
メ
を

正
妻
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、ス
サ
ノ
ヲ
の
威
力
を
継
承
し

た
正
当
な
後
継
者
と
認
定
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。（
鎌
田
東
二

編
著『
モ
ノ
学
の
冒
険
』所
収
論
文
よ
り
、創
元
社
、二
〇
〇
九
年
）

　

そ
れ
ぞ
れ
固
有
の
民
族
言
語
に
は
そ
こ
に
特
有
の
「
根
源

語
」
が
存
在
す
る
。こ
の
「
根
源
語
」
と
は
、固
有
の
言
語
体

系
な
い
し
言
語
文
化
に
と
っ
て
、一
語
彙
と
し
て
き
わ
め
て

使
用
頻
度
が
高
い
上
に
、文
法
的
（
統
辞
論
的
）
に
も
概
念
的

（
意
味
論
的
）
に
も
核
（
芯
）
に
な
る
語
で
あ
り
、日
本
語
に
お

け
る
「
根
源
語
」
は
「
モ
ノ
」（
物
）
と
「
コ
ト
」（
事
）
で
あ
る
。

　

そ
れ
は
「
物
事
」
と
熟
語
化
さ
れ
る
こ
と
で
、
世
界
の
す

べ
て
の
現
象
を
包
含
的
に
指
示
す
る
と
同
時
に
、「
モ
ノ
」
は

物
体
と
し
て
の
現
象
の
側
面
を
、「
コ
ト
」
は
運
動
と
し
て
の

現
象
の
側
面
を
分
割
的
に
指
示
し
て
い
る
。こ
れ
を
言
い
換

え
る
と
、
現
象
の
粒
子
性
と
波
動
性
と
も
、
主
語
性
と
述
語

性
と
も
、
体
と
用
と
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ

れ
を
ま
と
め
て
お
く
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

モ
ノ
（
物
）

コ
ト
（
事
）

物
体

運
動

粒
子
性

波
動
性

主
語
性

述
語
性

体

用

　

世
界
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
モ
ノ
」
と
「
コ
ト
」
で
覆
わ
れ
て
い

る
。そ
の
世
界
を
記
述
し
、表
現
す
る
た
め
の
根
源
語
が
「
モ

ノ
」
と
「
コ
ト
」
に
な
る
の
だ
が
、そ
の
「
モ
ノ
」
に
「
物
・
者
・

霊
」
な
ど
の
漢
字
を
当
て
る
こ
と
は
す
で
に
繰
り
返
し
指
摘

し
て
き
た
。
つ
ま
り
、
物
質
性
か
ら
人
格
性
を
経
て
霊
性
に

至
る
ま
で
の
全
域
を
カ
バ
ー
し
て
い
る
の
が
「
モ
ノ
」
と
い

「
根
源
語
」と
し
て
の「
も
の
」と「
こ
と
」

3

う
「
根
源
語
」
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
「
モ
ノ
」
に
対
し
て
、「
コ
ト
」
に
は
「
事
・
言
・
殊
」

な
ど
の
漢
字
が
当
て
ら
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
言
葉
と
事

柄
と
特
殊
な
現
象
の
す
べ
て
が
「
コ
ト
」
の
一
語
で
言
い
尽

く
さ
れ
る
。

　

精
神
医
学
者
の
木
村
敏
氏
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）
は
、
と

く
に
女
性
が
用
い
る
口
語
表
現
の
語
尾
に「
も
の
」や「
こ
と
」

が
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
た
と
え
ば
、

「
も
の
」
の
語
尾
表
現
例
と
し
て
次
の
よ
う
な
事
例
が
挙
げ

ら
れ
る
。

　
「
わ
た
し
、
あ
な
た
の
こ
と
が
、
と
っ
て
も
、
す
き
な
の
で

す
も
の
！
」

　

そ
れ
に
対
し
て
、「
こ
と
」
の
語
尾
表
現
例
と
し
て
次
の
よ

う
な
事
例
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
ま
あ
、
ハ
ワ
イ
に
旅
行
で
き
る
な
ん
て
、
な
ん
て
、
う
ら

や
ま
し
い
こ
と
！
」

　

こ
の
よ
う
な
「
も
の
」
や
「
こ
と
」
を
語
尾
に
置
く
と
い
う

表
現
事
例
は
、世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な
現
象
と
事
態
を
す
べ
て

「
も
の
」
や
「
こ
と
」
の
中
に
包
含
す
る
と
い
う
こ
と
の
表
れ

と
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
も
の
」
と
「
こ
と
」
と
い
う
語
が
ど
れ
ほ

ど
重
要
な
役
割
を
担
わ
さ
れ
た
「
根
源
語
」
で
あ
る
か
の
一

端
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
加
え
て
、

こ
こ
で
は
、「
琴
」と
い
う
漢
字
も
、「
こ
と
」と
い
う「
根
源
語
」

の
含
意
の
中
に
加
え
ら
れ
う
る
か
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、

日
本
神
話
や
儀
礼
に
お
け
る「
琴
」を
め
ぐ
る
具
体
的
な
（
殊

的
）
事
例
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。
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さ
て
、「
琴
」
は
「
こ
と
」
と
い
う
語
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

は
楽
器
と
い
う
物
体
性
を
持
っ
た
「
も
の
」
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、「
も
の
＝
物
」
と
し
て
の
「
琴
」
か
ら
神
の
「
こ
と

（
言
）」
葉
（
神
託
・
神
言
）
を
引
き
出
す
（
弾
き
出
す
）「
ワ
ザ
ヲ

ギ
」
が
琴
の
使
用
に
認
め
ら
れ
る
と
い
う
、
少
し
複
雑
な
事

態
が
あ
る
。先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、古
語
の
「
ワ
ザ
ヲ
ギ
」

と
は
、“
魂
を
招
く
作
法
”
で
あ
り
、
そ
の
「
ワ
ザ
ヲ
ギ
」
の

一
種
の
言
語
精
霊
を
呼
び
出
す
技
法
と
し
て
琴
弾
の
ワ
ザ
が

あ
り
、そ
れ
は
ス
サ
ノ
ヲ
ノ
ミ
コ
ト
、大
国
主
神
、仲
哀
天
皇
、

建
内
宿
禰
（『
日
本
書
紀
』
で
は
武
内
宿
禰
）
な
ど
、
す
べ
て
男

性
が
弾
く
形
で
表
現
さ
れ
て
い
る
。埴
輪
の
中
に
見
ら
れ
る

「
琴
弾
埴
輪
」
像
も
男
性
で
あ
る
。

　

こ
こ
に
お
い
て
、男
性
が
「
琴
」
を
弾
き
、女
性
が
神
懸
り

に
な
っ
て
神
の
言
葉
（
神
託
）
を
詔
り
聞
か
せ
る
と
い
う
役

割
分
担
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。つ
ま
り
、「
琴
」
と
い

う「
モ
ノ
」は
、「
神
懸
り
」と
い
う
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
誘
導
し
、

「
神
託
」
と
い
う
「
コ
ト
」
を
引
き
出
す
呪
術
的
な
楽
器
な
の

で
あ
る
。

　
「
琴
」
は
ま
ず
第
一
義
的
に
神
の
言
葉
を
引
き
出
す
聖
呪

具
で
あ
り
、第
二
に
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
祭
祀
権
の
象
徴
の
具

た
り
得
た
が
、第
三
に
そ
れ
は
現
実
世
界
に
お
い
て
は
恋
の

相
手
た
る
女
性
を
感
動
さ
せ
る
口
説
き
の
楽
器
と
な
っ
た
。

　

前
掲
『
モ
ノ
学
の
冒
険
』
所
収
の
拙
論
で
も
述
べ
た
こ
と

で
あ
る
が
、出
雲
神
話
に
は
「
琴
」
に
関
わ
る
伝
承
が
多
く
、

『
出
雲
国
風
土
記
』に
は
、「
琴
引
山
」の
山
頂
の
洞
窟
の
中
に
、

長
さ
七
尺
、
広
さ
三
尺
、
厚
さ
一
尺
五
寸
の
巨
大
な
石
造
物

日
本
の
琴
の
神
話
資
料

「
モ
ノ
」─「
ワ
ザ
」─「
コ
ト
」の
連
関
か
ら

4

の
琴
が
あ
っ
て
、「
天
の
下
造
ら
し
し
大
神
」
す
な
わ
ち
大
国

主
神
の
「
御
琴
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
と
記
載
さ
れ
、『
播
磨
国

風
土
記
』に
も「
琴
坂
」と
い
う
地
名
伝
承
が
記
さ
れ
て
い
て
、

そ
こ
に
は
、「
出
雲
人
」
が
土
地
の
女
性
に
恋
心
を
訴
え
か
け

る
際
に
「
琴
を
弾
き
て
」
聞
か
せ
た
の
で
こ
の
地
を
「
琴
坂
」

と
名
づ
け
る
に
至
っ
た
と
あ
り
、
ま
た
、
同
風
土
記
の
別
の

箇
所
で
は
、オ
ホ
ナ
ム
ヂ
の
所
有
し
て
い
た
琴
が
落
ち
た
と

こ
ろ
を
「
琴
神
丘
」
と
名
づ
け
た
と
い
う
伝
承
が
記
載
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
、『
常
陸
国
風
土
記
』
に
は
、「
天
之
鳥
琴
、
天

之
鳥
笙
、
杵
島
曲
を
唱
ひ
、
七
日
七
夜
遊
楽
歌
舞
す
」
と
い

う
記
録
が
見
え
る
。こ
の
「
遊
楽
歌
舞
」
に
用
い
ら
れ
た
「
天

之
鳥
琴
」
と
い
う
楽
器
の
こ
と
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い

伝
承
で
あ
る
。「
鳥
」
の
名
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、そ

れ
が
天
に
も
誘
導
す
る
こ
と
の
で
き
る
ト
ラ
ン
ス
技
術
を
具

現
化
す
る
楽
器
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
名
称
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　

こ
の
オ
ホ
ナ
ム
ヂ
の
神
（
ヤ
チ
ホ
コ
の
神
）
と
琴
と
の
関
係

に
つ
い
て
は
、
も
う
一
つ
謎
め
い
た
伝
承
が
あ
る
。
オ
ホ
ナ

ム
ヂ
と
そ
の
妃
の
ヌ
ナ
カ
ハ
ヒ
メ
と
正
妻
ス
セ
リ
ヒ
メ
と
の

間
に
取
り
交
さ
れ
た
歌
謡
四
首
の
う
ち
三
首
ま
で
、最
後
が
、

「
許・

登・

能　

加
多
理
碁
登
母　

許
遠
婆
（
こ
と
の　

か
た
り
ご

と
も　

こ
お
ば
）」
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
伝
承
で
あ
る
。
こ

の
「
こ
と
」
が
、「
言
」
で
あ
り
「
琴
」
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
が
と
く
に
「
神か

む

語が
た
り

」
と
呼
ば
れ
て
い

る
点
も
見
逃
せ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
こ
と
の　

か
た
り

ご
と
も　

こ
お
ば
」
と
い
う
終
句
を
持
つ
「
天あ

ま

語が
た
り

歌う
た

」
と
呼

ば
れ
る
同
形
式
の
歌
謡
が
、雄
略
天
皇
の
歌
と
し
て
伝
わ
っ

て
い
る
点
も
重
要
で
あ
る
。つ
ま
り
、「
神
語
」
と
「
天
語
歌
」

は
と
も
に
「
琴
」
に
よ
っ
て
降
ろ
さ
れ
て
き
た
神
託
源
と
の

名
残
を
持
つ
神
聖
言
語
で
は
な
い
か
と
推
測
さ
れ
る
の
で
あ

る
。

　
『
万
葉
集
』
の
劈
頭
が
雄
略
天
皇
の
歌
で
飾
ら
れ
て
い
る

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。巻
一
の
第
一
番
歌
は
、

籠
も
よ　

み
籠
持
ち　

ふ
ぐ
し
も
よ　

み
ぶ
く
し
持
ち

　

此
の
岳
に　

菜
摘
ま
す
児　

家
聞
か
な　

告
ら
さ
ね

　

そ
ら
み
つ　

大
和
の
国
は　

お
し
な
べ
て　

わ
れ
こ

そ
居
れ　

し
き
な
べ
て　

わ
れ
こ
そ
座
せ　

我
こ
そ
は

　

告
ら
め　

家
を
も
名
を
も

と
い
う
長
歌
で
あ
る
。こ
れ
は
大
和
の
三
輪
山
の
麓
の
野
辺

で
春
の
神
事
に
供
え
る
菜
を
摘
む
巫
女
に
神
（
こ
の
場
合
は

雄
略
天
皇
）
が
自
ら
を
宣
旨
す
る
神
託
現
象
に
基
づ
い
て
生

ま
れ
て
き
た
伝
承
で
は
な
い
か
と
わ
た
し
は
考
え
て
い
る
。

　

雄
略
天
皇
は
そ
の
天
皇
号
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、武
勇
に

優
れ
た
天
皇
と
さ
れ
る
が
、ス
サ
ノ
ヲ
や
ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
と

同
様
、た
い
へ
ん
歌
に
も
優
れ
た
天
皇
で
も
あ
る
。『
古
事
記
』

下
巻
に
は
、雄
略
天
皇
が
「
御
琴
」
を
弾
い
て
「
嬢
子
」
に
舞

を
舞
わ
せ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、そ
の
際
の

雄
略
天
皇
の
歌
が
次
の
よ
う
な
意
味
深
長
な
歌
で
あ
る
。

呉
床
居
の　

神
の
御
手
も
ち　

弾
く
琴
に　

舞
す
る
女

常
世
に
も
が
も

　
「
神
の
御
手
も
ち
弾
く
琴
」
と
は
、琴
を
弾
く
雄
略
天
皇
の

自
己
形
容
の
修
辞
で
あ
る
。そ
の
琴
に
合
わ
せ
て
舞
う
乙
女

の
姿
が
「
常
世
」
に
も
見
紛
う
神
聖
な
る
美
し
さ
で
あ
る
と

い
う
。

　

こ
れ
ら
の
記
紀
神
話
や
風
土
記
の
伝
承
の
検
討
を
通
し

て
、「
琴
」
が
神
聖
な
る
「
事
─
言
」
を
引
き
出
す
「
ワ
ザ
」
で
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あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
と
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。要
約
す
れ

ば
、
神
懸
り
儀
礼
に
お
い
て
、「
琴
」
は
神
託
と
い
う
「
言
」、

す
な
わ
ち
神
聖
言
語
を
降
ろ
す
た
め
の
媒
体
楽
器
で
あ
り
、

「
言
」（
観
念
世
界
）
は
「
琴
」
と
い
う
聖
媒
体
に
よ
っ
て
「
事
」

（
現
実
世
界
）
に
連
動
し
、
こ
こ
に
お
い
て
、
琴
弾
と
い
う
楽

器
演
奏
と
神
懸
り
は
き
わ
め
て
重
要
な
聖
な
る
ワ
ザ
＝
「
ワ

ザ
ヲ
ギ
」
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
次
に
、『
宇
津
保
物
語
』
の
琴
の
伝
承
を
見
て
み
る
こ

と
に
し
よ
う
。な
ぜ
か
と
い
う
と
、こ
の
『
宇
津
保
物
語
』
が

琴
を
め
ぐ
る
伝
記
物
語
だ
か
ら
で
あ
る
。日
本
文
学
の
歴
史

の
中
で
こ
の
『
宇
津
保
物
語
』
の
位
置
は
も
っ
と
注
目
さ
れ

て
い
い
も
の
で
あ
る
。日
本
の
最
初
の
長
編
物
語
で
あ
る
と

い
う
こ
と
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
こ
れ
が
『
源
氏
物
語
』
に

『
宇
津
保
物
語
』の
琴

5

多
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
事
実
で

あ
る
。

　

こ
の
物
語
に
は
、
琴
の
名
手
が
登
場
す
る
。
そ
し
て
琴
の

音
の
神
聖
さ
が
繰
り
返
し
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。物
語
の
概

要
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　

─
─
清
原
俊
蔭
が
遣
唐
使
と
し
て
派
遣
さ
れ
、海
を
渡
っ

て
い
る
途
中
に
し
け
に
遭
遇
し
て
難
破
し
、艱
難
辛
苦
の
遍

歴
の
後
に
終
に
波
斯
国
に
辿
り
着
く
。
そ
こ
で
、
か
の
地
の

仙
人
か
ら
琴
の
名
器
と
秘
曲
の
技
を
伝
え
ら
れ
、二
三
年
後

図 1　『宇津保物語』（奈良絵本、京都大学附属図書館所蔵）



● 019

に
日
本
に
帰
り
着
く
。
こ
の
清
原
俊
蔭
の
娘
が
、
時
の
太
政

大
臣
の
子
・
藤
原
兼
雅
と
の
間
に
子
ど
も
を
も
う
け
、
藤
原

仲
忠
と
名
づ
け
ら
れ
た
。
こ
の
俊
蔭
の
娘
は
、
北
山
の
木
の

洞
穴
す
な
わ
ち
「
う
つ
ぼ
」
の
中
で
子
ど
も
を
育
て
、
秘
琴

の
技
を
伝
え
た
。長
じ
て
、藤
原
仲
忠
は
女
一
宮
と
結
ば
れ
、

娘
の
犬
宮
を
も
う
け
た
が
、こ
の
犬
宮
に
も
琴
の
秘
技
が
伝

え
ら
れ
、犬
宮
は
二
人
の
上
皇
す
な
わ
ち
嵯
峨
院
と
朱
雀
院

の
前
で
秘
琴
を
披
露
す
る
。

　

要
す
る
に
、祖
父
（
清
原
俊
蔭
）・
母
（
俊
蔭
の
娘
）・
子
（
藤

原
仲
忠
）・
娘
（
犬
宮
）
と
い
う
四
代
に
わ
た
る
琴
の
秘
曲
・

秘
技
の
伝
授
の
物
語
な
の
で
あ
る
。

　

さ
て
こ
の
『
宇
津
保
物
語
』
の
奈
良
絵
本
の
中
で
、
北
山

の
木
の
ほ
ら
穴
の
中
に
母
と
二
人
で
住
む
幼
少
期
の
藤
原
仲

忠
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
。母
よ
り
琴
を
習
っ
て
い
る
の
だ

が
、そ
の
仲
忠
の
左
下
に
は
洞
穴
の
中
で
琴
を
習
い
弾
い
て

い
る
仲
忠
の
様
子
を
覗
き
見
て
い
る
二
匹
の
猿
が
描
か
れ
て

い
る
。猿
た
ち
は
仲
忠
の
奏
で
る
琴
の
音
に
魅
了
さ
れ
て
い

る
の
か
、一
匹
の
猿
は
興
味
津
々
の
面
持
ち
で
中
を
覗
き
見
、

も
う
一
匹
の
猿
は
仲
間
の
ほ
か
の
猿
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
よ

う
と
し
て
か
、別
の
方
向
を
振
り
返
り
見
て
い
る
。

　

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
琴
の
秘
技
が
中
心
と
な
る
よ
う
な
長
編

物
語
が
わ
が
国
最
初
期
の
物
語
と
し
て
書
か
れ
た
の
だ
ろ
う

か
。
そ
こ
に
は
、
儒
教
的
な
礼
楽
の
道
や
忠
孝
道
徳
を
物
語

的
に
表
現
す
る
と
い
う
意
図
も
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
が
、

そ
れ
以
上
に
、儒
教
伝
来
以
前
か
ら
わ
が
国
で
は
楽
器
の
中

で
も
琴
が
特
別
に
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
ろ

う
。
確
か
に
、
琴
は
中
国
の
伝
統
に
お
い
て
も
君
子
の
楽
器

で
あ
っ
た
。し
か
し
、同
時
に
、古
代
日
本
に
お
い
て
も
、独

自
の
神
話
・
儀
礼
的
文
脈
に
お
い
て
、
琴
は
も
っ
と
も
神
聖

な
聖
呪
具
楽
器
で
あ
っ
た
。そ
れ
は
天
上
世
界
の
妙
な
る
聖

音
を
こ
の
世
に
も
た
ら
す
秘
儀
楽
器
で
あ
っ
た
。そ
れ
は
神

通
音
の
媒
介
具
だ
っ
た
。そ
し
て
そ
れ
は
、「
宇
津
保
（
う
つ

ぼ
）」
す
な
わ
ち
、巨
木
の
洞
穴
の
中
で
の
み
学
び
取
ら
れ
伝

承
さ
れ
る
、
木
の
精
霊
と
共
振
・
共
鳴
す
る
楽
音
で
あ
り
、

神
通
の
秘
技
な
の
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
王
朝
時
代
の
物
語
の
生
成
に
は
、古
代
の
琴
シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
名
残
が
鳴
り
響
い
て
い
る
。

　

琴
が
以
上
の
よ
う
に
神
の
言
葉
を
引
き
出
す
（
弾
き
出
す
）

聖
呪
具
楽
器
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
古
代
の
「
言
霊
」

や
音
霊
の
観
念
と
も
結
び
つ
く
。た
だ
し
、琴
と
「
言
霊
」
を

直
接
結
び
つ
け
た
神
話
や
歌
は
な
い
。

　
「
言
霊
」
の
語
は
、『
万
葉
集
』
に
初
出
す
る
が
、そ
こ
で
は

わ
ず
か
三
例
に
の
み
「
言
霊
」
の
語
が
見
ら
れ
る
。

言
霊
の　

八
十
の
衢
に　

夕
占
問
ふ　

占
正
に
告
る　

妹
は
相
寄
ら
む　
（
巻
一
一
・
二
五
〇
六
）

（
事
霊　

八
十
衢　

夕
占
問　

卜
正
謂　

妹
相
依
）

磯
城
島
の　

大
和
の
国
は　

言
霊
の
助
く
る
国
ぞ　

ま

幸
く
あ
り
こ
そ　
（
柿
本
人
麻
呂
、巻
一
三
・
三
二
五
四
）

（
志
貴
嶋　

倭
國
者　

事
霊
之　

所
佐
國
叙　

真
福
在
与

具
）

神
代
よ
り　

言
ひ
伝
て
来
ら
く　

そ
ら
み
つ　

大
和
の

国
は　

皇
神
の　

厳
し
き
国　

言
霊
の　

幸
は
ふ
国
と

　

語
り
継
ぎ　

言
ひ
継
が
ひ
け
り　

今
の
世
の　

人
も

こ
と
ご
と　

目
の
前
に　

見
た
り
知
り
た
り　

人
さ
は

琴
と
言
霊
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

6

に　

満
ち
て
は
あ
れ
ど
も　

高
光
る　

日
の
朝
廷　

神

な
が
ら　

愛
で
の
盛
り
に　

天
の
下　

奏
し
た
ま
ひ
し

　

家
の
子
と　

選
ひ
た
ま
ひ
て　

勅
旨　

戴
き
持
ち
て

　

唐
の　

遠
き
境
に　

遣
は
さ
れ　

罷
り
い
ま
せ　

海

原
の　

辺
に
も
沖
に
も　

神
づ
ま
り　

領
き
い
ま
す　

諸
々
の　

大
御
神
た
ち　

船
の
舳
に　

導
き
ま
を
し　

天
地
の　

大
御
神
た
ち　

倭
の　

大
国
御
魂　

久
か
た

の　

天
の
み
空
ゆ　

天
翔
り　

見
渡
し
た
ま
ひ　

事
終

り　

帰
ら
む
日
に
は　

又
更
に　

大
御
神
た
ち　

船
の

舳
に　

御
手
う
ち
掛
け
て　

墨
縄
を　

延
へ
た
る
ご
と

く　

あ
ぢ
を
か
し　

値
嘉
の
崎
よ
り　

大
伴
の　

御
津

の
浜
び
に　

直
泊
て
に　

御
船
は
泊
て
む　

障
み
な
く

　

幸
く
い
ま
し
て　

早
帰
り
ま
せ　
（
山
上
憶
良
、巻
五
・

八
九
四
）

（
神
代
欲
理 

云
伝
久
良
久 

虚
見
通 

倭
國
者 

皇
神
能 

伊
都

久
志
吉
國 

言
霊
能 

佐
吉
播
布
國
等 

加
多
利
継 

伊
比
都
賀

比
計
理
…
…
〈
後
略
〉）

　

道
の
辻
々
に
道
行
く
人
の
言
葉
が
飛
び
交
う
。そ
ん
な
た

そ
が
れ
時
の
巷
の
中
に
「
言
霊
」
が
浮
遊
し
て
い
る
。
未
来

を
暗
示
す
る
よ
う
な
兆
し
を
含
む
言
葉
、そ
ん
な
言
葉
が「
言

霊
」
と
な
っ
て
飛
び
込
ん
で
く
る
。そ
こ
で
は
、「
言
霊
」
は
、

言
葉
占
い
の
呪
力
の
中
に
あ
る
。

　

こ
の
歌
の
「
言
霊
」
が
市
井
の
民
間
信
仰
の
中
の
「
言
霊
」

信
仰
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、あ
と
の
二
つ
の
歌
は
、「
日
本
」

と
い
う
国
が
「
言
霊
」
の
力
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
こ

と
を
宣
言
す
る
、き
わ
め
て
民
族
国
家
意
識
の
高
揚
し
た
歌

で
あ
る
。「
や
ま
と
」
と
呼
ば
れ
る
日
本
の
国
は
「
言
霊
」
が

満
ち
満
ち
て
、そ
の
霊
力
に
よ
り
幸
は
い
助
け
ら
れ
て
い
る

国
で
あ
る
。
そ
の
「
言
霊
」
の
力
と
は
端
的
に
は
“
歌
の
力
”
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で
あ
る
。
歌
が
栄
え
、
神
も
自
然
も
人
び
と
も
み
な
歌
を
歌

う
国
柄
、そ
れ
が「
や
ま
と
」日
本
で
あ
る
と
い
う“
歌
の
国
・

詩
の
国
”
日
本
へ
の
讃
美
の
念
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
と
く
に

山
上
憶
良
の
「
好
去
好
来
歌
」
の
長
歌
は
、
遣
唐
使
大
使
と

し
て
派
遣
さ
れ
る
多
治
比
広
成
に
贈
っ
た
往
来
の
無
事
を
祈

る
歌
で
あ
る
。多
治
比
広
成
は
山
上
憶
良
の
家
に
あ
い
さ
つ

に
訪
れ
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
対
し
て
、
山
上
憶
良
は
こ
の
歌

を
贈
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
日
本
で
は
、神
代
の
昔
か
ら
言
い
伝
え
ら
れ
て
来
た

こ
と
が
あ
る
。そ
れ
は
、大
和
の
国
が
、皇
祖
神
の
霊
威
が
強

く
行
き
わ
た
り
、ま
た
「
言
霊
」
が
非
常
に
活
発
に
は
た
ら
い

て
い
る
国
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
こ
と
が
、
い
に
し

え
よ
り
語
り
継
ぎ
、
言
い
継
が
れ
て
き
て
、
今
の
世
に
至
る

も
み
な
目
の
当
た
り
に
見
て
、知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

　

山
上
憶
良
は
、こ
の
よ
う
に
大
和
の
国
の
国
ぶ
り
を
讃
え

つ
つ
、遣
唐
使
大
使
と
し
て
無
事
使
命
を
果
た
し
て
帰
り
着

く
こ
と
を
願
い
歌
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、万
葉
詩
人
の
柿
本
人
麻
呂
と
山
上
憶
良
は

日
本
が
「
言
霊
の
国
」
で
あ
る
こ
と
を
力
強
く
宣
言
し
た
が
、

そ
の
言
霊
思
想
を
密
教
的
神
秘
言
語
哲
学
と
接
木
し
た
の
が

空
海
で
あ
っ
た
。
空
海
は
、「
五
大
皆
有
響
、
十
界
具
言
語
、

六
塵
悉
文
字
、
法
身
是
実
相
（
五
大
に
み
な
響
あ
り
、
十
界
に

言
語
を
具
す
、
六
塵
こ
と
ご
と
く
文
字
な
り
、
法
身
は
こ
れ
実
相

な
り
）」
と
『
声
字
実
相
義
』
の
中
で
解
き
明
か
し
た
が
、
そ

れ
は
「
言
霊
の
国
」
を
「
真
言
の
国
」、
す
な
わ
ち
大
日
如
来

の
神
秘
言
語
音
声
が
満
ち
わ
た
る
宇
宙
の
中
に
包
摂
す
る
思

想
と
体
制
の
確
立
で
あ
っ
た
。実
相
大
日
如
来
の
顕
現
体
で

も
あ
る
森
羅
万
象
を
貫
い
て
響
き
わ
た
り
形
象
化
さ
れ
る
音

声
・
言
語
・
文
字
の
本
質
と
現
象
態
を
空
海
は
明
確
に
構
造

化
し
た
。

　

空
海
は
真
言
宗
の
宗
祖
で
あ
る
が
、同
時
に
優
れ
た
詩
人

で
あ
り
、
書
家
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
東
寺
を
拠
点
化
し
高
野

山
を
開
く
際
に
は
在
地
の
神
々
の
加
護
と
協
力
を
得
た
。こ

の
神
仏
習
合
な
い
し
神
仏
補
完
体
制
は
そ
の
後
の
日
本
の
神

仏
体
系
の
モ
デ
ル
と
も
な
る
も
の
で
あ
り
、真
言
陀
羅
尼
と

言
霊
思
想
と
の
共
振
、三
密
加
持
と
神
懸
り
（
帰
神
）
の
ワ
ザ

と
の
共
振
、曼
荼
羅
と
神
体
山
す
な
わ
ち
仏
体
観
（
仏
身
観
）

と
神
体
観
と
の
共
振
を
そ
の
内
実
と
し
て
含
ん
で
い
る
。

　

こ
の
真
言
と
言
霊
と
の
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
は
、中
世
和
歌
論

に
お
い
て
隆
盛
を
見
た
和
歌
即
真
言
陀
羅
尼
説
に
結
実
し

た
。『
古
今
和
歌
集
』
仮
名
序
の
中
で
紀
貫
之
は
、「
や
ま
と

う
た
は
、
人
の
こ
こ
ろ
を
た
ね
と
し
て
、
よ
ろ
づ
の
こ
と
の

葉
ぞ
と
な
れ
り
け
る
。（
中
略
）
花
に
な
く
う
ぐ
ひ
す
、
み
づ

に
す
む
か
は
づ
の
こ・

ゑ・

を
き
け
ば
、い
き
と
し
い
け
る
も
の
、

い
づ
れ
か
う
た
を
よ
ま
ざ
り
け
る
。ち
か
ら
を
も
い
れ
ず
し

て
、
あ
め
つ
ち
を
う
ご
か
し
、
め
に
み
え
ぬ
鬼
神
を
も
、
あ

は
れ
と
お
も
は
せ
、
お
と
こ
女
の
な
か
を
も
や
は
ら
げ
、
た

け
き
も
の
ゝ
ふ
の
こ
ゝ
ろ
を
も
な
ぐ
さ
む
る
は
哥
な
り
」
と

書
い
た
が
、こ
れ
は
「
言
霊
」
の
幸
は
い
助
け
る
“
歌
の
国
・

詩
の
国
”
日
本
の
特
質
を
和
歌
の
力
と
し
て
明
示
す
る
も
の

で
あ
っ
た
。

　
「
こ
こ
ろ
」
を
「
た
ね
」
と
し
て「
こ
と
の
葉
」の「
う
た
」
が

生
ま
れ
る
が
、「
こ
こ
ろ
」
を
持
つ「
い
き
と
し
い
け
る
も
の
」

は
み
な
「
こ
こ
ろ
」の
表
現
と
し
て
の「
う
た
」
を
詠
む
。こ
の

「
う
た
」
こ
そ
、力
を
入
れ
ず
に
天
地
を
動
か
し
、鬼
神
を
感

動
さ
せ
、男
女
の
仲
を
和
ら
げ
、通
わ
せ
、荒
々
し
く
振
舞
う

武
者
や
戦
士
の
心
を
も
慰
め
る
も
の
・
こ
と
・
わ
ざ
な
の
で

あ
る
。『
万
葉
集
』
を
受
け
継
ぎ
、王
朝
時
代
の「
言
霊
」
の
宿

る
和
歌
の
ワ
ザ
を
ま
と
め
た
の
が『
古
今
和
歌
集
』で
あ
る
。

　

こ
の
『
古
今
和
歌
集
』
に
見
ら
れ
る
歌
の
力
の
顕
彰
が
中

世
に
お
い
て
ダ
イ
レ
ク
ト
に
「
和
歌
即
陀
羅
尼
説
」
と
結
び

つ
き
、言
語
観
か
ら
示
す
神
仏
習
合
思
想
の
達
成
の
極
北
を

露
わ
に
し
た
。
そ
れ
は
、
真
言
僧
・
西
行
が
明
恵
に
伝
え
た

と
い
う
、「
一
首
詠
み
出
で
て
は

・
・
・
・
・
・
・
・

、一
体
の
仏
像
を
造
る
思
ひ

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

を
な
し

・
・
・

、
一
句
を
思
ひ
続
け
て
は

・
・
・
・
・
・
・
・
・

、
秘
密
の
真
言
を
唱
ふ
る

・
・
・
・
・
・
・
・
・

に
同
じ

・
・
・

」
と
い
う
、
一
首
も
一
仏
も
、
和
歌
も
秘
密
真
言
も

本
質
的
に
同
一
で
あ
る
と
す
る
、“
詠
歌
即
仏
道
瞑
想
”
に
結

実
し
た
。
こ
の
よ
う
に
、
真
言
僧
西
行
は
、
真
言
密
教
の
秘

密
教
義
で
あ
る
真
言
思
想
と
そ
の
実
践
と
み
ず
か
ら
歌
う
歌

人
の
ワ
ザ
を
実
に
大
胆
に
結
び
つ
け
た
の
で
あ
る
。

　

心
敬
の
『
さ
さ
め
ご
と
』
に
は
、そ
の
思
想
の
核
心
が
、一

言
で
、「
歌
道
は
吾
が
国
の
陀
羅
尼
な
り
」、「
歌
道
は
禅
定
修

行
の
道
」、「
歌
道
即
身
直
路
の
修
行
也
」
と
喝
破
さ
れ
て
い

る
。す
な
わ
ち
、歌
う
こ
と
は
禅
定
・
瞑
想
と
な
り
、即
身
成

仏
に
向
か
う
直
路
の
修
行
行
為
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。こ
こ

で
は
歌
う
行
為
は
悟
り
に
至
る
実
践
道
と
し
て
最
高
度
に
ま

で
聖
化
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
の
よ
う
に
し
て
、言
葉
は
モ
ノ
と
こ
こ
ろ
を
つ
な
ぐ
も

の
と
な
り
、
こ
と
と
な
り
、
わ
ざ
と
な
る
。
そ
の
モ
ノ
と
こ

こ
ろ
を
つ
な
ぐ
力
と
し
て
の
言
霊
と
つ
な
ぎ
の
ワ
ザ
と
し
て

の
歌
、
ま
た
コ
ト
と
こ
こ
ろ
を
つ
な
ぐ
も
の
・
こ
と
と
し
て

の
言
葉
を
最
大
限
に
活
用
し
た
の
が
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
詩

歌
で
あ
り
、
そ
れ
を
媒
介
す
る
も
の
・
こ
と
が
琴
に
ほ
か
な

ら
な
か
っ
た
。

　

琴
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う
テ
ー
マ
に
お
い
て
取
り
上

げ
ね
ば
な
ら
な
い
の
が
、
慶
州
市
・
味
鄒
王
陵
地
区
鶏
林
路

三
〇
号
墳
か
ら
出
土
し
た
新
羅
時
代
の
長
頸
壺
土
偶
装
飾
で

あ
る
（
図
２
）。高
さ
三
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
こ
の
壷
型
土

器
の
頸
の
周
囲
に
は
、琴
を
弾
く
妊
婦
と
思
わ
れ
る
女
性
の

土
偶
が
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
琴
は
六
弦
琴
で
、
琴
頭
の



● 021

下
に
蛇
が
潜
り
込
ん
で
き
て
い
る
。こ
の
蛇
を
神
霊
の
象
徴

と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。そ
し
て
そ
の
ま

わ
り
に
蛙
と
亀
と
鳥
が
付
さ
れ
、さ
ら
に
は
四
つ
ん
這
い
に

な
っ
て
女
性
器
を
突
き
出
し
て
い
る
女
性
と
男
根
を
そ
そ
り

立
た
せ
て
い
ま
に
も
性
行
為
に
及
ぼ
う
と
し
て
い
る
男
性
像

が
装
飾
さ
れ
て
い
る
。こ
の
オ
ル
ギ
ー
的
な
生
命
世
界
を
装

飾
し
た
土
偶
は
、琴
が
も
た
ら
す
生
命
界
の
生
命
更
新
の
力
、

つ
ま
り
タ
マ
フ
リ
力
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
わ
た

し
は
考
え
て
い
る
。琴
が
ト
ラ
ン
ス
技
術
を
具
現
す
る
聖
呪

具
楽
器
で
あ
り
、そ
れ
を
用
い
て
タ
マ
ヲ
ギ
の
ワ
ザ
ヲ
ギ
が

発
動
さ
れ
る
。古
代
の
朝
鮮
半
島
の
琴
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と

日
本
の
そ
れ
と
は
共
通
の
琴
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
文
化
圏
の
中

に
あ
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
。

　

と
も
あ
れ
、
人
類
進
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
中
で
「
モ
ノ
」
を

用
い
て「
コ
ト
」を
な
す
意
識
、あ
る
い
は「
こ
こ
ろ
」と「
ワ

ザ
」
が
生
ま
れ
、
ま
た
「
コ
ト
」
が
「
モ
ノ
」
を
引
き
出
し
、

作
り
出
す
イ
ン
タ
ー
ラ
ク
シ
ョ
ン
が
生
ま
れ
た
。
そ
し
て
、

さ
ま
ざ
ま
な
意
識
を
飛
ば
す
ワ
ザ
、
す
な
わ
ち
「
ト
ラ
ン
ス

技
術
を
実
践
し
活
用
す
る
超
越
の
体
系
」
と
し
て
の
宗
教
文

化
が
構
造
化
さ
れ
た
。こ
の
ト
ラ
ン
ス
技
術
の
諸
相
と
意
識

の
深
層
と
超
越
の
問
題
は
、さ
ま
ざ
ま
な
技
法
と
哲
学
を
生

み
出
し
た
。
空
海
の
真
言
陀
羅
尼
思
想
と
「
十
住
心
論
」
の

心
の
哲
学
体
系
は
、そ
の
よ
う
な
ト
ラ
ン
ス
技
術
の
究
境
を

表
現
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

人
類
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
技
術
は
琴
に
よ
っ
て
牽
引
さ
れ

た
。
そ
れ
は
、
洞
窟
＝
胎
内
体
験
の
原
型
性
を
呼
び
覚
ま
す

呪
具
で
も
あ
り
、意
識
の
階
梯
を
調
律
す
る
ス
ペ
ク
ト
ル
ム

器
で
あ
っ
た
。こ
の
よ
う
な
聖
呪
具
楽
器
に
よ
る
意
識
の
飛

び
越
え
、さ
ま
ざ
ま
な
境
界
を
越
境
し
て
い
く
ト
ラ
ン
ス
技

術
が
人
類
史
の
中
で
な
ぜ
発
生
し
た
の
だ
ろ
う
か
？　

そ
し

て
、そ
の
よ
う
な
ト
ラ
ン
ス
技
術
は
こ
れ
か
ら
先
何
を
も
た

ら
す
の
か
？　

そ
の
行
く
末
に
注
目
し
た
い
。

＊
本
稿
は
、
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
モ
ノ
と
琴
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
─

モ
ノ
学
の
宗
教
的
次
元
の
一
事
例
と
し
て
─
」に
お
い
て
発
表
し
た「
日

本
神
話
に
お
け
る
琴
と
言
霊
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
」
の
発
表
原
稿
を
改

稿
し
た
も
の
で
あ
る
。
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左から、ジャン =ピエール・ベルトン、チャールズ・ロウ、辺見
葉子の各氏

（写真：奥井遼）



022 ●第 1 部　モノ学・感覚価値シンポジウムと「物からモノへ」展覧会

　

今
日
の
お
話
で
、
二
絃
琴
八
雲
琴
の
由
来
、
楽
器
の
構
造

と
象
徴
性
、
そ
し
て
そ
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
を
考
え
て
、
大
本

で
の
使
用
と
奏
楽
に
関
す
る
考
え
方
を
見
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

　

私
と
大
本
の
芸
術
と
の
出
会
い
は
、
一
九
七
四
年
に
、
出

口
王
仁
三
郎
と
そ
の
一
門
の
作
品
展
が
ロ
ン
ド
ン
の
ビ
ク
ト

リ
ア
・
ア
ル
バ
ー
ト
博
物
館
で
開
か
れ
た
と
き
で
す
。
こ
の

ロ
ン
ド
ン
で
の
展
覧
会
と
、続
く
オ
ラ
ン
ダ
と
ベ
ル
ギ
ー
で

の
展
覧
会
の
た
め
に
お
手
伝
い
を
し
た
の
で
す
が
、
ベ
ル

ギ
ー
展
の
会
場
と
な
っ
た
聖
ピ
ー
テ
ル
修
道
院
で
初
め
て
八

雲
琴
の
演
奏
を
聴
き
ま
し
た
。
当
時
私
は
一
九
歳
で
し
た
。

そ
れ
か
ら
一
九
七
八
年
に
大
本
の
招
待
を
受
け
て
本
部
の
あ

る
亀
岡
市
へ
行
っ
て
大
本
の
刊
行
物
の
編
集
の
お
手
伝
い
を

し
ま
し
た
が
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
で
聞
い
た
あ
の
八
雲
琴
と
い
う

楽
器
を
習
い
た
い
と
友
人
に
い
う
と
、そ
の
友
人
の
紹
介
で

後
に
四
代
教
主
と
な
っ
た
出
口
聖
子
様
に
稽
古
を
し
て
い
た

だ
き
ま
し
た
。

　

私
は
一
九
八
六
年
ま
で
亀
岡
で
生
活
し
、八
雲
琴
の
ほ
か

に
能
楽
な
ど
の
勉
強
も
し
ま
し
た
が
、だ
ん
だ
ん
自
分
が
好

き
で
習
っ
て
い
る
八
雲
琴
が
あ
ま
り
一
般
で
は
知
ら
れ
て
い

な
い
楽
器
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、八
雲
琴
を
弾
く
外
国
人

と
し
て
、
ま
た
男
性
と
し
て
の
自
分
の
立
場
が
か
な
り
ユ

ニ
ー
ク
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
き
ま
し
た
。師
匠
に
は
じ
め

か
ら
特
別
扱
い
を
し
な
い
で
ほ
か
の
生
徒
と
同
じ
よ
う
に
教

え
て
く
だ
さ
る
よ
う
に
お
願
い
し
ま
し
た
が
、大
本
の
祭
典

で
お
琴
を
勤
め
る
機
会
を
与
え
て
も
ら
え
る
と
は
夢
に
も
思

い
ま
せ
ん
で
し
た
。大
本
の
月
次
祭
で
何
回
か
弾
く
こ
と
も

あ
り
、師
匠
を
紹
介
し
て
く
れ
た
そ
の
友
人
の
大
本
式
の
結

婚
式
に
も
お
琴
を
勤
め
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　

最
初
こ
れ
ほ
ど
珍
し
い
楽
器
だ
と
は
知
ら
な
か
っ
た
の
で

す
が
、
一
般
で
知
ら
れ
て
い
る
日
本
の
箏
と
違
う
、
こ
の
楽

器
の
由
来
に
つ
い
て
教
え
て
も
ら
い
ま
し
た
。新
し
い
曲
を

習
う
と
き
、
楽
譜
は
な
く
、
師
匠
の
ま
ね
を
し
て
覚
え
る
の

で
す
が
、
歌
詞
も
師
匠
の
使
う
折
り
本
か
ら
写
し
、
後
で
自

分
の
本
に
筆
で
書
い
て
次
の
お
稽
古
に
持
っ
て
い
く
の
で

す
。最
初
に
習
う
長
い
歌
は「
天
の
沼
琴
」と
い
う
歌
で
す
が
、

む
ず
か
し
い
日
本
語
で
、い
ざ
な
ぎ
や
い
ざ
な
み
か
ら
は
じ

ま
っ
て
、須
佐
之
男
命
と
か
八
千
矛
の
神
と
か
い
う
神
様
の

名
前
が
出
て
く
る
の
で
す
。
そ
の
と
き
師
匠
は
、
こ
の
歌
は

お
琴
の
成
り
立
ち
を
歌
っ
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
、八
雲
琴

が
ど
う
し
て
で
き
た
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
話
し
て
く
だ

さ
い
ま
し
た
。

　

大
本
で
八
雲
琴
を
弾
く
人
た
ち
の
間
で
は
、八
雲
琴
は
一

八
二
〇
年
に
出
雲
大
社
で
中
山
琴
主
と
い
う
人
が
初
め
て

作
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。琴
主
は
い
ま
の
愛
媛
県
の
出

身
で
、
幼
い
と
き
か
ら
目
が
不
自
由
で
、
箏
や
三
味
線
を
教

え
る
の
を
生
業
と
し
て
い
ま
し
た
。信
心
し
て
い
る
地
元
の

神
社
に
熱
心
に
祈
っ
て
い
ま
し
た
が
、あ
る
と
き
視
力
が
回

復
し
た
の
で
、
出
雲
大
社
へ
お
礼
の
お
参
り
を
し
ま
し
た
。

出
雲
に
い
る
間
に
神
代
の
琴
の
夢
を
見
て
、夢
が
覚
め
る
と
、

近
く
に
生
え
て
い
る
竹
を
切
り
、
半
分
に
割
っ
て
、
絃
を
二

本
張
っ
て
、夢
の
中
で
見
た
の
と
同
じ
楽
器
を
作
っ
た
の
が

八
雲
琴
の
始
ま
り
だ
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

琴
主
は
そ
の
後
、安
政
年
間
（
一
八
五
〇
年
代
）
に
京
都
で
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『
八
雲
琴
譜
』
と
い
う
本
を
出
版
し
ま
し
た
。楽
譜
で
は
な
い

け
れ
ど
も
、
歌
の
歌
詞
、
楽
器
や
そ
の
演
奏
に
つ
い
て
の
説

明
が
い
ろ
い
ろ
載
っ
て
い
ま
す
。そ
の
序
文
の
中
で
琴
主
は
、

目
の
不
自
由
さ
に
は
言
及
せ
ず
、武
術
と
医
術
の
道
を
極
め

る
こ
と
を
祈
る
た
め
に
出
雲
に
お
参
り
し
た
と
書
い
て
い
ま

す
が
、
箏
を
弾
い
て
い
る
と
、
山
か
ら
妙
な
る
音
楽
が
聞
こ

え
て
く
る
と
い
う
不
思
議
な
体
験
を
し
た
こ
と
を
書
い
て
い

ま
す
。琴
主
は
こ
う
い
い
ま
す
。

　

武た
け
き
わ
ざ術

と
医く

す
し

の
事
を
祈の

み
ま
を
す申

と
て
、
斎い

み

籠こ
も

れ
り
け
る
に
、
天

の
沼ぬ

琴ご
と

の
古
へ
を
仰あ

ふ
ぎ

て
、夜
も
す
が
ら
秘ひ

め

曲こ
と

を
掻か

な
で
奉ま

つ

り
た
り
け
れ
ば
、
琴
引
山
の
神
心
に
や
通
ひ
け
ん
、
俄
に

八
雲
山
の
神
風
、木
に
ふ
れ
竹
に
そ
よ
ぎ
妙
な
る
風し

ら
べ声

を

な
む
、
し
ら
べ
た
り
け
る
。
身
に
し
み
心か

ま
け感

け
る
程
に
奇く

す

し
き
神
の
御み

託さ
と
し

を
夢
に
お
ぼ
え
け
れ
ば
、
即

や
が
て

宇
迦
の
神

山
の
大
竹た

け

の
本
伐
末
払
ひ
琴
に
作
り
天あ

め

地つ
ち

陰め

陽を

に
比た

く

ら
べ

て
、
二
つ
絃を

を
す
げ
八
雲
の
御み

咏う
た

に
掻あ

合は

せ
た
る
な
む
、

こ
の
出
雲
琴
の
は
じ
め
に
は
あ
り
け
る
。

　

夢
に
神
代
の
琴
を
見
た
の
で
、
す
ぐ
竹
を
切
り
取
り
、
天

地
陰
陽
を
な
ぞ
ら
え
て
二
本
の
絃
を
張
っ
て
、そ
し
て
一
番

目
に
作
曲
し
た
の
は
、
須
佐
之
男
命
が
詠
ん
だ
と
い
う
「
八

雲
立
つ
出
雲
八
重
垣
妻
ご
み
に
八
重
垣
作
る
そ
の
八
重
垣

を
」
の
歌
だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
こ
の
琴
に
つ
い
て

ま
た
、「
元も

と

来よ
り

人
の
耳
を
悦
ば
し
む
る
、遊あ

そ
び楽

の
業
に
は
あ
ら

で
…
…
天あ

め

地つ
ち

の
神
な
が
ら
な
る
、
呂し

ら
べ律

を
大
神
に
手
向
、
天

津
日
嗣
の
大
御み

隆さ
か

え
を
祈
り
、
四

よ
も
の
う
み海

浪
し
づ
か
な
ら
ん
事
を

ね
ぎ
奉ま

つ

る
神か

み
あ
そ
び楽

な
り
」
と
、
娯
楽
的
な
楽
器
で
は
な
く
、
神

さ
ま
の
前
で
弾
い
て
、天
下
太
平
を
祈
る
た
め
の
楽
器
で
あ

る
こ
と
を
強
調
し
て
い
ま
す1

。

　

琴
主
の
弟
子
に
葛
原
勾
当
と
い
う
人
が
い
ま
す
。葛
原
勾

当
は
い
ま
の
広
島
県
出
身
の
地
歌
・
箏
曲
家
で
、
自
分
が
発

明
し
た
目
の
不
自
由
な
人
の
た
め
の
ひ
ら
が
な
の
印
刷
機
で

日
記
を
書
い
た
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、こ
の
日
記
に

よ
る
と
天
保
一
一
年
（
一
八
四
〇
）
に
竹
の
琴
を
思
い
つ
き

ま
し
た
。
葛
原
勾
当
が
『
八
雲
琴
譜
』
に
よ
せ
た
跋
文
に
は

さ
ら
に
詳
し
く
書
い
て
あ
り
ま
す
。「
中
山
大
人
は
幼い

と
け
な
き稚

よ

り
絃い

と

竹た
け

の
技わ

ざ

に
志
深
く
お
は
し
て
…
…
神
代
の
高
調し

ら
べ

を
得

給
は
む
事
を
ね
ぎ
給
は
ん
と
し
て
、
出
雲
の
大
社
詣
玉
ひ

…
…
正ま

さ

し
き
夢
の
御み

告つ
げ

を
蒙か

う
ぶ

ら
れ
た
り
け
る
よ
り
、初
て
此

八
雲
琴
は
作
り
出い

で

ら
れ
た
り
け
り
と
な
む
。吾
は
た
…
…
厳

島
に
祈
り
奉
り
け
る
折
ふ
し
、
思
い
よ
り
て
、
長
弐
尺
あ
ま

り
巾
二
寸
ば
か
り
な
る
竹
を
取
、其
半か

た

片ひ
ら

に
二
筋
の
糸
を
は

り
、み
づ
か
ら
竹ち

く

琴き
ん

と
号な

づ

け
」
た
と
。

　

中
山
琴
主
は
出
雲
大
社
に
お
参
り
し
て
、夢
の
お
告
げ
を

受
け
て
八
雲
琴
を
作
っ
た
が
、自
分
も
厳
島
神
社
に
祈
っ
た

時
ふ
と
思
い
つ
い
て
竹
を
切
り
取
っ
て
、二
絃
の
琴
を
作
っ

て
「
竹
琴
」
と
呼
ん
だ
こ
と
、
そ
し
て
一
三
年
後
の
嘉
永
六

年
の
春
に
都
に
の
ぼ
り
、あ
る
人
が
八
雲
琴
を
弾
い
て
い
る

の
を
聞
い
て
自
分
の
二
絃
琴
と
符
合
す
る
の
に
驚
い
て
、そ

の
先
生
の
中
山
琴
主
を
訪
ね
て
八
雲
琴
の
曲
を
教
え
て
も

ら
っ
た
こ
と
を
語
っ
て
い
ま
す2

。葛
原
勾
当
の
名
前
は
ま
た

『
八
雲
琴
譜
』に「
盞う

き

結ゆ
い

曲ふ
り

」の
作
曲
者
と
し
て
出
て
い
ま
す
。

構
造
と
象
徴
性

　

い
ま
の
八
雲
琴
は
長
さ
三
尺
六
寸
、
桐
で
作
ら
れ
、
半
円

筒
形
の
表
板
と
平
ら
な
裏
板
で
構
成
さ
れ
て
い
ま
す
が
、表

板
に
竹
の
節
を
か
た
ど
っ
た
三
本
の
溝
が
彫
ら
れ
て
い
ま

す
。
裏
板
に
は
丸
形
と
三
日
月
形
の
孔
が
あ
り
、
こ
れ
を
望

月
形
と
月
弓
形
と
い
い
ま
す
。裏
板
は
演
奏
者
か
ら
見
て
左

の
方
で
表
板
よ
り
長
く
作
ら
れ
、そ
の
上
に
二
本
の
糸
巻
き

が
立
て
ら
れ
ま
す
。
こ
の
裏
板
の
突
き
出
た
部
分
を
「
神か

み

依よ
り

板い
た

」
と
い
い
ま
す
。
絃
は
右
左
二
つ
の
コ
マ
に
乗
せ
て
張
り

ま
す
。コ
マ
と
コ
マ
の
間
に
三
オ
ク
タ
ー
ブ
の
音
域
に
わ
た

る
三
〇
個
の
勘
所
を
示
す
ツ
ボ
が
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。高

さ
二
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
の
台
に
乗
せ
、奏
者
は
右
手
の
人
差
し

指
に
は
め
る
象
牙
や
鹿
の
角
で
作
っ
た
竜
爪
と
い
う
ツ
メ
で

絃
を
弾
き
、左
手
の
中
指
に
は
め
る
転
管
と
い
う
筒
で
絃
を

抑
え
ま
す
。こ
の
竜
爪
と
転
管
は
一
絃
琴
の
も
の
と
同
じ
よ

う
な
形
で
、名
前
も
一
絃
琴
の
も
の
と
同
じ
で
す
。

　
『
八
雲
琴
譜
』
に
は
八
雲
琴
の
部
分
の
名
称
に
つ
い
て
詳

し
く
書
い
て
あ
り
ま
す
が
、そ
れ
に
は
日
本
の
十
三
絃
の
箏

第二章　宗教部会「モノと琴とシャーマニズム──モノ学の宗教的次元の一事例として」

八雲琴を弾く筆者
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や
一
絃
琴
を
含
む
東
ア
ジ
ア
の
ツ
ィ
タ
ー
に
共
通
し
て
多
く

見
ら
れ
る
龍
の
象
徴
性
の
ほ
か
に
、八
雲
琴
特
有
の
象
徴
性

が
見
ら
れ
ま
す
。
と
く
に
興
味
を
ひ
く
も
の
に
、
神
依
板
が

あ
り
ま
す
。昔
の
日
本
で
神
は
琴
の
音
に
引
か
れ
て
降
り
て

く
る
と
信
じ
ら
れ
、『
古
事
記
』や『
日
本
書
紀
』に
琴
を
使
っ

て
神
意
を
う
か
が
う
例
が
出
て
き
ま
す
。た
と
え
ば
、『
古
事

記
』に
は
仲
哀
天
皇
が
琴
を
弾
き
、妻
の
神
功
皇
后
に
懸
か
っ

た
神
の
託
宣
を
信
じ
な
か
っ
た
の
で
琴
を
弾
く
の
を
止
め

て
、神
の
怒
り
に
触
れ
て
命
を
落
と
す
と
い
う
話
が
出
て
き

ま
す
。ま
た
、『
日
本
書
紀
』
に
は
神
功
皇
后
が
再
び
神
意
を

問
う
た
め
に
、
今
度
は
大
臣
の
武
内
宿
祢
に
琴
を
弾
か
せ
、

「
千
繒
高
繒
」（
た
く
さ
ん
の
幣
帛
）
を
琴
頭
と
琴
尾
に
置
い
た

と
い
う
こ
と
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。

　

古
墳
時
代
の
埴
輪
や
実
物
の
琴
に
は
、絃
を
裏
へ
通
す
孔

の
、
弾
く
方
か
ら
見
て
右
（
琴
頭
）
に
、
鳥
の
尾
の
よ
う
に
先

端
に
向
か
っ
て
広
が
る
延
長
部
を
持
つ
も
の
が
多
い
。音
に

影
響
し
な
い
、
楽
器
と
し
て
必
要
の
な
い
こ
の
延
長
部
は
、

神
に
捧
げ
る
幣
帛
を
お
供
え
し
、神
霊
を
寄
せ
る
た
め
の
も

の
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。（
琴
頭
だ
け
で
な
く
琴
尾
に

も
置
い
た
と
い
う
こ
と
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
い
い
か
が
問
題
に

な
り
ま
す
。た
く
さ
ん
の
幣
帛
を
置
い
た
と
い
う
こ
と
を
誇
張
し

た
表
現
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。）
こ
れ
ら
古
墳
時
代
の
琴
の
子
孫

と
考
え
ら
れ
て
い
る
宮
廷
の
神
楽
な
ど
に
使
う
六
絃
の
和
琴

に
は
、こ
の
よ
う
な
頭
部
の
延
長
部
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、奈
良
時
代
の
も
の
と
思
わ
れ
る
福
岡
県
沖
の
島

五
号
遺
跡
の
金
銅
製
雛
形
五
絃
の
琴
に
は
表
板
だ
け
の
鳥
の

尾
型
の
延
長
部
が
あ
り
、ま
た
伊
勢
神
宮
で
二
〇
年
ご
と
の

遷
宮
の
と
き
に
造
ら
れ
る
御
神
宝
の
一
つ
、
鵄と

び
の
お
の
お
ん
こ
と

尾
御
琴
に
は

斜
め
に
上
が
っ
た
鳶
の
尾
型
の
延
長
部
が
あ
り
ま
す3

。

　

中
山
琴
主
が
、
出
雲
で 

「
天
の
沼
琴
の
古
へ
を
仰
て
」
秘

曲
を
弾
い
た
と
書
い
て
い
ま
し
た
が
、天
の
沼
琴
と
い
う
の

は
、
天
の
詔の

り

琴ご
と

と
も
い
い
、
出
雲
の
神
話
で
大
国
主
命
が
須

佐
之
男
命
の
娘
で
あ
る
須
勢
理
姫
を
連
れ
て
逃
げ
る
と
き
、

大
国
主
が
盗
ん
で
行
く
宝
の
一
つ
、神
の
託
宣
を
受
け
る
の

に
必
要
な
楽
器
で
、武
器
の
生
太
刀
と
生
弓
矢
と
と
も
に
支

配
権
の
象
徴
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、安
政
版
の
『
八
雲
琴
譜
』
に
は
な
い
の
で
す
が
、明

治
初
年
に
出
た
明
治
版
に
は
、琴
の
図
の
ツ
ボ
の
横
に
神
の

名
前
が
書
い
て
あ
り
ま
す
。
開
放
絃
に
は
「
天
御
中
主
神
」、

長
二
度
に
は
「
高
産
霊
神
」、完
全
四
度
に
は
「
神
産
霊
神
」、

完
全
五
度
に
は「
天
照
大
御
神
」、短
六
度
に
は「
天
御
柱
神
」、

そ
し
て
短
七
度
に
は
「
国
御
柱
神
」。い
ま
も
大
本
で
は
、正

し
く
弾
け
ば
そ
の
音
を
司
る
神
様
が
降
り
て
き
て
く
だ
さ
る

と
い
う
考
え
方
が
あ
り
ま
す
。こ
の
よ
う
に
神
と
音
階
を
結

び
つ
け
る
考
え
方
は
、出
口
王
仁
三
郎
の
言
霊
の
思
想
に
似

て
い
る
よ
う
で
お
も
し
ろ
い
と
思
い
ま
す
。

　

八
雲
琴
は
神
道
的
な
性
格
が
非
常
に
強
い
で
す
が
、最
初

か
ら
仏
教
を
否
定
し
た
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。安
政
版
の

『
八
雲
琴
譜
』
に
は
ま
た
、琴
の
台
の
上
に
い
ろ
い
ろ
の
付
属

品
が
並
ん
で
い
る
図
が
あ
り
、
真
ん
中
に
丸
い
玉
が
あ
り
、

左
に
行
っ
て
榊
、爪
袋
、糸
袋
、笏
拍
子
、真
ん
中
か
ら
右
に

行
っ
て
香
炉
、
香
合
、
調
子
笛
が
並
べ
ら
れ
て
い
ま
す
が
、

明
治
版
に
は
香
炉
が
な
く
、「
香
合
」
と
い
う
文
字
が
な
く

な
っ
て
い
ま
す
。ま
た
、安
政
版
に
あ
っ
た
「
仏
御
前
」
と
い

う
歌
の
歌
詞
が
明
治
版
で
は
消
え
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
に
は

明
治
維
新
直
後
の
神
仏
分
離
の
跡
が
見
ら
れ
る
と
思
い
ま

す
。

　

八
雲
琴
は
こ
の
よ
う
に
楽
器
そ
の
も
の
が
神
聖
視
さ
れ
、

『
八
雲
琴
譜
』
に
作
法
に
つ
い
て
い
ろ
い
ろ
の
注
意
が
あ
り

ま
す
。
た
と
え
ば
、「
琴
を
台
な
く
、
た
た
み
の
上
に
置
べ
か

ら
ざ
る
事
」、「
本
曲
よ
り
他た

の
俗
曲
を
、
ゆ
め
ゆ
め
弾
ず
べ

か
ら
ざ
る
事
」、
遊い

ろ

里さ
と

、
酒さ

か

宴も
り

の
席
、
又
は
倡い

優や
し

卑き

業わ
ざ

の
輩

と
も
が
ら、

又
は
不
浄
の
所
に
お
い
て
、決
て
翫

も
て
あ
そぶ

べ
か
ら
ず
。神
の
咎

め
給
は
む
こ
と
い
ち
し
る
け
れ
ば
、慎
む
べ
し4

」、ま
た
、「
神

曲
奉
納
の
節と

き

は
、
い
つ
に
て
も
霊
香
を
薫た

き

、
其
席
を
清
め
調

べ
懸
る
べ
し5

」（
明
治
版
で
は
「
汐
水
に
て
其
席
を
清
め
」
と

な
っ
て
い
ま
す
）、
な
ど
、
楽
器
を
大
切
に
し
、
け
が
さ
な
い

よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
強
調
さ
れ
て
い
ま

す
。レ

パ
ー
ト
リ
ー

　

八
雲
琴
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
、八
雲
琴
の
た
め
に
作
曲
さ

れ
た
七
二
の
い
わ
ゆ
る
「
本
曲
」
と
、
一
種
の
越
天
楽
今
様

の
旋
律
で
歌
う
「
今
様
」
と
、地
歌
や
箏
曲
な
ど
、他
の
楽
器

や
ジ
ャ
ン
ル
の
曲
で
あ
る
「
外
曲
」
が
あ
り
ま
す
が
、
八
雲

琴
の
た
め
に
作
曲
さ
れ
た
本
曲
は
、「
菅す

が

掻が
き

曲ふ
り

」
と
い
う
純
器

楽
の
曲
一
曲
以
外
は
す
べ
て
歌
が
入
り
ま
す
。

　

本
曲
は
、一
二
の
「
組
」
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。前
の

六
組
の
歌
詞
は
、
古
事
記
や
日
本
書
紀
の
歌
謡
、
万
葉
集
や

八
代
集
の
古
典
文
学
か
ら
取
っ
た
も
の
で
、後
の
六
組
は
琴

主
や
琴
主
と
ほ
ぼ
同
時
代
の
人
が
歌
詞
を
書
い
て
い
ま
す
。

こ
の
組
と
い
う
の
は
、八
橋
検
校
が
一
七
世
紀
に
作
っ
た
箏

組
歌
一
三
組
と
違
っ
て
、一
回
で
一
組
を
最
初
か
ら
最
後
ま

で
演
奏
す
る
の
で
は
な
く
、独
立
し
た
歌
を
歌
詞
の
原
典
や

内
容
に
よ
っ
て
分
類
し
た
も
の
で
す
が
、そ
こ
か
ら
ヒ
ン
ト

を
得
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
一
九
世
紀
の
箏
曲
家
、
光
崎

検
校
と
い
う
人
が
、八
橋
の
作
品
に
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン

を
求
め
て
、一
三
絃
の
箏
の
た
め
に
新
し
い
組
歌
を
作
っ
て
、

そ
れ
ま
で
三
味
線
の
歌
の
伴
奏
を
担
う
の
が
役
割
に
な
っ
て
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い
た
箏
を
再
び
三
味
線
か
ら
独
立
さ
せ
る
一
種
の
復
古
主
義

運
動
を
起
こ
し
た
の
も
、琴
主
が
活
躍
し
た
の
と
同
じ
時
期

で
す
。

　

八
雲
琴
の
歌
に
戻
り
ま
す
が
、
須
佐
之
男
命
の
歌
「
八
雲

振
」
を
始
め
、
最
初
の
三
つ
の
組
に
収
め
ら
れ
て
い
る
神
々

の
歌
は
秘
曲
扱
い
さ
れ
て
い
て
、私
も
ほ
と
ん
ど
聞
い
た
こ

と
が
あ
り
ま
せ
ん
。最
初
の
一
組
三
曲
に
つ
い
て
、『
八
雲
琴

譜
』
に
「
此

こ
の
み
つ
の
し
ら
べ

三
曲
は
か
し
こ
き
神か

み

事ご
と

故
に
、
其
人
に
あ
ら
ざ

れ
ば
伝
へ
ざ
る
の
神み

て

曲ぶ
り

也
。
是
を
し
ら
べ
ん
と
思
ふ
時
は
、

先ま
づ

七
日
ば
か
り
清
き
所
に
於
て
、物
忌
し
て
こ
こ
ろ
斉ゆ

ま
は

り
清
ま
は
り
て
後
、
神
の
広
前
に
調
ぶ
べ
き
な
り
。
み
だ
り

に
し
ら
ぶ
る
時
は
神
の
咎
め
給
は
ん
事
、い
ち
し
る
け
れ
ば

慎
む
べ
し6

」
と
書
い
て
あ
り
、
次
の
二
組
一
四
曲
に
つ
い
て

も
、「
此
二
組
は
神
歌
な
れ
ば
、
そ
の
身
清
か
ら
ざ
る
時
は
、

し
ら
ぶ
べ
か
ら
ず
。
猥み

だ
り

に
も
の
す
る
時
は
、
大
神
の
と
が
め

給
は
ん
。
か
し
こ
し
。
や
む
こ
と
を
得
ず
し
ら
ぶ
る
時
は
、

か
な
ら
ず
、
弾
損
べ
し
。
つ
つ
し
む
べ
き
也7

。」
と
、
特
に
厳

し
く
戒
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
組
の
中
に
「
岩い

わ

笛ふ
え

曲ふ
り

」
と

い
う
曲
が
あ
っ
て
、こ
の
曲
を
マ
ス
タ
ー
す
る
と
奥
許
し
を

与
え
ら
れ
ま
す
。ち
な
み
に
私
は
中
許
し
と
い
う
と
こ
ろ
ま

で
習
得
し
、「
岩
笛
曲
」
は
何
回
か
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、
教
え
て
い
た
だ
い
て
い
ま
せ
ん
。
大
本
で
一
番
重
要
な

お
祭
り
で
あ
る
節
分
大
祭
で
行
わ
れ
る
大
潔
斎
神
事
で
歌
わ

れ
る
「
天
の
数
歌
」
は
、
こ
の
「
岩
笛
曲
」
の
手
事
（
楽
器
だ

け
の
間
奏
）
を
引
用
し
て
い
ま
す
。次
の
三
組
に
、万
葉
集
や

八
代
集
か
ら
歌
詞
を
選
ん
だ
歌
と
、
歌
の
な
い
「
菅
掻
曲
」

が
収
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
残
る
六
組
は
、
琴
主
や
そ
の
知
人

た
ち
、ま
た
本
居
宣
長
の
よ
う
な
国
学
者
の
歌
が
入
っ
て
い

ま
す
が
、
歌
詞
の
内
容
に
よ
っ
て
出
雲
や
出
雲
の
神
々
、
女

神
、
伊
勢
、
東
国
の
名
所
、
そ
れ
か
ら
天
岩
戸
開
き
な
ど
の

神
話
を
題
材
と
し
た
歌
に
分
類
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
歌
の

中
に
は
楽
器
だ
け
で
奏
さ
れ
る
手
事
を
持
つ
い
く
つ
か
の
曲

が
あ
っ
て
、大
本
で
は
と
く
に「
春
の
調
べ
」「
五
十
鈴
川
」「
須

賀
川
」
の
手
事
が
、祭
典
の
中
で
玉
串
を
神
前
に
捧
げ
る
「
玉

串
奉
奠
」
の
時
に
奏
さ
れ
ま
す
。

　

次
に
今
様
の
歌
が
あ
り
ま
す
が
、こ
れ
は
一
種
の
越
天
楽

今
様
の
旋
律
で
歌
わ
れ
ま
す
。大
本
の
祭
典
で
は
お
供
え
物

を
ご
神
前
に
お
供
え
す
る
「
献
饌
」
の
と
き
、
そ
の
お
祭
り

に
合
わ
せ
て
出
口
王
仁
三
郎
の
歌
か
ら
選
ば
れ
た
歌
を
こ
の

旋
律
で
歌
い
ま
す
。

　

最
後
に
、他
の
ジ
ャ
ン
ル
か
ら
取
っ
た
い
わ
ゆ
る
外
曲
が

あ
り
ま
す
。神
楽
、催
馬
楽
、箏
曲
な
ど
、格
調
の
高
い
も
の

で
す
が
、こ
れ
も
私
は
ほ
と
ん
ど
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
せ

ん
。
前
に
触
れ
た
「
本
曲
よ
り
他た

の
俗
曲
を
、
ゆ
め
ゆ
め
弾

ず
べ
か
ら
ず
」
と
い
う
場
合
の｢

本
曲｣

は
、も
ち
ろ
ん
、こ

の
外
曲
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。

　

余
談
に
な
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、明
治
初
年
に
東
京
で

活
躍
し
た
歌
舞
伎
囃
子
方
の
藤
舎
芦
船
と
い
う
人
が
八
雲
琴

を
習
い
ま
し
た
が
、八
雲
琴
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
に
な
い
い
わ

ゆ
る
俗
曲
が
弾
き
た
い
た
め
に
楽
器
の
形
を
少
し
変
え
て

「
東
流
二
絃
琴
」
と
呼
ん
で
自
分
の
新
し
い
流
派
を
立
ち
上

げ
ま
し
た
。明
治
期
に
は
京
都
や
大
阪
で
は
八
雲
琴
が
盛
ん

に
な
り
ま
し
た
が
、東
京
で
は
こ
の
東
流
二
絃
琴
が
普
及
し

ま
し
た
。
こ
の
東
流
二
絃
琴
に
タ
イ
プ
ラ
イ
タ
ー
の
キ
ー

ボ
ー
ド
の
よ
う
な
鍵
盤
を
付
け
た
の
が
大
正
琴
で
す
が
、大

正
琴
は
日
本
で
大
流
行
す
る
だ
け
で
な
く
、イ
ン
ド
や
パ
キ

ス
タ
ン
に
も
普
及
し
、ブ
ル
ブ
ル
・
タ
ラ
ン
と
呼
ば
れ
、カ
ッ

ワ
ー
リ
ー
と
い
う
イ
ス
ラ
ム
教
の
宗
教
歌
謡
の
伴
奏
な
ど
に

使
わ
れ
て
い
ま
す
。

神
さ
ま
が
お
喜
び
に
な
る
お
琴

　

大
本
の
開
教
は
、開
祖
出
口
な
お
が
帰か

み
が
か
り神

し
て
は
じ
め
て

艮
の
金
神
の
世
直
し
の
言
葉
を
伝
え
た
明
治
二
五
年
（
一
八

九
二
）
と
し
ま
す
が
、
開
祖
な
お
は
貧
し
い
家
に
生
ま
れ
て

九
歳
の
と
き
か
ら
奉
公
に
出
さ
れ
、ま
た
病
身
の
夫
を
支
え

な
が
ら
八
人
の
子
ど
も
を
育
て
、一
生
貧
困
の
中
に
あ
っ
て

芸
術
を
た
し
な
む
暇
は
な
く
、音
楽
に
は
縁
の
な
い
生
活
で

し
た
。次
の
逸
話
が
こ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
語
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

　

一
九
一
八
年
の
秋
、
な
お
の
昇
天
の
一
週
間
ほ
ど
前
、
大

阪
か
ら
信
者
の
春
子
太
夫
と
い
う
浄
瑠
璃
語
り
の
名
人
が
参

拝
し
て
来
て
、開
祖
に
浄
瑠
璃
を
聞
い
て
い
た
だ
き
た
い
と

い
う
の
で
す
。そ
れ
ま
で
は
そ
う
い
う
申
し
出
が
あ
る
と
き
、

「
い
つ
も
世
界
の
大
芝
居
を
み
せ
て
も
ろ
う
て
い
る
の
に
、

人
の
作
っ
た
も
の
な
ど
み
い
で
も
よ
い
」
と
い
っ
て
断
っ
て

い
た
け
れ
ど
も
、こ
の
と
き
だ
け
は
娘
の
す
み
が
取
り
つ
ぐ

と
、「
あ
あ
、
そ
う
か
、
神
様
が
わ
た
し
に
浄
瑠
璃
を
聞
か
し

な
さ
る
の
か
」
と
素
直
に
返
事
し
た
の
で
、
そ
の
夜
、
浄
瑠

璃
を
聞
い
て
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。あ
と
で
感
想
を

聞
く
と
、「
よ
う
わ
か
っ
た
、神
さ
ま
が
世
界
の
人
民
に
お
さ

と
し
に
な
る
の
が
、ど
う
し
て
人
民
に
わ
か
ら
ぬ
か
と
思
っ

て
い
た
が
、
浄
瑠
璃
で
さ
え
、
初
め
て
聞
く
と
わ
か
ら
ん
の

だ
か
ら
、神
さ
ま
の
教
え
が
人
民
に
わ
か
ら
ん
の
は
無
理
が

な
い
と
、
よ
う
わ
か
ら
し
て
も
ら
っ
た
」
と
話
し
た
そ
う
で

す8

。

　

一
方
の
王
仁
三
郎
は
、若
い
と
き
か
ら
歌
や
浄
瑠
璃
に
関

心
が
あ
り
、
と
く
に
浄
瑠
璃
を
愛
し
て
い
た
よ
う
で
す
。
王

仁
三
郎
は
一
八
九
八
年
に
郷
里
の
近
く
の
高
熊
山
で
一
週
間

第二章　宗教部会「モノと琴とシャーマニズム──モノ学の宗教的次元の一事例として」
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の
修
行
を
し
、
後
に
こ
の
体
験
を
も
と
に
『
霊
界
物
語
』
を

書
く
の
で
す
が
、山
に
入
る
前
に
素
人
の
浄
瑠
璃
の
会
に
参

加
し
て
い
た
の
で
す
。「
絵
本
太
閤
記
・
尼
ヶ
崎
の
段
」を
語
っ

て
い
る
と
、
彼
を
恨
ん
で
い
る
者
に
襲
わ
れ
、
殴
ら
れ
て
意

識
不
明
に
な
り
、翌
朝
気
が
つ
く
と
山
の
岩
窟
の
中
に
い
た

と
い
う
こ
と
で
す9

。

　

王
仁
三
郎
は
こ
の
経
験
か
ら
霊
的
世
界
に
目
覚
め
、稲
荷

講
社
の
長
沢
雄
楯
か
ら
鎮
魂
帰
神
の
法
を
授
か
り
、霊
的
研

究
を
進
め
ま
し
た
が
、
や
が
て
開
祖
な
お
と
出
会
い
、
一
九

〇
〇
年
に
娘
の
す
み
と
結
婚
し
ま
し
た
。古
い
信
者
と
の
間

に
軋
轢
も
あ
っ
て
、一
九
〇
六
年
か
ら
綾
部
を
離
れ
て
京
都

の
皇
典
講
究
所
に
入
学
し
て
神
職
の
資
格
を
取
り
、建
勲
神

社
や
教
派
神
道
の
御
嶽
教
な
ど
で
奉
仕
し
て
経
験
を
積
ん

で
、
一
九
〇
八
年
に
綾
部
に
戻
り
、
教
団
の
組
織
作
り
を
進

め
ま
し
た
。

　

八
雲
琴
が
初
め
て
大
本
の
祭
典
で
用
い
ら
れ
た
の
は
、い

ま
か
ら
ち
ょ
う
ど
一
〇
〇
年
前
の
一
九
〇
九
年
に
綾
部
に
大

本
の
最
初
の
神
殿
が
完
成
し
た
と
き
で
、王
仁
三
郎
の
希
望

で
梅
田
や
す
と
い
う
京
都
の
信
者
が
弾
き
ま
し
た
。王
仁
三

郎
が
綾
部
へ
戻
っ
て
き
て
大
本
の
祭
式
や
祝
詞
の
形
が
整
え

ら
れ
た
こ
ろ
か
ら
八
雲
琴
が
使
用
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
す
。

　

一
九
二
四
年
か
ら
は
田
中
沢
二
と
い
う
若
い
音
楽
家
が
郷

里
の
岡
山
県
笠
岡
か
ら
綾
部
に
移
り
住
ん
で
、大
本
の
祭
典

音
楽
の
責
任
者
に
な
り
ま
し
た
。そ
れ
ま
で
は
梅
田
や
す
と

文
楽
の
三
味
線
奏
者
の
鶴
沢
道
八
が
指
導
し
て
い
た
よ
う
で

す11

。

　

田
中
は
、子
ど
も
の
と
き
か
ら
箏
曲
を
習
っ
て
い
ま
し
た

が
、
一
九
一
九
年
の
あ
る
日
、
大
本
の
話
を
聞
い
て
綾
部
へ

行
っ
て
み
る
と
「
八
雲
琴
が
神
様
の
お
喜
び
に
な
る
お
琴
で

あ
る
こ
と
が
は
っ
き
り
わ
か
っ
た
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
郷

里
の
家
の
近
く
に
大
平
直
琴
と
い
う
中
山
琴
主
の
直
弟
子
が

い
た
の
で
、
田
中
は
大
平
に
弟
子
入
り
し
て
、
五
年
ほ
ど
で

皆
伝
を
受
け
ま
し
た
。一
九
二
三
年
に
後
の
三
代
大
本
教
主

出
口
直
日
に
招
か
れ
、毎
月
笠
岡
か
ら
稽
古
に
来
て
い
ま
し

た
が
、翌
一
九
二
四
年
に
大
本
の
祭
典
の
奏
楽
の
奉
仕
と
指

導
の
た
め
に
綾
部
に
移
住
し
て
、こ
の
こ
ろ
直
日
か
ら
緒
琴

と
い
う
名
前
を
も
ら
い
、
以
後
、
田
中
緒
琴
と
呼
ば
れ
る
よ

う
に
な
り
ま
し
た
。一
九
三
一
年
に
中
山
琴
主
の
弟
子
で
二

代
家
元
の
村
田
友
琴
の
遺
言
に
よ
り
三
代
家
元
を
継
ぎ
、一

九
六
三
年
か
ら
娘
の
千
種
が
二
世
田
中
緒
琴
と
し
て
四
代
を

継
ぎ
、現
在
に
至
っ
て
い
ま
す
。

　

初
世
緒
琴
は
大
本
の
た
め
に
前
に
触
れ
た
「
天
の
数
歌
」

を
作
曲
し
ま
し
た
。
こ
の
曲
は
、
節
分
の
夜
に
行
う
大
潔
斎

神
事
と
い
う
、
宇
宙
を
祓
い
清
め
る
、
も
っ
と
も
重
要
な
神

事
で
歌
う
曲
で
す
。
大
潔
斎
神
事
は
、
ま
ず
祭
主
が
天
の
数

歌
を
奏
上
し
、
続
い
て
言
霊
七
十
五
声
を
奏
上
し
ま
す
。
言

霊
奏
上
の
間
、鈴
と
麻ぬ

さ

を
持
っ
た
二
人
の
若
い
女
性
が
大
潔

斎
の
舞
を
舞
い
は
じ
め
ま
す
。
言
霊
奏
上
が
終
わ
る
と
、
八

雲
琴
に
よ
る
「
天
の
数
歌
」
が
演
奏
さ
れ
ま
す
。こ
う
し
て
、

言
霊
と
数
歌
と
舞
で
大
潔
斎
が
行
わ
れ
ま
す
。そ
の
歌
詞
は
、

「
ひ
と
ふ
た
み
よ
い
つ
む
ゆ
な
な
や
こ
こ
の
た
り
や
、
ひ
と

ふ
た
み
よ
い
つ
む
ゆ
な
な
や
こ
こ
の
た
り
や
、ひ
と
ふ
た
み

よ
い
つ
む
ゆ
な
な
や
こ
こ
の
た
り
も
も
ち
よ
ろ
ず
、ふ
る
べ

ゆ
ら
、
ふ
る
べ
ゆ
ら
ゆ
ら
」
こ
の
数
歌
は
信
者
が
毎
朝
唱
え

る
大
本
の
「
感み

や
び
の
こ
と
ば

謝
祈
願
詞
」
と
い
う
祝
詞
の
は
じ
め
に
、
漢

字
が
当
て
ら
れ
て
記
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
言
霊
に

よ
っ
て
数
詞
の
意
味
を
表
し
た
も
の
で
す
。「
ひ
と
」
は
、「
一

霊
四
魂
」
で
、
大
宇
宙
の
根
元
に
独
一
真
神
、
大
元
霊
が
ま

し
ま
し
、
一
つ
の
霊
の
下
に
勇
と
親
と
愛
と
智
、
す
な
わ
ち

荒
魂
、和
魂
、幸
魂
、奇
魂
の
四
つ
の
魂
が
そ
ろ
い
、「
ふ
た
」

は
「
八
力
」
で
、
こ
の
真
神
の
陰
と
陽
の
組
み
合
わ
せ
に
よ

り
動
と
静
、解
と
凝
、引
と
弛
、合
と
分
の
八
つ
の
力
が
生
じ
、

「
み
」
は
「
三
元
」
で
八
力
の
結
合
に
よ
り
剛
、
柔
、
流
の
三

体
が
で
き
、こ
れ
で
霊
、力
、体
の
三
元
が
そ
ろ
い
ま
す
。さ

ら
に
「
よ
」
か
ら
「
よ
ろ
ず
」
ま
で
で
宇
宙
の
創
造
か
ら
完
成

ま
で
の
過
程
が
表
わ
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の「
天
の
数
歌
」は
、

「
主
神
が
、
こ
の
宇
宙
を
創
造
し
、
神
徳
を
世
界
に
満
た
し
、

万
物
を
生
成
化
育
し
向
上
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
、称

え
ま
つ
る
言
葉
で
あ
る
」
と
い
わ
れ
て
い
ま
す11

。

　

八
雲
琴
の
「
天
の
数
歌
」
は
一
年
に
一
回
し
か
演
奏
さ
れ

な
い
秘
曲
中
の
秘
曲
で
す
が
、普
通
の
大
本
の
祭
典
で
弾
く

「
菅
掻
曲
」
に
も
「
天
の
数
歌
」
の
意
味
が
入
っ
て
い
る
と
言

わ
れ
て
い
ま
す
。手
事
六
段
で
全
然
歌
の
入
っ
て
い
な
い
こ

の
曲
は
、
初
心
者
に
も
教
え
る
も
っ
と
も
基
本
的
な
曲
で
、

祭
典
の
は
じ
め
に
弾
き
ま
す
が
、
こ
の
曲
を
弾
く
こ
と
に

よ
っ
て
祭
典
の
行
わ
れ
る
場
所
を
清
め
て
神
様
の
ご
降
臨
を

お
願
い
す
る
と
い
う
祈
り
を
こ
め
て
弾
く
の
で
す
。
ま
た
、

大
本
に
は
祭
典
の
ほ
か
に
、鎮
魂
と
い
う
修
行
が
あ
り
ま
す

が
、鎮
魂
は
音
楽
が
な
く
て
も
で
き
ま
す
が
、八
雲
琴
を
使
っ

て
鎮
魂
を
す
る
と
き
は
こ
の
「
菅
掻
曲
」
を
弾
き
ま
す
。
王

仁
三
郎
に
よ
る
と
、
鎮
魂
の
目
的
は
自
分
を
「
清
め
て
大
神

の
御
在
所
と
改
造
す
る11

」
こ
と
で
す
が
、
こ
こ
で
も
こ
の
曲

の
「
清
め
る
」
働
き
が
発
揮
さ
れ
ま
す
。

　

中
山
琴
主
の
い
う
よ
う
に
、八
雲
琴
は
人
間
の
耳
を
喜
ば

せ
る
も
の
で
は
な
く
、神
様
に
奉
仕
す
る
た
め
の
も
の
と
考

え
ら
れ
て
い
ま
す
。ま
わ
り
を
清
め
る
働
き
を
す
る
も
の
で

す
か
ら
、
当
然
、
楽
器
を
け
が
さ
な
い
よ
う
に
大
切
に
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

節
分
の
大
潔
斎
に
次
ぐ
大
本
に
お
け
る
重
要
な
神
事
、歌
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祭
り
で
も
八
雲
琴
が
活
躍
し
ま
す
。
歌
祭
り
と
い
う
の
は
、

和
歌
の
朗
詠
を
中
心
と
す
る
お
祭
り
で
、世
界
の
平
和
を
祈

る
神
事
と
さ
れ
て
い
ま
す
。一
九
三
五
年
に
第
一
回
の
歌
祭

り
が
行
わ
れ
、
中
断
さ
れ
た
後
、
一
九
五
〇
年
か
ら
毎
年
、

夏
の
瑞
生
大
祭
の
前
の
日
に
亀
岡
で
行
わ
れ
ま
す
。大
本
独

特
の
芸
術
即
信
仰
と
い
う
思
想
を
現
わ
し
た
と
い
え
る
こ
の

祭
り
に
は
、歌
垣
と
い
う
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
型
の
祭
壇
の
て
っ
ぺ

ん
に
、ご
神
体
の
代
わ
り
に
和
歌
の
始
ま
り
で
あ
る
須
佐
之

男
命
が
詠
ん
だ
と
い
う
「
八
雲
神
歌
」
が
書
か
れ
た
短
冊
が

立
て
て
あ
り
、そ
の
ま
わ
り
に
信
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
献
詠

歌
を
書
い
た
色
紙
が
な
ら
べ
ら
れ
ま
す
。ま
た
祝
詞
の
代
わ

り
に
「
八
雲
神
歌
」
が
弓
太
鼓
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
奏
上

さ
れ
ま
す
。

　

王
仁
三
郎
の
解
釈
で
は
、
こ
の
歌
に
は
、
世
界
に
は
た
く

さ
ん
の
垣
根
が
あ
っ
て
、そ
の
垣
根
を
取
り
払
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
意
味
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。大
本
の

歌
祭
り
は
、
こ
の
歌
の
精
神
で
、
世
の
中
の
有
形
無
形
の
障

壁
を
取
り
除
き
、
平
和
と
和
合
の
世
界
の
実
現
を
、
和
歌
に

よ
っ
て
神
に
誓
う
神
事
で
す
。

　

鈴
を
持
っ
た
三
人
の
舞
姫
が
八
雲
琴
の
歌
で
「
大
和
御
歌

の
舞
」
を
舞
っ
た
後
、
歴
代
教
主
の
歌
と
そ
の
年
の
献
詠
歌

が
八
雲
琴
と
弓
太
鼓
に
合
わ
せ
て
夷ひ

な
ぶ
り
ち
ょ
う

振
調
と
い
わ
れ
る
旋
律

で
朗
詠
さ
れ
ま
す
。

　

弓
太
鼓
と
い
う
の
は
、
舞
姫
の
持
つ
鈴
は
別
と
し
て
、
い

ま
の
大
本
で
八
雲
琴
と
い
っ
し
ょ
に
奏
で
る
唯
一
の
楽
器
で

す
。
桶
を
伏
せ
て
弓
を
く
く
り
付
け
て
、
弓
弦
を
梅
の
小
枝

で
打
つ
、ど
ち
ら
か
と
い
う
と
打
楽
器
的
に
リ
ズ
ム
を
打
っ

て
い
き
ま
す
。
音
高
は
決
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、
低
い
音
の

方
が
い
い
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
弓
太
鼓
に
つ
い
て
、

王
仁
三
郎
は
ま
た
こ
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
ま
す
。

　

今
、
弓
太
鼓
を
と
ん
と
ん
と
た
た
き
ま
し
た
が
、
こ
れ

は
、
素
盞
嗚
尊
が
須
賀
宮
に
お
入
り
に
な
つ
て
、
こ
の
大

海
原
、す
な
わ
ち
地
上
世
界
を
全
部
治
め
ら
る
る
処
の
責

任
を
伊
邪
那
岐
尊
か
ら
お
任
せ
に
な
ら
れ
た
に
つ
い
て
、

非
常
に
ご
心
労
あ
そ
ば
し
た
の
で
あ
り
ま
す
。
…
…
八
十

国
の
雲
霧
を
は
ら
い
、
八
重
垣
を
と
り
は
ら
う
に
は
、
ど

う
し
た
ら
よ
か
ろ
う
、た
い
て
い
の
こ
と
で
は
な
い
と
心

配
に
沈
ん
で
、
腕
を
組
ん
で
、
う
つ
む
い
て
お
ら
れ
る
時

に
、
櫛
稲
田
姫
が
、
弓
を
桶
に
く
く
り
つ
け
て
、
そ
れ
を

ぼ
ん
ぼ
ん
と
た
た
か
れ
た
。そ
れ
が
弓
太
鼓
の
濫
觴
で
あ

る
。
そ
の
音
を
聞
い
て
、
素
盞
嗚
尊
は
…
…
非
常
に
勇
ま

し
い
御
心
に
な
り
、お
喜
び
に
な
ら
れ
た
時
に
、「
八
雲
立

つ
…
…
」
と
で
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
が
、
の
ち
に
は

一
絃
琴
に
な
り
、
二
絃
琴
に
な
り
、
八
雲
琴
に
な
り
、
今

日
の
た
く
さ
ん
絃
の
あ
る
琴
が
で
き
た
の
で
あ
り
ま
す11

。

　

伊
勢
の
度
会
神
道
で
は
天
の
岩
戸
開
き
の
と
き
、弓
を
六

張
並
べ
た
の
が
琴
の
起
源
と
す
る
説
が
あ
り
、中
山
琴
主
も

『
八
雲
琴
譜
』
の
序
文
の
中
で
「
天あ

ま
て
り
ま
す

照
坐
、
日
大
御
神
、

天あ
め
の
い
は
や
ど

石
窟
に
、隠こ

も

ら
せ
、お
は
し
ま
し
け
る
時
、天
の
香か

ぐ

弓ゆ
み

を
、

六
は
り
興な

並ら

べ
、
茅ち

と
菅す

げ

を
持
て
掻か

き

な
で
、
高
天
の
原
も
動と

よ

む
ば
か
り
に
、
神
遊
し
奉
ら
れ
け
る
に
、
感か

ま
け

さ
せ
御
座
出
玉

ひ
け
れ
ば
、常と

こ

夜よ

往ゆ
き

け
る
天め

つ
ち
お
の
づ
か
ら

地
自
然
明
ら
け
く
ぞ
な
れ
り
け

る11

」
と
、
こ
の
説
に
言
及
し
ま
す
が
、
王
仁
三
郎
は
出
雲
起

源
説
を
主
張
し
て
い
ま
す
。

　

楽
器
と
し
て
の
弓
は
ア
フ
リ
カ
、
ア
メ
リ
カ
、
ア
ジ
ア
に

広
く
分
布
し
、遊
び
と
し
て
、ま
た
瓢
箪
、鉢
、壺
な
ど
の
共

鳴
装
置
を
付
け
て
歌
の
伴
奏
と
し
て
奏
で
ら
れ
、あ
る
地
域

で
は
宗
教
に
重
要
な
役
割
を
担
い
ま
す
。
弦
を
弾
い
た
り
、

棒
で
打
っ
た
り
、も
う
一
つ
の
弓
で
擦
っ
た
り
し
て
鳴
ら
し
、

ま
た
弦
を
抑
え
て
基
音
を
変
え
た
り
、共
鳴
装
置
の
穴
を
覆

う
か
、ま
た
は
口
を
共
鳴
胴
と
し
て
使
う
場
合
に
は
口
腔
の

容
積
を
変
え
て
選
択
的
に
倍
音
を
増
幅
し
た
り
し
て
、音
に

変
化
を
持
た
せ
る
方
法
が
い
ろ
い
ろ
あ
り
ま
す
。日
本
で
は

弓
を
宗
教
儀
礼
で
鳴
ら
す
例
と
し
て
二
つ
の
異
な
っ
た
場
合

が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。一
つ
は
イ
タ
コ
な
ど
と
呼
ば
れ
る
女

性
の
シ
ャ
ー
マ
ン
が
竹
の
棒
な
ど
で
弦
を
叩
い
て
亡
く
な
っ

た
人
の
霊
を
呼
び
寄
せ
て
そ
の
言
葉
を
語
る
口
寄
せ
の
場

合
、
も
う
一
つ
は
鳴め

い

弦げ
ん

、
ま
た
は
弦つ

る

打う
ち

と
い
っ
て
、
弦
を
弾

い
て
逆
に
悪
霊
を
祓
い
除
く
場
合
、
例
え
ば
、『
源
氏
物
語
』

夕
顔
の
巻
に
夕
顔
が
物
の
怪
に
襲
わ
れ
た
と
き
に
、光
源
氏

が
「
随
身
も
、
弦
打
し
て
、
絶
え
ず
声こ

わ

づ
く
れ
」
と
命
じ
、
弓

弦
の
音
で
物
の
怪
を
退
散
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
が
そ
の
例
で

す
。大
本
の
弓
太
鼓
の
よ
う
に
桶
に
弓
を
く
く
り
付
け
た
例

と
し
て
、
広
島
県
で
土
公
神
と
い
う
大
地
の
神
を
祭
り
、
弓

弦
を
竹
の
棒
で
打
ち
な
が
ら
祭
文
を
唱
え
る
「
弓
神
楽
」
と

い
う
行
事
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
ま
す11

。

　

王
仁
三
郎
は
、歌
祭
り
に
つ
い
て
若
い
と
き
和
歌
の
先
生

だ
っ
た
岡
田
惟
平
と
い
う
国
学
者
か
ら
学
ん
だ
と
言
っ
て
い

ま
す
が
、弓
太
鼓
に
つ
い
て
は
田
中
緒
琴
が
王
仁
三
郎
に
紹

介
し
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す11

。こ
の
弓
太
鼓
を
打
つ
と
は
ど

う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、や
は
り
王
仁
三
郎
の
話
の
中
で

櫛
稲
田
姫
が
須
佐
之
男
命
に
勇
気
を
与
え
た
よ
う
に
、勇
ま

し
い
心
を
奮
い
立
た
せ
る
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
八
雲
琴

は
男
性
で
も
弾
き
ま
す
が
、歌
祭
り
の
弓
太
鼓
を
打
つ
の
は

櫛
稲
田
姫
の
代
わ
り
に
な
る
の
で
、絶
対
に
女
性
で
な
け
れ

ば
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
竹
や
そ
の
他
の
木
の
棒
で
な
く
、

梅
の
若
い
小
枝
で
打
つ
の
は
、
開
祖
の
お
筆
先
に
「
梅
で
開

い
て
松
で
治
め
る
」
と
い
う
よ
う
に
「
開
く
」
意
味
が
あ
り
、
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そ
の
年
の
小
枝
が
乾
燥
し
て
軽
く
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
水

に
つ
け
て
、
使
わ
な
い
時
は
濡
れ
た
布
を
巻
い
て
お
き
、
若

さ
と
瑞
々
し
さ
を
保
ち
ま
す
。

　

第
一
回
の
歌
祭
り
の
と
き
の
ス
ピ
ー
チ
の
中
で
王
仁
三
郎

は
ま
た
こ
う
い
い
ま
す
。「
さ
ら
に
、右
と
左
に
侍
女
神
が
お

り
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
手
撫
槌
と
足
撫
槌
に
な
ぞ
ら
え
て
、

両
傍
に
二
人
お
つ
た
の
で
あ
り
ま
す
。し
か
し
ほ
ん
と
う
の

手
撫
槌
、
足
撫
槌
は
、
こ
ん
な
若
い
人
で
は
な
い
。
ほ
ん
と

う
は
お
爺
さ
ん
と
お
婆
さ
ん
で
あ
る
け
れ
ど
も
、わ
れ
わ
れ

は
更
生
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
、爺
さ
ん
婆
さ
ん
で
は
い
か
ん

か
ら
若
い
人
に
坐
つ
て
も
ら
う
た
の
で
あ
り
ま
す
。弓
を
ぼ

ん
ぼ
ん
鳴
ら
し
た
の
は
櫛
稲
田
姫
の
代
わ
り
で
あ
り
ま
す
。」

「
更
生
」
と
い
う
の
は
「
生
き
返
る
」
と
い
う
こ
と
で
す
が
、

や
は
り
櫛
稲
田
姫
の
父
親
と
母
親
で
あ
る
手
撫
槌
と
足
撫
槌

で
も
若
い
人
が
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
と
き
は
弓
太
鼓
の
右

と
左
に
座
る
だ
け
で
し
た
が
、い
ま
は
献
詠
歌
朗
詠
の
前
後

に
三
人
の
若
い
女
性
が
櫛
稲
田
姫
と
手
撫
槌
と
足
撫
槌
に

な
っ
て
須
佐
之
男
命
の
歌
の
前
で「
大
和
御
歌
の
舞
」と「
須

賀
の
宮
の
舞
」
と
い
う
舞
を
舞
い
ま
す
。
節
分
の
大
潔
斎
の

舞
と
同
じ
く
、
作
曲
は
田
中
緒
琴
、
振
り
付
け
は
宝
生
流
の

能
楽
の
先
生
で
大
本
信
者
だ
っ
た
中
野
茗
水
と
い
う
人
の
監

督
の
も
と
で
作
ら
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、い
ま
は
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、一
九
三
五
年
（
昭

和
一
〇
）に
、王
仁
三
郎
の『
霊
界
物
語
』を
舞
台
化
し
た「
神

聖
歌
劇
」
が
三
回
演
じ
ら
れ
ま
し
た
が
、
田
中
緒
琴
に
よ
る

と
、
そ
の
音
楽
と
し
て
八
雲
琴
が
よ
く
使
わ
れ
ま
し
た
。
三

回
目
の
神
聖
歌
劇
は
第
二
次
大
本
弾
圧
事
件
が
勃
発
し
た
一

二
月
八
日
、
松
江
で
行
わ
れ
ま
し
た
が
、
緒
琴
は
こ
の
と
き

の
感
想
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
ま
す
。

　

聖
師
さ
ま
（
王
仁
三
郎
）
ご
一
行
と
松
江
に
行
っ
て
い

ま
し
た
。
神
劇
や
歌
祭
の
た
め
の
お
琴
を
ひ
く
た
め
に

…
…
。
そ
う
し
て
そ
の
日
、
聖
師
さ
ま
は
お
一
人
だ
け
警

官
の
手
に
よ
っ
て
、と
ら
わ
れ
の
身
に
な
ら
れ
た
の
で
す
。

自
分
た
ち
も
部
屋
に
軟
禁
さ
れ
警
視
の
訓
示
を
受
け
た
わ

け
で
す
。「
今
日
の
祭
典
行
事
は
と
ど
こ
お
り
な
く
予
定

通
り
や
れ
。も
し
皆
さ
ん
が
騒
が
れ
る
よ
う
な
こ
と
が
あ

る
と
、聖
師
さ
ま
に
と
り
か
え
し
の
つ
か
な
い
よ
う
な
こ

と
が
お
き
る
…
…
」
と
。
だ
か
ら
祭
典
は
じ
め
諸
行
事
が

予
定
通
り
と
ど
こ
お
り
な
く
進
め
ら
れ
ま
し
た
…
…
。私

の
役
目
は
祭
典
の
お
琴
と
同
時
に
、神
聖
歌
劇
の
お
琴
を

ひ
く
わ
け
で
す
。
…
…
そ
の
場
面
は
歓
喜
の
絶
頂
を
う
た

い
あ
げ
た
も
の
で
す
。八
雲
琴
の
調
べ
に
よ
っ
て
歓
喜
の

歌
を
う
た
い
あ
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
。そ
れ
も
最
高
の
歓
喜
を

…
…
。
わ
れ
わ
れ
と
す
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
悲
し
み
の
き
わ

み
は
な
い
わ
け
で
す
。悲
嘆
の
極
に
お
っ
て
最
高
の
歓
喜

を
歌
に
表
す
と
い
っ
て
や
め
る
わ
け
に
い
か
な
い
の
で

す
。
涙
を
の
ん
で
八
雲
琴
を
ひ
き
は
じ
め
ま
し
た
…
…
。

五
年
間
ほ
ど
は
お
琴
を
み
る
だ
け
で
、あ
の
い
ま
わ
し
い

日
が
想
い
出
さ
れ
て
、つ
ら
い
思
い
に
な
る
の
で
す11

。

　
「
神
聖
歌
劇
」
は
事
件
解
決
後
の
一
九
五
二
年
に
復
活
し
、

『
霊
界
物
語
』
第
七
四
巻
を
も
と
に
し
た
『
真
鶴
国
物
語
』
が

そ
の
年
の
瑞
生
大
祭
で
演
じ
ら
れ
ま
し
た
。歌
は
夷
振
調
と

謡
調
で
、楽
器
は
八
雲
琴
、弓
太
鼓
、小
鼓
と
太
鼓
で
、能
楽

の
影
響
が
伺
わ
れ
ま
す11

。翌
年
の
一
九
五
三
年
の
瑞
生
大
祭

で
演
じ
ら
れ
た
『
花
の
宴
』
で
は
、
歌
は
ま
た
夷
振
調
と
謡

調
で
、楽
器
は
太
鼓
と
笛11

。最
後
の
「
神
聖
歌
劇
」
は
一
九
五

六
年
に
上
演
さ
れ
た
『
玉
泉
の
月
』
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ

ま
で
の
事
件
後
の
も
の
で
は
能
装
束
を
着
け
た
の
に
対
し

て
、
役
者
は
白
衣
と
袴
を
着
け
、
楽
器
は
八
雲
琴
で
、
能
楽

的
な
要
素
を
離
れ
る
傾
向
が
伺
わ
れ
ま
す11

。一
九
六
二
年
の

三
代
教
主
出
口
直
日
の
シ
テ
に
よ
る
『
西
王
母
』
の
演
能
が

あ
り
、
以
後
、
伝
統
的
な
能
の
曲
だ
け
が
大
本
で
演
じ
ら
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。し
か
し
、「
神
聖
歌
劇
」
の
中
で
八

雲
琴
に
合
わ
せ
て
歌
う
宣
伝
歌
と
い
う
、物
語
に
出
て
く
る

七
五
調
の
歌
は
、い
ま
も
大
本
で
八
雲
琴
を
習
う
者
に
教
え

ら
れ
ま
す
。
一
方
、
歌
祭
り
は
重
要
な
神
事
と
し
て
い
ま
も

盛
ん
に
行
わ
れ
て
い
ま
す
。毎
年
亀
岡
で
行
わ
れ
る
歌
祭
り

と
は
別
に
、日
本
で
世
界
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
大
会
が
開
催
さ
れ

た
後
の
二
〇
〇
七
年
八
月
に
綾
部
で
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
歌
祭
り

が
行
わ
れ
、
歌
が
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
で
朗
詠
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
二
〇
〇
八
年
四
月
に
大
本
の
新
し
い
東
京
本
部
で
の
歌

祭
り
で
は
イ
ス
ラ
エ
ル
、
パ
レ
ス
チ
ナ
、
エ
ジ
プ
ト
、
ヨ
ル

ダ
ン
の
代
表
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
歌
が
ア
ラ
ビ
ア
語
と
ヘ
ブ
ラ

イ
語
で
朗
詠
さ
れ
ま
し
た
。今
年
は
ブ
ラ
ジ
ル
で
初
め
て
の

海
外
歌
祭
り
が
予
定
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、田
中
緒
琴
は
大
本
の
祭
典
の
た
め
に
作
曲

を
し
ま
し
た
が
、八
雲
琴
の
製
作
に
も
関
心
を
持
っ
て
い
ま

し
た
。幕
末
か
ら
明
治
に
か
け
て
京
都
や
大
阪
で
は
八
雲
琴

が
か
な
り
普
及
し
た
こ
と
に
触
れ
ま
し
た
が
、田
中
緒
琴
に

よ
る
と
、「
京
都
で
普
通
の
音
楽
の
師
匠
を
し
て
い
て
も
、八

雲
琴
を
知
ら
な
か
っ
た
ら
音
楽
の
師
匠
は
で
き
な
い
と
い
う

ほ
ど
だ
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。」
し
か
し
大
正
、昭
和
に

な
る
と
、大
本
や
い
く
つ
か
の
神
社
以
外
で
は
だ
ん
だ
ん
廃

れ
て
行
き
ま
す
。
緒
琴
は
、
廃
れ
た
原
因
の
一
つ
に
楽
器
の

質
の
問
題
が
あ
る
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
、一
般
に
出
回
っ

て
い
た
楽
器
に
つ
い
て
、次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。「
古

い
八
雲
琴
を
数
か
ず
あ
た
っ
て
み
る
中
に
、こ
れ
な
ら
ひ
い

て
み
よ
う
と
思
う
良
い
八
雲
琴
は
百
面
の
な
か
に
一
面
あ
れ
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ば
、
ま
だ
よ
い
方
な
の
で
す
。
ほ
と
ん
ど
が
形
だ
け
の
も
の

で
、
ひ
く
に
た
え
な
い
よ
う
な
も
の
が
多
い
の
で
す
。
こ
れ

は
流
行
に
ま
か
せ
て
粗
製
乱
造
し
た
と
い
う
こ
と
が
原
因
で

す
」
と
。そ
れ
で
自
分
で
お
琴
を
作
り
た
い
と
思
い
、「
み
ろ

く
殿
の
よ
う
な
広
い
場
所
で
も
よ
く
聞
こ
え
る
ボ
リ
ュ
ー
ム

と
、
神
々
し
い
清
ら
か
な
音
の
で
る
お
琴
が
ほ
し
い
、
ま
た

な
ん
と
か
し
て
造
り
出
し
た
い
も
の
だ
！
と
常
日
頃
か
ら
研

究
を
重
ね
、
苦
心
し
て
い
ま
し
た
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
あ
る
日
、
琴
を
作
っ
て
も
ら
っ
て
い
た
京
都
の
琴
師

が
仕
事
を
や
め
る
か
ら
と
い
っ
て
そ
の
道
具
を
緒
琴
に
譲
っ

た
の
で
、自
分
で
考
え
て
い
た
よ
う
な
八
雲
琴
を
作
る
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。い
ま
大
本
で
使
っ
て
い
る
八
雲
琴
は
田
中

緒
琴
の
定
め
た
作
り
方
で
作
ら
れ
ま
す
。

　

八
雲
琴
と
八
雲
琴
か
ら
派
生
し
た
東
流
二
絃
琴
や
大
正
琴

と
、箏
や
三
味
線
に
代
表
さ
れ
る
日
本
の
近
世
邦
楽
の
絃
楽

器
と
違
う
と
こ
ろ
は
、箏
や
三
味
線
で
は
基
本
的
に
絃
を
一

本
ず
つ
弾
き
、合
奏
す
る
と
き
は
お
互
い
の
音
色
を
邪
魔
し

な
い
よ
う
な
、
不つ

か
ず
は
な
れ
ず

即
不
離
の
ヘ
テ
ロ
フ
ォ
ニ
ー
で
、
音
色
そ

の
も
の
を
味
わ
う
の
が
重
要
な
要
素
で
す
が
、こ
れ
に
対
し

て
八
雲
琴
は
ユ
ニ
ゾ
ン
に
調
絃
し
た
二
本
の
絃
を
い
っ
し
ょ

に
弾
く
の
が
基
本
で
す
。割
爪
や
重
爪
と
い
う
一
本
ず
つ
離

し
て
弾
く
特
殊
な
パ
タ
ー
ン
も
あ
り
ま
す
が
、基
本
は
二
本

の
絃
を
一
本
の
絃
の
よ
う
に
弾
く
の
で
、箏
曲
な
ど
の
よ
う

に
音
色
を
楽
し
む
の
と
は
違
い
ま
す
。大
本
の
出
口
直
日
三

代
教
主
は
八
雲
琴
の
音
色
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い

ま
す
。「
ほ
ん
と
う
の
八
雲
琴
は
、き
び
し
い
す
み
き
っ
た
音

色
の
出
る
よ
い
も
の
で
す
が
、
た
だ
や
は
り
、
ふ
つ
う
の
琴

の
よ
う
に
や
わ
ら
か
い
、あ
た
た
か
味
と
は
違
っ
た
よ
さ
で

す
か
ら
、家
庭
の
雰
囲
気
に
は
合
わ
な
い
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。

け
れ
ど
も
、神
社
の
祭
典
の
奏
楽
と
し
て
は
き
わ
め
て
清
浄

な
澄
ん
だ
空
気
を
も
た
ら
す
、す
ば
ら
し
い
も
の
と
お
も
い

ま
す11

。」
や
わ
ら
か
さ
や
暖
か
み
は
な
い
け
れ
ど
も
厳
し
い

澄
み
き
っ
た
音
色
、こ
れ
は
八
雲
琴
の
音
色
を
よ
く
表
わ
し

て
い
る
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。二
本
の
絃
を
天
と
地
と
い
い

ま
す
が
、八
雲
琴
を
弾
く
こ
と
は
こ
の
天
と
地
を
合
わ
せ
る

こ
と
か
ら
始
ま
り
ま
す
。そ
し
て
、「
祭
典
の
場
を
お
清
め
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
、神
さ
ま
に
お
降
り
に
な
っ
て
い
た
だ
く

と
い
う
気
持
ち
で11

」
弾
く
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

お
話
の
最
後
に
な
り
ま
す
が
、昨
年
の
一
一
月
に
大
本
の

神
殿
で
あ
る
綾
部
の
長
生
殿
で
大
本
神
殿
造
営
百
年
記
念
の

祭
典
と
八
雲
琴
奉
納
演
奏
会
が
行
わ
れ
ま
し
た
。奉
納
演
奏

会
は
、一
〇
〇
年
に
ち
な
ん
で
一
〇
〇
人
の
奉
納
者
に
よ
る

お
清
め
の
「
菅
掻
曲
」
の
演
奏
で
始
ま
り
、
続
い
て
数
々
の

曲
が
奉
納
演
奏
さ
れ
ま
し
た
。こ
う
し
て
大
本
に
お
け
る
八

雲
琴
の
第
二
世
紀
が
始
ま
り
ま
し
た
が
、明
治
に
一
時
流
行

し
て
後
に
廃
れ
か
け
た
こ
の
楽
器
と
そ
の
音
楽
が
こ
れ
だ
け

の
演
奏
者
人
口
を
持
っ
て
現
在
も
生
き
て
い
る
の
は
、こ
の

伝
統
に
奉
仕
す
る
初
世
・
二
世
田
中
緒
琴
の
努
力
と
そ
れ
を

奨
励
、保
護
し
た
出
口
王
仁
三
郎
は
じ
め
大
本
の
歴
代
教
主

の
力
に
よ
る
も
の
が
大
き
い
で
す
。
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歌
劇
『
玉
泉
の
月
』
奉
納
上
演
」『
愛
善
苑
』
一
九
五
六

年
八
月
一
五
日
号
、
二
頁
。

21　
『
ま
つ
ご
こ
ろ
』
一
九
八
二
年
五
月
号
、
一
六
頁
。

22　
（
二
世
）
田
中
緒
琴
「
八
雲
琴
は
祭
典
の
お
清
め
の
御
用
」『
お

ほ
も
と
』
二
〇
〇
九
年
一
一
月
号
、
三
三
頁
。

第二章　宗教部会「モノと琴とシャーマニズム──モノ学の宗教的次元の一事例として」
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大
本
と
の
出
会
い

　

考
え
て
み
る
と
、シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
芸
術
と
の
関
係
が

当
た
り
前
の
関
係
で
あ
る
か
ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。

大
本
は
あ
る
タ
イ
プ
の
新
宗
教
と
同
じ
よ
う
に
神
懸
か
り
に

な
っ
た
地
方
特
定
の
シ
ャ
ー
マ
ン
的
な
人
物
の
出
口
ナ
オ
か

ら
始
ま
っ
て
、そ
し
て
カ
リ
ス
マ
的
な
主
宰
者
で
あ
っ
た
上

田
喜
三
郎
（
出
口
王
仁
三
郎
）
と
組
に
な
っ
て
信
仰
者
の
ク
ラ

イ
エ
ン
ト
の
小
さ
い
グ
ル
ー
プ
か
ら
だ
ん
だ
ん
組
織
的
宗
教

集
団
に
展
開
し
て
、世
直
し
的
な
性
格
の
強
い
教
団
に
な
っ

た
。そ
の
時
代
の
流
れ
で
い
ろ
ん
な
変
化
が
行
わ
れ
た
。そ
の

過
程
で
大
本
の
第
二
次
事
件
が
解
決
し
た
後
、愛
善
苑
と
い

う
世
界
平
和
を
目
標
と
す
る
運
動
に
変
わ
っ
た
。

　

モ
ノ
学
“study of things

”
と
い
え
ば
、宗
教
人
類
学
の

立
場
か
ら
み
る
と
、宗
教
者
た
ち
の
使
う
モ
ノ
は
物
質
的
な
面

や
霊
性
的
な
面
を
も
も
つ
。宗
教
的
な
儀
礼
の
役
者
、超
自
然

の
世
界
を
支
配
す
る
シ
ャ
ー
マ
ン
、神
懸
か
り
の
状
態
に
入
っ

た
民
衆
宗
教
の
教
祖
た
ち
が
そ
の
モ
ノ
の
両
義
性
を
権
威
と
か

権
力
と
か
影
響
力
の
象
徴
と
し
て
巧
み
に
使
う
わ
け
で
あ
る
。

　

大
本
の
場
合
は
す
で
に
長
い
教
団
史
の
中
で
出
口
王
仁
三

郎
を
は
じ
め
、女
性
の
継
承
者
た
ち
が
も
の
と
考
え
て
い
る

こ
と
に
つ
い
て
、す
ぐ
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
芸
術
と
の
関
連
で

あ
る
。芸
術
実
践
は
世
俗
的
な
日
常
活
動
だ
け
で
は
な
く
宗

教
的
な
役
割
に
も
大
き
な
意
味
が
あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　
一
九
七
二
年
の
秋
、パ
リ
市
立
の
セ
ル
ヌ
ス
キ
ー
（C

ernuschi

）

東
洋
美
術
館
で「
王
仁
三
郎
と
そ
の
一
門
の
芸
術
展
」
と
い
う

出
口
家
の
作
品
展
が
、当
時
そ
の
美
術
館
の
館
長
で
あ
っ
た

ヴ
ァ
デ
ィ
ム
・
エ
リ
セ
エ
フ（Vadim

e Elisseeff

）先
生
に
よ
っ
て

主
催
さ
れ
た
。こ
の
展
覧
会
の
カ
タ
ロ
グ
の
文
章
に
エ
リ
セ
エ
フ

氏
は
こ
う
書
い
た
。「
芸
術
は
日
本
新
興
宗
教
の
生
活
に
お
い
て

重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
ま
す
。芸
術
は
一
般
的
に
観
察
の

手
段
と
理
解
さ
れ
ま
す
。た
と
え
ば
、日
本
の
立
派
な
博
物
館

の
一
つ
が
天
理
教
に
あ
り
、ま
た
、地
上
天
国
の
よ
う
な
美
し
い

庭
園
が
世
界
救
世
教
に
あ
る
。そ
し
て
、Ｐ
Ｌ
教
団
の
収
集
家

や
援
助
者
が
美
術
的
イ
ベ
ン
ト
を
頻
繁
に
催
し
て
い
ま
す
。し

か
し
、大
本
は
瞑
想
の
喜
び
に
造
化
の
喜
び
を
加
え
て
い
る
。

大
本
に
お
い
て
は
芸
術
が
神
に
導
く
実
践
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。大
本
の
芸
術
家
に
と
っ
て
は
、陶
器
家
に
し
て
も
画
家
に
し

て
も
機
織
工
に
し
て
も
、職
人
に
し
て
も
、美
術
愛
好
家
に
し

て
も
、芸
術
的
創
作
は
祈
り
の
機
能
に
近
い
活
動
で
あ
る1

」。

　

パ
リ
の
展
覧
会
の
と
き
、出
口
王
仁
三
郎
の
代
表
的
な
作

品
と
し
て
「
耀
盌
」
と
呼
ば
れ
た
輝
く
楽
焼
き
の
茶
碗
と
屏

風
に
松
の
墨
絵
な
ど
が
あ
っ
た
。そ
れ
か
ら
二
代
教
主
の
澄

子
の
絵
画
、
三
代
教
主
の
直
日
の
絵
画
と
焼
き
物
、
直
日
の

夫
、日
出
麿
の
絵
画
な
ど
が
展
示
さ
れ
て
い
た
。

　

私
は
京
都
に
留
学
し
て
い
た
と
き
に
エ
リ
セ
エ
フ
先
生
の

勧
め
と
ご
紹
介
で
初
め
て
亀
岡
と
綾
部
に
あ
る
共
同
体
を
知

り
、ま
た
そ
れ
が
、ど
ん
な
宗
教
団
体
で
あ
る
の
か
と
現
地
調

査
を
か
ね
て
、私
は
月
一
回
ぐ
ら
い
陶
芸
を
習
い
に
通
っ
た
。

メ
シ
ア
運
動

　

大
本
の
歴
史
を
ふ
り
返
る
と
さ
ま
ざ
ま
な
で
き
ご
と
と
変

第
二
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と
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動
が
あ
っ
て
、芸
術
の
道
に
入
る
ま
で
は
素
朴
な
信
仰
を
持

つ
人
々
が
田
舎
の
予
言
者
の
ま
わ
り
に
集
ま
っ
て
、新
し
い

世
界
作
り
を
切
望
し
た
。そ
う
い
う
形
の
大
本
に
つ
い
て
ま

ず
お
話
し
し
た
い
と
思
う
。

　

大
本
は
開
教
の
と
き
か
ら
、メ
シ
ア
的
な
期
待
で
の
世
直

し
の
目
的
で
予
言
的
・
千
年
王
国
運
動
と
し
て
展
開
し
て

い
っ
た
。こ
う
い
う
宗
教
的
な
運
動
が
現
れ
る
と
き
の
時
代

的
特
徴
は
、
内
的
危
機
感
が
生
ま
れ
て
く
る
こ
と
と
、
聖
な

る
都
市
へ
の
約
束
の
欠
如
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。こ
の
二
つ

の
レ
フ
ェ
ラ
ン
ス
、す
な
わ
ち
社
会
的
現
状
と
土
地
に
関
す

る
前
兆
は
各
メ
シ
ア
的
運
動
の
重
要
な
部
分
だ
と
思
う
。ミ

レ
ニ
ア
ム
は
乱
れ
た
土
地
に
天
国
を
建
て
る
と
い
う
社
会

的
・
文
化
的
変
動
の
と
き
に
発
生
す
る
。
政
治
、
ま
た
は
宗

教
的
な
運
動
の
一
つ
の
タ
イ
プ
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。社
会

運
動
は
二
つ
の
タ
イ
プ
に
わ
か
れ
る
と
思
う
。す
な
わ
ち
外

来
文
化
の
浸
入
に
よ
っ
て
起
き
る
も
の
と
、内
的
変
動
の
結

果
か
ら
起
き
る
も
の
と
に
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

文
化
人
類
学
者
で
あ
る
フ
ラ
ン
ソ
ワ
・
ラ
プ
ラ
ン
テ
ィ
ー

ヌ
氏
はLes trois voix de l'im

aginaire

（『
想
像
界
の
三
つ
の

声
』）
と
い
う
本
の
中
で
希
望
の
普
遍
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
を

三
つ
に
分
け
て
分
析
し
て
い
る
。第
一
は
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム（
救

世
主
信
仰
）、
第
二
は
ポ
セ
ッ
シ
ョ
ン
（
憑
依
）、
第
三
は
ユ
ー

ト
ピ
ア
で
あ
る2

。つ
ま
り
、メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
、憑
依
、ユ
ー
ト

ピ
ア
、そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
に
よ
っ
て
人
間
は
絶
望
を
希
望
に

変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
説
明
し
て
い
る
。日
常
の
生
活
と

も
っ
と
も
か
け
離
れ
た
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
は
、憑
霊
と
ユ
ー
ト

ピ
ア
と
同
じ
よ
う
に
、
断
絶
の
行
動
を
と
ら
せ
る
。
フ
ラ
ン

ス
ワ
・
ラ
プ
ラ
ン
テ
ィ
ー
ヌ
の
概
念
的
な
枠
組
み
の
も
と
に
、

大
本
教
の
動
き
を
簡
単
に
紹
介
し
て
み
た
い
。

　

大
本
教
が
誕
生
し
た
背
景
に
は
、産
業
革
命
と
資
本
主
義

の
確
立
が
あ
る
。こ
れ
ま
で
の
伝
統
的
な
共
同
体
の
崩
壊
と
、

社
会
の
移
動
性
の
増
加
が
あ
る
と
思
う
。農
耕
社
会
か
ら
産

業
社
会
へ
の
変
動
過
程
と
、そ
れ
か
ら
起
き
る
現
状
不
安
は
、

当
時
の
出
口
ナ
オ
の
生
活
に
も
よ
く
現
れ
て
い
る
。明
治
六

年
（
一
八
七
三
）、
綾
部
の
近
く
で
あ
っ
た
農
民
一
揆
は
、
社

会
的
な
諸
権
利
の
要
求
の
み
な
ら
ず
、文
化
の
現
状
に
つ
い

て
も
、目
ま
ぐ
る
し
い
近
代
化
に
抵
抗
す
る
気
持
ち
が
含
ま

れ
て
い
た
と
思
う
。
新
し
い
生
活
様
式
の
否
定
に
は
、
当
然

の
こ
と
な
が
ら
、文
化
的
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
守
る
願

望
が
入
っ
て
い
る
。
メ
シ
ア
運
動
の
誕
生
に
は
、
往
々
に
し

て
神
話
の
世
界
と
現
世
の
結
合
に
よ
る
救
世
主
と
神
話
的
な

内
容
が
不
可
欠
と
な
っ
て
い
る
。

　

一
つ
だ
け
例
を
見
る
と
、た
と
え
ば
、陰
陽
道
系
の
金
神
信

仰
は
遊
行
神
で
あ
り
、そ
の
語
り
神
と
さ
れ
て
い
た
金
神
は

金
光
教
の
影
響
を
受
け
た
出
口
ナ
オ
に
よ
っ
て
、民
衆
を
救

済
す
る
艮
の
金
神
に
変
身
さ
れ
た
。天
照
大
神
の
天
の
岩
戸

開
き
に
基
づ
い
て
、世
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
た
艮
の
金
神
が

再
現
す
る
と
い
う
願
望
は
、大
本
の
教
え
で
は
二
度
目
の
天
の

岩
戸
開
き
と
呼
ば
れ
て
い
る
。こ
れ
を
ほ
か
の
メ
シ
ア
的
な
運

動
と
同
じ
よ
う
に
そ
の
シ
ン
ク
レ
テ
ィ
ク
神
話
と
評
価
す
る

か
、土
着
神
話
と
評
価
す
る
か
、研
究
者
に
よ
っ
て
異
な
る
が
、

い
ず
れ
に
せ
よ
独
自
の
神
話
的
な
思
想
を
表
し
て
い
る
。

　

カ
リ
ス
マ
的
な
質
を
持
つ
指
導
者
は
よ
く
千
年
王
国
運
動

を
形
づ
く
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
で
支
配
の
分
類
と
し
て
の

カ
リ
ス
マ
論
を
論
ず
る
つ
も
り
は
な
い
が
、一
言
触
れ
て
お

き
た
い
こ
と
は
、こ
の
カ
リ
ス
マ
的
な
パ
ワ
ー
の
分
解
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。実
際
に
は
大
本
運
動
の
初
期
に
信
者
を
引

き
つ
け
る
役
割
を
し
た
予
言
者
と
し
て
の
出
口
ナ
オ
と
、宗

教
・
政
治
的
な
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
の
出
口
王
仁
三
郎
に
分
け

て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

実
は
、
も
っ
と
複
雑
な
関
係
で
評
価
も
で
き
る
。
た
と
え

ば
、こ
の
大
本
の
例
も
よ
く
メ
シ
ア
運
動
に
神
懸
か
っ
た
教

祖
と
政
治
的
な
リ
ー
ダ
ー
や
教
団
の
指
導
者
と
い
う
ペ
ア
が

存
在
す
る
。
そ
の
上
、
出
口
王
仁
三
郎
は
運
動
の
組
織
者
で

あ
り
な
が
ら
、同
時
に
予
言
者
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
。

メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
憑
霊

　

次
に
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
と
憑
霊
（
ポ
セ
ッ
シ
ョ
ン
）
と
の
関
係

に
つ
い
て
、
す
こ
し
触
れ
て
み
た
い
。
メ
シ
ア
運
動
を
指
導

す
る
者
と
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
入
る
者
は
、よ
く
同
じ
庶
民
階

層
か
ら
出
て
く
る
。
両
者
は
生
活
の
秩
序
を
批
判
し
、
あ
る

時
期
に
、
あ
る
思
想
を
作
り
出
し
た
が
る
。
出
口
ナ
オ
の
憑

霊
の
タ
イ
プ
は
行
動
と
予
言
を
神
の
意
思
に
よ
っ
て
動
か
せ

る
タ
イ
プ
で
あ
る
。
そ
れ
は
無
意
識
な
憑
霊
と
呼
べ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
王
仁
三
郎
は
意
識
的
な
憑
霊
の
タ
イ
プ
と
言
え

る
。
修
業
あ
る
い
は
行
に
よ
っ
て
、
神
と
合
体
し
て
、
超
自

然
の
力
を
得
る
憑
霊
の
タ
イ
プ
で
あ
る
。日
本
の
新
宗
教
の

運
動
の
中
で
は
珍
し
く
、出
口
王
仁
三
郎
は
シ
ャ
ー
マ
ン
的
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な
タ
イ
プ
で
あ
る
。脱
魂
型
に
近
い
タ
イ
プ
だ
と
思
う
。

　

た
い
て
い
の
場
合
、憑
霊
現
象
は
メ
シ
ア
運
動
に
先
立
っ

て
現
れ
る
。憑
霊
現
象
と
メ
シ
ア
運
動
と
の
間
の
相
違
点
は
、

時
に
関
す
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
大
本
の
場
合
は
、

過
去
信
仰
で
あ
っ
て
も
未
来
へ
の
信
仰
で
あ
っ
て
も
、「
み

ろ
く
の
世
」
の
到
来
の
時
節
を
事
情
に
よ
っ
て
先
延
ば
し
す

る
こ
と
も
、
早
め
る
こ
と
も
す
る
。
逆
に
ポ
セ
ッ
シ
ョ
ン
の

現
象
と
し
て
、た
と
え
ば
、出
口
ナ
オ
は
、い
つ
で
も
、ど
こ

で
も
、
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
入
っ
て
神
懸
か
り
に
な
っ
て
、
世

直
し
的
な
世
界
を
す
ぐ
予
言
し
て
想
像
さ
せ
る
。た
と
え
ば
、

「
三
千
世
界
一
度
に
開
く
梅
の
花
」。

こ
の
世
の
立
て
替
え
立
て
直
し

　

そ
し
て
三
つ
め
の
希
望
の
道
は
ユ
ー
ト
ピ
ア
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。ユ
ー
ト
ピ
ア
思
想
は
救
世
主
信
仰
と
同
じ
よ
う
に
、

理
想
社
会
の
現
実
完
成
を
意
味
す
る
。
一
般
的
に
、
幕
末
の

民
衆
宗
教
運
動
は
、あ
る
種
の
ユ
ー
ト
ピ
ア
運
動
と
考
え
ら

れ
る
。
し
か
し
出
口
ナ
オ
の
「
お
筆
先
」
の
内
容
は
ユ
ー
ト

ピ
ア
思
想
か
ら
来
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。文
学
と
社
会

学
か
ら
始
ま
っ
た
理
想
社
会
の
計
画
を
立
て
る
方
法
は
さ
ま

ざ
ま
あ
る
が
、
メ
シ
ア
運
動
の
方
途
と
異
な
っ
て
い
る
。
そ

れ
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
世
直
し
と
い
う
観
念
を
つ

か
っ
て
、ナ
オ
の
当
時
の
世
界
観
を
見
て
み
た
い
。

　
『
世
直
し
の
思
想
』
と
い
う
本
の
中
で
芳
賀
登
氏
は
、つ
ぎ

の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。「
世
直
し
は
い
ろ
い
ろ
な
意
味
に

転
用
さ
れ
て
い
る
が
、し
か
し
、世
直
し
の
大
き
な
意
味
は
、

今
日
で
は
、日
本
の
根
生
い
の
草
の
根
民
主
主
義
の
原
型
と

し
て
の
変
革
思
想
、そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
世
直
し
を
、世
均な

ら

し
、世
な
り
、世
替
わ
り
な
ど
、

い
ろ
い
ろ
表
現
を
異
に
し
て
呼
ん
で
い
る
が
、人
間
の
平
等

を
求
め
た
り
、世
を
変
革
す
る
こ
と
で
は
同
一
で
あ
る
と
考

え
る
人
が
多
い
」
と
指
摘
し
て
い
る3

。

　

大
本
の
思
想
は
、こ
の「
世
直
し
」
す
な
わ
ち
、大
本
の
表

現
を
使
う
と
、こ
の
世
の
立
て
替
え
立
て
直
し
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ

ム
を
根
拠
と
し
て
い
る
。ま
た
、ユ
ー
ト
ピ
ア
運
動
は
、西
洋

に
お
い
て
は
非
常
に
科
学
的
、合
理
的
な
モ
デ
ル
を
使
っ
て
新

社
会
ま
た
は
共
同
体
を
つ
く
る
。ユ
ー
ト
ピ
ア
に
生
き
る
こ
と

を
望
む
人
々
の
理
想
と
し
て
は
均
一
性
と
か
、仕
事
の
正
確

さ
、計
画
性
の
あ
る
社
会
関
係
な
ど
が
あ
る
。ユ
ー
ト
ピ
ア
運

動
は
、マ
イ
ク
ロ
ソ
サ
エ
テ
ィ
を
つ
く
る
傾
向
が
あ
る
。

　

こ
う
い
う
ユ
ー
ト
ピ
ア
運
動
か
ら
思
い
当
た
る
教
団
に
、

青
森
市
の
近
く
の
山
々
に
囲
ま
れ
た
一
郭
に
あ
る
松
緑
神
道

大
和
山
と
、
京
都
の
一
灯
園
な
ど
が
あ
る
が
、
こ
れ
ら
は
世

直
し
運
動
よ
り
も
ユ
ー
ト
ピ
ア
に
近
い
共
同
体
で
成
り
立
っ

て
い
る
例
だ
と
思
う
。

　

メ
シ
ア
運
動
と
し
て
の
大
本
が
描
く
新
世
界
は
、明
治
三

〇
年
代
に
な
っ
て
明
確
に
な
る
。み
ろ
く
と
艮
の
金
神
の
力

で
到
来
し
た
と
し
て
も
、こ
の
到
来
は
儀
礼
と
修
行
で
表
現

さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。そ
れ
を
大
本
で
は
「
出
修
」
と
呼
ん
で

い
る
。明
治
三
三
年
（
一
九
〇
〇
）
と
明
治
三
五
年
の
間
に
七
つ

の「
出
修
」
が
行
わ
れ
た
。た
と
え
ば
、丹
波
半
島
沖
に
お
け

る
冠
島
、そ
れ
か
ら
一
カ
月
後
隣
の
沓
島
を
ナ
オ
と
大
本
の

幹
部
が
開
き
に
出
か
け
た
。明
治
三
四
年
に
は
、ま
た
丹
波
の

元
伊
勢
と
出
雲
大
社
を
参
拝
し
た
。そ
の
時
期
に
そ
れ
ぞ
れ

の
目
的
で
出
か
け
た
。と
い
う
の
は
、沓
島
は
ナ
オ
の
予
言
で

は
救
済
神
の
艮
の
金
神
が
悪
神
に
押
し
込
め
ら
れ
た
場
所
で

あ
っ
た
の
で
、立
て
替
え
立
て
直
し
の
時
節
が
迫
っ
て
く
る
と

い
う
意
味
を
も
つ
旅
だ
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。出
雲

大
社
へ
の
参
拝
は
そ
の
神
社
か
ら
神
の
火
と
清
め
る
水
を

（「
水
と
火
の
御
用
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
出
修
で
）
持
っ
て
帰
っ
た
。

出
雲
大
社
の
神
の
力
を
借
り
る
こ
と
は
現
実
の
国
家
神
道
の

権
威
を
大
本
教
が
認
め
な
い
と
い
う
重
要
な
意
味
も
あ
る
。

「
み
ろ
く
の
世
」
の
現
実
化
と
時
期
の
問
題

　

次
に
「
み
ろ
く
の
世
」
の
現
実
化
と
時
期
の
問
題
を
見
て

み
た
い
。時
期
は
メ
シ
ア
運
動
に
と
っ
て
も
っ
と
も
重
要
な

こ
と
か
も
し
れ
な
い
。ナ
オ
は
明
治
三
〇
年
に
世
が
変
わ
る

と
予
言
す
る
。こ
う
い
う
切
迫
し
た
終
末
の
予
言
が
伝
わ
る

と
自
重
へ
の
期
待
は
重
く
な
る
。何
も
お
こ
ら
な
い
こ
と
は
、

大
本
に
と
っ
て
打
撃
だ
と
思
う
。
そ
の
場
合
、
理
想
世
界
の

到
来
を
切
り
か
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
う
し
な
い
と
危

機
を
迎
え
る
お
そ
れ
が
あ
る
。そ
れ
は
メ
シ
ア
ニ
ズ
ム
の
典

型
的
な
パ
タ
ー
ン
の
出
現
の
こ
と
で
あ
る
。

　

大
正
五
年
（
一
九
一
六
）
の
『
お
筆
先
』
に
は
こ
う
出
て
い

る
。「
み
ろ
く
様
の
お
で
ま
し
に
な
る
時
節
が
参
り
来
て
、天

と
地
と
の
先
祖
あ
ら
わ
れ
に
な
り
て
、三
千
世
界
の
世
の
立

て
直
し
を
い
た
す
ぞ
よ
」。
次
に
昭
和
三
年
（
一
九
二
八
）
に

綾
部
の
み
ろ
く
殿
で
大
祭
が
営
ま
れ
て
、王
仁
三
郎
は
み
ろ

く
が
あ
ら
わ
れ
る
年
と
し
た
五
十
六
億
七
千
万
年
の
は
か
り

し
れ
な
い
時
間
を
、自
分
の
五
十
六
歳
七
カ
月
の
日
に
か
け

て
、み
ず
か
ら
メ
シ
ア
み
ろ
く
と
称
す
る
よ
う
に
な
る
。

　

別
の
観
点
か
ら
王
仁
三
郎
の
行
動
を
簡
単
に
紹
介
し
た
い
。

明
治
三
〇
年
代
か
ら
王
仁
三
郎
は
習
得
し
た
神
懸
か
り
の
技

術
や
祈
祷
や
病
気
直
し
で
信
者
を
集
め
て
い
る
。明
治
四
〇

年
に
は
七
六
歳
に
な
っ
た
ナ
オ
が
隠
居
し
て
、王
仁
三
郎
が
後

継
者
と
な
る
。そ
の
と
き
か
ら
王
仁
三
郎
が
大
本
の
指
導
者

と
し
て
教
団
の
再
建
を
し
始
め
、布
教
活
動
が
ま
す
ま
す
活

発
に
な
る
。た
と
え
ば
、布
教
雑
誌
な
ど（
大
本
講
習
、直
霊
軍
、
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神
霊
界
な
ど
）
を
発
行
し
て
、大
都
市
に
出
張
所
を
設
け
る
。

同
時
に
王
仁
三
郎
は
大
本
が
布
教
を
続
け
る
た
め
に
公
認
神

道
教
団
に
転
々
と
所
属
し
た
。御
岳
教
を
は
じ
め
、大
成
教
、

大
社
教
な
ど
で
あ
る
。一
九
二
〇
年
代
か
ら
四
〇
年
代
の
間
、

王
仁
三
郎
の
指
導
下
と
い
う
事
情
に
よ
っ
て
大
本
は
発
展
し
、

宗
教
実
践
と
芸
術
や
文
化
活
動
は
一
時
的
に
教
団
の
布
教

ヴ
ェ
ク
ト
ル
と
な
る
。一
方
で
は
、シ
ャ
ー
マ
ン
的
な
儀
礼
と

し
て
鎭
魂
帰
神
と
い
う
集
団
的
神
懸
か
り
を
通
じ
て
、農
民

だ
け
で
は
な
く
、多
く
の
知
識
人
や
軍
人
が
入
信
し
た
。

大
本
に
お
け
る
芸
術
と
文
化
活
動
の
役
割

　

大
本
に
お
け
る
芸
術
と
文
化
活
動
の
役
割
に
つ
い
て
、コ

ン
テ
ク
ス
ト
を
考
え
な
が
ら
描
き
た
い
と
思
う
。そ
の
芸
術

と
文
化
活
動
は
王
仁
三
郎
に
と
っ
て
一
種
の
駆
け
引
き
で

あ
っ
た
。
ま
た
、
彼
の
跡
継
ぎ
が
そ
れ
を
上
手
に
使
っ
て
、

大
本
を
発
展
さ
せ
て
い
く
。
そ
の
時
期
は
大
正
一
〇
年
（
一

九
二
一
）
の
第
一
次
大
本
弾
圧
事
件
か
ら
昭
和
一
九
年
（
一
九

四
四
）
に
王
仁
三
郎
が
出
獄
し
た
後
、
二
年
間
、「
耀
盌
」
と

名
付
け
ら
れ
た
茶
碗
を
約
三
千
点
つ
く
り
だ
し
て
い
く
ま
で

で
あ
る
。そ
の
時
期
の
芸
術
と
文
化
活
動
が
非
常
に
幅
広
い

分
野
に
広
が
っ
て
行
っ
た
。
そ
れ
は
「
予
言
者
と
彼
の
新
し

い
道
具
」
と
呼
び
た
い
ぐ
ら
い
、
戦
前
の
日
本
に
お
い
て
大

本
の
布
教
活
動
に
利
用
さ
れ
た
。

　

い
く
つ
か
の
例
を
挙
げ
よ
う
。二
〇
年
代
の
初
め
、王
仁
三

郎
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
と
の
出
会
い
を
き
っ
か
け
に
大
本
教
義

の
普
遍
的
な
面
を
中
心
に
し
て
海
外
に
伝
播
す
る
運
動
が
始

ま
る
。
大
正
一
二
年
（
一
九
二
三
）
に
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
普
及
会

（Esperanto propaganda Asocio

）
が
創
立
さ
れ
て
、二
年
後
に

パ
リ
支
部
を
設
け
る
。そ
の
支
部
は
大
本
の
布
教
の
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
セ
ン
タ
ー
に
な
る
。
昭
和
八
年
（
一
九
三
三
）O

m
oto 

Internacia

と
ロ
ー
マ
字
で
書
か
れ
た
日
本
語
のN

ihonzin

と
い
う
雑
誌
が
こ
の
セ
ン
タ
ー
で
発
行
さ
れ
る
。王
仁
三
郎
自

身
は
三
千
六
百
の
和
歌
を
作
っ
て『
記
憶
便
法
エ
ス
和
作
歌

辞
典
』の
日
本
語
と
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
語
の
日
エ
辞
典
を
作
る
。

　

ま
た
、
昭
和
三
年
、
大
衆
芸
術
を
振
興
す
る
た
め
、
明
光

社
を
創
立
さ
せ
る
。
昭
和
二
〇
年
代
ま
で
の
間
、
日
本
と
外

国
に
い
く
つ
か
の
支
社
が
設
け
ら
れ
て
、そ
の
地
域
文
化
会

は
大
本
と
の
信
者
の
縁
を
強
く
結
ん
で
、ま
た
新
し
い
信
者

を
引
き
つ
け
る
機
能
も
あ
っ
た
。第
二
次
大
本
事
件
の
と
き
、

そ
の
芸
術
結
社
は
中
断
し
た
が
、戦
後
に
楽
天
社
の
名
で
再

び
活
動
を
は
じ
め
た
。

　

一
九
三
〇
年
の
初
期
に
王
仁
三
郎
の
最
初
の
作
品
展
は
そ

の
時
代
に
似
合
っ
た
芸
術
思
想
の
独
創
性
を
示
す
。
最
近
、

出
版
さ
れ
たProphet M

otive.D
eguchi O

nisaburô, 

O
om

oto and the Rise of N
ew

 Religions in Im
perial Japan

と
い
う
本
の
中
でN

ancy Stalker

が
こ
う
書
い
て
い
る
。

“O
nisaburô

’s prom
otion of art participated in the 

m
odern consum

er culture, and his activities 
provided the culturalists, intellectual abstractions 
w

ith flesh and bone, creating cam
paigns to draw

 
ordinary people into creating, perform

ing, or 
appreciating art in forum

s and exhibitions 
throughout the nation

”4

　

ま
た
、マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、そ
し
て
、

プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
の
才
能
な
ど
の
、能
力
の
あ
る
王
仁
三
郎
が

演
劇
、
映
画
、
博
覧
会
と
い
う
イ
ベ
ン
ト
を
通
じ
て
、
近
代

社
会
の
日
本
に
お
い
て
、
大
本
教
団
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
明
光
社
の
芸
術
運
動
が
始
ま
っ
て
、ま
も
な
く
の

昭
和
七
年
（
一
九
三
二
）
に
、京
都
の
岡
崎
公
園
で
行
わ
れ
た

宗
教
大
博
覧
会
の
大
本
館
で
は
、来
館
者
た
ち
は
ス
タ
ン
ド

に
並
ん
だ
大
本
の
膨
大
な
業
績
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
、王

仁
三
郎
が
つ
く
っ
た
百
点
以
上
の
絵
画
、
書
、
陶
芸
な
ど
を

鑑
賞
し
な
が
ら
芸
術
実
践
に
没
頭
す
る
者
な
ど
が
出
た
。

　

た
だ
、
ご
存
じ
の
よ
う
に
、
そ
の
時
期
に
大
本
の
国
内
の

拡
大
や
海
外
へ
の
進
出
の
結
果
は
、宗
教
家
ま
た
は
芸
術
家

の
姿
と
い
う
よ
り
も
、王
仁
三
郎
の
行
動
は
政
治
の
指
導
者

的
な
存
在
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
た
。
昭
和
一
〇
年
（
一
九

三
五
）
に
大
本
の
発
展
は
第
二
次
弾
圧
事
件
の
と
き
に
国
家

権
力
に
よ
っ
て
完
全
に
ス
ト
ッ
プ
さ
れ
た
。

　

戦
後
再
建
さ
れ
た
大
本
は
大
正
一
〇
年
の
第
一
次
大
本
事

件
後
、王
仁
三
郎
の『
霊
界
物
語
』
の
口
述
筆
記
で
「
芸
術
は

宗
教
の
母
な
り
」
と
説
く
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
そ
の
意
味
通
り
、亀

岡
と
綾
部
の
聖
地
で
実
践
さ
せ
て
い
く
。「
地
上
天
国
」
と
い

う
理
想
社
会
の
夢
を
今
日
の
産
業
化
、
都
市
化
、
世
俗
化
社

会
の
中
で
、人
間
の
力
で
建
設
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
く
。そ
し

て
、そ
の
変
革
さ
れ
た
、形
の
な
い
、神
懸
か
り
に
な
っ
て
も
、

神
を
呼
ん
で
も
、な
か
な
か
実
現
で
き
な
い
地
上
天
国
を
、ナ

オ
と
王
仁
三
郎
が
予
言
し
た
「
立
て
替
え
立
て
直
し
」
の
静

か
な
ユ
ー
ト
ピ
ア
を
現
在
、芸
術
と
文
化
と
平
和
活
動
で
宗

教
実
践
し
な
が
ら
や
っ
と
形
づ
け
る
。彼
ら
の
願
い
が
か
な

う
と
さ
れ
る
地
上
の
楽
園
を
具
体
化
し
よ
う
と
し
た
。

　

た
と
え
ば
聖
地
は
そ
の
地
上
楽
園
の
縮
小
版
と
見
な
さ
れ

る
。
綾
部
と
亀
岡
の
そ
れ
ぞ
れ
の
聖
地
が
再
建
さ
れ
た
。
亀

岡
の
聖
地
に
あ
っ
た
天
恩
卿
と
命
名
さ
れ
て
い
た
当
時
の
天

国
の
遺
跡
は
ほ
と
ん
ど
残
っ
て
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
第

二
次
事
件
の
と
き
月
宮
殿
と
い
う
独
自
の
建
物
が
破
壊
さ
れ

た
か
ら
で
あ
る
。
現
在
、
そ
の
聖
地
はspiritual training

セ
ン
タ
ー
と
宣
教
の
場
に
な
っ
た
。

　

綾
部
の
聖
地
に
あ
る
梅
松
苑
は
、主
に
祭
祀
の
中
心
地
で
、

第二章　宗教部会「モノと琴とシャーマニズム──モノ学の宗教的次元の一事例として」
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大
祭
、
儀
礼
な
ど
が
行
わ
れ
る
。
昔
は
ナ
オ
に
よ
っ
て
綾
部

の
神か

み
の
そ
の苑

が
世
界
の
中
心
で
あ
る
と
強
調
さ
れ
た
。ま
た
綾
部

の
聖
地
の
お
も
し
ろ
さ
の
ひ
と
つ
は
大
本
の
歴
史
が
見
え
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
お
話
し
し
た
よ
う
に
、
大
本
の
運
動
発
展

期
に
、
明
治
三
五
年
（
一
九
〇
二
）
と
大
正
五
年
（
一
九
一
六
）

の
間
、
十
回
く
ら
い
の
旅
が
行
わ
れ
た
。
現
在
、
そ
の
旅
の

縮
小
版
は
綾
部
の
聖
地
に
見
ら
れ
る
。

大
本
の
影
響
を
受
け
た
岡
田
茂
吉

　

大
本
の
流
れ
を
継
い
で
、出
口
王
仁
三
郎
の
芸
術
実
践
と

精
神
実
践
の
間
に
互
い
に
切
り
離
せ
な
い
関
係
が
あ
る
と
い

う
原
初
の
直
感
を
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
で
発
展
さ
せ
て
い
っ
た

の
が
世
界
救
世
教
、
崇
教
真
光
、
神
慈
秀
明
会
な
ど
で
、
彼

ら
は
「
地
上
天
国
」
を
作
っ
て
い
く
上
で
大
本
か
ら
か
な
り

の
影
響
を
受
け
た
。
と
い
う
の
は
大
本
を
は
じ
め
、
世
直
し

思
想
か
ら
世
俗
化
社
会
に
心
直
し
の
共
同
体
へ
の
変
化
を
新

宗
教
の
本
部
、
聖
地
の
建
造
物
、
庭
園
、
美
術
館
な
ど
に
読

み
解
く
こ
と
が
で
き
る
と
思
わ
れ
る
。聖
地
の
構
造
は
そ
の

教
団
の
教
祖
に
よ
っ
て
形
づ
け
ら
れ
て
い
く
が
、社
会
変
動

と
と
も
に
、新
宗
教
も
信
者
の
新
し
い
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
て
、

新
し
い
要
求
に
答
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

こ
れ
に
よ
っ
て
本
部
・
聖
地
の
機
能
は
変
わ
っ
て
く
る
は

ず
で
あ
る
。
現
世
利
益
的
宗
教
が
続
い
て
い
る
か
た
わ
ら
、

文
化
機
関
の
機
能
を
も
つ
新
宗
教
も
増
え
て
き
た
。長
い
歴

史
の
あ
る
新
宗
教
に
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
儀
礼
も

変
わ
っ
た
。大
本
で
行
わ
れ
る
「
鎮
魂
」
は
元
の
形
（
神
霊
を

懸
か
ら
せ
る
こ
と
）
と
違
っ
て
、
い
ま
は
瞑
想
の
よ
う
な
も

の
に
な
っ
た
そ
う
で
あ
る
。

　

大
本
か
ら
の
影
響
を
強
く
受
け
た
世
界
救
世
教
の
岡
田
茂

吉
は
「
真
・
善
・
美
」
の
理
想
世
界
を
表
現
し
、そ
の
モ
デ
ル

と
し
て
箱
根
の
神
仙
郷
と
熱
海
の
瑞
雲
郷
に
美
術
館
、神
殿
、

庭
園
、
そ
し
て
、
最
近
、
京
都
の
嵯
峨
野
の
平
安
郷
に
は
庭

園
を
彼
の
望
み
で
造
っ
た
。ま
た
、芸
術
（
と
く
に
古
陶
器
）

に
興
味
を
持
っ
て
い
た
岡
田
茂
吉
は
出
版
さ
れ
た
全
集
の
中

で
、王
仁
三
郎
が
芸
術
実
践
で
要
求
し
た
精
神
性
と
創
造
力

を
よ
く
表
現
し
て
い
る
と
言
っ
て
い
る
。た
と
え
ば
昭
和
二

四
年
に
こ
う
書
い
て
い
る
。「
わ
れ
ら
の
つ
ね
に
唱
う
る
如

く
、
神
の
理
想
は
地
上
天
国
を
造
る
に
あ
り
、
天
国
と
は
戦

争
の
な
い
恒
久
平
和
の
真
善
美
が
完
全
に
行
わ
れ
る
世
界
で

あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、最
も
発
達
す
る
の
は
芸
術

で
あ
る
。昔
か
ら
宗
教
は
芸
術
の
母
な
り
と
い
う
言
葉
も
あ

る
ぐ
ら
い
で
、宗
教
と
芸
術
は
切
っ
て
も
切
れ
な
い
密
接
な

関
係
に
あ
る
こ
と
は
、い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な
い5

」。こ
の

一
例
だ
け
を
あ
げ
て
も
、
こ
れ
ほ
ど
に
大
本
の
思
想
、
大
本

の
世
界
観
、
大
本
の
芸
術
と
文
化
活
動
な
ど
が
、
あ
る
一
種

の
巨
大
新
宗
教
と
そ
の
教
祖
た
ち
に
強
い
イ
ン
パ
ク
ト
が

あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
驚
か
せ
る
。

　
　
　
　
　
　

＊

　

最
後
に
ひ
と
こ
と
言
わ
せ
て
い
た
だ
け
れ
ば
、私
の
発
表
の

メ
イ
ン
タ
イ
ト
ル
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、大
本
教
の
宗
教
実
践

に
お
け
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
あ
ま
り
触
れ
な
か
っ
た

気
が
す
る
。な
ぜ
な
ら
ば
、私
が
中
心
に
し
た
の
は
、サ
ブ
タ

イ
ト
ル
が
示
す
よ
う
に
、大
本
教
団
の
ラ
イ
フ
・
ヒ
ス
ト
リ
ー

は
、日
本
社
会
の
変
動
を
反
映
し
て
、最
初
に
あ
っ
た
激
し
い

予
言
的
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
、厳
し
い
個
人
的
、集
団
的
シ
ャ
ー
マ

ニ
ス
テ
ィ
ッ
ク
行
動
の
響
き
が
薄
く
な
っ
て
、「
立
て
替
え
立

て
直
す
」
思
想
が
ほ
か
の
方
法
で
、今
日
、近
代
的
日
本
社
会

が
期
待
す
る
ニ
ー
ズ
に
答
え
る
よ
う
に
ソ
フ
ト
に
変
革
し
て

い
っ
た
地
上
天
国
に
変
わ
っ
て
い
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
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現
存
す
る
中
世
の
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
・
ハ
ー
プ

　

現
存
す
る
最
古
の
ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
・
ハ
ー
プ
は
、
ダ
ブ
リ

ン
、
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
コ
レ
ッ
ジ
収
蔵
の
一
四
世
紀1

／
一
五
世

紀
半
ば
〜
後
半2

の
ハ
ー
プ
で
あ
る
（
図
1
）。
通
称
「
ブ
ラ
イ

ア
ン
・
ボ
ル
の
ハ
ー
プ
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
実
際
に
は

一
一
世
紀
のBrian Bóram

a

王
と
は
無
縁
で
あ
る3

。
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
の
国
家
紋
章
デ
ザ
イ
ン
の
も
と
に
な
っ
た
こ
の
最

古
の
ハ
ー
プ
と
、
歴
史
上
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
全
土
の
覇
権
を

握
っ
た
最
初
の
王
で
あ
る
ブ
ラ
イ
ア
ン
・
ボ
ル
と
の
間
の
連

想
は
、
ご
く
自
然
な
も
の
と
も
言
え
る
が
、
一
九
世
紀
に
作

り
上
げ
ら
れ
た
神
話
で
あ
る
よ
う
だ4

。

　

一
九
六
一
年
に
ブ
リ
テ
ィ
ッ
シ
ュ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
で
復

元
作
業
が
行
わ
れ
た
際
、現
在
三
〇
あ
る
ピ
ン
の
う
ち
二
九

の
ピ
ン
に
弦
が
張
ら
れ
た
。四
オ
ク
タ
ー
ブ
の
音
が
出
る
と

い
う
。こ
れ
は
オ
ル
ガ
ン
を
の
ぞ
い
て
は
、中
世
の
楽
器
で
は

音
域
が
も
っ
と
も
広
い
。ゲ
ー
ル
語
地
域
に
お
け
る
ハ
ー
プ

の
弦
は
常
に
金
属
製
で
あ
り
、
現
在
張
ら
れ
て
い
る
弦
も

brass

（
真
鍮
）
で
あ
る
。
た
だ
し
一
六
世
紀
以
前
の
真
鍮
は

現
在
の
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろbronze

（
青
銅
）
に
近
か
っ
た

の
で
、オ
リ
ジ
ナ
ル
の
弦
の
音
と
は
違
う
と
い
う5

。ま
だ
あ
る

程
度
演
奏
可
能
な
状
態
に
あ
る
と
い
う
が
、ベ
ル
の
よ
う
な

音
色
で
、し
か
し
ギ
タ
ー
に
似
た
豊
か
な
音
が
す
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
演
奏
は
指
で
は
な
く
長
い
爪
で
つ
ま
弾
き
、

ハ
ー
プ
は
左
肩
に
置
い
て
、左
手
で
高
音
域
を
、右
手
で
低
音

域
を
弾
く
。ト
リ
ニ
テ
ィ
・
コ
レ
ッ
ジ
の
ハ
ー
プ
の
レ
プ
リ
カ

の
演
奏
を
し
て
い
る
現
代
の
ハ
ー
プ
奏
者
も
お
り
（Siobhán 

Arm
strong, Ann H

eym
ann

）
そ
れ
ぞ
れ
Ｃ
Ｄ
も
出
し
て
い
る

が
、ネ
ッ
ト
上
で
ク
リ
ッ
プ
を
聞
く
こ
と
も
で
き
る6

。

　

ア
イ
リ
ッ
シ
ュ
・
ハ
ー
プ
の
特
徴
は
、soundbox

（
共
鳴

箱
）
に
あ
り
、
一
八
世
紀
ま
で
は
ヤ
ナ
ギ
（w

illow

）
の
無
垢

材
（
一
枚
板
）
で
作
ら
れ
、厚
み
が
一
・
三
セ
ン
チ
に
も
及
ぶ

箱
状
に
な
っ
て
い
た7

。一
四
〜
一
六
世
紀
初
期
ま
で
の
ハ
ー

プ
はsm

all low
-headed harp

と
分
類
さ
れ
、
高
さ
は
七

〇
セ
ン
チ
ほ
ど
で
弦
の
数
は
約
三
〇
本
、
ト
リ
ニ
テ
ィ
・
コ

レ
ッ
ジ
の
ハ
ー
プ
を
は
じ
め
三
台
が
現
存
し
て
い
る
。ほ
か

の
二
台（Lam

ont H
arp, Q

ueen M
ary H

arp

）は
ス
コ
ッ

ト
ラ
ン
ド
の
も
の
で
あ
り
、シ
デ
（hornbeam

）
の
無
垢
材

で
作
ら
れ
て
い
る
。ト
リ
ニ
テ
ィ
・
コ
レ
ッ
ジ
の
ハ
ー
プ
は
、

と
く
に
ク
イ
ー
ン
・
メ
ア
リ
・
ハ
ー
プ
と
の
細
部
に
わ
た
る

類
似
の
著
し
さ
か
ら
、同
じ
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
西
部
高
地

地
方
で
制
作
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
て
い
る8

。

後
述
す
る
よ
う
に
、一
二
世
紀
以
前
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は

第
二
章

宗
教
部
会	

◆	

モ
ノ
と
琴
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
─
─
モ
ノ
学
の
宗
教
的
次
元
の
一
事
例
と
し
て

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
神
話
に
お
け
る

竪
琴
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

辺
見
葉
子	

慶
應
義
塾
大
学
准
教
授
、
ケ
ル
ト
神
話
学

モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
展
覧
会	
第
１
部	

第二章　宗教部会「モノと琴とシャーマニズム──モノ学の宗教的次元の一事例として」

図1　現存する最古のアイリッシュ・ハープ
Roslyn Rensch, The Harp: Its 
History, Technique and Repertoire

（London:  Gerald  Duckwor th, 
1969）, PLATE 26a.  
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石
の
十
字
架
に
刻
ま
れ
た
図
像
学
的
資
料
か
ら
も
三
角
形
の

harp
で
は
な
く
四
角
形
のlyre

の
タ
イ
プ
が
用
い
ら
れ
て

い
た
と
考
え
ら
れ
、こ
れ
に
対
し
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は

八
世
紀
か
ら
三
角
形
の
枠
を
持
っ
た
ハ
ー
プ
の
図
像
学
的
資

料
が
石
に
残
さ
れ
て
い
る9

。

歴
史
文
献
で
の
言
及

　

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
竪
琴
へ
の
言
及
が
見
ら
れ
る
最
初
の
歴

史
文
献
は
、一
二
世
紀
の
ギ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
・
カ
ン
ブ
レ
ン
シ
ス

（G
iraldus C

am
brensis / G

erald of W
ales

）の『
ア
イ
ル
ラ
ン
ド

地
誌
』（
一
一
八
八
年
）
で
あ
る
。ギ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
は
、ヘ
ン
リ
ー

二
世
に
よ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
征
服（
一
一
六
九
年
） 

後
一
一
八
三

年
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
赴
き
、ま
た
一
一
八
五
年
に
は
勅
命
に

よ
り
ジ
ョ
ン
王
子
に
随
行
し
た
宮
廷
付
き
聖
職
者
・
文
人
だ

が
、そ
の
際
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
見
聞
を
記
し
て
い
る
。

　

こ
の
中
で
ギ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
は
、「
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
用
い

ら
れ
親
し
ま
れ
て
い
る
楽
器
は
二
つ
だ
け
、す
な
わ
ち
ハ
ー

プ
と
テ
ィ
ン
パ
ヌ
ム
で
あ
る
」と
述
べ
て
い
る11

。ギ
ラ
ル
ド
ゥ

ス
の
ラ
テ
ン
語
の
原
文
で
は
、ハ
ー
プ
と
テ
ィ
ン
パ
ヌ
ム
は

そ
れ
ぞ
れ‘cithara’, ‘tym

pano’

と
な
っ
て
い
る
。
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
語
で‘cruit’,  ‘tiom

pán’

と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
だ
と

思
わ
れ
る
。
ギ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
が
使
っ
て
い
る‘cithara’

と
い

う
言
葉
は
、
ギ
リ
シ
ア
語
の‘kithara’

か
ら
派
生
し
た
も
の

だ
が
、
こ
の
楽
器
は
中
世
に
お
い
て
は
も
は
や
存
在
せ
ず
、

写
本
の
注
釈
で
は‘harpha’

と
さ
れ
て
い
る
、つ
ま
り「
ハ
ー

プ
」と
注
釈
を
つ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る11

。ギ
ラ
ル
ド
ゥ

ス
は‘cithara’ 

（=
‘cruit’

）
の
弦
が
青
銅
（aeneis

）
で
あ
る

と
も
言
及
し
て
い
る
。た
だ
し
ギ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
が
用
い
た
ラ

テ
ン
語
のaeneis

の
用
法
は
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
で
のum

a

の
用
法
と
共
通
す
る
も
の
で
、
と
も
に
真
鍮 

（brass

）
と
も

青
銅
（bronze

）
と
も
翻
訳
可
能
な
曖
昧
な
言
葉
で
あ
る11

。

　

一
二
〇
〇
年
頃
ま
で
に
は
、‘cruit’

は
三
角
形
の
枠
を
持

つ
ハ
ー
プ
を
指
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で11

、
こ
こ
で
ギ
ラ
ル

ド
ゥ
ス
が‘cithara’

と
呼
ん
で
い
る
の
は
三
角
形
の
枠
が
あ

る
ハ
ー
プ
の
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
。
一
方‘tym

pano’

と
呼

ば
れ
て
い
る‘tiom

pán’

の
方
は
、‘lyre ’

（
図
２
）
の
系
統
に

属
す
る
、
よ
り
軽
量
で
吟
遊
楽
人
が
持
ち
運
ぶ
目
的
に
か

な
っ
た
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
あ
る11

。

　

ギ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
は
「
楽
器
を
奏
で
る
技
術
に
お
い
て
は
こ

の
民
に
比
肩
す
る
も
の
が
な
い
こ
と
」
と
題
し
た
章
に
お
い

て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
民
［
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
］
が
熱
心
に
お
こ
な
う
こ
と

で
は
楽
器
演
奏
だ
け
が
称
賛
に
値
す
る
と
思
う
。こ
れ
に

関
し
て
は
わ
れ
わ
れ
が
知
っ
て
い
る
民
の
中
で
断
然
優
れ

て
い
る
。わ
れ
わ
れ
に
馴
染
み
深
い
ブ
リ
タ
ニ
ア
の
曲
の

よ
う
に
長
く
ゆ
っ
く
り
し
て
お
ら
ず
、
実
に
速
く
、
旋
律

は
甘
く
快
い
。

　

彼
ら
が
ひ
じ
ょ
う
に
す
ば
や
く
指
を
あ
や
つ
る
の
に
音

楽
的
調
和
が
乱
れ
な
い
の
に
は
驚
か
さ
れ
る
。ま
た
ど
の

点
を
と
っ
て
も
完
全
な
技
芸
に
よ
っ
て
、複
雑
な
形
式
の
、

ゆ
た
か
で
複
雑
な
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
の
中
、心
地
よ
い
速
度

で
、
異
な
る
も
の
が
一
緒
に
な
り
、
不
調
和
の
も
の
が
調

和
し
て
、
旋
律
が
共
鳴
し
仕
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
も
。
四

度
あ
る
い
は
五
度
で
和
音
が
響
く
と
き
に
は
い
つ
も
Ｂ
フ

ラ
ッ
ト
で
始
ま
り
こ
の
音
に
も
ど
る
。全
体
が
心
地
よ
く

甘
い
調
性
に
満
ち
る
よ
う
に
。

　

旋
律
は
は
じ
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
ひ
じ
ょ
う
に
精
緻
で

あ
る
。
厚
め
の
和
音
が
弱
い
音
で
響
く
中
で
、
高
い
響
き

の
音
が
じ
つ
に
奔
放
に
戯
れ
（
以
下
略
）11

Rim
m

er

に
よ
れ
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か
にlyre

で
は
な
く

harp

の
演
奏
を
描
写
し
た
も
の
で
あ
り
、中
世
の
ハ
ー
プ
の

楽
譜
は
残
さ
れ
て
い
な
い
な
が
ら
も
、ギ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
の
描

写
は
一
八
世
紀
に
な
っ
て
初
め
て
書
き
留
め
ら
れ
た
楽
譜
の

旋
律
形
式
と
一
致
す
る
と
い
う11

。
な
お
、
一
二
世
紀
の
ギ
ラ

ル
ド
ゥ
ス
は
、ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
が
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の

入
植
に
よ
っ
て
成
立
し
た
国
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え
た
上

で
、音
楽
の
技
に
お
い
て
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
い
ま
や
ア
イ

ル
ラ
ン
ド
を
は
る
か
に
凌
駕
し
て
い
る
た
め
、多
く
の
者
が

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
を
そ
の
技
芸
の
源
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見

な
し
て
い
る
、と
も
述
べ
て
い
る11

。

図
像
学
的
証
拠
１
：
初
期
写
本
に
見
る
ダ

ヴ
ィ
デ
のharp

　

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
写
本
の
装
飾
画
に
登
場
す
る
最
初
の
ハ
ー

プ
は
、the U

trecht Psalter

と
い
う
写
本
（
八
一
六
年
〜
八

三
五
年
）
に
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る11

。
た
だ
し
ダ
ヴ
ィ
デ
が

図２　‘tiompán’ 
Mary Ramnant, Musical Instruments: 
An Illustrated History from Antiquity 
to the Present (London: B. T. 
Batsford, 1989), p. 20.
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持
つ
こ
の
ハ
ー
プ
は
、三
辺
を
枠
で
囲
っ
た
も
の
で
は
な
く
、

エ
ジ
プ
ト
の
ハ
ー
プ
に
類
似
し
た11

、二
辺
の
枠
を
も
っ
た
三

角
形
の
も
の
で
あ
る
（
図
３
）。
一
方
、
九
〜
一
〇
世
紀
の
ヒ

ベ
ル
ノ–

サ
ク
ソ
ン
の
写
本
の
細
密
画
に
は
、
次
項
で
扱
う

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
石
の
十
字
架
に
残
る
四
角
いcruit

と
類

似
し
た
楽
器
が
描
か
れ
て
お
り
、テ
ク
ス
ト
の
書
体
と
人
物

の
様
式
化
さ
れ
た
表
現
か
ら
も
、ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
の
手
に

な
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る11

。
一
一
世
紀
のC

aedm
on's 

M
etrical Paraphrase of Scripture H

isotry

と
し
て
知
ら
れ

る
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
語
の
写
本
に
は
、『
創
世
記
』
に
お

け
る
最
初
の
音
楽
家
で
あ
る
ユ
バ
ル
が
持
つ
ハ
ー
プ
が
描
か

れ
、三
辺
を
枠
で
囲
ん
だ
三
角
形
の
ハ
ー
プ
が
描
か
れ
た
最

初
の
例
で
あ
る11
（
図
４
）。
一
一
世
紀
以
降
は
、
ハ
ー
プ
を
弾

く
ダ
ヴ
ィ
デ
の
装
飾
画
が
増
加
す
る11

。一
二
世
紀
の
ギ
ラ
ル

ド
ゥ
ス
も
言
及
し
て
い
る
『
サ
ム
エ
ル
記
』（
上
、16
：
23
）
に

お
け
る
、若
き
日
の
ダ
ヴ
ィ
デ
が
そ
の
演
奏
に
よ
っ
て
サ
ウ

ル
王
に
憑
い
た
悪
霊
を
追
い
払
っ
た
と
い
う ‘cithara’ 

は
、

中
世
写
本
に
お
い
て
「
ハ
ー
プ
」
と
解
釈
さ
れ
、
キ
リ
ス
ト

教
図
像
学
に
お
い
て
定
着
し
た11

。ダ
ヴ
ィ
デ
の
ハ
ー
プ
の
演

奏
に
は
、
サ
ウ
ル
の
精
神
に
影
響
を
与
え
、
体
と
魂
の
バ
ラ

ン
ス
の
調
和
を
回
復
す
る
力
が
あ
る
と
さ
れ
、ダ
ヴ
ィ
デ
に

よ
っ
て
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
に
秩
序
が
与
え
ら
れ
た
と
見
な

す
、重
要
な
象
徴
的
解
釈
が
中
世
に
お
い
て
は
な
さ
れ
た11

。

図
像
学
的
証
拠
２
：
石
の
十
字
架
に
見
る

harp

とlyre

　

H
arp

とlyre

と
い
う
用
語
は
、
用
法
が
混
乱
し
て
い
る

の
が
実
情
で
あ
る
が
、基
本
的
に
は
弦
とsoundbox

（
共
鳴

箱
）
の
関
係
で
区
別
さ
れ
る
。
形
状
上
はharp

は
三
角
形
、

lyre

は
四
角
形
と
い
う
大
ま
か
な
区
別
が
で
き
る
。ア
イ
ル

ラ
ン
ド
の
十
字
架
に
刻
ま
れ
た
ハ
ー
プ
（
三
角
形
）
は
す
べ

て
一
二
世
紀
後
期
以
降
の
も
の
で
あ
る
。た
だ
し
異
説
も
あ

り
、Rensch

は
ル
ー
ス
州M

onasterboice

の
十
字
架
（the 

South C
ross/the C

ross of M
uiredach, c.923

）、
お
よ
び
ミ
ー

ス
州K

ells

のthe South Cross

（
九
世
紀
）
を
三
角
形
の

ハ
ー
プ
と
見
な
せ
る
最
古
の
例
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。た
だ

し
二
台
の
ハ
ー
プ
の
土
台
の
部
分
は
四
角
い11

。ま
た
キ
ル
デ

ア
州Castlederm

ot

の
九
世
紀
のSouth Cross

（
図
５
）

は
ハ
ー
プ
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、四
角
く
六
弦
と

し
て
描
か
れ
て
お
り
、
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン
のSutton 

H
oo

の
船
葬
の
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
六
弦
のlyre

（
図
６
）

と
似
た
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る11

。こ
れ

以
外
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
十
字
架
に
刻
ま
れ
て
い
る
の
は
、

明
ら
か
にlyre

と
見
な
さ
れ
る
。た
と
え
ば
ク
ロ
ム
マ
ッ
ク

ノ
イ
ズ
修
道
院
跡 

（
聖
キ
ア
ラ
ン
に
よ
り
五
四
四
〜
五
八
八
年

に
創
立
）
のT

he Cross of Scriptures

（
九
一
四
年
に
死
去

し
たFlann

と
い
う
上
王
の
た
め
に
作
ら
れ
た
、
高
さ
一
〇

フ
ィ
ー
ト
の
十
字
架
）
に
刻
ま
れ
た
上
部
が
丸
いlyre

で
あ

る
（
図
７
）。石
碑
以
外
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
三
角
形

の
ハ
ー
プ
の
図
像
と
し
て
は
、
一
一
世
紀
と
推
定
さ
れ
る

St.M
ogue

と
い
う
聖
人
の
聖
遺
物
箱
（
金
属
製
）
に
描
か
れ

た
ハ
ー
プ
が
最
古
の
も
の
で
あ
る11

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
で
は
初
期
の
石
碑
に

も
三
角
形
の
ハ
ー
プ
が
見
ら
れ
る
。最
初
は
東
海
岸
の
ピ
ク

ト
の
石
碑
に
、後
に
は
西
部
高
地
地
方
や
島
嶼
地
方
の
十
字

架
に
現
れ
る
が
、ピ
ク
ト
文
化
の
影
響
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

最
古
の
も
の
は
八
〜
九
世
紀
と
推
定
さ
れ
る
、Easter 

Ross

のN
igg

に
あ
る
石
碑
で
あ
り
、
ダ
ヴ
ィ
デ
の
シ
ン
ボ

ル
と
し
て
の
ハ
ー
プ
が
刻
ま
れ
て
い
る
（
図
８
）。こ
こ
で
は

奏
者
な
し
に
ハ
ー
プ
だ
け
が
独
立
し
た
モ
チ
ー
フ
と
し
て
刻

ま
れ
て
お
り
、奏
者
と
と
も
に
描
か
れ
る
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と

は
異
な
る
傾
向
で
あ
る
。N

igg

の
石
碑
に
見
ら
れ
る
ハ
ー

プ
と
似
た
も
の
を
演
奏
し
て
い
る
竪
琴
弾
き
の
姿
が
、一
〇

世
紀
の
も
の
と
見
ら
れ
るPerthshire

のD
upplin

お
よ

びA
ngus

のM
onifeith

の
石
の
十
字
架
に
見
ら
れ
る
が

（
図
９
）、
奏
者
は
椅
子
な
い
し
玉
座
に
座
っ
た
姿
で
描
か
れ

て
お
り
、当
時
椅
子
は
身
分
の
高
い
者
に
限
定
さ
れ
る
家
具

第二章　宗教部会「モノと琴とシャーマニズム──モノ学の宗教的次元の一事例として」

図４　アングロ・サクソン語の写本に描か
れたユバルが持つハープ 
Rensch, PLATE 11a.

図３　ヨーロッパの写本の装飾画に登場
する最初のハープ 
Rensch, PLATE 7b.
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で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、描
か
れ
て
い
る
の
は
王
と
し
て
の
ダ

ビ
デ
か
、ま
た
は
竪
琴
弾
き
の
地
位
の
高
さ
を
示
唆
す
る
も

の
と
見
な
さ
れ
る11

。竪
琴
を
弾
く
ダ
ビ
デ
王
の
キ
リ
ス
ト
教

の
図
像
は
、九
世
紀
か
ら
一
四
世
紀
に
か
け
て
多
く
見
ら
れ

る
が11

、
前
述
し
た
よ
う
に
、
オ
リ
エ
ン
ト
の
伝
統
的
な
二
辺

の
枠
を
も
っ
た
三
角
形
の
ハ
ー
プ
で
は
な
く
、三
角
形
の
枠

を
も
っ
た
ハ
ー
プ
の
図
像
的
証
拠
が
最
初
に
現
れ
る
の
は
、

先
に
も
述
べ
た
と
お
り
八
世
紀
のPicto-Scottish

の
石
碑

で
あ
る
。こ
れ
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
ど
の
地
域
よ
り
も
二
〇
〇

〜
三
〇
〇
年
先
ん
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
か
ら
、Sanger

とK
innaird

は
三
角
形
の
枠
を
も
っ
た
ハ
ー
プ
の
起
源
を
、

ピ
ク
ト
お
よ
び
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
ブ
リ
ト
ン
人
に
求
め
て

い
る
が11

、い
ま
だ
定
説
は
な
い11

。

　

で
は
、
古
代
の
「
大
陸
の
ケ
ル
ト
人
」
の
竪
琴
は
ど
の
よ

う
な
も
の
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。不
確
か
な
手
が
か
り
で
は

あ
る
が
、　

デ
ィ
オ
ド
ロ
ス
・
シ
ク
ロ
ス
（
前
六
〇
〜
三
〇
年

頃
『
図
書
館
』V, 31

）
は
、「
ガ
リ
ア
人
」
に
は
「
バ
ー
ド
と
呼

ば
れ
る
叙
情
詩
人
が
い
る
が
、彼
ら
は
リ
ュ
ラ
［lyre

］
に
似

た
楽
器
に
あ
わ
せ
て
賛
歌
や
諷
刺
歌
を
歌
う11

」
と
述
べ
て
い

る
。
次
項
で
見
る
よ
う
に
、
中
世
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
の
文
学

に
登
場
す
る
の
もlyre

の
タ
イ
プ
の
竪
琴
で
あ
る
。

中
世
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
文
学
に
登
場
す
る
竪
琴

ｉ　

‘cruit’

／‘tiom
pán’

　

中
世
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
文
学
に
登
場
す
る
竪
琴
は
、

‘cruit’

な
い
し
は ‘tiom

pán’

と
呼
ば
れ
て
い
る
。
そ
れ
ぞ

れ
、先
に
引
用
し
た
ギ
ラ
ル
ド
ゥ
ス
・
カ
ン
ブ
レ
ン
シ
ス
が
、

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
用
い
ら
れ
楽
し
ま
れ
て
い
る
二
つ
の
楽
器

図６　アングロ・サクソンの
Sutton Hoo の船葬の遺跡から
出土した 6 弦のlyre 
Ramnant, p. 21.

図５　キルデア州CastledermotのSouth Cross
Rensch, PLATE 9c.

図８　Easter Ross のNigg に
ある石碑に刻まれたハープ
Rensch, PLATE 10a.

図７　クロムマックノイズ修道院跡の The Cross 
of Scriptures に刻まれたlyre
Joan Rimmer, The Irish Harp (Cork: Mercier 
Press, 2nd edn, 1977), p. 17, PLATE 5.

図９　Angus のMonifeith の石の十字架に見ら
れるハープ
Rensch, PLATE 10b.
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と
し
て
挙
げ
て
い
た
「
ハ
ー
プ
と
テ
ィ
ン
パ
ヌ
ム
」
に
相
当

す
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。‘C

ruit’

は
弦
楽
器
の
総
称
の
よ
う

だ
が
、
文
学
テ
ク
ス
ト
の
描
写
に
よ
れ
ば
、
小
型
の
金
属
弦

の
竪
琴
で
あ
る
。

　

一
方
、‘tiom

pán’
の
ほ
う
は
、‘lyre ’

の
系
統
に
属
す
る
が
、

こ
れ
も
金
属
弦
で
、文
学
の
テ
ク
ス
ト
で
は
三
弦
と
さ
れ
て

い
る11

。二
つ
の
用
語
は
厳
密
な
使
い
分
け
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、

両
方
を
含
め
て
日
本
語
で
「
竪
琴
」
と
呼
ん
で
さ
し
つ
か
え

な
い
よ
う
だ
。

　

以
下
に
見
る
よ
う
に
、中
世
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
神
話
的
文

学
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、‘C

ruit’

の
旋
律
と‘tiom

pán’

の

旋
律
は
と
も
に
、異
界
・
呪
術
と
の
関
わ
り
が
注
目
さ
れ
る
。

ii　
『
マ
グ
・
ト
ゥ
レ
ド
の
第
二
の
戦
い
』

　

呪
術
と
い
え
ば
、
中
世
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
文
学
で
は
、
ま

ず
は
ド
ル
イ
ド
（
賢
者
／
魔
術
師
的
な
存
在
）
に
よ
り
操
ら
れ

る
言
葉
の
呪
詛
が
思
い
浮
か
べ
ら
れ
る
が
、後
で
見
る
よ
う

に
、
竪
琴
弾
き
は
、
詩
人
や
ド
ル
イ
ド
と
重
な
り
合
う
存
在

と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。‘C

ruit’

や‘tiom
pán’

の
旋
律
は
、

ド
ル
イ
ド
や
詩
人
の
言
葉
に
よ
る
呪
術
と
同
質
の
も
の
だ
と

見
な
さ
れ
得
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。そ
れ
を
端
的

に
表
現
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、竪
琴
の
旋
律
に
よ
り

聴
き
手
を
心
身
と
も
に
呪
縛
す
る
「
三
つ
の
旋
律
」
で
あ
る11

。

す
な
わ
ち「
嘆
き
の
旋
律
」、「
喜
び
の
旋
律
」、「
眠
り
の
旋
律
」

だ
が
、中
で
も「
眠
り
の
旋
律
」に
よ
っ
て
導
か
れ
る
眠
り
は
、

妖
精
に
よ
る
魂
の
略
奪
の
際
に
起
こ
る
ト
ラ
ン
ス
状
態
／
眠

り
と
同
質
の
も
の
と
し
て
描
か
れ
、し
ば
し
ば
死
と
結
び
つ

く
き
わ
め
て
呪
詛
性
が
濃
い
も
の
で
あ
る
。

　

竪
琴
の
「
三
つ
の
旋
律
」
の
本
質
を
考
え
る
上
で
要
と
な

る
の
は
、
神
々
ト
ゥ
ア
タ
・
デ
ー
・
ダ
ナ
ン
と
の
結
び
つ
き

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。『
マ
グ
・
ト
ゥ
レ
ド
の
第
二
の
戦
い
』

（
成
立
は
一
一
世
紀
）
で
は
「
サ
ウ
ィ
ル
ダ
ー
ナ
ハ
」（「
百
芸
に

通
じ
た
」
の
意
）
の
綽
名
を
持
つ
ル
グ
の
技
芸
の
一
つ
と
し

て
、
竪
琴
（‘cruit’

）
に
よ
る
「
三
つ
の
旋
律
」
の
演
奏
が
描

か
れ
て
い
る
。ル
グ
は
こ
れ
を
王
ヌ
ア
ダ
を
は
じ
め
と
す
る

ト
ゥ
ア
タ
・
デ
ー
・
ダ
ナ
ン
の
神
々
の
前
で
披
露
す
る
。
ま

ず
「
眠
り
の
旋
律
」
で
は
皆
を
丸
一
日
眠
ら
せ
、次
の
「
嘆
き

の
旋
律
」
で
は
泣
き
嘆
き
悲
し
ま
せ
、
三
つ
め
の
「
喜
び
の

旋
律
」
で
は
一
同
を
笑
い
さ
ざ
め
か
せ
喜
び
で
満
た
し
た
。

竪
琴
の
「
三
つ
の
旋
律
」
は
聴
き
手
を
自
在
に
操
る
呪
術
的

な
も
の
な
の
で
あ
る11

。

　

こ
の
後
ル
グ
は
、土
着
の
魔
族
と
も
言
う
べ
き
フ
ォ
ウ
ォ

レ
と
の
戦
い
（
マ
グ
・
ト
ゥ
レ
ド
第
二
の
戦
い
）
に
お
い
て

ト
ゥ
ア
タ
・
デ
ー
・
ダ
ナ
ン
を
勝
利
に
導
く
。
そ
し
て
父
神

ダ
グ
ダ
と
武
者
オ
グ
マ
と
と
も
に
、フ
ォ
ウ
ォ
レ
に
連
れ
去

ら
れ
た
ダ
グ
ダ
の
竪
琴
弾
き
ウ
ア
ト
ネ
を
奪
回
す
べ
く
、

フ
ォ
ウ
ォ
レ
の
宮
廷
に
乗
り
込
む
。
ダ
グ
ダ
の
竪
琴
は
、
広

間
の
壁
に
掛
け
ら
れ
て
い
た
が
、ダ
グ
ダ
が
命
じ
な
い
か
ぎ

り
鳴
ら
な
い
よ
う
に
、そ
の
旋
律
は
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。

ダ
グ
ダ
は
竪
琴
に
む
か
っ
て
呼
び
か
け
る
。

‘Tair D
aur D

á Bláo,

Tair C
óir C

ethairchuir,

Tair sam
, tair gam

,

Béola crot 7
 bolg 7

 buinne!’

（‘Com
e  D

aur D
á Bláo,

Com
e C

óir C
etharchair,

Com
e sum

m
er, com

e w
inter,

M
ouths of harps and bags and pipes! ’ 11

）

「
二
つ
の
牧
場
の
オ
ー
ク
／
林
檎
の
木
の
囁
き
」
よ
来
た
れ

「
よ
い
調
べ
の
四
角
」
よ
来
た
れ

夏
よ
来
た
れ
、冬
よ
来
た
れ

竪
琴
と
バ
グ
パ
イ
プ
と
笛
の
口
よ
！

　

竪
琴
に
は‘D

aur D
á Bláo’

と‘C
óir C

ethairchuir’

と
い

う
二
つ
の
名
前
が
あ
り
、前
者
は‘O

ak of T
w

o M
eadow

s ’

と
い
う
意
味（‘ O

ak’

が
ド
ル
イ
デ
ィ
ズ
ム
に
お
い
て
聖
な
る
樹
で

あ
る
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
）、後
者
は‘proper, fitting, just, 

true ’ + ‘four-side, square ’

と
い
う
意
味
だ
と
解
さ
れ
て
い

る11

。‘C
óir’ 

は‘the proper tuning or harm
onizing of a 

harp , or any m
usical instrum

ent ’ 

の
意
味
で
あ
る
か
ら

「
よ
い
調
べ
の
四
角
」と
い
う
意
の
名
前
と
な
る11

。前
者
は
別
説
で

は
、‘D

aurdabla’

を‘durd, or  dord’

（ ‘a m
urm

er’

の
意
）と

‘alba, aball ’ 

（‘a sw
eet apple tree ’

の
意
）の
所
有
格
の
組

み
合
わ
せ
と
解
釈
さ
れ
、「
林
檎
の
木
の
囁
き
」の
意
と
さ
れ
る

（
林
檎
も
異
界
と
の
結
び
つ
き
が
強
い11

）。‘C
óir C

ethairchuir’

と
い
う
名
前
か
ら
、こ
の
ダ
グ
ダ
の‘cruit’

は
四
角
い
形
状
だ
っ

た
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
マ
グ
・
ト
ゥ
レ
ド
の
戦
い
』の
成
立
は
一

一
世
紀
と
さ
れ
る
。ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
石
の
十
字
架
に
残
る
図

像
学
的
証
拠
は
、ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
は
一
二
世
紀
以
前
は
四
角

形
の‘lyre ’

が
用
い
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
お
り
、ダ
グ
ダ

や
ル
グ
が
弾
い
た‘cruit’

は
、三
角
形
の
ハ
ー
プ
で
は
な
く
、四

角
形
の‘lyre ’

で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

さ
て
、ダ
グ
ダ
が
彼
の‘cruit’

に
名
前
で
呼
び
か
け
る
と
、

竪
琴
は
壁
か
ら
彼
の
方
へ
向
か
っ
て
飛
ん
で
き
て
、そ
の
途

上
九
人
の
フ
ォ
ウ
ォ
レ
を
殺
し
、ダ
グ
ダ
の
手
に
収
ま
っ
た
。

ダ
グ
ダ
は
そ
こ
で
「
三
つ
の
旋
律
」
を
奏
で
る
。最
初
に
「
嘆

き
の
旋
律
」、次
に
「
喜
び
の
旋
律
」、そ
の
効
果
は
ル
グ
の
演

第二章　宗教部会「モノと琴とシャーマニズム──モノ学の宗教的次元の一事例として」
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奏
と
同
様
で
あ
る
。そ
し
て
最
後
の
「
眠
り
の
旋
律
」
で
フ
ォ

ウ
ォ
レ
を
眠
ら
せ
、彼
ら
の
殺
意
か
ら
無
事
逃
れ
帰
っ
た
。

　

ト
ゥ
ア
タ
・
デ
ー
・
ダ
ナ
ン
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る

支
配
の
達
成
を
語
る
こ
の
物
語
に
お
い
て
、竪
琴
に
よ
る「
三

つ
の
旋
律
」
の
演
奏
は
、ル
グ
の
場
合
も
ダ
グ
ダ
の
場
合
も
、

い
わ
ば
神
と
し
て
、王
と
し
て
の
力
の
顕
現
と
な
っ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
。
と
く
に
ダ
グ
ダ
の
場
合
、
主
人
の
呼
び
か
け

に
生
き
も
の
の
ご
と
く
応
え
る
と
い
う
、竪
琴
と
そ
の
持
ち

主
と
の
深
い
密
接
な
関
係
が
際
立
っ
て
い
る
。ま
た
こ
こ
で

は
竪
琴
の
旋
律
は
、特
定
の
優
れ
た
弾
き
手
に
よ
っ
て
の
み

引
き
出
さ
れ
得
る
魔
術
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
「
三
つ
の
旋
律
」
は
、ル
グ
や
ダ
グ
ダ
の
よ
う
な
主
要
神
だ

け
で
な
く
、ト
ゥ
ア
タ
・
デ
ー
・
ダ
ナ
ン
の
他
の
一
連
の
「
竪

琴
弾
き
」
た
ち
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
技
能
で
も
あ
る
。『
マ

グ
・
ト
ゥ
レ
ド
の
第
二
の
戦
い
』
で
フ
ォ
ウ
ォ
レ
に
連
れ
去

ら
れ
た
の
は
、
ダ
グ
ダ
の
竪
琴
弾
き
ウ
ア
ト
ネ
で
あ
っ
た
。

ダ
グ
ダ
、ル
グ
、オ
グ
マ
の
三
人
は
彼
の
奪
回
の
た
め
に
フ
ォ

ウ
ォ
レ
の
宮
廷
に
乗
り
込
ん
で
行
っ
た
は
ず
な
の
だ
が
、実

際
に
取
り
戻
し
た
竪
琴
は
ダ
グ
ダ
の
も
の
で
あ
り
、ま
た
竪

琴
を
演
奏
す
る
の
も
ダ
グ
ダ
自
身
で
あ
る
。テ
ク
ス
ト
に
は

「
眠
り
の
旋
律
」
が
効
を
奏
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
「
三
人
は
無

事
フ
ォ
ウ
ォ
レ
の
殺
意
か
ら
逃
れ
た
」
と
あ
る
が
、
こ
の
三

人
と
は
ル
グ
、
オ
グ
マ
、
ダ
グ
ダ
の
三
人
だ
と
思
わ
れ
、
連

れ
戻
し
に
行
っ
た
は
ず
の
ウ
ア
ト
ネ
へ
の
言
及
は
な
い
。ウ

ア
ト
ネ
と
い
う
竪
琴
弾
き
は
、「
人
物
」
と
い
う
よ
り
も
、竪

琴
か
ら
旋
律
を
引
き
出
す
ダ
グ
ダ
の
能
力
を
具
現
化
し
た
よ

う
な
存
在
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。そ
も
そ
も
ウ
ア
ト
ネ

と
い
う
名
前
は
「
詩
や
音
楽
に
お
け
る
調
和
」
を
意
味
す
る

も
の
で
あ
り
、多
分
に
シ
ン
ボ
リ
カ
ル
な
存
在
で
あ
る
こ
と

を
伺
わ
せ
る
の
で
あ
る11

。

iii　
『
フ
ロ
イ
ヒ
の
牛
捕
り
』

　

竪
琴
弾
き
ウ
ア
ト
ネ
が
奏
で
る
「
三
つ
の
旋
律
」
は
『
フ
ロ

イ
ヒ
の
牛
捕
り
』（
成
立
は
八
世
紀
頃
、写
本
は
一
二
世
紀
）
に
も

登
場
し
、そ
の
起
源
が
説
明
さ
れ
て
い
る11

。こ
の
テ
ク
ス
ト
で

は
、ダ
グ
ダ
の
竪
琴
弾
き
ウ
ア
ト
ネ
の
妻
は
、妖
精
ボ
ア
ン
ド

と
な
っ
て
い
る
。ボ
ア
ン
ド
は
ボ
イ
ン
川
の
女
神
で
、『
エ
ー

ダ
イ
ン
へ
の
求
婚
』
で
は
ダ
グ
ダ
と
の
間
に
オ
イ
ン
グ
ス
・

オ
グ
を
も
う
け
て
い
る11

。こ
こ
か
ら
も
ダ
グ
ダ
と
彼
の
竪
琴

弾
き
ウ
ア
ト
ネ
と
が
互
い
に
重
な
り
合
う
存
在
で
あ
る
こ
と

が
う
か
が
わ
れ
る
。ボ
ア
ン
ド
が
三
つ
子
の
息
子
を
生
ん
だ

際
に
ウ
ア
ト
ネ
が
奏
で
た
「
三
つ
の
旋
律
」
か
ら
、三
人
の
息

子
た
ち
は
そ
れ
ぞ
れ
「
嘆
き
の
旋
律
（goltraige

）」、「
喜
び
の

旋
律
（gentraige

）」、「
眠
り
の
旋
律
（súantraige

）」
と
名
付

け
ら
れ
た
と
い
う
。ウ
ア
ト
ネ
が
こ
の
と
き
弾
い
た
の
は
ダ

グ
ダ
の
竪
琴
で
あ
る
。母
親
の
ボ
ア
ン
ド
は
、こ
の
ウ
ア
ト
ネ

の
三
人
の
息
子
が
奏
で
る
竪
琴
の
音
楽
（
す
な
わ
ち
「
三
つ
の

旋
律
」）
は
、死
者
を
出
す
だ
ろ
う
と
予
言
す
る
。実
際
「
三
つ
の
旋

律
」
の
名
前
を
持
つ
こ
の
三
人
の
竪
琴
弾
き
が
ア
リ
ル
と
メ
ド
ヴ

の
宮
廷
で
演
奏
す
る
と
、一
二
人
が
泣
き
悲
し
む
あ
ま
り
死
ん
で

し
ま
う
（
非
常
に
強
力
な
「
嘆
き
の
旋
律
」
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
）。彼
ら
の
竪
琴
に
は
金
や
銀
で
で
き
た
蛇
、鳥
、猟
犬
の
姿

が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
お
り
、弦
が
つ
ま
弾
か
れ
る
と
、こ
れ
ら
の

蛇
、鳥
、猟
犬
は
、人
々
の
ま
わ
り
を
ぐ
る
ぐ
る
と
巡
っ
た
と

さ
れ
て
い
る
。竪
琴
の
旋
律
お
よ
び
竪
琴
そ
の
も
の
が
持
つ

力
と
魔
術
性
を
表
現
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。

iv　
「
ト
ゥ
ア
グ
・
イ
ン
ヴ
ェ
ル
」

　
「
ト
ゥ
ア
グ
・
イ
ン
ヴ
ェ
ル
」
は
、ト
ゥ
ア
グ
と
い
う
河
口

の
名
前
の
由
来
を
語
る『
デ
ィ
ン
ヘ
ン
ハ
ス
』の
一
つ
で
あ
る
。

『
デ
ィ
ン
ヘ
ン
ハ
ス
』
と
は
、ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
地
名
に
ま
つ

わ
る
伝
説
、説
話
を
収
集
し
た
も
の
で
、一
一
〜
一
二
世
紀
に

成
立
し
た
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る11

。「
ト
ゥ
ア
グ
・
イ
ン

ヴ
ェ
ル
」
で
は
、『
マ
グ
・
ム
ク
ラ
マ
の
戦
い
』
に
お
い
て

‘tiom
pán’

で
「
三
つ
の
旋
律
」
を
奏
で
た
と
さ
れ
る
竪
琴
弾

き
で
あ
り
妖シ

ー

精
の
丘
の
王
の
息
子
で
あ
る
フ
ェ
ル
・
フ
ィ
ー

が11

、ド
ル
イ
ド
と
し
て
登
場
す
る
。「
ト
ゥ
ア
グ
・
イ
ン
ヴ
ェ
ル
」

で
ド
ル
イ
ド
の
フ
ェ
ル
・
フ
ィ
ー
が
操
る
の
は
、言
葉
の
呪
術

で
あ
り
、呪
詛
的
な
眠
り
を
も
た
ら
す
呪
文
を
唱
え
る
。ま
た

彼
は
そ
の
際
同
時
に
、「
眠
り
の
旋
律
」
も
奏
で
る
の
で
あ
る
。

「
ト
ゥ
ア
グ
・
イ
ン
ヴ
ェ
ル
」に
は
韻
文
お
よ
び
散
文
の
ヴ
ァ
ー

ジ
ョ
ン
が
あ
る
が
、一
二
世
紀
の『
レ
ン
ス
タ
ー
の
書
』
に
収

め
ら
れ
た
、韻
文
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
で
物
語
ら
れ
て
い
る
伝

説
で
は
、次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る11

。コ
ナ
ル
王
の
美
し
い

娘
ト
ゥ
ア
グ
の
美
し
さ
の
噂
を
聞
き
及
ん
だ
海
神
マ
ナ
ナ

ン
・
マ
ク
・
リ
ル
は
、ト
ゥ
ア
タ
・
デ
ー
・
ダ
ナ
ン
の
ド
ル
イ

ド
の
フ
ェ
ル
・
フ
ィ
ー
を
使
者
と
し
て
タ
ラ
の
王
宮
に
送
り

込
ん
だ
。ド
ル
イ
ド
の
フ
ェ
ル・フ
ィ
ー
は
、女
性
の
姿
を
と
っ

て
ト
ゥ
ア
グ
の
侍
女
に
な
り
す
ま
し
、タ
ラ
に
三
日
間
滞
在

す
る
。そ
し
て
四
日
目
の
晩
、娘
に
魔
法
の
呪
文
を
唱
え
て
娘

を
ぐ
っ
す
り
眠
ら
せ
、肩
に
か
つ
ぎ
「
眠
り
の
旋
律
」
を
奏
で

る
と
、娘
を
タ
ラ
か
ら
海
辺
へ
と
運
び
去
っ
た
の
で
あ
る
。し

か
し
彼
が
舟
を
捜
し
に
行
っ
て
い
る
間
に
、娘
は
波
に
さ
ら

わ
れ
て
溺
れ
死
ん
で
し
ま
う
。そ
こ
で
、そ
の
河
口
（‘inbir’

）

は
「
マ
ナ
ナ
ン
の
妻
」
の
名
前
、す
な
わ
ち
ト
ゥ
ア
グ
に
ち
な

ん
で
ト
ゥ
ア
グ
・
イ
ン
ヴ
ェ
ル
（‘Tuag Inbir’

）
と
呼
ば
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
だ
と
い
う
。

　

ド
ル
イ
ド
の
フ
ェ
ル
・
フ
ィ
ー
は
「
眠
り
の
呪
文
」
だ
け

で
な
く
「
眠
り
の
旋
律
」
を
も
操
っ
て
い
る
。
こ
の
テ
ク
ス

ト
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、「
眠
り
の
呪
文
」
と
「
眠
り
の
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旋
律
」
は
明
ら
か
に
重
複
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
フ
ェ
ル
・

フ
ィ
ー
が
ド
ル
イ
ド
で
あ
り
ま
た‘tiom

pán’

の
奏
者
で
も

あ
る
と
い
う
伝
承
を
反
映
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た

フ
ェ
ル
・
フ
ィ
ー
は
、
後
世
「
妖
精
」
と
見
な
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
ト
ゥ
ア
タ
・
デ
ー
・
ダ
ナ
ン
で
あ
る
が
、
彼
の
言
葉

の
呪
文
と
竪
琴
の
旋
律
は
ど
ち
ら
も
ト
ラ
ン
ス
／
魔
法
の
眠

り
を
も
た
ら
し
て
お
り
、こ
れ
は
異
界
へ
の
人
間
の
魂
の
略

奪
を
意
味
す
る
。一
九
世
紀
に
な
っ
て
収
集
さ
れ
た
妖
精
に

関
す
る
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
で
は
、妖
精
の
音
楽
は
ト
ラ
ン
ス
状

態
で
人
間
の
魂
を
妖
精
の
国
に
略
奪
す
る
こ
と
が
語
ら
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
エ
ト
ナ
と
い
う
新
妻
は
、
幽
か
な
音
楽
が

聞
こ
え
て
く
る
と
深
い
ト
ラ
ン
ス
／
魔
法
の
眠
り
に
陥
り
、

さ
ら
に
は
そ
の
状
態
で
妖
精
の
丘
に
連
れ
去
ら
れ
て
し
ま

う11

。
こ
の
よ
う
な
ト
ラ
ン
ス
／
魔
法
の
眠
り
は
、
脱
魂
と
も

妖
精
に
よ
る
憑
依
と
も
説
明
さ
れ
、「
チ
ェ
ン
ジ
リ
ン
グ
」
の

民
間
信
仰
と
結
び
つ
く11

。
溺
死
も
ま
た
「
死
」
で
は
な
く
妖

精
の
国
へ
連
れ
去
ら
れ
た
の
だ
、若
い
女
性
の
場
合
は
妖
精

王
の
花
嫁
と
し
て
連
れ
去
ら
れ
た
の
だ
と
さ
れ
る11

。こ
の
観

念
が
中
世
に
遡
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、妖シ

ー

精
の
丘
の
王
の

息
子
フ
ェ
ル
・
フ
ィ
ー
の
竪
琴
の
旋
律
に
よ
り
、
ト
ゥ
ア
グ

が
ト
ラ
ン
ス
／
眠
り
に
陥
っ
て
溺
死
し
、そ
れ
ゆ
え
彼
女
が

海
神
マ
ナ
ナ
ン
の
「
妻
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、

そ
し
て
一
四
世
紀
末
〜
一
五
世
紀
の『
ロ
リ
ン
ソ
ンB

506

写

本
』
に
収
め
ら
れ
た
散
文
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
は
「
も
し
か

す
る
と
娘
を
さ
ら
っ
て
行
っ
た
の
は
マ
ナ
ナ
ン
自
身
だ
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
一
節
が
あ
る
こ
と
か
ら
も
、
明

ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
。

v　
『
デ
ィ
ン
・
リ
ー
グ
の
殺
戮
』

　
『
デ
ィ
ン
・
リ
ー
グ
の
殺
戮
』
と
い
う
九
世
紀
の
散
文
物
語

は
、ラ
ヴ
リ
ド
・
ロ
ン
グ
シ
ャ
ハ
と
い
う
、紀
元
前
三
世
紀
末

の
レ
ン
ス
タ
ー
王
と
考
え
ら
れ
る
人
物
に
つ
い
て
の
始
祖
伝

説
と
な
っ
て
い
る11

。こ
の
物
語
に
は
三
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン

が
あ
る
が
、「
眠
り
の
旋
律
」
が
登
場
す
る
の
は
、主
要
な
『
レ

ン
ス
タ
ー
の
書
』
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
に
お
い
て
で
あ
る
。
ラ

ヴ
リ
ド
は
、亡
命
先
の
マ
ン
ス
タ
ー
で
ス
コ
リ
ア
ト
王
の
娘

モ
リ
ア
ト
と
恋
に
落
ち
る
が
、し
か
し
モ
リ
ア
ト
は
母
親
に

厳
重
に
監
視
さ
れ
て
い
て
、恋
人
た
ち
の
逢
瀬
は
か
な
わ
な

い
。
そ
こ
で
王
が
盛
大
な
宴
を
催
し
た
折
、
ラ
ヴ
リ
ド
の
竪

琴
（‘cruit’

）
弾
き
で
あ
る
ク
ラ
フ
テ
ィ
ネ
が
「
眠
り
の
旋
律
」

を
奏
で
、
母
親
を
含
め
た
一
同
を
眠
ら
せ
て
し
ま
う
。
ク
ラ

フ
テ
ィ
ネ
は
竪
琴
の
旋
律
に
よ
り「
死
の
眠
り
」（‘suanbás’

）

を
か
け
た
の
だ
と
説
明
さ
れ
る
。ラ
ヴ
リ
ド
は
モ
リ
ア
ト
の

婿
と
し
て
正
式
に
迎
え
ら
れ
、マ
ン
ス
タ
ー
の
軍
勢
の
支
援

を
得
て
、か
つ
て
祖
父
や
父
の
居
城
で
あ
っ
た
デ
ィ
ン
・
リ
ー

グ
の
奪
回
の
た
め
に
向
か
う
が
、彼
ら
は
こ
れ
を
滅
ぼ
す
こ

と
が
で
き
な
い
。そ
こ
で
竪
琴
弾
き
ク
ラ
フ
テ
ィ
ネ
が
要
塞

に
の
ぼ
り
、中
に
い
る
軍
勢
に
む
か
っ
て
「
眠
り
の
旋
律
」
を

奏
で
る
と
い
う
策
を
講
じ
た
。「
眠
り
の
旋
律
」
に
よ
っ
て
敵

は
眠
り
に
落
ち
、そ
こ
を
ラ
ヴ
リ
ド
の
軍
が
襲
っ
て
抵
抗
を

受
け
る
こ
と
な
く
殺
戮
し
、要
塞
を
略
奪
し
た
。「
死
の
眠
り
」

（‘suanbás’

）
と
い
う
説
明
は
、
こ
の
場
面
に
お
け
る
「
眠
り

の
旋
律
」
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。

vi　
『
ダ
・
コ
ガ
の
館
』

　

竪
琴
弾
き
（‘cruitire’

）
ク
ラ
フ
テ
ィ
ネ
は
、『
ダ
・
コ
ガ

の
館
』
と
い
う
作
品
で
は
、
さ
ら
に
ド
ル
イ
ド
的
な
、
つ
ま

り
呪
詛
性
の
濃
厚
な
姿
で
登
場
す
る11

。こ
の
物
語
に
お
け
る

ク
ラ
フ
テ
ィ
ネ
の
役
ま
わ
り
は
、ア
ル
ス
タ
ー
王
コ
ル
マ
ク

に
、
次
々
と
ゲ
シ
ュ11

を
破
ら
せ
、
彼
を
破
滅
に
導
く
こ
と
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
ク
ラ
フ
テ
ィ
ネ
の
妻
で
あ
る
シ
ュ
ケ
ン
ブ

が
、コ
ル
マ
ク
の
愛
人
で
あ
っ
た
こ
と
へ
の
嫉
妬
ゆ
え
の
復

讐
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　

コ
ル
マ
ク
の
ゲ
シ
ュ
の
一
つ
は
、ク
ラ
フ
テ
ィ
ネ
の
竪
琴

を
聴
く
こ
と
で
あ
っ
た
。ク
ラ
フ
テ
ィ
ネ
は
わ
ざ
わ
ざ
コ
ル

マ
ク
の
も
と
に
赴
き
、
彼
の
破
滅
を
招
く
た
め
に‘C

eis 

C
endtoll’

を
奏
で
る
。‘C

eis C
endtoll’

の
解
釈
は
分
か
れ

て
い
る
が
、‘a head-sleeping, or a debilitating Ceis, 

or tune w
hich left him

 an easy prey to his 
enem

ies ’

─
─
す
な
わ
ち
「
死
の
眠
り
」（‘suanbás’

）
を
も

た
ら
す
「
眠
り
の
旋
律
」
と
同
様
の
も
の
─
─
と
い
う

O
'Curry

の
解
釈
が
妥
当
だ
と
思
わ
れ
る11

。
ま
た
コ
ル
マ
ク

が
ロ
ッ
ホ
・
ロ
ー
で
水
鳥
と
と
も
に
泳
い
で
い
る
こ
と
を
知

る
と
（
こ
れ
も
彼
の
ゲ
シ
ュ
の
一
つ
）、一
五
〇
人
の
若
者
を
鳥

の
姿
に
変
え
、さ
ら
に
そ
の
翼
に
毒
の
魔
法
の
呪
文
を
か
け

る
。
鳥
た
ち
は
湖
に
行
く
と
、
コ
ル
マ
ク
の
一
行
に
向
か
っ

て
、
そ
の
毒
の
呪
文
が
込
め
ら
れ
た
翼
を
は
た
め
か
せ
、
コ

ル
マ
ク
ら
は
湖
畔
で
眠
っ
て
し
ま
う
。し
か
し
そ
こ
へ
鷹
に

姿
を
変
え
た
シ
ュ
ケ
ン
ブ
が
や
っ
て
来
て
、鳥
を
殺
し
退
治

し
た
。眠
っ
て
い
る
間
に
鳥
に
殺
さ
れ
る
と
こ
ろ
を
救
っ
て

く
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
ゲ
シ
ュ
は
破
ら
れ
、

ク
ラ
フ
テ
ィ
ネ
の
呪
詛
は
十
二
分
に
効
を
奏
し
、コ
ル
マ
ク

王
の
命
運
は
い
ま
や
尽
き
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
物
語
で
も
ク
ラ
フ
テ
ィ
ネ
の
竪
琴
の
音
楽
は
、コ
ル

マ
ク
の
破
滅
と
死
を
も
た
ら
す
き
わ
め
て
呪
詛
的
な
も
の
で

あ
る
。
ま
た
彼
は
、
若
者
を
水
鳥
に
変
身
さ
せ
る
魔
法
や
、

そ
の
翼
に
毒
の
呪
文
を
か
け
る
と
い
う
悪
し
き
呪
術
を
操
る

こ
と
も
で
き
る
。
彼
が
鳥
の
翼
に
込
め
た
「
毒
の
呪
文
」
の

結
果
、
コ
ル
マ
ク
の
一
行
が
眠
り
に
陥
り
、
あ
や
う
く
無
抵

抗
の
ま
ま
殺
さ
れ
る
と
こ
ろ
だ
っ
た
こ
と
も
、『
デ
ィ
ン
・
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リ
ー
グ
の
殺
戮
』
に
お
け
る
彼
の
「
眠
り
の
旋
律
」
と
の
共

通
点
と
し
て
注
目
さ
れ
る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、中
世
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
に
登

場
す
る
竪
琴
（‘cruit’/ ‘tiom

pán’

）
弾
き
た
ち
の
「
三
つ
の

旋
律
」
は
、
ト
ゥ
ア
タ
・
デ
ー
・
ダ
ナ
ン
の
神
々
と
し
て
の

力
の
顕
現
で
あ
り
、中
で
も
「
眠
り
の
旋
律
」
は
、ド
ル
イ
ド

や
詩
人
の
言
葉
に
よ
る
呪
詛
と
同
質
の
、呪
術
性
が
濃
い
も

の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
の
眠
り
は
、
妖
精
に
よ
る
人
間
の

魂
の
異
界
へ
の
略
奪
と
見
な
さ
れ
る
ト
ラ
ン
ス
と
も
同
一
視

さ
れ
る
。ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
い
て
竪
琴
を
特
別
な
モ
ノ
に

し
て
い
る
の
は
、竪
琴
の
異
界
や
異
界
の
神
々
と
結
び
つ
き
、

呪
術
性
が
込
め
ら
れ
た
旋
律
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

Popular	Ballads

に
見
ら
れ
る
竪
琴

　

以
上
の
よ
う
な
竪
琴
の
異
界
と
の
繋
が
り
・
呪
術
性
は
、

一
九
世
紀
に
収
集
さ
れ
た
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
民
間
バ
ラ
ッ

ド
に
も
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。ア
イ
ル
ラ
ン
ド

と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
は
、同
じ
ケ
ル
ト
語
の
ゴ
イ
デ
リ
ッ
ク

の
系
統
に
属
す
る
言
語
文
化
圏
で
あ
る
。ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・

ゲ
ー
ル
語
は
、も
と
も
と
五
世
紀
に
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
か
ら
の

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
話
者
の
入
植
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
語
で
あ
り
、一
〇
世
紀
（
な
い
し
は
そ
れ
以
降
）
ま

で
ほ
ぼ
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
語
と
同
一
の
言
語
で
あ
っ
た11

。そ
も

そ
も
ラ
テ
ン
語
の‘Scoti’

（O
ld Irish 

の‘Scot’

）
は
ア
イ
ル

ラ
ン
ド
人
の
意
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。ゲ
ー
ル
語
は
中
世
初

期
に
は
分
化
が
明
ら
か
に
な
る
が
、文
学
の
レ
ベ
ル
で
は
、言

語
は
地
域
性
を
反
映
し
て
お
ら
ず
、一
二
〜
一
七
世
紀
の
ア

イ
ル
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
文
学
文
化
は
ほ
ぼ
同
一

と
見
な
さ
れ
る11

。ア
イ
ル
ラ
ン
ド
と
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
竪

琴
弾
き
の
交
流
も
さ
か
ん
に
行
わ
れ
た11

。

　

ア
イ
ル
ラ
ン
ド
に
お
け
る
の
と
同
様
、竪
琴
は
ス
コ
ッ
ト
ラ

ン
ド
に
お
い
て
も‘folk ’ instrum

ent

で
は
な
く
、
常
に

professional ’s instrum
ent

で
あ
り
、貴
族
階
級
と
結
び
つ

い
た
楽
器
で
あ
っ
た
。そ
の
技
術
と
訓
練
は
称
賛
さ
れ
、社
会

的
に
も
他
の
音
楽
家
よ
り
も
高
い
地
位
を
享
受
し
て
い
た11

。

　

民
衆
の
間
で
口
伝
え
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
バ
ラ
ッ
ド
で

は
、ゆ
え
に
、竪
琴
が
フ
ィ
ド
ル
や
笛
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い

る
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
多
い
が
、呪
術
性
は
忘
れ
ら
れ
て
い
な
い

よ
う
で
あ
る
。た
と
え
ば
、一
八
八
〇
年
に
シ
ェ
ト
ラ
ン
ド
島

で
採
集
さ
れ
た『
オ
ル
フ
ェ
オ
王
』（K

ing O
rfeo

）
と
い
う
バ

ラ
ッ
ド
が
あ
る
。ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
に
お
け
る
英
語
の
ヴ
ァ
リ

エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る「
ス
コ
ッ
ツ
語
」で
語
ら
れ
て
い
る
。こ
れ

は
古
典
の
オ
ル
ペ
ウ
ス
の
物
語
だ
が
、直
接
に
は
一
四
世
紀
の

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
ロ
マ
ン
ス
、『
サ
ー
・
オ
ル
フ
ェ
オ
』（Sir 

O
rfeo

）の
系
譜
を
汲
む
も
の
と
思
わ
れ
る
。『
サ
ー
・
オ
ル
フ
ェ

オ
』で
は
古
典
の
物
語
と
同
じ
く
、オ
ル
フ
ェ
オ
王
が
奏
で
る

の
は
竪
琴
で
あ
っ
た
が
、一
九
世
紀
の
シ
ェ
ト
ラ
ン
ド
島
の
バ

ラ
ッ
ド
で
は
笛
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス

の『
変
身
物
語
』
で
は
、黄
泉
の
国
ハ
デ
ス
で
オ
ル
ペ
ウ
ス
が

妻
を
想
う
心
情
を
う
た
っ
て
竪
琴
の
弦
を
か
き
鳴
ら
す
と
、血

の
気
の
な
い
亡
者
た
ち
は
も
ら
い
泣
き
し
、復
讐
の
女
神
た
ち

も
感
動
の
あ
ま
り
初
め
て
頬
を
涙
で
濡
ら
し
、冥
王
と
王
妃
プ

ロ
セ
ル
ピ
ナ
で
す
ら
心
動
か
さ
れ
、彼
の
嘆
願
を
拒
む
こ
と
が

で
き
な
か
っ
た
、と
語
ら
れ
て
い
る
。一
種
の「
嘆
き
の
旋
律
」

で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。こ
の
場
面
は
、一
四
世
紀
イ
ン
グ
ラ

ン
ド
の『
サ
ー
・
オ
ル
フ
ェ
オ
』で
は
、オ
ル
フ
ェ
オ
の
竪
琴
の

甘
美
な
メ
ロ
デ
ィ
ー
に
、妖
精
王
も
王
妃
も
、そ
の
音
色
を
聞

い
た
者
は
み
な
大
い
な
る
よ
ろ
こ
び
を
感
じ
た
と
語
ら
れ
、

「
喜
び
の
旋
律
」に
相
当
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。シ
ェ
ト
ラ

ン
ド
の『
オ
ル
フ
ェ
オ
王
』は
妖
精
王
の
前
で
笛
を
演
奏
す
る

の
だ
が
、中
世
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
文
学
に
登
場
し
た
三
つ
の
旋
律

の
う
ち
、ま
ず
「
嘆
き
の
旋
律
」と「
喜
び
の
旋
律
」に
相
当
す

る
も
の
を
、そ
し
て「
眠
り
の
旋
律
」の
代
わ
り
に
は「
病
ん
だ

心
も
す
こ
や
か
に
し
た
で
あ
ろ
う
陽
気
な
い
い
リ
ー
ル
ダ
ン
ス

の
曲
」を
奏
で
た
と
な
っ
て
い
る11

。こ
れ
は
む
し
ろ
、ダ
ヴ
ィ
デ

が
サ
ウ
ル
王
に
憑
い
た
悪
霊
を
、竪
琴
の
演
奏
で
追
い
払
っ
た

と
い
う
、ハ
ー
プ
に
悪
霊
を
払
う
呪
力
、病
の
癒
し
の
力
を
認

め
る
系
譜
を
汲
む
も
の
と
言
え
よ
う
。

A
n first he played da notes o noy, 

A
n dan he played da notes o joy.

A
n dan he played da göd gabber reel, 

D
at m

eicht ha m
ade a sick hert hale. 

‘N
oo tell to us w

hat ye w
ill hae: 

W
hat sall w

e gie you for your play?

最
初
に
彼
は
悲
し
み
の
調
べ
を

次
に
は
喜
び
の
調
べ
を
奏
で
た

そ
れ
か
ら
陽
気
な
い
い
リ
ー
ル
ダ
ン
ス
の
曲
を

こ
れ
は
病
ん
だ
心
も
す
こ
や
か
に
し
た
だ
ろ
う

「
さ
て
何
が
望
み
か
言
う
が
よ
い

お
前
の
そ
の
演
奏
に
た
い
し
て
何
を
与
え
よ
う
か
」

　

こ
の
バ
ラ
ッ
ド
で
は
『
サ
ー
・
オ
ル
フ
ェ
オ
』
と
同
様
に
、
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ハ
デ
ス
が
妖
精
の
国
に
置
き
換
え
ら
れ
て
お
り
、オ
ル
フ
ェ

オ
は
王
妃
の
奪
還
に
成
功
し
て
い
る
点
に
お
い
て
、古
典
の

オ
ル
ペ
ウ
ス
の
物
語
と
は
異
な
る
展
開
を
持
つ
。も
っ
と
も
、

オ
ル
ペ
ウ
ス
が
妻
の
奪
還
に
成
功
し
た
と
い
う
ギ
リ
シ
ア
語

（
ア
レ
ク
サ
ン
ド
リ
ア
）
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
も
存
在
し
て
い
る
の

だ
が11

。エ
リ
ア
ー
デ
が
『
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
』
で
も
言
及
し
て

い
る
が
、異
界
に
旅
し
て
妻
の
魂
を
連
れ
戻
す
オ
ル
ペ
ウ
ス

は
、き
わ
め
て
シ
ャ
ー
マ
ン
的
な
様
相
を
帯
び
て
い
る11

。

　

ケ
ル
ト
語
圏
か
ら
ゲ
ル
マ
ン
語
圏
へ
と
視
野
を
広
げ
る

と
、同
じ
く
『
サ
ー
・
オ
ル
フ
ェ
オ
』
の
流
れ
を
汲
む
主
題
を

扱
っ
た
も
の
と
見
な
さ
れ
て
い
る
も
の
に
、『
竪
琴
の
力
』

（H
apans K

raft

）
と
い
う
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
バ
ラ
ッ
ド
が
あ

る11

。『
サ
ー
・
オ
ル
フ
ェ
オ
』で
は
、王
妃
は
妖
精
王
か
ら
果
樹

園
の「
接
ぎ
木
」の
下
で
待
つ
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
、オ
ル
フ
ェ

オ
と
千
人
の
騎
士
た
ち
が
王
妃
を
取
り
囲
ん
で
守
ろ
う
と
す

る
が
、彼
女
は
妖
精
王
の
魔
法
に
よ
り
か
き
消
え
て
し
ま
う
。

オ
ル
フ
ェ
オ
は
王
位
を
捨
て
森
の
野
人
と
な
っ
て
、妖
精
王

の
国
か
ら
竪
琴
の
演
奏
に
よ
り
妻
の
奪
還
に
成
功
し
た
の
で

あ
っ
た
。『
竪
琴
の
力
』の
バ
ラ
ッ
ド
で
は
、『
サ
ー
・
オ
ル
フ
ェ

オ
』
に
お
け
る
妖
精
王
は
、ネ
ッ
ク
（N

eck

）
と
い
う
川
の
精

に
と
っ
て
か
わ
ら
れ
て
い
る
。
ピ
ー
タ
ー
卿
の
許
嫁
の
カ
ー

ス
テ
ィ
ン
は
、彼
女
の
二
人
の
誇
り
高
い
姉
と
同
様
、川
で
溺

れ
る
（
ネ
ッ
ク
に
連
れ
去
ら
れ
る
）
こ
と
が
運
命
づ
け
ら
れ
て

い
る
。ピ
ー
タ
ー
卿
は
彼
女
の
乗
る
馬
に
黄
金
の
蹄
鉄
を
作

り
、前
に
一
二
人
、左
右
に
も
一
二
人
の
お
供
を
つ
け
る
。と

こ
ろ
が
森
に
さ
し
か
か
っ
た
と
こ
ろ
で
、お
供
の
者
た
ち
は

金
色
の
角
を
も
っ
た
雄
鹿
を
見
る
と
追
い
か
け
て
行
っ
て
し

ま
う
。カ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
一
人
で
川
に
か
か
る
橋
ま
で
行
く

の
だ
が
、金
色
の
蹄
鉄
を
つ
け
た
馬
が
つ
ま
ず
き
、彼
女
は
流

れ
の
速
い
川
に
落
ち
て
し
ま
う
。ピ
ー
タ
ー
卿
は
黄
金
の
竪

琴
を
水
中
の
異
界
に
棲
む
ネ
ッ
ク
に
向
か
っ
て
奏
で
る
。

T
he first stroke on his gold harp he gave

T
he foul ugly N

eck sat and laughed on the 
w

ave.

T
he second tim

e the gold harp he sw
ept,

T
he foul ugly N

eck on the w
ave sat and w

ept. 

T
he third stroke on the gold harp rang, 

Little K
erstin reached up her snow

-w
hite arm

. 

H
e played the bark from

 off the high trees; 
H

e played Little K
erstin back on his knees. 

A
nd the N

eck he out of the w
aves cam

e there, 
A

nd a proud m
aiden on each arm

 he bare. 11 
黄
金
の
竪
琴
を
つ
ま
弾
く
最
初
の
音
で

見
る
も
い
ま
わ
し
い
ネ
ッ
ク
が
川
面
に
座
っ
て
笑
っ
た

黄
金
の
竪
琴
を
二
度
目
に
つ
ま
弾
く
と

見
る
も
い
ま
わ
し
い
ネ
ッ
ク
は
川
面
に
座
っ
て
泣
い
た

黄
金
の
竪
琴
の
三
度
目
の
つ
ま
弾
く
音
で

カ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
雪
白
の
腕
を
の
ば
し
た

彼
の
演
奏
で
背
高
い
樹
の
皮
が
は
が
れ
落
ち

彼
の
演
奏
で
カ
ー
ス
テ
ィ
ン
は
彼
の
膝
に
戻
っ
た

そ
し
て
ネ
ッ
ク
は
水
か
ら
出
て
来
た

両
腕
に
は
一
人
ず
つ
誇
り
高
い
乙
女
を
抱
え
て

最
初
に
「
喜
び
の
旋
律
」、
次
に
「
嘆
き
の
旋
律
」
に
相
当
す

る
と
思
わ
れ
る
も
の
を
奏
で
、
三
つ
め
の
旋
律
は
カ
ー
ス

テ
ィ
ン
の
み
な
ら
ず
、彼
女
の
二
人
の
姉
を
も
ネ
ッ
ク
の
棲

む
水
の
異
界
か
ら
こ
の
世
へ
と
奪
還
す
る
力
を
持
っ
て
い

る
。『
オ
ル
フ
ェ
オ
王
』
や
『
竪
琴
の
力
』
と
い
っ
た
民
間
伝

承
バ
ラ
ッ
ド
に
は
、
竪
琴
に
は
異
界
の
存
在
を
も
動
か
し
、

異
界
に
連
れ
去
ら
れ
た
人
間
を
こ
の
世
に
連
れ
戻
す
力
が
あ

る
と
い
う
、シ
ャ
ー
マ
ン
に
も
な
ぞ
ら
え
る
こ
と
の
で
き
る

観
念
が
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
逆
に
言
え
ば
、

一
九
世
紀
に
収
集
さ
れ
た
民
間
伝
承
バ
ラ
ッ
ド
に
断
片
的
な

形
で
語
ら
れ
て
い
る
竪
琴
お
よ
び
竪
琴
弾
き
に
か
か
わ
る
呪

術
性
は
、時
を
遡
れ
ば
中
世
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
神
話
物
語
の

中
に
、よ
り
鮮
明
な
姿
を
も
っ
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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韓
国
の
琴
に
は
い
ろ
い
ろ
な
種
類
が
あ
る
が
、そ
の
中
に

高
句
麗
の
琴
、ゴ
ム
ン
ゴ
（G

eom
ungo

）
が
あ
る
。高
句
麗
の

琴
は
玄
琴
と
も
い
う
。『
三
国
史
記
』
に
よ
る
と
、玄
琴
は
高

句
麗
の
長
寿
王
（
四
一
三
ー
四
九
〇
年
）
の
初
め
、
中
国
の
晋し

ん

の
国
が
七
弦
琴
を
送
っ
て
く
れ
た
が
、演
奏
の
方
法
な
ど
が

分
か
ら
な
か
っ
た
。こ
れ
に
つ
い
て
よ
く
分
か
る
人
に
大
き

な
賞
金
を
与
え
る
と
し
た
。
そ
の
時
、
王ワ

ン

山サ
ン

岳ア
ク

が
、
本
来
の

七
絃
琴
の
形
は
直
さ
ず
、演
奏
法
な
ど
の
法
制
だ
け
を
改
良

し
て
新
し
く
つ
く
っ
た
も
の
が
玄
琴
で
あ
る
。音
域
は
約
三

オ
ク
タ
ー
ブ
だ
と
い
う
。

　

さ
ら
に
王
山
岳
が
一
〇
〇
余
曲
を
作
曲
し
て
こ
れ
を
演
奏

し
た
と
こ
ろ
、黒
い
鶴
が
飛
ん
で
き
て
舞
い
踊
っ
た
と
い
う

言
い
伝
え
か
ら
玄

ヒ
ョ
ン

鶴ハ
ク

琴グ
ム

と
呼
ば
れ
た
が
、の
ち
に
鶴
の
字
を

取
っ
て
玄

ヒ
ョ
ン

琴グ
ム

と
呼
ば
れ
た
。
し
か
し
、
中
国
の
吉チ

ー

林リ
ン

省
の
集チ

ー

安ア
ン

市
に
あ
る
舞
踊
塚
の
壁
画
に
玄
琴
の
原
型
と
み
ら
れ
る
楽

高
句
麗
の
琴

1

器
が
描
か
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
、
高
句
麗
の

玄
琴
は
す
で
に
五
世
紀

以
前
に
製
作
さ
れ
て
い

た
と
い
う
説
も
あ
る
。

高
句
麗
古
墳
の
安
岳
三

号
墳
、五

墳
四
号
墓
、

長
川
一
号
墳
な
ど
の
壁

画
に
登
場
す
る
琴
は
四

弦
で
あ
る
。
そ
こ
で
、

晋
か
ら
伝
来
す
る
前
か

ら
高
句
麗
固
有
の
絃
楽

器
が
あ
っ
た
可
能
性
が

高
い
。

第
二
章

宗
教
部
会	

◆	

モ
ノ
と
琴
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
─
─
モ
ノ
学
の
宗
教
的
次
元
の
一
事
例
と
し
て

韓
国
の
琴
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

金
時
徳	

韓
国
国
立
民
俗
博
物
館
学
芸
研
究
官

モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
展
覧
会	
第
１
部	

第二章　宗教部会「モノと琴とシャーマニズム──モノ学の宗教的次元の一事例として」

図２　高句麗壁画に見える舞踊伴奏者の模写図（宋芳松，2007 年，44 頁）

図１　高句麗壁画に見える琴の演奏者（宋芳松、2007 年、40 頁）
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韓
国
の
南
に
あ
っ
た
弁
辰
の
国
民
は
歌
と
踊
り
と
酒
を
飲

む
こ
と
が
大
好
き
な
人
た
ち
だ
っ
た
と
い
う
。ま
た
こ
の
国

に
は
「
ス
ル
」（
瑟
）
と
い
う
楽
器
が
あ
っ
て
、
こ
の
楽
器
は

中
国
の
大
絃
楽
器
で
あ
る
筑
に
似
た
も
の
だ
と
記
録
さ
れ
て

い
る
。し
か
し
、筑
は
中
国
の
瑟
と
は
違
う
し
、古
琴
に
近
い
。

韓
国
の
音
楽
学
で
は
こ
の
絃
楽
器
を
韓
国
の
一
番
古
い
琴
と

推
定
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
弁
辰
は
伽ガ

倻ヤ

（
伽
耶
）
の
近

く
に
あ
る
の
で
、こ
の
国
の
楽
器
で
あ
る
「
ガ
ヤ
ッ
ゴ
」（
伽

耶
琴
）
の
可
能
性
が
高
い
か
ら
で
あ
る
。

　

伽
耶
の
嘉ガ

実シ
ツ

王ワ
ン

が
中
国
の
楽
器
を
見
て
弁
辰
地
域
の
古
代

弁
辰
の
琴

2
伽
耶
の
ガ
ヤ
ッ
ゴ

3

絃
楽
器
を
改
良
し
て
「
ガ
ヤ
ッ
ゴ
」
を
製
作
し
た
と
い
う
記

録
が
あ
る
。
こ
の
時
期
が
六
世
紀
頃
だ
っ
た
。
嘉
実
王
は
百

済
八
絃
琴
と
か
新
羅
の
土
偶
に
見
ら
れ
る
両
耳
頭
を
参
考
に

し
て
八
絃
を
一
二
絃
に
改
良
し
た
の
だ
ろ
う
。改
良
し
た「
ガ

ヤ
ッ
ゴ
」
の
楽
器
構
造
を
は
っ
き
り
見
せ
る
の
が
正
倉
院
の

新
羅
琴
で
あ
る
。

　

ま
た
、「
ガ
ヤ
ッ
ゴ
」
は
絃
楽
器
の
一
種
類
で
あ
る
「
ガ
ヤ

グ
ム
」
の
韓
国
式
の
読
み
方
で
あ
る
。琴コ

ト

の
こ
と
を
純
粋
な
韓

国
語
で
は
「
コ
」
と
い
う
が
、 「
琴
」
と
い
う
漢
字
は
「
グ
ム
」

と
読
む
。そ
こ
で
伽
耶
琴
は
漢
字
の
読
み
方
で
は「
ガ
ヤ
グ
ム
」

と
読
む
。も
ち
ろ
ん
、こ
れ
は
楽
器
の
特
徴
か
ら
付
い
た
名
前

で
は
な
く
て
、伽
耶
と
い
う
国
の
琴
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

一
九
九
三
年
一
二
月
二
三
日
、昔
は
百
済
地
域
で
あ
っ
た

扶
餘
郡
陵
山
里
の
寺
の
敷
地
で
百
済
金
銅
大
香
炉
（
国
保
二

八
七
号
）
が
発
掘
さ
れ
た
。
こ
の
香
炉
に
は
五
人
の
楽
器
を

弾
く
人
が
お
り
、そ
の
中
に
は
琴
を
弾
く
人
も
刻
ま
れ
て
い

る
。こ
の
香
炉
に
つ
い
て
は
い
ろ
い
ろ
な
意
見
が
あ
っ
た
が
、

威ウ
ィ

徳ト
ク

王ワ
ン（

五
五
四
─
五
九
八
年
）、聖ソ

ン

王ワ
ン（

五
二
三
ー
五
五
四
年
）、

武ム

王ワ
ン（

六
〇
〇
─
六
四
一
年
）
の
時
代
に
儀
式
用
あ
る
い
は
祭

祀
用
と
し
て
製
作
さ
れ
た
儀
式
用
具
だ
と
い
う
。金
銅
大
香

炉
の
琴
は
三
絃
で
、
演
奏
者
は
左
手
を
絃
の
上
に
載
せ
て
、

右
手
は
何
か
を
用
い
て
絃
を
弾
い
て
い
る
。
こ
れ
は
「
シ
ュ

ル
ッ
デ
」
と
い
っ
て
ピ
ッ
ク
の
よ
う
な
も
の
を
用
い
て
演
奏

す
る
琴
の
特
徴
を
よ
く
見
せ
て
い
る
。 

　

こ
れ
と
関
連
し
て
、
光

グ
ァ
ン

州ジ
ュ

新シ
ン

昌チ
ャ
ン

洞ド
ン

出
土
の
絃
楽
器
は
韓

国
の
一
番
古
い
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
れ
は
紀
元

百
済
の
八
弦
琴

4

前
一
世
紀
に
製
作
さ
れ
た
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。琴
と
は
違

う
し
、
長
さ
が
ガ
ヤ
ッ
ゴ
の
半
分
く
ら
い
で
、
百
済
独
自
の

絃
楽
器
で
あ
る
百
済
琴
の
母
体
だ
と
い
う
仮
説
を
立
て
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

ま
た
、
百
済
の
癸き

酉ゆ
う

名
石
像
の
琴
も
、
寝
か
せ
て
演
奏
す

る
絃
楽
器
で
あ
る
。
大デ

田ジ
ョ
ン

の
月ワ

ル

坪ピ
ョ
ン

洞ド
ン

出
土
の
六
世
紀
の
両

耳
頭
に
八
本
の
弦
を
懸
け
る
穴
が
あ
る
。両
耳
頭
の
模
様
は

新
羅
の
土
偶
の
琴
、
日
本
正
倉
院
の
新
羅
琴
、『
楽ア

ク

学ハ
ク

軌ケ

範ボ
ム

』

と
現
在
の
正

ジ
ョ
ン

楽ア
ク

の
ガ
ヤ
ッ
ゴ
の
両
耳
頭
と
似
る
。こ
れ
を
今

日
で
は
百
済
八
絃
琴
と
か
玄

ヒ
ョ
ン

鶴ハ
ク

琴ク
ム

と
い
う
。

　

新
羅
は
ほ
か
の
国
よ
り
音
楽
が
遅
れ
て
い
た
が
、郷
土
的

な
音
楽
を
持
っ
て
い
た
。
百ベ

ク

結ギ
ョ
ル

先
生
が
琴
を
演
奏
し
た
と

い
う
記
録
が
『
三
国
史
記
』
に
あ
る
が
、
こ
の
記
録
に
あ
る

「
琴
」
は
高
句
麗
の
「
琴
」
と
同
じ
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
五
世
紀
の
高
句
麗
の
琴
が
新
羅
に
伝
え

ら
れ
た
と
い
う
記
録
は
ど
こ
に
も
な
い
か
ら
だ
。

　

し
か
し
、新
羅
の
土
偶
に
見
ら
れ
る
琴
は
両
耳
頭
が
あ
り
、

模
様
と
し
て
日
本
の
正
倉
院
に
収
蔵
さ
れ
た
新
羅
琴
と
似
て

い
る
。こ
れ
が
新
羅
の
郷
土
の
楽
器
で
は
な
い
か
思
う
。

　

隋
の
七
部
枝
と
か
九
部
枝
は
高
句
麗
の
音
楽
だ
っ
た
し
、

日
本
の
「
高こ

麗ま

楽が
く

」
は
高
句
麗
の
音
楽
が
伝
わ
っ
た
も
の
だ

と
い
う
話
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。ま
た
、高
麗
楽
、百
済
楽
、

新
羅
楽
は
古
代
三
国
の
音
楽
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
琴
が

あ
っ
た
。ま
た
、日
本
語
の
「
こ
と
」
は
韓
国
語
の
「
こ
（
）」

新
羅
の
琴

5
古
代
日
本
に
伝
播
さ
れ
た
三
国
楽

6

図３　奈良正倉院の新羅の琴（宋芳松，2007 年，75 頁）
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図６　光州新昌洞出土古代絃楽器および再現楽器（宋芳松，2007
年，36 頁）

図４　五楽師が彫刻された百済金銅大香炉（忠
南文化産業振興院提供）

図９　新羅の土器の古代の絃楽器（国立中央博物館，
2009 年，76 頁）

図８　新羅の土器の古代の絃楽器（国立中央博物館，
2009 年，16 頁）

図５　百済金銅大香炉の五楽師の中の琴の演奏者（忠南文化産業振興院提供）

図10　大田月坪洞出土の六世紀の両耳頭と新羅の土偶の琴（宋芳
松，2007 年，59 頁）

図７　癸酉名石像に浮き彫りにされたさまざまな演奏者の中での琴
（宋芳松，2007 年，44 頁）
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に
つ
な
が
る
。韓
国
音
楽
が
日
本
ま
で
伝
播
し
た
こ
と
を
考

え
て
み
る
と
、言
葉
の
面
で
も
関
係
が
あ
る
と
思
う
。

　

高
句
麗
の
琴
が
新
羅
に
伝
え
ら
れ
た
の
は
八
世
紀
末
か
ら

九
世
紀
初
め
で
あ
る
。
し
か
し
、
柏ベ

ク
ユ
ル
サ

栗
寺
伝
説
は
琴
の
伝
来

を
七
世
紀
ま
で
引
き
上
げ
る
可
能
性
が
あ
る
。こ
の
伝
説
の

中
で
、
新
羅
は
琴
を
国
保
級
の
神
器
に
し
た
と
い
う
。
こ
れ

は
現
代
の
学
者
に
よ
る
と
、真
骨
の
王
権
の
確
立
の
た
め
だ

と
い
う
。琴
が
神
器
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
の
で
一
般
社
会

に
普
及
し
な
か
っ
た
と
い
う
。

　

ま
た
、
玉オ

ク
ボ
コ

宝
高
が
智チ

異リ

山サ
ン

に
は
い
っ
て
琴
を
学
ん
だ
後
、

そ
れ
を
新
羅
に
教
え
な
い
よ
う
に
し
た
。
そ
れ
は
、
玉
宝
高

が
高
句
麗
の
流
民
な
の
で
そ
の
よ
う
に
し
た
と
理
解
で
き

る
。

　

韓
国
で
は
日
本
の
よ
う
に
琴
が
言
霊
に
な
る
こ
と
は
見
ら

れ
な
い
。
韓
国
で
は
日
本
の
「
こ
と
」
の
よ
う
な
意
味
を
持

つ
言
葉
は
な
い
。
し
か
し
、
絃
楽
器
の
韓
国
式
の
訓
読
は
朝

鮮
初
期
ま
で
「
ご
」
だ
っ
た
。
日
本
の
新
羅
琴
と
か
百
済
琴

の
「
こ
と
」
は
韓
国
の
「
ご
」
と
関
係
が
あ
る
と
思
う
。

　

し
か
し
、韓
国
で
も
上
古
時
代
に
は
宗
教
儀
式
と
関
連
し

た
音
楽
が
あ
る
と
い
う
。 

上
古
時
代
に
は
宗
教
儀
式
と
関

連
し
た
音
楽
が
あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
扶
余
の
国
中
大
会
で

あ
っ
た
迎ヨ

ン
ゴ鼓

で
は
何
日
間
も
酒
を
飲
み
な
が
ら
歌
っ
て
踊
っ

た
と
い
う
。高
句
麗
の
一
〇
月
に
天
に
捧
げ
る
祭
祀
を
す
る

東ド
ン

盟メ
ン

で
は
、
夜
に
男
女
が
遊
戯
を
し
た
と
言
う
。
濊イ

ェ（
タ
イ
）

神
器
と
し
て
の
琴

7
古
代
韓
国
の
琴
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

8

で
も
一
〇
月
に
天
に
捧
げ
る
祭
祀
を
し
て
昼
と
夜
に
酒
を
飲

み
な
が
ら
歌
と
踊
り
を
し
た
。こ
れ
を
舞ム

天チ
ョ
ンと

言
う
。

　

一
方
、南
の
韓ハ

ン

で
は
五
月
に
種
を
播
い
た
後
で
神
を
祭
る

際
、一
〇
人
く
ら
い
が
集
ま
っ
て
昼
と
夜
に
飲
み
な
が
ら
歌

と
踊
り
を
し
て
休
ま
な
か
っ
た
と
い
う
。一
〇
月
に
収
穫
す

る
と
き
も
同
じ
こ
と
を
す
る
。
し
か
し
、
音
楽
の
内
容
と
楽

器
に
つ
い
て
は
よ
く
わ
か
っ
て
い
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
音
楽
の
宗
教
的
な
機
能
は
ほ
か
の
国
で
も
同

じ
よ
う
だ
。こ
の
よ
う
な
風
俗
は
京
畿
道
地
域
の
都ド

ウ

堂ダ
ン

グ
ッ

ト
な
ど
今
の
巫
俗
式
の
村
祭
り
の
中
で
継
承
さ
れ
て
い
る
と

い
う
意
見
も
あ
る
。

　

古
代
三
国
時
代
に
楽
師
の
地
位
が
高
か
っ
た
の
も
、音
楽

が
国
家
的
に
重
要
な
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
教
え
る
。

于
勒
の
場
合
も
、新
羅
の
一
七
官
等
の
中
で
一
〇
位
の
官
吏

が
于
勒
に
音
楽
を
学
ん
だ
と
い
う
の
も
、于
勒
の
地
位
が
高

い
こ
と
を
証
明
し
、日
本
に
送
っ
た
百
済
の
楽
師
も
百
済
の

一
六
官
等
の
中
で
八
か
ら
一
一
ま
で
の
地
位
で
あ
る
。こ
れ

は
国
家
と
し
て
も
音
楽
が
重
要
に
な
っ
て
い
た
こ
と
を
示
し

て
い
る
。

　

ま
た
、新
羅
の
土
器
に
付
い
て
い
る
琴
の
頭
の
部
分
に
は

蛇
が
か
た
ど
ら
れ
て
い
る
し
、そ
の
横
に
は
亀
や
鳥
な
ど
の

神
聖
な
動
物
が
い
て
、音
楽
自
体
が
神
聖
な
も
の
と
し
て
機

能
を
は
た
し
た
と
推
定
で
き
る
。

　

現
代
韓
国
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
は
巫
の
形
に
よ
っ
て
神

降
巫
形
と
世
襲
巫
形
の
二
種
類
が
あ
る
。本
来
は
漢ハ

ン

江ガ
ン

を
境

界
と
し
て
北
、
南
と
い
う
地
域
に
よ
っ
て
区
分
し
た
が
、
現

在
は
区
分
の
意
味
が
な
く
な
り
、二
種
類
が
混
ざ
っ
て
い
る
。

現
代
韓
国
の
琴
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

9

　

降
神
巫
は
神
病
、
神
堂
、
巫
儀
と
い
る
三
つ
の
条
件
を
持

つ
。神
様
は
巫ム

党ダ
ン

に
載
せ
ら
れ
て
、ム
ダ
ン
は
エ
ク
ス
タ
シ
ー

（ecstasy

）
が
強
い
。
巫
党
は
神
様
に
な
っ
て
神
様
の
言
葉
を

直
接
告
げ
る
。強
い
動
き
な
ど
で
絃
楽
器
よ
り
打
楽
器
を
主

に
使
う
。

　

世
襲
巫
は
巫
業
を
学
ん
で
世
襲
す
る
。神
堂
を
も
た
な
い

し
、
神
廟
も
な
い
の
で
、
神
様
の
話
を
代
わ
っ
て
伝
え
る
よ

う
に
言
う
。
エ
ク
ス
タ
シ
ー
は
な
く
、
踊
り
や
歌
な
ど
の
芸

術
的
な
技
術
が
発
達
し
て
い
る
。
楽
器
も
発
達
し
て
い
て
、

三
絃
六
角
を
備
え
た
楽
団
が
参
加
す
る
。三
絃
六
角
は
郷
笛

二
、大
琴
、海
琴
、長
鼓
、鼓
で
構
成
さ
れ
る
。

　

韓
国
の
巫
俗
の
儀
礼
は
「Gut

（
グ
ッ
ト
）」
と
い
う
。基
本

的
に
は
一
二
ゴ
リ
（geori

、
幕
）
で
行
う
が
、
種
類
に
よ
っ
て

違
う
。
種
類
に
よ
っ
て
は
何
日
間
も
行
う
こ
と
も
あ
る
。
こ

の
グ
ッ
ト
の
進
行
方
法
は
ほ
と
ん
ど
が
巫
の
歌
や
踊
り
に
よ

る
。
つ
ま
り
、
グ
ッ
ト
に
は
必
ず
音
楽
が
伴
う
し
、
グ
ッ
ト

を
中
心
に
な
っ
て
行
う
巫
の
ほ
か
に
楽
師
が
い
て
、楽
師
が

音
楽
を
担
当
し
て
い
る
。
楽
器
は
打
楽
器
を
は
じ
め
、
絃
楽

器
、
笛
な
ど
が
あ
る
。
そ
の
中
で
琴
も
使
用
さ
れ
る
。
昔
は

南
海
岸
と
ジ
ン
ド
、ソ
ウ
ル
グ
ッ
ト
で
琴
を
使
っ
た
と
伝
わ

る
。
今
日
で
は
、
琴
は
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
い
が
、
代
わ
っ

て
牙ア

筝ゼ
ン

を
使
う
。南
海
岸
で
は
今
も
所
に
よ
っ
て
琴
を
使
う

こ
と
が
あ
る
。

　

二
〇
〇
四
年
の
国
立
民
俗
博
物
館
の
調
査
に
よ
る
と
、慶

尚
南
道
巨
済
市
東
部
面
鶴
洞
里
水
山
村
で
昔
の
別
神
グ
ッ
ト

を
再
現
し
た
。
そ
の
グ
ッ
ト
の
と
き
、
琴
を
音
楽
の
楽
器
と

し
て
使
っ
た
と
い
う
。そ
れ
に
は
特
別
な
理
由
は
な
か
っ
た

が
、大
き
な
グ
ッ
ト
の
た
め
三
絃
六
角
の
ほ
か
に
ア
ゼ
ン
と

琴
を
使
用
し
た
と
い
わ
れ
る
。

　

古
代
の
祭
政
一
致
時
代
の
音
楽
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
関
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係
が
あ
る
と
も
い
う
。も
ち
ろ
ん
現
在
の
琴
と
古
代
の
琴
の

意
味
は
違
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
昔
か
ら
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

や
国
家
の
儀
式
の
た
め
に
琴
が
使
わ
れ
た
こ
と
は
否
定
で
き

な
い
。
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五
、韓
国
国
楽
教
育
学
会
、

一
九
八
二
年
。

第二章　宗教部会「モノと琴とシャーマニズム──モノ学の宗教的次元の一事例として」

図11　慶尚南道巨済市東部面鶴洞里水山村の別神グット（国立民俗博物館提供）

図12　慶尚南道巨済市東部面鶴洞里水山村の別神グットで使われる琴（国立民俗博物館提供）

京都新聞　平成 22 年（2010）１月13日掲載
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ミ
ル
チ
ャ
・
エ
リ
ア
ー
デ
（M

ircea Eliade

）
は
「
シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム1

」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
大
き
な
影
響
力
を
持
つ
本

の
中
で
、つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
ま
す
。「
最
も
純
粋
な
詩

的
表
現
と
い
う
も
の
は
、
未
開
人
の
エ
ク
ス
タ
シ
ー
、
も
し

く
は
宗
教
的
イ
ン
ス
ピ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
、内
的
経
験

か
ら
生
ま
れ
、物
事
の
質
を
明
ら
か
に
す
る
」。

　

私
は
英
語
で
俳
句
を
読
む
詩
人
で
す
。
ま
ず
、
古
代
ケ
ル

ト
と
日
本
文
学
に
見
ら
れ
る
、い
わ
ゆ
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

的
な
思
想
の
名
残
り
を
示
す
例
を
と
り
あ
げ
な
が
ら
、現
代

の
俳
人
の
想
像
力
が
俳
句
と
い
う
枠
組
み
の
中
に
お
い
て

も
、
ま
だ
、
わ
れ
わ
れ
に
物
事
の
本
質
を
語
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

古
代
、
ま
た
あ
る
程
度
は
中
世
時
代
に
お
い
て
も
「
バ
ー

ド
」（bard

）
と
い
う
ケ
ル
ト
の
吟
遊
詩
人
は
彼
ら
の
氏
族
の

物
語
や
神
話
を
覚
え
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
智
恵
を
持
ち
、

人
々
を
元
気
付
け
た
り
、
魅
了
し
た
り
、
癒
し
た
り
す
る
こ

と
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

　

琴
は
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
テ
ー
マ
で
あ
り
ま
す
か
ら
、

ま
ず
、
最
初
の
例
と
し
て
、
あ
る
ひ
と
つ
の
竪
琴
の
本
質
を

示
す
「Cnoc Í Chosgair

の
竪
琴2

」
に
触
れ
た
い
と
思
い
ま

す
。

C
H

U
R

IO
S SÚ

A
N

 A
R

 SÍO
R

R
O

SG
A

IB
H

,

� A
 

LE
IG

H
IO

S G
A

C
H

 LA
O

IC
H

 G
H

O
N

T
A

,

� A
 

E
Ó

L
 G

N
Á

T
H

A
C

H
 Ó

S G
O

IR
M

L
IN

N

� 　

 

(G
ofraidh Fionn Ó

 D
álaigh, Irish, C

14th)

　

Y
ou w

ho bring sleep to eyes long sleepless, 

�

　

Y
ou w

ho heal every w
ounded w

arrior, 

�

　

Fam
iliar guide over the dark-blue w

ater, 

�

　

T
he one darling of sages, 

�

　

Sound of the calm
 w

ave on the beach, 

�

　

V
oice of the sw

an over shining stream
s. 

�

　

眠
れ
な
い
夜
が
続
く
者
に
眠
り
を
も
た
ら
す
そ
な
た
よ

　

す
べ
て
の
傷
つ
い
た
戦
士
を
癒
す
そ
な
た
よ

　

群
青
の
海
の
親
し
き
案
内
人
よ

　

賢
者
た
ち
の
唯
一
の
恋
人
よ

　

浜
に
打
ち
寄
せ
る
穏
や
か
な
波
の
音
よ

　

光
る
小
川
に
聞
こ
え
る
白
鳥
の
声
よ

　

こ
れ
は
、一
四
世
紀
の
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
で
詠
ま
れ
た
吟
遊

詩
人
ゴ
フ
レ
ー
・
フ
ィ
ン
・
オ
ー
ダ
レ
ー
の
詩
か
ら
抜
粋
し

た
も
の
で
す
。こ
の
詩
は
ハ
ー
プ
ひ
き
が
人
を
癒
す
者
と
し

て
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
し
、竪
琴
そ
れ

自
体
も
ま
た
、聴
き
手
を
魔
法
に
か
け
る
力
を
持
つ
と
思
い

ま
す
。

　

皆
さ
ん
も
、イ
ギ
リ
ス
人
や
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
人
が
魔
法
に

は
ま
っ
て
い
る
民
族
だ
と
い
う
こ
と
は
よ
く
ご
存
じ
だ
と
思

い
ま
す
。円
卓
の
騎
士
で
知
ら
れ
る
ア
ー
サ
ー
王
の
物
語
の

中
で
は
、
マ
ー
リ
ン
（M

erlin

）
や
ビ
ビ
ア
ン
（V

ivian

）
が
呪

文
で
魔
法
を
か
け
て
い
ま
す
し
、
ま
た
、
詩
人
、
イ
ェ
イ
ツ

の
詩
の
中
に
は
、“
月
の
銀
の
り
ん
ご
を
摘
ん
で3

”
な
ど
の
よ

う
に
、ま
る
で
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
あ
る
よ
う
な
表
現
が
あ
り

第
二
章

宗
教
部
会	

◆	

モ
ノ
と
琴
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
─
─
モ
ノ
学
の
宗
教
的
次
元
の
一
事
例
と
し
て

ケ
ル
ト
の
詩
と
日
本
の
詩

─
─
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
な
ご
り

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ヘ
ン
リ
ー
・
ギ
ル	

S
tephen H

enry G
ill 

Ｂ
Ｂ
Ｃ
ラ
ジ
オ
放
送
作
家
・
俳
句
・
生
け
石

モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
展
覧
会	
第
１
部	
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ま
す
。現
代
で
は
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
が
有
名
で
す
ね
。

　

し
か
し
、こ
の
よ
う
な
呪
文
や
魔
法
と
い
う
も
の
は
そ
も

そ
も
ど
こ
か
ら
来
た
の
で
し
ょ
う
か
？

　

そ
れ
は
、
イ
ン
ド=

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
宗
教
の
二
つ
の
支
流
で

あ
る
ド
ル
イ
ド
教
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
か
ら
来
て
い
ま
す
。

　

し
か
し
、ト
ル
コ
人
、ツ
ン
グ
ス
族
、タ
ル
タ
ル
族
、モ
ン

ゴ
ル
族
、
朝
鮮
人
、
そ
し
て
、
古
墳
時
代
の
貴
族
で
あ
っ
た

大
和
民
族
な
ど
の
ア
ル
タ
イ
系
民
族
も
呪
文
や
シ
ャ
ー
マ
ン

的
慣
習
を
大
事
に
し
て
い
ま
し
た
。

　

彼
ら
の
シ
ャ
ー
マ
ン
は
太
鼓
を
打
ち
、
琴
を
弾
い
て
、
ト

ラ
ン
ス
状
態
に
入
っ
て
い
ま
し
た
。

　

応
神
か
仁
徳
天
皇
の
頃
、
王
家
の
「
枯か

ら

野の

」
と
い
う
船
に

使
わ
れ
て
い
た
木
材
か
ら
作
ら
れ
た
琴
は
有
名
に
な
り
、『
古

事
記
』
や
『
日
本
書
紀
』
に
も
讃
え
ら
れ
て
い
ま
す4

。

枯
野
を　

塩
に
焼
き　

其し

が
余
り　

琴
に
つ
く
り　

か
き

弾
く
や　

由
良
の
門と

の　

門と

中な
か

の
海い

く
り石

に　

ふ
れ
た
つ　

侵な

漬ず

の
木
の　

さ
や
さ
や

　
　
　
　
（
四
世
紀　

応
神
天
皇
？ Em

p. O
jin ? C

4th

）

（
枯
野
を
塩
に
焼
い
た
あ
と
の
残
り
で
作
っ
た
琴
の
音
色

は
、由
良
の
港
の
岩
礁
で
ゆ
ら
ゆ
ら
と
ゆ
れ
て
い
る
海
草

の
よ
う
に
さ
や
さ
や
と
優
し
げ
で
あ
る
）
…

　

W
hen its strings w

ere plucked 

　

It w
as like the brine-soaked plants

　

Grow
ing on underw

ater rocks

　

In the Y
ura Channel.

　

Saya-saya, saya-saya,

　

Sw
ishing slow

ly, refreshingly, they sw
ay.

　

最
も
有
名
な
ケ
ル
ト
の
吟
遊
詩
人
の
一
人
は
六
世
紀
の
イ

ギ
リ
ス
人
、
タ
リ
エ
シ
ン
（Taliesin

）
で
す
。
タ
リ
エ
シ
ン
の

も
の
と
さ
れ
る
詩
の
い
く
つ
か
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
特
徴

を
持
っ
て
い
ま
す
。そ
の
特
徴
と
い
う
の
は
、霊
と
交
わ
る
、

予
言
を
す
る
、
空
を
飛
ぶ
、
神
が
か
り
に
な
る
、
生
ま
れ
変

わ
る
、な
ど
で
す
。

　

彼
は
わ
た
し
が
生
ま
れ
た
北
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
住
ん
で
い

ま
し
た
。
キ
ャ
ッ
ト
ゴ
ド
ー
と
い
う
彼
の
詩
の
中
で5

、
過
去

に
自
分
が
竪
琴
の
弦
な
ど
の
物
に
姿
を
変
え
た
こ
と
が
あ
る

と
語
っ
て
い
ま
す
。

B
U

M
 Y

N
 L

L
IA

W
S

 R
IT

H
, K

Y
N

 B
U

M
 

K
ISG

Y
F

R
IT

H
, B

U
M

 C
LE

D
Y

F
 C

U
LU

R
IT

H
, 

CRED
A

F PA
N

 W
RIT

H

�

　
（Taliesin, C

at G
odeu, W

elsh, C
6th

）

　

I have been in m
any shapes

　

Before I assum
ed a constant form

:

　

I have been a narrow
 sw

ord,

　

A
 raindrop in the air,

　

I have been the dim
m

est of stars,

　

A
 letter am

ong w
ords in the Book of O

rigins. 

�

　

I have been an eagle,

　

A
 coracle on the sea, 

�

　

A
 shield in battle,

　

A
 string in a harp.

　

普
遍
の
形
を
と
る
前
に
、

　

私
は
色
々
な
姿
を
と
っ
た
：

　

細
い
剣つ

る
ぎ

に
な
っ
た
こ
と
が
あ
る

　

空
の
雨
粒
、

　

も
っ
と
も
暗
い
星
、

　

源
の
書
の
言
葉
の
一
文
字
、

　

鷲
に
も
な
っ
た
、

　

海
の
か
ご
舟
に
も
、

　

戦い
く
さ

の
盾
や
、

　

竪
琴
の
弦
に
も
な
っ
た

　

こ
の
よ
う
な
タ
リ
エ
シ
ン
の
「
生
ま
れ
変
わ
り
」
は
詩
人

の
目
線
や
モ
ノ
へ
同
感
す
る
能
力
ば
か
り
で
は
な
く
、対
象

そ
の
も
の
に
自
分
が
変
幻
し
て
し
ま
う
能
力
を
示
し
て
い
ま

す
。

　

た
と
え
ば
、雨
粒
と
し
て
の
タ
リ
エ
シ
ン
は
天
候
を
操
る

シ
ャ
ー
マ
ン
の
役
目
を
ほ
の
め
か
し
て
い
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
。

　

ま
た
、ウ
ェ
ー
ル
ズ
語
で
書
か
れ
た
別
の
古
い
書
で
す
が
、

マ
ビ
ノ
ギ
オ
ン
（M

abinogion

）
と
い
う
書
で
は
、カ
ス
ワ
ラ

ウ
ン
（C

asw
allaw

n

）
が
魔
法
の
霧
を
呼
ぶ
姿
が
あ
り
ま
す
。

日
本
で
も
雨
ま
た
は
雪
を
呼
ぶ
テ
ー
マ
の
古
い
詩
も
い
く
つ

か
あ
り
ま
す
。

　

次
の
詩
は
少
し
詩
的
脚
色
が
な
さ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す

が
、
タ
リ
エ
シ
ン
か
ら
百
年
後
で
も
、
霊
（
と
い
う
の
は
神
）

に
頼
ん
で
、天
気
を
変
え
て
も
ら
え
る
と
信
じ
ら
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す6

。

我
が
岡
の
お
か
み
に
言
ひ
て
降
ら
し
め
し
雪
の
く
だ
け
し

そ
こ
に
散
り
け
む

　
　
　
　
　
　

 

（
七
世
紀　

藤
原
夫
人
）

　
It w

as I w
ho did com

m
and 
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T

he D
ragon God of these hills 

　

T
o send dow

n the snow
,

　

W
hereof a few

 fragm
ents, by chance,

　

W
ere sprinkled over your hom

e.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Lady Fujiw

ara, C
7th

）

　

言
霊
と
は
呪
文
と
お
な
じ
く
、言
葉
に
霊
が
宿
っ
て
い
る

と
考
え
ら
れ
て
い
ま
し
た
。願
い
事
は
言
葉
と
し
て
唱
え
る

こ
と
に
よ
っ
て
、願
い
を
か
な
え
る
力
を
持
つ
よ
う
に
な
る

と
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

柿
本
人
麻
呂
が
七
〇
一
年
に
遣
唐
使
を
見
送
っ
た
と
き
に

詩
を
詠
み
ま
し
た
。そ
の
中
に7

、

荒あ
り
そ
な
み

磯
波　

あ
り
と
も
見
む
と　

百も
も

重へ

波な
み　

千ち

重え

波な
み

し
き
に

言こ
と

挙あ

げ
す
我
れ
は　

言
挙
げ
す
我
れ
は　

磯し

城き

島し
ま

の　

大

和
の
国
は　

言
霊
の　

助
く
る
国
ぞ　

ま
幸さ

き

く
あ
り
こ
そ

　

T
hat w

e m
ay m

eet once m
ore

　

I lift up m
y w

ords

　

O
ver and over again,

　

A
s the w

aves roll over

　

A
 hundred tim

es, a thousand tim
es,

　

M
y kotodam

a:

　

“Fare thee w
ell! ”

 　
　
　
　
　
　
　
　
（K

akinom
oto H

itom
aro, C

7th

）

　

こ
の
中
で
、人
麻
呂
は
言
霊
を
と
な
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

相
手
の
安
全
と
再
会
を
確
実
な
も
の
に
し
よ
う
と
し
て
い
ま

す
。

　

こ
の
お
よ
そ
二
百
年
後
、
古
今
和
歌
集
に
見
ら
れ
る
「
も

の
の
あ
わ
れ
」
の
新
し
い
思
想
が
目
に
付
く
よ
う
に
な
り
ま

す
が
、
私
の
意
見
で
は
、
こ
れ
は
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
い
う

よ
り
は
主
に
仏
教
の
影
響
が
強
い
と
感
じ
ら
れ
ま
す
の
で
、

こ
の
短
い
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
は
割
愛
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。

　

こ
こ
か
ら
は
現
代
と
俳
句
に
話
が
飛
び
ま
す
。ご
存
じ
の

こ
と
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
四
〇
年
ほ
ど
の
間
に
、
俳
句
は

世
界
中
に
広
ま
っ
て
い
ま
す
。い
ま
か
ら
例
に
あ
げ
る
俳
句

は
日
本
と
、ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
端
に
あ
る
ケ
ル
ト
の
国
々
か
ら

の
も
の
で
す
。

　

俳
句
や
現
代
の
詩
歌
の
中
に
、シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
名
残

り
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
し
ょ
う
か
？　

時
間
の
関
係

も
あ
り
、た
く
さ
ん
の
例
を
あ
げ
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
が
、

そ
の
例
の
中
に
、先
ほ
ど
か
ら
私
が
お
話
し
て
き
た
シ
ャ
ー

マ
ニ
ズ
ム
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
感
じ
て
い
た
だ
け
た
ら
と
思
い

ま
す
。

　

high inside m
yself

　

I w
atch the rain approaching

　

from
 a far country

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Thom

as A. C
lark, Scotland

）

　

私
の
中
の
高
い
と
こ
ろ
か
ら

　

遠お
ん

国ご
く

よ
り
や
っ
て
く
る

　

雨
を
見
る

　
　
　
（
ト
ー
マ
ス
・
Ａ
・
ク
ラ
ー
ク　

ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
）

　

鏡
の
湾　

俺
の
夕
日
が　

突
込
む
よ

　
　
　
　

 

（
森
公
一
）

　

Plunging into

　

the Bay of M
irrors 

�

　

the setting sun of m
e

 　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（K

ouichi M
ori

）

　

L ’agonie du soleil

　

de part en part

　

le vol d ’un courlis

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Alain K

ervain, Bretagne

）

　

太
陽
の
苦
悩

　

突
き
抜
け
る

　

ダ
イ
シ
ャ
ク
シ
ギ
の
飛
翔

　
　
　
　
　
（
ア
ラ
ン
・
ケ
ル
ヴ
ェ
ル
ヌ　

ブ
ル
タ
ー
ニ
ュ
）

　

老
父
ふ
と　

鳥
の
如
く
に　

空
を
見
ぬ　
　

 

（
鳴
門
奈
菜
）

　

M
y old father

　

suddenly

　

like a bird looking up at the sky
 　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（N

ana N
aruto

）

　

sharpening this night of stars distant dogs

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（Stuart Q

uine, England

）

　

犬
の
遠
吠
え　

こ
の
星
の
夜
を　

研
ぎ
澄
ま
す

　
　
　
　
（
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
・
ク
ワ
イ
ン　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
）

　

マ
ー
テ
ィ
ン
・
ル
ー
カ
ス
（M

artin Lucas

）
の
最
近
発
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表
さ
れ
た
論
文H

aiku as Poetic Spell

「
詩
的
呪
文
と
し
て

の
俳
句8

」
か
ら
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　
「
明
確
な
心
象
風
景
の
中
に
こ
そ
、
詩
的
情
感
が
あ
ら
わ

れ
る
…
…
す
る
ど
く
、
生
き
生
き
し
た
、
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
言

葉
、
な
め
ら
か
に
流
れ
る
言
葉
。
俳
句
を
本
当
に
聴
け
ば
、

そ
れ
を
忘
れ
る
こ
と
は
な
い
、な
ぜ
な
ら
、言
葉
は
力
を
持
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。言
葉
は
呪
文
の
よ
う
に
聞
こ
え
て
く

る
か
ら
で
あ
る
。」

　

こ
の
よ
う
に
、
言
葉
は
詩
が
詠
ま
れ
た
そ
の
場
所
、
そ
の

瞬
間
へ
読
み
手
を
連
れ
て
行
く
力
を
持
っ
て
い
ま
す
。俳
句

は
時
空
を
越
え
て
、物
事
の
本
質
を
と
ら
え
る
詩
的
ビ
ジ
ョ

ン
を
見
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
り
、わ
れ
わ
れ
を
陶
酔
さ
せ

ま
す
。

　

二
〇
世
紀
の
イ
ギ
リ
ス
人
の
詩
人
、
キ
ャ
サ
リ
ン
・
レ
イ

ン
は
、私
も
好
き
な
石
へ
の
気
持
ち
を
詩
に
詠
ん
で
い
ま
す
。

T
here is stone in m

e that know
s stone,

Substance of rock that rem
em

bers the unending 
unending
Sim

plicity of rest
W

hile scorching suns and ice ages
Pass over rock-face sw

iftly as days.

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（K

athleen Raine, England

）

　

私
の
中
に
は
石
を
語
れ
る
石
が
あ
る
、

　

い
つ
ま
で
も
、い
つ
ま
で
も
、そ
こ
に
横
た
わ
る
だ
け
の

　

単
純
さ
を
覚
え
て
い
る
石
の
実
体
を

　

何
回
も
の
灼
熱
の
太
陽
と
氷
河
期
が

　

一
日
の
ご
と
き
速
さ
で
石
の
面お

も
て

を
通
り
過
ぎ
る

　
　
　
　
　
　
（
キ
ャ
サ
リ
ン
・
レ
イ
ン　

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
）

　

キ
ャ
サ
リ
ン
・
レ
イ
ン
の
詩
は
、
人
で
は
な
く
、
石
と
し

て
私
た
ち
に
語
り
か
け
て
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
詩
を
書
く

こ
と
が
で
き
る
の
は
、
レ
イ
ン
が
詩
人
で
あ
る
と
同
時
に
、

シ
ャ
ー
マ
ン
に
近
い
存
在
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
え
る
で
し
ょ

う
。

　

こ
う
い
っ
た
詩
や
俳
句
が
、
エ
リ
ア
ー
デ
が
述
べ
た
「
内

的
経
験
か
ら
生
ま
れ
、
物
事
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
」
も

の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？　

こ
れ
か
ら
は
シ
ャ
ー
マ
ン
的

詩
が
、
日
本
で
も
ケ
ル
ト
の
国
々
に
お
い
て
も
、
人
気
が
出

て
く
る
だ
ろ
う
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
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先
住
民
文
化
と
つ
な
が
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

　

島
薗
で
ご
ざ
い
ま
す
。こ
ん
な
場
所
に
お
招
き
い
た
だ
い

て
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

美
し
い
八
雲
琴
や
、も
う
ち
ょ
っ
と
ゆ
っ
く
り
聞
か
な
い

と
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、す
ば
ら
し
い
詩
を
聞
か
せ
て
い
た
だ

い
て
、鎌
田
さ
ん
と
何
十
年
も
付
き
合
っ
て
い
て
よ
か
っ
た

な
と
思
い
ま
す
。
昔
ま
だ
、
ほ
ら
貝
が
う
ま
く
鳴
ら
な
い
こ

ろ
か
ら
、ま
た
あ
の
ほ
ら
貝
か
と
思
っ
た
り
、会
う
た
び
に
、

ま
た
緑
か
と
思
っ
た
の
で
す
ね
。
そ
れ
が
私
も
、
だ
ん
だ
ん

緑
が
好
き
に
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
。

　

今
日
も
鎌
田
先
生
の
お
部
屋
に
ま
い
り
ま
す
と
、
ソ

フ
ァ
ー
も
緑
、そ
こ
に
あ
る
ク
ッ
シ
ョ
ン
も
緑
な
の
で
す
ね
。

で
も
そ
れ
が
、だ
ん
だ
ん
気
持
ち
が
い
い
と
思
う
よ
う
に
な

り
ま
し
た
。今
日
の
テ
ー
マ
も
た
い
へ
ん
大
事
な
テ
ー
マ
だ

と
思
い
ま
す
。
お
そ
ら
く
世
界
中
で
、
こ
う
い
う
テ
ー
マ
で

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
が
で
き
る
の
は
、や
は
り
鎌
田
さ
ん
で
は
な

か
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
、
宗
教
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
日
本
の
神
道

の
、
も
し
か
す
る
と
、
近
代
の
日
本
の
神
道
の
中
で
は
、
少

し
周
辺
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
側
面
、
芸
術
、
あ
る
い

は
自
然
と
の
親
し
み
、そ
う
い
う
こ
と
が
神
道
と
本
来
深
く

結
び
付
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
世
界
の
先
住
民
の
文

化
と
つ
な
が
っ
て
い
る
。

　

ケ
ル
ト
の
話
が
出
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
、
韓
国
の
ム
ー
ダ

ン
の
文
化
と
も
近
い
で
す
し
、
あ
る
い
は
、
沖
縄
や
ア
イ
ヌ

の
文
化
と
も
近
い
し
、あ
る
い
は
ア
フ
リ
カ
と
か
太
平
洋
の

島
々
の
文
化
と
も
近
い
。
つ
ま
り
、
人
類
共
通
の
ふ
る
さ
と

の
文
化
に
近
い
何
か
だ
と
思
い
ま
す
。

　

世
界
の
宗
教
は
、ど
ん
ど
ん
そ
う
い
う
も
の
か
ら
離
れ
て

い
き
ま
し
た
。そ
う
い
う
タ
イ
プ
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
、

そ
う
い
う
タ
イ
プ
の
超
越
と
い
う
の
も
あ
る
の
で
す
が
、神

道
の
中
に
あ
る
美
と
つ
な
が
る
、芸
術
と
つ
な
が
る
よ
う
な
、

そ
し
て
、鎌
田
さ
ん
の
問
わ
れ
る
「
も
の
」
と
か
「
こ
と
」
と

し
て
表
れ
る
よ
う
な
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
か
、そ

う
い
う
も
の
の
世
界
を
ど
う
い
う
ふ
う
に
、わ
れ
わ
れ
は
考

え
て
い
っ
た
ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
く
だ
さ
っ

た
と
思
い
ま
す
。

　

そ
し
て
、ベ
ル
ト
ン
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
い
ま
し
た
け
れ
ど

も
、
や
は
り
そ
う
い
う
先
住
民
と
い
う
の
は
、
わ
れ
わ
れ
で

も
日
本
人
が
先
住
民
と
い
う
の
は
ち
ょ
っ
と
あ
れ
で
す
が
、

世
界
の
文
明
化
が
進
む
に
し
た
が
っ
て
、世
界
中
の
先
住
民

の
文
化
は
周
辺
に
追
い
や
ら
れ
ま
し
て
、別
の
タ
イ
プ
の
文

明
の
ほ
う
が
勢
い
が
強
い
わ
け
で
す
ね
。

　

そ
の
中
で
、ベ
ル
ト
ン
さ
ん
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
な
千
年

王
国
の
運
動
、何
と
か
理
想
の
世
界
を
回
復
し
よ
う
と
い
う

運
動
が
世
界
で
起
こ
り
ま
し
た
。大
本
の
場
合
も
、世
の
立
て

替
え
、立
て
直
し
と
い
う
こ
と
を
考
え
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。

　

ベ
ル
ト
ン
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
よ
う
に
、そ
こ
に
は
民

衆
の
希
望
と
い
う
も
の
が
豊
か
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。そ
う

い
う
文
化
の
始
ま
り
と
い
う
か
、こ
う
い
う
グ
ロ
ー
バ
ル
化

が
進
ん
で
い
く
と
、ま
す
ま
す
遠
く
へ
去
っ
て
し
ま
う
わ
け

で
す
が
、こ
の
よ
う
に
ま
た
そ
う
し
た
希
望
を
思
い
出
し
な

第
二
章

宗
教
部
会	

◆	

モ
ノ
と
琴
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
─
─
モ
ノ
学
の
宗
教
的
次
元
の
一
事
例
と
し
て

大
本
教
と
モ
ノ
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

島
薗　

進	

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
教
授

モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
展
覧
会	
第
１
部	
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が
ら
、ど
う
い
う
ふ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
受
け
継
い
で
い
っ
た

ら
い
い
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
機
会
に
な
っ
て
い
る
と

思
い
ま
す
。

大
本
の
瑞
生
大
祭

　

私
は
、大
本
は
た
び
た
び
寄
せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
し

て
、
と
に
か
く
大
本
の
聖
地
、
亀
岡
や
綾
部
に
う
か
が
い
ま

す
と
、
そ
の
し
っ
と
り
と
し
た
聖
地
の
美
し
さ
、
建
築
物
、

あ
る
い
は
そ
の
お
庭
の
美
し
さ
に
感
動
い
た
し
ま
す
。

　

新
し
い
聖
地
と
い
う
の
が
世
界
中
に
あ
り
ま
し
て
、そ
れ

ぞ
れ
そ
れ
な
り
の
意
義
を
持
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。中
に

は
、阪
神
大
震
災
の
悲
し
い
記
憶
が
こ
も
っ
て
い
る
場
所
な

ど
が
あ
り
ま
す
が
、
機
能
も
込
め
た
聖
地
、
そ
し
て
美
を
結

集
し
た
聖
地
、
し
か
し
、
決
し
て
け
ば
け
ば
し
く
な
い
と
い

い
ま
す
か
、
ほ
ん
の
り
と
、
し
っ
と
り
と
落
ち
着
い
た
シ
ン

プ
ル
さ
、
素
朴
さ
、
自
然
と
調
和
と
い
う
も
の
が
大
事
に
さ

れ
て
い
る
。
そ
う
い
う
聖
地
が
日
本
の
新
宗
教
、
神
道
系
の

新
宗
教
に
、
だ
い
た
い
大
本
系
統
に
よ
く
見
ら
れ
る
、
す
ば

ら
し
い
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。

　

私
も
一
度
、大
本
の
瑞
生
大
祭
に
参
加
さ
せ
て
い
た
だ
き

ま
し
た
。
八
月
七
日
で
し
た
で
し
ょ
う
か
。
暑
い
最
中
で
あ

り
ま
す
。
し
か
し
、
お
祭
り
は
万
祥
殿
だ
と
思
い
ま
す
が
、

戸
を
閉
め
て
お
り
ま
せ
ん
の
で
、
風
が
通
っ
て
く
る
。
外
と

つ
な
が
っ
て
い
る
建
物
、扉
や
引
き
戸
を
開
い
て
や
っ
て
お

り
ま
す
。私
も
立
っ
て
何
か
を
話
さ
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ

た
の
で
す
が
、
と
て
も
気
持
ち
が
い
い
の
で
す
。
や
は
り
こ

う
い
う
お
祭
り
は
自
然
の
中
で
す
る
も
の
だ
な
と
い
う
こ
と

を
思
い
ま
し
た
。

　
「
と
て
も
気
持
ち
が
よ
か
っ
た
で
す
」
と
言
っ
た
ら
、あ
と

で
、「
先
生
、
当
た
り
前
で
す
。
う
し
ろ
か
ら
扇
風
機
が
ち
ゃ

ん
と
あ
た
っ
て
い
ま
し
た
」
と
言
っ
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
け

れ
ど
も
。
そ
れ
は
ま
あ
冗
談
で
す
が
。
私
の
た
め
に
そ
う
し

て
く
だ
さ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
う
で
な
く
て
も
、
暑
い
中
で

も
ほ
ん
と
う
に
気
持
ち
よ
く
お
祭
り
が
で
き
る
。そ
う
い
う

ふ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
中
に
は
、や
は
り
大
本
が
巨
大
教
団
に
な
ら
な
か
っ

た
。弾
圧
を
受
け
た
た
め
に
、そ
う
い
う
し
っ
と
り
と
し
た
も

の
を
逆
に
残
せ
た
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

魂
を
ふ
る
わ
せ
る
よ
う
な
音

　

今
日
の
お
話
で
す
が
、
要
す
る
に
、
宗
教
と
芸
術
が
不
可

分
に
結
び
付
い
て
い
る
と
い
う
の
は
、
日
本
の
神
道
、
中
で

も
大
本
の
系
統
が
、私
の
知
る
か
ぎ
り
で
は
わ
か
り
や
す
い

例
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ぞ
れ
の
宗
教
に

美
し
い
音
楽
や
美
術
は
あ
る
の
で
す
が
、自
然
と
離
れ
て
い

な
い
の
で
す
ね
。文
明
化
さ
れ
た
宗
教
は
自
然
と
の
間
に
距

離
を
つ
く
る
わ
け
で
す
が
、自
然
を
支
配
す
る
よ
う
に
な
っ

た
人
間
の
た
め
の
宗
教
と
し
て
、物
質
か
ら
離
れ
た
精
神
性

と
い
う
も
の
を
考
え
る
。

　

そ
れ
は
超
越
性
を
強
調
す
る
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
で
、

鎌
田
さ
ん
が
と
ら
え
て
い
る
「
も
の
」
と
か
「
こ
と
」
と
い
う

言
葉
と
違
う
よ
う
な
タ
イ
プ
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
が
、
ほ
ん
と
う
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ

テ
ィ
の
根
は
、そ
う
い
う
こ
の
世
の
現
実
に
近
い
と
こ
ろ
に

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

今
日
の
八
雲
琴
の
お
話
は
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ロ
ウ
先
生
の

お
か
げ
で
、
私
は
初
め
て
い
ろ
ん
な
お
話
を
伺
っ
て
、
た
い

へ
ん
感
動
い
た
し
ま
し
た
。
演
奏
も
さ
る
こ
と
な
が
ら
、
そ

う
い
う
歴
史
が
あ
っ
た
の
か
と
。目
の
見
え
な
い
方
が
始
め

た
そ
う
で
す
。

　

し
か
し
、鎌
田
さ
ん
は
琴
と
い
う
こ
と
で
強
調
さ
れ
て
お

り
ま
す
が
、
こ
れ
は
弦
楽
器
で
し
ょ
う
ね
。
大
本
に
は
弓
太

鼓
と
い
う
の
も
あ
り
、先
ほ
ど
画
面
で
見
せ
て
い
た
だ
き
ま

し
た
が
、お
そ
ら
く
あ
れ
が
一
番
元
に
近
い
か
た
ち
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

日
本
の
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
で
は
、あ
ず
さ
弓
と
い
う
の
が

広
く
使
わ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。こ
れ
も
明
治
維
新
の

と
き
に
、
そ
う
い
う
も
の
を
禁
止
し
た
の
で
、
い
ま
伝
わ
っ

て
い
な
い
の
で
す
が
、や
は
り
弓
を
ぼ
ろ
ぼ
ろ
鳴
ら
し
な
が

ら
神
が
か
り
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
の
が
、も
と
も
と
あ
っ

た
形
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
、
そ
の
機
能
は
、
い
ま
金
時
徳
先
生
に
見
せ
て
い

た
だ
い
た
、
韓
国
の
打
楽
器
の
機
能
と
通
じ
て
い
る
。
心
を

集
中
さ
せ
て
意
識
を
飛
ば
さ
れ
て
く
れ
る
と
い
う
か
、い
ま

の
芸
術
化
さ
れ
た
琴
と
い
う
の
は
洗
練
さ
れ
た
も
の
で
、呪

文
と
詩
の
関
係
で
い
う
と
詩
で
す
ね
。あ
ず
さ
弓
は
よ
り
原

初
的
な
呪
文
に
近
い
弦
楽
器
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。そ
し
て
、

琴
は
詩
作
品
に
強
い
、
芸
術
的
な
表
現
に
近
い
。
で
も
、
琴

の
響
き
の
中
に
は
古
い
と
い
い
ま
す
か
、
よ
り
原
初
的
な
、

根
源
的
な
、魂
を
ふ
る
わ
せ
る
よ
う
な
音
が
入
っ
て
い
る
と

聞
か
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

芸
道
・
武
道
と
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

　

も
う
一
つ
思
い
出
し
て
い
い
の
は
、
旅
の
芸
人
、
吟
遊
詩

人
と
い
う
の
も
あ
り
ま
し
た
が
、
目
が
見
え
な
く
て
、
旅
を

し
な
が
ら
楽
器
を
鳴
ら
し
、
物
語
を
語
る
、
詩
の
韻
文
の
物

語
を
語
る
琵
琶
法
師
と
か
、
瞽ご

女ぜ

と
か
、
そ
う
い
う
人
た
ち

第二章　宗教部会「モノと琴とシャーマニズム──モノ学の宗教的次元の一事例として」
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の
伝
統
で
す
ね
。
そ
う
い
う
も
の
が
大
本
の
場
合
は
、
い
ま

も
独
自
の
か
た
ち
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　

お
そ
ら
く
、ケ
ル
ト
の
そ
う
い
う
文
化
と
日
本
の
琵
琶
法

師
の
文
化
と
い
う
よ
う
な
も
の
に
も
、近
い
と
こ
ろ
が
あ
っ

た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
思
い
ま
す
。

　

石
笛
も
最
初
に
鎌
田
さ
ん
か
ら
聴
い
た
と
き
は
、ち
ょ
っ

と
耳
が
痛
い
な
と
い
う
感
じ
だ
っ
た
の
で
す
が
、今
日
の
は

石
笛
が
よ
く
な
っ
た
の
か
、鎌
田
さ
ん
の
技
術
が
増
し
た
の

か
、
精
神
的
に
高
ま
っ
た
の
か
、
や
は
り
す
ば
ら
し
い
な
と

思
い
ま
し
た
。そ
し
て
、石
笛
を
通
し
て
感
じ
る
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
ル
な
も
の
と
、
弦
や
打
楽
器
を
通
じ
て
感
じ
る
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
ル
な
も
の
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
な
と
い
う
こ
と
を

直
観
し
ま
す
。

　

大
本
の
中
で
は
、信
者
さ
ん
は
だ
い
た
い
何
か
芸
道
を
な

さ
っ
て
い
る
。道
に
か
か
わ
る
も
の
を
な
さ
っ
て
い
る
と
い
う

の
を
聞
い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。歌
と
か
、お
花
と
か
、お
茶

と
か
。日
本
人
は
だ
い
た
い
そ
う
い
う
道
が
好
き
で
あ
り
ま
す
。

　

私
も
大
学
で
宗
教
学
を
や
っ
て
お
り
ま
す
が
、学
生
に
話

を
聞
く
と
、
宗
教
学
を
学
び
に
来
る
、
宗
教
学
に
進
学
し
て

く
る
学
生
は
、宗
教
団
体
と
か
か
わ
り
が
あ
る
と
い
う
人
は

必
ず
し
も
多
く
な
い
の
で
す
が
、芸
道
や
武
道
と
か
か
わ
り

が
あ
る
と
い
う
学
生
は
非
常
に
多
い
で
す
。そ
う
い
う
も
の

を
通
し
て
、精
神
的
な
も
の
、ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
な
も
の
に
ひ

か
れ
た
。そ
れ
を
さ
ら
に
深
め
て
い
こ
う
と
い
う
こ
と
で
、宗

教
学
と
い
う
学
問
を
し
よ
う
と
思
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。

そ
う
い
う
点
で
も
、大
本
の
伝
統
と
い
う
の
は
独
特
で
す
。

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
歌
も
あ
る
大
本
の
歌
祭
り

　

こ
れ
は
、先
ほ
ど
の
ベ
ル
ト
ン
先
生
の
話
で
も
あ
り
ま
し

た
が
、
出
口
な
お
開
祖
の
中
に
、「
も
の
」
や
「
こ
と
」
の
世

界
を
大
事
に
す
る
出
修
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
た
り
、

も
ち
ろ
ん
、お
筆
先
に
も
そ
う
し
た
精
神
が
あ
ふ
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
そ
の
後
さ
ら
に
、
国
学
の
素
養
の
あ
る
、
や
は

り
マ
ル
チ
の
天
才
的
な
人
だ
と
思
い
ま
す
が
、王
仁
三
郎
が

出
て
き
ま
し
た
。
王
仁
三
郎
の
引
き
継
ぐ
と
こ
ろ
は
、
そ
れ

を
新
し
い
時
代
に
即
応
す
る
よ
う
に
展
開
し
た
。歌
祭
り
も

一
度
、
東
大
の
す
ぐ
近
く
に
、
池
之
端
に
東
京
の
支
部
道
場

が
あ
り
ま
す
が
、そ
こ
の
こ
け
ら
落
と
し
の
と
き
に
行
か
せ

て
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、こ
れ
も
な
か
な
か
す
ば
ら
し
い
こ

と
で
す
ね
。

　

し
か
も
、そ
の
中
に
日
本
語
で
な
い
お
歌
も
入
っ
て
い
る
。

イ
ス
ラ
エ
ル
の
人
と
か
ア
ラ
ブ
の
人
と
か
の
お
歌
が
入
り
ま

し
て
、
そ
し
て
、
ご
教
主
、
出
口
紅
教
主
は
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト

の
歌
を
な
さ
っ
て
い
る
。
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
は
い
ま
、
ど
う
も

世
界
的
に
使
わ
れ
て
は
お
り
ま
せ
ん
け
れ
ど
も
、
し
か
し
、

エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
精
神
と
い
う
の
は
た
い
へ
ん
尊
い
も
の
で

あ
る
し
、わ
れ
わ
れ
は
ぜ
ひ
大
事
に
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
思
い
ま
す
。そ
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
の
お
歌
と
い
う

も
の
が
、宗
教
活
動
の
中
に
入
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
た

い
へ
ん
懐
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。

「
も
の
ご
と
」
の
中
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

　

ま
と
め
な
の
で
す
が
、要
す
る
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ

と
い
う
の
は
、
現
代
人
は
個
人
活
動
に
し
た
が
っ
て
、
宗
教

と
い
う
も
の
に
は
な
か
な
か
親
し
み
を
覚
え
に
く
い
の
だ
け

れ
ど
も
、ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
親
し

め
る
と
感
じ
て
い
る
。
そ
の
中
に
は
、
い
ま
言
っ
た
道
の
世

界
、
芸
道
や
武
道
、
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
と
い
う
の
は
霊
性
と

訳
し
た
り
、
精
神
性
と
訳
し
た
り
し
ま
す
が
、
そ
う
い
う
こ

と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
と
い
う
の
と
宗
教
的
と
い
う
の
と
、ほ

ん
と
う
は
そ
ん
な
に
違
い
が
な
い
。マ
テ
リ
ア
ル
と
い
う
の

が
物
質
的
、物
的
。こ
の
場
合
の「
も
の
」は
、カ
タ
カ
ナ
の「
モ

ノ
」
で
は
な
く
て
、漢
字
の
「
物
」
で
し
ょ
う
か
。物
質
に
対

し
て
精
神
と
い
う
こ
と
で
し
た
ね
。精
神
が
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア

ル
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
が
。

　

こ
れ
は
、
古
代
か
ら
中
世
の
時
代
、
そ
し
て
キ
リ
ス
ト
教

や
仏
教
、
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
と
か
が
広
ま
る
と
、
ス
ピ
リ

チ
ュ
ア
ル
と
い
う
の
は
、
遠
い
も
の
、
人
間
の
こ
の
現
実
か

ら
遠
く
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
り
、
こ
の
世
の
「
も
の
ご
と
」

と
は
大
き
な
切
断
が
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
き
た
。

　

そ
れ
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ
っ
た
と
思
う
の
で
す
け
れ

ど
も
、現
代
の
特
徴
は
、も
ち
ろ
ん
、そ
う
い
う
ス
ピ
リ
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
は
相
変
わ
ら
ず
力
は
あ
る
わ
け
で
す
が
、私
た
ち

の
体
や
日
常
生
活
に
近
い
、「
事
物
」
の
世
界
に
近
い
、「
も

の
ご
と
」
の
中
に
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
ル
と
い
う
も
の
を
見
い
だ

し
て
い
く
。そ
う
い
う
こ
と
が
ご
く
自
然
に
な
っ
て
き
た
。

　
「
こ
と
」
と
か
「
も
の
」
と
い
う
言
葉
が
大
事
な
の
は
、
そ

う
い
う
時
代
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
う
い
う
時
代
の
宗
教

的
な
も
の
、
あ
る
い
は
、
人
類
の
精
神
生
活
の
在
り
方
と
い

う
も
の
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
な
と
思
い
ま
し

た
。

　

と
て
も
楽
し
い
時
を
過
ご
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
、そ
の
お

礼
の
気
持
ち
を
少
し
表
現
し
た
つ
も
り
で
す
。以
上
を
も
ち

ま
し
て
、私
の
コ
メ
ン
ト
に
代
え
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
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企
画
責
任
者　

渡
邊
淳
司
（
日
本
学
術
振
興
会
・
Ｎ
Ｔ
Ｔ
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
科
学
基
礎
研
究
所
）

O
rganizer : D

r. Junji W
A

T
A

N
A

BE 

（JSPS/ N
T

T
 

Com
m

unication Science Laboratories

）

日
時　

二
〇
一
〇
年
一
月
三
〇
日
（
土
） 

一
三
時
〜
一
八
時

場
所　

京
都
大
学
稲
盛
財
団
記
念
館　

三
階
中
会
議
室

企
画
趣
旨

　

感
覚
価
値
研
究
と
は
、心
に
絶
え
間
な
く
生
じ
る
感
覚
か

ら
社
会
の
中
で
流
通
す
る
価
値
ま
で
を
、様
々
な
視
座
か
ら

多
層
的
に
捉
え
な
お
す
と
と
も
に
、そ
こ
か
ら
新
た
な
人
間

観
を
提
案
す
る
学
際
・
編
集
的
研
究
領
域
で
あ
る
。
本
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
自
己
認
識
が
ど
の
よ
う
に
生
ま
れ
、
進
化

し
て
き
た
か
と
い
う
視
点
か
ら
明
和
政
子
先
生
に
、コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
生
成
原
理
と
、ロ
ボ
ッ
ト
技
術
を
介
し
た

そ
の
再
構
成
と
い
う
視
点
か
ら
岡
田
美
智
男
先
生
に
、情
報

が
流
通
す
る
な
か
で
ど
の
よ
う
に
価
値
が
生
じ
る
の
か
、美

術
芸
術
学
の
視
点
か
ら
吉
岡
洋
先
生
に
、そ
れ
ぞ
れ
の
視
点

か
ら
感
覚
価
値
に
つ
い
て
ご
講
演
い
た
だ
き
、そ
の
相
違
点

を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、新
し
い
視
座
を
見
出
す
こ
と

を
目
指
す
。

キ
ー
ワ
ー
ド　

自
己
認
識
、
社
会
性
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
、情
報
と
価
値

K
ey W

ords: self congnition; sociality; 
com

m
unication; infom

ation and value

プ
ロ
グ
ラ
ム

開
催
趣
旨
説
明

鎌
田
東
二
（
京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
、

宗
教
哲
学
）

研
究
報
告
「
感
覚
価
値
研
究
に
向
け
た
一
考
察
」

渡
邊
淳
司（
日
本
学
術
振
興
会
／
Ｎ
Ｔ
Ｔ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
科
学
基
礎
研
究
所
、認
知
科
学
）

基
調
講
演
１
「
自
己
認
識
の
進
化
と
感
覚
価
値
」

明
和
政
子
（
京
都
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
准
教
授
、比
較

認
知
発
達
科
学
）

基
調
講
演
２
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
感
覚
価
値
」

岡
田
美
智
男
（
豊
橋
技
術
科
学
大
学
知
識
情
報
工
学
系
教
授
、

社
会
的
ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
）

基
調
講
演
３
「
情
報
文
化
と
感
覚
価
値
」

吉
岡
洋（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
、美
学
芸
術
学
）

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン

パ
ネ
リ
ス
ト　

明
和
政
子
、岡
田
美
智
男
、吉
岡
洋

モ
デ
レ
ー
タ
・
司
会

原
田
憲
一（
京
都
造
形
芸
術
大
学
芸
術
学
部
教
授
、地
球
科
学
）

指
定
討
論
者

吉
川
左
紀
子
（
京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
教

授
、認
知
心
理
学
）
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モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
科
学
部
会
総
括
シ
ン
ポ
ジ
ウ

ム
は
、
芸
術
部
会
、
宗
教
部
会
の
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
続

き
、二
〇
一
〇
年
一
月
三
〇
日
（
土
）、京
都
大
学
稲
盛
財
団

記
念
館
中
会
議
室
に
て
開
催
さ
れ
た
。こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

で
は
「
多
層
的
な
感
覚
価
値
モ
デ
ル
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、

幅
広
い
研
究
領
域
か
ら
講
演
者
を
お
招
き
し
、そ
れ
ぞ
れ
の

分
野
の
研
究
に
基
づ
き
な
が
ら
も
、領
域
の
垣
根
を
越
え
た

議
論
を
行
っ
た
。
鎌
田
東
二
先
生
の
開
催
趣
旨
説
明
、
渡
邊

に
よ
る
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
後
、三
人
の
先
生
方
に
よ

る
基
調
講
演
、
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
が
行
わ
れ
た
。

お
招
き
し
た
三
人
の
先
生
は
、以
下
の
方
々
で
あ
る
。

○
基
調
講
演
１
：「
自
己
認
識
の
進
化
と
感
覚
価
値
」

明
和
政
子
先
生
（
京
都
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
准
教
授
、

比
較
認
知
発
達
科
学
）

○
基
調
講
演
２
：「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
感
覚
価
値
」

岡
田
美
智
男
先
生
（
豊
橋
技
術
科
学
大
学
知
識
情
報
工
学
系 

教
授
、社
会
的
ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
）

○
基
調
講
演
３
：「
情
報
文
化
と
感
覚
価
値
」

吉
岡
洋
先
生
（
京
都
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授
、美
学
芸

術
学
）

　

明
和
先
生
は
「
自
己
認
識
の
進
化
と
感
覚
価
値
」
と
い
う

タ
イ
ト
ル
で
、人
間
を
動
物
の
一
種
、進
化
の
産
物
で
あ
る
と

い
う
視
点
か
ら
見
た
と
き
の
感
覚
価
値
に
つ
い
て
お
話
し
い

た
だ
い
た
。次
に
、岡
田
先
生
は
「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と

感
覚
価
値
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
で
、コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
や
、

環
境
と
人
の
間
に
生
ま
れ
る
関
係
性
に
つ
い
て
、社
会
的
ロ

ボ
テ
ィ
ク
ス
と
い
う
文
脈
か
ら
お
話
し
い
た
だ
い
た
。最
後

に
、吉
岡
先
生
は
「
情
報
文
化
と
感
覚
価
値
」
と
い
う
タ
イ
ト

ル
で
、情
報
や
そ
の
流
通
の
中
で
、ど
の
よ
う
に
価
値
が
生
成

す
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
お
話
し
い
た
だ
い
た
。こ
の
三
先

生
方
に
お
集
ま
り
い
た
だ
い
た
の
は
、感
覚
価
値
研
究
を
「
心

に
絶
え
間
な
く
生
じ
る
感
覚
か
ら
社
会
の
中
で
流
通
す
る
価

値
ま
で
を
、様
々
な
視
座
か
ら
多
層
的
に
捉
え
な
お
し
、そ
こ

か
ら
新
た
な
人
間
観
を
提
案
す
る
学
際
・
編
集
的
研
究
」
と

し
て
考
え
た
と
き
に
、人
間
を
で
き
る
だ
け
多
義
的
、多
層
的

な
視
点
か
ら
見
る
こ
と
を
意
図
し
た
た
め
で
あ
る
。

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
先
立
ち
、講
演
者
そ
れ
ぞ
れ
の
立
ち
位

置
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、以
下
の
フ
ォ
ー
マ
ッ
ト
で
感
覚

価
値
に
つ
い
て
定
義
し
て
い
た
だ
い
た
。

「
人
間
の
○
○
を
×
×
す
る
感
覚
が
価
値
を
生
み
出
す
」

「
そ
れ
は
、□
□
で
あ
る
た
め
＊
＊
で
あ
る
」

　

企
画
側
の
鎌
田
東
二
先
生
、渡
邊
淳
司
の
定
義
は
以
下
の

と
お
り
で
あ
る
。

鎌
田
東
二
先
生

人
間
の
「
モ
ノ
を
見
立
て
る
感
覚
」
が
価
値
を
生
み
出
す
。

そ
れ
は
、「
異
質
な
モ
ノ
を
結
び
つ
け
る
力
」
で
あ
る
た
め

「
モ
ノ
と
モ
ノ
と
の
間
に
異
常
接
近
や
超
越
な
ど
の
変
異
を

起
こ
す
」
の
で
あ
る
。

第
三
章

科
学
部
会	

◆	

多
層
的
な
感
覚
価
値
モ
デ
ル

モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会	

科
学
部
会
総
括
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
報
告

渡
邊
淳
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日
本
学
術
振
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会
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Ｔ
Ｔ
コ
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シ
ョ
ン
科
学
基
礎
研
究
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モ
ノ
学
・
感
覚
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値
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ジ
ウ
ム
と「
物
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ら
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ノ
へ
」
展
覧
会	
第
１
部	
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渡
邊
淳
司

人
間
の
「
物
語
を
定
位
・
所
有
す
る
感
覚
」
が
価
値
を
生
み

出
す
。

そ
れ
は
、「
物
語
は
質
感
と
と
も
に
存
在
」
す
る
た
め

「
物
質
の
質
感
は
知
覚
的
想
像
力
の
根
拠
」
と
な
る
。

　

鎌
田
先
生
の
定
義
は「
見
立
て
」、「
超
越
」、「
変
異
」を
キ
ー

ワ
ー
ド
と
し
て
、モ
ノ
と
感
覚
価
値
の
本
質
に
迫
る
も
の
で

あ
る
。人
間
と
自
然
世
界
、人
間
と
霊
的
世
界
を
結
び
つ
け
、

超
越
や
変
異
を
起
こ
す
に
は
モ
ノ
を
見
立
て
る
力
が
必
要
で

あ
り
、そ
れ
は
す
で
に
『
古
事
記
』
に
も
見
ら
れ
る
と
い
う
。

渡
邊
の
定
義
は
、モ
ノ
が
他
者
と
の
間
に
新
た
な
関
係
性
を

つ
く
り
上
げ
、何
か
が
伝
わ
っ
た
と
い
う
感
覚
の
根
拠
と
し

て
、物
質
の
質
感
が
必
要
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も

の
で
あ
る
。鎌
田
先
生
や
渡
邊
の
定
義
か
ら
考
え
る
と
、「
も

の
の
あ
は
れ
」、「
も
の
の
け
」、「
も
の
が
た
り
」
の
「
モ
ノ
」

に
は
、
そ
の
「
モ
ノ
」
の
向
こ
う
側
に
、
何
か
の
存
在
や
、
他

者
と
の
つ
な
が
り
な
ど
、そ
の
物
質
的
存
在
以
上
の
ニ
ュ
ア

ン
ス
を
含
ん
で
い
る
。
講
演
者
の
先
生
方
の
定
義
は
、
そ
の

ニ
ュ
ア
ン
ス
は
、人
間
の
ど
の
よ
う
な
性
質
に
よ
っ
て
実
現

さ
れ
て
い
る
の
か
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
以
下
、
講
演
者

の
定
義
を
紹
介
す
る
。

明
和
政
子
先
生

人
間
の
「
自
己
を
メ
タ
的
に
理
解
す
る
感
覚
」
が
価
値
を
生

み
出
す
。

そ
れ
は
、「
自
己
の
認
識
が
他
者
の
認
識
を
生
み
出
す
」
た
め

「
自
己
の
内
部
状
態
を
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
自
己
調
整

す
る
こ
と
が
可
能
」
と
な
る
。

　

明
和
先
生
の
定
義
を
、
渡
邊
の
立
場
か
ら
解
釈
す
る
と
、

人
間
は
モ
ノ
を
通
じ
て
他
者
の
意
図
や
感
情
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
、そ
れ
を
明
和
先
生
は
、実
験
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
、

具
体
的
に
は
霊
長
類
の
行
動
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
調

べ
て
い
る
。

岡
田
美
智
男
先
生

人
間
の
「
身
体
と
モ
ノ
と
の
切
り
結
ぶ
感
覚
」
が
価
値
を
生

み
出
す
。

そ
れ
は
「
私
た
ち
の
身
体
は
不
定
さ
を
伴
う
」
た
め

い
つ
も
「
環
境
と
の
間
に
新
た
な
意
味
や
価
値
を
求
め
る
」

の
で
あ
る
。

　

岡
田
先
生
の
定
義
は
、身
体
と
モ
ノ
の
関
係
性
に
お
い
て
、

そ
の
不
完
全
性
が
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
に
新
た
な
価
値
を
生
み

出
し
、
他
者
の
行
動
を
引
き
出
す
、
と
解
釈
で
き
る
。
先
生

の
専
門
が
ロ
ボ
テ
ィ
ク
ス
と
あ
る
よ
う
に
、ロ
ボ
ッ
ト
を
実

際
に
つ
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、そ
の
関
係
性
を
探
っ
て
い
る
。

吉
岡
洋
先
生

人
間
の
、「
情
報
を
圧
縮
す
る
感
覚
」
が
価
値
を
生
み
出
す
。

そ
れ
は
、「
身
体
的
文
脈
を
利
用
し
て
行
わ
れ
る
」
た
め

「
直
感
的
（aesthetic

）」
で
あ
る
。

　

モ
ノ
が
流
通
し
始
め
る
と
き
に
は
そ
の
物
質
性
や
固
有
性

が
な
く
な
っ
て
く
る
。た
と
え
ば
、自
分
の
意
図
や
感
情
を
手

紙
と
し
て
書
く
と
、そ
の
思
い
は
言
葉
と
筆
跡
だ
け
に
な
る
。

さ
ら
に
、情
報
と
い
う
ゼ
ロ
・
イ
チ
の
表
現
に
な
る
と
、モ
ノ

の
向
こ
う
に
他
者
が
い
る
と
い
う
感
覚
が
な
く
な
っ
て
く

る
。し
か
し
、そ
の
よ
う
な
圧
縮
さ
れ
て
し
ま
っ
た
思
い
は
、

人
間
が
持
つ
身
体
的
文
脈
に
よ
っ
て
読
み
出
す
こ
と
が
で
き

る
こ
と
を
、美
学
芸
術
学
の
視
点
か
ら
定
義
い
た
だ
い
た
。

　

三
つ
の
講
演
、パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
詳
細
に
つ

い
て
は
、紙
面
の
都
合
上
、別
の
機
会
に
譲
る
。パ
ネ
ル
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
、
モ
デ
レ
ー
タ
・
司
会
と
し
て
、
原
田

憲
一
先
生
、指
定
討
論
者
と
し
て
、吉
川
左
紀
子
先
生
（
京
都

大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
、認
知
心
理
学
）
に
も

加
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
。
ま
た
、
原
田
先
生
か
ら
も
以
下
の

よ
う
な
定
義
を
い
た
だ
い
た
。

原
田
憲
一
先
生

人
間
の
「
生
存
の
危
機
と
安
心
と
結
び
つ
い
た
感
覚
」
が
価

値
を
生
み
出
す
。

そ
れ
は
、「
常
に
変
化
す
る
人
間
自
体
と
取
り
巻
く
環
境
と

の
相
互
関
係
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
」
た
め
、

「
時
間
と
場
に
規
制
」
さ
れ
る
。

　
「
人
間
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
環
境
」
と
い
う
視
点
は
、今
回

の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
取
り
上
げ
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た

要
素
で
あ
り
、今
後
の
活
動
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
る
も
の

で
あ
る
。今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
は
、「
科
学
部
会
総
括
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
」
と
し
て
開
催
さ
れ
た
も
の
の
、
総
括
と
い
う
よ

り
は
、こ
れ
か
ら
が
始
ま
り
と
い
う
印
象
を
う
け
た
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
で
あ
っ
た
。
今
後
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
形
で
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
が
開
か
れ
る
こ
と
を
望
む
。

　

最
後
に
、
講
演
者
の
先
生
方
、
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究

会
の
先
生
方
、本
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
参
加
い
た
だ
い
た
方
々

に
こ
の
場
を
お
か
り
し
て
深
く
御
礼
申
し
上
げ
る
。

第三章　科学部会「多層的な感覚価値モデル」
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本
稿
で
は
、「
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
」
の
分
科
会
と

し
て
発
足
し
、通
算
六
回
の
研
究
会
と
京
都
大
学
総
合
博
物

館
で
一
月
一
六
日
か
ら
三
一
日
に
か
け
て
開
催
し
た
展
覧
会

「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
展
で
、企
画
・
運
営
を
行
っ
た
ア
ー
ト
分

科
会
の
活
動
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

　

ま
た
、
ア
ー
ト
分
科
会
が
掲
げ
る
「
地
球
美
術
的
価
値
」

と
い
う
コ
ン
セ
プ
ト
を
知
っ
て
も
ら
う
た
め
に
、原
田
憲
一

の
論
考
「
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
展
覧
会
の
意
義　

地

球
が
生
み
出
し
た
美
と
人
間
が
生
み
出
す
美
」
を
ペ
ー
ジ
を

改
め
て
掲
載
す
る
。こ
れ
は
展
覧
会
場
で
配
布
さ
れ
た
も
の

で
あ
る
。ま
た
、展
覧
会
の
内
容
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、

稲
賀
繁
美
の
評
論
「
蘇
生
す
る
化
石
・
跳
梁
す
る
魂　

大
学

博
物
館
で
現
代
美
術
展
？　

京
都
大
学
総
合
博
物
館
で
の

『
物
か
ら
モ
ノ
へ
』展
よ
り
」も
ペ
ー
ジ
を
改
め
て
掲
載
す
る
。

１
｜
１

ア
ー
ト
分
科
会
の
誕
生

　

ア
ー
ト
分
科
会
は
、モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
（
以
後
、

研
究
会
）
が
始
ま
っ
て
二
年
半
が
経
っ
た
二
〇
〇
八
年
の
秋

に
発
足
し
た
。発
案
者
は
、研
究
会
の
研
究
協
力
者
で
あ
り
、

か
ね
て
か
ら
本
来
の
京
都
が
持
つ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
現
代
美

術
の
分
野
で
活
か
し
た
い
と
考
え
て
い
た
近
藤
髙
弘
で
あ

る
。
近
藤
は
、
二
〇
〇
八
年
七
月
に
行
わ
れ
た
モ
ノ
学
曼
陀

羅
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
き
っ
か
け
に
ア
ー
ト
分
科
会
を
構

想
し
た
。
こ
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
は
、
そ
れ
ま
で
の
研
究

会
で
蓄
積
し
た
知
見
を
整
理
し
て
モ
ノ
学
が
取
り
扱
う
領
域

の
見
取
り
図
を
作
る
こ
と
が
試
み
ら
れ
た1

。
近
藤
は
、
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
終
了
後
、
以
下
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
研
究
会
の

メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
に
投
稿
し
て
い
る
。

ア
ー
ト
分
科
会
の
総
括

 

（
文
責
：
大
西
宏
志
）

1

　

渡
邊
さ
ん
、大
石
さ
ん
、上
林
さ
ん
た
ち
か
ら
立
ち
上
が
っ

て
き
た
モ
ノ
学
曼
荼
羅
、曼
荼
羅
マ
ト
リ
ッ
ク
ス
を
も
と
に
、

私
の
領
域
と
な
る
「
ア
ー
ト
」
の
分
科
会
を
秋
以
降
、
研
究

会
と
し
て
開
催
し
た
い
と
思
っ
て
お
り
ま
す
。長
年
現
代
美

術
を
扱
っ
て
き
た
東
京
画
廊
に
協
力
し
て
い
た
だ
き
、モ
ノ

学
に
参
加
さ
れ
て
い
る
以
外
の
、外
部
の
美
術
家
や
評
論
家

に
も
ご
参
加
い
た
だ
け
る
よ
う
な
「
モ
ノ
学
と
ア
ー
ト
」
を

中
心
と
し
た
内
容
で
行
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
特
に

ア
ー
ト
領
域
に
入
っ
て
お
ら
れ
る
モ
ノ
学
の
方
々
に
は
ご
協

力
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
ま
た
、
来
年
の
一
一
月
の
最

終
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
関
連
し
た
展
覧
会
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ

の
方
向
性
も
見
出
せ
る
の
で
は
と
思
い
ま
す2

。

　
　

 

　
（
二
〇
〇
八
年
八
月
一
二
日　

近
藤
）

　

そ
の
後
、近
藤
は
同
じ
く
研
究
協
力
者
の
大
西
宏
志
に
協

力
を
呼
び
か
け
、ア
ー
ト
分
科
会
立
ち
上
げ
の
準
備
に
入
る
。

　

一
〇
月
三
一
日
（
金
）、近
藤
と
大
西
は
京
都
ホ
テ
ル
オ
ー

第
四
章

ア
ー
ト
分
科
会
お
よ
び
展
覧
会
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＋
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ク
ラ
の
ロ
ビ
ー
で
落
ち
合
い
、
近
く
の
喫
茶
店
で
最
初
の

ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
を
行
っ
た
。
内
容
は
、
ア
ー
ト
分
科
会
の
設

立
趣
意
書
の
検
討
で
あ
る
。事
前
に
近
藤
が
作
成
し
た
叩
き

台
を
も
と
に
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
意
見
の
交
換
が
行
わ
れ

た
。
こ
の
と
き
、
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
た
の
は
現
代
美
術
に
お

け
る
言
説
の
役
割
で
あ
っ
た
。現
代
美
術
で
は
コ
ン
セ
プ
ト

が
重
視
さ
れ
る
傾
向
が
あ
る
。作
品
そ
の
も
の
を
味
わ
う
だ

け
で
は
不
十
分
で
、
そ
の
作
品
に
ま
つ
わ
る
言
説
（
作
品
を

価
値
付
け
る
物
語
）
と
セ
ッ
ト
に
な
っ
て
は
じ
め
て
評
価
さ

れ
る
傾
向
で
あ
る
。
た
と
え
ば
村
上
隆
の
場
合
、
ス
ー
パ
ー

フ
ラ
ッ
ト
と
い
う
言
説
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
彼
の
作
品
が
流

通
し
た
よ
う
に
。

　

近
藤
は
、英
国
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
で
の
留
学
経
験
や
海
外
で

の
展
覧
会
経
験
を
通
じ
て
西
欧
に
お
け
る
言
説
の
重
要
性
を

痛
感
し
て
い
た
。
し
か
し
、
京
都
の
伝
統
の
中
で
育
ち
陶
芸

家
と
し
て
ス
タ
ー
ト
し
た
あ
と
美
術
家
に
転
身
し
た
近
藤
に

と
っ
て
、現
在
流
布
し
て
い
る
言
説
に
は
ピ
ン
と
来
る
も
の

が
な
か
っ
た
。そ
う
し
た
近
藤
に
と
っ
て
研
究
会
で
得
た
知

見
は
、自
ら
の
問
題
意
識
を
言
説
化
し
現
在
の
美
術
界
に
向

か
っ
て
発
信
し
て
ゆ
く
手
が
か
り
と
な
る
も
の
だ
っ
た
。

　

一
方
、映
像
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
の
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
と
し
て

ス
タ
ー
ト
し
た
あ
と
、京
都
造
形
芸
術
大
学
の
通
信
教
育
部

で
多
様
な
学
生
と
接
す
る
こ
と
と
な
っ
た
大
西
は
、自
律
性

の
芸
術3

を
狭
量
な
も
の
と
見
て
お
り
、多
様
性
の
芸
術
に
魅

力
を
感
じ
て
い
た
。そ
こ
で
、研
究
会
の
コ
ン
セ
プ
ト
を
使
っ

て
自
律
性
の
芸
術
と
多
様
性
の
芸
術
を
ひ
と
捻
り
し
て
メ
ビ

ウ
ス
の
輪
の
よ
う
に
く
っ
つ
け
て
次
元
を
ひ
と
つ
繰
り
上
げ

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
と
考
え
た
の
だ
っ
た
。

　

こ
の
日
、二
人
は
互
い
の
問
題
意
識
を
共
有
し
、今
日
の
芸

術
を
取
り
巻
く
状
況
を
刷
新
す
る
た
め
に
モ
ノ
学
・
感
覚
価

値
研
究
会
の
知
見
を
活
か
し
た
言
説
作
り
を
進
め
て
ゆ
く
こ

と
を
確
認
し
た
。そ
の
日
の
夜
、大
西
か
ら
趣
意
書
の
叩
き
台

に
手
を
加
え
た
も
の
が
近
藤
に
送
ら
れ
、さ
ら
に
近
藤
が
整

え
て
、翌
一
一
月
一
日
（
土
）
に
は
趣
意
書
の
初
稿
が
完
成
し

た
。そ
し
て
、一
一
月
七
日
（
金
）、近
藤
は
趣
意
書
の
初
稿
を

持
っ
て
か
ね
て
か
ら
の
知
人
で
あ
っ
た
東
京
画
廊4

の
山
本
豊

津
を
訪
ね
た
。山
本
は
ア
ー
ト
分
科
会
の
仕
掛
け
人
の
一
人

で
あ
り
、ア
ー
ト
分
科
会
設
立
後
は
強
力
な
後
援
者
と
な
る
。

山
本
も
画
廊
経
営
と
い
う
立
場
か
ら
昨
今
の
ア
ー
ト
シ
ー
ン

に
物
足
り
な
さ
を
感
じ
て
お
り
、ア
ー
ト
が
情
報
化
さ
れ
消

費
さ
れ
て
ゆ
く
こ
と
を
憂
い
て
い
た
。そ
し
て
、現
状
を
打
開

す
る
の
は
京
都
の
よ
う
な
伝
統
文
化
を
残
し
て
い
る
場
所
か

ら
発
信
さ
れ
る
ア
ー
ト
で
あ
り
、人
間
と
物
質
、作
家
と
作
品

が
相
互
に
影
響
を
お
よ
ぼ
し
あ
っ
て
一
体
と
な
る
中
か
ら
生

ま
れ
て
く
る
ア
ー
ト
だ
と
考
え
て
い
た
。

　

こ
う
し
て
、近
藤
と
大
西
が
作
っ
た
趣
意
書
に
山
本
の
視

点
が
加
わ
っ
て
趣
意
書
の
第
二
稿
が
ま
と
め
ら
れ
、一
一
月

二
〇
日
（
木
）、研
究
会
の
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
に
ア
ー
ト
分

科
会
設
立
趣
意
書
と
し
て
投
稿
さ
れ
た
。

１
｜
２

ア
ー
ト
分
科
会
設
立
趣
意
書

■
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会　

ア
ー
ト
分
科
会
合
同
研
究

会　

設
立
趣
意
書　

二
〇
〇
八
年
一
一
月
二
〇
日

○
は
じ
め
に

　

モ
ノ
学
感
覚
価
値
研
究
会
は
、日
本
人
の
持
っ
て
い
る
モ

ノ
感
覚
価
値
を
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
、
切
り
口
か
ら
発
表
、
議

論
し
て
き
ま
し
た
。そ
の
研
究
会
は
あ
と
一
年
で
最
終
章
と

な
り
ま
す
。
そ
こ
で
、
分
科
会
と
し
て
ア
ー
ト
を
中
心
と
し

た
研
究
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。混
迷
す
る
社
会
情
勢
の
時

代
の
中
、こ
れ
ま
で
の
西
洋
の
ア
ー
ト
や
現
代
美
術
の
価
値

概
念
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
日
本
の
「
モ
ノ
」
と
い
う

概
念
と
こ
れ
に
ま
つ
わ
る
感
覚
価
値
を
投
じ
て
、西
洋
美
術

を
超
え
リ
フ
ォ
ル
ム
し
地
球
美
術
的
価
値6

を
再
発
見
で
き
る

よ
う
な
研
究
会
と
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

　

主
催
：
モ
ノ
学
感
覚
価
値
研
究
会　

東
京
画
廊

　

協
力
：
現
代
美
術
関
連
の
ギ
ャ
ラ
リ
ー
関
係
者

　

メ
ン
バ
ー
：
モ
ノ
学
、ワ
ザ
学
研
究
員
、美
術
作
家
、評
論
・

批
評
家
な
ど

○
目
的

　

西
洋
の
現
代
美
術
と
日
本
の
美
術
（
工
芸
・
日
本
画
・
デ

ザ
イ
ン
な
ど
）
を
同
時
代
の
ア
ー
ト
と
し
て
み
た
と
き
、
そ

れ
ぞ
れ
の
思
想
概
念
や
ア
プ
ロ
ー
チ
や
感
覚
価
値
の
違
い
を

明
ら
か
に
わ
か
り
や
す
く
す
る
。
そ
し
て
、
西
洋
美
術
Ｖ
Ｓ

日
本
美
術
と
い
っ
た
図
式
か
ら
卒
業
し
、本
当
の
意
味
で
の

グ
ロ
ー
バ
ル
な
現
在
美
術
を
構
築
し
、現
代
美
術
か
ら
地
球

美
術
に
脱
皮
さ
せ
る
。

　

二
一
世
紀
の
日
本
の
現
代
の
美
術
を
再
構
築
す
る
に
は
、

日
本
人
の
感
覚
価
値
を
具
体
的
な
も
の
と
し
て
言
説
に
す
る

必
要
が
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
こ
の
研
究
会
に
参
加
す
る

メ
ン
バ
ー
の
一
人
一
人
が
、自
分
の
背
負
っ
て
い
る
カ
テ
ゴ

リ
の
制
度
や
概
念
と
の
関
係
を
新
し
く
創
り
な
お
す
、あ
る

い
は
、伝
統
や
歴
史
を
ア
ー
カ
イ
ブ
し
今
ま
さ
に
生
き
て
い

る
わ
れ
わ
れ
の
現
実
と
折
り
合
い
を
つ
け
な
が
ら
、弁
証
法

的
な
ジ
ャ
ン
プ
を
試
み
る
。
そ
れ
ら
の
美
術
と
い
う
制
度
、

概
念
を
利
用
し
て
「
モ
ノ
」
と
「
モ
ノ
」
に
由
来
す
る
感
覚
価

値
を
、
実
験
的
作
品
制
作
や
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
や
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
を
と
お
し
て
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
、提
示
す
る
。

○
研
究
会
テ
ー
マ

第四章　アート分科会および展覧会
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・
も
の
派
と
モ
ノ
感
覚
価
値
の
考
察

・
工
芸
美
術
と
現
代
美
術
に
お
け
る
ワ
ザ
と
コ
ン
セ
プ
ト

・
西
洋
の
原
理
原
則
と
日
本
の
感
覚
的
抽
象
性

・
二
一
世
紀
日
本
の
現
代
美
術
の
ゆ
く
え
と
地
球
美
術

・
明
治
維
新
以
降
、西
洋
近
代
の
美
術
の
影
響
下
の
総
括

・
日
本
の
伝
統
は
世
界
に
通
用
す
る
の
か

・
今
後
も
ア
ー
ト
は
西
洋
中
心
の
歴
史
で
動
い
て
い
く
の
か
。

・
日
本
文
化
を
西
洋
世
界
に
伝
え
よ
う
と
し
た
先
人
た
ち
の

活
動
と
そ
の
影
響
に
つ
い
て

・
日
本
お
よ
び
西
洋
以
外
の
国
や
地
域
の
モ
ノ
感
覚
価
値
の

考
察

　
（
以
上
は
近
藤
と
大
西
に
よ
っ
て
提
出
さ
れ
た
テ
ー
マ
）

・
作
品
の
発
生
と
消
滅

・
室
町
時
代
に
生
ま
れ
た
表
現
「
花
」

・
平
安
時
代
に
美
と
な
っ
た
「
書
」

・「
具
体
」と
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
運
動
・
抽
象
表
現
主
義
な
ど
、

世
界
同
時
的
表
現
と
の
関
係

・
具
体
の
元
永
定
正
の
作
品
は
、伝
統
工
芸
の
感
覚
か
ら
影

響
を
受
け
て
い
る

・
美
術
や
工
芸
の
ワ
ク
を
は
ず
し
て
、日
本
の
表
現
を
素
材

と
技
術
か
ら
見
直
す

　
（
以
上
は
山
本
か
ら
提
出
さ
れ
た
テ
ー
マ
）

○
実
施
計
画

・
第
一
回
以
後
、五
回
〜
六
回
の
研
究
会
を
開
催

・
二
〇
〇
九
年
一
一
月
の
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
の
最

終
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
あ
わ
せ
て
、ア
ー
ト
分
科
会
の
研
究

成
果
を
テ
ー
マ
に
し
た
展
覧
会
を
同
時
開
催
す
る
。

１
｜
３

ア
ー
ト
分
科
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

　

研
究
会
の
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト
に
趣
意
書
を
投
稿
す
る

と
、近
藤
は
ア
ー
ト
分
科
会
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
作
り
を
開
始

し
た
。
ア
ー
ト
分
科
会
の
特
徴
と
し
て
、
モ
ノ
学
・
感
覚
価

値
研
究
会
に
所
属
す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
ほ
か
に
も
外
部
の

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
ギ
ャ
ラ
リ
ス
ト
、批
評
家
に
も
参
加
し
て

も
ら
っ
た
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
近
藤
が

培
っ
て
き
た
人
脈
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、現
代
美
術
関
係
者

に
か
ぎ
ら
ず
工
芸
関
係
者
や
ジ
ュ
エ
リ
ー
関
係
者
な
ど
、既

成
の
枠
組
み
に
と
ら
わ
れ
な
い
領
域
横
断
的
な
も
の
と
な
っ

た
。
こ
れ
ら
の
参
加
者
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、
モ
ノ
学
・

感
覚
価
値
研
究
会
が
扱
っ
て
い
る
領
域
に
対
し
て
ア
ン
テ
ナ

を
張
っ
て
い
る
点
と
、現
在
の
ア
ー
ト
シ
ー
ン
に
対
し
て
物

足
り
な
さ
を
感
じ
て
い
る
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。以
下
が
、ア
ー

ト
分
科
会
に
参
加
し
た
者
の
一
覧
で
あ
る
。

　

山
本
豊
津
（
東
京
画
廊
＋
Ｂ
Ｔ
Ａ
Ｐ
）、
小
清
水
漸
（
現
代
美

術
家
・
京
都
市
立
芸
術
大
学
彫
刻
科
教
授
）、
稲
賀
繁
美
（
国
際

日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）、
武
田
美
和
子
（
ギ
ャ
ラ
リ
ー

セ
ラ
ー
）、鍛
冶
充
浩
（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
セ
ラ
ー
）、上
田
勉
（
ギ
ャ

ラ
リ
ーa-cube

）、中
ザ
ワ
ヒ
デ
キ（
現
代
美
術
家
）、森
裕
一（
モ

リ
ユ
ウ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）、森
口
ま
ど
か
（
キ
ュ
レ
ー
タ
ー
）、永
澤

陽
一
（
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
金
沢
美
術
工
芸
大
学
教
授
）、
田
中
信

行
（
漆
造
形
家
・
金
沢
美
術
工
芸
大
学
教
授
）、
越
前
俊
也
（
同

志
社
大
学
文
学
部
准
教
授
・
前
金
沢
二
一
世
紀
美
術
館
学
芸
員
）、

山
本
健
史
（
陶
造
形
家
・
金
沢
美
術
工
芸
大
学
准
教
授
）、
山
田

晶
（
陶
芸
家
）、
坪
文
子
（
ジ
ュ
エ
リ
ー
作
家
・
伊
丹
市
立
工
芸

セ
ン
タ
ー
オ
ー
ガ
ナ
イ
ザ
ー
）、
周
防
絵
美
子
（
金
属
造
形
家
）、

栗
本
夏
樹
（
漆
造
形
家
・
京
都
市
立
芸
術
大
学
准
教
授
）、
清
水

愛
子
（
工
芸
美
術
研
究
者
）、
後
藤
美
香
子
（
国
際
日
本
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
）、草
木
マ
リ
（
京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー
）、安
河
内
宏

法
（
京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー
）、春
名
花
衣
（
陶
芸
家
）、高
山
大
（
陶

芸
家
）、
ナ
カ
タ
マ
サ
ヒ
ロ
（
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
）、
小
嶋
崇
嗣

（
ジ
ュ
エ
リ
ー
作
家
）、コ
ン
ド
ウ
ヒ
ト
ミ
（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
Ｃ
・
Ａ
・

Ｊ
）、中
村
ゆ
き
こ
（
ギ
ャ
ラ
リ
ー
Ｃ
・
Ａ
・
Ｊ
）、高
木
己
樹
恵

（
陶
芸
弟
子
）、や
ま
な
か
か
づ
こ
（
ジ
ュ
エ
リ
ー
作
家
）、苗
加

美
保
（
ジ
ュ
エ
リ
ー
作
家
）、
石
田
明
里
（
ジ
ュ
エ
リ
ー
作
家
）、

佐
藤
ミ
チ
ヒ
ロ
（
ジ
ュ
エ
リ
ー
作
家
）、丸
山
祐
介
（
金
属
工
芸

家
）、岸
映
子
（
陶
芸
家
）、大
舩
真
言
（
画
家
）

　

以
下
は
、二
〇
〇
九
年
八
月
か
ら
二
〇
一
〇
年
一
月
に
か

け
て
通
算
六
回
行
っ
た
ア
ー
ト
分
科
会
の
概
要
で
あ
る
。発

表
や
討
議
の
内
容
は
紙
面
の
都
合
で
割
愛
す
る
が
、モ
ノ
学
・

感
覚
価
値
研
究
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
る
の
で

ぜ
ひ
ご
覧
い
た
だ
き
た
い5

。

○
運
営
組
織

研
究
会
代
表
：
鎌
田
東
二

ア
ー
ト
分
科
会
幹
事
：
近
藤
髙
弘　

大
西
宏
志

参
加
者
：
モ
ノ
学
・
ワ
ザ
学
研
究
員
、
美
術
作
家
、
批
評

家主　

催
：
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会

共　

催
：
東
京
画
廊

協　

力
：
モ
リ
ユ
ウ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
、ギ
ャ
ラ
リ
ー
セ
ラ
ー
、

ギ
ャ
ラ
リ
ー
Ｃ
・
Ａ
・
Ｊ

○
第
一
回
ア
ー
ト
分
科
会
合
同
研
究
会
─
ア
ー
ト
レ
ク

チ
ャ
ー
シ
リ
ー
ズ
〈
Ⅰ
〉

ア
ー
ト
分
科
会
研
究
会　

実
施
報
告　

	

（
文
責
：
近
藤
髙
弘
）
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二
〇
〇
九
年
二
月
八
日
（
日
）
一
三
：
〇
〇
〜
一
八
：
〇

〇
京
都
大
学
稲
盛
財
団
記
念
館

鎌
田
東
二
（
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
代
表
）
分
科
会
の

主
旨

山
本
豊
津
（
東
京
画
廊
＋
Ｂ
Ｔ
Ａ
Ｐ
）「
モ
ノ
派
と
モ
ノ
感

覚
価
値
」　

小
清
水
漸
（
現
代
美
術
家
）「
自
作
を
語
る
」—

一
九
七
〇

年
代
モ
ノ
派
と
の
出
会
い
以
降—

自
由
討
論
「
ア
ー
ト
分
科
会
の
課
題
と
今
後
の
方
針
に
つ

い
て
」

○
第
二
回
ア
ー
ト
分
科
会
合
同
研
究
会—
ア
ー
ト
レ
ク

チ
ャ
ー
シ
リ
ー
ズ
〈
Ⅱ
〉

二
〇
〇
九
年
四
月
一
八
日
（
土
）
一
三
：
〇
〇
〜
一
八
：

四
五　

京
都
大
学
稲
盛
財
団
記
念
館

第
一
部
：
稲
賀
繁
美
（
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
教

授
）「
も
の
ぐ
る
い
、う
つ
わ
ま
わ
し
、ま
あ
い
、あ
そ
び
」

〜
東
京
画
廊
・
山
本
豊
津
氏
の
ご
発
表
の
余
白
に
：
前
回

へ
の
コ
メ
ン
ト
を
出
発
点
と
し
て

第
二
部
：
美
術
・
工
芸
家
リ
レ
ー
ト
ー
ク
「
モ
ノ
感
覚
価

値
と
美
術
・
工
芸
そ
の
限
界
と
可
能
性
」

山
田
晶
（
陶
芸
家
）「
う
つ
わ
考
」

山
本
健
史
（
陶
造
形
家
・
金
沢
美
術
工
芸
大
学
准
教
授
）「
私

の
制
作
に
つ
い
て
」

近
藤
髙
弘
（
造
形
美
術
家
）「
変
容
の
刻
」

周
防
絵
美
子
（
金
属
造
形
家
）「
線
で
つ
く
る
か
た
ち
」

坪
文
子
（
ジ
ュ
エ
リ
ー
作
家
・
伊
丹
市
立
工
芸
セ
ン
タ
ー
オ
ー

ガ
ナ
イ
ザ
ー
）「
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
ジ
ュ
エ
リ
ー
と
私
の

作
品
」

永
澤
陽
一
（
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
デ
ザ
イ
ナ
ー
・

金
沢
工
芸
美
術
大
学
教
授
）「
表
現
と
し
て
の
衣
服
」

第
三
部
：
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
「
素
材
と
技
術
と

感
覚
価
値
」「
第
三
回
ア
ー
ト
分
科
会
に
つ
い
て
」

パ
ネ
ラ
ー
：
稲
賀
繁
美
、山
田
晶
、山
本
健
史
、近
藤
髙
弘
、

周
防
絵
美
子
、永
澤
陽
一
、坪
文
子

○
第
三
回
ア
ー
ト
分
科
会
合
同
研
究
会
─
ア
ー
ト
レ
ク

チ
ャ
ー
シ
リ
ー
ズ
〈
Ⅲ
〉

二
〇
〇
九
年
七
月
一
九
日
（
日
）
一
〇
：
三
〇
〜
一
六
：

三
〇　

京
都
大
学
総
合
博
物
館

　

第
一
部
：
中
ザ
ワ
ヒ
デ
キ
（
美
術
家
）「
純
粋
美
術
総
括
」

　

人
生
の
た
め
で
も
社
会
の
た
め
で
も
な
い
「
芸
術
の
た

め
の
芸
術
」
の
発
生
は
、
民
主
主
義
体
制
の
確
立
か
ら
必

然
的
に
演
繹
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
色
と
形
、
物
質
と
物

体
、ア
ナ
ロ
グ
と
デ
ジ
タ
ル
の
諸
相
か
ら
純
粋
美
術
と
い

う
「
芸
術
の
た
め
の
芸
術
」
を
た
っ
た
五
〇
分
で
語
る
た

め
、
大
風
呂
敷
を
広
げ
る
。
ち
な
み
に
私
は
本
ア
ー
ト
分

科
会
の
主
旨
文
面
に
は
強
い
違
和
感
を
覚
え
ま
す
。

第
二
部
：
視
覚
芸
術
リ
レ
ー
ト
ー
ク
「
日
本
画
・
洋
画
・

平
面
・
写
真
・
映
像
」

　

ヤ
ン
グ
・
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ
オ
Ｄ
Ｖ
Ｄ
紹
介

　

松
生
歩
（
画
家
、
京
都
造
形
芸
術
大
学
教
授
）「
見
え
る
物

の
奥
に
あ
る
モ
ノ
」
自
作
品
の
紹
介
と
そ
れ
に
描
か
れ
た

モ
ノ
に
つ
い
て
。

　

大
舩
真
言
（
画
家
・
現
代
美
術
）「
平
面
の
空
間
に
お
け

る
可
能
性
（
間
・
空
間
的
余
白
へ
の
概
念
）」
以
下
の
ト
ピ
ッ

ク
を
自
身
の
活
動
の
紹
介
を
交
え
な
が
ら
。
イ
ン
ス
タ

レ
ー
シ
ョ
ン
、
サ
イ
ト
ス
ペ
シ
フ
ィ
ッ
ク
、
現
代
の
ア
ー

ト
と
空
間
と
の
関
わ
り
。
空
間
の
た
め
の
作
品
か
、
作
品

の
た
め
の
空
間
か
。
物
そ
の
も
の
に
必
要
な
領
域
。
あ
る

い
は
、
相
対
関
係
に
よ
る
印
象
の
変
化
。
対
象
と
余
白
の

捉
え
方
、欧
米
と
日
本
人
と
の
比
較
。（
雑
音
の
聞
き
分
け

か
た
、
庭
な
ど
の
例
）
東
洋
の
空
間
概
念
と
、
西
洋
の
遠

近
方
。
従
来
の
絵
画
の
要
素
／
映
像
感
、
平
面
性
、
物
質
、

な
ど
と
の
比
較
。
対
象
と
し
て
の
存
在
。
自
然
と
の
関
わ

り
。共
鳴
、共
振
、関
係
性
。

　

岡
田
修
二
（
画
家
、成
安
造
形
大
学
教
授
）「
モ
ノ
感
覚
価

値
に
お
け
る
視
覚
性
と
は
？
」

　
「
モ
ノ
感
覚
価
値
」。
こ
の
ユ
ニ
ー
ク
な
テ
ー
マ
を
、
神

秘
的
な
場
所
に
留
め
ず
、有
意
義
な
も
の
と
し
て
い
く
た

め
に
は
、
ど
の
よ
う
な
拡
張
子
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う

か
？　

こ
の
こ
と
を
視
覚
芸
術
を
前
提
に
少
々
考
察
し
て

み
た
い
。モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
芸
術
を
ど
の
よ
う
な
視
点
で
整

理
し
て
い
く
べ
き
か
？
こ
こ
で
言
う
感
覚
価
値
と
は
ど
の

よ
う
な
視
覚
性
な
の
か
？　

そ
れ
ら
の
価
値
を
獲
得
す
る

た
め
の
方
は
？

　

大
西
宏
志（
映
像
作
家
、京
都
造
形
芸
術
大
学
准
教
授
）「
も

の
か
ら
逃
げ
ろ
！
」

　

自
作
を
ふ
り
返
り
な
が
ら
、映
像
作
品
の
表
現
特
性
を

考
え
て
み
る
。

第
三
部
：
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン　
「
モ
ノ
を
写
す

／
物
で
移
す
（
仮
）」「
第
四
回
ア
ー
ト
分
科
会
に
つ
い
て
」

　

パ
ネ
ラ
ー
：
中
ザ
ワ
ヒ
デ
キ
、松
生
歩
、岡
田
修
二
、大

舩
真
言
、大
西
宏
志

○
第
四
回
ア
ー
ト
分
科
会
合
同
研
究
会—

ア
ー
ト
レ
ク

チ
ャ
ー
シ
リ
ー
ズ
〈
Ⅳ
〉

二
〇
〇
九
年
九
月
二
一
日
（
月
）
一
三
：
〇
〇
〜
一
八
：

〇
〇　

ト
ー
キ
ョ
ー
ワ
ン
ダ
ー
サ
イ
ト
青
山

第
一
部　

基
調
講
演
：
善
養
寺
幸
子
（
環
境
ビ
ジ
ネ
ス
ウ
ィ

メ
ン
事
務
局
長
）「
素
材
（
自
然
・
人
工
的
）
と
身
体
」

＊
二
〇
世
紀
の
人
類
は
自
然
か
ら
離
れ
た
素
材
を
造
り
出

し
ま
し
た
。私
た
ち
の
ま
わ
り
を
囲
む
人
工
素
材
は
身
体

第四章　アート分科会および展覧会
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に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
て
い
る
か
。建
築
家
の
善
養

寺
氏
が
語
り
ま
す
。

第
二
部　

対
談　

善
養
寺
幸
子
＋
鎌
田
東
二

第
三
部　

今
村
有
策
（
東
京
都
歴
史
文
化
財
団
ト
ー
キ
ョ
ー

ワ
ン
ダ
ー
サ
イ
ト
館
長
）「
ト
ー
キ
ョ
ー
ワ
ン
ダ
ー
サ
イ
ト

の
活
動
に
つ
い
て
」

　

大
巻
伸
嗣
（
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
）「
環
境
と
ア
ー
ト
」

＊
現
在
、東
京
ワ
ン
ダ
ー
サ
イ
ト
渋
谷
で
開
催
し
て
い
る
個

展
を
中
心
に
、
環
境
と
ア
ー
ト
、
町
づ
く
り
と
ア
ー
ト
に

つ
い
て
発
表
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

　

狩
野
智
宏
（
ガ
ラ
ス
造
形
作
家
）「
作
業
と
制
作
」

＊
氏
の
作
品
の
制
作
過
程
か
ら
作
品
づ
く
り
に
お
け
る
身

体
的
作
業
の
意
味
を
語
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
例
え
ば
、

禅
の
修
練
と
も
の
づ
く
り
の
作
業
性
の
類
似
に
つ
い
て

な
ど
。

○
第
五
回
ア
ー
ト
分
科
会
合
同
研
究
会—

ア
ー
ト
レ
ク

チ
ャ
ー
シ
リ
ー
ズ
〈
Ⅴ
〉

二
〇
〇
九
年
一
一
月
一
五
日
（
日
）
一
三
：
〇
〇
〜
一
八
：

五
〇　

京
都
大
学
稲
盛
財
団
記
念
館

第
一
部
：
梅
原
賢
一
郎（
京
都
造
形
芸
術
大
学
教
授
、美
学
）

「
感
覚
の
レ
ッ
ス
ン
（
四
つ
の
レ
ッ
ス
ン
）
と
見
え
な
い
も

の
」

第
二
部
：
上
林
壮
一
郎「
自
作
を
語
る
〜
デ
ザ
イ
ン
と
ア
ー

ト
」

佐
藤
ミ
チ
ヒ
ロ「
自
作
を
語
る
〜
ジ
ュ
エ
リ
ー
と
ア
ー
ト
」

関
本
徹
生
「
自
作
を
語
る
〜
モ
ノ
ノ
ケ
と
ア
ー
ト
」

大
石
高
典
「
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
・
ア
ー
ト
再
考
（
興
）　

中
央

ア
フ
リ
カ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
か
ら
」

石
井　

匠
「
芸
術
に
お
け
る
四
次
元
と
の
対
話　

縄
文
か

ら
現
代
へ
」

第
三
部
：
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
「
モ
ノ
学
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
つ

い
て
」「
モ
ノ
学
展
覧
会
に
つ
い
て
」

○
第
六
回
ア
ー
ト
分
科
会
合
同
研
究
会—

ア
ー
ト
レ
ク

チ
ャ
ー
シ
リ
ー
ズ
〈
Ⅵ
〉

二
〇
一
〇
年
一
月
一
七
日
（
日
）
一
三
：
〇
〇
〜
一
六
：

三
〇　

京
都
大
学
総
合
博
物
館

秋
丸
知
貴
（
日
図
デ
ザ
イ
ン
博
物
館
学
芸
員
、
美
学
美
術
史
）

「
抽
象
絵
画
と
近
代
技
術　

ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン

の
『
ア
ウ
ラ
』
概
念
を
手
掛
り
に
」

山
本
麻
友
美
（
京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー　

シ
ニ
ア
・
ア
ー
ト
・

コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
）「
京
都
と
ア
ー
ト　

地
域
性
と
ア
ー

ト
を
考
え
る
」

・
京
都
芸
術
セ
ン
タ
ー
一
〇
周
年
。活
動
紹
介
。わ
ざ
ゼ
ミ
、

創
生
座
な
ど
。

・
地
域
性
、特
色
。る
つ
ぼ
と
能
楽
囃
子
。

・
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ア
ー
ト
の
流
行
を
考
え
る
。
公
共
性
と

ア
ー
ト
。芸
術
は
自
己
責
任
か
？

・
今
後
に
む
け
て
。国
民
文
化
祭
な
ど
。Ｎ
Ｐ
Ｏ
の
活
動
。

　

武
田
好
史
（
編
集
、ア
ー
ト
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
）「
京
都
と
モ

ダ
ニ
ズ
ム
『
も
の
か
ら
モ
ノ
へ
』
の
展
覧
会
の
作
品
を
手

掛
り
に
」

３
｜
１

モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
と
展
覧
会

　

展
覧
会
は
研
究
会
発
足
当
初
か
ら
計
画
さ
れ
て
い
た
も
の

の
一
つ
だ
っ
た
。鎌
田
に
よ
る
研
究
計
画
書
に
は
、最
終
年
度

モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
展
覧
会
「
物

か
ら
モ
ノ
へ
」
実
施
報
告　

	
（
文
責
：
大
西
宏
志
）

3

に
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
展
覧
会
を
実
施
す
る
と
あ
る
。こ

れ
は
、学
術
と
芸
術
を
総
合
し
て
新
た
な
研
究
分
野
を
切
り

開
こ
う
と
す
る
研
究
会
に
と
っ
て
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

当
初
は
、京
都
造
形
芸
術
大
学
内
に
あ
る
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
使

う
こ
と
が
想
定
さ
れ
て
い
た
が
、鎌
田
が
京
都
大
学
へ
移
っ

た
こ
と
な
ど
も
あ
り
京
都
大
学
総
合
博
物
館
で
実
施
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。展
覧
会
の
企
画
お
よ
び
実
施
・
運
営
は
、ア
ー

ト
分
科
会
メ
ン
バ
ー
の
有
志
で
作
っ
た
実
施
委
員
会
が
行
っ

た
。こ
の
展
覧
会
は
、モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
の
成
果
発

表
で
あ
る
と
同
時
に
、ア
ー
ト
分
科
会
に
と
っ
て
は
設
立
趣

意
書
に
掲
げ
た
コ
ン
セ
プ
ト
を
世
に
問
う
実
践
で
も
あ
っ
た
。

３
｜
２

計
画
か
ら
実
施
ま
で
、
そ
の
過
程
で
見
付

け
た
も
の

　

実
施
委
員
会
は
、総
合
プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
の
鎌
田
の
も
と
、

展
覧
会
全
体
の
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
担
っ
た
近
藤
、そ
の
ア

シ
ス
ト
と
プ
ラ
ン
ニ
ン
グ
を
担
当
し
た
大
西
、ア
ー
ト
プ
ロ

デ
ュ
ー
ス
の
観
点
か
ら
企
画
に
ア
ド
ヴ
ァ
イ
ス
を
与
え
た
東

京
画
廊
の
山
本
、広
報
物
の
校
正
や
搬
入
出
の
バ
ッ
ク
ヤ
ー

ド
を
切
り
盛
り
し
た
松
生
歩
、博
物
館
と
の
連
絡
係
や
ワ
ー

ク
シ
ョ
ッ
プ
の
取
り
ま
と
め
を
行
っ
た
大
石
高
典
ら
に
よ
っ

て
構
成
さ
れ
て
い
た
。
大
石
は
ま
た
、
京
都
大
学
総
合
博
物

館
を
研
究
会
に
紹
介
し
た
張
本
人
で
も
あ
る
。
大
石
は
、
以

前
に
博
物
館
が
行
っ
た
「
学
術
映
像
博
二
〇
〇
九
」
へ
も
関

与
し
て
お
り
大
野
照
文
館
長
と
面
識
が
あ
っ
た
。
大
石
は
、

大
学
所
属
の
博
物
館
に
美
術
と
い
う
外
部
を
持
ち
込
む
こ
と

で
起
き
る
化
学
変
化
を
期
待
し
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。大
学

博
物
館
と
美
術
と
い
う
ミ
ス
マ
ッ
チ
は
展
覧
会
の
実
現
に

と
っ
て
大
き
な
障
害
と
な
り
、実
施
委
員
を
多
い
に
疲
れ
さ
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せ
た
。
し
か
し
、
展
覧
会
を
無
事
に
終
え
て
ふ
り
返
っ
て
み

る
と
、未
知
と
の
遭
遇
で
生
じ
た
数
々
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
の

中
に
興
味
深
い
知
見
が
隠
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
気
付
く
。

　

博
物
館
と
の
フ
ァ
ー
ス
ト
・
コ
ン
タ
ク
ト
は
、
二
〇
〇
九

年
三
月
四
日
で
あ
っ
た
。鎌
田
、近
藤
、松
生
が
大
野
館
長（
こ

の
時
点
で
は
館
長
就
任
前
）
を
訪
問
し
、
博
物
館
見
学
の
後
、

展
覧
会
開
催
の
可
能
性
に
つ
い
て
意
見
を
交
換
し
た
。こ
の

と
き
、仮
に
、二
〇
一
〇
年
一
月
一
六
日
（
土
）
か
ら
二
四
日

（
日
）
に
展
覧
会
を
実
施
し
、そ
れ
に
合
わ
せ
て
国
際
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
を
実
施
す
る
案
が
決
め
ら
れ
た
。

　

そ
し
て
、三
月
六
日
に
は
鎌
田
か
ら
博
物
館
へ
正
式
な
企

画
書
が
提
出
さ
れ
た
。こ
の
と
き
の
企
画
書
を
見
直
し
て
み

る
と
、
企
画
タ
イ
ト
ル
が
〈
科
研
「
モ
ノ
学
の
構
築　

も
の

の
あ
は
れ
か
ら
貫
流
す
る
日
本
文
明
の
モ
ノ
的
創
造
力
と
感

覚
価
値
を
検
証
す
る
」（
基
盤
研
究
Ｂ
）
総
括
国
際
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
＆
モ
ノ
学
展
示
企
画
案
〉
と
な
っ
て
お
り
、
大
学
博
物

館
へ
受
け
入
れ
ら
れ
や
す
い
よ
う
配
慮
さ
れ
て
い
る
こ
と
に

気
付
く
。
そ
の
一
方
で
、
内
容
を
説
明
す
る
部
分
で
は
、「
四

年
間
の
科
研
の
研
究
成
果
と
表
現
成
果
の
総
決
算
を
今
回
企

画
す
る
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
モ
ノ
学
展
覧
会
に
て
発
表
及

び
表
現
し
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。特
に
、本
研
究
会
ア
ー

ト
分
科
会
の
よ
る
作
品
展
示
（
美
術
系
、
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
、

映
像
、
ロ
ボ
ッ
ト
な
ど
の
工
学
系
、
石
な
ど
の
博
物
学
・
地
球
科

学
系
な
ど
）
を
貴
博
物
館
に
て
展
示
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
く

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。（
鎌
田
）」
と
な
っ
て
お
り
、研
究
会

が
持
つ
よ
い
意
味
で
の
カ
オ
ス
性
が
現
れ
て
い
る
。

　

三
月
二
七
日
、
博
物
館
か
ら
、
企
画
書
を
教
授
会
で
審
議

す
る
た
め
に
展
示
計
画
の
詳
細
と
学
術
的
意
義
を
三
〇
日
ま

で
に
再
提
出
す
る
よ
う
要
請
が
く
る
。急
な
話
で
充
分
に
検

討
す
る
時
間
が
な
か
っ
た
が
、急
き
ょ
メ
ー
リ
ン
グ
リ
ス
ト

で
出
品
作
家
を
募
り
、大
西
が
展
覧
会
コ
ン
セ
プ
ト
な
ど
を

文
書
化
し
て
叩
き
台
を
つ
く
っ
た
。そ
れ
を
も
と
に
近
藤
と

や
り
と
り
を
し
て
取
り
ま
と
め
た
も
の
の
抜
粋
が
以
下
で
あ

る
。
な
お
、
こ
の
と
き
に
、
展
覧
会
の
期
間
を
一
月
三
一
日

（
日
）
ま
で
延
長
し
て
も
ら
う
よ
う
申
し
込
ん
で
い
る
。

■
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会　

展
覧
会
企
画
案
（
抜
粋
）　

二
〇
〇
九
年
三
月
三
一
日

○
タ
イ
ト
ル
：「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」（
仮
称
）
〜
科
学
・
芸
術
・

宗
教
が
切
り
結
ぶ
現
代
も
の
の
あ
は
れ
美
術
展
〜

○
展
覧
会
の
コ
ン
セ
プ
ト
：

　
「
は
じ
め
に「
モ
ノ
」が
あ
っ
た
。そ
の「
モ
ノ
」か
ら「
物
」

が
生
ま
れ
、
ま
た
「
者
」
が
生
ま
れ
、「
物
・
事
」
が
生
じ
た
。

日
本
語
の「
も
の
」は
複
雑
な
意
味
性
を
内
包
し
て
い
る
。「
も

の
」
は
単
な
る
「
物
」
で
は
な
い
。「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
は
、

そ
う
し
た
「
モ
ノ
＝
霊
／
者
＝
心
／
物
＝
体
」
と
い
う
三
つ

の
位
相
が
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
す
る
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
場
で

発
生
す
る
感
動
・
感
情
・
感
覚
価
値
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。（
鎌

田
東
二
『
モ
ノ
学
の
構
築
』
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
［
第
一
号
］

『
モ
ノ
学
の
構
築
』）

　

こ
の
展
覧
会
で
は
、
会
場
自
体
を
「
モ
ノ
」「
者
」「
物
」
の

三
つ
の
位
相
が
交
わ
る
場
と
な
る
よ
う
に
デ
ザ
イ
ン
し
ま

す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
位
相
に
応
じ
て
作
品
を
配
置
し
、
会
場
を

巡
る
中
で
豊
か
な
感
動
・
感
情
・
感
覚
価
値
が
沸
き
起
こ
り
、

最
後
に
は
自
ず
と「
も
の
の
あ
は
れ
」の
感
覚
が
立
ち
上
が
っ

て
く
る
よ
う
な
展
覧
会
を
目
指
し
ま
す
。
ま
た
、
感
覚
的
な

展
示
の
み
で
終
わ
る
の
で
は
な
く
、こ
れ
ま
で
の
研
究
成
果

を
ま
と
め
た
書
籍
の
展
示
や
研
究
会
の
記
録
ビ
デ
オ
の
上
映

な
ど
、研
究
会
の
理
論
面
で
の
成
果
に
も
触
れ
ら
れ
る
よ
う

に
し
ま
す
。そ
の
他
、出
品
作
家
に
よ
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
ト
ー

ク
（
講
演
会
）
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
行
う
こ
と
で
、社
会
還

元
も
行
っ
て
ゆ
き
ま
す
。
感
覚
と
理
論
と
実
践
が
融
合
し
、

芸
術
と
学
術
が
社
会
に
還
元
さ
れ
る
展
覧
会
と
な
る
こ
と
を

目
指
し
ま
す
。

○
展
示
の
方
法
（
例
）：

　

お
そ
ら
く
一
般
の
来
場
者
に
と
っ
て
、「
モ
ノ
」
と
は
馴
染

み
の
薄
い
概
念
で
し
ょ
う
。そ
こ
で
、物
（
物
質
）
か
ら
入
っ

て
、者（
こ
こ
ろ
）を
通
過
し
て
モ
ノ（
霊
性
）へ
と
至
る
ス
ト
ー

リ
ー
を
展
示
空
間
の
中
に
設
け
ま
す
。
例
え
ば
、
展
示
空
間

を
観
客
の
動
線
に
沿
っ
て「
物
」「
者
」「
モ
ノ
」の
三
つ
の
ゾ
ー

ン
に
分
け
、物
質
的
な
展
示
か
ら
心
象
的
な
展
示
を
経
て
最

後
に
霊
的
な
展
示
を
行
い
ま
す
。
あ
る
い
は
、
三
つ
の
ゾ
ー

ン
を
集
合
円
の
よ
う
に
配
置
し
、中
央
に
「
も
の
の
あ
は
れ
」

を
象
徴
す
る
展
示
を
行
う
等
も
考
え
ら
れ
ま
す
。ま
た
、ゾ
ー

ン
ご
と
に
分
断
さ
れ
て
相
互
の
関
係
性
が
見
え
に
く
く
な
っ

た
り
個
々
の
展
示
物
が
単
一
の
ゾ
ー
ン
に
固
定
さ
れ
て
見
え

る
（
石
＝
物
、絵
画
＝
モ
ノ
、な
ど
）
こ
と
の
無
い
よ
う
に
工
夫

す
る
こ
と
も
重
要
で
し
ょ
う
。
例
え
ば
、
シ
ン
ボ
ル
と
な
る

物
を
ひ
と
つ
定
め
、そ
れ
を
三
つ
の
ゾ
ー
ン
を
通
し
て
展
示

し
、個
々
の
ゾ
ー
ン
で
違
っ
た
見
え
方
が
す
る
よ
う
な
工
夫

を
行
い
ま
す
。
実
際
の
展
示
は
、
壁
面
・
床
お
よ
び
展
示
台

を
使
っ
て
行
い
ま
す
。
ま
た
、
映
像
作
品
は
映
像
ホ
ー
ル
で

上
映
し
ま
す
。展
示
物
は
、絵
画
（
平
面
）、彫
刻
（
立
体
）、工

芸
（
陶
芸
・
漆
・
ガ
ラ
ス
・
ジ
ュ
エ
リ
ー
）、
映
像
な
ど
に
な
る

予
定
で
す
。
更
に
、
い
わ
ゆ
る
芸
術
作
品
だ
け
で
は
な
く
鉱

物
や
植
物
の
標
本
さ
ら
に
楽
器
や
民
具
や
工
業
製
品
な
ど
に

も
お
よ
び
ま
す
。

　

イ
ベ
ン
ト
に
は
付
き
物
だ
が
、計
画
を
進
め
る
過
程
で
生

第四章　アート分科会および展覧会



066 ●第 1 部　モノ学・感覚価値シンポジウムと「物からモノへ」展覧会

じ
る
さ
ま
ざ
ま
な
問
題
を
ク
リ
ア
し
て
ゆ
く
な
か
で
企
画
案

が
改
訂
さ
れ
当
初
の
プ
ラ
ン
と
実
際
の
イ
ベ
ン
ト
が
異
な
る

表
情
を
示
す
こ
と
が
あ
る
。い
ま
、こ
う
し
て
ふ
り
返
る
と
、

今
回
の
展
覧
会
も
学
術
の
成
果
発
表
と
し
て
の
色
合
い
が
後

退
し
ア
ー
ト
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
の
色
彩
が
前
に
出
た
よ
う
に

思
う
。
し
か
し
、
展
覧
会
の
名
称
で
あ
り
基
本
コ
ン
セ
プ
ト

に
も
な
っ
た
「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
は
、

こ
の
イ
ベ
ン
ト
を
一
環
し
て
貫
い
て
い
た
こ
と
が
再
確
認
で

き
る
。
種
を
明
か
す
と
、
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
を
ひ
ね
り
出
す

ま
で
に
は
ず
い
ぶ
ん
と
苦
労
が
あ
っ
た
。展
覧
会
を
実
施
す

る
と
い
う
こ
と
は
早
く
か
ら
決
ま
っ
て
い
た
が
、多
種
多
様

な
背
景
を
も
つ
ユ
ニ
ー
ク
な
メ
ン
バ
ー
が
集
ま
る
研
究
会
で

は
、ど
の
よ
う
な
展
覧
会
に
す
る
か
ま
と
め
る
の
に
骨
が
折

れ
た
。そ
れ
ぞ
れ
が
イ
メ
ー
ジ
す
る
展
覧
会
が
異
な
っ
て
い

る
た
め
細
部
を
詰
め
て
行
く
と
話
は
ま
と
ま
ら
な
い
。モ
ノ

学
と
い
う
大
風
呂
敷
に
匹
敵
し
、な
お
か
つ
展
覧
会
の
姿
を

イ
メ
ー
ジ
さ
せ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
が
必
要
で
あ
っ
た
。そ
の
と

き
に
助
け
と
な
っ
た
の
が
、博
物
館
と
い
う
特
殊
な
空
間
で

あ
る
。物ぶ

つ

の
展
示
場
で
あ
る
博
物
館
は
、自
ず
か
ら
「
も
の
」

の
三
つ
の
位
相
の
一
つ
「
物
」
に
繋
が
っ
て
い
る
。
博
物
館

を
展
示
場
と
し
た
こ
と
で
、わ
れ
わ
れ
は
自
ず
と
物
の
世
界

か
ら
ス
タ
ー
ト
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
な
る
と
、

メ
ン
バ
ー
が
向
か
う
先
は
モ
ノ
の
世
界
し
か
な
い
。「
物
か

ら
モ
ノ
へ
」
と
示
す
こ
と
で
、
物
か
ら
モ
ノ
へ
と
移
動
す
る

際
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
っ
て
作
品
を
生
み
出
す
の
だ
と
直
感

し
て
く
れ
る
だ
ろ
う
と
思
っ
た
の
で
あ
る
。「
物
か
ら
ス
タ
ー

ト
し
て
モ
ノ
の
世
界
へ
行
こ
う
！　

そ
の
行
き
方
は
各
自
で

考
え
て
ね
！
」
と
い
う
大
風
呂
敷
を
広
げ
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
、本
当
の
意
味
で
こ
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
理
解
さ
れ
真
に

魂
を
宿
し
て
く
る
の
は
も
う
少
し
先
の
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
企
画
書
を
博
物
館
に
提
出
し
た
後
、研
究
会
の
中
で

議
論
が
お
こ
っ
た
。
論
点
は
、
こ
の
展
覧
会
を
研
究
会
メ
ン

バ
ー
の
内
輪
的
な
成
果
発
表
の
場
と
す
る
か
、ア
ー
ト
や
デ

ザ
イ
ン
の
文
脈
に
お
い
て
も
強
度
を
保
ち
う
る
も
の
に
す
る

の
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。物
作
り
で
勝
負
し
て
い
る
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
は
、自
作
を
出
品
す
る
以
上
は
展

覧
会
と
し
て
の
完
成
度
を
担
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考

え
た
。一
方
で
、科
研
の
一
環
と
し
て
実
施
し
四
年
間
の
研
究

成
果
の
発
表
で
も
あ
る
と
考
え
る
研
究
者
は
、ク
オ
リ
テ
ィ

よ
り
も
多
く
の
メ
ン
バ
ー
が
参
加
す
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考

え
た
。学
術
と
芸
術
と
の
視
点
の
違
い
、研
究
テ
ー
マ
や
成
果

に
関
す
る
考
え
か
た
の
違
い
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た
。

　

こ
う
し
た
議
論
に
終
止
符
を
打
っ
た
の
が
近
藤
で
あ
る
。

近
藤
は
、
四
月
一
日
付
け
の
大
西
に
宛
て
た
メ
ー
ル
で
「
物

か
ら
モ
ノ
へ
」
の
コ
ン
セ
プ
ト
鍛
え
直
し
展
覧
会
の
方
向
を

示
し
た
。

　

さ
て
、
展
覧
会
の
内
容
に
つ
い
て
で
す
が
、
プ
ロ
と
ア
マ

が
混
ざ
ろ
う
が
、
モ
ノ
学
だ
け
の
メ
ン
バ
ー
に
な
ろ
う
が
、

展
覧
会
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
大
切
だ
と
考
え
ま
す
。今
回
の
展

覧
会
タ
イ
ト
ル
「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
と
い
う
趣
旨
に
沿
っ
て

行
き
、か
つ
、博
物
館
を
利
用
す
る
な
ら
ば
、ま
ず
、京
大
博

物
館
に
展
示
さ
れ
て
い
る
物
を
展
覧
会
参
加
者
が
リ
サ
ー
チ

研
究
そ
こ
か
ら
、物
が
者
・
霊
（
も
の
）
を
う
け　

そ
し
て
モ

ノ
の
な
っ
て
い
く
物
語
を
作
品
や
映
像
や
写
真
や
文
章
で
来

館
者
に
感
じ
て
も
ら
う
あ
る
い
は
、
認
識
し
て
も
ら
う
。
つ

ま
り
、
博
物
館
の
展
示
物
に
物
語
を
作
る
イ
メ
ー
ジ
、
ま
さ

に
「
物
が
モ
ノ
」
と
な
っ
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
が
作

品
で
あ
る
と
い
う
展
覧
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
い
ま

す
。
作
家
が
、
完
成
さ
れ
た
作
品
を
作
っ
て
展
示
す
る
の
で

あ
れ
ば
、そ
れ
は
通
常
の
美
術
展
と
な
ん
ら
か
わ
り
ま
せ
ん
。

あ
え
て
い
う
な
れ
ば
、
未
完
な
モ
ノ
、
を
提
示
す
る
勇
気
が

い
る
と
思
い
ま
す
。
で
あ
れ
ば
、
ア
マ
も
プ
ロ
も
そ
の
技
量

が
問
わ
れ
る
こ
と
も
な
く
コ
ン
セ
プ
ト
と
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の

物
語
こ
そ
重
要
に
な
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
？

 

（
二
〇
〇
九
年
四
月
一
日　

近
藤
）

　

こ
れ
で
、博
物
館
で
実
施
す
る
こ
と
の
意
味
や
展
覧
会
実

現
に
向
け
た
具
体
的
な
方
法
が
定
ま
り
、博
物
館
で
の
教
授

会
の
結
果
を
待
つ
こ
と
に
な
っ
た
。

　

そ
れ
か
ら
一
月
ほ
ど
経
っ
た
五
月
八
日
、研
究
会
に
所
属

す
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
や
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
京
都
造
形
芸
術
大

学
１
Ｆ
ラ
ウ
ン
ジ
に
集
ま
り
、近
藤
が
示
し
た
方
向
性
を
も

と
に
意
見
交
換
を
行
っ
た
。参
加
者
は
、近
藤
、大
西
、松
生
、

関
本
、上
林
、大
石
で
あ
る
。こ
の
と
き
、今
回
の
展
覧
会
の

特
徴
と
な
る
「
博
物
館
の
所
蔵
物
か
ら
発
想
し
た
研
究
者
と

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
よ
る
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
」
と
い
う
ア
イ

デ
ア
が
生
ま
れ
た
。そ
の
と
き
の
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
大

西
が
ま
と
め
て
企
画
メ
モ
を
作
成
し
て
い
る
。大
西
は
、「
物

か
ら
モ
ノ
へ
」
と
い
う
テ
ー
マ
を
博
物
館
や
モ
ノ
学
の
メ
ン

バ
ー
以
外
の
招
待
作
家
た
ち
に
も
理
解
し
て
も
ら
う
た
め

に
、
一
ま
わ
り
大
き
い
コ
ン
セ
プ
ト
（
ス
ト
ー
リ
ー
）
が
必

要
だ
と
感
じ
、博
物
館
を
展
示
物
と
展
示
空
間
と
来
場
者
が

関
係
し
あ
う
生
態
系
と
見
立
て
て
ス
ト
ー
リ
ー
を
組
み
立
て

た
。生
態
系
と
い
う
見
立
て
も
ま
た
大
風
呂
敷
の
ひ
と
つ
で

あ
り
、博
物
館
と
の
接
点
を
つ
く
る
た
め
の
工
夫
で
あ
っ
た
。

■
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会　

展
覧
会
実
行
に
向
け
て
の

メ
モ
（
二
〇
〇
九
年
五
月
一
一
日　

大
西
）
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は
じ
め
に

　

京
都
大
学
総
合
博
物
館
に
は
、開
学
以
来
一
〇
〇
年
以
上

に
わ
た
っ
て
収
集
さ
れ
た
貴
重
な
標
本
資
料
が
収
蔵
さ
れ
て

い
ま
す
。
そ
の
数
は
、
自
然
史
系
、
文
化
史
系
あ
わ
せ
て
二

六
〇
万
点
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
一
部
が
広
大
な
ス
ペ
ー
ス

に
工
夫
を
こ
ら
し
て
展
示
さ
れ
、普
及
教
育
に
役
立
て
ら
れ

て
ま
す
。
館
内
を
歩
い
て
い
て
感
じ
る
の
は
、
ひ
と
つ
ひ
と

つ
の
展
示
物
が
し
っ
か
り
と
し
た
学
術
的
な
裏
付
け
を
も
っ

て
紹
介
さ
れ
て
い
る
確
か
さ
と
、そ
れ
ら
の
展
示
物
が
相
互

に
響
き
あ
い
な
が
ら
創
り
出
し
て
い
る
独
特
の
ハ
ー
モ
ニ
ー

で
す
。そ
れ
は
生
命
あ
ふ
れ
る
熱
帯
雨
林
の
森
の
中
に
い
る

か
の
よ
う
な
感
覚
を
与
え
て
く
れ
ま
す
。博
物
館
の
空
間
と

展
示
物
の
総
体
が
、ひ
と
つ
の
個
性
と
な
っ
て
私
た
ち
に
語

り
か
け
て
き
ま
す
。ま
る
で
博
物
館
自
体
が
一
個
の
有
機
体

の
よ
う
に
。
こ
こ
に
も
ひ
と
つ
の
生
態
系
が
あ
り
、
来
館
者

に
は
そ
れ
が
し
っ
か
り
と
伝
わ
っ
て
い
る
の
で
す
。

○
展
覧
会
に
つ
い
て

　

今
回
、
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
が
提
案
す
る
展
覧
会

は
、京
都
大
学
総
合
博
物
館
の
展
示
物
が
つ
く
り
だ
す
モ
ノ

の
生
態
系
に
ス
ポ
ッ
ト
ラ
イ
ト
を
当
て
た
企
画
で
す
。展
示

さ
れ
た
物
た
ち
が
奏
で
る
ハ
ー
モ
ニ
ー
に
ス
パ
イ
ス
を
加
え

て
、い
つ
も
と
は
ち
ょ
っ
と
違
っ
た
コ
ー
ラ
ス
を
楽
し
ん
で

も
ら
い
た
い
と
思
い
ま
す
。
展
覧
会
の
テ
ー
マ
は
「
物
か
ら

モ
ノ
へ
〜
博
物
館
と
モ
ノ
の
気
配
の
生
態
学
〜（
仮
）」で
す
。

日
本
語
の
「
も
の
」
は
単
に
物
質
と
し
て
の
「
物
」
を
指
す
言

葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
、
人
の
体
や
心
に
関
わ
る

「
者
」
や
、モ
ノ
ノ
ケ
な
ど
目
に
は
見
え
な
い
神
秘
的
な
も
の

を
表
す「
モ
ノ
」も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。さ
ら
に「
物
事
」「
物

語
」「
も
の
の
あ
は
れ
」
な
ど
、様
々
な
概
念
や
感
覚
を
生
み

出
す
源
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
は
曼
陀
羅
の
よ
う
に

相
互
に
響
き
あ
い
な
が
ら
現
代
に
生
き
る
私
た
ち
の
生
活
の

中
に
も
生
き
続
け
て
い
ま
す
。
こ
の
展
覧
会
で
は
、
博
物
館

の
空
間
や
展
示
物
を
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
の
ユ
ニ
ー
ク
な
視

点
で
異
化
し
、
展
示
物
は
単
な
る
物
で
は
な
く
、
そ
こ
に
は

モ
ノ
へ
と
通
じ
る
扉
が
開
い
て
い
る
い
こ
と
を
示
し
ま
す
。

そ
し
て
、博
物
館
全
体
が
モ
ノ
の
気
配
で
つ
な
が
っ
た
生
態

系
で
あ
る
こ
と
を
体
感
し
て
も
ら
い
ま
す
。

○
展
覧
会
の
方
法

　

モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
に
は
、研
究
者
、芸
術
家
、デ

ザ
イ
ナ
ー
、
実
践
家
、
企
業
家
な
ど
、
様
々
な
分
野
の
専
門

家
が
参
加
し
て
、互
い
に
刺
激
を
与
え
な
が
ら
研
究
を
進
め

て
い
ま
す
。異
な
る
領
域
の
知
や
ワ
ザ
が
コ
ラ
ボ
レ
ー
ト
す

る
こ
と
で
思
い
も
よ
ら
な
い
ユ
ニ
ー
ク
な
視
点
が
開
け
る
こ

と
も
し
ば
し
ば
で
す
。
こ
の
展
覧
会
で
も
、
異
な
る
専
門
性

が
出
会
う
こ
と
で
得
ら
れ
る
効
果
を
大
切
に
し
ま
す
。研
究

者
と
芸
術
家
、芸
術
家
と
企
業
家
、実
践
家
と
研
究
者
な
ど
、

二
人
で
ペ
ア
を
組
ん
で
作
品
の
制
作
や
展
示
の
計
画
を
進
め

て
ゆ
き
ま
す
。
ペ
ア
は
指
名
に
よ
っ
て
作
ら
れ
ま
す
。
例
え

ば
、芸
術
家
Ａ
が
研
究
者
Ｂ
と
一
緒
に
や
り
た
い
と
思
っ
た

場
合
は
、
Ａ
が
Ｂ
を
ペ
ア
の
相
手
に
指
名
し
ま
す
。
Ｂ
も
、

よ
し
や
ろ
う
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
ペ
ア
の
成
立
で
す
。相

利
共
生
の
ペ
ア
、
義
務
的
共
生
の
ペ
ア
、
競
争
関
係
の
ペ
ア

な
ど
、そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
出
て
く
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

さ
ら
に
作
品
の
構
想
で
も
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
活
か
さ
れ

ま
す
。
ペ
ア
に
は
「
物
か
ら
モ
ノ
へ
〜
博
物
館
と
モ
ノ
の
気

配
の
生
態
学
〜
（
仮
）」
と
い
う
テ
ー
マ
に
沿
っ
て
、博
物
館

の
展
示
物
や
空
間
の
中
か
ら
興
味
の
あ
る
物
や
気
に
な
る
空

間
を
ひ
と
つ
選
ん
で
も
ら
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
イ

メ
ー
ジ
を
ふ
く
ら
ま
せ
て
作
品
を
構
想
し
て
も
ら
い
ま
す
。

ペ
ア
の
個
性
と
博
物
館
の
展
示
物
（
さ
ら
に
博
物
館
の
学
芸

員
）
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
す
。
展
示
の
方
法
は
二
通

り
で
す
。一
つ
は
、二
階
の
第
一
企
画
展
示
室
を
使
う
方
法
。

ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
や
シ
ョ
ー
ウ
ィ
ン
ド
ウ
の
中
に
展
示
し
ま

す
。
も
う
一
つ
は
、
博
物
館
内
の
任
意
の
空
間
を
使
っ
て
展

示
す
る
方
法
。
こ
ち
ら
は
、
博
物
館
と
の
折
衝
が
必
要
に
な

り
ま
す
。展
覧
会
全
体
の
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
近
藤
髙
弘
氏

と
鎌
田
東
二
氏
が
行
い
、こ
れ
に
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
東

京
画
廊
の
山
本
豊
津
氏
が
加
わ
り
ま
す
。
ま
た
、
ア
ー
ト
分

科
会
で
招
聘
し
た
作
家
に
も
上
記
の
内
容
で
展
覧
会
参
加
を

呼
び
か
け
ま
す
。
た
だ
し
ペ
ア
を
組
む
範
囲
は
、
モ
ノ
学
・

感
覚
価
値
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
に
限
る
こ
と
と
し
ま
す
。

○
連
携
企
画

　

一
階
の
ミ
ュ
ー
ズ
・
ラ
ボ
で
、
展
覧
会
と
連
携
さ
せ
た
レ

ク
チ
ャ
ー
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
上
映
会

な
ど
を
行
い
ま
す
。
例
え
ば
、
レ
ク
チ
ャ
ー
「
こ
わ
れ
る
モ

ノ—

死
と
再
生
」「
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
ア
ニ
ミ
ズ
ム
」「
昆

虫
の
擬
態
と
ア
ー
ト
の
擬
態
」、シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
二
一
世
紀

陶
芸
内
陶
芸
の
臨
界
点
」「
博
物
館
と
モ
ノ
の
気
配
の
生
態

学
」、
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
「
コ
マ
撮
り
ア
ニ
メ
で
物
を
動
か

せ
！
」、上
映
会
と
レ
ク
チ
ャ
ー
「
久
高
島
オ
デ
ッ
セ
イ
」
な

ど
。
展
覧
会
の
構
想
と
合
わ
せ
て
、
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
か

ら
ア
イ
デ
ア
を
募
り
ま
す
。

○
期
待
さ
れ
る
効
果

　

こ
の
展
覧
会
で
は
、
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
の
メ
ン

バ
ー
の
ユ
ニ
ー
ク
な
視
点
で
博
物
館
が
異
化
さ
れ
ま
す
。来

館
者
に
と
っ
て
新
鮮
な
博
物
館
体
験
と
な
る
だ
け
で
は
な

く
、二
一
世
紀
の
博
物
館
の
役
割
や
可
能
性
を
探
る
実
験
と

も
な
る
で
し
ょ
う
。か
つ
て
は
物
の
み
を
展
示
し
て
い
た
博

物
館
も
、今
日
で
は
ジ
オ
ラ
マ
や
映
像
展
示
な
ど
を
使
っ
て

物
と
物
の
関
係
性
を
見
せ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。そ
の
延

第四章　アート分科会および展覧会
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長
と
し
て
、物
語
や
学
術
的
な
コ
ン
セ
プ
ト
を
展
示
（
表
現
）

す
る
こ
と
も
可
能
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。今
回
の
展
覧
会

が
、そ
の
切
っ
掛
け
と
な
る
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。

　

さ
ら
に
、こ
の
メ
モ
を
も
と
に
し
て
、「
展
覧
会
概
要
お
よ

び
出
品
参
加
依
頼
書
」
が
作
ら
れ
た
。
こ
れ
は
、
こ
れ
ま
で

の
議
論
に
参
加
し
て
い
な
か
っ
た
モ
ノ
学
の
メ
ン
バ
ー
と

ア
ー
ト
分
科
会
に
参
加
し
て
い
る
外
部
の
作
家
に
対
し
て
、

展
覧
会
の
主
旨
を
伝
え
て
出
品
を
促
す
た
め
に
配
布
し
た
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
を
も
っ
て
正
式
に
展
覧
会
の
企
画
が
ス

タ
ー
ト
し
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
こ
の
時
点
で
、
展

覧
会
の
タ
イ
ト
ル
と
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
が
最
終
案
に
落
ち
着
い

て
く
る
。
生
態
系
と
い
う
見
立
て
は
、
よ
り
学
術
の
香
り
が

す
る
「
生
態
学
」
と
い
う
言
葉
に
変
わ
り
博
物
館
側
と
の
重

要
な
接
点
と
な
っ
た
。こ
の
と
き
に
は
意
識
し
て
い
な
か
っ

た
が
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
作
成
の
際
に
博
物
館
に
と
っ
て
「
生
態

学
」
と
い
う
言
葉
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
認
識
さ
せ
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。

■
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会　

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
関
連

企
画　

展
覧
会
概
要
お
よ
び
出
品
参
加
依
頼
」（
二
〇
〇

九
年
五
月
二
四
日
）

　

モ
ノ
学
感
覚
価
値
研
究
会
研
究
員
お
よ
び
ア
ー
ト
分
科
会

関
係
者
殿

　

こ
の
た
び
、二
〇
一
〇
年
一
月
一
六
日
か
ら
開
催
さ
れ
る

モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
連
動
し

て
開
催
予
定
の
展
覧
会
概
要
に
つ
い
て
ご
案
内
い
た
し
ま

す
。

　

な
に
と
ぞ
主
旨
ご
賛
同
い
た
だ
き
ご
参
加
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

○
タ
イ
ト
ル
：「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」（
仮
称
）
〜
科
学
・
宗
教
・

芸
術
が
切
り
結
ぶ
モ
ノ
の
気
配
の
生
態
学
〜

○
展
覧
会
会
場
：
京
都
大
学
総
合
博
物
館

○
期
間
：
二
〇
一
〇
年
一
月
一
六
日
〜
三
一
日
ま
で
を
予
定

（
展
示
の
ほ
か
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
お
よ
び

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
を
予
定
）

○
主
催
：
モ
ノ
学
感
覚
価
値
研
究
会

○
展
覧
会
に
つ
い
て

　

今
回
、モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
が
め
ざ
す
展
覧
会
は
、

京
都
大
学
総
合
博
物
館
の
常
設
展
示
物
に
対
し
我
々
研
究
者

や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
そ
の
博
物
的「
物
」の
中
か
ら
各
々
「
美

し
い
」
と
感
じ
た
「
物
」
を
糸
口
に
、
そ
こ
か
ら
「
モ
ノ
」
を

提
示
し
て
い
く
と
い
う
方
向
で
作
品
や
写
真
、
論
文
、
資
料

な
ど
を
構
築
し
展
示
を
構
成
し
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。展

覧
会
の
テ
ー
マ
は
「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
で
す
。日
本
語
の
「
も

の
」
は
単
に
物
質
と
し
て
の
「
物
」
を
指
す
言
葉
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
こ
に
は
、
人
の
体
や
心
に
関
わ
る
「
者
」
や
、
モ

ノ
ノ
ケ
な
ど
目
に
は
見
え
な
い
神
秘
的
な
も
の
を
表
す
「
モ

ノ
」
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
「
物
事
」「
物
語
」「
も
の

の
あ
は
れ
」
な
ど
、
様
々
な
概
念
や
感
覚
を
生
み
出
す
源
に

も
な
っ
て
い
ま
す
。こ
れ
ら
を
曼
陀
羅
の
よ
う
に
相
互
に
響

き
あ
わ
せ
る
こ
と
が
「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
の
展
覧
会
の
目
標

で
す
。
展
覧
会
で
は
、
博
物
館
の
空
間
や
展
示
物
を
研
究
会

の
メ
ン
バ
ー
の
ユ
ニ
ー
ク
な
視
点
で
異
化
し
、展
示
物
は
単

な
る
物
で
は
な
く
、そ
こ
に
は
モ
ノ
へ
と
通
じ
る
扉
が
開
い

て
い
る
こ
と
を
示
し
、そ
し
て
博
物
館
全
体
が
モ
ノ
の
気
配

で
つ
な
が
っ
た
生
態
系
で
あ
る
こ
と
を
体
感
し
て
い
た
だ
け

る
よ
う
な
展
覧
会
を
目
指
し
ま
す
。

○
展
覧
会
の
具
体
的
出
品
内
容
と
方
法
に
つ
い
て

　

こ
の
展
示
方
法
で
は
、異
な
る
専
門
性
が
出
会
う
こ
と
を

テ
ー
マ
に
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
前
提
は
、
先
に

も
示
し
た
よ
う
に
博
物
館
の
展
示
物
の
中
か
ら
「
美
し
い
」

と
思
う
物
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
広
げ
て
行
く
こ
と
で
す
。も
し
、

「
美
し
い
」
と
思
う
物
が
な
い
と
き
は
、「
な
ぜ
美
し
く
な
い

の
か
？
」ま
た
、ど
う
し
た
ら「
美
し
く
な
る
か
」と
い
っ
た
、

ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
そ
こ
で
、
主
に
展
示

方
法
は
二
通
り
で
す
。

（1） 

第
一
企
画
展
示
室
２
Ｆ
（
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
お
よ
び
シ
ョ
ー

ウ
イ
ン
ド
ウ
）

・
研
究
者
と
芸
術
家
、
芸
術
家
と
企
業
家
、
実
践
家
と
研
究

者
な
ど
、二
人
で
ペ
ア
を
組
ん
で
作
品
の
制
作
や
展
示
の

計
画
を
進
め
て
い
き
ま
す
。

・
ペ
ア
は
指
名
に
よ
っ
て
作
ら
れ
ま
す
。例
え
ば
、芸
術
家
Ａ

が
研
究
者
Ｂ
と
一
緒
に
や
り
た
い
と
思
っ
た
場
合
は
、Ａ

が
Ｂ
を
ペ
ア
の
相
手
に
指
名
し
ま
す
。Ｂ
も
、
よ
し
や
ろ

う
と
言
う
こ
と
に
な
れ
ば
ペ
ア
の
成
立
で
す
。相
利
共
生

の
ペ
ア
、義
務
的
共
生
の
ペ
ア
、競
争
関
係
の
ペ
ア
な
ど
、

そ
れ
ぞ
れ
特
徴
が
出
て
く
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
ま
す
。

・
ペ
ア
が
成
立
し
た
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
「
美
し
い
」
と
思
っ
て

い
る
物
を
話
し
合
い
、そ
こ
か
ら
イ
メ
ー
ジ
を
膨
ら
ま
し

作
品
展
示
構
成
を
考
え
て
も
ら
い
ま
す
。た
だ
し
、「
美
し

い
」
と
思
う
物
の
方
向
性
や
「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
の
ア
プ

ロ
ー
チ
が
異
な
っ
た
場
合
は
、ペ
ア
の
組
み
換
え
を
行
っ

て
く
だ
さ
い
。

・
ま
た
、
ペ
ア
の
内
容
は
一
組
だ
け
で
は
限
り
ま
せ
ん
。
一

人
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
二
、三
の
研
究
者
と
作
品
を
構
築

す
る
こ
と
も
展
示
ス
ペ
ー
ス
の
許
す
限
り
可
能
で
す
。

（2） 

博
物
館
内
の
任
意
の
空
間
を
使
っ
て
展
示
す
る
方
法

・
常
設
展
示
さ
れ
て
い
る
作
品
や
博
物
館
資
料
を
テ
ー
マ
や
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関
係
性
を
構
築
し
作
品
を
展
示
す
る
。

　

主
に
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
作
品
を
制
作
・
イ
ン
ス
タ
レ
ー

シ
ョ
ン
す
る
。
た
だ
し
、
博
物
館
資
料
の
管
理
者
で
あ
る

担
当
教
授
や
学
芸
員
に
コ
ン
タ
ク
ト
し
、了
承
お
よ
び
意

見
交
換
を
行
っ
た
う
え
で
展
示
構
成
を
お
こ
な
わ
な
け

れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

・
展
覧
会
全
体
の
デ
ィ
レ
ク
シ
ョ
ン
は
近
藤?

弘
氏
と
鎌
田

東
二
氏
が
行
い
、こ
れ
に
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
と
し
て
東
京
画

廊
の
山
本
豊
津
氏
が
加
わ
り
ま
す
。
ま
た
、
ア
ー
ト
分
科

会
で
招
聘
し
た
作
家
に
も
上
記
の
内
容
で
展
覧
会
参
加

依
頼
を
行
い
ま
す
。
た
だ
し
ペ
ア
を
組
む
範
囲
は
、
モ
ノ

学
・
感
覚
価
値
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
に
限
る
こ
と
と
し
ま

す
。

○
連
携
企
画

　

一
階
の
ミ
ュ
ー
ズ
・
ラ
ボ
、二
階
レ
ク
チ
ャ
ー
ル
ー
ム
で
、

展
覧
会
と
連
携
さ
せ
た
レ
ク
チ
ャ
ー
や
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
上
映
会
な
ど
を
行
い
ま
す
。展
覧
会
の

構
想
と
合
わ
せ
て
、研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
ア
イ
デ
ア
を

募
り
ま
す
。

○
参
加
出
品
表

　

以
下
の
項
目
に
必
要
事
項
を
記
載
し
て
六
月
七
日
ま
で
に

返
送
し
て
く
だ
さ
い
。

・
参
加
者
名

・
所
属

・
希
望
ペ
ア

・
希
望
博
物
館
展
示
物
お
よ
び
資
料

・
展
覧
会
出
品
内
容
・
作
品
タ
イ
ト
ル
な
ど

・
連
帯
企
画（
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
・
イ
ベ
ン
ト
・
レ
ク
チ
ャ
ー
・

上
映
な
ど
）
記
載

　

こ
の
段
階
で
は
、博
物
館
の
常
設
展
示
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
も
実
施
す
る
つ
も
り
で
い
た
が
、実
現
し
た
の
は
能

舞
『
ラ
ン
ビ
ル
の
森
』
だ
け
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。し
か
し
、

古
代
の
石
棺
や
ナ
ウ
マ
ン
象
の
化
石
、昆
虫
標
本
な
ど
の
展

示
空
間
は
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
想
像
力
を
大
い
に
刺
激

し
、い
く
つ
か
の
ユ
ニ
ー
ク
な
プ
ラ
ン
も
出
て
い
た
。ま
た
、

企
画
展
示
室
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
に
展
示
す
る
こ
と
に
と
ま
ど

い
を
み
せ
る
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
も
い
た
。フ
ラ
ッ
ト
な
蛍
光
灯

の
明
か
り
に
照
ら
さ
れ
て
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
中
に
収
め
ら
れ

る
と
、自
分
の
作
品
も
死
ん
だ
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
博
物
館
に
展
示
さ
れ
る
「
物
」
は
当
然
な
が
ら
作
品

で
は
な
い
。そ
れ
ら
は
学
術
資
料
で
あ
り
観
察
の
対
象
で
は

あ
っ
て
も
鑑
賞
の
対
象
で
は
な
い
、博
物
館
の
展
示
空
間
は

観
察
に
適
し
た
発
達
を
遂
げ
て
い
る
。そ
の
中
に
自
分
の
作

品
を
展
示
す
る
こ
と
に
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
違
和
感
を
覚
え
る

の
も
当
然
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
逆
手
を
と
っ
て
そ
の
空
間
の

違
和
感
を
際
だ
た
せ
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、ず
い
ぶ
ん
お
も

し
ろ
い
展
示
に
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
読
み
も
あ
っ
た
。

　
「
展
覧
会
概
要
お
よ
び
出
品
参
加
依
頼
書
」
は
六
月
七
日

を
一
応
の
締
切
と
し
て
、集
ま
っ
た
プ
ラ
ン
を
大
西
が
取
り

ま
と
め
て
提
案
書
を
作
成
し
た
。
そ
し
て
、
六
月
三
〇
日
に

博
物
館
へ
の
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を
実
施
し
す
る
こ
と
に

な
る
。鎌
田
、近
藤
、大
西
、松
生
、大
石
で
博
物
館
を
訪
問
し
、

大
西
が
パ
ワ
ー
ポ
イ
ン
ト
の
ス
ラ
イ
ド
を
上
映
し
な
が
ら
出

品
作
家
と
作
品
に
つ
い
て
説
明
を
行
っ
た
。以
下
は
プ
レ
ゼ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
で
使
わ
れ
た
提
案
書
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
。

■
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
展
覧
会　

物
か
ら
モ
ノ
へ
〜

科
学
・
宗
教
・
芸
術
が
切
り
結
ぶ
モ
ノ
の
気
配
の
生
態
学

〜　

提
案
書　

二
〇
〇
九
年
六
月
三
〇
日

○
タ
イ
ト
ル
：「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
〜
科
学
・
宗
教
・
芸
術

が
切
り
結
ぶ
モ
ノ
の
気
配
の
生
態
学
〜

○
展
覧
会
会
場
：
京
都
大
学
総
合
博
物
館

○
期
間
：
二
〇
一
〇
年
一
月
一
六
日
〜
三
一
日
ま
で
を
予
定

（
展
示
の
ほ
か
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
お
よ

び
ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク
を
予
定
）

○
主
催
：
モ
ノ
学
感
覚
価
値
研
究
会

○
は
じ
め
に

　
「
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
」
は
、二
〇
〇
六
年
四
月
二

一
日
付
け
で
、日
本
学
術
振
興
会
科
学
研
究
費
補
助
金
交
付

に
採
択
さ
れ
た
研
究
会
で
す
。そ
の
目
的
は
モ
ノ
学
の
構
築
、

つ
ま
り
「
も
の
の
あ
は
れ
」
に
象
徴
さ
れ
る
日
本
文
明
の
モ

ノ
的
創
造
力
と
感
覚
価
値
を
検
証
し
、「
モ
ノ
」
と
「
感
覚
価

値
」
を
あ
ら
ゆ
る
角
度
と
発
想
か
ら
考
察
す
る
こ
と
に
あ
り

ま
す
。
加
え
て
、
研
究
成
果
を
ア
ー
ト
や
デ
ザ
イ
ン
の
表
現

実
践
を
通
し
て
、広
く
社
会
に
還
元
し
て
ゆ
く
こ
と
も
重
要

な
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
い
ま
す
。こ
の
展
覧
会
の
計
画
は
そ

の
一
環
で
あ
り
、本
研
究
会
で
得
ら
れ
た
学
術
的
な
成
果
を
、

見
て
触
れ
て
聞
く
こ
と
の
で
き
る
具
体
的
な
も
の
へ
と
展
開

し
、広
く
一
般
へ
と
提
示
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
ま
す
。

さ
ら
に
、博
物
館
展
示
の
新
た
な
可
能
性
を
学
術
と
芸
術
の

両
分
野
が
共
同
し
て
開
発
す
る
ユ
ニ
ー
ク
な
試
み
に
し
て
ゆ

こ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
こ
の
展
覧
会
と
連
携
す
る

国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
も
実
施
し
、こ
れ
ら
一
連
の
活
動
を
通

し
て
混
迷
す
る
現
代
に
光
を
投
じ
る
新
た
な
価
値
の
創
造
を

目
指
し
ま
す
。

○
展
覧
会
に
つ
い
て

　

展
覧
会
の
テ
ー
マ
は
「
物
か
ら
モ
ノ
へ
〜
科
学
・
宗
教
・

芸
術
が
切
り
結
ぶ
モ
ノ
の
気
配
の
生
態
学
〜
」
で
す
。
日
本

第四章　アート分科会および展覧会
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語
の
「
も
の
」
は
単
に
物
質
と
し
て
の
「
物
」
を
指
す
言
葉
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。そ
こ
に
は
、人
の
体
や
心
に
関
わ
る
「
者
」

や
、モ
ノ
ノ
ケ
な
ど
目
に
は
見
え
な
い
神
秘
的
な
も
の
を
表

す
「
モ
ノ
」
と
い
う
概
念
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。さ
ら
に
「
も

の
ご
と
」「
も
の
が
た
り
」「
も
の
の
あ
は
れ
」
な
ど
、様
々
な

概
念
や
感
覚
を
生
み
出
す
源
に
も
な
っ
て
い
ま
す
。こ
の
展

覧
会
で
は
、
研
究
者
や
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
貴

館
の
展
示
物
の
中
か
ら
「
美
し
い
」
と
感
じ
る
「
物
」
を
ひ
と

つ
選
び
、そ
の
「
物
」
が
宿
し
て
い
る
「
モ
ノ
」
の
気
配
を
作

品
化
し
ま
す
。絵
画
、立
体
、映
像
、プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン
、

イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
な
ど
作
品
の
形
態
は
多
様
で
す
。こ

れ
ら
の
作
品
と
博
物
館
の
展
示
物
が
互
い
に
響
き
合
い
、「
モ

ノ
」
の
気
配
が
交
通
す
る
ひ
と
つ
の
生
態
系
が
博
物
館
全
体

に
立
ち
現
れ
る
よ
う
に
し
ま
す
。こ
れ
は
、「
自
然
科
学
」
の

眼
差
し
と
、
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
が
言
う
と
こ
ろ
の
「
具

体
の
科
学
」
の
眼
差
と
の
融
合
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
物
の

展
示
か
ら
モ
ノ
の
体
感
へ
。二
つ
の
科
学
が
交
わ
る
地
点
で
、

博
物
館
・
宗
教
と
芸
術
・
観
客
の
新
た
な
交
流
を
創
り
出
し

ま
す
。
ミ
ュ
ゼ
オ
ロ
ジ
ー
の
観
点
か
ら
見
て
も
、
二
一
世
紀

型
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
の
ひ
と
つ
の
方
向
を
示
す
展
覧
会
と
な
る

で
し
ょ
う
。

○
展
覧
会
の
方
法　

二
つ
の
科
学

　

例
え
ば
、か
つ
て
ポ
リ
ネ
シ
ア
人
が
太
平
洋
航
海
に
使
っ

た
カ
ヌ
ー
。国
立
科
学
博
物
館
で
は
四
年
に
お
よ
ぶ
調
査
と

一
〇
〇
〇
万
円
の
製
作
費
を
か
け
て
忠
実
に
再
現
す
る
こ
と

で
、
カ
ヌ
ー
の
素
晴
ら
し
さ
を
表
現
し
ま
し
た
。
同
じ
こ
と

を
、ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の
思
考
法
で
表
現
す
る
と
ど
う
な
る
の

で
し
ょ
う
か
。ポ
リ
ネ
シ
ア
の
島
々
で
作
ら
れ
た
小
さ
な
器

に
そ
の
島
で
採
取
し
た
海
の
水
を
注
ぎ
、中
に
そ
れ
ぞ
れ
一

枚
の
葉
っ
ぱ
を
浮
か
べ
ま
す
。
ミ
ソ
は
、
器
が
作
ら
れ
た
島

の
葉
っ
ぱ
を
浮
か
べ
る
の
で
は
な
く
、と
な
り
の
島
で
取
っ

た
葉
っ
ぱ
を
浮
か
べ
る
こ
と
。こ
れ
に
よ
っ
て
交
通
が
表
現

さ
れ
て
い
ま
す
。

○
展
示
プ
ラ
ン

　

展
示
は
、二
種
類
の
方
法
を
組
み
合
わ
せ
て
実
施
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。ひ
と
つ
は
、第
一
企
画
展
示
室
の
シ
ョ
ー

ウ
ィ
ン
ド
ウ
の
中
に
展
示
す
る
作
品
。
そ
し
て
、
も
う
ひ
と

つ
は
、
博
物
館
の
常
設
展
示
ス
ペ
ー
ス
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
実
現
す
る
作
品
で
す
。

○
展
示
プ
ラ
ン
Ⅰ
（
第
一
企
画
展
示
室
）

　

松
生
歩
（
日
本
画
）
＋
鎌
田
東
二
（
宗
教
哲
学
）：
絵
画
土
器

や
銅
鐸
の
文
様
か
ら
展
開
す
る
イ
メ
ー
ジ
表
現
。短
歌
・
詩
・

物
語
な
ど
の
文
章
表
現
と
絵
画
作
品
を
対
応
さ
せ
る
。
／
近

藤
髙
弘
（
造
形
美
術
）
＋
原
田
憲
一
（
地
球
物
理
）：
化
石
・
岩

石
に
触
発
さ
れ
て
、陶
器
に
よ
る
立
体
作
品
を
展
示
。
／
藤

井
秀
雪
（
職
人
研
究
）
＋
大
西
宏
志
（
Ｃ
Ｇ
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
）：

技
術
史
の
展
示
か
ら
発
想
し
、職
人
の
手
元
映
像
を
使
っ
た

ビ
デ
オ
絵
画
を
制
作
。
／
関
本
徹
生
（
美
術
家
）
＋
藤
井
秀

雪
（
職
人
研
究
）：
動
物
標
本
か
ら
発
想
し
、
加
工
し
た
マ
ネ

キ
ン
人
形
を
展
示
。
／
関
本
徹
生
（
美
術
家
）
＋
西
山
克
（
中

世
文
化
・
怪
異
研
究
）：
古
文
書
か
ら
発
想
し
現
代
版
地
獄
絵

ジ
オ
ラ
マ
を
制
作
。

○
展
示
プ
ラ
ン
Ⅱ
（
常
設
展
示
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
）

　

大
西
宏
志
（
Ｃ
Ｇ
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
）
＋
大
石
高
典
（
生
態

人
類
学
）
＋
石
井
匠
（
考
古
学
・
絵
画
）
＋
高
山
大
（
陶
芸
）
＋

鎌
田
東
二
（
宗
教
哲
学
）：
ラ
ン
ビ
ル
の
森
の
展
示
の
ジ
オ
ラ

マ
を
能
舞
台
に
見
立
て
て
能
舞
を
実
演
。
／
近
藤
髙
弘
（
造

形
美
術
）
＋
渡
邊
淳
司
（
認
知
科
学
）：
技
術
史
展
示
コ
ー
ナ
ー

で
機
械
ロ
ク
ロ
を
使
っ
て
作
っ
た
器
を
水
で
解
体
す
る
。
／

渡
邊
淳
司（
認
知
科
学
）＋
鎌
田
東
二（
宗
教
哲
学
）場
所
未
定
：

超
音
波
ス
ピ
ー
カ
を
使
っ
て
展
示
。展
示
物
に
近
づ
く
と
超

志
向
性
で
音
が
聞
こ
え
て
く
る
。
／
上
林
壮
一
郎
（
デ
ザ
イ

ナ
ー
）
＋
鏡
リ
ュ
ウ
ジ
（
西
洋
占
星
術
）
化
石
展
示
コ
ー
ナ
ー
：

錬
金
術
で
扱
う
鉱
物
か
ら
発
想
し
て
日
用
品
を
制
作
。化
石

展
示
コ
ー
ナ
ー
に
展
示
ケ
ー
ス
を
設
置
し
て
展
示
。

○
連
携
イ
ベ
ン
ト

　

モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
メ
ン
バ
ー
に
よ
る
レ
ク

チ
ャ
ー
／
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
「
モ
ノ
の
気
配
の
ミ
ュ
ゼ
オ
ロ

ジ
ー
」モ
ノ
学
的
展
示
の
学
術
的
意
義
を
、博
物
館
の
ス
タ
ッ

フ
と
共
に
検
証
す
る
。
／
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
：
日
本
人
の
物
・

者
・
モ
ノ
感
覚
か
ら
生
じ
る
小
さ
な
物
語
の
発
生
実
験
。
上

賀
茂
神
社
を
中
心
と
す
る
「
葵
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
で
小
学
生

が
制
作
し
た
絵
を
展
示
し
、参
加
者
が
手
に
取
り
場
所
を
入

れ
替
え
な
が
ら
、
現
れ
る
物
語
を
楽
し
む
。
参
加
小
学
校
で

の
授
業
の
記
録
映
像
の
上
映
も
行
う
。
／
子
供
向
け
ワ
ー
ク

シ
ョ
ッ
プ
。
売
店
で
売
ら
れ
て
い
る
「
ヤ
キ
モ
ノ
セ
ッ
ト
」

を
使
っ
て
実
施
。
／
物
（
石
こ
ろ
や
落
ち
葉
）
を
コ
マ
撮
り
し

て
動
か
す
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
。
／
上
映

会
：
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
の
研
究
会
発
表
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
。
／
研
究
会
メ
ン
バ
ー
の
映
像
作
品
の
上
映
。

　

こ
の
と
き
の
博
物
館
側
の
反
応
は
お
お
む
ね
良
好
で
あ
っ

た
が
、小
さ
な
子
供
に
シ
ョ
ッ
ク
を
与
え
た
り
公
序
良
俗
に

反
す
る
よ
う
な
展
示
は
控
え
て
ほ
し
い
と
の
要
請
が
あ
っ

た
。
博
物
館
と
し
て
は
当
た
り
前
の
希
望
で
あ
る
が
、
表
現

の
自
由
が
尊
重
さ
れ
て
当
た
り
前
と
考
え
て
い
る
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
た
ち
に
と
っ
て
は
、い
か
な
る
理
由
で
あ
っ
て
も
作
品

に
注
文
が
つ
く
の
は
お
も
し
ろ
く
な
い
。大
学
付
属
の
博
物

館
と
、美
術
展
示
を
専
門
に
す
る
美
術
館
や
ギ
ャ
ラ
リ
ー
と

の
違
い
が
見
え
始
め
た
時
期
で
あ
っ
た
。
こ
の
後
は
、
一
月
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に
一
回
程
度
、企
画
の
進
行
状
況
を
報
告
す
る
た
め
に
博
物

館
を
訪
問
す
る
よ
う
に
な
っ
て
ゆ
く
。

　

七
月
一
九
日
に
は
博
物
館
の
セ
ミ
ナ
ー
室
を
借
り
て
第
三

回
ア
ー
ト
分
科
会
を
開
催
し
た
。博
物
館
を
使
っ
た
理
由
は
、

昼
休
み
を
利
用
し
て
研
究
会
に
参
加
し
て
い
る
ア
ー
ト
関
係

者
に
博
物
館
の
展
示
を
見
て
も
ら
い
た
か
っ
た
か
ら
だ
。外

部
の
作
家
に
も
「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
を
実
感
し
て
も
ら
い
、

展
覧
会
に
出
品
し
て
も
ら
お
う
と
考
え
た
の
で
あ
る
。外
部

か
ら
作
家
を
招
く
こ
と
で
展
示
に
広
が
り
を
持
た
せ
た
い
と

考
え
て
い
た
。外
部
作
家
か
ら
の
出
品
案
は
七
月
末
で
と
り

ま
と
め
ら
れ
、こ
の
時
点
で
展
覧
会
の
出
品
者
と
作
品
が
ほ

ぼ
決
定
す
る
。

　

七
月
三
〇
日
に
は
、
近
藤
が
、
研
究
分
担
者
で
地
球
科
学

者
の
原
田
憲
一
と
と
も
に
展
示
で
借
用
す
る
鉱
物
の
打
ち
合

わ
せ
を
し
に
博
物
館
を
訪
ね
て
い
る
。
そ
の
際
、
大
野
館
長

よ
り
、展
覧
会
の
プ
レ
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
作
家
や
博
物
館
研

究
者
、
報
道
関
係
者
な
ど
を
招
い
て
博
物
館
の
ナ
イ
ト
・
ツ

ア
ー
を
や
っ
て
は
ど
う
か
と
の
ア
イ
デ
ア
を
も
ら
う
。夜
の

博
物
館
と
は
、ま
さ
に
物
が
モ
ノ
ノ
ケ
に
変
わ
る
刻
で
あ
る
。

展
覧
会
の
テ
ー
マ
に
ふ
さ
わ
し
い
企
画
と
い
う
こ
と
で
実
現

に
向
け
て
努
力
を
重
ね
た
が
、最
終
的
に
は
博
物
館
側
の
体

制
が
整
わ
ず
に
流
れ
て
し
ま
っ
た
。い
ず
れ
ま
た
機
会
を
み

つ
け
て
実
施
し
た
い
企
画
で
あ
る
。

　

八
月
二
三
日
に
は
、大
野
館
長
の
厚
意
で
研
究
者
以
外
は

普
段
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
収
蔵
庫
の
見
学
が
実
現
し
た
。

坪
文
子
、佐
藤
ミ
チ
ヒ
ロ
、山
本
建
史
、山
田
晶
、岡
田
修
二
、

大
船
真
言
、モ
ノ
学
の
メ
ン
バ
ー
か
ら
は
上
林
壮
一
郎
、大
石
、

大
西
の
一
〇
名
が
、大
野
館
長
の
案
内
で
博
物
館
地
下
に
あ

る
収
蔵
庫
の
資
料
を
見
て
回
っ
た
。定
番
の
鉱
物
や
化
石
の

ほ
か
に
、両
生
類
や
魚
の
ホ
ル
マ
リ
ン
浸
け
、菌
類
や
薬
草
の

乾
燥
標
本
、
動
物
や
鳥
の
剥
製
、
馬
や
鯨
そ
し
て
人
の
骨
な

ど
、京
都
大
学
の
各
学
部
か
ら
集
め
ら
れ
た
資
料
が
整
然
と

棚
に
並
べ
ら
れ
て
い
た
。常
設
展
示
で
見
せ
る
に
は
少
々
イ

ン
パ
ク
ト
が
強
す
ぎ
る
も
の
も
あ
っ
た
。お
も
し
ろ
か
っ
た

の
は
、こ
れ
ら
の
資
料
の
中
か
ら
「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
の
出
発

点
と
し
て
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
が
選
ん
だ
対
象
の
ほ
と
ん
ど
が
、

化
石
や
鉱
石
だ
っ
た
点
で
あ
る
。ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て

動
植
物
の
標
本
は
「
物
」
で
は
な
く
い
ま
だ
生
き
物
と
し
て

認
識
さ
れ
て
い
た
の
か
、鉱
物
の
「
物
」
と
し
て
の
魅
力
が
ず

ば
抜
け
て
い
た
の
か
。出
品
作
家
に
た
ず
ね
る
機
会
を
逃
し

て
し
ま
っ
た
が
い
ず
れ
聞
い
て
み
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

九
月
に
入
る
と
、出
品
作
家
か
ら
展
示
プ
ラ
ン
の
詳
細
が

集
ま
り
は
じ
め
る
。そ
れ
に
伴
っ
て
博
物
館
と
調
整
す
べ
き

要
素
が
顕
わ
に
な
る
。
提
案
書
もV

er.3

か
らV

er.4

へ
と

更
新
を
重
ね
、そ
の
た
び
に
ペ
ー
ジ
数
を
増
や
し
て
い
っ
た
。

　

一
〇
月
九
日
に
は
、近
藤
と
大
西
が
会
場
配
置
に
つ
い
て

検
討
を
行
う
。そ
れ
ま
で
に
出
て
き
た
展
示
プ
ラ
ン
を
も
と

に
、
本
会
場
と
な
る
企
画
展
示
室
の
配
置
案
を
決
定
し
た
。

映
像
、立
体
、絵
画
と
い
っ
た
作
品
ジ
ャ
ン
ル
を
基
準
に
ゾ
ー

ニ
ン
グ
を
行
い
、同
時
に
入
口
か
ら
奥
に
進
む
に
つ
れ
て
怪

し
さ
（
モ
ノ
度
）
が
高
ま
る
よ
う
に
配
置
し
た
。
な
お
、
こ
の

時
点
で
は
、中
央
の
展
示
ケ
ー
ス
は
使
わ
な
い
予
定
に
な
っ

て
い
た
。
ま
た
、
常
設
展
示
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
希

望
し
て
い
た
上
林
と
鏡
の
作
品
も
、こ
の
時
点
で
は
入
っ
て

い
な
い
。
こ
れ
ら
の
展
示
計
画
を
反
映
さ
せ
て
提
案
書
の

V
er.5

を
作
成
し
た
。

　

一
〇
月
二
一
日
、
鎌
田
、
大
西
、
大
石
に
よ
っ
て
博
物
館

へ
の
最
終
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
が
実
施
さ
れ
た
。提
案
書

のV
er.5

を
も
と
に
作
品
内
容
の
チ
ェ
ッ
ク
、
借
用
物
の
確

認
、
本
会
場
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
の
報
告
、
常
設
展
示
と
の
コ
ラ

ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
関
す
る
検
討
、こ
ど
も
博
物
館
と
の
連
携

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
検
討
な
ど
を
行
っ
た
。本
番
で
は
会
場

入
口
に
置
か
れ
た
上
林
と
鏡
の
作
品
も
、こ
の
時
点
で
は
常

設
展
示
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
で
計
画
さ
れ
て
い
た
。ラ

ン
ビ
ル
の
森
の
ジ
オ
ラ
マ
の
中
や
自
然
史
ブ
ー
ス
な
ど
が
候

補
と
し
て
挙
が
っ
て
い
た
が
、こ
こ
ぞ
と
い
う
場
所
が
見
付

け
ら
れ
な
い
ま
ま
博
物
館
側
に
預
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。本

会
場
と
な
っ
た
企
画
展
示
室
の
ゾ
ー
ニ
ン
グ
に
つ
い
て
は
、

西
側
の
古
文
書
展
示
コ
ー
ナ
ー
以
外
の
部
分
に
ま
と
め
る
こ

と
と
な
っ
た
。

　

こ
の
頃
、
展
示
プ
ラ
ン
が
一
段
落
し
た
の
を
受
け
て
、
実

施
委
員
会
の
仕
事
が
広
報
に
も
向
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

着
手
が
後
回
し
に
な
っ
て
い
た
フ
ラ
イ
ヤ
ー
制
作
が
ス
タ
ー

ト
す
る
。フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
デ
ザ
イ
ン
は
大
西
が
担
当
し
、「
も

の
」
の
三
位
相
「
物
」「
者
」「
モ
ノ
」
を
あ
し
ら
っ
た
マ
ー
ク

を
配
し
て
何
案
か
の
サ
ン
プ
ル
を
作
っ
た
。そ
れ
ら
を
も
と

に
一
〇
月
二
九
日
に
実
施
委
員
会
の
メ
ン
バ
ー
で
集
ま
り
フ

ラ
イ
ヤ
ー
の
方
向
性
を
決
め
た
。サ
ン
プ
ル
で
は
、「
モ
ノ
学
・

感
覚
価
値
研
究
会
展
覧
会
」
の
文
字
が
主
で
「
物
か
ら
モ
ノ

へ
」
は
小
さ
く
レ
イ
ア
ウ
ト
さ
れ
て
い
た
が
、
近
藤
の
発
案

で
「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
の
方
を
大
き
く
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。

こ
こ
で
さ
ら
に
「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
と
い
う
言
葉
に
魂
が
込

め
ら
れ
て
ゆ
く
。
背
景
の
写
真
は
上
林
に
よ
る
も
の
で
、
本

会
場
と
な
る
企
画
展
示
室
の
写
真
で
あ
る
。休
館
時
に
撮
影

し
た
た
め
、中
央
の
ケ
ー
ス
に
は
カ
バ
ー
が
掛
け
ら
れ
て
お

り
周
囲
の
ケ
ー
ス
に
も
何
も
入
っ
て
い
な
い
。
大
西
は
、
こ

の
何
も
な
い
感
じ
が
気
に
入
っ
て
提
案
書
の
表
紙
に
も
使
っ

て
い
た
。
こ
の
写
真
に
は
、「
物
」
か
ら
「
モ
ノ
」
へ
と
向
か

う
眼
差
し
が
感
じ
ら
れ
る
（
図
１
）。

　

一
〇
月
三
一
日
、こ
れ
ま
で
博
物
館
側
に
提
出
す
る
書
類

第四章　アート分科会および展覧会
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と
し
て
作
成
し
て
き
た
提
案
書
に
、ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
表
や
国

際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
情
報
な
ど
内
部
向
け
の
情
報
を
加
え
て

実
施
計
画
書
に
作
り
直
し
た
も
の
を
出
品
者
全
員
に
配
布
。

情
報
の
共
有
を
は
か
っ
た
。
一
一
月
四
日
に
は
、
お
な
じ
実

施
計
画
書
を
博
物
館
に
も
提
出
。
合
わ
せ
て
、
搬
入
・
搬
出

の
日
程
調
整
や
、
展
示
台
の
耐
荷
重
調
査
、
展
示
ケ
ー
ス
の

開
口
部
サ
イ
ズ
の
問
い
合
わ
せ
な
ど
を
行
う
。こ
う
し
て
博

物
館
と
す
り
合
せ
る
内
容
が
、
企
画
フ
ェ
ー
ズ
か
ら
展
示

フ
ェ
ー
ズ
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
。
博
物
館
側
の
担
当
も
、
大

野
館
長
に
加
え
て
現
場
の
展
示
責
任
者
で
あ
る
岩
崎
奈
緒
子

准
教
授
も
担
当
し
て
く
だ
さ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、

博
物
館
内
部
で
の
コ
ン
セ
ン
サ
ス
作
り
は
進
ん
で
お
ら
ず
、

上
林
と
鏡
の
作
品
を
展
示
す
る
場
所
は
定
ま
ら
な
い
ま
ま

だ
っ
た
。
実
施
委
員
会
と
し
て
反
省
す
べ
き
は
、
こ
の
時
期

に
（
あ
る
い
は
も
っ
と
早
い
時
期
に
）
博
物
館
の
内
部
へ
も
う
一

歩
深
く
入
り
、各
展
示
コ
ー
ナ
ー
の
責
任
者
と
膝
を
詰
め
て

話
を
す
べ
き
だ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。実
際
に
は
業
務
に
追
わ

れ
て
そ
の
余
裕
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、実
現
で
き
て
い

れ
ば
当
初
の
プ
ラ
ン
で
あ
っ
た
博
物
館
全
体
を
使
っ
た
展
示

に
近
づ
け
た
か
も
し
れ
な
い
。も
ち
ろ
ん
、本
会
場
に
し
ぼ
っ

た
こ
と
で
モ
ノ
学
の
展
示
と
い
う
エ
ッ
ジ
が
立
っ
た
こ
と
も

確
か
で
あ
り
、今
後
、検
証
を
続
け
て
行
く
課
題
で
あ
る
。

　

ま
た
、
一
一
月
四
日
は
、
連
携
イ
ベ
ン
ト
の
ひ
と
つ
で
あ

る
能
舞
『
ラ
ン
ビ
ル
の
森
』
で
舞
う
河
村
博
重
能
楽
師
と
鎌

田
、大
西
が
、舞
台
と
な
る
博
物
館
二
階
廊
下
の
下
見
を
行
っ

た
。ラ
ン
ビ
ル
の
森
の
展
示
は
吹
き
抜
け
を
使
っ
た
巨
大
な

も
の
で
、京
都
大
学
総
合
博
物
館
の
目
玉
展
示
の
ひ
と
つ
で

あ
る
。
一
階
か
ら
生
え
た
熱
帯
雨
林
の
巨
木
は
、
二
階
の
廊

下
を
突
き
抜
け
て
天
井
ま
で
延
び
て
い
る
。そ
の
背
景
に
は
、

巨
大
な
二
面
ス
ク
リ
ー
ン
を
使
っ
て
熱
帯
雨
林
の
映
像
が
投

影
さ
れ
て
お
り
、サ
ウ
ン
ド
や
照
明
シ
ス
テ
ム
も
駆
使
し
し

て
実
際
の
現
地
の
様
子
を
擬
似
的
に
体
験
で
き
る
よ
う
に

な
っ
て
い
る
。
こ
の
映
像
を
能
舞
台
の
鏡
板
に
見
立
て
、
廊

下
を
舞
台
に
能
舞
を
舞
う
と
い
う
の
が
こ
の
企
画
で
あ
る
。

河
村
と
大
西
は
、鎌
田
が
主
催
す
る
ワ
ザ
学
研
究
会
の
分
科

会
で
世
阿
弥
の
『
風
姿
花
伝
』
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
、

こ
れ
が
縁
と
な
っ
て
こ
の
企
画
が
持
ち
上
が
っ
た
。

　

一
一
月
一
五
日
は
、
第
五
回
ア
ー
ト
分
科
会
で
あ
る
。
こ

の
回
は
、展
覧
会
出
品
作
家
の
中
で
ま
だ
発
表
を
行
っ
て
い

な
い
方
を
中
心
に
発
表
し
て
も
ら
い
、後
半
は
展
覧
会
に
関

す
る
確
認
を
行
っ
た
。
内
容
は
、
各
作
家
か
ら
の
進
行
状
況

報
告
と
課
題
の
検
討
、
フ
ラ
イ
ヤ
ー
デ
ザ
イ
ン
案
の
披
露
、

フ
ラ
イ
ヤ
ー
や
目
録
に
掲
載
す
る
作
家
の
名
前
と
肩
書
き
の

確
認
、
小
清
水
・
関
根
両
氏
の
出
展
の
有
無
の
確
認
、
こ
ど

も
博
物
館
と
の
連
携
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
日
程
の
確
認
、運

営
体
制
（
班
長
さ
ん
制
）
の
報
告
と
盛
り
だ
く
さ
ん
と
な
っ

た
。
こ
の
中
の
班
長
さ
ん
制
と
は
、
実
施
フ
ェ
ー
ズ
に
入
っ

た
こ
と
で
個
々
の
作
家
と
の
細
々
と
し
た
調
整
が
出
て
く
る

こ
と
が
予
想
さ
れ
た
た
め
、実
施
員
を
班
長
に
し
て
小
班
を

つ
く
り
手
厚
く
サ
ポ
ー
ト
し
よ
う
と
意
図
し
た
も
の
で
あ

る
。
立
体
系
の
作
家
を
近
藤
が
、
平
面
系
は
松
生
が
、
ジ
ュ

エ
リ
ー
系
は
Ｃ
・
Ａ
・
Ｊ
の
コ
ン
ド
ウ
ヒ
ト
ミ
が
、
メ
デ
ィ

ア
ア
ー
ト
系
は
大
西
が
、そ
の
ほ
か
の
京
都
造
形
芸
大
の
作

家
を
上
林
が
、も
の
派
の
作
家
を
東
京
画
廊
の
山
本
が
担
当

す
る
こ
と
に
し
た
。
実
際
に
は
、
諸
般
の
理
由
で
う
ま
く
機

能
す
る
班
と
そ
う
で
な
い
班
が
出
て
し
ま
っ
た
。こ
れ
は
実

施
委
員
と
し
て
の
反
省
点
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。

　

そ
の
後
、第
五
回
ア
ー
ト
分
科
会
で
出
た
意
見
を
反
映
さ

せ
た
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
最
終
版
が
作
ら
れ
た
。情
報
量
の
多
い

フ
ラ
イ
ヤ
ー
と
な
っ
た
の
で
、文
字
を
大
き
く
し
て
見
や
す

く
す
る
こ
と
が
主
た
る
修
正
ポ
イ
ン
ト
で
あ
っ
た
。こ
の
時

点
で
、ま
だ
出
品
作
家
の
肩
書
き
や
作
品
名
が
決
ま
っ
て
い

な
い
も
の
も
あ
り
、取
り
ま
と
め
に
あ
た
っ
て
は
松
生
に
奔

走
し
て
も
ら
う
こ
と
に
な
っ
た
。
一
一
月
一
八
日
に
は
、
新

し
い
フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
原
稿
を
博
物
館
に
送
っ
て
確
認
を
依
頼

す
る
が
、
し
ば
ら
く
返
事
が
返
っ
て
こ
な
い
。
そ
の
た
め
、

一
一
月
二
四
日
に
大
石
が
印
刷
し
て
持
参
し
直
接
意
見
を
聞

く
こ
と
に
な
る
。そ
の
際
に
博
物
館
側
か
ら
返
っ
て
き
た
コ

メ
ン
ト
は
、わ
れ
わ
れ
を
お
お
い
に
驚
か
せ
る
こ
と
に
な
る
。

以
下
は
コ
メ
ン
ト
の
要
約
で
あ
る
。

図１　実施委員会で決定したフライヤー案
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・
科
研
費
の
成
果
報
告
会
で
あ
る
旨
、明
記
す
る
こ
と
。

・「
美
術
展
」
と
い
う
表
現
を
変
え
る
。（
企
画
提
案
書
で
は
、

そ
の
よ
う
な
字
句
は
つ
か
わ
れ
て
お
ら
ず
、「
…
気
配
の
生
態

学
」
と
な
っ
て
い
る
、
美
術
展
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
れ
ば
、

今
回
の
企
画
自
体
を
反
故
に
し
た
い
）

・
し
た
が
っ
て
、「
作
家
」「
出
品
」
な
ど
の
用
語
は
使
っ
て

ほ
し
く
な
い
。

・
作
家
お
よ
び
研
究
者
の
名
前
の
リ
ス
ト
は
、開
催
期
間
中

に
研
究
会
の
名
前
で
作
っ
て
わ
た
す
目
録
な
ど
に
は
載

せ
て
も
よ
い
が
、フ
ラ
イ
ヤ
ー
に
載
せ
る
の
は
や
め
て
ほ

し
い
。

・
京
大
博
物
館
が
、
そ
れ
ら
の
作
家
た
ち
の
作
品
を

authorize

す
る
わ
け
で
も
な
く
、
で
き
る
わ
け
で
も
な

い
の
で
重
大
な
勘
違
い
を
引
き
起
こ
す
可
能
性
が
あ
る
。

協
力
し
た
研
究
者
の
名
前
の
リ
ス
ト
を
載
せ
る
の
も
、ほ

か
の
展
示
な
ど
で
は
や
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
カ
ッ
ト

し
て
ほ
し
い
。
名
前
が
載
る
の
は
、
科
研
代
表
者
の
鎌
田

先
生
だ
け
で
よ
い
の
で
は
な
い
か
。

　

大
石
か
ら
報
告
を
受
け
た
と
き
は
博
物
館
側
の
硬
直
し
た

姿
勢
に
困
惑
し
た
が
、
い
ま
ふ
り
返
っ
て
博
物
館
の
側
に

立
っ
て
み
る
と
至
極
当
た
り
前
の
要
望
の
よ
う
に
も
思
え

る
。博
物
館
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
は
展
示
物
に
関
す
る
眼
差

し
が
決
定
的
に
違
っ
て
い
る
。博
物
館
の
展
示
物
は
科
学
が

対
象
と
す
る「
物
」で
あ
り
、そ
の
中
に
は
モ
ノ
学
で
扱
う「
者

＝
作
家
」
や
「
モ
ノ
＝
気
配
」
は
含
ま
れ
な
い
。科
学
的
で
あ

る
た
め
に
は
、対
象
か
ら
「
者
」
や
「
モ
ノ
」
を
濾
し
取
っ
て

純
粋
な
「
物
」
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
観
察

す
る
主
体
と
対
象
と
な
る
「
物
」
は
し
っ
か
り
と
分
離
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。そ
う
し
た
眼
差
し
に
支
え
ら
れ
発
達
し

て
き
た
博
物
館
と
い
う
装
置
で
し
か
も
大
学
と
い
う
研
究
機

関
に
付
属
す
る
部
署
で
、こ
れ
ま
で
の
科
学
が
扱
っ
て
こ
な

か
っ
た
領
域
を
扱
お
う
と
す
る
の
だ
か
ら
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を

起
こ
す
の
も
無
理
は
な
い
。
期
せ
ず
し
て
、
モ
ノ
学
の
先
進

性
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
性
が
証
明
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

し
か
し
、ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
は
「
者
」
も
「
モ
ノ
」
も

重
要
な
コ
ン
テ
ン
ツ
で
あ
る
。と
く
に
美
術
の
文
脈
で
は
作

家
と
作
品
は
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
お
り
、こ
れ
を
引

き
離
す
と
な
る
と
相
当
に
抵
抗
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。逆
に

博
物
館
の
立
場
か
ら
す
る
と
い
っ
し
ょ
に
す
る
こ
と
に
相
当

な
抵
抗
を
感
じ
る
の
だ
ろ
う
が
。
余
談
だ
が
、
著
作
権
の
中

に
著
作
人
格
権
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
作
品
と
は

作
者
の
思
想
や
感
情
つ
ま
り
人
格
が
反
映
さ
れ
た
も
の
な
の

で
、作
品
を
二
次
利
用
す
る
場
合
は
作
者
の
人
格
を
侵
す
よ

う
な
扱
い
を
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
方
に
由
来
す
る

も
の
で
あ
る
。
科
学
も
芸
術
も
法
律
も
、
近
代
が
発
明
し
た

主
体
に
絡
め
取
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
こ
ん
な
所
で
顕
わ
に

な
っ
た
。

　

し
か
し
、い
く
ら
事
態
の
分
析
が
で
き
て
も
落
と
し
ど
こ

ろ
を
見
つ
け
て
前
に
進
ま
な
け
れ
ば
話
に
な
ら
な
い
。一
一

月
三
〇
日
に
急
き
ょ
博
物
館
と
の
調
整
の
機
会
を
設
け
る
こ

と
に
な
っ
た
。鎌
田
、近
藤
、大
西
、大
石
が
博
物
館
に
出
向

き
、改
め
て
博
物
館
側
の
事
情
を
聞
き
ひ
と
つ
ひ
と
つ
調
整

を
し
て
い
っ
た
。科
研
費
の
成
果
発
表
と
い
う
お
墨
付
き
を

示
す
こ
と
は
、鎌
田
が
作
成
し
た
最
初
の
企
画
書
に
も
あ
っ

た
こ
と
で
あ
り
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
に
と
っ
て
は
影
響
の
な
い
こ

と
な
の
で
可
。美
術
展
と
い
う
言
葉
は
フ
ラ
イ
ヤ
ー
に
し
た

と
き
の
わ
か
り
や
す
さ
を
考
え
て
出
て
き
た
も
の
で
、強
い

こ
だ
わ
り
は
な
い
の
で
生
態
学
に
戻
す
。作
家
や
出
品
と
い

う
表
現
を
使
わ
な
い
こ
と
も
、表
現
を
工
夫
す
る
こ
と
で
可
。

最
後
に
残
っ
た
問
題
は
、作
家
や
研
究
者
の
名
前
を
フ
ラ
イ

ヤ
ー
に
掲
載
し
な
い
と
い
う
項
目
で
あ
る
。も
っ
と
も
デ
リ

ケ
ー
ト
な
問
題
で
あ
り
、こ
れ
を
受
け
入
れ
た
と
き
の
作
家

の
反
応
が
予
想
さ
れ
た
の
で
わ
れ
わ
れ
も
譲
れ
な
い
。交
渉

は
難
航
し
た
が
、
最
終
的
に
は
モ
ノ
学
関
係
者
の
名
前
は

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
割
愛

し
、招
待
作
家
の
名
前
だ
け
を
フ
ラ
イ
ヤ
ー
裏
面
に
掲
載
す

る
案
に
落
ち
着
い
た
。こ
れ
で
何
と
か
決
裂
の
危
機
は
脱
し

た
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
の
妥
協
案
を
出
品

作
家
た
ち
に
伝
え
た
と
こ
ろ
、今
度
は
こ
ち
ら
が
お
さ
ま
ら

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。交
渉
の
経
緯
を
説
明
し
て
理
解
と

協
力
を
求
め
た
が
、そ
ん
な
所
と
は
い
っ
し
ょ
に
で
き
な
い

と
い
っ
た
空
気
が
漂
い
始
め
た
。
こ
れ
ま
で
に
も
、
学
術
と

芸
術
の
作
法
の
違
い
か
ら
生
じ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
あ
っ
た

が
、粘
り
強
く
調
整
し
な
が
ら
前
に
進
ん
で
き
た
。そ
れ
が
、

こ
こ
へ
き
て
決
定
的
な
溝
と
な
り
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
博
物
館

を
引
き
裂
く
よ
う
な
事
態
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

展
覧
会
最
大
の
危
機
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
危
機
を
救
っ
た
の
は
、研
究
会
代
表
の
鎌
田
と
大
野

館
長
と
の
ト
ッ
プ
会
談
で
あ
っ
た
。
一
二
月
一
日
の
午
後
、

鎌
田
が
大
野
館
長
へ
電
話
を
か
け
、こ
ち
ら
の
事
情
を
説
明

し
て
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
全
員
の
名
前
を
フ
ラ
イ
ヤ
ー
裏
面
に
掲

載
し
た
い
旨
を
伝
え
て
了
承
さ
れ
た
。
こ
の
件
で
は
、
学
術

と
芸
術
、
博
物
館
と
美
術
館
の
「
も
の
」
へ
の
眼
差
し
の
違

い
が
顕
わ
に
な
っ
た
が
、も
っ
と
早
く
こ
の
点
に
気
付
い
て

い
れ
ば
、溝
が
大
き
く
な
る
前
に
手
当
が
で
き
た
で
あ
ろ
う

し
、こ
の
ズ
レ
を
積
極
的
に
利
用
し
た
展
示
プ
ラ
ン
へ
と
発

展
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、「
も
の
」

に
ま
つ
わ
る
眼
差
し
の
違
い
は
、
ま
さ
に
モ
ノ
学
・
感
覚
価

第四章　アート分科会および展覧会
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値
研
究
会
の
テ
ー
マ
と
も
ア
ー
ト
分
科
会
の
問
題
意
識
と
も

重
な
っ
て
く
る
。
今
回
の
危
機
は
、
多
く
の
発
見
と
今
後
の

研
究
テ
ー
マ
を
与
え
て
く
れ
た
と
い
う
意
味
で
は
収
穫
の
多

い
出
来
事
で
あ
っ
た
。

　

一
二
月
一
九
日
、こ
う
し
て
よ
う
や
く
フ
ラ
イ
ヤ
ー
が
完

成
し
た
（
図
２
）。
表
面
は
上
林
の
写
真
以
外
は
大
き
く
イ

メ
ー
ジ
を
変
え
た
。二
つ
の
世
界
の
境
界
に
ま
つ
わ
る
事
で

物
言
い
が
付
い
た
の
で
、フ
ラ
イ
ヤ
ー
と
し
て
の
決
ま
り
事

の
ギ
リ
ギ
リ
を
攻
め
て
み
た
く
な
っ
た
の
だ
。フ
ラ
イ
ヤ
ー

と
し
て
は
掟
破
り
の
文
字
組
で
は
あ
る
が
、銀
河
の
よ
う
に

見
え
る
文
字
の
塊
に
イ
ン
パ
ク
ト
が
あ
っ
た
の
か
、置
い
て

お
く
と
す
ぐ
に
な
く
な
っ
た
。
な
お
、
こ
の
フ
ラ
イ
ヤ
ー
に

は
失
敗
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
存
在
す
る
。作
家
名
を
め
ぐ
る
ド

タ
バ
タ
の
中
、デ
ー
タ
の
修
正
を
う
っ
か
り
誤
っ
て
し
ま
い
、

裏
面
の
作
家
名
が
不
完
全
な
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
あ
る
。正
規

版
は
四
〇
〇
〇
枚
刷
っ
た
の
だ
が
、展
覧
会
期
間
中
に
足
り

な
く
な
り
失
敗
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
も
世
に
出
回
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
っ
た
。

　

こ
こ
ま
で
フ
ラ
イ
ヤ
ー
騒
動
を
中
心
に
報
告
を
し
て
き
た

が
、一
一
月
三
〇
日
の
博
物
館
側
と
の
ミ
ー
テ
ィ
ン
グ
で
は
、

そ
の
ほ
か
の
懸
案
事
項
も
す
べ
て
片
づ
く
こ
と
に
な
っ
た
。

常
設
展
示
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
は
、そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ー

ナ
ー
の
展
示
担
当
者
の
了
解
を
得
る
こ
と
が
で
き
ず
、能
舞

『
ラ
ン
ビ
ル
の
森
』
だ
け
と
な
っ
た
。『
ラ
ン
ビ
ル
の
森
』
も

大
野
館
長
の
多
大
な
尽
力
に
よ
っ
て
ど
う
に
か
実
現
す
る
こ

と
が
で
き
た
。本
件
に
関
す
る
博
物
館
の
教
員
会
議
で
出
た

意
見
と
し
て
、「
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
は
博
物
館
展
示
を
利

用
し
て
（
借
景
し
て
）
自
分
た
ち
の
作
品
を
良
く
見
せ
よ
う

と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？
」「
博
物
館
展
示
と
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
理
由
が
見
え
な
い
」「
博
物
館
展
示
を
変

容
さ
せ
る
く
ら
い
の
案
を
出
し
て
ほ
し
か
っ
た
」
な
ど
が

あ
っ
た
そ
う
で
あ
る
。企
画
意
図
が
ま
っ
た
く
伝
わ
っ
て
い

な
か
っ
た
こ
と
に
改
め
て
驚
か
さ
れ
る
と
同
時
に
、
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
た
ち
も
美
術
館
で
行
う
展
覧
会
と
は
異
な
る
作
法

で
仕
事
を
進
め
る
柔
軟
性
が
必
要
だ
っ
た
と
反
省
さ
せ
ら
れ

る
。
異
文
化
交
流
は
、
自
分
の
立
ち
位
置
を
相
対
化
で
き
な

く
て
は
う
ま
く
進
ま
な
い
。
実
施
委
員
と
し
て
は
、
も
っ
と

深
く
博
物
館
側
に
入
り
込
み
担
当
者
の
顔
を
見
な
が
ら
議
論

を
深
め
て
ゆ
き
た
か
っ
た
が
、か
ぎ
ら
れ
た
リ
ソ
ー
ス
の
中

で
は
そ
れ
も
ま
ま
な
ら
な
か
っ
た
。
再
び
、
こ
う
し
た
機
会

が
訪
れ
た
な
ら
、
今
度
は
じ
っ
く
り
と
進
め
て
み
た
い
。
こ

う
し
て
、
行
き
場
を
失
っ
て
い
た
上
林
と
鏡
の
作
品
は
、
本

会
場
の
入
口
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
り
、結
果
的
に
は
導
入

部
の
よ
い
ア
イ
キ
ャ
ッ
チ
と
な
っ
た
。
ま
た
、
関
係
者
を
招

い
た
ナ
イ
ト
・
ツ
ア
ー
や
、
オ
ー
プ
ニ
ン
グ
・
レ
セ
プ
シ
ョ

ン
も
博
物
館
側
の
体
制
が
整
わ
ず
に
と
り
止
め
と
な
っ
た
。

　

一
二
月
一
九
日
に
は
、展
示
会
場
の
入
口
に
設
置
す
る
看

板
の
デ
ザ
イ
ン
を
仕
上
げ
、
博
物
館
へ
デ
ー
タ
を
渡
し
た
。

フ
ラ
イ
ヤ
ー
の
文
字
組
を
活
か
し
つ
つ
背
景
を
赤
色
に
し
た

デ
ザ
イ
ン
は
、縦
長
の
展
示
会
場
を
神
社
の
空
間
配
置
に
見

立
て
て
構
想
し
た
も
の
で
あ
る
。
看
板
は
鳥
居
の
役
割
で

あ
っ
た
。こ
の
入
口
看
板
の
制
作
費
は
博
物
館
の
予
算
で
ま

か
な
っ
て
い
た
だ
い
た
。

　

一
二
月
二
二
日
に
は
、
大
石
が
刷
り
上
が
っ
た
フ
ラ
イ

ヤ
ー
を
博
物
館
に
届
け
、京
都
大
学
の
記
者
ク
ラ
ブ
へ
も
投

函
し
た
。
展
覧
会
開
始
ま
で
一
月
を
切
っ
て
し
ま
っ
た
が
、

よ
う
や
く
広
報
活
動
を
ス
タ
ー
ト
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
活
か
し
、
鎌
田
が
新
聞
社
や
放
送
局
、
近

藤
が
画
廊
な
ど
の
ア
ー
ト
関
係
者
に
広
報
を
行
っ
た
。

　

一
二
月
二
八
日
に
は
、博
物
館
の
外
壁
に
掲
げ
る
バ
ナ
ー

（
垂
れ
幕
）
の
デ
ザ
イ
ン
が
決
ま
り
、博
物
館
側
の
許
可
も
お

り
る
。
こ
ち
ら
も
、
会
場
入
り
口
に
合
わ
せ
た
デ
ザ
イ
ン
と

し
た
。

　

年
明
け
と
同
時
に
、展
覧
会
場
で
配
布
す
る
目
録
作
り
が

始
ま
る
。新
作
の
タ
イ
ト
ル
は
ギ
リ
ギ
リ
ま
で
決
ま
ら
な
い

こ
と
も
多
い
が
、こ
の
時
点
で
フ
ィ
ッ
ク
ス
し
て
も
ら
う
よ

う
作
家
に
要
請
し
た
。

　

ま
た
、
一
月
五
日
に
は
、
鎌
田
と
大
西
が
烏
丸
今
出
川
に

あ
る
河
村
能
舞
台
を
訪
ね
、
能
舞
『
ラ
ン
ビ
ル
の
森
』
の
リ

ハ
ー
サ
ル
を
行
っ
た
。鎌
田
の
笛
や
神
道
ソ
ン
グ
に
合
わ
せ

図２　最終的に配布したフライヤー
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て
河
村
が
舞
い
、
演
目
の
詳
細
を
詰
め
た
。
こ
の
と
き
に
、

面
と
衣
装
も
決
定
し
た
。
ま
た
、
こ
の
頃
に
な
る
と
、
報
道

関
係
者
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
も
届
き
は
じ
め
る
。
ま
た
、
内

覧
会
の
日
時
（
一
月
一
四
日
一
四
：
〇
〇
─
一
六
：
〇
〇
）
を
定

め
、広
報
用
の
資
料
を
作
り
直
し
て
記
者
ク
ラ
ブ
へ
投
函
す

る
な
ど
も
し
た
。

　

一
月
八
日
、展
覧
会
直
前
に
新
た
な
問
題
が
立
ち
上
が
る
。

展
覧
会
で
借
用
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
移
動
式
の
展
示

ケ
ー
ス
が
使
え
な
く
な
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。こ
ち
ら
の

オ
ー
ダ
ー
が
現
場
に
伝
わ
っ
て
お
ら
ず
、同
時
期
に
開
催
さ

れ
る
別
の
展
覧
会
で
使
わ
れ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
結
局
、
こ

ち
ら
の
作
家
に
別
の
ケ
ー
ス
を
使
っ
て
も
ら
う
こ
と
で
落
着

し
た
が
、こ
の
た
び
の
展
覧
会
で
は
こ
う
し
た
こ
と
が
よ
く

起
こ
っ
た
。
実
は
、
企
画
が
動
き
は
じ
め
た
最
初
期
に
本
会

場
の
場
所
も
同
じ
よ
う
な
理
由
で
変
更
に
な
っ
て
い
る
。当

初
の
本
会
場
予
定
地
は
第
二
企
画
展
示
室
で
あ
っ
た
。こ
こ

は
、ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
な
い
フ
ラ
ッ
ト
な
場
所
で
博
物
館
と

い
う
よ
り
は
美
術
館
の
ワ
ン
フ
ロ
ア
の
よ
う
な
空
間
で
あ

る
。
近
藤
、
松
生
が
見
学
に
お
と
ず
れ
た
と
き
は
、
こ
の
空

間
を
使
っ
て
と
い
う
話
で
あ
り
、空
間
に
対
す
る
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
側
の
違
和
感
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
博
物

館
の
企
画
展
示
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
、ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
が

並
ぶ
第
一
企
画
展
示
室
に
変
更
と
な
っ
た
。冒
頭
で
も
記
し

た
が
、こ
の
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
が
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
た
ち
の
感
覚

価
値
を
刺
激
し
最
初
の
コ
ン
フ
リ
ク
ト
と
な
っ
た
の
で
あ

る
。
最
初
か
ら
最
後
ま
で
、
ボ
タ
ン
の
掛
け
違
い
が
起
こ
り

ま
く
っ
た
わ
け
だ
が
、そ
の
た
び
に
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
価
値

が
刺
激
さ
れ
そ
の
お
陰
で
多
く
の
知
見
が
得
ら
れ
た
の
も
事

実
で
あ
る
。
き
っ
と
、
モ
ノ
学
に
取
り
憑
い
た
モ
ノ
ノ
ケ
の

仕
業
か
、モ
ノ
の
神
様
に
よ
る
お
導
き
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

搬
入
の
取
り
ま
と
め
は
、
松
生
が
モ
ノ
学
関
係
者
を
、
近

藤
が
外
部
作
家
を
担
当
し
て
進
め
ら
れ
た
。近
藤
も
松
生
も

豊
富
な
展
覧
会
経
験
を
持
っ
て
い
た
の
で
、そ
の
ノ
ウ
ハ
ウ

を
活
か
し
て
ス
ム
ー
ズ
に
進
ん
だ
。
搬
入
に
は
、
一
月
一
三

日
、
一
四
日
、
一
五
日
の
三
日
間
を
当
て
、
ス
タ
ッ
フ
が
少

な
い
代
わ
り
に
時
間
を
か
け
て
展
示
す
る
こ
と
に
し
た
。出

品
作
家
た
ち
も
作
品
の
展
示
は
手
慣
れ
た
も
の
で
、大
舩
真

言
な
ど
は
自
ら
二
ｔ
ト
ラ
ッ
ク
を
運
転
し
て
巨
大
な
作
品
を

搬
入
し
た
ほ
ど
で
あ
る
。あ
ら
か
た
の
展
示
は
一
三
日
に
終

了
し
、残
り
は
都
合
が
あ
わ
ず
こ
の
日
に
搬
入
で
き
な
か
っ

た
作
家
の
分
だ
け
と
な
っ
た
。
ま
た
、
坪
文
子
の
知
人
で
写

真
家
の
高
嶋
清
俊
が
作
品
の
写
真
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
て
い
ね

い
に
撮
影
し
て
く
れ
た
。

　

展
示
は
、た
だ
作
品
を
き
れ
い
に
並
べ
れ
ば
よ
い
と
い
う

も
の
で
は
な
い
。
来
場
者
の
眼
差
し
を
想
像
し
な
が
ら
、
展

示
空
間
全
体
が
ど
の
よ
う
に
見
え
る
か
考
え
て
展
示
し
な
け

れ
ば
お
も
し
ろ
く
な
い
。展
覧
会
場
自
体
が
ひ
と
つ
の
作
品

な
の
だ
。一
三
日
の
夕
方
、展
示
の
姿
が
ほ
ぼ
整
っ
た
こ
ろ
、

キ
ャ
プ
シ
ョ
ン
（
作
品
の
横
に
置
く
説
明
）
を
ど
う
す
る
か
で

議
論
が
起
こ
っ
た
。
当
初
は
、
三
セ
ン
チ
×
四
セ
ン
チ
程
度

の
ス
チ
レ
ン
ボ
ー
ド
に
、作
家
名
、作
品
名
、サ
イ
ズ
、素
材

を
記
載
し
て
作
品
の
横
に
置
こ
う
と
し
て
い
た
。
し
か
し
、

実
際
に
作
品
が
入
っ
た
後
の
会
場
に
身
を
お
く
と
当
初
の
案

に
違
和
感
が
あ
る
の
だ
。ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
中
に
収
め
ら
れ

た
作
品
は
、個
別
に
作
品
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
は

な
く
静
か
で
大
き
な
ひ
と
つ
の
塊
の
よ
う
に
感
じ
ら
れ
た
。

場
の
力
と
い
う
か
モ
ノ
の
気
配
と
い
う
か
、部
屋
全
体
が
ガ

ラ
ス
ケ
ー
ス
を
使
っ
た
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
も

見
え
て
く
る
。
個
々
の
作
品
を
説
明
す
る
た
め
の
キ
ャ
プ

シ
ョ
ン
は
本
当
に
必
要
な
の
だ
ろ
う
か
、と
誰
彼
と
な
く
言

い
始
め
た
。
さ
ら
に
、
ジ
ュ
エ
リ
ー
や
化
石
な
ど
小
さ
く
繊

細
な
作
品
が
多
い
の
で
、横
に
無
粋
な
紙
切
れ
を
置
く
の
も

い
か
が
な
も
の
か
と
言
う
者
も
い
た
。
ま
た
、
キ
ャ
プ
シ
ョ

ン
を
読
む
こ
と
で
作
品
を
見
た
つ
も
り
に
な
っ
て
作
品
そ
の

も
の
を
味
わ
え
な
く
な
る
の
で
は
、
と
言
う
指
摘
も
出
た
。

議
論
の
末
、
展
示
責
任
者
の
近
藤
、
大
西
と
そ
の
場
に
居
合

わ
せ
た
大
舩
に
よ
っ
て
、小
さ
な
紙
片
に
番
号
の
み
を
記
載

し
て
作
品
の
横
に
置
く
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
出
さ
れ
た
。作

家
や
タ
イ
ト
ル
な
ど
は
、別
に
作
っ
た
目
録
を
参
照
し
て
も

ら
う
の
で
あ
る
。博
物
館
と
い
う
空
間
が「
も
の
」か
ら「
者
」

を
濾
し
取
っ
た
の
か
、
作
家
が
こ
だ
わ
る
「
者
」
が
「
モ
ノ
」

へ
と
繰
り
上
が
っ
た
の
か
。
モ
ノ
学
に
関
わ
っ
て
い
る
と
、

た
ま
に
不
思
議
な
こ
と
が
起
き
る
。

　

し
か
し
、こ
う
し
た
不
思
議
な
展
示
は
一
般
の
来
場
者
に

は
届
き
に
く
い
。
展
覧
会
が
始
ま
る
と
、
ど
れ
が
誰
の
作
品

な
の
か
わ
か
り
に
く
い
、目
録
と
番
号
の
照
合
に
力
を
使
っ

て
作
品
に
集
中
で
き
な
い
な
ど
の
声
が
聞
こ
え
て
き
た
。わ

れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
ジ
レ
ン
マ
で
あ
る
が
、結
局
は
少
し
説

明
を
増
や
し
て
わ
か
り
や
す
く
す
る
方
向
に
動
い
た
。目
録

に
作
品
の
写
真
を
追
加
し
て
、作
品
と
情
報
が
直
感
的
に
一

致
す
る
よ
う
に
し
た
。
加
え
て
、
会
場
内
の
何
カ
所
か
に
、

こ
の
写
真
入
り
目
録
を
掲
示
す
る
こ
と
に
し
た
（
図
３
）。会

場
で
の
掲
示
に
つ
い
て
は
、場
の
雰
囲
気
を
壊
す
の
で
外
し

て
ほ
し
い
と
い
う
要
望
が
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
側
か
ら
出
た
が
、

会
場
の
見
張
り
番
を
し
て
い
る
女
性
ス
タ
ッ
フ
た
ち
の
意
見

を
聞
い
て
そ
の
ま
ま
残
す
こ
と
に
し
た
。
彼
女
た
ち
は
、
来

場
者
か
ら
作
品
に
つ
い
て
質
問
を
受
け
る
こ
と
が
多
く
、目

録
が
張
っ
て
あ
る
と
そ
れ
を
使
っ
て
説
明
で
き
る
の
で
あ
り

が
た
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。こ
れ
は
展
覧
会
が
始
ま
っ

て
か
ら
気
付
い
た
こ
と
な
の
だ
が
、彼
女
た
ち
が
語
り
部
と

第四章　アート分科会および展覧会
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な
っ
て
展
覧
会
の
物
語
を
紡
い
で
く
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

館
内
で
の
ポ
ス
タ
ー
掲
示
に
始
ま
っ
て
展
示
照
明
のO

N
/

O
FF

ま
で
、彼
女
た
ち
に
は
た
い
へ
ん
お
世
話
に
な
っ
た
。

　

展
覧
会
が
ス
タ
ー
ト
す
る
と
、翌
日
か
ら
は
連
携
イ
ベ
ン

ト
の
オ
ン
パ
レ
ー
ド
と
な
っ
た
。
毎
週
末
、
何
か
の
イ
ベ
ン

ト
が
行
わ
れ
関
係
者
は
忙
し
く
動
き
回
っ
た
。
ま
た
、
助
け

て
い
た
だ
い
た
多
く
の
方
に
、こ
の
場
を
お
借
り
し
て
お
礼

を
申
し
上
げ
た
い
。ど
の
イ
ベ
ン
ト
も
そ
れ
ぞ
れ
に
収
穫
が

あ
っ
た
。以
下
は
そ
の
一
覧
で
あ
る
。

　

一
月
一
六
日（
土
）一
〇
：
〇
〇
〜
一
一
：
三
〇　

セ
ミ
ナ
ー

【
モ
ノ
・
星
・
デ
ザ
イ
ン
】
鏡
×
上
林

　

一
月
一
六
日
（
土
）
一
三
：
〇
〇
〜
一
八
：
〇
〇　

モ
ノ
学
・

感
覚
価
値
研
究
会
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
芸
術
部
会
【
も
の
派

と
モ
ノ
学　

も
の
か
ら
モ
ノ
へ
】

　

一
月
一
七
日
（
日
）
一
三
：
〇
〇
〜
一
六
：
三
〇　

モ
ノ
学
・

感
覚
価
値
研
究
会
第
六
回
ア
ー
ト
分
科
会
【
〜
建
都
一
二
〇

〇
年
都
市
・
京
都
と
モ
ダ
ニ
ズ
ム
〜
】

　

一
月
一
七
日
（
日
）
一
〇
：
〇
〇
〜
一
二
：
〇
〇　

こ
ど

も
博
物
館
連
携
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
【
こ
ど
も
や
き
も
の
作
り

「
こ
わ
れ
ゆ
く
も
の
、カ
タ
チ
作
ら
れ
る
も
の
」】
近
藤

　

一
月
二
〇
日
（
水
）
一
三
：
〇
〇
〜
一
六
：
三
〇　

研
究

会
【
平
安
京
の
モ
ノ
た
ち—

も
の
が
た
り
・
も
の
の
け
・
も

の
い
み
・
も
の
ぐ
る
い
・
も
の
づ
く
り
】
平
安
京
研
究
会

　

一
月
二
三
日
（
土
）
一
〇
：
〇
〇
〜
一
六
：
〇
〇　

こ
ど

も
博
物
館
連
携
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
【
上
賀
茂
神
社
葵
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
絵
物
語
作
り
】
松
生

　

一
月
二
三
日
（
土
）
一
三
：
〇
〇
〜
一
八
：
〇
〇　

モ
ノ
学
・

感
覚
価
値
研
究
会
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
宗
教
部
会
【
モ
ノ
と

琴
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
】

第四章　アート分科会および展覧会
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一
月
二
四
日
（
日
）
一
三
：
三
〇
〜
一
六
：
三
〇
【
最
近

の
葬
墓
地
を
め
ぐ
る
詩
学
と
政
治
学　

韓
・
台
・
日
か
ら
の

「
喪
ノ
学
事
始
」】
大
石
、ほ
か

　

一
月
二
八
日
（
木
）
九
：
三
〇
〜
一
一
：
三
〇　
【
博
物
館

ス
タ
ッ
フ
お
よ
び
吉
岡
洋
教
授
と
の
意
見
交
換
会
】

　

一
月
三
〇
日
（
土
）
一
〇
：
〇
〇
〜
一
二
：
〇
〇　

こ
ど

も
博
物
館
連
携
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
【
こ
ど
も
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ

ン
教
室
】
大
西

　

一
月
三
〇
日
（
土
）
一
三
：
〇
〇
〜
一
八
：
〇
〇　

モ
ノ
学
・

感
覚
価
値
研
究
会
科
学
部
会
総
括
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
【
多
層
的

な
感
覚
価
値
モ
デ
ル
】

　

一
月
三
一
日（
日
）一
五
：
〇
〇
〜
能
舞【
ラ
ン
ビ
ル
の
森
】

河
村
×
鎌
田
×
大
西

　

各
イ
ベ
ン
ト
の
報
告
は
そ
れ
ぞ
れ
の
企
画
責
任
者
に
譲
る

こ
と
に
す
る
。ま
た
、発
表
の
一
部
は
、こ
の
『
モ
ノ
学
・
感

覚
価
値
研
究
』
第
四
号
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
の
で
、
ぜ
ひ

ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
こ
の
場
で
は
、
展
覧
会
を
締
め
く
く

る
イ
ベ
ン
ト
と
し
て
最
終
日
に
実
施
し
た
能
舞
に
つ
い
て
報

告
す
る
。以
下
は
そ
の
台
本
で
あ
る
。

　

能
舞
「
ラ
ン
ビ
ル
の
森
」

　

能
：
河
村
博
重
、
音
楽
：
鎌
田
東
二
、
Ｃ
Ｇ
：
大
西
宏
志

　

二
〇
一
〇
年
一
月
三
一
日

０　

鎌
田
、
三
分
前
に
一
階
階
段
か
ら
二
階
に
上
が
り
、

所
定
の
位
置
に
つ
く
。

１　

鎌
田　

ラ
ン
ビ
ル
の
森
に
向
か
っ
て
、法
螺
貝
。

２　

ス
ク
リ
ー
ン
に
地
球
と
銀
河
を
投
影
。

３　

神
楽
鈴
の
後
、し
ば
し
、沈
黙
（
二
〇
秒
ほ
ど
）。

４　

そ
し
て
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
石
笛
（
二
分
ほ
ど
）。
そ

し
て
、ふ
た
た
び
、沈
黙
（
三
〇
秒
ほ
ど
）。

５　

石
笛
を
合
図
に
、
河
村
が
岩
戸
か
ら
出
て
く
る
。
そ

れ
に
合
わ
せ
、鎌
田
、河
村
の
方
に
、向
き
を
変
え
る
。

６　

鎌
田
、
石
笛
を
ふ
い
た
り
止
め
た
り
、
ゆ
っ
く
り
繰

り
返
す
。
角
の
と
こ
ろ
で
、
沈
黙
。
歩
き
始
め
る
と
石

笛
を
吹
く
。途
中
か
ら
、竹
笛
に
持
ち
替
え
、「
心
月
」（
約

三
〜
四
分
）
演
奏
。河
村
、ゆ
っ
く
り
舞
台
中
央
に
歩
み

を
進
め
、
鎌
田
の
前
ま
で
来
る
。
河
村
、
舞
台
中
央
で

榊
を
捧
げ
て
し
ゃ
が
み
、「
ち
は
や
ぶ
る
」
を
謡
う
。

７　

河
村
、榊
の
舞
（
静
）、榊
を
持
っ
て
し
ゃ
が
む
。し
ゃ

が
ん
だ
ま
ま
、榊
で
祓
い
、清
め
る
。鎌
田
、神
道
ソ
ン

グ「
弁
才
天
讃
歌
」（
約
四
〜
五
分
）、河
村
、榊
の
舞（
動
）、

や
が
て
、榊
を
落
と
す
。

８　

河
村
、
扇
の
舞
（
閉
）、
扇
を
開
く　

鎌
田
、
神
道
ソ

ン
グ
「
神
」（
約
四
〜
五
分
）。
扇
の
舞
（
開
）、
扇
を
閉
じ

て
舞
台
袖
で
し
ゃ
が
み
、「
お
も
し
ろ
や
」
を
謡
う
。

９　

鎌
田
、
竜
笛
で
「
産
霊
（
む
す
び
）」
演
奏
（
約
二
〜
三

分
）。河
合
、立
ち
上
が
り
舞
台
中
央
へ
。

10　

鎌
田
、
神
道
ソ
ン
グ
「
銀
河
鉄
道
の
夜
」（
約
四
〜
五

分
）。河
村
、静
か
に
舞
う
。河
村
、岩
戸
に
戻
る
。鎌
田
、

舞
台
に
残
り
、し
ば
ら
く
歌
う
。

11　

最
後
に
、法
螺
貝
で
、終
了
。

　

能
舞
の
舞
台
と
な
っ
た
博
物
館
二
階
廊
下
に
は
展
示
具
を

入
れ
て
お
く
倉
庫
が
あ
る
。そ
の
倉
庫
の
扉
を
天
の
岩
戸
に

見
立
て
た
演
出
に
な
っ
た
。あ
ら
か
じ
め
岩
戸
に
潜
ん
で
い

た
女
神
が
、白
装
束
に
身
を
包
ん
だ
鎌
田
の
笛
に
誘
わ
れ
て

扉
を
開
き
、客
の
前
に
現
れ
出
る
と
い
う
趣
向
で
あ
る
。「
秘

す
れ
ば
花
」
と
い
う
わ
け
だ
。
舞
の
振
り
は
河
村
の
即
興
に

よ
る
。
だ
い
た
い
の
流
れ
だ
け
決
め
て
お
い
て
、
ス
タ
ー
ト

し
た
ら
流
れ
と
ノ
リ
に
ま
か
せ
て
臨
機
応
変
に
や
ろ
う
と
決

め
て
い
た
。河
村
も
鎌
田
も
根
っ
か
ら
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ー
で

あ
る
。
客
が
入
る
と
、
リ
ハ
ー
サ
ル
の
と
き
の
何
倍
も
の
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
発
揮
す
る
。
河
村
は
、
数
十
セ
ン
チ
の
至

近
距
離
で
女
神
に
見
入
い
る
客
に
む
か
っ
て
榊
を
振
り
目
の

前
で「
お
も
し
ろ
や
」と
謡
っ
て
魅
了
す
る
。一
方
、鎌
田
も
、

こ
れ
ま
で
の
神
道
ソ
ン
グ
の
中
で
最
高
の
歌
声
だ
っ
た
と
近

藤
に
言
わ
し
め
る
ほ
ど
熱
の
入
っ
た
歌
唱
で
応
じ
た
。終
曲

の
『
銀
河
鉄
道
の
夜
』
で
は
、
銀
河
に
浮
か
ぶ
地
球
の
映
像

と
ク
ル
ク
ル
と
ま
わ
り
な
が
ら
舞
う
河
村
の
姿
が
重
な
り
合

い
、
観
る
者
を
銀
河
の
か
な
た
へ
と
誘
っ
た
。
歌
が
終
わ
り

に
近
づ
く
と
、女
神
は
再
び
岩
戸
へ
と
戻
り
や
が
て
鎌
田
の

歌
声
も
余
韻
だ
け
残
し
て
静
か
に
消
え
て
ゆ
く
。一
月
一
五

日
に
お
招
き
し
た
展
覧
会
の
女
神
は
、こ
う
し
て
再
び
常
世

へ
と
戻
っ
て
行
か
れ
た
。お
よ
そ
三
〇
分
間
の
舞
台
で
あ
っ

た
が
、展
覧
会
の
準
備
か
ら
今
日
の
千
秋
楽
ま
で
の
時
間
を

濃
縮
し
て
見
せ
て
も
ら
っ
た
よ
う
な
気
が
し
た
。

　

モ
ノ
学
感
覚
価
値
研
究
会
の
分
科
会
と
し
て
一
年
間
開
催

し
て
き
た
ア
ー
ト
の
研
究
会
は
、六
回
を
も
っ
て
終
了
し
た
。

こ
の
間
、
多
く
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
研
究
者
、
美
術
関
係
者

に
協
力
・
参
加
い
た
だ
い
た
こ
と
に
感
謝
申
し
上
げ
た
い
。

ま
た
、
ア
ー
ト
分
科
会
を
き
っ
か
け
に
、
モ
ノ
学
全
体
で
京

都
大
学
総
合
博
物
館
に
て
「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
の
展
覧
会
を

開
催
し
た
。
作
品
は
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
研
究
者
が
コ
ラ
ボ

レ
ー
シ
ョ
ン
す
る
か
た
ち
で
出
品
展
示
を
行
っ
た
。こ
の
よ

う
な
発
表
が
で
き
た
の
も
、ア
ー
ト
分
科
会
の
議
論
が
あ
っ

た
か
ら
で
あ
る
。

ア
ー
ト
分
科
会
と
展
覧
会
を
終
え
て　

	

（
文
責
：
近
藤
髙
弘
）
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ア
ー
ト
分
科
会
は
、モ
ノ
学
感
覚
価
値
研
究
会
が
捉
え
て

い
る
「
霊
的
も
の
、人
的
も
の
（
者
）、物
質
的
も
の
」
と
い
う

「
モ
ノ
」
の
概
念
を
、ア
ー
ト
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
制
度
に
い
っ

た
ん
持
ち
込
み
、
こ
れ
ま
で
の
美
術
の
言
説
や
、
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
の
制
作
す
る
作
品
を
「
モ
ノ
」
と
い
う
視
点
で
捉
え
な

お
し
て
み
る
こ
と
か
ら
は
じ
ま
っ
た
。
そ
し
て
、
分
科
会
各

回
の
中
で
は
、研
究
者
の
レ
ク
チ
ャ
ー
と
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
の

ト
ー
ク
と
い
う
対
を
成
す
発
表
が
行
わ
れ
、通
常
で
は
議
論

す
る
こ
と
の
な
い
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
や
研

究
者
が
参
加
で
き
る
土
俵
が
生
ま
れ
た
こ
と
が
特
徴
で
あ
っ

た
と
思
う
。

　

当
初
、西
欧
美
術
と
日
本
ま
た
は
ア
ジ
ア
美
術
と
の
対
比

や
、現
代
美
術
と
工
芸
な
ど
と
い
っ
た
比
較
と
い
う
中
で
の

テ
ー
マ
設
定
が
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
研
究
会
を
重
ね
て

い
く
こ
と
で
「
モ
ノ
」
と
い
う
概
念
に
そ
れ
ら
を
還
元
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、領
域
や
個
々
の
立
ち
位
置
を
再
確
認
す
る

と
と
も
に
、
そ
の
上
で
、
そ
れ
ぞ
れ
が
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
し
て

き
た
状
況
を
打
開
す
る
ヒ
ン
ト
と
、現
代
の
社
会
が
抱
え
る

問
題
意
識
の
方
向
が
認
識
さ
れ
て
い
っ
た
。そ
の
一
つ
と
し

て
近
代
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、あ
る
い
は
近
代
的
資
本
主
義
を
今

後
い
か
に
乗
り
越
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
と
い
う
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
モ
ノ
学
の
代
表
者
で
あ
る
鎌
田
東
二
氏
の
ラ
イ
フ

メ
ッ
セ
ー
ジ
は
「
世
直
し
」
で
あ
る
が
、
混
迷
す
る
先
の
見

え
な
い
時
代
に
あ
っ
て
「
世
直
し
」
が
い
か
に
実
践
さ
れ
て

い
く
か
。
と
、
同
時
に
ア
ー
ト
が
い
か
に
表
現
さ
れ
て
い
く

か
と
い
う
こ
と
は
不
可
分
で
あ
り
、
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が

ア
ー
ト
分
科
会
を
立
ち
上
げ
る
に
あ
た
り
挙
げ
た
地
球
美
術

的
価
値
と
は
何
か
と
い
う
課
題
に
も
関
わ
る
問
題
で
も
あ

る
。
こ
の
、
六
回
の
ア
ー
ト
分
科
会
で
は
残
念
な
が
ら
充
分

に
地
球
美
術
的
価
値
の
言
説
の
構
築
や
価
値
の
提
示
が
で
き

ず
、
課
題
と
し
て
残
っ
た
。
し
か
し
、
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム

や
コ
ン
テ
ン
ポ
ラ
リ
ー
の
そ
の
先
の
方
向
性
は
わ
れ
わ
れ
の

意
識
の
な
か
に
自
覚
と
し
て
繋
が
っ
て
い
る
。

　

研
究
会
は
参
加
者
が
肥
や
し
と
な
る
ネ
タ
を
そ
れ
ぞ
れ
持

ち
帰
り
自
ら
の
栄
養
分
と
し
、そ
れ
を
実
践
と
し
て
ど
の
よ

う
に
活
か
し
、花
を
咲
か
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
重
要
で

あ
る
。
こ
れ
ま
で
、
こ
の
よ
う
な
ア
ー
ト
を
議
論
す
る
研
究

会
は
、多
く
は
行
わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
確
か
に
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
な
け
れ
ば
続
け
る
こ
と
は
容

易
で
は
な
い
。
現
在
、
ア
ー
ト
分
科
会
の
こ
れ
ま
で
の
記
録

を
資
料
に
し
、カ
タ
ロ
グ
か
冊
子
に
ま
と
め
る
予
定
で
動
い

て
い
る
。
こ
れ
を
い
っ
た
ん
総
括
と
し
て
、
次
の
展
開
に
つ

な
が
る
機
会
ま
で
中
締
め
と
し
た
い
。

注１　

モ
ノ
学
曼
陀
羅
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
の
様
子
は
『
モ
ノ
学
・
感
覚
価

値
研
究　

第
三
号
』
を
参
照
。

２　

こ
の
時
点
で
は
、
二
〇
〇
九
年
一
一
月
に
展
覧
会
実
施
を
予
定
し

て
い
た
が
、
最
終
的
に
は
二
〇
一
〇
年
一
月
に
な
る
。

３　

第
三
回
ア
ー
ト
分
科
会
で
中
ザ
ワ
ヒ
デ
キ
が
用
い
た
概
念
。
中

ザ
ワ
は
芸
術
を
自
律
性
の
芸
術
と
多
様
性
の
芸
術
に
分
け
て
考
え
る
。

自
律
性
の
芸
術
と
は
芸
術
の
た
め
の
芸
術
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
美
術

史
に
名
を
連
ね
る
作
品
で
あ
る
。
一
方
の
多
様
性
の
芸
術
と
は
デ
ザ
イ

ン
や
エ
ン
タ
テ
ィ
ン
メ
ン
ト
や
教
養
な
ど
の
た
め
に
あ
る
芸
術
お
よ
び

そ
の
周
辺
の
表
現
活
動
の
こ
と
。

４　

東
京
画
廊
は
、
銀
座
と
北
京
に
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
持
つ
日
本
で
最

初
に
現
代
美
術
を
あ
つ
か
っ
た
画
廊
。
欧
米
の
最
先
端
の
現
代
美
術

を
い
ち
早
く
日
本
に
紹
介
し
た
ほ
か
、「
も
の
派
」
の
作
家
に
注
目
し

そ
の
発
展
を
支
え
て
き
た
。

５　

す
べ
て
の
研
究
発
表
は
録
音
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
文
字
に
起
こ
し

た
も
の
が
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
の
Ｈ
Ｐ
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。

http://hom
epage2.nifty.com

/m
ono-gaku/

第四章　アート分科会および展覧会

搬出後の打ち上げ
（写真：高嶋清俊）

展覧会搬出の様子
（写真：大石高典）
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は
じ
め
に

　

四
十
六
億
年
の
歴
史
を
も
つ
地
球
の
特
徴
を
一
言
で
説
明

す
る
と
す
れ
ば
、「
美
し
く
な
っ
て
き
た
星
」
だ
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
つ
ま
り
、
時
代
と
と
も
に
調
和
の
と
れ
た
多
様
性

を
自
ら
作
り
出
し
て
き
た
わ
け
で
す
。
そ
の
こ
と
は
、
人
工

衛
星
か
ら
撮
影
さ
れ
た
漆
黒
の
宇
宙
に
浮
か
ぶ
青
く
輝
く
現

在
の
地
球
の
姿
を
、
誕
生
当
時
の
地
球
が
「
火
の
玉
」
と
し

て
赤
黒
く
光
っ
て
い
た
姿
や
、陸
上
に
ま
だ
緑
が
な
か
っ
た

五
億
年
前
の
姿
と
思
い
比
べ
れ
ば
、直
感
的
に
理
解
で
き
る

は
ず
で
す
。

　

し
か
し
、も
っ
と
も
美
し
く
な
っ
た
は
ず
の
地
球
の
姿
は
、

人
間
に
よ
っ
て
大
き
く
傷
つ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。代
表
例
は
、

ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
か
ら
見
え
る
熱
帯
雨
林
の
乱
伐
、無
秩

序
な
都
市
の
拡
大
、
大
規
模
鉱
山
の
露
天
掘
り
、
都
市
周
辺

の
大
気
や
河
川
、
海
洋
の
汚
染
な
ど
で
す
。
い
ま
で
は
、
人

間
さ
え
消
滅
す
れ
ば
地
球
は
た
ち
ど
こ
ろ
に
美
し
さ
を
取
り

戻
す
は
ず
だ
、と
い
う
自
嘲
に
満
ち
た
声
が
聞
こ
え
て
き
ま

す
。

　

し
か
し
、お
よ
そ
二
十
万
年
前
に
進
化
し
た
人
間
（
ホ
モ
・

サ
ピ
エ
ン
ス
）
の
特
徴
は
意
識
的
に
美
を
造
形
表
現
で
き
る

こ
と
で
す
。
実
際
、
南
米
や
東
南
ア
ジ
ア
で
素
朴
な
生
活
を

送
っ
て
い
る
人
び
と
で
も
、
美
し
い
民
族
衣
装
で
着
飾
り
、

生
命
力
に
満
ち
た
土
器
や
木
器
な
ど
を
作
り
出
し
て
い
ま

す
。

　

現
代
の
危
機
を
克
服
す
る
に
は
、生
命
史
上
初
の
芸
術
家

と
し
て
登
場
し
た
人
間
が
、な
ぜ
地
球
の
美
し
さ
を
損
ね
て

い
る
の
か
、
に
つ
い
て
答
え
る
べ
き
で
す
が
、
い
ま
ま
で
こ

の
問
い
に
真
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
人
は
ほ
と
ん
ど
い
な

か
っ
た
の
が
現
実
で
し
ょ
う
。
今
回
の
展
示
会
が
、
こ
の
問

い
を
考
え
る
き
っ
か
け
に
な
る
こ
と
を
望
ん
で
い
ま
す
。

　

な
ぜ
地
球
が
美
し
く
な
っ
て
き
た
か
と
い
え
ば
、地
球
が

生
き
て
い
る
星
・
地
球

1

自
ら
動
く
星
、す
な
わ
ち
生
き
て
い
る
星
だ
か
ら
で
す
。

　

地
球
内
部
で
は
、膨
大
な
熱
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
よ
っ
て
マ
ン

ト
ル
物
質
が
一
億
年
の
ス
ケ
ー
ル
で
対
流
し
て
い
ま
す
。一

方
、地
球
表
層
は
、十
数
枚
の
プ
レ
ー
ト（
厚
さ
が
百
キ
ロ
メ
ー

ト
ル
、幅
と
長
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
数
千
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
硬
い

岩
板
）
で
覆
わ
れ
て
い
て
、
お
の
お
の
の
プ
レ
ー
ト
は
マ
ン

ト
ル
対
流
に
乗
っ
て
年
間
十
セ
ン
チ
足
ら
ず
の
速
度
で
水
平

に
移
動
し
て
い
ま
す
。
ち
な
み
に
、
こ
の
速
度
は
私
た
ち
の

爪
が
伸
び
る
速
さ
に
匹
敵
し
ま
す
。

　

プ
レ
ー
ト
に
は
、太
平
洋
の
よ
う
な
海
洋
の
海
底
を
つ
く

る
海
洋
プ
レ
ー
ト
と
ユ
ー
ラ
シ
ア
大
陸
の
よ
う
な
大
陸
を
載

せ
る
大
陸
プ
レ
ー
ト
が
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
海
洋
プ
レ
ー

ト
や
大
陸
プ
レ
ー
ト
が
衝
突
す
る
と
、日
本
列
島
の
よ
う
な

火
山
列
や
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
の
よ
う
な
巨
大
山
脈
が
で
き
ま

す
。
大
陸
プ
レ
ー
ト
が
分
裂
す
る
と
、
大
西
洋
の
よ
う
な
大

洋
や
紅
海
の
よ
う
な
縁
海
が
生
み
出
さ
れ
ま
す
。
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起
伏
に
富
ん
だ
地
表
で
は
、
太
陽
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
、
大
気

と
水
を
た
え
ま
な
く
循
環
さ
せ
て
い
ま
す
。
大
気
は
、
大
き

く
見
る
と
、
熱
帯
で
暖
め
ら
れ
て
上
昇
し
、
上
空
で
冷
や
さ

れ
て
高
緯
度
地
方
に
向
か
っ
て
降
下
し
ま
す
。こ
う
し
た
大

気
循
環
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
気
候
帯
が
生
じ
、た
と
え
ば

中
緯
度
に
は
砂
漠
が
、高
緯
度
地
方
の
山
岳
に
は
氷
河
が
発

達
し
ま
す
。一
方
、山
か
ら
海
へ
と
流
れ
る
水
（
河
川
と
氷
河
）

は
大
地
を
深
く
刻
み
込
む
の
で
、グ
ラ
ン
ド
キ
ャ
ニ
オ
ン
や

ア
ル
プ
ス
の
よ
う
な
雄
大
な
浸
食
地
形
が
発
達
し
、美
し
い

ス
カ
イ
ラ
イ
ン
が
描
き
出
さ
れ
ま
す
。

　

私
た
ち
が
目
に
し
て
い
る
複
雑
で
変
化
に
富
ん
だ
地
形

は
、
大
気
圏
・
岩
石
圏
・
水
圏
を
巡
る
地
表
物
質
の
循
環
、

つ
ま
り
天
地
水
の
循
環
が
、
数
十
万
年
か
ら
数
百
万
年
、
と

き
に
は
一
億
年
も
か
け
て
作
り
出
し
た
産
物
な
の
で
す
。

　

地
下
で
も
美
し
い
も
の
が
た
く
さ
ん
作
り
出
さ
れ
ま
し

た
。

　

代
表
例
は
、
鮮
や
か
な
色
彩
と
ま
ば
ゆ
い
輝
き
を
示
す
、

自
然
金
や
自
然
銀
と
ル
ビ
ー
や
水
晶
な
ど
の
鉱
物
で
す
。こ

れ
ら
は
、地
下
深
部
の
地
熱
に
よ
っ
て
岩
石
が
溶
け
て
生
じ

る
高
温
流
体
・
マ
グ
マ
の
産
物
で
す
。
巨
大
山
脈
の
中
軸
部

や
火
山
地
帯
で
生
じ
る
マ
グ
マ
は
地
表
に
向
か
っ
て
上
昇
し

ま
す
。
地
表
付
近
に
達
し
て
徐
々
に
冷
え
て
い
く
過
程
で
、

マ
グ
マ
に
溶
け
込
ん
で
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
元
素
は
自
然
金
属

や
鉱
物
と
し
て
析
出
し
ま
す
。
そ
の
中
で
、
鮮
や
か
な
色
彩

大
地
形
が
生
み
だ
す
美

2
地
下
に
生
ま
れ
る
美

3

と
輝
き
を
持
っ
た
も
の
が
、貴
金
属
や
宝
石
と
し
て
用
い
ら

れ
る
の
で
す
。

　

岩
石
は
鉱
物
の
集
合
体
で
す
。高
温
高
圧
下
で
生
じ
た
硬

い
鉱
物
が
集
合
し
て
で
き
た
岩
石
は
、磨
か
れ
る
と
複
雑
な

文
様
を
呈
し
、
鈍
い
光
沢
を
放
ち
ま
す
。
水
石
と
し
て
名
高

い
貴
船
石
や
加
茂
石
な
ど
は
流
水
に
よ
っ
て
磨
か
れ
た
岩
石

で
あ
り
、大
理
石
の
彫
刻
や
御
影
石
（
花
崗
岩
）
の
床
材
は
人

工
的
に
磨
か
れ
た
も
の
で
す
。

　

地
球
が
美
し
く
な
っ
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、生
き
物
の

存
在
で
す
。

　

お
よ
そ
四
十
億
年
前
、海
の
中
で
原
始
の
生
命
が
誕
生
し

ま
し
た
。
そ
の
後
三
十
四
億
年
間
は
、
単
細
胞
生
物
の
時
代

が
続
き
ま
し
た
が
、
六
億
数
千
万
年
前
に
、
現
在
の
ク
ラ
ゲ

や
ウ
ミ
エ
ラ
の
祖
先
に
あ
た
る
多
細
胞
生
物
が
誕
生
す
る

と
、
が
ぜ
ん
進
化
は
加
速
し
ま
し
た
。
そ
し
て
、
わ
ず
か
一

億
年
後
、カ
ン
ブ
リ
ア
紀
に
入
る
と
生
き
物
は
一
万
種
以
上

と
爆
発
的
に
増
え
ま
し
た
。
こ
れ
以
降
、
巻
貝
や
三
葉
虫
な

ど
の
よ
う
に
、美
し
い
螺
旋
形
や
対
称
性
を
示
す
殻
や
身
体

を
も
つ
大
型
動
物
が
数
多
く
出
現
し
ま
し
た
。

　

陸
上
植
物
は
四
億
二
千
万
年
前
に
出
現
し
、シ
ダ
の
葉
や

ア
サ
ガ
オ
の
ツ
ル
が
示
す
よ
う
な
、美
し
い
パ
タ
ー
ン
が
出

現
し
ま
し
た
。
さ
ら
に
、
一
億
年
前
か
ら
被
子
植
物
が
大
繁

殖
し
始
め
、色
鮮
や
か
な
花
と
光
沢
の
あ
る
実
が
景
観
に
つ

け
加
わ
り
ま
し
た
。こ
れ
が
「
お
花
見
」
の
始
ま
り
で
す
。

　

そ
れ
に
加
え
て
、時
代
と
と
も
に
生
息
域
を
広
げ
陸
上
の

動
植
物
は
、複
雑
な
生
態
系
を
発
達
さ
せ
て
地
域
の
景
観
に

彩
り
を
加
え
ま
し
た
。ア
マ
ゾ
ン
や
東
南
ア
ジ
ア
の
熱
帯
雨

生
き
物
が
生
み
だ
す
美

4

林
、
ア
ル
ゼ
ン
チ
ン
の
パ
ン
パ
や
ア
フ
リ
カ
の
サ
バ
ン
ナ
、

ス
イ
ス
ア
ル
プ
ス
の
お
花
畑
、そ
し
て
シ
ベ
リ
ア
や
ア
ラ
ス

カ
の
タ
イ
ガ
な
ど
は
代
表
例
で
す
。

　

百
五
十
万
年
前
、第
四
紀
に
入
る
と
地
球
全
体
が
寒
冷
化

し
て
、氷
期
─
間
氷
期
と
い
う
十
万
年
周
期
の
気
候
変
動
が

始
ま
り
、地
球
は
さ
ら
に
美
し
さ
を
増
し
ま
し
た
。

　

寒
い
氷
期
に
は
南
極
の
氷
床
が
拡
大
し
、山
岳
で
は
氷
河

が
発
達
し
ま
す
。陸
に
降
っ
た
雨
水
が
海
に
戻
ら
な
い
の
で
、

海
面
は
百
メ
ー
ト
ル
以
上
も
低
下
し
ま
す
。海
岸
平
野
を
緩

や
か
に
流
れ
て
い
た
河
川
の
勾
配
は
き
つ
く
な
っ
て
、か
つ

て
の
海
岸
線
も
河
川
で
浸
食
さ
れ
ま
す
。温
暖
な
間
氷
期
に

な
る
と
氷
床
と
氷
河
が
縮
小
し
た
り
消
滅
し
た
り
す
る
と
、

跡
に
は
Ｕ
字
谷
や
カ
ー
ル
と
い
っ
た
氷
河
地
形
が
残
さ
れ
ま

し
た
。
ま
た
、
海
水
が
増
え
て
海
面
が
百
メ
ー
ト
ル
以
上
も

上
昇
す
る
の
で
、フ
ィ
ヨ
ル
ド
や
リ
ア
ス
式
海
岸
と
い
っ
た

沈
水
海
岸
が
発
達
し
ま
し
た
。現
在
の
日
本
の
美
し
い
山
岳

地
形
や
海
岸
地
形
は
、過
去
五
十
─
六
十
万
年
の
気
候
変
動

の
産
物
で
す
。

　

気
候
が
寒
冷
化
す
る
と
、「
四
季
折
々
」
と
い
う
季
節
変
化

が
確
立
し
ま
し
た
。夏
の
気
温
低
下
よ
り
も
冬
の
気
温
低
下

の
ほ
う
が
大
き
く
な
る
の
で
、四
季
の
気
温
差
が
と
く
に
中

緯
度
で
は
っ
き
り
す
る
よ
う
に
な
る
か
ら
で
す
。

　

寒
冷
化
に
対
応
し
て
、多
く
の
動
物
は
温
暖
な
地
域
へ
移

住
し
ま
し
た
が
、一
部
は
冬
眠
し
て
寒
さ
を
し
の
ぐ
よ
う
に

氷
河
作
用
が
生
み
出
す
美

5
花
鳥
風
月
の
世
界

6
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な
り
ま
し
た
。
一
方
、
鳥
は
狭
い
温
度
範
囲
で
し
か
暮
ら
せ

な
い
の
で
、ハ
ク
チ
ョ
ウ
や
ツ
バ
メ
の
よ
う
に
長
距
離
の
渡

り
を
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

二
億
年
以
上
前
に
出
現
し
た
針
葉
樹
は
、高
緯
度
の
厳
し

い
寒
さ
に
耐
え
る
よ
う
に
進
化
し
ま
し
た
。
し
か
し
、
温
暖

期
に
進
化
し
た
被
子
植
物
（
広
葉
樹
）
は
、中
緯
度
地
方
の
冬

を
、
秋
の
紅
葉
と
落
葉
で
乗
り
切
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

こ
れ
が
「
紅
葉
狩
り
」
の
始
ま
り
で
す
。

　

樹
木
が
生
育
で
き
な
い
高
緯
度
や
高
山
地
帯
に
は
草
（
草

本
植
物
）
が
進
出
し
、お
花
畑
を
作
り
出
し
ま
し
た
。草
は
春

に
芽
生
え
て
、
初
夏
に
花
を
咲
か
せ
て
秋
に
実
を
結
び
、
冬

に
は
枯
れ
て
し
ま
い
ま
す
。
し
か
し
、
地
面
に
落
ち
た
種
は

乾
燥
と
寒
さ
に
耐
え
る
の
で
、冬
を
越
せ
る
の
で
す
。現
在
、

陸
地
の
三
割
が
草
原
で
覆
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

季
節
的
な
移
り
変
わ
り
を
、身
近
な
草
花
と
鳥
が
示
す
変

化
か
ら
見
て
取
り
、朝
夕
に
吹
き
抜
け
る
風
の
気
配
と
夜
空

で
満
ち
欠
け
を
繰
り
返
す
月
の
形
で
体
感
す
る
と
い
う
、「
花

鳥
風
月
」
の
世
界
が
始
ま
っ
た
の
は
、地
球
史
的
に
み
れ
ば
、

本
当
に
つ
い
最
近
の
出
来
事
な
の
で
す
。

　

二
十
万
年
前
に
人
間
（
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
）
が
出
現
す
る

と
、ま
っ
た
く
新
し
い
美
が
生
ま
れ
ま
し
た
。

　

地
球
が
も
っ
と
も
美
し
く
な
っ
た
段
階
で
出
現
し
た
大
型

動
物
に
ふ
さ
わ
し
く
、人
間
が
意
識
的
に
美
を
造
形
表
現
す

る
よ
う
に
な
っ
た
か
ら
で
す
。チ
ン
パ
ン
ジ
ー
に
絵
筆
を
持

た
す
と
筆
を
振
り
下
ろ
し
て
抽
象
画
の
よ
う
な
絵
を
描
き
ま

す
。
し
か
し
、
い
く
ら
訓
練
し
て
も
人
間
の
よ
う
に
具
象
画

を
描
く
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
ま
た
、
土
を
捏
ね
て
器
を
つ

芸
術
家
の
誕
生

7

く
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
一
方
、
人
間
な
ら
ば
誰
し
も
、

う
ま
い
へ
た
の
差
は
あ
っ
て
も
、絵
を
描
く
こ
と
が
で
き
る

し
、
土
を
捏
ね
て
器
を
形
づ
く
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
う
れ

し
さ
や
悲
し
み
と
い
っ
た
心
の
動
き
を
歌
と
踊
り
で
表
現
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。人
間
は
生
命
史
上
初
め
て
の
芸
術
家

な
の
で
す
。

　
「
着
飾
っ
た
ソ
ロ
モ
ン
王
と
い
え
ど
も
、野
に
咲
く
ユ
リ
の

美
し
さ
に
は
敵
わ
な
い
」
と
言
わ
れ
ま
す
。確
か
に
、ダ
イ
ヤ

モ
ン
ド
の
輝
き
や
孔
雀
の
羽
の
色
模
様
は
美
し
い
も
の
で

す
。し
か
し
、そ
れ
は
人
間
が
作
り
出
す
芸
術
品
の
美
し
さ
と

は
決
定
的
に
違
っ
て
い
ま
す
。す
な
わ
ち
、ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
の

輝
き
は
炭
素
原
子
の
結
合
の
仕
方
（
結
晶
構
造
）
に
よ
る
も
の

だ
し
、孔
雀
の
羽
の
色
模
様
は
遺
伝
に
よ
る
産
物
で
す
。

　

一
方
、人
間
が
作
り
出
す
芸
術
品
は
、た
と
え
身
近
な
花
の

色
形
や
あ
り
ふ
れ
た
鉱
物
の
輝
き
を
写
し
た
も
の
で
あ
っ
て

も
、そ
こ
に
は
作
者
の
「
美
を
求
め
る
心
」
と
「
美
を
作
り
出

す
手
業
」
が
こ
も
っ
て
い
ま
す
。し
か
も
、作
者
の
制
作
意
図

を
も
っ
と
も
適
切
に
表
現
す
る
た
め
に
、素
材
選
び
に
も
細

心
の
注
意
が
払
わ
れ
て
い
ま
す
。だ
か
ら
こ
そ
、芸
術
品
は
見

る
者
に
さ
ま
ざ
ま
な
感
情
を
湧
き
立
た
せ
る
わ
け
で
す
。

　

史
上
初
の
芸
術
家
と
し
て
出
現
し
た
人
間
が
、そ
の
才
能

を
開
花
さ
せ
た
の
は
五
万
年
前
か
ら
で
す
。こ
の
時
代
か
ら

石
器
が
地
域
色
を
帯
び
、性
能
と
形
状
を
特
化
さ
せ
た
石
器

が
一
挙
に
増
え
た
の
で
す
。三
万
五
千
年
前
に
は
楽
器
（
笛
）

が
作
ら
れ
ま
し
た
。
三
万
年
以
上
前
か
ら
は
、
洞
窟
壁
画
が

描
か
れ
た
り
、動
物
の
牙
や
角
に
彫
刻
さ
れ
た
り
す
る
よ
う

に
な
り
ま
し
た
。

芸
術
に
よ
る
美
の
付
加

8

　

五
千
五
百
年
前
に
四
大
文
明
が
成
立
す
る
と
、大
規
模
な

王
宮
や
神
殿
、庭
園
な
ど
が
建
設
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。ピ
ラ
ミ
ッ
ド
や
万
里
の
長
城
は
ス
ペ
ー
ス
シ
ャ
ト
ル
か

ら
も
見
え
る
そ
う
で
す
。
そ
し
て
、
王
宮
や
神
殿
の
内
部
や

外
壁
は
絵
画
や
彫
刻
で
飾
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。ま

た
、
都
市
周
辺
の
植
生
を
変
え
て
、
街
路
樹
な
ど
の
新
し
い

景
観
を
生
み
出
し
ま
し
た
。

　

都
市
郊
外
で
も
新
し
い
景
観
が
生
み
出
さ
れ
ま
し
た
。た

と
え
ば
、明
治
初
期
に
東
北
地
方
を
旅
行
し
た
英
国
の
女
性

旅
行
家
イ
ザ
ベ
ラ
・
バ
ー
ド
は
、
山
形
県
の
米
沢
市
郊
外
か

ら
、手
入
れ
の
行
き
届
い
た
美
田
と
畑
が
広
が
る
置
賜
盆
地

を
見
て
、「
東
洋
の
ア
ル
カ
デ
ア
（
桃
源
郷
）」
だ
と
旅
行
記
に

書
き
残
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、人
間
が
出
現
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
地
球
は

汚
さ
れ
る
ど
こ
ろ
か
、ま
す
ま
す
美
し
さ
を
増
し
た
の
で
す
。

　

と
こ
ろ
が
、産
業
革
命
以
降
、人
び
と
は
、生
命
史
上
初
の

芸
術
家
と
し
て
の
使
命
を
忘
れ
た
か
の
よ
う
に
、地
球
規
模

で
美
し
い
自
然
景
観
や
都
市
景
観
を
破
壊
し
始
め
ま
し
た
。

　

た
と
え
ば
、
都
市
部
に
は
、
人
び
と
の
物
欲
を
掻
き
立
て

る
た
め
の
ポ
ス
タ
ー
や
デ
ザ
イ
ン
が
氾
濫
し
て
い
ま
す
。工

業
地
区
で
は
画
一
的
な
工
業
製
品
が
大
量
生
産
さ
れ
て
い
ま

す
が
、同
時
に
副
産
物
と
し
て
大
量
に
排
出
さ
れ
る
汚
水
や

排
ガ
ス
、
廃
棄
物
な
ど
が
環
境
を
汚
し
て
い
ま
す
。
製
品
も

最
終
的
に
は
捨
て
ら
れ
て
ゴ
ミ
に
な
り
ま
す
。
一
方
、
発
展

途
上
国
で
は
、
森
林
が
大
規
模
に
伐
採
さ
れ
た
り
、
鉱
山
開

発
に
よ
っ
て
山
肌
が
抉
ら
れ
た
り
し
て
い
ま
す
。さ
ら
に
は
、

手
付
か
ず
の
自
然
こ
そ
が
美
し
い
と
言
い
な
が
ら
、南
海
の

異
常
な
現
代
世
界

9
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島
嶼
国
や
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
山
岳
地
帯
な
ど
に
大
規
模
な
観
光
施

設
を
建
設
し
て
、景
観
破
壊
に
拍
車
を
か
け
て
い
ま
す
。

　

そ
の
原
因
の
一
つ
は
、
西
欧
近
代
の
思
想
（
自
然
観
）
に

求
め
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
は
、
自
然
は
、
あ
た
か
も
機
械
時

計
の
よ
う
に
規
則
正
し
く
動
く
も
の
の
、自
ら
は
決
し
て
変

化
し
な
い
存
在
と
見
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
も
、
自
然
は

不
完
全
で
あ
り
、自
然
と
峻
別
さ
れ
る
人
間
が
支
配
す
べ
き

対
象
だ
と
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
で
は
、
地
球
と
生
き
物
の
共

進
化
が
無
視
さ
れ
た
り
、人
間
も
地
球
生
態
系
の
一
員
に
過

ぎ
な
い
と
い
う
事
実
が
無
視
さ
れ
た
り
す
る
の
も
無
理
か
ら

ぬ
こ
と
で
す
。

　

い
ま
こ
そ
私
た
ち
は
、誤
り
に
満
ち
た
自
然
観
と
決
別
し
、

地
球
を
さ
ら
に
美
し
く
し
て
次
世
代
に
受
け
渡
す
と
い
う
、

生
き
物
の
本
務
に
立
ち
返
る
べ
き
だ
と
考
え
ま
す
。

　

本
研
究
会
の
ア
ー
ト
部
会
は
、三
十
数
名
の
ア
ー
ト
関
係

者
が
結
集
す
る
部
会
で
す
。目
的
は
、混
迷
す
る
時
代
の
中
、

従
来
の
西
洋
の
ア
ー
ト
や
現
代
美
術
の
価
値
概
念
と
制
度
に

と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
日
本
の
「
モ
ノ
」
と
い
う
概
念
と

こ
れ
に
ま
つ
わ
る
感
覚
価
値
を
投
じ
て
、地
球
美
術
的
価
値

を
再
発
見
す
る
こ
と
で
す
。

　

言
い
換
え
れ
ば
、地
球
と
生
き
物
と
人
間
の
関
係
を
歴
史

的
に
か
つ
相
関
的
に
捉
え
て
、新
し
い
ア
ー
ト
（
美
術
、工
芸
、

デ
ザ
イ
ン
な
ど
を
含
む
人
間
本
来
の
創
造
的
な
営
み
）
の
あ
り

方
を
追
求
す
る
こ
と
で
す
。

　

今
回
の
展
覧
会
は
、ア
ー
ト
部
会
に
参
画
し
た
ア
ー
テ
ィ

ス
ト
（
芸
術
家
、
工
芸
家
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
な
ど
）
が
、
京
都
大
学

モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
展
覧
会

10

総
合
博
物
館
に
収
蔵
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
展
示
品
（
岩
石
、

鉱
物
、
化
石
な
ど
）
が
持
つ
美
し
さ
（
色
や
輝
き
、
形
や
質
感
な

ど
）
に
触
発
さ
れ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
素
材
を
用
い
て
作
り
出

し
た
作
品
を
展
示
す
る
も
の
で
す
。そ
の
制
作
と
展
示
の
過

程
で
は
、
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
に
参
画
す
る
美
学
者

や
宗
教
学
者
、
地
質
学
者
な
ど
が
関
与
し
て
、
彼
ら
が
展
示

物
（
モ
ノ
）
を
多
面
的
に
捉
え
る
こ
と
を
手
助
け
し
ま
し
た
。

　

そ
の
結
果
、ア
ー
テ
ィ
ス
ト
と
研
究
者
が
新
し
い
価
値
を

発
見
し
た
だ
け
で
な
く
、作
品
と
標
本
を
並
べ
る
こ
と
で
新

し
い
感
覚
が
生
ま
れ
る
こ
と
が
確
認
で
き
ま
し
た
。こ
れ
に
、

鑑
賞
者
の
価
値
判
断
が
加
わ
れ
ば
、展
示
物
や
展
示
の
場
は
、

さ
ら
に
新
し
い
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
と
期
待
で
き
ま
す
。

　

ご
来
場
の
皆
様
に
は
、
モ
ノ
（
展
示
物
や
展
示
の
場
）
が
持

つ
感
覚
価
値
の
発
見
や
創
造
に
参
画
し
て
い
た
だ
き
た
い
と

願
っ
て
い
ま
す
。

第四章　アート分科会および展覧会

モノ学・感覚価値研究会展覧会会場写真１

会場写真２

会場写真３
（写真：大西宏志）



084 ●第 1 部　モノ学・感覚価値シンポジウムと「物からモノへ」展覧会

　

京
都
大
学
総
合
博
物
館
で
、一
月
一
六
日
か
ら
三
一
日
ま

で
、
い
さ
さ
か
型
破
り
の
展
示
が
な
さ
れ
た
。
題
し
て
「
物

か
ら
モ
ノ
へ
：
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
展
覧
会
」
と
銘

打
た
れ
、
副
題
に
は
「
科
学
・
宗
教
・
芸
術
が
切
り
結
ぶ
モ

ノ
の
気
配
の
生
態
学
」
と
あ
る
。「
モ
ノ
学
」
の
構
想
に
つ
い

て
は
、鎌
田
東
二『
モ
ノ
学
の
冒
険
』（
創
元
社
、二
〇
〇
九
）や
、

科
学
研
究
費
助
成
金
に
よ
る
『
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
』

と
題
す
る
研
究
会
の
年
報
（
既
刊
三
冊
と
本
誌
、
京
都
大
学
こ

こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
発
行
）
に
委
ね
よ
う
。
こ
こ
で
は

ま
ず
、あ
え
て
博
物
館
に
現
代
美
術
作
品
を
持
ち
込
む
と
い

う
判
断
を
背
後
で
支
え
た
思
想
は
い
か
な
る
も
の
だ
っ
た
の

か
。
そ
し
て
、
こ
の
一
見
強
引
に
も
み
え
る
共
生
か
ら
何
が

発
生
し
た
の
か
を
、し
ば
し
見
届
け
た
い
。

博
物
館
と
美
術
館
と

　

ロ
ン
ド
ン
の
大
英
博
物
館
と
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ギ
ャ
ラ
リ
ー

の
場
合
に
は
、歴
史
的
経
緯
や
ロ
ン
ド
ン
と
い
う
町
の
自
然

発
生
的
な
形
状
も
影
響
し
て
、そ
れ
ほ
ど
明
確
で
は
な
い
が
、

ミ
ュ
ン
ヒ
ェ
ン
や
ヴ
ィ
ー
ン
、さ
ら
に
は
ブ
ダ
ペ
ス
ト
や
プ

ラ
ハ
な
ど
東
欧
圏
で
は
、国
立
美
術
館
と
自
然
史
博
物
館
は
、

左
右
相
称
の
箱
形
建
築
が
並
列
し
て
い
る
。さ
ら
に
は
北
米

な
ら
ワ
シ
ン
ト
ン
の
モ
ー
ル
を
囲
む
自
然
史
博
物
館
と
国
立

絵
画
館
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
は
セ
ン
ト
ラ
ル
・
パ
ー
ク
中
央
部

の
東
西
両
端
に
位
置
す
る
、自
然
史
博
物
館
と
メ
ト
ロ
ポ
リ

タ
ン
美
術
館
。
思
い
出
す
ま
で
も
な
く
、
欧
米
の
主
要
都
市

で
の
美
術
館
と
博
物
館
は
、多
く
は
対
を
な
す
装
置
と
し
て

認
知
さ
れ
て
い
る
。
ど
ち
ら
も
語
源
と
し
て
は
学
藝
・
技
藝

を
司
る
ギ
リ
シ
ア
の
女
神
に
由
来
す
るM

useum

で
あ
る
。

　

薩
摩
出
身
で
ロ
ン
ド
ン
留
学
経
験
の
あ
る
町
田
久
成
ら
の

尽
力
で
そ
の
端
緒
を
開
い
た
上
野
の
博
物
館
群
も
、一
九
世

紀
欧
米
の
制
度
を
移
入
し
た
機
関
で
あ
り
、当
初
は
同
様
の

発
想
で
創
設
さ
れ
た
は
ず
だ
。し
か
し
日
本
で
は
、博
物
館
法

と
美
術
館
法
と
は
大
き
く
分
岐
し
て
し
ま
い
、両
者
は
容
易

に
相
互
乗
り
入
れ
が
で
き
な
い
よ
う
な
制
度
的
発
展
を
遂
げ

て
し
ま
っ
た
。博
物
館
所
蔵
品
は
資
料
で
あ
っ
て
、原
則
と
し

て
個
人
名
は
馴
染
ま
な
い
。天
下
に
類
例
の
な
い
一
品
で
あ
っ

て
も
、正
式
に
は
類
と
し
て
学
名
で
呼
ば
れ
る
べ
き
存
在
だ

ろ
う
。反
対
に
美
術
館
が
扱
う
の
は
作
品
で
あ
っ
て
、こ
ち
ら

は
固
有
名
を
所
有
し
、原
則
と
し
て
作
者
の
個
人
名
が
明
記

さ
れ
る
。展
示
品
の
命
名
法
・
表
示
法
に
お
い
て
、す
で
に
博

物
館
と
美
術
館
と
は
、そ
の
原
則
か
ら
し
て
両
立
し
な
い
。

　

な
か
ば
笑
い
話
だ
が
、今
回
の
京
都
大
学
総
合
博
物
館
で

の
展
示
で
も
、
ま
ず
こ
こ
で
、
出
品
作
家
側
と
博
物
館
側
と

に
利
害
調
整
が
必
要
だ
っ
た
。結
果
と
し
て
展
示
ケ
ー
ス
の

枠
に
は
分
類
番
号
が
貼
付
さ
れ
た
。も
と
よ
り
藝
術
家
の
個

人
名
や
作
品
名
は
、
博
物
館
に
は
馴
染
ま
な
い
。
実
際
、
陳

列
ケ
ー
ス
に
作
者
名
を
貼
付
す
る
と
、展
示
の
ど
こ
に
焦
点

が
あ
る
の
か
不
明
瞭
で
、会
場
の
雰
囲
気
を
壊
し
て
し
ま
う
。

結
果
と
し
て
、観
客
は
展
示
場
入
り
口
に
置
か
れ
た
展
覧
会

出
品
目
録
と
ガ
ラ
ス
ケ
ー
ス
の
分
類
番
号
と
を
、ひ
と
つ
ひ

と
つ
照
合
し
て
作
者
名
、作
品
名
を
確
か
め
る
こ
と
に
な
っ

た
。み
る
か
ら
に
不
自
由
な
観
覧
だ
が
、結
果
か
ら
言
え
ば
、

こ
の
不
便
が
、
未
知
の
発
見
に
結
び
つ
く
。
一
度
目
に
は
、

第
四
章

ア
ー
ト
分
科
会
お
よ
び
展
覧
会

蘇
生
す
る
化
石
・
跳
梁
す
る
魂　

大
学
博
物
館
で
現
代

美
術
展
？
─
京
都
大
学
総
合
博
物
館
で
の「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」展
よ
り

稲
賀
繁
美

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
・

総
合
研
究
大
学
院
大
学
教
授

モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
展
覧
会	
第
１
部	
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先
入
観
な
く
、
ま
た
予
備
知
識
も
皆
無
の
ま
ま
、
こ
の
通
常

の
美
術
展
と
し
て
は
い
か
に
も
不
可
思
議
な
空
間
を
経
巡
っ

て
み
よ
う
。
二
度
目
に
は
、
作
品
目
録
を
手
に
、
ど
こ
に
誰

の
何
が
陳
列
さ
れ
て
い
る
か
を
確
か
め
よ
う
。そ
し
て
三
度

目
に
は
、
会
場
入
り
口
に
準
備
さ
れ
た
説
明
文
を
頼
り
に
、

も
う
一
度
、会
場
設
営
に
関
与
し
た
美
術
家
や
企
画
参
加
者

た
ち
の
言
い
分
を
反
芻
し
て
み
よ
う
。巡
礼
道
教
会
の
祭
壇

を
巡
回
す
る
の
に
も
似
た
、こ
う
し
た
周
廻
の
道
行
き
か
ら
、

筆
者
が
よ
う
や
く
得
た
、
な
に
が
し
か
の
納
得
を
、
文
章
に

託
そ
う
と
す
る
の
が
以
下
の
試
み
だ
。
さ
さ
や
か
に
し
て
、

ま
だ
き
わ
め
て
不
十
分
な
こ
と
は
自
覚
の
う
え
で
。

遺
物
・
死
体
置
き
場
と
し
て
の
博
物
館

　

さ
て
、
素
人
目
に
博
物
館
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
現

在
の
地
球
で
は
有
用
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
遺
物
管
理
の
場

所
、
い
っ
て
み
れ
ば
死
体
置
き
場
に
も
等
し
い
だ
ろ
う
。
京

都
大
学
総
合
博
物
館
も
、内
部
は
三
つ
に
区
分
さ
れ
て
い
る
。

ま
ず
自
然
史
部
門
の
見
物
は
ナ
ウ
マ
ン
象
の
頭
部
だ
ろ
う

が
、
こ
れ
も
も
は
や
現
在
の
地
球
か
ら
は
姿
を
消
し
て
し

ま
っ
た
遺
物
。つ
ぎ
に
技
術
史
の
区
画
に
展
示
さ
れ
て
い
る

撥
条
や
梃
子
、
歯
車
を
利
用
し
た
機
械
仕
掛
け
は
、
一
九
世

紀
の
大
学
創
設
期
に
貴
重
な
資
料
と
し
て
大
枚
を
は
た
い
て

輸
入
さ
れ
た
細
工
物
だ
が
、電
子
機
器
の
発
達
し
た
現
在
か

ら
み
れ
ば
、
そ
の
技
術
の
多
く
は
、
す
で
に
時
代
の
先
端
か

ら
は
は
る
か
背
後
に
霞
ん
で
い
る
。
そ
し
て
第
三
に
、
文
化

史
の
分
野
だ
が
、そ
の
入
り
口
に
は
い
く
つ
か
の
石
棺
が
置

か
れ
て
い
る
。
石
棺
こ
そ
、
博
物
館
が
巨
大
な
棺
桶
に
ほ
か

な
ら
な
い
こ
と
を
提
喩
す
る
遺
物
だ
と
い
わ
れ
て
も
、否
定

で
き
ま
い
。で
は
そ
ん
な
死
体
安
置
場
に
現
代
美
術
の
作
品

を
展
示
す
る
と
い
う
こ
と
は
、何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　

元
来
の
構
想
段
階
で
は
、
出
品
藝
術
家
た
ち
が
、
収
蔵
作

品
か
ら
か
な
り
自
由
に
、
参
考
と
な
る
資
料
を
選
び
出
し
、

そ
れ
に
触
発
さ
れ
た
作
品
と
並
べ
て
展
示
す
る
、と
い
う
発

想
が
あ
っ
た
よ
う
だ
。
最
近
の
類
例
を
あ
げ
る
な
ら
、
吹
田

の
国
立
民
族
学
博
物
館
で
開
催
さ
れ
た
『
千
家
十
職
展
』
が

あ
る
。千
利
休
以
来
の
縁
ゆ
え
に
、お
茶
道
具
の
納
品
を
代
々

受
け
継
ぎ
、や
が
て
千
家
十
職
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
っ
た

家
系
は
、漆
、陶
磁
、鋳
込
み
な
ど
十
の
職
種
を
数
え
る
。そ

の
そ
れ
ぞ
れ
の
職
の
当
代
が
、
博
物
館
収
蔵
庫
を
訪
れ
、
霊

感
を
得
た
り
、興
味
を
惹
か
れ
た
り
し
た
資
料
を
も
と
に
自

ら
の
創
作
を
試
み
、
発
想
源
と
と
も
に
並
べ
て
展
示
す
る
、

と
い
う
思
い
切
っ
た
企
画
だ
っ
た
。こ
れ
に
は
こ
れ
で
社
会

の
約
束
事
を
破
る
新
規
な
発
案
ゆ
え
に
、さ
ま
ざ
ま
な
問
題

が
出
来
し
、
担
当
の
教
授
は
、
心
労
ゆ
え
か
、
会
期
を
終
え

る
ま
で
に
体
重
が
五
キ
ロ
も
減
っ
た
、と
仄
聞
し
た
。

　

京
都
大
学
の
場
合
に
も
、資
料
保
存
業
務
と
美
術
作
品
展

示
の
あ
い
だ
に
、容
易
に
は
折
り
合
い
の
つ
か
な
い
摩
擦
が

い
く
つ
も
生
じ
た
よ
う
だ
。
単
純
に
い
え
ば
、
扱
い
方
に
心

得
の
な
い
者
に
資
料
を
触
ら
せ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。保

安
上
の
配
慮
も
あ
っ
て
か
、
双
方
の
譲
歩
と
協
議
の
す
え
、

人
類
学
資
料
は
近
藤
髙
弘
所
有
の
弥
生
式
土
器
一
ヶ
と
、カ

メ
ル
ー
ン
を
専
門
と
す
る
人
類
学
者
、大
石
高
典
研
究
員
が

直
接
責
任
担
当
者
で
あ
る「
学
術
資
料
お
よ
び
食
品
原
材
料
」

の
み
、
自
然
史
分
野
で
は
、
こ
れ
も
研
究
会
メ
ン
バ
ー
で
、

京
都
造
形
芸
術
大
学
の
地
学
者
、原
田
憲
一
教
授
選
定
の
鉱

物
資
料
、あ
と
は
白
亜
紀
の
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
の
化
石
ひ
と
つ

に
限
り
、
藝
術
家
た
ち
の
展
示
と
の
同
居
が
実
現
し
た
。
元

来
は
、博
物
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
の
大
型
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
化
石

を
使
い
た
か
っ
た
ら
し
い
が
、
重
量
が
二
四
〇
キ
ロ
と
、
移

動
に
適
さ
ず
、
諦
め
た
の
だ
と
い
う
。
大
石
が
出
品
し
た
の

は
赤
錆
び
た
シ
ャ
ベ
ル
の
断
片
だ
が
、折
れ
た
木
の
柄
の
先

か
ら
土
色
の
根
っ
こ
が
ひ
ょ
ろ
り
と
顔
を
出
す
。無
機
物
と

有
機
物
と
の
合
体
が
、生
命
の
在
り
よ
う
の
不
思
議
を
感
じ

さ
せ
る
も
の
だ
っ
た
。
後
述
す
る
モ
ノ
派
作
家
の
「
作
品
」

と
張
り
合
う
稚
気
愛
す
べ
し
、と
の
内
輪
の
評
も
漏
れ
聞
い

た
。ま
た
漢
代
の
青
銅
鏡
や
線
刻
し
た
絵
柄
の
あ
る
弥
生
土

器
な
ど
も
、展
示
の
都
合
で
、会
場
で
の
併
置
は
成
ら
な
か
っ

た
。
残
念
な
が
ら
、
筆
者
は
実
現
に
い
た
る
ま
で
の
水
面
下

の
熾
烈
な
応
酬
や
試
行
錯
誤
の
委
細
に
は
通
じ
て
い
な
い
。

だ
が
、そ
の
交
渉
課
程
は
、博
物
館
と
美
術
館
と
の「
あ
い
だ
」

を
測
定
す
る
う
え
で
、貴
重
な
教
訓
を
含
む
は
ず
だ
。

展
示
空
間
の
ア
プ
ロ
ー
チ

　

ま
ず
ア
プ
ロ
ー
チ
と
空
間
構
成
を
点
検
し
よ
う
。会
場
は
、

博
物
館
二
階
奥
の
ド
ン
ツ
キ
行
き
止
ま
り
の
長
方
形
の
空

間
。左
右
に
は
固
定
の
展
示
ケ
ー
ス
が
壁
面
を
覆
っ
て
い
る
。

大
雑
把
に
会
場
を
区
分
け
す
る
な
ら
、入
り
口
部
分
に
映
像
、

進
行
方
向
左
翼
に
は
立
体
作
品
、右
翼
に
は
平
面
作
品
が
配

置
さ
れ
、
そ
の
奥
に
モ
ノ
の
領
域
が
控
え
る
、
と
い
う
四
分

構
成
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。ま
ず
入
り
口
に
は
、デ
ザ
イ
ナ
ー

の
上
林
壮
一
郎
が
、占
星
術
研
究
の
鏡
リ
ュ
ウ
ジ
と
共
同
で
、

家
具
と
占
星
術
の
本
を
展
示
し
た
。
比
喩
的
に
い
え
ば
、
こ

こ
で
一
種
のtable turning

を
実
践
し
、入
信
儀
礼
の
後
に

奥
の
異
界
へ
と
観
衆
を
誘
お
う
と
い
う
趣
向
だ
ろ
う
か
。協

議
の
す
え
、で
き
あ
が
っ
た
の
は
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
と
し
て
も

使
え
る
テ
ー
ブ
ル
。
ス
ト
レ
ッ
チ
・
テ
ク
ス
タ
イ
ル
を
利
用

し
た
机
の
天
板
は
、
板
と
は
い
い
な
が
ら
、
乗
せ
た
物
体
の

重
量
に
応
じ
て
凹
み
、ま
た
下
支
え
の
支
柱
に
押
さ
れ
て
凸

第四章　アート分科会および展覧会
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状
の
突
起
を
突
き
出
す
。
思
え
ば
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
と
は
、
宇

宙
の
運
行
と
地
上
の
秩
序
と
の
境
界
面
を
な
し
、両
者
か
ら

加
わ
る
力
の
平
衡
を
読
み
取
る
水
平
線
の
写
像
だ
っ
た
は
ず

だ
。
そ
の
写
像
を
布
の
柔
構
造
に
託
し
た
上
林
の
机
は
、
星

の
精
神
の
代
わ
り
に
、
酒
瓶
の
酒
精
を
抱
い
て
、
凹
凸
の
模

様
を
変
貌
さ
せ
る
。

　

こ
こ
が
西
欧
で
い
え
ば
前
室anticham

bre

に
相
当
し
、

そ
の
背
後
に
直
線
的
に
伸
び
る
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、神
社
や
仏

教
寺
院
な
ら
ば
拝
殿
つ
い
で
本
殿
さ
ら
に
奥
の
院
と
い
っ
た

配
列
に
類
比
で
き
る
。ヴ
ィ
ー
ン
学
派
の
美
術
史
家
ダ
ゴ
ベ

ル
ト
・
フ
ラ
イ
の
『
比
較
藝
術
学
』
は
、
世
界
の
主
要
な
宗

教
建
築
を
例
に
と
り
、参
拝
の
た
め
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
比
較

し
た
古
典
と
い
っ
て
よ
い
。そ
こ
で
も
分
析
さ
れ
た
よ
う
に
、

最
後
が
行
き
止
ま
り
と
な
る
空
間
に
い
か
に
し
て
聖
な
る
も

の
を
委
ね
る
か
、
古
来
よ
り
人
々
は
苦
心
を
払
っ
た
。
古
代

エ
ジ
プ
ト
の
場
合
、聖
所
あ
る
い
は
死
後
の
世
界
へ
と
近
づ

く
に
つ
れ
、
神
殿
の
天
井
は
低
く
な
り
、
奥
へ
と
誘
う
回
廊

は
徐
々
に
幅
を
狭
め
て
ゆ
く
。そ
し
て
聖
所
の
最
奥
部
の
行

き
止
ま
り
の
壁
に
は
、浮
き
彫
り
で
描
か
れ
た
偽
の
扉
が
置

か
れ
る
。
そ
の
扉
を
越
え
て
彼
方
へ
ゆ
け
る
の
は
、
も
は
や

物
質
で
は
な
い
王
の
霊
だ
け
、と
い
う
わ
け
だ
ろ
う
か
。

奥
の
院
あ
る
い
は
奥
津
城

　

会
場
配
置
は
近
藤
髙
弘
の
発
案
に
な
る
と
い
う
。展
示
を

終
え
た
公
開
前
の
会
場
を
訪
れ
た
、企
画
責
任
者
の
鎌
田
東

二
は
、
会
場
の
ド
ン
詰
ま
り
に
、
神
社
の
奥
宮
に
相
当
す
る

空
間
配
置
を
連
想
し
た
と
い
う
。ま
た
会
場
入
り
口
の
門
に

相
当
す
る
部
分
の
巨
大
な
掲
示
は
朱
色
に
塗
ら
れ
て
い
た

が
、
こ
れ
も
デ
ザ
イ
ン
担
当
の
大
西
宏
志
に
よ
れ
ば
、
会
場

配
置
か
ら
無
意
識
に
影
響
を
受
け
た
ら
し
く
、結
果
と
し
て

は
神
社
の
鳥
居
に
も
似
た
配
色
に
な
っ
て
い
た
の
だ
、と
い

う
。
奥
宮
に
は
、
奥
津
城
と
い
う
言
い
方
も
あ
る
が
、
大
穴

持
命
を
祀
る
出
雲
大
社
な
ど
で
も
、
そ
の
巨
大
な
本
殿
は
、

さ
な
が
ら
霊
廟
で
あ
っ
て
、な
に
や
ら
神
様
の
巨
大
な
る
雪

隠
詰
め
、
と
い
う
印
象
を
拭
え
な
い
。
だ
が
、
そ
の
本
殿
の

背
後
、
八
雲
山
と
の
あ
い
だ
に
位
置
す
る
素そ

鵞が
の

社や
し
ろ、

素
戔
嗚

尊
を
祀
る
こ
の
社
の
あ
た
り
が
、も
っ
と
も
神
韻
縹
渺
と
し

た
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
こ
と
は
、参
拝
者
な
ら
嫌
で

も
感
じ
る
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。神
在
月
に
は
八
百
万
の
神
々
が

境
内
に
集
う
。
ヴ
ィ
エ
ト
ナ
ム
の
古
都
フ
エ
に
あ
っ
て
も
、

一
九
世
紀
に
建
造
さ
れ
た
グ
エ
ン
朝
の
代
々
の
王
の
墳
墓

は
、水
を
巡
ら
し
た
池
を
跨
ぐ
橋
を
越
え
て
連
な
る
幾
つ
か

の
廟
の
奥
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。こ
の
霊
的
な
存
在
の
中
枢

に
あ
た
る
部
分
に
、京
都
大
学
の
会
場
で
は
関
本
徹
生
と
藤

井
秀
雪
に
よ
る
魑
魅
魍
魎
、
あ
る
い
は
プ
ロ
ペ
ラ
の
、
あ
る

い
は
手
の
、は
た
ま
た
紙
や
植
物
や
鉱
物
の
な
れ
の
果
て
が

化
け
た
異
形
の
輩
と
い
っ
て
語
弊
の
な
い
モ
ノ
ド
モ
が

fiber reinforced plastic

（
宇
宙
航
空
産
業
で
用
い
ら
れ
る

強
化
繊
維
合
成
樹
脂
と
い
う
新
素
材
）
に
憑
依
し
て
蝟
集
し
、

あ
る
い
は
型
か
ら
抜
か
れ
る
前
の
生
成
途
上
の
マ
ヌ
カ
ン
の

断
片
た
ち
が
、岩
盤
か
ら
掘
り
出
さ
れ
た
ば
か
り
の
化
石
さ

な
が
ら
の
姿
を
晒
し
て
い
た
。左
右
の
壁
と
奥
の
床
に
散
乱

す
る
モ
ノ
ど
も
は
、さ
な
が
ら
神
仏
習
合
よ
ろ
し
き
混
沌
状

態
だ
が
、こ
こ
に
集
約
さ
れ
た
生
物
と
も
無
生
物
と
も
つ
か

ぬ
固
塊
群
が
金
剛
界
の
曼
荼
羅
に
相
当
す
る
な
ら
ば
、壁
面

に
は
、関
本
と
西
山
克
に
よ
る
「
熊
野
観
心
十
界
図　

新
釈
」

が
掛
け
ら
れ
て
い
る
。十
界
と
は
、仏
、菩
薩
、声
聞
、縁
覚
、

天
界
、人
、畜
生
、餓
鬼
、地
獄
の
謂
で
あ
り
、そ
れ
が
過
去
・

現
在
・
未
来
の
三
つ
の
相
に
分
節
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら

零
れ
落
ち
た
よ
う
な
異
形
ど
も
が
、会
場
の
床
に
餓
鬼
界
や

地
獄
界
か
ら
の
招
か
れ
ざ
る
使
者
と
い
っ
た
趣
で
、し
か
し

奥
の
院
の
主

あ
る
じ

気
取
り
で
居
座
っ
て
い
る
。化
野
念
仏
寺
周
辺

に
無
数
に
散
ら
ば
っ
た
石
の
仏
や
羅
漢
た
ち
を
思
わ
せ
、霊

場
の
光
景
を
彷
彿
と
さ
せ
る
。
こ
れ
ら
《
八
八
体
の
モ
ノ
喰

う
モ
ノ
た
ち
》
の
傍
ら
に
近
づ
く
と
、
突
然
、
ど
こ
か
ら
と

も
な
く
、何
や
ら
妙
な
息
吹
と
無
機
質
の
音
が
到
来
し
て
耳

を
打
つ
。

　

奥
宮
の
空
間
の
直
前
に
は
中
仕
切
り
の
よ
う
な
函
が
位
置

し
て
い
た
。
覗
き
込
む
と
空
っ
ぽ
な
の
だ
が
、
ど
う
や
ら
音

源
不
明
の
モ
ノ
音
は
、そ
の
あ
た
り
か
ら
発
し
て
い
る
気
配

だ
。
展
示
ケ
ー
ス
の
斜
め
左
に
置
か
れ
た
椅
子
に
佇
む
と
、

と
り
わ
け
奇
妙
な
音
声
が
耳
に
届
く
。
こ
の
中
空
の
展
示

ケ
ー
ス
全
体
が
、超
指
向
性
の
ス
ピ
ー
カ
ー
の
反
響
板
と
な

り
、音
声
発
生
装
置
の
ダ
ミ
ー
役
を
果
た
し
て
い
た
。チ
ベ
ッ

ト
渡
来
と
い
う
法
螺
貝
の
響
き
に
呼
応
し
て
、ガ
ラ
ス
の
割

れ
る
音
が
木
霊
す
る
。あ
た
か
も
展
示
ケ
ー
ス
の
ガ
ラ
ス
を

割
れ
、
と
で
も
命
ず
る
よ
う
に
。
展
示
と
い
う
演
出
は
、
展

示
品
を
視
覚
に
晒
す
反
面
、
実
際
に
は
、
そ
れ
ら
を
透
明
な

箱
の
む
こ
う
の
手
の
届
か
な
い
場
所
へ
と
隔
離
す
る
。展
示

の
可
視
性
と
は
裏
腹
の
接
触
忌
避
─
そ
れ
へ
の
疑
念
が
、こ

こ
で
、こ
の
空
洞
の
陳
列
ケ
ー
ス
に
よ
っ
て
音
声
化
さ
れ
て

い
る
か
の
よ
う
だ
。
こ
れ
に
は
渡
邊
淳
司
、
荒
木
優
光
、
大

西
宏
志
に
鎌
田
東
二
が
加
わ
っ
た
。
鎌
田
に
よ
れ
ば
、
こ
こ

に
は
、背
後
で
累
積
的
な
知
の
集
大
成
を
み
せ
る
密
教
的
な

世
界
と
は
対
極
の
、
言
語
道
断
、
ミ
ニ
マ
ル
志
向
の
禅
の
境

地
が
、
音
に
託
さ
れ
、
著
し
い
対
比
を
示
す
。
姿
の
見
え
な

い
空
っ
ぽ
の
空
間
か
ら
漂
う
気
配
。そ
れ
は
不
可
視
の
秘
仏

の
印
象
を
も
意
図
し
た
も
の
ら
し
い
。
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聖
な
る
場
所
と
は
モ
ノ
ノ
ケ
（
気
）
に
憑
か
れ
た
魔
界
で

も
あ
る
。
そ
こ
に
ゆ
く
に
は
人
界
を
離
れ
、
異
次
元
へ
と
招

か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。人
里
か
ら
山
里
へ
と
移
動
す
る
狩
人

を
マ
タ
ギ
と
い
う
が
、ま
さ
に
マ
タ
ギ
と
は
結
界
を
マ
タ
グ

術
知
る
、
ワ
ザ
ヲ
ギ
な
の
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
の
提
要
は
、
異

次
元
へ
と
迷
い
込
む
こ
と
で
は
な
い
。
そ
こ
か
ら
無
事
に

戻
っ
て
こ
な
け
れ
ば
、異
界
体
験
を
こ
ち
ら
側
の
人
々
に
伝

え
る
術
も
な
い
の
だ
か
ら
。東
北
の
猟
師
の
世
界
に
も
通
じ

た
童
話
作
家
、宮
澤
賢
治
の
「
注
文
の
多
い
料
理
店
」
は
、山

奥
で
料
理
店
に
入
っ
た
都
会
の
客
が
と
ん
だ
災
難
に
襲
わ
れ

る
物
語
だ
っ
た
。
彼
ら
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
自
分
た
ち
が
料
理

の
材
料
に
さ
れ
か
か
っ
て
い
る
こ
と
に
途
中
で
気
づ
い
て
、

す
ん
で
の
と
こ
ろ
で
、
這
々
の
体
で
遁
走
す
る
。
河
合
隼
雄

は
そ
こ
に
意
識
の
深
層
へ
と
潜
っ
て
ゆ
く
と
顕
在
化
す
る

「
悪
」
の
実
相
を
読
み
取
っ
た
。卓
抜
な
読
み
だ
が
、よ
り
大

切
な
の
は
、
こ
れ
ら
の
客
人
た
ち
が
、
な
ん
と
か
無
事
帰
還

し
た
も
の
の
、も
は
や
以
前
の
か
れ
ら
で
は
な
か
っ
た
と
い

う
教
訓
だ
ろ
う
。
譬
え
て
い
え
ば
、
仏
教
で
い
う
と
こ
ろ
の

往
相
と
還
相
だ
が
、帰
還
こ
そ
が
死
命
を
制
す
る
難
関
と
な

る
。
イ
ス
ラ
ー
ム
の
神
秘
主
義
も
説
く
と
お
り
、
焔
に
焼
か

れ
な
け
れ
ば
焔
の
真
実
は
分
か
る
ま
い
が
、焔
に
焼
か
れ
て

死
ん
で
し
ま
え
ば
、も
は
や
焔
の
真
実
を
人
々
に
伝
え
る
こ

と
も
叶
わ
な
い
理
屈
だ
か
ら
だ
。

　

そ
も
そ
も
、モ
ノ
の
世
界
と
人
間
の
コ
コ
ロ
と
の
重
な
る
と

こ
ろ
に
、現
象
と
し
て
の
コ
ト
が
析
出
す
る
わ
け
だ
が
、こ
の

コ
ト
に
は
大
き
く
分
け
て
二
種
類
が
あ
ろ
う
。ひ
と
つ
は
コ
ト

バ
す
な
わ
ち
言
語
に
回
収
さ
れ
る
秩
序
で
あ
り
、と
り
わ
け
空

海
が
唱
え
た
真
言
宗
な
ど
で
は
、コ
ト
バ
の
究
極
は
真
言
に
通

じ
、そ
こ
に
大
日
如
来
の
法
体
を
見
る
。だ
が
そ
の
一
方
で
、コ

ト
的
な
世
界
を
介
し
て
ヒ
ト
の
コ
コ
ロ
は
モ
ノ
の
世
界
へ
も
入

り
込
む
。こ
こ
で
は
肉
体
と
り
わ
け
手
や
腕
を
媒
介
の
道
具
と

し
て
、モ
ノ
作
り
が
営
ま
れ
る
。モ
ン
ゴ
ル
出
身
の
詩
人
、ボ

ヤ
ン
ヒ
シ
グ
は
、茫
漠
た
る
草
原
の
大
自
然
の
た
だ
な
か
に
、

さ
ま
ざ
ま
な
意
味
あ
る
形
を
見
い
だ
し
、的
確
に
命
名
す
る
能

力
に
、遊
牧
民
の
眼
力
を
探
る
。モ
ノ
か
ら
カ
タ
チ
を
引
き
出

す
現
場
で
駆
使
さ
れ
る
の
が
、技
法
と
し
て
の
ワ
ザ
で
あ
り
、

そ
れ
を
司
る
の
が
ワ
ザ
ヲ
ギ
だ
。ワ
ザ
は
コ
ト
バ
に
結
び
つ
い

て
、定
型
化
し
た
警
句
と
な
れ
ば
コ
ト
ワ
ザ
と
呼
ば
れ
、人
々

の
行
動
を
導
き
も
す
る
。だ
が
ワ
ザ
を
な
す
と
は
祟
り
の
意
味

で
も
あ
り
、ワ
ザ
が
悪
用
さ
れ
れ
ば
、そ
れ
は
ワ
ザ
ワ
イ
す
な

わ
ち
災
禍
を
招
く
こ
と
も
、ヒ
ト
は
疾
く
に
知
っ
て
い
た
。

ワ
ザ
の
痕
跡

　

ワ
ザ
は
ヒ
ト
の
コ
コ
ロ
が
モ
ノ
と
触
れ
あ
う
接
触
面
で
発

揮
さ
れ
る
。
展
示
室
入
り
口
の
左
右
に
広
が
る
空
間
、
占
星

術
の
舞
台
の
両
脇
で
、藤
井
秀
雪
と
大
西
宏
志
が
見
せ
た
の

は
、
こ
の
ワ
ザ
の
競
演
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
京
小
紋
型
紙

と
、
野
村
幸
雄
に
よ
る
型
紙
作
製
現
場
の
記
録
映
像
だ
。
美

濃
和
紙
は
職
人
が
手
先
に
握
る
小
刀
の
鋼
の
早
業
の
下
で
、

自
在
に
変
貌
を
遂
げ
る
。そ
の
型
紙
を
反
復
す
る
形
態
の
液

晶
モ
ニ
タ
ー
は
、画
面
の
前
に
立
つ
観
客
の
挙
動
に
反
応
す

る
か
の
よ
う
に
、
画
面
を
無
際
限
に
変
更
し
て
ゆ
く
。
だ
が

は
た
し
て
観
客
は
、
型
紙
と
画
面
と
の
類
似
や
、
実
際
に
は

感
知
セ
ン
サ
ー
な
ど
不
在
な
こ
と
に
感
づ
い
た
だ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
錯
覚
を
惹
起
さ
せ
る
の
が
、大
西
の
目
論
見
だ
ろ
う

か
。
現
代
の
動
画
編
集
技
術
は
、
型
紙
彫
り
の
妙
技
を
凌
駕

で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。動
画
映
像
は
若
い
観
客
の
視
線
を
容

易
に
誘
惑
す
る
が
、
な
ぜ
か
会
場
の
動
画
は
、
展
示
さ
れ
た

不
動
の
モ
ノ
の
迫
力
に
、
あ
っ
け
な
く
負
か
さ
れ
る
。
動
画

はanim
ation

と
い
う
が
、
な
ぜ
か
電
子
画
像
に
生
気
を
宿

ら
せ
る
の
は
至
難
の
業
だ
。
映
像
作
家
と
し
て
の
大
西
は
、

そ
の
不
思
議
を
噛
み
し
め
つ
つ
反
芻
し
て
い
る
。

　

思
い
返
せ
ば
、
古
来
、
鉱
物
や
鉱
石
の
結
晶
は
、
人
々
の

想
像
力
に
訴
え
て
や
ま
な
か
っ
た
。そ
こ
に
ヒ
ト
は
自
然
の

造
化
に
よ
る
究
極
の
ワ
ザ
を
見
た
。方
解
石
は
ど
れ
だ
け
細

か
く
砕
い
て
も
、
そ
の
結
晶
構
造
を
失
わ
な
い
。
溶
岩
中
に

で
き
た
空
洞
を
瑪
瑙
が
埋
め
た
の
が
、thunders egg

雷

の
玉
子
。
外
見
で
は
薄
汚
れ
た
卵
形
の
団
塊
は
、
割
っ
て
み

る
と
内
部
に
空
洞
が
広
が
り
、そ
こ
に
は
光
彩
陸
離
た
る
結

晶
世
界
が
秘
蔵
さ
れ
て
い
る
。ま
た
マ
ン
ガ
ン
塊
は
一
方
で

含
鉄
酸
化
物
、
他
方
で
は
水
酸
化
物
の
層
が
、
中
央
の
核
を

出
発
点
に
同
心
円
状
に
成
長
す
る
も
の
だ
が
、そ
の
成
長
速

度
は
、
百
万
年
で
数
ミ
リ
程
度
と
推
定
さ
れ
る
。
ほ
ん
の
数

例
に
過
ぎ
な
い
が
、
原
田
憲
一
も
詳
し
く
説
く
と
お
り
、
こ

こ
に
は
惑
星
・
地
球
の
太
古
か
ら
の
マ
ン
ト
ル
対
流
の
引
き

起
こ
し
た
物
質
変
成
の
ワ
ザ
の
痕
跡
と
、地
殻
変
動
の
遙
か

な
る
歴
史
と
が
集
約
さ
れ
、圧
縮
さ
れ
て
現
象
し
て
い
る
。

　

巨
大
な
圧
力
と
膨
大
な
時
間
の
作
用
の
さ
な
か
に
置
か
れ

た
物
質
は
、地
表
で
一
気
圧
の
環
境
に
置
か
れ
た
場
合
と
は

著
し
く
異
な
っ
た
物
性
を
帯
び
る
。
気
体
と
液
体
、
液
体
と

固
体
の
区
別
は
容
易
に
跨
ぎ
越
さ
れ
る
。そ
し
て
現
代
の
科

学
技
術
も
、常
識
的
な
物
性
の
限
界
を
跨
ぐ
素
材
に
可
能
性

を
探
っ
て
い
る
。
例
え
ば
液
晶cristal liquid

は
液
体
性
と

固
体
の
結
晶
性
と
の
両
方
の
特
性
を
も
っ
て
い
る
。陶
藝
家

の
近
藤
髙
弘
は
、こ
の
液
晶
に
注
目
し
た
。近
藤
の《
み
ぞ
れ
》

は
、
廃
棄
さ
れ
た
液
晶
ク
リ
ス
タ
ル
を
粉
砕
し
て
、
あ
ら
た
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め
て
型
に
流
し
て
融
解
寸
前
で
固
め
た
も
の
だ
。今
日
の
家

電
液
晶
製
品
で
は
、
わ
ず
か
の
傷
も
嫌
わ
れ
る
た
め
、
三
割

の
製
品
は
市
場
に
流
通
す
る
こ
と
も
な
い
ま
ま
、破
棄
さ
れ

る
。こ
の
現
代
の
産
業
廃
棄
物
が
、こ
こ
に
転
生
し
た
。同
様

に
か
そ
け
な
い
結
晶
様
の
外
貌
を
も
つ
の
が
、樟
脳
だ
。一
見

白
色
の
岩
石
の
よ
う
に
、不
変
の
形
相
を
帯
び
た
鉱
物
に
扮

し
て
い
な
が
ら
、
そ
の
実
、
樟
脳
は
大
気
中
で
固
体
の
ま
ま

蒸
散
し
、迅
速
に
変
貌
を
遂
げ
て
ゆ
く
。ジ
ュ
エ
リ
ー
作
家
・

坪
文
子
に
よ
る
《
モ
ノ
ノ
ア
ハ
レ
》
は
こ
こ
に
着
目
し
た
。大

自
然
の
坩
堝
は
、人
間
技
を
越
え
た
力
量
で
宝
玉
を
育
ん
だ

が
、そ
れ
を
な
ん
と
か
人
間
的
な
寸
法
と
能
力
で
追
体
験
し

よ
う
と
し
た
の
が
、陶
磁
器
で
あ
り
ガ
ラ
ス
工
藝
の
源
だ
っ

た
ろ
う
。狩
野
智
宏
の
ガ
ラ
ス
作
品
《am

orphos
》
は
、楕
円

形
の
色
ガ
ラ
ス
の
塊
に
、液
体
が
そ
の
ま
ま
固
体
と
な
る
夢

を
具
現
し
た
も
の
だ
ろ
う
し
、《A

ncient T
im

es

》
は
、
陶

を
用
い
て
大
地
と
古
代
を
追
求
し
、タ
ン
ザ
ニ
ア
で
土
器
研

究
に
打
ち
込
ん
だ
、高
山
大
の
歩
み
を
凝
縮
し
て
い
る
。

化
石
と
い
う
バ
ケ
モ
ノ

　

生
命
の
痕
跡
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
化
石fossil

と
し
て

出
土
す
る
。貝
類
で
あ
れ
ば
貝
殻
の
炭
酸
カ
ル
シ
ウ
ム
が
溶

解
し
、
二
枚
貝
な
ら
ば
表
面
の
文
様
、
巻
き
貝
な
ら
ば
そ
の

内
部
構
造
が
堆
積
岩
の
う
ち
に
転
写
さ
れ
る
。植
物
で
あ
れ

ば
、有
機
物
に
含
ま
れ
た
炭
素
だ
け
が
黒
く
残
存
し
て
岩
盤

に
刻
印
を
残
す
。英
語
でfossil

と
い
え
ば
、刻
ま
れ
た
溝
の

痕
跡
を
意
味
す
る
が
、
か
え
っ
て
日
本
語
の
「
化
石
」
の
ほ

う
が
、
味
わ
い
に
富
む
。
い
わ
ば
生
命
の
軌
跡
が
石
に
化
け

た
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
結
果
と
し
て
の
化
け
た
石
、
と
い

う
含
み
が
見
え
る
か
ら
だ
。
山
田
晶
の
《T

he Fern

》
は
、

陶
板
上
に
羊
歯
の
化
石
を
文
様
と
し
て
刻
印
さ
せ
た
趣
向
だ

が
、そ
こ
に
は
生
命
の
痕
跡
を
無
生
物
に
刻
印
す
る
と
い
う

ワ
ザ
に
魅
了
さ
れ
、そ
の
蒐
集
に
熱
中
し
た
人
類
の
記
憶
が

想
起
さ
れ
る
。
佐
藤
ミ
チ
ヒ
ロ
の
《
変
わ
ら
な
い
も
の
、
変

わ
り
ゆ
く
も
の
》
は
、
転
写
さ
れ
る
側
と
す
る
側
と
の
「
あ

わ
い
」
を
、
地
と
図
と
が
反
転
交
差
す
る
、
だ
ま
し
絵
の
趣

向
に
重
ね
て
提
示
し
た
。
ヒ
ト
の
蒐
集
癖
は
、
最
初
は
愛
玩

動
物
、
つ
づ
い
て
庭
造
り
や
盆
栽
趣
味
へ
と
昂
じ
る
が
、
行

き
着
く
と
こ
ろ
は
石
の
趣
味
で
、こ
れ
が
病
み
つ
き
と
な
る

と
、
も
う
救
い
よ
う
が
な
い
、
と
は
盆
石
を
愛
好
す
る
人
々

が
自
ら
口
に
す
る
と
こ
ろ
だ
。モ
ノ
へ
の
過
度
の
愛
着
は
玩

物
喪
志
へ
と
至
る
。そ
し
て
百
年
を
経
た
道
具
は
バ
ケ
モ
ノ

へ
と
変
貌
を
遂
げ
る
と
い
う
。さ
な
が
ら
そ
の
遙
か
な
る
祖

先
が
、
石
に
化
け
た
モ
ノ
、
す
な
わ
ち
化
石
と
化
し
た
太
古

の
生
物
た
ち
で
は
な
か
っ
た
か
。石
に
身
を
窶
し
た
妖
怪
た

ち
の
籠
る
棲
家
が
、
化
石
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
山

本
健
史
の
陶
に
よ
る《
起
居
》は
、土
と
も
道
具
と
も
つ
か
ず
、

両
者
の
境
界
線
上
に
漂
う
造
形
を
、
一
見
無
造
作
な
、
し
か

し
得
体
の
知
れ
な
い
形
態
の
う
ち
に
宿
ら
せ
る
。化
石
化
途

上
の
モ
ノ
、
あ
る
い
は
モ
ノ
へ
と
変
貌
し
つ
つ
あ
る
素
材
。

こ
れ
ら
岩
石
系
妖
怪
が
拝
殿
左
手
に
位
置
す
る
と
す
れ
ば
、

右
手
で
は
岩
を
粉
砕
す
る
事
業
が
展
開
さ
れ
る
。

　
「
龍
骨
」
は
、
古
生
物
の
化
石
と
は
知
ら
れ
る
こ
と
な
く
、

隣
国
で
は
漢
方
薬
と
し
て
珍
重
さ
れ
た
が
、展
示
会
場
で
ア

ン
モ
ナ
イ
ト
を
盟
友
に
選
ん
だ
大
舩
真
言
が
、岩
絵
の
具
に

寄
せ
る
愛
着
も
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
通
じ
る
だ
ろ
う
か
。
既

製
品
の
絵
の
具
に
は
満
足
せ
ず
、み
ず
か
ら
の
肉
体
に
よ
る

作
業
で
岩
を
刻
み
、粉
末
を
捏
ね
、顔
料
へ
と
練
り
あ
げ
る
。

そ
の
作
業
は
、地
層
の
圧
縮
と
褶
曲
の
な
か
で
の
化
学
反
応

に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
る
原
料
の
辿
っ
た
道
の
り
を
、追
体
験

し
よ
う
と
す
る
意
欲
に
も
通
じ
る
だ
ろ
う
。大
舩
は
一
億
年

前
に
生
息
し
た
ア
ン
モ
ナ
イ
ト
に
、鉱
物
と
化
し
た
生
命
を

認
め
、
対
す
る
に
自
分
の
作
画
を
、
鉱
物
に
よ
っ
て
覆
わ
れ

た
作
品
を
創
る
行
と
み
な
す
。
実
際
、
孔
雀
石
な
ど
は
、
銅

の
鉱
床
か
ら
溶
出
し
た
銅
が
大
気
中
の
二
酸
化
炭
素
や
地
下

水
に
混
じ
り
沈
殿
し
て
、二
次
鉱
床
と
し
て
形
成
さ
れ
る
炭

酸
水
酸
化
化
合
物
で
あ
る
と
い
う
。ま
た
ベ
ン
ガ
ラ
の
赤
は

二
酸
化
鉄
に
由
来
す
る
が
、そ
れ
を
含
む
ボ
ー
キ
サ
イ
ト
は
、

火
成
岩
が
湿
潤
地
帯
で
風
化
を
被
り
、水
溶
成
分
が
溶
脱
し

た
あ
と
に
残
っ
た
二
酸
化
鉄
と
ア
ル
ミ
ナ
と
か
ら
な
る
風
化

残
留
物
で
あ
る
。顔
料
が
顔
料
と
し
て
生
成
す
る
ま
で
に
は
、

偶
然
と
呼
び
た
い
ほ
ど
の
複
雑
な
行
程
の
競
合
が
必
要
と
さ

れ
た
こ
と
も
見
え
て
く
る
。

　

さ
ら
に
火
打
ち
石
と
し
て
使
わ
れ
た
チ
ャ
ー
ト
は
、放
散

虫
の
遺
骸
が
水
底
に
堆
積
し
て
で
き
た
、珪
酸
を
主
成
分
と

す
る
堆
積
岩
と
し
て
知
ら
れ
る
。と
す
れ
ば
人
類
が
火
を
点

す
動
作
も
、曾
て
の
微
少
な
プ
ラ
ン
ク
ト
ン
の
死
骸
に
、新
た

な
生
命
の
焔
を
点
す
行
為
の
比
喩
と
も
な
る
だ
ろ
う
か
。く

わ
え
て
、子
供
時
代
に
顕
微
鏡
を
覗
い
た
こ
と
の
あ
る
方
な

ら
ご
記
憶
も
あ
ろ
う
が
、放
散
虫
の
珪
酸
に
よ
る
微
細
な
外

骨
格
は
、き
わ
め
て
複
雑
な
立
体
構
造
を
宿
し
て
い
る
。そ
の

精
緻
さ
に
は
現
代
建
築
も
顔
負
け
だ
。こ
の
よ
う
に
、一
見
な

に
げ
な
い
岩
石
や
砂
が
、実
は
地
球
の
歴
史
を
物
語
る
語
り

部
で
あ
り
、太
古
の
秘
密
を
封
印
さ
れ
た
モ
ノ
で
あ
る
こ
と

が
分
か
っ
て
く
る
。錬
金
術
師
が
探
し
求
め
た
賢
者
の
石
は
、

何
の
変
哲
も
な
い
路
傍
の
石
の
う
ち
に
隠
さ
れ
て
い
た
。

生
け
石

　

さ
ら
に
再
び
、
回
廊
を
奥
へ
と
歩
み
を
進
め
、
中
央
展
示
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ケ
ー
ス
の
、向
か
っ
て
左
側
に
視
線
を
落
と
そ
う
。

　

ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
・
ギ
ル
は
「
生
け
石
」
を
提
唱
す
る
俳
句

作
家
だ
が
、
か
れ
が
石
に
託
す
気
持
ち
も
、
こ
の
あ
た
り
で

心
に
響
い
て
く
る
だ
ろ
う
。生
け
花
は
、所
詮
切
り
花
だ
が
、

そ
れ
は
自
然
の
花
よ
り
も
長
く
、美
し
く
花
を
生
か
す
技
術

だ
っ
た
。
同
様
に
、
石
を
生
け
る
と
い
う
発
想
は
、
無
生
物

に
魂
を
吹
き
込
む
と
い
う
、一
見
荒
唐
無
稽
な
仕
草
に
よ
っ

て
、石
に
そ
の
本
来
の
生
命
を
回
復
さ
せ
る
ケ
ル
ト
起
源
の

営
み
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　
　

冬
ざ
れ
の
岩
に
賢
者
の
石
と
書
く　

中
島
和
彦

　
　

雷
神
の
天
裂
り
降
る
石
我
峰　
　
　

鎌
田
東
二

　

鎌
田
東
二
は
し
ば
し
ば
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
西
の
果
て
、

ア
ラ
ン
島
の
海
岸
線
で
偶
然
に
出
会
っ
た
石
笛
の
こ
と
を
語

る
。
こ
の
ス
ト
ー
ン
・
ホ
イ
ッ
ス
ル
は
、
鎌
田
が
見
つ
け
た

も
の
と
い
う
よ
り
は
、
穴
の
あ
い
た
石
の
ほ
う
か
ら
、
僕
を

拾
っ
て
と
ば
か
り
に
、鎌
田
に
よ
び
か
け
て
き
た
も
の
だ
っ

た
と
い
う
。そ
れ
は
、自
然
に
見
つ
め
ら
れ
、自
然
か
ら
声
掛

け
ら
れ
る
特
異
な
体
験
だ
っ
た
。そ
し
て
息
吹
を
吹
き
込
む

適
当
な
穴
さ
え
あ
れ
ば
、石
は
直
ち
に
笛
へ
と
変
貌
を
遂
げ

る
。笛
と
化
し
た
石
は
、も
は
や
単
な
る
物
で
は
な
く
、モ
ノ

な
の
だ
、と
鎌
田
は
納
得
す
る
。息
吹
と
は
気
息
で
あ
り
、気

を
含
む
と
物
質
は
モ
ノ
ノ
ケ
を
帯
び
る
。そ
れ
は
キ
リ
ス
ト

教
神
学
の
用
語
を
借
り
る
な
ら
、物
質
か
ら
モ
ノ
へ
の
全
質

変
化transsubstanciation

と
呼
ん
で
も
よ
い
だ
ろ
う
。

　

こ
の
変
貌
が
、
人
を
拝
殿
か
ら
本
殿
へ
と
誘
う
。
よ
り
正

確
に
い
う
な
ら
ば
、
拝
殿
で
祈
る
人
は
、
石
と
い
う
物
質
が

石
笛
と
い
う
モ
ノ
へ
と
変
身
を
遂
げ
る
様
を
目
に
し
た
と

き
、
自
ら
が
本
殿
の
う
ち
に
在
る
こ
と
に
気
づ
く
。
な
ぜ
な

ら
そ
の
あ
い
だ
に
、
卑
金
属
だ
っ
た
は
ず
の
物
体
は
、
貴
金

属
へ
と
姿
を
変
え
て
い
る
か
ら
だ
。

　

こ
こ
ま
で
く
れ
ば
、よ
う
や
く
見
え
て
く
る
だ
ろ
う
。博
物

館
を
、も
は
や
役
割
を
終
え
た
死
骸
や
遺
物
が
眠
り
に
つ
く

た
め
の
遺
体
保
管
場
所
と
規
定
し
た
冒
頭
の
常
識
が
、い
か

に
浅
薄
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、が
。そ
し
て
ま
た
、こ
こ
に
集
っ

た
多
く
の
藝
術
家
た
ち
が
標
本
の
岩
石
や
鉱
物
、化
石
に
魅

せ
ら
れ
た
理
由
も
。
霊
感inspiration

と
は
、
息
を
吹
き
込

み
、
生
気
を
宿
ら
せ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
魂
を
復
活
さ
せ

る
、再
生
の
魔
術
の
舞
台
、蘇
生
の
た
め
の
実
験
室
と
な
る
こ

と
に
、博
物
館
の
使
命
を
求
め
る
べ
き
旨
も
、今
や
明
ら
か
と

な
る
。い
や
そ
の
前
に
、会
場
の
陳
列
品
た
ち
は
、な
ぜ
か
美

術
品
に
な
ろ
う
と
い
う
変
身
願
望
に
焦
が
れ
、期
待
に
身
を

震
わ
せ
て
い
た
。そ
こ
で
は
か
え
っ
て
美
術
品
と
な
り
た
が

る
誘
惑
を
断
ち
切
っ
て
や
る
こ
と
が
大
切
に
な
る
。

鏡
像
と
曼
荼
羅

　

こ
う
し
て
展
示
空
間
の
、い
わ
ば
本
殿
左
の
側
廊
を
辿
り

直
し
た
と
こ
ろ
で
、今
度
は
右
側
に
移
っ
て
み
よ
う
。

　

松
生
歩
の
《
二
即
一
、一
即
二
》
は
、京
都
大
学
総
合
博
物

館
に
所
蔵
さ
れ
る
、中
国
漢
代
の
《
方
格
規
矩
四
神
鏡
》（
常

設
展
示
）
を
題
材
と
し
た
日
本
画
で
あ
る
。青
龍
、朱
雀
、白

虎
、玄
武
の
四
神
を
な
す
霊
獣
が
克
明
に
刻
ま
れ
た
裏
面
に

は
、
空
隙
を
埋
め
尽
く
す
よ
う
に
気
が
渦
巻
き
、
周
囲
に
は

天
の
運
行
を
示
す
星
座
が
配
さ
れ
て
い
る
。縁
の
部
分
が
天

穹
、
中
央
の
摘
み
の
周
辺
の
四
角
形
が
大
地
を
現
し
、
天
円

地
方
の
理
念
を
要
約
し
て
い
る
。実
際
の
青
銅
鏡
を
手
に
し

て
模
写
し
た
こ
と
か
ら
、精
妙
な
図
案
が
詳
し
く
体
得
で
き

た
、と
画
家
は
語
る
。周
縁
に
刻
ま
れ
た
銘
に
は
、長
寿
や
豊

穣
、栄
達
や
富
貴
を
祈
る
、ず
い
ぶ
ん
俗
っ
ぽ
い
祈
願
も
読
ま

れ
る
と
い
う
。だ
が
松
生
の
意
図
は
、鏡
に
刻
ま
れ
た
象
徴
体

系
を
静
止
像
と
し
て
結
晶
化
し
て
会
得
す
る
こ
と
に
は
止
ま

ら
な
い
。鏡
の
裏
面
の
文
様
は
、磨
き
あ
げ
ら
れ
た
鏡
面
に
微

細
な
凹
凸
を
授
け
、光
を
受
け
た
鏡
面
の
反
射
光
を
壁
に
投

射
さ
せ
る
と
、そ
こ
に
は
不
思
議
な
文
様
が
浮
か
び
上
が
る
。

い
わ
ば
鏡
の
裏
面
が
表
面
に
透
視
さ
れ
る
に
も
等
し
い
効
果

は
、古
来
、超
常
の
現
象
と
し
て
珍
重
さ
れ
て
き
た
。鏡
面
に

は
物
象
を
反
射
さ
せ
て
写
す
だ
け
で
は
な
く
、そ
の
背
面
に

あ
る
不
可
視
の
事
実
を
も
照
ら
し
出
す
魔
力
が
あ
る
。い
に

し
え
の
人
々
は
、そ
う
信
じ
て
き
た
。松
生
が
、あ
え
て
重
量

の
あ
る
シ
ナ
材
に
託
し
て
画
面
の
う
ち
に
封
じ
込
め
よ
う
と

し
た
の
は
、鏡
が
宿
す
こ
う
し
た
妖
気
、そ
こ
か
ら
中
空
へ
と

縹
渺
と
漂
う
、た
だ
な
ら
ぬ
気
配
で
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。

青
乃
海
真
一
文
字
邇
流
霊
来
手
未
来
彼
岸
野
餅
於
喰
火
華
里

（
青
の
海　

真
一
文
字
に　

流
れ
来
て　

未
来
彼
岸
の　

餅
を
食
ひ
け
り
）　 

鎌
田
東
二

こ
の
銅
鏡
が
金
剛
界
を
具
現
す
る
の
に
対
し
て
、対
に
な
る

も
う
一
点
は
胎
蔵
界
で
あ
り
、両
者
は
い
わ
ば
ネ
ガ
と
ポ
ジ

の
関
係
を
取
り
結
ぶ
。胎
蔵
の
闇
の
左
上
に
は
、暈
の
よ
う
に

仄
か
に
浮
か
び
上
が
る
円
の
月
あ
か
り
。暗
黒
の
な
か
に
佇

む
と
、や
が
て
静
か
に
心
に
射
し
込
む
そ
の
微
光
は
、銅
鏡
の

反
射
し
た
日
光
の
蔭
だ
が
、そ
の
由
来
を
声
高
に
は
主
張
し

な
い
。薄
明
に
照
ら
さ
れ
た
冥
い
海
の
水
面
に
は
、彫
刻
刀
で

古
拙
な
線
描
が
刻
ま
れ
て
い
る
。刻
ま
れ
た
の
は
、常
設
展
示

の
弥
生
線
刻
土
器
に
み
え
る
、太
古
の
舟
と
漕
ぎ
手
の
モ
チ
ー

フ
で
あ
り
、そ
こ
に
作
者
は
、魂
の
根
源
を
求
め
る
旅
、命
の

成
長
と
回
帰
へ
の
旅
路
に
託
す
思
い
を
込
め
た
と
い
う
。
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あ
り
あ
け
の
う
み
の
あ
か
ね
は
し
ろ
か
ね
の
ま
る
い
し
ふ

ね
の
か
む
と
き
の
こ
え

（
有
明
の　

海
の
茜
は　

白
銀
の　

丸
石
舟
の　

霹
靂
の

声
）　 

鎌
田
東
二

日
光
と
月
光
に
も
通
じ
る
表
裏
の
往
還
か
ら
《
二
即
一
、
一

即
二
》
が
響
き
あ
っ
て
合
い
照
ら
す
。
そ
し
て
こ
の
対
の
作

品
の
あ
い
だ
の
往
還
が
、物
と
霊
（
モ
ノ
）
と
の
交
通
を
も
司

る
こ
と
は
、も
は
や
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

界
面
と
し
て
の
皮
膜

　

こ
の
松
生
の
曼
荼
羅
と
呼
応
す
る
よ
う
に
岡
田
修
二
は

《
物
質
の
折
り
目
と
魂
の
襞
》
の
小
型
エ
ス
キ
ッ
ス
を
展
示

し
、
宝
石
の
結
晶
が
水
流
と
化
し
、
さ
ら
に
は
火
焔
と
な
っ

て
気
化
す
る
様
に
思
い
を
馳
せ
た
。
そ
し
て
、
松
生
の
壁
面

に
つ
づ
く
右
翼
壁
面
に
は
、
油
彩
の
大
作
《
水
辺
五
一
》
を

設
置
し
た
。時
に
は
ハ
イ
パ
ー
リ
ア
リ
ズ
ム
と
解
釈
さ
れ
る

こ
と
も
多
い
岡
田
の
作
品
だ
が
、平
滑
で
透
明
感
の
あ
る
絵

柄
の
印
象
と
は
裏
腹
に
、そ
の
絵
肌
は
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
の
布

地
の
織
り
目
を
、
照
明
の
な
か
で
乱
反
射
さ
せ
る
。
水
辺
の

木
の
枝
葉
を
写
真
撮
影
の
う
え
拡
大
し
て
大
画
面
に
転
写
し

た
も
の
、
と
形
容
す
る
こ
と
は
容
易
な
主
題
だ
が
、
実
際
に

は
そ
こ
に
、
腰
ま
で
水
に
浸
っ
て
の
撮
影
に
込
め
た
、
画
家

の
時
間
と
実
存
と
が
凝
縮
さ
れ
る
。数
百
枚
に
お
よ
ぶ
映
写

記
録
が
、
た
だ
一
枚
の
画
面
へ
と
切
り
詰
め
ら
れ
、
機
械
的

な
複
製
と
は
無
縁
の
生
々
し
い
物
質
性
が
、筆
致
も
隠
さ
ず

濃
縮
さ
れ
る
。モ
ノ
と
コ
コ
ロ
が
触
れ
る
と
こ
ろ
に
コ
ト
が

発
生
す
る
、
と
先
に
述
べ
た
が
、
ま
だ
名
状
し
が
た
い
原
─

コ
ト
の
発
現
す
る
現
場
が
、
周
到
な
準
備
を
経
て
、
夢
幻
能

の
霊
の
再
来
よ
ろ
し
く
、再
演
さ
れ
て
い
る
。

　

能
舞
台
の
役
者
は
、
し
ば
し
ば
ア
ク
セ
ル
と
同
時
に
ブ

レ
ー
キ
も
力
一
杯
踏
み
込
ん
だ
状
態
で
舞
っ
て
い
る
、と
形

容
さ
れ
る
。
そ
れ
に
も
似
て
、
こ
こ
に
は
異
様
な
ま
で
の
集

中
が
、ほ
と
ん
ど
厚
み
も
な
い
極
薄
の
絵
の
具
の
層
に
集
約

さ
れ
て
、
そ
の
潜
勢
を
漲
ら
せ
て
い
る
。
戯
れ
に
針
で
画
面

を
突
い
た
り
し
よ
う
も
の
な
ら
、そ
こ
か
ら
瞬
時
に
画
布
が

鍵
裂
き
と
な
り
、背
後
世
界
に
隠
さ
れ
て
い
た
闇
の
全
質
量

が
、こ
の
世
に
む
か
っ
て
一
挙
に
吐
き
出
さ
れ
る
の
で
は
な

い
か
。
そ
ん
な
危
惧
を
抱
か
せ
る
に
足
る
だ
け
の
負
荷
が
、

二
次
元
の
界
面
に
鬩
ぎ
合
っ
て
い
る
。そ
れ
で
も
画
面
は
漲

る
力
に
絶
え
ら
れ
ず
劈
裂
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
も
な
く
、

み
た
と
こ
ろ
無
事
な
姿
を
な
ん
と
か
保
っ
て
い
る
。決
潰
を

免
れ
て
い
る
の
は
、
そ
こ
に
描
か
れ
た
光
景
が
、
現
実
よ
り

十
倍
ほ
ど
引
き
延
ば
さ
れ
て
拡
大
し
た
姿
を
獲
得
し
た
か
ら

で
は
な
か
っ
た
か
。だ
が
こ
れ
は
、通
常
の
「
水
増
し
」
と
は

無
縁
の
事
態
だ
。
前
後
へ
の
膨
張
を
禁
じ
ら
れ
た
た
め
に
、

内
な
る
力
は
平
面
方
向
に
横
溢
し
、枠
組
み
の
防
波
堤
を
上

下
左
右
に
押
し
拡
げ
た
。
こ
の
氾
濫
の
結
果
、
沃
野
へ
と
横

溢
し
、
流
出
し
た
微
少
世
界
。
そ
の
真
実
が
、
こ
れ
以
外
に

は
あ
り
え
な
い
寸
法
の
必
然
の
う
ち
に
、よ
う
や
く
平
衡
を

得
て
安
ら
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
物
質
と
し
て
の
画
布
と
顔

料
と
が
担
い
得
る
《
モ
ノ
の
威
力
》
の
限
界
を
測
定
す
る
、

果
敢
な
る
試
み
だ
ろ
う
。

《
思
う
壺
》
か
《
無
題
》
か

　

ど
う
や
ら
危
険
き
わ
ま
り
な
い
背
後
世
界
へ
の
通
路
を
あ

ち
こ
ち
に
設
け
た
空
間
が
、こ
の
展
覧
会
場
の
そ
こ
こ
こ
に

出
没
し
よ
う
と
隙
を
狙
っ
て
い
る
よ
う
だ
。奥
の
院
で
展
示

ケ
ー
ス
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
て
床
に
散
乱
し
て
い
る
モ
ノ
ド
モ

は
、
結
界
破
り
の
不
法
闖
入
者
だ
。
境
目
の
向
こ
う
に
越
境

す
る
か
、さ
も
な
け
れ
ば
背
後
世
界
が
此
岸
へ
と
雪
崩
う
っ

て
殺
到
し
か
ね
な
い
、
不
穏
な
る
緊
張
を
湛
え
た
、
魔
術
の

舞
台
。
一
つ
間
違
え
ば
狂
気
の
到
来
と
も
隣
あ
わ
せ
の
、
こ

の
臨
界
ぎ
り
ぎ
り
の
空
間
が
、そ
れ
で
も
な
ん
と
か
発
狂
せ

ず
に
静
穏
な
様
子
で
保
っ
て
い
る
の
は
、
な
ぜ
な
の
か
。
こ

こ
で
、「
モ
ノ
派
」
と
通
称
さ
れ
た
古
参
の
作
品
が
視
野
に
は

い
っ
て
く
る
。

　

会
場
入
り
口
の
占
星
術
の
テ
ー
ブ
ル
と
、奥
の
院
の
音
響

装
置
と
を
垂
直
に
結
ぶ
軸
に
沿
っ
て
、両
者
に
タ
ガ
を
嵌
め

る
よ
う
に
設
置
さ
れ
た
ふ
た
つ
の
作
品
に
、
注
目
し
よ
う
。

奥
に
鎮
座
す
る
の
は
、関
根
伸
夫
の
《
空
相　

思
う
壺
》。「
コ

レ
は
又
何
か
と
見
れ
ば
思
ふ
ツ
ボ
」
と
刻
ま
れ
て
い
る
。
い

か
に
も
人
を
食
っ
た
題
名
だ
が
、壺
と
い
っ
て
も
実
際
に
は

黒
御
影
石
で
で
き
て
い
る
。外
見
こ
そ
中
空
の
壺
に
見
え
る

が
、
実
際
に
は
中
は
空
洞
で
は
な
く
、
閃
緑
岩
の
ム
ク
な
実

質
で
詰
ま
っ
て
い
る
。う
っ
か
り
中
空
だ
と
勘
違
い
す
る
と
、

そ
れ
こ
そ
作
者
の
「
思
う
壺
」
に
嵌
っ
て
し
ま
う
。
一
九
七

三
年
の
作
品
で
あ
り
、会
場
で
は
最
長
老
の
部
類
と
い
っ
て

よ
い
。
壺
が
モ
ノ
を
思
う
の
か
、
そ
れ
と
も
暗
黒
の
壺
を
眼

前
に
置
か
れ
て
、こ
ち
ら
が
我
知
ら
ず
あ
ら
ぬ
想
念
へ
と
誘

わ
れ
る
の
か
、そ
の
ど
ち
ら
と
も
決
定
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
、

作
品
の
壺
、「
空
相
」
た
る
ゆ
え
ん
も
察
せ
ら
れ
よ
う
。撤
収

の
際
、こ
の
ツ
ボ
を
格
納
し
た
無
骨
な
立
方
体
の
ガ
ラ
ス
の

陳
列
ケ
ー
ス
に
は
、
暫
時
、
写
真
撮
影
の
た
め
の
、
マ
ス
キ

ン
グ
用
の
黒
布
が
被
せ
ら
れ
て
い
た
。隠
さ
れ
た
布
の
隙
間

か
ら
ち
ら
り
と
覗
く
黒
い
壺
の
ほ
う
が
、観
賞
用
資
料
よ
ろ

し
く
無
遠
慮
な
視
線
に
晒
さ
れ
て
い
る
時
よ
り
も
、は
る
か
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に
味
が
あ
る
。秘
す
れ
ば
花
だ
。

　

あ
た
か
も
地
球
の
臍
、デ
ル
フ
ォ
イ
の
神
託
の
聖
地
に
据

え
ら
れ
た
オ
ン
フ
ァ
ロ
ス
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
こ
の
不
出
来

な
デ
ベ
ソ
の
よ
う
な
漆
黒
の
壺
と
対
峙
す
る
の
が
、入
り
口

側
に
無
造
作
に
置
か
れ
た
、
小
清
水
漸
の
選
ん
だ
モ
ノ
。
そ

れ
は
《
無
題
》
と
、取
り
付
く
島
も
な
い
題
を
授
け
ら
れ
た
、

三
個
の
赤
錆
び
た
鉄
片
だ
。町
工
場
に
行
っ
て
も
ら
っ
て
き

た
、
と
は
作
者
の
、
作
品
に
お
と
ら
ず
即
物
的
な
由
来
の
説

明
だ
が
、
道
具
に
な
り
そ
こ
ね
た
失
敗
作
、
と
い
っ
た
風
情

の
、
意
味
不
明
で
錆
ま
み
れ
の
廃
物
で
あ
る
。
一
九
七
五
年

制
作
だ
が
、
三
つ
の
部
分
の
う
ち
最
大
の
金
属
片
は
、
長
ら

く
行
方
不
明
だ
っ
た
も
の
が
、最
近
と
或
る
画
廊
の
倉
庫
の

隅
か
ら
、
ひ
ょ
ん
な
こ
と
で
出
現
し
た
の
で
、
出
品
す
る
こ

と
に
し
た
の
だ
そ
う
で
あ
る
。こ
の
迷
子
の
遺
失
物
の
一
辺

は
、
こ
の
た
び
の
出
品
の
た
め
に
、
改
め
て
ヤ
ス
リ
で
研
い

で
化
粧
直
し
を
施
さ
れ
、使
い
込
ま
れ
た
鎌
か
鋤
の
よ
う
な
、

鋭
利
な
刃
物
の
味
わ
い
の
片
鱗
を
ち
ら
つ
か
せ
る
。錆
び
付

い
た
と
は
い
え
、
磨
け
ば
ま
だ
ま
だ
現
役
だ
ゾ
、
と
い
っ
た

心
意
気
を
覗
か
せ
る
。
偶
々
見
つ
か
っ
た
、
な
ど
と
は
、
ど

う
に
も
無
責
任
な
ご
登
場
ぶ
り
だ
が
、そ
こ
に
は
会
場
の
反

対
側
で
あ
た
り
を
睥
睨
す
る
、
例
の
敵
方
の
《
思
う
壺
》
に

な
ど
な
っ
て
や
る
も
の
か
、と
い
う
フ
テ
ブ
テ
し
い
ま
で
の

無
関
心
ぶ
り
が
、
そ
っ
ぽ
を
向
い
て
横
溢
す
る
。
黒
御
影
石

に
引
け
を
取
ら
な
い
、屑
鉄
の
塊
な
ら
で
は
の
独
立
不
羈
の

覇
気
の
程
を
、
我
観
ぜ
ず
と
い
っ
た
気
配
で
、
あ
た
り
に
撒

き
散
ら
し
て
い
る
。

　

思
う
に
、対
を
な
す
こ
れ
ら
二
作
の
作
り
出
す
垂
直
軸
が
、

会
場
を
支
配
す
る
物
と
モ
ノ
と
の
交
換
を
つ
な
ぎ
止
め
る

碇
、あ
る
い
は
地
中
に
届
く
杭
の
よ
う
な
役
割
を
演
じ
て
い

る
。《
思
う
壺
》
は
、
寸
法
こ
そ
小
さ
い
け
れ
ど
も
、
壺
天
中

に
も
似
て
、
会
場
全
体
を
己
が
暗
黒
の
、
そ
し
て
実
際
に
は

「
不
在
」
の
腹
中
に
吸
い
込
も
う
と
ば
か
り
に
虎
視
眈
々
。ど

う
や
ら
よ
か
ら
ぬ
陰
謀
を
、密
か
に
画
策
し
て
い
る
風
情
で

あ
る
。
否
、
ふ
と
思
え
ば
、
我
々
が
壺
の
外
壁
と
信
じ
て
い

る
の
は
、
実
は
壺
の
内
壁
で
、
我
々
は
そ
う
と
は
知
ら
ぬ
う

ち
に
、
関
根
の
《
思
う
壺
》
と
な
り
、
も
は
や
い
つ
し
れ
ず
、

コ
ト
の
初
め
か
ら
、壺
の
内
部
に
呑
み
込
ま
れ
て
し
ま
っ
て

い
た
の
か
も
分
か
ら
な
い
。
こ
の
壺
は
、
展
覧
会
会
場
と
い

う
舟
が
風
を
孕
む
た
め
の
、架
空
の
帆
柱
を
立
て
る
軸
受
け

の
位
置
を
占
め
て
い
る
。そ
し
て
こ
の
場
所
を
帆
柱
の
礎
と

見
立
て
る
な
ら
ば
、
船
尾
に
設
け
ら
れ
た
、
役
立
た
ず
の
壊

れ
た
取
っ
手
が
、も
と
よ
り
無
計
画
、《
無
題
》
を
標
榜
し
て

憚
ら
ぬ
鉄
製
の
舵
輪
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
だ
ろ
う
か
。

実
の
と
こ
ろ
、
関
根
と
小
清
水
の
ふ
た
り
が
、
い
か
な
る
モ

ノ
を
出
品
す
る
の
か
、そ
も
そ
も
出
品
に
漕
ぎ
着
け
る
モ
ノ

な
の
か
ど
う
か
、開
幕
間
際
ま
で
確
証
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
、

と
い
う
。
と
こ
ろ
が
い
ざ
出
品
さ
れ
て
み
る
と
、
研
ぎ
出
さ

れ
た
栗
の
化
け
物
よ
ろ
し
き
御
影
石
と
、使
用
法
皆
目
不
明

で
腐
食
も
進
行
し
た
鉄
廃
材
と
は
、
展
示
空
間
の
宇
宙
論

cosm
ology

を
統
べ
、天
地
開
闢cosm

ogony

と
星
辰
の
運

行
と
を
司
る
道
具
へ
と
化
身
を
遂
げ
た
。ま
さ
し
く
こ
こ
で
、

た
ん
な
る
質
量
と
し
て
の
「
物
」
は
、
生
気
を
吹
き
込
ま
れ

た
「
モ
ノ
」
へ
と
変
貌
を
遂
げ
、
そ
の
変
容
は
、
佇
む
「
者
」

た
ち
を
、不
可
視
の
磁
力
線
の
網
に
捉
え
て
、虜
に
し
た
。

《
憑
き
モ
ノ
》
か
ら
《
お
祓
い
》
へ

　

博
物
館
と
い
う
、
み
る
か
ら
に
場
違
い
な
空
間
に
し
て
、

使
い
勝
手
も
不
如
意
を
託
つ
ほ
か
な
い
会
場
を
敢
え
て
選
ん

で
船
出
し
た
、
航
路
地
図
も
不
確
か
な
、
こ
の
無
謀
な
る
実

験
航
海
。
だ
が
そ
れ
は
結
果
と
し
て
、
博
物
館
に
安
ら
う
資

料
た
ち
の
物
質
的
存
在
の
意
義
を
問
い
直
し
、地
球
生
命
体

を
包
括
す
る
視
点
か
ら
物
と
モ
ノ
と
の
関
係
を
問
い
直
し
、

モ
ノ
に
宿
る
魂
を
覚
醒
さ
せ
る
契
機
を
掴
も
う
と
す
る
試
み

と
な
っ
た
。「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」。
物
質
対
精
神
と
い
う
近
代

欧
米
世
界
で
支
配
的
だ
っ
た
範
例
に
、ま
っ
こ
う
か
ら
異
論

を
差
し
挟
む
、
こ
の
危
険
き
わ
ま
り
な
い
企
画
は
、
今
後
ど

ち
ら
の
星
座
へ
と
、次
の
航
路
を
延
ば
し
て
ゆ
く
こ
と
に
な

る
の
だ
ろ
う
か
。

　

展
覧
会
最
終
日
、
一
月
末
日
に
は
、
東
南
ア
ジ
ア
の
熱
帯

雨
林
を
復
元
し
た
ラ
ン
ビ
ル
の
森
の
回
廊
を
「
橋
が
か
り
」

に
見
立
て
て
、
能
舞
が
演
じ
ら
れ
た
。
観
衆
は
、
橋
が
か
り

の
端
で
柏
手
を
打
ち
、
法
螺
貝
を
鳴
ら
し
、
能
管
を
吹
い
て

魂
を
呼
ぶ
神
主
姿
の
鎌
田
東
二
に
神
経
を
集
中
し
、鈴
の
音

と
と
も
に
森
の
向
こ
う
の
星
雲
の
宇
宙
に
出
現
し
た
、自
転

す
る
青
い
地
球
の
姿
（
大
西
宏
志
に
よ
る
Ｃ
Ｇ
）
に
魅
了
さ
れ

て
い
た
（
本
来
は
、法
螺
貝
と
と
も
に
投
影
開
始
の
予
定
だ
っ
た

そ
う
だ
が
、
不
慣
れ
な
制
御
室
の
不
如
意
で
番
狂
わ
せ
が
生
じ
、

水
惑
星
は
鈴
の
音
に
感
応
す
る
仕
儀
と
な
っ
た
。だ
が
こ
の
遅
延

が
却
っ
て
絶
妙
な
効
果
を
挙
げ
た
）。そ
の
観
衆
た
ち
は
、ふ
と

気
づ
く
と
、小
姫
を
面
に
し
た
河
村
博
重
が
い
つ
の
ま
に
か

背
後
か
ら
現
れ
て
い
て
、目
と
鼻
の
先
に
立
っ
て
い
る
の
に

気
づ
き
、
驚
愕
し
た
。
霊
の
出
現
に
不
意
打
ち
を
食
ら
わ
さ

れ
た
の
に
も
等
し
く
、文
字
通
り
光
に
照
ら
し
出
さ
れ
て
白

く
輝
く
面
に
気
づ
く
「
面お

も

白し
ろ

や
」
の
光
景
、『
古
事
記
』
の
語

る
天
岩
戸
の
再
来
だ
っ
た
。会
場
に
招
来
さ
れ
た
モ
ノ
ミ
タ

マ
と
し
て
の
魂
た
ち
は
、こ
の
祭
礼
と
と
も
に
会
場
を
去
っ

て
い
っ
た
。

二
〇
一
〇
年
一
月
二
六
─
三
一
日

第四章　アート分科会および展覧会
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は
じ
め
に

　

二
〇
一
〇
年
一
月
一
六
日
か
ら
三
一
日
ま
で
、京
都
大
学

総
合
博
物
館
で
、「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
展
が
開
催
さ
れ
た
。そ

れ
は
単
に
モ
ノ
と
い
う
感
覚
を
ベ
ー
ス
と
し
た
作
家
や
デ
ザ

イ
ナ
ー
の
展
覧
会
で
は
な
く
、科
学
の
視
点
で
集
め
ら
れ
た

物
を
展
示
す
る
博
物
館
と
い
う
場
所
性
と
、物
以
上
の
モ
ノ

を
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
考
え
て
き
た
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値

研
究
会
の
研
究
協
力
者
と
の
共
同
・
相
互
作
用
性
を
特
徴
と

す
る
展
覧
会
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
専
門
領
域
を
超
え
て
い

こ
う
と
す
る
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
会
に
ふ
さ
わ
し
い
も

の
で
あ
っ
た
。わ
た
し
は
大
き
な
枠
組
み
と
し
て
錬
金
術
と

い
う
前
近
代
的
な
知
の
あ
り
方
と
日
常
生
活
と
の
関
連
に
関

心
が
あ
り
、こ
の
テ
ー
マ
を
共
有
で
き
る
で
あ
ろ
う
と
考
え
、

心
理
占
星
術
研
究
家
の
鏡
リ
ュ
ウ
ジ
さ
ん
と
コ
ラ
ボ
レ
ー

シ
ョ
ン
し
た
。ひ
と
口
に
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
と
い
っ
て
も

実
際
は
な
か
な
か
む
ず
か
し
い
。そ
こ
で
最
初
に
た
た
き
台

と
な
る
よ
う
な
デ
ザ
イ
ン
ア
イ
デ
ア
を
提
示
し
、議
論
し
な

が
ら
展
開
す
る
こ
と
を
期
待
し
た
。今
回
最
初
に
掲
げ
た
コ

ン
セ
プ
ト
が
表
層
と
深
層
で
あ
っ
た
。
表
と
裏
の
通
底
、
連

関
感
覚
で
あ
る
。

　

展
覧
会
の
初
日
、モ
ノ
学
を
提
唱
す
る
鎌
田
さ
ん
と
星
に

携
わ
る
鏡
さ
ん
と
デ
ザ
イ
ン
に
携
わ
る
わ
た
し
の
三
人
で

「
モ
ノ
・
星
・
デ
ザ
イ
ン
」
と
い
う
セ
ミ
ナ
ー
が
行
わ
れ
た
。

こ
の
稿
で
は
そ
こ
で
話
さ
れ
た
こ
と
、
と
く
に
「
実
用
と
は

何
か
」
と
い
う
こ
と
を
ベ
ー
ス
に
今
回
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

振
り
返
り
た
い
。

　

わ
た
し
が
実
用
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
の
は
、モ
ノ
学

で
い
う
モ
ノ
の
本
質
と
は
ハ
タ
ラ
キ
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と

思
う
か
ら
で
あ
る
。
現
代
的
に
い
え
ば
機
能
で
あ
る
。
古
代

的
に
い
え
ば
、
モ
ノ
の
呪
力
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
認

識
の
問
題
と
も
か
か
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て

い
る
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
考
察
す
る
前
に
、
ま
ず
は
今
回

展
示
し
た
家
具
作
品
、SK

IN

シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
簡
単
に

紹
介
し
た
い
。

第
四
章

ア
ー
ト
分
科
会
お
よ
び
展
覧
会

モ
ノ
・
星
・
デ
ザ
イ
ン

　
　
　

─
─
実
用
と
は
何
か
を
め
ぐ
っ
て

上
林
壮
一
郎

京
都
造
形
芸
術
大
学
准
教
授

プ
ロ
ダ
ク
ト
デ
ザ
イ
ン

モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
展
覧
会	
第
１
部	

図1
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SK
IN

シ
リ
ー
ズ

　

皮
膚
と
骨
の
関
係
の
よ
う
に
、布
製
ス
ト
レ
ッ
チ
素
材
が

皮
膚
の
よ
う
に
フ
ォ
ル
ム
や
サ
ー
フ
ェ
ス
を
構
成
し
、そ
の

内
側
（
あ
る
い
は
下
部
）
に
堅
い
構
造
体
が
あ
り
、重
量
を
支

え
る
と
い
う
構
造
を
コ
ン
セ
プ
ト
と
す
る
一
連
の
デ
ザ
イ
ン

にSK
IN

と
名
付
け
、
今
回
二
つ
の
テ
ー
ブ
ル
を
展
示
し
た

（
図
１
）。

H
O
RO
SC
O
PE	TA

BLE

　

こ
の
テ
ー
ブ
ル
は
白
く
柔
ら
か
い
大
き
な
天
板
の
下
に
、

金
属
の
堅
い
小
さ
な
天
板
の
テ
ー
ブ
ル
が
配
置
さ
れ
る
と
い

う
構
造
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
最
初
の
基
本
的
な
発
想
が
、

鏡
リ
ュ
ウ
ジ
さ
ん
と
の
コ
ラ
ボ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
通
し
て
、金

属
テ
ー
ブ
ル
を
惑
星
に
見
立
て
れ
ば
テ
ー
ブ
ル
全
体
が
ホ
ロ

ス
コ
ー
プ
と
し
て
機
能
す
る
の
で
は
な
い
か
、と
い
う
ア
イ

デ
ア
に
展
開
し
て
い
っ
た
。金
属
テ
ー
ブ
ル
は
占
星
術
に
お

け
る
惑
星
に
対
応
し
、
地
球
・
月
・
水
星
・
金
星
・
太
陽
・

火
星
・
木
星
・
土
星
の
全
部
で
八
つ
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
天

板
は
、太
陽
は
真
鍮
、月
は
洋
銀
、木
星
は
錫
な
ど
、お
お
む

ね
古
い
時
代
よ
り
定
め
ら
れ
て
い
る
対
応
金
属
で
で
き
て
い

る
。
天
板
の
白
い
布
に
は
、
星
座
の
マ
ー
ク
と
三
〇
度
ず
つ

の
ラ
イ
ン
と
、惑
星
の
軌
道
を
示
す
同
心
円
状
の
ラ
イ
ン
が

薄
く
印
刷
さ
れ
て
お
り
、そ
の
天
の
座
標
の
下
に
惑
星
に
見

立
て
ら
れ
た
テ
ー
ブ
ル
を
そ
の
日
の
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
に
従
っ

て
配
置
し
て
い
く
こ
と
で
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
を
示
す
こ
と
が
で

き
る
。そ
し
て
重
要
な
の
は
た
だ
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
を
示
し
て

い
る
だ
け
で
は
な
く
、そ
れ
自
体
が
テ
ー
ブ
ル
と
し
て
も
機

能
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
（
図
２
）。

SM
A
LL	RO

U
N
D
	TA
BLE

　

ス
ト
レ
ッ
チ
素
材
で
構
成
さ
れ
た
ソ
フ
ト
な
外
見
は
基
本

的
に
四
角
い
フ
ォ
ル
ム
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
よ
く
見

る
と
そ
の
内
部
に
は
丸
い
テ
ー
ブ
ル
が
置
か
れ
て
い
る
。

H
O

RO
SCO

PE T
A

BLE

と
同
様
に
、
た
と
え
ば
ポ
ス
ト

カ
ー
ド
の
よ
う
な
軽
い
も
の
はSK

IN

で
あ
る
ス
ト
レ
ッ
チ

素
材
の
み
で
支
え
ら
れ
る
が
、ワ
イ
ン
ボ
ト
ル
や
グ
ラ
ス
の

よ
う
な
重
い
も
の
を
置
く
とSK

IN

は
伸
び
て
沈
み
、
内
部

に
あ
る
丸
い
テ
ー
ブ
ル
の
天
板
に
ま
で
下
が
っ
て
い
っ
て
、

そ
こ
で
支
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
（
図
３
）。

自
作
品
か
ら
発
す
る
考
察

　

自
分
の
作
品
を
完
成
後
に
体
験
す
る
の
は
面
白
い
。自
分

が
こ
う
な
る
だ
ろ
う
と
イ
メ
ー
ジ
や
模
型
や
サ
ン
プ
ル
や
Ｃ

Ｇ
で
予
想
し
考
え
て
き
た
ア
イ
デ
ィ
ア
ル
な
も
の
と
、実
際

に
で
き
た
ア
ク
チ
ュ
ア
ル
な
作
品
は
常
に
違
い
、予
想
以
上

の
こ
と
や
予
想
外
の
こ
と
が
そ
こ
に
は
起
き
て
く
る
。そ
の

差
異
が
非
常
に
リ
ア
ル
に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
が
面
白
い
。そ

れ
は
、作
品
が
い
っ
た
ん
完
成
し
た
も
の
と
し
て
放
出
さ
れ

た
時
点
か
ら
、自
分
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
存
在
と
し
て
成
長

を
始
め
る
瞬
間
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、自
作
品
を
こ
う
い
う
思
い
で
作
っ
た
の
で
あ

る
と
解
説
す
る
と
い
う
よ
り
も
、む
し
ろ
構
想
し
計
画
し
て

作
品
と
し
て
定
着
し
た
も
の
を
相
対
化
し
、
体
験
し
、
そ
れ

を
遊
ん
で
み
る
と
こ
ろ
か
ら
新
た
な
見
方
や
発
見
を
し
て
い

第四章　アート分科会および展覧会

図 3

図 2　
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き
た
い
。
先
述
し
た
セ
ミ
ナ
ー
の
内
容
と
合
わ
せ
て
、
モ
ノ

に
お
け
る
実
用
や
機
能
に
つ
い
て
考
え
、デ
ザ
イ
ン
の
立
場

か
ら
モ
ノ
学
の
考
察
に
寄
与
し
た
い
。

柔
ら
か
い
表
層
と
堅
い
深
層

　

こ
の
テ
ー
ブ
ル
は
、柔
ら
か
い
も
の
の
下
に
堅
い
構
造
が

あ
る
と
い
う
関
係
へ
の
興
味
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
。わ
た
し

は
以
前
か
ら
、BA

CK
 SPA

CE
つ
ま
り
背
後
の
空
間
、
存

在
と
い
う
も
の
に
関
心
を
持
ち
、手
前
と
奥
、海
面
と
海
底
、

下
部
と
上
部
な
ど
を
テ
ー
マ
に
し
た
家
具
や
プ
ロ
ダ
ク
ツ
や

空
間
を
デ
ザ
イ
ン
し
て
き
た
。

　

同
様
の
テ
ー
マ
の
も
と
、
今
回
の
テ
ー
ブ
ル
は
、
テ
ー
ブ

ル
の
天
板
に
ス
ト
レ
ッ
チ
テ
キ
ス
タ
イ
ル
素
材
を
使
い
、そ

の
下
に
金
属
の
テ
ー
ブ
ル
を
配
置
す
る
と
い
う
手
法
に
よ
っ

て
そ
の
テ
ー
マ
を
現
象
化
さ
せ
て
み
た
。
こ
れ
ま
で
も
、
手

前
の
素
材
を
透
か
し
て
背
後
の
存
在
を
見
せ
る
と
い
う
し
つ

ら
え
は
何
度
も
試
み
て
き
た
。今
回
の
半
透
明
の
ス
ト
レ
ッ

チ
素
材
も
、背
後
に
あ
る
も
の
が
透
け
て
う
っ
す
ら
と
見
え

て
い
る
の
だ
が
、こ
れ
ま
で
と
異
な
る
の
は
素
材
自
体
が
大

き
く
伸
縮
変
形
す
る
と
い
う
点
で
あ
る
。私
た
ち
は
天
板
に

対
し
、堅
く
て
丈
夫
な
基
盤
で
あ
る
と
い
う
慣
れ
と
思
い
込

み
が
あ
る
。し
か
し
そ
ん
な
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
た
「
天
板
」

が
こ
の
よ
う
な
、
実
態
の
弱
い
、
頼
り
な
い
表
面
と
し
て
現

れ
る
と
き
、半
透
明
と
い
う
視
覚
的
な
も
の
だ
け
で
は
な
い
、

触
覚
的
な
背
後
感
を
帯
び
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
れ
は
た
と
え
ば
、
視
覚
的
に
は
透
明
で
は
な
い
が
、
母
親

の
胎
内
に
い
る
胎
児
が
、
脚
で
母
親
の
腹
を
蹴
る
と
き
、
外

側
か
ら
ま
だ
見
ぬ
胎
児
の
存
在
を
感
じ
る
こ
と
が
で
き
る
と

い
う
こ
と
に
も
似
て
い
る
。

　

こ
の
柔
ら
か
い
素
材
感
は
実
際
に
体
験
し
て
み
る
と
、想

像
以
上
に
不
思
議
な
体
験
で
あ
っ
た
。こ
の
テ
ー
ブ
ル
の
ア

イ
デ
ア
を
鏡
さ
ん
に
最
初
に
お
見
せ
し
た
と
き
、鏡
さ
ん
は

「
酔
っ
て
い
た
ら
、
柔
ら
か
い
と
こ
ろ
に
置
い
て
こ
ぼ
し
て

し
ま
い
そ
う
だ
ね
。」
と
言
わ
れ
た
。し
か
し
も
し
こ
の
白
く

柔
ら
か
い
天
板
が
な
く
、金
属
の
小
テ
ー
ブ
ル
だ
け
で
あ
っ

た
ら
、そ
れ
ほ
ど
惑
わ
さ
れ
ず
に
も
う
少
し
確
実
に
お
け
る

だ
ろ
う
。そ
こ
に
白
く
柔
ら
か
い
天
板
を
か
ぶ
せ
た
が
ゆ
え

に
人
は
惑
わ
さ
れ
、
ど
こ
に
置
い
て
よ
い
か
迷
い
始
め
る
。

し
か
し
こ
れ
は
あ
え
て
そ
う
し
た
使
い
に
く
い
し
か
け
を
抱

え
込
ん
だ
デ
ザ
イ
ン
に
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
に
関
し
て
次
の
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
あ
っ
た
。展

示
の
準
備
を
し
て
い
る
と
き
に
、こ
れ
が
展
示
作
品
で
あ
る

と
い
う
こ
と
に
ま
だ
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
鎌
田
さ
ん
は
、

ふ
と
こ
の
テ
ー
ブ
ル
の
と
こ
ろ
に
来
た
と
き
に
重
い
リ
ュ
ッ

ク
サ
ッ
ク
を
乗
せ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
天
板
が
沈
み
始

め
た
の
に
気
付
き
反
射
的
に
引
き
あ
げ
た
と
い
う
。

　

た
と
え
重
い
リ
ュ
ッ
ク
で
あ
っ
て
も
、下
に
金
属
テ
ー
ブ

ル
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
れ
ば
、そ
の
重
み
を
支
え
る
こ
と
は

で
き
た
。
逆
に
下
に
何
も
な
い
と
こ
ろ
で
も
、
紙
や
手
袋
な

ど
軽
い
も
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
支
え
る
こ
と
が
で
き
る
。つ

ま
り
、通
常
は
十
分
に
堅
い
た
め
ほ
と
ん
ど
意
識
す
る
こ
と

が
な
い
が
、堅
さ
と
い
う
パ
ラ
メ
ー
タ
ー
を
変
え
る
こ
と
で
、

あ
る
も
の
に
と
っ
て
は
天
板
と
し
て
機
能
す
る
が
、ま
た
あ

る
も
の
に
と
っ
て
は
天
板
に
は
な
ら
ず
ト
ラ
ン
ポ
リ
ン
の
よ

う
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
両
義
的
状
態
に
な
っ
て
く
る
。

　

そ
の
こ
と
を
展
示
で
強
調
し
よ
う
と
し
て
、当
初
は
軽
い

紙
皿
を
布
天
板
の
上
に
乗
せ
、
グ
ラ
ス
や
ボ
ト
ル
を
金
属

テ
ー
ブ
ル
の
上
に
乗
せ
よ
う
と
考
え
た
。
し
か
し
、
出
来
上

が
っ
て
み
て
い
ろ
い
ろ
と
遊
ん
で
み
る
う
ち
に
、そ
れ
で
は

天
板
の
弱
さ
や
柔
ら
か
さ
が
伝
わ
ら
な
い
こ
と
が
分
か
っ
て

き
た
。む
し
ろ
ダ
イ
レ
ク
ト
に
重
い
も
の
を
布
の
上
に
置
い

て
布
を
た
わ
ま
せ
た
ほ
う
が
、そ
の
不
思
議
さ
が
出
て
く
る

こ
と
に
気
付
き
、展
示
で
は
重
み
の
あ
る
セ
ラ
ミ
ッ
ク
の
皿

を
置
く
こ
と
に
し
た
。そ
う
す
る
こ
と
で
ほ
と
ん
ど
平
ら
で

普
通
の
テ
ー
ブ
ル
に
見
え
る
の
だ
が
、一
部
が
歪
ん
で
い
る

こ
と
で
テ
ー
ブ
ル
世
界
が
変
わ
っ
て
見
え
る
の
が
面
白
か
っ

た
。
こ
こ
で
す
わ
っ
て
食
事
を
し
よ
う
と
、
テ
ー
ブ
ル
の
機

能
を
限
定
的
に
考
え
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
、使
え
な
い
と

い
う
印
象
を
与
え
る
が
、テ
ー
ブ
ル
の
存
在
を
楽
し
め
る
余

裕
の
あ
る
人
に
と
っ
て
は
、違
っ
た
も
の
に
映
る
だ
ろ
う
。

　

一
方
で
、天
板
が
柔
ら
か
い
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
た
後

は
、そ
の
上
に
重
い
ボ
ト
ル
が
平
然
と
乗
っ
て
い
る
こ
と
が

逆
に
不
思
議
な
感
じ
に
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。た
と
え
て
言

え
ば
、
海
水
浴
に
行
っ
た
と
き
に
、
沖
に
行
く
ほ
ど
深
く
な

る
は
ず
な
の
に
、沖
の
ほ
う
の
水
面
下
に
ご
く
浅
い
岩
礁
が

あ
る
た
め
に
海
面
上
に
ほ
と
ん
ど
立
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
人
を
見
か
け
る
こ
と
が
あ
る
。こ
れ
は
そ
の
と
き
の
よ
う

な
感
覚
に
似
て
い
る
。

　

あ
る
種
、素
材
へ
の
先
入
観
を
裏
切
る
よ
う
な
状
況
が
広

が
る
た
め
に
、め
ま
い
を
起
こ
す
よ
う
な
光
景
に
な
る
わ
け

で
あ
る
。こ
う
し
た
幻
惑
さ
せ
る
よ
う
な
状
況
を
も
っ
て
人

は
実
用
的
で
は
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
の
だ
が
、し
か
し
、

使
い
方
を
心
得
れ
ば
通
常
と
は
異
な
る
が
実
用
に
は
な
る
わ

け
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
人
間
の
既
成
概
念
を
含
む
認
識
の

あ
り
か
た
を
揺
る
が
す
こ
と
で
、
細
胞
分
裂
を
起
こ
し
、
慣

れ
る
こ
と
で
再
結
合
す
る
プ
ロ
セ
ス
が
あ
る
の
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
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実
用
と
は
何
か

　

で
は
実
用
と
は
何
か
？　

役
に
立
つ
と
は
何
か
？　

機
能

と
は
何
か
？　

ハ
タ
ラ
キ
と
は
何
か
？

　

は
た
し
て
ま
っ
た
く
も
っ
て
使
う
こ
と
を
想
定
さ
れ
て
い

な
い
も
の
を
デ
ザ
イ
ン
す
る
こ
と
は
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。そ

れ
は
お
そ
ら
く
あ
る
だ
ろ
う
。使
う
と
い
う
こ
と
と
使
わ
な

い
と
い
う
こ
と
の
境
目
に
飾
り
と
い
う
も
の
が
あ
る
よ
う
に

思
う
。
置
物
や
人
形
や
ク
リ
ス
マ
ス
デ
コ
レ
ー
シ
ョ
ン
。
こ

れ
ら
は
、
具
体
的
に
何
か
に
使
い
、
何
か
を
改
変
し
た
り
目

的
を
実
現
し
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
な
い
。
し
か
し
、
か
す

か
な
意
味
で
は
、
人
の
目
を
楽
し
ま
せ
、
雰
囲
気
を
演
出
す

る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。
一
方
で
、
ナ
イ
フ
や

鍵
な
ど
は
、そ
れ
が
な
け
れ
ば
ま
っ
た
く
物
事
が
前
へ
進
ま

な
い
、
次
の
段
階
へ
行
か
な
い
と
い
う
効
用
、
機
能
を
持
っ

て
い
る
。
つ
ま
り
、
実
用
や
使
用
性
と
い
う
も
の
に
は
グ
ラ

デ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。

　

今
回
「
物
か
ら
モ
ノ
ヘ
展
」
に
出
展
し
た
テ
ー
ブ
ル
は
、

他
の
出
品
者
の
方
々
の
作
品
と
比
べ
る
と
実
用
性
が
高
い
と

い
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
あ
れ
を
機
能
性
や
経
済
性
を
基

調
と
し
た
普
通
の
日
常
生
活
の
中
に
持
っ
て
行
っ
て
し
ま
う

と
、か
な
り
実
用
的
で
は
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ

う
。
つ
ま
り
、
実
用
性
の
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
は
コ
ン
テ
ク
ス

ト
に
よ
っ
て
も
相
対
的
に
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
そ

う
で
あ
る
。

　

目
的
が
限
定
さ
れ
た
実
用
性
を
追
求
し
た
も
の
は
、機
能

主
義
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
テ
ー
ブ
ル
は
機
能
主
義

と
は
異
な
る
機
能
を
目
指
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
テ
ー
ブ
ル

の
目
的
を
そ
の
上
に
何
で
も
安
心
し
て
の
せ
る
こ
と
の
み
を

目
指
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、そ
の
あ
り
よ
う
を
変
化
さ

せ
新
し
い
使
用
感
覚
を
創
出
す
る
こ
と
に
あ
る
。つ
ま
り
役

に
立
つ
と
い
う
こ
と
も
一
つ
で
は
な
い
。
素
材
や
構
造
は
、

そ
れ
自
体
が
何
ら
か
の
ハ
タ
ラ
キ
を
す
で
に
も
っ
て
い
る
。

そ
の
あ
り
よ
う
を
変
え
る
と
い
う
の
は
、も
の
が
単
に
そ
こ

に
あ
る
だ
け
で
作
用
す
る
存
在
感
、
素
材
感
、
物
質
感
、
と

い
う
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
ハ
タ
ラ
キ
を
調
整
す
る
こ
と
で
、よ

り
秩
序
だ
っ
た
、作
用
力
の
強
い
機
能
を
発
揮
す
る
状
態
を

見
出
す
こ
と
で
あ
る
と
考
え
る
。

ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
の
ア
イ
デ
ア
の
発
端

　

こ
の
テ
ー
ブ
ル
の
最
初
の
ア
イ
デ
ア
を
見
た
鏡
さ
ん
が
、

下
部
の
金
属
テ
ー
ブ
ル
を
星
に
見
立
て
る
と
い
う
発
想
を
し

た
こ
と
に
つ
い
て
、セ
ミ
ナ
ー
の
中
で
鎌
田
さ
ん
は
鏡
さ
ん

に
「
ど
う
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
そ
う
い
う
観
点
が
生
ま
れ
た

の
か
」
と
質
問
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
鏡
さ
ん
は
二
つ
の

観
点
で
回
答
さ
れ
た
。

　

ひ
と
つ
は
、占
星
術
家
は
い
ろ
い
ろ
な
形
で
宇
宙
や
ホ
ロ

ス
コ
ー
プ
を
身
近
に
置
き
た
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
観
点
。

一
五
世
紀
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
哲
学
者
で
あ
り
、占
星
術
家

で
あ
る
マ
ル
シ
リ
オ
・
フ
ィ
チ
ー
ノ
が
、
長
生
き
す
る
た
め

の
方
法
と
し
て
、自
分
の
生
活
と
天
体
と
を
合
わ
せ
て
健
康

に
な
る
方
法
を
書
い
て
い
る
。す
な
わ
ち
宇
宙
の
イ
メ
ー
ジ

を
身
近
に
置
く
こ
と
が
、生
活
の
中
で
調
和
し
た
何
か
を
取

り
も
ど
す
こ
と
に
つ
な
が
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
自
分
の
そ
ば
に

天
球
を
置
き
な
さ
い
と
言
っ
て
い
る
と
い
う
観
点
。

　

も
う
一
つ
は
、ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
に
お
い
て
本
来
上
に
あ
る

天
と
、下
に
あ
る
地
を
ひ
っ
く
り
返
す
と
い
う
反
転
構
造
に

し
た
ら
面
白
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
観
点
。

　

前
者
は
、身
近
に
置
い
て
お
く
こ
と
が
本
人
に
な
ん
ら
か

の
作
用
を
及
ぼ
す
と
い
う
観
点
で
あ
り
興
味
深
い
。後
者
は
、

反
転
構
造
が
持
つ
象
徴
作
用
的
な
意
味
を
想
起
さ
せ
興
味
深

い
観
点
で
あ
る
。

　

そ
れ
ら
に
関
連
し
、鎌
田
さ
ん
は
道
教
の
重
要
な
行
法
の

卯う

歩ほ

に
つ
い
て
言
及
し
た
。
卯
歩
と
い
う
の
は
、
自
分
の
足

も
と
に
北
極
星
と
北
斗
七
星
を
描
き
、そ
の
星
の
通
り
に
歩

む
行
法
で
、宇
宙
の
運
行
と
人
間
の
あ
り
よ
う
を
一
体
化
し

な
が
ら
、
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
的
、
天
人
合
一
的
な
ト
ラ
ン
ス

状
態
に
入
っ
て
い
く
と
い
う
。す
な
わ
ち
そ
れ
は
天
地
を
映

し
鏡
に
し
て
一
体
化
し
て
い
く
と
い
う
発
想
で
あ
る
と
指
摘

し
た
。そ
れ
は
西
洋
の
魔
法
円
も
同
様
で
あ
る
と
鏡
さ
ん
も

付
け
加
え
た
。

　

つ
ま
り
、天
と
い
う
上
の
方
向
に
あ
る
も
の
が
足
元
と
い

う
下
方
向
に
あ
る
と
い
う
反
転
構
造
と
、身
体
を
通
し
て
形

や
物
に
同
調
す
る
と
い
う
行
為
、こ
う
し
た
古
代
か
ら
あ
る

行
法
に
似
た
発
想
が
そ
こ
に
は
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

　

こ
の
な
ぞ
る
と
い
う
行
為
す
な
わ
ち
追
体
験
と
い
う
行
為

が
同
調
作
用
と
い
う
ハ
タ
ラ
キ
＝
機
能
を
も
た
ら
す
わ
け
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
も
っ
と
も
簡
易
的
に
は
、
身
近
に
置
く
と

い
う
こ
と
で
も
作
用
す
る
と
さ
れ
る
観
点
が
あ
る
わ
け
で
あ

る
。
実
用
性
と
は
、
追
体
験
や
身
近
と
い
う
こ
と
と
深
く
か

か
わ
っ
て
い
そ
う
で
あ
る
。

ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
の
語
源

　

天
地
反
転
構
造
と
い
う
か
ら
に
は
、対
称
面
が
想
定
さ
れ

る
が
、ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
と
い
う
名
称
に
は
そ
の
こ
と
が
含
ま

れ
て
い
る
。
鏡
さ
ん
の
解
説
に
よ
れ
ば
、
ホ
ロ
（H

O
RO

）
と

い
う
の
は
、
地
平
線
（H

O
R

IZO
N

）
と
い
う
言
葉
の
語
源
で

第四章　アート分科会および展覧会
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あ
り
、か
つ
ま
た
時
間
（H

O
U

R

、イ
タ
リ
ア
語
で
はO

R
A

）
の

語
源
で
も
あ
る
。
関
連
し
て
季
節
と
い
う
意
味
も
持
つ
。
ス

コ
ー
プ
は
見
る
と
い
う
意
味
。
つ
ま
り
、
地
平
線
や
水
平
線

か
ら
の
ぼ
る
星
々
を
見
る
こ
と
が
ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
の
意
味
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ホ
ロ
は
地
平
線
と
い
う
空
間
と
星
の
運

行
と
い
う
時
間
の
両
方
の
意
味
を
持
つ
そ
う
で
あ
る
。ホ
ロ

ス
コ
ー
プ
は
地
平
線
と
い
う
板
状
の
水
平
面
を
基
準
と
す
る

星
へ
の
視
座
の
こ
と
で
あ
る
と
い
う
話
か
ら
、わ
た
し
た
ち

は
、テ
ー
ブ
ル
の
天
板
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
と
天
の
板
で
あ
る

ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
と
が
不
思
議
な
呼
応
を
し
て
い
る
こ
と
に
気

づ
い
た
。

デ
ザ
イ
ン
の
語
源　

sign

　

ホ
ロ
ス
コ
ー
プ
の
語
源
の
議
論
の
後
、鎌
田
さ
ん
か
ら
デ

ザ
イ
ン
の
語
源
と
は
何
か
と
問
題
提
起
さ
れ
た
。デ
ザ
イ
ン

と
は
通
常
ラ
テ
ン
語
のdesignare

で
「
計
画
を
記
号
に
表

す
」「
形
を
刻
印
す
る
」
な
ど
と
説
明
さ
れ
る
が
、そ
れ
だ
け

で
は
ど
う
も
腑
に
落
ち
な
い
も
の
が
あ
っ
た
。し
か
し
鏡
さ

ん
は
、design

はdescribe

の
よ
う
にde

と
い
う
接
頭
語

が
つ
い
たde·sign

で
は
な
い
か
と
指
摘
し
た
。
議
論
は
、

sign

の
意
味
に
移
っ
た
。以
下
は
、design

の
語
源
に
つ
い

て
の
鎌
田
さ
ん
の
仮
説
で
あ
る
。

　

世
界
は
い
ろ
い
ろ
なsign

に
満
ち
て
い
る
の
で
、sign

を
見
つ
け
出
す
と
か
引
き
出
す
と
か
あ
る
い
は
与
え
る
で
も

い
い
が
、そ
う
し
た
意
味
が
デ
ザ
イ
ン
に
は
あ
る
の
で
は
な

い
か
。世
界
と
い
う
の
は
有
用
性
か
無
用
性
か
と
い
う
の
は

わ
か
ら
な
い
。人
間
が
そ
こ
に
有
用
性
を
見
出
す
と
い
う
の

は
、
そ
こ
にsign

を
感
受
で
き
た
と
き
で
、
そ
の
と
き
無
用

な
も
の
が
有
用
な
も
の
に
変
換
さ
れ
る
。自
然
に
落
ち
て
い

る
石
こ
ろ
が
石
笛
に
な
っ
た
り
す
る
の
は
、
単
な
る
石
に

sign

＝
兆
侯
の
よ
う
な
も
の
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
初

め
て
可
能
と
な
る
。design

と
い
う
の
は
そ
う
い
う
意
味

で
、
見
方
を
変
換
す
る
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
ホ
ロ
ス

コ
ー
プ
も
同
じ
こ
と
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

加
え
て
鏡
さ
ん
は
星
座
の
こ
と
を
英
語
でconstellation

と
い
う
が
別
の
言
い
方
で
はsign

と
い
う
こ
と
を
指
摘
し

た
。
実
際
の
空
に
あ
る
星
座
は
、
そ
の
配
置
の
こ
と
で
あ
る

が
、
そ
れ
を
三
〇
度
ず
つ
に
整
然
と
秩
序
化
し
、
よ
り
記
号

化
し
た
星
座
をsign

と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
占
星
術
的
に
は

星
座
はsign

で
あ
る
。英
語
で
「
あ
な
た
の
星
座
は
何
で
す

か
？
」
と
聞
く
と
き
に
は
「W

hat is your sign?

」
と
言
う

そ
う
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
期
せ
ず
し
て
星
と
デ
ザ
イ
ン
が
急

に
関
係
性
が
深
い
も
の
に
な
っ
て
き
た
。

　

こ
う
し
た
展
開
を
聞
い
て
わ
た
し
は
デ
ザ
イ
ン
と
秩
序
、

デ
ザ
イ
ン
と
認
識
の
関
係
に
思
い
至
っ
た
。
デ
ザ
イ
ン
は
、

あ
い
ま
い
な
イ
メ
ー
ジ
の
中
に
構
造
や
秩
序
を
見
出
す
行
為

で
あ
る
。ラ
ン
ダ
ム
に
見
え
る
夜
空
の
星
の
散
ら
ば
り
の
中

に
何
ら
か
の
秩
序
を
見
出
し
そ
れ
を
定
式
化
す
る
と
い
う
天

文
学
や
占
星
術
の
行
為
は
あ
る
種
の
デ
ザ
イ
ン
行
為
な
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
と
。す
な
わ
ち
混
沌
と
し
た
も
の
の
中
に
、

何
ら
か
の
秩
序
を
見
出
す
こ
と
が
、sign

や
認
識
の
根
本

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、鎌
田
さ
ん
が
、

自
然
の
中
か
ら
石
笛
を
見
出
し
た
り
す
る
と
い
う
行
為
は
、

そ
の
時
点
で
デ
ザ
イ
ン
が
始
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。
今
回
の
展
覧
会
で
、
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
で
は
な
く
研
究

者
で
あ
る
大
石
高
典
さ
ん
が
、ア
フ
リ
カ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
の

土
の
中
に
埋
ま
っ
て
い
た
ス
コ
ッ
プ
の
残
骸
を
持
っ
て
き

て
、
古
代
の
土
器
や
、
現
代
の
陶
芸
作
品
と
並
べ
て
展
覧
会

に
展
示
し
て
い
た
。そ
れ
に
つ
い
て
作
品
と
な
る
か
な
ら
な

い
か
と
い
う
議
論
が
あ
っ
た
が
、他
の
人
が
価
値
を
見
出
さ

な
か
っ
た
も
の
に
価
値
を
見
出
し
て
、展
覧
会
に
お
い
た
時

点
で
、
そ
れ
はsign

な
る
行
為
で
あ
り
、
デ
ザ
イ
ン
は
働
き

始
め
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
き
わ
め
て

認
識
に
関
わ
る
行
為
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

デ
ザ
イ
ン
の
語
源　

de

　

次
に
、design

のde

に
つ
い
て
の
議
論
が
及
ん
だ
。de

と
い
う
の
は
、construction

とdeconstruction

やcode

とdecode

の
よ
う
な
意
味
の
接
頭
語
と
し
て
と
ら
え
た
と

き
、de

は
「
外
す
」
や
「
脱
」「
復
元
す
る
」
と
い
う
意
味
を

持
つ
。そ
う
い
う
観
点
か
ら
す
る
と
、design

は
見
出
す
と

同
時
に
い
っ
た
ん
認
識
し
たsign

を
外
し
、取
り
除
く
と
い

う
意
味
に
も
解
釈
で
き
る
と
鎌
田
さ
ん
は
言
う
。

　

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
実
用
と
無
用
の
関
係
は
な
か
な
か

奥
が
深
い
問
題
で
あ
る
。
何
が
実
用
で
、
何
が
無
用
な
の
か

と
い
う
の
は
、無
用
と
思
え
る
も
の
か
ら
実
用
を
作
り
出
す

の
だ
が
、時
代
が
変
わ
っ
た
り
状
況
が
変
わ
っ
た
り
す
れ
ば

実
用
だ
っ
た
も
の
も
無
用
に
な
っ
て
し
ま
う
。あ
る
い
は
そ

れ
ま
で
使
っ
て
い
た
人
が
そ
れ
に
関
心
を
示
さ
な
く
な
れ
ば

そ
の
人
に
と
っ
て
そ
れ
は
無
用
な
も
の
に
変
わ
っ
て
し
ま

う
。そ
う
い
う
意
味
で
実
用
と
い
う
の
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に

依
存
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
も
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ

う
か
。こ
れ
は
た
い
へ
ん
身
近
に
お
こ
っ
て
い
る
こ
と
で
も

あ
る
。
つ
ま
り
、
包
装
紙
や
古
い
書
類
な
ど
こ
れ
は
き
っ
と

何
か
の
役
に
立
つ
だ
ろ
う
な
と
想
定
し
て
捨
て
ら
れ
ず
に

取
っ
て
置
く
現
象
で
あ
る
。
と
り
あ
え
ず
は
使
わ
な
い
が
、

将
来
有
用
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
可
能
性
に
期
待
し

て
取
っ
て
お
く
と
い
う
行
為
。
こ
の
と
き
、
と
っ
て
お
か
れ
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た
も
の
は
有
用
な
の
か
、
役
に
立
つ
の
か
ゴ
ミ
な
の
か
、
き

わ
め
て
ニ
ュ
ー
ト
ラ
ル
な
状
態
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

無
用
と
有
用
の
関
係
は
こ
の
よ
う
に
、ど
う
い
う
状
態
に
置

か
れ
る
か
、何
と
組
み
合
わ
せ
ら
れ
る
か
に
よ
っ
て
移
ろ
い

や
す
い
も
の
で
あ
る
。そ
し
て
そ
の
状
態
へ
の
置
き
方
や
組

み
合
わ
せ
を
考
え
る
こ
と
が
デ
ザ
イ
ン
で
は
な
い
か
と
鎌
田

さ
ん
は
指
摘
す
る
。そ
れ
は
占
星
術
も
位
置
を
変
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
人
の
生
き
方
そ
の
も
の
を
よ
り
よ
く
デ
ザ
イ
ン
し

て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
。

デ
ザ
イ
ン
と
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
と
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム

　

し
か
し
、
状
態
を
変
え
た
り
、
組
み
合
わ
せ
を
変
え
る
と

い
う
行
為
そ
の
も
の
は
、デ
ザ
イ
ン
と
い
う
よ
り
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
ト
に
近
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
う
し
た
わ
た
し

の
指
摘
に
対
し
鎌
田
さ
ん
は
、こ
の
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
の
働

き
は
、
宗
教
的
な
観
点
で
見
る
と
、
神
や
霊
と
人
間
と
の
間

を
つ
な
ぐ
霊
媒
、
メ
デ
ィ
エ
ー
タ
ー
の
働
き
で
あ
り
、
そ
れ

に
よ
っ
て
、人
の
気
持
ち
の
在
り
方
や
も
の
の
見
方
が
大
き

く
転
換
し
て
い
き
、い
ま
ま
で
と
違
う
領
域
が
つ
な
が
り
エ

ネ
ル
ギ
ー
を
も
ら
っ
た
り
す
る
こ
と
で
違
っ
た
人
生
が
開
け

て
く
る
、
そ
う
い
う
こ
と
に
寄
与
す
る
力
な
の
で
、
こ
う
い

う
こ
と
は
生
活
の
デ
ザ
イ
ン
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
と
述

べ
た
。
こ
れ
は
錬
金
術
的
な
働
き
で
あ
り
、
言
い
方
を
変
え

れ
ば
錬
魂
術
、錬
心
術
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で

意
見
が
一
致
し
た
。

　

こ
う
し
た
つ
な
ぐ
働
き
と
い
う
意
味
で
は
、
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
も
プ
ラ
ン
ナ
ー
も
翻
訳
も
同
じ
で
、そ
こ
で
動
い

て
い
る
心
の
性
質
と
い
う
の
は
デ
ザ
イ
ン
に
通
じ
る
も
の
に

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。そ
し
て
鎌
田
さ
ん
は
、

つ
な
ぐ
働
き
と
し
て
は
そ
の
元
に
は
あ
る
も
の
と
あ
る
も
の

を
つ
な
ぐ
役
目
で
あ
る
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
あ
る
だ
ろ
う
と

い
う
。
そ
し
て
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
が
分
化
し
て
、
学
問
や
芸

術
に
な
っ
て
い
く
の
で
は
な
い
か
と
。

　

デ
ザ
イ
ン
と
は
、
混
沌
と
し
た
も
の
、
無
用
と
思
わ
れ
て

い
る
も
の
にsign

を
感
受
し
、
有
用
な
も
の
に
変
え
て
ゆ

く
。
あ
る
い
は
逆
に
、
有
用
な
も
の
の
サ
イ
ン
を
は
ず
す
行

為
。そ
れ
は
も
の
が
置
か
れ
て
い
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
変
え

る
と
い
う
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
シ
ョ
ン
的
な
方
法
で
も
な
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
し
、
テ
ー
ブ
ル
の
天
板
を
、
堅
い
板
の
代
わ
り

に
や
わ
ら
か
い
ス
ト
レ
ッ
チ
素
材
に
し
た
よ
う
に
物
を
構
成

す
る
要
素
の
性
質
や
ハ
タ
ラ
キ
を
調
整
す
る
こ
と
で
も
あ
る

だ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
位
相
の
異
な
る
も
の
が
つ
な
が

る
瞬
間
が
あ
る
と
す
れ
ば
、や
は
り
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
も

錬
金
術
と
も
関
係
の
深
い
行
為
と
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
。

モ
ノ
学
と
錬
金
術

　

鏡
さ
ん
は
最
後
に
こ
う
し
た
つ
な
ぐ
作
用
と
い
う
の
は
モ

ノ
学
と
い
う
も
の
に
つ
な
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
と
指

摘
す
る
。

　

す
な
わ
ち
、
こ
の
研
究
会
は
日
本
語
の
「
も
の
」
と
い
う

の
が
物
質
だ
け
で
も
な
く
精
神
だ
け
で
も
な
い
そ
の
両
者
の

性
質
を
含
意
し
て
い
る
ユ
ニ
ー
ク
な
言
葉
で
あ
り
、二
元
論

的
に
分
か
れ
て
し
ま
い
が
ち
な
物
質
と
精
神
を
つ
な
ぐ
こ
の

言
葉
を
多
角
的
に
考
え
て
み
る
場
で
あ
る
と
理
解
し
て
い
る

が
、占
星
術
や
錬
金
術
も
ま
さ
に
そ
う
い
う
こ
と
を
や
ろ
う

と
し
て
き
た
伝
統
で
あ
る
。
西
洋
の
哲
学
は
、
物
と
心
を
分

断
し
て
分
け
て
考
え
る
こ
と
で
い
ろ
い
ろ
な
物
を
ク
リ
ア
に

し
よ
う
と
し
て
き
た
の
だ
が
、そ
の
よ
う
に
切
り
離
す
の
で

は
な
く
、物
と
心
が
い
か
に
つ
な
が
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ

と
を
考
え
て
き
た
伝
統
が
西
洋
の
オ
カ
ル
ト
で
あ
る
。ま
た
、

今
回
の
最
初
の
発
想
で
あ
っ
た
錬
金
術
と
い
う
の
は
、ま
っ

た
く
異
な
る
鉱
物
と
生
き
物
の
間
に
は
実
は
連
続
性
が
あ
っ

て
媒
介
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
と
考
え
る
伝
統
で
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
日
本
語
で
モ
ノ
と
い
う
発
音
は
英
語
で
は

m
ono

で
あ
り
、ま
っ
た
く
異
な
る
言
語
体
系
だ
が
、m

ono

は
一
と
い
う
意
味
で
あ
り
、ば
ら
ば
ら
に
な
っ
て
い
る
二
元

論
的
な
も
の
を
も
う
一
度
つ
な
げ
て
い
る
発
想
が
［m

ono

＝
モ
ノ
］
で
は
な
い
か
と
イ
ギ
リ
ス
で
指
摘
さ
れ
た
そ
う
で

あ
る
。

　

こ
う
し
て
一
見
あ
ま
り
関
係
の
な
さ
そ
う
な
、三
者
の
モ

ノ
と
星
と
デ
ザ
イ
ン
の
話
は
、sign

と
用
を
手
が
か
り
に

位
相
の
異
な
る
も
の
を
つ
な
ぐ
ハ
タ
ラ
キ
と
認
識
と
い
う
地

平
に
お
い
て
、深
い
つ
な
が
り
が
あ
る
こ
と
が
次
第
に
見
え

て
き
た
。実
用
を
考
え
る
上
で
も
通
常
の
デ
ザ
イ
ン
論
を
超

え
る
発
想
と
広
が
り
を
も
っ
た
イ
マ
ジ
ネ
ー
シ
ョ
ン
が
展
開

さ
れ
、今
後
の
研
究
へ
の
貴
重
な
問
題
提
起
で
あ
り
成
果
と

な
っ
た
。

一七
世
紀
の
占
星
術
の
本

C
H
RISTIA

N
	A
STRO

LO
G
Y

　

　

今
回
、
鏡
さ
ん
は
共
同
展
示
と
し
て
、
一
七
世
紀
の
ロ
ン

ド
ン
で
出
版
さ
れ
たCH

RIST
IA

N
 A

ST
RO

LO
GY

と
い

う
本
の
原
本
を
出
品
さ
れ
た
。開
か
れ
た
頁
に
は
、「
賢
者
の

石
は
本
当
に
あ
る
か
ど
う
か
」（If attain the Philosopher’ s  

Stone?

）
と
い
う
質
問
に
対
す
る
回
答
が
書
か
れ
て
い
る
。次

頁
に
こ
の
書
籍
の
展
示
に
添
え
ら
れ
た
、鏡
さ
ん
の
文
章
を

転
載
し
た
い
。

第四章　アート分科会および展覧会
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A
s A

bove So Below

　

す
な
わ
ち
、「
上
な
る
も
の
は
下
な
る
も
の
に
ひ
と
し
」。

　

エ
メ
ラ
ル
ド
版
と
呼
ば
れ
る
、古
え
の
碑
文
に
残
る
こ
の

言
葉
こ
そ
、
伝
統
的
な
占
星
術
・
魔
術
の
世
界
観
を
集
約
的

に
表
現
し
た
モ
ッ
ト
ー
だ
と
言
え
る
。
近
代
の
世
界
観
が
、

宇
宙
を
ひ
と
つ
の
魂
な
き
マ
シ
ン
と
と
ら
え
、す
べ
て
を
計

量
化
し
て
い
っ
た
こ
と
と
対
照
的
に
、伝
統
的
な
コ
ス
モ
ロ

ジ
ー
で
は
こ
の
宇
宙
に
は
ス
ピ
リ
ッ
ト
と
ソ
ウ
ル
が
満
ち
満

ち
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
階
層
に
分
化
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
ぞ

れ
が
「
共
感
」「
照
応
」
の
原
理
に
よ
っ
て
共
鳴
し
あ
い
、
上

な
る
も
の
と
下
な
る
も
の
が
響
き
合
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

マ
ク
ロ
コ
ス
ム
た
る
天
界
の
星
は
、ミ
ク
ロ
コ
ス
ム
た
る

地
上
の
人
間
に
、
ス
ケ
ー
ル
こ
そ
違
え
、
照
応
し
、
共
鳴
し

あ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
占
星
術
家
は
星
の
動
き
を
み
て
、
人

間
の
運
命
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
た
。鉱
物
は
命
な
き
物

質
で
は
な
く
、
そ
れ
は
星
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
を
宿
し
、
ま
た
星

の
動
き
に
し
た
が
っ
て
恐
る
べ
き
緩
慢
な
速
度
で
は
あ
る
も

の
の
成
長
し
変
化
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。そ
の
鉱
物
の
生
命

の
秘
密
を
知
る
錬
金
術
師
は
、鉱
物
の
魂
を
救
い
だ
す
こ
と

で
金
属
の
成
長
を
加
速
さ
せ
、黄
金
を
作
り
出
す
こ
と
も
で

き
た
の
だ
っ
た
。

　

す
べ
て
が
「
分
化
」
し
て
ゆ
く
近
代
化
の
力
に
あ
ら
が
う

よ
う
に
し
て
、最
後
ま
で
生
き
残
っ
た
占
星
術
家
や
錬
金
術

師
、
そ
し
て
ア
ー
チ
ス
ト
は
、
断
ち
切
ら
れ
て
ゆ
く
宇
宙
の

紐
帯
を
い
か
に
し
て
回
復
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
、と
い

う
こ
と
を
今
も
な
お
考
え
抜
こ
う
と
し
て
い
る
。そ
し
て
そ

れ
を
作
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
。物
質
と
霊
を
と
も
に
表
現

す
る
日
本
語
の
「
モ
ノ
」
と
い
う
言
葉
は
、
い
ま
こ
そ
た
ち

あ
が
ろ
う
と
し
て
い
る
紐
帯
の
復
活
を
予
感
さ
せ
る
。

　

一
七
世
紀
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
近
代
と
伝
統
的
コ
ス
モ
ロ

ジ
ー
の
分
水
嶺
で
あ
っ
た
と
い
え
る
が
、こ
こ
に
展
示
す
る

占
星
術
書
に
は
錬
金
術
の
奇
跡
を
可
能
に
す
る「
賢
者
の
石
」

の
創
造
が
可
能
か
ど
う
か
、と
い
う
実
に
ス
リ
リ
ン
グ
な
問

い
を
星
に
問
い
か
け
て
い
る
。宇
宙
の
階
層
の
紐
帯
を
切
り

離
し
た
我
々
は
、
今
一
度
、
す
べ
て
を
つ
な
ぎ
な
お
す
「
賢

者
の
石
」
の
再
創
造
が
可
能
か
ど
う
か
、
問
い
な
お
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
強
く
確
信
す
る
の
で
あ
る
。

　

今
年
、一
月
一
八
日
、宇
宙
の
王
の
木
星
は
物
質
と
精
神
を

象
徴
す
る
「
二
匹
の
魚
」
の
魚
座
へ
と
入
る
。リ
ボ
ン
で
結
ば

れ
た
二
匹
の
魚
。そ
の
絆
、紐
帯
、リ
ボ
ン
を
、ぼ
く
た
ち
は
、

こ
の
展
覧
会
の
な
か
に
き
っ
と
探
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

第
四
章

ア
ー
ト
分
科
会
お
よ
び
展
覧
会

天
と
地
の
照
応

鏡　

リ
ュ
ウ
ジ

占
星
術
研
究
家
・
平
安
女
学
院
大
学
客
員
教
授

モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と「
物
か
ら
モ
ノ
へ
」
展
覧
会	
第
１
部	

出展された書籍：CHRISTIAN ASTOROLOGY とい
う占星術書（William Lilly 著。1659 年出版）。442
頁が開かれている。その頁は賢者の石の存在につい
ての質問に回答するという内容になっている。
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は
じ
め
に

　
「
も
の
」
は
人
格
を
得
て
「
者
」
と
な
り
、
具
体
的
な
手
触

り
を
手
に
入
れ
て
「
物
」
と
な
り
、
ア
ニ
ミ
ズ
ム
的
な
生
命

性
を
ま
と
っ
て
「
霊
」
と
な
る1

。
あ
る
い
は
日
常
会
話
の
な

か
に
語
尾
と
し
て
「
も
の
」
が
つ
く
。「
モ
ノ
」
を
述
語
化
し

て
焦
点
を
当
て
た
と
た
ん
、「
モ
ノ
」
が
多
様
な
意
味
の
使
用

を
併
せ
持
つ
言
葉
で
あ
る
こ
と
に
驚
か
さ
れ
る
。

　

け
だ
し
、「
者
」
で
あ
り
「
物
」
で
あ
り
「
霊
」
で
も
あ
る
モ

ノ
の
、
私
た
ち
に
と
っ
て
も
っ
と
も
身
近
な
も
の
は
、
身
体

で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。他
者
を
思
い
浮
か
べ
て
最
初
に
出

て
く
る
の
は
表
情
で
あ
り
、
疲
れ
て
使
い
物
に
な
ら
な
く

な
っ
た
足
は
棒
と
な
り
、目
に
焼
き
付
い
て
離
れ
な
い
哀
愁

は
背
中
か
ら
漂
っ
て
く
る
。哲
学
や
認
知
科
学
に
お
い
て
多

方
面
か
ら
検
討
が
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、身
体
は

生
理
的
基
盤
に
基
づ
く
「
物
」
で
あ
る
が
、そ
れ
以
上
に
、私

た
ち
の
実
存
を
形
作
る
働
き
を
担
っ
て
い
る
。身
体
が
こ
の

よ
う
に
多
様
な
相
を
合
わ
せ
も
つ
モ
ノ
で
あ
る
と
は
、こ
れ

も
ま
た
述
語
化
す
る
ま
で
気
づ
か
れ
に
く
い
の
で
あ
ろ
う
。

　

本
稿
の
狙
い
は
、多
く
の
学
問
領
域
で
展
開
さ
れ
て
い
る

議
論
を
助
け
と
し
て
、身
体
が
有
す
る
そ
の
多
様
な
相
を
描

き
出
す
こ
と
に
あ
る
。本
稿
で
は
と
り
わ
け
三
つ
の
相
に
焦

点
を
当
て
る
。「
感
覚
す
る
身
体
」、「
思
考
す
る
身
体
」、「
表

現
す
る
身
体
」
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
相
を
描
き
出
し
て
い

く
中
で
、哲
学
が
抱
え
て
い
る
心
身
問
題
（
心
身
二
元
論
）
を

め
ぐ
っ
て
ひ
と
つ
の
回
答
を
用
意
す
る
手
立
て
を
模
索
し
た

い
。
こ
れ
が
本
稿
を
突
き
動
か
し
て
い
る
動
機
で
あ
る
。
身

体
と
い
う
モ
ノ
は
、目
前
の
物
体
を
観
察
す
る
よ
う
な
方
法

で
、傍
観
的
に
記
述
す
れ
ば
事
足
り
る
と
い
っ
た
モ
ノ
で
は

な
い
。
も
ち
ろ
ん
身
体
は
い
う
ま
で
も
な
く
物
体
で
あ
る
。

だ
が
私
た
ち
は
身
体
で
も
っ
て
生
き
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
働
き
は
自
ら
の
身
を
も
っ
て
了
解
さ
れ
る
べ
き
余
地
が

あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
主
体
と
し
て
の
心
が
、
客
体
と
し

て
の
身
体
を
記
述
す
る
と
い
う
二
元
論
的
構
図
を
手
放
さ
な

い
か
ぎ
り
、身
体
の
働
き
は
記
述
し
尽
く
す
こ
と
が
で
き
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
鑑
み
れ
ば
、
身
体
に
つ

い
て
考
え
る
、あ
る
い
は
身
体
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
企
て

に
は
、あ
る
抜
き
差
し
な
ら
な
い
矛
盾
が
伴
う
こ
と
に
気
づ

く
。絵
を
描
い
て
い
る
自
分
自
身
の
手
を
描
写
し
尽
く
す
こ

と
が
不
可
能
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、あ
る
い
は
見
て
い

る
眼
そ
の
も
の
が
見
え
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、原
理
的
に
、

私
た
ち
は
語
っ
て
い
る
身
体
に
つ
い
て
語
り
つ
く
す
こ
と
は

で
き
な
い
。身
体
の
行
為
を
再
帰
的
に
記
述
す
る
と
い
う
こ

と
は
、自
身
を
傍
観
的
に
記
述
す
る
や
り
方
で
は
達
成
さ
れ

な
い
困
難
な
作
業
な
の
で
あ
る
。こ
の
困
難
な
作
業
を
詰
め

て
い
く
た
め
に
、本
稿
で
は
い
わ
ば
「
主
体
と
し
て
の
身
体
」

と
し
て
の
相
─
─
「
感
覚
」「
思
考
」「
表
現
」
─
─
を
明
ら
か

に
し
て
い
き
た
い
。
そ
の
中
で
、
身
体
自
ら
が
語
り
出
す
と

で
も
言
い
う
る
よ
う
な
領
野
が
描
き
出
さ
れ
て
く
る
の
で
は

な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

　

本
稿
の
目
指
す
と
こ
ろ
を
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、見
る
こ

と
と
語
る
こ
と
、
つ
ま
り
身
体
と
言
葉
、
あ
る
い
は
体
験
と

言
葉
、
こ
の
二
つ
を
巡
る
関
係
を
見
直
す
こ
と
で
も
あ
る
。

第
一
章

見
る
こ
と
と
語
る
こ
と

　
　
　

─
─
二
元
論
的
思
考
を
め
ぐ
る
身
体
論
の
回
答

奥
井　

遼	

京
都
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
臨
床
教
育
学

講
座
博
士
後
期
課
程

論
考　

モ
ノ
・
身
体
・
芸
術	
第
２
部	

第一章　見ることと語ること──二元論的思考をめぐる身体論の回答
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私
た
ち
は
ご
く
自
然
に
、見
た
も
の
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
、

も
し
く
は
体
験
を
言
葉
に
変
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
思
っ
て

い
る
。だ
が
こ
の
素
朴
な
態
度
の
前
提
に
は
、体
験
（
語
ら
れ

る
も
の
）
と
言
葉
（
語
る
も
の
）
と
を
切
り
離
し
、
あ
た
か
も

通
信
に
よ
っ
て
コ
ン
テ
ン
ツ
が
運
搬
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
構

図
が
用
意
さ
れ
て
い
る
。身
体
と
い
う
モ
ノ
に
向
け
ら
れ
る

眼
差
し
は
、主
体
と
し
て
の
私
と
客
体
と
し
て
の
世
界
と
を

分
け
る
眼
差
し
と
同
じ
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。そ
の
意
味

で
、
本
稿
の
目
的
は
、
言
葉
と
体
験
と
の
素
朴
な
態
度
に
揺

さ
ぶ
り
を
か
け
る
こ
と
で
あ
る
と
も
い
え
る
。内
容
と
伝
達

と
が
二
元
的
に
切
り
離
さ
れ
た
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く

て
、そ
の
有
機
的
な
つ
な
が
り
に
目
を
向
け
た
い
と
考
え
て

い
る
。
身
体
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
は
、
体
験
と
言
葉

に
つ
い
て
の
原
初
的
出
会
い
を
記
述
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。

　

な
お
筆
者
は
、
今
年
度
ワ
ザ
学
の
分
科
会
「
世
阿
弥
『
風

姿
花
伝
』
を
読
み
論
じ
る
会
」
に
定
期
的
に
出
席
さ
せ
て
い

た
だ
い
た
。本
稿
で
は
筆
者
の
力
量
不
足
も
あ
っ
て
世
阿
弥

に
触
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、本
稿
に
お
け
る
身
体
論
を

考
察
す
る
上
で
も
当
研
究
会
に
お
い
て
学
ぶ
と
こ
ろ
は
多

か
っ
た
。こ
こ
に
お
詫
び
と
感
謝
を
申
し
上
げ
る
し
だ
い
で

あ
る
。

Ⅰ
感
覚
す
る
身
体

　

筆
者
の
関
心
は
、
人
の
実
存
、
人
と
人
と
の
関
係
、
人
格

教
育
学
に
お
け
る
身
体
へ
の
関
心

1

の
生
成
変
容
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
な
ど
を
主
題
的
に
扱
う
、広

い
意
味
で
の
教
育
学
に
あ
る
。教
育
学
に
お
い
て
も
身
体
は

重
要
な
概
念
と
し
て
注
目
を
集
め
て
お
り
、身
体
を
テ
ー
マ

と
し
た
研
究
は
多
数
報
告
さ
れ
て
い
る
。そ
の
中
で
も
先
駆

的
な
研
究
を
以
下
で
取
り
上
げ
、教
育
学
に
お
い
て
切
り
開

か
れ
て
い
る
身
体
の
相
に
つ
い
て
探
求
を
進
め
て
い
き
た

い
。

　

教
育
学
に
お
け
る
身
体
へ
の
関
心
は
、
長
く
「
体
育
」
と

い
う
科
目
を
中
心
に
し
て
集
め
ら
れ
て
き
た
。「
体
育
」と
は
、

「
個
人
の
特
性
を
考
慮
し
て
選
択
さ
れ
た
身
体
活
動
の
潜
在

的
価
値
を
具
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、人
間
を
形
成
し
よ
う

と
す
る
作
用2

」
と
定
義
づ
け
ら
れ
る
。す
な
わ
ち
体
育
と
は
、

運
動
を
通
し
て
人
間
形
成
を
促
す
営
み
で
あ
り
、基
本
的
発

想
は
、「
身
体
の
強
健
」、「
心
身
の
発
達
」、「
礼
儀
の
獲
得
」

と
い
う
目
標
を
持
つ
科
目
で
あ
る
と
さ
れ
る3

。ち
な
み
に
戦

後
の
教
育
学
の
流
れ
の
中
で
は
、戦
前
の
体
育
学
が
あ
ま
り

に
心
身
二
元
論
的
立
場
に
立
っ
て
い
た
こ
と
を
問
題
視
し
、

「
心
身
一
如
」
と
し
て
身
体
を
捉
え
る
傾
向
が
強
い
。た
と
え

ば
体
育
学
の
古
典
的
研
究
者
で
あ
る
前
川
峯
雄
は
、「
体
育

学
は
、
身
体
性
に
お
い
て
『
身
心
一
体
性
』
を
み
る
よ
う
な

立
場
で
の
身
体
の
形
成
的
作
用
の
原
理
や
法
則
を
明
ら
か
に

す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い4

」
と
述
べ
る
。
他
方
で
、

心
身
二
元
論
を
安
易
に
否
定
す
る
立
場
を
批
判
す
る
研
究
者

も
お
り
、体
育
に
お
け
る
身
体
を
め
ぐ
る
議
論
は
ま
だ
収
束

す
る
と
こ
ろ
を
知
ら
な
い5

。

　

と
こ
ろ
で
近
年
の
教
育
学
に
お
い
て
は
、絵
画
や
音
楽
と

い
っ
た
芸
術
分
野
と
身
体
を
考
察
す
る
議
論
も
盛
ん
に
な
っ

て
き
て
い
る
。
た
と
え
ば
樋
口
聡
は
「
身
体
教
育
」
と
い
う

概
念
を
提
唱
し
、「
身
体
的
存
在
で
あ
る
人
間
が
、他
者
と
の

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
関
係
に
お
い
て
、知
識
や
技
能
に

よ
っ
て
世
界
を
構
築
し
て
い
く
学
び
の
中
で
の
、身
体
と
感

性
の
教
育6

」を
目
ざ
し
て
い
る
。そ
の
点
で
、身
体
は「
体
育
」

と
い
う
枠
組
み
を
越
え
て
関
心
を
集
め
る
概
念
と
な
っ
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る7

。

　
「
身
体
」
と
い
う
概
念
を
巡
っ
て
多
く
の
議
論
が
重
ね
ら
れ

て
い
る
中
で
、先
駆
的
な
報
告
を
重
ね
て
い
る
研
究
者
と
し

て
、フ
ロ
リ
ダ･

ア
ト
ラ
ン
テ
ィ
ッ
ク
大
学
人
文
学
部
哲
学
科

教
授
リ
チ
ャ
ー
ド
・
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン（R

ichard Shusterm
an: 

一
九
四
九
─　

）
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
は
、

「
身
体
感
性
論
（Som

aesthetics

）」8

を
提
唱
し
、
教
育
学
と
身

体
論
と
を
接
続
さ
せ
る
理
論
の
構
築
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

「
身
体
感
性
論
」
と
は
端
的
に
は
、私
た
ち
の
身
体
を
、鋭
敏

な
感
覚
を
持
っ
た
身
体
、感
覚
の
機
能
が
高
め
ら
れ
た
身
体

で
あ
る
と
見
な
し
、そ
の
能
力
を
高
め
て
い
く
こ
と
を
目
指

す
論
考
で
あ
る
。こ
の
論
考
に
よ
れ
ば
、身
体
は
「
感
性
」
を

伴
っ
て
い
る
。「
感
性
」
に
光
を
当
て
た
こ
の
洞
察
は
、身
体

と
い
う
モ
ノ
の
多
様
な
相
を
描
き
出
す
上
で
、ひ
と
つ
の
出

発
点
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
「
身
体
感
性
論
」
と
訳
さ
れ
た
“som

aesthetics

”
は
シ
ュ

ス
タ
ー
マ
ン
独
自
の
造
語
で
あ
っ
て
、身
体
を
意
味
す
る
ギ

リ
シ
ア
語
の
“som

a

”
と
、
美
学
を
意
味
す
る
英
語
の

“aesthetics

”
を
語
源
と
す
る
。身
体
感
性
論
に
お
い
て
は
、

身
体
が
「
感
性
的
受
容
」
と
「
創
造
的
自
己
形
成
」
の
場
と
捉

え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
身
体
が
豊
か
な
感
性
を
持
ち
合
わ

せ
た
受
容
器
で
あ
っ
て
、自
己
の
形
成
は
私
た
ち
の
感
覚
的

経
験
に
根
ざ
し
て
い
る
と
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
は
述
べ
る
。

シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
が
述
べ
る
に
は
、
こ
れ
ま
で
哲
学
は
、
感

身
体
感
性
論

2
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覚
的
知
覚
が
私
た
ち
を
欺
く
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
、感
覚

へ
の
信
頼
に
疑
い
に
か
け
て
き
た
が
、
む
し
ろ
、
私
た
ち
の

世
界
認
識
を
形
成
す
る
基
本
に
感
覚
的
知
覚
へ
の
配
慮
を
含

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

で
は
自
己
の
形
成
が
感
覚
的
経
験
に
根
ざ
し
て
い
る
と
は

い
か
な
る
こ
と
で
あ
る
の
か
。
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
は
、
ソ
ク

ラ
テ
ス
に
お
け
る
身
体
観
か
ら
着
想
を
得
て
い
る
。ソ
ク
ラ

テ
ス
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
。

　

人
間
の
行
う
す
べ
て
の
こ
と
に
対
し
て
役
に
立
つ
の
は

身
体
で
あ
り
、そ
し
て
身
体
を
使
う
す
べ
て
の
仕
事
に
お

い
て
、で
き
る
だ
け
す
ぐ
れ
た
体
格
を
所
有
す
る
こ
と
は
、

非
常
な
勝
ち
味
で
あ
る
。し
か
も
身
体
を
使
う
こ
と
が
で

き
る
も
っ
と
も
少
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
思
索
の
場
合
に

お
い
て
さ
え
、多
く
の
人
々
が
身
体
の
健
康
で
な
い
た
め

に
大
変
な
間
違
い
を
お
か
す
こ
と
を
、誰
知
ら
ぬ
者
が
あ

ろ
う
か9

。

　

こ
の
観
点
は「
健
全
な
魂
は
健
全
な
肉
体
に
宿
る
」と
い
っ

た
心
身
二
元
論
を
裏
付
け
る
よ
う
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

他
方
で
身
体
の
重
要
性
に
目
を
向
け
さ
せ
る
視
点
で
も
あ

る
。
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
は
こ
の
身
体
観
を
も
と
に
、
身
体
的

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
の
み
な
ら
ず
、知
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で

さ
え
も
身
体
の
状
態
に
よ
っ
て
左
右
さ
れ
る
と
指
摘
す
る
。

こ
れ
ま
で
の
哲
学
が
見
逃
し
て
き
た
身
体
の
働
き
を
明
ら
か

に
す
る
た
め
に
、
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
は
「
身
体
感
性
論
」
の

下
位
概
念
と
し
て
以
下
の
三
つ
の
次
元
を
設
定
す
る
。一
つ

め
は
、
分
析
的
身
体
感
性
論
（analytis som

aesthetics

）

で
あ
る
。知
識
と
現
実
構
成
に
お
い
て
身
体
的
な
知
覚
と
実

践
が
い
か
に
基
本
的
働
き
を
担
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す

る
次
元
で
あ
っ
て
、身
体
に
お
け
る
存
在
論
的
、認
識
論
的
、

社
会
学
的
考
察
を
内
包
す
る
次
元
で
あ
る
。
二
つ
め
は
、
実

践
的
身
体
感
性
論（pragm

atic som
aesthetics

）で
あ
る
。

身
体
を
改
良
す
る
方
法
と
そ
れ
ら
の
比
較
研
究
の
次
元
で
あ

る
。身
体
を
改
良
さ
せ
よ
う
と
す
る
試
み
は
数
多
く
見
ら
れ
る

が
、シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、「
表
象
的
な
も
の
」
と「
経

験
的
な
も
の
」に
分
け
ら
れ
る
。前
者
は
外
見
的
な
見
栄
え
を

強
調
し
、後
者
は
経
験
の
質
を
強
調
す
る
。ボ
デ
ィ・
ビ
ル
デ
ィ

ン
グ
や
美
容
整
形
は
前
者
の
、禅
の
瞑
想
や
フ
ェ
ル
デ
ン
ク
ラ

イ
ス
・
メ
ソ
ッ
ド
は
後
者
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。三
つ
め
は
、

実
用
的
身
体
感
性
論（practical som

aesthetics

）で
あ
る
。

こ
れ
は
学
的
考
察
で
は
な
く
、具
体
的
な
実
践
の
み
を
意
味

す
る
。身
体
感
性
論
は
理
論
で
あ
る
と
同
時
に
実
践
で
も
あ

り
、実
際
の
身
体
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
含
め
た
と
こ
ろ
で

理
論
化
し
て
い
る
点
が
先
鋭
的
で
あ
る
。

　

シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
は
、自
身
も
精
力
的
に
フ
ェ
ル
デ
ン
ク

ラ
イ
ス
・
メ
ソ
ッ
ド
に
取
り
組
む
実
践
家
で
あ
る
。
安
井
武

に
よ
れ
ば
、
フ
ェ
ル
デ
ン
ク
ラ
イ
ス
・
メ
ソ
ッ
ド
と
は
以
下

の
よ
う
な
訓
練
法
で
あ
る
。

　

欧
米
で
注
目
を
集
め
て
い
る
フ
ェ
ル
デ
ン
ク
ラ
イ
ス
・

メ
ソ
ッ
ド
は
、か
ら
だ
と
こ
こ
ろ
を
ひ
と
つ
の
も
の
と
し

て
と
ら
え
、ひ
と
の
内
部
に
眠
っ
て
い
る
能
力
を
目
覚
め

さ
せ
る
ユ
ニ
ー
ク
な
方
法
で
あ
る
。外
見
的
に
は
単
純
な

か
ら
だ
の
動
き
を
く
り
か
え
す
だ
け
の
も
の
だ
が
、単
な

る
肉
体
訓
練
や
体
操
の
類
で
は
な
い
。動
き
に
よ
っ
て
か

ら
だ
の
感
覚
を
呼
び
起
こ
し
、
そ
れ
を
深
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
意
識
を
拡
大
し
、か
ら
だ
の
機
能
を
有
機
的
に
再

統
合
し
、身
体
的
に
も
精
神
的
に
も
人
間
活
動
を
活
性
化

す
る11

。

　
「
か
ら
だ
」
の
能
力
を
開
発
す
る
と
い
う
発
想
は
、シ
ュ
ス

タ
ー
マ
ン
の
論
考
の
骨
格
で
も
あ
り
、フ
ェ
ル
デ
ン
ク
ラ
イ

ス
・
メ
ソ
ッ
ド
の
よ
う
な
身
体
訓
練
法
の
可
能
性
は
ま
だ
ま

だ
深
め
ら
れ
る
余
地
が
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、

ほ
か
に
も
い
く
つ
か
同
じ
よ
う
な
身
体
訓
練
は
散
見
さ
れ

る
。
た
と
え
ば
、
野
口
体
操
や
竹
内
敏
晴
の
レ
ッ
ス
ン
な
ど

は
こ
れ
ら
と
同
じ
領
域
に
属
す
る
と
判
断
さ
れ
よ
う
。

　
　
「
身
体
感
性
論
」
の
最
大
の
洞
察
は
、身
体
は
感
性
を
有

す
る
器
官
で
あ
る
こ
と
を
明
示
的
に
述
べ
た
点
に
あ
る
。身

体
が
感
性
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
、人
間
は
合
理
的
な
精

神
や
抽
象
的
な
観
念
の
み
で
生
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と

い
う
事
態
を
意
味
す
る
。そ
れ
は
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
自
身
も

指
摘
す
る
よ
う
に
、二
〇
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
改
め
て
注
目

さ
れ
始
め
て
き
た
事
態
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
具
体
的
な
実
践

方
法
を
体
系
化
す
る
道
筋
と
し
て
も
「
身
体
感
性
論
」
は
重

要
な
役
割
を
果
た
す
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
他
方
で
、「
身
体
感
性
論
」
が
述
べ
る
「
実

践
」
に
関
し
て
、
あ
る
種
の
違
和
感
を
感
じ
る
の
を
禁
じ
え

な
い
。実
践
を
通
し
て
み
ず
か
ら
の
身
体
感
覚
を
変
容
さ
せ
、

世
界
経
験
を
新
た
な
も
の
に
す
る
と
い
う
探
求
は
先
鋭
的
で

あ
る
が
、こ
の
探
求
は
常
に
あ
る
種
の
危
険
性
と
隣
り
合
わ

せ
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
身
体
が
、
主
体

の
遂
行
の
た
め
に
道
具
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。た
と
え
ば
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン

は
、
改
良
さ
れ
る
べ
き
身
体
は
、
倫
理
的
に
善
な
る
方
向
に

向
か
っ
て
訓
練
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
た
。あ
る
い
は

身
体
感
性
論
の
陥
穽

3

第一章　見ることと語ること──二元論的思考をめぐる身体論の回答
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ソ
ク
ラ
テ
ス
に
従
っ
て
、知
性
の
高
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を

導
く
よ
う
な
身
体
の
状
態
が
善
で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

こ
の
発
想
に
は
、
善
か
否
か
を
決
め
る
主
体
、
つ
ま
り
知
性

の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
遂
行
し
て
い
る
よ
う
な
主
体
が
あ
ら

か
じ
め
想
定
さ
れ
て
い
て
、主
体
が
身
体
か
ら
切
り
離
さ
れ

た
と
こ
ろ
で
身
体
を
道
具
の
よ
う
に
操
作
し
改
良
す
る
と

い
っ
た
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
が
潜
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
際
「
主
体
」
と
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
い
る
誰

の
こ
と
を
指
す
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
お
い
て
、
現
代
の

教
育
学
が
共
通
の
課
題
と
し
て
い
る
近
代
教
育
学
の
発
想
が

想
起
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

近
代
教
育
学
の
発
想
と
は
、「
あ
ら
か
じ
め
定
め
た
内
容

を
効
率
的
に
伝
授
す
る
技
術
開
発
を
、教
育
学
の
使
命
と
す

る
姿
勢11

」
を
指
し
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
に
し
て
教
育
学
者
で

あ
る
ヘ
ル
バ
ル
ト
に
よ
っ
て
体
系
づ
け
ら
れ
た
。倫
理
性
の

育
成
を
教
育
の
究
極
の
目
的
と
し
て
考
え
、心
理
学
に
基
づ

い
て
効
率
的
に
学
習
内
容
を
伝
授
し
よ
う
と
試
み
る
学
で
あ

る
。
近
代
教
育
学
は
「
表
象
心
理
学
」、
す
な
わ
ち
、
意
識
内

の
認
識
の
状
態
が
提
示
か
ら
高
次
へ
と
時
間
的
に
リ
ニ
ア
に

進
展
す
る
こ
と
を
示
す
心
理
学
に
裏
付
け
ら
れ
て
体
系
化
さ

れ
た
。
つ
ま
り
、
ヘ
ル
バ
ル
ト
教
育
学
で
は
、
子
ど
も
か
ら

大
人
に
至
る
に
あ
た
っ
て
、
人
は
お
よ
そ
一
定
の
「
成
長
」

の
仕
方
を
示
す
の
で
あ
っ
て
、適
切
な
段
階
で
適
切
な
教
育

を
施
せ
ば
、倫
理
を
備
え
た
望
ま
し
い
人
格
が
発
達
し
う
る

と
考
え
た
の
で
あ
る
。
表
象
心
理
学
は
、
世
界
は
一
人
一
人

の
主
体
に
お
い
て
認
識
さ
れ
て
初
め
て
成
立
す
る
と
い
う
認

識
論
的
哲
学
を
土
台
と
し
て
い
る
。こ
の
教
育
学
が
社
会
に

お
い
て
受
け
入
れ
ら
れ
、一
定
の
成
果
を
出
し
た
こ
と
は
認

め
ら
れ
よ
う
が
、現
代
で
は
む
し
ろ
こ
の
表
象
心
理
学
の
立

場
に
立
っ
た
人
間
理
解
は
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
課
題
で
あ

る
と
の
見
解
が
多
い
。
と
い
う
の
も
、
教
育
の
目
的
や
手
段

が
画
一
的
な
も
の
で
あ
る
と
決
め
ら
れ
る
ほ
ど
、人
間
の
成

長
は
単
純
で
は
な
い
。極
端
な
相
対
主
義
に
陥
る
こ
と
も
ま

た
危
険
で
あ
る
が
、学
校
が
経
済
と
似
た
発
想
で
人
間
の
発

育
を
促
す
機
関
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。あ
る
い
は
今
日
で

は
発
達
障
害
な
ど
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、こ
れ
ま
で
当
た

り
前
に
使
用
さ
れ
て
き
た
「
主
体
」
の
概
念
が
通
用
し
に
く

く
な
っ
て
い
る
と
い
う
現
状
も
あ
る11

。個
々
の
現
場
に
し
か

現
れ
な
い
独
自
な
人
格
の
生
成
を
も
包
括
す
る
よ
う
な
も
の

と
し
て
教
育
学
は
構
想
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て
い

る
。

　

シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
の
「
身
体
感
性
論
」
も
、
こ
の
よ
う
な

批
判
を
受
け
る
こ
と
が
免
れ
え
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。
つ
ま
り
、
身
体
と
切
り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
た
か

も
「
主
体
」
が
存
在
し
て
い
て
、そ
の
「
主
体
」
の
道
具
と
し

て
身
体
を
訓
練
す
る
と
い
う
手
法
は
、い
く
ら
身
体
の
豊
か

な
可
能
性
を
見
て
取
っ
た
と
は
い
え
、
近
代
教
育
学
が
背

負
っ
て
い
る
課
題
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。意
識
が
動

き
出
す
以
前
か
ら
身
体
は
知
覚
を
作
用
さ
せ
て
い
る
と
い
う

洞
察
は
す
ぐ
れ
て
身
体
論
的
洞
察
を
含
ん
で
い
る
が
、具
体

的
な
身
体
へ
の
働
き
か
け
を
想
定
し
な
が
ら
も
道
具
的
身
体

を
是
認
し
た
と
こ
ろ
に
「
身
体
感
性
論
」
の
陥
穽
が
見
え
隠

れ
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、「
感
覚
す
る
身
体
」
が
明
ら
か
に
な
っ
た
点
に

つ
い
て
は
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。知
性
の
働

き
に
先
立
っ
て
存
在
し
て
い
る
「
感
覚
」
は
、
私
た
ち
の
身

体
経
験
に
お
い
て
は
馴
染
み
で
あ
る
。「
道
具
的
」
に
使
用
さ

れ
る
危
険
性
を
伴
っ
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
私
た
ち
は

日
々
、
感
覚
の
世
界
に
生
き
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
「
感
覚

す
る
身
体
」
は
、超
越
的
な
「
主
体
」
に
比
べ
て
確
実
で
な
く

信
頼
に
足
ら
な
い
存
在
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、私
た
ち
の
身

体
経
験
を
彩
る
最
初
の
一
歩
で
あ
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る11

。

以
下
で
は
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
の
身
体
理
解
を
一
歩
進
め
た
地

点
か
ら
身
体
と
い
う
モ
ノ
に
目
を
向
け
て
み
た
い
と
思
う
。

Ⅱ
思
考
す
る
身
体

　

シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
も
関
心
を
寄
せ
て
い
た
よ
う
に
、あ
る
い

は
言
語
学
や
認
知
科
学
に
お
い
て
す
ぐ
れ
た
考
察
が
蓄
積
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
、知
性
と
身
体
と
は
有
機
的
な
結
び
つ
き
が

認
め
ら
れ
る
。こ
の
点
を
明
確
に
打
ち
出
し
た
立
場
と
し
て
、

認
知
意
味
論（cognitive sem

antics

）
が
挙
げ
ら
れ
る
。認
知
意

味
論
と
は
言
語
学
の
一
潮
流
で
あ
っ
て
、ジ
ョ
ー
ジ
・
レ
イ
コ

フ（G
eorge Lakoff: 

一
九
四
一
─　

）
と
マ
ー
ク
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン

（M
ark Johnson: 

一
九
四
九
─　

）
の
共
著'M

etaphors W
e 

Lived By'

（
邦
題
『
レ
ト
リ
ッ
ク
と
人
生
』）
に
お
い
て
切
り

開
か
れ
た
。
彼
ら
は
著
書
の
中
で
、
言
語
に
お
け
る
修
辞
の

問
題
と
し
て
考
え
ら
れ
て
き
た
メ
タ
フ
ァ
ー
が
、身
体
に
お

け
る
経
験
か
ら
生
み
出
さ
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。彼
ら
が

い
う
に
は
、「
言
語
活
動
の
み
な
ら
ず
思
考
や
行
動
に
い
た

る
ま
で
、日
常
の
営
み
の
あ
ら
ゆ
る
と
こ
ろ
に
メ
タ
フ
ァ
ー

は
浸
透
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
普
段
、
も
の
を

考
え
た
り
行
動
し
た
り
す
る
際
に
基
づ
い
て
い
る
概
念
体
系

の
本
質
は
、根
本
的
に
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て

い
る
の
で
あ
る11

」。こ
の
洞
察
に
よ
っ
て
、抽
象
的
知
性
の
働

き
と
み
な
さ
れ
て
い
た
概
念
が
、身
体
と
い
う
具
体
的
な
あ

認
知
意
味
論

1
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り
方
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
よ
う

に
な
る
の
で
あ
る
。

　

マ
ー
ク
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は 'T

he Body In T
he M

ind'

（
邦
題
『
心
の
中
の
身
体
』）
に
お
い
て
、「
し
ば
し
ば
抽
象
的
意

味
や
推
論
の
型
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、
実
際
は
、
わ

れ
わ
れ
の
身
体
経
験
と
問
題
解
決
か
ら
派
生
し
た
図
式
に
基

づ
い
て
い
る11

」
と
い
う
命
題
を
打
ち
出
し
た
。
以
下
で
は
彼

の
探
求
を
追
っ
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

　

私
た
ち
が
言
葉
の
意
味
や
経
験
を
理
解
で
き
る
の
は
、「
前

概
念
的
な
意
味
を
も
つ
経
験
構
造
」、「
図
式
的
パ
タ
ー
ン
」、

「
比
喩
的
投
射11

」
が
働
く
た
め
で
あ
る
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
述

べ
る
。経
験
の
構
造
が
図
式
と
な
っ
て
私
た
ち
に
蓄
積
さ
れ
、

そ
の
図
式
が
比
喩
的
に
投
射
さ
れ
る
こ
と
で
私
た
ち
は
物
事

の
理
解
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
図
式
と
は
、

「
こ
れ
ら
の
動
的
な
秩
序
付
け
の
活
動
に
そ
な
わ
る
、
反
復

さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
、
形
、
規
則
正
し
さ
」
で
あ
り
、「
経
験
と

理
解
と
を
組
織
す
る
た
め
の
構
造
」
を
意
味
す
る11

。
ジ
ョ
ン

ソ
ン
が
提
示
し
た
例
を
も
と
に
、具
体
的
に
考
え
て
み
た
い
。

私
た
ち
の
朝
目
を
覚
ま
し
て
か
ら
の
行
動
を
、ジ
ョ
ン
ソ
ン

は
以
下
の
よ
う
に
記
述
す
る
。

　

眠
り
か
ら
（out

）
目
覚
め
、寝
具
の
中
か
ら
（out

）
部
屋

を
（into

）
じ
っ
と
見
つ
め
る
。
し
だ
い
に
無
感
覚
の
状
態

か
ら
（out

）
抜
け
出
し
、
寝
具
か
ら
（out

）
出
て
、
ロ
ー
ブ

を
（into

）
着
、
部
屋
を
出
て
（out

）、
浴
室
に
入
る
（into

）

…
…
、
コ
ー
ヒ
ー
を
注
ぐ
（pour out

）、
料
理
を
並
べ
る

（out

）、パ
ン
を
ト
ー
ス
タ
ー
に
入
れ
る
（in

）。
…
…
こ
れ

思
考
と
身
体

2

ら
内
（in

）
と
外
（out

）
の
意
味
に
は
、
空
間
に
お
け
る
明

確
な
方
向
付
け
を
伴
う
も
の
も
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
会

話
に
加
わ
る
こ
と
の
よ
う
に
、抽
象
的
で
非
空
間
的
な
関

係
を
伴
う
も
の
も
あ
る11

。

　

私
た
ち
が
朝
起
き
て
か
ら
行
う
一
連
の
動
作
を
表
現
す
る

の
に
、
か
く
も
豊
か
に
内
（in

）
と
外
（out

）
と
が
入
り
込
ん

で
い
る
こ
と
に
気
づ
く
で
あ
ろ
う
。も
っ
と
も
こ
の
考
察
は

英
語
で
な
さ
れ
て
い
る
が
、議
論
の
本
質
は
日
本
語
で
も
変

わ
ら
な
い
。内
や
外
と
い
っ
た
抽
象
的
な
概
念
を
使
用
す
る

こ
と
の
背
後
に
は
、私
た
ち
の
内
と
外
に
ま
つ
わ
る
こ
れ
ま

で
の
経
験
が
寄
与
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
内
─
外

と
い
う
「
図
式
パ
タ
ー
ン
」
の
「
投
射
」
が
意
味
す
る
事
態
に

ほ
か
な
ら
な
い
。ち
な
み
に
、上
下
、左
右
、前
後
な
ど
の
例

に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。私
た
ち
は
こ
の

環
境
の
中
で
、「
意
義
あ
る
パ
タ
ー
ン
を
経
験
し
、構
造
化
さ

れ
た
手
順
を
用
い
る
の
だ
が
、理
解
し
う
る
整
合
的
世
界
を

生
み
出
す
の
は
こ
う
し
た
手
順
な
の
で
あ
る11

」
と
し
て
、
私

た
ち
の
抽
象
的
思
考
は
身
体
経
験
か
ら
の
隠
喩
と
イ
メ
ー
ジ

に
よ
っ
て
裏
打
ち
さ
れ
て
い
る
と
主
張
す
る
。つ
ま
り
概
念

の
使
用
あ
る
い
は
語
彙
の
意
味
は
、日
常
的
な
身
体
経
験
に

基
づ
く
構
造
に
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
理
解
に
関
し
て
も
、ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
独
創
的
な
視
点

を
打
ち
出
す
。

　

理
解
と
は
、
有
限
項
的
命
題
を
使
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め

存
在
す
る
既
定
の
経
験
を
反
省
す
る
と
い
う
問
題
に
は
限

ら
れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
理
解
と
は
わ
れ

・
・
・
・
・
・

わ
れ
が
「
世
界
を
わ
が
も
の
と
す
る
」
仕
方
、
わ
れ
わ
れ

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

が
世
界
を
理
解
可
能
な
実
在
と
し
て
経
験
す
る
仕
方
で
あ

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

る・
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
理
解
は
わ
れ
わ
れ
の
存
在

全
体
─
─
身
体
能
力
や
技
能
、価
値
、気
分
や
態
度
、す
べ

て
の
文
化
的
伝
統
、
言
語
共
同
体
と
の
結
び
つ
き
、
美
的

感
受
性
な
ど
に
か
か
わ
る
。
要
す
る
に
、
理
解
と
は
わ
れ

わ
れ
が
身
体
に
よ
る
相
互
作
用
、
文
化
制
度
、
言
語
的
伝

統
、そ
し
て
歴
史
的
文
脈
を
通
し
て
世
界
に
位
置
づ
け
ら

れ
る
仕
方
で
あ
る
。も
っ
と
抽
象
的
で
反
省
的
な
理
解
の

行
為
は
、「
世
界
を
わ
が
も
の
と
す
る
」
と
い
う
、こ
の
よ

り
基
本
的
な
意
味
で
の
理
解
を
拡
張
し
た
も
の
に
す
ぎ
な

い11

。

　

ジ
ョ
ン
ソ
ン
に
従
え
ば
、言
葉
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と

は
、
私
た
ち
が
よ
っ
て
立
つ
す
べ
て
の
条
件
を
引
き
受
け
、

そ
の
制
約
の
中
で
意
味
を
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
概
念
を
抽
象
的
に
関
連
づ
け
さ
せ
る
と

い
っ
た
知
的
作
業
で
は
な
く
、む
し
ろ
私
た
ち
の
身
体
経
験

を
総
動
員
し
て
咀
嚼
す
る
作
業
と
い
え
る
の
で
あ
る
。尼
ヶ

崎
彬
が
著
書
『
こ
と
ば
と
身
体
』
の
中
で
「
意
味
の
受
肉
」
と

言
っ
て
い
た
の
は
こ
の
指
摘
と
重
な
る
で
あ
ろ
う11

。言
葉
を

理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
が
「
腑
に
落
ち
る
」
こ
と

で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
私
た
ち
の
抽
象
的
知
的
営
み
は
、
常

に
身
体
経
験
に
根
ざ
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

　

ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
提
起
し
た
「
理
解
」
を
、
よ
り
身
近
な
話

題
で
補
足
し
て
み
よ
う
。思
考
と
身
体
と
の
関
係
に
つ
い
て
、

哲
学
者
の
木
田
元
が
エ
ッ
セ
イ
の
中
で
以
下
の
よ
う
に
語
っ

て
い
る
。い
く
つ
か
の
エ
ッ
セ
イ
で
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
て

い
る
点
で
あ
る
が
、自
身
の
思
想
形
成
を
極
め
て
具
体
的
に

振
り
返
っ
て
い
る
。

　

も
の
を
考
え
る
に
は
、通
常
は
特
別
な
訓
練
が
必
要
で

第一章　見ることと語ること──二元論的思考をめぐる身体論の回答
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あ
る
。
哲
学
な
ど
の
ば
あ
い
、
そ
の
訓
練
と
し
て
も
っ
と

も
有
効
な
の
は
、よ
く
考
え
ぬ
い
て
書
か
れ
た
テ
キ
ス
ト

を
は
じ
め
か
ら
終
わ
り
ま
で
一
行
一
行
読
ん
で
ゆ
き
、著

者
の
思
考
を
追
思
考
す
る
と
い
う
や
り
方
で
あ
る
。私
が

そ
れ
を
実
感
し
た
の
は
、大
学
に
入
っ
て
哲
学
の
勉
強
を

は
じ
め
た
直
後
に
半
年
ほ
ど
か
け
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存

在
と
時
間
』
を
読
ん
だ
と
き
と
、
さ
ら
に
そ
の
二
年
後
く

ら
い
に
一
年
ほ
ど
か
け
て
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』

を
読
ん
だ
と
き
で
あ
る
。
…
…
（
ド
イ
ツ
語
が
そ
れ
ほ
ど

で
き
る
わ
け
で
は
な
い
し
、）
集
中
力
に
も
限
度
が
あ
る

か
ら
、
一
日
に
五
、
六
ペ
ー
ジ
く
ら
い
の
も
の
だ
ろ
う
。

そ
の
程
度
の
ペ
ー
ス
で
毎
日
読
む
。
そ
う
す
る
と
、
次
第

に
文
体
が
身
体
に
馴
染
ん
で
く
る
。
そ
う
な
る
と
、
書
か

れ
て
い
る
こ
と
が
よ
く
分
か
る
よ
う
に
な
る
。
そ
し
て
、

だ
ん
だ
ん
ハ
イ
デ
ガ
ー
流
に
し
か
も
の
を
考
え
ら
れ
な
く

な
る
の
だ
。
…
…
思
考
と
か
理
解
と
か
い
う
も
の
が
、相

当
程
度
身
体
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、こ
の
と
き
実
感

し
た11

。

　

こ
の
よ
う
に
、思
考
と
い
う
の
は
あ
た
か
も
ス
ポ
ー
ツ
選

手
の
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
の
よ
う
に
、徹
頭
徹
尾
身
体
的
な
訓
練

と
し
て
把
握
す
る
こ
と
も
で
き
る
。三
浦
雅
士
は
木
田
元
の

こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
評
し
て
、「
思
考
が
な
に
よ
り
も
ま
ず
身

体
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
こ
れ
ほ
ど
明
確
に
述
べ
た
文
章

は
少
な
い
」
と
述
べ
、「
古
今
東
西
、思
考
を
む
ね
と
す
る
も

の
は
す
べ
か
ら
く
身
体
の
修
業
か
ら
入
っ
た
の
で
あ
る
」
と

結
論
づ
け
る11

。「
理
解
は
相
当
程
度
身
体
的
な
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
木
田
の
洞
察
や
、「
思
考
は
身
体
の
修
業
で
あ
る
」
と

い
う
三
浦
の
結
論
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
述
べ
る
「
理
解
」
と

重
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
理
解
は
自
ら
の
経
験
の
中
で

身
体
に
食
い
込
み
な
が
ら
進
め
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、思
考

は
抽
象
的
な
世
界
に
閉
じ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、身
体
と

い
う
具
体
的
な
手
触
り
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
思
考
を
基
礎

づ
け
て
い
る
様
が
あ
り
あ
り
と
浮
か
ん
で
く
る
。

　

こ
れ
ら
の
論
考
を
踏
ま
え
て
、シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
が
想
定

し
て
い
た
身
体
像
に
つ
い
て
修
正
を
加
え
る
こ
と
が
可
能
な

の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
に
お
い

て
身
体
は
実
体
で
あ
っ
て
、主
体
の
働
き
を
支
え
て
い
る
存

在
で
あ
っ
た
。さ
ら
に
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
考
察
に
目
を
向
け
た

私
た
ち
は
、身
体
が
抽
象
的
思
考
の
中
に
食
い
込
ん
で
い
る

様
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
身
体
は
物
と
し
て

確
か
な
手
触
り
や
重
さ
を
持
ち
な
が
ら
も
、
そ
の
外
延
を
、

場
所
や
材
質
に
依
存
し
な
い
抽
象
的
思
考
の
内
部
に
ま
で
の

ば
し
て
い
る
。い
わ
ば
身
体
は
抽
象
的
思
考
の
内
部
で
生
き

て
い
る
の
で
あ
り
、抽
象
的
思
考
は
身
体
に
よ
っ
て
生
か
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。思
考
は
身
体
経
験
の
上
に
根
付
く
も

の
で
、身
体
を
飛
び
越
え
た
思
考
と
い
っ
た
も
の
は
あ
り
え

な
い11

。

　

以
上
の
よ
う
な
身
体
は
、「
思
考
す
る
身
体
」
と
い
え
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。「
思
考
す
る
身
体
」
に
お
い
て
は
、心
と
身

体
と
が
有
機
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
様
が
確
認
さ
れ
る
の
で

あ
り
、
身
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
純
粋
な
主
体
な
ど
な
く
、

主
体
は
常
に
身
体
と
い
う
立
脚
点
に
根
を
下
ろ
し
て
い
る
と

い
え
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
は
、「
主
体
と
し
て
の
心
」
が
「
客

体
と
し
て
の
身
体
」
を
操
作
す
る
と
い
う
図
式
が
あ
ま
り
意

味
を
な
さ
な
い
こ
と
が
了
解
さ
れ
よ
う
。
そ
の
意
味
で
「
思

考
す
る
身
体
」
も
ま
た
、
私
た
ち
の
生
活
実
感
に
馴
染
み
の

身
体
経
験
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る11

。

　

そ
れ
で
は
次
に
、
身
体
の
働
き
と
関
連
さ
せ
て
「
語
る
」

と
い
う
行
為
を
再
検
討
し
て
み
た
い
。思
考
が
身
体
に
根
ざ

し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
も
な
お
、「
思
考
す
る
身
体
」

あ
る
い
は
「
感
覚
す
る
身
体
」
に
つ
い
て
語
る
主
体
は
想
定

さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
で
は
、
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う

な
心
身
二
元
論
的
袋
小
路
か
ら
脱
し
た
と
は
い
え
な
い
。袋

小
路
か
ら
出
る
道
を
探
求
す
る
た
め
に
、
時
代
を
さ
か
の

ぼ
っ
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
現
象
学
に
歩
み
を
進
め
て
い

き
た
い
と
思
う
。メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
思
索
に
導
か
れ
て
、

身
体
が
傍
観
的
に
記
述
さ
れ
う
る
よ
う
な
客
体
で
あ
る
こ
と

か
ら
抜
け
出
す
様
に
立
ち
会
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
「
表
現
」
論
を
考
察
し
て

い
き
た
い
。

Ⅲ
表
現
す
る
身
体

　

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
（M

aurice M
erleau-Ponty, 

一
九
〇
八

─
一
九
六
一
）
の
表
現
論
は
初
期
の
代
表
的
著
作
『
知
覚
の

現
象
学
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。『
知
覚
の
現
象
学
』

（‘ Phénom
énologie de la perception,’  1945.

） 

で
展
開
さ
れ
た

議
論
に
一
貫
し
て
い
る
テ
ー
マ
は
、当
時
の
哲
学
に
お
い
て

理
性
の
名
の
下
に
隠
蔽
さ
れ
て
き
た
、人
間
の
あ
る
実
存
的

領
野
を
記
述
し
出
す
こ
と
に
あ
っ
た
。メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

に
よ
れ
ば
、当
時
の
哲
学
で
は
主
知
主
義
と
経
験
主
義
の
二

つ
の
哲
学
的
立
場
の
い
ず
れ
か
に
立
っ
て
人
間
に
対
す
る
考

察
を
進
め
る
や
り
方
が
主
流
で
あ
っ
た
。
主
知
主
義
と
は
、

身
体
な
ど
の
物
質
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
と
こ
ろ
に
精
神
を
措

定
し
、
そ
の
精
神
が
、
あ
た
か
も
船
長
が
船
の
舵
を
取
る
か

メ
ル
ロ=

ポ
ン
テ
ィ
の
身
体
論
的
現
象
学

1
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の
よ
う
に
生
や
身
体
を
制
御
し
て
い
る
と
解
釈
す
る
立
場
を

指
す
。
経
験
主
義
と
は
、
身
体
が
生
理
的
基
盤
に
基
づ
く
機

械
で
あ
る
か
よ
う
に
解
す
る
立
場
を
指
す
。こ
の
二
つ
の
立

場
に
通
底
す
る
の
は
、デ
カ
ル
ト
に
代
表
さ
れ
る
心
身
二
元

論
的
立
場
、
す
な
わ
ち
、
目
の
前
に
あ
る
対
象
を
自
分
と
は

切
り
離
し
、傍
観
的
に
眺
め
て
観
察
し
分
析
す
る
と
い
う
手

法
で
あ
っ
た
。メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
自
ら
に
課
し
た
課
題

は
、主
知
主
義
と
経
験
主
義
と
の
い
ず
れ
の
立
場
も
取
ら
な

い
人
間
像
を
記
述
し
、観
察
的
態
度
で
は
届
き
え
な
か
っ
た

実
存
の
内
部
に
歩
み
入
る
道
筋
を
開
く
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。

こ
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
道
筋
は
、本
稿
に
お
け
る
導
き

の
糸
と
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
創
始
し
た
現
象
学

の
方
法
を
徹
底
さ
せ
、身
体
の
経
験
の
内
部
か
ら
経
験
そ
の

ま
ま
の
世
界
を
記
述
す
る
と
い
う
独
自
の
道
筋
を
練
り
だ
し

た
。『
知
覚
の
現
象
学
』で
は
、対
象
化
さ
れ
た
身
体
を「
意
識
」

の
観
点
か
ら
分
析
す
る
の
で
は
な
く
、「
生
き
ら
れ
た
身
体
」

を
「
知
覚
」
に
潜
り
込
ん
で
記
述
す
る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ

た
。
私
た
ち
は
「
世
界
の
内
部
に
住
み
込
ん
で
い
る
」
と
い

う
の
が
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
洞
察
で
あ
っ
た
が
、「
身
体
」

と
は
ま
さ
に
そ
の
「
住
み
込
み
」
を
可
能
に
す
る
ひ
と
つ
の

実
存
の
様
相
で
あ
っ
た
。「
身
体
」
の
内
部
に
潜
り
込
む
よ
う

な
思
索
は
、巧
み
な
比
喩
が
散
り
ば
め
ら
れ
た
込
み
入
っ
た

表
現
が
多
用
さ
れ
る
、具
体
的
で
あ
る
が
ゆ
え
の
き
わ
め
て

あ
い
ま
い
な
哲
学
で
あ
っ
た
。メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
語
り

口
は
両
義
的
で
あ
る
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、理
由
は
そ

こ
に
あ
る
。
不
明
瞭
で
は
な
い
け
れ
ど
も
両
義
的
で
あ
る
、

そ
の
よ
う
な
身
体
の
あ
り
方
を
と
ら
え
る
。と
ら
え
ど
こ
ろ

の
な
い
も
の
を
と
ら
え
る
、
そ
の
強
靱
な
思
索
の
帰
結
が
、

彼
を
し
て
両
義
的
な
語
り
口
に
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。両
義

性
が
も
た
ら
す
軽
い
混
乱
は
、
私
た
ち
を
「
生
き
ら
れ
た
身

体
」
へ
と
連
れ
戻
す
の
で
あ
る
。

　

以
上
が
『
知
覚
の
現
象
学
』
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
切

り
開
い
た
大
ま
か
な
道
す
じ
で
あ
る
。

　
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
中
で
、メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、身

体
に
つ
い
て
語
る
こ
と
の
限
界
に
立
っ
て
、身
体
が
語
り
出

す
様
を
記
述
し
た
。メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、『
知
覚
の
現
象

学
』
の
第
一
部
第
二
章
「
表
現
と
し
て
の
身
体
と
言
葉
（ “ Le 

C
orps C

om
m

e Expression et La Parole”

）」
に
お
い
て
以
下
の

よ
う
に
述
べ
る
。

言
葉
と
は
一
つ
の
所
作
で
あ
り
、そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ

は
一
つ
の
世
界
な
の
で
あ
る11

。

　

こ
の
短
い
一
行
で
述
べ
ら
れ
た
洞
察
は
極
め
て
示
唆
に
富

ん
で
い
る
。
ま
ず
は
「
所
作
」
と
い
う
述
語
に
込
め
ら
れ
た

含
み
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
き
た
い
。メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に

よ
れ
ば
身
体
と
は
、「
世
界
に
錨
を
お
ろ
す
こ
と11

」
で
あ
る
。

身
体
と
は
、
主
知
主
義
が
想
定
し
た
よ
う
に
、
精
神
に
従
属

す
る
奴
隷
な
の
で
は
な
く
、あ
る
い
は
魂
な
ど
が
入
っ
て
い

る
容
器
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
あ
ら
ゆ
る
意
識
的

な
作
用
の
手
前
で
す
で
に
動
き
だ
し
、自
身
を
世
界
に
住
ま

わ
せ
る
働
き
で
あ
る
。身
体
を
生
き
る
と
い
う
こ
と
は
、「
現

勢
的
で
人
格
的
な
次
元
と
習
慣
的
で
無
名
の
次
元
を
行
き
来

し
、そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
を
た
え
ず
あ
ら
た
に
統
合
化
す
る

と
い
う
営
み11

」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。そ
の
よ
う
な
し
か
た
で
、

私
た
ち
は
「
世
界
に
錨
を
お
ろ
し
て
」
い
る
。
私
た
ち
が
身

錨
を
お
ろ
す
身
体

2

体
に
よ
っ
て
活
動
を
行
う
と
き
、私
た
ち
の
意
図
や
反
省
に

先
立
っ
て
、身
体
は
す
で
に
何
か
の
所
作
を
実
現
し
て
い
る
。

こ
の
所
作
の
「
意
味
」
す
る
と
こ
ろ
は
、
当
人
の
与
り
知
ら

ぬ
と
こ
ろ
で
間
身
体
的
に
立
ち
現
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

卑
近
な
例
で
あ
る
が
、一
国
の
大
臣
が
演
説
を
行
う
場
合
を

想
定
す
れ
ば
こ
の
事
態
は
了
解
さ
れ
よ
う11

。大
臣
が
行
っ
た

演
説
は
、当
人
の
あ
る
明
確
な
意
図
に
貫
か
れ
て
い
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
場
の
熱
気
、
時
機
、
聴
衆
の
関
心
な
ど

に
よ
っ
て
偶
然
的
に
意
味
付
け
ら
れ
る
。「
無
数
の
諸
事
実

が
集
成
さ
れ
、そ
こ
か
ら
人
間
的
状
況
に
た
い
す
る
或
る
一

つ
の
態
度
決
定
の
仕
方
が
、言
表
で
き
る
だ
け
に
く
っ
き
り

と
し
た
輪
郭
を
具
え
て
い
る
一
つ
の
出
来
事

・
・
・

が
、描
き
出
さ

れ
て
く
る11

」
の
で
あ
る
。こ
の
点
を
考
慮
に
入
れ
る
な
ら
ば
、

私
た
ち
の
身
体
的
行
為
は
、常
に
状
況
の
中
で
そ
の
つ
ど
意

味
付
け
ら
れ
、意
味
が
生
成
す
る
場
の
中
に
投
げ
込
ま
れ
て

い
る
の
で
あ
る
。そ
の
よ
う
な
意
味
生
成
を
引
き
起
こ
す
も

の
と
し
て
、メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
所
作
」
を
定
義
し
た
。

そ
し
て
「
所
作
」
に
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
身
体
に
お

け
る
「
錨
を
お
ろ
す
」
働
き
が
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
言
葉
は
所
作
で
あ
る
」
と
い
う
洞
察
に
再
び
目
を
向
け

て
い
き
た
い
。
こ
の
「
言
葉
」
は
、
パ
ロ
ー
ル
（parole, 

speech

）
と
表
記
さ
れ
る
。
パ
ロ
ー
ル
と
は
、
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ

（langage, language

）
と
区
別
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
発
話
行
為
を

指
し
示
し
て
い
る
。メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
パ
ロ
ー

ル
と
は
、「
ま
だ
定
式
化
さ
れ
て
い
な
い
意
味
が
外
部
に
表

現
さ
れ
る
手
段
が
見
い
だ
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、真
に
意
味

と
し
て
創
造
さ
れ
る
」
よ
う
な
言
葉
の
行
為
で
あ
っ
て
、
ラ

表
現
と
し
て
の
身
体
と
言
葉

3

第一章　見ることと語ること──二元論的思考をめぐる身体論の回答
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ン
ガ
ー
ジ
ュ
と
は
「
パ
ロ
ー
ル
の
沈
殿
物
」
で
あ
り
「
構
成

さ
れ
た
語
彙
な
ら
び
に
統
辞
の
体
系
、経
験
的
に
存
在
し
て

い
る
表
現
手
段
」
で
あ
る11

。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て

パ
ロ
ー
ル
と
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
と
の
区
別
は
重
要
で
あ
る
。通

常
私
た
ち
が
言
葉
を
発
す
る
と
き
は
、あ
る
明
確
な
意
図
や

内
容
を
含
ま
せ
て
言
葉
に
込
め
る
。よ
り
明
確
に
い
う
な
ら
、

私
た
ち
は
純
粋
な
「
表
象
（représentations

）」
を
言
葉
に
媒

介
さ
せ
て
相
手
に
届
け
る
と
い
う
と
い
う
構
図
の
も
と
で
言

葉
を
使
用
し
て
い
る
。
こ
の
言
葉
の
使
用
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
に
お
い
て
は
ラ
ン
ガ
ー
ジ
ュ
に
分
類
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
か
つ
こ
の
使
用
は
、
主
知
主
義
的
な
見
方
で
あ
る
と
し

て
棄
却
さ
れ
る
。む
し
ろ
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
強
調
す
る

の
は
パ
ロ
ー
ル
で
あ
っ
て
、
パ
ロ
ー
ル
と
は
、
発
話
の
前
か

ら
あ
ら
か
じ
め
決
ま
っ
て
い
た
意
味
（signification

）
を
越
え

出
て
、
新
た
な
意サ

ン
ス味

（sens

）
が
立
ち
現
れ
る
こ
と
を
可
能
に

す
る
言
葉
で
あ
る
。サ
ン
ス
と
は
、「
意
味
、感
覚
、方
向
」
を

併
せ
持
っ
た
フ
ラ
ン
ス
語
で
あ
り
、身
体
に
深
く
刻
み
込
ま

れ
た
豊
か
な
意
味
合
い
を
含
み
、身
を
も
っ
て
了
解
さ
れ
る

こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。こ
の
よ
う
な
サ
ン
ス
に
注
目
す
る

な
ら
ば
、
す
べ
て
の
発
話
の
起
源
に
は
、
い
ま
だ
サ
ン
ス
の

生
ま
れ
な
い
空
白
、
す
な
わ
ち
「
原
初
的
な
沈
黙
（le silence 

prim
ordial

）」
あ
る
い
は
「
空
虚
（m

anque

）」
が
横
た
わ
っ
て

い
る
の
で
あ
る
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
論
じ
る11

。そ
の
沈

黙
を
破
り
、新
し
く
意
味
が
生
成
す
る
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
こ
そ
、

言
葉
の
開
か
れ
た
可
能
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
注
目
す
る
の
は
「
沈
黙
を
破
る
言

葉
」、
す
な
わ
ち
パ
ロ
ー
ル
を
通
し
て
現
れ
出
て
き
た
サ
ン

ス
の
中
で
、「
実
存
が
分
極
化
作
用
を
起
こ
す11

」
と
い
う
事
態

で
あ
る
。メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
言
葉
と
い
う
事
象
に
託
し

た
根
源
的
な
作
用
と
は
、パ
ロ
ー
ル
を
通
じ
た
創
造
、パ
ロ
ー

ル
に
よ
る
真
の
意
味
で
の
「
表
現
」、す
な
わ
ち
「
存
在
の
充

実
の
な
か
に
不
断
に
創
造
さ
れ
て
ゆ
く
開
け
」
で
あ
る11

。
そ

れ
こ
そ
、メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
表
現
論
の
も
っ
と
も
核
心

的
な
洞
察
で
あ
る
。

　

言
葉
に
お
い
て
「
世
界
に
錨
を
お
ろ
す
」
作
用
を
可
能
に

す
る
の
が
、
パ
ロ
ー
ル
と
い
う
行
為
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
パ

ロ
ー
ル
は
、言
葉
と
言
葉
の
や
り
取
り
の
中
で
、「
私
自
身
の

実
存
の
同
時
的
転
調
」を
引
き
起
こ
し
、「
私
の
存
在
の
変
革
」

を
導
く
よ
う
な
、厚
み
を
持
っ
た「
表
現
」に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
の
表
現
作
用
を
指
し
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
言
葉

は
所
作
で
あ
る
」
と
結
論
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
結
論
に
導
か
れ
て
、
私
た
ち
は
意
識
的
主
体
に
先

立
っ
て
存
在
し
て
い
る
世
界
、「
反
省
さ
れ
ざ
る
生
（une vie 

irreflechie, an unreflective life

）」11

に
連
れ
戻
さ
れ
る
の
で
あ

る11

。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
が
言
葉
に
よ
っ
て
何
か
を
伝
え
よ

う
と
行
為
し
た
と
た
ん
、私
た
ち
の
身
体
は
新
た
な
サ
ン
ス

に
向
か
っ
て
開
か
れ
る
。
こ
こ
で
の
身
体
は
、
心
に
よ
っ
て

道
具
的
に
利
用
さ
れ
る
身
体
で
も
な
け
れ
ば
傍
観
的
に
観
察

さ
れ
う
る
身
体
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
反

省
や
意
識
が
動
き
出
す
前
に
、
す
で
に
世
界
に
「
錨
を
お
ろ

し
て
い
る
」
実
存
の
か
た
ち
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

冒
頭
に
挙
げ
た
よ
う
な
心
身
二
元
論
は
、こ
こ
に
至
っ
て

袋
小
路
を
脱
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち

は
身
体
に
つ
い
て

・
・
・

語
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、そ
れ
以

前
に
身
体
が・
語
る
の
で
あ
る
。世
界
の
外
側
に
立
っ
た
視
点

か
ら
「
上
空
飛
行
的11

」
に
世
界
を
俯
瞰
し
な
が
ら
物
事
を
捉

え
る
し
か
た
は
、私
た
ち
が
身
体
で
持
っ
て
生
き
て
い
る
と

い
う
事
実
の
前
で
は
い
つ
も
「
遅
れ
」
を
取
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。私
た
ち
の
身
体
は
、あ
ら
ゆ
る
意
識
的
作
用
に
先
立
っ

て
、「
表
現
」す
る
存
在
と
し
て
こ
の
世
界
に
住
ま
っ
て
い
る
。

身
体
と
い
う
モ
ノ
は
具
体
的
な
物
質
で
あ
る
ゆ
え
に
徹
頭
徹

尾
世
界
に
根
ざ
す
の
で
あ
り
、実
存
の
か
た
ち
で
あ
る
が
ゆ

え
に
い
つ
も
世
界
に
開
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
、①
身
体
に
は
反
省
的
思
惟

に
先
立
っ
た
感
覚
が
備
わ
っ
て
い
る
（
感
覚
す
る
身
体
）、
②

身
体
経
験
は
抽
象
的
思
惟
を
裏
打
ち
し
て
い
る
（
思
考
す
る

身
体
）、
③
身
体
は
表
現
す
る
（
表
現
す
る
身
体
）、
と
の
見
方

が
明
ら
か
に
な
っ
た
。①
は
、心
身
二
元
論
の
「
心
」
の
優
位

性
に
「
主
体
と
し
て
の
身
体
」
と
い
う
対
抗
馬
を
登
場
さ
せ

る
視
点
で
あ
る
。②
は
、心
身
二
元
論
の
「
心
」
の
優
位
性
を

い
わ
ば
内
側
か
ら
骨
抜
き
に
し
、
心
的
活
動
を
「
身
」
に
還

元
す
る
視
点
で
あ
る
。
③
は
、
心
身
二
元
論
が
生
ま
れ
る
以

前
の
世
界
に
潜
り
込
み
、そ
こ
で
の
実
存
的
風
景
を
広
げ
る

視
点
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
視
点
を
も
っ
て
、
身
体
と
い
う

モ
ノ
の
相
が
ひ
と
つ
浮
き
彫
り
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

　

最
後
に
、こ
れ
ら
の
考
察
を
踏
ま
え
て
生
じ
て
き
た
新
た

な
課
題
を
素
描
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
新
た
な
課
題
と
は
、

「
他
者
」
の
視
線
で
あ
る
。
身
体
は
、
け
っ
し
て
「
個
」
に
閉

じ
ら
れ
て
は
い
な
い
。身
体
は
自
己
の
あ
り
方
を
形
作
る
も

の
で
あ
る
以
上
に
、他
者
と
の
相
互
行
為
に
お
い
て
重
要
な

役
割
を
果
た
す
器
官
で
あ
る
。傍
観
的
に
眺
め
る
他
者
の
身

体
は
相
変
わ
ら
ず
「
物
」
で
あ
り
続
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、

「
表
現
」
あ
る
い
は
「
肉
」
の
世
界
の
中
で
出
会
う
他
者
は
、

素
朴
な
意
味
で
の
他
者
で
は
も
は
や
な
く
、自
己
の
あ
り
方

と
他
者
そ
の
人
の
あ
り
方
と
を
同
時
に
内
側
か
ら
裏
打
ち
す

る
よ
う
な
、生
き
ら
れ
た
他
者
と
い
え
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
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本
稿
で
は
、身
体
を
い
わ
ば
自
己
反
省
的
に
考
察
し
て
き

た
。「
他
者
」
と
い
う
視
点
は
、本
稿
の
流
れ
で
身
体
を
考
察

す
る
上
で
は
異
物
の
よ
う
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
か
も
し
れ
な

い
。だ
が
そ
れ
で
も
、「
表
現
」
と
い
う
結
論
に
辿
り
着
い
た

い
ま
で
は
、身
体
は
他
者
と
の
行
為
空
間
の
中
に
お
い
て
生

き
ら
れ
る
存
在
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
と
い
う
点
に
お

い
て
、身
体
が
個
を
越
え
て
そ
の
外
延
を
他
者
の
と
こ
ろ
ま

で
伸
ば
し
て
い
る
様
を
記
述
す
る
必
要
が
生
じ
て
い
る
の
で

あ
る
。
感
覚
、
思
考
、
表
現
と
い
う
三
つ
の
相
を
手
が
か
り

に
し
な
が
ら
も
、そ
の
先
に
広
が
る
他
者
と
い
う
問
題
領
域

を
追
い
か
け
る
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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énologie de la perception,’  

G
allim

ard, 1945. p. 214. （
竹
内
芳
郎
、
小
木
貞
孝
訳
『
知
覚
の
現

象
学
１
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
七
年
、
三
〇
三
頁
。）

27　

Ibid. p. 169. （
同
上
、
二
四
二
頁
。）

28　

杉
村
靖
彦
「
身
体
と
言
葉
」
藤
田
正
勝
、
松
丸
壽
雄
編
『
欲
望
・

身
体
・
生
命
─
─
人
間
と
は
何
か
』
昭
和
堂
、
一
九
九
八
年
。

29　

こ
れ
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
自
身
が
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
序
文

に
お
い
て
提
示
し
た
具
体
例
で
あ
る
。

30　

M
erleau-Ponty, ibid. p. xiv.

（
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
、
同
上
、

第一章　見ることと語ること──二元論的思考をめぐる身体論の回答
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二
一
頁
。
傍
点
は
原
著
に
よ
る
。）

31　
Ibid. p. 229.

（
同
上
、
三
二
一
頁
。）

32　
Ibid.

（
同
上
、
三
二
二
頁
。）

33　

Ibid.
（
同
上
。）

34　

Ibid.
（
同
上
。）

35　

Ibid. p. ix.
（
同
上
、
一
三
頁
。）

36　

な
お
、
先
ほ
ど
の
杉
村
の
指
摘
と
重
ね
て
付
け
加
え
れ
ば
、
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
パ
ロ
ー
ル
が
「
制
度
化
さ
れ
て
い
く
」
点
を
見
逃

し
は
し
な
か
っ
た
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
制
度
化
さ
れ
る
こ
と
と

創
造
す
る
こ
と
と
の
両
義
的
働
き
を
、
言
葉
と
い
う
事
象
に
見
て
取
っ

た
。
こ
の
洞
察
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
、
と
も
す
れ
ば
パ
ロ
ー
ル
の
創
造

的
作
用
を
称
揚
し
、「
反
省
さ
れ
ざ
る
生
」
へ
の
回
帰
を
一
方
的
に
憧

憬
す
る
よ
う
な
あ
る
種
の
ロ
マ
ン
主
義
的
傾
向
を
、
戒
め
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
あ
る
い
は
、
言
葉
そ
れ
自
体
が
持
つ
論
理
構
造
や
意
味
指
示

機
能
を
見
落
と
し
て
し
ま
う
私
た
ち
に
警
告
を
促
し
て
く
れ
る
。

　

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
言
葉
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
実
存
が
自
然
的

存
在
を
超
過
し
て
い
る
、そ
の
余
剰
部
分
で
あ
るIbid. p. 229.
（
同
上
、

三
二
二
頁
）」
と
述
べ
る
。
ま
た
、
言
葉
の
創
造
的
作
用
が
、「
自
分
自

身
を
支
え
と
し
て
た
え
ず
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
も
の
、
あ
る
い
は
波
の

よ
う
に
、
寄
せ
て
き
て
自
分
を
捉
え
る
か
と
み
れ
ば
、
や
が
て
ま
た

自
分
自
身
を
超
え
た
彼
方
へ
と
自
分
を
投
げ
出
し
て
ゆ
く
、
そ
う
し

た
作
用
な
の
で
あ
る
」Ibid.

（
同
上
）
と
述
べ
る
。
こ
れ
ら
の
記
述
に

は
、
言
語
論
に
お
け
る
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
独
特
の
両
義
的
語
り
口
が

見
て
取
れ
る
。
創
造
的
な
作
用
は
「
波
の
よ
う
に
寄
せ
て
き
て
自
分

を
捉
え
る
」、
つ
ま
り
、
制
度
化
さ
れ
た
意
味
（signification

）
へ
と

定
着
さ
せ
ら
れ
る
運
命
に
あ
る
。
た
だ
し
制
度
化
さ
れ
た
言
葉
の
中

か
ら
、「
や
が
て
ま
た
自
分
自
身
を
超
え
た
彼
方
へ
と
自
分
を
投
げ
出

し
て
ゆ
く
」、
つ
ま
り
存
在
へ
と
開
か
れ
た
意
味
（sens

）
が
生
み
出

さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。「
こ
う
し
た
獲
得
物
か
ら
出
発
し
て
、
真
正

な
表
現
に
ぞ
く
す
る
他
の
諸
行
為
─
─
作
家
や
芸
術
家
や
あ
る
い
は

哲
学
者
の
表
現
行
為
─
─
が
可
能
と
な
る
」
と
述
べ
る
の
も
同
じ
事

態
を
言
い
当
て
て
い
る
。
言
葉
の
こ
の
両
義
的
な
あ
り
方
は
、
メ
ル
ロ

＝
ポ
ン
テ
ィ
が
現
象
学
の
可
能
性
か
つ
限
界
と
し
て
語
っ
た
、「（
現
象

学
的
）
還
元
の
最
も
偉
大
な
教
訓
と
は
、
完
全
な
還
元
は
不
可
能
だ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
」Ibid., p. ix.

（
同
上
、
一
三
頁
）
と
い
う
記
述

に
重
な
り
あ
っ
て
浮
か
ん
で
く
る
。
す
な
わ
ち
、「
反
省
さ
れ
ざ
る
生
」

を
言
い
当
て
る
と
い
う
現
象
学
の
記
述
が
成
功
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

直
ち
に
、「
反
省
さ
れ
ざ
る
生
」
を
反
省
の
光
の
下
に
曝
す
こ
と
を
意

味
す
る
。
同
じ
よ
う
に
、
言
葉
の
創
造
と
は
あ
る
意
味
で
制
度
化
の

始
ま
り
に
ほ
か
な
ら
な
い
。そ
の
一
方
で
、「
制
度
化
は
創
造
の
出
発
点
」

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、「
哲
学
と
は
己
れ
自
身
の
端
緒
の
つ
ね
に

更
新
さ
れ
て
ゆ
く
経
験
」Ibid.

（
同
上
）
な
の
で
あ
る
。
寄
せ
て
は
返

す
波
の
よ
う
に
、
意
味
が
立
ち
現
れ
て
は
埋
没
し
、
埋
没
し
て
は
現

れ
る
、
そ
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
こ
そ
が
、
私
た
ち
が
世
界
に
身
を
置
く
実

存
の
姿
な
の
で
あ
り
、
言
葉
の
作
用
と
は
、
私
た
ち
の
実
存
の
形
式

に
関
わ
っ
て
了
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
述
べ

る
の
で
あ
る
。

37　

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
用
語
（pensée de survol

）
に
よ
る
。「
科

学
の
思
考
─
─
上
空
飛
行
的
思
考
、
対
象
一
般
の
思
考
─
─
は
、
そ

れ
に
先
立
つ
「
そ
こ
に
あ
る
（il y a

）」
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
、
つ

ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
生
活
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
に
と
っ
て
あ
る

が
ま
ま
の
感
情
的
世
界
や
人
工
的
世
界
の
風
景
の
う
ち
に
、
そ
う
し

た
世
界
の
土
壌
の
上
に
、
連
れ
も
ど
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。」

M
aurice M

erleau-Ponty. ‘ L'oeil et l'esprit.’  G
allim

ard. 1964. p. 
12. （

滝
浦
静
雄
、
木
田
元
訳
『
眼
と
精
神
』
み
す
ず
書
房
、
一
九
六
六

年
、
二
五
五
頁
。）

中外日報　平成 22 年（2010）１月９日掲載
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は
じ
め
に

　

な
ぜ
、
西
洋
美
術
に
お
い
て
、
一
九
世
紀
後
半
以
後
、「
ル

ネ
サ
ン
ス
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
は
造
形
表
現
の
主
流
か
ら
凋
落

し
、「
絵
画
の
抽
象
化
」
が
新
た
な
本
流
を
形
成
し
た
の
だ
ろ

う
か
？

　

本
稿
は
、こ
の
問
題
に
つ
い
て
、「
近
代
技
術
」
に
よ
る
「
心

性
の
変
容
」
と
い
う
視
点
か
ら
考
察
す
る
。

　

ヴ
ェ
ル
ナ
ー
・
ゾ
ン
バ
ル
ト
は
、『
技
術
の
馴
致
』（
一
九
三

五
年
）
等
で
、古
来
の
「
技
術
」
と
は
質
的
に
異
な
る
、「
近
代

技
術
」
の
性
格
を
、「
有
機
的
自
然
の
限
界
か
ら
の
解
放
」
と

定
義
す
る1

。つ
ま
り
、「
近
代
技
術
」の
近
代
性
は
、従
来
の「
技

術
」
に
、科
学
革
命
後
の
科
学
知
識
を
結
合
し
、観
念
的
・
論

有
機
的
自
然
の
限
界
か
ら
の
解
放
・

近
代
技
術
的
環
境
・
象
徴
形
式
・
イ
コ
ン

1

理
的
に
で
は
な
く
、実
在
的
・
物
理
的
に
、「
有
機
的
自
然
の

限
界
か
ら
の
解
放
」
を
実
現
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

　

ま
た
、ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
、『
人
間
と
技
術

に
つ
い
て
の
七
つ
の
研
究
』（
一
九
六
六
年
）
等
で
、
産
業
革

命
の
前
後
を
区
分
す
る
概
念
と
し
て
、「
自
然
的
環
境
」と「
技

術
的
環
境
」を
提
唱
す
る2

。す
な
わ
ち
、「
自
然
的
環
境
」で
は
、

す
べ
て
が
「
自
然
」
に
基
づ
い
て
お
り
、
動
力
は
天
然
自
然

力
に
頼
り
、「
技
術
」
は
主
に
肉
体
の
延
長
と
し
て
の
「
道
具
」

を
用
い
、
人
間
と
外
界
の
関
係
は
、
直
接
的
で
共
感
的
で
あ

る
。
こ
れ
に
対
し
、「
技
術
的
環
境
」
で
は
、「
人
工
」
の
占
め

る
割
合
が
複
雑
に
増
加
し
、動
力
は
人
造
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
多

用
し
、「
技
術
」
は
主
に
肉
体
か
ら
独
立
し
た
「
機
械
」
を
駆

使
し
、人
間
と
外
界
の
関
係
は
、間
接
的
で
疎
外
的
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、こ
の
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
「
自
然
」
に
対
す
る
「
人

工
」
の
量
的
増
加
が
質
的
変
化
を
生
む
と
す
る
見
解
に
、
ゾ

ン
バ
ル
ト
の
質
的
変
化
と
し
て
の
「
有
機
的
自
然
の
限
界
か

ら
の
解
放
」
を
代
入
す
れ
ば
、こ
の
「
技
術
的
環
境
」
を
、よ

り
正
確
に
、「
近
代
技
術
的
環
境
」
と
再
定
義
で
き
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、エ
ル
ン
ス
ト
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、『
象

徴
形
式
の
哲
学
』（
一
九
二
三
〜
二
九
年
）
等
で
、人
間
は
、外

界
の
刺
激
に
直
接
反
応
す
る
の
で
は
な
く
、精
神
的
意
味
内

容
を
具
体
的
感
性
的
記
号
で
表
す
、「
象
徴
形
式
」
の
形
成
を

通
じ
て
、
外
界
と
内
面
の
均
衡
を
調
整
し
、
認
識
と
行
為
の

調
和
を
確
立
し
、環
境
へ
の
適
応
を
成
就
す
る
と
し
、「
芸
術
」

は
、ま
さ
に
こ
の
「
象
徴
形
式
」
の
一
つ
と
説
い
て
い
る3

。

　

さ
ら
に
、ハ
ー
バ
ー
ト
・
リ
ー
ド
は
、『
イ
コ
ン
と
イ
デ
ア
』

（
一
九
五
五
年
）
等
で
、
そ
う
し
た
「
象
徴
形
式
」
の
中
で
も
、

造
形
的「
イ
コ
ン
」こ
そ
は
、言
語
的「
イ
デ
ア
」に
先
行
す
る
、

人
間
の
全
文
化
領
域
を
通
じ
て
最
も
基
盤
的
・
根
源
的
な「
象

徴
形
式
」
と
論
じ
て
い
る4

。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、「
近
代
絵
画
」
に
お
け
る
「
絵
画
の

抽
象
化
」
に
つ
い
て
、一
つ
の
新
し
い
解
釈
を
提
示
で
き
る
。

つ
ま
り
、「
有
機
的
自
然
の
限
界
か
ら
の
解
放
」を
達
成
す
る
、

「
近
代
技
術
」
に
よ
る
、
静
態
的
・
直
接
的
・
具
象
的
な
「
自

然
的
環
境
」
か
ら
、動
態
的
・
間
接
的
・
抽
象
的
な
「
近
代
技

術
的
環
境
」
へ
の
移
行
が
、「
心
性
の
変
容
」
と
、
そ
れ
に
伴

第
二
章

抽
象
絵
画
と
近
代
技
術

─
─
ヴ
ァ
ル
タ
ー･

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の「
ア
ウ
ラ
」概
念
を
手
掛
り
に

秋
丸　

知
貴	

社
団
法
人
日
本
図
案
家
協
会
事
務
局
長
・

日
図
デ
ザ
イ
ン
博
物
館
学
芸
員

論
考　

モ
ノ
・
身
体
・
芸
術	
第
２
部	

第二章　抽象絵画と近代技術──ヴァルター ･ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに
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う「
象
徴
形
式
」の
革
新
を
通
じ
て
、「
イ
コ
ン
」と
し
て
の「
近

代
絵
画
」
に
お
け
る
、
自
然
主
義
的
な
「
ル
ネ
サ
ン
ス
的
リ

ア
リ
ズ
ム
」
の
衰
退
と
、非
具
象
的
な
「
絵
画
の
抽
象
化
」
の

繁
栄
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。（
な
お
、こ
こ
で
言
う
「
静
態

的
」・「
動
態
的
」
の
区
別
は
、
人
間
の
生
来
的
・
肉
体
的
な
知
覚

能
力
の
一
般
的
限
界
を
想
定
し
て
い
る
。）

　

そ
し
て
、こ
の「
自
然
的
環
境
」か
ら「
近
代
技
術
的
環
境
」

へ
の
推
移
を
、別
の
角
度
か
ら
よ
り
具
体
的
に
形
容
し
た
も

の
が
、
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
ア
ウ
ラ
の
凋
落
」

で
あ
る
。

　

事
実
、
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品
」

（
初
稿
一
九
三
五
年
）
で
、「
も
し
私
達
の
同
時
代
の
、
知
覚
の

媒メ
ー
デ
ィ
ウ
ム

体
に
お
け
る
諸
変
化
を
、
ア
ウ
ラ
の
凋
落
と
し
て
理
解

し
う
る
な
ら
、
そ
の
社
会
的
諸
条
件
を
明
ら
か
に
で
き
る5

」

と
示
唆
し
て
い
る
。

　

ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
「
ア
ウ
ラ
」
は
、「
写
真
小
史6

」（
一
九
三
一

年
）、「
複
製
技
術
時
代
の
芸
術
作
品
」、「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に

お
け
る
幾
つ
か
の
主
題
に
つ
い
て7

」（
一
九
三
九
年
）
等
の
原

著
に
即
し
て
分
析
す
れ
ば
、
同
一
の
時
間
軸
・
空
間
軸
上
に

存
在
す
る
、
主
体
と
客
体
の
間
に
成
立
す
る
、
相
互
作
用
に

よ
る
変
化
の
痕
跡
、お
よ
び
相
互
に
宿
る
そ
の
時
間
的
蓄
積

の
総
体
と
読
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
そ
の
主
体
と
客
体
が
、

同
一
の
時
空
間
軸
上
で
、
現
存
的
・
直
接
的
か
つ
集
中
的
・

五
感
的
に
相
互
作
用
し
て
い
る
関
係
を
、「
ア
ウ
ラ
的
関
係
」、

そ
の
主
体
の
客
体
に
対
す
る
知
覚
を
、「
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」
と

定
義
で
き
る
。

　

本
質
的
に
、
無イ

ン
メ
デ
ィ
エ
イ
ト

媒
介
的
な
天
然
環
境
に
お
け
る
、
生
来
的

ア
ウ
ラ
の
凋
落

2

肉
体
と
本
来
的
自
然
の
「
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
に
よ
る
「
ア
ウ

ラ
的
知
覚
」
は
、
人
間
に
と
っ
て
ま
っ
た
く
自
然
で
あ
る
。

つ
ま
り
、「
自
然
的
環
境
」
に
お
け
る
人
間
の
知
覚
は
、基
本

的
に
、す
べ
て
こ
の
「
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」
で
あ
り
、そ
こ
で
は
、

一
般
的
に
、
人
間
は
、
意
識
集
中
と
五
感
全
体
に
よ
る
持
続

的
な
「
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」
に
基
づ
い
て
、
自
然
や
他
者
と
濃

密
な
情
緒
的
相
互
関
与
を
行
い
、そ
れ
に
対
応
す
る
自
然
主

義
的
な
表
象
体
系
を
形
成
し
て
い
た
。

　

そ
し
て
、「
ル
ネ
サ
ン
ス
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
は
、
ま
さ
に
、

こ
の
「
自
然
的
環
境
」
に
お
け
る
「
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
を
必
須

的
前
提
と
し
て
成
立
す
る
絵
画
技
法
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
の
特
性
で
あ
る
精
緻
で
微
細
な
写
実
描
写
に
は
、対
象
と

の
現
前
的
で
綿
密
な
精
神
集
中
と
五
感
総
体
に
よ
る
、「
感

情
移
入8

」（
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ヴ
ォ
リ
ン
ガ
ー
）
的
相
互
交
流
が
、

経
験
上
本
質
的
に
不
可
欠
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
自

然
主
義
的
再
現
描
写
の
基
礎
は
、
対
象
の
「
ア
ウ
ラ
」
と
親

密
か
つ
継
続
的
に
相
互
作
用
す
る
、
有
機
的
・
現

リ
ア
ル
タ
イ
ム在

的
な

「
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
、
主
体
と
客
体
の
間

に
、各
種
の
「
近
代
技
術
」
が
介

メ
デ
ィ
エ
イ
ト

入
し
、「
有
機
的
自
然
の
限

界
か
ら
の
解
放
」
が
生
起
し
、「
近
代
技
術
的
環
境
」
が
出
現

し
始
め
る
と
、「
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
が
阻
害
さ
れ
、「
ア
ウ
ラ

の
凋
落
」
が
発
生
す
る
。
そ
の
結
果
、
従
来
の
静
態
的
・
直

接
的
・
具
象
的
な
象
徴
体
系
は
退
潮
し
、
新
た
に
動
態
的
・

間
接
的
・
抽
象
的
な
象
徴
体
系
が
隆
盛
す
る
こ
と
に
な
る
。

　

こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、ベ
ン
ヤ
ミ
ン
自
身
は
明
確
に
分

節
し
て
い
な
い
が
、「
ア
ウ
ラ
の
凋
落
」
に
は
、少
な
く
と
も

非
ア
ウ
ラ
的
知
覚
・
脱
ア
ウ
ラ
的
知
覚

3

二
種
類
あ
る
問
題
で
あ
る
。つ
ま
り
、「
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
が
、

完
全
に
成
立
し
て
い
な
い
「
非
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
と
、
部
分

的
に
し
か
成
立
し
て
い
な
い
「
脱
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
で
あ
る
。

　

こ
の
両
方
を
、ベ
ン
ヤ
ミ
ン
は
、「
ボ
ー
ド
レ
ー
ル
に
お
け

る
幾
つ
か
の
主
題
に
つ
い
て
」
等
で
、「
シ
ョ
ッ
ク9

」
と
表
現

し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
方
が
、
共
に
「
近
代
絵
画
」
に

お
け
る
「
絵
画
の
抽
象
化
」
の
直
接
的
・
間
接
的
原
因
と
推

理
で
き
る
。

　

ま
ず
、「
非
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
の
典
型
は
、一
九
世
紀
中
期

以
後
普
及
す
る
、「
写
真
」
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、「
写
真
」
は
、
カ
メ
ラ
・
オ
ブ
ス
キ
ュ
ラ
の
投
影

像
を
感
光
剤
で
支
持
体
に
定
着
さ
せ
る
、「
近
代
技
術
」
で
あ

る
。そ
し
て
、そ
の
「
無
機
化
学
」
的
な
表
層
的
結
像
性
の
介

在
に
よ
り
、
鑑
賞
者
と
被
写
体
の
「
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
は
欠

落
す
る
。

　

事
実
、対
象
の
外
見
の
感
光
的
転
写
に
過
ぎ
な
い
、「
写
真
」

で
は
、被
写
体
の
「
ア
ウ
ラ
」、す
な
わ
ち
持
続
的
経
験
体
と

し
て
の
原
物
的
要
素
は
剥
落
す
る
。そ
の
た
め
、原
理
的
に
、

す
べ
て
の
写
像
は
、単
な
る
「
形
」
と
「
色
」
と
い
う
自
律
的

な
二
次
元
的
構
成
要
素
に
還
元
さ
れ
る
。

　

そ
の
上
で
、「
写
真
」
で
は
、
鑑
賞
者
と
被
写
体
は
、
常
に

同
一
の
時
空
間
軸
上
に
存
在
し
て
い
な
い
の
で
、両
者
の
現

存
的
・
直
接
的
な
相
互
交
流
と
し
て
の「
ア
ウ
ラ
的
関
係
」は
、

完
全
に
断
絶
す
る
。
そ
の
た
め
、
鑑
賞
者
に
は
、「
非
ア
ウ
ラ

的
関
係
」
に
よ
る
「
非
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」
が
生
じ
、集
中
性
・

五
感
性
が
著
し
く
欠
損
し
、
究
極
的
に
、
鑑
賞
者
は
、
単
な

る
抽
象
模
様

0

0

0

0

と
し
て
の
空
疎
で
無
反
応
な
写
像
を
、た
だ
視

覚
の
み
で
共
感
な
く
一
方
的
に
傍
観
す
る
だ
け
に
な
る
。

　

結
果
的
に
、
こ
う
し
た
近
代
的
・
非
自
然
的
な
「
写
真
」

に
よ
る
「
知
覚
の
変
容
」、
つ
ま
り
「
非
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」
の
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一
般
社
会
へ
の
逐
次
的
・
全
面
的
浸
透
が
、
そ
の
心
性
に
お

い
て
、制
作
面
で
も
受
容
面
で
も
、「
近
代
絵
画
」
に
お
け
る

「
絵
画
の
抽
象
化
」
を
強
力
か
つ
絶
対
的
に
促
進
し
た
、第
一

の
具
体
的
・
現
実
的
要
因
と
推
測
で
き
る
。

　

一
方
、「
脱
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
の
代
表
は
、一
九
世
紀
中
期

以
降
台
頭
す
る
、「
大
都
市
群
集
」
で
あ
る
。

　

つ
ま
り
、「
大
都
市
群
集
」
は
、単
な
る
人
口
増
加
だ
け
で

は
な
く
、「
蒸
気
機
関
」
に
よ
る
商
工
業
・
運
輸
交
通
の
加
速

的
大
量
化
を
成
立
背
景
と
す
る
点
で
、
本
質
的
に
「
近
代
技

術
」
の
産
物
で
あ
る
。そ
し
て
、そ
う
し
た
「
蒸
気
機
関
」
的

な
急
速
的
多
数
性
の
介
入
に
よ
り
、歩
行
者
と
通
行
人
の「
ア

ウ
ラ
的
関
係
」
は
脱
落
す
る
。

　

事
実
、「
大
都
市
群
集
」
で
は
、大
勢
が
足
早
か
つ
無
関
心

に
行
き
交
う
の
で
、
通
常
、
歩
行
者
は
、
通
行
人
を
一
瞥
す

る
だ
け
で
、そ
の
一
人
一
人
と
足
を
止
め
て
親
密
で
持
続
的

な
相
互
交
渉
を
行
う
こ
と
は
な
い
。つ
ま
り
、「
大
都
市
群
集
」

で
は
、
歩
行
者
と
通
行
人
の
関
係
は
、
き
わ
め
て
瞬
時
的
で

表
面
的
に
な
る
。

　

そ
の
た
め
、誰
も
が
匿
名
気
分
で
遊
歩
を
楽
し
む
こ
と
に

な
り
、
歩
行
者
と
通
行
人
の
現
存
的
・
直
接
的
・
集
中
的
・

五
感
的
な
相
互
関
与
、
す
な
わ
ち
「
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
は
希

薄
化
す
る
。
こ
れ
に
は
、
さ
ら
に
、
通
行
人
の
大
量
性
に
よ

る
注
意
散
漫
も
加
わ
る
。

　

そ
の
結
果
、歩
行
者
に
は
、「
脱
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
に
よ
る

「
脱
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」
が
生
じ
、そ
の
度
合
に
応
じ
て
、個
々

の
通
行
人
は
、実
体
性
を
欠
い
た
単
な
る
束
の
間
の
視
覚
印

象
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
や
が
て
、
観
察
者
に
は
、
視
野
に
入

る
厖
大
で
流
動
的
な
万
華
鏡
的
視
覚
印
象
す
べ
て
と
、一
度

に
向
き
合
う
特
殊
な
知
覚
が
生
じ
る
。

　

こ
の
、
本
来
ま
っ
た
く
異
な
る
諸
事
物
を
、
区
別
な
く
一

つ
の
全
体
と
し
て
受
容
す
る
、具
象
的
奥
行
の
減
少
し
た
一

望
的
・
動
態
的
知
覚
を
、
ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ヴ
ェ
ル
ブ

シ
ュ
は
、『
鉄
道
旅
行
の
歴
史
』（
一
九
七
七
年
）
で
、「
パ
ノ
ラ

マ
的
知
覚11

」
と
呼
ぶ
。そ
し
て
、こ
の
「
大
都
市
群
集
」
に
よ

る
「
知
覚
の
変
容
」
を
、
外
光
の
強
烈
で
移
ろ
い
や
す
い
視

覚
効
果
へ
の
関
心
等
と
と
も
に
造
形
化
し
た
の
が
、ま
さ
に
、

個
々
の
原
色
的
な
色
斑
か
ら
画
面
全
体
を
構
築
す
る
、印
象

派
の
「
筆
触
分
割
」
と
推
察
で
き
る
（
図
１
）。

　

実
際
に
、「
筆
触
分
割
」
の
様
式
的
特
徴
で
あ
る
、「
輪
郭

線
的
形
体
の
解
消
」
と
「
固
有
色
的
明
暗
の
否
定
」
は
、「
大

都
市
群
集
」
的
知
覚
に
お
け
る
、
視
覚
対
象
の
静
態
的
具
象

性
の
減
退
と
呼
応
し
て
い
る
。

　

結
論
的
に
、
こ
う
し
た
近
代
的
・
脱
自
然
的
な
「
大
都
市

群
集
」に
よ
る「
知
覚
の
変
容
」、つ
ま
り「
脱
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」

の
日
常
生
活
へ
の
順
次
的
・
全
体
的
浸
潤
が
、
そ
の
心
性
に

お
い
て
、創
作
面
で
も
鑑
賞
面
で
も
、「
近

代
絵
画
」
に
お
け
る
「
絵
画
の
抽
象
化
」

を
強
制
的
か
つ
不
可
逆
的
に
推
進
し
た
、

最
初
の
実
体
的
・
実
際
的
要
因
と
推
定
で

き
る
。

　

な
お
、
街
頭
風
景
に
お
け
る
、
鉄
道
列

車
や
自
動
車
等
の
走
行
台
数
の
増
加
も
、

そ
の
迅
速
性
と
多
量
性
に
よ
り
、「
ア
ウ

ラ
的
知
覚
」
を
減
衰
さ
せ
、こ
う
し
た
「
大

都
市
群
集
」
的
知
覚
効
果
を
強
化
す
る
。

ま
た
、
ガ
ス
照
明
や
電
気
照
明
等
の
人
造

光
の
普
及
も
ま
た
、
そ
の
感
覚
刺
激
の
強

烈
化
に
よ
り
、「
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」
を
衰
微

さ
せ
、
こ
う
し
た
「
大
都
市
群
集
」
的
知

覚
効
果
を
増
強
す
る
。

　

こ
こ
に
、ま
ず
、「
近
代
技
術
」に
よ
る「
非
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」

「
脱
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」、す
な
わ
ち
「
ア
ウ
ラ
の
凋
落
」
が
、「
近

代
絵
画
」
に
お
け
る
「
絵
画
の
抽
象
化
」
に
与
え
た
重
要
な

影
響
を
指
摘
で
き
る
。

　

ま
た
、「
脱
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」
は
、
各
種
の
「
近
代
技
術
」

に
よ
り
、「
大
都
市
群
集
」
の
み
な
ら
ず
、社
会
生
活
の
さ
ま

ざ
ま
な
局
面
で
頻
出
す
る
。そ
の
例
と
し
て
、「
百
貨
店
」「
博

覧
会
」「
蒸
気
鉄
道
」「
写
真
」「
映
画
」
等
を
挙
げ
ら
れ
る
。

　

ま
ず
、一
八
五
二
年
創
業
の
ボ
ン
・
マ
ル
シ
ェ
に
始
ま
る
、

「
百
貨
店
」で
は
、買
物
客
と
商
品
の
関
係
が
、「
大
都
市
群
集
」

に
お
け
る
、歩
行
者
と
通
行
人
の
関
係
に
対
応
す
る
。

　

周
知
の
よ
う
に
、「
百
貨
店
」
以
前
の
「
小
売
店
」
で
は
、

近
代
技
術
に
よ
る
知
覚
の
変
容

4

第二章　抽象絵画と近代技術──ヴァルター ･ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに

図１　クロード・モネ《カピュシーヌ大通り》1873 年　油彩
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基
本
的
に
、
商
品
の
値
段
は
、
店
主
と
の
交
渉
に
よ
り
導
き

出
さ
れ
る
た
め
に
、買
物
客
は
、商
品
を
実
際
に
手
に
取
り
、

そ
の
使
い
勝
手
を
丹
念
に
吟
味
す
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、「
蒸
気
機
関
」
に
よ
る
経
済
産
業
お
よ
び
運
送
物

流
の
発
達
に
よ
り
、買
物
客
と
商
品
の
大
量
循
環
が
可
能
に

な
る
と
、薄
利
多
売
を
経
営
戦
略
と
す
る
、「
百
貨
店
」
が
誕

生
し
、
流
通
の
加
速
を
促
進
す
る
た
め
、
す
べ
て
の
商
品
に

は
、
事
前
に
確
定
済
の
値
札
が
添
付
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、「
百

貨
店
」
で
は
、
す
べ
て
の
商
品
の
「
使
用
価
値
」
は
後
退
し
、

そ
の
「
交
換
価
値
」
が
前
面
化
す
る
。

　

こ
の
た
め
、「
百
貨
店
」
で
は
、
普
通
、
買
物
客
は
、
商
品

の
外
見
や
値
札
を
瞥
見
す
る
だ
け
で
、商
品
を
一
つ
一
つ
手

に
取
っ
て
そ
の
「
使
用
価
値
」
を
入
念
に
確
認
す
る
こ
と
は

な
い
。
す
な
わ
ち
、「
百
貨
店
」
で
は
、
買
物
客
と
商
品
の
関

係
は
、き
わ
め
て
瞬
間
的
で
表
層
的
に
な
る
。

　

そ
の
た
め
、誰
も
が
買
物
気
分
で
漫
歩
を
愉
し
む
こ
と
に

な
り
、買
物
客
と
商
品
の「
ア
ウ
ラ
的
関
係
」は
散
漫
化
す
る
。

こ
れ
に
は
、
さ
ら
に
、
商
品
の
大
量
性
に
よ
る
注
意
散
漫
も

加
わ
る
。
そ
の
上
、
そ
の
大
量
性
に
よ
り
、「
小
売
店
」
で
は

抵
抗
の
あ
る
購
入
後
の
商
品
の
「
交
換
」
も
可
能
に
な
り
、

買
物
客
の
心
理
的
負
荷
は
一
層
軽
く
な
る
。

　

そ
の
結
果
、買
物
客
に
は
、「
脱
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
に
よ
る

「
脱
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」
が
生
じ
、そ
の
程
度
に
応
じ
て
、個
々

の
商
品
は
、購
買
義
務
の
な
い
単
な
る
魅
惑
的
な
視
覚
印
象

に
過
ぎ
な
く
な
る
。
や
が
て
、
買
物
客
に
は
、
視
界
に
入
る

膨
大
で
潮
騒
的
な
多
幸
的
視
覚
印
象
す
べ
て
と
同
時
に
対
面

す
る
、「
パ
ノ
ラ
マ
的
知
覚
」
が
生
じ
る
。

　

な
お
、「
百
貨
店
」
で
は
、「
商
品
」
的
「
パ
ノ
ラ
マ
的
知
覚
」

と
と
も
に
、他
の
買
物
客
に
対
す
る
「
大
都
市
群
集
」
的
「
パ

ノ
ラ
マ
的
知
覚
」
も
成
立
す
る
。

　

こ
れ
と
同
様
の
「
知
覚
の
変
容
」
は
、
一
八
五
一
年
の
ロ

ン
ド
ン
万
国
博
覧
会
以
後
、世
界
各
地
で
開
催
さ
れ
る
、「
博

覧
会
」
で
も
生
じ
る
。

　

事
実
、
や
は
り
「
蒸
気
機
関
」
に
よ
る
殖
産
興
業
お
よ
び

人
品
輸
送
の
発
展
が
、観
覧
者
と
展
示
品
の
大
量
の
運
搬
陳

列
を
可
能
に
し
て
登
場
す
る
、「
博
覧
会
」
で
は
、大
勢
の
入

場
者
に
よ
る
接
触
破
損
や
長
時
間
占
有
を
避
け
る
た
め
、通

常
、
観
覧
者
は
、
展
示
品
を
た
だ
一
方
的
に
見
物
す
る
だ
け

で
、
展
示
品
を
一
つ
一
つ
手
に
と
っ
て
そ
の
「
使
用
価
値
」

を
て
い
ね
い
に
触
知
す
る
こ
と
は
禁
じ
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、

「
博
覧
会
」
で
も
、観
覧
者
と
展
示
品
の
関
係
は
、き
わ
め
て

淡
白
で
見
学
的
に
な
る
。

　

そ
の
た
め
、誰
も
が
物
見
気
分
で
回
遊
を
楽
し
む
こ
と
に

な
り
、
観
覧
者
と
展
示
品
の
「
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
は
放
漫
化

す
る
。
こ
れ
に
は
、
さ
ら
に
、
展
示
品
の
大
量
性
に
よ
る
注

意
散
漫
も
加
わ
る
。

　

さ
ら
に
、
展
示
品
が
、
常
に
本
来
の
使
用
目
的
か
ら
乖
離

し
た
単
な
る
観
覧
対
象
と
化
し
、時
々
展
示
品
そ
の
も
の
が

模
造
品
で
あ
る
に
つ
れ
て
、
そ
の
虚
構
性
は
よ
り
高
ま
る
。

そ
し
て
、こ
の
疎
外
傾
向
は
、展
示
品
が
「
ガ
ラ
ス
」
の
中
に

展
示
さ
れ
る
時
に
さ
ら
に
顕
著
に
な
る
。な
ぜ
な
ら
、「
ガ
ラ

ス
」
は
、
視
覚
以
外
の
五
感
す
べ
て
を
捨
象
す
る
こ
と
で
、

観
覧
者
の
第
三
者
的
な
見
学
態
度
を
一
層
助
長
す
る
か
ら
で

あ
る
。

　

そ
の
結
果
、観
覧
者
に
は
、「
脱
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
に
よ
る

「
脱
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」
が
生
じ
、そ
の
比
率
に
応
じ
て
、個
々

の
展
示
品
は
、道
義
的
責
任
の
少
な
い
単
な
る
好
奇
的
な
視

覚
印
象
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
や
が
て
、
観
覧
者
に
は
、
視
野

に
入
る
莫
大
で
眩
惑
的
な
遊
興
的
視
覚
印
象
す
べ
て
と
一
挙

に
向
き
合
う
、「
パ
ノ
ラ
マ
的
知
覚
」
が
生
じ
る
。

　

な
お
、「
博
覧
会
」
で
も
、
他
の
観
覧
者
に
対
す
る
「
大
都

市
群
集
」的「
パ
ノ
ラ
マ
的
知
覚
」が
成
立
す
る
こ
と
は
、「
百

貨
店
」と
同
じ
で
あ
る
。ま
た
、こ
う
し
た
人
品
に
対
す
る「
パ

ノ
ラ
マ
的
知
覚
」は
、一
過
性
の「
博
覧
会
」を
恒
常
化
し
た
、

「
博
物
館
」
で
も
同
様
に
発
生
す
る
。

　

さ
ら
に
、同
種
の
「
知
覚
の
変
容
」
は
、一
八
四
〇
年
代
以

降
、世
界
各
地
で
発
達
す
る
、「
蒸
気
鉄
道
」
で
も
生
じ
る
。

　

事
実
、「
蒸
気
機
関
」
を
直
接
的
な
動
力
と
す
る
、「
蒸
気

鉄
道
」
で
は
、
そ
の
機
械
的
加
速
に
よ
り
、
普
通
、
乗
客
は
、

車
窓
に
高
速
で
展
開
さ
れ
る
風
景
を
た
だ
一
方
的
に
眺
め
る

だ
け
で
、風
景
の
一
つ
一
つ
を
微
細
に
観
照
し
た
り
体
感
し

た
り
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、「
蒸
気
鉄
道
」
で
も
、
乗
客
と

風
景
の
関
係
は
、き
わ
め
て
刹
那
的
で
書
割
的
に
な
る
。

　

そ
の
た
め
、誰
も
が
観
光
気
分
で
遊
覧
を
愉
し
む
こ
と
に

な
り
、乗
客
と
風
景
の
「
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
は
散
逸
化
す
る
。

こ
れ
に
は
、
さ
ら
に
、
風
景
の
大
量
性
に
よ
る
注
意
散
漫
も

加
わ
る
。

　

さ
ら
に
、風
景
が
、常
に
電
柱
と
電
線
越
し
に
眺
め
ら
れ
、

時
々
切
通
し
や
ト
ン
ネ
ル
で
は
ほ
ぼ
ま
っ
た
く
喪
失
さ
れ
る

に
つ
れ
て
、
そ
の
架
空
性
は
よ
り
強
ま
る
。
そ
し
て
、
こ
の

阻
害
傾
向
は
、
風
景
を
車
窓
の
「
ガ
ラ
ス
」
越
し
に
眺
め
る

時
に
さ
ら
に
明
瞭
に
な
る
。な
ぜ
な
ら
、や
は
り
「
ガ
ラ
ス
」

は
、
視
覚
以
外
の
五
感
全
部
を
抽
象
す
る
こ
と
で
、
乗
客
の

傍
観
者
的
な
観
光
態
度
を
一
層
涵
養
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　

そ
の
結
果
、乗
客
に
は
、「
脱
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
に
よ
る
「
脱

ア
ウ
ラ
的
知
覚
」
が
生
じ
、
そ
の
割
合
に
応
じ
て
、
個
々
の

風
景
は
、実
感
を
伴
わ
な
い
単
な
る
形
勝
的
な
視
覚
印
象
に

過
ぎ
な
く
な
る
。
や
が
て
、
乗
客
に
は
、
視
界
に
入
る
陸
続

た
る
奔
流
的
な
劇
場
的
視
覚
印
象
す
べ
て
と
同
面
的
に
対
面

す
る
、「
パ
ノ
ラ
マ
的
知
覚
」
が
生
じ
る
。
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な
お
、こ
う
し
た「
蒸
気
鉄
道
」的「
パ
ノ
ラ
マ
的
知
覚
」は
、

他
に
も
、一
九
世
紀
後
期
以
降
発
展
す
る
、「
電
車
」「
自
動
車
」

「
オ
ー
ト
バ
イ
」「
飛
行
機
」
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
移
動
機
械
」

で
も
同
様
に
成
立
す
る
。

　

さ
ら
に
、同
類
の
「
知
覚
の
変
容
」
は
、一
八
六
七
年
の
コ

ロ
タ
イ
プ
製
版
の
発
明
に
よ
り
複
数
印
刷
が
可
能
に
な
る
、

「
写
真
」
で
も
生
じ
る
。

　

先
述
の
と
お
り
、ま
ず
「
写
真
」
で
は
、鑑
賞
者
と
被
写
体

の
「
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
は
完
全
に
破
綻
し
、「
非
ア
ウ
ラ
的
関

係
」
に
よ
る
「
非
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」
が
出
来
し
、一
方
的
傍
観

が
胚
胎
す
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、「
写
真
」
や
、
そ
れ
を
夥
し

く
掲
載
す
る「
新
聞
」「
書
籍
」「
広
告
」等
の
写
真
印
刷
物
が
、

屋
内
に
も
屋
外
に
も
大
量
に
氾
濫
す
る
と
、
通
常
、
鑑
賞
者

は
、
そ
れ
ら
に
一
時
目
を
留
め
て
も
、
写
真
画
像
を
一
つ
一

つ
真
剣
に
腰
を
落
ち
着
け
て
注
視
し
な
く
な
る
。こ
れ
に
は
、

さ
ら
に
、同
一
の
写
真
画
像
の
反
復
提
示
に
よ
る
注
意
散
漫

も
加
わ
る
。

　

そ
の
結
果
、鑑
賞
者
に
は
、「
脱
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
に
よ
る

「
脱
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」
も
生
じ
、そ
の
頻
度
に
応
じ
て
、個
々

の
写
真
画
像
は
、必
然
的
に
情
動
的
価
値
の
薄
い
単
な
る
無

害
な
視
覚
印
象
に
過
ぎ
な
く
な
る
。や
が
て
、鑑
賞
者
に
は
、

視
界
に
入
る
多
数
の
惑
乱
的
な
幻
影
的
視
覚
印
象
す
べ
て
と

通
時
的
に
向
き
合
う
、「
パ
ノ
ラ
マ
的
知
覚
」
が
成
立
す
る
。

　

そ
し
て
、同
等
の
「
知
覚
の
変
容
」
は
、一
八
九
五
年
に
世

界
初
公
開
さ
れ
る
、「
映
画
」
で
も
生
じ
る
。

　

前
述
の
と
お
り
、ま
ず
「
写
真
」
で
は
、鑑
賞
者
と
被
写
体

の
「
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
は
完
全
に
瓦
解
し
、「
非
ア
ウ
ラ
的
関

係
」
に
よ
る
「
非
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」
が
発
現
し
、消
極
的
傍
視

が
顕
現
す
る
。
こ
れ
に
加
え
て
、
そ
う
し
た
写
真
映
像
を
高

速
で
連
続
投
影
す
る
、「
映
画
」
で
は
、普
通
、鑑
賞
者
は
、そ

れ
ら
を
一
瞬
知
覚
し
て
も
、投
影
像
を
一
つ
一
つ
詳
細
に
静

止
的
に
熟
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。こ
れ
に
は
、さ
ら
に
、

同
一
の
映
画
作
品
の
反
復
上
映
に
よ
る
注
意
散
漫
も
加
わ

る
。

　

そ
の
結
果
、鑑
賞
者
に
は
、「
脱
ア
ウ
ラ
的
関
係
」
に
よ
る

「
脱
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」
も
生
じ
、そ
の
分
率
に
応
じ
て
、個
々

の
投
影
像
は
、構
造
的
に
倫
理
的
負
担
の
微
弱
な
単
な
る
娯

楽
的
な
視
覚
印
象
に
過
ぎ
な
く
な
る
。
や
が
て
、
鑑
賞
者
に

は
、冒
頭
か
ら
終
幕
ま
で
の
無
数
の
動
画
的
な
夢
幻
的
視
覚

印
象
す
べ
て
と
一
貫
的
に
対
面
す
る
、「
パ
ノ
ラ
マ
的
知
覚
」

が
生
じ
る
。

　

な
お
、
こ
う
し
た
「
映
画
」
的
「
パ
ノ
ラ
マ
的
知
覚
」
は
、

他
に
も
、
二
〇
世
紀
に
一
般
化
す
る
、「
テ
レ
ビ
」「
ビ
デ
オ
」

「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
」
等
の
各
種
の
「
映
像
機
械
」
で
も
同
様

に
成
立
す
る
。
ま
た
、「
ラ
ジ
オ
」「
レ
コ
ー
ド
」「
テ
ー
プ
レ

コ
ー
ダ
ー
」「
Ｃ
Ｄ
」
等
の
各
種
の
「
音
響
機
械
」
を
含
む
、

一
方
向
的
・
自
動
再
生
的
な
「
視
聴
覚
機
械
」
で
も
、
相
互

交
流
の
欠
如
の
分
だ
け
、
や
は
り
「
脱
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」
が

発
生
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
近
代
技
術
」
の
一
般
社
会
へ
の
浸
透
に
つ

れ
て
、そ
の
「
知
覚
の
変
容
」
は
、日
常
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
領

域
で
普
通
化
す
る
。そ
し
て
、そ
う
し
た
「
ア
ウ
ラ
の
凋
落
」

が
通
常
化
し
た
環
境
で
は
、印
象
派
の
「
筆
触
分
割
」
は
、き

わ
め
て
親
し
み
深
い
適
応
的
造
形
表
現
と
感
受
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　

逆
に
言
え
ば
、
保
守
的
批
評
家
ル
イ
・
ル
ロ
ワ
が
、
革
新

的
印
象
派
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
の《
カ
ピ
ュ
シ
ー
ヌ
大
通
り
》（
一

八
七
三
年
）
の
群
集
描
写
と
し
て
の
斑
点
描
法
を
、「
無
数
の

黒
い
か
す
れ
」
と
し
か
理
解
で
き
ず
に
批
判
し
た
こ
と
は
、

古
い
「
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」
に
基
づ
い
て
、新
し
い
「
脱
ア
ウ
ラ

的
造
形
」
を
評
釈
し
た
誤
解
と
解
釈
で
き
る
。
そ
し
て
、
当

初
は
、
非
難
と
排
除
の
対
象
だ
っ
た
印
象
派
が
、
時
間
の
経

過
と
と
も
に
、
徐
々
に
人
々
に
支
持
さ
れ
、
さ
ら
に
後
続
の

前
衛
画
家
た
ち
の
基
礎
的
な
絵
画
文
法
と
な
っ
た
こ
と
も
、

「
近
代
技
術
」
に
よ
る
「
知
覚
の
変
容
」
の
随
時
的
・
全
般
的

進
展
と
い
う
観
点
か
ら
理
解
で
き
る
。

　

少
な
く
と
も
、
新
た
に
興
隆
し
た
動
態
的
・
間
接
的
・
抽

象
的
な
「
非
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」「
脱
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」「
パ
ノ

ラ
マ
的
知
覚
」
が
、
従
来
の
静
態
的
・
直
接
的
・
具
象
的
な

自
然
主
義
的
写
実
描
法
で
は
、的
確
に
描
出
す
る
こ
と
が
非

常
に
困
難
な
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。そ
の
意
味
で
、「
近
代
絵

画
」
に
お
い
て
、
旧
来
の
伝
統
的
で
正
統
的
な
「
ル
ネ
サ
ン

ス
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
が
、そ
の
主
流
か
ら
没
落
し
、「
絵
画
の

抽
象
化
」
が
、
新
た
な
る
本
流
を
確
立
し
た
こ
と
に
は
、
確

か
に
不
可
避
的
な
歴
史
的
必
然
性
が
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、各
種
の
「
近
代
技
術
」
は
、「
知
覚
の
変
容
」

を
生
む
。さ
ら
に
、そ
の
中
で
も
、特
に「
移
動
機
械
」は
、「
視

覚
の
変
容
」
を
加
味
す
る
。

　

事
実
、ヴ
ォ
ル
フ
ガ
ン
グ
・
シ
ヴ
ェ
ル
ブ
シ
ュ
は
、『
鉄
道

旅
行
の
歴
史
』
で
、一
九
世
紀
中
期
以
後
発
達
す
る
、「
蒸
気

鉄
道
」
の
「
車
輪
・
線
路
」
と
「
蒸
気
機
関
」
に
よ
る
「
機
械

の
ア
ン
サ
ン
ブ
ル
」
が
、
よ
り
「
有
機
的
自
然
の
限
界
か
ら

の
解
放
」
を
促
進
し
、
乗
客
の
視
覚
を
さ
ま
ざ
ま
に
変
化
さ

せ
た
経
緯
を
論
証
し
て
い
る11

。

　

そ
し
て
、こ
の
「
蒸
気
鉄
道
」
に
よ
る
「
視
覚
の
変
容
」
を

形
象
化
し
た
の
が
、ま
さ
に
、当
初
は
印
象
派
の
一
員
で
あ
っ

た
、「
後
期
印
象
派
」
の
ポ
ー
ル
・
セ
ザ
ン
ヌ
と
特
定
で
き
る

近
代
技
術
に
よ
る
視
覚
の
変
容

5

第二章　抽象絵画と近代技術──ヴァルター ･ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに
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（
図
２
）。

　

こ
こ
に
、「
大
都
市
群
集
」
に
よ
る
「
知
覚
の
変
容
」
を
表

現
す
る
「
印
象
派
」
に
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
画
風
が
連
続
す
る
こ

と
の
整
合
性
を
観
取
で
き
る
。

　

実
際
に
、セ
ザ
ン
ヌ
の
様
式
的
特
徴
で
あ
る
、「
視
点
の
複

数
化
」「
対
象
の
歪
曲
化
」
は
、蒸
気
鉄
道
に
お
け
る
視
点
の

移
行
と
、
そ
の
視
界
の
朦
朧
化
に
呼
応
し
て
い
る
。
ま
た
、

そ
の
「
構
図
の
集
中
化
」「
筆
致
の
近
粗
化
」
は
、
汽
車
の
車

窓
風
景
で
は
、事
物
は
遠
景
に
あ
る
ほ
ど
視
野
中
央
で
長
く

動
か
ず
、近
景
に
あ
る
ほ
ど
視
野
外
に
素
早
く
消
え
去
る
こ

と
に
対
応
し
、「
運
筆
の
水
平
化
」
は
、平
行
に
逆
走
す
る
車

外
風
景
や
、横
ぶ
れ
す
る
車
内
場
景
に
お
け
る
対
象
の
残
像

現
象
に
相
応
し
て
い
る
。さ
ら
に
、そ
の
「
前
景
の
消
失
化
」

「
画
像
の
平
面
化
」
は
、機
械
的
速
度
の
介
入
に
よ
る
乗
客
の

風
景
か
ら
の
視
覚
的
疎
外
化
に
照
応
し
、「
形
態
の
抽
象
化
」

「
色
彩
の
純
粋
化
」
は
、蒸
気
機
関
と
車
輪
線
路
の
抽
象
運
動

に
よ
る
視
覚
の
純
化
に
一
致
し
て
い
る
。そ
し
て
、そ
の
「
共

感
の
希
薄
化
」
は
、
鉄
道
旅
行
に
お
け
る
観
光
的
傍
観
の
成

立
と
合
致
し
て
い
る
。

　

ま
た
、こ
う
し
た
「
移
動
機
械
」
的
視
覚
は
、一
九
世
紀
後

期
以
降
発
展
す
る
、「
自
動
車
」
が
、「
ゴ
ム
タ
イ
ヤ
・
舗
装

道
路
」
と
「
内
燃
機
関
」
に
よ
り
、よ
り
行
動
的
自
由
度
を
増

し
、
よ
り
「
有
機
的
自
然
の
限
界
か
ら
の
解
放
」
を
推
進
す

る
こ
と
で
、よ
り
一
層
日
常
生
活
に
浸
透
す
る
。

　

そ
し
て
、
相
対
的
に
制
約
的
・
受
動
的
な
「
蒸
気
鉄
道
」

に
対
し
、
こ
の
よ
り
随
意
的
・
能
動
的
な
「
自
動
車
」
に
よ

る
「
視
覚
の
変
容
」
を
表
象
化
し
た
の
が
、
ま
さ
に
、「
彩
色

の
主
観
化
」「
素
描
の
主
観
化
」
や
「
色
彩
の
純
粋
化
」「
形
態

の
抽
象
化
」、お
よ
び
「
彩
色
の
過
激
化
」「
素
描
の
過
激
化
」

を
様
式
的
特
徴
と
す
る
、ア
ン
リ
・
マ
テ
ィ
ス
、モ
ー
リ
ス
・

ド
・
ヴ
ラ
マ
ン
ク
、ア
ン
ド
レ
・
ド
ラ
ン
等
の
「
フ
ォ
ー
ヴ
ィ

ズ
ム
」
と
判
定
で
き
る
（
図
３
）。

　

こ
こ
に
、
フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ス
ト
の
多
く
が
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
支

持
者
で
あ
る
と
と
も
に
、セ
ザ
ン
ヌ
が
あ
く
ま
で
も
受
動
的

感
覚
に
留
ま
る
の
に
対
し
、フ
ォ
ー
ヴ
ィ
ズ
ム
が
よ
り
能
動

的
感
覚
を
重
視
す
る
合
理
性
を
看
取
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
こ
う
し
た
水
平
的
な
「
陸
上
移
動
機
械
」
的
視

覚
は
、二
〇
世
紀
以
後
進
展
す
る
、「
空
中
移
動
機
械
」
で
あ

る
「
飛
行
機
」
が
、「
機
翼
」
と
「
内
燃
機
関
」
に
よ
り
、
文
字

ど
お
り
人
間
を
大
地
か
ら
離
陸
さ
せ
、
よ
り
「
有
機
的
自
然

の
限
界
か
ら
の
解
放
」
を
増
進
す
る
こ
と
で
、
さ
ら
に
垂
直

的
要
素
も
加
算
さ
れ
、よ
り
一
層
社
会
生
活
に
浸
潤
す
る
。

　

こ
の
「
飛
行
機
」
に
よ
る
「
視
覚
の
変
容
」
で
は
、特
に
飛

翔
の
高
度
上
昇
に
よ
る
、「
地
表
の
抽
象
化
」が
明
瞭
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
う
し
た
重
力
的
束
縛
か
ら
の
心
身
的
解
放
は
、

「
陸
上
移
動
機
械
」
よ
り
も
、さ
ら
に
一
層
「
視
覚
の
抽
象
化
」

を
純
粋
化
す
る
。

　

こ
う
し
た「
飛
行
機
」的
視
覚
も
ま
た
、未
来
主
義
は
勿
論
、

ヴ
ァ
シ
リ
ー
・
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
、ア
ン
リ
・
マ
テ
ィ
ス
、

フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
・
ク
プ
カ
、カ
ジ
ミ
ー
ル
・
マ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
、

ロ
ベ
ー
ル
・
ド
ロ
ー
ネ
ー
（
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
ピ
ー
ト
・
モ

ン
ド
リ
ア
ン
）
等
の
「
抽
象
絵
画
」
の
先
駆
者
た
ち
に
多
大
な

図２　ポール・セザンヌ《サント・ヴィクトワール山と大松》1887 年頃　油彩

図３　アンリ・マティス《フロント・ガラス》1917 年　油彩
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影
響
を
与
え
て
い
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら
の
「
近
代
絵
画
」
に
お
け
る
、「
ル

ネ
サ
ン
ス
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」
か
ら
「
絵
画
の
抽
象
化
」
へ
の

変
移
も
ま
た
、「
近
代
技
術
」
に
よ
る
機
械
的
な
迅
速
性
お
よ

び
駆
動
性
の
介
在
に
よ
る
、
主
体
と
客
体
の
「
ア
ウ
ラ
の
凋

落
」
の
感
化
と
解
釈
で
き
る
。

　

こ
れ
に
加
え
て
、こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な「
移
動
機
械
」は
、

さ
ら
に
「
意
識
の
変
容
」
も
導
入
す
る
。

　

な
ぜ
な
ら
、「
移
動
機
械
」
は
、そ
の
機
械
的
高
速
直
線
運

動
に
よ
り
、
主
観
的
・
客
観
的
な
「
時
間
」
と
「
空
間
」
を
大

幅
に
縮
小
す
る
か
ら
で
あ
る
。こ
れ
は
、「
時
間
」
と
「
空
間
」

の
固
定
性
や
固
有
性
の
抹
消
と
い
う
点
で
、「
シ
ョ
ッ
ク
」
で

あ
り
、「
ア
ウ
ラ
の
凋
落
」
の
一
形
態
で
あ
る
。

　

事
実
、「
移
動
機
械
」
に
よ
り
、
理
念
的
に
、「
空
間
」
的
に

は
結
び
付
く
は
ず
の
な
い
無
数
の
遠
隔
地
す
べ
て
が
、「
時

間
」
的
な
隣
接
地
と
し
て
結
合
さ
れ
る
と
、
従
来
の
自
然
な

「
一
点
透
視
遠
近
法
」
的
世
界
観
は
崩
壊
す
る
。
そ
の
結
果
、

人
々
の
意
識
に
は
、本
来
ま
っ
た
く
異
な
る
す
べ
て
の
場
所

が
、ま
る
で
同
一
平
面
上
に
一
覧
的
か
つ
モ
ザ
イ
ク
状
に
並

置
さ
れ
る
よ
う
な
、新
し
い
超
自
然
的
な
世
界
観
が
現
出
す

る
。こ
の
新
し
い
想
念
上
の
「
パ
ノ
ラ
マ
的
知
覚
」
を
、旧
来

の
「
一
点
透
視
遠
近
法
」
的
世
界
観
に
対
し
、「
世
界
同
時
性
」

的
世
界
観
と
定
義
で
き
る
。

　

ま
た
、こ
う
し
た
「
移
動
機
械
」
に
よ
る
「
時
空
間
概
念
の

変
容
」
は
、
さ
ら
に
一
九
世
紀
後
半
以
降
流
通
す
る
、
各
種

の
「
伝
達
機
械
」
で
も
同
様
に
成
立
す
る
。

　

つ
ま
り
、「
電
話
」
は
「
時
間
」
と
「
空
間
」
を
軽
視
し
、「
無

近
代
技
術
に
よ
る
意
識
の
変
容

6

線
」
は
「
時
間
」
と
「
空
間
」
を
無
視
し
、「
Ｘ
線
」
は
「
時

間
」
と
「
空
間
」
を
透
視
し
、「
写
真
」
は
「
時
間
」
と
「
空

間
」
を
採
集
し
、「
映
画
」
は
「
時
間
」
と
「
空
間
」
を
編

成
し
、「
レ
コ
ー
ド
」
は
「
時
間
」
と
「
空
間
」
を
復
元
し
、

「
ラ
ジ
オ
」
は
「
時
間
」
と
「
空
間
」
を
臨
在
化
し
、「
複

製
技
術
」
は
「
時
間
」
と
「
空
間
」
を
遍
在
化
す
る
。

　

な
お
、情
報
伝
達
の
機
械
的
な
加
速
的
大
量
化
を
背

景
と
す
る
、「
新
聞
」「
書
籍
」「
広
告
」
等
も
、「
時
間
」
と

「
空
間
」を
集
中
す
る
。ま
た
、「
大
都
市
群
集
」「
百
貨
店
」

「
博
覧
会
」
等
も
、「
移
動
機
械
」
を
基
盤
と
し
、広
範
囲

か
ら
頻
繁
に
異
質
で
多
彩
な
人
間
や
物
品
を
眼
前
化
す

る
点
で
、「
時
間
」
と
「
空
間
」
を
集
結
す
る
。
さ
ら
に
、

鉄
と
ガ
ラ
ス
の
機
械
的
な
大
量
生
産
・
大
量
運
搬
に
よ

り
普
及
す
る
、「
ガ
ラ
ス
建
築
」
も
、屋
内
外
を
透
明
化

す
る
こ
と
で
、「
時
間
」
と
「
空
間
」
を
貫
通
す
る
。

　

こ
れ
ら
の
「
伝
達
機
械
」
に
よ
る
「
時
空
間
概
念
の

変
容
」
も
、
従
来
の
自
然
な
馴
染
み
あ
る
知
覚
領
域
に
、
突

然
見
知
ら
ぬ
異
物
が
襲
来
す
る
点
で
、「
シ
ョ
ッ
ク
」で
あ
り
、

や
は
り
「
ア
ウ
ラ
の
凋
落
」
の
一
様
態
で
あ
る
。そ
の
上
で
、

や
は
り
観
念
的
に
、そ
う
し
た
本
来
ま
っ
た
く
見
慣
れ
ぬ
す

べ
て
の
個
別
的
「
空
間
」
は
、本
性
的
に
必
要
な
「
時
間
」
を

無
化
し
て
近
接
さ
せ
ら
れ
、単
一
平
面
上
で
総
覧
的
か
つ
切

子
細
工
状
に
融
合
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　

そ
し
て
、こ
う
し
た
「
近
代
技
術
」
に
よ
る
「
時
空
間
概
念

の
変
容
」
を
、最
も
明
敏
に
象
徴
化
し
た
の
が
、パ
ブ
ロ
・
ピ

カ
ソ
や
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ブ
ラ
ッ
ク
等
に
よ
る
、ま
さ
に
、「
一

点
透
視
遠
近
法
」
を
解
体
し
、
正
面
と
側
面
を
同
時
に
総
合

す
る
、「
キ
ュ
ビ
ズ
ム
」
や
、元
来
ま
っ
た
く
異
質
な
諸
要
素

を
同
一
平
面
上
に
配
置
す
る
、「
コ
ラ
ー
ジ
ュ
」
と
同
定
で
き

る
（
図
４
）。

　

こ
こ
に
、「
蒸
気
鉄
道
」
に
よ
る
「
視
覚
の
変
容
」
を
実
現

す
る
セ
ザ
ン
ヌ
の
理
論
や
実
践
に
、キ
ュ
ビ
ズ
ム
が
接
続
す

る
と
と
も
に
、
キ
ュ
ビ
ズ
ム
や
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
「
一
点
透
視

遠
近
法
の
崩
壊
」
が
、
後
進
の
先
鋭
画
家
た
ち
の
基
本
的
な

共
通
言
語
と
な
っ
た
道
理
性
を
読
取
で
き
る
。

　

な
お
、
こ
れ
ら
の
速
度
的
・
間
接
的
な
「
近
代
技
術
」
は

す
べ
て
、
事
象
の
継
時
性
や
土
着
性
を
撹
乱
す
る
上
に
、
い

ず
れ
も
、
マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
の
言
う
「
感
覚
比

率11

」
の
変
更
に
よ
る
、「
五
感
の
捨
象
化
」
や
「
注
意
の
散
漫

化
」、
そ
し
て
「
相
互
交
流
の
減
少
化
」
を
招
来
す
る
。
そ
の

意
味
で
、こ
れ
ら
の
「
近
代
絵
画
」
に
お
け
る
「
ル
ネ
サ
ン
ス

的
リ
ア
リ
ズ
ム
」か
ら「
絵
画
の
抽
象
化
」へ
の
変
転
も
ま
た
、

「
近
代
技
術
」
の
機
械
的
媒メ

デ
ィ
ア体

性
の
媒
介
に
よ
る
、主
体
と
客

体
の
「
ア
ウ
ラ
の
凋
落
」
の
反
映
と
理
解
で
き
る
。

第二章　抽象絵画と近代技術──ヴァルター ･ベンヤミンの「アウラ」概念を手掛りに

図４　パブロ・ピカソ《アヴィニョンの娘達》1907 年油彩
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こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、こ
の
「
近
代
技
術
」
に
よ
る
「
意

識
の
変
容
」、
つ
ま
り
「
世
界
同
時
性
」
的
世
界
観
が
、
自
然

な
心
身
性
を
喪
失
し
、「
自
我
が
世
界
に
拡
大
す
る
」
と
形
容

さ
れ
る
問
題
で
あ
る
。

　

た
と
え
ば
、マ
ー
シ
ャ
ル
・
マ
ク
ル
ー
ハ
ン
は
、『
メ
デ
ィ

ア
論
』（
一
九
六
四
年
）
で
、「
機
械
時
代
の
間
、
私
達
は
空
間

に
身
体
を
拡
張
し
て
い
た
。
今
日
、
一
世
紀
以
上
の
電
子
技

術
の
後
、私
達
は
自
分
の
中
枢
神
経
組
織
自
体
を
地
球
規
模

で
拡
張
し
、
私
達
の
地
球
に
関
す
る
限
り
、
空
間
も
時
間
も

抹
殺
さ
れ
て
い
る11

」
と
主
張
し
て
い
る
。

　

元
々
、「
一
点
透
視
遠
近
法
」
的
世
界
観
は
、主
体
が
客
体

を
截
然
と
分
離
す
る
、ル
ネ
サ
ン
ス
的
合
理
主
義
精
神
の
所

産
で
あ
っ
た11

。こ
れ
に
対
し
、「
世
界
同
時
性
」
的
世
界
観
は
、

主
体
が
客
体
を
限
り
な
く
包
摂
し
よ
う
と
す
る
、近
代
技
術

主
義
精
神
の
投
影
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、「
ル
ネ
サ
ン
ス
」
の
「
主
客
分
離
」
的
世
界
観
が
、

事
物
を
「
三
次
元
的
立
体
感
」
と
し
て
描
写
す
る
「
一
点
透

視
遠
近
法
」
を
創
出
し
た
と
す
れ
ば
、こ
の
「
近
代
」
の
「
主

客
融
合
」
的
世
界
観
は
、対
象
を
「
二
次
元
的
平
面
感
」
と
し

て
描
出
す
る
別
の
表
象
体
系
を
創
造
せ
ず
に
は
お
か
な
い
。

　

こ
こ
に
、「
近
代
絵
画
」
に
お
け
る
、「
ル
ネ
サ
ン
ス
的
リ

ア
リ
ズ
ム
」
か
ら
「
絵
画
の
抽
象
化
」
へ
の
変
遷
の
、も
う
一

つ
の
不
可
避
的
な
歴
史
的
必
然
性
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
本

来
「
三
次
元
」
的
な
現
実
世
界
の
事
物
を
、「
二
次
元
」
的
な

造
形
表
現
に
還
元
し
よ
う
と
す
れ
ば
、対
象
は
必
ず
、「
抽
象

化
」
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

世
界
同
時
性
的
世
界
観
・

二
次
元
的
平
面
感

7

　

興
味
深
い
こ
と
に
、一
般
に
日
本
の
伝
統
的
精
神
風
土
は
、

主
体
と
客
体
が
明
確
に
解
離
し
て
い
な
い
「
主
客
未
分
離
」

で
あ
り
、
そ
の
伝
統
的
な
絵
画
表
現
も
や
は
り
、「
二
次
元
」

的
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
日
本
の
「
浮
世
絵
」
が
、「
近
代

技
術
」
が
急
速
に
発
達
す
る
一
九
世
紀
後
半
以
後
の
西
洋
に

「
ジ
ャ
ポ
ニ
ズ
ム
」
を
巻
き
起
こ
し
、印
象
派
以
降
の
近
代
画

家
た
ち
に
絶
大
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
単
な
る
偶
然
で
は

な
い
。

　

ま
た
同
様
に
、
パ
ブ
ロ
・
ピ
カ
ソ
が
ア
フ
リ
カ
彫
刻
に
興

味
を
示
し
た
こ
と
に
典
型
的
な
、「
原
始
美
術
」へ
の
関
心
や
、

「
児
童
画
」「
素
人
画
」「
素
朴
画
」
の
賞
揚
等
も
、
一
つ
は
こ

の
「
主
客
未
分
離
」
的
世
界
観
の
手
本
を
求
め
た
表
れ
と
解

釈
で
き
る
。

　

さ
ら
に
興
味
深
い
こ
と
は
、こ
の
「
近
代
技
術
」
に
よ
る
、

「
自
我
が
世
界
に
拡
大
す
る
」
と
い
う
「
世
界
同
時
性
」
的
世

界
観
が
、ち
ょ
う
ど
、「
神
秘
主
義
」者
た
ち
が
告
白
す
る
、「
自

我
が
世
界
に
融
解
す
る
」
と
い
う
「
超
越
体
験
」
と
非
常
に

酷
似
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
れ
に
は
、
同
様

の
効
果
を
も
た
ら
す
、各
種
の「
飲
酒
体
験
」や「
薬
物
体
験
」

も
加
え
ら
れ
る
。す
な
わ
ち
、こ
れ
ら
の
世
界
観
は
す
べ
て
、

い
ず
れ
も
主
体
と
客
体
の
境
界
が
き
わ
め
て
曖
昧
な
変
性
意

識
で
あ
る
。

　

そ
の
意
味
で
、
ヴ
ァ
シ
リ
ー
・
カ
ン
デ
ィ
ン
ス
キ
ー
、
フ

ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
・
ク
プ
カ
、
ピ
ー
ト
・
モ
ン
ド
リ
ア
ン
、
カ

ジ
ミ
ー
ル
・
マ
レ
ー
ヴ
ィ
チ
等
の
「
抽
象
絵
画
」
の
探
究
者

た
ち
の
多
く
が
、
神
智
学
や
人
智
学
等
の
「
神
秘
主
義
」
と

深
い
関
係
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、決
し
て
奇
妙
で
は
な
い
。

ま
た
、前
衛
的
な
「
抽
象
絵
画
」
の
開
拓
者
た
ち
の
多
数
が
、

時
に
酒
類
や
麻
薬
等
に
嗜
好
を
示
し
が
ち
な
こ
と
も
ま
た
、

そ
の
善
悪
は
別
と
し
て
、
一
つ
は
こ
の
「
主
客
未
分
離
」
的

世
界
観
の
見
本
を
求
め
た
現
れ
と
理
解
で
き
る
。

お
わ
り
に

　

以
上
の
よ
う
に
、「
近
代
絵
画
」
に
お
け
る
「
絵
画
の
抽
象

化
」に
は
、「
近
代
技
術
」よ
る「
知
覚
・
視
覚
・
意
識
の
変
容
」、

つ
ま
り
「
心
性
の
変
容
」、よ
り
具
体
的
に
は
「
ア
ウ
ラ
の
凋

落
」
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
。

　

た
だ
し
、
改
め
て
強
調
し
て
お
く
が
、「
絵
画
の
抽
象
化
」

の
原
因
は
、
必
ず
し
も
一
つ
だ
け
に
限
定
さ
れ
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、元
々
、「
絵
画
」を
制
作
す
る
画
家
の
動
機
は
、意
識
的
・

無
意
識
的
を
問
わ
ず
、一
人
だ
け
で
も
き
わ
め
て
莫
大
で
多

岐
に
わ
た
る
上
に
、
そ
こ
に
は
、
画
家
個
人
の
さ
ま
ざ
ま
な

心
理
的
・
肉
体
的
条
件
は
勿
論
、
そ
の
画
家
自
身
が
所
属
す

る
多
様
な
時
代
的
・
社
会
的
状
況
が
、
複
雑
か
つ
複
合
的
に

反
映
し
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

要
因
を
、
た
だ
一
つ
の
文
脈
だ
け
に
機
械
的
・
決
定
論
的
に

還
元
す
る
こ
と
は
、お
そ
ら
く
無
理
で
無
意
味
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
も
な
お
、「
近
代
絵
画
」
に
お
け
る
「
絵
画
の
抽
象

化
」
に
つ
い
て
の
解
釈
の
一
つ

0

0

と
し
て
、「
近
代
技
術
」
に
よ

る「
有
機
的
自
然
の
限
界
か
ら
の
解
放
」「
近
代
技
術
的
環
境
」

「
ア
ウ
ラ
の
凋
落
」が
も
た
ら
す
、「
心
性
の
変
容
」に
対
す
る
、

新
た
な
「
象
徴
形
式
」
と
し
て
の
「
イ
コ
ン
」
の
再
編
、す
な

わ
ち
、
外
界
と
内
面
の
不
均
衡
を
改
善
し
、
認
識
と
行
為
の

不
調
和
を
克
服
し
、環
境
へ
の
適
合
を
完
成
す
る
た
め
の
新

し
い
造
形
様
式
の
再
構
築
を
想
定
す
る
こ
と
は
、決
し
て
不

可
能
で
も
不
合
理
で
も
な
い
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、新
た
に
勃
興
し
た
動
態
的
・
間
接
的
・

二
次
元
的
・
抽
象
的
な
「
非
ア
ウ
ラ
的
知
覚
」「
脱
ア
ウ
ラ
的

知
覚
」「
パ
ノ
ラ
マ
的
知
覚
」
が
、従
来
の
静
態
的
・
直
接
的
・
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三
次
元
的
・
具
象
的
な「
ル
ネ
サ
ン
ス
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」で
は
、

適
確
に
表
現
す
る
こ
と
が
き
わ
め
て
至
難
で
あ
る
こ
と
は
事

実
で
あ
る
。そ
し
て
、そ
の
意
味
で
、「
近
代
技
術
」に
よ
る「
心

性
の
変
容
」
の
普
遍
化
に
つ
れ
て
、「
近
代
絵
画
」
に
お
い
て
、

旧
来
の
本
道
的
で
正
嫡
的
な「
ル
ネ
サ
ン
ス
的
リ
ア
リ
ズ
ム
」

が
、
そ
の
主
流
か
ら
陥
落
し
、「
絵
画
の
抽
象
化
」
こ
そ
が
、

新
た
な
る
本
流
を
定
立
し
た
こ
と
に
は
、良
し
悪
し
や
好
き

嫌
い
を
別
と
し
て
、確
か
に
不
可
抗
力
的
な
歴
史
的
宿
命
性

を
確
認
で
き
る
。

＊
本
稿
は
、
二
〇
〇
九
年
八
月
七
日
に
、
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究

会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（http://hom

epage2.nifty.com
/m

ono-gaku/

）
で

研
究
発
表
し
た
原
稿
を
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

　

な
お
、「
ア
ウ
ラ
」
概
念
の
よ
り
詳
細
な
分
析
に
つ
い
て
は
、

二
〇
一
〇
年
一
月
四
日
に
、
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
研
究
発
表
し
た
、
拙

稿
「
ヴ
ァ
ル
タ
ー
・
ベ
ン
ヤ
ミ
ン
の
『
ア
ウ
ラ
』
に
つ
い
て
」
を
参
照

さ
れ
た
い
。
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は
じ
め
に

　

も
の
づ
く
り
、
す
な
わ
ち
人
工
物
を
創
り
だ
す
行
為
は
、

人
類
を
人
類
た
ら
し
め
る
行
為
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。過
去
の

人
類
が
つ
く
り
だ
し
た
人
工
物
の
う
ち
、現
存
す
る
物
に
限

れ
ば
、日
本
列
島
に
お
け
る
物
づ
く
り
は
石
器
に
始
ま
る
。

　

石
器
は
人
が
生
活
を
営
む
上
で
必
要
不
可
欠
な
利
器
の
一

つ
で
あ
っ
た
。肉
食
獣
の
よ
う
に
鋭
い
牙
を
も
つ
で
も
な
く
、

俊
敏
に
駆
け
回
る
こ
と
も
で
き
な
い
人
間
が
、鋭
利
な
刺
突

具
に
よ
っ
て
、食
べ
物
と
な
る
動
物
を
積
極
的
に
狩
る
こ
と

が
で
き
る
。あ
る
い
は
石
器
よ
り
も
柔
ら
か
い
素
材
を
加
工

す
る
こ
と
に
も
用
い
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。

　

石
器
に
次
い
で
列
島
に
登
場
す
る
重
要
な
人
工
物
の
ひ
と

つ
に
土
器
が
あ
る
。粘
土
の
塊
り
を
こ
ね
、ひ
ね
り
な
が
ら
、

粘
土
に
形
を
与
え
て
い
く
。
器
の
形
を
つ
く
り
、
そ
れ
を
火

に
か
け
て
焼
成
す
る
。す
る
と
粘
土
の
器
は
水
の
漏
れ
な
い

容
器
に
転
じ
る
。
こ
の
土
器
を
用
い
る
こ
と
で
、
よ
う
や
く

人
は
食
べ
物
を
煮
炊
き
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。

　

そ
し
て
、土
器
を
つ
く
る
技
術
を
応
用
し
て
つ
く
り
出
さ

れ
た
の
が
土
偶
で
あ
る
。人
型
の
土
偶
は
い
わ
ゆ
る
利
器
と

は
一
線
を
画
す
る
人
工
物
で
あ
る
。実
質
的
に
は
土
偶
と
い

う
偶
像
を
用
い
る
こ
と
で
料
理
を
つ
く
っ
た
り
、獣
や
魚
を

仕
留
め
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　

し
か
し
、
人
の
手
に
よ
っ
て
生
み
だ
さ
れ
た
か
ら
に
は
、

何
ら
か
の
用
途
と
機
能
を
も
っ
た
物
で
あ
る
こ
と
は
確
か

だ
。
そ
の
た
め
、
日
本
考
古
学
に
お
い
て
は
、
用
途
や
機
能

を
比
較
的
蓋
然
性
が
高
く
推
定
で
き
る
利
器
類
を
「
第
一
の

道
具
」
と
し
、
土
偶
の
よ
う
な
明
確
な
用
途
の
推
定
が
困
難

で
あ
り
、「
第
一
の
道
具
」
と
は
別
種
の
用
途
や
機
能
を
も
つ

人
工
物
を
「
第
二
の
道
具
」
と
便
宜
的
に
分
類
し
、
研
究
が

積
み
重
ね
ら
れ
て
い
る1

。
無
論
、
土
偶
は
後
者
に
属
す
る
。

土
偶
の
用
途
や
機
能
に
つ
い
て
は
諸
説
あ
る
が
、こ
こ
で
は

深
く
踏
み
込
ま
な
い
。
こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、

縄
文
土
偶
は
、
土
器
と
同
様
に
そ
れ
を
つ
く
り
、
使
用
し
た

人
々
の
生
活
に
密
着
し
た
、用
途
と
機
能
を
も
つ
道
具
で
あ

る
と
い
う
こ
と
だ
。

　

さ
て
、
私
が
本
稿
で
論
じ
た
い
の
は
、
タ
イ
ト
ル
に
あ
る

と
お
り
、物
づ
く
り
に
お
け
る
「
モ
ノ
」
と
は
何
か
、と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
鎌
田
東
二
は
「
モ
ノ
学
」
と
い
う
新
領
域
を

創
設
す
る
に
あ
た
っ
て
、「
モ
ノ
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
、

問
題
を
投
げ
か
け
て
い
る
。

　

は
じ
め
に「
モ
ノ
」が
あ
っ
た
。そ
の「
モ
ノ
」か
ら「
物
」

が
生
ま
れ
、ま
た
「
者
」
が
生
ま
れ
、「
物
・
事
」
が
生
じ
た
。

そ
の
物
の
始
ま
り
を
告
げ
る
「
モ
ノ
」
と
は
何
か
。

　

日
本
語
の
「
も
の
」
は
複
雑
な
意
味
性
を
内
包
し
て
い

る
。「
も
の
」
は
単
な
る
「
物
」
で
は
な
い
。
例
え
ば
、「
も

の
狂
い
」
と
か
「
憑
き
物
」
と
い
え
ば
、憑
霊
現
象
を
意
味

し
て
い
る
。「
も
の
の
け
」
も
通
常
目
に
は
見
え
な
い
「
妖

怪
・
怪
異
」や
霊
的
気
配
を
指
す
。「
も
の
い
み（
物
忌
み
）」

は
神
事
な
ど
に
際
し
て
身
を
慎
み
、斎
戒
す
る
こ
と
。「
も

の
ざ
ね
（
物
実
）」
と
は
、
そ
の
「
も
の
」
の
霊
性
・
霊
威

を
象
徴
す
る
内
実
を
い
う
。ま
た「
も
の
が
た
り
」は
、「
モ

第
三
章物

づ
く
り
に
お
け
る「
モ
ノ
」と
は
何
か

─
─
縄
文
土
偶
と
現
代
フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
比
較
か
ら

石
井　

匠	

國
學
院
大
學
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
ポ

ス
ド
ク
研
究
員

論
考　

モ
ノ
・
身
体
・
芸
術	
第
２
部	
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ノ
」が「
者
」を
通
し
て
言
葉
と
い
う「
物
」を
語
る
こ
と（
行

為
）
で
あ
り
、ま
た
そ
の
表
現
物
で
あ
る
。

　
「
も
の
の
あ
は
れ
」
と
は
、そ
う
し
た
「
モ
ノ
＝
霊
／
者

＝
心
／
物
＝
体
」
の
三
つ
の
位
相
が
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス

す
る
コ
ン
テ
キ
ス
ト
の
場
の
中
で
発
生
す
る
感
動
・
感
情
・

感
覚
価
値
を
示
す
言
葉
で
あ
る
。「
も
の
づ
く
り
」
は
ま
さ

に
道
具
な
ど
の
物
を
作
る
行
為
で
あ
る
が
、そ
の
物
の
中

に
は
魂
と
も
言
え
る
「
モ
ノ
＝
霊
」
の
位
相
が
侵
入
し
て

い
る
。

　

日
本
語
が
内
包
す
る
、
こ
の
よ
う
な
豊
穣
な
「
も
の
」

感
覚
を
、
新
し
い
身
体
論
・
感
覚
論
・
存
在
論
・
認
識
論

と
し
て
再
構
築
し
、
想
像
力
の
幅
を
全
開
し
、
創
造
力
を

高
め
、「
も
の
づ
く
り
」の
現
場
を
再
度
深
く
掘
り
起
こ
し
、

未
来
に
向
か
っ
て
活
性
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
。

　
（
鎌
田
「
モ
ノ
学
の
構
築
」『
モ
ノ
学
・
感
覚
価
値
研
究
』
第

一
号
、二
〇
〇
七
年
）

　

本
稿
で
問
題
と
す
る
の
は
、鎌
田
が
物
づ
く
り
に
侵
入
す

る
と
す
る
「
モ
ノ
＝
魂
・
霊
」
の
位
相
が
、
実
際
の
「
物
」
に

具
体
的
に
ど
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
か
、と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
、「
モ
ノ
」
は
多
義
的
か
つ
多
層
的
で
あ
り
、
定

義
も
ま
ま
な
ら
な
い
概
念
で
あ
る
。そ
の
上
、鎌
田
は「
モ
ノ
」

に
は
「
一
次
元
（
点
）、
二
次
元
（
平
面
）、
三
次
元
（
立
体
）、

四
次
元
・
異
次
元
」
が
あ
り
、「
次
元
間
を
繋
ぐ
回
路
」
と
し

て
の
「
孔
」
が
あ
る
と
も
言
う
。

　

つ
ま
り
、
一
応
の
定
義
を
与
え
て
お
く
と
、
見
え
る
も
の

と
見
え
な
い
も
の
を
含
み
も
っ
た
も
の
が
「
モ
ノ
」
で
あ
り
、

不
可
視
の
異
次
元
の
「
世
界
」
と
関
わ
り
を
も
ち
、
あ
ら
ゆ

る
位
相
を
結
ぶ
も
の
が
「
モ
ノ
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
よ
う
な
定
性
的
に
も
定
量
的
に
扱
う
こ
と
が
困
難
な

曖
昧
模
糊
と
し
た
「
モ
ノ
」
を
、
科
学
的
に
検
証
・
実
証
す

る
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
日
本
人
特
有
の
感

性
と
も
い
う
べ
き
「
モ
ノ
」
を
考
察
す
る
の
が
「
モ
ノ
学
・

感
覚
価
値
研
究
」
の
主
た
る
目
的
で
あ
る
。
だ
が
、
単
に
物

に
は
魂
や
霊
が
宿
っ
て
い
る
と
言
う
だ
け
で
は
、そ
れ
以
上

の
議
論
は
む
ず
か
し
く
な
っ
て
し
ま
う
。

　

そ
こ
で
、物
づ
く
り
に
お
け
る「
モ
ノ
」を
考
え
る
上
で
は
、

侵
入
し
て
く
る
「
モ
ノ
」
を
「
魂
・
霊
」
に
限
定
せ
ず
に
、
意

味
の
拡
張
と
読
み
替
え
を
行
い
な
が
ら
「
モ
ノ
」
の
考
察
を

深
め
て
い
く
こ
と
が
得
策
だ
ろ
う
。

　

そ
こ
で
、
物
に
侵
入
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
宿
っ
て
い
る

「
モ
ノ
」
と
は
何
か
に
つ
い
て
考
え
を
巡
ら
せ
て
み
る
と
、物

を
生
み
出
す
契
機
や
実
体
化
さ
れ
る
以
前
の
イ
メ
ー
ジ
、ビ

ジ
ョ
ン
、
物
か
ら
人
が
読
み
取
る
、
あ
る
い
は
物
の
バ
ッ
ク

ボ
ー
ン
に
貼
り
つ
い
て
い
る
物
語
や
神
話
伝
承
と
い
っ
た
仮

想
世
界
な
ど
が
想
起
さ
れ
る
。と
す
る
と
、「
モ
ノ
」
の
問
題

は
、物
づ
く
り
に
お
け
る
人
の
心
の
問
題
と
し
て
読
み
か
え

る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。「
魂
・
霊
」
の
問
題
に
し
て
も
、
そ

れ
が
物
に
「
あ
る
」
と
人
が
思
う
、
そ
の
よ
う
に
読
み
取
る

と
い
う
心
の
働
き
と
い
え
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
、縄
文
土
偶
と
現
代
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
に

焦
点
を
あ
て
、
両
者
の
比
較
か
ら
、
人
工
物
に
侵
入
な
い
し

は
宿
る
と
人
が
思
う
・
読
み
取
る
「
モ
ノ
」
に
つ
い
て
考
え

て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。土
偶
と
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
選
ん
だ
の

は
、
ど
ち
ら
も
人
工
物
で
あ
り
な
が
ら
「
第
一
の
道
具
」
と

は
一
線
を
画
し
、何
ら
か
の
物
語
を
背
負
っ
て
い
る
と
い
う

共
通
点
が
あ
り
、い
わ
ゆ
る
「
人
工
物
」
に
侵
入
・
宿
る
・
付

着
す
る
「
モ
ノ
」
を
考
察
す
る
上
で
は
最
適
な
対
象
と
考
え

る
か
ら
で
あ
る
。

　

さ
て
、縄
文
土
偶
と
現
代
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
比
較
す
る
上
で

整
理
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
両
者
が
果
し
て
「
美

術
品
」な
の
か
、「
道
具
」な
の
か
、は
た
ま
た
単
な
る「
玩
具
」

や
「
商
品
」
な
の
か
、と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

土
偶
は
考
古
学
の
文
脈
で
は
「
第
二
の
道
具
」
と
さ
れ
る

が
、一
般
的
に
は「
美
術
品
」と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。フ
ィ
ギ
ュ

ア
は
特
殊
な
事
例
を
除
い
て
、
一
般
的
に
は
「
玩
具
」
と
認

識
さ
れ
て
お
り
、「
美
術
品
」
の
枠
外
に
置
か
れ
る
。両
者
を

同
じ
土
俵
で
論
じ
る
に
は
、ま
ず
こ
の
近
現
代
的
な
価
値
観

の
溝
を
埋
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

　

縄
文
土
偶
は
縄
文
土
器
と
並
ん
で
、今
日
で
は
当
た
り
前

の
よ
う
に
日
本
美
術
史
の
始
ま
り
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。縄

文
土
器
も
土
偶
も
、資
本
主
義
社
会
の
価
値
観
か
ら
見
れ
ば

鑑
賞
に
耐
え
う
る
「
原
始
美
術
」
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
土
器
も
土
偶
も
、
実
際
は
現
代
的
な
価
値
観
に

拠
る
「
美
術
（
芸
術
）」
と
は
根
本
的
に
質
が
異
な
る
人
工
物

で
あ
る
。い
わ
ゆ
る「
美
術
品
」は
、生
活
を
営
む
上
で
は
ま
っ

た
く
役
に
立
た
な
い
無
用
の
人
工
物
で
あ
る2

。
こ
の
点
で
、

明
確
な
機
能
と
用
途
を
備
え
た
道
具
で
あ
る
土
偶
と
は
異
質

で
あ
る
。

　

ま
た
、
美
術
（
芸
術
）
家
は
、
最
終
的
に
美
術
館
に
自
分
の

作
品
が
収
蔵
さ
れ
る
か
、あ
る
い
は
売
買
さ
れ
る
こ
と
で
他

人
の
手
に
渡
り
、「
残
さ
れ
る
」
こ
と
を
前
提
と
し
て
作
品
＝

商
品
を
生
み
出
し
て
い
る
。

　

一
方
、
縄
文
土
偶
や
土
器
は
、
縄
文
時
代
に
生
き
た
人
々

の
生
活
の
中
で
使
用
さ
れ
た
道
具
で
あ
る
か
ら
、当
然
の
ご

と
く
、ど
ち
ら
も
ほ
と
ん
ど
が
最
終
的
に
は
捨
て
ら
れ
る
か

美
術
品
か
、道
具
か
、玩
具
か
、商
品
か
？

1
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破
壊
を
前
提
と
し
て
作
ら
れ
て
い
る
（
捨
て
る
・
壊
す
と
い
う

行
為
も
、
お
そ
ら
く
現
代
的
な
意
味
の
そ
れ
と
は
異
な
る
だ
ろ

う
）。つ
ま
り
、土
偶
は
現
代
芸
術
・
美
術
の
志
向
性
と
は
ま
っ

た
く
真
逆
に
あ
る
人
工
物
な
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、両
者
が
生
み
出
さ
れ
る
契
機
も
ま
っ
た
く
異
質
だ
。

芸
術
作
品
は
個
人
の
「
美
的
感
性
」
か
ら
生
み
だ
さ
れ
、
そ

の
価
値
を
見
い
だ
す
見
巧
者
に
よ
っ
て
日
の
目
を
み
る
こ
と

に
な
る
（
過
去
の
美
術
品
も
す
べ
て
同
様
の
価
値
判
断
に
よ
っ

て
「
美
術
品
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
）。
現
代
に
お
い

て
生
み
だ
さ
れ
る
作
品
は
社
会
的
要
請
に
よ
る
の
で
は
な

く
、基
本
的
に
作
家
個
人
が
社
会
的
要
請
を
リ
サ
ー
チ
し
な

が
ら
読
み
取
り
、時
流
の
一
歩
先
を
行
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
物

＝
商
品
を
生
み
出
そ
う
と
す
る
こ
と
で
作
ら
れ
る
（
そ
う
で

な
い
も
の
は
現
代
で
は
美
術
的
・
芸
術
的
価
値
を
持
た
な
い
）。

　

そ
れ
に
対
し
て
、土
偶
や
土
器
は
社
会
的
要
請
に
よ
っ
て

生
み
だ
さ
れ
た
道
具
で
あ
る
。実
際
に
は
個
人
が
作
る
物
だ

が
、そ
の
背
景
に
は
個
人
が
属
す
る
集
団
な
い
し
は
社
会
の

要
請
が
あ
り
、土
偶
に
は
明
確
な
用
途
と
機
能
が
求
め
ら
れ

る
。
つ
ま
り
、
縄
文
時
代
の
遺
物
は
、
現
代
の
美
術
品
と
は

ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
り
、む
し
ろ
現
代
の
日
用
品
の
遡
源
に

あ
る
。

　

と
す
る
と
、「
原
始
美
術
（
芸
術
）」
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
過

去
の
先
史
時
代
の
遺
物
群
は
、意
味
上
の
区
分
け
の
た
め
に

「
原
始
」
と
い
う
冠
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
、と
考
え
る
こ
と
も

で
き
る
。
し
か
し
、
日
本
美
術
史
を
ひ
も
解
け
ば
す
ぐ
に
わ

か
る
よ
う
に
、「
原
始
」
は
単
に
時
間
を
表
わ
し
た
修
飾
語
に

す
ぎ
な
い
。

　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、実
に
面
白
い
事
実
に
つ
き
あ
た

る
。芸
術
・
美
術
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
道
具
で
あ
り
、「
捨

て
ら
れ
る
」
運
命
に
あ
っ
た
縄
文
土
器
や
土
偶
は
、
日
本
美

術
史
の
始
ま
り
に
「
原
始
美
術
」
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る

一
方
で
、現
代
で
大
量
生
産
さ
れ
消
費
さ
れ
て
い
く
道
具
や

日
用
品
、
た
と
え
ば
鍋
や
コ
ッ
プ
の
類
は
、
当
然
の
ご
と
く

「
現
代
美
術
・
芸
術
」
と
い
う
文
脈
か
ら
外
さ
れ
て
い
る
。

　

同
じ
道
具
で
も
中
近
世
の
陶
磁
器
な
ど
は
、
一
応
、
美
術

史
に
加
え
ら
れ
て
い
る
が
、現
代
の
陶
芸
は
工
芸
と
い
う
違

う
文
脈
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
現
代
の
プ
ロ
ダ

ク
ト
デ
ザ
イ
ン
も
美
術
史
の
文
脈
の
王
道
に
は
位
置
づ
け
ら

れ
て
い
な
い
。
人
形
や
ぬ
い
ぐ
る
み
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
な
ど
は

論
外
で
、玩
具
と
い
う
扱
い
を
受
け
る
だ
け
だ
。

　

と
こ
ろ
が
奇
妙
な
こ
と
に
、
一
定
の
評
価
を
受
け
た
「
芸

術
家
」
や
「
美
術
家
」
が
素
材
と
し
て
日
用
品
を
用
い
る
、あ

る
い
は
、国
家
の
保
護
を
受
け
た
人
間
国
宝
の
手
に
よ
る
工

芸
品
は
、
芸
術
・
美
術
の
文
脈
に
組
み
込
ま
れ
る
。
特
殊
な

価
値
観
か
ら
付
加
価
値
が
与
え
ら
れ
る
商
品
だ
け
が
「
美
術

品
」
と
な
る3

。

　

さ
ら
に
言
え
ば
、た
と
え
ば
日
本
美
術
と
さ
れ
て
い
る
曼

陀
羅
は
密
教
の
絵
画
版
教
科
書
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、仏

神
像
も
崇
拝
対
象
に
な
る
偶
像
と
は
い
え
、神
社
仏
閣
に
安

置
さ
れ
る
こ
と
で
信
者
の
求
心
力
と
な
る
実
用
品
で
あ
る
。

浮
世
絵
に
い
た
っ
て
は
、い
ま
で
い
う
ア
イ
ド
ル
の
ブ
ロ
マ

イ
ド
の
よ
う
な
も
の
も
含
ま
れ
、輸
出
品
の
包
み
紙
と
し
て

使
わ
れ
た
経
緯
ま
で
も
っ
て
い
る
。つ
ま
り
、い
わ
ゆ
る
「
美

術
品
」
は
、
現
代
的
な
価
値
観
か
ら
す
る
と
希
少
価
値
が
高

い
、と
い
う
だ
け
で
美
術
と
さ
れ
て
い
る
だ
け
に
す
ぎ
な
い
。

　

こ
の
こ
と
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、「
美
術
史
」
は
非
常
に
曖

昧
か
つ
偏
っ
た
価
値
判
断
に
よ
っ
て
選
別
さ
れ
た
人
工
物
の

虚
構
の
歴
史
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

穿
っ
た
見
方
を
す
れ
ば
、
縄
文
土
器
や
土
偶
を
「
原
始
芸

術
（
美
術
）」
と
し
て
芸
術
や
美
術
の
文
脈
に
組
み
込
む
こ
と

で
、
人
工
物
の
歴
史
上
、
き
わ
め
て
歪
な
形
で
発
達
し
て
き

た
特
殊
な
現
代
芸
術
・
美
術
の
正
当
化
を
図
っ
て
い
る
よ
う

に
見
え
な
く
も
な
い
。あ
る
い
は
、前
近
代
の
『
日
本
書
記
』

の
編
纂
と
も
一
脈
通
じ
る
よ
う
な
、明
治
以
降
の
近
代
国
家

戦
略
に
基
づ
く
対
外
政
策
と
し
て
の
民
族
史
編
纂
的
な
側
面

も
見
え
隠
れ
す
る4

。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
、「
モ
ノ
学
」
の
文
脈
に
お
い
て
「
物
づ
く

り
」
を
考
え
る
場
合
、既
存
の
「
美
術
史
」
の
枠
組
み
は
無
用

の
長
物
で
あ
る
。「
モ
ノ
」
の
本
質
や
感
覚
価
値
を
問
う
「
モ

ノ
学
」
の
地
平
か
ら
、
物
な
い
し
は
物
づ
く
り
を
究
明
す
る

の
で
あ
れ
ば
、現
代
的
価
値
観
に
よ
る
物
に
対
す
る
偏
っ
た

「
美
観
」
や
階
層
、序
列
を
い
っ
た
ん
排
除
し
、あ
ら
ゆ
る
人

工
物
を
等
価
な
も
の
と
し
て
扱
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う5

。

　

こ
の
よ
う
な
視
点
に
立
て
ば
、
人
工
物
も
自
然
物
も
、
人

が
関
わ
り
を
も
っ
て
き
た
あ
ら
ゆ
る
「
物
」
が
、
モ
ノ
学
・

感
覚
価
値
研
究
の
対
象
と
な
り
、
一
見
、
な
ん
の
脈
絡
も
な

い
物
同
士
の
比
較
研
究
の
必
要
性
が
生
じ
て
く
る
。

　

さ
て
、縄
文
時
代
の
土
偶
と
現
代
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
問
題

に
引
き
寄
せ
て
言
え
ば
、「
芸
術
・
美
術
・
道
具
・
玩
具
・
商

品
」
な
ど
の
価
値
判
断
を
外
す
と
、
両
者
は
人
工
物
の
う
ち

「
偶
像
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

日
本
列
島
に
お
け
る
偶
像
の
歴
史
を
眺
め
て
み
る
だ
け
で

も
面
白
い
。縄
文
土
偶
以
降
、弥
生
時
代
の
分
銅
形
土
製
品
、

古
墳
時
代
の
埴
輪
に
仏
教
伝
来
以
降
の
仏
神
像
や
イ
コ
ン
、

根
付
に
人
形
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
に
マ
ネ
キ
ン
、
プ
ラ
モ
デ
ル
、

は
て
は
携
帯
ス
ト
ラ
ッ
プ
な
ど
多
種
多
様
で
あ
る
。も
ち
ろ

ん
、
同
じ
偶
像
と
い
っ
て
も
、
作
ら
れ
る
目
的
や
用
途
も
多

様
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
述
す
る
が
、
こ
れ
ら
に
は
興
味
深

い
共
通
点
も
み
ら
れ
る
。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、本
稿
の
目
的
は
土
偶
と
フ
ィ
ギ
ュ
ア
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の
比
較
か
ら
、「
偶
像
づ
く
り
」
に
お
け
る
「
モ
ノ
」
を
考
察

す
る
こ
と
に
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
両
者
を
必
要
と
す
る
社
会

的
要
請
や
用
途
・
機
能
・
生
産
工
程
な
ど
は
ま
っ
た
く
異
質

で
あ
る
。
だ
が
、
時
代
を
超
え
て
も
、
何
ら
か
の
必
要
性
か

ら
人
型
の
偶
像
を
現
実
化
し
、生
活
の
中
で
用
い
る
と
い
う

行
為
に
は
何
ら
か
の
普
遍
性
が
認
め
ら
れ
る
は
ず
だ
。

　

日
本
列
島
に
お
い
て
普
及
し
た
最
初
の
偶
像
は
土
偶
で
あ

る
。
そ
し
て
、
偶
像
づ
く
り
の
系
譜
の
末
端
に
あ
る
の
が
、

現
代
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
で
あ
る
。い
わ
ば
始
ま
り
と
終
わ
り
の

偶
像
に
共
通
し
て
い
る
の
は
、「
仮
想
世
界
」
の
一
部
を
切
り

取
り
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
と
し
て
具
現
化
す
る
と
い
う
点
だ
。
お

そ
ら
く
、そ
こ
に
「
モ
ノ
」
が
深
く
関
与
し
て
い
る
。

　

ま
ず
は
、こ
の
点
か
ら
両
者
の
比
較
を
行
っ
て
み
る
こ
と

に
し
よ
う
。

①　

フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
場
合

　

こ
こ
で
は
、土
偶
と
フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
背
後
に
流
れ
て
い
る

「
モ
ノ
＝
仮
想
世
界
」
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た

い
。現
代
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
は
映
画
や
ア
ニ
メ
、マ
ン
ガ
、ゲ
ー

ム
と
い
っ
た
仮
想
世
界
の
物
語
を
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
に
も
っ
て

い
る
。つ
ま
り
、あ
る
仮
想
世
界
を
背
負
っ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー

が
商
品
と
し
て
具
現
化
さ
れ
て
い
る
。
裏
を
返
せ
ば
、
フ
ィ

ギ
ュ
ア
に
仮
想
世
界
が
受
肉
し
て
い
る
と
い
う
言
い
方
も
で

き
る
だ
ろ
う
。

　

で
は
、フ
ィ
ギ
ュ
ア
は
ど
の
よ
う
に
生
産
さ
れ
て
い
く
の

だ
ろ
う
か
？　

あ
る
特
定
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
が
商
品
と
し
て
製

造
さ
れ
る
に
は
、基
本
的
に
は
い
く
つ
か
の
段
階
を
踏
ま
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
前
提
条
件
と
し
て
、
ま
ず
仮
想
世
界
で

偶
像
づ
く
り
─
─
仮
想
世
界
の
受
肉
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あ
る
ゲ
ー
ム
や
ア
ニ
メ
や
漫
画
、映
画
な
ど
が
ヒ
ッ
ト
を
飛

ば
し
、そ
の
物
語
が
一
定
範
囲
の
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い6

。

　

し
た
が
っ
て
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
が
生
ま
れ
て
く
る
に
は
、
図

１
に
示
し
た
よ
う
に
「
仮
想
世
界
」
を
生
み
出
す
者
が
起
点

と
な
る
（
た
だ
し
、
編
集
者
や
出
版
社
な
ど
が
「
仮
想
世
界
」
づ

く
り
に
介
在
す
る
場
合
も
あ
る
）。

　

ま
ず
、
あ
る
個
人
的
な
「
妄
想
」
を
抱
え
た
作
家
が
二
次

元
の
媒
体
に
「
仮
想
世
界
」
を
実
体
化
す
る
。そ
し
て
、物
化

さ
れ
た
仮
想
世
界
が
多
数
の
人
々
の
手
に
渡
り
、あ
る
い
は

目
に
す
る
こ
と
で
人
々
の
心
の
琴
線
に
触
れ
、共
振
を
起
こ

し
、し
だ
い
に
広
ま
っ
て
行
く
。

　

共
有
さ
れ
た
仮
想
世
界
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
フ
ィ
ギ
ュ
ア

化
さ
れ
る
に
は
爆
発
的
な
ヒ
ッ
ト
を
飛
ば
す
こ
と
が
大
前
提

と
な
る
と
い
う
の
は
、
仮
想
世
界
が
一
般
に
普
及
し
、
よ
り

多
く
の
人
々
に
共
有
さ
れ
な
け
れ
ば
、フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
ニ
ー

ズ
は
高
ま
ら
ず
、
結
果
、
生
産
し
て
も
売
れ
な
い
か
ら
だ
。

成
功
し
た
事
例
は
挙
げ
ば
き
り
が
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
ウ

ル
ト
ラ
マ
ン
や
機
動
戦
士
ガ
ン
ダ
ム
、ス
タ
ジ
オ
ジ
ブ
リ
の

映
画
、
新
世
紀
エ
ヴ
ァ
ン
ゲ
リ
オ
ン
、
ポ
ケ
ッ
ト
モ
ン
ス

タ
ー
、リ
ラ
ッ
ク
マ
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　

仮
想
世
界
を
共
有
す
る
人
々
の
間
に
高
ま
る
フ
ィ
ギ
ュ
ア

へ
の
需
要
を
満
た
す
か
た
ち
で
、フ
ィ
ギ
ュ
ア
が
生
産
さ
れ
、

供
給
・
消
費
さ
れ
て
い
く
。フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
手
に
し
た
者
は
、

そ
れ
に
付
随
す
る
仮
想
世
界
を
瞬
時
に
読
み
と
る
こ
と
が
で

き
、記
憶
の
物
語
を
回
顧
、反
芻
す
る
。お
そ
ら
く
、フ
ィ
ギ
ュ

ア
は
そ
の
た
め
に
必
要
と
さ
れ
て
い
る
。

　

自
分
の
内
に
そ
れ
ま
で
な
か
っ
た
「
仮
想
世
界
」
と
の
出

会
い
に
よ
っ
て
、
そ
の
と
き
に
受
け
た
衝
撃
や
感
動
、
強
い

憧
れ
が
、仮
想
世
界
が
凝
縮
さ
れ
た
特
定
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
・

フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
身
近
に
置
き
た
い
と
い
う
欲
求
へ
と
つ
な
が

る
。
あ
る
い
は
、
特
定
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
へ
の
淡
い
恋
心
の

よ
う
な
「
萌
え
」
や
「
フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
」
も
あ
る
だ
ろ
う
。

　

フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
手
に
し
、
目
に
す
る
こ
と
で
、
憧
れ
の
世

界
を
す
ぐ
さ
ま
あ
り
あ
り
と
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。
身
近
に
お
く
こ
と
で
、
憧
れ
の
世
界
に
常
に
接
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
通
じ
て
、
幻
想
的
な
不
可
視

の
世
界
、し
か
し
、当
事
者
に
よ
っ
て
は
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ

た
世
界
に
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

　

現
代
日
本
人
の
「
物
語
」
へ
の
強
烈
な
欲
求
の
ひ
と
つ
の

現
れ
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
い

ま
で
は
ほ
と
ん
ど
家
庭
か
ら
姿
を
消
し
た
仏
壇
や
神
棚
と
一

脈
通
じ
る
も
の
を
感
じ
る
。

　

た
と
え
ば
、仏
壇
に
は
ミ
ニ
チ
ュ
ア
化
さ
れ
た
仏
像
や
親

族
の
位
牌
が
納
め
ら
れ
て
い
る
。仏
壇
や
神
棚
に
毎
日
朝
夕

と
お
供
え
を
し
、
祈
り
を
捧
げ
る
。
憧
れ
の
世
界
へ
と
の
接

続
や
愛
玩
目
的
で
身
近
に
置
く
フ
ィ
ギ
ュ
ア
と
仏
壇
や
神
棚

第三章　物づくりにおける「モノ」とは何か──縄文土偶と現代フィギュアの比較から

図1　フィギュアの実体化



122 ●第 2 部　論考　モノ・身体・芸術

を
同
列
に
並
べ
て
論
じ
る
こ
と
は
不
謹
慎
か
も
し
れ
な
い
。

　

し
か
し
、
仏
像
や
位
牌
が
納
め
ら
れ
て
い
る
仏
壇
は
、
亡

く
な
っ
た
家
族
が
い
る
「
あ
の
世
」
と
通
じ
る
窓
口
で
あ
り
、

一
種
の
風
穴
で
も
あ
る
。
あ
る
種
の
物
語
的
な
世
界
を
背

負
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、両
者
は
非
常
に
よ
く
似
た

構
造
を
も
っ
て
い
る
。

　

話
を
戻
そ
う
。現
代
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
は
仮
想
世
界
を
二
次

元
へ
変
換
し
、物
に
写
し
と
る
最
初
の
物
語
の
生
産
者
と
共

有
者
が
い
な
け
れ
ば
、現
実
的
に
は
フ
ィ
ギ
ュ
ア
へ
の
欲
求

は
高
ま
ら
な
い
し
、普
及
も
し
な
い
。

　

ま
た
、単
に
文
字
や
絵
で
構
成
さ
れ
た
動
か
な
い
段
階
の

物
語
で
は
、
基
本
的
に
フ
ィ
ギ
ュ
ア
化
は
起
こ
ら
な
い
。
先

に
あ
げ
た
事
例
の
よ
う
に
、ア
ニ
メ
や
映
画
・
ゲ
ー
ム
と
い
っ

た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
動
き
、色
彩
を
も
っ
た
映
像
に
な
ら
な

け
れ
ば
ヒ
ッ
ト
し
な
い
。そ
れ
は
テ
レ
ビ
と
い
う
媒
体
を
通

じ
て
仮
想
世
界
の
共
有
化
が
促
進
さ
れ
る
か
ら
と
い
う
理
由

も
考
え
ら
れ
る
が
、お
そ
ら
く
、仮
想
世
界
が
「
動
く
」
世
界

で
あ
る
こ
と
が
、フ
ィ
ギ
ュ
ア
へ
の
欲
求
を
高
め
る
重
要
な

要
素
に
な
っ
て
い
る
。

　

紙
媒
体
の
文
字
と
絵
で
構
成
さ
れ
た
世
界
を
、仮
に
、「
死

ん
だ
仮
想
世
界
」と
呼
ぶ
の
で
あ
れ
ば
、ア
ニ
メ
な
ど
の
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
が
生
き
生
き
と
動
く
映
像
は「
生
き
た
仮
想
世
界
」

と
呼
べ
る
。
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
と
、「
生
き
た
仮
想
世
界
」

の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
群
に
は
、
鎌
田
東
二
の
言
う
「
魂
・
霊
」

が
侵
入
し
て
く
る
と
捉
え
る
こ
と
も
可
能
だ
ろ
う
。

　

そ
し
て
、そ
れ
が
三
次
元
に
物
と
し
て
実
体
化
な
い
し
は

固
着
化
さ
れ
た
フ
ィ
ギ
ュ
ア
に
も
侵
入
し
て
く
る
と
い
う
こ

と
も
で
き
る
。
フ
ィ
ギ
ュ
ア
に
は
「
生
き
た
仮
想
世
界
」
が

受
肉
し
て
い
る
か
ら
だ
。

②　

縄
文
土
偶
の
場
合

　

フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
場
合
と
は
ち
が
っ
て
、土
偶
の
出
自
を
特

定
す
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。現
代
に
生
き
る
私
た
ち
が
土

偶
を
目
に
し
て
も
、
い
っ
た
い
そ
の
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
が

ど
ん
な
物
語
を
背
景
に
持
っ
て
い
る
か
を
知
る
こ
と
は
で
き

な
い
か
ら
だ
。し
た
が
っ
て
、こ
こ
で
は
土
偶
の
バ
ッ
ク
ボ
ー

ン
に
は
神
話
や
伝
承
が
存
在
す
る
と
仮
定
し
て
話
を
す
す
め

て
い
く
。

　

土
偶
は
地
母
神
で
あ
る
と
か
、カ
ミ
や
精
霊
を
象
っ
た
も

の
で
あ
る
と
か
、呪
具
で
あ
る
と
か
さ
ま
ざ
ま
な
仮
説
が
立

て
ら
れ
て
い
る
が
、
仮
に
、
土
偶
が
カ
ミ
や
精
霊
の
よ
う
な

モ
ノ
の
模
造
品
だ
と
し
て
も
、人
型
の
縄
文
土
偶
が
具
現
化

さ
れ
る
背
景
に
は
、神
話
や
伝
承
と
い
っ
た
仮
想
世
界
の
物

語
の
共
有
が
想
定
さ
れ
る
。
そ
の
内
実
は
不
明
で
あ
る
が
、

縄
文
土
偶
は
、
ま
る
で
コ
ピ
ー
品
の
よ
う
な
も
の
が
、
同
時

期
に
一
定
地
域
内
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
か
ら
し
て
、彼
ら

に
と
っ
て
の
「
生
き
た
仮
想
世
界
＝
神
話
伝
承
」
の
「
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
」
が
土
偶
と
し
て
実
体
化
さ
れ
て
い
る
と
捉
え
る

ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。

　

土
偶
は
一
定
の
集
団
内
に
共
有
さ
れ
て
い
る
物
語
を
バ
ッ

ク
ボ
ー
ン
に
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
現
代
の
単
独
の
「
者
」

に
よ
っ
て
突
発
的
に
発
明
さ
れ
る
物
語
と
は
ち
が
っ
て
、集

団
内
で
醸
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
は
ず
だ
。
し
か
も
、
そ
れ

は
お
そ
ら
く
旧
石
器
時
代
か
ら
数
万
年
に
わ
た
っ
て
加
除
修

正
さ
れ
な
が
ら
蓄
積
さ
れ
た
物
語
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

私
た
ち
か
ら
す
れ
ば
共
同
幻
想
的
な
、
し
か
し
彼
ら
に

と
っ
て
は
リ
ア
ル
な
仮
想
世
界
の
中
か
ら
、
カ
ミ
や
精
霊
、

も
の
の
け
、あ
る
い
は
祖
霊
と
い
っ
た「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」が
、

集
団
内
の
何
ら
か
の
要
請
に
よ
っ
て
、粘
土
を
素
材
に
具
現

化
さ
れ
、集
団
内
で
何
ら
か
用
途
を
も
っ
た
道
具
と
し
て
使

用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

土
偶
は
フ
ィ
ギ
ュ
ア
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
差
異
が
認
め

ら
れ
る
も
の
の
、「
生
き
た
仮
想
世
界
」
が
受
肉
し
て
い
る
点

に
お
い
て
は
共
通
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　

さ
て
、「
生
き
た
仮
想
世
界
」
と
い
っ
て
も
、土
偶
と
フ
ィ

ギ
ュ
ア
の
そ
れ
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
。さ
っ
き
も
述

べ
た
こ
と
だ
が
、
現
代
フ
ィ
ギ
ュ
ア
に
受
肉
し
て
い
る
「
生

き
た
仮
想
世
界
」は
、キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
声
を
含
む
音
と
キ
ャ

ラ
が
動
く
映
像
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。つ
ま
り
、フ
ィ

ギ
ュ
ア
の
場
合
は
「
仮
想
世
界
」
を
「
生
き
た
仮
想
世
界
」
と

す
る
た
め
に
、映
像
化
と
い
う
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
必
要
が
あ

る
。

　

小
説
の
よ
う
な
文
字
で
描
か
れ
る
仮
想
世
界
か
ら
フ
ィ

ギ
ュ
ア
が
作
ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
し
、漫
画
の
ヒ
ッ
ト

だ
け
で
フ
ィ
ギ
ュ
ア
が
生
ま
れ
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
動
く
映
画
や
ア
ニ
メ
、ゲ
ー
ム
と
い
っ
た

映
像
の
共
有
を
通
し
て
し
か
フ
ィ
ギ
ュ
ア
が
生
ま
れ
て
こ
な

い
と
い
う
の
は
興
味
深
い
点
で
あ
る
。

　

対
す
る
土
偶
の
場
合
は
、当
然
の
ご
と
く
仮
想
世
界
か
ら

二
次
元
の
実
体
化
を
経
ず
に
、一
挙
に
三
次
元
の
実
体
化
へ

ジ
ャ
ン
プ
す
る
こ
と
に
な
る
。縄
文
時
代
は
無
文
字
社
会
で

あ
る
。
だ
か
ら
、
多
く
の
人
が
物
語
の
リ
ア
ル
な
イ
メ
ー
ジ

を
共
有
す
る
に
は
、そ
の
語
り
べ
に
す
べ
て
が
か
か
っ
て
く

る
。

　

彼
・
彼
女
ら
の
身
ぶ
り
や
肉
声
か
ら
、聞
き
手
た
ち
が
個
々

に
リ
ア
ル
な
仮
想
世
界
を
脳
内
に
描
き
だ
し
た
イ
メ
ー
ジ
を

確
認
し
あ
い
、
共
有
し
た
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
彼
ら
が
共

生
き
た
仮
想
世
界
の
差
異

3
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有
し
て
い
た
物
語
の
な
か
か
ら
、特
定
の
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」

を
選
び
、土
偶
と
い
う
形
で
三
次
元
に
実
体
化
す
る
と
い
う

気
運
が
う
ま
れ
て
き
た
。
そ
の
際
に
は
当
然
、
社
会
的
な
規

範
や
制
約
に
よ
っ
て
、偶
像
の
具
現
化
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま

な
葛
藤
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
「
キ
ャ
ラ
ク

タ
ー
」
を
具
現
化
す
る
に
あ
た
っ
て
、
集
団
内
で
デ
ザ
イ
ン

の
検
討
も
行
わ
れ
た
だ
ろ
う
。

　

し
か
し
、
い
っ
た
ん
具
現
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
土
偶
は

ま
た
た
く
ま
に
地
域
を
超
え
、
広
範
囲
に
普
及
し
て
い
く
。

普
及
に
際
し
て
は
、
具
現
化
さ
れ
た
「
物
」
で
あ
る
土
偶
と

口
承
に
よ
る
「
物
語
」
の
伝
達
が
セ
ッ
ト
で
伝
え
ら
れ
た
と

考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
、
仮
想
世
界
が
す
で
に
共
有
さ
れ

て
い
る
場
合
は
、そ
れ
が
受
肉
し
て
い
る
土
偶
だ
け
で
事
足

り
る
。土
偶
を
見
れ
ば
、「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
で
あ
る
そ
れ
に

受
肉
し
た
物
語
を
読
み
取
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
だ
。

　

フ
ィ
ギ
ュ
ア
と
土
偶
に
受
肉
し
て
い
る
「
モ
ノ
＝
生
き
た

仮
想
世
界
」
の
違
い
は
、個
人
の
発
明
に
よ
る
も
の
な
の
か
、

あ
る
い
は
長
い
記
憶
の
蓄
積
に
よ
る
も
の
な
の
か
と
い
う
点

と
、二
次
元
媒
体
に
実
体
化
さ
れ
て
い
る
か
否
か
に
集
約
さ

れ
る
。

　

フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
場
合
、パ
ロ
デ
ィ
作
品
の
よ
う
な
特
殊
な

事
例
を
除
い
て
、映
画
や
ア
ニ
メ
な
ど
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
物

語
の
改
変
は
な
さ
れ
な
い
。物
語
が
物
化
さ
れ
て
い
る
以
上

不
可
能
だ
か
ら
だ
（
続
編
の
物
語
が
つ
く
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る

が
、「
追
加
」
以
外
に
方
法
が
な
い
）。

　

そ
の
た
め
、
物
語
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
実
体
化
さ
れ
た

フ
ィ
ギ
ュ
ア
に
、す
で
に
イ
メ
ー
ジ
が
具
体
的
に
表
現
さ
れ

物
語
と
偶
像
の
関
係

4

て
い
る
原
作
の
イ
メ
ー
ジ
を
逸
脱
す
る
よ
う
な
改
変
が
加
え

ら
れ
る
こ
と
は
ま
ず
な
い
。

　

一
方
、土
偶
の
場
合
面
白
い
の
は
、同
時
期
の
土
偶
で
あ
っ

て
も
、
地
域
に
よ
っ
て
似
て
い
る
け
れ
ど
、
少
し
改
変
が
加

え
ら
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
と
い
う
点
だ
。手
づ
く
り
と
い

う
こ
と
も
あ
る
が
、
似
た
デ
ザ
イ
ン
の
土
偶
で
あ
っ
て
も
、

形
や
文
様
に
一
定
の
規
範
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
一
方
、そ
れ

ぞ
れ
に
個
性
が
認
め
ら
れ
、制
作
者
に
よ
っ
て
細
部
に
ア
レ

ン
ジ
が
加
え
ら
れ
て
い
る
（
あ
る
い
は
元
と
な
る
物
語
の
部
分

的
変
換
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
）。フ
ィ
ギ
ュ
ア
と
は
ち
が
っ

て
、土
偶
の
場
合
は
デ
ザ
イ
ン
の
許
容
範
囲
が
広
い
。

　

ま
た
、フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
場
合
で
俗
に
い
う
「
パ
チ
モ
ノ
（
偽

物
）」
レ
ベ
ル
の
も
の
も
、
土
偶
で
は
同
じ
物
語
の
「
キ
ャ
ラ

ク
タ
ー
」
を
表
現
し
て
い
る
可
能
性
が
非
常
に
高
い
。
と
は

い
え
、
土
偶
を
つ
く
り
だ
す
社
会
集
団
の
都
合
や
、
物
語
の

伝
承
過
程
で
変
換
・
改
変
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
、
そ
の

物
語
変
化
に
伴
っ
て
土
偶
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
が
変
化
（
在

地
的
デ
ザ
イ
ン
）
し
て
い
く
可
能
性
も
あ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
物
語
の
変
換
と
い
え
ば
、
映
画
や
ゲ
ー
ム
や

ア
ニ
メ
に
も
ス
ピ
ン
オ
フ
作
品
が
生
み
出
さ
れ
る
場
合
が
あ

る
。
あ
る
い
は
「
同
人
誌
」
の
よ
う
に
パ
ロ
デ
ィ
化
さ
れ
た

物
語
が
出
回
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
ま
た
、
フ
ィ
ギ
ュ

ア
の
場
合
に
も
、必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
パ
チ
モ
ノ
の
類

が
世
に
出
回
る
。
市
場
で
流
通
す
る
骨
董
品
や
美
術
品
、
ブ

ラ
ン
ド
品
と
は
ち
が
っ
て
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
場
合
、
オ
リ
ジ

ナ
ル
よ
り
も
パ
チ
モ
ノ
の
ほ
う
に
付
加
価
値
が
で
る
と
い
う

現
象
は
非
常
に
興
味
深
い
。

　

パ
チ
モ
ノ
は
明
ら
か
に
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
物
語
か
ら
は
逸
脱

す
る
マ
ガ
イ
モ
ノ
だ
が
、面
白
い
の
は
、偽
物
だ
か
ら
と
い
っ

て
、「
仮
想
世
界
」
の
受
肉
は
な
い
の
か
と
い
う
と
、そ
う
で

も
な
い
。パ
チ
モ
ノ
に
は
パ
チ
モ
ノ
か
ら
想
起
さ
れ
る
世
界

が
あ
る
の
だ
。

　

現
代
で
は
、
あ
る
パ
チ
モ
ノ
が
流
行
る
と
、
そ
れ
に
即
し

た
物
語
を
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
で
作
る
者
が
現
れ
、イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
で
公
開
さ
れ
る
こ
と
で
広
く
知
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
と
す
る
と
、
こ
の
場
合
、
物
語
の
変
換
な
い
し
は
再
生

産
が
、オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ら
横
す
べ
り
し
た
偶
像
を
介
し
て
行

わ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
状
況
は
違
う
に
せ
よ
、
縄
文
土

偶
に
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
い
た
可
能
性
も
否
定
で

き
な
い
。

　

こ
れ
ま
で
、
フ
ィ
ギ
ュ
ア
と
土
偶
に
受
肉
し
て
い
る
「
モ

ノ
＝
生
き
た
仮
想
世
界
」
を
中
心
に
比
較
し
て
き
た
が
、
問

題
は
鎌
田
が
言
う
よ
う
な
「
魂
・
霊
」
が
偶
像
に
侵
入
な
い

し
は
宿
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
。

　

土
偶
も
フ
ィ
ギ
ュ
ア
も
一
定
の
集
団
内
で
共
有
さ
れ
て
い

る
「
物
語
＝
世
界
観
」
を
背
負
っ
て
い
る
。そ
し
て
、そ
れ
を

使
う
者
、
手
に
す
る
者
は
、
そ
れ
ら
の
偶
像
を
目
に
す
る
だ

け
で
、
そ
の
世
界
観
を
認
識
し
、
再
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
意
味
で
は
「
モ
ノ
＝
世
界
観
」
が
物
に
侵
入
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
る
。
た
だ
、
物
づ
く
り
の
段
階
で

は
ど
う
か
と
い
う
と
、両
者
で
少
々
事
情
が
ち
が
っ
て
い
る
。

　

フ
ィ
ギ
ュ
ア
の
場
合
を
考
え
て
み
る
と
、独
り
の
者
か
ら

発
明
さ
れ
た
オ
リ
ジ
ナ
ル
の
物
語
を
バ
ッ
ク
に
も
ち
な
が

ら
、実
際
に
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
具
現
化
を
企
画
す
る
の
は
企

業
で
あ
る
。企
業
は
フ
ィ
ギ
ュ
ア
化
す
る
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を

選
別
し
、デ
ザ
イ
ナ
ー
な
い
し
は
制
作
会
社
に
原
型
制
作
を

委
託
し
、
そ
れ
を
元
に
型
を
作
り
、
原
料
を
調
達
し
、
工
場

物
づ
く
り
と
「
モ
ノ
」
の
侵
入

5
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で
コ
ピ
ー
を
大
量
生
産
す
る
。分
業
化
さ
れ
た
生
産
工
程
で

は
機
械
の
み
な
ら
ず
、色
の
塗
布
も
細
分
化
さ
れ
て
い
る
。

　

そ
う
し
て
、
完
成
し
た
商
品
が
パ
ッ
ケ
ー
ジ
化
さ
れ
、
さ

ま
ざ
ま
な
流
通
過
程
を
経
て
消
費
者
の
手
元
に
わ
た
る
。こ

こ
で
は
、作
り
手
と
手
に
す
る
者
は
断
絶
し
て
い
る
。

　

お
そ
ら
く
、作
り
手
側
の
企
業
な
い
し
は
デ
ザ
イ
ナ
ー
た

ち
の
第
一
の
目
標
は
、
い
か
に
原
作
に
忠
実
で
リ
ア
ル
に

キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
再
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。消
費

者
の
共
感
を
得
な
け
れ
ば
売
れ
な
い
か
ら
だ
。フ
ィ
ギ
ュ
ア

の
製
造
の
段
階
に
は
、「
モ
ノ
」
が
侵
入
す
る
余
地
が
な
い
。

　

一
方
、コ
ピ
ー
さ
れ
た
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
手
に
入
れ
た
消
費

「
者
」
は
、そ
れ
を
承
知
の
上
で
、コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
愛
玩
目

的
で
手
元
に
置
く
の
だ
が
、入
手
の
前
提
と
し
て
、フ
ィ
ギ
ュ

ア
が
背
負
っ
て
い
る
物
語
に
共
感
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
物

語
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
リ
ア
ル
に
具
現
化
さ
れ
た
偶
像
を
介

し
て
、実
際
に
は
触
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い「
奥
」に
あ
る「
あ

の
世
」
的
な
仮
想
世
界
に
「
触
れ
る
」
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

あ
る
い
は
、傍
に
置
く
こ
と
で
、い
つ
で
も
「
奥
」
の
世
界
を

回
想
し
、想
い
を
馳
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

こ
の
と
き
、「
者
」
と
「
物
」
と
の
間
に
、
い
っ
た
い
何
が

起
き
て
い
る
の
か
？　

製
造
段
階
と
は
ち
が
っ
て
、者
は
物

で
あ
る
フ
ィ
ギ
ュ
ア
か
ら
物
語
を
回
想
す
る
。物
を
通
し
て
、

物
が
活
躍
す
る
物
語
へ
の
感
動
が
甦
る
。つ
ま
り
、フ
ィ
ギ
ュ

ア
と
い
う
偶
像
は
、
者
に
と
っ
て
は
、
異
次
元
的
世
界
に
直

結
す
る
媒
介
と
な
っ
て
い
る
。
も
っ
と
い
え
ば
、
あ
る
種
の

「
依
代
」
の
よ
う
な
も
の
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

リ
ア
ル
な
感
動
を
想
起
さ
せ
る
が
か
け
が
え
の
な
い
依
代

的
な
偶
像
。人
に
よ
っ
て
は
た
だ
の
物
な
の
に
、コ
レ
ク
タ
ー

た
ち
は
他
人
が
触
れ
る
こ
と
す
ら
嫌
悪
す
る
。
他
人
に
「
穢

さ
れ
る
」
と
感
じ
る
ら
し
い
。
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
を
陳
列
し
た

棚
は
、所
有
者
に
よ
っ
て
は
聖
域
と
も
よ
べ
る
空
間
に
な
っ

て
い
る
。
コ
レ
ク
タ
ー
の
手
に
渡
っ
た
フ
ィ
ギ
ュ
ア
に
は
、

確
実
に
「
仮
想
世
界
」
以
外
の
「
モ
ノ
」
が
付
着
し
て
い
る
。

　

フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
手
に
し
た
も
の
は
、「
生
き
た
仮
想
世
界
」

を
フ
ィ
ギ
ュ
ア
か
ら
読
み
と
り
、そ
の
異
界
で
生
き
生
き
と

動
く
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
を
思
い
描
く
。
そ
の
と
き
、
少
な
く
と

も
彼
ら
は
、「
生
き
た
仮
想
世
界
」
が
受
肉
し
た
フ
ィ
ギ
ュ
ア

に
「
魂
・
霊
」
が
宿
っ
て
い
る
と
認
識
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
（
た
だ
し
、仮
想
世
界
を
共
有
し
な
い
者
に
と
っ
て

は
た
だ
の
物
に
す
ぎ
な
い
）。

　

そ
う
い
え
ば
、子
ど
も
に
と
っ
て
の
人
形
や
ぬ
い
ぐ
る
み

は
、
い
っ
し
ょ
に
寝
た
り
、
話
し
た
り
、
お
ま
ま
ご
と
の
相

手
に
な
っ
た
り
と
、共
に
生
活
す
る
家
族
の
よ
う
な
存
在
に

な
る
。
手
に
入
れ
た
後
、
一
〇
年
も
二
〇
年
も
愛
玩
し
続
け

る
者
が
い
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
「
物
」
の
擬
人
化
を
超
え

た
「
モ
ノ
」
の
侵
入
を
み
る
思
い
が
す
る
。

　

い
ま
述
べ
た
の
は
、
物
に
対
し
て
使
用
者
が
「
モ
ノ
」
を

読
み
取
る
、
な
い
し
は
読
み
込
ん
で
い
く
事
例
だ
が
、
一
般

市
場
に
流
通
す
る
コ
ピ
ー
品
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
に
は
、た
っ
た

一
つ
の
原
型
が
存
在
す
る
。ほ
と
ん
ど
市
場
で
流
通
し
な
い
、

職
人
の
「
神
技
」
に
よ
る
唯
一
の
原
型
に
は
、
他
の
コ
ピ
ー

品
に
は
な
い
「
モ
ノ
」
が
宿
っ
て
い
る
と
考
え
た
と
し
て
も

不
思
議
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
コ
レ
ク
タ
ー
に
と
っ
て
は
「
神

像
」
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
は
た
し
て
制
作
者
が

入
魂
儀
式
の
よ
う
な
こ
と
を
行
っ
て
い
る
か
否
か
、非
常
に

興
味
深
い
点
で
あ
る
。

　

さ
て
、土
偶
の
場
合
は
ど
う
だ
ろ
う
か
？　

実
証
は
で
き

な
い
も
の
の
、お
そ
ら
く
制
作
者
と
使
用
者
は
同
一
人
物
か
、

制
作
者
が
属
す
る
集
団
内
の
人
物
が
使
用
者
で
あ
る
場
合
が

ほ
と
ん
ど
で
あ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
集
団
内
で
共
有
さ
れ
た

神
話
伝
承
の
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
で
あ
る
土
偶
を
つ
く
る
・

使
う
・
捨
て
る
・
再
生
産
す
る
と
い
う
一
連
の
行
為
が
、
同

一
集
団
内
で
く
り
返
し
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、物
づ
く
り

と
使
用
は
分
離
し
て
い
な
い
。

　

現
代
に
お
い
て
、フ
ィ
ギ
ュ
ア
は
製
造
と
消
費
を
く
り
返

す
だ
け
だ
が
、同
一
集
団
内
で
生
産
と
使
用
が
く
り
返
さ
れ

る
土
偶
の
場
合
は
「
生
き
た
仮
想
世
界
」
の
再
生
産
と
も
連

動
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？

　

お
そ
ら
く
、土
偶
に
受
肉
し
て
い
る
「
生
き
た
仮
想
世
界
」

は
、現
代
人
が
仮
想
世
界
に
対
し
て
抱
い
て
い
る
憧
れ
な
ど

と
は
ほ
ど
遠
い
次
元
で
、当
時
の
人
々
の
意
識
を
支
配
し
て

い
た
だ
ろ
う
。
と
な
れ
ば
、
土
偶
の
実
体
化
は
世
界
観
の
具

現
化
で
あ
り
、世
界
観
が
凝
縮
さ
れ
た
土
偶
を
使
用
し
再
生

産
す
る
行
為
に
は
、世
界
観
の
更
新
と
い
う
意
味
が
あ
っ
た

と
も
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、土
偶
の
素
材
が
粘
土
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
極
め

て
重
要
で
あ
る
。詳
し
く
は
別
稿
で
論
じ
て
い
る
の
で
省
く

が
、粘
土
は
生
命
を
育
む
大
地
か
ら
抉
り
取
ら
れ
る
モ
ノ
で

あ
り
、大
地
は
人
間
を
含
め
た
生
命
が
死
し
て
帰
る
場
所
で

あ
る
。生
命
の
循
環
が
く
り
広
げ
ら
れ
る
場
所
を
故
郷
と
す

る
粘
土
を
練
り
、そ
こ
か
ら
偶
像
を
つ
く
り
だ
す
。

　

と
す
る
と
、
土
偶
に
は
制
作
段
階
で
す
で
に
「
魂
・
霊
」

が
侵
入
す
る
余
地
が
あ
る
。縄
文
時
代
中
期
に
典
型
的
に
見

ら
れ
る
環
状
集
落
は
、
ま
る
で
輪
を
描
く
よ
う
に
円
形
の

家
々
が
連
な
っ
て
い
る
が
、そ
の
内
側
の
ム
ラ
の
中
心
部
に

は
土
葬
の
墓
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、環
状
集
落
は
生
者
が
大
地
に
眠
る
死
者
を
囲
う

空
間
設
計
に
な
っ
て
い
る
。大
地
が
死
者
の
眠
る
場
所
で
あ

る
な
ら
ば
、大
地
か
ら
掘
り
出
す
粘
土
に
は
少
な
く
と
も
死

者
の
「
魂
・
霊
」
が
宿
っ
て
い
る
と
彼
ら
が
連
想
し
た
と
考
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え
る
の
も
あ
な
が
ち
的
外
れ
で
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

と
こ
ろ
で
、土
偶
の
な
か
に
は
他
地
域
か
ら
搬
入
さ
れ
る

も
の
も
あ
る
ら
し
い
。縄
文
時
代
晩
期
の
遮
光
器
土
偶
の
分

布
の
中
心
は
東
北
地
方
だ
が
、関
東
へ
の
搬
入
品
と
推
定
さ

れ
て
い
る
も
の
も
存
在
す
る7

。
関
東
地
方
で
は
「
遮
光
器
系

土
偶
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
多
く
分
布
し
て
い
る
が
、
東
北

地
方
の
遮
光
器
土
偶
を
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
す
れ
ば
、ほ
と
ん
ど

が
ア
レ
ン
ジ
を
加
え
ら
れ
た
コ
ピ
ー
品
で
あ
る
。

　

こ
の
場
合
、本
拠
地
か
ら
の
搬
入
品
が
特
別
な
扱
い
を
受

け
た
可
能
性
は
あ
る
も
の
の
、
土
偶
の
場
合
、
オ
リ
ジ
ナ
ル

で
あ
ろ
う
が
コ
ピ
ー
で
あ
ろ
う
が
、パ
チ
モ
ノ
の
よ
う
な
も

の
で
あ
ろ
う
が
、ど
れ
も
何
ら
か
の
祭
祀
儀
礼
に
用
い
ら
れ

る
道
具
で
あ
る
に
違
い
は
な
く
、そ
こ
に
明
確
な
差
別
は
な

か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　

土
偶
は
長
野
県
茅
野
市
棚
畑
遺
跡
か
ら
出
土
し
た
、い
わ

ゆ
る
「
縄
文
ビ
ー
ナ
ス
」
と
呼
ば
れ
る
縄
文
時
代
中
期
の
土

偶
の
よ
う
に
土
坑
に
埋
納
さ
れ
る
ケ
ー
ス
や
、あ
る
い
は
住

居
内
の
祭
壇
状
遺
構
か
ら
出
土
す
る
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
き
わ

め
て
稀
で
あ
る
。大
半
が「
捨
て
場
」と
呼
ば
れ
る
場
所
か「
祭

祀
遺
構
」
の
よ
う
な
場
所
か
ら
土
器
な
ど
の
他
の
遺
物
と
同

様
に
バ
ラ
バ
ラ
の
状
態
で
出
土
す
る
。完
形
の
全
身
像
で
出

土
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
り
、ほ
と
ん
ど
が
頭
や
手
足
を
欠
い

た
り
、
手
足
の
一
部
や
、
首
か
ら
下
が
欠
け
た
頭
部
だ
け
の

も
の
も
多
い
。
事
例
は
少
な
い
も
の
の
、
数
十
な
い
し
は
数

百
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
土
偶
の
破
片
同
士
が
接
合
す
る
ケ
ー
ス

も
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、考
古
学
で
は
土
偶
破
壊
説
が
通
説

と
な
っ
て
い
る
が
、
そ
の
賛
否
は
別
と
し
て
、
現
代
の
フ
ィ

ギ
ュ
ア
の
よ
う
に
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
や
愛
玩
目
的
で
保
管
さ
れ

続
け
る
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
な
く
、
道
具
で
あ
る
以
上
、
土

器
と
同
様
に
使
用
さ
れ
、破
壊
さ
れ
、「
廃
棄
」
さ
れ
る
運
命

に
あ
っ
た
。

　

お
そ
ら
く
、土
偶
は
破
壊
な
い
し
は
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
初
め
て
、
そ
の
存
在
意
義
を
持
ち
え
た
の
だ
ろ
う
。

土
偶
づ
く
り
と
使
用
・
破
壊
・
廃
棄
・
再
生
産
は
、「
生
き
た

仮
想
世
界
」
か
ら
実
体
化
さ
れ
た
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
の
生
・

死
・
再
生
に
対
応
し
、そ
れ
は
同
時
に
、彼
ら
の
「
神
話
世
界
」

の
具
現
化
と
更
新
な
い
し
は
再
生
を
意
味
し
た
の
だ
ろ
う
。

　

こ
の
点
が
現
代
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
や
仏
神
像
と
は
決
定
的
に

異
な
る
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
偶
像
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
「
モ
ノ
」
が
付
与
さ
れ
て
い
る
。
先
史
時
代
か
ら
現
代
に

通
じ
る
「
物
・
者
・
モ
ノ
」
の
関
係
性
を
探
る
「
モ
ノ
学
」
に

お
い
て
、偶
像
の
研
究
は
重
要
な
テ
ー
マ
と
な
る
に
ち
が
い

な
い
。

　

さ
て
、最
後
に
両
者
の
デ
ザ
イ
ン
の
問
題
に
触
れ
て
お
き

た
い
。現
代
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
は
二
次
元
媒
体
に
実
体
化
さ
れ

た
仮
想
世
界
が
オ
リ
ジ
ナ
ル
と
し
て
存
在
す
る
た
め
、形
態

は
既
定
さ
れ
て
い
る
。
当
然
、
立
体
化
に
は
い
か
に
オ
リ
ジ

ナ
ル
イ
メ
ー
ジ
に
忠
実
で
あ
る
か
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な

る
。

　

そ
の
一
方
で
、た
と
え
ば
機
動
戦
士
ガ
ン
ダ
ム
の
ス
ピ
ン

オ
フ
作
品
「
Ｓ
Ｄ
ガ
ン
ダ
ム
」
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
。

Ｓ
Ｄ
と
は
「
ス
ー
パ
ー
デ
フ
ォ
ル
メ
」
の
略
だ
が
、
こ
の
デ

フ
ォ
ル
マ
シ
オ
ン
が
フ
ィ
ギ
ュ
ア
に
は
重
要
な
要
素
と
な
る

場
合
も
多
い
。
ま
た
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
に
忠
実
な
も
の
で
も
、

Ｓ
Ｄ
化
さ
れ
た
も
の
で
も
、両
者
に
共
通
し
て
あ
る
要
素
は

デ
ザ
イ
ン
の
問
題

─
─
Ｓ
Ｄ
・
擬
人
化
・
ミ
ニ
チ
ュ
ア

6

擬
人
化
と
ミ
ニ
チ
ュ
ア
化
で
あ
る
（
な
か
に
は
等
身
大
の
も
の

も
あ
る
が
、フ
ィ
ギ
ュ
ア
で
巨
大
化
さ
れ
る
も
の
は
皆
無
に
等
し

い
。
た
だ
し
、
仏
像
の
よ
う
に
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
と
し
て
作
ら
れ
る

偶
像
の
場
合
は
巨
大
化
さ
れ
る
）。

　

デ
フ
ォ
ル
メ
を
「
日
本
美
術
史
」
に
探
し
求
め
る
と
、
抽

象
的
表
現
と
捉
え
ら
れ
が
ち
な
浮
世
絵
な
ど
が
デ
フ
ォ
ル
メ

の
走
り
か
も
し
れ
な
い
。あ
る
い
は
、擬
人
化
さ
れ
た
「
キ
ャ

ラ
ク
タ
ー
」
の
起
源
を
探
し
求
め
る
と
、
擬
人
化
さ
れ
た
動

物
や
神
仏
が
描
か
れ
た
平
安
時
代
や
鎌
倉
時
代
の
説
話
絵
巻

や
戯
画
絵
巻
に
遡
り
そ
う
で
あ
る
。ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
起
源
は
、

い
ま
思
い
つ
く
か
ぎ
り
で
は
根
付
な
ど
だ
ろ
う
か
。

　

詳
細
に
調
査
を
す
れ
ば
、さ
ま
ざ
ま
な
発
見
が
あ
る
と
思

わ
れ
る
が
、
私
は
デ
フ
ォ
ル
メ
・
擬
人
化
・
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の

起
源
は
縄
文
土
偶
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
た
し
か
に
、
オ

リ
ジ
ナ
ル
が
判
明
し
な
い
以
上
、土
偶
に
お
い
て
デ
フ
ォ
ル

メ
も
擬
人
化
も
ミ
ニ
チ
ュ
ア
化
も
実
証
で
き
る
問
題
で
は
な

い
。

　

し
か
し
、「
仮
想
世
界
」
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
具
現
化
に
伴

う
三
位
一
体
の
表
現
方
法
―
―
デ
フ
ォ
ル
メ
・（
無
節
操
な
）

擬
人
化
・
ミ
ニ
チ
ュ
ア
―
―
が8

、
日
本
人
特
有
の
感
性
か
ら

生
ま
れ
て
い
る
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
？ 

　

た
と
え
ば
、描
か
れ
て
い
る
も
の
が
極
端
に
デ
フ
ォ
ル
メ

さ
れ
た
浮
世
絵
は
、
そ
れ
ま
で
西
洋
美
術
に
な
か
っ
た
デ

フ
ォ
ル
メ
と
非
対
称
と
い
う
表
現
方
法
を
導
入
さ
せ
た
。あ

る
い
は
、キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
の
デ
フ
ォ
ル
メ
と
擬
人
化
に
満
ち

て
い
る
ア
ニ
メ
や
漫
画
が
世
界
中
を
席
捲
し
、若
者
を
中
心

に
強
烈
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て
い
る
の
は
、海
外
の
ア
ニ

メ
や
漫
画
に
は
な
い
要
素
が
多
分
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら

だ
。ま
た
、三
つ
の
要
素
を
兼
ね
そ
な
え
た
多
種
多
様
な
フ
ィ

ギ
ュ
ア
が
あ
ふ
れ
返
っ
て
い
る
の
は
、お
そ
ら
く
日
本
だ
け

第三章　物づくりにおける「モノ」とは何か──縄文土偶と現代フィギュアの比較から
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で
あ
る
。

　

日
本
人
の
間
で
は
当
た
り
前
の
よ
う
に
受
容
さ
れ
て
い
る

感
覚
は
、
ひ
ょ
っ
と
す
る
と
日
本
オ
リ
ジ
ナ
ル
で
、
し
か
も

古
く
縄
文
時
代
に
ま
で
遡
る
の
で
は
な
い
か
と
私
は
思
う
の

だ
。

　

抽
象
か
具
象
か
と
い
う
近
現
代
的
な
視
点
か
ら
い
え
ば
、

縄
文
土
偶
は
当
然
、
抽
象
的
表
現
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ

る
い
は
、具
象
的
な
表
現
を
す
る
技
術
を
獲
得
し
て
い
な
い

と
い
う
者
も
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
彼
ら
の
感
覚

か
ら
し
た
ら
、土
偶
は
ス
ー
パ
ー
リ
ア
ル
な
表
現
か
も
し
れ

な
い
。
脳
内
の
ビ
ジ
ョ
ン
に
あ
っ
た
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
の

姿
を
そ
の
ま
ま
忠
実
に
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
偶
像
と
し
て
再
現
し

た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
具
象
で
あ
る
。
と
い
う

よ
う
に
、
そ
も
そ
も
抽
象
・
具
象
と
い
う
二
項
対
立
的
な
枠

組
み
で
過
去
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
人
工
物
表
現
を
論
じ

る
こ
と
自
体
に
、も
は
や
限
界
が
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
日
本
列
島
人
は
「
仮
想
世
界
」
を
表
現
す
る
た

め
に
、
デ
フ
ォ
ル
メ
・
擬
人
化
・
ミ
ニ
チ
ュ
ア
と
い
う
表
現

方
法
を
用
い
て
き
た
と
仮
定
し
て
、土
偶
の
形
態
表
現
を
み

て
み
よ
う
。

　

土
偶
の
変
遷
史
を
概
略
す
る
と
、出
現
期
の
縄
文
土
偶
は
、

人
型
で
あ
り
な
が
ら
顔
の
表
現
は
避
け
ら
れ
、手
足
の
表
現

も
未
熟
か
な
い
に
等
し
く
、板
状
で
基
本
的
に
自
立
は
不
可

能
で
あ
る
。縄
文
時
代
前
期
に
は
顔
の
表
現
が
見
ら
れ
始
め
、

手
足
の
表
現
も
未
熟
で
は
あ
る
が
一
応
取
り
付
け
ら
れ
、い

ま
だ
自
立
し
な
い
。
前
期
末
〜
中
期
初
頭
に
は
、
頭
部
と
足

が
明
確
に
表
現
さ
れ
、
立
像
化
さ
れ
る
が
、
な
ぜ
か
腕
は
人

体
で
言
え
ば
肘
の
あ
た
り
ま
で
し
か
表
現
さ
れ
な
い
。

　

中
期
に
は
手
先
を
含
め
た
全
身
表
現
の
土
偶
も
現
れ
る
一

方
、
中
期
後
半
に
は
立
像
形
態
は
保
つ
も
の
の
、
そ
の
表
現

は
ま
る
で
先
祖
が
え
り
を
す
る
か
の
よ
う
に
稚
拙
に
な
る
。

　

後
期
に
は
再
び
全
身
立
像
が
現
れ
る
（
通
称
、仮
面
土
偶
の

よ
う
に
中
に
は
全
身
中
空
の
も
の
も
見
ら
れ
る
）
一
方
で
、顔
と

筒
抜
け
の
胴
体
の
み
で
構
成
さ
れ
る
土
偶
も
現
れ
る
。

　

晩
期
に
は
東
北
を
中
心
と
す
る
遮
光
器
土
偶
や
関
東
を
中

心
と
す
る
ミ
ミ
ズ
ク
土
偶
な
ど
が
現
れ
る
（
大
型
で
全
身
中

空
の
も
の
と
小
型
で
中
実
の
も
の
が
あ
る
）。

　

さ
て
、順
序
が
変
則
的
に
な
る
が
、ま
ず
擬
人
化
の
問
題
。

土
偶
の
形
は
全
時
期
を
通
じ
て
人
型
で
あ
る
。し
た
が
っ
て
、

内
実
不
明
な
「
仮
想
世
界
」
の
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
で
あ
っ
て

も
、そ
れ
ら
が
擬
人
化
の
表
現
で
あ
る
こ
と
は
容
易
に
推
測

で
き
る
。

　

ま
た
、
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
問
題
だ
が
、
土
偶
は
大
半
が
掌
に

乗
る
サ
イ
ズ
で
、大
き
い
も
の
で
も
数
十
セ
ン
チ
サ
イ
ズ
で

あ
る
。
野
焼
き
に
よ
る
焼
成
技
術
の
限
界
も
あ
り
、
そ
れ
以

上
の
規
模
の
土
偶
制
作
は
技
術
的
に
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
が
、時
期
に
よ
っ
て
は
一
メ
ー
ト
ル
前
後
の
土
器
が
制

作
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、土
偶
は
ミ
ニ
チ
ュ
ア
と

し
て
作
ら
れ
た
と
考
え
る
方
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
。

　

こ
れ
ら
人
型
と
即
座
に
判
別
で
き
る
も
の
以
外
に
も
、た

と
え
ば
縄
文
中
期
に
頻
出
す
る
数
セ
ン
チ
規
模
の
三
角
形
土

版
や
晩
期
の
Ｘ
字
状
土
製
品
な
ど
が
あ
る
。こ
れ
ら
は
お
そ

ら
く
、土
偶
の
デ
フ
ォ
ル
メ
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

　

一
見
、
通
俗
的
で
ば
か
げ
た
視
点
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
観

点
か
ら
偶
像
を
捉
え
な
お
す
と
、「
者
」
が
「
物
」
に
「
モ
ノ
」

を
付
与
す
る
普
遍
的
な
表
現
形
式
の
よ
う
な
も
の
が
あ
ぶ
り

出
さ
れ
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。

　

ま
た
、デ
フ
ォ
ル
メ
・
擬
人
化
・
ミ
ニ
チ
ュ
ア
の
問
題
は
、

現
代
人
が
物
に
感
じ
る
「
カ
ワ
イ
イ
」
と
い
う
感
覚
に
も
直

結
し
て
く
る
。三
つ
の
要
素
が
ど
れ
か
が
表
現
方
法
と
し
て

用
い
ら
れ
る
と
、「
カ
ワ
イ
イ
」
と
私
た
ち
が
感
じ
る
何
か
が

「
物
」
に
立
ち
現
れ
て
く
る
。
三
つ
が
揃
う
と
「
可
愛
さ
」
は

最
大
限
に
引
き
出
さ
れ
る
。
は
た
し
て
こ
の
感
覚
は
、
現
代

人
の
み
の
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？

　

お
そ
ら
く
、
そ
う
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
世
界
が

圧
縮
さ
れ
た
偶
像
と
い
う
人
工
物
は
、深
遠
な
何
か
を
秘
め

た
ブ
ラ
ッ
ク
・
ボ
ッ
ク
ス
を
抱
え
た
ま
ま
で
い
る
。

　

昔
話
に
登
場
す
る
浦
島
太
郎
は
「
玉
手
箱
」
＝
「
魂
が
凝

縮
さ
れ
た
小
さ
な
箱
」
を
開
け
る
こ
と
で
、
箱
の
中
に
籠
っ

て
い
た
自
ら
の
「
タ
マ
」
を
解
き
放
っ
た
。

　

空
洞
の
箱
か
ら
立
ち
上
っ
た
白
煙
の
魂
。

　

残
さ
れ
た
の
は
、
乙
姫
が
授
け
た
小
さ
な
箱
と
い
う
「
モ

ノ
」
だ
け
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

　

本
稿
で
論
じ
た
偶
像
を
め
ぐ
る
「
モ
ノ
」
の
諸
問
題
は
、

現
代
の
宗
教
と
芸
術
の
問
題
に
も
広
が
っ
て
い
く
。偶
像
を

拒
否
す
る
社
会
も
あ
れ
ば
、一
方
で
偶
像
を
否
定
し
な
が
ら

も
容
認
す
る
社
会
も
あ
り
、日
本
の
よ
う
に
節
操
も
な
く
偶

像
を
受
容
し
た
り
、
星
の
数
ほ
ど
作
り
だ
し
た
り
、
生
身
の

ア
イ
ド
ル
ま
で
大
量
に
世
に
放
つ
社
会
も
あ
る
。

　

多
か
れ
少
な
か
れ
、
偶
像
は
祭
祀
儀
礼
、
呪
術
あ
る
い
は

宗
教
と
の
密
接
な
関
係
性
の
な
か
で
つ
く
り
だ
さ
れ
て
き

た
。仮
に
宗
教
を
「
仮
想
世
界
」
と
す
る
な
ら
ば
、偶
像
は
宗

教
の
教
義
経
典
に
登
場
す
る
「
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
」
を
実
体
化

し
た
も
の
で
あ
る
。

　

ど
こ
ま
で
現
代
の
芸
術
家
た
ち
が
意
識
し
て
い
る
か
は
知

ら
な
い
が
、
唯
一
の
創
造
主
で
あ
る
神
の
「
創
造
」
と
い
う

能
力
を
、は
か
ら
ず
も
手
に
し
て
し
ま
っ
た
「
芸
術
」
は
、近
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現
代
社
会
に
お
い
て
、
半
ば
「
宗
教
」
の
代
わ
り
役
を
担
わ

さ
れ
て
き
た9

。

　

難
解
で
わ
け
が
わ
か
ら
な
い
と
思
い
な
が
ら
も
、と
く
に

日
本
人
は
ま
る
で
神
社
仏
閣
や
教
会
に
詣
で
る
か
の
よ
う
な

感
覚
で
、美
術
館
と
い
う
「
美
の
殿
堂
」
に
展
示
さ
れ
た
「
美

術
品
」
を
鑑
賞
し
に
集
ま
る
。

　

そ
の
意
味
で
は
、「
純
粋
芸
術
」
に
お
け
る
映
像
や
小
説
な

ど
は
宗
教
の
教
義
経
典
に
相
当
し
、絵
画
や
彫
刻
な
ど
は
偶

像
な
い
し
は
イ
コ
ン
に
相
当
す
る
と
い
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
た
だ
、
芸
術
に
お
け
る
「
経
典
」
と
「
イ
コ
ン
」
は
作
者

が
違
う
た
め
、
相
即
不
離
の
関
係
に
は
な
く
、
分
離
し
た
状

態
に
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
美
術
品
の
背
後
に
あ
る
「
仮
想
世

界
」
も
、土
偶
と
同
じ
よ
う
に
内
実
は
隠
さ
れ
た
ま
ま
だ
。

　

と
こ
ろ
が
、
面
白
い
の
は
、
通
俗
的
な
娯
楽
な
い
し
は
サ

ブ
カ
ル
チ
ャ
ー
と
し
て
格
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
き
た
ア
ニ

メ
と
フ
ィ
ギ
ュ
ア
は
相
即
不
離
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
も
、

主
に
美
術
館
や
エ
リ
ー
ト
階
級
に
所
有
さ
れ
る
「
た
っ
た
一

つ
」
の
芸
術
作
品
と
は
ち
が
っ
て
、
ア
ニ
メ
も
フ
ィ
ギ
ュ
ア

も
仏
教
経
典
や
聖
書
、仏
像
や
キ
リ
ス
ト
像
の
よ
う
に
広
く

一
般
に
普
及
し
て
い
る
。

　

ア
ニ
メ
は
芸
術
で
も
宗
教
で
も
な
く
、娯
楽
で
あ
る
が（
少

な
く
と
も
宮
崎
駿
は
娯
楽
で
あ
る
こ
と
を
自
負
し
て
い
る
）、

そ
の
娯
楽
で
し
か
な
い
は
ず
の
ア
ニ
メ
が
、
い
ま
、
既
存
の

宗
教
や
芸
術
を
換
骨
奪
胎
し
な
が
ら
取
り
込
み
、グ
ロ
ー
バ

リ
ズ
ム
の
波
に
乗
り
な
が
ら
、宗
教
や
芸
術
に
と
っ
て
代
わ

る
い
わ
ば
世
界
超
宗
教
的
な
存
在
と
な
り
つ
つ
あ
る
。そ
し

て
、そ
の
発
信
源
は
、ま
ぎ
れ
も
な
く
日
本
な
の
で
あ
る
。

　

歴
史
上
、日
本
は
た
だ
外
来
文
化
を
受
け
入
れ
る
だ
け
で

な
く
、さ
ま
ざ
ま
な
局
面
で
世
界
に
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
て

き
た
。わ
れ
わ
れ
は
そ
の
こ
と
を
そ
ろ
そ
ろ
自
覚
す
べ
き
時

に
き
て
い
る
。

注１　
「
第
一
の
道
具
」「
第
二
の
道
具
」の
分
別
は
小
林
達
雄
に
よ
る
。（
一

般
書
で
知
れ
る
両
者
の
概
念
区
分
に
つ
い
て
は
、
小
林
達
雄
『
縄
文

人
の
世
界
』
朝
日
新
聞
社
、
一
九
九
六
年
を
参
照
。）

２　

し
い
て
い
え
ば
、
装
飾
用
・
観
賞
用
と
い
う
用
途
が
あ
る
。
と

は
い
え
、
近
現
代
の
芸
術
が
目
指
し
た
の
は
、
道
具
を
超
越
し
た
「
無

用
の
用
」
と
し
て
の
機
能
で
あ
っ
た
。

３　

芸
術
の
文
脈
に
日
用
品
の
現
物
を
持
ち
込
ん
だ
の
は
ダ
ダ
イ
ズ

ム
な
ど
が
典
型
だ
が
、
そ
れ
よ
り
も
興
味
深
い
の
は
日
本
で
は
岡
本

太
郎
が
グ
ラ
ス
の
底
に
顔
を
つ
け
た
「
作
品
」
を
商
品
の
「
お
ま
け
」

と
し
て
配
布
し
た
こ
と
は
、「
芸
術
」
に
お
け
る
一
つ
の
事
件
と
い
っ

て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
当
時
は
周
囲
か
ら
芸
術
家
の
地
位
を
貶
め

る
も
の
だ
と
反
対
さ
れ
た
ら
し
い
が
、
岡
本
は
タ
ダ
当
然
に
浸
透
し
て

い
く
商
品
で
は
な
い
作
品
に
魅
力
を
感
じ
た
よ
う
だ
。
彼
が
パ
ブ
リ
ッ

ク
ア
ー
ト
の
作
品
を
多
く
残
し
た
の
も
同
じ
理
由
に
よ
る
。
近
年
で

は
「
ス
ー
パ
ー
フ
ラ
ッ
ト
」
を
提
唱
し
た
村
上
隆
が
海
洋
堂
と
提
携
し

て
、
自
作
を
「
お
ま
け
」
に
す
る
試
み
を
行
っ
た
が
、
彼
が
行
っ
て
い

る
前
近
代
的
な
「
工
房
」
の
復
活
に
し
て
も
、岡
本
同
様
に
芸
術
の
「
価

値
」
そ
の
も
の
を
問
い
直
す
行
為
と
い
え
る
。

４　

事
実
、
縄
文
土
器
が
日
本
美
術
史
に
組
み
入
れ
ら
れ
た
の
は
、

岡
本
太
郎
の
縄
文
土
器
論
に
端
を
発
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
は
伊
勢

神
宮
建
築
、
遡
っ
て
も
弥
生
土
器
や
埴
輪
が
日
本
美
術
史
の
筆
頭
に

掲
げ
ら
れ
、
縄
文
時
代
の
遺
物
は
「
工
芸
」
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

た
こ
と
か
ら
し
て
、
そ
の
選
別
基
準
が
「
日
本
民
族
史
」
的
な
意
味

合
い
が
強
い
か
が
わ
か
る
。
と
も
か
く
、
現
代
的
な
価
値
判
断
か
ら

何
ら
か
の
「
価
値
」
が
見
出
さ
れ
た
一
握
り
の
「
道
具
」
だ
け
が
、
美

術
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と

を
言
う
と
、
そ
ん
な
こ
と
と
は
関
係
な
く
縄
文
土
器
に
は
「
美
」
が

あ
る
と
い
う
よ
う
な
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
現
代
の

日
用
品
や
玩
具
に
ま
っ
た
く
も
っ
て
「
美
」
が
な
い
の
か
と
考
え
る
と
、

同
じ
道
具
で
あ
る
の
に
一
方
に
は
「
美
」
が
あ
り
、
一
方
に
は
「
美
」

が
な
い
と
は
言
え
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
「
美
」
な
る
概

念
自
体
が
近
代
の
所
産
で
あ
る
。

５　

す
る
と
、「
芸
術
・
美
術
」
は
近
現
代
に
お
け
る
特
殊
な
価
値
観

か
ら
生
み
だ
さ
れ
た
人
工
物
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。

６　

バ
ー
ビ
ー
人
形
や
ハ
ロ
ー
キ
テ
ィ
な
ど
は
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
が
先
行

す
る
例
外
も
あ
る
。

７　

金
子
昭
彦
『
遮
光
器
土
偶
と
縄
文
社
会
』
も
の
が
語
る
歴
史
シ

リ
ー
ズ
④
、
同
成
社
、
二
〇
〇
一
年
。
土
偶
に
関
す
る
研
究
を
体
系
的

に
知
り
た
い
場
合
は
、「
土
偶
と
そ
の
情
報
」
研
究
会
編
『
土
偶
研
究

の
地
平
』
全
４
冊
、
勉
誠
社
を
参
照
の
こ
と
。

８　

記
紀
神
話
に
登
場
す
る
八
百
万
の
神
々
は
、
ほ
と
ん
ど
が
擬
人

化
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
も
森
羅
万
象
の
す
べ
て
が
擬
人
化
さ
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
無
節
操
な
擬
人
化
と
い
っ
て
も
差
支
え
な
い
だ
ろ
う
。

９　

こ
の
点
を
松
宮
秀
治
は『
芸
術
崇
拝
の
思
想
─
政
教
分
離
と
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
の
新
し
い
神
』、
白
水
社
、
二
〇
〇
八
年
の
な
か
で
「
芸
術
」

の
思
い
上
が
り
と
し
て
痛
烈
に
批
判
し
て
い
る
。

第三章　物づくりにおける「モノ」とは何か──縄文土偶と現代フィギュアの比較から

平安京研究会　2009 年11月11日
左から、鳥居本幸代、藤井秀雪、湯本貴和、大西宏志、河角龍典、鎌田東二の各氏

（写真：大石高典）
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集 

編
集
工
房
レ
イ
ヴ
ン　

原　

章

デ
ザ
イ
ン 

鷺
草
デ
ザ
イ
ン
事
務
所　

尾
崎
閑
也

組　
　

版 

マ
ル
工
房　

大
西
昇
子

印　
　

刷	

株
式
会
社
N
P
C
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン

こ
の
三
月
末
で
科
研
が
終
了
す
る
。
実
り
あ
る
四
年
間
だ
っ
た
。
参
加
し
て
い
た
だ
い

た
分
担
研
究
者
・
研
究
協
力
者
・
助
手
の
み
な
さ
ん
に
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。
今

号
は
と
く
に
一
月
に
実
施
し
た
展
覧
会
と
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
を
中
心
に
ま
と
め
て

い
る
が
、
最
終
年
度
の
研
究
会
の
研
究
発
表
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
掲
載
し
て
い
る
の

で
、
ご
覧
い
た
だ
き
た
い
。
ま
た
ぜ
ひ
近
い
内
に
『
モ
ノ
学
』
の
第
二
弾
の
本
を
出
し

た
い
。
モ
ノ
学
研
究
は
こ
れ
で
終
わ
り
で
は
な
く
、
さ
ら
に
激
し
く
第
二
ラ
ウ
ン
ド
に

突
入
し
て
い
く
の
で
、
今
後
と
も
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。（
鎌
田
東
二
）

「
モ
ノ
学
冒
険
団
」
の
第
一
次
航
海
も
大
き
な
成
果
を
残
し
て
無
事
完
了
。
本
誌
も
本

号
を
も
っ
て
ひ
と
ま
ず
お
役
目
終
了
と
な
り
ま
し
た
。
編
集
サ
イ
ド
と
し
て
は
至
ら
ぬ

こ
と
ば
か
り
で
し
た
が
、
こ
れ
だ
け
ユ
ニ
ー
ク
な
学
術
雑
誌
の
編
集
に
携
わ
れ
ま
し
た

こ
と
は
最
大
の
喜
び
で
あ
り
誇
り
で
す
。
執
筆
者
の
皆
様
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
の
尾
崎
閑
也

さ
ん
、
組
版
の
大
西
昇
子
さ
ん
、
印
刷
の
Ｎ
Ｐ
Ｃ
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
の
皆
様
、
ご
協

力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
読
者
の
皆
様
、
長
い
お
つ
き
あ
い
を
感
謝
い
た
し
ま

す
。
第
二
次
航
海
が
楽
し
み
な
よ
う
な
、
恐
い
よ
う
な
…
…
。（
原　

章
）

編
集
後
記

【
研
究
代
表
者
】

鎌
田
東
二 

京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
・
京
都
造
形
芸
術
大
学
客
員
教
授
（
宗
教
哲
学
・
民
俗
学
）

【
研
究
副
代
表
者
】

梅
原
賢
一
郎 

京
都
造
形
芸
術
大
学
芸
術
学
部
教
授
（
美
学
）

【
研
究
分
担
者
】

河
合
俊
雄 

京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
・
同
大
学
院
教
育
学
研
究
科
教
授
（
臨
床
心
理
学
）

船
曳
建
夫 

東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
教
授
（
文
化
人
類
学
）

島
薗　

進 
東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
教
授
（
宗
教
学
）

黒
住　

真 
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
教
授
（
倫
理
学
・
日
本
思
想
史
）

原
田
憲
一 
京
都
造
形
芸
術
大
学
芸
術
学
部
教
授
・
比
較
文
明
学
会
副
会
長
（
地
球
科
学
）

中
村
利
則 

京
都
造
形
芸
術
大
学
芸
術
学
部
教
授
・
比
較
藝
術
学
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
（
茶
道
文
化
・
茶
室
研
究
）

藤
井
秀
雪 

京
都
造
形
芸
術
大
学
も
の
づ
く
り
総
合
研
究
セ
ン
タ
ー
主
任
研
究
員
（
マ
ネ
キ
ン
研
究
・
空
間
デ
ザ
イ
ン
）

小
林
昌
廣 

情
報
科
学
芸
術
大
学
院
大
学
教
授
（
芸
術
生
理
学
・
医
療
人
類
学
）

尾
関　

幸 

東
京
学
芸
大
学
准
教
授
・
比
較
藝
術
学
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
（
美
術
史
・
ド
イ
ツ
ロ
マ
ン
主
義
美
術
）

【
研
究
協
力
者
】

竹
村
真
一 

京
都
造
形
芸
術
大
学
芸
術
学
部
教
授
（
文
化
人
類
学
・
情
報
メ
デ
ィ
ア
論
）

関
本
徹
生 

京
都
造
形
芸
術
大
学
芸
術
学
部
教
授
・
近
代
産
業
遺
産
ア
ー
ト
再
生
学
会
副
会
長
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
（
彫
刻
）

松
生　

歩 

京
都
造
形
芸
術
大
学
芸
術
学
部
教
授
・
ア
ー
テ
ィ
ス
ト
（
日
本
画
）

大
西
宏
志 

京
都
造
形
芸
術
大
学
芸
術
学
部
准
教
授
（
メ
デ
ィ
ア
ア
ー
ト
・
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
）

茂
木
健
一
郎 

ソ
ニ
ー
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
サ
イ
エ
ン
ス
研
究
所
シ
ニ
ア
リ
サ
ー
チ
ャ
ー
・
京
都
造
形
芸
術
大
学
客
員
教
授
（
脳
科
学
）

岡
田
美
智
男 

豊
橋
技
術
科
学
大
学
大
学
院
工
学
研
究
科
知
識
情
報
工
学
専
攻
教
授
（
生
態
心
理
学
・
認
知
科
学
）

近
藤
髙
弘 

ア
ー
テ
ィ
ス
ト
・
造
形
美
術
家
・
エ
デ
ィ
ン
バ
ラ
国
立
芸
術
大
学
大
学
院
修
士
課
程
修
了
・
芸
術
学
修
士
（
造
形
芸
術
）

辺
見
葉
子 

慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
准
教
授
（
ケ
ル
ト
神
話
学
）

田
中
貴
子 

甲
南
大
学
文
学
部
教
授
（
中
世
文
学
）

西
山　

克 

関
西
学
院
大
学
文
学
部
教
授
・
東
ア
ジ
ア
恠
異
学
会
代
表
（
中
世
史
）

鏡
リ
ュ
ウ
ジ 

占
星
術
研
究
家
・
平
安
女
学
院
大
学
客
員
教
授
（
心
理
占
星
術
、魔
術
研
究
）

上
野　

誠 

奈
良
大
学
教
授
・
万
葉
古
代
学
研
究
所
副
所
長
（
万
葉
学
）

渡
邊
淳
司 

科
学
技
術
振
興
機
構
さ
き
が
け
研
究
員
＠
Ｎ
Ｔ
Ｔ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
科
学
基
礎
研
究
所
（
認
知
科
学
）

棚
次
正
和 

京
都
府
立
医
科
大
学
医
学
部
医
学
科
教
授
（
宗
教
哲
学
）

井
上
ウ
ィ
マ
ラ 

高
野
山
大
学
文
学
部
准
教
授
（
瞑
想
、ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
・
ケ
ア
論
）

土
居　

浩 

も
の
つ
く
り
大
学
准
教
授
（
地
理
学
、墓
地
研
究
）

切
通
理
作 

文
化
批
評
家
・
和
光
大
学
非
常
勤
講
師
（
文
化
批
評
）

上
林
壮
一
郎 

京
都
造
形
芸
術
大
学
准
教
授
（
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
ー
ス
デ
ザ
イ
ン
論
）

兵
藤
裕
己 

学
習
院
大
学
文
学
部
教
授
（
中
世
文
学
・
芸
能
）

佐
藤
壮
広 

立
教
大
学
講
師
（
宗
教
学
・
沖
縄
研
究
）

井
関
大
介 

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
博
士
課
程
（
宗
教
学
・
上
田
秋
成
研
究
）

石
井　

匠 

國
學
院
大
學
伝
統
文
化
リ
サ
ー
チ
セ
ン
タ
ー
・
ポ
ス
ド
ク
研
究
員
（
考
古
学
・
縄
文
図
像
学
）

大
石
高
典 

京
都
大
学
こ
こ
ろ
の
未
来
研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員
（
生
態
人
類
学
）

魚
川
祐
司 

東
京
大
学
大
学
院
人
文
社
会
系
研
究
科
博
士
課
程
（
印
度
哲
学
・
仏
教
学
専
攻
）

外
村
佳
伸 

Ｎ
Ｔ
Ｔ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
科
学
基
礎
研
究
所
所
長

秋
丸
知
貴 

社
団
法
人
日
本
図
案
家
協
会
事
務
局
長
・
日
図
デ
ザ
イ
ン
博
物
館
学
芸
員

【
研
究
会
助
手
】

菅
原
一
真 

龍
谷
大
学
大
学
院
国
際
文
化
学
研
究
科
修
士
課
程
修
了
（
イ
ス
ラ
ー
ム
美
術
史
専
攻
）

鎌
田
諭
紀 

京
都
大
学
大
学
院
人
間
・
環
境
学
研
究
科
相
関
環
境
学
専
攻
修
士
課
程
（
物
理
学
）

奥
井　

遼 

京
都
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
臨
床
教
育
学
専
攻
博
士
課
程
（
臨
床
教
育
学
・
身
体
論
）

研
究
会
の
構
成
メ
ン
バ
ー




