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2９ 

デ
ュ
ー
ィ
は
「
蛾
初
先
ず
区
別
を
立
て
、
次
い
で
分
離
し
、
分
割
す
る
こ
と
に
か
け
て
は
、
カ
ン
ト
は
押
し
も
押
さ
れ
あ
せ
ぬ
大
家

で
あ
っ
た
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
「
形
相
的
観
念
論
」
が
そ
の
市
民
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
お
ス
コ
ラ
哲
学
の
形

式
主
義
を
ひ
き
ず
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
「
判
断
力
批
判
」
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
の
一
切
の
素
質
的
能
力
を
、
認
識
能

力
、
欲
求
能
力
、
快
・
不
快
の
感
情
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
自
律
的
な
三
つ
の
心
的
能
力
に
還
元
し
、
つ
ぎ
の
表
の
よ
う
に
、
さ
ら
に
そ

れ
ぞ
れ
に
対
し
て
悟
性
・
理
性
・
判
断
力
を
割
当
て
、
そ
れ
ら
に
対
応
す
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
と
適
用
の
範
囲
ま
で
厳
密
に
指
定

し
、
し
か
も
、
こ
れ
ら
三
筋
の
タ
テ
系
列
相
互
の
異
種
性
を
前
提
に
し
た
う
え
で
、
法
則
的
に
美
の
普
遍
性
に
迫
ろ
う
と
し
て
い
る

が
、
こ
れ
は
一
方
に
ノ
ゥ
メ
ノ
ソ
（
冒
冨
｝
］
値
す
｝
の
尋
日
匡
）
を
お
き
、
他
方
に
フ
ェ
ノ
メ
ノ
ソ
（
、
の
ロ
⑭
丘
の
尋
・
Ｈ
－
」
）
を
お
き
な
が
ら
、

な
お
両
者
の
原
因
性
の
規
定
を
「
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
」
見
出
す
先
験
論
の
思
想
家
と
し
て
、
な
ん
と
か
普
遍
と
特
殊
と
の
さ
け
目
を

再
結
合
し
よ
う
と
い
う
、
彼
と
し
て
は
苦
心
の
展
開
な
の
で
あ
っ
た
。

い
つ
か
カ
ン
ト
の
「
判
断
力
批
判
」
を
読
ん
で
、
形
象
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
理
論
を
整
理
し
て
お
こ
う
と
思
っ
て
い
た
。
以
下

は
そ
の
研
究
ノ
ー
ト
の
一
部
で
あ
る
。

「
判
断
力
批
判
」
と
形
象
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

中

川

作
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3０ 

尻
ノ
」
◎ と
く
に
判
断
力
は
悟
性
や
理
性
と
と
も
に
広
い
意
味
の
認
識
能
力
の
成
素
な
の
だ
が
、
後
二
者
の
よ
う
に
対
象
に
対
し
て
「
法
則
を

あ
た
え
る
」
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
「
合
目
的
性
」
は
た
だ
自
然
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
表
象
そ
の
も
の
を
整

序
す
る
反
省
の
原
理
で
あ
る
。

図
（
１
）
は
以
上
の
関
係
を
シ
ェ
マ
に
し
た
も
の
だ
。
判
断
力
は
美
学
的
判
断
力
と
目
的
論
的
判
断
力
と
に
分
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
が
与
え

ら
れ
た
対
象
に
つ
い
て
現
示
す
る
（
表
象
す
る
）
合
目
的
性
に
も
区
別
が
あ
る
。
前
者
は
主
観
的
（
形
式
的
）
合
目
性
、
後
者
は
客
観

的
（
実
在
的
）
合
目
的
性
で
あ
る
。
一
つ
は
、
対
象
の
形
式
の
前
概
念
的
把
握
（
、
己
口
の
ゲ
の
ロ
巴
。
）
に
「
快
」
の
感
情
が
結
び
つ
き
、
こ

の
快
に
も
と
づ
い
て
合
目
的
性
が
表
象
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
（
本
稿
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
検
討
を
す
す
め
た
。
）

も
う
一
方
の
実
在
的
合
目
性
は
、
「
蓉
観
的
根
拠
に
も
と
づ
き
、
対
象
の
形
式
と
モ
ノ
そ
の
も
の
の
可
能
性
と
の
調
和
と
し
て
表
象

さ
れ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
モ
ノ
そ
の
も
の
に
先
行
し
、
こ
の
モ
ノ
の
形
式
の
根
拠
を
ふ
く
む
よ
う
な
、
そ
の
モ
ノ
の
概
念
に
し
た
が

目
的
論
的
判
断
力
は
、
こ
の
表
象
に
み
ち
び
か
れ
て
も
っ
ぱ
ら
対
象
の
形
式
を
「
一
定
の
認
識
」
に
関
係
づ
け
、
そ
こ
に
”
自
然
目

、
、
、

的
”
を
発
見
す
る
仕
事
に
た
ず
さ
わ
る
の
で
あ
る
が
、
〉
」
の
仕
事
は
、
し
か
し
、
モ
ノ
そ
の
も
の
よ
り
以
前
に
あ
る
概
念
（
客
観
的
合

目
性
）
の
現
示
（
」
胃
閂
の
」
｝
§
ぬ
）
で
あ
っ
た
か
ら
、
「
発
見
」
と
は
い
う
も
の
の
、
デ
ュ
ー
イ
が
い
っ
た
よ
う
に
、
一
種
の
再
認
活
動

（
：
庁
。
帛
忌
８
，
口
三
・
口
）
と
見
な
せ
な
い
こ
と
も
な
か
っ
た
。

け
れ
ど
も
カ
ン
ト
の
苦
心
は
、
弁
証
法
な
し
に
、
い
か
に
し
て
有
機
的
自
然
の
二
律
背
反
に
対
応
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
っ
た
。

カ
ン
ト
は
さ
す
が
に
無
機
的
自
然
と
有
機
的
自
然
の
矛
盾
を
よ
く
み
て
い
た
。
そ
れ
だ
け
に
か
え
っ
て
、
有
機
的
自
然
の
法
則
性
は

「
論
証
的
悟
性
」
で
は
不
可
解
で
あ
る
、
と
考
え
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
悟
性
的
概
念
の
立
場
か
ら
ゑ
る
限
り
、
原
因

も
も
ｂ
ｂ
、
、
Ｕ

心
的
能
力
の
全
体

認
識
能
力

快
・
不
快
の
感
情

欲
求
能
力

認、
理判悟識、
性断性鮨、
カカ、

ｂ
Ｕ
Ｕ
、
ｂ
ｂ
、
ｂ

ァ
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理

合
法
則
性

合
目
的
性

究
極
目
的

ｂ
℃
ｂ
ｂ
、

適
用
の
範
囲

自
然

芸
術

｛Ｈロ｛閨】
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3１ 
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3２ 
は
あ
く
ま
で
原
因
で
あ
っ
て
く
れ
な
け
れ
ば
困
る
の
だ
が
、
有
機
的
自
然
の
領
域
の
中
に
は
、
あ
る
も
の
が
自
ら
原
因
で
あ
る
と
同
時

に
結
果
で
も
あ
る
よ
う
な
連
関
が
い
た
る
と
こ
ろ
に
転
が
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
”
因
果
結
合
“
に
は
「
作
用
原
因

の
結
合
」
と
「
究
極
原
因
の
結
合
」
と
が
あ
る
と
い
っ
て
、
原
因
性
そ
の
も
の
を
二
つ
に
区
別
し
、
「
自
然
目
的
」
を
後
者
に
よ
っ
て

理
解
す
れ
ば
、
「
機
械
的
法
則
に
関
し
て
偶
然
と
判
定
せ
ざ
る
を
得
な
い
」
自
然
の
所
産
を
あ
ら
た
め
て
原
理
的
に
可
能
な
も
の
と
し

て
理
性
の
対
象
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
ｌ
と
考
え
る
．

い
い
か
え
れ
ば
、
カ
ソ
ト
の
理
性
は
決
し
て
悟
性
概
念
を
閉
め
だ
さ
な
い
し
、
む
し
ろ
、
後
者
を
不
可
欠
の
環
と
し
て
ふ
く
ん
で
い

た
。
そ
れ
は
彼
が
「
直
観
的
悟
性
」
の
洞
察
に
よ
る
全
体
ｌ
部
分
の
可
能
性
を
、
部
分
↓
全
体
と
い
う
「
論
証
的
悟
性
」
の
論
理
を
く

ず
さ
ず
に
根
拠
づ
け
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
目
的
」
の
概
念
を
規
定
し
な
お
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
※

し
か
し
、
目
的
論
的
判
断
力
の
詳
細
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
カ
ン
ト
が
、
〃
自
然
目
的
〃

と
の
類
比
に
よ
っ
て
、
現
実
で
は
な
く
理
念
の
中
に
見
出
さ
れ
る
あ
る
種
の
結
合
に
光
を
あ
て
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
と
い
い
、
ア

メ
リ
カ
の
独
立
当
時
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
論
及
し
て
い
た
こ
と
だ
け
付
け
加
え
て
お
こ
う
。

カ
ン
ト
は
、
こ
の
「
最
近
の
企
て
」
に
あ
た
っ
て
ア
メ
リ
カ
市
民
が
行
政
制
度
や
国
家
制
度
を
有
機
的
組
織
と
い
い
表
わ
し
た
こ
と

を
好
意
的
に
引
例
し
、
「
な
ぜ
な
ら
、
こ
う
い
う
一
つ
の
全
体
の
中
で
は
、
各
成
員
は
も
と
よ
り
た
ん
に
手
段
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

同
時
に
目
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
全
体
の
可
能
性
の
た
め
に
共
働
し
な
が
ら
、
こ
の
全
体
の
理
念
を
通
じ
て
ふ
た
た
び
、
自
己
の
地

位
と
機
能
と
に
つ
い
て
規
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
と
い
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
脚
注
だ
け
れ
ど
も
、
彼
が
後
進
国
ド
イ

ツ
に
い
て
、
「
一
つ
の
国
家
を
め
ざ
し
て
多
大
な
人
氏
の
全
面
改
造
「
｜
を
試
み
た
ア
メ
リ
カ
デ
モ
ク
ラ
シ
ー
の
指
導
者
た
ち
の
「
理

性
」
に
、
は
る
か
な
共
感
を
よ
せ
た
心
情
を
思
う
こ
と
は
で
き
る
。

※
マ
イ
ナ
ー
版
二
七
三
’
二
七
四
画
．

こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ソ
ト
は
、
あ
る
も
の
を
美
し
い
と
言
明
す
る
美
学
的
判
断
は
趣
味
判
断
で
あ
る
、
と
い
う
。
こ
の
と
き
彼
が
趣

味
（
の
の
、
。
ゲ
日
：
丙
》
甘
呉
の
）
と
い
う
こ
と
ば
を
使
う
の
は
、
美
学
的
判
断
が
「
主
観
的
」
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
は
快
・
不
快
の
「
感

Hosei University Repository



3３ 
情
」
に
あ
る
こ
と
を
力
説
す
る
た
め
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
カ
ン
ト
は
こ
の
趣
味
判
断
は
伝
達
可
能
で
あ
る
。
私
的
に
閉
じ
て
い
な
い
、
と
い
う
。
つ
ま
り
、
問
題
が
わ
れ
わ
れ
の

〃
感
性
”
の
次
元
に
近
づ
き
、
し
か
も
そ
の
共
通
性
を
論
証
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
る
と
、
カ
ソ
ト
は
か
え
っ
て
普
遍
を
、
特
殊
と
特
殊

と
の
関
係
の
う
ち
に
見
出
す
発
想
を
垣
間
見
せ
、
そ
の
点
で
ふ
た
た
び
私
た
ち
は
彼
の
哲
学
の
近
代
性
に
接
す
る
）
」
と
に
な
る
の
だ

が
、
そ
れ
で
も
や
は
り
カ
ン
ト
は
「
先
験
論
」
を
す
て
ず
に
美
学
的
判
断
の
普
遍
妥
当
性
を
要
求
す
る
の
で
、
鑑
賞
者
た
ち
の
主
観
的

条
件
の
間
に
一
種
の
「
同
型
性
」
を
仮
定
し
な
け
れ
ば
、
表
象
（
と
認
識
）
が
伝
わ
る
根
拠
を
説
明
で
き
な
く
な
る
。
そ
の
点
を
も
う

少
し
追
っ
て
詮
よ
う
。

図版 メネソデスiIiii物（1772）

カ
ン
ト
は
美
し
い
も
の
（
含
め
の
。
冨
口
の
）
の
分
析
に
あ
た
っ
て
、
一
見
お
か
し
な
こ

と
に
、
質
、
並
、
側
係
、
様
態
と
い
う
論
理
形
式
に
よ
っ
て
、
趣
味
判
断
の
四
つ
の
モ

メ
ン
ト
を
研
究
す
る
。
こ
れ
は
四
つ
の
側
耐
か
ら
”
美
“
の
定
義
を
企
て
た
も
の
と
思

え
ば
い
い
だ
ろ
う
。

ま
ず
「
質
」
の
モ
メ
ン
ト
か
ら
染
て
、
「
趣
味
と
は
、
対
象
あ
る
い
は
表
象
様
式
を
、

一
切
の
関
心
に
か
か
わ
り
な
く
満
足
、
あ
る
い
は
不
満
足
に
よ
っ
て
判
定
す
る
能
力
で

（
ｓ
相
）

あ
る
。
そ
の
よ
う
な
満
足
の
対
象
は
美
し
い
と
よ
ば
れ
る
」
と
い
う
。
こ
こ
に
さ
っ
そ

く
、
シ
ョ
ウ
ペ
ン
ハ
ウ
ァ
ー
が
こ
だ
わ
っ
た
一
‐
ま
っ
た
く
の
無
関
心
」
（
○
ず
：
四
一
一
の
の

自
貝
の
Ｈ
の
、
、
の
）
が
出
て
く
る
の
だ
が
、
し
か
し
カ
ン
ト
は
、
こ
の
定
義
で
む
し
ろ
当
然
の

こ
と
を
言
っ
た
に
す
ぎ
な
い
。

リ
ン
ゴ
を
謬
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
、
リ
ン
ゴ
の
美
し
さ
は
見
え
な
い
。
あ
る
リ
ン

ゴ
を
美
し
い
と
い
う
た
め
に
は
、
リ
ン
ゴ
の
現
存
（
□
自
切
の
旨
）
へ
の
関
心
は
と
ざ
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
オ
ラ
ン
ダ
や
ス
ペ
イ
ン
の
静
物
画
を
お
も
い
出
そ
う
。
日
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3４ 

、
、
、

つ
ま
り
、
趣
味
判
断
の
過
程
は
迂
り
路
を
ふ
く
む
。
｝
」
の
と
き
、
当
然
、
対
象
か
ら
離
れ
る
過
程
だ
け
を
迂
路
全
体
と
の
関
係
か
ら

切
り
離
す
と
、
シ
ョ
ウ
ペ
ソ
ハ
ウ
ア
ー
の
場
合
の
よ
う
に
「
無
関
心
」
が
ひ
と
り
歩
き
を
は
じ
め
て
し
ま
う
。
し
か
し
私
た
ち
は
、
彼

の
「
誤
解
」
の
責
任
を
カ
ソ
ト
の
得
意
な
「
区
別
」
に
帰
す
る
よ
り
、
図
（
２
）
の
よ
う
に
積
極
的
に
、
趣
味
に
よ
る
傾
向
性
の
否
定
の

否
定
が
、
対
象
の
実
在
へ
の
回
帰
と
結
ぶ
可
能
性
を
見
て
お
く
べ
き
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

つ
ぎ
に
「
量
」
の
モ
メ
ン
ト
か
ら
見
て
、
カ
ソ
ト
は
、
「
美
し
い
＄
）
の
と
は
概
念
な
し
に
普
遍
的
な
満
足
の
対
象
と
し
て
表
象
さ
れ

、
、

こ
の
よ
う
に
、
美
学
的
判
断
は
対
象
の
現
存
在
（
い
ま
と
》
」
こ
）
と
の
間
に
距
離
を
と
る
。
む
し
ろ
、
対
象
の
性
質
と
感
情
と
の
結

び
目
は
、
そ
の
距
離
の
質
に
応
じ
て
細
や
か
に
な
る
。
ま
た
対
象
か
ら
い
ち
ど
離
れ
る
そ
の
迂
り
路
の
分
だ
け
、
こ
の
判
断
は
知
的
に

℃
、
、

な
る
は
ず
で
あ
る
。
カ
ソ
ト
が
、
対
象
の
形
式
の
把
握
に
と
ｊ
い
）
な
う
一
‐
快
」
は
、
対
象
の
表
象
と
、
反
省
的
判
断
力
の
な
か
で
遊
ん
で

、
、
、
ｂ
、
、

い
る
認
識
能
力
と
の
適
合
の
現
わ
れ
だ
、
と
わ
ざ
わ
ざ
付
一
一
一
口
し
た
の
は
、
い
ま
い
う
趣
味
判
断
の
知
的
な
側
面
に
念
を
押
す
た
め
で
あ

っ
た
。 快・不快：

〔無関心〕
･欲求能力
〔実在への関心〕

善い

美しい

楽しい

常
的
に
は
鮭
や
梨
は
欲
望
の
対
象
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
メ
ネ
ン
デ
ス
の
”
静
物
“

が
美
し
い
の
は
、
ふ
と
し
た
生
活
空
間
の
隅
に
あ
っ
て
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
の
”
傾
向
性
“
を

こ
ば
む
よ
う
な
、
存
在
の
し
た
た
か
さ
が
誰
れ
の
目
に
も
明
ら
か
に
表
わ
さ
れ
て
い
る
か
ら

、
、
、

、
、
＄

だ
。
お
な
じ
「
快
」
で
も
、
美
し
い
も
の
を
見
る
快
よ
さ
は
、
食
欲
を
み
た
す
楽
し
さ
（
快
適
）

、
、

、
、

と
も
、
ま
た
、
実
践
的
に
価
値
の
あ
る
善
い
も
の
、
あ
る
い
は
善
い
行
為
に
満
足
す
る
快
よ
さ

２
 

図
と
も
区
別
さ
れ
る
。

い
い
か
え
れ
ば
、
趣
味
判
断
は
対
象
と
の
間
に
距
離
を
お
く
。
カ
ソ
ト
の
こ
と
ば
を
つ
か
え

ば
、
そ
れ
は
「
主
観
を
対
象
の
実
在
に
結
び
つ
け
る
表
象
さ
れ
た
連
結
（
ぐ
９
斤
目
ご
｛
目
的
）
」

に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
彼
が
第
一
の
モ
メ
ン
ト
に
つ
い
て
、
「
趣
味
判
断
は
観
想
的
で
あ

り
、
対
象
の
翻
鮪
躯
つ
い
て
関
心
を
も
た
ず
、
た
だ
対
象
の
性
質
を
快
・
不
快
の
感
情
に
対
比

す
る
判
断
で
あ
る
。
」
と
い
っ
た
の
は
そ
の
意
味
で
あ
っ
た
。
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3５ 

図版２ マチスダソス習作（1909-10）

（
ｓ
⑬
）
 

る
も
の
で
あ
る
。
」
と
い
う
。

こ
こ
に
、
マ
チ
ス
の
「
ダ
ン
ス
の
た
め
の
習
作
」
（
巴
Ｓ
Ｉ
Ｓ
）
が
コ

ピ
ィ
さ
れ
て
い
る
。
い
ま
、
私
は
こ
れ
に
見
入
り
、
輪
に
な
っ
て
軽
ろ
や

か
に
踊
る
五
人
の
女
た
ち
の
躍
動
を
、
生
の
リ
ズ
ム
の
よ
う
に
美
し
い
と

思
う
。

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
の
「
好
意
」
は
、
私
の
主
観
の
い
か
な
る
傾
向

性
に
よ
る
の
で
も
な
く
、
い
わ
ん
や
考
え
ぬ
か
れ
た
実
践
的
関
心
に
よ
る

の
で
も
な
い
。
ま
っ
た
く
の
無
関
心
な
満
足
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
私
は
こ

の
素
描
に
よ
せ
る
満
足
に
つ
い
て
完
全
な
自
由
を
感
じ
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
れ
だ
け
の
満
足
を
味
わ
い
な
が
ら
、
私
は
そ
の
根
拠
と

、
も

し
て
の
「
私
的
な
条
件
」
を
ど
一
」
に
も
見
出
し
得
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の

満
足
は
、
私
が
す
べ
て
の
他
者
の
も
と
に
前
提
す
る
こ
と
の
で
き
る
な
に

か
に
も
と
づ
く
も
の
と
象
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
じ
じ
つ
私
た
ち
は
、
こ

、
、
、
℃
、

の
素
描
は
私
に
と
っ
て
美
し
い
と
は
い
わ
ず
、
あ
た
か
』
も
そ
の
美
し
さ
が

対
象
そ
の
も
の
の
性
質
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
こ
の
素
描
は
美
し
い

と
い
う
一
般
的
な
言
い
方
を
す
る
。
こ
の
時
、
私
た
ち
は
「
自
分
に
と
っ

て
の
判
断
を
す
る
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
の
判
断
も
か
ね

る
」
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
判
断
は
も
と
も
と
い
わ
ば
私
の
目

の
満
足
に
も
と
づ
い
て
下
さ
れ
た
も
の
な
の
に
、
そ
れ
が
あ
た
か
』
も
論
理

的
判
断
で
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
そ
の
妥
当
性
を
す
べ
て
の
人
に
対
し

て
前
提
し
、
私
自
身
が
味
わ
っ
て
い
る
満
足
と
類
似
の
満
足
を
す
べ
て
の
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3６ 

も
も

他
者
に
印
も
と
め
る
私
の
要
求
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
、
カ
ソ
ト
は
、
趣
味
判
断
は
一
般
妥
当
的
、
公
共
的
（
、
の
日
の
ご
胸
己
什
碕
》

己
｛
』
冨
歸
）
判
断
で
あ
る
、
と
い
う
。

し
か
し
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
趣
味
判
断
は
対
象
の
性
質
を
快
・
不
快
と
い
う
主
観
に
関
係
づ
け
る
判
断
で
あ
る
か
ら
、
論
理
的
判
断

、
、

仁
に
て
は
い
て
ｊ
い
）
後
者
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
普
遍
性
は
客
観
の
認
識
を
織
成
す
る
概
念
か
ら
は
で
て
こ
な
い
。
で
は
そ

れ
は
「
主
観
的
条
件
」
の
ど
こ
に
、
根
拠
を
ｊ
も
つ
の
だ
ろ
う
か
。
－
ｌ

こ
の
絵
は
美
し
い
、
と
私
が
い
う
場
合
、
私
は
こ
の
判
断
に
対
す
る
普
遍
的
賛
成
が
得
ら
れ
る
も
の
と
信
じ
て
、
そ
れ
を
要
求
す
る

も
、

の
だ
が
、
こ
の
要
求
は
論
拠
を
あ
げ
て
す
る
同
意
の
要
請
で
は
な
い
か
ら
、
そ
れ
に
こ
た
え
る
相
手
は
「
ま
る
で
彼
の
満
足
が
感
覚
に

（
ｓ
別
）

依
存
す
る
か
の
よ
う
に
」
、
し
か
ｊ
も
こ
の
場
合
に
必
要
な
「
無
関
心
」
の
意
識
を
Ｊ
い
）
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
同
じ
絵
を
画
Ｈ
分
の
［
日
で
確
か

め
、
』
も
し
そ
の
知
覚
に
快
が
と
Ｊ
も
な
え
ば
、
そ
こ
で
は
じ
め
て
「
あ
あ
美
し
い
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
こ
の
と

き
、
私
か
ら
そ
の
相
手
に
伝
わ
っ
た
の
は
、
私
自
身
の
直
接
の
快
で
ば
な
く
、
た
と
え
ば
こ
の
素
拙
の
「
躍
動
す
る
生
」
の
表
象
で
あ

る
。
で
は
そ
う
い
う
表
象
の
伝
達
可
能
性
は
ど
こ
か
ら
く
る
の
か
。
１
１

℃
 

表
象
は
、
い
う
ま
で
Ｊ
い
）
な
く
な
に
よ
り
“
い
）
個
体
内
存
在
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
の
ま
ま
で
は
伝
わ
る
は
ず
が
な
い
。
け
れ
ど
ｊ
小
）
、
表
象

は
い
？
い
）
な
に
か
に
つ
い
て
の
表
象
で
あ
る
か
ら
、
広
い
意
味
の
認
識
に
そ
く
す
る
。
こ
の
事
実
を
カ
ソ
ト
は
少
し
Ｊ
心
）
否
定
し
て
い
な

い
。
か
え
っ
て
彼
は
、
与
え
ら
れ
た
表
象
は
認
識
に
そ
く
す
る
限
り
客
観
的
で
あ
り
、
あ
た
か
』
も
認
識
と
お
な
じ
よ
う
に
普
遍
的
に
つ

た
え
得
る
。
つ
ま
り
、
表
象
は
認
識
に
そ
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
す
べ
て
の
人
の
表
象
力
が
そ
れ
と
の
調
和
を
迫
ら
れ
る
よ
う
な
普

遍
的
関
係
点
（
因
の
Ｎ
一
の
百
口
、
⑪
ご
ロ
具
。
を
ｊ
い
）
つ
。
い
い
か
え
れ
ば
、
表
象
は
客
観
の
表
象
で
あ
る
限
り
、
ｊ
い
）
ち
ろ
ん
主
観
的
だ
け
れ
ど

、

Ｊ
も
、
個
体
間
存
在
と
し
て
の
普
遍
性
を
ｊ
い
）
つ
、
と
考
え
て
い
た
。

こ
れ
に
続
く
つ
ぎ
の
文
章
は
、
こ
こ
の
展
開
の
節
に
な
っ
て
い
る
の
で
、
引
用
し
よ
う
。

「
表
象
の
こ
の
よ
う
な
普
遍
的
可
伝
達
性
に
関
す
る
判
断
の
規
定
根
拠
は
、
た
ん
岼
率
観
酌
に
、
す
な
わ
ち
、
対
象
の
概
念
な
し
に
考
え
ら
れ
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
、
諸
表
象
力
が
与
え
ら
れ
た
表
象
を
、
認
識
一
般
に
関
係
づ
け
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
諸
表
象
力
相

互
の
関
係
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
心
情
状
態
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
」
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3７ 
具
体
的
に
い
え
ば
、
こ
う
い
う
こ
と
だ
．
ｌ
感
じ
め
私
は
「
ダ
ン
ス
」
の
デ
ッ
サ
ン
が
引
き
起
こ
す
眼
球
運
動
を
「
地
」
に
し

て
、
お
や
？
と
思
う
。
し
か
し
、
探
索
反
応
が
こ
の
未
分
化
な
知
覚
の
現
存
在
か
ら
、
さ
ら
に
私
の
観
察
を
分
離
す
る
と
、
そ
こ
に

遠
心
的
に
弾
ず
む
身
体
の
動
き
と
形
が
現
わ
れ
、
や
が
て
そ
の
動
的
形
態
が
、
象
徴
と
し
て
の
「
輪
舞
」
の
意
味
に
関
係
づ
け
ら
れ
る

に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
画
像
は
、
大
地
の
よ
う
に
豊
か
に
生
む
力
を
担
う
女
た
ち
の
生
の
喜
び
の
表
象
像
に
た
か
ま
り
、
同
時
に
私
は

ふ
か
い
満
足
を
味
わ
う
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
う
い
う
美
の
表
象
は
、
も
し
私
が
こ
の
対
象
を
た
ん
に
概
念
に
よ
っ
て
判
定
す
る
場
合
に
は
、
す
べ
て
失
わ
れ
て
し

ま
う
。
（
ち
な
象
に
、
た
と
え
ば
「
生
」
の
概
念
は
既
述
の
よ
う
に
本
来
の
悟
性
の
中
に
は
な
い
。
）
い
い
か
え
れ
ば
、
描
線
の
切
れ
味

や
弾
力
か
ら
形
の
相
貌
を
感
じ
と
り
、
輪
舞
に
女
性
ら
し
い
生
の
躍
動
を
見
る
よ
う
な
〃
判
断
〃
は
、
カ
ン
ト
の
い
う
「
認
識
判
断
」

、
、
、
、

で
は
な
い
。
こ
の
時
、
悟
性
は
む
し
ろ
認
識
判
断
か
ら
解
放
さ
れ
て
い
て
自
由
な
の
だ
が
、
す
す
ん
で
認
識
一
般
に
と
っ
て
必
要
と
さ

れ
る
だ
け
構
想
力
と
調
和
し
、
私
た
ち
の
「
表
象
力
」
を
充
た
す
。
し
か
も
こ
の
「
認
識
一
般
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
構
想
力
と
悟
性

宮
西

と
の
主
観
的
関
係
」
は
、
カ
ソ
ト
の
老
レ
ヱ
で
は
、
す
べ
て
の
人
に
お
な
じ
よ
う
に
妥
当
し
、
彼
ら
の
表
象
様
式
に
普
遍
性
を
あ
た
鮨
え
て

い
る
。
従
っ
て
、
私
の
表
象
力
が
、
与
え
ら
れ
た
表
象
を
認
識
一
般
に
関
係
づ
け
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
諸
他
の
す
べ
て
の
表
象
力
と
の

相
互
関
係
に
対
し
て
開
か
れ
る
か
ら
、
そ
の
中
で
一
つ
の
心
情
状
態
を
共
有
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
い
ま
の
よ
う
に
、
私
が
マ

チ
ス
の
絵
を
、
こ
れ
は
美
し
い
と
思
う
そ
の
判
断
の
規
定
根
拠
は
、
「
対
象
の
概
念
な
し
に
考
え
ら
れ
る
」
こ
の
種
の
心
情
状
態
以
外
の

も
の
で
は
な
い
．
ｌ
こ
こ
で
ば
、
人
間
が
、
客
観
的
認
識
と
は
い
わ
ば
否
定
的
に
し
か
か
か
わ
ら
な
い
「
表
象
力
」
と
し
て
禦
さ

も
、

れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
カ
ソ
ト
は
そ
れ
ら
表
象
力
た
ち
の
出
合
い
か
ら
、
も
う
一
つ
の
、
経
験
的
事
実
と
し
て
の
普
遍
性
を
、
し

か
も
一
つ
の
必
然
と
し
て
導
き
出
し
て
い
る
。
む
し
ろ
彼
は
趣
味
判
断
を
認
識
判
断
と
対
置
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
す
べ
て

の
人
び
と
の
主
観
に
お
け
る
普
遍
性
（
主
観
の
中
の
客
観
）
に
つ
い
て
論
証
の
メ
ド
を
立
て
た
。
こ
の
点
は
十
分
に
評
価
し
て
お
こ
う
。

そ
れ
に
し
て
も
、
カ
ン
ト
は
普
遍
美
の
根
拠
を
あ
く
ま
で
「
主
観
」
の
中
に
も
と
め
た
の
で
、
美
の
表
象
の
伝
達
可
能
性
が
、
制
作

者
と
鑑
賞
者
た
ち
と
の
お
な
じ
客
観
的
な
”
実
在
“
に
か
か
わ
る
体
験
の
共
鮠
関
係
に
も
と
づ
く
事
実
を
見
逃
し
て
し
ま
っ
た
。

周
知
の
よ
う
に
、
現
に
マ
チ
ス
の
こ
の
素
描
は
、
画
家
が
制
作
の
過
程
で
作
品
の
イ
メ
ー
ジ
を
探
り
当
て
る
た
め
に
何
ど
屯
試
ゑ
た
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3８ 

図版３マチス ダソス（1910）エルミタージニ

習
作
の
一
つ
で
あ
る
。
当
時
、
彼
の
頭
に
は
、
古
典
的
な
先
行
作
の
輪
舞

が
い
く
つ
か
浮
ん
で
い
た
。
さ
ら
に
マ
チ
ス
に
よ
れ
ば
、
「
構
図
を
作
ら
ね

ば
な
ら
な
く
な
っ
た
と
き
、
私
は
も
う
一
度
フ
ァ
ラ
ソ
ド
ー
ル
を
見
る
た

め
に
、
ム
ー
ラ
ン
・
ド
・
ラ
・
ギ
ャ
レ
ッ
ト
へ
行
っ
た
の
で
す
。
」
と
い
う
。

つ
ま
り
、
制
作
中
の
表
象
力
そ
の
も
の
が
、
絵
画
史
の
認
識
と
、
こ
の

民
俗
舞
踏
の
楽
し
さ
を
諸
他
の
観
客
と
分
け
合
っ
た
鑑
賞
者
と
し
て
の
彼

自
身
の
体
験
と
に
根
ざ
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
マ
チ
ス
は
こ
の
作
品
（
図

版
３
）
の
中
で
プ
ロ
ヴ
ァ
ソ
ス
地
方
の
踊
り
を
再
現
し
た
の
で
は
な
く
、

そ
の
本
質
的
断
面
を
、
フ
ォ
ー
ヴ
期
を
へ
た
独
自
の
画
法
に
よ
っ
て
形
象

化
し
た
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
前
提
に
、
「
流
動
性
と
有
機
的
形
態
」
に
関

す
る
鑑
賞
者
の
側
の
類
似
の
体
験
が
存
在
し
、
彼
の
中
に
そ
れ
と
の
”
調

和
“
の
脈
動
が
表
象
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ

ば
、
「
す
べ
て
の
人
の
表
象
力
が
、
そ
れ
と
の
調
和
を
迫
ら
れ
る
よ
う
な

普
遍
的
関
係
点
を
も
つ
」
の
は
、
表
象
が
た
ん
に
認
識
に
そ
く
す
る
か
ら

で
は
な
く
、
歴
史
的
・
文
化
的
現
実
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
関
与
の
体
験

が
表
象
の
根
底
に
あ
っ
て
こ
の
よ
う
な
共
鞭
性
を
も
つ
か
ら
に
ほ
か
な
ら

な
い
。

第
三
の
モ
メ
ン
ト
の
「
関
係
」
と
い
う
の
は
、
美
意
識
と
合
目
的
性
と

の
関
係
の
こ
と
だ
。
そ
の
点
か
ら
象
て
カ
ン
ト
は
、
「
美
と
は
合
目
的
性

、
、
、
Ｕ
、
、
、
、

が
目
的
の
表
象
な
し
に
対
象
に
つ
い
て
知
覚
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
そ

（
ｓ
両
）

の
対
象
の
合
目
的
性
の
形
式
で
あ
る
と
い
う
」
。
い
い
か
』
え
れ
ば
、
美
と
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3９ 
は
目
的
の
表
象
（
あ
る
い
は
概
念
）
に
か
か
わ
り
な
く
や
対
象
か
ら
じ
か
に
知
覚
さ
れ
る
合
目
的
性
の
形
式
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
マ
ン
モ
ス
の
骨
片
に
残
る
ク
ロ
ゴ
ー
ョ
ン
人
の
絵
や
彫
刻
は
一
万
年
以
上
経
っ
た
現
代
人
の
目
に
も
な
お
美
し
い
。
そ

れ
は
、
カ
ソ
ト
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
ら
が
確
か
に
美
術
作
品
で
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
バ
ラ
の
花
と
お
な
じ
よ
う
に
、
目
的
の
表
象
を
よ
び

お
こ
さ
な
い
合
目
的
性
の
形
式
だ
か
ら
で
あ
り
、
一
方
、
同
じ
時
代
の
旧
石
器
類
は
、
わ
れ
わ
れ
に
も
使
用
目
的
の
見
え
る
道
具
だ
か

ら
、
と
く
に
、
〃
美
し
い
も
の
〃
に
は
ぞ
く
な
さ
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
は
と
も
か
く
、
こ
の
項
で
カ
ン
ト
は
そ
の
形
式
主
義
的
「
関
心
」
か
ら
、
し
き
り
に
趣
味
判
断
へ
の
刺
激
と
情
動
の
”
混
入
“

に
警
戒
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
た
と
え
趣
味
判
断
で
も
、
楽
し
ふ
や
苦
痛
の
影
響
に
左
右
さ
れ
た
判
断
は
、
普
遍
妥
当
性
に
つ
い

て
、
ま
っ
た
く
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
趣
味
の
規
定
根
拠
の
中
に
こ
の
種
の
感
覚
が
は
い
り
こ
ん
だ
分
だ
け
、

（
Ｓ
館
）

よ
り
少
な
い
要
求
し
か
で
き
な
い
、
と
い
う
。
こ
の
関
係
を
図
示
す
る
と
左
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
（
図
３
）
。

’ 〃

ｊ
１
９
．
〈
趣
味
判
断
〉

ｎ
回

(趣味判断と感覚との関係）

図３

な
に
し
ろ
、
「
構
え
」
の
理
論
や
ゲ
シ
『
一
タ
ル
ト
学
説
以
前
の
こ
と
だ
か
ら
、

カ
ン
ト
は
感
覚
を
単
純
に
刺
激
受
容
の
結
果
と
象
な
し
て
い
る
し
、
そ
の
感
覚
と

知
覚
と
の
区
別
に
つ
い
て
も
ま
だ
た
い
へ
ん
無
神
経
な
の
だ
が
、
す
で
に
、
エ
ー

テ
ル
の
波
動
や
空
気
の
振
動
に
関
す
る
仮
説
は
知
ら
れ
て
い
た
の
で
、
そ
れ
ら
を

援
用
し
な
が
ら
、
第
三
の
モ
メ
ン
ト
か
ら
み
た
〃
美
し
さ
〃
に
か
か
わ
る
「
感

覚
」
の
分
析
を
試
み
、
あ
た
か
も
、
ヴ
ン
ト
の
「
単
純
感
情
」
や
「
統
覚
」
を
先

取
り
す
る
か
の
よ
う
に
、
感
覚
器
官
の
興
奮
に
よ
る
〃
質
〃
的
な
感
覚
（
表
象
の

質
料
）
だ
け
で
な
く
、
カ
ン
ト
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
「
反
省
を
通
じ
た
印
象
の
規

則
的
遊
び
」
の
知
覚
、
ま
た
は
、
多
様
な
感
覚
を
統
一
す
る
形
式
規
定
と
し
て
の

感
覚
、
ｌ
さ
ら
に
曙
「
質
」
を
捨
象
さ
れ
た
”
純
粋
な
“
感
覚
を
抽
出
す
る
．

そ
う
し
て
「
色
の
感
覚
に
し
て
も
音
の
感
覚
に
し
て
も
、
と
も
に
純
粋
で
あ
る
限

（
Ｓ
侭
）

り
に
お
い
て
の
み
、
美
と
見
な
さ
れ
る
資
格
を
も
つ
」
と
考
鰐
え
る
の
で
あ
っ
た
。
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4０ 

そ
の
後
、
は
じ
め
ド
ラ
ク
ロ
ァ
は
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
形
の
支
配
を
徐
々
に
崩
し
な
が
ら
色
を
解
放
し
、
一
時
、
マ
ネ
は
黒
の
美
し
い

色
と
し
て
の
資
格
を
問
い
（
図
版
４
）
、
と
く
に
印
象
派
以
降
の
画
家
た
ち
は
色
彩
に
固
有
な
表
現
価
を
美
の
た
め
に
救
い
上
げ
る
努

力
を
重
ね
た
。
そ
し
て
私
た
ち
は
い
ま
鑑
賞
者
と
し
て
色
の
も
つ
美
し
さ
の
普
遍
性
を
疑
わ
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
は
こ
の
美
術
史
が

事
で
あ
っ
た
。
）

但
点
で
、
美
に
寄
与
す
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
の
快
よ
さ
の
た

（
ｓ
餡
）

め
に
、
形
式
に
対
す
る
満
足
に
、
あ
た
か
も
そ
れ
と
同
じ
種
類
の
満
足
を
つ
け
加
塵
え
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
。

い
い
か
え
れ
ば
、
色
が
「
形
」
（
構
図
）
の
言
い
分
に
し
た
が
っ
て
”
純
粋
“
に
な
る
こ
と
に
見
切
り
を
つ
け
、
自
ら
色
そ
の
も
の

、
、

と
し
て
遊
ぶ
と
き
、
そ
こ
に
ど
う
い
う
普
遍
的
満
足
の
対
象
が
現
わ
れ
る
か
、
と
い
う
｝
」
と
は
は
じ
め
か
ら
カ
ン
ト
の
問
題
領
域
に
は

い
っ
て
い
な
い
。
こ
の
時
代
の
絵
画
が
、
今
日
の
鑑
賞
者
の
目
に
は
ま
だ
い
か
に
も
暗
く
、
色
と
い
え
ば
、
基
本
色
の
赤
・
黄
・
青
が

そ
れ
こ
そ
「
形
」
に
仕
え
る
か
の
よ
う
に
控
え
て
い
る
の
を
見
る
と
、
私
た
ち
は
、
彼
の
同
時
代
人
の
静
か
な
「
観
想
」
の
境
地
を
想

像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
（
そ
れ
だ
け
に
、
ゲ
ー
テ
の
色
彩
研
究
は
、
カ
ン
ト
の
少
し
後
だ
け
れ
ど
も
や
は
り
当
時
の
水
準
を
ぬ
く
仕

Ｊ
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
形
態
型
の
人
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
は

８
 

２
 

四
一
一
一
一
口
う
も
の
の
、
な
か
な
か
色
や
音
の
美
し
さ
を
趣
味
判
断
の
対
象
に

”
し
た
が
ら
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
色
や
音
は
も
と
も
と
対
象
そ
の
屯

権
の
を
、
感
覚
に
と
っ
て
生
き
い
き
し
た
も
の
に
す
る
「
刺
激
」
だ
か

し勺
ら
、
そ
れ
が
い
か
に
快
適
『
」
あ
っ
て
も
観
照
に
値
す
る
美
に
な
る
は

和
ず
は
な
い
と
断
定
し
て
い
た
・
彼
の
美
学
に
よ
る
と
、
美
し
い
の
は

日糾
い
つ
も
〃
形
“
で
あ
る
か
ら
、
色
や
睾
曰
の
純
粋
性
は
、
そ
の
多
様
性

ネ
や
際
立
た
し
ざ
（
し
ず
質
の
◎
ず
目
、
）
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
が
形
式
を

マ
よ
り
明
確
に
直
観
で
き
る
も
の
に
し
、
そ
れ
ら
の
刺
激
に
よ
っ
て
表

魎
象
に
生
気
を
与
え
、
対
象
そ
の
も
の
へ
の
注
意
を
喚
起
し
保
持
す
る

図
一
コ
：
》
、
墜
雪
》
・
一
蓼
ｒ
」
」
ｊ
参
二
Ｆ
論
デ
フ
フ
：
、
Ｆ
し
－
－
鰻
』
し
」
，
…
ｊ
：
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4１ 
拓
い
た
感
性
を
わ
れ
わ
れ
が
身
に
つ
げ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
考
え
る
と
、
一
八
世
紀
後
半
の
カ
ン
ト
が
色
に
魅
力
や
痛
さ
を
感
じ
、
そ
れ
を
感
じ
た
か
ら
こ
そ
か
え
っ
て
冷
淡
に
色
彩
の
知

覚
を
「
観
察
者
と
そ
の
観
察
者
の
満
足
し
か
決
定
し
な
い
」
私
的
感
覚
（
勺
Ｈ
』
ご
回
［
の
日
冨
且
自
由
）
と
し
て
個
の
中
に
閉
じ
こ
め
た
理
由

が
分
る
だ
ろ
う
。

色
は
確
か
に
よ
く
動
き
、
見
る
者
を
時
間
の
中
に
つ
つ
ゑ
こ
む
。
進
出
し
後
退
す
る
だ
け
で
な
く
、
対
比
を
お
こ
し
、
時
に
は
ま
た

聴
覚
や
嗅
覚
、
皮
悶
感
覚
の
表
象
と
も
複
合
し
て
人
を
ひ
き
つ
け
つ
き
は
な
す
。

「
限
は
、
明
る
い
色
彩
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
ま
す
ま
す
強
く
そ
れ
に
意
き
つ
け
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
が
明
る
く
、
し
か
も
暖
か
い
色
で
あ
れ
ば
、

ヴ
ア
ー
ミ
リ
オ
ン

惹
き
つ
け
ら
れ
る
度
合
も
一
段
と
強
く
な
る
。
た
と
陰
え
ば
、
朱
は
、
い
つ
も
人
を
魅
惑
す
る
あ
の
炎
の
よ
う
に
、
ひ
と
を
惹
き
つ
け
、
ひ
と

ソ
モ
ソ
・
イ
塞
灯
－

を
魅
了
す
る
。
強
烈
な
燈
黄
色
は
、
高
く
鳴
り
ひ
び
く
ト
ラ
ン
ペ
ッ
ト
が
耳
に
対
す
る
よ
う
に
、
か
な
り
の
時
間
見
つ
づ
け
て
い
る
と
、
眼
に

プ
ル
ー

グ
リ
ー
ン

は
苦
痛
と
な
る
。
眼
は
不
安
を
感
じ
、
熟
つ
め
る
こ
と
に
長
く
は
た
え
ら
れ
ず
、
沈
潜
と
安
静
と
を
、
杢
円
あ
る
い
は
緑
色
の
う
ち
に
求
め
る
よ
う
に

（
カ
ソ
ヂ
ソ
ス
キ
ー
「
芸
術
に
お
け
る
糖
神
的
な
も
の
』

け
れ
ど
も
、
こ
う
い
う
色
の
力
動
的
な
感
じ
は
、
カ
ン
ト
の
い
う
単
な
る
私
的
感
覚
で
は
な
く
、
現
実
に
は
色
を
見
え
る
モ
ノ
に
し

て
い
る
形
態
の
表
情
と
相
俟
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
一
般
的
に
通
じ
る
性
質
二
股
的
妥
当
性
）
を
も
っ
て
い
る
。

そ
し
て
、
カ
ソ
ヂ
ン
ス
キ
ー
は
、
こ
の
面
の
表
現
価
を
極
限
ま
で
追
い
つ
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
に
お
け
る
内
面
的
・
精
神
的

な
領
域
を
描
こ
う
と
し
た
の
だ
が
、
そ
の
か
わ
り
彼
は
画
像
の
可
伝
達
性
を
さ
さ
え
る
形
態
の
規
定
力
を
、
無
定
形
あ
る
い
は
幾
何
学

的
図
形
の
そ
れ
に
ま
で
極
小
化
す
る
以
外
に
こ
の
目
的
を
達
す
る
方
法
は
な
い
と
考
え
、
つ
い
に
非
具
象
に
よ
っ
て
耐
絵
画
が
人
び
と

の
魂
に
ｌ
た
と
え
そ
れ
が
い
か
に
少
数
で
あ
っ
て
も
ｌ
直
接
の
印
象
を
あ
た
え
る
可
能
性
に
賭
け
て
し
霞
ぅ
．

こ
の
場
合
、
モ
ネ
の
「
積
藁
」
が
非
具
象
絵
画
へ
の
機
縁
に
な
っ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
だ
が
、
し
か
し
、
色
彩
の
表
現
価
に
主

要
な
絵
画
手
段
を
も
と
め
た
カ
ン
ヂ
ン
ス
キ
ー
は
、
す
で
に
自
ら
の
存
在
を
予
言
者
の
位
置
に
擬
す
る
ほ
ど
孤
立
し
て
い
て
、
「
対
象
」

を
無
視
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、
そ
の
作
品
の
美
し
さ
の
「
量
」
の
モ
メ
ン
ト
ま
で
捨
象
す
る
極
端
な
精
神
主
義
者
に
な
っ
て
い

な
る
。
」
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4２ 

参
考
ま
で
に
、
こ
の
頃
の
マ
チ
ス
を
一
つ
あ
げ
て
お
こ
う
（
図
版
５
）
。

こ
れ
に
対
し
て
、
カ
ソ
ヂ
ン
ス
キ
ー
は
、
マ
チ
ス
の
作
品
の
中
に
「
色
彩
家
と
し
て
の
天
賦
」
と
「
内
的
必
然
性
の
衝
迫
」
を
認
め

な
が
ら
、
な
お
、
と
き
に
「
マ
ネ
の
作
品
が
想
起
さ
れ
る
」
よ
う
な
「
た
だ
外
面
的
生
命
し
か
も
た
ぬ
絵
」
が
あ
る
と
い
い
、
マ
チ
ス

も
「
し
ば
ら
く
は
通
俗
的
伝
統
的
な
美
と
縁
を
切
る
わ
け
に
は
ゆ
く
ま
い
。
印
象
主
義
が
か
れ
の
血
管
の
う
ち
に
脈
榑
っ
て
い
る
か
ら

だ
。
」
と
い
う
見
解
を
と
っ
て
い
た
。

て
も
、
そ
の
現
わ
れ
の
一
瞬
が
し
め
さ
れ
る
だ
け
だ
。
私
は
む
し
ろ
、
た
と
え
決
よ
い
質
の
い
く
つ
か
を
犠
牲
に
し
て
も
、
そ
の
本
質
を
強
調
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
の
も
っ
と
永
純
的
な
性
析
と
内
容
を
鱒
呈
し
て
い
き
た
い
。

「
生
命
の
あ
る
、
ま
た
、
な
い
モ
ノ
の
炎
而
的
な
在
り
方
に
か
か
わ
る
だ
け
で
、
絶
え
ず
そ
れ
ら
を
ぼ
か
し
変
容
す
る
瞬
間
の
継
起
の
背
後
に
、

な
お
、
も
っ
と
典
突
で
本
質
的
な
性
桁
を
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
画
家
は
い
ま
や
そ
れ
を
つ
か
笠
、
現
実
に
対
し
て
も
っ
と
持
続
す
る
解
釈
を

あ
た
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
」

図版５マチス黒と金の裸婦（1908）

少
画
、
ｏこ
れ
は
や
は
・
り
印
象
主
義
に
学
ん
だ
マ
チ
ス
が
マ
フ
ォ
ー
ヴ

の
時
期
に
彼
と
は
反
対
に
ふ
た
た
び
「
対
象
」
の
本
質
へ
迫
る

方
向
に
転
じ
た
の
と
対
照
的
で
あ
っ
た
。
マ
チ
ス
は
当
時
、
つ

ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

「
印
象
派
の
画
家
モ
ネ
、
と
く
に
シ
ス
レ
イ
は
、
繊
細
な
ふ
る
え

る
感
性
を
も
っ
て
い
た
。
そ
の
結
果
、
し
か
し
、
彼
ら
の
カ
ン
ヴ
ァ

ス
は
ど
れ
も
何
じ
ょ
う
に
見
え
る
。
〃
印
象
派
〃
と
い
う
こ
と
ば
は
、

つ
か
の
間
の
印
象
を
と
ど
め
よ
う
と
し
た
彼
ら
の
意
図
を
完
全
に
性

格
づ
け
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
術
語
は
、
第
一
印
象
を
さ
け
、

そ
れ
を
ご
ま
か
し
と
考
え
る
股
近
の
画
家
た
ち
に
と
っ
て
、
Ｊ
も
は
や

使
用
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
一
つ
の
風
景
を
す
ば
や
く
描
き
上
げ

（
画
家
の
ノ
ー
ト
、
一
九
○
八
）
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4３ 

し
か
し
、
念
の
た
め
補
注
す
れ
ば
、
物
理
学
の
認
識
が
「
原
子
」
か
ら
「
電
子
」
に
達
し
た
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
た
め
に
「
物
質

は
消
滅
す
る
」
の
で
は
な
く
、
「
五
目
が
こ
れ
ま
で
物
質
を
或
る
と
こ
ろ
ま
で
知
っ
て
い
た
そ
の
限
界
が
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と
で
、

吾
々
の
知
識
が
一
層
深
く
進
む
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
以
前
に
は
絶
対
的
、
不
変
的
、
始
源
的
と
思
わ
れ
て
い
た
物
質
の
そ
う
い
う
特

性
（
不
可
入
性
、
慣
性
、
質
量
、
等
）
が
消
滅
し
て
、
今
で
は
、
そ
れ
ら
の
特
性
は
相
対
的
で
、
物
質
の
或
る
状
態
仁
の
難
具
っ
て
い

お
ぱ

る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
發
か
れ
た
」
、
と
い
う
）
」
と
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が
反
対
に
、
だ
か
ら
確
実
な
の
は
「
象
徴
的
定
式
」
だ
け
だ

と
い
う
学
派
が
競
い
合
う
結
果
に
な
り
、
そ
れ
を
「
あ
ら
ゆ
る
方
面
の
人
こ
が
「
科
学
の
可
能
性
の
否
定
と
し
て
解
釈
」
し
た
と
こ

こ
の
”
誤
解
“
か
ら
も
分
る
よ
う
に
、
カ
ン
ヂ
ン
ス
キ
ー
の
意
味
す
る
「
内
面
」
は
、
内
面
化
さ
れ
た
外
面
を
も
た
な
い
内
面
で
あ

、
℃
も

り
、
自
己
目
的
化
し
た
内
面
で
あ
っ
た
。
じ
っ
さ
い
、
彼
の
美
学
の
基
調
に
は
「
実
証
的
な
方
法
と
は
全
く
対
立
す
る
」
「
内
面
的
認

識
の
方
法
で
精
神
の
諸
問
題
に
近
づ
こ
う
と
す
る
」
神
智
学
が
あ
っ
た
。

そ
れ
は
、
一
つ
に
は
彼
が
、
今
世
紀
の
初
頭
に
ポ
ア
ン
カ
レ
が
発
表
し
た
”
物
理
学
の
危
機
“
（
「
科
学
の
価
値
」
届
ｇ
な
ど
）
に

暗
示
さ
れ
て
「
実
在
的
な
し
の
」
に
関
す
る
懐
疑
的
結
論
を
急
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
こ
の
時
代
の
観
念
論
哲
学
の
科
学
論
議
に
足
を
す
く

わ
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
物
質
は
消
滅
し
た
」
と
い
う
論
説
が
い
か
に
熱
心
に
展
開
さ
れ
た
か
は
、
「
唯
物
論
と
経
験
批
判
論
」
に

く
わ
し
い
。
し
か
も
》
」
の
思
潮
が
カ
ソ
ヂ
ン
ス
キ
ー
の
「
対
象
に
と
っ
て
か
わ
る
べ
き
」
内
面
へ
の
志
向
を
外
側
か
ら
条
件
づ
け
て
い

く
わ
し
い
。
し
か
○
も
こ
の
西

た
こ
と
に
間
違
い
は
な
い
。

「
学
問
上
の
一
つ
の
事
件
が
、
こ
の
途
上
に
横
た
わ
る
も
っ
と
も
重
要
な
障
害
の
一
つ
を
取
り
除
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
原
子
の
更
な
る
分
割

で
あ
っ
た
。
原
子
の
崩
壊
は
、
私
の
心
の
な
か
で
は
全
世
界
の
崩
壊
に
も
等
し
い
も
の
だ
っ
た
。
も
っ
と
も
厚
い
石
壁
が
突
如
と
し
て
瓦
解
し
さ
っ

た
。
一
切
の
も
の
が
不
確
か
で
不
安
定
、
軟
弱
化
し
た
。
私
は
、
私
の
眼
の
前
の
一
つ
の
石
が
空
中
で
融
け
失
せ
て
姿
を
消
し
て
し
ま
っ
た
と
仮
に

し
て
も
、
驚
き
は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
科
学
は
無
に
帰
し
た
か
の
よ
う
に
思
え
た
。
す
な
わ
ち
そ
の
も
っ
と
も
重
要
な
基
礎
と
て
学
者
た
ち
の
妄

想
、
学
者
た
ち
の
犯
し
た
誤
謬
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
。
彼
ら
は
、
神
々
し
い
光
に
照
ら
さ
れ
落
着
い
た
手
で
、
そ
の
神
殿
を
一
つ
ず
つ
石
を
積
み

上
げ
な
が
ら
築
き
上
げ
は
せ
ず
、
暗
闇
の
な
か
で
行
き
当
り
ぱ
っ
た
り
に
さ
ま
ざ
ま
な
真
理
を
手
探
り
で
捜
し
、
目
が
見
え
ぬ
ま
ま
一
つ
の
対
象
を

他
の
も
の
と
見
散
し
た
の
で
あ
る
、
と
。
」

今
カ
ソ
ヂ
ソ
ス
キ
ー
の
回
想
」
）
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4４ 

（
カ
ソ
ヂ
ソ
ス
キ
ー
「
芸
術
に
お
け
る
糖
神
的
な
も
の
」
）

カ
ソ
ヂ
ン
ス
キ
ー
は
、
「
色
の
ハ
ー
モ
ー
ー
イ
は
究
極
的
に
は
、
人
間
の
魂
へ
の
目
的
的
な
働
ら
き
か
げ
に
も
と
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら

℃
Ｕ
ｂ
 

な
い
」
と
い
っ
て
い
る
が
、
こ
の
〃
魂
〃
は
、
、
も
う
決
し
て
物
質
的
な
対
象
と
相
わ
た
る
実
践
に
向
っ
て
帰
っ
て
｝
」
な
い
、
精
神
と
は

名
ば
か
り
の
、
内
］
剛
の
た
め
の
内
面
で
あ
る
。

私
た
ち
が
も
し
彼
の
美
術
に
揺
り
動
か
さ
れ
る
と
す
れ
纈
、
そ
れ
は
、
ｌ
カ
ソ
ト
が
近
代
の
世
界
観
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
力

づ
よ
く
要
求
し
た
あ
の
認
識
の
「
領
域
」
（
の
◎
ず
宮
）
か
ら
限
り
な
く
遊
離
し
て
い
く
「
精
神
の
運
動
」
の
極
承
に
お
い
て
、
な
お
理

性
が
理
性
で
あ
ろ
う
と
し
て
演
じ
る
、
い
わ
ば
幻
化
の
美
の
よ
う
な
も
の
へ
の
共
感
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
美
は
も
は

や
「
認
識
一
般
」
と
さ
え
関
係
し
な
い
。
宗
左
近
の
こ
と
ば
を
か
り
れ
ば
、
｜
‐
理
性
が
夢
み
る
」
現
場
に
立
合
う
限
ら
れ
た
主
観
の
中

の
出
来
事
で
あ
る
．
’

ろ
に
、
当
時
の
時
代
精
神
が
顔
を
出
し
て
い
た
わ
け
だ
。

ア
ベ
ル
・
レ
イ
は
、
こ
れ
で
は
実
在
的
な
も
の
の
認
識
の
た
め
に
「
…
…
人
は
他
の
道
を
辿
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
主
観
的

な
直
観
に
、
神
秘
的
な
安
在
感
に
、
一
言
で
い
え
ば
摩
調
不
可
思
議
な
も
の
に
、
折
角
科
学
に
よ
っ
て
そ
れ
か
ら
奪
取
し
た
と
信
じ
て

き
た
も
の
を
、
す
べ
て
返
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
」
と
い
っ
て
、
こ
の
個
所
で
は
神
秘
主
義
の
不
当
を
つ
い
た
そ
う
だ
が
、
カ
ン

ヂ
ン
ス
キ
ー
の
発
想
の
中
に
も
こ
こ
で
い
う
「
他
の
道
」
と
同
軌
の
道
を
辿
ろ
う
と
す
る
精
神
の
「
転
換
」
が
あ
っ
た
。

「
文
学
、
音
楽
お
よ
び
美
術
は
、
こ
の
よ
う
な
精
神
上
の
転
換
が
現
実
の
形
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
、
最
初
の
、
も
っ
と
も
敏
懸
な
分
野
で
あ
る
。
こ

れ
ら
の
分
野
は
、
現
代
の
暗
黒
な
姿
を
た
だ
ち
に
反
映
す
る
し
、
初
め
は
ご
く
小
さ
な
光
点
と
し
て
少
数
の
人
び
と
に
し
か
気
づ
か
れ
ず
、
大
多
数

の
人
び
と
に
は
存
在
だ
に
し
な
い
よ
う
な
、
愈
大
な
も
の
を
察
知
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
、
ほ
と
ん
ど
気
づ
か
れ
ず
に
近
づ
い
て
く
る
大
き
な
闇
を
、
い
ち
は
や
く
映
し
だ
し
、
自
分
自
身
を
も
暗
く
、
ま
た
陰
鯵
な
姿
に
か
え

る
。
だ
が
そ
の
反
面
で
は
、
そ
れ
ら
は
、
魂
の
な
い
内
容
に
す
ぎ
ぬ
現
代
生
活
か
ら
眼
を
幅
じ
て
、
渇
い
た
魂
の
非
物
質
的
な
要
求
や
追
求
を
思
う

ま
ま
に
満
た
す
よ
う
な
、
素
材
や
環
境
に
眼
を
向
け
る
の
で
あ
る
。
」

ヨ
理
性
が
夢
み
る
』
、
そ
う
わ
た
し
が
受
け
と
る
に
は
、
い
か
に
も
カ
ラ
ー
版
の
複
製
で
は
無
理
な
の
で
あ
っ
た
。
わ
た
し
の
目
の
前
に
あ
る
オ

リ
ジ
ナ
ル
の
作
品
に
お
い
て
は
、
ま
ず
絵
肌
の
質
感
と
大
き
さ
が
、
い
か
に
も
『
理
性
が
夢
み
る
』
と
い
う
秘
蹟
の
現
場
そ
の
も
の
で
あ
っ
た
。
奇

彼
の
美
術
に
締
り
動
か
さ
れ
る
と
す
れ
纈
、
そ
れ
は
、
ｌ
カ
ソ
ト
が
近
代
の
世
界
観
を
構
築
す
る
に
あ
た
っ
て
力

あ
の
認
識
の
「
領
域
」
（
の
◎
ず
宮
）
か
ら
限
り
な
く
遊
離
し
て
い
く
「
精
神
の
運
動
」
の
極
承
に
お
い
て
、
な
お
理

う
と
し
て
演
じ
る
、
い
わ
ば
幻
化
の
美
の
よ
う
な
も
の
へ
の
共
感
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
美
は
も
は

と
さ
え
関
係
し
な
い
。
宗
左
近
の
こ
と
ば
を
か
り
れ
ば
、
｜
‐
理
性
が
夢
み
る
」
現
場
に
立
合
う
限
ら
れ
た
主
観
の
中
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4５ 

こ
こ
に
詩
人
の
一
人
の
鑑
賞
者
と
し
て
の
感
動
が
み
ご
と
に
表
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
確
か
に
カ
ン
ヂ
ン
ス
キ
ー
の
作
品
が
「
渇
い

た
魂
の
非
物
質
的
な
要
求
」
を
思
い
の
ま
ま
に
満
た
す
事
実
の
貴
重
な
報
告
で
あ
る
。
（
そ
う
い
え
ば
、
氏
は
こ
の
文
章
の
中
で
「
そ

「
た
だ
し
、
『
理
性
が
夢
み
る
』
運
一
動
を
展
開
す
る
と
こ
ろ
、
そ
こ
に
溝
の
ず
か
ら
天
体
と
呼
ぶ
よ
り
ほ
か
は
な
い
も
の
が
出
現
す
る
。
む
ろ
ん
、

そ
れ
は
大
自
然
の
つ
く
る
天
体
で
は
な
い
。
し
か
し
、
同
時
に
奇
態
な
こ
と
に
カ
ン
ジ
ソ
ス
キ
ー
の
理
性
の
つ
く
る
天
体
で
も
な
い
。
話
の
都
合

上
、
か
り
に
異
次
元
天
体
と
名
付
け
て
お
く
。
そ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
た
お
の
ず
か
ら
光
の
微
粒
子
が
鰯
漫
し
て
い
る
。
そ
の
天
体
は
オ
リ
ー
ブ
い
ろ

だ
っ
た
り
青
か
っ
た
り
藤
い
ろ
だ
っ
た
り
す
る
。
だ
が
、
そ
こ
に
あ
る
時
間
を
夜
と
も
昼
と
も
呼
ぶ
こ
と
に
で
き
な
い
。
」

こ
う
い
っ
て
、
氏
に
、
カ
ン
ヂ
ソ
ス
キ
ー
の
理
性
と
そ
の
作
品
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
要
約
し
て
い
る
。

「
そ
の
一
つ
は
、
こ
の
画
家
に
自
画
像
が
残
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
。
『
理
性
』
は
『
夢
み
る
』
こ
と
が
好
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

そ
の
二
つ
は
、
そ
の
『
理
性
が
夢
み
る
』
夢
、
す
な
わ
ち
作
品
が
、
勝
手
気
ま
ま
な
空
想
と
は
鯖
よ
そ
縁
が
遠
く
て
夢
と
し
て
決
し
て
奔
放
で
も

不
蝋
で
も
な
く
、
む
し
ろ
節
度
に
と
む
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
わ
た
し
に
じ
つ
に
こ
こ
ろ
よ
い
悦
楽
を
味
わ
わ
せ
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
作
品
の
与
え
る
懸
勤
は
わ
た
し
を
し
び
れ
さ
せ
な
い
。
む
し
ろ
解
き
は
な
つ
。
お
そ
ら
く
理
性
の
働
き
の
本
来
も
つ
広
い
普
遍
性
の
た
め
で
あ

る
。
わ
た
し
は
幸
福
感
で
い
っ
ぱ
い
仁
な
る
。
こ
う
い
う
喜
び
の
お
く
り
手
は
、
少
く
と
も
わ
た
し
に
は
、
モ
ー
ツ
ァ
ル
ト
を
別
と
し
て
は
カ
ン
ジ

ン
ス
キ
ー
し
か
い
な
い
の
で
あ
る
。
」

し
い
て
カ
ン
バ
ス
に
こ
だ
わ
っ
て
、
ま
じ
ま
じ
と
見
つ
め
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
ゆ
る
や
か
に
大
き
く
う
ね
っ
て
い
る
川
の
面
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
わ
た
し
の
目
に
む
か
っ
て
、
お
お
ら
か
に
起
伏
す
る
凹
凸
の
幾
つ
も
の
運
動
が
あ
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
そ
の
運
動
は
波
に

近
く
な
っ
て
く
る
。
そ
し
て
、
ふ
と
気
付
く
と
、
い
つ
の
ま
に
か
わ
た
し
は
そ
の
波
の
つ
く
る
気
流
（
語
義
矛
盾
に
ひ
と
し
い
が
）
の
な
か
に
い

は
な
い
。
』

の
で
あ
る
。

絵
具
は
厚
く
塗
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
カ
ク
テ
ル
・
グ
ラ
ス
に
満
た
さ
れ
た
カ
ク
テ
ル
を
、
そ
の
真
上
か
ら
の
ぞ
き
こ
ん
だ
と
き

の
よ
う
に
透
明
感
が
あ
っ
て
深
い
。
多
色
の
絵
具
の
層
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
比
重
を
異
に
す
る
液
体
が
幾
つ
か
重
ね
ら
れ

た
の
を
見
た
と
き
の
よ
う
に
多
層
的
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
カ
ン
ジ
ン
ス
キ
ー
の
作
品
に
あ
っ
て
、
そ
の
多
層
は
水
平
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
で

は
な
い
。
崖
の
断
層
に
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
屈
折
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
バ
ス
の
面
の
二
元
性
は
感
じ
と
れ
な
い

る
．
。
…
。
。
」

る
。

異
な
言
い
か
た
と
な
る
の
だ
が
薄
そ
こ
に
あ
る
の
は
》
カ
ン
バ
ス
で
も
な
く
、
ま
た
わ
た
し
の
目
の
あ
る
空
間
と
対
時
す
る
空
間
で
も
な
い
の
で
あ

（
宗
左
近
「
私
の
西
欧
美
術
ガ
イ
ド
』
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4６ 

非物質の世界・内面的魂lMll

-精神の都会・大きな混乱

一難蕊)後脚鑿の璽繍

一議鰯鱗調上君

Ａ 
〆

匠蟄々

/理由つき無神論｛
(新'1N紬税をよむ）

共和主義者：社会主義者

(政論偲条）（経済に関して）

共和主義者

〔民主主義の支持者〕
(政治旧条）

社会主義者

(経済に閲して）
物質主溌・無神論者

ユダヤ教徒・カトリック信
者・新敬徒

未知への不安

カンヂンスキー「精神のピラミッド」

図４

るの

ｊ頃

し
か
し
、
カ
ン
ヂ
ソ
ス
キ
ー
自
身
は
、
こ
の
感
動
が
少
数
の
人
び

と
に
し
か
味
わ
え
な
い
魂
の
悦
楽
で
あ
る
こ
と
を
少
し
も
か
く
し
は

し
な
か
っ
た
。
彼
の
「
表
象
力
」
は
（
図
４
）
の
よ
う
な
「
精
神
の

ピ
ラ
ミ
ド
」
を
描
い
て
い
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ヂ
ン
ス
キ
ー

は
、
こ
の
頂
点
を
き
わ
め
て
神
の
言
葉
に
も
に
た
救
済
の
鐘
の
音
を

き
く
一
人
で
あ
る
。

わ
た
し
は
破
壊
に
熱
中
し
て
い
た
。
」
と
述
懐
し
て
お
ら
れ

図版６ケ－テコルヴイツツ死と女（1910）
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4７ 
一
方
、
こ
の
三
角
形
の
各
セ
ク
シ
ョ
ン
に
は
「
自
分
の
属
す
る
部
分
の
境
界
を
こ
え
て
、
上
を
望
承
見
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
芸

術
家
」
が
い
て
、
「
進
も
う
と
も
せ
ぬ
車
を
動
か
し
、
そ
の
前
進
を
助
け
」
よ
う
と
日
夜
は
げ
む
姿
が
見
ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
の
芸
術

も
、
、
、

家
た
ち
の
仕
事
は
、
彼
ら
が
「
子
一
一
一
口
者
」
た
ろ
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
力
を
「
物
質
的
な
目
的
」
の
た
め
に
「
濫
用
」
す
る
場
合

に
、
か
え
っ
て
、
す
べ
て
の
仲
間
か
ら
十
分
蓮
解
さ
れ
、
蘆
た
賞
讃
さ
れ
る
．
ｌ
と
す
る
と
、
た
と
え
ば
（
図
版
６
）
の
よ
う
な

版
画
（
「
死
と
女
」
ケ
ー
テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ッ
、
岳
Ｓ
）
は
、
こ
の
文
脈
で
カ
ン
ヂ
ン
ス
キ
ー
が
考
え
て
い
た
芸
術
を
理
解
す
る
に
は

恰
好
の
作
品
だ
ろ
う
。
’

し
た
が
っ
て
、
彼
ら
の
属
す
る
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
積
層
が
大
き
け
れ
ば
大
き
い
ほ
ど
、
い
い
か
え
れ
ば
、
底
部
に
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ

ど
「
そ
の
芸
術
家
の
言
葉
を
理
解
す
る
大
衆
の
数
は
ま
し
て
ゆ
く
」
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、
よ
り
上
の
部
分
に
生
き
て
い
る
人
が
、
下

の
部
分
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
、
賞
讃
さ
れ
て
い
る
芸
術
を
、
心
の
糧
と
し
て
摂
取
す
る
と
、
そ
の
魂
は
受
容
し
た
作
品
の
”
毒
“
の
た

め
に
ぐ
ん
ぐ
ん
下
層
へ
沈
下
し
は
じ
め
る
の
で
あ
る
。

こ
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
カ
ン
ヂ
ン
ス
キ
ー
の
人
間
観
の
貴
族
主
義
が
し
の
ば
れ
て
面
白
い
。
し
か
し
な
に
よ
り
も
こ
こ
に
は
、
芸
術
家

の
目
の
「
鋭
さ
」
を
、
彼
が
す
べ
て
の
仲
間
の
目
で
見
る
こ
と
に
つ
な
ぐ
観
点
が
欠
落
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
）
」
の
画
家
の
理
性
は
、

た
が
い
に
仲
間
を
も
つ
類
的
存
在
と
し
て
の
理
性
の
中
で
く
つ
ろ
ぐ
こ
と
が
で
き
ず
、
宗
氏
の
い
わ
ゆ
る
「
広
い
普
遍
性
」
を
む
し
ろ

寄
せ
つ
け
ま
い
と
し
て
、
か
え
っ
て
後
者
に
よ
る
「
呑
象
こ
み
」
に
お
び
え
る
病
質
者
の
意
識
仁
に
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

あ
る
い
は
、
泳
い
で
い
な
い
と
沈
む
と
い
う
危
機
感
が
、
彼
の
理
性
に
お
け
る
「
精
神
の
運
動
」
の
衝
迫
で
あ
っ
た
、
と
象
る
の
が
自

然
で
あ
ろ
う
。
ポ
ー
ド
レ
ー
ル
は
、
芸
術
家
を
人
類
と
い
う
円
周
上
の
一
点
に
た
と
え
、
人
び
と
と
は
げ
ま
し
合
っ
て
共
和
主
義
の
た

め
に
う
た
っ
た
が
、
そ
の
外
光
の
明
る
さ
は
、
「
光
の
微
粒
子
が
禰
漫
し
て
い
る
」
カ
ン
ヂ
ン
ス
キ
ー
の
絵
画
空
間
の
中
に
は
な
い
。

、
や
、

そ
の
色
彩
の
楽
し
さ
の
蔭
で
、
歴
史
の
時
間
を
告
げ
る
気
流
が
も
は
や
凝
結
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
方
、
モ
ン
ド
リ
ァ
ソ
は
カ
ン
ヂ
ン
ス
キ
ー
と
ち
が
っ
て
、
「
質
料
の
脱
自
然
化
」
（
』
の
ご
具
日
昌
曲
員
】
・
ロ
。
帛
日
四
＃
の
Ｈ
）
の
法
則
を

た
て
、
色
彩
を
純
粋
な
形
と
線
で
抑
え
こ
ん
で
、
わ
れ
わ
れ
を
と
り
ま
く
実
在
（
院
の
島
Ｑ
）
の
背
後
に
ひ
そ
む
「
動
態
的
均
衡
」
の
視
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4８ 
覚
的
表
現
を
企
て
た
。
し
た
が
っ
て
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
は
神
智
学
に
傾
倒
し
て
し
か
「
魂
」
の
問
題
に
は
ふ
れ
ず
、
芸
術
を
科
学
の

、
、

上
に
お
く
よ
う
な
こ
と
も
し
な
か
っ
た
。
け
れ
ど
も
そ
の
場
合
彼
は
科
学
を
、
彼
の
芸
術
の
側
に
引
き
寄
せ
る
声
」
と
に
よ
っ
て
、
芸
術

と
科
学
と
の
間
に
折
り
合
い
を
つ
け
た
つ
も
り
に
な
っ
た
だ
け
で
あ
っ
て
、
考
え
方
の
基
礎
に
、
神
秘
主
義
が
あ
っ
た
こ
と
は
カ
ソ
ヂ

ソ
ス
キ
ー
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
が
「
実
在
」
の
自
己
啓
示
を
想
定
し
、
科
学
も
芸
術
も
「
実
在
が
事
物
に
固
有

な
相
互
関
係
に
よ
っ
て
、
だ
ん
だ
ん
に
自
ら
を
啓
示
す
る
」
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
に
し
め
す
「
知
性
」
の
産
物
で
あ
る
、
と
考
え
、
そ
の

観
点
か
ら
、
純
粋
科
学
と
純
粋
芸
術
と
を
区
別
し
な
か
っ
た
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

さ
ら
に
、
モ
ン
ド
リ
ア
ソ
は
、
こ
の
面
で
は
カ
ソ
ヂ
ン
ス
キ
ー
よ
り
も
む
し
ろ
カ
ン
ト
の
美
学
を
思
わ
せ
る
ほ
ど
、
普
遍
美
の
た
め

に
表
現
手
段
を
一
切
の
「
個
人
的
傾
向
性
」
か
ら
解
放
す
る
必
要
を
論
じ
て
い
る
。

「
彼
（
非
具
象
芸
術
家
）
を
具
象
芸
術
家
か
ら
区
別
す
る
の
は
、
創
作
に
あ
た
っ
て
彼
が
外
側
か
ら
受
け
る
個
人
的
悩
感
や
特
殊
な
印
象
か
ら
自
分

自
身
を
自
由
に
し
、
彼
の
内
部
の
個
人
的
傾
向
性
の
支
配
か
ら
離
脱
す
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
」

、
、
、
、
、
、

し
か
し
、
カ
ソ
ト
が
「
傾
向
性
」
を
否
定
し
た
の
は
、
主
観
と
し
て
の
趣
味
判
断
の
普
遍
妥
当
性
を
も
と
め
た
か
ら
で
あ
っ
た
。
シ
」

れ
に
対
し
て
、
モ
ソ
ド
リ
ア
ソ
は
「
傾
向
性
」
を
「
主
観
性
」
と
同
格
に
お
く
の
で
、
彼
に
と
っ
て
傾
向
性
を
離
れ
る
こ
と
は
同
時
に

主
観
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
モ
ソ
ド
リ
ァ
ン
も
、
非
具
象
芸
術
家
が
外
界
か
ら
受
け
る
印
象
や
感
動
を
、
無
用
だ
と

は
い
っ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
ら
は
彼
ら
の
創
作
意
欲
を
か
き
た
て
る
か
ら
、
た
ん
に
役
に
立
つ
だ
け
で
な
く
、
不
可
欠
で
あ
る

と
い
う
。
け
れ
ど
も
、
「
可
視
的
実
在
と
の
接
触
」
が
不
可
欠
な
の
は
、
そ
れ
が
「
彼
の
個
人
的
主
観
性
と
対
立
す
る
に
あ
た
っ
て
彼

が
必
要
と
す
る
客
観
性
」
と
表
現
手
段
と
を
柚
き
出
す
た
め
の
質
料
に
な
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
目
に
見
え
る
実
在
の
特
殊
性
に
印
象
づ

け
ら
れ
た
わ
れ
わ
れ
の
主
観
そ
の
も
の
は
あ
く
ま
で
「
真
の
実
在
」
を
ヴ
ェ
ー
ル
で
お
お
う
否
定
的
契
機
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
た
。

デ
ィ
ル
タ
イ
が
い
っ
た
よ
う
に
「
客
観
的
観
念
論
」
は
、
「
認
識
と
行
為
」
を
休
む
。
い
い
か
え
れ
ば
、
主
観
を
カ
ッ
コ
に
い
れ
る

か
ら
、
残
さ
れ
た
直
観
が
こ
れ
に
か
わ
っ
て
、
普
遍
と
共
感
す
る
以
外
に
わ
れ
わ
れ
の
「
知
性
」
は
は
た
ら
く
余
地
が
な
く
な
る
。
後

に
み
る
よ
う
に
、
モ
ン
ド
リ
ア
ソ
が
方
法
と
し
て
直
観
を
重
視
す
る
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
ま
え
に
も
う
一
つ
観
点
を
用
意
し
よ
う
。
モ
ン
ド
リ
ア
ソ
は
神
智
学
の
影
響
で
形
而
上
学
を
ふ
り
切
っ
て
い
な
い
の
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4９ 

「
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
二
種
類
の
実
在
の
間
を
注
意
し
て
区
別
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
つ
は
個
別
的
現
わ
れ
（
：
ロ
の
胃
：
８
）
を
も
ち
、

一
つ
は
普
遍
的
現
わ
れ
を
も
つ
。
芸
術
に
お
い
て
は
、
前
者
は
特
殊
な
事
物
、
あ
る
い
は
形
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
空
間
の
表
現
で
あ
る
が
、
後
者

腱
、
空
間
の
創
造
的
要
因
ｌ
拡
張
と
限
定
を
、
中
立
の
形
態
、
圖
由
な
縄
純
粋
な
色
に
よ
っ
て
鱸
立
す
る
。
普
鰄
的
実
在
は
確
定
的
な
關
係
か

ら
生
れ
て
く
る
が
、
一
方
、
特
殊
的
実
在
は
ヴ
ニ
ー
ル
の
か
か
っ
た
関
係
し
か
し
め
さ
な
い
。
後
者
は
、
普
遍
的
実
在
が
明
蜥
で
あ
ら
ざ
る
を
得
な

い
ま
さ
に
そ
の
点
で
明
ら
か
に
混
乱
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
一
方
は
自
由
で
あ
る
が
、
他
方
は
個
別
の
生
活
に
し
ば
ら
れ
て
い
る
、
そ
れ
が
個
人

の
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
集
団
の
生
活
で
あ
ろ
う
と
。
主
観
的
実
在
と
相
対
的
に
客
観
的
な
実
在
、
こ
れ
は
対
照
で
あ
る
。
純
粋
抽
象
芸
術
は
後
者

の
、
具
象
芸
術
は
前
者
の
創
造
を
目
的
に
す
る
。
」

し
か
し
、
モ
ソ
ド
リ
ァ
ン
自
身
は
個
と
普
遍
、
実
在
の
主
観
的
表
現
と
客
観
的
表
現
と
の
間
に
あ
っ
て
、
そ
の
対
照
に
甘
ん
じ
て
い

た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
彼
は
自
己
の
技
術
（
美
術
）
に
よ
っ
て
、
こ
の
対
立
に
一
つ
の
統
一
を
与
え
よ
う
と
す
る
。

そ
れ
を
モ
ン
ド
リ
ア
ン
は
、
非
具
象
芸
術
に
よ
る
「
普
遍
と
個
と
の
真
の
同
等
化
」
と
よ
ん
で
い
た
。

彼
に
よ
る
と
、
美
術
史
に
も
こ
の
二
つ
の
傾
向
が
認
め
ら
れ
る
。
一
つ
は
普
遍
美
の
直
接
的
創
造
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
個
の
経

験
の
美
的
表
現
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
普
遍
美
は
従
来
の
具
象
画
か
ら
直
接
生
糸
出
さ
れ
は
し
な
か
っ
た
が
、
し
か
し
、
ど
の
芸
術
作
品

の
中
に
も
、
も
っ
ぱ
ら
形
と
色
を
相
互
に
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
関
係
に
お
く
だ
け
で
、
美
を
表
現
し
た
い
と
い
う
願
望
が
見
ら
れ
る
。

た
だ
、
具
象
芸
術
は
そ
の
形
と
色
、
関
係
が
わ
れ
わ
れ
の
内
部
に
よ
び
お
こ
す
も
の
ま
で
同
時
に
表
わ
そ
う
と
し
た
の
で
、
こ
の
面
が

必
然
的
に
個
の
表
現
に
帰
着
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
そ
れ
が
美
の
純
粋
な
表
現
を
隠
す
ヴ
ェ
ー
ル
に
な
っ
て
い
た
。
文
化
の
歴
史
は

個
別
表
現
を
い
く
ら
繰
返
え
し
て
も
、
美
術
は
客
観
的
な
真
の
実
在
の
表
現
に
達
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
だ
か

ら
、
こ
れ
か
ら
の
芸
術
は
、
形
の
特
殊
的
性
格
を
す
て
、
形
の
も
つ
相
互
関
係
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
リ
ズ
ム
に
美
を
も
と
め
、
そ
の
構

成
要
素
と
制
作
者
の
手
法
と
の
対
立
に
よ
っ
て
鑑
賞
者
の
感
動
を
よ
び
お
こ
す
よ
う
な
表
象
（
Ｈ
の
官
巾
⑪
の
員
昌
・
ロ
）
を
創
造
す
る
の
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
’

で
、
主
観
と
客
観
、
値
と
普
遍
と
の
二
元
論
的
対
置
を
き
わ
め
て
素
朴
に
う
け
つ
い
で
い
る
。
そ
こ
で
「
実
在
」
に
も
同
じ
一
一
分
法
を

適
用
し
、
そ
れ
を
可
視
的
実
在
と
真
の
実
在
に
区
別
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
具
象
芸
術
と
非
具
象
芸
術
を
対
応
さ
せ
る
の
で
あ

ろ
。
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5０ 

「
も
し
あ
る
人
び
と
が
形
の
凧
右
な
性
絡
を
考
え
に
入
れ
ず
、
転
形
さ
れ
て
い
な
い
形
の
支
配
を
忘
れ
て
い
た
と
す
れ
ば
、
他
の
人
び
と
朧
、
わ
れ

わ
れ
の
感
情
の
概
念
作
川
に
も
と
づ
く
共
象
ｌ
そ
れ
が
古
典
的
で
あ
ろ
う
と
、
ロ
マ
ン
派
的
、
宗
教
的
、
趨
醐
災
主
義
的
で
あ
ろ
う
と
ｌ
に
よ

る
個
別
的
表
現
は
、
普
遍
的
表
現
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
事
実
を
見
逃
し
て
き
た
。
芸
術
は
替
遍
的
現
表
が
、
普
通
と
個
と
の
其
の
同
等
化
に
よ

っ
て
の
み
創
造
さ
れ
得
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
」

モ
ン
ド
リ
ア
ソ
は
非
具
象
芸
術
の
鑑
賞
体
験
を
い
う
と
き
に
は
、
注
意
し
て
「
感
情
」
で
は
な
く
「
感
動
」
と
い
う
術
語
を
も
ち
い

る
。
そ
し
て
非
具
象
に
固
有
な
「
中
立
の
形
態
」
と
は
、
個
人
的
な
感
情
や
観
念
を
よ
び
お
こ
さ
な
い
表
現
媒
体
で
あ
る
、
と
い
う
。

で
は
、
そ
う
い
う
手
段
を
用
い
た
普
遍
的
表
現
か
ら
う
け
る
鑑
賞
者
の
感
動
は
、
伝
達
可
能
あ
る
い
は
公
共
的
な
の
か
と
い
う
と
、
「
杏
」

で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
も
の
ち
に
ふ
る
。 モソドリアソ樹（1912）図版７

図版４－２モゾドリアソ灰色の樹（1912）

図版７－３モソドリアソ花咲くりんごの樹（1972）
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こ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
、
モ
ソ
ド
リ
ァ
ソ
が
具
象
か
ら
非
具
象
へ
の
こ
の
よ
う
な
展
開
を
、
普
遍
美
の
「
強
化
」
（
ご
鳶
口
、
鄙
◎
島
○
口
）

あ
る
い
は
造
形
芸
術
の
「
進
化
」
（
の
『
。
］
ロ
３
口
）
と
み
な
し
、
非
具
象
絵
画
に
い
た
っ
て
は
じ
め
て
、
よ
り
容
易
に
そ
し
て
完
全
に
、

美
術
は
主
観
的
な
も
の
の
支
配
か
ら
解
放
さ
れ
る
、
と
考
え
て
い
る
こ
と
だ
。

啓
示
す
る
」
よ
う
に
な
る
。

こ
こ
で
特
徴
的
な
の
は
、

あ
る
い
は
造
形
芸
術
の
頭

こ
こ
に
彼
が
具
象
か
ら
非
具
象
へ
の
移
行
期
に
描
い
た
「
樹
」
（
ご
届
）
が
あ
る
。
図
版
７
１
（
１
）
の
無
数
の
枝
は
、
そ
の
し
な
や

か
な
形
の
中
に
樹
幹
か
ら
ほ
と
ば
し
る
つ
よ
さ
を
貫
ぬ
き
な
が
ら
、
し
か
も
冬
の
陽
ざ
し
を
孕
む
よ
う
に
や
さ
し
く
伸
び
て
、
成
長
す

る
生
命
の
美
し
い
バ
ラ
ン
ス
を
見
せ
て
い
る
。
（
ク
レ
コ
ラ
画
）

図
版
７
１
（
２
）
は
、
図
版
７
１
（
１
）
の
全
体
を
た
く
象
に
移
調
し
た
「
樹
」
で
あ
る
が
、
形
は
よ
ほ
ど
「
純
化
」
さ
れ
、
毛
細
血

管
の
よ
う
な
分
枝
の
具
象
を
留
め
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
は
こ
げ
茶
色
の
陰
影
と
ｘ
字
型
の
リ
ズ
ミ
カ
ル
な
曲
線
の
交
差
と
に
転
形
さ
れ

て
い
る
。
色
彩
も
、
赤
と
青
と
黄
土
色
を
つ
か
っ
た
「
赤
い
樹
‐
’
（
ご
Ｓ
Ｉ
Ｂ
）
に
比
べ
る
と
は
る
か
に
〃
純
粋
〃
で
、
こ
の
場
合
に
は

ほ
と
ん
ど
モ
ノ
ク
ロ
で
あ
る
。
か
ら
く
も
、
決
然
と
拡
張
す
る
枝
の
間
の
に
ぶ
い
銀
灰
色
が
、
ま
だ
例
の
柔
か
い
空
気
の
厚
象
を
つ
つ

む
よ
う
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
そ
ろ
そ
ろ
表
現
媒
体
は
指
示
対
象
か
ら
自
由
に
な
り
、
見
る
も
の
の

側
に
も
実
在
と
し
て
の
樹
木
の
表
現
を
鑑
賞
す
る
態
度
は
不
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
む
し
ろ
、
日
ご
ろ
目
に
見
え
る
樹
木
に
美
を
感
じ

る
わ
れ
わ
れ
の
内
部
の
主
観
は
、
こ
の
媒
体
の
「
構
成
要
素
と
そ
れ
ら
に
固
有
な
関
係
と
の
相
互
作
用
」
の
た
め
に
、
か
え
っ
て
い
つ

か
解
体
さ
れ
そ
う
な
あ
や
し
さ
に
見
舞
わ
れ
る
。

図
７
１
（
３
）
は
、
構
成
要
素
が
さ
ら
に
純
化
さ
れ
、
純
粋
な
関
係
そ
の
も
の
が
創
造
さ
れ
は
じ
め
た
形
で
あ
る
。
線
は
モ
ノ
の
輪

郭
線
で
は
な
く
、
線
に
か
こ
ま
れ
た
而
も
モ
ノ
の
面
で
は
な
い
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
も
は
や
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
曲
線
と
淡
い
基
本
色

と
、
そ
れ
ら
の
関
係
だ
け
で
あ
る
．
こ
の
篭
ま
で
き
て
、
モ
ン
ド
リ
ァ
ソ
ば
少
し
も
蕊
な
形
態
ｌ
た
と
え
ば
枝
ｌ
を
鰭
示
し

な
い
線
た
ち
が
自
由
に
動
く
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
具
象
を
も
た
な
い
普
遍
的
実
在
の
表
現
へ
一
歩
前
進
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
後
、
彼
は
お
な
じ
線
で
も
直
線
の
ほ
う
が
曲
線
よ
り
つ
よ
く
、
そ
し
て
深
い
、
と
い
う
考
え
方
を
と
っ
て
、
造
形
手
段
か
ら
曲

線
を
一
切
排
除
し
、
直
交
線
と
直
方
形
の
純
色
と
か
ら
な
る
コ
ン
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
”
動
態
的
均
衡
〃
に
よ
っ
て
「
実
在
の
真
の
内
容
を
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5２ 

断
っ
て
い
る
。

、
、
、
、
、
、

「
科
学
Ｊ
い
）
芸
術
Ｊ
い
》
、
時
間
と
は
強
化
の
過
程
で
あ
り
、
個
か
ら
普
迦
へ
の
、
主
観
的
な
Ｊ
い
）
の
か
ら
容
観
的
な
Ｊ
凸
）
の
へ
の
、
率
物
と
わ
れ
わ
れ
自
身

の
本
質
へ
の
進
化
で
あ
る
、
と
い
う
事
実
を
発
見
し
て
い
る
し
、
わ
れ
わ
れ
に
気
．
つ
か
せ
て
い
る
。
」

ヱ
ク
ド
リ
ア
ソ
に
よ
る
と
、
今
日
の
具
象
美
術
は
、
過
去
の
具
象
美
術
の
結
果
で
あ
り
、
非
具
象
美
術
は
今
日
の
具
象
美
術
の
成
果

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
実
に
は
非
具
象
美
術
は
ま
だ
稀
に
し
か
み
ら
れ
な
い
が
、
そ
の
こ
と
は
こ
の
芸
術
の
価
値
を
下
げ
る
も
の

で
は
な
い
・
進
化
は
つ
ね
に
パ
イ
オ
ニ
ア
の
仕
事
で
あ
り
、
追
従
者
の
数
Ｊ
も
つ
ね
に
少
な
い
。
こ
の
追
従
は
、
す
べ
て
の
現
存
す
る
社

会
諸
力
の
結
果
で
あ
っ
て
、
生
得
的
、
狸
得
的
な
才
能
を
通
じ
て
人
間
の
進
化
の
現
段
階
を
い
つ
で
も
代
表
で
き
る
よ
う
な
す
べ
て
の

人
び
と
の
営
み
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
こ
の
種
の
エ
リ
ー
ト
で
な
け
れ
ば
、
非
具
象
絵
画
の
意
味
は
分
ら
な
い
し
、
可
視
化
さ
れ

た
真
の
実
在
に
感
動
す
る
こ
と
も
で
・
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
は
、
と
く
に
今
日
の
よ
う
に
集
団
あ
る
い
は
”
大
衆
“
に

人
び
と
の
目
が
集
っ
て
い
る
時
代
に
は
、
究
極
の
と
こ
ろ
、
進
化
は
決
し
て
大
衆
の
表
現
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
と

も
ち
ろ
ん
、
。
ハ
イ
オ
ー
ー
ア
に
と
っ
て
も
、
社
会
的
接
触
は
不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
何
を
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
有
益
な
の

、
、
、
ｂ

か
を
見
出
す
た
め
（
」
は
な
く
、
ま
た
「
集
団
的
承
認
が
彼
ら
を
不
屈
に
し
、
生
き
生
き
し
た
観
念
で
彼
ら
を
は
ぐ
く
む
」
か
ら
で
も
な

屯
い
う
の
で
あ
る
。

こ
の
文
脈
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
モ
ン
ド
リ
ア
ソ
に
と
っ
て
も
、
鑑
賞
諸
中
堅
屑
か
ら
の
孤
立
は
決
定
的
で
あ
る
。
彼
は
、
デ
ュ

ー
イ
と
ち
が
っ
て
、
創
作
者
の
内
術
潔
に
お
け
る
鑑
批
老
と
の
対
話
を
視
野
の
中
に
お
さ
め
て
い
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
？
〈
イ
オ

ー
ー
ア
は
外
的
刺
激
に
対
す
る
彼
ら
の
反
応
を
通
じ
て
創
作
す
る
の
で
あ
っ
て
、
大
衆
で
は
な
く
、
彼
ら
が
見
る
も
の
、
感
じ
る
こ
と
が

ら
に
よ
っ
て
み
ち
び
か
れ
る
の
だ
」
と
い
い
、
「
芸
術
の
中
に
集
団
的
に
理
解
で
き
る
内
容
を
も
と
め
る
こ
と
は
虚
偽
に
等
し
い
」
と

い
０ こ

の
よ
う
に
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
は
、
「
社
会
的
接
触
」
よ
り
前
に
、
進
化
の
先
端
に
あ
っ
て
人
類
を
啓
蒙
す
る
．
〈
イ
ォ
ー
ー
ァ
の
固
有

な
直
観
を
仮
定
し
、
そ
れ
に
さ
き
に
信
頼
を
よ
せ
る
関
係
で
、
カ
ソ
ヂ
ソ
ス
キ
ー
よ
り
気
楽
に
、
〃
大
衆
“
と
の
か
か
わ
り
を
切
り
捨

て
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
え
よ
う
。
一
九
一
○
年
の
カ
ン
ヂ
ン
ス
キ
ー
は
「
精
神
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
」
を
描
く
と
き
、
そ
れ
を
下
へ
後
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５３ 
へ
落
ち
て
い
く
力
に
抗
し
て
上
へ
前
へ
の
ぼ
り
つ
め
る
”
運
励
〃
に
つ
い
て
熱
っ
ぽ
く
語
っ
た
が
、
一
九
三
七
年
の
モ
ソ
ド
リ
ア
ソ
は

そ
の
非
具
象
芸
術
へ
必
然
性
を
、
超
然
と
進
化
の
過
程
に
置
換
え
て
ず
ま
し
て
い
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。

、
、

し
か
し
、
当
面
重
要
な
〉
」
と
は
、
モ
ソ
ド
リ
ア
ン
の
い
う
主
観
性
か
ら
客
観
性
へ
の
進
化
が
、
そ
の
過
程
で
個
盈
の
生
活
者
た
ち
の

主
観
を
括
り
出
し
て
し
ま
う
こ
と
だ
。
し
か
も
、
そ
の
”
解
放
〃
に
対
応
し
て
、
問
題
の
普
遍
美
が
抽
象
的
な
も
の
に
な
り
、
実
現
す

る
だ
け
で
記
述
（
」
の
、
◎
１
ヶ
の
）
で
き
な
い
真
の
実
在
の
表
現
と
い
う
、
一
つ
の
語
義
矛
盾
を
か
か
え
こ
む
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
彼
に
よ
れ
ば
、
可
視
的
世
界
の
混
乱
（
」
厨
・
ａ
の
『
）
の
背
後
に
、
普
遍
的
実
在
の
”
確
定
的
関
係
“
を
感
じ
と
り
、
そ
れ

を
見
ぬ
く
非
具
象
芸
術
家
の
心
的
能
力
は
す
で
に
の
べ
た
よ
う
に
「
直
観
」
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
直
観
は
「
純
粋
思
考
」
を
啓
発

し
、
そ
れ
と
結
び
つ
い
て
「
知
性
」
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
知
性
は
「
た
ん
に
頭
脳
の
知
性
で
は
な
く
、
計
算
し
な
い
で
ひ
た
す
ら

感
じ
、
考
え
る
知
性
」
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
い
か
な
る
意
味
で
も
「
悟
性
」
と
結
び
つ
か
な
い
。

カ
ソ
ト
は
趣
味
判
断
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
構
想
力
が
悟
性
と
調
和
す
る
関
係
を
詳
説
し
、
そ
れ
を
テ
コ
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
主

観
に
お
け
る
普
遍
性
を
論
証
し
た
が
、
モ
ソ
ド
リ
ア
ン
の
－
１
知
性
」
は
悟
性
の
環
を
久
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
は
「
意
識
的
」
直
観

な
の
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
判
断
力
の
よ
う
な
一
般
的
妥
当
性
を
も
た
な
い
。
と
く
に
、
「
大
衆
」
に
対
し
て
自
ら
を
閉
ざ
す
の
で
あ

る
。

（
未
完
）
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