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勾b
yし

徽

の

客

観

的

認

識

内

部

構

造

l乙

つ

~~ 

て

の

秋
声
の
作
品
『
徽
』
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
主
義
の
無
技
巧
の
技
巧
と
か
、
無
理
想
無
解
決
と

か
い
っ
た
も
の
の
代
表
的
作
品
と
見
ら
れ
て
き
た
。
こ
の
作
品
は
、
そ
の
よ
う
な
特
色
も
確
か

に
備
え
て
い
る
。
ま
た
一
方
、
そ
の
根
底
に
は
、
概
念
的
認
識
に
肉
付
け
し
た
よ
う
な
構
造
を

持
ち
、
人
間
観
に
お
い
て
は
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
の
影
響
も
認
め
ら
れ
る
な
ど
、
明
治
三
十
年
代
の
作

注

ω

品
に
見
ら
れ
る
特
質
も
残
し
て
い
る
。
し
か
し
、
乙
の
作
品
の
価
値
は
、
そ
う
し
た
乙
と
に
か

か
わ
り
な
く
、
作
品
の
保
持
す
る
ず
っ
し
り
と
し
た
実
在
感
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
寺
田
透
の

「
戦
後
現
わ
れ
た
文
学
が
わ
れ
わ
れ
に
『
徽
』
以
上
に
深
い
実
存
の
姿
を
見
て
と
ら
せ
た
例
を
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僕
は
一
つ
も
知
ら
な
ら
」
と
い
っ
た
評
価
も
、
相
馬
庸
郎
の
「
『
徽
』
は
何
よ
り
も
ま
ず
美

し
い
。
い
ぶ
し
銀
の
よ
う
な
底
に
沈
ん
だ
美
し
さ
と
は
、
こ
れ
も
ま
た
秋
声
文
学
の
印
象
の
ひ

と
つ
の
定
型
に
な
り
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
が
、
乙
乙
で
い
い
た
い
美
し
さ
と
は
そ
の
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
。
も
っ
と
直
接
的
で
あ
る
。
欝
陶
し
さ
そ
の
も
の
、
暗
さ
そ
の
も
の
が
直
接
美

注
叫

に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
底
の
も
の
で
あ
る
U

と
い
う
美
意
識
か
ら
の
評
価
も
J

そ
の
よ
っ
て
く
る

と
こ
ろ
は
、
作
品
の
保
持
す
る
実
在
感
を
根
底
に
認
め
た
と
こ
ろ
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま

た
、
猪
野
謙
二
は
も
っ
と
直
接
に
「
か
れ
の
作
品
に
は
、
そ
れ
ら
の
ど
の
部
分
を
切
り
と
っ
て

み
て
も
、
切
り
口
ご
と
に
ぎ
っ
し
り
と
、
人
生
の
デ
ー
タ
が
つ
ま
っ
て
い
る
。
(
路
)
極
度
に

せ
ま
く
静
的
な
外
面
世
界
の
描
写
の
彼
方
に
、
は
か
ら
ず
も
幽
暗
た
る
人
間
存
在
そ
の
も
の
の

木

村

東

士
口

深
部
を
努
震
と
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
私
小
説
風
な
『
徽
』
(
明
治
四
十
四
年
〉
を
は
じ
め
、

注
帥

『
燭
』
(
大
正
二
年
)
も
ま
た
そ
の
よ
う
な
手
ご
た
え
を
感
じ
さ
せ
る
作
品
で
あ
る
。
」
と
述

ぺ
て
い
る
。
そ
し
て
、
乙
れ
ら
の
評
価
は
、
と
の
作
品
が
自
然
主
義
文
芸
思
潮
の
生
ん
だ
代
表

的
作
品
で
あ
る
乙
と
を
認
め
つ
つ
、
そ
う
し
た
時
代
思
潮
を
超
え
た
と
と
ろ
に
乙
れ
を
位
置
づ

け
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
作
品
が
生
ま
れ
て
す
で
に
六
十
年
を
経
過
し
て
い
る
。
変
遷
の
激

し
い
今
日
の
よ
う
な
時
代
に
、
乙
れ
だ
け
の
年
月
を
経
て
な
お
我
々
に
確
か
な
手
ご
た
え
を
与

え
る
と
い
う
乙
と
は
、
乙
乙
に
描
か
れ
た
も
の
が
一
つ
の
普
遍
性
を
獲
得
し
て
い
る
乙
と
の
証

左
で
あ
る
と
も
見
ら
れ
よ
う
。

そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
乙
の
作
品
に
お
い
て
そ
の
よ
う
な
実
在
感
を
獲
得
し
た
と
こ
ろ
の
表
現

法
ゃ
、
そ
の
表
現
の
底
に
あ
る
は
ず
の
認
識
や
認
識
法
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
る
乙
と
も
無
駄

で
は
あ
る
ま
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
広
津
和
郎
は
「
ど
う
し
て
ζ

の
老
作
家
が
あ
ら
ゆ
る

既
成
の
概
念
や
範
障
か
ら
此
処
ま
で
脱
け
出
る
事
が
出
来
た
か
、
そ
し
て
何
も
の
に
も
ま
や
か

さ
れ
ず
、
彼
の
眼
で
真
実
を
探
求
す
る
乙
と
が
出
来
た
か
と
い
う
事
は
、
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ

注
ゆ

ど
、
深
い
興
味
と
驚
異
と
を
与
え
る
己
と
述
べ
て
い
る
。
し
か
し
広
津
以
後
乙
の
問
題
に
つ
い

て
具
体
的
な
追
究
が
な
さ
れ
た
乙
と
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
秋
声
が
い
か
な
る
観
念
や
思
想
か
ら

注

同

宝

り

も
自
由
な
作
家
で
あ
っ
た
と
か
、
老
荘
思
想
か
ら
の
影
響
に
注
目
す
ぺ
き
で
&
ぶ
と
か
い
っ
た

示
唆
的
な
指
摘
が
散
見
す
る
の
み
で
あ
る
。

物
事
を
見
つ
め
、
そ
の
中
か
ら
真
実
を
つ
か
み
取
る
と
い
う
乙
と
は
、
意
志
や
努
力
を
伴
わ
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な
い
無
心
さ
な
ど
に
よ
っ
て
で
き
る
こ
と
で
は
お
そ
ら
く
な
い
。
秋
声
の
場
合
、
生
れ
つ
い
て

の
自
然
主
義
者
と
し
て
の
一
面
は
あ
る
に
せ
よ
、
そ
う
し
た
彼
の
資
質
が
自
覚
化
さ
れ
て
意
識

的
な
態
度
と
な
り
、
や
が
て
そ
れ
が
方
法
化
さ
れ
て
洗
練
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
彼
の
文
学

が
今
日
に
残
っ
て
い
る
姿
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
明
治
三
十
年
代
の
彼

の
作
品
が
高
い
-
評
価
を
得
て
い
な
い
こ
と
か
ら
も
、
そ
れ
は
い
え
よ
う
。
秋
声
が
何
物
に
も
と

ら
わ
れ
る
乙
と
な
く
、
い
さ
さ
か
の
感
傷
を
ま
じ
え
る
乙
と
も
な
く
、
物
事
の
深
層
を
追
究
し

て
い
く
と
こ
ろ
の
態
度
や
方
法
に
つ
い
て
、
今
日
ま
で
は
漠
然
と
彼
の
冷
徹
な
ま
で
の
客
観
的

観
察
力
と
し
て
認
め
ら
れ
て
き
た
。
そ
れ
を
、
も
し
生
得
的
な
も
の
で
は
な
く
意
識
的
な
態
度

で
あ
り
方
法
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
多
分
に
思
想
性
を
は

ら
ん
だ
も
の
だ
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
何
物
に
も
と
ら
わ
れ
ま
い
と
す
る
態

度
が
思
想
性
を
は
ら
ん
で
い
る
な
ら
ば
、
や
が
て
そ
れ
が
つ
き
つ
め
ら
れ
て
、
と
ら
わ
れ
ま
い
と

す
る
態
度
そ
の
も
の
か
ら
も
自
由
で
あ
ろ
う
と
す
る
に
立
ち
至
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
乙
に
至
れ

ば
、
こ
れ
は
も
う
「
虚
心
」
と
呼
ぶ
乙
と
が
で
き
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
虚
心
」

は
も
は
や
明
ら
か
に
一
つ
の
思
想
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
。
も
し
秋
声
に
乙
の
よ
う
な
も
の
が

あ
っ
た
と
す
る
と
、
広
津
和
郎
が
指
摘
す
る
と
乙
ろ
の
、
秋
声
が
『
徽
』
に
お
い
て
一
つ
の
完

成
を
見
せ
た
冷
徹
な
ま
で
の
客
観
的
態
度
に
、
や
が
て
大
正
十
三
年
ご
ろ
か
ら
、
ほ
の
か
だ
が

主
観
の
光
が
さ
し
こ
む
よ
う
に
な
る
と
い
う
変
化
の
道
程
も
理
解
さ
れ
て
く
る
。

こ
の
よ
う
な
仮
定
に
基
づ
い
て
、
秋
声
の
「
虚
心
」
の
思
想
と
い
っ
た
も
の
の
具
体
的
な
様

相
ゃ
、
そ
れ
九
の
道
程
を
解
明
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
稿
で
は
、
そ

の
最
初
の
手
が
か
り
と
し
て
、
『
徽
』
に
お
け
る
叙
述
法
に
着
目
し
、
描
写
か
ら
受
け
る
印
象

の
暗
さ
を
分
析
し
て
い
く
乙
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
暗
さ
を
作
り
出
す
表
現
の
底
に
あ
る
認
識
法

が
、
作
者
の
感
覚
的
認
識
を
客
観
的
認
識
九
と
高
め
て
い
く
方
法
に
も
な
っ
て
い
る
こ
と
を
見

て
い
き
た
い
と
思
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
作
者
の
対
象
認
識
の
方
法
の
一
端
を
明
ら
か
に
し
て

い
く
乙
と
が
で
き
る
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

『
徽
』
は
、
良
い
意
味
に
も
悪
い
意
味
に
も
私
小
説
と
し
て
の
特
色
を
十
分
に
持
っ
た
作
品

で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
主
人
公
と
作
者
と
の
区
別
が
明
瞭
で
な
い
。
そ
う
し
た
両
者
の
重
な
り

合
っ
た
叙
述
が
作
品
全
体
の
枠
組
み
を
構
成
し
、
そ
の
聞
に
印
象
描
写
に
よ
る
特
色
あ
る
回
想

場
面
が
挿
入
;
尚
、
連
結
さ
れ
て
い
く
。
そ
し
て
、
こ
の
回
想
場
面
の
印
象
描
写
が
象
徴
性
を

空
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持
つ
も
の
で
あ
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
品
に
奥
行
き
が
与
え
ら
れ
る
と
い
う
ふ
う
に
な
っ
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
印
象
描
写
が
読
者
に
与
え
る
印
象
は
、
作
品
全
体
の
印
象
に
深
く
か

か
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
も
の
に
暗
い
も
の
が
多
い
の
で
、
作
品
の
印
象
も

き
わ
め
て
暗
く
じ
め
じ
め
と
し
て
、
何
の
救
い
も
な
い
感
じ
の
も
の
に
な
っ
て
く
る
。
暗
い
印

象
の
場
面
ば
か
り
が
乙
と
さ
ら
に
多
く
選
ば
れ
、
そ
の
暗
さ
を
強
調
す
る
よ
う
な
書
き
方
が
な

さ
れ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
決
し
て
公
平
な
客
観
的
選
択
で
は
な
く
、
純
粋
に
客
観
的
な

描
写
態
度
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
乙
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
日
井
吉
見
に
よ
っ
て
す
で
に
指

ト
色
、

ωι

摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
一
面
も
乙
の
作
ロ
聞
に
は
確
か
に
あ
ふ
吋
し
か
し
、
乙
れ
は

当
時
の
自
然
主
義
思
潮
や
ゾ
ラ
イ
ズ
ム
の
影
響
と
考
え
て
よ
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
今
は
乙
れ

を
深
く
と
が
め
な
い
こ
と
に
す
る
。

む
し
ろ
注
目
す
べ
き
乙
と
は
、
こ
う
し
た
暗
い
混
濁
し
た
印
象
を
与
え
る
場
面
の
描
写
の
一

つ
一
つ
に
つ
い
て
、
少
し
細
か
く
見
て
い
く
と
、
素
材
的
に
は
決
し
て
暗
い
も
の
ば
か
り
が
描

か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
暗
い
イ
メ
ー
ジ
の
底
に
は
、
意
外
な
ほ
ど
明

る
い
素
材
が
多
く
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
経
済
的
不
如
意
は
、
作
品
世
界
の
暗
さ
や
み
じ

め
さ
の
重
要
な
一
要
素
で
あ
る
が
、
主
人
公
の
笹
村
は
時
に
家
族
を
連
れ
て
成
岡
山
参
詣
を
兼

ね
た
温
泉
~
の
二
泊
旅
行
も
し
て
い
る
し
、
夫
婦
で
芝
居
見
物
も
し
て
い
る
。
最
初
は
暗
く
て

じ
め
じ
め
す
る
家
を
借
り
て
い
た
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
新
築
の
借
家
で
あ
り
、
し
か
も
、
後
に

は
明
る
く
住
み
良
い
家
に
転
宅
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
悲
惨
小
説
や
深
刻
小
説
、
あ
る
い
は
長

塚
節
の
『
土
』
な
ど
に
お
い
て
描
か
れ
た
貧
困
と
は
異
質
の
も
の
で
あ
る
。
笹
村
の
病
的
気
質

は
、
確
か
に
普
通
で
な
い
が
、
決
し
て
致
命
的
な
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る

と
、
素
材
的
に
は
、
常
凡
な
見
方
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
幸
福
と
い
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
も
の
が

か
な
り
描
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
う
し
た
明
る
さ
が
浮
き
立
た

ず
、
温
泉
に
家
族
旅
行
を
す
れ
ば
雨
に
降
り
こ
め
ら
れ
、
芝
居
見
物
を
す
れ
ば
観
客
の
中
に
妻

の
以
前
の
愛
人
の
影
を
追
い
、
そ
う
し
た
疑
惑
が
消
え
る
頃
に
は
妻
が
貧
血
で
倒
れ
る
、
と
い

っ
た
こ
と
の
方
が
強
調
さ
れ
る
た
め
に
、
暗
く
陰
気
な
印
象
ば
か
り
が
読
者
の
記
憶
に
残
っ
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
乙
れ
は
叙
述
法
の
特
色
の
一
つ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

モ
つ
し
た
乙
と
に
気
付
い
て
み
る
と
、
乙
れ
と
対
照
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
と
し
て
思
い
出
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さ
れ
る
の
が
、
堀
辰
雄
の
諸
作
品
で
あ
る
。
堀
の
よ
う
な
作
家
を
乙
乙
に
持
ち
出
す
の
は
、
あ

る
い
は
唐
突
な
感
じ
を
免
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
比
較
す
べ
き
共
通
点
も
両
者
に
は
あ

る
。
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
堀
の
作
品
に
は
、
「
小
さ
な
絵
」
に
も
た
と
え
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
な
美
し
い
場
面
の
描
写
を
組
み
合
わ
せ
て
全
体
を
構
成
す
る
と
い
う
形
の
も

の
が
仇
刊
、
そ
う
し
た
も
の
は
印
象
描
写
の
場
面
を
連
結
す
る
秋
声
の
『
徽
』
に
お
け
る
手
法

と
似
か
よ
う
も
の
が
あ
る
。
両
者
共
に
、
象
徴
性
を
も
っ
た
場
面
の
描
写
を
組
み
上
げ
て
い
く

手
法
に
お
い
て
は
共
通
点
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
作
品
か
ら
受
け
る
読
者

の
印
象
は
ま
っ
た
く
対
照
的
で
あ
る
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
堀
の
作
品
で
は
、
そ
の
部
分

を
な
し
て
い
る
「
小
さ
な
絵
」
の
印
象
が
、
あ
ま
り
に
も
詩
的
で
澄
明
な
も
の
で
、
そ
し
て
繊

細
な
感
覚
に
満
ち
て
い
る
た
め
に
、
表
面
的
に
は
明
る
い
印
象
を
受
け
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
「
小
さ
な
絵
」
の
中
に
は
、
そ
う
し
た
印
象
と
は
異
質
な
暗
い
も
の
が
ち
り
ば
め
ら
れ
た

り
、
あ
る
い
は
暗
示
的
に
描
き
こ
ま
れ
た
り
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
作
品
全
体
を
構
成

す
る
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
い
る
乙
と
に
気
付
い
て
み
る
と
、
今
ま
で
の
明
る
い
印
象
が
背
景

に
退
き
、
思
い
も
か
け
な
か
っ
た
も
の
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。

堀
の
作
品
に
見
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
構
成
は
、
モ
ザ
イ
ク
絵
を
組
み
上
げ
て
い
く
時
の
や
り

方
に
た
と
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
明
る
い
色
調
の
モ
ザ
イ
ク
を
は
り
あ
わ
せ
て

い
く
時
、
そ
の
一
枚
一
枚
で
は
さ
し
て
気
に
な
ら
な
い
し
み
や
、
あ
る
い
は
モ
ザ
イ
ク
一
枚
の

明
る
い
色
を
引
き
立
て
る
た
め
で
あ
る
か
の
よ
う
に
加
え
ら
れ
て
い
る
暗
い
色
が
、
や
が
て
全

体
の
構
図
を
持
っ
て
現
れ
て
く
る
と
、
思
い
も
か
け
ぬ
暗
い
主
題
の
絵
に
な
っ
て
い
る
、
と
い

っ
た
よ
う
に
。
一
例
を
あ
げ
よ
う
。
『
ル
ウ
ペ
ン
ス
の
偽
画
』
の
冒
頭
部
分
で
あ
る
。

そ
れ
は
漆
黒
の
自
動
車
で
あ
っ
た
。

そ
の
自
動
車
が
軽
井
沢
ス
テ
エ
シ
ョ
ン
の
表
ロ
ま
で
来
て
停
ま
る
と
、
中
か
ら
一
人
の

ド
イ
ツ
人
ら
し
い
娘
を
降
し
た
。

彼
は
そ
れ
が
あ
ん
ま
り
美
し
い
車
だ
っ
た
の
で
タ
ク
シ
イ
で
は
あ
る
ま
い
と
思
っ
た
・

が
、
娘
が
お
り
る
と
き
何
か
運
転
手
に
ち
ら
と
渡
す
の
を
見
た
の
で
、
彼
は
黄
い
ろ
い
帽

子
を
か
ぶ
っ
た
娘
と
す
れ
ち
が
ひ
な
が
ら
、
自
動
車
の
方
九
歩
い
て
行
っ
た
。

「
町
九
行
っ
て
く
れ
た
ま
九
」

彼
は
そ
の
自
動
車
の
中
九
は
ひ
っ
た
。
は
ひ
っ
て
見
る
と
内
部
は
真
白
だ
っ
た
。
そ
し
て

か
す
か
だ
が
蓄
額
の
に
ほ
ひ
が
漂
っ
て
ゐ
た
。
彼
は
さ
っ
き
無
造
作
に
す
れ
ち
が
っ
て
し

ま
っ
た
黄
い
ろ
い
帽
子
の
娘
を
思
ひ
浮
ぺ
た
。
自
動
車
が
ぐ
っ
と
つ
曲
た
。

被
は
ふ
と
好
奇
心
を
も
っ
て
車
内
を
見
ま
は
し
た
。
す
る
と
彼
は
軽
く
動
揺
し
て
ゐ
る

床
の
上
に
し
ち
ら
さ
れ
た
新
鮮
な
闘
の
|
創
出
ぞ
見
つ
け
た
の
で
あ
る
。
ふ
と
し
た
も
の
で

あ
る
が
、
妙
に
荒
あ
ら
し
い
快
さ
が
彼
を
こ
す
っ
た
。
目
を
つ
ぶ
っ
た
彼
に
は
、
そ
れ
が

捨
り
ち
ら
さ
れ
た
花
弁
の
や
う
に
見
え
た
。

し
ば
ら
く
し
て
ま
た
彼
は
目
を
ひ
ら
い
た
。
運
転
手
の
背
な
か
が
見
え
た
。
そ
れ
か
ら

彼
は
透
明
な
窓
硝
子
に
顔
を
持
っ
て
行
っ
た
。
窓
の
外
は
も
う
す
っ
か
り
穏
を
出
し
て
ゐ

る
吉
原
だ
っ
た
。
ち
ゃ
う
ど
一
台
の
自
動
車
が
す
れ
ち
が
っ
て
行
っ
た
。
そ
れ
は
も
う
こ

の
高
原
を
立
ち
去
っ
て
ゆ
く
人
々
ら
し
か
っ
た
。

乙
の
部
分
も
、
一
つ
の
「
小
さ
な
絵
」
に
相
当
す
る
と
乙
ろ
と
見
ら
れ
よ
う
。
乙
の
全
体
と

し
て
は
美
し
い
初
秋
の
高
原
風
景
の
描
写
の
中
に
、
傍
線
を
ほ
ど
こ
し
た
部
分
の
よ
う
に
、
異

質
な
も
の
が
挿
入
さ
れ
て
い
る
。
乙
れ
は
、
引
用
部
分
の
中
で
見
る
と
、
ま
る
で
風
景
画
の
中

の
し
み
の
よ
う
な
存
在
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
人
間
の
性
感
覚
に
関
す
る
描
写

が
、
作
品
全
体
の
中
で
見
る
と
、
主
題
と
深
く
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
乙
と
が
わ
か
っ
て
く

る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
う
し
た
し
み
の
よ
う
な
も
の
で
点
綴
さ
れ
て
い
る
大
き
な
像
が
作
品
の

中
に
立
ち
現
れ
、
明
る
い
高
原
の
風
景
は
、
そ
の
背
景
と
し
て
の
位
置
に
退
い
て
し
ま
う
の
で

鬼
山
ヲ

G

。
印
象
の
明
暗
だ
け
に
つ
い
て
注
目
し
て
み
る
な
ら
ば
、
掘
の
乙
の
よ
う
な
表
現
法
は
、
点
描

画
の
手
法
に
似
て
い
る
と
い
う
乙
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
点
描
画
で
は
、
絵
具
を
混
合

せ
ず
原
色
の
ま
ま
小
さ
な
点
と
し
て
画
布
に
塗
り
つ
け
る
。
中
間
色
を
求
め
る
時
も
、
色
を
混

ぜ
合
わ
す
の
で
は
な
く
、
混
ぜ
合
わ
す
べ
き
色
の
点
を
混
ぜ
て
並
ぺ
る
と
い
う
方
法
で
乙
れ
を

得
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
商
家
は
、
描
く
対
象
物
の
色
を
一
度
分
析
し
て
、
原
色
に
ま
で

分
解
し
て
と
ら
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
乙
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絵
呉
の
色

の
明
度
を
失
わ
ず
に
中
間
色
を
得
る
と
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
点
描
画
で
は
、
そ
乙
に

措
か
れ
た
素
材
に
か
か
わ
り
な
く
、
画
面
の
明
る
さ
を
調
節
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

(
粒
子
を
大
き
く
す
る
と
明
度
は
上
が
り
、
粒
子
を
小
さ
く
す
る
と
明
度
は
下
が
る
。
)

さ
き
に
掲
げ
た
引
用
に
即
し
て
い
え
ば
、
傍
線
を
ほ
ど
乙
し
た
部
分
の
持
つ
印
象
の
暗
さ

が
、
他
の
部
分
の
印
象
に
対
し
て
混
じ
り
合
っ
て
い
く
関
係
に
な
っ
て
い
な
い
と
い
う
乙
と
で

あ
る
。
乙
れ
は
、
作
者
が
描
写
対
象
を
客
観
的
に
明
確
に
弁
別
し
て
、
主
観
的
心
情
を
投
影
さ

せ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
に
な
っ
た
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
対
比
物
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
わ
か
る
乙
と
は
、
秋
声
の
印
象
描
写
か
ら

受
け
る
印
象
の
暗
さ
は
、
単
に
黒
や
暗
い
色
を
多
く
使
う
乙
と
に
よ
っ
て
黒
っ
ぽ
く
な
っ
た
も

の
で
は
な
く
、
多
く
の
絵
具
を
混
合
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
明
度
が
失
わ
れ
た
色
に
よ
っ
て
描
か
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れ
た
絵
の
印
象
の
暗
さ
に
似
て
い
る
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
暗
様
々
な
対
象
を

区
別
す
る
こ
と
な
く
、
一
諸
に
し
て
し
ま
っ
て
書
く
乙
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
混
濁
の
暗
さ
と
い

う
べ
き
も
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
そ
う
し
た
暗
さ
の
あ
る
表
現
で
あ
り
な
が
ら
、
秋
声
の
印
象
描
写
が
客
観
的
対
象
把

握
の
正
確
さ
と
い
う
点
で
、
衆
目
の
一
致
し
た
評
価
を
得
て
い
る
の
は
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
絵

画
の
場
合
は
い
か
に
混
濁
し
た
色
を
使
っ
て
も
、
線
に
よ
っ
て
輪
郭
を
描
き
、
色
調
の
差
に
よ

っ
て
微
細
な
陰
影
を
も
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
文
章
表
現
に
お
い
て
、
し
か
も
印
象

描
写
法
と
い
う
作
家
の
主
観
的
認
識
を
基
底
に
持
つ
描
写
法
に
よ
り
な
が
ら
、
そ
し
て
さ
ら
に

混
濁
し
た
暗
い
印
象
を
持
っ
た
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
客
観
的
対
象
把
握
の
正
確
さ
を
保

ち
得
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
乙
と
は
、
単
純
に
は
説
明
し
に
く
い
問
題
で
あ
る
。
乙
の
点
に
つ

い
て
、
比
犠
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
具
体
的
な
文
章
表
現
の
実
例
を
検
討
す
る
乙
と
に
よ
っ
て

明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

『
徽
』
に
お
け
る
印
象
描
写
が
、
混
濁
し
た
暗
い
印
象
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
描
か
れ
た

対
象
が
み
ご
と
な
輪
郭
と
深
い
陰
影
と
を
持
っ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
題
を
取
り
上
げ

る
わ
け
で
あ
る
が
、
叙
述
の
方
法
に
即
し
て
、
主
人
公
笹
村
の
対
象
認
識
の
方
法
と
か
型
と
か

い
っ
た
も
の
に
注
目
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
叙
述
法
は
認
識
法
の
具
体
化
さ
れ
た

も
の
の
一
つ
で
あ
り
、
乙
の
作
品
に
お
け
る
叙
述
法
は
そ
の
ま
ま
笹
村
の
認
識
法
に
密
接
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
笹
村
の
認
識
法
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
印
象
描
写
に
お
い

て
客
観
的
対
象
認
識
の
正
確
さ
が
保
た
れ
る
理
由
も
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
更
に
、

笹
村
の
認
識
法
と
作
者
の
そ
れ
と
が
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
こ
の
よ
う
な
私
小
説
的
作
品
に
お

い
て
は
、
こ
う
し
た
方
法
に
よ
っ
て
、
秋
芦
の
対
象
認
識
法
の
一
端
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
て
、
笹
村
の
認
識
の
あ
り
方
に
つ
い
て
注
目
し
て
み
る
と
、
た

だ
ち
に
一
つ
の
型
と
も
い
う
べ
き
認
識
法
が
あ
る
と
と
が
気
づ
か
れ
る
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は

次
の
よ
う
な
表
現
の
中
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

笹
村
長
か
ら
帰
っ
て
来
る
と
、
お
銀
は
二
畳
の
茶
の
間
で
、
忍
仰
な
姿
で
、
ペ
ッ

ν
h
p
H
M
h
y

主
的

h
N
ス》

タ
リ
畳
に
粘
着
い
て
眠
っ
て
ゐ
た
。
障
子
に
は
三
時
頃
の
明
い
日
が
差
し
て
、
お
銀
の
顔

あ

し

お

と

に

っ

こ

ち

は
、
上
気
し
て
ゐ
る
や
う
に
見
え
た
。
と
、
萱
音
に
自
が
さ
め
て
、
府
然
と
も
し
な
い

で
、
起
あ
が
っ
て
足
を
崩
し
た
ま
b

座
っ
た
。
そ
れ
を
、
ち
ら
り
と
見
た
笹
村
の
自
に

す

t
〈
き

は
、
世
に
棄
腐
れ
て
ゐ
る
女
の
や
う
に
も
思
九
た
。
笹
村
は
黙
っ
て
そ
の
側
を
通
っ
て
行

注
伺

っ

た

。

(

六

)

一
見
何
で
も
な
い
女
の
様
子
を
描
写
し
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
が
、
「
世
に
棄
腐
れ
て
ゐ
る

女
の
や
う
に
も
思
九
た
。
」
と
つ
け
加
え
ら
れ
て
い
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
笹
村
の
心
が
二
様
に

動
い
て
い
る
乙
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
引
用
部
分
は
、
笹
村
と
お
銀
と
の
聞
に
肉
体
関
係
が

生
じ
る
直
前
の
雰
囲
気
を
描
い
た
場
面
に
あ
る
乙
と
を
考
慮
に
入
れ
る
と
、
笹
村
の
自
に
映
っ

た
女
の
ふ
し
だ
ら
さ
と
、
そ
う
し
た
女
に
対
す
る
嫌
悪
感
を
表
現
し
つ
つ
も
、
そ
う
し
た
女
の

持
つ
性
的
掘
態
と
そ
れ
に
ひ
か
れ
て
い
る
心
理
を
も
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
と
解
釈
で
き
る

で
あ
ろ
う
。
「
に
も
」
に
注
意
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
読
め
る
は
ず
で
あ
る
。

こ
う
し
た
所
に
も
表
れ
て
い
る
よ
う
に
、
笹
村
の
認
識
が
語
ら
れ
る
時
は
、
二
通
り
の
認
識

が
同
時
に
併
記
さ
れ
る
乙
と
が
多
い
。
そ
し
て
、
そ
の
場
合
、
そ
れ
ら
の
認
識
は
そ
れ
ぞ
れ
好

悪
の
対
立
す
る
感
覚
の
上
に
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
乙
と
が
、
注
意
す
ぺ
き
特
色
で
あ
る
。

好
悪
二
種
の
色
合
い
を
持
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
は
、
相
互
に
ほ
ぼ
対
等
の
関
係
を
保
っ
て
い

て
、
一
方
が
他
方
を
否
定
し
た
り
、
あ
る
い
は
片
方
が
よ
り
優
位
に
お
か
れ
る
と
と
は
な
い
。

(
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
、
悪
い
感
覚
に
結
び
つ
く
認
識
の
方
が
や
や
優
位
に
お
か
れ
る
傾
向
は

あ
る
が
。
)
ま
た
、
両
者
を
止
揚
し
た
統
一
的
判
断
に
導
か
れ
る
と
い
う
と
と
も
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
お
銀
に
対
す
る
笹
村
の
気
持
ち
と
い
っ
た
男
女
聞
の
根
本
的
な
感
情
に
つ
い
て
の

叙
述
を
見
て
も
、
一
筋
に
ま
と
ま
っ
て
い
く
形
に
は
書
か
れ
て
お
ら
ず
、
笹
村
の
行
動
に
つ
い

て
の
叙
述
と
合
わ
せ
て
考
え
な
い
と
、
笹
村
が
お
銀
に
心
ひ
か
れ
て
い
る
の
か
嫌
っ
て
い
る
の

か
さ
え
判
然
と
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
書
き
方
が
な
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
読
者
は
笹

村
と
お
銀
と
の
関
係
を
複
雑
な
陰
影
を
も
っ
た
形
で
客
観
的
に
見
る
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
乙
の
よ
う
に
し
て
描
き
出
さ
れ
た
姿
は
、
好
き
嫌
い
に
よ
っ
て
一
面
化
さ
れ
た
も
の
よ
り

も
立
体
的
で
あ
る
と
い
え
る
し
、
ま
た
、
人
聞
の
心
理
の
深
層
の
実
態
を
よ
り
深
く
正
確
に
捕

え
得
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

さ
き
に
あ
げ
た
引
用
部
分
は
、
い
わ
ば
直
感
的
認
識
に
基
づ
い
た
描
写
の
部
分
で
あ
っ
た

が
、
こ
う
し
た
認
識
が
笹
村
の
中
に
蓄
積
し
て
い
っ
た
時
は
ど
う
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
お
銀
に

対
す
る
認
識
が
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し

よ
う
。
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母
親
が
果
物
の
纏
詰
な
ど
を
持
て
、
田
舎
か
ら
帰
っ
て
来
て
か
ら
も
、
お
銀
は
始
終

笹
村
の
部
屋
λ

ー
ば
か
り
入
込
ん
で
ゐ
た
。
笹
村
は
女
が
自
分
を
愛
し
て
ゐ
る
と
も
患
は
な



，a'同u
m
h
y

か
っ
た
し
、
自
分
も
女
に
愛
情
が
あ
る
と
は
思
ひ
得
な
か
っ
た
が
、
身
の
周
の
用
事
で
女

の
し
て
く
れ
る
こ
と
は
、
厚
い
処
へ
手
の
届
く
ゃ
う
で
あ
っ
た
。
男
の
時
々
の
心
持
は
鋭

敏
に
摸
ぎ
つ
け
る
乙
と
も
出
来
た
。
気
象
も
き
び
/
¥
し
た
方
で
不
断
調
子
の
好
い
時

し

ま

り

か

ら

だ

は
、
能
く
駄
酒
落
な
ど
を
一
言
っ
て
人
を
笑
は
せ
た
。
緊
の
な
い
肉
付
の
好
い
体
、
輪
郭
の

素
直
さ
と
品
位
と
を
闘
い
て
ゐ
る
、
ど
乙
か
崩
れ
た
や
う
な
顔
に
も
、
心
惹
き
つ
け
ら
れ

る

や

う

な

処

が

あ

っ

た

。

(

十

)

こ
う
し
た
表
現
に
よ
っ
て
、
読
者
は
一
応
お
銀
に
関
す
る
大
体
の
総
合
的
イ
メ
ー
ジ
が
与
え

ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
乙
の
い
わ
ば
総
合
的
認
識
が
与
え
ら
れ
る
表
現
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う

注
帥

に
好
悪
の
感
覚
で
対
立
す
る
認
識
が
折
り
重
ね
ら
れ
て
い
る
の
を
見
る
読
者
は
、
乙
れ
に
よ
っ

て
一
つ
の
心
情
で
統
一
さ
れ
た
イ
メ
ー
ジ
を
つ
く
り
上
げ
る
乙
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
心
情
の

混
乱
を
、
印
象
の
明
暗
で
い
う
な
ら
ば
、
明
暗
の
混
合
に
よ
る
混
濁
で
あ
る
。
絵
具
を
多
く
混

ぜ
合
わ
せ
る
乙
と
に
よ
っ
て
明
度
が
失
わ
れ
た
色
の
暗
さ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
『
徽
』

の
世
界
が
暗
く
混
濁
し
た
印
象
を
持
つ
原
因
の
一
つ
に
、
こ
の
表
現
法
の
効
果
も
見
逃
し
て
は

な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
方
で
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
を
通
し
て
読
者
の
中
に

形
成
さ
れ
る
全
体
の
認
識
は
、
そ
の
基
礎
と
な
っ
た
個
々
の
認
識
が
好
悪
の
感
覚
の
上
に
立
っ

て
い
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
感
覚
的
な
も
の
が
、
さ
き
に
あ
げ
た
例
に
も
見
ら
れ
る

よ
う
に
相
互
の
対
立
的
相
対
関
係
に
お
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
相
殺
さ
れ
、
そ
う
し
た
心
情
的

好
悪
感
覚
と
は
離
れ
た
と
こ
ろ
に
形
成
さ
れ
る
た
め
に
、
客
観
性
を
持
っ
た
も
の
九
と
導
か
れ

る
乙
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
混
濁
し
た
色
調
の
中
に
把
握
さ
れ
て
い
る
対
象
の

イ
メ
ー
ジ
が
、
客
観
性
と
立
体
性
と
を
持
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
理
由
も
理
解
さ
れ
て
〈
る

と
思
う
。
基
礎
と
な
っ
て
い
る
認
識
が
人
間
の
も
っ
と
も
卑
近
な
好
悪
感
覚
に
根
ざ
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
も
、
か
え
っ
て
観
念
的
認
識
に
比
ぺ
て
一
層
読
者
に
感
覚
的
共
感
を
与
え
る
の
に

カ
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
乙
と
が
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
注
目
す
ぺ
き
こ
と
は
、
乙
れ
ら
の
認
識
が
す
べ
て
笹
村
の
意
識
を
通
し
て
生
ま

れ
て
い
る
乙
と
で
あ
る
。
笹
村
と
い
う
人
物
は
、
直
感
的
に
は
好
悪
の
感
覚
の
上
に
立
っ
て
物

を
見
る
人
物
で
あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
き
わ
め
て
自
意
識
の
強
い
人
物
で
あ
っ
て
、
自
己
の
感

覚
に
よ
っ
て
何
か
が
捕
え
ら
れ
る
と
、
ほ
と
ん
ど
反
射
的
に
好
悪
感
覚
の
印
象
を
逆
に
し
た
別

の
認
識
を
引
き
出
し
て
来
て
、
自
己
の
感
覚
を
相
対
的
な
も
の
に
し
て
よ
う
や
く
心
理
的
安
定

を
得
る
人
物
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
な
ぜ
笹
村
は
、
乙
の
よ
う
な
認
識
法
を
取
る
よ
う
に

な
っ
た
の
か
、
笹
村
の
自
意
識
は
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、

少
し
考
え
て
み
る
必
要
が
あ
る
で
あ
ろ
う
。

笹
村
の
自
意
識
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
。

笹
村
の
興
審
問
し
た
神
経
は
、
何
処
ま
で
狂
っ
て
行
く
か
解
ら
な
か
っ
た
。
如
何
す
る
こ

と
も
出
来
な
い
ほ
ど
血
の
荒
立
っ
て
行
く
自
分
を
、
別
に
静
か
に
見
詰
て
ゐ
る
「
自
分
」

が
頭
の
底
に
あ
っ
た
が
]
そ
れ
は
唯
見
詰
め
て
恐
れ
戦
い
て
ゐ
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
ロ

こ
E
除

L
寺
り

か
ら
は
毒
々
し
い
語
が
速
に
に
放
た
れ
、
弛
み
を
見
せ
ま
い
と
し
て
ゐ
る
女
の
些
一
と
し
た

主
に
も
、
体
中
の
肉
が
拐
の
が
る
ほ
ど
更
る
の
が
、
自
分
な
が
ら
恐
ろ
し
く
も
獲

し

く

も

あ

っ

た

。

(

六

十

)

乙
れ
に
よ
っ
て
わ
か
る
よ
う
に
、
笹
村
と
い
う
人
物
は
、
恐
ろ
し
い
ま
で
の
神
経
的
な
激
情

と
、
そ
の
激
情
の
嵐
の
中
に
あ
っ
て
も
決
し
て
曇
る
乙
と
の
な
い
冷
静
な
自
意
識
と
を
合
わ
せ

持
っ
て
い
る
人
物
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
人
物
に
と
っ
て
は
、
お
そ
ら
く
自
己
の
う
つ
ろ
い
や

す
い
感
覚
ゃ
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
認
識
を
信
ず
る
乙
と
は
で
き
な
い
。
外
界
の
刺
激
に
対
し
て

鋭
敏
に
反
応
す
る
感
覚
を
持
っ
て
い
て
も
、
そ
の
感
覚
が
む
ら
気
に
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
乙

と
を
、
冷
静
な
自
意
識
が
常
に
見
つ
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
自
意
識
が
感
覚
を
支
配
し
て
、

感
覚
を
人
格
的
な
も
の
に
高
め
て
い
く
こ
と
も
で
き
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
し
て
そ
れ
が

で
き
れ
ば
、
感
覚
的
認
識
を
信
ず
る
こ
と
も
で
き
る
わ
け
だ
が
、
笹
村
の
自
意
識
は
そ
の
よ
う

な
カ
を
持
っ
て
い
な
い
。
そ
う
し
た
感
覚
と
自
意
識
と
を
持
つ
者
で
あ
っ
て
も
、
直
感
的
感
覚

的
認
識
を
超
え
た
客
観
的
認
識
を
求
め
る
の
は
、
人
間
と
し
て
自
然
な
乙
と
で
あ
っ
て
、
笹
村

の
場
合
も
、
同
じ
心
理
的
欲
求
に
従
っ
て
、
自
己
の
感
覚
的
認
識
の
相
対
化
を
は
か
る
と
い
う

方
法
を
と
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
乙
の
場
合
、
感
覚
そ
の
も
の
は
自
意
識
に

よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
、
価
値
観
や
先
入
観
、
あ
る
い
は
偏
見
か
ら
自
由
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
そ
う
し
た
感
覚
的
認
識
に
立
脚
し
た
客
観
的
認
識
は
、
最
初
か
ら
価
値
観
や
先

入
観
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
て
い
る
感
覚
が
捕
え
た
も
の
よ
り
も
、
よ
り
深
い
認
識
に
達
す
る
乙

と
が
可
能
に
な
る
と
い
え
る
。
主
人
公
が
そ
う
し
た
人
物
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
も
と
も
と

は
作
者
の
主
観
的
認
識
を
根
底
と
す
る
印
象
描
写
法
に
、
物
の
深
層
を
も
捕
え
得
る
客
観
性
を

与
え
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

、
見
て
き
た
よ
う
な
性
格
を
持
つ
笹
村
が
、
呂
己
の
感
覚
的
認
識
を
相
対
化
し
客
観
的
認
識
を

求
め
る
こ
と
か
ら
一
歩
進
ん
で
、
感
覚
的
認
識
を
持
つ
次
一
元
の
自
己
自
身
を
相
対
化
し
、
自
己

の
姿
を
客
観
的
に
捕
え
る
に
至
る
の
は
、
精
神
の
運
動
と
し
て
必
然
の
乙
と
と
い
え
よ
う
。
一

般
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
自
己
相
対
化
の
方
法
と
し
て
は
、
自
他
の
比
較
と
い
う
方
法
も
考
え

"-11-"-



ら
れ
、
そ
れ
が
む
し
ろ
普
通
な
の
で
あ
る
が
、
笹
村
の
場
合
は
そ
う
で
は
な
く
、
感
覚
的
認
識

を
す
る
自
己
同
士
を
比
較
す
る
方
法
を
と
る
。
こ
の
比
較
を
通
し
て
自
己
の
姿
を
客
観
的
に
浮

き
彫
り
に
し
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
認
識
法
が
叙
述
法
に
表
れ
て
い
る
も
の
に
、
い

わ
ゆ
る
「
倒
叙
」
法
が
あ
る
。

秋
声
が
得
意
と
も
し
、
ま
た
秋
声
独
得
の
も
の
で
あ
る
と
も
い
わ
れ
て
い
る
乙
の
「
倒
叙
」

法
は
、
文
法
的
な
意
味
で
主
述
の
位
置
が
逆
に
な
っ
た
り
、
結
論
と
理
由
と
の
叙
述
順
序
が
逆

に
な
っ
た
り
す
る
倒
叙
で
は
な
く
、
回
想
的
叙
述
の
大
筋
が
随
時
中
断
さ
れ
、
そ
の
時
点
よ
り

過
去
に
あ
っ
た
こ
と
が
指
入
的
に
叙
述
さ
れ
る
方
法
の
こ
と
で
、
い
わ
ば
時
間
的
倒
叙
で
あ

る
。
(
場
合
に
よ
る
と
、
掃
入
的
叙
述
が
挿
入
と
い
え
な
い
ほ
ど
長
く
な
っ
た
り
、
そ
の
叙
述

の
中
に
さ
ら
に
挿
入
的
表
現
が
入
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
る
。
)
乙
の
叙
述
法
に
つ
い
て

は
、
広
津
和
郎
や
吉
田
精
一
知
平
凡
な
日
常
的
な
で
き
ご
と
に
不
思
議
な
立
体
感
を
与
え
る
叙

述
法
で
あ
る
と
評
価
し
て
い
ふ
が
、
一
方
、
小
説
の
中
で
の
事
件
を
時
間
の
流
れ
に
沿
っ
て
追

う
よ
う
な
読
み
方
を
し
て
い
る
者
に
は
、
時
間
の
流
れ
が
乱
さ
れ
る
の
で
理
解
し
に
く
く
為

と
い
う
欠
点
も
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
乙
の
挿
入
的
回
想
叙
述
法
と
で
も
い
う
ぺ
き
も
の
は
、
見

方
を
変
え
る
と
一
種
の
連
想
に
基
づ
い
た
叙
述
法
で
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
連
想
が
ど
の
よ
う
に

起
き
て
い
る
か
を
調
ぺ
て
み
る
と
、
そ
こ
に
作
者
の
認
識
法
が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
は
ず
で

ネ

7
Q
。

こ
の
よ
う
な
観
点
に
立
っ
て
、
こ
の
作
品
の
掃
入
的
回
想
叙
述
と
い
え
る
部
分
に
お
い
て
、

ど
の
よ
う
な
連
想
が
な
さ
れ
て
い
る
か
を
調
ぺ
て
み
る
と
、
説
明
的
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
も
の

も
も
ち
ろ
ん
あ
る
。
が
、
そ
れ
は
秋
声
独
自
の
も
の
で
は
な
い
の
で
、
今
は
こ
れ
に
触
れ
な
い

こ
と
に
し
て
、
秋
声
独
自
の
も
の
と
い
え
る
も
の
に
注
目
し
て
み
る
と
、
や
は
り
乙
乙
に
も
、

好
悪
の
対
立
関
係
に
基
づ
い
た
連
想
法
が
根
底
に
お
い
て
働
い
て
い
る
の
を
見
る
乙
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
次
の
例
も
そ
う
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。

夜
笹
村
は
、
か
ん

f
¥し
た
ラ
ン
プ
に
向
っ
て
、
そ
の
頃
書
初
め
て
ゐ
た
作
物
の
一
つ

に
頭
を
集
中
し
ゃ
う
と
し
て
ゐ
た
。
(
略
)

K
lは
、
茶
の
室
で
お
銀
達
を
相
手
に
、
ち
び
/
¥
何
時
ま
で
も
酒
を
飲
続
け
て
ゐ

た
。
し
ん
み
り
し
た
や
う
な
話
声
が
時
々
聞
え
る
か
と
思
ふ
と
、
お
銀
の
笑
声
な
ど
が
漏

れ
て
来
た
。
(
略
)は

つ
寺
り

夜
に
な
る
と
、
分
明
し
て
来
る
笹
村
の
頭
は
、
痛
い
ほ
ど
興
奮
し
て
ゐ
た
。
筆
を
執
る

に
は
、
日
が
ち
か
/
¥
し
過
ぎ
る
ほ
ど
、
神
経
が
冴
え
て
ゐ
た
。

「
酒
と
云
ふ
も
の
は
陽
気
で
好
う
ど
ぎ
ん
す
ね
。
」
客
商
売
の
伊
ゐ
た
り
し
た
乙
と
の

さ

つ

を

一

あ
る
お
銀
が
、
先
刻
酒
好
き
な

K
iに
蝿
び
る
や
う
に
言
う
て
ゐ
た
乙
と
な
ど
が
想
ひ
也

さ
れ
た
。

然
う
云
ふ
お
銀
は
笹
村
の
客
が
帰
っ
た
あ
と
で
、
麦
酒
な
ど
の
残
り
を
コ
ッ
プ
に
注
い

・レ会
A
a
h
J

で
時
々
飲
ん
で
ゐ
た
。
沼
が
顔
九
出
て
来
る
と
、
締
の
な
い
膝
を
少
し
崩
し
か
け
て
、
狼

ら
な
や
う
な
充
血
し
た
自
を
し
て
人
を
見
た
。
(
略
)

「
女
の
酒
は
厭
味
で
い
け
な
い
。
」

時
々
顔
を
窪
め
る
笹
村
も
、
飲
む
と
何
処
か
色
ッ
ぽ
く
な
る
女
を
酔
は
す
た
め
に
自
分

で
わ
ざ
と
飲
み
は
じ
め
る
こ
と
も
あ
っ
た
。

一
外
が
鎮
ま
る
と
、
奥
の
話
声
が
一
一
層
耳
に
つ
い
て
来
た
。
女
が
台
所
へ
出
て
、
酒
の

さ

か

な

け

は

ひ

下

物

を

持

八

九

て

ゐ

る

気

勢

も

し

た

。

(

十

二

)

引
用
が
長
く
な
っ
た
が
、
「
然
う
云
ふ
お
銀
は
」
以
下
「
自
分
で
わ
ざ
と
飲
み
は
じ
め
る
乙
と

も
あ
っ
た
。
」
ま
で
が
、
今
い
う
と
こ
ろ
の
挿
入
的
回
想
叙
述
に
あ
た
る
と
乙
ろ
で
あ
る
。
乙

の
掃
入
に
よ
っ
て
、
や
や
異
常
に
神
経
を
興
奮
さ
せ
て
い
る
笹
村
の
状
態
と
、
そ
の
興
奮
の
原

因
と
も
い
う
べ
き
男
性
の
無
自
覚
な
嫉
拓
の
情
が
、
み
ご
と
に
す
か
し
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
乙

と
が
理
解
さ
れ
る
と
思
う
。
お
銀
は
、

K
ー
が
笹
村
の
友
人
で
も
あ
り
家
主
で
も
あ
る
か
ら
酒

の
相
手
を
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
笹
村
に
は
不
快
な
わ
け
で
、
し
か
も
、
ぉ

銀
の
K
ー
に
対
す
る
不
用
意
な
娼
態
が
笹
村
の
神
経
を
刺
激
し
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
不
快

感
と
対
置
す
る
関
係
で
、
指
入
部
分
に
は
、
そ
の
同
じ
お
銀
が
酒
を
飲
め
ば
狽
ら
な
感
じ
に
な

る
の
で
い
や
だ
と
口
で
は
言
い
つ
つ
も
、
そ
の
よ
う
な
女
の
も
つ
色
っ
ぽ
さ
を
求
め
て
自
分
か

ら
お
銀
を
相
手
に
酒
を
飲
み
始
め
た
乙
と
が
述
ざ
わ
れ
て
い
る
。
乙
こ
に
も
、
一
つ
の
不
快
だ

と
す
る
認
識
に
対
置
し
て
、
乙
れ
と
類
似
し
て
い
て
好
ま
し
く
思
っ
た
認
識
の
記
憶
が
述
べ
ら

れ
て
い
る
わ
け
で
、
乙
う
し
た
叙
述
に
よ
っ
て
、
笹
村
の
不
快
感
が
客
観
化
さ
れ
る
し
く
み
に

な
っ
て
い
る
。
と
同
時
に
、
乙
う
し
た
叙
述
を
通
し
て
、
そ
う
し
た
感
覚
的
認
識
を
し
て
い
る

笹
村
の
嫉
拓
深
い
性
格
も
客
観
的
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
を
見
る
乙
と
が
で
き
る
。
乙
れ
に

よ
っ
て
も
わ
か
る
よ
う
に
、
笹
村
の
認
識
法
と
、
秋
声
独
自
の
叙
述
法
と
い
わ
れ
る
い
わ
ゆ
る

「
倒
叙
」
法
の
底
に
あ
る
認
識
法
と
は
、
完
全
に
一
体
の
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
そ
の
時
、
笹

村
が
外
界
を
見
る
時
に
示
し
た
、
客
観
的
で
と
ら
わ
れ
る
乙
と
の
な
い
観
察
力
は
、
同
じ
よ
う

に
自
己
自
身
に
も
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
自
他
に
対
し
て
主
観
的
心
情
に
よ
っ
て
ゆ
が
め
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、

ま
た
価
値
観
や
先
入
観
に
と
ら
わ
れ
る
乙
と
の
な
い
認
識
態
度
が
持
続
さ
れ
る
時
、
そ
乙
に
蓄
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積
さ
れ
た
認
識
は
、
お
の
"
す
か
ら
全
体
的
総
合
的
認
識
~
と
ま
と
ま
っ
て
い
く
は
ず
で
あ
る
。

そ
う
し
た
全
体
的
総
合
的
認
識
に
つ
い
て
も
、
冷
静
な
客
観
的
認
識
態
度
を
守
っ
て
い
る
時
は
、

そ
れ
は
一
種
の
観
照
的
認
識
態
度
で
あ
る
と
い
っ
て
良
い
で
あ
ろ
う
。
笹
村
の
中
に
も
、
そ
う

し
た
観
照
的
認
識
態
度
が
見
ら
れ
る
。
例
を
あ
げ
る
と
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

そ
の
日
は
雨
が
じ
め
/
¥
降
っ
て
ゐ
た
が
、
汽
車
か
ら
眺
め
る
平
野
の
青
葉
の
影
は
、

暫
く
家
を
離
れ
た
乙
と
の
な
い
笹
村
の
自
に
、
す
が

f
¥し
く
映
っ
た
。
汽
車
は
次
第
に

東
京
の
近
郊
か
ら
離
れ
て
、
広
い
退
屈
な
関
東
の
野
を
走
っ
た
。
笹
村
の
頭
に
は
今
ま
で

渦
の
な
か
に
ゐ
る
や
う
に
思
へ
た
自
分
の
家
、
家
庭
の
団
紫
、
そ
れ
ら
の
影
が
段
々
薄
く

な
っ
て
ゐ
た
。
そ
し
て
今
行
か
う
と
し
て
ゐ
る
町
の
静
け
さ
と
自
由
さ
が
、
沈
殿
し
た
や

は
つ
苦
り

う
な
頭
に
少
し
づ
っ
分
明
し
て
ゐ
た
。
何
処
九
一
旅
し
て
も
、
目
は
始
終
人
や
女
の
影
を
追

う
て
ゐ
た
七
八
年
前
の
心
持
が
、
今
と
比
べ
て
考
?
り
れ
た
。
西
の
方
九
長
い
漂
浪
の
旅

を
し
た
時
は
、
殊
に
然
う
で
あ
っ
た
。
家
族
と
一
絡
に
歩
い
て
ゐ
る
旅
客
を
、
船
や
汽
車

で
見
た
時
は
、
一
層
そ
の
念
が
強
か
っ
た
。
そ
の
時
の
笹
村
の
心
に
は
、
何
処
九
行
っ
て

も
自
然
は
気
を
い
ら

f
¥さ
せ
る
退
屈
な
田
舎
の
松
並
木
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

作
品
の
結
末
に
近
い
と
こ
ろ
で
、
「
何
か
な
し
家
と
人
か
ら
逃
れ
て
」
「
静
に
何
か
を
考
九

窮
め
て
見
た
」
い
と
思
っ
て
出
た
旅
の
途
中
で
の
、
笹
村
の
感
慨
を
述
ぺ
た
部
分
で
あ
る
。

「
何
処
~
旅
し
て
も
」
以
下
が
、
挿
入
的
回
想
叙
述
の
部
分
で
あ
る
。
こ
こ
で
も
好
悪
の
対
比

関
係
に
よ
っ
て
連
想
が
起
き
て
お
り
、
同
時
に
、
そ
の
よ
う
に
感
じ
る
自
己
自
身
を
過
去
と
現

在
と
の
対
比
に
よ
っ
て
相
対
化
し
て
い
る
の
は
、
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
最
初
は
、
自
然
に

対
す
る
笹
村
の
感
じ
方
が
七
八
年
前
と
は
完
全
に
変
わ
っ
た
こ
と
か
ら
連
想
が
始
ま
る
の
で
あ

る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
笹
村
の
家
庭
に
対
す
る
感
じ
方
も
そ
れ
に
対
応
す
る
形
で
変
わ
っ
た

こ
と
に
も
連
想
が
及
ん
で
い
る
。
そ
し
て
、
七
八
年
間
と
は
、
乙
の
小
説
に
書
か
れ
た
す
ぺ
て

の
期
間
に
あ
た
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
自
己
の
変
化
に
つ
い
て
思
い
を
致
し
て
い
る
笹
村
は
、

自
己
の
変
化
の
自
覚
と
共
に
、
そ
の
変
化
の
原
因
と
も
な
っ
た
家
庭
生
活
の
全
般
に
つ
い
て
、

包
括
的
に
見
つ
め
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
客
観
的
に
観
察
さ
れ
た
認
識
が
蓄
積
さ
れ
た
後
に
、

こ
う
し
た
対
象
か
ら
一
歩
離
れ
た
位
置
か
ら
、
対
象
の
全
体
像
を
捕
え
て
い
る
笹
村
の
態
度

は
、
観
照
的
認
識
態
度
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
な
認
識
態
度
を
我
が
物
と
し
た
笹
村

守
は
、
や
が
て
旅
の
宿
に
落
ち
者
く
と
、
目
を
他
者
に
向
け
て
、
「
家
の
こ
と
が
、
時
々
目
前
に

浮
ん
だ
。
向
合
っ
て
ゐ
る
時
に
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
お
銀
の
心
持
や
運
命
も
、
怨
し
て
遠
く
離

れ
て
ゐ
る
と
、
分
明
解
る
や
う
に
思
九
た
。
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

笹
村
の
乙
の
よ
う
な
観
照
的
認
識
は
、
お
そ
ら
く
こ
の
小
説
を
ま
と
め
て
い
る
作
者
の
認
識

と
重
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
笹
村
は
こ
う
し
た
認
識
に
達
し
得
た
こ
と
に
安
ん
じ
て
は
い
な

い
。
旅
の
宿
に
あ
っ
て
、
自
分
の
家
庭
や
そ
乙
に
う
ご
め
く
人
間
の
姿
に
ば
か
り
思
い
を
め
ぐ

ら
し
て
い
て
、
そ
の
乙
と
に
執
着
し
て
い
る
自
分
に
気
付
く
と
、
も
う
そ
の
翌
日
に
は
宿
を
発

っ
て
し
ま
う
と
い
う
の
が
、
乙
の
小
説
の
結
末
で
あ
る
。
自
己
の
到
達
し
た
一
つ
の
認
識
に
執

着
す
る
の
を
潔
し
と
し
な
い
態
度
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

四

秋
声
こ
の
よ
う
な
叙
述
法
や
認
識
法
、
あ
る
い
は
認
識
態
度
等
を
見
て
く
る
と
、
鏡
花
の
そ

れ
と
ち
ょ
う
ど
対
際
的
な
も
の
を
見
る
思
い
が
す
る
。
鏡
花
は
、
彼
の
文
章
技
法
に
つ
い
て
述

ぺ
た
も
の
の
中
で
、
「
風
が
旺
ん
に
吹
い
て
る
時
分
に
、
或
気
高
い
美
人
が
外
へ
出
る
と
す

る
。
此
の
場
合
に
、
此
の
女
の
裾
が
乱
れ
た
処
を
描
く
と
、
如
何
に
も
、
汚
な
い
感
じ
が
起
つ

そ
こ

て
、
美
人
と
調
和
し
な
い
。
乃
で
此
の
美
人
と
反
対
の
方
向
か
ら
、
下
女
風
の
女
が
急
い
で
来

は

ぎ

あ

ち

る
や
う
に
し
て
、
其
の
女
の
裾
が
乱
れ
て
、
騒
が
陽
は
に
な
っ
た
有
様
を
書
け
ば
、
そ
れ
で
美

和
の
今

人
の
方
は
、
何
と
も
書
か
な
く
て
も
、
自
か
ら
此
場
合
を
想
像
せ
し
む
る
こ
と
が
、
出
来
る
で

せ
う
。
」
(
「
会
話
・
地
の
文
」
)
と
い
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
表
現
技
法
か
ら
う
か
が
え

る
描
写
態
度
は
、
描
乙
う
と
す
る
対
象
の
持
っ
て
い
る
種
々
の
属
性
の
中
か
ら
、
好
ま
し
く
な

い
も
の
は
乙
と
さ
ら
描
か
な
い
乙
と
に
よ
っ
て
乙
れ
を
ぼ
か
し
、
他
の
好
ま
し
い
性
質
だ
け
を

際
立
た
せ
、
イ
メ
ー
ジ
の
純
化
を
は
か
ろ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
乙
う
し
た
態
度
か
ら
導
か

れ
る
も
の
は
、
好
ま
し
い
人
物
は
ど
こ
ま
で
も
好
ま
し
く
、
厭
わ
し
い
人
物
は
ど
こ
ま
で
も
厭

わ
し
い
人
物
と
し
て
描
か
れ
る
と
い
う
結
果
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
彼
の
描
く
人
物
は
、
時

に
非
現
実
感
を
抱
か
せ
る
こ
と
に
も
な
る
。
乙
の
点
に
お
い
て
、
同
郷
同
門
同
世
代
で
あ
り
な

が
ら
、
文
学
的
傾
向
に
お
い
て
は
相
反
す
る
方
向
を
た
ど
っ
た
鏡
花
と
秋
声
と
は
、
や
は
り
正

反
対
の
も
の
を
持
っ
て
い
た
乙
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
文
章
技
法
を
生
み
出
し
た
こ
と
は
、
基
本
的
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
作
家
の
資
質
に

よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
乙
の
よ
う
な
技
法
を
生
み
出
し
た
乙
と
に
よ
っ
て
、
乙
の
二
人

の
作
家
は
、
い
よ
い
よ
そ
の
資
質
の
違
い
を
際
立
た
せ
る
方
向
に
各
自
の
文
学
世
界
を
築
い
て

い
っ
た
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
鏡
花
の
技
法
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
作
家
は
対

象
の
中
か
ら
自
分
の
描
き
上
げ
よ
う
と
す
る
印
象
を
持
っ
た
も
の
だ
け
を
引
き
出
し
、
そ
の
他

の
も
の
は
乙
と
さ
ら
に
で
も
無
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
い
よ
い
よ
対
象
を

自
己
の
主
観
で
塗
り
つ
ぶ
す
こ
と
に
な
る
。
秋
声
の
技
法
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
自
己
の
好

悪
の
感
覚
を
相
対
化
し
、
没
却
す
る
た
め
に
、
乙
と
さ
ら
に
で
も
好
悪
の
印
象
の
対
立
す
る
認

角。



識
を
引
き
出
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
よ
う
に
し
て
、
彼
ら
の
資
質
や
認
識
の
裂
は
、

い
っ
そ
う
対
極
的
に
際
立
っ
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

と
ζ

ろ
で
、
正
反
対
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
対
称
関
係
に
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て

い
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
そ
の
対
称
軸
と
し
て
求
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
共
通
部
分
が
あ
る
乙
と

も
、
同
時
に
示
し
て
い
る
。
そ
れ
を
乙
の
二
人
の
作
家
に
お
い
て
求
め
る
と
す
れ
ば
、
彼
ら
は

共
に
、
対
象
を
と
ら
え
る
場
合
の
直
感
的
感
覚
が
個
人
的
好
悪
感
覚
に
直
結
し
て
い
る
と
い
う

点
に
求
め
ら
れ
る
。
(
鏡
花
の
場
合
は
美
醜
感
覚
と
い
っ
た
も
の
も
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
好

悪
感
覚
の
一
部
と
見
て
さ
し
っ
か
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
)
両
者
と
も
、
社
会
性
を
持
っ
た
倫
理

的
感
覚
が
対
象
認
識
の
基
底
に
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ま
っ
た
く
と
い
っ
て
良
い
ほ
ど
な

い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
寺
田
透
が
『
徽
』
の
中
に
見
た
と
い
う
実
存
の
姿
も
、
善
悪
正

邪
の
判
断
を
深
め
た
と
乙
ろ
か
ら
現
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
好
悪
愛
憎
の
感
覚
を
交
互
に
折
り

重
ね
た
上
に
現
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
秋
声
の
こ
の
よ
う
な
表
現
を
感
情
の
起
伏

の
描
写
と
し
て
と
ら
え
た
相
馬
庸
皆
、
そ
乙
に
一
種
の
美
学
を
認
め
よ
う
と
し
て
為
。
そ

れ
は
そ
れ
で
良
い
の
だ
が
、
森
田
章
が
「
『
徽
』
プ
ラ
ス
判
か
が
偉
大
な
文
為
。
」
と
不

満
を
表
明
し
、
夏
目
獄
石
が
秋
声
に
は
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
が
無
川
と
批
判
し
た
の
も
、
お
そ
ら

く
、
秋
声
の
認
識
法
が
内
包
す
る
、
こ
の
よ
う
な
倫
理
感
覚
の
欠
如
と
い
っ
た
も
の
を
見
抜
い

て
の
指
摘
で
あ
っ
た
と
見
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

乙
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
秋
声
の
『
徽
』
に
お
け
る
認
識
法
は
、
一
種
の
虚
心
に
近
い
も

の
と
い
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
は
仏
教
的
虚
心
の
よ
う
に
、
対
象
九
の
執
着
を

断
つ
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
り
、
あ
る
い
は
断
つ
た
め
に
そ
れ
を
求
め
る
と
い
っ
た
も
の
と

は
お
よ
そ
違
う
。
た
と
え
ば
、
笹
村
が
お
銭
の
過
去
の
異
性
関
係
や
そ
の
他
の
乙
と
に
興
味
を

持
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、
二
人
の
聞
に
肉
体
関
係
が
生
じ
た
時
か
ら
で
あ
る
。
嫉
妬
の
情
を
土

台
と
し
て
、
笹
村
は
、
現
在
の
お
銀
に
ひ
か
れ
る
と
同
時
に
、
そ
の
お
銀
の
過
去
の
厭
わ
し
い

も
の
九
と
関
心
が
向
い
て
い
く
わ
け
で
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
笹
村
は
お
銀
の
中
に
の

め
り
込
ま
な
い
よ
う
に
し
て
い
る
が
如
く
で
あ
っ
て
、
一
方
で
は
、
そ
う
し
た
厭
わ
し
い
も
の

に
よ
っ
て
一
層
お
銀
九
の
関
心
を
高
め
て
い
る
と
乙
ろ
も
あ
る
。
対
象
九
の
執
者
は
断
た
れ
る

ど
こ
ろ
か
、
執
着
が
深
ま
っ
て
こ
そ
好
奇
心
も
動
き
始
め
る
の
で
あ
り
、
そ
の
両
者
が
相
互
に

働
き
合
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
~
の
洞
察
も
深
み
を
増
す
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
こ
と
が

諮
ら
れ
た
部
分
と
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
例
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

笹
村
の
口
か
ら
磯
谷
の
乙
と
を
色
々
に
関
か
れ
る
の
は
、
お
銀
に
も
悪
い
気
持
は
し
な

か
っ
た
が
、
そ
の
話
も
二
人
に
取
っ
て
、
次
第
に
初
ほ
ど
の
興
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
っ

は
つ
寺
り
b
か

た
。
お
銀
と
磯
谷
と
の
関
係
と
磯
谷
の
人
物
と
が
分
明
解
っ
て
来
る
ほ
ど
、
笹
村
の
女
に

対
す
る
好
奇
心
は
薄
ら
い
で
来
た
が
、
お
銀
の
胸
に
も
其
時
々
の
淡
々
し
い
夢
は
段
々
色

が
剥
げ
て
来
た
。
そ
れ
で
も
時
々
笹
村
に
身
を
投
げ
か
け
て
来
る
や
う
な
お
銀
の
態
度
に

は
、
破
れ
た
恋
に
対
す
る
追
憶
の
情
が
見
え
ぬ
で
も
な
か
っ
た
。
そ
の
時
の
女
は
、
さ
う

想
像
し
て
見
る
と
、
笹
村
の
自
に
美
し
く
映
っ
た
。

笹
村
に
身
を
投
げ
か
け
て
来
る
女
に
も
、
そ
う
し
た
心
理
の
裏
に
笹
村
の
嫉
妬
心
を
か
き
た

て
よ
う
と
す
る
も
の
を
笹
村
は
見
て
し
ま
う
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
背
景
を
持
っ
て
い
る
女

が
む
し
ろ
美
し
く
見
え
て
く
る
と
い
う
心
理
の
持
ち
主
に
と
っ
て
、
執
着
が
断
た
れ
る
時
は
な

以
上
見
て
き
た
よ
う
な
、
最
も
卑
近
な
好
悪
感
覚
の
上
に
立
っ
た
認
識
と
、
そ
れ
を
客
観
化

す
る
と
乙
ろ
の
相
対
化
認
識
法
と
が
結
合
し
て
い
る
認
識
法
、
お
よ
び
、
そ
れ
に
基
づ
い
た
叙

述
法
は
、
『
徽
』
の
作
品
世
界
の
持
つ
実
在
感
を
支
え
る
大
き
な
力
と
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
。
も
ち
ろ
ん
乙
れ
が
す
ぺ
て
で
は
な
い
に
し
て
も
、
秋
声
が
こ
の
よ
う
な
相
対
化
認
識
法

に
よ
っ
て
自
己
の
視
点
の
客
観
性
を
確
立
し
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
彼
が
い
ず
れ
の
思
想
に

も
と
ら
わ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
乙
と
の
理
由
の
一
つ
が
、
乙
ζ

に
求
め
ら
れ
る
。
相
対
化
認

識
法
に
よ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
も
の
も
次
々
と
相
対
的
な
も
の
に
さ
れ
て
い
く
は
ず
だ
か
ら
で

あ
る
。
広
津
和
郎
の
指
摘
す
る
「
一
つ
の
理
念
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
、
倫
理
観
と
い
う
よ
う
な
も

の
を
動
機
と
し
て
組
立
て
ら
れ
た
も
の
に
彼
は
高
級
な
芸
術
を
認
め
て
い
丸
山
叩
。
」
乙
と
も
、

同
じ
理
由
で
説
明
で
き
よ
う
。
彼
の
こ
の
よ
う
な
認
識
法
は
、
自
己
の
感
覚
そ
の
も
の
を
疑
う

と
こ
ろ
の
合
理
的
理
知
の
検
討
を
経
て
い
る
も
の
で
は
か
な
ら
ず
し
も
な
〈
、
す
で
に
指
摘
し

た
よ
う
に
、
か
な
り
反
射
的
に
行
わ
れ
て
い
た
様
子
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
こ
と
は
、
お
の
ず
か

ら
秋
声
の
文
学
史
的
位
置
を
明
確
に
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
乙
乙
に
新
し
い
問
題
が
出
て
く
る
。
本
稿
の
最
初
で
も
述
ぺ
た
よ
う
に
、
広
津

和
郎
は
、
秋
声
の
客
観
的
態
度
に
大
正
十
三
年
頃
か
ら
変
化
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
「
秋

声
に
主
観
の
t
m
L
が
閥
、
さ
、
「
主
観
も
客
観
も
互
に
柔
か
く
溶
け
合
っ
て
、
一
つ
の
透
明
な
調

和
を
奏
で
て
い
る
。
」
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
具
体
的
に
は
、
ど
の
よ
う
な

認
識
法
に
基
づ
く
ど
の
よ
う
な
叙
述
法
を
指
し
て
い
る
の
か
と
い
う
乙
と
と
、
そ
う
し
た
も
の

と
、
今
ま
で
『
徽
』
に
お
い
て
見
て
来
た
も
の
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
を
持
つ
も
の
で
あ
る

か
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
こ
う
し
た
問
題
の
検
討
を
進
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
さ
ら
に
秋
声
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の
「
虚
心
」
の
様
相
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
と
推
測
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

そ
の
点
に
つ
い
て
は
、
稿
を
改
め
て
考
察
を
進
め
る
乙
と
に
す
る
。

注
川
拙
稿
「
『
徽
』
の
構
造
|
|
グ
無
技
巧
無
解
決
d

の
根
底
に
あ
る
も
の
|
|
」

文
学
放
」
臼
号
昭
和
0
・
6
)
参
照

ω
寺
田
透
「
徳
田
秋
声
」
(
「
文
明
」
昭
和
幻
・

3

筑
摩
書
一
房
刊
明
治
文
学
金
集
侃

巻
『
徳
田
秋
声
集
』
所
収
)

同
相
馬
庸
郎
「
『
徽
』
・
そ
の
美
に
つ
い
て
」
(
「
文
学
・
語
学
」
昭
和
4
・
6

八
木

書
庖
刊
『
白
本
自
然
主
義
論
』
所
収
)

ω
猪
野
謙
二
「
秋
声
『
あ
ら
く
れ
』
と
『
奔
流
』
」
(
岩
波
書
庖
刊
『
明
治
の
作
家
』
昭

和
4
・
日
所
収
)

朋
広
津
和
郎
「
徳
回
秋
芦
論
」
(
「
八
雲
」
昭
和
四
・

7

中
央
公
論
社
刊
「
広
津
和
郎

全
集
」
第
九
巻
所
収
)

附
白
井
吉
見
「
徳
田
秋
声
の
文
学
」
(
筑
摩
書
一
房
刊
現
代
日
本
文
学
全
集
臼
巻
『
徳
田

秋
声
集
口
』
所
収
)

開
山
本
健
吉
「
作
品
解
説
」
(
講
談
社
刊
日
本
現
代
文
学
会
集
部
巻
『
徳
田
秋
声
集
』

所
収
)

川
右
同
参
照

川
吉
田
精
一
『
自
然
主
義
の
研
究
』
下
巻
(
東
京
堂
刊
昭
和
白
・

1
)
第
五
部
第
五
章

徳
田
秋
芦
口
参
照

同
右
同
参
照

ω
福
永
武
彦
「
堀
辰
雄
の
作
品
」
(
新
潮
社
版
「
婿
辰
雄
会
集
月
報
」
昭
和
お
・

6
1お・

9

有
精
堂
刊
日
本
文
学
研
究
資
料
叢
書
『
堀
辰
雄
』
所
収
)

凶
作
品
か
ら
の
引
用
資
料
は
、
袖
珍
本
初
版
本
に
よ
っ
た
。
末
尾
の
数
字
は
回
数
を
示

す
。
な
お
、
字
体
は
新
字
体
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
す
べ
て
新
字
体
に
改
め
た
。
以
下

同
じ
。

同
乙
の
引
用
部
分
の
叙
述
法
の
特
色
に
つ
い
て
の
解
釈
は
、
広
島
大
学
近
代
文
学
研
究
会

の
席
上
、
磯
員
英
夫
先
生
か
ら
ど
教
示
頂
い
た
乙
と
に
基
づ
い
て
い
る
。

同
右
川
に
も
述
ぺ
た
よ
う
に
、
主
人
公
の
精
神
面
に
緊
張
感
を
欠
い
て
い
る
乙
と
も
、
作

口
町
の
暗
い
印
象
を
形
成
す
る
大
き
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
乙
と
で
は
表
現

面
の
み
に
注
目
し
て
い
く
乙
と
に
す
る
。

(
「
国

同
右
同
川
参
照

同
水
野
葉
舟
「
徳
田
秋
声
氏
の
『
徽
』
」
(
「
文
章
世
界
」
明
治
必
・

3
)

仰
と
の
部
分
に
つ
い
て
は
、
角
川
書
庖
刊
日
本
近
代
文
学
大
系
幻
巻
『
徳
田
秋
声
集
』

の
頭
注
(
注
者
榎
本
隆
可
)
も
参
考
に
し
た
。

同
右
同
参
照

同
島
崎
藤
村
・
正
宗
白
鳥
・
森
田
草
平
・
真
山
青
果
・
島
村
抱
月
「
『
徹
』
の
批
評
」
(
「
新

潮
」
明
治
必
・

2

「
近
代
文
学
評
論
大
系
」

3
巻
所
収
)
参
照

側
夏
目
淑
石
「
文
壇
こ
の
ご
ろ
」
(
「
大
阪
朝
日
新
聞
」
大
正

4
-
m
-
u

刊
「
激
石
全
集
」
日
巻
所
収
)

削
右
同
参
照

倒
右
朗
参
照

岩
波
書
底

付
記
本
稿
が
成
る
ま
で
に
は
、
磯
貝
英
夫
先
生
か
ら
懇
切
な
る
ご
指
導
を
頂
い
た
。
記
し

て
深
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。

個担


