
テ
ア
ト
ラ
リ
ア

に
お
け
る
諸
芸
術
と
そ
の
共
生

|
|
技
芸

(
ア
ル
-
ア
ス

• 
メ

カ

ニ

ケ

l
)

か
ら
美
的
芸
術
へ
|
|

序
今
日
の
よ
う
に
分
断
化
さ
れ
た
諸
芸
術
の
状
況
は
そ
の
歴
史
の
必
然
的
展
開
と
し

て
理
解
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
理
由
は
十
分
に
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
そ

し
て
現
代
芸
術
は
各
領
域
で
さ
ま
ざ
ま
に
人
間
的
生
と
存
在
の
表
現
あ
る
い
は
開
示

と
し
て
容
認
さ
れ
て
き
て
い
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
言
っ
て
あ
ら
ゆ
る
芸
術
現
象
、

と
り
わ
け
余
り
に
も
自
己
表
現
に
堕
し
て
何
ら
の
共
感
も
得
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
社

会
的
意
義
を
も
果
た
せ
な
い
芸
術
存
在
を
そ
の
ま
ま
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
疑
問
も

あ
る
。
た
し
か
に
発
生
論
。
巾
ロ
go-omぽ
上
に
成
立
の
基
盤
が
な
く
、
位
担
論
寸
O
旬
。

-om時四

的
に
お
い
て
存
在
の
根
拠
を
失
い
、
図
像
論

-roロ
o
-
o
E由
と
し
て
も
意
味
を
見
出

し
え
な
い
作
品
が
数
多
く
あ
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

そ
こ
で
あ
ら
た
め
て
、
芸
術
創
造
は
何
の
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
生
み
出
さ
れ
る

の
か
、
そ
の
成
立
と
展
開
を
辿
り
、
ま
た
共
同
社
会
の
た
め
に
ど
の
よ
う
な
意
義
と

機
能
を
有
す
る
か
を
基
本
問
題
と
し
て
思
考
す
る
こ
と
も
無
益
で
は
あ
る
ま
い
。
そ

の
た
め
に
芸
術
の
発
生
期
的
な
存
在
方
式
を
聞
い
、
芸
術
存
在
の
自
然
的
方
式
を
探

斎

藤

稔

求
す
る
こ
と
を
試
み
、
あ
わ
せ
て
そ
の
方
式
の
中
で
重
要
な
美
的
機
能
を
も
っ
諸
工

芸
の
位
相
を
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
提
起
と
考
察
が
本
論
稿
の

目
的
で
あ
る
。

昨
年
発
足
し
た
広
島
芸
術
学
研
究
会
の
成
立
総
会
に
お
い
て
、
私
は
『
諸
芸
術
の

饗
宴
』
の
テ
l
マ
で
基
調
講
演
を
行
っ
た
。
人
び
と
が
共
同
体
意
識
に
結
ぼ
れ
て
神
々

を
ほ
め
た
た
え
、
神
々
に
祈
り
、
そ
の
も
と
で
豊
穣
、
多
産
、
戦
勝
な
ど
を
こ
い
ね

が
う
祭
り
は
歌
や
音
楽
、
身
振
り
や
舞
踊
、
言
葉
や
演
劇
を
伴
う
儀
式
で
あ
り
、
そ

れ
は
共
同
社
会
全
体
の
た
め
に
一
心
同
体
と
な
っ
て
成
就
す
べ
き
厳
粛
な
行
事
で
あ
っ

た
。
ま
た
集
団
の
共
同
の
情
緒
の
表
現
と
し
て
、
多
く
の
場
合
一
種
の
パ
フ
ォ

l
マ

シ
ス
と
言
え
る
美
的
芸
術
的
行
為
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
の
総
合
的
表
現
に
よ
り
現

実
に
あ
り
う
べ
き
出
来
事
を
模
倣
し
再
現
す
る
。
祭
式
で
は
音
楽
、
舞
踊
、
演
劇
、

造
形
美
術
等
が
相
互
に
作
用
し
合
う
共
生
(
相
互
補
完
作
用
)
と
し
て
複
合
形
態
を

示
し
、
そ
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
の
領
域
が
他
と
の
緊
張
関
係
で
機
能
を
発
揮
し
つ
つ
、

美
的
な
成
熟
を
と
げ
て
い
く
の
で
あ
る
。
祭
事
の
た
め
に
自
然
の
人
間
的
生
成
を
通

じ
て
成
立
し
た
諸
造
形
形
式
も
テ
ア
ト
ラ
リ
ア

(
5
8仲

g-s、
演
劇
的
場
)
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い
て
芸
術
的
特
性
を
か
ち
得
て
次
第
に
独
自
の
ジ
ャ
ン
ル
を
形
成
し
て
い
く
。

芸
術
は
無
か
ら
創
造
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
ピ
ュ
シ
ス
と
し
て
の
自
然
の
人
間

化
に
は
じ
ま
り
、
日
常
の
現
実
か
ら
出
発
し
つ
つ
そ
れ
を
超
え
出
て
別
の
現
実
、
新

し
い
人
間
存
在
の
広
が
り
を
作
り
あ
げ
る
。
そ
こ
で
は
詩
が
本
源
的
契
機
と
し
て
働

き
、
そ
の
も
っ
と
も
喚
起
力
の
あ
る
隠
晴
的
転
用
に
よ
っ
て
意
味
深
い
創
造
を
促
す
。

詩
は
人
間
を
野
性
か
ら
解
放
し
宗
教
性
へ
と
導
き
、
そ
の
自
己
実
現
の
可
能
性
を
切

り
聞
い
て
い
く
。
し
か
も
秩
序
あ
る
共
同
社
会
を
実
現
す
る
た
め
の
尺
度
や
基
準
を

用
意
す
る
。
こ
れ
が
も
っ
と
も
典
型
的
に
推
進
さ
れ
る
の
は
祝
祭
に
お
い
て
で
あ
る
。

今
日
で
は
祭
り
は
年
中
行
事
と
し
て
社
会
的
に
制
度
化
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、

人
間
的
生
に
お
け
る
そ
の
本
来
的
意
義
は
な
お
生
き
続
け
、
そ
の
美
的
可
能
性
は
変

わ
る
こ
と
な
く
潜
在
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

祭
式
に
お
け
る
諸
芸
術
の
共
生

ど
の
民
族
の
芸
術
文
化
も
そ
の
原
初
的
で
し
か
も
根
源
的
な
方
式
は
祭
礼
ま
た
は

祝
祭
の
行
事
に
お
い
て
示
さ
れ
る
。
人
び
と
は
一
定
の
魔
術
的
な
儀
式
、
あ
る
い
は

宗
教
的
祭
式
に
お
い
て
自
分
ら
の
共
同
社
会
に
お
け
る
生
存
の
課
題
の
現
実
化
を
は

か
ろ
う
と
し
、
諸
芸
術
を
演
じ
合
い
協
調
さ
せ
合
っ
て
、
神
聖
な
る
共
生
∞
可
B
E
O
B

と
し
て
繰
り
広
げ
る
。
多
く
の
場
合
、
建
築
的
構
成
体
を
基
体
に
形
像
的
要
素
(
絵

画
や
彫
刻
の
諸
形
式
)
、
装
飾
的
要
素
(
建
築
や
他
の
構
成
体
の
表
面
を
飾
る
文
様

や
装
飾
形
式
)
、
工
芸
的
要
素
(
礼
拝
用
道
具
や
器
具
、
衣
服
、
調
度
品
な
ど
)
が

祭
事
の
場
を
占
め
る
。
そ
の
核
心
に
祭
儀
や
礼
拝
が
あ
り
、
そ
こ
で
歌
や
音
楽
、
身

振
り
や
舞
踊
、
ミ
ミ
ッ
ク
や
劇
が
行
わ
れ
る
。
さ
ら
に
燈
明
や
芳
香
な
ど
が
与
る
こ
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と
も
あ
る
。
そ
れ
ら
諸
芸
術
は
祭
事
に
作
用
し
合
っ
て
、
共
同
社
会
の
本
質
的
活
動

を
担
う
構
成
要
素
と
な
る
。
そ
れ
ら
は
有
機
的
に
ま
と
ま
っ
た
生
動
的
な
意
味
的
統

一
体
を
な
し
て
い
る
。

ヘ
ル
ム
l
卜
・
ク
l
ン
に
よ
る
と
、
そ
の
よ
う
な
諸
芸
術
の

複
合
体
の
理
想
的
モ
デ
ル
を
そ
の
頂
点
に
達
し
た
祭
式
と
し
て
み
る
か
ぎ
り
、
祝
祭

は
芸
術
と
は
言
え
な
い
が
、
人
間
の
生
に
お
け
る
芸
術
の
自
然
な
場
で
あ
り
、
母
胎

(
1
)
 

で
あ
る
。

洋
の
東
西
を
問
わ
ず
人
び
と
が
共
同
体
と
し
て
の
自
覚
に
結
ぼ
れ
て
営
む
共
同
社

会
に
お
い
て
、
祭
事
は
共
同
の
情
緒
の
表
現
の
場
で
あ
り
、
集
団
の
生
を
高
揚
す
る

パ
ト
ス
的
表
出
の
機
会
で
あ
っ
て
、
総
じ
て
共
同
社
会
全
体
の
美
的
な
共
同
体
験
に

つ
な
が
る
行
為
で
あ
る
。
歴
史
時
代
に
入
っ
て
も
、
共
同
社
会
に
お
い
て
人
び
と
は

そ
の
伝
統
的
祭
事
を
継
い
で
諸
芸
術
の
饗
宴
と
も
い
う
べ
き
共
生
を
促
進
し
、
共
同

社
会
の
目
的
に
適
う
人
間
的
生
の
表
現
を
目
指
し
た
。
ま
た
そ
の
祭
事
は
個
別
的
作

品
の
出
来
事
と
は
違
っ
た
総
合
芸
術
的
な
形
式
を
志
向
す
る
イ
ベ
ソ
ト
で
あ
る
。
祭

儀
に
お
い
て
は
本
質
的
に
は
表
現
者
と
観
賞
者
の
区
別
は
止
揚
さ
れ
、
参
加
者
は
共

同
社
会
の
成
員
と
し
て
歌
い
手
や
演
奏
者
で
あ
っ
た
り
、
踊
り
手
や
役
者
で
あ
っ
た

り
し
て
一
体
化
さ
れ
て
一
つ
の
存
在
と
な
る
。
も
し
、
そ
の
区
別
が
ど
う
し
て
も
必

要
な
と
き
は
一
人
の
役
者
が
仮
面
を
つ
け
て
神
に
扮
し
、
そ
の
ミ

l
メ
i
シ
ス
的
踊

り
と
歌
で
神
的
出
来
事
や
神
顕
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ

ソ
ス
の
祭
礼
で
は
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
自
身
が
姿
を
現
わ
し
た
と
信
ぜ
ら
れ
、
こ
れ
が

(
2
)
 

当
初
の
ギ
リ
シ
ャ
演
劇
に
つ
な
が
る
。
祭
式
が
直
接
芸
術
的
形
式
の
成
就
に
な
る
こ

と
も
あ
り
得
る
が
、
問
題
な
の
は
祭
式
は
そ
の
中
で
芸
術
が
発
展
す
る
こ
と
の
で
き



る
枠
組
み
を
備
え
て
お
り
、

一
つ
の
芸
術
形
式
や
作
品
が
作
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、

祝
祭
を
と
り
ま
く
雰
囲
気
か
ら
そ
れ
が
培
養
さ
れ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

祭
式
が
行
わ
れ
る
場
所
は
人
間
的
生
に
お
け
る
芸
術
の
場
所
で
あ
り
、
そ
れ
は
個

人
の
み
な
ら
ず
集
団
の
生
に
と
っ
て
も
拠
っ
て
立
つ
べ
き
ト
ポ
ス
で
あ
る
。
大
抵
は

聖
域
で
あ
り
、
神
殿
や
寺
社
の
建
築
物
の
堂
内
や
面
前
、
ま
た
壁
や
塀
や
天
井
な
ど

境
界

Z
5
3
2
で
取
り
囲
ま
れ
た
内
部
で
あ
る
。
神
殿
や
寺
社
な
ど
の
建
築
物
は

基
体
∞
ロ
ゲ
m
可
主
で
あ
り
、
年
中
行
事
の
繰
返
し
の
指
標
と
な
り
、
ま
た
空
間
的
に
秩

序
の
刻
印
を
共
同
社
会
の
生
に
き
ざ
む
。

つ
ま
り
建
築
物
は
秩
序
の
た
め
に
持
続
的

な
枠
組
み
を
形
造
っ
て
い
る
。
象
徴
的
に
は
神
の
住
む
家
と
し
て
小
宇
宙
を
構
成
す

る
。
そ
の
内
側
の
中
間
地
帯
に
は
形
像
的
作
品
や
装
飾
的
文
様
構
成
、
そ
れ
に
諸
工

芸
品
や
調
度
品
が
置
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
神
聖
侵
す
べ
か
ら
ざ
る
聖
域
に
ふ
さ

わ
し
く
、
ま
た
年
中
の
礼
拝
行
事
の
た
め
に
深
く
関
連
す
る
表
現
と
し
て
装
備
さ
れ

て
い
る
。
そ
の
配
列
は
聖
域
の
中
で
、
各
祭
式
に
お
い
て
種
々
様
々
に
な
さ
れ
る
。

祭
式
の
中
心
で
は
、
言
葉
の
本
来
的
な
意
味
で
の
ド
ラ
マ
、
つ
ま
り
人
間
の
現
実
的

生
活
の
基
本
的
課
題
の
現
実
化
あ
る
い
は
再
現
実
化
と
し
て
の
劇
が
演
ぜ
ら
れ
る
。

音
楽
も
舞
踊
も
そ
こ
で
奏
さ
れ
、
演
ぜ
ら
れ
る
。
諸
造
形
形
式
は
中
心
で
行
わ
れ
る

祭
事
の
ミ
ュ
ト
ス
を
反
映
し
て
表
現
さ
れ
、
同
時
に
形
成
さ
れ
た
素
材
と
し
て
基
体

空
間
の
中
に
据
え
ら
れ
て
い
る
。
装
飾
は
中
心
か
ら
中
聞
を
経
て
境
界
に
至
る
ま
で

の
建
築
装
飾
、
他
の
形
成
体
の
表
面
、
祭
事
を
演
ず
る
人
び
と
の
衣
裳
や
道
具
な
ど

に
あ
ら
わ
れ
、
諸
造
形
形
式
と
参
加
者
と
の
固
有
な
連
聞
を
織
り
な
し
て
い
る
。

そ
し
て
諸
工
芸
品
も
そ
の
例
外
で
な
く
、
こ
れ
ら
の
制
作
は
祭
式
や
祝
祭
に
つ
な

が
る
こ
と
に
よ
η

て
よ
り
す
ぐ
れ
た
作
品
に
結
実
さ
れ
る
。
諸
工
芸
品
は
祭
事
や
祝

祭
行
事
の
た
め
の
器
具
や
道
具
と
し
て
セ
ッ
ト
さ
れ
、
あ
る
い
は
持
ち
運
べ
る
用
具

と
し
て
祭
礼
に
供
さ
れ
る
。
祭
事
の
た
め
の
衣
服
や
装
身
具
も
包
含
さ
れ
る
。
こ
れ

ら
諸
工
芸
品
は
各
祭
事
で
異
る
が
、
礼
拝
行
事
で
実
際
に
使
わ
れ
て
こ
そ
独
特
の
生

き
生
き
し
た
美
的
機
能
を
発
揮
す
る
。
も
し
聖
域
に
聖
な
る
形
像
や
神
体
が
な
い
場

合
に
は
形
像
的
表
象
に
代
わ
っ
て
そ
の
要
素
を
含
む
諸
工
芸
品
が
聖
像
の
代
役
を
な

す
こ
と
も
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
諸
芸
術
の
複
合
現
象
と
し
て
の
共
生
は
、
芸
術
が
諸
ジ
ャ
ン
ル
に

分
断
さ
れ
た
近
代
美
術
の
成
立
以
前
に
は
ご
く
一
般
的
な
自
然
な
存
在
方
式
で
あ
っ

た
。
た
と
え
ば
古
代
ギ
リ
シ
ャ
で
は
、
共
同
社
会
に
お
け
る
魔
術
的
祭
事
と
し
て
の

ド
ロ

l
メ
ノ
ン
骨
α
B
g
oロ
を
受
け
つ
い
だ
春
祭
り
で
あ
る
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
祭

(
酒
神
を
讃
え
、
豊
穣
や
繁
殖
や
再
生
を
祈
念
す
る
祭
り
)
が
行
わ
れ
て
い
た
。
し

か
し
紀
元
前
六
世
紀
の
ぺ
イ
シ
ス
ト
ラ
ト
ス
以
後
、
都
市
国
家
と
し
て
の
政
治
体
制

を
整
え
た
ア
テ
ネ
で
は
、
守
護
神
ア
テ
ナ
女
神
を
杷
る
パ
ン
ア
テ
ナ
イ
ア
(
全
ア
テ

ネ
)
の
祭
り
が
催
さ
れ
、
犠
牲
を
捧
げ
、
体
育
、
劇
、
音
楽
、
弁
論
な
ど
の
競
技
が

聞
か
れ
た
。
四
年
毎
の
大
祭
に
は
女
神
の
た
め
に
乙
女
た
ち
が
新
た
に
織
っ
た
衣
ペ

プ
ロ
ス
を
奉
献
す
る
行
列
が
盛
大
に
執
り
行
わ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
ド
ロ

l
メ
ノ

γ

に
発
す
る
春
祭
り
は
何
よ
り
も
重
要
な
祭
事
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
や
が
て
悲
劇
の
形

式
の
ド
ラ
マ
が
発
生
し
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
次
第
に
民
族
と
し
て
の
自
覚
が
生

じ
た
都
市
国
家
ア
テ
ネ
の
共
同
社
会
の
主
要
な
祭
事
は
造
形
形
式
に
も
反
映
さ
れ
て

(
4
)
 

い
る
。
聖
域
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
の
丘
に
立
つ
パ
ル
テ
ノ

γ
神
殿
が
そ
の
好
例
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
同
神
殿
は
紀
元
前
四
四
九
年
ア
テ
ネ
が
借
主
ベ
リ
ク
レ
ス
の
も

と
、
他
の
都
市
国
家
と
同
盟
を
結
ん
で
宿
敵
ペ
ル
シ
ャ
を
下
し
た
記
念
と
し
て
、
守
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護
女
神
ア
テ
ナ
へ
の
感
謝
か
ら
建
立
さ
れ
た
。
神
殿
は
ド
リ
ス
式
と
イ
オ
ニ
ア
式
の

折
衷
に
よ
る
壮
大
高
雅
な
古
典
的
建
築
様
式
で
形
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
陣
に
は

高
さ
十
二
メ
ー
ト
ル
も
の
女
神
ア
テ
ナ
・
パ
ル
テ
ノ
ス
が
本
尊
と
し
て
安
置
さ
れ
た
。

内
陣
外
壁
の
フ
リ
ー
ズ
(
梁
部
装
飾
帯
)
を
東
西
南
北
二
ハ
三
メ
ー
ト
ル
に
わ
た
っ

て
パ
ン
ア
テ
ナ
イ
ア
の
祭
り
が
浮
彫
り
で
彫
刻
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
全
市
民
が

守
護
女
神
を
こ
と
ほ
ぎ
、
乙
女
た
ち
の
ぺ
プ
ロ
ス
奉
献
の
行
列
や
供
物
の
奉
納
、
騎

馬
隊
や
戦
車
隊
の
入
場
、
全
会
衆
の
雑
踏
、
犠
牲
祭
り
の
共
同
の
饗
宴
等
、
最
後
に

神
々
の
面
前
に
迎
え
ら
れ
る
。

ま
た
神
殿
外
側
の
東
西
南
北
四
面
の
メ
ト
l
プ
(
軒
下
梁
部
)
に
は
ギ
リ
シ
ャ
人

の
四
大
戦
争
の
勝
利
を
同
じ
く
浮
彫
彫
刻
で
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

神
殿
東
側
破
風
(
三
角
形
切
妻
)
に
は
ギ
リ
シ
ャ
神
話
に
よ
る
ア
テ
ナ
女
神
の
誕

生
、
西
側
破
風
に
は
海
神
ポ
セ
イ
ド
ン
に
対
す
る
ア
テ
ナ
女
神
の
勝
利
が
表
現
さ
れ

て
い
る
(
紀
元
前
四
三
二
年
竣
工
)

0

こ
う
し
て
ギ
リ
シ
ャ
民
族
を
勝
利
に
導
い
た
守
護
女
神
へ
の
讃
仰
と
そ
の
た
め
の

全
ア
テ
ネ
の
祭
事
は
大
理
石
で
形
象
的
に
か
た
ど
ら
れ
た
。
祭
儀
の
出
来
事
は
十
分

に
再
現
さ
れ
表
現
さ
れ
て
、
実
在
的
な
現
前
を
呈
示
し
つ
つ
、
記
念
碑
に
結
晶
し
て

い
る
。
形
造
ら
れ
た
彫
刻
は
す
べ
て
女
神
に
奉
献
さ
れ
て
い
る
。
古
典
前
期
の
厳
格

様
式
を
示
す
そ
れ
ら
浮
彫
彫
刻
群
を
支
え
る
建
築
物
は
基
体
(
母
体
)
で
あ
り
、
端

正
に
し
て
雅
趣
に
と
ん
だ
装
飾
が
基
体
を
潤
化
し
、
そ
れ
ら
に
祭
礼
用
具
が
供
さ
れ

て
祭
式
を
美
的
機
能
的
に
担
う
。
そ
し
て
神
殿
全
体
が
諸
造
形
形
式
の
複
合
体
と
し

て
ア
テ
ナ
女
神
を
杷
る
共
同
社
会
の
信
仰
精
神
の
表
明
を
な
す
の
で
あ
る
。

神
殿
の
建
立
の
後
も
年
祭
そ
し
て
四
年
毎
の
大
祭
が
神
殿
の
前
で
行
わ
れ
た
が
、

全
ア
テ
ネ
祭
の
舞
踊
や
歌
舞
や
合
唱
が
加
わ
り
、
あ
ら
ゆ
る
芸
術
の
饗
宴
と
も
言
う
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ベ
き
諸
芸
術
の
共
生
が
実
現
さ
れ
た
。
そ
こ
は
市
民
た
ち
の
生
の
諸
力
が
直
接
に
総

合
さ
れ
る
場
、
凝
集
さ
れ
た
行
為
が
高
揚
す
る
時
と
な
る
。
何
よ
り
も
祭
事
は
諸
芸

術
の
結
合
の
核
心
で
あ
っ
た
。

祭
り
は
共
同
体
に
生
き
る
人
び
と
の
誉
れ
高
い
行
事
で
あ
っ
た
。
そ
の
場
に
根
拠

づ
け
ら
れ
て
、
古
代
の
ア
テ
ネ
で
は
共
同
社
会
が
成
熟
し
、
多
く
の
制
度
が
進
め
ら

れ
、
や
が
て
民
主
的
都
市
国
家
が
成
立
す
る
に
至
る
。
こ
の
点
で
も
諸
芸
術
の
共
生

を
促
す
祭
式
は
喚
起
的
で
あ
り
、
パ
ル
テ
ノ
ン
完
成
の
時
期
に
は
自
由
な
市
民
社
会

の
美
的
饗
宴
と
な
っ
た
。

建
築
を
基
体
と
し
て
彫
刻
や
絵
画
の
形
像
、
装
飾
や
諸
工
芸
、
さ
ら
に
音
楽
や
舞

踊
な
ど
諸
芸
術
が
、

一
つ
の
複
合
的
形
成
体
を
つ
く
る
共
生
と
い
う
の
は
、
わ
が
国

で
も
芸
術
存
在
の
自
然
な
方
式
で
あ
っ
た
。
神
社
や
寺
院
、
御
所
や
離
宮
な
ど
も
西

洋
の
場
合
と
同
じ
よ
う
に
、
各
種
の
芸
術
形
式
の
共
生
と
い
う
あ
り
方
で
十
分
な
統

一
を
み
せ
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
に
親
し
み
深
い
宮
島
の
厳
島
神
社
は
そ
の
興
味
深
い
事
例
で
あ
る
〔
第

一
図
〕
。
宮
島
は
御
山
を
中
心
と
す
る
霊
感
み
な
ぎ
る
島
と
し
て
、
先
史
時
代
か
ら

自
然
神
崇
拝
の
対
象
と
な
っ
て
い
た
。
い
わ
く
ら
(
神
の
石
座
)
信
仰
の
後
、
主
祭

神
と
し
て
「
市
杵
島
姫
命
」

(
い
ち
き
し
ま
ひ
め
の
み
こ
と
)
が
、
福
岡
県
玄
海
町

の
宗
像
大
社
か
ら
遷
座
し
た
の
は
、
推
古
天
皇
の
こ
ろ
と
社
伝
が
伝
え
て
い
る
。

厳
島
神
社
が
現
存
の
遺
構
を
備
え
た
の
は
、
平
清
盛
の
厳
島
信
仰
以
来
の
こ
と
で

あ
る
。
そ
の
大
部
分
は
室
町
時
代
以
後
の
改
築
と
言
わ
れ
て
い
る
。
も
と
も
と
、
山



が
海
に
張
り
出
し
て
入
り
江
に
な
っ
て
い
る
地
形
を
巧
み
に
利
用
し
、
山
と
海
を
抱

き
込
む
よ
う
に
し
て
社
殿
を
築
い
た
。
清
盛
は
仁
安
二
年
(
一
二
ハ
七
年
)
太
政
大

臣
に
任
ぜ
ら
れ
た
後
、
い
よ
い
よ
信
仰
を
深
め
、
翌
年
に
は
平
安
時
代
の
寝
殿
造
り

を
採
用
し
、
壮
大
な
構
想
の
も
と
、
本
社
本
殿
を
か
な
め
に
客
神
社
と
大
国
神
社
を

配
し
た
。

そ
の
聞
に
平
舞
台
、
高
舞
台
な
ど
を
設
け
、
そ
れ
ら
を
つ
な
い
で
東
西
に
一
八

O

聞
の
回
廊
を
め
ぐ
ら
し
た
。
本
殿
の
拝
殿
前
方
の
海
中
に
は
大
鳥
居
を
建
て
、
こ
う

し
て
霊
所
と
し
て
変
化
に
富
ん
だ
自
然
に
、
造
形
美
の
調
和
を
は
か
つ
て
、
よ
り
一

層
神
聖
な
御
社
に
形
成
し
た
。

こ
れ
以
前
に
清
盛
は
、
平
家
一
門
の
結
縁
書
写
と
彩
飾
に
よ
る
平
家
納
経
(
法
華

経
三
十
巻
、
阿
弥
陀
経
一
巻
、
般
若
心
経
一
巻
、
清
盛
願
文
一
巻
)
を
奉
献
し
た
。

平
安
後
期
の
卓
越
せ
る
芸
術
的
成
就
を
示
す
華
麗
に
し
て
典
雅
な
彩
飾
経
典
は
、
清

盛
の
敬
度
な
信
仰
心
と
、
切
な
る
祈
願
に
貫
か
れ
た
比
類
な
い
美
的
結
晶
で
あ
る
。

ま
た
清
盛
は
京
都
文
化
の
一
つ
と
し
て
栄
え
て
い
た
舞
楽
を
、
大
阪
の
四
天
王
寺

か
ら
厳
島
に
採
り
入
れ
、
楽
所
を
設
け
、
奉
納
舞
楽
と
し
て
上
演
し
た
。
平
氏
が
神

社
に
奉
納
し
た
舞
楽
面
の
う
ち
七
面
に
は
承
安
三
年
(
一
一
七
三
年
)
の
銘
が
あ
る
。

そ
れ
以
来
、
高
舞
台
で
四
海
太
平
、
国
家
安
泰
、
五
穀
豊
穣
、
雅
音
成
就
を
祈
願
す

る
舞
楽
が
演
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
同
神
社
の
年
中
行
事
の
一
つ
、
管
弦
祭
も
清
盛
が
主

祭
神
を
慰
安
す
る
た
め
、
ご
神
体
を
ご
座
船
に
乗
せ
、
船
上
で
管
弦
の
演
奏
を
行
っ

た
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。

加
え
て
、
厳
島
に
奉
納
さ
れ
て
い
る
諸
工
芸
品
は
、
平
家
一
門
に
よ
る
も
の
だ
け

で
も
あ
ら
ゆ
る
ジ
ャ
ン
ル
を
含
み
、
上
記
以
外
に
も
紺
紙
金
字
法
華
経
、
観
音
賢
経

な
ど
の
写
経
、
携
帯
用
厨
子
、
金
銅
密
教
法
具
、
燈
寵
、
桧
扇
、
舞
楽
装
束
、
七
弦

琴
や
そ
の
他
の
楽
器
、
万
剣
、
甲
由
丹
、
古
神
宝
類
な
ど
数
多
い
。
神
仏
習
合
を
理
想

に
す
え
た
清
盛
は
豊
か
な
教
養
人
で
あ
り
、
ま
た
す
ぐ
れ
た
審
美
眼
を
備
え
て
い
た

こ
と
が
知
ら
れ
る
。

厳
島
神
社
に
は
ご
神
体
を
あ
ら
わ
す
形
像
は
な
い
が
、
そ
れ
に
代
わ
っ
て
諸
工
芸

品
が
美
的
な
表
象
を
担
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
平
家
一
門
の
厳
島
信
仰
か
ら
制
作

さ
れ
た
経
典
類
、
祭
礼
用
具
、
調
度
用
具
な
ど
、
そ
れ
ら
は
小
さ
な
形
成
体
で
あ
り
、

何
れ
も
技
法
的
に
は
工
芸
特
有
の
手
法
と
と
も
に
、
彫
刻
的
手
法
や
絵
画
的
手
法
に

よ
っ
て
形
成
さ
れ
、
加
飾
さ
れ
た
聖
な
る
形
成
物
で
あ
る
。
し
か
も
多
く
は
形
像
的

な
彫
刻
や
絵
画
が
表
わ
す
よ
う
な
意
味
形
象
で
あ
り
、
そ
れ
に
装
飾
的
要
素
が
合
体

し
て
一
つ
の
統
一
体
を
み
せ
て
い
る
。

毎
年
正
月
に
は
、
神
衣
の
献
上
や
年
始
の
神
事
奉
納
も
行
わ
れ
る
。
年
中
行
事
の

諸
祭
式
に
は
舞
楽
や
管
弦
や
神
能
な
ど
が
演
ぜ
ら
れ
る
。
こ
れ
ら
に
伴
っ
て
、
そ
れ

ら
諸
工
芸
品
も
そ
れ
ぞ
れ
の
祭
礼
や
祭
事
に
実
際
に
使
わ
れ
て
こ
そ
、
独
特
の
生
き

生
き
と
し
た
美
的
芸
術
的
機
能
を
発
揮
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
こ
そ
諸
芸
術

の
共
生
が
可
能
と
な
る
。
祭
事
に
お
い
て
厳
島
は
人
び
と
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
力
の

総
合
の
場
で
あ
り
、
ま
た
美
的
共
同
体
験
か
ら
の
凝
集
さ
れ
た
行
為
の
高
揚
す
る
時

で
あ
る
。
今
日
な
お
厳
島
で
は
そ
の
種
の
美
的
饗
宴
が
繰
り
広
げ
ら
れ
て
い
る
。

洋
の
東
西
を
問
わ
ず
、
人
間
の
共
同
体
が
そ
の
固
有
の
祭
式
に
お
い
て
展
開
し
た

も
の
は
、
諸
芸
術
を
糾
合
し
た
総
合
的
な
共
生
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
こ
そ
人
間
的
生

の
表
現
と
共
同
社
会
の
目
的
が
融
合
す
る
。
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ア
ル
テ
ス
・
メ
力
ニ
ケ
l

自
然
の
人
間
化
と
し
て
の
技
芸

祭
式
に
お
い
て
音
楽
、
舞
踊
、
演
劇
、
造
形
美
術
は
そ
れ
ぞ
れ
独
自
の
作
用
を
果

た
し
つ
つ
、
自
然
的
体
系
と
い
う
べ
き
諸
芸
術
の
複
合
形
態
を
構
成
し
、

い
わ
ば

「
聖
な
る
遊
び
」

-
E
5
8
2吋
の
悦
惚
た
る
変
容
に
お
い
て
生
々
と
し
た
共
生
を

担
っ
て
い
る
。
そ
の
統
一
的
契
機
は
讃
歌
、
祈
薦
、
祝
詞
、
念
仏
な
ど
に
歌
わ
れ
る

よ
う
に
、
詩
で
あ
る
。
と
く
に
祝
祭
に
お
い
て
頭
詞

g
r
α
E
oロ
や
讃
歌

Z
BロO
回

vi. 

一
つ
は
人
間
的
本
質
に
、
他
は
神
性
に
向
け
ら
れ
た
称
賛
で
あ
る
。
こ
う
し
て

詩
は
美
的
世
界
を
、
こ
れ
と
と
も
に
諸
芸
術
の
共
生
を
促
が
し
、
本
来
的
に
す
ぐ
れ

て
魔
術
的
な
力
を
発
揮
す
る
の
で
あ
る
。

古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
祭
式
、
ド
ロ

l
メ
ノ
ン
か
ら
発
展
し
た
ア
テ
ネ
の
春
祭
り
と
し

て
の
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス
祭
で
は
、
神
々
を
ほ
め
た
た
え
て
盛
大
な
歌
や
笛
、
踊
り
や

合
唱
の
祭
典
が
催
さ
れ
た
。
た
と
え
ば
、
ピ
ン
ダ
ロ
ス

E
E月
5
が
ア
テ
ネ
の
人

び
と
の
た
め
に
書
い
た
デ
ィ
テ
ュ
ラ
ン
ボ
ス
丘
吾
首
自
国
げ
O
田
(
デ
ィ
オ
ニ
ュ
ソ
ス

神
を
讃
え
る
詩
)
が
あ
る
。
町
の
中
央
市
場
で
歌
わ
れ
た
煩
詩
は
、
春
の
訪
れ
を
祝
っ

て
催
さ
れ
る
大
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
ア
の
た
め
に
作
ら
れ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
お

よ
そ
次
の
よ
う
に
歌
わ
れ
る
。

「
栄
え
あ
る
オ
リ
ュ
ン
ポ
ス
の
神
々
、
急
ぎ
、

芳
し
い
香
り
に
あ
ふ
れ
、
豊
麗
さ
た
だ
よ
う

聖
な
る
ア
テ
ネ
の
市
場
に
集
い
て
、

す
み
れ
の
花
綱
と
春
の
讃
歌
を
受
け
た
ま
え
。

赤
紫
色
の
ロ

l
プ
に
身
を
つ
つ
み
、

30 

そ
の
ふ
さ
ふ
さ
し
た
髪
に
、
す
み
れ
や
ぱ
ら
の

花
房
が
巻
き
つ
い
て
、
ホ
l
ラ
イ
、

不
死
な
る
地
に
群
が
り
、

歌
声
は
フ
ル
ー
ト
の
響
き
に
和
し
、

(
9
)
 

セ
メ
レ
ー
を
た
た
え
る
踊
り
は
輪
に
な
っ
て
。
」

神
の
祭
典
の
た
め
に
笛
が
旋
律
を
彩
り
、
舞
踊
が
感
動
を
造
型
し
な
が
ら
五

O
人

の
合
唱
舞
踊
隊
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
、
そ
の
上
演
形
式
は
詩
人
が
一
人
で
合
唱
隊
と
呼

応
し
な
が
ら
展
開
し
た
。
何
れ
に
せ
よ
、
五
世
紀
の
都
市
国
家
の
共
同
社
会
で
も
、

新
た
な
デ
ィ
テ
ュ
ラ
ン
ボ
ス
の
詩
が
祭
式
の
中
枢
的
役
割
を
演
じ
て
い
た
こ
と
が
知

ら
れ
て
い
る
。

造
形
美
術
の
領
域
に
お
い
て
、

一
方
で
は
持
続
的
に
、
他
方
で
は
一
時
的
に
共
同

作
用
を
果
た
す
絵
画
や
彫
刻
、
装
飾
や
工
芸
も
そ
の
詩
的
讃
歌
に
導
か
れ
て
あ
ら
ゆ

る
祭
礼
行
事
に
参
与
し
て
い
る
。
神
を
ほ
め
た
た
え
、
神
に
祈
る
言
葉
の
行
為
と
し

て
、
諸
造
形
形
式
も
共
同
作
用
に
お
い
て
表
現

l
lつ
ま
り
意
味
を
も
っ
た
作
品
と

な
る
。
そ
こ
で
は
詩
は
神
と
人
間
の
一
切
の
事
象
の
ミ
l
メ
l
シ
ス
を
行
う
こ
と
が

(
日
)

で
き
る
。
こ
の
意
味
は
祭
り
に
お
い
て
不
可
視
的
な
も
の
が
言
葉
、
音
、
身
振
り
で

な
さ
れ
る
よ
う
に
、
形
象
で
模
倣
的
に
再
現
・
表
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
は
本
来
的
に
ミ

l
メ
l
シ
ス
の
祭
問
的
機
能
に
よ
っ
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ

(ロ)
る。

こ
う
し
て
祭
式
に
促
さ
れ
、
啓
発
さ
れ
た
諸
造
形
形
式
も
新
た
な
生
命
を
得
て
共

生
を
担
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
、
絵
画
や
彫
刻
、
装
飾
や
工
芸
が
そ
れ



ぞ
れ
各
種
の
形
式
に
お
い
て
現
象
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
形
像
的
な

も
の
と
装
飾
的
な
も
の
が
基
本
的
形
式
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
諸
工
芸
形
式
は
装
飾

的
な
要
素
と
し
て
機
能
す
る
こ
と
が
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
諸
造
形
形
式
は
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
、
成
熟
し
、
共
生
に
参
与

す
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
技
芸

2
H
B
B
S
F
P
E口
患
に
属
す
る
諸
造
形
の
基
本
的

形
式
か
ら
検
討
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

人
聞
は
生
存
の
欲
求
の
充
足
か
ら
自
然
を
改
変
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
機
械
、
道
具
や

器
具
な
ど
の
工
作
物
を
制
作
す
る
。
こ
れ
は
意
味
論
的
な
隠
喰
の
活
動
と
同
じ
く
、

自
然
的
な
も
の
に
お
け
る
精
神
的
な
も
の
の
類
似
点
目

5
E
E含
の
発
見
、

つ
宇
品

り
関
係
が
見
出
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
不
可
視
的
な
も
の

を
わ
れ
わ
れ
に
観
想
さ
せ
る
能
力
と
し
て
の
想
像
力

Z
m
E
S
S
の
働
き
で
あ
る
。

機
械
や
工
作
物
だ
け
で
は
な
く
、
絵
画
や
彫
刻
、
装
飾
や
工
芸
も
想
像
力
に
よ
っ
て

生
み
出
さ
れ
た
現
実
の
変
容
の
例
証
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
諸
造
形
美
術
は
、
後

述
す
る
よ
う
に
、
テ
ア
ト
ラ
リ
ア
(
祝
祭
的
な
領
域
と
し
て
の
美
的
技
術
で
、
と
く

に
祭
式
に
お
け
る
よ
う
な
ド
ラ
マ
、
ミ
ュ
ト
ス
、
解
釈
者
に
よ
る
表
現
段
階
)
に
お

い
て
新
た
に
喚
起
さ
れ
再
構
成
さ
れ
て
美
的
芸
術
と
し
て
出
現
す
る
。

な
お
、
か
つ
て
A
・
リ
ー
グ
ル
が
工
芸
品
の
名
称
の
も
と
で
包
括
し
た
家
具
、
道

具
、
器
具
、
衣
服
、
装
身
具
な
ど
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
積
極
的
作
用
か
ら
絵
画
や
彫
刻

な
ど
の
形
像
的
な
も
の
と
同
格
の
装
飾
的
な
も
の
に
含
め
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

一
般
に
、
人
間
は
自
然
の
中
で
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
や
事
像
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

利
用
し
改
良
し
あ
る
い
は
加
工
し
て
生
活
を
維
持
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
か
つ
て
は

粉
を
ひ
く
た
め
に
、
川
の
水
力
で
動
く
水
車
や
風
力
で
動
く
風
車
を
用
い
た
製
粉
機

を
発
明
し
、
動
力
に
よ
る
穀
物
の
製
粉
を
行
う
よ
う
に
な
っ
て
、
人
間
生
活
に
大
き

な
利
便
を
は
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
人
間
は
自
然
の
中
に
生
き
な
が
ら
そ
こ
か
ら
伺

か
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
、
当
初
の
困
難
を
克
服
し
、
何
ら
か
の
方
法
(
ア
ポ
リ
ア
)

を
考
案
す
る
。
こ
こ
に
当
然
の
ご
と
く
技
術
が
必
要
と
な
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に

お
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
の
困
難
を
助
け
て
さ
ま
ざ
ま
な
方
法
を
適
え
さ
せ
る
技
術
が

テ
ク
ネ

l
g島
忠
で
あ
り
、
そ
の
一
つ
が
メ

l
カ
ネ

l
g
w
E
Z
(機
械
、
工
作
)

と
呼
ば
れ
る
。
何
か
を
作
り
出
す
(
ポ
イ
エ

l
シ
ス
)
過
程
と
し
て
の
テ
ク
ネ
l
は

そ
の
部
分
に
メ

l
カ
ネ
ー
を
も
ち
、
自
然
と
の
対
決
か
ら
わ
れ
わ
れ
を
助
け
る
も
の

(
U
)
 

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
メ
ー
カ
ネ
l
は
人
間
生
活
の
必
要
を
充
た
す
点
で
自
然
℃
『
q田町

に
音
山
味
を
転
移
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
メ
l
カ
ネ
l
は
自
然
で
は
な
い
人
工

的
な
工
作
物
(
エ
ル
ゴ
ン
)
、

(
日
)

環
境
が
生
み
出
さ
れ
る
。

つ
ま
り
機
械
を
作
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に
機
械
的

製
粉
機
の
場
合
、
水
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
っ
て
製
粉
と
い
う
一
定
の
目
的
を
果
た

す
わ
け
で
、
両
者
の
関
係
か
ら
水
の
重
力
に
は
あ
る
一
定
の
意
味
が
与
え
ら
れ
た
こ

と
に
な
る
。
原
理
的
に
は
こ
の
よ
う
な
「
意
味
の
付
与
」
を
通
じ
て
あ
ら
ゆ
る
技
芸
、

ア
ル
テ
ス
・
メ
カ
ニ
ケ
ー
も
成
立
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
点
に
関
し
基
本
的
に
重
要
な
こ
と
は
、
古
典
学
的
テ
l
ゼ
が
教
示
す
る
よ
う

に
、
人
間
の
根
源
的
能
力
と
し
て
の
想
像
力
が
類
似
性
を
発
見
す
る
こ
と
に
は
じ
ま

る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
類
似
点
を
も
と
に
関
係
を
発
見
す
る
こ
と
は
、
ア
リ
ス
ト

(
時
)

テ
レ
ス
的
に
は
隠
喰
的
な
詩
的
活
動
で
あ
る
。
こ
の
意
味
の
移
行
と
し
て
の
転
用

(
エ
ピ
フ
ォ

l
ラ
)
を
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ゥ
ラ
は
感
覚
的
現
象
が
媒
介
す
る
も
の
と
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生
存
が
必
要
と
す
る
も
の
と
の
類
似
関
係
巴

B
E
Z号
に
基
づ
く
、
と
見
た
。
そ

し
て
こ
の
類
似
関
係
に
よ
っ
て
対
象
に
還
帰
す
る
こ
と
で
新
し
い
知
覚
が
生
起
す
る
。

彼
に
よ
る
と
ア
ル
テ
ス
・
メ
カ
ニ
ケ
l
は
物
質
的
必
要
を
充
た
す
と
こ
ろ
に
そ
の
第

一
の
意
義
が
あ
る
。
こ
こ
か
ら
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
形
式
、
職
業
あ
る
い
は
作
業
の
形

態
が
導
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
現
実
生
活
の
便
益
あ
る
い
は
充
実
を
意
図
し
て
衣
服
と

か
食
料
、
住
居
と
か
用
具
な
ど
の
供
給
や
調
達
に
役
立
つ
こ
と
で
各
種
の
作
業
、
農

耕
、
狩
猟
、
織
物
、
武
器
等
が
生
じ
る
。
ア
ル
テ
ス
・
メ
カ
ニ
ケ
ー
は
そ
れ
ら
の
作

業
に
お
い
て
材
料
に
応
じ
た
客
観
性
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
。
作
業
の
素
材
は
随
意

な
も
の
で
な
く
、
確
固
と
し
た
素
材
機
能
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
ア
ル
テ
ス
・

メ
カ
ニ
ケ
ー
と
し
て
の
作
業
と
い
う
の
は
有
機
的
存
在
の
根
本
的
出
来
事
で
あ
る
こ

と
が
認
め
ら
れ
る
。

つ
ま
り
植
物
も
動
物
も
人
間
も
そ
の
活
動
は
つ
ね
に
素
材
の
質

と
量
と
に
関
係
し
、
素
材
は
決
し
て
そ
の
活
動
が
独
立
し
た
実
在
性
と
見
ら
れ
る
こ

と
は
な
い
。
結
局
自
然
と
は
異
っ
た
一
つ
の
環
境
世
界
巴
目
当
∞
広
が
成
立
す
る
た

め
に
寄
与
す
る
す
べ
て
の
作
業
の
過
程
で
は
次
の
三
要
素
が
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
意
味
の
担
い
手
と
し
て
の
素
材
、
材
料
を
媒
介
に
し
て
そ
れ
を
変
形
す

る
制
作
行
為
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
要
求
を
充
足
さ
せ
る
こ
と
に
つ
な
が
る
活
動
の
目

標
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
要
素
の
範
囲
内
で
ア
ル
テ
ス
・
メ
カ
ニ
ケ
l
の
制
作
が
可
能

(
げ
)

と
な
る
。

し
か
し
メ

i
カ
ネ
ー
を
人
間
の
作
業
に
と
っ
て
の
み
特
殊
な
も
の
と
と
ら
え
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
動
物
で
も
同
じ
よ
う
な
仕
事
を
実
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
問
題
は

ア
ル
テ
ス
・
メ
カ
ニ
ケ
l
に
関
わ
る
人
間
的
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
で
あ
る
。
た
と
え
人
工

的
な
も
の
で
あ
れ
、
芸
術
的
な
も
の
で
あ
れ
、
メ
ー
カ
ネ
ー
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た

作
品
を
構
想
す
る
純
粋
に
人
間
的
能
力
と
し
て
そ
こ
に
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
機
能
す

(
凶
)

ヲ。。
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こ
の
想
像
力
と
し
て
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
匂

Z
E
E
-
m
2
5
m
m古
己
古
)

に
関
し
て
、

感
覚
的
印
象
を
そ
の
前
提
条
件
と
す
る
プ
ラ
ト
ン
、
印
象
を
再
現
す
る
能
力
の
成
果

と
し
て
の
記
憶
に
結
び
つ
け
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
伝
統
的
見
解
を
う
け
て
、
ボ
ナ

ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
は
感
覚
的
現
象
と
生
存
の
欲
求
と
の
類
似
関
係
の
発
見
、
す
な
わ
ち

意
味
の
転
移
に
よ
る
根
源
的
で
独
創
的
能
力
と
し
た
。
他
方
、
ス
ト
ア
派
の
よ
う
に
、

対
象
や
実
在
性
と
は
関
わ
り
な
い
純
粋
な
フ
ァ
ン
タ
ス
マ

幻
木目

か
ら
新
し
い
段

階
を
形
成
す
る
自
然
の
カ
の
表
現
と
し
て
鋭
い
形
象
的
性
格
を
与
え
る
。
伺
れ
に
せ

ょ
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
そ
の
本
質
か
ら
隠
喰

B
2
8
F
2
の
詩
的
な
言
語
活
動
で
あ

り
、
人
間
精
神
の
力

i
∞

5
3江
田
で
あ
っ
て
、
存
在
論
的
機
能
を
も
っ
た
根
源
的

能
力
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
も
そ
れ
は
人
間
の
生
の
す
べ
て
に
浸

透
す
る
力
、
す
な
わ
ち
自
然
の
人
間
化
の
表
現
と
し
て
生
ず
る
。
こ
う
し
て
純
然
た

る
人
間
的
能
力
で
あ
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
人
工
的
芸
術
的
世
界
を
生
み
出
す
の
で
あ

(
印
)

る
。
そ
れ
で
は
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
基
づ
く
自
然
と
は
ど
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
る
か
。

何
よ
り
も
無
限
な
る
全
一
巳
ロ
己
ロ
島

E
-
gと
し
て
の
自
然
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ

は
こ
の
全
一
存
在
に
は
決
し
て
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ

に
対
し
て
素
材
を
仲
介
の
過
程
で
提
供
す
る
だ
け
に
し
か
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
生

は
全
く
一
定
の
自
然
な
前
提
条
件
を
処
理
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
他
は
発
生
し
成

長
し
消
滅
し
て
い
く
ピ
ュ
シ
ス
吾
苫
冒
と
し
て
の
自
然
で
、
想
像
力
に
よ
る
全
一

的
自
然
か
ら
の
切
断
あ
る
い
は
意
味
の
転
移
な
ど
人
間
的
な
生
成
に
よ
っ
て
作
り
変

え
ら
れ
た
世
界

C
B雲
市
ロ
と
し
て
存
在
す
る
環
境
で
あ
り
、
人
同
化
さ
れ
た
自
然



で
あ
る
。
想
像
力
を
通
じ
て
自
然
は
変
容
し
、
日
常
の
現
実
は
転
移
し
て
別
の
現
実

(
初
)

と
な
る
。

し
か
し
な
が
ら
人
間
的
生
成
と
し
て
の
ピ
ュ
シ
ス
|
|
自
然
か
ら
作
り
変
え
ら
れ

た
環
境
、
あ
る
い
は
意
味
の
転
移
に
よ
っ
て
変
容
し
た
世
界
ー
ー
を
生
み
出
す
に
際

し
て
想
像
力
は
何
を
ど
の
よ
う
に
見
る
の
か
。
こ
こ
に
根
源
的
視
の
能
力
と
し
て
テ

オ
リ
ア

F
gユ
仰
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

テ
オ
リ
ア
と
は
何
か
。
こ
の
ギ
リ
シ
ャ
語
の
概
念
は
三
つ
の
基
本
的
な
意
味
を
も
っ

て
い
る
。
第
一
に
、
そ
れ
ま
で
導
き
出
せ
な
か
っ
た
も
の
が
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
見
え

る
こ
と
、
つ
ま
り
末
だ
引
き
出
せ
な
か
っ
た
せ
い
で
根
源
的
な
も
の
が
直
観
的
に
と

ら
え
ら
れ
う
る
こ
と
。
そ
れ
ゆ
え
合
理
的
理
論
的
な
思
考
の
対
象
な
ど
で
は
な
く
、

神
的
な
も
の
と
合
致
す
る
原
初
の
も
の
、
末
だ
導
き
出
せ
な
か
っ
た
も
の
を
見
る
こ

と
で
あ
る
。
第
二
に
、
祝
祭
の
総
括
概
念
と
し
て
、
そ
れ
以
上
に
縮
小
さ
れ
得
な
い

状
態
で
見
え
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
日
常
的
な
も
の
の
祝
祭
的
な
止
揚
お
よ
び
意
味
づ

け
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
と
、
人
聞
は
労
苦
の
た
め
に
生
れ
て

き
た
種
族
で
あ
り
、
神
々
は
そ
の
人
び
と
を
憐
れ
に
思
っ
て
、
気
晴
ら
し
の
た
め
に

集
っ
て
祝
う
祭
り
を
贈
物
に
し
た
。
人
び
と
は
そ
こ
で
心
の
糧
を
与
え
ら
れ
、
そ
し

て
本
来
的
な
も
の
と
の
結
び
つ
き
を
経
験
し
、
か
く
し
て
元
気
を
奮
い
起
す
の
で
あ

る
。
第
三
に
、
本
来
的
な
も
の
に
関
し
て
の
視
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
は
予
期

さ
れ
な
い
も
の
、
未
知
な
も
の
の
経
験
と
関
係
す
る
。
そ
れ
は
遠
い
と
こ
ろ
に
遣
ら

れ
て
い
る
事
態
に
名
付
け
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
旅
す
る
も
の
の
こ
と
で
、
ひ
っ
き
ょ

う
旅
び
と
は
旅
の
体
験
を
通
じ
て
変
貌
す
る
。
そ
の
場
合
彼
は
十
分
な
余
暇
を
え
て

他
の
人
び
と
の
行
為
を
知
ろ
う
と
す
る
が
、
と
く
に
崇
高
な
神
的
な
素
質
を
も
っ
人

(
幻
)

び
と
を
知
る
こ
と
が
価
値
あ
る
こ
と
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
テ
オ
リ
ア
は
本
来
的
に
神
的
な
も
の
の
視
、
祝
祭
的
な
も
の
の
し
る

し
、
そ
し
て
予
期
さ
れ
ざ
る
も
の
の
経
験
で
あ
り
、
こ
れ
が
感
覚
的
な
現
象
の
枠
内

で
、
す
な
わ
ち
生
存
を
通
じ
て
実
現
さ
れ
た
全
一
的
自
然
か
ら
の
分
断
と
し
て
可
能

に
な
り
、
ピ
ュ
シ
ス
に
お
い
て
成
長
し
、
生
成
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
お
い
て
示
さ

れ
る
。テ

オ
リ
ア
が
ピ
ュ
シ
ス
の
重
要
な
契
機
と
し
て
自
然
の
人
間
化
を
行
う
と
き
、
こ

こ
で
も
っ
と
も
基
本
的
な
類
似
関
係
国
FE--
広三
o
に
関
し
て
あ
ら
た
め
て
検
証
す

る
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
フ
ァ
ン
タ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
視
と
そ
れ
に
と
も
な
う
関

係
の
発
見
あ
る
い
は
洞
察
と
し
て
の
転
移
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
ま
た
転
移
と
し

て
の
意
味
の
付
与
は
感
覚
器
官
と
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
。

転
移
と
い
う
こ
と
の
原
理
的
な
存
在
論
的
機
能
に
つ
い
て
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ

は
知
覚
の
本
質
の
分
析
に
拠
っ
て
追
求
し
て
い
る
。
ま
ず
重
ね
て
確
認
さ
れ
る
こ
と

は
、
転
移

Z
E
2
5
は
感
覚
現
象
が
媒
介
す
る
も
の
と
生
存
が
必
要
と
す
る
も
の

と
の
聞
の
類
似
性
に
基
づ
い
て
起
り
、
こ
れ
が
器
官
と
能
力
と
の
つ
な
が
り
を
確
立

す
る
と
き
に
の
み
知
覚
行
為
の
成
就
に
導
く
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
の
統
一
が
で

き
る
限
り
、
新
し
い
知
覚

5
5
宮
『
口
岳
巴
O

が
生
起
す
る
。

つ
ま
り
類
似
関
係
に

よ
っ
て
対
象
へ
還
帰
す
る
こ
と
で
新
た
な
知
覚
が
で
き
る
。
こ
う
理
解
さ
れ
る
新
し

い
知
覚
と
は
、
純
粋
に
機
械
的
な
関
連
が
そ
の
特
定
の
意
味
を
、
感
覚
現
象
と
生
存

が
必
要
と
す
る
も
の
の
聞
に
立
て
ら
れ
る
「
類
似
性
」
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
与
え
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
類
似
性
は
よ
く
誤
解
さ
れ
る
よ
う
に
、

模
像
な
ど
で
は
な
い
。
け
だ
し
そ
の
点
に
関
す
る
認
識
は
感
覚
に
よ
っ
て
仲
介
さ
れ
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た
も
の
で
な
く
、
ま
た
外
部
の
す
で
に
形
成
さ
れ
た
世
界
の
模
像
で
も
な
く
、
生
存

か
ら
聞
か
れ
た
機
械
的
環
境
の
「
新
し
い
」
知
覚
で
あ
り
、
そ
の
環
境
は
生
存
と
の

類
似
性
に
よ
っ
て
そ
の
意
味
が
授
け
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
、
転
移

E
E芯

は
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
が
生
活
感
覚

m
o
E
S
S
E
-
m
と
呼
ん
だ
も
の
に
関
し
て
起

(
お
)

る。
あ
ら
ゆ
る
有
機
体
に
と
っ
て
環
境
は
生
物
学
的
に
確
定
さ
れ
た
環
境
関
連
の
特
性

に
応
ず
る
も
の
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
生
物
の
環
境
の
構
造
は
根
本
的
に
そ
の
種
の
生

物
学
的
配
備
に
よ
っ
て
予
め
規
定
さ
れ
て
い
る
。
意
味
の
付
与
は
欲
求
に
か
ら
れ
て

は
じ
ま
る
人
間
と
外
界
の
出
来
事
と
の
一
種
の
対
話
で
あ
っ
て
、
こ
の
欲
求
に
か
ら

れ
て
人
間
は
、
あ
る
意
味
で
外
界
に
対
し
て
そ
の
別
の
出
来
事
か
ら
そ
の
欲
求
が
充

足
で
き
る
か
否
か
を
尋
ね
は
じ
め
る
。
外
界
の
出
来
事
が
適
応
す
る
か
し
な
い
か
で

意
味
の
付
与
を
お
こ
な
う
。
ピ
ュ
シ
ス
は
人
間
の
根
源
的
能
力
に
よ
っ
て
成
立
す
る

環
境
世
界
と
し
て
、
生
命
器
官
が
選
択
し
て
媒
介
す
る
も
の
に
そ
れ
ぞ
れ
に
異
っ
た

意
味
と
秩
序
を
授
け
、
そ
れ
を
見
え
る
よ
う
な
形
態
に
現
わ
す
わ
け
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
ピ
ュ
シ
ス
は
生
物
学
的
フ
ァ

γ
タ
ジ
!
な
の
で
あ
る
。

以
上
を
要
約
す
る
な
ら
ば
、
人
聞
は
生
存
の
た
め
に
そ
の
欲
求
に
応
じ
感
覚
的
現

象
が
媒
介
す
る
も
の
と
の
類
似
関
係
を
見
出
し
、
全
一
的
自
然
か
ら
の
切
断
に
お
い

て
、
メ

l
カ
ネ
ー
に
よ
っ
て
意
味
の
付
与
を
行
っ
て
技
芸
作
品
を
獲
得
す
る
。
そ
こ

で
は
テ
オ
リ
ア
が
重
要
な
契
機
に
な
っ
て
介
在
し
、
ピ
ュ
シ
ス
と
し
て
の
人
間
的
生

成
、
つ
ま
り
自
然
の
人
間
化
が
認
め
ら
れ
る
っ
こ
の
よ
う
に
自
然
の
改
変
に
よ
っ
て

意
味
の
あ
る
作
品
あ
る
い
は
機
械
的
環
境
を
制
作
す
る
こ
と
は
、
意
味
論
的
に
は
隠

晴
的
活
動
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ア
ル
テ
ス
・
メ
カ
ニ
ケ
l
は
生
存
の
メ
タ
フ
ァ

l

(
お
)

と
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
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機
械
的
工
作
物
に
せ
よ
、
芸
術
的
形
成
物
に
せ
よ
、
ア
ル
テ
ス
・
メ
カ
ニ
ケ
l
が

成
立
す
る
要
件
は
整
っ
た
。
し
か
し
テ
オ
リ
ア
が
認
め
ら
れ
る
こ
の
段
階
で
あ
っ
て

も
、
末
だ
両
者
の
区
分
は
な
さ
れ
な
い
。

つ
ま
り
機
械
的
作
品
や
環
境
か
ら
芸
術
的

作
品
、
少
な
く
と
も
形
像
的
な
も
の
お
よ
び
装
飾
的
な
も
の
を
分
け
る
段
階
に
は
な

ぃ
。
こ
の
問
題
は
次
節
で
検
討
さ
れ
る
。

テ
ア
ト
ラ
リ
ア
と
美
的
芸
術

と
こ
ろ
で
、
純
粋
な
人
間
的
能
力
で
あ
る
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は
生
存
の
欲
求
か
ら
ピ
ュ

シ
ス
と
し
て
の
自
然
に
働
ら
き
か
け
、
そ
れ
を
生
か
す
メ

l
カ
ネ
l
が
生
物
学
的
次

元
で
の
類
似
性
に
よ
っ
て
意
味
の
転
移
を
可
能
に
し
、
こ
こ
か
ら
ア
ル
テ
ス
・
メ
カ

ニ
ケ
l
が
実
現
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
ア
ル
テ
ス
・
メ
カ
ニ

ケ
ー
が
完
全
な
人
間
的
能
力
だ
と
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
動
物
も
本
能
的
な
能

力
か
ら
そ
の
種
の
形
成
を
行
う
か
ら
で
あ
る
。
欲
求
の
充
足
が
ア
ル
テ
ス
・
メ
カ
ニ

ケ
!
の
第
一
の
目
標
で
あ
る
な
ら
、
第
二
の
目
標
は
何
か
。
再
び
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ

ラ
に
よ
る
と
、
そ
れ
は
気
晴
ら
し

mo-
巳
E
S
(
ま
た
は
明
朗
、
娯
楽
、
快
適
)
で

あ
る
か
メ
ラ
シ
コ
リ
l
の
克
服
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
問
題
は
決
定
的
に
人
間
的
世

(
お
)

界
、
そ
れ
と
と
も
に
深
く
精
神
に
関
わ
る
。

ボ
ナ
ヴ
ェ
ソ
ト
ウ
ラ
に
お
い
て
は
諸
技
芸
の
出
発
点
を
考
慮
す
る
に
さ
い
し
て
、

機
械
的
な
も
の
は
そ
の
創
作
者
の
精
神
に
予
め
見
出
さ
れ
る
類
似
性
に
基
づ
い
て
生

起
す
る
。
こ
の
類
似
性
に
よ
っ
て
創
作
者
は
あ
る
作
物
を
生
み
出
す
前
に
そ
れ
を
見



出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
が
企
図
し
た
よ
う
に
そ
の
作
物
を
形
成
す
る
。
芸
術
家
が

出
発
す
る
類
似
性
も
彼
の
精
神
の
中
に
成
立
す
る
。
そ
こ
に
お
い
て
彼
は
感
覚
現
象

を
新
し
い
関
連
に
お
き
、
そ
れ
に
作
品
に
よ
っ
て
表
わ
す
意
味
を
与
え
る
の
で
あ

(
幻
)

ヲ
匂
。

そ
こ
で
は
、
主
体
の
活
動
の
本
来
的
な
も
の
と
し
て
の
個
性
が
成
就
さ
れ
る
が
、

こ
こ
で
個
性
の
内
的
生
を
規
定
す
る
の
は
欲
求
か
、
感
情
か
、
情
熱
か
で
あ
る
。
し

か
し
芸
術
家
の
個
性
を
白
か
ら
の
中
に
実
現
す
る
類
似
性
(
そ
の
中
に
転
移
の
能
力

と
し
て
の
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
が
あ
る
。
)
-
は
、
生
物
学
的
な
生
存
に
対
し
て
、
そ
の
欲

求
の
中
に
、

つ
ま
り
そ
の
「
新
し
い
」
情
熱
の
中
に
根
ざ
す
。
悲
し
み
、
疑
い
、
楽

し
み
、
喜
び
と
い
っ
た
経
験
を
、
彼
は
い
ま
や
新
し
く
意
味
と
し
て
利
用
し
、
形
成

す
る
感
覚
の
素
材
を
通
じ
て
そ
の
作
品
の
中
に
表
現
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
経
験
は
人
間
の
新
し
い
根
本
状
況
を
あ
ら
わ
す
ゆ
え
に
、
そ
の
作
品
に
よ
っ
て
、

言
い
換
え
れ
ば
、
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
に
よ
っ
て
人
間
的
世
界
が
切
り
開
か
れ
る
。
こ
れ

(
鎚
)

は
動
物
の
世
界
と
は
本
質
的
に
異
な
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
お
い
て
芸
術
家
は
自
由
の
本
質
を
な
す
選
択
の
可
能
性
を
前
に
し
て
い
る

が
、
人
間
的
世
界
に
踏
み
こ
む
最
初
の
段
階
に
お
い
て
テ
ア
ト
ラ
リ
ア

F
S可
色
怠

の
世
界
に
入
り
こ
む
の
で
あ
る
。
グ
ラ
ッ
シ
は
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
の
テ
ア
ト
リ
ア

を
一
種
の
ミ
ュ
ト
ス
、
寓
話
的
劇
と
し
て
∞
口
百
ロ
l
∞
立
己
見
せ
る
遊
戯
と
規
定
す
る
。

も
と
よ
り
こ
れ
は
劇
や
舞
踊
の
み
で
な
く
音
楽
や
造
形
芸
術
等
芸
術
一
般
を
さ
し
て

い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
重
要
な
示
唆
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
、
さ
し
あ
た
り

テ
ア
ト
ラ
リ
ア
を
美
的
技
術
(
美
的
ア
ル
ス
)
と
呼
び
た
い
。
テ
ア
ト
ラ
リ
ア
は
、

そ
の
表
現
素
材
と
し
て
音
響
(
声
で
あ
れ
言
葉
で
あ
れ
)
、
光
(
色
)
、
リ
ズ
ム
と

メ
ロ
デ
ィ
ー
(
テ
ソ
ポ
ま
た
は
戸
の
高
低
)
な
ど
詩
的
な
も
の
の
新
し
い
意
味
付
与

に
よ
っ
て
お
こ
る
。
し
か
も
そ
の
表
わ
れ
は
内
面
的
な
感
情
か
ら
で
あ
り
、
こ
こ
か

ら
人
間
に
独
自
の
本
来
的
な
問
い
が
可
能
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
人
聞
が
自
然
か
ら

抜
け
出
る
素
因
は
何
か
。
端
的
に
動
物
と
異
っ
て
人
間
的
本
性
に
与
る
力
が
作
用
す

る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
言
う
ま
で
も
な
く
、
人
間
の
理
性
的
な
能
力
に
つ
い

て
言
え
ば
決
定
的
な
結
論
が
導
か
れ
る
。
し
か
し
問
題
は
、
理
性

g
t
o
が
あ
る
根

元
へ
の
還
帰
を
通
じ
て
解
明
を
成
し
遂
げ
る
能
力
を
意
味
す
る
と
き
、
こ
の
論
理
の

課
題
に
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
課
題
が
先
行
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
フ
ァ
シ

タ
ジ

l
は
理
性
的
な
考
量
の
出
発
点
を
形
成
す
る
本
来
的
な
意
味
の
解
明
を
輪
郭
づ

け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
十
分
に
顧
慮
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

感
情
の
諸
経
験
を
通
じ
て
、
人
間
的
世
界
を
開
く
そ
の
よ
う
な
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
は

か
気
晴
ら
し
。
あ
る
い
は
か
メ
ラ
ン
コ
リ
ー
の
克
服
。
に
つ
な
が
る
が
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
卜

ウ
ラ
は
こ
れ
を
ア
ル
テ
ス
・
メ
カ
ニ
ケ
!
の
第
二
の
目
標
と
す
る
。
こ
の
テ
ア
ト
ラ

リ
ア
に
踏
み
込
ん
だ
と
き
、
そ
れ
は
も
は
や
非
技
芸
的
な
ア
ル
ス
で
あ
る
。
美
的
ア

ル
ス
で
あ
る
テ
ア
ト
ラ
リ
ア
は
演
劇
的
領
域
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
歌
唱

S
E
g、

器
楽

2
m
g
z
g、
造
形
芸
術
玄
関

B
E
E
B、
ミ
ミ
ッ
ク
胃

m
t
g
-
E
5
8弓
o巳凹

が
個
々
に
含
ま
れ
る
。
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
の
規
定
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ア
ル
ス
は

劇
芸
術
的
枠
内
で
見
せ
る
ド
ラ
マ
、
演
劇
と
し
て
包
括
さ
れ
る
。
ド
ラ
マ
、

一
つ
の

行
為
は
見
せ
し
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
定
の
可
能
な
「
状
況
」
の
素
描
に
基
づ
い
て

の
み
起
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
じ
め
て
言
葉
、
思
考
、
熱
情
、
態
度
、
人
聞
を
と

り
ま
く
対
象
物
さ
え
、
そ
し
て
場
所
と
時
間
も
そ
の
意
味
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
状
況
は
「
統
ご
の
素
描
に
基
づ
い
た
意
味
深
い
関
係
に
あ
る
。
ド
ラ
マ
、

ペコ
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ま
り
行
為
が
生
ず
る
こ
の
統
一
的
な
関
係
は
ギ
リ
シ
ャ
人
が
ミ
ュ
ト
ス
と
呼
ん
だ
寓

話
『
号
。
-
の
本
質
を
あ
ら
わ
す
。
こ
の
可
能
な
寓
話
に
お
い
て
ミ
ュ
ト
ス
が
非
聖

化
さ
れ
た
と
し
て
も
、
寓
話
は
拘
束
力
の
あ
る
枠
を
形
づ
く
っ
て
お
り
、
そ
こ
で
テ

ア
ト
ラ
リ
ア
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
要
素
が
そ
れ
ら
の
意
味
を
保
つ
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
ミ
ュ
ト
ス
も
、
そ
の
世
俗
的
な
形
式
で
あ
る
寓

話
も
そ
の
状
況
の
緊
張
関
係
を
見
せ
て
い
る
。
問
題
な
の
は
こ
の
状
況
に
適
応
し
、

そ
れ
に
関
し
て
感
覚
現
象
に
意
味
を
転
移
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
作

品
の
素
材
(
音
、
色
、
動
き
等
)
は
そ
の
意
味
を
「
寓
話
」
の
統
一
に
お
い
て
獲
得

す
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
あ
ら
わ
さ
れ
た
人
物
が
実
現
可
能
か
あ
る
い
は
実
現
不
可

(
鈎
)

能
か
に
関
し
て
の
指
示
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
容
易
に
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
の
テ
ア
ト
ラ
リ
ア
と
芸
術
を
「
行
為
の
模

倣

日
目
白
即
日
出
仲
間
回
目
】

E
器
官
と
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
規
定
の
聞
に
一
つ
の

関
連
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
は
じ
め
に
芸
術
的
創
造
者
に
よ
っ
て
素
描

さ
れ
た
寓
話
が
あ
り
、
寓
話
は
一
連
の
可
能
な
状
況
の
統
一
で
あ
り
、
考
え
、
簡
法
民
、

言
葉
、
音
、
動
き
に
関
し
て
そ
れ
ら
の
意
味
を
保
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
特
に
重
要
な

の
は
素
描
さ
れ
た
寓
話
(
ミ
ュ
ト
ス
)
と
描
写
さ
れ
て
い
る
も
の
と
の
類
似
を
実
現

です
ある
るこ
。と

寓
話こ
はれ
行と
為と
の も

l 可
メ能
!な
:ン A

^ 間
模型
便通
.'-匂

一:::> e'! 

な B.
が(由

る竺2
味

達
す
る

と

グ
ラ
ッ
シ
に
お
い
て
は
、
演
劇
に
お
い
て
、
と
い
う
こ
と
は
可
能
な
人
間
的
ド
ラ

て才

(
行
為
)

の
例
示
的
な
演
劇
に
お
い
て
|
|
非
聖
化
さ
れ
た
ミ
ュ
ト
ス
(
フ
ァ
ベ

ル
)
の
素
描
に
も
と
づ
い
て
|
|
感
覚
現
象
に
意
味
が
転
移
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て

作
品
と
し
て
可
視
化
さ
れ
る
事
態
が
み
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
演
劇
の
解
釈
者
つ
ま

り
演
出
家
は
非
聖
化
さ
れ
た
占
師
の
役
割
を
担
う
。
テ
ア
ト
ラ
リ
ア
は
人
間
的
可
能
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態
の
素
描
で
あ
る
。
ゆ
え
に
そ
れ
は
個
人
的
フ
ァ
ン
タ
ジ
ー
の
表
出
と
し
て
あ
ら
わ

れ
る
。
ミ
ュ
ト
ス
の
非
聖
化
に
よ
っ
て
今
や
フ
ァ
ベ
ル
の
解
釈
は
「
予
見
」
の
課
題

を
充
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
占
師
は
人
間
の
未
来
の
可
能
態
の
解
釈
を
な
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
歴
史
的
な
実
在
性
へ
の
現
実
の
つ
な
が
り
を
示
す
ド
ラ
マ
を
提
供
す

る
。
こ
の
よ
う
な
芸
術
的
な
転
移
が
未
来
の
可
能
態
に
向
け
ら
れ
る
と
い
う
局
面
の

も
と
で
、
芸
術
は
本
質
的
な
歴
史
的
役
割
を
引
受
け
る
。
し
た
が
っ
て
芸
術
に
は
そ

の
も
っ
と
も
深
い
本
質
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
具
体
的
な
歴
史
的
状
況
の
受
容
か
ら

発
す
る
積
極
的
関
与
が
近
づ
い
て
い
く
。
そ
れ
ゆ
え
究
極
的
に
芸
術
は
純
粋
に
「
見

せ
る
遊
戯
」
で
も
、
純
粋
に
審
美
化
の
作
品
で
も
あ
り
得
な
い
。
芸
術
は
そ
の
歴
史

的
課
題
に
基
づ
き
、
ま
た
そ
の
荘
重
な
手
段
に
基
づ
い
て
浄
化
の
、
純
化
の
機
能
を

充
た
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
機
能
で
も
っ
て
芸
術
は
純
粋
に
気
晴
ら
し

(
位
)

の
見
も
の
の
境
界
を
越
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
か
ら
、

一
種
の
ミ
ュ
ト
ス
あ
る
い
は
寓
話
を
構
成
す
る
ゆ
る
ぎ
な
い
演
劇
的

領
域
と
し
て
の
テ
ア
ト
ラ
リ
ア
と
は
、
そ
の
特
有
の
美
的
素
材
と
人
間
感
情
の
諸
経

験
を
通
じ
て
人
間
的
想
像
力
の
世
界
を
聞
き
、
芸
術
的
意
味
の
付
与
を
行
っ
て
;
気

晴
ら
し
u
や
か
メ
ラ
シ
コ
リ
l
の
克
服
。
を
果
た
す
。
そ
こ
で
は
個
性
的
芸
術
創
造
の

自
由
が
促
さ
れ
る
一
方
、
人
間
の
生
、
日
常
の
現
実
が
取
り
込
ま
れ
、
行
為
の
再
現

実
化
が
は
か
ら
れ
、
未
来
の
可
能
態
も
予
示
さ
れ
て
、
か
く
し
て
歴
史
的
課
題
を
も

担
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
ミ
ュ
ト
ス
は
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
手
段
か
ら
成
る
一
連
の
可

能
な
状
況
の
統
一
で
あ
っ
て
、

つ
ね
に
緊
迫
せ
る
関
連
に
お
か
れ
て
い
る
。



こ
の
テ
ア
ト
ラ
リ
ア
は
、
容
易
に
推
察
さ
れ
る
よ
う
に
、
諸
芸
術
の
共
生
が
自
然

的
体
系
と
し
て
は
か
ら
れ
る
祝
祭
に
お
い
て
発
揮
さ
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

各
表
現
素
材
と
し
て
の
言
葉
や
音
、
身
振
り
や
動
き
、
色
や
形
は
基
本
的
に
は
音
響

的
な
も
の
、
身
体
的
な
も
の
、
形
象
的
な
も
の
を
構
成
し
、

一
貫
せ
る
劇
的
筋
に
従

い
つ
つ
、
相
互
関
連
に
お
い
て
役
割
を
担
っ
て
い
る
。
。
但
一
小
り
は
人
間
的
生
に
お
け

る
芸
術
の
場
所
。
な
の
で
あ
る
。

ア
ル
テ
ス
・
メ
カ
ニ
ケ
ー
で
あ
る
機
械
的
工
作
物
と
芸
術
的
形
成
物
は
テ
ア
卜
ラ

リ
ア
に
包
摂
さ
れ
る
か
否
か
で
区
別
さ
れ
る
。

つ
ま
り
個
性
的
な
想
像
力
に
よ
る

「
見
せ
る
遊
戯
」
と
し
て
の
ド
ラ
マ
、
つ
ま
り
人
間
的
行
為
の
模
倣
(
ミ
l
メ
l
シ

ス
)
が
表
現
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
で
決
ま
る
の
で
あ
る
。
芸
術
的
形
成
物
の
う
ち

で
絵
画
や
彫
刻
を
含
む
形
像
的
な
も
の
と
装
飾
品
と
工
芸
品
を
含
む
装
飾
的
な
も
の

は
、
そ
の
よ
う
な
指
標
を
伴
う
ミ
ュ
ト
ス
に
貫
か
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
本
来
的
に

そ
れ
ぞ
れ
の
形
式
に
転
移
さ
れ
た
ピ
ュ
シ
ス
と
し
て
の
自
然
の
人
間
的
生
成
に
属
す

る
。
こ
れ
ら
両
要
素
は
基
本
的
形
式
と
し
て
、
と
く
に
祝
祭
に
お
い
て
む
し
ろ
未
分

化
な
状
態
で
積
極
的
機
能
を
あ
ら
わ
す
こ
と
が
多
い
。

装
飾
的
な
も
の
を
基
本
的
契
機
と
す
る
工
芸
品
と
装
飾
品
は
ア
ル
テ
ス
・
メ
カ
ニ

ケ
l
の
枠
内
で
特
別
な
位
相
を
占
め
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
成
立
の
段
階
で
機
械
的
工

作
物
に
近
い
が
、
形
像
的
な
も
の
と
同
じ
よ
う
に
、
ミ
ュ
ト
ス
あ
る
い
は
寓
話
い
一
裏

付
け
ら
れ
て
行
為
(
ド
ラ
マ

の
ミ
i
メ
!
シ
ス
を
伝
え
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
厳
島
神
社
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
国
宝
『
紺
糸
威
鎧
』

(
平
安
末
期
作
)

は
大
荒
目
の
革
と
鉄
を
一
枚
交
り
の
小
札
に
し
て
紺
糸
で
威
し
た
鎧
で
鍍
銀
二
方
白

十
八
聞
の
星
兜
と
大
袖
、
栴
檀
板
、
鳩
尾
板
を
備
え
、
平
氏
着
用
(
重
盛
着
用
説
)

(
お
)

を
想
わ
せ
る
勇
武
豪
壮
の
趣
き
を
た
た
え
る
逸
品
で
あ
る
。

同
じ
く
、
四
季
折
々
の
風
物
、

八
重
桜
、
雪
持
笹
、
鳳
国
を
象
っ
た
『
紅
地
桜
雪

持
笹
鳳
国
文
唐
織
』
の
能
装
束
〔
第
二
図
〕
、
ま
た
柳
と
鷺
を
文
様
に
し
て
大
ら
か

な
繍
で
あ
ら
わ
し
た
狂
言
装
束
〔
第
三
図
〕
な
ど
は
そ
の
秀
抜
な
作
例
で
あ
る
。
同

神
社
の
宝
物
の
中
に
は
、
潮
の
干
満
、
長
浜
に
打
ち
寄
せ
る
波
な
ど
自
然
の
リ
ズ
ム

を
抽
象
的
パ
タ
ー
ン
に
構
成
し
た
装
飾
文
様
の
注
目
す
べ
き
も
の
が
見
ら
れ
る
。
そ

こ
で
は
装
飾
文
様
に
も
隠
喰
的
に
転
移
さ
れ
た
ピ
ュ
シ
ス
と
し
て
の
自
然
、
そ
の
人

間
的
生
成
と
し
て
の
装
飾
的
形
式
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
よ
う
に
工
芸
品
と
装
飾
品
も
自
然
の
人
間
化
の
一
つ
の
形
式
と
し
て
出
来
上

が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
れ
ら
の
制
作
の
経
緯
に
照
ら
し
て
み
て
も
、
祝
祭

に
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
一
層
見
事
な
作
品
に
結
実
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
が

厳
島
神
社
の
祭
礼
時
の
演
劇
的
テ
ア
ト
ラ
リ
ア
に
お
い
て
機
能
す
る
と
き
、
あ
ら
た

め
て
そ
れ
ぞ
れ
の
美
的
な
生
命
が
生
き
生
き
と
輝
く
の
で
あ
る
〔
第
四
図
〕

0

工
芸
品
が
祭
式
に
求
め
ら
れ
て
よ
り
美
的
な
機
能
を
み
せ
る
例
は
枚
挙
に
い
と
ま

が
な
い
ほ
ど
で
あ
る
。
西
欧
中
世
の
初
期
ロ
マ
ネ
ス
ク
教
会
堂
、

ヒ
ル
デ
ス
ハ
イ
ム

の
ザ
ン
ク
ト
・
ミ
ヒ
ャ
エ
ル
聖
堂
に
は
有
名
な
『
ベ
ル
ン
ヴ
ア
ル
ト
の
円
柱
』

O
二
O
年
頃
作
)
が
祭
壇
近
く
右
側
廊
に
立
っ
て
い
る
。
有
名
な
ブ
ロ
ン
ズ
の
門
扉

と
と
も
に
、
こ
の
円
柱
は
司
教
ベ
ル

γ
ヴ
ア
ル
ト
が
古
代
ロ

l
マ
の
記
念
柱
に
あ
や

か
り
、
白
か
ら
技
術
的
な
指
導
を
行
っ
て
、
キ
リ
ス
ト
の
事
蹟
と
受
難
の
場
面
を
連

続
的
に
螺
旋
伏
に
構
成
し
表
現
し
て
い
る
。
柱
頭
に
は
十
字
架
が
載
っ
て
い
る
。
こ

れ
は
ブ
ロ
ン
ズ
の
鋳
造
技
術
を
採
り
入
れ
て
新
し
い
ザ
ク
セ
ン
様
式
を
形
成
し
た
モ

ニ
ュ
メ
ン
ト
で
あ
る
が
、
何
よ
り
も
同
聖
堂
で
行
わ
れ
た
共
同
社
会
の
典
礼
儀
式
に
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お
い
て
美
し
く
神
聖
な
光
彩
を
放
ち
、

コ
ン
ス
タ
ン
テ
ィ
ヌ
ス
大
帝
以
来
の
ピ
ザ

γ

テ
ィ
ン
の
光
栄
あ
る
芸
術
に
も
匹
敵
す
る
神
の
国
の
イ
デ
ー
の
表
象
と
感
ぜ
ら
れ
た
。

け
だ
し
古
代
の
円
柱
に
お
け
る
皇
帝
の
英
雄
的
事
蹟
の
よ
う
に
、
同
円
柱
は
教
世
主

キ
リ
ス
ト
の
事
蹟
が
し
る
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
こ
で
は
人
間
的
に
英
雄
化
さ
れ

た
神
の
栄
光
を
讃
え
る
記
念
柱
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
皇
積
年
代

記
が
伝
え
て
い
る
。
も
と
よ
り
こ
の
円
柱
は
単
な
る
工
芸
品
で
は
な
い
。
キ
リ
ス
ト

の
事
蹟
を
浮
彫
彫
刻
で
図
像
表
現
し
て
い
る
形
像
と
装
飾
的
姿
素
が
接
合
し
た
形
成

体
で
あ
る
。

も
う
一
つ
注
目
す
べ
き
作
例
を
示
し
た
い
。
パ
リ
郊
外
サ
ン
・
ド
ニ
修
道
院
長
シ
ュ

ジ
ェ

l
ル
(
一

O
八一

J
一
一
五
二
は
同
修
道
院
教
会
の
改
修
と
祭
壇
や
典
礼
用

具
の
制
作
を
行
っ
た
。
そ
の
事
情
は
彼
自
ら
が
書
き
記
し
た
『
統
帥
記
』

g
g吉田

ル
ロ
〉
向
日
同

HMgu可
E
-
0
5
2
m
m恒
三
宮
に
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
主

祭
壇
の
制
作
に
さ
い
し
て
、
王
候
貴
族
や
信
者
ら
が
自
分
た
ち
の
装
身
具
に
し
て
い

た
金
・
銀
・
銅
・
宝
石
類
を
積
極
的
に
供
出
し
て
そ
れ
ま
で
に
な
い
豪
華
な
祭
壇
形

成
体
が
出
来
上
が
っ
た
こ
と
、
そ
れ
は
神
聖
な
光
と
色
の
結
晶
体
で
あ
り
、
高
貴
で

華
麗
で
洗
練
さ
れ
た
形
式
に
仕
上
が
っ
た
こ
と
を
伝
え
て
い
る
。
そ
の
祭
壇
は
現
存

し
て
い
な
い
が
、
そ
の
当
時
の
地
の
祭
摺
か
ら
類
推
し
て
み
て
、
す
ぐ
れ
た
工
芸
形

成
体
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
。
そ
れ
が
典
礼
の
中
心
に
あ
っ
て
荘
厳
な
ミ
サ

が
営
ま
れ
た
時
、
神
聖
な
る
美
が
光
り
輝
い
た
こ
と
だ
ろ
う
コ
同
祭
域
の
前
簡
に
、

守
護
聖
人
サ
ン
・
ド
ニ
の
加
護
の
も
と
新
装
成
っ
た
聖
堂
に
は
天
罰
の
も
の
に
招
応

し
い
祭
壇
が
し
つ
ら
え
ら
れ
、
喜
悦
に
満
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
記
録
さ
れ
て
い

(
お
)

ヲ
令
。
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