
瞬

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

問
の
美
学
へ
の
試
論
W

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

　
ー
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
か
ら
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
へ
一

掛
下
栄
一
郎

　
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
美
幸
と
時
間
論
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
本
誌
に
書
い
た
こ
と
が
あ
る
。
（
本
誌
第
＋

二
、
第
＋
三
号
）
　
美
学
の
重
要
な
問
題
が
、
時
間
論
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
現
代
の
音
楽
美
学
や

詩
学
に
お
い
て
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
は
、
興
味
深
い
結
論
も
数
多
く
導
き
出
さ
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
プ

ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ば
あ
い
に
は
、
こ
の
問
題
に
関
し
て
同
じ
結
論
を
早
急
に
下
す
の
は
、
差
控
え
る
べ
き
で
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
い
た
。
彼
ら
の
時
代
に
は
、
そ
の
よ
う
な
発
想
や
問
題
の
立
て
方
は
と
う
て
い
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
私
が
執
拗
に
、
　
「
時
間
」
の
問
題
と
「
美
」
の
問
題
と
を
関
連
づ
け
て
問
お
う
と
す
る
の
は
、
　
「
と
き
」
の
問
題
と
は
、

哲
学
の
至
高
の
問
題
と
し
て
、
人
間
存
在
を
そ
の
最
も
根
源
的
な
条
件
に
お
い
て
問
う
こ
と
で
あ
り
、
一
方
、
　
「
美
」
の
問
題
も
、
プ

ラ
ト
ン
以
来
、
本
源
の
美
、
本
質
と
し
て
の
美
へ
の
問
い
、
言
い
か
え
れ
ば
、
一
つ
の
究
極
的
実
在
へ
の
問
い
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
こ

の
両
者
の
あ
い
だ
に
は
、
当
然
深
い
か
か
わ
り
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
見
解
の
当
否
は
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
も
、
ブ
ラ
ト
ソ
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
こ
の
問
題
の
検
討
に
よ
っ
て
私

は
、
時
聞
に
対
す
る
彼
ら
の
考
え
方
と
、
美
的
な
も
の
に
対
す
る
対
処
の
仕
方
と
の
あ
い
だ
に
、
漠
然
と
で
は
あ
れ
、
計
る
種
の
相
関
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関
係
の
存
在
を
認
め
な
い
で
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
彼
ら
の
美
論
に
つ
い
て
思
い
お
こ
し
て
み
よ
う
。
一
般
に
、
プ
ラ
ト
ン
は
美
学
の
祖
と
さ
れ
て
い
る
。
美
し
い
も
の
で
は
な

く
、
美
し
い
も
の
を
美
し
い
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
、
美
の
根
拠
、
美
そ
の
も
の
を
た
つ
ね
た
最
初
の
人
が
彼
で
あ
る
、
と
い
う

の
が
そ
の
理
由
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
『
大
ヒ
ッ
ピ
ア
ス
』
の
中
心
主
題
は
、
こ
う
し
た
本
源
の
美
の
探
究
に
置
か
れ
て
い
る
。
（
プ

ラ
ト
ン
『
大
ヒ
ッ
ピ
ァ
ス
』
・
。
り
・
。
－
∪
参
照
）
し
か
し
、
一
方
彼
の
著
作
の
い
た
る
と
こ
ろ
に
は
、
こ
う
し
た
見
解
と
は
対
照
的
な
、
き
わ
め

て
現
実
的
な
相
対
美
、
形
式
美
、
感
覚
美
、
あ
る
い
は
美
善
一
致
説
な
ど
の
表
現
も
見
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
　
「
－
…
・
適
度
と
い
う
こ

と
と
尺
度
に
合
う
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
夢
合
に
お
い
て
結
局
は
き
っ
と
美
と
な
り
、
善
と
な
る
：
…
．
」
（
プ
ラ
ト
ン
『
ピ
レ
ボ
ス
』

①
↑
国
　
田
中
美
知
太
郎
訳
）
と
か
、
「
善
い
も
の
は
す
べ
て
美
し
く
、
美
し
い
も
の
で
均
斉
の
と
れ
て
い
な
い
よ
う
な
も
の
は
な
い
」
（
プ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ナ
ム
ネ
ロ
シ
ス

ラ
ト
ン
『
テ
ィ
マ
イ
ォ
ス
』
。
。
下
O
種
山
恭
子
訳
）
と
い
っ
た
表
現
も
あ
る
。
　
「
人
は
こ
の
世
の
美
を
見
て
、
真
実
の
美
を
想
起
す
る
」

（
プ
ラ
ト
ン
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
・
。
画
早
∪
藤
沢
令
夫
訳
）
と
の
見
解
は
、
本
源
の
美
を
説
く
彼
の
イ
デ
ア
学
説
の
骨
子
と
な
る
も
の
で
は
あ
る

が
、
プ
ラ
ト
ン
の
美
論
を
こ
れ
だ
け
に
集
約
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
大
き
な
疑
義
を
残
す
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
じ
ニ
ア

　
プ
ラ
ト
ン
美
学
の
い
ま
一
つ
の
重
要
な
見
解
は
、
す
べ
て
偉
大
な
も
の
は
、
神
か
ら
授
か
っ
て
あ
た
え
ら
れ
る
狂
気
の
は
た
ら
き
で

あ
る
と
す
る
説
で
あ
る
。
（
一
ぼ
α
．
b
。
瞳
－
》
参
照
）
い
わ
ば
こ
れ
は
、
美
的
価
値
創
造
の
原
理
で
、
さ
き
に
述
べ
た
美
の
相
対
説
や
感
覚
説

　
　
　
　
　
　
ア
ナ
ム
ネ
　
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
オ
リ
ア

は
も
ち
ろ
ん
、
想
起
に
よ
る
イ
デ
ア
と
し
て
の
美
の
観
照
説
と
も
、
そ
の
発
想
と
方
法
に
お
い
て
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
美
の

対
象
考
察
的
解
明
で
は
な
く
、
美
の
生
成
の
原
理
、
主
体
に
よ
る
美
の
創
造
の
い
と
な
み
の
原
理
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

言
い
か
え
れ
ば
こ
れ
は
、
美
の
考
察
の
ノ
エ
シ
ス
的
側
面
（
作
用
面
）
で
あ
り
、
他
方
は
そ
の
ノ
エ
マ
的
側
面
（
現
象
面
）
で
あ
る
と

い
う
言
い
方
も
で
き
よ
う
か
。
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瞬間の美学への試論

　
本
誌
第
十
三
号
で
私
は
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
代
表
さ
れ
る
ギ
リ
シ
ア
人
の
時
間
解
釈
に
つ
い
て
も
書
い
た
が
、
要
す

る
に
彼
ら
は
、
規
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
「
永
遠
」
を
、
「
瞬
間
（
今
）
」
と
い
う
「
区
切
り
」
に
よ
っ
て
区
切
る
と
こ
ろ
に
時
間
の
成

立
を
見
よ
う
と
し
て
い
た
。
表
現
に
多
少
の
相
違
は
あ
れ
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
も
、
二
つ
の
瞬
間
に

よ
っ
て
区
切
ら
れ
る
永
遠
の
一
部
が
時
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
よ
う
に
、
ギ
リ
シ
ア
人
の
ば
あ
い
は
、
瞬
間
が
永
遠
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
リ
ス
モ
ス

区
切
る
と
い
っ
て
も
、
　
「
区
切
ら
れ
る
」
も
の
と
し
て
の
時
間
の
側
面
が
お
も
に
考
え
ら
れ
、
時
間
は
運
動
の
数
で
あ
る
と
か
、

メ
ト
ロ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
イ
コ
ン

尺
度
で
あ
る
と
か
定
義
さ
れ
た
り
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
）
、
永
遠
を
写
す
動
く
心
像
で
あ
る
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
プ
ラ
ト
ン
）
。
こ

れ
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
固
有
の
客
観
的
思
考
の
立
場
を
考
え
れ
ば
当
然
で
あ
ろ
う
と
は
思
お
れ
る
が
、
さ
り
と
て
彼
ら
は
、
こ
の
問
題
の

考
察
に
お
け
る
主
観
的
作
用
面
に
、
ま
っ
た
く
無
関
心
で
あ
っ
た
わ
け
で
も
な
い
。
と
い
う
よ
り
も
、
彼
ら
は
時
間
の
考
察
に
お
い

　
　
　
　
●

て
、
い
か
に
し
て
も
客
観
的
把
握
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
も
の
に
、
き
わ
め
て
大
き
な
関
心
を
払
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン

に
お
け
る
「
瞬
間
」
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
「
今
」
の
考
察
が
そ
れ
で
あ
る
こ
と
を
私
は
指
摘
し
て
お
い
た
。
そ
れ
ら
は
対
象

と
し
て
考
察
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
或
る
種
の
「
は
た
ら
き
」
に
か
か
わ
る
「
機
能
」
の
概
念
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

　
そ
の
と
き
私
は
、
瞬
間
に
よ
っ
て
区
切
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
時
間
の
考
察
面
を
、
時
間
の
ノ
エ
マ
的
側
面
、
永
遠
を
区
切
る
は
た

ら
き
と
し
て
の
時
間
の
考
察
面
を
、
時
間
の
ノ
エ
シ
ス
的
側
面
と
名
づ
け
て
区
別
し
て
お
い
た
が
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

時
間
論
が
、
主
と
し
て
時
間
の
ノ
エ
マ
的
側
面
の
考
察
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
そ
の
な
か
に
あ
っ

て
、
い
ま
し
が
た
述
べ
た
「
瞬
間
」
や
「
今
」
の
考
察
を
、
そ
の
ま
ま
時
間
の
ノ
エ
シ
ス
面
の
考
察
と
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
に
は
疑
義

も
あ
ろ
う
が
、
そ
こ
で
は
区
切
る
も
の
と
区
切
ら
れ
る
も
の
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
客
観
的
に
で
は
な
く
、
主
体
の
は
た
ら
き
と
の
か
か
わ
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り
に
お
い
て
、
相
関
的
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
そ
れ
自
身
時
間
で
は
な
く
、
時
間
の
う
ち
に
も
な
い
、
し
か
も

そ
れ
な
く
し
て
は
時
間
が
あ
り
え
な
い
も
の
と
し
て
の
「
瞬
間
」
や
「
今
」
は
、
い
わ
ば
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
把
握
を
こ
え
た
も
の
で
、

区
切
る
も
の
と
区
切
ら
れ
る
も
の
と
の
、
主
体
に
お
け
る
自
己
同
一
的
表
現
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
？
　
言
い
か
え
れ
ば
、

こ
の
ば
あ
い
の
時
間
の
考
察
の
領
域
は
、
ノ
エ
マ
介
立
揚
を
離
れ
て
、
ノ
エ
シ
ス
的
側
面
に
移
行
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
？

　
以
上
の
論
旨
は
、
い
ま
の
と
こ
ろ
、
適
確
な
裏
付
け
を
欠
く
独
断
的
推
測
の
域
を
一
歩
も
出
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
た
だ
ち
に

こ
れ
を
、
前
述
の
美
的
考
察
に
お
け
る
ノ
エ
シ
ス
的
側
面
と
ノ
エ
マ
的
側
面
と
に
、
無
批
判
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
は
差
控
え
ね
ば
な
ら

な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
し
か
し
そ
の
あ
い
だ
に
、
何
の
関
連
も
な
い
と
は
言
い
き
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
プ
ラ
ト
ン
の
美
論
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
美
論
も
、
そ
の
時
間
論
と
同
じ
く
、
基
本
的
に
は
、
美
の
ノ
エ
マ
的
側
面
の
客
観
的
考

察
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
プ
ラ
ト
ン
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ば
あ
い
も
、

彼
の
『
詩
学
』
は
、
　
「
榔
観
］
を
重
視
す
る
美
の
創
造
の
原
理
の
書
と
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
ノ
エ
シ
ス
の
美
学
と
解
し
て
し
ま
い
が
ち
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ポ
イ
エ
シ
ス

あ
る
が
、
そ
う
し
た
解
釈
に
は
慎
重
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
『
詩
学
』
を
仔
細
に
読
め
ば
、
な
る
ほ
ど
こ
れ
は
詩
作
の
書
と
し
て
、

創
造
に
つ
い
て
多
く
語
ら
れ
て
は
い
る
が
、
か
な
ら
ず
し
も
詩
の
ノ
エ
シ
ス
的
側
面
（
作
用
面
）
だ
け
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
エ
　
マ

い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
む
し
ろ
全
体
の
調
子
は
、
ギ
リ
シ
ア
人
的
思
考
の
特
質
に
そ
っ
た
、
詩
作
に
お
け
る
現
象
面
へ
の
客
観
的

考
察
の
色
合
い
が
濃
い
。
た
と
え
ば
、
　
「
美
と
は
大
き
さ
と
排
列
と
に
存
す
る
。
そ
れ
故
、
非
常
に
微
細
な
生
き
物
に
お
い
て
は
、
美

は
不
可
能
で
あ
る
。
…
…
同
時
に
、
非
常
に
大
き
な
生
き
物
も
、
…
…
美
し
い
も
の
と
は
認
め
ら
れ
得
な
い
」
　
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
詩

学
』
＜
目
目
ホ
㌣
げ
・
松
浦
嘉
一
訳
）
と
い
っ
た
表
現
も
、
し
ば
し
ば
見
ら
れ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
る
ま
い
。

　
い
ず
れ
に
せ
よ
、
以
上
の
考
察
か
ら
は
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
時
間
論
と
美
論
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
の
決
定
的
な
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見
解
を
導
き
出
す
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
無
理
な
く
言
い
う
る
こ
と
は
、
次
の
諸
点
に
と
ど
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
こ
の
両
者
の

時
間
論
も
評
論
も
、
基
本
的
に
は
、
と
も
に
ギ
リ
シ
ア
人
特
有
の
客
観
的
対
象
考
察
論
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
こ
の
両
論
は
対

応
関
係
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
彼
ら
の
美
論
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
説
に
し
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
模
倣
に
よ
る
創
作
説
に
し
て

も
、
結
局
は
美
の
対
象
論
、
美
の
ノ
エ
マ
的
側
面
か
ら
の
考
察
で
あ
っ
て
、
彼
ら
の
時
間
論
が
、
基
本
的
に
は
時
間
の
ノ
エ
マ
的
考
察

で
あ
る
こ
と
に
対
応
す
る
の
で
あ
る
。

　
た
だ
、
彼
ら
の
美
身
に
つ
い
て
も
時
間
論
に
つ
い
て
も
、
明
確
に
ノ
エ
シ
ス
的
考
察
で
あ
る
と
ま
で
言
い
う
る
よ
う
な
表
現
は
求
め

ら
れ
な
い
も
の
の
、
た
と
え
ば
極
論
に
お
け
る
「
創
造
の
原
理
」
に
つ
い
て
の
考
察
、
時
間
論
に
お
け
る
、
客
観
的
把
握
を
こ
え
た
時

間
の
自
己
同
一
的
把
握
な
ど
に
は
、
主
体
の
「
い
と
な
み
」
の
場
に
立
つ
、
ノ
エ
シ
ス
的
考
察
へ
の
繭
芽
の
見
ら
れ
る
こ
と
は
明
ら
か

で
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
こ
の
両
者
の
あ
い
だ
に
、
何
ら
か
の
内
的
な
か
か
わ
り
を
想
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
よ
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。
た
だ
し
こ
れ
は
、
あ
く
ま
で
も
予
示
的
な
想
定
の
域
に
と
ど
ま
る
。
美
論
に
お
い
て
も
時
間
論
に
お
い
て
も
、
は
っ

き
り
と
、
主
体
の
「
機
能
」
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
な
さ
れ
る
ノ
エ
シ
ス
的
考
察
と
呼
ば
れ
う
べ
き
も
の
が
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
や
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
彼
ら
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
　
「
私
に
と
っ
て
」
時
間
と
は
何

か
、
　
「
私
に
と
っ
て
」
美
と
は
何
か
と
い
う
問
い
へ
の
道
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。

瞬間の美学への試論

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
美
論
と
時
間
論
と
の
か
か
わ
り
に
つ
い
て
書
く
つ
も
り
で
あ
っ
た
の
が
、
ふ
た
た
び
ギ
リ
シ
ア
の
問
題
を
む

し
か
え
す
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
、
ま
だ
明
確
に
裏

づ
け
る
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
、
美
の
、
そ
し
て
時
間
の
ノ
エ
シ
ス
的
側
面
か
ら
の
考
察
の
い
と
ぐ
ち
が
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
、
ア
ゥ
グ
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ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
い
て
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
い
う
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
た
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
入
る
前
に
、

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
瞥
見
し
て
み
よ
う
。

　
一
般
に
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
思
想
は
、
「
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
（
Z
8
－
一
碧
。
巳
。
。
日
）
」
の
名
で
呼
ば
れ
て
い
る
。
た
し
か
に
彼
の
思
想
、
と

り
わ
け
美
学
思
想
は
プ
ラ
ト
ン
的
で
あ
り
、
プ
ラ
ト
ン
の
観
念
か
ら
出
発
し
て
い
る
。
英
知
界
と
感
性
界
を
厳
潤
し
、
後
者
を
前
者
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
イ
ド
ラ

模
像
と
す
る
発
想
も
プ
ラ
ト
ン
か
ら
受
継
い
で
い
る
。
　
「
こ
の
感
性
界
の
美
は
、
あ
の
知
性
界
の
美
の
映
像
（
巴
。
亙
に
す
ぎ
ず
」

　
　
　
　
　
　
エ
ン
ネ
ア
デ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ
ン
メ
ト
リ
ア

（
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
『
九
篇
集
（
国
琶
・
巴
①
ω
）
』
一
よ
－
ω
田
之
頭
安
彦
訳
）
、
　
「
美
は
均
　
衡
（
撃
已
目
Φ
三
9
）
以
外
の
叢
る
も
の
で
、
均
衡
は
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
イ
ド
ス

の
上
る
も
の
を
と
お
し
て
美
を
得
て
お
り
」
（
量
α
・
一
ふ
亡
、
「
感
性
界
に
あ
る
も
の
は
、
形
（
o
罷
。
ω
）
に
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
美

し
く
な
る
」
（
一
⊆
ユ
・
一
よ
山
）
と
説
か
れ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
、
　
「
肉
体
の
美
を
見
て
も
こ
れ
を
追
わ
な
い
。
…
…
な
ぜ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
イ
ド
ラ

ら
、
そ
れ
は
ま
こ
と
の
美
の
映
像
、
痕
跡
、
陰
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
り
」
（
一
げ
一
匹
．

一
1
①
I
Q
◎
）
、
わ
れ
わ
れ
の
求
め
る
美
と
は
、
　
「
感
性

界
の
美
よ
り
も
い
っ
そ
う
先
に
あ
る
美
で
、
…
…
そ
れ
は
感
覚
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
も
の
で
」
（
一
げ
三
一
よ
ム
）
、
r
ま
さ
し
く
「
美
そ

の
も
の
、
つ
ま
り
、
万
有
に
美
を
付
与
す
る
け
れ
ど
も
、
自
己
自
身
に
留
ま
り
な
が
ら
こ
れ
を
他
に
あ
た
え
、
他
か
ら
は
何
も
受
取
る

こ
と
の
な
い
あ
の
根
元
美
（
8
肩
。
8
昌
琶
8
）
で
あ
る
」
（
量
一
一
よ
為
）
と
結
ば
れ
て
い
る
。

　
こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
美
学
は
、
そ
の
ま
ま
プ
ラ
ト
ン
説
を
受
継
い
で
い
る
。
　
「
イ
デ
ア
」
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
固
有

の
概
念
も
、
い
た
る
と
こ
ろ
に
用
ち
い
ら
れ
て
い
る
し
、
　
「
こ
の
感
性
界
の
美
か
ら
、
あ
の
知
性
界
の
美
を
想
い
起
こ
す
」
　
（
量
鮮
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ナ
ム
ネ
ロ
シ
ス

ム
山
）
と
い
う
言
葉
を
さ
え
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
れ
を
も
っ
て
た
だ
ち
に
彼
の
美
学
を
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
想
起
（
雪
即

ヨ
器
ω
芭
の
美
学
」
に
重
ね
て
し
ま
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
？

　
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
よ
れ
ば
、
前
述
の
よ
う
に
、
全
存
在
は
英
知
世
界
と
感
性
世
界
に
二
分
さ
れ
る
と
い
う
が
そ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
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1裾澗の美学への試i・翁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
コ
ヘ
ン

よ
う
に
絶
対
の
峻
別
関
係
に
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
万
物
は
、
万
有
の
超
越
的
根
源
で
あ
る
二
者
（
ε
冨
コ
）
」
か
ら
流
出
（
夏
。
一
冨
旦
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヌ
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
シ
ケ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ユ
レ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
ユ
ボ
ス
タ
ン
ス

し
た
も
の
で
、
第
一
段
階
「
知
性
（
コ
O
⊆
9
辱
）
」
、
第
二
段
階
魂
（
窮
箆
邑
」
、
第
三
段
階
「
肉
体
（
，
三
①
）
」
の
三
つ
の
「
原
理
的
な
も
の

（7

ﾌ
。
。
・
仲
・
・
。
一
。
。
）
－
一
か
ら
成
り
、
最
初
の
三
つ
が
英
知
界
、
最
後
の
「
肉
体
」
が
感
性
界
に
属
す
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ぞ
れ
は
段
階

的
流
出
で
あ
る
た
め
、
相
互
に
他
者
と
し
て
厳
別
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
む
し
ろ
常
に
上
行
、
下
行
の
流
通
関
係
を
保
っ
て
い
る
。
こ
の

点
が
プ
ラ
ト
ン
と
根
本
的
に
異
な
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ナ
ム
ネ
し
ン
ス

　
「
人
は
こ
の
世
の
美
を
見
て
、
真
実
の
美
を
想
起
す
る
」
と
い
う
プ
ラ
ト
ン
の
想
　
起
は
、
英
知
界
、
感
性
界
と
い
う
、
断
絶
に
よ

リ
へ
だ
て
ら
れ
た
絶
対
異
質
の
両
界
の
あ
い
だ
に
お
け
る
、
い
わ
ば
弁
証
法
的
な
止
揚
に
も
似
た
い
と
な
み
で
あ
る
が
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
シ
ケ
　
ト
コ
ヘ
ン

パ
の
ば
あ
い
そ
れ
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
段
階
的
上
行
の
い
と
な
み
の
形
を
と
る
。
そ
れ
は
魂
が
一
応
と
の
合
一
を
求
め
る
い
と
な
み
で

あ
る
。
一
者
か
ら
の
流
出
で
あ
る
魂
の
本
性
的
運
動
は
、
自
己
の
中
心
に
帰
ろ
う
と
す
る
円
環
運
動
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
グ
ス
タ
ン
ス

と
の
合
一
が
可
能
と
な
る
。
（
莚
ユ
・
≦
－
Φ
－
。
。
参
照
）
　
「
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
没
　
我
（
集
。
・
仲
・
ω
一
ω
）
で
あ
り
、
　
（
か
の
も
の
と
の
）
一
体
化

で
あ
り
、
自
己
放
棄
で
あ
り
、
接
触
へ
の
努
力
で
あ
っ
て
、
ま
た
静
止
で
あ
り
、
思
念
を
こ
ら
し
て
か
れ
へ
の
順
応
を
は
か
る
こ
と
」

（
巨
匹
・
≦
ー
マ
ニ
）
で
あ
る
と
さ
れ
、
　
「
…
…
す
で
に
美
と
い
う
よ
う
な
も
の
さ
え
も
、
急
速
に
の
り
越
え
た
」
（
圃
玄
血
）
世
界
で
あ
る
と

も
説
か
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ナ
ム
ネ
　
レ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
ス
ク
シ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ェ
ピ
ス
テ

　
こ
れ
に
対
し
て
ブ
ラ
ト
ソ
の
想
起
に
は
、
こ
の
よ
う
な
神
秘
的
没
我
の
け
は
い
は
全
く
見
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
明
徹
な
理
性
認

ロ
メ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
オ
リ
ア

識
（
O
℃
一
の
一
①
コ
D
¢
）
と
し
て
の
観
照
（
二
・
①
つ
ユ
①
）
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
で
は
、
詩
的
、
芸
術
的
霊
感
は
、
常
に
哲
学
的
瞑
想
と
対
置
さ
れ
て

い
た
が
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
で
は
こ
れ
が
同
一
視
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
エ
チ
エ
ソ
ス
・
ス
リ
ヨ
『
美
学
入
門
Ω
①
♂
℃
。
霞
一
．
。
ω
チ
伽
三
二
や
［

マ
＝
参
照
）
そ
の
意
味
で
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
、
美
的
な
も
の
は
、
た
と
い
そ
れ
が
究
極
的
実
在
と
し
て
の
イ
デ
ア
で
あ
れ
、
常
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テ
オ
リ
ア

に
対
象
と
し
て
主
体
の
客
観
的
考
察
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
た
の
が
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
ば
あ
い
、
も
は
や
そ
れ
は
客
観
的
な
観
照
で
は

な
く
、
い
わ
ば
主
体
の
自
己
超
出
、
自
己
変
容
の
い
と
な
み
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
神
の
狂
気
説
」
に
し
て
も
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
模
倣
に
よ
る
美
の
創
造
説
」
に
し
て
も
、
主
体
の

認
る
種
の
霊
感
的
、
神
秘
的
い
と
な
み
を
予
想
さ
せ
る
ノ
エ
シ
ス
的
考
察
へ
の
け
は
い
は
見
ら
れ
る
が
、
少
な
く
と
も
明
確
に
そ
の
よ

う
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
は
い
な
い
。

　
「
…
…
魂
も
美
し
く
な
ら
な
け
れ
ば
、
美
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら
神
や
美
を
観
よ
う
と
す
る
者
は
、
ま
ず
自
ら
が
完
全
に
神

の
よ
う
な
者
と
な
り
、
き
わ
め
て
美
し
い
者
と
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
『
九
篇
集
』
7
早
。
）
と
い
う
表
現
は
、
も
は
や
美
の
客
観
的

対
象
論
で
は
な
く
、
主
体
の
積
極
的
い
と
な
み
を
重
視
し
よ
う
と
す
る
、
ノ
エ
シ
ス
の
美
学
へ
の
繭
芽
と
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
？

　
さ
て
次
に
、
こ
う
し
た
美
論
に
対
応
す
る
彼
の
時
間
論
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

　
前
述
の
よ
う
に
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
形
而
上
学
の
特
徴
は
、
形
と
し
て
は
英
知
界
と
感
覚
界
の
二
元
論
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
プ
ラ

ト
ン
の
よ
う
な
質
的
断
絶
に
へ
だ
て
ら
れ
た
絶
対
の
一
一
元
論
で
は
な
く
、
常
に
相
互
流
通
の
可
能
性
を
保
持
す
る
流
動
的
な
二
元
論
で

あ
る
。
そ
し
て
さ
ら
に
そ
れ
に
、
存
在
探
究
の
形
而
上
学
者
と
し
て
の
彼
の
客
観
的
な
姿
勢
と
、
魂
の
至
高
存
在
と
の
合
一
を
願
う
神

秘
的
宗
教
家
の
姿
勢
と
が
交
錯
す
る
。

　
た
と
え
ば
、
　
「
有
る
も
の
は
、
同
一
の
も
の
が
同
時
に
全
体
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
所
に
存
在
す
る
」
（
量
ユ
．
≦
ム
山
）
と
い
う
見
解
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ン
　
カ
イ
ロ
パ
ン

わ
れ
わ
れ
に
エ
レ
ア
学
派
ク
セ
ノ
フ
ァ
ネ
ス
（
×
。
コ
。
9
讐
。
ω
）
の
「
一
管
全
（
2
『
巴
三
口
）
」
の
不
変
不
動
唯
一
全
体
の
存
在
一
元
論

を
思
い
お
こ
さ
せ
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
で
は
、
英
知
界
の
極
に
あ
る
至
高
実
在
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
の
よ
う
な
有
は
、
い
た
る
所

に
全
体
と
し
て
あ
り
、
何
も
の
に
も
属
さ
ず
、
場
所
も
部
分
も
な
く
、
大
き
さ
も
量
も
な
い
も
の
と
さ
れ
る
。
（
一
三
典
‘
ム
喝
）
当
然
こ
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瞬聞の美学への試論

の
よ
う
な
場
に
は
変
化
も
運
動
も
な
く
、
し
た
が
っ
て
時
間
も
な
い
こ
と
に
な
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
量
は
、
数
や
大
き
さ
と
同
様
に
、

最
高
の
部
類
に
入
ら
な
い
と
い
う
。
質
も
そ
う
で
あ
る
。
（
同
σ
ζ
‘
幽
山
ω
）
と
い
う
の
も
、
質
や
量
は
、
常
に
有
と
と
も
に
あ
り
、
有

は
そ
の
質
に
よ
っ
て
有
と
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
関
係
、
所
、
時
間
は
英
知
界
に
は
出
現
し
な
い
と
さ
れ
る
。

空
間
も
時
間
も
、
そ
こ
に
は
存
在
し
な
い
。
い
わ
ん
や
能
動
、
受
動
、
所
持
、
位
置
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
。
　
（
量
α
・
≦
山
山
。
）

　
時
間
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
見
解
は
、
き
わ
め
て
ギ
リ
シ
ア
的
で
あ
る
。
　
「
…
…
永
遠
は
永
久
世
界
に
属
し
、
時
間
は
わ
れ
わ
れ
の

世
界
た
る
経
過
の
世
界
に
属
す
る
」
。
（
一
σ
一
門
．
】
国
一
刈
一
一
）
た
と
え
ば
、
「
英
知
界
で
は
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
の
誰
一
人
と
い
え
ど
も
記
憶
を

持
つ
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
さ
れ
、
（
筐
匹
■
守
ム
ー
H
）
宇
宙
霊
魂
（
ざ
ω
日
8
陽
聴
匿
）
も
ま
た
記
憶
を
有
せ
ず
、
こ
れ
は
時
間
の
う
ち
に

存
在
し
な
い
で
、
む
し
ろ
「
時
間
は
宇
宙
魂
か
ら
生
産
さ
れ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
　
（
一
σ
一
α
．
署
ム
山
㎝
）
こ
の
あ
た
り
の
時
間
解
釈

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス

は
、
プ
ラ
ト
ン
が
『
チ
マ
イ
ォ
ス
』
に
お
い
て
語
っ
て
い
る
、
天
地
創
造
の
過
程
に
お
い
て
造
物
主
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
時
間
を
思
い

お
こ
さ
せ
る
。
「
時
間
は
、
永
遠
を
模
し
た
動
く
像
（
①
一
犀
O
箒
　
】
（
一
昌
①
仲
O
o
o
　
O
一
〇
昌
O
ω
）
」
（
プ
ラ
ト
ン
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
ω
包
）
と
語
っ
た
プ
ラ
ト
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
イ
コ
ン

と
同
じ
く
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
も
ま
た
「
時
間
は
永
遠
の
模
像
（
Φ
岸
。
嵩
）
に
す
ぎ
な
い
」
　
（
プ
・
テ
ィ
ノ
ス
転
9
＜
山
ム
）
と
言
っ
て
い
る
。

　
以
上
の
検
討
の
結
果
で
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
け
る
時
間
解
釈
は
、
ほ
ぼ
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
そ
れ
に
重
な
る
も
の

と
い
え
よ
う
。
こ
れ
は
、
一
般
に
ギ
リ
シ
ア
人
の
考
え
て
い
た
客
観
的
、
歴
史
的
な
時
間
解
釈
で
、
永
遠
の
区
切
り
と
し
て
、
永
遠
の

模
像
と
し
て
感
性
界
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
も
の
が
時
間
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
か
ぎ
り
で
は
、
時
間
は
も

っ
ぱ
ら
ノ
エ
マ
的
側
面
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
て
お
り
、
主
体
の
永
遠
と
の
合
致
と
い
う
ノ
エ
シ
ス
的
側
面
か
ら
の
時
間
解
釈
は
、
そ

こ
に
は
見
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
ス
タ
シ
ス

　
し
か
し
、
前
述
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
、
　
「
没
　
我
」
と
い
う
主
体
の
体
験
の
な
か
に
、
ノ
エ
シ
ス
の
美
学
へ
の
繭
芽
を
見
た
よ
う
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に
、
時
間
の
ノ
エ
シ
ス
的
探
究
の
表
現
を
、
彼
の
時
間
論
に
見
出
せ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
？
『
永
遠
と
時
間
」
と
題
さ
れ
た
『
エ
ン

ネ
ア
デ
ス
』
第
三
集
第
七
論
文
が
こ
れ
に
答
え
て
く
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
プ
ラ
ト
ン
は
、
「
時
間
は
永
遠
を
模
し
た
動
く
像
」
で
あ
る
と
言
い
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
れ
を
、
「
運
動
の
数
」
、
「
運
動
尺
度
」

で
あ
る
と
表
現
し
、
時
間
も
運
動
も
、
と
も
に
「
量
」
で
あ
る
と
語
っ
て
い
る
。
（
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
自
然
学
』
守
』
ミ
～
・
。
・
。
禽
）
こ
れ
は

前
述
の
よ
う
に
、
い
か
に
も
ギ
リ
シ
ア
人
ら
し
い
明
快
で
客
観
的
な
時
間
解
釈
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
こ
こ
で
、
き
わ

め
て
興
味
深
い
表
現
を
し
て
い
る
、
彼
は
ま
ず
、
「
運
動
は
…
…
時
間
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
時
間
は
運
動
で
は
あ
り
え
な
い
」

と
す
る
。
（
『
エ
ン
ネ
ァ
デ
ス
』
目
る
あ
）
ま
た
「
そ
れ
は
天
球
自
体
で
も
な
く
、
天
球
の
運
動
で
も
な
い
。
」
（
一
ぼ
α
）
「
運
動
の
ひ
ろ
が
り

と
し
て
の
時
間
と
は
、
運
動
そ
の
も
の
の
ひ
ろ
が
り
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
運
動
を
規
定
す
る
何
も
の
か
を
意
味
す
る
の
で

あ
る
か
ら
、
…
…
時
間
と
は
、
結
局
時
間
の
な
か
で
の
運
動
の
ひ
ろ
が
り
と
な
る
」
（
筐
e
と
語
ら
れ
る
。
ま
た
、
　
「
時
間
は
測
る
一

つ
の
今
に
よ
っ
て
終
り
、
別
の
一
つ
の
今
に
よ
っ
て
は
じ
ま
る
の
で
あ
れ
ば
、
…
…
時
間
と
は
、
運
動
を
測
る
単
な
る
数
以
上
の
何
も

の
か
で
あ
る
」
（
一
げ
一
α
．
閏
1
『
1
㊤
）
と
も
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
時
間
は
単
純
に
運
動
の
外
延
で
も
、
運
動
の
尺
度
で
も
、
運
動
の
数
で
も

な
い
。
と
れ
は
前
述
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
時
間
論
と
は
ち
が
う
。

　
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
異
な
る
結
論
が
出
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
こ
れ
は
、
時
勢
を
と
ら
え
る
位
相
が
、
さ
き
の
ば
あ
い
と
は
ち
が

っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
の
か
？
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
け
る
、
考
察
の
立
場
の
微
妙
な
変
位
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
て
お
い
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
ス
タ
シ
ス

つ
ま
り
、
こ
こ
で
の
時
間
把
握
は
、
も
は
や
客
観
的
対
象
と
し
て
の
時
間
、
つ
ま
り
そ
の
ノ
エ
マ
的
側
面
の
考
察
で
は
な
く
、
没
　
我

に
向
う
主
体
の
立
揚
か
ら
の
、
つ
ま
り
ノ
エ
シ
ス
的
側
面
か
ら
の
考
察
で
は
な
か
ろ
う
か
？
　
さ
き
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
時
間
論
に
お
け
る
「
今
」
の
解
釈
に
、
時
間
の
ノ
エ
シ
ス
的
考
察
の
け
は
い
を
指
摘
し
て
お
い
た
が
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
け
る
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こ
の
「
今
」
の
考
察
も
、
そ
の
意
味
で
注
目
に
価
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
宇
宙
霊
魂
が
、
感
性
界
の
中
に
、
永
遠
と
し
て
の
英
知
界
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
プ
シ
ケ

映
像
と
し
て
創
造
し
た
も
の
が
時
間
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
い
わ
ば
感
性
界
に
お
け
る
魂
の
生
命
と
し
て
成
立
し
た
と
説
か
れ
る
。
　
「
時

間
、
そ
れ
は
魂
の
生
命
の
一
つ
の
ひ
ろ
が
り
（
量
的
な
相
に
お
け
る
）
で
あ
る
」
と
い
う
。
　
（
量
血
・
臼
為
山
N
）
時
間
は
永
遠
の
映
像
で

あ
る
が
、
英
知
界
に
お
い
て
、
永
遠
は
有
に
お
い
て
永
遠
で
あ
る
ご
と
く
、
感
性
界
に
お
い
て
、
時
間
は
生
成
に
お
い
て
永
遠
で
あ
る

と
い
う
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
独
自
の
見
解
が
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
一
者
と
の
合
一
を
志
向
す
る
能
動
的
な
主
体
の
立
場
か
ら
の
、
ノ
エ
シ
ス
の
美
学
へ
の
繭
芽
に
対

応
す
る
時
間
論
を
、
か
な
り
は
っ
き
り
と
し
た
形
で
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
こ
の
時
間
論
は
、
「
（
自
然
の

　
　
　
　
　
テ
ク
ネ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

エ
イ
ド
ス

石
よ
り
も
）
芸
術
に
よ
っ
て
美
し
い
形
に
仕
上
げ
ら
れ
た
石
の
方
が
美
し
い
の
は
、
…
…
芸
術
が
そ
れ
に
内
在
せ
し
め
た
形
に
よ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
グ
ネ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
ゴ
　
　
ス

（
隠
隠
く
一
。
。
占
）
と
語
り
、
　
「
芸
術
は
見
た
も
の
を
単
に
模
倣
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
が
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
と
こ
ろ
の
形
成
原
理
に

ま
で
さ
か
の
ぼ
り
、
…
…
自
然
に
何
か
欠
け
た
と
こ
ろ
が
あ
れ
ば
、
付
け
足
し
て
補
い
も
す
る
」
魯
峯
）
と
説
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

を
ほ
う
ふ
つ
さ
せ
る
彼
の
能
動
的
芸
術
理
論
に
も
対
応
す
る
の
で
あ
る
。

瞬間の美学への試論

　
よ
う
や
く
わ
れ
わ
れ
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
つ
い
て
語
る
べ
き
と
き
を
迎
え
た
よ
う
で
あ
る
。
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
か
ら
初
期
キ
リ
ス

ト
教
時
代
に
か
け
て
の
思
想
家
の
な
か
で
、
そ
の
美
学
と
時
間
論
と
の
あ
い
だ
に
と
り
わ
け
興
味
深
い
か
か
わ
り
の
見
ら
れ
る
の
は
、

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
と
並
ん
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
あ
ろ
う
。
こ
の
両
者
に
共
通
し
た
思
想
上
の
特
徴
は
、
み
ず
か
ら
の
理
性
と
意
志
へ

の
信
頼
の
上
に
立
っ
て
い
た
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
の
思
想
の
挫
折
の
あ
と
、
と
も
に
超
越
的
な
も
の
へ
の
帰
依
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
リ
ヘ
ン

る
。
し
か
し
一
口
に
超
越
的
と
言
っ
て
も
、
こ
の
両
者
の
そ
れ
に
は
根
本
的
な
ち
が
い
が
見
ら
れ
る
。
そ
れ
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
一
三
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か
ら
の
流
出
に
よ
る
天
地
創
造
を
説
く
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
世
界
観
と
、
無
か
ら
の
創
造
の
上
に
立
つ
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
キ
リ
ス
ト

数
的
世
界
観
の
相
違
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
こ
れ
に
つ
い
て
詳
し
く
触
れ
る
こ
と
は
や
め
よ
う
。
さ
し
あ
た
り
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス

に
お
け
る
美
学
と
時
間
論
の
か
か
わ
り
と
い
う
、
わ
れ
わ
れ
の
本
来
の
主
題
に
、
探
究
の
焦
点
を
合
わ
せ
た
い
と
思
う
。

　
言
う
ま
で
も
な
く
彼
は
、
初
期
キ
リ
ス
ト
教
教
父
時
代
に
お
け
る
最
も
「
キ
リ
ス
ト
教
的
」
思
想
家
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、

そ
の
思
想
の
奥
に
波
打
つ
「
人
間
的
息
吹
」
は
、
き
わ
め
て
近
代
的
な
響
き
を
持
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
、
古
代
中
世
に
お
け
る
最
も
重

要
な
芸
術
論
の
一
つ
で
あ
る
『
音
楽
論
（
∪
。
巨
巴
8
）
』
を
、
わ
れ
わ
れ
に
残
し
て
く
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
，
周
知
の
よ
う
に
彼
は
、

多
感
な
青
年
期
に
、
キ
リ
ス
ト
教
的
信
仰
に
対
す
る
疑
惑
に
悩
み
、
一
時
は
マ
ニ
教
に
救
い
を
求
め
も
し
た
が
、
最
後
に
は
、
ミ
ラ
ノ
の

聖
ア
ン
ブ
ロ
シ
ゥ
ス
の
説
教
に
よ
っ
て
、
決
定
的
に
キ
リ
ス
ト
者
と
し
て
の
回
心
を
体
験
す
る
。
そ
の
と
き
彼
の
回
心
を
導
く
き
っ
か

け
に
な
っ
た
の
が
、
当
時
ミ
ラ
ノ
の
教
会
で
歌
わ
れ
て
い
た
、
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
最
古
の
音
楽
と
い
わ
れ
る
「
聖
ア
ソ
ブ
ロ
シ

ゥ
ス
聖
歌
（
O
曽
ε
ω
〉
日
σ
δ
ω
一
先
ω
）
」
か
ら
受
け
た
感
動
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
彼
の
『
音
楽
論
』
が
、
不
毛
な
中
世
美
学
の
中
に
あ
っ
て

の
、
ほ
と
ん
ど
唯
一
の
音
楽
美
学
論
と
な
っ
て
い
る
こ
と
と
あ
わ
せ
て
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。

　
ま
た
『
告
白
（
O
o
艮
。
ω
ω
同
。
器
。
。
）
』
貸
入
巻
第
十
二
章
で
は
、
煩
悶
す
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
が
、
慮
る
日
、
子
供
の
歌
う
「
取
り
あ

げ
て
読
め
（
邑
一
ρ
一
。
σ
q
①
、
）
」
と
い
う
言
葉
に
、
突
然
、
　
「
パ
ウ
ロ
の
書
物
を
開
い
て
、
目
に
と
ま
っ
た
最
初
の
章
を
見
る
よ
う
、
神
が

私
に
命
じ
た
の
だ
」
　
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
告
白
』
。
。
－
肖
山
。
村
治
能
就
、
今
泉
三
良
訳
）
と
い
う
霊
感
を
感
じ
、
急
ぎ
立
ち
帰
っ
て
『
ロ

マ
書
』
　
（
H
ら
Q
∴
ω
～
＝
）
を
ひ
も
と
き
、
　
「
た
ち
ま
ち
心
は
光
の
よ
う
な
も
の
に
み
た
さ
れ
て
、
鎮
ま
り
、
お
お
っ
て
い
た
闇
も
す
っ
か

り
か
き
消
さ
れ
て
、
も
は
や
何
の
う
た
が
い
も
残
ら
な
か
っ
た
」
（
心
筋
。
。
－
肖
山
㊤
）
と
、
音
楽
か
ら
の
霊
感
と
回
心
へ
の
道
程
を
語
っ

て
い
る
。
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瞬間の美学への試論

　
当
時
の
学
問
体
系
で
は
、
音
楽
は
、
文
法
、
修
辞
学
な
ど
と
と
も
に
、
い
わ
ゆ
る
「
自
由
七
科
（
ω
ε
酔
①
ヨ
翼
。
ω
ま
①
邑
①
ω
）
」
の
一
つ

と
し
て
重
視
さ
れ
て
は
い
た
が
、
音
楽
に
関
し
も
っ
ぱ
ら
教
え
ら
れ
、
修
得
さ
れ
た
の
は
、
聴
く
者
の
魂
を
ゆ
り
動
か
す
「
芸
術
と
し

て
の
音
楽
そ
の
も
の
」
で
は
な
く
、
複
雑
で
難
解
な
楽
式
理
論
、
音
の
数
理
論
、
あ
る
い
は
リ
ズ
ム
論
、
韻
律
論
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ

る
。
そ
う
い
う
状
況
の
中
で
、
こ
の
よ
う
な
、
音
楽
の
蔵
す
る
深
い
内
的
意
味
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
受
性
か
ら
、
す
ぐ
れ
た
『
音
楽
論
』

を
生
み
出
し
た
の
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
何
は
と
も
あ
れ
、
ま
ず
彼
の
座
論
に
耳
を
傾
け
て
み
よ
う
。
彼
の
美
論
は
、
全
六
巻
か
ら
成
る
『
音
楽
論
』
に
詳
び
ら
か
で
あ
る
が
、

『
告
白
』
に
も
興
味
深
い
指
摘
が
多
く
見
出
さ
れ
る
。
彼
自
身
の
語
る
と
こ
ろ
で
は
、
『
美
し
さ
と
ふ
さ
わ
し
さ
に
つ
い
て
（
U
．
ロ
、
ぎ
．
。

卑
9
8
）
』
と
題
さ
れ
た
二
～
三
巻
か
ら
成
る
著
書
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
が
、
残
念
な
が
ら
今
日
で
は
見
当
ら
な
い
っ
（
量
傷
や
×
一
＝

山
O
）

　
そ
れ
は
と
も
か
く
、
『
告
白
』
に
見
ら
れ
る
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
漏
電
に
は
、
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
期
か
ら
中
世
に
か
け
て
一
般
的
で
あ

っ
た
美
の
相
対
説
、
快
楽
説
、
実
用
的
合
目
的
説
、
形
式
説
な
ど
と
は
一
線
を
劃
し
た
、
プ
ラ
ト
ン
の
そ
れ
を
思
わ
せ
る
超
越
論
的
美

学
へ
の
志
向
が
見
ら
れ
る
。
た
だ
し
そ
こ
で
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
「
イ
デ
ア
と
し
て
の
美
」
は
、
「
神
の
超
越
的
属
性
の
一
つ
と
し
て
の

美
」
に
置
き
か
え
ら
れ
て
は
い
る
が
。

　
「
そ
の
頃
私
は
ま
だ
、
…
…
卑
し
い
美
し
さ
を
愛
し
て
、
深
い
淵
に
落
ち
こ
ん
で
い
っ
た
。
私
た
ち
は
美
し
さ
以
外
の
何
を
愛
す
る

の
か
？
　
だ
が
美
し
さ
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
？
美
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
？
…
…
実
際
、
こ
れ
ら
の
も
の
に
こ
こ
ち
よ
さ
と
形
の
よ
さ

が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
決
し
て
そ
れ
ら
に
ひ
き
つ
け
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
」
　
（
一
ぴ
一
働
’
れ
一
×
【
一
円
－
卜
o
O
）
と
い
う
表
現
に
は
、
美

と
快
と
を
直
接
に
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
、
官
能
的
な
審
美
主
義
の
け
は
い
が
感
じ
ら
れ
な
い
で
も
な
い
が
、
や
が
て
、
　
「
全
体
と
し
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て
美
し
い
も
の
と
、
も
う
一
つ
他
に
、
ち
ょ
う
ど
部
分
が
そ
の
全
体
に
う
ま
く
合
い
、
靴
が
足
に
う
ま
く
合
う
よ
う
に
、
蒙
る
も
の
に

ふ
さ
わ
し
く
合
っ
て
、
こ
の
ゆ
え
に
快
い
も
の
と
が
あ
る
」
（
一
ぴ
一
白
．
軽
1
）
（
一
一
一
－
卜
ρ
O
）
と
し
て
、
美
的
価
値
を
、
現
実
的
適
合
の
原
理
に
よ
る

関
係
美
と
は
異
質
の
、
よ
り
高
次
元
の
絶
対
美
と
し
て
と
ら
え
よ
う
と
す
る
配
慮
が
生
ま
れ
て
く
る
。

　
こ
う
し
て
、
「
そ
れ
自
身
だ
け
で
快
い
も
の
を
美
し
い
も
の
（
℃
昏
ぼ
ニ
ヨ
）
と
定
義
し
、
他
の
或
る
も
の
に
う
ま
く
適
う
こ
と
に
よ
っ

て
快
い
も
の
を
、
ふ
さ
わ
し
い
も
の
（
碧
ε
ヨ
）
と
定
義
し
、
そ
の
二
つ
を
区
別
す
る
」
　
（
一
三
鐸
や
×
＜
山
系
）
こ
と
に
よ
っ
て
、
美
を
適

応
性
か
ら
区
別
し
、
い
っ
そ
う
本
源
的
な
も
の
と
看
画
そ
う
と
す
る
意
向
が
い
よ
い
よ
固
ま
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
こ
で
は
ま

だ
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
美
学
の
核
心
と
な
る
べ
き
「
神
の
美
」
に
つ
い
て
の
明
確
な
表
現
は
見
ら
れ
な
い
。

　
し
か
し
、
　
「
美
し
い
も
の
は
、
芸
術
家
の
魂
か
ら
あ
ら
わ
れ
出
て
、
彼
ら
の
手
で
仕
上
げ
ら
れ
た
の
で
は
あ
る
が
、
本
当
は
、
美
し

さ
そ
の
も
の
（
o
巳
。
ぼ
ぎ
号
）
か
ら
出
て
来
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
美
し
さ
そ
の
も
の
は
、
人
間
の
魂
の
上
に
あ
る
」
（
崖
匙
』
〒
×
×
×
署

ふ
ω
）
と
い
う
表
現
に
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
「
本
源
の
美
」
の
讃
美
に
似
た
も
の
を
読
み
取
る
こ
と
も
で
き
る
が
、
も
は
や
こ
れ
は
、
プ
ラ

ト
ン
的
な
イ
デ
ア
と
し
て
の
美
で
は
な
く
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
的
「
神
の
美
」
を
予
示
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
「
神
の
美
」
は
、
『
音
楽
論
』
に
お
い
て
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
と
語
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
全
六
巻
か
ら
成
る
こ

の
書
の
真
の
意
図
は
何
か
？
自
由
七
科
を
構
成
す
る
、
学
と
し
て
の
音
楽
の
、
精
緻
な
理
論
的
究
明
で
あ
っ
た
の
か
？
　
否
、
こ
の

書
に
関
し
て
最
も
重
要
な
こ
と
は
、
は
じ
め
の
五
巻
と
最
後
の
第
六
巻
と
の
あ
い
だ
の
決
定
的
な
相
違
を
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
「
…
…
世
間
の
つ
ま
ら
な
い
人
た
ち
は
、
最
初
の
五
巻
に
満
足
し
て
こ
れ
を
高
く
評
価
し
よ
う
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
第
六
巻
こ

そ
、
は
じ
め
の
五
巻
の
結
実
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
の
に
、
彼
ら
は
こ
れ
を
無
益
な
も
の
と
し
て
退
け
る
か
、
せ
い
ぜ
い
余
分
な

も
の
と
し
て
あ
と
か
ら
付
け
足
そ
う
と
す
る
の
が
関
の
山
で
あ
る
」
　
（
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
音
楽
論
』
第
六
巻
序
章
ω
八
三
〉
夷
・
巴
昌
・
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σ
芭
。
σ
q
ロ
。
。
。
喜
ま
8
喜
5
ロ
①
ω
・
臣
下
呂
U
。
ω
象
①
ユ
㊦
頃
「
2
≦
Φ
吋
．
H
霧
9
‘
．
。
訂
や
〒
一
も
．
O
G
。
心
）
と
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
も
語
っ

て
い
る
よ
う
に
、
当
時
こ
の
書
の
真
の
意
図
は
、
な
か
な
か
理
解
さ
れ
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
第
六
巻
に
お
い
て
、
彼
は
自

分
の
美
学
の
核
心
で
あ
る
「
神
の
美
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ち
な
み
に
『
音
楽
論
』
は
、
彼
の
決
定
的
回
心
の
直
後
、

多
分
三
八
六
年
頃
か
ら
書
き
は
じ
め
ら
れ
、
音
楽
の
定
義
に
は
じ
ま
り
、
数
（
差
ヨ
①
歪
。
。
）
の
原
理
、
韻
律
論
、
リ
ズ
ム
論
、
音
楽
と
詩

の
関
係
な
ど
を
理
論
的
に
探
究
し
た
最
初
の
五
巻
は
、
ミ
ラ
ノ
滞
在
中
に
ほ
ぼ
書
き
上
げ
ら
れ
た
が
、
最
後
の
第
六
巻
だ
け
は
、
郷
里

の
北
ア
フ
リ
カ
に
帰
っ
て
か
ら
、
数
年
を
経
て
書
か
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
「
調
和
の
源
と
永
遠
の
数
の
揚
と
し
て
の
神
」
と
い
う
副
題
を
持
つ
こ
の
第
六
巻
に
い
た
っ
て
、
音
楽
が
は
じ
め
て
神
と
の
か
か
わ

り
に
お
い
て
語
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
計
測
出
来
る
時
間
単
位
と
し
て
の
リ
ズ
ム
や
韻
律
と
の
関
係
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
た
音
楽
が
、

人
間
の
魂
の
内
的
リ
ズ
ム
や
調
和
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
語
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
音
響
理
論
的
な
リ
ズ
ム
に
対
応
す
る
、
主
体
の

能
動
的
、
自
発
的
な
リ
ズ
ム
に
焦
点
が
合
わ
さ
れ
て
お
り
、
つ
い
で
、
こ
う
し
た
主
体
の
最
高
の
リ
ズ
ム
判
断
と
し
て
の
「
理
性
の
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ズ
ム

ズ
ム
（
霞
目
・
二
戸
p
江
8
幕
の
理
性
の
数
）
」
が
、
　
「
調
和
の
源
と
永
遠
の
数
の
場
と
し
て
の
神
」
に
発
し
て
い
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
、
最

後
に
、
尽
き
る
こ
と
の
な
い
永
遠
の
リ
ズ
ム
と
し
て
、
神
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
「
永
遠
の
美
」
が
、
至
高
の
永
遠
の
「
等
し
さ

（
器
ρ
岳
年
p
ω
）
」
に
お
い
て
、
日
常
の
因
果
世
界
の
法
則
を
こ
え
た
、
超
越
的
な
い
と
な
み
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
が
、
次
の
よ
う
に

説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
「
…
…
こ
の
書
の
学
説
を
充
分
に
よ
く
理
解
で
き
な
く
と
も
、
純
粋
な
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
の
持
主
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
し
て
、
至

高
の
慈
悲
に
よ
っ
て
、
唯
一
の
神
の
も
と
に
赴
く
な
ら
ば
、
…
…
た
と
え
彼
ら
が
多
少
の
困
難
に
直
面
し
て
も
、
…
…
彼
ら
は
み
ず
か

ら
の
歩
み
に
困
難
さ
や
わ
ず
ら
わ
し
さ
を
感
じ
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
を
飛
び
こ
え
て
進
む
こ
と
で
あ
ろ
う
。
」
（
転
ユ
・
≦
。
冨
マ
一
山
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p
①
。
。
軽
）
こ
の
よ
う
に
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
し
だ
い
に
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
美
学
の
頂
上
に
近
づ
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
　
「
そ
し
て
も
し

そ
こ
に
、
至
高
性
と
、
確
固
さ
と
、
不
動
性
と
、
永
遠
の
等
し
さ
と
が
宿
っ
て
い
な
い
の
な
ら
、
い
っ
た
い
何
を
も
っ
て
す
ぐ
れ
た
も

の
と
言
い
え
よ
う
か
。
も
は
や
そ
こ
に
は
時
間
は
存
在
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
も
は
や
そ
こ
に
は
い
か
な
る
変
化
も
存
在
し
な
い
か

ら
で
あ
る
。
永
遠
を
模
す
る
も
の
と
し
て
形
づ
く
ら
れ
、
し
つ
ら
え
ら
れ
、
整
え
ら
れ
た
時
間
が
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
」

（
ぴ
準
≦
．
魯
碧
■
日
歯
ε

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
エ
グ
ア
リ
タ
ス

　
「
も
は
や
そ
こ
に
は
時
間
は
存
在
し
な
い
」
と
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
が
い
み
じ
く
も
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
　
「
等
し
さ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
ズ
ム

に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
永
遠
の
数
と
し
て
の
「
神
の
美
」
は
、
日
常
世
界
の
運
動
の
量
、
運
動
の
尺
度
と
し
て
の
、
歴
史
的
、
客
観
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
ス
タ
シ
ス

時
間
と
は
そ
の
次
元
を
異
に
す
る
。
明
ら
か
に
こ
れ
は
、
超
越
的
な
も
の
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
没
　
我
に
向
う
主

体
の
側
か
ら
問
わ
れ
た
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
時
間
に
通
ず
る
も
の
で
あ
る
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
で
は
さ
ら
に
、
「
無
か
ら
の
創
造
」

の
上
に
立
つ
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
義
が
、
超
越
に
向
う
一
見
神
秘
的
な
見
解
を
、
常
に
明
確
に
背
後
か
ら
支
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
感
性
界
に
お
け
る
生
成
の
永
遠
性
、
す
な
わ
ち
永
遠
の
映
像
と
し
て
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
時
間
を
と
ら
え
て
い
た
が
、
こ
の
背
後
で

　
　
　
　
ト
ロ
ヘ
ン

は
常
に
、
　
者
と
の
合
】
を
志
向
す
る
主
体
の
自
発
的
な
い
と
な
み
が
先
行
す
る
。
そ
の
か
ぎ
り
で
そ
れ
は
、
時
間
の
ノ
エ
シ
ス
的
探

究
の
一
つ
の
姿
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
は
解
釈
し
た
。
そ
れ
で
は
こ
れ
に
対
し
て
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
時
間
論
を
ど
の
よ
う
に
解
す

れ
ば
よ
い
の
か
？
・

　
周
知
の
よ
う
に
彼
の
時
間
解
釈
は
、
深
く
キ
リ
ス
ト
数
の
根
本
義
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
　
彼
に
と
っ
て
時
間
と
は
、
た
と
え
ば
、

『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
に
お
い
て
プ
ラ
ト
ン
が
語
っ
て
い
る
よ
う
な
、
天
地
創
造
の
あ
る
時
点
に
お
い
て
、
永
遠
の
動
く
似
像
と
し
て
造

物
主
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
よ
う
な
、
運
動
の
数
や
運
動
の
尺
度
で
も
な
い
。
前
述
の
よ
う
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に
、
こ
う
し
た
見
解
は
、
主
と
し
て
時
間
の
ノ
エ
マ
的
側
面
か
ら
の
考
察
に
重
点
が
置
か
れ
た
も
の
と
言
え
る
が
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
の
時
間
論
と
は
ま
っ
た
く
対
照
的
で
あ
る
。
さ
り
と
て
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
言
う
よ
う
に
、
感
性
界
に
お
い
て
生
成
と
い
う
形
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ク
ス
タ
シ
ス

ら
わ
れ
る
永
遠
の
映
像
が
時
間
で
あ
る
と
す
る
見
解
と
も
異
な
る
。
た
だ
し
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
時
間
論
は
、
没
　
我
に
向
う
主
体
の
能

動
性
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ノ
エ
シ
ス
的
な
時
間
解
釈
で
あ
る
と
い
う
点
で
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ

ス
の
そ
れ
に
通
ず
る
も
の
を
持
っ
て
い
る
。

　
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
根
本
義
と
の
か
か
わ
り
に
お
い
て
、
彼
独
自
の
時
間
論
を
詳
細
に
、
『
告
白
』
第
十
一
巻

に
お
い
て
展
開
し
て
い
る
。
本
誌
前
号
に
そ
の
要
旨
を
紹
介
し
て
お
い
た
が
、
論
旨
の
重
点
は
ほ
ぼ
次
の
点
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

日
時
間
は
客
観
的
な
対
象
と
し
て
、
ど
こ
か
に
何
ら
か
の
形
で
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
ば
か
り
か
、
客
観
的
考
察
の
対
象
と
な
る
こ

と
す
ら
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
口
そ
れ
は
、
信
仰
に
お
け
る
内
的
充
実
の
意
識
と
し
て
、
言
い
か
え
れ
ば
、
神
が
永
遠
と
と
も
に
歴

史
の
中
に
到
来
す
る
終
末
の
時
へ
の
内
的
要
請
の
充
足
の
体
験
と
し
て
、
い
わ
ば
一
つ
の
「
時
熟
」
の
体
験
と
し
て
あ
る
。
日
そ
の
か

ぎ
り
で
は
、
彼
の
時
間
解
釈
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
以
上
に
ノ
エ
シ
ス
的
で
あ
り
、
時
間
は
、
時
間
を
測
る
こ
の
私
の
心
に
と
っ
て
の
み

時
間
で
あ
る
と
の
見
解
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
「
神
は
時
間
に
お
い
て
時
間
に
先
立
つ
も
の
で
は
な
い
。
…
…
神
は
時
間
そ
の
も
の
を
つ
く
っ
た
。
」
（
『
告
白
』
一
7
×
一
〒
§
「
神
は

時
間
に
お
い
て
何
か
を
つ
く
っ
た
の
で
は
な
く
、
時
間
そ
の
も
の
を
つ
く
っ
た
。
」
（
一
貫
9
H
〒
×
一
く
山
刈
）
「
…
・
：
過
去
、
現
在
、
未
来

と
い
う
三
つ
の
時
間
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
過
去
の
現
在
、
現
在
の
現
在
、
未
来
の
現
在
が
存
在
す
る
。
…
…
こ
の
三
つ

は
何
ら
か
の
形
で
心
の
う
ち
に
存
在
す
る
。
」
（
＝
り
一
眠
・
　
H
一
一
）
（
×
l
M
㊦
）
「
私
は
未
来
を
測
っ
て
い
る
と
い
う
が
、
未
来
の
時
間
を
測
っ
て
い

る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ま
だ
存
在
し
な
い
か
ら
。
現
在
の
時
間
を
測
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
ど
ん
な
ひ
ろ
が
り
を
も
持
つ
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て
い
な
い
か
ら
。
過
去
の
時
間
を
測
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
も
は
や
存
在
し
な
い
か
ら
。
L
（
一
げ
一
山
　
　
H
ド
ー
×
U
ハ
～
昌
l
Q
Q
ω
）
「
…
…
も

し
現
在
が
時
間
で
あ
る
た
め
に
は
、
過
去
に
移
り
ゆ
く
か
ら
時
間
に
な
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
現
在
を
も
存
在

す
る
と
わ
れ
わ
れ
は
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
現
在
が
存
在
す
る
た
め
の
理
由
は
、
そ
れ
が
存
在
し
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
か
ら
と
い
う
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
、
時
間
が
存
在
す
る
と
本
当
に
言
え
る
た
め
に
は
、
時
間
が
存
在
し
な
く
な
る
傾
向
を
も
つ

か
ら
だ
と
い
う
理
由
を
あ
げ
る
以
外
に
な
い
の
で
は
な
い
か
？
」
（
ぴ
剛
血
．
　
〒
×
一
く
山
刈
）

　
こ
の
よ
う
な
表
現
の
中
に
は
、
も
は
や
時
間
の
客
観
的
、
ノ
エ
マ
的
考
察
の
け
は
い
を
求
め
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ま
さ
し
く

こ
こ
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
時
間
と
は
何
か
で
は
な
く
、
　
「
私
に
と
っ
て
」
時
間
と
は
何
か
で
あ
る
。
時
間
に
対
す
る
完
全
な
ノ
エ

シ
ス
的
考
察
と
、
信
仰
と
が
、
深
く
結
び
つ
い
た
姿
が
こ
こ
に
あ
る
。
か
く
し
て
私
た
ち
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
至
っ
て
、
よ
う

や
く
時
間
論
と
美
論
と
の
か
か
わ
り
に
、
か
な
り
は
っ
き
り
と
し
た
裏
付
け
を
あ
た
え
る
こ
と
が
で
き
た
よ
う
で
あ
る
。
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