
そ
も
そ
も
命
名
と
い
う
行
為
は
、
そ
れ
自
体
が
き
わ
め
て
創
造
的
な
文
芸
行
為
で

あ
る
。
そ
し
て
、
人
間
が
作
り
出
し
た
も
の
に
対
す
る
文
化
的
生
成
物
で
あ
る
「
対

象
物
Ⅱ
作
品
」
に
付
さ
れ
る
「
標
題
（
タ
イ
ト
ル
）
」
は
、
そ
の
「
名
称
」
と
不
可
分

に
結
び
つ
き
、
直
感
的
に
そ
の
内
容
を
表
現
・
説
明
す
る
だ
け
で
な
く
、
命
名
の
対

象
物
で
あ
る
作
品
そ
れ
自
体
の
魅
力
を
左
右
す
る
。
そ
し
て
何
よ
り
も
、
す
ぐ
れ
た

命
名
に
よ
る
作
品
は
、
そ
の
魅
力
を
一
層
増
し
、
未
だ
そ
れ
に
ふ
れ
て
い
な
い
鑑
賞

者
を
い
ざ
な
う
力
を
持
つ
。

本
研
究
で
は
、
そ
う
し
た
標
題
・
命
名
に
か
か
わ
る
行
為
に
認
め
ら
れ
る
文
芸
的

行
為
と
、
そ
う
し
た
営
み
を
通
し
て
作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
も
の
の
総
体
を
「
標
題

文
芸
」
と
呼
称
す
る
。

史
は
古
い
。
し
」

わ
め
て
乏
し
い
。

オ
ノ
マ
ス
テ
ィ
ツ
ク
ス

《
一
》
は
じ
め
に
ｌ
「
名
称
」
に
か
か
わ
る
学
問
（
ｇ
ｏ
ョ
凹
騨
言
）
と
「
標
題
文
芸
」

《
二
》
標
題
と
作
品
の
関
係

和
漢
の
古
典
籍
を
主
な
対
象
に
し
て
、
「
作
品
表
題
」
青
三
、
）
や
「
目
次
標
題
」

（
８
具
ｇ
厨
）
な
ど
の
、
お
よ
そ
知
的
成
果
物
に
不
可
欠
な
「
標
題
」
の
意
匠
に
つ
い

て
、
分
析
・
分
類
作
業
を
試
み
る
こ
と
は
、
広
義
に
は
お
よ
そ
日
本
で
は
活
発
と
は

言
い
が
た
い
「
名
称
」
に
関
わ
る
学
問
（
オ
ノ
マ
ス
テ
ィ
ッ
ク
ス
ら
弓
◎
ョ
餌
豊
８
）
に
連

な
る
。日

本
人
が
古
来
「
名
称
」
を
重
ん
じ
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
文
化
を
育
ん
で
き
た
歴

史
は
古
い
。
し
か
し
、
そ
の
意
匠
に
つ
い
て
体
系
的
な
研
究
に
取
り
組
む
も
の
は
き

美
術
の
標
題
・
標
題
の
語
義
〔
前
稿
補
足
〕

〔
｜
〕
音
楽
の
場
合
ｌ
「
標
題
音
楽
」
と
「
絶
対
音
楽
」
ｌ

創
作
者
が
「
標
題
」
を
付
さ
れ
る
こ
と
を
拒
否
す
る
こ
と
を
示
す
好
例
と
し
て
は
、

テ
キ
ス
ト
や
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
一
切
も
た
な
い
音
楽
こ
そ
本
来
の
姿
と
し
、
作
曲
者
の

意
図
と
異
な
る
解
釈
を
さ
れ
る
こ
と
の
多
か
っ
た
「
標
題
音
楽
」
に
対
時
し
て
提
唱

さ
れ
た
「
絶
対
音
楽
」
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。

西
洋
ロ
マ
ン
主
義
盛
行
時
に
、
何
事
に
も
「
詩
化
」
さ
れ
た
解
釈
を
加
え
る
鑑
賞

態
度
と
曲
作
り
が
流
行
し
、
「
標
題
音
楽
」
と
呼
ば
れ
た
も
の
が
数
多
く
作
ら
れ
た
が
、

す
べ
て
を
「
詩
化
」
し
て
聴
く
の
が
当
た
り
前
だ
っ
た
ロ
マ
ン
派
精
神
に
覆
わ
れ
て

い
た
十
九
世
紀
が
過
ぎ
、
二
十
世
紀
に
な
る
と
、
全
く
逆
の
現
象
が
起
き
、
「
絶
対
音

楽
」
が
「
標
題
音
楽
」
よ
り
も
高
く
評
価
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

作
品
に
「
標
題
言
三
①
）
」
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
「
標
題
（
罰
号
）
」
の
な
い
作

品
と
い
う
も
の
は
、
何
と
な
く
落
ち
着
か
な
い
。
「
標
題
（
自
己
①
）
」
は
、
作
品
そ
の
も

の
で
は
な
い
が
、
作
品
と
切
っ
て
も
切
り
離
せ
な
い
、
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
も
の

と
い
え
よ
う
。
現
代
の
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
よ
う
な
感
覚
に
、
す
っ
か
り
慣
れ
て
し

ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
鑑
賞
者
と
し
て
の
立
場
は
そ
う
で
あ
っ
て
も
、
創
作
者
側
は
必
ず
し
も

「
標
題
」
を
必
須
の
も
の
と
と
考
え
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
。

相
田
満
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音
楽
と
同
様
、
他
の
美
術
作
品
（
注
一
）
に
お
い
て
も
「
標
題
」
と
「
作
品
」
と
の
関

係
は
、
互
い
に
緊
密
で
あ
ろ
う
と
し
た
り
、
逆
に
無
縁
で
あ
ろ
う
と
し
た
り
と
、
さ

ま
ざ
で
あ
る
。

そ
う
し
た
多
様
な
関
係
を
現
出
す
る
一
因
に
は
、
創
作
者
が
作
品
を
作
成
す
る
際

に
、
「
何
を
描
く
か
」
と
い
う
「
主
題
」
と
、
そ
れ
に
関
し
て
「
標
題
」
を
付
け
る
か

否
か
と
い
う
、
作
品
に
対
す
る
意
識
の
差
が
大
き
く
作
用
す
る
。

「
標
題
」
は
作
品
の
見
方
を
規
制
す
る
。

「
標
題
」
が
冠
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
作
品
は
「
こ
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ

る
」
べ
き
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
発
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
い
わ
ば
、
「
標
題
」
が
作

品
の
見
方
を
規
制
す
る
わ
け
で
あ
る
。

ま
た
、
「
標
題
」
は
、
作
品
に
対
す
る
鑑
賞
者
の
発
見
を
う
な
が
し
も
す
る
。
す
な

わ
ち
、
鑑
賞
者
は
そ
の
「
標
題
」
を
知
っ
た
と
き
に
、
改
め
て
「
標
題
」
に
よ
り
提

示
さ
れ
る
文
脈
に
沿
っ
た
解
釈
と
鑑
賞
を
行
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
抽
象
化
」
と
い
う
表
現
技
術
の
進
ん
だ
現
代
美
術
で
は
、
標
題
Ⅱ
タ
イ
ト
ル
不

在
の
ま
ま
で
は
意
味
不
明
と
な
る
作
品
が
少
な
く
な
い
。

そ
れ
ら
に
は
、
人
間
の
感
性
に
直
接
訴
え
る
よ
う
な
印
象
強
い
も
の
も
少
な
く
な

い
が
、
果
た
し
て
そ
れ
が
何
を
意
味
し
た
作
品
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
「
標

題
」
と
い
う
補
助
言
語
の
助
け
を
借
り
な
く
て
は
、
そ
の
制
作
意
図
や
メ
ッ
セ
ー
ジ

そ
の
結
果
、
音
楽
は
言
葉
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
純
粋
に
音
に
よ
る
芸
術
と
し
て
分

析
的
・
構
造
的
に
聴
か
れ
る
よ
う
に
な
り
、
二
十
一
世
紀
に
入
っ
た
現
在
も
、
そ
の

傾
向
は
続
い
て
い
る
。
（
相
田
「
標
題
の
さ
ま
ざ
ま
」
［
『
標
題
文
芸
（
壱
こ
］
、
二
○

○
二
・
三
）

〔
二
〕
標
題
が
作
品
に
与
え
る
効
果
に
つ
い
て
Ｉ
現
代
美
術
を
例
に
し
て
Ｉ

（
一
）
作
品
の
芸
術
化
を
支
え
る
標
題

こ
こ
に
己
伊
巽
。
【
＆
雪
国
胃
團
（
小
谷
謙
［
一
九
二
○
～
］
［
図
①
〕
）
と
題

さ
れ
る
造
形
作
品
が
あ
る
。

石
材
で
造
ら
れ
て
い
る
た
め
、
実
際
の
色
彩
は
白
と
黒
と
い
う
標
題
通
り
で
は
な

を
理
解
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
が
多
い
。

し
か
し
、
「
標
題
」
と
作
品
本
体
の
表
現
効
果
が
う
ま
く
噛
み
合
う
と
、
両
者
の
機

能
は
お
互
い
に
補
完
さ
れ
あ
っ
て
、
作
品
の
魅
力
は
倍
加
す
る
。

作
品
が
標
題
と
切
り
離
し
て
は
成
り
立
ち
え
な
い
と
い
う
事
例
は
少
な
く
な
い
。

と
り
わ
け
、
抽
象
性
の
高
い
現
代
美
術
の
作
品
に
は
、
標
題
の
意
匠
と
一
体
に
な
っ

て
当
該
作
品
を
鑑
賞
す
る
趣
向
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
き
わ
め
て
多
い
。

こ
こ
で
は
彫
刻
を
例
に
と
っ
て
、
二
つ
の
作
品
を
と
り
あ
げ
て
考
え
た
い
。

い
が
、
わ
ざ
わ
ざ
そ
れ
を
「
国
Ｆ
シ
○
【

＆
雪
国
国
厘
と
英
語
で
朧
化
し
た
形

調
で
表
現
し
よ
う
と
し
た
こ
と
か
ら
は
、

峪
作
者
が
こ
の
造
形
作
品
を
通
じ
て
、

くｊ
何
か
を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

Ｅ叩
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
感
じ
と
れ
る

Ⅲ＆
だ
ろ
う
。

Ｋ“
こ
の
作
品
は
五
×
五
マ
ス
の
網
目

Ｂｒ
の
正
方
形
に
、
四
個
の
丸
い
石
が
置

⑪
か
れ
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
石
は
二

咽
種
類
。
升
目
の
対
角
線
上
に
二
つ
ず

つ
置
か
れ
る
が
、
こ
の
石
の
置
か
れ

方
は
、
囲
碁
対
局
の
初
め
の
場
面
を
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る
だ
ろ
う
。

あ
る
い
は
、
こ
の
作
品
が
畳
の
上
に
置
か
れ
て
い
た
ら
ど
う
か
。
お
そ
ら
く
、
単

な
る
碁
盤
と
思
う
人
は
さ
ら
に
多
い
だ
ろ
う
。

母
伊
鈩
○
病
＆
君
国
弓
厘
と
い
う
標
題
を
通
じ
て
作
者
が
伝
え
よ
う
と
す
る
メ
ッ

セ
ー
ジ
は
、
碁
盤
と
は
全
く
異
な
る
印
象
を
見
る
人
に
与
え
続
け
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
意
味
で
、
己
伊
少
。
【
＆
雪
国
弓
厘
と
い
う
、
こ
の
作
品
の
標
題
は
、
即
物

的
な
造
形
表
現
か
ら
作
者
の
観
念
を
伝
達
す
る
た
め
の
回
路
と
し
て
、
作
品
世
界
と

決
し
て
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
作
品
の
芸
術
性
を
高
め
る
重
要
な
役
割
を
担

次
の
「
空
間
の
メ
ヴ
ィ
ウ
ス
」
（
牛
尾
啓
三
［
図
②
〕
）
も
、
形
些

の
の
、
「
無
限
」
を
表
現
し
た
も
の
と
い
う
点
で
主
題
が
共
通
す
る
。

こ
の
作
品
の
特
徴
は
、
通
常
は
紙
で
造
ら
れ
る
メ
ヴ
イ
ウ
ス
の
蜂

通
常
は
紙
で
造
ら
れ
る
メ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
輪

形
は

示
し
て
い
る
。

囲
碁
に
お
け
る
「
白
」
と
「
黒
」
の
相

克
は
、
世
界
を
構
成
す
る
二
大
原
理
の
陰

陽
に
も
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
造
形
作
品
に
込
め
ら
れ
た
メ
ッ
セ
ー

ジ
と
し
て
は
、
白
黒
の
相
克
を
通
し
て
、

無
限
へ
の
広
が
り
と
可
能
性
を
表
現
し
た

も
の
と
い
う
こ
と
が
読
み
取
れ
よ
う
。

も
し
も
こ
の
作
品
に
何
も
題
が
な
か
っ

た
と
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。

囲
碁
を
た
し
な
む
人
の
中
に
は
、
こ
れ

と
そ
っ
く
り
な
五
×
五
マ
ス
の
形
に
作
ら

れ
た
練
習
用
の
碁
盤
を
連
想
す
る
人
も
い

っ
て
い
る
。

を、 全
く
異
な
る
も

石
材
を
使 〔図②〕「空間のメヴイウス」（牛尾啓三）

用
し
て
表
現
す
る
と
い
う
意
匠
の
面
白
さ
に
あ
る
。

細
長
い
紙
片
を
ひ
と
ひ
ね
り
し
て
、
両
端
を
張
り
合
わ
せ
る
と
出
来
上
が
る
輪
の

面
を
た
ど
る
と
、
出
発
点
が
終
点
と
重
な
る
八
の
字
型
を
し
て
ね
じ
れ
て
繋
が
っ
た

輪
の
で
あ
る
メ
ヴ
ィ
ウ
ス
の
輪
は
、
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
終
端
が
な
い
。
そ
の
た
め
、

「
無
限
」
を
表
現
す
る
造
形
と
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
比
較
的
容
易

に
想
像
が
及
ぶ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
通
常
は
紙
で
作
ら
れ
る
そ
れ
が
、
厚
み
の
石
材

で
造
形
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
見
る
人
に
は
そ
れ
が
メ
ヴ
イ
ウ
ス
の
輪
を
か
た
ど
っ
た

も
の
で
あ
る
と
は
、
即
座
に
は
思
い
至
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
。

「
空
間
の
」
と
い
う
冠
称
は
、
石
材
と
い
う
素
材
を
得
て
「
メ
ヴ
イ
ウ
ス
の
輪
」

が
空
間
に
具
現
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
無
限
を
具
現
化
す
る
と
い
う
作
者
の
観
念
を

標
題
に
よ
っ
て
表
現
し
た
点
で
前
者
と
共
通
す
る
主
題
を
持
つ
。

ま
た
、
こ
の
作
品
は
、
東
京
都
足
立
区
、
兵
庫
県
神
戸
市
三
田
国
際
都
市
、
福
井

県
三
方
郡
美
浜
町
梅
丈
岳
山
頂
の
三
箇
所
に
置
か
れ
る
が
、
掲
載
写
真
の
梅
丈
岳
山

頂
の
も
の
は
、
「
無
限
の
」
と
い
う
標
題
が
借
景
的
効
果
に
よ
っ
て
、
よ
り
生
か
さ
れ

た
も
の
と
な
っ
て
い
る
作
品
に
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
前
二
者
の
作
品
で
、
こ
う
し
た
解
釈
が
成
り
立
つ
の
は
、
「
標
題
」
の
意

匠
が
あ
っ
て
こ
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
日
常
の
中
に
見
受
け
ら
れ
る
も
の
を
模
し
た
も

の
が
、
は
た
し
て
美
術
作
品
と
し
て
成
り
立
つ
も
の
な
の
か
。
現
代
美
術
は
、
特
に

造
型
物
に
お
い
て
は
、
そ
の
問
い
を
幾
度
と
な
く
突
き
つ
け
ら
れ
て
き
た
も
の
だ
っ

た
が
、
そ
れ
を
美
術
作
品
た
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
の
「
題
」
の
果
た
す
役
割
は
、

極
め
て
大
き
い
。
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「
見
立
て
」

る
回
路
を
つ

な
ぐ
、
重
要

な
働
き
を
し

て
い
る
。
そ

れ
ど
こ
ろ

か
、
『
泉
』

と
い
う
題
が

Ⅱ
ア
ン
グ
ル
の
『
泉
』
（
一
八
五
六
）
へ
の
オ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
作
ら
れ
た
こ
の
作
品

は
、
小
便
器
が
横
向
き
で
置
か
れ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
便
器
に
書
か

れ
た
Ｒ
・
マ
ッ
ト
（
”
・
冨
昌
）
の
サ
イ
ン
は
、
ア
ン
グ
ル
の
変
名
で
も
あ
り
、
便
器
製

造
メ
ー
カ
ー
の
名
で
も
あ
り
、
「
間
抜
け
」
の
意
味
も
含
ま
れ
た
、
鑑
賞
者
に
対
す
る

ど
ぎ
つ
い
愚
弄
を
込
め
た
、
美
術
さ
は
何
か
と
い
う
問
い
か
け
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
に
も

な
っ
て
い
る
。
こ
の
作
品
へ
付
け
ら
れ
た
標
題
は
、
そ
れ
は
ア
ン
グ
ル
の
『
泉
』
に

凸
・
●
垂
◆

鯛：瀞零

爵

U〃 I 1

０
０

〔図③〕『泉』（マルセル・デュシャン）

「
美
術
と
は
何
か
」

と
い
う
問
い
か
け
を

先
鋭
的
に
投
げ
か
け

た
作
品
と
し
て
、
マ

ル
セ
ル
・
一
プ
ユ
シ
ヤ

ン
（
一
八
八
七
～
一
九

六
八
）
の
『
泉
』
（
一

九
一
七
）
は
よ
く
知

ら
れ
る
。

ジ
ヤ
ン
Ⅱ
オ
ー
ギ

ュ
ス
ト
Ⅱ
ド
ミ
ニ
ク

［

』

撚秘

〔図④〕『泉』（アングル）

存
在
し
な
け
れ
ば
、
デ
ュ

シ
ャ
ン
の
作
品
は
、
美
術

作
品
で
あ
る
と
い
う
存
在

意
義
さ
え
も
失
っ
て
し
ま

う
。
「
標
題
」
が
作
品
の
一

部
と
な
っ
て
い
る
好
例
と

い
え
よ
う
。

し
か
し
、
そ
う
か
と
い

っ
て
必
ず
し
も
す
べ
て
の

創
作
者
が
作
品
に
タ
イ
ト
ル
が
不
可
欠
な
も
の
だ
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

絶
対
音
楽
と
同
様
に
、
そ
の
作
品
自
体
が
純
粋
に
作
品
と
し
て
完
結
す
る
も
の
で
あ

れ
ば
よ
く
、
そ
れ
に
付
せ
ら
れ
た
標
題
は
、
作
品
に
込
め
ら
れ
た
意
味
を
か
え
っ
て

狭
め
て
し
ま
う
余
計
な
介
在
物
で
し
か
な
い
と
す
る
立
場
も
確
か
に
一
方
に
あ
る
。

辻
田
忠
弘
氏
が
自
作
を
説
く
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
自
分
が
題
を
念
頭
に
置
い
て
描

く
こ
と
は
き
わ
め
て
稀
だ
と
い
う
。
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し
て
い
た
が
、
展
示
終
了
期
間
間
際
ま
で
、
気
づ
く
者
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
逸
話

は
有
名
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
事
故
が
起
こ
る
の
は
絵
画
作
品
で
は
少
な
く
な
く
、
カ

タ
ロ
グ
作
製
時
に
も
同
様
の
事
故
が
印
刷
工
程
で
発
生
し
や
す
い
。
何
も
情
報
を
与

え
ら
れ
ず
に
提
示
さ
れ
る
作
品
に
は
、
受
け
手
の
誤
解
に
伴
う
事
故
が
多
発
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

作
品
本
体
が
表
現
対
象
の
主
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
本
筋
と
し
て
変
わ
ら
な
い

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
不
定
型
な
人
間
の
感
性
を
相
手
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
た
め
に
、

現
代
の
美
術
・
芸
術
作
品
に
は
、
そ
の
作
品
を
眺
め
る
位
置
さ
え
も
規
定
さ
れ
得
ぬ

危
う
さ
を
内
包
す
る
。
中
に
は
「
標
題
」
の
補
助
な
く
て
は
存
立
し
得
ぬ
ほ
ど
の
も

の
も
あ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
「
標
題
」
の
効
き
目
は
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
大
き
い
。

〔
三
〕
図
版
注
・
解
説

〔
図
①
〕
小
谷
謙
「
四
歩
○
房
＆
乏
胃
目
」

京
都
府
立
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
ハ
ウ
ス
『
京
都
野
外
彫
刻
の
森
』
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
転
載
。

含
甘
言
夛
毫
．
ョ
琴
昌
“
．
。
星
菖
８
宮
９
号
且
［
二
○
○
四
年
七
月
三
日
参
照
］
）

〔
図
③
〕
マ
ル
セ
ル
・
デ
ュ
シ
ャ
ン
（
一
八
八
七
～
一
九
六
八
）
『
泉
』

一
九
一
七
年
今
月
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
独
立
芸
術
協
会
主
催
の
ア
ン
デ
パ
ン
ダ
ン
展
に
出
品
た

と
こ
ろ
、
芸
術
を
侮
辱
す
る
行
為
と
し
て
出
品
拒
否
さ
れ
物
議
を
か
も
し
た
。
芸
術
作
品
は

美
し
く
格
調
高
く
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
伝
統
の
美
意
識
か
ら
す
る
と
、
便
器
を
作
品
と
す
る

考
え
方
は
、
美
の
偶
像
を
破
壊
す
る
と
と
も
に
そ
の
範
畷
を
相
対
的
な
も
の
と
し
、
観
客
に

考
え
る
こ
と
を
要
求
す
る
現
代
美
術
の
出
発
点
と
な
っ
た
。

〔
図
④
〕
ア
ン
グ
ル
（
一
八
二
○
～
一
八
五
六
）
『
泉
』
（
オ
ル
セ
ー
美
術
館
蔵
）

伝
統
的
に
そ
っ
た
女
性
の
寓
意
的
図
像
の
表
象
で
は
あ
り
な
が
ら
、
女
性
本
来
の
身
体
の
美

し
さ
が
強
調
さ
れ
る
新
古
典
主
義
の
代
表
作
。

〔
図
⑤
⑥
〕
辻
田
忠
弘
『
侘
』
『
作
品
Ａ
』

『
侘
』
は
二
○
○
四
年
二
科
展
出
展
作
。
掲
載
と
制
作
裏
話
は
氏
の
ご
厚
意
に
よ
る
。

含
弓
芸
ご
ｏ
恕
昌
．
◎
曇
亘
さ
ｓ

〔
図
②
〕
牛
尾
啓
三
「
空
間
の
メ
ヴ
ィ
ウ
ス
」

設
置
場
所
は
、
東
京
都
足
立
区
綾
瀬
四
‐
七
‐
一
○
柏
芳
ビ
ル
ニ
号
館
前
公
共
空
地
、

兵
庫
県
三
田
市
神
戸
三
田
国
際
公
園
都
市
、
福
井
県
三
方
郡
美
浜
町
美
浜
町
梅
丈
岳
山
頂
（
掲

載
写
真
）
な
ど
。

も
っ
と
も
、
同
じ
『
大
漢
和
』
で
は
、
【
外
題
】
に
つ
い
て
も
、

①
表
紙
に
書
い
た
書
物
の
名
。
み
だ
し
。
標
題
。

②
語
り
も
の
、
又
は
芝
居
等
で
演
ず
る
芸
の
名
。
題
目
。

③
訴
訟
の
申
文
等
に
其
の
裁
許
・
指
令
・
証
明
等
を
、
端
又
は
奥
、
又
は
裏
に

書
い
て
与
え
た
も
の
を
い
ふ
。

と
あ
る
の
で
、
「
外
題
」
と
い
う
用
語
の
使
い
分
け
対
象
に
特
別
な
意
識
は
な
い
よ
う

で
あ
る
。

「
標
題
」
「
表
題
」
の
項
目
が
分
か
れ
る
の
は
、
漢
字
に
よ
っ
て
見
出
し
が
立
て
ら

ると
。 、

と
、
に
べ
も
な
く
、

【
表
題
】

①
書
物
の
名
目
。
み
だ
し
。

②
演
説
・
談
話
な
ど
の
題
目
。
げ
だ
い
。

と
、
こ
ち
ら
は
国
語
辞
典
の
意
味
と
大
差
な
い
が
、
「
げ
だ
い
」
の
語
義
に
特
徴
が
あ

標
題
の
意
味
を
『
広
辞
苑
』
の
よ
う
な
一
般
的
な
国
語
辞
書
で
調
べ
る
と
、

ひ
ょ
う
だ
い
【
表
題
・
標
題
】

①
書
物
の
表
紙
に
し
る
さ
れ
た
書
物
の
名
。
外
題
。

②
演
説
・
談
話
・
芸
術
作
品
・
演
劇
な
ど
の
題
目
。

と
あ
る
。

『
大
漢
和
辞
典
』
で
は
、

【
標
題
】

見
出
し
。
題
目
。
標
題
。

《
三
》
使
用
例
か
ら
考
え
る
「
標
題
」
の
語
義
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ひ
ょ
う
だ
い
【
標
題
・
表
題
】

①
（
－
す
る
）
書
物
の
表
紙
な
ど
に
そ
の
書
物
の
名
を
記
す
こ
と
。
書
物
の
題

名
。
ま
た
、
編
名
や
章
名
な
ど
を
も
含
め
て
い
う
。
外
題
。
題
号
。

②
演
説
・
談
話
、
ま
た
は
作
品
・
演
劇
な
ど
の
題
。

③
音
楽
で
、
楽
曲
、
特
に
標
題
音
楽
の
題
名
の
こ
と
。

④
（
－
す
る
）
表
に
現
れ
る
こ
と
。

と
、
「
標
題
」
が
先
に
立
つ
の
は
、
別
に
【
標
題
音
楽
】
も
立
項
さ
れ
て
い
る
こ
と
と

も
無
関
係
で
は
な
か
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
標
題
」
「
表
題
」
の
使
い
分
け
に
は

大
差
な
く
、
一
般
的
に
は
、
各
辞
書
の
①
～
②
で
な
さ
れ
る
説
明
に
し
た
が
っ
て
諒

解
し
て
お
け
ば
、
そ
れ
で
よ
か
ろ
う
。

「
標
題
」
に
対
す
る
意
匠
意
識
の
再
評
価
、
分
析
手
法
の
開
発
な
ど
と
い
っ
た
、

視
点
の
開
拓
を
主
と
す
る
本
研
究
で
は
、
分
析
の
対
象
と
な
る
「
標
題
」
を
、
「
書
名

標
題
」
と
「
部
類
標
題
」
と
を
主
対
象
と
設
定
し
た
が
、
そ
れ
も
『
日
本
国
語
大
辞

典
』
で
の
①
の
説
明
に
か
な
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
類
縁
語
、
他
の
言
語
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
そ
の
認

識
に
祖
語
は
生
じ
な
い
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
英
語
で
は
、
量
①
の
他
に
Ｐ
号
①
一
、
普
昼
２
，
９
具
①
号
（
↓
演
目
）
、
目
次

二
言
号
己
、
な
ど
が
あ
る
。

そ
こ
ま
で
考
え
ず
と
も
、
「
標
題
」
と
は
、
葺
示
と
同
様
に
扱
う
こ
と
で
済
ま
す
こ

と
は
で
き
よ
う
。
用
語
定
義
に
厳
密
で
あ
れ
ば
あ
ろ
う
と
す
る
ほ
ど
、
言
語
相
に
よ

ト
ー
ト
ロ
ジ

る
差
異
や
幅
、
歴
史
的
変
容
を
吸
収
し
づ
ら
く
な
っ
た
あ
げ
く
、
自
己
矛
盾
を
生
じ

て
し
ま
う
危
険
は
確
か
に
あ
る
。

漢
和
』
は
「
表
題
」
を
主
見
出
し
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ

大
型
国
語
辞
書
の
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
新
版
）
で
は
、

れ
る
漢
和
辞
典
ゆ
え
の
事
だ
が
、
説
明
記
事
量
の
多
寡
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
『
大

漢
和
』
は
「
表
題
」
を
主
見
出
し
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

〔
一
〕
和
漢
古
典
籍
書
名
に
お
け
る
「
標
題
」
の
使
用
例

中
国
書
の
書
物
の
総
体
を
調
べ
る
の
に
『
叢
書
綜
録
』
は
き
わ
め
て
有
効
な
工
具

書
と
な
っ
て
は
い
る
が
、
残
念
な
が
ら
現
時
点
で
は
、
日
本
の
『
国
害
総
目
録
』
の

よ
う
な
電
子
化
・
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
化
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
も
、
「
標
題
」
と

い
う
文
字
列
の
出
現
位
置
は
、
必
ず
し
も
先
頭
に
限
ら
な
い
た
め
、
な
る
べ
く
漏
れ

の
な
い
調
査
を
試
み
る
た
め
に
も
、
「
全
国
漢
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
を
利
用
し
た
。

◎
拠
全
国
漢
籍
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
含
与
筌
冒
弓
涛
且
冒
言
目
．
ご
Ｃ
ｓ
‐
属
・
“
ｏ
宕
弄
自
切
ｏ
達
）

標
題
註
王
先
生
十
七
史
蒙
求
（
宋
王
令
撰
）

し
か
し
、
そ
れ
を
あ
え
て
承
知
の
上
で
、
和
漢
古
典
籍
の
書
名
に
つ
い
て
「
標
題
」

と
い
う
言
葉
が
ど
の
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
か
調
べ
て
み
た
。

立
齋
先
生
標
題
解
註
十
八
史
唇
調
本
（
元
曾
先
之
（
撰
）
明
陳
殿
（
音
縄
）
王
逢
（
鮎
校
）
大

賀
冨
二
（
補
訂
）
）

立
齋
先
生
標
題
解
註
音
縄
十
八
史
略
（
元
曾
先
之
撰
明
陳
設
音
認
日
本
岩
垣
・
明
標
）

古
今
・
代
標
題
註
騨
十
九
史
略
通
孜
（
元
曾
先
之
撰
元
余
進
補
）

革
命
文
猷
一
至
二
十
輯
文
献
類
別
標
題
簡
目
（
國
民
革
命
軍
出
師
北
伐
史
料
、
國
民
政
府
成
立
前
後
之
政

治
建
制
史
料
所
収
）

性
理
標
題
綜
要
（
明
唐
准
撰
）

新
刊
標
題
句
解
孔
子
家
語
（
元
王
廣
謀
撰
）

新
刊
標
題
明
解
聖
賢
語
論
（
元
王
廣
謀
輯
）

新
刊
補
週
標
題
論
策
綱
鑑
全
備
精
要
（
明
郭
子
章
蘇
溶
同
輯
）

新
鍋
武
經
標
題
正
義
（
明
趙
光
裕
註
）

標
題
武
經
七
画
全
文
（
消
汪
桓
等
訂
正
）

標
題
武
經
七
蜜
開
宗
（
消
沈
定
速
訂
正
清
陳
裕
輯
葉
解
清
曾
櫻
注
縄
）

武
經
標
題
正
義
（
明
趙
光
裕
註
縄
）

新
銭
校
正
標
題
皇
明
通
紀
（
明
陳
建
撰
明
闘
名
補
明
支
大
倫
・
瑞
登
注
）

新
銭
妙
評
校
正
標
題
皇
明
資
治
通
紀
（
明
陳
建
撰
明
哀
．
補
）

新
鎮
官
板
音
輝
標
題
皇
明
通
紀
（
明
陳
建
撰
）

皇
明
二
祖
十
四
宗
垳
補
標
題
評
断
通
紀
（
明
陳
建
撰
明
陳
龍
可
増
補
）
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ま
た
、
国
書
に
つ
い
て
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

◎
拠
卵
国
書
基
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
ｅ
弓
亜
弓
闇
里
・
昌
冒
旦
一

国
書
基
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
冨
冒
さ
闇
里
・
昌
一
・
卸
＆
亘

神
武
迪
精
標
題
（
村
井
昌
弘
）

源
氏
物
語
標
題
詠
歌

標
題
百
人
一
首

此
花
詠
標
題

尚
誓
毎
巻
標
題
井
識
語

算
法
他
流
諸
国
之
制
劉
集
（
会
田
安
明
）

東
都
愛
宕
山
標
題
之
解

古
今
算
書
標
題
集

御
蔵
蘭
醤
標
題
小
解

分
類
本
朝
誓
目
捌
劉

論
語
標
題
抄
（
穂
積
重
章
）

愛
宕
山
標
題
解
術
（
丸
山
良
玄
）

去
ｇ
④
具
［
ｇ
Ｂ
●
い
い
調
査
］
）

（
言
官
さ
尉
鼠
・
昌
一
●
胃
営
予
冒
雪
言
巨
ご
涛
与
・
言
三
呂
震
・
吻
・
圏
再
確
認
］
）

標
題
徐
状
元
補
註
蒙
求
篭
註
（
李
満
・
徐
子
光
・
岡
白
駒
）

蒙
求
標
題

蒙
求
標
題
大
綱
妙
（
毛
利
貞
斎
）

標
題
篭
註
続
蒙
求
校
本

蒙
求
標
題
詠
（
樋
口
好
古
［
知
足
斎
］
）

蒙
求
続
詔
標
題
詠
（
樋
口
好
古
［
知
足
斎
］
）

蒙
求
標
題
骨
牌
主
客
掲
場
法
（
肥
田
政
教
）

尋
国
史
蒙
求註

離
へへ

衣清
笠原
孝宣
郷賢
……

標
題
詳
註
史
略
補
遺
大
成
（
明
李
紀
撰
）

標
題
註
疏
小
學
集
成
（
朝
鮮
金
汝
校
）

ｌ標題
徐
状
元
補
注
蒙
求
讃
本
（
唐
李
淌
編
宋
徐
子
光
注
（
日
本
）
岡
白
駒
菱
註
（
日
本
）
平

田
宗
城
補
）

標
題
徐
状
元
補
注
（
唐
李
澗
編
宋
徐
子
光
補
注
日
本
岡
白
駒
菱
註
）

標
題
徐
状
元
補
注
蒙
求
蕊
註
（
岡
白
駒
（
龍
洲
）
（
撰
）
平
田
豊
愛
（
宗
城
）
（
補
）
津
布
久
清

漬
（
校
）
）

標
題
徐
・
元
補
注
蒙
求
（
唐
李
潮
撰
宋
徐
子
光
補
注
日
本
岡
田
白
駒
窒
註
日
本
佐
佐
木
砧
標
．

疏
一

〔
二
〕
中
国
書
と
日
本
害
に
お
け
る
『
標
題
』
使
用
例
の
考
察

中
国
の
古
典
籍
で
は
、
「
標
題
」
と
い
う
言
葉
は
、
頭
語
・
角
書
な
ど
に
使
用
さ

れ
て
い
る
も
の
が
多
い
。

た
と
え
ば
、
『
標
題
徐
状
元
補
注
蒙
求
』
と
い
う
書
名
を
考
え
る
。

そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、

「
王
戎
簡
要
斐
楢
清
通
」
な
ど
と
い
っ
た
、
四
字
の
対
句
の
韻
文
の
見
出
し

（
標
題
）
に
対
し
て
、
宋
の
科
挙
に
最
高
位
で
合
格
し
た
（
状
元
）
徐
子
光
（
尊

敬
し
て
徐
状
元
と
呼
ぶ
）
が
、
唐
の
李
潮
撰
の
も
の
に
対
し
て
新
た
に
補
っ
た

注
（
補
注
）
『
蒙
求
』

謡
劃
倒

和
歌
表
題
集
那
須
大
宮
［
「
景
物
集
附
略
字
」
の
別
瞥
名
］

合
巻
絵
草
紙
劃
劉
作
者
画
工
書
蝉
名
目
集
［
「
合
巻
外
題
集
」
の
別
書
名
］

古
浄
瑠
璃
詞
週

表
題
輯
録
〔
別
笹
名
「
表
題
旧
覧
録
」
］

表
題
集

賀
茂
織
部
父
之
神
主
及
墓
表
題
名
附
木
主
考
説
名
字
説

謡
ひ
物
表
題
発
句
合

証
如
宗
主
御
日
記
御
表
題
考

表
題
自
醤
数
目

元
文
年
中
行
事
標
題
並
頭
書

三
師
標
題
（
日
賢
）

宗
義
優
婆
提
舎
謂
立
集
標
題

高
松
大
全
標
題
類
集

千
葉
氏
算
暫
標
題
集

天
行
下
利
病
之
考
標
題

天
台
四
教
俄
集
解
要
文
標
題

秘
密
曼
茶
羅
教
摩
但
理
迦
票
題
［
摩
但
理
迦
標
題
・
秘
密
塁
茶
騒
摩
但
利
迦
標
題
］
‐

標
題
起
源

類
聚
標
題

御
用
醤
抜
書
標
題
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で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
「
標
題
」
は
、
検
索
に
も
役
立
つ
よ
う
に
工
夫
さ
れ
た
意
匠

と
し
て
、
章
立
て
の
見
出
し
や
部
立
て
を
明
示
す
る
た
め
の
見
出
し
語
の
こ
と
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
書
に
加
え
ら
れ
た
意
匠
の
性
質
や
、
注
釈
者
な
ど
の
情
報
が
本

来
の
書
名
で
あ
る
『
蒙
求
』
に
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
「
表
題
」
の
使
用
例
は
、
「
教
誠
新
學
比
丘
行
護
律
儀
表
題
教
誠
律
議
唐

騨
道
宣
篇
本
一
冊
」
（
東
北
大
狩
二
・
三
○
八
三
・
二
の
み
だ
が
、
こ
れ

は
「
外
題
」
が
そ
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
意
味
と
い
う
書
誌
情
報
が
混
入
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
書
に
お
け
る
「
表
題
」
の
使
用
例
は
な
い
。

一
方
、
国
書
で
は
『
謡
表
題
』
、
『
和
歌
表
題
集
』
『
合
巻
絵
草
紙
表
題
』
の
よ
う
に

現
れ
、
本
の
外
題
、
で
使
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
く
る
。

二
十
五
史
中
に
収
載
さ
れ
る
芸
文
志
類
で
は
、
「
杜
詩
標
題
三
巻
（
題
飽
氏
不

知
名
）
〈
新
校
本
宋
史
・
志
［
巻
二
○
八
・
志
一
六
一
・
芸
文
七
・
集
類
・
別
集
］
〉
」

の
一
例
の
み
が
見
え
る
。
「
題
飽
氏
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
杜
甫
詩
に
部
類
題
目

を
つ
け
て
類
別
し
た
も
の
と
推
定
す
る
。

日
本
は
ど
う
か
。
「
国
書
基
本
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
（
著
作
編
）
」
で
は
、
判
件
が
ヒ
ッ

ト
す
る
。

「
標
題
」
を
書
名
に
持
つ
典
籍
で
ま
ず
目
立
つ
の
は
、
「
勧
学
院
の
雀
は
蒙
求
を
さ

え
ず
る
」
と
い
う
諺
で
著
名
な
『
蒙
求
』
に
ち
な
む
書
群
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
中
国

書
に
も
少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
が
、
国
書
に
お
い
て
は
ひ
と
き
わ
目
に
付
く
。

『
蒙
求
』
と
「
標
題
」
と
い
う
語
句
と
の
関
係
は
非
常
に
密
接
で
あ
る
。
『
蒙
求
』

は
、
唐
の
李
潮
撰
に
な
る
四
言
句
の
対
標
題
を
本
文
と
す
る
も
の
に
自
注
が
付
さ
れ

た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
標
題
自
体
も
独
立
し
て
流
布
し
た
。
ま
た
、
非
常
な
盛
行
を

見
る
に
至
っ
た
南
宋
の
徐
子
光
に
よ
る
「
補
注
本
」
は
、
巻
頭
に
「
標
題
徐
状
元
補

注
蒙
求
」
あ
る
い
は
「
標
題
補
注
蒙
求
」
と
い
う
表
記
を
有
し
て
お
り
、
書
名
に
「
標

題
」
と
い
う
語
句
と
『
蒙
求
』
と
い
う
言
葉
の
結
び
つ
き
を
よ
り
緊
密
に
す
る
と
と

も
に
、
「
標
題
」
と
い
う
語
句
を
広
め
る
の
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
で
あ
る
。

『
蒙
求
』
に
つ
い
で
目
立
つ
も
の
は
、
算
法
（
和
算
）
に
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。

神
社
に
算
額
を
奉
納
し
て
掲
げ
る
こ
と
が
よ
く
行
わ
れ
た
こ
と
か
ら
、
「
標
題
」
と

い
う
言
葉
が
書
名
に
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

室
町
時
代
の
注
釈
書
、
『
蒙
求
抄
』
（
清
原
宣
賢
）
は
、
「
標
」
を
「
標
ハ
木
ノ
梢

く
さ
む
ら

（
額
）

也
。
本
ノ
叢
ノ
中
カ
ラ
抜
出
タ
心
ソ
」
、
「
題
」
を
「
題
ハ
ヒ
タ
ヒ
也
。
ヒ
タ
イ
ノ

さ
し

ヤ
ウ
ニ
指
出
タ
心
ソ
」
と
説
明
し
て
い
る
。
木
の
梢
の
よ
う
に
、
ほ
ん
の
一
部
分
を

示
す
こ
と
で
そ
の
内
容
を
示
す
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
「
標
題
」
と
い
う
言
葉
が
、

内
容
物
の
表
象
を
担
う
機
能
を
持
っ
た
言
葉
で
あ
る
こ
と
が
古
く
か
ら
認
識
さ
れ
て

い
た
わ
け
で
あ
る
。
算
額
を
目
立
つ
よ
う
に
掲
げ
て
示
す
こ
と
に
つ
い
て
「
標
題
」

と
い
う
言
葉
が
使
わ
れ
る
こ
と
も
同
じ
と
い
え
る
。

こ
の
理
解
に
立
て
ば
、
「
標
題
」
の
概
念
は
作
品
の
外
側
を
覆
い
く
る
む
か
の
よ

う
に
名
付
け
ら
れ
た
も
の
だ
け
で
な
く
、
見
出
し
の
た
め
の
「
目
次
標
題
」
や
、
部

類
・
部
立
て
の
た
め
の
「
部
類
標
題
」
の
よ
う
に
、
作
品
内
部
を
構
造
的
に
分
類
す

る
た
め
の
指
標
と
し
て
も
「
標
題
」
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ

の
意
味
で
、
本
研
究
で
扱
う
「
標
題
」
と
は
、
日
本
・
中
国
・
英
語
の
言
語
相
に
よ

る
差
異
は
な
く
、
「
タ
イ
ト
ル
」
「
も
の
の
な
ま
え
」
と
い
っ
た
類
語
も
、
大
差
は
な

く
、
同
縁
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
資
料
を
使
う
に
際
し
て
は
、
書
名
の
採
録
基
準
の
問
題
が

残
る
。
こ
れ
ら
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
で
掲
出
さ
れ
る
デ
ー
タ
は
、
に
な
っ
て
く
る
と
、
『
標

題
註
王
先
生
十
七
史
蒙
求
』
と
い
う
書
名
は
、
『
叢
書
綜
録
』
を
は
じ
め
一
般
に
は
『
十

七
史
蒙
求
』
と
呼
称
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
「
標
題
」
と
い
う
語
は
、
角
書
き
に
現
れ
る
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る

た
め
、
書
名
中
に
現
れ
る
「
標
題
」
の
用
例
を
調
べ
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
。

ま
た
、
「
標
題
」
と
い
う
言
葉
は
、
現
代
中
国
で
は
図
書
館
情
報
学
用
語
で
使
用
さ
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様
に
考
え
る
。

「
美
術
」
と
は
、
美
を
表
現
す
る
芸
術
を
い
う
。
現
代
で
は
、
と
く
に
空
間
的
視
覚
的
な
美
を
表
す
絵
画
や
彫
刻
、
建
築
、
写
真
、
さ
ら
に
は
仮
想
空
間
上
の
作
成
物
（
コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
グ
ラ
フ
ィ
ッ
ク
ス
）
な
ど
で
い
わ
れ
る
が
、
明
治
期
に
は
詩
歌
、
小
説
、
音
楽
な
ど
も
含
め
て
広
く
い
わ
れ
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
本
書
に
関
わ
る
和
漢
古
典
籍

に
お
け
る
文
学
の
分
野
な
ど
は
、
古
い
用
法
に
照
ら
せ
ば
、
「
美
術
」
と
い
う
範
晴
に
括
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
本
論
は
そ
れ
は
採
ら
ず
、
現
代
に
お
け
る
理
解
と
同

点
も
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。

あ
る
特
定
分
野
に
お
け
る
現
象
を
、
古
典
時
代
か
ら
現
代
に
至
る
ま
で
通
時
的
に
比
較
す
る
際
に
問
題
と
な
る
こ
と
の
一
つ
に
、
は
た
し
て
そ
の
分
野
を
規
定
す
る
基
準
が
普
遍

的
な
物
差
し
と
し
て
機
能
し
て
い
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
さ
ら
に
い
え
ば
、
そ
う
し
た
枠
組
み
が
、
国
際
的
な
共
通
理
解
の
上
に
立
っ
て
い
る
も
の
か
ど
う
か
と
い
う

れ
、
日
本
の
件
名
標
目
〈
碗
呈
§
言
且
旨
巴
に
対
応
す
る
語
と
し
て
も
使
用
さ
れ
る

（
『
中
国
図
書
館
情
報
学
用
語
辞
典
』
）
が
、
こ
の
場
合
は
、
当
該
書
に
対
し
て
、
そ

れ
が
い
か
な
る
内
容
を
持
つ
か
と
い
う
、
整
理
・
分
類
基
準
の
た
め
に
与
え
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
た
め
、
オ
ン
ト
ロ
ジ
の
問
題
と
な
る
。

た
と
え
ば
、
「
美
術
」
と
い
う
言
葉
も
そ
う
で
あ
る
。
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