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序　

論　

予
備
的
な
考
察

　

絵
と
は
何
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
は
、
改
め
て
探
究
す
る
ま
で
も
な
く
、
あ
る
意
味
で
は
す
で
に
誰
も
が
答
え
を
知
っ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
物
体
の
平
ら
な
表
面
に
彩
色
や
線
描
を
施
す
こ
と
で
、
様
々
な
事
物
の
姿
を
見
え
る
よ
う
に
し
て
く
れ
た
も
の
、
そ
れ
が
絵
で

あ
る
と
。
と
は
い
え
、
こ
の
答
え
は
、
問
い
の
終
着
点
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
新
た
な
出
発
点
な
の
で
あ
る
。

　

私
た
ち
は
絵
の
も
と
に
様
々
な
事
物
の
姿
を
見
る
の
だ
と
言
う
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
事
物
は
、
目
の
前
の
絵
の
表
面
上
に
現
実
に
存

在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
絵
の
表
面
な
ら
ば
、
眼
で
見
る
だ
け
で
な
く
、
手
で
触
れ
た
り
叩
い
た
り
も
で
き
る
の
に
対
し
て
、
そ
こ

に
見
え
て
く
る
事
物
の
ほ
う
は
、
触
れ
る
こ
と
も
叩
く
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
そ
の
事
物
は
そ
こ
に
は
存
在
し
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
で
は
あ
る
が
、
絵
の
表
面
の
形
状
に
目
を
向
け
て
い
る
と
、
そ
こ
に
一
定
の
事
物
の
姿
が
見
え
る
。
言
っ
て
み
れ
ば
、
絵
と
は
、

そ
こ
に
あ
る
も
の
を
人
目
に
さ
ら
す
こ
と
で
、
そ
こ
に
な
い
も
の
を
見
せ
る
装
置
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ー
ナ
ス
の
絵
は
実
在
し
な
い
女
神
の
姿

を
、
ま
た
建
築
予
想
図
は
こ
れ
か
ら
建
つ
は
ず
の
家
の
姿
を
見
せ
て
く
れ
る
。
さ
ら
に
、
テ
レ
ビ
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
な
が
れ
た
デ

ィ
ス
プ
レ
イ
に
目
を
向
け
れ
ば
、
眼
前
で
起
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
世
の
中
の
様
々
な
出
来
事
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
。

本
書
で
行
い
た
い
の
は
、
あ
る
意
味
で
は
分
か
り
切
っ
た
こ
の
〈
そ
こ
に
な
い
も
の
を
見
せ
る
〉
働
き
に
つ
い
て
、
そ
の
正
確
な
本
性
と
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由
来
を
探
る
仕
事
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
、〈
そ
こ
に
な
い
も
の
を
見
る
〉
心
の
働
き
の
本
性
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
と

い
う
問
い
か
け
も
関
連
し
て
く
る
こ
と
と
な
る
。

　

考
察
を
展
開
す
る
手
掛
か
り
と
し
て
、
本
書
で
は
、
主
に
現
代
の
分
析
哲
学
に
お
け
る
関
連
議
論
を
参
照
す
る
が
、
そ
こ
で
の
呼
び
名

に
従
え
ば
、
本
書
の
主
題
は
「
描
写
（depiction

）」
あ
る
い
は
「
画
像
表
象
（pictorial�representation

）
1
（

）」
の
理
論
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
少
し
か
み
砕
い
て
、「
絵
に
よ
る
表
象
」
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
ち
な
み
に
、
哲
学
の
世
界
で
は
、「
表
象
」
と
言
え
ば
何
ご
と
か

を
思
念
す
る
心
の
働
き
（
い
わ
ば
内
的
な
表
象
）
を
指
す
こ
と
が
多
い
が
、
本
書
で
問
題
に
す
る
の
は
む
し
ろ
外
的
な
表
象
、
つ
ま
り
言

葉
や
絵
の
よ
う
な
外
的
な
事
物
が
一
定
の
内
容
を
表
す
と
い
う
働
き
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
「
描
写
」
や
「
表
象
」
と
い
う
言
い
方
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
が
翻
訳
語

で
あ
り
、
専
門
用
語
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
表
象
」
つ
い
て
は
明
ら
か
だ
が
、
日
常
語
と
字
面
が
共
通
す
る
「
描
写
」
の

ほ
う
は
返
っ
て
紛
ら
わ
し
い
。
日
常
語
で
は
、
絵
に
よ
る
描
写
に
加
え
て
、
音
や
身
振
り
に
よ
る
描
写
だ
と
か
、
言
葉
に
よ
る
描
写
と
い

っ
た
言
い
方
に
何
も
違
和
感
は
な
い
。
し
か
し
、
本
書
で
言
う
「
描
写
」
は
あ
く
ま
で‘depiction’

の
訳
語
で
あ
っ
て
、
平
面
的
な
絵
や

レ
リ
ー
フ
な
ど
を
主
に
念
頭
に
置
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
物
体
の
平
ら
な
表
面
上
の
色
や
形
（
動
画
像
の
場
合
に
は
そ
れ
ら
の
動
き
、
ま
た

レ
リ
ー
フ
の
場
合
に
は
凹
凸
）
を
通
じ
て
、
目
に
見
え
る
事
物
の
姿
を
再
現
す
る
類
の
意
味
作
用
を
指
す
も
の
と
ご
理
解
い
た
だ
き
た
い）

2
（

。

　

絵
の
場
合
の
こ
う
し
た
描
写
の
働
き
が
、
通
常
の
辞
書
や
文
法
書
に
準
拠
し
た
言
語
的
な
記
述
（description

）
の
働
き
と
ど
の
よ
う

な
点
で
異
な
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
追
っ
て
い
く
つ
か
の
観
点
か
ら
見
て
い
く
。
も
ち
ろ
ん
、
絵
と
言
葉
と
が
基
本
的
な
意
味
作
用
の
点

で
対
照
的
な
性
格
を
持
つ
こ
と
に
加
え
て
、
両
者
の
あ
い
だ
に
多
く
の
興
味
深
い
中
間
事
例
が
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。
例
え
ば
象

形
文
字
に
は
絵
画
的
な
描
写
の
性
格
が
認
め
ら
れ
る
し
、
擬
音
語
や
擬
態
語
の
発
話
は
音
声
や
身
振
り
に
よ
る
描
写
の
性
格
を
持
つ
と
思

わ
れ
る
。
逆
に
ま
た
、
絵
文
字
の
類
は
絵
で
あ
り
な
が
ら
言
語
の
文
法
に
服
す
る
場
合
も
あ
ろ
う
。
絵
の
場
合
の
描
写
の
働
き
が
、
言
語

や
そ
の
他
の
音
や
身
振
り
の
場
合
に
ど
の
よ
う
な
現
れ
方
を
す
る
の
か
と
い
う
点
は
、
た
い
へ
ん
興
味
深
い
検
討
課
題
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
さ
し
あ
た
り
本
書
は
そ
の
前
段
階
、
つ
ま
り
、
そ
も
そ
も
絵
に
よ
る
描
写
と
は
ど
の
よ
う
な
働
き
な
の
か
と
い
う
点
の
解
明
に
専
念
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す
る
こ
と
と
な
る
。

　

本
書
で
は
、
第
一
章
か
ら
第
五
章
ま
で
、
絵
に
よ
る
描
写
の
本
性
に
関
す
る
代
表
的
な
諸
見
解
に
つ
い
て
順
を
追
っ
て
紹
介
・
検
討
し

て
い
く
。
し
か
し
、
そ
れ
に
取
り
掛
か
る
前
に
、
絵
に
よ
る
表
象
と
は
お
お
よ
そ
ど
ん
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ど
こ
が
ど
の
よ
う
に
問
題

な
の
か
に
つ
い
て
、
あ
ら
か
じ
め
の
理
解
の
内
容
を
も
う
少
し
明
確
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
序
論
が
取
り
組
む
の
は
そ

う
し
た
下
準
備
の
仕
事
で
あ
る
。



31　　　3　本書の狙いと構成

1　

本
書
の
狙
い
と
構
成

　

以
上
を
前
置
き
と
し
て
、
以
下
、
本
書
で
は
、
主
に
分
析
哲
学
に
お
い
て
提
唱
さ
れ
て
き
た
一
連
の
代
表
的
な
学
説
を
手
掛
か
り
に
、

描
写
の
本
性
に
関
す
る
検
討
を
行
う
。
序
論
の
結
び
と
し
て
、
こ
こ
で
簡
単
に
本
書
の
狙
い
と
構
成
に
つ
い
て
整
理
し
て
お
き
た
い
。

　

通
例
の
理
解
で
は
、
描
写
の
理
論
が
目
標
と
す
る
の
は
描
写
概
念
の
本
質
的
特
徴

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
解
明
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
絵
が
あ
る
事
物
を
描
い

て
い
る
と
言
え
る
た
め
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件
が
必
要
で
あ
り
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
条
件
が
あ
れ
ば
十
分
な
の
か
、
と
い
う
描
写
の
必
要

十
分
条
件
の
解
明
と
い
う
形
を
取
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
本
書
も
基
本
的
に
は
そ
の
よ
う
な
理
解
に
沿
う
も
の
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
そ
う
し
た
い
わ
ば
定
義
の
探
究
に
加
え
て
、
本
書
で
取
り
上
げ
る
理
論
の
多
く
は
、
絵
を
見
る
経
験
の
本
性

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
関
す
る
分
析
と
い
う

性
格
を
担
っ
て
い
る
。
絵
を
見
る
経
験
は
他
の
知
覚
経
験
と
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り
と
特
異
性
を
持
つ
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
描
写
の
理
解

と
ど
の
よ
う
に
連
関
す
る
の
か）

11
（

。
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定
義
の
探
究
と
絵
の
知
覚
の
分
析
と
い
う
二
つ
の
動
機
が
し
ば
し
ば
混
在
す
る
の
は
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
意
図
的
な

も
の
で
あ
る
。
描
写
の
分
析
に
取
り
組
ん
で
き
た
論
者
の
多
く
は
、
描
写
の
本
質
を
究
明
す
る
た
め
に
は
絵
を
見
る
経
験
の
分
析
が
不
可

欠
だ
と
考
え
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
言
葉
が
何
を
意
味
す
る
か
を
決
め
る
の
は
言
語
的
な
慣
習
だ
が
、
絵
が
何
を
描
写
し
て
い
る
か
を
考

え
る
さ
い
に
は
、
関
連
す
る
慣
習
や
文
脈
情
報
に
加
え
て
、
そ
の
絵
が
ど
の
よ
う
な
見
え
方
を
し
て
い
る
か
と
い
う
知
覚
の
事
実
が
大
き

な
役
割
を
演
ず
る
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
本
書
で
は
そ
の
よ
う
な
考
え
方
を
大
ま
か
に
「
知
覚
説
（perceptualism

）」
と
呼
ぶ
。

そ
れ
は
、
ウ
ォ
ル
ハ
イ
ム
に
よ
る
特
徴
づ
け
を
借
り
れ
ば
、「
絵
画
が
表
象
す
る
も
の
を
、
表
象
が
適
切
な
予
備
知
識
と
感
受
性
を
持
っ

た
鑑
賞
者
に
引
き
起
こ
す
種
類
の
視
覚
経
験
に
基
づ
け
る
見
解
」
と
い
う
こ
と
に
な
る）

11
（

。
本
書
で
取
り
上
げ
る
一
連
の
見
解
は
、
グ
ッ
ド

マ
ン
の
そ
れ
を
除
け
ば
、
お
お
む
ね
知
覚
説
の
系
統
に
属
す
る）

11
（

。
そ
の
点
は
、
本
書
が
知
覚
説
を
支
持
す
る
立
場
だ
と
い
う
事
情
に
も
一

部
起
因
す
る
が
、
基
本
的
に
は
、
現
在
の
研
究
状
況
の
お
お
む
ね
忠
実
な
反
映
だ
と
考
え
て
い
る
。

　

次
に
、
取
り
上
げ
る
予
定
の
諸
説
に
つ
い
て
、
取
り
上
げ
る
予
定
順
に
見
出
し
を
並
べ
て
み
よ
う
。

類
似
説

ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
説

グ
ッ
ド
マ
ン
の
記
号
説

ウ
ォ
ル
ハ
イ
ム
の
「
中
に
見
る
」
説

シ
ア
ー
の
認
知
説

ウ
ォ
ル
ト
ン
の
ご
っ
こ
遊
び
説

　

メ
ニ
ュ
ー
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
描
写
の
本
性
に
触
れ
た
重
要
な
議
論
と
思
わ
れ
る
も
の
は
漏
れ
な
く
取
り
上
げ
る
こ
と
を
原
則
と

し
た
。
完
全
に
網
羅
的
な
概
観
は
意
図
し
て
い
な
い
が
、
現
在
の
論
争
状
況
に
影
響
を
与
え
て
き
た
有
力
な
議
論
は
お
お
む
ね
カ
バ
ー
し
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て
い
る
も
の
と
思
う）

11
（

。
ま
た
、
本
書
で
の
理
解
で
は
、
こ
れ
ら
の
諸
説
は
、
必
ず
し
も
敵
対
し
あ
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
れ
ら

の
有
力
学
説
は
い
ず
れ
も
何
ら
か
の
真
理
を
内
蔵
し
て
い
る
に
違
い
な
い
と
い
う
の
が
本
書
で
の
見
立
て
で
あ
り
、
最
終
的
に
そ
れ
ら
の

洞
察
を
収
斂
さ
せ
る
形
で
描
写
の
問
題
に
つ
い
て
の
一
定
の
見
通
し
を
得
る
こ
と
が
以
下
に
お
け
る
論
述
全
体
の
目
標
と
な
る
。

　

な
お
、
メ
ニ
ュ
ー
に
並
べ
た
見
出
し
の
中
で
、
冒
頭
の
類
似
説
に
だ
け
「
〇
〇
の
」
と
い
う
限
定
が
無
い
こ
と
に
は
理
由
が
あ
る
。
本

書
で
取
り
上
げ
る
「
類
似
説
」
は
、
特
に
誰
の
学
説
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
絵
に
よ
る
描
写
を
事
物
の
似
姿
の
呈
示
と
考
え
る
考
え
方

の
総
称
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
古
今
の
専
門
研
究
者
だ
け
で
な
く
、
一
般
の
人
々
の
通
念
に
も
浸
透
し
た
考
え
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

裏
腹
と
し
て
、
代
表
者
の
名
前
を
特
定
し
が
た
い
。
類
似
説
に
所
有
格
の
限
定
が
な
い
の
は
こ
う
し
た
事
情
に
よ
る
。

　

代
表
者
を
一
人
に
絞
れ
な
い
分
、
類
似
説
の
検
討
作
業
は
他
の
章
に
は
な
い
複
雑
さ
を
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
加
え
て
、
類
似
説
を
め

ぐ
る
英
語
圏
で
の
論
議
で
は
、
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
や
グ
ッ
ド
マ
ン
、
ウ
ォ
ル
ハ
イ
ム
な
ど
有
力
な
論
客
が
多
彩
な
類
似
説
批
判
を
展
開
し
大

き
な
影
響
力
を
揮
っ
て
き
た
と
い
う
事
情
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
類
似
説
の
論
評
は
同
時
に
こ
れ
ら
の
批
判
論
に
も
配
慮
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

こ
う
し
た
複
雑
な
事
情
を
抱
え
な
が
ら
も
、
あ
え
て
類
似
説
の
検
討
を
最
初
の
章
に
置
い
た
の
は
、
そ
れ
が
多
彩
な
学
説
の
中
で
、
一

般
的
な
支
持
層
の
厚
さ
の
点
で
は
群
を
抜
い
て
い
る
と
考
え
て
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
第
一
章
は
、
類
似
説
を
め
ぐ
る
い
さ

さ
か
手
の
込
ん
だ
考
察
を
展
開
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
最
初
に
、
ビ
ア
ズ
リ
ー
の
古
典
的
な
議
論
の
紹
介
を
通
じ
て
類
似
説
の
理
論
構
造

に
つ
い
て
簡
単
に
確
認
し
た
上
で
、
次
に
、
類
似
説
へ
の
一
連
の
批
判
論
の
検
討
を
通
じ
て
、
類
似
説
が
直
面
し
て
い
る
基
本
的
な
問
題

状
況
を
「
類
似
説
の
ジ
レ
ン
マ
」
と
い
う
形
で
整
理
す
る
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
最
後
に
、
従
来
型
の
類
似
説
の
枠
内
で
ジ
レ
ン
マ
を
解
消

し
よ
う
と
す
る
現
時
点
で
有
力
な
三
通
り
の
見
解
に
つ
い
て
検
討
す
る
。

　

先
取
り
し
て
言
え
ば
、
従
来
型
の
類
似
説
は
維
持
し
が
た
い
と
い
う
の
が
本
書
で
の
評
価
で
あ
る
。
し
か
し
、
類
似
性
の
概
念
は
、
形

を
変
え
て
、
他
の
形
の
知
覚
説
の
議
論
の
中
で
も
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
と
な
る
。
第
二
章
で
取
り
上
げ
る
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
の
理
論

も
そ
の
一
例
で
あ
る
。
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ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
の
主
著
『
芸
術
と
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
』（
邦
訳
名
『
芸
術
と
幻
影
』）
の
大
き
な
特
色
の
一
つ
は
多
彩
な
類
似
説
批
判
で

あ
る
。
そ
こ
で
批
判
の
的
に
な
る
の
は
、
絵
に
よ
る
描
写
を
、
す
で
に
出
来
上
が
っ
た
事
物
の
姿
を
画
布
の
上
に
引
き
写
す
だ
け
の
受
動

的
な
作
業
の
よ
う
に
捉
え
る
絵
画
観
で
あ
る
。
他
方
、
彼
自
身
の
積
極
的
な
主
張
は
「
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
説
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
は

し
ば
し
ば
、
絵
を
見
て
理
解
す
る
経
験
を
、
絵
を
そ
こ
に
描
か
れ
た
事
物
と
取
り
違
え
る
経
験
と
し
て
分
析
し
た
明
ら
か
な
謬
見
と
し
て

批
判
さ
れ
て
き
た
。
第
二
章
で
は
、
そ
う
し
た
誤
解
を
退
け
つ
つ
、
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
が
展
開
し
た
類
似
説
批
判
、
な
ら
び
に
そ
れ
に
代
わ

る
「
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
」
の
理
論
に
つ
い
て
、『
芸
術
と
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
』
で
の
論
述
を
中
心
に
主
た
る
論
点
の
確
認
を
行
う
。

　

本
書
で
の
理
解
で
は
、
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
説
は
、
類
似
説
へ
の
対
案
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
そ
の
批
判
的
継
承
の
性
格
を
持
つ
。
そ
の

一
つ
の
重
要
な
論
点
は
、
私
た
ち
が
様
々
な
事
物
（
例
え
ば
壁
の
模
様
）
を
見
る
と
き
に
、
し
ば
し
ば
、
そ
れ
ら
の
事
物
と
は
異
な
る
別

の
事
物
（
人
の
顔
）
を
見
る
と
き
に
生
じ
る
よ
う
な
視
覚
経
験
が
惹
起
さ
れ
る
、
と
い
う
観
察
に
あ
る
。
そ
れ
は
大
ま
か
に
は
「
目
の
欺

き
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
現
象
だ
が
、
そ
の
実
質
は
、
あ
る
事
物
が
惹
起
す
る
知
覚
経
験
が
、
そ
れ
と
は
別
の
事
物
が
惹
起
す
る
知
覚
経
験

と
類
似
す
る
、
と
い
う
認
知
的
反
応
の
類
似
性
に
あ
る
。
そ
の
点
に
注
目
す
れ
ば
、
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
説
は
、
反
応
の

類
似
説
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
。

　

第
三
章
の
主
役
は
グ
ッ
ド
マ
ン
で
あ
る
。
彼
は
、
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
と
並
ん
で
徹
底
し
た
類
似
説
批
判
を
展
開
し
つ
つ
、
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ

と
は
異
な
る
独
自
の
記
号
論
的
な
見
解
を
展
開
し
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。
こ
の
う
ち
の
類
似
説
批
判
の
部
分
は
、
分
析
哲
学
に
お
け
る
描

写
論
に
非
常
に
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
と
な
っ
た
。
そ
の
主
だ
っ
た
部
分
は
本
書
の
第
一
章
で
取
り
上
げ
る
。
第
三
章
で
取
り
上
げ

る
の
は
、
グ
ッ
ド
マ
ン
が
よ
り
積
極
的
な
論
点
と
し
て
提
示
し
て
い
る
記
号
論
的
な
展
望
で
あ
る
。

　

グ
ッ
ド
マ
ン
が
力
説
す
る
の
は
、
絵
に
よ
る
描
写
の
問
題
が
、
単
体
と
し
て
の
絵
の
問
題
で
は
な
く
、
当
の
絵
を
含
む
絵
画
的
な
記
号

シ
ス
テ
ム
の
問
題
だ
と
い
う
点
で
あ
る
。
言
葉
の
意
味
が
慣
習
的
な
記
号
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
言
語
を
不
可
欠
の
背
景
と
し
て
い
る
の
と

同
様
に
、
絵
に
よ
る
描
写
も
ま
た
慣
習
的
な
記
号
シ
ス
テ
ム
に
基
づ
く
の
だ
と
す
る
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
グ
ッ
ド
マ
ン
は
け
っ
し
て
、

絵
を
単
純
に
言
語
に
同
化
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
正
確
に
は
、
絵
画
的
な
記
号
シ
ス
テ
ム
は
言
語
と
同
様
に
慣
習
的
だ
が
、
し
か
し
、
異
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な
る
種
類
の
慣
習
的
シ
ス
テ
ム
だ
と
い
う
の
が
彼
の
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
彼
の
考
え
る
絵
画
的
シ
ス
テ
ム
の
特
質
は
ど
こ
に
あ
る

の
か
。
そ
の
点
を
見
き
わ
め
評
価
す
る
こ
と
が
第
三
章
の
課
題
と
な
る
。

　

第
四
章
で
取
り
上
げ
る
ウ
ォ
ル
ハ
イ
ム
は
、
グ
ッ
ド
マ
ン
の
記
号
論
的
見
解
に
は
強
く
反
発
す
る
と
と
も
に
、
絵
を
見
る
経
験
を
重
視

し
た
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
に
も
執
拗
な
批
判
を
展
開
し
、
独
特
な
形
で
の
知
覚
説
を
掲
げ
て
分
析
哲
学
に
お
け
る
描
写
論
を
牽
引
し
た
。
彼
は
、

私
た
ち
が
絵
を
見
る
と
き
に
、
そ
の
中
に
多
様
な
事
物
の
姿
を
「
見
る
」
経
験
の
特
異
性
を
際
立
た
せ
る
た
め
に
、「
中
に
見
る
こ
と

（seeing-in

）」
な
る
概
念
を
導
入
し
た
。
そ
し
て
、
彼
は
そ
の
経
験
の
特
質
と
し
て
、
独
特
な
「
二
重
性
（tw

ofoldness

）」
を
指
摘
し
た
。

　

二
重
性
の
主
張
と
は
、
絵
を
見
る
経
験
が
、
絵
の
表
面
の
形
状
を
見
る
経
験
で
あ
る
と
同
時
に
、
主
題
対
象
の
姿
を
見
る
経
験
で
も
あ

る
と
い
う
二
面
性
を
踏
ま
え
つ
つ
、
そ
れ
ら
二
つ
の
側
面
が
当
事
者
に
は
同
時
的
に
意
識
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
も
の

で
あ
る
。
ウ
ォ
ル
ハ
イ
ム
は
、
こ
の
「
同
時
的
な
意
識
」
の
主
張
を
通
じ
て
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
と
激
し
く
対
立
し
た
の
だ
が
、
本
書
に
お
け

る
評
価
で
は
、
こ
の
点
で
の
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
批
判
は
す
っ
き
り
と
し
た
成
功
を
収
め
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
け
っ
し
て
、
二
重

性
の
主
張
が
間
違
い
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
真
理
で
あ
る
に
違
い
な
い
の
だ
が
、
そ
の
さ
い
の
「
同
時
的
な
意

識
」
の
意
味
や
、
絵
を
見
る
経
験
の
二
つ
の
側
面
の
意
味
と
相
互
関
係
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
討
の
余
地
が
あ
る
と
い
う
の
が
本
書
で

の
評
価
で
あ
る
。
そ
し
て
、
本
書
が
そ
の
手
掛
か
り
と
考
え
た
の
が
、
シ
ア
ー
の
認
知
説
で
あ
り
、
ま
た
ウ
ォ
ル
ト
ン
の
ご
っ
こ
遊
び
説

で
あ
る
。

　

そ
の
シ
ア
ー
に
つ
い
て
は
、
ウ
ォ
ル
ハ
イ
ム
を
め
ぐ
る
検
討
へ
の
付
録
と
し
て
、
第
四
章
の
第
4
節
で
取
り
上
げ
る
。
そ
れ
は
大
ま
か

に
は
ウ
ォ
ル
ハ
イ
ム
と
同
様
の
知
覚
説
の
一
種
と
も
言
え
る
が
、
シ
ア
ー
理
論
の
焦
点
は
、
知
覚
の
当
事
者
が
自
ら
の
体
験
と
し
て
意
識

す
る
内
的
な
側
面
よ
り
も
む
し
ろ
、
当
事
者
の
意
識
下
で
生
じ
て
い
る
認
知
過
程
の
ほ
う
に
置
か
れ
て
お
り
、
し
ば
し
ば
「
認
知
説
」
と

し
て
「
類
似
説
」
と
は
区
別
さ
れ
る
。
先
ほ
ど
の
類
似
説
で
は
、
絵
と
描
写
対
象
と
の
あ
い
だ
の
類
似
性
に
焦
点
が
置
か
れ
た
の
に
対
し

て
、
認
知
説
で
は
む
し
ろ
、
絵
を
見
る
経
験
と
、
描
写
対
象
を
対
面
で
見
る
経
験
の
あ
い
だ
の
類
似
性
に
注
意
が
向
け
ら
れ
る
。
こ
う
し

た
シ
ア
ー
の
議
論
は
先
述
の
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
論
の
一
つ
の
発
展
形
態
と
し
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
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別
の
観
点
で
言
え
ば
、
絵
を
見
る
経
験
の
特
異
性
を
力
説
す
る
先
ほ
ど
の
ウ
ォ
ル
ハ
イ
ム
と
は
対
照
的
に
、
む
し
ろ
絵
画
知
覚
と
対
象
の

対
面
知
覚
と
の
連
続
性
に
注
目
す
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
の
第
五
章
で
は
ウ
ォ
ル
ト
ン
の
ご
っ
こ
遊
び
理
論
を
取
り
上
げ
る
。
絵
を
見
る
経
験
の
特
質
が
、
そ
こ
に
な
い
不
在
の
対
象
を
見

る
点
に
あ
る
と
い
う
事
情
は
、
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
説
で
も
、
ウ
ォ
ル
ハ
イ
ム
の
「
中
に
見
る
」
説
に
お
い
て
も
力
説
さ

れ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
よ
り
一
般
的
な
虚
構
的
真
理
の
理
論
の
中
に
位
置
づ
け
、
特
に
絵
画
的
な
虚
構
的
真
理
の
生
成
に
つ
い
て
分
析
し

た
の
が
、
ウ
ォ
ル
ト
ン
の
ご
っ
こ
遊
び
理
論
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
絵
の
も
と
に
多
様
な
事
物
が
見
え
る
と
い
う
経
験
の
実
質
を
、
絵
の
平

面
的
な
形
状
を
見
な
が
ら
、
そ
の
平
面
を
「
見
る
」
経
験
を
、
絵
と
は
異
な
る
事
物
（
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
は
存
在
し
て
い
な
い
事
物
）
を

見
る
経
験
で
あ
る
か
の
よ
う
に
想
像
す
る
「
視
覚
的
な
ご
っ
こ
遊
び
」
と
し
て
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
第
五
章
で
の
検
討
で
は
、
ウ
ォ
ル

ト
ン
の
言
う
視
覚
的
な
ご
っ
こ
遊
び
が
、
絵
を
見
る
経
験
が
あ
く
ま
で
「
見
る
」
経
験
だ
と
い
う
視
覚
性
を
、
適
切
に
捉
え
ら
れ
て
い
る

か
ど
う
か
と
い
う
点
が
中
心
的
な
検
討
課
題
と
な
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
本
書
で
は
、
ウ
ォ
ル
ト
ン
理
論
が
、
実
質
的
に
ゴ
ン
ブ
リ
ッ

チ
＝
シ
ア
ー
流
の
認
知
説
の
論
点
を
内
蔵
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
。
と
同
時
に
、「
視
覚
的
ご
っ
こ
遊
び
」
は
、
絵
が
引
き
起
こ
す

認
知
過
程
を
、
単
に
自
然
的
な
因
果
連
鎖
の
一
コ
マ
と
し
て
追
認
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
を
社
会
的
・
歴
史
的
な
文
脈
の
中
に
置
き
移

し
、
ご
っ
こ
遊
び
の
規
則
に
よ
っ
て
指
定
さ
れ
た
想
像
と
し
て
意
味
づ
け
る
も
の
で
も
あ
る
。

　

以
上
を
前
置
き
と
し
て
、
い
よ
い
よ
本
論
に
進
も
う
。
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