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風
景
、
景
色
、
景
観

., 

近
頃
『
君
の
名
は
。
』
と
い
う
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
が
話
題
に
な
っ
て
い
る
。
気
に
な
る
の
は
映
画
の
舞
台
の
「
巡
礼
」
が
流
行
っ

て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
。
舞
台
と
な
っ
た
渋
谷
の
交
差
点
と
か
、
あ
る
い
は
ど
こ
に
で
も
あ
る
よ
う
な
神
社
、
歩
道
橋
の
上
、
こ
れ
ら
が

ど
う
や
ら
「
聖
地
」
と
呼
ば
れ
て
巡
礼
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
。
そ
う
い
え
ば
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
な
ど
と
い
う
言
菓
も
最
近
よ
く
耳
に
す

る
。
伝
統
的
に
聖
地
や
霊
場
と
さ
れ
て
き
た
場
所
の
こ
と
を
そ
う
い
う
ら
し
い
。

現
代
の
私
た
ち
は
あ
る
土
地
の
景
色
を
容
易
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
検
索
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
彼
ら
が
わ
ざ

わ
ざ
聖
地
や
パ
ワ
ー
ス
ポ
ッ
ト
を
訪
れ
る
の
は
画
像
だ
け
で
は
彼
ら
が
満
足
で
き
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。
あ
る
土
地
に
訪
れ
て
み
た
い
。

そ
の
土
地
の
空
気
を
吸
い
、
全
身
で
そ
の
土
地
を
体
験
し
た
い
。
こ
う
い
う
気
持
ち
は
昔
も
今
も
、
文
化
を
越
え
て
多
く
の
人
間
が
共
有

し
て
い
る
も
の
だ
と
思
う
。
こ
の
文
章
で
問
題
に
す
る
風
景
と
は
、
そ
う
い
っ
た
風
景
で
あ
る
。

日
本
語
の
「
風
景
」
と
い
う
言
葉
に
こ
だ
わ
っ
て
考
察
し
て
い
き
た
い
。
風
景
、
景
色
、
景
観
、
こ
の
三
つ
の
言
葉
は
区
別
な
く
使
わ

れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
語
義
を
考
え
る
と
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。
漢
和
辞
典
に
よ
る
と
可
〕
、
景
色
の
「
色
」
と
景
観
の
「
観
」
、

三
つ
の
言
葉
に
共
通
す
る
「
景
」
と
い
う
三
つ
漠
字
は
、
ど
れ
も
視
覚
に
関
係
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
風
景
の
「
風
」
の
意

味
は
「
①
ゆ
れ
動
く
空
気
の
流
れ
②
ゆ
れ
る
世
の
中
の
動
き
③
姿
や
人
が
ら
か
ら
発
し
て
人
心
を
動
か
す
も
の
④
そ
こ
は
か
と
な
く
漂

う
趣
き
、
ほ
の
か
な
味
わ
い
」
で
あ
る
。
風
は
直
接
に
見
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
揺
れ
て
い
る
梢
、
肌
に
あ
た
る
そ
の
感
触
、
涼
し
さ

や
寒
気
、
運
ば
れ
る
花
の
香
り
な
ど
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
風
を
知
る
。
微
か
な
風
を
感
じ
る
に
は
、
全
身
の
感
覚
を
研
ぎ
澄
ま
さ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
②
か
ら
④
の
語
義
で
説
明
さ
れ
た
も
の
は
、
ど
れ
も
感
覚
を
鋭
敏
に
す
る
こ
と
で
知
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
だ
と

す
る
と
風
を
含
む
「
風
景
」
は
、
視
覚
だ
け
で
な
く
全
身
の
感
覚
で
知
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
風
景
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
欧
米
の

l
a
n
d
s
c
a
p
e
 
(英）、

L
a
n
d
s
c
h
a
f
t

(独）、

p
a
y
s
a
g
e

(
仏
）
な
ど
と
い
っ
た
言
葉
は
ど
れ
も
眼
に
見
え
る
あ
る
地
域
の
形
態
を
意
味
し
て
お
り
、

訳
語
と
し
て
は
む
し
ろ
景
観
と
い
う
言
葉
の
ほ
う
が
相
応
し
い
と
思
わ
れ
る

[
2
。



120 美学研究

立野良介

風
景
は
視
覚
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
以
外
の
感
覚
を
含
め
て
全
身
で
知
覚
さ
れ
る
も
の
だ
と
理
解
す
る
。
あ
る
土
地
に
赴
い
た
と
き
、
そ

こ
で
ど
ん
な
匂
い
、
ど
ん
な
音
を
知
覚
し
た
か
、
う
だ
る
よ
う
に
暑
か
っ
た
か
、
凍
て
つ
く
よ
う
に
寒
か
っ
た
か
と
い
っ
た
こ
と
は
、
旅

の
印
象
に
大
き
く
関
係
す
る
。
従
来
の
西
洋
の
風
景
論
で
は
、
言
語
の
違
い
も
あ
っ
て
、

こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い
の
は
ゲ
ル
ノ
ー
ト
・
ベ
ー
メ
G
e
r
n
o
t
B
i
.
i
h
m
e
 
(一九一

1

一
七
ー
）
の
美
学
・
知
覚
論
で
あ
る
。
ベ
ー
メ
は
「
雰
囲

気

(
A
t
m
o
s
p
h
a
r
e
)
」
「
雰
囲
気
的
な
も
の

(
d
a
s
A
t
m
o
s
p
h
a
r
i
s
c
h
e
,
 A
t
m
o
s
p
h
a
r
i
s
c
h
e
s
)
」
と
い
っ
た
概
念
を
提
示
す
る
こ
と
で
、
風
景
の
問
題
を

考
察
す
る
の
に
重
要
な
視
点
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
ベ
ー
メ
は
匂
い
を
「
あ
る
都
市
の
雰
囲
気
の
本
質
的
要

素
の
―
つ
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
最
も
本
質
的
な
も
の
で
さ
え
あ
る
」

(
A
n
m
.
50)

と
理
解
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

風
景
と
雰
囲
気
、
雰
囲
気
的
な
も
の

風
景
内
で
私
た
ち
は
様
々
な
音
や
匂
い
、
暑
さ
や
寒
さ
、
風
、
季
節
や
天
候
、
一
日
の
変
化
を
感
じ
る
。
大
都
会
で
は
都
会
の
喧
騒

を
、
路
地
裏
で
は
寂
び
れ
た
情
感
を
、
田
舎
で
は
長
閑
な
情
感
を
感
じ
る
。
ペ
ー
メ
が
雰
囲
気
や
雰
囲
気
的
な
も
の
と
い
っ
た
概
念
で
問

題
に
す
る
の
は
ま
さ
に
こ
う
い
っ
た
全
身
で
知
覚
さ
れ
る
多
様
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
様
な
も
の
は
、
従
来
の
哲
学
・
美
学
で

は
あ
ま
り
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
ベ
ー
メ
に
よ
る
と
従
来
の
哲
学
・
美
学
は
「
物
」
に
束
縛
さ
れ
て
お
り
、
物
で
は
な
い
こ

う
い
っ
た
も
の
に
あ
ま
り
開
心
を
示
さ
な
か
っ
た
の
で
あ
る

(cf.Ag"155ff.)
。

知
覚
と
い
う
と
「
一
軒
の
家
を
見
る
」
「
樹
木
を
見
る
」
と
い
っ
た
例
を
思
い
浮
か
べ
る
の
が
一
般
的
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
最
初
か

ら
客
体
1
1
物
（
家
、
樹
木
）
が
想
定
さ
れ
て
お
り
、
感
官
（
視
覚
）
が
特
定
さ
れ
て
い
る

(cf.
A
i
s
,
3
7
)
。
だ
が
ベ
ー
メ
は
こ
れ
を
特
殊
な
例
で

あ
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
①
睡
眠
中
に
寒
さ
で
目
を
覚
ま
す
と
き
、
私
た
ち
が
最
初
に
知
覚
す
る
の
は
「
寒
い
」
と
い
う
襲
わ
れ
で
あ
っ

た
は
ず
で
あ
る
。
寒
さ
を
空
気
と
い
う
物
の
状
態
だ
と
把
握
す
る
の
は
眼
を
覚
ま
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る

(cf.
A
i
s
,
3
8
)
。
②
羽
音
で
蚊
に

気
づ
く
ケ
ー
ス
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
聴
覚
経
験
で
あ
る
。
だ
が
私
た
ち
は
こ
れ
を
同
時
に
不
安
や
緊
張
や
身
構
え
と
し
て
い
わ
ば
全
身
で

か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

）
う
い
っ
た
こ
と
は
問
題
に
は
さ
れ
て
こ
な

., 
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雰囲気とは外部にある何か気分や感情のようなものであり、

それは私に襲いかかり私の気分を変える力を持つものだが、

私の気分とは別のものだということである。

感
知
し
て
い
る
。
そ
れ
に
す
ぐ
に
蚊
と
い
う
対
象
に
気
づ
く
わ
け
で
は
な
い
。
最
初
に
知
覚
さ
れ
る
の
は
漠
然
と
し
た
「
威
嚇
的
な
も

の」

(
A
i
s
,
4
2
)

で
あ
る
。
こ
れ
を
音
だ
と
同
定
し
、
さ
ら
に
蚊
を
特
定
す
る
の
は
そ
の
後
で
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
分
析
し
た
上
で
、
ベ
ー
メ
は
基
本
的
な
知
覚
は
「
現
前
性
の
感
知

(
S
p
i
i
r
e
n
v
o
n
 A
n
w
e
s
e
n
h
e
i
t
)
」（
A
i
s
,
4
5
)

と
言
う
べ
き
も

の
で
あ
る
と
考
え
る
。
現
前
性
の
感
知
と
は
、
知
覚
主
体
と
し
て
の
私
の
感
知
で
あ
る
と
と
も
に
、
何
か
が
あ
る
こ
と
の
感
知
で
も
あ
り

両
者
が
未
分
化
な
状
態
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
身
体
に
何
か
が
襲
っ
て
く
る
と
い
う
仕
方
で
私
自
身
と
そ
の
何
か
に
気
づ
く
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
「
あ
る
情
態
感
に
あ
る

(sich
b
e
f
i
n
d
e
n
)
」
と
い
う
仕
方
で
私
に
気
づ
き
、
同
時
に
そ
の
情
態
感
を
も
た
ら
す
何
か

に
気
づ
く
の
で
あ
る
。
先
ほ
ど
の
蚊
の
例
で
は
、
「
威
嚇
す
る
も
の
」
と
し
て
の
何
か
と
威
嚇
さ
れ
て
い
る
私
を
同
時
に
気
づ
く
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
知
覚
主
体
（
私
）
と
知
覚
客
体
（
対
象
）
は
、
そ
の
後
で
分
離
・
疎
隔
の
過
程
で
獲
得
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
私
が
ま
ず
気

づ
く
の
は
、
物
で
は
な
く
、
ま
だ
対
象
と
し
て
特
定
さ
れ
て
い
な
い
、
漠
然
と
し
た
襲
い
か
か
る
も
の
で
あ
る
。
ベ
ー
メ
が
「
雰
囲
気
」

お
よ
び
、
「
雰
囲
気
的
な
も
の
」
と
呼
ぶ
の
は
、
こ
う
い
う
襲
い
か
か
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。

「
雰
囲
気
」
と
「
雰
囲
気
的
な
も
の
」
は
区
別
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
雰
囲
気
と
は
身
体
の
外
部
に
あ
る
気
分
や
感
情
の
よ
う
な
も
の

だ
と
理
解
さ
れ
た
い
。
そ
れ
に
対
し
て
雰
囲
気
的
な
も
の
と
は
、
音
、
声
、
匂
い
、
光
、
風
、
寒
さ
、
天
候
や
気
候
と
い
っ
た
も
の
で
あ

る
(cf.
A
i
s
,
5
9
)

。

., 

ベ
ー
メ
は
雰
囲
気
に
は
一
一
種
類
の
知
覚
の
仕
方
が
あ
る
と
言
う
。
―
つ
は
「
進
入
」
（
と
9
4
6
)

で
あ
り
、
外
部
の
雰
囲
気
に
次
第
に
私

自
身
の
気
分
が
染
ま
っ
て
い
く
経
験
で
あ
る
。
祭
り
の
楽
し
い
雰
囲
気
に
次
第
に
染
ま
っ
て
い
く
と
い
う
経
験
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た

だ
き
た
い
。
こ
の
場
合
楽
し
い
雰
囲
気
は
、
も
と
も
と
「
私
の
気
分
」
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る

(
d
A
i
9
4
7
)

。
も
う
一
っ
は
「
違
和
」

合
s
,
4
8
)

で
あ
り
、
失
恋
の
悲
し
み
ゆ
え
に
祭
り
の
楽
し
さ
が
よ
そ
よ
そ
し
く
感
じ
て
し
ま
う
ケ
ー
ス
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
だ
き
た
い
。

こ
の
例
は
、
雰
囲
気
と
私
の
気
分
や
感
情
が
別
で
あ
る
こ
と
を
際
立
た
せ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
例
か
ら
理
解
で
き
る
こ
と
は
、
雰
囲
気

と
は
外
部
に
あ
る
何
か
気
分
や
感
情
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
私
に
襲
い
か
か
り
私
の
気
分
を
変
え
る
力
を
持
つ
も
の
だ
が
、
私

の
気
分
と
は
別
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

私
た
ち
は
、
雰
囲
気
を
あ
る
程
度
他
者
と
了
解
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
。
祭
り
の
楽
し
い
雰
囲
気
は
、
あ
る
程
度
他
者
も
そ
う
感
じ
て

い
る
と
理
解
可
能
な
の
で
あ
る
。
主
観
的
、
客
観
（
客
体
）
的
、
ど
ち
ら
の
要
素
も
持
ち
合
わ
せ
る
こ
の
雰
囲
気
の
性
質
を
ベ
ー
メ
は
「
準
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客
観
的
」
性
格
(
A
i
s
,
4
7
)

と
特
徴
づ
け
て
い
る
。
雰
囲
気
は
了
解
し
合
え
る
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
、
私
た
ち
は
雰
囲
気
を
意
図
し
て
作
り

だ
す
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
で
買
い
物
を
す
る
と
き
に
は
、
購
買
意
欲
を
感
じ
さ
せ
る
楽
し
い
音
楽
が
流
さ
れ

て
い
る
だ
ろ
う
。
葬
式
に
い
く
と
、
厳
粛
な
雰
囲
気
を
作
り
出
す
た
め
、
式
の
為
の
い
ろ
ん
な
物
が
置
か
れ
、
お
香
が
焚
か
れ
、
人
々
も

そ
の
雰
囲
気
を
壊
さ
ぬ
よ
う
気
を
付
け
て
い
る
だ
ろ
う
(
c
f
.
A
i
s
,
5
2
,
5
3
)

。

雰
囲
気
が
「
情
動
的
な
襲
わ
れ
を
表
す
表
現
に
よ
っ
て
」

(
A
i
s
,
5
9
)

規
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
雰
囲
気
的
な
も
の
」
は

「
主
観
的
要
因
が
広
範
囲
に
欠
落
し
て
い
る
」
（
と
9
4
6
,
6
0
)

の
が
特
徴
で
あ
る
。
風
を
例
に
考
え
よ
う
。
風
は
涼
し
さ
や
生
暖
か
さ
を
と
も

な
っ
て
私
た
ち
に
襲
い
か
か
る
。
涼
し
い
、
生
暖
か
い
と
い
う
情
感
は
こ
う
し
て
私
た
ち
に
襲
い
か
か
る
。
だ
が
こ
れ
ら
だ
け
で
は
、
風

の
雰
囲
気
的
襲
わ
れ
を
十
全
に
表
し
て
い
な
い
。
肌
に
触
れ
る
感
触
が
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
感
触
を
言
葉
で
表

現
す
る
な
ら
ば
ま
さ
し
く
「
風
」
で
あ
る
。
ベ
ー
メ
は
雰
囲
気
を
表
す
言
葉
は
「
表
現
的
」
「
反
応
的
」
な
の
に
対
し
て
、
雰
囲
気
的
な

も
の
を
表
す
言
葉
は
「
事
実
確
認
的
」
（
と
9
6
0
)

で
あ
る
と
述
べ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
風
と
い
う
現
象
自
体
に
は
主
観
的
要
因
は
認
め
ら

れ
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
実
際
に
体
験
さ
れ
て
い
る
と
き
は
、
主
観
的
要
因
を
と
も
な
っ
て
体
験
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
音
は
気
持
ち

を
落
ち
着
か
せ
た
り
、
不
快
だ
っ
た
り
す
る
し
、
匂
い
も
心
地
よ
か
っ
た
り
、
不
快
で
あ
っ
た
り
す
る
の
で
あ
る
。

雰
囲
気
な
も
の
の
特
徴
を
、
ベ
ー
メ
は
物
と
比
較
す
る
こ
と
で
明
確
に
す
る
[
ガ
悶
両
者
は
ど
ち
ら
も
独
立
性
ヽ
つ
ま
り
個
別
の
何

か
と
し
て
出
会
い
得
る
特
徴
を
持
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
を
基
礎
づ
け
て
い
る
も
の
が
異
な
る
。
物
は
物
質
な
ど
何
ら
か
の
「
基
体

(
S
u
b
s
t
r
a
t
u
m
)

」（
A
i
s
,
6
1
)

に
同
一
性
の
根
拠
を
持
っ
て
い
る
。
私
の
机
が
壊
れ
て
も
私
の
机
で
あ
る
の
は
、
物
質
が
同
一
だ
か
ら
で
あ
る
。

対
し
て
、
雰
囲
気
的
な
も
の
は
、
そ
の
「
個
性
的
性
格
」

(
A
i
s
,
6
1
)

に
同
一
性
の
根
拠
を
持
っ
て
い
る
。
群
衆
の
な
か
か
ら
私
が
友
人
の

声
を
聴
き
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
声
の
性
格
を
聞
き
取
る
か
ら
で
あ
る
。
木
犀
の
匂
い
を
嗅
ぎ
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
他
の

匂
い
と
は
区
別
さ
れ
る
そ
の
性
格
を
嗅
ぎ
取
る
か
ら
で
あ
る
。

ベ
ー
メ
は
さ
ら
に
、
物
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
特
徴
の
ほ
と
ん
ど
が
可
能
的
な
の
に
対
し
て
、
雰
囲
気
的
な
も
の
は
現
実
的
、
ア
ク

チ
ュ
ア
ル
で
あ
り
、
今
ま
さ
に
作
用
し
て
い
る
こ
と
に
本
質
が
あ
る
と
指
摘
す
る

5
。
物
は
運
動
し
た
り
静
止
し
た
り
、
音
が
嗚
っ
た

り
止
ん
だ
り
、
壊
れ
た
り
壊
れ
て
な
か
っ
た
り
す
る
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
可
能
的
で
あ
る
。
硬
さ
、
脆
さ
と
い
っ
た
属
性
は
、
触
る
こ

と
で
初
め
て
理
解
さ
れ
る
(
c
f
.

A
i
s
,
6
2
)

。
そ
れ
に
対
し
て
雰
囲
気
的
な
も
の
、
匂
い
、
音
、
風
、
暑
さ
な
ど
は
今
ま
さ
に
感
じ
ら
れ
て
い

., 
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風
摂
と
文
化
、
歴
史

., 

‘ヽq

ベ
ー
メ
カ

る
性
質
に
そ
の
本
質
が
あ
る
日
。

風
景
で
体
験
さ
れ
る
秋
、
夕
暮
れ
、
夜
、
天
候
と
い
っ
た
も
の
も
、
雰
囲
気
的
な
も
の
の
例
と
し
て
挙
が
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
場

合
、
様
々
な
雰
囲
気
的
な
も
の
や
雰
囲
気
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
雰
囲
気
的
な
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
る

(g
と
9
6
6
)

。
例

え
ば
夕
暮
れ
は
、
消
え
ゆ
く
光
、
犬
の
遠
吠
え
、
次
第
に
感
じ
る
涼
し
さ
な
ど
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
雨
は
、
雨
音
、
肌
に
当

た
る
水
滴
の
感
触
な
ど
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

雰
囲
気
は
外
部
に
あ
る
気
分
や
情
感
で
あ
り
、
雰
囲
気
的
な
も
の
は
こ
の
情
感
を
と
も
な
っ
て
知
覚
さ
れ
る
事
実
確
認
的
に
知
覚
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
も
の
を
私
た
ち
は
身
体
へ
の
襲
わ
れ
と
し
て
知
覚
す
る
。
天
候
、
気
候
、
音
や
匂
い
、
大
都
市
の
喧
騒
、

路
地
裏
の
寂
び
れ
た
情
感
、
田
舎
の
長
閑
さ
。
こ
う
い
っ
た
も
の
を
私
た
ち
は
風
景
内
で
知
覚
す
る
。
風
景
は
様
々
な
雰
囲
気
や
雰
囲
気

的
な
も
の
が
知
覚
さ
れ
る
場
だ
と
理
解
さ
れ
る
。

以
上
の
考
察
を
踏
ま
え
て
改
め
て
考
察
し
な
お
す
べ
き
な
の
は
、
風
景
の
視
覚
的
体
験
で
あ
る
。
確
か
に
私
た
ち
は
風
景
で
目
に
し
た

も
の
と
し
て
、
様
々
な
物
の
名
称
を
挙
げ
る
。
し
か
し
冷
静
に
考
え
る
な
ら
ば
、
風
景
内
で
確
認
可
能
な
「
物
」
は
無
数
に
あ
り
、
と
う

て
い
初
見
で
す
べ
て
を
確
認
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
私
た
ち
は
雰
囲
気
的
感
知
に
お
い
て
、
生
活
す
る
上
で
必
要
な
情
報
を
咄

嵯
に
知
覚
し
て
お
り

[
3
、
ベ
ー
メ
述
べ
て
い
た
よ
う
に
そ
れ
を
後
に
物
と
し
て
把
握
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
た
知
覚
す
る
際
、

情
動
的
な
も
の
、
雰
囲
気
も
感
知
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
事
実
、
私
た
ち
は
視
覚
的
に
も
様
々
な
情
緒
を
感
じ
取
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。
天
候
が
変
化
す
る
だ
け
で
、
私
た
ち
が
視
覚
的
に
も
風
景
か
ら
受
け
る
印
象
は
大
ぎ
く
異
な
る
の
で
あ
る
。

風
景
の
問
題
を
考
察
す
る
上
で
避
け
て
通
れ
な
い
の
が
、
文
化
や
社
会
、
さ
ら
に
は
歴
史
と
い
っ
た
問
題
で
あ
る
。
私
た
ち
は
し
ば
し

ば
文
化
や
歴
史
に
対
す
る
関
心
が
ゆ
え
に
旅
を
す
る
。
旅
の
途
中
で
、
歴
史
的
建
造
物
に
関
心
を
奪
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
風
景
の
な
か

で
私
た
ち
は
文
化
、
歴
史
を
実
感
す
る
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
こ
と
の
理
由
や
意
味
を
考
察
す
る
手
が
か
り
と
し
て
、
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「
社
会
的
性
格
(
g
e
s
e
l
l
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
C
h
a
r
a
k
t
e
r
e
)

」
と
名
付
け
て
い
る
雰
囲
気
の
性
格
（
便
宜
上
「
社
会
的
雰
囲
気
」
と
以
下
で
は
記
載
す
る
）
お
よ

び
、
「
歴
史
の
厚
み
(
h
i
s
t
r
i
s
c
h
e
T
i
e
f
e
)

」
と
称
し
て
い
る
も
の
を
取
り
上
げ
た
い
。

社
会
的
雰
囲
気
は
、
ベ
ー
メ
が
「
雰
囲
気
の
性
格
」
と
し
て
挙
げ
て
い
る
も
の
の
―
つ
で
あ
る
。
代
表
的
な
も
の
と
し
て
、
小
市
民
的

雰
囲
気
、
豪
華
な
雰
囲
気
、
洗
練
さ
れ
た
雰
囲
気
、
一
九
二

0
年
代
の
雰
囲
気
と
い
っ
た
も
の
が
挙
が
る

(cf.
A
i
s
,
8
9
)
 [.-J

。
社
会
的
雰
囲

気
を
産
み
出
す
も
の
と
し
て
ベ
ー
メ
が
提
示
す
る
の
が
「
象
徴
(
S
y
m
b
o
l
e
)

」
と
「
表
章
(
I
n
s
i
g
n
i
e
n
)

」
で
あ
る
。
少
し
長
く
な
る
が
説
明

箇
所
を
引
用
す
る
。

「
社
会
的
性
格
に
つ
い
て
は
、
表
章
や
象
徴
を
そ
の
産
出
者
と
し
て
割
り
当
て
て
み
た
い
。
社
会
的
性
格
、
す
な
わ
ち
権
力
、
富
、

上
品
さ
と
い
っ
た
雰
囲
気
に
私
た
ち
が
出
会
う
の
は
、
人
間
的
な
世
界
の
設
定
が
な
さ
れ
た
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
分
野
で
言
う

と
、
建
築
、
室
内
装
飾
、
広
告
、
モ
ー
ド
、
化
粧
な
ど
で
あ
る
0

[
…
〕
社
会
的
性
格
と
し
て
こ
れ
ら
の
雰
囲
気
は
何
よ
り
も
徴
に

よ
っ
て
産
み
出
さ
れ
る
。
徴
と
は
慣
習
に
依
拠
す
る
こ
と
で
そ
の
雰
囲
気
作
用
を
生
じ
さ
せ
る
構
成
要
素
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
私
は
、
社
会
的
性
格
に
分
類
さ
れ
る
産
出
者
を
表
章
、
あ
る
い
は
象
徴
と
呼
ぶ
」
（
と
9
1
0
2
)

。

象
徴
に
つ
い
て
ベ
ー
メ
は
「
そ
れ
自
体
が
、
そ
れ
が
意
味
す
る
そ
れ
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
記
号
」
（
と
9
1
4
8
)

で
あ
る
と
定
義
す
る
。

表
章
は
「
国
家
、
身
分
制
、
教
会
の
力
や
威
厳
を
表
す
記
号
」

(
A
i
s
,
1
4
8
)

が
一
般
的
な
意
味
で
あ
り
、
ベ
ー
メ
は
象
徴
の
一
種
で
あ
る
と

理
解
し
て
い
る
。
王
冠
、
帝
国
宝
珠
と
い
っ
た
も
の
は
、
そ
れ
自
体
が
国
王
や
帝
国
を
意
味
し
て
お
り
、
人
々
は
そ
の
権
威
を
実
感
し
て

き
た
の
で
あ
る
。
表
章
や
象
徴
が
成
立
す
る
の
は
、
私
た
ち
が
身
に
つ
け
て
来
た
慣
習
に
よ
る
。
例
え
ば
描
か
れ
た
紅
葉
は
そ
れ
自
体
秋

を
示
し
て
も
い
る
が
、
私
た
ち
は
生
活
の
な
か
で
紅
葉
に
秋
を
感
じ
る
習
慣
を
身
に
つ
け
て
来
た
の
で
あ
る
。

象
徴
は
記
号
と
は
区
別
さ
れ
る
。
ベ
ー
メ
に
よ
る
と
記
号
で
は
記
号
と
記
号
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
も
の
の
間
に
差
異
が
存
在
し
て
い
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
私
た
ち
は
そ
れ
を
読
解
し
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
あ
る
絵
画
に
描
か
れ
た
百
合
の
花
を
、
純
潔

を
表
す
記
号
と
し
て
読
解
す
る
必
要
が
あ
る
な
ら
そ
れ
は
記
号
で
あ
る
。
記
号
に
お
い
て
は
雰
囲
気
的
作
用
を
感
じ
る
の
は
難
し
い
[
渭
悶

そ
れ
に
対
し
て
象
徴
で
は
、
背
後
に
あ
る
慣
習
、
社
会
シ
ス
テ
ム
ゆ
え
に
私
た
ち
は
そ
の
意
味
を
実
感
し
、
社
会
的
雰
囲
気
を
知
覚
す

., 
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る
[
3
゜
慣
習
を
共
有
し
合
う
も
の
の
間
で
は
、
こ
の
雰
囲
気
は
共
に
理
解
し
合
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

社
会
的
雰
囲
気
は
五
感
を
通
し
幅
広
く
知
覚
さ
れ
て
い
る
。
舞
台
上
で
は
例
え
ば
戦
時
中
の
雰
囲
気
を
演
出
す
る
た
め
に
、
空
襲
の
音

や
も
ん
ぺ
が
使
用
さ
れ
る
。
白
黒
の
ス
ト
ラ
イ
プ
に
私
た
ち
は
た
だ
ち
に
葬
式
の
雰
囲
気
を
感
じ
取
る
。
あ
る
種
の
旋
律
や
音
色
は
、
ス

ペ
イ
ン
的
な
も
の
、
沖
縄
的
な
も
の
を
連
想
さ
せ
る

(cf.
A
n
m
,
7
9
)
。
肥
溜
め
の
匂
い
に
田
舎
を
感
じ
る
の
は
私
だ
け
で
は
な
か
ろ
う
。

歴
史
は
社
会
や
文
化
と
関
係
す
る
問
題
で
あ
る
。
ベ
ー
メ
は
都
市
の
雰
囲
気
を
扱
っ
た
論
文
で
「
歴
史
の
厚
み
」

(
A
n
m
,
6
0
)

に
言
及

し
て
い
る
。
ま
た
シ
ャ
ル
ト
ル
大
聖
堂
の
ス
テ
ン
ド
グ
ラ
ス
の
掃
除
が
か
え
っ
て
人
を
幻
滅
さ
せ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
触
れ
つ

つ
、
「
教
会
が
い
わ
ば
根
付
い
て
い
る
こ
と
」
「
樹
木
の
よ
う
に
大
地
か
ら
堂
々
と
立
つ
こ
と
」
（
笞
m
"
6
2
)

か
ら
歴
史
の
厚
み
は
感
知
さ

れ
る
と
述
べ
る
。
私
た
ち
は
、
大
昔
か
ら
ず
っ
と
そ
こ
に
あ
っ
た
と
感
じ
さ
せ
る
も
の
に
歴
史
の
厚
み
を
知
覚
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
こ
れ
も
慣
習
に
根
差
し
た
歴
史
的
雰
囲
気
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
他
方
で
ベ
ー
メ
は
紋
章
や
碑
文
な
ど
解
読
を
要
求
す
る
歴

史
的
な
記
号
か
ら
は
歴
史
の
厚
み
は
感
知
さ
れ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
平
均
的
市
民
に
は
歴
史
の
解
読
は
前
提
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
と
述

べ
る
。
こ
れ
は
先
述
し
た
記
号
と
象
徴
の
差
異
を
踏
ま
え
た
考
え
で
あ
る
。
旅
行
前
に
得
る
情
報
な
ど
も
、
か
え
っ
て
経
験
の
可
能
性
を

狭
め
る
と
い
さ
さ
か
否
定
的
に
述
べ
て
い
る

(cf.
Anm,60ff.)
。

知
覚
論
の
立
場
か
ら
ベ
ー
メ
は
、
雰
囲
気
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
文
化
や
歴
史
を
重
視
し
て
い
る
。
他
方
で
、
風
景
か
ら
歴
史
を
解
読
す

る
こ
と
や
、
歴
史
的
情
報
を
得
る
こ
と
に
つ
い
て
は
こ
の
文
脈
で
は
評
価
し
て
い
な
い
よ
う
に
読
め
る
。
だ
が
も
ち
ろ
ん
、
知
識
を
得
る

こ
と
で
風
景
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
り
、
結
果
風
景
に
親
し
み
を
得
る
と
い
う
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
も
含
め
て
、
桑
子
敏
雄

氏
(
-
九
五
―
|
）
の
『
環
境
の
哲
学
』
を
取
り
上
げ
比
較
し
て
み
た
い
。
桑
子
氏
は
歴
史
と
風
景
の
関
係
を
問
題
に
し
て
お
り
、
ベ
ー
メ

の
問
題
意
識
と
共
通
点
も
認
め
ら
れ
る
の
で
、
歴
史
と
風
景
の
関
係
を
理
解
す
る
有
意
義
な
視
点
を
提
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で

あ
る
。桑

子
は
「
空
間
の
履
歴
」
と
「
身
体
の
配
置
」
を
問
題
に
す
る

F
]
。
空
間
と
空
間
内
の
事
物
に
は
、
過
去
の
歴
史
が
積
み
重
な
っ
て

い
る
。
こ
れ
を
桑
子
は
空
間
の
履
歴
と
名
付
け
る
。
歴
史
は
過
去
の
も
の
だ
が
今
知
覚
可
能
な
履
歴
は
現
在
の
も
の
で
あ
る
。
歴
史
は
こ

の
履
歴
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
人
間
も
過
去
に
積
み
重
ね
た
履
歴
を
持
つ
。
し
か
し
空
間
内
の
事
物
に
は
私
た
ち
の
生
前

か
ら
の
履
歴
が
あ
る
。
人
の
人
生
の
豊
さ
と
は
履
歴
の
豊
か
さ
で
あ
り
、
人
は
空
間
の
履
歴
を
空
間
内
の
身
体
の
配
置
に
よ
っ
て
与
え
ら
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れ
る
。
配
置
の
な
か
に
は
履
歴
を
も
つ
こ
と
で
多
く
の
思
考
を
促
す
「
意
味
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
解
釈
す
る
こ
と
で
人
は
「
豊
か
な
存

在
」
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
桑
子
は
論
じ
た
上
で
、
風
景
を
「
身
体
の
配
置
へ
と
全
感
覚
的
に
出
現
す
る
履
歴
空
間
の
相
貌
」
[
F
]

で
あ
る

と
述
べ
る
。
桑
子
の
立
場
は
、
ベ
ー
メ
と
重
な
る
点
が
あ
る
。
桑
子
は
風
景
を
全
身
の
感
覚
を
通
じ
て
知
覚
さ
れ
る
も
の
だ
と
理
解
し
、

聴
覚
、
触
覚
、
嗅
覚
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
邑
゜

桑
子
は
「
空
間
の
履
歴
」
と
し
て
歴
史
を
問
題
に
し
て
い
た
。
こ
の
履
歴
は
桑
子
に
よ
る
と
「
全
感
覚
的
に
出
現
す
る
も
の
」
で
あ

り
、
そ
れ
は
「
意
味
」
を
持
つ
も
の
だ
っ
た
。
ベ
ー
メ
が
「
社
会
的
性
格
」
「
歴
史
の
厚
み
」
と
い
う
言
築
で
表
し
て
い
た
の
は
、
雰
囲

気
と
し
て
全
身
で
知
覚
さ
れ
る
社
会
的
・
歴
史
的
な
も
の
だ
と
理
解
で
き
る
。
こ
う
考
え
る
と
こ
の
点
で
二
人
の
考
え
の
類
似
は
明
ら
か

だ
ろ
う
。
二
人
の
相
違
は
ベ
ー
メ
が
あ
く
ま
で
も
知
覚
さ
れ
る
文
化
や
歴
史
を
問
題
に
す
る
の
に
対
し
て
、
桑
子
は
歴
史
の
解
釈
、
知
覚

さ
れ
た
こ
と
に
個
人
が
意
味
を
見
出
す
こ
と
に
も
注
目
し
て
い
る
点
に
あ
る
丑
。
桑
子
の
考
え
を
踏
ま
え
て
ベ
ー
メ
の
考
え
を
捉
え
直

す
な
ら
ば
、
社
会
的
雰
囲
気
や
歴
史
の
厚
み
は
、
雰
囲
気
と
し
て
私
た
ち
に
履
歴
、
つ
ま
り
風
景
と
私
た
ち
自
身
が
歴
史
を
担
っ
て
い
る

こ
と
を
告
げ
、
思
考
を
促
す
意
味
を
風
景
の
な
か
に
実
感
さ
せ
る
契
機
と
な
る
も
の
だ
と
理
解
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。
社
会
、
文
化
、

私
た
ち
自
身
の
慣
習
を
形
作
っ
て
い
る
も
の
は
歴
史
に
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
歴
史
と
は
全
貌
を
表
す
こ
と
な
く
私
た
ち
に
付
き
ま

と
う
も
の
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
が
風
景
に
魅
了
さ
れ
る
理
由
の
―
つ
は
、
文
化
や
歴
史
を
身
体
を
介
し
て
実
感
す
る
こ
と
に
も

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
多
く
の
人
が
風
景
に
歴
史
を
読
み
解
き
た
い
と
思
い
、
訪
れ
た
土
地
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
た
い
と
思
う
理
由
の
一

つ
、
ま
た
、
情
報
誌
な
ど
で
知
識
を
い
く
ら
得
て
も
、
多
く
の
人
が
そ
れ
に
満
足
で
き
ず
実
際
に
そ
の
土
地
に
訪
れ
る
理
由
の
一
っ
は
、

こ
の
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

風
景
と
芸
術

日
本
語
の
風
景
、
つ
ま
り
全
感
覚
を
通
じ
て
身
体
的
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
風
景
が
私
た
ち
の
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
。
ベ
ー
メ
の

知
覚
論
に
基
づ
き
、
風
景
は
身
体
に
襲
い
か
か
る
も
の
と
し
て
の
雰
囲
気
や
雰
囲
気
的
な
も
の
が
知
覚
さ
れ
る
場
で
あ
る
と
理
解
さ
れ

., 
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か

つ

「
鐘
消
え
て
花
の
香
は
撞
く
夕
哉
」
（
芭
蕉
）

れ
る
の
で
あ
る
。

., 

た
。
ま
た
こ
の
場
で
は
、
文
化
的
・
歴
史
的
な
も
の
も
実
感
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
も
風
景
が
私
た
ち
を
魅
了
す
る
理
由
で
は
な

い
か
と
考
察
さ
れ
た
。
雰
囲
気
の
意
義
の
―
つ
は
、
こ
れ
ま
で
主
観
的
と
い
う
曖
昧
な
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
き
た
も
の
を
積
極
的
に
評
価

す
る
視
点
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
点
に
も
あ
る
。
こ
の
立
場
で
は
例
え
ば
、
住
民
や
旅
行
者
が
風
景
の
何
に
魅
了
さ
れ
た
か
を
問
題
に
す

る
こ
と
も
正
当
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
近
年
、
宅
地
開
発
や
住
宅
の
近
代
化
に
よ
っ
て
、
日
本
の
風
景
は
様
変
わ
り
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と

で
、
歴
史
の
過
程
を
踏
ん
で
こ
そ
培
わ
れ
る
風
景
の
多
様
性
は
失
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
点
も
、
知
覚
論
的
に

風
景
を
考
察
す
る
立
場
か
ら
問
題
に
で
き
る
で
あ
ろ
う

m。

最
後
に
芸
術
と
風
緊
の
関
係
に
つ
い
て
少
し
触
れ
た
い
。
ベ
ー
メ
は
近
代
美
学
の
傾
向
を
「
主
観
主
義
」

(
A
t
m
,
1
5
5
)

と
特
徴
づ
け
る
。

感
性
的
な
判
断
や
芸
術
作
品
を
、
自
我
1
1

主
体
の
う
ち
に
探
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
。
そ
の
為
に
、
中
心
的
課
題
か
ら
離
れ
て
い
っ
た
の

が
、
日
常
の
デ
ザ
イ
ン
で
あ
り
自
然
で
あ
っ
た
。
こ
の
主
観
主
義
が
ゆ
え
に
風
景
は
、
省
察
す
る
主
体
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
だ
と

理
解
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
っ
た
の
で
あ
る

(cf.
A
t
m
,
1
5
5
)

。
こ
の
主
観
主
義
も
全
感
覚
を
通
し
て
知
覚
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
風
景
の
理

解
の
妨
げ
に
な
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
と
は
い
え
芸
術
に
お
い
て
も
、
風
景
に
お
け
る
雰
囲
気
や
雰
囲
気
的
な
も
の
の
表
現
は
認
め
ら

ベ
ー
メ
自
身
実
例
と
し
て
、
ゲ
ー
テ
や
シ
ュ
ト
ル
ム
の
詩
、
印
象
派
の
絵
画
、
浮
世
絵
な
ど
を
取
り
上
げ
て
い
る
が
、

こ
こ
で
は
日
本
の
い
く
つ
か
の
作
品
に
認
め
ら
れ
る
風
景
の
表
現
に
注
目
し
た
い
。

こ
の
俳
句
は
ベ
ー
メ
が
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
(
c
f
.

At目姿6
6
,
6
8
)
[
i
c
]

。
こ
の
俳
句
で
は
「
鐘
の
音
」
「
花
の
香
」
「
夕
暮
れ
」
と
い
う

三
つ
の
雰
囲
気
的
な
も
の
が
登
場
す
る
。
あ
た
り
が
次
第
に
闇
に
包
ま
れ
、
視
覚
的
情
報
が
失
わ
れ
る
と
と
も
に
、
消
え
て
い
く
鏡
の
音

と
立
ち
上
る
花
の
香
り
が
意
識
さ
れ
る
。
夕
暮
れ
の
雰
囲
気
的
情
感
は
こ
こ
で
は
音
と
香
り
の
変
化
で
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。

「
古
池
や
蛙
飛
び
こ
む
水
の
音
」
（
芭
蕉
）
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あ
ま
り
に
も
有
名
な
こ
の
俳
句
で
登
場
す
る
の
は
、
「
古
池
」
と
「
蛙
が
飛
び
込
む
水
の
音
」
で
あ
る
。
後
者
は
明
ら
か
に
雰
囲
気
的

な
も
の
で
あ
る
が
前
者
は
物
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
「
古
池
や
」
と
詠
嘆
の
助
詞
を
伴
う
こ
と
で
、
こ
こ
で
は
古
か
ら
あ
る
池
の
醸
し
出
す

情
感
、
つ
ま
り
雰
囲
気
が
強
調
さ
れ
て
い
る
と
理
解
で
き
る
丑
。
こ
の
古
池
の
情
感
に
、
蛙
が
飛
び
込
む
小
さ
な
音
の
情
感
が
加
わ
る

こ
と
で
こ
の
風
景
独
自
の
情
感
が
産
み
出
さ
れ
て
い
る
。
注
意
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
は
こ
れ
ら
の
俳
句
で
は
ど
こ
に
も
主
体
や
自
我
は

登
場
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
主
観
主
義
的
に
風
景
の
解
釈
や
、
作
者
の
心
情
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で

あ
る
。広

重
の
作
品
の
う
ち
に
ベ
ー
メ
は
「
一
日
の
移
り
変
わ
り
の
気
配
」
「
天
候
」
「
日
常
の
情
景
」
「
束
の
間
の
も
の
へ
の
愛
」
が
描
か
れ

て
い
る
点
を
指
摘
す
る
[
F
]

。
一
日
の
変
化
の
気
配
、
天
候
は
雰
囲
気
や
雰
囲
気
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
日
常
の
様
々
な
場
面
に

知
覚
さ
れ
る
。
そ
れ
に
先
ほ
ど
の
芭
蕉
の
俳
句
で
も
、
蛙
の
飛
び
込
む
音
が
聞
こ
え
た
瞬
間
が
表
現
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
雰
囲
気
は
束

の
間
に
襲
わ
れ
と
し
て
経
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
《
唐
崎
の
夜
雨
》
で
は
近
江
の
唐
崎
神
社
の
巨
木
に
降
る
夜
の
雨
の
情
景
が
描
か

れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
垂
直
の
線
で
打
ち
付
け
る
よ
う
な
夜
雨
の
激
し
さ
が
物
語
ら
れ
て
い
る
。
暗
闇
の
な
か
の
巨
木
は
シ
ル
エ
ッ
ト
だ

け
で
無
気
味
に
描
写
さ
れ
て
い
る
。
激
し
い
雨
音
を
感
じ
さ
せ
る
垂
直
の
線
、
黒
の
濃
淡
だ
け
で
影
の
よ
う
に
描
写
さ
れ
る
大
木
に
よ
っ

あ
さ
く
さ
た
ん
ぽ
と
り
ま
ち
も
う
で

て
、
視
覚
的
情
報
の
少
な
い
夜
の
全
身
で
知
覚
さ
れ
る
情
感
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
《
浅
草
田
甫
酉
の
町
詣
》
で
は
吉
原
の
遊
郭
の
障
子

窓
、
そ
の
傍
で
寝
て
い
る
猫
、
窓
の
外
の
風
景
、
屋
内
の
風
景
が
―
つ
の
場
面
に
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
一
風
変
わ
っ
た
取
り
合
わ
せ

は
、
日
常
の
一
瞬
の
情
感
を
捉
え
る
眼
差
し
な
し
に
描
か
れ
な
い
も
の
だ
ろ
う
。

し
ゅ
ん
こ
う
せ
い
う
ず

与
謝
蕪
村
の
《
春
光
晴
雨
図
》
（
個
人
蔵
）
な
ど
は
束
の
間
の
も
の
へ
の
愛
が
表
現
さ
れ
た
好
例
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
雨
が
止
ん
で
陽

が
射
し
た
瞬
間
の
春
の
山
の
情
景
が
描
か
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
一
瞬
に
気
づ
く
こ
と
が
で
き
た
の
は
そ
の
一
瞬
の
情
感
を
感
じ
取
っ

や
し
よ
く
ろ
う
だ
f

ず

た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
同
じ
く
蕪
村
の
有
名
な
《
夜
色
楼
台
図
》
（
個
人
蔵
）
は
、
雪
の
夜
の
お
そ
ら
く
京
都
の
情
景
を
描
い
た

も
の
で
あ
る
。
雪
雲
に
覆
わ
れ
た
空
、
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
屋
内
の
明
か
り
が
見
え
る
雪
が
積
も
っ
た
家
々
、
背
後
の
白
い
山
並
み
、
こ
う

い
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
雪
が
降
る
夜
の
街
独
特
の
情
感
が
表
さ
れ
て
い
る
。

こ
れ
も
有
名
な
幅
田
平
八
郎
の
《
雨
》
（
東
京
国
立
近
代
美
術
館
蔵
、
一
九
五
三
年
）
は
、
画
面
い
っ
ば
い
に
デ
ザ
イ
ン
的
に
描
か
れ
た
平
瓦

が
斬
新
な
作
品
で
あ
る
が
、
瓦
の
上
に
ぽ
つ
ぽ
つ
斑
点
が
あ
る
の
は
、
降
り
始
め
た
雨
が
瓦
に
し
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
雨

., 
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記

., 

の
日
の
日
常
風
景
の
一
コ
マ
を
描
い
た
も
の
だ
と
理
解
さ
れ
る
。
人
に
よ
れ
ば
、
雨
の
降
り
は
じ
め
の
微
か
な
土
の
匂
い
も
感
じ
る
か
も

し
れ
な
い
。
そ
れ
に
こ
の
作
品
は
平
瓦
だ
け
で
画
面
を
構
成
す
る
こ
と
で
、
平
瓦
と
い
う
日
本
の
文
化
が
醸
し
出
し
て
き
た
で
あ
ろ
う
情

感
に
目
を
向
け
る
も
の
だ
と
も
理
解
さ
れ
よ
う
。

世
の
中
の
風
景
は
日
々
変
化
し
て
い
る
。
と
は
い
え
冒
頭
で
挙
げ
た
「
巡
礼
」
や
「
聖
地
」
巡
り
の
よ
う
に
、
ど
う
い
う
形
で
あ
れ
風

景
に
関
心
を
抱
く
ひ
と
は
今
後
も
存
在
し
続
け
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
風
景
の
人
間
に
と
っ
て
の
意
味
を
考
察
す
る
こ
と
は
私
た
ち

に
と
っ
て
重
要
な
の
で
あ
る
。

思
い
返
せ
ば
大
学
院
生
の
頃
に
取
り
組
ん
で
い
た
美
の
研
究
が
今
の
私
の
問
題
意
識
に
つ
な
が
っ
て
い
ま
す
。
院
生
の
頃
、
辛
辣
な
ご
意
見
も
多
い
な

か
藤
田
治
彦
先
生
に
は
い
つ
も
優
し
い
お
言
葉
を
い
た
だ
い
た
こ
と
を
思
い
出
し
ま
す
。
そ
れ
に
本
論
は
文
芸
学
研
究
で
の
ベ
ー
メ
に
つ
い
て
の
二
度

の
発
表
が
原
型
と
な
っ
て
い
ま
す
が
、
研
究
会
で
は
数
多
く
の
先
生
方
に
貴
霊
な
ご
意
見
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。
藤
田
先
生
と
研
究
会
を
主
宰
さ
れ
て

き
た
先
生
方
、
参
加
さ
れ
た
先
生
方
に
、
こ
こ
に
感
謝
の
気
持
ち
を
記
し
ま
す
。

謝
辞

立
野
良
介
（
た
つ
の
・
り
ょ
う
す
け
）

同
志
社
大
学
嘱
託
講
師
、
成
安
造
形
大
学
非
常
勤
講
師
。
専
門
は
環
境
美
学
、
現
代
ド
イ
ツ
芙
学
。

本
文
で
主
に
参
照
し
た
ベ
ー
メ

Gernot
Bi.ihme
の
著
作
か
ら
の
引
用
、
お
よ
び
参
照
箇
所
に
つ
い
て
は
次
の
略
号
を
用
い
、
本
文
中
と
註
に
参
照
頁
と

と
も
に
記
し
ま
す
。
ま
た
そ
の
他
の
著
作
に
つ
い
て
は
著
者
名
、
書
名
、
参
照
頁
を
註
で
記
し
ま
す
。
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*7 *6 *5 *4 *3 *2 *1 ①
A
t
m
o
s
p
h
i
i
r
e
 E
s
s
a
y
s
 z
u
r
 n
e
u
e
n
 A
s
t
h
e
t
i
k
,
 F
r
苔
k
f
u
r
t
/
M
.
:
S
u
h
r
k
a
m
p
 1
9
9
5
.
 
(
1
1
A
t
m
)
 

②
笞
m
u
t
u
n
g
e
n
.
O
b
e
r
 d
a
s
 A
t
m
o
s
p
h
a
r
i
s
c
h
e
,
 O
s
t
f
i
l
d
e
r
n
:
 E
d
i
t
i
o
n
 T
e
r
t
i
u
m
 1
9
9
8
.
 (
1
1
A
n
m
)
 

③
A
i
s
t
h
e
t
i
k
,
 V
o
r
l
e
s
u
n
g
e
n
 iiber A
s
t
h
e
t
i
k
 als 
a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 W
a
h
r
n
e
h
m
u
n
g
s
l
e
h
r
e
,
 M
i
i
n
c
h
e
n
:
 F
i
n
k
 
2
0
0
1
.
 
(
邦
訳
『
感
覚
学
と
し
て
の
美
学
』
井
村
彰

他
訳
、
勁
草
書
房
、
二

0
0五
年
）
（
11Ais)

他
に
も
ベ
ー
メ
の
邦
訳
に
は
右
に
挙
げ
た
②
を
中
心
に
い
く
つ
か
の
論
文
を
ま
と
め
て
訳
出
し
た
以
下
の
書
物
が
出
版
さ
れ
て
い
ま
す
。
執
筆
に
あ
た
っ

て
、
こ
の
邦
訳
も
参
照
い
た
し
ま
し
た
。

『
雰
囲
気
の
美
学
ー
新
し
い
現
象
学
の
挑
戦
』
梶
谷
真
司
他
訳
，
晃
洋
書
房
二

0
0六
年
。

以
下
の
記
述
は
『
学
研
漠
和
大
字
典
』
（
藤
堂
明
保
編
、
一
九
七
八
年
）
を
参
照
。

風
景
を
景
色
や
景
観
な
ど
と
比
較
し
、
「
風
と
光
が
織
り
な
す
も
の
」
と
す
る
意
見
は
次
の
よ
う
な
著
作
で
見
ら
れ
る
。
大
室
幹
雄
「
月
瀬
幻
影
ー
近
代
日
本
風
景
批
評
史
』

（
中
公
叢
書
、
二

0
0
二
年
）
四
一
九
頁
、
桑
子
敏
雄
『
環
境
の
哲
学
|
日
本
の
思
想
を
現
代
に
活
か
す
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
九
年
）
四
一
頁
以
下
。

ベ
ー
メ
は
、
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
H
e
r
m
a
n
n
S
c
h
m
i
t
z
 
(
一
九
二
八
ー
）
の
「
準
物
体

(
H
a
l
b
d
i
n
g
e
)
」
と
い
う
概
念
に
基
づ
き
説
明
す
る
。
雰
囲
気
的
な
も
の
は
準
物
体
の
一

種
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
準
物
体
に
つ
い
て
は
シ
ュ
ミ
ッ
ツ
の
以
下
の
著
作
に
記
載
が
あ
る
。

H
e
r
m
a
n
n
S
c
h
m
i
t
z
,
 S
y
s
t
e
m
 d
e
r
 Philosophie B
d
.
3
 Tei! 5; D
i
e
 

蓉
h
r
n
e
h
m
u
n
g
,
B
o
n
n
 1
9
7
8
,
 S
.
1
1
6
,
1
3
4
;
 D
e
r
 unerschopf/iche G
e
g
e
n
s
t
a
n
d
.
G
r
u
n
d
z
i
i
g
e
 d
e
r
 Philosophie, B
o
n
n
 1
9
9
0
,
 S
.
2
1
6
,
2
2
2
.
 

ベ
ー
メ
は
物
は
「
実
在
性

(Realitat)
」
、
雰
囲
気
的
な
も
の
は
「
現
実
性

(Wirklichkeit)
」
と
い
う
存
在
の
仕
方
を
示
す
と
も
い
う

(cf.Ais,62,161)
。

た
だ
し
暑
さ
や
寒
さ
に
つ
い
て
は
、
表
現
的
・
反
応
的
に
「
暑
い
、
寒
い
」
と
も
、
事
実
確
認
的
に
「
暑
さ
、
寒
さ
」
と
も
言
い
表
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、
雰
囲
気
と
も
雰

囲
気
的
な
も
の
と
も
理
解
可
能
で
あ
る

(cf.Ais,59)
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ギ
ブ
ソ
ン
J
a
m
e
s
J
e
r
o
m
e
 G
i
b
s
o
n
 (
一
九

0
四
ー
七
九
）
が
提
示
し
た
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
と
い
う
概
念
が
参
考
に
な
る
。
こ
の
概
念
が
教
え
る

こ
と
は
、
私
た
ち
は
崖
を
み
る
と
咄
嵯
に
落
ち
る
恐
れ
を
感
じ
取
り
、
赤
信
号
を
見
る
と
咄
嵯
に
止
ま
れ
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
受
け
取
る
と
い
っ
た
具
合
に
、
私
た
ち

が
ま
ず
周
囲
の
環
境
の
う
ち
に
知
覚
す
る
も
の
は
、
環
境
が
直
接
提
供
す
る
私
た
ち
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
河
野
哲
也
「
エ
コ
ロ

ジ
カ
ル
な
心
の
哲
学
ー
ギ
ブ
ソ
ン
の
実
在
論
か
ら
』
（
勁
草
書
房
、
二

0
0
三
年
）
六
五
頁
以
下
を
参
照
。

ベ
ー
メ
は
他
に
は
共
感
覚
、
気
分
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
性
格
、
動
的
印
象
を
挙
げ
て
い
る

(cf.
Ais,88ff.,10lff.)
。
共
感
覚
と
は
、
寒
さ
が
色
や
音
、
人
の
態
度
な

ど
か
ら
知
覚
さ
れ
る
と
い
っ
た
も
の
で
、
雰
囲
気
が
全
身
で
知
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
根
拠
を
持
つ

(cf・

と
991ff・"Atm,85ff.)
。
気
分
は
陽
気
な
光
景
、
陰
鬱
な
光
景

と
い
っ
た
も
の
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
性
格
は
、
人
の
間
で
生
じ
る
緊
張
し
た
雰
囲
気
、
平
穏
な
雰
囲
気
な
ど
を
指
し
て
い
る
。
動
的
印
象
は
、
圧
迫
す
る
、
気
分

註

., 

a+a 10 131 
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., 

を
高
揚
さ
せ
る
、
広
々
と
し
た
と
い
っ
た
よ
う
な
運
動
性
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
ベ
ー
メ
は
雰
囲
気
の
性
格
は
明
確
に
分
類
で
き
る
わ
け
で
も
な
く
、
ま

た
こ
の
五
つ
で
十
分
で
あ
る
か
は
未
定
で
あ
る
と
断
っ
て
い
る

(cf.
A
i
s
,
9
0
)
。

ベ
ー
メ
は
象
徴
の
方
が
記
号
よ
り
も
根
源
的
で
あ
り
、
記
号
は
象
徴
の
「
末
裔
」
「
崩
壊
生
成
物
」

(
A
i
s
,
1
5
2
)

で
あ
る
と
も
述
べ
て
い
る
。

先
の
引
用
箇
所
で
は
「
人
間
的
な
世
界
の
設
定
が
な
さ
れ
た
文
脈

(
K
o
n
t
e
x
t
)
」
と
記
述
さ
れ
て
い
る
。
類
似
し
た
表
現
で
あ
る
が
、
別
の
意
味
で
ベ
ー
メ
は
「
連
関

(
B
e
z
i
i
g
e
)
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
。
「
論
証
的
連
関
」

(
A
i
s
,
3
8
)

「
社
会
的
連
関
」

(
A
i
s
,
1
1
3
)

「
知
覚
の
連
関
」
（
と
s
,
3
8
)

と
い
っ
た
具
合
に
で
あ
る
。
講
義
や
議
論

に
熱
中
す
る
と
き
私
た
ち
は
論
証
的
連
関
に
あ
り
、
明
日
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
を
考
え
る
と
き
は
社
会
的
連
関
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
と
き
、
私
た
ち
は
知
覚
の
連
関
に
は

な
く
、
あ
ま
り
知
覚
さ
れ
る
も
の
に
気
を
留
め
る
こ
と
は
な
い
。
だ
が
知
覚
の
連
関
に
あ
る
場
合
で
も
、
慣
習
に
よ
り
あ
る
社
会
シ
ス
テ
ム
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
場
で

は
私
た
ち
は
社
会
的
雰
囲
気
を
知
覚
す
る
の
で
あ
る
。

桑
子
敏
雄
『
環
境
の
哲
学
|
日
本
の
思
想
を
現
代
に
活
か
す
』
（
講
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
九
年
）
三

O
I三
三
頁
。

前
掲
書
、
五

0
頁。

こ
ほ
う
あ
ん
ぼ
う
せ
ん

前
掲
書
、
五

0
頁
を
参
照
。
別
の
著
作
で
桑
子
は
、
小
堀
遠
州
造
営
の
茶
室
、
大
徳
寺
狐
逢
庵
忘
笙
を
訪
れ
た
若
者
が
そ
こ
に
「
落
ち
着
き
」
を
感
じ
た
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー

ド
を
挙
げ
て
い
る
。
落
ち
着
き
は
、
主
観
的
感
梢
で
あ
り
、
か
つ
こ
の
空
間
の
性
格
で
も
あ
る
と
桑
子
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
両
面
性
は
ま
さ
し
く
雰
囲
気
の
性
質
で
あ

る
。
「
落
ち
着
き
」
は
視
覚
、
聴
覚
、
嗅
覚
い
ず
れ
か
ら
も
知
覚
さ
れ
る
点
で
共
感
覚
と
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
文
化
に
よ
っ
て
落
ち
着
き
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
が
異
な
る
点
で
、

社
会
的
雰
囲
気
と
も
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
ケ
ー
ス
で
は
、
こ
の
茶
室
自
体
の
履
歴
、
茶
室
と
い
う
文
化
が
培
っ
て
き
た
履
歴
と
い
っ
た
も
の
も
落
ち
着
き
を
も
た

ら
し
て
い
る
と
理
解
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
桑
子
敏
雄
「
感
性
の
哲
学
』

(
N
H
K
プ
ッ
ク
ス
、
二

0
0
一
年
）
一
五
ー
一
六
頁
を
参
照
。

例
え
ば
桑
子
は
地
名
の
変
更
に
よ
っ
て
空
間
の
履
歴
が
抹
消
さ
れ
る
点
を
問
題
に
す
る
。
私
た
ち
は
地
名
を
通
し
て
土
地
の
由
来
を
知
り
、
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き

る
が
こ
の
点
は
ベ
ー
メ
の
立
場
で
は
問
題
に
さ
れ
な
い
。
桑
子
敏
雄
『
環
境
の
哲
学
』
二
四
一
頁
以
下
を
参
照
。

例
え
ば
現
代
、
消
防
法
の
制
限
内
で
一
般
人
が
木
造
住
宅
を
京
都
市
内
で
新
築
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
現
存
す
る
町
家
を
い
か
に
保
存
す
る
か
に
力
が
入
れ

ら
れ
て
い
る
が
、
新
築
が
不
可
能
で
あ
れ
ば
い
ず
れ
町
家
は
消
滅
す
る
だ
ろ
う
。
山
本
茂
『
京
町
家
づ
く
り
千
年
の
知
恵
ー
「
間
口
三
間
」
を
生
か
す
独
自
の
こ
し
ら
え
』
（
祥

伝
社
、
二

0
0
三
年
）
を
参
照
。

立
野
良
介
「
「
雰
囲
気
的
な
も
の
」
と
芸
術

I
G
・
ベ
ー
メ
の
「
新
し
い
美
学
」
」
『
文
芸
学
研
究
』
第
一
七
号
（
二

0
一
三
年
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
こ
で
は
詳
述
で
き
な
い
が
、
ベ
ー
メ
は
物
の
「
脱
自
(
E
k
s
t
a
s
g
)
」
と
し
て
物
か
ら
の
雰
囲
気
の
現
出
を
問
題
に
し
て
い
る

(
A
日

1
,

155ff., A
i
s
,
 
13 lff.)
。

ゲ
ル
ノ
ー
ト
・
ベ
ー
メ
「
俊
さ
と
い
う
た
お
や
か
な
芸
術
D
i
e
s
a
n
f
t
e
 K
u
n
s
t
 d
e
s
 E
p
h
g召
r
e
n
」
武
藤
三
千
夫
、
阿
部
美
由
起
訳
『
カ
リ
ス
タ
ー
美
学
・
藝
術
論
研
究
』
（
美

学
・
藝
術
論
研
究
会
編
、
二

0
0
四
年
）
を
参
照
。




