
高
松
次
郎「
単
体
」シ
リ
ー
ズ

―
「
板
の
単
体
」（
黒
・
赤
・
青
）に
つ
い
て
の
一
試
論

大
澤 

慶
久

［要旨］
　高松次郎の「単体」シリーズは、膨大な作品点
数と種々様々な特徴をもつ、1969年から1972年
まで取り組まれた著名な作品群である。本シリー
ズは形式的特徴の観点から、概ね三つの作品群
に分類することができる。第一に、《16個の単体》
や《36個の単体》などの無垢の杉に加工を施した
作品群、第二に、《コンクリートの単体》や《紙の
単体》など、直方体ないし矩形の中央部を破砕
し、その破片を元の場所に戻した作品群、第三
に、周囲を鋸状に加工した板に、ラッカーにより全
面に単色を施した「板の単体」の作品群―《板
の単体（黒）》、《板の単体（赤）》、《板の単体（青）》
―である。本論文は、以上の三種の作品群を
タイプA、タイプB、タイプCと呼び、これまで十分
に言及されることのなかったタイプCの新たな解釈
を提示することを目的とする。
　そのために本論文ではまず、（I）議論の下準備
として「単体」と関連する諸概念について説明す
る。次に、（II）これまでの「単体」解釈を整理して
示す。その上で、（III）タイプCの形式的特徴及び、
それとモノクローム絵画に関する高松のテクストの
検討を行い、本論文におけるタイプCの解釈を試
みる。本論文ではこうした議論を通じて、タイプC

は、色面が精神的な何かに転化されることなく色
面それ自体の自己同一性が保持されることが企図
されたものであり、高松にとってモノクローム絵画
に対する一つの試みであったと解釈する。そして
この解釈によって、タイプCに、A及びBとは異なる
固有の位置を与えることが可能となる。

論
文
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序　
一
九
六
九
年
か
ら
一
九
七
二
年
ま
で
制
作
さ
れ
た
高
松
次
郎
の「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
は
、「
点
」、「
紐
」、「
影
」な

ど
の
シ
リ
ー
ズ
と
同
様
、
多
く
の
批
評
家
や
研
究
者
に
よ
っ
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
著
名
な
作
品
群
で
あ
る
。
本

シ
リ
ー
ズ
は
、
非
常
に
膨
大
な
作
品
点
数
が
あ
る
と
と
も
に
、
種
々
様
々
な
特
徴
を
も
つ
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
単
体
」に
つ
い
て
の
議
論
を
始
め
る
前
に
、
ま
ず
は
鳥
瞰
的
な
視
点
か
ら
そ
の
大
ま
か
な
分
類
を
し
て
お
く
必
要

が
あ
る
。
本
論
文
で
は
、
形
式
的
特
徴
の
相
違
に
基
づ
き
、
次
の
三
つ
の
タ
イ
プ
に
分
類
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
第
一
に
、《
16
個
の
単
体
》﹇
図
1
﹈や《
36
個
の
単
体
》、《
4
つ
の
単
体（
杉
）》な
ど
の
無
垢
の
杉
に
加
工
を
施
し

た
作
品
群
、
第
二
に
、《
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
単
体
》﹇
図
2
﹈や《
木
の
単
体
》、《
紙
の
単
体
》﹇
図
3
﹈な
ど
、
直
方
体
な
い

し
矩
形
の
中
央
部
を
破
砕
し
、
そ
の
破
片
を
元
の
場
所
に
戻
し
た
作
品
群
、
第
三
に
、
周
囲
を
鋸
状
に
加
工
し
た

パ
ネ
ル
板
に
、
ラ
ッ
カ
ー
に
よ
っ
て
全
面
に
単
色
を
施
し
た「
板
の
単
体
」の
作
品
群

―
《
板
の
単
体（
黒
）》﹇
図
4
﹈、

《
板
の
単
体（
赤
）》﹇
図
5
﹈、《
板
の
単
体（
青
）》﹇
図
6
﹈

―
で
あ
る

•1

。
以
上
の
三
つ
の
タ
イ
プ
の「
単
体
」を
本
論

文
で
は
便
宜
上
、
タ
イ
プ
A
、
タ
イ
プ
B
、
タ
イ
プ
C
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る

•2

。

　
こ
れ
ま
で「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
は
、
そ
の
形
式
的
特
徴
と
他
の
シ
リ
ー
ズ
や
高
松
の
テ
ク
ス
ト
と
の
関
連
性
か
ら
さ

ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
お
お
む
ね
、
以
下
の
よ
う
に
分
類
・
要
約
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
物

か
ら
物
へ
の
様
態
変
化
に
お
け
る
自
己
同
一
性
、
第
二
に
、
物
の
様
態
変
化
に
お
け
る
名
詞（
作
品
タ
イ
ト
ル
）の
機

能
に
よ
る
自
己
同
一
性
、
第
三
に
、
物
の
無
限
の
分
割
と
外
部
へ
の
無
限
の
増
殖
、
第
四
に
、
物
に
お
け
る
部
分
と
全
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体
の
関
係
で
あ
る
。
以
上
の「
単
体
」解
釈
は
、
本
シ
リ
ー
ズ
の
タ
イ
プ
A
及
び
B
に
お
け
る
形
式
的
特
徴
お
よ
び
そ

れ
に
関
す
る
高
松
の
テ
ク
ス
ト
と
の
積
極
的
な
対
応
関
係
を
も
っ
て
お
り
、
総
じ
て
A
及
び
B
の
全
般
的
な
説
明
を

可
能
に
し
て
い
る
。
た
だ
そ
こ
で
は
、
タ
イ
プ
C
に
つ
い
て
は
ほ
と
ん
ど
光
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
本
論
文
で
は
、
タ
イ
プ
C
の
形
式
的
特
徴
に
相
応
す
る
新
た
な
解
釈
を
、「
単
体
」及
び
タ
イ
プ
C
に
関

す
る
高
松
の
テ
ク
ス
ト
を
拠
り
所
に
検
討
す
る
。

　
以
下
本
論
文
で
は
、
次
の
よ
う
な
手
順
で
議
論
を
進
め
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。（
Ⅰ
）ま
ず
は
議
論
の
下
準
備
の

限
り
で「
単
体
」と
関
連
す
る
概
念
に
つ
い
て
説
明
す
る
。
次
に
、（
Ⅱ
）上
記
の「
単
体
」解
釈
を
具
体
的
に
み
た
後
、

（
Ⅲ
）本
論
文
に
お
け
る
タ
イ
プ
C
の
解
釈
を
提
示
す
る
。
本
論
文
は
こ
う
し
た
議
論
を
通
じ
て
、
こ
れ
ま
で
論
じ

ら
れ
る
機
会
に
さ
ほ
ど
恵
ま
れ
な
か
っ
た
タ
イ
プ
C
に
光
を
当
て
、一
つ
の
視
座
を
与
え
る
と
と
も
に
、「
単
体
」シ

リ
ー
ズ
に
お
け
る
そ
の
固
有
の
位
置
を
示
す
こ
と
を
試
み
る
。
さ
ら
に
、一
九
七
三
年
に
開
始
さ
れ
た「
平
面
上
の

空
間
」シ
リ
ー
ズ
に
先
立
っ
て
潜
在
し
て
い
た
、
平
面
作
品
に
関
す
る
高
松
の
関
心
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に

も
繋
が
る
だ
ろ
う
。

Ⅰ
　「
単
体
」と
関
連
す
る
概
念
つ
い
て

　
本
章
で
は
、
次
章
に
お
い
て
先
行
解
釈
を
で
き
る
だ
け
簡
明
に
説
明
す
る
た
め
の
道
具
立
て
と
し
て
、「
単
体
」シ
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リ
ー
ズ
と
関
連
す
る
概
念
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
第
一
に「
単
体
」と「
自
己
同
一
性
」に
つ
い
て
、
第
二
に「
単

体
」と「
言
葉
」に
つ
い
て
、
第
三
に「
単
体
」と「
無
限
」に
つ
い
て
、
第
四
に「
単
体
」と「
部
分
と
全
体
」に
つ
い
て
で

あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
は
、「
単
体
」に
関
わ
る
高
松
の
テ
ク
ス
ト
や
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
シ
リ
ー
ズ
や
作
品
と
の

関
連
性
に
支
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

1
　「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
と「
自
己
同
一
性
」

　「
単
体
」と「
自
己
同
一
性
」と
の
関
連
性
を
示
す
も
の
と
し
て
、
少
な
く
と
も
三
つ
の
論
拠
を
挙
げ
る
こ
と
が

で
き
る
。
第
一
に
そ
れ
は
、
七
三
年
に『
美
術
手
帖
』誌
上
で
行
わ
れ
た
李
禹
煥
と
の
対
談「
言
語
・
表
現
・
日
常
性

…
…
」で
の
発
言
に
認
め
ら
れ
る
。
こ
こ
で
高
松
は
、
李
と
の
や
り
取
り
の
中
で
自
身
の
仕
事
の
展
開
を
振
り
返
り
、

「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
自
ら
表
明
し
て
い
る
。
李
に
よ
っ
て
高
松
の「
遠
近

法
」シ
リ
ー
ズ
に
み
ら
れ
る
不
在
論
的
性
格
が
批
判
的
に
指
摘
さ
れ
た
後
の
高
松
の
発
言
で
あ
る
。

や
っ
ぱ
り
自
己
同
一
性
と
い
う
問
題
を
三
番
目
に
書
き
た
い
わ
け
で
す
よ
ね
。
こ
れ
な
ん
か
は
ほ
と
ん
ど
不

在
と
は
逆
み
た
い
に
な
る
わ
け
で
す
。
ま
あ
ぼ
く
は
車マ
マ

体
と
い
う
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
を
つ
け
た
作
品
の
な
か
で

ね
、
ど
う
し
て
も
考
え
な
き
ゃ
な
ん
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
や
っ
ぱ
り
、
そ
れ
が
あ
る
一
つ
の
事
物
が
、一
つ
の
な

か
で
充
実
し
て
い
る
と
い
う
、
ま
た
不
在
論
と
逆
の
性
格
の
も
の
な
ん
で
す
ね
。•3
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こ
の
発
言
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
高
松
に
と
っ
て「
自
己
同
一
性
」と
い
う
問
題
が
、
観
念
的
な
方
向
に
傾
斜
し

て
い
た「
不
在
性
」の
問
題
の
後
に
湧
出
し
た
書
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
に
お

い
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と（
し
っ
か
り
と
書
き
起
こ
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
）で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
あ
る

•4

。
な
お
、
こ
の
対
談
に
お
い
て
高
松
は「
自
己
同
一
性
」に「
あ
る
一
つ
の
事
物
が
、一
つ
の
な
か
で
充
実
し
て

い
る
」と
い
う
規
定
し
か
与
え
て
い
な
い
が
、
の
ち
に
彼
は
、
七
五
年
の「
ジ
ャ
ス
パ
ー
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
試
論
」に
お
い
て
、

「
転
化
／
自
己
同
一
性
」と
い
う
対
に
よ
り
そ
の
概
念
を
具
体
的
に
書
き
お
こ
し
て
い
る（
こ
の
内
容
に
つ
い
て
は
本

論
文
の
Ⅲ
に
て
詳
述
す
る
）。

　
第
二
に
、「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
制
作
時
期
の
七
一
年
に
制
作
さ
れ
た《
題
名
》と
い
う
作
品
の《
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
》

﹇
図
7
﹈で
あ
る
。
こ
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
で
は
、
作
品
の
ス
ケ
ッ
チ
の
右
隣
に
、「
単
体（
一
つ
の
も
の
）」と「
自
己
同
一
性
」

と
い
う
語
が
縦
に
並
列
に
記
さ
れ
て
お
り
、
高
松
に
お
い
て
両
者
の
概
念
は
関
連
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る

こ
と
が
分
か
る

•5

。

　
第
三
に
、
六
九
年
に
書
か
れ
た「
植
物
が
あ
る
と
い
う
こ
と 

永
遠
な
る
テ
ッ
ポ
ウ
ユ
リ
」と
い
う
短
い
文
章
で
あ

る
。
こ
こ
で
は
、「
自
己
同
一
性
」と
い
う
語
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
事
物
の
転
化
／
自
己
同
一
性
と
い
う
現

象
に
対
す
る
高
松
の
眼
差
し
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

世
の
中
の
あ
ら
ゆ
る
物
体
は
、
す
べ
て
固
有
の
特
性
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
中
で
も
あ
る
種
の
も
の
は
、

そ
の
特
性
と
は
無
関
係
な
多
く
の
属
性
の
あ
る
こ
と
を
忘
れ
さ
せ
て
し
ま
う
ほ
ど
に
、
特
性
を
強
く
発
散
す

る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
花
な
ど
も
、
そ
の
典
型
的
な
例
だ
と
思
い
ま
す
。〔
改
行
〕ぼ
く
は
い
ま
、
物
体
に
対
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し
て
、
そ
の
特
性
よ
り
も
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
自
体
に
直
接
か
か
わ
っ
た
こ
と

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
興
味
が
あ
る
よ
う
で

す
。
と
も
か
く
、
広
い
ロ
ビ
ー
を
独
特
な
ム
ー
ド
で
満
た
す
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
た
か
な
り
の
数
の
テ
ッ
ポ
ウ
ユ

リ
は
切
り
き
ざ
ん
で
ま
と
め
て
み
る
と
、
こ
じ
ん
ま
り
し
た
ボ
タ
山
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。い
っ
た
ん
そ
う

な
っ
て
し
ま
え
ば
、
ゴ
ミ
箱
に
捨
て
ら
れ
、
そ
し
て
燃
や
さ
れ
て
灰
に
な
り
、
分
散
さ
れ
た
と
し
て
も
、
核
爆

発
で
も
起
こ
さ
な
い
限
り
絶
対
に
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
、
永
遠
の
物
体
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
。•6

〔
傍

点
原
著
者
〕

こ
の
一
文
の
前
半
部
に
お
い
て
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
物
体
／
属
性
と
い
う
対
に
お
い
て
、
前
者
と
の
直
接
的
な
関

わ
り
に
関
心
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
半
部
で
は
、
物
体
／
属
性
の
対
に
関
連
し
て
、
広
い
ロ
ビ
ー
に
あ
っ
た

多
く
の
テ
ッ
ポ
ウ
ユ
リ
が
、
切
り
刻
ま
れ
、
纏
め
ら
れ
、
ボ
タ
山
に
変
化
し
た
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
か
り
に
そ
の
ボ

タ
山
も
ま
た
ゴ
ミ
箱
に
捨
て
ら
れ
、
燃
や
さ
れ
灰
に
な
り
分
散
し
た
と
し
て
も
、
物
体
と
し
て
は
同
一
性
を
保
持
し

続
け
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
。
要
す
る
に
高
松
は
、
テ
ッ
ポ
ウ
ユ
リ
の
変
容
を
通
じ
て
、
物
体
の
属
性
の
背

後
に
あ
る
そ
の
同
一
性
を
感
知
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
作
家
の
こ
う
し
た
眼
差
し
が「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
制
作
開
始

年
で
あ
る
六
九
年
に
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
単
体
」に
お
い
て「
自
己
同
一
性
」が
、
た
と
え
言
葉
と
し
て
は

明
言
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
関
連
し
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
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2
　「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
と「
言
葉
」

　「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
と「
言
葉
」と
の
関
連
性
は
、《
英
語
の
単
語
》や《
日
本
語
の
文
字
》な
ど
の
文
字
の
作
品
が「
単

体
」と
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
推
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
。つ
ま
り
、「
単
体
」制
作
期
は
言
葉
の

問
題
に
対
す
る
高
松
の
関
心
が
と
り
わ
け
高
ま
っ
て
い
た
時
期
で
あ
り
、
実
際
に
そ
れ
は
そ
の
時
期
の
テ
ク
ス
ト
に

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
六
九
年
の
エ
ッ
セ
イ「
自
分
の
仕
事 

ま
た
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
書
く
と
い
う
こ
と
に
つ

い
て
」（『
美
術
手
帖
』一
九
六
九
年
一
二
月
号
）で
は
言
葉
と
事
物
の
付
着
性
と
離
反
性
の
問
題
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ

て
お
り
、
そ
れ
ま
で
の
彼
の
テ
ク
ス
ト
に
は
さ
ほ
ど
み
ら
れ
な
か
っ
た
言
葉
の
問
題
が
、
そ
の
テ
ク
ス
ト
で
は
主
要
な

テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。

　
た
だ
し
、
こ
の
テ
ク
ス
ト
は「
単
体
」に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
高
松
に
お
い
て
言
葉
に

対
す
る
関
心
と「
単
体
」は
、
必
ず
し
も
同
一
線
上
に
あ
る
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
可
能

性
も
あ
り
う
る
。つ
ま
り
、
そ
れ
は
彼
が
文
字
作
品
を
制
作
す
る
に
際
し
て
自
身
の
思
考
を
整
理
す
る
た
め
に
記
し

た
エ
ッ
セ
イ
で
あ
り
、「
単
体
」制
作
に
関
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
捉
え
方
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、

批
評
家
の
中
で
は
高
松
と
特
に
親
し
い
関
係
に
あ
っ
た
中
原
佑
介
の
伝
聞
に
よ
れ
ば
、
高
松
に
お
い
て「
単
体
」は
言

葉
と
事
物
と
の
関
係
を
軸
に
し
た
作
品
群
で
あ
っ
た
と
い
う
。
中
原
は「
高
松
次
郎
と
見
え
な
い
も
の
」（
二
〇
〇
〇

年
）に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
1
9
7
0
年
の
5
月
、
私
が
コ
ミ
ッ
シ
ョ
ナ
ー
と
し
て
組
織
し
た『
第
10
回

東
京
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
』（
タ
イ
ト
ル
は『
人
間
と
物
質
』）に
、
出
品
を
依
頼
し
た
高
松
次
郎
は「
16
の
杉
の
単
体
」と
い

う
作
品
を
出
品
し
ま
し
た
。〔
…
…
〕高
松
次
郎
に
い
わ
せ
る
と
、
同
じ『
杉
』と
い
う
名
詞
で
呼
ば
れ
る
け
れ
ど
も
、
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そ
の
形
態
に
は
こ
れ
ほ
ど
の
多
様
性
が
あ
り
得
る
、
と
す
る
な
ら
杉
と
い
う
言
葉
は
な
に
を
指
示
し
て
い
る
の
か
と

い
う
こ
と
を
示
し
た
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。〔
改
行
〕『
単
体
』は
言
葉
と
物
体
の
関
係
を
軸
に
し
て
うマ
マ

う
み
だ
さ
れ
た

作
品
群
で
し
た
」•7

。

　
も
と
よ
り
こ
れ
は
あ
く
ま
で
三
〇
年
余
り
の
時
を
隔
て
た
伝
聞
に
基
づ
く
解
釈
で
あ
る
か
ら
、
当
時
の
高
松
の
考

え
と
一
致
す
る
と
考
え
る
こ
と
に
は
留
保
が
必
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い

•8

。
と
は
い
え
、「
単
体
」制
作
期
に
お
い
て

言
葉
に
対
す
る
関
心
が
高
松
の
中
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
何
ら
か
の
関
連
性
を
想
定

す
る
こ
と
は
自
然
だ
ろ
う
。

3
　「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
と「
無
限
」

　「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
と「
無
限
」と
の
関
連
性
は
、「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
に
つ
い
て
の
テ
ク
ス
ト
で
は
明
確
に
現
れ
て
い

な
い
も
の
の
、
六
一
年
か
ら
六
四
年
ま
で
制
作
さ
れ
た「
点
」シ
リ
ー
ズ
に
関
す
る
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
認
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
も
っ
と
も
、「
単
体
」と「
点
」に
は
制
作
年
に
お
い
て
そ
れ
な
り
の
隔
た
り
が
あ
る
か
ら
、
両
者
の
関
係
性

は
希
薄
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
両
者
は
と
も
に「
一
な
る
も
の
」と
い
う
点
で
重
な

り
合
う
こ
と
か
ら
、「
点
」に
関
す
る
彼
の
思
考
が「
単
体
」に
も
底
流
し
て
い
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
よ
う
。「
無
限
」

に
関
わ
る
こ
と
は
、
例
え
ば「『
点
性
体
』に
つ
い
て
」と
題
さ
れ
た
六
二
年
五
月
の
メ
モ
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き

る
。「
量
子
力
学
的
追
求
の
前
で
は
、
事
物
は
限
り
な
く
分
裂
す
る
。
分
裂
の
極
限
で
あ
る
素
粒
子
を
仮
想
し
よ
う
。

そ
れ
は
常
に
可
能
性
で
あ
り
、
限
り
な
く
密
度
を
高
め
て
い
く
空
虚
そ
の
も
の
で
あ
る
」•9

。
あ
る
い
は「
精
神
的
量
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子
論（
そ
の
一
）」と
い
う
同
年
同
月
の
メ
モ
に
お
い
て
も「
事
物
は
、
わ
れ
わ
れ
の
前
で
限
り
な
く
分
裂
し
て
い
き
ま

す
。〔
…
…
〕電
子
顕
微
鏡
さ
え
役
立
た
な
く
な
っ
て
も
、
分
裂
は
続
き
ま
す
。
そ
の
先
は
、
視
覚
と
は
断
絶
し
た
別

の
手
段
が
必
要
で
し
ょ
う
」•10

と
書
か
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
事
物
の
限
り
な
い
分
裂
、
す
な
わ
ち「
無

限
」に
関
す
る
高
松
の
関
心
が
顔
を
覗
か
せ
て
い
る
。

　
ま
た
、「
無
限
」に
つ
い
て
の
高
松
の
関
心
は
、「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
と
同
時
期
に
制
作
さ
れ
た《
石
と
数
字
》や

《T
H

E
 ST

O
R

Y
》に
お
い
て
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。《
石
と
数
字
》は
、
河
原
の
石
に
0
か
ら
1
ま
で
の
小

数（
0
と
1
は
除
く
）を
ペ
ン
キ
で
書
き
込
ん
で
ゆ
く
ア
ー
ス
ワ
ー
ク
的
な
作
品
で
あ
る
。
ま
ず
は
小
数
点
第
一
位

の
小
数
、つ
ま
り「0.1
」か
ら「0.9

」を
書
き
込
み
、
次
に「0.01

」か
ら「0.99

」ま
で
を
、
さ
ら
に「0.001

」か

ら「0.999

」ま
で
を
、
と
い
う
か
た
ち
で
桁
を
下
げ
て
ゆ
く
。
そ
れ
ゆ
え
、「0.00 …

…

」と
い
う
よ
う
に
小
数
が

書
き
込
ま
れ
る
石
は
、
理
論
上
、
無
限
に
増
殖
し
て
ゆ
く
も
の
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
後
者
の《T

H
E

 

ST
O

R
Y

》は
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
a
か
ら
z
ま
で
順
に
タ
イ
プ
さ
れ
た
の
ち
、
二
つ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が「aa

」、

「ab

」と
い
っ
た
よ
う
に
組
み
合
わ
さ
れ
、
四
文
字
ま
で
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
の
組
み
合
わ
せ
が
タ
イ
プ
さ
れ
本
と
し
て

綴
じ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る（
本
作
は
、コ
ピ
ー
が
複
数
存
在
し
版
画
作
品
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
）。
こ
の
作
品
に

お
い
て
も
文
字
の
組
み
合
わ
せ
が
五
文
字
、
六
文
字
…
…
と
限
り
な
く
増
殖
す
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
と
言
え

よ
う
。
ま
た
、
こ
れ
は
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
が
タ
イ
プ
さ
れ
た
原
稿
を
綴
じ
た
本
で
あ
る
か
ら
、
複
製
と
い
う
手
段
を
通

じ
て
そ
の
部
数
は
理
論
上
限
り
な
く
増
え
続
け
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
•11

。
八
八
年
に
高
松
は
、「『
石
と
数
字
』

（
一
九
六
九
年
）や
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
文
字
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
る『T

he story

』（
一
九
七
二
年
）
―
こ
れ
ら
は
限

り
な
く
増
殖
し
て
ゆ
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
一
つ
つ
か
ん
で
、
そ
れ
が
無
限
大
に
ま
で
増
殖
す
る
よ
う
な
可
能
性
を
考
え
て
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い
た
時
期
に
制
作
し
た
も
の
で
あ
る
」•12

と
振
り
返
っ
て
お
り
、
こ
う
し
た
発
言
か
ら
も
彼
に
は「
単
体
」と
重
な
る

時
期
に「
無
限
」の
増
殖
に
対
す
る
関
心
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
見
て
取
れ
る
•13

。
そ
し
て
、
上
述
の「
無

限
」に
対
す
る
彼
の
関
心
を
二
種
に
分
類
す
る
な
ら
ば
、
無
限
分
割
と
無
限
増
殖
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

4
　「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
と「
部
分
と
全
体
」

　
最
後
に
、「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
と「
部
分
と
全
体
」と
の
関
連
性
に
つ
い
て
説
明
し
よ
う
。
高
松
の
い
う「
全
体
」に

は
少
な
く
と
も「
単
体
」制
作
期
に
お
い
て
は
、
無
限
に
関
わ
る「
完
全
な
る
全
体
」も
し
く
は「
真
の
全
体
性
」と
、

言
葉
と
事
物
と
の
一
致
に
お
け
る「
全
体
」の
二
種
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
に
対
応
す
る「
部
分
」が
あ
る
。
前
者
か
ら

説
明
し
よ
う
。
次
の
引
用
は
、《
16
個
の
単
体
》と《
36
個
の
単
体
》を
出
品
し
た
七
〇
年
の「
東
京
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
」

の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

事
物
に
対
し
て
、
そ
の
事
物
の
あ
る
特
定
の（
部
分
的
な
）要
素
と
だ
け
関
係
を
も
つ
こ
と
は
、い
つ
も
大
き

な
不
安
を
残
す
よ
う
に
感
じ
ら
れ
ま
す
。一
つ
の
事
物
に
対
し
て
も
、
自
分
に
で
き
る
範
囲
内
で
よ
り
全
体
的

な
関
係
を
も
つ
こ
と
が
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。〔
…
…
〕そ
こ
で
は
特
定
の
要
素
と
の
関
係
を
強

い
て
く
る
よ
う
な
も
の
、
た
と
え
ば
、一
般
的
な
意
味
で
の
感
情
や
観
念
、
想
像
性
、
記
憶
性
、
慣
習
性
、
そ

の
ほ
か
す
で
に
獲
得
さ
れ
た
認
識
な
ど
に
対
し
て
の
で
き
る
範
囲
内
で
の
拒
否
や
排
除
と
い
う
こ
と
が
大
き

な
問
題
に
な
り
ま
す
。〔
…
…
〕問
題
は
不
可
能
性
の
方
に
向
か
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
し
ょ
う
。
と
い
う
の
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も
、
完
全
な
る
全
体
的
な
関
係
な
ど
と
い
う
も
の
は
存
在
し
な
い
か
ら
で
す
。•14

〔
強
調
原
著
者
〕

ま
た
七
三
年
の「
全
体
性
に
つ
い
て
」で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

事
物
に
た
い
す
る
わ
れ
わ
れ
の
固
定
的
な
概
念
や
意
識
が
取
り
払
わ
れ
る
と
き
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
物
は
、
そ

れ
以
前
に
は
感
じ
ら
れ
な
か
っ
た
よ
う
な
魅
力
が
発
揮
さ
れ
る
の
で
す
。〔
改
行
〕そ
れ
は
人
間
が
、
た
と
え

一
つ
の
小
さ
な
物
体
と
関
係
を
も
つ
場
合
で
も
、
よ
り
多
角
的
、
多
元
的
な
関
係
を
結
ぶ
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
実
在
の
よ
り
全ト
ー
タ
ル

体
的
な
も
の
に
接
触
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
考
え
ら
れ
ま
す
。〔
…
…
〕し
か
し
人

間
は
、
ど
の
よ
う
な
事
物
に
た
い
し
て
も
、
完
全
に
全
体
的
な
関
係
は
も
ち
え
な
い
し
、
全ト
ー
タ
リ
テ
ィ

体
性
を
把
握
す
る

こ
と
が
不
可
能
な
の
は
い
う
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
る
固
定
概
念
を
こ
わ
し
、
新
し
い
意
識
に
よ
っ
て
よ
り

拡
大
さ
れ
た
関
係
を
も
つ
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
真
の
全
体
性
と
い
う
無
限
0

0

の
中
で
は
、
永
遠
に
部
分
で

あ
る
に
し
か
過
ぎ
ず
…
…
。•15

〔
傍
点
原
著
者
〕

こ
の
よ
う
に
高
松
に
お
い
て
事
物
に
お
け
る
完
全
な
、
も
し
く
は
真
の
全
体
性
は
、
到
達
不
可
能
な
理
念
的
な
も
の

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
全
体
性
に
お
け
る
部
分
は
、い
わ
ば
事
物
の
暫
定
的
な
一
側
面

の
こ
と
で
あ
る
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
ら
の
テ
ク
ス
ト
で
は
、
た
と
え
真
の
全
体
性
へ
到
達
す
る
こ
と
が

不
可
能
で
あ
る
の
は
至
極
当
然
と
し
て
も
、
あ
る
事
物
に
対
す
る
既
成
の
観
念
や
感
情
、
認
識
な
ど
を
捨
象
す
る
こ

と
に
よ
り
、
そ
の「
よ
り
全
体
的
」な
側
面
に
目
を
向
け
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
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て
い
る
•16

。

　
そ
れ
で
は
次
に
、
言
葉
と
事
物
の
一
致
に
お
け
る「
部
分
と
全
体
」に
つ
い
て
で
あ
る
。
以
下
は
七
二
年
に
行
わ
れ
た

「
部
分
」展
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。

あ
る
存
在（
実
在
）を
全
体
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
存
在（
実
在
）と
概
念（
言
語
）と
の
一
致
を
意
味
し
て
お

り
、
部
分
0

0

と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
関
係
の
不
一
致
を
意
味
し
て
い
る
。
ぼ
く
が
部
分
0

0

と
い
う
も
の

に
も
つ
興
味
は
、
そ
の
不
一
致
と
関
係
し
て
い
る
。
だ
が
、
ぼ
く
に
と
っ
て
そ
の
不
一
致
性
は
強
化
さ
れ
、
そ
の

断
絶
は
深
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
少
な
く
と
も
、
何
々
の
部
分

0

0

0

0

0

と
い
う
痕
跡
は
消
滅
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
し
、
そ
れ
は
そ
の
無
名
性
ゆ
え
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
規
定
を
も
無
意
味
に
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。•17

〔
傍
点
原
著
者
〕

こ
の
文
章
に
お
け
る「
全
体
」は
、
言
葉
と
事
物
と
の
一
致
を
指
し
て
お
り
、「
部
分
」は
そ
れ
と
は
対
照
的
に
両
者

の
不
一
致
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
こ
で
の「
部
分
と
全
体
」は
、
先
の
理
念
的
な「
真
の
全
体
性
」と
そ
れ
に
対
応
す
る

「
部
分
」と
は
異
な
り
、
指
示
す
る
も
の
と
指
示
さ
れ
る
も
の
と
の
一
致
・
不
一
致
と
い
う
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
が「
単
体
」制
作
期
に
お
け
る「
部
分
と
全
体
」に
つ
い
て
の
高
松
の
考
え
で
あ
る
が
、
次
の
こ
と
は
断
っ
て
お

き
た
い
。
七
〇
年
の
東
京
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
コ
メ
ン
ト
は
、
明
ら
か
に
出
品
作
で
あ
る《
16
個
の
単
体
》、《
36
個
の
単

体
》に
関
わ
る
も
の
と
言
え
る
が
、
七
三
年
の「
全
体
性
に
つ
い
て
」は
、
前
年
に
開
始
さ
れ
た「
複
合
体
」シ
リ
ー
ズ

に
関
わ
る
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
の「
こ
す
り
」が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
直
接
に
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
。
同
じ
く
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「
部
分
」展
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
は
、「
複
合
体
」の
写
真
の
断
片
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、「
複
合
体
」に
つ

い
て
の
テ
ク
ス
ト
で
あ
る
と
言
え
る
。
と
は
い
え
、
七
三
年
は「
単
体
」か
ら「
複
合
体
」へ
の
過
渡
期
で
あ
り
、
両
者

の
間
に
重
な
る
思
考
が
あ
る
と
考
え
る
な
ら
ば
、
後
二
者
の
テ
ク
ス
ト
も「
単
体
」と
関
連
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
る

こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
、
本
章
で
は「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
と
関
連
す
る
概
念
に
つ
い
て
、
高
松
の
テ
ク
ス
ト
や
作
品
、シ
リ
ー
ズ
と
の
関

連
性
に
お
い
て
説
明
し
た
。
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
本
章
の
目
的
は
あ
く
ま
で
次
章
の
議
論
の
道
具
を
取
り
揃
え
る

こ
と
に
あ
っ
た
。つ
ま
り
、
上
述
の
こ
と
は
、
次
章
で
取
り
上
げ
る
先
行
解
釈
に
お
い
て
お
お
む
ね
下
敷
き
に
さ
れ
て

い
る
も
の
で
あ
り
、
本
章
で
は
先
行
解
釈
の
前
提
も
し
く
は
前
提
と
な
り
う
る
も
の
を
前
も
っ
て
整
理
し
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
序
で
述
べ
た
よ
う
に
、
本
シ
リ
ー
ズ
の
解
釈
は
大
き
く
四
種
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
を
具

体
的
に
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
よ
う
。

Ⅱ
　
こ
れ
ま
で
の「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
の
解
釈

1
　
物
の
様
態
変
化
に
お
け
る
自
己
同
一
性
解
釈

　
こ
の
解
釈
は
、
Ⅰ
‐
1
に
お
い
て
説
明
し
た
事
柄
、
と
り
わ
け
六
九
年
の
エ
ッ
セ
イ「
テ
ッ
ポ
ウ
ユ
リ
」に
認
め
る
こ
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と
の
で
き
る
物
体
の
様
態
変
化
と
そ
の
自
己
同
一
性
と
い
う
現
象
に
対
す
る
高
松
の
眼
差
し
と
相
応
し
た
も
の
と
言

え
る
。
た
と
え
ば
、
神
山
亮
子（
二
〇
〇
四
年
）は『
高
松
次
郎

―
思
考
の
宇
宙
』展
の
論
考
に
お
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。「
1
9
6
9
年
頃
よ
り
、
高
松
は『
単
体
』シ
リ
ー
ズ
に
お
い
て
木
や
石
と
い
っ
た
自
然
の
素
材
を
用

い
始
め
る
。〔
…
…
〕彼
は
、
自
然
の
素
材
の
一
部
を
加
工
し
、
ま
た
も
と
に
戻
す
こ
と
で
、
状
態
は
変
わ
っ
て
も
総

体
と
し
て
の
物
の
存
在
は
変
化
し
な
い
こ
と
を
示
し
た
。
不
在
論
の
実
現
と
し
て
の
自
己
同
一
性
を
、
角
度
を
変
え

て
追
求
し
た
作
品
と
い
え
る
」•18

。
ま
た
、
同
展
カ
タ
ロ
グ
の
第
五
章
に
お
け
る「
単
体
」の
解
説
も
確
認
し
て
お
き
た

い
。「
こ
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
杉
の
丸
太
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
、
鉄
な
ど
の
素
材
の
一
部
に
手
を
加
え
て
、
も
と
の
場
所
に

戻
す
と
い
う
操
作
を
行
っ
て
い
る
。
状
態
が
変
化
し
て
も
全
体
の
質
量
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
見
せ
、『
影
』

か
ら
思
考
し
続
け
て
い
る
自
己
同
一
性
の
問
題
を
取
り
上
げ
て
い
る
」•19

。い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
本
シ
リ
ー
ズ
を
、
物

の
様
態
変
化
と
そ
の
自
己
同
一
性
の
問
題
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
•20

。

2
　
物
の
様
態
変
化
に
お
け
る
名
詞（
作
品
タ
イ
ト
ル
）に
よ
る
自
己
同
一
性
解
釈

　
こ
の
解
釈
は
、
1
の
解
釈
が
ベ
ー
ス
と
し
て
あ
る
も
の
で
あ
り
、
Ⅰ
‐
2
で
説
明
し
た
言
葉
に
対
す
る
高
松
の

関
心
と
、
タ
イ
プ
B
の
作
品
タ
イ
ト
ル
に
着
目
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
物
体
は
、
例
え
ば
コ
ン
ク

リ
ー
ト
に
お
い
て
砕
く
な
ど
を
す
れ
ば
そ
の
様
態
は
変
化
し
、
そ
の
み
え
も
異
な
る
も
の
に
な
る
が
、
そ
れ
を
名
指

す
名
詞
は
い
わ
ば
生
々
流
転
す
る
そ
の
よ
う
な
物
の
同
一
性
を
保
証
す
る
。
光
田
由
里（
二
〇
一
一
年
）は
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。「〔
た
と
え
ば《
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
単
体
》に
お
い
て
〕『
コ
ン
ク
リ
ー
ト
』と
い
う
名
詞
が
あ
る
存
在
物
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と
連
結
さ
れ
て
、
形
状
や
様
態
が
変
化
し
て
も
名
詞
が
変
更
さ
れ
な
い
と
き
、
そ
の
も
の
の
同
一
性
を
名
詞
が
保
証

し
た
こ
と
に
な
る
」•21

。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
光
田
は
次
の
よ
う
な
解
釈
を
展
開
さ
せ
る
。「
こ
う
し
て
も
の
を
認

識
し
、
名
づ
け
る
と
い
う
見
え
な
い
仕
組
み
が
あ
る
こ
と
を
示
す
の
が《
単
体
》シ
リ
ー
ズ
の
意
図
だ
ろ
う
。
逆
に
言

え
ば
、
名
づ
け
る
仕
組
み
を
目
に
見
え
る
よ
う
に
示
す《
単
体
》は
、
英
文
タ
イ
ト
ル
が『O

neness

』と
さ
れ
て
い
る

こ
と
で
わ
か
る
よ
う
に
、
ひ
と
つ
の
言
葉
で
言
い
表
さ
れ
る
、
ひ
と
つ
の
も
の
と
は
何
か
と
い
う
、
名
詞
に
よ
る
認
識

作
用
へ
の
問
い
だ
っ
た
」•22

。
わ
れ
わ
れ
は
生
々
流
転
す
る
物
の
同
一
性
を
名
を
介
し
て
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の

物
を
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
。
本
シ
リ
ー
ズ
は
こ
う
し
た
仕
組
み
を
前
景
化
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。

　
な
お
、
光
田
は「
単
体
」解
釈
の
末
尾
で
次
の
よ
う
に
付
言
し
て
い
る
こ
と
に
も
注
意
さ
れ
た
い
。「
高
松
は《
単

体
》連
作
で
、
輪
郭
を
残
し
た
ま
ま
形
状
を
変
え
た
対
象
＝
も
の
と
、
そ
の
も
の
の
名
に『
単
体
／oneness

』の
語

を
合
わ
せ
た
題
名
を
セ
ッ
ト
に
し
て
提
出
す
る
こ
と
で
、『
名
を
与
え
る
』仕
組
み
を
見
え
る
よ
う
に
し
た
だ
け
で
は

な
か
っ
た
。
わ
た
し
た
ち
は
言
葉
で『
対
象
を
言
い
表
わ
す
こ
と
は
で
き
な
い
』、『
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
を
語
る
こ
と

は
で
き
な
い
』こ
と
を
も
暗
示
し
た
の
で
あ
る
」•23

。つ
ま
り
、「
単
体
」は
名
づ
け
の
仕
組
み
を
前
景
化
さ
せ
て
い
る

と
同
時
に
、
名
詞
と
も
の
と
の
対
応
の「
不
完
全
さ
」•24

を
示
唆
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
•25

。

3
　
物
の
無
限
分
割
と
無
限
増
殖
解
釈

　
無
限
分
割
の
解
釈
か
ら
説
明
し
よ
う
。
こ
の
解
釈
は
主
に
Ⅰ
‐
3
で
述
べ
た
高
松
の
第
一
の
関
心
に
関
わ
る
も
の
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で
あ
る
。
こ
の
関
心
と
タ
イ
プ
B
に
お
け
る
特
徴
は
積
極
的
に
連
関
す
る
と
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
例
え
ば

谷
新（
二
〇
〇
四
年
）は
、「
単
体
」を「
点
」と
関
連
さ
せ
つ
つ
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
高
松
が『
単
体
』で
意

図
し
、
見
い
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
は
、『
点
』の
思
考
に
即
し
て
い
え
ば
、
目
の
前
に
あ
る
事
物
は
限
り

な
く
分
裂
し
、
視
覚
は
と
う
に
不
能
と
な
る
無
限
の
世
界
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
り
…
…
」•26

。
あ
る

い
は
蔵
屋
美
香（
二
〇
一
四
年
）は
、
タ
イ
プ
B
の
作
品
に
つ
い
て「
砕
か
れ
た
石
や
木
や
レ
ン
ガ
の
部
分
は
、
理
論
上

は
無
限
に
細
か
く
砕
き
続
け
る
こ
と
が
可
能
で
」•27

あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
が「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
の
無
限
分
割
の

解
釈
で
あ
る
。

　
で
は
次
に
無
限
増
殖
の
解
釈
を
説
明
し
よ
う
。
こ
の
解
釈
は
、
例
え
ば《
16
個
の
単
体
》に
お
い
て
、
個
々
の
杉

が
無
限
に
増
殖
し
て
ゆ
く
と
い
う
発
想
の
も
の
で
あ
る
。
蔵
屋（
二
〇
一
四
年
）は
、
そ
の
グ
リ
ッ
ド
状
の
配
置
に
着

目
し
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
グ
リ
ッ
ド
状
に
並
べ
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
姿
の
16
本
の
杉
は〔
…
…
〕論
理
的
に

は
グ
リ
ッ
ド
の
シ
ス
テ
ム
に
従
っ
て
ど
こ
ま
で
も
拡
張
可
能
で
、
事
物
の『
真
の
全
体
性
』に
向
か
っ
て
無
限
に
増
え

続
け
て
い
く
こ
と
が
で
き
ま
す
」•28

。
ま
た
次
の
解
釈
も
、「
増
殖
」と
必
ず
し
も
同
義
で
は
な
い
も
の
の
、
個
々
の

杉
が
際
限
な
く
存
在
し
無
限
を
指
向
す
る
と
い
う
点
で
同
系
統
の
解
釈
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
谷

（
二
〇
〇
四
年
）は
、
高
松
の《
石
と
数
字
》と
関
連
さ
せ
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
一
六
は
暫
定
的
な
も
の
だ

が
、
本
質
的
に
は
こ
の
地
球
上
の
杉
と
い
う
よ
う
に
名
称
づ
け
ら
れ
た
全
体
集
合
で
あ
り
、
無
限
に
根
ざ
す
。
そ
の

意
味
で
は『
石
と
数
字
』の
全
体（
無
限
）に
直
結
し
て
い
る
」•29

。
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4
　
物
の
部
分
と
全
体
の
関
係
解
釈

　
部
分
と
全
体
の
関
係
解
釈
は
、
主
に
Ⅰ
‐
4
で
説
明
し
た
無
限
に
関
わ
る「
真
の
全
体
性
」と
、
言
葉
と
事
物
の

一
致
に
お
け
る「
全
体
」と
の
二
種
の
テ
ク
ス
ト
を
拠
り
所
に
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
前
節
の
論

考
の
無
限
増
殖
に
関
す
る
引
用
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
後
者
を
み
て
ゆ
く
こ
と
に
し
た
い
。
例
え
ば
中

原
佑
介（
一
九
七
二
年
）は
、
タ
イ
プ
A
を
中
心
に
次
の
よ
う
な
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。「
高
松
次
郎
は
一
本
の
杉
の

木
の
、
上
部
だ
け
を
あ
る
形
態
に
刻
み
だ
し
た
彫
刻
と
も
い
え
そ
う
な
作
品
を
制
作
し
た
が
、
こ
の
と
き
杉
の
木
は

そ
の
下
部
の
生
の
未
加
工
の
部
分
と
上
部
の
加
工
さ
れ
た
部
分
と
の
関
係
を
明
示
す
る
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る

に
至
っ
た
。
こ
こ
で
は
異
質
な
物
体
が
組
み
合
わ
せ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
同
一
の
物
体
が
さ
ら
に
分
節
化
さ
れ
、

し
か
も
全
体
と
し
て
そ
れ
が
ひ
と
つ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。レ
ン
ガ
の
一
部
分
を
細
か
く
砕
い

た
作
品
も
、
本
質
的
に
同
じ
と
い
え
る
」•30

。
こ
こ
で
の
中
原
の
解
釈
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
の
評
論
の
主
題
に
即
し
て
、

「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
に
認
め
る
こ
と
の
で
き
る
関
係
の
像
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
本
シ
リ
ー
ズ
は
、一
つ
の
物
に
お
い
て

分
節
化
さ
れ
た
加
工
さ
れ
た
部
分
と
未
加
工
の
部
分
が
互
い
に
独
立
す
る
の
で
は
な
く
、
関
係
し
合
う
こ
と
に
よ
っ

て
一
つ
の
全
体
像
を
示
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
•31

（
な
お
、
中
原
は
一
九
八
〇
年
の「
知
覚
の
統
御
」に
お
い
て

も「
単
体
」解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
た
だ
そ
こ
で
は
反
対
に
、一
つ
の
素
材
に
お
い
て
、
加
工
さ
れ
た
部
分
と
未
加
工
の

部
分
が
互
い
に
独
立
し
な
が
ら
一
つ
の
作
品
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
解
釈
を
行
っ
て
い
る
•32

）。

　
以
上
、
本
章
で
は
四
種
の「
単
体
」解
釈
を
説
明
し
た
。
な
お
、
例
え
ば
谷
や
蔵
屋
の
解
釈
に
お
い
て
、「
部
分
と

全
体
」に
お
け
る「
全
体
」や「
真
の
全
体
性
」が
、
Ⅱ
‐
2
の「
名
詞
」や
Ⅱ
‐
3
の「
無
限
」と
重
な
り
合
っ
て
い
る
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こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
各
論
者
の
解
釈
は
、
必
ず
し
も
こ
こ
で
示
し
た
四
種
の
ど
れ
か
一
つ
に
ぴ
っ
た
り
と
当
て

は
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。つ
ま
り
、
本
章
で
行
っ
た
の
は
、「
単
体
」に
対
す
る
各
論
者
の
解
釈
を
四
種
に
分
類
し
た

と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
各
論
者
の
解
釈
を
も
と
に
、「
単
体
」に
対
し
て
こ
れ
ま
で
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
の
解
釈

が
な
さ
れ
て
き
た
か
を
整
理
し
て
示
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
あ
ら
た
め
て
断
っ
て
お
こ
う
•33

。

Ⅲ
　
本
論
文
の
解
釈

　
こ
れ
ま
で
の「
単
体
」解
釈
で
は
、
タ
イ
プ
A
及
び
B
の
特
徴
、
及
び
そ
れ
ら
と
関
連
す
る
高
松
の
テ
ク
ス
ト
に
基

づ
く
も
の
が
中
心
と
な
っ
て
お
り
、
タ
イ
プ
C
の
特
徴
及
び
そ
れ
と
直
接
関
わ
る
よ
う
な
彼
の
テ
ク
ス
ト
が
十
分
に

検
討
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
章
で
は
ま
ず
、
こ
れ
ま
で
の「
単
体
」解
釈
と
タ
イ
プ

C
と
を
照
ら
し
合
わ
せ
な
が
ら
、
そ
れ
が
同
じ「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
で
あ
り
な
が
ら
も
、
タ
イ
プ
A
及
び
B
と
は
異
な

る
特
徴
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
明
確
に
示
し
た
い
。
そ
の
上
で
、
高
松
の
テ
ク
ス
ト
を
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
タ
イ
プ
C
の
解
釈
を
提
示
す
る
。



高松次郎「単体」シリーズ 22

1
　
タ
イ
プ
C
の
特
徴

　
は
じ
め
に
、
物
の
様
態
変
化
に
お
け
る
自
己
同
一
性
解
釈
と
タ
イ
プ
C
と
の
関
係
か
ら
み
て
ゆ
こ
う
。
こ
の
解
釈

は
、一
本
の
杉
に
加
工
さ
れ
た
部
分
と
未
加
工
の
部
分
が
共
存
す
る
タ
イ
プ
A
と
、
中
央
部
が
破
砕
さ
れ
そ
の
破
片

が
戻
さ
れ
た
タ
イ
プ
B
の
両
者
の
特
徴
を
説
明
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
両
者
に
お
い
て
は
、
同
一
の

物
体
の
二
つ
の
異
な
る
状
態
が
明
確
に
示
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
同
一
の
物
の
様
態
変
化
と
し
て
自
然
に
捉

え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
タ
イ
プ
C
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
縁
に
ギ
ザ
ギ
ザ
が
施
さ
れ
た
フ

ラ
ッ
ト
な
色
面
で
は
、
そ
の
物
の
様
態
変
化
を
A
や
B
の
よ
う
に
難
な
く
認
め
る
こ
と
は
難
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

た
し
か
に
、
例
え
ば《
板
の
単
体（
赤
）》に
お
い
て
、
そ
れ
が
元
は
正
方
形
の
板
の
パ
ネ
ル
で
あ
っ
た
と
想
像
す
れ
ば
、

正
方
形
か
ら
ギ
ザ
ギ
ザ
の
形
態
へ
と
変
化
し
た
も
の
と
し
て
そ
れ
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
タ

イ
プ
C
は
、
タ
イ
プ
A
及
び
B
と
は
違
い
、
同
一
の
物
の
二
つ
の
異
な
る
状
態
が
表
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
物
の

様
態
変
化
と
い
う
特
徴
を
捉
え
る
こ
と
は
難
し
い
と
言
え
る
。

　
第
二
に
、
物
の
様
態
変
化
に
お
け
る
名
詞（
作
品
タ
イ
ト
ル
）の
機
能
に
よ
る
自
己
同
一
性
解
釈
は
ど
う
だ
ろ
う

か
。
上
述
の
タ
イ
プ
C
に
様
態
変
化
と
い
う
特
徴
を
認
め
る
の
は
難
し
い
こ
と
に
加
え
て
、
タ
イ
プ
B
に
み
ら
れ
る
よ

う
な
作
品
タ
イ
ト
ル
と
作
品
と
の
積
極
的
な
関
係
性
を
タ
イ
プ
C
が
備
え
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
そ
の
理
由
と
し

て
、
タ
イ
プ
C
の
作
品
は
、
制
作
さ
れ
て
か
ら
し
ば
ら
く
の
間
、
特
定
の
タ
イ
ト
ル
が
与
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
と
い

う
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
次
章
で
言
及
す
る
七
〇
年
の
一
一
月
に
ピ
ナ
ー
ル
画
廊
で
行
わ
れ
た
個
展
で
は
タ
イ
プ
C
は

《
平
面
的
物
体
》と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
、
タ
イ
プ
C
初
出
展
の「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ツ 

’70
」（
東
京
画
廊
）
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の
カ
タ
ロ
グ
で
は
た
だ「
作
品
」と
記
さ
れ
て
お
り
•34

、
七
四
年
の「
日
本
・
伝
統
と
現
代
」展（
デ
ュ
ッ
セ
ル
ド
ル
フ
市

美
術
館
）の
カ
タ
ロ
グ
に
お
い
て
も
同
様
に“ W

erk”

と
記
さ
れ
て
い
る
•35

。
タ
イ
プ
C
は
八
〇
年
の「
高
松
次
郎
・
元

永
定
正
」展（
国
立
国
際
美
術
館
）に
お
い
て
初
め
て《
板
の
単
体
》と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
て
お
り
•36

、
初
出
展

か
ら
約
一
〇
年
の
間
、
正
式
な
タ
イ
ト
ル
は
少
な
く
と
も
公
の
場
に
お
い
て
は
保
留
に
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
こ
と
か
ら
、
タ
イ
プ
C
と
名
詞（
作
品
タ
イ
ト
ル
）と
の
関
係
は
、「
コ
ン
ク
リ
ー
ト
」や「
木
」と
い
っ
た
素
材
名

を
伴
う
作
品
タ
イ
ト
ル
が
必
ず
付
さ
れ
て
い
た
タ
イ
プ
B
に
比
し
て
、
積
極
的
な
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

　
第
三
に
、
物
の
無
限
分
割
と
無
限
増
殖
解
釈
と
タ
イ
プ
C
と
の
関
連
性
で
あ
る
。
作
品
を
無
限
に
分
割
さ
れ
ゆ

く
も
の
と
し
て
捉
え
る
に
は
、
そ
の
示
唆
と
し
て
、
タ
イ
プ
B
の
よ
う
に
特
定
の
物
体
が
破
砕
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
必

要
だ
ろ
う
。
け
れ
ど
も
、
タ
イ
プ
C
は
フ
ラ
ッ
ト
な
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
色
面
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
特
徴
を
備
え
て
は

い
な
い
。
ま
た
、
作
品
を
無
限
に
増
殖
さ
れ
ゆ
く
も
の
と
し
て
捉
え
る
に
は
、
タ
イ
プ
A
、
と
り
わ
け《
16
個
の
単
体
》

の
よ
う
に
、
同
様
の
物
が
増
殖
を
示
唆
す
る
よ
う
に
実
際
に
複
数
個
並
置
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
け
れ

ど
も
タ
イ
プ
C
は
七
〇
年
の「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ツ 

’70
」で
の
初
出
展
時
お
よ
び
七
四
年
の「
日
本
・
伝
統
と

現
代
」展
で
は《
板
の
単
体（
黒
）》の
一
点
の
み
が
展
示
さ
れ
、
七
〇
年
の
ピ
ナ
ー
ル
画
廊
で
の
個
展
で
は
、《
板
の
単

体（
赤
）》と《
板
の
単
体（
黒
）》の
二
点
が
並
置
さ
れ
る
こ
と
な
く
展
示
さ
れ
て
お
り
•37

、
複
数
個
の
並
置
が
前
提

と
な
る
タ
イ
プ
A
と
は
異
な
る
在
り
方
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
タ
イ
プ
C
は
、
赤
、
青
、
黒
と
三
色
の
み
に
限
定
さ
れ

て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
、
各
作
品
の
周
囲
の
ギ
ザ
ギ
ザ
に
お
い
て
視
線
が
フ
レ
ー
ム
の
外
部
へ
流
れ
る
と
い
う
よ
り
も

周
囲
を
旋
回
す
る
よ
う
な
動
線
が
形
作
ら
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
赤
、
青
、
黒
の
作
品
は
そ
れ
ぞ
れ
一
個
で
完

結
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
•38

。
そ
れ
ゆ
え
タ
イ
プ
C
に
お
い
て
無
限
の
増
殖
の
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示
唆
は
、
タ
イ
プ
A
ほ
ど
自
然
に
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
•39

。

　
最
後
に
、
物
の
部
分
と
全
体
の
関
係
解
釈
で
あ
る
。一
つ
の
作
品
を
部
分
と
全
体
の
関
係
が
表
れ
て
い
る
も
の
と

し
て
捉
え
る
に
は
、
全
体
に
対
応
す
る
部
分
が
必
要
で
あ
る
。
仮
に
、
そ
の
ギ
ザ
ギ
ザ
に
よ
っ
て
枠
づ
け
ら
れ
た
モ
ノ

ク
ロ
ー
ム
の
色
面
を
全
体
と
し
て
捉
え
た
場
合
、
そ
れ
に
対
応
す
る
部
分
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
も
っ

と
も
作
品
に
目
を
近
づ
け
て
み
れ
ば
、
そ
の
フ
ラ
ッ
ト
な
色
面
に
き
わ
め
て
微
細
な
凹
凸
を
発
見
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
を
全
体
に
対
す
る
部
分
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
可
能
で
は
あ
る
。
け
れ
ど
も
そ
れ

は
、
タ
イ
プ
C
の
特
徴
を
些
か
強
引
に
捉
え
る
こ
と
と
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
タ
イ
プ
C
は
、
例
え
ば
フ
ラ
ン
ク
・
ス

テ
ラ
の
シ
ェ
イ
プ
ト
・
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
の
よ
う
な
、
支
持
体
の
形
態
と
響
き
合
う
よ
う
な
線
な
い
し
形
態
が
描
か
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
色
面
な
の
で
あ
る（
た
し
か
に
ス
テ
ラ
の
そ
う
し
た
諸
作
品
と
タ
イ

プ
C
は
、
支
持
体
の
形
態
の
加
工
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
の
特
徴
を
も
つ
。
し
か
し
な
が
ら
、
前
者
が
支
持
体
に
線

な
い
し
形
態
が
描
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
後
者
は
一
色
の
色
面
以
外
に
何
も
描
か
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て

は
、
両
者
は
む
し
ろ
対
照
性
を
成
し
て
い
る
•40

）。
し
た
が
っ
て
、
タ
イ
プ
A
や
B
に
相
応
す
る
部
分
と
全
体
の
関
係

と
い
う
視
座
に
は
解
消
し
が
た
い
特
徴
が
そ
こ
に
は
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
タ
イ
プ
C
は
、
物
の
様
態
変
化
を
提
示
す
る
も
の
で
も
、
作
品
と
タ
イ
ト
ル
と
の
関
係
に
着
目
さ
せ

る
こ
と
が
企
図
さ
れ
た
も
の
で
も
な
い
。
ま
た
無
限
の
分
割
や
増
殖
を
示
唆
す
る
よ
う
な
特
徴
を
備
え
て
い
る
わ
け

で
も
、
部
分
と
全
体
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
読
み
取
れ
る
よ
う
な
在
り
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
で
は
、

こ
の
支
持
体
が
鋸
状
に
加
工
さ
れ
た
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
色
面
は
、「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
の
一
つ
と
し
て
、
ど
の
よ
う
に
捉

え
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
次
節
よ
り
、
こ
の
よ
う
な
固
有
の
特
徴
を
備
え
た
タ
イ
プ
C
に
相
応
す
る
よ
う
な
解
釈
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を
、
高
松
の
テ
ク
ス
ト
を
拠
り
所
に
検
討
し
て
ゆ
く
。

2
　
一
九
七
〇
年
二
月
の
エ
ッ
セ
イ「
平
面
的
物
体
」に
お
け
る
構
想

　
タ
イ
プ
C
に
関
す
る
高
松
の
テ
ク
ス
ト
に
は
、
こ
れ
ま
で
そ
の
拠
り
所
と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
言
及
さ
れ
て
こ
な
か
っ

た「
平
面
的
物
体
」と
い
う
短
い
エ
ッ
セ
イ
が
あ
る
。
こ
れ
は
、一
九
七
〇
年
の『
美
術
手
帖
』二
月
号
で
書
か
れ
た
も

の
で
あ
り
、
同
号
の
表
紙
に
掲
載
さ
れ
た
自
身
の
作
品﹇
図
8
﹈に
関
す
る
コ
メ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の「
平
面
的
物
体
」

と
い
う
タ
イ
ト
ル
は
、
同
年
一
一
月
の「
高
松
次
郎
1
9
6
1
〜
7
0
」展（
ピ
ナ
ー
ル
画
廊
）に
お
け
る
、
後
年《
板
の

単
体（
赤
）》、《
板
の
単
体（
黒
）》と
改
名
さ
れ
た
二
点
の
出
品
作
に
も
そ
の
作
品
名
と
し
て
付
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
•41

。つ
ま
り
、《
平
面
的
物
体
》は
タ
イ
プ
C
で
あ
り
、
七
〇
年
二
月
の「
平
面
的
物
体
」と
い
う
一
文
は
、
タ
イ
プ

C
に
つ
い
て
の
構
想
と
考
え
て
よ
い
。
ま
ず
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
の
検
討
か
ら
始
め
よ
う
。

　
高
松
は
こ
の
エ
ッ
セ
イ
の
冒
頭
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
表
紙
の
作
品
は
、
実
際
は
あ
る
構
想
の
た

め
の
下
図
を
も
と
に
、
こ
の
雑
誌
の
寸
法
に
合
わ
せ
て
作
っ
た
も
の
で
す
。
こ
の
一
連
の
仕
事
に
つ
い
て
の
ぼ
く
の
気

持
ち
の
中
に
あ
る
も
の
を
書
く
と
し
た
ら
…
…
」•42

。つ
ま
り
、
鋸
状
の
縁
を
も
つ
表
紙
の
作
品
は「
あ
る
構
想
」の

た
め
の
下
図
を
基
に
こ
の
雑
誌
の
装
丁
の
た
め
に
制
作
し
た
作
品
で
あ
り
、
そ
し
て「
あ
る
構
想
」の
一
連
の
仕
事
に

つ
い
て
の
考
え
を
こ
の
エ
ッ
セ
イ
で
書
き
記
す
と
高
松
は
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
い
わ
れ
て
い
る「
一
連
の
仕
事
」と
は
、

「
あ
る
構
想
」の
た
め
に
描
か
れ
た
、
同
様
の
鋸
状
の
縁
を
も
つ
後
年「
色
面
の
単
体
」と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ

る
一
連
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ﹇
図
9
﹈の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
高
松
は
冒
頭
で
こ
の
よ
う
な
断
り
を
入
れ
た
う
え
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で
、「〔
一
連
の
仕
事
に
つ
い
て
の
自
身
の
考
え
を
書
く
と
し
た
ら
〕次
の
よ
う
な
二
つ
の
問
い
0

0

を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

ま
す
」•43

（
傍
点
原
著
者
）と
述
べ
る
。
重
要
な
の
は
二
つ
目
の
問
い
で
あ
る
•44

。

客
体
の
世
界
そ
れ
自
身
に
は
、
本
来
単
体
と
い
う
も
の
は
な
い
。
た
と
え
ば
砂
利
の
ボ
タ
山
か
ら
一
つ
の
石
コ

ロ
を
拾
い
あ
げ
て
も
、
人
が
そ
れ
を
一
つ
と
思
う
か
ら
一
つ
な
の
で
あ
っ
て
、
ぼ
た
山
の
方
を
一
つ
と
思
う
と
き
、

一
つ
の
石
コ
ロ
は
そ
の
部
分
で
し
か
な
く
な
る
。
単
体
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
意
識
に
よ
っ
て
発
生
す
る
も
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
ん
な
条
件
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？
•45

ま
ず
は
こ
の
一
文
に
関
す
る
蔵
屋
に
よ
る
前
掲
論
文
に
お
け
る
解
釈
を
紹
介
し
て
お
こ
う
。
中
原
の
七
二
年
の「
単

体
」解
釈（
本
論
文
Ⅱ
‐
4
）と
の
関
連
性
に
お
い
て
蔵
屋（
二
〇
一
四
年
）は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。「
た
と
え
ば
、

砂
利
の
山
か
ら
石
を
一
つ
取
り
、
そ
れ
を
石
と
い
う
全
体
と
思
う
か
、
そ
れ
と
も
砂
利
の
山
を
全
体
と
考
え
、
石
を

そ
の
部
分
と
思
う
か
は
人
間
の
意
識
に
よ
っ
て
決
ま
る
恣
意
的
な
も
の
だ
、
と
高
松
は
言
い
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
時

意
識
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
あ
る
恣
意
的
な
ま
と
ま
り
の
こ
と
こ
そ
、
高
松
が『
単
体
』と
い
う
言
葉
で
呼
ぶ
も
の
で

す
」•46

。
中
原
解
釈
を
敷
衍
す
る
こ
の
解
釈
の
力
点
は
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
物
を「
一
つ
」と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
、
わ

れ
わ
れ
の
意
識
の
恣
意
的
な
ま
と
ま
り
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
高
松
の
い
う「
単
体
」で
あ
る
と
い
う
こ

と
に
あ
る
。つ
ま
り
、
こ
の
解
釈
の
焦
点
は
、
最
後
の「
そ
れ
は
ど
ん
な
条
件
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ

う
か
？
」と
い
う
問
い
に
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、「
客
体
の
世
界
そ
れ
自
身
に
は
」か
ら「
単
体
と
い
う
も
の
は
、
あ
る

意
識
に
よ
っ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
」ま
で
の
高
松
の
見
解
に
あ
る
と
い
え
る（
と
い
う
の
も
、
こ
の
解
釈
に
お
い
て
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高
松
の
テ
ク
ス
ト
は
あ
く
ま
で
中
原
解
釈（
一
九
七
二
年
）の「
全
体
」を
説
明
す
る
た
め
に
参
照
さ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
•47

）。
本
論
文
で
は
こ
の
解
釈
を
踏
ま
え
つ
つ
、
こ
の
一
文
が「
問
い
」で
あ
る
こ
と
に
目
を
向
け
、
こ
れ
を「
単

体
」あ
る
い
は「
一
つ
」と
い
う
意
識
を
発
生
さ
せ
る
客
体
に
お
け
る
条
件
は
何
か
、
と
問
う
て
い
る
も
の
と
し
て
捉
え

て
み
た
い
。
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
一
文
を

―
こ
れ
が《
平
面
的
物
体
》（
タ
イ
プ
C
）の
構
想
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も

顧
慮
し

―
主
観
に
お
け
る「
単
体
」と
い
う
意
識
の
在
り
方
を
触
発
す
る
客
体
の
条
件
、
す
な
わ
ち《
平
面
的
物

体
》の
制
作
に
際
す
る
そ
の
物
の
側
の
条
件
を
問
う
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解
し
て
み
た
い
•48

。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、「
単
体
と
い
う
も
の
は
、
あ
る
意
識
に
よ
っ
て
発
生
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
ん
な
条
件
に
よ
っ
て
支
え

ら
れ
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
？
」と
い
う
作
家
の
自
問
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
を
、
自
身
の
個
展
に
関
す
る
対
談
で
の

発
言
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

3
　《
平
面
的
物
体
》（
タ
イ
プ
C
）に
つ
い
て
の
制
作
意
図

　
七
〇
年
一
一
月
の
ピ
ナ
ー
ル
画
廊
で
の「
高
松
次
郎
1
9
6
1
〜
7
0
」展
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
原
栄
三
郎
を
聞
き

手
と
す
る
対
談
が
行
わ
れ
た（
こ
の
対
談
は
、
七
一
年
の
一
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
際
に
は
個
展

と
お
よ
そ
同
時
期
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
）。
こ
こ
で
高
松
は
、
同
展
に
出
品
し
た《
平
面
的
物
体
》

（
後
年《
板
の
単
体（
赤
）》、《
板
の
単
体（
黒
）》と
改
名
さ
れ
た
二
点
）の
制
作
意
図
に
関
す
る
発
言
を
残
し
て
い

る
。
原
の「
ふ
ち
に
ギ
ザ
ギ
ザ
が
あ
る
木
の
板
に
つ
い
て
は
ど
う
で
す
か
。
あ
れ
に
は〝
も
の
の
は
じ
〞と
い
う
よ
う
な

も
の
を
感
じ
る
の
で
す
が
…
…
」 

と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
高
松
は
次
の
よ
う
に
答
え
る
。
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平
面
と
い
う
と
ひ
じ
ょ
う
に
観
念
的
で 

板
は 

ま
四
角
に
切
れ
て
い
る
と 

か
ぎ
り
な
く
広
が
っ
て
い
る
み
た
い

で
す
。
と
に
か
く
こ
れ
か
ぎ
り
の
も
の
で
す
よ
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
み
た
い
と
い
う
よ
う
な
こ
と
も
あ
っ

て 

ほ
ん
と
に
こ
こ
で
終
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
決
定
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
な
に
か
感
じ
さ
せ
た
い
わ
け

で
す
。•49

高
松
が
こ
こ
で
言
っ
て
い
る
の
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
直
線
の
縁
を
も
つ
矩
形
の
平
面
、
す
な
わ
ち
絵
画
に

お
い
て
通
例
用
い
ら
れ
て
い
る
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
の
よ
う
な
形
態
は
、
観
念
的
に
限
り
な
い
広
が
り
を
喚
起
さ
せ
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え《
平
面
的
物
体
》で
は
、
縁
を
ギ
ザ
ギ
ザ
に
し
フ
ラ
ッ
ト
な
色
面
の
広
が
り
を
縁
内
に
留
ま

ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
色
面
は
観
念
的
に
拡
張
す
る
こ
と
な
く
、
た
だ「
こ
れ
か
ぎ
り
の
も
の
」で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
鑑
賞
者
に
感
じ
さ
せ
た
い
。
高
松
が
言
っ
て
い
る
の
は
こ
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
•50

。

　
そ
れ
で
は
改
め
て
、《
平
面
的
物
体
》（
タ
イ
プ
C
）の
こ
の
制
作
意
図
と
、
先
述
の
七
〇
年
の
エ
ッ
セ
イ「
平
面
的

物
体
」に
お
け
る
構
想
と
の
関
連
性
を
確
認
す
る
こ
と
に
し
た
い
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
に
お
い
て
高
松
が
問
題
に
し
て
い

た
こ
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
客
体
の
世
界
に
単
体
と
い
う
も
の
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
あ

る
物
を「
単
体
」と
し
て
捉
え
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
意
識
の
働
き
に
よ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る（
例
え
ば
、
ぼ
た
山

を
み
れ
ば
そ
れ
を
一
つ
と
し
て
捉
え
る
一
方
で
、
そ
の
部
分
で
あ
る
石
こ
ろ
を
み
れ
ば
そ
れ
も
ま
た
一
つ
と
し
て
捉
え

る
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
）。
で
は
、
こ
の
よ
う
に「
単
体
」は
客
体
の
世
界
に
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

客
体
へ
の
わ
れ
わ
れ
の
意
識
作
用
で
あ
る
と
し
て
も
、
こ
の「
単
体
」と
い
う
意
識
の
発
生
は
、
客
体
に
お
け
る
い
か

な
る
条
件
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
も
の
な
の
か
。
こ
の
こ
と
が
高
松
が
七
〇
年
の
初
め
に《
平
面
的
物
体
》の
構
想
に
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お
い
て
問
う
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
問
い
に
対
す
る
一
つ
の
答
え
が
、
同
年
の
個
展
に
関
す
る
対
談
で

の《
平
面
的
物
体
》に
つ
い
て
の
彼
の
発
言
に
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。つ
ま
り《
平
面
的
物
体
》で
は
、
そ
の
フ
ラ
ッ

ト
な
色
面
の
広
が
り
を
ギ
ザ
ギ
ザ
の
縁
で
堰
き
止
め
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
色
面
が
外
部
へ
と
拡
張
し
て
し
ま
う
こ

と
な
く
、
あ
く
ま
で「
こ
れ
か
ぎ
り
の
も
の
」で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
鑑
賞
者
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
パ
ネ
ル
に
塗
ら
れ
た
色
面「
こ
れ
か
ぎ
り
も
の
」、
す
な
わ
ち
色
面
に
お
け
る「
単
体
」と
い
う
意
識
の
発
生

を
支
え
る
条
件
が
、
そ
の
作
品
の
う
ち
に
構
造
化
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

4
　
タ
イ
プ
C
に
お
け
る
自
己
同
一
性

　
第
一
章
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
高
松
に
お
い
て「
単
体
」と「
自
己
同
一
性
」は
積
極
的
に
連
関
す
る
も
の
で
あ
っ

た
。
同
様
に
タ
イ
プ
C
に
お
い
て
も「
自
己
同
一
性
」と
の
関
連
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
先
に
論
じ

た
の
は
同
一
物
の
様
態
変
化
に
お
け
る
自
己
同
一
性
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
の
自
己
同
一
性
を
、
タ
イ
プ
A
及
び
B
に

み
ら
れ
た
よ
う
な
様
態
変
化
が
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
タ
イ
プ
C
に
適
用
す
る
の
は
、
些
か
困
難
な
こ
と
で
あ
る
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
タ
イ
プ
C
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
と
は
や
や
異
な
る
意
味
で
の
自
己
同
一
性
を
、
高
松

の
七
五
年
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る「
転
化
／
自
己
同
一
性
」に
つ
い
て
の
見
解
か
ら
考
え
て
み
た
い
。
以
下
は
、
高
松
の

「
ジ
ャ
ス
パ
ー
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
試
論
」の
一
文
で
あ
る
。

自
然
主
義
か
ら
内
部
表
現
を
目
指
す
超
現
実
主
義
に
至
る
ま
で
の
絵
画
は
、
何
ら
か
の
対
象
を
絵
具
に
置
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き
か
え
る
。
そ
し
て
絵
具
に
置
き
か
え
ら
れ
た
作
品
は
、
イ
メ
ー
ジ
と
な
っ
て
精
神
の
中
に
吸
収
さ
れ
る
。
風

景
を
前
に
し
た
画
家
に
よ
っ
て
塗
ら
れ
た
青
色
の
絵
具
は
、
見
る
者
の
眼
の
中
で
、
青
色
の
絵
具
で
は
な
く

し
て
、
空
そ
の
も
の
と
な
る
。
絵
具
は
イ
メ
ー
ジ
の
た
め
に
機
能
を
は
た
し
、
イ
メ
ー
ジ
は
精
神
の
た
め
に
機

能
を
は
た
す
。
抽
象
絵
画
、
少
な
く
と
も
二
十
世
紀
前
半
の
そ
れ
で
は
、
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
複
雑
な
問
題

も
あ
る
が
、
精
神
へ
の
機
能
を
も
つ
点
で
は
か
わ
り
な
い
。
作
品
は
精
神
的
な
何
か
に
転
化
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
ず
、
単
な
る
物
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
れ
が
芸
術
作
品
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

〔
…
…
〕転
化
の
思
想
に
対
立
す
る
自
己
同
一
性
の
思
想
。
自
然
物
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
芸
術
作
品
も

ま
た
物
に
は
じ
ま
っ
て
物
に
終
わ
る
べ
き
だ
と
い
う
反
機
能
主
義
的
存
在
論
が
そ
こ
に
あ
る
。
機
能
が
す
べ
て

で
あ
る
よ
う
な
現
代
社
会
に
対
す
る
ア
イ
ロ
ニ
ー
ま
で
み
て
と
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
な
い
。•51

す
な
わ
ち
高
松
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
の
絵
画
は
、
具
象
絵
画
で
あ
れ
抽
象
絵
画
で
あ
れ
、
精
神
的
な
何
か
に
転
化

す
る
も
の
で
あ
り
、
絵
画
に
お
い
て
絵
具
は
絵
の
具
の
物
質
そ
れ
自
体
で
あ
る
こ
と
、つ
ま
り
そ
の
物
の
自
己
同
一
性

を
保
持
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る（
例
え
ば
、
青
色
の
絵
具
は
空
の
イ
メ
ー
ジ
へ
、
そ
し
て
精
神
的

な
何
か
へ
と
変
化
し
て
し
ま
い
、
青
色
の
絵
具
そ
れ
自
体
を
保
持
す
る
こ
と
は
な
い
）。
高
松
が
こ
の
文
章
に
お
い
て
、

自
己
同
一
性
を
保
持
し
て
い
る
作
品
と
し
て
考
え
て
い
る
の
は
ジ
ャ
ス
パ
ー
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
作
品
で
あ
り
、
彼
は
上
記

の
一
文
の
後
に
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
同
様
の
こ
と
が
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
場
合
で
も
い
え
る
。
彼
が
キ
ャ
ン
バ
ス
に

絵
具
を
付
け
る
の
は
、
は
じ
め
か
ら
そ
れ
自
身
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
と
し
て
の
絵
画
を
描
く
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
は

何
も
の
に
も
転
化
せ
ず
、
そ
れ
以
上
の
も
の
で
も
、
そ
れ
以
下
の
も
の
で
も
な
い
物
な
の
だ
」•52

。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
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に
、
高
松
の
六
九
年
の
エ
ッ
セ
イ「
永
遠
な
る
テ
ッ
ポ
ウ
ユ
リ
」で
は
、
物
の
様
態
変
化
に
お
け
る
そ
の
自
己
同
一
性
に

主
眼
が
あ
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
の「
ジ
ャ
ス
パ
ー
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
試
論
」で
は
、
絵
画
が
精
神
的
な
も
の
へ
と
変
化

す
る
こ
と
に
対
す
る
そ
の
自
己
同
一
性
に
主
眼
が
あ
る
と
言
え
る
。

　
で
は
こ
の「
転
化
／
自
己
同
一
性
」の
高
松
の
考
え
を
、
タ
イ
プ
C
に
つ
い
て
の
制
作
意
図
に
照
射
し
て
み
よ
う
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
タ
イ
プ
C
に
お
い
て
高
松
は
、
観
念
的
に
広
が
っ
て
し
ま
う
こ
と
の
な
い
色
面「
こ
れ
か
ぎ
り
の

も
の
」と
い
う
こ
と
を
鑑
賞
者
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
に「
転
化
／
自
己
同

一
性
」の
考
え
を
照
射
し
て
み
る
な
ら
ば
、《
板
の
単
体（
黒
）》、《
板
の
単
体（
赤
）》、《
板
の
単
体（
青
）》で
は
、

そ
れ
ら
の
縁
を
鋸
状
に
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
色
面
が「
精
神
的
な
何
か
に
転
化
」し
て
し
ま
う
こ
と
な
く
、「
そ

れ
以
上
の
も
の
で
も
、
そ
れ
以
下
の
も
の
で
も
な
い
」と
い
う
色
面
の「
自
己
同
一
性
」を
保
持
す
る
こ
と
が
企
図
さ

れ
て
い
た
と
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
•53

。

5
　
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
絵
画
と
の
関
連
性

　
繰
り
返
す
よ
う
に
、
タ
イ
プ
C
は
そ
れ
ぞ
れ
、
全
面
が
単
色
に
よ
っ
て
塗
ら
れ
た
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
色
面
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
こ
の
タ
イ
プ
の「
単
体
」に
お
い
て
は
、
二
〇
世
紀
を
通
じ
て
多
く
の
作
家
に
よ
っ
て
実
践
さ
れ
た
絵
画

形
式
の
一
つ
、
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
絵
画
と
の
関
連
性
が
高
松
の
念
頭
に
あ
っ
た
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
。
実
際
、
高
松
は
、

七
二
年
の「
光
琳
私
論
」と
い
う
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
そ
の
代
表
的
な
作
家
で
あ
る
イ
ヴ
・
ク
ラ
イ
ン
の《
モ
ノ
ク
ロ
ー

ム
》の
色
面
の
性
質
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
称
賛
の
対
象
で
あ
る
尾
形
光
琳
の
絵
画
の
特
質
と
対
照
さ
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せ
な
が
ら
、
ク
ラ
イ
ン
の
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
絵
画
の
性
格
に
つ
い
て
些
か
批
判
的
な
物
腰
で
述
べ
て
い
る
。
ま
ず
は
光
琳
の

絵
画
に
お
け
る
重
要
な
性
格
に
つ
い
て
の
彼
の
見
解
か
ら
み
て
ゆ
こ
う
。

画
面
に
は
、
そ
の
画
面
以
外
に
は
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
は
じ
め
に
、
自
然
主
義
的
な
絵
画

の
イ
リ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
を
媒
介
と
し
て
の
自
然
の
物
体
や
、
三
次
元
的
な
奥
行
き
は
再
現
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で

あ
る
。
描
か
れ
た
対
象
物
は
、
線
や
形
態
や
色
彩
を
形
成
す
る
た
め
の
任
意
な
契
機
に
す
ぎ
な
い
。
描
か
れ

た
対
象
物
に
特
殊
な
意
味
性
は
な
く
、
ま
た
形
態
や
色
彩
に
も
、
何
か
を
喚
起
し
た
り
、
伝
達
し
た
り
と
い

う
性
格
も
な
い
。
感
情
も
語
ら
れ
な
け
れ
ば
認
識
的
な
テ
ー
マ
も
な
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
ま
さ
に
画
面
に

存
在
す
る
も
の
は〝
無
〞な
の
で
あ
る
。•54

こ
の
よ
う
に
高
松
に
お
い
て
光
琳
の
絵
画
は
、
描
か
れ
た
対
象
物
が
意
味
性
を
も
た
ず
、
ま
た
抽
象
的
な
形
態
や
色

彩
は
何
ら
か
の
観
念
や
感
情
を
引
き
起
こ
す
も
の
で
は
な
い
•55

。
そ
れ
ゆ
え「
光
琳
は
、
厳
然
と
実
在
し
、
ま
た
た
と

え
否
定
し
よ
う
と
し
て
も
し
得
る
こ
と
の
な
い
実
在
の〝
面
〞と
い
う
も
の
を
容
認
し
た
。
そ
し
て
彼
は
そ
の
面
を
別

の
も
の
に
転
化
さ
せ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
」•56

と
高
松
は
言
う
。
す
な
わ
ち
光
琳
は
、
意
味
や
観
念
や
感
情
な
ど
に

転
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
実
在
の
面
を
提
示
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
•57

。
そ
し
て
、
高
松
に
と
っ
て
そ
れ
と
対
照
的

な
も
の
が
イ
ヴ
・
ク
ラ
イ
ン
の《
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
》で
あ
る
。

〝
無
の
画
面
〞と
い
う
言
葉
を
使
う
と
き
、
イ
ヴ
・
ク
ラ
イ
ン
が
思
い
出
さ
れ
る
。
約
二
十
年
前
、
こ
の
パ
リ
の
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画
家
は
、
画
面
を
線
で
区
切
る
こ
と
を
空
間
の
自
由
さ
に
対
す
る
牢
獄
の
格
子
で
あ
る
と
し
て
、
キ
ャ
ン
ヴ
ァ

ス
を
青
一
色
で
塗
り
つ
ぶ
し
、
純
粋
に〝
か
ら
っ
ぽ
の
空
間
〞を
作
り
出
し
た
。
た
し
か
に
そ
こ
に
は
人
の
意
識

を
自
由
に
飛
翔
さ
せ
る
よ
う
な
、
限
り
な
く
広
い
深
い
世
界
が
実
現
し
た
。
吸
い
込
ま
れ
、
何
も
の
も
存
在

し
な
い
が
ゆ
え
に
、
ど
の
よ
う
に
で
も
飛
び
ま
わ
れ
る
よ
う
な
空
間
。
だ
が
、
そ
の
空
間
は
あ
く
ま
で
も
感
情

移
入
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
結
局
は
表
現
の
指
向
に
す
ぎ
ず
、〝
虚
構
と
し
て
の
無
〞に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。•58

す
な
わ
ち
イ
ヴ
・
ク
ラ
イ
ン
の
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
絵
画
は
人
の
意
識
を
い
か
よ
う
に
も
飛
翔
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
光

琳
の
絵
画
と
は
対
照
的
に
、
観
念
や
感
情
な
ど
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。つ
ま
り
、
ク
ラ
イ
ン
の
絵
画
に
お
い
て

実
在
の
面
は
光
琳
の
よ
う
に
保
持
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
何
ら
か
の
精
神
的
な
も
の
へ
と
転
化
さ
れ
て
し
ま
う
わ
け

で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
高
松
は
イ
ヴ
・
ク
ラ
イ
ン
の《
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
》に
対
し
て
意
識
的
で
あ
り
批
判
的
で
あ
っ
た
。
タ
イ
プ

C
に
お
い
て
高
松
の
行
っ
た
こ
と
と
は
、
色
面
は
往
々
に
し
て
何
ら
か
の
観
念
や
感
情
を
喚
起
さ
せ
る
も
の
で
あ
る

が
、
反
対
に
頑
と
し
て
色
面
の
同
一
性
な
い
し
は
単
一
性
を
鑑
賞
者
に
受
容
さ
せ
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
た
、
モ
ノ
ク

ロ
ー
ム
絵
画
に
対
す
る
独
自
の
試
み
で
あ
っ
た
と
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
•59

。
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結
語

　
あ
ら
た
め
て
本
論
文
の
解
釈
を
述
べ
よ
う
。パ
ネ
ル
の
縁
に
鋸
状
の
ギ
ザ
ギ
ザ
が
施
さ
れ
た
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
色
面

で
あ
る
作
品
群
、
す
な
わ
ち《
板
の
単
体（
黒
）》、《
板
の
単
体（
赤
）》、《
板
の
単
体（
青
）》は
、
色
面
が
精
神
的

な
何
か
に
転
化
さ
れ
る
こ
と
な
く
色
面
そ
れ
自
体
の
自
己
同
一
性
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
が
企
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ

た
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
作
品
の
こ
う
し
た
性
格
は
、
高
松
に
と
っ
て
色
面
が
観
念
的
に
拡
張
さ
れ
て

し
ま
う
イ
ヴ
・
ク
ラ
イ
ン
の《
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
》と
は
対
照
的
な
も
の
で
あ
り
、一
連
の「
板
の
単
体
」は
そ
う
し
た
タ
イ

プ
の
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
絵
画
に
抗
す
る
一
つ
の
試
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
で
は
、
タ
イ
プ
C
は
、「
単
体
」シ
リ
ー
ズ
全
体
の
中
で
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
お

お
む
ね
Ⅲ
‐
1
で
述
べ
た
内
容
で
は
あ
る
が
、
最
後
に
こ
の
こ
と
を
あ
ら
た
め
て
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
タ
イ

プ
C
は
、
A
や
、
特
に
B
と
は
異
な
り
言
葉
と
作
品
と
の
関
係
性
の
企
図
は
希
薄
で
あ
り
、
ま
た
形
式
上
、
様
態
変

化
、
無
限
の
分
割
及
び
増
殖
、
そ
し
て
部
分
と
全
体
関
係
を
A
や
B
に
お
け
る
よ
う
に
見
出
す
こ
と
は
些
か
む
ず
か

し
い
。
タ
イ
プ
C
は
、
A
及
び
B
と「
自
己
同
一
性
」と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
一
方
で
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
り
、
名

詞
に
よ
る
規
定
、
変
化
、
分
割
、
増
殖
を
伴
わ
な
い
単
一
性
に
重
点
が
置
か
れ
た「
単
体
」で
あ
る
と
言
え
、
さ
ら
に

そ
の
中
で
唯
一
フ
ラ
ッ
ト
な
色
面
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
•60

。
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、「
単
体
」シ
リ
ー

ズ
に
お
け
る
固
有
の
位
置
付
け
を
タ
イ
プ
C
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
最
後
に
、
以
上
の
議
論
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
今
後
の
課
題
・
展
望
を
述
べ
る
こ
と
で
本
論
文
を
結
ぶ
こ
と
に
し
た
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い
。一
つ
は
、
平
面
に
つ
い
て
の
七
〇
年
初
頭
に
お
け
る
高
松
の
関
心
を
読
み
取
れ
る「
板
の
単
体
」が
、
そ
れ
以
降
の

高
松
の
作
品
展
開
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
特
に
、
七
三
年
に
開
始
さ

れ
た「
平
面
上
の
空
間
」シ
リ
ー
ズ（「
単
体
」の
制
作
が
終
了
し
た
翌
年
か
ら
開
始
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
）と「
板
の

単
体
」と
の
間
に
、い
か
な
る
連
関
を
見
出
せ
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
お
よ
そ
同
時
代
の
国
外
の
作
家
と
の
影
響
関
係

の
検
討
の
展
望
も
あ
る
。一
例
を
挙
げ
れ
ば
本
論
文
で
取
り
上
げ
た
フ
ラ
ン
ク
・
ス
テ
ラ
で
あ
る
。
本
論
文
で
は「
板

の
単
体
」と
ス
テ
ラ
の
作
品
と
の
間
に
、
支
持
体
の
加
工
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
性
を
、
そ
の
問
題
設
定
に
お
い
て

は
相
違
性
を
指
摘
し
た
が
•61

、「
平
面
上
の
空
間
」は
そ
れ
と
は
対
照
的
に
、シ
ェ
イ
プ
ト
・
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
で
は
な
い

も
の
の
、一
面
で
は
支
持
体
の
矩
形
に
従
っ
て
諸
要
素
が
決
定
さ
れ
る
演
繹
的
構
造
と
も
い
え
る
シ
リ
ー
ズ
へ
と
展
開

さ
れ
た
•62

。「
板
の
単
体
」か
ら「
平
面
上
の
空
間
」へ
の
展
開
を

―
も
と
よ
り
後
者
は
シ
リ
ー
ズ
で
あ
り
、
前
者
は

あ
く
ま
で
シ
リ
ー
ズ
の
中
の
一
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
違
い
は
あ
る
も
の
の

―
ス
テ
ラ
と
の
影
響
関
係
を
一
つ
の
軸
と

し
て
捉
え
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。

（
お
お
さ
わ 

よ
し
ひ
さ
・
東
京
藝
術
大
学
）
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1 

「
板
の
単
体
」
に
は
一
九
九
四
年
の
「
高
松
次
郎
旧
作
展 〝
単
体
〞
’70s
」
展
（
ア

キ
ラ
イ
ケ
ダ
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）
お
よ
び
一
九
九
五
年
の
「
物
質
と
知
覚

―
も
の

派
と
根
源
を
問
う
作
家
た
ち
」
展
（
岐
阜
県
美
術
館
、
広
島
市
現
代
美
術

館
、
北
九
州
市
立
美
術
館
、
埼
玉
県
立
近
代
美
術
館
）
で
出
品
さ
れ
た
、「
板

の
単
体
」
の
変
種
あ
る
い
は
実
験
的
な
作
品
と
も
い
え
る
も
の
も
あ
る
（
素
材

に
亜
鉛
が
用
い
ら
れ
、
矩
形
の
四
つ
角
に
異
な
る
形
態
の
も
の
が
取
り
付
け
ら

れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
《
四
つ
の
板
の
単
体
》
及
び
《
板
の
単
体
》
で
あ
る
。

『
物
質
と
知
覚
』
展
カ
タ
ロ
グ
の
一
六
四
頁
と
一
六
五
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
）。

本
論
文
で
は
「
板
の
単
体
」
の
う
ち
、「
単
体
」
シ
リ
ー
ズ
の
最
初
期
か
ら
出

品
さ
れ
て
い
た
全
面
に
モ
ノ
ク
ロ
ー
ム
の
色
面
が
施
さ
れ
た
タ
イ
プ
の
も
の
に

フ
ォ
ー
カ
ス
を
絞
り
、
そ
の
「
板
の
単
体
」
の
変
種
・
実
験
的
と
も
い
え
る
作

品
は
別
稿
で
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

2 

も
ち
ろ
ん
、一
本
で
独
立
し
て
い
る《
杉
の
単
体
》や《
絵
ハ
ガ
キ
の
単
体
》な
ど
、

こ
の
三
タ
イ
プ
の
い
ず
れ
か
に
必
ず
し
も
合
致
し
な
い
と
思
わ
れ
る
「
単
体
」

作
品
も
あ
る
。
と
は
い
え
、
前
者
は
杉
と
い
う
素
材
及
び
加
工
部
分
の
形
状

の
点
で
タ
イ
プ
A
と
の
類
似
性
を
持
つ
と
言
え
、
後
者
は
、
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る

こ
と
が
他
の
「
単
体
」
作
品
と
差
別
化
し
う
る
重
要
な
特
徴
で
あ
る
も
の
の
、

破
砕
さ
れ
、
か
つ
矩
形
が
保
持
さ
れ
て
い
る
点
で
タ
イ
プ
B
と
共
通
し
て
い
る
。

な
お
、こ
の
三
種
の
分
類
を
読
み
取
れ
る
も
の
と
し
て
、森
啓
輔
の
論
考
『Jiro 

Takam
atsu C

ritical A
rchive vol. 4 

高
松
次
郎
「
単
体
」
と
「
複
合
体
」

の
間

―
境
界
に
揺
ら
ぐ
波
』（
ユ
ミ
コ
チ
バ
ア
ソ
シ
エ
イ
ツ
、
二
〇
一
二
年
）

が
挙
げ
ら
れ
る
。

3 

高
松
次
郎
・
李
禹
煥
（
連
載
対
談
2
）「
言
語
・
表
現
・
日
常
性
…
…
」『
美

術
手
帖
』
美
術
出
版
社
、
一
九
七
三
年
三
月
号
、
二
二
五
頁
。

4 

こ
こ
で
高
松
の
言
う
「
三
番
目
」
の
意
味
す
る
こ
と
が
文
脈
上
把
握
し
に
く
い

が
、
推
察
す
る
に
、
一
番
目
は
「
世
界
拡
大
計
画
」
全
般
に
わ
た
っ
て
書
か
れ

た
「
不
在
性
」
の
問
題
、
二
番
目
は
そ
の
最
後
に
書
か
れ
た
七
〇
年
の
「
世

界
拡
大
計
画（
2
）」
に
お
け
る
「
無
関
係
性
の
関
係
」、
そ
し
て
「
単
体
」
に

直
接
関
係
す
る
「
自
己
同
一
性
」
が
三
番
目
に
書
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。

5 

「
単
体
」
と
「
自
己
同
一
性
」
の
関
連
性
の
拠
り
所
と
し
て
、《
題
名
》
の
ド
ロ
ー

イ
ン
グ
の
記
述
に
つ
い
て
は
、
神
山
亮
子
「
可
能
性
の
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
」（『Jiro 

Takam
atsu: A

ll D
raw

ings

』
ユ
ミ
コ
チ
バ
ア
ソ
シ
エ
イ
ツ
編
、
大
和
プ
レ
ス
、

二
〇
〇
九
年
、
四
〇
五
頁
）
お
よ
び
光
田
由
里
『
高
松
次
郎 

言
葉
と
も
の 

日
本
の
現
代
美
術
1
9
6
1
―
7
2
』（
水
声
社
、
二
〇
一
一
年
、
二
二
九
頁
）

を
参
照
さ
れ
た
い
。

6 

高
松
次
郎
「
植
物
が
あ
る
と
い
う
こ
と 

永
遠
な
る
テ
ッ
ポ
ウ
ユ
リ
」『
え
す
ぷ

り
あ
い
』
創
刊
号
、
文
化
実
業
社
、
一
九
六
九
年
、
三
七
頁
。

7 

中
原
佑
介
「
高
松
次
郎
と
見
え
な
い
も
の
」『
高
松
次
郎

―
一
九
七
〇
年
代

の
立
体
を
中
心
に
』
展
カ
タ
ロ
グ
、
千
葉
市
美
術
館
、
二
〇
〇
〇
年
、
一
〇

―
一
一
頁
。
ま
た
、『
高
松
次
郎
　
一
九
七
〇
年
代
の
立
体
を
中
心
に
』
展
の

お
り
に
行
わ
れ
た
鼎
談
で
の
中
原
の
同
様
の
発
言
も
引
い
て
お
き
た
い
。「『
単

体
』
を
制
作
し
て
い
た
際
に
彼
は
言
語
、
言
葉
と
い
う
も
の
に
関
心
が
あ
っ
た
。

『
存
在
す
る
も
の
』
と
『
観
念
』、
あ
る
い
は
『
実
在
す
る
も
の
』
と
『
言
語
』

の
関
係
を
言
っ
て
い
た
ん
で
す
。〔
改
行
〕
一
九
七
〇
年
、
ぼ
く
が
コ
ミ
ッ
シ
ョ

ナ
ー
を
務
め
た
東
京
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
の
時
、彼
に
依
頼
し
た
ら
、あ
の
杉
の
作
品
、

〈
十
六
の
杉
の
単
体
〉（
一
九
七
〇
）
を
出
品
し
た
。
こ
れ
は
上
だ
け
を
立
方

体
な
ど
に
削
っ
て
、
下
は
皮
が
つ
い
た
ま
ま
の
作
品
。
こ
の
時
、『「
単
体
」
と

は
一
体
何
な
の
？
』
と
彼
に
訊
い
た
ら
、『
い
や
、
こ
れ
は
削
っ
て
も
皮
が
付
い

て
い
て
も
「
杉
」
と
言
う
ん
で
す
ね
。
同
じ
言
葉
で
言
う
け
れ
ど
も
、
し
か
し

違
う
』
と
言
う
の
で
、
ぼ
く
が
『
じ
ゃ
あ
言
葉
（
あ
る
い
は
観
念
と
言
っ
た
か

も
知
れ
な
い
）
の
問
題
か
』
と
言
っ
た
」（
中
原
祐
介
・
峯
村
敏
明
・
建
畠
晢
、

司
会
進
行 

藁
科
英
也
「
高
松
次
郎
を
発
見
す
る
」『
千
葉
市
美
術
館
研
究

紀
要 
採
蓮
』
第
四
号
、
千
葉
市
美
術
館
、
二
〇
〇
一
年
、
四
九
頁
）。

8 

東
京
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
当
時
の
東
野
芳
明
の
伝
聞
に
よ
る
と
、
高
松
の
考
え
は
中

原
の
伝
聞
と
は
や
や
力
点
が
異
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
東
野
が
七
〇
年
の
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『
美
術
手
帖
』
七
月
号
に
お
い
て
行
っ
た
東
京
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
に
つ
い
て
の
報
告

で
あ
る
。「
五
月
二
七
日
（
水
） 

高
松
次
郎
か
ら
別
の
所
用
で
電
話
あ
り
、『
ビ

エ
ン
ナ
ー
レ
』
の
木
の
幹
の
作
品
に
話
が
入
る
。『
角
砂
糖
は
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が

単
な
る
記
号
で
、い
わ
ば
情
報
と
し
て
の
砂
糖
な
ん
で
す
。し
か
し
、あ
の
木
は
、

あ
く
ま
で
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
全
部
ち
が
う
木
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
切
っ
て
つ
な
い

だ
こ
と
が
、ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
行
為
を
示
し
て
い
る
の
で
す
』」（
東
野
芳
明「『
東

京
ビ
エ
ン
ナ
ー
レ
』
の
作
家
た
ち
」『
美
術
手
帖
』
美
術
出
版
社
、
一
九
七
〇

年
七
月
号
、
七
九
頁
）。

9 

高
松
次
郎
「
断
片
的
文
章
」『
世
界
拡
大
計
画
』
高
島
直
之
編
、
水
声
社
、

一
一
一
頁
。

10 

同
前
、
一
一
三
頁
。

11 

例
え
ば
、
乾
由
明
「
高
松
次
郎
の
受
賞
が
意
味
す
る
も
の
」（『
美
術
手
帖
』

美
術
出
版
社
、
一
九
七
三
年
二
月
号
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

12 

高
松
次
郎
「
無
と
全
体
性
の
ド
ラ
マ
」『is

』
四
二
号
、
ポ
ー
ラ
文
化
研
究
所
、

一
九
八
八
年
、
四
五
頁
。

13 

ま
た
、《
石
と
数
字
》
に
関
す
る
「
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
庭
」
と
い
う
六
九
年
の

テ
ク
ス
ト
か
ら
、
同
作
に
お
け
る
無
限
に
つ
い
て
の
当
時
の
高
松
の
関
心
を
読

み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。「
ぼ
く
は
い
ま
、
最
小
限
の
情
報
性
に
よ
る
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
制
作
中
で
あ
る
。
そ
れ
は
0
と
1
を
除
い
た
、
そ
の
間
の
無
限
に
存

在
す
る
小
数
を
こ
の
宇
宙
（
と
いっ
て
も
、
多
分
地
球
に
限
ら
れ
る
で
あ
ろ
う

が
）
に
無
限
に
存
在
す
る
石
に
、
あ
る
順
序
に
従
っ
て
書
き
込
む
と
い
う
仕
事

で
あ
る
」（
高
松
次
郎
「
ぴ・い・ぷ・る
《
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
の
庭
》」『
藝
術
新
潮
』

新
潮
社
、
一
九
六
九
年
七
月
号
、
三
二
頁
）。

14 

高
松
次
郎
「
コ
メ
ン
ト
」『
第
一
〇
回
日
本
国
際
美
術
展
』
カ
タ
ロ
グ
、
毎
日

新
聞
社
／
日
本
国
際
美
術
振
興
会
、
一
九
七
〇
年
、
頁
記
載
な
し
。

15 

高
松
次
郎
「
印
刷
に
よ
る
イ
メ
ー
ジ
の
展
開 

全
体
性
に
つ
い
て
」『gq

』
二
号
、

ジ
イ
キ
ュ
ウ
出
版
社
、
一
九
七
三
年
、
四
八
頁
。

16 

あ
る
事
物
に
お
け
る
既
成
の
観
念
や
感
情
、
認
識
な
ど
を
捨
象
す
る
こ
と
は
、

そ
れ
ら
に
よ
っ
て
既
に
獲
得
さ
れ
て
い
た
全
体
性
を
捨
て
去
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
事
物
に
お
け
る
新
た
な
全
体
性
を
獲
得
す
る
道
を
開
く

こ
と
に
な
る
。
注
意
さ
れ
た
い
の
は
、こ
こ
で
い
う
全
体
性
は
、「
真
の
全
体
性
」

と
異
な
る
も
の
で
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
暫
定
的
に
獲
得
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
全
体

性
で
あ
る
（
こ
れ
は
「
真
の
全
体
性
」
と
の
関
係
に
お
い
て
は
「
永
遠
」
の
「
部

分
」
で
あ
る
）。「
真
の
全
体
性
」
と
は
、
実
際
に
獲
得
す
る
こ
と
が
不
可
能

な
も
の
で
あ
り
、
実
在
し
え
な
い
理
念
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
理
念

が
前
提
に
あ
る
か
ら
こ
そ
、
獲
得
さ
れ
た
全
体
性
を
捨
て
去
り
、
新
た
な
全

体
性
を
獲
得
す
る
と
い
う
運
動
が
永
続
的
に
促
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。

17 

高
松
次
郎
、
タ
イ
ト
ル
記
載
な
し
、『
美
術
手
帖
』
美
術
出
版
社
、
一
九
七
二

年
一
一
月
号
、
一
八
二
頁
。

18 

神
山
亮
子
「
実
在
か
ら
関
係
へ
―
一
九
六
〇
年
代
と
一
九
七
〇
年
代
の
高
松

次
郎
の
作
品
と
思
考
に
つ
い
て
」『
高
松
次
郎

―
思
考
の
宇
宙
』展
カ
タ
ロ
グ
、

府
中
市
美
術
館
、
北
九
州
市
立
美
術
館
、
二
〇
〇
四
年
、
二
一
頁
。

19 

『
思
考
の
宇
宙
』
展
カ
タ
ロ
グ
、
七
五
頁
。
な
お
、「
影
」
シ
リ
ー
ズ
か
ら
思
考

し
続
け
て
い
る
自
己
同
一
性
と
は
、
例
え
ば
「
影
」
に
つ
い
て
の
六
五
年
二
月

八
日
付
の
メ
モ
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
新
し
い
純
白
の
キ
ャ
ン
バ

ス
の
上
に
、
そ
の
純
白
の
キ
ャ
ン
バ
ス
を
描
写
す
る
こ
と
。」
ま
た
、
六
六
年
に

東
京
画
廊
で
行
わ
れ
た
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
」
展
も
、
展
覧
会

名
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
自
己
同
一
性
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
た
だ
し
、「
影
」
に
関
す
る
自
己
同
一
性
の
問
題
は
、「
単
体
」
シ
リ
ー
ズ

の
物
体
の
様
態
変
化
に
お
け
る
そ
の
自
己
同
一
性
の
問
題
と
ま
っ
た
く
同
一
の

も
の
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

20 

同
様
の
解
釈
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
様
態
の
変
化
と
い
う
点
に
フ
ォ
ー
カ
ス
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
同
一
の
物
体
の
異
な
る
様
態
な
い
し
状
態
と
い
う
と

こ
ろ
に
着
目
し
て
い
る
点
で
は
、
藤
枝
晃
雄
と
多
木
浩
二
の
一
九
八
〇
年
の
対

談
「
解
体
と
創
造
　
前
衛
主
義
を
超
え
て
」
に
お
け
る
藤
枝
の
発
言

―
も
っ

と
も
作
品
解
釈
と
い
う
よ
り
も
、
た
ぶ
ん
に
皮
肉
が
込
め
ら
れ
た
酷
評
で
は
あ
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る
が

―
な
ど
も
あ
る
。「『
単
体
』、
物
質
の
自
己
同
一
性
」
と
題
さ
れ
た
セ

ク
シ
ョ
ン
に
お
い
て
藤
枝
は
次
の
よ
う
な
発
言
を
行
っ
て
い
る
。「『
単
体
』
と
い

う
作
品
で
す
け
れ
ど
も
、
こ
れ
は
見
え
は
違
う
が
物
体
と
し
て
は
同
一
だ
と
い

う
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
た
と
え
ば
石
油
を
置
い
て
、
そ
の
上
に
石
油
で
で
き

た
プ
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
の
し
ゃ
も
じ
を
浮
か
べ
る
、
そ
う
す
る
と
こ
れ
も
見
え
は
違

う
け
れ
ど
も
、
も
と
は
同
じ
で
、『
単
体
』
を
も
っ
と
わ
か
り
や
す
く
徹
底
さ

せ
る
と
、そ
う
い
う
こ
と
に
な
る
と
思
う
の
で
す
」（『
み
づ
ゑ
』
美
術
出
版
社
、

一
九
八
〇
年
五
月
号
、
二
九
頁
）。
あ
る
い
は
、
大
岡
信
の
一
九
七
一
年
の
高

松
と
の
対
談
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
発
言
も
、「
一
本
の
単
体
の
な
か
に
あ
る

二
つ
の
状
態
」
と
い
う
こ
と
に
着
目
し
て
い
る
点
で
は

―
た
だ
し
大
岡
の
解

釈
の
力
点
は
そ
こ
で
は
な
い
が
―
同
様
の
も
の
と
み
な
せ
る
だ
ろ
う
。「
一
本

の
木
が
、
上
下
二
つ
の
部
分
に
わ
か
れ
て
い
て
、
四
角
に
ピ
ッ
と
幾
何
学
的
に

く
り
抜
か
れ
た
上
の
部
分
と
、
皮
を
か
ぶ
っ
た
自
然
の
杉
で
あ
る
下
の
部
分
と

で
す
ね
。
で
、
高
松
さ
ん
は
あ
そ
こ
で
、
一
本
の
単
体
の
な
か
に
あ
る
二
つ
の

状
態
の
衝
突
部
分
、
上
と
下
と
が
そ
こ
で
接
し
て
い
る
あ
の
ギ
ザ
ギ
ザ
の
部
分

に
興
味
を
も
っ
て
作
っ
た
の
か
な
と
思
っ
た
」（「
デ
ィ
ア
ロ
ー
グ
＝
14  

高
松
次

郎
」『
み
づ
ゑ
』
美
術
出
版
社
、
一
九
七
一
年
二
月
号
、
五
五
頁
）。

21 

前
掲
註
5
、
光
田
『
高
松
次
郎 

言
葉
と
も
の
』、
二
三
一
頁
。

22 

同
前
、同
頁
。
な
お
、「
単
体
」の
英
文
タ
イ
ト
ル
が「O

neness

」で
あ
る
こ
と（
ド

イ
ツ
語
で
は
註
35
で
述
べ
る
よ
う
に
「G

anzheit

」
で
あ
る
）
に
つ
い
て
簡
潔

な
私
見
を
述
べ
て
お
け
ば
、高
松
は
「
単
体
」
シ
リ
ー
ズ
に
、た
だ
〈
単
一
の
物
〉

と
い
う
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
単
一
性
、
全
体
性
、
同
一
性
、
独
自
性
と
い
う

よ
う
な
意
味
を
も
含
み
込
ま
せ
て
い
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

23 

同
前
、
二
四
〇
頁
。

24 

同
前
、
同
頁
。

25 

こ
の
点
を
具
体
的
な
作
品
例
に
お
い
て
フ
ォ
ロ
ー
し
て
い
る
の
が
、
Ⅰ
‐
4
で
示

し
た
高
松
の
テ
ク
ス
ト
を
拠
り
所
と
し
た
蔵
屋
に
よ
る
次
の
よ
う
な
解
釈
で
あ

る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。「
言
葉
と
も
の
と
の
間
の
不
一
致
は
、
先
ほ
ど
も
述
べ

た
通
り
、
と
も
す
れ
ば
わ
た
し
た
ち
の
意
識
か
ら
消
え
が
ち
で
す
。
し
た
が
っ

て
こ
の
不
一
致
を
強
調
す
る
操
作
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。《
16
個
の

単
体
》
に
お
い
て
は
、
杉
の
1
本
1
本
が
不
思
議
な
形
に
削
ら
れ
、
も
は
や

単
純
に
『
杉
』
と
は
呼
び
に
く
い
も
の
に
変
化
さ
せ
ら
れ
て
い
ま
す
」（
蔵
屋

美
香
「
標
的
は
決
し
て
そ
の
姿
を
あ
ら
わ
さ
な
い 

1
9
6
4
―
1
9
7
0
s
」

『
高
松
次
郎 

ミ
ス
テ
リ
ー
ズ
』
展
カ
タ
ロ
グ
、
東
京
国
立
近
代
美
術
館
、

二
〇
一
四
年
、
一
一
一
頁
）。
こ
の
こ
と
を
タ
イ
プ
B
、
例
え
ば
《
コ
ン
ク
リ
ー

ト
の
単
体
》に
そ
く
し
て
言
え
ば
、内
部
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
破
片
を
単
純
に「
コ

ン
ク
リ
ー
ト
」
と
は
呼
び
に
く
い
と
い
う
点
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
タ
イ
ト
ル
と

作
品
と
の
不
一
致
を
も
暗
に
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
な
ろ
う
。

26 

谷
新
「
高
松
次
郎
の
『
石
と
数
字
』
に
つ
い
て
」『
宇
都
宮
美
術
館 

研
究
紀
要
』

創
刊
号
、
宇
都
宮
美
術
館
、
二
〇
〇
四
年
、
二
五
頁
。

27 

蔵
屋
、
前
掲
、
一
一
三
頁
。

28 

同
前
、
一
一
〇
頁
。

29 

谷
、
前
掲
、
三
三
頁
。
な
お
、
こ
の
引
用
文
に
お
い
て
「
全
体
集
合
」
に
よ
っ

て
意
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
数
学
の
集
合
論
に
則
し
て
い
う
な
ら
ば
「
無
限

集
合
」
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
つ
ま
り
、「
杉
」
と
い
う
名
詞
に
よ
っ
て

名
指
さ
れ
る
杉
は

―
未
来
永
劫
、
杉
が
増
え
続
け
る
と
想
定
す
る
な
ら
ば

―
自
然
数
の
よ
う
に
無
限
個
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

30 

中
原
佑
介
「
世
界
の
関
係
像
に
つ
い
て
」
高
階
秀
爾
・
中
原
佑
介
編
『
現
代

の
美
術 

別
巻 

現
代
美
術
の
思
想
』
講
談
社
、
一
九
七
二
年
、
六
六
頁
。

31 

こ
の
中
原
の
解
釈
を
踏
ま
え
た
同
様
の
解
釈
の
一
例
を
引
い
て
お
き
た
い
。
前

掲
の
蔵
屋
の
論
考
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「〔
…
…
〕
恣
意
的
に
人
間
が
決
め

る
と
い
う
意
味
で
の
『
全
体
』
を
、こ
こ
で
仮
に
『
全

`

体
』
と
呼
び
ま
し
ょ
う
。

〔
改
行
〕
こ
の
『
全

`

体
』
を
逆
手
に
取
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
が
、《
黒
御
影

石
の
単
体
》（
1
9
7
1
年
）
や
《
レ
ン
ガ
の
単
体
》（
同
年
）、《
木
の
単
体
》

（
同
年
）
の
よ
う
な
作
品
で
す
。
こ
れ
ら
の
作
品
で
は
、
ま
ず
1
個
の
石
や

1
個
の
レ
ン
ガ
、
1
個
の
木
片
が
『
全

`

体
』
と
仮
定
さ
れ
ま
す
。
そ
の
一
部
は



39

細
か
く
砕
か
れ
、次
に
元
の
『
全

`

体
』
の
中
に
戻
さ
れ
ま
す
。
こ
の
仮
定
的
な

『
全

`

体
』
は
、『
加
工
さ
れ
た
部
分
』（
砕
か
れ
た
部
分
）
と
『
未
加
工
の
部

分
』（
砕
か
れ
て
い
な
い
部
分
）の
二
つ
の
対
比
的
な
要
素
が
互
い
を
照
ら
し
合
っ

て
は
じ
め
て
成
立
し
ま
す
。
つ
ま
り
単
語
と
単
語
を
結
ん
で
文
を
つ
く
る『
と
』

の
よ
う
に
、
加
工
、
未
加
工
の
二
つ
の
要
素
を
結
ぶ
『
と
』
こ
そ
が
、
1
個

の
石
や
1
個
の
レ
ン
ガ
、1
個
の
木
片
を
全
体
と
見
せ
て
い
る
の
で
す
」（
蔵
屋
、

前
掲
、
一
一
三
頁
）。

32 

中
原
佑
介
「
知
覚
の
統
御
」『
み
づ
ゑ
』
美
術
出
版
社
、一
九
八
〇
年
五
月
号
、

一
〇
頁
及
び
一
九
頁
。

33 

四
種
の
解
釈
に
は
分
類
し
え
な
い
重
要
な
「
単
体
」
解
釈
を
二
三
挙
げ
て
お

き
た
い
。
一
つ
は
、《
16
個
の
単
体
》
と
「
波
」
シ
リ
ー
ズ
と
の
関
連
性
の
解

釈
で
あ
る
。
森
啓
輔
は
、《
16
個
の
単
体
》
の
タ
イ
ト
ル
が
プ
ラ
ン
の
段
階
に

お
い
て
「
単
体
‐
波
間
」
と
い
う
も
の
に
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
着
目
し
、

同
作
に
お
け
る
個
々
の
杉
の
加
工
と
未
加
工
の
境
界
面
が
作
品
全
体
と
し
て

波
打
ち
揺
ら
ぐ
も
の
で
あ
る
と
解
釈
し
、「
波
」
シ
リ
ー
ズ
と
の
関
連
性
を
浮

か
び
上
が
ら
せ
て
い
る
（
森
、
前
掲
、
七
頁
）。
ま
た
、
無
限
分
割
解
釈
と
は

反
対
に
、
そ
れ
以
上
分
割
し
え
な
い
も
の
と
い
う
解
釈
も
あ
る
。
二
〇
〇
〇

年
に
行
わ
れ
た
鼎
談
「
高
松
次
郎
を
発
見
す
る
」
に
お
け
る
峯
村
敏
明
の
次

の
発
言
に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。「
私
は
こ
の
間
〔
高
松
の
〕
ア

ト
リ
エ
を
お
訪
ね
し
た
時
に
書
棚
を
チ
ラ
ッ
と
見
た
ん
で
す
。〔
…
…
〕
ひ
ょっ

と
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
『
単
子
論
』
は
な
か
っ
た
の
か
。〔
…
…
〕
彼
が
『
単

体
』
の
言
葉
遣
い
を
、‛sim

ple-substance ’

で
は
な
く
、‛oneness ’

と
言
っ
て

い
る
こ
と
は
、
そ
れ
な
り
に
意
味
が
あ
る
筈
で
し
ょ
う
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
『
単

子
』
に
も‛sim

ple ’

と
い
う
意
味
は
も
ち
ろ
ん
あ
り
ま
す
が
、
肝
心
な
も
の
は

‛m
onade ’

で
あ
っ
て
、
分
割
で
き
な
い
も
の
の
こ
と
で
す
。
物
理
的
に
分
解
し

た
な
ら
ば
意
味
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
も
の
」（
前
掲
註
7
、
鼎
談
「
高
松
次

郎
を
発
見
す
る
」、
五
〇
頁
）。
さ
ら
に
、「
単
体
」
／
「
複
合
体
」
を
基
軸

と
し
て
、
高
松
の
仕
事
全
体
を
描
き
出
し
た
真
武
真
喜
子
の
「
不
在
発
生
装

置
を
作
る

―
『
単
体
』
と
『
複
合
体
』
の
隙
間
か
ら
」（
前
掲
註
18
、『
高

松
次
郎

―
思
考
の
宇
宙
』
展
カ
タ
ロ
グ
）
や
、
同
様
に
「
単
体
」
と
「
複

合
体
」
を
軸
に
一
九
七
一
年
の
作
品
《
題
名
》
の
五
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョン
の
特
徴

の
推
移
を
解
釈
し
た
大
澤
慶
久「
高
松
次
郎《
題
名
》
―
『
単
体
』及
び『
複

合
体
』
と
の
関
連
性
よ
り
」（『
美
史
研
ジ
ャ
ー
ナ
ル
』
一
三
号
、
武
蔵
野
美
術

大
学
美
学
美
術
史
研
究
室
、
二
〇
一
七
年
）
な
ど
の
関
連
論
文
も
あ
る
。

34 

『
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ツ 

’70
』
展
カ
タ
ロ
グ
、
東
京
画
廊
、
一
九
七
〇
年
、

頁
記
載
な
し
。

35 
Japan: Tradition und G

egenw
art , Städtische K

unsthalle D
üsseldorf, 

1974, p. 116. 

な
お
、
同
展
の
高
松
の
ほ
か
の
出
品
作
に
は
、
例
え
ば
《
コ
ン

ク
リ
ー
ト
の
単
体
》
で
あ
れ
ば“ G

anzheit B
eton (oneness of concrete)”

と
い
う
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
語
タ
イ
ト
ル
と
、
括
弧
内
に
て
英
語
の
作
品
タ
イ
ト

ル
が
記
さ
れ
て
い
る
。

36 

『
現
代
の
作
家
2 

高
松
次
郎
・
元
永
定
正
』展
カ
タ
ロ
グ
、国
立
国
際
美
術
館
、

一
九
八
〇
年
、
頁
記
載
な
し
。

37 

『
み
づ
ゑ
』（
美
術
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
五
月
号
）
の
一
〇
頁
及
び
六
一
頁

に
掲
載
さ
れ
て
い
る
ピ
ナ
ー
ル
画
廊
で
の
展
示
風
景
写
真
を
参
照
（
前
者
の
頁

は
前
掲
註
32
の
「
知
覚
の
統
御
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
の
頁
は
前

掲
註
20
の
「
解
体
と
創
造 

前
衛
主
義
を
超
え
て
」
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
）。

両
者
の
写
真
を
と
も
に
み
る
こ
と
に
よ
り
、《
板
の
単
体
（
赤
）》
と
《
板
の

単
体
（
黒
）》
の
展
示
場
で
の
お
よ
そ
の
位
置
関
係
が
分
か
る
。
前
者
は
展
示

場
の
壁
に
設
置
さ
れ
て
お
り
、
後
者
は
展
示
場
の
中
央
を
仕
切
る
よ
う
な
仮

設
的
な
壁
に
設
置
さ
れ
て
い
る
。

38 

《
板
の
単
体
（
青
）》
は
、《
板
の
単
体
（
黒
）》
お
よ
び
《
板
の
単
体
（
赤
）》

の
作
品
と
は
異
な
っ
て
、
平
行
四
辺
形
で
あ
り
、
二
組
の
対
辺
の
鋸
状
の
加

工
の
幅
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
る
。こ
の
よ
う
な
形
状
の
違
い
は
あ
る
も
の
の
、

青
の
作
品
も
ま
た
、
黒
お
よ
び
赤
の
作
品
と
同
様
、
フ
レ
ー
ム
の
周
囲
を
旋
回

さ
せ
る
よ
う
な
動
線
が
形
作
ら
れ
て
い
る
。



高松次郎「単体」シリーズ 40

39 

森
は
前
掲
論
文
に
お
い
て
、「
単
体
」
シ
リ
ー
ズ
の
形
態
に
、
無
限
増
殖
と
も

相
通
ず
る
そ
の
反
復
可
能
性
を
読
み
取
っ
て
い
る
。「『
単
体
』
の
形
態
が
も
つ

輪
郭
は
そ
れ
が
空
間
的
延
長
を
遮
断
す
る
一
方
で
、
そ
の
形
態
の
反
復
可
能

性
ゆ
え
に
他
の
形
態
と
の
接
合
が
成
立
し
う
る
と
い
う
逆
説
を
生
じ
さ
せ
て
い

る
。
何
よ
り
ド
ロ
ー
イ
ン
グ
で
は
そ
の
輪
郭
が
方
眼
紙
上
に
認
め
ら
れ
、
厳
密

な
数
値
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
ユニ
ッ
ト
と
し
て
の
『
波
』
に
み
ら
れ

る
よ
う
な
そ
れ
自
体
潜
在
的
な
反
復
を
示
し
て
い
る
」（
森
、前
掲
、一
六
頁
）。

と
り
わ
け
こ
こ
で
拠
り
所
と
さ
れ
て
い
る
の
は
方
眼
紙
に
描
か
れ
た
ド
ロ
ー
イ

ン
グ
で
あ
り
、
た
し
か
に
方
眼
紙
上
に
お
い
て
は
、
マ
ス
目
に
沿
っ
て
作
ら
れ
た

様
々
な
形
態
の
ユ
ニ
ッ
ト
が
無
限
の
反
復
や
増
殖
を
想
起
さ
せ
る
と
い
う
こ
と

も
顧
慮
さ
れ
た
い
。

40 

こ
の
こ
と
は
高
松
と
同
時
代
の
国
外
の
作
家
と
の
共
通
性
と
相
違
性
に
関
わ

る
看
過
し
え
な
い
問
題
で
あ
る
か
ら
、
さ
ら
な
る
説
明
を
加
え
て
お
き
た
い
。

ス
テ
ラ
の
特
に
六
〇
年
代
の
シ
リ
ー
ズ
で
は
、
支
持
体
の
形
態
に
外
観
上
目

立
っ
た
加
工
の
施
さ
れ
て
い
な
い
ブ
ラ
ッ
ク
・
シ
リ
ー
ズ
を
含
め
、
支
持
体
の
形

態
と
描
か
れ
た
形
態
と
が
共
鳴
す
る
関
係
に
あ
る
。
マ
イ
ケ
ル
・
フ
リ
ー
ド
は
、

描
か
れ
た
形
態
に
対
す
る
支
持
体
の
形
態
の
強
い
規
定
性
に
着
眼
し
、
そ
れ
を

「
演
繹
的
構
造deductive structure

」と
呼
ん
だ
。
フ
リ
ー
ド
は
、例
え
ば
キ
ュ

ビ
ス
ム
や
モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
絵
画
に
お
け
る
支
持
体
の
形
態
と
描
か
れ
た
形
態

の
関
係
と
、
ス
テ
ラ
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
関
係
と
を
比
較
し
つ
つ
、
ス
テ
ラ
の

演
繹
的
構
造
を
説
明
す
る
。
こ
こ
で
は
モ
ン
ド
リ
ア
ン
と
の
比
較
に
よ
る
説
明

を
紹
介
し
て
お
こ
う
。「
ス
テ
ラ
の
絵
画
の
演
繹
的
構
造
と
私
が
呼
ん
で
き
た

も
の
は
、
彩
色
さ
れ
た
諸
々
の
矩
形
を
配
置
し
て
い
る
モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
フ
レ
ー

ミ
ン
グ
エ
ッ
ジ
〔
外
枠
〕
よ
り
も
、
曖
昧
さ
や
恣
意
性
が
少
な
い
。
す
な
わ
ち
、

ス
テ
ラ
の
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
・
シ
リ
ー
ズ
、
銅
シ
リ
ー
ズ
、
そ
し
て
マ
ゼ
ン
タ
の
金
属

塗
料
の
シ
リ
ー
ズ
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
プ
、ま
た
同
様
に
彼
の
初
期
の
ブ
ラ
ッ
ク・

ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
に
お
け
る
ス
ト
ラ
イ
プ
は
、
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
エ
ッ
ジ
か
ら
発
生
し

て
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
の
中
心
に
向
か
う
よ
う
な
点
に
お
い
て
曖
昧
さ
が
少
な
い
の
で

あ
る
。
一
方
で
、
モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
彩
色
さ
れ
た
諸
々
の
〔
キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス

内
の
〕
矩
形
は
、
そ
れ
〔
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
エ
ッ
ジ
〕
を
越
え
て
続
く
よ
う
で

あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
エ
ッ
ジ
と
の
整
合
性
を
損
な
っ
て
い
る
。
ス
テ
ラ
の
絵

画
に
お
け
る
定
め
ら
れ
た
ス
ト
ラ
イ
プ
の
配
置
は
、
そ
の
全
体
の
演
繹
的

構
造
に
よ
っ
て
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
点
に
お
い
て
、
よ
り
恣
意
性

が
少
な
い
。一
方
で
モ
ン
ド
リ
ア
ン
の
様
々
な
諸
要
素
は
、フ
レ
ー
ミ
ン
グ
エ
ッ

ジ
と
の
い
ず
れ
か
の
関
係
に
お
い
て
、
画
家
自
身
に
よ
っ
て
配
さ
れ
て
い

る
よ
う
で
あ
る
」（M

ichael Fried, T
hree A

m
erican P

ainters: K
enneth 

N
oland, Jules O

litski, F
rank Stella , C

am
bridge, M

ass.: Fogg A
rt 

M
useum

, 1965, p. 43

）。
こ
う
し
て
フ
リ
ー
ド
が
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

ス
テ
ラ
の
作
品
に
は
、「
演
繹
的deductive

」
と
い
う
語
が
端
的
に
示
し

て
い
る
よ
う
に
、
描
か
れ
た
形
態
に
対
す
る
支
持
体
の
形
態
の
強
度
の
規

定
性
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
を
部
分
／
全
体
関
係
に
置
き
換
え
て
言

え
ば
、
ス
テ
ラ
の
作
品
は
全
体
（
支
持
体
の
形
態
）
に
よ
っ
て
部
分
（
支

持
体
に
描
か
れ
た
諸
要
素
）
が
決
定
づ
け
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
構
造
を
備

え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
方
、
高
松
の
タ
イ
プ
C
は
、
ス
テ
ラ
の

作
品
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
明
確
な
描
か
れ
た
諸
要
素
が
認
め
ら
れ
な
い
モ

ノ
ク
ロ
ー
ム
の
色
面
で
あ
る
が
ゆ
え
、
支
持
体
の
形
態
の
加
工
と
い
う
共

通
点
を
有
す
る
も
の
の
、
ス
テ
ラ
と
は
異
な
る
問
題
設
定
で
あ
っ
た
と
言

え
る
。

41 

厳
密
に
い
え
ば
、
同
展
の
カ
タ
ロ
グ
に
は
そ
の
出
品
作
に
関
す
る
記
録
は

な
く
、
こ
の
タ
イ
ト
ル
は
、
本
章
の
第
3
節
で
取
り
上
げ
る
原
栄
三
郎
と

の
対
談
に
お
け
る
、
後
年
《
板
の
単
体
（
赤
）》
と
改
名
さ
れ
た
作
品
の

図
版
に
付
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
同
展
に
お
け
る
赤
及
び
黒

の
作
品
は
後
に
《
板
の
単
体
》
と
し
て
纏
め
ら
れ
る
同
種
の
も
の
で
あ
る

こ
と
か
ら
、
い
ず
れ
も
《
平
面
的
物
体
》
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と

が
推
察
さ
れ
る
。
な
お
、《
板
の
単
体
（
黒
）》
の
方
は
、
同
年
の
五
月

に
東
京
画
廊
で
行
わ
れ
た
「
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ド
キ
ュ
メ
ン
ツ 

’70
」
に
お
い
て



41

も
出
展
さ
れ
て
い
る
が
、
前
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
そ
の
時
点
で
は
同
展
の
カ

タ
ロ
グ
を
み
る
限
り
タ
イ
ト
ル
は
記
さ
れ
て
い
な
い
。

42 

高
松
次
郎「
平
面
的
物
体
」『
美
術
手
帖
』美
術
出
版
社
、一
九
七
〇
年
二
月
号
、

頁
記
載
な
し
。

43 

同
前
。

44 

一つ
目
の
問
い
は
、「
な
る
べ
く
面
白
く
な
い

0

0

0

0

0

も
の
を
作
り
た
い
と
い
う
こ
と
は
、

ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
？ 
そ
し
て
そ
れ
で
も
な
お
か
つ
そ
れ
を
支
え
て
い
る
は

ず
の
何
ら
か
の
面
白
さ
と
は
、
何
な
の
か
？
〔
改
行
〕（
こ
こ
で
い
う
面
白
さ

と
い
う
も
の
の
意
味
も
問
題
に
な
り
ま
す
が
）」（
高
松
、前
掲
、頁
記
載
な
し
、

傍
点
原
著
者
）
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
彼
の
い
う
「
面
白
く
な
い
も
の
」
に
つ

い
て
の
詳
細
な
検
討
は
別
の
機
会
に
譲
る
こ
と
に
す
る
が
、
そ
れ
は
本
章
の
第

4
節
で
論
じ
る
、
何
ら
か
の
意
味
や
精
神
的
な
何
か
に
転
化
で
き
な
い
も
の
の

こ
と
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

45 

高
松
、
前
掲
。

46 

蔵
屋
、
前
掲
、
一
一
二
頁
。

47 

同
前
、
同
頁
。

48 

も
っ
と
も
、「
単
体
」
と
い
う
意
識
を
発
生
さ
せ
る
「
条
件
」
を
、「
言
葉
」

と
捉
え
る
こ
と
も
で
き
、
こ
の
よ
う
に
理
解
す
る
論
拠
も
あ
る
。
例
え
ば
、

七
二
年
の
「
部
分
」
展
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
に
お
い
て
高
松
は
、「
部
分
や

全
体
と
い
う
規
定
は
あ
く
ま
で
も
相
対
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
支
え
る
も
の
は
、

概
念
で
あ
り
言
葉
で
あ
る
」（
前
掲
註
17
、
高
松
「
部
分
」
展
の
コ
メ
ン
ト
、

一
八
二
頁
）
と
述
べ
て
お
り
、
こ
の
一
文
を
拠
り
所
に
「
平
面
的
物
体
」
で
言

わ
れ
て
い
る
「
条
件
」
を
「
言
葉
」
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、

本
章
の
第
1
節
で
述
べ
た
よ
う
に
、
高
松
が
長
年
タ
イ
プ
C
に
は
そ
の
出
品
時

に
タ
イ
ト
ル
を
与
え
ず
、
も
と
よ
り
タ
イ
プ
C
と
言
葉
（
タ
イ
ト
ル
）
と
の
関

係
は
希
薄
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
、
や
は
り
、「
平
面
的
物

体
」、
す
な
わ
ち
タ
イ
プ
C
の
構
想
で
言
わ
れ
て
い
る
一つ
と
い
う
意
識
を
発
生

さ
せ
る
「
条
件
」
と
は
、「
言
葉
」
と
い
う
こ
ち
ら
側
の
条
件
と
い
う
よ
り
、

客
体
の
側
、
物
の
側
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
解
釈
も
、
そ
れ
な
り
に
理
に

適
っ
た
も
の
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

49 

高
松
次
郎
・
原
栄
三
郎
（
聞
き
手
）「
高
松
次
郎
の
独
白
的
会
話
『
高

松
次
郎
展
』
1
9
6
0
〜
7
0
年
に
よ
せ
て
」『
商
店
建
築
』商
店
建
築
社
、

一
九
七
一
年
一
月
号
、
一
八
六
頁
。

50 

こ
の
高
松
の
発
言
に
つ
い
て
は
森
啓
輔
の
前
掲
論
文
に
お
け
る
解
釈
が
あ

る
。
森
は
七
六
年
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
論
理
と
い

う
も
の
は
〔
…
…
〕
個
と
い
う
も
の
が
ど
ん
ど
ん
切
ら
れ
る
と
い
う
ふ
う

に
し
か
思
わ
な
い
」（「
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム 

戦
後
日
本
の
美
術
」『
季
刊
藝
術
』

三
九
号
、
季
刊
藝
術
出
版
社
、
一
九
七
六
年
、
四
七
頁
）
と
い
う
高
松

の
発
言
を
拠
り
所
と
し
て
、
当
該
の
「
こ
れ
か
ぎ
り
の
も
の
」
と
い
う
彼

の
発
言
を
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
る
。「
自
己
が
他
者
と
の
関
係
に
お
い

て
寸
断
さ
れ
、
断
片
化
し
て
い
く
こ
と
へ
の
恐
怖
は
、《
板
の
単
体
（
赤
）》

に
お
い
て
輪
郭
の
処
理
を
『
と
に
か
く
こ
れ
か
ぎ
り
の
も
の
で
す
よ
と
い

う
こ
と
を
強
調
し
て
み
た
い
』
と
い
う
言
葉
を
通
じ
て
、
輪
郭
の
確
定
作

業
に
よ
る
『
孤
独
』
へ
の
心
理
的
抵
抗
、
ま
た
は
主
体
と
し
て
の
自
己
同

一
化
の
欲
望
と
し
て
理
解
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
」（
森
、
前
掲
、
一
五
―

一
六
頁
）。

51 

高
松
次
郎
「
ジ
ャ
ス
パ
ー
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ
試
論

―
わ
ざ
と
な
さ
れ
た
行
為

の
化
石
」『
ジ
ャ
ス
パ
ー
・
ジ
ョ
ー
ン
ズ 

ド
ロ
ー
イ
ン
グ
』
展
カ
タ
ロ
グ
、
南

画
廊
、
一
九
七
五
年
、
頁
記
載
な
し
。

52 

同
前
。

53 
光
田
由
里
も
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
け
る
「
転
化
／
自
己
同
一
性
」
の
議
論
、

つ
ま
り
何
も
の
に
も
転
化
し
な
い
物
と
い
う
高
松
の
考
え
を
拠
り
所
と
し

て
、
高
松
作
品
の
解
釈
を
行
っ
て
い
る
。
た
だ
し
光
田
の
場
合
、
そ
の
解

釈
の
適
用
対
象
は
、「
単
体
」
で
は
な
く
、「
言
葉
が
『
転
化
し
な
い
』、『
単

な
る
物
』
で
あ
る
よ
う
な
、
言
葉
を
『
あ
る
が
ま
ま
に
見
せ
る
』
作
品
」、

《T
H

E
 ST

O
R

Y

》
で
あ
る
（
光
田
、
前
掲
、
二
五
四
頁
）。
こ
の
点
に
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お
い
て
本
論
文
の
「
単
体
」
解
釈
は
、
光
田
の
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
も
の

で
あ
る
。
と
は
い
え
、
光
田
の
「
単
体
」
解
釈
に
お
い
て
も
、
何
も
の
に
も
転

化
し
な
い
物
と
い
う
考
え
が
含
意
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
か

も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
Ⅱ
‐
2
で
説
明
し
た
よ
う
に
、
光
田
の
「
単
体
」

解
釈
の
要
諦
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
様
態
を
も
つ
物
が
、
名
詞
に
よ
っ
て
あ
る
一
つ

の
も
の
と
し
て
同
定
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

54 

高
松
次
郎
「
光
琳
私
論

―
表
面
化
さ
れ
た
表
面
」『
藝
術
新
潮
』
新
潮
社
、

一
九
七
二
年
九
月
号
、
二
五
頁
。

55 

高
松
は
こ
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
光
琳
の
絵
画
を
三
種
の
作
品
群
に
分
類
し
て

い
る
。
高
松
が
ク
ラ
イ
ン
と
対
比
的
に
論
じ
て
い
る
光
琳
の
絵
画
は
、彼
が
「
光

琳
独
自
の
世
界
と
し
て
特
筆
す
べ
き
も
の
」
と
し
て
考
え
て
い
る
《
紅
白
梅
流

水
図
》、《
燕
子
花
図
》、《
松
島
図
》
な
ど
の
「
屏
風
の
作
品
に
み
ら
れ
る
〝
非

情
〞
の
世
界
を
実
現
し
て
い
る
作
品
群
」
で
あ
る
（
同
前
、
二
四
頁
）。

56 

同
前
、
二
五
頁
。

57 

高
松
が
こ
の
よ
う
に
捉
え
る
理
由
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
光
琳
の
絵
画

（《
紅
白
梅
流
水
図
》、《
燕
子
花
図
》、《
松
島
図
》）
に
認
め
ら
れ
る
次
の
よ

う
な
四
点
の
形
式
的
特
徴
で
あ
る
。
第
一
に
、
造
形
的
な
要
素
が
対
立
的
な

要
素
に
よ
っ
て
た
が
い
に
否
定
さ
れ
る
こ
と
、
第
二
に
、
同
一
の
形
態
が
く
り

返
さ
れ
る
こ
と
、
第
三
に
、
描
か
れ
た
画
面
に
中
心
や
求
心
性
が
な
い
こ
と
、

第
四
に
、
金
地
の
上
に
そ
れ
と
同
化
す
る
よ
う
に
描
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

第
一
の
点
に
つ
い
て
高
松
は
、《
燕
子
花
図
》
に
つ
い
て
「
燕
子
花
が
描
か
れ
る

と
き
、
上
方
に
向
か
う
鋭
角
的
な
葉
の
形
状
は
、
そ
の
上
部
に
描
か
れ
る
花

の
重
く
垂
れ
さ
が
る
よ
う
な
色
面
に
よ
っ
て
こ
ろ
さ
れ
る
」（
同
前
、
二
七
頁
）

と
述
べ
、《
紅
白
梅
流
水
図
》
に
つ
い
て
は
「
流
水
の
、
幾
何
学
的
で
は
あ
る

が
や
わ
ら
か
い
曲
線
に
対
し
て
、
梅
の
木
の
不
定
形
で
硬
直
し
た
線
。
紅
白
梅

の
枝
振
り
だ
け
を
と
っ
て
み
て
も
、
一つ
の
動
き
を
示
す
枝
は
、
必
ず
と
いっ
て

い
い
ほ
ど
別
の
枝
が
そ
の
動
き
を
止
め
て
し
ま
い
、
小
枝
の
弧
は
離
反
し
合
い
、

直
線
と
曲
線
が
ぶ
つ
か
り
合
う
」（
同
前
、
同
頁
）
と
述
べ
た
上
で
、
そ
れ
ら

の
描
か
れ
た
諸
要
素
は
「
同
程
度
の
力
関
係
で
対
置
さ
れ
る
た
め
に
〔
…
…
〕

こ
ろ
し
合
い
、
そ
の
緊
張
の
み
を
残
し
て
す
べ
て
の
部
分
の
存
在
感
は
空
無
化

さ
れ
て
し
ま
う
」（
同
前
、
同
頁
）
と
い
う
性
格
を
引
き
出
し
て
い
る
。
第
二

の
点
に
お
い
て
高
松
は
、
上
記
三
作
品
の
中
で
は
、《
燕
子
花
図
》
及
び
《
松

島
図
》
を
挙
げ
て
い
る
。「
ま
っ
た
く
同
じ
も
の
が
二
つ
以
上
並
置
さ
れ
る
と

き
、
そ
の
〔
諸
要
素
の
〕
存
在
感
は
無
化
さ
れ
る
」（
同
前
、
同
頁
）
と
高

松
は
言
う
。
第
三
の
点
に
つ
い
て
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「『
燕
子
花
図
』

は
い
う
ま
で
も
な
い
が
、『
紅
白
梅
流
水
図
』
で
も
、
中
央
部
を
流
れ
る
流
水

と
、
左
右
の
紅
白
梅
は
そ
れ
ぞ
れ
等
価
で
あ
り
、
視
線
は
流
水
や
梅
の
幹
、

枝
の
動
き
に
と
も
な
わ
れ
な
が
ら
、
ど
こ
に
も
固
定
し
え
な
い
」（
同
前
、
同

頁
）。
こ
う
し
た
特
徴
は
高
松
に
お
い
て
、
例
え
ば
俵
屋
宗
達
の
「
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
動ム
ー
ヴ
マ
ンきと

、
軽
く
流
れ
て
い
く
部
分
、
重
厚
な
部
分
と
余
白
の
よ
う
に
淡

く
処
理
さ
れ
た
部
分
と
が
、
つ
ね
に
奥
行
き
を
と
も
な
い
な
が
ら
一
つ
の
画
面

の
中
で
均バ
ラ
ン
ス衡
を
と
る
」（
同
前
、
同
頁
）
よ
う
な
「
見
る
人
を
画
中
に
心
地
よ

く
引
き
込
む
よ
う
な
性
格
」（
同
前
、
同
頁
）
と
は
対
照
的
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、「
光
琳
の
画
面
で
は
す
べ
て
均
質
均
等
で
、
モ
テ
ィ
ー
フ
と
し
て
描
か
れ
た

物
体
の
そ
の
色
彩
や
形
態
は
下
地
と
等
価
に
は
り
合
っ
て
お
り
、
従
っ
て
余
白

と
い
え
る
よ
う
な
も
の
は
存
在
せ
ず
、
奥
行
き
も
き
れ
い
さ
っ
ぱ
り
払
い
の
け

ら
れ
て
い
る
。
動
き
は
、
つ
ね
に
画
面
と
い
う
あ
る
物
体
の
表
面
の
そ
の
厚
み

の
な
い
平
面
上
を
流
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
も
た
だ
単
に
見
る
人
に
す
み
か

ら
す
み
ま
で
視
線
を
働
か
せ
る
以
上
の
効
果
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
」（
同
前
、

同
頁
）。
第
四
の
点
に
つ
い
て
高
松
は
、
光
琳
の
金
地
は
「
制
作
の
は
じ
め
に

お
い
て
、
や
は
り
あ
く
ま
で
下
地
で
あ
る
だ
ろ
う
」
と
断
っ
た
上
で
、「
そ
の
上

に
線
や
色
面
が
付
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
線
や
色
面
が
決
し
て
金
地

を
踏
み
台
に
し
て
跳ジ
ャ
ン
プ躍

す
る
こ
と
は
な
」（
同
前
、同
頁
）
く
、そ
れ
ら
は
「
前

後
関
係
が
強
調
さ
れ
な
い
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
、
色
彩
が
金
地
と
等
し
い

色ヴ
ァ
ル
ー
ル

価
で
置
か
れ
る
こ
と
な
ど
に
よ
り
、
モ
テ
ィ
ー
フ
は
き
ま
っ
て
金
地
と
同
じ

面
に
定
着
さ
れ
〔
…
…
〕
作
品
が
完
成
さ
れ
た
と
き
、
依
然
と
し
て
す
べ
て
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が
下
地
な
の
で
あ
る
」（
同
前
、
同
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。
以
上
、
高
松
に
と
っ

て
光
琳
は
、
上
述
の
四
点
の
形
式
的
特
徴
を
軸
と
し
て
、
意
味
や
観
念
や
感

情
に
転
化
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
絵
画
平
面
に
お
け
る
「
実
在
の
〝
面
〞
と
い
う

も
の
を
容
認
し
た
」（
同
前
、
二
五
頁
）
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

58 

同
前
、
二
五
頁
。

59 

光
琳
の
絵
画
の
場
合
、「
実
在
の
面
」
は
、
前
掲
註
57
で
説
明
し
た
よ
う
に
主

に
四
点
の
特
質
に
お
い
て
獲
得
さ
れ
て
い
る
。「
板
の
単
体
」
で
は
、
と
り
わ

け
鋸
状
の
形
態
に
お
い
て
、支
持
体
は
何
か
が
描
か
れ
表
現
さ
れ
る
キ
ャ
ン
ヴ
ァ

ス
と
い
う
よ
り
も
「
平
面
的
物
体
」
と
し
て
意
識
さ
れ
、
そ
こ
に
施
さ
れ
た

色
面
が
い
わ
ば
実
在
の
色
面
と
し
て
感
知
さ
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
お
、

こ
の
ギ
ザ
ギ
ザ
一つ
一つ
の
サ
イ
ズ
は
、《
板
の
単
体
（
赤
）》
及
び
《
板
の
単
体

（
青
）》
で
は
各
対
辺
に
お
い
て
等
し
く
、《
板
の
単
体
（
黒
）》
で
は
四
辺
に

お
い
て
す
べ
て
等
し
く
作
ら
れ
て
お
り
、
ま
た
こ
れ
ら
の
三
点
に
お
い
て
各
ギ
ザ

ギ
ザ
は
す
べ
て
直
角
で
あ
る
。
仮
に
、
こ
の
ギ
ザ
ギ
ザ
が
一
様
で
は
な
く
不
揃

い
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
れ
ら
は
な
ん
ら
か
の
形
象
を
想
起
さ
せ
る

も
の
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。「
板
の
単
体
」
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
均
質

な
形
状
は
、
そ
れ
が
何
が
し
か
の
意
味
に
転
化
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
防
い
で
い

る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

60 

タ
イ
プ
C
を
分
割
し
え
な
い
単
一
の
も
の
と
し
て
捉
え
る
点
に
お
い
て
は
、
本

論
文
の
タ
イ
プ
C
の
解
釈
は
前
掲
註
33
の
鼎
談
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
モ

ナ
ド
を
拠
り
所
と
す
る
峯
村
の
「
単
体
」
解
釈
と
近
し
い
も
の
で
あ
る
と
言
え

る
。

61 

前
掲
註
40
に
て
詳
述
し
た
。

62 

特
に
七
〇
年
代
末
に
制
作
さ
れ
た
「
平
面
上
の
空
間
」
の
諸
作
品
で
は
、
矩

形
の
角
か
ら
対
角
線
が
、
同
様
に
角
か
ら
、
あ
る
い
は
辺
に
沿
う
よ
う
に
コ
ン

パ
ス
に
よ
る
線
が
引
か
れ
、
ま
た
そ
れ
ら
に
交
差
す
る
よ
う
に
多
く
の
同
様
の

線
が
引
か
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
画
面
が
形
成
さ
れ
て
い
る
。
実
際
、
高
松
自
身
、

キ
ャ
ン
ヴ
ァ
ス
の
形
態
か
ら
諸
要
素
が
決
定
さ
れ
る
こ
と
に
意
識
的
で
あ
っ
た

こ
と
が
次
の
よ
う
な
発
言
か
ら
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。「〔「
平
面
上
の
空
間
」

は
〕
コ
ン
パ
ス
と
定
規
だ
け
で
描
い
た
も
の
で
、
キ
ャ
ン
バ
ス
と
い
う
一つ
の
存
在

に
対
し
て
、
キ
ャ
ン
バ
ス
の
エ
ッ
ジ
か
ら
引
い
た
線
、
そ
の
接
点
か
ら
コ
ン
パ
ス

で
描
い
た
曲
線
な
ど
キ
ャ
ン
バ
ス
自
身
が
そ
の
キ
ャ
ン
バ
ス
を
描
く
と
い
う
も
の

だ
っ
た
。
つ
ま
り
は
画
家
が
自
分
自
身
の
内
部
か
ら
描
き
た
い
も
の
を
描
く
と

い
う
こ
と
で
は
な
く
、
キ
ャ
ン
バ
ス
が
線
や
曲
線
の
必
然
要
因
を
作
り
、
画
家

が
そ
れ
を
選
び
と
る
の
で
あ
る
」（
前
掲
註
12
、
高
松
次
郎
「
無
と
全
体
性
の

ド
ラ
マ
」、四
六
頁
）。こ
の
よ
う
な
性
格
が
特
に
現
れ
て
い
る「
平
面
上
の
空
間
」

の
諸
作
品
で
は
、
二
三
例
を
挙
げ
れ
ば
、
ス
テ
ラ
の
一
九
六
八
年
の
《
フ
リ
ン・

フ
ロ
ン 

Ⅱ
》（《Flin Flon II

》、川
村
記
念
美
術
館
蔵
）
や
一
九
六
九
年
の
《
リ

ヴ
ァ
ー
・
オ
ブ
・
ポ
ン
ズ 

Ⅳ
》（《R

iver of P
onds IV

》、
愛
知
県
美
術
館
蔵
）

と
いっ
た
作
品
と
の
構
造
的
な
類
似
性
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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Jiro Takamatsu’s Oneness Series: A Study of the Oneness 

of Board (Black, Red, Blue)

OSAWA Yoshihisa

Jiro Takamatsu’s Oneness is the series that was worked on from 1969 to 
1972. This series could be divided into three types by the differences 
of the formal features. The first group is solid cedars that are partially 
fabricated, such as 16 pieces of oneness and 36 pieces of oneness. The second 
group is cuboids or rectangles in which the center is shattered and 
its fragments are put back into the center, such as Oneness of Concrete, 
Oneness of Paper and so on. Third group is wood panels whose edges are 
fabricated sawlikely and applied by lacquer, such as Oneness of Board 
(Black), Oneness of Board (Red), and Oneness of Board (Blue). I call the first 
group type A, the second type B, the third type C. This paper aims to 
suggest an interpretation of type C.
 First, I explain the concepts related to Oneness. Second, I survey 
preceding interpretations of Oneness. Third, by analyzing the formal 
features and his texts relevant to type C and monochrome painting, 
I suggest an interpretation of type C. Finally, this paper concludes as 
follows: Takamatsu’s aim of Oneness of Board (Black), Oneness of Board 
(Red), and Oneness of Board (Blue) is to keep self-identity of those color 
fields themselves, without its transforming to something ideative. For 
Takamatsu, this character of the works is in contrast to Yves Klein’s 
Monochrome and it would be safe to say that these works are a certain 
challenge to such a type of monochrome painting. Furthermore, this 
interpretation enables type C to give a specific position different from A 
and B.


