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同
一
の
事
象
に
対
す
る
科
学
的
の
見
方
と
芸
術
的
の
見
方
と
の
分
れ
る
点

は
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　
科
学
も
芸
術
も
そ
の
資
料
と
す
る
も
の
は
同
一
で
あ
る
。
そ
れ
を
取
扱
う

人
間
も
同
じ
人
間
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
畢
竟
は
人
間
の
「
創
作
」
し
た
も
の

で
あ
る
。
人
間
の
感
官
の
窓
を
通
し
て
入
り
込
ん
で
来
る
物
を
悟
性
や
理
性

に
よ
っ
て
分
析
し
綜
合
し
て
織
り
出
さ
れ
た
文
化
の
華
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ

る
の
に
科
学
と
芸
術
と
は
一
見
没
交
渉
な
二
つ
の
天
地
を
劃
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
は
ど
こ
か
ら
来
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
吾
人
が
事
象
に
対
し
た
時
に
、
吾
人
の
感
官
が
刺
戟
さ
れ
て
も
、
無
念
無

想
の 

渾  

沌 

こ
ん
と
ん

た
る
状
態
に
お
い
て
は
自
分
も
な
け
れ
ば
世
界
も
な
い
。
そ
の
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よ
う
な
状
態
が
分
裂
し
て
、
能
知
者
と
所
知
者
が
出
来
る
事
に
よ
っ
て
、
始

め
て
認
識
が
成
立
し
始
め
る
。
そ
こ
か
ら
色
々
な
観
念
が
生
れ
、
観
念
は
更

に
分
裂
し
て
よ
り
多
く
共
通
な
要
素
に
分
析
さ
れ
て
そ
こ
に
秩
序
が
出
来
、

「
言
葉
」
が
出
来
、
「
方
則
」
が
出
来
る
。

　
科
学
が
科
学
以
外
の
学
と
異
な
る
根
本
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
云
え
ば
、
所

知
者
を
し
て
所
知
者
を
記
述
さ
せ
説
明
さ
せ
る
事
で
あ
る
。
能
知
者
か
ら
解

放
さ
れ
た
所
知
者
相
互
の
関
係
を
取
扱
う
も
の
と
考
え
て
も
よ
い
。
勿
論
能

知
者
な
く
し
て
所
知
者
の
成
立
し
得
な
い
事
は
明
ら
か
で
あ
る
が
。
か
く
の

ご
と
く
し
て
成
立
し
た
所
知
者
は
能
知
者
の
存
在
に
無
関
係
な
独
立
の
実
在

で
あ
る
と
仮
定
す
る
。
そ
う
し
て
そ
の
よ
う
な
所
知
者
の
世
界
に
は
時
と
空

間
に
関
す
る
整
合
が
存
在
し
、
普
遍
に
し
て
必
然
な
因
果
関
係
が
存
在
す
る
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と
い
う
事
を
前
提
と
し
て
、
そ
う
い
う
型
に
は
ま
る
よ
う
に
こ
の
世
界
を
処

理
し
て
行
く
。
そ
う
い
う
試
み
が
あ
る
程
度
ま
で
成
効
し
た
結
果
が
今
日
の

科
学
で
あ
る
。

　
従
来
哲
学
の
一
部
分
で
あ
っ
た
科
学
が
、
近
世
の
始
め
文
芸
復
興
期
以
来

に
長
足
の
進
歩
を
な
し
た
所
以
ゆ
え
ん
も
ま
た
科
学
の
対
象
が
能
知
者
か
ら
解
放
さ

れ
た
事
に
起
因
す
る
と
云
っ
て
も
よ
い
。
科
学
が
価
値
道
徳
の
問
題
か
ら
離

れ
て
自
由
な
天
地
を
得
た
た
め
に
始
め
て
手
足
を
延
ば
し
た
の
で
あ
る
。
し

か
し
か
く
の
ご
と
く
し
て
出
来
た
科
学
の
別
天
地
は
も
と
も
と
便
宜
上
か
ら

所
知
者
を
切
り
離
し
て
出
来
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
問
題
が
能
知
者
と
の
関

係
に
わ
た
る
場
合
に
は
科
学
の
範
囲
を
脱
し
て
、
科
学
ば
か
り
で
は
も
う
始

末
の
付
か
ぬ
事
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
点
に
対
す
る
誤
解
か
ら
種
々
な
謬び
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見   
ゅ
う
け
ん

が
生
れ
る
事
は
識
者
の
日
常
目
撃
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
科
学
の
ど

こ
を
掘
り
返
し
て
も
「
不
可
不
」
は
出
て
来
な
い
し
、
そ
の
縄
張
り
の
中
を

隈
な
く
捜
し
て
も
「
神
」
は
居
な
い
。
そ
う
し
て
科
学
の
中
に
こ
れ
が
な
い

と
い
う
事
は
、
そ
れ
が
ど
こ
に
も
な
い
と
い
う
証
拠
に
は
少
し
も
な
ら
な
い
。

も
し
そ
う
い
う
人
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
室
中
を
捜
し
て
魚
が
居
な
い
と
い
う

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
芸
術
と
は
何
で
あ
る
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
科
学
の
場
合
の
よ
う
に
簡
単

な
定
義
を
与
え
る
事
は
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
前
述
の
考
え
を
対
照
さ
せ
て

次
の
ご
と
く
考
え
る
事
も
出
来
る
だ
ろ
う
。

　
芸
術
の
成
立
す
る
の
は
、
云
わ
ば
個
々
の
能
知
者
が
所
知
者
の
中
に
入
り

込
む
時
に
始
ま
る
。
あ
る
い
は
ま
た
所
知
者
が
能
知
者
を
反
映
す
る
事
に
よ
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っ
て
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
ま
だ
そ
れ
だ
け
で
は
美
的
芸
術
の
水
平
線
に
達

す
る
事
は
出
来
な
い
。
能
知
者
と
所
知
者
の
結
合
を
包
括
す
る
全
体
が
更
に

大
き
な
普
遍
的
で
絶
対
的
な
能
知
を
反
映
す
る
事
に
よ
っ
て
芸
術
た
る
価
値

が
定
ま
る
と
考
え
る
事
が
出
来
る
だ
ろ
う
。

　
以
上
の
ご
と
き
単
純
な
側
面
観
に
よ
っ
て
科
学
と
芸
術
と
の
任
務
や
領
域

を
遺
憾
な
く
説
明
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
。
こ
う
い
う
考
え
か
ら
出
発

し
て
、
文
芸
の
中
に
潜
在
す
る
科
学
的
要
素
を
捜
し
て
み
た
い
と
思
う
の
で

あ
る
。

　
い
か
な
る
文
芸
と
い
え
ど
も
そ
の
取
扱
う
資
料
が
常
識
を
具
え
た
人
間
界

の
も
の
で
あ
る
限
り
、
あ
ら
ゆ
る
知
識
中
の
科
学
的
な
分
子
を
排
出
す
る
事

の
出
来
な
い
の
は
明
ら
か
な
事
で
あ
る
。
第
一
、
文
学
は
言
語
が
な
く
て
は
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成
立
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
言
語
と
い
う
も
の
そ
れ
自
身
は
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の

小
さ
な
学
で
あ
る
。
一
つ
の
言
葉
が
出
来
る
前
に
は
人
間
の
感
覚
知
覚
は
経

験
と
記
憶
聯
想
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
、
悟
性
に
よ
っ
て
幾
多
の
分
析
抽
象
を

行
っ
た
末
に
一
つ
の
観
念
な
り
概
念
な
り
が
出
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ

れ
で
云
わ
ば
一
つ
一
つ
の
言
葉
の
中
に
は
既
に
も
う
論
理
的
経
験
的
科
学
の

卵
子
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
現
今
用
い
ら
る

る
よ
う
な
意
味
で
の
科
学
は
ま
だ
そ
れ
だ
け
で
は
含
ま
れ
て
い
な
い
と
云
っ

て
も
よ
い
。

　
そ
う
い
う
根
本
的
な
問
題
は
し
ば
ら
く
措お
い
て
、
具
体
的
に
各
種
の
文
学

の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
普
通
の
意
味
で
の
科
学
的
要
素
の
分
布
を
考
え
て
み

よ
う
。

8文学の中の科学的要素



　
あ
ら
ゆ
る
文
学
の
中
で
も
最
も
著
し
く
個
々
の
能
知
者
た
る
作
者
が
所
知

者
た
る
対
象
の
中
に
没
入
し
て
現
わ
れ
て
来
る
の
は
詩
歌
こ
と
に
抒
情
的
な

そ
れ
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
能
知
者
が
い
っ
ぱ
い
に
滲
透
し
て
所
知
者
の
間
の

あ
ら
ゆ
る
科
学
的
背
理
や
矛
盾
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
融
和
さ
れ
る
。

そ
う
い
う
点
か
ら
見
て
最
も
多
く
の
芸
術
と
し
て
の
文
学
の
特
徴
を
発
揮
し

て
い
る
も
の
は
こ
の
種
の
詩
歌
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
作
物

の
価
値
に
は
内
容
の
科
学
的
不
合
理
は
大
し
た
影
響
を
及
ぼ
さ
な
い
。
し
か

ら
ば
そ
の
価
値
は
何
に
よ
っ
て
規
定
さ
る
る
か
と
云
え
ば
、
そ
れ
は
作
者
の

能
知
が
前
に
云
っ
た
普
遍
絶
対
の
原
型
に
近
似
す
る
程
度
に
あ
る
と
云
わ
れ

る
。
換
言
す
れ
ば
そ
の
詩
を
味
わ
う
読
者
各
自
の
能
知
に
内
在
す
る
、
そ
の

原
型
の
模
型
に
ど
れ
だ
け
照
応
す
る
か
の
程
度
に
よ
っ
て
各
評
価
者
の
価
値
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判
断
が
極きま
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
の
ご
と
き
立
場
か
ら
見
て
こ
れ
と
反
対
な
位
置
に
あ
る
も
の
は
、
色

々
の
事
実
や
事
件
の
平
坦
な
叙
述
的
描
写
を
主
調
と
し
た
作
物
、
例
え
ば
物

語
や
写
生
文
の
ご
と
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
少
な
く
も
作
者
は
黒
幕

の
後
ろ
に
隠
れ
て
、
舞
台
の
上
で
は
事
実
を
し
て
事
実
を
語
ら
し
め
、
物
を

し
て
物
を
描
か
し
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
こ
に
作

者
の
主
観
が
幕
の
後
ろ
で
活
躍
し
て
い
る
事
は
云
う
ま
で
も
な
い
事
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
場
合
に
お
け
る
能
知
者
と
所
知
者
の
関
係
を
立
ち
入
っ
て
考
え
て

行
け
ば
、
歴
史
は
科
学
と
し
て
成
立
し
得
る
か
と
い
う
よ
う
な
大
問
題
や
、

写
生
の
意
義
如
何
と
い
う
広
い
問
題
に
逢
着
す
る
。
そ
の
よ
う
な
大
問
題
は

こ
こ
に
論
ず
る
限
り
で
な
い
。
た
だ
こ
の
種
の
作
物
の
価
値
を
定
む
る
も
の
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と
し
て
の
科
学
的
要
素
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
叙
事
的
色
彩
の
強
い
文
学
上
の
作
品
の
中
に
は
対
象
が
人
間
以
外
の
も
の

で
あ
る
場
合
も
ず
い
ぶ
ん
あ
る
。
例
え
ば
、
風
景
の
写
生
的
描
写
や
、
あ
る

い
は
昆
虫
の
生
活
、
あ
る
い
は
花
や
草
の
世
界
を
主
題
と
し
た
も
の
が
あ
る
。

勿
論
そ
れ
が
単
な
る
地
貌
学
的
な
い
し
生
物
学
的
の
記
述
で
な
く
、
文
学
的

作
品
と
呼
ば
れ
得
る
所
以
は
、
こ
れ
ら
の
対
象
中
に
作
者
の
人
格
が
滲
潤
し

て
い
る
点
に
あ
る
が
、
そ
の
作
者
か
ら
流
出
し
た
も
の
を
盛
る
べ
き
容
器
が

科
学
的
事
実
で
あ
る
限
り
、
そ
の
容
器
に
科
学
的
破
綻
は
た
ん
が
あ
っ
て
は
工
合
が

悪
い
の
で
あ
る
。
尤
も
そ
れ
は
読
者
の
科
学
的
知
識
の
水
準
次
第
で
、
甲
が

こ
の
種
の
破
綻
や
矛
盾
を
感
じ
て
も
、
丙
は
知
ら
ず
に
観
過
す
る
事
は
し
ば

し
ば
あ
る
。
そ
れ
は
と
に
か
く
、
こ
の
種
の
作
品
中
に
、
原
則
と
し
て
、
科
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学
的
背
理
が
避
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
か
。

こ
れ
は
前
に
も
云
っ
た
通
り
、
作
物
の
舞
台
面
に
出
て
い
る
も
の
は
所
知
者

ば
か
り
で
あ
り
、
所
知
者
ば
か
り
の
世
界
は
あ
る
意
味
で
科
学
の
世
界
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
舞
台
に
出
て
い
る
役
者
が
勝
手
次
第
に
働
け
ば
場
面

は
分
裂
し
て
統
一
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
い
わ
ゆ
る
客
観
的
な
物
語
や
写
生
文
の
大
部
分
の
主
資
料
と
な
る

も
の
は
人
間
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
個
々
の
能
知
者
を
捕
え
て
こ
れ
を
所
知
者

と
し
て
取
扱
お
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
お
い
て
人
間
以
外
の
も
の

を
取
扱
う
場
合
と
は
自
ず
か
ら
異
な
る
取
扱
い
方
の
区
別
が
生
じ
る
。
第
一

の
方
法
で
は
材
料
に
な
っ
て
い
る
人
間
　
　
無
論
そ
れ
は
他
人
と
限
っ
た
事

は
な
い
、
自
分
で
も
い
い
　
　
を
そ
の
外
部
に
現
わ
れ
た
行
為
や
言
語
の
み
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に
よ
っ
て
叙
述
し
て
、
そ
の
人
間
の
能
知
者
た
る
内
部
に
立
ち
入
ら
な
い
。

そ
う
い
う
意
味
か
ら
云
え
ば
劇
の
ご
と
き
も
こ
の
類
に
入
れ
ら
れ
な
い
事
も

な
い
。
も
う
一
つ
の
方
法
で
は
、
材
料
た
る
人
間
の
心
理
に
ま
で
立
ち
入
っ

て
叙
述
す
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
心
理
の
推
移
は
ど
こ
ま
で
も
純
粋

な
所
知
と
し
て
読
者
の
前
に
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
一
の
方
法
は
、
事

件
や
行
為
の
裏
に
進
行
し
て
い
る
人
間
の
心
理
的
の
推
移
を
直
接
読
者
の
判

断
に
推
し
つ
け
る
の
で
、
こ
の
場
合
の
科
学
的
要
素
は
む
し
ろ
読
者
の
方
に

あ
る
。
作
者
は
読
者
の
心
理
学
的
機
関
に
衝
動
を
与
え
、
そ
の
運
転
を
導
く

よ
う
な
資
料
を
提
供
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
作
の
価
値
は
そ
の
資
料
の
選

択
や
、
そ
れ
を
提
供
す
る
順
序
や
仕
方
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
れ
に
反

し
て
第
二
の
方
法
で
は
科
学
的
要
素
は
直
接
に
作
物
の
上
に
現
わ
れ
て
い
る
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か
ら
、
も
し
作
者
の
科
学
に
誤
謬
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
直
ち
に
作
物
の
価
値

に
影
響
を
及
ぼ
す
訳
で
あ
る
。
た
だ
幸
い
な
事
に
は
心
理
学
上
の
方
則
は
物

質
科
学
の
そ
れ
の
よ
う
に
単
義
的
な
因
果
関
係
を
与
え
な
い
。
そ
こ
に
は
意

志
と
称
す
る
非
科
学
的
な
要
素
が
強
く
作
用
し
て
い
る
た
め
に
、
一
定
の
資

料
に
よ
っ
て
心
理
過
程
を
単
義
的
に
予
報
す
る
事
が
出
来
な
い
。
従
っ
て
、

作
者
の
心
理
過
程
の
描
写
の
正
否
を
判
断
す
る
標
準
が
判
然
と
し
て
い
な
い
。

こ
れ
は
精
神
科
学
が
物
質
科
学
ほ
ど
に
堅
固
な
地
盤
に
お
か
れ
て
い
な
い
所

以
で
あ
る
。
同
時
に
ま
た
か
く
の
ご
と
き
文
学
の
可
能
な
所
以
で
も
あ
る
。

も
し
こ
れ
ら
の
問
題
が
こ
と
ご
と
く
科
学
的
に
片
付
け
ば
、
す
べ
て
は
、

「
学
」
に
な
っ
て
、
も
う
「
術
」
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
そ
う
は

云
う
も
の
の
、
人
間
の
心
理
に
は
や
は
り
科
学
的
に
取
扱
わ
れ
得
る
部
分
が
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か
な
り
に
あ
る
事
は
拒
み
難
い
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
で
吾
人
が
こ
の
種
に
属

す
る
作
品
を
読
む
時
に
明
白
に
心
理
学
の
知
識
と
背
反
す
る
よ
う
な
描
写
に

出
会
っ
た
時
に
は
、
吾
人
の
見
た
そ
の
作
物
の
価
値
は
著
し
く
減
殺
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
そ
よ
う
な
場
合
の
著
し
い
実
例
は
往
々
新
聞
の
三
面
記
事
な
ど

に
見
出
さ
れ
る
。
例
え
ば
あ
る
人
の
自
殺
の
動
機
な
ど
に
つ
い
て
驚
く
べ
き

無
理
解
な
叙
述
に
出
会
う
事
が
し
ば
し
ば
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
著
名
な
作

家
の
作
品
を
見
れ
ば
如
何
に
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
け
る
描
写
が
科
学
的
に
普

遍
で
必
然
だ
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
表
わ
れ
て
い
る
か
が
分
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

ば
か
り
で
な
く
如
何
に
多
く
の
新
し
い
知
識
を
吾
人
に
教
え
て
い
る
か
が
分

る
だ
ろ
う
。
但
し
そ
れ
は
何
も
作
家
の
学
問
的
知
識
か
ら
生
れ
た
も
の
で
な

く
て
、
芸
術
家
と
し
て
の
鋭
利
な
直
感
に
よ
る
の
が
普
通
で
は
あ
ろ
う
が
、
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と
も
か
く
も
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
も
の
は
立
派
な
科
学
的
事
実
で
し
か
も

吾
人
に
と
っ
て
新
し
い
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
な
い
場
合
に
は
浅
墓
な
三
面

記
事
と
選
む
と
こ
ろ
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
前
に
云
っ
た
第
一
の
方
法
、
す
な
わ
ち
心
理
過
程
の
追
究
を
読
者
に
任
せ

る
方
法
で
も
、
そ
の
読
者
を
導
い
て
普
遍
的
な
心
理
的
経
験
を
遂
行
さ
せ
る

事
が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
の
作
に
価
値
を
与
え
る
た
め
に
は
そ
の
経
験
が
単

に
普
遍
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
が
読
者
に
と
っ
て
な
ん
ら
か
の
意
味
で

新
し
い
も
の
で
あ
り
、
ま
た
更
に
新
し
い
問
題
を
提
供
す
る
も
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
必
ず
し
も
科
学
的
な
も
の
で
な
く
て
も
い
い
の
で
、

宗
教
的
道
徳
的
社
会
的
の
も
の
で
い
い
が
、
同
様
に
科
学
的
の
も
の
で
あ
っ

て
も
い
い
の
で
あ
る
。
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あ
り
の
ま
ま
の
事
実
に
よ
ら
ず
、
作
者
の
想
像
を
多
く
混
入
し
た
写
実
派

あ
る
い
は
自
然
派
の
小
説
や
戯
曲
の
ご
と
き
も
の
は
、
も
は
や
普
通
の
意
味

に
お
い
て
事
実
の
叙
述
で
な
い
。
し
か
し
そ
う
か
と
云
っ
て
そ
れ
は
ま
た
嘘

で
も
な
い
。
あ
る
真
実
な
る
も
の
の
描
写
で
な
け
れ
ば
何
の
価
値
が
あ
る
だ

ろ
う
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
実
は
何
で
も
な
い
事
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
科

学
者
が
あ
る
実
験
を
想
像
し
て
そ
の
経
過
を
既
知
の
方
則
で
導
い
て
行
く
と

同
じ
よ
う
に
、
作
者
は
先
ず
あ
る
人
間
と
そ
の
環
境
と
を
想
定
し
て
、
作
者

の
把
え
て
い
る
と
信
ず
る
一
種
の
方
則
に
照
ら
し
て
事
件
の
推
移
を
追
究
し

て
行
く
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
場
合
に
科
学
の
場
合
と
ち
が
う
の
は
、
そ
の

「
方
則
」
な
る
も
の
が
明
白
に
単
義
的
で
な
く
、
ま
た
い
わ
ゆ
る
環
境
な
る

も
の
の
範
囲
が
明
白
に
制
限
し
難
い
点
に
あ
る
。
従
っ
て
そ
の
実
験
の
結
果
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も
ま
た
多
義
的
で
あ
っ
て
、
そ
れ
の
価
値
判
断
も
困
難
で
あ
る
。
し
か
し
極

端
な
場
合
を
比
較
し
て
見
れ
ば
作
者
の
「
方
則
」
や
方
法
の
差
別
は
容
易
に

分
る
。
普
通
に
批
評
家
が
あ
る
作
物
を
見
て
、
不
自
然
で
あ
る
と
か
、
そ
う

で
な
い
と
か
い
う
の
は
す
な
わ
ち
如
上
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
場

合
の
標
準
に
な
る
も
の
は
勿
論
単
に
心
理
学
的
な
も
の
の
外
に
非
科
学
的
な

も
の
が
む
し
ろ
大
部
分
を
占
め
て
い
る
の
は
通
例
で
は
あ
る
が
、
そ
う
か
と

云
っ
て
作
者
は
、
こ
の
種
の
作
物
の
構
成
方
法
が
上
の
通
り
で
あ
る
限
り
は
、

全
く
科
学
的
要
素
を
度
外
視
す
る
訳
に
は
行
く
ま
い
と
思
う
。
従
っ
て
こ
の

種
の
作
者
は
尠
す
く
なく
も
そ
の
方
面
の
科
学
的
事
実
に
対
し
て
考
察
を
過
あ
や
まら
な
い

よ
う
に
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
と
思
う
。
写
実
派
自
然
派
に
対
し
て
理
想
派
や

 

浪 

曼 

的 

ろ
う
ま
ん
て
き
の
作
品
を
見
る
時
は
よ
ほ
ど
趣
を
異
に
す
る
点
が
多
い
。
こ
れ
ら
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の
も
の
の
対
象
は
「
在
る
と
こ
ろ
の
世
界
」
よ
り
は
む
し
ろ
「
在
る
べ
き
世

界
」
で
あ
る
か
ら
、
も
は
や
科
学
の
世
界
を
離
れ
て
い
る
。
取
扱
わ
れ
て
い

る
主
資
料
は
能
知
を
離
れ
た
所
知
で
は
な
く
む
し
ろ
能
知
自
身
の
活
動
で
あ

る
。
こ
の
点
に
お
い
て
は
、
最
初
に
挙
げ
た
詩
と
相
類
す
る
よ
う
で
あ
る
。

し
か
し
抒
情
詩
の
ご
と
き
も
の
で
は
個
々
の
作
者
の
感
情
が
強
く
主
張
さ
れ

て
い
る
の
に
、
こ
こ
に
挙
げ
た
も
の
で
は
個
人
を
超
越
し
た
普
遍
的
な
能
知

の
意
志
が
活
動
し
て
い
る
と
見
る
事
が
出
来
よ
う
。
こ
の
種
の
作
品
の
成
効

せ
る
も
の
で
は
た
と
え
科
学
的
の
背
理
が
現
わ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ
を
包
括

す
る
能
知
の
不
思
議
な
雰
囲
気
の
た
め
に
そ
れ
が
邪
魔
に
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
不
思
議
な
世
界
に
読
者
を
導
き
入
れ
る
た
め
に
は
、
特
殊

な
手
段
を
要
す
る
こ
と
は
勿
論
で
、
こ
の
種
の
作
品
が
そ
の
資
料
を
遠
い
過
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去
や
異
郷
に
採
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
文
体
や
用
語
に
特
別
な
選
択
を
す
る

を
便
利
と
す
る
所
以
も
ま
た
こ
こ
に
在
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
以
上
は
た
だ
典
型
的
な
二
、
三
種
の
も
の
に
つ
い
て
、
極
め
て
概
括
的
な

考
え
方
を
し
て
み
た
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
実
際
の
作
品
に
つ
い
て
云
え
ば
、

種
々
複
雑
な
問
題
が
起
る
の
は
当
然
の
事
で
あ
る
。
従
っ
て
前
述
の
考
え
に

も
幾
多
の
変
更
や
洗
煉
を
加
え
る
必
要
の
起
る
事
も
勿
論
で
あ
る
。
た
だ
こ

う
い
う
立
場
か
ら
も
う
少
し
深
く
考
え
て
み
る
事
も
全
く
無
用
の
業
で
は
あ

る
ま
い
と
思
っ
て
い
る
。
更
に
進
ん
で
文
学
以
外
の
芸
術
に
も
同
様
な
考
え

を
拡
げ
て
行
く
の
も
面
白
い
だ
ろ
う
と
思
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
十
年
一
月
『
電
気
と
文
芸
』
）
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