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私
は
永
い
前
か
ら
科
学
と
芸
術
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
科
学
者
と
芸
術
家
と
の
素
質
や
仕
事
や
方
法
に
相

互
共
通
な
点
の
多
い
事
に
深
い
興
味
を
感
じ
て
い
る
。
そ
れ
で
嗜
好
趣
味
と
い
う
事
は
別
と
し
て
、
科
学

者
と
し
て
芸
術
を
論
じ
る
と
い
う
事
も
そ
れ
ほ
ど
不
倫
な
事
と
は
思
わ
れ
な
い
。
の
み
な
ら
ず
自
身
に
取

っ
て
は
芸
術
上
の
問
題
を
思
索
す
る
事
に
よ
っ
て
自
分
の
専
門
の
事
柄
に
対
し
て
新
し
い
見
解
や
暗
示
を

得
る
事
も
少
な
く
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
科
学
者
の
芸
術
論
が
専
門
の
芸
術
評
論
家
の
眼
か

ら
見
て
如い
何か
に
平
凡
幼
稚
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
芸
術
家
の
芸
術
論
と
多
少
で
も
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
ら

ば
、
そ
れ
は
少
な
く
も
或あ
る
芸
術
家
の
た
め
に
何
ら
か
の
参
考
に
な
ら
ぬ
と
も
限
ら
な
い
。
も
し
そ
う
だ

と
す
れ
ば
自
分
が
こ
こ
に
あ
え
て
こ
の
一
篇
を
公
に
す
る
の
も
強
あ
な
がち
無
意
味
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。

例
え
ば
山
出
し
の
批
評
も
時
に
は
三
越
意
匠
部
の
人
の
参
考
に
な
る
か
も
し
れ
ず
、 

生 

蕃 

人 

せ
い
ば
ん
じ
ん
の
東
京
観

も
取
り
よ
う
で
は
深
刻
な
文
明
批
評
と
も
聞
え
る
事
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
こ
の
稿
を
起
し
た
も
う
一
つ
の
理
由
は
、
友
人
と
し
て
の
津
田
君
の
隠
れ
た
芸
術
を
い
く
ぶ
ん
で
も
世

間
に
紹
介
し
た
い
と
い
う  

私    

の    

動    

機  

プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
モ
ー
チ
ヴ

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
も
一
応
最
初
に
断
っ
て
お
い
た
方
が

よ
い
か
と
思
う
。

　
津
田
君
は
先
達
て
催
し
た
作
画
展
覧
会
の
目
録
の
序
で
自
白
し
て
い
る
よ
う
に
「
技
巧
一
点
張
主
義
を
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廃
し
新
な
る
眼
を
開
い
て
自
然
を
見
直
し
無
技
巧
無
細
工
の
自
然
描
写
に
還
り
」
た
い
と
い
う
考
え
を
も

っ
て
い
る
人
で
あ
る
。
作
画
に
対
す
る
根
本
の
出
発
点
が
既
に
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
す
れ
ば
津
田

君
の
画
を
論
ず
る
に
伝
説
的
の
技
巧
や
手
法
を
盾
に
取
っ
て
す
る
の
は
そ
も
そ
も
見
当
違
い
な
事
で
あ
る
。

小
笠
原
流
の
礼
法
を
標
準
と
し
て
ロ
シ
ア
の 

百  

姓 

ム
ジ
ー
ク

の
動
作
を
批
評
す
る
よ
う
な
も
の
か
も
し
れ
な
い
。

あ
る
い
は
む
し
ろ
自
分
の
よ
う
な
純
粋
な 

素  

人 

し
ろ
う
と

の
評
の
方
が
却かえ
っ
て
適
切
で
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
。

一
体
津
田
君
の
主
張
す
る
よ
う
に
常
に
新
た
な
眼
で
自
然
を
見
直
す
と
い
う
事
は
科
学
者
に
と
っ
て
も
甚
は
な
は

だ
重
要
な
事
で
あ
る
。
科
学
の
進
歩
の
行
き
止
り
に
な
ら
な
い
の
は
全
く
そ
う
い
う
態
度
の
賜
物
で
あ
る
。

科
学
は
決
し
て
自
然
を
あ
り
の
ま
ま
に
記
載
す
る
も
の
で
は
な
い
。
自
然
の
顔
に
は
教
科
書
の
文
句
は
書

い
て
な
い
。
自
然
を
如
何
に
見
て
如
何
に
表
現
す
べ
き
か
と
い
う
事
は
全
く
自
由
で
は
な
い
が
し
か
も
必

ず
し
も
絶
対
に
単
義
的

ユ
ニ
ー
ク

な
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
昼
夜
の
交
代
太
陽
の
運
行
を
観
測
し
た
時
に
地
球
が

動
い
て
い
る
と
す
る
か
太
陽
が
動
い
て
い
る
と
す
る
か
は
た
だ
こ
れ
だ
け
の
現
象
の
説
明
を
す
る
に
は
い

ず
れ
で
も
差
し
つ
か
え
は
な
い
。
し
か
し
太
陽
が
地
球
の
周
囲
を
動
い
て
い
る
と
す
る
と
外
の
遊
星
の
運

動
を
非
常
に
複
雑
な
も
の
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
重
力
の
方
則
な
ど
も
恐
ろ
し
く
難
儀
な
も
の

に
な
る
に
相
違
な
い
。
科
学
の
場
合
に
は
方
則
の
普
遍
性
と
か
思
考
の
節
約
と
か
い
う
事
が
標
準
と
な
っ

て
科
学
者
の
自
然
に
対
す
る
見
方
を
指
導
し
そ
の
価
値
を
定
め
て
行
く
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
比
べ
て
芸
術
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家
が
自
然
に
対
す
る
見
方
は
非
常
に
多
様
で
あ
り
得
る
事
は 

勿  

論 

も
ち
ろ
ん

で
あ
る
。
科
学
者
は
な
る
た
け
自
分

と
い
う
も
の
を
捨
て
て
か
か
ろ
う
と
す
る
。
一
方
で
芸
術
家
は
も
っ
ぱ
ら
自
己
を
主
張
し
よ
う
と
す
る
。

而しか
し
て
そ
の 

区  

々 

ま
ち
ま
ち

な
表
現
の
価
値
を
定
め
る
も
の
も
科
学
の
場
合
と
は
無
論
一
様
で
な
い
。
し
か
し
と

も
か
く
も
芸
術
家
の
う
ち
で
自
然
そ
の
も
の
を
直
接
に
見
て
何
物
か
を
見
出
そ
う
と
い
う
人
が
あ
れ
ば
、

そ
の
根
本
の
態
度
や
採
る
べ
き
方
法
に
は
自おの
ず
か
ら
科
学
者
と
共
通
点
を
見
出
す
事
が
出
来
て
も
よ
い
訳

で
あ
る
。

　
新
し
い
目
で
自
然
を
見
る
と
い
う
事
は
存
外
六

む

つ

か
し
い
事
で
あ
る
。
吾
人
ご
じ
ん
は
生
れ
落
ち
て
以
来
馴
れ
切

っ
て
い
る
周
囲
に
対
し
て
、
ち
ゃ
ん
と
定
ま
っ
た
、
し
か
も
極きわ
め
て  

便    

宜    

的  

コ
ン
ヴ
ェ
ン
シ
ョ
ナ
ル
な
型
や
公
式
ば
か
り

を
当あ
て
嵌は
め
て
い
る
。
朝
起
き
て
顔
を
洗
う  

金    

盥  

か
な
だ
ら
い

の
置
き
方
か
ら
、
夜
寝
る
時
の
寝
衣
の
袖
の
通
し

方
ま
で
、
無
意
識
な
定
型
を
繰
返
し
て
い
る
吾
人
の
眼
は
、
如
何
に
或
る
意
味
で
憐
れ
な
融
通
の
き
か
き

ぬ
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
事
を
知
る
た
め
の
、
一
つ
の
面
白
い
、
し
か
も
極
め
て
簡
単
な
実
験
は
、
頭
を

倒さか
さに
し
て
股
間
こ
か
ん
か
ら
見
馴
れ
た
平
凡
な
景
色
を
覗のぞ
い
て
見
る
事
で
あ
る
。
た
っ
た
そ
れ
だ
け
の
眼
の
向
け

方
で
も
今
ま
で
見
逃
し
て
い
た
自
然
の
美
し
さ
が 

今  
更 

い
ま
さ
ら

の
よ
う
に
目
に
立
つ
の
で
あ
る
。
写
真
機
の
ピ

ン
ト
ガ
ラ
ス
に
映
っ
た
自
然
や
、
望
遠
鏡
の
視
野
に
現
わ
れ
た
自
然
に
つ
い
て
も
、
時
に
意
外
な
発
見
を

し
て
驚
く
の
は 

何  

人 

な
ん
ぴ
と

に
も
珍
し
く
な
い
経
験
で
あ
る
。
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芸
術
家
と
し
て
ど
う
す
れ
ば
新
し
い
見
方
を
す
る
事
が
出
来
る
か
と
い
う
事
は
一
概
に
云
え
な
い
。
そ

れ
は
人
々
の
天
性
や
傾
向
に
も
よ
る
事
で
あ
ろ
う
が
、
一
つ
に
は
ま
た
絶
え
ざ
る
努
力
と
修
練
を
要
す
る

事
は
勿
論
で
あ
る
。
然しか
る
に
現
今
幾
百
を
数
え
る
知
名
の
画
家
殊こと
に
日
本
画
家
中
で
少
な
く
も
真
剣
に
こ

う
い
う
努
力
を
し
て
い
る
人
が
何
人
あ
る
か
と
い
う
事
は
、
考
え
て
み
る
と
甚
だ
心
細
い
よ
う
な
気
が
す

る
。
そ
れ
で
津
田
君
の
こ
の
点
に
対
す
る
努
力
の
結
果
が
既
に
ど
こ
ま
で
進
ん
で
い
る
か
は
別
問
題
と
し

て
も
、
そ
う
い
う
態
度
と
こ
れ
を
実
行
す
る
勇
気
と
に
対
し
て
先
ず
共
鳴
を
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い

の
で
あ
る
。

　
尤
も
っ
とも
ど
の
画
家
で
も
相
当
な
人
な
ら
ば
あ
る
程
度
ま
で
は
そ
う
い
う
事
を
考
え
ぬ
人
は
無
い
か
も
し
れ

な
い
が
、
し
か
し
そ
う
考
え
る
ば
か
り
で
何い
時つ
ま
で
も
同
じ
谷
間
の
径
路
を
往
復
し
な
が
ら
対
岸
の
自
然

を
眺
め
て
い
る
の
で
は
到
底
駄
目
で
あ
ろ
う
。
一
度
も
二
度
も
馴
れ
た
道
を
捨
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

時
に
は
頭
を
倒
に
し
て
見
る
だ
け
の
手
数
も
あ
え
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時
に
は
ま
た
向
う
の
峰
へ

上
っ
て
見
下
す
事
も
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
い
う
事
を
現
に
少
し
で
も
実
行
し
て
い
る
ら
し
い
少

数
の
画
家
の
作
画
に
対
し
て
自
分
は
常
に
同
情
と
期
待
を
も
っ
て
注
意
し
て
い
た
。
そ
の
作
品
が
ど
れ
ほ

ど
自
分
の
嗜
好
か
ら
は
厭いや
な
と
思
う
も
の
で
も
、
ま
た
あ
ま
り
に
生
硬
と
思
う
も
の
で
も
、
そ
れ
に
か
か

わ
ら
ず
一
種
の
愉
快
な
心
持
を
も
っ
て
熟
視
す
る
事
が
出
来
た
。
毎
年
の
文
展
や
院
展
を
見
に
行
っ
て
も
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こ
う
い
う
自
分
の
い
わ
ゆ
る
外
道
的
鑑
賞
眼
を
喜
ば
す
も
の
は
極
め
て
稀まれ
で
あ
っ
た
。
多
く
の
絵
は
自
分

の
眼
に
は
た
だ
一
種
の
空
虚
な
複
製
品
と
し
か
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
少
な
く
も
画
家
の
頭
脳
の
中
に
し
ま

っ
て
あ
る
取
っ
て
置
き
の 

粉  

本 

ふ
ん
ぼ
ん

を
そ
の
ま
ま
紙
布
の
上
に
投
影
し
て
そ
の
上
を
機
械
的
に
筆
で
塗
っ
て

行
っ
た
も
の
と
し
か
思
わ
れ
な
か
っ
た
。
ペ
ン
キ
屋
が
看
板
の
文
字
を
書
く
よ
う
に
そ
れ
は
ど
こ
か
ら
筆

を
起
し
て
ど
う
い
う
方
向
に
運
ん
で
行
っ
て
も
没
交
渉
な
も
の
の
よ
う
に
見
え
た
。
た
ま
に
は
複
製
で
な

い
本
当
の  

原    

本  

オ
リ
ジ
ナ
ル

と
思
わ
れ
る
絵
を
見
出
し
て
愉
快
を
感
じ
る
事
も
あ
っ
た
が
、
や
や
も
す
れ
ば
そ
の

独
創
的
な
点
が
も
う
そ
ろ
そ
ろ
一
種
の
安
心
し
た
よ
う
な
、
こ
れ
で
い
い
と
い
っ
た
よ
う
な
お
さ
ま
り
方

に
変
化
す
る
の
を
認
め
て
失
望
し
た
。
ど
う
か
し
て
も
う
少
し
迷
っ
て
い
る
画
家
の
お
さ
ま
ら
ぬ
作
品
に

接
し
た
い
と
希
望
し
て
い
た
。
そ
う
し
て
偶
然
に
逢
着
し
た
の
が
津
田
君
で
あ
っ
た
。

　
洋
画
家
並
び
に
図
案
家
と
し
て
の
津
田
君
は
既
に
世
間
に
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
自
分
が
日
本
画
家

あ
る
い
は
南
画
家
と
し
て
の
津
田
君
に
接
し
た
の
は
比
較
的
に
新
し
い
事
で
あ
る
。
そ
し
て
だ
ん
だ
ん
そ

の
作
品
に
親
し
ん
で
行
く
う
ち
に
、
同
君
の
天
品
が
最
も
よ
く
発
揮
し
得
ら
れ
る
の
は
正まさ
し
く
こ
の
方
面

で
あ
る
と
信
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
津
田
君
は
か
つ
て
桃
山
に
閑
居
し
て
い
た
事
が
あ
る
。
そ
こ
で
久
し
く
人
間
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
朝
暮
た

だ
鳥
声
に
親
し
ん
で
い
た
頃
、
音
楽
と
い
う
も
の
は
こ
の
鳥
の
声
の
よ
う
な
も
の
か
ら
出
発
す
べ
き
も
の
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で
は
な
い
か
と
考
え
た
事
が
あ
る
そ
う
で
あ
る
。
津
田
君
が
今
日
そ
の
作
品
に
附
す
る
態
度
は
や
は
り
こ

れ
と
同
じ
よ
う
な
も
の
で
あ
る
ら
し
い
。
出
来
る
だ
け
伝
統
的
の
型
を
離
れ
る
に
は
一
度
あ
ら
ゆ
る
も
の

を
破
壊
し
投
棄
し
て
原
始
的
の
草 

昧 

時 

代 

そ
う
ま
い
じ
だ
い

に
帰
り
、
原
始
人
の
眼
を
も
っ
て
自
然
を
見
る
事
が
必
要
で

あ
る
。
こ
う
い
う
主
張
は
実
は
単
な
る
言
詞
と
し
て
は
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
日
本

画
家
で
実
際
に
こ
の
点
に
努
力
し
実
行
し
つ
つ
あ
る
人
が
幾
人
あ
る
と
い
う
事
が
問
題
で
あ
る
。

　
原
始
的
無
技
巧
と
い
う
点
で
は
野
蛮
人
の
絵
や
子
供
の
絵
は
最
も
代
表
的
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
等
の

絵
は
概
念
的
抽
象
的
あ
る
い
は
む
し
ろ
科
学
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
芸
術
に
食
傷

し
た
も
の
の
眼
に
は
不
思
議
な
慰
安
と
憧
憬
を
感
ぜ
し
め
る
。
こ
れ
は
た
だ
牛
肉
の
後
に 

沢  

庵 

た
く
あ
ん

と
い
い

う
よ
う
な
意
味
の
も
の
で
は
な
く
、
も
っ
と
ず
っ
と
深
い
内
面
的
の
理
由
に
よ
る
事
と
思
う
。
美
学
者
や

心
理
学
者
は
こ
れ
に
対
し
て
ど
う
い
う
見
解
を
下
し
て
い
る
か
知
ら
な
い
が
、
と
に
か
く
東
洋
画
殊こと
に
南

画
と
い
う
も
の
の
芸
術
的
の
要
素
の
中
に
は
こ
れ
と
同
じ
よ
う
な
も
の
が
あ
る
事
は
疑
い
な
い
。

　    

複        

製    

リ
プ
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン

の
技
術
と
し
て
の
絵
画
は
と
う
の
昔
に
科
学
の
圧
迫
を
受
け
て
滅
亡
し
て
し
ま
っ
た
。

筆
触
用
墨
の
技
巧
は
い
ま
だ
一
般
の
鑑
賞
家
に
は
有
難
が
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
が
、
本
当
の
芸
術
と
し

て
の
生
命
は
既
に 

旦  

夕 

た
ん
せ
き

に
迫
っ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
事
は
職
人
か
手
品
師
の
飯
の
種
に
な
る
べ
き
も

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
筆
の
先
を
紙
に
な
す
り
つ
け
、
そ
れ
が
数
尾
の
ご
ま
め
を
表
わ
し
得
て
生
動
の
妙
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を
示
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
は
あ
ま
り
に
職
工
的
な
あ
る
い
は
む
し
ろ
ア
ク
ロ
バ
チ
ッ
ク
の
芸
当
で
あ
っ

て
本
当
の
芸
術
家
と
し
て
む
し
ろ
恥
ず
べ
き
事
で
は
あ
る
ま
い
か
。
文
学
に
し
て
も
枕
詞
や
か
け
言
葉
を

喜
ぶ
よ
う
な
時
代
は
過
ぎ
て
い
る
。
地
口
じ
ぐ
ち
や
駄
洒
落

だ
じ
ゃ
れ

は
床
屋
以
下
に
流
通
し
て
い
る
時
代
で
は
あ
る
ま
い

か
。

　
日
本
画
の
生
命
は
こ
の
よ
う
な
低
級
な
芸
当
に
あ
る
と
は
思
わ
れ
な
い
。
近
代
西
洋
画
が
存
在
の
危
機

に
瀕ひん
し
た
時
に
唯
一
の
救
済
策
と
し
て
日
本
画
の
空
気
を
採
り
入
れ
た
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
。
単
に
眼
先

を
変
え
る
と
い
う
よ
う
な
浅
薄
な
理
由
に
よ
る
だ
ろ
う
か
。
自
分
は
そ
う
は
思
わ
な
い
。
日
本
画
に
は
到

底
科
学
な
ど
の
た
め
に
動
揺
さ
せ
ら
れ
な
い
、
却
っ
て
あ
る
い
は
科
学
を
屈
服
さ
せ
る
だ
け
の
堅
固
な
地

盤
が
あ
る
と
思
う
。
何
故
か
と
云
え
ば
日
本
画
の
成
立
ち
組
立
て
方
に
お
い
て
非
常
に
科
学
的
で
そ
し
て

む
し
ろ
科
学
以
上
な
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
師
匠
の
真
似
ば
か
り
し
て
い
た
古
来
の
職
工
的
日
本
画
家
は
別
問
題
と
し
て
、
何
ら
か
の
流
派
を
開
い

た
名
画
家
の
作
品
を
見
る
と
、
た
と
え
そ
れ
が
品
の
悪
い
題
材
を
取
扱
っ
た
浮
世
絵
の
よ
う
な
も
の
で
あ

っ
て
も
、
一
口
に
云
っ
て
差
し
つ
か
え
の
な
い
と
思
う
特
徴
は
、
複
雑
な
自
然
人
生
の
中
か
ら
何
ら
か
普

遍
的
な
要
素
を
捉つか
ま
え
て
い
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
表
わ
す
に
最
も
簡
単
明
快
な
方
法
を
選
ん
で
い
る
事
で

あ
る
。
例
え
ば 

光  

琳 

こ
う
り
ん

の
草
木
花か
卉き
に
対
す
る
の
で
も
、 

歌  
麿 

う
た
ま
ろ

や 
写  

楽 
し
ゃ
ら
く

の
人
物
に
対
す
る
の
で
も
そ
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う
で
あ
る
。
こ
う
い
う
点
で
自
分
が
特
に
面
白
く
思
う
の
は
古
来
の
支
那
画
家
の
絵
で
あ
る
。
尤
も
多
く

は
た
だ
写
真
な
ど
で
見
る
ば
か
り
で
本
物
に
接
す
る
事
は
稀
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
も
自
分
は
非
常
な

興
味
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
画
家
各
自
の
選
み
出
し
た
要
素
が
そ
れ
ぞ
れ
一
種
の
普
遍
的
な

事
実
あ
る
い
は
方
則
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
し
か
も
相
互
の
間
に
何
ら
の
矛
盾
も
な
け
れ
ば
背
違
も

な
い
。
あ
た
か
も
多
様
な
見
方
の
上
に
組
立
て
た
科
学
的
系
統
が
相
併
立
し
て
い
る
よ
う
な
観
が
あ
る
。

現
今
の
物
質
科
学
で
は
こ
う
い
う
自
由
は
許
さ
れ
て
い
な
い
。    

人      

間      

性    

ア
ン
ス
ロ
ポ
モ
ル
フ
ィ
ズ
ム

と
い
う
も
の
を
出
来

る
だ
け
除
外
し
よ
う
と
い
う
傾
向
か
ら
す
れ
ば
こ
れ
は
当
然
な
事
で
あ
る
が
、
芸
術
で
は
こ
の
点
は
勿
論

ち
が
う
。
お
の
お
の
の
画
家
は
そ
れ
ぞ
れ
の
系
統
を
有
し
、
そ
の
お
の
お
の
が
事
実
で
あ
り
真
実
で
あ
り

し
か
も
互
い
に
矛
盾
し
な
い
と
こ
ろ
が
面
白
く
ま
た
尊
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
筆
触
や
用
墨
を
除
い
た
日
本
画
や
南
画
の
根
本
的
の
要
素
は
何
か
と
い
う
事
は
六
か
し
い
問
題
で
あ
る

が
、
自
分
は
こ
の
要
素
の
材
料
と
な
る
も
の
は
前
に
い
っ
た
よ
う
な
原
始
的
で
同
時
に
科
学
的
な
見
方
と

表
現
法
で
あ
る
と
思
う
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
で
は
い
ま
だ
野
蛮
人
や
子
供
の
絵
と
異
な
る
と
こ
ろ
は
な
い

が
、
そ
れ
と
大
い
に
異
な
る
と
こ
ろ
は
こ
れ
ら
の
材
料
か
ら
組
立
て
る
一
種
の
「  

思   

考   

の   

実   

験  

ゲ
ダ
ン
ケ
ン
エ
キ
ス
ペ
リ
メ
ン
ト

」

で
あ
る
。
科
学
者
が
既
知
の
方
則
を
材
料
と
し
て 

演 

繹 
的 

え
ん
え
き
て
き
に
こ
の
よ
う
な
実
験
を
行
っ
て
一
つ
の
新
し

い
原
理
な
ど
を
構
成
す
る
と
同
様
に
、
南
画
家
は
ま
た
一
種
の
実
験
を
行
っ
て
そ
こ
に
一
つ
の
新
し
い
芸
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術
的
の
世
界
を
構
成
し
現
出
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
画
と
し
て
の
生
命
は
む
し
ろ
こ
こ
に
あ
る
の
で
あ
る

ま
い
か
。
科
学
者
の
仕
事
の
生
命
は
人
の
実
験
を
繰
り
返
す
事
で
な
い
と
同
様
に
画
家
の
価
値
も
不
断
に

自
分
の
「
実
験
」
を
考
え
な
が
ら
進
ん
で
行
く
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
も
し
世
の
中
に
全
然
新
し
い
も
の
が
得
ら
れ
ぬ
と
す
れ
ば
、
在
来
の
画
の
種
類
の
中
で
こ
の
よ
う
な

「
思
考
の
実
験
」
を
行
う
に
最
も
適
し
た
も
の
は
南
画
だ
と
い
う
事
は
あ
え
て
多
言
を
要
し
な
い
事
と
思

う
。
そ
う
い
う
事
は
も
う
自
分
の
こ
こ
に
云
う
と
は
ち
が
っ
た
言
葉
で
云
い
古
さ
れ
た
事
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
も
こ
う
い
う
意
味
か
ら
見
て
絵
画
と
称
す
べ
き
絵
画
の 

我  

邦 

わ
が
く
に

に
存
す
る
事
が
あ
ま
り
に
少
な
い
の

に
驚
く
の
で
あ
る
。

　
津
田
君
の
絵
は
今
非
常
な
速
度
で
変
化
し
発
育
し
つ
つ
あ
る
の
だ
か
ら
概
括
的
に
論
ず
る
が
困
難
で
あ

る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
具
体
的
に
一
つ
一
つ
の
作
品
に
対
し
て
批
評
す
る
の
も
容
易
な
仕
事
で
は
な
い
。

し
か
し
と
も
か
く
も
出
発
点
に
お
け
る
覚
悟
と
努
力
の
向
け
方
に
お
い
て
は
自
分
が
本
当
の
南
画
の
精
神

要
旨
と
考
え
る
も
の
に
正まさ
し
く
適
合
し
て
い
る
。
狭
く
南
画
な
ど
と
は
云
わ
ず
、
一
般
に
芸
術
と
い
う
も

の
が
科
学
な
ど
の
圧
迫
に
無
関
係
に
永
存
し
得
べ
き
肝
心
の
要
素
に
触
接
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の

で
あ
る
。

　
津
田
君
と
い
え
ど
も
伝
習
の
羈
絆
き
は
ん
を
脱
却
す
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
あ
る
い
は
支
那
人
や  

大
雅
堂
蕪

た
い
が
ど
う
ぶ
そ
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村  ん
や
あ
る
い
は 

竹  

田 

ち
く
で
ん

の
よ
う
な
幻
像
が
絶
え
ず
眼
前
を
横
行
し
て
そ
れ
ら
か
ら
強
い
誘
惑
を
受
け
て

い
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
に
対
抗
し
て
自
分
の
赤
裸
々
の
本
性
を
出
そ
う
と
す
る
際
に
、
従

来
同
君
の
多
く
手
に
か
け
て
来
た
図
案
の
筆
法
が
や
や
も
す
れ
ば
首
を
出
し
た
く
な
る
。
そ
れ
を
も
強し
い

て
振
り
落
し
て
全
く
新
し
い
天
地
を
見
出
そ
う
と
勉つと
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
努
力
の
効
果
は
決
し
て

仇あだ
で
な
い
事
は
最
近
の
作
品
が
証
明
し
て
い
る
。

　
津
田
君
が
南
画
に
精
力
を
集
注
し
始
め
た
初
期
の
作
品
を
見
る
と
一
つ
の
面
白
い
現
象
を
発
見
す
る
。

例
え
ば
樹
の
枝
に
鳥
が
止
ま
っ
て
い
る
。
よ
く
見
る
と
樹
の
枝
は
鳥
の
胴
体
を
貫
通
し
て
い
て
鳥
は
あ
た

か
も
透
明
な
物
体
で
あ
る
よ
う
に
出
来
上
が
っ
て
い
る
。
津
田
君
は
別
に
こ
れ
に
対
し
て
何
と
も
不
都
合

を
感
じ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
樹
枝
を
画
く
時
に
こ
こ
へ
後
か
ら
鳥
を
止
ま
ら
せ
る
用
意
と
し
て
あ
ら

か
じ
め
書
き
残
し
を
し
て
お
く
よ
う
な
細
工
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
一
見
没
常
識
の
よ
う
に
見
え

る
か
も
し
れ
ぬ
が
、
そ
こ
に
津
田
君
の
出
発
点
の
特
徴
が
最
も
明
白
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う

い
う
遣
り
方
が
写
真
と
し
て
不
都
合
で
あ
っ
て
も
絵
画
と
し
て
は
そ
れ
ほ
ど
不
都
合
な
事
で
は
な
い
と
い

う
事
が
初
め
か
ら
明
ら
か
に
理
解
さ
れ
て
い
る
証
拠
で
あ
る
。
ま
た
下
書
き
な
ど
を
し
て
そ
の
上
を
綺
麗
き
れ
い

に
塗
り
つ
ぶ
す
月
並
な
や
り
方
の
通
弊
を
脱
し
得
る
所
以
ゆ
え
ん
で
あ
る
ま
い
か
。
本
当
の
意
味
の
書
家
が
例
え

ば
十
の
字
を
書
く
時
に
始
め
一
を
左
か
ら
右
へ
引
き
通
す
際
に
後
か
ら
来
る
丨
の
事
な
ど
考
え
る
だ
ろ
う
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か
、
そ
れ
を
考
え
れ
ば
書
の
魂
は
抜
け
は
し
ま
い
か
。
た
と
え
胴
中
を
枝
の
貫
通
し
た
鳥
の
絵
は
富
豪
の

床
の
間
の
掛
物
と
し
て
工
合
が
悪
い
か
も
し
れ
ぬ
が
、
そ
う
い
う
事
を
無
視
し
て
絵
を
画
く
人
が
存
在
す

る
と
い
う
事
実
自
身
が
一
つ
の
注
目
す
べ
き    

啓        

示    

レ
ヴ
ェ
レ
ー
シ
ョ
ン

で
は
あ
る
ま
い
か
。
自
分
は
少
し
見
て
い
る

う
ち
に
こ
の
種
の
非
科
学
的
な
点
は
も
う
す
っ
か
り
馴
れ
て
し
ま
っ
て
何
ら
の
不
都
合
を
も
感
じ
な
く
な

っ
た
。
お
そ
ら
く
誰
で
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
た
だ
在
来
の
月
並
の
不
合
理
や
出
来
合
の
矛
盾
に
の
み
馴
れ

て
そ
れ
を
忘
れ
て
い
る
眼
に
ほ
ん
の
一
時
的
の
反
感
を
起
さ
せ
る
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
津
田
君
の
絵
に
つ
い
て
こ
う
い
う
新
し
い
見
馴
れ
ぬ
矛
盾
や
不
合
理
を
探
せ
ば
い
く
ら
で
も
あ
る
。
こ

う
い
う
点
の
多
い
と
い
う
事
が
ま
さ
に
君
が
新
し
い
眼
で
自
然
を
見
つ
つ
あ
る
事
実
を
証
明
す
る
の
で
あ

る
。
在
来
の
い
わ
ゆ
る
穏
健
な
異
端
で
な
い
画
に
対
し
て
吾
人
が
不
合
理
を
感
じ
な
い
の
は
、
そ
こ
に
不

合
理
が
な
い
と
い
う
証
拠
で
は
毛
頭
な
い
。
た
だ
そ
こ
に
は
何
ら
の
新
し
い
不
合
理
を
示
し
て
い
な
い
と

い
う
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
間
接
に
は  
畢    

竟  
ひ
っ
き
ょ
う

新
し
い
何
物
を
も
包
ん
で
い
な
い
事
を
暗
示
す

る
の
で
あ
る
。
そ
う
か
と
思
う
と
一
方
で
立
体
派
や
未
来
派
の
よ
う
な
舶
来
の
不
合
理
を
そ
の
ま
ま
に
鵜う

呑の
み
に
し
て
有
難
が
っ
て
模
倣
し
て
い
る
よ
う
な
不
見
識
な
人
の
多
い
中
に
、
こ
の
よ
う
な
自
分
の
腹
か

ら
自
然
に
出
た
些
細
さ
さ
い
な
不
合
理
は
む
し
ろ
一
服
の
清
涼
剤
と
し
て
珍
重
す
べ
き
も
の
の
よ
う
な
感
が
あ
る
。

　
鳥
の
脚
が
変
な
処
に
く
っ
つ
い
て
い
る
、
樹
の
上
で
鳥
が
力
学
的
平
衡
を
保
ち
得
る
か
は
疑
問
で
あ
る
。
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樹
の
幹
や
枝
の
弾
性
は
果
し
て
そ
の
重
量
に
堪
え
得
る
や
否
や
覚
束
な
い
。
あ
る
い
は 

藁  

苞 

わ
ら
づ
と

の
よ
う
な

恰
好
を
し
た
白
鳥
が
湿
り
気
の
な
い
水
に
浮
ん
で
い
た
り
、 

睡  

蓮 

す
い
れ
ん

の
茎
と
も
あ
ろ
う
も
の
が
蓮はす
の
よ
う

に
無
遠
慮
に
長
く
水
上
に
聳そび
え
て
い
る
事
も
あ
る
。
時
に
は
庇
ひ
さ
しば
か
り
で
屋
根
の
な
い
家
に
唐
人
の
よ
う

な
漱
石
先
生
が
居
る
事
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
思
議
な
現
象
は
津
田
君
の
あ
る
時
期
の
画
中
に
は
到
る

処
に
見
出
さ
れ
る
。
在
来
の
型
以
外
の
も
の
に
対
し
て
盲
目
な
公
衆
の
眼
に
は
ど
う
し
て
も
軽
視
さ
れ
時

に
は
滑
稽
視
さ
れ
る
の
は
誠
に
止
む
を
得
ぬ
次
第
で
あ
る
が
、
そ
う
い
う
人
で
も
先
ず
試
み
に
津
田
君
の

こ
の
種
の
絵
と
技
巧
の
一
点
張
の
普
通
の
絵
と
並
べ
て
壁
間
に
掲
げ
、
ゆ
っ
く
り
且か
つ
虚
心
に
眺
め
て
見

る
だ
け
の
手
数
を
し
た
な
ら
ば
、
多
分
今
ま
で
と
ち
が
っ
た
心
持
で
津
田
君
の
絵
を
見
直
す
だ
け
の
余
裕

が
出
来
よ
う
か
と
思
う
。
技
巧
を
主
と
し
た
絵
は
一
見
そ
の
妙
に
酔
わ
さ
れ
感
服
さ
せ
ら
れ
る
。
し
か
し

先
ず 

大  

抵 

た
い
て
い

の
絵
は
少
し
永
く
見
て
い
る
と
直
に
そ
れ
ほ
ど
の
魅
力
は
な
く
な
る
、
そ
し
て
往
々
一
種
の

堪
え
難
い
浮
薄
な
厭
味
が
鼻
に
つ
く
場
合
も
少
な
く
な
い
。
技
巧
と
い
う
も
の
が
畢
竟
そ
れ
限
り
の
も
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
何
物
を
も
有
せ
ぬ
も
の
と
す
れ
ば
、
こ
れ
は
当
然
な
事
で
は
あ
る
ま
い
か
。
津

田
君
の
絵
は
正まさ
し
く
そ
れ
に
反
す
る
。
ち
ょ
っ
と
見
た
時
に
は
か
つ
て
夏
目
先
生
が
云
わ
れ
た
じ
じ
む
さ

い
よ
う
な
点
や
、
一
見
甚
だ
し
く
不
器
用
な
よ
う
み
見
え
る
描
き
方
や
、
科
学
的
幾
何
学
的
の
不
合
理
と

い
う
よ
う
な
も
の
が
目
に
付
き
や
す
い
、
そ
れ
に
か
か
わ
ら
ず
何
と
も
名
状
の
出
来
ぬ
一
種
の
清
新
な
空
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気
が
画
面
に
泛
た
だ
よう
て
い
る
事
は
極
端
な
頑
固
な
人
で
な
い
限
り
お
そ
ら
く
誰
で
も
容
易
に
観
取
す
る
事
が

出
来
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
も
し
そ
の
際
自
分
の
本
当
の
感
じ
を
押
し
隠
し
た
り
偽
っ
た
り
す
る
事
さ
え
し

な
け
れ
ば
、
だ
ん
だ
ん
眺
め
て
い
れ
ば
い
る
ほ
ど
前
に
じ
じ
む
さ
い
と
思
っ
た
と
こ
ろ
や
不
合
理
と
感
じ

た
事
は
何
で
も
な
く
な
っ
て
、
従
来
の
い
わ
ゆ
る
穏
健
な
絵
か
ら
は
受
け
る
事
の
出
来
な
い
新
し
い
活
気

の
あ
る
面
白
味
や
美
し
さ
が
際
限
も
な
く
出
て
来
る
だ
ろ
う
。
技
巧
派
の
絵
か
ら
は
吾
人
が
自
然
そ
の
も

の
に
つ
い
て
教
え
ら
れ
、
ま
た
啓
示
さ
れ
る
事
は
甚
だ
稀
で
あ
る
が
、
津
田
君
の
絵
か
ら
は
自
分
は
常
に

様
々
な
暗
示
を
受
け
、
新
し
い
事
を
教
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
本
当
の
芸
術
上
の
創
作
と
い
う
も
の
は
こ

う
い
う
も
の
で
あ
る
べ
き
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
仕
上
げ
の
足
り
な
い
と
い
う
事
や
じ
じ
む
さ
い
と
い
う
事
は
自
分
の
要
求
す
る
よ
う
な
意
味
の
創
作
と

い
う
も
の
に
は
あ
る
い
は
む
し
ろ
避
く
べ
か
ら
ざ
る
附
き
物
で
は
な
い
か
と
思
う
。
一
度
草
稿
を
作
っ
て

そ
の
通
り
の
も
の
を
丹
念
に
二
度
書
き
上
げ
た
も
の
は
、
も
は
や
半
分
以
上
魂
の
抜
け
た
も
の
に
な
る
の

は
実
際
止
み
難
い
事
で
あ
る
。
津
田
君
は
そ
う
い
う
魂
の
な
い
も
の
を
我
慢
し
て
画
く
事
の
出
来
ぬ
性
の

人
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
幾
枚
画
き
改
め
た
と
こ
ろ
で
遂
に
「
仕
上
げ
」
の
出
来
る
気
遣
い
は
な
い
の
で

あ
ろ
う
。
二
枚
目
は
草
稿
よ
り
も
と
に
か
く
一
歩
で
も
進
ま
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
一
体
職

工
的
の
「
仕
上
げ
」
と
い
う
事
が
芸
術
品
の
価
値
に
ど
れ
だ
け
必
要
な
も
の
で
あ
る
か
疑
わ
し
い
。
悪
く
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お
さ
ま
っ
た
仕
上
げ
は
そ
の
作
品
を
何
ら
の
暗
示
も
刺
戟
も
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
。
完
全
和
絃
ば
か

り
か
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
は
音
楽
と
は
な
り
得
な
い
よ
う
に
絵
画
で
も
幾
多
の
不
協
和
音
や
雑
音
に
相
当

す
る
要
素
が
な
け
れ
ば
深
い
面
白
味
は
生
じ
得
な
い
で
は
あ
る
ま
い
か
。
特
に
南
画
に
お
い
て
そ
う
い
う

必
要
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
然
る
に
近
代
の
多
数
の
南
画
家
の
展
覧
会
な
ど
に
出
し
た
作
品
例
え

ば
御
定
ま
り
の
青
緑
山
水
の
ご
と
き
も
の
を
見
る
と
、
山
の
形
、
水
の
流
れ
、
一
草
一
木
の
細
に
至
る
ま

で
実
に
一
点
の
誤
り
も
な
い
規
則
ず
く
め
に
出
来
て
い
る
。
そ
し
て
全
体
の
感
じ
は
ど
う
で
あ
る
か
と
い

う
と
自
分
は
ち
ょ
う
ど
主
和
絃
ば
か
り
か
ら
出
来
た
音
楽
で
も
聞
く
か
、
あ
る
い
は
甘
い
も
の
ず
く
め
の

料
理
を
食
う
よ
う
な
心
持
が
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
平
凡
な
織
物
の
帯
地
を
見
て
い
る
よ
う
な
も
の

で
、
綺
麗
は
綺
麗
だ
が
そ
こ
に
何
ら
の
感
興
も
起
ら
な
け
れ
ば
何
ら
の
刺
戟
も
受
け
な
い
。
こ
れ
に
反
し

て
古
来
の
大
家
と
云
わ
れ
る
ほ
ど
の
人
の
南
画
は
決
し
て
そ
ん
な
も
の
で
は
な
い
。
自
分
の
知
っ
て
い
る

狭
い
範
囲
だ
け
で
も
蕪
村
、 

高  

陽 

こ
う
よ
う

の
ご
と
き
人
の
傑
作
に
対
す
る
時
は
、
そ
こ
に
幾
多
の
不
細
工
あ
る

い
は
不
恰
好
が
優
れ
た
器
用
と
手
際
と
の
中
に
巧
み
に
入
り
乱
れ
織
り
込
ま
れ
て
、
ち
ょ
う
ど
力
強
い
名

匠
の
音
楽
の
演
奏
を
聞
く
よ
う
な
感
じ
が
す
る
の
で
あ
る
。
殊
に
例
え
ば 

金 

冬 

心 

き
ん
と
う
し
ん
や 

石  

濤 

せ
き
と
う

の
ご
と
き

支
那
人
の
画
を
見
る
が
よ
い
と
思
う
。
突
飛
な
題
材
を
無
造
作
な
不
細
工
な
描
き
方
で
画
い
て
い
る
よ
う

で
は
あ
る
が
、
第
一
構
図
や
意
匠
の
独
創
的
な
事
は
別
問
題
と
し
て
も
今
こ
こ
に
論
じ
て
い
る
よ
う
な
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「
不
協
和
の
融
和
」
と
い
う
事
が
非
常
に
う
ま
く
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
こ
に
名
状
の
出
来
ぬ
深
み
が

生
じ
「
内
容
」
が
出
来
て
い
る
の
で
あ
る
。
津
田
君
の
絵
が
ま
さ
に
そ
う
で
あ
る
。
非
常
に
不
器
用
な
子

供
の
描
い
た
よ
う
な
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
と
ま
た
非
常
に
巧
妙
な
鋭
利
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
不
細
工
な

粗
放
な
線
が
出
て
い
る
か
と
思
う
と
ま
た
驚
く
べ
く
繊
巧
な
神
経
的
な
線
が
現
わ
れ
て
い
る
。
云
わ
ば
一

つ
の
線
の 

交 
響 
楽 

シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
の
よ
う
な
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
快
活
、
憂
鬱
、
謹
厳
、 

戯  

謔 

ぎ
ぎ
ゃ
く

さ
ま
ざ
ま
の
心

持
が
簡
単
な
線
の
配
合
に
よ
っ
て
一
幅
の
絵
の
中
に
自
由
に
現
わ
れ
て
い
る
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
津
田
君
の
絵
に
は
、
ど
の
よ
う
な
軽
快
な
種
類
の
も
の
で
も
一
種
の
重
々
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
戯
れ

に
描
い
た
漫
画
風
の
も
の
に
ま
で
も
そ
う
い
う
気
分
が
現
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
重
々
し
さ
は
四
条
派
の
絵

な
ど
に
は
到
底
見
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
で
、
却
っ
て
無
名
の
古
い
画
家
の
縁
起
絵
巻
物
な
ど
に 

瞥  

見 

べ
っ
け
ん

す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
れ
を
何
と
形
容
し
た
ら
適
当
で
あ
る
か
、
例
え
ば
こ
こ
に  

饒    

舌  

じ
ょ
う
ぜ
つ

な
空
談
者
と
訥と

   

弁 

つ
べ
ん
な
思
索
者
と
を
並
べ
た
時
に
後
者
か
ら
受
け
る
印
象
が
多
少
こ
れ
に
類
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

そ
し
て
技
巧
を
誇
る
一
流
の
作
品
は
前
者
に
相
応
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
饒
舌
の
雄
弁
固もと
よ
り
悪
く
は
な

い
か
も
し
れ
ぬ
が
、
自
分
は
津
田
君
の
絵
の
訥
弁
な
雄
弁
の
方
か
ら
遥
か
に
多
く
の
印
象
を
得
、
ま
た
貴

重
な
暗
示
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
種
々
な
美
点
は
勿
論
津
田
君
の
人
格
と
天
品
と
か
ら
自
然
に
生
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
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し
か
し
同
君
は
全
く
無
意
識
に
こ
れ
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。
断
え
ざ
る
研
究
と
努

力
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は
そ
の
作
品
の
行
き
方
が
非
常
な
目
ま
ぐ
る
し
い
速
度
で
変
化
し
つ
つ
あ
る
事
か

ら
も
想
像
さ
れ
る
。
近
頃
某
氏
の
た
め
に
揮
毫
き
ご
う
し
た
野
菜
類
の
画
帖
を
見
る
と
、
そ
れ
に
は
従
来
の
絵
に

見
る
よ
う
な
奔
放
な
と
こ
ろ
は
少
し
も
な
く
て
全
部
が
大
人
し
い
謹
厳
な
描
き
方
で
一
貫
し
て
い
る
、
そ

し
て
線
描
の
落
着
い
た
し
か
も
敏
感
な
鋭
さ
と 

没  

骨  

描  

法 

も
っ
こ
つ
び
ょ
う
ほ
う
の
豊
潤
な
情
熱
的
な
温
か
み
と
が
巧
み
に

織
り
成
さ
れ
て
、
こ
こ
に
も
一
種
の
美
し
い 

交 

響 

楽 

シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
が
出
来
て
い
る
。
こ
の
調
子
で
進
ん
で
行
っ
た
ら

あ
る
い
は
近
い
う
ち
に
「
仕
上
げ
」
の
か
か
っ
た
、
し
か
も
魂
の
抜
け
な
い
作
品
に
接
す
る
日
が
来
る
か

も
し
れ
な
い
、
自
分
は
む
し
ろ
そ
う
い
う
時
の
な
る
べ
く
遅
く
来
る
事
を
望
み
た
い
と
思
う
も
の
で
あ
る
。

　
津
田
君
の
絵
に
つ
い
て
も
う
一
つ
云
い
落
し
て
は
な
ら
ぬ
大
事
な
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
同
君
の
色
彩
に

関
す
る
鋭
敏
な
感
覚
で
あ
る
。
自
分
は
永
い
前
か
ら
同
君
の
油
画
や
図
案
を
見
な
が
ら
こ
う
い
う
点
に
注

意
を
引
か
れ
て
い
た
。
な
ん
だ
か
人
好
き
の
悪
そ
う
な
風
景
画
や
静
物
画
に
対
す
る
ご
と
に
何
よ
り
も
そ

の
作
者
の
色
彩
に
対
す
る
独
創
的
な
感
覚
と
表
現
法
に
よ
っ
て
不
思
議
な
快
感
を
促
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ

は
あ
る
い
は
伝
習
を
固
執
す
る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
画
家
や
鑑
賞
家
の
眼
か
ら
は
甚
だ
不
都
合
な
も
の
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
が
、
と
も
か
く
も
自
分
だ
け
は
自
然
の
色
彩
に
関
す
る
新
し
い
見
方
と
味
わ
い
方
を
教

え
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
ま
た
同
君
の
図
案
を
集
め
た
帖
な
ど
を
一
枚
一
枚
見
て
行
く
う
ち
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に
も
そ
う
い
う
讃
美
の
念
が
ま
す
ま
す
強
め
ら
れ
る
。
自
分
は
不
幸
に
し
て
未
来
派
の
画
や
カ
ン
ジ
ン
ス

キ
ー
の
シ
ン
ク
ロ
ミ
ー
な
ど
と
い
う
も
の
に
対
し
て
理
解
を
持
ち
兼
ね
る
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
三
色
版

な
ど
で
見
る
こ
れ
ら
の
絵
に
つ
い
て
自
分
が
多
少
で
も
面
白
味
を
感
ず
る
色
彩
の
諧
調
は
津
田
君
の
図
案

帖
に
遺
憾
な
く
現
わ
れ
て
い
る
。
時
に
は
甚
だ
し
く
単
純
な
明
る
い
原
色
が
支
那
人
の
や
る
よ
う
な
生
々

し
い
あ
る
い
は
烈
し
い
対
照
を
し
て
錯
雑
し
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
が
愉
快
に
無
理
な
く
調
和
さ
れ
て
生
気

に
充
ち
た
長
音
階
の
音
楽
を
奏
し
て
い
る
。
あ
る
時
は
複
雑
な
沈
鬱
な
混
色
ば
か
り
が
次
か
ら
次
へ
と
排

列
さ
れ
て
一
種
の
半
音
階
的
の
旋
律
を
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
色
彩
に
対
す
る
敏
感
が
津
田
君
の
日
本
画
に
影
響
を
持
た
な
い
は
ず
は
な
い
。
尤
も
あ
る

画
を
見
る
と
色
彩
に
つ
い
て
は
線
法
や
構
図
に
対
す
る
ほ
ど
の
苦
心
は
し
て
い
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
も

な
い
で
は
な
い
が
、
し
か
し
簡
単
な
花
鳥
の
小
品
な
ど
を
見
て
も
一
見
何
ら
の
奇
も
な
い
よ
う
な
配
色
の

中
に
到
底
在
来
の
南
画
家
の
考
え
及
ば
な
い
と
思
わ
れ
る
創
見
的
な
点
を
発
見
す
る
事
が
出
来
る
。
例
え

ば
一
見
甚
だ
陰
鬱
な
緑
色
の
セ
ピ
ア
と
の
配
合
、
強
烈
に
過
ぎ
は
し
な
い
か
と
疑
わ
れ
る  

群    

青  

ぐ
ん
じ
ょ
う

と
黄

と
の
対
照
、
あ
る
い
は
牡
丹
ぼ
た
ん
の
花
な
ど
に
お
け
る
有
り
と
あ
ら
ゆ
る
複
雑
な
紫
色
の
舞
踏
、
こ
う
い
う
よ

う
な
も
の
が
君
の
絵
に
飽
か
ざ
る
新
鮮
味
を
与
え
生
気
を
添
え
て
い
る
。
こ
う
い
う
点
だ
け
で
も
自
分
の

見
る
と
こ
ろ
で
は
津
田
君
と
同
じ
よ
う
な
人
が
他
に
幾
人
求
め
得
ら
れ
る
か
疑
わ
し
い
。
自
分
が
他
の
種
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々
の
点
で
優
れ
た
と
思
う
画
家
の
中
で
も
色
彩
の
独
創
的
な
事
に
お
い
て
同
君
と
比
肩
す
べ
き
人
を
物
色

す
る
の
は
甚
だ
困
難
で
あ
る
。

　
津
田
君
の
絵
に
つ
い
て
も
う
一
つ
の
特
徴
と
思
わ
れ
る
事
が
あ
る
。
君
の
絵
は
あ
る
点
で
甚
だ
無
頓
着

に
自
由
に
且
つ
呑
気
そ
う
に
見
え
る
と
同
時
に
、
ま
た
非
常
に
神
経
過
敏
に
あ
る
い
は
少
し
く
病
的
と
思

わ
れ
る
ほ
ど
気
む
ず
か
し
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
も
同
君
の
絵
に
つ
い
て
感
ず
る
矛
盾
の
調
和
の
一
つ

で
あ
っ
て
絵
の
深
み
を
増
す
所
以
で
あ
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
点
は
あ
る
支
那
人
や
現
代
二
、
三
の
日
本
画

家
の
作
品
に
も
認
め
ら
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
西
洋
で
も
後
期
印
象
派
の
作
な
ど
に
お
い
て
瞥
見
す
る

と
こ
ろ
で
あ
る
。
あ
る
い
は
却
っ
て
古
代
の
宗
教
画
な
ど
に
見
ら
れ
て
近
代
の
ア
カ
デ
ミ
ー
風
の
画
に
は

薬
に
し
た
く
も
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
ル
ー
ベ
ン
ス
や
ゲ
ー
ン
ス
ボ
ロ
ー
や
な
い
し
は
ア
ル
マ
タ
デ
マ
に

無
く
し
て
セ
ザ
ン
ヌ
、
ゴ
ー
ホ
あ
る
い
は
セ
ガ
ン
チ
ニ
な
ど
に
存
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。

　
津
田
君
の
日
本
画
と
セ
ザ
ン
ヌ
や
ゴ
ー
ホ
の
作
品
と
の
間
の
交
渉
は
種
々
の
点
で
認
め
ら
れ
る
。
単
に

そ
の
技
巧
の
上
か
ら
見
て
も
津
田
君
の
例
え
ば
あ
る
樹
幹
の
描
き
方
や
水
流
の
写
法
に
は
ど
こ
と
な
く
ゴ

ー
ホ
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
狂
熱
的
な
点
が
あ
る
。
あ
る
い
は
津
田
君
の
画
に
し
ば
し
ば
出
現
す
る
不
恰

好
な
雀
や
粟
の
穂
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
林
檎
り
ん
ご
や
壷
の
よ
う
な
一
種
の
象
徴
的
の
気
分
を
喚
起
す
る
も
の
で
あ
る
。

君
が
往
々
用
い
る
黄
と
青
の
配
合
ま
で
も
ま
た
後
者
を 

聯  

想 

れ
ん
そ
う

せ
し
め
る
事
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
共
通
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点
の
存
在
す
る
の
は
、
根
本
の
出
発
点
に
お
い
て
共
通
な
と
こ
ろ
の
あ
る
事
か
ら
考
え
れ
ば
何
の
不
思
議

も
な
い
事
で
は
あ
る
ま
い
か
。
あ
る
い
は
ま
た
津
田
君
の
寡
黙
な
温
和
な
人
格
の
内
部
に
燃
え
て
い
る
強

烈
な
情
熱
の
焰
ほ
の
おが
、
前
記
の
後
期
印
象
派
画
家
と
似
通
っ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
れ
ば 

猶  

更 

な
お
さ
ら

の
事
で
あ

ろ
う
。

　
あ
る
批
評
家
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
作
品
と
ド
ス
ト
エ
フ
ス
キ
ー
の
文
学
と
の 

肖  

似 

し
ょ
う
じ

を
論
じ
て
い
る
。
自
分

も
偶
然
に
津
田
君
の
画
と
こ
の
露
文
豪
の
あ
る
作
品
と
の
間
に  

共  

軛  

点  

き
ょ
う
や
く
て
ん

を
認
め
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

殊
に
彼
の
『
イ
デ
ィ
オ
ッ
ト
』
の
主
人
公
の
無
技
巧
な
人
格
の
美
に
対
し
て
感
じ
る
よ
う
な
快
感
を
津
田

君
の
画
か
ら
味
わ
い
得
ら
れ
る
。
そ
し
て
真
率 

朴  

訥 

ぼ
く
と
つ

と
い
う
事
か
ら
出
て
来
る
無
限
の
大
勢
力
の
前
に

虚
飾
や
権
謀
が
意
気
地
な
く
敗
亡
す
る
事
を
痛
快
に
感
じ
な
い
で
は
い
ら
れ
な
い
。

　
以
上
の
比
較
は
無
論
た
だ
津
田
君
の
画
の
あ
る
小
さ
い
部
分
に
つ
い
て
当あ
て
嵌はま
る
も
の
で
あ
っ
て
、
全

体
に
つ
い
て
云
え
ば
津
田
君
の
画
は
固もと
よ
り
津
田
君
の
画
で
あ
る
事
は
申
す
ま
で
も
な
い
。
同
君
の
よ
う

な
出
発
点
を
有
す
る
人
の
画
を
論
ず
る
に
他
人
の
し
か
も
外
国
人
の
画
な
ど
を
引
合
い
に
出
し
た
く
は
な

い
。
し
か
し
外
国
人
の
事
と
云
え
ば
、
こ
れ
を
紹
介
し
祖
述
す
る
事
に  

敏    

捷  

び
ん
し
ょ
う

な
人
々
の
多
い
世
の
中

に
、
津
田
君
の
画
を
紹
介
し
よ
う
と
す
る
人
の
少
な
い
の
は
不
思
議
で
あ
る
。
遂
に
自
分
の
よ
う
な
も
の

で
も
差
し
出
口
を
き
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
事
に
な
る
の
は
ど
う
い
う
訳
で
あ
ろ
う
。
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こ
こ
ま
で
書
い
て
来
て
振
り
返
っ
て
み
る
と
自
分
な
が
ら
随
分
臆
面
も
な
く
よ
く
こ
れ
だ
け
書
い
た
も

の
だ
と
思
う
。
し
か
し
自
分
と
し
て
云
い
た
い
と
思
う
事
は
ま
だ
な
か
な
か
十
分
の
一
も
尽
さ
れ
て
い
な

い
。
一
番
云
い
た
い
と
思
う
よ
う
な
主
要
な
第
一
義
の
事
柄
は
こ
れ
を
云
い
表
わ
す
だ
け
の
言
葉
が
な
か

な
か
見
付
か
ら
な
い
。
そ
れ
で
や
っ
と
述
べ
得
た
事
す
ら
も
多
く
は
平
凡
で
な
け
れ
ば
不
得
要
領
で
あ
っ

た
り
独
り
合
点
に
終
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。

　 

青  

楓 

せ
い
ふ
う

論
と
題
し
な
が
ら
遂
に
一
種
の 

頌  

辞 

し
ょ
う
じ

の
よ
う
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
あ
ら
を

捜
し
た
り
皮
肉
を
い
う
ば
か
り
が
批
評
で
も
あ
る
ま
い
。
少
し
で
も
不
満
を
感
ず
る
よ
う
な
点
が
あ
る
く

ら
い
な
ら
ば
始
め
か
ら
こ
の
よ
う
な
畑
違
い
の
も
の
を
書
く
気
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
に
相
違
な
い
。

　
津
田
君
の
画
は
ま
だ
要
す
る
に
Ｘ
で
あ
る
。
何い
時つ
如い
何か
な
る
辺
に
赴
く
か
は
津
田
君
自
身
に
も
お
そ
ら

く
分
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
出
発
原
点
と
大
体
の
加
速
度
の
方
向
と
が
同
君
と
し
て
最
も
適
切
な

と
こ
ろ
に
嵌
っ
て
い
る
事
は
疑
い
も
な
い
事
で
あ
る
。
そ
し
て
既
に
現
在
の
作
品
が
群
を
抜
い
た
立
派
な

も
の
で
あ
る
事
も
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
自
分
は
特
別
な
興
味
と
期
待
と
同
情
と
を
も
っ
て
同
君
の
将
来

に
嘱
目
し
て
い
る
。
そ
し
て
何
時
ま
で
も
安
心
し
た
り
お
さ
ま
っ
た
り
す
る
事
な
し
に
、
何
時
ま
で
も
迷

っ
て
煩
悶
し
て
進
ん
で
行
く
事
を
祈
る
も
の
で
あ
る
。
芸
術
の
世
界
に
限
ら
ず
科
学
の
世
界
で
も
何
か
新

し
い
事
を
始
め
よ
う
と
す
る
人
に
対
す
る
世
間
の
軽
侮
、
冷
笑
な
い
し
迫
害
は
、
往
々
に
し
て
勇
気
を
沮そ
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喪そう
さ
せ
た
が
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
自
分
の
知
っ
て
い
る
津
田
君
に
は
そ
ん
な
事
は
あ
る
ま
い
と
思
う
。

か
つ
て
日
露
戦
役
に
従
っ
て
あ
ら
ゆ
る
痛
苦
と
欠
乏
に
堪
え
た
時
の
話
を
同
君
の
口
か
ら
聞
か
さ
れ
て
か

ら
以
来
は
こ
う
い
う
心
配
は
先
ず
あ
る
ま
い
と
信
ず
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
大
正
七
年
八
月
『
中
央
公
論
』
）
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