
三
作
品
と
も
ほ
と
ん
ど
変
わ
り
な
く
動
作
表
現
語
に
下
接
し
や
す
い
。

「
ま
ゐ
ら
す
」
で
は
、
使
用
法

K
つ
い
て
「
き
こ
ゆ
」
が
会
話
文

か
ら
地
文

K
、
「
た
て
ま
つ
る
」
が
そ
の
逆
へ
と
変
化
し
て
い
る
こ

と
と
、
「
ま
ゐ
ら
す
」
が
「
き
こ
ゆ
」
系
の
分
野
で
勢
力
を
伸
ば
し

て
き
た
た
め
地
文

K
使
わ
れ
や
す
く
な
り
、
上
接
語
は
「
き
こ
ゆ
」

の
衰
退
に
よ
り
感
覚
語
陀
多
く
承
接
し
や
す
く
な
っ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

な
お
上
接
語
に
つ
い
て
は
、
資
料
の
数
の
上
か
ら
は
、
感
覚
語
K

は
、
「
き
こ
ゆ
」
系
が
、
動
作
表
現
語
に
は
、
「
た
て
ま
つ
る
」
が

下
接
し
や
す
く
、
「
ま
ゐ
ら
す
」
は
動
作
表
現
語
、
感
覚
語
と
も
K

上
接
語

K
し
や
す
い
。

「
き
こ
ゆ
」
「
た
て
ま
つ
る
」
の
特
質
は
、
互
い

K
反
対
の
地
位

を
形
作
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
両
語
の
特
性
を
合
わ
せ
持
っ
て
い

た
「
ま
ゐ
ら
す
」
も
「
き
こ
ゆ
」
の
衰
退
に
伴
っ
て
伸
び
て
く
る
こ

と
か
ら
、
後
K
は
「
た
て
ま
つ
る
」
と
は
違
っ
た
性
格
を
持
っ
た
語

安
部
公
一
房
と
フ
ラ
ン
ツ

と
し
て
、
そ
の
地
位
を
確
立
し
て
い
る
。

四
語
の
調
査
・
考
察
を
試
み
た
が
、
諸
説
の
よ
う

K
、
「
落
窪
」

か
ら
「
と
は
ず
」
ま
で
の
四
作
品

K
お
い
て
も
、
お
よ
そ
三
百
年
の

潤

K
、
そ
れ
ぞ
れ
変
化
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。

参
考
文
献

補
助
動
詞
「
き
こ
ゆ
」
か
ら
「
ま
ゐ
ら
す
」
へ
の
漸
移
相

宮

地

幸

一

i
女
流
日
記
作
品
を
中
心

K
｜

宮

腰

賢

東
京
学
芸
大
学
紀
要
二
二
人
文

中
世
前
期
の
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て
ま
つ
る

V
と
八
ま
ゐ
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V

ー

乎

家

物

語

を
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と

し

て

｜
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四
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史
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史
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｜
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主
な
参
考
文
献
j

i
－
－
－
（
省
く
）

序

章

比
較
文
学
は
十
九
世
紀
後
半
の
研
究
分
野
で
あ
り
、
日
本
K
お
い

て
は
、
戦
後
K

「
日
本
比
較
文
学
会
」
が
発
足
し
て
い
る
。
（
略
）

吉
田
精
一
氏
は
、
比
較
文
学
の
学
問
的
領
域
を
、
中
心
部
分
と
し

て
第
一
に
外
国
と
の
直
接
的
影
響
の
部
門
、
第
二
に
挟
義
の
比
較
文

学
の
枠
を
は
ず
れ
て
日
本
古
典
の
近
代
文
学
へ
の
影
響
、
第
三
が
一

種
の
対
照
的
研
究
と
い
う
べ
き
非
直
接
的
関
聯
K
於
け
る
比
較
研
究

の
三
領
域
に
分
け
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
比
較
文
学
に
お
け
る
「
対
比
」

研
究
の
許
容
は
、
世
界
文
学
へ
の
志
向
と
比
較
文
学
を
一
般
文
学
と

考
え
る
所
か
ら
き
て
お
り
、
吉
田
氏
の
「
対
照
」
的
研
究
の
理
論
的

根
拠
は
社
会
学
的
比
較
対
照
で
あ
る
。

吉
田
氏
は
比
較
文
学
は
文
学
の
比
較
で
は
な
く
、
文
学
史
の
一
分

野
で
あ
る
と
い
う
点
を
強
調
し
て
い
る
。
（
略
）

私
は
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
と
安
部
公
一
局
の
そ
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー

ゼ
を
め
ぐ
っ
て
比
較
す
る
が
、
そ
の
時
代
差
の
う
ち
に
公
房
の
内
部

ま
で
文
学
的
醗
酵
が
醸
し
だ
さ
れ
た
と
断
言
は
で
き
兼
ね
る
。

各
国
民
文
学
を
ふ
ま
え
た
文
学
に
お
け
る
普
遍
性
を
探
っ
て
い
き

た
い
と
思
う
。

第
一
章

「
変
身
」

に
つ
い
て

カ
フ
カ
の

ド
イ
ツ
系
ユ
ダ
ヤ
人
カ
フ
カ
は
（
1
8
8
3
1
1
9
2
4
）
若
く

し
て
結
核
で
死
ん
だ
が
、
生
前
は
無
名
の
作
家
で
あ
り
、
在
世
中
発

表
さ
れ
た
数
篇
の
短
篇
は
、
友
人
マ
ッ
ク
ス
プ
ロ

i
ト
の
出
版
に
よ

る
も
の
で
あ
る
。
カ
フ
カ
文
学
の
解
釈
は
時
代
の
変
化
K
つ
れ
て
、

よ
り
深
化
し
た
の
で
あ
る
が
、
一
九
二
一

0
年
代
か
ら
様
々
な
危
機
を

内
向
さ
せ
て
い
た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
社
会
は
、
第
二
次
世
界
大
戦
K
よ
っ

て
一
挙
K
崩
壊
し
て
、
人
々
は
不
条
理
の
現
実
の
中
で
、
も
は
や
如

何
な
る
存
在
の
根
拠
を
も
持
ち
得
な
い
状
況
に
あ
っ
た
。
カ
フ
カ
の

解
釈
は
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
に
よ
る
も
の
で
、
無
意
識
の
表
現
、
夢

と
幻
想
の
文
学
世
界
と
し
て
把
握
さ
れ
る
が
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム

の
持
つ
全
面
的
自
由
は
カ
フ
カ
に
は
無
く
、
表
現
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
も

表
面
上
で
し
か
無
い
と
い
う
の
が
定
説
で
あ
る
。
つ
づ
く
一
九
四

0

年
代
は
、
現
実
の
不
条
理
世
界
へ
回
帰
し
た
解
釈
と
な
り
、
サ
ル
ト

ル
等
実
存
主
義
者
が
カ
フ
カ
文
学
の
現
実
へ
の
位
置
づ
け
を
し
た
。

又
、
宗
教
的
ア
プ
ロ
ー
チ
も
あ
っ
た
が
、
「
こ
与
に
一
貫
す
る
事

は
、
こ
れ
ら
を
八
意
味

V
の
文
学
と
し
て
と
ら
え
る
事
で
は
軌
を
一

に
し
て
い
た
」
と
金
井
氏
は
述
べ
て
い
る
。

意
味
の
文
学
と
ほ
、
つ
ま
り
、
サ
ル
ト
ル
の
八
参
加
の
文
学

V
K

集
約
さ
れ
る
実
存
主
義
的
、
社
会
学
的
解
釈
の
あ
り
方
で
あ
ろ
う
が
、

戦
争
と
侵
略
の
時
代
を
体
験
し
た
人
々
の
カ
フ
カ
解
釈
も
一
九
五

0

年
代
に
は
、
あ
ま
り
通
用
し
な
く
な
る
。
五

0
年
代
に
は
「
何
故
書

く
か
」
よ
り
も
「
如
何
K
書
く
か
」
を
問
う
技
法
の
分
析
が
行
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

注
目
す
べ
き
は
第
二
次
大
戦
後
の
カ
フ
カ
解
釈
の
背
後
に
お
け
る
、

文
学
者
、
哲
学
者
の
時
代
認
識
で
あ
る
。
不
安
や
虚
無
の
不
条
理
世

界
を
、
彼
等
は
戦
争
に
よ
る
破
壊
に
よ
っ
て
体
験
し
た
が
、
こ
の
体

験
に
相
当
す
る
カ
フ
カ
の
内
部
は
如
何
に
し
て
作
ら
れ
た
か
、
と
い

う
点
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
の
は
重
要
で
あ
る
。
ユ
ダ
ヤ
世
界
、
権

ヴ，
τ
i
 



威
的
な
父
親
、
官
僚
主
義
的
職
場
、
の
要
因
が
上
げ
ら
れ
る
。

作
品
「
変
身
」
（
一
九
一
五
年
）

K
つ
い
て
考
え
る
と
、
特
K
職

場
意
識
が
否
定
的
K
表
わ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
エ
ム
リ
ッ
ヒ
は

「
フ
ラ
ン
ツ
・
カ
フ
カ
」
で
次
の
様
に
述
べ
て
い
る
。

「
現
代
の
仕
事
は
人
聞
を
脅
か
す
。
人
聞
は
そ
れ
に
自
ら
を
委
ね

て
い
る
自
分
自
身
の
救
助
者
を
も
拒
否
し
救
済
を
妨
げ
る
」

ザ
ム
ザ
の
変
身
は
、
前
人
間
的
な
魂
の
内
部
を
象
徴
す
る
の
で
あ

っ
て
、
職
業
か
ら
逃
れ
た
い
と
す
る
ザ
ム
ザ
の
背
後
K
は
カ
フ
カ
自

身
が
存
在
す
る
事
も
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
エ
ム
リ
ァ
ヒ
の

指
摘
す
る
「
世
人
が
自
我
と
事
物
の
経
橋
で
た
ど
り
つ
く
実
存
世
界
」

は
ザ
ム
ザ
で
あ
る
と
同
時
に
カ
フ
カ
の
も
の
で
あ
る
。
仕
事
に
つ
い

て
い
る
限
り
、
彼
は
救
わ
れ
な
い
存
在
で
、
又
自
己
満
足
の
う
ち
に

職
場
と
家
族
に
利
用
さ
れ
る
だ
け
の
存
在
で
あ
り
、
変
身
に
よ
っ
て

露
呈
す
る
そ
の
事
実
を
彼
は
疎
外
さ
れ
る
自
身
（
害
虫
）
の
死
で
し

か
解
決
し
得
な
か
っ
た
。

労
働
は
変
革
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
り

資
本
主
義
社
会
に
お
け
る
生
活
を
放
棄
し
た
変
身
現
象
は
、
世
人
か

ら
自
我
へ
の
離
脱
で
あ
る
と
解
釈
す
べ
き
で
あ
る
う
。

変
身
の
超
現
実
的
、
又
は
寓
話
的
題
材
は
、
カ
フ
カ
の
周
囲
現
実

の
ひ
ず
み
を
表
わ
す
為
に
、
用
い
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
方
法
で
あ

り
、
こ
の
非
現
実
こ
そ
が
八
何
人
も
、
逃
れ
る
こ
と
の
出
来
ぬ
巌
高

の
現
実
性

V
（
エ
ム
リ
ッ
ヒ
）
な
の
で
あ
る
。
変
身
K
よ
り
彼
の
存

在
は
、
嫌
悪
す
べ
き
異
物
と
な
り
、
父
の
投
げ
た
林
檎
が
背
中
に
く

い
込
ん
で
遂
に
は
死
K
至
る
の
で
あ
る
。

グ
レ
ゴ

l
ル
は
変
身
前
の
職
業
人
、
つ
ま
り
ダ
ス
・
マ
ン
か
ら
（
匂
ロ

相
川
申
回
』
申
崎
市
w

『
）
へ
の
変
身
に
よ
っ
て
ダ
ス
・
イ
ッ
ヒ
（
自
我
）

を
実
現
さ
せ
る
事
が
、
現
実
K
お
い
て
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
も
表

わ
し
て
い
る
。
死
K
よ
っ
て
敗
北
し
た
グ
レ
ゴ

l
ル
と
対
比
的
に
家

族
は
す
が
す
が
し
い
空
気
の
中
で
、
郊
外
に
出
か
け
新
し
い
生
活
へ

の
希
望
に
満
た
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
グ
レ
ゴ

I
ル
の
エ
ゴ
イ
ズ
ム
か

ら
解
放
さ
れ
る
。
結
局
彼
は
必
要
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
変
身
は
夢

か
ら
目
覚
め
た
時
、
起
っ
て
い
た
。

小
児
性
逃
避
傾
向
が
カ
フ
カ
自
身
K
あ
っ
た
事
は
見
逃
せ
な
い
が

そ
の
（

C
口
開
。
悶
昨
骨
片
申
『
）
は
受
動
的
な
反
抗
で
は
な
か
っ

，．、。
J
h
品
μマ

ヤ
・
ゴ

l
ト
は
、
カ
フ
カ
の
変
身
を
「
人
間
存
在
が
こ
う
む
る

恥
じ
よ
く
と
堕
落
の
極
致
を
表
現
し
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
る
が
、

変
身
は
堕
溶
で
は
な
い
し
、
む
し
ろ
人
間
存
在
を
認
識
す
る
上
で
肯

定
的
、
積
極
的
な
意
味
を
持
っ
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。

。。

第
三
章

メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
に
つ
い
て

変
身
の
意
味
と
歴
史
現
実
に
お
け
る
そ
の
位
置
づ
け
を
考
察
し
た

場
合
、
特
に
、
フ
ロ
イ
ト
理
論
と
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
の
合
体
で
あ
る
シ

ュ
ー
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
、
実
存
主
義
、
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
文
学
理
論
、
の

三
つ
の
方
向
か
ら
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
を
捉
え
た
い
。

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
と
現
実
変
革
の
革
命
原
論
で
あ
る
ず
ル
キ
シ
ズ

ム
で
変
身
と
い
う
状
況
を
広
く
捉
え
て
み
た
場
合
．
エ
ン
グ
ル
ス
は

「
自
然
弁
証
法
」
の
中
で
、
「
猿
が
人
聞
に
な
る
際
の
労
働
の
役
剤
－

で
人
間
と
動
物
の
最
終
的
本
質
的
差
異
を
も
た
ら
す
も
の
を
労
働
と

規
定
す
る
。
歴
史
上
の
社
会
的
、
政
治
的
、
変
動
に
よ
り
、
生
産
と



経
済
関
係
の
矛
盾
か
ら
社
会
変
革
が
起
こ
り
、
新
し
い
段
階
へ
発
展

し
て
い
く
が
、
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
人
聞
は
意
識
と
し
て
で
な
く
、

対
象
に
働
き
か
け
る
力
と
し
て
あ
る
の
で
あ
る
。
人
聞
は
働
き
か
け

て
対
象
を
変
容
さ
ぜ
る
と
共
K
自
ら
も
そ
の
事
K
よ
っ
て
変
容
す
る
。

し
か
し
今
日
の
状
況
は
、
人
間
と
人
間
の
関
係
が
、
物
と
物
の
関
係

K
お
き
か
え
ら
れ
、
人
と
物
の
倒
錯
し
た
関
係
は
人
聞
は
物
以
下
の

人
間
で
あ
り
、
組
識
の
部
分
品
で
し
か
無
い
。
現
実
と
の
関
わ
り
方

も
複
雑
化
し
、
人
格
疎
外
の
現
象
が
現
れ
て
い
る
。
人
聞
は
状
況
を

変
え
る
主
体
性
を
持
た
ず
、
状
況
に
組
み
こ
ま
れ
て
し
ま
い
、
労
働

に
お
け
る
個
人
の
人
格
は
拠
り
ど
こ
ろ
を
失
っ
て
、
ア
ト
ム
化
し
て

し
ま
っ
た
。
十
九
世
紀
的
な
人
閣
で
あ
る
ロ
ビ
ン
ソ
ン
ク
ル

l
y型

の
人
聞
は
現
代
社
会
に
は
居
な
い
。
こ
L
で
、
変
身
K
二
つ
の
意

味
が
言
え
よ
う
。
つ
ま
り

ω歴
史
的
現
実
に
主
体
的
に
関
わ
り
変
革

し
乍
ら
よ
り
高
い
段
階
へ
自
己
を
変
革
す
る
こ
と
。
凶
人
間
性
の
喪

失
に
よ
っ
て
、
本
来
的
な
人
間
で
な
く
な
る
こ
と
。
で
あ
る
。

労
働
と
変
革
の
意
志
K
よ
っ
て
人
閣
は
状
況
を
開
拓
す
る
と
し
全

体
の
解
放
の
前
段
階
に
労
働
者
階
級
の
解
放
を
め
ざ
し
た
マ
ル
キ
シ

ズ
ム
で
は
、
変
身
も
労
働
に
よ
る
な
ら
次
の
解
決
も
労
働
で
あ
る
。

凶
の
変
身
は
労
働
権
を
取
り
戻
す
斗
争
に
よ
っ
て
の
み
、
人
格
と
し

て
の
人
聞
に
復
帰
出
来
る
と
言
え
よ
う
。

い
わ
ゆ
る
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
は
古
今
東
西
を
間
わ
ず
神
話
や
物

語
に
多
く
語
ら
れ
る
が
、
マ
ル
ク
ス
は
「
そ
れ
ら
は
、
空
想
の
中
で

空
想
の
助
け
を
か
り
て
自
然
の
力
を
克
服
し
、
従
属
さ
せ
、
組
識
す

る
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
自
然
の
力
の
現
実
的
支
配
と
共
に
消
滅
す

る
」
と
し
て
い
る
。
現
代
の
文
学
題
材
に
変
身
と
い
う
異
常
な
も
の

が
あ
っ
て
も
当
然
で
あ
る
。
変
身
の
モ
チ
ー
フ
は
現
実
へ
の
対
置
で

あ
り
悲
劇
的
状
態
か
ら
解
放
さ
れ
る
為
の
斗
争
を
う
っ
た
え
る
の
で

あ
る
。シ

ュ

l
ル
レ
ア
リ
ズ
ム
は
フ
ロ
イ
ト
か
ら
の
直
接
影
響
は
な
い
が

フ
ロ
イ
ト
理
論
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
、
半
睡
状
態
の
「
自
動
記
述
」

を
方
法
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
代
の
認
識
変
革
、
価
値
転
換
を
求

め
た
が
、
そ
こ
で
は
、
非
現
実
、
無
意
識
、
潜
在
意
識
、
の
世
界
が

展
開
さ
れ
、
夢
と
幻
想
の
う
ち
K
拡
大
し
て
行
く
。
シ
ュ
！
ル
レ
ア

リ
ス
ト
達
は
現
実
に
対
し
て
無
関
心
の
態
度
を
と
り
乍
ら
超
現
実
的

な
も
の
を
も
っ
て
現
実
を
克
服
L
ょ
う
と
し
た
。

変
身
は
、
不
安
回
避
、
現
実
逃
避
、
メ
ル
ヘ
ン
的
あ
こ
が
れ
、
な

ど
様
々
な
意
味
で
人
聞
の
欲
求
を
満
た
す
の
で
あ
る
。

マ
ヤ
・
ゴ
l
ト
は
、
シ
ユ
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
を
あ
ら
ゆ
る
制
限
を
拒

否
す
る
生
の
肯
定
と
し
、
絶
望
や
、
変
身
の
恐
怖
さ
え
、
快
楽
の
一

つ
の
原
料
で
あ
り
す
べ
て
は
奇
怪
で
新
し
い
感
覚
で
あ
り
、
そ
こ
に

八
個
の
解
放
を
め
ざ
す
個
人
の
高
揚
が
あ
る

V
と
し
て
い
る
。
第
一

次
大
戦
後
、
資
本
主
義
の
矛
盾
が
広
が
り
始
め
、
不
条
理
と
不
安
が

溢
れ
た
時
代
、
死
や
、
無
機
物
化
や
、
無
能
性
（
小
児
性
）
へ
の
夢

さ
え
も
が
、
シ
ユ
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
に
と
っ
て
は
人
聞
の
生
の
肯
定
を

裏
付
け
る
欲
求
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。

メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
が
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
で
は
現
実
対
置
を
換
起
さ

せ
る
手
段
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
シ
ユ
ル
リ
ア
リ
ズ
ム
で
は
現
実
欲

求
の
、
非
現
実
で
の
満
足
に
お
き
か
え
ら
れ
批
判
性
は
弱
い
も
の
と

な
る
の
で
あ
る
。
現
実
に
対
す
る
根
本
的
な
精
神
の
態
度
と
し
て
、

現
実
存
（
絶
対
的
主
体
と
い
う
べ
き
か
）
を
本
質
K
先
行
さ
せ
る
実

Q
U
 

T
よ



存
主
義
K
お
い
て
、
人
聞
は
自
ら
を
世
界
に
投
企
し
、
歴
史
の
主
体

者
で
あ
り
、
社
会
を
構
成
す
る
存
在
で
あ
る
。

分
業
を
基
本
と
す
る
現
代
資
本
主
義
社
会
の
組
識
は
、
大
沢
氏
の

指
摘
す
る
様
K
、
。
「
人
閣
の
中
の
組
識
」
、
呼
応
者
も
能
動
者
へ
転

化
さ
せ
ら
れ
る
組
識
か
ら
、
「
組
識
の
な
か
の
人
間
」
へ
の
転
換
が

み
ら
れ
、
非
人
間
化
と
人
権
喪
失
は
拡
大
す
る
。

し
か
し
、
社
会
的
、
歴
史
的
に
規
定
さ
れ
た
物
と
し
て
の
自
己
、

人
間
疎
外
の
状
況
を
認
識
し
た
だ
け
で
は
、
実
存
を
理
解
し
、
人
間

性
を
回
復
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
実
存
主
義
哲
学
は
多
く
の
論
を

持
ち
、
真
の
実
存
を
神
や
限
界
状
況
に
お
く
も
の
も
あ
る
が
、
こ
こ

で
は
サ
ル
ト
ル
の
社
会
的
実
践
と
し
て
の
実
存
主
義
に
注
目
し
た
ほ

人
聞
は
無
限
定
自
由
で
あ
り
、
自
己
の
行
動
に
よ
っ
て
本
質
を
創

造
す
る
と
し
、
最
も
マ
ル
キ
シ
ズ
ム
へ
接
近
し
た
論
を
展
開
す
る
。

人
間
疎
外
の
克
服
K
つ
い
て
サ
ル
ト
ル
は
、
疎
外
さ
れ
た
人
間
を

対
象
と
す
る
の
で
は
な
く
、
客
体
化
し
て
い
る
自
己
を
奪
還
し
、
主
体

的
個
別
的
自
己
を
持
つ
こ
と
で
あ
っ
て
、
生
産
力
の
発
展
や
社
会
制

度
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
と
す
る
。
集
団
の
中
の
個
の
確
立
一
、
他
者

か
ら
の
解
放
に
よ
っ
て
真
の
実
存
へ
向
か
お
う
と
す
る
。

実
存
主
義
に
お
け
る
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
は
、
自
己
存
在
の
現
実

存
を
状
況
と
の
斗
争
の
中
で
実
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ

の
異
常
さ
こ
そ
が
無
限
的
自
由
の
メ
タ
フ
ァ
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

カ
フ
カ
の
「
変
身
」
の
グ
レ
ゴ

l
ル
は
、
自
己
本
来
K
成
る
べ
く

害
虫
と
な
る
の
で
あ
り
、
害
虫
化
が
も
た
ら
す
他
か
ら
の
疎
外
こ
そ

が
グ
レ
ゴ

l
ル
の
実
存
へ
の
希
求
を
強
く
う
っ
た
え
る
と
言
え
よ
え

（略〉

集
団
を
離
れ
た
個
な
る
人
聞
を
考
え
る
実
存
主
義
で
は
、
個
を
実

現
す
る
方
法
を
明
一
万
出
来
な
い
為
に
、
変
身
の
径
橋
の
中
で
グ
レ
ゴ

ー
ル
の
様
に
死
ぬ
し
か
な
い
。
変
身
に
よ
っ
て
グ
レ
ゴ

l
ル
は
自
己

の
実
存
を
認
識
し
た
が
、
あ
ら
た
に
変
身
す
る
事
が
出
来
ず
疎
外
状

況
か
ら
脱
け
出
さ
ず
精
神
内
部
の
肉
体
疎
外
を
も
っ
て
了
っ
て
し
ま

長
J

。現
代
の
人
間
疎
外
の
意
識
は
資
本
主
義
社
会
の
性
格
で
あ
り
ゲ
マ

イ
ン
シ
ャ
フ
ト
か
ら
ゲ
ゼ
ル
シ
ャ
フ
ト
へ
重
点
が
お
か
れ
、
商
品
に

よ
る
人
間
支
配
（
人
間
の
手
段
化
、
物
化
）
が
行
わ
れ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
は
八
人
間
的
本
質
は
一
人
一
人
の
個
人
に
内
在
す
る
な

ん
の
抽
象
物
で
も
な
い
、
現
実
に
お
い
て
は
、
人
間
的
本
質
は
社
会

関
係
の
総
体
で
あ
る

V
と
し
て
い
る
。
絶
対
的
自
己
で
な
く
、
社
会

K
意
志
的
K
存
在
す
る
相
対
的
自
己
は
何
ら
か
の
労
働
に
よ
っ
て
社

会
に
か
か
わ
っ
て
い
く
。
だ
が
今
日
の
労
働
は
下
部
構
造
の
生
産
と

生
産
関
係
の
矛
盾
か
ら
上
部
構
造
へ
力
を
及
ぼ
し
、
新
た
な
経
済
関

係
を
も
た
ら
す
以
前
に
労
働
自
体
が
労
働
者
の
疎
外
の
原
因
を
生
み

だ
す
も
の
で
も
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
労
働
は

八
労
働
者
に
と
っ
て
外
在
化
し
、
労
働
者
の
活
動
は
自
己
活
動
で
は
な

く
他
人
K
所
属
し
、
自
己
自
身
の
喪
失
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。

V

人
聞
は
動
物
的
諸
機
能
K
自
由
な
活
動
を
営
む
自
分
を
感
じ
、
人

間
的
な
諸
機
能
に
お
い
て
動
物
と
し
て
の
自
分
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。

主
体
と
し
て
の
人
聞
は
認
識
的
自
我
を
表
わ
す
の
で
な
く
、
ひ
と

つ
の
対
立
の
過
程
を
と
っ
て
自
己
発
展
す
る
統
一
態
を
い
う
の
で
あ

り
八
認
識
さ
れ
た
真
理
に
従
っ
て
状
況
を
変
形
す
る
と
い
う
人
闘
の

持
続
的
な
斗
争

V
が
要
請
さ
れ
よ
う
。
状
況
の
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ

nu 
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を
日
常
性
か
ら
と
ら
え
る
安
永
氏
は
、
八
人
聞
の
変
身
V
は
、
八
内
再
的

自
己
否
定

V
で
あ
り
、
自
己
自
身
を
も
ふ
く
め
た
日
常
性
の
圧
力
K

抗
し
た
存
在
の
変
形
で
あ
り
、
単
な
る
外
形
の
変
形
で
は
な
く
自
己

の
内
部
か
ら
自
己
の
形
態
を
超
え
る
こ
と
と
し
て
い
る
。
実
体
と
し

て
の
人
聞
が
機
能
と
し
て
の
人
間

K
変
貌
し
て
い
る
現
状
で
は
、
そ

の
状
況
を
描
く
こ
と
自
体
が
批
判
行
為
と
な
る
と
す
れ
ば
、
人
聞
を

異
端
な
も
の
に
変
形
さ
せ
て
描
く
こ
と
も
又
現
代
文
学
の
政
治
的
性

格
か
ら
現
代
状
況
の
批
判
が
表
現
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
た
ミ

読
者
が
そ
れ
を
メ
ル
ヘ
ン
や
幻
想
と
と
る
か
、
実
存
の
樫
槍
と
と
る

か
、
現
実
変
革
の
訴
え
と
と
る
か
は
、
問
題
外
で
あ
る
。

第
四
章

カ
フ
カ
と
安
部
公
房

カ
フ
カ
の
影
響
を
特
に
感
じ
さ
せ
る
の
は
、
作
品
「
壁
」

l

「
S

カ
ル
マ
氏
の
犯
罪
」
で
あ
ろ
う
。

カ
フ
カ
と
安
部
は
存
在
の
喪
失
と
い
う
点
で
類
似
的
だ
が
、
佐
々

木
氏
は
、
「
安
部
公
房
の
作
品
か
ら
、
カ
フ
カ
ほ
ど
K
は
、
凄
ま
じ

い
、
抜
け
道
の
ど
こ
に
も
な
い
永
遠
に
繰
り
返
さ
れ
る
人
間
の
姿
を

い
つ
ま
で
も
追
い
か
け
て
く
る
日
常
生
活
の
お
ぞ
ま
し
さ
と
、
恐
ろ

し
き
を
感
じ
な
い
」
と
い
う
。
安
部
公
房
は
、
カ
フ
カ

K
お
け
る
絶

望
が
生
の
出
発
点
で
あ
り
、
世
界
の
果
て
こ
そ
が
自
分
の
ア
パ
ー
ト

の
小
さ
な
部
屋
で
あ
る
事
を
知
り
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
い
こ
う
と

す
る
新
し
い
八
生
の
可
能
性

V
を
認
識
す
る
作
家
で
あ
る
。
安
部
は

「
内
な
る
辺
境
」
で
ユ
ダ
ヤ
系
作
家
と
彼
自
身
の
テ
l
マ
を
考
察
し

て
い
る
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
問
題
K
ふ
れ
て
、
八
単
K
人
種
偏
見
だ
け
で

は
片
付
け
ら
れ
な
い
、
現
代
社
会
K
内
在
す
る
深
い
病
根
で
あ
り
、

ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
時
代
に
わ
た
っ
て
あ
ら
ゆ
る
国
の
反
ユ
ダ
ヤ
主

義
者
達
が
、
必
ず
例
外
な
し
に
「
正
統
な
国
民
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
農

民
的
な
も
の
と
し
て
描
き
出
し
、
逆
に
都
市
的
な
も
の
に
、
諸
悪
の

根
元
と
見
て
い
た
と
い
う
事
実
だ
け
を
も
っ
て
し
て
も
ユ
ダ
ヤ
人
が

単
な
る
他
者
（
人
種
的
異
物
）
で
は
あ
り
得
な
い
事
の
充
分
な
証
拠

た
り
得
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
ユ
ダ
ヤ
人
の
存
在
が
反
ユ
ダ
ヤ
主

義
を
生
ん
だ
の
で
は
な
く
、
ユ
ダ
ヤ
人
は
存
在
し
て
た
の
で
は
な
く

存
在
さ
せ
ら
れ
た
。

八
国
家
は
か
つ
て
母
掛
か
勤
時
と
斗
い
今
日
は
内
な
る
辺
境
の
異

端
K
む
か
つ
て
正
統
擁
護
の
斗
い
を
開
始
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

V

安
部
公
房
は
八
内
な
る
辺
境

V
の
形
象
化
作
品
と
し
て
「
壁
」
や

忍
の
女
」
「
他
人
の
顔
」
な
ど
を
書
い
た
が
、
ユ
ダ
ヤ
人
カ
フ
カ
も

又
、
基
盤
の
存
在
喪
失
、
異
端
性
と
い
う
内
な
る
辺
境
に
立
つ
作
家

で
あ
る
。
「
私
の
カ
フ
カ
」
で
安
部
公
房
は
八
カ
フ
カ
世
界
の
と
ぎ

す
ま
さ
れ
た
分
析
力

V
だ
け
に
注
目
し
、
八
芸
術
家
で
あ
る

V
と
し

な
が
ら
も
カ
フ
カ
を
否
定
さ
れ
超
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
世
界

と
い
う
。
又
、
カ
フ
カ
は
異
様
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
も
っ
て
資
本
主
義

社
会
の
中
で
分
裂
し
た
小
市
民
の
絶
望
的
な
姿
を
、
わ
れ
わ
れ
が
眼

を
つ
む
ろ
う
と
し
て
い
た
ゆ
が
め
ら
れ
た
己
の
内
部
を
鮮
か
に
照
ら

し
出
す
と
す
る
の
で
あ
る
。
安
部
は
カ
フ
カ
を
思
静
を
も
っ
て
解
釈

せ
ず
、
分
析
的
傾
向
の
小
児
の
世
界
と
の
類
似
を
見
な
が
ら
、
八
カ

フ
カ
の
分
析
力
K
匹
敵
す
る
総
合
力
を
対
置
す
べ
き
で
あ
る
。

V
と

し
て
い
る
。
こ
れ
は
状
況
K
関
わ
る
自
己
の
可
変
性
で
あ
り
、
状
況

変
革
の
可
能
性
を
打
ち
だ
す
実
践
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
カ
ア
カ
の

人
間
存
在
の
陰
惨
な
孤
絶
性
が
安
部
公
房
の
も
の
で
は
な
い
の
は
、

唱
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両
者
の
時
代
状
況
の
差
異
も
あ
る
が
、
カ
フ
カ
以
上
の
存
在
の
苦
痛

を
体
験
し
て
い
な
い
だ
け
に
安
部
公
房
は
意
識
の
自
由
と
そ
の
実
現

化
を
志
向
す
る
事
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
異
端
と
し
て
の
罪
の
意
識
、

ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
事
か
ら
の
苦
悩
は
、
安
部
が
故
郷
喪
失
者
で
あ
る

以
上
K
強
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。

安
部
公
一
房
一
の
変
身
曹
に
は
ど
こ
か
に
現
実
変
革
（
若
し
く
は
反
抗
V

が
あ
り
存
在
の
可
塑
性
を
も
つ
の
で
あ
る
。
安
部
は
八
人
聞
が
棒
に

良
寛

な
る
と
い
う
非
現
実
だ
が
想
像
力
に
訴
え
て
く
る
イ
メ
ー
ジ

V
を
も

っ
て
仮
設
の
文
学
を
創
造
し
た
の
で
あ
る
。
カ
フ
カ
の
動
物
稽
好
を

感
じ
さ
せ
る
グ
レ
ゴ

l
ル
の
変
身
は
、
人
聞
の
故
郷
喪
失
と
か
無
益

な
探
求
と
か
逃
亡
と
か
い
っ
た
苛
酷
な
真
実
を
明
ら
か
に
す
る
夢
の

イ
メ
ー
ジ
か
ら
い
き
な
り
始
ま
る
。
メ
タ
モ
ル
フ
ォ
ー
ゼ
は
本
質
的

に
ゆ
が
め
ら
れ
た
人
聞
の
実
存
の
直
職
と
現
実
逃
避
に
よ
る
救
済
の

象
徴
で
あ
る
。

和
歌
を
通
し
て
見
た
そ
の
人
間
像

序
「
晩
秋
が
す
ぎ
る
と
み
ぞ
れ
ま
じ
り
の
空
模
様
と
な
り
、
雪
が
こ

い
が
は
じ
ま
る
。
積
雪
は
県
境
山
地
で
は

3
m
t
4
m
、
栃
尾
・
小

千
谷
・
十
日
町
・
新
井
で
は

2
1
3
町
村
上
か
ら
新
発
田
・
一
二
条

長
岡
・
高
固
に
か
け
て

1
1
2
m
に
も
な
る
。
わ
ず
か
に
新
潟
・
新

津
・
柏
崎
の
海
沿
い
と
佐
渡
が

1
m
以
下
で
あ
る
。
雪
崩
は
初
雪
と

融
雪
期
K
し
ば
し
ば
襲
う
。
十
二
月
末
か
ら
四
月
中
旬
ま
で
根
雪
が

あ
る
豪
雪
地
帯
は
丘
陵
地
か
ら
県
境
山
地
で
あ
る
。
雪
が
消
え
る
四

q
L
 

q
L
 

宮

腰

千

絵

月
末
に
は
梅
と
桜
が
一
時
に
ひ
ら
き
、
か
わ
い
た
山
越
え
の
八
だ
し

V
の

風
が
吹
き
お
ろ
す
五
月
に
は
農
家
は
急
に
い
そ
が
し
く
な
る
。
」

こ
れ
は
、
平
凡
社
世
界
大
百
科
事
典
に
よ
る
新
潟
県
の
八
気
候

V
の

欄
の
抜
粋
で
あ
る
。
こ
の
新
潟
（
越
後
）
こ
そ
、
良
寛
が
そ
の
人
生

の
大
半
を
過
ご
し
た
土
地
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
久
松
潜
一
氏
は
、
『
日
本
文
学
風
土
と
構
成
』
の
中
で
、

「
国
民
生
活
や
文
学
と
季
節
と
の
関
係
に
し
て
も
独
自
の
季
節
が
そ

の
国
の
国
民
生
活
や
文
学
K
影
響
を
与
え
る
と
と
も
に
、
そ
の
国
民




