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午
後
の
コ
メ
ン
ト

天
　
野
　
知
　
香

午
後
の
ご
発
表
は
い
ず
れ
も
二
十
世
紀
の
美
術
に
関
す
る
も
の
で
し
た

が
、
美
術
史
の
生
産
や
語
り
の
現
場
に
お
け
る
、
不
均
衡
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー

の
構
造
は
、
芸
術
を
取
り
巻
く
制
度
や
枠
組
み
が
急
速
に
変
化
し
た
二
十

世
紀
に
入
っ
て
も
、 

ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
変
わ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で

し
た
。 

例
え
ば
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
国
立
美
術
学
校
が
女
性
に
門
戸
を

開
く
と
い
っ
た
プ
ラ
ス
の
変
化
が
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
に
せ
よ
、
伝

統
的
な
女
性
表
象
の
あ
り
方
の
継
承
と
捉
え
直
し
や
、
よ
り
不
安
定
に
な

っ
た
芸
術
の
制
度
へ
の
参
入
に
伴
う
新
た
な
困
難
な
ど
、
あ
る
面
で
は
芸

術
を
と
り
ま
く
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
非
対
称
の
構
造
が
こ
れ
ま
で
以
上
に
顕
在

化
し
、
強
化
さ
れ
た
と
も
い
え
る
状
況
も
ま
た
展
開
さ
れ
ま
し
た
。
二
十

世
紀
に
入
っ
て
も
な
お
、
芸
術
家
を
志
す
女
性
が
ホ
モ
ソ
ー
シ
ャ
ル
な
芸

術
の
ミ
リ
ュ
ー
に
参
加
し
、
批
評
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
か
つ
美
術
史
に
お

い
て
も
言
及
さ
れ
る
例
は
き
わ
め
て
限
定
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
女
性
芸
術

家
は
つ
ね
に
強
力
な
社
会
的
心
理
的
な
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
の
中
で
、
男
性

芸
術
家
と
は
異
な
っ
た
経
験
を
余
儀
な
く
さ
れ
、
非
対
称
な
制
度
の
中
で

サ
ヴ
ァ
イ
ヴ
の
た
め
の
様
々
な
選
択
や
交
渉
を
試
み
て
き
ま
し
た
。

こ
う
し
た
状
況
の
中
で
、
二
十
世
紀
の
女
性
芸
術
家
の
サ
ヴ
ァ
イ
ヴ
の

あ
り
方
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
、
味
岡
さ
ん
と
中
嶋
さ
ん
の
ご
発
表
は
、

そ
れ
ぞ
れ
両
大
戦
間
の
フ
ラ
ン
ス
と
、
戦
後
の
日
本
を
舞
台
に
、
非
常
に

興
味
深
い
具
体
例
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
ま
し
た
。
お
二
人
は
、
と
も
に

歴
史
の
語
り
の
中
で
の
女
性
の
排
除
を
問
題
に
し
て
い
ま
す
。
ま
ず
、
味

岡
さ
ん
の
ご
発
表
で
は
、
両
大
戦
間
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
教
会
装
飾
と

言
う
領
域
に
携
わ
る
こ
と
で
サ
ヴ
ァ
イ
ヴ
す
る
女
性
芸
術
家
た
ち
の
具
体

的
か
つ
多
様
な
事
例
を
示
し
て
い
た
だ
く
こ
と
で
、
教
会
装
飾
と
い
う
領

域
が
女
性
た
ち
に
開
い
た
可
能
性
と
限
界
が
明
ら
か
に
な
り
ま
し
た
。
ご

発
表
で
は
、
モ
ー
リ
ス
・
ド
ニ
ら
に
よ
る
ア
ー
ル
・
サ
ク
レ
を
中
心
と
す
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る
宗
教
芸
術
の
実
践
に
、
国
立
美
術
学
校
な
ど
で
高
度
な
美
術
教
育
を
受

け
た
女
性
達
が
参
加
し
た
事
例
に
注
目
し
、
こ
う
し
た
領
域
が
求
め
る
共

同
制
作
や
反
個
人
主
義
、
犠
牲
的
な
献
身
、
フ
ラ
ン
ス
の
良
き
趣
味
と
女

性
と
し
て
の
諸
価
値
、
そ
し
て
手
仕
事
や
家
庭
的
価
値
の
重
視
と
い
っ
た

側
面
が
、
社
会
の
了
解
す
る
女
性
性
と
合
致
す
る
形
で
の
芸
術
実
戦
を
可

能
に
す
る
場
と
し
て
女
性
芸
術
家
た
ち
を
迎
え
い
れ
、
彼
女
た
ち
に
、
可

能
性
を
開
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
第
二
次
世
界
大
戦

後
ク
チ
ュ
リ
エ
神
父
が
推
し
進
め
た
新
し
い
宗
教
芸
術
運
動
の
な
か
で
モ

ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
前
衛
性
が
強
調
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
た
め
て
教
会
装
飾
に
お
い
て
も
独
創
性
や
精
神
性

な
ど
従
来
の
芸
術
に
お
い
て
男
性
性
と
重
ね
合
わ
さ
れ
た
諸
価
値
が
強
調

さ
れ
る
こ
と
と
な
り
、
実
際
に
信
仰
の
あ
る
な
し
に
関
わ
ら
ず
当
時
の
い

わ
ゆ
る
男
性
巨
匠
た
ち
が
教
会
装
飾
の
中
心
と
さ
れ
る
こ
と
で
、
そ
れ
ま

で
の
女
性
芸
術
家
の
活
動
が
消
え
て
ゆ
く
／
消
さ
れ
て
ゆ
く
、
と
い
う
ご

指
摘
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
も
の
で
し
た
。

二
十
世
紀
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
け
る
様
式
の
革
新
性
を
中
心
に
展
開
さ

れ
る
前
衛
の
歴
史
は
、
有
名
な
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
バ
ー
の
チ
ャ
ー
ト
1
に

象
徴
さ
れ
る
と
お
り
、
家
父
長
的
な
系
譜
概
念
と
重
な
り
合
う
男
性
中
心

的
な
継
承
関
係
の
な
か
で
展
開
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
前
衛
の
ミ
リ
ュ
ー
に

お
い
て
、
先
行
者
を
参
照
し
、
規
範
的
な
作
品
に
敬
意
を
示
し
、
さ
ら
に

既
存
の
美
学
で
認
識
可
能
で
か
つ
決
定
的
な
進
歩
と
な
る
よ
う
な
差
異

を
示
す
2
、
と
い
う
主
に
様
式
を
中
心
と
し
た
単
線
的
な
美
術
の
継
承
は
、

エ
デ
ィ
プ
ス
的
な
構
造
に
基
づ
く
こ
と
で
排
他
的
と
い
え
る
ほ
ど
に
き
わ

め
て
男
性
中
心
の
構
造
と
結
び
つ
い
て
い
た
こ
と
は
良
く
知
ら
れ
て
い
ま

す
。
創
造
性
や
独
創
性
の
名
の
も
と
に
普
遍
を
標
榜
し
て
展
開
さ
れ
る
男

性
中
心
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
価
値
観
に
お
い
て
、
女
性
の
経
験
に
目
が
向
け

ら
れ
る
こ
と
は
な
く
、
モ
ダ
ン
・
ア
ー
ト
の
カ
ノ
ン
に
女
性
芸
術
家
の
居

場
所
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
こ
う
し
た
構
造
を
打
ち
崩
す
た
め
に
は
、

様
式
の
革
新
性
や
独
創
性
と
言
っ
た
価
値
観
に
基
づ
く
単
線
的
で
目
的
論

的
な
進
歩
史
観
と
は
異
な
る
史
観
を
提
示
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
同

時
に
、
女
性
に
よ
る
文
化
の
共
有
や
継
承
を
可
能
と
す
る
構
造
が
も
た
ら

さ
れ
、
女
性
芸
術
家
が
、
女
性
の
経
験
を
そ
の
作
品
に
お
い
て
刻
み
込
む

こ
と
で
、
エ
デ
ィ
プ
ス
的
な
差
異
化
と
は
異
な
る
形
で
、
差
異
と
し
て
機

能
す
る
表
象
や
形
式
を
提
示
し
、
芸
術
に
お
け
る
男
性
中
心
主
義
的
な
構

造
を
内
側
か
ら
崩
す
こ
と
が
必
要
で
す
。
味
岡
さ
ん
が
ご
指
摘
く
だ
さ
っ

た
よ
う
に
、
教
会
装
飾
の
な
か
で
女
性
芸
術
家
達
が
、
彼
女
た
ち
に
負
わ

さ
れ
た
期
待
さ
れ
る
役
割
を
十
二
分
に
果
た
す
一
方
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作

品
に
お
い
て
示
し
た
微
妙
で
は
あ
っ
て
も
確
か
に
存
在
し
た
差
異
は
、
そ

の
意
味
で
き
わ
め
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
た
と
い
え
る
で
し
ょ
う
。

今
回
の
味
岡
さ
ん
の
ご
発
表
で
は
限
ら
れ
た
時
間
の
中
で
省
か
れ
た
の

だ
と
思
い
ま
す
が
、
教
会
装
飾
が
、
女
性
性
と
合
致
す
る
形
で
の
芸
術
実

践
が
可
能
な
場
と
し
て
女
性
た
ち
に
可
能
性
を
開
い
た
と
す
れ
ば
、
マ
ル

グ
リ
ッ
ト
・
ユ
レ
に
代
表
さ
れ
る
「
新
し
い
女
」
と
し
て
旧
来
の
女
性
性

を
否
定
す
る
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
主
張
し
な
が
ら
教
会
装
飾
に

参
入
し
た
例
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
良
い
の
か
、
と
い
う
点
に
つ
い
て

さ
ら
に
ご
説
明
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
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こ
う
し
た
フ
ラ
ン
ス
両
大
戦
間
の
例
に
対
し
て
、
中
嶋
さ
ん
の
ご
発
表

で
は
敗
戦
後
の
日
本
美
術
に
お
け
る
「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋
風
」
前
後
の

状
況
に
お
け
る
女
性
芸
術
家
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
、
そ
こ
に
非
主

流
で
あ
っ
た
男
性
批
評
家
達
が
若
い
女
性
芸
術
家
を
擁
護
す
る 

一
種
の

「fath
er–d

au
gh

ter p
lo

t

」 

と
し
て
の
「
敗
戦
の
父
」
と
「
戦
後
の
娘
」

の
関
係
と
呼
び
う
る
興
味
深
い
関
係
が
成
立
し
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
ま

し
た
。
先
に
述
べ
た
バ
ー
の
チ
ャ
ー
ト
と
も
重
な
り
ま
す
が
、
ハ
ロ
ル

ド
・
ブ
ル
ー
ム
3
が
示
し
た
よ
う
に
従
来
の
主
流
の
言
説
に
お
い
て
、
文

化
継
承
は
基
本
的
に
エ
デ
ィ
プ
ス
的
な
「
父
と
息
子
」
の
関
係
に
お
け
る

男
性
中
心
的
な
心
理
構
造
に
支
え
ら
れ
た
も
の
と
見
做
さ
れ
て
き
た
の
で

あ
り
、 

こ
こ
に
女
性
芸
術
家
の
居
場
所
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。 

こ
の

よ
う
な
構
造
の
中
で
は
、
女
性
は
自
然
と
性
愛
の
象
徴
と
な
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
父
の
法
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
創
造
行
為
は
自

己
を
孤
立
や
破
滅
に
至
ら
せ
る
に
違
い
な
い
と
い
う
不
安
を
抱
か
せ
る
も

の
で
し
か
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
4
。
こ
う
し
た
従
来
の
男
性
中
心
的
な
文

化
継
承
の
構
造
を
打
ち
崩
す
た
め
に
は
、
エ
デ
ィ
プ
ス
的
な
神
話
と
は
異

な
る
構
造
を
見
い
だ
す
こ
と
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
こ
れ
ま
で
に
も
フ
ェ

ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
側
か
ら
は
例
え
ば
対
抗
的
な
神
話
の
一
例
と
し
て
、
母

か
ら
娘
へ
の
継
承
を
軸
と
し
た
デ
メ
テ
ル
と
ペ
ル
セ
ポ
ネ
の
神
話
な
ど
が

提
示
さ
れ
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
進
歩
史
観
を
支
え
る
不
可
逆
的
な
発
展
的
時

間
軸
に
対
し
て
、
循
環
的
な
時
間
軸
を
提
示
し
、
父
と
子
の
ラ
イ
ヴ
ァ
ル

関
係
と
は
異
な
る
母
と
娘
の
協
調
的
な
関
係
が
構
想
さ
れ
ま
し
た
5
。
し

か
し
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ヴ
と
し
て
の
普
遍
的
に
有
効
な
モ
デ
ル
の
提
示
は
、

そ
れ
自
体
が
近
代
主
義
的
な
発
想
で
あ
り
、
実
際
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
歴
史

や
場
の
状
況
に
応
じ
た
固
有
の
プ
ロ
ッ
ト
こ
そ
が
、
戦
略
的
な
観
点
か
ら

有
効
に
機
能
し
う
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。
中
嶋
さ
ん
の
提
示
し
た
「
父
と

娘
の
プ
ロ
ッ
ト
」
は
、
敗
戦
後
の
日
本
に
固
有
の
文
化
状
況
と
密
接
に
結

び
つ
く
か
た
ち
で
展
開
さ
れ
た
、
戦
前
世
代
の
「
非
エ
リ
ー
ト
的
モ
ダ
ニ

ス
ト
男
性
作
家
／
批
評
家
」
と
戦
後
の
民
主
化
の
な
か
で
活
躍
の
可
能
性

を
広
げ
た
女
性
作
家
と
の
連
帯
の
モ
デ
ル
で
し
た
。
戦
後
の
男
性
批
評
家

た
ち
に
と
っ
て
ト
ラ
ウ
マ
と
な
っ
た
西
欧
と
の
接
触
と
言
う
出
来
事
は
、

こ
う
し
た
女
性
芸
術
家
に
と
っ
て
飛
躍
の
契
機
と
も
な
っ
た
わ
け
で
す
が
、

し
か
し
ま
も
な
く
、
所
謂
「
ア
ン
フ
ォ
ル
メ
ル
旋
風
」
の
中
で
、
彼
女
達

の
「
兄
弟
」
た
る
同
世
代
の
男
性
批
評
家
達
が
西
欧
に
よ
る
日
本
の
他
者

化
を
実
感
す
る
中
で
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
男
性
的
主
体
が
再
構
築
さ
れ
、
あ

ら
た
め
て
女
性
芸
術
家
は
語
り
の
中
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
彼

女
達
の
活
躍
は
歴
史
の
中
で
隠
蔽
さ
れ
ま
し
た
。 

す
で
に
多
様
な
形
で
示
唆
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
、
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
男
性

主
体
の
構
築
自
体
は
、
い
わ
ば
最
初
の
「
外
圧
」
で
あ
る
明
治
の
近
代
化

と
と
も
に
日
本
に
お
け
る
美
術
の
概
念
や
制
度
が
構
築
さ
れ
た
な
か
で
展

開
さ
れ
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。
敗
戦
直
後
の
例
外
的
な
状
況

の
中
で
、
こ
う
し
た
構
造
が
い
っ
た
ん
揺
ら
い
だ
こ
と
は
充
分
考
え
ら
れ

ま
す
。 

瀧
口
、
吉
原
、
阿
部
と
い
っ
た
「
非
エ
リ
ー
ト
的
モ
ダ
ニ
ス
ト
」

達
が
、
旧
来
の
因
習
か
ら
自
由
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
女
性
の
創
造
性

に
あ
る
種
の
近
代
性
の
証
を
見
、
そ
れ
を
支
持
し
た
と
言
う
こ
と
は
あ
る

で
し
ょ
う
。
そ
し
て
実
際
彼
ら
に
よ
っ
て
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
戦
後
の
女
性
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芸
術
家
た
ち
へ
と
継
承
さ
れ
た
、
と
い
う
ご
指
摘
は
き
わ
め
て
重
要
で
す
。

し
か
し
一
方
で
、
彼
ら
の
女
性
芸
術
家
擁
護
の
な
か
に
、
例
え
ば 

父
権

主
義
（
パ
タ
ー
ナ
リ
ズ
ム　

温
情
主
義
） 

と
言
う
か
た
ち
で
、
あ
る
い
は

そ
う
で
な
い
に
せ
よ
、
近
代
化
の
過
程
で
構
築
さ
れ
た
男
性
中
心
主
義
的

な
主
体
が
潜
伏
し
て
い
た
と
言
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

近
年
の
モ
ダ
ン
・
ガ
ー
ル
研
究
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、「
新
し
い
女
」

は
結
局
の
と
こ
ろ
非
在
の
幻
想
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
欲
望
さ
れ
ま
す
。

「
娘
」
は
「
娘
」
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
庇
護
さ
れ
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
娘
達
が
父
を
乗
り
越
え
る
か
た
ち
で
国
際
的
に
活
躍
し
た
こ
と
は
彼

ら
に
ど
の
よ
う
に
見
做
さ
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？　

例
え
ば
、
タ
ピ
エ
に

高
い
評
価
を
受
け
た
田
中
敦
子
の
そ
の
後
の
国
際
的
な
活
躍
は
、
吉
原
治

郎
に
ど
の
よ
う
に
受
け
取
ら
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
？　

こ
の
点
を
中
嶋
さ

ん
に
ご
説
明
戴
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
明
確
な
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
的
連
帯
を
示
さ
な
か
っ
た
戦
後
の

女
性
芸
術
家
の
間
に
、
作
品
な
ど
を
通
し
た
美
術
的
な
交
換
が
見
ら
れ
る

と
言
う
中
嶋
さ
ん
の
ご
指
摘
は
た
い
へ
ん
興
味
深
い
も
の
で
す
。
実
際
例

え
ば
初
期
の
宮
脇
愛
子
の
絵
画
と
草
間
の
ネ
ッ
ト
・
ペ
イ
ン
テ
ィ
ン
グ
に

通
じ
る
も
の
を
見
る
こ
と
は
充
分
可
能
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
こ
う
し
た
観

点
は
、
女
性
芸
術
家
同
士
の
継
承
や
連
帯
の
新
た
な
可
能
性
の
あ
り
方
を

示
唆
す
る
点
で
、
非
常
に
意
義
深
い
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

香
川
さ
ん
の
ご
発
表
で
は
、
一
九
七
〇
年
代
の
女
性
作
家
に
よ
る
「
蒐

集
ア
ー
ト
」
を
取
り
上
げ
、
こ
う
し
た
技
法
と
作
品
制
作
の
主
体
の
問
題

が
論
じ
ら
れ
ま
し
た
。
七
〇
年
代
と
い
う
時
代
は
そ
れ
ま
で
の
モ
ダ
ニ
ズ

ム
の
枠
組
み
や
人
文
主
義
的
な
芸
術
観
、
主
体
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は

知
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
多
様
な
形
で
問
い
直
さ
れ
始
め
た
時
代
で
し

た
。
こ
う
し
た
問
い
直
し
を
背
景
に
、
本
質
主
義
批
判
や
ロ
ラ
ン
・
バ
ル

ト
に
よ
る
作
者
の
死
の
議
論
等
を
踏
ま
え
た
形
で
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
さ
ら

に
は
ポ
ス
ト
モ
ダ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
も
一
部
継
承
さ
れ
た
、
男
性
中
心
主

義
を
隠
蔽
す
る
脱
主
観
的
な
普
遍
性
の
標
榜
や
、
あ
る
い
は
主
体
の
不
在

に
対
抗
す
る
た
め
に
、
ど
の
よ
う
に
作
品
に
こ
れ
ま
で
と
は
異
な
っ
た
形

で
作
家
の
主
体
や
そ
の
体
験
を
描
き
込
む
か
／
読
み
取
る
か
、
と
い
う
問

題
は
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
美
術
史
に
お
け
る
非
常
に
重
要
な
問
題
だ
と
言
え
る

で
し
ょ
う
。
七
〇
年
代
の
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
・
ア
ー
ト
の
な
か
で
は
、
様
々

な
形
で
女
性
の
経
験
や
主
体
の
捉
え
方
が
テ
ー
マ
と
な
っ
た
作
品
が
生
み

出
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
一
方
で
、
こ
う
し
た
試
み
は
本
質
主
義
と
受
け

取
ら
れ
た
り
、
主
観
的
で
個
人
的
な
も
の
と
解
釈
さ
れ
て
、
フ
ェ
ミ
ニ
ズ

ム
・
ア
ー
ト
を
ゲ
ッ
ト
ー
化
す
る
危
険
を
つ
ね
に
孕
ん
で
き
ま
し
た
。
香

川
さ
ん
に
よ
れ
ば
蒐
集
が
歴
史
的
人
類
学
的
に
は
ら
ん
だ
ア
ン
ビ
ヴ
ァ
レ

ン
ト
な
性
別
コ
ー
ド
は
、
こ
の
手
法
を
実
践
す
る
作
家
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
と

絡
ん
で
批
評
言
説
を
も
方
向
づ
け
、
蒐
集
に
お
け
る
散
漫
で
ナ
ル
シ
ス
テ

ィ
ッ
ク
な
側
面
が
女
性
作
家
に
よ
る
蒐
集
の
手
法
を
用
い
た
作
品
に
重
ね

合
わ
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
の
複
雑
な
作
品
形
成
の
プ
ロ

セ
ス
と
構
造
は
、
蒐
集
と
言
う
行
為
が
孕
む
主
観
的
で
内
省
的
な
要
素
と

外
界
や
社
会
に
開
か
れ
た
構
造
を
結
び
つ
け
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
従

来
の
作
家
性
や
主
体
性
と
は
異
な
る
主
体
の
形
成
過
程
が
意
識
的
に
展
開

さ
れ
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
・
ア
ー
ト
に
お
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け
る
対
抗
的
な
主
体
性
の
提
示
の
ま
た
別
の
や
り
方
は
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
化
し
、
そ
れ
と
戯
れ
、
そ
れ
が
装
わ
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
ジ
ョ
ー
ン
・
リ
ヴ
ィ
エ

ー
ル
6
が
示
し
た
よ
う
に
女
性
性
は
仮
装
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

初
期
の
シ
ン
デ
ィ
・
シ
ャ
ー
マ
ン
を
は
じ
め
と
す
る
女
性
芸
術
家
た
ち
は

様
々
な
や
り
方
で
示
し
ま
し
た
。
香
川
さ
ん
に
よ
れ
ば
、
ア
ネ
ッ
ト
・
メ

サ
ジ
ェ
は
蒐
集
ア
ー
ト
と
い
う
手
法
に
お
い
て
「
私
」
を
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

化
す
る
だ
け
で
な
く
、
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
要
素
や
手
法
を
取
り
込
む
こ
と

で
技
法
自
体
の
同
一
性
も
ま
た
揺
る
が
し
ま
し
た
。
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
や
メ

サ
ジ
ェ
に
見
ら
れ
る
、
ハ
イ
ア
ー
ト
か
ら
逸
脱
し
た
ハ
イ
ブ
リ
ッ
ド
な
素

材
や
一
見
粗
雑
で
素
人
っ
ぽ
い
手
仕
事
的
な
や
り
方
に
よ
る
蒐
集
ア
ー
ト

の
特
質
は
、
実
際
に
は
女
性
に
限
っ
た
手
法
で
は
な
く
、
近
年
の
例
を
含

め
て
男
性
芸
術
家
に
も
見
ら
れ
る
で
し
ょ
う(
た
と
え
ば
ポ
ス
ト
・
コ
ロ

ニ
ア
リ
ズ
ム
の
文
脈
の
中
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
い
く
つ
か
の
作
品
、
な
か

で
も
ベ
ナ
ン
の
ジ
ョ
ル
ジ
ュ
・
ア
デ
ァ
グ
ボ
の
作
品
な
ど
に
も
見
ら
れ
る

で
し
ょ
う)

。
し
か
し
香
川
さ
ん
も
言
及
さ
れ
た
ク
レ
イ
グ
・
オ
ー
ウ
ェ

ン
ス
7
が
言
う
よ
う
に
、
同
じ
手
法
で
あ
っ
て
も
そ
こ
に
女
性
が
か
か
わ

る
こ
と
で
異
な
っ
た
意
味
を
帯
び
る
と
同
時
に
、
七
〇
年
代
の
男
性
中
心

的
な
ア
ー
ト
の
な
か
で
こ
う
し
た
作
品
が
戦
略
的
な
意
味
を
持
っ
た
こ
と

は
充
分
考
え
ら
れ
ま
す
。
香
川
さ
ん
の
議
論
は
こ
う
し
た
時
代
の
状
況
を

踏
ま
え
て
、
ア
ン
ナ
・
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
と
ア
ネ
ッ
ト
・
メ
サ
ジ
ェ
を
比
較

し
な
が
ら
、
作
品
の
制
作
プ
ロ
セ
ス
や
構
造
を
通
し
て
、
新
た
な
主
観
性

や
作
家
性
の
あ
り
方
を
模
索
す
る
も
の
で
す
。　

ジ
ュ
デ
ィ
ス
・
バ
ト
ラ
ー
8
が
言
う
よ
う
に
、
主
体
の
意
味
付
け
は
反

復
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
で
あ
り
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
撹
乱
の
可
能
性
が

あ
る
と
す
れ
ば
反
復
的
な
意
味
実
践
の
内
部
で
し
か
あ
り
え
ま
せ
ん
。
逆

に
言
え
ば
私
た
ち
は
そ
の
行
為
や
発
話
を
通
し
て
つ
ね
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
を
不
断
に
再
構
成
し
て
お
り
、
通
常
は
規
則
に
支
配
さ
れ
た
こ
う
し

た
反
復
の
内
部
に
お
い
て
こ
そ
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
撹
乱
の
可
能
性

は
孕
ま
れ
て
い
ま
す
。
と
す
れ
ば
、
と
り
た
て
て
蒐
集
と
い
う
手
法
に
よ

ら
な
く
て
も
主
体
（
行
為
体
：
エ
ー
ジ
ェ
ン
シ
ー
）
の
開
閉
や
撹
乱
は
あ

ら
ゆ
る
行
為
や
発
話
、
作
品
制
作
や
受
容
の
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
つ
ね
に

起
こ
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
点
は
香
川

さ
ん
の
ご
意
見
を
お
聞
か
せ
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

と
は
い
え
、
例
え
そ
う
だ
と
し
て
も
、
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
が
蒐
集
と
言
う

手
法
に
よ
っ
て
こ
う
し
た
議
論
を
先
取
り
し
た
形
で
顕
在
化
さ
せ
た
と
す

れ
ば
、
そ
れ
は
き
わ
め
て
意
義
深
い
こ
と
だ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
一
方

こ
の
よ
う
な
主
体
の
捉
え
方
に
着
目
し
た
作
品
分
析
の
姿
勢
自
体
が
、
フ

ェ
ミ
ニ
ズ
ム
・
ア
ー
ト
に
限
ら
ず
広
く
作
品
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
従
来
の
ジ
ェ
ン
ダ
ー
構
造
を
支
え
て
い
た
固
定
さ
れ
た
ア
イ
デ
ン
テ

ィ
テ
ィ
の
前
提
を
打
ち
崩
す
重
要
な
契
機
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ま
す
。
そ
の
意
味
で
今
回
の
香
川
さ
ん
に
よ
る
オ
ッ
パ
ー
マ
ン
の
分
析
は

た
い
へ
ん
興
味
深
い
も
の
と
言
え
ま
す
。

私
か
ら
の
コ
メ
ン
ト
は
以
上
で
す
。
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