
全
体
性
の
回
復
へ
の
志
向
は
現
代
思
潮
の
一
つ
の
特
徴
と
言
え
る
だ
ろ

う
。
断
片
化
し
て
、
そ
れ
を
実
体
な
る
も
の
に
照
応
さ
せ
て
み
る
。
そ
れ
で

何
か
が
分
か
っ
た
と
す
る
考
え
方
は
、
今
や
岐
路
に
立
っ
て
い
る
。
い
わ
ゆ

る
実
証
な
る
も
の
の
在
り
方
に
つ
い
て
の
手
直
し
が
要
求
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
実
証
は
部
分
を
全
体
に
有
機
的
に
結
び
付
け
得
る
よ
う
な
解
釈
と
手

を
携
え
た
も
の
と
な
っ
て
初
め
て
意
味
を
持
つ
。
一
方
で
「
構
造
」
が
問
題

に
さ
れ
、
ま
た
一
方
で
「
読
み
」
が
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
思
潮

の
必
然
の
結
果
と
言
え
よ
う
。
平
安
朝
の
物
語
に
つ
い
て
は
そ
う
し
た
思
潮

を
背
景
に
持
っ
た
新
し
い
解
釈
が
研
究
に
新
た
な
地
平
を
開
き
つ
つ
あ
り
、

そ
れ
が
今
は
定
着
し
た
か
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
解
釈
は
作
品
を
突
き
抜
け
た

そ
の
奥
に
あ
る
発
生
の
時
点
に
お
け
る
ア
モ
ル
フ
的
な
物
語
に
焦
点
を
当
て

る
も
の
で
あ
る
。
古
代
の
呪
術
的
観
念
、
神
話
的
機
能
と
構
造
、
そ
う
い
っ

た
も
の
の
返
照
が
文
学
の
自
覚
の
も
と
に
ど
の
よ
う
に
異
化
さ
れ
て
物
語
を

生
ん
で
ゆ
く
の
か
が
問
わ
れ
る
。
作
品
を
、
表
現
さ
れ
た
結
果
と
し
て
の
テ

キ
ス
ト
と
し
て
、
固
定
し
た
文
章
の
上
で
読
み
解
く
こ
と
か
ら
一
歩
進
ん
で
、

物
語
を
生
み
出
す
営
み
の
上
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
平
家

物
語
」
に
お
い
て
も
同
様
の
視
点
を
鮮
明
に
し
た
研
究
の
立
場
が
兵
藤
裕
己

氏
な
ど
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
身
に
汚
れ
を
背
負
っ
て
追
い
や
ら
れ

『
平
家
物
語
生
成
論
』

書
評

小
林
美
和
著
「
平
家
物
語
生
成
論
』美

濃
部
重
克

ね
ば
な
ら
な
い
形
を
し
た
盲
目
の
語
り
手
に
よ
る
語
り
に
「
平
家
物
語
」
の

本
質
が
あ
る
と
す
る
兵
藤
氏
の
解
釈
は
傾
聴
に
値
し
よ
う
。
柳
田
国
男
氏
に

よ
る
語
り
物
の
理
解
に
淵
源
を
持
つ
そ
の
論
は
作
品
の
テ
キ
ス
ト
内
部
と
語

り
手
の
内
に
あ
る
語
り
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
解
釈
す
る
際
の
指
標
と
な
る
。
そ

れ
は
平
家
の
物
語
が
「
平
家
物
語
」
の
諸
本
を
析
出
す
る
以
前
の
作
品
の
本

質
に
つ
い
て
の
視
点
を
研
究
の
上
で
回
復
し
よ
う
と
す
る
強
い
主
張
と
言
え

る
だ
ろ
う
。

小
林
氏
の
研
究
は
「
平
家
物
語
」
の
諸
本
の
比
較
を
通
し
て
原
態
な
い
し

古
態
を
判
定
し
、
ど
の
伝
本
を
原
態
に
も
っ
と
も
近
い
も
の
と
認
定
し
得
る

か
と
言
う
こ
と
に
、
研
究
者
が
一
様
に
目
を
向
け
て
い
た
時
代
に
始
ま
っ
て

い
る
。
「
平
家
物
語
」
を
論
じ
る
に
は
ど
の
伝
本
に
よ
る
べ
き
か
が
ま
ず
問

わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
時
期
で
あ
っ
た
。
諸
本
研
究
そ
し
て
原
態
論
は
避
け
て

通
る
こ
と
の
出
来
な
い
目
前
の
課
題
で
あ
り
、
か
つ
延
慶
本
と
四
部
本
を
原

態
と
し
て
推
定
す
る
説
が
盛
ん
な
状
況
の
中
で
、
小
林
氏
は
延
慶
本
を
対
象

に
選
ぶ
。
そ
し
て
ま
た
当
時
、
大
き
な
魅
力
を
も
っ
て
彼
等
を
惹
き
付
け
た

の
が
永
積
安
明
氏
の
平
家
物
語
論
で
あ
っ
た
。
唯
物
史
観
を
背
景
に
、
変
動

期
に
お
け
る
社
会
の
新
し
い
階
級
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
掬
い
上
げ
た
と
こ
ろ
に

叙
事
詩
と
し
て
の
「
平
家
物
語
」
の
成
立
が
あ
る
と
説
く
そ
の
論
は
、
戦
後

の
混
乱
期
が
終
わ
っ
て
高
度
成
長
期
の
真
只
中
に
あ
る
そ
の
時
代
の
若
い
研

究
者
に
強
く
訴
え
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
永
積
氏
の
論
は
文
学
論
の
方
向
に

の
み
な
ら
ず
、
諸
本
研
究
の
方
面
に
も
、
従
来
の
成
果
に
一
つ
の
方
向
付
け

を
与
え
る
結
果
と
な
っ
た
。
「
平
家
物
語
」
の
原
態
が
年
代
記
に
近
い
も
の

で
あ
る
と
す
る
考
え
に
拍
車
を
か
け
た
の
で
あ
る
。
乗
り
越
え
ね
ば
な
ら
ぬ

八
七



解
釈
の
枠
組
み
、
あ
る
い
は
そ
の
中
で
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
文
献
批
判
の
問
題

が
そ
の
時
期
に
は
呈
示
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
研
究
の
状
況
の

中
で
小
林
氏
が
選
び
と
っ
た
の
は
成
立
論
に
向
け
て
作
品
論
を
展
開
す
る
道

で
あ
っ
た
。
本
書
の
第
一
章
「
平
家
物
語
に
お
け
る
歴
史
と
構
造
」
は
作
品

論
が
そ
の
ま
ま
成
立
論
と
原
態
論
と
な
っ
て
い
る
魅
力
的
な
論
稿
に
よ
っ
て

構
成
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
テ
キ
ス
ト
内
部
の
統
合
性
と
そ
の
特
性
を
解
釈

す
る
、
延
慶
本
の
本
格
的
な
テ
キ
ス
ト
解
釈
を
通
し
て
の
作
品
論
で
あ
り
、

ま
た
諸
本
研
究
の
方
法
に
新
た
な
地
平
を
開
く
多
く
の
提
言
を
生
む
も
の
で

も
あ
っ
た
。

本
書
を
成
す
際
に
書
き
下
ろ
さ
れ
た
「
序
説
」
に
は
、
氏
の
研
究
の
基
本

の
方
針
が
語
ら
れ
て
い
る
。
氏
は
、
諸
本
研
究
の
過
程
の
中
で
比
較
対
照
の

俎
上
に
乗
せ
ら
れ
、
か
つ
分
断
さ
れ
て
し
ま
っ
た
「
平
家
物
語
」
を
、
作
品

と
し
て
の
全
体
性
を
回
復
す
る
形
で
対
象
化
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の

た
め
に
「
平
家
物
語
」
の
テ
キ
ス
チ
ュ
ァ
を
読
み
解
く
作
業
が
必
要
で
あ
る
と

考
え
る
の
で
あ
る
。
小
林
氏
は
永
積
氏
の
作
品
論
を
文
学
論
と
し
て
の
啓
発

性
は
高
く
評
価
す
る
も
の
の
、
そ
れ
が
余
り
に
も
論
者
の
主
体
性
を
投
影
し

た
も
の
で
あ
っ
て
、
成
立
論
と
し
て
の
実
体
を
持
ち
得
な
い
と
い
う
限
界
を

そ
こ
に
見
る
。
そ
し
て
永
積
氏
の
論
に
は
欠
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
作
者

の
側
の
論
理
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
計
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
を

指
摘
す
る
。
そ
う
し
た
考
え
の
上
に
立
つ
小
林
氏
が
取
っ
た
と
こ
ろ
の
基
本

方
針
は
、
「
物
語
を
生
み
出
し
た
歴
史
的
な
社
会
的
な
関
係
、
従
っ
て
作
者

を
包
込
む
構
造
の
次
元
へ
と
立
ち
戻
る
以
外
に
、
読
み
と
し
て
の
有
効
性
を

得
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
う
」
（
Ｐ
妬
）
弓
平
家
物
語
』
の
成
立
を
作
品
論
と
し

八
八

て
追
及
す
る
た
め
の
読
み
は
、
延
慶
本
を
基
本
に
据
え
る
べ
き
だ
」
（
Ｐ
ｇ

と
い
う
言
葉
に
収
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
原
態
諭
と
し
て
は
そ
の
議
論
の
振
幅

の
狭
さ
と
一
面
性
の
故
に
必
ず
し
も
賛
意
は
表
し
が
た
い
。
し
か
し
な
が
ら

「
平
家
物
語
」
研
究
の
上
で
是
非
に
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
延
慶
本

を
対
象
に
据
え
て
そ
の
テ
キ
ス
ト
内
部
の
統
合
性
を
一
つ
一
つ
確
認
す
る
方

向
を
定
め
た
点
で
、
氏
の
方
針
と
本
論
で
示
さ
れ
る
そ
の
具
体
的
な
考
察
に

は
大
き
な
意
義
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
序
章
は
そ
う
し
た
基
本
方
針

を
明
ら
か
に
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
従
前
の
氏
の
作
品
論
を
物
語
研
究
の
今

の
状
況
に
引
き
付
け
る
形
で
総
括
す
る
役
割
を
も
果
た
し
て
い
る
。
「
読
み
」

「
テ
キ
ス
ト
」
「
モ
ノ
」
「
序
列
化
」
「
中
心
と
周
縁
」
「
秩
序
と
反
秩
序
」

「
深
川
の
構
造
」
「
始
原
」
と
い
っ
た
言
葉
を
駆
使
す
る
物
語
研
究
の
現
代

の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
中
で
、
そ
の
総
括
が
図
ら
れ
る
。
小
林
氏
の
明
蜥
さ
は
そ

こ
に
遺
憾
な
く
発
揮
さ
れ
て
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
、
氏
の
こ
れ
ま

で
の
研
究
が
作
品
の
上
に
い
た
ず
ら
に
足
踏
み
を
繰
り
返
す
も
の
で
は
な
く
、

そ
の
考
察
が
歴
史
を
物
語
る
こ
と
の
意
味
の
追
及
と
い
う
奥
行
を
持
っ
た
問

題
に
帰
着
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た

そ
の
論
述
は
、
本
論
中
に
繰
り
返
し
指
摘
さ
れ
る
、
山
門
の
護
持
に
よ
っ
て

国
家
の
安
泰
が
計
ら
れ
る
と
す
る
山
門
国
家
観
と
も
言
う
べ
き
《
延
慶
本
作

者
の
主
張
の
深
眉
の
描
造
を
鮮
や
か
に
灸
り
出
す
。
た
だ
惜
し
ま
れ
る
の
は
、

第
一
章
そ
し
て
第
二
章
に
お
い
て
重
要
な
論
題
と
な
っ
て
い
る
、
延
慶
本
を

原
態
に
近
い
も
の
と
す
る
主
張
が
そ
こ
で
は
積
み
残
し
に
さ
れ
て
い
る
点
で

あ
る
。
小
林
氏
の
延
慶
本
原
態
説
の
今
の
時
点
で
の
意
義
に
つ
い
て
の
言
及

が
必
要
で
は
な
か
っ
た
か
。
延
慶
本
の
素
材
お
よ
び
本
文
研
究
に
つ
い
て
の



新
し
い
進
展
そ
し
て
四
部
本
に
つ
い
て
の
新
た
な
取
り
組
み
が
明
ら
か
に
し

つ
つ
あ
る
成
果
を
議
論
の
外
に
お
い
て
し
ま
っ
た
そ
の
文
章
は
、
小
林
氏
の

現
在
の
興
味
の
在
り
所
を
示
し
は
す
る
が
、
序
章
と
し
て
の
十
全
の
役
割
を

果
た
し
て
い
る
と
は
言
え
な
い
。

さ
て
序
章
で
は
三
つ
の
観
点
に
お
い
て
延
慶
本
の
作
者
の
歴
史
叙
述
の
方

法
の
整
理
を
行
っ
て
い
る
。
い
わ
く
、
一
、
説
話
に
よ
る
歴
史
叙
述
、
二
、

歴
史
叙
述
の
現
在
的
意
図
、
三
、
テ
キ
ス
ト
の
現
実
的
機
能
が
そ
れ
で
あ

る
。
そ
れ
ら
三
点
は
第
一
章
の
諸
論
文
を
貫
く
小
林
氏
の
研
究
上
の
観
点
そ

の
も
の
で
も
あ
る
。
第
一
の
点
は
、
延
慶
本
の
多
く
の
説
話
を
作
品
の
本
筋

か
ら
逸
脱
し
た
傍
系
説
話
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
も
っ
て
延
慶
本
を
後
期
増

補
の
伝
本
で
あ
る
と
位
置
付
け
る
考
え
方
に
対
し
て
異
議
を
唱
え
る
と
こ
ろ

か
ら
出
発
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
観
点
か
ら
な
さ
れ
た
第
二

章
の
諸
論
稿
に
お
け
る
考
察
は
、
延
慶
本
に
お
け
る
歴
史
叙
述
が
物
語
的
な

深
層
構
造
を
備
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
傍
系
説
話
と
さ
れ
て
き
た

故
事
説
話
が
作
者
の
歴
史
に
つ
い
て
の
認
識
の
方
法
と
叙
述
上
の
構
想
を
担

っ
て
構
成
的
に
配
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
そ
う
し
た

中
で
小
林
氏
は
延
慶
本
の
テ
キ
ス
ト
の
緊
密
な
構
成
に
注
意
を
促
し
、
そ
の

強
い
統
合
性
の
存
在
の
証
明
を
も
っ
て
、
延
慶
本
が
「
平
家
物
語
」
の
テ
キ

ス
ト
の
原
態
に
近
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
「
平
家
物
語
」
の
原

態
な
い
し
母
胎
と
な
っ
た
も
の
の
形
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
は
大
き
く
分
け

て
二
通
り
あ
る
。
一
つ
は
、
例
え
ば
柳
田
国
男
氏
の
よ
う
に
ヒ
ジ
リ
的
な
宗

教
者
に
よ
る
語
り
物
的
な
説
話
を
母
胎
と
し
て
成
長
し
た
と
推
定
す
る
説
で

あ
り
、
い
ま
一
つ
は
、
例
え
ば
永
積
氏
や
石
母
田
正
氏
の
よ
う
に
年
代
記
か

『
平
家
物
語
生
成
論
』

ら
の
成
長
と
見
る
説
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
説
は
作
品
の
捉
え
方
が
、
前
者

は
物
語
あ
る
い
は
ま
た
口
承
世
界
の
も
の
、
後
者
は
作
品
あ
る
い
は
ま
た
書

か
れ
た
も
の
を
そ
れ
ぞ
れ
に
念
頭
に
置
い
た
も
の
の
よ
う
で
あ
り
、
問
題
と

し
て
い
る
次
元
を
異
に
し
て
い
る
。
原
態
の
次
元
の
捉
え
方
に
差
が
あ
る
と
、

議
論
が
う
ま
く
噛
み
合
わ
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
小
林
氏
の
説
は
一
見
、
前

者
に
左
祖
し
後
者
に
対
立
す
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
実
は
そ
う
と
も
言
え

な
い
。
そ
の
説
も
ま
た
そ
れ
ら
二
者
と
は
次
元
を
異
に
し
て
い
る
。
十
二
巻

に
わ
た
る
現
在
の
基
本
的
な
内
容
を
備
え
た
作
品
と
し
て
の
「
平
家
物
語
」

の
原
形
を
原
態
と
捉
え
た
上
で
の
論
が
小
林
説
で
あ
る
。
そ
の
次
元
で
の
原

態
と
の
距
離
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
氏
が
頻
り
に
主
張
さ
れ
て
い
る
四
部
本

の
後
期
成
立
説
は
納
得
出
来
る
。
そ
れ
で
も
小
林
氏
の
言
う
延
慶
本
原
態
説
、

つ
ま
り
天
台
系
の
唱
導
家
の
山
門
国
家
観
の
主
張
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
具
現

す
る
こ
と
が
現
在
の
「
平
家
物
語
」
の
原
形
を
作
っ
た
と
す
る
説
に
は
ま
だ

疑
念
が
残
る
。
延
慶
本
の
原
形
の
成
立
説
と
し
て
な
ら
ば
説
得
性
を
十
分
に

認
め
ら
れ
る
の
だ
が
、
「
平
家
物
語
」
の
と
い
う
こ
と
な
ら
ば
、
歴
史
的
、

社
会
的
な
、
あ
る
い
は
文
学
的
な
背
景
に
つ
い
て
、
そ
し
て
テ
キ
ス
ト
を
織

り
な
し
て
い
る
文
学
的
諸
要
素
そ
れ
に
十
二
巻
本
成
立
の
過
程
に
つ
い
て
も

多
面
的
で
更
に
突
っ
込
ん
だ
検
討
を
待
た
ね
ば
な
る
ま
い
。

第
二
の
点
は
乱
世
の
歴
史
を
反
面
教
師
と
し
て
、
古
代
の
権
威
を
頂
い
た

形
で
の
あ
る
べ
き
現
在
と
未
来
の
方
向
を
見
定
め
よ
う
と
す
る
意
志
が
延
慶

本
の
叙
述
の
中
に
働
い
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
意
志

を
支
え
て
い
る
の
は
天
台
山
門
の
主
張
す
る
王
法
仏
法
相
依
の
思
想
で
あ
り
、

そ
れ
を
表
現
す
る
手
立
て
と
し
て
の
歴
史
に
は
唱
導
家
が
用
い
る
髻
嶮
因
縁
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に
類
す
る
役
割
が
振
り
当
て
ら
れ
て
い
る
。
延
慶
本
の
そ
う
し
た
歴
史
叙
述

の
意
志
を
思
う
時
、
そ
の
作
者
圏
と
し
て
自
ず
か
ら
王
室
寿
祝
の
職
掌
を
持

つ
山
門
周
辺
の
、
た
と
え
ば
安
居
院
流
の
唱
導
家
が
推
定
さ
れ
る
と
小
林
氏

は
説
く
。
「
平
家
物
語
」
の
作
者
に
つ
い
て
の
そ
の
考
え
は
、
「
徒
然
草
」
の
伝

え
を
敷
術
し
た
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
天
台
の
唱
導
家
を
作
者
圏
に

推
定
し
、
滅
罪
鎮
魂
の
意
図
を
成
立
の
要
件
と
説
く
点
は
筑
土
鈴
寛
氏
の
説

を
継
承
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
う
し
た
考
え
を
固
め
て
ゆ
く

過
程
で
氏
の
恩
師
で
あ
る
福
田
晃
氏
の
そ
の
方
面
へ
の
積
極
的
な
発
言
が
大

き
く
影
響
を
与
え
て
い
る
だ
ろ
う
こ
と
も
想
像
に
か
た
く
な
い
。
そ
う
し
た

背
景
の
上
に
立
つ
小
林
氏
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
は
、
叙
上
の
特
質
が
延
慶
本

の
上
に
際
だ
っ
た
形
で
現
れ
て
い
る
こ
と
を
テ
キ
ス
ト
の
解
釈
を
通
し
て
証

明
し
て
み
せ
た
点
に
あ
る
。
第
三
の
点
に
関
し
て
氏
は
、
平
家
一
門
の
亡
魂

救
済
が
同
時
に
延
慶
本
成
立
当
時
の
乱
世
の
救
済
と
な
る
と
す
る
御
霊
鎮
魂

の
論
理
の
働
き
を
延
慶
本
の
中
に
読
み
取
る
。
そ
し
て
平
家
の
滅
亡
を
語
る

テ
キ
ス
ト
を
通
し
て
法
華
経
の
、
あ
る
い
は
俄
悔
に
よ
る
滅
罪
の
力
を
乱
世

の
救
済
に
向
け
て
実
現
さ
せ
よ
う
と
す
る
機
能
が
、
延
慶
本
に
付
与
さ
れ
て

い
た
と
す
る
解
釈
を
導
き
出
す
の
で
あ
る
。
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
本
文
の

中
に
は
細
か
な
解
釈
の
上
で
納
得
出
来
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
志
向
す
る
と

こ
ろ
の
意
味
に
つ
い
て
の
氏
の
読
み
に
は
概
ね
賛
同
し
得
る
。
そ
れ
故
、
私

に
は
こ
れ
ら
三
点
を
め
ぐ
る
小
林
氏
の
論
述
が
延
慶
本
の
作
者
圏
と
そ
の
制

作
意
図
に
つ
い
て
の
論
と
し
て
説
得
力
を
持
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ

ア
ハ
》
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た
だ
し
「
平
家
物
語
」
の
原
態
を
考
え
る
と
な
る
と
、
単
純
な
疑
問
た
と

え
ば
「
徒
然
草
」
以
外
の
文
献
に
お
け
る
作
者
に
つ
い
て
の
伝
承
、
な
か
ん

ず
く
「
平
家
勘
文
録
」
に
記
す
六
人
の
作
者
と
六
種
類
の
「
平
家
物
語
」
の

存
在
に
つ
い
て
の
伝
え
、
あ
る
い
は
「
治
承
物
語
」
や
八
帖
本
の
存
在
を
記

す
記
事
な
ど
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
、
そ
し
て
ま
た
延
慶
本
に
お
け

る
真
言
宗
的
な
要
素
を
テ
キ
ス
ト
の
問
題
と
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
か

な
ど
、
一
筋
縄
に
は
い
か
ぬ
こ
と
が
多
い
。
原
態
の
意
味
を
狭
く
限
定
す
る

こ
と
で
解
決
を
得
ら
れ
る
面
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
限
定
し
す
ぎ
る
と
き
わ
め

て
多
元
的
か
つ
多
面
的
な
こ
の
作
品
の
本
質
が
掬
い
き
れ
ず
に
終
わ
っ
て
し

ま
う
。
小
林
氏
が
序
章
の
中
で
原
態
の
問
題
に
触
れ
ず
に
終
わ
っ
た
の
も
、

あ
る
い
は
そ
の
こ
と
を
考
え
ら
れ
た
か
ら
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
原
態
の
問

題
に
ひ
ど
く
私
が
拘
る
の
は
、
今
の
段
階
で
は
ま
だ
原
態
の
問
題
に
関
連
付

け
る
こ
と
が
出
来
る
ま
で
に
は
、
伝
本
ご
と
の
作
品
論
が
尽
く
さ
れ
て
い
な

い
。
そ
れ
故
、
今
は
原
態
論
を
棚
上
げ
に
し
た
上
で
、
屋
代
本
、
党
一
本
、

盛
衰
記
、
長
門
本
、
四
部
本
な
ど
の
主
要
な
諸
本
を
比
較
対
照
表
の
枠
か
ら

解
放
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
独
立
し
た
作
品
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
も
と
に
、

小
林
氏
が
試
み
た
形
の
作
品
分
析
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
る
か

ら
で
あ
る
。

第
二
章
の
弓
平
家
物
語
』
の
古
態
」
で
は
、
四
部
本
の
古
態
性
に
つ
い

て
の
議
論
を
批
判
し
、
古
態
性
を
判
定
す
る
目
安
と
し
て
史
的
風
土
性
、
つ

ま
り
事
件
当
時
の
歴
史
社
会
と
の
密
着
度
、
の
検
証
の
有
効
性
を
具
体
的
な

形
で
呈
示
す
る
。
そ
し
て
四
部
本
の
古
態
性
の
証
拠
と
さ
れ
る
事
件
の
日
付

に
つ
い
て
の
正
確
さ
は
、
史
実
に
忠
実
な
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
後
人
の
加

筆
で
あ
り
、
四
部
本
自
体
は
当
時
の
歴
史
の
状
況
へ
の
疎
さ
を
多
分
に
持
つ
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て
い
る
と
小
林
氏
は
説
く
。
四
部
本
に
つ
い
て
の
氏
の
説
に
は
全
く
同
感
で

あ
る
。
具
体
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
堂
衆
合
戦
は
院
政
末
期
の
政
治
経
済
の

上
に
現
れ
た
下
剋
上
の
状
況
を
反
映
す
る
も
の
で
、
延
慶
本
に
そ
の
実
情
が

い
か
に
も
そ
れ
ら
し
く
表
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
指
摘
も
納
得
出
来
る
。
四

部
本
の
み
な
ら
ず
覚
一
本
も
ま
た
多
く
の
箇
所
に
お
い
て
、
叙
述
が
内
容
か

ら
疎
遠
に
な
っ
た
テ
キ
ス
ト
で
あ
っ
て
、
そ
の
成
立
の
新
古
を
論
じ
る
際
に

も
、
小
林
氏
の
視
点
が
有
効
に
作
用
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

第
三
章
の
「
説
話
の
生
成
と
展
開
」
で
は
文
覚
を
主
人
公
と
す
る
説
話
を

取
り
上
げ
て
い
る
。
小
林
氏
が
文
覚
を
取
り
上
げ
よ
う
と
す
る
の
は
、
説
話

そ
の
も
の
へ
の
興
味
に
惹
か
れ
て
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
ら
し
い
。
む

し
ろ
氏
が
「
平
家
物
語
」
の
基
盤
を
な
し
て
い
る
と
考
え
る
と
こ
ろ
の
論
理
、

つ
ま
り
国
家
の
危
機
的
状
況
に
お
い
て
の
法
華
経
的
世
界
観
に
基
づ
く
滅
罪

救
済
の
論
理
が
、
延
慶
本
の
文
覚
像
の
上
に
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
と
考

え
る
か
ら
な
の
だ
ろ
う
。
氏
は
延
慶
本
の
文
覚
潭
が
俊
乗
房
重
源
配
下
の
難

波
の
地
に
住
む
女
流
の
念
仏
聖
集
団
の
唱
導
活
動
の
中
で
生
ま
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
を
説
く
。
そ
の
点
で
「
平
家
物
語
」
の
他
の
伝
本
の
文
党
諏
が
そ

の
生
成
の
基
盤
か
ら
離
れ
て
物
語
草
子
的
な
も
の
に
変
容
し
た
も
の
で
あ
っ

た
り
、
別
の
生
成
の
基
盤
の
上
に
な
る
説
話
を
汲
み
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
た

り
す
る
こ
と
と
は
性
格
を
異
に
す
る
点
を
明
確
に
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ

『
平
家
物
語
生
成
論
』

る
。
第
一
章
、
第
二
章
は
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
章
の
小
林
氏
の
議
論
も
ま
た
極

め
て
求
心
的
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。
唱
導
の
世
界
を
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ

プ
す
る
こ
と
で
、
文
覚
潭
の
生
成
と
展
開
に
つ
い
て
述
べ
る
議
論
を
も
、
天

台
山
門
の
唱
導
家
に
「
平
家
物
語
」
の
作
者
圏
を
求
め
る
た
め
の
布
石
と
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
章
に
収
め
ら
れ
た
文
覚
證
を
め
ぐ
る

三
つ
の
論
稿
が
説
話
文
学
の
研
究
の
方
面
か
ら
見
て
も
興
味
あ
る
指
摘
を
含

ん
で
い
る
こ
と
を
付
記
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

始
め
に
言
及
し
た
兵
藤
氏
の
よ
う
に
、
テ
キ
ス
ト
を
突
き
抜
け
た
そ
の
奥

に
あ
る
語
り
の
本
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
の
広
い
問
題
の
土
俵
の
上
に

「
平
家
物
語
」
を
据
え
て
考
え
る
こ
と
が
一
方
で
要
求
さ
れ
る
。
そ
し
て
ま

た
一
方
で
は
小
林
氏
が
本
書
で
展
開
し
て
い
る
よ
う
な
、
伝
本
を
限
っ
て
作

品
と
し
て
の
テ
キ
ス
ト
分
析
を
行
う
研
究
が
ま
す
ま
す
盛
ん
に
な
る
こ
と
だ

ろ
う
。
い
わ
ば
、
こ
と
の
両
極
に
当
た
る
よ
う
な
こ
れ
ら
二
様
の
研
究
を
通

し
て
「
平
家
物
語
」
が
文
学
と
し
て
の
全
体
像
を
回
復
す
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
こ
と
を
計
る
過
程
の
中
で
「
平
家
物
語
」
の

現
代
に
お
け
る
古
典
と
し
て
の
意
味
も
ま
た
自
ず
か
ら
明
ら
か
に
な
る
に
違

い
な
い
。
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