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１
．
こ
れ
が
現
象
学
だ
ろ
う
か
？

「
現
象
学
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
は
、現
象
学
に
た
ず
さ
わ
る
者
た
ち
に
よ
っ
て

つ
ね
に
考
え
抜
か
れ
て
き
た
が
、メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
よ
っ
て
『
知
覚
の
現
象
学
』

の
序
文
に
記
さ
れ
て
か
ら
70
年
以
上
の
歳
月
が
経
過
し
た
現
在
も
、
こ
の
状
況
に
変

わ
り
は
な
い
。
私
は
大
学
院
生
の
と
き
以
来
、
そ
う
し
た
問
い
に
は
っ
き
り
と
「
こ

れ
が
現
象
学
だ
」
と
答
え
よ
う
と
す
る
書
物
を
一
つ
の
手
が
か
り
と
し
て
現
象
学
を

学
ん
で
き
た①
。
本
稿
は
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
の
な
か
で
、
現
象
学
と
は
何
で
あ
り
、

そ
の
意
義
や
可
能
性
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
検
討
し
て
き
た
こ
と
の
さ
さ
や
か
な
成
果

で
あ
る
。
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
る
現
象
学
の
理
念
や
そ
の
実
践
は
、
先
人
た
ち
の
著
作

に
支
え
ら
れ
な
が
ら
、
そ
れ
ら
と
は
異
な
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

本
稿
に
お
け
る
現
象
学
は
、
経
験
か
ら
出
発
し
て
、
そ
こ
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
、

哲
学
の
問
い
に
向
き
合
お
う
と
す
る
。
こ
う
し
た
特
徴
づ
け
は
、
現
象
学
に
馴
染
み

の
あ
る
者
に
と
っ
て
、
ご
く
当
た
り
前
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
、
そ
れ
ほ
ど
話
は
単
純
で
は
な
い
。
第
一
に
、
現
象
学
の
研
究
の
な
か
で
、
実
際

の
経
験
を
丁
寧
に
分
析
し
た
も
の
は
そ
れ
ほ
ど
多
い
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル

や
ハ
イ
デ
ガ
ー
や
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
ら
の
テ
キ
ス
ト
を
整
理
し
た
り
、
解
釈
し
た

り
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
経
験
に
対
し
て
そ
こ
に
内
在
す
る
観
点
か
ら
ア

プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
現
象
学
的
研
究
を
見
つ
け
る
の
は
難
し
い
。
し
か
も
、
い
ま
こ

こ
に
い
る
私
（
た
ち
）
の
経
験
の
事
実
性
を
重
ん
じ
る
よ
う
な
、個
別
主
義
的
な
方
法

を
遵
守
す
る
よ
う
な
経
験
の
分
析
や
そ
の
意
義
を
め
ぐ
る
考
察
も
、
実
際
に
は
ほ
と

ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
第
二
に
、
現
象
学
が
哲
学
の
手
法
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま
え

た
う
え
で
、
哲
学
と
し
て
の
現
象
学
の
可
能
性
を
探
究
す
る
こ
と
も
、
現
象
学
の
内

部
か
ら
ほ
と
ん
ど
試
み
ら
れ
な
か
っ
た
。
事
象
そ
の
も
の
を
分
析
す
れ
ば
そ
れ
だ
け

で
哲
学
に
な
る
と
い
う
言
い
分
は
、
現
象
学
者
の
甘
え
に
す
ぎ
な
い②
。
現
象
学
は
哲

学
と
切
り
離
さ
れ
た
独
自
の
領
域
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
哲
学
の
一
つ
の
手
法
で

あ
る③
。
歴
史
的
に
も
、
同
時
代
的
に
も
、
哲
学
の
問
い
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
、

現
象
学
の
営
み
の
は
る
か
以
前
か
ら
、
ま
た
現
象
学
者
よ
り
も
は
る
か
に
多
く
の
人

た
ち
に
よ
っ
て
議
論
が
な
さ
れ
、
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。
経
験
に
根
ざ
し
た
思
考
が
そ

う
し
た
問
い
に
対
し
て
ど
れ
だ
け
貢
献
し
う
る
か
に
、
現
象
学
の
哲
学
的
な
意
義
は

か
か
っ
て
い
る
。

以
下
の
考
察
は
、「
こ
れ
が
現
象
学
だ
ろ
う
か
、
さ
ら
に
は
哲
学
で
も
あ
る
だ
ろ
う

か
」
と
い
う
問
い
か
け
も
し
く
は
提
案
で
あ
り
、
多
く
の
人
た
ち
に
哲
学
と
し
て
の

可
能
性
を
吟
味
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
。
経
験
の
分
析
を
通
じ
て
哲
学
の
問
い

を
検
討
す
る
試
み
と
し
て
、
こ
こ
で
は
ポ
ル
ノ
映
画
を
鑑
賞
す
る
経
験
を
取
り
上
げ

る
。
映
画
を
鑑
賞
す
る
経
験
は
単
な
る
知
覚
で
も
、
像
意
識
で
も
、
感
情
で
も
、
行

為
で
も
な
く
、そ
れ
ら
の
全
て
を
含
ん
で
い
る
。
ま
た
後
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、

そ
の
鑑
賞
経
験
が
行
為
と
し
て
の
共
同
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
も
重
要
で
あ
る
。
こ

う
し
た
ポ
ル
ノ
映
画
の
鑑
賞
経
験
の
現
象
学
的
分
析
は
、
現
代
の
美
学
や
倫
理
学
の

議
論
に
対
し
て
、
一
石
を
投
じ
る
も
の
と
な
り
う
る
だ
ろ
う
。
以
下
で
は
、
ポ
ル
ノ

ポ
ル
ノ
映
画
の
現
象
学

―
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
を
観
る
こ
と
と
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
の
倫
理

―
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映
画
を
鑑
賞
す
る
経
験
を
、
対
象
的
側
面
と
作
用
の
側
面
に
お
い
て
記
述
し
た
う
え

で
、
美
的
経
験
を
め
ぐ
る
美
学
の
問
題
と
ポ
ル
ノ
を
め
ぐ
る
道
徳
哲
学
の
問
題
を
検

討
す
る
。
本
稿
で
展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
実
際
の
経
験
の
分
析
か
ら
始
め
て
、

そ
こ
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
、
哲
学
の
問
い
を
考
え
抜
く
こ
と
が
、
ど
こ
ま
で
現
象
学

と
し
て
の
魅
力
を
保
っ
て
い
る
の
か
、
哲
学
と
し
て
有
効
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
読

者
に
判
断
を
委
ね
た
い
。

２
．
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
経
験
の
対
象
の
契
機

こ
こ
で
取
り
上
げ
る
映
画
の
鑑
賞
経
験
は
、
日
本
の
あ
る
時
代
の
ポ
ル
ノ
映
画
を

め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
以
下
の
作
品
の
鑑
賞
は
、
美
学
や
道
徳
哲
学
に
多

く
の
問
い
を
投
げ
か
け
る
だ
ろ
う
。
土
佐
の
ク
ロ
サ
ワ
と
呼
ば
れ
る
製
作
者
に
よ
る

『
柚
子
ッ
娘
』
と
い
う
作
品
が
、
１
９
５
２
年
（
昭
和
27
年
）
に
、
高
知
の
龍
河
洞
と

い
う
有
名
な
鍾
乳
洞
の
付
近
の
山
間
部
で
撮
影
さ
れ
た④
。
ま
ず
は
、
鑑
賞
さ
れ
た
作

品
の
内
容
を
、
シ
ョ
ッ
ト
ご
と
に
記
述
し
て
み
よ
う
。
以
下
は
、
経
験
さ
れ
た
か
ぎ

り
で
の
経
験
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
ス
ク
リ
ー
ン
上
の
映
像
内
容
を
筆
者
な
り
に
言

語
化
し
た
も
の
で
あ
り
、
経
験
に
お
け
る
対
象
と
な
る
も
の
の
側
面
、
現
象
学
用
語

で
い
う
と
こ
ろ
の
「
ノ
エ
マ
的
内
容
」
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
。

1
．
ス
ス
キ
の
穂
が
前
景
に
写
さ
れ
た
山
道
。
奥
か
ら
薪
を
背
負
っ
た
も
ん
ぺ

姿
の
女
性
が
近
づ
い
て
く
る⑤
。

2
．
そ
の
女
性
の
歩
み
を
左
横
か
ら
追
う
緩
や
か
な
カ
メ
ラ
の
動
き
の
シ
ョ
ッ

ト
。
女
性
は
腰
を
下
ろ
し
、
背
の
荷
物
を
置
き
、
さ
ら
に
下
へ
と
歩
み
を

進
め
る
。

3
．
谷
に
た
ど
り
着
き
、
膝
を
つ
い
て
、
手
で
水
を
救
っ
て
口
に
運
ぶ
。
立
ち

上
が
っ
て
、
荷
の
元
ま
で
戻
る
。
カ
メ
ラ
は
同
じ
よ
う
に
緩
や
か
に
動
き

を
追
う
。

4
．
顔
の
ア
ッ
プ
。
髪
を
触
る
。

5
．
カ
メ
ラ
は
反
対
側
か
ら
（
ど
ん
で
ん
）。
座
る
女
性
を
背
後
か
ら
写
す
固
定

シ
ョ
ッ
ト
。
そ
こ
に
奥
か
ら
男
性
が
歩
い
て
近
づ
く
。
荷
を
下
ろ
し
、
女

性
に
声
を
か
け
る
。

6
．
俯
い
て
笑
顔
で
答
え
る
女
性
の
横
顔
の
ア
ッ
プ
。

7
．
草
を
弄
る
女
性
の
手
元
の
ア
ッ
プ
。

8
．
引
き
気
味
の
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
。
男
性
が
女
性
か
ら
離
れ
る
。

9
．
谷
川
で
水
を
飲
む
男
性
を
背
後
か
ら
引
き
で
写
す
。
男
性
は
女
性
の
方
を

振
り
向
く
。

10
．
女
性
の
横
か
ら
の
ミ
ド
ル
・
シ
ョ
ッ
ト
。

11
．
女
性
の
顔
の
正
面
か
ら
の
ア
ッ
プ
。
微
笑
み
。
は
に
か
み
。
視
線
は
下
を

向
い
て
い
る
。

12
．
し
ゃ
が
む
男
性
。
再
び
水
を
飲
む
。

13
．
女
性
の
顔
の
正
面
か
ら
の
ア
ッ
プ
。
微
笑
み
。
は
に
か
み
。
俯
い
て
い
る
。

視
線
は
下
を
向
い
て
い
る
が
、
一
瞬
、
男
性
の
方
に
向
け
る
。

14
．
水
場
か
ら
戻
る
男
性
。
引
き
の
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
。
男
性
が
女
性
の
左
手
を

と
る
。

15
．
繋
が
れ
た
手
の
ア
ッ
プ
。
カ
メ
ラ
は
女
性
の
顔
へ
と
向
か
う
。

16
．
女
性
の
顔
の
ア
ッ
プ
。
草
を
無
造
作
に
弄
る
右
手
へ
パ
ン
。

17
．
ロ
ン
グ
の
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
。
会
話
す
る
二
人
。

18
．
風
に
揺
れ
る
ス
ス
キ
の
穂
の
シ
ョ
ッ
ト
。

19
．
女
性
の
顔
の
ア
ッ
プ
。
は
に
か
み
。
視
線
は
下
の
方
。

20
．
ロ
ン
グ
の
ツ
ー
シ
ョ
ッ
ト
。
立
ち
上
が
り
、
荷
物
を
取
り
歩
み
は
じ
め
る

男
性
。
女
性
も
荷
を
取
る
。

21
．
ス
ス
キ
の
穂
の
道
を
歩
む
男
性
。
廃
屋
の
柱
ご
し
の
ロ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
。
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男
性
は
振
り
向
い
て
、
手
で
合
図
を
す
る
。

22
．
反
対
側
に
歩
み
去
ろ
う
と
す
る
女
性
が
振
り
向
く
。

23
．
女
性
は
広
げ
た
左
手
に
右
手
の
人
差
し
指
を
添
え
る
。「
6
時
」を
意
味
す

る
合
図
の
ア
ッ
プ
。

24
．
首
肯
く
女
性
の
顔
の
ア
ッ
プ
。
振
り
向
い
て
、
立
ち
去
っ
て
行
く
女
性
。

背
中
に
は
薪
。

25
．
ス
ス
キ
と
木
の
枝
の
シ
ョ
ッ
ト
。

26
．
地
面
の
水
の
流
れ
を
追
う
シ
ョ
ッ
ト
。

27
．
筒
口
か
ら
水
が
滴
る
シ
ョ
ッ
ト
。
フ
ェ
イ
ド
ア
ウ
ト
。

28
．
暗
く
な
っ
た
山
の
斜
面
を
追
う
シ
ョ
ッ
ト
。

29
．
暗
く
な
っ
た
山
の
斜
面
を
追
う
別
の
角
度
の
シ
ョ
ッ
ト
。
足
早
に
歩
む
女

性
が
見
え
る
。

30
．
歩
み
を
止
め
る
女
性
の
ロ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
。

31
．
女
性
の
顔
の
ア
ッ
プ
。
仰
角
。
何
か
を
探
す
視
線
。

32
．
男
性
が
近
づ
い
て
く
る
ロ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
。

33
．
歩
く
女
性
の
ロ
ン
グ
シ
ョ
ッ
ト
。

34
．
深
く
口
づ
け
を
交
わ
す
二
人
の
ア
ッ
プ
。
女
性
に
覆
い
か
ぶ
さ
る
よ
う
な

男
性
の
顔
。

35
．
男
性
の
胸
に
顔
を
埋
め
て
、
目
を
瞑
る
女
性
の
横
顔
。
カ
メ
ラ
は
女
性
の

う
な
じ
に
口
づ
け
を
す
る
男
性
を
写
し
、
再
び
女
性
に
戻
る
。

36
．
壊
れ
た
障
子
の
格
子
越
し
の
引
き
気
味
の
シ
ョ
ッ
ト
。
座
る
二
人
。
男
性

が
女
性
の
服
を
脱
が
す
。

37
．
女
性
の
右
の
乳
首
を
し
ゃ
ぶ
る
男
性
の
横
顔
の
ア
ッ
プ
。
男
性
の
左
手
は

乳
房
に
。
女
性
の
顔
へ
と
カ
メ
ラ
が
向
か
い
、
恍
惚
と
す
る
女
性
の
横
顔

を
ア
ッ
プ
で
写
す
。
そ
こ
か
ら
ふ
た
た
び
乳
首
を
し
ゃ
ぶ
り
続
け
る
男
性

を
写
す
。

38
．
格
子
越
し
の
二
人
の
引
き
気
味
の
シ
ョ
ッ
ト
。
男
性
は
女
性
の
右
胸
を
吸

い
続
け
て
い
る
。
右
肩
と
右
胸
が
露
呈
さ
れ
た
女
性
は
、
衣
服
を
ま
と
っ

た
ま
ま
で
あ
る
。
女
性
は
男
性
の
頭
に
口
づ
け
し
て
い
る
。

39
．
女
性
の
右
の
乳
首
を
し
ゃ
ぶ
る
男
性
の
横
顔
の
ア
ッ
プ
。
女
性
の
顔
に
向

け
て
、
カ
メ
ラ
が
動
く
。
恍
惚
と
す
る
女
性
の
横
顔
の
ア
ッ
プ
。
女
性
の

左
手
が
男
性
の
首
に
。
男
性
の
頭
に
軽
く
口
づ
け
す
る
女
性
。

40
．
女
性
の
右
の
乳
首
を
し
ゃ
ぶ
る
男
性
と
左
手
で
男
性
の
首
に
手
を
や
る
女

性
。
腰
か
ら
上
の
シ
ョ
ッ
ト
。
女
性
は
男
性
の
頭
を
触
り
続
け
る
。
左
手

を
使
っ
て
女
性
が
男
性
を
誘
う
よ
う
に
倒
れ
る
。
右
手
も
男
性
の
腰
の
あ

た
り
に
添
え
る
。

41
．
寝
て
い
る
女
性
の
帯
紐
を
解
く
男
性
。
格
子
越
し
の
引
き
気
味
の
シ
ョ
ッ

ト
。

42
．
目
を
瞑
る
女
性
の
顔
の
ア
ッ
プ
。

43
．
モ
ン
ペ
が
足
元
ま
で
脱
が
さ
れ
る
女
性
の
下
半
身
を
写
す
シ
ョ
ッ
ト
。

44
．
格
子
越
し
の
シ
ョ
ッ
ト
。
男
性
が
女
性
の
足
元
の
モ
ン
ペ
を
脱
が
す
。
右

か
ら
左
へ
の
緩
や
か
な
カ
メ
ラ
の
ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
。
着
物
を
捲
り
上
げ
、

下
着
を
脱
が
し
、
女
性
の
下
半
身
に
男
性
の
顔
が
近
づ
く
。

45
．
横
た
わ
る
女
性
。
そ
の
生
殖
器
に
顔
を
埋
め
る
男
性
。
女
性
の
股
間
を
正

面
か
ら
写
す
よ
う
に
カ
メ
ラ
が
移
動
。
男
性
は
舌
で
女
性
器
を
舐
め
て
い

る
。

46
．
女
性
器
を
右
手
で
広
げ
、
舐
め
続
け
る
男
性
の
顔
。
ア
ッ
プ
。

47
．
目
を
瞑
り
、
横
向
け
に
な
っ
て
い
る
女
性
の
顔
の
ア
ッ
プ
。
顔
を
少
し
上

に
向
け
て
、ま
た
横
に
向
く
。
カ
メ
ラ
は
そ
こ
か
ら
女
性
の
手
元
を
追
う
。

男
性
の
ズ
ボ
ン
の
ボ
タ
ン
を
外
す
。
右
手
で
男
性
器
を
取
り
出
し
て
、
そ

の
ま
ま
口
元
に
運
び
、
し
ゃ
ぶ
る
。
右
手
を
添
え
な
が
ら
し
ゃ
ぶ
り
続
け

る
。
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48
．
右
手
で
握
っ
た
男
性
器
を
舌
で
舐
め
る
女
性
の
横
顔
の
ア
ッ
プ
。
そ
の
ま

ま
男
性
器
を
し
ゃ
ぶ
り
、
ま
た
舌
先
で
舐
め
る
。

49
．
格
子
越
し
の
引
き
気
味
の
シ
ョ
ッ
ト
。
横
た
わ
る
二
人
。
男
性
が
立
ち
あ

が
る
。

50
．
野
原
の
風
に
揺
れ
る
ス
ス
キ
の
シ
ョ
ッ
ト
。

51
．
格
子
越
し
の
引
き
気
味
の
シ
ョ
ッ
ト
。
横
向
き
で
寝
る
女
性
。
そ
の
下
半

身
に
自
分
の
下
半
身
を
添
え
る
男
性
。

52
．
結
合
部
の
ア
ッ
プ
。
出
入
り
す
る
男
性
器
。
女
性
は
自
ら
の
両
手
で
生
殖

器
を
広
げ
て
い
る
。

53
．
格
子
越
し
の
シ
ョ
ッ
ト
。
腰
を
動
か
す
男
性
。
女
性
の
上
半
身
に
か
か
っ

た
着
物
を
脱
が
し
か
け
る
。

54
．
目
を
瞑
っ
て
仰
向
け
に
な
る
女
性
の
顔
の
ア
ッ
プ
。

55
．
結
合
部
の
ア
ッ
プ
。
出
入
り
す
る
男
性
器
。
女
性
は
自
ら
の
手
で
生
殖
器

を
触
る
。

56
．
目
を
瞑
っ
て
仰
向
け
に
な
る
女
性
の
顔
の
ア
ッ
プ
。
女
性
の
乳
首
を
触
る

男
性
の
手
へ
と
カ
メ
ラ
が
動
く
。

57
．
自
分
の
生
殖
器
を
左
手
で
触
る
女
性
。
カ
メ
ラ
は
生
殖
器
か
ら
女
性
の
顔

へ
と
動
く
。
女
性
は
首
を
左
か
ら
右
へ
向
け
る
。
男
性
の
右
手
は
女
性
の

乳
首
を
つ
ま
ん
で
い
る
。

58
．
格
子
越
し
の
引
き
気
味
の
シ
ョ
ッ
ト
。
腰
を
動
か
す
男
性
。

59
．
結
合
部
の
ア
ッ
プ
。
出
入
り
す
る
男
性
器
。
女
性
は
自
ら
の
手
で
生
殖
器

を
開
い
て
い
る
。

60
．
格
子
越
し
の
引
き
気
味
の
シ
ョ
ッ
ト
。
右
か
ら
左
へ
の
ト
ラ
ベ
リ
ン
グ
。

腰
を
動
か
す
男
性
。

61
．
目
を
瞑
っ
て
横
向
け
に
な
る
女
性
の
顔
の
ア
ッ
プ
。

62
．
結
合
部
の
ア
ッ
プ
。
出
入
り
す
る
男
性
器
。
女
性
は
自
ら
の
手
で
生
殖
器

を
開
い
て
い
る
。

63
．
目
を
瞑
っ
て
右
横
向
け
に
な
る
女
性
の
顔
の
ア
ッ
プ
。
左
を
向
く
女
性
。

カ
メ
ラ
が
動
き
、
男
性
の
右
手
が
女
性
の
乳
首
を
つ
ま
み
、
左
手
が
女
性

器
を
触
っ
て
い
る
の
を
写
す
。
さ
ら
に
カ
メ
ラ
は
、
目
を
瞑
っ
て
右
横
向

け
に
な
る
女
性
の
顔
の
ア
ッ
プ
を
写
す
。
左
を
向
く
女
性
。

64
．
結
合
部
の
ア
ッ
プ
。
出
入
り
す
る
男
性
器
。
女
性
は
自
ら
の
手
で
生
殖
器

を
開
い
て
い
る
。

65
．
格
子
越
し
の
引
き
気
味
の
シ
ョ
ッ
ト
。
腰
を
動
か
す
男
性
。
動
き
の
リ
ズ

ム
の
変
化
（
射
精
し
た
動
き
）。
二
人
は
横
た
わ
っ
た
ま
ま
抱
き
合
っ
て
、離

れ
、
仰
向
け
に
な
る
。

66
．
女
性
器
の
ア
ッ
プ
。
溢
れ
る
精
液
。
精
液
を
拭
き
取
る
女
性
の
手
。

67
．
仰
向
け
の
女
性
の
顔
の
ア
ッ
プ
。
目
を
つ
む
っ
た
ま
ま
右
か
ら
左
を
む
く
。

男
性
の
手
を
取
っ
て
口
に
当
て
る
。

68
．
ス
ス
キ
の
穂
の
シ
ョ
ッ
ト
。

69
．
白
い
文
字
で
「
終
」。

こ
の
よ
う
な
映
像
の
内
容
は
、経
験
の
対
象
全
体
の
抽
象
的
な
契
機
に
す
ぎ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
映
像
は
、
映
写
機
か
ら
投
映
さ
れ
、
何
ら
か
の
室
内
の
ス
ク
リ
ー
ン
に

映
し
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
映
像
の
物
理
的
条
件
や
背
景
を
形
成
す
る
要
素

に
つ
い
て
、
ど
こ
ま
で
映
像
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
の
か
、
捨
象
し
う
る
も
の
な

の
か
は
そ
れ
自
体
が
大
き
な
問
題
と
な
る
。
以
下
の
考
察
に
関
連
す
る
限
り
で
、
そ

う
し
た
要
素
を
取
り
あ
げ
て
お
き
た
い
。

第
一
に
、『
柚
子
ッ
娘
』
は
、
映
画
が
ア
ナ
ロ
グ
の
フ
ィ
ル
ム
で
製
作
・
上
映
さ
れ

て
い
た
時
代
（
映
画
の
歴
史
の
大
部
分
）
の
も
の
で
あ
り
、
フ
ィ
ル
ム
で
流
通
し
て
い

る（
16
ミ
リ
で
撮
影
さ
れ
て
8
ミ
リ
で
プ
リ
ン
ト
さ
れ
た
）。
映
像
は
す
べ
て
モ
ノ
ク
ロ
で

あ
り
、
音
楽
も
台
詞
も
一
切
な
い
サ
イ
レ
ン
ト
で
あ
る
。
ま
た
、
上
映
の
素
材
は
8
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ミ
リ
の
フ
ィ
ル
ム
で
あ
り
、
鑑
賞
は
フ
ィ
ル
ム
を
映
写
す
る
か
た
ち
で
行
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
8
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
の
荒
い
質
感
と
と
も
に
、
映
写
に
よ
っ
て
生
じ
る

揺
れ
や
映
写
機
で
フ
ィ
ル
ム
が
回
転
す
る
音
な
ど
も
同
時
に
経
験
さ
れ
る
。

当
時
の
フ
ィ
ル
ム
の
映
画
に
は
、
通
常
の
劇
場
公
開
用
の
35
ミ
リ
・
75
ミ
リ
以
外

に
、
8
ミ
リ
・
16
ミ
リ
な
ど
の
「
小
型
映
画
」
と
呼
ば
れ
る
ジ
ャ
ン
ル
が
成
立
し
て

い
た
。
そ
れ
ら
は
劇
場
で
は
な
く
、
家
庭
な
ど
で
の
個
人
鑑
賞
用
の
も
の
で
あ
り
、

時
に
は
図
書
館
な
ど
の
公
共
施
設
で
の
視
聴
で
も
用
い
ら
れ
て
い
た
。
劇
場
用
の
作

品
が
小
型
映
画
と
し
て
家
庭
で
鑑
賞
さ
れ
た
り
、
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
に
保
存
さ
れ
た
り

す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
劇
場
で
の
公
開
を
目
的
と
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
作
品
が
、
最
初
か
ら
小
型
映
画
と
し
て
制
作
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
プ
ラ

イ
ヴ
ェ
ー
ト
フ
ィ
ル
ム
と
し
て
個
人
的
に
映
像
が
記
録
・
鑑
賞
さ
れ
て
い
た
。『
柚

子
ッ
娘
』
も
ま
た
当
初
か
ら
小
型
映
画
の
作
品
と
し
て
制
作
さ
れ
、
劇
場
で
の
一
般

公
開
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
領
域
で
の
鑑
賞
を
目
的
と
し
た
も

の
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
上
映
さ
れ
る
場
所
は
、
映
画
館
で
は
な
く
、
個
人
の
部
屋
や
店
舗

や
そ
れ
に
類
す
る
場
所
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
映
像
は
、
映
画
専
用
の
ス
ク
リ
ー
ン

で
は
な
く
、
壁
に
掛
け
ら
れ
た
白
い
布
や
襖
の
白
い
面
な
ど
に
映
写
さ
れ
る
こ
と
が

多
か
っ
た
。完
全
に
個
人
の
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
領
域
で
の
鑑
賞
の
場
合
も
あ
れ
ば
、

営
業
で
の
上
映
会
の
場
合
も
あ
る
が
、
小
型
映
画
と
し
て
の
8
ミ
リ
が
映
写
さ
れ
る

場
所
は
、劇
場
と
い
う
よ
り
も
部
屋
や
そ
れ
に
類
す
る
場
所
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

こ
の
作
品
が
ポ
ル
ノ
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
と
も
関
連
し
て
い
る
。
性
欲
の
興
奮
を
引

き
起
こ
す
こ
と
が
作
品
の
目
的
の
な
か
に
含
ま
れ
て
お
り
、
と
き
に
は
マ
ス
タ
ー

ベ
ー
シ
ョ
ン
の
た
め
に
使
用
さ
れ
る
。

し
か
も
、『
柚
子
ッ
娘
』
は
、
生
殖
器
や
性
行
為
を
映
像
に
し
て
お
り
、
こ
の
よ
う

な
表
現
が
日
本
で
は
特
別
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
無
修
正
の
映
像

は
、
刑
法
１
７
５
条
と
の
関
連
に
お
い
て
、
違
法
性
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
公
共
の

場
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
刑
法
１
７
５
条
は
、「
わ
い
せ
つ
」
な
も
の
を
「
公
的
に
陳

列
」
す
る
こ
と
、「
頒
布
」
す
る
こ
と
、「
販
売
目
的
で
所
持
」
す
る
こ
と
を
禁
じ
て

い
る
。『
柚
子
ッ
娘
』
は
、
無
修
正
の
生
殖
器
を
写
し
た
作
品
で
あ
る
た
め
に
、
制
作

当
時
か
ら
お
そ
ら
く
は
現
代
に
至
る
ま
で
法
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な

映
画
作
品
は
、
あ
る
時
期
か
ら
「
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

い
る
（
吉
川
２
０
１
８
；
２
０
１
９
）。

こ
の
よ
う
な
違
法
性
は
、
時
代
や
地
域
に
限
定
的
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
英
語
圏
で
「blu

e film

」
と
い
う
語
は
わ
い
せ
つ
な
映
画
を
意
味
し

な
が
ら
も
、
違
法
性
と
い
う
含
意
は
な
い
。
日
本
で
は
、
わ
い
せ
つ
の
基
準
は
さ
ま

ざ
ま
な
変
化
を
辿
り
な
が
ら
も
、
無
修
正
の
生
殖
器
の
表
現
は
、
わ
い
せ
つ
物
と
し

て
取
締
り
の
対
象
と
な
る
歴
史
が
続
い
て
い
る
。
欧
米
に
お
い
て
は
、
生
殖
器
や
生

殖
器
の
交
接
な
ど
を
直
接
に
描
い
た
作
品
は
「
ハ
ー
ド
コ
ア
ポ
ル
ノ
」
と
呼
ば
れ
、

年
齢
制
限
な
ど
が
設
定
さ
れ
、
流
通
し
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
内
容
の
作
品
が
日

本
で
は
「
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
」
と
し
て
違
法
な
も
の
と
な
る
。
露
呈
さ
れ
た
生
殖
器

の
映
像
は
「
法
的
に
禁
じ
ら
れ
た
も
の
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
経
験
さ
れ
る
の
で

あ
る
。

３
．
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
経
験
の
作
用
の
契
機

こ
の
よ
う
な
作
品
を
鑑
賞
す
る
際
の
経
験
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
か
。
こ

こ
で
は
、
現
代
の
美
学
者
Ｍ
．
キ
ー
ラ
ン
の
「
わ
い
せ
つ
の
現
象
学
」
を
手
が
か
り

に
し
よ
う⑥
。

行
為
者
が
何
か
を
わ
い
せ
つ
で
あ
る
と
適
切
に
判
断
す
る
と
き
、
そ
の
判
断
の

対
象
は
、そ
の
人
に
内
面
化
さ
れ
た
道
徳
的
禁
止
を
打
ち
破
る
よ
う
な
認
知
的
・

情
緒
的
な
反
応
を
自
然
に
導
い
た
り
、
わ
ざ
わ
ざ
呼
び
起
こ
し
た
り
し
な
け
れ
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ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
客
観
が
そ
う
す
る
場
合
に
は
必
ず
、
反
発
の
感
情

が
呼
び
起
こ
さ
れ
た
り
、
そ
の
感
情
が
正
当
な
も
の
と
判
断
さ
れ
た
り
す
る
と

い
う
よ
う
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
客
観

に
は
魅
力
や
強
制
力
が
見
い
だ
さ
れ
た
り
、
そ
の
よ
う
な
価
値
が
あ
る
も
の
と

し
て
見
い
だ
さ
れ
た
り
し
て
い
る
（K

ieran
 2002, 52

）。

こ
こ
で
ポ
イ
ン
ト
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
道
徳
的
信
念
と
感
情
的
反
応
と
の
相
反

す
る
関
係
で
あ
る
。
わ
い
せ
つ
な
イ
メ
ー
ジ
、
例
え
ば
、
相
手
の
服
を
脱
が
す
こ
と

な
ど
は
、
鑑
賞
者
に
と
っ
て
、
道
徳
的
に
悪
い
と
考
え
ら
れ
る
内
容
を
表
現
し
て
い

る
。
し
か
し
、
鑑
賞
者
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
信
念
に
逆
ら
っ
て
、
あ
え
て
そ

れ
を
求
め
る
よ
う
な
欲
望
が
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
。
鑑
賞
者
は
そ
う
し
た
欲
望
に
従
う

よ
う
な
反
応
を
す
る
こ
と
は
不
道
徳
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
る
が
、
作
品
は
鑑
賞
者

に
そ
の
よ
う
な
欲
望
を
喚
起
し
、
性
的
な
興
奮
を
引
き
起
こ
す
。
こ
の
こ
と
は
、
一

方
で
は
、
鑑
賞
者
の
中
に
道
徳
的
信
念
が
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
鑑
賞
者
は
そ
の

よ
う
な
欲
望
を
満
た
す
機
会
を
避
け
、
反
発
す
る
。
し
か
し
、
他
方
で
は
、
そ
の
作

品
は
鑑
賞
者
に
と
っ
て
魅
力
的
で
あ
り
、
そ
の
欲
望
を
満
た
す
こ
と
に
こ
と
を
意
味

す
る
。
わ
い
せ
つ
な
作
品
の
鑑
賞
は
、禁
じ
ら
れ
た
欲
望
を
め
ぐ
る
「
反
発
」
と
「
魅

惑
」
と
の
緊
張
関
係
の
な
か
で
進
行
す
る
。
キ
ー
ラ
ン
は
、「
道
徳
的
に
禁
止
さ
れ
て

い
る
と
見
な
さ
れ
る
よ
う
な
反
応
を
求
め
る
表
象
ゆ
え
に
生
じ
る
、
反
発
の
感
情
」

と
「
そ
の
よ
う
な
反
応
に
甘
ん
じ
た
り
、
喜
ん
だ
り
さ
え
す
る
こ
と
に
対
す
る
魅
惑

の
感
情
」
と
い
う
二
つ
の
感
情
を
、
わ
い
せ
つ
な
も
の
に
つ
い
て
の
経
験
が
も
っ
て

い
る「
現
象
学
的
性
格
」と
し
て
記
し
て
い
る（K

ieran
 2003, 460

）。
判
断
に
逆
ら
っ

て
欲
望
に
う
な
が
さ
れ
る
こ
と
が
ポ
ル
ノ
の
鑑
賞
経
験
に
含
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
、

こ
の
こ
と
は
「
ア
ク
ラ
シ
ア
」
と
呼
ば
れ
る
問
題
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
。

現
象
学
の
手
法
は
こ
の
よ
う
な
事
象
の
分
析
に
適
し
て
お
り
、「
意
志
の
弱
い
」「
ア

ク
ラ
シ
ア
的
」
な
行
為
者
を
念
頭
に
お
い
て
道
徳
哲
学
の
問
題
を
考
察
す
る
（
吉
川

2014

）。
キ
ー
ラ
ン
の
分
析
は
、
道
徳
的
に
禁
止
さ
れ
た
内
容
を
も
つ
作
品
に
よ
る
欲
望
の

喚
起
と
い
う
着
眼
点
か
ら
、
わ
い
せ
つ
な
作
品
の
鑑
賞
経
験
を
一
般
的
に
分
析
し
て

い
る
。
そ
の
成
果
は
、
性
欲
を
喚
起
す
る
た
め
に
製
作
さ
れ
た
わ
い
せ
つ
な
映
画
作

品
に
つ
い
て
一
般
的
に
該
当
す
る
し
、
当
然
な
が
ら
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
に
も
該
当
す

る
。
バ
タ
イ
ユ
の
エ
ロ
チ
シ
ズ
ム
を
め
ぐ
る
古
典
的
議
論
が
示
す
よ
う
に
、
何
ら
か

の
規
範
が
侵
犯
さ
れ
る
こ
と
が
、
ポ
ル
ノ
映
画
を
鑑
賞
す
る
経
験
に
は
含
ま
れ
て
い

る
。
そ
の
極
端
な
形
がB

D
S

M

と
呼
ば
れ
る
性
行
為
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
が
、性

行
為
に
関
す
る
一
定
の
道
徳
規
範
が
成
立
す
る
社
会
に
お
い
て
は
、
全
て
の
ポ
ル
ノ

か
ら
侵
犯
的
性
格
を
読
み
取
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
、
禁
じ
ら
れ
た
も
の

を
侵
犯
す
る
と
い
う
特
徴
は
、
ポ
ル
ノ
の
持
っ
て
い
る
解
放
（liberation

）
の
性
格

を
も
示
唆
し
て
い
る
。
性
行
為
そ
の
も
の
を
制
限
し
た
り
、
禁
じ
た
り
す
る
規
範
か

ら
、
ポ
ル
ノ
は
私
た
ち
を
解
放
す
る
も
の
で
も
あ
る⑦
。

し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
日
本
の
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
が
一
般
的
な
わ
い
せ
つ
な
映
画

作
品
と
は
異
な
る
点
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
は
そ
の
性

的
な
内
容
ゆ
え
に
道
徳
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
実
際
に
刑
法
１
７
５

条
と
関
連
す
る
点
で
、
違
法
な
も
の
と
い
う
意
味
を
帯
び
て
い
る
。
作
品
の
性
的
な

内
容
が
不
道
徳
と
い
う
の
と
は
別
の
水
準
に
お
い
て
、
作
品
の
上
映
や
鑑
賞
が
違
法

性
と
結
び
つ
く
と
い
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
の
違
法
性
の
核
心

は
「
公
然
と
陳
列
」
す
る
こ
と
に
あ
り
、
あ
る
種
の
公
的
な
上
映
が
な
さ
れ
な
け
れ

ば
違
法
性
は
生
じ
な
い
。
完
全
に
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
空
間
に
お
い
て
剥
き
出
し
の

生
殖
器
の
映
像
を
見
る
こ
と
は
違
法
で
は
な
く
、
上
映
者
と
不
特
定
ま
た
は
多
数
の

鑑
賞
者
と
の
公
共
性
を
帯
び
る
関
係
の
な
か
に
違
法
性
が
生
じ
て
い
る
。鑑
賞
者
は
、

上
映
者
の
違
法
行
為
の
お
か
げ
で
、
作
品
を
鑑
賞
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

見
せ
て
は
な
ら
な
い
も
の
を
見
せ
る
人
（
上
映
者
）
の
違
法
行
為
の
も
と
で
（
お
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か
げ
で
）、
不
特
定
ま
た
は
多
数
の
鑑
賞
者
た
ち
が
、
見
て
は
な
ら
な
い
と
さ
れ

る
も
の
を
覗
き
見
る
（
吉
川
２
０
１
８
、１
０
２
頁
）。

こ
こ
で
確
認
す
る
べ
き
は
、
上
映
や
鑑
賞
が
あ
る
種
の
行
為
と
見
な
さ
れ
、
そ
の

法
的
な
意
味
を
問
題
に
し
た
り
、
そ
こ
か
ら
派
生
的
に
道
徳
的
意
味
を
問
題
に
し
た

り
し
う
る
こ
と
で
あ
る
。
違
法
性
に
つ
い
て
確
認
す
る
べ
き
な
の
は
、
鑑
賞
す
る
者

の
鑑
賞
の
行
為
そ
れ
自
身
は
、
法
を
犯
す
わ
け
で
は
な
く
、
罰
せ
ら
れ
な
い
点
で
あ

る
。
あ
く
ま
で
も
、
上
映
に
際
し
て
、
映
像
を
映
写
す
る
、
す
な
わ
ち
「
公
的
に
陳

列
」
す
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
上
映
を
行
な
っ
た
者
が
法
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
も
ち
ろ
ん
、
誰
か
が
法
を
犯
す
行
為
を
し
て
、
そ
の
恩
恵
を
被
る
こ
と
で
成
立

す
る
鑑
賞
者
の
鑑
賞
行
為
を
道
徳
的
に
非
難
す
る
余
地
は
生
じ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に

は
、
映
像
を
見
せ
る
も
の
と
見
せ
て
も
ら
う
者
、
商
品
を
提
供
す
る
者
と
提
供
さ
れ

る
者
、
金
銭
を
受
け
取
る
者
と
支
払
う
者
な
ど
の
社
会
的
関
係
が
成
立
し
て
い
る
。

上
映
者
と
鑑
賞
者
と
い
う
最
低
限
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
中

で
の
行
為
者
の
行
為
を
法
的
・
道
徳
的
に
考
察
し
う
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

し
か
も
、
こ
う
し
た
違
法
性
と
い
う
意
味
で
の
侵
犯
の
行
為
は
、
わ
い
せ
つ
な
作

品
の
鑑
賞
経
験
に
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、

わ
い
せ
つ
な
作
品
の
経
験
に
一
般
的
に
言
え
る
侵
犯
の
要
素
を
さ
ら
に
強
め
る
こ
と

に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
単
に
、
内
容
の
う
え
で
道
徳
的
に
禁
じ
ら
れ
て
い
る
だ

け
で
は
な
く
、
法
的
に
も
禁
じ
ら
れ
て
い
る
も
の
に
魅
了
さ
れ
る
。
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル

ム
の
鑑
賞
経
験
は
、
上
映
と
い
う
違
法
行
為
が
な
さ
れ
る
現
場
に
お
い
て
、
そ
こ
に

加
担
す
る
か
た
ち
で
行
わ
れ
る
。
違
法
行
為
を
犯
す
者
と
と
も
に
、
自
ら
も
あ
た
か

も
法
を
犯
す
か
の
よ
う
に
し
て
、
違
法
と
さ
れ
て
い
る
も
の
を
見
る
。
ポ
ル
ノ
映
画

に
お
け
る
侵
犯
の
要
素
が
そ
の
内
容
に
求
め
ら
れ
る
か
ぎ
り
、
犯
罪
や
暴
力
な
ど
と

関
わ
る
過
激
な
も
の
を
求
め
る
こ
と
に
な
る⑧
。し
か
し
、日
本
に
お
け
る
ブ
ル
ー
フ
ィ

ル
ム
は
、
剥
き
出
し
の
生
殖
器
が
表
現
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
、
違
法
性
と
結
び
つ
い

た
強
い
侵
犯
の
経
験
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
鑑
賞
中
に
警
察
に
踏
み
込
ま
れ
な
い

か
ど
う
か
心
配
し
な
が
ら
、
隠
れ
る
よ
う
に
し
て
鑑
賞
す
る
こ
と
の
緊
張
感
が
そ
こ

に
あ
り
、
わ
い
せ
つ
な
も
の
の
経
験
の
強
度
を
高
め
て
い
る
。

４
．
美
的
経
験
を
め
ぐ
る
美
学
の
問
題

ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
の
鑑
賞
経
験
の
現
象
学
的
記
述
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
以
下
で

は
、
哲
学
の
問
題
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
は
、
美
学
に
関
連
す
る
考
察
に
取
り

組
む
こ
と
に
し
た
い
。
鑑
賞
経
験
の
記
述
は
、
美
的
経
験
を
め
ぐ
る
問
題
を
考
察
す

る
う
え
で
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
美
的
経
験
と
は
何
で
あ
り
、
そ
れ
は
ど
の

よ
う
な
特
徴
を
も
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
は
、
美
学
に
お
け
る
根
本
問
題
の
一

つ
で
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、『
判
断
力
批
判
』
に
お
け
る
カ
ン
ト
は
、
美
に
か
か
わ
る
趣
味
判

断
に
お
け
る
、対
象
の
現
存
へ
「
無
関
心
性
」
と
い
う
特
徴
を
指
摘
し
た
（
第
2
節
）。

こ
う
し
た
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
美
を
め
ぐ
る
経
験
と
い
う
の
は
、
対
象
か
ら
の
感

覚
的
刺
激
に
対
し
て
左
右
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
対
象
に
お
け
る
純
粋
な
形
式
の
み
を

受
け
取
る
よ
う
な
も
の
と
み
な
さ
れ
る
だ
ろ
う（M

aes 2013

）。
カ
ン
ト
を
批
判
的
に

継
承
し
た
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
も
ま
た
、
美
的
経
験
か
ら
「
魅
力
的
な
も
の
」
の

排
除
を
し
て
い
る
（N

eil 2012

）。
と
り
わ
け
、
ポ
ル
ノ
を
考
察
す
る
う
え
で
極
め
て

興
味
深
い
の
は
、
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
が
、
裸
体
は
美
的
経
験
の
対
象
と
し
て
ふ

さ
わ
し
く
な
い
と
考
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る（『
意
志
と
表
象
と
し
て
の
世
界
』第
40
節
）。

ヌ
ー
ド
が
描
か
れ
た
絵
画
を
芸
術
と
し
て
鑑
賞
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
美
的
経
験
の

本
質
的
特
徴
か
ら
し
て
あ
り
得
な
い
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
ヌ
ー
ド
の
み
な
ら

ず
、
食
べ
も
の
を
描
い
た
静
物
画
す
ら
も
、
私
た
ち
の
食
欲
を
刺
激
す
る
も
の
で
あ

る
た
め
に
、
美
的
経
験
の
対
象
に
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
美
的
経
験
と
無
関
心
性

と
の
結
び
つ
き
は
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
相
違
は
あ
っ
て
も
、
近
現
代
の
美
学
の
基
本
的
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論
調
を
な
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
論
調
は
、
決
し
て
過
去
の
も
の
で
は
な
く
、
例
え
ば
、
現
代
美
学
に

お
い
て
も
、「
ポ
ル
ノ
芸
術
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
な
さ
れ
て
い
る⑨
。
Ｊ
．
レ
ヴ
ィ
ン
ソ

ン
に
よ
れ
ば
、
ポ
ル
ノ
は
、
媒
体
と
し
て
「
透
明
」
で
あ
り
、
鑑
賞
者
を
描
か
れ
た

対
象
そ
の
も
の
に
向
か
わ
せ
、
そ
の
魅
力
に
没
入
さ
せ
る
の
に
対
し
て
、
芸
術
作
品

は
、
媒
体
と
し
て
「
斜
行
的
」
で
あ
り
、
鑑
賞
者
の
眼
を
表
現
の
様
式
の
方
へ
と
振

り
返
ら
せ
る
（L

evin
son

 2005
）。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
が
何
か
に
没
入
し
て
性
的

に
興
奮
し
て
い
る
時
に
は
、
美
的
経
験
を
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
こ

と
か
ら
、
性
的
興
奮
を
誘
う
ポ
ル
ノ
は
決
し
て
芸
術
と
は
認
め
ら
れ
な
い
し
、
性
に

か
か
わ
る
経
験
は
美
の
領
域
か
ら
あ
ら
か
じ
め
締
め
出
さ
れ
て
し
ま
う
。

し
か
し
な
が
ら
、『
柚
子
ッ
娘
』
に
つ
い
て
は
、
私
た
ち
は
も
う
少
し
異
な
っ
た
形

の
経
験
を
も
っ
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
ま
ず
、
土
佐
の
ク
ロ
サ
ワ
の
作
品
は
、
映

画
芸
術
と
し
て
評
価
さ
れ
る
よ
う
な
特
徴
を
備
え
て
い
る
し
、
実
際
に
評
価
し
て
い

る
批
評
も
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
（
吉
川
２
０
１
８
）。
そ
れ
は
、
こ
う

し
た
文
脈
で
ひ
き
あ
い
に
出
さ
れ
る
Ｅ
．
シ
ー
レ
の
絵
画
の
よ
う
に
、
ポ
ル
ノ
で
あ

り
か
つ
芸
術
で
も
あ
り
う
る
よ
う
な
作
品
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
、
高
名
な
作

家
で
も
あ
る
野
坂
昭
如
や
藤
本
義
一
な
ど
の
批
評
家
た
ち
は
、
刑
法
１
７
５
条
の
あ

る
日
本
社
会
に
お
い
て
、
土
佐
の
ク
ロ
サ
ワ
の
作
品
を
鑑
賞
し
て
い
る
。
彼
ら
は
、

法
に
抵
触
す
る
上
映
会
に
お
い
て
、
法
を
侵
犯
す
る
こ
と
の
な
か
で
、
映
画
作
品
を

鑑
賞
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
規
範
を
犯
す
こ
と
の
異
様
な
緊
張
感
の
な
か
で

作
品
が
経
験
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
単
に
美
だ
け
で
は
な
い
何
か
が
入
り
混
じ
っ

た
経
験
が
成
立
し
て
い
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
美
の
経
験
が
性
的
な

興
奮
や
規
範
の
侵
犯
の
経
験
と
結
び
つ
い
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
点
を
、
ど
の
よ
う

に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

Ｒ
．
シ
ュ
ス
タ
ー
マ
ン
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
近
代
の
美
学

の
主
流
の
み
な
ら
ず
、
現
代
の
ア
ン
グ
ロ
ア
メ
リ
カ
の
分
析
美
学
に
お
い
て
も
、
美

的
経
験
は
、
鑑
賞
者
の
自
己
が
保
た
れ
、
理
性
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
た
快
の
状

態
と
考
え
ら
れ
て
き
た
（S

h
u

sterm
an

 2007

）⑩
。
そ
れ
は
、無
関
心
な
傍
観
者
と
し
て

の
経
験
主
体
を
想
定
し
た
う
え
で
、
観
想
し
な
が
ら
作
品
を
評
価
す
る
よ
う
な
営
み

で
あ
る
。
無
関
心
の
鑑
賞
者
の
経
験
を
モ
デ
ル
と
す
る
こ
と
は
、
ニ
ー
チ
ェ
の
表
現

を
用
い
れ
ば
、「
ア
ポ
ロ
的
な
も
の
」
の
み
が
認
め
ら
れ
、「
デ
ィ
オ
ニ
ソ
ス
的
な
も

の
」
は
美
の
経
験
か
ら
排
除
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
に
は
、
あ
る

種
の
性
的
な
経
験
の
よ
う
に
、
主
体
が
圧
倒
さ
れ
溶
解
し
て
し
ま
う
よ
う
な
愉
悦
の

状
態
は
、
美
的
経
験
と
は
見
な
さ
れ
な
い
。
さ
ら
に
は
、
何
ら
か
の
社
会
規
範
を
侵

犯
す
る
こ
と
の
怖
れ
や
喜
び
の
状
態
も
美
的
経
験
と
は
み
な
さ
れ
な
い
。
ダ
ン
ス
音

楽
を
体
で
受
け
止
め
る
こ
と
も
、
美
し
く
彩
ら
れ
た
料
理
を
味
わ
う
こ
と
も
、
ビ
デ

オ
ゲ
ー
ム
に
興
じ
て
興
奮
す
る
こ
と
も
、
ア
ク
シ
ョ
ン
映
画
に
手
に
汗
に
ぎ
る
こ
と

も
、
全
て
が
美
的
経
験
で
は
な
い
か
、
美
的
経
験
と
し
て
は
不
純
な
も
の
と
見
な
さ

れ
る
だ
ろ
う
。
美
的
経
験
を
そ
こ
ま
で
狭
く
限
定
す
る
こ
と
は
、
特
定
の
ジ
ャ
ン
ル

の
芸
術
の
鑑
賞
様
式
を
不
当
に
特
権
化
し
て
、
拡
張
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
は
、
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
の
鑑
賞
は
、
時
代
と
地
域
や
属
性
な

ど
へ
の
制
約
を
も
っ
て
お
り
、「
中
立
的
な
鑑
賞
者
」
を
想
定
で
き
る
も
の
で
は
な
い

点
で
あ
る
。
当
時
の
ポ
ル
ノ
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
は
、
基
本
的
に
は
、
男
性
を
中
心
と

す
る
人
た
ち
を
鑑
賞
者
と
し
て
想
定
し
て
お
り
、
女
性
が
作
品
に
接
す
る
機
会
は
限

ら
れ
て
い
た
。
女
性
の
鑑
賞
は
、
不
可
能
で
は
な
い
に
し
て
も
ハ
ー
ド
ル
が
か
な
り

高
か
っ
た
。
そ
も
そ
も
違
法
の
も
の
と
い
う
認
識
が
広
ま
っ
て
い
た
の
で
、
女
性
で

は
な
く
と
も
、
作
品
の
鑑
賞
は
道
徳
的
意
味
で
の
規
範
と
の
結
び
つ
き
に
制
約
さ
れ

て
い
た
。
つ
ま
り
、
あ
え
て
悪
い
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
鑑
賞
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ

り
、
鑑
賞
者
の
あ
る
種
の
恵
徳
や
蛮
勇
な
ど
が
作
品
に
ア
ク
セ
ス
す
る
条
件
に
な
っ

て
い
た
。

ま
た
、
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
は
8
ミ
リ
の
フ
ィ
ル
ム
で
の
上
映
・
鑑
賞
が
な
さ
れ
る

が
、
フ
ィ
ル
ム
で
の
鑑
賞
が
で
き
る
環
境
は
、
現
代
で
は
か
な
り
限
定
さ
れ
て
い
る
。
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フ
ィ
ル
ム
そ
の
も
の
や
映
写
機
な
ど
も
失
わ
れ
て
お
り
、
鑑
賞
は
ま
す
ま
す
厳
し
い

も
の
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
ジ
ャ
ン
ル
の
作
品
を
デ
ジ
タ
ル
化
し
て
保
存
す
る
よ
う

な
流
れ
も
ほ
と
ん
ど
な
い
。
現
代
で
は
、
上
映
素
材
や
機
材
と
い
う
物
理
的
条
件
が

整
い
に
く
く
な
っ
て
お
り
、
こ
の
傾
向
は
強
く
な
る
ば
か
り
で
あ
ろ
う
。

違
法
性
と
の
関
係
は
、
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
を
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
と
し
て
鑑
賞
す
る

経
験
に
と
っ
て
重
要
な
要
素
で
あ
る
。違
法
な
も
の
と
し
て
の
映
画
の
鑑
賞
経
験
は
、

日
本
の
法
制
度
や
警
察
組
織
や
司
法
の
習
慣
や
社
会
通
念
な
ど
が
な
け
れ
ば
成
り
立

た
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
現
代
で
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
サ
イ
ト
な
ど
で
、

ハ
ー
ド
コ
ア
ポ
ル
ノ
を
見
る
こ
と
は
、
日
本
で
も
容
易
で
あ
り
、
無
修
正
の
生
殖
器

の
映
像
は
い
た
る
と
こ
ろ
に
溢
れ
て
お
り
、
刑
法
１
７
５
条
が
形
骸
化
し
て
、
社
会

通
念
も
変
化
し
て
い
る
と
も
言
え
る
だ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
の

真
正
な
鑑
賞
経
験
の
成
立
が
不
可
能
に
な
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
言
え
る
。

あ
く
ま
で
も
、
違
法
性
と
か
か
わ
る
鑑
賞
経
験
は
、
法
的
な
禁
止
が
実
質
的
に
意
味

を
も
つ
時
代
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
は
、
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
は
、
日
本
の
各
地
に
お
い
て
制
作
さ
れ
て
い
た
が
、

『
柚
子
ッ
娘
』
は
高
知
に
お
い
て
制
作
さ
れ
、
そ
の
製
作
者
は
「
土
佐
の
ク
ロ
サ
ワ
」

と
呼
ば
れ
て
い
た
こ
と
に
も
注
目
し
よ
う
。
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
の
歴
史
の
中
で
も
評

価
の
高
い
作
品
が
高
知
と
い
う
土
地
で
制
作
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
流
通
し
て
い
た
。
当

時
の
一
般
映
画
は
東
京
周
辺
や
京
都
の
撮
影
所
で
制
作
さ
れ
、
全
国
に
配
給
さ
れ
て

い
た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
高
知
と
い
う
小
さ
な
地
方
都
市
で
制
作
さ
れ
た
映
画
が

多
く
の
鑑
賞
者
を
得
て
い
た
こ
と
は
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
高
知
の
ブ

ル
ー
フ
ィ
ル
ム
は
、
当
時
の
西
日
本
の
経
済
的
な
中
心
で
も
あ
る
大
阪
を
一
つ
の
起

点
と
し
て
流
通
し
て
い
た
。
土
佐
の
ク
ロ
サ
ワ
の
作
品
は
、
最
終
的
に
は
、
東
京
に

住
む
作
家
の
野
坂
昭
如
の
よ
う
な
鑑
賞
者
の
手
元
に
ま
で
届
く
こ
と
に
な
る
が
、
基

本
的
に
は
、
当
時
の
流
通
網
の
な
か
で
、
西
日
本
を
中
心
に
広
ま
っ
て
い
た
可
能
性

が
高
い
。

こ
れ
ら
の
制
約
が
明
ら
か
に
す
る
の
は
、
芸
術
作
品
が
誰
に
で
も
ア
ク
セ
ス
可
能

な
公
共
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
美
的
経
験
が
中
立
的
な
鑑
賞
者
に

よ
っ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
前
提
が
芸
術
作
品
や
美
的
経
験
一
般
に
妥
当
す
る
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

５
．
ポ
ル
ノ
を
め
ぐ
る
道
徳
の
問
題

ポ
ル
ノ
映
画
を
鑑
賞
す
る
と
き
、
鑑
賞
者
が
性
的
に
興
奮
し
て
い
る
そ
の
営
み
を

「
没
入
的
」
と
形
容
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
し
た
没
入
的
な
鑑
賞
経
験
は
、
さ
ま

ざ
ま
な
注
意
の
方
向
性
や
分
析
的
志
向
や
批
判
的
考
察
な
ど
の
要
素
を
併
せ
持
つ
こ

と
が
で
き
る
。
容
姿
や
仕
草
に
性
的
に
魅
了
さ
れ
る
と
き
に
も
、
そ
の
姿
を
冷
静
に

分
析
す
る
視
線
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
（M

u
m

ford, 2013

）。
あ
る
い
は
、カ
メ
ラ
ア

ン
グ
ル
な
ど
が
生
殖
器
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
る
か
を
意
識
し
て
、
さ
ら
に
興

奮
す
る
こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
注
意
の
視
線
は
、
観
察
や
考
察
の
た
め
で

は
な
く
、
全
体
と
し
て
性
的
興
奮
の
高
ま
り
の
た
め
に
機
能
し
て
い
る
。

21
世
紀
の
日
本
に
お
い
て
、
１
９
５
２
年
の
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
作
品
を
鑑
賞
す
る

こ
と
が
、
こ
の
よ
う
な
没
入
的
な
経
験
を
意
味
す
る
か
ど
う
か
は
検
討
の
余
地
が
あ

る
。
私
た
ち
は
当
時
の
鑑
賞
者
の
よ
う
に
没
入
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
も
っ
と
異
な

る
経
験
を
も
つ
可
能
性
が
高
い
。
私
た
ち
は
当
時
の
鑑
賞
者
の
没
入
的
経
験
を
何
ら

か
の
形
で
追
理
解
で
き
る
だ
ろ
う
が
、
直
接
の
興
奮
を
感
じ
る
こ
と
は
困
難
で
あ
ろ

う
。
モ
ノ
ク
ロ
の
サ
イ
レ
ン
ト
の
8
ミ
リ
フ
ィ
ル
ム
で
映
写
さ
れ
た
映
像
が
、
裸
体

や
性
行
為
を
描
い
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
性
的
興
奮
を
覚
え
る
こ
と
は
考
え
に

く
い
。
当
時
の
映
像
の
内
容
を
注
意
深
く
受
け
止
め
た
り
、
フ
ィ
ル
ム
の
独
特
の
質

感
に
関
心
を
向
け
た
り
、
当
時
の
状
況
や
現
在
の
状
況
と
の
比
較
を
促
さ
れ
た
り
、

あ
る
種
の
「
反
省
的
な
経
験
」
の
介
在
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
裸
体
や
性
行
為
に
注

目
す
る
場
合
に
も
、
当
日
の
日
本
人
の
体
系
や
性
技
の
様
式
な
ど
に
興
味
を
奪
わ
れ
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る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
史
上
の
傑
作
と
呼
ば
れ
て
い
る
土
佐
の
ク
ロ

サ
ワ
作
品
に
対
し
て
は
、
映
画
論
的
な
関
心
か
ら
作
品
を
吟
味
す
る
た
め
に
、
カ
メ

ラ
の
動
き
や
ア
ン
グ
ル
、役
者
の
演
技
な
ど
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

さ
ら
に
何
よ
り
も
重
要
な
の
は
、
当
時
は
議
論
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
ポ
ル
ノ
を
め
ぐ

る
道
徳
的
問
題
を
知
っ
て
い
る
な
ら
、
そ
う
し
た
論
点
が
頭
を
よ
ぎ
る
か
も
し
れ
な

い
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
ポ
ル
ノ
の
映
像
表
現
が
、
女
性
に
対
す
る

差
別
で
あ
っ
た
り
、
差
別
を
助
長
し
た
り
す
る
も
の
か
ど
う
か
な
ど
の
関
心
か
ら
、

こ
の
映
像
を
鑑
賞
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
、
私
た
ち
は
、
没
入
的
経
験
の
他

に
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
代
わ
っ
て
、「
反
省
的
」「
批
判
的
」
経
験
を
持
つ
こ
と
に
な

る
。こ

れ
ま
で
、
ポ
ル
ノ
経
験
に
お
け
る
道
徳
的
信
念
と
感
情
的
反
応
と
の
結
び
つ
き

や
行
為
と
い
う
契
機
の
意
味
な
ど
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
こ
で
は
、
没
入
と
反
省
と

い
う
二
つ
の
態
度
の
様
式
の
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
た⑪
。こ
の
よ
う
な
経
験
の
分
析
は
、

ポ
ル
ノ
を
め
ぐ
る
道
徳
哲
学
に
対
し
て
も
大
き
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
。
ポ
ル

ノ
を
め
ぐ
る
哲
学
的
議
論
は
、
表
現
の
自
由
や
女
性
の
人
権
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
な

さ
れ
て
い
る
。
Ａ
．
ド
ゥ
オ
ー
キ
ン
と
Ｃ
．
マ
ッ
キ
ノ
ン
は
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
が

女
性
の
市
民
権
を
毀
損
す
る
と
主
張
し
た
（D

w
orkin

 an
d M

acK
in

n
on

, 1988

）。
こ

れ
を
さ
ら
に
哲
学
の
議
論
と
し
て
洗
練
さ
れ
る
形
で
発
展
さ
せ
た
Ｒ
．
ラ
ン
グ
ト
ン

は
、
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
の
言
語
行
為
論
に
依
拠
し
な
が
ら
、
ポ
ル
ノ
グ
ラ
フ
ィ
の
表
現

は
、女
性
を
従
属
・
沈
黙
さ
せ
る
発
話
内
行
為
で
あ
る
と
主
張
し
た（L

an
gton

 1993
）。

ポ
ル
ノ
の
表
現
は
女
性
に
つ
い
て
何
か
を
言
う
こ
と
の
な
か
で
、
女
性
に
危
害
を
招

く
よ
う
な
何
ら
か
の
行
為
を
し
て
い
る
。
ま
た
、
Ｓ
．
ハ
ス
ラ
ン
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、

ポ
ル
ノ
は
女
性
や
そ
の
行
動
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
見
方
を
客
観
的
現
実
と
し
て
示
す

こ
と
に
よ
っ
て
、ジ
ェ
ン
ダ
ー
不
平
等
を
維
持
・
強
化
す
る
こ
と
に
な
る
（H

aslan
ger 

1993

）。
現
代
の
ポ
ル
ノ
を
め
ぐ
る
哲
学
的
議
論
は
、
女
性
（
子
供
や
性
的
マ
イ
ノ
リ

テ
ィ
ー
）
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
る
可
能
性
を
踏
ま
え
た
上
で
、ポ
ル
ノ
が
ど
の
よ
う
な

意
味
で
差
別
的
で
あ
る
の
か
、
女
性
の
人
格
を
傷
つ
け
る
こ
と
の
な
い
表
現
は
可
能

で
あ
る
の
か
、
表
現
の
自
由
を
ど
こ
ま
で
認
め
る
の
か
な
ど
、
自
由
や
権
利
な
ど
の

原
理
原
則
を
め
ぐ
る
議
論
が
中
心
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
議
論
に
対
し
て
、

現
象
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
私
た
ち
が
ポ
ル
ノ
を
見
る
経
験
に
依
拠
し
た
思
考
を
展

開
す
る
だ
ろ
う
。
実
際
に
ポ
ル
ノ
を
経
験
す
る
こ
と
に
根
ざ
し
て
考
え
る
こ
と
で
、

道
徳
哲
学
の
方
向
性
の
再
考
に
つ
な
が
る
か
も
し
れ
な
い
。

ま
ず
は
私
た
ち
が
ポ
ル
ノ
を
鑑
賞
す
る
と
い
う
事
実
か
ら
出
発
し
よ
う
。そ
し
て
、

定
義
か
ら
し
て
ポ
ル
ノ
全
般
を
差
別
的
と
見
な
す
よ
う
な
批
判
を
や
め
る
よ
う
に
す

る
。
私
た
ち
は
ポ
ル
ノ
に
よ
っ
て
自
分
の
性
欲
を
満
た
す
こ
と
が
あ
る
し
、
性
に
関

す
る
知
識
を
増
や
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
自
体
に
は
何
ら
問
題
は
な
い
。
確
か
に
、

そ
の
欲
望
の
方
向
性
や
知
識
が
、
女
性
な
ど
の
差
別
に
つ
な
が
る
可
能
性
を
否
定
で

き
な
い
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ポ

ル
ノ
全
般
や
ポ
ル
ノ
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
性
的
欲
望
や
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
る
知
識

が
す
べ
て
問
題
を
抱
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
し
た
が
っ
て
、「n

o porn

で

は
な
くbetter porn

」
と
い
う
標
語
で
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
よ
り
適
切
な
ポ
ル
ノ
、

よ
り
平
等
な
ポ
ル
ノ
を
欲
望
す
る
よ
う
に
、
私
た
ち
は
自
ら
の
経
験
を
変
化
さ
せ
る

こ
と
が
重
要
で
あ
る⑫
。
ポ
ル
ノ
を
鑑
賞
し
、
自
ら
の
欲
望
の
充
足
を
さ
せ
な
が
ら
、

欲
望
の
方
向
性
を
変
化
さ
せ
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
経
験
を
変
容
さ
せ
る
よ
う
な
ア
プ

ロ
ー
チ
こ
そ
が
、
こ
こ
で
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
は
、
ポ
ル
ノ
を
観
る

こ
と
に
お
い
て
す
で
に
、
禁
じ
ら
れ
た
こ
と
に
逆
ら
っ
て
し
ま
う
意
志
の
弱
い
行
為

者
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
私
た
ち
の
道
徳
的
不
完
全
性
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
ポ
ル

ノ
を
観
る
こ
と
と
無
関
係
に
ポ
ル
ノ
を
め
ぐ
る
道
徳
的
規
範
を
検
討
す
る
の
で
は
な

く
、
こ
の
鑑
賞
経
験
を
よ
り
よ
い
も
の
へ
と
変
化
さ
せ
る
道
を
探
っ
て
み
る
。
現
象

学
が
経
験
か
ら
出
発
し
て
、
経
験
に
と
ど
ま
る
哲
学
で
あ
る
限
り
、
ポ
ル
ノ
の
道
徳

的
問
題
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
は
こ
の
よ
う
に
な
る
。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
は
、
ポ
ル
ノ
に
お
け
る
規
範
を
侵
犯
す
る
と
い
う
解
放
的
性



一
九
九

ポ
ル
ノ
映
画
の
現
象
学

1041

格
で
あ
る
。
ポ
ル
ノ
に
描
か
れ
る
性
的
行
為
は
、
既
存
の
規
範
か
ら
の
逸
脱
や
抵
抗

と
い
う
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
ポ
ル
ノ
の
鑑
賞
者
は
、
そ
の
よ
う
な
脱
規
範
化
へ
と

促
さ
れ
た
り
、
そ
の
こ
と
を
望
ん
だ
り
す
る
。
こ
の
よ
う
な
侵
犯
は
旧
弊
な
規
範
を

解
体
す
る
可
能
性
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
自
体
に
お
い
て
道
徳
的
に
問
題
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
（V

an
 B

raban
dt 2017

）。
さ
ら
に
、
そ
こ
に
は
同
時
に
、
社
会
批
判
と

し
て
ポ
ル
ノ
が
発
展
し
た
歴
史
が
あ
る
よ
う
に
、
道
徳
的
に
許
容
で
き
な
い
が
習
慣

的
に
残
っ
て
い
る
規
範
な
ど
へ
の
抵
抗
の
可
能
性
も
含
ま
れ
て
い
る⑬
。
ま
た
、
周
縁

化
さ
れ
た
性
を
描
い
た
ポ
ル
ノ
が
あ
る
種
の
人
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
欲
望

を
肯
定
し
た
り
、
支
配
的
な
男
性
と
従
属
的
な
女
性
と
い
う
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
見

方
を
打
破
し
た
り
す
る
こ
と
が
あ
る
（M

ik
k

ola 2019, 218

）。
こ
う
し
た
こ
と
を
踏

ま
え
た
う
え
で
、
具
体
的
な
性
行
為
を
描
い
て
い
る
個
々
の
ポ
ル
ノ
映
画
作
品
が
、

ど
の
よ
う
な
規
範
か
ら
の
逸
脱
を
促
し
、
反
対
に
ど
の
よ
う
な
規
範
を
強
化
し
て
い

る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
描
き
方
の
ど
の
部
分
が
ど
の
よ
う
に
評
価
さ
れ
う
る

の
か
、
ま
た
批
判
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
を
考
察
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

『
柚
子
ッ
娘
』の
鑑
賞
経
験
を
引
き
合
い
に
出
し
て
み
よ
う
。
基
本
的
な
設
定
と
し

て
は
、
男
女
が
対
等
な
関
係
に
た
っ
た
う
え
で
、
お
互
い
を
求
め
あ
う
よ
う
に
、
性

の
営
み
を
享
受
す
る
こ
と
が
描
か
れ
て
い
る⑭
。
映
画
か
ら
推
察
さ
れ
る
二
人
の
属
性

や
振
る
舞
い
方
な
ど
か
ら
も
、
驚
く
ほ
ど
に
、
女
性
の
地
位
の
低
さ
は
見
出
さ
れ
な

い
。
性
の
営
み
に
つ
い
て
も
、
大
枠
に
お
い
て
は
、
お
互
い
が
相
手
の
欲
望
を
受
け

入
れ
な
が
ら
、
自
ら
の
欲
望
を
満
た
し
て
お
り
、
女
性
の
ひ
か
え
め
な
欲
望
や
肯
定

的
な
感
情
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
（
シ
ョ
ッ
ト
23
・
39
・
40
・
47
・
65
・
67
）。

１
９
５
０
年
の
日
本
社
会
の
な
か
で
、
か
な
り
の
程
度
残
さ
れ
て
い
た
は
ず
の
旧
弊

な
家
父
長
制
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
も
の
は
そ
こ
に
見
い
だ
さ
れ
な
い
。
山
奥
の
廃
屋

で
の
逢
い
引
き
と
い
う
設
定
か
ら
判
断
す
る
に
、
お
そ
ら
く
二
人
の
男
女
に
婚
姻
関

係
は
な
い
。
二
人
の
性
の
営
み
は
、
家
と
い
う
制
度
や
夫
婦
関
係
か
ら
も
自
由
な
も

の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
営
み
が
何
ら
批
判
さ
れ
る
こ
と
な
く
描
か
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
、
現
代
的
な
基
準
に
照
ら
せ
合
わ
せ
た
と
き
に
、
い
く
つ
か
の
問
題
点

を
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
る
。
例
え
ば
、
ヘ
テ
ロ
的
性
愛
へ
の
限
定
が
自
明
視
さ
れ

て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
ポ
ル
ノ
が
避
け
よ
う
と
す
る
フ
ェ
ラ
チ
オ

の
描
写
（
シ
ョ
ッ
ト
47
・
48
）
が
あ
り
、
射
精
の
映
像
（
シ
ョ
ッ
ト
65
・
66
）
が
ク
ラ
イ

マ
ッ
ク
ス
を
構
成
し
て
い
る
よ
う
に
、
男
性
の
性
欲
の
充
足
が
中
心
的
に
描
か
れ
て

い
る⑮
。
女
性
は
た
い
て
い
俯
い
て
、
恥
じ
ら
っ
て
い
る
点
は
、
受
動
性
を
美
徳
と
す

る
女
性
像
の
形
成
に
加
担
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
生
殖
器
の
ア
ッ
プ
の
映
像

（
シ
ョ
ッ
ト
52
・
55
・
59
・
62
・
64
・
66
）
は
、
女
性
の
「
モ
ノ
化
」
の
実
例
と
い
う
指

摘
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い⑯
。
こ
の
こ
と
は
、
男
性
の
鑑
賞
者
を
念
頭
に
置
い
て
、

剥
き
出
し
の
生
殖
器
を
見
せ
る
こ
と
を
売
り
に
す
る
ブ
ル
ー
フ
ィ
ル
ム
の
構
造
的
な

問
題
と
し
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
点
を
批
判
的
に
検
討
す

る
こ
と
は
で
き
る
し
、
そ
う
す
る
必
要
も
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
欠
陥
は
、
こ
の
作
品
の
す
べ
て
を
道
徳
的
に
問
題
視

し
、
そ
う
し
た
理
由
か
ら
ア
ク
セ
ス
す
る
機
会
を
奪
う
こ
と
ま
で
を
も
正
当
化
す
る

も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
こ
に
は
、
現
代
の
ポ
ル
ノ
の
標
準
の
演
出
と
比
べ
て

も
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
性
の
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
る
べ
き
点
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と

も
確
か
で
あ
る
。
ポ
ル
ノ
と
し
て
は
か
な
り
古
い
時
代
の
作
品
が
、
む
し
ろ
現
代
に

お
け
る
性
規
範
を
見
直
す
手
が
か
り
に
な
り
う
る⑰
。『
柚
子
ッ
娘
』に
お
け
る
男
女
の

性
的
関
係
は
対
等
で
あ
っ
て
、
お
互
い
が
自
由
に
自
分
た
ち
の
欲
望
を
追
求
し
て
い

る
よ
う
に
見
え
る
の
で
、
い
つ
か
ら
ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
女
性
の
抑
圧
を
基

調
と
す
る
ポ
ル
ノ
が
成
立
し
た
の
か
を
問
い
た
く
な
る
ほ
ど
で
あ
る
。
生
殖
器
の

ア
ッ
プ
の
映
像
に
し
て
も
、
現
代
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
す
れ
ば
「
性
的
モ
ノ
化
」

に
つ
い
て
考
え
ざ
る
を
え
な
い
が
、よ
り
昔
の
春
画
に
お
け
る
「
大
開
絵
（
お
お
つ
び

ら
え
）」
と
の
関
連
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
（
そ
こ
で
は
生
殖
器

は
モ
ノ
で
は
な
か
っ
た
）。
こ
の
よ
う
に
、現
代
の
文
脈
に
お
い
て
正
当
化
さ
れ
た
規
範

か
ら
過
去
の
も
の
を
断
罪
す
る
の
で
は
な
く
、
別
の
時
代
か
ら
の
現
代
の
規
範
を
問
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い
直
す
こ
と
を
、
つ
ま
り
現
在
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
か
ら
他
な
る
も
の
に
開
か
れ
た
態

度
を
、
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
言
葉
を
か
り
て
、「
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き

る
（L

evin
as 1974, 141; 145

）⑱
。
こ
う
し
た
ア
ナ
ク
ロ
ニ
ズ
ム
は
、ポ
ル
ノ
を
観
る
経

験
そ
の
も
の
を
否
定
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
弱
さ
と
悪
さ
を
ひ
と
ま
ず
受
け
入
れ

な
が
ら
、
そ
れ
を
別
の
か
た
ち
へ
と
変
容
さ
せ
う
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
倫

理
性
を
含
意
し
て
い
る⑲
。
現
代
の
私
た
ち
の
日
常
的
な
ポ
ル
ノ
の
経
験
の
な
か
に
は

さ
ま
ざ
ま
な
差
別
的
な
規
範
が
潜
ん
で
い
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ら
を
明
る
み
に
出
す
た

め
に
も
、
時
代
や
地
域
に
限
定
さ
れ
な
い
多
様
な
か
た
ち
の
ポ
ル
ノ
を
鑑
賞
す
る
こ

と
が
重
要
で
あ
り
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
よ
り
よ
い
ポ
ル
ノ
経
験
が
ど
の
よ
う
な
も

の
で
あ
る
か
も
見
え
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

結
び

こ
れ
ま
で
、『
柚
子
ッ
娘
』
と
い
う
１
９
５
２
年
に
高
知
で
制
作
さ
れ
た
ポ
ル
ノ
映

画
を
鑑
賞
す
る
経
験
を
手
掛
か
り
に
し
て
、
美
学
や
道
徳
哲
学
の
問
題
を
考
察
す
る

可
能
性
を
示
し
て
き
た⑳
。
現
象
学
が
目
を
向
け
る
経
験
は
、
時
間
・
空
間
的
に
制
約

さ
れ
た
こ
の
経
験
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
そ
こ
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
、
法

な
ど
の
社
会
制
度
や
道
徳
規
範
と
美
的
経
験
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
う
し
た

経
験
の
記
述
そ
の
も
の
が
、
既
存
の
哲
学
の
問
い
の
問
い
直
し
や
新
た
な
問
い
か
け

に
な
っ
て
い
る
。
中
立
的
な
観
察
者
の
経
験
で
は
な
く
、
あ
る
地
域
・
あ
る
時
代
に

生
き
る
私
た
ち
の
経
験
を
手
掛
か
り
し
て
そ
こ
か
ら
見
え
て
く
る
も
の
指
摘
す
る
こ

と
は
、
哲
学
と
し
て
の
現
象
学
の
大
き
な
課
題
と
な
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
現
象
学
が

道
徳
の
問
題
に
取
り
組
む
と
き
に
は
、
通
常
の
現
代
倫
理
学
の
よ
う
に
、
原
理
原
則

に
則
っ
て
判
断
の
正
当
性
を
見
い
だ
し
、
そ
こ
か
ら
自
分
や
他
者
の
行
為
を
批
判
す

る
わ
け
で
は
な
い
。
私
た
ち
の
経
験
を
見
つ
め
、
そ
こ
に
と
ど
ま
り
な
が
ら
、
そ
の

経
験
を
変
容
さ
せ
る
こ
と
で
世
界
を
よ
り
よ
く
す
る
こ
と
を
目
指
し
て
い
る
。

注①　
谷
２
０
０
２
．

②　

よ
く
知
ら
れ
た
「
杏
の
カ
ク
テ
ル
」
を
め
ぐ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
、し
ば
し
ば
そ
の
よ

う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
。

③　

筆
者
は
、こ
の
よ
う
な
意
図
を
踏
ま
え
て
「
現
代
現
象
学
」
の
可
能
性
を
追
究
し
た

（
植
村
・
八
重
樫
・
吉
川
２
０
１
７
）。

④　

こ
の
作
品
や
製
作
者
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
（
桑
原
１
９
９
１
，
吉
川

２
０
１
８
；
２
０
１
９
）。

⑤　

こ
の
映
像
の
冒
頭
に
は
「
柚
子
ッ
娘
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
入
っ
て
い
る
可
能
性
も

あ
る
（
野
坂
１
９
６
３
）。
し
か
し
、
筆
者
が
鑑
賞
す
る
こ
と
の
で
き
た
フ
ィ
ル
ム
の

冒
頭
は
失
く
な
っ
て
お
り
、
タ
イ
ト
ル
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
な
お
、

鑑
賞
は
あ
る
個
人
が
所
有
す
る
も
の
を
完
全
な
プ
ラ
イ
ヴ
ェ
ー
ト
な
状
態
で
行
わ
れ

た
。

⑥　

こ
こ
で
の
論
述
は
、
吉
川
（
２
０
１
８
）
を
踏
ま
え
て
い
る
。

⑦　

ポ
ル
ノ
に
お
け
る
「
解
放
」
と
い
う
観
点
は
、道
徳
哲
学
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
（M

ikkola 2019

）。

⑧　

そ
う
し
た
作
品
を
「
侵
犯
的
ポ
ル
ノ
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
（N

ew
all, 2012

）。

⑨　

ポ
ル
ノ
の
美
学
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
書
籍
は
そ
れ
だ
け
で
問
題
を
提
起
し
て
い
る

（M
aes 2013

）。

⑩　

現
代
の
美
学
に
お
い
て
も
、そ
の
よ
う
な
前
提
が
美
的
経
験
の
定
義
に
入
り
込
ん
で

い
る
（Isem

in
ger 2003

）。

⑪　

こ
う
し
た
経
験
の
特
徴
は
、フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
態
度
」
と
読
ん
で
い
た
現
象
に
関
連

し
て
い
る
。

⑫　

イ
ー
ト
ン
は
、判
断
を
中
心
に
考
察
を
進
め
る
倫
理
学
に
お
け
る
主
知
主
義
を
批
判

し
な
が
ら
、
鑑
賞
者
の
「
性
的
趣
味
」
の
変
化
を
め
ぐ
る
問
題
を
考
察
し
て
い
る

（E
aton

 2017

）。
ま
た
、
ザ
ミ
ー
ル
は
、
ポ
ル
ノ
を
演
じ
る
俳
優
の
経
験
か
ら
、
セ

ラ
ピ
ー
の
可
能
性
を
指
摘
し
、
道
徳
的
な
問
題
を
考
察
し
て
い
る
（Z

am
ir 2013

）。

こ
う
し
た
手
法
や
姿
勢
か
ら
は
、
現
象
学
も
学
ぶ
べ
き
も
の
が
多
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
江
口
（
２
０
０
７
）
も
ラ
ン
グ
ト
ン
に
よ
る
言
語
行
為
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
批
判

的
に
検
討
し
な
が
ら
、
ポ
ル
ノ
を
鑑
賞
す
る
経
験
の
分
析
の
必
要
性
を
指
摘
し
て
い
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る
。

⑬　

ポ
ル
ノ
が
政
治
批
判
や
社
会
変
革
の
意
図
を
も
っ
て
制
作
さ
れ
て
き
た
こ
と
も
あ

る
（M

ik
k

ola 2017, 122-126; 2019, 177-188

）。
リ
ン
・
ハ
ン
ト
は
ポ
ル
ノ
グ
ラ

フ
ィ
の
歴
史
を
踏
ま
え
「
政
治
的
、
宗
教
的
な
転
覆
行
為
と
密
接
に
関
連
し
て
い
た
」

と
指
摘
し
て
い
る
（
ハ
ン
ト
２
０
０
２
、３
４
頁
）。

⑭　

当
時
の
日
本
の
ポ
ル
ノ
と
し
て
は
珍
し
い
ク
ン
ニ
リ
ン
グ
ス
が
土
佐
の
ク
ロ
サ
ワ

に
よ
っ
て
取
り
入
れ
ら
れ
た
と
い
う
指
摘
も
あ
る
（
桑
原 

１
９
９
１
、８
６

８
８

頁
）。

⑮　

フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
ポ
ル
ノ
に
つ
い
て
は
、
以
下
を
参
照
（T

aorm
in

o 2013

）。
し
ば

し
ば
、
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
ポ
ル
ノ
で
は
、
女
性
の
客
体
性
や
受
動
性
が
批
判
さ
れ
、
主
体

性
や
自
律
性
が
重
視
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
に
、
主
体
性
・
自
律
性
と
客
体
性
・
受
動
性

と
が
対
に
な
っ
て
お
り
、男
性
が
主
体
的
で
あ
る
こ
と
が
女
性
の
自
律
的
な
快
楽
の
追

求
を
妨
げ
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
（E

aton
 2017

）。
し
か
し
、
こ
れ
は
性
的
経

験
の
現
象
学
的
分
析
を
踏
ま
え
る
と
、あ
ま
り
に
も
経
験
の
現
実
を
無
視
し
た
議
論
と

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
の
「
エ
ロ
ス
の
現
象
学
」
に
お
け
る
「
愛
撫
」

の
分
析
が
、
男
性
側
の
経
験
の
描
写
で
あ
る
に
し
て
も
、
相
手
が
感
じ
る
こ
と
を
自
分

が
感
じ
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
た
こ
と
を
思
い
だ
そ
う
（L

evin
as 

1961, 288-290

）。

⑯　
「
モ
ノ
化
」（N

u
ssbau

m
 1995

）
を
め
ぐ
る
議
論
は
現
代
の
ポ
ル
ノ
の
論
争
の
中

心
問
題
で
あ
り
、
江
口
（
２
０
０
６
；
２
０
１
９
）
に
よ
っ
て
整
理
さ
れ
て
い
る
。

⑰　

異
な
る
時
代
の
ポ
ル
ノ
に
接
す
る
こ
と
が
、既
存
の
偏
見
へ
の
挑
戦
に
な
る
か
も
し

れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
現
代
美
学
で
も
論
じ
ら
れ
始
め
て
い
る
（M

aes 2017, 
216

）。

⑱　
『
柚
子
ッ
娘
』
に
お
け
る
性
の
営
み
の
解
放
的
性
格
は
、
欧
米
的
価
値
観
が
流
入
す

る
明
治
以
前
の
性
行
為
や
裸
体
や
生
殖
器
に
対
す
る
認
識
と
関
連
づ
け
、そ
れ
ら
の
最

後
の
表
現
と
見
な
す
可
能
性
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

⑲　

あ
る
い
は
、
問
題
が
あ
る
ポ
ル
ノ
を
鑑
賞
し
て
、
嫌
悪
感
を
感
じ
る
こ
と
が
、
そ
こ

で
支
配
的
に
な
っ
て
い
る
悪
し
き
規
範
を
破
っ
て
、自
己
へ
の
反
省
を
促
す
こ
と
も
あ

る
か
も
し
れ
な
い
（N

ew
all 2012

）。

⑳　

ポ
ル
ノ
を
あ
ら
か
じ
め
差
別
的
な
も
の
と
定
義
し
て
、実
際
の
ポ
ル
ノ
の
多
様
な
形

態
を
無
視
す
る
よ
う
な
考
察
は
、「
肘
掛
け
椅
子
の
哲
学
者
」
の
や
る
こ
と
と
い
う
批

判
も
な
さ
れ
て
い
る
（M

ikkola 2017, 133; 2019, 259-260

）。
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