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―
仕
掛
け
と
し
て
の
民
俗
芸
能

一
　
仕
掛
け
と
し
て
の
民
俗
芸
能

山
口
昌
男
が
日
本
の
民
俗
芸
能
に
対
し
て
強
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
は
、
必
ず
し
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。

山
口
は
昭
和
五
二
（
一
九
七
七
）
年
の
段
階
で
「
五
年
程
前
に
、
東
京
の
日
本
青
年
館
で
岩
手
県
の
早
池
峰
山
麓
の
山
伏
神
楽
を
見

て
以
来
、
何
と
な
く
、
こ
の
民
俗
芸
能
の
中
に
、
演
劇
の
原
型
に
近
い
、
つ
ま
り
、
人
間
と
周
り
の
宇
宙
が
、
凝
縮
さ
れ
た
空
間
の

中
で
一
体
に
な
る
よ
う
な
、
身
振
り
の
造
型
性
が
埋
も
れ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
、
一
度
早
池
峰
山
麓
に
行
っ
て
堪
能
す
る
ま
で

見
て
み
た
い
も
の
だ
と
思
っ
て
い
た
。」（
山
口
昌
男
「
演
劇
の
根
を
訪
ね
て
」『
宇
宙
の
孤
児
』
第
三
文
明
社
、
一
九
九
〇
年
、
九
四
頁
）
と
書
い

て
い
る
。
民
俗
芸
能
は
山
口
に
と
っ
て
、
身
体
と
宇
宙
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が
交
差
す
る
地
点
だ
っ
た
。

山
口
は
小
松
和
彦
に
「
山
口
さ
ん
は
演
劇
的
な
世
界
へ
の
関
心
の
な
か
で
も
、
当
然
い
ま
ま
で
の
演
劇
の
延
長
だ
と
思
う
ん
で
す

け
れ
ど
も
、
日
本
の
民
間
の
芸
能
と
い
う
の
を
、
ず
っ
と
追
っ
掛
け
て
い
ま
す
ね
。
そ
の
成
果
は
ま
だ
山
口
さ
ん
の
書
い
た
も
の
の

な
か
に
、
あ
ま
り
出
て
き
て
い
な
い
と
思
う
ん
で
す
が
、
そ
の
長
い
蓄
積
の
な
か
で
、
な
ぜ
そ
れ
に
着
目
し
、
ど
う
い
う
ふ
う
に
展

ト
ッ
プ
ク
ラ
ス
の
非
常
人
で
し
た
。

―
最
後
に
、
山
口
さ
ん
が
遺
さ
れ
た
学
問
的
な
遺
産
に
つ
い
て
、

今
後
ど
の
よ
う
に
展
開
し
て
ゆ
く
の
か
、
中
沢
さ
ん
は
ど
う
お
考
え

で
し
ょ
う
か
。

中
沢
　『「
敗
者
」
の
精
神
史
』
な
ど
の
歴
史
人
類
学
の
仕
事
は
今
後
、

若
い
世
代
に
よ
っ
て
発
展
し
て
い
く
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

れ
か
ら
、
い
ま
の
若
手
の
人
類
学
者
を
見
て
い
る
と
、
出
発
点
が
音

楽
だ
っ
た
り
映
像
だ
っ
た
り
す
る
人
が
増
え
て
い
ま
す
。
山
口
昌
男

の
人
類
学
は
基
本
的
に
は
そ
う
い
う
イ
メ
ー
ジ
中
心
で
出
発
し
て
い

ま
す
の
で
、
そ
の
意
味
で
は
、
い
ま
の
若
い
人
類
学
者
た
ち
が
や
っ

て
い
る
こ
と
を
先
取
り
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
思
う
ん
で
す
ね
。

た
と
え
ば
、
山
口
先
生
が
描
く
絵
は
す
ば
ら
し
い
。
物
事
を
イ
メ
ー

ジ
で
把
握
し
て
そ
れ
を
絵
に
表
現
す
る
才
能
は
す
ご
い
ん
で
す
。
僕

が
山
口
昌
男
に
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
を
感
じ
て
い
る
こ
と
の
一
つ
は
、

そ
う
し
た
絵
の
才
能
で
す
。

　
僕
に
は
人
類
学
は
い
ず
れ
ま
た
よ
み
が
え
る
だ
ろ
う
と
い
う
予
感

が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
も
文
化
的
多
様
性
な
ど
を
説
く
優
等
生
的
人
類

学
で
は
な
く
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
文
化
的
多
様
性
な
ど
が

消
え
失
せ
た
後
の
世
界
に
お
い
て
、
特
異
性
を
も
っ
た
詩
的
な
主
体

を
生
み
出
そ
う
と
人
々
が
決
意
す
る
と
き
、
人
類
学
が
新
し
い
形
態

で
よ
み
が
え
っ
て
く
る
と
感
じ
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
、
優
等
生
的

文
化
人
類
学
者
た
ち
が
畏
れ
て
遠
ざ
け
て
い
た
山
口
昌
男
の
学
問
が

よ
み
が
え
っ
て
く
る
。
そ
の
と
き
は
僕
な
ど
が
い
ま
や
っ
て
い
る
仕

事
も
「
敗
者
」
の
一
員
と
し
て
、
山
口
先
生
と
一
緒
に
立
ち
戻
っ
て

く
る
で
し
ょ
う
。

撮
影
　
石
山
貴
美
子
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開
す
る
か
と
い
う
の
が
、
私
に
は
と
て
も
興
味
深
い
で
す
ね
。
な
ぜ
日
本
の
民
間
芸
能
と
い
う
も
の
に
着
目
し
て
い
る
ん
で
し
ょ
う

か
。」
と
問
わ
れ
て
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

伝
統
的
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
空
間
の
造
形
と
い
う
こ
と
を
こ
の
目
で
確
か
め
た
い
と
、
い
ま
は
考
え
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
羽
黒
山

に
も
行
く
し
、
山
伏
神
楽
も
ど
ん
ど
ん
見
る
。
／
た
と
え
ば
、
岩
手
県
の
山
伏
神
楽
を
見
る
で
し
ょ
う
。
山
伏
神
楽
は
神
社
で

ば
か
り
演
じ
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
村
の
家
へ
廻
っ
て
や
る
わ
け
で
し
ょ
う
。
そ
し
て
日
本
の
民
家
の
中
で
は
、
コ
ン
バ
ー

テ
ィ
ブ
ル
な
空
間
と
い
う
の
は
予
定
的
に
つ
く
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
土
間
が
あ
る
。
土
間
で
終
わ
る
斎さ

場に
わ

の
芸
と
い
う
も

の
も
あ
る
。
し
か
し
、
山
伏
神
楽
の
一
行
が
新
築
祝
な
ん
か
に
行
っ
て
、
家
の
中
に
上
が
っ
た
瞬
間
に
そ
の
家
は
劇
空
間
に
変

わ
る
。
劇
空
間
に
変
わ
る
き
っ
か
け
は
何
か
と
い
う
と
、
奥
の
間
に
行
っ
て
畳
を
六
枚
は
が
す
だ
け
で
、
そ
こ
が
劇
空
間
に
変

わ
る
。
／
劇
空
間
に
変
わ
る
と
日
本
の
家
の
、
空
間
的
な
能
力
と
い
う
の
が
あ
ら
わ
に
さ
れ
る
わ
ね
。
畳
の
下
に
は
板
が
張
っ

て
あ
る
わ
け
で
す
よ
。
隙
間
が
ち
ょ
っ
と
あ
っ
て
板
は
比
較
的
ル
ー
ズ
に
張
っ
て
あ
る
。
山
伏
神
楽
が
ど
ん
ど
ん
踏
み
鳴
ら
し

て
歌
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
地
か
ら
響
く
音
に
な
っ
て
く
る
で
し
ょ
う
。
そ
う
す
る
と
山
伏
神
楽
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
通
じ
て
、

空
間
と
い
う
も
の
は
天
と
地
の
力
を
凝
結
す
る
よ
う
な
磁
場
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
こ
の
目
で
見
て
確
か
め
て
い
る
わ
け
で

す
。
そ
ん
な
こ
と
は
あ
ま
り
言
っ
た
り
書
い
た
り
し
て
な
い
で
す
け
ど
ね
。
そ
う
い
う
劇
的
空
間
が
醸
成
さ
れ
る
現
場
の
情
景

を
、
で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
見
つ
め
て
い
く
過
程
に
身
を
置
い
て
い
る
と
い
う
感
じ
な
ん
で
す
け
ど
ね
。

（
山
口
昌
男
・
小
松
和
彦
「
思
想
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」『
山
口
昌
男
ラ
ビ
リ
ン
ス
』
国
書
刊
行
会
、
二
〇
〇
三
年
、
五
六
頁
）

い
き
な
り
山
口
に
倣
っ
て
長
く
引
用
し
て
し
ま
っ
た
が
、
あ
ら
た
め
て
そ
う
だ
っ
た
の
か
と
思
う
。
私
は
か
つ
て
限
ら
れ
た
期
間

だ
っ
た
が
、
山
口
の
民
俗
芸
能
行
脚
に
何
度
も
同
行
し
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
昭
和
五
九
（
一
九
八
四
）
年
一
二
月
、
私
は
山
口
の

一
行
に
参
加
し
て
、
奈
良
県
奈
良
市
の
春
日
若
宮
お
ん
祭
に
出
か
け
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
私
は
当
時
、
早
稲
田
大
学
第
一
文
学
部

演
劇
専
修
に
提
出
す
る
卒
業
論
文
「
春
日
若
宮
お
ん
祭
に
お
け
る
祭
儀
の
領
域
」
を
執
筆
し
て
い
た
た
め
、
案
内
役
を
買
っ
て
出
た

の
で
あ
る
。
一
方
、
山
口
は
奈
良
町
の
旅
館
で
睡
魔
に
襲
わ
れ
る
私
を
か
ら
か
い
な
が
ら
も
𠮟
咤
激
励
し
て
、
こ
の
卒
業
論
文
の
最

終
的
な
局
面
に
お
い
て
産
婆
役
を
務
め
た
。

も
ち
ろ
ん
山
口
は
自
分
の
関
心
に
も
言
及
し
て
い
る
。
春
日
若
宮
お
ん
祭
に
お
け
る
二
つ
の
中
心
と
し
て
松
の
下
式
と
御
旅
所
祭

を
あ
げ
た
上
で
、「
元
々
劇
場
に
は
、
潜
在
的
に
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
と
し
て
の
性
格
が
備
わ
っ
て
い
る
」
こ
と
を
強
調
し
て
お
り
、

「
演
じ
る
行
為
は
、
そ
れ
が
密
度
の
高
い
空
間
を
創
出
す
れ
ば
、
行
為
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
始
原
の
と
き
を
現
出
す
る
こ
と
が
で
き

る
」
が
、「
芸
能
の
中
で
形
骸
化
し
て
い
て
も
、
建
築
環
境
が
観
る
者
の
想
像
力
を
刺
激
し
て
同
じ
効
果
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き

る
」（
山
口
昌
男
「
タ
イ
ム
カ
プ
セ
ル
と
し
て
の
劇
場
」『
山
口
昌
男
ラ
ビ
リ
ン
ス
』、
二
二
〇
頁
）
と
い
う
の
で
あ
る
。
一
方
、
私
の
卒
業
論
文

は
ど
う
い
う
わ
け
か
山
口
に
評
価
さ
れ
て
、
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
の
「
象
徴
と
世
界
観
研
究
叢

書
」
第
二
巻
と
し
て
刊
行
さ
れ
る
幸
運
に
浴
し
た
。
今
読
み
返
し
て
み
て
も
深
遠
す
ぎ
て
自
分
で
も
よ
く
わ
か
ら
な
い
結
語
は
、
文

字
ど
お
り
山
口
の
気
配
が
充
満
す
る
只
中
で
書
か
れ
た
も
の
だ
っ
た
。

遷
幸
の
儀
が
名
付
け
ら
れ
得
な
い
も
の
が
生
成
す
る
プ
ロ
セ
ス
を
祭
礼
の
レ
ベ
ル
で
物
語
っ
て
い
た
と
し
た
ら
、
若
宮
が
再
び

他
界
へ
と
帰
還
す
る
還
幸
の
儀
は
、
一
切
が
未
分
化
の
状
態
へ
返
さ
れ
、
カ
オ
ス
の
中
へ
と
い
だ
か
れ
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
を
表

明
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
い
わ
ば
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
死
と
再
生
の
儀
礼
が
行
な
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
御
旅
所
祭
の
観
客
は
、
演
じ
る
身
体
上
に
次
々
と
招
喚
さ
れ
た
若
宮
の
姿
に
引
き
つ
け
ら
れ
て
、
若
宮
神
社
ま
で
の
行
程
に

随
う
同
伴
者
と
な
り
、
死
と
再
生
を
祭
礼
の
中
で
体
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
即
ち
演
じ
る
身
体
に
幻
視
で
き
た
若
宮
の
姿
は
消

滅
し
、
神
職
・
神
人
の
作
る
人
垣
が
若
宮
を
他
界
へ
送
り
出
す
の
で
あ
る
。
そ
の
時
の
若
宮
が
決
し
て
人
目
に
触
れ
る
こ
と
を

許
さ
れ
な
い
の
は
、
遷
幸
の
儀
と
同
様
で
あ
り
、
名
付
け
ら
れ
得
な
い
も
の
の
性
格
を
示
唆
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
若
宮

の
神
霊
が
若
宮
神
社
に
収
ま
る
ま
で
の
一
部
始
終
に
立
ち
会
う
観
客
は
、
若
宮
が
再
び
名
付
け
ら
れ
得
な
い
も
の
と
し
て
他
界

の
奥
深
く
に
蹲
り
、
来
年
の
こ
こ
・
こ
の
時
に
再
生
す
る
ま
で
待
ち
続
け
る
姿
に
思
い
を
馳
せ
る
の
で
あ
る
。
常
に
祭
礼
の
中

心
で
あ
っ
た
若
宮
を
他
界
へ
と
祭
り
棄
て
る
還
幸
の
儀
は
、
若
宮
が
共
同
体
の
様
々
な
思
惑
を
め
ぐ
っ
て
象
徴
の
レ
ベ
ル
で
作
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用
し
な
が
ら
も
、
そ
の
一
切
を
溶
解
・
無
化
し
つ
つ
命
脈
を
永
遠
に
保
ち
得
る
こ
と
を
確
信
さ
せ
て
、
大
い
な
る
お
ん
祭
の
波

動
の
只
中
に
没
入
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
を
促
す
の
が
祭
礼
空
間
に
像
を
結
ん
だ
芸
能
者
で
あ
り
、
観
客
の
想
像
力
で
あ
っ
た
の
は

言
う
ま
で
も
な
い
。

（
橋
本
裕
之
『
春
日
若
宮
お
ん
祭
と
奈
良
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』
東
京
外
国
語
大
学
ア
ジ
ア
・
ア
フ
リ
カ
言
語
文
化
研
究
所
、
一
九
八
六
年
、
一
〇
九
頁
）

こ
の
結
語
を
見
て
も
恥
ず
か
し
い
く
ら
い
一
目
瞭
然
だ
が
、『
春
日
若
宮
お
ん
祭
と
奈
良
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
』
は
行
き
ず
り
の
学

部
生
だ
っ
た
私
が
山
口
の
『
文
化
と
両
義
性
』（
岩
波
書
店
、
一
九
七
五
年
）
に
魅
せ
ら
れ
た
結
果
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
作
品
だ
っ
た
。

私
の
民
俗
芸
能
研
究
は
山
口
に
よ
っ
て
仕
掛
け
ら
れ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

二
　
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー

私
は
昭
和
五
九
年
四
〜
五
月
、
福
井
県
三
方
郡
美
浜
町
に
出
か
け
た
。
弥
美
神
社
の
祭
礼
に
奉
納
さ
れ
る
王
の
舞
を
見
る
た
め

だ
っ
た
。
そ
も
そ
も
山
口
が
福
井
県
の
若
狭
地
方
に
伝
わ
る
王
の
舞
に
興
味
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
の
で
、
私
が
旅
程
を
立
案
し
た

の
だ
が
、
山
口
じ
し
ん
は
諸
般
の
事
情
が
重
な
っ
て
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
だ
が
、
私
は
こ
の
王
の
舞
に
す
っ
か
り
魅

せ
ら
れ
て
し
ま
い
、
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
芸
術
学
（
演
劇
）
専
攻
に
進
学
し
た
以
降
も
若
狭
地
方
に
通
い
つ
め
て
、
昭

和
六
二
（
一
九
八
七
）
年
一
月
に
修
士
論
文
「
王
の
舞
の
研
究

―
若
狭
に
お
け
る
芸
能
と
空
間
」
を
完
成
さ
せ
た
。
し
た
が
っ
て
、

私
は
山
口
の
思
い
つ
き
に
導
か
れ
て
、
弥
美
神
社
の
祭
礼
に
奉
納
さ
れ
る
王
の
舞
に
出
会
う
こ
と
が
で
き
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
昭
和
六
二
年
四
〜
五
月
、
私
は
山
口
の
一
行
に
参
加
し
て
「
福
井
県
（
若
狭
）
及
び
滋
賀
県
（
近
江
）
及
び
富
山
県
（
越

中
）
の
三
カ
国
に
ま
た
が
る
民
俗
調
査
」
に
出
か
け
た
。
と
い
う
か
、
や
は
り
私
が
旅
程
を
立
案
し
た
の
だ
が
、
山
口
に
し
て
み
れ

ば
捲
土
重
来
の
機
会
が
よ
う
や
く
到
来
し
た
わ
け
で
あ
る
。
山
口
は
「
こ
の
「
王
の
舞
」
と
い
う
の
は
若
狭
一
帯
の
各
地
で
行
わ
れ

る
舞
で
、
基
本
的
に
伎
楽
・
散
楽
の
舞
の
系
統
を
ひ
く
も
の
で
あ
る
。
赤
い
着
物
に
鶏
と
孔
雀
の
尾
で
飾
っ
た
鳥と

り

冠か
ぶ
とを

着
用
し
、
天

狗
に
近
い
面
を
着
け
た
若
者
が
鉾
を
持
っ
て
、
考
え
ら
れ
る
限
り
最
も
大
き
い
振
り
で
ゆ
っ
く
り
と
踊
る
の
で
、
異
人
と
し
て
の
王

（
＝
皇
＝
天
皇
）
を
演
じ
る
舞
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。」（
山
口
昌
男
「
酒
中
日
記

―
酒
中
に
活
を
得
る
」『
山
口
昌
男
ラ
ビ
リ
ン
ス
』、

二
九
八–

二
九
九
頁
）
と
い
う
。

私
は
国
立
歴
史
民
俗
博
物
館
民
俗
研
究
部
の
助
手
と
し
て
働
き
は
じ
め
た
以
降
も
若
狭
地
方
に
通
い
続
け
て
、
平
成
七
（
一
九
九

五
）
年
六
月
に
博
士
論
文
「
王
の
舞
の
民
俗
学
的
研
究
」
を
完
成
さ
せ
た
。
博
士
論
文
を
刊
行
し
た
『
王
の
舞
の
民
俗
学
的
研
究
』

（
ひ
つ
じ
書
房
、
一
九
九
七
年
）
は
長
年
に
わ
た
っ
て
取
り
組
ん
で
き
た
王
の
舞
の
調
査
研
究
を
集
大
成
し
た
も
の
で
あ
っ
た
が
、
山
口

が
提
示
し
た
「
異
人
と
し
て
の
王
（
＝
皇
＝
天
皇
）
を
演
じ
る
舞
」
と
い
う
視
座
は
、
王
の
舞
が
来
訪
神
・
外
来
王
、
も
し
く
は
開
発

神
・
文
化
英
雄
と
し
て
観
念
さ
れ
て
い
た
消
息
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
手
が
か
り
と
し
て
有
益
だ
っ
た
。
と
り
わ
け
弥
美
神
社
の
祭

礼
に
つ
い
て
、
私
は
こ
う
要
約
し
て
い
る
。

儀
礼
の
行
な
わ
れ
る
場
で
あ
る
祭
礼
空
間
そ
の
も
の
が
、
地
域
＝
観
客
に
始
原
的
時
空
を
体
験
さ
せ
る
た
め
の
文
化
装
置
と
し

て
機
能
し
て
お
り
、
す
ぐ
れ
て
演
劇
的
な
枠
組
み
を
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
首
肯
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。（
中
略
）
祭
礼
を
構

成
す
る
言
説
の
中
核
に
は
、
外
部
か
ら
到
来
す
る
異
質
な
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
異
質
な
も
の
を

受
容
す
る
過
程
が
、
祭
礼
空
間
に
お
い
て
く
り
ひ
ろ
げ
ら
れ
る
儀
礼
の
レ
ベ
ル
で
表
象
さ
れ
て
い
た
。
し
か
も
、
弥
美
神
社
の

祭
礼
に
は
、
随
所
に
身
体
に
対
す
る
鋭
敏
な
感
受
性
が
仕
組
ま
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
弥
美
神
社
の
祭
礼
を
根
底
か
ら
規
定
す
る

宇
宙
論
と
不
可
分
に
か
か
わ
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
儀
礼
じ
た
い
が
き
わ
め
て
演
劇
的
な
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
っ
た

こ
と
を
、
よ
く
物
語
っ
て
い
る
。

（
橋
本
裕
之
『
王
の
舞
の
民
俗
学
的
研
究
』、
一
六–

一
七
頁
）

 

そ
し
て
、
弥
美
神
社
の
祭
礼
に
お
い
て
特
異
な
位
置
を
占
め
る
王
の
舞
は
、
こ
う
し
た
民
俗
的
世
界
観
の
構
造
を
最
も
よ
く
体
現

し
て
お
り
、「
王
の
舞
を
民
俗
社
会
の
抱
え
る
独
自
の
論
理
が
身
体
化
さ
れ
投
影
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
と
し
て
読
む
視
点
が
成
立
し
う
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る
と
考
え
て
み
た
」
わ
け
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、「
過
度
に
不
自
然
な
動
作
・
姿
勢
の
連
続
を
要
求
し
、
高
度
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
の
水

準
を
保
つ
演
技
」
に
つ
い
て
い
え
ば
、「
そ
の
超
絶
技
巧
を
支
え
る
内
在
律
は
、
じ
つ
は
民
俗
社
会
に
培
わ
れ
た
独
自
の
論
理
と
む

き
あ
っ
て
い
た
」
の
で
あ
り
、「
そ
の
意
味
で
、
民
俗
的
思
考
の
な
か
に
付
置
さ
れ
る
王
の
舞
と
は
、
地
域
＝
観
客
に
と
っ
て
演
じ

ら
れ
る
哲
学
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。」（
同
書
、
一
七–

一
八
頁
）
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
民
俗
的
世
界
観
の
構
造
を
前
提
し

な
が
ら
民
俗
芸
能
を
関
係
論
的
に
記
述
す
る
さ
い
、
弥
美
神
社
の
祭
礼
に
奉
納
さ
れ
る
王
の
舞
は
恰
好
の
対
象
だ
っ
た
。
私
は
現
地

調
査
を
継
続
す
る
一
方
、
山
口
の
視
座
を
忠
実
に
踏
襲
し
な
が
ら
、
王
の
舞
を
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
が
交
差
す
る
地

点
と
し
て
描
き
出
し
て
い
っ
た
。

三
　
民
俗
芸
能
の
精
神
史

だ
が
、
私
は
現
地
調
査
を
継
続
す
る
過
程
に
お
い
て
、
次
第
に
山
口
の
視
座
に
対
す
る
批
判
的
な
姿
勢
、
と
い
う
よ
り
も
自
己
批

判
的
な
姿
勢
を
強
め
て
い
っ
た
。
私
は
い
わ
ゆ
る
構
造
論
的
な
視
座
が
日
本
の
民
俗
芸
能
を
理
解
す
る
さ
い
不
十
分
で
あ
り
、
共
時

的
な
構
造
を
金
太
郎
飴
よ
ろ
し
く
分
析
し
た
と
し
て
も
、
歴
史
的
な
変
化
が
描
き
出
す
通
時
的
な
構
造
を
満
足
に
扱
う
こ
と
が
で
き

な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
山
口
が
強
調
す
る
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
は
あ
ま
り
に
も
主
知
主
義
的
で
あ
り
、
行
為
当
事
者
が
生
き
る
コ
ス

モ
ロ
ジ
ー
と
い
う
よ
り
も
、
山
口
じ
し
ん
が
考
え
る
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
考
え
た
私
は
、
中
世
前
期
に
淵
源

す
る
王
の
舞
に
関
す
る
各
種
の
史
料
を
渉
猟
す
る
作
業
に
邁
進
し
て
い
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
芸
能
史
研
究
に
軌
道
修
正
し
た
と
い
っ
て

も
い
い
だ
ろ
う
が
、
そ
の
成
果
は
前
述
し
た
『
王
の
舞
の
民
俗
学
的
研
究
』
の
第
一
部
「
王
の
舞
の
民
俗
史
」
に
お
い
て
結
実
し
て

い
る
は
ず
で
あ
る
。

と
い
っ
て
も
、
私
は
「
伝
播
論
が
明
ら
か
に
す
る
事
実
と
し
て
の
歴
史
は
ひ
と
ま
ず
措
い
て
、
王
の
舞
を
め
ぐ
る
精
神
史
を
も
構

想
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。」
と
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、「
王
の
舞
に
付
加
さ
れ
た
神
話
・
伝
承
・
儀
礼
・
習
俗
な
ど
を
テ
ク
ス
ト

と
し
て
、
そ
こ
に
こ
め
ら
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
観
念
を
よ
み
と
っ
て
ゆ
く
、
い
わ
ば
修
辞
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
」（
同
書
、
一
二
頁
）
の
み

な
ら
ず
、
解
釈
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
、
つ
ま
り
「
王
の
舞
を
上
演
す
る
身
体
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
の
か
、
つ
ま
り
い
か
な

る
釈
義
を
引
き
受
け
て
い
っ
た
の
か
、
そ
の
仕
組
み
と
消
息
を
探
り
あ
て
」（
同
書
、
一
五
頁
）
る
試
み
に
も
従
事
し
て
い
る
。
い
ず

れ
に
し
て
も
、
私
は
王
の
舞
が
上
演
さ
れ
る
場
に
宿
っ
た
演
劇
的
想
像
力
の
所
在
に
で
き
る
だ
け
接
近
し
た
い
と
考
え
て
い
た
。
演

技
の
精
神
史
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
私
の
視
座
は
王
の
舞
の
み
な
ら
ず
、
散
楽
・
田
楽
・
細せ

い
の
お男
の
よ
う
な
い
く
つ
か
の
中
世
芸
能
の
言
説

と
身
体
に
も
向
け
ら
れ
て
い
っ
た
。

あ
る
芸
能
に
つ
い
て
文
献
及
び
絵
画
資
料
と
民
俗
事
例
と
の
間
に
連
続
性
が
想
定
さ
れ
る
場
合
に
は
、
芸
能
を
支
え
る
内
実
へ

と
問
い
を
深
化
さ
せ
る
端
緒
が
得
ら
れ
る
と
考
え
る
。
つ
ま
り
、
民
俗
芸
能
が
実
現
す
る
身
体
性
と
は
、
芸
能
の
か
た
ち
が
民

俗
社
会
の
中
で
さ
ま
ざ
ま
に
解
釈
さ
れ
変
形
し
て
ゆ
く
消
息
と
対
応
し
て
い
る
と
了
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
芸

能
が
如
何
な
る
イ
メ
ー
ジ
と
共
に
観
念
さ
れ
て
い
た
か
を
探
る
、
い
わ
ば
観
客
論
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
意
味
す
る
で
あ
ろ

う
。
以
上
の
如
く
考
え
る
な
ら
ば
、
芸
能
史
研
究
に
演
劇
的
想
像
力
を
補
塡
す
る
た
め
に
民
俗
芸
能
が
益
す
る
と
こ
ろ
は
、
極

め
て
大
き
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
民
俗
芸
能
を
積
極
的
に
視
野
に
収
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
芸
能
を
め
ぐ
る
微
細
な

イ
メ
ー
ジ
を
紡
ぎ
出
し
て
み
よ
う
。
芸
能
史
研
究
は
、
芸
能
の
精
神
史
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
全
く
新
し
い
領
域
を
切
り
開
こ
う
と

し
て
い
る
。

（
橋
本
裕
之
『
演
技
の
精
神
史

―
中
世
芸
能
の
言
説
と
身
体
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
三
年
、
四
頁
）

こ
れ
は
私
が
書
い
た
「
芸
能
史
研
究
に
と
っ
て
想
像
力
と
は
何
か
」
と
い
う
短
い
文
章
の
結
語
で
あ
る
。
繰
り
返
し
て
お
か
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
が
、
演
技
の
精
神
史
は
山
口
を
乗
り
越
え
る
た
め
の
方
法
、
の
つ
も
り
だ
っ
た
。
だ
が
、
山
口
は
当
時
こ
そ
あ

ま
り
意
識
し
て
い
な
か
っ
た
の
だ
が
、
精
神
史
に
つ
い
て
も
先
駆
的
な
所
説
を
展
開
し
て
い
た
。
か
つ
て
私
が
何
と
か
山
口
を
乗
り

越
え
た
い
と
思
っ
て
投
げ
か
け
た
質
問
に
対
し
て
、
山
口
は
い
つ
も
「
そ
ん
な
話
は
何
十
年
も
前
に
も
う
書
い
て
い
る
こ
と
だ
。」

と
い
う
も
の
だ
か
ら
不
満
を
募
ら
せ
て
い
た
も
の
だ
が
、
残
念
な
が
ら
認
め
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て
読
み
な
お
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し
て
み
た
い
。

ル
・
ゴ
フ
の
考
え
で
は
、「
精
神
史
」
は
全
体
史
の
た
め
の
基
礎
を
提
供
す
る
も
の
ら
し
い
。
或
る
意
味
で
は
「
精
神
史
」
は
、

構
造
論
で
言
う
意
味
で
の
パ
ロ
ー
ル
に
対
す
る
ラ
ン
グ
の
探
究
に
相
当
す
る
位
置
を
持
つ
と
言
え
る
か
も
知
れ
な
い
。
ラ
ン
グ

は
精
神
の
深
層
に
横
た
わ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
表
層
の
部
分
を
占
め
る
政
治
史
や
経
済
史
は
排
除
の
対
象
に
な
る
。
経
済
決

定
論
で
動
か
さ
れ
て
き
た
歴
史
学
を
「
精
神
史
」
の
側
に
取
り
戻
す
こ
と
が
、
人
類
学
的
歴
史
学
の
課
題
と
言
え
る
か
も
知
れ

な
い
。

（
山
口
昌
男
「
歴
史
人
類
学
或
い
は
人
類
学
的
歴
史
学
へ

―
Ｊ
・
ル
・
ゴ
フ
の
「
歴
史
学
と
民
族
学
の
現
在
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
知
の
遠
近
法
』
岩
波

書
店
、
一
九
七
八
年
、
三
〇
〇–
三
〇
一
頁
）

当
時
の
私
は
山
口
の
視
座
を
脱
歴
史
的
だ
と
考
え
て
い
た
が
、『
文
化
と
両
義
性
』
し
か
見
え
な
い
と
い
う
意
味
で
、
極
端
な
視

野
狭
窄
に
陥
っ
て
い
た
こ
と
を
思
い
知
ら
さ
れ
て
い
る
。
山
口
を
乗
り
越
え
る
方
法
と
し
て
私
が
提
示
し
た
視
座
が
精
神
史
だ
っ
た

こ
と
は
い
か
に
も
皮
肉
で
あ
る
。
私
は
「
王
の
舞
の
、
あ
の
超
絶
技
巧
を
可
能
に
す
る
演
劇
的
な
想
像
力
が
立
ち
あ
が
っ
て
く
る
源

泉
を
つ
き
と
め
た
い
」（
橋
本
裕
之
『
演
技
の
精
神
史

―
中
世
芸
能
の
言
説
と
身
体
』、
ⅶ
頁
）
と
願
い
、「
か
つ
て
田
楽
が
上
演
さ
れ
る
場

に
紡
ぎ
出
さ
れ
た
演
劇
的
想
像
力
は
、
は
た
し
て
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
熱
狂
の
坩
堝
か
ら
い
っ
た
い
ど
の
よ
う

な
精
神
史
的
景
観
が
生
み
出
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
。」（
同
書
、
七
頁
）
と
問
い
な
が
ら
も
、
依
然
と
し
て
精
神
史
的
景
観
の
全
体
も
基

礎
も
描
け
て
い
な
い
こ
と
を
自
覚
し
て
い
る
。
以
下
は
『
演
技
の
精
神
史
』
に
関
す
る
鎌
田
東
二
の
書
評
を
引
用
し
た
も
の
で
あ
る

が
、
お
そ
ら
く
山
口
も
こ
う
注
文
し
た
は
ず
で
あ
る
。
鎌
田
の
言
葉
は
あ
た
か
も
山
口
の
𠮟
咤
激
励
の
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

か
く
し
て
、
本
書
で
橋
本
が
透
視
し
よ
う
と
し
た
「
演
劇
的
想
像
力
」
と
「
精
神
史
的
景
観
」
は
酒
吞
童
子
と
田
楽
と
の
観
念

連
合
の
中
、「
不
安
」
な
旋
律
を
奏
で
な
が
ら
幕
を
閉
じ
る
。
こ
こ
に
見
え
て
く
る
「
演
技
の
精
神
史
」
は
中
世
芸
能
の
中
に
ひ

と
時
横
溢
し
た
「
異
類
異
形
」
の
「
暴
力
」
と
「
想
像
力
」
が
搔
き
立
て
た
「
異
変
」
と
「
不
安
」
の
「
景
観
」
で
あ
る
。
／

そ
れ
は
し
か
し
残
念
な
が
ら
、
い
ま
だ
「
史
的
景
観
」
と
し
て
見
え
て
く
る
ま
で
に
は
至
ら
な
い
。
個
々
の
断
片
の
鮮
や
か
な

切
り
取
り
と
そ
の
映
発
で
終
わ
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
書
で
多
用
さ
れ
る
キ
ー
ワ
ー
ド
の
「
精
神
史
」
に
つ
い
て
も
、
橋
本
が

構
想
す
る
「
精
神
史
」
と
は
い
か
な
る
も
の
か
い
ま
だ
照
準
が
定
ま
ら
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
少
な
く
と
も
本
書
か
ら
は
そ
れ

が
何
で
あ
る
か
、
は
っ
き
り
と
は
伝
わ
っ
て
こ
な
い
。（
中
略
）
芸
能
と
王
権
あ
る
い
は
権
力
と
の
関
係
や
、
反
逆
と
反
抗
の
身

体
と
「
演
劇
的
想
像
力
」
が
ど
の
よ
う
に
切
り
結
ば
れ
、
ど
の
よ
う
な
力
と
変
形
作
用
に
よ
っ
て
制
圧
さ
れ
た
り
鎮
撫
さ
れ
て

い
っ
た
の
か
を
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
に
描
き
出
し
て
初
め
て
、『
演
技
の
精
神
史
』
と
題
す
る
に
相
応
し
い
書
が
完
成
す
る
で
あ
ろ
う
。

（
鎌
田
東
二
「
橋
本
裕
之
著
『
演
技
の
精
神
史

―
中
世
芸
能
の
言
説
と
身
体
』」『
宗
教
研
究
』
第
七
七
巻
第
三
輯
、
日
本
宗
教
学
会
、
二
〇
〇
三
年
、

二
二
〇
頁
）四

　
民
俗
芸
能
研
究
の
認
識
論
的
前
提

一
方
、
私
は
民
俗
芸
能
研
究
の
会
／
第
一
民
俗
芸
能
学
会
を
設
立
し
て
、
従
来
の
民
俗
学
的
思
考
、
と
り
わ
け
民
俗
芸
能
研
究
の

認
識
論
的
前
提
を
問
い
な
お
す
作
業
に
と
り
か
か
っ
て
い
た
。
私
は
民
俗
芸
能
と
い
う
術
語
が
「
伝
統
」「
素
朴
」「
古
風
」
等
々
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
同
伴
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
こ
う
述
べ
て
い
る
。

こ
の
懐
古
的
な
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
群
は
そ
も
そ
も
近
代
の
所
産
で
あ
っ
た
。
近
代
以
降
、
農
村
の
人
口
が
都
市
に
多
数
流
出
し
て

い
っ
た
ば
か
り
か
、
鉄
道
・
郵
便
・
ラ
ジ
オ
等
々
の
近
代
的
な
諸
メ
デ
ィ
ア
が
発
達
し
た
結
果
と
し
て
、
人
々
は
新
し
く
「
郷

土
」
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
芸
能

―
今
日
い
う
「
民
俗
芸
能
」
を
発
見
す
る
。
そ
し
て
同
時
に
「
民
俗
芸
能
」
に
対
す
る
入
射

角
、
つ
ま
り
「
伝
統
」「
素
朴
」「
古
風
」
等
々
を
前
提
す
る
視
線
を
も
獲
得
し
て
い
っ
た
。
そ
の
よ
う
な
視
線
じ
た
い
近
代
的

な
諸
メ
デ
ィ
ア
を
く
ぐ
っ
て
発
現
、
広
汎
に
流
通
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
民
俗
芸
能
研
究
も
こ
う
し
た
動
向
が
結
晶
化
し
た
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も
の
で
あ
っ
た
。

（
橋
本
裕
之
『
民
俗
芸
能
研
究
と
い
う
神
話
』
森
話
社
、
二
〇
〇
六
年
、
三
〇
四
頁
）

 
あ
ら
た
め
て
「
民
俗
芸
能
に
と
っ
て
「
近
代
」
と
は
何
か
。」
と
問
う
て
み
た
い
。「
こ
こ
で
い
う
括
弧
つ
き
の
「
近
代
」
と
は
、

包
括
的
な
時
代
区
分
を
意
味
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
あ
た
か
も
自
明
の
こ
と
が
ら
で
あ
る
か
の
よ
う
に
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
規
定
す

る
実
践
の
日
常
的
な
様
式
を
指
し
て
」
お
り
、「
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
「
現
在
」
さ
ら
に
は
「
資
本
主
義
的
構
造
」
な
ど
と
言
い
か

え
て
も
、
ほ
と
ん
ど
差
し
支
え
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」（
同
書
、
七
六
頁
）
の
だ
が
。

こ
こ
で
い
う
「
近
代
」
や
「
現
在
」
は
、
も
う
ひ
と
つ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
群
を
含
意
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、「
近
代
」
や

「
現
在
」
は
重
層
的
な
構
造
を
持
っ
て
お
り
、あ
く
ま
で
も
「
民
俗
芸
能
」
を
調
査
／
記
述
す
る
と
い
う
微
視
的
な
試
み
を
と
お

し
て
し
か
浮
か
び
あ
が
っ
て
こ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
領
域
を
覆
い
尽
く
し
た
「
近
代
」
や
「
現
在
」
に

深
く
規
定
さ
れ
な
が
ら
も
、「
民
俗
芸
能
」
に
ま
つ
わ
る
身
体
技
術
が
い
か
な
る
存
在
形
態
を
維
持
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
消
息

を
調
査
／
記
述
す
る

―
。
対
象
の
変
化
に
由
来
す
る
こ
う
し
た
課
題
じ
た
い
、
そ
も
そ
も
「
近
代
」
や
「
現
在
」
が
み
せ
る

表
情
の
ひ
と
つ
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、「
近
代
」
や
「
現
在
」
は
民
俗
芸
能
研
究
の
根
幹
に
直
接
か
か
わ
る

課
題
で
あ
り
、
新
し
い
主
題
群
を
連
鎖
的
に
呼
び
お
こ
す
、
い
わ
ば
第
一
の
主
題
な
の
で
あ
っ
た
。

（
同
書
、
一
一
頁
）

こ
れ
も
私
に
し
て
み
れ
ば
、
山
口
の
圏
域
を
脱
し
て
自
分
の
足
場
を
確
立
す
る
た
め
で
あ
り
、
山
口
の
視
座
に
感
じ
て
い
た
脱
歴

史
的
な
偏
向
を
乗
り
越
え
る
方
法
の
一
つ
だ
っ
た
が
、
山
口
が
人
類
学
的
認
識
の
諸
前
提
を
問
い
な
お
す
試
み
に
つ
い
て
も
先
鞭
を

つ
け
て
い
た
こ
と
は
承
知
し
て
い
た
。
山
口
は
「
西
洋
近
代
の
人
間
科
学
の
思
想
が
、
自
然
法
と
歴
史
主
義
の
葛
藤
の
所
産
と
し
て

の
啓
蒙
主
義
の
思
想
に
決
定
的
に
負
う
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
日
本
近
代
は
人
間
科
学
の
ど
の
よ
う
な
認
識
論
的
前
提
を
持
ち
え

た
の
だ
ろ
う
か
。」
と
問
い
、「
奇
妙
な
事
に
人
類
学
す
ら
日
本
近
代
の
西
洋
化
の
所
産
で
あ
っ
た
。
こ
こ
に
人
類
学
的
思
考
が
人
類

学
者
に
と
っ
て
す
ら
異
質
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
状
況
が
成
立
す
る
。」（
山
口
昌
男
「
人
類
学
的
認
識
の
諸
前
提

―
戦
後
日
本
人
類
学
の
思

想
状
況
」『
新
編 

人
類
学
的
思
考
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
九
年
、
七
頁
）
と
い
う
。
そ
し
て
、
山
口
は
柳
田
国
男
に
言
及
す
る
の
で
あ
る
。

い
う
ま
で
も
な
く
柳
田
国
男
が
違
和
感
を
抱
い
た
の
は
こ
の
よ
う
な
思
想
的
風
土
で
あ
っ
た
。
柳
田
国
男
の
生
涯
を
貫
く
核
と

も
言
う
べ
き
も
の
は
、「
人
間
と
は
何
か
？
」
と
い
う
抽
象
的
な
問
を
「
日
本
人
と
は
何
か
？
」
と
い
う
具
体
的
な
問
に
置
き
換

え
る
事
に
よ
っ
て
、
西
洋
的
合
理
主
義
が
本
来
持
っ
て
い
た
合
理
的
な
も
の
と
非
合
理
的
な
も
の
非
日
常
的
な
も
の
と
の
緊
張

感
（
た
と
え
ば
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー
を
生
ん
だ
十
九
世
紀
末
が
同
時
に
フ
ロ
イ
ト
、
パ
レ
ー
ト
ー
、
フ
レ
イ
ザ
ー
を
生
ん
で
い
る
思
想
的
風
土
を

指
す
）
を
民
俗
の
上
に
成
立
・
回
復
さ
せ
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
う
す
る
事
に
よ
っ
て
柳
田
国
男
の
思
想
・
学
問
は
日
本
に
対
す

る
認
識
を
西
欧
近
代
⇅
日
本
近
代
と
い
う
完
結
し
た
都
市
的
合
理
主
義
か
ら
も
っ
と
広
大
な
原
野
に
解
き
放
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
西
欧
化
の
現
象

0

0

と
し
て
の
人
類
学
の
及
び
得
な
か
っ
た
人
類
学
的
思
考
の
達
成
で
あ
っ
た
。
し
か
し
柳
田
国
男
は
或
る

意
味
で
は
も
っ
と
戦
術
的
で
あ
る
べ
き
だ
っ
た
。「
日
本
人
と
は
何
か
？
」と
い
う
問
を
発
し
豊
か
な
回
答
を
与
え
る
事
に
よ
っ

て
経
験
論
的
合
理
主
義
に
打
撃
を
与
え
る
事
に
成
功
し
た
彼
は
、
再
び
「
人
間
と
は
何
か
？
」
と
い
う
問
に
立
ち
還
る
べ
き
で

あ
っ
た
。
そ
う
す
る
事
に
よ
っ
て
日
本
的
な
も
の
の
中
で
普
遍
的
な
も
の
と
真
に
日
本
的
な
も
の
と
を
明
ら
か
に
し
、
民
俗
学

を
日
本
的
経
験
主
義
を
越
え
た
普
遍
的
人
間
科
学
に
高
め
る
方
向
を
与
え
る
事
が
出
来
た
は
ず
で
あ
る
。
柳
田
学
の
継
承
を
志

す
も
の
に
は
、
彼
が
民
俗
学
者
で
あ
れ
人
類
学
者
で
あ
れ
、
こ
の
よ
う
な
課
題
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
人
は
知
ら
ね
ば
な

る
ま
い
。
／
柳
田
国
男
の
思
想
に
は
そ
の
よ
う
な
否
定
的
媒
介
と
し
て
の
日
本
近
代
が
あ
り
得
た
。

（
同
論
文
、
七–

八
頁
）

山
口
は
私
が
進
む
べ
き
方
向
を
予
言
し
て
い
た
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
じ
っ
さ
い
、
私
は
「
「
民
俗
芸
能
」
に
お
け
る
「
現

在
」
と
い
う
、
民
俗
芸
能
研
究
の
根
幹
に
も
か
か
わ
る
未
発
の
主
題
を
主
題
化
し
て
き
た
」
が
、「
こ
う
し
た
実
践
は
「
民
俗
芸
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能
」
を
規
定
し
て
い
る
外
在
的
な
諸
条
件
を
主
題
化
す
る
も
の
で
あ
り
、
過
度
の
文
脈
主
義
に
終
始
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。」（
橋

本
裕
之
『
民
俗
芸
能
研
究
と
い
う
神
話
』、
三
〇
五
頁
）
と
考
え
た
。
す
な
わ
ち
、
民
俗
芸
能
研
究
を
脱
神
話
化
し
て
、
そ
の
認
識
論
的
前

提
を
問
い
な
お
す
試
み
は
必
要
不
可
欠
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
が
民
俗
芸
能
研
究
の
可
能
態
に
お
け
る
中
心
的
な
主
題
で
あ
る
わ
け
で

も
何
で
も
な
い
。
天
に
向
か
っ
て
唾
を
吐
け
ば
、
唾
は
必
ず
自
分
に
降
り
か
か
る
。
私
は
民
俗
学
的
思
考
の
新
し
い
可
能
性
に
関
し

て
、
民
俗
学
的
認
識
の
諸
前
提
を
問
い
な
お
す
こ
と
に
求
め
よ
う
と
思
わ
な
か
っ
た
。「
近
代
」
は
あ
く
ま
で
も
民
俗
芸
能
研
究
の

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
な
偏
向
を
露
呈
さ
せ
る
べ
く
戦
略
的
に
導
入
さ
れ
た
視
座
に
す
ぎ
な
い
。
向
か
う
べ
き
領
域
は
そ
の
向
こ
う
側
に

広
が
っ
て
い
る
は
ず
だ
っ
た
。

五
　
演
技
の
共
同
体
に
お
け
る
中
心
と
周
縁

そ
も
そ
も
「
民
俗
芸
能
」
は
神
秘
的
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
す
も
の
で
あ
っ
て
も
、
や
は
り
身
体
技
法
の
一
種
で
あ
り
個
別
的
な

演
技
の
集
合
体
で
あ
る
。
民
俗
芸
能
研
究
が
演
技
を
記
述
す
る
試
み
を
放
り
出
し
た
ら
本
末
転
倒
。
し
た
が
っ
て
、今
後
は「
民

俗
芸
能
」
を
形
成
し
て
い
る
内
在
的
な
諸
条
件
を
主
題
化
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
視
座
は
「
民
俗
芸
能
」

に
お
け
る
「
現
在
」
の
重
層
的
な
構
造
を
照
射
す
る
の
み
な
ら
ず
、「
演
技
の
民
俗
誌
」
と
で
も
い
う
べ
き
新
し
い
研
究
領
域
を

呼
び
お
こ
す
。
そ
れ
は
演
技
と
い
う
身
体
的
な
知
識
を
習
得
す
る
／
さ
せ
る
方
法
お
よ
び
そ
の
よ
う
な
方
法
を
内
在
す
る
共
同

体
の
機
構
を
解
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
民
俗
芸
能
研
究
の
み
な
ら
ず
社
会
科
学
に
お
け
る
広
汎
な
関
心
に
貢
献
す
る
可
能
性
を

持
つ
は
ず
で
あ
る
。

（
橋
本
裕
之
『
民
俗
芸
能
研
究
と
い
う
神
話
』、
三
〇
五–

三
〇
六
頁
）

そ
し
て
、
私
は
ま
っ
た
く
新
し
い
地
平
に
踏
み
出
し
た
。
私
も
執
筆
者
の
一
人
と
し
て
深
く
か
か
わ
っ
た
『
身
体
の
構
築
学

―

社
会
的
学
習
過
程
と
し
て
の
身
体
技
法
』（
ひ
つ
じ
書
房
、
一
九
九
五
年
）
が
そ
の
成
果
で
あ
る
。
編
者
で
あ
る
福
島
真
人
は
ジ
ー
ン
・

レ
イ
ヴ
と
エ
テ
ィ
エ
ン
ヌ
・
ウ
ェ
ン
ガ
ー
が
提
示
し
た
正
統
的
周
辺
参
加
と
い
う
概
念
に
触
れ
て
、
そ
の
中
心
的
な
テ
ー
ゼ
と
し
て

「
ま
ず
学
習
と
い
う
概
念
を
、
あ
る
種
の
頭
の
中
で
の
認
知
的
過
程
と
考
え
る
よ
り
も
、
彼
ら
が
い
う
と
こ
ろ
の
実
践
共
同
体

（com
m

unity of practice

）
へ
の
参
加
の
過
程
と
し
て
、
全
人
格
的
に
考
え
る
と
い
う
点
」
を
あ
げ
て
い
る
。

学
習
と
は
、
そ
の
共
同
体
の
中
で
、
徐
々
に
十
全
な
参
加
者
（
中
心
）
に
な
っ
て
い
く
過
程
と
定
式
化
さ
れ
る
。
そ
の
際
、
参
加

の
初
期
の
段
階
、
言
わ
ば
新
人
（novice

）
の
段
階
で
は
、
彼
ら
は
そ
の
実
践
共
同
体
の
周
辺
部
に
い
て
、
し
ば
し
ば
使
い
走
り

や
雑
用
と
い
っ
た
、
一
見
無
駄
な
よ
う
な
過
程
に
従
事
す
る
が
、
そ
れ
は
実
は
む
し
ろ
全
体
の
シ
ス
テ
ム
を
見
渡
し
、
次
か
ら

起
こ
る
様
々
な
ス
テ
ッ
プ
を
そ
こ
に
萌
芽
的
に
含
ん
で
い
る
と
い
う
意
味
で
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
の
正
統

的
周
辺
参
加
の
「
正
統
」
と
は
、
そ
う
し
た
周
辺
部
で
、
一
見
無
駄
な
作
業
に
従
事
す
る
よ
う
に
見
え
つ
つ
も
、
そ
こ
で
の
あ

る
種
の
ゆ
と
り
や
「
全
体
の
シ
ス
テ
ム
を
観
察
す
る
余
裕
」
の
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
自
分
た
ち
の
将
来
的
な
学
習

の
対
象
の
全
体
像
を
見
通
す
事
が
で
き
、
そ
れ
が
学
習
の
「
た
く
ま
ざ
る
組
織
化
」
に
役
立
っ
て
い
る
と
彼
ら
は
考
え
る
。
そ

う
し
た
周
辺
参
加
の
有
り
方
が
、
全
く
も
っ
て
正
統
的
で
あ
り
、
そ
う
し
た
状
態
を
必
ず
経
て
、
よ
り
中
心
的
な
、
よ
り
高
次

の
技
能
を
習
得
し
て
い
く
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
は
正
統
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。 

（
福
島
真
人
「
序
文

―
身
体
を
社
会
的
に
構
築
す
る
」
福
島
真
人
編
『
身
体
の
構
築
学

―
社
会
的
学
習
過
程
と
し
て
の
身
体
技
法
』
ひ
つ
じ
書
房
、

一
九
九
五
年
、
三
一
頁
）

だ
が
、
こ
う
し
た
所
説
は
ど
こ
と
な
く
、
山
口
が
『
文
化
と
両
義
性
』
に
お
い
て
力
強
く
提
唱
し
た
中
心
と
周
縁
に
関
す
る
所
説

を
思
い
出
さ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
山
口
は
か
つ
て
「
文
化
の
中
の
挑
発
的
な
部
分
は
、
そ
れ
が
秘
め
る
反
社
会
性
の
故
に
、
発
生
状

態
に
お
い
て
は
、
周
縁
的
部
分
に
押
し
や
ら
れ
る
が
、
絶
え
ざ
る
記
号
の
増
殖
作
用
の
故
に
、
中
心
部
分
を
生
気
づ
け
て
い
る
。
中

心
的
部
分
は
、
境
界
を
、
時
と
場
所
を
定
め
て
視
覚
化
、
強
調
し
飾
り
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
心
を
構
成
す
る
秩
序
に
対
す
る

「

逆
カ
ウ
ン
タ
ー
・
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト

定

言
」
を
行
う
の
で
あ
る
。」（
山
口
昌
男
『
文
化
と
両
義
性
』、
九
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
た
。
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私
は
『
身
体
の
構
築
学
』
と
し
て
結
実
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
参
加
す
る
過
程
に
お
い
て
、
正
統
的
周
辺
参
加
と
い
う
概
念
が
も

は
や
時
代
錯
誤
的
な
気
配
を
強
め
て
い
た
中
心
と
周
縁
に
関
す
る
議
論
を
再
活
性
化
す
る
契
機
と
し
て
も
有
益
で
あ
る
こ
と
を
確
信

し
た
。
新
米
が
中
心
に
移
行
し
て
い
き
、
い
つ
か
名
人
の
領
域
に
到
達
す
る
か
も
し
れ
な
い
過
程
は
、
中
心
と
周
縁
に
関
す
る
議
論

を
動
態
的
な
学
習
理
論
と
し
て
展
開
さ
せ
る
可
能
性
を
胚
胎
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
だ
が
（
だ
か
ら
こ
そ
）、
私
は
こ
う
し
た
可
能
性

に
ま
っ
た
く
言
及
し
な
か
っ
た
。

私
は
前
述
し
た
王
の
舞
を
と
り
あ
げ
た
上
で
、「
レ
イ
ヴ
＋
ウ
ェ
ン
ガ
ー
の
、
「
実
践
共
同
体
」
へ
の
参
加
と
い
う
所
説
を
前
提
し

な
が
ら
、
王
の
舞
の
演
技
を
習
得
す
る
／
さ
せ
る
過
程
の
実
際
を
く
わ
し
く
み
て
み
た
」
上
で
、「
清
義
社
と
い
う
「
演
技
の
共
同

体
」
へ
参
加
す
る
過
程
、
つ
ま
り
青
年
た
ち
が
「
熟
練
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
」
を
獲
得
す
る
過
程
は
、
祭
礼
人
が
自
分
の
演
技

を
上
達
さ
せ
る
べ
く
利
用
す
る
多
種
多
様
な
資
源
を
効
果
的
に
配
置
し
て
い
た
。
と
い
う
よ
り
も
、
そ
の
よ
う
な
資
源
を
配
置
し
た

結
果
こ
そ
が
清
義
社
と
い
う
「
演
技
の
共
同
体
」
で
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。」（
橋
本
裕
之
「「
民
俗
芸
能
」
に
お
け
る
言
説
と
身
体
」

福
島
真
人
編
『
身
体
の
構
築
学

―
社
会
的
学
習
過
程
と
し
て
の
身
体
技
法
』、
一
九
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
演
技
の
共

同
体
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
よ
っ
て
紡
ぎ
出
さ
れ
る
と
い
う
視
座
は
、
し
ば
ら
く
経
っ
て
私
を
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
地
点
に
連
れ
出

し
て
い
っ
た
。六

　
震
災
と
祝
祭

東
日
本
大
震
災
が
発
生
し
て
三
年
以
上
の
年
月
が
経
過
し
た
。
甚
大
な
被
害
を
受
け
た
岩
手
県
沿
岸
部
に
お
い
て
、
今
日
で
も
数

多
く
の
民
俗
芸
能
が
演
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
地
域
に
暮
ら
す
人
々
が
民
俗
芸
能
を
生
き
が
い
や
喜
び
と
し
て
享
受
し
て
き
た
事

情
に
由
来
し
て
い
る
。
し
か
も
、
岩
手
県
沿
岸
部
の
民
俗
芸
能
は
地
域
社
会
に
育
ま
れ
る
も
の
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
地
域
社
会
を

育
む
も
の
と
し
て
も
演
じ
ら
れ
て
い
た
。
地
域
社
会
を
紡
ぎ
出
す
契
機
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
東
日
本
大
震
災
以
降
に
限
っ
て

い
え
ば
、
民
俗
芸
能
は
地
域
社
会
に
入
っ
た
深
く
鋭
い
亀
裂
を
縫
い
合
わ
せ
て
、
傷
つ
い
た
地
域
社
会
を
再
生
さ
せ
る
契
機
と
し
て

こ
そ
演
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
一
例
と
し
て
、
岩
手
県
下

閉
伊
郡
普
代
村
に
拠
点
を
置
い
て
活
動
す
る
山
伏
神
楽
で
あ
る
鵜
鳥

神
楽
を
あ
げ
て
お
き
た
い
。

鵜
鳥
神
楽
は
普
代
村
鳥
居
に
鎮
座
す
る
鵜
鳥
神
社
の
獅
子
頭
で

あ
る
権
現
様
を
奉
じ
て
演
じ
ら
れ
る
、
岩
手
県
を
代
表
す
る
民

俗
芸
能
で
あ
る
。
平
成
二
三
（
二
〇
一
一
）
年
に
岩
手
県
無
形
民

俗
文
化
財
に
指
定
さ
れ
た
。
鵜
鳥
神
楽
は
毎
年
一
月
か
ら
三
月

に
か
け
て
、
北
廻
り
と
南
廻
り
を
隔
年
で
務
め
な
が
ら
、
久
慈

市
〜
釜
石
市
の
広
域
に
点
在
す
る
宿
を
訪
ね
る
巡
行
を
続
け
て

き
た
。
鵜
鳥
神
社
を
出
立
し
た
一
行
は
、
日
中
に
門
打
ち
と
称

し
て
、
権
現
舞
に
よ
っ
て
家
々
を
祈
禱
す
る
。
そ
の
夜
は
定
め

ら
れ
た
宿
で
神
楽
を
演
じ
る
の
で
あ
る
。
以
降
も
沿
岸
の
村
々

を
訪
れ
て
、
昼
は
権
現
様
を
携
え
て
家
々
を
廻
り
、
権
現
舞
に

よ
っ
て
家
内
安
全
な
ど
を
祈
禱
す
る
。そ
し
て
、権
現
様
を
祀
っ

て
宿
の
一
間
に
神
楽
幕
を
張
り
、
各
種
の
演
目
を
村
人
に
披
露

す
る
。

（
橋
本
裕
之
「
岩
手
県
沿
岸
部
の
民
俗
芸
能

―
東
日
本
大
震
災
以
前
の
鵜

鳥
神
楽
と
釜
石
虎
舞
」
日
高
真
吾
編
『
記
憶
を
つ
な
ぐ

―
津
波
災
害
と

文
化
遺
産
』
財
団
法
人
千
里
文
化
財
団
、
二
〇
一
二
年
、
四
五–

四
六
頁
）

写真1　鵜鳥神楽の鳥居巡行
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こ
う
し
た
存
在
形
態
は
鵜
鳥
神
社
に
対
す
る
人
々
の
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
廻
り
神
楽
は
岩
手
県
沿
岸
部
に
暮
ら
す
人
々
に

祝
福
を
も
た
ら
す
と
考
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
歓
喜
と
畏
敬
を
も
っ
て
迎
え
ら
れ
て
き
た
。
人
々
は
鵜
鳥
神
楽
を
必
要
不
可
欠
な
も

の
と
し
て
希
求
し
て
お
り
、
本
当
に
涙
を
流
し
な
が
ら
歓
迎
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
鵜
鳥
神
楽
が
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
関
し

て
き
わ
め
て
高
い
水
準
を
維
持
し
て
き
た
の
も
、
や
は
り
岩
手
県
沿
岸
部
に
暮
ら
す
人
々
に
支
え
ら
れ
て
き
た
せ
い
だ
ろ
う
。
鵜
鳥

神
楽
は
岩
手
県
沿
岸
部
を
照
ら
す
強
い
光
で
あ
り
、
岩
手
県
沿
岸
部
を
繫
ぐ
太
い
糸
で
あ
っ
た
。
岩
手
県
沿
岸
部
は
鵜
鳥
神
楽
が
巡

行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
巨
大
な
地
域
社
会
と
し
て
編
み
あ
げ
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

鵜
鳥
神
楽
は
全
体
と
し
て
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
を
数
多
く
残
し
て
お
り
、
宗
教
的
な
性
格
が
濃
厚
で
あ
る
。
だ
が
、
同
時
に

娯
楽
的
な
性
格
が
き
わ
め
て
強
く
、
誰
に
で
も
楽
し
め
る
も
の
と
し
て
洗
練
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
観

客
も
こ
う
し
た
性
格
に
対
応
し
て
い
る
た
め
、
鵜
鳥
神
楽
が
演
じ
ら
れ
る
場
は
い
つ
も
祝
祭
的
な
雰
囲
気
を
醸
し
出
し
て
い
る
。

信
仰
で
も
あ
り
娯
楽
で
も
あ
る
よ
う
な
鵜
鳥
神
楽
の
存
在
形
態
は
、
岩
手
県
沿
岸
部
の
民
俗
芸
能
に
関
し
て
端
的
に
見
ら
れ
る

特
徴
で
あ
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

（
同
論
文
、
四
八
頁
）

だ
が
、
鵜
鳥
神
楽
が
巡
行
す
る
村
々
は
甚
大
な
被
害
を
受
け
て
、
鵜
鳥
神
楽
を
受
け
入
れ
て
き
た
宿
も
大
半
が
失
わ
れ
た
た
め
、

世
界
的
に
見
て
も
奇
跡
的
な
存
在
形
態
が
危
機
的
な
状
況
に
さ
ら
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
あ
ら
た
め
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
現
時
点

に
お
い
て
鵜
鳥
神
楽
の
宿
を
復
活
さ
せ
る
こ
と
は
、
岩
手
県
沿
岸
部
と
い
う
巨
大
な
地
域
社
会
を
再
生
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い

た
。
そ
し
て
、
傷
つ
い
た
地
域
社
会
の
内
側
に
人
々
が
集
ま
る
場
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
個
々
の
地
域
社
会
を
再
生
さ
せ
る

こ
と
を
も
意
味
し
て
い
た
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
地
域
社
会
を
紡
ぎ
出
す
契
機
と
し
て
民
俗
芸
能
が
演
じ
ら
れ
る
消
息
も
、
十
二
分

に
う
な
ず
け
る
は
ず
で
あ
る
。

山
口
が
鵜
鳥
神
楽
を
見
る
機
会
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
存
在
形
態
は
か
つ
て
山
口
が
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
と
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
留
意
し
な
が
ら
、
早
池
峰
山
麓
の
山
伏
神
楽
に
関
し
て
表
明
し
た
所
感
と
も
大
き
く
重
な
っ
て
い
る
。
山
口
は
民

俗
芸
能
が
民
俗
的
世
界
観
を
体
現
し
て
い
た
こ
と
を
強
調
し
て
い
た
が
、
東
日
本
大
震
災
以
降
に
数
多
く
の
民
俗
芸
能
が
演
じ
ら
れ

て
き
た
消
息
じ
た
い
、
極
限
的
な
状
況
に
お
い
て
民
俗
的
世
界
観
を
最
も
よ
く
体
現
し
て
い
る
と
も
い
え
る
だ
ろ
う
。
山
口
が
描
き

出
し
た
祝
祭
の
世
界
が
、
東
日
本
大
震
災
以
降
の
岩
手
県
沿
岸
部
に
お
い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
山
口
は
ト
ロ
ブ
リ
ア
ン

ド
諸
島
の
ク
ラ
交
易
や
岡
山
県
の
備
中
神
楽
に
触
れ
な
が
ら
、「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
よ
る
深
層
構
造
の
表
現
」
に
つ
い
て
、
こ
う

述
べ
て
い
る
。

い
わ
ゆ
る
コ
ト
バ
と
か
文
字
に
書
か
れ
た
形
だ
け
で
表
現
さ
れ
た
も
の
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
日
常
生
活
で
通
用
し
て
い
る

表
層
の
意
識
に
関
わ
る
ご
く
わ
か
り
や
す
い
説
明
に
よ
っ
て
、何
か
平
板
に
な
っ
て
し
ま
う
傾
向
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、芸

能
の
コ
ン
テ
キ
ス
ト
に
置
き
替
え
ら
れ
た
人
間
の
体
、
ク
ラ
に
お
け
る
よ
う
な
人
間
の
体
の
動
き
の
な
か
に
は
、
本
来
、
そ
う

い
う
も
の
を
払
い
の
け
る
よ
う
な
、
人
間
の
活
動
や
行
為
が
も
っ
て
い
た
輝
き
を
取
り
戻
す
力
が
あ
る
。
／
で
す
か
ら
、
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
は
、
人
間
の
体
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
状
態
な
の
で
す
。
人
間
の
体
の
動

き
の
な
か
に
は
い
ろ
ん
な
レ
ベ
ル
の
意
味
が
入
っ
て
い
る
。
そ
の
表
層
に
お
い
て
は
、
と
に
か
く
通
俗
的
な
普
通
の
意
味
の
な

か
に
埋
没
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
人
間
の
意
識
の
な
か
に
は
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
何
か
違
っ
た
こ
と
を
や
っ
て

い
る
と
い
う
部
分
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
形
で
、
一
人
の
人
間
が
同
時
的
に
い
ろ
ん
な
レ
ベ
ル
で
の
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
参
加

し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
わ
け
で
す
。
そ
の
よ
う
な
部
分
が
あ
り
ま
す
か
ら
、
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
と
い
う
概
念
を
使
っ

て
人
間
の
行
動
を
記
録
、
観
察
、
注
目
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
日
常
生
活
の
文
脈
で
は
ち
ょ
っ
と
普
通
気
が
つ

か
な
い
よ
う
な
意
識
の
匿
れ
た
部
分
を
、
こ
う
い
う
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
が
引
き
受
け
て
表
現
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
次
第
に

わ
か
っ
て
く
る
。
そ
の
好
例
が
た
と
え
ば
ク
ラ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
芸
術
の
な
か
で
も
、
具
体
的
に
は

神
楽
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
。

（
山
口
昌
男
『
文
化
人
類
学
へ
の
招
待
』
岩
波
書
店
、
一
九
八
二
年
、
六
二–

六
三
頁
）
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民
俗
芸
能
は
地
域
社
会
に
と
っ
て
、
ど
ち
ら
か
と
い
え
ば
周
辺

的
な
要
素
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
。
通
常
は
地
域
社
会
を
形

成
す
る
原
理
と
し
て
、
無
条
件
に
社
会
組
織
や
生
活
環
境
を
想
定

し
て
し
ま
い
が
ち
で
あ
っ
た
か
ら
、
山
口
の
所
説
に
対
す
る
態
度

も
比
較
的
冷
め
た
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
民
俗

芸
能
は
好
事
家
の
関
心
事
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
せ
い
も
あ
る
の

だ
ろ
う
か
、
必
ず
し
も
地
域
社
会
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
は
た

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
東

日
本
大
震
災
以
降
は
文
化
人
類
学
者
や
社
会
学
者
、
そ
し
て
民
俗

学
者
で
す
ら
、
民
俗
芸
能
が
地
域
社
会
に
お
い
て
想
像
し
て
い
た
以
上
に
重
要
な
役
割
を
は
た
し
て
い
る
こ
と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
た
。

民
俗
芸
能
は
地
域
社
会
が
地
域
社
会
と
し
て
成
立
す
る
さ
い
、
文
字
ど
お
り
欠
か
せ
な
い
精
神
的
な
支
柱
と
し
て
演
じ
ら
れ
て
き
た

の
で
あ
っ
た
。

私
は
岩
手
の
大
学
で
教
え
て
い
た
当
時
も
大
阪
に
移
っ
た
現
在
も
、
岩
手
県
沿
岸
部
の
民
俗
芸
能
を
支
援
す
る
た
め
、
自
分
で
も

思
い
出
せ
な
い
く
ら
い
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
に
従
事
し
て
き
た
。
そ
れ
は
岩
手
県
沿
岸
部
の
民
俗
芸
能
が
地
域
社
会
を
再
生
さ
せ
る
さ

い
欠
か
せ
な
い
要
素
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
こ
で
生
き
る
人
々
に
と
っ
て
気
高
い
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
消
息
に
気
づ
か
さ
れ
た

こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
私
が
民
俗
芸
能
を
支
援
す
る
活
動
に
か
か
わ
っ
た
理
由
は
、
被
災
し
た
民
俗
芸
能
が
元
の
姿
を
取
り
戻
し

て
、
悦
ば
し
い
祝
祭
と
し
て
再
生
す
る
こ
と
に
役
立
ち
た
い
と
思
っ
た
こ
と
に
尽
き
る
だ
ろ
う
。

私
は
こ
の
原
稿
に
向
か
っ
て
い
る
最
中
、
と
て
も
大
事
な
友
人
を
失
っ
た
。
彼
は
普
代
村
の
教
育
次
長
を
務
め
て
お
り
、
鵜
鳥
神

楽
の
事
務
局
長
と
し
て
の
み
な
ら
ず
神
楽
衆
の
中
核
と
し
て
も
存
在
感
を
発
揮
し
て
い
た
が
、
あ
っ
け
な
く
こ
の
世
を
去
っ
て
し

ま
っ
た
。
彼
は
今
ど
う
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
も
う
一
度
だ
け
で
い
い
か
ら
、
会
っ
て
話
し
た
い
。
話
し
た
い
こ
と
が
多
す
ぎ
る
。

写真2　鵜鳥神楽の身固め

あ
ら
た
め
て
冥
福
を
祈
り
た
い
が
、
私
た
ち
は
東
日
本
大
震
災
以
降
、
危
機
的
な
状
況
に
瀕
し
た
鵜
鳥
神
楽
を
再
出
発
さ
せ
る
べ
く
、

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
手
掛
け
て
き
た
。
鵜
鳥
神
楽
の
関
西
公
演
を
実
施
す
る
。
鵜
鳥
神
楽
を
受
け
入
れ
て
き
た
宿
を
支
援
す
る
。
さ

ま
ざ
ま
な
団
体
と
も
連
携
し
な
が
ら
宿
を
新
規
に
開
拓
す
る
。
宿
の
理
念
を
発
展
さ
せ
て
鵜
鳥
神
楽
を
含
め
た
さ
ま
ざ
ま
な
民
俗
芸

能
が
登
場
す
る
新
し
い
祭
を
創
造
す
る
…
…
。
こ
う
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
被
災
し
た
民
俗
芸
能
を
復
興
さ
せ
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、

被
災
し
た
地
域
社
会
を
再
生
さ
せ
る
こ
と
に
も
繫
が
る
は
ず
で
あ
る
。

七
　
山
口
昌
男
の
周
縁

だ
が
、
山
口
が
こ
う
し
た
活
動
に
参
入
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ
う
断
言
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
山
口

の
中
心
的
な
活
動
と
い
え
ば
、
や
は
り
著
述
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
山
口
は
快
刀
乱
麻
と
も
八
面
六
臂
と
も
変
幻
自
在
と

も
い
え
る
軌
跡
を
残
し
て
き
た
が
、
い
ず
れ
も
文
字
の
内
側
に
踏
み
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
文
化
的
か
つ
芸
術
的
な
諸
現
象

が
生
み
出
さ
れ
る
局
面
に
お
い
て
産
婆
役
と
し
て
し
っ
か
り
自
己
主
張
し
て
い
る
の
だ
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
山
口
が
民
俗
芸
能
を

も
含
め
て
多
種
多
様
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
創
造
／
再
創
造
す
る
主
体
と
し
て
関
与
し
て
い
る
場
面
は
意
外
に
も
確
認
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
私
は
野
村
万
之
丞
が
構
成
・
構
成
を
担
当
し
た
楽
劇
『
大
田
楽
』
の
監
修
・
出
演
、
野
村
万
之
丞
の
遺
志
を
継
い
だ
Ｎ

Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
『
義
経
』（
二
〇
〇
五
年
）
の
芸
能
考
証
の
み
な
ら
ず
、
博
物
館
展
示
や
民
俗
誌
映
像
の
企
画
構
成
を
数
多
く
手
掛

け
て
き
た
が
、
山
口
が
こ
う
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
行
為
当
事
者
と
し
て
関
与
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。

こ
れ
は
山
口
の
境
界
が
ぼ
ん
や
り
浮
か
び
あ
が
る
領
域
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
山
口
昌
男
の
周
縁
と
も
呼
べ
る
か
も
し
れ
な
い
。

だ
が
、
山
口
は
私
に
対
し
て
、
民
俗
芸
能
の
み
な
ら
ず
多
種
多
様
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
も
触
れ
る
機
会
を
気
前
よ
く
提
供
し
た
。

簡
単
に
い
え
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
場
所
に
連
れ
て
い
っ
て
も
ら
っ
た
の
で
あ
る
、
以
下
は
私
が
山
口
に
出
会
う
以
前
に
書
か
れ
た
文
章

だ
が
、
山
口
の
位
置
が
よ
く
わ
か
る
文
章
な
の
で
引
用
し
て
お
き
た
い
。
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そ
れ
は
、
月
の
は
じ
め
に
、
原
宿
の
ラ
・
フ
ォ
ー
レ
・
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
と
い
う
、
あ
ま
り
劇
場
が
な
じ
ま
な
い
空
間
に
出
現
し

た
劇
場
で
筒
井
康
隆
作
・
及
び
主
演
の
『
ジ
ー
ザ
ス
・
ク
ラ
イ
ス
ト
・
ト
リ
ッ
ク
ス
タ
ー
』
と
い
う
舞
台
の
た
め
の
パ
ン
フ
レ
ッ

ト
に「
座
付
学
者
の
弁
」と
い
う
文
章
を
書
か
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
に
は
じ
ま
る
。
座
付
学
者
と
い
う
の
は
私
が
勝
手
に
作
っ

た
造
語
で
あ
り
、
こ
れ
は
か
つ
て
木
村
光
一
氏
や
井
上
ひ
さ
し
氏
ら
が
一
座
を
結
成
す
る
と
い
う
話
が
あ
っ
た
と
き
使
い
は
じ

め
た
言
葉
で
あ
る
が
、
こ
の
一
座
の
結
成
は
実
現
し
な
か
っ
た
の
で
宙
に
浮
い
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
た
言
葉
で
あ
っ
た
。
こ
れ

も
同
じ
く
今
月
半
ば
に
、
横
浜
で
催
さ
れ
た
山
下
洋
輔
コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル
・
コ
ン
サ
ー
ト
に
共
演
の
相
談
の
た
め
に
三
月
の
半

ば
頃
山
下
氏
ら
と
共
に
阿
佐
ヶ
谷
で
会
っ
た
折
、
筒
井
氏
が
今
度
一
座
を
結
成
す
る
か
ら
協
力
し
て
欲
し
い
と
申
し
出
て
く
れ

た
の
に
便
乗
し
て
、
そ
れ
で
は
宙
に
浮
い
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
座
付
作
者
に
対
す
る
座
付
学
者
に
任
命
し
て
い
た
だ
き
た
い

と
申
し
出
た
と
い
う
次
第
で
あ
っ
た
。
学
者
と
い
う
言
葉
を
そ
う
い
う
河
原
乞
食
並
み
に
陥
れ
て
は
い
け
な
い
と
い
う
古
風
な

批
判
も
出
て
く
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
学
者
と
い
う
集
団
が
も
う
ど
う
救
い
よ
う
も
な
い
く
ら
い
す
で
に
落
ち
込
ん
で

い
る
現
在
、
逆
に
受
け
容
れ
て
く
れ
る
一
座
に
す
が
っ
て
で
も
延
命
、
再
生
を
は
か
っ
た
ほ
う
が
よ
い
と
い
う
の
は
私
の
こ
の

と
こ
ろ
の
立
場
で
あ
る
。

（
山
口
昌
男
「
座
付
学
者
の
繰
り
言
」『
山
口
昌
男
ラ
ビ
リ
ン
ス
』、
一
一
六
頁
）

座
付
学
者
と
い
う
位
置
は
も
し
か
し
た
ら
、
山
口
が
備
え
て
い
た
大
胆
と
細
心
、
も
し
く
は
豪
胆
と
臆
病
が
交
差
す
る
地
点
に
生

み
出
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
交
友
関
係
を
持
っ
て
い
た
ヴ
ィ
ク
タ
ー
・
タ
ー
ナ
ー
や
リ
チ
ャ
ー
ド
・
シ
ェ
ク
ナ
ー
よ
ろ
し
く
、

多
種
多
様
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
を
創
造
／
再
創
造
す
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
与
す
る
こ
と
を
思
い
描
い
て
い
た
と
し
て
も
お
か
し
く

な
い
だ
ろ
う
が
、
実
際
の
山
口
は
む
し
ろ
記
録
者
と
も
分
析
者
と
も
同
伴
者
と
も
伴
走
者
と
も
い
え
る
よ
う
な
微
妙
な
位
置
を
保
っ

て
い
る
の
で
あ
る
。

と
い
っ
て
も
、
王
の
舞
を
見
た
後
に
出
か
け
た
滋
賀
県
近
江
八
幡
市
の
馬ま

見み

岡お
か

神
社
の
祭
礼
に
関
し
て
、「
朝
六
時
に
馬
見
岡
神

社
で
の
寄
り
合
い
祭
り
に
参
加
。」
と
書
い
て
い
る
か
ら
、
参
加
す
る
こ
と
は
自
覚
的
だ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
行
為
当

事
者
の
仲
間
に
入
っ
て
太
鼓
を
担
い
だ
り
「
祝
い
の
酒
を
く
み

交
わ
す
」（
山
口
昌
男
「
酒
中
日
記

―
酒
中
に
活
を
得
る
」、
二
九
九

頁
）
こ
と
に
興
じ
た
り
し
て
上
機
嫌
だ
っ
た
か
ら
（
写
真
3
）、

第
三
者
を
気
取
る
観
察
者
で
も
何
で
も
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
だ
ろ
う
。

山
口
は
そ
の
後
も
大
衆
演
劇
に
よ
く
出
か
け
て
い
る
こ
と
に

触
れ
て
、「
川
崎
ま
で
足
を
伸
ば
し
て
見
階
堂
俊
劇
団
を
見
に

行
っ
て
来
ま
し
た
。」
と
書
い
た
上
で
、
座
付
学
者
と
い
う
ア

イ
デ
ア
に
執
着
し
て
い
る
。「
あ
な
た
は
度
々
行
く
そ
う
で
す

が
、
座
長
芝
居
の
座
付
学
者
に
し
て
も
ら
わ
な
い
の
で
す

か
。」
と
か
「
で
も
、
座
付
学
者
よ
り
は
、
中
村
な
に
が
し
の

よ
う
に
似
た
名
前
な
ら
役
者
の
ほ
う
が
い
い
と
言
わ
れ
る
か
も

知
れ
ま
せ
ん
ね
。」（
山
口
昌
男
「
マ
ン
ダ
ラ
の
宇
宙
」『
山
口
昌
男
ラ

ビ
リ
ン
ス
』、
一
五
六
頁
）
と
か
書
い
て
い
る
。
本
当
は
や
は
り
座

付
学
者
よ
り
も
役
者
が
よ
か
っ
た
の
だ
ろ
う
。
少
し
ば
か
り

（
？
）
子
ど
も
っ
ぽ
い
性
分
が
現
わ
れ
て
お
り
、
好
ま
し
く
、

そ
し
て
懐
か
し
い
。

私
は
と
い
え
ば
、
今
年
は
南
廻
り
の
年
だ
っ
た
鵜
鳥
神
楽
が

巡
行
す
る
さ
い
、
サ
ポ
ー
ト
メ
ン
バ
ー
と
し
て
何
度
も
参
加
し

て
、
鉦
囃
子
を
担
当
し
た
。
ま
た
、
一
度
だ
け
だ
が
、「
斐
の

川
」
と
い
う
演
目
に
お
い
て
稲
田
姫
も
演
じ
さ
せ
て
も
ら
っ
た
。

写真3　馬見岡神社の祭礼で太鼓を担ぐ山口昌男
（1987年5月2日撮影）
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山
口
に
倣
っ
て
、
鵜
鳥
神
楽
の
座
付
学
者
を
標
榜
し
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
私
は
鵜
鳥
神
楽
を
上
演
す
る
芸
術
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス

の
み
な
ら
ず
、
鵜
鳥
神
楽
を
復
興
す
る
社
会
的
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
に
も
参
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
鵜
鳥
神
楽
を
内
在
的
に
理
解

す
る
方
法
を
獲
得
し
た
い
と
考
え
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
山
口
の
境
界
が
ぼ
ん
や
り
浮
か
び
あ
が
る
程
度
の
、
い
か
に
も
些
細
な
パ

フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
こ
の
一
点
だ
け
で
も
山
口
昌
男
の
周
縁
に
た
ど
り
つ
け
た
か
も
し
れ
な
い
と

思
っ
て
み
る
。
山
口
に
も
誉
め
て
も
ら
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
思
っ
て
み
る
。
も
う
一
度
だ
け
で
い
い
か
ら
、
山
口
と
も
会
っ
て
話

し
た
い
。
話
し
た
い
こ
と
が
多
す
ぎ
る
。

山
口
は
「
境
界
に
は
、
日
常
生
活
の
現
実
に
は
収
ま
り
切
ら
な
い
が
、
人
が
秘
か
に
培
養
す
る
こ
と
を
欲
す
る
様
々
の
イ
メ
ー
ジ

が
仮
託
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ら
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
日
常
生
活
を
構
成
す
る
見
慣
れ
た
記
号
と
較
べ
て
、
絶
え
ず
発
生
し
、
変
形
を
行

う
状
態
に
あ
る
の
で
生
き
生
き
と
し
て
い
る
。」
と
い
う
。
そ
し
て
、
最
後
に
再
び
引
用
し
て
し
ま
う
が
、「
文
化
の
中
の
挑
発
的
な

部
分
は
、
そ
れ
が
秘
め
る
反
社
会
性
の
故
に
、
発
生
状
態
に
お
い
て
は
、
周
縁
的
部
分
に
押
し
や
ら
れ
る
が
、
絶
え
ざ
る
記
号
の
増

殖
作
用
の
故
に
、
中
心
部
分
を
生
気
づ
け
て
い
る
。
中
心
的
部
分
は
、
境
界
を
、
時
と
場
所
を
定
め
て
視
覚
化
、
強
調
し
飾
り
立
て

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
心
を
構
成
す
る
秩
序
に
対
す
る
「

逆
カ
ウ
ン
タ
ー
・
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト

定

言
」
を
行
う
の
で
あ
る
。」（
山
口
昌
男
『
文
化
と
両
義
性
』、
九
〇

頁
）
と
述
べ
て
い
た
。
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
山
口
が
取
り
組
ま
な
か
っ
た
周
縁
は
、
山
口
に
お
け
る
中
心
的
部
分
、
も
し
く
は
可
能

性
の
中
心
を
生
気
づ
け
る
は
ず
で
あ
る
。
合
掌
。
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