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東
ア
ジ
ア
モ
ダ
ニ
ズ
ム
研
究
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
・
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ 

二
〇
一
九
年
七
月
一
三
日
～
一
五
日 

於 

九
州
大
学 

西
新
プ
ラ
ザ 

 

日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
研
究
の
展
望 

大
川
内
夏
樹 

  

発
表
の
目
的 

本
発
表
で
は
、
日
本
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
研
究
の
流
れ
に
つ
い
て
、
「
欧
米
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
の

比
較
」
、「
戦
時
下
の
詩
の
位
置
づ
け
」、「
戦
後
の
詩
と
の
関
わ
り
」
と
い
う
三
つ
の
視
点
か
ら

ま
と
め
る
。
ま
た
、
今
後
の
研
究
の
課
題
に
つ
い
て
も
考
え
た
い
。 

  

一 

欧
米
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
の
比
較 

 

資
料
１ 

大
岡
信
「
割
れ
な
い
卵―

近
代
詩
に
関
す
る
い
く
つ
か
の
問
題
」（『
超
現
実
と
抒

情―

昭
和
十
年
代
の
詩
精
神
』
晶
文
社
、
一
九
六
五
・
一
二
・
一
）
七
頁 

 

日
本
の
近
代
詩
に
つ
い
て
何
ご
と
か
を
書
こ
う
と
す
る
と
き
、
き
ま
っ
て
あ
る
種
の
気
ま

ず
い
た
め
ら
い
を
感
じ
る
の
が
常
で
あ
る
。
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
解
く
こ
と
を
要
求
さ
れ
た

数
式
の
各
項
が
い
ず
れ
も
Ｘ
符
号
で
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
出
し
た
時
の
よ
う
な
、
手
の

つ
け
ら
れ
な
い
頼
り
な
さ
を
覚
え
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
象
徴
主
義
、
人
生
派
、
未
来
派
、
超

現
実
主
義
、
フ
ォ
ル
マ
リ
ス
ム
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
、
プ
ロ
レ
タ
リ
ア
詩
等
々
、
近
代
詩
史
を
い

ろ
ど
る
さ
ま
ざ
ま
な
区
分
概
念
が
、
実
は
い
ず
れ
も
、「
い
わ
ゆ
る
」
超
現
実
主
義
で
あ
り
、

「
い
わ
ゆ
る
」
モ
ダ
ニ
ズ
ム
で
あ
り
、
「
い
わ
ゆ
る
」
象
徴
主
義
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と

が
、
そ
の
最
大
の
原
因
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。 

 

資
料
２ 

大
岡
信
「
超
現
実
主
義
詩
論
の
展
開
」（『
超
現
実
と
抒
情
』
前
掲
）
二
三
頁 

 

超
現
実
主
義
の
詩
論
と
い
う
が
、
は
た
し
て
そ
う
い
う
も
の
が
日
本
の
現
代
詩
の
歴
史
の

中
に
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
の
っ
け
か
ら
こ
ん
な
ふ
う
に
書
く
こ
と
の
無
謀
さ
は
よ
く
承
知

し
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
文
章
を
書
く
た
め
に
渉
猟
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
資
料
を
積
上
げ
て
眺

め
て
い
る
と
、
こ
の
問
が
頭
の
中
に
と
め
ど
も
な
く
拡
が
っ
て
く
る
の
を
ど
う
仕
様
も
な
い

の
で
あ
る
。
一
九
二
七
年
ご
ろ
に
始
ま
る
日
本
の
超
現
実
主
義
的
な
詩
運
動
を
、
一
般
の
現

代
詩
史
の
分
類
を
鵜
呑
み
に
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
超
現
実
主
義
運
動
と
同
質
の
も
の
と
最
初

か
ら
想
定
し
、
そ
こ
か
ら
論
を
出
発
さ
せ
る
こ
と
は
、
結
果
と
し
て
砂
の
上
に
城
を
築
く
こ

と
に
な
り
か
ね
な
い
。
名
称
は
同
じ
で
も
実
体
は
彼
我
全
く
異
っ
て
い
た
と
い
う
事
情
は
、

サ
ン
ボ
リ
ス
ム
、
未
来
派
、
ダ
ダ
等
々
の
他
の
思
潮
の
移
入
の
場
合
と
ま
っ
た
く
同
じ
だ
っ

た
。 

 

資
料
３ 

大
岡
信
「
超
現
実
主
義
詩
論
の
展
開
」（
前
掲
）
二
七
頁 

 

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
宣
言
が
『
詩
と
詩
論
』
に
訳
載
さ
れ
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
い
う

語
を
冠
し
た
詩
論
が
い
く
つ
も
そ
こ
に
掲
載
さ
れ
て
い
た
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ
け
の
理
由

で
、
詩
と
詩
論
を
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
的
色
彩
の
濃
い
雑
誌
だ
っ
た
と
す
る
こ
と
は
、
だ
か

ら
軽
率
の
そ
し
り
を
免
れ
な
い
の
だ
。
実
際
に
そ
こ
に
あ
っ
た
の
は
、
全
く
別
種
の
何
も
の

か
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
ま
で
は
お
そ
ら
く
比
較
文
学
の
領
域

に
属
す
る
問
題
で
あ
ろ
う
。
詩
の
問
題
は
、
す
べ
て
の
誤
解
や
誤
読
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
比

較
文
学
の
終
っ
た
と
こ
ろ
か
ら
始
ま
る
。 

 →

大
岡
信
は
、
日
本
と
欧
米
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
と
を
比
較
し
、
日
本
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
が
欧
米
モ

ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
不
十
分
な
理
解
の
上
に
形
成
さ
れ
た
「
い
わ
ゆ
る
」
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
で
あ
っ
た

こ
と
を
批
判
的
に
論
じ
て
い
る
。 

 
資
料
４ 

和
田
博
文
「
あ
と
が
き
」（
澤
正
宏
、
和
田
博
文
編
『
日
本
の
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
』

世
界
思
想
社
、
一
九
九
五
・
一
〇
・
三
〇
）
二
四
五‐

二
四
六
頁 

 

一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
の
日
本
で
花
開
い
た
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
明
ら
か

に
す
る
こ
と
を
、
本
書
は
目
的
と
し
て
い
る
。
現
在
ま
で
に
企
画
さ
れ
た
、
雑
誌
な
ど
で
の

シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
特
集
に
は
、
ひ
と
つ
の
特
徴
が
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
の
超
現
実
主
義

や
ブ
ル
ト
ン
ば
か
り
に
、
光
を
当
て
て
き
た
の
で
あ
る
。
だ
が
自
ら
の
足
元
を
問
わ
ず
に
、
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海
彼
の
運
動
を
分
析
し
て
も
、
た
か
だ
か
〈
教
養
〉
し
か
養
え
な
い
だ
ろ
う
。 

 
フ
ラ
ン
ス
の
超
現
実
主
義
や
ブ
ル
ト
ン
を
基
準
に
し
て
、
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
で
あ
る

か
否
か
を
問
う
形
式
を
採
ら
な
い
こ
と
。「
～
的
」
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
い
う
、
レ
ッ

テ
ル
を
貼
っ
て
済
ま
せ
な
い
こ
と
。
何
よ
り
も
ま
ず
日
本
の
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ム
を
、
掘

り
起
こ
し
の
対
象
と
考
え
る
こ
と―

こ
れ
が
企
画
段
階
で
の
、
編
者
の
基
本
的
な
姿
勢
で

あ
る
。 

 

こ
れ
ま
で
日
本
の
シ
ュ
ル
ー
レ
ア
リ
ス
ム
に
本
質
的
な
照
明
を
当
て
る
こ
と
が
難
し
か

っ
た
理
由
の
一
つ
は
、
資
料
確
認
の
困
難
さ
に
あ
っ
た
。 

 

資
料
５ 

和
田
博
文
『
テ
ク
ス
ト
の
交
通
学 

映
像
の
モ
ダ
ン
都
市
』（
白
地
社
、
一
九
九
二
・

七
・
三
一
）
九
頁 

 

モ
ダ
ン
都
市
と
い
う
テ
ク
ス
ト
は
、
一
九
二
〇
年
代
か
ら
三
〇
年
代
に
か
け
て
、
作
者
の

欲
望
を
そ
そ
る
対
象
だ
っ
た
。
映
画
監
督
や
演
出
家
、
画
家
や
カ
メ
ラ
マ
ン
、
作
家
や
詩
人

が
、
都
市
の
表
情
を
多
層
的
に
、
作
品
に
織
り
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
。 

 

資
料
６ 

和
田
博
文
『
テ
ク
ス
ト
の
交
通
学
』（
前
掲
）
二
二‐

二
四
頁 

テ
ク
ス
ト
の
幅
は
、
文
化
の
幅
に
比
べ
て
狭
く
は
な
い
。
し
か
も
文
化
に
は
時
間
が
堆
積

し
て
い
る
。
だ
か
ら
テ
ク
ス
ト
の
交
通
を
語
る
困
難
は
、
無
限
の
海
を
前
に
し
た
と
き
の
、

茫
洋
と
し
た
感
覚
に
似
て
い
る
。
だ
が
立
ち
す
く
ん
で
い
て
も
仕
方
が
な
い
。
海
の
す
べ
て

を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
選
ん
だ
水
路
に
従
っ
て
海
と
対
話
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ

う
。 

 

〔
中
略
〕 

さ
て
い
よ
い
よ
出
航
で
あ
る
。
無
限
の
可
能
性
の
海
に
、
私
た
ち
は
誘
わ
れ
て
い
る
。
テ

ク
ス
ト
の
交
通
は
、
ど
の
よ
う
な
姿
を
見
せ
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。
モ
ダ
ン
都
市
の
映
像
は

ど
の
よ
う
な
表
情
で
迎
え
て
く
れ
る
だ
ろ
う
か
。 

 →

和
田
博
文
は
、
日
本
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
を
形
成
し
た
「
モ
ダ
ン
都
市
」
と
い
う
コ
ン
テ
ク
ス
ト

に
目
を
む
け
る
こ
と
で
、
欧
米
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
と
の
比
較
と
は
異
な
る
視
点
か
ら
の
研
究
方
法

を
提
案
し
て
い
る
。 

 【
参
考
】 

・
和
田
博
文
監
修
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
モ
ダ
ン
都
市
文
化
』（
全
一
〇
〇
巻
、
ゆ
ま
に
書
房
、

二
〇
〇
四
～
二
〇
一
四
年
） 

・
和
田
博
文
監
修
『
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
・
都
市
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
誌
』（
全
三
〇
巻
、
ゆ
ま
に
書
房
、

二
〇
〇
九
～
二
〇
一
四
年
） 

 

資
料
７ 

ジ
ョ
ン
・
ソ
ル
ト
、
田
口
哲
也
監
訳
『
北
園
克
衛
の
詩
と
詩
学―

意
味
の
タ
ペ
ス

ト
リ
ー
を
細
断
す
る
』（
思
潮
社
、
二
〇
一
〇
・
一
一
・
二
五
）
三
七‐

三
八
頁 

た
と
え
ば
、
ダ
ダ
と
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
は
西
洋
で
始
ま
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
何
が
ダ

ダ
で
、
何
が
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
か
を
測
る
尺
度
や
基
準
は
西
洋
が
創
り
上
げ
た
も
の
と
な

る
。
し
か
し
、
東
京
（
あ
る
い
は
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
、
南
ア
メ
リ
カ
、
ア
フ
リ
カ
と
か
）
に
お

い
て
誰
が
真
の
ダ
ダ
イ
ス
ト
で
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
そ

れ
ら
の
芸
術
運
動
の
発
祥
地
で
作
り
出
さ
れ
た
規
範
か
ら
ど
の
程
度
逸
脱
し
て
い
る
か
と

い
う
観
点
か
ら
、
さ
ら
に
そ
の
基
準
を
定
義
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
う
で
な
け
れ
ば
、

あ
る
詩
人
が
本
物
と
し
て
認
め
ら
れ
る
の
は
西
洋
の
本
物
を
模
倣
し
た
と
き
だ
け
だ
と
い

う
逆
説
が
成
立
し
て
し
ま
う
し
、
母
語
に
よ
る
創
作
で
さ
え
も
方
法
の
「
翻
訳
」
に
過
ぎ
な

い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
西
洋
の
規
範
の
日
本
的
な
応
用
、
あ
る
い
は
規
範
か
ら
の
ズ
レ

は
、
本
物
で
あ
る
か
ど
う
か
を
測
る
最
も
信
頼
で
き
る
尺
度
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば

誤
っ
た
理
解
、
あ
る
い
は
ば
か
げ
た
模
倣
と
し
て
受
け
取
ら
れ
て
き
た
。 

 →

ジ
ョ
ン
・
ソ
ル
ト
は
、
西
洋
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
を
「
規
範
」
と
し
て
、
日
本
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
を

考
察
す
る
際
に
生
じ
る
「
逆
説
」
を
指
摘
し
、
む
し
ろ
「
規
範
」
か
ら
「
逸
脱
」
し
た
面
に
注

目
す
る
べ
き
だ
と
論
じ
て
い
る
。 

 

資
料
８ 

大
谷
省
吾
『
激
動
期
の
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド 

シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
日
本
の
絵
画 

一
九
二
八‐

一
九
五
三
』（
国
書
刊
行
会
、
二
〇
一
六
・
五
・
二
〇
）
一
一‐

一
二
頁 

 

本
書
で
提
案
し
た
い
の
は
、
次
の
よ
う
な
考
え
方
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
西
洋
の
あ
る
動

向
か
ら
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
日
本
の
近
代
美
術
作
品
に
つ
い
て
、
ま
ず
類
似
点
よ
り
も
相
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違
点
の
ほ
う
に
着
目
し
、
そ
の
相
違
点
が
生
じ
た
理
由
を
理
解
不
足
と
片
づ
け
る
こ
と
を
注

意
深
く
避
け
、
西
洋
で
そ
の
動
向
が
生
ま
れ
た
社
会
的
背
景
と
、
日
本
で
そ
れ
が
受
容
さ
れ

た
際
の
社
会
的
背
景
と
の
違
い
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
日
本
の
画
家
た
ち

は
、
西
洋
で
あ
る
新
し
い
動
向
が
生
ま
れ
た
際
の
文
脈
を
よ
く
理
解
し
て
は
い
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
し
か
し
逆
に
、
当
時
の
日
本
に
は
日
本
な
り
の
、
西
洋
と
は
異
な
る
社
会
的
背
景

が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
状
況
下
に
お
い
て
西
洋
の
新
し
い
動
向
と
出
会
っ
た
日
本
の

画
家
た
ち
は
、
そ
れ
を
梃
子
に
し
て
こ
そ
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
切
実
な
動
機
を
、
そ

こ
に
見
出
し
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
そ
の
動
機
こ
そ
が
、
西
洋
の
オ
リ

ジ
ナ
ル
と
、
日
本
の
作
品
と
の
差
異
を
生
み
出
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え
た
い
の

で
あ
る
。 

 →

大
谷
省
吾
は
、
美
術
の
領
域
に
お
け
る
日
本
の
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ム
と
西
洋
の
そ
れ
と
の
差

異
を
取
り
上
げ
、
そ
の
差
異
を
生
み
出
し
た
「
社
会
的
背
景
」
に
注
目
す
る
こ
と
を
提
案
し
て

い
る
。 

  

二 

戦
時
下
の
詩
の
位
置
づ
け 

 

資
料
９ 

吉
本
隆
明
「
戦
後
詩
人
論
」（『
抒
情
の
論
理
』
新
装
版
、
一
九
六
三
・
四
・
一
五
）

二
六
八
頁 

 

た
と
え
ば
、
戦
前
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
は
、
詩
の
技
術
を
詩
人
の
内
部
世
界
か
ら
切
り
離
し

た
と
こ
ろ
で
フ
ォ
ル
ム
化
し
て
い
っ
た
た
め
に
、
内
面
性
の
欠
如
、
表
現
の
平
板
さ
、
に
お

ち
い
り
、
遊
戯
化
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
欠
陥
は
戦
争
期
に
は
い
る
と

忽
ち
拡
大
さ
れ
、
北
園
克
衛
の
よ
う
な
超
モ
ダ
ニ
ス
ト
が
日
本
の
障
子
紙
の
よ
う
な
風
景
に

美
を
見
出
し
た
り
、
村
野
四
郎
は
「
挙
り
た
て
神
の
裔
」
の
よ
う
な
詩
を
か
き
、
安
西
冬
衛

は
「
相
模
太
郎
胆
カ
メ
の
如
し
」
と
い
う
表
現
を
試
み
る
な
ど
、
た
ち
ま
ち
、
そ
の
モ
ダ
ニ

ズ
ム
が
衣
裳
に
す
ぎ
ず
、
内
部
世
界
を
確
立
す
る
た
め
の
内
面
的
な
努
力
が
不
充
分
で
あ
る

こ
と
を
露
呈
し
た
の
で
あ
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
衣
裳
は
モ
ダ
ニ
ズ
ム
で
あ
っ
て
も
、
そ
の

肉
体
は
古
い
日
本
の
庶
民
の
意
識
か
ら
一
歩
も
出
て
い
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で

あ
る
。 

 →

吉
本
隆
明
は
、
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
は
「
衣
裳
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
た
め
に
、
戦
時
下
に
お

い
て
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
人
は
、
躊
躇
な
く
戦
争
協
力
的
な
詩
を
書
い
た
と
論
じ
て
い
る
。 

 

資
料
１
０ 

瀬
尾
育
生
『
戦
争
詩
論
』（
平
凡
社
、
二
〇
〇
六
・
七
・
一
八
）
一
二
四
頁 

 

モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
敗
北
し
て
ナ
シ
ョ
ナ
ル
な
も
の
が
露
出
し
て
き
た
の
で
は
な
い
。
モ
ダ
ニ

ズ
ム
は
、
帝
国
主
義
時
代
に
獲
得
し
た
方
法
の
機
能
的
な
普
遍
性
、
か
つ
て
は
国
民
批
判
と

し
て
機
能
し
た
そ
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
フ
ォ
ル
マ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
こ
そ
、
戦
争
詩
の
ウ
ル

ト
ラ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
に
合
流
す
る
。
戦
争
詩
は
、
抒
情
を
敵
と
し
地
方
性
・
風
土
性
を
排

除
し
て
、
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
「
世
界
」
性
に
加
担
し
て
き
た
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
方
法
の
、
挫
折

で
は
な
く
て
、
完
成
な
の
で
あ
る
。 

 →

瀬
尾
育
生
は
、
〈
戦
争
詩
〉
に
つ
い
て
、
日
本
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
「
敗
北
」
の
結
果
で
は
な

く
、
む
し
ろ
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
「
方
法
」
を
「
完
成
」
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
論
じ
て
い
る
。 

 

資
料
１
１ 

矢
野
静
明
『
日
本
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
未
帰
還
状
態
』（
書
肆
山
田
、
二
〇
一
六
・
七
・

三
〇
）
九
五‐

九
六
頁 

 

強
圧
的
な
同
一
化
に
対
し
て
戦
時
下
の
日
本
モ
ダ
ニ
ズ
ム
が
ほ
と
ん
ど
無
力
で
あ
っ
た

の
は
、
非
同
一
化
へ
の
意
志
が
弱
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
国
家
、
民
族
、
言
語
、
習
俗
の

有
す
る
強
力
な
同
一
化
へ
の
力
に
対
し
て
あ
ま
り
に
無
頓
着
で
あ
り
続
け
た
か
ら
で
あ
っ

た
。
自
ら
が
離
脱
し
よ
う
と
す
る
も
の
へ
の
無
頓
着
さ
は
、
彼
ら
を
冒
険
家
的
と
言
う
以
上

に
、
放
蕩
息
子
的
無
防
備
さ
へ
と
導
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
戦
時
下
に
無
力
な
ま
ま
跪
く

彼
ら
の
姿
は
、
そ
の
ま
ま
放
蕩
息
子
の
帰
還
の
姿
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
戦
時
下
に
「
郷

土
」
へ
と
帰
還
し
て
い
く
自
ら
の
無
力
な
姿
を
、
戦
後
過
程
で
見
直
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ

た
の
だ
ろ
う
。
だ
が
、
そ
れ
な
ら
モ
ダ
ニ
ス
ト
は
ど
こ
に
も
帰
還
せ
ず
、
ど
こ
に
も
帰
属
せ

ず
、
現
実
と
乖
離
し
た
抽
象
空
間
を
永
遠
に
生
き
る
べ
き
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
か
。

そ
れ
は
あ
ま
り
に
過
酷
で
あ
り
人
間
の
生
存
実
体
か
ら
離
れ
過
ぎ
て
い
る
。
人
は
誰
で
も
現

実
の
な
か
で
呼
吸
し
生
き
る
存
在
で
あ
る
以
外
に
な
い
。 
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あ
る
い
は
、
帰
還
可
能
な
別
の
地
を
探
究
す
べ
き
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
振
り
返
れ
ば

モ
ダ
ニ
ス
ト
は
、
そ
の
よ
う
な
別
の
郷
土
、
別
の
帰
還
の
地
を
意
識
的
に
も
方
法
的
に
も
探

さ
な
か
っ
た
。
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
人
が
語
っ
た
郷
土
と
は
い
か
に
も
単
一
な
既
存
の
イ
メ
ー
ジ

に
と
ど
ま
り
、
重
層
化
さ
れ
た
空
間
と
し
て
存
在
す
る
郷
土
で
は
な
か
っ
た
。
当
時
の
モ
ダ

ニ
ズ
ム
詩
人
が
、
そ
の
よ
う
な
重
層
的
な
空
間
と
し
て
の
郷
土
を
発
見
で
き
て
い
た
ら
、
異

郷
へ
の
憧
憬
か
ら
引
き
返
す
復
路
の
過
程
で
、
異
な
る
場
所
を
も
て
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

戦
時
下
に
お
い
て
後
ず
さ
り
し
な
が
ら
も
「
郷
土
」
と
い
う
言
葉
を
口
に
し
た
時
、
実
は
そ

の
可
能
性
が
わ
ず
か
に
開
い
た
の
だ
が
、
敗
戦
を
む
か
え
、
戦
後
の
沈
黙
の
な
か
で
再
び
可

能
性
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
く
。
む
し
ろ
戦
前
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
帰
還
す
る
こ

と
自
体
を
拒
み
続
け
る
よ
う
な
、
か
つ
て
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
と
同
様
の
体
質
へ
と
再
び
戻
っ
て

い
く
こ
と
に
な
る
。 

 →

矢
野
静
明
は
、
戦
時
下
に
お
け
る
「
郷
土
詩
」（
＝
「
郷
土
」
を
テ
ー
マ
と
す
る
詩
。
北
園

克
衛
が
提
唱
。）
の
試
み
は
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
人
た
ち
が
「
郷
土
」
と
出
会
い
、「
国
家
」
や
「
民

族
」
と
い
っ
た
問
題
と
対
峙
す
る
機
会
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
機
会
は
十
分
に
は
活
か
さ
れ
な
か

っ
た
と
論
じ
て
い
る
。 

 

資
料
１
２ 

藤
本
寿
彦
「
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド
と
戦
争
、
あ
る
い
は
反
戦
」（『
周
縁
と
し
て
の

モ
ダ
ニ
ズ
ム
』
双
文
社
出
版
、
二
〇
〇
九
・
二
・
二
〇
）
二
一
一‐

二
一
二
頁 

少
し
で
も
彼
〔
＝
春
山
行
夫―

引
用
者
注
〕
の
著
作
を
読
め
ば
、
吉
本
や
大
岡
の
春
山
像

が
い
か
に
ね
じ
曲
げ
ら
れ
た
も
の
か
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
第
二
次
世
界
大
戦
の
パ
ー
ス
ペ
ク

テ
ィ
ヴ
を
シ
ニ
カ
ル
に
描
い
た
「
収
穫
期
」
が
そ
の
証
し
な
の
だ
。 

〔
中
略
〕 

 

さ
て
、
太
平
洋
戦
争
勃
発
を
機
に
、
国
民
の
戦
意
発
揚
を
促
進
す
る
詩
が
メ
デ
ィ
ア
に
溢

れ
て
い
く
わ
け
だ
が
、
春
山
行
夫
は
そ
の
よ
う
な
状
況
と
ど
の
よ
う
に
向
か
い
合
っ
た
の
だ

ろ
う
か
。
彼
が
メ
デ
ィ
ア
に
作
品
を
掲
載
し
た
状
況
を
確
認
し
て
み
る
と
、
昭
和
十
七
年
は

三
十
二
本
、
十
八
年
は
十
九
本
、
十
九
年
は
十
三
本
で
、
そ
れ
ら
は
随
筆
か
評
論
な
の
で
あ

る
。 

 

こ
こ
か
ら
浮
か
び
上
が
る
の
は
、
春
山
が
敗
戦
ま
で
詩
作
を
断
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

そ
し
て
、
戦
争
詩
を
量
産
し
た
既
成
詩
人
達
と
春
山
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
で
あ
る
。
世
界
大

戦
と
い
う
い
か
に
も
近
代
的
な
モ
チ
ー
フ
に
対
し
て
、
日
本
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
論
を
立
ち
上

げ
よ
う
と
し
た
春
山
が
背
を
向
け
た
の
は
な
ぜ
か
。
こ
の
よ
う
な
問
題
設
定
は
日
本
の
モ
ダ

ニ
ズ
ム
を
捉
え
直
す
一
つ
の
糸
口
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
戦
時
下
を
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ
ル
ド

と
し
て
生
き
よ
う
と
し
、
ア
ン
ガ
ー
ジ
ュ
マ
ン
た
る
春
山
の
「
精
神
の
抵
抗
」
が
詩
作
を
断

つ
と
い
う
形
で
表
出
し
た
と
す
れ
ば
、
書
か
な
い
と
い
う
選
択
こ
そ
彼
に
ふ
さ
わ
し
い
。 

 →

藤
本
寿
彦
は
、
戦
時
下
に
お
け
る
春
山
行
夫
の
作
品
や
執
筆
活
動
を
注
意
深
く
考
察
す
る
こ

と
で
、
春
山
の
反
戦
的
姿
勢
が
見
え
て
く
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。 

 

資
料
１
３ 

坪
井
秀
人
「
序
章
」（『
声
の
祝
祭
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
一
九
九
七
・
八
・
三

一
）
二
〇
頁 

 

さ
て
、
本
書
が
意
図
す
る
の
も
、
こ
の
よ
う
な
詩
の
表
現
詩
史
に
お
け
る
声
と
エ
ク
リ
チ

ュ
ー
ル
と
の
相
克
を
辿
り
直
し
て
み
よ
う
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
の
試
み
も
作
者
（
詩

人
）
の
創
作
の
モ
チ
ー
フ
の
問
題
を
回
避
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
〈
詩
＝
一
人

称
表
現
〉
と
い
う
図
式
の
拘
束
を
逃
れ
ら
れ
ぬ
た
め
に
と
か
く
作
家
中
心
的
な
言
説
に
と
ら

わ
れ
て
き
た
従
来
の
近
代
詩
研
究
を
と
り
あ
え
ず
カ
ッ
コ
に
入
れ
て
、
詩
の
テ
ク
ス
ト
が
流

通
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
に
焦
点
を
当
て
る
方
法
を
と
る
こ
と
に
な
る
。
と
り
わ
け
戦
争
詩
と

い
う
特
殊
な
領
域
に
紙
数
を
割
い
て
い
る
こ
と
も
あ
り
、
こ
の
方
法
は
避
け
ら
れ
な
い
。
戦

争
詩
が
ま
さ
に
典
型
な
の
だ
が
、
詩
の
テ
ク
ス
ト
を
味
わ
い
、
そ
の
表
現
の
達
成
（
あ
る
い

は
詩
人
の
ポ
エ
ジ
ー
？
）
を
頌
え
る
と
い
う
〈
鑑
賞
〉
の
水
準
は
こ
こ
で
は
役
に
立
た
な
い

か
ら
で
あ
る
。 

 →
坪
井
秀
人
は
、
従
来
の
「
作
家
中
心
的
」
な
方
法
で
は
分
析
し
が
た
い
〈
戦
争
詩
〉
を
考
察

す
る
た
め
に
、
「
詩
の
テ
ク
ス
ト
が
流
通
し
て
い
く
シ
ス
テ
ム
」
に
注
目
す
る
こ
と
を
提
案
し

て
い
る
。 

   
 

三 

戦
後
の
詩
と
の
関
わ
り 
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資
料
１
４ 

宮
崎
真
素
美
「
戦
後
詩
へ
」（『
戦
争
の
な
か
の
詩
人
た
ち―

「
荒
地
」
の
ま
な

ざ
し
』
学
術
出
版
会
、
二
〇
一
二
・
九
・
二
五
）
一
〇
頁 

 

ま
た
、
荒
地
派
の
詩
人
た
ち
を
は
じ
め
、
こ
の
時
期
を
過
ご
し
た
詩
人
の
多
く
が
モ
ダ
ニ

ズ
ム
詩
の
洗
礼
を
受
け
て
お
り
、「
蝶
」
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
詩
風
も
そ
の
例
外
で
は
な
い
。

そ
の
接
続
と
離
脱
と
が
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
か
、
私
自
身
は
こ
れ
ま
で
に
鮎
川

信
夫
や
黒
田
三
郎
を
と
お
し
て
考
え
て
き
た
。
先
ご
ろ
出
版
さ
れ
た
『
戦
後
詩
の
ポ
エ
テ
ィ

ク
ス 

１
９
３
５
～
１
９
５
９
』（
和
田
博
文
編 

平
21
、
世
界
思
想
社
）
は
、
そ
の
テ
ー

マ
に
つ
い
て
十
数
人
の
論
者
を
配
し
、
詩
集
や
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
な
ど
の
出
版
物
、
荒
地
派
を

中
心
と
す
る
十
一
人
の
詩
人
論
を
盛
り
込
ん
で
挑
ん
で
い
る
。
『
戦
後
詩
誌
総
覧
』
全
八
巻

（
和
田
博
文
・
杉
浦
静
編 

平
19
～
22
、
日
外
ア
ソ
シ
エ
ー
ツ
）
が
刊
行
さ
れ
、
戦
後
詩

人
の
項
目
比
重
を
高
め
た
件
の
『
現
代
詩
大
辞
典
』
な
ど
、
戦
後
詩
を
詩
史
の
連
続
性
に
お

い
て
捉
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
資
料
基
盤
が
整
い
つ
つ
あ
る
。 

 →

宮
崎
真
素
美
は
、
戦
後
詩
を
リ
ー
ド
し
た
鮎
川
信
夫
ら
、
荒
地
派
の
詩
人
が
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム

詩
の
「
洗
礼
」
を
受
け
た
こ
と
を
指
摘
し
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
と
戦
後
詩
の
「
接
続
と
離
脱
」
の

問
題
に
つ
い
て
触
れ
て
い
る
。 

 

資
料
１
５ 

建
畠
晢
、
城
戸
朱
理
、
金
澤
一
志
「
い
ま
、
新
国
誠
一
」（『
現
代
詩
手
帖
』
第
五

二
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
九
・
二
・
一
）
一
〇‐

一
一
頁 

城
戸 

そ
れ
は
意
外
で
す
ね
。
と
こ
ろ
が
新
国
誠
一
は
、
こ
れ
ま
で
日
本
に
お
い
て
は
お
も

に
美
術
や
デ
ザ
イ
ン
の
領
域
で
語
ら
れ
、
詩
の
問
題
と
し
て
語
ら
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

こ
こ
に
二
十
世
紀
に
お
け
る
モ
ダ
ニ
ズ
ム
及
び
そ
の
後
を
受
け
た
前
衛
運
動
の
展
開
と
い

う
問
題
と
、
「
戦
後
詩
」
が
発
端
で
孕
ん
で
い
た
あ
る
種
の
捩
れ
の
よ
う
な
も
の
が
、
今
日

に
な
る
と
露
呈
し
て
見
え
て
く
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
新
国
誠
一
と
い
う
問
題
を
考
え
な
お
す

こ
と
は
、
二
十
世
紀
後
半
の
日
本
の
詩
の
な
か
に
欠
落
し
て
い
た
も
の
を
確
認
す
る
こ
と
で

あ
る
と
同
時
に
、
も
っ
と
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
詩
へ
の
問
い
か
け
を
現
在
に
お
い
て
確
認
す
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。 

〔
中
略
〕 

新
国
は
二
十
歳
で
一
九
四
五
年
の
敗
戦
を
迎
え
、
萩
原
朔
太
郎
の
影
響
を
受
け
て
い
わ
ゆ
る

ふ
つ
う
の
抒
情
詩
を
書
い
て
い
た
彼
が
、
大
き
な
価
値
観
の
転
倒
に
見
ま
わ
れ
る
。
そ
の
と

き
に
新
国
は
言
葉
と
は
何
な
の
か
と
考
え
な
お
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
。〔
中
略
〕

そ
の
意
味
で
は
こ
れ
も
ひ
と
つ
の
敗
戦
か
ら
始
ま
っ
た
前
衛
運
動
の
潮
流
だ
っ
た
わ
け
で

あ
り
、
こ
こ
に
も
う
ひ
と
つ
の
「
戦
後
詩
」
が
あ
る
と
い
う
言
い
方
も
で
き
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。 

 →

城
戸
朱
理
は
、
新
国
誠
一
を
、
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
の
流
れ
を
汲
む
詩
人
と
し
て
捉
え
つ
つ
、
新

国
の
作
品
を
考
え
る
こ
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
戦
後
詩
」
の
文
脈
で
は
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
「
も

う
ひ
と
つ
の
「
戦
後
詩
」」
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
。 

 

資
料
１
６ 

坪
井
秀
人
「
モ
ダ
ニ
ス
ト
と
勤
労
詩―

戦
時
期
の
近
藤
東―

」（『
声
の
祝
祭
』

前
掲
）
二
七
〇
頁 

本
章
は
近
藤
東
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
日
米
開
戦
後
の
転
回
と
彼
が
戦
中
戦
後
一
貫
し
て
主
導

し
た
国
鉄
詩
運
動
に
触
れ
る
こ
と
を
通
し
て
、
〈
大
衆
化
〉
す
る
日
本
的
モ
ダ
ニ
ズ
ム
の
性

格
、
そ
の
政
治
性
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
手
が
か
り
を
得
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 →

坪
井
秀
人
は
、
近
藤
東
の
活
動
を
取
り
上
げ
な
が
ら
、
戦
前
・
戦
中
・
戦
後
の
連
続
性
に
お

い
て
、
日
本
モ
ダ
ニ
ズ
ム
詩
を
考
え
る
視
点
を
提
示
し
て
い
る
。 
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ク
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