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本
稿
は
記
憶
を
担
う
も
の
と
し
て
の
人
工
物
を
扱
う
も
の
で
あ
る
。
芸
術
活
動
は
、
個
人

に
よ
り
鑑
賞
さ
れ
る
た
め
の
芸
術
作
品
ば
か
り
を
専
ら
制
作
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
む

し
ろ
宗
教
や
国
家
に
奉
仕
す
る
た
め
に
こ
そ
大
変
な
努
力
が
払
わ
れ
て
き
た
。
そ
し
て
ま
た

今
日
も
国
民
国
家
や
宗
教
団
体
の
た
め
だ
け
で
な
く
、
小
さ
な
地
域
社
会
や
共
同
体
の
た
め

に
造
形
物
や
上
演
活
動
が
用
い
ら
れ
る
機
会
が
増
え
て
い
る
。
こ
う
し
た
活
動
は
、
あ
る
共

同
体
の
構
成
員
に
共
有
さ
れ
る
出
来
事
や
、
ま
た
そ
れ
に
か
か
わ
る
物
語
、
そ
し
て
歴
史
を

形
成
し
、
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
商
店
街
や
学
校
に
ま
つ
わ
る
記
憶
。
あ
る
い
は

地
場
産
業
と
そ
こ
で
働
い
た
人
々
の
記
憶
。
そ
う
し
た
も
の
を
芸
術
家
（
ま
た
特
に
建
築
家
）

た
ち
の
活
動
に
よ
っ
て
顕
然
化
し
、
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
維
持
、
あ
る
い
は
新
た
な
形
成

を
図
ろ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
回
復
（
な
い
し
は
創
出
）

が
、
街
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
活
性
化
に
対
し
て
果
た
し
て
ど
こ
ま
で
有
効
か
は
、
実
践
的
な

問
題
と
し
て
十
分
に
検
証
す
る
に
値
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
な
か
で
建
築
家
や
景

観
設
計
者
、
編
集
者
、
芸
術
家
た
ち
が
貢
献
で
き
る
部
分
を
考
え
る
こ
と
は
意
義
が
あ
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
と
記
憶
は
ど
う
か
か
わ

る
の
か
、
ま
た
集
合
的
な
記
憶
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
、
ど
の
よ
う
な
も
の
に
よ
っ
て
担
わ

れ
る
の
か
と
い
う
問
題
は
勿
論
残
る
。

　

人
間
の
記
憶
を
担
う
も
の
と
し
て
は
、
何
よ
り
も
言
葉
が
重
要
で
あ
る
。
神
話
や
歴
史
、

あ
る
い
は
そ
う
し
た
形
を
と
る
前
の
伝
承
と
し
て
、
家
族
を
は
じ
め
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
共

同
体
は
記
憶
を
伝
え
て
き
た
。
ま
た
言
葉
を
語
る
身
振
り
、
そ
し
て
言
葉
に
な
ら
な
い
日
々

の
労
働
や
年
中
行
事
に
お
け
る
身
体
技
法
も
、
い
わ
ば
共
同
体
の
身
体
の
な
か
に
刻
み
込
ま

れ
た
記
憶
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
言
葉
や
身
体
運
動
と
な
ら
ん
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
文
化
圏
で
古

く
か
ら
、
あ
る
種
の
造
形
的
な
構
造
物
も
特
に
記
憶
と
結
び
つ
け
る
こ
と
を
意
図
さ
れ
て
作

ら
れ
て
き
た
。
そ
の
よ
う
な
造
形
物
こ
そ
、
特
に
記
念
物
と
し
て
名
付
け
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。「
記
念
物
」
は
欧
州
語
のm

onum
ent

（
仏
・
英
）、D

enkm
al

（
独
）
を
文
字
通
り
に
翻
訳

し
た
も
の
で
、
歴
史
や
記
憶
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
よ
う
な
も
の
、
特
に
、
記
さ
れ
た
文
字
や

発
話
さ
れ
る
言
葉
と
同
様
に
記
憶
を
伝
え
る
と
見
な
さ
れ
る
建
造
物
を
指
す
語
で
あ
る
。
一

方
で
、
東
ア
ジ
ア
で
も
古
く
か
ら
堅
牢
な
構
造
物
が
文
字
を
補
う
、
あ
る
い
は
文
字
の
伝
承

を
支
え
る
も
の
と
し
て
使
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
は
「
碑
」
と
呼
ば
れ
る
。「
碑
」
と
い
う
漢

字
は
、
や
ま
と
こ
と
ば
の
「
い
し
ぶ
み
」
を
訓
ず
る
と
お
り
、
石
に
刻
ま
れ
た
文
を
指
す
。

青
銅
に
鋳
出
さ
れ
た
文
章
と
あ
わ
せ
て
、
金
石
文
と
称
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
ほ
ぼ
相
当
す
る

西
欧
語
のinscription

と
同
様
、
建
築
物
や
立
体
の
記
念
物
を
支
持
体
と
し
て
文
字
が
刻
ま

れ
る
た
め
、
碑
文
と
記
念
物
と
は
重
な
り
合
う
。M

onum
ent

の
訳
語
と
し
て
、
記
念
物
だ

け
で
な
く
記
念
「
碑
」
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
そ
の
事
情
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
、
こ
う
し
た
「
記
憶
を
想
起
さ
せ
る
」
機
能
を
担
わ
さ
れ
た
構
造
物
は
果
た
し
て

い
か
な
る
記
憶
を
い
か
な
る
資
格
で
想
起
さ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
共
同
体
に

と
っ
て
の
重
大
事
件
の
記
憶
を
喚
起
す
る
と
称
す
る
構
造
物
が
あ
っ
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て

共
同
体
の
構
成
員
に
と
っ
て
等
し
く
同
じ
記
憶
が
喚
起
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
も
そ

も
共
同
体
の
成
員
に
と
っ
て
共
有
さ
れ
る
よ
う
な
「
同
じ
」
記
憶
な
る
も
の
は
あ
る
の
だ
ろ

う
か
。
事
件
を
委
細
に
記
す
文
章
に
よ
っ
て
す
ら
、
人
々
に
「
同
じ
」
記
憶
を
想
起
さ
せ
る

と
は
限
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
さ
ら
に
、
記
念
物
に
は
呼
称
程
度
の
言
葉
し
か
与
え
ら
れ
て
い

な
い
も
の
も
多
い
。
あ
る
価
値
観
を
共
有
す
る
共
同
体
の
内
外
で
、
ま
た
共
同
体
の
内
部
で

も
、
そ
の
範
囲
や
統
合
の
度
合
い
に
よ
っ
て
、
喚
起
さ
れ
た
事
件
の
記
憶
の
意
味
合
い
、
あ

る
い
は
感
性
的
な
反
応
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
京
都
の
七
条
近
辺
に
あ
る
耳
塚
は
そ
の
良
い

例
で
あ
る
。
あ
る
人
々
に
と
っ
て
は
戦
争
の
犠
牲
者
へ
の
追
悼
の
意
味
が
あ
る
だ
ろ
う
が
、

ま
た
戦
勝
記
念
碑
に
近
い
も
の
と
受
け
止
め
た
（
受
け
止
め
る
）
一
部
の
人
々
も
い
る
か
も
し

れ
な
い
。
ま
た
外
国
の
観
光
客
が
目
に
し
た
ら
痛
憤
す
べ
き
負
の
遺
産
と
受
け
止
め
ら
れ
る

こ
と
も
あ
る
だ
ろ
う
し
、
ア
ジ
ア
に
数
あ
る
戦
跡
の
ひ
と
つ
と
し
て
淡
々
と
眺
め
ら
れ
る
か

も
知
れ
な
い
。
記
念
物
の
担
う
（
と
さ
れ
る
）
記
憶
は
、
自
明
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
以
下
で
は
、
三
つ
の
手
順
を
踏
み
な
が
ら
、
記
念
物
と
記
憶
と
の
関
係
を
見
定
め

る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

　

ま
ず
、
記
念
物
の
「
意
図
性
」
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
意
図
性
の
問
題
と
は
、
記
念
物
に

と
っ
て
、
そ
の
設
置
者
が
意
図
し
た
目
的
が
現
存
す
る
か
否
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
記

念
物
が
す
べ
て
設
置
者
の
意
図
を
十
全
に
実
現
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
本
稿
の
議
論
は
そ
も

そ
も
不
要
だ
が
、
上
述
の
と
お
り
、
記
念
物
は
当
初
の
意
図
や
目
的
か
ら
外
れ
た
と
こ
ろ
で

意
味
や
価
値
を
発
生
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
意
図
さ
れ
ざ
る
記
念
物
も
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
記
念
物
の
意
図
性
を
考
え
る
こ
と
は
、
造
形
的
な
構
造
体
と
そ
れ
に
付
加
さ
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れ
る
意
味
が
ど
う
い
う
関
係
を
持
ち
う
る
の
か
を
問
う
こ
と
で
あ
る
。

　

次
に
、
意
図
性
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
記
念
物
に
つ
い
て
共
同
体
の
構
成
員
が
共
通
し

て
了
解
す
る
意
味
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
は
記
念
物
と
そ
の
意
味
に
何
ら
か
の
結
び
つ

き
が
生
じ
て
い
る
と
言
え
る
。
記
念
物
が
作
ら
れ
た
と
き
か
ら
の
も
の
で
あ
れ
、
事
後
的
に

発
生
し
た
意
味
で
あ
れ
、
そ
う
し
た
意
味
を
受
け
入
れ
る
場
合
に
は
、
記
念
物
と
そ
の
意
味

の
関
係
が
真
正
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
認
識
が
生
ま
れ
て
い
よ
う
。
た
だ
、
こ
の
真
正
さ
を

は
か
る
規
準
は
歴
史
的
な
事
実
と
の
関
係
で
決
ま
る
と
い
う
よ
り
も
、
あ
る
種
の
信
念
、
ま

た
ま
さ
し
く
共
通
の
記
憶
と
の
関
係
で
決
ま
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
真
正
さ
が
発
生
す

る
仕
組
み
を
考
え
た
い
。

　

最
後
に
、
そ
う
し
た
真
正
さ
を
作
る
、
み
ず
か
ら
の
記
憶
の
外
在
化
の
問
題
を
、「
記
念

品
」
と
記
念
物
を
対
照
さ
せ
つ
つ
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
記
念
品
は
、
記
念
物
と
共
通

す
る
と
こ
ろ
と
異
な
る
と
こ
ろ
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
の
両
者
の
異
同
は
単
に
規
模
の
問
題

と
い
う
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
個
人
の
記
憶
が
公
共
的
な
側
面
と
私
的
な
側
面
と
が
輻
輳
し

つ
つ
互
い
を
作
り
上
げ
て
い
る
事
情
に
つ
い
て
、
非
常
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
る
も
の
で
あ

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
記
念
品
は
、
た
と
え
そ
れ
が
商
業
的
で
安
易
な
お
み
や
げ
の
形
態
を

と
っ
た
と
し
て
も
、
個
人
が
選
択
し
て
購
入
す
る
と
い
う
私
的
な
行
為
に
よ
っ
て
、
そ
の
記

念
性
が
承
認
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
個
人
と
記
憶
の
あ
い
だ
に
恣
意
的
な
操
作
が
介
入
し
や

す
い
政
治
的
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
記
念
物
だ
け
を
扱
う
よ
り
も
、
記
念
品
の
事
例
を
反
省
し
て

み
る
こ
と
が
、
記
憶
の
形
成
に
お
け
る
物
的
存
在
の
役
割
に
つ
い
て
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

一
、
記
念
物
に
お
け
る
「
意
図
性
」

　

記
念
物
と
そ
こ
に
担
わ
さ
れ
る
意
味
や
価
値
に
つ
い
て
の
重
要
な
論
考
と
し
て
、
ま
ず
挙

げ
ら
れ
る
の
は
ア
ー
ロ
イ
ス
・
リ
ー
グ
ル
の
『
近
代
の
記
念
物
崇
拝
』（
一
九
〇
三
年
）
で
あ

ろ
う
（1）
。
こ
の
著
作
で
、
リ
ー
グ
ル
は
記
念
物
を
巡
る
さ
ま
ざ
ま
な
価
値
を
分
析
し
て
い

る
。
記
念
物
に
は
、
同
時
代
的
な
側
面
も
あ
る
た
め
、
使
用
価
値
（
た
と
え
ば
今
日
も
使
わ
れ

て
い
る
教
会
堂
や
市
庁
舎
）
や
芸
術
的
価
値
（
現
在
の
美
的
な
効
果
に
関
わ
る
も
の
で
、
芸
術
「
史
」
の

価
値
で
は
な
い
）
も
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
、
過
去
を
想
起
す
る
こ
と
で
発
生
す
る

価
値
が
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
記
念
物
の
記
念
物
た
る
所
以
な
の
だ
が
、
過
去
に
関
わ
る
価
値
に

も
種
々
の
も
の
が
あ
り
、
そ
れ
を
ま
ず
区
別
す
る
の
が
意
図
性
の
有
無
で
あ
る
。
記
念
物
が

何
ら
か
の
過
去
の
事
蹟
を
記
念
す
る
よ
う
意
図
さ
れ
て
作
ら
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
そ

れ
と
し
て
価
値
が
あ
る
。
そ
れ
が
意
図
さ
れ
た
記
念
物
と
し
て
の
価
値
で
あ
る
。
し
か
し
、

意
図
さ
れ
た
記
念
物
ば
か
り
が
想
起
に
関
わ
る
記
念
物
で
は
な
い
。
意
図
さ
れ
な
く
て
も
、

あ
と
か
ら
想
起
に
関
わ
る
記
念
物
と
な
る
も
の
が
あ
る
。
歴
史
を
振
り
返
り
、
そ
の
資
料
に

関
心
を
寄
せ
る
習
慣
が
近
代
に
な
っ
て
発
生
し
た
が
、
そ
の
と
き
に
現
れ
た
の
が
「
歴
史
記

念
物
」
で
あ
る
。
リ
ー
グ
ル
は
さ
ら
に
近
年
（
つ
ま
り
十
九
世
紀
末
か
ら
）
歴
史
的
価
値
に
加

え
て
、
古
さ
の
価
値
が
勃
興
し
て
き
た
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
古
さ
の
価
値
は
大
衆
の
時

代
に
登
場
し
た
価
値
で
、
歴
史
的
価
値
よ
り
も
資
料
的
な
関
心
が
乏
し
く
、
古
さ
全
般
に
向

け
ら
れ
た
情
緒
的
な
も
の
で
あ
る
。

　

こ
の
歴
史
的
価
値
と
古
さ
の
価
値
の
区
別
、
そ
し
て
ま
た
芸
術
的
価
値
と
芸
術
史
的
価
値

と
の
区
別
も
十
分
興
味
深
い
の
だ
が
、
こ
こ
で
は
特
に
リ
ー
グ
ル
が
意
図
的
な
記
念
物
と
そ

う
で
は
な
い
記
念
物
を
区
別
し
た
と
こ
ろ
に
注
意
し
た
い
。
こ
の
両
者
は
、
物
体
と
し
て
は

重
な
り
合
う
。
つ
ま
り
、
意
図
さ
れ
た
記
念
物
が
今
も
な
お
意
図
さ
れ
た
と
お
り
に
機
能
す

る
場
合
（
た
と
え
ば
北
淡
震
災
記
念
公
園
）
や
、
記
念
物
と
し
て
意
図
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
が
記

念
物
と
見
な
さ
れ
る
場
合
（
た
と
え
ば
ダ
ー
ビ
ー
の
鉄
橋
）
だ
け
で
な
く
、
当
初
は
意
図
さ
れ
て

い
た
も
の
の
、
後
世
に
そ
の
意
図
さ
れ
た
と
こ
ろ
と
は
違
う
か
た
ち
で
記
念
物
と
し
て
機
能

す
る
場
合
が
あ
る
。
た
と
え
ば
二
世
紀
初
め
に
ロ
ー
マ
の
元
老
院
が
建
設
し
た
ダ
ー
キ
ア
遠

征
の
記
念
柱
は
、
当
初
は
勿
論
ト
ラ
ー
ヤ
ー
ヌ
ス
帝
と
ロ
ー
マ
人
の
勝
利
を
讃
え
、
記
念
す

る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
。
し
か
し
、
今
日
ロ
ー
マ
で
こ
の
円
柱
を
見
る
者
の
ほ
と
ん
ど
に

と
っ
て
、
そ
れ
は
戦
勝
の
記
念
物
で
は
な
く
、
む
し
ろ
歴
史
の
証
人
で
あ
り
、
か
つ
て
の
ト

ラ
ー
ヤ
ー
ヌ
ス
や
ロ
ー
マ
帝
国
の
歴
史
、
ま
た
さ
ら
に
は
歴
史
一
般
の
な
か
の
ひ
と
つ
の
エ

ピ
ソ
ー
ド
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
図
さ
れ
た
記
念
物
が
歴
史
記
念
物
に
変

化
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

物
体
と
し
て
は
全
く
同
一
の
も
の
が
、
時
代
の
変
化
、
あ
る
い
は
見
る
者
の
変
化
に
よ
っ

て
、
別
種
の
記
念
物
に
な
る
の
は
、
意
図
さ
れ
た
意
味
と
物
的
構
造
体
と
し
て
の
記
念
物
と

の
関
係
が
、
わ
ざ
わ
ざ
特
定
の
意
味
を
担
う
よ
う
に
作
ら
れ
た
場
合
が
あ
る
に
も
関
わ
ら

ず
、
決
し
て
必
然
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
勿
論
、
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
記
念
物
は
言
語
と
ま
っ
た
く
同
じ
よ
う
な
意
味
で
恣
意
的
な
記
号
だ
と
い
う
こ

と
に
は
な
ら
な
い
。
意
図
さ
れ
た
記
念
物
か
ら
歴
史
記
念
物
へ
の
変
化
に
つ
い
て
い
え
ば
、

記
念
物
の
担
っ
て
い
た
あ
る
特
定
の
意
味
が
別
の
任
意
の
意
味
に
変
化
し
う
る
と
い
う
こ
と

で
は
な
く
、
記
念
物
が
い
か
な
る
意
味
を
担
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
時
代
の
経
過
に
よ
っ

て
、「
歴
史
記
念
物
」
と
い
う
ひ
と
つ
の
新
た
な
意
味
を
担
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
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か
し
こ
こ
で
す
で
に
記
念
物
に
付
与
さ
れ
た
意
味
が
絶
対
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。

　

そ
し
て
さ
ら
に
、
意
図
さ
れ
た
記
念
物
が
別
の
意
図
さ
れ
た
記
念
物
に
変
化
す
る
と
い
う

こ
と
も
あ
り
う
る
。
そ
れ
は
リ
ー
グ
ル
の
示
す
と
こ
ろ
の
、
意
図
さ
れ
た
記
念
物
と
歴
史
記

念
物
と
が
同
一
物
体
に
併
存
し
う
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
十
九
世
紀
の
大
き
な
歴
史
的
展

開
よ
り
も
遥
か
前
か
ら
す
で
に
生
じ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
の
パ
ン
テ
オ
ン
は
キ
リ

ス
ト
教
会
堂
に
転
用
さ
れ
た
し
、
北
京
の
天
安
門
は
再
三
そ
の
象
徴
的
な
意
味
を
変
化
さ
せ

て
き
た
。
付
随
的
な
画
像
や
彫
像
は
簡
単
に
取
り
去
り
、
付
け
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
キ

リ
ス
ト
教
徒
は
単
に
パ
ン
テ
オ
ン
の
異
教
の
像
を
は
ぎ
と
り
、
別
の
象
徴
的
な
も
の
を
付
け

加
え
さ
え
す
れ
ば
、
建
造
物
の
意
図
を
転
換
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
文
字
や
発
話
さ

れ
る
言
葉
と
違
い
、
記
念
物
の
大
き
さ
や
形
態
が
意
味
の
選
択
に
一
定
の
限
定
付
け
を
与
え

て
い
る
。
パ
ン
テ
オ
ン
は
巨
大
な
空
間
を
内
包
し
て
い
る
宗
教
的
建
造
物
で
あ
り
、
そ
の
た

め
や
は
り
礼
拝
者
を
多
数
迎
え
入
れ
る
キ
リ
ス
ト
教
の
施
設
と
し
て
採
用
さ
れ
、
天
安
門
も

中
国
の
政
治
体
制
の
変
化
や
そ
の
体
制
へ
の
姿
勢
を
問
わ
ず
、
政
治
的
態
度
を
顕
現
す
る
格

好
の
舞
台
と
し
て
機
能
す
る
。
つ
ま
り
、
記
念
物
の
担
う
意
味
に
つ
い
て
は
、
そ
の
建
築
的

構
造
や
規
模
が
何
ら
か
の
意
味
の
限
定
付
け
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
意
味

を
事
後
的
に
託
さ
れ
る
に
せ
よ
、
記
念
物
、
特
に
壮
麗
な
記
念
建
造
物
に
つ
い
て
は
、
そ
う

し
た
意
味
の
置
換
を
誘
う
だ
け
の
一
般
的
で
強
い
意
味
を
共
通
し
て
持
っ
て
い
る
の
で
あ

り
、
そ
れ
こ
そ
が
個
々
の
政
治
的
な
い
し
宗
教
的
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
越
え
て
本
来
意
図
さ
れ
た

メ
ッ
セ
ー
ジ
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
メ
ッ
セ
ー
ジ
は
、
た
と
え
ば

「
権
威
」「
崇
高
性
」「
永
続
性
」
と
い
っ
た
抽
象
的
で
汎
用
性
の
あ
る
意
味
に
と
ど
ま
る
も

の
で
あ
っ
た
り
、
建
築
構
造
が
要
求
す
る
機
能
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
っ
た
り
す
る
。
こ
う

し
た
限
定
付
け
は
結
局
の
と
こ
ろ
規
模
と
用
途
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
な
内

実
に
つ
い
て
は
、
つ
ま
り
何
を
記
念
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
恣
意
的
に
置
換
が

可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

ジ
ー
ク
フ
リ
ー
ト
・
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン
は
、『
建
築
と
共
同
体
』（
一
九
五
六
年
）
と
い
う
著
書

で
、「
偽
の
記
念
物
」
と
い
う
概
念
を
示
し
て
い
る
（2）
。
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン
は
こ
の
書
物
で
二
十

世
紀
と
い
う
新
し
い
時
代
に
お
け
る
芸
術
家
の
役
割
を
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
な
か
で
共
同

体
と
記
念
物
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
。「
偽
の
記
念
物
」
と
は
共
同
体
に
と
っ

て
真
正
な
意
味
で
の
記
念
物
と
な
っ
て
い
な
い
建
造
物
を
指
す
。
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン
は
特
に

十
八
世
紀
の
デ
ュ
ラ
ン
以
来
の
記
念
物
的
建
築
の
外
観
を
揶
揄
し
つ
つ
、
機
能
を
犠
牲
に
し

て
ギ
リ
シ
ャ
神
殿
風
の
柱
を
横
拡
が
り
に
並
べ
る
よ
う
な
美
術
館
や
展
示
館
、
さ
ら
に
は
学

術
機
関
と
い
っ
た
公
共
建
築
を
例
に
挙
げ
る
。
巨
大
な
建
造
物
の
フ
ァ
サ
ー
ド
に
列
柱
が
あ

れ
ば
、
そ
れ
は
ナ
チ
ス
・
ド
イ
ツ
の
パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン
と
し
て
も
、
ソ
ヴ
ィ
エ
ト
・
ロ
シ
ア
の

パ
ヴ
ィ
リ
オ
ン
と
し
て
も
通
用
す
る
の
で
あ
る
（
付
属
装
飾
品
さ
え
付
け
替
え
れ
ば
）。
こ
れ
は

建
築
物
が
本
来
共
同
体
の
中
で
担
っ
て
い
た
記
念
物
で
は
な
く
、
あ
と
か
ら
人
為
的
に
（
そ

し
て
付
け
加
え
る
な
ら
声
高
に
）
意
味
を
強
制
す
る
よ
う
な
記
念
物
で
あ
る
。
こ
う
し
た
、
建
築

の
構
造
や
そ
の
様
式
が
共
同
体
の
要
求
か
ら
必
然
的
に
生
ま
れ
た
も
の
で
は
な
い
人
工
物

を
、
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン
は
「
偽
の
記
念
物
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
他
方
で
彼
は
近
代
的
な
都
市

か
ら
は
同
様
の
機
能
が
失
わ
れ
た
も
の
の
、
古
く
か
ら
あ
る
都
市
の
中
核
を
な
す
よ
う
な
場

所
（
た
と
え
ば
ア
ゴ
ラ
や
フ
ォ
ル
ム
の
よ
う
な
）
が
二
十
世
紀
に
な
っ
て
か
ら
も
必
要
で
、
そ
れ

は
ラ
ジ
オ
や
テ
レ
ビ
が
代
わ
り
を
務
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
主
張
も
行
う
。
そ
の

た
め
に
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン
は
、
先
述
し
た
偽
の
記
念
物
的
建
築
や
偽
の
記
念
物
的
彫
刻
（
た
と

え
ば
ヴ
ィ
ー
ゲ
ラ
ン
ト
）
を
批
判
し
つ
つ
、
他
方
で
新
し
い
記
念
物
性
を
創
出
す
べ
く
、
モ
ダ

ニ
ス
ム
の
造
形
作
家
た
ち
へ
の
期
待
を
表
明
す
る
。
古
代
神
殿
風
の
建
築
以
上
に
、
現
代
の

芸
術
家
た
ち
の
活
動
が
、
市
民
の
芸
術
中
心
と
な
る
の
で
あ
る
。
近
代
美
術
の
役
割
に
つ
い

て
は
別
途
検
討
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
を
措
く
と
し
て
も
、
偽
の
記
念
物

と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
十
分
首
肯
で
き
る
。

　

こ
う
し
た
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン
の
議
論
は
、
記
念
物
と
共
同
体
の
関
係
の
み
に
と
ど
ま
る
も
の

で
は
な
い
。
記
念
物
と
共
同
体
と
の
関
係
に
は
、
近
代
的
な
個
人
と
い
う
存
在
が
関
わ
っ
て

く
る
。
ユ
ゴ
ー
が
『
パ
リ
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
』（
一
八
三
一
年
）
の
な
か
で
建
築
術
が

印
刷
術
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
、
ラ
ス
キ
ン
が
『
ヴ
ェ
ネ
ツ
ィ
ア
の
石
』

（
一
八
五
一
│
五
三
年
）
冒
頭
で
奇
妙
な
意
匠
建
築
の
流
行
を
嘆
き
、
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン
が
偽
の
記

念
物
を
批
判
す
る
の
は
、
す
べ
て
共
通
の
問
題
意
識
に
発
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
か
つ
て

記
念
物
が
自
然
に
持
っ
て
い
た
共
同
体
と
の
関
係
性
が
、
近
代
に
な
っ
て
、
個
人
の
反
省
的

な
意
識
の
伸
長
と
と
も
に
自
明
の
も
の
で
は
な
く
な
り
、
記
念
物
と
し
て
作
ら
れ
る
も
の
の

真
正
さ
が
失
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
実
は
そ
れ
こ
そ
が
、
リ
ー
グ
ル
の
歴
史
記

念
物
と
い
う
近
代
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
登
場
を
可
能
に
し
た
も
の
で
も
あ
る
。
歴
史
記
念
物
は

特
定
の
共
同
体
の
記
憶
を
喚
起
す
る
も
の
と
い
う
よ
り
、
歴
史
と
い
う
抽
象
的
記
憶
に
訴
え

る
。

　

以
上
の
偽
の
記
念
物
や
近
代
に
お
け
る
記
念
物
の
意
味
の
変
化
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
、

記
念
物
に
担
わ
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
「
記
憶
」
と
い
う
一
語
で
漠
然
と
語
る
よ
り
も
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精
確
に
整
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

ま
ず
、
意
図
さ
れ
た
記
念
物
が
担
う
と
期
待
さ
れ
る
、
あ
る
特
定
の
出
来
事
や
人
物
の

「
記
憶
」
は
、
建
造
物
に
恣
意
的
な
仕
方
で
貼
り
付
け
ら
れ
た
概
念
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、

記
念
物
は
歴
史
的
な
事
象
を
指
示
す
る
造
形
的
記
号
に
な
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
意

味
に
つ
い
て
は
、
政
治
的
な
立
場
の
違
い
や
歴
史
の
解
釈
に
よ
っ
て
変
化
す
る
も
の
で
あ

る
。

　

つ
ぎ
に
、
記
念
物
と
そ
れ
が
指
示
す
る
も
の
が
、
そ
れ
自
体
の
意
図
に
か
か
わ
ら
ず
、
過

去
一
般
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
な
る
場
合
が
あ
る
。
こ
の
と
き
の
「
記
憶
」
は
記
念
物
が
指

し
示
す
特
定
の
歴
史
的
時
間
で
は
な
く
、
記
念
物
が
作
ら
れ
て
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
経
過

し
た
、
い
わ
ば
記
念
物
そ
の
も
の
に
時
が
刻
ん
だ
記
憶
で
あ
る
。
リ
ー
グ
ル
の
い
う
歴
史
的

価
値
は
こ
れ
に
由
来
す
る
。
共
同
体
へ
の
自
然
な
統
合
が
期
待
で
き
な
い
時
代
に
も
、
歴
史

記
念
物
は
知
的
な
関
心
に
支
え
ら
れ
て
機
能
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
歴
史
記
念
物
も
、

歴
史
を
参
照
さ
せ
る
記
号
で
あ
り
、
主
に
は
概
念
的
な
情
報
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
記
念
物
の
伝
え
る
「
記
憶
」
に
は
、
も
う
一
種
類
の
別
の
も
の
が
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
そ
れ
は
歴
史
上
の
一
事
件
の
伝
達
者
で
も
な
く
、
ま
た
歴
史
一
般
の
資
料
で
も
な

く
、
よ
り
感
性
的
な
し
か
た
で
働
く
も
の
で
あ
る
。
リ
ー
グ
ル
は
す
で
に
「
古
さ
の
価
値
」

と
い
う
感
性
的
な
価
値
を
記
念
物
に
認
め
て
い
た
が
、
そ
れ
は
知
的
と
い
う
よ
り
情
緒
的
な

も
の
で
あ
り
、
歴
史
記
念
物
に
既
に
あ
っ
た
「
崇
拝
」
の
大
衆
版
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
い
つ
の
、
ど
こ
の
と
い
う
事
件
で
は
な
く
、「
古
さ
」
に
対
す
る
自
分
自
身

の
感
情
を
呼
び
起
こ
す
だ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
我
々
の
記
憶
に
は
個
々
の
出
来
事
の
記
憶

も
あ
る
が
、
そ
れ
以
上
に
、
自
分
自
身
の
意
識
を
作
る
記
憶
が
あ
る
。
我
々
の
記
憶
は
過
去

か
ら
現
在
へ
と
連
な
っ
て
、
今
の
「
私
」
そ
の
も
の
を
形
成
す
る
。
自
分
が
自
分
で
あ
る
と

い
う
感
覚
は
記
憶
の
賜
物
で
あ
る
。
記
念
物
の
時
間
的
経
過
が
自
分
の
そ
れ
と
重
な
る
と

き
、
そ
れ
は
自
分
の
外
の
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
自
分
自
身
の
真
正
な
記
憶
と
結
び
つ
い
た

も
の
と
な
っ
て
く
る
。
こ
れ
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
と
し
て
の
、
内
面
化
さ
れ
た
、
感

性
的
な
記
憶
で
あ
る
。

　

上
述
の
ユ
ゴ
ー
や
ラ
ス
キ
ン
が
指
摘
し
た
の
は
、
こ
う
し
た
記
憶
と
建
築
が
か
つ
て
持
っ

て
い
た
関
わ
り
な
の
で
あ
る
。『
パ
リ
の
ノ
ー
ト
ル
ダ
ム
大
聖
堂
』
の
な
か
の
「
パ
リ
鳥

瞰
」、
ラ
ス
キ
ン
の
『
建
築
の
七
燈
』
の
な
か
の
「
記
憶
の
燈
」
は
雄
弁
に
共
同
体
の
な
か

で
果
た
し
て
き
た
建
築
の
記
念
物
的
機
能
を
語
る
（3）
。
こ
れ
は
お
そ
ら
く
古
代
以
来
の
記
憶

術
で
心
に
思
い
描
か
れ
る
建
築
物
が
記
憶
の
方
便
と
し
て
採
用
さ
れ
、
ま
た
実
際
の
建
築
物

も
記
憶
術
の
視
覚
化
と
し
て
プ
ロ
グ
ラ
ム
さ
れ
た
こ
と
と
関
係
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
以

上
の
も
の
で
あ
る
。
ユ
ゴ
ー
や
ラ
ス
キ
ン
に
と
っ
て
の
記
念
物
は
日
々
目
に
し
、
仰
ぎ
見
る

と
い
う
視
覚
的
な
性
格
の
も
と
で
語
ら
れ
て
も
い
る
が
、
ユ
ゴ
ー
の
語
る
パ
リ
の
カ
テ
ド
ラ

ル
や
そ
の
街
は
パ
リ
の
住
民
の
生
活
の
積
み
重
ね
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
し
、

ラ
ス
キ
ン
も
、
ヴ
ェ
ロ
ー
ナ
の
街
の
住
民
に
と
っ
て
、
祖
先
の
墓
の
見
え
る
場
所
で
暮
ら
す

こ
と
が
い
か
に
重
要
で
あ
る
か
を
語
る
。
建
築
は
個
人
や
一
世
代
が
恣
意
的
に
扱
い
う
る
も

の
で
は
な
く
、
過
去
そ
し
て
将
来
に
わ
た
っ
て
共
同
体
の
一
部
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
に
対
し
て
は
敬
虔
さ
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ギ
ー
デ
ィ
オ
ン
に
と
っ
て
は
言
う
ま

で
も
な
く
視
覚
像
よ
り
も
都
市
機
能
が
重
要
で
あ
る
が
、
彼
に
し
て
も
機
能
だ
け
で
は
十
分

で
は
な
く
、
な
に
が
し
か
の
魂
を
高
揚
さ
せ
る
も
の
を
求
め
る
。

　

建
築
史
家
の
フ
ラ
ン
ソ
ワ
ー
ズ
・
シ
ョ
エ
は
リ
ー
グ
ル
の
「
古
さ
の
価
値
」
と
ラ
ス
キ
ン

の
「
敬
虔
さ
」
を
近
い
も
の
と
し
て
指
摘
す
る
（4）
。
勿
論
、
前
者
は
避
け
が
た
い
時
代
の
徴

候
と
し
て
、
後
者
は
失
っ
て
は
な
ら
な
い
価
値
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
注
意
を
促
し
て
い
る
の

で
、
区
別
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
も
概
念
的
な
対
象
と
し
て
記
念
物
に

接
す
る
の
で
は
な
く
、
記
念
物
を
感
性
的
な
し
か
た
で
自
分
の
存
在
の
な
か
に
取
り
込
む
態

度
と
い
う
点
で
共
通
し
て
い
る
。

　

共
同
体
が
記
念
的
建
造
物
に
担
わ
せ
る
意
味
は
時
代
に
よ
っ
て
変
わ
っ
て
き
た
だ
ろ
う
。

し
か
し
近
代
に
な
っ
て
個
人
と
共
同
体
の
関
わ
り
そ
の
も
の
が
知
的
な
反
省
を
伴
う
も
の
と

な
り
、
記
念
物
の
持
っ
て
い
た
共
同
体
の
記
憶
装
置
と
し
て
の
役
割
は
薄
れ
て
し
ま
う
。
記

念
物
の
感
性
的
な
作
用
に
新
し
い
局
面
が
生
じ
、
む
し
ろ
人
為
的
に
捏
造
さ
れ
た
記
憶
の
媒

体
と
し
て
の
記
念
物
が
目
立
つ
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
そ
れ
で
も
な
お
、
記
念

物
が
個
人
の
記
憶
と
つ
な
が
り
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
果
た

し
て
今
日
、
そ
の
よ
う
な
記
念
物
は
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
真
正
さ

と
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

二
、「
真
正
な
」
記
憶
を
担
う
も
の

　

記
念
物
の
真
正
さauthenticity

の
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
ま
ず
旅
行
研
究
に
お

け
る
真
正
さ
を
巡
る
議
論
を
参
考
に
し
た
い
。
す
で
に
記
念
物
の
意
味
は
物
体
と
し
て
の
記

念
物
に
内
在
的
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
共
同
体
と
記
念
物
と
の
関
係
に
よ
っ
て
決

ま
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
近
代
以
降
は
個
人
に
と
っ
て
の
共
同
体
と
記
念
物
の
真
正
な
意

味
が
自
明
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
が
、
ま
さ
に
旅
行
に
お
い
て
も
、
旅
行
先
の
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風
景
や
訪
問
場
所
の
重
要
さ
は
そ
れ
ら
自
体
に
内
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
訪
問
者
の
関

心
や
そ
の
所
属
し
て
い
る
文
化
的
共
同
体
の
な
か
で
性
格
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
A

uthenticity

を
巡
る
議
論
で
何
よ
り
も
参
照
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
デ
ィ
ー
ン
・

マ
ッ
カ
ネ
ル
の
「
舞
台
に
か
け
ら
れ
た
真
正
さ
」staged authenticity

の
概
念
で
あ
ろ
う
（5）
。

一
九
七
〇
年
代
に
呈
示
さ
れ
た
こ
の
概
念
を
巡
っ
て
、
最
近
に
至
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
議
論

が
な
さ
れ
て
き
た
。
要
点
を
か
い
つ
ま
ん
で
書
こ
う
。
マ
ッ
カ
ネ
ル
に
よ
る
と
、
旅
行
者
は

「
真
正
な
」
経
験
を
目
指
す
。
マ
ッ
カ
ネ
ル
が
そ
れ
な
り
に
評
価
を
し
つ
つ
批
判
を
加
え
る

ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
に
言
わ
せ
る
と
（6）
、
観
光
旅
行
は
擬
似
的
な
体
験
に
過
ぎ
ず
、
旅
行
者
は

メ
デ
ィ
ア
の
あ
て
が
っ
た
像
を
訪
問
先
に
求
め
る
だ
け
な
の
だ
が
、
マ
ッ
カ
ネ
ル
は
そ
の
よ

う
な
擬
似
的
体
験
も
含
め
て
、「
真
正
な
」
経
験
を
旅
行
者
は
追
求
す
る
、
と
い
う
。
ブ
ー

ア
ス
テ
ィ
ン
の
挙
げ
る
例
で
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
の
ヒ
ル
ト
ン
・
ホ
テ
ル
が
あ
る
。
近
代
的
な

ホ
テ
ル
・
チ
ェ
ー
ン
の
ひ
と
つ
で
あ
る
、
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
・
ヒ
ル
ト
ン
に
は
、
そ
れ
な
り
の

ト
ル
コ
風
の
意
匠
が
凝
ら
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
ホ
テ
ル
に
滞
在
す
る
ア
メ
リ
カ
人
観
光
客

は
そ
れ
に
満
足
し
て
、
ホ
テ
ル
の
外
に
拡
が
る
本
当
の
ト
ル
コ
の
街
は
見
よ
う
と
も
し
な

い
。
し
か
し
マ
ッ
カ
ネ
ル
は
そ
も
そ
も
本
当
の
ト
ル
コ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
を
問
題
に
す
る
。
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
・
ヒ
ル
ト
ン
が
擬
似
的
な
幻
影
で
あ
っ
て
、
本
当

の
イ
ス
タ
ン
ブ
ル
は
市
中
の
街
路
に
行
け
ば
あ
る
の
か
、
と
い
う
と
、
そ
う
で
も
な
い
。
真

実
の
生
活
と
偽
の
観
光
体
験
の
ふ
た
つ
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
旅
行
者
に
と
っ
て
は
、
常
に

表
面
的
な
像
の
背
後
に
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
真
正
な
像
を
追
求
す
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

イ
ス
タ
ン
ブ
ル
・
ヒ
ル
ト
ン
と
い
う
像
は
、
あ
る
い
は
旅
行
者
が
北
米
で
見
聞
き
し
た
像
以

上
の
も
の
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
れ
で
も
旅
行
者
は
あ
え
て
平
板
な
日
常
を
脱
し

て
ト
ル
コ
の
地
に
赴
き
、
み
ず
か
ら
本
物
と
は
感
じ
ら
れ
な
い
生
活
に
代
わ
る
、
何
ら
か
の

真
正
な
経
験
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
近
代
的
な
生
活
様
式
の
背
後
に
よ
り
原
初
的
で
生
の
体

験
が
あ
り
、
そ
れ
を
追
い
求
め
る
の
が
旅
行
で
あ
る
。
観
光
客
が
旅
慣
れ
て
き
て
、
あ
り
き

た
り
の
ト
ル
コ
に
飽
き
足
り
な
く
な
っ
た
な
ら
、
ヒ
ル
ト
ン
・
ホ
テ
ル
の
外
に
出
て
、
よ
り

真
正
な
ト
ル
コ
を
味
わ
い
に
行
く
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
そ
こ
で
も
そ
の
観
光
客
が
接
す

る
の
は
、
舞
台
に
か
け
ら
れ
た
真
正
さ
で
し
か
な
く
、
本
物
の
ト
ル
コ
の
生
活
は
さ
ら
に
そ

の
後
景
に
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
真
正
で
あ
る
か
否
か
を
は
か
る
規
準
は
、
旅
行
者
の

接
す
る
物
自
体
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
旅
行
者
に
と
っ
て
の
前
景
・
後
景
の
関
係
に
あ
る
。

旅
行
者
か
ら
見
て
後
景
に
あ
る
も
の
こ
そ
が
、
真
正
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
現
実
に
は
旅
行

者
の
経
験
す
る
真
正
さ
は
す
べ
て
舞
台
に
か
け
ら
れ
た
、
演
出
さ
れ
た
真
正
さ
で
し
か
な

い
。
美
術
館
や
公
共
機
関
の
、
い
わ
ゆ
る
バ
ッ
ク
ヤ
ー
ド
・
ツ
ア
ー
が
、
実
際
に
は
す
べ
て

周
到
に
用
意
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
特
別
に
真
正
な
経
験
で
あ
る
よ
う
な

装
い
を
持
つ
の
は
そ
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
マ
ッ
カ
ネ
ル
の
議
論
に
つ
い
て
は
エ
リ
ッ
ク
・
コ
ー
エ
ン
や
エ
ド
ワ
ー
ド
・
ブ

ル
ー
ナ
ー
ら
の
批
判
な
い
し
は
補
完
的
議
論
が
あ
る
（7）
。
コ
ー
エ
ン
は
マ
ッ
カ
ネ
ル
の
よ
う

に
真
正
さ
を
常
に
到
達
不
可
能
な
、
原
初
的
な
生
と
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
都
度
に
現
れ

る
、
ま
た
程
度
を
許
容
す
る
概
念
だ
と
す
る
。
ま
た
観
光
地
の
文
化
の
商
業
化
に
も
相
応
の

理
解
を
示
し
、
マ
ッ
カ
ネ
ル
以
上
に
、
旅
行
者
の
行
為
の
み
な
ら
ず
旅
行
者
の
手
に
す
る
も

の
を
も
正
当
化
す
る
。
ブ
ル
ー
ナ
ー
は
そ
れ
に
近
い
態
度
を
と
り
、
旅
行
者
の
経
験
す
る
真

正
さ
は
、
ど
こ
か
に
本
来
的
に
あ
る
も
の
と
い
う
よ
り
も
意
図
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
と
し
、
観
光
客
を
受
け
入
れ
る
土
地
の
住
民
が
観
光
客
の
期
待
に
沿
っ
て
作
り
上
げ
た
も

の
と
し
て
、「
舞
台
に
か
け
ら
れ
た
」
性
格
を
積
極
的
に
肯
定
す
る
。

　

た
だ
し
、
真
正
さ
の
概
念
を
巡
る
、
コ
ー
エ
ン
や
ブ
ル
ー
ナ
ー
の
い
わ
ば
構
成
主
義
的
な

態
度
は
、
マ
ッ
カ
ネ
ル
の
主
張
へ
の
批
判
的
立
場
を
示
そ
う
と
し
て
、
マ
ッ
カ
ネ
ル
が
真
正

さ
を
実
体
的
な
も
の
と
し
た
よ
う
に
あ
え
て
強
調
し
す
ぎ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
実
の
と
こ

ろ
、
マ
ッ
カ
ネ
ル
に
と
っ
て
真
正
さ
と
は
、
前
景
か
ら
後
景
へ
の
探
求
の
先
の
ど
こ
か
に
存

在
す
る
何
ら
か
の
生
活
様
式
で
は
な
く
、
理
念
的
な
ヴ
ェ
ク
ト
ル
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
の

も
の
と
し
て
旅
行
者
の
情
況
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
に
姿
を
変
え
て
現
れ
る
も
の
で
あ
る
。

マ
ッ
カ
ネ
ル
の
理
論
で
重
要
な
の
は
、
コ
ー
エ
ン
ら
の
目
指
し
た
旅
行
の
人
類
学
や
観
光
行

動
の
社
会
学
と
い
う
側
面
で
な
く
、
そ
れ
が
近
代
的
生
に
本
来
的
に
結
び
つ
い
て
い
る
真
正

さ
の
欲
求
を
指
摘
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
勿
論
、
一
方
で
は
、
そ
れ
だ
か
ら

こ
そ
、
コ
ー
エ
ン
に
と
っ
て
、
マ
ッ
カ
ネ
ル
の
真
正
さ
は
「
社
会
学
的
分
析
に
無
批
判
に
導

入
さ
れ
た
哲
学
概
念
」
（8）
と
し
て
、
批
判
さ
れ
る
。
し
か
し
、
コ
ー
エ
ン
の
言
う
よ
う
に
旅

行
者
が
真
正
さ
の
概
念
を
果
た
し
て
持
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
ま
た
旅
行
者
そ
れ
ぞ
れ
に

と
っ
て
真
正
さ
の
概
念
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
、
と
い
う
点
を
考
慮
し
な
く
て
は
な
ら
な
い

と
し
て
も
、
マ
ッ
カ
ネ
ル
の
指
摘
は
観
光
旅
行
と
い
う
行
為
の
本
質
的
な
と
こ
ろ
を
突
い
て

い
る
。
近
代
人
の
疎
外
感
、
す
な
わ
ち
自
分
が
本
来
あ
る
べ
き
生
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
し

ま
っ
た
と
い
う
感
覚
が
、
旅
行
の
動
機
や
さ
ら
に
は
旅
行
先
の
真
正
さ
を
作
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
ジ
ョ
ン
・
ア
ー
リ
の
分
類
（9）
に
よ
る
と
こ
ろ
の
集
合
的
な
旅
行
者
は
、
真
正
さ
を
一

見
追
求
し
な
い
よ
う
に
も
見
え
る
。
そ
し
て
大
勢
の
人
々
が
知
っ
て
い
る
観
光
地
に
気
晴
ら

し
で
出
か
け
、
観
光
施
設
の
提
供
す
る
娯
楽
を
享
受
す
る
。
し
か
し
、
実
の
と
こ
ろ
、
集
合
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的
な
旅
行
者
も
、
ま
た
ア
ー
リ
が
そ
れ
と
対
比
し
て
真
正
さ
の
追
求
者
と
す
る
ロ
マ
ン
チ
ッ

ク
な
旅
人
も
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
置
か
れ
た
条
件
に
お
い
て
、
非
日
常
の
充
実
感
を
求
め
て

い
る
点
は
同
じ
で
あ
る
。
真
正
さ
を
計
る
も
の
は
、
そ
の
土
地
の
風
土
や
歴
史
に
本
来
結
び

つ
い
た
経
験
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
真
正
さ
は
、
経
験
さ
れ

た
も
の
が
土
地
の
本
来
的
な
も
の
か
ど
う
か
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
自
分
の
退
屈
な
日
常

か
ら
の
距
離
を
感
じ
さ
せ
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
計
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
旅
先
の
土
地
に
接
近
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
分
の
環
境
か
ら
の
乖
離
が
重
要
な
の
で

あ
る
。

　

こ
う
し
て
マ
ッ
カ
ネ
ル
は
観
光
旅
行
を
近
代
に
お
け
る
巡
礼
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え

る
。
そ
れ
は
失
わ
れ
た
真
正
さ
を
、
自
分
の
住
む
場
所
の
外
に
探
求
す
る
旅
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
点
に
お
い
て
、
マ
ッ
カ
ネ
ル
の
旅
行
研
究
が
記
念
物
と
個
人
の
あ
り
か
た
と

関
係
し
て
く
る
。
と
い
う
の
も
、
宗
教
の
よ
う
に
自
分
の
存
在
意
義
を
保
証
し
て
く
れ
る
も

の
を
喪
失
し
た
と
い
う
感
覚
は
、
ま
さ
に
記
念
物
や
そ
れ
に
結
び
つ
い
た
共
同
体
の
記
憶
の

意
味
が
希
薄
に
な
っ
た
感
覚
と
同
じ
根
を
持
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
（10）
。
前
章
で
見
た
と
お

り
、
記
念
物
と
個
人
と
を
結
び
つ
け
る
絆
は
近
代
的
な
生
活
に
よ
っ
て
自
明
な
も
の
で
は
な

く
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
個
人
が
自
分
の
位
置
づ
け
を
確
か
め
ら
れ
る
共
同
体
は
経
済
的
事
情

や
法
的
な
立
場
に
左
右
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
自
分
が
生
ま
れ
な
が
ら
に
帰
属

す
る
自
然
な
共
同
体
は
昔
話
で
し
か
な
く
な
る
。
共
同
体
が
な
く
な
れ
ば
、
そ
の
記
憶
を
担

う
は
ず
の
記
念
物
も
、
も
と
も
と
意
図
さ
れ
て
い
た
機
能
を
失
い
、
よ
そ
よ
そ
し
い
も
の
、

無
関
心
に
眺
め
ら
れ
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。

　

そ
れ
で
は
、
旅
行
で
求
め
ら
れ
る
真
正
さ
に
相
当
す
る
も
の
は
、
記
念
物
に
お
い
て
は
何

で
あ
ろ
う
か
。

　

ま
ず
、
記
念
物
そ
れ
自
体
も
、
旅
行
の
目
的
物
に
な
り
う
る
。
し
か
し
そ
の
場
合
の
記
念

物
は
自
分
の
（
あ
る
い
は
自
分
た
ち
の
）
記
念
物
で
は
な
く
、
よ
そ
の
土
地
の
他
人
の
記
念
物

で
あ
る
。
み
ず
か
ら
に
と
っ
て
記
念
物
が
意
味
を
失
っ
た
と
き
、
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し

て
、
真
正
な
経
験
を
与
え
て
く
れ
る
の
は
、
そ
う
し
た
異
郷
に
訪
れ
る
記
念
物
そ
の
も
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
。
先
に
見
た
と
お
り
、
訪
問
先
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は
、
所
詮
は
舞
台
に
か

け
ら
れ
た
記
念
物
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
旅
先
で
眺
め
ら
れ
る
他
人
の
記
念
物
は
旅
行
と
い

う
自
分
の
記
憶
に
取
り
込
ま
れ
る
と
い
う
意
味
に
限
っ
て
自
分
に
と
っ
て
の
記
念
物
と
い
う

こ
と
な
ら
可
能
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
つ
ま
り
記
念
物
の
意
味
を
、
外
的
な
存
在
の
内
面
化
と
い

う
意
味
で
と
ら
え
な
お
す
こ
と
で
あ
る
。

　

一
方
で
、
そ
も
そ
も
自
分
自
身
の
過
去
の
経
験
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
記
念
物
は
あ
る
の

だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
記
念
物
は
近
代
以
降
に
意
図
的
に
作
ら
れ
た
記
念
物
の
中
に
は
見
出

し
に
く
い
が
、
前
章
で
ラ
ス
キ
ン
ら
に
つ
い
て
挙
げ
た
、
日
々
の
暮
ら
し
の
な
か
で
接
す
る

建
造
物
は
そ
れ
に
相
当
す
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
故
郷
の
街
並
み
、
通
っ
た
学
校
な
ど

は
、
そ
れ
ら
に
対
す
る
個
人
の
経
験
に
差
は
あ
ろ
う
が
、
比
較
的
、
自
分
の
過
去
を
記
念
す

る
も
の
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
建
造
物
だ
け
で
な
く
、
土
地
や
そ
の
風
景
も
同

じ
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
意
図
さ
れ
な
い
記
念
物
と
し
て
、
か
つ
て
は
実
践
的
な
生
活
の
場
で

あ
っ
た
も
の
が
、
時
間
の
経
過
と
と
も
に
記
念
物
的
な
相
貌
を
帯
び
て
く
る
。
旅
行
先
の
新

奇
な
経
験
で
は
な
い
に
せ
よ
、
追
想
や
本
来
そ
こ
に
あ
る
べ
き
場
所
と
い
う
感
覚
は
、
日
常

的
な
生
活
の
直
接
性
か
ら
は
す
で
に
ず
れ
を
生
じ
て
い
る
。
疎
外
さ
れ
た
人
間
は
現
在
と
は

違
う
、
過
去
の
対
象
を
新
た
に
構
築
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
根
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
。

　

実
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
そ
れ
で
旅
行
の
経
験
と
あ
る
程
度
相
似
的
な
も
の
と
し
て
考
え
る

こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
れ
は
観
光
旅
行
の
よ
う
に
空
間
的
な
距
離
を
移
動
し
た
末
に
出
会
う

も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
時
間
的
な
距
離
が
発
生
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
記
念
物
と
い
う
新

し
い
意
味
を
持
っ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
マ
ッ
カ
ネ
ル
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
近
代
人
に

と
っ
て
の
真
正
さ
が
、
前
近
代
的
な
も
の
、
原
初
的
で
、
素
朴
な
生
活
に
向
か
う
と
し
た

ら
、
自
分
の
真
正
な
記
憶
と
し
て
現
出
す
る
も
の
が
、
幼
年
期
か
ら
精
々
青
年
期
ま
で
の
成

長
途
中
の
生
活
環
境
で
あ
る
こ
と
は
不
思
議
で
は
な
い
。
自
分
に
と
っ
て
の
記
念
物
は
、
時

間
的
な
巡
礼
の
地
で
あ
る
と
言
っ
て
も
良
い
。

　

も
し
そ
う
だ
と
し
た
ら
、
記
念
物
の
真
正
さ
は
自
分
の
日
常
的
な
経
験
か
ら
ど
れ
ほ
ど
逸

脱
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
記
念
さ
れ
る
べ
き
何
か
は
、
異
国

や
原
初
の
有
機
的
共
同
体
な
ど
、
あ
り
え
な
い
理
想
郷
に
し
か
な
い
の
で
は
な
く
、
自
分
の

存
在
そ
の
も
の
と
歩
み
を
揃
え
て
成
長
し
て
き
た
場
所
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
こ
そ
ラ

ス
キ
ン
が
重
視
し
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
、
自
分
に
と
っ
て
の
記
憶
を
真

正
に
伝
え
る
よ
う
な
記
念
物
と
見
な
さ
れ
る
も
の
を
探
す
な
ら
、
愛
着
を
も
っ
て
想
起
さ
れ

る
場
所
と
な
ら
ん
で
、
記
念
品
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
そ
の
ひ
と
つ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
記
念
品
と
い
う
具
体
的
な
個
物
も
、
何
で
も
あ
り
の
非
日
常
の
経
験
と
い
う
こ
と
だ
け

で
は
な
く
、
自
分
自
身
に
と
っ
て
本
来
的
な
経
験
に
根
ざ
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
の
問
題
を
次
に
扱
お
う
。
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三
、
記
念
物
と
記
念
品

（
一
）
お
み
や
げ
と
月
並
み
な
イ
コ
ン

　

記
念
品
は
記
念
物
と
同
様
、
記
憶
を
担
う
も
の
だ
が
、
記
念
品
は
記
念
物
と
異
な
り
、
個

人
的
な
関
心
の
対
象
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
お
み
や
げ
」souvenir

と
し
て
、
や
は
り
旅
行
に

か
か
わ
る
。
前
章
で
取
り
上
げ
た
マ
ッ
カ
ネ
ル
は
、
旅
行
で
は
名
所
や
観
光
施
設
が
大
勢
の

人
々
の
集
合
体
に
と
っ
て
興
味
の
対
象
で
あ
る
の
に
対
し
、
お
み
や
げ
は
個
人
に
よ
っ
て
蒐

集
さ
れ
る
も
の
、
と
指
摘
す
る
（11）
。
勿
論
、
お
み
や
げ
は
既
製
の
商
品
と
し
て
購
わ
れ
る
場

合
、
ま
っ
た
く
個
人
的
な
も
の
と
い
う
よ
り
、
集
合
的
な
経
験
で
も
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、

お
み
や
げ
は
旅
行
の
都
度
に
旅
行
者
個
人
に
よ
っ
て
持
ち
帰
ら
れ
、
個
人
の
歴
史
の
な
か
に

組
み
込
ま
れ
る
。
前
章
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
旅
行
者
に
と
っ
て
の
真
正
さ
は
、
旅
先
の
土

地
で
見
聞
き
し
た
も
の
が
そ
の
土
地
本
来
の
生
活
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
に
で
は
な

く
、
自
分
の
疎
外
さ
れ
た
生
活
か
ら
距
離
を
と
る
と
こ
ろ
に
生
じ
る
の
で
あ
れ
ば
、
お
み
や

げ
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
が
必
ず
し
も
訪
問
地
で
営
ま
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
真
正
な
生
活

の
断
片
で
な
く
て
も
よ
く
、
個
人
の
歴
史
の
中
で
の
旅
行
と
い
う
出
来
事
を
確
認
さ
せ
て
く

れ
る
だ
け
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
お
み
や
げ
は
月
並
み
な
も
の
で
良
い

の
で
あ
る
。
否
、
本
当
は
月
並
み
な
も
の
で
十
分
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
月
並
み
で
あ
る

こ
と
は
必
要
な
こ
と
な
の
だ
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
本
章
の
最
後
に
立
ち
返
ろ
う
。

　

お
み
や
げ
は
簡
単
な
符
号
の
よ
う
な
も
の
で
良
い
。
ス
ト
ラ
ッ
プ
で
も
、
キ
イ
・
ホ
ル

ダ
ー
で
も
、
絵
葉
書
で
も
良
い
。
絵
葉
書
は
端
的
に
お
み
や
げ
の
特
性
を
示
し
て
い
る
。
決

し
て
絵
葉
書
の
画
像
は
訪
問
地
の
経
験
と
同
じ
も
の
で
は
な
い
。
美
術
館
の
絵
画
を
複
製
し

た
絵
葉
書
で
す
ら
同
じ
で
は
な
い
。
そ
れ
は
画
像
と
し
て
は
あ
ま
り
に
安
易
な
代
替
物
で
あ

る
。
し
か
し
現
地
の
風
景
や
実
際
の
展
示
作
品
に
は
な
い
利
点
を
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

購
っ
て
持
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
性
格
で
あ
る
。
絵
葉
書
は
自
分
の
も
の
と
し
て

蒐
集
で
き
る
、
訪
問
先
の
小
さ
な
ひ
な
形
で
あ
る
。
そ
れ
は
巡
礼
地
の
お
札ふ
だ

に
も
似
て
、
自

分
の
旅
行
経
験
を
確
か
な
も
の
と
し
て
証
拠
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。
観
光
旅
行
で
も
美
術
館

で
の
鑑
賞
で
も
、
自
分
が
見
聞
き
し
て
い
る
対
象
そ
の
も
の
に
じ
っ
く
り
と
向
き
合
っ
て
味

わ
う
、
と
い
う
こ
と
ば
か
り
を
あ
ま
り
に
重
視
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
む
し

ろ
自
分
の
経
験
が
特
別
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
す
れ
ば
良
い
の
で
あ
っ
て
、
出
か
け
る

こ
と
自
体
に
意
味
が
あ
る
。
出
か
け
て
異
種
の
何
も
の
か
と
触
れ
あ
っ
た
こ
と
が
実
感
さ
れ

れ
ば
良
い
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
知
覚
対
象
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
何
も
の
か
の
存

在
と
コ
ン
タ
ク
ト
し
た
、
と
い
う
経
験
が
大
事
な
の
で
あ
る
。
絵
葉
書
や
お
み
や
げ
は
（
そ

し
て
お
札
も
）、
そ
の
何
も
の
か
と
の
接
触
の
事
実
を
手
元
に
留
め
て
お
く
。
記
念
品
の
美
学

は
認
識
論
で
は
な
く
、
存
在
論
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
記
念
品
は
そ
の
形

態
が
意
味
を
も
た
ら
す
以
上
に
、
そ
の
背
後
の
も
の
へ
の
信
念
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
あ
た

か
も
イ
コ
ン
の
よ
う
に
。

（
二
）
外
的
な
存
在
と
記
憶
の
内
在
化

　

ス
ー
ザ
ン
・
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は
『
思
慕
に
つ
い
て
』
と
い
う
書
物
で
、
マ
ッ
カ
ネ
ル
を
引

き
つ
つ
記
念
品
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
（12）
。
そ
こ
で
記
念
品
が
景
観
や
記
念
物
を
縮
小
し
て

い
る
こ
と
で
、
家
庭
へ
と
持
ち
込
ま
れ
る
だ
け
で
な
く
、
外
的
な
歴
史
が
個
人
の
物
語
へ
と

内
面
化
さ
れ
る
点
に
注
意
を
促
し
て
い
る
。
そ
し
て
彼
女
は
記
念
品
に
ふ
た
つ
の
区
別
を
設

け
る
。
ひ
と
つ
は
マ
ッ
カ
ネ
ル
が
挙
げ
る
よ
う
な
観
光
地
の
み
や
げ
も
の
で
、
そ
れ
ら
の
多

く
は
観
光
地
の
何
ら
か
の
像
を
再
現
し
た
商
品
と
し
て
購
入
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
も
う
ひ

と
つ
は
個
人
的
経
験
の
思
い
出
の
よ
す
が
で
あ
り
、
人
生
の
時
々
に
サ
ン
プ
ル
と
し
て
蓄
え

ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
勿
論
、
前
者
も
個
人
の
経
験
の
一
局
面
を
作
る
が
、
大
量
生
産
さ
れ

た
み
や
げ
も
の
は
、
大
人
よ
り
も
人
生
経
験
の
少
な
い
子
ど
も
た
ち
の
ほ
う
が
容
易
に
自
分

の
歴
史
の
う
ち
に
組
み
入
れ
る
、
と
さ
れ
る
。
お
そ
ら
く
は
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
の
い
う
以
上

に
、
大
人
も
商
品
と
し
て
の
み
や
げ
も
の
に
類
す
る
記
念
品
に
取
り
込
ま
れ
て
い
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
個
人
の
記
憶
を
作
る
際
の
条
件
と
し
て
、
外
的
な
も
の

を
内
面
化
す
る
過
程
で
あ
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は
記
念
品
の
機
能
を
ふ
た
つ
挙
げ
る
。
ひ
と

つ
は
遠
い
過
去
を
真
正
な
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
も
う
ひ
と
つ
は
現
在
を
疑
わ
せ
る
こ

と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
勿
論
同
じ
は
た
ら
き
の
両
面
で
あ
る
。
ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は
基
本
的
に

マ
ッ
カ
ネ
ル
と
同
じ
よ
う
な
立
場
を
と
り
、
現
在
の
辛
く
退
屈
な
疑
わ
し
い
生
活
に
対
し

て
、
原
初
の
真
正
な
生
活
を
想
起
さ
せ
る
も
の
と
し
て
記
念
品
の
役
割
を
語
る
。
物
質
的
な

記
念
品
が
、
あ
っ
た
は
ず
の
真
正
な
生
活
を
個
人
の
物
語
の
な
か
に
組
み
入
れ
る
の
で
あ

る
。

　

ス
チ
ュ
ワ
ー
ト
は
記
念
品
と
遺
品
を
区
別
す
る
。
記
念
品
が
物
を
意
味
に
転
化
す
る
と
し

た
ら
、
遺
品
は
死
を
直
接
的
に
想
起
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
味
の
断
絶
を
示
す
か
ら
で

あ
る
。
た
し
か
に
、
遺
品
（
や
遺
骸
）
は
何
ら
か
の
個
人
の
な
か
で
継
起
す
る
時
間
の
堆
積

を
思
わ
せ
る
よ
り
も
、
死
と
い
う
一
般
的
意
味
そ
の
も
の
を
訴
え
る
。
と
は
い
え
、
聖
遺
物

や
遺
影
も
含
め
て
、
遺
品
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
記
念
品
の
行
使
す
る
力
を
理
解
す
る
上

で
大
い
に
参
考
に
な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
記
念
品
が
意
味
を
発
揮
す
る
の
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は
、
そ
の
も
の
自
体
の
形
態
と
い
う
よ
り
も
、
そ
れ
が
代
表
す
る
何
も
の
か
の
存
在
の
お
か

げ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
個
人
の
物
語
を
真
正
な
も
の
に
す
る
の
は
、
想
像
さ
れ
た
原
初
的

で
有
機
的
な
共
同
体
だ
け
で
は
な
い
。
個
人
の
存
在
を
裏
打
ち
し
て
く
れ
る
よ
う
な
、
あ
る

確
か
ら
し
さ
で
あ
る
。
遺
品
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
存
在
の
痕
跡
で
あ
る
。
写
真
が

絵
画
と
違
っ
て
、
か
つ
て
あ
っ
た
も
の
を
化
学
的
な
直
接
性
の
も
と
に
示
す
の
と
同
様
に
、

遺
品
は
故
人
と
の
物
理
的
接
触
を
媒
介
す
る
。
そ
れ
は
他
者
と
の
接
触
で
あ
る
が
、
同
時
に

自
分
の
経
験
に
と
っ
て
は
動
か
し
が
た
い
確
か
さ
を
も
た
ら
す
も
の
で
も
あ
る
。

　

真
正
さ
は
、
完
全
に
自
分
の
恣
意
的
な
欲
求
で
作
り
上
げ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
何
ら

か
の
外
的
な
も
の
、
他
者
と
の
接
触
が
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
他
者
の
存
在
を
保

証
す
る
も
の
と
し
て
、
記
念
品
は
自
分
を
外
部
へ
と
、
集
合
的
な
生
へ
と
関
連
づ
け
る
も
の

で
あ
る
。

（
三
）
も
の
の
秩
序
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

　

と
こ
ろ
で
、
他
者
の
存
在
の
確
か
さ
は
、
遺
品
の
よ
う
な
物
的
証
拠
の
ほ
か
に
も
、
集
団

で
信
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
も
発
生
し
う
る
。
不
特
定
多
数
の
人
々
に
共
有
さ
れ
て
い
る
信

念
も
、
物
的
な
存
在
同
様
、
自
分
の
恣
意
で
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
名

所
や
名
物
、
有
名
人
と
い
っ
た
も
の
は
集
合
的
に
認
知
さ
れ
る
こ
と
で
価
値
の
イ
ン
フ
レ
を

起
こ
し
、
そ
れ
と
の
接
触
を
真
正
な
経
験
と
し
て
切
望
さ
せ
る
。
そ
し
て
記
念
品
や
記
念
物

に
と
っ
て
、
こ
の
集
合
的
な
認
知
を
得
る
た
め
に
は
、
月
並
み
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
重
要

な
の
で
あ
る
。

　

た
だ
し
、
月
並
み
な
も
の
と
い
っ
て
も
、
何
で
も
良
い
わ
け
で
は
な
く
、
お
み
や
げ
や
観

光
地
と
し
て
は
っ
き
り
知
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
と
い
う
よ
り
、
一
見
し
て
「
あ
る
種

の
」
も
の
で
あ
る
必
要
が
あ
っ
て
、
そ
の
た
め
に
月
並
み
さ
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
名
所
は

名
所
ら
し
く
、
み
や
げ
も
の
は
み
や
げ
も
の
ら
し
い
見
え
方
が
し
な
く
て
は
、
そ
う
し
た
カ

テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
認
知
さ
れ
ず
、
ま
た
し
た
が
っ
て
、
経
験
に
月
並
み
な
ら
ぬ
特
別
な
何
か

を
も
た
ら
し
て
く
れ
る
も
の
と
し
て
も
受
け
止
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
月
並
み

で
な
い
経
験
に
導
く
た
め
に
、
あ
る
種
の
特
別
な
月
並
み
さ
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
特
殊
な
月
並
み
さ
を
言
い
換
え
る
な
ら
、
自
分
と
は
異
質
の
世
界
の
秩
序
を
感

じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
秩
序
は
情
報
が
共
有
さ
れ
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ま

た
画
像
が
反
復
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
出
現
す
る
。
名
所
や
名
物
の
情
報
は
さ
ま
ざ
ま
な

媒
体
で
繰
り
返
し
伝
え
ら
れ
る
。
そ
れ
を
確
認
す
る
こ
と
は
ブ
ー
ア
ス
テ
ィ
ン
で
あ
れ
ば
擬

似
的
な
経
験
で
あ
ろ
う
が
、
実
は
そ
れ
は
そ
れ
で
自
分
の
生
活
と
は
異
な
る
特
別
な
高
揚
し

た
時
間
の
モ
ー
ド
に
入
る
こ
と
で
あ
る
。
集
合
的
な
旅
行
者
が
観
光
地
や
有
名
店
に
行
列
を

作
る
の
も
、
熱
心
な
巡
礼
者
と
同
じ
く
、
自
分
の
信
じ
る
秩
序
を
目
の
当
た
り
に
す
る
こ
と

に
意
味
が
あ
る
の
で
あ
り
、
た
と
え
訪
問
地
で
結
果
的
に
「
名
物
に
う
ま
い
も
の
な
し
」「
名

所
に
見
所
な
し
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
も
、
決
し
て
旅
行
が
無
意
味
だ
っ
た
わ
け
で
は
な

い
。
そ
し
て
ま
た
日
本
全
国
の
み
や
げ
も
の
屋
に
あ
ふ
れ
る
簡
単
な
像
、
ハ
ロ
ー
・
キ
テ
ィ

の
ご
当
地
版
や
、
各
地
に
増
殖
し
た
ゆ
る
キ
ャ
ラ
は
一
連
の
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
、
月
並
み
な

が
ら
も
ひ
と
つ
の
独
特
の
秩
序
を
形
成
す
る
。
一
連
の
似
通
っ
た
も
の
が
反
復
し
て
呈
示
さ

れ
る
こ
と
で
、
容
易
に
そ
の
別
世
界
を
そ
れ
と
認
知
し
、
安
心
し
て
享
受
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
無
表
情
で
抽
象
化
さ
れ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
商
品
は
、
物
化
さ
れ
た
異
界
の
秩
序
で
あ

る
。

　

物
の
連
続
、
反
復
の
作
る
存
在
の
秩
序
を
最
も
良
く
示
し
て
い
る
の
は
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン

で
あ
ろ
う
。
そ
れ
も
近
代
的
な
美
術
館
や
博
物
館
の
よ
う
に
歴
史
資
料
と
し
て
の
展
示
を
心

が
け
て
い
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、
か
つ
て
の
「
好
奇
の
小
部
屋
」cabinet de 

curiosité

の
よ
う
に
時
代
を
超
越
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
同
類
の
も
の
が
隣
接
し
て
並
べ
ら
れ
て

い
る
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
個
々
の
物
は
も
と
も
と
そ
れ
が
持
っ
て
い
た
意

味
を
失
い
、
物
と
物
と
の
連
な
り
の
中
で
、
そ
の
一
部
と
し
て
、
新
し
い
意
味
、
新
し
い
秩

序
を
与
え
ら
れ
る
。
そ
れ
に
接
す
る
我
々
は
も
は
や
別
世
界
の
住
人
と
な
っ
た
物
と
接
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
観
光
地
も
、
実
の
と
こ
ろ
、
名
所
の
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
現

実
の
地
表
に
並
べ
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
名
所
と
し
て
リ
ス
ト
・
ア
ッ
プ
さ
れ
た
一
連

の
場
所
の
な
か
で
、
そ
の
意
味
を
発
揮
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
四
）
記
念
物
の
作
る
ふ
た
つ
の
秩
序

　

し
か
し
ま
た
、
物
の
作
る
秩
序
は
、
た
し
か
に
連
続
性
な
い
し
は
反
復
性
が
作
る
も
の
だ

が
、
そ
れ
が
す
べ
て
の
意
味
を
作
る
も
の
で
は
な
い
。
ひ
と
た
び
物
の
秩
序
の
中
に
入
り
込

ん
だ
の
ち
は
、
そ
れ
が
た
だ
非
日
常
、
異
質
な
世
界
と
い
う
こ
と
で
真
正
さ
の
感
覚
を
あ
る

程
度
は
与
え
る
だ
ろ
う
が
、
も
う
ひ
と
つ
の
価
値
の
規
準
が
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
自
身
の
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
形
成
に
と
っ
て
の
重
要
性
で
あ
る
。
自
分
に
と
っ
て
の
か
け
が
え
の
な

さ
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
い
わ
ば
、
物
の
秩
序
と
並
ん
で
、
物
と
接
触
し
て
生
ま
れ
る
自
分

の
生
の
秩
序
が
あ
る
。
幼
少
年
期
の
幸
福
な
記
憶
、
あ
る
い
は
逆
に
辛
い
記
憶
と
結
び
つ
い

た
物
、
肉
親
や
恋
人
な
ど
へ
の
強
い
感
情
を
喚
起
す
る
物
は
、
そ
れ
だ
け
で
真
正
さ
を
も
た
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ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
私
的
な
歴
史
に
は
個
人
の
性
癖
、
欲
望
、
執
着
が
大
き
く
関
与

す
る
し
、
そ
う
し
た
記
憶
に
む
し
ろ
冷
淡
な
性
質
を
持
つ
個
人
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
恰
度

フ
ェ
テ
ィ
シ
ズ
ム
が
実
の
と
こ
ろ
は
物
と
化
し
た
霊
的
な
存
在
を
崇
拝
し
て
い
る
よ
う
に
、

物
の
秩
序
が
本
当
に
自
分
に
と
っ
て
真
正
な
も
の
と
な
る
の
は
、
そ
こ
に
自
分
の
崇
拝
す
る

価
値
が
肉
化
し
て
い
る
と
き
で
あ
り
（13）
、
生
の
秩
序
と
し
て
内
面
化
し
た
と
き
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
記
念
物
や
記
念
品
が
我
々
の
記
憶
を
形
成
す
る
上
で
は
、
我
々
は
ま
ず

「
物
」
の
作
る
秩
序
の
中
へ
と
折
々
に
導
き
入
れ
ら
れ
る
。
そ
の
秩
序
は
物
の
連
続
性
や
反

復
性
が
主
に
作
る
が
、
時
と
し
て
、
と
り
わ
け
自
分
の
人
生
の
歴
史
の
な
か
で
の
特
定
の
記

憶
に
関
わ
る
も
の
、
た
と
え
ば
強
く
愛
着
を
持
つ
存
在
と
の
つ
な
が
り
が
あ
る
場
合
に
は
、

単
独
の
物
で
も
そ
の
際
だ
っ
た
特
異
な
魅
力
が
一
挙
に
我
々
を
そ
こ
に
引
き
入
れ
る
。
そ
し

て
そ
の
特
権
的
な
瞬
間
瞬
間
の
連
な
り
が
、
さ
ら
に
全
体
と
し
て
追
想
の
品
々
の
作
る
特
有

の
秩
序
を
形
作
る
。
こ
う
し
て
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
作
る
記
憶
は
、
ふ
た
つ
の
秩

序
の
接
触
と
相
互
干
渉
の
中
で
作
ら
れ
て
ゆ
く
。
ひ
と
つ
は
個
々
の
記
念
品
が
持
っ
て
い
る

同
時
的
連
な
り
で
、
そ
れ
は
観
光
で
あ
れ
、
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
れ
、
個
人
の
思
い
出
で
あ

れ
、
物
と
環
境
と
の
動
か
し
が
た
い
接
続
性
に
よ
っ
て
他
者
を
確
認
さ
せ
る
。
も
う
ひ
と
つ

は
記
念
物
・
記
念
品
と
そ
れ
に
結
び
つ
い
た
思
い
出
の
継
起
的
な
連
な
り
で
あ
る
。
そ
れ
は

個
人
の
欲
望
と
関
係
し
つ
つ
内
面
に
取
り
込
ま
れ
、
ほ
と
ん
ど
自
分
の
身
体
の
一
部
と
し
て

受
肉
し
、
そ
し
て
ま
さ
に
自
分
の
身
体
と
同
じ
く
、
自
在
に
見
え
な
が
ら
も
同
時
に
み
ず
か

ら
を
束
縛
す
る
、
動
か
し
が
た
い
一
連
の
秩
序
を
形
成
し
、
そ
れ
が
個
人
の
歴
史
を
、
そ
し

て
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
作
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

結
　

最
後
に
、
個
人
の
記
憶
と
共
同
体
の
記
憶
の
問
題
に
立
ち
返
ろ
う
。
記
念
物
に
よ
っ
て
共

同
体
を
統
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
ま
た
そ
こ
で
喚
起
さ
れ
る
記
憶
が
ど
の
よ
う
な
記

念
物
に
よ
っ
て
担
わ
れ
、
ま
た
そ
れ
が
個
人
の
記
憶
と
ど
う
重
な
り
あ
う
こ
と
が
で
き
る

か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

こ
の
統
合
の
価
値
は
勿
論
第
一
章
で
論
じ
た
「
偽
の
記
念
物
」
が
意
図
す
る
も
の
で
も
あ

る
。
い
か
に
も
記
念
碑
的
な
壮
麗
な
建
造
物
は
今
で
も
庁
舎
や
美
術
館
な
ど
の
か
た
ち
で
作

り
続
け
ら
れ
て
い
る
。
民
主
主
義
の
記
念
物
と
し
て
、
往
々
に
し
て
ガ
ラ
ス
貼
り
で
開
放
的

な
装
い
を
し
た
公
共
建
築
は
、
偽
の
記
念
物
な
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
古
い
街
並
み
の
保
存

に
つ
い
て
も
、
電
柱
を
取
り
去
り
、
空
調
の
室
外
機
を
隠
し
、
広
告
看
板
を
地
味
に
す
る
こ

と
が
果
た
し
て
住
民
の
生
活
の
記
憶
を
伝
え
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
と
も
あ
た
か
も
時
代

劇
の
セ
ッ
ト
の
よ
う
な
「
真
正
さ
」
を
期
待
す
る
旅
行
者
に
迎
合
す
る
も
の
な
の
だ
ろ
う

か
。
電
柱
を
撤
去
す
る
か
否
か
が
街
並
み
の
美
化
を
議
論
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
都

市
一
般
の
問
題
で
あ
る
。
他
方
で
街
並
み
を
歴
史
的
に
復
元
す
る
と
い
う
場
合
は
、
歴
史
的

資
料
、
歴
史
記
念
物
と
し
て
の
街
並
み
の
問
題
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
復
元
が
街
の
住
民

に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
記
憶
を
共
有
さ
せ
る
の
か
（
あ
る
い
は
ど
の
よ
う
な
記
憶
を
作
り
、
ど
の

よ
う
な
記
憶
を
消
す
の
か
）
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
い
か
な
る
記
憶
を
街
並
み
や
建
造
物
に

物
語
ら
せ
る
か
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
人
工
的
な
物
語
、
文
化
的
な
価
値
を
「
自
然
化
」

す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（14）
。
あ
た
か
も
自
然
に
備
わ
っ
た
、
あ
る
い
は
自
明
の
も
の

と
し
て
、
政
治
的
な
、
あ
る
い
は
商
業
的
な
価
値
付
け
を
風
景
に
含
意
さ
せ
る
こ
と
で
あ

る
。
意
図
さ
れ
た
記
念
物
に
劣
ら
ず
、
い
か
に
も
と
っ
て
つ
け
た
よ
う
な
歴
史
的
景
観
も
、

記
憶
の
捏
造
を
も
く
ろ
ん
で
い
る
。

　

第
一
章
、
第
二
章
で
見
た
と
お
り
、
単
に
特
定
の
事
件
を
表
示
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で

は
、
記
念
物
は
恣
意
的
な
記
号
で
し
か
な
い
。
記
念
物
が
共
同
体
の
真
正
な
記
憶
を
担
う
た

め
に
は
、
そ
れ
が
共
同
体
の
成
員
た
る
個
人
の
生
活
に
と
っ
て
記
憶
の
一
部
と
な
っ
て
い
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
ど
の
よ
う
な
記
念
物
が
共
同
体
の
真
正
な
記
憶
を
担
う
か
と
い
う
問
い

に
つ
い
て
は
、
意
図
さ
れ
た
記
念
物
よ
り
も
、
住
環
境
を
構
成
す
る
建
築
物
や
風
景
が
そ
の

重
要
な
役
割
を
担
う
、
と
い
う
答
え
と
な
る
だ
ろ
う
。
他
方
で
、
前
の
段
落
で
述
べ
た
と
お

り
、
そ
う
し
た
住
環
境
も
い
か
に
も
慣
れ
親
し
ん
だ
、
郷
愁
を
喚
起
す
る
よ
う
な
像
で
あ
る

だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
わ
ば
観
光
地
に
感
じ
ら
れ
る
本
物
ら
し
さ
に
類
す
る

も
の
で
し
か
な
い
。
自
分
の
生
活
に
と
っ
て
切
実
に
求
め
ら
れ
る
本
来
あ
る
べ
き
場
所
、
不

十
分
な
現
在
を
充
実
さ
せ
て
く
れ
る
は
ず
の
来
た
る
べ
き
生
活
に
接
触
さ
せ
て
く
れ
る
も
の

が
、
真
正
な
記
念
物
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
理
想
化
さ
れ
た
過
去
へ
の
回
帰
の
形
を
と
っ

て
い
て
も
、
自
分
の
世
界
か
ら
別
の
世
界
へ
と
跳
躍
す
る
こ
と
で
あ
る
。
第
三
章
で
見
た
と

お
り
、
自
己
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
確
認
は
、
外
部
と
の
、
他
者
と
の
接
触
を
通
し
て
果

た
さ
れ
る
。
他
者
は
個
人
個
人
の
紡
ぐ
物
語
に
現
実
感
を
付
与
す
る
。
し
か
し
そ
こ
で
の
他

者
は
あ
く
ま
で
も
ひ
と
り
ひ
と
り
の
個
人
に
と
っ
て
極
め
て
私
的
な
記
憶
と
し
て
真
正
な
経

験
を
与
え
る
存
在
で
あ
り
、
何
ら
か
の
共
同
体
が
そ
の
他
者
と
し
て
当
然
の
よ
う
に
記
憶
を

支
え
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
宗
教
や
国
家
と
い
う
近
代
の
神
話
、

そ
れ
に
地
域
、
学
校
、
職
場
で
の
共
通
の
思
い
出
が
辛
う
じ
て
そ
の
希
望
を
持
た
せ
よ
う
と

そ
れ
ぞ
れ
の
物
語
の
「
自
然
化
」
を
は
た
ら
き
か
け
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
で
も
な
お
、
近
代
的
な
共
同
体
の
構
成
員
そ
れ
ぞ
れ
に
と
っ
て
、
か
け
が
え
の
な
い

記
憶
が
確
実
に
一
致
す
る
保
証
は
な
い
。
建
築
や
街
並
み
の
形
成
に
、
経
済
的
な
利
害
を
別

に
し
て
も
関
係
者
の
完
全
な
合
意
が
不
可
能
な
わ
け
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
困
難
な
問

題
に
救
い
（
あ
る
い
は
諦
め
）
も
あ
る
。
個
人
の
歴
史
は
そ
の
語
義
通
り
、
時
間
の
経
過
と
と

も
に
成
長
し
、
柔
軟
な
可
塑
性
も
示
す
。
い
か
に
押
し
つ
け
ら
れ
た
違
和
感
の
あ
る
記
念
物

で
も
、
年
月
と
と
も
に
個
人
の
歴
史
の
中
に
統
合
さ
れ
て
ゆ
く
。
か
つ
て
古
都
の
景
観
を
台

無
し
に
す
る
と
憤
ら
れ
た
京
都
タ
ワ
ー
は
、
半
世
紀
近
い
星
霜
を
経
て
、
そ
れ
な
り
に
年
老

い
、
京
都
市
民
も
そ
れ
と
と
も
に
年
老
い
た
。
今
や
周
囲
の
ビ
ル
の
巨
大
化
も
あ
っ
て
、
か

つ
て
の
失
望
や
紛
争
す
ら
も
記
憶
の
な
か
に
と
り
こ
み
つ
つ
、
す
っ
か
り
落
ち
着
い
た
風
情

で
立
っ
て
い
る
。
ど
の
よ
う
な
偽
の
記
念
物
で
あ
ろ
う
と
、
当
初
の
意
図
性
は
や
が
て
失
わ

れ
、
別
の
意
味
で
共
通
の
記
憶
へ
と
転
化
し
て
ゆ
く
。
そ
れ
を
可
能
に
す
る
の
は
、
過
去
を

引
き
受
け
つ
つ
、
将
来
を
望
む
人
間
の
諦
念
と
努
力
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
、
現
在
と
い

う
歴
史
的
条
件
を
引
き
受
け
つ
つ
、
み
ず
か
ら
に
と
っ
て
真
正
な
意
味
を
作
り
出
す
行
為
こ

そ
、
本
来
の
芸
術
活
動
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
無
垢
の
カ
ン
ヴ
ァ
ス
に
思
い
の
ま
ま
に
世
界

を
描
く
と
い
う
よ
り
も
、
生
活
環
境
の
劣
悪
さ
や
欺
瞞
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ
時
間
を
か
け
て
改

善
し
て
ゆ
く
過
程
こ
そ
が
、
今
日
の
真
正
な
記
念
物
の
形
成
を
も
た
ら
す
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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　　　In this essay, the author tries to distinguish divers 

types of monument, according to their relation to a 

community and its individuals. In recent days, there are 

more and more artistic activities which affirm their 

contribution to a local identity or to the integration of a 

community. Not only architects, but painters or 

musicians may work for community and in the same time 

they are often regarded as activator of local memory.  But 

before arguing the importance of each artistic activity, we 

must ask what is the memory of a community and by 

what medium that memory is maintained.

　　　This memorial function is traditionally held by 

architectural monuments. It is useful to confer to A. 

Riegl’s famous distinction between intended monuments 

and unintended, historic monuments. The intended 

monuments soon lose their intentionality along with 

ages, and become historic monuments which evoke in 

fact the history in general. In modern times, some 

political states still construct intended monuments, but 

these are pseudo-monuments and are not supported by 

the community, as S. Giedion signals.

　　　By the way, what makes a monument authentic? 

To interrogate this question, D. MacCannell’s analysis on 

the concept of authenticity suggests an answer. Our 

modern life is in itself gives us a sense of inauthenticity.  

We live an alienated life and seek to recapture a more 

authentic, real life. From the fact that the tourism 

introduces us to a more authentic life but in its 

necessarily “staged” form, we cannot conclude that there 

is no authenticity, as some critics against MacCanell 

assert. In fact, the authenticity is not resulted from a 

staged object, but from our evolving experience in search 

of real life. Thus the monuments can be estimated as 

authentic in so far, not as they represent some locality, 

but as they construct an image of our desired life.

　　　But this pursuit for an authentic life does not 

sufficient to explain the necessity of preserving and 

venerating particular  monuments as our proper ones. We 

can travel ‘anywhere out of this world’ but nevertheless 

we have these or those particular objects of desire to look 

or live by. Nostalgic and picturesque landscape is 

certainly attractive, but it is not yet a monument of our 

authentic memory.

　　　We must then distinguish, not only the intended 

monument and the unintended monument, but also the 

monument as conventional sign of some historical event 

and the monument as emotional support, evocative of our 

individual experience. Just as souvenirs of personal 

narrative, an authentic monument should materialize our 

past, in concordance with others’ memory. In our society, 

this is evidently hard to realize completely. The lost 

integrality of modern community does not permit anyone 

to construct a priori the collective memory. But we, 

temporal being, can negotiate ourselves with external 

conditions and integrate them into more valuable life of 

ourselves. Only this process will form an authentic 

monument for our life.

Monuments and their Authenticity

UEMURA Hiroshi

06_上村博_本文01.indd   11 13.11.12   6:22:46 PM


