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引
用
に
つ
い
て

［
ベ
ル
ク
ソ
ン
関
係
の
引
用
に
つ
い
て
］

次
の
も
の
か
ら
引
用
で
き
る
文
章
に
関
し
て
は
、
引
用
直
後
に
以
下
の
略
号
を
用
い
て
引
用
箇
所
を
指
示
す
る
。
同
じ
箇
所
か
ら
の
引
用
が
続

く
時
に
は
、
指
示
の
反
復
を
省
略
し
た
場
合
も
あ
る
。
著
作
邦
訳
題
名
、
な
ら
び
に
そ
の
略
記
に
つ
い
て
は
、
付
記
し
た
も
の
を
用
い
た
。

「
著
作
集
」
（
ｓ
§
屑
ゞ
勺
ご
詞
ら
＄
）
収
録
の
著
作
函
著
作
略
号
の
あ
と
に
、
単
行
本
頁
数
／
全
集
版
頁
数
（
例
只
冨
冨
君
‐
麗
茜
獣
‐

画
酋
司
）
）
。両

。
い
ざ
。
昏
昏
薑
ｓ
§
ゞ
肩
「
創
造
的
進
化
」
（
「
進
化
」
と
略
記
）

固
の
ト
習
、
鏑
討
包
ミ
ミ
鳶
『
精
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
」

己
の
ト
圏
鳥
員
ざ
謹
言
風
冬
奇
ミ
。
昌
詩
凰
号
青
愚
侍
ご
麓
「
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
」
（
「
二
源
泉
」
と
略
記
）

も
旨
ト
烏
篇
菌
腎
里
荷
蒼
冒
ミ
ミ
「
思
想
と
動
く
も
の
」

「
雑
録
集
」
（
ミ
譽
鳧
厨
為
ご
句
ゞ
ら
圏
）
収
録
の
著
作
・
そ
の
他
の
文
章
皿
略
号
言
の
あ
と
に
、
頁
数
（
例
只
冨
巨
邑
）
。

「
講
義
録
」
（
９
冨
爵
宇
昌
『
砧
ご
詞
こ
ぎ
‐
ｇ
ｇ
）
収
録
の
講
義
録
”
９
－
畠
や
畠
『
の
指
示
の
あ
と
に
、
も
こ
司
版
上
の
頁
数
（
例
只
９
謹
爵

著
作
略
号
・
邦
訳
題
名
一
覧

国
陣
冒
涜
ミ
冨
号
ミ
腎
堕
ミ
ミ
ミ
青
鼠
号
唇
８
蔦
§
薑
愚
「
意
識
の
直
接
与
件
に
つ
い
て
の
試
論
」
（
「
試
論
」
と
略
記
）

冨
冨
二
言
葡
萄
ミ
ミ
§
§
愚
「
物
質
と
記
憶
」

詞
ト
、
戴
馬
「
笑
い
」

凡
例

●
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例凡

括
弧
な
ど
の
表
記
に
つ
い
て

［
］
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。

原
文
で
強
調
の
箇
所
は
、
引
用
中
傍
点
に
よ
っ
て
示
す
。

［
そ
の
他
の
引
用
に
つ
い
て
］

原
則
と
し
て
通
常
の
註
の
形
式
で
行
う
が
、
引
用
箇
所
が
多
数
に
わ
た
る
場
合
は
例
外
と
し
て
略
号
を
使
用
し
て
文
中
で
参
照
箇
所
を
指
示
し
た
。

宮
》
ロ
届
己
）
。

そ
の
他
の
諸
資
料
か
ら
の
引
用
に
関
し
て
は
、
通
常
の
註
の
か
た
ち
で
指
示
し
た
。

●中
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「
し
か
し
真
の
経
験
論
と
は
、
原
文
そ
の
も
の
を
で
き
る
限
り
近
く
か
ら
掴
み
、
そ
の
生
命
を
深
く
究
め
、

、
、
、
、
、

一
種
の
糖
神
的
聴
診
（
自
畠
昌
言
昏
韓
包
蔵
雪
殉
涛
）
に
よ
っ
て
そ
の
魂
が
脈
打
つ
の
を
感
じ
取
ろ
う
と

試
み
る
も
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
真
の
経
験
論
こ
そ
が
、
正
し
く
形
而
上
学
な
の
で
あ
る
」
弓
富
岳
亀

］
一
一
函
）
。

Ｉ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ノ
ソ
ー
ｊ
ｌ
ｈ
ｌ
‐
｝
ｉ
Ｉ



序聴診する経験論

い

本
書
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
中
か
ら
大
き
く
三
つ
の
テ
ー
マ
を
拾
い
上
げ
て
考
察
を
行
う
。
そ
れ
は
、
ご
く
伝
統
的
な
ト
リ
ァ
ー

デ
と
し
て
の
「
自
我
・
世
界
・
神
」
に
、
ほ
ぼ
対
応
す
る
も
の
だ
。
こ
れ
ら
の
主
題
に
関
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
い
う
一
つ
の
経

験
論
が
述
べ
示
し
た
思
想
を
辿
る
こ
と
が
、
私
た
ち
の
研
究
の
目
的
で
あ
る
。

第
一
章
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
自
我
（
私
）
」
を
ど
う
捉
え
た
か
を
考
察
す
る
。
「
私
」
と
い
う
も
の
の
存
在
を
め
ぐ
っ
て
の
疑
義

と
批
判
は
、
現
代
哲
学
に
お
い
て
は
む
し
ろ
紋
切
り
型
と
も
言
え
る
も
の
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
こ
の
「
私
」
と
名
づ
け
る
し
か
な

い
も
の
の
実
在
に
つ
い
て
は
、
い
っ
さ
い
譲
歩
し
な
い
。
自
己
の
主
観
性
と
内
面
性
を
、
彼
は
手
放
さ
な
い
。
だ
が
そ
の
主
観
性
は
、

「
時
間
・
持
続
」
や
「
自
由
」
と
い
う
概
念
と
あ
わ
せ
て
、
他
の
多
く
の
哲
学
に
お
け
る
の
と
は
大
き
く
異
な
る
相
貌
に
お
い
て
描
か

れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
サ
ル
ト
ル
や
カ
ン
ト
と
の
比
較
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
私
た
ち
の
第
一
章
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
「
私
」
の
消

し
去
り
難
い
存
在
と
そ
の
「
自
由
」
に
つ
い
て
論
じ
る
こ
と
に
な
る
。

続
く
第
二
章
は
、
「
私
」
に
対
置
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
外
在
性
、
す
な
わ
ち
外
在
的
世
界
や
客
観
性
と
い
っ
た
主
題
に
即
し
て
べ

序
聴
診
す
る
経
験
論

！

、

、

ｋ

Ｉ
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一

』

ル
ク
ソ
ン
の
考
察
を
辿
る
。
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
明
蜥
判
明
な
対
象
的
認
識
、
概
念
的
把
握
と
い
っ
た
一
群
の
認
識
の
成
立

で
あ
る
。
本
章
副
題
に
示
す
「
再
認
」
と
は
そ
う
し
た
認
識
の
基
本
的
様
相
で
あ
っ
て
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
第
二
章
の
諸
主
題
は
、

大
き
く
「
再
認
」
と
い
う
主
題
系
の
諸
要
素
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
そ
れ
と
同
時
に
そ
こ
で
は
、
外
的
世
界
や
概
念

的
真
理
に
お
け
る
超
越
の
不
在
が
際
立
た
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

第
三
章
で
は
、
対
し
て
、
そ
う
し
た
「
再
認
」
の
円
環
内
部
に
は
描
か
れ
得
な
い
経
験
の
水
準
を
論
じ
る
。
た
だ
し
私
た
ち
は
、
そ

れ
を
直
接
的
な
仕
方
で
、
例
え
ば
超
越
と
い
っ
た
タ
ー
ム
そ
の
も
の
を
用
い
な
が
ら
、
論
じ
る
こ
と
は
し
な
い
。
私
た
ち
は
む
し
ろ

「
超
越
」
に
接
す
る
経
験
と
し
て
の
「
触
発
」
の
諸
相
を
重
視
す
る
。
そ
の
諸
相
か
ら
、
「
美
・
芸
術
」
や
「
道
徳
」
な
ど
の
概
念
が

捉
え
返
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
の
行
程
の
最
後
に
現
れ
る
の
は
「
呼
び
か
け
」
と
い
う
出
来
事
と
な
る
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
私
た
ち
が
そ

の
聴
取
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
、
自
ら
の
存
在
の
深
い
と
こ
ろ
か
ら
変
様
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
、
一
種
極
限
的
な
「
経
験
」
と
し
て
描
か

れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
が
「
神
」
を
論
じ
る
の
は
、
継
承
さ
れ
た
教
義
や
神
学
的
諸
概
念
で
は
な
く
、

こ
の
種
の
「
経
験
」
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。

以
上
三
つ
の
主
題
を
論
じ
つ
つ
、
私
た
ち
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
叙
述
す
る
経
験
対
象
の
「
何
で
あ
る
か
」
と
同
時
に
、
あ
る
い
は
そ
れ

以
上
に
、
経
験
そ
れ
自
身
の
「
い
か
に
あ
る
か
」
に
着
目
す
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
こ
そ
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
際
立
っ
た
特
徴
は

現
れ
る
か
ら
だ
。
実
際
、
一
定
の
神
学
的
存
在
観
と
も
不
可
分
な
こ
の
「
自
我
・
世
界
・
神
」
と
い
う
三
幅
対
は
古
く
か
ら
の
も
の
で

あ
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
そ
の
枠
組
み
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
何
か
新
奇
な
点
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
三
つ
の
テ
ー

マ
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
「
我
々
は
そ
こ
で
何
を
経
験
す
る
の
か
」
と
問
い
、
そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
そ
こ
が
重
要
な
の
だ

が
、
「
そ
れ
に
応
じ
た
経
験
様
相
と
は
い
か
な
る
も
の
か
」
と
問
う
時
、
こ
の
哲
学
者
が
語
り
始
め
る
言
葉
に
、
も
は
や
馴
染
み
の
あ

り
ふ
れ
た
ト
ー
ン
は
存
在
し
な
い
。
例
え
ば
自
己
認
識
の
問
い
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
か
の
「
持
続
」
の
概
念
と
不
可
分
な
形
で
論

’
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序聴診する経験論

じ
ら
れ
、
知
覚
世
界
の
経
験
は
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
語
に
よ
っ
て
綴
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
「
持
続
」
や
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
っ
た
言

葉
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
い
か
に
日
常
語
の
そ
れ
と
は
異
な
っ
た
意
味
と
機
能
を
担
わ
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
え
て
み
れ
ば
よ
い
。

そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
「
私
」
や
「
知
覚
世
界
」
の
「
何
で
あ
る
か
」
を
語
る
た
め
に
不
可
欠
な
概
念
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
私
」
が

「
私
」
と
し
て
、
「
知
覚
世
界
」
が
「
知
覚
世
界
」
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
経
験
さ
れ
る
際
の
そ
の
経
験
の
「
い
か
に
あ
る
か
」
を
叙
述

す
る
た
め
に
も
ま
た
必
要
な
概
念
で
あ
っ
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
、
経
験
の
対
象
と
、
経
験
そ
の
も
の
の
様
相
と
は
、
互
い
に
外

的
な
二
つ
の
項
で
は
な
い
。
経
験
対
象
が
「
自
我
・
世
界
・
神
」
の
よ
う
に
三
分
さ
れ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
経
験
様
相
の

根
本
的
区
分
と
し
て
三
つ
の
も
の
を
見
出
し
う
る
か
ら
で
あ
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
伝
統
的
な
こ
の
ト
リ
ァ
ー
デ
は
、
単
に
既

成
の
枠
組
み
と
し
て
引
き
受
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
彼
に
固
有
の
経
験
論
の
中
で
捉
え
直
さ
れ
、
そ
の
意
義
を
更
新
さ
れ
る
の
で
あ

る
ｌ
ち
ょ
う
ど
か
っ
て
デ
カ
ル
ト
が
同
じ
こ
の
ト
リ
ア
ー
デ
を
引
き
受
け
な
が
ら
驚
く
べ
き
思
想
を
提
示
し
た
よ
う
に
。
私
た
ち
は
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
そ
う
し
た
歩
み
に
付
き
従
い
な
が
ら
、
彼
の
「
経
験
論
」
の
相
貌
を
浮
き
彫
り
に
し
た
い
と
思
う
。

そ
れ
ゆ
え
私
た
ち
は
、
例
え
ば
「
直
観
」
と
い
っ
た
語
に
依
拠
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
描
く
こ
と
を
し
な
い
。
既
成
概
念
の
操
作

で
は
な
い
哲
学
の
方
法
を
指
示
す
る
た
め
に
は
こ
の
語
は
便
利
な
も
の
だ
ろ
う
が
、
し
か
し
私
た
ち
が
考
察
し
た
い
経
験
の
多
重
性
を

示
す
の
に
、
い
さ
さ
か
平
板
な
「
直
観
」
の
語
は
む
し
ろ
障
害
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
語
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
対
し
て
不

都
合
な
予
断
を
も
た
ら
す
も
の
と
も
な
り
得
る
。
本
書
が
試
み
に
「
聴
診
」
と
い
う
、
そ
れ
自
身
は
決
し
て
キ
ー
タ
ー
ム
で
は
な
い
語

を
採
り
上
げ
て
み
た
ゆ
え
ん
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
少
し
説
明
し
、
以
下
の
論
述
の
目
立
た
ぬ
が
重
要
な
背
景
を
あ
ら
か
じ
め
用
意
す

る
こ
と
で
、
こ
の
序
を
終
え
よ
う
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
形
而
上
学
」

Ｉ
ｑ

に
他
な
ら
な
い
「
真
の
経
験
論
」
の
作
業
を
、
「
聴
診
街
５
２
冒
号
己
」
と
呼
ん
で
い
た
。
忘

’

△
巴
、

ｂ
口
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れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
彼
の
「
形
而
上
学
」
と
は
、
通
常
の
語
義
と
は
異
な
り
、
ひ
た
す
ら
に
「
実
在
（
『
留
言
ｅ
」
の
経
験
の

こ
と
で
し
か
な
く
、
そ
し
て
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
、
彼
が
「
実
在
」
と
呼
ぶ
こ
の
領
野
は
、
そ
こ
に
お
い
て
す
べ
て
が
表
面
に
露
わ

に
な
っ
て
い
る
よ
う
な
明
々
白
々
な
風
景
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
そ
こ
に
「
測
深
器
（
め
。
且
の
）
」
弓
冨
圏
望
匡
曽
）
を
降
ろ
し

て
探
る
し
か
な
い
不
分
明
な
層
の
折
り
重
な
り
か
ら
成
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
私
た
ち
は
耳
を
澄
ま
せ
な
が
ら
、
奥
底
で
響
い
て
い
る

物
音
、
「
深
奥
の
生
命
の
絶
え
間
な
い
ざ
わ
め
き
（
ｇ
色
ａ
ｏ
目
の
日
の
具
）
」
弓
冨
屋
ご
屋
震
）
を
、
聞
き
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
通

常
の
視
覚
に
お
い
て
は
ほ
と
ん
ど
自
明
の
構
造
、
例
え
ば
見
る
者
と
見
ら
れ
る
者
と
の
距
離
を
置
い
た
隔
た
り
や
、
「
明
蜥
判
明
」
と

い
う
ノ
ル
ム
の
支
配
、
あ
る
い
は
諸
事
物
の
恒
存
性
と
相
互
外
在
性
な
ど
は
、
聴
覚
に
お
い
て
は
そ
の
自
明
性
を
失
う
。
音
は
耳
を
澄

ま
せ
た
私
た
ち
の
内
奥
に
容
赦
な
く
入
り
込
ん
で
く
る
し
、
異
な
る
音
た
ち
は
強
度
や
音
程
、
音
調
や
リ
ズ
ム
に
お
い
て
異
な
り
な
が

ら
も
無
造
作
に
重
な
り
合
い
、
そ
の
ま
ま
一
と
も
多
と
も
言
い
難
い
多
様
性
を
構
成
し
な
が
ら
流
れ
て
い
く
。
そ
こ
に
は
調
和
（
和
音

ｍ
ｏ
８
ａ
）
と
共
に
不
調
和
も
共
存
し
、
時
に
は
さ
ま
ざ
ま
の
音
調
を
自
ら
の
「
倍
音
」
と
し
て
統
合
す
る
よ
う
な
「
基
音
」
が
鳴
り
響

き
、
全
体
が
思
わ
ぬ
転
調
を
遂
げ
た
り
も
し
よ
う
。
だ
か
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
聴
診
」
し
て
捉
え
て
く
る
も
の
は
、
理
解
し
や
す
い

イ
メ
ー
ジ
や
明
蜥
な
叙
述
を
受
け
入
れ
る
対
象
と
は
ほ
ど
遠
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
同
じ
意
味
で
、
彼
の
「
直
観
」
も
、
完
全
に
明
証
的

な
所
与
と
し
て
受
け
取
れ
ば
済
む
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
そ
こ
に
お
い
て
主
客
が
安
ら
か
な
一
致
を
得
る
よ
う
な
場
所
の
こ
と
な
の
か

ど
う
か
、
そ
れ
は
疑
わ
れ
て
よ
い
は
ず
だ
。
例
え
ば
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
と
こ
ろ
で
は
、
「
哲
学
的
直
観
」
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
は

ま
ず
「
あ
り
得
な
い
」
と
い
う
「
否
定
」
弓
冨
旨
ミ
届
邑
の
働
き
を
通
じ
て
現
れ
、
そ
の
限
り
で
通
常
の
思
考
を
か
き
乱
す
不
気
味

な
侵
入
者
と
し
て
機
能
す
る
。
そ
う
語
り
つ
つ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
想
起
し
て
い
た
の
だ
が
、
彼
が
こ
う
し
た
「
聴
診
」
に

お
い
て
聞
き
取
る
の
は
、
ま
さ
し
く
デ
モ
ー
ニ
ア
ッ
ク
な
何
か
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
ソ
ク
ラ
テ
ス
を
そ
の
死
に
至
る
ま
で
駆
動
し
続

け
た
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
そ
れ
が
完
全
に
「
何
」
で
あ
る
の
か
を
自
分
で
把
握
し
き
れ
な
い
ま
ま
に
探
索
を
続
け
、
そ
れ
に
よ
っ
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て
彼
は
さ
ら
に
深
い
と
こ
ろ
へ
と
誘
わ
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
の
事
態
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
を
単
に
「
直
観
哲
学
」
と
呼
ぶ
の
で
は
示
し
よ
う
も
な
い
こ
と
だ
。
そ
の
呼
称

に
だ
け
と
ら
わ
れ
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
哲
学
を
、
あ
り
き
た
り
な
観
照
的
哲
学
の
一
変
種
と
し
た
り
、
完
全
な
現
前
と
い
う
不
可
能
な

夢
を
紡
ぐ
伝
統
的
形
而
上
学
と
い
う
戯
画
に
落
と
し
込
ん
で
そ
れ
で
終
わ
り
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。

そ
れ
で
済
め
ば
、
ど
ん
な
に
簡
単
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
語
る
こ
と
は
は
る
か
に
錯
綜
し
て
お
り
、
十
全
に
会
得

さ
れ
た
「
直
観
」
に
つ
い
て
の
託
宣
め
い
た
報
告
な
ど
と
い
っ
た
も
の
に
は
ほ
ど
遠
い
。
彼
は
繰
り
返
し
何
度
も
、
さ
ま
ざ
ま
の
知
見

を
装
備
と
し
て
用
い
つ
つ
、
「
経
験
」
と
い
う
暖
昧
な
領
域
に
「
測
深
器
」
を
降
ろ
し
て
は
耳
を
澄
ま
し
、
何
か
を
聞
き
取
ろ
う
と
し

て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
困
難
な
聴
診
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
や
が
て
彼
は
、
既
成
の
哲
学
に
「
あ
り
得
な
い
」
と
つ
ぶ
や
き
な
が
ら
語

り
始
め
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
ま
ず
は
彼
が
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
私
た
ち
も
ま
た
耳
を
澄
ま
せ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

7
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第一章／本章の課題

そ
こ
で
、
私
た
ち
は
以
下
の
よ
う
な
方
向
で
の
読
解
を
試
み
る
。
こ
の
第
一
章
の
主
題
は
あ
く
ま
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
時
間
概
念
と
し

て
の
「
持
続
」
な
の
だ
が
、
し
か
し
私
た
ち
の
関
心
は
、
こ
の
「
持
続
」
は
「
等
質
的
時
間
」
な
い
し
「
空
間
」
で
は
な
い
、
と
い
う

単
に
否
定
的
な
論
点
よ
り
も
む
し
ろ
、
ど
う
し
て
こ
の
時
間
概
念
が
「
自
由
」
論
の
た
め
に
機
能
し
得
た
の
か
、
と
い
う
点
に
向
か
う
。

時
間
論
と
自
由
論
と
の
結
合
は
必
ず
し
も
説
明
不
要
の
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
た
ち
は
ま
ず
『
試
論
』
が
「
自
由
」
を
い
か

な
る
意
味
で
了
解
し
て
い
る
か
を
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
「
試
論
』
の
「
自
由
」
概
念
は
二
重
だ
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
非
決
定
性
」
と
、
「
自
己
決
定
」
と
の
二
つ
の
概
念
が
、
『
試
論
」
で
は
同
時
に
語
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
固
有
の
論
点
と
し
て
了
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
そ
の
第
二
の
自
由
概
念
と
時
間
論
と
の
繋
が
り

本
章
で
は
「
試
論
」
を
中
心
と
し
な
が
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
変
わ
ら
ぬ
ラ
イ
ト
モ
チ
ー
フ
を
描
き
出
し
て
お
き
た
い
。

「
試
論
」
は
さ
し
あ
た
っ
て
「
自
由
」
の
問
題
を
そ
の
主
題
と
し
て
い
る
。
後
年
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
回
顧
に
よ
れ
ば
「
第
二
章
だ
け

が
重
要
だ
っ
た
」
の
だ
と
も
言
う
。
だ
が
実
際
の
論
述
に
お
い
て
は
「
純
粋
持
続
」
を
論
じ
た
第
二
章
も
ま
た
、
「
自
由
」
を
扱
う
第

三
章
へ
の
準
備
と
し
て
書
か
れ
た
の
で
あ
り
、
た
と
え
「
純
粋
持
続
」
の
概
念
だ
け
を
論
じ
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
含
意
を
第

三
章
か
ら
の
照
射
な
し
に
は
十
分
に
展
開
で
き
ま
い
こ
と
は
ほ
ぼ
自
明
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
、
「
試
論
」
が
「
自
由
」
概
念
に
つ
い
て

の
書
物
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
無
視
し
な
い
。

本
章
の
課
題

11
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も
ち
ろ
ん
そ
う
述
べ
た
だ
け
で
は
何
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
惟
の
特
異
性
は
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
解
明
の
た
め
に
こ
の

第
一
章
が
費
や
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
今
か
ら
次
の
よ
う
な
読
解
を
前
も
っ
て
排
除
し
て
お
く
必
要
は
あ
る
だ
ろ
う
。
ｌ
ご
く

常
識
的
に
考
え
て
、
時
間
継
起
に
は
、
「
以
前
」
と
「
以
後
」
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
継
起
の
い
か
な
る
時
点
に
お
い
て

も
、
単
に
一
つ
の
瞬
間
し
か
存
在
し
得
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
継
起
そ
の
も
の
が
成
り
立
た
な
い
。
こ
こ
で
要
請
さ
れ
る
の
は
、
以
前
の

瞬
間
と
以
後
の
瞬
間
と
を
共
に
視
野
に
収
め
得
る
観
察
者
で
あ
ろ
う
。
そ
の
観
察
者
は
、
端
的
に
言
っ
て
記
憶
力
を
有
し
て
お
り
、
そ

の
お
か
げ
で
継
起
は
継
起
と
し
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
…
…
。
確
か
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
、
こ
の
種
の
こ
と
を
述
べ
て
い
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
「
あ
ら
ゆ
る
継
起
は
、
現
在
と
過
去
と
の
比
較
に
よ
っ
て
し
か
考
え
ら
れ
な
い
」
ｅ
冨
三
弓
）
。
し
か
る
に
、
そ
の

よ
う
な
比
較
を
行
え
る
の
は
、
記
憶
と
し
て
の
意
識
だ
け
で
は
な
い
か
。
「
確
か
に
外
的
事
物
は
変
化
す
る
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
の
瞬

間
が
継
起
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
を
記
憶
す
る
意
識
に
と
っ
て
の
み
で
あ
る
」
ｅ
旨
ご
琶
盆
）
。
「
外
界
の
、
継
起
的
と
言
わ
れ
る
状
態
の

各
々
は
そ
れ
だ
け
で
（
路
三
）
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
多
様
性
［
多
数
性
］
と
い
う
も
の
は
、
そ
れ
ら
を
ま
ず
保
存
し
、

つ
い
で
互
い
に
対
し
て
外
在
化
し
つ
つ
並
置
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
意
識
に
と
っ
て
し
か
実
在
性
を
持
た
な
い
」
（
国
電
ム
ミ

ｇ
）
。
す
な
わ
ち
、
継
起
の
「
認
識
根
拠
」
と
し
て
、
過
去
を
記
憶
し
て
い
く
意
識
が
必
要
な
の
だ
、
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
れ
は
ち
ょ

う
ど
、
あ
る
種
の
関
係
は
、
関
係
を
取
り
結
ぶ
諸
項
に
対
し
て
外
的
、
あ
る
い
は
階
層
を
異
に
す
る
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た
関
係
は
諸

項
を
一
つ
の
同
じ
覚
知
の
内
に
収
め
得
る
意
識
「
に
と
っ
て
」
し
か
存
在
し
な
い
、
と
言
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
事
物
を
一
つ
だ
け

で
あ
る
。
そ
れ
が
当
然
含
意
す
る
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
時
間
概
念
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
自
ら
で
自
ら
を
決
定
す
る
」
と
言
わ
れ

得
る
よ
う
な
あ
る
種
の
自
己
性
と
不
可
分
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
主
体
性
な
い
し
主
観
性
と
言
い
換
え

て
も
よ
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
「
試
論
」
の
議
論
構
成
そ
の
も
の
が
示
し
て
い
る
の
は
、
時
間
を
描
く
こ
と
と
自
己
性
を
論
じ
る
こ

て
も
よ
い
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、

と
と
の
不
可
分
性
な
の
で
あ
る
。

12

’
ノ
ー



l
I

第一章／本章の課題

採
り
上
げ
て
そ
の
「
大
小
」
を
問
う
こ
と
に
意
味
は
な
く
、
「
大
小
」
は
他
と
の
比
較
に
お
い
て
、
そ
し
て
そ
の
比
較
を
行
う
意
識
に

と
っ
て
し
か
存
在
し
な
い
。
運
動
や
継
起
に
つ
い
て
も
同
じ
な
の
で
あ
り
、
時
間
が
意
識
と
結
び
つ
く
の
は
こ
う
し
た
い
わ
ば
メ
タ
レ

ベ
ル
で
の
認
識
に
お
い
て
、
認
識
関
係
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
「
友
情
（
罰
の
己
普
ご
）
は
、
互
い
に
友
人
で
あ
る

と
こ
ろ
の
人
々
か
ら
成
る
の
で
あ
っ
て
、
友
情
か
ら
成
る
わ
け
で
は
な
い
。
系
譜
（
鴨
月
巴
。
喝
）
は
人
々
か
ら
成
る
の
で
あ
っ
て
、

（
１
）

系
譜
か
ら
成
る
の
で
は
な
い
」
。
集
合
と
そ
の
要
素
と
の
階
層
が
異
な
る
よ
う
に
、
関
係
は
関
係
項
に
対
し
て
外
的
な
別
の
水
準
に
あ

る
。
運
動
も
ま
た
、
通
過
さ
れ
る
位
置
た
ち
と
は
別
の
階
層
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
べ
き
関
係
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
り
、
そ
れ
を
把

握
す
る
た
め
に
「
意
識
」
や
「
自
我
」
が
必
要
と
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
理
解
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
惟
に
対
し
て
は
誤
解
で
し
か
な
い
。
時
間
と
主
観
性
と
を
め
ぐ
っ
て
の
こ
の
種
の
発
想
は
普

通
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
な
り
に
明
快
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
考
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
は
な

い
。
む
し
ろ
彼
は
、
そ
う
し
た
発
想
そ
の
も
の
を
問
い
直
そ
う
と
し
て
い
る
。
も
し
、
時
間
と
自
己
性
と
の
繋
が
り
が
、
以
上
の
よ
う

な
認
識
関
係
に
尽
き
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
結
局
そ
の
関
係
は
ご
く
表
面
的
な
も
の
に
留
ま
る
だ
ろ
う
。
即
自
的
な
時
間
継
起
と
い
う
も

の
が
あ
り
、
た
だ
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
言
表
不
可
能
な
絶
え
ざ
る
瞬
間
の
交
替
な
の
だ
が
、
そ
こ
に
私
が
居
合
わ
せ
る
こ
と
で
、
そ
の
交

替
は
連
続
的
な
継
起
と
し
て
把
握
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
話
だ
。
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
私
は
た
だ
の
外
的
な
観
察
者
に
留
ま
る
の
で
あ

っ
て
、
私
が
存
在
し
な
く
と
も
、
当
の
相
互
否
定
的
な
瞬
間
の
絶
え
間
な
い
交
替
は
続
い
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
も
し
事
態
が
こ
の
よ

う
な
も
の
で
し
か
な
い
の
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
「
私
」
に
つ
い
て
ど
う
し
て
「
自
由
」
を
語
り
得
る
だ
ろ
う
か
？
事
象
の
移
り
変
わ

り
を
た
だ
保
持
し
記
録
し
て
い
く
た
め
だ
け
に
「
私
」
が
求
め
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
し
て
時
間
と
自
由
と
い
う
二
つ
の
概
念
が

繋
が
り
得
る
だ
ろ
う
か
？

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
時
間
と
自
由
と
の
、
そ
し
て
自
由
だ
と
言
わ
れ
得
る
自
己
と
の
、
よ
り
内
的
な
繋
が
り

13
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で
あ
る
。
私
は
、
即
自
的
継
起
に
つ
い
て
の
単
な
る
外
的
観
察
者
で
は
な
い
。
継
起
も
ま
た
、
外
か
ら
眺
め
る
こ
と
の
で
き
る
関
係
で

は
な
く
、
私
の
存
在
を
巻
き
込
ま
ず
に
流
れ
て
い
く
即
自
的
な
事
象
で
も
な
い
。
時
間
を
外
か
ら
把
握
す
る
こ
と
、
時
間
を
外
的
な
対

象
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
ｌ
つ
ま
り
は
時
間
に
つ
い
て
の
外
的
把
握
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
時
間
と
は
外
か
ら
「
見
ら
れ
る
」
の
で

は
な
く
内
か
ら
「
生
き
ら
れ
る
」
し
か
な
い
経
験
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
経
験
に
他
な
ら
な
い
「
生
」
と
別
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。

か
く
し
て
時
間
と
は
、
そ
れ
自
身
、
一
つ
の
生
け
る
内
在
を
櫛
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
「
試
論
」
の
別
名
で
あ
る
と
こ
ろ
の

「
時
間
と
自
由
」
と
い
う
表
題
が
示
唆
す
る
、
繋
が
り
の
核
心
で
あ
る
。
こ
の
繋
が
り
を
取
り
逃
が
す
思
考
を
批
判
し
、
時
間
と
自
由
、

時
間
と
自
己
性
、
時
間
と
内
在
性
を
相
互
の
内
的
連
関
に
お
い
て
提
示
し
直
す
こ
と
。
こ
れ
が
、
「
試
論
』
の
根
本
主
題
で
あ
る
。

こ
う
し
た
主
張
は
、
時
間
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
日
常
的
な
了
解
を
覆
さ
ず
に
は
お
か
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
端
緒
は
、
近

代
力
学
に
お
け
る
時
間
概
念
の
再
検
討
に
あ
っ
た
わ
け
だ
が
、
私
た
ち
も
以
下
の
論
の
途
中
で
触
れ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
よ
う
に
、
時

間
を
対
象
化
さ
れ
た
何
か
と
し
た
り
、
そ
れ
自
身
外
在
性
の
構
成
を
可
能
に
す
る
条
件
と
し
て
の
「
超
越
」
と
し
て
理
解
し
た
り
す
る

よ
う
な
視
角
ｌ
ギ
リ
シ
ャ
以
来
自
明
視
さ
れ
、
せ
い
ぜ
い
ゼ
ノ
ン
の
逆
説
が
（
そ
の
逆
説
性
に
お
い
て
）
そ
の
自
明
性
の
ほ
こ
ろ
び

を
示
唆
し
て
い
た
よ
う
な
存
在
観
ｌ
を
こ
そ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
自
ら
の
真
の
敵
と
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
。
そ
し
て
彼
は
、
こ
の
意

図
せ
ざ
る
対
決
を
正
面
か
ら
引
き
受
け
つ
つ
、
固
有
の
思
惟
を
切
り
開
い
て
い
く
の
で
あ
る
。
彼
が
カ
ン
ト
を
批
判
す
る
こ
と
に
な
る

の
も
、
こ
の
途
上
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
に
よ
る
対
決
を
描
き
な
が
ら
、
あ
る
い
は
私
た
ち
の
観
点
か
ら
比
較
対
照

を
試
み
な
が
ら
、
時
間
と
主
観
性
と
を
め
ぐ
っ
て
「
試
論
」
が
提
示
し
た
思
想
を
以
下
浮
き
彫
り
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。
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第一章／第一節自我の超越？

サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
の
「
現
象
学
」
が
何
で
あ
っ
た
か
と
い
う
問
題
は
そ
れ
自
身
一
つ
の
研
究
テ
ー
マ
と
な
る
べ
き
も
の
だ
が
、
こ

こ
で
は
特
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
の
文
脈
か
ら
回
顧
を
行
お
う
。
実
際
、
「
存
在
と
無
」
に
至
る
ま
で
の
諸
論
文
は
、
常
に
ベ
ル
ク
ソ
ン

的
な
哲
学
へ
の
批
判
を
一
つ
の
モ
チ
ー
フ
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
。
彼
に
よ
る
批
判
は
、
い
く
ぶ
ん
図
式
的
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け

に
あ
る
一
般
的
な
構
図
の
模
範
的
実
例
と
な
る
だ
け
の
明
蜥
さ
を
そ
な
え
て
い
る
と
思
う
。
そ
れ
を
手
が
か
り
に
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

哲
学
の
射
程
を
測
っ
て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

あ
り
、
ま
た
プ
ラ
ン
》

刷
新
の
時
期
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判

（
１
）

最
初
期
の
サ
ル
ト
ル
、
特
に
論
文
「
自
我
の
超
越
（
旨
ミ
菌
。
§
§
誌
８
号
局
曾
）
」
を
考
察
し
よ
う
。
こ
れ
は
心
理
学
批
判
書

『
プ
シ
ケ
ー
弓
望
、
颪
）
」
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
る
予
定
で
あ
っ
た
論
点
を
最
初
に
示
し
た
論
文
で
あ
る
が
、
す
で
に
サ
ル
ト
ル
の
基

考
察
の
出
発
点
と
し
て
、
最
初
期
の
サ
ル
ト
ル
を
選
ぼ
う
。
時
代
は
一
九
三
○
年
代
、
フ
ッ
サ
ー
ル
や
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
フ
ラ
ン
ス
へ

の
本
格
的
導
入
が
始
ま
り
つ
つ
あ
る
。
そ
れ
は
大
ま
か
に
言
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
一
八
九
○
年
の
世
代
Ｉ
そ
の
代
表
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
で

あ
り
、
ま
た
プ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
で
あ
る
ｌ
が
形
成
し
た
一
連
の
概
念
的
か
つ
制
度
的
な
哲
学
的
ト
ポ
ス
に
対
す
る
、
根
本
的
な

第
一
節
自
我
の
超
越
？

1う

&



I

だ
が
こ
こ
を
土
台
と
し
て
、
し
か
し
ご
く
自
然
な
仕
方
で
、
超
越
的
な
統
一
体
と
し
て
の
諸
対
象
が
構
成
さ
れ
て
い
く
。
「
現
れ
と

存
在
と
の
分
離
が
可
能
で
は
な
い
」
内
在
性
を
超
え
て
、
あ
る
「
余
剰
含
旨
の
）
」
が
思
念
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
本
質
的
に

「
意
識
の
瞬
間
性
」
（
琴
迂
・
も
．
急
）
か
ら
の
離
脱
、
「
未
来
に
向
け
て
の
思
い
な
し
［
思
念
（
冒
騨
①
量
○
コ
い
）
］
」
（
琴
ミ
．
七
．
お
）
に
由
来

す
る
。
こ
う
し
て
、
現
れ
以
上
の
存
在
が
目
指
さ
れ
る
わ
け
だ
。
意
識
は
瞬
間
に
お
い
て
の
み
十
全
な
所
与
た
り
得
る
。
あ
る
知
覚
は
、

自
己
以
外
の
何
も
の
に
も
回
付
さ
れ
な
い
限
り
に
お
い
て
十
全
に
自
ら
を
与
え
る
が
、
私
た
ち
は
ご
く
自
然
に
、
そ
れ
を
超
越
的
対
象

の
あ
る
射
影
や
所
産
と
し
て
了
解
し
、
ま
た
そ
れ
を
通
じ
て
超
越
的
対
象
を
志
向
す
る
。
そ
の
対
象
は
、
瞬
間
的
な
意
識
の
自
己
内
在

の
透
明
性
と
は
異
な
っ
て
、
本
性
上
意
識
に
対
す
る
「
超
過
分
（
骨
ぐ
自
国
鴇
こ
を
含
み
、
自
ら
を
十
全
に
与
え
る
も
の
で
は
な
い
。

こ
れ
は
現
れ
の
構
造
と
し
て
は
不
可
避
な
も
の
で
あ
り
何
ら
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
が
、
こ
の
構
造
の
成
素
に
過
ぎ
な
い
超

越
的
対
象
が
実
体
視
さ
れ
、
当
の
現
れ
に
先
立
つ
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
哲
学
に
と
っ
て
致
命
的
な
転
倒
と
な
っ

そ
れ
以
上
「
基
体
Ｘ
」
の
よ
う
“

ロ
堂
）
だ
と
ま
ず
は
言
わ
れ
る
。

本
的
な
発
想
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
心
理
学
の
対
象
と
し
て
の
「
プ
シ
ケ
ー
」
、
「
心
的
な
も
の
（
一
の
胃
胃
亘
呂
①
）
」
は
、
哲

学
の
真
の
舞
台
を
な
す
「
意
識
（
８
コ
目
①
。
、
の
）
」
と
は
決
し
て
同
一
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
主
題
で
あ
る
。
「
心
的
な
も
の
」

と
は
、
意
識
に
と
っ
て
の
超
越
的
対
象
で
あ
っ
て
、
そ
の
限
り
に
お
い
て
そ
れ
は
他
の
外
的
対
象
と
何
の
変
わ
り
も
な
い
。
意
識
は
本

来
純
粋
な
自
発
性
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
自
ら
を
事
物
的
な
い
し
対
象
的
に
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
サ
ル
ト
ル
流
の
強
い
意
味
に
お

い
て
「
構
成
」
さ
れ
る
も
の
、
そ
れ
が
「
心
的
な
も
の
」
や
ひ
い
て
は
「
自
我
（
線
。
）
」
と
い
う
も
の
の
正
体
な
の
で
あ
る
。
こ
の

文
脈
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
も
書
き
込
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
自
我
の
超
越
」
の
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
意
識
は
そ
の
流
れ
に
お
い
て
原
初
的
な
統
一
を
す
で
に
有
し
て
い
る
。
そ
の
統
一
は
、

そ
れ
以
上
「
基
体
Ｘ
」
の
よ
う
な
も
の
を
必
要
と
し
な
い
自
己
に
よ
る
自
己
の
統
一
、
「
内
在
的
統
一
（
色
ヨ
芯
言
ｇ
目
の
具
①
）
」
（
興
さ
》
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第一章／第一節自我の超越？

こ
の
転
倒
を
通
じ
て
、
例
え
ば
現
在
に
お
け
る
「
嫌
悪
感
（
『
ｇ
三
里
○
コ
）
」
は
、
そ
れ
自
体
で
持
続
的
に
存
在
す
る
よ
う
な
一
状
態

（
騨
異
）
と
し
て
の
「
嫌
悪
（
冨
言
の
）
」
に
変
貌
す
る
。
そ
れ
は
、
本
来
能
動
性
で
し
か
あ
り
得
な
い
意
識
の
中
に
は
存
在
し
な
い
は

ず
の
惰
性
的
な
一
事
物
（
ｇ
ｏ
用
）
で
あ
る
。
し
か
し
私
た
ち
は
事
態
を
「
反
対
向
き
に
（
ｇ
の
ｇ
め
旨
ぐ
禺
開
）
」
（
琴
蔵
．
も
．
畠
）
解
釈
し

て
、
意
識
自
ら
の
刻
々
と
変
化
し
て
い
く
相
貌
の
方
を
、
こ
の
事
物
的
存
在
者
と
し
て
の
心
的
状
態
か
ら
発
す
る
「
流
出
」
（
琴
ミ
．
．
ｐ

ｇ
）
な
の
だ
と
理
解
し
て
し
ま
う
。
「
心
的
な
も
の
」
と
は
、
こ
う
し
た
事
物
主
義
的
な
逆
転
ｌ
主
観
性
を
客
観
的
事
物
と
し
て
把

握
し
よ
う
と
す
る
「
不
純
な
反
省
」
ｌ
の
所
産
で
あ
っ
て
、
主
観
性
そ
の
も
の
た
る
意
識
の
記
述
に
混
入
し
て
は
な
ら
な
い
も
の
な

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
逆
転
は
層
を
な
し
つ
つ
進
む
。
「
ピ
ア
ノ
を
弾
く
」
「
車
を
運
転
す
る
」
と
い
っ
た
「
行
為
（
画
＆
○
弓
）
」

も
、
意
識
に
つ
い
て
の
超
越
的
対
象
化
の
所
産
で
し
か
な
い
。
「
怒
り
っ
ぽ
さ
」
と
い
っ
た
「
気
質
（
目
農
扇
こ
も
同
様
で
あ
る
。
こ

こ
で
注
意
し
て
お
け
ば
、
こ
の
よ
う
に
「
行
為
」
も
ま
た
「
超
越
的
統
こ
し
か
持
ち
得
な
い
と
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
「
達
成

す
る
の
に
時
間
を
要
す
る
」
と
い
う
理
由
に
基
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
ピ
ア
ノ
を
弾
く
場
合
、
意
識
は
自
ら
の
生
成
す
る
連
続
的
な
あ
り

さ
ま
を
、
対
象
的
に
一
つ
の
「
ピ
ア
ノ
と
い
う
も
の
を
弾
く
と
い
う
行
為
」
と
し
て
統
握
し
て
い
る
わ
け
だ
。
だ
が
、
私
た
ち
は
そ
の

よ
う
に
「
行
為
」
す
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
行
為
を
な
す
こ
と
は
い
っ
た
い
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
あ
た
か
も
意
識
は
行
為

者
で
あ
る
よ
り
も
自
ら
の
傍
観
者
で
あ
る
か
の
よ
う
で
は
な
い
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
こ
う
し
た
問
い
を
口
に
す
る
の
は
性
急
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
こ
の
点
は
、
後
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
「
自
由
行
為
」
の
内
実
、
そ
し
て
そ
の
時
間
論
と
の
関
連
を
考
察
す
る
際
に
は

一
つ
の
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
こ
と
だ
ろ
う
。

さ
て
、
「
自
我
（
層
ｏ
）
」
と
は
、
以
上
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
の
「
心
的
な
も
の
」
の
「
極
（
８
行
）
」
と
し
て
、
さ
し
あ
た
っ
て
最
上

位
に
お
い
て
成
立
し
て
く
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
際
の
先
後
関
係
に
お
い
て
は
最
後
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
諸

て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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状
態
や
諸
行
為
の
す
べ
て
に
先
行
す
る
も
の
の
資
格
で
成
立
し
て
く
る
存
在
物
、
そ
れ
が
「
自
我
」
な
の
だ
。
こ
う
し
た
成
立
の
経
緯

か
ら
し
て
、
こ
の
「
自
我
」
に
は
固
有
の
自
発
性
は
認
め
ら
れ
な
い
。
自
発
性
は
内
在
的
な
意
識
に
こ
そ
帰
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

そ
の
た
め
に
「
自
我
」
は
諸
状
態
や
諸
行
為
に
対
し
て
主
体
の
位
置
に
置
か
れ
は
す
る
も
の
の
、
両
者
の
間
の
関
係
は
魔
術
め
い
た
も

の
に
し
か
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
自
我
」
も
そ
の
諸
状
態
も
、
惰
性
的
で
事
物
的
な
対
象
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
し
た
も
の
の
間

に
産
出
や
帰
属
の
関
係
を
想
定
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
当
の
「
自
我
」
の
非
合
理
的
な
性
格
が
生
じ
て
く

る
。
「
状
態
」
や
「
行
為
」
を
産
み
出
す
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
な
が
ら
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
所
産
に
よ
っ
て
反
対
に
自
ら
が
「
触
発

（
四
房
ｇ
⑦
『
）
」
さ
れ
る
と
い
う
不
純
な
自
発
性
。
自
己
で
あ
る
以
上
は
内
面
性
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
か
え
っ
て
自
己
に
対
す
る
見
通

し
が
た
さ
、
不
透
明
性
を
含
ん
だ
自
発
性
。
サ
ル
ト
ル
は
こ
こ
に
覆
い
難
い
非
合
理
性
を
指
摘
す
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
こ
の
非
合
理
性

は
、
「
自
我
」
と
い
う
も
の
の
成
立
の
経
緯
を
考
え
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
「
自
我
」
と
は
、
流
れ
行
く
自
発
的
意
識
が
、
諸

「
状
態
」
を
経
由
し
つ
つ
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
諸
状
態
「
以
上
」
の
も
の
と
し
て
構
成
し
た
一
つ
の
超
越
的
事
物
で
あ
っ
た
。
そ
う
で

あ
る
以
上
、
そ
れ
は
諸
状
態
を
産
み
出
す
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
逆
に
触
発
さ
れ
変
様
さ
れ
る
と
見
え
る
の
は
当
然
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
「
自
我
」
と
は
そ
の
つ
ど
の
意
識
の
現
れ
に
対
す
る
「
超
過
分
」
の
総
体
と
し
て
多
重
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
な
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
不
透
明
性
が
存
す
る
と
い
う
の
も
当
然
な
の
で
あ
る
。

結
局
「
自
我
」
と
は
、
真
に
最
初
の
も
の
で
あ
る
自
発
的
意
識
が
自
ら
に
つ
い
て
持
つ
と
こ
ろ
の
「
雑
種
的
で
減
退
し
た
（
９
国
『
，

号
里
最
四
画
愚
①
こ
（
琴
迂
・
》
弓
．
急
‐
ｇ
反
省
像
で
あ
り
、
意
識
の
自
発
性
を
投
影
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
何
か
測
り
難
い
創
造
力
を

付
与
さ
れ
た
「
魔
術
的
対
象
」
（
琴
ミ
．
．
ｐ
量
）
で
あ
り
、
不
透
明
な
潜
在
性
を
隠
し
持
つ
「
外
か
ら
見
ら
れ
た
内
面
性
（
冒
留
０
１
芯

く
屋
①
呂
号
言
『
の
）
」
（
琴
迂
・
も
．
ｇ
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
試
論
」
な
ど
で
提
示
し
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
事
物
化

さ
れ
対
象
化
さ
れ
て
し
ま
っ
た
自
発
性
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
。
「
こ
う
し
た
自
発
性
こ
そ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
直
接
与
件
」
に
お
い

18
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意
識
の
内
在
的
統
一
の
根
源
性
に
対
し
て
、
超
越
的
統
一
と
し
て
の
「
心
的
な
も
の
」
を
派
生
的
か
つ
雑
種
的
な
反
省
像
、
自
己
疎

外
的
な
反
映
像
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
批
判
す
る
こ
と
。
こ
の
サ
ル
ト
ル
の
モ
チ
ー
フ
は
、
「
存
在
と
無
」
に
お
い
て
も
ほ
と
ん
ど
そ
の

ま
ま
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
的
構
成
の
概
念
は
、
即
自
／
対
自
の
タ
ー
ム
に
よ
っ
て
再
記
述
さ
れ
て
い
る
が
、
か
く
し
て
い
ま
や
「
心

的
な
も
の
」
と
は
、
対
自
存
在
が
即
自
存
在
に
な
ろ
う
と
す
る
絶
望
的
な
試
み
の
産
物
に
他
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
を
産
み
出

す
の
は
、
欠
如
な
き
鈍
重
か
つ
惰
性
的
な
存
在
へ
の
欺
職
的
な
自
己
同
一
化
と
し
て
の
「
不
純
な
反
省
」
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
、
時

間
性
に
つ
い
て
の
考
察
に
続
い
て
、
「
反
省
」
に
二
種
の
も
の
を
区
別
し
て
み
せ
る
。
時
間
的
な
隔
た
り
に
よ
っ
て
反
省
は
可
能
に
な

る
の
だ
が
、
こ
の
隔
た
り
は
同
時
に
、
意
識
自
身
が
自
ら
を
意
識
な
ら
ぬ
事
物
と
し
て
映
し
見
な
が
ら
自
ら
を
取
り
違
え
る
、
そ
う
し

た
「
不
純
な
反
省
」
の
可
能
性
を
な
す
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。
あ
ら
た
め
て
「
心
的
な
も
の
」
は
こ
の
種
の
反
省
の
所
産
と
位
置
づ
け

ら
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
で
も
ま
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
は
、
「
心
的
な
も
の
」
の
水
準
に
留
ま
っ
た
不
徹
底
な
哲
学
と
し
て
登
場
す
る
。

て
記
述
し
、
自
由
だ
と
見
倣
し
て
い
た
も
の
な
の
だ
が
、
彼
は
自
分
が
記
述
し
て
い
る
も
の
が
意
識
で
は
な
く
、
一
つ
の
対
象

（
○
ご
ｇ
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
し
、
ま
た
自
分
が
打
ち
立
て
る
［
自
我
と
そ
の
諸
状
態
と
の
間
の
］
繋
が
り
が
完
全
に
非
合

理
的
で
あ
る
の
は
、
当
の
産
出
者
が
自
ら
の
創
造
し
た
も
の
に
対
し
て
受
動
的
だ
か
ら
な
の
だ
と
い
う
こ
と
に
も
気
づ
か
な
か
っ
た
の

で
あ
る
」
（
琴
ミ
・
》
ロ
忠
）
。
主
張
は
明
快
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
純
粋
持
続
」
や
「
持
続
す
る
自
我
（
ョ
ｇ
ｏ
昌
号
扇
）
」

ｅ
巨
爲
営
造
）
と
は
、
「
外
か
ら
見
ら
れ
た
内
面
性
」
で
し
か
な
く
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
行
っ
て
い
た
の
は
「
自
ら
の
眼
前
に
内
面
性
を

置
く
（
ｇ
の
①
ａ
の
く
画
昌
の
。
ご
雪
目
ｇ
ｏ
『
颪
こ
局
習
も
．
ｇ
）
と
い
う
作
業
、
す
な
わ
ち
自
分
の
外
に
視
点
を
設
定
し
つ
つ
自
ら
を
事
物
化

す
る
「
不
純
な
反
省
」
で
し
か
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
外
か
ら
見
ら
れ
る
以
上
、
そ
の
自
発
性
は
意
識
に
対
し
て
「
不
透
明

（
○
冒
呂
①
）
」
と
な
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
「
浸
透
的
多
様
性
」
と
は
、
こ
の
事
物
化
さ
れ
た
意
識
の
不
透
明
性
、
非
判
明
性
を
表

（
呂
且
月
）
」
と
な
る
。
べ

現
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
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「
心
理
的
［
プ
シ
ヶ
ー
的
］
持
続
（
号
融
の
扇
胃
三
目
の
）
の
諸
特
徴
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
た
だ
の
経
験
的
偶
然
で
あ
る
。
諸

性
質
が
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
諸
性
質
が
出
会
わ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
心
理

的
時
間
性
と
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
持
続
に
も
似
た
惰
性
的
所
与
（
烏
冒
ョ
）
で
あ
る
。
そ
れ
は
自
ら
の
結
合
統
一
を
蒙
り
は
し
て
も
作

（
２
）

り
は
し
な
い
。
絶
え
ず
時
間
化
さ
れ
て
は
い
て
も
自
ら
時
間
化
す
る
（
馬
房
ョ
９
国
房
§
こ
と
は
な
い
」
。
論
点
は
同
じ
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
受
動
的
で
惰
性
的
な
対
象
を
、
意
識
と
い
う
主
観
性
と
同
一
視
し
て
は
な
ら
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
「
自
我
」
に
は
、
本

来
の
意
味
で
の
主
観
性
も
、
時
間
性
も
、
お
よ
そ
認
め
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
は
、
時
間
化
の
作
用
そ
の
も
の
に
つ
い

て
の
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
作
用
を
行
う
意
識
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
、
根
源
的
な
洞
察
が
決
定
的
に
欠
け
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
あ

ブ
（
ぜ
○

も
ち
ろ
ん
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
現
象
学
の
用
語
で
問
題
を
立
て
た
り
は
し
な
い
。
し
か
し
彼
が
捉
え
て
い
た
事
象
そ
の
も
の
は
、
初
期
サ

ル
ト
ル
が
現
象
学
に
依
拠
し
て
述
べ
て
い
た
そ
れ
と
別
の
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
サ
ル
ト
ル
は
「
意
識
」
に
こ
そ
自
発
性
・
内
在
的
統

一
・
非
事
物
性
と
い
っ
た
性
格
を
与
え
て
い
た
。
だ
が
考
え
て
み
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
自
我
」
の
語
で
記
述
し
て
い
た
主
観
性
は
、

ま
さ
に
そ
う
し
た
性
格
を
そ
な
え
る
も
の
と
し
て
、
当
時
の
心
理
学
に
対
抗
し
つ
つ
提
示
さ
れ
た
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
ま
ず
は
サ

ル
ト
ル
に
導
か
れ
る
形
で
「
試
論
」
の
テ
ク
ス
ト
を
見
直
し
て
み
よ
う
。

私
た
ち
の
経
験
に
は
、
常
に
二
つ
の
層
が
区
別
さ
れ
る
。
「
意
識
の
生
は
、
そ
れ
を
直
接
的
に
覚
知
す
る
か
、
空
間
の
屈
折
を
通
じ

た
注
釈
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

サ
ル
ト
ル
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
の
近
さ
、
そ
し
て
遠
さ

以
上
の
よ
う
な
批
判
を
採
り
上
げ
た
の
は
、
他
で
も
な
い
、
こ
う
し
た
サ
ル
ト
ル
の
議
論
は
、
あ
る
意
味
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
ヘ
の
優
れ
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て
覚
知
す
る
か
に
応
じ
て
、
二
重
の
相
の
下
に
現
れ
て
く
る
」
ｅ
冒
自
ら
ご
。
す
な
わ
ち
「
意
識
の
生
」
に
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
自

己
同
一
性
を
有
す
る
諸
対
象
の
立
ち
並
ぶ
層
と
、
「
刻
々
と
変
化
す
る
」
ｅ
ぢ
ご
霞
）
体
験
の
層
と
が
重
ね
合
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
「
意
識
的
諸
事
実
は
、
そ
れ
を
判
明
な
多
様
性
の
た
だ
中
で
考
え
る
か
、
混
紛
と
し
た
多
様
性
の
た
だ
中
で
考
え
る
か
に
応
じ
て
、

そ
し
て
ま
た
そ
れ
が
産
み
出
さ
れ
て
く
る
質
と
し
て
の
時
間
に
お
い
て
考
え
る
か
、
そ
れ
が
投
影
さ
れ
る
量
と
し
て
の
時
間
に
お
い
て

考
え
る
か
に
応
じ
て
、
異
な
っ
た
相
を
帯
び
て
く
る
」
ｅ
ご
亀
忠
）
の
だ
、
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
強
調
し
て
い
る
。
あ
る
「
街
」
と
い
う

同
一
的
対
象
と
、
そ
こ
で
生
き
る
私
に
感
情
と
と
も
に
経
験
さ
れ
る
街
と
の
差
異
。
あ
る
一
定
の
「
好
み
」
と
し
て
了
解
さ
れ
る
私
の

感
覚
と
、
常
に
進
行
し
変
化
し
て
い
く
そ
の
つ
ど
の
感
覚
。
感
情
や
観
念
に
つ
い
て
も
、
「
試
論
」
は
次
々
と
こ
の
二
重
性
を
指
摘
し

て
い
く
。
一
方
で
私
た
ち
は
自
ら
の
経
験
を
、
あ
る
同
一
的
対
象
に
結
び
つ
け
つ
つ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
く
る
一
種
の
偶
然

的
派
生
物
と
し
て
了
解
し
て
は
い
る
も
の
の
、
他
方
「
意
識
の
直
接
与
件
」
の
水
準
に
目
を
向
け
る
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
水
準
の
下
で
、

常
に
「
恒
常
的
な
生
成
の
う
ち
に
あ
る
」
い
っ
そ
う
主
観
的
な
体
験
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
体
験
が
、
多
く
の
場
合
「
言

語
」
に
よ
っ
て
整
序
さ
れ
、
ほ
と
ん
ど
理
念
的
と
言
う
べ
き
統
一
体
、
自
己
同
一
性
を
保
ち
つ
つ
判
明
に
立
ち
並
ぶ
さ
ま
ざ
ま
の
統
一

体
（
そ
れ
ら
が
立
ち
並
ぶ
場
こ
そ
「
空
間
」
な
の
だ
）
の
側
か
ら
反
対
に
了
解
さ
れ
、
む
し
ろ
「
実
在
」
に
対
す
る
主
観
的
な
偏
差
と

し
て
傍
に
置
か
れ
、
「
実
在
」
か
ら
排
除
さ
え
さ
れ
て
い
く
こ
と
ｌ
そ
う
し
た
事
態
を
こ
そ
ペ
ル
ク
ソ
ン
は
批
判
し
よ
う
と
し
て
い

た
の
だ
。
の
ち
の
『
物
質
と
記
憶
」
は
あ
る
意
味
で
、
異
質
的
生
成
の
体
験
が
概
念
的
に
同
定
さ
れ
、
あ
る
超
越
的
な
「
対
象
」
の
現

れ
と
し
て
解
釈
さ
れ
る
の
は
な
ぜ
か
、
絶
え
ざ
る
変
化
と
し
て
の
経
験
の
た
だ
中
で
同
一
的
対
象
の
「
再
認
（
局
８
コ
目
］
脇
目
８
）
」
が

行
わ
れ
る
の
は
い
か
に
し
て
か
、
と
い
っ
た
点
を
問
題
に
す
る
著
作
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
問
題
設
定
が
可
能
だ
っ
た
の
も
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
が
い
っ
た
ん
身
を
置
く
水
準
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
超
越
的
対
象
の
存
在
が
自
明
ど
こ
ろ
で
は
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
サ
ル
ト
ル
が
忌
み
嫌
う
「
諸
状
態
」
の
語
を
用
い
て
は
い
る
。
し
か
し
注
意
す
べ
き
だ
が
、
そ
の
表
現

’
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の
不
十
分
さ
を
最
も
よ
く
弁
え
て
い
た
の
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
あ
っ
た
。
「
こ
う
し
た
用
語
は
、
一
つ
の
根
源
的
欠
陥
言
８
。
『
侭
冒
堅
）

に
染
ま
っ
て
い
る
」
ｅ
遍
曼
巴
）
と
彼
は
言
う
。
言
語
が
不
可
避
的
に
持
ち
込
む
数
的
多
様
性
や
判
明
な
区
別
を
ほ
と
ん
ど
原
罪
的
な

「
欠
陥
」
と
描
写
す
る
彼
の
語
り
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
の
評
価
が
可
能
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
明
ら
か
で
あ
る
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
も
ま
た
、
サ
ル
ト
ル
と
同
様
に
、
「
対
象
」
や
「
も
の
」
と
い
っ
た
語
り
が
無
効
で
あ
る
よ
う
な
経
験
水
準
に
こ
そ
視
点
を
定
め
て

い
た
と
い
う
こ
と
だ
。
実
際
彼
は
、
「
こ
れ
ら
諸
状
態
が
、
次
第
に
対
象
（
○
三
①
厨
）
や
も
の
（
ｇ
ｏ
用
の
）
に
な
っ
て
し
ま
う
」
（
目
ご
望

冨
）
と
い
っ
た
言
い
方
を
す
る
の
で
あ
っ
て
、
す
な
わ
ち
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
語
る
「
諸
状
態
」
と
は
、
そ
れ
自
身
が
サ
ル
ト
ル
が
言
う
よ

う
な
「
対
象
」
や
「
も
の
」
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
以
前
に
与
え
ら
れ
、
時
に
対
象
化
・
事
物
化
を
蒙
っ
て
し
ま
う
よ
う
な
、

そ
う
し
た
本
源
的
な
体
験
の
層
を
指
示
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
『
試
論
」
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
も
の

（
号
○
ｍ
の
）
」
に
対
立
す
る
も
の
と
し
て
、
「
進
行
（
胃
。
瞥
肝
こ
の
語
を
繰
り
返
し
て
い
る
が
、
こ
の
「
進
行
」
こ
そ
は
、
サ
ル
ト
ル
で

あ
れ
ば
自
発
的
で
内
在
的
統
一
を
有
す
る
「
意
識
」
の
そ
の
生
成
と
し
て
記
述
し
よ
う
と
す
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
点
で
、
二
人
が
全
く
別
の
事
象
を
語
ろ
う
と
し
て
い
た
と
は
私
た
ち
に
は
思
わ
れ
な
い
。

だ
と
す
れ
ば
、
サ
ル
ト
ル
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
の
間
に
対
立
点
が
あ
る
と
し
て
、
し
か
し
そ
れ
は
決
し
て
サ
ル
ト
ル
が
思
っ
た
よ
う
な

場
所
に
は
な
い
の
で
あ
る
。
真
の
問
題
は
、
そ
の
次
の
段
階
に
お
い
て
初
め
て
現
れ
て
く
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
サ
ル
ト
ル
も
語
っ
て

い
た
「
内
在
的
統
こ
、
流
れ
の
中
で
時
間
的
に
成
立
し
て
く
る
統
一
性
と
は
い
っ
た
い
何
か
、
そ
れ
は
ど
う
記
述
さ
れ
る
べ
き
か
、

と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
こ
そ
「
自
己
」
を
語
り
得
る
と
し
た
ら
い
か
に
し
て
な
の
か
。
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
「
自
発

性
」
を
語
り
得
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
う
い
う
意
味
に
お
い
て
な
の
か
、
意
識
の
「
自
由
」
が
あ
る
と
す
れ
ば
そ
れ
は
い
か

な
る
事
象
で
あ
る
の
か
。
初
期
サ
ル
ト
ル
は
そ
こ
に
も
は
や
人
称
性
Ⅱ
人
格
性
（
Ｒ
『
の
○
コ
。
呂
融
）
を
見
る
こ
と
を
拒
否
し
て
、
「
非
人

称
的
（
冒
月
『
、
。
弓
①
Ｅ
の
語
を
用
い
よ
う
と
す
る
の
だ
が
、
し
か
し
対
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
相
変
わ
ら
ず
こ
こ
で
「
人
格
言
①
『
⑩
○
コ
‐
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志
向
性
概
念
と
時
間

と
こ
ろ
で
こ
の
「
内
在
的
統
こ
の
概
念
を
サ
ル
ト
ル
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
特
に
「
時
間
意
識
」
講
義
か
ら
取
り
出
し
て
き
た
の
で

あ
っ
た
。
サ
ル
ト
ル
は
さ
し
あ
た
り
意
識
の
統
一
に
二
つ
の
水
準
を
見
分
け
て
い
る
（
駒
§
》
９
．
国
‐
圏
）
。
一
つ
は
、
「
意
識
と
は
．
…
．
、

に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
る
」
と
い
う
公
理
と
セ
ッ
ト
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
「
あ
る
超
越
的
対
象
に
つ
い
て
の
」
と
い
う
形

で
の
諸
意
識
の
統
一
、
対
象
の
統
一
と
不
可
分
な
意
識
の
統
一
で
あ
る
。
も
う
一
つ
が
、
そ
の
超
越
的
対
象
を
時
間
の
流
れ
の
中
で
措

定
す
る
た
め
に
も
ま
ず
必
要
な
、
主
観
的
な
統
一
で
あ
り
、
こ
の
時
間
意
識
の
統
一
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
サ
ル
ト
ル
は
フ
ッ
サ
ー
ル

の
「
時
間
意
識
」
講
義
へ
の
参
照
を
求
め
た
の
で
あ
る
。

こ
う
語
る
サ
ル
ト
ル
の
意
図
は
、
い
ず
れ
の
統
一
に
お
い
て
も
、
「
私
」
と
い
う
も
の
は
必
要
と
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
示
す
点
に

あ
っ
た
。
第
一
の
対
象
志
向
的
統
一
は
、
超
越
的
対
象
だ
け
を
必
要
と
す
る
。
第
二
の
内
在
的
統
一
は
、
意
識
の
（
「
縦
の
志
向
性
」

に
よ
る
）
自
己
統
一
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
も
超
越
論
的
「
自
我
」
と
い
う
も
の
は
そ
の
総
合
の
条
件
で
は
な
く
む
し
ろ
結
果
に
過
ぎ
な

い
。
だ
か
ら
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
サ
ル
ト
ル
の
意
図
か
ら
は
も
は
や
重
要
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
二
つ

の
全
く
異
種
的
な
統
一
、
二
つ
の
全
く
異
な
る
意
識
で
は
あ
る
ま
い
か
。
そ
し
て
繰
り
返
す
な
ら
、
以
上
の
サ
ル
ト
ル
の
議
論
は
、
実

は
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
認
め
る
は
ず
の
も
の
な
の
だ
。
、
以
下
次
第
に
明
ら
か
に
な
る
よ
う
に
、
「
純
粋
持
続
」
と
は
、

。
農
諒
も
の
『
ぬ
９
月
）
」
の
語
を
用
い
続
け
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
「
人
格
」
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
に
つ
い
て

は
あ
ら
た
め
て
考
え
直
す
余
地
が
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
れ
が
「
私
は
臆
病
者
だ
」
と
い
っ
た
フ
レ
ー
ズ
で
描
か
れ
る
よ
う
な
も
の
で

あ
っ
た
の
か
ど
う
か
は
、
も
ち
ろ
ん
疑
わ
れ
る
べ
き
な
の
だ
。
ペ
ル
ク
ソ
ン
的
な
「
人
格
」
と
は
、
む
し
ろ
サ
ル
ト
ル
が
「
内
在
的
統

こ
と
呼
ん
だ
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
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そ
の
上
で
サ
ル
ト
ル
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
対
立
す
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
な
ぜ
か
。
も
ち
ろ
ん
私
た
ち
が
言
い
た
い
の
は
、
サ
ル
ト
ル
が

誤
読
を
し
た
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
理
論
的
に
言
っ
て
、
サ
ル
ト
ル
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
「
純
粋
持
続
」
の
固
有
性
を
必
ず
取
り

逃
が
す
よ
う
に
な
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ど
う
い
っ
た
諸
概
念
の
布
置
の
ゆ
え
で
あ
る
の
か
ｌ
む
し
ろ
そ
う
問
う
べ
き
だ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
う
問
う
な
ら
こ
こ
で
鍵
と
な
る
の
は
、
サ
ル
ト
ル
に
お
け
る
意
識
概
念
、
つ
ま
り
は
「
志
向
性
」
の
概
念
で
あ
る
は
ず

だ
。
そ
れ
が
、
意
識
に
つ
い
て
「
内
在
」
を
語
る
こ
と
を
実
質
的
に
禁
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

彼
は
、
「
意
識
」
と
は
必
ず
「
何
も
の
か
に
つ
い
て
の
意
識
」
で
あ
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
公
理
の
よ
う
に
用
い
る
が
、
そ
こ
に
は

（
３
）

フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
志
向
性
」
を
「
…
…
に
向
か
っ
て
炸
裂
す
る
こ
と
（
の
電
腎
両
目
ぐ
①
『
の
…
）
」
と
読
み
替
え
る
彼
の
解
釈
が
あ
る
。
言
い

換
え
れ
ば
、
意
識
の
本
性
は
、
「
内
的
生
言
の
目
留
の
貝
の
）
」
と
い
っ
た
も
の
に
閉
じ
こ
も
る
こ
と
で
は
な
く
、
絶
え
ず
自
ら
の
外

（
号
言
『
の
）
へ
と
超
え
出
て
世
界
の
た
だ
中
に
身
を
置
く
こ
と
（
の
雲
丹
頁
の
『
，
８
ご
め
ｇ
①
。
８
‐
号
。
ｍ
・
一
の
‐
ｇ
ｏ
且
①
）
で
あ
る
。
意
識
に
は
、
質

料
的
な
「
内
容
」
な
ど
は
な
い
。
「
意
識
の
内
に
は
、
自
ら
か
ら
逃
げ
去
る
運
動
、
自
ら
の
外
へ
の
滑
り
行
き
（
目
昌
。
旨
の
ョ
の
。
ｇ
ｏ
胃

の
①
旨
『
｝
匡
邑
昌
協
の
ョ
ｇ
昌
○
『
且
①
の
ｇ
）
を
除
け
ば
、
何
も
の
も
存
在
し
な
い
」
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
志
向
性
」
と
は
、
こ
の
運
動
を
示
す

も
の
に
他
な
ら
な
い
。
意
識
は
、
他
へ
向
か
う
限
り
で
、
他
「
に
つ
い
て
の
」
意
識
で
あ
る
限
り
で
、
意
識
な
の
だ
。
「
意
識
が
存
在

す
る
た
め
に
は
、
意
識
は
自
ら
と
は
異
な
る
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
の
必
然
性
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は

「
志
向
性
」
と
名
づ
け
た
」
。
だ
か
ら
意
識
は
、
経
験
を
内
化
し
た
り
内
面
性
を
形
成
し
た
り
は
し
な
い
。
「
不
可
能
な
こ
と
だ
が
、
あ

る
意
識
の
「
中
に
』
入
り
込
ん
で
み
た
と
こ
ろ
で
、
あ
な
た
は
渦
に
巻
き
込
ま
れ
て
外
へ
、
挨
ま
み
れ
で
樹
木
の
傍
ら
に
放
り
出
さ
れ

る
こ
と
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
意
識
に
「
内
」
な
ど
は
な
く
、
そ
れ
は
ひ
た
す
ら
自
ら
の
外
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
…
…
」
。
サ
ル
ト

者
は
一
致
す
る
は
ず
だ
。

そ
の
成
立
の
た
め
に
総
合
者
と
し
て
の
「
私
」
を
必
要
と
し
な
い
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
で
は
再
び
両

４２

｜
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だ
か
ら
、
の
ち
に
『
存
在
と
無
』
で
対
自
存
在
の
直
接
的
構
造
と
し
て
自
己
意
識
を
論
じ
る
際
に
は
、
も
は
や
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な

「
内
在
的
統
こ
は
登
場
し
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
「
縦
の
志
向
性
」
に
委
ね
て
あ
っ
た
意
識
流
の
統
一
は
、
そ
れ
も
志
向
性
で
あ

（
４
）

る
の
だ
か
ら
、
「
…
…
に
つ
い
て
の
意
識
」
と
い
う
意
識
概
念
の
一
つ
の
応
用
例
と
し
て
描
か
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
同
時
に
、

志
向
性
の
本
質
と
し
て
の
「
超
越
」
は
、
さ
ら
に
「
無
化
」
と
い
う
サ
ル
ト
ル
的
用
語
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
意
識
が
Ａ
に
つ
い
て
の

意
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
意
識
と
は
Ａ
で
は
な
い
も
の
と
し
て
の
み
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
志
向
的
意
識
と
志
向
対
象

と
の
関
係
は
、
否
定
で
あ
り
、
両
者
は
否
定
と
い
う
紐
帯
で
結
ば
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
意
識
の
「
内
容
」
と
い
う

概
念
は
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
消
え
去
る
こ
と
に
な
る
。
意
識
を
モ
ナ
ド
に
し
て
し
ま
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
は
再
び
そ
の
過
ち
に
陥
っ
た
の

だ
が
、
意
識
は
「
内
容
」
を
含
み
込
む
容
器
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
、
あ
る
意
味
過
度
に
き
っ
ぱ
り
し
た
構
図
が
、
以
後
の
サ
ル
ト
ル

に
よ
っ
て
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
る
か
ど
う
か
は
ま
た
別
の
問
題
で
あ
る
。
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
よ
う
な
構
図
の
ゆ
え
に
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
「
自
我
」
や
「
純
粋
持
続
」
は
何
ら
本
源
的
な
も
の
で
は
な
い
と
し
て
批
判
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
の
脈
絡
で
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
簡
単
な
確
認
を
踏
ま
え
て
、
引
き
続
く
考
察
に
方
向
を
与
え
て
く
れ
る
問
い
を
整
え
て
お
こ
う
。
「
も
の
（
事
物
）
」

や
「
対
象
」
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
自
己
（
主
観
性
）
を
確
保
し
よ
う
と
し
た
点
で
は
、
サ
ル
ト
ル
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
は
極
め
て
近

い
位
置
に
あ
っ
た
。
そ
し
て
「
自
我
の
超
越
」
が
口
に
し
た
「
内
在
的
統
こ
の
概
念
も
、
お
そ
ら
く
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
純
粋
持

続
」
に
よ
っ
て
語
ろ
う
と
し
た
も
の
に
直
結
す
る
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
だ
。
こ
こ
で
も
し
仮
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
サ
ル
ト
ル
に
再
批

判
を
行
う
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
問
い
を
通
じ
て
で
あ
ろ
う
ｌ
で
は
、
そ
の
「
内
在
的
統
こ
を
そ
れ
と
し
て
語
る
た
め

に
、
「
志
向
性
」
の
概
念
は
有
効
な
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
「
内
容
」
な
き
「
軽
快
さ
と
透
明
性
」
（
燭
§
も
．
蹟
）
で
語
る
こ
と
は
で
き

け
で
あ
る
。

ル
は
こ
う
し
て
意
識
を
「
志
向
性
」
に
よ
っ
て
規
定
し
、
そ
し
て
そ
の
志
向
性
と
は
「
超
越
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
そ
れ
で
あ
っ
た
わ
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ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
こ
で
対
立
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
描
き
方
は
、
実
際
に
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
捉
え
た
時
間
に
つ
い
て
の
事

後
的
な
語
り
方
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
風
に
言
え
ば
ご
く
「
知
性
」
的
な
語
り
方
で
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
無
や
否
定
、
超
越
や
脱
自
と
い
っ
た

諸
概
念
は
、
一
見
「
時
間
」
を
語
る
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
に
見
え
る
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
主
張
す
る
の
は
逆
の
こ
と
で
あ
る
。
あ

え
て
対
立
を
引
き
受
け
た
ま
ま
で
言
う
と
す
る
な
ら
、
時
間
と
は
肯
定
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
内
在
な
の
だ
。
あ
る
い
は
別

の
言
い
方
を
す
れ
ば
こ
う
だ
Ｉ
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
欠
如
や
無
に
よ
っ
て
駆
動
さ
れ
る
の
で
は
な
い
生
成
、

否
定
に
よ
っ
て
で
は
な
く
端
的
な
自
己
継
続
に
よ
っ
て
成
立
す
る
生
成
な
の
で
あ
り
、
「
純
粋
持
続
」
と
は
そ
れ
を
名
づ
け
る
た
め
の

語
で
あ
っ
た
、
と
。

あ
る
（
未
来
）
」
と
い
っ
た
、

本
源
的
な
も
の
だ
ろ
う
か
。

る
の
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
そ
こ
に
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
ヒ
ュ
ー
レ
ー
」
と
呼
ん
だ
あ
る
実
質
的
な
何
か
な
し
に
は
語
れ
な
い
事
態
が

な
い
の
だ
ろ
う
か
（
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
サ
ル
ト
ル
は
意
識
か
ら
「
ヒ
ュ
ー
レ
ー
」
を
不
純
物
と
し
て
追
放
す
る
）
。
ま
た
、
も
っ
ぱ
ら
そ

の
存
在
性
格
を
「
超
越
」
や
「
脱
自
（
曳
国
用
匡
、
あ
る
い
は
「
逃
走
（
冒
訂
）
」
の
語
に
よ
っ
て
理
解
し
て
し
ま
う
の
な
ら
、
「
内
在

的
統
一
」
と
し
て
の
意
識
流
は
い
か
に
し
て
確
保
で
き
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
も
そ
も
、
時
間
を
「
超
越
」
や
「
否
定
」

と
し
て
描
く
こ
と
は
本
当
に
適
切
で
あ
る
の
か
。
も
ち
ろ
ん
サ
ル
ト
ル
で
あ
れ
ば
、
過
去
ｌ
現
在
ｌ
未
来
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
時
間
の

三
つ
の
次
元
は
、
相
互
に
否
定
し
あ
い
つ
つ
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
で
一
つ
の
結
び
つ
き
を
有
し
て
い
る
と
見
倣
し
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て

時
間
論
を
構
成
し
て
み
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
時
間
と
は
い
っ
た
い
ま
ず
も
っ
て
、
「
も
は
や
ｌ
な
い
」
過
去
と
「
い
ま
だ
ｌ
な

い
」
未
来
と
の
間
で
の
現
在
の
「
脱
自
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
は
あ
ら
ず
（
過
去
）
、
あ
ら
ぬ
と
こ
ろ
の
も
の
で

あ
る
（
未
来
）
」
と
い
っ
た
、
肯
定
と
否
定
の
交
錯
、
存
在
と
無
と
の
弁
証
法
的
な
絡
み
合
い
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
時
間
概
念
と
は
、

先
走
り
し
過
ぎ
た
よ
う
で
あ
る
。
ひ
と
た
び
上
の
よ
う
に
述
べ
て
し
ま
っ
た
私
た
ち
に
は
、
い
ま
や
「
い
か
に
」
と
い
う
問
い
に
答
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第一章／第一節自我の超越？

え
る
作
業
が
課
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
実
際
に
「
純
粋
持
続
」
を
「
内
在
」
と
し
て
提
示
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ

れ
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
前
者
の
問
い
に
つ
い
て
は
、
す
ぐ
に
「
試
論
』
に
赴
い
て
確
認
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が

次
節
の
課
題
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
可
能
か
と
い
う
問
い
に
つ
い
て
は
、
ま
ず
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
カ
ン
ト
批
判
を
検
討

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
サ
ル
ト
ル
は
「
自
我
の
超
越
」
を
カ
ン
ト
批
判
か
ら
開
始
し
て
い
た
。
「
私
は
考
え
る
斧
肩
口
儲
Ⅱ
胃
８

号
。
肩
）
」
が
す
べ
て
の
表
象
に
伴
い
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
カ
ン
ト
の
権
利
上
の
言
明
を
、
サ
ル
ト
ル
は
現
象
学
的
な
事
実

記
述
の
問
題
へ
と
い
っ
た
ん
引
き
下
ろ
し
て
、
カ
ン
ト
が
述
べ
た
よ
う
な
「
超
越
論
的
」
な
「
自
我
」
の
不
在
と
そ
の
不
要
を
主
張
し

て
い
た
。
実
の
と
こ
ろ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
カ
ン
ト
批
判
も
結
論
的
に
は
同
種
の
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
理
由
は
全
く
別
の
も
の
だ
。

サ
ル
ト
ル
は
「
現
象
学
」
の
名
の
下
に
、
カ
ン
ト
的
な
論
理
構
成
を
経
験
の
事
実
と
い
う
審
級
の
前
で
比
較
的
簡
単
に
却
下
し
た
の
に

対
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
も
ち
ろ
ん
同
じ
く
経
験
の
事
実
を
批
判
の
動
機
と
し
つ
つ
も
、
少
な
く
と
も
潜
在
的
に
は
、
カ
ン
ト
の
論

理
構
成
の
よ
り
内
部
に
立
ち
入
り
つ
つ
、
内
部
か
ら
そ
の
破
壊
を
試
み
た
と
言
っ
て
よ
い
。
す
な
わ
ち
、
サ
ル
ト
ル
と
同
じ
く
、
超
越

論
的
統
覚
と
し
て
の
「
私
」
を
却
下
す
る
に
し
て
も
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
実
際
に
不
要
な
の
か
、
単
に
非
反
省
的
意
識
に
お
い
て
は
そ

の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
、
と
述
べ
る
の
で
は
な
く
、
な
ぜ
理
論
上
も
そ
れ
は
不
要
な
の
か
を
述
べ
よ
う
と
す
る
の
が
ベ
ル
ク
ソ

ン
な
の
で
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
こ
れ
は
、
サ
ル
ト
ル
が
放
置
し
た
「
内
在
的
統
こ
を
秋
極
的
に
確
保
す
る
と
い
う
作
業
に
他
な

ら
な
い
。
そ
し
て
同
時
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
超
越
論
的
な
統
覚
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
私
」
が
立
て
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
の
、
そ
の

前
提
を
こ
そ
分
析
に
付
す
の
で
あ
る
。
や
が
て
見
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
前
提
と
は
、
ま
ず
は
諸
経
験
が
「
等
質
的
」
な
空
間
と
時

間
を
介
し
て
し
か
与
え
ら
れ
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
純
粋
持
続
」
の
概
念
は
そ
の
こ
と
を
否
定
し
、
同
時
に
、
「
私
」
と
い
う
も

の
の
位
置
取
り
を
「
統
覚
」
の
よ
う
な
も
の
か
ら
引
き
下
ろ
し
つ
つ
あ
ら
た
め
て
規
定
し
直
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
第
三
節
で
は
こ
の

こ
と
を
確
認
し
よ
う
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
そ
う
し
た
試
み
は
単
に
カ
ン
ト
た
ち
へ
の
批
判
で
終
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
自
ら
の
立
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論
を
可
能
か
つ
必
然
的
な
も
の
と
す
る
た
め
に
、
結
局
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
障
害
と
な
る
存
在
論
上
の
基
本
的
な
論
点
を
再
検
討
す
る
こ

と
へ
と
進
む
で
あ
ろ
う
。
第
四
節
で
は
私
た
ち
・
も
そ
う
し
た
考
察
に
導
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
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最
初
に
、
「
自
由
」
を
語
り
始
め
る
ま
で
の
、
「
試
論
」
の
議
論
の
流
れ
を
ご
く
簡
単
に
整
理
し
て
お
こ
う
。

性
「
試
論
」
の
第
一
章
で
は
、
「
互
い
に
別
々
の
も
の
と
し
て
」
（
白
、
全
日
）
取
り
出
さ
れ
た
「
意
識
の
諸
状
態
」
、
そ
の
い
わ
ゆ
る

雲
「
内
包
量
」
な
い
し
「
強
度
」
（
、
国
己
の
昌
目
①
鼠
ぐ
の
》
目
ｇ
⑰
一
融
）
が
テ
ー
マ
と
な
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
結
論
は
、

のそ
「
内
包
量
」
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
実
は
量
で
は
な
い
、
と
い
う
も
の
だ
。
単
純
な
個
々
の
「
表
象
的
感
覚
（
開
。
闇
冒
。
『
①
冒
肝
①
弓
冨
．

と識
牙
の
）
」
に
関
し
て
は
、
そ
れ
は
本
来
、
量
と
無
縁
な
純
粋
性
質
な
の
だ
が
、
客
観
的
で
計
測
可
能
な
原
因
の
有
す
る
外
延
量
が
そ
こ

誼
に
習
慣
的
に
連
合
し
て
し
ま
い
、
感
覚
そ
の
も
の
が
量
を
そ
な
え
る
と
思
わ
れ
る
に
至
っ
た
と
分
析
さ
れ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
、
外

けお
的
な
原
因
の
表
象
を
特
に
含
ま
な
い
諸
状
態
、
す
な
わ
ち
「
感
情
（
開
三
目
の
具
）
」
や
「
情
感
的
感
覚
（
閉
扇
島
。
。
畠
門
冒
の
と
（
痛

に詞
み
な
ど
）
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
も
ま
た
本
来
は
量
的
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
ら
は
常
に
一
定
の
よ
り
単
純
な

賦
諸
状
態
を
包
み
込
む
複
合
的
な
も
の
で
あ
る
。
努
力
感
覚
や
痛
み
な
ど
が
よ
り
「
強
い
」
と
感
じ
ら
れ
る
際
に
は
、
身
体
の
よ
り
広
い

郵
部
位
が
そ
こ
に
巻
き
込
ま
れ
、
連
動
し
て
い
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
単
純
な
一
状
態
で
は
な
く
、
あ
る
多
様
性
（
ョ
匡
三
壱
一
亘
芯
）
の
組

鐙
織
化
な
の
で
あ
る
。
歓
び
や
悲
し
み
と
い
っ
た
感
情
の
経
験
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
「
強
い
」
と
言
わ
れ
る
場
合
に
は
そ
れ
だ
け
さ
ま

雪
ざ
ま
の
諸
状
態
が
そ
こ
に
関
与
し
、
巻
き
込
ま
れ
、
当
の
基
本
的
な
感
情
に
い
わ
ば
染
め
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
先
の
表
象
的
感
覚
と
は

第

異
な
り
、
こ
こ
に
お
い
て
問
題
な
の
は
あ
る
多
様
性
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
そ
の
多
様
性
と
は
、
そ
の
ま
ま
そ
れ
自
身
数
壁
的
な
多
様
性

第
二
節
「
試
論
』
に
お
け
る
自
由
論
と
そ
の
二
重
性
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で
あ
る
の
か
。
第
一
章
で
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
見
解
は
す
で
に
否
定
的
だ
が
、
こ
の
多
様
性
の
本
性
を
さ
ら
に
論
じ
る
こ
と
が
、
続
く
第

二
章
の
課
題
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
第
一
章
で
は
便
宜
的
に
で
は
あ
れ
さ
し
あ
た
り
は
「
別
々
の
も
の
」
と
し
て
区
分
さ
れ
た
「
諸
状

態
（
騨
四
厨
匡
は
、
私
た
ち
の
生
に
お
い
て
は
、
「
具
体
的
な
多
様
性
言
匡
言
昌
凰
融
８
．
日
鰹
①
）
」
ｅ
扇
ミ
臼
）
を
形
成
し
て
い
る
。
そ

う
し
た
多
様
性
と
数
と
の
関
係
を
論
じ
る
こ
と
は
、
単
に
あ
る
心
理
的
状
態
の
「
強
度
」
に
つ
い
て
だ
け
で
な
く
、
私
た
ち
の
具
体
的

な
生
そ
の
も
の
の
存
在
性
格
に
関
し
て
の
考
察
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
「
試
論
」
第
二
章
は
「
意
識
の
諸
状
態
の
多
様
性
に
つ
い
て
。
持
続
の
観
念
」
と
い
う
表
題
の
下
で
、
私
た
ち
の
心
理
的

生
に
固
有
の
あ
り
方
を
記
述
し
て
い
く
。
意
識
の
諸
状
態
が
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
根
本
的
な
存
在
様
態
と
は
、
雑
に
言
う
な
ら
、

時
間
的
で
あ
る
こ
と
、
絶
え
ず
変
化
し
流
れ
て
い
く
こ
と
で
あ
る
が
、
し
か
し
時
間
的
で
あ
る
た
め
に
、
そ
し
て
変
化
し
流
れ
る
た
め

に
、
意
識
の
諸
状
態
は
い
か
な
る
多
様
性
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
（
い
か
な
る
多
様
性
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
か
）
が
問
わ
れ
て
い

く
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
議
論
の
途
上
で
こ
そ
、
例
の
「
相
互
浸
透
」
や
「
質
的
多
様
性
」
と
い
っ
た
概
念
が
提
出
さ
れ
、
「
純
粋
持

続
」
の
観
念
が
示
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
以
上
二
つ
の
章
の
議
論
は
、
い
っ
た
い
い
か
に
し
て
第
三
章
の
「
自
由
」
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
へ
と
連
接
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
の
見
る
と
こ
ろ
、
こ
こ
に
用
意
さ
れ
た
連
絡
路
は
二
重
で
あ
る
。
こ
の
二
重
性
は
、
第
三
章
で
論
じ
ら
れ
擁
護
さ
れ
る
自
由

概
念
そ
の
も
の
の
二
重
性
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。

第
一
に
、
意
識
の
諸
状
態
が
展
開
し
て
い
く
そ
の
仕
方
は
、
そ
こ
に
お
い
て
は
も
は
や
必
然
的
決
定
を
語
り
得
な
い
よ
う
な
も
の
で

あ
る
、
と
い
う
論
点
が
あ
る
。
第
三
章
の
中
盤
以
降
行
わ
れ
る
決
定
論
批
判
は
、
ほ
ぼ
こ
の
論
点
を
カ
バ
ー
す
る
も
の
と
し
て
書
か
れ

て
い
る
が
、
こ
の
流
れ
は
比
較
的
簡
単
に
理
解
で
き
る
。
た
と
え
「
客
観
的
」
に
見
て
同
じ
状
況
が
続
く
と
し
て
も
、
そ
れ
を
経
験
し

て
い
く
意
識
の
あ
り
さ
ま
を
見
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
は
絶
え
ず
過
去
が
背
景
の
よ
う
に
控
え
つ
つ
現
在
を
変
様
し
て
い
く
以
上
、
同
じ
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における自由論とその二重性第一章／第二節「試論」

状
態
の
継
続
は
あ
り
得
な
い
。
同
じ
感
覚
の
機
械
的
反
復
は
、
そ
れ
だ
け
で
私
に
と
っ
て
は
疲
労
や
眠
気
と
い
っ
た
質
的
な
状
態
変
化

を
も
た
ら
す
。
し
か
も
第
一
章
で
繰
り
返
し
強
調
さ
れ
た
よ
う
に
、
意
識
の
諸
状
態
は
本
来
質
的
な
も
の
で
し
か
な
い
の
な
ら
、
数
的

関
係
に
よ
っ
て
い
ま
だ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
状
態
を
、
単
に
形
式
的
な
言
い
方
を
超
え
て
予
料
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
例
え
ば
「
い

っ
そ
う
激
し
い
悲
し
み
」
と
い
っ
た
も
の
は
単
に
「
き
っ
と
も
っ
と
悲
し
い
」
と
い
っ
た
空
虚
な
予
期
し
か
許
す
も
の
で
は
な
い
。
言

い
換
え
る
な
ら
、
質
に
お
い
て
直
接
的
に
感
受
さ
れ
る
し
か
な
い
意
識
状
態
は
、
常
に
「
そ
の
つ
ど
絶
え
ず
一
回
き
り
」
と
い
う
性
格

を
そ
な
え
る
し
か
な
い
の
で
あ
り
、
こ
の
性
格
に
よ
っ
て
決
定
論
は
、
少
な
く
と
も
経
験
的
論
拠
を
、
そ
し
て
そ
の
限
り
で
主
張
可
能

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

性
を
、
奪
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
「
経
験
に
よ
っ
て
規
則
性
が
認
め
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
は
ど
こ
で
あ
れ
一
定
の
前
件
が
一
定
の
結
果
を

引
き
起
こ
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
そ
の
こ
と
は
よ
い
と
し
て
も
、
し
か
し
な
が
ら
問
題
は
ま
さ
に
、
で
は
そ
う
し
た
規
則
性
が
意
識
の

領
域
に
お
い
て
も
再
び
見
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
の
点
に
あ
る
」
ｅ
冒
認
ご
館
）
。
し
か
る
に
、
常
に
「
自
ら

に
異
質
的
（
筬
威
『
◎
鴇
己
悶
の
二
の
‐
ョ
の
ョ
①
）
」
ｅ
園
里
邑
）
な
も
の
へ
と
生
成
し
て
い
く
意
識
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
規
則
性
は
本
来
認

め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
、
と
い
う
わ
け
だ
。

こ
う
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
は
、
煎
じ
詰
め
れ
ば
結
局
「
い
か
な
る
権
利
で
ａ
①
呂
里
号
○
ご
」
ｅ
巨
認
琶
邑
と
い
っ
た
認
識

論
的
な
問
い
直
し
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
他
の
行
為
が
可
能
で
あ
っ
た
と
言
う
の
な
ら
、
そ
れ
は
い
か
な
る
権
利
で
？
今
か
ら
未

来
の
行
為
が
決
定
さ
れ
て
い
る
と
言
い
得
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
い
か
な
る
権
利
に
お
い
て
？
ｌ
こ
う
し
た
形
で
問
い
を
立
て
る
限

り
は
、
持
続
す
る
意
識
が
、
そ
れ
が
持
続
す
る
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
抜
き
難
い
根
本
的
存
在
様
態
の
ゆ
え
に
、
決
し
て
二
度
と
同
じ
状

態
を
経
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
論
拠
は
、
確
か
に
一
定
の
有
効
性
を
持
つ
だ
ろ
う
。
決
定
論
に
対
し
て
、
そ
の
主
張
「
権
利
」
を
逆

に
問
い
返
し
つ
つ
、
か
つ
意
識
の
あ
り
さ
ま
の
経
験
的
記
述
を
そ
こ
に
加
え
る
こ
と
で
、
当
の
決
定
論
が
経
験
的
論
拠
を
持
た
な
い
一

種
の
要
請
、
あ
る
い
は
ド
グ
マ
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
る
こ
と
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
に
は
確
か
に
こ
う
し
た
側
面
が
含
ま
れ
て
い
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
『
試
論
」
の
議
論
は
よ
り
微
妙
な
位
置
取
り
を
行
っ
て
い
る
。
あ
ら
た
め
て
注
意
す
べ
き
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に

と
っ
て
問
題
だ
っ
た
の
は
、
単
に
決
定
論
の
否
定
で
も
な
け
れ
ば
、
そ
れ
以
上
内
容
を
問
わ
な
い
ま
ま
に
「
自
由
」
と
い
う
語
を
た
だ

掲
げ
る
こ
と
だ
っ
た
の
で
も
な
い
。
「
試
論
」
が
批
判
し
よ
う
と
す
る
の
は
、
決
定
論
で
あ
る
と
同
時
に
、
従
来
の
自
由
擁
護
の
諸
学

説
で
も
あ
っ
た
。
彼
は
そ
う
し
た
論
争
の
場
そ
の
も
の
を
解
体
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
与
え
ら
れ
た
前
件
に
対
し
て
、
た
だ
一
つ
の

可
能
な
行
為
だ
け
が
対
応
す
る
こ
と
を
、
決
定
論
者
の
主
張
は
言
わ
ん
と
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
自
由
意
志
（
与
吊
四
号
胃
の
）

の
支
持
者
は
、
同
一
の
系
列
が
、
別
々
の
等
し
く
可
能
な
複
数
の
行
為
に
も
至
る
こ
と
が
で
き
た
の
だ
と
主
張
す
る
」
ｅ
巨
曽
芦
邑

ｌ
こ
う
し
た
議
論
の
ト
ポ
ス
そ
の
も
の
が
不
適
切
で
あ
る
こ
と
を
こ
そ
、
彼
は
示
そ
う
と
し
て
い
る
。
確
か
に
そ
う
し
た
問
題
設
定

に
お
い
て
こ
そ
、
い
わ
ゆ
る
「
無
差
別
（
言
会
罵
吊
昌
巴
」
や
「
選
択
」
の
概
念
が
、
何
か
問
題
の
要
に
あ
る
も
の
と
し
て
論
じ
ら
れ

て
き
た
の
だ
が
、
そ
の
問
題
設
定
そ
の
も
の
が
不
適
切
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
こ
そ
く
ル
ク
ソ
ン
は
繰
り
返
し
主
張
す
る
の
だ
（
具
．

で
は
私
た
ち
は
こ
う
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
ｌ
「
自
由
と
は
、
こ
の
著
作
の
場
合
、
一
貫
し
て
「
決
定
論
に
対
立
す
る
も
の
」
と
し

（
１
）

て
了
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
。
そ
う
で
は
あ
る
ま
い
。
そ
も
そ
も
経
験
的
論
拠
の
有
無
を
基
準
に
す
る
限
り
、
必
然
的
決
定
と
い

う
も
の
を
積
極
的
に
主
張
で
き
な
い
の
は
ほ
と
ん
ど
当
た
り
前
の
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
ブ
ー
ト
ル
ー
ｓ
・
胃
匡
言
○
口
×
）
は
そ
れ
を

強
調
し
て
い
た
。
し
か
し
全
く
同
じ
理
屈
で
、
非
決
定
性
の
積
極
的
な
主
張
が
で
き
な
い
の
も
ま
た
当
た
り
前
で
は
な
い
か
。
実
際
、

論
争
を
生
じ
さ
せ
た
源
泉
の
一
人
と
な
る
ミ
ル
Ｑ
・
の
．
冨
三
）
は
「
ハ
ミ
ル
ト
ン
哲
学
の
検
討
」
第
二
十
六
章
で
議
論
を
そ
の
方
向
へ

（
２
）

と
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。
不
毛
な
対
立
で
あ
る
。
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
結
局
、
同
じ
不
可
知
論
に
つ
い
て
の
異
な
る
語
り
方
で
し

そ
こ
に
お
い
て
「
自
由
」

て
、
了
解
さ
れ
て
い
る
。

「
自
由
」

か
な
い
か
ら
で
あ
る
。

概
念
は
、
当
然
な
が
ら
、
決
定
論
の
否
定
に
お
い
て
、
非
決
定
性
と
し
て
、
そ
し
て
た
だ
そ
の
意
味
に
お
い
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性
そ
こ
で
、
「
試
論
』
の
最
初
の
二
つ
の
章
が
第
三
章
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
、
も
う
一
つ
の
経
路
を
辿
っ
て
み
よ
う
。
出
発
点
は
再

藝
び
、
意
識
の
諸
状
態
の
姿
で
あ
る
。
判
明
な
諸
部
分
を
持
た
な
い
ま
ま
に
「
相
互
浸
透
」
し
な
が
ら
「
質
的
多
様
性
」
を
形
成
す
る
と

のそ
い
う
、
持
続
す
る
自
我
の
存
在
様
態
を
提
示
し
た
上
で
強
調
さ
れ
る
の
は
、
今
度
は
、
そ
れ
ら
が
一
つ
の
「
全
体
」
を
な
し
て
い
る
、

と錦
と
い
う
点
で
あ
る
。
語
の
内
容
を
詳
細
に
吟
味
す
る
こ
と
は
控
え
つ
つ
、
さ
し
あ
た
っ
て
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
持
続
」
の
観
念
を
本
格

謂
的
に
提
示
し
始
め
る
箇
所
に
お
い
て
用
い
る
表
現
を
い
く
つ
か
拾
い
集
め
て
み
よ
う
。

けお
彼
に
よ
れ
ば
、
意
識
の
諸
状
態
は
「
そ
の
諸
部
分
が
、
そ
れ
ら
の
連
帯
性
（
”
ｏ
巨
昌
芯
）
の
効
果
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
、
区
別
さ
れ

に封
な
が
ら
も
互
い
に
浸
透
し
合
う
」
、
そ
う
し
た
「
生
命
体
（
陣
『
の
ぐ
一
ぐ
画
昌
）
」
ｅ
弓
望
畠
に
も
似
た
「
総
体
（
の
．
ｍ
の
ヨ
ウ
ー
の
）
」
ｅ
弓
望

職
雪
）
を
形
作
っ
て
い
る
。
こ
れ
が
、
時
間
的
に
継
起
し
て
い
く
意
識
の
諸
状
態
の
姿
と
し
て
の
「
持
続
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
メ
ロ

蔀
デ
ィ
ー
が
な
す
よ
う
な
「
総
体
」
で
も
あ
る
が
、
こ
の
「
判
明
な
区
別
を
持
た
な
い
継
起
」
は
、
「
諸
要
素
の
相
互
浸
透
（
忌
吊
言
煙
，

鍾
露
。
。
目
色
言
①
二
の
）
、
連
帯
性
（
の
。
臣
“
１
芯
）
、
内
的
な
有
機
化
（
ｏ
侭
自
闇
屋
。
ご
言
［
言
の
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
要
素
そ
れ
ぞ

毒
れ
は
全
体
を
表
現
（
『
の
己
融
の
ｇ
ｇ
員
合
８
具
）
し
て
お
り
、
そ
れ
が
全
体
か
ら
切
り
離
さ
れ
る
の
は
た
だ
、
抽
象
す
る
こ
と
の
で
き
る

第

思
惟
に
と
っ
て
だ
け
な
の
で
あ
る
」
ｅ
弓
望
孟
）
。
持
続
す
る
意
識
は
、
確
か
に
絶
え
ず
一
回
き
り
の
異
質
的
状
態
を
く
ぐ
り
抜
け
っ

勺
冨
］
ミ
届
邑
ゞ
冨
麗
甲
困
ら
。
そ
し
て
「
試
論
」
に
お
い
て
も
、
選
択
肢
を
前
に
し
て
「
無
差
別
に
選
択
で
き
る
」
と
い
う
意
味
で
の
自

由
概
念
は
、
「
粗
雑
な
記
号
化
」
の
産
物
と
し
て
極
め
て
冷
淡
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
貢
．
ロ
冒
罵
‐
屋
ご
旨
？
届
ｅ
・
す
で
に
窺
わ
れ

る
よ
う
に
、
こ
う
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
位
置
取
り
の
背
景
に
は
、
他
で
も
な
い
「
時
間
の
本
性
に
つ
い
て
」
（
冨
麗
ら
の
根
本
了
解
と

で
も
言
う
べ
き
も
の
が
控
え
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
を
適
切
に
踏
ま
え
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
お
う
と
す

る
「
自
由
」
概
念
を
単
な
る
「
非
決
定
性
」
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
読
み
は
、
「
試
論
」
の
射
程
を
見
積

る
一
自
由
」
概
念
一

も
り
損
ね
て
い
る
。
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さ
っ
そ
く
特
徴
的
な
一
節
を
引
用
し
よ
う
。
あ
る
感
情
を
採
り
上
げ
て
そ
れ
を
自
我
の
決
定
要
因
と
見
倣
し
、
そ
の
因
果
に
関
し
て

決
定
論
を
語
る
種
類
の
議
論
が
検
討
さ
れ
て
い
る
。
あ
る
感
情
に
よ
っ
て
一
定
の
行
為
が
生
じ
た
、
あ
る
い
は
複
数
の
感
情
の
対
立
の

中
か
ら
あ
る
行
為
が
帰
結
し
て
き
た
、
と
い
っ
た
言
い
方
は
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
も
の
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
こ
に
心
理
的
生
に
つ
い

て
の
安
易
で
粗
雑
な
描
像
を
見
る
わ
け
で
あ
る
。
で
は
彼
は
そ
う
し
た
描
像
の
何
を
ど
う
批
判
す
る
の
か
。
「
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
の

感
情
は
い
ず
れ
も
、
そ
れ
が
十
分
な
深
み
に
達
し
て
い
る
な
ら
ば
、
魂
の
内
実
全
体
が
そ
の
一
つ
一
つ
に
自
ら
を
反
映
（
開
吊
蔚
扇
『
）

し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
魂
全
体
を
表
現
し
て
い
る
（
『
８
『
肝
の
．
房
『
…
面
目
①
ｇ
吊
吊
）
。
し
た
が
っ
て
、
魂
が
そ
れ
ら
感
情

の
あ
る
も
の
の
影
響
に
よ
っ
て
自
ら
を
決
定
す
る
と
言
う
こ
と
は
、
魂
が
自
ら
自
己
決
定
す
る
（
陥
忌
扇
日
旨
閏
堅
市
・
目
心
ョ
①
）
こ
と

を
認
め
る
こ
と
な
の
だ
」
ｅ
巨
塁
琶
呂
）
。

持
続
の
全
体
形
成
的
な
性
格
と
、
「
自
己
決
定
」
概
念
と
の
結
び
つ
き
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
有
機
的
な
全
体
に
お
い
て
は
、
あ
る
要

素
は
実
際
に
は
全
体
か
ら
浸
透
さ
れ
規
定
さ
れ
て
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
要
素
が
決
定
因
で
あ
る
、
と
述
べ
る
こ
と
は
、
だ
か

ア
ブ
。 っ

生
成
し
て
い
く
も
の
で
は
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
意
識
の
そ
の
つ
ど
の
あ
り
さ
ま
が
そ
れ
ま
で
の
あ
り
さ
ま
と
連
帯
し
相
互

浸
透
的
に
変
様
さ
れ
て
い
く
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
連
帯
や
相
互
浸
透
は
、
一
つ
の
有
機
的
な
「
総
体
」
な
い
し
「
全

体
」
の
形
成
と
一
つ
の
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
先
に
見
た
繋
が
り
に
お
い
て
は
、
持
続
す
る
自
我
の
有
す
る
異
質
性
、
非
反
復
性
が
強
調
さ
れ
、
そ
こ
か
ら
「
非
決
定
性
」

と
し
て
の
自
由
が
確
保
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
と
並
ぶ
形
で
、
今
度
は
自
我
の
全
体
形
成
的
な
性
格
か
ら
「
自
由
」
概
念
を
理
解

す
る
、
そ
う
し
た
ラ
イ
ン
も
ま
た
、
「
試
論
』
の
中
に
は
確
か
に
引
か
れ
て
い
る
。
こ
の
ラ
イ
ン
上
に
見
出
さ
れ
る
「
自
由
」
概
念
は
、

「
自
己
に
よ
っ
て
自
己
を
決
定
す
る
こ
と
」
、
あ
る
い
は
「
自
己
に
即
し
て
あ
る
こ
と
」
と
い
っ
た
表
現
で
示
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
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ら
、
も
う
一
歩
遡
っ
て
み
る
な
ら
、
全
体
が
自
ら
を
決
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
事
実
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
自
由
」

の
意
味
を
積
極
的
に
論
じ
よ
う
と
す
る
箇
所
に
お
い
て
、
「
自
我
全
体
（
ョ
ｇ
盲
ら
①
昌
①
『
）
」
「
人
格
全
体
（
Ｒ
厨
○
目
農
融
言
具
）

（
３
）

①
。
烏
『
①
こ
「
魂
愈
ョ
の
（
８
具
）
９
房
３
）
」
と
い
っ
た
表
現
を
反
復
す
る
。
同
様
に
「
過
去
の
全
体
言
昌
①
．
◎
言
の
①
苔
の
国
の
ョ
８
恩
切
‐

駁
の
ご
ｅ
旨
呂
ご
届
）
あ
る
い
は
「
我
々
の
過
去
の
歴
史
の
総
体
（
の
．
⑩
の
ョ
ｚ
の
号
冨
○
耳
の
三
異
○
弓
の
冒
朋
府
）
」
ｅ
巨
魁
琶
隠
）
と
い
っ
た

表
現
も
ま
た
、
目
下
問
題
と
な
っ
て
い
る
自
我
の
全
体
的
性
格
を
指
示
し
て
い
る
。
確
か
に
そ
こ
に
お
け
る
語
の
選
択
、
特
に
一
定
の

道
徳
論
や
宗
教
論
へ
の
展
開
を
示
唆
し
得
る
「
人
格
」
や
「
魂
」
の
語
の
使
用
に
着
目
し
そ
の
含
意
を
検
討
す
る
こ
と
も
不
可
能
で
は

性
な
い
が
、
目
下
の
文
脈
に
お
い
て
ま
ず
注
目
す
べ
き
は
、
「
全
体
」
を
表
そ
う
と
す
る
付
加
語
の
方
で
あ
る
。
例
え
ば
あ
る
感
情
が
行

菫
為
を
規
定
Ⅱ
決
定
す
る
（
・
蝉
①
『
ヨ
ヨ
①
『
）
と
い
う
そ
の
こ
と
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
否
定
し
な
い
。
彼
が
否
定
す
る
の
は
、
そ
れ
が
私
と

のそ
い
う
も
の
に
対
す
る
何
ら
か
の
外
か
ら
の
決
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
少
な
く
と
も
「
十
分
な
深
み
に
達
し
て
」
い
る
感
情
で
あ
れ

と鑑
ぱ
、
そ
れ
は
も
は
や
私
に
疎
遠
な
一
状
態
で
は
あ
り
得
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
私
な
の
だ
。
私
と
い
う
も
の
が
例
え
ば
抽
象
的
な

誼
「
意
志
」
と
い
う
能
力
に
局
在
し
、
そ
れ
を
感
情
な
ど
の
状
態
が
外
か
ら
決
定
し
て
く
る
、
あ
る
い
は
知
性
的
な
熟
慮
と
い
う
審
級
が

けお
介
入
し
つ
つ
意
志
を
導
こ
う
と
す
る
、
と
い
っ
た
種
類
の
話
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
「
試
論
』
に
お
い
て
自
由
が
語
ら
れ
る
際

に詞
に
、
魂
の
諸
能
力
と
そ
の
相
互
関
係
を
め
ぐ
る
古
典
的
な
問
題
設
定
が
ほ
と
ん
ど
常
に
排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
ベ
ル

職
ク
ソ
ン
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
判
明
な
諸
状
態
の
機
械
論
的
な
組
み
合
わ
せ
や
、
さ
ま
ざ
ま
の
能
力
の
（
政
治
論
的
・
国
家
論

郵
的
な
）
階
層
配
置
に
関
す
る
古
典
的
メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
は
描
き
よ
う
の
な
い
、
全
体
と
し
て
生
成
し
て
い
く
自
我
の
あ
り
さ
ま
そ

（
４
）

律
れ
自
体
な
の
だ
。
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
排
除
さ
れ
る
の
は
「
決
定
」
で
あ
る
よ
り
も
、
「
外
在
性
」
な
の
で
あ
る
。
重
要
な
の
は
、

謹
私
が
ま
さ
し
く
「
自
ら
の
最
も
内
的
な
感
情
と
思
惟
、
熱
望
」
に
沿
っ
て
存
在
す
る
こ
と
、
「
幸
福
と
名
誉
に
つ
い
て
の
個
人
的
な
観

第

念
」
に
応
じ
て
存
在
す
る
こ
と
ｅ
冒
圏
芦
届
）
で
あ
り
、
あ
る
行
為
を
「
自
ら
の
人
格
全
体
か
ら
発
出
」
ｅ
巨
圏
酉
邑
さ
せ
、
そ
の

うう



行
為
の
唯
一
の
「
作
者
（
画
昌
①
こ
『
こ
（
冒
届
望
邑
巴
と
し
て
留
ま
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
自
由
」
と
呼
ん
だ
の
だ
。

こ
う
し
た
第
二
の
自
由
概
念
は
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
早
く
か
ら
強
調
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
彼
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
か
ら

そ
の
基
調
を
な
す
も
の
と
し
て
拾
い
上
げ
る
の
は
、
「
有
機
的
全
体
性
（
８
邑
蔚
ｏ
碕
目
ご
馬
）
」
と
い
う
観
念
で
あ
っ
た
。
こ
の
観
念

が
、
精
神
的
諸
存
在
の
基
本
的
な
あ
り
方
を
指
し
示
す
。
彼
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
「
有
機
化
（
ｏ
愚
画
昌
闇
９
口
と
の
概
念
を
次
の

よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。
「
精
神
的
な
も
の
は
、
自
分
を
舞
台
と
す
る
諸
変
様
の
す
べ
て
を
記
録
し
永
続
化
す
る
の
だ
と
い
っ
て
も
、

同
時
に
そ
れ
は
、
瞬
間
ご
と
に
自
ら
に
固
有
の
全
体
性
を
構
成
し
直
し
て
い
こ
う
と
す
る
。
い
わ
ば
そ
れ
は
、
常
に
有
機
的
な
仕
方
に

お
い
て
、
統
合
的
（
胃
綴
且
）
で
あ
り
続
け
る
。
し
か
し
ま
た
そ
れ
は
、
『
外
来
的
」
な
諸
経
験
を
保
存
し
つ
つ
、
し
か
も
深
い
分
裂

や
複
数
性
の
痕
跡
な
ど
は
留
め
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
精
神
的
な
も
の
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た

、
、
、

諸
経
験
を
同
化
（
鼬
幽
ョ
号
『
）
し
、
消
化
言
隠
忌
『
）
し
、
全
体
化
（
ご
営
雰
、
、
）
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
経
験
を
変
様
さ
せ
た
の
と

同
様
に
、
経
験
も
そ
れ
を
変
様
し
た
の
で
あ
る
。
精
神
的
な
も
の
は
い
ず
れ
も
、
そ
の
本
性
か
ら
し
て
あ
る
全
体
化
的
力
能
（
ぐ
の
再
匡

ｇ
厨
房
四
コ
房
）
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
精
神
的
存
在
は
外
か
ら
の
い
か
な
る
諸
変
様
を
も
呑
み
込
み
、
一
歩
進
む

（
５
）

ご
と
に
自
ら
の
全
体
的
有
機
体
、
た
だ
し
連
続
的
に
姿
を
変
え
て
い
く
一
つ
の
有
機
体
を
構
成
し
直
す
の
で
あ
る
」
。
実
に
反
サ
ル
ト

（
６
）

ル
的
な
描
像
だ
が
、
こ
う
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
は
「
全
体
の
全
体
へ
の
内
在
（
言
ョ
目
９
８
号
ｇ
匡
園
８
具
と
で
あ
り
、
「
外
的
」

な
決
定
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
自
ら
に
内
在
し
自
ら
に
即
し
て
絶
え
ず
変
化
生
成
し
て
い
く
、
そ
う
し
た
私
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
。
そ
の

内
在
の
う
ち
に
特
権
的
な
「
決
定
因
」
を
探
り
当
て
た
気
に
な
っ
て
も
、
実
は
そ
れ
が
ま
さ
に
他
を
圧
す
る
決
定
因
的
要
素
と
見
え
る

よ
う
に
な
っ
た
過
程
が
背
後
に
、
顕
在
的
「
図
」
に
対
す
る
潜
在
的
「
地
」
の
よ
う
に
控
え
て
お
り
（
ｇ
・
冨
麗
ｅ
、
た
と
え
当
の
要
素

が
「
外
来
的
」
に
見
え
る
と
し
て
も
、
そ
の
外
来
的
要
素
を
そ
れ
で
も
決
定
因
と
し
て
受
け
止
め
、
そ
の
よ
う
に
引
き
受
け
た
な
ら
ば

そ
の
時
に
は
そ
の
要
素
は
す
で
に
「
同
化
」
な
い
し
「
消
化
」
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
決
定
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
あ
る
種
迂
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1

以
上
の
よ
う
に
、
持
続
す
る
自
我
の
記
述
か
ら
「
自
由
」
概
念
へ
と
移
行
す
る
道
に
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
も
の
を
区
別
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
第
一
の
道
を
仮
に
ヒ
ュ
ー
ム
的
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
た
と
す
れ
ば
、
第
二
の
経
路
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
的
、
あ
る
い
は
モ

ナ
ド
論
的
と
形
容
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
自
ら
の
変
化
の
原
理
を
自
ら
の
内
の
み
に
見
出
す
自
我
、
「
自
足

（
７
）

（
９
国
『
颪
の
）
」
的
と
も
言
わ
れ
る
こ
の
自
我
は
、
あ
る
意
味
で
自
己
完
結
し
た
実
体
の
相
貌
を
呈
す
る
か
ら
で
あ
る
。

性
さ
て
、
で
は
こ
の
二
つ
の
観
点
の
関
係
を
ど
う
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
、
自
我
固
有
の
存
在
様
態
に
よ
り
深
く
結
び
っ

菫
い
た
第
二
の
観
点
を
、
ま
り
重
要
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
。
繰
り
返
せ
ば
、
ド
グ
マ
的
に
掲
げ
ら
れ
る
必
然
的
な
決
定
論
に
対
す
る

のそ
疑
義
や
否
定
と
い
っ
た
種
類
の
議
論
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
固
有
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
ま
た
、
理
論
的
に
言
っ
て
も
、
非
決
定
性
を

と蝉
掲
げ
る
こ
と
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
い
ま
だ
自
由
論
に
は
な
ら
な
い
。
多
く
の
微
妙
な
問
題
が
あ
る
こ
と
は
承
知
し
つ
つ
も
、
そ
れ
で
も

誼
最
低
限
、
自
由
論
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
自
由
が
言
わ
れ
る
何
ら
か
の
主
体
の
存
在
を
認
め
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
、
と
言
お

けお
う
。
非
決
定
性
や
偶
然
性
を
持
ち
出
し
て
も
（
簡
単
な
こ
と
だ
）
、
そ
れ
だ
け
で
「
自
由
」
を
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
伝
統
的
に
非

に詞
決
定
性
や
偶
然
性
が
自
由
論
に
お
い
て
何
ら
か
の
重
要
性
を
有
し
て
い
た
の
も
、
そ
れ
ら
を
確
保
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
主

賦
体
に
よ
る
決
定
の
た
め
の
余
地
が
同
時
に
保
た
れ
る
か
ら
で
し
か
な
い
。
主
体
を
確
保
す
る
こ
と
こ
そ
が
難
し
い
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、

蔀
「
試
論
」
は
全
体
と
し
て
、
主
体
と
い
う
も
の
を
外
的
物
体
と
変
わ
ら
な
い
諸
状
態
の
集
積
に
解
体
す
る
連
合
主
義
的
心
理
学
に
対
し

襟
て
、
私
と
い
う
も
の
の
固
有
の
存
在
を
あ
ら
た
め
て
掲
げ
よ
う
と
し
て
い
た
。
そ
し
て
時
間
的
継
起
を
め
ぐ
っ
て
の
考
察
か
ら
得
ら
れ

毒
た
そ
の
存
在
様
態
（
有
機
的
な
全
体
性
）
は
、
ほ
と
ん
ど
媒
介
な
し
に
、
自
己
決
定
的
生
成
と
い
う
自
由
概
念
へ
と
私
た
ち
を
導
く
も

第

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
の
「
自
由
」
と
は
、
も
は
や
、
私
と
い
う
も
の
が
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
能
力
や
機
能
で
は
な
く
、
む
し
ろ
こ
の

回
し
た
自
己
決
定
な
の
だ
。
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進
む
こ
と
に
し
よ
う
。

私
の
存
在
様
態
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
別
の
呼
び
名
で
あ
っ
た
の
だ
。
『
試
論
』
に
お
い
て
は
、
「
私
」
と
い
う
存
在
が
あ
る
こ
と
、
そ

れ
が
「
持
続
」
す
る
こ
と
、
私
が
「
自
由
」
で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
同
じ
事
柄
の
異
な
る
言
い
方
に
過
ぎ
な
い
。

こ
う
し
た
連
結
が
、
「
試
論
」
の
、
他
に
類
を
見
な
い
独
自
の
主
張
で
あ
る
。
ｌ
だ
が
そ
う
言
う
だ
け
で
は
、
も
ち
ろ
ん
ま
だ
何

も
語
っ
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。
な
ぜ
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
、
「
時
間
」
と
「
自
由
」
な
ら
び
に
そ
の
主
体
が
、
何
の
困
難
も
な
く

結
び
つ
く
の
か
。
問
題
の
す
べ
て
は
こ
こ
に
あ
る
。
こ
れ
に
答
え
る
た
め
に
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
他
の
哲
学
者
た
ち
に
対
し
て
加
え
た

批
判
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
お
い
て
彼
は
自
説
を
正
当
化
し
て
い
る
か
ら
だ
。
私
た
ち
も
直
ち
に
カ
ン
ト
批
判
へ
と
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第一章／第三節カント批判 失われた内在－

「
試
論
」
結
論
部
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
、
自
我
や
そ
の
自
由
の
認
識
を
不
可
能
と
考
え
る
哲
学
者
と
し
て
登
場
す
る
。
い
さ
さ
か

唐
突
な
登
場
の
仕
方
だ
が
、
ひ
と
ま
ず
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
葉
を
見
て
お
こ
う
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
「
自
由
は
理
解
不
可
能
な
事
実

と
な
っ
た
」
が
、
「
彼
は
自
由
の
存
在
を
揺
ら
ぐ
こ
と
な
く
確
信
し
て
い
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
彼
は
、
自
由
を
ヌ
ー
メ
ノ
ン
の
高
み
へ
と

押
し
上
げ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
持
続
を
空
間
と
混
同
し
て
し
ま
っ
た
が
た
め
に
、
実
在
的
で
自
由
な
、
空
間
と
は
無
縁
な

自
我
を
、
同
様
に
持
続
に
も
無
縁
で
、
し
た
が
っ
て
我
々
の
認
識
能
力
の
及
び
よ
う
の
な
い
自
我
と
な
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
」

ｅ
巨
誤
ご
縄
）
。
す
で
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
学
説
を
規
定
し
て
い
る
の
は
ま
ず
、
そ
の
時
間
論
（
に
お
け
る
誤
謬
）
で
あ

っ
た
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
見
菰
も
っ
て
い
る
。
「
こ
の
理
論
全
体
を
支
配
し
て
い
る
の
は
、
認
識
の
質
料
（
ョ
画
忌
『
①
）
と
形
式
（
ざ
Ｈ
日
の
）

と
の
区
別
、
異
質
的
な
も
の
と
等
質
的
な
も
の
と
の
間
の
非
常
に
明
快
な
区
別
で
あ
る
が
、
こ
の
核
心
的
な
区
別
は
、
も
し
時
間
と
い

う
も
の
が
こ
れ
も
ま
た
そ
れ
を
満
た
す
も
の
に
無
記
無
関
心
な
場
で
あ
る
な
ど
と
考
え
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
お
そ
ら
く
立
て
ら
れ
る

こ
と
す
ら
な
か
っ
た
よ
う
な
も
の
な
の
だ
」
ｅ
巨
認
芭
認
）
。
そ
し
て
当
然
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
時
間
と
は
等
質
的
で
空
虚
な

場
で
は
な
い
。
「
純
粋
持
続
」
と
い
う
時
間
概
念
は
そ
れ
を
言
お
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
を
軸
と
し
て
、
自
由
や
自
我
が
我
々

の
認
識
の
う
ち
に
回
復
さ
れ
て
く
る
ｌ
そ
う
彼
は
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
お
そ
ら
く
意
外
な
反
論
で
あ
ろ
う
。
彼
に
言
わ
せ
る
な
ら
、
自
分
の
理
論
の
内
部
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
主
張
は
す

第
三
節
カ
ン
ト
批
判
ｌ
失
わ
れ
た
内
在

１
１
１
１
１
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ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
１

つ
か
り
取
り
込
ま
れ
る
は
ず
で
あ
っ
て
、
取
り
込
ま
れ
た
そ
の
位
置
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
言
う
よ
う
な
批
判
を
行
う
と
し
た
ら
そ
れ
は
、

自
分
自
身
の
位
置
取
り
を
理
解
で
き
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
以
外
の
何
も
意
味
し
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
、
「
私
」
と

い
う
も
の
の
経
験
、
経
験
的
な
「
私
」
の
存
在
を
何
ら
否
定
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
、
少
な
く
と
も
パ
ー
ク
リ
ー
的
な
意
味
で
の

「
主
観
的
」
な
経
験
の
領
野
が
あ
る
こ
と
を
、
全
面
的
に
認
め
て
い
る
（
そ
の
上
で
、
な
お
客
観
的
Ⅱ
対
象
的
な
認
識
が
可
能
で
あ
る

の
は
い
か
に
し
て
な
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
の
だ
）
。
カ
ン
ト
は
、
私
た
ち
の
一
人
一
人
の
体
験
が
各
人
に
固
有
で
あ
る
こ
と
、

そ
こ
に
「
対
象
」
の
認
識
で
は
な
い
体
験
、
当
人
の
み
が
体
験
し
て
み
る
し
か
な
い
よ
う
な
水
準
が
存
在
す
る
こ
と
を
彼
は
喜
ん
で
認

め
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
う
し
た
水
準
に
お
い
て
、
一
定
の
時
間
的
総
合
が
あ
る
こ
と
を
も
ま
た
彼
は
否
定
し
な
い
だ
ろ
う
し
、
実
際

そ
の
種
の
自
己
把
握
を
彼
は
「
経
験
的
統
覚
」
と
し
て
認
め
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
水
準
、
す
な
わ
ち
経
験
的
で
心
理
学
的

な
水
準
は
、
カ
ン
ト
も
そ
れ
な
り
に
認
め
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
そ
の
水
準
に
こ
だ
わ
る
こ
と
自
体
は
別
に
構
わ
な
い
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
超
越
論
的
」
な
考
察
を
行
っ
て
お
ら
ず
、
単
に
経
験
的
・
心
理
学
的
な
考
察
を
行
っ
て
い
る
と
い
う
、
た
だ
そ
れ
だ

け
の
こ
と
だ
。
も
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
、
空
間
や
時
間
の
制
約
を
超
え
た
自
己
認
識
な
ど
は
な
い
と
考
え
る
の
な
ら
ば
、
そ
れ
は
カ
ン
ト

に
と
っ
て
も
同
意
す
べ
き
主
張
で
あ
る
（
実
際
の
と
こ
ろ
、
概
念
の
み
に
よ
る
従
来
の
合
理
的
心
理
学
や
形
而
上
学
一
般
を
批
判
す
る

点
で
は
、
カ
ン
ト
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
は
何
ら
対
立
し
て
い
な
い
）
。

確
か
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
純
粋
統
覚
な
ど
は
問
題
に
し
て
い
な
い
。
そ
こ
に
は
カ
ン
ト
の
議
論
構
成
に
つ
い
て
の
無
視
、
あ
る
い
は

少
な
く
と
も
無
頓
着
が
否
定
し
難
く
存
在
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
こ
そ
は
、
サ
ル
ト
ル
と
は
違
っ
た
仕
方
で
の
、
カ
ン
ト
的
な
コ

ー
ギ
ト
ー
（
８
哩
さ
Ⅱ
目
９
号
具
①
）
へ
の
対
応
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
講
義
録
」
の
出
版
以
来
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
カ
ン
ト

読
解
に
つ
い
て
の
考
察
は
格
段
に
行
い
や
す
く
な
っ
た
。
あ
く
ま
で
講
義
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
銘
記
し
な
が
ら
も
、
し
ば
ら
く
ベ
ル

ク
ソ
ン
と
カ
ン
ト
の
対
話
を
、
特
に
自
我
論
に
関
し
て
、
試
み
て
み
た
い
。

ｊ
ｌ
ｌ

’

ｉ

ｉ

ｌ

ｌ

Ｉ

ｌ

ｌ

ｌ

ｌ

Ｉ

ｌ
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第
一
批
判
の
「
自
我
」
概
念
は
多
義
的
で
あ
る
。
し
か
し
さ
し
あ
た
り
明
ら
か
な
の
は
、
そ
こ
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
「
自
我
」
を
経

験
的
自
我
と
純
粋
統
覚
と
い
う
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
だ
。
前
者
は
経
験
論
者
や
心
理
学
者
の
関
心
対
象
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
客
観
と
し
て
の
自
我
、
自
然
の
一
部
を
な
す
一
対
象
で
し
か
な
い
。
そ
し
て
こ
の
水
準
で
意
識
さ
れ
確
認
さ
れ
る
よ
う
な

自
己
意
識
と
し
て
の
統
覚
も
同
じ
く
単
な
る
「
経
験
的
」
統
覚
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
体
が
何
ら
か
の
独
自
の
存
在
次
元
を
示
す
わ
け
で

は
な
い
。
「
カ
ン
ト
が
経
験
的
自
我
に
認
め
る
統
一
は
、
自
然
法
則
が
物
理
的
現
象
に
与
え
る
統
一
と
同
じ
種
類
の
も
の
で
あ
る
」

（
９
謹
爵
国
も
．
圏
巴
。
ま
た
そ
れ
に
対
す
る
と
こ
ろ
の
純
粋
統
覚
の
「
私
」
は
、
特
に
誤
謬
推
理
論
が
主
張
す
る
と
こ
ろ
に
従
う
な
ら

（
１
）

唾
ば
、
「
単
な
る
論
理
的
機
能
」
（
圏
ｓ
）
な
い
し
認
識
一
般
の
形
式
的
制
約
に
過
ぎ
な
い
。
純
粋
統
覚
が
「
私
は
考
え
る
（
胃
ｇ
Ｑ
ｇ
詩
①
）
」

たれ
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
し
て
も
、
こ
の
「
私
」
と
は
、
経
験
を
構
成
す
る
総
合
的
統
一
の
極
な
の
で
あ
っ
て
、
何
ら

わ一
か
の
実
在
の
名
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
に
言
わ
せ
れ
ば
そ
れ
は
「
思
惟
の
超
越
論
的
主
体
」
と
し
て
の
単
な
る
「
Ｘ
」
で
し
か
な
く
、

判
「
彼
（
厚
）
」
や
「
そ
れ
（
固
の
）
」
と
差
異
化
さ
れ
る
必
要
も
可
能
性
も
な
い
（
層
置
）
ほ
ど
に
空
虚
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
繰
り
返
せ

雌
ば
、
第
一
批
判
の
関
心
は
ま
ず
は
ア
プ
リ
オ
リ
か
つ
客
観
的
な
認
識
が
可
能
で
あ
る
そ
の
由
来
の
探
求
に
あ
り
、
こ
の
視
野
か
ら
は
む

ンヵ
し
る
非
人
称
的
な
形
式
や
概
念
が
重
要
視
さ
れ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
人
称
性
は
む
し
ろ
乗
り
越
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ

罰
て
、
こ
の
枠
組
み
に
お
い
て
「
私
」
が
語
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
認
識
の
条
件
と
し
て
で
あ
る
か
、
認
識
対
象
と
し
て
で
あ
る
か
、

鐸
そ
の
い
ず
れ
か
に
な
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
避
け
難
い
。

蓋
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
第
一
批
判
に
関
す
る
講
義
に
お
い
て
、
以
上
の
点
を
簡
潔
に
指
摘
し
て
い
る
。
「
結
局
の
と
こ
ろ
存
在
す
る
の
は
、

第

現
象
の
多
様
な
い
し
多
数
性
で
あ
り
、
こ
れ
は
我
々
の
経
験
的
自
我
が
構
成
さ
れ
る
も
と
と
な
る
材
料
と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
他
方
、

「
私
」
の
多
義
性
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も
ち
ろ
ん
そ
う
述
べ
て
し
ま
え
ば
カ
ン
ト
に
と
っ
て
公
平
で
は
あ
る
ま
い
。
彼
に
と
っ
て
も
「
私
」
の
特
殊
性
と
い
う
も
の
は
確
か

に
存
在
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
表
象
に
伴
い
得
る
べ
き
は
「
（
…
…
と
）
私
は
考
え
る
」
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
（
…
…
と
）
彼
・
そ
れ
は
考

え
る
」
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
し
ば
ら
く
カ
ン
ト
に
付
き
従
っ
て
、
彼
に
お
い
て
は
「
私
」
が
ど
の
よ
う
に
そ
の
特
殊
性
を
確
保
さ
れ

な
が
ら
も
、
同
時
に
そ
れ
が
見
失
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
そ
の
経
緯
を
確
か
め
よ
う
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
自
我
は
「
形
式
」
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
と
見
祇
も
っ
て
い
た
。
し
か
し
カ
ン
ト
に
お
い
て
は

実
際
の
と
こ
ろ
、
単
な
る
「
形
式
」
で
も
な
く
、
そ
し
て
少
な
く
と
も
「
私
の
表
象
」
と
言
わ
れ
る
だ
け
の
対
象
性
を
与
え
ら
れ
て
し

事
態
の
一
例
で
し
か
な
い
。

こ
の
質
料
に
悟
性
が
課
す
る
と
こ
ろ
の
統
一
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
形
式
が
あ
る
。
こ
の
形
式
は
我
々
の
意
識
の
生
、
そ
の
統
一
の
由
来

す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
れ
こ
そ
我
々
が
自
身
の
人
格
の
内
に
見
る
と
こ
ろ
の
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
形
式

（
さ
『
ョ
①
）
で
あ
っ
て
存
在
念
言
の
）
で
は
な
い
」
（
Ｑ
ミ
爵
唇
も
．
圏
己
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
自
我
は
対
象
的
存
在
と
論
理

的
形
式
と
に
分
裂
し
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
も
し
そ
れ
だ
け
の
話
で
あ
れ
ば
、
先
に
カ
ン
ト
自
身
が
言
明
し
て
い
た

よ
う
に
、
「
自
我
」
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
そ
の
必
然
性
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
一
方
で
、
対
象
は
あ
く
ま
で
対
象
で
あ
っ
て
、

主
観
と
し
て
の
私
で
は
な
い
の
だ
し
、
ま
た
他
方
、
対
象
を
構
成
す
る
た
め
に
統
一
が
必
要
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
統
一
に
わ
ざ
わ

ざ
（
「
彼
。
そ
れ
」
で
は
な
く
）
「
私
」
の
語
を
当
て
ね
ば
な
ら
な
い
理
由
も
存
在
し
な
い
か
ら
。
第
一
批
判
が
、
ま
さ
し
く
純
粋
な
認

識
論
の
試
み
、
客
観
的
認
識
の
条
件
の
論
究
で
あ
り
そ
れ
以
外
の
も
の
で
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
は
「
私
」
と
い
っ
た
主
観
性

す
ら
実
は
不
要
な
の
で
あ
る
（
こ
れ
は
カ
ン
ト
哲
学
を
認
識
論
的
に
純
化
す
る
一
部
の
新
カ
ン
ト
主
義
者
に
お
い
て
積
極
的
に
展
開
さ

れ
た
点
で
あ
る
）
。
そ
の
上
で
も
し
「
私
」
と
い
う
語
が
登
場
し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
経
験
が
限
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
何
ら

特
殊
な
ケ
ー
ス
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
単
に
、
あ
る
一
群
の
諸
現
象
が
一
定
の
名
の
下
で
束
ね
ら
れ
る
と
い
う
一
般
的
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失われた内在第一章／第三節カント批判

（
２
）

ま
っ
た
表
象
で
も
な
い
、
「
第
三
の
も
の
（
§
め
ロ
ュ
言
の
こ
が
確
か
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
指
示
す
る
の
は
相
変
わ
ら
ず
「
統

覚
」
の
語
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
も
は
や
単
に
形
式
的
な
統
一
性
、
そ
の
下
に
諸
表
象
が
「
私
の
」
と
呼
ば
れ
つ
つ
統
一
さ
れ

る
よ
う
な
形
式
的
極
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
超
越
論
的
演
鐸
に
お
い
て
純
粋
統
覚
の
概
念
が
登
場
す
る
や
そ
の
こ
と
を
告
げ
ら
れ
る
。

と
い
う
の
も
、
カ
ン
ト
は
「
私
は
考
え
る
」
と
い
う
表
象
に
つ
い
て
語
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
「
自
発
性
の
作
用
ｓ
蚕
扁
）
」
（
田
鶴
）

で
あ
る
と
直
ち
に
言
う
の
だ
か
ら
。
演
鐸
論
に
お
い
て
は
実
際
、
統
覚
は
、
「
作
用
」
や
「
能
力
（
く
①
『
ョ
層
①
．
こ
（
四
囲
）
と
い
っ
た

語
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
誤
謬
推
理
論
と
の
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
作
用
や
能
力
は
、
結
局
は

「
彼
・
そ
れ
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
も
構
わ
な
い
よ
う
な
も
の
、
論
理
学
に
お
け
る
「
導
出
」
な
ど
の
語
と
同
様
に
抽
象
的
な
何
か
で

あ
る
と
読
む
べ
き
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
ま
ず
確
か
な
の
は
、
こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
「
形
式
」
に
収
ま
ら
な
い
何
ら
か
の
「
自

我
」
を
口
に
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
「
作
用
」
な
ど
の
語
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
る
こ
と
は
、
「
自
我
」

が
ま
さ
に
「
自
我
」
と
し
て
与
え
ら
れ
る
事
実
に
と
っ
て
本
質
的
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
に
関
し
て
は
、
「
純
粋
理
性
批
判
」
Ｂ
版
に
お
け
る
演
鐸
論
、
そ
の
第
二
十
四
～
二
十
五
節
を
確
認
す
る
べ
き
だ
ろ
う
。
自

己
と
そ
の
意
識
を
め
ぐ
っ
て
の
問
題
が
集
中
的
に
現
れ
る
の
は
こ
の
箇
所
で
あ
る
。
統
覚
の
総
合
的
か
つ
根
源
的
な
統
一
に
お
い
て
、

私
は
「
私
が
あ
る
と
い
う
こ
と
鳶
昌
一
呂
亘
。
）
」
（
囚
３
を
知
る
。
こ
の
自
己
意
識
に
お
い
て
こ
そ
、
私
の
現
存
在
ｅ
“
附
言
）
は

与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
冒
雪
》
苫
］
ョ
．
）
。
そ
れ
は
「
彼
」
で
も
「
そ
れ
」
で
も
な
い
、
「
私
」
で
あ
る
。
し
か
も
そ
の
現
存
在
は
「
現

象
（
厚
恩
言
言
匡
眉
こ
で
も
な
い
し
、
い
わ
ん
や
「
た
だ
の
仮
象
（
匡
島
の
『
の
号
の
ご
こ
な
ど
で
は
決
し
て
な
い
（
四
雪
）
。
ベ
ル
ク
ソ

ン
が
統
覚
を
「
存
在
で
は
な
く
形
式
だ
」
と
言
っ
て
い
た
の
と
は
異
な
っ
て
、
カ
ン
ト
は
統
覚
が
「
あ
る
実
在
的
な
も
の
」
（
固
ら
）

な
の
だ
と
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
と
な
る
も
の
こ
そ
、
統
覚
に
お
け
る
自
己
意
識
の
事
実
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
「
現
象
」

で
は
な
い
私
、
「
私
が
自
分
自
身
に
お
い
て
あ
る
が
ま
ま
（
員
ｇ
ｇ
ｇ
目
『
出
冨
号
言
こ
（
冒
弓
）
の
私
、
積
極
的
な
形
容
を
用
い
れ
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ば
「
叡
知
者
言
旦
層
の
。
い
と
と
呼
ば
れ
よ
う
私
が
存
在
す
る
ｌ
「
私
は
、
自
ら
の
結
合
能
力
（
く
の
『
亘
且
目
鴨
く
の
目
碕
の
。
）
だ
け

を
意
識
す
る
、
そ
の
よ
う
な
叡
知
者
と
し
て
存
在
し
て
い
る
」
（
冒
認
）
、
「
私
は
私
の
思
惟
の
、
つ
ま
り
規
定
作
用
の
自
発
性
を
表
象

す
る
…
…
こ
の
自
発
性
の
ゆ
え
に
、
私
は
自
ら
を
叡
知
者
（
胃
の
三
鴨
回
い
）
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
」
（
冒
認
ゞ
シ
コ
ョ
．
）
。
繰
り
返
す
な
ら
、

こ
の
場
合
の
「
私
」
と
は
、
そ
れ
が
自
発
的
な
働
き
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
自
己
意
識
で
あ
る
ま
さ
に
そ
の
ゆ
え
に
、
「
私
」
と
し
て

存
在
し
て
い
る
何
か
な
の
で
あ
る
。
働
き
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
ｅ
の
駕
言
ョ
ｇ
『
）
の
で
は
な
く
、
規
定
す
る
念
の
農
ヨ
ョ
①
。
ｅ
働
き

と
し
て
の
私
（
９
．
国
Ｓ
）
、
そ
う
し
た
存
在
性
格
に
お
い
て
、
私
は
諸
現
象
と
は
異
な
っ
た
独
自
の
も
の
と
し
て
際
立
つ
わ
け
だ
。

「
人
間
は
た
だ
感
官
の
み
を
通
じ
て
全
自
然
を
知
る
の
だ
が
、
こ
の
人
間
は
、
純
然
た
る
統
覚
を
通
じ
て
、
感
官
の
印
象
に
は
実
際
全

く
数
え
入
れ
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
の
働
き
と
内
的
規
定
に
お
い
て
（
言
函
“
且
旨
畠
ｇ
巨
己
言
。
①
『
の
。
国
の
豊
ヨ
ョ
昌
鴨
。
）
自
分
自
身
を
認
識

す
る
。
人
間
は
し
た
が
っ
て
自
分
自
身
に
と
っ
て
一
面
現
象
で
は
あ
る
の
だ
が
、
他
面
あ
る
種
の
能
力
に
関
し
て
は
、
一
つ
の
端
的
に

叡
知
的
な
対
象
（
①
言
匡
呂
言
旦
厨
ご
里
①
『
の
侭
①
．
⑯
国
且
）
な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
の
働
き
は
感
性
の
受
容
性
に
は
全
く
数
え

入
れ
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
盟
忌
‐
３
巴
。

こ
の
よ
う
に
、
「
作
用
」
や
「
働
き
」
、
「
自
発
性
」
や
「
規
定
」
と
い
っ
た
タ
ー
ム
を
用
い
な
が
ら
、
カ
ン
ト
は
「
私
」
を
、
も
は

や
「
形
式
」
で
は
な
く
「
存
在
」
と
し
て
、
つ
ま
り
は
「
自
己
活
動
的
な
存
在
（
①
旨
の
の
言
の
愚
烏
困
言
の
ｍ
の
ご
）
」
（
囚
認
．
シ
ョ
ョ
．
）
と
し

て
提
示
し
か
け
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
あ
く
ま
で
自
己
意
識
、
「
自
己
の
意
識

（
罵
言
呂
厨
の
ヨ
賂
旨
関
絡
言
巽
）
」
で
あ
っ
て
、
「
認
識
（
厚
冨
目
冒
涜
こ
で
は
な
い
（
冒
認
）
。
彼
に
と
っ
て
は
、
規
定
の
な
い
と
こ
ろ

に
認
識
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
、
単
に
規
定
す
る
だ
け
の
も
の
に
つ
い
て
は
認
識
は
あ
り
得
な
い
の
だ
か
ら
。
し
か
し
目
下
の
文
脈
に
お

い
て
、
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
自
身
が
形
式
に
尽
き
な
い
「
私
」
と
い
う
何
か
を
、
そ
し
て
そ
れ
に
つ
い
て
の
「
意
識
」
を
、
口
に
し
て

い
る
こ
と
は
や
は
り
見
逃
せ
な
い
事
実
な
の
で
あ
る
。
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線
を
引
く
カ
ン
ト
と
ベ
ル
ク
ソ
ン

よ
く
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
運
動
は
二
つ
の
相
に
お
い
て
（
厳
密
に
言
う
な
ら
そ
の
一
方
は
も
は
や
運
動
で

は
な
い
の
だ
が
）
与
え
ら
れ
る
。
「
運
動
に
お
い
て
は
二
つ
の
区
別
す
べ
き
要
素
が
あ
る
。
通
過
さ
れ
た
空
間
（
舟
ｇ
８
ｇ
Ｒ
呂
昌
）

と
、
空
間
を
通
過
す
る
行
為
（
胃
房
ｇ
１
８
匡
里
○
三
①
ｇ
『
８
匡
再
）
、
あ
る
い
は
継
起
的
な
位
置
含
○
の
三
○
コ
の
）
と
、
そ
れ
ら
諸
位
置
の

総
合
（
の
百
号
肝
巳
で
あ
る
」
ｅ
畠
望
邑
。
た
だ
し
注
意
し
て
お
こ
う
。
雑
に
見
る
と
、
複
数
の
「
位
置
」
を
「
総
合
」
し
て
そ
の
後

で
初
め
て
、
通
過
さ
れ
た
空
間
Ⅱ
線
が
得
ら
れ
る
、
と
い
う
話
で
あ
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
「
位
置
」
に
は
「
空
間
」
が
対
応
し
、

そ
し
て
「
総
合
」
に
対
応
し
て
い
る
の
は
「
行
為
」
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
例
え
ば
こ
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
「
総
合
」
と
は
、
む

し
ろ
、
当
の
空
間
や
位
置
を
そ
れ
と
し
て
描
く
と
こ
ろ
の
行
為
、
あ
る
い
は
ま
さ
に
そ
の
行
為
を
行
為
と
し
て
構
成
し
て
い
る
も
の
な

わ
ら
ず
、
両
者
樫

な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
上
で
私
た
ち
は
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
し
て
カ
ン
ト
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
求
め
た
よ
う
な
、
形
式
に
尽
く
さ
れ
な
い
実
在

と
し
て
の
私
を
、
そ
れ
以
上
語
ら
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
「
他
の
誰
に
も
ま
し
て
精
神
の
自
発
性
を
明
ら
か
に
し
、
誰
よ
り
も
巧
み

に
直
観
の
所
与
へ
精
神
自
ら
が
課
す
る
諸
形
式
と
諸
法
則
を
定
義
し
た
哲
学
者
が
、
な
ぜ
、
我
々
は
自
分
を
そ
れ
自
身
あ
る
が
ま
ま

（
旦
呂
室
２
の
．
的
ｇ
）
に
は
認
識
し
な
い
と
述
べ
る
結
果
に
な
っ
た
の
だ
ろ
う
か
」
（
Ｑ
ミ
湧
冨
も
．
届
ｓ
ｏ
一
定
の
視
角
と
解
像
度
に

お
い
て
で
あ
れ
ば
、
一
瞬
で
は
あ
れ
、
カ
ン
ト
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
対
立
す
る
ど
こ
ろ
か
ほ
と
ん
ど
互
い
に
接
し
て
い
る
の
だ
。
に
も
関

わ
ら
ず
、
両
者
は
そ
れ
ぞ
れ
、
そ
の
後
全
く
異
な
っ
た
方
向
へ
と
考
察
を
延
長
し
て
い
く
。
こ
の
差
異
は
ど
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
も
の

両
者
の
類
似
と
差
異
に
つ
い
て
も
う
少
し
考
え
て
み
よ
う
。
そ
の
た
め
に
こ
こ
で
は
、
「
線
を
引
く
」
と
い
う
ケ
ー
ス
を
採
り
上
げ

て
み
た
い
。
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の
だ
。
私
が
Ａ
か
ら
Ｂ
へ
と
手
を
挙
げ
る
。
そ
れ
は
「
外
か
ら
見
ら
れ
る
（
Ⅱ
統
覚
さ
れ
る
ｇ
ｇ
ｇ
旨
烏
冒
厨
）
な
ら
そ
れ
は
、
あ
る

曲
線
Ａ
Ｂ
を
辿
る
こ
と
」
だ
が
、
「
内
か
ら
感
じ
ら
れ
る
（
の
①
昌
号
号
目
自
切
）
な
ら
そ
れ
は
、
一
つ
の
単
純
で
不
可
分
な
行
為
」
で
あ

る
ａ
ｓ
］
酎
圏
）
。
「
単
純
で
不
可
分
」
な
も
の
は
、
ほ
と
ん
ど
定
義
上
、
「
総
合
」
の
所
産
で
は
な
い
。
こ
の
「
行
為
」
は
既
存
の
曲

線
Ａ
Ｂ
を
辿
り
直
し
な
が
ら
Ａ
Ｂ
上
の
諸
点
を
保
持
し
総
合
し
て
い
く
以
前
に
、
ま
ず
当
の
Ａ
Ｂ
を
一
息
に
描
い
て
し
ま
う
も
の
な
の

だ
。
言
い
換
え
る
な
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
私
が
自
分
で
遂
行
す
る
行
為
（
釦
、
厨
呂
図
胃
８
ョ
亘
厨
ョ
ｇ
’
日
他
目
巴
」
（
冨
冒
巴
ミ
緒
ら
に

お
い
て
、
空
間
化
さ
れ
る
以
前
の
運
動
の
実
在
を
、
そ
し
て
い
わ
ば
事
後
的
な
総
合
で
は
な
い
運
動
そ
の
も
の
に
よ
る
「
総
合
」
Ｉ

、
、
、
、

運
動
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
運
動
そ
の
も
の
と
し
て
の
総
合
ｌ
を
、
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

対
し
て
、
線
を
引
く
カ
ン
ト
を
見
よ
う
。

、
、

「
我
々
が
時
間
を
考
え
る
に
は
、
直
線
（
そ
れ
は
時
間
の
外
的
形
象
の
表
象
で
あ
る
べ
き
も
の
だ
）
を
引
き
、
そ
れ
に
よ
っ
て
内
感

を
継
起
的
に
規
定
し
て
い
く
と
こ
ろ
の
多
様
の
総
合
の
働
き
（
国
目
皇
屋
眉
）
や
、
つ
い
で
さ
ら
に
内
感
に
お
け
る
こ
の
規
定
の
継
続

へ
と
注
意
を
払
う
ほ
か
に
す
べ
は
な
い
の
で
あ
る
。
主
観
の
働
き
と
し
て
の
運
動
（
屏
弓
凋
目
ｍ
巴
の
函
自
己
巨
眉
号
切
普
昼
碍
厨
）
（
客

観
対
象
の
規
定
と
し
て
の
運
動
で
は
な
く
て
）
、
し
た
が
っ
て
空
間
に
お
け
る
多
様
の
総
合
⑦
旨
号
①
の
厨
）
は
、
も
し
我
々
が
こ
の
空

間
を
捨
象
し
て
、
我
々
が
内
感
を
そ
の
形
式
に
従
っ
て
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
働
き
に
も
っ
ぱ
ら
注
意
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
は
継
起
の
概

念
を
産
出
会
①
『
く
。
『
９
局
①
．
）
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
冒
望
‐
勗
望
。
あ
る
意
味
極
め
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
一
節
だ
。
カ
ン
ト
の
時
間

が
直
線
的
だ
、
そ
れ
は
空
間
の
一
種
で
あ
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
れ
を
こ
そ
批
判
し
た
の
だ
、
な
ど
と
い
っ
た
コ
メ
ン
ト
は
実
際
そ

れ
だ
け
で
は
粗
雑
に
過
ぎ
る
。
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
時
間
と
は
、
そ
れ
自
体
は
直
線
と
い
う
空
間
的
形
象
を
そ
な

え
た
も
の
な
の
で
は
な
か
っ
た
。
「
時
間
と
は
外
的
な
直
観
の
対
象
で
は
全
く
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
我
々
は
そ
の
時
間
を
、
我
々

が
そ
れ
を
引
く
限
り
で
の
線
の
形
象
（
国
こ
の
下
で
し
か
表
象
で
き
な
い
」
（
四
囲
）
と
い
っ
た
カ
ン
ト
の
言
明
か
ら
す
れ
ば
、
彼
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に
と
っ
て
も
直
線
的
な
時
間
形
象
は
あ
く
ま
で
時
間
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
時
間
の
空
間
的
な
「
形
象
」
に
過
ぎ
な
か
っ
た
は
ず
だ
。

も
ち
ろ
ん
そ
の
上
で
、
こ
の
「
形
象
」
の
位
置
づ
け
は
や
は
り
問
題
的
な
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
な
空
間
的

形
象
化
に
よ
っ
て
こ
そ
時
間
の
さ
ま
ざ
ま
の
長
さ
や
位
置
筒
凰
忌
畠
の
》
帰
房
旦
一
ｇ
）
の
規
定
が
可
能
に
な
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
そ

う
で
あ
れ
ば
、
そ
う
し
た
規
定
以
前
の
（
お
そ
ら
く
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
そ
れ
自
身
表
象
不
可
能
で
あ
っ
た
）
「
時
間
」
と
は
い
っ
た

い
何
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
ご
く
教
科
書
的
に
、
超
越
論
的
感
性
論
の
所
見
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
は
感
性
の
形
式
で
あ
り
、
か
つ
純

粋
直
観
で
も
あ
る
、
と
言
っ
て
お
く
こ
と
は
で
き
る
が
、
す
で
に
こ
れ
ら
二
つ
の
規
定
は
微
妙
に
異
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
し
（
後
者
は

ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
の
根
拠
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
語
ら
れ
る
）
、
こ
の
ま
ま
で
は
、
直
観
と
言
わ
れ
つ
つ
も
非
時
間
的
な
直
線
と
し

て
形
象
化
し
な
け
れ
ば
表
象
で
き
な
い
純
粋
直
観
、
と
い
っ
た
相
当
に
奇
妙
な
発
想
が
許
さ
れ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。
カ
ン
ト
の
時
間

概
念
は
極
め
て
両
義
的
な
の
だ
。
そ
し
て
こ
の
両
義
性
は
さ
ら
に
演
鐸
論
の
た
だ
中
で
も
再
び
現
れ
る
だ
ろ
う
し
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、

演
鐸
論
が
結
局
孕
ま
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
両
義
性
を
、
時
間
概
念
は
先
取
り
し
て
い
る
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
あ
と
で
触
れ
る
。

さ
て
、
そ
の
上
で
、
こ
れ
も
ま
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
登
場
し
て
い
る
「
働
き
」
の
語
に
注
意
し
よ
う
。
こ
の

「
働
き
」
と
は
、
内
感
を
触
発
し
、
多
様
を
継
起
的
に
規
定
し
な
が
ら
、
そ
れ
と
同
時
に
線
あ
る
い
は
継
起
と
い
っ
た
概
念
の
下
で
当

の
多
様
を
総
合
的
統
一
へ
と
も
た
ら
す
働
き
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。
つ
ま
り
以
上
は
「
産
出
的
」
構
想
力
の
一
例
と
し
て
書
か
れ
た

叙
述
な
の
だ
。
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
確
認
さ
れ
た
の
と
同
種
の
諸
要
素
が
登
場
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

線
を
引
く
主
観
の
働
き
、
空
間
的
な
諸
位
置
の
総
合
、
内
感
に
関
わ
る
働
き
そ
の
も
の
と
外
的
空
間
の
規
定
（
位
置
）
と
の
区
別
。
し

、
、

か
も
カ
ン
ト
は
線
を
引
き
な
が
ら
次
の
よ
う
な
註
を
与
え
て
い
る
ｌ
「
空
間
に
お
け
る
あ
る
客
観
の
運
動
ａ
の
乏
の
唱
信
の
旨
の
の
９
．

当
幕
営
目
罵
匡
冒
①
）
」
は
、
純
粋
な
学
な
い
し
幾
何
学
に
は
含
ま
れ
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
何
か
で
は
な
く
、
単
に
経

、
、
、
、

験
的
な
一
事
象
に
過
ぎ
な
い
か
ら
だ
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
「
空
間
を
描
く
こ
と
と
し
て
の
運
動
ａ
の
名
①
唱
眉
巴
の
煕
暘
Ｓ
蔚
琴
ミ
侭
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の
言
①
の
罵
匡
ョ
の
⑩
）
は
、
産
出
的
構
想
力
に
よ
る
、
外
的
直
観
一
般
に
お
け
る
多
様
の
継
起
的
な
総
合
の
純
粋
作
用
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は

幾
何
学
に
属
す
る
ば
か
り
か
、
超
越
論
的
哲
学
に
属
し
さ
え
も
す
る
」
（
四
囲
》
シ
ョ
ョ
．
）
。
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
産
出
的

構
想
力
と
い
う
場
面
に
お
い
て
、
客
観
的
な
運
動
に
対
し
て
、
そ
れ
を
描
く
主
観
的
な
運
動
、
諸
位
置
を
産
出
し
て
い
く
よ
う
な
私
の

働
き
が
、
そ
の
固
有
の
存
在
次
元
に
お
い
て
、
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
空
間
を
描
く
」
作
用
、
つ
ま
り
は
何
ら
か
の

線
な
ど
を
「
規
定
す
る
」
作
用
は
、
他
と
並
ぶ
経
験
的
一
事
象
で
あ
る
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
経
験
を
可
能
に
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム

の
側
の
そ
の
一
部
を
な
す
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
第
一
批
判
に
お
け
る
「
構
想
力
」
の
位
置
づ
け
は
’
二
つ
の
版
の
交
錯
と
も
相
ま
っ
て
ｌ
容
易
で
は
な
い
。
た
だ
大

ま
か
な
構
図
を
描
く
な
ら
、
こ
う
言
え
よ
う
。
上
に
見
た
よ
う
な
構
想
力
の
働
き
、
「
継
起
の
概
念
を
産
出
す
る
」
と
こ
ろ
の
「
継
起

的
総
合
の
純
粋
作
用
」
、
そ
の
固
有
の
位
相
を
保
持
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
構
想
力
を
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
に
考
え
ら
れ
た
悟
性

概
念
と
感
性
的
諸
現
象
と
の
間
で
単
に
派
生
的
か
つ
事
後
的
な
媒
介
と
し
て
の
み
機
能
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ

う
な
概
念
や
諸
現
象
に
少
な
く
と
も
並
ぶ
も
の
と
し
て
ｌ
あ
る
い
は
場
合
に
よ
っ
て
は
悟
性
と
感
性
と
が
発
し
て
く
る
見
通
し
難
い

「
共
通
の
根
」
そ
の
も
の
と
し
て
ｌ
掲
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
、
テ
ク
ス
ト
に
即
す
る
限
り
は
、
カ
ン
ト
自
身

が
そ
の
よ
う
な
思
想
を
示
し
て
く
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
る
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
よ
う
に
Ａ
版
に
も
っ
ぱ
ら
依
拠
し
て
も
、
や

は
り
そ
う
だ
と
思
う
）
。
し
か
し
目
下
の
と
こ
ろ
、
私
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
カ
ン
ト
を
こ
の
点
で
生
産
的
に
読
み
替
え
る
こ
と

で
は
な
い
。
こ
の
カ
ン
ト
自
身
の
態
度
そ
の
も
の
が
問
題
な
の
だ
。
な
ぜ
「
産
出
的
構
想
力
」
は
あ
く
ま
で
派
生
的
な
位
置
に
置
か
れ
、

し
た
が
っ
て
「
形
式
」
で
も
「
対
象
」
で
も
な
い
あ
る
「
第
三
の
も
の
」
は
結
局
失
わ
れ
て
し
ま
う
の
か
。
線
を
引
き
つ
つ
内
側
か
ら

感
じ
ら
れ
る
行
為
（
“
ｇ
の
）
の
意
識
に
注
目
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
同
様
に
、
カ
ン
ト
も
、
描
か
れ
る
空
間
と
は
別
の
も
の
と
し
て
与
え

ら
れ
る
「
主
観
の
働
き
（
函
幽
己
旨
吊
こ
と
し
て
の
運
動
に
い
っ
た
ん
は
着
目
し
つ
つ
も
、
し
か
し
な
ぜ
そ
の
固
有
性
は
手
放
さ
れ
て
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そ
し
て
こ
の
よ
う
に
見
る
な
ら
、
こ
と
は
カ
ン
ト
が
「
超
越
論
的
演
鐸
」
と
呼
ん
だ
一
群
の
議
論
の
評
価
に
関
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
と
の
比
較
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
簡
単
に
見
通
し
を
述
べ
れ
ば
こ
う
で
あ
る
。
第
一
に
、
「
演
鐸
」
と
い
う
作
業
が
必
要

な
そ
の
背
景
と
し
て
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
時
間
が
ひ
と
ま
ず
は
認
識
に
関
し
て
ｌ
ア
プ
リ
オ
リ
で
必
然
的
な
総
合
判
断
に
お
け
る

認
識
に
関
し
て
も
ま
た
、
あ
る
い
は
ま
さ
に
そ
れ
に
こ
そ
関
係
し
つ
つ
ｌ
あ
る
困
難
な
問
題
を
惹
起
し
て
く
る
だ
け
の
リ
ア
リ
テ
ィ

と
と
も
に
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
第
二
に
、
こ
の
問
題
を
解
決
す
る
も
の
と
し
て
の
「
演
鐸
」
が
成
功
し
て
し
ま
え
ば
、
時

間
に
与
え
ら
れ
た
先
の
リ
ァ
リ
テ
ィ
は
背
景
に
退
き
、
代
わ
っ
て
概
念
や
形
式
が
議
論
の
前
景
を
占
め
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
働
き

と
し
て
登
場
し
た
「
私
は
考
え
る
」
は
、
あ
る
い
は
線
を
引
く
主
観
的
運
動
は
、
あ
る
い
は
単
な
る
形
式
的
統
一
の
極
と
な
り
、
あ
る

い
は
線
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
全
面
的
に
包
摂
さ
れ
る
だ
け
の
も
の
と
な
っ
て
い
く
こ
と
だ
ろ
う
。
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
お
そ
ら

く
時
間
と
は
思
惟
に
対
し
て
常
に
一
つ
の
過
剰
な
の
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
そ
の
こ
と
を
端
的
に
引
き
受
け
て
し
ま
う
の
に
対
し
て
、

カ
ン
ト
は
こ
の
過
剰
を
彼
な
り
の
仕
方
で
馴
致
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。
確
か
に
カ
ン
ト
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
に
対
し
て
、
感
性
的
な
も

の
の
固
有
性
を
掲
げ
直
す
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
の
固
有
性
は
再
び
悟
性
に
、
概
念
的
思
惟
に
、
す
っ
か
り
適
合
可
能
な
も
の
と
し
て

回
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
「
超
越
論
的
演
鐸
」
と
は
そ
う
し
た
作
業
の
名
に
他
な
ら
な
い
。

カ
ン
ト
の
超
越
論
的
演
鐸
①

「
演
鐸
ｅ
の
号
冨
目
）
」
の
歴
史
上
の
意
味
が
ど
う
い
っ
た
も
の
で
あ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
が
三
段
論
法
的
演
鐸
で
は
な
い
と
は
い
え
、

そ
れ
で
も
最
低
限
、
第
一
批
判
の
「
超
越
論
的
演
鐸
」
に
お
い
て
立
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
懸
案
は
や
は
り
存
在
す
る
。
言
う
ま
で
も

だ
ろ
う
。

し
ま
う
の
か
。
カ
ン
ト
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
の
差
異
を
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
ひ
と
ま
ず
問
題
を
こ
こ
に
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
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と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
「
演
鐸
」
が
、
「
私
」
と
い
う
存
在
に
関
わ
る
議
論
と
不
可
分
な
形
で
進
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
は
忘
れ
ら

れ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
ず
「
私
」
と
い
う
要
素
が
超
越
論
的
哲
学
の
た
だ
中
に
導
入
さ
れ
て
く
る
と
こ
ろ
の
第
十
六
節
冒
頭
の
周
知
の

命
題
、
超
越
論
的
統
覚
が
登
場
す
る
文
章
を
見
よ
う
１
コ
私
は
考
え
る
（
閂
９
号
ご
斎
）
」
は
、
私
の
す
べ
て
の
表
象
に
伴
い
得
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
」
（
国
営
）
。
し
か
し
こ
の
命
題
は
、
「
演
鐸
」
と
何
の
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
ま
ず
、
あ
る
種
の
単
純
な

解
釈
を
排
除
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
演
繰
論
冒
頭
の
こ
の
命
題
が
す
で
に
演
鐸
を
本
質
的
に
果
た
し
て
し

ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
は
こ
う
だ
Ｉ
悟
性
の
作
用
と
は
、
カ
ン
ト
が
ま
ず
第
十
五
節
で
言
う
よ
う
に
総
合
で

あ
り
、
判
断
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
何
よ
り
も
結
合
で
あ
る
。
し
か
る
に
「
結
合
の
概
念
は
、
多
様
の
概
念
と
、
そ
の
多
様
の
総
合
と
い

う
概
念
に
加
え
て
、
さ
ら
に
、
多
様
な
も
の
の
一
性
冒
呂
昌
．
以
下
文
脈
に
応
じ
て
、
統
一
、
統
一
性
と
も
訳
出
す
る
］
の
概
念
を
も
必

然
的
に
伴
う
」
（
冒
曽
）
。
こ
の
．
性
」
が
多
様
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
で
結
合
が
初
め
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
「
こ
こ

そ
は
あ
ら
ゆ
る
悟
性
使
用
の
「
根
拠
（
の
冒
己
）
」
（
囚
曽
）
だ
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
の
「
一
性
」
と
は
、
「
私
は
考
え
る
」
に
お

い
て
表
現
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
純
粋
統
覚
の
そ
れ
に
他
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
最
初
に
確
認
さ
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
私
は
考
え
る
」
は
、

な
く
そ
れ
は
、
お
よ
そ
可
能
な
感
性
的
直
観
に
対
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
妥
当
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
対
象

（
の
凋
ｇ
め
匿
且
①
）
は
、
我
々
に
現
れ
は
す
る
も
の
の
、
し
か
し
必
然
的
に
悟
性
の
機
能
に
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な

い
」
、
と
い
う
の
も
「
こ
と
に
よ
る
と
諸
現
象
は
、
悟
性
の
側
の
統
一
の
条
件
に
全
く
適
合
し
な
い
と
悟
性
自
身
気
づ
く
よ
う
な
も
の

で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」
（
冒
麗
）
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
い
っ
た
ん
想
定
さ
れ
る
可
能
性
を
排
除
す
る
こ
と
、
「
我
々
の
感
官
に

現
れ
得
る
い
っ
さ
い
の
も
の
」
（
四
ｓ
）
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
適
合
す
る
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
合
範
囲
は
そ
こ
に
尽
き

る
こ
と
ｌ
こ
の
よ
う
な
立
論
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
使
用
の
客
観
的
妥
当
性
と
制
限
」
（
冒
呂
）
こ
そ
が
、
「
演
鐸
」
の
課
題
で
あ
っ
た

（
３
）

わ
け
で
あ
る
。
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所箇と

うこ

い
う
こ
と
に
な
る
。

私
の
す
べ
て
の
表
象
に
伴
い
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
の
責
任
で
言
い
換
え
る
な
ら
、
カ
ン
ト
的
な
「
我
思
う
（
庁
琴
号
鼻
①

Ⅱ
８
四
ｓ
こ
は
「
思
惟
対
象
（
８
四
ｓ
目
ョ
）
」
と
相
即
不
離
で
あ
り
、
い
か
な
る
表
象
に
つ
い
て
も
、
「
そ
れ
を
私
は
考
え
る

（
８
四
ｓ
●
８
廻
国
ｇ
ョ
）
」
と
い
う
構
造
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
な
ど
あ
り
得
な
い
の
だ
（
サ
ル
ト
ル
的
な
志
向
性
概
念
を
こ
こ
で
想
起

す
る
こ
と
が
で
き
る
）
。
さ
も
な
け
れ
ば
「
全
く
思
考
さ
れ
得
な
い
も
の
が
私
の
中
で
表
象
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
、
そ
し
て
こ

れ
は
「
そ
う
し
た
表
象
が
不
可
能
で
あ
る
か
、
少
な
く
と
も
私
に
と
っ
て
は
無
」
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
不
条
理

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
私
は
考
え
る
」
と
い
う
根
源
的
な
統
一
の
下
に
す
べ
て
の
現
象
は
置
か
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
初
め

て
諸
現
象
は
あ
る
概
念
の
下
で
統
一
（
く
閏
①
冒
侭
①
。
）
さ
れ
得
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
客
観
対
象
（
○
豆
①
こ
の
認
識
が
成
立
し
得
る
。

し
か
る
に
そ
の
種
の
概
念
の
う
ち
で
、
経
験
に
由
来
し
な
い
最
も
根
本
的
な
も
の
が
、
純
粋
悟
性
概
念
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
の
で

あ
る
。
ゆ
え
に
…
…
と
い
う
わ
け
だ
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
以
上
の
考
察
を
い
っ
た
ん
集
約
す
る
Ｂ
版
第
二
十
節
が
、
演
鐸
の
終
了

し
た
解
釈
は
誤
っ
て
い
る
と
思
う
。
少
な
く
と
も
そ
れ
で
は
「
演
鐸
」
の
当
初
の
課
題
は
果
た
さ
れ
て
い
な
い
と
私
た
ち
は
考

え
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
最
初
に
提
出
さ
れ
る
命
題
、
「
「
私
は
考
え
る
」
は
、
私
の
す
べ
て
の
表
象
に
伴
い
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
は
自
明
な
も
の
だ
と
思
わ
れ
よ
う
。
そ
れ
を
否
定
す
る
な
ら
、
私
の
表
象
を
私
は
考
え
て
い
な
い
、
あ
る
い
は
私
が
考
え
て
も
い

な
い
表
象
を
私
は
有
し
て
い
る
、
と
い
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
そ
れ
は
実
際
不
条
理
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
が
求

め
て
い
る
の
が
、
こ
の
「
私
は
考
え
る
」
と
い
う
自
己
意
識
が
「
す
べ
て
の
意
識
を
通
じ
て
同
じ
一
つ
の
も
の
（
言
塾
行
ョ

房
君
島
扇
①
言
①
言
匡
ａ
ｓ
閉
の
ぎ
の
）
」
（
国
道
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
は
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
問
題
は
そ
う
し
た
形
を
採
る

の
だ
ろ
う
か
ｌ
そ
れ
は
、
「
演
鐸
」
の
背
景
と
し
て
、
時
間
を
ど
う
扱
う
か
、
時
間
的
統
一
を
ど
の
よ
う
に
確
保
す
る
か
と
い
う
問

題
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
統
一
を
担
わ
さ
れ
る
の
が
、
統
覚
と
し
て
の
「
私
は
考
え
る
」
な
の
だ
。
で
は
、
統
覚
の
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時
間
的
統
一
は
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
の
か
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
「
私
は
考
え
る
」
の
通
時
的
統
一
は
、
最
初
の
所
与
、
端
的
な
「
根
拠
」
な
ど
で
は
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
は
言
う
、
「
私
は
、
直
観
に
与
え
ら
れ
た
表
象
の
多
様
を
一
個
の
意
識
に
お
い
て
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、

て
の
み
、
こ
れ
ら
の
表
象
に
お
け
る
意
識
の
同
一
性
を
表
象
で
き
る
。
つ
ま
り
、
統
覚
の
分
析
的
（
員
曽
言
胃
言
）
統
一
性
は
、
何
ら

か
の
総
合
的
（
運
苫
静
翁
房
ｓ
偽
）
統
一
性
と
い
う
前
提
の
下
で
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
」
（
囚
困
）
。
「
私
Ⅱ
私
」
と
い
う
分
析
的
統
一
を

最
初
に
置
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
が
、
通
時
的
な
統
一
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
保
証
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
言
っ

て
い
る
の
は
反
対
に
、
そ
の
種
の
分
析
的
同
一
性
に
先
立
っ
て
、
ま
ず
諸
表
象
の
、
そ
し
て
そ
れ
ら
に
お
け
る
諸
意
識
の
同
一
性
が
成

立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
後
者
の
、
総
合
的
統
一
の
可
能
性
に
関
わ
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
保
証
こ
そ
が
、
演
鐸
論

が
引
き
受
け
る
課
題
に
他
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
分
析
的
同
一
性
を
破
壊
し
か
ね
な
い
要
素
と
し
て
の
時
間

を
、
い
わ
ば
そ
の
危
険
性
と
共
に
い
っ
た
ん
受
け
止
め
、
し
か
も
そ
の
上
で
、
結
局
は
統
覚
の
分
析
的
同
一
性
を
保
ち
得
る
よ
う
に
諸

現
象
を
首
尾
よ
く
総
合
で
き
る
、
そ
の
可
能
性
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
少
し
補
足
し
よ
う
。

「
私
の
表
象
」
は
、
二
義
的
で
あ
る
。
第
一
に
、
悟
性
の
機
能
な
ど
は
捨
象
し
て
、
と
も
か
く
「
対
象
は
我
々
に
現
れ
る
（
目
ｍ

…
⑦
扇
呂
の
言
①
。
）
」
（
囚
圏
）
と
言
わ
れ
る
そ
の
意
味
で
、
「
私
の
」
と
い
う
語
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
Ａ
版
の
所
見
を
こ
こ
で
引

い
て
よ
い
な
ら
、
こ
う
も
言
え
よ
う
ｌ
現
象
は
「
我
々
に
与
え
ら
れ
る
」
限
り
で
「
少
な
く
と
も
可
能
的
な
意
識
へ
の
関
係
」
を
持

た
ね
ば
な
ら
な
い
（
ど
ら
‐
届
ｓ
ｏ
「
直
観
と
い
う
も
の
は
す
べ
て
、
直
接
的
に
で
あ
れ
間
接
的
に
で
あ
れ
、
も
し
そ
れ
が
意
識
の
う
ち

へ
と
受
容
さ
れ
（
画
匡
碕
ｇ
ｏ
ヨ
ョ
９
）
得
な
い
な
ら
ば
、
我
々
に
と
っ
て
は
無
で
あ
り
、
我
々
に
い
っ
さ
い
関
係
が
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の

受
容
に
よ
っ
て
の
み
、
認
識
と
い
う
も
の
は
可
能
な
の
だ
」
（
皆
屋
）
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
見
解
は
ま
ず
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
も
の

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
味
で
、
い
か
な
る
表
象
も
、
私
が
問
題
に
す
る
限
り
は
、
す
で
に
「
私
の
」
表
象
で
あ
り
、
そ
れ
を
（
ご
く

う2
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緩
い
意
味
に
お
い
て
）
「
私
は
考
え
」
て
い
る
の
だ
、
と
常
に
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
第
十
六
節
で
の
、
「
私
は
考
え
る
」
の
普
遍
的
な
付
加
可
能
性
と
い
う
論
点
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い

る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
は
考
察
の
ご
く
最
初
の
ス
テ
ッ
プ
で
あ
っ
て
、
問
題
は
、
こ
の
「
私
は
考
え
る
」
が
、
す
べ
て
の
可
能
的
直
観

に
適
合
し
つ
つ
そ
れ
ら
を
統
一
し
、
そ
れ
と
同
時
に
「
私
」
に
つ
い
て
通
時
的
で
総
合
的
な
同
一
性
、
「
汎
通
的
同
一
性
ａ
員
、
肩
普
．

唱
帰
国
ｇ
葺
馨
）
」
（
囚
邑
が
成
り
立
つ
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
こ
そ
あ
る
。
す
べ
て
の
表
象
に
伴
い
得
る
「
私
」
に
は
、
す
べ

て
の
表
象
に
対
し
つ
つ
も
そ
れ
自
ら
の
同
一
性
が
確
保
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
、
「
私
の
表
象
」
と
は
こ
う
い

う
意
味
で
あ
る
１
コ
直
観
に
与
え
ら
れ
た
こ
れ
ら
の
表
象
は
す
べ
て
私
に
属
す
る
」
と
い
う
思
想
は
次
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
私

は
そ
れ
ら
の
表
象
を
一
つ
の
自
己
意
識
に
お
い
て
統
一
す
る
、
あ
る
い
は
統
一
で
き
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
」
、
あ
る
い
は
「
諸
表

、
、

象
の
多
様
を
一
つ
の
意
識
に
お
い
て
捉
え
得
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
私
は
そ
れ
ら
の
表
象
を
す
べ
て
私
の
表
象
と
名
づ
け

る
」
（
国
監
）
。
し
か
し
こ
こ
で
求
め
ら
れ
て
い
る
「
汎
通
的
同
一
性
」
は
、
演
鐸
が
完
成
し
て
い
な
い
間
は
、
ま
だ
一
つ
の
課
題
に
過

ぎ
な
い
。
そ
れ
が
成
り
立
た
な
い
可
能
性
、
第
一
の
意
味
で
す
べ
て
の
表
象
が
「
私
の
表
象
」
で
あ
る
と
は
言
い
得
て
も
、
そ
れ
で
も

や
は
り
「
私
は
私
が
意
識
す
る
諸
表
象
と
同
じ
だ
け
さ
ま
ざ
ま
の
色
と
り
ど
り
な
自
己
を
持
つ
」
（
冒
篭
）
と
い
う
可
能
性
は
、
そ
れ

こ
こ
で
カ
ン
ト
が
想
定
し
て
い
る
可
能
性
の
背
後
に
、
諸
現
象
の
時
間
的
性
格
が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
絶
え
ず
交
替
す
る

色
と
り
ど
り
な
表
象
が
私
に
与
え
ら
れ
る
の
は
、
現
象
が
時
間
的
で
あ
る
か
ら
、
継
起
的
に
そ
れ
は
現
象
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
そ
う
し
た
時
間
的
継
起
と
は
、
表
象
を
絶
え
ず
変
転
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
る
表
象
に
つ
い
て
の
意
識
と
し

て
登
場
し
た
「
私
」
色
８
号
．
胃
Ⅱ
８
四
８
）
そ
の
も
の
の
同
一
性
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
ま
ず
は
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
、

「
私
」
の
汎
通
的
な
同
一
性
が
可
能
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
変
転
す
る
諸
表
象
を
通
じ
て
一
つ
の
総
合
的
結
合
が
成
り
立
ち
、
相

だ
け
で
は
排
除
で
き
な
い
。

うぅ



関
し
て
「
私
」
も
そ
の
総
合
に
つ
い
て
の
意
識
と
し
て
の
限
り
で
．
っ
の
」
自
己
意
識
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
し
か
な
い
。

そ
う
し
た
迂
路
を
省
略
し
て
の
同
一
的
自
己
意
識
を
カ
ン
ト
は
認
め
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
演
鐸
」
の
成
功
は
、
「
私
」
の
汎
通
的
同

一
性
の
確
保
と
不
可
分
な
の
で
あ
る
。
す
べ
て
の
表
象
が
、
そ
の
多
様
性
と
変
転
に
関
わ
ら
ず
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
下
で
統
一
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
「
私
」
が
そ
れ
ら
を
通
じ
て
固
有
の
存
在
を
保
証
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
と
表
裏
一
体
な
の
だ
。

さ
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
鐸
に
関
す
る
第
二
十
節
ま
で
の
カ
ン
ト
の
歩
み
は
、
概
略
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
ｌ
結
合

（
く
閂
亘
且
匡
眉
）
は
、
感
性
的
多
様
に
は
含
ま
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
悟
性
の
作
用
か
ら
の
み
生
じ
る
。
そ
の
作
用
は
、
一
性

（
国
弓
①
己
を
必
要
と
す
る
（
十
五
節
）
。
こ
の
一
性
は
、
「
私
は
考
え
る
」
と
い
う
純
粋
統
覚
の
そ
れ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
統
覚
の

同
一
性
は
、
人
間
に
お
い
て
は
多
様
の
総
合
的
統
一
を
根
拠
と
し
て
し
か
成
り
立
た
な
い
（
十
六
節
）
。
こ
の
統
一
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
こ
の
統
一
は
、
一
方
で
は
客
観
の
構
成
で
あ
り
、
他
方
で
は
意
識
の
同
一
性
の
確
保
で
あ
る
（
十
七
節
）
。

内
感
の
規
定
と
し
て
の
経
験
的
統
覚
は
、
目
下
問
題
に
な
っ
て
い
る
超
越
論
的
統
一
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
偶
然
的
な
も
の

だ
が
、
後
者
は
そ
う
で
は
な
い
。
「
時
間
に
お
け
る
直
観
の
純
粋
形
式
」
は
意
識
の
根
源
的
一
性
に
服
す
る
が
、
そ
こ
に
あ
る
関
係
は
、

直
観
の
多
様
が
一
者
へ
と
必
然
的
に
関
係
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
か
ら
（
十
八
節
）
。
客
観
的
結
合
を
示
す
も
の
と
し
て
の
繋
辞

は
、
統
覚
の
統
一
が
判
断
の
中
に
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
（
十
九
節
）
。
ひ
と
ま
ず
以
上
の
議
論
に
一
段
落
つ
け
る
位
置
に
あ
る
の

が
第
二
十
節
で
あ
り
、
こ
の
節
は
「
す
べ
て
の
感
性
的
直
観
は
、
そ
の
多
様
が
意
識
の
一
性
へ
と
取
り
集
め
ら
れ
得
る
た
め
の
条
件
と

し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
て
い
る
」
と
い
う
見
出
し
を
持
っ
て
い
る
。
確
か
に
こ
れ
こ
そ
ま
さ
に
「
演
鐸
」
の
課
題
で
あ
る
。

し
か
し
私
た
ち
は
こ
こ
で
演
鐸
が
終
了
し
て
い
る
と
は
理
解
し
な
い
。
そ
れ
は
第
一
に
、
続
く
第
二
十
一
節
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は

ま
だ
こ
こ
に
は
演
鐸
の
開
始
（
Ｐ
。
鐡
眉
）
し
か
な
い
と
述
べ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
、
こ
こ
ま
で
カ
ン
ト
が
述
べ
た
こ
と
は
結
局
、

も
し
直
観
の
多
様
が
統
一
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
統
覚
が
そ
こ
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
、
と
い
う

ﾗ4
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こ
と
で
し
か
な
い
。
多
様
な
表
象
が
一
つ
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
統
覚
の
統
一
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
規
定
に
よ
っ
て

で
あ
る
こ
と
、
こ
れ
が
第
二
十
節
ま
で
の
確
認
事
項
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
ま
だ
論
究
さ
れ
る
べ
き
事
柄
が
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

そ
し
て
第
二
の
理
由
と
し
て
、
事
実
カ
ン
ト
の
言
明
は
条
件
づ
き
な
の
だ
。
第
二
十
節
で
も
彼
は
「
す
べ
て
の
多
様
な
も
の
は
、
そ
れ

が
一
つ
の
経
験
的
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
限
り
（
切
○
苛
昌
①
、
ヨ
国
．
の
『
①
ョ
昌
胃
胃
冒
シ
コ
の
、
冨
匡
匡
畠
鴨
鴇
冨
昌
牌
）
」
（
冒
麓
）

統
覚
の
下
に
入
る
と
言
っ
て
い
る
。
続
く
第
二
十
一
節
で
も
、
悟
性
の
働
き
に
服
す
る
と
さ
れ
る
多
様
は
、
「
私
の
直
観
と
私
が
名
づ

、
、

け
る
よ
う
な
一
つ
の
直
観
の
う
ち
に
（
ヨ
里
。
①
『
シ
用
。
冨
呂
眉
々
昌
図
８
号
の
日
の
目
鴨
．
①
目
①
）
含
ま
れ
て
い
る
多
様
」
、
ま
た
．
っ
の

直
観
（
国
。
①
シ
ョ
⑳
の
冨
目
員
）
に
与
え
ら
れ
た
多
様
」
（
冒
堂
）
と
い
う
よ
う
に
、
ま
ず
す
で
に
統
一
さ
れ
「
一
つ
の
」
と
言
わ
れ
得
る

も
の
と
な
っ
て
い
る
よ
う
な
多
様
に
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
ま
さ
に
こ
の
限
定
を
解
除
す
る
こ
と
が
残
さ
れ
て
い
る
わ

け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
我
々
の
感
官
の
す
べ
て
の
対
象
に
関
し
て
（
言
シ
コ
開
冒
畠
豊
①
『
⑦
渦
２
ｍ
霞
且
①
目
陥
『
の
『
望
冒
弓
①
）
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
妥
当
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
（
冒
盆
）
こ
そ
、
演
鐸
の
そ
も
そ
も
の
目
的
が
完
全
に
果
た
さ

れ
る
、
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
の
だ
。

で
は
、
い
か
に
し
て
、
．
っ
の
」
と
す
で
に
言
わ
れ
得
る
よ
う
な
多
様
か
ら
、
「
感
官
の
す
べ
て
の
対
象
」
へ
と
議
論
は
一
般
化
さ

れ
た
の
か
。
彼
は
言
う
、
「
感
性
に
お
い
て
経
験
的
直
観
が
与
え
ら
れ
る
そ
の
仕
方
（
シ
再
）
か
ら
」
（
冒
怠
）
で
あ
る
、
と
。
こ
の

「
仕
方
」
か
ら
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
（
そ
し
て
そ
れ
は
第
二
十
六
節
で
の
作
業
だ
と
予
告
さ
れ
て
い
る
）
、
当
の
直
観
、
．

つ
」
と
言
わ
れ
る
直
観
の
そ
の
一
性
が
、
そ
れ
も
ま
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
成
立
せ
し
め
ら
れ
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
感
性
に
お
い
て
経
験
的
直
観
が
与
え
ら
れ
る
そ
の
仕
方
か
ら
、
そ
の
直
観
の
一
性
は
ま
さ
に
、
先
の
第
二
十
節
に
従
っ
て
、
あ
る
任

意
の
直
観
一
般
（
の
言
①
帰
鴇
冨
三
の
シ
コ
門
冨
呂
眉
号
①
『
冨
匡
ｇ
の
多
様
へ
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
課
す
と
こ
ろ
の
一
性
で
あ
る
こ
と
が
示
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
」
（
冒
念
‐
匡
望
。
つ
ま
り
、
い
っ
た
ん
一
性
が
前
提
さ
れ
て
い
た
直
観
か
ら
任
意
の
あ
ら
ゆ
る
直
観
へ
と
カ
テ
ゴ
リ
ー

うぅ



ベ
ル
ク
ソ
ン
読
解
に
何
の
関
わ
り
が
あ
る
の
か
、
と
問
わ
れ
よ
う
か
。
し
か
し
自
己
認
識
を
め
ぐ
っ
て
の
、
カ
ン
ト
と
ベ
ル
ク
ソ
ン

と
の
相
違
を
は
っ
き
り
さ
せ
る
に
は
、
い
っ
た
ん
こ
う
し
た
考
察
に
ま
で
進
ま
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
あ
る
点
で

は
両
者
の
道
具
立
て
は
思
わ
ぬ
接
近
を
見
せ
る
。
そ
し
て
確
か
に
普
遍
的
必
然
的
な
認
識
の
可
能
性
の
条
件
を
確
定
す
る
こ
と
が
カ
ン

ト
の
ま
ず
も
っ
て
の
関
心
事
で
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
で
も
「
演
鐸
」
と
い
う
問
題
は
ひ
と
ま
ず
そ
の
種
の
認
識
が
破
綻
し
得
る
と
い

う
想
定
の
上
で
開
始
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
経
験
的
・
主
観
的
と
言
わ
れ
る
認
識
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
普
遍
性
や
必
然
性
に
は
達

す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
の
認
識
の
普
遍
妥
当
性
が
脅
か
さ
れ
て
い
る
、
と
い
っ
た
話
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、

客
観
対
象
に
関
わ
る
必
然
的
な
認
識
が
そ
も
そ
も
可
能
で
あ
る
そ
の
前
提
と
し
て
の
「
超
越
論
的
論
理
学
」
の
水
準
に
お
い
て
、
当
の

認
識
そ
れ
自
体
の
成
立
が
ま
ず
は
問
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
つ
ま
り
こ
れ
は
、
感
性
と
悟
性
と
い
う
異
種
的
な
能
力
間
の
適
合
を
め
ぐ
っ

て
の
問
題
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
ｌ
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
へ
と
目
配
せ
し
な
が
ら
言
え
ば
Ｉ
カ
ン
ト
哲
学
の
中
に
も
、
時
間
と
概
念
と

の
適
合
に
つ
い
て
の
問
い
か
け
が
否
定
し
難
く
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
時
間
が
、
概
念
の
妥
当
性
を
脅
か
す
の
だ
。
カ

ン
ト
は
概
念
に
よ
っ
て
時
間
を
い
わ
ば
押
さ
え
込
む
。
そ
し
て
、
経
験
に
対
し
て
、
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
「
超
越
論
的
」
な
固

有
の
水
準
を
掲
げ
る
と
い
う
作
業
の
成
否
は
、
そ
こ
に
懸
か
っ
て
い
る
。

こ
う
見
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
が
演
鐸
の
完
成
を
「
感
性
に
お
い
て
経
験
的
直
観
が
与
え
ら
れ
る
そ
の
仕
方
」
に
委
ね
て
い
る
以
上
の

経
緯
は
、
極
め
て
興
味
深
い
論
点
と
な
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
れ
か
ら
見
て
い
く
よ
う
に
、
そ
の
「
仕
方
」
と
は
、
現
象
の
時
間
的
性

格
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
時
間
の
概
念
を
微
妙
に
変
更
す
る
こ
と
で
、
自
分
の
演
鐸
論
の
課
題
を
辛
う
じ
て
果
た
し
て
い
く
か
ら
だ
。
先

の
妥
当
性
が
拡
張
さ
れ
る
の
は
第
二
十
六
節
に
お
い
て
な
の
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
、
超
越
論
的
演
鐸
の
完
成
は
そ
れ
ま
で
待
た
ね
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

う6
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取
り
し
て
言
う
な
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
時
間
に
つ
い
て
の
誤
っ
た
捉
え
方
と
し
て
厳
し
く
斥
け
る
「
等
質
的
空
間
」
が
議
論
の
要
に
置

か
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
カ
ン
ト
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
注
目
す
る
問
題
系
か
ら
離
脱
し
て
い
く
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
、
私
の
「
作

用
」
や
「
働
き
」
と
呼
ば
れ
つ
つ
議
論
に
登
場
し
て
き
た
存
在
位
相
ｌ
そ
れ
自
身
は
形
式
で
も
対
象
で
も
な
い
ｌ
も
ま
た
、
背
景

へ
と
再
び
引
き
戻
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
予
告
的
に
こ
う
言
っ
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
ｌ
カ
ン
ト
に
は
彼

固
有
の
時
間
論
が
あ
り
、
そ
れ
が
一
方
で
は
総
合
さ
れ
る
べ
き
諸
現
象
の
形
を
定
め
る
と
同
時
に
、
総
合
者
と
し
て
登
場
す
る
「
私
」

の
形
を
も
決
定
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
対
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
彼
の
「
純
粋
持
続
」
の
概
念
と
と
も
に
、
諸
現
象
（
意
識
の
諸
状

態
）
の
姿
を
捉
え
直
し
つ
つ
、
同
時
に
「
私
」
と
い
う
も
の
の
位
置
取
り
な
ら
び
に
そ
の
存
在
様
態
を
、
カ
ン
ト
と
は
全
く
別
の
も
の

へ
と
改
鋳
し
て
し
ま
う
の
だ
。
こ
う
し
た
布
置
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
時
間
論
は
決
し
て
そ
れ
だ
け
で
独
立
の
議
論
を
な
し

て
終
わ
る
こ
と
は
な
い
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
は
自
我
論
が
分
か
ち
難
く
結
び
つ
い
て
い
る
。

そ
し
て
等
質
的
な
時
間
を
批
判
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
そ
の
同
じ
批
判
的
所
作
に
お
い
て
、
一
定
の
主
観
性
概
念
を
も
あ
わ
せ
て
否
定

し
よ
う
と
し
て
い
る
は
ず
な
の
だ
。

再
び
カ
ン
ト
に
目
を
向
け
て
、
彼
の
演
鐸
論
に
お
い
て
時
間
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
登
場
し
、
ど
の
よ
う
に
機
能
さ
せ
ら
れ
て

い
る
か
を
確
認
し
よ
う
。

カ
ン
ト
の
超
越
論
的
演
鐸
②

「
い
ま
や
、
お
よ
そ
我
々
の
感
官
に
現
れ
得
る
諸
対
象
を
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
し
か
も
諸
対
象
の
直
観
の
形
式
に
照

ら
し
て
で
は
な
く
、
諸
対
象
の
結
合
の
諸
法
則
に
照
ら
し
て
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
可
能
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
」

（
四
＄
‐
旨
）
’
第
二
十
一
節
で
の
予
告
通
り
、
第
二
十
六
節
で
カ
ン
ト
は
こ
う
述
べ
始
め
る
。
「
お
よ
そ
我
々
の
感
官
に
現
れ
得

う7



こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
は
、
こ
の
節
の
最
初
に
集
約
さ
れ
て
い
る
（
四
ｓ
‐
］
ｇ
ｏ
カ
ン
ト
の
歩
み
を
少
し
細
か
く
辿
ろ
う
。

ま
ず
、
「
覚
知
ｓ
ｇ
８
胃
昌
。
。
）
の
総
合
」
と
い
う
概
念
が
提
示
さ
れ
る
。
こ
れ
は
直
観
の
多
様
の
並
置
（
旨
の
画
ヨ
ョ
⑦
。
ｍ
の
冒
匡
目
）

の
こ
と
で
あ
り
、
知
覚
（
乏
農
ョ
呂
ョ
匡
眉
）
は
ま
さ
に
こ
の
総
合
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
。
Ａ
版
で
も
、
覚
知
と
は
通
覧

ｅ
胃
、
三
國
具
ｇ
）
と
取
り
ま
と
め
倉
匡
の
画
日
日
①
目
呂
昌
目
巴
で
あ
る
と
言
わ
れ
（
シ
ｇ
）
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
多
様
は
「
一
つ
の
表
象

の
う
ち
に
」
含
ま
れ
得
な
い
と
言
わ
れ
て
い
た
。
議
論
は
、
こ
う
し
た
「
覚
知
」
の
可
能
性
を
問
い
尋
ね
る
形
で
行
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、

経
験
的
総
合
と
し
て
の
「
覚
知
」
は
、
す
で
に
初
め
か
ら
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
通
じ
て
の
総
合
に
よ
っ
て
可
能
に
さ
れ
て
い
た
、
と
い
う
結

論
を
カ
ン
ト
は
目
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
い
か
に
し
て
そ
の
よ
う
な
結
論
が
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。

す
べ
て
の
可
能
的
な
直
観
に
お
い
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
保
証
さ
れ
て
い
る
点
は
た
だ
、
そ
れ
ら
が
必
ず
感
性
の
形
式
に
従
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
上
で
カ
ン
ト
は
、
先
の
「
覚
知
の
総
合
」
も
ま
た
、
こ
の
形
式
に
従
っ
て
の
み
成
り
立
つ
と
言
う
ｌ

、
、

「
我
々
は
、
空
間
と
時
間
の
表
象
に
お
い
て
、
内
的
ま
た
外
的
な
感
性
的
直
観
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
形
式
を
有
し
て
い
る
。
そ
し
て
現
象

の
多
様
に
つ
い
て
の
覚
知
の
総
合
は
こ
の
表
象
に
常
に
適
合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
総
合
そ
の
も
の
が
こ
の
形

式
に
従
っ
て
し
か
生
じ
得
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
四
ｓ
）
。
「
覚
知
」
と
は
、
空
間
・
時
間
内
に
お
い
て
「
並
置
」
さ
れ
る
一
定
の
諸
現

象
群
の
覚
知
だ
と
さ
れ
た
以
上
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
こ
こ
に
問
題
は
な
い
。
だ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
の
知
覚
が
「
並
置

（
旨
ｘ
ｓ
ｇ
の
昼
。
己
こ
を
前
提
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
並
置
」
し
て
し
ま
え
ば
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
形
で
変
質
さ
せ
ら
れ
て

し
ま
う
知
覚
が
あ
る
、
と
言
う
こ
と
だ
ろ
う
ｌ
例
え
ば
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
知
覚
の
よ
う
に
。
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
は
そ
の
種
の
考
察
を

行
わ
な
い
ま
ま
に
、
議
論
を
次
の
ス
テ
ッ
プ
に
進
め
て
い
く
。

る
す
べ
て
の
も
の
が
、

る
べ
き
主
題
で
あ
る
。

悟
性
か
ら
ア
プ
リ
オ
リ
に
生
じ
る
と
こ
ろ
の
諸
法
則
に
い
か
に
し
て
従
う
べ
き
な
の
か
」
が
、
こ
こ
で
示
さ
れ

う8
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、
、

「
と
こ
ろ
で
、
空
間
と
時
間
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
表
象
さ
れ
る
の
は
、
単
に
感
性
的
直
観
の
形
式
と
し
て
の
み
で
は
な
い
の
で
あ
り
、

、
、

そ
れ
は
ま
た
（
多
様
を
含
む
（
２
号
農
①
国
）
と
こ
ろ
の
）
直
観
そ
の
も
の
と
し
て
、
し
か
も
そ
の
際
直
観
に
お
け
る
そ
れ
ら
多
様
の
統

一
性
と
い
う
規
定
を
伴
い
つ
つ
（
ョ
ご
ア
プ
リ
オ
リ
に
表
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
超
越
論
的
感
性
論
を
見
よ
）
」
（
冒
皀
。
何
が
言
わ

れ
て
い
る
の
か
。
空
間
と
時
間
と
は
、
感
性
の
形
式
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
体
が
統
一
を
そ
な
え
た
直
観
で
あ
る
と
カ
ン
ト
は
述

べ
る
。
そ
し
て
彼
が
参
照
を
求
め
て
い
る
感
性
論
で
は
、
確
か
に
そ
の
こ
と
が
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
た
。
例
え
ば
我
々
は
複
数
の
空

間
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
必
ず
そ
れ
ら
は
「
す
べ
て
を
含
む
唯
一
の
空
間
」
ａ
諺
）
を
前
提
と
し
つ
つ
そ
の
諸
部
分
と
し
て
し

か
考
え
ら
れ
な
い
。
時
間
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
は
空
間
も
時
間
も
、
そ
れ
自
体
が
、
無
限
の
諸
部
分
を
含
む
唯
一
の

も
の
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
の
直
観
な
の
で
あ
る
（
幾
何
学
の
基
礎
を
な
す
の
は
、
こ
う
し
た
「
純
粋
直
観
」
と
し
て
の
空
間
で
あ
っ

た
）
。
し
か
し
前
も
っ
て
カ
ン
ト
が
そ
う
述
べ
て
い
る
と
い
う
事
実
は
、
こ
う
し
た
時
空
概
念
の
二
重
性
か
ら
そ
の
問
題
性
を
取
り
除

く
も
の
で
は
な
い
。
感
性
論
の
所
見
と
、
目
下
辿
っ
て
い
る
演
鐸
論
の
議
論
と
は
、
微
妙
に
食
い
違
っ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
自
身
、
こ
こ
に
註
を
付
し
て
事
態
の
説
明
を
試
み
て
い
る
。
ｌ
「
直
観
の
形
式
」
は
単
に
多
様
を
与
え
る
だ
け
だ
が
、

「
形
式
的
直
観
言
の
ざ
『
目
画
一
①
シ
コ
閂
冨
巨
眉
）
」
は
表
象
の
統
一
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
感
性
論
に
お
い
て
も
こ
の
統
一
は
す
で
に

登
場
し
、
そ
し
て
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
感
性
に
属
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
そ
れ
が
言
わ
ん
と
し
た
の
は
、
実
は
、
こ
の
統

一
は
「
い
っ
さ
い
の
概
念
に
先
立
つ
」
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
概
念
で
あ
れ
ば
、
空
間
や
時
間
を
「
規
定
ｅ
の
農
ヨ
ー

ョ
目
）
」
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
が
、
今
問
題
に
な
っ
て
い
る
統
一
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
空
間
や
時
間
が
ま
ず
一
つ
の
も
の
と
し
て

「
与
え
ら
れ
る
碕
凋
８
８
）
」
と
こ
ろ
の
あ
る
先
行
的
な
統
一
な
の
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
そ
れ
は
概
念
以
前
の
レ
ベ
ル
に
置
か
れ
る

と
い
う
わ
け
だ
（
四
ｓ
‐
］
臼
ゞ
少
コ
ョ
．
）
。
こ
の
統
一
の
位
置
取
り
は
実
に
微
妙
な
も
の
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
こ
う
し
た
一
つ
の
空
間
、

一
つ
の
時
間
と
い
う
「
形
式
的
直
観
」
が
こ
こ
で
導
入
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
に
は
注
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

う，



し
か
し
こ
れ
は
い
か
な
る
解
決
な
の
だ
ろ
う
か
。
大
き
く
見
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
感
性
と
悟
性
と
の
適
合
を
保
証
す
る
た
め
に
、
悟
性

を
感
性
の
領
分
に
大
き
く
は
み
出
さ
せ
て
い
る
。
あ
る
規
定
を
そ
な
え
つ
つ
そ
の
下
で
覚
知
さ
れ
る
限
り
、
感
性
的
所
与
も
す
で
に
一

定
の
「
結
合
」
の
下
に
あ
り
、
こ
の
場
面
で
す
で
に
悟
性
は
構
成
的
に
、
必
然
的
な
形
で
、
介
入
し
て
い
る
（
圃
侭
亙
呂
‐
ョ
ご
わ
け

で
あ
る
。
周
知
の
タ
イ
プ
の
指
摘
で
は
あ
る
。
し
か
し
も
し
そ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
、
考
察
を
延
長
し
つ
つ
も
カ
ン
ト
は
結
局
第
二
十
節

と
本
質
的
に
別
の
こ
と
を
言
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
結
合
や
統
一
が
あ
る
な
ら
、
そ
れ
は
悟
性
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
統
覚
）
か
ら
や

っ
て
く
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
客
観
対
象
と
い
う
も
の
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
構
成
的
総
合
に
よ
っ
て
し
か
可
能
で
な

い
の
で
あ
れ
ば
、
対
象
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
適
合
す
る
の
は
言
っ
て
み
れ
ば
当
然
で
あ
っ
た
。
し
か
し
第
二
十
六
節
で
完
全
に
果
た
さ
れ

る
べ
き
演
鐸
の
課
題
と
は
、
さ
ら
に
加
え
て
、
「
た
だ
我
々
の
感
官
に
の
み
」
（
四
＄
）
与
え
ら
れ
得
る
対
象
す
べ
て
が
、
感
性
の
形
式

に
従
う
だ
け
で
な
く
（
そ
れ
に
問
題
は
な
い
）
、
い
か
に
し
て
悟
性
に
よ
る
結
合
を
受
け
入
れ
得
る
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
る
こ
と

さ
て
、
以
上
を
踏
ま
え
て
カ
ン
ト
は
結
論
へ
と
進
む
ｌ
「
し
た
が
っ
て
、
我
々
の
外
で
あ
れ
内
で
あ
れ
、
多
様
の
総
合
の
統
一
は
、

そ
し
て
ま
た
空
間
と
時
間
に
お
い
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
す
べ
て
そ
れ
に
適
合
す
る
と
こ
ろ
の
結
合
は
、

そ
れ
ら
の
直
観
と
あ
わ
せ
て
（
呂
哩
凰
呂
）
共
に
（
ョ
己
（
直
観
の
内
言
）
で
は
な
く
）
、
す
べ
て
の
覚
知
の
総
合
の
条
件
と
し
て
す

で
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
囚
ｇ
‐
］
臼
）
。
こ
の
総
合
的
統
一
と
は
、
「
一
つ
の
根
源
的
な
意
識
に
お
け
る
、

与
え
ら
れ
た
直
観
一
般
に
お
け
る
多
様
の
結
合
の
統
こ
に
他
な
ら
ず
、
た
だ
し
そ
れ
が
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
う
形
で
」
感
性
的
直
観

に
適
用
さ
れ
た
（
四
目
の
零
目
鼻
）
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
ゆ
え
に
、
ま
ず
も
っ
て
知
覚
を
可
能
に
す
る
総
合
、
つ
ま
り
「
覚
知
」
の
総
合

す
ら
も
、
す
で
に
初
め
か
ら
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
「
経
験
の
対
象
す
べ
て
に
対
し
て
ア
プ
リ
オ
リ

に
適
合
」
す
る
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
「
演
鐸
」
の
本
質
的
部
分
は
終
了
す
る
。
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で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
関
し
て
議
論
は
ど
う
進
ん
だ
の
か
。
予
告
さ
れ
た
よ
う
に
、
「
感
性
に
お
い
て
経
験
的
直
観
が
与
え
ら
れ
る
そ

の
仕
方
」
を
考
察
に
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
「
仕
方
」
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
最
初
か
ら
．
つ
の
意
識

に
」
含
ま
れ
る
べ
く
あ
る
種
の
統
一
と
共
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

な
ぜ
カ
ン
ト
は
そ
う
言
い
得
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
重
要
か
つ
微
妙
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
の
は
、
途
中
で
導
入
さ
れ
た
直
観
と
し
て
の
空
間
・
時
間
の
統
一
性
で
あ
る
。

「
直
観
の
形
式
」
が
与
え
る
の
は
単
な
る
多
様
で
あ
る
の
に
対
し
、
「
形
式
的
直
観
」
と
し
て
の
時
空
は
表
象
の
統
一
を
与
え
る
も
の

で
あ
っ
た
。
こ
の
統
一
を
ど
う
考
え
る
べ
き
か
。
も
し
こ
こ
で
「
形
式
的
直
観
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
が
、
例
え
ば
三
角
形
と
い
っ
た

あ
る
規
定
さ
れ
た
空
間
の
直
観
で
あ
る
と
し
た
ら
、
確
か
に
そ
こ
に
統
一
は
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
概
念
的
な
統
一
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
超
越
論
的
感
性
論
に
参
照
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
あ
れ
こ
れ
の
空
間
的
・
時

間
的
規
定
で
は
な
く
、
そ
も
そ
も
の
「
唯
こ
で
「
す
べ
て
を
含
む
」
時
間
と
空
間
、
規
定
可
能
で
は
あ
る
が
い
ま
だ
無
規
定
な
も
の

と
し
て
の
時
間
・
空
間
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
先
に
見
た
註
は
そ
の
点
に
つ
い
て
明
確
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
「
い
っ
さ
い
の

概
念
に
先
立
つ
」
統
一
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
「
こ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
直
観
の
統
一
は
、
時
間
と
空
間
に
属
す
る
」
と
言
わ
れ
た
の
で

あ
る
。
「
三
角
形
」
や
「
家
屋
」
と
い
っ
た
、
か
た
ち
取
ら
れ
た
部
分
的
空
間
や
そ
の
概
念
的
統
一
が
問
題
な
の
で
は
な
い
。
ま
た
、

も
し
単
に
そ
の
よ
う
な
統
一
を
再
び
問
題
に
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
自
ら
に
与
え
た
課
題
に
答
え
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

さ
て
、
カ
ン
ト
が
こ
こ
で
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
経
験
的
使
用
に
関
す
る
演
鐸
を
十
全
に
行
っ
て
い
る
の
だ
と
し
た
ら
、
議
論
は
こ
う
で
な

け
れ
ば
な
る
ま
い
Ｉ
一
方
で
、
未
規
定
な
ま
ま
に
時
間
や
空
間
は
一
定
の
統
一
性
を
（
無
限
か
つ
唯
一
と
い
う
形
で
）
有
し
て
お
り
、

そ
れ
は
い
ま
だ
概
念
的
規
定
を
受
け
て
は
い
な
い
も
の
の
、
す
で
に
潜
在
的
に
は
そ
う
し
た
規
定
を
受
け
入
れ
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
し
か
も
他
方
、
そ
う
し
た
時
間
や
空
間
の
中
で
、
時
間
と
空
間
の
形
式
に
従
っ
て
成
立
す
る
「
覚
知
」
の
総
合
と
そ
こ
に
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お
け
る
多
様
の
統
一
は
、
一
面
で
は
無
規
定
な
無
限
の
時
間
と
空
間
の
部
分
と
し
て
、
初
め
の
概
念
以
前
の
統
一
性
に
つ
い
て
の
そ
れ

自
身
時
間
的
・
空
間
的
な
一
限
定
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
面
で
は
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
一
定
の
概
念
の
下
で
の
一
規
定
で
も
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
態
が
予
定
調
和
に
よ
る
の
で
は
な
い
と
し
た
ら
（
そ
れ
は
怠
惰
な
仮
説
だ
）
、
そ
し
て
ま
た
少
な
く
と
も
悟

性
の
側
の
一
方
的
な
構
成
に
よ
っ
て
の
み
可
能
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
と
し
た
ら
（
そ
れ
で
は
演
鐸
の
当
初
の
問
題
性
が
見
せ

か
け
の
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
）
、
そ
れ
は
た
だ
、
統
覚
の
下
で
の
概
念
を
通
じ
て
の
悟
性
的
統
一
に
初
め
か
ら

適
合
す
る
も
の
と
し
て
、
時
間
と
空
間
が
最
初
か
ら
す
で
に
そ
の
悟
性
的
統
一
を
可
能
的
に
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
あ
れ
こ
れ
の

可
能
的
な
「
覚
知
」
の
総
合
は
必
ず
悟
性
的
統
一
に
服
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
、
と
言
う
以
外
に
な
い
だ
ろ
う
。
「
感
性
に
お
い
て

経
験
的
直
観
が
与
え
ら
れ
る
そ
の
仕
方
」
と
は
、
い
か
な
る
感
性
的
直
観
も
、
必
然
的
に
、
無
限
で
唯
一
の
、
す
べ
て
を
含
む
空
間
・

時
間
ｌ
も
ち
ろ
ん
究
極
的
に
は
時
間
ｌ
の
中
に
、
つ
ま
り
あ
る
統
一
の
内
部
に
お
い
て
の
み
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

そ
し
て
こ
の
統
一
は
、
そ
れ
自
体
は
概
念
以
前
で
あ
り
、
ま
た
空
間
と
時
間
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
も
、
し
か
し
空
間
と
時
間

を
し
て
、
概
念
的
な
統
一
の
下
に
余
り
な
く
入
り
得
る
も
の
、
そ
の
ま
ま
純
粋
統
覚
の
関
わ
る
可
能
的
領
野
と
な
す
も
の
な
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
こ
う
言
い
換
え
て
も
よ
い
。
演
鐸
の
問
題
は
、
与
え
ら
れ
て
く
る
も
の
（
直
観
）
と
、
理
解
把
握
可
能
な
も
の
（
概
念
）

と
い
う
二
つ
の
存
在
次
元
を
接
合
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
は
、
直
観
に
対
し
て
、
単
に
「
多
様
だ
け
を
与
え
る
」
形
式
を
付
与

す
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
に
す
で
に
潜
在
的
な
統
一
’
一
つ
の
時
間
、
一
つ
の
空
間
と
い
う
統
一
ｌ
を
含
み
込
ま
せ
、
こ
の
統
一
、

「
形
式
的
直
観
」
の
統
一
に
、
感
性
的
直
観
の
ミ
ニ
マ
ム
な
知
解
可
能
性
を
委
ね
た
の
で
あ
る
。
ミ
ニ
マ
ム
と
言
う
の
は
、
ま
ず
第
一

に
、
直
観
の
側
か
ら
見
る
と
、
こ
う
し
た
統
一
が
加
わ
っ
て
く
る
こ
と
は
、
空
間
や
時
間
に
何
の
新
た
な
規
定
も
加
え
な
い
か
ら
で
あ

る
（
そ
の
よ
う
な
統
一
が
な
け
れ
ば
、
無
限
で
唯
一
の
空
間
や
時
間
を
私
た
ち
は
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
が
、
し
か
し
カ
ン
ト
は

「
形
式
的
直
観
」
の
統
一
性
は
あ
く
ま
で
本
来
時
間
・
空
間
に
属
す
る
と
言
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
そ
れ
は
私
た
ち
の
思
考
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に
先
在
し
て
い
る
の
だ
。
先
述
の
註
（
国
ｇ
‐
］
ｇ
を
参
照
）
。
ま
た
第
二
に
、
概
念
の
側
か
ら
言
っ
て
も
、
こ
の
統
一
が
存
在
す
る

か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
は
ま
だ
特
定
の
概
念
的
規
定
は
行
わ
れ
て
い
な
い
以
上
、
こ
の
統
一
が
何
ら
か
の
認
識
を
実
際
に
開
始
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
そ
れ
で
も
、
こ
の
統
一
の
存
在
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
感
性
的
所
与
を
．
っ
の
直
観
（
国
。
①
Ｐ
ロ
ー

胃
冨
匡
匡
畠
）
」
と
言
い
得
る
そ
の
条
件
は
確
保
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
こ
の
「
一
つ
」
と
い
う
性
格
を
蝶
番
と
し
つ
つ
、
あ
ら
ゆ
る
感
性

的
所
与
に
対
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
追
っ
て
適
用
さ
れ
、
直
観
が
概
念
的
規
定
を
受
け
る
そ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
可
能
性
が
確
保
さ
れ
た
の

な
お
括
弧
を
開
い
て
指
摘
し
て
お
こ
う
。
以
上
の
読
み
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
空
間
な
ら
び
に
時
間
は
、
直
観

の
知
解
可
能
性
、
感
性
の
ロ
ゴ
ス
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
の
担
い
手
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
例
え
ば
カ
ン
ト
に
お
け
る
空
間
は
、

そ
れ
が
幾
何
学
を
は
じ
め
と
す
る
一
群
の
（
ア
プ
リ
オ
リ
で
総
合
的
な
）
認
識
の
基
礎
を
な
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
初
め
か
ら
知
解
可

能
性
の
場
と
し
て
了
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
時
間
も
ま
た
一
定
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
総
合
判
断
を
可
能
に
す
る
条
件
と
し
て
考
え
ら

れ
て
い
た
の
だ
。
し
か
も
時
間
は
、
の
ち
に
超
越
論
的
図
式
論
で
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
諸
概
念
が
感
性
的
直
観
に
適
用
さ
れ
る
多
様
な

「
図
式
」
と
し
て
の
諸
々
の
時
間
規
定
（
国
司
．
冒
震
‐
易
望
を
受
け
入
れ
得
る
最
も
一
般
的
な
、
こ
う
呼
ん
で
よ
い
な
ら
「
原
図
式
」

の
位
置
を
占
め
る
。
こ
こ
で
の
時
間
規
定
は
、
一
方
で
は
無
限
で
唯
一
の
時
間
の
限
定
で
あ
る
と
同
時
に
、
概
念
の
図
式
的
適
用
に
よ

る
規
定
で
も
あ
る
と
い
う
、
私
た
ち
が
「
形
式
的
直
観
」
一
般
に
お
い
て
確
認
し
て
き
た
二
重
性
を
有
し
、
そ
の
限
り
で
重
要
な
機
能

を
担
い
得
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

カ
ン
ト
が
空
間
と
時
間
に
委
ね
て
い
た
こ
う
し
た
役
割
に
関
し
て
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
論
じ
る
中
で
あ
ら
た
め
て
触
れ
る
機
会
が
あ

る
だ
ろ
う
。
感
覚
的
諸
現
象
（
な
い
し
そ
う
し
て
与
え
ら
れ
る
物
質
的
存
在
）
に
つ
い
て
、
ど
う
し
て
そ
れ
自
体
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
見

え
る
数
学
の
適
用
が
可
能
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
、
や
が
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
引
き
受
け
る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
そ
し
て
そ
の

で
あ
る
。
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時
、
彼
の
問
題
は
、
感
性
と
悟
性
と
の
統
一
を
最
終
的
に
担
保
し
て
い
た
と
こ
ろ
の
カ
ン
ト
的
な
「
空
間
」
概
念
を
、
彼
な
り
の
仕
方

で
い
か
に
取
り
戻
す
か
、
と
い
う
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
も
は
や
気
づ
か
れ
て
い
る
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
「
形
式
的
直
観
」
こ
そ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
『
試
論
』
で
「
等
質
的
空
間
」

と
呼
ん
で
い
た
も
の
な
の
だ
。
こ
う
し
て
私
た
ち
は
、
「
純
粋
持
続
」
を
「
等
質
的
時
間
」
に
対
立
さ
せ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
、
そ
の
カ

ン
ト
批
判
に
何
を
賭
け
て
い
た
の
か
を
了
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
第
一
批
判
の
演
鐸
を
最
終
的
に
支
え
て
い
る
の
が
、
「
形
式
的
直

観
」
と
し
て
の
時
間
（
そ
れ
は
内
感
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
空
間
よ
り
も
包
括
的
な
の
だ
か
ら
）
で
あ
っ
た
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
の
よ

う
な
時
間
概
念
Ｉ
カ
ン
ト
が
「
そ
れ
自
身
は
変
化
し
な
い
」
ａ
認
）
と
述
べ
た
、
す
べ
て
を
含
む
唯
一
の
時
間
、
そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ

ン
が
「
そ
の
中
で
意
識
の
諸
状
態
が
展
開
す
る
と
思
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
等
質
的
な
場
」
と
描
き
、
そ
れ
自
体
は
展
開
せ
ず
「
一
挙
に
与

え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
」
目
ミ
ｓ
と
述
べ
る
よ
う
な
時
間
ｌ
を
批
判
す
る
こ
と
は
、
そ
の
ま
ま
カ
ン
ト
の
演
鐸
論
が
全
体
と
し

て
描
き
出
す
構
図
へ
の
異
議
申
し
立
て
と
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

簡
単
に
振
り
返
ろ
う
。
演
鐸
が
成
功
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
お
よ
そ
可
能
な
感
性
的
直
観
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
し
得
る
ア
プ
リ
オ

リ
な
可
能
性
が
確
保
で
き
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
こ
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
直
観
の
総
合
的
統
一
の
可
能
性
が
ア

プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
し
て
確
保
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
第
十
六
節
の
主
張
し
て
い
た
こ
と
に
従
っ
て
、
「
統
覚
の
汎
通
的
同
一
性
」
も
ま

た
同
じ
資
格
で
保
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
統
覚
と
し
て
の
「
私
」
は
、
ま
ず
も
っ
て
超
時
間
的
で
形
式
的
な

統
一
で
あ
っ
て
構
わ
な
い
。
統
覚
が
「
自
発
性
の
作
用
」
や
「
働
き
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
こ
の
作
用
や
働
き
が
経

験
内
部
の
時
間
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
線
を
引
く
運
動
が
「
超
越
論
的
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
こ
の
運
動
が
、

確
保
済
み
の
統
覚
の
統
一
に
依
拠
し
つ
つ
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
て
多
様
を
規
定
す
る
よ
う
に
「
働
く
」
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上

の
理
由
に
よ
っ
て
で
は
な
い
。
時
間
の
中
で
生
じ
る
出
来
事
と
し
て
の
「
働
き
」
は
、
そ
れ
自
体
で
は
単
な
る
経
験
的
一
事
象
で
あ
り
、
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せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
先
在
す
る
可
能
性
を
現
実
化
す
る
一
事
例
で
し
か
な
い
。
こ
う
し
て
再
び
、
「
働
き
」
や
「
作
用
」
と
い
っ
た
表

現
に
お
い
て
垣
間
見
ら
れ
た
「
第
三
の
も
の
」
は
背
景
に
退
き
、
「
形
式
」
的
な
統
一
、
論
理
的
機
能
と
し
て
の
「
私
」
だ
け
が
残
さ

れ
る
。
再
び
カ
ン
ト
の
「
自
我
」
は
、
空
虚
な
形
式
的
統
一
で
あ
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
そ
の
下
で
成
り
立
つ
対
象
で
し
か
な
い
か
、

と
い
う
ジ
レ
ン
マ
に
陥
る
わ
け
で
あ
る
。

「
生
け
る
統
こ
の
イ
デ
ー
ヘ

だ
か
ら
、
「
持
続
」
の
導
入
は
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
破
棄
す
る
た
め
に
行
わ
れ
た
の
だ
。
私
た
ち
は
こ
れ
か
ら
、
そ
れ
が
実
際
に
ど

の
よ
う
な
議
論
と
な
る
の
か
を
辿
る
わ
け
だ
が
、
今
か
ら
考
察
の
方
向
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
以
上
を
踏
ま
え

る
な
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
「
私
」
は
、
形
式
で
も
対
象
で
も
な
い
も
の
と
し
て
、
そ
し
て
あ
る
い
は
「
働
き
」
や
「
作
用
」
と

い
っ
た
語
に
む
し
ろ
親
和
的
な
も
の
と
し
て
、
考
え
ら
れ
提
示
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
。
そ
れ
は
等
質
的
時
間
を
導
入
す
る
手
前
で
こ
そ

把
握
可
能
な
も
の
、
つ
ま
り
は
純
粋
な
「
持
続
」
に
お
い
て
こ
そ
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
把
握
す
る
た
め
に
は
、
時
間
の

外
と
い
っ
た
い
わ
ゆ
る
形
而
上
学
的
な
領
域
へ
と
身
を
移
す
必
要
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
要
求
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
第
三
の

も
の
」
を
結
果
的
に
抑
圧
し
隠
蔽
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
の
等
質
的
時
間
の
イ
ド
ラ
を
破
壊
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
の
ち
の
『
創
造
的

進
化
」
で
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
カ
ン
ト
に
批
判
的
な
コ
メ
ン
ト
を
与
え
て
い
た
ｌ
「
無
時
間
的
な
も
の
と
、
判
明
な
諸
瞬
間
へ
と
散
乱

し
た
時
間
と
の
間
に
、
彼
は
中
間
を
認
め
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
無
時
間
的
な
も
の
へ
と
誘
っ
て
く
れ
る
よ
う
な
直
観
は
存
在
し
な
い

の
だ
か
ら
、
直
観
と
い
う
も
の
は
こ
と
ご
と
く
、
定
義
に
よ
っ
て
、
感
性
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
し
、
空
間
の
う
ち
に

散
乱
す
る
物
理
的
存
在
と
、
形
而
上
学
的
な
独
断
論
が
口
に
し
て
い
た
よ
う
な
、
概
念
的
論
理
的
実
在
で
し
か
あ
り
得
な
い
無
時
間
的

存
在
と
の
間
に
、
意
識
や
生
の
た
め
の
場
所
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
」
ａ
ｇ
ｓ
お
ｇ
）
。
こ
の
「
意
識
や
生
の
た
め
の
場
所
宣
画
８
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宮
屋
１
画
８
コ
の
。
①
。
。
①
の
ｇ
ｏ
宮
１
画
急
の
こ
こ
そ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
持
続
」
と
呼
ん
だ
も
の
な
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
こ
そ
が
、
カ
ン
ト

に
お
い
て
指
示
さ
れ
な
が
ら
も
叙
述
さ
れ
な
か
っ
た
「
第
三
の
も
の
」
が
位
置
づ
く
と
こ
ろ
な
の
だ
と
も
言
え
よ
う
。
そ
こ
に
こ
そ

「
私
」
と
そ
の
自
由
が
存
在
し
、
そ
こ
で
こ
そ
「
私
」
の
存
在
と
そ
の
自
由
が
確
証
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
「
試
論
』
結
論
部
は
簡

明
過
ぎ
る
ほ
ど
の
仕
方
で
述
べ
て
い
た
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
葉
に
沿
っ
て
、
あ
ら
か
じ
め
事
態
を
も
う
少
し
分
節
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
彼
は
「
純
粋
理
性
批

判
」
講
義
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
な
コ
メ
ン
ト
を
述
べ
て
い
る
（
９
麓
尉
冒
．
ｇ
』
霞
虫
電
）
。
そ
れ
は
、
（
線
を
引
く
こ
と
か
ら
始
め

て
）
暫
定
的
に
「
働
き
」
や
「
行
為
」
と
し
て
描
か
れ
る
「
私
」
の
存
在
様
態
に
つ
い
て
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
所
見
を
、
カ
ン
ト
批
判

の
文
脈
に
お
い
て
説
明
し
た
も
の
と
し
て
重
要
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
カ
ン
ト
は
自
我
の
自
己
認
識
を
否
定
し
た
の
か
Ｉ
「
答
は
次
の
よ

う
な
も
の
に
な
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
以
下
の
よ
う
に
し
て
、
超
越
論
的
分
析
論
の
思
想
な
い
し
試
み
全
体
は
手
短
に
要
約
で
き
よ
う
。

我
々
が
実
在
な
い
し
絶
対
的
な
も
の
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
、
我
々
が
そ
れ
と
一
体
と
な
っ
て
い
る
場
合
に

お
い
て
で
あ
ろ
う
。
も
し
我
々
の
認
識
が
一
か
ら
多
へ
と
進
む
な
ら
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
り
得
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
、

認
識
は
常
に
多
か
ら
一
へ
と
進
む
の
で
あ
る
」
．
感
性
的
多
様
の
、
概
念
に
よ
る
総
合
的
統
一
ｌ
分
析
論
で
カ
ン
ト
が
悟
性
に
割
り

当
て
た
機
能
は
確
か
に
こ
れ
で
あ
っ
た
。
だ
が
問
題
は
、
そ
の
統
一
が
多
様
に
対
し
て
「
外
か
ら
」
与
え
ら
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
と

い
う
点
に
あ
る
。
「
私
は
、
時
間
の
中
に
ま
ず
純
粋
な
多
様
性
と
し
て
与
え
ら
れ
る
諸
現
象
を
前
に
し
て
お
り
、
私
は
そ
れ
ら
の
現
象

を
結
合
し
一
つ
の
束
に
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
。
私
の
直
観
に
現
前
し
て
い
る
の
は
、
そ
う
し
た
多
な
る
現
象
な
の
だ
。

確
か
に
私
は
そ
れ
ら
に
統
一
を
課
す
る
。
し
か
し
こ
の
統
一
は
、
か
く
し
て
現
象
の
外
か
ら
や
っ
て
来
る
こ
と
に
な
る
」
。
し
た
が
っ

て
こ
の
「
統
こ
は
、
「
単
な
る
形
式
」
で
あ
っ
て
、
統
一
さ
れ
る
も
の
た
ち
に
外
的
で
あ
る
Ｉ
こ
う
し
た
「
統
こ
の
観
念
こ
そ
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
カ
ン
ト
の
限
界
を
規
定
し
て
し
ま
っ
た
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
私
が
そ
こ
へ
と
こ
の
多
様
を
従
わ
せ
る
統
一
、
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多
様
に
遅
れ
て
（
§
愚
的
８
§
）
や
っ
て
く
る
統
一
は
、
実
在
的
統
一
（
屋
。
愚
融
呂
①
）
、
根
源
的
統
一
（
ロ
コ
颪
。
『
壇
冒
の
馬
）
で
は
な

い
」
。
そ
れ
は
構
成
さ
れ
た
統
一
、
対
象
的
な
統
一
で
あ
っ
て
、
私
と
は
あ
く
ま
で
別
の
も
の
の
存
在
を
構
成
す
る
統
一
で
し
か
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
私
の
前
に
立
て
ら
れ
た
対
象
で
は
な
く
、
こ
ち
ら
に
、
自
分
の
も
と
に
存
在
し
て
い
る
も
の
と
し
て
「
私
」
を
把
握
し

よ
う
と
す
る
試
み
は
最
初
か
ら
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
、
こ
こ
で
「
実
在
的
」
で
「
根
源
的
」
な
統
一
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
呼
ん
で
い
る
の
は
い
か
な
る
統
一
の
こ
と
か
。
彼
は
述
べ
る

ｌ
「
私
が
、
そ
れ
自
身
に
お
け
る
自
分
の
存
在
に
達
す
る
と
仮
定
し
よ
う
。
私
は
そ
れ
を
、
自
ら
の
諸
顕
現
の
こ
と
ご
と
く
を
生
み

出
す
（
①
畠
の
己
『
の
『
）
も
の
、
つ
ま
り
は
現
象
を
生
み
出
す
も
の
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
私
は
そ
の
生
け
る
統
一
（
自
蔵

ぐ
ご
画
具
①
）
の
う
ち
に
存
在
す
る
こ
と
だ
ろ
う
、
そ
し
て
こ
の
統
一
か
ら
諸
現
象
は
開
花
し
、
発
し
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
そ

う
な
る
と
私
は
、
ま
さ
に
一
か
ら
多
へ
と
赴
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
」
（
（
ざ
へ
爵
ミ
も
．
屋
巴
・
講
義
録
の
す
べ
て
の
文
面
を
留
保
な
く

受
容
す
る
こ
と
に
は
危
険
が
あ
ろ
う
が
、
こ
の
場
合
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
主
張
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
に
対
抗
し
つ
つ
彼
が
求
め
続

け
て
い
る
の
は
、
「
多
様
に
遅
れ
て
」
、
多
様
の
「
外
か
ら
」
や
っ
て
く
る
形
式
的
統
一
で
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
語
ろ
う
と
し
て
い

る
の
は
、
「
我
々
の
思
惟
の
側
か
ら
の
統
一
と
は
異
な
る
統
一
、
単
に
形
式
的
な
の
で
は
な
い
統
一
」
（
ｐ
ミ
勘
ミ
も
自
邑
で
あ
る
。

部
分
を
総
合
し
て
初
め
て
生
じ
る
統
一
で
は
な
く
、
む
し
ろ
部
分
を
絶
え
ず
「
生
み
出
し
」
て
い
く
あ
る
能
産
的
な
全
体
言
員
）
が

先
行
的
に
有
し
て
い
る
統
一
、
「
生
命
の
統
一
に
も
似
た
統
こ
な
の
で
あ
る
。
予
想
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
も
は
や
単
に
形
式
的

で
は
な
い
以
上
、
む
し
ろ
（
あ
え
て
常
識
的
な
対
立
を
引
き
受
け
れ
ば
）
質
料
的
な
統
一
で
あ
り
、
仮
に
そ
こ
に
形
式
が
あ
る
と
し
て

（
４
）

も
そ
れ
は
ま
さ
に
多
様
の
た
だ
中
か
ら
自
己
生
成
的
に
生
ま
れ
て
く
る
形
式
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
だ
。
し
た
が
っ
て
こ
の
講
義

で
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
次
の
問
い
を
掲
げ
つ
つ
超
越
論
的
分
析
論
に
つ
い
て
の
注
釈
を
終
え
る
Ｉ
「
我
々
は
、
少
な
く
と
も
特
権
的

な
場
合
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
生
け
る
統
一
、
多
様
に
対
し
て
も
は
や
外
的
で
は
な
く
内
的
で
あ
る
よ
う
な
統
一
（
匡
昌
急
急
ぐ
幽
昌
の
》
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さ
て
、
こ
う
し
て
さ
し
あ
た
り
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
立
場
は
、
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
に
対
し
て
は
明
確
な
も
の
と
な
っ
た
。
だ
が
私
た
ち

の
考
察
は
ま
だ
途
上
に
あ
る
。
表
面
的
な
確
認
と
し
て
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
純
粋
持
続
」
を
あ
る
「
内
在
的
な
統
ご
と
し
て
理
解

し
て
い
た
と
は
言
え
る
。
だ
が
あ
ら
た
め
て
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
う
言
い
得
た
の
か
。

と
い
う
の
も
、
サ
ル
ト
ル
に
し
て
も
カ
ン
ト
に
し
て
も
、
彼
ら
が
「
自
己
に
つ
い
て
の
対
象
的
認
識
」
と
い
う
逆
説
的
な
事
態
を
語

り
あ
る
い
は
必
然
的
な
も
の
と
見
倣
し
た
の
は
、
彼
ら
が
ま
さ
に
考
察
の
内
部
に
「
時
間
」
を
繰
り
入
れ
て
い
た
ゆ
え
の
こ
と
で
あ
る

か
ら
だ
。
現
象
が
絶
え
ず
継
起
し
流
れ
去
っ
て
行
く
か
ら
こ
そ
、
統
覚
が
必
要
で
あ
っ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
こ
か
ら
し
て
、
力

、
、

ン
ト
に
お
け
る
「
経
験
的
自
我
」
、
サ
ル
ト
ル
に
お
け
る
「
超
越
的
自
我
」
、
つ
ま
り
は
対
象
と
し
て
の
主
観
性
、
と
い
う
雑
種
的
概
念

が
生
ま
れ
て
く
る
。
そ
う
し
た
経
緯
に
つ
い
て
は
、
彼
ら
が
与
え
た
記
述
は
現
在
で
も
極
め
て
正
確
な
も
の
で
あ
り
続
け
て
い
る
と
言

っ
て
よ
い
。
だ
が
、
そ
う
し
た
水
準
の
手
前
で
働
い
て
い
る
だ
ろ
う
主
観
的
な
自
我
に
つ
い
て
は
、
カ
ン
ト
は
そ
の
認
識
を
不
可
能
と

し
て
放
置
し
、
サ
ル
ト
ル
は
い
っ
た
ん
「
内
在
的
統
こ
の
語
で
そ
れ
を
指
示
し
つ
つ
も
そ
れ
を
論
じ
る
手
段
を
持
た
な
い
。
「
自
我

言
融
『
胃
『
①
の
ｇ
ｏ
ロ
亘
屋
の
①
×
急
号
昌
の
ど
画
島
ぐ
の
厨
嚴
）
の
直
観
を
持
た
な
い
の
か
ど
う
か
」
（
（
ざ
麓
勘
冒
も
．
］
翌
。
も
ち
ろ
ん
彼
の
答
は

肯
定
的
だ
。
「
深
い
直
観
盲
目
号
。
冒
○
さ
員
の
）
」
（
、
昌
爵
ミ
．
ロ
自
塁
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
れ
ば
、
「
我
々
の
持
続
は
一
つ
の
不
可

分
な
全
体
（
目
ｇ
匡
亘
且
菖
＄
）
と
し
て
現
れ
る
」
ｇ
量
・
）
だ
ろ
う
。
私
た
ち
が
「
試
論
」
に
お
い
て
確
認
し
た
「
有
機
的
全
体
性
」

の
観
念
が
、
こ
の
カ
ン
ト
批
判
に
お
い
て
全
面
的
に
機
能
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
先
の
考
察
で
は
、
こ
の
「
全
体
性
」
に

「
自
己
決
定
」
の
観
念
が
結
び
つ
け
ら
れ
た
の
だ
が
、
以
上
の
よ
う
な
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
明
を
さ
ら
に
考
え
合
わ
せ
て
み
る
な
ら
ば
、

そ
こ
に
は
さ
ら
に
非
形
式
的
で
、
多
様
に
遅
れ
る
こ
と
な
く
む
し
ろ
そ
れ
を
「
生
み
出
し
」
て
い
く
よ
う
な
力
動
的
過
程
の
存
在
が
託

さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
気
づ
か
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
は
、
そ
こ
に
生
み
出
さ
れ
る
も
の
こ
そ
が
「
自
由
行
為
」
な
の
だ
。
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失われた内在第一章／第三節カント批判一

の
二
重
化
・
分
裂
」
を
め
ぐ
る
典
型
的
な
構
図
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
困
難
が
生
じ
て
く
る
の
も
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
論
者
た
ち

が
「
時
間
」
を
無
視
し
な
か
っ
た
と
い
う
そ
れ
自
身
は
も
っ
と
も
な
理
由
か
ら
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
「
時
間
」
は
流
れ
去
り
で
あ
り
、

隔
た
り
の
運
動
で
あ
る
が
た
め
に
、
統
覚
は
そ
れ
を
取
り
ま
と
め
、
通
覧
し
、
総
合
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た

そ
れ
ゆ
え
に
、
私
も
絶
え
ず
自
ら
に
距
離
を
置
き
な
が
ら
、
同
時
に
そ
の
隔
た
り
を
用
い
つ
つ
反
省
を
行
い
、
し
か
し
そ
う
す
る
こ
と

で
そ
の
反
省
的
ま
な
ざ
し
の
向
こ
う
に
対
象
と
し
て
の
自
己
を
見
て
し
ま
う
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
し
て
こ
う
し
た
運
動
、
す
な

わ
ち
自
己
に
対
す
る
差
異
化
と
そ
の
回
復
と
い
う
い
か
に
も
弁
証
法
的
な
営
み
こ
そ
、
主
観
性
の
「
生
」
で
あ
る
と
む
し
ろ
言
う
べ
き

で
は
な
い
の
か
。
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
、
カ
ン
ト
か
ら
サ
ル
ト
ル
ま
で
の
多
く
の
哲
学
者
（
も
ち
ろ
ん
そ
こ
に
は
実
質
的
系
譜
が
あ

る
）
が
、
あ
ら
た
め
て
そ
う
問
い
返
し
て
く
る
は
ず
で
あ
る
。

結
局
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
う
し
た
発
想
そ
の
も
の
を
拒
否
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
そ
う
主
張
し
て
み
た
い
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
は
時
間
性
の
哲
学
で
あ
る
、
と
い
っ
た
語
り
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
ほ
と
ん
ど
無
意
味
で
あ
る
。
「
我
思
う
、
ゆ
え
に

我
あ
り
」
に
な
ぞ
ら
え
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
を
「
我
持
続
す
、
ゆ
え
に
我
あ
り
（
］
①
目
『
①
．
ｇ
己
旦
①
の
巳
め
ど
な
ど
と
言
い
換
え
て

も
、
そ
れ
も
ま
た
い
く
ぶ
ん
気
の
利
い
た
フ
レ
ー
ズ
以
上
の
も
の
に
は
な
ら
な
い
。
間
違
い
だ
と
言
い
た
い
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
な

ぜ
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
そ
う
言
い
得
る
の
か
。
な
ぜ
「
実
在
的
時
間
」
と
し
て
の
「
持
続
」
の
導
入
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て

は
、
「
自
我
の
二
重
化
・
分
裂
」
の
凡
廠
な
ア
ポ
リ
ア
ヘ
と
再
び
私
た
ち
を
導
い
て
い
く
こ
と
が
な
い
の
か
。
い
か
な
る
理
路
に
よ
っ

て
、
サ
ル
ト
ル
が
そ
う
考
え
た
の
と
は
反
対
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
持
続
す
る
自
我
」
と
は
、
対
象
で
は
な
く
、
ま
さ
に
主
観
で
あ
り

得
た
の
か
、
「
私
」
で
あ
っ
た
の
か
、
そ
し
て
「
自
由
」
と
言
わ
れ
得
た
の
か
ｌ
両
者
同
じ
く
カ
ン
ト
的
な
「
私
は
考
え
る
」
を
経

験
の
名
の
下
に
却
下
し
な
が
ら
。
考
え
る
べ
き
は
、
こ
の
点
で
あ
る
。

い
く
ぶ
ん
見
穣
も
り
が
過
ぎ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
。
む
し
ろ
私
た
ち
の
以
上
の
見
種
も
り
の
方
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が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
が
念
頭
に
お
い
て
い
た
論
争
の
賭
金
を
不
当
に
下
げ
て
い
よ
う
。
と
い
う
の
も
、
彼
の
議
論
は
、
カ
ン
ト
な
ど

よ
り
さ
ら
に
遡
っ
て
、
エ
レ
ア
学
派
に
つ
い
て
の
考
察
に
そ
の
出
発
点
を
置
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
カ
ン
ト
批
判
は
、

一
見
し
た
と
こ
ろ
よ
り
も
は
る
か
に
深
い
文
脈
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
ゼ
ノ
ン
の
逆
説
へ
の
対
応
は
、
そ
の
ま
ま
カ
ン
ト
批
判
を
動
機

づ
け
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
目
下
の
私
た
ち
の
問
い
ｌ
ど
う
し
て
「
持
続
」
は
「
内
在
的
統
こ
で
あ
り
、
「
私
」
で
あ
り
、
「
自

由
」
と
言
わ
れ
る
の
か
ｌ
に
つ
い
て
の
答
を
用
意
し
て
く
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
も
い
っ
た
ん
そ
こ
ま
で
考
察

を
延
長
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
初
め
て
、
「
試
論
」
以
来
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
考
が
含
み
持
っ
て
い
た
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を

展
開
で
き
る
こ
と
だ
ろ
う
。
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第一章／第四節ゼノンの逆説と完了相の存在論

逆
説
が
、
垂

委
ね
よ
う
。

さ
て
、
世

さ
て
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
説
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は
い
く
つ
か
の
形
態
が
あ
り
、
ま
た
そ
れ
ら
は
多
様
な
検
討
に
付
さ
れ
て
き
た
。
こ
の

逆
説
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
試
み
の
う
ち
最
も
有
力
で
あ
っ
た
の
は
、
こ
の
逆
説
が
使
用
す
る
「
空
間
の
無
限
分
割
可
能
性
」
と
い
う

観
念
の
妥
当
性
を
問
い
に
付
す
と
い
う
立
場
で
あ
ろ
う
。
空
間
は
、
単
に
「
可
能
的
・
潜
勢
的
」
に
の
み
無
限
分
割
さ
れ
て
い
る
だ
け

な
の
で
あ
っ
て
、
「
現
実
的
・
現
勢
的
」
に
無
限
の
点
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
と
い
う
、
結
局
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ

（
１
）

ス
に
そ
の
起
源
を
有
す
る
議
論
で
あ
る
。

こ
の
種
の
議
論
に
対
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
反
応
は
非
常
に
興
味
深
い
も
の
だ
。
一
見
す
る
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
ま
た
「
無
限
分
割
」

の
観
念
が
問
題
の
核
心
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
ｅ
畠
ミ
計
．
「
事
物
は
分
割
で
き
る
」
（
が
「
進
行
」

は
で
き
な
い
）
、
「
二
点
を
分
か
つ
間
隔
（
目
の
２
皇
の
）
は
無
限
に
分
割
可
能
で
あ
る
」
（
が
、
そ
れ
を
踏
破
す
る
運
動
は
そ
う
で
は
な

ひ
と
ま
ず
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
説
に
対
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
与
え
た
見
解
を
、
正
確
に
把
握
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
哲
学
の
形
成
に
お
い
て
ゼ
ノ
ン
の
逆
説
が
一
つ
の
媒
介
の
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
事
実
に
つ
い
て
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
か

ら
、
こ
こ
で
伝
記
的
確
認
は
必
要
で
は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
「
試
論
」
か
ら
「
二
源
泉
』
に
至
る
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
お
い
て
、
こ
の

逆
説
が
、
そ
の
意
義
を
変
奏
さ
れ
つ
つ
も
繰
り
返
し
登
場
す
る
こ
と
も
周
知
の
事
柄
で
あ
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
既
存
の
諸
研
究
に

第
四
節
ゼ
ノ
ン
の
逆
説
と
完
了
相
の
存
在
論
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い
）
）
。
持
続
と
空
間
の
同
一
視
が
逆
説
の
由
来
で
あ
り
、
そ
し
て
空
間
は
「
無
限
に
分
割
可
能
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
運
動
と
は
無
限
の

数
え
上
げ
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
そ
う
な
れ
ば
「
間
隔
は
決
し
て
越
え
ら
れ
な
い
」
こ
と
に
な
る
、
云
々
、
と
い
う
わ
け
だ
。

し
か
し
も
し
そ
れ
だ
け
の
話
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
う
述
べ
る
の
だ
ろ
う
か
？
ｌ
「
し
た
が
っ
て
我
々
は
、
現
代

に
お
け
る
一
人
の
思
想
家
の
繊
細
で
深
遠
な
分
析
の
後
に
お
い
て
も
、
二
つ
の
運
動
体
の
遭
遇
［
と
い
う
逆
説
］
が
含
意
す
る
の
が
、

実
在
的
運
動
と
想
像
的
運
動
と
の
相
違
、
即
自
的
空
間
と
無
限
分
割
可
能
な
空
間
と
の
相
違
、
そ
し
て
具
体
的
時
間
と
抽
象
的
時
間
と

の
相
違
で
あ
る
と
い
う
、
そ
う
し
た
見
解
に
同
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
は
考
え
な
い
の
で
あ
る
」
（
目
震
‐
韻
ご
巴
。
こ
こ
で
言
及

さ
れ
る
「
思
想
家
」
エ
ヴ
ェ
ラ
ン
の
考
察
は
、
実
際
に
は
、
「
具
体
的
時
間
／
抽
象
的
時
間
」
と
い
っ
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
概
念
構
成

（
２
）

と
い
う
よ
り
も
、
時
間
や
空
間
の
分
割
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
の
よ
り
伝
統
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
議
論
の
ト
ポ
ス
は
あ
く
ま
で
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
具
体
的
な
時
間
や
空
間
、
実
在
的
運
動
は
、
何
ら
実
無
限
を
含
意
せ
ず
、
無
限
分
割
を
容
れ
な

い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
う
し
た
単
に
潜
在
的
な
も
の
に
留
ま
る
無
限
を
実
在
と
し
て
し
ま
う
と
こ
ろ
に
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
説
が
生
じ
る
と

い
う
の
で
あ
る
。
数
学
的
無
限
と
は
実
在
な
の
か
虚
構
な
の
か
と
い
う
問
題
は
、
当
時
に
お
い
て
は
「
有
限
主
義
（
冒
旨
の
ョ
①
）
」
と

「
無
限
主
義
（
言
言
登
の
目
の
）
」
と
の
対
立
と
い
う
形
を
採
っ
て
い
た
の
だ
が
、
エ
ヴ
ェ
ラ
ン
は
そ
こ
に
お
い
て
明
確
な
有
限
主
義
者
と

し
て
論
を
立
て
て
い
る
。
数
学
に
お
い
て
は
と
も
か
く
、
実
在
す
る
時
間
・
空
間
は
無
限
に
分
割
さ
れ
て
い
な
い
し
、
分
割
さ
れ
得
な

い
。
そ
れ
ら
は
離
散
的
な
単
位
か
ら
成
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
彼
は
ゼ
ノ
ン
の
逆
説
を
覆
そ
う
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
あ
た
か
も
そ
う
し
た
論
争
の
場
を
ず
ら
す
よ
う
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
う
、
「
直
接
的
な
直
観
言
冒
昼
○
．
言
目
段
冒
の
）
が
、

運
動
を
持
続
の
内
に
、
そ
し
て
持
続
を
空
間
の
外
に
、
示
し
て
く
れ
て
い
る
の
に
、
ど
う
し
て
空
間
や
時
間
、
運
動
に
つ
い
て
の
形
而

上
学
的
仮
説
（
そ
れ
が
い
か
に
巧
み
な
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
）
に
訴
え
る
必
要
が
あ
る
の
だ
ろ
う
？
」
ｅ
田
辺
認
）
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
ー
エ
ヴ
ェ
ラ
ン
的
解
決
と
は
、
要
す
る
に
、
時
空
は
現
勢
的
に
無
限
の
点
か
ら
成
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
そ
の
時
空
の
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横
断
も
ま
た
、
無
限
の
数
え
上
げ
と
い
う
不
可
能
な
作
業
を
含
ま
な
い
以
上
、
十
分
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
な
の
だ
が
、
し
か
し

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
う
し
た
「
有
限
主
義
」
的
な
解
決
に
満
足
し
て
い
な
い
。

あ
る
い
は
ひ
と
は
、
微
積
分
学
の
成
果
（
極
限
値
の
非
運
動
論
的
解
釈
）
に
照
ら
し
て
逆
説
を
解
消
で
き
る
と
考
え
た
。
ア
キ
レ
ス

は
無
限
の
果
て
し
な
い
ス
テ
ッ
プ
を
踏
ん
だ
後
で
な
け
れ
ば
亀
に
追
い
つ
け
な
い
と
い
う
逆
説
は
見
か
け
に
過
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
両

者
の
距
離
を
示
す
数
列
は
有
限
値
に
お
い
て
収
束
す
る
こ
と
が
数
学
的
に
示
せ
る
ｌ
つ
ま
り
ア
キ
レ
ス
は
亀
に
追
い
つ
く
’
の
だ

か
ら
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
収
束
の
計
算
は
、
そ
れ
自
身
果
て
し
な
い
作
業
を
要
求
し
な
い
し
、
そ
こ
で
用
い
ら
れ
る

「
極
限
」
も
、
無
限
の
接
近
と
い
っ
た
運
動
を
含
意
し
な
い
ま
ま
了
解
で
き
る
し
、
そ
う
す
る
べ
き
だ
。
こ
れ
は
数
学
に
お
い
て
は
す

論
で
に
確
立
済
み
の
事
柄
で
あ
る
…
…
。

露
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
そ
の
種
の
考
察
に
も
ま
た
満
足
し
て
い
な
い
。
そ
れ
が
最
も
は
っ
き
り
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
は
、
の
ち
の

趣
「
創
造
的
進
化
」
の
あ
る
註
に
お
い
て
で
あ
る
（
因
ｇ
］
員
司
認
）
。
ア
キ
レ
ス
と
亀
と
の
距
離
を
示
す
級
数
の
総
和
が
有
限
値
を
持
つ
と

了完
い
う
事
実
に
よ
っ
て
「
ゼ
ノ
ン
の
逆
説
が
論
駁
さ
れ
た
と
は
我
々
は
考
え
な
い
」
と
彼
は
言
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
、
ゼ
ノ
ン
の

と“
逆
説
が
考
え
る
よ
う
促
し
て
い
る
真
の
論
点
は
、
も
っ
と
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
わ
け
だ
。
実
際
、
ご
く
簡
単
な
数
学
的
手
法
を
用
い
れ

池
ぱ
、
ア
キ
レ
ス
が
何
歩
目
に
亀
に
追
い
つ
く
か
な
ど
は
す
ぐ
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
微
積
分
法
的
観
点
か
ら
、
ゼ
ノ
ン
が
数
え
上
げ

ノゼ
る
無
限
数
列
の
総
和
が
有
限
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
も
容
易
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
れ
を
留
保
な
し
に
認
め
る
。
「
数
学
が
あ

唖
る
時
点
の
ア
キ
レ
ス
と
亀
の
位
置
の
決
定
に
携
わ
っ
た
り
、
点
Ｘ
に
お
け
る
二
つ
の
動
体
の
遭
遇
（
そ
れ
も
ま
た
一
つ
の
同
時
性
だ

律
が
）
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
認
め
た
り
す
る
時
、
数
学
は
そ
の
本
来
の
役
割
に
留
ま
っ
て
い
る
」
（
己
畠
望
認
）
。
で
は
、
彼
の
論
点
は
い
つ

第一章

た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
説
の
由
来
は
、
無
限
分
割
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
彼
に
よ
れ
ば
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
説
は
、
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空
間
中
の
位
置
移
動
と
し
て
の
運
動
に
関
し
て
ば
か
り
で
な
く
、
生
成
変
化
一
般
に
関
し
て
成
り
立
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば

彼
は
こ
う
述
べ
る
ａ
ｇ
崖
‐
豊
里
計
？
認
ｓ
ｏ
ひ
と
の
一
生
を
、
幼
年
・
青
年
・
成
年
・
老
年
と
い
う
性
質
的
位
相
に
お
い
て
捉
え
る

と
す
る
と
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
空
間
的
移
動
で
は
な
く
、
量
的
変
化
で
も
な
い
が
、
に
も
関
わ
ら
ず
そ
の
時
に
は
ゼ
ノ
ン
的
逆
説

（
「
飛
ば
な
い
矢
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
）
が
同
様
に
生
じ
る
。
「
幼
年
期
、
青
年
期
、
成
年
期
、
老
年
期
と
い
っ
た
も
の
は
、
精
神
に
よ

、
、
、
、
、
、

る
単
な
る
眺
め
（
目
⑦
の
）
で
あ
り
、
一
つ
の
進
行
（
胃
○
腎
肝
）
の
連
続
性
に
沿
っ
て
我
々
が
外
か
ら
想
像
し
た
可
能
的
停
止
点

（
角
ミ
騨
営
湧
尋
屑
）
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
逆
に
、
幼
年
期
・
青
年
期
・
成
年
期
・
老
年
期
を
、
進
展
（
ｇ
ｏ
胃
ざ
国
）
を
構
成
す
る
諸

、
、
、
、
、
、

部
分
で
あ
る
と
し
て
み
よ
う
。
そ
れ
ら
は
現
実
的
停
止
点
（
畠
尋
爵
受
将
邑
と
な
る
。
そ
し
て
そ
う
な
っ
て
し
ま
え
ば
、
い
か
に
し
て

進
展
が
可
能
で
あ
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
は
我
々
に
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
。
並
置
さ
れ
た
休
止
点
は
、
決
し
て
運
動
と
等
価
に
は

な
ら
な
い
か
ら
だ
」
局
ｇ
旨
、
麗
‐
計
巴
。
た
っ
た
四
つ
の
位
相
し
か
想
定
さ
れ
て
い
な
い
の
に
、
や
は
り
進
展
や
進
行
、
変
化
は
不

可
能
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
い
や
、
二
つ
の
位
相
で
す
ら
、
逆
説
の
成
立
に
は
す
で
に
十
分
な
の
で
あ
る
。
１
コ
子
供
が
大

人
に
な
る
言
ｇ
衝
具
号
急
の
具
言
ヨ
ョ
⑦
）
」
と
口
に
す
る
際
に
は
、
そ
の
文
字
通
り
の
意
味
を
あ
ま
り
深
く
考
え
な
い
方
が
い
い
。
考

え
て
し
ま
え
ば
気
づ
く
は
ず
だ
、
「
子
供
」
と
い
う
主
語
を
措
定
す
る
な
ら
、
「
大
人
」
と
い
う
属
詞
は
い
ま
だ
そ
れ
に
は
適
合
し
な
い

し
、
「
大
人
」
と
い
う
属
詞
を
口
に
し
て
い
る
時
に
は
、
も
は
や
そ
れ
は
『
子
供
」
と
い
う
主
語
に
は
当
て
は
ま
ら
な
く
な
っ
て
い
る
、

、
、

と
い
う
こ
と
に
。
実
在
す
る
の
は
、
幼
年
か
ら
成
年
へ
の
移
行
（
ミ
苫
急
ぎ
篭
）
で
あ
る
の
に
、
そ
れ
は
我
々
の
指
の
間
を
す
り
抜
け
て

い
っ
て
し
ま
っ
た
。
我
々
は
「
子
供
」
と
「
大
人
」
と
い
う
想
像
的
停
止
点
し
か
手
に
し
て
い
な
い
。
そ
し
て
そ
の
一
方
が
他
方
で
あ

る
（
２
）
と
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
、
ち
ょ
う
ど
ゼ
ノ
ン
の
矢
が
、
ゼ
ノ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
行
程
の
す
べ
て
の
点
に
お
い
て
あ

、る
（
２
）
の
と
同
様
に
」
ａ
ｇ
届
、
＄
）
。

こ
の
よ
う
に
、
子
供
と
大
人
と
い
う
た
っ
た
二
つ
の
位
相
の
間
に
も
、
ゼ
ノ
ン
的
逆
説
は
「
容
易
に
拡
張
」
で
き
る
。
そ
の
位
相
が

74



第一章／第四節ゼノンの逆説と完了相の存在論

空
間
的
に
刻
ま
れ
よ
う
と
、
そ
の
位
相
の
有
す
る
質
的
区
別
に
お
い
て
刻
ま
れ
よ
う
と
、
そ
れ
は
何
ら
本
質
的
な
こ
と
で
は
な
い
。
位

相
の
数
が
二
つ
で
あ
れ
四
つ
で
あ
れ
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
多
数
に
な
っ
て
も
、
そ
し
て
つ
い
に
は
無
限
と
な
っ
て
も
、
そ
う
し
た
相
違

も
ま
た
ゼ
ノ
ン
の
逆
説
の
本
質
に
触
れ
る
も
の
で
は
な
い
ｌ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
う
主
張
し
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
彼
は
、
エ
ヴ

ェ
ラ
ン
の
「
繊
細
で
深
遠
な
分
析
」
を
む
し
ろ
議
論
の
外
に
置
き
、
そ
し
て
微
穣
分
学
的
手
法
に
も
冷
淡
だ
っ
た
の
だ
Ｉ
「
持
続
の

間
（
目
①
２
農
＄
）
の
数
は
無
限
に
増
や
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
、
差
分
言
蔚
『
①
。
８
）
の
概
念
に
代

え
て
微
分
言
爵
『
①
目
⑦
馬
）
の
概
念
を
持
ち
だ
し
て
も
無
駄
で
あ
る
」
ｅ
扇
巴
ご
‐
ｇ
）
。
彼
の
議
論
の
核
心
は
、
空
間
が
無
限
分
割
可

能
な
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
、
と
い
う
点
に
は
な
い
。
「
量
」
に
対
立
す
る
「
質
」
に
訴
え
か
け
れ
ば
そ
れ
だ
け
で
何
か
問
題
が
進
展

す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
も
は
や
量
的
増
減
で
は
な
い
、
質
的
な
生
成
変
化
に
関
し
て
も
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
説
は
相
変

わ
ら
ず
成
立
す
る
と
さ
れ
る
の
だ
か
ら
。
言
い
換
え
れ
ば
、
有
限
／
無
限
、
量
／
質
と
い
っ
た
区
分
は
、
こ
こ
で
は
せ
い
ぜ
い
派
生
的

な
意
味
し
か
持
た
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
説
を
検
討
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
着
目
し
て
い
る
真
の
論
点
は
何
か
。
そ
れ
を
解
明
す
る
た
め
に
彼
自
身
の
言
明

を
逐
一
辿
る
こ
と
も
で
き
よ
う
が
、
あ
え
て
別
の
経
路
を
選
ん
で
み
よ
う
。
プ
ラ
ト
ン
の
「
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
」
に
お
い
て
語
ら
れ
る
エ

レ
ア
学
派
の
言
説
を
、
い
さ
さ
か
暴
力
的
な
仕
方
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
つ
つ
、
目
下
の
議
論
へ
と
結
び
つ
け
て
み
た
い
。
や
は
り
生

成
変
化
に
つ
い
て
の
一
種
の
逆
説
が
問
題
と
な
る
箇
所
で
あ
る
。

「
…
…
〈
あ
る
〉
と
い
う
の
は
、
有
を
現
に
あ
る
時
と
共
に
分
有
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
、
〈
あ
っ
た
〉

と
い
う
の
が
、
過
ぎ
去
っ
た
（
過
去
の
）
時
と
共
に
有
を
共
有
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
さ
ら
に
〈
あ
る
だ
ろ
う
〉
と
い
う
の
が
、

将
に
来
ら
ん
と
す
る
（
将
来
の
）
時
と
共
に
有
が
共
有
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
な
も
の
だ
が
ね
。
／
し
た
が
っ
て
、
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一
方
に
は
、
現
に
あ
る
時
と
し
て
の
「
今
」
、
過
ぎ
去
っ
た
「
今
」
、
そ
し
て
来
た
ら
ん
と
す
る
「
今
」
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
何
ら
か

ち
ょ
う
ど
〈
あ
る
〉
を
分
有
し
て
い
れ
ば
、
ま
た
〈
時
〉
を
分
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。
／
す
る
と
、
時
の
進
行
す

る
の
を
分
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
・
／
し
た
が
っ
て
、
時
に
沿
っ
て
前
進
し
て
行
く
の
だ
と
す
る
と
、
不
断
に
〔
自
分
が
〕

自
分
自
身
よ
り
も
年
長
に
な
っ
て
行
く
わ
け
だ
。
／
そ
れ
な
ら
、
は
た
し
て
わ
れ
わ
れ
の
記
憶
に
あ
る
だ
ろ
う
か
、
年
長
の
も

の
が
年
長
に
な
っ
て
行
く
の
は
、
年
下
に
な
っ
て
行
く
も
の
に
対
し
て
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
。
／
［
あ
り
ま
す
。
］
／
す
る
と
、

一
な
る
も
の
が
自
分
自
身
よ
り
年
長
に
な
っ
て
行
く
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
た
自
分
が
年
下
に
な
っ
て
行
く
の
に
対
し
て
、

よ
り
年
長
に
な
っ
て
行
く
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
／
つ
ま
り
そ
れ
が
自
分
よ
り
年
下
に
な
っ
て
行
く
と
と

も
に
、
ま
た
年
長
に
な
っ
て
行
く
の
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
な
の
だ
。
／
し
か
し
、
そ
も
そ
も
そ
れ
が
年
長
で
〈
あ
る
〉
と
い

う
の
は
、
そ
れ
が
成
り
行
き
な
が
ら
（
そ
の
進
行
過
程
に
お
い
て
）
、
〈
あ
っ
た
〉
と
〈
あ
る
だ
ろ
う
〉
の
中
間
に
あ
た
る
時
間
、

つ
ま
り
〈
今
〉
の
上
に
あ
る
場
合
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
〈
い
つ
か
あ
る
と
き
〉
か
ら
〈
そ
れ
以
後
〉
へ

と
進
行
す
る
の
に
、
〈
今
〉
と
い
う
も
の
を
〔
抜
か
し
て
〕
飛
び
越
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
ね
。
／
す
る

と
、
そ
れ
が
年
長
に
な
っ
て
行
く
過
程
に
停
止
を
か
け
る
の
は
、
〈
今
〉
と
い
う
も
の
に
ぶ
つ
か
っ
た
と
き
の
こ
と
で
あ
っ
て
、

そ
の
と
き
に
は
年
長
に
な
っ
て
行
く
（
な
り
つ
つ
あ
る
）
の
で
は
な
く
て
、
す
で
に
年
長
で
〈
あ
る
〉
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な

ら
、
た
だ
前
進
し
て
行
く
と
い
う
の
で
は
、
〈
今
〉
に
よ
っ
て
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と
は
け
っ
し
て
な
い
だ
ろ
う
か
ら
ね
。
な
ぜ
な

ら
、
前
進
し
て
行
く
と
い
う
の
は
、
〈
今
〉
と
〈
今
後
〉
と
の
両
方
に
接
触
す
る
よ
う
な
状
態
に
あ
る
わ
け
で
、
〈
今
〉
か
ら
手
を

離
し
な
が
ら
〈
今
後
〉
に
手
を
つ
け
か
け
て
い
る
の
だ
か
ら
ね
。
つ
ま
り
そ
れ
は
〈
今
後
〉
と
〈
今
〉
の
両
者
の
間
に
起
る
も
の

（
３
）

な
の
だ
．
．
…
・
」
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の
出
来
事
が
「
あ
る
」
場
合
に
そ
の
出
来
事
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
時
点
で
あ
り
、
そ
の
時
点
に
お
い
て
そ
の
出
来
事
は
「
あ
る
」
と
言

わ
れ
る
。
他
方
、
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
」
は
ｌ
ち
ょ
う
ど
先
の
「
創
造
的
進
化
」
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
よ
う
に
ｌ
生
の
進
展
、

次
第
に
年
長
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
一
つ
の
生
成
を
そ
こ
に
重
ね
合
わ
せ
て
み
せ
る
。
帰
結
す
る
の
は
、
や
は
り
逆
説
で
あ
る
。
年
長

に
な
っ
て
い
く
と
い
う
「
前
進
」
は
、
あ
る
時
間
Ｉ
そ
こ
に
お
い
て
出
来
事
が
存
在
を
分
有
す
る
こ
と
の
で
き
る
「
今
」
ｌ
に
結

び
つ
け
ら
れ
得
な
い
。
も
し
結
び
つ
け
ら
れ
て
し
ま
え
ば
、
年
長
で
「
あ
る
」
こ
と
に
な
り
、
年
長
に
「
な
る
」
と
い
う
生
成
は
消
え

て
し
ま
う
だ
ろ
う
か
ら
。
こ
れ
は
、
矢
が
あ
る
一
点
に
「
あ
る
」
の
だ
と
す
る
と
、
も
は
や
矢
は
飛
ぶ
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
例

の
逆
説
と
全
く
同
型
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
生
成
は
、
「
今
」
な
い
し
複
数
の
「
今
」
の
系
列
に
よ
っ
て
「
と
ら
え
ら
れ
る
こ
と

は
け
っ
し
て
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
あ
る
「
今
」
に
お
い
て
分
有
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
存
在
」
を
有
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
は

弓
今
後
」
と
「
今
」
の
両
者
の
間
に
起
こ
る
も
の
な
の
だ
」
…
…
。

と
こ
ろ
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
近
代
力
学
の
観
点
を
説
明
し
な
が
ら
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
言
葉
を
引
き
継
ぐ
か
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

「
科
学
の
観
点
に
と
っ
て
は
、
持
続
の
間
言
扁
凰
豐
①
）
そ
の
も
の
は
問
題
と
さ
れ
な
い
」
ｅ
扇
ミ
ヨ
）
。
「
数
学
は
、
二
つ
の
同
時
性

の
間
に
起
こ
る
こ
と
を
再
構
成
し
よ
う
と
す
る
時
に
は
、
自
ら
の
役
割
を
越
え
て
し
ま
っ
て
い
る
」
ｅ
扇
望
哉
）
。
持
続
の
「
間
」
や
、

「
二
つ
の
同
時
性
の
間
に
起
こ
る
こ
と
」
、
す
な
わ
ち
生
成
変
化
を
前
に
し
て
、
科
学
や
数
学
が
見
出
す
の
は
、
再
び
別
の
「
今
」
で

し
か
な
く
、
そ
し
て
無
限
分
割
は
そ
こ
か
ら
始
ま
っ
て
い
く
。
し
か
し
先
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
、
そ
う
し

た
道
を
い
く
ら
進
ん
だ
と
こ
ろ
で
逆
説
は
な
ん
ら
解
決
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
し
、
逆
説
が
そ
の
逆
説
性
に
お
い
て
思
惟
す
る
よ
う
促
し

、
、

て
い
る
事
柄
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と
も
な
い
の
で
あ
る
。
実
際
、
「
子
供
が
大
人
に
な
る
ａ
①
ぐ
①
己
『
）
」
と
い
う
表
現
が
文
字
通
り
表

、
、

、
、

し
て
い
る
と
こ
ろ
の
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
」
的
で
あ
り
同
時
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
で
も
あ
る
逆
説
（
子
供
は
い
つ
大
人
に
な
る
の
か
ｌ
ま

だ
子
供
で
あ
る
う
ち
は
大
人
に
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
大
人
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
時
に
は
も
は
や
大
人
に
な
る
主
語
で
あ
っ
た
は
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「
相
」
的
時
間
了
解
ｌ
完
了
と
未
完
了

第
一
に
、
「
持
続
」
に
対
立
す
る
の
は
い
っ
た
い
何
か
、
と
い
う
点
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
問
え
ば
簡
単
に
応
じ
得
る
。
例
え
ば
空
間
、

位
置
、
同
時
性
。
し
か
し
最
も
突
き
詰
め
た
と
こ
ろ
で
言
え
ば
、
そ
れ
ら
の
い
っ
た
い
何
が
、
「
持
続
」
と
対
立
す
る
の
か
。
私
た
ち

、
、
、
、
、

の
見
る
と
こ
ろ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
掲
げ
る
対
立
は
、
未
完
了
と
完
了
と
の
間
の
そ
れ
で
あ
る
。
本
質
的
な
の
は
こ
の
点
で
あ
っ
て
、
空

間
や
位
置
や
同
時
性
が
例
え
ば
「
質
」
を
有
さ
な
い
と
か
、
そ
れ
ら
は
延
長
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
瞬
間
的
で
あ
る
、
な
ど
と
い
っ
た

論
点
は
、
も
ち
ろ
ん
無
関
係
で
は
な
い
に
せ
よ
、
二
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
空
間
が
無
限
に
分
割
可
能
で
あ
る
と
い
う
の
は
確
か

だ
が
、
そ
の
こ
と
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
空
間
の
非
生
成
性
、
不
動
性
か
ら
の
系
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
「
空
間
に
関
す
る

限
り
、
分
割
は
望
む
限
り
い
く
ら
で
も
押
し
進
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
［
中
略
］
こ
れ
は
つ
ま
り
、
空
間
の
あ
る
部
分
と
い
う
も
の
は
、

我
々
が
そ
れ
に
関
わ
る
の
を
止
め
た
時
に
も
存
在
し
続
け
る
（
の
号
の
国
の
『
）
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
部
分
を
分

ず
の
子
供
は
存
在
し
な
い
…
…
）
が
、
何
か
小
刻
み
に
さ
れ
る
こ
と
で
解
消
さ
れ
る
と
考
え
る
の
は
、
根
拠
の
な
い
錯
覚
で
し
か
な
い

で
あ
ろ
う
。
中
間
に
新
た
に
「
青
年
」
を
は
さ
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
今
度
は
「
子
供
」
と
「
青
年
」
、
「
青
年
」
と
「
大
人
」
と
の
間
で
、

同
じ
逆
説
が
繰
り
返
さ
れ
、
そ
し
て
以
下
同
様
、
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
「
間
」
、
こ
の
「
間
に
起
こ
る
こ
と
」
の
意
味
を
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
別
の
「
今
」
で
は
な
い

し
、
そ
の
「
今
」
に
お
い
て
「
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
出
来
事
で
も
な
い
。
有
限
個
で
あ
れ
無
限
個
で
あ
れ
、
こ
の
「
間
」
に
置
か
れ
る

べ
き
は
「
今
」
で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
が
「
今
後
と
今
の
両
者
の
間
に
起
こ
る
」
と
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
「
試

論
」
や
「
物
質
と
記
憶
」
が
「
進
行
（
頁
ｃ
四
肝
ご
と
名
づ
け
、
「
創
造
的
進
化
」
が
「
生
成
ａ
の
ぐ
の
ョ
『
）
」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
。
こ

の
確
認
か
ら
、
い
く
つ
か
の
考
察
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
。
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割
さ
れ
な
い
ま
ま
に
し
て
お
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
部
分
は
待
ち
続
け
て
い
ら
れ
る
だ
ろ
う
し
、
想
像
力
が
ま
た
努
力
す
れ
ば
そ
の
部

（
４
）

分
は
さ
ら
に
分
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
こ
と
が
我
々
に
は
分
か
っ
て
い
る
の
だ
」
（
三
富
圏
曼
置
』
）
。
そ
し
て
先
に
「
子
供
」
「
大
人
」
を
め

ぐ
る
考
察
が
示
し
て
い
た
よ
う
に
、
性
質
の
有
無
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
示
し
た
い
対
立
の
核
心
に
は
届
か
な
い
。
『
パ

ル
メ
ニ
デ
ス
」
的
な
タ
ー
ム
を
用
い
る
な
ら
ば
、
空
間
、
位
置
、
「
子
供
」
と
い
っ
た
諸
要
素
に
共
通
の
事
柄
と
は
、
そ
れ
ら
に
見
ら

れ
る
「
あ
る
」
と
い
う
存
在
様
態
で
あ
り
、
「
な
る
」
や
「
起
こ
る
」
と
は
対
立
的
な
そ
れ
で
あ
る
。
あ
る
自
同
的
な
「
今
」
と
い
う

時
間
を
有
し
、
そ
こ
に
お
い
て
「
あ
る
」
と
言
わ
れ
、
し
か
も
自
ら
に
同
一
な
も
の
と
し
て
「
あ
る
」
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
存
在
様

態
の
範
例
的
形
象
と
し
て
、
空
間
や
位
置
、
同
時
性
は
掲
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
「
子
供
」
と
い
っ
た
質
的
状
態
も
ま

た
、
「
停
止
点
」
と
し
て
、
持
続
や
生
成
に
対
立
的
に
扱
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
外
見
に
も
関
わ
ら
ず
、
こ
こ
に
は
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
さ
ま

ざ
ま
の
考
察
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
「
過
去
・
現
在
・
未
来
」
の
区
分
で
あ
る
よ
り
も
、
ま
ず
は
「
未
完
了
・
完
了
」
の
差
異
で
あ

る
、
と
い
う
点
で
あ
る
。
自
ら
の
「
今
」
を
有
し
、
そ
こ
に
お
い
て
「
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
存
在
様
態
に
お
い
て
本
質
的
で
あ
る
の
は
、

そ
の
よ
う
に
端
的
に
「
あ
る
」
と
い
う
点
で
あ
っ
て
、
他
の
「
今
」
に
対
し
て
ど
う
い
っ
た
前
後
関
係
に
あ
る
か
、
で
は
な
い
（
だ
か

ら
通
俗
的
に
、
「
今
」
は
一
種
の
無
時
間
性
へ
の
通
路
で
も
あ
る
と
言
わ
れ
た
り
も
す
る
の
で
あ
る
）
。
す
っ
か
り
「
今
」
に
お
い
て
端

的
に
「
あ
る
」
こ
と
、
そ
れ
は
も
は
や
生
成
に
与
か
ら
ず
、
自
ら
「
手
を
離
し
な
が
ら
今
後
に
手
を
か
け
て
い
る
」
こ
と
な
く
、
「
起

こ
る
」
こ
と
も
「
な
る
」
こ
と
も
な
い
、
そ
う
し
た
存
在
様
態
な
の
だ
。
そ
の
上
で
そ
こ
に
「
点
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
よ
う
と
、
あ
る
い

は
「
直
線
」
を
イ
メ
ー
ジ
し
よ
う
と
、
さ
ら
に
は
時
間
軸
を
有
す
る
四
次
元
空
間
を
想
定
し
よ
う
と
、
本
質
的
な
差
異
は
な
い
。
こ
う

し
た
存
在
様
態
を
そ
れ
で
も
時
間
的
規
定
に
よ
っ
て
表
す
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
あ
て
が
う
べ
き
は
「
過
去
」
な
ど
の
時
制
で
あ
る
よ
り

も
む
し
ろ
「
相
（
四
名
①
＆
」
、
特
に
「
完
了
相
（
画
呂
の
ｏ
且
》
胃
８
ョ
昌
め
開
ョ
①
具
）
」
で
あ
ろ
う
。
少
し
説
明
し
た
い
。
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例
え
ば
「
試
論
」
が
掲
げ
て
い
た
次
の
よ
う
な
対
立
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
ｌ
力
学
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
い
つ
も
「
い

っ
た
ん
通
過
さ
れ
て
し
ま
っ
た
空
間
（
①
ｍ
ｇ
８
の
目
①
首
の
ｇ
『
８
昌
匡
の
こ
と
「
い
っ
た
ん
到
達
さ
れ
て
し
ま
っ
た
同
時
的
位
置
含
昌
，

号
易
の
言
昌
冨
愚
の
の
目
①
旨
の
胃
の
目
の
の
こ
だ
け
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
代
数
方
程
式
が
表
す
の
は
、
常
に
完
了
済
み
の
事
柄
［
Ⅱ
既
成
事

実
（
営
庁
月
８
昌
昌
）
］
で
し
か
な
い
」
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
我
々
の
意
識
に
現
れ
る
が
ま
ま
の
持
続
や
運
動
の
本
質
は
、
絶
え
ず
形
成

途
上
（
ｇ
ぐ
鳥
号
さ
目
島
。
。
）
に
あ
る
こ
と
だ
」
ｅ
冒
‐
忠
言
）
。
力
学
が
操
作
す
る
の
は
、
「
流
れ
る
時
間
言
昌
の
目

め
卿
。
匡
一
の
こ
で
は
な
く
、
「
流
れ
て
し
ま
っ
た
時
間
（
扇
ョ
扇
腎
○
匡
垣
」
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
確
か
に
フ
ラ
ン
ス
語
に
お
い

て
、
過
去
時
制
と
完
了
相
と
を
は
っ
き
り
区
別
す
る
こ
と
は
必
ず
し
も
容
易
で
は
な
く
、
私
た
ち
の
翻
訳
は
す
で
に
読
み
込
み
に
思
わ

れ
る
か
も
し
れ
な
い
（
た
だ
し
「
い
っ
た
ん
（
巨
口
の
旨
の
）
」
の
表
現
は
完
了
相
を
強
く
示
す
は
ず
だ
）
。
し
か
し
い
く
つ
か
の
議
論
か

ら
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
時
制
が
本
質
的
で
は
な
い
こ
と
は
比
較
的
容
易
に
示
さ
れ
る
。

そ
の
点
を
最
も
明
瞭
に
教
え
て
い
る
の
は
、
「
予
見
」
を
め
ぐ
っ
て
の
議
論
だ
。
定
義
か
ら
し
て
、
「
予
見
」
は
「
未
来
」
と
い
う
時

制
を
付
さ
れ
る
べ
き
事
象
に
つ
い
て
の
予
見
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
観
念
に
対
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
批
判
は
有
名
だ
ろ
う
。
「
科
学

の
観
点
か
ら
は
持
続
の
間
言
蔚
葛
呈
の
）
そ
の
も
の
が
問
題
に
は
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
の
は
次
の
こ
と
だ
、
す
な
わ
ち
、

も
し
宇
宙
の
さ
ま
ざ
ま
の
運
動
す
べ
て
が
二
倍
三
倍
の
速
度
で
生
じ
た
と
し
て
も
、
法
則
の
式
や
そ
こ
に
含
ま
れ
る
数
に
は
何
の
変
更

も
加
え
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
」
（
自
署
土
望
司
‐
認
－
９
．
両
ｇ
雪
山
麓
ご
巴
）
。
奇
妙
な
仮
定
で
あ
っ
て
、
部
分
的
変
化
速
度
の
増
大

減
少
に
は
意
味
が
あ
っ
て
も
、
宇
宙
の
事
象
全
体
の
加
速
と
い
う
概
念
は
も
は
や
無
意
味
で
あ
る
、
と
い
っ
た
批
判
が
加
え
ら
れ
た
議

論
で
あ
る
が
、
こ
の
議
論
の
含
意
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
順
を
追
っ
て
時
間
を
か
け
つ
つ
展
開
す
る
事
象
に
実
際

に
、
「
リ
ア
ル
タ
イ
ム
」
に
付
き
従
い
つ
つ
経
験
す
る
代
わ
り
に
、
「
予
見
」
を
試
み
る
場
合
、
私
た
ち
は
当
の
継
起
を
無
視
し
、
そ
れ

が
事
象
の
内
容
に
は
無
関
係
な
主
観
的
条
件
で
あ
る
と
し
な
が
ら
、
事
象
を
す
べ
て
完
了
し
た
も
の
と
し
て
扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
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ｌ
「
す
べ
て
は
与
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
（
弓
。
具
の
“
且
目
愚
）
」
か
の
よ
う
に
。
予
見
と
は
、
「
流
れ
る
時
間
」
を
度
外
視
す
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
極
端
な
話
、
宇
宙
の
歴
史
全
体
を
そ
の
一
瞥
の
う
ち
に
包
摂
し
得

る
神
的
視
点
に
お
い
て
も
、
科
学
の
諸
法
則
は
、
そ
れ
が
正
し
い
も
の
で
あ
る
限
り
、
書
き
直
さ
れ
る
必
要
が
な
い
。
そ
れ
は
言
い
換

え
れ
ば
、
初
め
か
ら
科
学
は
時
間
を
流
れ
る
も
の
と
し
て
問
題
に
し
て
は
い
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
何
か
を
「
予
見
」
し
て
い
る

際
、
ひ
と
は
い
わ
ば
無
限
大
の
速
度
を
想
定
し
、
結
局
は
時
間
的
継
起
と
い
う
要
素
を
排
除
す
る
こ
と
で
、
「
未
来
」
の
「
今
」
を
す

で
に
目
の
前
に
引
き
寄
せ
て
い
る
。
「
本
当
の
と
こ
ろ
を
言
う
な
ら
、
未
来
の
現
象
を
予
見
す
る
者
［
こ
こ
で
は
天
文
学
者
］
は
、
そ
の

際
、
当
の
現
象
を
あ
る
点
で
現
在
の
現
象
に
し
て
い
る
、
も
し
く
は
少
な
く
と
も
我
々
と
そ
の
未
来
の
現
象
と
を
分
か
つ
間
（
言
扁
『
‐

ぐ
豊
の
）
を
極
端
に
縮
減
し
て
い
る
。
［
中
略
］
そ
の
時
ひ
と
は
、
想
像
に
お
い
て
、
予
見
し
よ
う
と
す
る
現
象
に
立
ち
会
う
だ
ろ
う
。

空
間
内
の
か
く
か
く
の
正
確
な
地
点
で
、
か
く
か
く
の
時
間
単
位
の
後
に
、
そ
の
現
象
が
生
じ
る
こ
と
を
知
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の

後
で
、
そ
の
時
間
単
位
に
物
理
的
本
性
を
回
復
さ
せ
て
、
出
来
事
を
未
来
へ
と
押
し
戻
し
、
そ
の
出
来
事
を
予
見
し
た
き
蒜
ぐ
こ
）
の

だ
と
言
え
ば
よ
い
。
だ
が
実
際
に
は
、
ひ
と
は
そ
れ
を
見
た
（
ぐ
匡
）
の
で
あ
る
」
ｅ
巨
急
‐
辰
ご
届
巴
。
こ
の
よ
う
に
、
予
見
と
は
、
す

で
に
見
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
ｌ
「
予
見
言
９
画
○
コ
）
と
は
す
べ
て
実
際
に
は
見
る
こ
と
含
切
目
）
な
の
だ
」
ｅ
冒
望
旨
巴
。

こ
こ
で
問
題
な
の
は
、
時
制
で
は
な
い
。
時
制
上
は
「
予
」
と
言
わ
れ
る
要
素
が
、
「
予
見
」
と
い
う
試
み
に
お
い
て
は
排
除
さ
れ
て

お
り
、
そ
れ
が
「
予
見
」
の
本
質
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
「
予
見
」
の
本
質
は
対
象
の
有
す
る
時
制
上
の
性
格
に
あ
る
の

で
は
な
く
、
対
象
を
い
か
な
る
相
に
お
い
て
了
解
し
捉
え
る
か
と
い
う
点
に
置
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ

う
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
、
「
天
文
学
に
お
け
る
予
見
は
、
将
来
の
意
識
状
態
に
つ
い
て
の
予
期
的
な
知
よ
り
も
む
し
ろ
、
過
ぎ
去
っ

た
意
識
状
態
の
想
起
に
な
ぞ
ら
え
る
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
」
ｅ
巨
念
宮
ざ
）
。
な
ぜ
こ
の
一
見
逆
説
的
な
「
な
ぞ
ら
え
」
が
可
能
な
の

か
と
い
え
ば
、
こ
こ
で
問
題
な
の
は
「
未
来
」
か
「
過
去
」
か
と
い
う
区
別
で
は
な
く
、
当
の
事
象
を
い
か
な
る
相
に
お
い
て
捉
え
る
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か
で
あ
る
か
ら
だ
。
つ
ま
り
、
「
完
了
し
た
（
“
ｇ
ｏ
ョ
巳
い
）
事
実
系
列
」
と
し
て
の
過
去
は
、
完
了
し
て
い
る
限
り
で
、
．
挙
に
表

、
、

象
で
き
る
も
の
（
暮
目
雨
．
目
○
国
冨
昌
用
『
呂
融
用
具
の
『
８
匡
巳
》
目
８
９
）
」
と
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
と
同
様
に
、
予
見
と
い
う
作

業
も
ま
た
、
未
来
の
現
象
を
す
で
に
完
了
し
て
し
ま
っ
た
と
見
倣
し
つ
つ
．
挙
」
に
、
つ
ま
り
生
成
と
は
無
縁
な
存
在
様
態
に
お
い

て
、
表
象
し
て
し
ま
う
こ
と
を
そ
の
本
質
と
す
る
わ
け
で
あ
る
。
「
一
挙
」
に
表
象
可
能
な
「
完
了
し
た
」
「
も
の
」
と
し
て
実
在
を
捉

え
る
視
角
が
あ
る
。
空
間
と
い
い
、
位
置
や
同
時
性
と
い
い
、
ま
ず
も
っ
て
こ
う
し
た
視
線
と
不
可
分
な
「
完
了
相
」
と
い
う
時
間
性

か
ら
了
解
さ
れ
、
議
論
中
に
配
置
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
次
章
で
見
る
よ
う
に
、
「
空
間
」
に
は
加
え
て
別
の
意
味
づ
け
が
な
さ

れ
て
い
く
が
、
そ
の
最
低
限
の
規
定
は
こ
の
完
了
相
と
い
う
時
間
的
様
相
で
あ
り
続
け
る
だ
ろ
う
。

ま
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
時
間
論
の
基
礎
概
念
が
、
時
制
で
あ
る
よ
り
も
相
で
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
通
常
「
過
去
」
と
言
わ
れ
る
も
の

の
「
未
完
了
性
」
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
語
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
ｌ
「
予
見
」
と
い
う
作
用
の
相
関
項
で
あ
る
「
完
了
し
た
未
来
」
と

い
う
概
念
の
ち
ょ
う
ど
逆
を
な
す
も
の
と
し
て
。
あ
る
い
は
、
多
く
の
時
間
論
が
自
明
視
す
る
「
過
去
・
現
在
・
未
来
」
と
い
う
三
つ

の
次
元
の
相
互
否
定
的
性
格
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
必
ず
し
も
前
提
と
せ
ず
に
話
を
す
る
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
（
な
お
、
こ
れ
は

時
間
を
Ａ
系
列
と
Ｂ
系
列
に
差
異
化
す
る
と
い
っ
た
話
で
は
な
い
）
。
い
や
、
実
際
に
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、
記
憶
の
現
在
性
（
「
物
質

と
記
憶
こ
、
あ
る
い
は
知
覚
と
記
憶
の
同
時
性
（
「
現
在
の
記
憶
と
偽
再
認
」
）
や
現
在
と
過
去
と
の
区
分
の
相
対
性
（
『
変
化
の
知

覚
」
）
と
い
っ
た
一
見
奇
妙
な
議
論
を
彼
は
ご
く
自
然
に
行
っ
て
し
ま
い
、
そ
れ
は
当
然
な
が
ら
逆
説
的
だ
と
評
さ
れ
て
き
た
の
で
あ

る
が
、
そ
う
し
た
事
態
を
生
ん
だ
の
は
、
一
方
で
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
時
間
了
解
が
実
は
「
過
去
・
現
在
・
未
来
」
の
分
節
の
上
に
の
み

置
か
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
事
実
、
そ
し
て
他
方
で
は
私
た
ち
が
無
意
識
に
こ
の
分
節
だ
け
を
用
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
読
ん
で
き
た
と

い
う
事
実
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
は
、
「
未
完
了
の
過
去
」
「
過
ぎ
去
っ
て
い
な
い
過
去
」
と
い
っ
た
一
見

矛
盾
し
た
語
の
連
結
を
自
然
に
行
い
得
る
よ
う
な
時
間
了
解
が
あ
る
。
理
解
す
べ
き
は
、
こ
の
点
な
の
だ
。
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さ
て
、
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
」
が
「
今
に
よ
っ
て
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
も
の
」
と
形
容
し
て
い
た
生
成
変
化
ｌ
「
未
完
了
」
と
い
う

相
は
、
こ
の
生
成
に
つ
い
て
こ
そ
言
わ
れ
る
。
対
し
て
ゼ
ノ
ン
や
近
代
科
学
は
、
絶
え
ず
運
動
そ
の
も
の
を
そ
の
行
程
上
の
空
間
的
位

置
へ
と
ト
レ
ー
ス
し
、
そ
こ
か
ら
議
論
を
組
み
立
て
る
。
こ
れ
こ
そ
は
、
未
完
了
相
に
お
け
る
生
成
を
、
完
了
し
た
存
在
へ
と
転
換
し

て
し
ま
う
典
型
的
な
方
法
、
つ
ま
り
は
完
了
化
の
作
業
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
い
く
ら
完
了
し
て
し
ま
っ
た
も
の
を
操
作
し
て
も
、

そ
う
し
た
も
の
を
い
く
つ
用
意
し
て
も
、
未
完
了
相
に
戻
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
た
空
し
い
操
作
を
、
ひ
と
は
「
総
合

（
望
具
房
陥
こ
な
ど
と
呼
ん
で
き
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
多
数
の
「
今
」
を
い
く
ら
統
一
し
て
も
、
本
性
上
「
今
」
に
よ
っ
て
は
捉

え
ら
れ
な
い
も
の
に
至
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ゼ
ノ
ン
と
カ
ン
ト
を
同
じ
書
物
の
中
で
批
判
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
ゼ
ノ
ン
と
カ
ン
ト

の
議
論
に
、
事
実
上
の
同
型
性
を
認
め
て
お
り
、
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
が
、
彼
に
よ
る
カ
ン
ト
批
判
を
駆
動
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
て
私
た
ち
は
第
二
の
考
察
に
移
行
す
る
。

外
的
総
合
と
し
て
の
数
的
多
様
性
、
生
け
る
統
一
と
し
て
の
質
的
多
耀
唖
性

ゼ
ノ
ン
の
逆
説
を
生
ん
だ
発
端
が
、
生
成
変
化
を
完
了
化
し
、
「
も
の
」
と
し
て
し
ま
う
視
線
で
あ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
カ
ン
ト
の

認
識
論
は
ま
さ
し
く
、
そ
の
視
線
の
孕
む
ロ
ジ
ッ
ク
を
純
粋
な
形
で
描
き
出
す
も
の
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
統
覚
と
い
い
、
そ
の

下
で
「
統
こ
さ
れ
る
多
様
と
い
い
、
そ
れ
ら
は
結
局
「
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
の
言
う
非
生
成
的
な
「
あ
る
」
に
属
す
る
も
の
で
し
か
な

く
、
カ
ン
ト
の
語
る
よ
う
な
「
総
合
」
と
は
、
他
の
事
象
は
ど
う
あ
れ
た
だ
一
点
、
生
成
変
化
だ
け
は
必
ず
や
取
り
逃
が
す
し
か
な
い

も
の
で
あ
り
、
時
間
と
い
う
事
象
に
対
し
て
は
本
性
上
「
事
後
」
的
で
無
益
な
道
具
立
て
で
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

カ
ン
ト
に
お
け
る
時
間
と
は
、
そ
れ
自
身
は
流
れ
な
い
形
式
で
あ
る
と
同
時
に
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
的
直
観
が
そ
こ
に
含
ま
れ
る
と
こ

ろ
の
場
で
も
あ
っ
た
。
確
認
し
て
お
け
ば
、
こ
の
時
間
概
念
に
は
両
義
性
な
い
し
二
重
性
が
属
し
て
い
た
。
一
方
で
は
こ
の
時
間
は
、
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「
感
性
に
の
み
属
す
る
」
も
の
で
あ
り
、
直
観
の
多
様
の
「
並
置
・
通
覧
・
取
り
ま
と
め
」
を
可
能
に
し
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

す
べ
て
の
可
能
的
直
観
は
こ
の
唯
一
の
時
間
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
他
方
、
こ
の
統
一
は
、
結
合
で
あ
る
限
り
、
悟
性
の
自
発

性
に
よ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
観
点
に
お
い
て
は
、
諸
直
観
が
並
置
さ
れ
通
覧
さ
れ
る
の
は
、
統
覚
と
の
関
係
に

入
る
こ
と
に
よ
る
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
二
重
性
を
同
時
に
含
む
概
念
と
し
て
、
カ
ン
ト
は
「
直
観
の
形
式
」
で
は

な
く
「
形
式
的
直
観
」
と
い
う
別
の
概
念
を
用
意
し
、
そ
こ
に
お
い
て
感
性
の
普
遍
的
形
式
と
し
て
の
時
間
と
、
統
覚
作
用
の
お
よ
そ

及
び
得
る
領
域
と
を
、
一
気
に
合
致
さ
せ
、
か
く
し
て
感
性
と
悟
性
と
の
基
本
的
な
適
合
を
保
証
し
た
の
で
あ
り
、
私
た
ち
の
解
釈
で

は
、
「
超
越
論
的
演
緯
」
の
実
質
的
内
容
は
そ
こ
に
存
す
る
の
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
こ
こ
に
論
証
上
の
困
難
を
指
摘
し
た
い
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
こ
の
「
形
式
的
直
観
」
こ
そ
は
く
ル
ク
ソ
ン
が
「
空
間
化
さ
れ
た
時
間
」
と
し
て
摘
出
し
て
み
せ
た
折
衷
的
概
念
で
あ

る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、
フ
ィ
ロ
ネ
ン
コ
の
簡
明
な
フ
レ
ー
ズ
を
引
き
つ
つ
こ
う
述
べ
て
お
き
た
い
の
で
あ
る
ｌ
「
空
間
と
、

（
５
）

「
私
は
考
え
る
』
と
は
、
相
関
的
な
二
つ
の
項
で
あ
る
」
と
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
統
覚
（
胃
呂
号
昌
の
）
と
、
形
式
的
直
観
と
し
て
の
時

間
（
と
い
う
名
の
空
間
）
と
は
、
お
互
い
に
適
合
し
合
い
、
お
互
い
を
前
提
と
し
て
い
る
。
統
覚
は
必
然
的
に
、
そ
の
無
限
定
で
唯
一

の
空
間
に
差
し
向
け
ら
れ
て
お
り
、
反
対
に
空
間
の
あ
ら
ゆ
る
諸
点
は
統
覚
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
統
覚
と
空
間
と

は
、
互
い
の
結
合
に
お
い
て
一
つ
の
構
造
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。

こ
の
構
造
こ
そ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
数
的
多
様
性
」
と
呼
ん
だ
も
の
、
す
な
わ
ち
．
と
多
の
総
合
」
に
よ
る
多
様
性
に
他
な
ら
な

い
。
誤
解
の
な
い
よ
う
に
言
え
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
数
的
多
様
性
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
カ
ン
ト
が
「
数
」
と
名
づ
け
た
も
の

よ
り
も
広
い
概
念
で
あ
る
。
確
か
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
「
数
」
と
は
、
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
で
あ
り
、
特
に
「
こ
と
「
多
」
と

を
総
合
し
て
得
ら
れ
る
「
全
体
性
」
の
、
そ
の
図
式
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
確
か
に
カ
ン
ト
が
「
数
」
に
与
え
る
「
同
種
の
（
哩
骨
富
『
‐

局
）
直
観
に
お
け
る
多
様
な
も
の
一
般
の
総
合
的
統
こ
（
囚
認
）
と
い
う
定
義
は
、
「
互
い
に
完
全
に
同
類
の
（
の
①
ョ
匡
卸
亘
①
の
）
諸
部
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分
な
い
し
諸
単
位
の
多
数
性
に
つ
い
て
の
単
一
な
直
観
」
と
い
う
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
記
述
ｅ
扇
ご
紹
）
に
重
な
り
、
そ
こ
か
ら
し
て
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
議
論
の
射
程
は
そ
う
し
た
一
つ
の
特
殊
概
念
の
再
規
定
に
留
ま
る
と
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
、
カ
ン
ト
は
例
え

ば
「
関
係
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
関
し
て
は
そ
れ
を
異
種
的
な
も
の
の
総
合
と
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
何
ら
か
の
批
判
を

行
っ
た
と
し
て
も
そ
れ
は
カ
ン
ト
ヘ
の
全
面
的
批
判
と
は
な
ら
な
い
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
あ
く
ま
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は

「
数
的
多
様
性
」
と
い
う
、
「
数
」
に
比
し
て
よ
り
一
般
的
な
概
念
を
組
み
立
て
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
射
程
は
あ
れ
こ
れ
の
個
別
的

な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
機
能
に
の
み
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
が
常
に
変
わ
ら
ず
依
拠
す
る
基
本
概
念
、
つ
ま
り
は
「
総
合
」
や

「
統
こ
と
い
っ
た
概
念
そ
の
も
の
に
ま
で
及
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
現
象
の
多
様
に
対
し
て
行
わ
れ
る
概
念
的
な
結
合
、
形
式
的
な

統
一
ｌ
使
用
さ
れ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
こ
に
成
り
立
つ
の
は
も
っ
と
も
基
本
的
な
点
に
お
い
て
常
に
．

と
多
の
総
合
」
で
あ
り
、
「
数
的
多
様
性
」
な
の
だ
。

以
上
か
ら
次
の
よ
う
な
見
通
し
が
生
ま
れ
て
く
る
。
「
数
的
多
様
性
」
を
自
我
の
記
述
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
意

図
は
、
単
に
意
識
の
諸
状
態
に
、
判
明
で
散
乱
し
て
し
ま
っ
た
「
多
」
と
い
う
空
間
的
性
格
を
拒
む
こ
と
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
、
そ

れ
と
「
相
関
的
」
に
呼
び
出
さ
れ
て
く
る
「
統
覚
」
と
い
う
道
具
立
て
を
も
捨
て
去
る
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
空
間
の
拒
否

は
、
同
時
に
、
カ
ン
ト
的
統
覚
の
排
除
だ
っ
た
の
だ
。

こ
の
点
の
確
認
は
容
易
で
あ
る
。
「
試
論
」
の
論
点
の
一
つ
が
、
数
的
多
様
性
の
成
立
は
、
実
際
に
は
、
質
的
多
様
性
に
先
立
た
れ

て
お
り
、
し
か
も
質
的
多
様
性
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
に
な
る
と
い
う
点
に
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
「
例
え
ば
、
三
番
目
の
項

は
、
先
立
つ
二
つ
の
項
に
加
わ
る
こ
と
で
、
総
体
の
性
質
や
相
貌
、
い
わ
ば
リ
ズ
ム
の
よ
う
な
も
の
を
変
様
す
る
。
こ
う
し
た
相
互
浸

透
、
あ
る
意
味
で
質
的
な
こ
う
し
た
進
行
が
な
け
れ
ば
、
加
算
と
い
う
こ
と
も
可
能
で
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
」
ｅ
弓
里
馬
）
。
注

意
す
べ
き
は
、
数
の
形
成
ｌ
数
え
る
と
い
う
行
為
に
お
け
る
数
の
構
成
ｌ
の
条
件
と
し
て
ペ
ル
ク
ソ
ン
が
持
ち
出
す
の
が
、
「
多
」
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の
総
合
者
と
し
て
の
．
」
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
こ
で
語
ら
れ
る
質
的
な
相
互
浸
透
の
過
程
に
は
、
そ
れ
を
メ
タ
レ
ベ
ル

か
ら
司
っ
て
い
る
「
こ
は
い
っ
さ
い
登
場
し
て
い
な
い
。

「
試
論
」
第
二
章
が
開
始
さ
れ
た
時
に
は
、
確
か
に
「
数
」
は
「
一
と
多
の
総
合
」
と
し
て
規
定
さ
れ
、
そ
し
て
そ
の
「
多
」
は
等

質
的
空
間
の
諸
部
分
へ
と
配
分
さ
れ
、
そ
れ
ら
を
取
り
ま
と
め
る
．
」
と
し
て
、
「
精
神
の
単
一
の
作
用
（
画
ｇ
①
の
言
亘
の
）
」
ｅ
覇
ミ

誤
）
が
持
ち
出
さ
れ
る
。
１
十
１
＋
１
を
「
３
」
と
い
う
一
つ
の
全
体
に
ま
と
め
る
の
は
こ
の
作
用
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
そ
れ
自
体
い

く
ら
で
も
分
割
で
き
る
「
１
」
に
そ
れ
で
も
一
応
は
単
位
的
な
統
一
を
与
え
て
い
る
の
も
こ
の
作
用
で
あ
っ
た
。
分
割
可
能
性
は
、
本

来
的
に
「
多
」
で
あ
る
空
間
の
性
質
か
ら
由
来
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
無
限
分
割
的
な
崩
壊
を
停
止
さ
せ
、
い
わ
ば
上
か
ら
そ
れ
ら
を

取
り
ま
と
め
る
の
が
「
こ
と
し
て
の
精
神
な
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
の
点
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
構
図
は
い
ま
だ
ご
く
あ
り
ふ
れ
た
も

の
で
し
か
な
い
。
つ
ま
り
、
「
こ
な
る
精
神
が
、
「
多
」
で
あ
る
対
象
や
物
質
な
ど
と
は
別
の
水
準
に
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
「
統
こ

を
「
多
」
に
与
え
て
い
る
と
い
う
（
カ
ン
ト
ー
ラ
シ
ュ
リ
エ
風
の
）
観
念
論
的
構
図
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
非
常
に
興
味
深
い
こ
と
に
、

場
面
が
「
数
」
に
つ
い
て
の
そ
う
し
た
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
分
析
か
ら
、
数
の
構
成
へ
と
移
さ
れ
る
や
い
な
や
ｅ
冨
昼
圏
①
爵
呂
・
）
、
そ

う
し
た
構
図
は
私
た
ち
の
目
の
前
で
別
の
も
の
へ
と
変
貌
し
て
い
く
。
「
精
神
の
単
一
の
作
用
」
は
確
か
に
不
可
分
な
も
の
で
は
あ
る

が
、
そ
の
作
用
の
不
可
分
性
は
い
ま
だ
「
数
学
的
点
の
形
に
翻
訳
さ
れ
る
」
も
の
で
し
か
な
く
、
単
に
こ
れ
か
ら
加
算
さ
れ
る
べ
き
単

位
を
構
成
す
る
だ
け
の
も
の
と
な
る
。
そ
し
て
加
算
に
よ
る
数
の
構
成
の
た
め
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
新
た
に
登
場
さ
せ
て
く
る
の
は
、

「
精
神
が
、
与
え
ら
れ
た
空
間
の
多
数
の
諸
部
分
へ
と
そ
の
注
意
を
継
起
的
に
固
定
し
て
い
く
不
可
分
の
過
程
（
胃
。
８
め
の
口
の
言
島
ぐ
肘
，

量
①
こ
ｅ
扇
望
ｇ
な
の
だ
。
先
の
「
単
一
の
作
用
」
は
、
数
学
的
点
の
ご
と
き
不
可
分
性
を
有
し
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
点
を
「
継

起
的
」
に
な
ぞ
っ
て
い
く
こ
の
「
過
程
」
は
、
そ
れ
と
は
も
は
や
別
の
仕
方
で
「
不
可
分
」
な
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
通
常
「
こ
と

言
わ
れ
る
も
の
と
は
別
種
の
不
可
分
性
を
そ
れ
は
付
与
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
「
一
と
多
の
総
合
」
と
さ
れ
て
い
た
「
数
」
を
成
立
さ
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せ
る
と
こ
ろ
の
、
先
行
的
な
多
様
性
を
示
す
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
箇
所
は
さ
し
あ
た
り
、
非
連
続
的
な
仕
方
で
加
算
的
に
数
え

ら
れ
て
１
コ
定
の
法
則
に
よ
っ
て
（
過
ｏ
ｐ
ｇ
２
。
昌
興
の
目
旨
府
こ
’
構
成
さ
れ
る
数
が
、
そ
れ
で
も
連
続
的
で
無
限
分
割
可

能
な
も
の
ｌ
「
任
意
の
法
則
に
よ
っ
て
分
解
可
能
（
愚
８
ョ
冒
切
画
匡
の
世
○
コ
目
巳
。
旨
巨
但
８
呂
匡
の
こ
ｅ
扇
里
留
‐
雪
）
な
も
の
ｌ
で

あ
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
論
点
が
中
心
に
据
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
考
察
か
ら
、
数
を
構
成
す
る
「
素
材
な
い
し
場
」

と
は
、
初
め
か
ら
無
限
分
割
可
能
な
連
続
体
、
つ
ま
り
は
空
間
で
あ
っ
た
の
だ
と
い
う
点
を
示
す
の
が
主
眼
と
な
っ
て
は
い
よ
う
。
し

か
し
こ
の
箇
所
以
降
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
は
も
は
や
単
純
に
「
こ
と
「
多
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
止
め
、
む
し
ろ
．

と
多
の
総
合
」
と
し
て
の
「
数
的
多
様
性
」
と
、
そ
う
で
は
な
い
「
質
的
多
様
性
」
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
う
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
「
一
」
と
し
て
の
精
神
（
形
式
、
作
用
）
／
「
多
」
と
し
て
の
物

質
（
質
料
、
対
象
）
、
と
い
っ
た
古
い
対
立
構
図
そ
の
も
の
へ
の
批
判
で
あ
り
、
基
本
的
な
問
題
設
定
そ
の
も
の
の
組
み
替
え
な
の
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
の
所
作
は
、
「
多
」
だ
け
か
ら
出
発
す
る
経
験
論
や
連
合
主
義
的
心
理
学
へ
の
否
定
で
あ
る
と
同
時
に
、
「
こ
で
あ

る
純
粋
統
覚
が
、
「
多
」
で
あ
る
諸
現
象
を
「
統
一
」
し
て
認
識
が
成
立
す
る
、
と
考
え
る
カ
ン
ト
的
認
識
論
そ
の
も
の
へ
の
批
判
を

も
当
然
含
意
し
て
い
る
。
後
者
の
点
を
こ
そ
、
こ
こ
で
は
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
数
の
成
立
は
、
い
ま
だ
数
的
で
は
な
い
多
様

性
に
先
立
た
れ
て
い
る
。
「
多
」
に
対
立
す
る
「
こ
な
い
し
「
統
こ
の
作
用
と
い
っ
た
主
観
の
位
置
取
り
も
ま
た
、
別
の
場
所
に

別
の
仕
方
で
ま
ず
も
っ
て
存
在
す
る
主
観
に
つ
い
て
の
事
後
的
な
、
し
か
も
取
り
違
え
を
孕
ん
だ
、
せ
い
ぜ
い
の
と
こ
ろ
二
次
的
な
捉

え
方
で
あ
る
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
主
張
し
て
い
る
わ
け
だ
。

こ
う
し
て
、
時
間
を
数
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
作
業
、
．
と
多
の
総
合
」
の
構
図
を
時
間
に
適
用
し
よ
う
と
す
る
作
業
に
つ
い
て

の
考
察
が
、
時
間
と
主
観
性
と
の
相
互
の
位
置
取
り
を
規
定
す
る
た
め
の
特
権
的
な
論
題
と
な
っ
て
く
る
。
「
試
論
」
は
本
質
的
に
こ
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⑥
先
立
つ
振
れ
の
記
憶
を
保
持
（
８
．
陥
葛
の
『
）
し
つ
つ
、
現
在
の
振
れ
に
そ
れ
を
結
び
つ
け
る
。
時
間
的
な
あ
る
種
の
保
持
が
要

求
さ
れ
る
わ
け
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
こ
に
こ
そ
「
数
え
る
こ
と
」
の
基
本
的
作
用
を
見
る
。

し
か
し
直
ち
に
補
足
し
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
カ
ン
ト
で
あ
っ
て
も
、
．
っ
の
表
象
の
う
ち
に
」
多
様
を
集
め
る
際
に
は
、
既
に

（
６
）

「
再
生
角
の
頁
。
目
冨
○
コ
）
の
総
合
」
が
必
要
で
あ
る
と
言
っ
て
い
た
。
数
え
る
作
用
に
は
「
再
生
」
や
「
保
持
」
が
必
要
で
あ
る
と

⑧
．
挙
に
、
精
神
の
唯
一
の
統
覚
に
よ
っ
て
（
８
匡
氏
》
ｇ
８
ｇ
の
ｇ
胃
呂
の
ｍ
の
巳
①
ｇ
①
Ｒ
８
ｇ
ｏ
。
号
房
ｇ
『
ご
」
六
十
回
の
振
れ

を
表
象
す
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
に
よ
っ
て
多
が
統
一
さ
れ
、
数
は
成
立
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
同
時
的
な
諸
項
が
数

え
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
「
私
は
仮
定
か
ら
し
て
、
継
起
の
観
念
を
排
除
し
て
し
ま
っ
て
い
る
」
。
当
然
で
あ
っ
て
、
「
一
挙
に
」

表
象
さ
れ
る
限
り
で
、
諸
項
は
先
に
私
た
ち
が
検
討
し
た
よ
う
な
「
完
了
相
」
へ
と
移
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え

に
時
間
的
継
起
は
「
仮
定
か
ら
し
て
」
既
に
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
別
の
第
三
の
描
像
に
至
ら
ね
ば
な
ら

な
い
。

る
。
三
つ
の
描
像
率

⑧
先
立
つ
音
（

が
与
え
ら
れ
な
い
。

先
立
つ
音
の

の
場
面
を
用
い
て
、
時
間
を
「
多
の
統
こ
と
見
倣
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
も
、
そ
も
そ
も
「
私
」
自
身
が
継
起
に
外
的
で
は
あ
っ

て
は
な
ら
な
い
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
時
間
が
「
私
」
に
対
置
さ
れ
る
対
象
で
は
あ
り
得
な
い
の
と
同
時
に
、
「
私
」
は
時
間
を
外

的
に
傭
撤
す
る
位
置
に
は
置
か
れ
得
な
い
こ
と
、
こ
の
点
を
こ
そ
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
数
え
る
と
い
う
行
為
を
問
題
と
し

て
い
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
（
昌
認
‐
弓
、
？
ご
）
を
、
や
や
立
ち
入
っ
て
検
討
し
て
み
よ
う
。

数
え
る
際
に
は
、
何
が
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。
秒
を
刻
む
と
い
う
振
り
子
の
動
き
を
一
分
間
と
呼
ば
れ
る
だ
け
の
間
、
数
え
る
と
す

る
。
三
つ
の
描
像
が
示
さ
れ
る
。

記
憶
を
排
除
し
て
、

刻
々
現
在
の
振
れ
の
み
を
考
え
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
、
総
合
さ
れ
る
べ
き
諸
項
そ
の
も
の
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い
う
そ
の
点
に
関
し
て
な
ら
、
カ
ン
ト
で
あ
れ
誰
で
あ
れ
、
同
意
す
る
だ
ろ
う
。
問
題
は
そ
の
次
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
確
か
に
「
再
生
」
を
口
に
す
る
。
し
か
し
彼
の
考
察
は
む
し
ろ
、
再
生
が
可
能
に
な
る
そ
の
条
件
（
表
象
相
互
の
類
縁
性

（
少
哉
昌
騨
）
、
そ
し
て
そ
の
さ
ら
に
根
拠
と
な
る
と
こ
ろ
の
純
粋
統
覚
）
に
つ
い
て
の
潮
行
的
探
求
で
あ
り
、
再
生
の
総
合
そ
の
も
の

は
、
条
件
づ
け
ら
れ
た
経
験
的
事
象
と
し
て
考
察
の
傍
ら
に
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
対
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
こ
こ
で
立
ち
止
ま

っ
て
問
い
続
け
る
。
こ
の
「
保
持
」
と
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
作
用
か
。
こ
れ
が
も
し
再
び
⑧
の
よ
う
な
並
置
的
表
象
で
し
か
な
い
の

だ
と
し
た
ら
、
話
は
全
く
進
ん
で
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
先
の
伽
は
「
保
持
」
の
不
在
と
い
う
ケ
ー
ス
を
扱
っ
て
い
る
。
し
か
し
⑧
は

こ
れ
は
こ
れ
で
、
「
保
持
」
さ
れ
た
そ
の
結
果
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
で
は
「
保
持
」
そ
の
も
の
の
記
述
に
は
な
っ
て
い
な
い
の

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
並
置
」
と
は
別
の
様
態
に
お
け
る
作
用
が
そ
こ
に
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
メ
ロ
デ
ィ
ー
的
な
統
一
が
語

ら
れ
る
の
は
こ
う
し
て
で
あ
る
ｌ
「
私
は
［
二
つ
の
イ
メ
ー
ジ
を
］
、
互
い
の
う
ち
へ
と
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
楽
音
の
よ
う
に
浸
透
し
有
機

化
し
合
い
な
が
ら
数
と
は
何
ら
類
似
し
な
い
非
判
明
な
質
的
多
様
性
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
を
形
成
す
る
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

覚
知
す
る
。
私
は
こ
う
し
て
、
純
粋
持
続
の
イ
メ
ー
ジ
を
得
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
ｅ
弓
電
弓
。

こ
こ
で
も
ま
た
、
カ
ン
ト
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
二
人
の
視
線
は
異
な
っ
た
方
向
を
目
指
し
て
い
る
。
常
に
カ
ン
ト
は
形
式
的
条
件
へ
と

湖
行
す
る
の
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
あ
く
ま
で
作
用
な
い
し
働
き
と
い
っ
た
事
象
の
内
実
へ
と
考
察
を
進
め
よ
う
と
す
る
。
「
数
え
る

作
用
」
は
、
当
の
所
産
で
あ
る
「
数
」
と
は
異
質
な
相
貌
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
「
再
生
の
総
合
」
も
、
再
生
さ
れ
る
対
象
と
は

そ
れ
自
身
異
質
な
存
在
様
態
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
自
体
が
時
間
や
継
起
に
関
わ
っ
て
い
る
、
そ
う
し
た
作
用
に
つ
い
て
は
、
そ
の
所

産
の
引
き
写
し
で
は
、
も
は
や
適
切
な
記
述
の
方
法
に
は
な
ら
な
い
の
だ
。
最
後
に
得
ら
れ
る
の
が
、
「
こ
と
「
多
」
と
の
総
合
と

し
て
の
「
数
」
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
を
形
成
す
る
過
程
そ
の
も
の
が
「
一
」
と
「
多
」
の
組
み
合
わ
せ
に
よ
っ
て
進
む
の
で

は
な
い
。
運
動
が
、
通
過
し
た
諸
点
を
描
く
か
ら
と
い
っ
て
、
運
動
そ
の
も
の
は
諸
点
な
い
し
そ
の
集
合
と
は
別
の
事
象
で
あ
る
。
そ
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の
点
に
つ
い
て
の
誤
解
か
ら
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
説
が
生
じ
た
。
も
し
時
間
的
継
起
を
、
「
こ
と
「
多
」
の
「
総
合
」
と
し
て
、
数
的
多

様
性
の
観
点
か
ら
描
き
出
し
て
し
ま
え
ば
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
説
と
全
く
同
型
の
困
難
が
生
じ
る
は
ず
だ
ろ
う
。
考
え
て
も
み
よ
う
。
時
間

的
継
起
が
問
題
で
あ
る
場
合
、
「
総
合
」
さ
れ
る
べ
き
項
を
私
が
手
許
に
持
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
す
で
に
「
総
合
」
は
果
た
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
「
総
合
」
は
無
用
か
つ
手
遅
れ
で
あ
る
。
逆
に
「
総
合
」
す
べ
き
項
が
ま
だ
／
も
は
や
与
え
ら
れ

て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
「
総
合
」
も
ま
た
不
可
能
な
ま
ま
で
あ
る
。
ｌ
こ
れ
は
、
「
飛
ば
な
い
矢
」
と
同
型
の
議
論
で
あ
り
、
一
般

に
生
成
そ
の
も
の
か
ら
目
を
そ
ら
し
て
行
わ
れ
る
空
し
い
議
論
、
例
え
ば
「
行
為
は
、
い
っ
た
ん
果
た
さ
れ
て
し
ま
っ
た
な
ら
果
た
さ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
」
「
行
為
は
、
果
た
さ
れ
る
前
に
は
ま
だ
果
た
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
」
と
い
う
「
子
供
じ
み
た
」
対
立

（
昌
屋
ご
届
三
の
、
一
変
奏
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
「
総
合
」
は
、
そ
れ
が
も
た
ら
さ
ね
ば
な
ら
な
い
は
ず
の
時
間
的
継
起
、
生
成

変
化
に
対
し
て
、
決
定
的
に
遅
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
、
「
試
論
」
が
相
変
わ
ら
ず
「
総
合
」
の
語
を
用
い
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
彼
が
相
変
わ
ら
ず
「
こ
と
「
多
」
（
お
好
み

で
あ
れ
ば
「
形
式
」
と
「
内
容
」
、
等
々
）
と
い
っ
た
通
常
の
枠
組
み
の
内
部
で
議
論
を
行
っ
て
い
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
「
試

論
』
固
有
の
試
み
と
は
ま
さ
に
、
そ
の
種
の
枠
組
み
を
ず
ら
す
点
に
あ
る
の
だ
か
ら
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
そ
う
し
た
身
振
り
を
よ
く
見
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
ｌ
「
運
動
と
は
、
あ
る
点
か
ら
別
の
点
へ
の
移
行
で
あ
る
限
り
で
、
一
つ
の
心
的
総
合
（
切
言
夢
紗
陥
ョ
の
。
国
こ
、

一
つ
の
心
理
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
非
延
長
的
な
過
程
で
あ
る
。
空
間
の
う
ち
に
は
空
間
の
部
分
し
か
な
く
、
動
体
を
空
間
の
ど
の
点
に
お

い
て
考
え
た
と
こ
ろ
で
、
得
ら
れ
る
の
は
た
だ
一
つ
の
位
置
の
み
で
あ
る
。
も
し
意
識
が
、
位
置
と
は
別
の
も
の
を
覚
知
す
る
の
だ
と

し
た
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
意
識
が
継
起
的
な
位
置
を
記
憶
し
、
そ
れ
ら
を
総
合
す
る
か
ら
だ
。
し
か
し
そ
う
い
っ
た
総
合
と
は
い
か
に

行
わ
れ
る
も
の
な
の
か
。
そ
れ
ら
の
位
置
を
等
質
的
な
場
に
再
び
並
べ
拡
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
あ
り
得
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
、

そ
れ
ら
の
位
置
を
結
び
つ
け
る
ま
た
別
の
総
合
が
必
要
に
な
っ
て
し
ま
い
、
以
下
無
限
に
続
く
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
。
し
た
が
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っ
て
認
め
る
他
は
な
い
弓
。
『
８
①
、
Ｅ
Ｃ
胃
亘
①
ロ
竺
且
ョ
の
胃
①
）
、
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
我
々
の
継
起
的
な
諸
感
覚
の
、
い
わ
ば
質
的
な

総
合
、
漸
進
的
有
機
化
、
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
一
節
に
も
似
た
統
一
な
の
だ
」
（
目
篭
‐
題
ど
ら
。
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
ベ
ル
ク
ソ
ン

も
ひ
と
ま
ず
「
総
合
」
の
語
を
用
い
な
が
ら
時
間
的
継
起
な
い
し
記
憶
を
扱
っ
て
は
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
先
の
⑧
の
よ
う
な
、
統
覚

と
い
う
包
括
的
な
ま
な
ざ
し
の
前
へ
の
多
様
の
取
り
集
め
で
は
な
い
。
そ
の
種
の
総
合
の
所
産
を
総
合
そ
の
も
の
と
同
一
視
す
る
こ
と

は
、
「
作
用
（
胃
扁
）
そ
の
も
の
を
空
間
に
投
影
す
る
こ
と
」
で
あ
り
、
．
言
で
言
え
ば
、
固
体
化
（
の
ｏ
巨
鄙
ｇ
す
る
こ
と
」
（
昌
麗
‐

震
、
巴
で
し
か
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
の
種
の
「
総
合
」
は
、
「
無
限
に
続
く
」
と
し
て
も
運
動
に
は
決
し
て
到
達
し
な
い
ｌ
無
限
に

位
置
を
集
め
た
と
こ
ろ
で
矢
の
動
き
が
再
構
成
で
き
な
い
の
と
同
様
に
。
「
し
た
が
っ
て
認
め
る
他
は
な
い
．
…
：
」
。
こ
う
し
て
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
、
全
く
別
種
の
総
合
と
し
て
、
「
有
機
化
」
や
「
メ
ロ
デ
ィ
ー
的
統
こ
を
提
示
し
始
め
る
わ
け
で
あ
る
。

実
際
、
「
試
論
」
第
二
章
は
確
か
に
「
総
合
」
の
語
を
多
用
し
て
い
る
。
し
か
し
他
の
箇
所
、
の
ち
の
著
作
に
お
い
て
、
こ
の
「
総

合
」
と
い
う
概
念
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
穣
極
的
な
意
味
で
用
い
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
な
る
と
い
う
事
実
に
は
注
意
し
て
お
く
べ
き
だ

ろ
う
。
最
も
目
立
つ
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
形
而
上
学
序
説
」
に
お
い
て
「
分
析
（
”
目
胃
①
こ
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
対
置
し
た
の
は
（
常

（
７
）

識
的
な
予
想
に
反
し
て
）
「
総
合
」
で
は
な
く
、
「
直
観
」
で
あ
っ
た
。
「
意
識
状
態
の
多
（
昌
巳
号
胃
篇
）
」
と
「
そ
れ
ら
を
総
合
す
る

一
（
自
蔵
こ
を
用
意
し
て
、
「
持
続
と
は
こ
の
一
と
多
の
「
総
合
』
で
あ
る
」
と
言
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
言
葉
の
上
だ
け
の
「
謎

め
い
た
操
作
（
。
息
３
号
コ
ョ
涜
芯
『
冒
吻
①
）
」
で
し
か
な
い
弓
冨
邑
ご
匡
届
）
。
．
」
と
「
多
」
と
い
う
「
二
つ
の
概
念
を
、
い
か
に
操

り
、
調
合
し
、
さ
ま
ざ
ま
に
結
合
さ
せ
、
こ
の
上
な
く
繊
細
な
心
的
化
学
（
の
三
目
の
ョ
呂
巨
①
）
の
操
作
を
行
っ
た
と
し
て
も
、
私
は

持
続
の
単
純
な
直
観
に
似
た
も
の
す
ら
手
に
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
」
令
旨
屋
電
屋
ｓ
）
。
時
間
を
語
ろ
う
と
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、

「
総
合
」
と
は
も
は
や
、
神
秘
的
な
「
心
的
化
学
」
（
こ
れ
は
連
合
主
義
者
ミ
ル
（
父
旨
ョ
の
の
言
三
の
用
語
だ
）
の
操
作
に
し
か
な

ら
な
い
。
実
際
、
「
こ
と
「
多
」
と
の
総
合
が
構
成
で
き
る
の
は
、
せ
い
ぜ
い
「
数
」
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
「
数
」
は
そ
れ
だ
け
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い
さ
さ
か
長
い
回
り
道
で
は
あ
っ
た
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
自
由
論
と
自
我
論
、
そ
し
て
時
間
論
と
の
内
的
な
結
び
つ
き
を
了

解
す
る
た
め
に
は
必
要
な
迂
回
で
あ
っ
た
。
い
ま
や
本
章
の
問
題
に
立
ち
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

驚
く
べ
き
射
程
は
、
｝

っ
た
点
に
あ
る
の
だ
。

で
は
何
ら
生
成
変
化
を
含
意
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
自
明
の
事
実
を
私
た
ち
は
確
認
す
る
だ
け
な
の
だ
。
よ
り
一
般
的
な
言
い

方
を
し
よ
う
。
変
化
や
運
動
、
生
成
と
い
っ
た
事
象
は
、
決
し
て
「
総
合
」
に
よ
っ
て
変
化
し
生
成
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
「
統

こ
が
運
動
を
駆
動
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
反
対
に
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
統
一
を
破
壊
す
る
も
の
と
し
て
の
「
否
定
」
や
「
無

化
」
が
実
効
的
な
生
成
変
化
を
産
み
出
し
て
い
る
の
で
も
な
い
（
否
定
に
よ
っ
て
し
か
運
動
を
考
え
る
こ
と
の
な
い
「
弁
証
法
」
を
批

判
す
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
持
ち
出
す
の
に
は
正
当
な
理
由
が
あ
る
）
。
そ
れ
ら
の
諸
概
念
は
す
べ
て
、
先
行
し
て
果
た
さ

れ
つ
つ
あ
る
生
成
に
い
つ
も
遅
れ
て
、
事
後
的
に
の
み
成
立
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
生
成
は
、
そ
う
し
た
諸
概
念
に
よ
る
記
述
を
無

限
に
受
け
入
れ
な
が
ら
、
し
か
し
そ
れ
ら
に
対
し
て
本
質
的
に
「
通
約
不
可
能
」
な
過
剰
を
有
す
る
。
「
あ
る
」
に
依
拠
す
る
存
在
論
、

そ
し
て
「
あ
る
」
と
不
可
分
な
「
今
」
に
依
拠
す
る
時
間
論
に
対
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
別
の
存
在
論
、
別
の
時
間
論
を
差
し
向
け
た

の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
や
サ
ル
ト
ル
と
の
差
異
は
結
局
こ
の
点
に
由
来
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
試
論
」
と
い
う
比
較
的
短
い
著
作
の

驚
く
べ
き
射
程
は
、
こ
れ
以
後
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
す
べ
て
を
導
く
だ
ろ
う
こ
う
し
た
根
本
的
な
態
度
決
定
を
す
っ
か
り
示
し
て
し
ま
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カ
ン
ト
を
批
判
し
つ
つ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
た
ｌ
カ
ン
ト
が
語
る
「
総
合
」
は
「
多
様
に
遅
れ
て
や
っ
て
来
る

（
呂
融
の
８
５
）
統
こ
で
あ
っ
て
、
「
実
在
的
統
一
（
目
愚
泳
呂
の
）
な
い
し
根
源
的
統
一
（
匡
昌
芯
◎
烏
ヨ
の
房
こ
で
は
な
い
。
自
己

が
あ
る
意
味
で
「
統
こ
で
あ
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
「
生
け
る
統
一
（
目
嚴
急
ぐ
目
蔚
）
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
与
え
ら
れ
る
多

様
を
取
り
ま
と
め
つ
つ
や
っ
と
形
成
さ
れ
る
対
象
（
カ
ン
ト
の
「
経
験
的
自
我
」
、
サ
ル
ト
ル
の
言
う
「
自
我
」
）
の
有
す
る
統
一
で
は

な
く
、
内
在
的
な
統
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
我
々
の
思
惟
の
側
か
ら
の
統
一
と
は
異
な
る
統
一
、
単
に
形
式
的
な
だ
け
な
の
で

は
な
い
統
こ
、
つ
ま
り
は
あ
る
意
味
質
料
的
で
、
外
か
ら
統
一
さ
れ
る
以
前
に
自
己
構
成
を
果
た
す
よ
う
な
統
一
、
あ
る
い
は
「
多

様
に
対
し
て
も
は
や
外
的
で
は
な
く
内
的
で
あ
る
よ
う
な
統
一
」
ｌ
そ
れ
が
「
生
け
る
統
ご
と
呼
ば
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
対

象
化
さ
れ
な
い
ま
ま
の
「
内
在
的
統
こ
を
語
り
得
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
こ
こ
に
お
い
て
で
し
か
な
い
。
「
人
格
を
構
成
す
る
統
一

と
は
、
心
理
的
諸
状
態
に
上
か
ら
加
わ
っ
て
く
る
よ
う
な
何
か
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
統
一
は
諸
状
態
に
外
か
ら
や
っ
て
く
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
の
状
態
自
身
の
内
奥
か
ら
わ
き
上
が
っ
て
く
る
も
の
」
（
、
ミ
爵
冒
．
ｇ
唖
電
‐
圏
巴
で
あ
る
と
考
え
る

の
で
は
な
く
、
一

し
か
な
い
の
だ
。

と
こ
ろ
が
、
ほ
と
ん
ど
常
に
、
こ
の
内
在
性
は
簡
単
に
放
棄
さ
れ
て
し
ま
う
ｌ
ま
さ
に
「
時
間
」
を
導
入
す
る
そ
の
ゆ
え
に
。
と

い
う
の
も
、
カ
ン
ト
や
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
は
、
時
間
は
常
に
、
こ
れ
か
ら
総
合
さ
れ
る
べ
き
諸
瞬
間
が
ま
ず
は
相
互
外
在
的
に
位
置
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づ
く
場
所
と
し
て
、
あ
る
い
は
絶
え
ざ
る
自
己
否
定
と
し
て
の
「
超
越
」
の
別
名
と
し
て
、
了
解
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
だ
。
と
な
れ
ば
、

も
は
や
「
内
在
」
は
不
可
能
で
あ
っ
て
、
私
は
諸
瞬
間
に
対
し
て
再
び
外
的
で
あ
る
総
合
者
の
位
置
に
置
か
れ
る
か
、
所
与
を
「
超

越
」
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
隔
た
り
の
向
こ
う
側
に
対
象
化
し
つ
つ
眺
め
る
観
察
者
の
位
置
に
置
か
れ
る
し
か
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。

「
反
省
」
と
は
、
「
内
在
」
の
こ
う
し
た
破
綻
を
前
提
と
し
て
遅
れ
ば
せ
に
成
立
す
る
認
識
様
態
で
あ
る
が
、
自
己
認
識
を
こ
の
「
反

省
」
に
の
み
基
づ
け
る
発
想
に
つ
い
て
の
ア
ポ
リ
ア
は
周
知
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
「
反
省
」
と
は
、
時
間
的
な
隔
た
り
の
回
復
の
試
み

だ
が
、
し
か
し
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
反
省
さ
れ
て
い
る
対
象
が
他
な
ら
ぬ
反
省
し
て
い
る
私
で
あ
る
と
い
っ
た
同
定
が
ま

ず
も
っ
て
可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
「
私
」
を
反
省
以
前
に
把
握
す
る
方
法
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
同
定
は
原
本
不

明
な
も
の
で
あ
る
以
上
、
多
か
れ
少
な
か
れ
窓
意
的
な
同
定
と
な
り
、
つ
ま
り
は
誤
認
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
か
く
し
て
「
私
」
と

は
．
個
の
他
者
」
と
化
す
る
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
や
サ
ル
ト
ル
が
描
く
の
は
そ
う
し
た
事
態
に
他
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
だ
。
「
私

（
的
昌
里
）
」
は
定
義
か
ら
言
っ
て
「
対
象
（
。
ご
＆
」
で
は
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
い
ま
や
自
己
認
識
は
不
可
能
と
な
り
、
自
己
性
を
語
る

こ
と
す
ら
一
つ
の
不
可
能
な
背
理
と
化
し
た
の
で
あ
る
。
「
隔
た
り
と
し
て
の
時
間
」
と
い
う
時
間
了
解
か
ら
は
、
自
己
の
反
省
的
把

握
、
そ
し
て
自
己
の
対
象
化
と
喪
失
と
い
っ
た
連
鎖
が
真
っ
直
ぐ
に
生
じ
て
く
る
の
だ
が
、
こ
れ
を
避
け
よ
う
と
す
れ
ば
、
自
己
を
無

時
間
的
な
も
の
と
な
す
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た
自
己
は
、
も
は
や
生
き
終
え
た
死
者
の
ご
と
く
、
す
べ
て
を
完
了

し
た
事
実
と
し
て
眺
め
得
る
だ
け
で
あ
ろ
う
し
、
自
ら
生
き
て
動
き
行
為
す
る
こ
と
は
も
は
や
な
い
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
時

間
と
は
、
自
己
性
の
た
だ
中
に
そ
の
死
を
導
入
す
る
も
の
で
し
か
な
い
わ
け
だ
。

と
こ
ろ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
持
続
」
は
、
私
に
そ
う
し
た
外
在
を
許
さ
な
い
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
。
「
そ
こ
に
お
い
て
、

意
識
の
諸
状
態
が
数
え
ら
れ
得
る
よ
う
な
判
明
な
姿
で
継
起
す
る
場
（
ョ
薑
①
匡
）
」
と
し
て
の
時
間
と
は
、
「
反
省
的
意
識
（
８
コ
の
ｇ
ｇ
８

融
蔚
ｏ
三
①
）
が
表
象
す
る
時
間
」
で
し
か
な
い
貢
．
白
雪
‐
露
ぷ
ご
。
そ
こ
に
お
い
て
は
当
然
、
諸
状
態
を
数
え
る
総
合
者
と
し
て
の
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「
私
」
が
、
諸
状
態
と
は
別
の
階
層
に
置
か
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
反
省
的
意
識
」
に
対
置
さ
れ
る
「
直
接
的
覚
知

（
ｇ
の
Ｒ
８
目
○
口
目
ョ
ａ
目
の
こ
が
捉
え
る
時
間
と
は
、
そ
れ
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
け
る
「
私
」
の
位
置
も
ま
た
時
間

に
外
的
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。

だ
か
ら
、
サ
ル
ト
ル
の
批
判
は
、
根
本
的
な
誤
解
な
の
で
あ
る
。
彼
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
持
続
を
「
外
か
ら
見
ら
れ
た
内
面
性
」
と
い

う
一
つ
の
「
超
越
的
対
象
」
と
し
て
理
解
し
て
い
た
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
持
続
」
を
語
る
の
は
ま
さ
に
、
そ
う
し
た
「
外
」
や
「
超

越
」
を
排
除
す
る
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
。
そ
の
こ
と
は
、
『
試
論
」
に
お
け
る
「
持
続
」
の
記
述
を
丁
寧
に
辿
れ
ば
明
ら
か
な
こ
と
で

あ
る
。
繰
り
返
せ
ば
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
確
か
に
そ
こ
で
「
総
合
」
と
い
っ
た
語
を
用
い
て
は
い
る
。
し
か
し
そ
の
内
実
を
見
る
な
ら
そ
こ

に
は
、
当
の
総
合
を
司
り
、
持
続
を
対
象
と
し
て
眼
前
に
据
え
る
よ
う
な
主
観
は
い
っ
さ
い
現
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
あ
ら
た
め
て

確
認
し
て
み
よ
う
ｌ
「
判
明
な
区
別
な
き
継
起
と
は
、
諸
要
素
の
連
帯
、
相
互
浸
透
、
内
的
な
有
機
化
と
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
」

ｅ
弓
望
畠
。
継
起
は
、
外
か
ら
眺
め
ら
れ
て
は
い
な
い
。
諸
要
素
の
外
か
ら
何
か
が
．
挙
に
、
精
神
の
唯
一
の
統
覚
に
よ
っ
て
」

総
合
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
試
論
」
に
お
い
て
初
め
て
「
持
続
」
が
積
極
的
に
記
述
さ
れ
る
一
文
を
見
よ
う
ｌ
「
全
く
純
粋

な
持
続
と
は
、
我
々
の
自
我
が
生
き
る
に
任
さ
れ
（
の
①
冒
朋
①
『
ぐ
目
の
）
、
現
在
の
状
態
と
先
行
す
る
状
態
と
の
間
に
分
離
を
設
け
な
い

で
お
く
（
の
普
鰯
蔚
昌
『
）
際
に
、
意
識
の
諸
状
態
が
ま
と
う
姿
（
ざ
目
の
）
な
の
で
あ
る
」
ｅ
冒
‐
ミ
ョ
）
。
ざ
目
〕
の
は
も
ち
ろ
ん
「
形

式
」
と
訳
し
て
構
わ
な
い
の
だ
が
、
そ
れ
は
意
識
の
諸
状
態
に
外
か
ら
か
ぶ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
形
式
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
諸
状
態
自
身

が
継
起
す
る
こ
と
に
お
い
て
み
ず
か
ら
ま
と
う
言
の
ロ
島
①
）
形
式
、
も
は
や
実
質
的
形
式
と
で
も
呼
ぶ
し
か
な
い
何
か
の
こ
と
だ
ろ

う
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
存
在
す
る
「
自
我
」
は
、
自
ら
が
生
き
る
に
任
せ
ら
れ
て
お
り
、
反
省
が
前
提
と
す
る
よ
う
な
時
間
的
隔
た

り
（
「
分
離
」
）
を
い
ま
だ
有
し
て
い
な
い
。

サ
ル
ト
ル
は
こ
の
種
の
記
述
に
苛
立
ち
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
「
持
続
」
と
は
惰
性
的
所
与
、
受
動
的
存
在
で
し
か
な
い
の
で
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ま
さ
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
避
け
よ
う
と
し
た
の
は
、
そ
の
種
の
、
自
我
と
生
成
と
の
間
で
の
対
象
化
的
な
分
離
で
あ
っ
た
。
時
間
的
継

起
を
「
直
線
の
形
」
に
お
い
て
表
象
す
る
こ
と
の
不
都
合
は
、
一
方
で
は
生
成
を
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
「
今
」
た
ち
の
並
置
に
し
て
し
ま

う
点
に
あ
る
わ
け
だ
が
、
他
方
そ
れ
は
同
時
に
、
直
線
を
直
線
と
し
て
眺
め
る
よ
う
な
外
的
主
体
が
そ
こ
に
要
請
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と

で
も
あ
っ
た
。
線
を
見
渡
し
て
そ
こ
に
並
置
さ
れ
て
い
る
諸
点
を
同
時
的
に
覚
知
す
る
た
め
に
は
、
「
あ
る
意
味
で
線
の
外
に
自
ら
を

置
く
」
ｅ
弓
ご
＄
）
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
持
続
は
直
線
で
は
な
く
、
私
は
そ
の
外
に
、
持
続
に
対
す
る
傍
観
者
と
し
て

立
つ
わ
け
で
は
な
い
。
時
間
に
つ
い
て
の
線
的
表
象
が
不
適
切
な
の
は
、
そ
れ
が
時
間
概
念
を
変
質
さ
せ
る
か
ら
で
あ
る
と
同
時
に
、

私
を
時
間
に
外
的
な
場
所
に
浮
遊
さ
せ
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
な
の
だ
。

同
じ
こ
と
は
、
先
に
少
し
触
れ
た
「
予
見
」
を
め
ぐ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
見
解
か
ら
も
確
認
さ
れ
る
。
も
う
一
度
立
ち
戻
っ
て
よ
け
れ

ば
、
「
予
見
」
と
は
、
未
完
了
的
に
進
行
し
つ
つ
あ
る
生
成
か
ら
身
を
引
き
剥
が
し
、
い
ま
だ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
時
点
の
事
象
を
、

未
来
で
あ
り
な
が
ら
完
了
し
た
も
の
と
し
て
「
見
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
不
可
能
性
を
言
う
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
特
色
あ
る
議
論
は
よ

く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
行
為
者
ピ
エ
ー
ル
の
あ
り
さ
ま
を
予
見
し
よ
う
と
す
る
観
察
者
ポ
ー
ル
を
立
て
て
、
そ
の
予
見
が
可
能
で
あ
る

か
ど
う
か
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
問
う
て
見
せ
て
い
た
ｅ
巨
忠
山
怠
芦
冒
‐
届
ら
。
し
か
し
そ
こ
で
明
ら
か
に
な
る
の
は
そ
う
し
た
仮
定
そ

の
も
の
の
不
可
能
性
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
「
予
見
」
の
前
提
と
な
る
、
さ
ま
ざ
ま
の
先
行
条
件
の
完
全
な
把
握
の
た
め
に
は
、
観
察

者
（
ｇ
①
。
冨
房
員
）
ポ
ー
ル
は
行
為
者
（
煙
ｇ
①
胃
）
ピ
エ
ー
ル
の
経
験
し
て
い
く
事
柄
す
べ
て
を
そ
の
ま
ま
に
生
き
る
必
要
が
あ
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
の
た
め
に
は
、
ポ
ー
ル
は
ピ
エ
ー
ル
に
合
致
し
て
、
そ
の
生
成
に
ぴ
っ
た
り
と
同
期
し
つ
つ
そ
れ
を
内
側
か
ら
自
分
で
感
じ

あ
っ
て
、
そ
こ
に
唾

言
え
ば
、
こ
う
し
一

場
所
は
な
い
の
だ
。

、
、

そ
こ
に
は
「
自
己
時
間
化
（
穂
扁
日
ｇ
『
農
協
『
こ
の
契
機
が
欠
け
て
い
る
と
断
じ
て
い
た
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
側
か
ら

こ
う
し
て
流
れ
て
い
く
意
識
、
諸
状
態
と
い
う
質
料
性
に
お
い
て
生
成
を
遂
げ
て
い
く
意
識
の
外
に
「
自
己
」
が
存
立
す
る
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体
験
し
（
開
昌
『
》
ｇ
『
目
く
の
『
）
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
「
予
見
」
と
い
う
先
回
り
が
い
か
に
し
て
も
不
可

能
で
あ
る
こ
と
、
こ
う
し
た
一
連
の
事
情
が
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
予
見
を
試
み
よ
う
と
し
て
、
「
来
る
べ
き
時
間
を
、

平
原
に
描
か
れ
た
一
本
の
道
に
し
て
し
ま
い
、
そ
れ
は
実
際
に
辿
っ
て
し
ま
う
以
前
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
も
そ
も
一
回
も
辿
る
こ
と
が

な
く
て
も
、
山
の
高
み
か
ら
眺
め
る
こ
と
が
で
き
る
」
ｅ
巨
畠
‐
属
全
局
巴
と
い
っ
た
風
に
ひ
と
は
思
い
描
く
わ
け
だ
が
、
こ
う
し
た

表
象
の
条
件
を
持
続
は
許
さ
な
い
の
で
あ
る
。
「
時
間
は
見
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
生
き
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
て
い
る
（
一
の
扇
ョ
扇
。
①

号
ョ
画
己
の
ｇ
の
幽
騨
『
の
ぐ
こ
．
ョ
畠
⑰
急
目
）
」
ｅ
冒
曼
旨
巴
の
だ
。
一
度
過
ぎ
去
っ
て
し
ま
え
ば
簡
単
に
「
そ
の
晩
ず
っ
と
苦
し
み
通
し

で
あ
っ
た
」
と
一
括
り
に
さ
れ
る
よ
う
な
経
験
を
、
縮
め
よ
う
の
な
い
時
間
に
お
い
て
じ
か
に
感
じ
る
こ
と
。
外
に
立
ち
よ
う
も
な
い

ま
ま
に
感
受
さ
れ
体
験
さ
れ
る
自
分
の
生
に
内
在
す
る
こ
と
。
「
見
ら
れ
る
」
の
で
は
な
く
「
生
き
ら
れ
る
」
こ
と
を
求
め
る
、
し
た

が
っ
て
質
料
的
な
、
そ
う
し
た
生
成
が
、
「
私
」
の
本
来
の
場
所
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
カ
ン
ト
に
抗
し
て
求
め
て

い
た
「
生
け
る
統
一
（
昌
嚴
急
ぐ
自
蔚
）
」
と
は
、
何
の
二
義
性
も
な
く
、
「
生
き
ら
れ
た
」
統
一
な
の
で
あ
る
。
「
生
」
は
、
「
見
る
／

見
ら
れ
る
」
と
い
っ
た
二
元
性
を
持
た
な
い
。
観
察
者
で
あ
っ
た
は
ず
の
ポ
ー
ル
は
、
そ
の
「
観
察
」
が
実
際
に
は
、
意
識
の
諸
状
態

を
「
自
ら
体
験
す
る
（
ｇ
『
目
ぐ
の
『
の
９
，
冒
妙
ョ
①
）
」
ｅ
巨
さ
芦
隠
）
こ
と
で
し
か
あ
り
得
な
か
っ
た
た
め
に
、
結
局
は
ピ
エ
ー
ル
に
外
的

な
場
所
に
立
て
な
か
っ
た
。
彼
ら
が
同
一
化
す
る
場
所
が
、
「
持
続
」
と
い
う
内
在
な
の
だ
。
前
形
式
的
な
流
れ
、
質
料
的
な
生
成
、

対
象
的
に
「
見
ら
れ
る
」
の
で
は
な
く
、
感
受
さ
れ
体
験
さ
れ
生
き
ら
れ
る
し
か
な
い
時
間
ｌ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
私
」
を
そ
こ
に
位

置
づ
け
る
。
ゼ
ノ
ン
の
逆
説
に
ま
で
立
ち
戻
り
つ
つ
、
完
了
相
に
お
け
る
存
在
了
解
を
二
次
的
な
も
の
へ
と
差
し
戻
し
、
「
数
」
や

「
一
と
多
の
総
合
」
と
い
っ
た
観
念
を
排
除
す
る
と
い
っ
た
迂
路
は
、
「
私
」
の
生
成
へ
の
内
在
を
不
条
理
な
も
の
と
し
な
い
た
め
に

不
可
欠
な
準
備
作
業
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
作
業
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
た
も
の
こ
そ
、
生
成
す
る
私
ｌ
「
持
続
す
る
自
我
（
ョ
ｇ

昌
含
『
の
）
」
ｌ
の
、
外
的
な
も
の
に
依
拠
す
る
必
要
も
な
し
に
た
だ
自
ら
に
即
し
て
生
成
し
続
け
て
い
く
姿
、
つ
ま
り
は
「
試
論
』
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以
上
「
持
続
」
に
即
し
て
語
ら
れ
た
「
内
在
」
に
つ
い
て
、
い
く
つ
か
の
注
意
を
加
え
て
そ
の
概
念
を
よ
り
判
明
に
し
て
お
こ
う
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
記
憶
（
昌
小
ョ
ｇ
『
①
）
」
と
呼
ぶ
作
用
は
、
そ
の
最
も
根
本
的
な
相
に
お
い
て
は
、
「
私
」
の
未
完
了
的
な
生
成
と
別

の
も
の
で
は
な
い
。
通
常
の
意
味
で
の
「
記
憶
」
と
は
、
そ
の
ま
ま
で
は
流
れ
去
り
消
え
去
る
よ
う
な
過
去
の
、
現
在
へ
の
繋
ぎ
止
め

で
あ
り
保
持
で
あ
る
の
に
対
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
の
種
の
イ
メ
ー
ジ
を
最
初
か
ら
あ
っ
さ
り
否
定
し
て
し
ま
う
ｌ
「
記
憶
と
は
、

現
在
か
ら
過
去
へ
の
湖
行
（
『
①
喝
①
幽
○
目
）
な
の
で
は
な
く
、
過
去
か
ら
現
在
へ
の
進
行
（
胃
○
四
肝
目
ｇ
ｍ
胤
目
冒
肝
①
具
）
な
の
で
あ

る
」
（
冨
冨
展
望
獣
巴
。
あ
る
い
は
「
我
々
の
意
識
的
存
在
の
基
底
そ
の
も
の
は
記
憶
で
あ
り
、
現
在
へ
の
過
去
の
延
長
（
胃
○
一
○
国
恩
‐

号
ご
号
冒
脇
、
§
．
の
一
①
胃
肝
⑦
貝
）
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
は
不
可
逆
で
働
き
つ
つ
あ
る
（
農
協
目
蔚
）
持
続
な
の
で
あ
る
」
ａ
Ｑ
Ｑ

ｇ
ｇ
）
。
ひ
と
は
問
う
だ
ろ
う
、
ど
う
し
て
文
字
通
り
過
ぎ
去
っ
た
「
過
去
」
が
勝
手
に
働
い
て
現
在
に
介
入
な
ど
し
得
よ
う
か
、
そ

こ
に
は
現
在
の
側
か
ら
差
し
向
け
ら
れ
た
何
ら
か
の
保
持
作
用
、
も
は
や
あ
ら
ぬ
過
去
を
存
在
へ
と
繋
ぎ
止
め
る
作
用
が
必
要
で
は
な

い
の
か
。
’
そ
う
で
は
な
い
の
だ
。
先
に
私
た
ち
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
時
間
論
の
本
質
的
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
「
完
了
／
未
完

了
」
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
過
去
・
現
在
・
未
来
」
と
い
っ
た
区
分
と
は
必
ず
し
も
重
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
示
唆
し
て
お
い
た
。
未
来

と
完
了
相
と
の
結
合
（
「
予
見
」
）
が
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、
過
去
と
未
完
了
相
と
の
結
合
を
も
ま
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
禁
じ
な
い
。
実
際
、

彼
が
「
記
憶
（
ョ
、
ョ
○
時
①
こ
の
語
で
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
「
未
完
了
相
に
お
け
る
過
去
」
と
で
も
言
う
べ
き
存
在
で
あ
り
、
外

的
な
総
合
者
を
必
要
と
し
な
い
ま
ま
に
自
ら
を
延
長
し
継
続
し
つ
づ
け
て
い
る
生
成
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う
し
た
生
成

こ
そ
が
「
私
」
の
本
来
の
場
所
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
「
記
憶
」
は
「
私
」
の
単
な
る
偶
然
的
な
機
能
や
能
力
で
は
あ
り
得
な
い
筒
○
全

記
憶
と
持
続

の
語
る
「
自
由
」
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

98



第一章／第五節持続・生・内在

乞
砕
も
冨
弓
ミ
屋
雪
）
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
強
調
し
た
の
だ
っ
た
。

生
成
そ
の
も
の
と
区
別
さ
れ
な
い
こ
う
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
「
記
憶
」
を
、
通
常
言
わ
れ
る
よ
う
な
記
憶
と
区
別
す
る
よ
う
に
注
意

を
促
す
の
は
再
び
ジ
ャ
ン
ヶ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
で
あ
る
。
彼
は
こ
う
述
べ
る
ｌ
「
記
憶
に
も
二
つ
の
も
の
が
あ
る
。
あ
る
意
味
に
お
い
て

記
憶
と
は
、
変
化
の
継
続
（
８
呂
冒
目
○
コ
）
と
し
て
の
持
続
そ
の
も
の
の
こ
と
だ
。
そ
れ
が
表
現
す
る
の
は
、
持
続
が
あ
る
と
こ
ろ
、

必
ず
自
ら
の
過
去
を
現
在
へ
と
延
長
（
胃
○
一
○
眉
の
『
）
す
る
意
識
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
し
か
し
も
う
一
つ
別
の
記
憶
と
い
う
も
の
が

あ
る
。
い
や
、
む
し
ろ
そ
れ
は
同
じ
記
憶
で
は
あ
る
の
だ
が
、
こ
と
の
後
に
お
い
て
（
画
胃
肝
一
①
註
ご
考
え
ら
れ
て
し
ま
っ
た
そ
れ
な

の
だ
。
こ
れ
は
も
は
や
、
展
開
し
き
っ
た
過
去
の
残
存
（
、
胃
ぐ
ご
ｇ
８
）
で
し
か
な
い
。
こ
れ
は
自
ら
が
保
存
す
る
も
の
に
対
し
て
外

（
１
）

的
な
ま
ま
で
あ
る
」
。
つ
ま
り
「
そ
れ
は
継
続
（
８
コ
冒
巨
畠
○
コ
）
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
留
め
置
き
（
『
蝉
①
目
○
コ
）
な
の
で
あ
る
」
。
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
「
持
続
」
と
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
第
一
の
意
味
で
の
記
憶
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
未
完
了
の
ま
ま
「
継
続
」
し

「
延
長
」
さ
れ
て
い
く
生
成
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
留
め
置
き
」
（
保
持
）
と
は
、
何
ら
か
の
係
留
点
と
し
て
の

「
現
在
」
を
孤
立
さ
せ
つ
つ
特
権
視
し
、
そ
し
て
自
我
を
そ
こ
に
位
置
づ
け
な
が
ら
、
そ
れ
に
外
的
な
も
の
と
し
て
「
過
去
」
を
捉
え

て
し
ま
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
場
合
の
「
過
去
」
と
は
、
あ
る
時
点
に
ぴ
っ
た
り
と
結
び
つ
け
ら
れ
つ
つ
自
己
に
合
致
し
て
動
か

な
い
完
了
的
存
在
と
さ
れ
て
お
り
、
と
な
れ
ば
そ
れ
が
自
ら
を
脱
し
て
現
在
と
関
係
を
有
す
る
た
め
に
は
、
何
ら
か
の
外
的
な
繋
が
り

Ｉ
「
総
合
」
や
「
統
こ
’
が
介
入
す
る
ほ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
一
旦
こ
の
「
留
め
置
き
・
保
持
」
の
構
図
に
陥
っ
て

し
ま
え
ば
、
ど
う
し
て
そ
の
「
過
去
」
が
ま
さ
に
こ
の
「
現
在
」
の
、
「
私
」
の
、
過
去
で
あ
る
の
か
、
い
か
に
し
て
「
現
在
」
が

「
過
去
」
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
い
が
生
じ
て
こ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
反
省
的
自
己
認
識
の
ア
ポ
リ
ア
は

こ
こ
か
ら
生
じ
る
。
だ
が
、
そ
う
し
た
「
過
去
」
と
「
現
在
」
と
の
関
係
づ
け
は
本
質
的
に
事
後
的
な
疑
似
問
題
で
あ
り
、
ま
ず
現
に

「
継
続
」
が
果
た
さ
れ
つ
つ
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
問
題
は
解
け
な
い
ば
か
り
か
、
そ
も
そ
も
立
て
ら
れ
る
こ
と
す
ら
な
か
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私
た
ち
は
、
時
間
と
は
隔
た
り
で
あ
り
脱
自
の
運
動
で
あ
り
対
象
化
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
、
と
捉
え
て
し
ま
っ
た
ゆ
え
に
、
時

間
性
と
内
在
性
と
を
両
立
不
可
能
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
よ
う
な
思
惟
を
採
り
上
げ
て
批
判
を
試
み
た
。
い
ま
や
問
い
返
す
こ
と
が
で

き
よ
う
、
そ
う
し
た
思
惟
こ
そ
が
実
は
「
反
省
的
意
識
」
の
招
く
ア
ポ
リ
ア
に
と
ら
わ
れ
た
ま
ま
で
は
な
い
の
か
、
と
。
い
っ
た
い
、

時
間
以
前
に
、
時
間
的
継
起
の
導
入
に
よ
っ
て
そ
こ
か
ら
私
が
隔
て
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
「
私
」
な
ど
と
い
う
も
の
が
、
そ
も
そ
も

存
在
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
？
考
え
て
み
れ
ば
、
「
隔
た
り
」
や
「
脱
自
」
と
い
っ
た
観
念
こ
そ
、
本
来
的
に
は
非
時
間
的
で
非
生

成
的
な
私
、
と
い
う
も
の
を
暗
黙
裡
に
想
定
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
「
私
」
の
存
在
が
、
あ
る
「
今
」
に
お
け
る
存
在
、
現

に
与
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
存
在
、
非
生
成
的
で
静
的
な
自
己
同
一
的
存
在
ｌ
「
な
る
」
こ
と
な
き
「
あ
る
」
ｌ
に
尽

き
る
と
ま
ず
前
提
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
時
間
が
そ
う
し
た
「
私
」
か
ら
の
「
隔
た
り
」
や
「
脱
出
」
を
意
味
す
る
よ
う
に
思
え
て
し

ま
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
そ
の
比
類
な
い
独
自
性
に
お
い
て
主
張
し
た
の
は
、
そ
う
し
た
観
念
が
孕
ん

で
い
る
倒
錯
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ま
で
の
哲
学
に
お
い
て
、
時
間
的
継
起
は
「
何
も
与
え
な
い
」
も
の
で
あ
り
、
そ

れ
ど
こ
ろ
か
「
何
も
の
か
を
差
し
引
い
て
し
ま
う
」
も
の
、
無
時
間
性
に
対
す
る
「
欠
損
（
最
胃
ご
」
、
「
欠
如
（
頁
ご
畠
。
。
こ
弓
冒
？

］
ミ
届
邑
》
９
．
冨
匡
ｅ
だ
と
し
て
扱
わ
れ
て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
時
間
的
継
起
を
、
生
成
を
、
む
し
ろ
積
極
的

言
昌
邑
な
も
の
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
に
と
っ
て
、
時
間
的
継
起
と
は
、
本
来
継
起
と
は

っ
た
で
あ
ろ
う
。
継
続
中
の
持
続
に
対
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
現
在
」
や
「
過
去
」
を
相
互
否
定
的
な
項
と
し
て
切
り
出
し
て
お
い
て
、

い
っ
た
い
何
が
両
者
を
繋
ぐ
の
か
、
と
い
う
問
題
の
設
定
が
す
で
に
一
種
の
倒
錯
な
の
だ
。
そ
の
問
い
に
対
し
て
「
総
合
」
や
「
保

持
」
と
い
っ
た
答
を
用
意
す
る
こ
と
は
さ
ら
に
倒
錯
を
重
ね
る
こ
と
で
し
か
な
い
。
そ
の
種
の
議
論
は
、
そ
の
誤
っ
た
前
提
の
ゆ
え
に
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
持
続
を
取
り
逃
が
す
。
そ
し
て
同
時
に
、
対
象
化
さ
れ
な
い
ま
ま
働
き
つ
つ
あ
る
生
成
と
し
て
の
自
我
を
も
ま
た
取

り
逃
が
す
の
で
あ
る
。
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無
縁
で
あ
り
得
た
よ
う
な
存
在
が
欠
損
を
蒙
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
自
ら
の
何
か
を
否
定
し
た
り
失
っ
て
し
ま
っ
た
り
す
る
こ
と

を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
飛
ぶ
矢
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
「
自
我
」
は
、
あ
る
現
在
に
お
い
て
あ
る
が
ま
ま
に
あ

る
よ
う
な
種
類
の
「
存
在
」
を
分
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
矢
は
飛
び
、
私
は
持
続
し
て
い
く
。
い
か
な
る
「
今
」
に
お
い
て
も
「
あ

る
」
と
言
わ
れ
得
ず
、
し
か
し
絶
え
ず
自
ら
を
継
続
し
て
い
く
。
「
な
い
」
の
で
は
な
い
。
無
と
比
較
す
れ
ば
、
飛
ぶ
矢
は
存
在
し
、

私
は
存
在
す
る
。
そ
こ
に
は
い
か
な
る
虚
構
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
「
存
在
」
と
は
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
自
己
と
の
合
致
の
こ
と
で
は

な
く
、
未
完
了
的
生
成
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
否
定
や
欠
損
、
欠
如
を
見
る
の
は
、
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
「
あ
る
」
だ
け
を
存
在

と
見
倣
す
よ
う
な
ゼ
ノ
ン
的
存
在
論
の
ゆ
え
で
し
か
な
い
。
実
際
、
時
間
を
「
隔
た
り
」
や
「
脱
自
」
と
し
て
記
述
し
て
し
ま
う
視
角

こ
そ
は
、
一
見
時
間
性
を
前
面
に
押
し
立
て
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
が
ら
、
実
の
と
こ
ろ
は
古
く
か
ら
の
非
時
間
的
存
在
観
を
保
持
し

た
ま
ま
で
あ
る
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
。
時
間
が
、
私
を
私
の
存
在
か
ら
引
き
剥
が
す
の
で
は
な
い
。
時
間
に
よ
っ
て
私
は
死
ぬ
の
で
は

な
い
。
む
し
ろ
死
と
は
自
己
と
合
致
し
己
の
存
在
を
完
了
さ
せ
て
一
つ
の
「
も
の
」
に
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
時

間
こ
そ
は
生
で
あ
り
、
主
観
性
な
の
だ
。
も
は
や
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
、
生
成
は
静
止
を
否
定
し
て
初
め
て

生
成
す
る
の
で
は
な
い
の
と
同
様
、
生
は
死
を
否
定
し
て
生
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
お
そ
ら
く
は
生
成
は
止
み
得
る
こ
と
だ
ろ
う
し
、

生
は
や
が
て
死
に
も
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
死
が
生
に
赴
い
て
生
き
始
め
た
の
で
は
な
く
、
静
止
が
動
き
出
し
て
生
成
と
化
し
た

の
で
も
な
い
。
そ
ん
な
言
い
方
は
不
条
理
で
あ
る
。
時
間
は
「
脱
自
」
で
は
な
い
。

持
続
の
感
情
、
自
由
の
感
情

あ
る
点
で
は
カ
ン
ト
に
反
し
、
あ
る
点
で
は
カ
ン
ト
に
和
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
自
己
」
を
概
念
的
認
識
の
手
前
に
位
置
づ
け
る
。

反
し
て
、
と
い
う
の
は
、
ペ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
、
多
様
を
統
一
し
て
成
立
す
る
認
識
、
そ
の
総
合
的
統
一
を
鏡
と
し
な
く
と
も
、
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持
続
を
叙
述
す
る
時
に
用
い
ら
れ
る
「
相
互
浸
透
」
と
い
う
語
を
手
が
か
り
に
し
よ
う
。
例
え
ば
「
バ
ラ
の
香
り
」
と
い
う
対
象
が

私
に
そ
れ
と
し
て
現
在
的
に
意
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
言
わ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は
言
語
な
ど
を
介
し
た
抽
象
化
の
産
物

で
あ
っ
て
、
「
バ
ラ
の
香
り
」
と
い
っ
た
も
の
が
、
そ
れ
だ
け
で
単
独
で
意
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
否
応
な
し
に
こ
れ
ま
で

の
過
去
が
そ
れ
を
取
り
巻
き
、
つ
ま
り
は
「
浸
透
」
し
そ
こ
に
「
有
機
化
」
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
し
た
諸
経
験
の
相
互

変
様
的
な
事
態
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
相
互
浸
透
」
と
呼
ん
で
い
た
と
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
例
に
よ
っ
て
サ
ル
ト
ル
は
そ
こ
に

「
ミ
ル
ク
が
雲
の
よ
う
に
浮
か
ぶ
一
杯
の
コ
ー
ヒ
ー
」
の
よ
う
な
、
日
常
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
重
ね
つ
つ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
擬
物
主
義
的

傾
向
を
批
判
し
よ
う
と
し
て
い
た
が
、
そ
う
し
た
物
質
的
混
合
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

む
し
ろ
こ
こ
で
例
を
重
ね
る
な
ら
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
好
み
の
例
と
し
て
、
「
メ
ロ
デ
ィ
ー
」
が
挙
げ
ら
れ
よ
う
。
「
付
け
加
わ
っ
て
く
る

刺
激
の
各
々
は
、
先
立
つ
刺
激
と
相
互
に
有
機
化
し
、
あ
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
の
一
節
の
よ
う
な
効
果
を
全
体
に
も
た
ら
す
」
Ｓ
弓
里
ご
）

し
か
し
そ
う
な
る
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
、
自
己
認
識
と
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
の
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
？
カ
ン
ト
的
な

意
味
で
の
「
認
識
」
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
サ
ル
ト
ル
と
比
較
し
つ
つ
私
た
ち
は
、
こ
の
生
成
す
る

内
在
的
統
一
と
し
て
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
「
自
我
」
が
、
隔
た
り
を
開
き
つ
つ
自
己
を
対
象
化
す
る
よ
う
な
「
反
省
」
の
ま
な
ざ
し
に
よ

っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
概
念
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
反
省
の
下
で
「
も
の
」
や
「
対
象
」
と

し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
も
な
い
内
在
こ
そ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
自
我
で
あ
る
の
な
ら
、
私
た
ち
に
そ
れ
が
与
え
ら
れ
る
の
は
い
か
に
し

そ
れ
以
前
に
継
続
す
る
生
成
は
内
側
か
ら
生
き
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
和
し
て
、
と
い
う
の
は
、
や
は
り
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、

統
覚
に
お
い
て
そ
の
存
在
が
意
識
さ
れ
る
「
自
我
」
そ
の
も
の
は
、
統
覚
に
よ
っ
て
成
立
す
る
客
観
的
認
識
と
は
混
同
さ
れ
な
か
っ
た

て
か
。

か
ら
で
あ
る
。

102



第一章／第五節持続・生・内在

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
通
常
の
顕
在
的
な
意
識
が
捉
え
る
目
下
の
音
は
、
そ
れ
自
身
は
潜
在
的
な
、
つ
ま
り
は
並
置
さ
れ
て
い
な
い
諸

要
素
と
し
て
の
こ
れ
ま
で
の
メ
ロ
デ
ィ
ー
全
体
か
ら
「
ニ
ュ
ア
ン
ス
」
を
得
て
い
る
。
こ
う
し
た
描
像
は
、
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
の
ち

の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
の
好
む
も
の
で
あ
り
、
そ
の
用
語
法
に
倣
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
持
続
を
、
「
も
の
」
と
し
て
顕
在
的
意

識
に
把
握
さ
れ
る
「
図
」
に
対
す
る
潜
在
的
な
「
地
」
へ
と
割
り
振
る
こ
と
が
ひ
と
ま
ず
は
可
能
だ
。
こ
こ
で
『
試
論
」
の
一
節
、

「
我
々
の
経
験
の
地
（
さ
且
）
そ
の
も
の
を
な
す
異
質
性
」
ｅ
弓
里
駅
）
と
い
っ
た
表
現
を
想
起
し
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
「
地
」
に
つ
い
て
そ
の
現
出
を
語
り
得
る
と
し
た
ら
そ
れ
は
い
か
に
し
て
か
。
か
っ
て
ト
ロ
テ
ィ
ニ
ョ
ン
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

（
２
）

に
よ
る
「
意
識
的
生
の
構
造
化
」
の
記
述
が
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
の
知
見
と
類
似
し
て
い
る
と
い
う
指
摘
を
行
っ
て
い
た
。
も
ち

ろ
ん
そ
の
通
り
で
あ
る
。
だ
が
、
要
素
主
義
的
な
連
合
心
理
学
へ
の
批
判
に
お
い
て
共
通
す
る
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
と
ベ
ル
ク
ソ
ン

と
の
両
方
が
、
方
向
に
お
い
て
類
似
す
る
も
の
を
持
つ
の
は
む
し
ろ
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
も
う
少
し
考
察
を
進
め
る
た
め
に
は
、
む

し
ろ
ム
ー
レ
ロ
ス
、
そ
し
て
彼
が
参
照
す
る
シ
モ
ン
ド
ン
と
共
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
べ
き
だ
ろ
う
、
「
［
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
］
心
理
学
は
、

構
造
（
巽
昌
、
Ｅ
『
の
）
や
形
態
言
『
ョ
①
）
の
意
義
ば
か
り
を
強
調
し
、
地
言
且
）
に
与
え
ら
れ
て
然
る
べ
き
根
源
的
役
割
を
見
落
と
し

（
３
）

て
し
ま
っ
た
」
と
。
単
に
「
形
態
」
（
Ⅱ
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
）
の
根
拠
と
し
て
名
目
的
に
の
み
考
え
ら
れ
た
り
、
目
下
の
と
こ
ろ
は
隠
さ

れ
た
別
の
「
図
」
と
し
て
二
次
的
に
把
握
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
地
」
を
そ
れ
自
体
と
し
て
い
か
に
理
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

別
の
言
い
方
を
し
よ
う
。
も
し
「
あ
る
」
が
二
次
的
で
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
で
は
そ
れ
に
先
行
す
る
「
な
る
」
は
い
か
に
し
て
与
え

ら
れ
て
い
る
の
か
。
こ
の
順
序
を
守
ろ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
答
は
一
つ
し
か
な
い
。
さ
し
あ
た
り
「
地
」
と
し
て
記
述
さ
れ
得
る
持
続

は
、
単
に
「
図
」
と
し
て
の
「
も
の
」
や
「
対
象
」
と
の
対
立
に
お
い
て
、
あ
る
い
は
「
図
」
と
の
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
相
関
に
お
い
て

の
み
、
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
、
線
を
引
く
運
動
は
引
か
れ
た
線
と
は
異
質
で
あ
り
、
数
え

る
作
用
は
数
と
は
異
質
だ
っ
た
こ
と
を
こ
こ
で
は
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
地
」
は
、
「
図
」
そ
の
も
の
を
差
異
化
し
つ
つ
産
出
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そ
う
で
は
な
い
こ
と
は
、
以
上
の
よ
う
に
言
わ
れ

「
見
せ
な
い
」
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、

み
、
あ
る
い
は
美
的
道
徳
的
感
情
Ｉ
な
の
で
あ
る
。

象
で
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
こ
こ
で
語
っ
て
い
る
一

れ
は
「
感
情
」
な
の
で
あ
る
。

「
感
情
」

い
こ
と
は
、
以
上
の
よ
う
に
言
わ
れ

す
る
、
そ
う
し
た
力
動
性
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
「
形
態
Ⅱ
形
式
」
の
発
生
を
め
ぐ
る
諸
問
題
に

つ
い
て
は
次
章
で
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
を
予
告
し
た
上
で
、
で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
地
」
は
、
ど
の
よ
う
に
現
出

す
る
の
か
。
こ
れ
は
「
経
験
論
」
に
と
っ
て
は
避
け
難
い
問
い
で
あ
る
。

『
試
論
」
第
一
章
の
記
述
を
あ
ら
た
め
て
見
直
そ
う
。
そ
こ
で
は
、
単
純
な
意
識
状
態
に
つ
い
て
の
考
察
に
先
立
っ
て
、
よ
り
深
く

包
括
的
な
意
識
の
あ
り
さ
ま
が
叙
述
対
象
と
な
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
よ
り
単
純
な
状
態
と
の
関
係
に
お
い
て
こ
う
描
か
れ
て
い
る
Ｉ

そ
れ
は
「
無
数
の
知
覚
言
①
『
８
目
○
コ
⑩
）
や
記
憶
（
の
○
畠
の
三
『
の
）
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
変
様
し
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
ら
に
浸
透
は
し
て
い

る
の
だ
が
、
自
ら
を
そ
こ
に
見
せ
る
こ
と
は
な
い
（
息
忌
言
の
『
》
闇
扁
冒
匡
鼻
煙
具
島
曾
吊
く
○
時
）
」
ｅ
弓
苣
ｓ
ｏ
「
知
覚
」
や
「
記
憶
」

ｌ
複
数
形
で
書
か
れ
る
そ
れ
ら
は
既
に
一
定
の
隔
た
り
の
下
で
諸
対
象
と
な
っ
て
い
よ
う
ｌ
に
立
ち
ま
じ
っ
て
現
出
は
し
な
い
も

の
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
そ
れ
ら
の
「
知
覚
」
や
「
記
憶
」
を
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
変
様
」
し
、
つ
ま
り
は
規
定
し
て
い
る
も
の
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
こ
で
そ
う
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
力
動
的
な
「
地
」
に
つ
い
て
、
語
ろ
う
と
し
て
い
る
と
見
て
よ
い
。

で
は
、
そ
の
よ
う
な
「
地
」
は
い
か
に
現
出
す
る
の
か
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
結
局
否
定
的
に
の
み
規
定
さ
れ
る
潜
在
性
で
し
か
な
く
、

自
ら
を
積
極
的
に
示
す
こ
と
は
な
い
の
か
ｌ
「
自
ら
を
そ
こ
に
見
せ
は
し
な
い
（
⑱
四
コ
の
ｇ
匡
再
煙
昌
島
曾
扇
ぐ
ｇ
『
こ
と
言
わ
れ
て
い

た
よ
う
に
。

た
そ
の
文
脈
を
見
直
せ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
諸
状
態
を
変
様
し
つ
つ
も
自
ら
を

も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
「
深
い
感
情
（
用
具
言
の
具
冒
○
さ
且
こ
’
希
望
や
歓
喜
、
悲
し

美
的
道
徳
的
感
情
Ｉ
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
個
々
の
「
知
覚
」
や
「
記
憶
」
と
同
じ
水
準
で
自
ら
を
示
す
一
対

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
こ
こ
で
語
っ
て
い
る
の
は
、
「
も
の
・
対
象
」
と
は
異
種
的
な
、
別
の
現
出
様
態
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
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ロ
ー
匡
庁
＠
房
口
匡
㎡
ニ
の

（
因
の
』
↑
『
、
ぬ
い
巴
。

継
続
的
運
動
と
し
て
の
内
的
生
に
対
し
て
「
反
省
」
を
行
い
、
そ
れ
を
自
ら
の
外
で
「
見
る
（
ｇ
ご
」
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に

「
内
在
」
し
な
が
ら
、
直
接
的
意
識
は
自
ら
の
生
を
そ
の
ま
ま
に
「
感
じ
る
（
脇
目
『
）
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
本
来
見
え
る
べ
き
対
象

が
た
ま
た
ま
感
情
と
い
う
非
判
明
的
な
様
相
で
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
即
自
的
対
象
が
ま
ず
あ
っ
て
、
そ
の
偶
然
的
で
主
観

的
な
現
れ
と
し
て
「
感
情
」
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
も
の
・
対
象
」
の
眼
前
性
、
形
態
性
、
個
体
性
を
特
権
的
な
範
型
と
す

る
よ
う
な
存
在
論
を
無
意
識
の
う
ち
に
前
提
と
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
る
。
対
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
こ
こ
で
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の

は
、
そ
の
種
の
存
在
論
が
取
り
逃
が
し
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、
そ
れ
自
身
感
情
的
な
「
生
地
念
ｇ
静
）
」
（
９
．
因
ｏ
全
お
鈩
置
こ
＄
輿
誤
ミ

９
ｓ
で
織
ら
れ
た
実
在
と
し
て
の
「
持
続
」
で
あ
ろ
う
。
さ
ま
ざ
ま
の
「
図
」
が
そ
こ
か
ら
裁
ち
出
さ
れ
て
く
る
よ
う
な
「
地
」
、
そ

の
感
情
的
本
性
を
彼
は
示
唆
し
て
い
る
。
「
持
続
は
、
我
々
の
存
在
の
基
底
［
Ⅱ
地
言
且
）
］
で
あ
り
、
ま
た
我
々
が
ま
さ
し
く
感
じ

先
に
行
っ
て
き
た
考
察
が
教
え
た
と
こ
ろ
で
は
、
内
在
的
統
一
は
外
的
な
支
え
や
総
合
者
を
必
要
と
し
な
い
も
の
で
あ
っ
た
わ
け
だ

が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
実
際
、
「
深
い
感
情
」
を
、
「
自
足
し
て
い
る
（
陥
呂
副
『
①
”
２
×
，
ｇ
⑪
ョ
＄
）
」
ｅ
ぷ
お
）
と
語
っ
て
い
る
点
は
注
目

に
値
し
よ
う
。
表
象
的
感
覚
な
ど
と
は
異
な
り
、
原
因
と
な
る
よ
う
な
「
外
延
的
要
素
」
を
何
ら
考
慮
せ
ず
に
そ
れ
だ
け
で
語
り
得
る

と
い
う
こ
の
自
足
性
は
、
私
と
い
う
生
成
の
「
自
足
（
呂
冨
異
苛
）
」
で
も
あ
ろ
う
。
何
ら
か
の
対
象
「
に
つ
い
て
」
と
い
っ
た
志
向
的

構
造
を
有
し
な
い
ま
ま
与
え
ら
れ
る
感
情
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
「
自
我
」
は
そ
こ
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。
「
試
論
』
以
後
の
著
作

に
目
を
向
け
て
よ
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
極
め
て
重
要
か
つ
厳
密
な
一
節
を
引
く
こ
と
が
で
き
よ
う
Ｉ
「
反
省
は
実
在

に
つ
い
て
の
静
的
な
概
念
把
握
に
留
ま
る
。
し
か
し
直
接
的
意
識
が
把
握
す
る
の
は
全
く
別
の
も
の
だ
。
内
的
生
に
内
在
し
つ
つ
、
直

接
的
意
識
は
、
内
的
生
を
見
る
よ
り
も
む
し
ろ
感
じ
る
（
旨
ョ
“
。
①
具
①
ど
画
負
①
ヨ
融
ュ
の
貝
①
ゞ
皇
①
［
Ⅱ
８
．
ｍ
ｇ
①
．
。
①
旨
ョ
＆
冨
房
］
両
脇
昌

亘
員
ｇ
ｇ
㎡
房
用
言
ｇ
己
。
一
つ
の
運
動
と
し
て
、
絶
え
ず
退
い
て
い
く
未
来
へ
の
連
続
的
な
侵
入
と
し
て
、
感
じ
る
の
だ
」
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て
い
る
よ
う
に
、
我
々
が
交
感
し
て
い
る
も
の
た
ち
の
実
体
（
い
号
隆
昌
８
）
そ
の
も
の
な
の
だ
」
（
因
ｏ
選
ぶ
弓
‐
認
巴
。

概
念
的
認
識
や
志
向
的
な
ま
な
ざ
し
の
下
に
あ
る
、
こ
う
し
た
「
地
」
と
そ
の
感
情
的
性
格
ｌ
こ
う
し
た
発
想
の
も
た
ら
す
諸
帰

結
を
こ
こ
で
辿
り
尽
く
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
お
そ
ら
く
こ
の
感
情
的
な
「
生
地
」
が
織
り
な
す
実
在
に
お
い
て
は
、
通
常
の
知
覚
や

記
憶
に
お
け
る
の
と
は
異
な
っ
た
個
体
化
、
個
別
化
の
論
理
が
働
い
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
ｌ
知
覚
と
感
情
と
が
並
行
し
た
分
節
を
持

た
な
い
と
い
う
あ
り
ふ
れ
た
事
実
が
す
で
に
暗
示
し
て
い
る
よ
う
に
。
「
二
源
泉
」
は
や
が
て
、
何
も
の
か
「
に
つ
い
て
の
」
と
い
っ

た
構
造
を
有
し
な
い
「
感
情
」
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
語
り
始
め
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
以
前
に
も
、
こ
の
テ
ー
マ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に

お
い
て
い
わ
ば
伏
流
の
よ
う
に
隠
れ
な
が
ら
ひ
そ
か
に
働
き
続
け
る
こ
と
を
も
私
た
ち
は
目
に
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
今
か
ら
注

意
し
て
お
く
な
ら
、
私
た
ち
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
自
由
」
概
念
に
即
し
な
が
ら
、
「
持
続
す
る
自
我
」
の
「
自
足
性
」
や
「
全
体
性
」

を
語
り
は
し
た
の
だ
が
、
こ
の
私
は
、
事
実
的
に
そ
の
よ
う
に
存
在
す
る
と
は
い
え
、
自
ら
の
本
質
に
必
然
的
存
在
を
含
む
自
己
原
因

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
は
一
度
も
立
て
ら
れ
て
い
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
私
」
の
根
拠
に
関
す
る
問
い
は
、
可
能
で
あ
り
つ
つ
も

ま
だ
立
て
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
問
い
を
扱
う
時
に
は
、
お
そ
ら
く
私
た
ち
は
感
情
的
生
地
に
お
け
る
固
有
の
個
体
化
の

ロ
ジ
ッ
ク
を
そ
れ
と
し
て
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
私
」
と
い
う
持
続
は
、
空
間
的
に
局
限
さ
れ
た
ゆ
え
に
の
み
個
体
で
あ

る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
そ
う
し
た
問
題
系
に
接
近
す
る
た
め
に
は
、
「
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
」
を
め
ぐ
る
新
た
な
考
察

を
始
め
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
考
察
は
、
第
三
章
ま
で
延
期
し
て
お
き
た
い
。

以
上
を
い
っ
た
ん
整
理
し
て
、
続
く
章
へ
の
道
筋
を
用
意
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
試
論
」
の
中
心
的
課
題
と
は
、
そ
れ
に
関
し
て
「
自
由
」
が
言
わ
れ
得
る
よ
う
な
主
体
の
確
保
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
に
私
た
ち

は
、
そ
も
そ
も
「
試
論
」
に
お
い
て
「
自
由
」
が
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い
る
か
を
論
じ
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
自
由
で
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あ
る
と
言
わ
れ
る
主
体
の
根
本
規
定
を
「
持
続
す
る
自
我
」
と
し
て
取
り
出
し
た
。
だ
が
こ
の
主
体
は
、
世
界
に
含
ま
れ
た
一
つ
の
空

間
的
部
分
と
し
て
取
り
出
せ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
世
界
と
対
立
的
に
、
「
外
」
に
対
す
る
「
内
」
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

規
定
で
き
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
一
般
に
「
意
識
の
諸
状
態
」
と
総
称
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
諸
体
験
が
、
そ
の
総

体
に
お
い
て
い
わ
ば
組
織
化
さ
れ
、
一
つ
の
生
成
へ
と
リ
ア
ル
タ
イ
ム
に
織
り
合
わ
さ
れ
、
織
り
合
わ
さ
れ
続
け
て
い
く
、
そ
う
し
た

あ
り
さ
ま
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
結
局
、
三
人
称
的
あ
る
い
は
非
人
称
的
に
、
対
象
的
事
物
の
総
体
と
し
て
描
か
れ
得
る
よ

う
な
世
界
と
そ
の
存
在
性
格
と
は
別
の
、
一
人
称
的
に
内
側
か
ら
生
き
ら
れ
る
し
か
な
い
存
在
の
体
制
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
を
構
造
的
に
見
失
わ
せ
る
視
角
が
あ
り
、
そ
こ
に
留
ま
る
哲
学
が
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
、
連
合
心
理
学
が
そ
れ
で
あ

り
、
カ
ン
ト
哲
学
が
そ
れ
で
あ
り
、
古
く
は
エ
レ
ア
派
の
ゼ
ノ
ン
の
思
想
が
そ
れ
で
あ
っ
た
。
そ
う
し
た
視
角
、
そ
う
し
た
哲
学
は
、

生
成
以
外
の
も
の
か
ら
出
発
す
る
た
め
に
、
生
成
に
二
度
と
復
帰
で
き
な
い
。
生
成
を
排
除
す
る
空
間
か
ら
出
発
す
る
た
め
に
、
時
間

固
有
の
次
元
を
二
度
と
取
り
戻
せ
な
い
。
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
生
成
か
ら
目
を
そ
ら
し
て
始
ま
る
た
め
に
、
実
在
的
時
間
に
立
ち
戻
る
こ

と
が
で
き
な
い
。
こ
う
し
て
時
間
は
結
局
は
眺
め
渡
さ
れ
る
「
共
存
」
の
形
式
の
一
つ
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
、
完
了
し
た
出
来
事
た

ち
が
立
ち
並
ぶ
だ
け
の
一
種
の
空
間
と
化
す
る
。
あ
る
い
は
そ
の
形
式
の
無
時
間
性
（
そ
れ
を
永
遠
と
呼
ぼ
う
と
瞬
間
と
呼
ぼ
う
と
違

い
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
だ
か
ら
端
的
に
「
同
時
性
」
と
し
か
言
わ
な
い
の
だ
）
を
何
と
か
脱
し
よ
う
と
し
て
、
「
脱
自
」
の
概
念

を
作
り
出
し
、
そ
れ
を
「
否
定
」
の
概
念
と
結
び
つ
け
、
あ
る
い
は
「
志
向
性
」
の
概
念
を
そ
れ
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
、
「
意
識
」
の

存
在
そ
の
も
の
を
そ
こ
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
無
益
な
試
み
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
拒
否
す
る
の
は
、
そ
の
種
の
哲
学
で
あ
り
視
角
で
あ
る
。
意
識
に
空
間
性
を
拒
む
の
は
、
意
識
を
無
時
間
的
な
統
覚

か
ら
考
え
な
い
よ
う
に
す
る
た
め
で
あ
る
。
意
識
を
統
覚
に
基
礎
づ
け
な
い
の
は
、
統
覚
に
相
関
的
な
対
象
性
を
排
除
す
る
た
め
で
あ

る
。
そ
れ
と
共
に
、
も
は
や
時
間
と
は
形
式
で
も
な
く
、
否
定
の
運
動
、
脱
自
と
い
っ
た
も
の
で
も
な
く
、
志
向
性
の
構
造
を
有
す
る
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も
の
で
も
な
く
な
る
。
こ
う
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
確
保
し
た
の
は
、
ほ
と
ん
ど
質
料
的
と
も
言
え
る
生
成
が
何
の
支
え
も
必
要
と
し
な

い
ま
ま
に
継
続
し
て
い
く
と
い
う
光
景
で
あ
る
。
い
や
、
外
的
な
視
点
な
ど
は
な
い
の
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
、
光
景
と
い
う
よ
り
も
む

し
ろ
端
的
に
感
じ
ら
れ
る
体
験
と
言
っ
た
方
が
よ
い
。
こ
う
し
た
非
志
向
的
な
感
受
的
経
験
の
質
料
的
な
リ
ア
ル
タ
イ
ム
の
生
成
ｌ

そ
こ
に
お
い
て
私
た
ち
は
、
消
し
去
り
よ
う
も
な
く
自
分
自
身
の
生
を
生
き
て
い
る
。
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以
上
で
は
、
『
試
論
」
を
中
心
に
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
持
続
」
の
語
に
お
い
て
示
し
た
存
在
論
ｌ
す
な
わ
ち
生
成
と
し
て
の

主
観
性
の
存
在
論
の
ア
ウ
ト
ラ
イ
ン
を
辿
っ
た
。
成
果
は
本
質
的
だ
が
、
し
か
し
非
常
に
乏
し
い
と
見
え
よ
う
。
そ
し
て
実
際
、
以
上

の
考
察
は
私
た
ち
の
「
通
常
の
（
。
ａ
ご
巴
『
の
）
」
経
験
に
見
ら
れ
そ
れ
を
特
徴
づ
け
て
い
る
多
く
の
点
に
、
触
れ
て
さ
え
も
い
な
い
。

ま
た
そ
れ
ゆ
え
に
、
さ
ま
ざ
ま
の
疑
問
が
生
じ
て
も
そ
の
多
く
に
は
答
が
ま
だ
用
意
さ
れ
て
い
な
い
。
「
外
的
世
界
」
は
ど
こ
に
い
っ

て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
内
在
と
し
て
の
「
私
」
は
、
ま
さ
に
こ
の
内
面
性
へ
と
引
き
こ
も
り
、
そ
れ
と
共
に
そ
の
「
自
由
」
も
実

践
的
な
意
味
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
『
試
論
』
を
読
ん
だ
多
く
の
者
が
、
そ
の
種
の
疑
念
を
持
っ
た
。
さ
ら
に
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
が
記
述
し
た
「
持
続
」
に
お
い
て
は
、
自
己
同
一
性
を
有
す
る
存
在
が
成
り
立
た
な
い
の
で
あ
る
な
ら
、
も
は
や
普
通
の
意
味

で
の
思
考
は
不
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
『
試
論
」
は
、
同
一
律
を
は
じ
め
と
し
て
人
間
知
性
の
諸
原
理
を
捨
て
去
り
、
非
合
理

的
な
感
性
的
生
へ
の
立
ち
戻
り
を
主
張
し
た
だ
け
で
は
な
い
の
か
。
「
内
在
性
」
と
「
主
観
性
」
を
強
調
す
る
ば
か
り
に
、
「
外
在
性
」

と
「
客
観
性
」
に
関
す
る
理
論
が
放
棄
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
の
か
。

そ
し
て
実
際
に
経
験
に
立
ち
戻
っ
て
み
て
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
描
く
よ
う
な
「
持
続
」
が
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な

い
。
私
た
ち
は
や
は
り
時
間
に
「
前
」
と
「
後
」
を
区
別
す
る
し
、
私
の
内
的
状
態
に
お
い
て
も
、
世
界
の
あ
れ
こ
れ
の
事
物
に
つ
い

て
も
、
さ
ま
ざ
ま
に
個
体
的
な
事
象
の
立
ち
並
び
を
目
に
す
る
の
で
は
な
い
か
。
区
別
な
き
相
互
浸
透
や
「
私
た
ち
の
経
験
の
地

本
章
の
課
題
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言
且
）
そ
の
も
の
」
と
し
て
の
「
異
質
性
」
を
語
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
む
し
ろ
、
「
数
的
多
様
性
」
な
い
し
「
空

間
」
的
な
区
別
が
日
常
的
な
経
験
に
は
抜
き
難
く
含
ま
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
、
と
言
い
た
く
な
り
も
し
よ
う
。
い
わ
ゆ
る
内
的
な
諸

状
態
に
お
い
て
も
そ
う
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
以
上
に
外
的
事
物
の
知
覚
に
つ
い
て
も
そ
う
で
あ
る
。
外
的
、
と
言
っ
た
が
、
そ
の
意

味
を
そ
れ
ほ
ど
突
き
詰
め
な
い
限
り
は
、
私
の
周
囲
に
は
私
で
は
な
い
事
物
が
無
数
に
存
在
し
て
い
る
し
、
そ
れ
ら
を
包
み
込
む
漠
と

し
た
地
平
と
し
て
の
「
外
的
世
界
」
に
私
は
ほ
と
ん
ど
常
に
さ
ら
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
。
事
物
や
世
界
は
、
私
に
「
内
在
」
し
て
い
る

と
は
思
え
ず
、
む
し
ろ
私
は
そ
こ
に
包
ま
れ
、
そ
の
中
に
生
き
、
動
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
当
然
な
が
ら
、
そ
こ
に
は
い
わ
ゆ
る

主
客
の
対
立
が
消
し
難
く
存
在
し
て
い
る
と
見
え
る
。
第
一
章
で
私
た
ち
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
共
に
辿
り
着
い
た
境
位
は
、
こ
う
し
た
日

常
的
な
生
の
風
景
と
は
相
当
に
縁
遠
い
も
の
と
思
わ
れ
て
も
当
然
で
あ
ろ
う
。

単
純
に
見
る
限
り
、
「
試
論
」
が
外
的
世
界
の
存
在
を
否
定
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
こ
で
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
ご
く
常
識
的
に

「
外
的
世
界
」
（
そ
こ
に
は
空
間
性
と
機
械
論
的
因
果
が
あ
る
）
を
措
き
、
私
は
自
ら
の
「
表
面
（
的
貝
苛
８
こ
に
お
い
て
そ
の
世
界
に

接
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
た
。
そ
し
て
そ
の
詳
細
は
描
か
れ
な
い
に
し
て
も
、
私
は
そ
の
世
界
の
あ
れ
こ
れ
の
事
物
か
ら
影
響
を
受
け

つ
つ
、
諸
感
覚
を
蒙
る
と
同
時
に
、
反
対
に
自
ら
の
内
部
か
ら
発
し
て
あ
れ
こ
れ
の
「
外
的
表
出
（
ョ
画
三
貯
め
冨
号
コ
の
〆
融
『
尉
胃
①
）
」

ｅ
層
ミ
己
巴
を
行
う
と
語
ら
れ
て
い
た
（
そ
れ
は
第
三
章
の
「
自
由
行
為
」
の
こ
と
で
も
あ
り
、
第
一
章
で
の
、
意
識
状
態
の
身

体
的
現
れ
の
こ
と
で
も
あ
る
）
。
そ
の
限
り
で
は
確
か
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
内
在
」
に
徹
し
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ご
く
通
俗

的
な
「
内
／
外
」
の
二
元
論
的
枠
組
み
を
保
持
し
て
い
る
わ
け
だ
。
そ
し
て
ま
た
彼
は
、
こ
の
二
元
論
的
な
対
立
を
い
わ
ば
利
用
し
て
、

二
元
性
の
片
方
（
空
間
性
、
外
在
性
、
量
、
機
械
論
的
因
果
、
等
々
）
を
排
除
し
て
い
く
こ
と
で
「
純
粋
」
持
続
ｌ
あ
る
い
は
「
純

化
さ
れ
た
」
持
続
ｌ
の
記
述
を
試
み
た
と
見
て
よ
い
。

だ
が
言
う
ま
で
も
な
く
、
そ
の
種
の
二
元
論
は
少
し
考
察
を
行
え
ば
直
ち
に
揺
ら
い
で
し
ま
う
種
類
の
も
の
だ
。
単
に
空
間
に
お
け
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る
内
／
外
関
係
で
あ
れ
ば
、
箱
の
内
部
と
外
部
の
ご
と
く
、
内
／
外
は
明
快
な
排
他
的
関
係
に
あ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
身
体
の
内
部
／
外

部
、
と
い
う
区
別
か
ら
、
い
わ
ゆ
る
主
客
関
係
の
イ
メ
ー
ジ
が
派
生
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
指
摘
す
る
こ
と
で

は
あ
る
が
言
匡
罵
Ｑ
ミ
爵
冒
も
．
麗
望
、
私
と
世
界
と
の
関
係
は
も
ち
ろ
ん
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
十
全
に
描
か
れ
る
よ

う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
試
論
」
は
そ
う
し
た
暖
昧
で
通
俗
的
な
二
元
論
を
、
暫
定
的
に
で
は
あ
れ
、

用
い
て
し
ま
っ
た
。
繰
り
返
せ
ば
、
そ
れ
で
さ
し
あ
た
り
の
用
に
は
足
り
た
の
で
あ
る
。
だ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
か
え
っ
て
議
論
の
賭
金

を
上
げ
て
し
ま
っ
た
。
と
い
う
の
は
、
「
持
続
」
を
論
じ
な
が
ら
彼
が
辿
り
着
い
た
「
私
」
は
、
お
よ
そ
箱
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
か

っ
た
か
ら
で
あ
り
、
も
し
そ
の
上
で
相
変
わ
ら
ず
「
私
の
内
部
」
と
「
外
部
」
を
語
り
続
け
よ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
こ
で
考
え
ら
れ
る

べ
き
は
も
は
や
通
俗
的
二
元
論
と
は
全
く
異
な
る
事
柄
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
外

的
世
界
」
に
つ
い
て
語
り
続
け
る
。
こ
こ
か
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
長
い
間
ｌ
「
創
造
的
進
化
」
の
時
期
ま
で
ｌ
取
り
組
み
続
け
な

け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
一
連
の
問
題
が
生
じ
る
。
そ
れ
を
簡
単
に
「
二
元
論
の
問
題
」
と
呼
ん
で
も
い
い
が
、
し
か
し
そ
れ
に
関
連
し

て
く
る
領
域
と
諸
問
題
は
狭
く
も
な
け
れ
ば
単
純
で
も
な
い
。
本
章
の
問
題
を
明
確
に
す
る
た
め
に
は
、
い
く
ぶ
ん
の
予
備
的
考
察
が

必
要
と
な
る
。

「
二
元
論
」
と
言
え
ば
、
例
え
ば
「
魂
と
身
体
」
、
あ
る
い
は
「
精
神
と
物
質
」
と
い
っ
た
二
項
問
題
が
想
起
さ
れ
よ
う
。
つ
ま
り

心
身
問
題
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
的
二
実
体
間
の
関
係
の
問
題
で
あ
る
。
確
か
に
、
『
物
質
と
記
憶
」
は
（
そ
の
副
題
か
ら
も
明
ら
か
な

よ
う
に
）
こ
の
意
味
で
の
「
二
元
論
」
を
主
題
と
し
て
い
る
。
「
こ
の
書
物
は
、
精
神
の
実
在
と
物
質
の
実
在
を
肯
定
し
、
限
定
さ
れ

た
事
例
す
な
わ
ち
記
憶
力
に
関
す
る
そ
れ
に
基
づ
い
て
、
両
者
の
関
係
を
規
定
し
よ
う
と
試
み
る
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
き
っ
ぱ
り

と
二
元
論
的
で
あ
る
」
（
冨
冨
員
晟
』
）
。
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
角
度
か
ら
考
察
さ
れ
た
「
二
元
論
」
が
扱
う
主
題
は
、
す
で
に
し
て
十
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分
に
多
彩
で
あ
る
。
意
識
的
知
覚
と
身
体
と
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
か
（
身
体
が
知
覚
を
産
出
し
得
る
の
か
（
ｌ
否
）
）
。
記
憶
と

身
体
と
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
か
（
身
体
が
記
憶
を
保
持
す
る
の
か
（
ｌ
否
）
）
。
身
体
は
記
憶
に
ど
う
影
響
し
（
ｌ
記
憶
の
現

実
化
に
寄
与
し
つ
つ
、
同
時
に
抑
圧
を
も
行
う
）
、
記
憶
は
身
体
に
ど
う
影
響
す
る
の
か
（
Ｉ
身
体
の
選
択
的
運
動
を
よ
り
実
効
的

な
も
の
と
す
る
）
。
「
物
質
と
記
憶
」
の
第
二
章
と
第
三
章
、
か
つ
第
一
章
の
一
部
分
は
、
こ
の
よ
う
な
「
意
識
的
生
に
お
け
る
、
身
体

の
役
割
」
を
論
じ
て
い
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
ば
か
り
で
は
な
い
。
心
身
関
係
の
諸
相
を
論
じ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
、
精
神
と
は
何
で
あ
り
、
物
質
と
は
何
で
あ

る
か
が
規
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
そ
れ
と
同
時
に
両
者
の
関
係
可
能
性
が
原
理
的
な
水
準
で
す
で
に
確
保
さ
れ
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
問
題
に
、
主
に
「
物
質
と
記
憶
」
の
第
一
章
と
第
四
章
が
、
ま
た
第
三
章
の
前
半
部
が
費
や
さ
れ

る
。
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
し
て
の
物
質
、
と
い
う
規
定
。
潜
在
的
な
記
憶
の
総
体
を
含
む
も
の
と
し
て
の
精
神
。
あ
る
い
は
運
動
と
し

て
の
物
質
（
な
ら
び
に
そ
れ
と
感
覚
的
諸
性
質
と
の
関
係
）
。
ｌ
こ
う
し
た
論
点
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
に
多
く
の
考
察
と
研
究

が
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
手
短
に
済
ま
せ
よ
う
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
非
延
長
的
な
思
惟
と
し
て
の
精
神
／
延
長
と
し
て
の
物
質
、
と
い
う
媒
介
不
可
能
な
二
元
論
を
捨
て
て
、
あ
る
い

は
「
緩
和
」
し
て
、
む
し
ろ
両
者
の
関
係
を
「
時
間
の
関
数
と
し
て
」
（
冨
冨
忌
薗
畠
・
冨
冨
瞳
望
韻
ｅ
論
じ
る
。
こ
れ
は
、
物
質
Ⅱ
現

在
、
精
神
Ⅱ
過
去
、
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
二
つ
の
排
他
的
な
時
間
様
相
と
し
て
の
現
在
と
過
去
と
に
関
連
づ
け
て
、

精
神
と
物
質
と
が
理
解
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
「
過
去
Ⅱ
精
神
、
現
在
Ⅱ
物
質
と
い
う
こ
の
区
別
は
、
無
数
の
誤
解
を
生

、
、
、
、
、
、
、
、

む
の
で
は
な
い
か
と
危
倶
す
る
。
そ
の
言
い
方
が
正
し
い
の
は
た
だ
、
現
在
を
ス
ナ
ッ
プ
シ
ョ
ッ
ト
（
冒
鈎
青
誌
言
鼠
）
と
し
て
考
え
、

未
来
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
持
続
の
連
続
性
（
８
．
冒
昌
威
号
旨
融
①
『
の
斎
①
ど
》
画
く
①
己
『
）
を
過
去
と
考
え
る
場
合
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
に

は
非
常
に
長
い
一
連
の
説
明
が
必
要
だ
っ
た
ろ
う
」
言
屋
呈
。
む
し
ろ
精
神
も
物
質
も
、
共
に
時
間
的
な
生
成
な
の
だ
が
、
た
だ
そ
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の
生
成
の
様
態
に
お
い
て
両
者
は
区
別
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
物
質
は
そ
れ
な
り
に
不
可
分
な
拡
が
り
を
有
す
る
（
全
体
的
な
）
運
動

変
化
で
あ
り
、
「
持
続
」
す
る
精
神
も
ま
た
運
動
変
化
で
あ
る
の
だ
が
、
た
だ
し
両
者
の
間
に
は
「
リ
ズ
ム
」
（
冨
冨
圏
里
慧
ど
の
差
異

が
、
「
緊
張
（
厨
。
の
ざ
ロ
）
と
弛
緩
（
『
①
毎
号
①
ョ
の
具
）
の
程
度
」
の
差
異
が
、
あ
る
の
だ
。
物
質
は
、
そ
し
て
異
な
る
「
リ
ズ
ム
」
を
有

す
る
さ
ま
ざ
ま
の
精
神
は
、
一
体
と
な
っ
て
、
巨
大
な
シ
ン
フ
ォ
ニ
ー
の
よ
う
に
進
行
す
る
。
「
物
質
と
記
憶
』
が
「
生
成
一
般

（
号
く
の
弓
①
．
隠
吊
且
）
」
（
旨
冨
曾
画
麗
）
、
「
普
遍
的
［
宇
宙
的
（
目
冒
①
『
の
の
己
生
成
」
（
旨
富
岳
望
圏
っ
．
三
富
展
甲
』
＄
面
罵
）
と
呼
ぶ
実

在
は
多
重
的
で
あ
り
、
諸
存
在
は
自
ら
の
リ
ズ
ム
に
応
じ
た
仕
方
で
こ
の
生
成
か
ら
自
分
の
世
界
を
抽
出
す
る
ｌ
ち
ょ
う
ど
行
き
交

う
電
波
の
重
な
り
か
ら
一
定
の
チ
ュ
ー
ニ
ン
グ
が
特
定
の
コ
ン
サ
ー
ト
の
放
送
を
引
き
出
す
よ
う
に
（
９
．
勺
冨
亀
ふ
望
届
日
‐
届
ｓ
）
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
物
質
と
記
憶
』
は
も
は
や
空
間
的
な
「
内
／
外
」
関
係
に
は
依
拠
し
な
い
だ
ろ
う
。

だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
抱
え
込
ん
だ
「
二
元
論
」
の
問
題
が
、
以
上
の
よ
う
な
仕
方
で
す
べ
て
叙
述
さ
れ
解
決
さ
れ
る
と
見
れ
ば
や

や
性
急
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
第
一
章
を
、
外
か
ら
眺
め
ら
れ
る
対
象
で
は
な
い
主
観
性
そ
の
も
の
、
内
側
か
ら
生
き
ら
れ
る
し
か
な
い

「
私
」
、
そ
の
存
在
様
態
の
探
求
に
費
や
し
た
。
そ
し
て
そ
れ
を
内
在
的
生
成
と
見
定
め
つ
つ
、
同
時
に
そ
れ
に
対
立
す
る
存
在
様
態

と
し
て
「
完
了
相
」
的
な
あ
り
方
に
も
言
及
し
た
。
そ
こ
か
ら
考
察
を
再
開
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
「
二
元
論
」
の
内
容
と
問
題
性
を
、

以
上
と
は
異
な
る
タ
ー
ム
に
お
い
て
規
定
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

「
完
了
相
」
の
存
在
論
に
お
い
て
は
、
「
あ
る
」
も
の
は
す
べ
て
、
自
己
同
一
性
を
保
ち
な
が
ら
、
時
間
内
の
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る

（
１
）

時
点
に
、
時
間
外
の
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
永
遠
に
お
い
て
、
「
あ
る
」
。
こ
の
場
合
の
「
時
間
」
と
は
、
か
の
カ
ン
ト
的
な
等
質
的
時
間

の
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
時
間
位
置
や
順
序
は
あ
っ
て
も
、
た
だ
一
つ
、
生
成
変
化
だ
け
は
な
い
。
生
成
変
化
の
諸
フ
ェ
ー
ズ
が
そ

れ
ぞ
れ
自
己
同
一
的
に
存
在
す
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
時
間
」
に
関
し
て
は
、
そ
の
外
部
に
お
い
て
は
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
内

11う



部
に
お
い
て
も
ま
た
、
す
べ
て
は
「
完
了
」
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
「
空
間
」
の
概
念
は
多
義
的
だ
が
、
先
に

見
た
と
こ
ろ
で
は
、
「
空
間
」
と
は
ま
ず
も
っ
て
、
以
上
の
よ
う
な
「
完
了
相
」
の
存
在
論
の
優
れ
た
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ル
と
し
て
、
未
完

了
的
な
生
成
と
し
て
の
「
持
続
」
と
厳
し
く
対
立
さ
せ
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

実
際
、
空
間
に
と
っ
て
「
完
了
相
」
的
性
格
は
、
他
の
諸
性
質
に
比
し
て
基
本
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
「
試
論
」
に

お
い
て
も
「
空
間
」
と
は
当
然
な
が
ら
拡
が
り
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
拡
が
り
は
目
の
前
の
知
覚
物
た
ち
の
そ
れ
で
あ
る
だ
け
で
な

く
、
想
像
上
描
か
れ
る
時
間
軸
な
ど
の
そ
れ
で
も
あ
る
の
だ
か
ら
、
単
な
る
感
性
的
延
長
よ
り
も
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

「
数
」
の
連
続
性
が
そ
れ
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ま
ず
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
空
間
を
「
分
割
可

（
２
）

能
性
」
の
概
念
に
結
び
つ
け
る
。
「
拡
が
り
」
と
は
、
分
割
（
そ
れ
が
実
際
の
分
割
で
あ
れ
、
想
像
上
の
、
あ
る
い
は
理
念
上
の
そ
れ

で
あ
れ
）
と
い
う
作
用
を
受
け
入
れ
得
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
空
間
の
拡
が
り
の
「
連
続
性
」
と
は
、
こ
の
分
割
が
任
意
の
仕
方

で
、
し
た
が
っ
て
無
限
に
、
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
だ
。
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ペ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
可
能
性
を
、
空
間
の
完
了

（
３
）

相
的
性
格
、
そ
の
不
動
性
に
基
づ
け
て
い
た
の
だ
っ
た
。

「
完
了
相
」
が
用
意
さ
れ
る
と
、
そ
こ
か
ら
「
分
割
」
と
「
判
然
と
し
た
区
別
」
な
ら
び
に
区
別
さ
れ
た
諸
項
の
可
能
性
が
確
保
さ

れ
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
「
試
論
」
に
馴
染
み
の
主
題
、
す
な
わ
ち
「
数
」
や
「
言
語
」
な
ど
も
基
礎
づ
け
ら
れ
て
く
る
。
等
質
的
空
間

と
は
、
「
そ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
判
然
と
し
た
区
別
を
行
う
こ
と
が
で
き
、
数
を
数
え
、
抽
象
し
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
言
葉
を
話
す

こ
と
が
で
き
て
い
る
」
ｅ
園
孟
ｅ
と
こ
ろ
の
も
の
な
の
だ
が
、
言
語
に
託
さ
れ
る
諸
観
念
や
抽
象
概
念
、
同
時
的
に
統
覚
さ
れ
る
こ

と
で
諸
項
が
構
成
す
る
数
的
な
「
多
」
な
ど
は
、
こ
う
し
て
そ
れ
ぞ
れ
「
完
了
相
」
的
な
存
在
性
格
を
自
ら
の
根
拠
と
し
て
分
有
し
て

い
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
で
す
べ
て
で
は
な
い
。
「
試
論
』
は
す
で
に
、
因
果
律
と
い
う
観
念
に
つ
い
て
、
そ
の
根
底
に
空
間
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
む
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し
る
完
了
的
な
も
の
を
同
じ
く
見
て
取
っ
て
い
る
。
機
械
論
が
前
提
と
す
る
よ
う
な
法
則
的
因
果
性
、
「
同
じ
原
因
に
は
同
じ
結
果
」

と
い
う
因
果
律
の
観
念
を
分
析
し
な
が
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
た
ｅ
巨
麗
‐
届
ご
届
や
屋
己
。
ｌ
少

な
く
と
も
常
識
の
水
準
に
お
い
て
は
、
原
因
と
結
果
と
の
関
係
は
単
な
る
時
間
的
前
後
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
内
的
な
移
行
を
意
味
し

て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
原
因
の
う
ち
に
は
、
す
で
に
し
て
結
果
の
何
も
の
か
が
前
も
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

こ
の
「
前
駆
的
形
成
（
冒
煕
○
『
日
昌
目
）
」
は
二
義
的
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
一
方
に
は
必
然
的
な
因
果
性
を
含
意
す
る
そ
れ
、
他
方
に
は

非
決
定
的
な
意
志
的
因
果
を
含
意
す
る
そ
れ
が
あ
る
。

両
者
の
混
同
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
指
摘
す
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
彼
は
前
者
、
必
然
的
因
果
性
の
方
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な

分
析
を
行
っ
て
い
る
。
ま
ず
、
そ
う
し
た
因
果
関
係
観
に
私
た
ち
を
導
く
モ
デ
ル
は
、
「
数
学
」
で
あ
る
。
円
を
描
い
て
み
る
ｌ

「
あ
る
平
面
に
一
つ
の
円
周
を
描
く
そ
の
同
じ
運
動
が
、
こ
の
図
形
の
す
べ
て
の
諸
特
性
を
産
出
す
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
無
数
の
定

理
を
演
緯
し
て
い
く
数
学
者
に
と
っ
て
は
持
続
内
で
展
開
し
て
い
く
し
か
な
い
も
の
で
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
の
定
理
は
定
義
の
中
に

前
も
っ
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
ｅ
巨
麗
芦
慧
）
。
そ
し
て
こ
う
し
た
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
こ
こ
で
扱
わ
れ
る
の
が
質
で
は
な

く
純
然
た
る
量
で
あ
る
か
ら
だ
。
ま
た
そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
、
必
然
的
な
因
果
律
は
数
学
的
な
い
し
代
数
的
な
法
則
と
し
て
記
述
で
き

る
わ
け
で
あ
る
。
実
際
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
ト
ム
ソ
ン
に
至
る
機
械
論
的
な
物
理
学
理
論
は
、
質
的
な
イ
メ
ー
ジ
を
排
除
し
な
が
ら
、
物

質
を
等
質
的
な
場
に
、
そ
し
て
物
理
学
の
対
象
を
量
的
な
諸
関
係
へ
と
切
り
つ
め
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
方
向
の
極
限
に
は
、

無
時
間
的
で
不
動
の
、
必
然
的
な
真
理
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

「
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
因
果
関
係
が
必
然
的
関
係
で
あ
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
曲
線
が
そ
の
接
線
に
近
づ
く
よ
う
に
、
因
果
関
係

が
同
一
性
関
係
に
接
近
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
同
一
律
は
、
我
々
の
意
識
の
絶
対
的
法
則
で
あ
る
。
そ
れ
が
肯
定
す
る

の
は
、
思
惟
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
そ
れ
が
思
惟
さ
れ
て
い
る
瞬
間
に
お
い
て
思
惟
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
原
理
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を
絶
対
的
な
必
然
性
と
な
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
未
来
を
現
在
に
結
び
つ
け
ず
、
た
だ
現
在
を
現
在
に
結
び
つ
け
て
い
る
と
い
う
点

で
あ
る
」
ｅ
自
認
ご
豊
。
「
未
来
」
や
「
現
在
」
の
語
ば
か
り
に
注
意
す
る
必
要
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
ま
ず
述
べ
て
い
る
の
は
、

同
一
律
と
完
了
相
と
の
自
明
な
結
び
つ
き
で
あ
る
。
生
成
し
な
い
Ａ
は
、
ま
さ
に
Ａ
で
「
あ
り
」
、
Ａ
で
な
い
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ

れ
は
逃
れ
難
い
必
然
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、
先
の
図
形
の
話
を
視
野
に
入
れ
る
な
ら
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
〈
幾
何
学
（
な
い
し
代
数
）

の
真
理
が
不
変
で
必
然
的
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
完
了
し
た
場
と
し
て
の
空
間
に
お
け
る
あ
れ
こ
れ
の
諸
関
係
で
あ
る
点
に
お
い
て
で

あ
る
〉
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
気
づ
か
れ
よ
う
。
幾
何
学
に
お
い
て
は
、
「
諸
前
提
が
非
人
称
的
な
も
の
と
し
て
一
回
で
す
っ
か
り

（
匡
弓
の
昏
厨
冒
匡
『
８
昌
隅
）
与
え
ら
れ
て
し
ま
い
」
（
因
ｇ
茜
ｇ
）
、
そ
こ
か
ら
誰
に
と
っ
て
も
ど
う
に
も
な
ら
な
い
結
論
が
必
然
的
に
課

さ
れ
て
く
る
わ
け
だ
。
あ
る
い
は
決
定
論
や
、
決
定
的
因
果
律
を
自
明
視
す
る
機
械
論
も
ま
た
、
生
成
す
る
実
在
を
で
き
る
限
り
完
了

相
へ
と
近
づ
け
よ
う
と
す
る
志
向
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
極
限
に
お
い
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
生
成
変
化
は
、
時
間
軸
を
も
そ
な
え
た

不
動
の
空
間
へ
と
ぴ
っ
た
り
と
書
き
写
さ
れ
、
諸
々
の
自
己
同
一
的
諸
事
物
と
、
そ
れ
ら
の
間
で
の
不
変
な
諸
関
係
の
総
体
と
し
て
、

「
一
回
で
す
っ
か
り
」
見
渡
さ
れ
得
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
振
り
返
れ
ば
、
諸
現
象
が
私
た
ち
に
と
っ
て
継
起
の
相
で
少

し
ず
つ
与
え
ら
れ
て
く
る
と
い
う
事
実
の
方
が
謎
め
い
て
く
る
。
「
諸
現
象
が
い
ち
ど
き
に
す
べ
て
繰
り
拡
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

継
起
す
る
よ
う
に
見
え
さ
せ
て
い
る
何
ら
か
の
理
解
し
難
い
理
由
」
ｅ
巨
雪
ご
望
）
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
て
く
る
の

だ
。
そ
し
て
実
際
、
幾
何
学
や
論
理
学
に
お
い
て
、
あ
れ
こ
れ
の
証
明
は
、
無
時
間
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
不
動
の
真
理
を
単
に
た
ど

た
ど
し
く
、
時
に
誤
り
な
が
ら
、
経
験
的
に
辿
り
直
す
だ
け
の
よ
う
に
見
え
る
。
私
が
今
行
っ
て
い
る
証
明
は
、
非
人
称
的
に
、
私
た

ち
と
は
無
縁
の
と
こ
ろ
で
「
一
回
で
す
っ
か
り
」
与
え
ら
れ
た
真
理
に
対
し
て
、
外
的
で
偶
然
的
な
意
味
し
か
持
た
な
い
よ
う
に
見
え

る
。
無
時
間
的
な
永
遠
に
対
し
て
、
私
た
ち
は
「
理
解
し
難
い
理
由
」
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
し
か
し

私
た
ち
は
そ
の
隔
た
り
を
埋
め
よ
う
と
す
る
。
継
起
し
生
成
す
る
経
験
が
む
し
ろ
欠
如
に
見
え
る
よ
う
な
、
す
べ
て
が
「
一
回
で
す
っ
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か
り
」
与
え
ら
れ
、
自
己
同
一
的
に
「
あ
る
」
が
ま
ま
に
「
あ
る
」
だ
け
の
、
そ
う
し
た
光
景
を
、
私
た
ち
は
求
め
て
い
る
。
し
か
も
、

幾
何
学
や
論
理
学
に
お
い
て
、
知
性
は
す
で
に
そ
の
一
部
を
手
に
し
て
い
る
。
「
す
べ
て
は
与
え
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
（
弓
○
員
の
降

号
．
愚
こ
と
い
う
定
式
で
『
創
造
的
進
化
」
が
語
っ
て
い
た
の
は
、
そ
う
し
た
生
成
の
排
除
が
全
面
化
さ
れ
た
光
景
の
こ
と
だ
。
科
学

の
、
そ
し
て
知
性
の
諸
活
動
は
、
そ
う
し
た
光
景
を
手
に
入
れ
る
こ
と
を
一
つ
の
テ
ロ
ス
と
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。

し
か
し
い
か
に
し
て
？
ｌ
こ
れ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
「
二
元
論
」
問
題
の
さ
ら
な
る
賭
金
で
あ
る
。
未
完
了
的
持
続
と
完
了
的

空
間
と
の
関
係
が
そ
こ
で
は
最
も
根
本
的
な
主
題
に
な
る
だ
ろ
う
が
、
こ
の
関
係
の
内
部
に
は
、
「
完
了
相
」
の
成
立
か
ら
派
生
す
る

も
の
と
し
て
、
分
割
の
問
題
、
分
割
か
ら
生
じ
る
個
体
性
の
問
題
、
そ
し
て
そ
の
個
体
の
自
己
同
一
性
の
問
題
、
機
械
論
的
因
果
性
と

必
然
性
の
問
題
、
さ
ら
に
は
不
変
の
真
理
に
関
す
る
問
題
、
等
々
、
が
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
も
は
や
明
ら
か
で
あ
ろ

う
。
単
に
「
内
的
持
続
」
と
「
外
的
空
間
」
と
の
関
係
だ
け
が
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
。
「
も
の
（
ｇ
ｏ
用
）
」
の
成
立
、
そ
し
て
そ

れ
に
関
す
る
知
解
可
能
性
（
目
の
三
唱
宣
言
ｅ
の
成
立
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
外
的
世
界
に
つ
い
て
の
科
学
、
ひ

（
４
）

い
て
は
理
念
的
真
理
ま
で
も
が
問
題
に
な
る
の
だ
。

ま
ず
は
「
外
的
世
界
」
に
つ
い
て
の
「
物
質
と
記
憶
」
に
よ
る
再
検
討
を
辿
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
ま
ず
、
単
に
等
質

的
空
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
「
外
的
世
界
」
を
回
復
し
て
い
く
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
を
見
よ
う
。
す
な
わ
ち
「
物
質
と

記
憶
」
の
第
一
章
で
述
べ
ら
れ
る
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
総
体
と
し
て
の
世
界
、
と
い
う
概
念
を
考
察
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
明

察
を
進
め
る
こ
と
に
な
る
。

で
は
こ
れ
ら
の
諸
要
素
、
す
な
わ
ち
「
外
在
性
」
や
「
客
観
性
」
、
そ
し
て
生
成
な
き
イ
デ
ア
的
存
在
様
相
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学

に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
了
解
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
問
い
を
め
ぐ
っ
て
本
章
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
の
歩
み
に
沿
っ
て
、
次
の
よ
う
に
考
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ら
か
に
な
る
の
は
、
こ
の
世
界
概
念
が
孕
ん
で
い
る
二
重
性
で
あ
る
。
外
的
世
界
と
は
、
私
た
ち
が
知
覚
す
る
ま
さ
に
こ
の
世
界
に
他

な
ら
な
い
こ
と
（
同
じ
こ
と
だ
が
、
私
た
ち
の
知
覚
は
外
的
世
界
の
リ
ア
リ
テ
ィ
に
正
し
く
触
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
）
が
言
わ
れ
る

一
方
で
、
こ
の
世
界
の
「
外
在
性
」
が
、
私
た
ち
の
側
の
観
点
な
ど
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
一
定
の
即
自
的
規
定
、
す
な

わ
ち
「
秩
序
」
と
し
て
理
解
さ
れ
る
し
か
な
い
こ
と
ｌ
こ
れ
が
確
認
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

直
観
的
に
与
え
ら
れ
つ
つ
も
、
そ
こ
に
知
性
的
な
概
念
や
諸
関
係
の
秩
序
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
、
こ
の
二
重
の
存
在
性
格
は
、

二
つ
の
文
脈
に
結
び
つ
け
ら
れ
な
が
ら
さ
ら
に
論
じ
ら
れ
る
。
第
一
に
、
私
た
ち
の
経
験
に
お
い
て
、
こ
の
二
重
性
は
ど
の
よ
う
な
意

味
を
持
つ
の
か
と
い
う
考
察
の
文
脈
。
結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
私
た
ち
に
と
っ
て
「
外
的
世
界
」
と
は
、
常
に
す
で
に
、
私
た
ち
に

馴
染
み
の
、
再
認
さ
れ
た
世
界
を
意
味
す
る
。
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
特
に
「
物
質
界
」
と
し
て
規
定
し
た
よ
う

な
世
界
と
は
、
確
か
に
私
た
ち
に
と
っ
て
「
外
的
」
な
の
だ
が
、
し
か
し
同
時
に
こ
の
「
外
在
性
」
は
、
絶
え
ず
私
た
ち
の
側
か
ら
再

構
成
可
能
な
も
の
と
し
て
、
い
わ
ば
馴
致
可
能
な
も
の
と
し
て
、
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
二
元
論

に
つ
い
て
の
観
念
論
的
な
解
決
Ｉ
少
な
く
と
も
そ
の
途
上
に
あ
る
解
決
ｌ
で
あ
る
。

第
二
の
文
脈
は
、
科
学
認
識
の
権
利
を
め
ぐ
る
諸
論
争
で
あ
る
。
世
界
が
知
解
可
能
で
あ
る
と
し
て
、
し
か
し
そ
の
根
拠
は
い
っ
た

い
ど
こ
に
求
め
ら
れ
る
の
か
。
意
図
に
関
わ
ら
ず
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
科
学
の
価
値
」
を
め
ぐ
る
当
時
の
論
争
に
巻
き
込
ま
れ
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。
『
物
質
と
記
憶
」
は
問
題
を
完
全
に
解
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
科
学
と
い
う
認
識
の
、
そ
し
て
科
学
を
構
成

す
る
知
性
と
い
う
認
識
能
力
の
、
再
吟
味
な
ら
び
に
再
正
当
化
を
求
め
る
も
の
と
な
る
。
そ
の
要
求
に
応
え
る
た
め
に
、
「
創
造
的
進

化
』
の
半
分
が
費
や
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
大
雑
把
に
言
え
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
実
在
論
に
立
ち
戻
り
、
知
性
や
科
学
の
価

値
を
確
保
す
る
わ
け
だ
。
そ
れ
が
い
か
な
る
議
論
で
あ
っ
た
の
か
を
私
た
ち
は
吟
味
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
そ
こ
で
私
た
ち
が

見
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
実
際
に
は
、
「
試
論
」
と
「
物
質
と
記
憶
」
が
前
提
と
し
て
い
た
諸
公
準
の
再
登
場
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
の
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第二章／本章の課題

最
後
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
「
真
理
」
概
念
の
扱
い
に
つ
い
て
い
く
ら
か
の
考
察
を
行
お
う
。
こ
の
考
察
は
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
が
そ
れ
ま
で
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
に
お
け
る
一
つ
の
ク
リ
シ
ェ
を
拒
否
し
て
「
二
源
泉
』
固
有
の
形
而
上
学
的
考
察
へ
と
歩
む

そ
の
行
程
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
を
、
了
解
さ
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
神
な
ど
の
テ
ー
マ
に
つ
い
て
語
り
始
め
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
非
人
称

的
で
普
遍
的
な
「
真
理
」
概
念
に
依
拠
す
る
の
で
は
な
く
、
神
秘
主
義
者
と
言
わ
れ
る
存
在
の
人
称
的
な
経
験
に
こ
そ
自
ら
の
基
盤
を

求
め
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
彼
の
態
度
決
定
に
関
し
て
、
本
章
は
い
わ
ば
裏
面
か
ら
解
明
を
行
う
こ
と
に
な
る
。

経
験
様
式
や
認
識
形
態
を
可
能
に
す
る
で
あ
ろ
う
基
礎
と
し
て
の
「
空
間
」
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
「
持
続
」
や
「
生
成
」
か
ら
派
生

さ
せ
ら
れ
、
そ
の
限
り
で
「
空
間
」
に
は
一
定
の
リ
ア
リ
テ
ィ
が
認
め
ら
れ
、
「
知
性
」
に
も
一
定
の
権
利
が
回
復
さ
れ
る
わ
け
で
あ

ヲ
（
》
。
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イ
マ
ー
ジ
ュ
概
念
に
つ
い
て

「
物
質
と
記
憶
」
の
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
概
念
は
、
多
く
の
困
惑
と
共
に
、
種
々
の
冒
険
的
な
解
釈
を
喚
起
し
た
も
の
で
あ
る
。
し
か

も
、
「
物
質
と
記
憶
」
の
目
次
を
見
る
と
、
こ
の
書
物
全
体
が
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
に
つ
い
て
の
諸
考
察
と
し
て
の
み
書
か
れ
た
よ
う
に

見
え
る
。
私
た
ち
の
心
理
学
的
生
を
論
じ
る
『
物
質
と
記
憶
」
が
実
際
に
描
写
す
る
の
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
「
選
択
」
で
あ
り
「
再

認
」
で
あ
り
、
そ
の
「
保
存
」
で
あ
り
「
限
定
と
固
定
」
で
あ
る
Ｉ
そ
う
思
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、

『
物
質
と
記
憶
」
第
一
章
の
議
論
は
、
一
本
の
線
に
従
い
な
が
ら
、
二
つ
の
段
階
を
刻
む
。
ま
ず
、
第
一
章
冒
頭
か
ら
導
入
さ
れ
る

「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
概
念
が
あ
り
、
そ
れ
を
基
礎
と
す
る
諸
々
の
議
論
が
あ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
何
よ
り
、
物
質
界
と
知
覚
と
の
関
係
、

言
い
換
え
る
と
物
質
界
に
つ
い
て
の
「
存
在
」
と
「
現
れ
」
と
の
関
係
を
め
ぐ
る
も
の
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
の
途
上
に
お
い
て
提
示

さ
れ
る
「
純
粋
知
覚
」
の
概
念
が
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
当
然
な
が
ら
そ
の
「
純
粋
知
覚
」
と
い
う
も
の
が
実
在
す
る
と
い
う
主
張

を
行
い
、
そ
し
て
そ
れ
を
精
神
と
物
質
と
の
部
分
的
で
は
あ
れ
文
字
通
り
の
合
一
（
８
言
の
匙
①
。
８
息
昌
昌
の
）
で
あ
る
と
述
べ
る
わ
け

だ
が
、
こ
れ
が
同
時
に
含
意
し
て
い
る
の
は
、
通
常
の
知
覚
が
「
純
粋
」
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
す
で
に
一
種
の
構
成
の
産
物
で
あ

る
、
と
い
う
主
張
で
も
あ
る
。
そ
の
上
で
、
知
覚
対
象
と
知
覚
主
体
そ
れ
ぞ
れ
の
寄
与
分
が
切
り
分
け
ら
れ
る
わ
け
だ
。

第
一
節
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
世
界
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私
た
ち
の
存
在
は
す
べ
て
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
タ
ー
ム
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
『
物
質
と
記
憶
」
は
い
わ
ば
イ
マ

ー
ジ
ュ
一
元
論
な
の
だ
、
と
い
っ
た
解
釈
に
ひ
と
は
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
ま
ず
主
観
的
で

も
客
観
的
で
も
な
い
中
立
的
な
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
を
措
定
し
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
に
組
織
化
さ
れ
る
中
で
、
客
観
的
世
界
と
主
観
的
意

識
と
が
そ
れ
ぞ
れ
に
一
定
の
仕
方
で
生
成
し
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
こ
こ
で
は
、
あ
る
時
期
の
ラ
ッ
セ
ル
が
唱
え
た

「
中
立
一
元
論
」
が
想
起
さ
れ
た
り
す
る
。
あ
る
い
は
別
の
文
脈
か
ら
、
主
観
主
義
に
と
ら
わ
れ
た
ま
ま
の
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
現
象
学

を
、
さ
ら
に
主
観
そ
の
も
の
の
生
成
に
遡
っ
て
問
い
直
し
、
あ
る
い
は
先
に
進
め
よ
う
と
す
る
議
論
が
こ
こ
に
読
み
込
ま
れ
た
り
も
す

る
。
第
一
章
の
冒
頭
か
ら
突
然
導
入
さ
れ
る
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
は
、
言
っ
て
み
れ
ば
非
人
称
的
か
つ
初
源
的
な
経
験
な
の
で
あ
り
、

人
称
的
主
観
で
あ
れ
相
互
主
観
的
な
客
観
で
あ
れ
、
す
べ
て
は
こ
こ
か
ら
派
生
し
構
成
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
た
解
釈
を
支
え
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
テ
ク
ス
ト
は
、
し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
い
。
も
っ
と
も
有
効
な
も
の
は
、
一
九
○
五

醒
年
の
ジ
エ
イ
ム
ズ
宛
の
書
簡
に
見
出
さ
れ
よ
う
。
そ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
語
る
こ
と
に
よ
れ
ば
、
「
純
粋
な
経
験
（
の
〆
己
目
①
。
８

の唾
ロ
ー
『
の
）
と
い
う
も
の
が
存
在
し
、
そ
れ
は
主
観
的
で
も
客
観
的
で
も
あ
り
ま
せ
ん
（
そ
の
種
の
実
在
を
指
示
す
る
た
め
に
私
は
「
イ
マ

垂
－
ジ
ュ
」
の
語
を
用
い
ま
す
）
。
そ
し
て
、
あ
れ
こ
れ
の
意
識
た
ち
に
よ
る
、
こ
の
経
験
の
我
有
化
（
画
ｇ
『
○
目
呂
目
）
と
あ
な
た
が

↓
名
づ
け
る
も
の
が
存
在
し
ま
す
。
こ
の
我
有
化
は
、
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
独
特
の
削
減
言
旦
コ
目
。
ｐ
鷺
、
鴇
ミ
》
身
）

、
、
、

マイ
か
ら
成
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
あ
な
た
は
む
し
ろ
、
私
が
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
純
粋
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
付
随
す
る
情
感

罰
的
状
態
に
存
す
る
と
お
考
え
の
よ
う
で
す
。
と
は
言
え
、
こ
の
二
つ
の
見
解
が
和
解
し
得
な
い
と
は
思
い
ま
せ
ん
：
…
・
」
（
旨
の
ｇ
）
。

鐘
純
粋
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
か
ら
の
、
主
観
と
客
観
の
発
生
、
と
読
め
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
し
か
し
、
「
我
有
化
」
と
は
「
私
」
の
発
生
そ

菫
の
も
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
確
か
に
言
い
得
る
の
は
、
特
に
知
覚
と
い
う
経
験
に
お
い
て
は
、
ひ
と
は
ま
ず
非
人

第

称
的
な
層
か
ら
出
発
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
述
べ
て
い
る
、
た
だ
そ
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
以
上
の
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こ
と
は
さ
し
あ
た
り
言
わ
れ
て
い
な
い
。
「
物
質
と
記
憶
」
に
お
い
て
も
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
根
本
的
な
「
非
人
称
性
」
が
繰
り
返
し

述
べ
ら
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
超
え
て
、
そ
こ
か
ら
の
み
「
私
」
と
い
う
人
称
性
ま
で
も
が
導
出
さ
れ
る
と
い
う
議
論
を
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
行
っ
て
い
な
い
。
彼
が
論
じ
て
い
る
の
は
、
人
称
性
を
帯
び
た
知
覚
経
験
を
一
定
の
仕
方
で
分
解
し
て
い
け
ば
、
そ
こ

に
は
も
は
や
私
の
主
観
的
な
経
験
と
は
言
い
難
い
一
つ
の
層
が
見
出
さ
れ
る
（
そ
れ
が
「
純
粋
知
覚
」
で
あ
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

て
、
こ
の
層
が
そ
れ
だ
け
で
経
験
の
人
称
化
を
構
成
し
た
り
、
経
験
の
主
観
的
な
諸
要
素
す
べ
て
を
導
き
出
す
と
い
っ
た
議
論
は
存
在

し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た
諸
要
素
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
は
別
の
と
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
身
体
内
部
の
情
感
（
島
①
＆
。
。
）
や
、

イ
マ
ー
ジ
ュ
と
は
本
性
上
異
な
る
と
さ
れ
る
「
純
粋
記
憶
（
い
。
ロ
く
の
己
『
目
『
）
」
な
ど
か
ら
由
来
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。

し
か
も
、
も
し
「
物
質
と
記
憶
」
が
イ
マ
ー
ジ
ュ
一
元
論
で
あ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
奇
妙
に
も
こ
の
書
物
全
体
の
潜

在
的
な
論
敵
の
見
解
に
自
ら
与
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
連
合
主
義
的
心
理
学
者
と
し
て
の
テ
ー
ヌ
で
あ
っ
て
、
彼
の
「
知

（
１
）

性
論
」
は
主
客
の
区
分
と
い
う
も
の
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
は
じ
め
と
す
る
心
理
学
的
要
素
が
構
成
す
る
平
面
上
で
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
た
ち

の
強
度
差
や
相
互
排
除
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
通
じ
て
引
か
れ
る
区
分
線
に
よ
っ
て
二
次
的
に
構
成
さ
れ
る
と
い
う
立
場
を
と
っ
て
い
た

ｌ
も
ち
ろ
ん
そ
の
全
体
は
「
幻
影
（
冨
冒
、
言
呂
○
口
）
」
の
総
体
と
し
て
の
主
観
的
意
識
の
暗
箱
内
部
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
だ
が
。

そ
れ
に
対
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
心
理
的
生
を
多
層
化
し
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
そ
の
表
層
に
置
き
な
が
ら
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
は
異
な
る
諸

要
素
の
介
入
を
む
し
ろ
強
調
す
る
の
で
あ
る
（
運
動
図
式
、
純
粋
記
憶
、
動
的
図
式
、
生
へ
の
注
意
、
等
々
）
。
私
た
ち
の
存
在
が
す

べ
て
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
そ
の
変
様
か
ら
成
る
、
と
い
う
一
元
論
的
立
場
は
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
語
に
過
剰
充
填
を
行
わ
な
い
限
り
は
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
あ
っ
て
、
『
物
質
と
記
憶
」
の
各
章
の
表
題
に
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
語
が
登
場
す
る
か

ら
と
い
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
す
べ
て
が
実
際
に
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
一
元
論
」
の
よ
う
な
何
か
だ
と
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
論
じ
る
の
は
あ
く
ま
で
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
選
択
や
保
存
、
再
認
や
固
定
化
と
い
っ
た
作
用
の
内
実
で
あ
り
、
ま
た
そ
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「
我
々
は
し
ば
ら
く
の
間
、
物
質
に
つ
い
て
の
理
論
な
ら
び
に
精
神
に
つ
い
て
の
理
論
、
外
的
世
界
の
実
在
性
な
い
し
観
念
性
を
め

甥
ぐ
っ
て
の
議
論
と
い
っ
た
も
の
に
関
し
て
何
も
知
ら
な
い
よ
う
に
ふ
る
ま
お
う
」
（
冨
冨
』
こ
』
＄
）
。
そ
う
し
て
現
れ
る
光
景
を
叙
述
す

の仮
る
た
め
に
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
語
が
登
場
し
て
く
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
直
ち
に
与
え
る
規
定
は
、
二
重
で
あ
る
。
第
一
に
、
意
識
へ

韮
の
現
前
ｌ
「
か
く
し
て
私
は
、
語
の
最
も
広
い
意
味
鳴
け
る
イ
マ
‐
ジ
ュ
を
前
に
し
て
い
る
言
２
．
嵐
号
ョ
：
邑
冒
§
宮
８

↓
亀
冒
隠
鰯
）
…
：
」
．
そ
し
て
第
二
に
、
相
互
の
因
果
的
決
定
関
係
ｌ
「
こ
れ
ら
の
イ
マ
‐
ジ
ュ
は
い
ず
れ
も
、
そ
の
要
素
的
部
分

マイ
の
す
べ
て
に
お
い
て
、
私
が
自
然
法
則
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
恒
常
的
な
諸
法
則
に
従
っ
て
互
い
に
作
用
反
作
用
を
な
し
て
い
る
…
…
」
。

節
意
識
的
に
装
わ
れ
た
素
朴
さ
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
実
は
、
続
く
第
一
章
の
主
張
が
す
で
に
ほ
と
ん
ど
示
さ
れ
た
か

第二章／第一節

う
し
た
作
用
が
成
立
す
る
た
め
の
諸
要
素
や
根
拠
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
考
察
の
途
上
で
は
、
多
く
の
場
合
、
単
純
な
一
元
論
を
破
壊

す
る
よ
う
に
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
は
な
い
も
の
」
が
導
入
さ
れ
る
の
は
む
し
ろ
ほ
と
ん
ど
自
明
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
か
っ
て
の
三
木
清

の
端
的
な
も
の
言
い
に
倣
っ
て
よ
け
れ
ば
、
「
物
質
と
記
憶
』
は
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
（
冒
樹
の
ゞ
囚
匡
）
」
の
哲
学
で
あ
る
よ
り
も
、
「
構
想

（
２
）

力
（
冒
尉
ご
昌
呂
》
国
号
量
目
鴨
冑
農
）
」
の
哲
学
だ
、
と
見
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
わ
け
で
、
ま
ず
当
の
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
概
念
が
何
を
目
指
し
て
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
議
論
に
導
入
さ
れ
た
の
か

と
い
う
点
か
ら
簡
単
に
確
認
し
て
お
く
の
が
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
の
上
で
、
外
的
世
界
の
「
外
在
性
」
の
意
味
内
実
、
そ
し
て
そ
こ
で
営

ま
れ
る
あ
る
種
の
生
の
様
相
に
つ
い
て
、
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
し
よ
う
。

こ
う
し
て
始
ま
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
を
ご
く
簡
単
に
整
理
す
る
と
こ
う
な
る
。
仙
私
は
身
体
を
介
し
て
、
こ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
た

だ
中
に
お
い
て
、
非
決
定
的
行
為
を
な
す
よ
う
に
見
え
る
。
②
そ
の
身
体
、
特
に
脳
は
、
知
覚
世
界
を
な
す
と
こ
ろ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の

ら
で
あ
る
。
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総
体
に
対
し
て
、
そ
の
ご
く
微
小
な
一
部
分
で
し
か
な
い
。
脳
が
知
覚
世
界
を
産
出
す
る
な
ど
と
言
う
の
は
だ
か
ら
「
ま
さ
に
自
己
矛

盾
を
犯
す
こ
と
」
（
冨
冨
匡
琶
ご
）
に
し
か
な
ら
な
い
。
③
し
か
も
、
脳
に
お
い
て
私
た
ち
が
見
出
す
の
は
、
神
経
系
を
伝
わ
っ
て
い
く

さ
ま
ざ
ま
の
運
動
だ
け
で
あ
り
、
つ
ま
り
そ
こ
に
見
出
さ
れ
る
の
は
「
行
為
［
Ⅱ
作
用
（
煙
＆
○
口
）
］
に
だ
け
関
わ
る
」
（
冨
冨
畠
彦
邑

も
の
で
あ
る
。
脳
の
内
部
を
い
く
ら
覗
い
て
も
、
そ
こ
に
知
覚
表
象
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
側
に
も
関
わ
ら
ず
他
方
で
、
脳
と
知
覚
に

は
確
か
に
相
関
関
係
が
あ
る
。
神
経
の
切
断
は
、
現
に
意
識
さ
れ
て
い
る
知
覚
の
消
失
に
繋
が
る
こ
と
だ
ろ
う
。

こ
う
し
た
観
察
か
ら
、
い
か
な
る
結
論
を
導
く
べ
き
だ
ろ
う
か
？

誤
謬
は
、
最
後
の
側
を
理
由
と
し
て
、
脳
が
意
識
的
知
覚
を
「
産
出
」
し
て
い
る
と
か
、
知
覚
と
「
等
価
」
で
あ
る
、
と
考
え
て
し

ま
う
こ
と
に
あ
る
。
あ
り
き
た
り
な
議
論
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
注
意
し
よ
う
。
こ
こ
で
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
例

の
古
典
的
な
論
理
な
の
か
。
運
動
や
作
用
と
い
う
物
質
的
次
元
と
、
意
識
的
な
表
象
と
い
う
精
神
的
次
元
と
は
、
媒
介
不
可
能
な
異
質

の
二
系
列
を
な
し
て
い
る
か
ら
、
脳
が
意
識
的
知
覚
を
生
む
は
ず
が
な
い
、
両
者
間
に
相
互
作
用
が
あ
る
は
ず
が
な
い
、
と
い
っ
た
デ

カ
ル
ト
以
後
馴
染
み
の
論
理
な
の
だ
ろ
う
か
。

そ
う
解
釈
し
て
し
ま
え
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
は
そ
れ
自
体
明
白
な
自
己
矛
盾
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
考
察
を
進
め
て
い
く
か
ら
だ
。
神
経
系
の
発
達
と
、
知
覚
の
拡
が
り
と
の
間
に
は
確
か
に
相
関
関
係
が
あ

る
。
神
経
系
の
発
達
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
間
の
厳
密
な
決
定
関
係
を
く
ぐ
っ
て
非
決
定
性
と
選
択
の
余
地
が
そ
こ
に

生
じ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
う
し
て
確
保
さ
れ
て
く
る
「
非
決
定
性
の
領
域
（
観
。
．
の
＆
且
鰹
①
目
旨
豊
。
．
）
」
、

す
な
わ
ち
神
経
系
を
含
む
有
機
体
の
非
決
定
性
に
い
わ
ば
連
な
り
つ
つ
そ
こ
へ
巻
き
込
ま
れ
る
領
域
こ
そ
が
、
実
際
に
は
意
識
的
知
覚

の
現
れ
る
範
囲
で
あ
る
。
「
こ
の
関
係
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
知
覚
と
い
う
も
の
の
内
的
本
性
が
い
か
な
る

も
の
で
あ
れ
、
知
覚
の
拡
が
り
は
そ
れ
に
続
く
行
為
の
非
決
定
性
の
厳
密
な
尺
度
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
」
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イマージュとしての世界

｜ 息暴この
な

最定的のか
初がな問完

問のこて

い
に
答
え
る
た
め
に
導
入
さ
れ
る
の
が
、
「
純
粋
知
覚
言
①
Ｈ
ｎ
の
目
○
コ
目
『
①
こ
説
で
あ
っ
た
。
「
純
粋
知
覚
」
と
は
、
通
常
の

し垂
具
体
的
な
知
覚
か
ら
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
主
観
的
な
要
素
を
差
し
引
い
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
も
の

↓
の
想
定
が
、
目
下
の
問
い
に
答
え
る
た
め
に
役
に
立
つ
の
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
論
述
は
謎
め
い
て
見
え
る
貢
・
冨
冨
圏
‐
震
、
畠
切
‐
］
霊
）

マイ
ー
最
初
に
宣
言
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
ど
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
も
、
他
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
全
体
と
連
帯
関
係
の
う
ち
に
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

燕
「
そ
の
［
物
質
的
対
象
の
］
純
然
た
る
存
在
（
の
×
一
の
蔚
弓
、
①
）
を
表
象
（
『
の
胃
、
開
口
冨
号
。
）
へ
と
転
換
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
に
後
続
す

擦
る
も
の
、
そ
れ
に
先
行
す
る
も
の
、
そ
し
て
ま
た
そ
れ
を
満
た
し
て
い
る
も
の
を
ま
と
め
て
消
去
し
、
そ
の
外
殻
、
表
面
的
な
皮
膜
だ

垂
け
を
残
せ
ば
そ
れ
で
足
り
る
」
。
あ
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
つ
い
て
「
も
し
そ
れ
を
孤
立
さ
せ
ら
れ
れ
ば
、
特
に
そ
の
包
み
を
孤
立
さ
せ
ら

第

れ
れ
ぱ
、
私
は
そ
れ
を
表
象
へ
と
変
換
で
き
る
こ
と
だ
ろ
う
」
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
「
孤
立
化
」
、
緊
密
な
相
互
作
用
に
対
す
る

言
冨
忠
彦
題
）
。
し
か
し
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
知
覚
」
は
、
文
脈
が
示
す
よ
う
に
、
有
機
体
に
つ
い
て
の
外
的
な
観
察
か
ら
想
定

さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
有
機
体
と
そ
の
環
境
と
の
関
係
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
自
身
結
局
は
「
運
動
」
や
「
作
用
［
行
為
］
」
に
の
み
関

わ
る
事
象
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
有
機
体
が
情
報
と
し
て
受
容
し
つ
つ
選
択
を
行
う
、
と
い
っ
た
描
写
を
こ
こ
で
行
う
こ
と
が
で
き
る

に
し
て
も
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
外
的
な
記
述
に
留
ま
る
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
力
学
的
な
記
述
と
、
今
現
に
私
が
持
っ
て
い
る
こ
の
意
識
的

な
知
覚
と
は
、
媒
介
さ
れ
て
い
な
い
。
だ
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
す
ぐ
に
次
の
よ
う
に
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
わ
け
だ
Ｉ
「
し
か
し
な
ぜ
、

有
機
体
と
、
そ
れ
に
対
し
て
さ
ま
ざ
ま
の
距
離
に
あ
る
諸
対
象
と
の
こ
の
関
係
が
、
意
識
的
知
覚
と
い
う
特
別
な
か
た
ち
を
採
る
の
だ

ろ
う
か
？
」
言
冨
暗
ご
題
）
。
有
機
体
に
非
決
定
性
を
帰
す
る
こ
と
で
、
「
我
々
は
知
覚
の
必
然
性
、
す
な
わ
ち
生
命
体
と
、
そ
の
関
心

を
惹
く
諸
対
象
の
さ
ま
ざ
ま
な
距
離
か
ら
の
諸
影
響
と
の
可
変
的
関
係
の
必
然
性
を
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
た
。
こ
の
知
覚
が
意
識
的

で
あ
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
そ
し
て
こ
の
意
識
が
あ
た
か
も
脳
実
質
の
内
的
運
動
か
ら
生
ま
れ
る
か
の
よ
う
に
こ
と
が
進
む
の
は
な
ぜ
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「
削
減
言
目
口
昌
○
コ
こ
な
い
し
「
削
除
（
切
匡
弓
『
の
ｍ
の
ぎ
。
）
」
だ
け
で
、
意
識
的
表
象
は
す
で
に
手
に
入
る
と
い
う
の
だ
。
し
か
る
に
、

脳
が
行
う
の
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
働
き
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
有
機
体
の
関
心
に
応
じ
て
、
相
互
作
用
の
網
の
中
で
一
種
の
選
択
を
行
っ

て
い
る
。
そ
こ
に
意
識
的
表
象
が
生
じ
る
の
は
当
然
だ
Ｉ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
う
言
う
の
で
あ
る
。

奇
妙
で
あ
る
。
相
変
わ
ら
ず
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
作
用
［
行
為
］
」
と
い
っ
た
タ
ー
ム
で
事
態
を
記
述
し
て
い
る
。
そ
し
て
今
度
は
、

そ
う
し
た
も
の
が
「
表
象
へ
と
転
換
・
変
換
」
さ
れ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
だ
か
ら
あ
る
解
釈
書
は
そ
の
書
名
の
ま
ま
に
戸
惑

（
３
）

う
ｌ
「
行
為
や
運
動
に
過
ぎ
な
い
も
の
が
、
ど
う
し
て
突
然
光
景
と
な
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
」
。
何
と
か
こ
の
隔
た
り
を
埋

め
よ
う
と
し
て
、
こ
の
解
釈
者
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
述
べ
た
こ
と
の
な
い
独
自
の
不
可
解
な
仮
説
に
迷
い
込
む
だ
ろ
う
。
あ
る
い
は
別
の

解
釈
者
は
、
こ
う
し
て
記
述
さ
れ
る
「
純
粋
知
覚
」
を
、
そ
れ
が
時
間
的
厚
み
を
奪
わ
れ
た
抽
象
で
あ
り
、
意
識
と
は
時
間
の
厚
み
を

必
要
と
す
る
以
上
、
無
意
識
的
な
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
解
釈
し
た
上
で
述
べ
る
ｌ
「
記
憶
こ
そ
は
本
質
的
に
意
識

で
あ
り
ま
た
意
識
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
知
覚
が
限
定
さ
れ
意
識
的
に
な
る
の
は
、
そ
れ
が
能
動
的
で
非
決
定
的
な
精
神
と
し
て
の

モ
ナ
ド
と
接
触
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
う
し
た
能
動
的
で
自
由
な
意
識
と
は
記
憶
（
ョ
か
ョ
ｇ
『
①
）
の
こ
と
で
あ
る
。
ゆ

え
に
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
た
ち
が
魂
と
接
触
し
つ
つ
、
そ
れ
が
記
憶
と
し
て
の
意
識
を
取
り
巻
い
て
い
る
光
言
ョ
冠
『
①
）
の
圏
域
の
う
ち

（
４
）

に
入
り
込
ま
な
い
と
い
う
こ
と
は
考
え
難
い
」
。
記
憶
に
よ
っ
て
可
視
性
が
や
っ
と
得
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
も
も
ち
ろ
ん

誤
読
で
あ
っ
て
、
と
い
う
の
も
、
上
に
見
た
よ
う
に
、
今
語
ら
れ
て
い
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
奇
妙
な
議
論
は
、
ま
さ
に
、
行
為
や
運
動
と

い
っ
た
タ
ー
ム
で
十
分
語
ら
れ
得
る
事
象
が
な
ぜ
そ
の
ま
ま
意
識
的
知
覚
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
を
こ
そ
説
明
す
べ
く
試
み
ら
れ
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
用
意
さ
れ
た
「
純
粋
知
覚
」
と
は
、
ユ
ー
ド
の
述
べ
る
解
釈
と
は
逆
に
、
意
識
的
知
覚
そ
の
も
の
と
し
て
描
か

れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
「
純
粋
知
覚
」
と
は
ま
さ
し
く
「
記
憶
」
を
排
除
し
た
と
こ
ろ
に
こ
そ
想
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の

だ
。
こ
れ
は
動
か
し
よ
う
が
な
い
。
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だ
が
繰
り
返
せ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
叙
述
そ
の
も
の
が
や
は
り
謎
め
い
て
い
る
。
運
動
や
作
用
と
い
っ
た
も
の
が
表
象
に
な
る
と
し

た
ら
、
そ
れ
こ
そ
「
奇
跡
」
や
「
魔
法
の
杖
」
（
冨
冨
亀
苣
ｇ
）
や
「
機
械
仕
掛
け
の
神
」
へ
の
訴
え
か
け
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
、
そ
う
彼
自
身
が
言
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
の
か
。

正
確
に
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
こ
の
［
純
粋
知
覚
の
］
仮
説
に
身
を
置
い
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
い
か
に
意
識
的
知
覚
が
説
明
さ
れ

る
か
を
考
え
て
み
よ
う
」
ｌ
こ
う
述
べ
た
直
後
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
主
張
は
こ
う
だ
。
「
意
識
を
導
出
し
よ
う
と
す
る
な
ら
そ
れ
は
非

常
に
大
胆
な
試
み
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
実
際
に
は
そ
う
し
た
試
み
は
目
下
の
と
こ
ろ
不
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
物
質
界
を
措
定
す

る
こ
と
で
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
は
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
も
そ
も
そ
れ
以
外
の
も
の
を
用
意
す
る
こ
と
は
不
可
能

な
の
だ
か
ら
」
（
冨
冨
望
芦
謡
）
。
な
ぜ
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
を
用
意
す
れ
ば
、
も
は
や
意
識
を
導
出
す
る
必
要
は
な
い
の
か
。
し
か
も

同
時
に
、
脳
と
い
う
イ
マ
ー
ジ
ュ
か
ら
意
識
的
知
覚
を
導
出
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
不
条
理
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
の
だ
と
し
た
ら
、

唾
い
っ
た
い
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
論
点
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
。

の唾
唯
一
可
能
な
解
釈
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
。
脳
が
周
囲
世
界
の
意
識
的
知
覚
を
生
む
と
い
う
学
説
の
う
ち
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
見
出
す

垂
背
理
は
、
先
の
論
点
②
に
関
わ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
物
質
界
の
一
部
分
で
あ
る
は
ず
の
脳
が
当
の
物
質
界
を
含
む
と
い
う
背
理
、
部

↓
分
と
全
体
の
逆
転
の
背
理
、
そ
れ
だ
け
な
の
だ
。
「
し
か
し
い
っ
た
い
い
か
に
し
て
一
般
に
私
の
身
体
が
、
そ
し
て
特
に
言
え
ば
私
の

マイ
神
経
系
が
、
私
の
宇
宙
の
表
象
の
全
体
な
い
し
部
分
を
生
み
出
す
と
い
う
の
か
」
（
巨
冨
匡
芦
弓
。
続
く
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
回
答
を
よ
く

（
５
）

燕
聞
こ
う
。
「
私
の
身
体
を
物
質
だ
と
言
お
う
と
イ
マ
ー
ジ
ュ
だ
と
言
お
う
と
、
そ
う
し
た
言
葉
は
重
要
で
は
な
い
。
物
質
な
の
だ
と
し

律
た
ら
、
私
の
身
体
は
物
質
界
の
部
分
を
な
し
て
い
る
わ
け
で
、
物
質
界
は
し
た
が
っ
て
身
体
の
周
囲
、
身
体
の
外
に
存
在
し
て
い
る
は

菫
ず
だ
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
な
の
だ
と
し
た
ら
、
こ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
最
初
に
そ
こ
に
置
か
れ
た
だ
ろ
う
も
の
し
か
与
え
得
な
い
。
な
ぜ
な
ら

第

仮
定
か
ら
し
て
そ
れ
は
た
だ
私
の
身
体
と
い
う
イ
マ
ー
ジ
ュ
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
宇
宙
全
体
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
引
き
出
そ
う
と
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自
ら
を
現
す
存
在
と
し
て
の
イ
マ
ー
ジ
ュ

し
か
し
そ
う
す
る
と
、
い
っ
た
い
こ
の
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か
、
そ
し
て
そ
う
し

た
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
を
議
論
の
前
提
と
す
る
そ
の
権
利
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
。
比
較
的
簡
単
な
第
一
の
点
か
ら
見
直
そ
う
。

先
の
誤
っ
た
諸
解
釈
を
逆
転
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ど
う
し
て
運
動
な
ど
に
過
ぎ
な
い
も
の
が
、
光
景
と
な
る
の
か
Ｉ
つ
ま
り
ど
う

し
て
本
来
意
識
的
表
象
に
無
縁
な
存
在
が
、
意
識
へ
と
現
前
す
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
そ
も
そ
も
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と

い
う
も
の
に
つ
い
て
は
そ
の
種
の
問
い
が
成
り
立
た
な
い
の
だ
、
と
応
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
、
そ
れ
に
外
的
な

（
例
え
ば
記
憶
と
い
っ
た
）
「
光
」
に
照
ら
さ
れ
な
け
れ
ば
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
ユ
ー
ド
の
見
解
に
対
し
て
は
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
的
な
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
総
体
と
し
て
の
物
質
界
は
そ
の
ま
ま
「
光
」
に
満
ち
た
場
所
な
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点

に
関
し
て
は
、
か
つ
て
デ
ル
ボ
ス
が
「
物
質
と
記
憶
』
の
出
版
直
後
に
発
表
し
た
書
評
の
読
解
の
方
が
は
る
か
に
正
確
で
あ
る
。
「
だ

か
ら
、
哲
学
者
た
ち
が
、
世
界
の
表
象
の
第
一
で
か
つ
積
極
的
な
諸
条
件
を
我
々
の
う
ち
に
探
し
求
め
た
の
は
誤
り
で
あ
り
、
そ
し
て

ま
た
彼
ら
が
、
事
物
を
照
ら
し
出
す
光
を
我
々
か
ら
生
じ
さ
せ
る
と
主
張
し
た
の
も
誤
り
で
あ
る
。
彼
ら
の
学
説
は
自
己
矛
盾
に
終
わ

る
は
ず
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
知
覚
を
可
能
に
す
る
と
彼
ら
が
考
え
る
も
の
は
、
そ
の
ま
ま
必
然
的
に
知
覚
を
主
観
的

い
う
の
は
不
条
理
だ
か
ら
で
あ
る
」
。
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
物
質
と
精
神
の
二
元
論
と
い
っ
た
構
図
な
ど
で

は
な
く
、
た
だ
部
分
と
全
体
、
外
延
的
な
大
小
関
係
だ
け
な
の
だ
。
ご
く
小
さ
な
部
分
に
過
ぎ
な
い
身
体
や
神
経
系
が
、
そ
れ
以
外
の
、

膨
大
な
全
体
を
含
む
は
ず
が
な
い
。
論
点
は
こ
こ
で
あ
り
、
こ
れ
以
外
で
は
な
い
。
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
逆
に
言
っ
て
、
脳
と
い
う

微
小
な
一
部
分
の
み
な
ら
ず
、
「
物
質
界
を
措
定
」
す
る
な
ら
、
そ
し
て
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
」
と
し
て
そ
れ
を
措
定
す
る
の
な
ら
、

そ
こ
か
ら
物
質
界
に
つ
い
て
の
表
象
、
意
識
的
知
覚
が
「
導
出
」
さ
れ
て
き
て
も
問
題
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。
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と
し
、
多
か
れ
少
な
か
れ
錯
覚
的
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
当
の
も
の
だ
か
ら
だ
。
し
か
し
そ
の
種
の
矛
盾
は
次
の
よ
う
に
考
え
る
や
消

え
去
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
諸
事
物
は
初
め
か
ら
照
ら
さ
れ
て
お
り
、
我
々
が
そ
の
一
部
分
を
把
握
す
る
そ
の
作
用
は
本
質
的
に
い

っ
て
制
限
と
否
定
を
加
え
る
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
諸
事
物
の
一
定
の
面
を
暗
く
し
、
我
々
が
取
り
出
し
た
い
も
の
の
周
囲
に
影
を
投

（
６
）

げ
る
と
い
う
こ
と
な
の
だ
、
と
」
。

ペ
ル
ク
ソ
ン
の
多
く
の
テ
ク
ス
ト
が
、
以
上
の
解
釈
を
支
持
す
る
。
ま
ず
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
つ
い
て
は
、
あ
る
（
騨
吊
）
と
い
う
こ

と
と
意
識
的
に
知
覚
さ
れ
て
い
る
（
鰹
『
の
８
コ
固
の
ヨ
ョ
の
昌
月
『
召
の
の
）
と
い
う
こ
と
と
の
間
に
あ
る
の
は
、
程
度
の
差
異
だ
け
で
あ
っ

て
、
本
性
の
差
異
で
は
な
い
」
（
冨
冨
韻
宮
電
）
と
い
う
有
名
な
主
張
は
、
つ
ま
り
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
が
そ
の
本
性
か
ら
言
っ
て
意
識
的

知
覚
を
排
除
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
よ
う
。
あ
る
意
味
、
こ
の
主
張
は
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
の
定
義
と

す
ら
言
え
る
も
の
だ
。
「
イ
マ
ー
ジ
筐
を
措
定
す
れ
ば
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
意
識
的
知
覚
は
す
で
に
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
。
「
つ
い

蝉
て
の
」
と
言
っ
た
が
、
そ
こ
に
作
用
と
対
象
の
志
向
的
隔
た
り
は
な
い
。
私
が
。
対
象
を
。
意
識
す
る
、
と
い
っ
た
構
造
は
ま
だ
こ
こ

のて
に
は
持
ち
込
ま
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
物
質
的
対
象
を
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
す
な
わ
ち
、
対
象
が
現
出
す

し垂
る
、
と
い
う
端
的
な
言
い
方
を
知
覚
の
本
来
的
な
描
写
と
し
て
許
容
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

↓
そ
し
て
も
し
そ
う
な
ら
、
問
う
べ
き
は
、
ど
う
し
て
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
総
体
と
し
て
の
物
質
界
が
意
識
へ
と
現
出
す
る
の
か
、
と

マイ
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ど
う
し
て
事
実
上
そ
の
総
体
が
総
体
の
ま
ま
に
現
出
し
て
は
い
な
い
の
か
、
と
い
う
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
だ

燕
か
ら
こ
そ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
う
、
「
説
明
す
べ
き
は
、
知
覚
が
い
か
に
し
て
生
じ
る
か
で
は
な
く
、
い
か
に
限
定
さ
れ
る
か
だ
」

律
（
冨
冨
麓
、
］
ｇ
）
。
知
覚
の
謎
は
、
対
象
の
現
出
で
は
な
く
、
む
し
ろ
対
象
の
非
現
出
な
の
だ
。
問
う
べ
き
は
、
意
識
的
知
覚
の
発
生
で

菫
は
な
く
、
意
識
さ
れ
な
い
物
質
界
の
膨
大
な
部
分
、
無
意
識
的
領
野
の
発
生
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
物
質
界
全
体
を
一
種
の

第

意
識
と
見
な
す
言
明
ｌ
「
延
長
し
た
物
質
は
、
そ
の
総
体
に
お
い
て
考
察
さ
れ
れ
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
は
す
べ
て
が
互
い
に
平
衡
を
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（
７
）

保
ち
、
補
い
合
い
、
中
和
し
あ
う
一
つ
の
意
識
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
（
冨
冨
農
？
塁
ご
韻
巴
Ｉ
こ
の
種
の
言
明
も
ま
た
、
以
上

の
よ
う
な
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
論
の
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
の
反
復
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
意
識
Ⅱ
持
続
」
と
い
う
公
理
を
窓
意
的
に
持
ち
込

ん
で
、
物
質
界
に
も
持
続
が
あ
る
こ
と
を
（
『
創
造
的
進
化
」
に
先
立
っ
て
）
『
物
質
と
記
憶
』
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
認
め
て
い
る
、
と
い

う
解
釈
が
な
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
文
脈
を
踏
ま
え
な
い
読
み
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
言
っ
て
い
る
の
は
単
に
、
イ
マ

ー
ジ
ュ
の
総
体
と
し
て
の
物
質
的
宇
宙
に
は
、
現
出
（
と
し
て
の
意
識
）
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
身
体
は
、

イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
か
ら
選
択
を
行
い
、
そ
の
つ
ど
の
知
覚
の
姿
を
変
容
し
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
更
新
し
て
い
く
。
し
か
し
身
体

が
世
界
の
可
視
性
を
産
む
の
で
は
な
く
、
身
体
が
初
め
て
世
界
を
現
出
さ
せ
る
の
で
は
な
い
。
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
し
て
の
世
界
が
、

初
め
か
ら
自
分
を
現
出
さ
せ
得
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
だ
。

第
七
版
以
降
の
序
文
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
確
認
し
て
い
た
ｌ
「
要
す
る
に
、
我
々
は
物
質
を
、
そ
の
存
在
（
①
×
厨
訂
。
８
）
と
そ
の

現
れ
（
四
弓
胃
ｇ
ｏ
①
）
と
に
分
け
る
と
い
う
観
念
論
と
実
在
論
が
行
っ
た
分
離
以
前
に
お
い
て
考
察
す
る
の
で
あ
る
」
（
旨
富
里
屋
巴
。

こ
の
言
明
は
、
文
面
通
り
受
け
止
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
質
と
い
う
存
在
に
関
し
て
は
、
そ
の
存
在
と
そ
の
現
れ
と
は
、
二
つ
の

も
の
と
し
て
「
分
離
」
さ
れ
得
な
い
。
そ
の
存
在
に
は
、
自
己
現
出
の
力
能
が
初
め
か
ら
含
ま
れ
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
「
イ

マ
ー
ジ
ュ
」
と
は
、
も
の
自
体
と
、
観
察
者
と
し
て
の
私
と
の
間
に
置
か
れ
る
暖
昧
な
媒
介
物
で
は
な
く
、
現
出
な
い
し
自
己
呈
示
を

自
ら
の
本
性
と
し
て
含
ん
だ
存
在
そ
の
も
の
の
名
称
な
の
で
あ
る
。
「
イ
マ
ー
ジ
ご
概
念
の
本
質
的
な
賭
金
は
こ
こ
に
あ
る
。
「
純
粋

知
覚
理
論
」
、
す
な
わ
ち
そ
れ
自
身
が
物
質
界
の
部
分
で
あ
る
よ
う
な
知
覚
の
存
在
を
主
張
す
る
議
論
は
、
ま
ず
も
っ
て
以
上
の
よ
う

な
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
概
念
に
完
全
に
依
存
し
て
い
た
わ
け
だ
。
も
し
い
っ
た
ん
「
現
れ
」
と
「
存
在
」
と
を
二
つ
の
も
の
と
し
て
「
分

離
」
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
の
後
で
い
く
ら
こ
の
「
現
れ
」
を
純
化
し
よ
う
と
、
そ
の
対
象
は
当
の
「
現
れ
」
と
は
別
の
ど
こ
か
に
保
存

さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
知
覚
は
、
存
在
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
存
在
の
代
理
物
だ
け
を
与
え
る
も
の
と
な
り
、
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第二章／第一節イマージュとしての世界

イ
マ
ー
ジ
ュ
の
権
利

だ
が
、
当
然
疑
問
は
生
じ
る
。
も
し
物
質
界
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
よ
う
な
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
で
あ
る
の
な
ら
、
彼
の
議
論
を
認
め

て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
が
窓
意
的
な
想
定
で
な
い
保
証
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
古
く
か
ら
の
懐
疑
論

者
で
も
そ
う
言
う
で
あ
ろ
う
し
、
ほ
ぼ
デ
カ
ル
ト
以
後
に
現
れ
る
と
こ
ろ
の
「
外
界
の
存
在
証
明
」
を
求
め
る
哲
学
者
た
ち
も
ま
た
そ

う
問
う
で
あ
ろ
う
。
「
こ
れ
が
常
識
の
観
点
だ
」
と
言
っ
て
済
む
の
な
ら
、
哲
学
は
不
要
で
は
な
い
か
。
実
際
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論

を
、
悪
評
高
い
「
常
識
哲
学
」
の
再
登
場
と
し
て
理
解
し
た
者
も
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
私
た
ち
は
、
先
に
述
べ
た
第
二
の
問
題
、

「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
の
権
利
を
め
ぐ
る
問
い
に
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
で
興
味
深
い
の
は
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
論
を
提
示
す
る
際
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
口
振
り
で
あ
る
。
「
こ
れ
は
仮
説
な
ど
で
は
な
い
。

我
々
は
、
い
か
な
る
知
覚
理
論
も
そ
れ
な
し
で
は
済
ま
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
与
件
を
定
式
化
し
た
だ
け
な
の
だ
」
（
冨
冨
患
琶
＄
）
。

「
…
…
以
上
が
知
覚
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
す
べ
て
で
あ
る
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
の
知
覚
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
あ
な
た
は
そ
の
発
生

を
辿
る
必
要
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
な
た
は
そ
れ
を
最
初
に
措
定
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
も
そ
も
そ
れ
を
措
定
し
な
い
わ
け
に
は
い

か
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
言
冨
麓
苣
ｇ
）
、
「
い
か
な
る
知
覚
理
論
も
こ
の
必
然
性
か
ら
逃
れ
得
な
い
」
（
冨
冨
箇
壹
鴎
）
、
「
い
か
な
る

哲
学
的
学
説
も
、
そ
れ
が
自
分
と
き
ち
ん
と
折
り
合
い
を
つ
け
る
限
り
は
、
こ
の
結
論
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
」

（
冨
冨
誤
望
監
ｓ
…
…
。
明
ら
か
だ
ろ
う
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
自
分
の
よ
う
な
立
論
が
不
可
避
で
あ
っ
て
、
そ
の
権
利
も
、
初
め
か
ら

一
種
論
理
的
な
必
然
と
し
て
確
保
さ
れ
て
い
る
と
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
存
在
」
と
「
現
れ
」
と
の
分
離

「
正
真
正
銘
、
事
物
の
部
分
と
な
る
」
言
冨
雪
薗
届
）
こ
と
を
求
め
ら
れ
て
い
る
「
純
粋
知
覚
」
の
存
在
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
い
っ
さ

い
主
張
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
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を
も
は
や
容
れ
な
い
よ
う
な
境
位
は
、
疑
わ
し
い
仮
構
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
そ
れ
を
措
定
せ
ず
に
は
済
ま
さ
れ
な
い
よ
う
な
必

然
的
与
件
で
あ
る
、
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
主
張
し
て
い
る
わ
け
だ
。
い
っ
た
い
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
、
別
の
と
こ
ろ
で
述
べ
る
よ
う
に
筒
留
置
お
＄
）
、
知
覚
に
、
そ
の
知
覚
で
は
な
い
記
述
を
重
ね
る
（
そ
の
重
な

り
は
、
平
行
論
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
因
果
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
い
）
試
み
は
、
こ
と
の
細
部
（
最
薗
三
に
立
ち
入
ら

な
い
ま
ま
に
な
さ
れ
る
一
般
的
な
主
張
で
あ
る
限
り
は
、
整
合
的
と
見
え
る
。
実
際
、
現
在
意
識
に
現
れ
て
い
る
知
覚
系
列
の
記
述

ｅ
こ
が
、
知
覚
さ
れ
て
い
な
い
別
の
存
在
（
日
）
の
翻
訳
で
あ
っ
た
り
、
反
映
で
あ
っ
た
り
、
所
産
で
あ
っ
た
り
す
る
の
だ
、
と
述

べ
立
て
る
の
は
ご
く
容
易
な
こ
と
だ
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
う
し
た
一
般
論
で
勝
負
を
行
わ
な
い
。
『
物
質
と
記
憶
」
の
彼
が
語
る
の
は
、
例
え
ば
「
光
点
Ｐ
」
と
い
う
個
別

的
で
特
定
の
所
与
で
あ
る
（
言
三
＄
芦
田
）
。
今
こ
こ
に
、
光
点
Ｐ
が
見
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
Ｐ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
が
あ
る
わ
け
だ

ｅ
ご
。
さ
て
、
ひ
と
は
こ
の
可
視
的
次
元
に
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
は
別
の
、
し
た
が
っ
て
不
可
視
の
、
あ
る
「
実
在
」
の
記
述

（
旨
）
を
結
合
し
よ
う
と
す
る
。
例
え
ば
、
Ｐ
に
よ
る
網
膜
へ
の
物
理
的
刺
激
が
あ
れ
こ
れ
の
仕
方
で
視
覚
中
枢
へ
と
伝
え
ら
れ
る
と

い
う
経
緯
が
、
「
Ｐ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
現
れ
の
裏
側
に
滑
り
込
ま
さ
れ
る
。

し
か
し
、
知
覚
の
外
で
生
じ
つ
つ
あ
る
知
覚
を
生
み
出
す
過
程
に
つ
い
て
い
か
な
る
記
述
を
試
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
過
程
が
具
体

的
に
言
っ
て
ど
の
よ
う
な
知
覚
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
の
か
は
、
当
の
知
覚
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
い
っ
さ
い
同
定
で
き
な
い

ま
ま
で
あ
ろ
う
。
あ
れ
こ
れ
の
個
別
的
な
場
合
に
つ
い
て
語
り
出
そ
う
と
し
た
途
端
、
そ
の
語
り
は
当
の
知
覚
そ
の
も
の
に
依
拠
し
な

い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の
だ
。
あ
る
記
述
（
日
）
が
、
こ
の
知
覚
（
目
）
に
つ
い
て
の
記
述
で
あ
る
こ
と
が
保
証
さ
れ
る
と
し
た
ら
、

そ
れ
は
こ
の
記
述
（
９
）
が
初
め
か
ら
、
当
の
知
覚
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
含
む
形
で
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
し

か
な
い
。
例
え
ば
、
今
見
え
て
い
る
光
点
Ｐ
が
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
ま
ず
記
述
（
９
）
の
う
ち
に
登
場
し
、
そ
し
て
そ
の
上
で
例
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え
ば
「
こ
の
光
点
Ｐ
か
ら
発
し
た
電
磁
波
が
網
膜
に
到
達
し
…
…
」
と
い
っ
た
描
写
が
続
く
な
ら
ば
、
そ
の
内
実
は
措
く
と
し
て
も
、

こ
の
記
述
（
旨
）
が
他
な
ら
ぬ
「
Ｐ
の
知
覚
（
白
）
に
つ
い
て
の
」
記
述
で
あ
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
時
、

「
光
点
Ｐ
」
は
、
私
に
知
覚
さ
れ
て
い
る
こ
の
光
点
Ｐ
で
あ
り
、
か
つ
同
時
に
、
（
私
に
は
不
可
視
で
あ
り
つ
つ
も
可
視
的
な
知
覚
を

産
出
す
る
と
こ
ろ
の
）
実
在
の
一
部
分
と
し
て
の
光
点
Ｐ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
を
い
わ
ば
縫
い
目
と
し
て
、
全
く
異
質
な
二

つ
の
記
述
が
そ
れ
で
も
対
応
で
き
、
一
方
は
他
方
を
産
出
す
る
当
の
過
程
で
あ
る
と
い
っ
た
種
類
の
同
定
が
可
能
と
な
る
の
だ
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
述
べ
て
い
る
ｌ
「
も
し
点
Ｐ
の
視
覚
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
し
た
ら
、
い
か
に
し
て
そ
れ
が
形

成
さ
れ
る
の
か
を
探
し
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
ひ
と
は
直
ち
に
、
解
決
不
可
能
な
問
題
を
前
に
し
て
い
る
こ

と
に
気
づ
く
だ
ろ
う
。
し
か
し
ど
う
論
じ
る
に
し
て
も
、
点
Ｐ
の
視
覚
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
最
初
に
措
定
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
の

だ
」
（
冨
冨
さ
芦
巴
）
。
実
際
、
見
え
て
い
る
点
Ｐ
と
い
う
指
示
を
用
い
ず
に
、
そ
れ
が
一
度
も
登
場
し
な
い
記
述
だ
け
を
重
ね
て
、
そ

鯵
の
記
述
が
ま
さ
に
見
え
て
い
る
こ
の
光
点
Ｐ
に
つ
い
て
の
も
の
な
の
だ
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
「
解
決
不

のぼ
可
能
な
問
題
」
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
、
私
た
ち
は
常
に
〈
ど
う
し
て
そ
の
記
述
が
、
こ
の
見
え
て
い
る
Ｐ
に
つ
い
て
の
（
見
え
て
い

韮
る
Ｐ
を
産
出
す
る
、
見
え
て
い
る
Ｐ
に
対
応
す
る
、
等
々
と
言
い
換
え
て
も
よ
い
）
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
外
に
つ
い
て
の
も
の
で

》
は
な
い
の
か
？
〉
と
問
い
得
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
答
は
あ
り
得
な
い
の
だ
か
ら
。
「
現
れ
」
と
「
実
在
」
と
が
別
々
の
も
の
と
し
て

マイ
立
て
ら
れ
る
限
り
避
け
難
い
こ
の
困
難
を
排
除
す
る
た
め
に
は
、
最
初
か
ら
「
点
Ｐ
の
視
覚
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
を
「
措
定
し
な
い
わ
け

罰
に
は
い
か
な
い
」
。
ま
さ
に
こ
の
点
Ｐ
の
知
覚
が
生
じ
る
背
景
と
な
る
因
果
系
列
を
記
述
し
よ
う
と
す
る
の
な
ら
、
そ
の
系
列
は
他
な

鏡
ら
ぬ
そ
の
Ｐ
を
部
分
と
し
た
「
一
つ
の
全
体
」
の
よ
う
に
描
か
れ
る
し
か
な
い
。
「
真
実
を
言
え
ば
、
点
Ｐ
、
そ
れ
が
発
す
る
光
線
、

菫
網
膜
関
連
す
る
神
経
諸
要
素
こ
れ
ら
は
連
帯
し
た
一
つ
の
全
体
を
構
成
す
る
の
で
あ
り
、
光
点
Ｐ
は
こ
の
全
体
の
一
部
分
を
な
し

第

て
お
り
、
そ
し
て
Ｐ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
形
成
さ
れ
知
覚
さ
れ
る
の
は
ま
さ
に
Ｐ
に
お
い
て
で
あ
り
、
他
所
に
お
い
て
で
は
な
い
の
で
あ
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イ
マ
ー
ジ
ュ
の
非
中
心
性
と
中
心
化

知
覚
理
論
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
、
対
象
そ
の
も
の
に
内
在
す
る
可
視
性
な
し
に
は
、
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
、
自
己
現
出

し
て
く
る
も
の
と
し
て
の
対
象
と
い
う
前
提
な
し
に
は
、
成
立
で
き
な
い
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
、
知
覚
対
象
を
「
意
識
の
中
」
と
い

っ
た
謎
め
い
た
領
野
に
閉
じ
こ
め
る
必
然
性
は
な
い
。
テ
ー
ヌ
の
よ
う
に
、
意
識
を
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
の
み
可
視
的
な
像
が
浮
か

び
出
る
神
秘
的
な
「
暗
箱
」
（
閃
留
ｓ
お
目
）
に
仕
立
て
る
必
要
な
ど
は
な
い
。
む
し
ろ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
う
、
知
覚
を
写
真
に
な
ぞ
ら

え
る
と
し
て
、
「
し
か
し
、
仮
に
写
真
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
事
物
の
中
に
お
い
て
、
空
間
の
あ
ら
ゆ
る
点
か
ら
、

す
で
に
撮
影
さ
れ
焼
き
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
ど
う
し
て
認
め
ず
に
い
ら
れ
よ
う
」
（
冨
冨
韻
琶
麗
）
。
事
物
を
「
イ
マ
ー
ジ

ュ
」
と
す
る
こ
と
は
、
通
俗
的
な
意
識
の
閉
域
性
を
解
き
放
つ
こ
と
と
不
可
分
で
あ
る
。
意
識
に
お
い
て
初
め
て
対
象
が
現
像
さ
れ
る

が
ご
と
く
見
え
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
初
め
か
ら
見
え
て
い
る
諸
対
象
、
初
め
か
ら
存
分
に
自
分
を
現
出
さ
せ
て
い
る

る
」
（
冨
冨
含
芦
圏
》
風
・
冨
冨
展
曼
詮
巴
。
生
理
学
的
な
因
果
系
列
を
描
く
際
に
も
、
知
覚
さ
れ
て
い
る
こ
の
可
視
的
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し

て
の
Ｐ
が
そ
の
系
列
内
部
に
登
場
す
る
し
か
な
い
。
つ
ま
り
こ
の
場
合
、
知
覚
と
実
在
過
程
と
の
重
ね
書
き
が
当
初
の
意
図
を
保
持
し

（
８
）

続
け
る
限
り
、
当
の
点
Ｐ
に
お
い
て
、
「
現
れ
」
と
「
実
在
」
は
数
的
に
同
一
で
あ
る
と
す
る
し
か
な
い
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

し
か
、
二
つ
の
異
な
る
記
述
は
そ
も
そ
も
重
ね
ら
れ
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
ベ
ル

ク
ソ
ン
が
口
に
し
て
い
る
「
Ｐ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
は
、
実
物
Ｐ
と
は
数
的
に
区
別
さ
れ
る
存
在
と
し
て
の
「
幻
像
」
や
「
模
造
」
の

こ
と
で
は
な
い
。
実
物
Ｐ
と
そ
の
「
見
え
」
と
の
二
つ
の
も
の
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
の
は
た
だ
「
見
え
る
Ｐ
」
だ
け
な
の
だ
。

つ
ま
り
こ
れ
は
、
実
在
を
最
初
か
ら
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
し
て
記
述
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
、
そ
れ
自
身
初
め
か
ら
可

視
的
な
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
し
て
、
対
象
を
規
定
す
る
必
然
性
が
、
私
た
ち
に
は
課
さ
れ
て
く
る
わ
け
だ
。
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事
物
た
ち
が
、
そ
の
ま
ま
、
知
覚
と
し
て
の
意
識
を
構
成
し
て
い
る
の
だ
。
再
び
デ
ル
ポ
ス
を
引
く
な
ら
ば
、
「
…
…
ベ
ル
ク
ソ
ン
氏

は
、
問
題
の
タ
ー
ム
の
通
常
の
順
序
を
逆
に
す
る
。
普
通
ひ
と
が
言
う
と
こ
ろ
で
は
、
知
覚
と
は
ま
ず
主
観
的
働
き
で
あ
っ
て
、
探
求

す
べ
き
は
、
こ
の
働
き
が
、
あ
る
心
理
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
か
、
思
惟
の
諸
法
則
に
よ
っ
て
か
、
と
も
か
く
い
か
に
し
て
、
そ
れ

が
含
む
あ
る
対
象
の
見
か
け
な
り
実
在
な
り
を
与
え
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
対
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
氏
が
我
々
に
語
る
と
こ
ろ
で

は
、
知
覚
と
は
ま
ず
客
観
的
働
き
で
あ
っ
て
、
探
求
す
べ
き
は
い
か
に
し
て
こ
の
働
き
が
内
的
で
主
観
的
な
姿
を
帯
び
る
よ
う
に
な
る

（
９
）

の
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
」
。

だ
か
ら
、
知
覚
に
限
っ
て
言
え
ば
、
意
識
は
知
覚
対
象
そ
の
も
の
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
不
条
理
な
レ
ト
リ
ッ
ク
で
は

な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
「
私
の
意
識
は
他
の
物
体
以
上
に
私
の
身
体
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ま

ず
も
っ
て
そ
れ
が
知
覚
し
て
い
る
も
の
、
知
覚
し
得
る
も
の
の
全
体
と
（
少
な
く
と
も
部
分
的
に
）
一
致
す
る
」
（
冨
酋
巴
の
で
あ
り
、

鰹
そ
の
意
味
で
知
覚
意
識
は
、
身
体
が
位
置
す
る
「
こ
こ
」
に
閉
じ
こ
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
は
そ
も
そ
も
中
心
化
す
ら

の唾
さ
れ
て
い
な
い
。
「
私
は
、
Ｐ
に
触
れ
る
た
め
に
は
動
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
Ｐ
の
外
に
い
る
。
言
い
換
え

韮
れ
ば
、
Ｐ
に
対
す
る
私
の
可
能
的
行
為
は
直
接
的
な
も
の
で
な
く
、
私
の
身
体
（
ョ
ｇ
８
ｓ
の
）
が
Ｐ
に
触
れ
、
そ
れ
を
変
化
さ
せ
、

↓
動
か
せ
る
の
は
た
だ
、
間
に
あ
る
諸
物
体
（
８
『
ロ
⑩
）
を
横
切
っ
た
あ
と
で
し
か
な
い
わ
け
だ
。
間
隙
が
実
在
す
る
と
い
う
私
の
信
念
、

マイ
そ
し
て
ま
た
Ｐ
と
私
と
が
区
別
さ
れ
る
と
い
う
私
の
信
念
は
だ
か
ら
、
ま
ず
も
っ
て
基
本
的
に
、
こ
の
物
体
と
私
の
身
体
と
の
区
別
、

罰
た
だ
触
覚
に
の
み
関
わ
る
区
別
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
仮
に
し
ば
し
の
間
触
覚
的
感
覚
が
（
そ
れ
に
結
び
つ
い
た
運
動
性
と
共

律
に
）
消
滅
し
た
と
想
定
し
て
み
よ
う
。
視
覚
的
知
覚
し
か
認
識
し
た
こ
と
の
な
い
（
加
え
て
動
け
な
く
さ
れ
て
い
る
）
存
在
を
仮
定
し

菫
て
み
よ
う
。
そ
ん
な
存
在
は
、
そ
の
身
体
が
占
め
て
い
る
点
に
お
い
て
と
同
程
度
に
、
そ
し
て
同
じ
資
格
に
お
い
て
、
Ｐ
に
お
い
て
自

第

分
自
身
を
知
覚
し
な
い
だ
ろ
う
か
？
私
の
考
え
で
は
、
我
々
は
知
覚
が
拡
が
る
点
の
す
べ
て
の
う
ち
に
現
実
的
に
存
在
し
て
い
る
の
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だ
」
（
冨
冨
全
ご
ｌ
主
張
は
明
断
だ
ろ
う
。
知
覚
と
は
ま
ず
も
っ
て
非
中
心
的
な
も
の
で
あ
り
、
知
覚
意
識
は
そ
の
ま
ま
知
覚
の
拡

（
川
）

が
り
そ
の
も
の
に
ぴ
っ
た
り
と
合
致
し
つ
つ
拡
が
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
こ
の
拡
が
っ
た
意
識
的
知
覚
の
領
野
は
、
実
際
上
は
な
ぜ
有
限
で
あ
り
、
な
ぜ
中
心
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
一
章
の
表
題
ｌ
「
表
象
を
目
指
し
て
の
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
選
択
に
つ
い
て
。
身
体
の
役
割
」
ｌ
が
語
る
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
身
体
に
よ
る
選
択
に
す
べ
て
を
委
ね
る
。
一
定
の
受
容
的
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
を
有
す
る
身
体
が
、
そ
れ
に
応
じ
て
、
自
分
の
可
能
的

行
為
に
対
応
す
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
だ
け
を
選
択
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
身
体
の
位
置
や
運
動
に
応
じ
て
知
覚
の
全
景
が
変
化
す

る
と
い
う
自
明
の
事
実
の
確
認
に
よ
っ
て
す
で
に
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
「
諸
対
象
は
、
ち
ょ
う
ど
鏡
（
目
『
○
弓
）
が
し
て
く
れ
る
よ
う

に
、
私
の
身
体
へ
と
、
こ
の
身
体
が
な
し
得
る
諸
影
響
を
返
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
私
の
身
体
の
力
能
が
増
大
な
い
し
減
少
す
る
の
に

応
じ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
私
の
身
体
を
取
り
巻
く
諸
対
象
は
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
の
私
の
身
体
の
可
能
的
行
為
を
反
映
し

て
（
融
殼
ｏ
三
『
）
い
る
」
（
冨
冨
届
‐
屋
苣
忌
）
。
神
経
系
の
発
達
や
そ
の
破
壊
が
知
覚
に
も
た
ら
す
拡
大
や
縮
小
の
効
果
も
、
こ
の
相
関

を
示
し
て
い
る
。
身
体
の
力
能
が
、
知
覚
の
外
延
を
決
定
し
、
そ
し
て
同
時
に
、
知
覚
の
あ
り
さ
ま
は
そ
の
ま
ま
私
の
直
接
的
な
可
能

性
を
表
現
し
て
い
る
。
こ
こ
に
は
「
厳
密
な
比
例
関
係
（
胃
ｇ
ｏ
＆
○
コ
こ
（
冨
冨
圏
琶
麗
）
が
あ
る
。

以
上
か
ら
さ
ら
に
進
ん
で
、
ど
の
よ
う
に
こ
の
中
心
な
き
知
覚
が
次
第
に
中
心
化
さ
れ
、
日
常
的
な
知
覚
風
景
が
成
り
立
つ
の
か
、

「
私
が
私
の
身
体
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
（
冒
潰
の
目
①
曽
弓
①
庁
ョ
○
コ
８
９
ｍ
）
」
（
何
度
も
用
い
ら
れ
る
こ
の
い
さ
さ
か
回
り

く
ど
い
表
現
は
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
本
来
の
非
中
心
性
を
示
唆
し
て
い
よ
う
）
が
特
権
的
な
中
心
を
占
め
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
の
か
、

に
つ
い
て
の
考
察
も
、
こ
こ
で
は
そ
の
最
初
の
段
階
に
つ
い
て
だ
け
簡
単
に
済
ま
せ
て
お
こ
う
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
で
は
、
「
情
感
的
感
覚
の
座
で
あ
り
同
時
に
行
為
の
源
泉
で
あ
る
特
権
的
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
（
言
三
ｓ
、
ｇ
）
が

あ
り
、
し
か
る
に
私
た
ち
の
生
は
根
本
的
に
観
照
的
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
の
障
害
の
た
だ
中
で
行
為
し
つ
つ
自
分
を
保
存
し
て
い
か
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性
に
服
し
て
お
り
、
ゆ
え
に
こ
の
運
動
感
覚
性
は
他
の
基
準
と
は
別
格
の
特
権
性
を
付
与
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
い
わ
ば
、
生
の
要
求
に
促
さ
れ
て
生
じ
る
執
着
こ
そ
が
、
こ
の
運
動
感
覚
系
の
座
ｌ
痛
み
や
快
が
位
置
づ
け
ら
れ
、
ま
た

私
が
直
接
動
か
す
こ
と
の
で
き
る
特
殊
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
ー
を
「
私
の
身
体
」
と
し
て
聖
別
し
、
「
私
の
宇
宙
の
中
心
」
な
ら
び
に

（
皿
）

「
私
の
人
格
の
物
理
的
基
礎
」
と
し
て
採
用
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
観
照
的
で
知
的
な
判
断
で
は
な
く
、
も
っ
ぱ
ら
実

践
上
の
便
宜
に
よ
る
割
り
振
り
な
の
だ
。

私
た
ち
の
常
識
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
外
的
世
界
の
「
外
在
性
」
を
、
私
の
身
体
に
対
す
る
外
、
と
い
う
意
味
で
理
解
し
て
い
る
。

だ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
強
調
し
た
の
は
、
こ
の
区
分
線
の
実
践
的
便
宜
的
な
性
格
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
錯
覚
な
の
で
は
な
い
。
私
た
ち

が
こ
う
し
て
物
質
界
に
お
い
て
生
き
、
行
為
し
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
活
動
を
ほ
と
ん
ど
自
ら
の
死
活
問
題
と
し
て
引
き
受
け
て
い
る

の
が
現
実
で
あ
る
の
と
同
程
度
の
リ
ア
リ
テ
ィ
を
、
そ
の
区
分
線
は
有
す
る
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
こ
の
区
分
は
、
身
体
そ
の
も

の
に
は
「
私
」
に
属
す
る
生
成
的
連
続
性
を
認
め
、
そ
れ
以
外
の
対
象
は
身
体
が
通
過
し
て
い
く
風
景
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
客
観
化

す
る
と
い
う
操
作
を
引
き
連
れ
て
く
る
だ
ろ
う
（
そ
し
て
記
憶
は
身
体
と
い
う
一
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
内
部
に
置
か
れ
て
し
ま
う
）
。
「
物
質

と
記
憶
」
は
「
生
成
一
般
」
「
普
遍
的
［
宇
宙
的
］
生
成
」
と
い
っ
た
概
念
を
語
り
、
物
質
界
を
そ
の
生
成
の
単
な
る
一
フ
ェ
ー
ズ
、

あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
常
に
変
わ
ら
ず
現
在
的
に
与
え
ら
れ
る
そ
の
断
面
（
８
弓
①
）
と
す
る
の
だ
が
、
そ
う
し
た
物
質
的

世
界
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
空
間
的
な
「
内
／
外
」
の
区
別
に
よ
っ
て
、
「
行
為
の
中
心
（
８
コ
言
の
皇
幽
昌
○
．
こ
と
し
て
の
身
体
の

中
心
性
は
、
い
わ
ば
存
在
論
的
な
中
心
性
に
仕
立
て
上
げ
ら
れ
て
し
ま
う
。
「
私
」
は
こ
の
身
体
と
い
う
物
体
の
「
内
部
」
に
宿
る
燐

光
と
な
り
、
そ
の
「
内
部
」
で
「
外
的
世
界
」
を
構
成
し
、
夢
見
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
ｌ
実
際
に
は
、
身
体
の
外
の
「
世
界
」

は
初
め
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
に
。

139



秩
序
と
し
て
の
外
在
性

最
初
に
一
つ
注
意
す
れ
ば
、
興
味
深
い
こ
と
に
、
例
え
ば
ピ
ラ
ン
に
お
い
て
特
権
的
な
フ
ァ
ク
タ
ー
、
そ
し
て
ま
た
デ
カ
ル
ト
も
議

し
か
し
Ｉ
問
題
は
残
る
ｌ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
よ
う
に
論
じ
な
が
ら
、
実
は
観
念
論
に
陥
っ
て
は
い
ま
い
か
。
知
覚
が
外
的
世

界
に
重
な
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
、
語
り
方
次
第
で
は
、
世
界
が
知
覚
と
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
も
ち

ろ
ん
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
そ
の
よ
う
な
つ
も
り
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
彼
自
身
、
あ
る
箇
所
で
は
、
世
界
が
思
惟
の
「
内
」
に
あ
る
と
か

「
外
」
に
あ
る
と
か
い
う
言
い
方
そ
の
も
の
が
不
適
切
だ
と
言
っ
て
お
き
な
が
ら
（
冒
冨
巴
芦
認
）
、
そ
れ
で
も
相
変
わ
ら
ず
知
覚
イ
マ

ー
ジ
ュ
の
本
源
的
な
「
外
在
性
（
の
×
芯
『
ざ
凰
融
）
」
（
冨
冒
＄
、
辰
）
を
語
り
続
け
る
か
ら
だ
。
確
か
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
観
念
論
に
譲

歩
」
（
冨
冨
蹟
望
韻
ｅ
し
た
。
彼
は
、
＄
開
Ⅱ
肩
『
、
自
の
等
号
を
容
認
す
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
指
示
の
同
一
性
、
つ
ま
り
は

私
が
知
覚
し
て
い
る
の
は
対
象
の
複
製
で
は
な
く
対
象
そ
の
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
し
か
な
い
。
そ
の
内
容
に
お
い

て
は
、
の
服
①
の
側
に
、
月
『
凰
凰
よ
り
も
多
く
の
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
在
が
私
の
知
覚
に
完
全
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な

い
。
こ
の
過
剰
こ
そ
、
純
粋
な
現
象
主
義
が
取
り
逃
が
す
実
在
性
、
「
外
」
的
な
リ
ア
リ
テ
ィ
を
構
成
す
る
当
の
も
の
と
な
る
。
そ
れ

が
「
外
在
性
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
何
の
こ
と
か
。

第
二
節
世
界
の
外
在
性
と
身
体
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論
の
重
要
な
一
契
機
と
し
て
い
た
フ
ァ
ク
タ
ー
、
す
な
わ
ち
「
抵
抗
」
あ
る
い
は
「
強
制
」
と
い
っ
た
受
動
的
体
験
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は

ほ
と
ん
ど
重
視
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
む
し
ろ
珍
し
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
ピ
ラ
ン
以
降
の
い
わ
ゆ
る
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
」
が
世

界
の
客
観
的
存
在
を
主
張
す
る
際
に
は
、
主
に
ビ
ラ
ン
が
持
ち
出
さ
れ
、
私
の
側
の
意
志
的
努
力
に
対
す
る
抵
抗
こ
そ
が
非
我
の
存
在

を
告
げ
る
と
い
っ
た
立
論
が
む
し
ろ
普
通
だ
っ
た
の
で
あ
る
（
ク
ー
ザ
ン
、
ジ
ャ
ネ
）
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
ビ
ラ
ン
が
「
努
力

（
１
）

の
感
情
」
に
見
出
し
た
固
有
の
開
示
力
を
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
否
定
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
私
の
意
志
に
反
し
て
く
る
と
い
う

だ
け
で
は
、
あ
る
い
は
意
志
に
抵
抗
す
る
だ
け
で
は
、
「
外
的
世
界
」
に
は
な
ら
な
い
わ
け
で
あ
る
。
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
着
目
す

る
の
は
何
か
。
彼
が
世
界
の
「
外
在
性
」
の
本
質
的
フ
ァ
ク
タ
ー
と
見
定
め
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
何
か
。

そ
れ
は
、
「
秩
序
（
Ｃ
ａ
『
の
）
」
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
に
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
観
念
論
批
判
の
大
筋
を

振
り
返
る
の
が
よ
い
。
観
念
論
に
対
す
る
彼
の
批
判
は
、
基
本
的
に
、
観
念
論
に
は
説
明
で
き
な
い
こ
と
が
多
過
ぎ
る
、
と
い
う
形
を

採
る
。
何
と
言
っ
て
も
観
念
論
に
と
っ
て
不
利
な
の
は
、
「
科
学
が
存
在
す
る
」
（
冨
冨
圏
ご
弓
‐
弓
巴
と
い
う
事
実
、
つ
ま
り
科
学
と

呼
ば
れ
る
活
動
に
事
実
上
の
「
成
功
（
『
習
朋
胃
と
言
冨
圏
苣
ご
）
が
見
ら
れ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
、

現
象
に
は
一
定
の
秩
序
が
あ
り
、
「
科
学
」
と
い
う
営
み
は
そ
れ
を
顕
在
化
し
、
か
つ
精
繊
に
突
き
詰
め
て
い
く
こ
と
に
成
功
し
つ
つ

あ
る
の
で
あ
っ
て
、
観
念
論
は
そ
の
秩
序
を
説
明
で
き
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
物
質
と
記
憶
」
に
お
い
て
最
も
は
っ
き
り
と
観
念

論
ｌ
私
が
「
外
的
世
界
」
と
思
っ
て
い
る
も
の
は
、
主
観
的
感
覚
か
ら
の
構
成
物
に
過
ぎ
な
い
と
す
る
説
（
こ
こ
で
も
論
敵
は
パ
ー

ク
リ
ー
で
あ
る
よ
り
は
『
知
性
論
」
の
テ
ー
ヌ
だ
）
ｌ
を
論
駁
す
る
箇
所
の
一
つ
（
冨
冨
畠
‐
圏
、
ｇ
‐
巴
ご
に
お
い
て
べ
ル
ク
ソ
ン

は
、
い
か
な
る
諸
問
題
の
前
に
観
念
論
が
そ
の
無
力
を
さ
ら
し
て
し
ま
う
の
か
を
畳
み
か
け
る
よ
う
に
列
挙
し
て
い
る
。
①
い
わ
ゆ
る

網
膜
像
の
総
合
の
問
題
ｌ
「
別
個
の
も
の
と
さ
れ
る
二
つ
の
感
覚
が
い
か
に
し
て
融
合
し
、
空
間
の
一
点
と
我
々
が
呼
ぶ
と
こ
ろ
の

も
の
に
対
応
す
る
唯
一
の
知
覚
に
な
る
の
か
」
。
②
感
覚
の
延
長
性
獲
得
と
位
置
づ
け
の
問
題
ｌ
「
感
覚
が
延
長
に
結
び
つ
く
過
程
、
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な
ら
び
に
要
素
的
諸
感
覚
が
そ
れ
ぞ
れ
空
間
の
特
定
の
位
置
を
占
め
る
そ
の
選
択
、
こ
れ
ら
は
説
明
さ
れ
な
い
」
。
生
得
説
の
ご
と
く
、

感
覚
を
位
置
づ
け
る
た
め
の
内
的
空
間
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
と
考
え
る
に
せ
よ
、
経
験
論
の
よ
う
に
諸
感
覚
の
共
存
か
ら
空
間
が
初

め
て
構
成
さ
れ
る
と
す
る
に
せ
よ
、
そ
の
次
に
は
、
ど
う
し
て
あ
れ
こ
れ
の
（
本
来
非
延
長
的
な
）
感
覚
が
そ
れ
ぞ
れ
か
く
か
く
の
場

所
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
か
、
そ
の
動
機
な
い
し
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
相
変
わ
ら
ず
不
明
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
諸
感
覚

相
互
に
す
で
に
そ
れ
な
り
の
諸
関
係
な
ど
が
織
り
込
ま
れ
て
い
れ
ば
そ
れ
が
デ
ー
タ
と
な
る
だ
ろ
う
が
、
そ
う
な
れ
ば
問
題
は
も
は
や

空
間
と
位
置
の
「
構
成
」
で
は
な
く
、
た
だ
の
「
再
構
成
」
に
な
っ
て
し
ま
う
。
③
異
な
る
諸
感
覚
の
総
合
の
問
題
ｌ
例
え
ば
視
覚

と
触
覚
と
は
、
質
の
上
で
は
共
通
す
る
も
の
を
持
た
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
視
覚
的
延
長
と
触
覚
的
延
長
と
の
対
応
を
説
明
す
る
の

は
、
視
覚
的
諸
感
覚
の
秩
序
［
系
列
順
序
（
○
ａ
『
の
）
］
と
触
覚
的
諸
感
覚
の
秩
序
と
の
間
の
平
行
関
係
（
冒
国
扁
房
ョ
①
）
で
し
か
あ
り

得
な
い
」
。
し
か
し
そ
の
平
行
関
係
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
結
局
、
視
覚
系
列
・
触
覚
系
列
の
い
ず
れ
か
一
方
だ
け
に
よ
っ
て

は
説
明
で
き
な
い
あ
る
共
通
の
秩
序
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
「
と
な
れ
ば
我
々
は
、
視
覚
的
感
覚
と
触
覚
的

感
覚
の
ほ
か
に
、
両
者
に
共
通
で
、
し
た
が
っ
て
両
者
か
ら
独
立
し
た
、
あ
る
一
つ
の
秩
序
の
存
在
を
想
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な

る
」
。
側
公
共
的
世
界
の
成
立
の
問
題
ｌ
こ
の
独
立
の
秩
序
は
さ
ら
に
、
「
す
べ
て
の
人
間
に
同
じ
よ
う
に
現
れ
る
」
も
の
で
あ
り
、

ま
た
同
時
に
「
そ
こ
で
は
結
果
が
原
因
と
結
び
つ
け
ら
れ
、
諸
現
象
が
法
則
に
従
っ
て
い
る
一
つ
の
物
質
界
を
構
成
す
る
」
も
の
で
あ

る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
外
界
は
単
に
私
に
と
っ
て
の
み
存
在
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
外
界
と
規
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
何
か
で
は

な
く
、
ま
ず
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
存
在
し
、
そ
れ
自
身
因
果
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
ｌ
各
人
へ
の
現
れ
は
む
し
ろ
そ
の
一
局
面
に

過
ぎ
ず
、
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
各
人
そ
れ
ぞ
れ
の
経
験
は
同
じ
対
象
に
対
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
だ
と
し
て
統
合
さ
れ

（
２
）

る
ｌ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
事
実
が
あ
る
。

さ
て
、
以
上
の
諸
段
階
に
お
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
常
に
同
じ
ロ
ジ
ッ
ク
を
用
い
て
い
る
こ
と
は
見
易
い
。
①
か
ら
い
ま
で
の
い
ず
れ
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に
お
い
て
も
見
ら
れ
る
の
は
、
異
質
な
複
数
の
セ
リ
ー
（
複
数
の
感
覚
、
複
数
の
意
識
な
ど
）
が
そ
こ
に
お
い
て
統
合
さ
れ
て
く
る
一

定
の
秩
序
が
私
（
た
ち
）
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
い
う
事
実
の
確
認
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
進
ん
で
ペ
ル
ク
ソ
ン
は
、
そ
う
し
た
秩

序
の
存
在
根
拠
を
問
う
な
ら
ば
、
そ
こ
に
は
非
観
念
論
的
な
「
実
在
」
が
要
求
さ
れ
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
主
張
を
行
っ
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
諸
感
覚
と
、
場
合
に
よ
っ
て
は
空
間
形
式
と
い
っ
た
も
の
に
よ
っ
て
、
「
外
的
世
界
」
が
構
成
さ
れ
る
と
観
念
論
は

語
る
。
も
ち
ろ
ん
空
間
形
式
や
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
必
要
で
あ
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
あ
ら
た
め
て
そ
れ
を
論
じ
る
は
ず
だ
が
、
「
物
質
と
記

憶
』
は
そ
う
し
た
方
向
に
は
議
論
を
進
め
な
い
。
空
間
形
式
を
手
に
し
て
い
て
も
、
具
体
的
な
あ
れ
こ
れ
の
感
覚
を
な
ぜ
他
所
で
は
な

く
こ
こ
に
定
位
し
得
る
の
か
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
あ
る
現
象
に
は
他
な
ら
ぬ
こ
の
一
定
の
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
こ
の
規
定
（
例
え
ば
「
原
因
」
）
を
対
応
さ
せ
る
べ
き
で
あ
っ
て
他
様
で
は
あ
り
得
な
い
の
か
。
す
で
に
諸
感
覚
が
一
定
の

順
序
で
与
え
ら
れ
て
く
る
の
で
な
け
れ
ば
、
こ
う
し
た
問
い
は
解
け
な
い
。
「
物
質
と
記
憶
」
第
一
章
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
水
準
を

離
れ
な
い
。
そ
し
て
諸
感
覚
の
与
え
ら
れ
る
仕
方
の
根
拠
は
、
も
は
や
観
念
論
の
タ
ー
ム
で
は
記
述
で
き
な
い
と
彼
は
見
積
も
る
わ
け

で
あ
る
。
彼
に
言
わ
せ
れ
ば
観
念
論
は
、
秩
序
だ
っ
た
外
界
を
、
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
言
え
ば
外
界
の
「
外
在
性
」
の
意
味
で
あ
る

と
こ
ろ
の
「
秩
序
」
の
先
在
を
、
ど
こ
か
で
前
提
と
し
な
い
で
済
ま
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
遅
か
れ
早
か
れ
ひ
と
は
「
幸
運
な
一

致
、
予
定
調
和
」
（
冨
冨
金
芦
謁
）
に
す
が
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
ろ
う
が
、
そ
う
い
っ
た
も
の
こ
そ
際
立
っ
た
「
秩
序
」
の
こ
と
な
の
で

あ
る
か
ら
、
ひ
と
は
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
か
ら
構
成
さ
れ
る
べ
き
「
外
界
」
を
密
輸
入
し
て
し
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
う
し
た

も
の
に
訴
え
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
当
初
の
出
発
点
の
放
棄
で
し
か
な
い
。
あ
れ
こ
れ
の
感
覚
が
与
え
ら
れ
る
由
来
、
そ
れ
ら
が
「
他
の

も
の
で
は
な
く
む
し
ろ
あ
る
一
定
の
秩
序
」
（
三
富
展
ミ
患
巴
を
有
す
る
理
由
、
「
安
定
し
、
す
べ
て
の
ひ
と
に
共
通
の
」
経
験
が
成
り

立
つ
根
拠
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
観
念
論
は
語
る
す
べ
を
持
た
な
い
わ
け
だ
。
「
観
念
論
は
、
知
覚
に
お
い
て
現
れ
る
秩
序
か
ら
科
学
に

お
い
て
成
功
す
る
秩
序
へ
、
す
な
わ
ち
実
在
へ
と
、
移
り
行
く
こ
と
が
で
き
な
い
」
（
言
冨
悼
認
酎
ｇ
）
。
だ
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
う
、
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「
し
た
が
っ
て
ａ
。
。
。
）
、
最
初
に
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
純
粋
知
覚
、
す
な
わ
ち
イ
マ
ー
ジ
ュ
な
の
で
あ
る
」

（
言
冨
蹟
ミ
韻
、
）
。
こ
の
「
し
た
が
っ
て
」
こ
そ
が
、
「
物
質
と
記
憶
」
の
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
論
の
歩
み
の
す
べ
て
を
支
え
、
正
当
化
す

る
。
こ
の
「
し
た
が
っ
て
」
を
先
取
り
し
つ
つ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
最
初
か
ら
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
を
、
「
そ
の
要
素
的
部
分
の
す
べ
て
に

お
い
て
、
私
が
自
然
法
則
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
恒
常
的
な
諸
法
則
に
従
っ
て
互
い
に
作
用
反
作
用
を
な
し
て
い
る
」
（
巨
富
匡
芦
＄
）
も
の

と
し
て
用
意
し
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。

私
た
ち
は
先
に
、
「
物
質
と
記
憶
」
第
一
章
冒
頭
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
規
定
は
、
す
で
に
そ
の
章
の
主
張
全
体
を
規
定
し
て
し
ま
っ
て

い
る
と
述
べ
た
。
そ
の
意
味
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
私
た
ち
に
じ
か
に
現
前
し
て
い
る
こ
の
も
の
と
し
て
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
を

規
定
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
物
質
的
宇
宙
を
定
義
す
る
こ
と
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
知
覚
と
対
象
と
の
数
的
同
一
性
を
確
保
し
、
「
存
在
」

と
「
現
れ
」
を
異
な
る
二
つ
の
も
の
と
し
て
分
離
す
る
観
点
を
あ
ら
か
じ
め
禁
じ
て
し
ま
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
ま
た
同
時
に
、
と
も

か
く
も
そ
の
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
た
だ
中
に
法
則
的
秩
序
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
前
提
と
し
つ
つ
、
そ
れ
だ
け
で
は
主
観
的
観
念
論

に
滑
り
落
ち
か
ね
な
い
傾
き
を
初
め
か
ら
排
除
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
『
物
質
と
記
憶
」
の
議
論
は
「
あ
ら
ゆ
る
理
論
・
議

（
３
）

論
」
を
忘
れ
て
開
始
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
と
指
摘
す
る
ユ
ー
ド
に
対
し
て
は
、
私
た
ち
も
同
意
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
実
際
、
「
イ
マ

ー
ジ
ュ
」
に
は
秩
序
が
内
在
し
て
い
る
、
と
報
告
す
る
こ
と
は
容
易
だ
が
、
哲
学
は
そ
の
「
い
か
に
し
て
」
を
問
わ
ず
に
は
い
ら
れ
ま

い
し
、
当
の
「
秩
序
」
の
内
実
を
問
う
と
い
う
課
題
も
ま
だ
残
さ
れ
て
い
よ
う
。
『
物
質
と
記
憶
」
冒
頭
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
さ
し
あ

た
っ
て
「
科
学
」
と
い
う
営
み
の
事
実
上
の
「
成
功
」
に
依
拠
し
つ
つ
、
そ
し
て
さ
ら
に
は
そ
の
延
長
線
上
に
「
完
全
無
欠
の
科
学

（
§
９
８
冒
臥
凰
邑
」
（
ご
旨
匡
宮
宅
）
と
い
う
理
念
を
先
取
り
し
つ
つ
、
そ
う
し
た
問
い
を
差
し
止
め
て
い
る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

暫
定
的
に
論
点
を
ま
と
め
よ
う
。
感
覚
に
対
し
て
「
外
的
」
世
界
は
あ
る
還
元
不
可
能
な
余
剰
を
持
つ
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
余

剰
感
覚
に
還
元
さ
れ
得
な
い
「
実
在
性
」
と
は
、
「
秩
序
」
の
こ
と
で
あ
っ
た
ｌ
「
我
々
と
は
独
立
し
た
客
観
的
秩
序
（
。
＆
『
の
）
、
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す
な
わ
ち
（
。
》
の
印
思
‐
ｅ
『
の
）
感
覚
と
は
別
個
の
物
質
界
（
ョ
Ｃ
ａ
の
ョ
脚
芯
『
亘
）
」
（
富
冨
置
茜
皀
。
単
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
単
に
意
の
ま

ま
に
な
ら
な
い
こ
と
、
こ
れ
だ
け
で
は
「
外
的
世
界
」
を
構
成
す
る
本
質
的
契
機
は
い
ま
だ
欠
け
た
ま
ま
な
の
だ
。
現
に
、
こ
れ
と
し

て
知
覚
さ
れ
つ
つ
、
あ
く
ま
で
同
時
に
一
定
の
秩
序
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
「
外
的
実
在
」
で
は
な
い
。
こ

の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
抵
抗
」
す
ら
、
先
行
す
る
秩
序
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
秩
序
と
の
関
係
で
、
私
の
意

志
も
抵
抗
に
遭
っ
た
り
避
わ
な
か
っ
た
り
す
る
し
、
か
つ
そ
の
関
係
に
お
い
て
そ
の
つ
ど
の
抵
抗
も
具
体
的
な
規
定
を
有
す
る
の
で
あ

り
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
そ
の
抵
抗
は
た
だ
の
黙
せ
る
理
由
な
き
抵
抗
に
留
ま
り
、
決
し
て
「
外
的
世
界
」
を
構
成

し
な
い
の
だ
。
こ
こ
で
も
ま
た
デ
ル
ボ
ス
の
指
摘
は
適
切
で
あ
る
ｌ
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
に
お
い
て
は
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
知
解
可
能

（
４
）

性
言
扇
壹
哩
昌
蔵
）
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
実
在
性
（
融
昌
扇
）
の
条
件
な
の
で
あ
る
」
。
こ
う
言
い
換
え
て
も
い
い
だ
ろ
う
、
外
的
世

界
の
構
成
部
分
と
し
て
実
在
す
る
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
は
、
知
解
可
能
な
も
の
な
の
で
あ
る
、
と
。

し
か
し
、
い
か
な
る
「
知
解
可
能
性
」
な
の
だ
ろ
う
か
？
こ
の
問
い
か
ら
延
び
る
諸
考
察
の
線
は
、
「
物
質
と
記
憶
」
を
超
え
て

継
続
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
い
ま
の
と
こ
ろ
は
ま
ず
、
「
物
質
と
記
憶
」
前
後
の
時
期
を
中
心
と
し
な
が
ら
検
討
を
続
け
る
こ

と
に
し
よ
う
。

秩
序
の
認
知
と
身
体

い
か
に
し
て
自
然
は
可
能
か
、
と
い
う
問
い
を
立
て
た
の
は
カ
ン
ト
だ
が
、
彼
の
答
は
二
重
で
あ
っ
た
。
質
料
的
な
意
味
で
の
自
然

が
可
能
な
の
は
、
時
間
と
空
間
の
形
式
を
有
す
る
感
性
が
触
発
さ
れ
る
か
ら
だ
。
し
か
し
も
う
一
つ
の
重
要
な
意
味
に
お
い
て
は
、
自

然
と
は
、
「
必
然
的
規
則
、
す
な
わ
ち
法
則
に
従
っ
た
形
で
の
、
現
実
存
在
に
関
し
て
の
現
象
の
連
関
」
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
意
味

に
お
け
る
自
然
の
成
立
に
関
し
て
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
そ
の
可
能
性
の
条
件
を
な
し
て
い
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
こ
う
し
た
解
像
度
で
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そ
の
上
で
、
「
秩
序
」
の
内
実
を
も
う
少
し
詰
め
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
注
意
し
て
お
け
ば
、
こ
こ
で
は
「
創
造
的
進
化
」
以
降
言

わ
れ
る
、
「
無
秩
序
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
（
文
脈
を
辿
る
準
備
の
な
い
ま
ま
粗
雑
に
そ
う
し

た
テ
ー
ゼ
を
使
っ
て
し
ま
え
ば
、
実
在
と
錯
覚
と
の
区
別
す
ら
不
可
能
に
な
っ
て
し
ま
お
う
）
。
私
た
ち
の
見
る
と
こ
ろ
、
「
物
質
と
記

憶
」
は
、
事
実
上
二
つ
の
秩
序
を
扱
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
共
に
「
科
学
」
が
成
立
す
る
た
め
の
基
本
的
な
秩
序
で
あ
り
、
す
な
わ
ち

因
果
的
秩
序
と
、
類
種
の
秩
序
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
第
一
の
も
の
に
注
目
し
て
お
き
た
い
。

「
物
質
と
記
憶
」
の
い
く
ぶ
ん
イ
ン
プ
リ
シ
ッ
ト
な
議
論
を
浮
き
彫
り
に
す
る
た
め
に
、
周
囲
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
少
し
補
助
線
を
引

も
ち
ろ
ん
、
な
ぜ
「
自
然
」
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
う
の
か
、
な
ぜ
感
性
に
与
え
ら
れ
た
多
様
が
悟
性
概
念
に
包
摂
さ
れ
得
る
の
か
、

と
い
う
ま
さ
に
そ
の
点
に
重
大
な
問
題
が
あ
る
と
見
た
カ
ン
ト
に
対
し
て
、
「
物
質
と
記
憶
」
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
う
し
た
問
い
を
立

て
て
い
な
い
。
繰
り
返
せ
ば
、
彼
は
ま
だ
、
秩
序
が
現
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
科
学
の
「
成
功
」
を
所
与
の
事
実
と
し

て
、
そ
の
上
で
議
論
を
進
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
ば
、
「
物
質
と
記
憶
」
は
い
ま
だ
カ
ン
ト
的
な
「
権

利
問
題
」
を
論
じ
て
は
い
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
た
だ
、
秩
序
が
事
実
上
ど
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
だ
け
を
問
題
に
し
て
い

ヂ
（
》
◎

ら
な
い
。

眺
め
る
限
り
、
拠
っ
て
立
つ
観
点
に
は
大
き
な
相
違
が
あ
る
と
し
て
も
、
主
張
の
内
実
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
カ
ン
ト
と
「
物
質
と

記
憶
」
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
の
距
離
は
さ
ほ
ど
大
き
な
も
の
で
は
な
い
。
逆
説
を
弄
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
一
批
判
の
カ
ン
ト
に

お
い
て
、
「
自
然
」
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
形
式
化
さ
れ
た
感
性
的
所
与
か
ら
構
成
さ
れ
、
当
然
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
包
摂
可
能

な
、
す
な
わ
ち
知
解
可
能
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
の
と
全
く
同
様
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
「
外
界
」
も
、
感
性
的
に
与
え

ら
れ
、
か
つ
、
あ
る
法
則
に
従
っ
た
も
の
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
確
認
か
ら
す
で
に
明
ら
か
で
な
け
れ
ば
な
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い
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
先
に
も
見
た
、
一
八
九
三
～
九
四
年
の
「
純
粋
理
性
批
判
」
講
義
で
あ
る
。
着
目
し
た
い
の
は
、
た
だ
次
の
点

で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
カ
ン
ト
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
表
を
提
示
し
、
三
つ
の
批
判
的
注
釈
を
行
っ
て
い
る
。
そ
の
第
三
の
も
の
で
彼
は

こ
う
述
べ
る
の
だ
Ｉ
「
ひ
と
は
か
っ
て
次
の
よ
う
に
主
張
し
た
、
そ
し
て
こ
の
異
議
は
無
価
値
な
も
の
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
本
当

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
は
た
だ
、
関
係
の
そ
れ
の
み
で
あ
る
と
い
う
の
だ
。
実
際
、
超
越
論
的
論
理
学
は
、
客
観
的
で
非
人
称
的
な
認
識
の

諸
原
理
の
み
を
探
求
す
る
と
い
う
意
図
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
認
識
の
主
観
的
個
人
的
形
態
を
探
求
す
る
の
で
は
な
い
。
し
か
る

に
関
係
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
た
ち
だ
け
が
、
そ
の
使
用
が
単
に
主
観
的
と
は
な
ら
な
い
も
の
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
関
係

の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
諸
判
断
以
外
の
も
の
が
言
明
す
る
の
は
、
事
物
の
間
の
客
観
的
な
関
係
で
は
な
く
、
む
し
ろ
事

物
と
我
々
の
認
識
能
力
と
の
主
観
的
関
係
な
の
で
あ
る
。
シ
ョ
ー
ペ
ン
ハ
ウ
ア
ー
は
さ
ら
に
進
ん
で
、
原
因
性
［
因
果
性
］
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
だ
け
が
真
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
実
際
、
も
し
悟
性
の
役
割
が
経
験
の
対
象
た
ち
の
間
に
そ
れ
ら
を
知
解
可
能
と

す
る
と
こ
ろ
の
結
び
つ
き
を
打
ち
立
て
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
と
し
た
ら
、
原
因
性
は
そ
の
結
び
つ
き
を
打
ち
立
て
る
に
必
要
か
つ
十
分

だ
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
」
（
９
震
爵
ミ
】
９
．
菌
‐
恩
）
。
カ
ン
ト
解
釈
と
し
て
は
い
く
ぶ
ん
問
題
の
あ
ろ
う
と
こ
ろ
だ
が
、
と
も
か

く
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
を
確
認
し
よ
う
。
原
因
性
す
な
わ
ち
因
果
関
係
と
は
、
現
象
Ａ
と
Ｂ
が
、
私
に
と
っ
て
単
に
一
定
の
時
間
順
序

等
に
お
い
て
見
え
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
実
効
的
に
そ
れ
ら
の
一
方
が
他
方
を
決
定
す
る
と
い
う
関
係
を
意
味
し
て
お
り
、
こ
の
第

三
者
的
と
も
言
う
べ
き
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
す
な
わ
ち
、
Ａ
と
Ｂ
が
単
に
私
に
と
っ
て
の
（
主
観
的
）
存
在
で
は
な
く
そ
れ
ら

自
身
の
（
客
観
的
）
存
在
を
有
し
て
い
る
こ
と
の
意
味
で
あ
り
支
え
な
の
で
あ
る
。

こ
の
確
認
に
導
か
れ
つ
つ
、
も
う
一
つ
、
今
度
は
一
九
○
○
年
の
第
一
回
国
際
哲
学
会
に
お
け
る
口
頭
発
表
、
『
因
果
律
へ
の
信
懇

の
心
理
学
的
起
源
に
つ
い
て
の
ノ
ー
ト
」
を
見
て
お
き
た
い
。
あ
ら
か
じ
め
明
言
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
で
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
因
果

律
の
認
識
論
的
価
値
を
め
ぐ
る
問
題
を
あ
え
て
避
け
、
も
っ
ぱ
ら
事
実
問
題
と
し
て
、
因
果
律
が
ど
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
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で
は
、
こ
う
し
た
非
常
に
外
延
の
広
い
概
念
が
ど
こ
か
ら
与
え
ら
れ
る
の
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
回
答
を
一
言
で
言
え
ば
、
「
共
働
化

側
共
秩
序
化
（
８
．
凰
冒
号
目
こ
の
経
験
Ｉ
「
私
の
生
と
外
延
を
等
し
く
す
る
、
生
に
本
質
的
な
眞
冒
量
経
験
ｌ
か
ら
、
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
何
の
共
働
化
か
。
異
質
な
諸
感
覚
、
代
表
的
に
は
視
覚
印
象
と
触
覚
印
象
（
運
動
を
伴
う
そ
れ
）
と
の
間
の
、

共
働
化
で
あ
る
。
「
特
定
の
視
覚
的
形
態
が
現
れ
た
時
に
は
、
特
定
の
［
対
応
す
る
］
触
覚
印
象
を
予
期
（
画
舜
①
己
『
①
）
す
る
習
慣
が
形

成
さ
れ
る
」
（
言
お
ら
）
。
諸
印
象
と
運
動
と
の
こ
う
し
た
関
係
、
言
い
換
え
れ
ば
「
感
覚
ｌ
運
動
的
（
開
口
切
目
・
ｇ
ｏ
骨
①
貝
）
」
な
連
合
関
係

が
、
「
因
果
律
」
の
基
盤
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

以
上
を
踏
ま
え
つ
つ
「
物
質
と
記
憶
」
に
戻
ろ
う
。
い
ま
語
ら
れ
た
「
共
働
化
」
は
す
で
に
登
場
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
「
物
質
と

と
い
う
点
に
考
察
を
絞
り
込
ん
で
い
る
。
「
因
果
律
は
ど
の
よ
う
に
（
８
目
目
の
貝
）
構
成
さ
れ
、
そ
し
て
通
常
の
知
性
に
対
し
て
は
ど

の
よ
う
に
現
れ
る
の
か
」
（
昌
豐
ｌ
こ
れ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
問
題
設
定
で
あ
っ
た
．
た
だ
そ
れ
に
し
て
も
、
権
利
問
題
を
論
じ
る

に
し
て
も
当
の
因
果
律
の
内
容
を
先
行
的
に
規
定
す
る
必
要
は
あ
ろ
う
し
、
そ
の
意
味
で
は
、
こ
こ
で
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
は
、
単

に
副
次
的
な
考
察
と
し
て
片
づ
け
る
わ
け
に
も
い
か
な
い
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
彼
は
ま
ず
「
通
常
の
知
性
」
の
了
解
し
て
い
る
因
果

性
と
い
う
も
の
を
問
い
た
だ
し
つ
つ
、
こ
れ
ま
で
の
因
果
性
を
め
ぐ
る
哲
学
者
た
ち
の
議
論
が
、
あ
ら
か
じ
め
一
定
の
側
面
か
ら
切
り

つ
め
ら
れ
た
因
果
性
概
念
の
み
を
論
じ
て
い
な
い
か
問
う
て
い
る
。
す
な
わ
ち
通
常
の
考
え
に
よ
れ
ば
因
果
律
は
、
①
継
起
的
諸
現
象

の
間
の
み
な
ら
ず
、
同
時
的
に
並
存
す
る
現
象
間
に
も
立
て
ら
れ
る
、
②
必
然
的
で
も
あ
る
が
、
ま
た
偶
然
的
で
あ
っ
て
も
よ
い
、
③

外
的
現
象
に
も
内
的
現
象
に
も
等
し
く
適
用
さ
れ
る
、
側
経
験
的
所
与
で
も
あ
り
、
同
時
に
思
惟
の
要
求
と
し
て
も
考
え
ら
れ
る
、
と

い
っ
た
多
様
な
姿
を
採
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
ヒ
ュ
ー
ム
、
カ
ン
ト
、
ピ
ラ
ン
た
ち
へ
の
批
判
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
措
こ
う
。

と
も
か
く
因
果
性
と
い
う
も
の
は
、
こ
れ
ま
で
哲
学
者
た
ち
が
考
え
て
き
た
よ
り
も
は
る
か
に
柔
軟
な
、
い
わ
ば
融
通
の
利
く
概
念
な

の
だ
。
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記
憶
』
は
、
テ
ー
ヌ
に
倣
っ
て
、
そ
れ
を
「
感
官
の
教
育
（
段
匡
８
号
。
号
の
切
目
の
こ
の
名
で
論
じ
て
い
た
。
「
感
官
の
教
育
」
と
は
ま

さ
に
、
「
感
覚
諸
印
象
と
、
そ
れ
を
利
用
す
る
運
動
と
の
間
に
成
立
す
る
繋
が
り
（
８
目
の
昌
・
目
）
の
総
体
」
（
冨
冨
ご
里
匿
ｅ
、
感
覚
ｌ

運
動
的
連
合
の
形
成
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
つ
ま
り
は
「
共
働
化
」
の
成
立
が
す
な
わ
ち
「
感
官
の
教
育
」
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
う

し
た
連
合
が
う
ま
く
形
成
さ
れ
る
こ
と
は
、
私
の
生
が
そ
れ
に
賭
け
ら
れ
て
い
る
だ
け
に
ま
さ
に
死
活
問
題
で
あ
り
、
そ
の
形
成
は
絶

え
ず
進
行
し
つ
つ
完
成
さ
れ
た
り
改
変
さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
形
成
作
用
が
一
時
的
な
も
の
で
は
な
く
ほ
と
ん
ど
間
断
な
く
多
様

な
経
験
の
中
で
継
続
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
応
じ
て
、
因
果
律
が
及
ぶ
範
囲
と
対
象
も
先
に
見
た
ご
と
く
多
彩
で
、
ほ
と
ん
ど
普
遍
的

な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
秩
序
」
と
い
う
語
に
込
め
て
い
た
内
実
、
こ
こ
で
は
原
因
と
結
果
と
い
う
異
質
な
も
の

の
間
の
関
係
、
ま
た
異
な
る
諸
感
覚
の
間
の
照
応
関
係
ｌ
そ
れ
ら
は
身
体
の
「
感
覚
ｌ
運
動
」
的
性
格
に
お
い
て
感
じ
取
ら
れ
る
も

の
だ
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
先
に
、
世
界
の
「
外
在
性
」
と
し
て
取
り
出
さ
れ
た
、
複
数
の
セ
リ
ー
の
統
合
が
生
じ
る
場
、
異

質
性
が
結
び
つ
け
ら
れ
る
共
通
の
場
と
は
、
ま
さ
に
具
体
的
に
言
っ
て
、
こ
の
「
感
覚
ｌ
運
動
」
的
な
身
体
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

物
体
的
世
界

以
上
の
よ
う
な
身
体
機
能
が
導
入
さ
れ
た
時
、
世
界
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
私
に
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
か
を
引
き
続
き
い

「
感
官
の
教
育
」
の
目
的
は
、
「
私
の
感
官
を
互
い
に
調
和
さ
せ
、
［
中
略
］
そ
れ
ら
の
与
件
の
間
に
連
続
性
を
回
復
し
、
物
質
的
対

象
の
全
体
を
近
似
的
に
再
構
成
す
る
こ
と
」
（
冨
巨
畠
琶
謁
）
で
あ
っ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
感
官
の
教
育
」
の
結
果
、
与
え
ら
れ
た

部
分
的
諸
印
象
は
、
そ
れ
自
体
で
閉
じ
た
一
与
件
を
な
す
の
で
は
な
く
、
直
ち
に
潜
在
的
運
動
（
い
わ
ゆ
る
「
生
ま
れ
つ
つ
あ
る
運

動
」
）
等
と
の
関
係
に
入
る
。
こ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
そ
れ
自
身
「
厳
密
な
秩
序
と
シ
ス
テ
ム
的
な
［
遺
漏
な
き
］
性
格
」
（
冨
冨
亀
高
弓
‐

く
ら
か
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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呂
巴
を
持
っ
て
い
る
も
の
だ
が
、
そ
れ
に
従
い
な
が
ら
、
諸
印
象
が
促
す
私
の
運
動
、
あ
る
い
は
そ
の
運
動
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

る
で
あ
ろ
う
他
の
諸
印
象
、
そ
う
し
た
「
予
期
」
的
な
要
素
た
ち
が
、
当
の
印
象
の
周
囲
に
一
挙
に
組
織
さ
れ
る
。
さ
ら
に
別
の
言

い
方
を
す
れ
ば
、
印
象
を
受
け
取
り
つ
つ
、
私
の
身
体
は
「
先
立
つ
諸
運
動
の
中
で
の
、
後
続
す
る
諸
運
動
の
前
駆
的
形
成

言
融
さ
『
ョ
島
。
。
）
、
部
分
が
潜
在
的
に
全
体
を
含
む
よ
う
に
す
る
前
駆
的
形
成
」
言
冨
ご
里
陰
ｅ
を
半
ば
演
じ
始
め
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
最
初
の
印
象
は
、
そ
れ
が
発
動
さ
せ
る
「
感
覚
ｌ
運
動
」
的
な
一
定
の
構
造
、
「
繋
が
り
（
８
目
の
×
ざ
．
）
の
総
体
」
、
身

体
的
に
了
解
さ
れ
る
「
ど
う
す
れ
ば
、
ど
う
な
る
」
と
い
っ
た
諸
可
能
性
の
シ
ス
テ
ム
に
即
し
て
、
理
解
さ
れ
て
い
く
だ
ろ
う
。
例
え

ば
、
あ
る
印
象
は
、
一
定
の
物
体
の
一
側
面
と
し
て
、
他
の
諸
側
面
を
「
予
期
」
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
物
体
（
８
『
扇
こ
と
呼
ん
だ
の
は
、
他
な
ら
ぬ
「
抵
抗
と
色
彩
、
つ
ま
り
触
覚
と
視
覚
の
与
件
が
中

核
を
な
す
、
諸
性
質
の
シ
ス
テ
ム
」
（
冨
冨
圏
ミ
篭
巴
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
と
な
る
と
、
こ
う
言
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
、
こ
の
よ
う
に

「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
」
は
さ
ま
ざ
ま
の
「
物
体
」
の
集
合
へ
と
組
織
さ
れ
て
い
く
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
」

の
内
部
で
の
「
秩
序
」
の
認
知
で
も
あ
る
、
と
。
私
の
動
く
身
体
を
込
み
に
し
た
広
い
意
味
で
の
「
因
果
性
」
の
体
系
が
、
個
体
化
さ

れ
た
も
ろ
も
ろ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
中
に
、
間
に
、
背
後
に
、
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
く
。
お
そ
ら
く
は
、
「
私
の
身
体
」
と
い
う
一
イ
マ

ー
ジ
ュ
も
ま
た
、
限
定
さ
れ
た
輪
郭
を
有
す
る
も
の
と
し
て
成
立
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
」
に
お
い
て
「
内
／

外
」
と
い
う
区
分
が
際
立
た
さ
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
の
区
分
も
、
絶
対
視
さ
れ
る
こ
と
で
む
し
ろ
疑
似
問
題
の
発
端
と
な
っ
て
し
ま

う
も
の
で
は
あ
れ
、
外
的
世
界
の
「
外
在
性
」
の
一
つ
の
成
素
で
は
あ
っ
た
言
．
冨
冨
怠
苣
患
ゞ
冨
冨
圏
‐
＄
高
宗
‐
邑
巴
。

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
物
体
」
と
は
、
感
覚
的
諸
性
質
が
単
に
重
ね
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
射
影
を
通

じ
て
与
え
ら
れ
つ
つ
、
し
か
し
そ
の
与
え
ら
れ
方
に
お
け
る
秩
序
を
支
配
す
る
そ
れ
自
身
の
存
在
を
有
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
例
え

ば
立
方
体
は
、
私
に
と
っ
て
、
私
の
身
体
の
あ
り
方
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
与
え
ら
れ
る
も
の
だ
が
、
そ
の
与
え
ら
れ
方
の
秩
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序
が
把
握
さ
れ
る
に
つ
れ
て
、
私
に
は
客
観
的
な
立
方
体
と
い
う
も
の
が
現
れ
て
く
る
。
私
の
採
る
観
点
に
左
右
さ
れ
る
諸
印
象
の
変

化
が
む
し
ろ
そ
の
関
数
と
し
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
一
般
的
構
造
体
と
し
て
、
立
方
体
は
理
解
さ
れ
て
く
る
わ
け
だ
。

そ
し
て
こ
の
理
解
は
、
今
の
と
こ
ろ
は
ま
だ
身
体
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
す
で
に
身
体
は
、
客
観
的
な
秩
序
を
了
解
し
て
い
る
。

自
ら
の
可
能
的
行
為
に
応
じ
て
世
界
が
ど
の
よ
う
に
そ
の
現
わ
れ
を
変
化
さ
せ
る
か
を
身
体
は
知
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
体
は

世
界
の
た
だ
中
で
予
期
し
、
そ
こ
に
選
択
肢
を
目
に
し
、
選
択
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
幾
何
学
的
な
射
影
関
係
だ
け
が
重
要

な
の
で
は
な
い
。
私
の
身
体
の
諸
可
能
性
に
呼
応
す
る
構
造
が
一
般
に
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
本
質
的
な
の
だ
。
し
か
る
に
、
そ
れ
こ

そ
ま
さ
に
「
秩
序
」
の
成
立
で
は
な
か
っ
た
か
。

こ
う
し
て
私
た
ち
は
、
世
界
が
客
観
的
な
「
外
界
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
く
る
こ
と
と
、
そ
の
世
界
が
い
わ
ば
私
た
ち
が
身
体
で
慣

れ
親
し
ん
だ
世
界
と
し
て
現
れ
て
く
る
こ
と
と
が
、
同
じ
一
つ
の
事
柄
な
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
言

い
換
え
る
な
ら
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
与
え
ら
れ
て
く
る
「
外
界
」
と
は
、
初
め
か
ら
、
再
認
さ
れ
た
親
し
い
世
界
な
の
で
あ
る
。

『
物
質
と
記
憶
」
の
再
認
論
に
お
い
て
身
体
の
「
感
覚
Ｉ
運
動
」
性
が
担
っ
て
い
た
機
能
は
周
知
の
も
の
だ
。
身
体
を
軽
視
す
る
観

念
論
の
希
望
に
反
し
て
、
再
認
に
お
い
て
「
精
神
に
絶
対
的
な
自
律
性
を
与
え
る
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
「
感
覚
ｌ
運
動
的
平
衡
の
わ

ず
か
な
乱
れ
に
、
注
意
や
記
憶
の
深
刻
な
障
害
が
続
く
」
と
い
う
経
験
的
事
実
が
あ
る
の
だ
か
ら
（
富
冨
匡
ご
誤
里
。
ま
た
、
再
認
は

は
っ
き
り
し
た
意
識
的
比
較
に
よ
っ
て
は
成
立
し
な
い
と
い
う
事
実
も
容
易
に
観
察
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
「
類
似
な
る
も
の
が
、
精

神
の
結
び
つ
け
る
諸
項
、
し
た
が
っ
て
精
神
が
す
で
に
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
諸
項
の
間
の
関
係
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
う
い
っ
た
類
似

の
知
覚
は
、
連
合
の
原
因
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
結
果
で
あ
る
」
（
冨
冨
雪
‐
罵
る
韻
）
わ
け
だ
。
し
た
が
っ
て
、
理
論
上
か
ら
も
、
ま

た
経
験
か
ら
も
、
表
象
の
関
係
づ
け
に
先
立
つ
と
こ
ろ
の
あ
る
先
行
的
な
再
認
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
実
際
、
記
憶
像
が
現
れ

る
の
は
、
普
通
は
、
知
覚
が
既
知
の
も
の
で
あ
る
と
気
づ
か
れ
た
そ
の
後
な
の
だ
か
ら
。
そ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
う
、
「
ま
ず
極
限
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な
お
補
足
し
て
お
こ
う
。
こ
の
「
馴
染
み
」
は
、
確
か
に
「
私
の
身
体
」
と
不
可
分
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
上
で
喚
起
さ
れ
る

で
あ
ろ
う
私
の
個
人
的
な
あ
れ
こ
れ
の
記
憶
に
対
立
的
な
意
味
に
お
い
て
は
、
「
非
個
人
的
Ⅱ
非
人
称
的
（
冒
穏
『
の
ｏ
目
の
］
）
」
な
性
格

を
有
し
て
い
る
。
「
こ
の
第
一
種
の
再
認
の
特
徴
は
、
そ
れ
が
特
定
の
個
人
的
な
状
況
の
想
起
を
排
除
す
る
こ
と
で
あ
る
。
私
の
仕
事

部
屋
、
机
や
書
物
が
私
の
周
囲
に
馴
染
み
の
雰
囲
気
（
“
自
吊
ｇ
ｇ
の
号
冒
昌
一
昌
威
）
を
醸
し
出
す
の
は
、
そ
れ
ら
が
私
の
歴
史
の
特

定
の
出
来
事
を
思
い
出
さ
せ
な
い
場
合
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
ら
が
か
つ
て
関
わ
っ
た
出
来
事
の
精
確
な
記
憶
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
に
し

て
も
、
そ
の
再
認
は
第
一
の
も
の
に
付
け
加
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
個
人
的
な
も
の
が
非
個
人
的
な
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
よ
う

に
、
あ
く
ま
で
別
の
も
の
な
の
で
あ
る
」
筒
曽
お
お
愚
。
こ
う
し
た
意
味
で
、
こ
の
「
身
体
の
み
で
な
し
得
る
」
再
認
と
は
、
あ
る

状
況
へ
の
身
体
的
な
は
ま
り
込
み
で
あ
り
、
こ
と
さ
ら
な
意
識
化
・
問
題
化
を
排
除
す
る
方
向
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
私
の
生
の
日

常
性
は
ま
さ
に
こ
こ
に
成
立
し
て
い
る
。
「
我
々
の
日
常
的
生
活
言
の
旨
匡
ｇ
四
房
『
の
）
は
諸
対
象
の
間
で
営
ま
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、

そ
こ
に
在
る
だ
け
で
す
で
に
我
々
に
一
定
の
役
割
９
－
①
）
を
演
じ
る
よ
う
誘
う
。
そ
う
し
た
諸
対
象
の
馴
染
み
の
相
貌
（
四
名
の
只
号

岳
ョ
罠
昌
融
）
は
、
そ
こ
か
ら
来
る
」
（
冨
冨
Ｓ
望
隠
ｅ
・
身
体
の
「
感
覚
ｌ
運
動
」
性
の
回
路
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
印
象
は
可
能

的
諸
運
動
の
地
平
に
取
り
巻
か
れ
、
そ
れ
と
相
関
的
に
、
例
え
ば
「
仕
事
部
屋
や
机
、
書
物
」
と
い
っ
た
「
日
常
的
生
活
」
を
構
成
す

る
諸
事
物
は
、
い
わ
ば
私
に
絶
え
ず
自
ら
の
扱
い
方
を
指
示
し
、
同
時
に
そ
の
私
た
ち
自
身
を
も
、
こ
の
事
物
を
し
か
る
べ
く
扱
う
者

最
初
の
条
件
で
あ
る
わ
け
だ
。

に
お
い
て
、
瞬
間
に
お
け
る
再
認
、
い
か
な
る
顕
在
的
な
記
憶
像
も
介
入
す
る
こ
と
な
く
身
体
の
み
で
な
し
得
る
再
認
が
あ
る
」

（
冨
冨
ｇ
ミ
圏
巴
、
と
。
こ
れ
は
具
体
的
に
は
「
馴
染
み
（
註
ョ
登
農
芯
）
の
感
情
」
と
し
て
現
れ
、
そ
し
て
そ
の
基
礎
は
ま
さ
に
「
感

覚
ｌ
運
動
」
性
の
中
に
、
「
う
ま
く
調
整
さ
れ
た
運
動
的
随
伴
な
い
し
組
織
立
て
ら
れ
た
運
動
的
反
作
用
に
つ
い
て
の
意
識
」

（
冨
冨
己
呈
麗
巴
に
、
見
出
さ
れ
る
。
つ
ま
り
は
習
慣
的
な
仕
方
で
身
体
が
馴
染
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
再
認
の
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と
し
て
、
そ
う
し
た
広
い
意
味
で
の
「
役
割
」
の
下
に
、
示
し
返
す
わ
け
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
身
体
的
に
馴
染
ま
れ
る
こ
と
で
、

「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
総
体
は
「
外
的
」
世
界
と
し
て
認
知
さ
れ
る
と
同
時
に
、
私
に
と
っ
て
の
使
用
物
の
体
系
と
な
り
、
同
時
に
そ
れ

に
相
関
し
て
私
を
も
そ
の
「
使
用
者
」
と
い
う
「
役
割
」
に
お
い
て
規
定
し
返
し
て
く
る
も
の
と
な
る
。
「
日
常
の
対
象
を
再
認
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
と
り
わ
け
そ
れ
を
使
用
で
き
る
（
函
く
ｇ
『
印
曾
將
乱
『
）
こ
と
で
あ
る
」
（
三
富
己
ミ
麗
巴
。
し
か
も
そ
の
「
使
用
」
と

い
い
「
使
用
者
」
と
い
い
、
こ
の
段
階
で
は
い
ま
だ
単
に
「
非
個
人
的
Ⅱ
非
人
称
的
」
な
意
味
の
そ
れ
で
し
か
な
い
。
私
た
ち
が
目
下

そ
の
発
生
を
見
届
け
よ
う
と
し
て
い
る
「
外
的
世
界
」
は
、
特
定
の
人
称
的
な
「
誰
」
を
含
ま
な
い
形
で
構
造
化
さ
れ
た
使
用
物
の
体

系
と
し
て
の
性
格
を
も
持
つ
わ
け
で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
体
系
を
、
直
ち
に
文
化
的
な
共
通
世
界
で
あ
る
と
言
っ
て
し
ま
う
こ
と
は
、
『
物
質
と
記
憶
」
だ
け
に
依
拠
す
る
限

り
は
ま
だ
難
し
い
。
し
か
し
す
で
に
そ
う
し
た
展
開
に
向
け
て
の
枠
は
用
意
さ
れ
て
い
る
と
見
て
よ
い
。
そ
う
し
た
共
通
世
界
に
お
い

て
、
そ
こ
に
ひ
し
め
く
再
認
可
能
な
諸
事
物
に
立
ち
ま
じ
り
な
が
ら
、
私
た
ち
自
身
も
同
様
に
事
物
と
化
し
て
い
く
と
い
う
事
態
を
、

「
試
論
」
は
す
で
に
容
赦
な
く
描
き
出
し
て
い
た
。
や
が
て
『
二
源
泉
」
が
、
そ
う
し
た
光
景
を
、
社
会
の
類
型
論
に
お
い
て
再
び
取

り
上
げ
る
は
ず
だ
。
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
で
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
ま
た
、
「
物
質
と
記
憶
」
は
以
上
の
身
体
的
な
再
認
、
身
体

に
よ
る
秩
序
把
握
だ
け
で
な
く
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
注
意
を
働
か
せ
な
が
ら
の
表
象
に
よ
る
再
認
を
引
き
続
き
扱
っ
て
い
る
。
世
界

の
「
知
解
可
能
性
」
に
は
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
の
層
が
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
た
私
の
「
再
認
」
の
試
み
も
多
重
的
で
あ
る
は
ず
だ
。
だ

が
そ
れ
に
つ
い
て
も
し
ば
ら
く
延
期
し
よ
う
。

こ
こ
ま
で
を
少
し
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
運
動
ｌ
感
覚
」
的
な
仕
方
で
働
く
身
体
を
非
常
に
重
要
視
し
て
い
た
。

ま
た
彼
は
、
知
覚
全
般
が
実
践
的
関
心
に
大
き
く
左
右
さ
れ
て
お
り
、
あ
る
意
味
で
そ
の
存
在
理
由
す
ら
そ
こ
に
求
め
ら
れ
る
と
見
て
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い
た
言
冨
鷺
宮
邑
。
「
客
観
的
」
世
界
や
そ
こ
に
お
け
る
因
果
性
の
把
握
は
、
あ
る
い
は
一
般
概
念
の
形
成
す
ら
、
理
由
な
き
純
粋

思
弁
の
事
柄
で
あ
る
以
上
に
、
そ
れ
以
前
に
、
ま
ず
行
為
上
の
さ
ま
ざ
ま
の
必
要
に
応
じ
て
求
め
ら
れ
行
わ
れ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
あ

る
。
大
き
く
見
る
限
り
、
『
物
質
と
記
憶
』
は
全
体
と
し
て
、
カ
ン
ト
的
な
超
越
論
的
主
観
ｌ
自
ら
の
眼
前
に
客
観
的
な
自
然
を
眺

め
る
主
観
ｌ
を
、
身
体
の
タ
ー
ム
で
書
き
換
え
る
こ
と
を
試
み
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
身
体
は
、
た
だ
の
惰

性
的
な
物
体
の
一
つ
で
は
な
い
。
「
物
質
と
記
憶
」
が
最
初
か
ら
前
提
と
す
る
よ
う
に
、
「
私
が
私
の
身
体
と
呼
ぶ
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
に
は
、

「
情
感
的
感
覚
」
に
よ
る
内
的
把
握
が
あ
り
、
そ
れ
と
相
関
的
な
自
由
、
「
現
実
に
新
し
い
こ
と
」
言
冨
属
官
ざ
）
を
世
界
に
挟
み
込

ん
で
い
く
私
の
自
由
の
直
接
的
な
現
れ
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
こ
の
身
体
に
は
「
運
動
図
式
」
と
呼
ば
れ
る
「
運
動
Ｉ
感

覚
」
系
の
安
定
し
た
諸
秩
序
が
、
「
習
慣
」
の
形
で
さ
ま
ざ
ま
に
蓄
種
さ
れ
、
そ
れ
が
対
象
を
同
定
し
、
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
秩
序
を
開

示
し
、
私
の
非
決
定
性
は
そ
れ
に
沿
っ
て
あ
れ
こ
れ
の
「
予
期
」
さ
れ
た
可
能
性
に
開
か
れ
つ
つ
分
節
さ
れ
た
能
力
と
な
る
。
再
認
さ

れ
る
「
物
体
」
と
は
、
そ
れ
を
私
が
「
使
用
で
き
る
」
こ
と
を
意
味
す
る
。
例
え
ば
言
語
で
も
、
身
体
が
「
音
声
連
続
体
」
を
あ
れ
こ

れ
の
自
己
同
一
的
な
「
音
素
」
な
い
し
「
語
」
に
分
節
し
つ
つ
そ
れ
ら
の
集
合
と
し
て
ま
ず
理
解
し
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
は
シ
ャ
ル
コ

ー
の
失
語
症
患
者
（
風
．
巨
富
届
ご
蹟
ｅ
と
同
じ
状
況
に
置
か
れ
て
し
ま
う
。
聞
き
取
れ
る
と
い
う
能
力
と
、
そ
れ
を
実
際
に
自
分
で

発
音
で
き
る
と
い
う
能
力
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
同
一
視
し
な
い
（
単
純
な
「
内
的
反
復
」
を
そ
こ
に
見
る
ピ
ラ
ン
と
の
差
異
）
が
、
し
か

し
両
者
が
連
続
的
で
あ
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
ま
い
。
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
と
い
う
荘
漠
と
し
た
拡
が
り
を
、
自
ら
の
周
囲
に
並
べ
つ

つ
「
覚
知
」
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
再
認
」
を
行
う
の
は
、
超
越
論
的
主
観
と
い
う
よ
り
も
、
身
体
な
の
だ
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
因
果

性
を
は
じ
め
と
し
て
、
こ
の
身
体
が
演
じ
得
る
さ
ま
ざ
ま
の
能
力
か
ら
生
じ
る
（
事
実
、
先
に
見
た
よ
う
な
「
物
体
」
の
構
成
は
、

「
実
体
」
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
不
可
分
で
あ
ろ
う
）
。
そ
う
し
た
一
連
の
作
業
を
行
う
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
身
体
に

「
図
式
（
の
。
馬
ョ
①
と
を
見
る
。
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
（
冒
眉
の
）
」
の
選
別
や
再
認
を
行
う
限
り
、
身
体
こ
そ
は
す
で
に
一
つ
の
具
体
的
な
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「
構
想
力
（
冒
農
言
豊
○
国
）
」
な
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
第
一
章
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
カ
ン
ト
的
な
超
越
論
的
主
観
を
排
除
し
た
こ
と

を
見
た
が
、
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
中
に
、
実
践
的
功
利
的
関
心
と
身
体
が
導
入
さ
れ
る
と
、
そ
こ
に
カ
ン
ト
的
な
構
図
が
次
第

に
回
復
さ
れ
て
く
る
こ
と
が
気
づ
か
れ
よ
う
。
そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
の
上
で
、
身
体
が
用
い
る
諸
範
購
を
そ
の
実
践
性
の
ゆ
え
に

相
対
化
し
、
身
体
に
よ
る
実
在
の
諸
分
節
を
人
為
的
な
も
の
と
し
て
批
判
し
、
そ
れ
以
前
に
与
え
ら
れ
て
い
る
初
源
的
な
直
観
に
立
ち

戻
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
か
ら
論
争
が
生
じ
る
。
ｌ
だ
と
す
れ
ば
つ
ま
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
立
場
は
雑
に
言
っ
て
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
以
外
の
何

な
の
か
。
「
秩
序
」
が
、
そ
し
て
「
知
解
可
能
性
」
が
、
結
局
は
身
体
の
相
関
者
で
あ
り
、
ひ
い
て
は
私
の
実
践
的
関
心
の
相
関
者
に

過
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
知
性
的
な
認
識
の
価
値
は
い
っ
た
い
ど
う
な
る
の
か
。
つ
ま
り
は
、
科
学
認
識
を
ど
う
考
え
る
の
か
。

こ
の
時
代
、
特
に
一
八
九
○
年
代
か
ら
一
九
○
○
年
代
の
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
「
科
学
（
＆
ｇ
８
）
」
の
語
が
帯
び
て
い
た
論
争
的

価
値
は
、
今
日
で
は
お
よ
そ
想
像
も
つ
か
な
い
ほ
ど
に
重
い
も
の
で
あ
っ
た
（
こ
の
時
代
を
「
科
学
主
義
・
科
学
崇
拝
の
時
代
」
な
ど

と
呼
ぶ
こ
と
は
簡
単
だ
が
、
そ
の
実
相
を
描
き
出
す
に
は
ま
る
ま
る
一
冊
の
書
物
が
必
要
で
あ
ろ
う
）
。
こ
う
し
た
空
気
の
中
で
は
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
評
価
に
大
き
な
偏
り
が
生
じ
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
「
反
科
学
主
義
者
」
「
反
知
性
主
義
者
」
と
い
っ
た
ラ
ベ
リ
ン

グ
に
は
、
差
し
引
く
べ
き
不
当
さ
、
無
視
し
て
構
わ
な
い
曲
解
が
も
ち
ろ
ん
存
在
す
る
。
し
か
し
す
べ
て
が
不
当
で
あ
る
わ
け
で
は
な

い
。
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
そ
れ
自
身
が
、
そ
う
し
た
評
価
を
呼
び
得
る
も
の
な
の
は
認
め
る
べ
き
だ
と
思

う
。
そ
う
し
た
角
度
か
ら
少
し
確
認
を
し
て
み
よ
う
。

実
践
関
心
と
認
識
様
態

以
上
の
過
程
を
通
じ
て
、
外
的
世
界
は
諸
物
体
と
そ
の
運
動
の
集
績
と
い
う
姿
を
採
る
。
し
か
し
「
物
質
と
記
憶
』
第
四
章
が
述
べ
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「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
が
緊
密
な
相
互
作
用
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
は
「
物
質
と
記
憶
」
の
最
初
か
ら
前
提
さ
れ
て
い
た
が
、
第
四
章
に
な

れ
ば
、
こ
の
論
点
は
さ
ら
に
重
要
性
を
増
し
て
く
る
。
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
が
相
互
作
用
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
念

頭
に
あ
る
の
は
、
物
体
的
な
も
の
が
空
間
に
散
乱
し
つ
つ
押
し
た
り
引
い
た
り
し
て
い
る
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
い
。
「
惰
性
的
な

も
の
（
呂
○
的
硯
）
と
、
空
間
に
お
い
て
そ
れ
ら
の
も
の
が
及
ぼ
し
あ
う
作
用
（
画
昌
Ｃ
ｓ
の
こ
（
冨
冨
圏
曼
困
巴
と
い
う
事
象
の
分
節
、
「
も

の
＋
そ
の
作
用
」
と
い
っ
た
描
像
は
、
そ
も
そ
も
そ
の
種
の
「
も
の
」
と
い
う
の
が
私
た
ち
の
便
宜
的
分
節
化
の
所
産
で
あ
る
以
上
、

実
在
を
正
確
に
映
す
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
代
わ
り
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
持
ち
出
す
の
は
、
「
具
体
的
延
長
」
を
満

た
す
「
さ
ま
ざ
ま
の
変
様
や
擾
乱
、
緊
張
な
い
し
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
変
化
」
言
冨
隠
望
麓
己
と
い
っ
た
言
葉
た
ち
で
あ
る
。
注
意
す
べ

る
と
こ
ろ
で
は
、
物
質
界
の
そ
う
し
た
分
節
化
は
、
「
直
接
的
直
観
よ
り
も
む
し
ろ
生
の
基
礎
的
な
諸
欲
求
に
応
じ
て
」
（
冨
冨
圏
里

圏
ら
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
性
質
、
つ
ま
り
は
触
覚
的
分
節
の
優
位
は
す
で
に
、
生
命
体
と
し
て
の
自
己
保
存
と
い
う
強
い

利
害
か
ら
生
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
よ
り
一
般
に
、
「
我
々
の
諸
欲
求
は
、
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
光
の
束
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
感
覚
的
諸

性
質
の
連
続
性
へ
と
差
し
向
け
ら
れ
て
そ
こ
に
個
々
別
々
の
諸
物
体
を
描
く
」
（
冨
冨
罵
里
圏
ら
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
分
割
の
能
力

の
一
般
的
図
式
と
し
て
、
等
質
的
空
間
が
生
じ
て
く
る
。
「
空
間
」
と
は
「
窓
意
的
で
無
際
限
な
分
割
可
能
性
の
全
く
理
念
的
な
図
式

（
ｍ
ｏ
話
冒
①
８
具
苞
ｇ
Ｅ
（
旨
冨
鬮
望
慧
ら
、
な
い
し
「
固
定
性
と
無
限
分
割
可
能
性
の
記
号
（
里
目
９
－
①
号
置
胃
颪
９
号
置

島
ぐ
厨
弓
臺
融
幽
国
呂
昌
）
」
（
富
冨
匿
ミ
ぷ
ご
な
の
だ
と
い
う
論
点
を
、
『
物
質
と
記
憶
」
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
提
示
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く

知
ら
れ
て
い
よ
う
。
そ
こ
に
、
「
試
論
」
に
お
け
る
時
間
と
空
間
の
二
元
論
的
立
場
か
ら
の
進
展
を
見
る
議
論
も
多
く
、
も
ち
ろ
ん
そ

れ
は
誤
り
で
は
な
い
の
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
物
体
的
事
物
の
本
質
的
属
性
を
「
延
長
」
と
す
る
こ
と
で
世
界
の
幾
何
学

的
・
数
学
的
把
握
を
主
張
し
た
デ
カ
ル
ト
的
自
然
科
学
観
に
対
す
る
否
定
、
と
は
言
わ
ず
と
も
相
対
化
に
、
な
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か

な
い
だ
ろ
う
。
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き
だ
が
、
等
質
的
空
間
を
満
た
す
内
容
が
固
体
か
ら
流
体
に
な
っ
た
、
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
む
し
ろ
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
主
張
し
て

い
る
の
は
、
等
質
的
空
間
の
図
面
の
上
に
繰
り
広
げ
ら
れ
る
以
前
の
、
完
全
に
相
互
外
在
的
な
部
分
を
有
し
な
い
あ
る
種
の
多
様
体
の

実
在
で
あ
る
は
ず
だ
。
こ
こ
で
示
唆
的
な
の
は
、
フ
ァ
ラ
デ
ー
の
物
質
観
へ
の
言
及
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
引
く
と
こ
ろ
に
よ
れ

ば
「
原
子
」
は
フ
ァ
ラ
デ
ー
に
よ
っ
て
、
空
間
に
無
際
限
に
拡
が
る
諸
々
の
力
線
の
交
差
が
構
成
す
る
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
た
。

こ
れ
を
言
い
換
え
れ
ば
、
「
原
子
」
は
空
間
中
の
一
点
に
局
在
化
さ
れ
る
代
わ
り
に
、
「
重
力
が
及
ぶ
空
間
の
全
体
」
を
占
有
す
る
の
で

あ
り
、
「
原
子
た
ち
は
す
べ
て
が
相
互
に
浸
透
し
あ
っ
て
い
る
」
（
三
富
圏
望
麗
ｅ
、
と
い
う
こ
と
と
な
る
。
う
ま
く
な
い
比
噛
を
用
い

れ
ば
、
相
互
作
用
す
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
と
し
て
の
物
質
と
は
、
分
割
し
難
い
拡
が
り
の
中
で
惨
み
拡
が
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
き

っ
ぱ
り
し
た
位
置
の
集
合
と
し
て
の
等
質
的
な
「
空
間
」
や
、
そ
こ
に
明
確
な
輪
郭
を
持
っ
て
描
か
れ
る
も
の
と
し
て
の
「
物
体
」
と

い
っ
た
も
の
は
そ
こ
に
は
い
ま
だ
存
在
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
の
も
の
は
、
い
わ
ゆ
る
「
部
分
外
部
分
」
的
な
あ
り
方
を
本
来
は
そ
な

え
て
い
な
い
物
質
の
「
具
体
的
延
長
（
陣
①
邑
匡
①
８
コ
、
『
解
①
こ
（
冨
冨
邑
望
駕
輿
圏
更
函
雪
》
麗
望
四
念
＆
堂
酎
日
通
ミ
酎
認
）
を
近
似
的
か
つ

便
宜
的
な
仕
方
で
記
述
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
る
、
二
次
的
な
形
象
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
う
、
「
具
体
的
延
長
、
す

な
わ
ち
感
覚
的
諸
性
質
の
多
様
が
、
空
間
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
空
間
の
方
を
、
我
々
が
具
体
的
延
長
の
う
ち
に
置
く
の
で
あ

と
な
る
と
、
物
質
界
を
等
質
的
空
間
の
拡
が
り
と
し
て
表
象
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
の
側
の
行
為
、
特
に
「
分
割
」
と
い
う
行
為
の

相
関
物
で
あ
る
わ
け
だ
。
し
か
し
「
物
質
と
記
憶
』
の
文
脈
か
ら
す
れ
ば
、
感
性
的
な
連
続
体
を
「
分
析
」
し
、
そ
れ
を
「
分
解
」
と

「
再
構
成
」
の
手
続
き
に
か
け
る
の
は
、
感
覚
ｌ
運
動
的
な
身
体
で
あ
り
、
こ
の
身
体
が
「
運
動
図
式
」
と
し
て
自
ら
の
内
に
担
う
と

こ
ろ
の
さ
ま
ざ
ま
な
習
慣
で
あ
っ
た
。
物
質
界
を
延
長
の
相
の
下
に
捉
え
る
そ
の
一
般
的
観
点
は
、
す
で
に
身
体
的
な
私
た
ち
の
所
作
、

そ
し
て
そ
れ
が
服
し
て
い
る
実
践
的
関
心
に
よ
っ
て
、
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
延
長
と
不
可
分
な
、
例
え
ば
「
距
離
」

ブ
つ
」
（
三
富
三
国
画
《
』
く
い
ｍ
』
）
◎

と
な
る
と
、
物
質
画
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実
在
の
類
種
構
造
へ
の
分
節
に
関
し
て
も
、
同
様
の
指
摘
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
私
た
ち
は
、
「
外
在
性
」
の
意
味
を
構
成
す

る
だ
ろ
う
「
秩
序
」
に
さ
し
あ
た
り
二
種
の
も
の
を
指
摘
し
、
そ
の
第
一
の
因
果
的
秩
序
に
つ
い
て
は
考
察
を
行
っ
た
。
私
た
ち
は
こ

こ
で
第
二
の
も
の
、
す
な
わ
ち
類
種
的
秩
序
を
検
討
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
関
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
主
張
は
、
「
物
質
と
記
憶
」

に
お
い
て
は
そ
の
第
三
章
の
一
般
観
念
論
に
見
ら
れ
る
。

そ
こ
に
素
描
さ
れ
る
（
あ
る
意
味
簡
明
に
過
ぎ
る
）
説
を
さ
ら
に
要
約
す
れ
ば
お
お
む
ね
こ
う
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
１
判
明
な
個

体
認
識
と
判
明
な
一
般
観
念
の
形
成
に
先
行
し
て
、
漠
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
「
徴
表
的
性
質
な
い
し
類
似
の
、
判
然
な
ら
ざ
る
感
情

（
脇
目
ョ
の
胃
８
コ
言
め
こ
（
冨
冨
弓
更
圏
巴
が
あ
る
。
例
え
ば
草
食
動
物
は
、
あ
れ
こ
れ
の
草
の
個
体
性
を
把
握
す
る
こ
と
も
な
く
、

「
草
」
と
い
う
一
般
観
念
を
持
つ
こ
と
も
な
く
、
し
か
し
す
で
に
あ
る
一
般
性
の
中
に
生
き
て
い
る
。
「
草
食
動
物
を
惹
き
つ
け
る
の

は
、
草
一
般
で
あ
る
」
（
冨
冒
弓
ご
ｇ
巴
。
そ
れ
で
当
の
動
物
に
は
十
分
だ
と
も
言
え
る
し
、
そ
れ
こ
そ
が
必
要
な
の
だ
と
も
言
え
る
。

な
ぜ
な
ら
一
般
性
の
認
知
と
は
、
こ
れ
も
ま
た
純
粋
な
観
想
的
主
観
に
理
由
も
な
く
与
え
ら
れ
た
課
題
な
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

と
い
う
概
念
に
関
し
て
も
同
様
で
あ
る
。
「
こ
の
距
離
言
め
冨
邑
８
）
と
い
う
も
の
が
そ
れ
自
身
、
周
囲
の
諸
物
体
が
私
の
身
体
の
直
接

的
行
為
に
対
し
て
い
わ
ば
守
ら
れ
て
い
る
そ
の
度
合
い
を
何
よ
り
表
現
し
て
い
る
」
（
冒
冨
勗
苣
圏
．
ａ
．
冨
冨
屋
里
葛
巴
と
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
述
べ
る
。
普
通
な
ら
逆
の
言
い
方
を
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
Ｉ
距
離
に
応
じ
て
、
危
険
度
や
切
迫
度
が
決
定
さ
れ
る
、
と
。
し
か

し
む
し
ろ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
反
対
の
言
い
方
を
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
お
そ
ら
く
彼
に
お
い
て
は
物
質
そ
の
も
の
に
関
し
て
、

そ
の
諸
部
分
を
分
劃
し
つ
つ
そ
れ
ら
の
間
に
一
定
の
「
距
離
」
を
帰
す
る
と
い
う
作
業
が
作
為
的
・
二
次
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
物
質
界
が
空
間
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
る
そ
の
根
底
に
、
私
た
ち
の
側
か
ら
の
形
式
化

の
作
用
が
想
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
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「
事
物
に
つ
い
て
の
我
々
の
知
覚
の
全
く
功
利
的
な
起
源
」
（
冨
冨
ミ
ミ
圏
巴
に
根
差
す
切
実
な
要
求
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
出
発
点
は

あ
く
ま
で
私
た
ち
の
側
の
「
傾
向
性
な
い
し
欲
求
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
「
応
え
る
（
Ｈ
ｇ
ｏ
且
『
の
）
」
相
面
が
私
た
ち
に
「
力
」
と

し
て
、
ほ
と
ん
ど
客
観
的
に
、
作
用
し
て
く
る
。
だ
が
、
な
ぜ
そ
こ
に
．
般
性
」
が
存
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
反
応
す
る
私
た
ち
の

側
に
一
般
性
が
あ
る
か
ら
だ
。
さ
ま
ざ
ま
の
知
覚
が
不
安
定
で
実
に
多
様
な
の
だ
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
「
も
し
同
じ
運
動
的
反
応
に

よ
っ
て
継
続
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
も
し
有
機
体
と
い
う
も
の
が
そ
こ
か
ら
同
じ
有
用
な
効
果
を
引
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
し
た

ら
、
そ
し
て
知
覚
た
ち
が
身
体
に
同
じ
態
度
（
画
昌
冒
号
）
を
刻
む
の
だ
と
し
た
ら
、
何
ら
か
の
共
通
な
も
の
が
そ
こ
か
ら
取
り
出
さ

れ
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
一
般
観
念
は
そ
の
よ
う
に
し
て
、
表
象
さ
れ
る
以
前
に
感
じ
ら
れ
、
蒙
ら
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
」
（
冨
冨
弓
望

９
ｓ
。
こ
の
類
似
は
「
感
じ
ら
れ
、
生
き
ら
れ
、
こ
う
言
っ
て
も
よ
い
の
な
ら
、
自
動
的
に
演
じ
ら
れ
る
言
吊
の
ご
言
冨
ご
甲
弓
里

９
ｓ
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
感
覚
ｌ
運
動
的
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
身
体
の
構
造
の
相
関
物
な
の
で
あ
る
。
一
般
観
念
を
基
礎
づ
け
る

の
は
、
し
た
が
っ
て
、
身
体
を
そ
の
場
と
す
る
と
こ
ろ
の
、
「
自
分
を
惹
き
つ
け
る
も
の
、
実
践
的
な
意
味
で
自
分
の
関
心
を
惹
く
も

の
を
把
握
す
る
」
（
三
富
弓
望
苫
ｅ
作
用
で
あ
っ
て
、
だ
か
ら
こ
こ
に
あ
る
の
は
実
の
と
こ
ろ
、
私
た
ち
の
関
心
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

（
５
）

た
実
在
分
節
な
の
で
あ
る
。
付
言
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
い
わ
ば
生
態
学
的
な
観
点
は
「
試
論
」
以
来
の
も
の
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
人
間

と
他
の
脊
椎
動
物
や
昆
虫
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
空
間
認
知
を
行
っ
て
い
る
だ
ろ
う
（
風
．
冒
己
‐
圏
哉
今
國
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
見

積
も
っ
て
い
た
。
さ
ま
ざ
ま
な
生
物
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
世
界
を
有
す
る
わ
け
で
あ
る
。
先
に
見
た
よ
う
な
、
諸
「
物
体
」
へ
の
分
節
も

ま
た
、
そ
う
し
た
生
態
学
的
な
事
象
の
一
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
理
解
さ
れ
よ
う
。

な
お
、
以
上
確
認
さ
れ
た
二
種
類
の
作
用
、
す
な
わ
ち
空
間
的
な
分
節
と
し
て
得
ら
れ
る
「
物
体
」
の
構
成
と
、
一
般
性
の
認
知
と

は
、
私
た
ち
の
経
験
に
お
い
て
は
大
き
く
重
な
っ
て
い
る
。
あ
る
物
体
は
、
一
定
の
意
味
規
定
（
灰
皿
、
家
屋
、
等
々
）
と
不
可
分
な

形
で
切
り
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
空
間
的
分
劃
を
司
る
機
構
と
、
一
般
性
を
認
知
す
る
機
構
と
は
、
実
際
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こ
う
見
て
く
る
と
否
応
な
し
に
気
づ
か
れ
て
く
る
の
は
、
矛
盾
と
言
わ
な
い
ま
で
も
明
確
に
は
解
か
れ
て
い
な
い
一
つ
の
緊
張
関
係

の
存
在
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
一
方
で
、
主
観
的
感
覚
か
ら
主
観
的
作
用
を
経
て
客
観
と
い
う
も
の
が
構
成
さ
れ
る
、
と
い
っ
た
観

念
論
的
構
図
を
拒
否
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
他
方
、
議
論
の
細
部
に
入
る
や
、
彼
は
ほ
と
ん
ど
観
念
論
と
変
わ
る
こ
と
の
な
い
観
点
を

引
き
受
け
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
「
外
的
世
界
」
の
外
在
性
と
は
そ
こ
に
お
け
る
「
秩
序
」
の
こ
と
な
の
だ
と
し
て
、
し
か
し
そ
れ
を

い
か
な
る
も
の
と
し
て
、
い
か
な
る
道
筋
を
経
て
私
た
ち
は
了
解
す
る
の
か
と
い
う
問
題
に
進
ん
だ
と
た
ん
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
身
体

の
構
造
そ
の
も
の
に
浸
透
し
た
私
た
ち
の
「
欲
求
」
を
持
ち
出
し
て
く
る
。
そ
れ
が
も
た
ら
す
の
が
、
「
実
在
」
か
ら
の
単
純
な
算
術

的
縮
減
だ
け
で
あ
れ
ば
と
も
か
く
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
に
お
い
て
は
空
間
性
や
類
種
的
分
節
も
ま
た
こ
の
「
欲
求
」
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
構
成
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
再
び
雑
な
呼
称
を
用
い
て
よ
い
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
の
よ
う
な
思
弁
的
で
観
照
的
な
構
成
主
義

を
脱
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
今
度
は
、
生
物
学
的
で
実
践
的
な
構
成
主
義
と
で
も
呼
ば
れ
よ
う
立
場
に
至
っ
て
は
い
な
い
か
。
結
局
そ

れ
ら
は
、
基
本
的
構
図
に
お
い
て
は
変
わ
ら
な
い
二
つ
の
立
場
で
は
な
い
の
か
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
ほ
う
こ
そ
、
ラ
ヴ

に
は
同
じ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
「
惰
性
的
な
物
質
を
判
明
な
諸
物
体
（
８
ｓ
ｍ
）
へ
と
細
分
化
す
る
の
は
我
々
の
知
覚
で
あ
る
が
、
こ

の
知
覚
を
導
い
て
い
る
の
は
行
為
上
の
諸
関
心
で
あ
り
、
［
中
略
］
ま
た
我
々
の
身
体
が
描
く
生
ま
れ
か
け
の
反
作
用
で
あ
り
、
そ
れ

ら
は
は
っ
き
り
構
成
さ
れ
る
こ
と
を
待
ち
望
む
潜
在
的
な
類
（
帰
日
の
の
）
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
場
合
、
類
と
個
体
と
は
相

互
を
規
定
し
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
作
用
は
半
ば
人
為
的
な
も
の
で
あ
り
、
事
物
に
対
す
る
我
々
の
将
来
の
行
為
に
全
く
相
対

的
な
も
の
な
の
だ
」
ａ
ｓ
易
‐
圏
里
訟
巴
。
感
覚
Ｉ
運
動
的
身
体
と
は
ま
さ
に
そ
の
機
構
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
物
質

（
ョ
画
忌
『
①
）
を
さ
ま
ざ
ま
の
形
言
『
ョ
の
）
を
持
つ
物
体
へ
と
切
り
分
け
、
よ
り
伝
統
的
な
訳
語
を
用
い
る
な
ら
、
質
料
（
ョ
画
忌
『
の
）

を
あ
る
形
相
（
さ
『
ョ
①
）
の
下
に
束
ね
、
ま
と
め
、
掴
み
取
る
、
そ
う
し
た
働
き
を
行
う
も
の
な
の
で
あ
る
。
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こ
こ
か
ら
、
同
時
代
の
哲
学
者
に
よ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
批
判
が
生
じ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
「
創
造
的
進
化
」
を
書
か

せ
、
そ
こ
で
知
性
認
識
と
し
て
の
科
学
を
再
び
論
じ
直
さ
せ
、
そ
の
価
値
を
あ
ら
た
め
て
主
張
す
る
よ
う
に
強
い
る
だ
け
の
内
実
を
そ

な
え
た
も
の
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
は
そ
う
し
た
経
緯
を
第
五
節
以
降
で
確
認
し
た
い
が
、
そ
の
前
に
、
こ
こ
ま
で
で
残
さ
れ
て
い
る
問

題
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
ま
ず
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
「
身
体
」
概
念
に
関
わ
る
。

の
か
。

エ
ッ
ソ
ン
や
ラ
シ
ュ
リ
エ
が
「
懐
疑
主
義
」
で
し
か
な
い
と
批
判
し
た
原
理
な
き
経
験
論
へ
と
、
む
し
ろ
退
行
し
て
い
る
の
で
は
な
い
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問
題
は
こ
う
だ
。
ｌ
「
物
質
と
記
憶
」
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
描
く
「
身
体
」
は
、
そ
の
機
能
に
お
い
て
は
明
快
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

周
囲
に
「
秩
序
」
を
張
り
巡
ら
せ
つ
つ
、
諸
対
象
を
基
本
的
な
水
準
で
再
認
し
、
同
定
す
る
。
だ
が
そ
の
た
め
に
は
、
こ
こ
ま
で
見
た

諸
論
点
に
照
ら
す
限
り
、
身
体
そ
の
も
の
が
ま
ず
は
そ
の
内
部
に
秩
序
を
そ
な
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
自
ら
同
一
の
も
の
と
し
て

生
成
の
中
で
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
．
「
感
覚
ｌ
運
動
」
的
連
結
は
身
体
が
担
う
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
生
成
ｌ
ベ
ル
ク
ソ

ン
に
お
い
て
は
流
れ
去
り
と
消
失
で
は
鞍
く
、
異
質
性
な
い
し
異
質
化
の
エ
レ
メ
ン
ト
な
の
だ
が
ｌ
の
た
だ
中
で
、
概
念
の
ご
と
く

同
一
で
あ
り
、
あ
た
か
も
時
間
か
ら
脱
し
て
い
る
か
の
ど
と
く
存
在
し
て
い
て
初
め
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
身
体
に
帰
し
た
諸
機
能
は
そ

れ
と
し
て
成
り
立
つ
の
で
あ
っ
た
。
経
験
に
先
行
す
る
条
件
と
し
て
非
時
間
的
な
諸
要
素
を
立
て
ら
れ
れ
ば
ま
だ
し
も
、
彼
は
そ
れ
を

こ
そ
拒
ん
だ
の
で
あ
る
か
ら
、
身
体
を
そ
の
機
能
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
の
機
能
の
可
能
性
の
条
件
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
場

合
の
困
難
は
小
さ
く
な
い
。
カ
ン
ト
主
義
は
簡
単
な
相
手
で
は
な
い
の
だ
。
さ
ら
に
こ
と
を
「
真
理
」
と
い
っ
た
テ
ー
マ
に
ま
で
拡
げ

れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
さ
ら
に
厄
介
な
立
場
に
追
い
込
ま
れ
よ
う
。
真
理
の
言
表
す
ら
不
可
能
に
な
る
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
主
義
を
ベ
ル

ク
ソ
ン
に
見
た
批
判
者
は
多
か
っ
た
わ
け
で
あ
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
確
か
に
「
実
体
」
に
関
し
て
は
そ
れ
が
不
動
の
基
体
で
は
な
く
、

生
成
そ
の
も
の
の
連
続
性
な
の
だ
、
と
い
っ
た
レ
ベ
ル
で
は
反
論
を
行
っ
て
は
い
る
も
の
の
、
し
か
し
カ
ン
ト
が
そ
の
前
で
立
ち
止
ま

ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
幾
何
学
や
数
学
の
、
ア
プ
リ
オ
リ
で
無
時
間
的
か
つ
必
然
的
な
も
の
に
見
え
る
真
理
を
ど
う
解
釈
す
る
の
か
に

第
三
節
未
完
の
身
体
論
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つ
い
て
、
「
変
化
の
実
体
性
」
を
述
べ
る
だ
け
で
は
答
に
な
る
ま
い
。
「
真
理
」
の
問
題
は
こ
こ
で
は
措
く
が
、
と
も
か
く
「
身
体
」
と

い
う
存
在
の
、
そ
の
存
立
可
能
性
を
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
持
続
と
し
て
の
私
に
と
っ
て
「
身
体
が
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
い
か
に
し

て
可
能
か
、
と
い
う
問
い
は
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

別
の
言
い
方
を
し
て
も
よ
い
。
「
持
続
」
と
は
、
そ
の
質
料
的
連
続
性
に
よ
っ
て
絶
え
ず
同
一
性
を
ず
ら
し
、
絶
え
ず
異
質
性
を
生

み
出
し
て
い
く
、
い
わ
ば
「
異
質
性
の
力
能
」
で
あ
っ
た
。
対
し
て
、
『
物
質
と
記
憶
」
が
語
る
身
体
と
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
異
質
的
で

連
続
的
な
実
在
の
中
か
ら
、
同
一
的
な
対
象
を
非
連
続
的
に
切
り
出
し
て
く
る
「
同
一
性
の
力
能
」
で
あ
っ
た
の
だ
。
こ
の
両
者
は
い

っ
た
い
ど
う
媒
介
可
能
な
の
か
。
多
く
の
論
者
は
そ
れ
を
不
可
能
だ
と
見
た
か
ら
こ
そ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
純
粋
持
続
」
の
思
想
に
、

知
性
や
科
学
に
対
す
る
否
定
を
認
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
だ
。
も
ち
ろ
ん
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
生
」
の
基
本
的
な
要
求
に
よ
っ
て
、

「
侍
続
一
は
身
体
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
の
限
定
を
受
け
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
確
か
に
そ
う
だ
ろ
う
。
だ

「
持
続
」
は
身
体
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
壷

が
そ
れ
を
ど
う
理
解
す
れ
ば
い
い
の
か
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
う
し
た
問
い
に
は
十
全
に
答
え
て
い
な
い
と
私
た
ち
に
は
思
わ
れ
る
。
し
か
し
何
ら
か
の
手
が
か
り
を
残
し
て
い

な
い
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
を
基
に
補
足
を
試
み
な
が
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
身
体
論
を
描
く
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
の
だ
が
、
お
そ
ら

く
そ
れ
は
私
た
ち
に
よ
る
過
剰
充
填
を
必
要
と
し
、
そ
れ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
読
解
の
可
能
性
を
か
え
っ
て
狭
め
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か

と
怖
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
テ
ク
ス
ト
が
支
持
し
得
る
限
り
で
、
い
く
つ
か
の
考
察
を
行
い
、
問
題
の
枠
組
み
を
そ
れ
と
し
て
整
え
て
ぉ

と
怖
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
’
一

く
ほ
う
が
賢
明
で
あ
ろ
う
。

三
つ
の
考
察
を
順
に
行
っ
て
私
た
ち
の
暫
定
的
な
解
釈
と
し
よ
う
。
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ま
ず
第
一
に
、
「
身
体
」
に
お
い
て
問
題
な
の
は
、
そ
の
時
間
的
な
存
在
様
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
流
れ
去
る
の
で
も
な
く
、
ま
た

「
私
」
の
持
続
そ
の
ま
ま
に
異
質
的
生
成
を
遂
げ
て
い
く
の
で
も
な
い
。
そ
こ
に
は
、
持
続
全
体
と
の
あ
る
種
の
切
断
が
あ
る
。
過
去

を
留
め
な
い
「
身
体
」
は
、
い
わ
ば
忘
却
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
分
節
化
と
同
定
の
担
い
手
で
あ
る
あ
れ
こ
れ
の
「
感
覚

ｌ
運
動
」
的
回
路
は
、
そ
の
よ
う
な
身
体
の
様
態
、
一
部
分
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
機
能
を
果
た
し
て
い
る
。
「
習
慣
（
富
耳
目
の
）
」

と
は
そ
れ
で
あ
る
。
「
習
慣
」
に
つ
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
た
Ｉ
「
実
際
、
ひ
と
た
び
習
得
さ
れ
た
学
課
は
、
そ
の
由

来
す
る
と
こ
ろ
を
洩
ら
し
、
学
課
を
過
去
へ
と
割
り
振
ら
せ
る
よ
う
な
痕
跡
を
全
く
自
ら
に
残
し
て
い
な
い
。
そ
れ
は
歩
い
た
り
も
の

を
書
い
た
り
す
る
私
の
習
慣
と
同
じ
資
格
で
、
私
の
現
在
（
目
○
．
冒
師
用
具
）
の
一
部
分
を
な
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
［
中
略
］
私
が
そ

れ
を
学
ぼ
う
と
し
て
何
度
も
行
っ
た
読
み
を
表
象
の
形
で
同
時
に
想
起
し
よ
う
と
思
わ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
私
は
そ
れ
を
生
得
的

（
言
忌
の
）
だ
と
も
思
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
」
（
冨
冒
謡
、
ｇ
由
§
。
も
ち
ろ
ん
漸
進
的
な
習
得
過
程
が
背
後
に
控
え
て
は
い
る
の
だ
ろ
う

が
、
習
得
が
進
む
に
つ
れ
て
そ
れ
は
「
我
々
の
過
去
の
生
と
は
無
縁
（
騨
国
員
の
『
画
。
島
の
鳥
冒
恩
の
）
」
な
も
の
と
な
り
、
「
時
間
か

ら
脱
し
て
い
く
（
⑰
。
＆
『
号
房
ョ
扇
）
」
（
冨
巨
路
面
圏
）
。
そ
れ
は
常
に
「
私
の
現
在
」
に
位
置
し
、
そ
の
限
り
で
「
歩
け
る
」
「
書
け

る
」
「
暗
唱
で
き
る
」
と
い
っ
た
諸
能
力
の
一
つ
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
間
的
様
態
に
お
い
て
、
「
習
慣
」
な
ら
び
に

そ
の
基
体
と
し
て
の
「
身
体
」
は
、
独
特
の
存
在
を
な
し
つ
つ
、
「
あ
る
全
く
別
種
の
経
験
（
の
〆
忌
『
冒
８
口
壹
昌
８
匡
冒
員
『
の
Ｃ
ａ
『
の
こ

（
冨
冨
忠
画
き
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
ど
う
理
解
す
べ
き
か
。

こ
の
身
体
の
時
間
は
、
「
私
の
現
在
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
「
現
在
」
は
決
し
て
た
ち
ま
ち
過
去
に
流
れ
去
っ

て
い
く
一
瞬
間
の
こ
と
で
は
な
い
。
「
物
質
と
記
憶
」
は
、
第
二
章
に
入
る
と
、
直
ち
に
身
体
の
再
規
定
に
取
り
か
か
る
。
記
憶
や
持

続
を
あ
え
て
捨
象
し
な
が
ら
「
純
粋
知
覚
」
を
語
っ
て
い
た
第
一
章
に
お
け
る
考
察
の
暫
定
性
を
解
除
す
る
か
の
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ

身
体
の
時
間
性
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ン
は
こ
う
述
べ
る
ｌ
「
私
の
身
体
は
、
た
だ
一
つ
の
瞬
間
に
お
い
て
の
み
考
察
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
に
影
響
を
与
え
て
く
る
諸
対
象

と
そ
れ
が
働
き
か
け
て
い
く
諸
対
象
と
の
間
に
挟
み
込
ま
れ
た
一
つ
の
伝
導
体
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
に
対
し
て
、
も
し
流
れ
る

、
、

時
間
の
う
ち
に
置
き
直
さ
れ
て
み
れ
ば
、
身
体
と
は
常
に
§
こ
き
貝
の
）
私
の
過
去
が
行
為
へ
と
放
た
れ
て
い
く
ま
さ
に
そ
の
点
に
位

置
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
う
で
あ
る
以
上
、
私
が
脳
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
特
定
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
私
の
過
去
の
諸
表
象

が
現
在
へ
と
送
り
出
し
て
い
く
最
も
新
し
い
延
長
部
ａ
の
目
の
ｇ
旦
○
眉
①
ョ
の
具
）
で
あ
り
、
過
去
の
表
象
が
現
実
的
な
も
の
、
す
な
わ

ち
行
為
に
接
す
る
点
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
絶
え
ず
命
８
具
ョ
ｏ
ョ
の
具
）
過
去
の
表
象
の
系
列
の
末
端
と
な
っ
て
い
る
（
厨
『
冒
冒
円
）
も

の
な
の
で
あ
る
」
（
冨
冒
圏
‐
困
茜
展
）
。
簡
単
に
確
認
す
る
な
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
こ
で
や
は
り
私
の
持
続
を
「
延
長
」
と
し
て
、
過

去
の
継
続
と
し
て
語
り
続
け
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
過
去
は
流
れ
去
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
押
し
寄
せ
る
ご
と
く
に
進
ん
で
い
く

の
だ
。
そ
し
て
こ
の
継
続
し
つ
つ
あ
る
進
行
に
と
っ
て
、
「
身
体
」
は
「
常
に
」
「
絶
え
ず
」
そ
の
先
端
に
、
「
動
き
つ
つ
あ
る
境
界

含
ョ
胃
冒
。
こ
く
餌
昌
の
）
」
「
動
く
先
端
言
○
頁
の
ョ
ｏ
ｇ
の
こ
（
冨
冨
馬
面
ｇ
と
し
て
、
ち
ょ
う
ど
波
頭
の
よ
う
に
、
「
現
在
」
に
位
置
し

続
け
て
い
る
。
私
た
ち
は
第
一
章
の
末
尾
で
、
生
成
は
「
図
」
に
対
す
る
「
地
」
の
よ
う
に
、
事
物
的
な
現
在
性
を
逃
れ
る
こ
と
を
見

た
の
だ
が
、
身
体
は
そ
う
し
た
生
成
の
中
で
、
常
に
変
わ
ら
ず
存
続
す
る
「
図
」
を
構
成
す
る
も
の
だ
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
だ
が
こ

の
よ
う
な
「
現
在
」
は
、
単
な
る
自
己
同
一
的
な
瞬
間
で
は
な
い
し
、
次
々
と
異
な
る
姿
を
各
瞬
間
に
お
い
て
帯
び
る
全
く
の
自
己
非

同
一
的
な
何
か
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
日
常
的
な
時
間
表
象
が
イ
メ
ー
ジ
し
て
し
ま
う
よ
う
な
、
自
己
に
合
致
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
流

れ
去
る
し
か
な
い
「
瞬
間
」
で
は
な
く
、
か
と
い
っ
て
ま
た
、
何
ら
生
成
と
関
係
を
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
無
時
間
的
・
先
時
間
的
に
常

在
す
る
よ
う
な
場
所
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
は
「
常
に
」
「
絶
え
ず
」
と
い
う
時
間
様
態
が
繰
り
返
し
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
あ
る
種
の
恒
常
性
で
あ
り
な
が
ら
、
し

か
し
あ
く
ま
で
生
成
内
部
の
そ
れ
、
生
成
自
身
の
一
位
相
と
し
て
の
そ
れ
な
の
だ
。
第
二
章
冒
頭
の
先
の
叙
述
は
、
第
三
章
で
も
同
様

1“



留
ま
る
身
体
の
「
絶
え
ず
」
「
変
わ
ら
ず
」
と
い
う
時
間
性
は
、
そ
の
種
の
永
遠
性
と
は
別
の
も
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
身
体
は
、
み

ず
か
ら
は
生
成
の
中
で
「
絶
え
ず
」
「
変
わ
ら
ず
」
こ
の
身
体
と
し
て
あ
り
な
が
ら
、
周
囲
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
分
節
し
、
同
定
し
、
そ

の
同
一
性
に
固
定
し
な
が
ら
絶
え
ず
流
れ
去
ら
し
め
る
。
し
か
し
身
体
自
身
の
存
続
は
そ
う
し
た
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
身
体
の
流
れ

き
な
い
。
国

去
る
の
だ
。

身
体
の
留
ま
り
と
生
成

第
二
の
点
。
こ
の
「
変
わ
ら
な
さ
」
、
「
止
む
こ
と
な
く
」
「
絶
え
ず
」
「
常
に
」
、
と
い
う
時
間
性
が
、
生
成
の
中
で
の
身
体
の
固
有

性
で
あ
る
と
し
て
、
で
は
、
い
か
に
し
て
そ
れ
は
可
能
に
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

こ
こ
で
試
し
に
問
う
て
み
て
も
よ
い
ｌ
な
ぜ
身
体
は
流
れ
去
ら
な
い
の
か
。
そ
し
て
、
流
れ
去
る
の
は
ど
う
い
っ
た
存
在
で
あ
る

か
。
そ
れ
は
、
第
一
章
で
見
た
よ
う
に
「
完
了
」
相
に
与
か
り
、
自
ら
の
自
己
同
一
性
を
有
す
る
よ
う
な
存
在
で
あ
る
。
同
一
性
を
保

持
す
る
こ
と
と
引
き
換
え
に
、
「
あ
る
」
も
の
は
自
ら
の
存
在
を
延
長
さ
せ
て
い
く
こ
と
が
、
つ
ま
り
「
な
っ
て
い
く
」
こ
と
が
、
で

き
な
い
。
固
定
し
た
瞬
間
に
永
遠
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
し
ま
う
た
め
に
、
か
え
っ
て
そ
う
し
た
「
も
の
」
た
ち
は
生
成
に
お
い
て
流
れ

に
確
認
さ
れ
る
（
富
冒
塞
‐
雷
菌
巴
ｌ
身
体
と
は
「
我
々
の
表
象
の
、
変
わ
ら
ず
再
生
し
て
い
く
（
言
く
い
烏
匡
の
目
の
具
『
ｇ
“
昂
．

切
幽
具
①
）
部
分
」
、
あ
る
い
は
「
常
に
現
在
的
な
（
８
昌
○
員
、
冒
勝
の
具
①
）
部
分
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
絶
え
ず
愈
８
具
ョ
○
ョ
の
具
）
た
っ
た

今
過
ぎ
た
ば
か
り
の
部
分
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
絶
え
ず
毎
冨
昌
ョ
ｏ
目
の
具
）
私
の
現
在
を
表
し
つ
つ
、
止
む
こ
と
な
く
（
、
目
の

８
脇
の
）
前
進
し
、
宇
宙
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
現
実
的
表
象
で
あ
る
動
的
平
面
Ｐ
に
こ
れ
ま
た
止
む
こ
と
な
く
（
の
目
の
８
晩
閑
）
触
れ

て
い
る
」
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
は
こ
う
し
た
表
現
に
よ
っ
て
言
わ
れ
て
い
る
、
身
体
固
有
の
、
そ
し
て
お
そ
ら
く
は
身
体
の
諸
機
能
を

可
能
に
し
て
い
る
だ
ろ
う
、
特
殊
な
時
間
性
の
記
述
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。
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な
さ
は
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
。
答
は
一
つ
し
か
あ
る
ま
い
。
流
れ
去
ら
な
い
も
の
は
、
持
続
以
外
に
な
い
。
こ
れ
も
ま
た
前
章
で
見
た

よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
持
続
は
、
流
れ
去
る
の
で
は
な
く
、
絶
え
ず
自
ら
を
延
長
し
、
い
わ
ば
押
し
寄
せ
続
け
る
。
生
成
の
中
で
凝

固
し
て
し
ま
っ
た
「
も
の
」
た
ち
は
流
れ
去
る
が
、
生
成
そ
の
も
の
は
流
れ
去
ら
な
い
。
生
成
だ
け
は
常
に
未
完
了
的
で
あ
り
生
成
中

な
の
だ
。
身
体
が
流
れ
去
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
は
こ
う
し
た
生
成
に
あ
る
と
見
る
し
か
あ
る
ま
い
。

先
の
引
用
文
に
は
、
「
最
も
新
し
い
延
長
部
ａ
①
目
①
『
頁
○
さ
畠
の
日
①
ｇ
」
「
動
く
先
端
言
○
言
扇
）
」
と
い
っ
た
表
現
が
見
ら
れ
た
。

何
の
延
長
で
あ
り
、
何
の
先
端
で
あ
る
か
、
と
言
え
ば
答
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
持
続
す
る
私
の
生
成
の
、
絶
え
ず
最
も
新
し
い
先
端
と

し
て
身
体
は
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
延
長
（
冒
○
さ
侭
①
『
）
」
の
語
は
「
物
質
と
記
憶
」
に
頻
出
す
る
も
の
だ
が
、
「
感
覚

（
１
）

ｌ
運
動
」
系
に
関
連
づ
け
ら
れ
て
言
わ
れ
る
「
延
長
」
は
、
未
来
に
向
け
て
の
進
行
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
、
持
続
の
前
進
性
、

継
続
性
と
同
種
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
見
易
い
だ
ろ
う
。
実
際
、
身
体
は
常
に
す
で
に
過
ぎ
去
り
つ
つ
現
在
か
ら
遅
れ
て
い
く
残
響
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
過
ぎ
去
っ
た
ば
か
り
」
の
「
直
接
的
過
去
」
と
先
ほ
ど
言
わ
れ
て
い
た
が
、
そ
れ

は
そ
の
ま
ま
「
未
来
へ
と
傾
き
つ
つ
、
未
来
を
現
実
化
し
未
来
に
結
び
つ
こ
う
と
努
め
て
い
る
、
過
去
の
直
接
的
部
分
」
言
冨
忌
ご

函
臼
）
と
も
言
い
換
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
む
し
ろ
ま
さ
に
持
続
が
「
自
ら
を
延
長
し
て
」
い
く
そ
の
切
っ
先
の
よ
う
な
も
の
な
の

で
あ
る
（
だ
か
ら
こ
そ
身
体
は
「
行
為
」
で
き
る
の
だ
）
。
あ
る
い
は
こ
の
身
体
と
い
う
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
、
「
他
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
た
ち
の

た
だ
中
に
あ
り
つ
つ
存
続
き
の
風
の
目
）
」
す
る
も
の
で
あ
り
、
ど
の
瞬
間
に
お
い
て
も
命
ｏ
冨
呂
①
ョ
○
日
①
具
）
、
す
べ
て
を
包
ん
で
流

れ
行
く
「
普
遍
的
［
宇
宙
的
］
生
成
（
昌
一
く
の
『
畠
号
ぐ
２
９
」
に
切
断
面
を
刻
む
も
の
で
あ
る
と
描
写
さ
れ
る
（
冨
冨
臼
両
麗
）
。
こ
れ

ら
の
表
現
は
、
一
定
の
恒
常
性
や
不
変
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
こ
の
恒
常
性
な
い
し
不
変
性
は
、
「
普
遍
的
生
成
」
と
別

の
場
所
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
い
。
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第
三
の
点
。
こ
う
し
て
「
身
体
」
の
諸
機
能
の
基
礎
と
な
る
だ
ろ
う
そ
の
時
間
性
は
、
い
っ
た
ん
「
持
続
」
の
側
に
さ
ら
に
根
づ
い

て
い
る
と
見
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
繰
り
返
せ
ば
、
「
持
続
」
は
ま
ず
も

っ
て
「
異
質
性
の
力
能
」
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
「
身
体
」
は
「
同
一
性
の
力
能
」
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
一
見
全
く
異
な
る
二
つ
の

も
の
は
ま
だ
媒
介
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
こ
こ
で
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
用
意
す
る
道
具
立
て
は
非
常
に
少
な
い
。
第
三
項
と
な
る
「
媒
介
」
な
ど
は
語
ら
れ
な
い
。
実
際

こ
こ
で
は
「
媒
介
」
を
挟
み
込
ん
で
も
例
に
よ
っ
て
問
題
は
解
け
る
ど
こ
ろ
か
増
え
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
見
越
し

て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
可
能
な
考
察
方
向
と
し
て
は
一
つ
の
も
の
し
か
残
さ
れ
ま
い
。
そ
れ
は
、
「
記
憶
力
」
と
し
て
描
か

れ
る
私
の
持
続
が
、
そ
れ
自
身
を
同
一
性
の
反
復
と
い
う
様
態
へ
と
変
ず
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
方
向
で
あ
る
。
異
質
的
な
連
続

的
継
続
と
し
て
の
生
成
が
、
自
ら
の
内
側
か
ら
、
同
じ
も
の
の
反
復
と
い
う
存
在
様
態
へ
と
、
い
わ
ば
脱
生
成
化
す
る
。
生
成
の
そ
う

し
た
平
面
を
想
定
し
、
そ
れ
と
身
体
と
を
重
ね
合
わ
せ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

い
さ
さ
か
思
弁
的
に
過
ぎ
る
こ
と
を
承
知
の
上
で
、
こ
の
こ
と
を
テ
ク
ス
ト
に
照
ら
し
て
述
べ
て
み
よ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
同
じ

も
の
を
「
反
復
」
す
る
習
慣
的
身
体
に
対
立
す
る
形
で
、
独
立
し
た
真
の
意
味
で
の
記
憶
、
同
じ
も
の
を
含
ま
な
い
記
憶
を
提
示
し
て

い
た
。
記
憶
力
（
ョ
、
ョ
ｇ
『
①
）
に
は
二
つ
の
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
の
主
張
は
「
物
質
と
記
憶
」
第
二
章
の
基
本
的
命
題
で
あ
り
、
す

な
わ
ち
、
一
方
は
過
去
を
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
化
（
自
侭
言
⑦
『
）
」
し
つ
つ
「
再
び
見
る
（
扇
ぐ
ｇ
『
こ
（
言
冨
謂
画
置
）
と
い
う
表
象
的
な
も

の
で
あ
る
の
に
対
し
、
他
方
は
過
去
を
行
為
に
お
い
て
「
反
復
（
『
響
騨
の
『
）
」
す
る
身
体
的
な
も
の
な
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
こ

う
し
て
示
さ
れ
た
区
分
線
は
、
第
三
章
に
至
っ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
破
棄
さ
れ
て
し
ま
う
。
と
い
う
の
は
、
一
方

の
、
非
身
体
的
な
記
憶
力
は
、
こ
こ
に
至
る
と
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
化
し
、
反
復
す
る
記
憶
力
（
冒
伽
ョ
ｇ
『
の
自
国
ョ
畠
ヨ
の
①
日
昌
吋
曾
騨
①
こ

生
成
の
反
復
と
そ
の
諸
相
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ク
ソ
ン
は
こ
う
し
て
、
二
つ
の
雪

諸
様
態
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

と
叙
述
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
（
冨
冨
晟
望
匿
巴
。
彼
が
驚
く
べ
き
不
注
意
に
自
ら
を
委
ね
て
い
る
な
ど
と
考
え
な
い
限
り
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
は
こ
う
し
て
、
二
つ
の
記
憶
力
を
共
に
「
反
復
」
と
し
て
規
定
し
て
い
る
の
だ
。
と
す
る
と
、
問
題
な
の
は
そ
の
「
反
復
」
の

非
身
体
的
な
記
憶
に
つ
い
て
の
叙
述
を
見
よ
う
。
第
三
章
で
の
詳
論
を
予
告
し
な
が
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
る
ｌ

「
し
た
が
っ
て
、
同
じ
心
的
生
（
旨
ョ
⑪
目
の
急
の
房
胃
冒
さ
廻
呂
①
）
は
、
記
憶
力
の
継
起
的
な
諸
段
階
（
騨
僧
①
の
の
屋
８
①
協
房
）
に
お
い

て
、
数
限
り
な
く
反
復
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
し
、
精
神
の
同
じ
作
用
（
一
の
ョ
妙
日
の
画
ｇ
の
号
一
》
①
の
冒
己
は
多
く
の
異
な
っ
た
高
さ
に
お
い

て
演
じ
［
奏
で
言
匡
①
『
）
］
ら
れ
得
る
の
だ
ろ
う
」
（
巨
冨
匡
望
圏
？
鵠
こ
。
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
あ
る
対
象
を
前
に
し
て
注
意

す
る
際
の
記
憶
力
の
働
き
方
で
あ
り
、
対
象
の
知
覚
を
包
む
形
で
、
同
心
円
め
い
た
（
だ
る
ま
の
よ
う
な
）
図
式
が
示
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
第
三
章
で
の
円
錐
の
「
諸
平
面
言
医
ご
め
こ
と
実
質
的
に
同
じ
事
柄
で
あ
る
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ

の
「
継
起
的
な
諸
段
階
」
な
い
し
「
諸
平
面
」
の
概
念
で
彼
が
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
記
憶
力
の
全
体
と
し
て
の
反
復
で
あ
る
。

「
そ
れ
ら
［
円
錐
の
諸
断
面
］
は
い
ず
れ
も
、
我
々
の
過
去
の
生
全
体
言
○
可
①
急
①
ｇ
膀
府
さ
具
の
呂
畔
①
）
の
反
復
で
あ
る
」

（
冨
冨
属
望
ざ
己
、
「
し
た
が
っ
て
、
我
々
の
記
憶
は
我
々
の
過
去
の
生
に
つ
い
て
の
無
数
に
可
能
な
縮
減
態
（
『
図
匡
ｏ
号
。
の
）
に
お
い

て
数
限
り
な
く
反
復
さ
れ
る
が
ご
と
く
す
べ
て
は
進
む
」
（
冨
冨
易
望
ぢ
こ
。
全
体
的
な
記
憶
は
、
こ
の
よ
う
に
自
ら
を
「
縮
減
」
し
つ

つ
全
体
的
に
自
ら
を
反
復
す
る
。
「
行
為
の
平
面
ｌ
我
々
の
身
体
が
そ
の
過
去
を
運
動
的
習
慣
と
し
て
身
に
付
け
［
収
縮
し

（
８
冨
言
“
§
）
］
て
き
た
平
面
ｌ
と
、
純
粋
記
憶
力
の
平
面
ｌ
我
々
の
精
神
が
我
々
の
流
れ
去
っ
た
生
の
一
覧
を
そ
の
す
べ
て
の

細
部
に
お
い
て
保
存
し
て
い
る
平
面
Ｉ
と
の
間
に
は
、
［
ひ
と
が
思
っ
て
き
た
の
と
は
］
反
対
に
、
無
数
に
異
な
る
意
識
の
諸
平
面

（
昌
二
の
風
ョ
三
：
宮
の
号
８
国
將
冒
８
ａ
爵
『
ｇ
厨
）
、
我
々
の
生
き
て
き
た
経
験
の
全
体
に
つ
い
て
の
全
体
的
で
あ
り
な
が
ら
も
多
様

な
（
言
芯
胃
巴
の
の
①
ｇ
ｏ
匡
再
画
昌
島
ぐ
の
厨
の
の
）
無
数
の
反
復
が
あ
る
こ
と
を
、
我
々
は
見
届
け
た
と
思
う
」
（
冨
冨
冒
里
曽
己
。
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ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
物
質
と
記
憶
」
初
版
の
序
文
で
、
諸
考
察
の
出
発
点
と
な
っ
た
の
は
こ
の
「
意
識
の
諸
平
面
」
の
概
念
で
あ
っ
た

と
述
べ
て
い
る
（
冨
冨
‐
苣
お
ｓ
ｏ
こ
の
概
念
は
、
し
か
し
、
そ
れ
ほ
ど
理
解
し
易
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は
、

先
の
諸
引
用
か
ら
す
れ
ば
、
私
の
持
続
の
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
の
全
体
な
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
そ
れ
が
「
全
体
的
で
あ
り
な
が
ら
も

多
様
な
（
言
綴
邑
の
め
①
ｇ
ｏ
こ
『
国
．
Ｅ
写
の
易
①
の
と
姿
で
、
「
諸
平
面
」
に
お
い
て
反
復
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
一
般
観
念
の

形
成
を
扱
う
箇
所
（
冨
冨
畠
中
ら
畠
富
士
ｇ
）
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
多
様
性
と
は
、
い
わ
ば
生
成
の
解
像
度
と
そ
れ
に
相
関
的
な
、
諸

記
憶
全
体
の
相
貌
の
相
違
、
さ
ま
ざ
ま
に
束
ね
ら
れ
る
諸
記
憶
の
「
体
系
化
」
の
多
様
性
の
こ
と
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
（
身
体
に
近

い
平
面
に
お
け
る
ほ
ど
、
過
去
は
一
般
的
で
等
質
的
な
諸
項
の
集
ま
り
に
な
る
）
。
異
な
っ
た
相
貌
を
採
り
な
が
ら
、
し
か
し
常
に
全

体
の
反
復
が
行
わ
れ
て
い
る
の
だ
。
す
で
に
明
ら
か
だ
が
、
「
反
復
」
と
言
っ
て
も
、
時
間
軸
上
に
同
じ
も
の
が
何
度
も
現
れ
る
、
と

い
う
こ
と
で
は
な
い
。
全
体
性
を
な
す
生
成
そ
の
も
の
が
、
時
間
軸
な
ど
と
は
別
の
と
こ
ろ
で
、
「
数
限
り
な
く
」
自
ら
を
反
復
し
て

い
る
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
諸
平
面
は
現
実
化
さ
れ
て
積
み
重
な
っ
て
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
潜
在

的
に
」
（
冨
冨
画
冨
酎
邑
の
み
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
「
知
性
の
生
」
は
、
そ
の
潜
在
性
の
内
部
を
巡
り
つ
つ
あ
れ
こ
れ
の
記
憶
を
現
実
化

す
る
運
動
に
他
な
ら
な
い
わ
け
だ
が
ｓ
ミ
・
）
、
し
か
し
こ
の
無
数
の
可
能
性
の
中
で
、
「
身
体
」
こ
そ
は
た
だ
一
つ
例
外
的
に
、
「
常

に
」
「
変
わ
ら
ず
」
現
実
的
で
あ
る
平
面
、
「
常
に
」
「
変
わ
ら
ず
」
現
実
的
に
「
現
在
Ⅱ
現
前
（
冒
肝
①
具
）
」
し
て
い
る
平
面
で
あ
る

ｌ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
う
考
え
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
異
質
性
の
力
能
」
そ
の
も
の
が
、
「
無
数
に
可
能
な
縮
減
態
（
§
屋
。
．

ｇ
コ
の
）
」
を
構
成
す
る
だ
ろ
う
「
縮
減
」
の
運
動
を
通
じ
て
、
「
同
一
性
の
力
能
」
を
そ
の
自
己
縮
減
の
い
わ
ば
極
限
と
し
て
、
生
み
出

し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
ま
っ
た
き
「
同
一
性
」
は
極
限
で
あ
る
。
事
実
上
は
、
身
体
と
そ
の
習
慣
は
可
変
的
で

あ
り
、
新
し
い
習
慣
を
受
け
入
れ
た
り
、
反
対
に
失
っ
た
り
す
る
。
そ
こ
に
お
け
る
同
一
性
は
、
理
念
的
な
も
の
に
は
至
ら
な
い
。

170



第二章／第三節未完の身体論

私
た
ち
が
『
物
質
と
記
憶
」
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
拾
い
得
る
主
要
な
材
料
は
、
お
お
よ
そ
以
上
の
よ
う
な
も
の
に
尽
き
て
い
る
。
多
く

の
点
が
説
明
で
き
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
こ
と
は
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
実
証
的
事
実
と
し
て
認
め
て
い
る

だ
ろ
う
「
身
体
」
の
（
物
理
化
学
的
な
）
メ
カ
ニ
ズ
ム
的
性
格
、
な
ら
び
に
そ
れ
に
対
し
て
非
身
体
的
記
憶
が
有
し
て
い
る
被
制
約
的

性
格
は
、
「
身
体
」
の
存
在
を
す
べ
て
私
の
持
続
の
一
変
様
と
し
て
回
収
し
き
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
（
精
神
を
身
体
内
部
に
置
く
こ
と
を
拒
む
の
と
同
じ
く
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
身
体
を
す
っ
か
り
精
神
の
一
局
面
と
す
る
こ
と
も
拒

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
内
部
で
、
あ
る
い
は
そ
の
枠
の
外
で
、
考
察
を
継
続
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
察
を
現

象
学
的
観
点
か
ら
書
き
換
え
て
、
「
身
体
」
を
も
っ
ぱ
ら
「
私
は
で
き
る
（
万
月
色
×
ご
と
し
て
の
主
観
的
身
体
へ
と
切
り
つ
め
る
こ
と

も
不
可
能
で
は
あ
る
ま
い
し
、
あ
る
い
は
よ
り
大
胆
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
さ
ま
ざ
ま
の
二
元
論
的
枠
組
み
の
方
を
、
「
身
体
」
概
念
の

両
義
性
か
ら
出
発
し
て
書
き
換
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
考
察
を
続
け
て
い
け
ば
、
私
た
ち
は
例
え
ば
メ
ル
ロ

Ⅱ
ポ
ン
テ
ィ
や
ミ
シ
ェ
ル
・
ア
ン
リ
の
身
体
論
に
導
か
れ
る
か
も
し
れ
ず
、
ま
た
そ
こ
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
の
比
較
考
察
の
余
地
も
開
け

て
い
よ
う
。
た
だ
、
そ
う
し
た
作
業
は
本
稿
の
扱
え
る
範
囲
を
超
え
る
。
こ
こ
で
は
以
上
の
ご
と
く
、
問
題
を
問
題
の
ま
ま
に
、
さ
ま

ざ
ま
の
継
続
に
開
か
れ
た
未
完
の
姿
で
、
残
し
て
お
か
ざ
る
を
得
な
い
。

む
）
。

171



私
た
ち
が
こ
れ
ま
で
に
見
た
と
こ
ろ
で
は
、
「
外
的
世
界
」
は
、
身
体
的
な
再
認
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
、
そ
の
秩
序
を
把
握
さ
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
「
外
的
」
世
界
と
し
て
現
れ
て
い
た
の
だ
っ
た
。
こ
の
再
認
に
別
の
再
認
、
す
な
わ
ち
「
観
念
ｌ
運
動
」
的
再
認
、
あ

る
い
は
「
注
意
的
再
認
・
知
的
再
認
」
ｌ
「
完
全
な
再
認
、
十
全
に
自
ら
を
意
識
す
る
に
至
っ
た
再
認
」
（
冨
冒
還
昌
）
Ｉ
が

加
わ
っ
て
く
る
。
そ
の
時
生
じ
て
い
る
の
は
い
か
な
る
事
態
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
は
、
身
体
の
水
準
で
経
験
さ
れ
て
い
る
「
外
的
世
界
」
の
諸
様
相
を
辿
り
つ
つ
あ
っ
た
。
そ
こ
に
立
ち
戻
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
私
た
ち
の
世
界
経
験
は
、
以
上
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
。
「
純
粋
知
覚
」
が
「
具
体
的
知
覚
」
か
ら
主
観
的
要
素
を
差

し
引
い
て
い
く
こ
と
を
通
じ
て
叙
述
さ
れ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
日
常
の
知
覚
は
、
身
体
が
生
き
る
レ
ベ
ル
を
さ
ま
ざ
ま

な
要
素
で
被
い
な
が
ら
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
不
純
（
冒
冒
『
こ
（
冨
冨
圏
、
麓
）
」
な
化
合
物
な
の
だ
。
『
物
質
と
記
憶
」
は
そ

れ
を
還
元
し
て
見
せ
な
が
ら
、
そ
れ
で
も
還
元
不
可
能
な
も
の
と
し
て
残
る
水
準
の
存
在
を
述
べ
て
い
た
わ
け
だ
。
だ
か
ら
私
た
ち
の

以
下
の
考
察
は
、
「
外
的
世
界
」
の
本
質
規
定
を
確
認
す
る
と
い
う
課
題
に
対
し
て
は
、
補
足
的
な
も
の
と
な
る
。
し
か
し
「
秩
序
」

認
識
は
す
で
に
身
体
的
な
「
再
認
」
と
し
て
成
立
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
こ
の
「
再
認
」
と
い
う
働
き
を
、
よ
り
複
雑
な
水
準
の
そ
れ

を
含
め
て
、
い
っ
た
ん
主
題
化
し
て
お
き
た
い
。

第
四
節
再
認
さ
れ
た
世
界
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ま
ず
押
さ
え
て
お
く
べ
き
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
注
意
的
再
認
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
単
に
過
去
の
あ
れ
こ
れ
の
事
象
と
の
同

定
、
あ
る
い
は
類
似
の
把
握
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
で
に
身
体
的
再
認
も
そ
う
だ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
、

与
え
ら
れ
た
知
覚
を
解
釈
し
理
解
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
「
よ
り
一
般
的
に
言
え
ば
、
注
意
を
す
る
と
い
う
こ
と
、
知
的
な
意
味
で

［
身
体
的
な
意
味
で
は
な
く
、
の
意
］
再
認
す
る
と
い
う
こ
と
、
解
釈
す
る
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
ら
は
た
だ
一
つ
の
作
用
で
あ
る
」

（
冨
冨
届
里
思
ご
。
注
意
に
よ
っ
て
、
漠
然
と
し
た
知
覚
は
、
強
度
に
お
い
て
高
め
ら
れ
る
よ
り
も
む
し
ろ
そ
の
デ
ィ
テ
ー
ル
を
補
足

さ
れ
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
地
平
な
い
し
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
与
え
ら
れ
、
さ
ら
に
判
明
な
も
の
と
な
っ
て
い
く
。
そ
う

し
て
具
体
的
に
は
、
文
字
が
そ
れ
と
し
て
読
ま
れ
た
り
、
文
章
や
数
式
の
意
味
が
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
わ
け
だ
。

で
は
、
そ
う
し
た
解
釈
や
理
解
は
い
か
に
な
さ
れ
る
の
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
特
色
あ
る
テ
ー
ゼ
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
す
な
わ

ち
そ
れ
ら
の
解
釈
や
理
解
は
、
も
っ
ぱ
ら
そ
の
本
質
的
部
分
に
お
い
て
、
「
遠
心
的
」
な
努
力
で
あ
る
、
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
注
意

的
再
認
と
は
、
「
反
射
、
す
な
わ
ち
対
象
と
同
一
か
類
似
の
能
動
的
に
創
造
さ
れ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
外
的
に
投
射
す
る
こ
と
ｅ
§
の
、
‐

号
己
の
×
威
号
胃
①
こ
（
冨
冨
巨
星
匿
巴
な
の
だ
。
例
え
ば
、
ひ
と
の
話
を
聞
き
取
る
場
合
に
は
、
私
た
ち
は
音
か
ら
出
発
す
る
の
で
は

な
く
、
む
し
ろ
意
味
か
ら
出
発
す
る
。
「
聞
き
手
は
一
気
に
、
対
応
す
る
諸
観
念
の
た
だ
中
に
身
を
置
く
」
（
冨
冨
届
更
圏
ご
。
連
合
主

義
的
心
理
学
が
想
定
す
る
よ
う
に
、
あ
る
音
声
が
機
械
的
に
他
の
観
念
な
ど
を
呼
び
起
こ
し
て
い
き
、
か
く
し
て
言
葉
の
意
味
が
理
解

さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
の
ち
に
「
知
的
努
力
」
を
扱
っ
た
論
文
が
強
調
す
る
こ
と
だ
が
、
解
釈
す
べ
き
形
態
や
音
は
、
単
な
る
方
向
指

示
器
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
私
た
ち
は
あ
く
ま
で
意
味
な
い
し
「
動
的
図
式
（
月
意
冒
四
号
。
四
日
旨
匡
⑦
こ
か
ら
出
発
し
て
、
当
の
形

態
や
音
に
再
会
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
我
々
が
形
態
や
音
を
再
構
成
す
る
導
き
と
な
る
も
の
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
意
味

（
附
吊
）
で
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
局
曾
菖
ら
倉
）
。

も
ち
ろ
ん
再
認
は
そ
う
し
た
一
方
的
で
一
度
き
り
の
遠
心
的
作
用
に
尽
き
は
し
な
い
。
実
際
に
は
、
絶
え
ず
こ
ち
ら
か
ら
の
仮
説
的
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解
釈
が
知
覚
に
照
ら
し
あ
わ
さ
れ
、
ま
た
さ
ら
に
仮
説
が
…
…
と
い
っ
た
や
り
と
り
が
あ
ろ
う
。
そ
の
限
り
で
は
、
こ
こ
に
あ
る
の
は

一
種
の
「
円
環
（
。
①
且
の
こ
「
回
路
（
、
胃
昌
ご
言
冨
匡
甲
匡
ミ
豊
平
誤
一
．
届
望
蹟
ご
と
形
容
す
べ
き
一
連
の
過
程
な
の
だ
と
さ
し
あ

た
り
は
言
う
べ
き
で
あ
る
。
注
意
的
再
認
の
過
程
に
お
い
て
私
た
ち
は
絶
え
ず
、
繰
り
返
し
、
「
対
象
そ
の
も
の
に
立
ち
返
ら
ね
ば
な

ら
な
い
」
（
三
富
巨
全
瞳
巴
わ
け
だ
。

当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
に
し
て
も
、
「
十
全
に
自
ら
を
意
識
す
る
に
至
っ
た
完
全
な
再
認
」
が
成
立
す
る
と
は
ど
う
い

っ
た
事
態
な
の
か
。
注
意
的
再
認
が
目
指
す
終
局
、
再
認
を
駆
動
し
て
い
る
テ
ロ
ス
と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
い
か

な
る
事
態
な
の
か
。
こ
の
点
に
関
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
主
張
は
明
蜥
だ
。
「
あ
る
計
算
を
辿
る
と
い
う
の
は
、
自
分
で
そ
れ
を
再
び
行

う
（
『
①
量
『
の
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
同
様
に
、
他
者
の
言
葉
を
理
解
す
る
と
い
う
の
は
、
諸
観
念
か
ら
出
発
し
て
、
耳
が
知
覚
す
る

音
声
の
連
続
体
を
知
的
に
再
構
成
（
『
①
８
国
豊
冨
の
『
）
す
る
と
い
う
こ
と
だ
」
（
冨
冨
］
忠
両
日
）
、
「
我
々
は
、
自
分
で
計
算
を
再
び
行
う

（
『
①
冒
『
の
…
ｇ
員
．
。
弓
の
冒
○
胃
①
８
ョ
耳
の
）
こ
と
な
し
に
、
あ
る
計
算
を
辿
っ
て
い
け
る
も
の
だ
ろ
う
か
？
あ
る
問
題
の
解
を
理
解

す
る
の
に
、
そ
の
問
題
を
自
分
で
念
．
○
耳
の
ｇ
員
）
解
く
以
外
の
仕
方
が
あ
ろ
う
か
？
」
、
「
我
々
が
読
ん
だ
り
聞
い
た
り
す
る
文
章
が

我
々
に
と
っ
て
完
全
な
意
味
を
持
つ
よ
う
に
な
る
の
は
、
我
々
が
自
分
で
そ
の
文
章
を
再
発
見
（
『
①
弓
○
匡
ぐ
の
『
ｇ
『
。
○
匡
ｍ
‐
ョ
心
ョ
①
の
）
し
、

い
わ
ば
我
々
自
身
の
手
持
ち
か
ら
（
号
。
○
耳
①
頁
。
胃
の
ざ
且
切
）
そ
の
文
章
が
告
げ
る
数
学
的
真
理
の
表
現
を
新
た
に
創
造
で
き
た
時
な

の
だ
」
（
用
量
お
お
）
。
ｌ
「
再
び
」
「
自
分
で
」
「
自
分
か
ら
」
。
ち
ょ
う
ど
プ
ラ
ト
ン
の
対
話
編
に
お
け
る
少
年
が
、
幾
何
学
の
真

理
を
自
分
の
内
か
ら
、
想
起
と
い
う
形
で
獲
得
Ⅱ
再
発
見
し
た
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
再
認
も
、
最
後
は
知
覚
の
意
味
を
私

自
身
の
中
か
ら
引
き
出
し
た
と
言
え
る
よ
う
な
局
面
を
目
指
し
、
ま
た
そ
れ
を
実
現
し
て
い
く
も
の
で
は
な
い
の
か
。
確
か
に
再
認
と

い
う
作
用
は
、
そ
れ
が
再
認
で
あ
る
限
り
、
一
方
の
極
と
し
て
再
認
の
網
を
か
ぶ
せ
ら
れ
る
べ
き
対
象
を
持
つ
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
対
象
へ
の
参
照
は
最
初
か
ら
最
後
ま
で
手
放
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
再
認
と
は
ま
さ
に
、
そ
の
対
象
を
私
の
側
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再
認
は
一
般
に
、
「
Ｂ
と
し
て
の
Ａ
」
と
い
う
置
き
換
え
の
形
を
採
る
も
の
だ
が
、
ペ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
こ
の
解
釈
項
Ｂ
こ
そ
は
、

私
た
ち
の
側
に
由
来
す
る
も
の
、
「
我
々
の
人
格
の
変
様
（
ョ
＆
鄙
、
目
○
コ
号
国
ｏ
言
①
頁
。
宮
の
Ｒ
『
の
。
目
の
と
（
冨
冨
ご
茜
勗
）
、
す
な
わ
ち

「
我
々
固
有
の
基
底
（
。
○
耳
①
胃
。
胃
①
ざ
己
）
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
く
る
」
（
冨
冨
＄
、
ｇ
も
の
、
「
我
々
の
人
格
に
属
す
る
（
口
。
こ
の

ｇ
ｇ
鳥
目
冒
厨
ｏ
目
の
二
の
ョ
⑦
己
」
ｓ
ミ
．
）
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
だ
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
注
意
的
再
認
は
「
投
射
」
で
あ
っ
て
、

私
の
側
か
ら
の
能
動
的
な
働
き
を
意
味
す
る
。
そ
こ
に
あ
る
の
が
決
し
て
受
動
的
で
機
械
的
な
作
用
で
は
な
い
の
だ
と
言
お
う
と
す
る

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
、
そ
れ
は
譲
れ
な
い
点
で
あ
る
。
で
は
、
い
か
な
る
能
動
的
作
用
な
の
か
。
「
我
々
が
あ
る
知
覚
か
ら
以
前
受

け
取
っ
た
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
知
覚
の
上
に
反
射
さ
せ
る
た
め
に
は
、
我
々
は
そ
の
知
覚
を
再
産
出
言
冒
呂
昌
『
①
）
で
き
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
つ
ま
り
、
あ
る
総
合
の
努
力
に
よ
っ
て
そ
れ
を
再
構
成
（
『
①
８
口
輿
昌
『
①
）
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
（
言
冨
巨
昼

菖
）
。
ｌ
再
産
出
、
再
構
成
。
注
意
的
再
認
と
は
、
私
が
自
ら
産
出
し
構
成
し
た
も
の
を
、
自
ら
の
眼
前
に
投
射
し
、
重
ね
書
き
し
、

つ
い
に
は
そ
れ
で
も
っ
て
知
覚
に
代
置
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

事
情
が
こ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
注
意
的
再
認
が
目
指
す
最
終
的
な
項
は
、
確
か
に
一
方
で
は
十
分
に
規
定
さ
れ
た
対
象
の
知
覚
、

明
蜥
で
判
明
な
対
象
的
知
覚
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
同
時
に
、
再
認
す
る
私
自
身
の
自
己
再
認
な
の
だ
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
対

象
を
明
蜥
に
把
握
す
る
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
私
へ
の
回
帰
で
あ
る
こ
と
。
私
自
身
へ
の
参
照
が
、
逆
説
的
な
こ
と
に
、
対
象
的
実
在
を

開
示
す
る
条
件
で
も
あ
る
こ
と
。
こ
の
二
重
性
は
本
質
的
な
も
の
だ
。
具
体
的
に
は
、
こ
の
二
重
性
は
、
明
蜥
で
判
明
な
も
の
と
し
て
、

知
覚
的
所
与
は
、
い
ま
や
知
解
言
旦
一
の
＆
○
コ
）
の
下
に
置
か
れ
、
知
解
可
能
（
冒
厨
壹
唱
三
①
）
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
を

意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
知
解
可
能
性
が
意
味
す
る
の
は
、
そ
の
知
覚
が
想
起
で
あ
り
再
認
で
あ
る
こ
と
、
私
に
由
来
す
る
と
い
う
こ

か
ら
再
構
成
し
、
か
く
し
て
封

こ
と
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。

か
く
し
て
私
の
内
に
そ
の
対
象
を
見
出
し
、
同
時
に
、
そ
の
対
象
の
内
に
私
自
身
の
所
産
を
認
め
る
と
い
う
営
み
の
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こ
う
し
て
「
注
意
的
再
認
」
に
お
い
て
際
立
つ
事
態
は
、
し
か
し
、
身
体
的
な
再
認
に
お
い
て
す
で
に
見
ら
れ
た
こ
と
で
も
あ
る
。

一
度
引
用
し
た
文
章
を
見
直
し
て
み
よ
う
。
「
諸
対
象
は
、
ち
ょ
う
ど
鏡
（
目
『
目
）
が
し
て
く
れ
る
よ
う
に
、
私
の
身
体
へ
と
、
こ

の
身
体
が
な
し
得
る
諸
影
響
を
返
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
私
の
身
体
の
力
能
が
増
大
な
い
し
減
少
す
る
の
に
応
じ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
私
の
身
体
を
取
り
巻
く
諸
対
象
は
、
そ
れ
ら
に
対
し
て
の
私
の
身
体
の
可
能
的
行
為
を
反
映
し
て
（
融
殻
呂
ご
い
る
」

言
冨
展
‐
扇
琶
蜀
）
。
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
総
体
」
の
内
部
で
私
た
ち
の
知
覚
野
が
限
定
さ
れ
な
が
ら
成
立
す
る
と
い
う
、
ご
く
基
本
的
な

水
準
の
記
述
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
は
「
鏡
」
や
「
反
映
」
と
い
っ
た
語
が
す
で
に
登
場
し
、
私
た
ち
の
側
の
「
力
能
」
と
、
選
択
さ
れ

（
１
）

知
覚
さ
れ
る
領
野
と
の
間
で
の
「
厳
密
な
比
例
関
係
（
①
×
画
ｇ
①
頁
。
ｐ
○
畳
。
．
）
」
（
冨
冨
圏
ご
認
）
が
確
認
さ
れ
て
い
た
。
あ
る
い
は
「
外

的
世
界
」
の
い
わ
ば
骨
格
を
な
す
「
因
果
関
係
」
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
い
っ
た
ん
身
体
の
感
覚
ｌ
運
動
的
連
合
、
「
特
定
の
視
覚
的

形
態
が
現
れ
た
時
に
は
、
特
定
の
［
対
応
す
る
］
触
覚
印
象
を
予
期
（
四
号
且
『
①
）
す
る
習
慣
」
（
旨
《
ｇ
へ
と
帰
着
さ
せ
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
予
期
が
目
の
前
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
さ
ま
ざ
ま
の
地
平
を
与
え
な
が
ら
「
物
体
」
を
構
成
し
、
ひ
い
て
は
世
界
を
私
た
ち
の
可
能
的

行
為
が
展
開
す
る
場
所
、
そ
の
相
貌
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
可
能
的
な
行
為
を
示
し
促
し
て
い
る
環
境
へ
と
構
成
す
る
。
こ
う
し
て
「
外

的
世
界
」
と
は
、
私
に
馴
染
み
の
、
私
が
使
用
で
き
る
世
界
に
他
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
だ
。

『
物
質
と
記
憶
』
は
、
日
常
的
に
再
認
さ
れ
て
い
る
世
界
か
ら
、
主
観
的
な
寄
与
分
な
い
し
混
入
分
を
排
除
し
て
い
き
な
が
ら
、

「
純
粋
知
覚
」
を
非
人
称
的
な
実
在
と
し
て
確
保
し
よ
う
と
し
た
。
だ
が
そ
れ
に
し
て
も
、
知
覚
世
界
の
基
本
的
な
性
格
、
す
な
わ
ち

そ
れ
は
常
に
「
再
認
さ
れ
た
世
界
」
で
あ
る
と
い
う
こ
の
点
に
、
何
ら
変
わ
り
は
な
い
。
私
た
ち
の
身
体
が
す
で
に
そ
の
再
認
に
向
け

て
常
に
働
い
て
お
り
、
そ
こ
に
付
け
加
わ
っ
て
く
る
表
象
的
記
憶
も
、
絶
え
ず
対
象
を
了
解
し
、
再
構
成
し
、
知
解
可
能
な
も
の
と
な

と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
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そ
う
と
努
め
て
い
る
。
そ
し
て
私
た
ち
は
そ
う
す
る
こ
と
で
、
世
界
に
つ
い
て
思
弁
的
観
照
を
行
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
世
界
へ
の

実
効
的
な
介
入
を
目
論
ん
で
い
る
。
私
た
ち
の
心
理
学
的
生
の
相
貌
を
規
定
す
る
も
の
と
し
て
「
物
質
と
記
憶
」
が
強
調
す
る
か
の

「
生
へ
の
注
意
（
目
①
目
○
コ
ど
卸
ぐ
こ
」
が
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
「
生
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な
「
再
認
さ
れ
る
世
界
」
の
中
で
営
ま

れ
る
生
、
再
認
す
る
生
の
こ
と
な
の
だ
。

以
上
が
、
私
た
ち
の
持
続
が
、
さ
ま
ざ
ま
の
形
（
さ
『
ョ
の
⑳
）
を
そ
な
え
な
が
ら
「
通
常
の
（
。
畠
。
島
の
）
」
生
を
構
成
す
る
に
至
る
、

つ
ま
り
は
「
形
式
（
さ
目
〕
＄
こ
と
「
秩
序
（
Ｃ
ａ
『
の
）
」
を
そ
な
え
た
世
界
を
所
有
す
る
に
至
る
、
お
お
よ
そ
の
経
緯
で
あ
る
。

本
章
第
二
節
が
辿
り
着
い
て
い
た
も
う
一
つ
の
問
題
に
移
ろ
う
。
知
性
的
認
識
な
い
し
科
学
を
め
ぐ
る
問
題
で
あ
る
。
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少
し
哲
学
史
的
な
回
顧
を
し
よ
う
。

ウ
ィ
リ
ァ
ム
・
ジ
ェ
ィ
ム
ズ
の
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
（
一
九
○
七
年
）
の
短
い
序
を
開
く
と
、
そ
こ
に
は
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
ヘ

の
手
引
き
と
な
る
書
物
が
い
く
つ
か
列
挙
し
て
あ
る
。
そ
れ
ら
の
著
者
は
、
フ
ラ
ン
ス
人
と
し
て
は
、
ミ
ョ
ー
ａ
・
昌
夛
画
且
）
、

（
１
）

ル
・
ロ
ワ
ａ
．
Ｆ
丙
。
望
）
、
そ
し
て
プ
ロ
ン
デ
ル
（
言
．
四
○
ａ
⑦
一
）
た
ち
で
あ
る
。
こ
こ
で
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」

に
言
及
し
た
の
は
他
で
も
な
い
、
実
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
が
こ
こ
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
私
た
ち
が
言
い
た
い
の

は
、
単
に
、
ジ
ェ
ィ
ム
ズ
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
間
に
個
人
的
交
流
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
ま
た
『
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
仏

訳
の
序
文
を
書
い
た
の
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
十
九
世
紀
末
の
フ
ラ
ン
ス
唯
心
論
は
、

実
証
主
義
や
科
学
主
義
に
抗
し
て
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
戦
線
と
で
も
呼
べ
よ
う
も
の
を
広
く
構
築
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
論
敵
が

ほ
と
ん
ど
絶
対
視
し
て
い
る
種
類
の
知
識
を
、
別
の
審
級
に
従
属
さ
せ
よ
う
と
す
る
さ
ま
ざ
ま
の
試
み
が
な
さ
れ
る
。
そ
こ
に
生
じ
る

論
争
を
背
景
に
し
て
、
こ
の
時
期
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
立
場
を
読
み
解
こ
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
実
際
、
科
学
的
認
識
に
関
す
る
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
態
度
は
多
義
的
で
あ
り
、
そ
の
見
解
の
内
容
の
変
化
（
そ
れ
は
変
化
す
る
の
だ
）
に
つ
い
て
も
、
同
時
代
の
論
争
へ
の
目
配

り
な
し
に
そ
れ
を
理
解
は
で
き
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。

第
五
節
科
学
論
へ
の
展
開
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ル
・
ロ
ワ
の
「
唯
名
論
」
的
科
学
観

ジ
エ
イ
ム
ズ
が
挙
げ
る
名
前
の
中
で
も
、
こ
こ
で
は
特
に
ル
・
ロ
ワ
に
着
目
し
よ
う
。
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
（
な
ら
び
に

ア
カ
デ
ミ
ー
・
フ
ラ
ン
セ
ー
ズ
）
に
お
け
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
直
接
の
後
継
者
と
し
て
知
ら
れ
る
彼
は
一
八
七
○
年
生
ま
れ
、
九
五
年
に

数
学
の
ア
グ
レ
ジ
エ
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
時
期
以
降
、
彼
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
に
深
い
影
響
を
受
け
な
が
ら
、
独
自
の
科

学
論
を
構
築
し
は
じ
め
る
。
こ
れ
が
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
に
よ
っ
て
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
の
優
れ
た
成
果
と
し
て
言
及
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

（
２
）

彼
の
仕
事
は
、
主
に
『
形
而
上
学
道
徳
雑
誌
角
§
震
、
烏
ミ
騨
号
営
島
鳥
凰
島
曽
。
昌
包
」
上
で
発
表
さ
れ
る
が
、
そ
の
思
想
は
お

お
よ
そ
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。
ｌ
私
た
ち
の
経
験
は
、
大
き
く
三
つ
の
オ
ー
ダ
‐
を
有
し
、
そ
し
て
そ
の
各
々
は
私
た
ち
の
関

心
の
固
有
の
方
向
に
対
応
し
て
い
る
。
ま
ず
「
常
識
」
の
レ
ベ
ル
が
あ
り
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
身
体
に
制
約
さ
れ
た
実
践
的
功
利
的
関

心
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
「
科
学
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
私
た
ち
の
知
性
の
関
心
、
諸
現
象
に
つ
い
て
の
整
合
的
な
表
象

体
系
（
そ
れ
を
ル
・
ロ
ワ
は
比
量
的
言
印
百
『
堅
く
）
思
惟
の
意
味
で
「
論
弁
ｅ
一
ｍ
８
日
の
）
」
と
呼
ぶ
）
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
関
心
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
第
三
に
、
「
哲
学
」
が
あ
り
、
こ
れ
は
以
上
二
つ
の
経
験
を
構
成
し
て
い
る
精
神
と
そ
の
能
動
性
に
つ
い

て
の
反
省
な
い
し
直
観
的
自
覚
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
精
神
を
方
向
づ
け
る
道
徳
的
な
も
の
や
宗
教
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
把
握
で

も
あ
る
。

私
た
ち
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
時
期
、
つ
ま
り
「
物
質
と
記
憶
」
出
版
後
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
自
ら
の
思
想
の
含
意
や
射
程
を

弟
子
の
ル
・
ロ
ワ
に
よ
っ
て
先
回
り
し
て
明
示
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
か
え
っ
て
自
分
の
思
想
を
練
り
直
す
必
要
に
追
い
込
ま
れ
て
い

る
。
も
ち
ろ
ん
、
日
常
的
な
知
覚
の
本
質
的
な
功
利
性
と
い
う
主
張
は
撤
回
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
ま
た
数
十
年
後
に
初
め
て
示
さ
れ
る

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
宗
教
論
も
、
教
会
と
そ
の
ド
グ
マ
に
対
し
て
は
、
否
定
は
な
い
も
の
の
、
積
極
的
な
価
値
づ
け
も
行
わ
ず
、
も
っ
ぱ
ら

「
神
秘
主
義
者
」
と
呼
ば
れ
る
者
の
内
的
経
験
に
関
心
を
向
け
て
い
る
と
い
う
点
で
、
ド
グ
マ
軽
視
の
「
モ
デ
ル
ニ
ス
ム
」
と
し
て
教
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科
学
的
「
事
実
」
と
は
、
「
作
ら
れ
た
」
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
製
作
は
「
窓
意
的
（
四
『
喜
旦
『
の
）
」
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
対
象

に
よ
っ
て
一
義
的
に
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
結
局
は
私
た
ち
の
側
の
自
由
な
選
択
に
よ
っ
て
「
事
実
」
と
い
う
も
の
は
構
成
さ
れ

規
定
さ
れ
る
の
だ
、
と
い
う
ル
・
ロ
ワ
の
主
張
は
、
極
め
て
激
し
い
論
争
を
呼
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
。
批
判
者
と
し
て
は
、
ク
ー
チ
ュ
ラ
、

（
４
）

そ
し
て
プ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
た
ち
が
お
り
、
科
学
者
と
し
て
も
あ
の
ポ
ア
ン
カ
レ
が
ル
・
ロ
ワ
ヘ
の
批
判
を
行
っ
て
い
る
。
科
学
が

我
々
の
窓
意
的
な
決
定
の
所
産
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
科
学
は
ま
さ
に
実
在
に
内
属
す
る
秩
序
を
そ
れ
と
し
て
記
述
す
る
も
の
で
あ
っ

会
か
ら
非
難
さ
れ
た
ル
・
ロ
ワ
た
ち
の
観
点
に
む
し
ろ
合
流
す
る
か
に
見
え
る
。
し
か
し
「
科
学
」
に
つ
い
て
は
、
事
情
は
異
な
る
。

ル
・
ロ
ワ
の
科
学
論
は
、
極
端
な
「
規
約
主
義
（
８
コ
ぐ
①
昌
○
目
農
の
ョ
①
こ
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
論
争
の
た
だ
中
に
お
い
て

（
３
）

ル
・
ロ
ワ
が
フ
ラ
ン
ス
哲
学
会
で
行
っ
た
発
表
か
ら
、
彼
の
主
張
を
引
い
て
お
こ
う
。

Ｉ
諸
法
則
が
結
合
す
る
諸
事
実
（
量
厨
）
は
、
そ
れ
ら
が
な
ま
の
事
実
で
は
な
く
科
学
的
事
実
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
科
学

者
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
（
曾
厨
）
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
先
行
す
る
常
識
の
命
令
が
許
容
す
る
限
り
で
。

Ⅱ
諸
法
則
そ
の
も
の
は
、
規
約
的
定
義
（
忌
言
三
○
コ
⑳
８
．
ぐ
の
目
○
．
弓
呈
の
の
）
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
実
践
的
処
方
（
『
Ｒ
①
茸
の
、

冒
異
ご
匡
隅
）
で
あ
る
。

１
独
断
的
定
義
で
あ
る
た
だ
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
一
般
的
か
つ
厳
密
で
あ
り
得
る
。
し
か
し
同
時
に
そ
れ
に
よ

り
法
則
と
い
う
も
の
は
本
来
の
意
味
で
検
証
可
能
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
。

２
実
践
的
処
方
と
し
て
、
諸
法
則
は
真
で
あ
る
よ
り
は
実
効
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
我
々
の
認
識
に
よ
り
は
行
為
に
関
わ
る
。

法
則
は
自
然
の
秩
序
を
我
々
に
開
示
す
る
よ
り
は
む
し
ろ
捕
ま
え
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
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て
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
私
た
ち
の
便
宜
（
Ⅱ
規
約
８
ご
く
の
目
。
。
）
に
左
右
さ
れ
る
唯
名
論
的
体
系
で
あ
る
よ
り
も
、
実
在
論
的
な
認
識

成
果
で
あ
る
は
ず
だ
。
精
神
に
「
自
由
」
を
回
復
す
る
こ
と
を
望
む
あ
ま
り
に
、
精
神
に
あ
り
も
し
な
い
力
を
与
え
て
は
な
ら
な
い
。

こ
う
し
た
批
判
を
行
い
な
が
ら
、
論
者
た
ち
は
ル
・
ロ
ワ
の
背
後
に
、
い
わ
ば
首
謀
者
と
し
て
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
常
に
見
定
め
て
い
た

の
で
あ
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
例
に
よ
っ
て
論
争
の
前
面
に
は
身
を
置
こ
う
と
し
な
い
の
だ
が
、
や
は
り
こ
の
論
争
の
渦
中
に
位
置
し
て

ル
・
ロ
ワ
的
な
立
場
が
生
じ
て
く
る
そ
の
系
譜
を
辿
れ
ば
、
十
九
世
紀
の
科
学
論
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
通
覧
し
な
け
れ
ば
な
る
ま

い
。
実
証
科
学
に
お
け
る
「
仮
説
」
の
積
極
的
な
役
割
へ
の
注
目
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
が
示
唆
し
て
く
る
幾
何
学
の
規
約
性
。

科
学
が
、
前
理
論
的
な
事
実
の
忠
実
な
記
述
だ
け
か
ら
成
り
立
つ
と
考
え
る
素
朴
な
論
者
は
も
は
や
い
な
い
。
フ
ラ
ン
ス
語
圏
に
限
っ

て
も
、
ポ
ア
ン
カ
レ
は
彼
自
身
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
正
当
性
を
力
説
す
る
と
同
時
に
、
力
学
の
根
本
的
な
概
念
や
法
則
が
、
事

実
の
反
映
で
あ
る
よ
り
は
む
し
ろ
「
規
約
」
な
い
し
「
便
宜
」
的
選
択
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
立
場
を
示
し
始
め
て
お
り
、
ま
た
九
十

年
代
に
な
る
と
デ
ュ
エ
ム
が
、
後
に
「
事
実
の
理
論
負
荷
性
」
な
ら
び
に
「
全
体
論
」
と
呼
ば
れ
る
着
想
を
示
し
始
め
て
い
る
（
そ
の

哲
学
的
含
意
を
明
示
し
た
の
が
、
先
の
ミ
ョ
ー
で
あ
っ
た
）
。
古
典
的
な
経
験
論
な
ら
び
に
実
証
主
義
は
、
単
純
な
形
で
は
維
持
で
き

な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

規
約
主
義
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学

さ
て
、
私
た
ち
は
本
章
の
第
二
節
で
、
「
物
質
と
記
憶
』
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
あ
る
種
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
傾
向
に
出
逢

っ
て
い
た
。
物
質
界
の
空
間
的
把
握
、
諸
事
物
の
一
般
性
の
認
知
は
私
た
ち
の
「
欲
求
」
に
よ
っ
て
駆
動
さ
れ
成
立
し
て
い
る
も
の
で

あ
り
、
そ
も
そ
も
私
た
ち
の
意
識
的
知
覚
は
「
思
弁
的
」
な
「
純
粋
認
識
」
で
は
な
く
、
徹
頭
徹
尾
、
生
物
と
し
て
の
利
害
関
心
に
ょ

（
５
）

い
た
の
で
あ
る
。
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っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
な
の
だ
っ
た
。
し
か
し
さ
ら
に
振
り
返
っ
て
み
る
な
ら
、
実
は
「
試
論
」
が
す
で
に
「
規
約
主
義
」
の
発

想
そ
の
も
の
を
広
く
引
き
受
け
て
書
か
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

「
試
論
」
は
述
べ
て
い
た
ｌ
「
熱
さ
の
感
覚
を
温
度
の
度
数
で
計
測
す
る
こ
と
は
随
意
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
一
つ
の
規
約

（
８
号
①
目
。
ご
）
で
あ
る
」
ｅ
屋
ミ
倉
）
。
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
精
神
物
理
学
は
こ
の
「
規
約
」
を
さ
ら
に
延
長
し
、
感
覚
そ
の
も
の
に
数
的

大
き
さ
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
感
覚
の
最
小
差
分
と
し
て
Ｐ
の
を
導
入
し
、
所
与
の
感
覚
を
そ
の
積
分
と
し
て
数
量
化

す
る
と
し
て
も
、
「
数
量
的
差
分
に
つ
い
て
語
る
の
は
規
約
に
よ
っ
て
（
ｇ
『
８
．
ぐ
①
昌
○
己
で
あ
り
、
所
与
の
感
覚
を
一
つ
の
合
計
と

見
な
す
と
い
う
の
も
ま
た
規
約
に
よ
っ
て
の
こ
と
な
の
だ
」
ｅ
屋
更
念
）
。
デ
ュ
エ
ム
の
師
で
も
あ
る
タ
ン
ヌ
リ
色
．
嵐
目
①
昼
）
の
批

判
的
表
現
を
借
り
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
し
て
例
え
ば
温
度
の
感
覚
を
数
値
化
す
る
操
作
と
は
、
「
正
当
で
は
あ
る
が
窓
意
的
で
も
あ
る

一
つ
の
定
義
」
ｅ
扇
ミ
さ
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
精
神
物
理
学
の
す
べ
て
は
そ
の
起
源
か
ら
し
て
一
つ
の
循
環
（
ｏ
の
己
①

ぐ
ご
２
×
）
の
中
を
巡
る
よ
う
定
め
ら
れ
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
が
基
礎
と
す
る
理
論
的
要
請
は
、
精
神
物
理
学
に
経
験
的
検

証
を
要
求
す
る
わ
け
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
が
経
験
的
に
検
証
さ
れ
得
る
の
は
た
だ
、
ま
ず
も
っ
て
当
の
要
請
を
認
め
る
限
り
に
お
い
て

で
し
か
な
い
か
ら
だ
」
ｅ
閉
里
畠
）
。
こ
う
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
語
る
時
、
彼
は
、
質
と
し
て
の
感
覚
（
と
そ
の
「
強
度
」
）
を
量
的
に
計
測

す
る
と
い
う
精
神
物
理
学
の
試
み
が
、
本
性
上
「
窓
意
的
」
な
規
約
に
よ
っ
て
初
め
て
構
成
さ
れ
る
「
記
号
的
解
釈
言
扁
ｓ
『
騨
呂
○
コ

望
ョ
ｇ
冒
匡
の
）
」
ｅ
国
産
巴
の
作
業
で
し
か
な
い
こ
と
を
、
主
張
し
て
い
る
わ
け
だ
。

す
で
に
「
記
号
（
望
ョ
ｇ
こ
」
に
対
す
る
批
判
的
観
点
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
試
論
』
が
連
合
主
義
的
な
心
理
記
述
を
「
記
号
的
表

象
（
『
ｇ
融
の
ｇ
冨
冒
ご
望
ョ
ｇ
昼
こ
の
）
の
価
値
し
か
持
た
な
い
」
（
白
眉
迫
屋
巴
と
い
っ
た
言
い
方
で
批
判
し
て
い
る
こ
と
は
よ
く
知
ら

れ
て
い
よ
う
。
「
記
号
」
と
は
、
「
直
接
与
件
」
に
代
え
て
別
の
も
の
を
そ
の
「
等
価
物
（
曾
昌
ぐ
里
①
具
）
」
と
す
る
規
約
に
よ
っ
て
成
立

し
な
が
ら
、
そ
の
窓
意
性
に
よ
っ
て
実
在
を
覆
い
隠
し
、
私
た
ち
を
実
在
か
ら
遠
ざ
け
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
試
論
」
第
二
章
で
、
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数
的
に
把
握
さ
れ
る
等
質
的
時
間
に
つ
い
て
語
る
口
調
も
別
の
も
の
で
は
な
い
。
私
た
ち
は
、
同
じ
条
件
の
下
で
反
復
さ
れ
る
事
象
を

も
っ
て
時
間
的
な
等
間
隔
性
を
定
め
て
、
そ
れ
と
の
同
時
性
に
よ
っ
て
刻
ま
れ
る
動
体
の
行
程
距
離
を
計
測
す
る
。
「
そ
れ
ら
の
間
隔

の
任
意
の
一
つ
を
動
体
の
速
度
と
呼
べ
よ
う
ｌ
比
較
項
と
し
て
選
ん
で
お
い
た
物
理
的
現
象
を
持
続
の
単
位
と
し
て
採
用
す
る
と
取

り
決
め
て
お
く
（
８
コ
ぐ
⑦
弓
）
の
な
ら
」
（
昌
函
ご
認
）
。
思
え
ば
、
ス
ペ
ン
サ
ー
に
影
響
さ
れ
て
力
学
の
基
礎
概
念
を
検
討
す
る
中
で
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
力
学
が
扱
う
時
間
が
実
際
に
は
流
れ
も
せ
ず
変
化
も
し
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
、
そ
れ
を
一
つ
の
契
機
と
し

て
か
の
「
持
続
」
へ
と
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
別
の
面
か
ら
見
れ
ば
、
力
学
の
基
本
的
な
計
測
が
す
で
に
一
つ
の

「
規
約
（
８
口
く
①
目
○
．
八
８
口
ぐ
①
弓
）
」
に
よ
っ
て
の
み
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
へ
の
気
づ
き
で
も
あ
っ
た
の
だ
。
ベ
ル
ク
ソ
ン

に
よ
る
「
直
接
与
件
」
へ
の
還
帰
は
、
諸
表
象
の
「
規
約
性
」
へ
の
着
目
と
、
表
裏
一
体
で
あ
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
こ
の
意

味
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
は
、
マ
ッ
ハ
、
あ
る
い
は
フ
ラ
ン
ス
で
は
ポ
ア
ン
カ
レ
や
デ
ュ
エ
ム
と
い
っ
た
名
に
よ
っ
て
指
示
さ
れ
る
十

九
世
紀
末
の
科
学
論
の
動
向
と
深
く
共
鳴
し
つ
つ
ｌ
も
ち
ろ
ん
そ
の
行
き
先
は
別
だ
と
し
て
ｌ
生
じ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。

周
そ
し
て
ル
・
ロ
ワ
は
、
こ
う
し
た
規
約
主
義
的
な
観
点
を
延
長
し
て
、
常
識
知
を
批
判
す
る
と
共
に
、
科
学
全
般
に
つ
い
て
の
反
実

６噸
在
論
的
な
理
論
へ
と
進
ん
だ
の
で
あ
っ
た
（
そ
れ
を
ク
ー
チ
ュ
ラ
は
「
唯
名
論
（
冒
○
ヨ
ョ
農
の
ョ
の
）
」
と
名
づ
け
た
）
。
諸
現
象
の
分
類

識
は
窓
意
的
で
あ
る
。
例
え
ば
「
燐
が
四
十
四
度
で
融
け
る
」
と
い
う
の
は
、
事
実
の
記
述
で
あ
る
よ
り
は
、
「
燐
」
と
い
う
物
質
種
の

学科
定
義
だ
。
だ
か
ら
も
し
手
許
の
試
料
が
四
十
四
度
で
融
け
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
は
最
初
の
言
明
が
誤
り
だ
と
い
う
の
で
は
な
く
、
単
に

輌
「
そ
れ
は
（
定
義
上
）
燐
で
は
な
い
」
と
い
う
だ
け
の
こ
と
な
の
だ
。
現
象
の
計
測
も
ま
た
、
窓
意
的
で
あ
る
。
例
え
ば
時
空
の
一
様

律
性
は
実
験
的
検
証
の
対
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
実
験
的
検
証
が
成
立
す
る
条
件
で
あ
り
、
ひ
と
は
そ
れ
を
規
約
的
に
導
入
す
る
の
だ
。

菫
哺
Ⅱ
ョ
画
と
い
っ
た
式
や
慣
性
の
法
則
も
、
加
速
度
や
力
、
質
量
や
慣
性
と
い
う
実
在
を
記
述
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
ら
諸

第

概
念
の
定
義
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
に
あ
る
の
は
検
証
や
反
証
の
対
象
と
な
ら
な
い
根
本
的
な
規
約
で
あ
る
。
等
速
直
線
運
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論
争
の
序
章

動
が
乱
れ
た
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
慣
性
の
法
則
が
経
験
的
に
否
定
さ
れ
た
り
は
し
な
い
。
む
し
ろ
私
た
ち
は
、
法
則
は
こ
れ
を
保
持

し
た
ま
ま
で
、
知
ら
れ
て
い
な
い
力
の
介
入
を
そ
の
乱
れ
に
よ
っ
て
知
る
の
で
あ
る
。
時
間
や
距
離
、
力
や
質
量
な
ど
を
定
義
す
る
諸

規
約
を
用
い
て
初
め
て
、
あ
る
現
象
に
ど
ん
な
力
が
加
わ
っ
て
い
る
の
か
と
い
っ
た
観
察
が
や
っ
と
可
能
に
な
る
の
だ
。
ベ
ル
ク
ソ
ン

が
精
神
物
理
学
に
つ
い
て
「
循
環
（
８
且
の
く
亘
①
匡
×
）
」
と
形
容
し
た
事
態
は
、
ル
・
ロ
ワ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
一
般
的
な
の
で
あ
る
。

知
覚
と
い
う
も
の
は
実
践
的
関
心
に
よ
っ
て
大
き
く
左
右
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
あ
り
の
ま
ま
の
実
在
認
識
を
期
待
し

て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
主
張
で
あ
れ
ば
、
む
し
ろ
そ
れ
は
あ
り
ふ
れ
た
古
く
か
ら
の
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
と
さ
ら
に
反
論
の
対
象
に

な
る
こ
と
も
あ
る
ま
い
。
し
か
し
ま
さ
に
そ
う
し
た
知
覚
の
暖
昧
さ
や
い
わ
ゆ
る
「
主
観
性
」
を
脱
し
て
実
在
に
つ
い
て
の
「
客
観

的
」
認
識
を
追
求
す
る
は
ず
の
「
科
学
」
に
つ
い
て
も
、
そ
の
便
宜
的
性
格
、
唯
名
論
的
性
格
を
強
調
す
る
な
ら
ば
、
話
は
同
じ
で
は

な
い
。
こ
の
意
味
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
『
物
質
と
記
憶
」
第
四
章
前
半
、
物
質
観
を
扱
う
部
分
を
、
単
行
本
公
刊
に
先
立
っ
て
「
形
而

（
６
）

上
学
道
徳
雑
塗
に
掲
載
し
た
際
に
、
そ
の
論
文
を
次
の
よ
う
に
始
め
た
こ
と
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
ｌ
「
通
常
事
実
（
註
ご
と

呼
ば
れ
る
も
の
は
、
直
接
的
直
観
に
な
ら
そ
う
現
れ
る
で
あ
ろ
う
ま
ま
の
実
在
で
は
な
い
。
そ
れ
は
実
践
の
諸
利
害
と
社
会
的
生
活
の

諸
要
求
へ
と
実
在
が
適
応
さ
せ
ら
れ
た
も
の
だ
。
外
的
で
あ
れ
内
的
で
あ
れ
、
純
粋
な
直
観
と
は
、
分
か
た
れ
ざ
る
連
続
性
の
そ
れ
で

あ
る
」
言
冨
ｇ
望
豊
里
。
ル
・
ロ
ワ
が
こ
の
命
題
を
一
般
化
す
る
。
「
事
実
」
と
は
「
作
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
り
、
実
在
そ
の
も
の
で

は
な
い
。
実
在
は
、
そ
う
し
た
（
窓
意
的
な
）
製
作
過
程
以
前
に
、
直
観
に
よ
っ
て
掴
ま
れ
る
し
か
な
い
の
だ
。
そ
し
て
『
試
論
」
の

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
の
観
点
か
ら
心
理
学
を
批
判
し
た
が
、
同
じ
観
点
を
保
持
し
つ
つ
今
度
は
物
理
学
の
領
分
に
踏
み
込
ん
で
き
た
の
で

あ
り
、
ル
・
ロ
ワ
は
そ
の
師
の
思
想
の
含
意
を
敏
感
に
掬
い
取
り
、
拡
大
延
長
し
て
み
せ
た
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
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科学論への展開

よ択ク
ーいにソ
物 。先ン

亀一・

物『科

質
と
記
憶
」
へ
の
反
応
も
同
様
だ
。
先
に
も
見
た
書
評
で
の
デ
ル
ボ
ス
は
、
概
念
的
な
分
断
と
再
構
成
を
否
定
し
て
「
連
続
性

誠
の
感
情
」
の
初
源
性
を
特
権
視
す
る
ペ
ル
ク
ソ
ン
の
立
場
が
、
知
性
の
価
値
を
不
当
に
軽
く
見
て
い
る
と
述
べ
る
。
知
性
は
確
か
に
一

律
面
で
実
在
を
分
析
し
て
い
く
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
統
一
を
求
め
て
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
の
統
一
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
言
う
よ
う

菫
な
「
感
情
」
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
種
類
の
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
な
感
情
は
「
無
定
形
な
質
料
」
で
あ
っ
て
、
「
科
学
が
単
に

第

色
彩
豊
か
な
眺
め
（
目
の
切
目
８
『
の
呂
匡
の
ｍ
）
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
説
明
を
与
え
る
諸
理
由
（
風
⑯
。
。
、
の
〆
昌
８
号
①
印
）
に
よ
っ
て
歩
も

こ
こ
で
あ
れ
こ
れ
の
テ
ク
ス
ト
を
証
拠
物
件
の
よ
う
に
持
ち
出
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
科
学
を
何
ら
否
定
し
よ
う
と
は
思
っ
て
い
な

か
っ
た
こ
と
を
証
し
立
て
、
悪
し
き
弟
子
の
逸
脱
か
ら
師
の
名
誉
を
守
ろ
う
と
す
る
の
は
容
易
だ
。
だ
か
ら
そ
の
種
の
作
業
は
省
略
す

る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
科
学
を
否
定
し
て
い
な
い
、
と
繰
り
返
す
必
要
は
な
い
（
誰
に
向
か
っ
て
言
え
ば
よ
い
の
か
？
）
。
だ
が
、
そ
の

「
い
か
に
」
を
理
解
す
る
こ
と
は
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
が
難
し
い
の
だ
。
ル
・
ロ
ワ
の
立
場
は
、
理
論
的
に
言
う
限
り
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
が
語
っ
た
こ
と
の
首
尾
一
貫
し
た
延
長
で
あ
る
と
私
た
ち
に
は
思
わ
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
そ
れ
ま
で
の
著
作
に
対
す
る
周

囲
か
ら
の
反
応
を
見
て
も
、
こ
の
印
象
は
裏
づ
け
ら
れ
よ
う
。

（
７
）

『
試
論
」
に
つ
い
て
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
ブ
リ
ュ
ー
ル
Ｐ
・
厭
曼
．
即
昌
一
）
は
直
ち
に
書
評
を
発
表
し
て
い
る
が
、
友
人
に
よ
る
こ
の
好
意
的

な
論
評
に
お
い
て
も
当
惑
は
隠
し
難
い
。
純
粋
持
続
や
深
き
自
我
と
い
っ
た
も
の
は
、
も
は
や
思
考
さ
れ
得
ず
、
た
だ
感
じ
ら
れ
る
し

か
な
い
も
の
だ
と
見
え
る
。
確
か
に
そ
れ
は
「
我
々
に
お
け
る
実
在
的
な
も
の
の
直
接
的
な
直
観
言
冒
嵐
○
コ
こ
な
の
だ
が
、
「
し
か

し
こ
の
直
観
は
い
か
に
し
て
理
性
（
且
伽
目
）
と
両
立
す
る
の
だ
ろ
う
？
す
べ
て
の
決
定
論
を
排
除
す
る
こ
と
に
専
念
し
て
、
ベ
ル

（
８
）

ク
ソ
ン
氏
は
同
時
に
、
本
来
の
意
味
で
の
思
考
を
も
す
べ
て
排
除
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
本
人
の
語
棄
選

択
に
先
だ
っ
て
す
で
に
「
直
観
」
か
、
そ
れ
と
も
理
性
か
、
と
い
う
枠
組
み
で
疑
念
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
注
意
し
て
お
い
て
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う
と
欲
す
る
限
り
、
科
学
は
そ
れ
を
分
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
科
学
が
世
界
の
生
成
の
う
ち
に
自
ら
を
再
認
す
る
（
⑩
の

『
の
８
目
鼻
『
の
号
邑
竺
①
号
く
①
己
『
号
日
。
且
の
）
唯
一
の
方
法
は
、
そ
こ
に
諸
々
の
要
素
と
瞬
間
を
記
す
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
合
成
さ

れ
統
一
さ
れ
た
状
態
で
与
え
よ
う
と
す
る
表
象
の
自
然
的
傾
向
か
ら
身
を
引
き
剥
が
し
て
い
き
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
要
素
や
瞬
間
を
あ

、
、

る
程
度
ま
で
独
立
し
た
諸
事
物
（
ｓ
ｏ
②
鴎
）
と
し
て
措
定
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
知
性
は
そ
う
し
た
事
物
の
方
を
強
調
で
き
る
し
、
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
。
／
し
た
が
っ
て
、
知
性
に
よ
る
分
析
と
は
、
身
体
が
行
為
の
た
め
に
行
う
実
践
的
分
析
の
単
な
る
延
長
で

（
９
）

は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
実
践
的
分
析
の
結
果
を
修
正
し
、
し
ば
し
ば
そ
れ
を
撤
回
す
る
と
い
う
働
き
を
行
う
も
の
な
の
で
あ
る
」
。

知
性
は
、
直
観
的
な
所
与
の
未
分
化
な
統
一
性
を
分
析
し
、
そ
れ
を
細
分
化
し
な
が
ら
、
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
実
在
の
知
解
可
能
性

と
そ
れ
を
通
じ
て
の
真
の
統
一
性
を
把
握
し
、
直
観
的
な
所
与
を
知
性
に
対
し
て
い
わ
ば
透
明
な
も
の
に
し
て
い
く
。
知
性
と
し
て
の

思
惟
は
こ
う
し
て
、
実
在
を
自
ら
の
内
部
に
見
出
す
ｌ
「
世
界
の
生
成
の
う
ち
に
自
ら
を
再
認
す
る
」
’
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

デ
ル
ポ
ス
は
、
か
く
し
て
知
性
主
義
が
次
第
に
「
思
惟
の
内
在
（
旨
ョ
目
の
．
８
号
一
四
月
邑
胤
の
）
」
と
い
う
観
念
論
的
真
理
を
確
証
し
て

い
く
べ
き
こ
と
を
述
べ
て
書
評
を
終
え
て
い
る
。

（
皿
）

ベ
ル
ク
ソ
ン
と
同
級
で
あ
る
プ
ロ
ａ
・
罵
胃
）
の
書
評
に
見
ら
れ
る
批
判
も
同
様
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
知
性
的
な
諸
形
式

（
皿
）

言
『
ョ
①
い
）
、
特
に
空
間
が
、
実
在
認
識
に
と
っ
て
歪
曲
的
だ
と
言
う
が
、
し
か
し
「
そ
れ
は
い
っ
た
い
ど
こ
か
ら
来
る
の
か
」
。
も
ち

ろ
ん
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
行
為
の
必
要
か
ら
、
と
答
え
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
「
草
食
動
物
を
惹
き
つ
け
る
の
は
草
一
般
で
あ
る
」
と

言
っ
て
も
、
そ
の
場
合
に
は
実
在
の
側
に
何
ら
か
の
区
別
が
な
け
れ
ば
そ
う
し
た
表
象
以
前
の
一
般
性
す
ら
成
り
立
ち
得
ま
い
。
行
為

は
、
秩
序
や
諸
形
式
に
基
づ
い
て
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
逆
で
は
な
い
。
プ
ロ
は
続
い
て
問
い
返
す
、
「
も
し
悟
性
が
行
為
の
所
産
で

あ
る
と
言
う
の
な
ら
、
ま
さ
に
そ
の
悟
性
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
が
非
人
称
的
で
客
観
的
な
世
界
を
見
出
す
と
い
う
の
は

な
ぜ
な
の
か
。
悟
性
の
方
向
へ
と
知
覚
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
が
中
心
化
さ
れ
た
個
人
的
で
偶
然
的
な
表
象
か
ら
、
普
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遍
的
か
つ
必
然
的
な
表
象
へ
と
移
行
で
き
る
の
は
な
ぜ
な
の
か
」
。
プ
ロ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
語
る
純
粋
知
覚
な
ど
も
、

実
際
に
は
す
で
に
展
開
済
み
の
知
、
つ
ま
り
「
科
学
的
認
識
」
に
依
拠
し
て
立
て
ら
れ
る
し
か
な
い
。
そ
し
て
悟
性
や
科
学
的
認
識
が

与
え
得
る
も
の
を
こ
そ
実
在
と
認
め
る
べ
き
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
直
接
的
な
も
の
」
へ
と
す
べ
て
を
帰
着
さ
せ
る
こ
と
を
望
ん

で
い
る
が
、
プ
ロ
は
対
し
て
断
定
す
る
ｌ
「
真
の
実
在
（
刷
四
胃
）
と
は
、
直
接
的
な
も
の
（
言
ョ
段
胃
）
の
対
極
に
お
い
て
我
々

で
い
る
が
、
プ
ロ
は
対
し
て
賂

こ
れ
ら
の
評
者
は
愚
鈍
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
。
実
際
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
答
え
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
諸
問
題
は
、
彼
ら
に
よ
っ
て

す
で
に
は
っ
き
り
し
た
形
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。
レ
ヴ
ィ
Ⅱ
プ
リ
ュ
ー
ル
は
、
「
直
観
か
理
性
か
」
と
い
う
選
択
を
口
に
し
、
プ
ロ
は

非
直
観
的
な
思
惟
、
す
な
わ
ち
悟
性
な
い
し
知
性
の
由
来
と
そ
の
権
利
を
あ
ら
た
め
て
問
い
た
だ
す
。
プ
ロ
や
デ
ル
ボ
ス
は
共
に
、

「
実
在
」
と
い
う
も
の
が
見
出
さ
れ
る
場
所
に
つ
い
て
の
問
い
を
も
提
出
し
て
い
る
。
「
実
在
」
と
は
、
直
観
に
お
い
て
直
接
的
に
与

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
知
性
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
こ
に
お
い
て
こ
そ
、
「
存
在
と
思

惟
と
の
一
致
」
と
い
う
観
念
論
の
あ
の
古
い
主
題
が
実
現
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
そ
し
て
独
断
論
に
陥
ら
ず
に
は
、
知
性
外
の

「
実
在
」
を
立
て
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
。

プ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
の
知
性
主
義

こ
う
し
て
、
ル
・
ロ
ワ
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
巻
き
込
ま
れ
る
論
争
は
、
「
科
学
の
価
値
」
と
い
う
主
題
だ
け
で
な
く
、
「
実
在
」
と
い
う

も
の
の
捉
え
方
に
ま
で
及
ぶ
大
が
か
り
な
も
の
と
し
て
組
織
さ
れ
て
い
く
。
こ
こ
で
の
争
点
を
最
も
包
括
的
に
提
示
し
た
の
は
プ
ラ
ン

シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
で
あ
ろ
う
。
一
九
○
○
年
の
第
一
回
国
際
哲
学
会
（
こ
の
時
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
先
に
見
た
「
因
果
律
へ
の
信
懸
」
に
関
す

（
蛇
）

る
あ
の
発
表
を
行
っ
て
い
た
）
で
の
彼
の
マ
ニ
フ
ェ
ス
ト
的
な
発
表
で
あ
る
『
現
代
の
観
念
論
」
を
採
り
上
げ
て
、
「
創
造
的
進
化
」

に
現
れ
て
く
る
も
の
な
の
だ
」
。
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が
書
か
れ
る
こ
と
に
な
る
文
脈
を
さ
ら
に
判
明
に
し
て
お
こ
う
。

知
性
主
義
的
な
観
念
論
を
引
き
受
け
る
プ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
の
見
立
て
で
は
、
カ
ン
ト
哲
学
は
「
観
念
論
に
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
か
つ
実

（
昭
）

り
多
い
性
格
を
与
え
よ
う
と
す
る
努
力
」
と
し
て
ひ
と
ま
ず
評
価
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
以
前
の
、
バ
ー
ク
リ
ー
や
ヒ
ュ
ー
ム
の
古
い
「
観

念
論
」
は
、
認
識
を
超
越
し
た
実
在
と
い
う
発
想
の
不
条
理
に
気
づ
い
た
の
だ
が
、
そ
こ
か
ら
直
観
的
な
感
覚
的
印
象
に
存
在
を
還
元

す
る
こ
と
へ
と
進
み
、
そ
の
代
償
と
し
て
彼
ら
は
客
観
性
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
存
在
と
真
理
の
概
念
そ
の

も
の
を
改
鋳
し
て
、
観
念
論
に
正
し
い
道
を
指
し
示
し
た
の
で
あ
る
。
「
し
か
し
一
方
で
、
知
的
直
観
と
い
う
も
の
が
人
間
の
能
力
と

し
て
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
他
方
で
感
性
的
直
観
で
は
人
間
の
認
識
を
そ
の
発
展
全
体
に
お
い
て
了
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の

で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
観
念
論
の
基
盤
は
別
の
も
の
に
な
り
、
そ
し
て
真
理
概
念
も
変
貌
を
遂
げ
る
。
真
理
は
も
は
や
本
質
的
に
直
観
に

基
づ
く
の
で
は
な
く
、
ま
た
デ
カ
ル
ト
と
ヒ
ュ
ー
ム
が
共
に
考
え
て
い
た
よ
う
に
、
知
性
の
発
展
の
起
源
に
あ
っ
て
そ
の
発
展
の
内
容

と
な
る
単
純
な
諸
要
素
か
ら
派
生
し
て
く
る
の
で
も
な
い
の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
真
理
が
宿
る
の
は
形
式
（
ず
『
ョ
の
）
の
う
ち

（
皿
）

に
で
あ
り
、
真
理
と
は
関
係
（
３
９
○
号
）
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
関
係
は
精
神
に
よ
る
立
法
の
諸
原
則
を
保
証
人
と
す
る
」
。
プ
ラ

（
鴫
）

ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
は
、
そ
の
博
士
論
文
「
判
断
の
様
態
」
以
来
、
「
判
断
」
こ
そ
が
、
実
在
と
真
理
が
現
れ
る
唯
一
の
場
所
で
あ
る
と

述
べ
て
き
た
の
だ
が
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
主
義
の
発
展
的
な
継
承
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
「
判
断
」
の
集
積
が
、
「
科
学
」

と
呼
ば
れ
る
知
性
的
認
識
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
漠
と
し
た
所
与
を
証
明
的
方
法
に
よ
っ
て
関
係
づ
け
な
が
ら
整
合
的
体
系
へ
と

組
織
し
て
い
く
と
い
う
知
性
的
な
活
動
こ
そ
は
、
精
神
固
有
の
能
動
性
が
最
も
発
揮
さ
れ
る
場
面
で
あ
る
。
「
お
よ
そ
科
学
的
真
理
と

（
肥
）

は
関
係
（
旦
昌
○
コ
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
証
明
的
方
法
か
ら
そ
の
基
本
的
な
価
値
を
得
て
い
る
」
。
「
人
間
の
知
性
の
力
能
が
展
開
す

る
の
は
、
自
然
の
諸
現
象
と
の
絶
え
ざ
る
接
触
に
お
い
て
で
あ
り
、
ま
た
感
覚
的
諸
事
実
の
一
貫
し
な
い
多
様
を
理
性
的
諸
関
係
の
調

和
（
富
『
ョ
。
具
の
）
へ
と
も
た
ら
そ
う
と
す
る
努
力
に
お
い
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
精
神
は
科
学
の
う
ち
に
顕
現
す
る
の
だ
言
の
砦
昌
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こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
精
神
の
哲
学
」
な
い
し
「
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
」
は
、
科
学
と
不
可
分
と
な
る
。
と
い
う
の
も
「
精

（
肥
）

神
を
認
識
し
規
定
し
て
い
く
進
歩
は
す
べ
て
科
学
の
進
歩
に
結
び
つ
い
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
目
下
の
科
学
的
認
識
の
進
展
を
踏
み

越
え
て
、
超
越
的
な
実
在
や
真
理
を
想
定
す
る
こ
と
に
は
意
味
が
な
い
。
す
べ
て
は
科
学
と
い
う
「
内
在
」
に
お
い
て
照
ら
さ
れ
、
そ

の
意
味
を
開
示
さ
れ
る
し
か
な
い
の
だ
か
ら
。
し
た
が
っ
て
プ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
的
観
念
論
は
、
「
魂
に
つ
い
て
単
に
形
而
上
学
的

な
考
え
を
栫
え
て
、
か
く
し
て
魂
を
人
間
の
知
的
進
歩
と
無
関
係
な
も
の
と
し
て
し
ま
う
代
わ
り
に
、
精
神
に
つ
い
て
の
我
々
の
意
識

（
岨
）

は
、
人
間
の
学
知
（
圏
①
。
８
言
ョ
画
言
①
）
の
発
展
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
」
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
観
念
論
は
、
科
学

の
成
果
を
そ
の
ま
ま
認
め
て
い
く
の
だ
か
ら
、
そ
の
内
実
に
は
か
っ
て
の
「
実
在
論
」
や
「
実
証
主
義
」
の
財
産
が
そ
っ
く
り
そ
の
ま

ま
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
哲
学
は
、
「
知
覚
の
所
与
を
収
集
し
、
科
学
の
成
果
を
書
き
写
す
言
目
印
目
『
⑦
一
①
の
『
肝
昌
国
厨
号
冨

（
加
）

圏
①
。
８
こ
こ
と
を
旨
と
す
る
の
で
あ
り
、
「
思
惟
活
動
が
達
す
る
終
局
と
な
る
よ
う
な
究
極
的
総
合
を
探
し
求
め
た
り
は
し
な
い
。
そ

う
で
は
な
く
て
、
そ
れ
は
人
間
の
知
（
の
画
く
ｇ
『
言
ョ
画
旨
）
の
拡
大
と
統
一
化
に
お
い
て
辿
ら
れ
る
段
階
一
つ
一
つ
を
記
録
（
ｇ
『
の
鴇
‐

（
Ⅳ
）

の
①
『
い
く
、
一
の
Ｑ
卸
。
の
一
画
め
。
』
の
。
、
の
）
」
。

。

（
皿
）

可
の
『
）
す
る
。
」

た
だ
し
哲
学
史
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
自
身
、
精
神
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
独
断
的
に
固
定
化
し
つ
つ
非
歴
史
化
し
て
し
ま
い
、
さ
ら
に

悪
い
こ
と
に
、
そ
の
後
の
哲
学
は
「
起
源
（
○
局
ヨ
①
）
」
の
問
題
と
い
う
隆
路
に
迷
い
込
ん
で
し
ま
う
。
プ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
が
挙

げ
る
名
前
は
、
一
方
で
（
知
識
学
的
演
鐸
を
試
み
る
）
フ
ィ
ヒ
テ
で
あ
り
、
他
方
で
（
連
合
主
義
に
よ
る
知
の
発
生
を
説
こ
う
と
す

（
魂
）

る
）
ミ
ル
な
ら
び
に
ス
ペ
ン
サ
ー
で
あ
る
。
彼
ら
は
い
ず
れ
も
「
人
間
の
認
識
の
限
界
を
踏
み
越
え
て
し
ま
う
」
。
私
た
ち
の
知
性
は
、

目
下
手
持
ち
の
諸
形
式
に
よ
っ
て
思
惟
し
、
実
在
を
把
握
す
る
。
そ
し
て
そ
れ
以
外
の
方
法
は
な
い
の
だ
か
ら
、
自
ら
の
「
外
」
や

「
以
前
」
に
つ
い
て
の
思
弁
は
、
ど
う
し
て
も
独
断
的
な
憶
測
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ィ
ヒ
テ
も
ス
ペ
ン
サ
ー
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も
、
ス
タ
イ
ル
に
差
は
あ
れ
、
そ
う
し
た
陸
路
に
迷
い
込
ん
で
し
ま
っ
た
。
「
科
学
は
、
こ
の
［
以
前
の
状
態
、
潮
行
の
限
界
に
つ
い
て

（
鋼
）

の
］
無
知
の
向
こ
う
側
に
赴
く
と
す
れ
ば
、
必
ず
自
ら
の
科
学
的
性
格
を
失
わ
ず
に
は
い
な
い
」
。
哲
学
が
そ
れ
を
試
み
る
の
だ
、
と

言
う
者
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
科
学
の
限
界
は
そ
の
ま
ま
哲
学
の
限
界
な
の
だ
。
「
…
…
科
学
的
批
判
は
哲
学
的
思
弁
の
条
件
で

（
別
）

あ
り
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
す
で
に
そ
の
第
一
部
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
科
学
的
批
判
の
進
歩
こ
そ
が
、
そ
れ
が
か
っ
て
存
在
論
的
問
題

（
路
）

の
幻
影
を
追
い
払
っ
た
の
と
同
じ
く
、
起
源
の
問
題
と
い
う
幻
影
を
追
い
払
う
の
で
あ
る
」
。

だ
か
ら
、
観
念
論
か
実
在
論
か
と
い
う
論
争
は
「
エ
ヴ
ェ
ラ
ン
氏
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
氏
が
さ
ら
な
る
興
味
を
呼
び
起
こ
し
た
と
こ
ろ
の

（
妬
）

も
の
」
だ
が
、
思
惟
の
外
の
実
在
な
ど
は
定
義
上
思
惟
不
可
能
で
あ
る
以
上
は
、
こ
こ
で
優
位
に
立
つ
の
は
観
念
論
で
し
か
あ
り
得
な

い
。
「
か
っ
て
は
逆
説
的
で
あ
っ
た
こ
と
が
、
思
惟
の
必
然
的
な
出
発
点
と
な
っ
た
の
だ
。
精
神
の
外
で
働
き
得
る
よ
う
な
精
神
的
能

力
は
存
在
し
な
い
。
外
的
知
覚
と
い
う
概
念
は
語
に
お
け
る
矛
盾
で
あ
る
。
か
く
し
て
証
明
の
義
務
は
実
在
論
の
側
に
移
る
。
実
在
論

を
も
っ
て
結
論
と
し
よ
う
と
い
う
の
な
ら
、
諸
観
念
の
領
野
を
踏
破
し
た
後
で
、
そ
こ
に
お
い
て
表
象
の
宇
宙
に
独
立
し
た
実
在
性
を

再
び
与
え
る
に
足
る
よ
う
な
あ
る
絶
対
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
つ
ま
り
は
有
限
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
連
続
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
ど
を
見
出
し
、
さ

ら
に
は
人
間
の
魂
に
一
つ
の
新
し
い
能
力
、
つ
ま
り
感
性
的
知
覚
の
せ
い
で
道
を
外
れ
あ
る
い
は
切
り
と
ら
れ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
訂

正
し
て
く
れ
る
理
性
的
直
観
と
い
う
も
の
を
与
え
る
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
常
識
と
い
う
も
の
に
一
般
人
の
知
ら
な
い
一
つ
の
意
義
を
与

（
”
）

え
、
科
学
の
規
約
的
抽
象
を
遠
ざ
け
て
実
在
の
統
一
性
を
取
り
戻
す
か
、
い
ず
れ
か
が
必
要
だ
ろ
う
」
。
も
ち
ろ
ん
実
在
論
擁
護
の
い

ず
れ
の
試
み
も
、
プ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
の
判
定
で
は
、
不
可
能
で
あ
る
。
ル
・
ロ
ワ
は
科
学
を
「
循
環
」
と
見
倣
し
た
。
そ
こ
で
は

諸
理
論
と
諸
事
実
が
確
か
に
相
互
に
整
合
的
に
な
る
よ
う
調
整
さ
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
科
学
は
唯
名
論
的
な
「
循
環
」
的
体

系
と
し
て
い
わ
ば
宙
づ
り
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
プ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
、
ま
さ
に
こ
の
「
循
環
」
内

部
の
整
合
性
、
調
和
的
関
係
こ
そ
を
「
実
在
」
の
意
味
と
し
て
積
極
的
に
引
き
受
け
る
し
か
な
い
の
だ
。
「
循
環
」
が
乗
り
越
え
ら
れ
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科学論への展開麺
「
創
造
的

律
だ
が

雲
し
な
い
。

第

的

る
べ
き
認
識
論
的
限
界
に
思
わ
れ
る
の
は
、
思
惟
を
絶
す
る
「
超
越
」
的
な
実
在
を
夢
見
て
い
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
む
し
ろ
実
在
は
、

思
惟
だ
け
が
構
成
で
き
る
「
循
環
」
ｌ
そ
れ
を
プ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
は
「
思
惟
の
内
在
目
ョ
目
の
ョ
８
）
」
と
呼
ん
だ
の
だ
’

の
中
で
規
定
さ
れ
る
し
か
な
い
。
だ
か
ら
ル
・
ロ
ワ
を
批
判
す
る
論
文
に
お
い
て
彼
は
言
う
、
「
行
為
の
超
越
寄
画
．
胃
の
一
己
目
８
号

冒
昌
。
。
）
と
い
う
観
点
か
ら
は
循
環
で
あ
っ
た
も
の
は
、
思
惟
の
内
在
（
言
ｇ
目
①
。
。
①
号
一
ｍ
己
ｇ
磯
の
）
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、

（
鍋
）

真
理
の
印
と
な
る
の
だ
」
。

以
上
の
よ
う
に
、
デ
ル
ポ
ス
も
述
べ
て
い
た
観
念
論
的
な
「
思
惟
の
内
在
」
を
徹
底
化
す
る
こ
と
が
、
こ
の
時
期
の
プ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ

イ
ッ
ク
の
課
題
で
あ
っ
た
。
「
直
観
」
に
対
す
る
「
形
式
」
と
「
関
係
」
の
優
位
。
そ
う
し
た
形
式
と
関
係
を
形
成
し
て
い
く
「
知
性
」

の
「
内
在
」
性
と
そ
の
踏
み
越
え
難
さ
。
そ
こ
か
ら
帰
結
す
る
、
起
源
論
な
い
し
発
生
論
の
無
効
性
。
そ
し
て
、
「
科
学
の
成
果
を
書

き
写
し
」
て
い
く
記
録
係
、
と
い
う
哲
学
観
ｌ
こ
れ
ら
の
主
張
の
ど
れ
に
つ
い
て
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
素
直
に
頷
い
た
り
は
し
な
い

だ
ろ
う
。
や
は
り
「
直
観
」
に
は
認
識
論
上
の
優
位
が
確
保
さ
れ
る
だ
ろ
う
し
、
「
知
性
」
は
そ
の
「
発
生
行
の
最
ｍ
の
こ
を
辿
ら
れ
な

が
ら
権
限
を
正
し
く
制
約
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
「
哲
学
」
は
単
な
る
科
学
の
「
書
記
局
」
と
い
う
立
場
か
ら
抜
け
出
し
て
、
知
性
を
も

生
み
出
し
た
実
在
へ
と
赴
く
営
み
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
創
造
的
進
化
」
は
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
書
か
れ
た
の

（
羽
）

で
あ
る
。

（
釦
）

目
下
の
論
争
に
関
係
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
発
言
は
少
な
く
な
い
が
、
こ
の
時
期
最
も
重
要
な
テ
ク
ス
ト
は
や
は
り
一
九
○
三
年
の

進
化
」
ま
で
の
ベ
ル
ク
ソ
ン

蛾
「
創
造
的
進
化
」
に
先
立
つ
時
期
、
ル
・
ロ
ワ
が
呼
び
起
こ
す
論
争
の
た
だ
中
に
あ
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
態
度
は
は
っ
き
り
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「
形
而
上
学
序
説
」
だ
ろ
う
。
こ
の
論
文
は
、
ル
・
ロ
ワ
ら
の
論
争
に
つ
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
公
式
見
解
を
求
め
る
プ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ

ッ
ク
や
グ
ザ
ヴ
ィ
エ
・
レ
オ
ン
員
．
原
目
）
た
ち
の
要
請
に
応
じ
て
、
し
か
し
そ
の
要
請
に
ず
い
ぶ
ん
遅
れ
る
形
で
、
書
か
れ
た
も

の
で
あ
る
。
こ
の
文
脈
を
念
頭
に
置
い
て
こ
の
「
序
説
」
を
読
み
始
め
る
と
、
私
た
ち
は
再
び
ル
・
ロ
ワ
的
な
主
張
に
寄
り
添
う
ベ
ル

ク
ソ
ン
を
直
ち
に
認
め
る
こ
と
に
な
る
。
「
直
観
」
は
絶
対
的
な
も
の
の
認
識
を
与
え
る
。
対
し
て
、
「
記
号
（
望
ョ
ｇ
｝
①
）
」
を
介
し
つ

つ
「
分
析
」
に
よ
っ
て
進
む
認
識
は
、
相
対
的
な
も
の
（
一
①
且
四
国
）
に
し
か
達
し
な
い
。
相
対
的
、
と
い
う
の
は
、
そ
う
し
た
認
識

は
当
の
対
象
を
、
そ
れ
で
は
な
い
も
の
と
の
関
係
（
旦
呂
○
三
）
に
お
い
て
規
定
す
る
か
ら
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
関
係
の
設
定
は
当

の
対
象
に
外
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
選
択
は
私
た
ち
の
設
定
す
る
「
観
点
（
冒
菖
号
自
の
）
」
に
依
存
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

あ
る
運
動
を
一
定
の
座
標
の
規
約
的
設
定
に
よ
っ
て
ト
レ
ー
ス
す
る
の
は
そ
う
し
た
認
識
方
法
の
一
例
で
あ
り
、
あ
る
い
は
対
象
を
そ

の
個
体
性
か
ら
離
れ
て
、
他
の
対
象
に
も
等
し
く
関
わ
り
得
る
一
般
的
な
類
種
概
念
を
用
い
つ
つ
規
定
し
把
握
し
よ
う
と
す
る
の
も
ま

た
別
の
例
で
あ
る
。
そ
し
て
科
学
と
は
総
じ
て
、
そ
の
種
の
認
識
な
の
で
あ
る
。
「
実
証
科
学
は
分
析
を
通
常
の
機
能
と
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
そ
れ
は
何
よ
り
ま
ず
記
号
に
基
づ
い
て
作
業
を
行
う
」
。
そ
れ
に
対
し
て
「
形
而
上
学
と
は
、
記
号
な
し
で
済
ま
そ
う
と

す
る
学
な
の
で
あ
る
」
令
旨
』
巴
‐
畠
里
屋
患
）
。
こ
れ
ほ
ど
断
定
的
で
論
争
的
な
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
見
る
こ
と
は
珍
し
い
。
彼
は
、
ル
・
ロ

ワ
が
論
じ
た
「
科
学
と
哲
学
」
と
い
う
問
題
を
、
今
度
は
自
分
自
身
の
観
点
か
ら
論
じ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
は
多
く
の
点
に
お
い

て
、
ル
・
ロ
ワ
の
整
理
し
た
諸
論
点
の
後
追
い
と
い
っ
た
相
貌
を
帯
び
る
の
だ
。

た
だ
し
か
し
、
哲
学
つ
ま
り
は
形
而
上
学
と
科
学
と
の
最
初
に
置
か
れ
た
対
立
は
、
論
の
途
中
で
緩
和
さ
れ
る
と
い
う
の
も
事
実
な

の
で
あ
る
。
科
学
と
て
、
単
に
既
成
概
念
に
沿
っ
て
実
在
を
裁
ち
切
る
こ
と
だ
け
を
旨
と
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
常
に
新
し
い
概
念
の

創
造
（
例
え
ば
微
積
分
の
概
念
）
を
通
じ
て
進
む
。
そ
し
て
そ
の
創
造
の
背
後
に
は
、
必
ず
動
的
な
実
在
に
つ
い
て
の
直
観
が
あ
る
。

「
こ
の
直
観
を
忘
却
す
る
こ
と
か
ら
、
科
学
的
認
識
の
『
相
対
性
」
に
関
し
て
哲
学
者
な
ら
び
に
科
学
者
た
ち
自
身
に
よ
っ
て
言
わ
れ
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科
学
と
い
う
も
の
に
対
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
態
度
を
検
討
す
る
場
合
、
批
判
的
な
論
者
は
こ
の
「
序
説
」
の
前
半
に
力
点
を
置
い
て

そ
の
科
学
観
の
狭
さ
を
非
難
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
好
意
的
な
評
者
は
む
し
ろ
後
半
の
主
張
に
依
拠
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
実
は
反
科
学
主

義
者
な
ど
で
は
な
い
と
弁
護
を
行
う
と
い
う
の
が
こ
れ
ま
で
の
パ
タ
ー
ン
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
が
、
私
た
ち
の
見
る
と
こ
ろ
、
特
に

開
こ
の
時
期
に
お
い
て
は
、
そ
の
両
者
を
共
に
可
能
に
す
る
程
度
に
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
そ
の
も
の
が
両
義
的
な
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

賑
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
あ
る
意
味
で
「
直
観
的
な
科
学
」
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
何
か
を
構
想
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
直
観
は
い
ま

謙
だ
科
学
で
は
な
い
。
微
積
分
が
仮
に
運
動
に
つ
い
て
の
直
観
か
ら
生
じ
た
の
だ
と
し
て
も
、
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
が
語
っ
て
い
た

学科
よ
う
に
、
運
動
に
つ
い
て
の
微
積
分
的
な
記
述
も
ま
た
そ
れ
自
身
は
、
や
は
り
動
性
そ
の
も
の
を
巧
み
に
不
動
の
記
号
的
表
象
へ
と
転

師
換
す
る
一
つ
の
手
法
で
し
か
な
い
の
だ
。

第二章／第五

て
き
た
す
べ
て
が
生
じ
て
く
る
。
相
対
的
で
あ
る
の
は
、
固
定
さ
れ
た
も
の
か
ら
出
発
し
て
動
き
つ
つ
あ
る
も
の
に
向
か
う
、
既
成
の

諸
概
念
に
よ
る
記
号
的
認
識
な
の
で
あ
っ
て
、
動
き
つ
つ
あ
る
も
の
の
内
に
身
を
据
え
、
事
物
の
生
命
そ
の
も
の
を
引
き
受
け
る
直
観

的
認
識
は
相
対
的
で
は
な
い
。
［
中
略
］
だ
か
ら
科
学
と
形
而
上
学
と
は
、
直
観
に
お
い
て
結
び
つ
く
。
か
く
も
望
ま
れ
て
き
た
形
而

上
学
と
科
学
と
の
統
一
を
、
真
に
直
観
的
な
哲
学
は
実
現
す
る
こ
と
だ
ろ
う
」
令
旨
圏
ミ
匡
置
）
。
こ
う
な
る
と
、
最
初
の
断
定
は
す

っ
か
り
緩
和
さ
れ
て
し
ま
う
。
「
科
学
」
と
言
わ
れ
る
も
の
の
内
部
に
、
直
観
に
根
差
し
ま
た
根
差
そ
う
と
す
る
真
正
の
科
学
と
、
既

成
の
諸
記
号
の
惰
性
的
な
運
用
に
よ
っ
て
進
む
悪
し
き
科
学
と
が
区
別
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
科
学
は
全
面
的
な
否
定
を
免
れ
る
こ
と

に
な
る
わ
け
だ
。

記
号
的
表
象
に
よ
る
非
直
観
的
な
認
識
、
関
係
的
で
あ
る
ゆ
え
に
相
対
的
な
認
識
、
そ
う
い
っ
た
種
類
の
認
識
を
そ
の
ま
ま
に
肯
定

す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
、
そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
れ
を
望
む
の
か
、
望
む
と
し
た
ら
い
か
な
る
議
論
に
よ
っ
て
か
。
こ
う
し
た
点

が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
限
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
科
学
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
実
質
的
に
語
っ
た
内
容
は
未
検
討
の
ま
ま
に
留
ま
る
だ
ろ
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う
。
『
創
造
的
進
化
』
に
目
を
移
し
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
の
検
討
に
入
ろ
う
。
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（
１
）

「
創
造
的
進
化
」
出
版
の
年
、
哲
学
教
育
に
関
す
る
全
国
調
査
が
取
り
ま
と
め
ら
れ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
ピ
ネ
報
告
」
で
あ
る
。
そ
れ

が
示
し
た
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
影
響
に
よ
っ
て
反
科
学
的
な
風
潮
、
科
学
軽
視
の
風
潮
が
フ
ラ
ン
ス
中
に
広
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ

と
だ
っ
た
。
当
の
報
告
は
「
心
理
学
年
報
」
に
お
い
て
発
表
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
先
だ
っ
て
ビ
ネ
は
フ
ラ
ン
ス
哲
学
会
で
、
ベ
ル
ク
ソ

齢
ン
本
人
を
前
に
し
て
そ
う
し
た
現
状
を
告
げ
た
の
だ
っ
た
。

１罐
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
応
答
は
彼
に
は
珍
し
く
苛
立
ち
に
満
ち
て
い
る
。
「
科
学
へ
の
批
判
、
形
而
上
学
へ
の
科
学
の
何
だ
か
分
か
ら
な
い

けい
従
属
と
い
っ
た
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
ら
し
い
。
ど
こ
で
、
い
つ
、
ど
ん
な
形
で
私
は
そ
ん
な
こ
と
を
語
っ
た
と
言
う
の
か
？
私
が

禾硫
書
い
た
も
の
の
う
ち
、
一
行
で
も
一
語
で
も
い
い
か
ら
、
そ
ん
な
風
に
解
釈
で
き
る
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
見
せ
て
も
ら
い
た
い
！
」

翻
（
冨
司
ミ
）
。
そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
科
学
に
つ
い
て
の
自
分
の
見
解
を
述
べ
始
め
る
。
物
質
や
空
間
は
実
在
（
『
蟹
壼
芯
の
）
で
あ
っ
て
、

雛
空
間
を
扱
う
数
学
は
た
だ
の
「
遊
戯
」
で
は
な
く
す
で
に
「
絶
対
的
な
も
の
と
本
当
に
接
触
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
の
物
理

櫛
学
も
ま
た
「
権
利
上
（
２
号
。
痒
）
は
、
絶
対
的
な
も
の
に
達
す
る
」
の
で
あ
っ
て
、
す
で
に
そ
の
途
上
に
あ
る
と
見
て
よ
い
。
「
科
学

錆
に
つ
い
て
の
近
代
的
な
捉
え
方
の
中
に
、
こ
れ
よ
り
実
証
科
学
を
高
く
評
価
す
る
学
説
が
あ
る
か
、
私
は
知
り
た
い
。
そ
れ
ら
の
ほ
と

雲
ん
ど
は
、
科
学
全
体
が
人
間
知
性
に
相
対
的
な
も
の
だ
と
言
う
。
反
対
に
私
の
考
え
で
は
、
数
学
や
物
理
学
と
い
っ
た
諸
科
学
が
我
々

第

に
開
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
（
《
の
己
『
①
四
国
ｏ
匡
切
融
急
一
①
『
）
の
は
、
ま
さ
し
く
実
在
そ
れ
自
体
、
絶
対
的
実
在
な
の
で
す
」
霞
迂
．
）
。

第
六
節
知
性
認
識
の
権
利
づ
け
と
進
化
論

1”



三
つ
の
知
性
発
生
論

ま
ず
最
初
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
の
暖
昧
さ
、
と
は
言
わ
ず
と
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
多
重
性
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

私
た
ち
の
見
る
と
こ
ろ
、
知
性
の
発
生
を
め
ぐ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
明
に
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
三
つ
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が
区
別
さ
れ

る
。
ま
ず
第
一
に
、
今
見
た
序
文
冒
頭
な
ど
で
言
わ
れ
て
い
る
発
生
論
が
あ
る
。
進
化
の
過
程
で
、
理
解
能
力
（
苛
呂
颪
号
８
ヨ
ー

胃
の
．
号
の
）
は
環
境
に
対
し
「
次
第
に
よ
り
精
確
で
よ
り
複
雑
か
つ
し
な
や
か
な
適
応
」
を
果
た
し
て
き
た
。
生
物
の
有
す
る
知
性
形

式
は
、
物
質
に
そ
っ
て
「
型
ど
ら
れ
（
の
①
ョ
○
号
一
①
『
こ
「
刻
ま
れ
（
の
胃
厭
こ
て
き
た
の
だ
か
ら
、
知
性
は
外
界
の
「
忠
実
な
刻
印

こ
こ
で
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
発
言
は
、
『
進
化
」
で
示
さ
れ
た
自
説
を
踏
ま
え
た
も
の
と
見
て
よ
い
。
「
進
化
」
は
、
生
命
進
化
を
扱
い

つ
つ
、
そ
れ
と
「
不
可
分
」
筒
。
貝
産
罵
）
な
形
で
、
知
性
認
識
の
権
限
を
劃
定
す
る
認
識
論
と
な
る
べ
く
書
か
れ
て
い
る
。
実
際
、

そ
の
序
論
が
最
初
に
問
題
と
し
て
提
示
す
る
の
は
、
知
性
と
は
何
で
あ
り
、
何
を
本
来
の
対
象
と
す
る
の
か
、
と
い
う
点
な
の
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
結
論
は
「
進
化
」
の
最
初
の
頁
に
す
で
に
予
告
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
物
質
的
環
境
へ
の
「
適
応
（
且
９
国
‐

号
。
）
」
こ
そ
が
知
性
の
生
じ
た
目
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
知
性
の
論
理
は
固
体
の
論
理
言
碩
一
ｇ
の
号
の
⑫
。
臣
閉
）
で
あ
り
、
し
た
が

っ
て
知
性
は
生
命
な
き
物
質
（
ョ
画
晨
『
巴
口
の
算
の
）
を
幾
何
学
的
に
扱
う
時
そ
の
本
来
の
領
分
に
い
る
。
知
性
は
、
そ
の
発
生
（
ぬ
の
忌
め
の
）

を
論
じ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
権
利
づ
け
ら
れ
、
ま
た
制
限
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
「
進
化
論
的
認
識
論
」
だ
、
と
簡
単
に
ラ
ベ

ル
を
貼
っ
て
終
わ
っ
て
も
、
も
ち
ろ
ん
間
違
い
で
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
、
科
学
認
識
の
権
利
づ
け
に
直
結
し
て
い
る
の
だ
と
い
う

こ
と
に
な
れ
ば
、
話
は
別
で
あ
る
。
非
難
が
ま
し
く
「
相
対
主
義
だ
」
と
述
べ
立
て
る
声
が
直
ち
に
起
こ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ

れ
で
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
自
分
の
進
化
論
的
認
識
論
こ
そ
は
、
科
学
に
そ
の
本
来
の
権
利
を
与
え
返
す
も
の
だ
っ
た
わ
け
で

あ
る
。
い
か
に
し
て
だ
ろ
う
か
。
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（
の
ョ
宮
の
胃
の
邑
堅
①
）
」
を
我
々
に
渡
す
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
局
○
く
早
く
旨
産
皀
。
す
な
わ
ち
、
漸
進
的
な
写
し
取
り
、
と
い
う

発
想
が
一
つ
あ
る
わ
け
だ
．
し
か
し
第
二
に
、
暹
化
」
第
二
章
は
は
っ
き
り
と
こ
う
述
べ
て
い
る
ｌ
「
行
為
を
措
定
せ
よ
、
そ
う

す
れ
ば
そ
こ
か
ら
知
性
の
形
式
そ
の
も
の
が
演
鐸
さ
れ
て
く
る
」
ａ
Ｑ
麗
茜
塁
）
。
や
や
立
ち
入
っ
て
言
え
ば
、
「
制
作
（
冒
冒
８
，

号
。
）
」
と
い
う
一
定
の
行
為
形
態
の
要
求
か
ら
、
知
性
の
形
式
や
一
般
的
性
向
が
次
々
と
「
演
鐸
」
さ
れ
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
私
た
ち
の
側
の
「
行
為
の
要
求
」
か
ら
の
発
生
論
で
あ
る
。
だ
が
さ
ら
に
第
三
に
、
「
自
然
の
秩
序
と
知
性

の
形
式
」
を
表
題
に
掲
げ
る
第
三
章
で
は
例
え
ば
こ
う
言
わ
れ
る
ｌ
「
知
性
と
物
質
と
は
互
い
に
適
応
し
あ
い
、
一
つ
の
共
通
形
式

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
落
ち
着
い
た
。
た
だ
こ
の
適
応
は
全
く
自
然
に
言
ミ
誌
ミ
謹
愚
涛
曽
偽
ミ
）
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
同
じ
運
動
の
同

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

じ
逆
転
が
、
精
神
の
知
性
性
喜
ミ
ミ
富
罵
）
と
諸
事
物
の
物
質
性
（
↓
§
獄
昏
慧
）
と
を
同
時
に
創
る
か
ら
で
あ
る
」
（
月
ｇ
ご

齢
雪
今
）
。
つ
ま
り
「
同
時
発
生
（
、
①
忌
め
①
、
言
匡
冒
愚
の
）
」
で
あ
る
。

１進と
こ
れ
ら
三
つ
の
発
生
論
が
、
知
性
認
識
の
権
利
づ
け
に
対
し
て
そ
れ
ぞ
れ
全
く
異
な
る
意
義
を
持
つ
こ
と
は
明
白
だ
ろ
う
。
第
一
の

け非
も
の
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
ほ
と
ん
ど
ス
ペ
ン
サ
ー
の
学
説
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
対
象
に
初
め
か
ら
存
在
す
る
秩
序
が
、
自
ら
を
映
す
鏡

確
と
し
て
、
知
性
を
次
第
に
形
成
し
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
知
性
は
こ
の
場
合
、
受
動
的
な
形
成
体
と
な
る
。
物
質
に
沿
っ
て
型

識
ど
ら
れ
た
の
だ
か
ら
、
知
性
は
物
質
の
姿
を
そ
の
ま
ま
私
た
ち
に
引
き
渡
す
と
期
待
し
て
よ
い
よ
う
に
見
え
る
。
単
に
「
思
弁
」
し

雌
「
夢
見
」
る
よ
う
な
精
神
な
ら
、
対
象
を
想
像
力
の
ま
ま
に
好
き
に
裁
断
し
て
も
い
ら
れ
よ
う
が
、
だ
が
「
行
為
は
非
実
在
の
中
を
動

節
く
こ
と
な
ど
で
き
な
い
」
ｓ
ｏ
昌
晏
臼
．
９
．
同
Ｑ
ｇ
茜
困
）
。
な
ぜ
な
ら
そ
こ
に
は
己
の
生
存
が
賭
け
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ

一
ハ律

う
し
た
厳
し
い
テ
ス
ト
を
経
て
生
き
延
び
て
き
た
以
上
は
、
今
あ
る
よ
う
な
知
性
は
確
か
に
対
象
に
関
し
て
正
し
い
認
識
を
与
え
て
い

至
る
は
ず
な
の
だ
、
等
々
。
で
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
そ
う
し
た
議
論
に
の
み
依
拠
し
て
済
ま
せ
る
の
だ
ろ
う
か
？
だ
が
、
表
面
的
な
確

第

認
と
し
て
、
暹
也
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
を
何
度
も
ｌ
序
論
か
ら
最
終
部
に
至
る
ま
で
ｌ
繰
り
返
し
批
判
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だ
か
ら
、
こ
の
第
二
の
発
生
論
は
、
い
ま
だ
「
最
終
的
」
な
も
の
で
は
な
い
の
だ
。
そ
れ
は
単
に
、
あ
れ
こ
れ
の
製
作
的
行
為
の
要

求
に
応
え
得
る
都
合
の
よ
い
形
式
は
い
か
な
る
も
の
か
を
提
示
す
る
作
業
な
の
で
あ
り
、
そ
の
形
式
が
ど
の
よ
う
な
実
在
と
ど
の
程
度

対
し
て
第
二
の
発
生
論
は
、
先
に
確
認
し
た
よ
う
な
「
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
」
的
傾
向
を
強
く
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
し
て
、
そ

の
種
の
議
論
は
む
し
ろ
知
性
認
識
の
価
値
を
艇
め
る
も
の
だ
と
い
う
異
論
が
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
こ
の
立
場
を
も
ち
ろ
ん
撤
回
は
し
な
い
と
し
て
も
、
こ
こ
に
留
ま
っ
て
い
る
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。
実
際
彼
は
、
こ
の
第
二
の
発

生
論
は
い
ま
だ
「
真
の
発
生
論
（
鴇
忌
め
の
急
昌
号
一
の
と
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
を
促
し
て
い
る
ａ
Ｑ
畠
山
超
哉
置
ふ
誤
）
。
行
為
か
ら

知
性
の
形
式
を
導
く
と
言
っ
て
も
、
そ
の
行
為
は
す
で
に
一
定
の
形
を
有
し
た
世
界
に
お
い
て
、
そ
れ
に
制
約
さ
れ
つ
つ
行
わ
れ
る
し

か
な
い
で
は
な
い
か
。
そ
の
上
で
あ
る
種
の
哲
学
者
ｌ
例
え
ば
プ
ロ
や
プ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
た
ち
ｌ
は
言
う
だ
ろ
う
、
「
そ
の

秩
序
は
す
で
に
思
惟
に
よ
る
そ
れ
な
の
で
あ
っ
て
、
行
為
に
よ
っ
て
知
性
を
説
明
す
る
と
い
う
の
で
は
、
行
為
が
知
性
を
前
提
と
す
る

の
だ
か
ら
、
我
々
は
論
点
先
取
を
犯
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
」
と
。
そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
認
め
て
こ
う
語
る
Ｉ
そ
の
点
に
つ
い
て

は
彼
ら
が
正
し
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
、
「
も
し
こ
の
章
で
我
々
が
身
を
置
い
て
い
る
観
点
が
、
我
々
自
身
の
最
終
的
な
観
点
で
な
け

れ
ぱ
な
ら
な
い
の
だ
と
し
た
ら
」
。

益
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
に
留
ま
る
。

し
て
い
る
こ
と
は
動
か
な
い
。
「
知
性
を
し
て
、
物
質
の
一
般
的
諸
性
質
に
よ
っ
て
我
々
の
内
に
残
さ
れ
た
刻
印
（
の
昌
頁
①
目
①
）
へ
と

還
元
し
、
そ
れ
で
知
性
と
い
う
も
の
が
十
分
に
説
明
さ
れ
た
と
考
え
た
ス
ペ
ン
サ
ー
の
錯
覚
…
…
」
筒
ロ
豊
ぷ
塁
）
と
述
べ
る
の
は
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
な
の
だ
。
し
か
も
、
あ
る
種
の
表
象
様
式
が
、
生
存
に
有
利
な
適
応
の
所
産
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
直
ち
に
実
在
認

識
と
し
て
正
当
化
さ
れ
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
は
自
明
ど
こ
ろ
で
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
内
部
に
話
を
限
っ
て
も
、
例
え
ば
「
静
的

宗
教
」
と
言
わ
れ
る
表
象
体
系
は
、
確
か
に
人
間
の
生
存
に
ほ
と
ん
ど
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
が
、
実
在
認
識
で
は
な
い
。
そ
れ
は
有
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適
合
す
る
も
の
な
の
か
、
ま
た
結
果
得
ら
れ
る
認
識
、
つ
ま
り
は
「
純
粋
な
知
性
の
所
産
」
日
ロ
晨
茜
臼
）
と
し
て
の
実
証
科
学
が
、

ど
れ
ほ
ど
の
価
値
を
有
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
は
、
先
送
り
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

少
し
補
足
し
て
お
こ
う
。
先
に
見
た
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
ス
ペ
ン
サ
ー
的
な
知
性
の
発
生
論
を
拒
否
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
は

正
確
に
掴
ん
で
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
物
質
に
内
属
す
る
秩
序
か
ら
知
性
が
生
じ
た
と
す
る
「
ス
ペ
ン
サ
ー
の
錯
覚
」
に
つ
い
て
彼
は

こ
う
批
判
し
て
い
た
の
だ
Ｉ
「
ま
る
で
、
物
質
に
内
属
す
る
秩
序
が
知
性
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
の
よ
う
だ
！
」
（
胃
届
ミ
農
‐

Ｓ
ｍ
）
。
修
辞
的
な
「
か
の
よ
う
だ
」
を
裏
返
し
て
言
え
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
、
「
物
質
に
内
属
す
る
秩
序
」
が
見
ら
れ
る
と

し
て
、
そ
れ
は
す
で
に
「
知
性
そ
の
も
の
」
で
あ
る
わ
け
だ
。
「
諸
対
象
（
。
豆
①
房
）
と
諸
事
実
（
酋
厨
）
を
措
定
し
た
と
た
ん
に
知
性

を
前
提
と
し
て
し
ま
う
こ
と
を
ど
う
し
て
見
な
い
で
い
ら
れ
よ
う
」
ａ
Ｑ
＄
孟
韻
）
。
ま
た
別
の
箇
所
で
は
、
ス
ペ
ン
サ
ー
哲
学
は

齢
「
に
せ
の
進
化
論
昏
巨
×
い
く
。
一
目
ｏ
昌
一
の
日
の
）
」
（
因
ｏ
ど
ち
』
）
と
呼
ば
れ
批
判
さ
れ
る
。
こ
の
自
称
「
進
化
論
」
は
、
「
す
で
に
進
化
し

イ進と
て
し
ま
っ
た
現
状
の
実
在
を
分
断
し
て
そ
れ
ほ
ど
進
化
し
て
い
な
い
小
片
に
し
て
、
つ
い
で
そ
の
欠
片
を
集
め
て
現
状
の
実
在
を
再
構

け脂
成
す
る
と
い
う
も
の
で
、
か
く
し
て
前
も
っ
て
説
明
す
べ
き
も
の
を
自
ら
に
与
え
て
い
る
」
急
登
・
）
と
判
定
さ
れ
る
。
そ
れ
は
例
え

禾唯
ば
、
目
下
有
機
体
に
見
ら
れ
る
「
反
射
」
と
い
う
現
象
を
採
り
上
げ
て
、
そ
の
複
合
に
よ
っ
て
本
能
や
知
性
が
組
み
上
が
っ
て
来
た
と

識
い
う
主
張
で
あ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
こ
の
「
反
射
」
と
い
う
現
象
は
そ
れ
自
体
が
一
定
の
進
化
の
後
に
、
有
意
的
な
行
動
と
差
異

砿
化
さ
れ
る
形
で
成
立
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に
よ
っ
て
有
意
的
行
動
そ
の
他
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
説
明

櫛
は
精
神
の
諸
能
力
の
「
発
生
」
を
論
じ
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
し
て
目
下
特
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
、
科
学
に
お
け
る
精
神
と
自
然
と

望
。
〃鏡

の
関
係
、
知
性
と
物
質
と
の
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
の
批
判
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
行
う
の
だ
。
ス
ペ
ン
サ
ー
に
よ
れ
ば
、
自
然
に
お
け
る

聿
諸
現
象
の
継
起
が
、
精
神
に
そ
の
反
映
像
を
形
成
す
る
。
諸
現
象
の
関
係
は
、
表
象
間
の
関
係
に
写
し
取
ら
れ
る
。
「
し
た
が
っ
て
自

第

然
は
精
神
の
中
に
反
映
さ
れ
て
い
る
。
私
も
そ
れ
は
認
め
る
」
ａ
ｓ
急
茜
量
。
で
は
何
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
は
不
満
な
の
か
。
「
し
か
し
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ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
事
実
と
は
作
ら
れ
た
も
の
だ
」
と
い
う
こ
の
種
の
見
解
を
放
棄
し
て
い
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
「
事
実
」
と
い

う
も
の
が
人
間
知
性
に
よ
る
（
非
実
在
的
で
唯
名
論
的
な
）
所
産
だ
と
い
う
可
能
性
を
む
し
ろ
自
明
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
て
い
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
観
念
論
か
ら
の
異
論
を
前
に
し
て
、
ス
ペ
ン
サ
ー
の
発
想
の
側
を
見
捨
て
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
極
め

て
微
妙
な
立
場
で
あ
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
が
あ
る
意
味
素
朴
な
独
断
性
に
よ
っ
て
前
提
す
る
「
諸
事
実
」
や
そ
れ
ら
の
「
関
係
」
を
、
観

念
論
は
す
で
に
知
性
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
所
産
と
見
倣
す
（
そ
の
構
成
の
動
機
が
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
も
の
だ
と
は
言
わ
な
い
に

せ
よ
）
。
そ
の
場
合
、
知
性
を
そ
れ
ら
の
「
事
実
」
な
ど
か
ら
、
そ
れ
ら
の
反
映
と
し
て
「
発
生
」
さ
せ
る
と
言
う
な
ら
、
そ
れ
は
見

え
透
い
た
循
環
論
法
で
あ
り
、
「
進
化
論
」
と
し
て
は
「
に
せ
」
の
も
の
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
先
の
ス
ペ

ン
サ
ー
批
判
は
、
基
本
的
に
は
こ
れ
と
同
じ
ラ
イ
ン
で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
論
法
が
、
例
え
ば
「
精
神
物
理
学
」
の
経
験
的

を
分
解
す
る
。
可
能
↑

と
い
う
も
の
な
の
だ
」

人
間
精
神
が
諸
現
象
間
の
関
係
を
表
象
で
き
る
た
め
に
は
、
諸
現
象
（
吾
ｇ
ｏ
ョ
ｇ
①
⑰
）
と
い
う
も
の
が
、
す
な
わ
ち
生
成
の
連
続
性

の
中
に
切
り
と
ら
れ
る
判
明
な
諸
事
実
（
註
冒
）
と
い
う
も
の
が
、
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
分
解
作
用
の
特
定
の
様
態
を
、

我
々
が
今
日
そ
れ
を
見
て
取
る
よ
う
な
姿
で
自
ら
に
与
え
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ひ
と
は
知
性
を
も
ま
た
今
日
あ
る
よ
う
な
姿

で
手
に
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
実
在
が
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
分
解
さ
れ
る
の
は
こ
の
知
性
と
の
関
係
に
お
い
て
、

そ
し
て
こ
の
関
係
に
お
い
て
だ
け
で
あ
る
か
ら
だ
」
（
琴
ミ
．
）
。
明
ら
か
だ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
表
象
の
姿
、
少
な
く
と
も
そ
の

「
諸
事
実
」
の
分
断
の
仕
方
な
ら
び
に
そ
れ
ら
の
間
で
の
「
関
係
」
が
、
認
識
主
観
の
あ
り
方
に
相
対
的
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
「
事
実
」
は
、
知
性
が
写
し
取
る
べ
き
原
本
で
は
な
い
。
む
し
ろ
知
性
が
そ
れ
ら
の
「
事
実
」
を
そ
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
作
っ
た
の
で
あ
る
。
「
各
々
の
存
在
［
生
物
］
は
、
自
ら
の
行
為
が
そ
こ
で
辿
る
べ
き
さ
ま
ざ
ま
の
線
に
応
じ
て
物
質
界

、
、
、
、
、

を
分
解
す
る
。
可
能
な
行
為
の
こ
れ
ら
の
線
は
、
交
差
し
な
が
ら
経
験
の
網
を
描
く
の
で
あ
り
、
そ
の
網
の
目
の
一
つ
ひ
と
つ
が
事
実

（
夢
謎
．
）
。
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妥
当
性
に
関
し
て
の
「
試
謹
の
判
定
ｌ
す
な
わ
ち
事
実
に
基
づ
い
て
理
論
を
検
証
し
よ
う
と
試
み
て
も
、
当
の
事
実
が
理
論
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
試
み
は
単
な
る
「
循
環
（
ｏ
の
己
の
く
旨
①
ロ
×
）
」
に
し
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
あ
の
議
論

ｌ
と
全
く
同
型
で
あ
る
こ
と
も
気
づ
か
れ
よ
う
。

だ
と
す
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
れ
ま
で
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
立
場
が
も
た
ら
し
か
ね
な
い
「
科
学
」
に
つ
い
て
の
相
対
主
義

を
避
け
る
た
め
に
、
ス
ペ
ン
サ
ー
流
の
単
純
な
経
験
論
に
立
ち
戻
っ
て
済
ま
せ
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
は
同
時
に
、
ス
ペ
ン
サ
ー
を
批
判
す
る
そ
の
観
念
論
的
立
場
を
も
論
駁
し
よ
う
と
望
ん
で
い
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
の
考
え
で

は
、
観
念
論
は
知
性
認
識
に
つ
い
て
非
常
に
高
い
評
価
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
、
実
は
そ
の
価
値
を
こ
の
上
な
く
損
な
う
も
の

だ
か
ら
で
あ
る
。
知
性
は
諸
現
象
の
「
統
一
（
目
鄙
８
号
コ
ヒ
を
求
め
、
そ
れ
に
よ
っ
て
認
識
が
構
成
さ
れ
て
い
く
の
だ
と
言
わ
れ
る
。

齢
だ
が
そ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
「
我
々
の
認
識
は
精
神
が
持
つ
あ
る
種
の
要
求
（
の
×
一
ｍ
の
．
８
の
）
に
相
対
的
と
な
る
」
ａ
Ｑ
麗
酎
こ
し
か
な

イ壁
い
だ
ろ
う
。
「
知
性
が
も
は
や
何
も
の
に
も
依
存
し
な
い
も
の
に
な
れ
ば
、
今
度
は
す
べ
て
が
知
性
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し

けづ
ま
う
。
か
く
し
て
知
性
を
あ
ま
り
に
高
く
掲
げ
た
た
め
に
、
知
性
が
与
え
る
認
識
は
あ
ま
り
に
低
く
置
か
れ
て
し
ま
う
の
だ
。
知
性
が

利硫
一
種
の
絶
対
者
と
な
る
そ
の
瞬
間
に
、
知
性
認
識
は
相
対
的
な
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
」
（
琴
蔵
・
）
。
こ
の
逆
説
的
な
反
転
を
避
け
な
け

翻
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
認
識
は
知
性
の
所
産
で
あ
る
こ
と
を
や
め
、
あ
る
意
味
で
、
実
在
の
構
成
部
分
と
な
る
」
（
琴
ミ
・
）
の
で
な
け
れ
ば

性知
な
ら
な
い
。
知
性
の
形
式
は
「
独
立
」
し
た
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
知
性
の
形
式
と
そ
れ
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
認
識
の
方
こ
そ
、

櫛
確
か
に
実
在
に
依
存
し
た
も
の
、
実
在
に
根
差
し
た
も
の
だ
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
お
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

操
だ
が
い
か
に
し
て
か
。
今
私
た
ち
が
辿
っ
た
観
念
論
批
判
に
お
い
て
こ
そ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
行
為
を
措
定
せ
よ
、
そ
う
す
れ
ば
知

菫
性
の
形
式
そ
の
も
の
が
そ
こ
か
ら
演
鐸
さ
れ
て
く
る
」
と
言
い
、
「
し
た
が
っ
て
行
為
か
ら
出
発
し
よ
う
、
そ
し
て
知
性
は
ま
ず
製
作

第

を
目
指
す
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
原
理
と
し
て
立
て
よ
う
」
筒
口
望
酎
誤
）
と
語
っ
て
い
た
の
だ
。
し
か
し
繰
り
返
せ
ば
、
こ
う
し
た
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相
互
的
適
応
と
し
て
の
発
生
？

第
三
章
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
述
べ
始
め
る
ｌ
「
し
た
が
っ
て
、
知
性
の
発
生
論
を
、
そ
し
て
同
時
に
諸
物
体
（
８
９
“
）
の
発
生
論

を
、
試
み
る
べ
き
時
が
来
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
、
我
々
の
知
性
の
引
く
主
要
な
線
が
描
く
の
は
物
質
に
対
し
て
の
我
々
の
行
為
の

一
般
的
な
形
態
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
物
質
の
細
分
（
忌
冨
己
が
我
々
の
行
為
の
要
求
に
沿
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
正
し

い
の
な
ら
、
二
つ
の
発
生
論
は
明
ら
か
に
相
関
的
な
企
て
な
の
だ
。
知
性
性
（
言
旦
一
の
Ｏ
Ｂ
巴
嚴
）
と
物
質
性
（
ョ
幽
国
芭
晟
）
は
、
細

分
に
お
い
て
、
相
互
的
な
適
応
（
且
９
ｓ
号
己
融
ｏ
ご
『
○
旨
の
）
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
き
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
両
者
は

こ
う
し
て
、
第
二
の
発
生
論
は
い
ま
だ
暫
定
的
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
決
定
的
」
な
議
論
は
、
「
創
造
的
進

化
」
第
三
章
に
延
期
さ
れ
る
の
だ
。
「
ま
る
で
、
物
質
に
内
属
す
る
秩
序
が
知
性
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
の
よ
う
だ
！
し
か
し
、
哲

学
が
知
性
の
、
そ
し
て
ま
た
同
時
に
物
質
の
、
真
の
発
生
論
（
目
①
鴨
吊
絡
く
野
冒
巨
①
号
一
ご
蔚
三
鴨
。
８
９
ｇ
妙
ョ
の
房
日
冨
呂
①
号
一
ｍ

ョ
画
忌
『
⑦
）
を
ど
れ
ほ
ど
ま
で
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
方
法
で
、
試
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
、
次
の
章
で
論

じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
目
下
の
と
こ
ろ
我
々
が
取
り
組
む
問
題
は
、
心
理
学
的
次
元
ａ
・
Ｃ
ａ
『
の
房
旨
言
一
．
廻
呂
①
）
の
も
の
で
あ
る
」

白
口
望
茜
誤
）
。
「
進
化
」
に
お
い
て
私
た
ち
が
確
認
し
た
三
つ
の
発
生
論
に
お
い
て
、
そ
の
第
三
の
も
の
こ
そ
が
科
学
認
識
の
価
値

に
関
す
る
問
題
に
と
っ
て
は
最
も
重
要
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
以
上
か
ら
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、
『
試
論
』
や
「
物
質
と

記
憶
』
が
呼
び
起
こ
し
た
多
く
の
疑
念
に
対
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
の
回
答
は
、
「
進
化
」
第
三
章
に
書
か
れ
て
い
る
は
ず
な
の
だ
。

い
た
。
ま
た
実
際
、
「
行
為
」
か

懸
け
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

行
為
論
的
な
還
元
は
、
観
念
論
に
対
す
る
「
決
定
的
」
な
反
駁
に
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
そ
の
こ
と
を
認
め
て

い
た
。
ま
た
実
際
、
「
行
為
」
か
ら
出
発
す
る
か
ら
こ
そ
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
は
科
学
の
価
値
を
吃
め
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
嫌
疑
が
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あ
る
い
っ
そ
う
広
く
高
い
存
在
形
態
か
ら
派
生
し
て
き
た
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
知
性
性
と
物
質
性
を
そ
こ
に
置
き
戻
し
、
そ
こ
か
ら

両
者
が
出
て
く
る
さ
ま
を
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
ａ
Ｑ
電
‐
届
望
＄
巴
。

し
か
し
こ
の
「
相
互
的
適
応
」
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
概
略
は
す
で
に
理
解
可
能
で
は
あ
る
。
初
め
か
ら
あ
れ
こ
れ
の
諸
事
実

と
そ
の
関
係
を
有
す
る
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
た
「
物
質
」
の
一
般
的
構
造
を
写
し
取
っ
た
の
が
「
知
性
」
で
あ
る
、
と
い
う
方
向
の

議
論
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
批
判
し
て
い
た
。
な
お
か
つ
、
「
知
性
」
が
一
方
的
に
物
質
を
窓
意
的
な
形
で
秩
序
づ
け
る
、
と
い
う
逆
向
き

の
発
想
を
も
彼
は
避
け
よ
う
と
し
て
い
る
。
と
な
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
一
方
向
的
な
構
図
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
「
相
互
」
性
な
い
し

「
相
関
」
性
を
言
挙
げ
す
る
こ
と
は
、
見
た
と
こ
ろ
不
自
然
で
は
な
い
。
だ
が
、
こ
の
場
合
の
相
互
性
と
は
い
っ
た
い
何
の
こ
と
か
。

先
に
も
引
い
た
文
章
で
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
た
、
「
知
性
と
物
質
と
は
互
い
に
適
応
し
あ
い
、
一
つ
の
共
通
形
式
に
落

齢
ち
着
い
と
筒
§
ご
き
、
だ
が
こ
れ
は
例
え
ば
こ
う
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
ｌ
知
性
が
進
展
し
て
い
く
と
、
そ
の
対
象
と
し

イ準
て
の
物
質
は
知
性
の
見
方
に
合
わ
せ
て
変
貌
し
、
そ
れ
を
見
た
知
性
は
さ
ら
に
物
質
を
知
性
的
な
仕
方
で
分
析
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
物

けい
質
も
ま
た
知
性
の
視
線
に
合
致
し
た
姿
を
取
る
、
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う
か
。
脊
椎
動
物
の
進
化
系
列
上
で
知
性
の
進
化
が
見
ら
れ

禾確
る
と
し
て
、
人
間
が
登
場
す
る
以
前
に
は
、
物
質
界
に
は
空
間
性
は
ま
だ
そ
れ
ほ
ど
そ
な
わ
っ
て
お
ら
ず
、
物
理
学
的
な
法
則
も
見
ら

識
れ
な
か
っ
た
の
だ
が
、
人
間
知
性
が
現
れ
て
物
質
を
空
間
的
に
捉
え
て
諸
物
体
を
そ
こ
に
切
り
出
し
さ
ら
に
は
数
学
的
な
法
則
関
係
を

性知
そ
こ
に
見
て
取
る
よ
う
に
な
る
と
、
物
質
も
実
際
に
そ
の
よ
う
な
姿
を
そ
な
え
る
よ
う
に
な
っ
た
、
そ
し
て
そ
れ
に
励
ま
さ
れ
て
、
人

鋤
間
知
性
は
自
ら
の
方
針
を
さ
ら
に
進
め
て
物
質
に
向
か
う
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
以
下
同
様
、
な
ど
と
い
う
こ
と
な
の
だ
ろ
う

第二章／第

大
き
な
コ
ス
ト
を
払
っ
て
試
み
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
観
点
を
そ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
次
節
で

も
見
る
が
、
私
た
ち
の
知
性
の
論
理
は
「
回
顧
の
論
理
」
で
あ
っ
て
、
い
っ
た
ん
真
理
が
真
理
と
し
て
創
造
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
が
遡
及

か
◎
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的
に
過
去
に
適
用
さ
れ
、
ず
っ
と
以
前
か
ら
そ
の
真
理
が
不
変
の
も
の
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
我
々
は
考
え
る
も
の
だ
、
と
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
述
べ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
私
た
ち
の
知
性
は
、
今
日
真
理
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
観
点
か
ら
、
物
質
と
い
う
も
の
を
考
え
る
。
つ
ま

り
、
現
在
の
知
性
に
映
る
よ
う
な
物
質
が
、
永
遠
の
昔
か
ら
実
在
し
て
き
た
の
だ
と
考
え
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
あ
れ
こ
れ
の
法
則

を
私
た
ち
が
構
想
し
、
真
理
と
し
て
採
用
し
運
用
す
る
そ
れ
以
前
に
は
、
物
質
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
法
則
に
従
属
し
て
い
な
か
っ
た
の

だ
。
逆
ら
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
単
に
そ
う
し
た
角
度
か
ら
の
規
定
を
そ
な
え
て
い
な
か
っ
た
の
だ
。
も
し
以
前
か
ら
あ

れ
こ
れ
の
法
則
に
忠
実
に
従
う
も
の
と
し
て
物
質
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
知
性
が
行
う
こ
と
は
基
本
的
に
そ
の
（
試
行
錯
誤

込
み
で
は
あ
れ
結
局
は
）
写
し
取
り
で
あ
っ
て
、
も
し
そ
う
な
ら
ば
ス
ペ
ン
サ
ー
的
な
理
論
で
済
ん
だ
は
ず
で
は
な
い
か
。
し
か
し
ペ

ル
ク
ソ
ン
は
、
「
知
性
性
」
も
「
物
質
性
」
も
、
そ
れ
ぞ
れ
発
生
を
有
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
知
性
は
永
遠
の
昔
か
ら
今
の
人
間

の
有
す
る
よ
う
な
知
性
と
し
て
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
も
な
け
れ
ば
、
物
質
も
ま
た
今
日
人
間
知
性
が
捉
え
る
よ
う
な
姿
を
以
前
か
ら

ず
っ
と
保
持
し
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
ｌ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
う
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。

不
可
能
な
解
釈
で
は
な
い
が
、
相
当
に
高
い
コ
ス
ト
が
か
か
る
と
思
う
。
高
過
ぎ
る
、
と
私
た
ち
は
見
積
も
る
。
な
ぜ
な
ら
、
以
上

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
ま
ず
適
応
の
「
相
互
」
性
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
理
解
し
難
い
も
の
に
な
る
。
頻
繁
な
キ
ャ
ッ
チ
ボ
ー
ル
の
や
り

取
り
を
通
じ
て
、
大
き
く
見
れ
ば
知
性
と
物
質
は
互
い
に
互
い
を
合
わ
せ
て
き
た
（
単
に
知
性
が
試
行
錯
誤
を
繰
り
返
し
て
物
質
の
実

相
に
近
づ
い
て
き
た
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
物
質
の
方
も
ま
る
で
交
渉
の
対
話
者
の
ご
と
く
知
性
に
合
わ
せ
て
意
見
を
次
第
に
栫
え

て
き
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
）
、
と
述
べ
る
の
は
、
困
難
を
小
さ
く
す
れ
ば
見
逃
し
て
も
ら
え
よ
う
と
い
っ
た
詐
術
で
し
か
あ
る
ま
い
。

一
方
的
に
知
性
が
物
質
を
形
式
化
す
る
、
と
言
う
と
認
め
ら
れ
な
い
の
に
、
そ
し
て
反
対
に
物
質
が
知
性
に
自
ら
の
像
を
与
え
て
知
性

を
か
た
ち
作
る
、
と
言
え
ば
そ
れ
も
ま
た
認
め
ら
れ
な
い
の
に
、
そ
れ
ら
を
小
刻
み
に
し
て
並
べ
る
と
い
う
だ
け
で
、
ど
う
し
て
同
じ

困
難
に
ぶ
つ
か
ら
ず
に
済
む
だ
ろ
う
か
。
基
本
的
な
道
具
立
て
は
そ
の
ま
ま
で
、
そ
れ
を
小
さ
く
砕
き
な
が
ら
「
漸
進
的
」
で
「
相
互
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的
」
と
言
っ
て
も
何
も
変
わ
ら
な
い
。
「
相
互
適
応
」
が
、
そ
の
よ
う
な
安
易
な
ご
ま
か
し
で
あ
っ
て
は
な
る
ま
い
。
し
か
も
よ
り
重

要
な
こ
と
に
、
も
し
こ
と
が
以
上
の
解
釈
の
よ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
相
対
主
義
へ
の
傾
き
を
払
拭
で
き
て
は
い
な
い
。
生
物

は
そ
れ
ぞ
れ
に
自
分
の
世
界
を
構
成
す
る
。
例
え
ば
世
界
が
「
も
の
」
や
「
対
象
」
か
ら
で
き
て
い
る
の
で
は
な
く
、
単
に
あ
れ
こ
れ

の
質
的
特
性
言
ｇ
愚
融
の
）
の
重
な
り
か
ら
で
き
て
い
る
と
い
う
ケ
ー
ス
も
あ
り
得
よ
う
（
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
昆
虫
な
ど
に
想
定
し
て

い
る
よ
う
に
ａ
Ｑ
ｇ
孟
國
）
。
あ
る
種
の
蜂
に
と
っ
て
世
界
と
は
幾
何
学
的
空
間
性
を
有
し
な
い
色
彩
に
満
ち
た
拡
が
り
で
あ
り
、

そ
の
漠
と
し
た
拡
が
り
に
は
一
定
の
植
物
種
が
特
に
強
い
魅
力
を
持
っ
て
惹
き
つ
け
る
も
の
と
し
て
散
在
し
て
お
り
、
あ
る
い
は
一
定

の
昆
虫
の
、
人
間
知
性
に
は
「
神
経
節
」
と
見
え
る
何
か
が
、
（
お
そ
ら
く
は
私
た
ち
が
自
ら
の
身
体
を
直
接
的
に
内
側
か
ら
感
じ
て

い
る
の
と
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
）
内
的
に
感
じ
取
ら
れ
つ
つ
そ
こ
へ
の
攻
撃
を
促
し
て
き
て
い
る
。
だ
が
例
え
ば
そ
う
し
た
認
識
と
、

崎
人
間
知
性
が
洗
練
さ
れ
た
形
で
手
に
す
る
物
理
学
的
世
界
像
と
、
何
か
資
格
の
上
で
差
が
あ
る
と
言
い
得
る
だ
ろ
う
か
。
い
ず
れ
に
お

壁
い
て
も
長
い
相
互
調
整
的
対
話
の
過
程
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ
と
し
て
も
、
結
局
は
い
ず
れ
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
認
識
主

けい
観
に
相
対
的
な
像
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
だ
、
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
で
は
な
い
か
。
あ
れ
こ
れ
の
異
な
る
対
話
が
あ
り
、
そ
の
そ
れ
ぞ

禾確
れ
の
内
部
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
関
心
と
異
な
る
語
葉
で
、
意
見
の
多
種
多
様
な
一
致
が
次
第
に
あ
ち
ら
こ
ち
ら
で
成
り
立
つ

識
て
き
て
い
る
、
と
い
う
の
で
は
話
に
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
生
物
学
的
で
も
あ
る
が
潜
在
的
に
は
一
般
化
可
能
な
相
対
主
義
へ
の
傾
き

性知
を
こ
そ
く
ル
ク
ソ
ン
は
批
判
さ
れ
て
い
た
の
だ
し
、
彼
は
ま
さ
に
そ
こ
か
ら
抜
け
出
そ
う
と
し
て
「
進
化
」
を
書
き
進
め
て
い
た
の
で

櫛
は
な
い
の
か
。
人
間
知
性
が
そ
の
語
乗
で
行
っ
て
い
る
諸
事
象
と
の
対
話
に
特
権
性
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
ら
、
そ
の
特
権
性

露
は
そ
れ
が
対
話
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
は
生
じ
よ
う
が
な
い
。
こ
と
は
論
題
そ
の
も
の
、
そ
の
語
葉
そ
の
も
の
に
関
わ
る
。

第二章／第
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(1)
だ
か
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
の
核
心
を
な
す
の
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
「
相
互
」
性
な
の
で
は
な
い
。
単
に
そ
れ
を
強
調
し
て
も
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
避
け
よ
う
と
す
る
相
対
主
義
を
排
除
で
き
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
を
支
持
す
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
持
ち

出
す
べ
き
は
、
別
の
タ
ー
ム
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
発
生
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
タ
ー
ム
と
は
何
か
。

実
は
、
す
で
に
私
た
ち
は
そ
れ
を
引
用
し
て
い
る
。
も
う
一
度
見
よ
う
。
経
験
論
的
な
写
し
取
り
は
認
め
ら
れ
得
ず
、
主
観
に
よ
る

構
成
主
義
も
採
ら
ず
、
主
客
の
予
定
調
和
を
窓
意
的
に
立
て
る
の
で
も
な
い
。
「
第
四
の
選
択
肢
」
と
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
う
語

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
知
性
と
物
質
と
は
互
い
に
適
応
し
あ
い
、
一
つ
の
共
通
形
式
に
落
ち
着
い
た
。
た
だ
こ
の
適
応
は
全
く
自
然

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

に
言
ミ
ミ
ミ
馬
涛
ミ
偽
ミ
）
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
同
じ
運
動
の
同
じ
逆
転
が
、
精
神
の
知
性
性
と
諸
事
物
の
物
質

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

性
と
を
同
時
に
創
る
か
ら
で
あ
る
」
（
屑
ミ
ミ
ｅ
。
も
は
や
ポ
イ
ン
ト
は
、
「
互
い
に
」
で
は
な
い
。
「
全
く
自
然
に
」
ｌ
こ
れ
で

あ
る
。
こ
の
「
自
然
さ
」
を
も
っ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
科
学
の
「
窓
意
性
」
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
「
自
然
さ
」

が
、
知
性
の
有
す
る
際
立
っ
た
認
識
論
的
価
値
を
回
復
さ
せ
、
そ
の
権
利
を
保
証
す
る
の
だ
。

だ
か
ら
「
進
化
」
の
科
学
論
、
特
に
そ
の
第
三
章
が
、
そ
の
錯
綜
し
た
論
述
を
通
じ
て
結
局
何
を
主
張
し
て
い
た
の
か
を
知
る
た
め

に
は
、
私
た
ち
は
次
の
点
を
こ
そ
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
①
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
全
く
自
然
に
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
。
②

そ
こ
で
精
神
と
諸
事
物
が
い
わ
ば
再
会
す
る
こ
と
を
（
全
く
自
然
に
）
約
束
さ
れ
て
い
る
「
共
通
形
式
」
、
す
な
わ
ち
「
知
性
性
」
と

「
物
質
性
」
と
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
も
の
か
。
③
以
上
を
通
じ
て
、
科
学
の
認
識
論
的
価
値
は
ど
う
い
っ
た
点
で
確
保
さ
れ
た
と
ベ

ル
ク
ソ
ン
は
考
え
て
い
る
の
か
。
順
に
考
察
し
よ
う
。

空
間
的
秩
序
の
自
然
的
発
生

「
全
く
自
然
に
」
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教
科
書
的
に
述
べ
れ
ば
、
精
神
も
、
諸
事
物
も
、
緊
張
が
停
止
し
た
途
端
に
、
「
幾
何
学
的
秩
序
」
な
い
し
「
数
学
的
秩
序
」
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
が
「
空
間
性
（
ｇ
呉
芭
鼠
）
」
へ
と
呼
ぶ
も
の
へ
と
、
自
動
的
に
（
画
具
○
ョ
呂
呂
の
ョ
の
具
）
至
る
。
そ
の
行
き
着
く
形
式
の
内
実

に
つ
い
て
は
次
項
に
回
す
と
し
て
、
な
ぜ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
こ
で
「
自
然
に
」
「
自
動
的
に
」
と
言
い
得
る
の
か
。

そ
れ
を
支
え
る
論
拠
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
彼
の
「
秩
序
」
論
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
「
無
秩
序
」
論
に
あ
る
だ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に

と
っ
て
「
秩
序
（
。
ａ
『
の
）
」
と
は
ま
ず
も
っ
て
主
客
の
一
致
（
画
ｎ
８
ａ
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
で
概

、
、
、
、
、
、
、

略
だ
け
を
確
認
し
よ
う
。
「
実
在
は
一
般
に
、
そ
れ
が
我
々
の
思
惟
を
満
足
さ
せ
る
の
に
厳
密
に
比
例
し
て
、
秩
序
だ
っ
て
い
る

（
§
号
苫
苫
愚
。
し
た
が
っ
て
秩
序
と
は
、
主
客
間
の
あ
る
種
の
一
致
の
こ
と
な
の
だ
。
そ
れ
は
、
事
象
の
中
に
自
ら
を
再
発
見
す
る

精
神
（
の
い
目
庁
の
①
『
の
言
。
目
自
己
目
の
一
①
の
ｇ
ｏ
⑫
の
⑩
）
で
あ
る
」
ａ
ｓ
置
孟
震
）
。
「
再
認
」
の
概
念
が
今
ま
た
顔
を
出
し
て
い
る
こ
と
が
気

齢
づ
か
れ
る
が
、
と
も
か
く
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
の
上
で
、
「
秩
序
」
に
二
種
類
の
も
の
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
私
た
ち
の
精
神
は
、
緊

イ壁
張
と
弛
緩
と
い
う
二
つ
の
方
向
に
赴
く
こ
と
が
で
き
る
。
緊
張
の
方
向
で
は
、
芸
術
家
の
作
品
に
お
け
る
ご
と
く
、
「
天
才
性
、
オ
リ

けい
ジ
ナ
リ
テ
ィ
、
し
た
が
っ
て
予
見
不
可
能
性
（
冒
冒
、
急
の
旨
二
誌
）
そ
の
も
の
」
が
「
秩
序
」
と
し
て
驚
き
な
い
し
称
賛
の
対
象
に
な
る
。

禾硫
も
う
一
つ
、
弛
緩
の
方
向
で
は
「
惰
性
的
な
も
の
（
ヨ
の
ａ
①
）
」
「
自
動
的
な
も
の
（
画
具
◎
ョ
四
畳
宮
の
）
」
が
再
認
の
対
象
に
な
る
。
天
文

癖
学
的
諸
事
象
が
「
驚
く
ほ
ど
秩
序
だ
っ
て
い
る
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
「
数
学
的
に
予
見
（
己
『
か
ぐ
○
胃
）
で
き
る
」
（
両
ｇ
韻
、

性知
ｇ
巴
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。

節
し
か
し
な
ぜ
後
者
は
「
自
動
的
」
な
の
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
基
本
的
に
、
〈
そ
こ
か
ら
外
れ
て
無
秩
序
に
行
く
と
い
う
可
能
性
は
な

一
ハ篠

い
か
ら
〉
と
答
え
る
。
こ
の
二
種
の
秩
序
、
「
（
比
嚥
的
な
意
味
で
）
意
志
さ
れ
た
秩
序
（
。
ａ
『
の
ぐ
○
口
一
口
）
」
な
い
し
「
生
命
的
秩
序
」
と
、

雲
「
自
動
的
な
秩
序
（
Ｃ
ａ
『
①
画
昌
○
日
“
目
匡
①
）
」
な
い
し
「
幾
何
学
的
秩
序
」
と
で
、
も
の
ご
と
の
あ
り
さ
ま
に
つ
い
て
の
可
能
性
は
尽

第

き
て
い
る
。
さ
ら
に
両
者
の
外
に
「
無
秩
序
」
と
い
う
余
白
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
の
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
無
秩
序
」
論
の
眼
目
で
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あ
っ
た
。
前
者
を
期
待
し
た
の
に
後
者
し
か
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
そ
の
逆
の
場
合
、
「
我
々
の
思
惟
」
は
「
満
足
」
し
な
い
。
こ
の

不
満
足
が
対
象
化
さ
れ
実
体
視
さ
れ
た
の
が
「
無
秩
序
」
で
あ
る
。
「
無
秩
序
」
と
い
う
も
の
を
想
像
す
る
時
、
私
た
ち
は
必
死
で
、

、
、
、

、
、
、
、
、

自
分
が
な
し
得
る
予
見
を
決
し
て
満
足
さ
せ
な
い
よ
う
に
振
る
舞
う
諸
事
象
を
思
い
描
こ
う
と
試
み
る
。
そ
れ
は
実
際
に
は
、
ま
さ
し

く
一
定
の
意
図
に
合
致
す
る
よ
う
に
作
為
さ
れ
た
一
種
の
秩
序
で
し
か
な
い
の
だ
。

し
か
し
今
問
題
な
の
は
、
〈
即
自
的
な
無
秩
序
な
ど
は
な
い
〉
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
重
要
な
の
は
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
自

動
的
な
秩
序
」
は
、
そ
れ
自
身
「
自
動
的
」
に
成
立
す
る
し
、
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
、
と
い
う
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
主
張
な
の
で
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
科
学
的
認
識
と
物
質
的
実
在
と
の
合
致
を
求
め
て
い
た
の
だ
が
、
こ
の
合
致
は
、
「
自
動
的
な

秩
序
」
に
お
い
て
、
「
自
動
的
」
に
、
あ
る
い
は
先
に
引
用
し
た
表
現
を
繰
り
返
す
な
ら
「
全
く
自
然
に
」
、
達
成
さ
れ
る
は
ず
だ
、
と

述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
意
志
や
生
命
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
予
見
不
可
能
な
事
象
を
生
み
出
す
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
運
動
の
不
在
は
、

、
、
、
、
、
、
、
、

そ
の
ま
ま
「
自
動
的
な
」
存
在
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
る
、
そ
し
て
な
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
他
の
選
択
肢
が
な
い
か
ら
で
あ

る
。
可
能
的
な
「
無
秩
序
」
と
い
う
余
白
を
抹
消
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
こ
こ
で
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
は
、
ほ
と
ん
ど
定
義
と
論
理

的
選
択
肢
の
問
題
へ
と
還
元
さ
れ
て
い
る
．
ｌ
生
命
的
傾
向
が
創
造
や
異
質
化
や
予
見
不
可
能
性
を
意
味
す
る
の
だ
か
ら
、
生
命
的

傾
向
の
欠
如
は
反
対
に
、
等
質
的
で
一
様
な
予
見
可
能
的
存
在
様
態
を
生
じ
さ
せ
る
以
外
に
な
い
。
こ
れ
は
択
一
で
あ
る
。
人
間
の
精

神
が
た
だ
ひ
た
す
ら
創
造
的
で
あ
り
、
物
質
も
ま
た
創
造
的
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
の
よ
う
な
両
者
が
共
通
の
形
式
に
お
い
て
相
互

を
予
見
し
な
が
ら
再
会
す
る
こ
と
は
「
奇
跡
」
ａ
ｇ
ｇ
茜
邑
で
し
か
あ
る
ま
い
。
そ
こ
で
「
全
く
自
然
に
」
と
語
る
こ
と
は
お
よ
そ

不
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
物
質
を
生
命
的
傾
向
の
欠
如
、
「
中
断
・
逆
転
」
と
し
て
定
義
す
る
。
人
間
知
性
の
機
能
を
、

生
命
や
持
続
と
そ
の
創
造
性
を
排
除
す
る
諸
表
象
に
基
づ
い
た
思
考
で
あ
る
と
見
定
め
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
両
者
の
一
致
と
再
会
は
、

反
対
に
、
「
全
く
自
然
に
」
生
じ
る
も
の
と
言
い
得
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
を
裏
切
る
予
見
不
可
能
性
、
創
造
性
が
こ
こ
で
は
定
義
上
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私
た
ち
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
の
骨
格
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
見
る
。
そ
れ
は
「
無
秩
序
」
概
念
の
分
析
に
大
き
く
依
拠
し

て
お
り
、
そ
の
限
り
で
一
定
の
説
得
力
を
持
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
だ
か
ら
こ
そ
、
実
際
に
は
そ
れ
ほ
ど
大
し
た
こ
と
は
言
わ
れ
て
い
な

い
と
も
見
え
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
が
与
え
た
考
察
は
、
煎
じ
詰
め
れ
ば
、
〈
生
命
の
努
力
や
緊
張
が
な
け
れ
ば
生
じ
な
い
予
見
不
可

能
な
事
象
が
あ
る
。
そ
う
し
た
事
象
に
生
命
を
見
る
〉
、
対
し
て
〈
予
見
可
能
な
事
象
が
あ
る
。
そ
こ
に
物
質
性
を
見
る
〉
と
い
う
、

ほ
と
ん
ど
定
義
の
反
復
の
よ
う
な
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
だ
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
進
化
」
以
降
、
生
命
と
物
質
の
区
別
を
保
持
し
な
が
ら
、
知
性
や
科
学
は
物
質
認
識
に
関
し
て
は
客
観
的
に
妥
当

す
る
の
だ
、
と
繰
り
返
す
。
そ
の
区
別
を
し
な
い
か
ら
、
カ
ン
ト
た
ち
は
認
識
論
に
お
い
て
迷
い
、
相
対
主
義
に
陥
る
の
だ
、
と
い
う

憾
彼
の
診
断
は
知
ら
れ
て
い
よ
う
（
両
。
ご
ｍ
‐
９
こ
つ
ｓ
‐
②
霞
｝
四
囲
Ｉ
獣
ミ
司
虐
‐
９
房
勺
冨
さ
、
届
麗
‐
届
震
）
。
し
か
し
彼
は
何
を
言
お
う
と
し
て

壁
い
る
の
か
。
私
た
ち
は
疑
う
の
だ
が
、
結
局
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
こ
と
し
か
語
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
の
か
。
〈
諸
事
象
に
関
し
て

けい
数
学
的
記
述
を
試
み
る
よ
う
な
科
学
は
、
物
質
に
つ
い
て
は
客
観
的
に
妥
当
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
妥
当
す
る
よ
う
な
事
象
を
、

矛硫
物
質
と
呼
ぶ
、
あ
る
い
は
そ
う
し
た
傾
向
を
も
っ
て
物
質
性
言
画
威
『
冨
二
芯
）
と
呼
ぶ
か
ら
だ
。
そ
し
て
実
際
、
妥
当
す
る
事
象
は
あ

識
る
〉
、
と
。
こ
こ
で
は
、
科
学
的
認
識
の
普
遍
的
妥
当
性
を
主
張
す
る
必
要
は
な
い
。
そ
れ
が
妥
当
し
な
い
対
象
と
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ

性知
ン
は
生
命
的
事
象
の
実
在
を
当
然
の
こ
と
と
し
て
認
め
て
い
る
か
ら
。
言
い
換
え
れ
ば
、
実
在
に
お
い
て
生
命
と
物
質
を
（
対
立
的
・

櫛
背
反
的
に
）
区
分
し
た
が
ゆ
え
に
、
ま
た
同
時
に
物
質
を
、
科
学
認
識
（
が
用
い
る
諸
形
式
）
が
妥
当
す
る
よ
う
な
事
象
と
し
て
定
義

鈴
し
、
そ
う
で
は
な
い
も
の
を
生
命
の
側
に
置
い
た
ゆ
え
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
科
学
認
識
の
妥
当
性
の
問
題
は
、
大
枠
と
し
て
は

垂
非
常
に
簡
単
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。
反
対
に
も
し
、
科
学
的
認
識
の
方
法
が
う
ま
く
適
合
し
な
い
事
象
の
た
め
の
領
分
を
用
意

第

し
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
生
命
と
物
質
と
を
区
分
し
て
話
を
始
め
な
け
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
知
性
の
形
式
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い

排
除
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
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る
と
い
う
普
遍
的
な
主
張
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
の
普
遍
性
を
保
証
す
る
た
め
に
は
、
予
定
調
和
を
掲
げ
る
の
で
な
け

れ
ば
、
事
象
そ
の
も
の
が
初
め
か
ら
知
性
形
式
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
の
だ
と
述
べ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
ｌ
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
見
る
限

、
、
、
、

り
で
の
、
「
普
遍
数
学
」
の
夢
に
誘
わ
れ
た
近
代
認
識
論
の
歴
史
で
あ
る
。
だ
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
ビ
ネ
に
言
う
、
「
科
学
な
る
も
の

、
、
、
、
、

（
奇
の
鳥
篭
＆
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
の
科
学
（
§
§
§
§
）
に
つ
い
て
話
を
し
ま
し
ょ
う
…
…
」
（
冨
弓
）
。

し
か
し
普
遍
性
を
言
わ
な
く
て
も
よ
い
の
で
あ
れ
ば
、
単
に
〈
科
学
認
識
は
、
成
功
す
る
と
こ
ろ
で
は
成
功
す
る
〉
と
、
そ
し
て

〈
成
功
し
な
い
と
こ
ろ
で
は
成
功
し
な
い
〉
と
述
べ
る
こ
と
で
、
問
題
の
大
き
な
部
分
は
ひ
と
ま
ず
片
づ
い
て
し
ま
う
。
実
際
、
「
進

化
」
は
、
科
学
認
識
の
価
値
を
再
考
し
な
が
ら
、
ま
た
ル
・
ロ
ワ
た
ち
が
強
調
し
た
科
学
の
規
約
性
・
人
為
性
と
い
っ
た
事
実
を
も
そ

れ
と
し
て
視
野
に
収
め
な
が
ら
、
し
か
し
そ
れ
で
も
科
学
の
客
観
的
妥
当
性
を
言
お
う
と
し
て
、
『
物
質
と
記
憶
」
同
様
、
科
学
の

「
成
功
」
に
何
度
も
訴
え
か
け
て
い
る
。
同
じ
意
味
で
、
多
く
の
場
所
に
お
い
て
彼
は
、
科
学
は
成
功
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
知
性
と

（
２
）

物
質
と
は
う
ま
く
適
合
し
て
い
る
は
ず
だ
、
あ
る
い
は
相
互
に
適
応
し
て
き
た
は
ず
だ
、
と
い
う
方
向
で
の
言
明
を
行
っ
て
い
る
。
し

か
し
こ
れ
ま
で
の
考
察
を
辿
っ
た
私
た
ち
に
と
っ
て
は
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
う
し
た
言
明
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
そ
の
中
で
態
度
を
決

定
す
べ
き
論
争
状
況
に
お
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
無
効
な
も
の
で
し
か
な
い
（
「
科
学
の
破
産
（
富
且
巨
①
『
ｏ
具
の
号
一
画
の
§
ロ
８
）
」
を
言
う

（
３
）

プ
リ
ュ
ヌ
テ
ィ
エ
ー
ル
弓
．
犀
目
の
馬
３
）
あ
た
り
を
別
に
す
れ
ば
、
科
学
の
「
成
功
」
ま
で
も
認
め
な
い
よ
う
な
論
者
は
存
在
し
て

い
な
い
）
。
相
変
わ
ら
ず
あ
る
種
の
哲
学
者
は
「
科
学
が
捉
え
る
の
に
成
功
し
て
い
る
と
い
う
秩
序
は
、
知
性
に
由
来
し
て
い
る
」
と

言
い
続
け
る
だ
ろ
う
ｌ
ち
ょ
う
ど
精
神
物
理
学
が
感
覚
の
内
包
量
を
規
約
に
よ
っ
て
数
量
化
し
た
こ
と
で
近
似
的
な
数
量
法
則
の
定

立
に
「
成
功
」
す
る
よ
う
に
。
繰
り
返
す
な
ら
こ
こ
で
の
争
点
は
、
科
学
が
成
功
し
て
い
る
と
い
う
点
よ
り
も
む
し
ろ
、
そ
の
成
功
の

意
味
な
い
し
由
来
を
ど
う
解
釈
す
る
か
、
そ
の
認
識
論
的
価
値
を
ど
う
見
較
も
る
の
か
、
と
い
う
も
の
な
の
だ
。
だ
か
ら
「
成
功
」
を

繰
り
返
す
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
所
作
は
少
な
く
と
も
奇
異
で
あ
る
。
な
ぜ
科
学
が
「
成
功
」
し
て
い
る
の
か
、
そ
う
言
っ
て
よ
い
の
か
、
そ

210



れ
は
窓
意
的
な
規
約
性
の
ゆ
え
に
成
功
し
て
い
る
だ
け
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
問
い
が
い
っ
た
ん
立
て
ら
れ
た
の
に
、
そ
こ
で
「
し

か
し
実
際
成
功
し
て
い
る
で
は
な
い
か
」
と
繰
り
返
す
の
は
、
ニ
ュ
ー
ス
の
真
偽
を
確
か
め
よ
う
と
し
て
当
の
ニ
ュ
ー
ス
を
も
う
一
度

読
む
よ
う
な
所
作
に
も
見
え
る
。
そ
の
よ
う
な
論
点
先
取
と
も
見
え
よ
う
確
認
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
何
度
も
行
う
の
は
、
し
か
し
、
す
で

に
彼
の
基
本
的
な
主
張
の
一
帰
結
と
し
て
な
の
で
あ
る
。
も
う
一
度
言
え
ば
、
科
学
認
識
の
客
観
的
妥
当
性
の
問
い
は
、
そ
の
普
遍
的

妥
当
性
を
保
証
す
る
と
い
う
作
業
で
は
な
い
の
だ
。
そ
の
よ
う
な
普
遍
性
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

だ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
が
そ
れ
だ
け
の
も
の
、
〈
科
学
認
識
は
、
成
功
す
る
と
こ
ろ
で
は
成
功
す
る
〉
と
い
う
現
状
追
認
に
尽
き

る
も
の
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
ピ
ネ
た
ち
を
前
に
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
葉
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
と
は
「
権
利
」
問
題
に
関

わ
る
。
彼
は
自
分
の
哲
学
が
、
実
証
科
学
を
こ
の
上
な
く
高
く
評
価
す
る
も
の
だ
と
述
べ
て
い
た
。
だ
が
そ
れ
は
、
現
状
の
あ
れ
こ
れ

齢
の
理
論
や
学
説
を
、
実
在
に
つ
い
て
の
決
定
的
な
描
像
だ
と
し
て
称
揚
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
物
理
学
は
「
絶
対
的
な
も
の
に

イ韮
達
す
る
」
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
「
権
利
上
（
自
身
ｏ
冑
）
」
の
話
な
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
事
実
上
（
①
．
厨
詳
）
」

けぃ
の
科
学
を
絶
対
視
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
ル
・
ロ
ワ
的
な
調
子
で
、
科
学
の
中
に

禾嚥
規
約
の
少
な
く
な
い
寄
与
分
を
認
め
て
い
る
。
そ
れ
で
い
て
彼
は
こ
う
述
べ
る
の
だ
、
「
規
約
性
は
、
事
実
上
の
も
の
で
あ
っ
て
、
権

識
利
上
の
も
の
で
は
な
い
。
原
則
的
に
（
の
。
胃
冒
９
口
の
）
、
実
証
科
学
は
実
在
そ
の
も
の
に
達
す
る
…
…
」
（
同
日
ｇ
、
雪
一
）
。
ベ
ル
ク
ソ
ン

蝿
は
「
事
実
上
」
の
科
学
（
具
体
的
に
ど
の
学
説
の
こ
と
だ
ろ
う
？
）
が
そ
の
ま
ま
絶
対
的
な
も
の
の
絶
対
的
な
認
識
で
あ
る
と
は
決
し

卸
て
言
わ
な
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
確
言
す
る
の
だ
、
「
権
利
上
」
は
大
丈
夫
だ
、
と
。
〈
科
学
認
識
は
、
成
功
す
る
と
こ
ろ

彗
○
ノ葎

で
は
成
功
す
る
〉
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
不
毛
な
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
、
都
合
の
悪
い
ケ
ー
ス
を
門
前
払
い
し
て
科
学
認
識
を
擁
護
し
よ
う

章
と
す
る
命
題
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
一
種
の
先
取
り
で
あ
り
、
約
束
な
の
だ
。

第

で
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
い
っ
た
い
何
を
約
束
し
た
の
か
。
そ
し
て
な
ぜ
こ
の
約
束
は
「
普
遍
数
学
」
の
一
般
的
約
束
で
は
な
く
、
一
定
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だ
が
な
ぜ
、
自
動
的
秩
序
と
は
「
空
間
性
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
そ
し
て
「
空
間
性
」
と
は
何
の
こ
と
か
。
そ
の
上
で
、

科
学
的
認
識
の
「
権
利
」
と
は
い
っ
た
い
何
の
こ
と
な
の
か
。

こ
う
問
い
続
け
る
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
主
張
の
射
程
を
正
確
に
計
る
た
め
で
あ
る
。
「
空
間
性
」
と
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が

相
当
に
空
虚
な
観
念
で
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
ま
い
。
そ
れ
が
単
に
漠
と
し
た
「
拡
が
り
」
ｌ
弱
質
と
記
憶
」
以
来
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
が
感
覚
に
認
め
て
い
た
よ
う
鞍
Ｉ
に
過
ぎ
な
い
と
し
た
ら
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
科
学
認
識
の
権
利
づ
け
に
は
何
の
繋
が
り
も
持
て

ま
い
。
ま
た
ト
オ
が
か
っ
て
指
摘
し
て
い
た
よ
う
に
、
「
空
間
性
」
そ
の
も
の
は
、
具
体
的
な
秩
序
に
つ
い
て
は
何
も
規
定
し
な
い
。

「
我
々
が
事
物
の
う
ち
に
存
在
す
る
一
定
の
規
定
や
類
似
、
一
定
の
関
係
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
事
物

の
う
ち
に
判
明
な
諸
規
定
が
、
し
か
も
類
似
や
関
係
に
よ
っ
て
互
い
に
結
ば
れ
た
も
の
と
し
て
、
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

は
ず
だ
。
「
し
か
し
そ
う
し
た
諸
規
定
が
、
単
な
る
等
質
性
と
空
間
性
へ
の
下
降
運
動
に
よ
っ
て
物
理
的
実
在
の
う
ち
に
置
か
れ
る
な

②
持
続
の
弛
緩
と
知
解
可
能
性

し
か
し
そ
の
「
共
通
形
式
」
に
関
し
て
は
も
う
す
で
に
述
べ
た
で
は
な
い
か
、
「
空
間
性
」
や
「
幾
何
学
的
秩
序
」
だ
、
と
Ｉ
そ

う
言
わ
れ
よ
う
。
精
神
は
弛
緩
す
れ
ば
「
空
間
性
」
に
向
か
い
（
知
性
）
、
生
命
も
ま
た
同
じ
運
動
（
な
い
し
運
動
の
放
棄
）
に
よ
っ

て
「
空
間
性
」
に
向
か
う
（
物
質
）
。
こ
の
「
空
間
性
」
を
い
わ
ば
共
通
の
語
葉
と
す
る
限
り
、
知
性
と
物
質
の
対
話
は
、
ど
ち
ら
か

一
方
か
ら
の
窓
意
的
な
押
し
つ
け
で
は
な
く
、
知
性
が
獲
得
し
て
い
く
認
識
は
、
確
か
に
物
質
を
そ
の
絶
対
性
に
お
い
て
掴
ま
え
て
い

る
は
ず
だ
・
…
：
。

の
限
界
内
で
の
も
の
な
の
か
。
な
ぜ
生
命
や
持
続
は
そ
の
外
に
保
た
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
か
。
こ
の
こ
と
は
、
「
全
く
自
然
に
」
知
性

と
物
質
と
が
再
会
す
る
と
さ
れ
る
「
共
通
形
式
」
に
つ
い
て
も
う
少
し
立
ち
入
っ
た
考
察
を
行
う
こ
と
か
ら
示
さ
れ
よ
う
。
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私
た
ち
は
本
章
に
入
っ
て
か
ら
、
私
た
ち
の
思
考
を
支
え
る
基
本
的
な
表
象
と
し
て
の
「
空
間
」
に
つ
い
て
あ
る
程
度
考
察
を
行
っ

て
お
い
た
。
確
認
す
れ
ば
、
そ
れ
は
判
明
な
区
別
や
分
割
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
じ
て
数
や
言
語
の
形
成
の
条

艤
件
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
そ
の
根
拠
を
問
い
尋
ね
て
私
た
ち
が
辿
り
着
い
た
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が

壁
「
空
間
」
に
担
わ
せ
て
い
る
基
本
的
意
味
は
、
「
完
了
相
」
と
い
う
存
在
様
態
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
生
成
な
き

けい
不
動
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
こ
に
分
割
線
な
ら
び
に
そ
れ
に
よ
っ
て
劃
定
さ
れ
る
自
己
同
一
的
諸
項
が
成
り
立
ち
得
る
の
で
あ
り
、
空

禾確
間
と
は
、
そ
れ
自
体
非
生
成
的
な
場
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
諸
存
在
も
ま
た
そ
れ
自
身
の
同
一
性
を
有
し
な
が

率
ら
不
動
な
「
も
の
」
と
し
て
あ
る
、
そ
の
よ
う
な
場
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
生
成
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
こ
う
し
た
存
在
性
格
に
こ
そ
、

雛
必
然
性
や
理
念
性
は
自
ら
の
基
礎
を
置
い
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
同
一
律
を
は
じ
め
と
す
る
論
理
学
的
な
真
理
、
幾
何
学
や
数
学
の
諸

識
定
理
が
そ
こ
に
位
置
づ
き
、
あ
れ
こ
れ
の
因
果
律
も
そ
こ
に
限
り
な
く
向
か
う
も
の
と
し
て
必
然
的
決
定
の
性
格
を
帯
び
て
い
く
。
さ

律
ら
に
「
進
化
」
で
は
、
論
理
的
推
論
あ
る
い
は
「
帰
納
」
や
「
演
鐸
」
と
い
っ
た
知
性
の
諸
機
能
の
根
底
に
、
再
び
空
間
表
象
が
あ
る

雲
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。
演
鐸
は
相
変
わ
ら
ず
図
形
構
成
を
例
に
し
て
論
じ
ら
れ
て
お
り
（
同
９
局
試
菖
‐
圏
望
Ｓ
ｍ
）
、

第

帰
納
は
持
続
す
る
全
体
の
た
だ
中
で
「
孤
立
し
た
シ
ス
テ
ム
」
ｌ
そ
の
内
部
で
同
一
の
反
復
が
い
く
ら
で
も
可
能
な
閉
じ
た
シ
ス
テ

ど
と
い
う
こ
と
が
、
い
っ
た
い
可
能
だ
ろ
う
か
？
」
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
の
種
の
不
条
理
な
主
張
を
し
て
い
る
。
ｌ
こ
れ
が

（
４
）

ト
オ
の
判
定
で
あ
る
。
確
か
に
、
彼
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
空
間
性
が
精
神
と
世
界
の
双
方
に
用
意
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
、
両
者
が

す
ぐ
さ
ま
諸
規
定
の
細
部
に
お
け
る
ま
で
合
致
す
る
は
ず
は
な
い
。
「
空
間
は
、
そ
の
本
性
に
よ
っ
て
は
何
も
生
ま
ず
、
構
成
せ
ず
、

規
定
し
な
い
」
と
い
う
ト
オ
の
所
見
は
正
し
い
。
ご
く
当
た
り
前
の
話
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
が
そ
れ
こ
そ
窓
意
的
に
あ
れ
こ
れ
描
く
空

間
的
諸
規
定
が
、
そ
の
ま
ま
世
界
の
構
造
で
あ
る
は
ず
は
な
い
。
で
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
主
張
は
、
正
確
に
言
っ
て
、
ど
う
い
う
も
の
な

の
か
。
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さ
て
、
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
前
節
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
巻
き
込
ん
だ
論
争
の
ベ
ー
ス
に
は
、
「
直
観
か
概
念
か
」

「
内
容
か
形
式
か
」
と
い
っ
た
択
一
が
し
ば
し
ば
自
明
の
前
提
と
し
て
保
持
さ
れ
て
い
た
。
こ
こ
か
ら
例
え
ば
ル
・
ロ
ワ
の
よ
う
に
、

実
在
を
た
だ
も
っ
ぱ
ら
直
観
の
側
に
振
り
分
け
、
そ
れ
以
外
の
諸
形
式
や
概
念
規
定
は
私
た
ち
の
窓
意
的
な
付
与
物
だ
と
す
る
立
場
ま

で
生
じ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
な
れ
ば
、
実
際
ル
・
ロ
ワ
に
お
い
て
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
そ
の
場
合
の
直
観
さ
れ
る
対
象
、

特
に
「
物
質
」
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
知
解
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
諸
規
定
を
奪
わ
れ
た
、
せ
い
ぜ
い
潜
勢
的
に
規
定
可
能
な
だ
け
の
、
あ

（
５
）

る
い
は
単
に
盲
目
的
な
、
「
衝
動
」
や
「
触
発
」
と
い
っ
た
も
の
に
な
る
し
か
な
い
。
だ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
お
そ
ら
く
、
こ
の
択
一
そ

ム
ー
を
切
り
出
し
て
く
る
作
業
と
し
て
分
析
さ
れ
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
内
部
の
状
態
に
関
し
て
時
間
は
本
質
的
で
は
な
い
こ
と
（
可
逆

性
・
予
見
可
能
性
）
、
そ
し
て
異
な
る
事
例
を
（
図
形
を
重
ね
て
合
同
を
確
か
め
る
よ
う
に
）
重
ね
て
同
一
視
す
る
作
業
の
条
件
と
し

て
シ
ス
テ
ム
要
素
が
等
質
的
な
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
、
こ
れ
は
結
局
事
象
を
等
質
的
空
間
の
特
殊
的
規
定
と
し
て
捉
え

る
と
い
う
思
考
に
他
な
ら
な
い
こ
と
が
主
張
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
（
国
ｓ
屋
‐
圏
ご
亀
？
雪
巴
。

知
性
に
と
っ
て
、
「
空
間
性
」
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
だ
。
こ
れ
自
身
非
常
に
広
い
概
念
で
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
が
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
、
カ
ン
ト
が
認
識
の
形
式
面
（
感
性
・
悟
性
双
方
の
）
に
位
置
づ
け
た
も
の
が
ま
と
め
て
「
空
間
」
に
帰
さ
れ
、

そ
こ
か
ら
了
解
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
は
確
認
し
て
お
こ
う
。
感
性
と
悟
性
、
内
容
と
形
式
、
直
観
と
概
念
を
そ
れ
ぞ
れ
峻
別

す
る
カ
ン
ト
的
立
場
か
ら
言
え
ば
お
よ
そ
認
め
難
い
規
定
の
緩
さ
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
そ
こ
に
こ
そ
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
主
張
が
あ
る
と

見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
前
章
で
の
私
た
ち
の
考
察
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
概
念
と
直
観
と
の
適
合
を
保
証
す
る
超
越
論
的
演
鐸
を
支
え
て

い
た
「
形
式
的
直
観
」
と
し
て
の
時
間
Ⅱ
空
間
、
な
ら
び
に
さ
ま
ざ
ま
の
時
間
規
定
を
受
け
入
れ
る
こ
と
で
概
念
と
直
観
と
を
媒
介
す

る
「
超
越
論
的
図
式
」
と
し
て
の
時
間
Ⅱ
空
間
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
ま
ず
「
空
間
」
と
い
う
表
象
本
来
の
認
識
論
的
ト
ポ
ス
と
定
め
て

る
一
超
越
論
準

い
る
わ
け
だ
。
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幟
い
偶
発
事
と
し
て
で
蝿

壁
自
然
に
」
、
「
空
間
」
酷

け鮠
そ
れ
で
も
「
全
く
自
埜

硫
形
式
と
し
て
の
質
料
。

識
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。

蛇
で
は
い
か
に
し
て
』

で
は
い
か
に
し
て
か

第二章／第六節

の
も
の
を
相
対
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
確
か
に
私
た
ち
は
、
自
分
の
関
心
な
ど
に
応
じ
て
窓
意
的
な
形
相
化
を
対
象
に
施
す
。
「
事

実
」
を
「
作
る
」
わ
け
だ
。
こ
れ
が
「
進
化
』
の
言
う
「
製
作
（
菌
ｇ
ｏ
豊
○
国
）
」
で
あ
る
。
製
作
的
な
活
動
に
お
い
て
は
、
製
作
プ

ラ
ン
と
し
て
の
形
相
（
そ
れ
は
一
定
不
変
だ
）
と
、
製
作
の
材
料
と
し
て
の
質
料
（
そ
れ
は
可
塑
的
で
、
ま
た
取
り
替
え
可
能
だ
）
と

が
、
ご
く
当
た
り
前
に
区
別
さ
れ
て
し
ま
う
。
し
か
し
「
進
化
」
の
一
つ
の
主
張
は
、
そ
の
観
点
そ
の
も
の
が
す
で
に
一
定
の
パ
イ
ア

（
６
）

ス
を
帯
び
た
、
人
間
知
性
に
お
い
て
の
み
際
立
つ
思
考
様
式
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
と
す
れ
ば
、
質
料
形
相
論
的
な

択
一
は
避
け
得
る
の
で
あ
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
空
間
」
を
し
て
「
直
観
」
と
述
べ
た
り
「
概
念
（
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
８
月
８
．

号
口
ご
と
呼
ん
だ
り
、
さ
ら
に
は
も
ち
ろ
ん
「
図
式
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
そ
う
し
た
択
一
か
ら
の
離
脱
を
示
唆
し
て
い
る
と
見
て
も

大
過
あ
る
ま
い
。
そ
し
て
「
進
化
』
に
至
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
さ
ら
に
こ
う
述
べ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
だ
Ｉ
物
質
は
、
説
明
し
難

い
偶
発
事
と
し
て
で
は
な
く
、
「
我
々
の
法
典
（
８
号
⑩
こ
の
よ
う
に
人
為
的
に
整
え
ら
れ
た
の
で
も
な
し
に
、
そ
れ
自
身
が
「
全
く

自
然
に
」
、
「
空
間
」
的
に
な
る
、
と
。
ル
・
ロ
ワ
が
諸
形
式
す
べ
て
を
私
た
ち
の
形
式
化
の
所
産
だ
と
し
て
は
ぎ
取
っ
た
と
こ
ろ
に
、

そ
れ
で
も
「
全
く
自
然
に
」
一
定
の
形
式
、
知
解
可
能
な
形
式
が
残
る
こ
と
を
彼
は
主
張
す
る
だ
ろ
う
。
質
料
で
あ
る
よ
う
な
形
式
、

形
式
と
し
て
の
質
料
。
「
物
質
Ⅱ
質
料
言
画
爵
『
の
）
」
と
「
形
式
Ⅱ
形
相
言
Ｈ
日
の
）
」
と
の
排
他
的
構
図
は
、
こ
う
し
て
破
棄
さ
れ
ね
ば

。
そ
れ
は
、
「
全
く
自
然
に
」
生
じ
て
し
ま
う
「
空
間
性
」
に
つ
い
て
さ
ら
に
考
察
を
付
加
す
る
こ
と
で
な
さ

れ
た
と
私
た
ち
は
見
る
。
一
つ
に
は
、
「
空
間
」
そ
の
も
の
に
関
わ
る
、
「
空
間
」
概
念
の
側
か
ら
の
質
料
形
相
論
的
二
元
論
の
破
棄
で

あ
り
、
も
う
一
つ
に
は
、
「
弛
緩
」
「
拡
が
り
」
と
い
っ
た
（
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
消
極
的
・
否
定
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
）
過
程
な

い
し
方
向
が
、
知
解
可
能
性
の
基
礎
的
表
象
と
し
て
の
「
空
間
」
の
性
質
を
帯
び
る
と
い
う
こ
と
の
解
明
で
あ
っ
た
。

21う



第
一
の
点
は
、
空
間
概
念
の
再
考
と
し
て
示
さ
れ
る
。
「
試
論
」
が
着
目
し
て
い
た
よ
う
に
、
空
間
に
円
周
を
描
く
と
、
そ
れ
だ
け

で
円
の
諸
属
性
は
す
べ
て
同
時
に
、
否
応
な
く
、
特
段
の
こ
ち
ら
で
の
規
定
の
努
力
も
な
く
、
決
定
さ
れ
産
出
さ
れ
て
く
る
。
「
進
化
」

は
そ
れ
を
反
復
し
て
述
べ
る
、
「
空
間
に
あ
る
図
形
を
描
く
そ
の
同
じ
運
動
が
、
図
形
の
諸
属
性
を
生
み
出
す
。
諸
属
性
は
こ
の
運
動

の
中
に
見
え
触
れ
得
る
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
私
た
ち
が
空
間
の
中
に
感
じ
と
り
、
体
験
す
る
寄
附
ロ
の
》
希
急
の
）
の
は
、
定
義
と
そ

の
諸
帰
結
の
関
係
、
前
提
か
ら
結
論
へ
の
関
係
な
の
で
あ
る
」
局
ｇ
届
茜
忌
）
。
そ
し
て
そ
の
関
係
は
、
「
ア
プ
リ
オ
リ
」
筒
ｏ
邑
望

急
巴
な
も
の
、
経
験
的
な
検
証
な
し
に
推
論
だ
け
で
確
証
さ
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
は
す
ぐ
れ
て
知
解
可
能
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ

の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
な
の
は
、
初
め
か
ら
空
間
が
一
定
の
潜
在
的
な
関
係
を
含
み
持
っ
て
お
り
、
あ
れ
こ
れ
の
図
形
は
単
に
そ
れ
を

特
定
の
規
則
に
従
っ
て
現
実
化
す
る
か
ら
だ
ろ
う
。
世
界
の
幾
何
学
的
・
数
学
的
把
握
と
し
て
の
デ
カ
ル
ト
哲
学
な
ら
び
に
相
対
性
理

論
に
言
及
し
な
が
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
確
認
し
て
い
た
。

空
間
に
関
し
て
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
お
け
る
関
係
（
『
の
胃
ざ
．
）
を
把
握
す
る
こ
と
は
、
も
は
や
相
対
的
な
（
『
①
冨
員
）
認
識
で
は
な

「
老
い
や
持
続
は
性
質
の
次
元
に
属
す
る
。
分
析
し
よ
う
と
ど
ん
な
努
力
を
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
純
粋
な
量
へ
と
解
消
す
る
こ
と

は
で
き
ま
い
。
こ
こ
で
事
象
は
そ
の
計
測
と
は
別
の
も
の
に
留
ま
る
。
ま
た
こ
の
計
測
と
は
時
間
そ
の
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
時
間

を
表
す
空
間
に
つ
い
て
の
も
の
で
し
か
な
い
。
し
か
し
空
間
に
つ
い
て
は
事
情
は
全
く
異
な
る
。
そ
の
計
測
は
そ
の
本
質
を
汲
み

尽
く
す
（
蟹
ョ
隅
昌
①
ｇ
Ｅ
協
い
○
コ
①
脇
①
．
８
）
。
今
度
は
、
物
理
学
に
よ
っ
て
発
見
さ
れ
定
義
さ
れ
た
諸
特
徴
は
、
も
は
や
事
象
へ

の
精
神
か
ら
の
眺
め
で
は
な
く
、
事
象
に
こ
そ
属
す
る
。
む
し
ろ
こ
う
言
お
う
、
そ
れ
ら
は
実
在
そ
の
も
の
な
の
だ
。
事
象

（
ｇ
ｏ
脇
）
と
は
今
度
は
関
係
（
『
里
昌
○
コ
）
な
の
だ
」
（
富
国
望
。
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関
係
と
し
て
の
空
間
ｌ
こ
う
言
え
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ッ
が
想
起
さ
れ
よ
う
．
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
空
間
と
い
う
も
の
を
単
に

知
性
的
・
概
念
的
関
係
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ
と
に
は
一
貫
し
て
反
対
し
て
い
る
。
例
え
ば
カ
ン
ト
講
義
で
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
空
間

が
概
念
的
関
係
に
還
元
さ
れ
な
い
感
性
的
な
も
の
で
あ
る
と
し
た
点
で
、
カ
ン
ト
に
異
論
の
余
地
な
き
優
位
を
認
め
て
い
る
（
９
慧
爵

胃
ゞ
口
・
園
）
。
知
解
可
能
な
諸
関
係
の
母
体
で
あ
り
な
が
ら
、
空
間
に
は
直
観
的
性
格
が
あ
る
。
空
間
と
そ
の
諸
部
分
の
関
係
に
関
し

て
『
進
化
」
が
先
ほ
ど
用
い
て
い
た
語
乗
、
す
な
わ
ち
「
感
じ
る
、
体
験
す
る
（
ぬ
ｇ
員
く
ぎ
『
の
）
」
の
語
は
、
い
く
ぶ
ん
異
様
に
思
わ

蹴
れ
よ
う
。
し
か
し
、
特
に
ル
・
ロ
ワ
に
お
い
て
直
観
的
理
解
を
表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
た
こ
の
「
体
験
す
る
Ⅱ
生
き
る

イ壁
言
ぐ
『
の
）
」
の
語
を
幾
何
学
的
な
事
柄
に
用
い
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
お
そ
ら
く
は
空
間
的
関
係
に
つ
い
て
そ
の
直
観
性
を
主
張
し
よ
う

けづ
と
し
て
い
る
。
洗
練
さ
れ
た
幾
何
学
の
知
識
が
な
く
て
も
私
た
ち
が
そ
う
し
た
関
係
の
直
観
を
持
つ
こ
と
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
認
め
て
お

利唯
り
、
そ
れ
を
「
潜
在
的
（
一
胃
の
具
の
）
幾
何
学
」
「
生
得
的
（
目
冒
『
堅
一
①
）
幾
何
学
」
と
呼
ん
で
い
た
（
両
○
国
画
茜
忌
）
。
こ
の
概
念
は
読
者

癖
の
疑
念
を
呼
ん
だ
も
の
だ
が
（
９
．
冨
司
望
‐
『
忠
）
、
こ
う
し
た
語
に
よ
っ
て
彼
が
述
べ
た
い
の
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
関
係
に
つ
い
て
の
直

轆
接
的
な
理
解
、
関
係
の
直
観
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
知
解
可
能
性
と
直
観
的
所
与
性
と
は
、
そ
こ
に
お
い
て
重
な
っ
て

節
し
ま
っ
て
い
る
。
ル
・
ロ
ワ
は
そ
れ
を
見
逃
し
た
の
だ
。

第二章／第六節

い
。
『
形
而
上
学
序
説
」
が
ま
だ
保
持
し
て
い
た
、
「
関
係
」
と
「
相
対
性
」
と
の
繋
が
り
は
、
空
間
に
関
し
て
は
存
在
し
な
い
の
だ
。

な
ぜ
な
ら
、
空
間
は
そ
れ
自
身
が
関
係
だ
か
ら
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
け
る
関
係
項
は
関
係
に
よ
っ
て
の
み
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
規

定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
う
一
つ
の
点
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
テ
ク
ス
ト
か
ら
読
み
と
る
こ
と
が
よ
り
難
し
い
。
な
ぜ
「
拡
が
り
」
な
い
し
「
弛
緩
」
と
い
っ

た
概
念
が
、
こ
の
よ
う
な
「
関
係
の
直
観
」
あ
る
い
は
「
直
観
さ
れ
る
関
係
」
と
し
て
の
空
間
に
導
く
の
だ
ろ
う
か
。
「
拡
が
り
」
だ
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か
ら
当
然
「
延
長
」
だ
し
「
空
間
」
だ
、
と
言
っ
て
済
ま
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
程
度
の
こ
と
な
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
物
質
と

記
憶
」
以
来
す
で
に
述
べ
て
い
る
の
だ
。
問
題
は
、
単
な
る
漠
と
し
た
感
性
的
拡
が
り
（
質
的
で
不
可
分
な
連
続
と
し
て
の
、
か
の

「
具
体
的
延
長
」
）
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
が
さ
ら
に
知
解
可
能
な
拡
が
り
で
も
あ
る
、
と
い
う
点
で
あ
り
、
「
物
質
と

記
憶
」
は
そ
れ
を
述
べ
得
な
か
っ
た
の
だ
っ
た
。
そ
し
て
先
ほ
ど
の
論
点
を
こ
こ
で
結
び
直
し
て
み
る
な
ら
、
そ
の
知
解
可
能
性
そ
の

も
の
が
「
自
動
的
」
な
タ
イ
プ
の
も
の
で
あ
り
、
か
つ
そ
の
発
生
過
程
も
ま
た
「
自
動
的
」
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
も
し
言
え
た
と
す

れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
意
図
は
達
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

だ
が
『
進
化
」
の
論
述
は
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
十
分
な
説
明
を
与
え
て
い
な
い
。
周
知
の
よ
う
に
、
彼
は
知
性
や
物
質
の
空
間
性

の
発
生
を
考
え
る
最
初
の
手
が
か
り
と
し
て
、
私
た
ち
の
心
的
存
在
の
描
写
か
ら
始
め
て
い
た
。
意
志
が
極
め
て
緊
張
し
た
状
態
で
は
、

持
続
す
る
私
は
「
激
し
い
収
縮
」
に
よ
っ
て
「
凝
集
し
て
分
か
た
れ
な
い
（
８
日
９
９
①
匡
且
葺
胤
）
」
存
在
様
態
を
採
る
。
「
我
々
の
存

在
の
さ
ま
ざ
ま
の
部
分
は
互
い
の
内
に
入
り
込
み
、
我
々
の
人
格
は
一
つ
の
点
、
な
い
し
一
つ
の
先
端
へ
と
集
中
す
る
」
わ
け
で
あ
る

筒
８
ｓ
盈
霊
．
邑
更
急
巴
。
そ
の
緊
張
が
止
む
と
、
持
続
は
相
互
に
ほ
と
ん
ど
外
的
な
諸
瞬
間
へ
と
弛
緩
し
、
「
相
互
に
外
在
化

（
切
寧
の
×
鼠
『
さ
『
雨
『
こ
し
、
「
相
互
浸
透
（
如
雪
①
具
『
ｇ
習
騨
『
①
『
）
す
る
こ
と
を
拒
む
」
諸
記
憶
の
集
積
へ
と
拡
が
っ
て
い
く
。
円
錐
形
を
想

起
さ
せ
な
く
も
な
い
、
こ
う
し
た
い
か
に
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
描
写
を
踏
ま
え
て
、
「
進
化
」
は
「
し
ば
ら
く
仮
定
し
て
み
よ
う
」
と

述
べ
つ
つ
類
比
的
な
推
論
へ
と
入
っ
て
い
き
、
物
質
は
同
種
の
弛
緩
、
同
種
の
拡
が
り
か
ら
発
生
し
た
の
で
は
な
い
か
、
等
々
の
主
張

を
試
み
て
い
く
。
あ
ま
り
深
入
り
せ
ず
に
そ
の
ま
ま
な
ぞ
っ
て
済
ま
せ
る
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
と
い
う
気
に
さ
せ
る
論
述
で
は
あ
る

が
、
し
か
し
目
下
の
考
察
に
と
っ
て
不
可
欠
な
論
点
に
つ
い
て
は
そ
う
も
い
く
ま
い
。
こ
う
し
た
構
図
と
、
理
論
上
確
保
す
べ
き
諸
点

ｌ
空
間
の
直
観
的
・
知
解
可
能
的
性
格
と
、
そ
の
「
自
動
性
」
な
い
し
「
自
然
性
」
ｌ
と
は
ど
の
よ
う
に
繋
が
っ
て
い
る
の
だ
ろ

う
か
。
こ
こ
に
は
、
自
明
視
さ
れ
つ
つ
明
示
さ
れ
て
い
な
い
何
か
基
本
的
な
発
想
が
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
。
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第二章／第六節

私
た
ち
は
こ
こ
で
、
ポ
ア
ン
カ
レ
と
い
う
補
助
線
を
引
い
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
ル
・
ロ
ワ
た
ち
の
論
争
に
も
関
与
し
た
ポ
ァ
ン

カ
レ
で
あ
り
、
幾
何
学
や
力
学
に
お
け
る
規
約
の
重
要
性
を
強
調
し
た
彼
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
科
学
論
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
だ
ろ

（
７
）

う
。
特
に
、
「
進
化
」
の
考
察
に
お
い
て
は
、
ポ
ア
ン
カ
レ
の
「
科
学
と
仮
説
」
に
示
さ
れ
る
考
察
（
も
ち
ろ
ん
こ
の
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー

以
前
に
彼
の
論
点
は
さ
ま
ざ
ま
の
雑
誌
で
公
表
さ
れ
て
い
る
）
が
大
き
く
影
響
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
「
進
化
」
が
「
孤
立

し
た
シ
ス
テ
ム
（
望
烏
ョ
の
曹
威
孤
立
系
）
」
「
閉
じ
た
シ
ス
テ
ム
（
望
切
扇
ョ
①
。
旨
の
〕
閉
鎖
系
こ
と
い
っ
た
語
葉
を
用
い
る
場
合
、
そ
こ

に
は
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
法
則
や
熱
力
学
の
法
則
を
問
題
な
く
適
用
で
き
る
種
類
の
も
の
だ
と
い
う
含
意
が
込
め
ら
れ

て
い
る
。
荘
漠
と
し
た
全
体
に
連
繋
し
て
し
ま
っ
て
い
れ
ば
、
当
の
シ
ス
テ
ム
の
振
る
舞
い
の
ど
こ
ま
で
が
ど
の
よ
う
な
法
則
の
下
に

あ
る
の
か
を
厳
密
に
は
決
め
難
い
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
反
対
に
言
え
ば
、
そ
う
し
た
あ
る
種
の
擾
乱
を
断
っ
て
孤
立
し
た
シ
ス
テ

ム
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
お
け
る
諸
現
象
の
推
移
は
法
則
に
よ
っ
て
完
全
に
規
定
さ
れ
る
も
の
と
な
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
予
見
不
可
能

性
が
排
除
さ
れ
る
ゆ
え
に
時
間
は
も
は
や
無
視
可
能
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
化
し
、
完
全
な
知
解
可
能
性
が
成
立
す
る
の
だ
Ｉ
こ
れ
が
、

（
８
）

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
お
お
よ
そ
の
見
解
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
し
て
も
、
孤
立
系
や
閉
鎖
系
と
い
っ
た
タ
ー
ム
は
そ
れ
ま
で
の
哲
学
論
文
に
現

れ
る
種
類
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
う
し
た
用
語
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
の
中
に
入
り
込
ん
だ
要
因
と
し
て
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
概
念
を

用
い
て
力
学
そ
の
他
を
め
ぐ
る
議
論
を
簡
明
に
述
べ
た
ポ
ア
ン
カ
レ
の
影
響
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
不
自
然
で
は
あ
る

そ
の
上
で
特
に
注
目
し
て
お
き
た
い
の
は
、
ポ
ア
ン
カ
レ
が
「
数
理
物
理
学
言
ご
昌
匡
①
ョ
胃
颪
ョ
画
目
屋
の
）
の
起
源
」
と
名
づ
け
た

（
皿
）

節
で
の
議
論
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
「
数
理
的
物
理
学
の
発
展
を
可
能
に
し
た
諸
条
件
を
よ
り
詳
細
に
研
究
し
よ
う
」
と
述
べ
て
、
物

理
学
が
い
か
に
し
て
数
学
的
形
態
を
採
り
得
る
の
か
の
分
析
を
与
え
て
い
る
。

最
も
基
本
的
な
条
件
は
、
複
雑
な
現
象
が
、
多
数
の
要
素
的
現
象
へ
と
分
解
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
方
法
に
は
三
つ
あ
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る
。
第
一
に
、
時
間
的
分
解
。
「
あ
る
現
象
の
進
行
す
る
展
開
（
最
ぐ
の
ざ
ｇ
の
ョ
①
。
ｇ
『
○
四
①
め
い
己
を
そ
の
総
体
（
①
易
①
日
匡
①
）
に
お
い
て

包
括
す
る
の
で
は
な
く
、
瞬
間
を
そ
の
直
前
の
瞬
間
に
の
み
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
。
世
界
の
現
在
の
状
態
は
、
直
近
の
過
去
に
の
み

依
存
す
る
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
遠
い
過
去
の
記
憶
か
ら
影
響
を
直
接
蒙
る
こ
と
は
な
い
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
要
請
の
お
か
げ
で
、

（
ｕ
）

諸
現
象
の
継
起
全
体
を
直
接
研
究
す
る
代
わ
り
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
「
微
分
方
程
式
」
を
書
け
ば
済
む
よ
う
に
な
る
」
。
第
二
に
、
類

似
の
空
間
的
分
解
。
そ
の
作
用
が
自
ら
の
近
傍
に
だ
け
及
ぶ
、
と
い
っ
た
要
素
的
諸
現
象
が
見
出
さ
れ
れ
ば
、
同
様
に
、
そ
こ
か
ら
微

分
方
程
式
を
書
い
て
全
体
の
姿
を
数
学
的
に
記
述
す
れ
ば
よ
い
こ
と
に
な
る
。

こ
れ
ら
の
方
法
が
う
ま
く
い
く
の
は
特
殊
な
ケ
ー
ス
、
つ
ま
り
遠
隔
作
用
が
な
い
と
認
め
ら
れ
得
る
よ
う
な
事
例
に
お
い
て
で
し
か

な
い
。
そ
れ
以
外
の
場
合
に
は
、
第
三
の
方
法
が
必
要
と
な
る
。
そ
こ
に
一
般
的
な
指
針
は
立
て
難
い
が
、
あ
る
運
動
を
複
数
の
要
素

的
な
ベ
ク
ト
ル
か
ら
捉
え
た
り
、
音
色
を
倍
音
の
合
成
と
し
て
、
白
色
光
を
単
色
光
の
重
な
り
と
し
て
捉
え
た
り
す
る
場
合
が
そ
れ
に

当
た
る
。
と
も
か
く
要
素
的
現
象
を
手
に
す
れ
ば
、
そ
し
て
そ
れ
ら
が
相
互
に
似
通
っ
た
も
の
（
の
①
ョ
三
“
堅
の
）
と
し
て
同
じ
法
則
に

従
っ
て
い
る
と
見
倣
せ
れ
ば
、
全
体
は
そ
こ
か
ら
「
積
分
」
し
て
再
構
成
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
数
学
的
手
法
が
有
効
な
の
は
、
以
上
の
よ

う
な
条
件
が
実
際
に
満
た
さ
れ
た
場
合
で
あ
る
。
結
論
は
こ
う
だ
Ｉ
「
し
た
が
っ
て
、
物
理
学
者
が
研
究
す
る
物
質
の
近
似
的
な
等

質
性
（
ざ
ョ
ｏ
恩
愚
愚
四
ｇ
『
○
○
冠
の
）
に
よ
っ
て
こ
そ
、
数
理
的
物
理
学
が
生
ま
れ
得
た
の
で
あ
る
。
／
博
物
学
的
な
諸
科
学
に
お
い
て

は
、
等
質
性
言
ョ
。
恩
国
威
）
、
隔
た
っ
た
諸
部
分
の
相
対
的
独
立
（
且
ｇ
の
且
目
８
『
：
牙
の
旦
畷
冒
昌
の
切
讐
曾
府
の
）
、
要
素
的
事

実
の
単
純
性
（
助
冒
昌
、
鼠
）
と
い
う
こ
れ
ら
の
条
件
が
見
出
さ
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
博
物
学
者
は
別
の
一
般
化
の
方
法
に
訴
え
る

（
吃
）

し
か
な
い
の
で
あ
る
」
。

こ
う
し
た
ポ
ァ
ン
ヵ
レ
の
考
察
も
ま
た
、
「
進
化
」
の
中
に
強
く
反
響
し
て
い
る
と
解
釈
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば

「
進
化
」
第
一
章
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
物
理
学
者
が
（
人
為
的
に
設
定
さ
れ
た
「
孤
立
し
た
シ
ス
テ
ム
」
の
記
述
に
お
い
て
）
扱
う
抽
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蟻
そ
し
て
、
ポ
ア
ン
カ
レ
が
示
し
た
議
論
は
、
同
様
の
形
で
、
「
進
化
」
第
三
章
の
発
生
論
に
お
い
て
い
わ
ば
補
助
定
理
の
よ
う
に
用

１壁
い
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
緊
張
し
た
持
続
に
お
い
て
は
、
「
等
質
性
」
の
代
わ
り
に
異
質
性
が
、
「
諸
部
分
の
相
対
的
独

け脂
立
」
の
代
わ
り
に
緊
密
な
相
互
浸
透
が
、
「
単
純
な
要
素
的
事
実
」
の
代
わ
り
に
豊
か
で
不
可
分
な
全
体
的
体
験
が
、
成
り
立
っ
て
い

禾確
る
。
そ
こ
に
数
学
的
な
知
解
可
能
性
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
を
等
質
的
な
要
素
か
ら
の
合
成
・
再
構
成
に
よ
っ
て
理
解
す
る
こ

識
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
拡
が
り
」
「
弛
緩
」
と
述
べ
る
現
象
に
お
い
て
は
、
反
対
に
、
「
等
質
性
」
や
「
諸
要
素
の

雛
相
対
的
独
立
」
「
諸
要
素
の
単
純
性
」
が
、
緊
張
す
る
持
続
か
ら
解
き
ほ
ぐ
れ
て
く
る
よ
う
に
、
次
第
に
発
生
し
て
く
る
。
こ
の
場
合
、

櫛
緊
張
し
た
生
成
は
、
あ
た
か
も
ポ
ァ
ン
ヵ
レ
が
数
理
物
理
学
の
成
立
の
た
め
に
掲
げ
た
諸
条
件
を
満
た
す
よ
う
に
、
弛
緩
し
て
い
く
の

鐸
で
あ
る
。
「
拡
が
り
」
や
「
弛
緩
」
と
、
知
解
可
能
性
と
を
繋
ぐ
ラ
イ
ン
は
、
こ
う
し
て
引
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

菫
付
言
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
考
察
は
『
物
質
と
記
憶
」
で
あ
る
程
度
ま
で
準
備
は
さ
れ
て
い
た
。
「
進
化
』
で
も
言
及
さ
れ
る
フ
ァ
ラ

第

デ
ー
の
物
質
観
（
三
富
罵
望
鶴
野
因
ｇ
宣
ぶ
雪
）
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
そ
れ
に
着
目
し
続
け
る
の
は
そ
こ
に
お
い
て
「
す
べ
て
の
原

象
的
時
間
を
再
論
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
は
現
在
は
直
前
の
過
去
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
、
さ
ら
に
実
際
に
は
そ
こ
で
は

現
在
し
か
問
題
に
な
っ
て
い
な
い
の
だ
と
論
を
進
め
、
し
か
し
生
命
の
時
間
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
主
張
を
行
っ
て
い

た
ａ
Ｑ
竿
麗
茜
呂
‐
望
巴
。
「
生
物
の
身
体
の
現
在
の
状
態
は
、
そ
の
存
在
理
由
を
直
前
の
瞬
間
に
見
出
す
こ
と
は
な
い
。
そ
こ
に
結

び
つ
け
る
べ
き
は
、
有
機
体
の
過
去
全
体
で
あ
り
、
遺
伝
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
非
常
に
長
い
歴
史
の
総
体
な
の
だ
」
ａ
ｓ
ミ
臼
ご
。
人

為
的
な
孤
立
系
と
は
異
な
り
、
生
物
と
い
う
「
自
然
的
シ
ス
テ
ム
（
里
、
扇
ョ
①
目
冨
旦
こ
ａ
ｓ
里
望
巴
は
持
続
す
る
。
「
持
続
す
る
」

と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
、
過
去
の
「
歴
史
の
総
体
」
が
今
こ
こ
で
「
継
続
（
８
具
言
目
冒
。
）
」
中
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ポ
ァ

ン
カ
レ
風
に
言
え
ば
、
「
遠
い
過
去
の
記
憶
か
ら
影
響
を
直
接
蒙
る
」
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
そ
れ
は
、
「
数
学
的
な
取
り
扱
い
」

と
い
う
の
は
す
な
わ
ち
、

ン
カ
レ
風
に
言
え
ば
、

（
琴
国
・
）
を
拒
む
の
だ
。
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③
科
学
的
認
識
の
「
権
利
」

こ
う
し
て
、
緊
張
に
対
す
る
「
弛
緩
」
は
、
自
動
的
に
、
他
の
選
択
肢
な
ど
な
い
ま
ま
に
、
知
解
可
能
な
「
空
間
」
の
性
質
を
帯
び

る
こ
と
に
な
る
。
注
意
す
べ
き
だ
が
、
直
ち
に
純
粋
な
「
空
間
」
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
繰
り
返
す
よ
う
に
、
「
完

全
な
空
間
性
と
は
、
諸
部
分
相
互
の
完
全
な
外
在
性
、
す
な
わ
ち
相
互
の
完
全
な
非
依
存
性
の
こ
と
」
ａ
ｓ
宣
ぶ
亀
）
で
あ
り
、
そ
こ

に
お
け
る
諸
部
分
相
互
の
関
係
は
、
持
続
に
お
け
る
よ
う
な
実
質
的
な
相
互
浸
透
で
は
な
く
、
外
か
ら
見
ら
れ
る
形
式
的
な
位
置
関
係

に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
は
、
持
続
の
「
弛
緩
」
の
「
理
念
的
終
極
」
で
し
か
な
い
。
物
質
は
そ
れ
に
近
づ
く
が
、
一
致
は
し
な
い
。
た
だ

精
神
は
そ
の
よ
う
な
物
質
に
触
れ
て
、
そ
れ
を
さ
ら
に
進
め
て
理
念
的
空
間
を
形
成
す
る
の
だ
Ｉ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
う
述
べ
て
い
る

ａ
ｇ
ｇ
孟
霊
‐
霞
己
。
こ
の
人
間
知
性
の
「
弛
緩
」
の
運
動
は
、
そ
れ
自
身
が
ひ
と
つ
の
「
理
念
化
」
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
そ
れ
に

子
は
相
互
に
浸
透
し
あ
う
（
め
の
忌
邑
鰹
『
①
『
）
」
と
さ
れ
、
「
原
子
」
は
物
質
点
に
局
在
化
さ
れ
ず
に
「
重
力
が
及
び
拡
が
る
空
間
全
体
」

に
い
わ
ば
拡
大
解
消
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
っ
た
ろ
う
。
「
諸
要
素
」
の
独
立
性
が
失
わ
れ
、
む
し
ろ
相
互
浸
透
的
な
全
体
が
成
立

し
て
い
る
、
と
い
う
事
態
は
、
「
試
論
」
に
お
け
る
「
持
続
」
の
記
述
以
来
、
お
な
じ
み
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
「
物
質
と
記
憶
」

は
、
例
の
円
錐
の
図
式
が
示
し
た
よ
う
に
、
こ
の
相
互
浸
透
の
緊
密
さ
の
程
度
と
い
う
発
想
を
有
し
て
い
る
。
物
質
に
つ
い
て
の
フ
ァ

ラ
デ
ー
的
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
緊
密
な
相
互
浸
透
的
持
続
と
し
て
の
「
私
」
と
、
物
質
界
と
の
、
あ
る
種
の
類
縁
性
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
示

唆
し
て
い
た
と
見
て
も
不
自
然
で
は
あ
る
ま
い
（
実
際
、
そ
の
類
縁
性
に
依
拠
し
な
が
ら
「
物
質
と
記
憶
」
は
連
続
的
な
二
元
論
を
立

て
る
の
だ
）
。
「
物
質
と
記
憶
」
で
は
、
そ
う
し
た
物
質
観
は
物
質
を
む
し
ろ
デ
カ
ル
ト
的
な
延
長
か
ら
引
き
離
す
た
め
に
用
い
ら
れ
た

の
だ
が
、
「
進
化
」
で
は
反
対
に
、
緊
張
し
た
持
続
の
延
長
化
、
そ
し
て
そ
こ
に
お
け
る
知
解
可
能
性
の
発
生
を
説
明
す
る
た
め
に
動

員
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
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齢
こ
う
し
た
「
傾
向
性
」
の
重
視
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
科
学
論
に
「
権
利
上
」
の
約
束
を
許
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
繰
り
返

イ壁
せ
ば
彼
は
、
現
状
の
科
学
的
な
諸
認
識
の
い
ず
れ
も
、
絶
対
視
で
き
な
い
と
言
う
。
そ
し
て
そ
こ
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
の
規
約
性
を
否

けい
定
し
な
い
。
に
も
関
わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
は
お
そ
ら
く
、
「
方
向
」
と
し
て
は
間
違
っ
て
い
な
い
。
以
上
に
確
認
し
た
よ
う
な
「
空
間
性
」

禾確
に
至
る
運
動
に
よ
っ
て
物
質
が
「
定
義
」
さ
れ
、
実
際
に
そ
う
し
た
運
動
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
ど
う
い
っ
た
角

識
度
か
ら
ど
う
い
っ
た
規
約
を
暫
定
的
に
用
い
な
が
ら
か
は
と
も
か
く
、
物
質
を
知
解
可
能
な
空
間
性
に
照
ら
し
て
規
定
し
て
い
く
試
み

雄
は
、
ま
ず
は
間
違
っ
て
い
な
い
。
「
物
質
と
記
憶
」
の
い
わ
ば
ス
タ
テ
ィ
ッ
ク
な
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
実
在
す
る
物
質
と
理
念
的
な
空

櫛
間
と
の
ず
れ
、
両
者
の
差
異
が
強
調
さ
れ
た
わ
け
だ
が
、
「
創
造
的
進
化
」
は
「
傾
向
性
」
か
ら
事
象
を
見
直
す
こ
と
で
、
「
物
質
性
」

律
と
「
空
間
性
」
と
を
同
方
向
の
傾
向
性
と
し
て
、
む
し
ろ
重
ね
て
い
く
主
張
を
行
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。

章
以
上
の
よ
う
に
考
察
を
進
め
て
く
れ
ば
、
ピ
ネ
を
前
に
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
、
自
説
は
む
し
ろ
「
実
証
科
学
を
高
く
評
価
す
る
」
と

第

述
べ
て
い
た
そ
の
意
味
を
ほ
ぼ
見
菰
も
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
こ
で
も
諸
科
学
は
絶
対
的
な
も
の
を
「
権
利
上
」
「
我
々
に
開
示
し

よ
っ
て
生
じ
る
の
が
も
は
や
生
成
に
い
っ
さ
い
関
わ
り
を
持
た
な
い
理
念
的
な
完
了
相
的
存
在
で
も
あ
る
と
い
う
二
重
の
意
味
で
、

「
理
念
的
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
こ
こ
に
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
「
理
念
の
発
生
論
」
と
い
う
極
め
て
逆
説
的
で
な
お
か
つ
重
要

な
問
題
が
あ
る
だ
ろ
う
。
た
だ
、
ま
ず
押
さ
え
て
お
く
べ
き
は
、
『
進
化
」
が
導
入
す
る
「
物
質
」
と
「
物
質
性
」
と
の
差
異
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
特
に
指
摘
し
な
か
っ
た
が
、
『
進
化
」
は
「
物
質
」
と
「
物
質
性
」
、
「
空
間
」
と
「
空
間
性
」
と
を
区
別
す
る
。
「
物
質
性
」

「
空
間
性
」
と
は
、
傾
向
の
こ
と
で
あ
る
。
「
我
々
が
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
物
質
は
、
幾
何
学
的
に
扱
わ
れ
得
る
閉
じ
た
諸
シ
ス
テ

ム
を
構
成
す
る
傾
向
（
訂
．
§
再
８
）
を
有
し
て
い
る
。
我
々
が
物
質
を
定
義
ａ
ｇ
目
）
す
る
の
は
ま
さ
し
く
こ
の
傾
向
性
に
よ
っ
て

な
の
だ
。
し
か
し
そ
れ
は
傾
向
性
で
し
か
な
い
、
物
質
は
末
端
ま
で
至
ら
ず
、
孤
立
は
決
し
て
完
全
な
も
の
に
は
な
ら
な
い
」

（
向
○
］
一
と
印
つ
画
１
，
つ
望
。

こ
う
し
た
「
傾
向

」
ば
彼
は
、
現
状
の
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ょ
う
（
房
且
『
の
こ
と
し
て
い
る
、
と
述
べ
て
い
た
。
「
事
実
」
と
「
権
利
」
の
間
に
は
、
我
々
が
実
在
全
体
の
錯
綜
の
中
か
ら
あ
れ
こ

れ
の
孤
立
系
を
抽
象
す
る
そ
の
便
宜
性
、
そ
こ
で
特
に
一
定
の
諸
変
数
に
着
目
し
て
そ
れ
ら
の
関
係
を
探
求
す
る
そ
の
視
角
の
暫
定
的

な
窓
意
性
、
そ
う
い
っ
た
も
の
が
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
そ
う
し
た
方
法
が
個
々
の
成
果
の
評
価
は
と
も
か
く
も
「
空
間

性
」
に
向
か
う
傾
向
性
に
沿
っ
た
探
求
を
行
う
限
り
、
そ
の
探
求
は
「
権
利
上
」
、
実
在
を
「
絶
対
的
に
」
把
握
す
る
途
上
に
は
、
い

る
。
権
利
上
絶
対
的
な
の
は
、
探
求
の
そ
う
し
た
「
方
向
」
で
あ
る
（
だ
か
ら
ピ
ネ
ヘ
の
返
答
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
数
学
」
す
ら

「
遊
戯
」
で
は
な
く
、
「
絶
対
的
な
も
の
」
と
の
接
触
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
わ
け
だ
）
。
そ
う
し
て
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
は
、
そ
し
て
得

る
べ
き
は
、
ポ
ァ
ン
ヵ
レ
が
述
べ
て
い
た
よ
う
な
事
象
の
ミ
ク
ロ
な
基
本
要
素
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
間
の
数
学
的
な
諸
関
係
で
あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
「
分
析
」
ａ
ｓ
届
ぷ
ご
）
を
押
し
進
め
な
が
ら
、
関
係
項
に
内
的
に
思
わ
れ
る
性
質
を
も
、
関
係
項
内
部
の
さ
ら
に
微
小
な

諸
要
素
と
そ
れ
ら
相
互
の
関
係
へ
と
さ
ら
に
還
元
し
な
が
ら
、
実
在
を
透
明
な
法
則
的
関
係
の
網
に
書
き
換
え
て
い
く
こ
と
。
そ
れ
が
、

ペ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
、
事
物
を
そ
の
「
空
間
性
」
に
お
い
て
把
握
す
る
こ
と
で
あ
り
、
直
観
的
所
与
の
中
に
知
解
可
能
性
を
発
見

（
昭
）

し
て
い
く
作
業
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
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第二章／第七節生成と真理

理
念
的
真
理
の
問
題
が
残
っ
て
い
る
。
最
後
に
こ
の
点
に
つ
い
て
考
察
を
試
み
て
お
き
た
い
。

あ
ら
ゆ
る
実
在
の
生
成
変
化
を
説
く
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
が
、
古
い
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
主
義
に
見
え
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
万
物

は
変
化
す
る
ｌ
真
理
す
ら
も
．
万
物
が
変
化
す
る
と
い
う
命
題
す
ら
、
常
に
正
し
く
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
．
哲
学
の
古
い
練
習
問

題
だ
、
か
く
し
て
生
成
の
哲
学
は
哲
学
と
し
て
破
綻
す
る
だ
ろ
う
。
「
言
表
の
真
理
も
ま
た
進
化
す
る
、
真
理
も
変
化
す
る
」
の
で
あ

（
１
）

り
、
結
局
の
と
こ
ろ
「
も
は
や
真
理
な
ど
は
存
在
し
な
い
だ
ろ
う
」
。

こ
う
し
た
批
判
に
対
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
無
頓
着
さ
は
私
た
ち
を
驚
か
せ
る
。
こ
の
程
度
の
議
論
が
理
解
で
き
な
い
は
ず
は
な
い
。

に
も
関
わ
ら
ず
彼
は
、
真
理
論
の
た
め
に
著
作
の
一
章
を
割
く
よ
う
な
こ
と
は
し
な
い
。
せ
い
ぜ
い
断
片
的
な
、
そ
し
て
そ
れ
も
か
な

（
２
）

り
謎
め
い
た
言
及
が
残
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
う
し
た
事
実
を
踏
ま
え
な
が
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る

「
真
理
」
の
問
題
（
な
い
し
そ
の
軽
視
）
に
つ
い
て
い
く
ら
か
考
察
を
行
っ
て
お
こ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
著
作
に
限
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
る
「
真
理
」
の
場
所
は
、
判
断
な
い
し
命
題
で
あ
る
。
「
思
想
と
動
く
も
の
』

第
一
緒
論
ｌ
副
題
の
一
つ
と
し
て
「
真
理
の
増
大
合
『
・
罰
目
８
烏
一
“
く
豊
豊
と
い
う
奇
妙
な
フ
レ
ー
ズ
を
与
え
ら
れ
て
い
る

ｌ
に
お
い
て
彼
は
、
予
見
不
可
能
な
事
象
の
絶
え
ざ
る
創
造
と
い
う
実
在
観
と
、
真
理
概
念
と
の
関
わ
り
を
、
そ
れ
な
り
の
仕
方
で

論
じ
て
い
る
。
そ
こ
で
批
判
さ
れ
て
い
る
の
は
、
「
創
造
」
を
単
に
「
先
在
す
る
可
能
性
の
実
現
」
と
し
て
し
か
考
え
な
い
我
々
の
思

第
七
節
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と
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考
形
式
で
あ
っ
た
。
実
在
の
創
造
性
と
未
完
了
性
を
真
理
の
永
遠
普
遍
性
に
従
属
さ
せ
る
思
考
は
、
新
し
く
生
じ
た
出
来
事
を
め
ぐ
る

諸
命
題
が
、
当
の
出
来
事
に
先
だ
っ
て
、
潜
在
的
に
は
永
遠
的
に
真
で
あ
っ
た
、
と
思
い
描
く
Ｉ
「
ま
る
で
判
断
が
、
そ
れ
を
構
成

す
る
タ
ー
ム
よ
り
も
先
に
存
在
で
き
た
か
の
よ
う
に
！
ま
る
で
そ
れ
ら
の
タ
ー
ム
が
、
自
分
が
言
い
表
し
て
い
る
諸
対
象
の
出
現
の
日

付
以
来
の
も
の
で
は
な
い
か
の
よ
う
に
！
」
弓
冨
』
登
届
霊
）
。
も
ち
ろ
ん
私
た
ち
は
通
常
、
出
来
事
を
そ
の
独
自
性
に
お
い
て
掴
ま
ず

に
一
般
観
念
の
重
な
り
に
よ
っ
て
思
考
す
る
た
め
に
、
出
来
事
以
前
に
そ
れ
に
言
及
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
。
だ
が

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
う
し
た
観
点
を
拒
否
す
る
。
ま
ず
創
造
的
な
実
在
の
新
し
さ
が
あ
り
、
そ
の
の
ち
に
初
め
て
そ
れ
に
つ
い
て
の
言
表

と
判
断
が
可
能
に
な
る
の
だ
が
、
し
か
し
私
た
ち
は
そ
の
判
断
に
一
つ
の
「
瀕
行
的
効
果
（
島
①
庁
『
陣
『
。
“
ｎ
豊
こ
、
あ
る
い
は
む
し
ろ

「
背
進
的
運
動
（
ョ
○
口
ぐ
の
ョ
①
具
『
胃
○
四
且
の
）
」
を
課
す
る
９
国
・
）
。
そ
の
「
効
果
」
な
い
し
「
運
動
」
は
、
日
付
の
抹
消
と
命
題
の

永
遠
化
を
目
指
し
て
い
る
。
「
判
断
は
ひ
と
つ
の
日
付
を
有
す
る
わ
け
だ
。
し
か
し
こ
の
日
付
は
た
ち
ま
ち
消
え
て
し
ま
う
の
で
あ
っ

て
、
そ
れ
は
我
々
の
知
性
に
深
く
根
差
し
た
、
真
理
と
は
す
べ
て
永
遠
的
な
も
の
だ
と
い
う
原
理
の
た
め
で
あ
る
」
。

こ
の
思
想
は
一
見
し
て
思
わ
れ
る
以
上
に
難
解
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
言
っ
て
い
る
の
が
単
に
、
「
新
し
い
出
来
事
に
つ
い
て
の

真
な
る
言
表
は
出
来
事
が
生
じ
る
に
応
じ
て
ど
ん
ど
ん
追
加
さ
れ
る
」
と
い
っ
た
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
事
柄
だ
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
あ
り

（
３
）

得
な
い
。
む
し
ろ
日
付
を
有
す
る
出
来
事
が
い
か
に
「
真
理
」
に
な
る
の
か
を
彼
は
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
と
も
か
く
も
ま
ず
理
解
す

べ
き
は
、
こ
う
論
じ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
真
理
」
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
。
彼
が
与
え
た
副
題
、
「
真
理

の
増
大
」
が
意
味
す
る
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
持
続
の
哲
学
が
「
真
理
」
を
排
除
し
な
い
こ
と
、
し
か
も
そ
こ
に
お
い
て
は
新
し
い

「
真
理
」
が
次
々
と
創
造
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
「
真
理
」
は
、
ど
こ
か
超
越
的
な
場
所
で
す
っ
か
り
定
め
ら
れ
、
世
界

や
思
考
に
関
す
る
既
定
の
骨
組
み
や
設
計
図
と
し
て
存
在
し
、
私
た
ち
が
生
き
る
世
界
は
単
に
そ
の
内
部
で
展
開
す
る
、
と
い
う
わ
け

で
は
な
い
の
だ
。
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か
と
い
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
掲
げ
る
の
が
「
す
べ
て
は
流
れ
る
」
と
い
っ
た
単
純
な
主
張
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
流

れ
な
い
同
一
性
の
場
所
は
用
意
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
む
し
ろ
生
成
か
ら
派
生
す
る
の
で
あ
る
。
さ
ま
ざ
ま
の
同
一
性
は
、
身

体
的
経
験
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
再
認
に
お
い
て
成
立
し
、
言
語
や
命
題
の
成
立
も
ま
た
、
さ
し
あ
た
り
は
そ
の
延
長
線
上
で
考
え
ら
れ

て
い
る
。
そ
こ
に
成
り
立
つ
「
も
の
」
た
ち
は
、
「
時
間
か
ら
脱
し
て
い
く
」
言
冨
麗
爾
邑
よ
う
に
見
え
、
「
私
が
そ
れ
を
学
ぼ
う
と

し
て
何
度
も
行
っ
た
読
み
を
表
象
の
形
で
同
時
に
想
起
し
よ
う
と
思
わ
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
私
は
そ
れ
を
生
得
的
言
吊
の
）
だ
と

も
思
っ
た
だ
ろ
う
」
（
巨
富
霞
、
浸
出
§
よ
う
な
、
そ
う
い
っ
た
存
在
性
格
を
有
し
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
考
察
は
、
「
真
理
」
を
あ
る
仕
方
で
重
視
す
る
哲
学
者
を
満
足
は
さ
せ
ま
い
。
そ
れ
こ
そ
心
理
学
主
義
、
生

物
学
主
義
、
自
然
主
義
、
等
々
、
つ
ま
り
は
懐
疑
論
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
必
ず
自
己
矛
盾
に
な
ら
ず
に
は
い
ま
い
。
「
Ａ
Ⅱ
Ａ
」
と
い

う
命
題
の
真
理
性
は
、
単
に
私
が
そ
れ
を
常
に
同
じ
命
題
と
し
て
認
め
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
私
の
そ
う
し
た
経
験
的
確
証
が
い

く
ら
重
な
っ
て
も
、
単
に
そ
れ
は
「
私
は
し
ば
し
ば
Ａ
Ⅱ
Ａ
だ
と
思
う
」
と
い
う
「
事
実
」
し
か
構
成
し
な
い
。
「
真
理
」
の
意
味
は
、

そ
う
し
た
経
験
を
超
越
す
る
「
理
念
性
含
留
胃
か
）
」
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
経
験
か
ら
導
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
だ
…
…
。

理
お
そ
ら
く
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
対
し
て
応
じ
る
だ
ろ
う
ｌ
「
で
は
、
ど
ん
鞍
命
題
が
実
際
に
そ
う
い
っ
た
蕊
で
『
真
」
で
あ
る
の
か
？

學
私
は
そ
れ
こ
そ
を
知
り
た
い
」
、
と
。
私
た
ち
が
手
に
し
て
い
る
の
は
、
蓋
然
的
で
、
訂
正
可
能
な
諸
命
題
で
あ
っ
て
、
批
判
者
が
掲

華
げ
る
「
真
理
」
と
は
、
実
際
に
は
ご
く
形
式
的
な
理
念
、
具
体
的
内
容
を
持
た
な
い
方
向
指
示
以
上
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。

師
蓋
然
性
も
訂
正
可
能
性
も
持
た
な
い
命
題
が
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
に
生
成
か
ら
脱
し
、
完
全
な
「
完
了
相
」
の
平
面
に
書

律
き
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
「
知
性
」
は
、
身
体
的
経
験
や
、
書
き
と
ど
め
ら
れ
た
記
号
の
経
験
的
恒
常
性
を
踏

套
み
台
に
し
て
、
理
念
的
に
「
完
了
」
し
た
不
動
性
を
思
い
描
く
こ
と
の
で
き
る
能
力
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
人
間
の
「
知
性
」
が

第

手
に
す
る
理
念
性
と
は
、
何
よ
り
も
先
に
ま
ず
、
こ
の
完
了
的
不
動
性
の
理
念
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
空
間
」
と
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名
づ
け
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
以
上
に
確
認
し
た
よ
う
に
、
非
常
に
基
本
的
か
つ
形
式
的
な
表
象
で
あ
っ
て
、
通
常
言
わ
れ
る
「
幾

何
学
（
恩
○
目
、
ヨ
①
）
」
や
「
論
理
（
一
○
函
一
名
の
）
」
に
対
し
て
も
基
礎
と
な
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
知
性
の
観
点
か
ら
言
え
ば
、
自
動
的

な
仕
方
で
空
間
か
ら
幾
何
学
を
、
そ
し
て
そ
の
幾
何
学
か
ら
論
理
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
の
は
論
点
先
取
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
も
し

空
間
が
精
神
の
弛
緩
運
動
の
最
終
点
（
房
『
ョ
の
昌
冒
①
）
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、
空
間
を
用
意
す
れ
ば
そ
れ
に
よ
っ
て
論
理
と
幾
何
学

を
措
定
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
そ
れ
ら
は
純
粋
な
空
間
直
観
を
終
点
（
厨
『
ョ
の
）
と
す
る
行
程
の
途
中
に
あ
る
か
ら
だ
」

ａ
ｓ
届
哉
計
）
。
知
性
が
空
虚
な
理
念
と
し
て
獲
得
す
る
の
は
、
も
は
や
「
時
間
が
重
要
と
は
な
ら
な
い
（
一
の
厨
ヨ
ロ
切
邑
の
８
ヨ
ロ
扇

冨
の
）
」
ａ
ｓ
目
茜
認
）
水
準
、
そ
こ
で
は
「
時
間
が
止
ま
っ
て
し
ま
い
、
す
べ
て
は
す
べ
て
に
同
時
的
（
の
目
鼻
煙
忌
）
と
な
る
」

ｇ
蔵
・
）
よ
う
な
水
準
な
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
内
部
に
書
か
れ
た
も
の
と
し
て
、
幾
何
学
や
論
理
は
動
か
し
難
い
「
必
然
性
」
を
そ
な

え
る
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
ガ
リ
レ
イ
や
デ
カ
ル
ト
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
た
ち
が
構
築
し
て
き
た
物
理
学
が
、
時
間
を
「
独
立
変

数
」
と
す
る
こ
と
を
通
じ
て
か
え
っ
て
不
変
の
法
則
を
拾
い
上
げ
宮
．
両
ｇ
謡
ご
ご
、
生
成
す
る
自
然
の
不
変
の
構
造
を
転
写
す
る

先
も
こ
の
水
準
で
あ
り
、
あ
る
い
は
新
し
い
出
来
事
に
つ
い
て
の
言
表
に
日
付
を
与
え
る
こ
と
で
か
え
っ
て
そ
れ
を
不
変
の
真
理
に
し

な
が
ら
書
き
込
む
先
も
ま
た
、
こ
の
水
準
な
の
で
あ
る
。
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
が
「
夜
警
」
を
描
く
、
と
い
う
出
来
事
は
、
「
一
六
四
二
年

に
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
は
「
夜
警
」
を
描
く
」
と
言
わ
れ
る
こ
と
で
か
え
っ
て
「
一
五
○
○
年
に
お
い
て
も
、
〈
一
六
四
二
年
に
レ
ン
ブ
ラ

ン
ト
が
「
夜
警
」
を
描
く
〉
だ
ろ
う
、
と
い
う
命
題
は
潜
在
的
に
す
で
に
真
で
あ
る
」
と
も
言
わ
れ
得
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
（
時

間
を
抹
消
す
る
最
良
の
方
法
は
時
間
を
算
入
す
る
こ
と
で
あ
り
、
日
付
を
抹
消
す
る
最
良
の
方
法
は
日
付
を
記
入
す
る
こ
と
な
の
だ
）
。

し
か
し
こ
う
し
た
無
時
間
的
な
理
念
的
空
間
に
何
が
書
き
込
ま
れ
る
の
か
は
、
そ
れ
自
体
ほ
と
ん
ど
未
定
で
あ
る
。
現
在
「
真
理
」

と
し
て
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
永
遠
に
訂
正
可
能
性
を
完
全
に
脱
し
て
い
る
か
ど
う
か
、
そ
れ
を
決
す
る
の
は
容
易
で
は
あ
る
ま

い
。
そ
し
て
何
よ
り
そ
う
し
た
「
真
理
」
は
「
増
大
」
し
て
い
く
。
だ
か
ら
こ
う
し
た
「
真
理
」
概
念
は
捨
て
て
し
ま
え
、
と
ベ
ル
ク
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ソ
ン
が
言
う
わ
け
で
は
な
い
。
「
も
ち
ろ
ん
こ
の
論
理
を
放
棄
し
た
り
、
そ
れ
に
逆
ら
っ
た
り
せ
よ
と
い
う
の
で
は
な
い
。
し
か
し
そ

れ
を
拡
大
し
、
僥
め
、
新
し
さ
が
絶
え
ず
湧
出
し
進
化
が
創
造
的
で
あ
る
と
こ
ろ
の
持
続
へ
と
そ
れ
を
適
合
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」

令
旨
』
里
届
ｇ
）
。
こ
の
課
題
は
、
「
真
理
」
を
あ
く
ま
で
空
虚
な
理
念
（
思
え
ば
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
「
空
間
」
は
初
め
か
ら
そ

う
し
た
「
空
虚
」
な
場
で
あ
っ
た
）
と
し
て
の
み
遇
す
る
、
と
い
う
態
度
と
不
可
分
で
あ
ろ
う
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
は
「
真
理
」
を
哲
学
の
出
発
点
と
し
て
は
使
え
な
い
と
見
て
い
る
の
だ
。
彼
の
哲
学
観
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
よ
う
。
厳
密
に
定
義
さ

れ
た
諸
概
念
か
ら
論
理
的
な
演
鐸
を
用
い
、
厳
密
な
確
実
性
に
つ
い
て
は
一
歩
も
譲
ら
な
い
よ
う
な
哲
学
を
彼
は
全
く
評
価
し
な
い
。

知
性
が
完
全
に
再
認
可
能
な
諸
概
念
の
連
鎖
だ
け
か
ら
成
る
よ
う
な
思
考
と
は
異
な
る
と
こ
ろ
に
、
哲
学
の
場
所
は
あ
る
。
そ
し
て
実

際
、
諸
概
念
は
批
判
さ
れ
、
改
訂
さ
れ
、
創
造
さ
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
哲
学
的
な
「
真
理
」
と
は
、
む
し
ろ
蓋
然
的
な
も
の

で
あ
り
、
集
団
的
か
つ
漸
進
的
な
活
動
の
中
で
単
に
理
念
と
し
て
先
取
さ
れ
る
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
哲
学
に
し
て
も
、
あ
る
い
は

科
学
、
そ
の
他
の
分
野
に
お
い
て
も
、
「
真
理
」
は
さ
し
あ
た
り
統
制
的
な
機
能
を
委
ね
ら
れ
た
理
念
と
し
て
遇
し
て
お
け
ば
足
り
る

の
で
あ
る
。
そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
は
、
こ
の
程
度
に
お
い
て
す
ら
「
真
理
」
に
つ
い
て
主
題
的
に
語
ら
な
い
。
彼
の
「
真
理
」
論

は
、
む
し
ろ
彼
の
議
論
全
体
を
貫
く
態
度
に
お
い
て
、
し
か
も
ほ
と
ん
ど
不
在
の
相
の
下
で
、
示
唆
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。
あ
た
か
も

彼
に
と
っ
て
は
、
「
真
理
」
と
い
う
も
の
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
作
業
が
一
つ
の
避
け
る
べ
き
罠
で
あ
る
か
の
よ
う
な
の
だ
。

こ
の
態
度
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
、
彼
以
前
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ト
た
ち
の
形
而
上
学
か
ら
大
き
く
分
か
っ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

「
真
理
」
は
、
そ
の
定
義
か
ら
言
っ
て
、
そ
れ
自
身
に
同
一
な
ま
ま
で
不
変
の
も
の
と
し
て
私
た
ち
に
把
握
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

た
だ
今
こ
こ
に
お
け
る
私
（
た
ち
）
に
と
っ
て
、
と
い
っ
た
制
約
を
超
え
て
い
る
も
の
と
し
て
さ
し
あ
た
り
概
念
さ
れ
て
い
る
わ
け
だ
。

（
４
）

こ
の
真
理
概
念
の
特
質
こ
そ
は
、
か
っ
て
ク
ー
ザ
ン
言
ｇ
国
己
が
形
而
上
学
を
復
興
す
る
際
に
着
目
し
た
も
の
だ
っ
た
。
Ｉ
感
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覚
論
は
我
々
の
思
惟
が
あ
れ
こ
れ
の
受
動
的
感
覚
の
合
成
だ
と
言
う
。
そ
れ
に
反
対
し
つ
つ
能
動
的
意
志
の
実
在
を
掲
げ
る
学
説
は
、

そ
れ
に
よ
っ
て
「
私
」
と
い
う
も
の
を
回
復
し
た
。
し
か
し
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
単
に
「
感
覚
的
事
実
」
だ
け
で
も
な
く
、

「
意
志
的
事
実
」
だ
け
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
「
理
性
的
事
実
（
曾
扇
国
冒
目
①
一
の
）
」
と
い
う
も
の
も
ま
た
与
え
ら
れ
て
い

る
。
「
真
理
」
と
は
そ
れ
で
あ
る
。
感
覚
に
し
て
も
意
志
に
し
て
も
、
結
局
は
「
今
・
こ
こ
・
私
」
と
い
う
個
別
性
し
か
持
ち
得
な
い

で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
い
か
に
変
形
し
て
も
、
変
形
さ
れ
た
個
別
性
し
か
得
ら
れ
は
し
な
い
（
あ
れ
こ
れ
の
時
、
場
所
、
主
観
た
ち

…
…
）
。
「
真
理
」
が
有
す
る
「
普
遍
性
と
必
然
性
」
あ
る
い
は
「
無
限
性
」
、
つ
ま
り
は
「
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
誰
に
と
っ
て
も
」
と

い
う
性
格
は
、
そ
れ
自
身
一
つ
の
還
元
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
わ
け
だ
。
ク
ー
ザ
ン
に
お
い
て
は
、
感
覚
や
意
志
の
諸
現
象
を
超
え
た

超
越
的
な
次
元
は
、
こ
う
し
た
非
人
称
的
な
「
真
理
」
概
念
の
特
異
性
を
介
し
て
、
確
保
さ
れ
た
と
言
え
よ
う
。

こ
の
種
の
議
論
は
、
何
ら
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
も
し
私
の
経
験
が
、
そ
し
て
私
の
存
在
が
、
始
ま
り
を
持
ち
終
わ
り
を
有
す
る

有
限
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、
ど
う
し
て
こ
の
私
に
、
「
真
理
」
と
い
う
概
念
が
可
能
で
あ
る
の
か
。
私
に
と
っ
て
自
ら
の
経
験
が
、
自

ら
の
存
在
が
、
い
か
に
確
実
な
実
在
で
あ
る
と
し
て
も
、
ど
う
し
て
こ
の
実
在
を
超
え
る
理
念
性
を
同
じ
こ
の
私
が
理
解
し
て
い
る
の

か
。
ク
ー
ザ
ン
も
基
本
的
に
は
こ
の
問
い
を
前
に
し
て
、
彼
な
り
の
「
理
性
（
且
の
。
。
こ
の
理
論
へ
と
導
か
れ
た
の
だ
と
見
て
よ
い
。

「
理
性
」
が
覚
知
す
る
「
真
理
」
を
通
じ
て
、
私
た
ち
は
経
験
界
か
ら
超
経
験
界
へ
、
心
理
学
か
ら
形
而
上
学
へ
、
移
行
す
る
。

十
九
世
紀
フ
ラ
ン
ス
哲
学
を
下
っ
て
み
よ
う
。
や
が
て
「
帰
納
の
基
礎
」
の
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
こ
の
ク
ー
ザ
ン
を
批
判
し
て
「
理
性
」

や
「
真
理
」
を
論
じ
直
す
こ
と
に
な
る
。
ク
ー
ザ
ン
の
「
理
性
的
事
実
」
は
結
局
事
実
で
あ
り
、
そ
れ
が
「
真
理
」
で
あ
る
こ
と
は
不

（
５
）

可
能
で
あ
る
。
彼
は
さ
ら
に
、
の
ち
の
『
心
理
学
と
形
而
上
学
弓
望
ｇ
ｏ
一
○
四
の
ｇ
冨
騨
ｇ
ご
豊
匡
の
二
に
お
い
て
、
ま
ず
「
理
念
的
存

在
」
を
私
た
ち
の
実
在
認
識
に
先
行
す
る
も
の
と
し
て
立
て
、
そ
の
存
在
の
本
質
的
な
規
範
性
（
「
存
在
せ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
の
観

念
、
理
念
的
存
在
（
匙
の
図
①
８
２
菖
昌
忌
言
の
》
目
①
ｍ
附
己
留
邑
）
に
よ
っ
て
実
際
に
私
た
ち
の
経
験
の
可
能
性
が
開
か
れ
て
い
く
の
だ

l

f
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（
６
）

と
し
て
い
く
。
も
は
や
湖
行
と
し
て
の
「
分
析
」
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
「
総
合
」
的
思
弁
が
試
み
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
。
カ
ン
ト
に

お
い
て
は
、
経
験
の
可
能
性
の
条
件
は
私
た
ち
の
精
神
ａ
の
ョ
ｇ
の
構
造
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
だ
が
、
ラ
シ
ュ
リ
ェ
に
お
い

て
は
、
存
在
そ
の
も
の
の
自
己
肯
定
に
そ
れ
は
差
し
戻
さ
れ
、
例
え
ば
時
間
や
空
間
は
そ
の
自
己
肯
定
の
過
程
に
お
い
て
産
出
さ
れ
、

そ
れ
と
同
時
に
時
空
に
お
い
て
存
在
は
自
ら
の
真
理
を
再
認
す
る
と
い
っ
た
具
合
に
議
論
は
展
開
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
難
解
極
ま
り
な
い
議
論
を
フ
ォ
ロ
ー
す
る
こ
と
は
私
た
ち
の
手
に
余
る
し
、
ま
た
目
下
の
と
こ
ろ
そ
の
作
業
は
必
要
で
も
な
い
。

こ
こ
で
は
彼
の
「
心
理
学
と
形
而
上
学
」
の
一
節
に
着
目
し
よ
う
。
経
験
的
心
理
学
は
、
感
覚
や
意
志
に
つ
い
て
は
語
れ
て
も
、
「
必

然
的
真
理
（
く
酔
愚
、
愚
８
ｍ
の
島
の
印
）
と
そ
の
客
観
的
価
値
」
に
つ
い
て
は
語
り
よ
う
が
な
い
。
こ
う
し
た
理
論
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
結
局

（
７
）

は
「
唯
物
論
」
の
変
形
と
し
て
の
「
一
種
の
自
然
主
義
（
目
冨
『
農
の
ｇ
①
）
」
に
し
か
な
ら
な
い
、
と
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
見
積
も
る
。
対
し

て
彼
が
保
持
す
る
こ
と
を
望
む
「
唯
心
論
Ⅱ
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
」
と
は
、
そ
う
し
た
「
自
然
」
の
レ
ベ
ル
を
超
え
た
、
そ
し
て

「
必
然
的
真
理
」
の
存
立
を
も
許
容
で
き
る
、
そ
の
よ
う
な
理
論
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
だ
。
そ
の
た
め
に
、
ラ
シ
ュ
リ
エ
は

私
た
ち
が
「
真
理
」
を
そ
こ
に
お
い
て
覚
知
す
る
意
識
を
採
り
上
げ
て
、
考
察
を
再
開
す
る
。

「
苦
痛
の
認
識
は
苦
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
真
な
の
だ
（
届
８
コ
ロ
曽
朋
目
８
堅
匡
。
の
号
昌
①
貝
コ
マ
①
ｍ
ｇ
ｍ
の
８
昌
○
員
①
匡
開
ゞ
ョ
画
勗

（
８
）

言
風
の
こ
・
ｌ
苦
痛
そ
の
も
の
は
、
も
ち
ろ
ん
苦
し
い
．
し
か
し
そ
れ
に
つ
い
て
の
「
認
識
」
は
、
も
は
や
苦
痛
そ
の
も
の
で
は
な

く
、
「
真
」
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
苦
痛
が
あ
る
と
い
う
こ
と
の
把
握
、
苦
痛
の
存
在
の
認
識
は
、
経
験
と
し
て
の
苦
痛
と
は
水

準
を
異
に
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
真
」
の
平
面
に
移
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
あ
れ
こ
れ
の
経
験
的
な
規
定
を

「
真
理
」
の
水
準
へ
と
転
記
す
る
、
そ
の
際
に
介
入
す
る
意
識
を
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
「
知
性
的
［
叡
知
的
］
意
識
（
８
局
：
．
８
頁
①
一
・

一
①
。
目
①
房
）
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
が
「
真
理
」
を
主
張
す
る
時
に
は
常
に
す
で
に
機
能
し
て
お
り
、
そ
れ
を
否
定
し
よ

う
と
し
て
も
そ
の
否
定
が
む
し
ろ
肯
定
を
演
じ
て
し
ま
う
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
拒
み
難
い
意
識
で
あ
る
。
自
ら
の
脱
形
而
上
学
的
な

231



「
経
験
」
性
を
誇
示
す
る
心
理
学
も
、
自
ら
の
真
理
性
を
主
張
す
る
限
り
は
、
こ
の
意
識
の
圏
外
で
成
り
立
ち
得
る
も
の
で
は
な
い
。

「
し
た
が
っ
て
実
際
に
知
性
的
意
識
と
い
う
も
の
が
我
々
の
う
ち
に
は
あ
る
。
そ
れ
は
感
性
的
意
識
に
何
を
加
え
る
わ
け
で
も
な
い
が
、

（
９
）

し
か
し
そ
の
内
容
に
客
観
性
の
印
（
の
８
目
号
一
》
・
豆
の
昌
く
愚
）
を
記
す
も
の
な
の
だ
」
。

こ
う
し
た
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
「
知
性
的
意
識
」
は
さ
し
あ
た
っ
て
何
を
す
る
の
か
。
も
う
一
度
確
認
し
よ
う
。
苦
痛
は
苦
し
い
が
、
苦

痛
の
「
認
識
」
は
苦
し
い
の
で
は
な
く
、
「
真
」
で
あ
る
。
苦
痛
そ
の
も
の
は
時
空
的
な
個
別
性
を
脱
し
得
な
い
。
し
か
し
あ
る
種
の

「
認
識
」
は
、
ま
さ
に
苦
痛
の
存
在
を
そ
の
時
空
的
な
個
別
性
に
お
い
て
肯
定
し
、
そ
れ
を
一
つ
の
「
真
理
」
と
な
す
。
こ
う
し
て
苦

痛
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
時
空
は
、
客
観
的
存
在
が
位
置
を
占
め
る
客
観
的
な
場
所
で
あ
り
、
苦
痛
の
存
在
も
そ
こ
で
客
観
的
な
真
理
の

刻
印
を
受
け
る
。
そ
し
て
ラ
シ
ュ
リ
エ
は
そ
う
し
た
客
観
的
時
空
が
「
存
在
」
そ
の
も
の
の
展
開
態
で
あ
る
と
し
た
の
だ
っ
た
。

こ
う
見
て
く
れ
ば
、
ラ
シ
ュ
リ
エ
の
発
想
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
そ
れ
と
の
間
に
は
、
深
い
類
縁
性
と
同
時
に
、
そ
れ
に
劣
ら
ず
深
い
断

絶
の
あ
る
こ
と
が
分
か
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
「
知
性
」
も
、
あ
れ
こ
れ
の
出
来
事
を
陳
述
し
、
そ
の
真
理
性
を
非
歴
史
的
な
永
遠

性
の
中
に
書
き
込
む
。
そ
こ
に
は
確
か
に
、
「
真
理
」
の
場
所
が
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
か
ら
出
発
す
る
ク
ー
ザ
ン
や
ラ
シ
ュ
リ
エ
た
ち

の
「
真
理
の
形
而
上
学
」
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
引
き
受
け
な
い
。
「
真
理
」
に
見
出
す
べ
き
は
、
生
成
す
る
実
在
が
そ
の
潜
在
性
を
汲

み
尽
く
さ
れ
た
不
毛
性
の
極
限
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
す
べ
て
の
存
在
が
そ
こ
に
根
拠
を
見
出
す
よ
う
な
優
越
的
で
産
出
的
な
原

（
、
）

理
や
そ
の
顕
現
な
の
で
は
な
い
。
や
が
て
「
二
源
泉
』
が
言
う
よ
う
に
、
こ
の
種
の
形
而
上
学
、
観
念
論
的
な
形
而
上
学
は
、
生
成
し

て
い
く
実
在
の
運
動
の
終
点
を
先
取
り
し
、
運
動
を
仮
想
的
に
完
了
さ
せ
て
お
い
て
、
そ
こ
か
ら
振
り
返
り
な
が
ら
当
の
運
動
を
二
次

的
な
場
所
に
差
し
戻
す
錯
誤
に
陥
っ
て
い
る
の
だ
。
し
か
し
生
成
は
終
点
を
前
提
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
生
成
か
ら
逃
れ
る

「
真
理
」
こ
そ
が
生
成
を
司
り
、
生
成
を
導
い
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
形
而
上
学
の
対
象
は
そ
こ
に
は
な
い
。
ラ
シ
ュ
リ
エ

は
、
「
真
理
」
の
向
こ
う
側
に
、
形
而
上
学
が
掴
み
取
る
べ
き
真
の
存
在
を
見
透
か
す
わ
け
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
そ
こ
に
見
る
の
は
、

ｄ
Ｊ
Ｌ
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い
わ
ば
流
出
論
上
の
最
終
段
階
で
あ
り
、
能
産
的
で
は
な
く
所
産
的
な
自
然
の
残
骸
で
し
か
な
い
の
だ
。
繰
り
返
せ
ば
、
「
真
理
」
と

い
う
も
の
は
あ
る
。
理
念
的
に
だ
が
永
遠
不
変
だ
と
さ
れ
る
こ
の
「
真
理
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
れ
を
否
定
し

た
り
は
し
な
い
。
た
だ
、
彼
に
と
っ
て
は
「
真
理
」
に
つ
い
て
語
る
べ
き
は
せ
い
ぜ
い
こ
の
程
度
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
論
究

は
無
益
だ
と
思
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

だ
か
ら
、
も
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
私
た
ち
の
生
成
な
い
し
持
続
の
根
拠
や
原
理
を
求
め
、
つ
ま
り
は
「
神
」
の
名
を
語
り
始
め
る
と
し

て
も
、
彼
の
議
論
は
決
し
て
「
真
理
」
を
経
由
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
不
変
で
不
動
の
非
人
称
的
で
必
然
的
な
「
真
理
」
な
ど
を
経
由
し

な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
通
路
を
経
て
私
た
ち
が
至
る
「
神
」
は
ま
さ
に
「
哲
学
者
の
神
」
に
過
ぎ
な
い
。
「
二
源
泉
」
は
そ
れ
に

対
し
て
、
「
神
秘
主
義
者
の
神
」
を
語
り
始
め
、
そ
こ
に
こ
そ
形
而
上
学
を
結
び
つ
け
て
い
く
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
お
い
て

「
形
而
上
学
」
が
語
ら
れ
続
け
る
と
し
て
も
、
そ
し
て
「
形
而
上
学
的
真
理
（
ぐ
野
嚴
ョ
騨
砦
ど
の
冨
匡
①
と
ａ
篭
望
忠
ら
と
い
っ
た
語

を
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
用
い
続
け
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
非
人
称
的
で
必
然
的
な
不
動
の
「
真
理
」
と
そ
の
「
形
而
上
学
」
で
は
な
い
。
む

、

し
る
そ
れ
は
、
「
神
秘
主
義
者
」
と
呼
ば
れ
る
特
権
的
な
人
格
が
そ
の
存
在
そ
の
も
の
と
、
そ
れ
が
呼
び
起
こ
す
「
情
‐
動
念
．

ミ
。
§
雪
）
」
に
お
い
て
示
す
、
人
称
的
な
「
真
理
」
ｌ
そ
の
人
格
な
し
に
は
開
示
さ
れ
よ
う
の
な
か
っ
た
種
類
の
「
真
理
」
ｌ
を
、

意
味
し
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。

そ
う
し
た
点
の
考
察
に
は
章
を
改
め
よ
う
。
本
章
で
の
考
察
を
ひ
と
ま
ず
簡
単
に
振
り
返
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

私
た
ち
の
問
題
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
い
て
、
持
続
、
生
成
や
内
在
と
は
異
質
と
見
え
る
も
の
た
ち
が
ど
う
理
解
さ
れ
る
か
、

と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
『
物
質
と
記
憶
」
の
理
論
に
お
い
て
は
、
私
の
生
成
は
知
覚
と
い
う
水
準
に
お
い
て
通
俗
的
な
「
内
部
」
か

ら
打
ち
開
か
れ
、
自
己
現
出
す
る
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
拡
が
り
そ
の
も
の
へ
と
解
放
さ
れ
た
。
し
か
し
そ
れ
が
再
び
パ
ー
ク
リ
ー
主
義
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本
章
第
四
節
で
も
確
認
し
た
こ
と
だ
が
、
最
も
基
礎
的
な
「
純
粋
知
覚
」
の
場
面
に
お
い
て
す
で
に
、
こ
の
知
覚
は
私
の
可
能
的
行

為
と
「
厳
密
な
比
例
関
係
」
を
構
成
し
、
私
の
身
体
が
演
じ
る
あ
れ
こ
れ
の
予
期
と
相
関
的
に
規
定
さ
れ
て
い
た
。
そ
こ
に
お
い
て
立

ち
現
れ
る
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
は
、
自
ら
を
現
出
さ
せ
つ
つ
、
同
時
に
、
私
の
可
能
的
行
為
を
「
鏡
の
よ
う
に
」
映
し
だ
し
て
い
た
わ
け

で
あ
る
（
だ
か
ら
知
覚
野
は
そ
の
ま
ま
私
の
選
択
肢
を
構
成
す
る
の
だ
っ
た
）
。
そ
こ
に
私
の
経
験
に
応
じ
た
意
味
づ
け
や
了
解
が

「
注
意
的
再
認
」
を
通
じ
て
か
ぶ
さ
っ
て
き
て
も
事
態
は
基
本
的
に
変
わ
ら
な
い
。
ほ
と
ん
ど
当
然
の
こ
と
だ
が
、
そ
う
し
た
「
意

味
」
は
私
の
側
か
ら
付
与
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
被
解
釈
項
と
し
て
の
知
覚
は
、
文
字
が
意
味
の
背
後
に
消
え
る
よ
う
に
、
私
の
再
認
す

る
意
味
に
覆
わ
れ
、
む
し
ろ
そ
の
こ
と
で
明
蜥
判
明
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
私
に
と
っ
て
「
世
界
」
の
「
外
在
性
」
と
「
客
観

性
」
と
は
、
こ
う
し
た
再
認
可
能
性
の
こ
と
な
の
で
あ
り
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
た
だ
中
で
私
が
行
使
す
る
「
生
へ
の
注
意
」
は
、
そ

の
あ
ら
ゆ
る
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
こ
の
再
認
の
先
取
に
よ
っ
て
目
的
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
言
っ
て
よ
い
。
こ
の
志
向
が
、
「
イ
マ
ー
ジ

ュ
（
冒
畠
①
こ
を
前
に
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
「
構
想
力
（
冒
僧
ヨ
目
目
）
」
の
、
基
本
的
な
構
え
を
な
す
も
の
な
の
だ
。

「
進
化
」
は
、
こ
の
構
図
を
否
定
す
る
ど
こ
ろ
か
、
宇
宙
開
關
説
（
８
の
日
○
曾
昌
①
）
的
な
思
弁
を
動
員
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
堅
固
に

性
」
を
構
成
す
る
も
（

意
味
し
た
の
で
あ
る
。

へ
と
落
ち
込
む
危
険
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
理
解
し
て
い
た
し
、
そ
の
た
め
に
彼
は
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
た
だ
中
で
感
知
さ
れ
認
知
さ
れ
る

「
秩
序
」
に
着
目
し
、
そ
こ
に
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
の
単
に
主
観
的
で
は
な
い
「
外
在
性
」
を
委
ね
た
の
で
あ
る
。
端
的
に
感
受
さ
れ
る

異
質
的
な
生
成
と
は
異
な
り
、
分
節
さ
れ
た
諸
項
の
間
に
成
り
立
つ
関
係
に
お
い
て
知
解
さ
れ
る
こ
の
「
秩
序
」
の
概
念
を
め
ぐ
っ
て
、

「
物
質
と
記
憶
」
以
後
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
考
は
い
く
つ
も
の
方
向
へ
と
展
開
す
る
の
だ
が
、
そ
の
終
着
点
で
あ
る
「
創
造
的
進
化
』

の
議
論
に
至
る
ま
で
、
彼
は
「
秩
序
」
概
念
を
「
再
認
」
に
結
び
つ
け
て
考
え
続
け
て
い
る
。
「
秩
序
」
と
は
、
そ
れ
自
身
が
「
外
在

性
」
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
の
だ
が
、
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
そ
れ
は
私
の
予
期
や
力
能
に
対
応
し
適
合
し
た
対
象
の
あ
り
方
を
も
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し
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
常
的
な
知
覚
を
超
え
て
、
物
質
的
実
在
の
内
奥
を
示
す
に
見
え
る
科
学
も
、
確
か
に
水
準
の
相
違
は

あ
る
に
せ
よ
、
基
本
的
に
は
「
再
認
」
の
ロ
ジ
ッ
ク
の
内
部
で
動
い
て
い
る
。
科
学
が
追
究
す
べ
き
幾
何
学
的
・
数
学
的
秩
序
と
は
、

精
神
の
一
般
的
な
一
つ
の
可
能
的
あ
り
方
と
し
て
の
「
弛
緩
」
が
そ
こ
に
お
い
て
再
認
さ
れ
る
よ
う
な
秩
序
な
の
で
あ
り
、
そ
う
し
た

秩
序
の
母
体
と
し
て
の
「
空
間
性
」
と
は
、
生
成
を
孕
ま
な
い
が
ゆ
え
に
、
理
念
的
に
は
私
た
ち
の
予
期
を
裏
切
る
こ
と
な
く
完
全
に

知
解
さ
れ
得
る
存
在
様
態
と
し
て
実
在
の
た
だ
中
に
ｌ
「
自
ら
を
解
体
し
て
い
く
（
路
急
曾
『
の
こ
実
在
相
と
し
て
ｌ
確
保
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
「
空
間
」
は
一
方
で
は
確
か
に
、
対
象
の
質
的
固
有
性
を
捨
象
し
な
が
ら
窓
意
的
な
分
割
を
施
し
つ
つ
不
動
の
諸
関
係

を
把
握
し
よ
う
と
す
る
人
間
知
性
の
「
図
式
」
な
の
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
他
方
、
こ
の
「
図
式
」
が
単
に
窓
意
的
な
規
約
で
は
な
く
、

あ
る
傾
向
性
に
従
う
限
り
で
の
実
在
が
「
全
く
自
然
に
」
そ
な
え
る
姿
を
正
確
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
「
創
造
的
進

化
」
は
そ
の
発
生
論
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
「
権
利
」
上
は
、
確
保
し
よ
う
と
し
た
わ
け
だ
。
空
間
表
象
、
な
ら
び
に
そ
れ
に
基
礎

を
置
く
諸
表
象
は
、
「
弛
緩
」
へ
の
傾
向
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
実
在
の
細
部
を
、
い
わ
ば
先
回
り
し
て
予
期
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ

の
予
期
に
「
全
く
自
然
に
」
応
じ
る
実
在
傾
向
が
あ
る
こ
と
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
示
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

「
外
在
性
」
に
つ
い
て
論
じ
な
が
ら
、
こ
う
し
て
私
た
ち
は
一
つ
の
円
環
の
中
を
経
巡
っ
た
よ
う
に
見
え
る
。
「
秩
序
」
と
し
て
理

解
さ
れ
る
限
り
、
こ
の
「
外
在
性
」
は
常
に
私
自
身
へ
の
参
照
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
し
か
な
い
。
「
秩
序
」
と
は
主
客
の
．

致
（
煙
ｏ
８
ａ
と
に
他
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
だ
。
再
び
引
用
す
る
な
ら
、
「
秩
序
と
は
、
主
客
間
の
あ
る
種
の
一
致
の
こ
と
な
の
だ
。
そ

れ
は
、
事
象
の
中
に
自
ら
を
再
発
見
す
る
精
神
で
あ
る
」
ａ
ｓ
匿
孟
震
）
。
こ
の
「
自
ら
を
再
発
見
す
る
（
、
の
『
①
耳
。
ｇ
の
『
）
」
と
い
う
営

み
、
つ
ま
り
は
「
再
認
」
の
ロ
ジ
ッ
ク
は
、
「
も
の
」
や
「
対
象
」
、
「
空
間
」
や
「
科
学
」
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
の
諸
要
素
を
規
定
し
、

生
み
出
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
知
覚
世
界
に
不
意
打
ち
は
存
在
し
、
科
学
は
対
象
か
ら
次
々
と
驚
く
べ
き
局
面
を
採
り
だ
し
て
は
来
よ

う
。
だ
が
こ
の
驚
き
は
、
あ
く
ま
で
予
期
の
地
平
内
部
で
の
ロ
ー
カ
ル
な
出
来
事
に
過
ぎ
な
い
。
ま
た
、
私
た
ち
が
構
築
す
る
さ
ま
ざ

I
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さ
て
、
こ
う
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
再
認
」
が
規
定
す
る
領
野
を
画
定
し
、
そ
れ
を
生
成
の
一
派
生
態
と
し
た
の
だ
が
、
し
か
し
こ

の
領
野
の
さ
ら
な
る
「
外
」
を
考
察
す
る
作
業
が
私
た
ち
に
は
残
さ
れ
て
い
る
。
「
再
認
」
が
構
成
す
る
回
収
可
能
な
「
外
」
で
は
な

い
よ
う
な
「
外
」
、
私
た
ち
の
予
期
に
応
え
る
の
で
は
な
い
あ
る
意
味
で
異
様
な
「
秩
序
」
概
念
に
つ
い
て
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
進

化
」
は
実
際
、
「
天
才
性
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
、
し
た
が
っ
て
予
見
不
可
能
性
そ
の
も
の
」
と
し
て
の
「
秩
序
」
と
い
う
、
い
さ
さ
か

逆
説
的
な
概
念
を
、
芸
術
と
い
う
場
面
を
例
と
し
な
が
ら
口
に
し
て
い
た
。
そ
の
同
じ
逆
説
性
を
帯
び
た
諸
概
念
に
よ
っ
て
ベ
ル
ク
ソ

ン
が
描
き
出
そ
う
と
す
る
場
面
に
赴
く
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
こ
に
は
も
は
や
「
使
用
可
能
」
な
も
の
と
し
て
掴
ま
れ
る
「
も
の
」
は
存

在
し
な
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
の
予
期
に
「
厳
密
な
比
例
関
係
（
胃
ｇ
ｏ
量
。
。
）
」
を
結
び
、
私
た
ち
に
よ
っ
て
再
構
成
さ
れ
て
し
ま
い
得

る
よ
う
な
「
対
象
」
は
見
出
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
今
か
ら
次
の
よ
う
な
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
葉
を
引
い
て
お
い
て
も
い
い
だ
ろ
う
か
ｌ

、
、
、
、
、
、
、

（
皿
）

「
神
秘
的
経
験
と
は
、
本
質
的
に
、
不
釣
合
い
の
経
験
（
§
い
§
ミ
、
昼
営
ミ
、
§
ミ
ミ
昏
曽
）
で
あ
る
」
。

ま
の
数
学
が
、
外
的
世
界
に
お
い
て
再
発
見
さ
れ
る
と
い
う
事
態
、
「
諸
事
象
に
内
属
す
る
数
学
」
（
冨
巨
窟
）
の
存
在
は
、
私
た
ち
を

確
か
に
驚
か
せ
な
い
で
は
な
い
。
こ
の
驚
き
が
、
カ
ン
ト
を
し
て
超
越
論
的
演
鐸
の
構
築
へ
赴
か
せ
、
デ
カ
ル
ト
を
神
の
誠
実
へ
と
導

い
た
の
だ
が
（
民
．
琴
蔵
．
）
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
む
し
ろ
私
た
ち
を
そ
の
驚
き
か
ら
解
放
し
よ
う
と
す
る
。
「
全
く
自
然
に
」
と
い
う
彼
の

言
葉
は
、
実
在
の
知
解
可
能
性
に
驚
嘆
す
る
な
、
と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
身
体
が
模
索
す
る
予
期
が
充
実
さ

れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
知
性
が
模
索
す
る
数
学
的
仮
説
が
実
証
さ
れ
る
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
超
越
的
な
も
の
の
介
入
や

摂
理
な
ど
を
見
る
必
要
は
な
く
、
理
性
の
目
的
論
と
い
っ
た
も
の
が
実
在
を
支
配
し
て
い
る
と
思
い
こ
む
必
要
も
な
い
。
「
予
定
調
和
」

で
あ
れ
ば
そ
れ
は
驚
く
べ
き
で
あ
り
説
明
さ
れ
る
べ
き
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
単
な
る
「
自
動
調
和
」
を
し
か

語
ら
な
い
。
説
明
は
余
計
で
あ
り
、
こ
こ
を
出
発
点
と
す
る
思
弁
は
、
不
必
要
な
驚
き
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
不
必
要
な
調
和
設
定
者

の
偶
像
に
至
る
だ
け
な
の
だ
。
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第三章／本章の課題

本
章
で
は
、
私
た
ち
人
間
を
扱
う
。
「
人
間
」
と
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
い
て
ひ
と
ま
ず
は
生
物
学
的
な
概
念
で
あ
る
。
し
か
し

当
然
な
が
ら
、
台
目
。
巴
の
》
の
語
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
持
つ
意
味
の
拡
が
り
に
鑑
み
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
単
な
る
一
生
物
種
の

名
称
に
留
ま
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
「
人
間
」
と
は
あ
る
特
権
的
な
場
な
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
の
世
界
、
そ
の

現
状
に
お
い
て
、
創
造
が
継
続
中
で
あ
る
現
場
の
こ
と
な
の
だ
。
「
た
だ
一
つ
の
点
に
お
い
て
の
み
障
害
は
押
し
破
ら
れ
、
衝
力

（
冒
冒
画
○
口
）
は
自
由
に
通
過
し
た
の
で
あ
っ
た
」
筒
９
段
ど
こ
。
そ
れ
が
「
人
間
」
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
「
人
間
中
心
主

義
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
さ
し
あ
た
り
そ
の
点
に
尽
き
て
い
る
。
人
間
に
固
有
の
身
体
構
成
（
肥

大
化
し
た
脳
、
手
）
、
社
会
性
、
言
語
と
い
っ
た
諸
特
徴
は
、
そ
れ
自
体
で
は
他
の
さ
ま
ざ
ま
な
生
物
に
見
ら
れ
る
別
の
諸
特
徴
と
並

ぶ
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
も
こ
の
私
た
ち
が
特
権
的
な
位
置
に
置
か
れ
る
の
は
、
私
た
ち
に
お
い
て
創
造
的
な
生
成
が
眠
り
込
む

こ
と
な
く
継
続
し
て
い
る
か
ら
だ
。

だ
か
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
観
点
の
下
で
は
、
「
人
間
」
を
そ
の
創
造
性
に
お
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
、
単
な
る
一
生
物
種
を
そ
の
諸

特
徴
に
お
い
て
記
述
す
る
こ
と
以
上
の
意
味
を
持
つ
。
心
理
学
的
対
象
と
し
て
の
「
記
憶
」
の
研
究
が
形
而
上
学
と
連
続
し
て
い
た
よ

う
に
、
生
物
学
的
対
象
と
し
て
の
「
人
間
」
の
研
究
も
ま
た
、
一
定
の
形
而
上
学
的
意
味
を
有
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
章
は
そ

れ
を
論
じ
る
。

本
章
の
課
題

’

1
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ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
「
自
由
」
や
「
創
造
」
は
、
こ
の
上
な
く
明
瞭
な
事
実
（
９
．
昌
届
里
］
急
）
な
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
以

下
見
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
先
行
す
る
条
件
を
何
ら
必
要
と
し
な
い
完
全
に
自
存
的
な
も
の
で
は
な
い
。
「
私
」
は
持
続
し
つ
つ
そ
の
こ

と
に
よ
っ
て
絶
え
ず
予
見
可
能
な
ラ
イ
ン
を
逸
脱
し
な
が
ら
質
的
な
変
貌
を
遂
げ
て
は
い
く
だ
ろ
う
。
だ
が
、
「
私
」
は
一
瞬
の
緩
み

も
な
く
新
し
い
何
か
を
創
造
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
試
論
」
が
さ
り
げ
な
く
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
「
意
志
す
る
こ
と
に
対
す
る

説
明
し
難
い
嫌
気
」
ｅ
巨
国
苣
届
）
が
私
を
支
配
す
る
。
持
続
、
内
在
、
生
成
と
い
っ
た
語
群
で
叙
述
さ
れ
る
「
私
」
の
存
在
に
は
、

い
わ
ば
側
面
的
に
関
与
し
て
き
な
が
ら
、
「
私
」
の
あ
り
さ
ま
を
左
右
す
る
何
か
が
寄
り
添
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
暖
昧
な

境
界
で
生
じ
る
こ
と
を
「
触
発
」
と
呼
ぼ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
触
発
」
に
お
い
て
、
私
は
、
何
ら
か
の
他
者
に
触
れ
、
触
れ
ら
れ
る
。
何
ら
か
、
と
い
う
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お

い
て
「
触
発
」
の
様
態
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
そ
こ
で
私
が
触
れ
る
／
触
れ
ら
れ
る
の
も
、
唯
一
絶
対
の
他
者
と
い
っ
た
も
の
と
は
限

ら
な
い
か
ら
だ
。
た
だ
い
ず
れ
に
し
て
も
、
私
は
他
者
と
の
関
係
に
入
る
。
そ
れ
を
最
初
か
ら
「
共
同
性
（
８
ヨ
ョ
目
呂
芯
こ
と
呼
ぶ

の
は
危
険
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
に
あ
る
の
は
、
「
共
通
性
（
８
ヨ
ョ
目
ｇ
芯
）
」
の
保
持
と
い
っ
た
事
態
以
外
の
何
か
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
か
ら
だ
。
そ
れ
が
い
か
な
る
事
柄
で
あ
る
の
か
を
見
届
け
た
い
。

別
の
言
い
方
を
し
よ
う
。
私
た
ち
に
お
け
る
「
創
造
」
、
私
た
ち
の
特
権
性
を
構
成
す
る
「
創
造
」
は
、
同
時
に
、
私
た
ち
に
固
有

の
「
触
発
」
と
「
共
同
性
」
に
取
り
巻
か
れ
て
い
る
。
そ
の
中
で
、
あ
れ
こ
れ
の
「
創
造
」
は
果
た
さ
れ
、
あ
る
い
は
差
し
止
め
ら
れ

そ
の
た
め
に
私
た
ち
が
選
ぶ
の
は
、
「
触
発
」
と
「
共
同
性
」
と
い
う
テ
ー
マ
で
あ
る
。
奇
を
街
う
よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

率
直
に
、
「
創
造
」
を
論
じ
れ
ば
よ
い
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
最
後
の
主
著
で
論
じ
ら
れ
る
「
神
秘
主
義
者
」
と
い
う
す
ぐ
れ
て
創

造
的
な
存
在
の
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ル
や
、
端
的
な
創
造
者
と
し
て
の
神
に
つ
い
て
な
ぜ
直
接
考
察
を
行
わ
な
い
の
か
。
あ
ら
か
じ
め
説
明
を

し
て
お
こ
う
。

ｌ

ｌ

０

１

’
’

I
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て
い
る
。
確
か
に
そ
れ
は
一
面
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
進
化
」
で
想
定
し
た
よ
う
に
、
巨
大
な
「
生
命
」
が
物
質
に
ぶ
つ
か
り
、
そ
の

ま
ま
に
自
ら
を
現
実
化
で
き
ず
、
や
む
を
得
ず
、
あ
れ
こ
れ
の
生
物
種
と
そ
こ
に
お
け
る
個
体
を
通
じ
て
発
現
す
る
し
か
な
い
と
い
っ

た
消
極
的
な
事
態
、
つ
ま
り
は
私
た
ち
の
本
源
的
な
有
限
性
の
現
れ
で
も
あ
り
得
よ
う
。
し
か
し
特
に
「
人
間
」
と
い
う
形
象
を
経
由

し
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
よ
う
な
「
生
命
」
の
根
源
的
な
志
向
と
で
も
い
う
も
の
が
あ
る
と
し
た
ら
ど
う
か
。
私
た
ち
が
か
た
ち
作

る
「
共
同
性
」
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
可
能
性
に
お
い
て
、
単
に
「
生
命
」
に
と
っ
て
の
（
あ
ら
ず
も
が
な
の
）
通
過
点
で
は
な
く
、

そ
の
展
開
の
積
極
的
な
契
機
で
あ
る
と
し
た
ら
ど
う
か
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
語
る
「
触
発
」
と
「
共
同
性
」
の
概

念
を
検
討
す
る
こ
と
な
し
に
、
彼
が
語
る
形
而
上
学
的
な
実
在
と
し
て
の
「
生
命
」
や
そ
の
「
創
造
」
を
論
じ
る
こ
と
は
で
き
ま
い
。

そ
し
て
事
実
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
そ
う
だ
っ
た
の
だ
と
思
う
。

「
二
源
泉
」
に
至
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
確
か
に
「
芸
術
・
美
学
」
や
「
道
徳
」
「
宗
教
」
と
通
常
呼
ば
れ
る
諸
事
象
に
関
心
を
向
け
、

そ
れ
ら
の
間
で
逵
巡
し
て
い
る
（
具
．
冨
認
』
）
。
し
か
し
そ
こ
で
彼
の
興
味
を
根
底
で
最
も
強
く
惹
い
て
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
「
触

発
」
や
「
共
同
性
」
で
あ
っ
た
の
だ
と
見
る
こ
と
は
可
能
だ
し
、
私
た
ち
の
考
え
で
は
む
し
ろ
そ
の
読
解
が
最
も
自
然
だ
。
だ
か
ら
、

彼
が
「
芸
術
」
を
論
じ
、
「
道
徳
」
や
「
宗
教
」
を
論
じ
る
際
に
も
、
議
論
の
た
だ
中
に
は
い
つ
も
、
「
触
発
」
と
「
共
同
性
」
が
立
ち

現
れ
て
く
る
は
ず
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
「
美
」
や
「
善
」
と
い
っ
た
語
が
登
場
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
そ
れ
ら
は
、
固
有
の
「
触

発
」
か
ら
規
定
さ
れ
論
じ
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
逆
で
は
な
い
。
「
神
」
で
す
ら
、
そ
れ
は
私
た
ち
を
（
「
神
秘
的
（
ョ
房
目
匡
の
こ
な

仕
方
で
）
「
触
発
」
す
る
存
在
と
し
て
の
限
り
で
実
在
的
な
「
神
」
な
の
で
あ
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
れ
以
外
の
道
筋
（
既
存
の
教

義
、
神
学
的
諸
体
系
、
等
々
）
を
ほ
と
ん
ど
無
視
す
る
。
そ
れ
は
あ
た
か
も
、
「
触
発
」
や
「
共
同
性
」
と
い
う
謎
に
導
か
れ
て
彼
が

達
し
た
先
が
、
結
果
的
に
、
い
わ
ゆ
る
道
徳
や
宗
教
で
あ
っ
た
が
ご
と
く
な
の
で
あ
る
。
こ
の
歩
み
を
軽
視
し
な
い
こ
と
に
し
よ
う
。

そ
れ
を
捨
象
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
ベ
ル
ク
ソ
ン
以
外
の
思
想
家
や
宗
教
者
に
問
い
尋
ね
た
ほ
う
が
多
く
の
こ
と
を
学
べ
よ
う
。
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本
章
は
ま
ず
、
私
た
ち
が
着
目
す
る
「
触
発
」
の
問
題
そ
の
も
の
を
整
え
る
た
め
に
、
『
試
論
』
の
自
由
論
に
も
う
一
度
立
ち
戻
る
。

そ
の
上
で
、
「
創
造
」
の
現
場
と
し
て
の
芸
術
、
道
徳
、
あ
る
い
は
神
秘
主
義
と
い
っ
た
テ
ー
マ
を
論
じ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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「
試
論
」
の
自
由
論
の
主
要
な
ラ
イ
ン
は
、
私
た
ち
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
「
持
続
」
の
概
念
、
そ
し
て
そ
こ
に
不
可
分
に
結
び
つ

い
た
「
内
在
」
な
い
し
「
主
観
性
」
の
概
念
の
上
に
引
か
れ
て
い
る
。

し
か
し
例
に
よ
っ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
叙
述
は
一
枚
岩
的
で
は
な
い
。
彼
の
理
論
に
は
い
く
つ
か
の
亀
裂
が
走
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
よ

っ
て
「
試
論
」
は
単
な
る
直
線
的
な
議
論
以
上
の
も
の
を
含
み
込
ん
だ
複
雑
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
特
に
、
「
自
由
」
の
欠

如
と
い
う
場
面
に
お
い
て
現
れ
る
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
、
内
在
的
に
感
受
さ
れ
る
進
行
中
の
継
続
と
し
て
「
私
」
を
規
定
す
る
ベ
ル
ク

ソ
ン
を
見
た
。
そ
れ
で
終
わ
れ
ば
話
は
む
し
ろ
簡
単
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
自
由
」
は
、
損
な
わ
れ
得
る
。
損
な
わ

れ
得
る
、
と
い
う
の
は
、
単
に
（
連
合
主
義
的
心
理
学
な
ど
が
）
こ
の
「
私
」
の
存
在
様
態
を
見
逃
す
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
私

た
ち
が
、
本
来
自
ら
の
存
在
に
不
可
分
に
属
し
て
い
る
だ
ろ
う
「
自
由
」
を
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
実
際
上
、
失
う
こ
と
が
あ
る
、
と

い
う
意
味
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
事
態
は
、
私
た
ち
が
第
一
章
で
確
認
し
た
議
論
を
踏
ま
え
て
、
そ
の
上
で
初
め
て
成
立
す
る

も
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
描
く
光
景
は
、
単
純
な
も
の
で
は
な
い
。
ま
ず
は
「
持
続
」
や
「
自
由
」
に
彩
ら
れ
る
「
試

論
』
の
い
わ
ば
裏
側
を
少
し
丁
寧
に
辿
っ
て
み
よ
う
。

第
一
節
自
由
の
二
つ
の
亀
裂
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Ⅱ
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Ｉ

５
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ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｊ

Ｉ

例

え

ば

リ

シ

ェ

（

９

．

国

ｇ

異

）

は

一

八

八

三

年

に

、

「

夢

遊

状

態

（

の

。

ョ

目

ョ

９

房

ョ

①

）

に

お

け

る

人

格

と

記

憶

」

と

い

う

そ

の

後

非
常
に
広
く
引
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
論
文
で
、
人
為
的
な
催
眠
状
態
に
お
い
て
観
察
さ
れ
た
病
理
的
現
象
を
い
く
つ
か
報
告
し
て

（
１
）

い
る
。
そ
の
一
つ
に
、
「
無
意
識
的
記
憶
」
に
関
わ
る
現
象
、
数
年
の
う
ち
に
特
に
「
後
催
眠
（
催
眠
後
暗
示
の
匡
開
の
豊
。
ご
的
冒
里
‐

耳
冒
。
畳
屋
の
⑫
）
」
の
名
称
を
得
る
種
類
の
事
象
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
催
眠
状
態
中
に
受
け
た
指
示
、
暗
示
（
、
匡
隠
野
の
『
）
さ
れ
た
指
令

を
、
被
験
者
が
覚
醒
状
態
に
お
い
て
（
つ
ま
り
そ
の
時
点
で
は
十
分
意
識
的
で
あ
り
、
通
常
の
自
己
意
識
を
有
し
て
い
る
わ
け
だ
）
行

う
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
「
Ｂ
…
が
寝
て
い
る
間
に
私
は
彼
女
に
告
げ
る
、
「
目
が
覚
め
た
ら
、
ラ
ン
プ
の
シ
ェ
ー
ド
を
取
り
な
さ
い
』
。

彼
女
の
目
を
覚
ま
し
、
い
く
ら
か
の
会
話
の
後
だ
、
彼
女
は
言
う
、
『
こ
こ
で
は
も
の
が
よ
く
見
え
な
い
わ
』
。
そ
し
て
彼
女
は
シ
ェ
ー

ド
を
取
り
去
る
」
言
．
麗
巴
。
あ
る
い
は
Ａ
…
に
、
催
眠
下
で
月
曜
日
に
再
び
来
る
よ
う
に
命
じ
て
お
く
と
、
彼
女
は
や
っ
て
来
る
。

リ
シ
ェ
の
考
察
Ｉ

後
催
眠
と
自
由
論

「
Ａ
…
は
、
私
が
彼
女
に
月
曜
に
来
る
よ
う
に
言
っ
た
こ
と
は
忘
れ
て
い
る
。
他
方
、
月
曜
に
来
る
よ
う
言
っ
た
こ
と
の
記
憶

は
無
意
識
的
な
状
態
で
残
っ
て
お
り
、
そ
れ
で
彼
女
は
や
っ
て
来
る
。
し
か
し
彼
女
は
自
分
を
来
さ
せ
し
め
る
そ
の
理
由
を
探
し
、

そ
し
て
あ
れ
こ
れ
の
動
機
を
見
出
す
の
だ
が
、
そ
の
動
機
は
い
ず
れ
に
せ
よ
結
局
無
意
味
で
あ
る
。
彼
女
は
来
た
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
で
彼
女
は
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
女
が
来
た
と
こ
ろ
の
諸
理
由
を
探
し
て
い
る
の
だ
。
彼
女
は
あ
れ
こ
れ
の
理
由
に
よ
っ
て
や
っ

て
来
た
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
や
っ
て
来
た
が
ゆ
え
に
、
彼
女
は
来
た
理
由
を
あ
れ
こ
れ
見
出
す
と
い
う
わ
け
な
の
だ
。

彼
女
が
自
分
の
行
動
を
説
明
す
る
た
め
に
栫
え
る
さ
ま
ざ
ま
の
動
機
の
そ
の
創
意
に
、
私
は
し
ば
し
ば
感
嘆
し
た
。
彼
女
は
真

の
原
因
を
知
ら
な
い
。
真
の
原
因
は
彼
女
の
意
識
的
な
知
性
に
と
っ
て
は
冥
く
、
無
意
識
的
で
、
知
ら
れ
ざ
る
も
の
な
の
だ
。
そ

I

‐
１
１
１
１
１
１
１
‐
ｌ
１
ｌ
ｌ
Ｉ
Ｉ
‐
１
１
１
１
１
．
Ｉ
Ｉ
ｂ
Ｉ
ｌ
１
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ
ｌ

’

｜

｜
’
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心
理
学
者
リ
シ
ェ
は
、
こ
う
し
た
病
理
学
的
事
例
を
踏
ま
え
て
、
伝
統
的
な
人
格
概
念
や
意
志
の
自
由
に
つ
い
て
は
再
検
討
が
必
要

（
３
）

で
あ
ろ
う
こ
と
を
述
べ
る
。
連
合
主
義
的
心
理
学
を
批
判
し
た
と
こ
ろ
で
、
リ
シ
ェ
が
報
告
す
る
事
実
は
事
実
で
あ
っ
て
（
知
ら
れ
る

よ
う
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
、
催
眠
術
の
達
人
で
あ
っ
た
）
、
自
由
を
論
じ
よ
う
と
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
そ
れ
に
対
し
て
は
何
ら
か
の
理

論
上
の
対
応
を
必
要
と
し
よ
う
。
そ
し
て
事
実
、
「
試
論
」
（
だ
け
で
は
な
い
が
）
に
は
、
催
眠
な
い
し
催
眠
術
師
が
幾
度
か
登
場
す
る
。

特
に
決
定
論
と
の
関
係
か
ら
言
え
ば
、
ま
さ
に
「
後
催
眠
」
が
登
場
す
る
箇
所
が
『
試
論
」
第
三
章
の
自
由
論
の
た
だ
中
に
見
出
さ
れ

る
。
そ
の
ま
ま
引
用
し
よ
う
。

「
被
験
者
が
、
催
眠
状
態
で
受
け
た
暗
示
（
の
屋
隠
陽
冒
ご
）
を
、
指
示
さ
れ
た
時
刻
に
実
行
す
る
時
、
彼
が
行
う
行
為
は
、
被
験
者

に
よ
れ
ば
、
彼
の
そ
れ
ま
で
の
意
識
状
態
の
系
列
に
よ
っ
て
そ
う
導
か
れ
た
の
だ
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
状
態
は
実
際

に
は
原
因
で
は
な
く
結
果
な
の
だ
。
そ
の
行
為
は
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
含
量
］
昌
呂
①
房
只
の
の
》
胃
８
ョ
亘
邑
。
そ
し
て

被
験
者
は
そ
れ
を
自
ら
に
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
含
芭
一
鼻
呂
幽
呂
①
一
①
の
巳
①
厨
①
房
曽
冒
匡
騨
）
。
心
理
状
態
の
連
続

的
系
列
を
、
一
種
の
引
力
言
月
＄
扇
８
角
画
言
国
昌
。
。
）
に
よ
っ
て
決
定
し
た
の
は
、
来
る
べ
き
行
為
の
方
な
の
で
あ
っ
て
、
そ

の
系
列
か
ら
は
次
い
で
自
然
に
そ
の
行
為
が
発
し
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
」
ｅ
巨
届
琶
晨
）
。

れ
で
彼
女
は
、
さ
ま
ざ
ま
に
も
っ
と
も
ら
し
く
思
え
る
別
の
理
由
を
い
ろ
い
ろ
と
発
明
す
る
わ
け
だ
。

私
は
進
ん
で
認
め
た
い
の
だ
が
、
正
常
な
状
態
で
の
我
々
と
て
、
し
ば
し
ば
同
じ
こ
と
な
の
だ
と
思
う
。
自
分
の
行
為
を
決
定

（
２
）

す
る
際
、
我
々
自
身
の
知
ら
な
い
多
く
の
動
機
が
、
全
能
を
ふ
る
う
…
…
」
。

I
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１

③
そ
し
て
第
三
の
点
。
自
由
論
を
組
み
立
て
て
い
る
最
中
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
、
「
後
催
眠
」
の
現
象
か
ら
引
き
出
し
て
く
る
見
解
は

い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
だ
ろ
う
か
。
リ
シ
ェ
た
ち
が
自
覚
し
て
い
た
よ
う
に
、
「
後
催
眠
」
現
象
の
存
在
は
、
そ
れ
が
含

意
す
る
「
無
意
識
」
の
概
念
と
共
に
、
従
来
の
「
自
由
」
概
念
（
な
ら
び
に
「
自
由
」
と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
主
体
」
の
存
在
）
へ

の
懐
疑
を
当
然
引
き
連
れ
て
く
る
は
ず
だ
と
も
思
わ
れ
よ
う
。

し
か
し
、
こ
の
点
に
関
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
は
お
よ
そ
単
純
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
こ
み
入
っ
た
躍
踏
や
留
保
が
あ
る
。
「
後

催
眠
」
や
そ
れ
に
類
し
た
諸
現
象
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
中
で
は
ま
ず
そ
れ
と
し
て
前
景
に
登
場
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
で
も
彼

は
、
そ
う
し
た
諸
現
象
を
排
除
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
著
作
の
さ
ま
ざ
ま
な
箇
所
で
採
り
上
げ
直
し
、
機
能
さ
せ
続
け

三
つ
の
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。
の
こ
の
現
象
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
は
馴
染
み
の
、
知
性
に
よ
る
回
顧
的
説
明
ｌ
リ
ア
ル
な

創
造
的
生
成
に
遅
れ
て
や
っ
て
き
て
、
事
後
的
に
事
態
を
合
理
化
す
る
よ
う
な
種
類
の
語
り
ｌ
と
い
う
発
想
の
原
型
を
な
す
も
の
で

あ
ろ
う
こ
と
。
「
後
催
眠
」
現
象
が
示
唆
し
て
く
る
、
知
性
的
合
理
的
説
明
と
い
う
も
の
へ
の
懐
疑
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
確
か
に
引
き

受
け
て
い
る
。
②
「
後
催
眠
」
に
は
、
「
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
命
令
的
性
格
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
も
ち
ろ
ん
催
眠
下

で
の
指
示
は
そ
れ
自
身
命
令
の
形
を
採
る
だ
ろ
う
か
ら
、
被
験
者
の
「
後
催
眠
」
下
で
の
意
識
が
「
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
っ
た
形
を

採
る
こ
と
は
あ
る
意
味
当
然
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
こ
で
少
し
考
え
て
お
く
べ
き
は
、
そ
の
場
合
の
被
験
者
は
決
し
て
そ
の
命
令
の
起

源
を
同
定
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ひ
ど
い
天
候
を
お
し
て
、
来
客
も
ほ
っ
た
ら
か
し
で
、
し
か
し
私
は
来
な
け
れ
ば
な
ら

な
か
っ
た
し
、
実
際
、
来
た
。
そ
れ
は
私
の
意
志
と
も
言
え
る
。
し
か
し
リ
シ
ェ
も
報
告
す
る
よ
う
に
、
そ
の
際
被
験
者
が
「
ど
う
し

て
来
た
の
か
、
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
こ
れ
も
催
眠
術
（
ョ
画
曾
ｇ
の
ョ
の
）
の
現
象
な
の
か
し
ら
？
」
と
疑
念
を
抱
く
こ
と
も
ま
た
当
然

の
こ
と
で
あ
る
。
本
人
に
と
っ
て
は
、
そ
こ
に
は
決
定
不
可
能
な
謎
ｌ
意
志
の
人
称
が
不
分
明
と
な
る
両
義
的
体
験
ｌ
が
あ
る
と

の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
言
え
ま
い
。

’
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固
有
の
意
志
／
異
他
的
な
意
志

そ
こ
で
、
「
後
催
眠
」
の
箇
所
に
少
し
立
ち
止
ま
っ
て
考
察
を
続
け
て
み
よ
う
。
先
の
引
用
の
続
き
で
あ
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
指
摘
し
て
い
た
の
は
、
被
験
者
が
挙
げ
る
「
理
由
」
が
、
実
を
言
え
ば
当
の
行
為
の
原
因
で
は
な
く
む
し
ろ
（
回
顧

的
か
つ
擬
制
的
に
）
構
成
さ
れ
た
結
果
で
あ
る
、
と
い
う
事
態
だ
っ
た
。
行
為
は
な
さ
れ
「
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
含
芭
言
邑
、
被

験
者
（
主
体
）
は
自
ら
に
説
明
を
し
「
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
含
芭
互
筐
。
こ
の
「
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と
い
う
圧
力
に
応
じ
て
、

当
の
暗
示
さ
れ
た
行
為
に
自
然
に
至
る
よ
う
な
意
識
の
諸
状
態
が
系
列
化
さ
れ
る
。
そ
の
系
列
を
見
れ
ば
、
最
後
に
や
っ
て
く
る
行
為

る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
に
よ
っ
て
む
し
ろ
可
能
に
な
っ
て
い
る
い
く
つ
か
の
考
察
が
あ
る
。
「
純
粋
持
続
」
を
中
心
に
し
て
配
置
さ

れ
る
諸
概
念
群
だ
け
で
は
お
よ
そ
論
じ
よ
う
の
な
い
事
態
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
守
備
範
囲
に
入
り
得
て
い
る
と
い

う
経
緯
が
あ
る
。

「
決
定
論
者
た
ち
は
、
以
上
の
議
論
を
我
が
も
の
と
し
て
用
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
事
実
そ
れ
は
、
我
々
が
し
ば
し
ば
異
他
的
な
意

志
（
ぐ
巳
目
融
騨
『
目
帰
局
）
の
影
響
を
、
抗
い
難
い
（
胃
固
切
号
行
）
仕
方
で
蒙
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は

全
く
等
し
く
次
の
こ
と
を
も
理
解
さ
せ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
つ
ま
り
我
々
の
固
有
の
意
志
に
は
、
意
志
す
る
た
め
に
意
志
す

る
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
果
た
さ
れ
た
行
為
は
さ
ま
ざ
ま
の
前
件
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
に
任
せ
つ
つ
し

か
し
実
際
に
は
当
の
行
為
の
方
が
前
件
た
ち
の
原
因
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
可
能
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
」
（
ロ
冒
届

Ｉ
』
』
や
、
程
つ
ら
）
。

’

｜
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十
分
に
展
開
さ
れ
な
い
な
が
ら
も
、
す
で
に
何
か
謎
め
い
た
発
想
が
こ
こ
に
は
示
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
固
有
の
意
志
」

と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
奇
妙
な
「
固
有
性
」
で
は
な
い
か
。
疑
問
の
体
裁
を
取
り
つ
つ
も
、
さ
し
あ
た
り
は
、
「
意
志
す
る
た
め
に

意
志
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
し
て
彼
は
そ
の
意
志
を
提
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
を
説
明
し
て
く
れ
る
だ

ろ
う
と
こ
ろ
の
（
自
称
）
諸
前
件
の
系
列
、
最
終
的
な
行
為
が
決
定
さ
れ
導
出
さ
れ
て
く
る
そ
の
論
理
的
な
い
し
因
果
的
な
流
れ
か
ら
、

当
の
「
固
有
の
意
志
」
は
独
立
し
て
お
り
、
ず
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
ず
れ
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
論
理
構
成
の
ラ

イ
ン
か
ら
切
断
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
断
絶
、
言
い
換
え
れ
ば
こ
の
独
立
性
を
も
っ
て
、
意
志
の

意
志
た
る
と
こ
ろ
、
意
志
の
「
固
有
」
性
が
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
。

こ
の
主
張
自
体
は
、
前
段
落
か
ら
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
特
に
意
表
を
突
く
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
不
思
議
な
の
は
、
こ
こ
で
ベ

ル
ク
ソ
ン
が
扱
っ
て
い
る
の
が
「
後
催
眠
」
現
象
、
す
な
わ
ち
例
え
ば
「
５
時
に
来
い
」
と
い
っ
た
催
眠
下
で
の
「
暗
示
」
に
よ
っ
て

意
志
が
「
抗
い
難
い
仕
方
」
で
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
事
態
で
あ
っ
た
こ
と
だ
。
つ
ま
り
「
異
他
的
な
意
志
」
の
直
接
的
な
「
影
響
」
を

レ
ー
学
き
」
◎

は
「
自
然
に
」
生
じ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
一
見
「
自
然
」
な
系
列
の
形
成
以
前
に
、
．
種
の
引
力
」
の
ご
と
き

も
の
が
働
い
て
い
た
。
決
定
論
的
な
描
写
の
枠
組
み
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
は
「
異
他
的
な
意
志
」
の
影
響
を
「
抗
い
難
い
仕
方
」
で
私

た
ち
が
蒙
る
こ
と
の
す
ぐ
れ
た
例
証
と
な
る
Ｉ
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
い
っ
た
ん
こ
の
よ
う
に
確
認
し
て
い
る
。
し
か
し
注
目
す
べ
き
こ
と

に
、
同
時
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
別
の
読
み
筋
を
設
定
し
て
段
落
を
終
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
し
か
し
こ
の
こ
と
は
全
く
等
し
く
次
の
こ

と
を
も
理
解
さ
せ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
つ
ま
り
我
々
の
固
有
の
意
志
（
。
○
耳
の
胃
○
頁
の
ぐ
○
一
○
コ
融
）
に
は
、
意
志
す
る
た
め
に
意
志

す
る
（
さ
巳
。
弓
冒
貝
く
○
巳
ｇ
『
）
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
果
た
さ
れ
た
行
為
は
さ
ま
ざ
ま
の
前
件
に
よ
っ
て
説

明
さ
れ
る
に
任
せ
つ
つ
し
か
し
実
際
に
は
当
の
行
為
の
方
が
前
件
た
ち
の
原
因
だ
と
い
っ
た
こ
と
が
ど
れ
ほ
ど
可
能
な
の
か
と
い
う
こ

1
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第三章／第一節自由の二つの飽裂

こ
う
し
て
顔
を
出
す
「
意
志
」
、
す
な
わ
ち
「
意
志
す
る
た
め
に
意
志
す
る
」
こ
と
も
で
き
よ
う
「
意
志
」
は
、
以
後
の
著
作
に
お

い
て
ほ
と
ん
ど
見
出
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
は
あ
る
。
大
ま
か
に
言
え
ば
、
そ
の
種
の
意
志
概
念
は
、
そ
の
切
断
的
性
格
、
脱
文

脈
的
性
格
に
お
い
て
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
↑
邸
胃
》
》
概
念
と
結
び
つ
け
ら
れ
つ
つ
抽
象
的
だ
と
し
て
斥
け
ら
れ
て
し
ま
う
の
だ
、
公
式
に

は
（
風
．
冨
冨
画
ｓ
お
旨
．
言
ご
巴
。
し
か
し
完
全
に
姿
を
消
し
た
と
言
え
ば
そ
れ
も
ま
た
安
易
な
断
定
と
な
ろ
う
。
あ
と
に
見
る
よ
う
に
、

そ
う
し
た
「
意
志
」
、
つ
ま
り
「
異
他
」
的
な
も
の
に
直
接
さ
ら
さ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
に
時
に
そ
の
人
称
性
が
判
別
不
可
能
に
な
っ
て
し

ま
う
よ
う
な
「
触
発
」
の
場
所
と
し
て
の
「
意
志
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
の
場
面
に
登
場
し
て
く
る
は
ず
だ
。

と
も
か
く
、
目
下
読
解
し
て
い
る
『
試
論
』
の
箇
所
、
以
上
の
続
き
を
も
う
少
し
だ
け
見
て
お
き
た
い
。

受
け
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
が
話
題
に
な
っ
て
い
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
り
つ
つ
も
、
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
よ
う
な

意
志
を
「
我
々
の
固
有
の
意
志
」
と
名
づ
け
か
け
て
も
い
る
の
だ
。
「
異
他
（
騨
国
眉
①
『
）
」
と
「
固
有
胃
○
頁
の
こ
と
の
奇
妙
な
重
ね

合
わ
せ
ｌ
こ
こ
に
顔
を
出
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
両
義
性
で
あ
る
。
こ
の
両
義
性
の
ゆ
え
に
、
合
理
的
な
因
果
系
列
を
事
後

的
に
構
成
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
．
種
の
引
力
」
も
ま
た
、
そ
れ
が
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
か
ｌ
外
部
か
ら
暗
示
さ
れ
た
命
令
で
あ
る

の
か
、
そ
れ
と
も
予
見
不
可
能
で
創
造
的
で
も
あ
ろ
う
私
自
身
の
意
識
の
働
き
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
も
こ
こ
で
は
決
定
さ
れ
な
い
ま
ま

の
か
、
そ
れ
と
聖

に
な
っ
て
い
る
。

「
細
心
に
自
分
に
問
い
尋
ね
て
み
て
分
か
る
の
は
、
我
々
は
決
心
が
す
で
に
つ
い
て
い
る
の
に
、
そ
れ
で
も
動
機
の
重
さ
を
量
り

熟
慮
す
る
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
ほ
と
ん
ど
聞
き
取
れ
な
い
内
的
な
声
が
さ
さ
や
い
て
い
る
、
『
ど
う
し
て
そ
ん
な
熟
慮

を
し
て
い
る
の
か
。
そ
の
結
末
は
分
か
っ
て
い
る
、
そ
し
て
お
前
が
何
を
す
る
か
も
自
分
で
分
か
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
？
」
し
か

し
そ
れ
が
ど
う
し
た
と
い
う
の
か
。
我
々
は
機
械
論
の
原
理
を
固
守
し
、
観
念
連
合
の
諸
法
則
に
自
分
を
合
わ
せ
よ
う
と
し
て
い
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大
筋
を
見
る
限
り
、
ペ
ル
ク
ソ
ン
が
ア
ク
セ
ン
ト
を
置
く
の
は
や
は
り
、
「
原
因
」
に
先
立
つ
「
結
果
」
、
「
結
果
」
に
よ
っ
て
潮
行

的
に
組
織
化
さ
れ
る
合
理
的
系
列
、
と
い
っ
た
観
念
の
ほ
う
で
あ
る
（
ク
ー
デ
タ
的
な
意
志
と
、
そ
れ
を
通
常
の
手
続
き
の
内
部
で
正

当
化
し
よ
う
と
す
る
知
性
）
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
留
保
さ
れ
た
問
い
の
形
で
、
先
ほ
ど
の
奇
妙
な
両
義
的
事
態
に
言

及
し
続
け
て
い
る
（
「
確
か
に
問
う
こ
と
は
で
き
よ
う
…
…
言
の
切
冒
『
巴
呂
》
○
．
冒
昌
『
鼻
の
①
号
ョ
餌
且
の
『
…
ご
）
。
そ
し
て
問
い
は
二
つ

だ
。
第
一
に
、
「
意
志
す
る
た
め
に
意
志
」
し
て
い
る
と
い
う
場
合
で
も
、
実
は
意
志
は
何
ら
か
の
「
決
定
的
理
由
（
『
里
ｍ
ｏ
ｐ
忌
凰
，

堅
く
①
）
」
に
従
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
ど
う
か
。
第
二
に
、
「
意
志
す
る
た
め
に
意
志
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
そ
の
ま
ま
「
自
由
に

意
志
す
る
（
く
。
昌
凰
『
弓
『
の
ョ
①
具
こ
こ
と
を
意
味
す
る
の
か
ど
う
か
。
答
は
与
え
ら
れ
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
う
し
た
問
い
の
前
で
、

そ
の
厄
介
さ
に
気
づ
い
て
あ
わ
て
て
踵
を
返
す
か
の
よ
う
に
、
先
の
「
原
因
に
先
行
す
る
結
果
」
な
る
も
の
を
確
認
す
る
作
業
を
続
け

る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
意
志
の
突
然
の
介
入
は
ク
ー
デ
タ
の
よ
う
な
も
の
だ
が
、
我
々
の
知
性
は
そ
れ
を
お
そ
ら
く
は
予
感
し
て

い
て
、
あ
ら
か
じ
め
通
常
の
熟
慮
に
よ
っ
て
そ
れ
を
正
当
化
し
て
い
る
の
だ
。
確
か
に
、
意
志
す
る
た
め
に
意
志
す
る
と
い
う
場

合
に
お
い
て
も
意
志
は
何
ら
か
の
決
定
的
理
由
に
従
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
そ
し
て
ま
た
、
意
志
す
る
た
め
に
意
志
す
る

（
く
。
巳
己
『
宮
屋
『
ぐ
○
巳
。
弓
）
の
は
自
由
に
意
志
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
、
問
う
こ
と
は
で
き
よ
う
。
今
の
と
こ
ろ
は
、
こ
の
点

に
は
こ
だ
わ
ら
な
い
で
お
こ
う
。
連
合
主
義
の
観
点
に
身
を
置
い
て
み
て
さ
え
、
行
為
が
そ
の
動
機
に
よ
っ
て
絶
対
的
に
決
定
さ

れ
て
お
り
、
我
々
の
意
識
状
態
が
相
互
に
絶
対
的
に
決
定
さ
れ
て
い
る
な
ど
と
は
認
め
難
い
こ
と
を
見
届
け
た
こ
と
で
我
々
に
は

十
分
で
あ
ろ
う
。
ひ
と
を
欺
く
そ
う
し
た
外
見
の
下
に
、
よ
り
注
意
深
い
心
理
学
が
し
ば
し
ば
見
出
す
の
は
、
原
因
に
先
立
つ
結

果
、
観
念
連
合
の
既
知
の
法
則
を
逃
れ
る
心
的
引
力
の
現
象
で
あ
る
。
ｌ
し
か
し
い
ま
や
問
う
べ
き
は
：
…
・
」
ｅ
目
里
晨
‐

］
一
ｍ
）
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第三章／第一節自由の二つの亀裂

よ
う
と
す
る
（
「
今
の
と
こ
ろ
は
（
ｇ
昌
一
①
ョ
ｏ
ョ
①
胃
こ
と
言
い
、
し
か
し
す
ぐ
先
で
ま
た
「
し
か
し
い
ま
や
問
う
べ
き
は
・
・
・
…

（
富
里
の
庸
日
○
ョ
ｇ
５
響
く
ｇ
匡
号
駕
号
冒
騨
且
の
『
…
）
」
と
話
を
進
め
る
仕
方
は
、
こ
の
段
落
に
何
か
強
引
な
中
断
の
調
子
を
与
え
て
い

る
）
。
既
知
の
「
観
念
連
合
」
の
諸
法
則
を
逃
れ
る
よ
う
な
「
心
的
引
力
の
現
象
ａ
＄
吾
ｇ
ｏ
日
９
＄
里
“
耳
目
昌
○
邑
扇
旨
宮
呂
巴
」
が

存
在
し
て
い
る
と
い
う
主
張
が
反
復
さ
れ
る
わ
け
だ
。

で
は
、
こ
の
よ
う
に
途
中
で
放
棄
さ
れ
た
問
い
か
ら
何
を
読
み
と
る
べ
き
だ
ろ
う
か
。
一
義
的
な
指
示
は
欠
け
て
い
る
。
テ
ク
ス
ト

が
許
容
す
る
範
囲
に
お
い
て
、
問
い
が
開
き
つ
つ
放
置
し
た
可
能
性
と
し
て
の
限
り
で
、
次
の
二
点
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。
側
「
意
志

す
る
た
め
に
意
志
す
る
」
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
意
志
に
つ
い
て
、
「
決
定
的
な
理
由
」
（
意
志
を
決
定
す
る
実
効
性
を
持
つ
よ
う
な
何

か
）
の
存
在
は
、
排
除
さ
れ
て
は
い
な
い
。
②
「
意
志
す
る
た
め
に
意
志
す
る
」
こ
と
と
、
「
試
論
」
の
意
味
で
の
「
自
由
」
と
は
、

必
ず
し
も
重
ね
合
わ
さ
れ
て
は
い
な
い
。

こ
の
よ
う
な
指
摘
に
私
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
含
意
を
委
ね
た
い
の
か
、
少
し
説
明
が
必
要
だ
ろ
う
。
い
の
点
を
言
い
換
え
る
と
、

「
意
志
す
る
た
め
に
意
志
す
る
」
と
い
う
事
態
が
あ
る
と
し
て
、
し
か
し
そ
の
際
の
「
意
志
」
は
無
か
ら
何
か
を
創
造
す
る
が
ご
と
く

何
か
を
自
ら
開
始
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
だ
Ｉ
こ
う
な
る
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
意
志
ｌ
「
我
々
の
固
有
の
意
志
」
ｌ
は
、
真

空
中
で
た
だ
一
人
何
か
を
開
始
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
こ
と
に
よ
る
と
、
何
ら
か
の
「
決
定
理
由
」
と
い
っ
た
そ
れ
な
り
に
外
的
な
要

因
と
と
も
に
、
そ
れ
と
の
関
係
に
お
い
て
、
意
志
す
る
の
だ
と
い
う
、
そ
の
よ
う
な
可
能
性
は
、
積
極
的
に
言
わ
れ
て
は
い
な
い
な
が

ら
も
、
同
時
に
排
除
さ
れ
て
も
い
な
い
。
「
意
志
す
る
た
め
に
意
志
す
る
」
と
い
っ
た
、
い
か
に
も
自
己
準
拠
的
に
描
か
れ
る
事
態
は
、

そ
う
で
あ
り
な
が
ら
必
ず
し
も
当
の
意
志
の
外
部
を
排
除
は
し
な
い
。
む
し
ろ
「
し
き
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
選
択
肢
が

生
き
て
い
る
ゆ
え
に
こ
こ
で
の
問
い
が
生
じ
て
い
る
。
考
察
は
広
い
余
白
を
残
し
た
ま
ま
で
あ
る
。

②
の
点
、
「
意
志
す
る
た
め
に
意
志
す
る
こ
と
は
、
い
っ
た
い
自
由
に
意
志
す
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
に
つ
い
て

2ラ1



ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
後
催
眠
」
現
象
の
中
に
、
「
意
志
」
に
固
有
の
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
が
存
在
す
る
証
拠
を
あ
え
て
見
て
取
ろ
う
と
し
、

そ
の
よ
う
な
「
意
志
」
概
念
に
よ
っ
て
、
決
定
論
者
の
解
釈
に
い
わ
ば
自
由
の
た
め
の
間
隙
を
切
り
開
い
て
お
こ
う
と
し
て
い
た
。
こ

の
「
意
志
」
は
、
一
方
で
は
前
件
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
逆
に
自
ら
の
前
件
を
前
件
と
し
て
設
定
し
得
る
と
い
う
優
先
権

を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
他
方
で
、
ま
さ
に
催
眠
は
こ
の
「
意
志
」
に
こ
そ
介
入
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
被
験
者
は
自
ら
の
行
為

の
理
由
を
、
遅
れ
ば
せ
に
、
あ
れ
こ
れ
探
し
始
め
て
い
た
の
で
あ
る
。

対
し
て
「
自
由
」
概
念
は
、
「
試
論
」
の
そ
の
後
の
論
の
運
び
か
ら
す
れ
ば
、
絶
え
ず
有
機
化
さ
れ
全
体
化
さ
れ
て
い
く
意
識
状
態

な
い
し
そ
の
系
列
展
開
と
不
可
分
な
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
た
。
持
続
が
構
成
す
る
動
的
統
一
体
が
あ
り
、
そ
れ
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
持

続
す
る
自
我
」
や
「
人
格
（
Ｒ
『
の
○
目
の
も
①
『
の
。
昌
巴
展
）
」
と
呼
ん
で
い
た
。
そ
し
て
「
自
由
行
為
」
と
は
、
そ
こ
に
根
差
す
行
為
、
そ

こ
か
ら
流
出
し
て
く
る
行
為
な
の
で
あ
っ
た
。
別
の
言
葉
で
言
え
ば
、
自
由
行
為
と
は
、
人
称
的
含
①
『
ｍ
○
コ
口
①
一
）
な
、
つ
ま
り
そ
こ
に

「
私
」
と
い
う
も
の
が
表
現
さ
れ
て
い
る
、
そ
う
し
た
事
象
と
さ
れ
た
わ
け
だ
。
こ
の
よ
う
な
「
自
由
」
概
念
、
本
質
的
に
人
称
的
な

性
格
を
有
す
る
そ
れ
を
、
今
私
た
ち
が
解
釈
を
行
っ
て
い
る
「
意
志
す
る
た
め
に
意
志
す
る
こ
と
は
、
い
っ
た
い
自
由
に
意
志
す
る
と

い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
に
や
や
湖
行
的
に
読
み
込
ん
で
よ
い
と
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
ｌ

〈
「
意
志
す
る
た
め
に
意
志
す
る
」
と
言
わ
れ
る
そ
の
「
意
志
」
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
私
の
持
続
の
人
称
性
と
の
関
係
に
関
し
て
規
定

さ
れ
て
い
な
い
〉
。
だ
か
ら
問
い
が
可
能
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
「
意
志
す
る
た
め
に
意
志
す
る
」
と
も
描
か
れ
る
意
志
が
、
そ
の
背
景

話
を
進
め
る
こ
と
も
で
き
る
。

は
、
話
は
い
っ
そ
う
微
妙
だ
ろ
う
。
「
自
由
」
の
語
義
が
こ
の
段
階
で
は
ま
だ
本
格
的
な
検
討
主
題
と
は
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
。

む
し
ろ
当
の
問
い
か
け
は
、
「
自
由
」
概
念
の
再
規
定
の
必
要
を
示
唆
し
つ
つ
そ
ち
ら
へ
と
議
論
を
導
い
て
い
く
も
の
と
し
て
立
て
ら

れ
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
全
体
の
流
れ
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
読
み
は
少
な
く
と
も
素
直
だ
。
し
か
し
、
や
や
冒
険
的
に
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第三章／第一節自由の二つの亀裂

な
い
し
内
的
歴
史
と
し
て
、
一
定
の
人
称
的
持
続
経
験
を
有
し
て
も
構
わ
な
い
。
そ
こ
に
お
そ
ら
く
矛
盾
は
な
い
。
あ
る
種
切
断
の
よ

う
な
決
心
が
生
じ
る
の
も
、
そ
れ
な
り
の
歴
史
の
中
に
お
い
て
で
あ
り
、
切
断
の
外
見
の
背
後
に
は
よ
り
深
い
連
続
性
が
伏
在
し
て
い

（
４
）

る
、
と
い
う
の
が
む
し
ろ
「
試
論
」
の
観
点
で
は
あ
ろ
う
。
し
か
し
同
様
に
、
そ
の
よ
う
な
意
志
は
、
私
の
人
称
的
歴
史
の
内
在
的
系

列
か
ら
切
断
さ
れ
て
い
る
、
あ
る
い
は
別
個
の
系
列
に
接
合
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
可
能
性
も
ま
た
、
排
除
さ
れ
て
は
い
な
い
。
こ
こ

で
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
仮
に
で
は
あ
れ
「
我
々
の
固
有
の
意
志
」
と
名
指
し
て
い
る
も
の
、
そ
れ
が
私
の
「
人
格
」
の
歴
史
、
私
と
い
う
人

称
性
の
枠
に
入
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性
は
、
用
意
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
こ
こ
に
は
、
そ
れ
以
上
詰
め
ら
れ
て
い
な
い
一
種

の
「
遊
び
」
、
未
規
定
な
空
間
が
ま
さ
に
問
い
の
形
の
ま
ま
で
残
さ
れ
て
い
る
。

さ
し
あ
た
り
確
保
し
た
い
の
は
以
上
の
点
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
述
べ
な
が
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
に
は
詰
め
切
れ
な
い
甘

さ
が
あ
る
と
言
い
た
い
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
つ
け
込
ん
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
考
え
も
し
な
か
っ
た
可
能
性
を
提
造
し
よ
う
と
い
う
の

で
も
な
い
。
む
し
ろ
私
た
ち
が
主
張
し
た
い
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
行
う
い
く
つ
か
の
重
要
な
考
察
は
、
今
私
た
ち
が
探
っ
て
い
る
両

義
性
に
よ
っ
て
こ
そ
駆
動
さ
れ
、
実
際
に
成
立
し
得
て
い
る
こ
と
、
以
上
の
よ
う
な
未
規
定
性
は
そ
れ
な
り
に
積
極
的
な
機
能
を
ベ
ル

ク
ソ
ン
哲
学
の
内
部
で
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
「
試
論
」
の
内
部
で
そ
の
自
由
論
に
亀
裂
を
走
ら
せ
な
が
ら
同
種
の
機
能
を
果
た
す
要
素
に
は
、
「
催
眠
」
以
外
に
も
う

一
つ
あ
る
。
続
い
て
そ
れ
を
考
察
し
よ
う
。

寄
生
的
自
我
と
本
来
性

実
の
と
こ
ろ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
時
間
・
自
我
・
自
由
の
繋
が
り
に
関
し
て
、
私
た
ち
は
一
章
を
費
や
し
た
も
の
の
、
あ
る
重

要
な
観
念
に
は
い
ま
だ
触
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
「
自
由
の
程
度
」
と
い
う
観
念
で
あ
る
。
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も
し
「
試
論
」
が
「
自
由
」
を
、
単
な
る
決
定
論
の
否
定
と
し
て
の
み
論
じ
て
い
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
否
定
に
程
度
は
な
い
以
上
、

「
自
由
の
程
度
」
と
い
う
観
念
は
成
り
立
た
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
の
意
味
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
自
由
の
程
度
」
に
つ
い
て
語

っ
て
い
る
と
い
う
こ
の
事
実
は
、
「
自
由
」
に
「
非
決
定
性
」
以
上
の
意
味
を
見
る
と
い
う
私
た
ち
の
第
一
章
の
考
察
方
向
に
関
し
て
、

裏
面
か
ら
の
支
持
を
与
え
る
も
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
。
し
か
し
、
こ
の
「
程
度
」
は
何
に
由
来
し
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

私
た
ち
は
、
「
試
論
」
に
お
け
る
自
由
の
積
極
的
概
念
と
し
て
、
「
内
在
」
を
、
そ
し
て
そ
の
系
と
し
て
の
「
自
己
決
定
」
を
指
摘
し
た
。

し
か
し
「
自
己
決
定
」
に
程
度
が
あ
る
と
言
う
な
ら
、
そ
れ
も
ま
た
不
可
解
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

そ
う
で
は
な
い
。
先
回
り
し
て
言
え
ば
、
こ
の
「
自
由
の
程
度
」
が
示
す
の
は
、
私
が
私
で
あ
る
と
い
う
事
態
の
強
度
そ
の
も
の
な

の
で
あ
る
。
奇
妙
な
表
現
か
も
知
れ
な
い
。
実
際
、
事
態
は
い
く
ぶ
ん
奇
妙
な
も
の
で
も
あ
る
の
だ
。

ま
ず
「
自
由
の
程
度
」
と
い
う
概
念
が
登
場
す
る
箇
所
を
見
直
そ
う
ｅ
冒
今
届
望
己
平
屋
っ
）
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
有
名
な
定
式
、
す

な
わ
ち
「
こ
の
内
的
状
態
の
外
的
表
出
こ
そ
は
ま
さ
に
自
由
行
為
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
の
も
自
我
だ
け
が
そ
の
作
者

で
あ
り
、
そ
の
表
出
は
自
我
全
体
を
表
現
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
」
と
い
う
文
章
を
記
し
て
か
ら
こ
う
続
け
る
ｌ
「
こ
の
意
味
で
は
、

自
由
は
、
唯
心
論
が
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
そ
れ
に
与
え
て
き
た
よ
う
な
、
絶
対
的
な
性
格
を
持
っ
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
さ
ま
ざ
ま
の

程
度
ａ
①
狛
融
の
）
を
容
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
意
識
状
態
が
、
雨
の
し
ず
く
が
池
の
水
に
溶
け
込
む
が
ご
と
く
に
周
囲
の
諸
状

態
へ
と
溶
け
込
む
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
」
。
意
識
状
態
は
そ
の
質
料
性
に
お
い
て
継
続
し
な
が
ら
一
定
の
内
在
的
統
一

を
「
有
機
的
全
体
性
」
と
し
て
形
成
し
続
け
て
い
る
。
そ
の
あ
り
さ
ま
と
し
て
の
「
自
由
」
に
「
程
度
」
が
介
入
す
る
の
は
、
こ
の
箇

所
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
当
の
生
成
的
統
合
そ
の
も
の
に
一
定
の
程
度
が
存
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
続
く
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
記
述
は
、
統
合
そ
の
も
の
の
内
部
に
相
対
的
な
分
裂
が
生
じ
得
る
こ
と
を
示
す
。
Ｉ
自
我
の
「
表
面
」
に
は
、
「
独
立
し
た
増
殖

体
（
ぐ
舟
騨
且
○
コ
巴
己
響
の
己
画
員
の
の
）
が
形
成
さ
れ
て
漂
う
」
こ
と
が
あ
る
。
「
催
眠
下
で
受
け
た
暗
示
」
（
再
び
暗
示
で
あ
る
）
、
「
何
ら

2ラ4



第三章／第一節自由の二つの亀裂

か
の
偶
然
的
な
事
情
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
激
怒
」
、
あ
る
い
は
隠
さ
れ
た
「
遺
伝
的
欠
陥
」
と
い
っ
た
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。

あ
る
い
は
加
え
て
、
教
育
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
「
感
情
や
観
念
の
総
体
（
の
日
用
昌
匡
①
）
」
と
い
っ
た
興
味
深
い
例
も
登
場
す
る
。
興

味
深
い
、
と
い
う
の
は
、
こ
の
「
総
体
」
と
い
う
語
の
使
用
も
示
唆
す
る
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
そ
れ
な
り
の
「
有
機
的
全
体
性
」
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
総
体
」
は
、
先
の
暗
示
や
突
発
的
激
怒
な
ど
よ
り
「
い
っ
そ
う
複
合
的

（
８
ョ
号
×
①
）
」
な
も
の
と
さ
れ
、
「
そ
の
諸
要
素
が
互
い
に
よ
く
浸
透
し
合
っ
て
（
開
忌
忌
言
①
『
）
」
は
い
る
の
だ
が
、
「
自
我
の
緊
密

な
集
塊
（
ョ
画
朋
①
８
ョ
冒
只
の
号
ョ
ｇ
）
に
は
完
全
に
溶
け
込
ん
で
い
な
い
」
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
用
い
ら
れ

、
、

て
い
る
表
現
は
、
持
続
す
る
自
我
を
形
容
す
る
た
め
の
も
の
と
同
じ
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
れ
を
「
寄
生
的
自
我

（
》
§
司
冒
『
幽
呉
の
）
」
ｅ
巨
誤
苣
旨
ゞ
強
調
引
用
者
）
と
名
づ
け
る
。
同
様
に
、
一
群
の
意
識
状
態
に
つ
い
て
「
人
格
」
や
「
固
有
の
生
」

を
認
め
て
い
る
表
現
が
見
ら
れ
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
て
よ
い
ｌ
「
心
理
的
諸
要
素
は
、
最
も
単
純
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
少

し
で
も
深
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
ら
の
人
格
言
の
『
の
○
コ
目
冨
哩
と
固
有
の
生
言
の
頁
○
頁
の
）
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
は
絶
え

間
な
く
生
成
し
て
い
る
」
ｅ
巨
呂
琶
曽
）
。

こ
れ
ら
の
表
現
は
、
単
な
る
比
嚥
で
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
「
自
我
」
が
、
形
式
的
な
統
一
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
注
意
し
よ

う
。
「
自
我
」
や
「
人
格
」
は
、
そ
の
生
成
的
な
統
一
、
質
料
的
な
相
互
浸
透
に
よ
っ
て
ま
ず
は
定
義
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、
「
そ
の

諸
要
素
が
互
い
に
よ
く
浸
透
」
し
て
い
る
以
上
、
「
独
立
し
た
増
殖
体
」
と
し
て
の
諸
状
態
も
ま
た
そ
れ
な
り
に
「
自
我
」
や
「
人
格
」

と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
「
絶
え
間
な
く
生
成
し
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
必
然
的
決
定
を
逃
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
「
寄
生
的
自
我
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
、
一
定
の
「
自
由
」
を
、
つ
ま
り
そ
れ
自
身
の
自
己
決
定
を
、
享
受
し
て
い
る

（
５
）

と
私
た
ち
は
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
自
我
」
と
い
う
も
の
の
一
性
を
自
明
な
前
提
と
し
て
き
た
「
唯
心
論
」
の
伝
統
に
お
い
て
は
や
や
驚
く
べ
き
発
想
で
あ
る
か
も
知

I
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１
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れ
な
い
が
、
し
か
し
分
か
り
や
す
い
話
に
も
見
え
よ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
こ
で
「
根
本
的
自
我
」
と
「
寄
生
的
自
我
」
と
の
二
元
論

を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
だ
。
し
か
し
「
試
論
」
は
そ
う
し
た
、
に
せ
の
私
と
本
当
の
私
と
い
っ
た
い
か
に
も
通
俗
的
な
話

を
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
「
寄
生
的
自
我
」
と
い
う
も
の
が
一
つ
と
限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
に
並
存
す
る
複
数
的
な
も
の
で

あ
り
得
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
「
自
我
」
の
多
元
論
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
か
。
ｌ
あ
ら
た
め
て
そ
う
問
う
な
ら
ば
、
こ
こ
に
は
多

く
の
留
保
と
注
意
が
必
要
と
な
っ
て
こ
よ
う
。

何
と
言
っ
て
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
が
、
「
自
我
」
に
つ
い
て
の
単
純
な
二
元
論
、
根
本
的
／
寄
生
的
、
の
二
分
法
を
認
め
て
い
な

い
。
自
我
に
は
「
二
つ
の
相
（
四
名
の
。
厨
）
」
が
あ
る
、
と
確
認
し
た
「
試
論
」
第
二
章
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
自
ら
補
足
し
て
い
る
、
「
我
々

が
こ
こ
で
人
格
を
二
重
化
し
て
し
ま
っ
た
、
そ
し
て
最
初
に
排
除
し
た
は
ず
の
数
的
多
様
性
を
別
の
形
で
人
格
の
中
へ
と
導
き
入
れ
て

し
ま
っ
た
な
ど
と
は
非
難
し
な
い
で
い
た
だ
き
た
い
」
ｅ
巨
冨
お
里
。
や
や
謎
め
い
た
言
い
方
だ
が
、
彼
が
注
意
す
る
と
こ
ろ
で
は
、

深
い
自
我
と
表
層
の
自
我
と
は
、
数
的
に
区
別
さ
れ
る
二
つ
の
別
の
存
在
で
は
な
く
、
そ
こ
は
あ
く
ま
で
「
同
じ
自
我
」
が
存
在
し
て

い
る
の
だ
。
あ
る
い
は
「
性
格
」
と
い
っ
た
要
素
を
孤
立
さ
せ
、
そ
れ
が
行
為
す
る
自
我
の
側
を
支
配
す
る
、
と
い
っ
た
描
像
に
関
し

て
も
彼
は
言
う
、
「
二
つ
の
自
我
の
一
方
が
他
方
に
の
し
か
か
っ
て
い
る
と
結
論
す
る
の
は
子
供
じ
み
て
い
よ
う
」
ｅ
巨
圏
‐
屋
ミ
屋
ら
・

実
体
視
さ
れ
た
意
識
の
諸
状
態
が
互
い
に
拮
抗
す
る
と
い
っ
た
構
図
を
否
定
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
、
も
し
今
度
は
自
分
で
「
自
我
」
を

複
数
立
て
て
、
そ
れ
ら
相
互
の
対
立
を
論
じ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
ほ
ど
見
や
す
い
自
己
矛
盾
も
な
い
だ
ろ
う
。
彼
は
そ
の
種
の
描
像
を

こ
そ
批
判
し
て
き
た
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
も
そ
も
も
し
「
自
我
」
が
複
数
存
在
し
そ
れ
と
し
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
し
た

ら
、
そ
れ
ら
を
相
互
外
在
的
な
姿
で
「
一
挙
に
」
見
下
ろ
し
得
る
地
点
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
見
地
が
ど
こ
に

あ
り
得
よ
う
。
時
間
的
な
統
一
に
つ
い
て
は
、
そ
う
し
た
外
的
見
地
が
不
要
で
あ
り
不
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
『
試
論
」
の
本
質

的
な
論
点
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、
こ
こ
で
も
何
ら
か
の
超
越
的
視
点
を
設
定
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
て
い
な
い
は
ず
な
の
だ
。
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だ
と
す
れ
ば
、
私
が
今
こ
う
し
て
生
き
て
い
る
こ
の
自
我
が
「
寄
生
的
」
で
あ
る
の
か
ど
う
か
は
、
ど
こ
か
に
そ
の
も
の
と
し
て
与

え
ら
れ
た
「
根
本
的
」
な
自
我
と
比
較
さ
れ
て
そ
れ
で
分
か
る
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
い
わ
け
だ
。
「
自
我
」
は
対
象
で
は
な
く
、
私

が
内
側
か
ら
生
き
て
い
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
眼
前
に
複
数
の
生
を
並
置
し
比
較
す
る
、
と
い
っ
た
構
図
は
初
め
か
ら
排
除
さ
れ
て
い

る
。
だ
か
ら
私
た
ち
が
考
え
る
べ
き
は
、
自
我
が
場
合
に
よ
っ
て
「
寄
生
的
」
と
見
ら
れ
た
り
「
根
本
的
」
で
あ
る
と
納
得
さ
れ
る
の

が
い
っ
た
い
い
か
な
る
経
験
に
よ
っ
て
で
あ
る
か
、
と
い
う
点
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
寄
生
的
／
根
本
的
と
い

っ
た
状
態
そ
の
も
の
の
「
程
度
」
が
ま
ず
端
的
に
了
解
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
か
ら
「
自
由
の
程
度
」
が
そ
れ
と
し
て
把
握
さ
れ
る
、
と

い
う
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
逆
に
、
「
自
由
の
程
度
」
に
つ
い
て
の
体
験
が
あ
り
、
そ
こ
か
ら
私
は
自
我
に
さ
ま
ざ
ま
の
深
さ
が
あ
る

と
い
う
こ
と
に
思
い
至
り
、
自
我
に
つ
い
て
の
あ
る
種
の
局
所
論
的
描
像
（
深
層
／
表
層
、
等
々
の
）
を
試
み
る
こ
と
に
導
か
れ
も
す

る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
私
た
ち
は
、
再
び
「
自
由
の
程
度
」
の
観
念
そ
の
も
の
に
立
ち
戻
り
、
そ
の
与
え
ら
れ
方
を
あ
ら
た
め
て

確
認
す
る
と
こ
ろ
か
ら
始
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

内
在
の
現
出
様
態
と
し
て
解
釈
さ
れ
た
「
感
情
」
に
つ
い
て
考
察
を
再
開
し
よ
う
。
「
試
論
」
第
一
章
が
「
深
い
感
情
」
と
い
う
分

類
項
の
下
で
記
述
し
て
い
た
も
の
は
、
私
た
ち
の
考
察
が
正
し
け
れ
ば
、
実
際
の
と
こ
ろ
す
で
に
し
て
、
生
成
す
る
内
在
的
統
一
と
し

て
の
自
我
、
そ
の
本
来
的
な
現
れ
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
深
い
感
情
」
を
論
じ
る
中
で
、
ま
さ
し
く
そ
う

し
た
「
感
情
」
の
「
強
度
」
と
は
い
っ
た
い
何
か
と
い
う
点
を
こ
そ
問
題
に
し
て
い
た
。
こ
の
「
強
度
」
は
、
お
そ
ら
く
は
、
自
由
に

つ
い
て
言
わ
れ
る
「
程
度
」
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
は
ず
だ
。
で
は
、
こ
の
「
強
度
」
と
は
何
の
こ
と
だ
っ
た
か
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
う
要
約
し
て
い
た
ｌ
そ
れ
は
「
あ
る
根
本
的
状
態
の
た
だ
中
に
我
々
が
窺
い
見
る
と
こ
ろ
の
、
単
純
な
心
理
状

態
の
多
少
（
ョ
巳
号
胃
鼠
ロ
ー
匡
の
。
匡
昌
ｏ
弓
８
昌
忌
国
匡
の
）
で
あ
る
」
（
冒
超
ぶ
つ
）
と
。
だ
が
も
ち
ろ
ん
、
単
純
な
諸
状
態
が
加
算
さ
れ

て
全
体
の
強
度
が
規
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
多
少
」
と
は
、
数
的
多
様
性
の
そ
れ
、
外
延
量
的
な
大
小
で
は
な
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と
す
る
と
、
「
自
由
の
程
度
」
と
は
、
質
的
体
験
と
し
て
の
感
情
に
お
い
て
、
計
測
な
ど
な
し
に
、
他
と
の
比
較
に
先
立
っ
て
、
無

媒
介
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
有
名
な
一
節
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
自
由
」
と
は
、
あ
り
得
た
か
も
し
れ
な
い
他
の
行
為

な
ど
と
の
関
係
に
お
い
て
で
は
な
く
、
「
行
為
そ
の
も
の
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
な
い
し
質
」
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
た
が

（
白
扇
ご
旨
ｅ
、
目
下
の
論
点
は
、
基
本
的
に
そ
れ
と
同
じ
も
の
だ
と
見
て
い
い
だ
ろ
う
。
と
す
る
と
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
自
由
の
感

情
」
、
そ
し
て
そ
の
「
強
度
」
と
い
う
も
の
を
考
え
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
も
、
講
義
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
言
明

が
注
目
さ
れ
て
く
る
。
「
自
由
」
の
概
念
な
ら
び
に
経
験
を
論
じ
な
が
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
う
言
う
の
だ
Ｉ
「
心
理
的
生
が
豊
穣

化
す
る
（
の
》
①
目
、
言
）
す
る
の
に
比
例
し
て
、
内
的
諸
状
態
の
有
機
化
は
強
め
ら
れ
、
自
由
の
感
情
（
の
①
呂
日
の
。
ａ
①
置
号
の
『
威
）
は
高

再
騨
画
）
。

い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
さ
し
く
「
強
度
」
、
内
包
量
な
の
で
あ
っ
て
、
か
っ
て
カ
ン
ト
も
述
べ
て
い
た
よ
う
に
、
部
分
の
総
和
と

し
て
知
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
ま
ず
も
っ
て
全
体
と
し
て
与
え
ら
れ
る
も
の
な
の
だ
。

で
は
、
い
か
な
る
形
に
お
い
て
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
う
ｅ
冒
憩
‐
崖
ミ
届
巴
、
私
た
ち
が
そ
の
種
の
強
度
を
知
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
「
計
測
し
た
り
比
較
し
た
り
す
る
か
ら
な
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
例
え
ば
あ
る
深
い
感
情
の
強
度
と
は
、
こ
の
感
情
そ
の
も
の

に
他
な
ら
な
い
か
ら
な
の
だ
」
と
。
あ
る
状
態
の
強
度
と
は
、
一
定
の
類
的
な
質
的
規
定
に
付
け
加
わ
る
外
的
な
パ
ラ
メ
ー
タ
（
５
の

「
悲
し
み
」
、
皿
の
「
悲
し
み
」
…
…
）
の
こ
と
で
は
な
い
。
悲
し
み
が
「
よ
り
強
い
」
と
言
わ
れ
る
場
合
、
実
際
に
体
験
さ
れ
て
い

る
の
は
異
質
的
な
感
情
の
連
続
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
同
じ
共
通
の
「
悲
し
み
」
と
い
う
質
的
規
定
と
そ
れ
に
付
帯
す
る
「
強
度
」

と
の
合
成
と
し
て
分
節
記
述
す
る
の
は
、
そ
れ
こ
そ
ま
さ
に
言
語
の
要
求
に
応
じ
て
の
こ
と
で
し
か
な
か
っ
た
。
だ
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン

（
６
）

は
「
強
度
」
を
語
り
は
す
る
が
、
そ
れ
は
も
は
や
「
こ
の
状
態
そ
の
も
の
の
表
現
し
難
い
質
」
の
こ
と
で
し
か
な
い
の
だ
。
感
情
に
つ

い
て
言
う
な
ら
、
「
そ
の
強
度
と
は
、
そ
れ
が
感
じ
ら
れ
る
こ
と
に
存
し
て
い
る
（
の
○
コ
目
①
国
威
８
量
の
扁
蝕
陣
『
の
ｍ
の
目
）
」
（
日
産
ミ

2ラ8
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ま
る
」
（
ｐ
ミ
爵
冒
》
ロ
麗
窪
。
「
豊
穣
化
（
の
目
ｏ
宣
朋
①
ョ
①
貝
）
」
と
い
う
観
念
は
す
で
に
『
試
論
」
に
も
登
場
し
て
い
た
も
の
だ
が

ｅ
雷
ミ
ヨ
）
、
直
接
感
受
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
こ
の
生
の
「
豊
か
さ
」
と
し
て
の
「
強
度
」
、
そ
こ
に
こ
そ
感
受
さ
れ
る
「
自
我
」
の
存

在
、
実
質
的
な
「
感
受
ｌ
存
在
（
普
の
‐
の
①
量
こ
と
し
て
の
「
私
」
が
、
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
考
え
て
く
れ
ば
、
「
自
我
」
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
に
、
一
定
の
「
程
度
」
を
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

ろ
う
。
質
的
な
階
梯
を
下
っ
て
み
よ
う
。
そ
こ
に
は
意
識
に
お
け
る
有
機
化
は
ほ
と
ん
ど
存
在
せ
ず
、
自
由
の
感
情
は
極
限
に
ま
で
縮

減
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
ろ
う
。
質
的
な
豊
か
さ
の
階
梯
を
登
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
「
豊
か
な
」
、
強
度
に
満
ち
た
体
験
で
あ

り
、
そ
の
よ
う
な
体
験
と
し
て
成
立
し
て
い
る
自
我
で
あ
る
。
よ
り
上
位
の
体
験
に
対
し
て
よ
り
劣
る
体
験
は
、
確
か
に
そ
れ
な
り
の

統
一
と
自
己
決
定
性
を
有
し
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
「
自
我
」
そ
の
も
の
に
お
い
て
質
的
に
貧
し
い
も
の
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

言
い
換
え
る
な
ら
、
そ
こ
で
厳
密
な
決
定
論
は
語
り
得
な
い
の
は
事
実
だ
と
し
て
、
し
か
し
そ
れ
以
前
に
ま
ず
「
自
由
」
を
享
受
す
る

私
が
十
分
に
成
立
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
「
自
由
の
程
度
」
に
お
い
て
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
外
的
障
害
を
前
に
し
て
の
意
図

の
達
成
度
な
ど
で
は
全
く
な
い
。
そ
も
そ
も
の
「
私
」
が
ど
れ
ほ
ど
の
強
度
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
の
か
ｌ
『
試
論
」
の
自
由

論
の
関
心
は
た
だ
そ
こ
に
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
ま
ず
こ
の
「
私
」
が
い
な
け
れ
ば
、
「
外
的
障
害
」
と
い
っ
た
も
の
す
ら
存
在
し
得

な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
先
決
問
題
と
し
て
の
「
私
」
の
成
立
に
関
し
て
こ
そ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
自
由
の
程
度
」
を
語
ろ
う
と
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
考
察
が
可
能
な
の
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
「
自
我
」
が
、
程
度
を
容
れ
な
い
形
式
的
統
一
で
は

な
く
、
感
受
さ
れ
る
実
質
的
生
成
で
あ
っ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
先
の
「
寄
生
的
自
我
」
の
問
題
は
ど
う
見
え
る
だ
ろ
う
か
。
暫
定
的
に
二
つ
の
指
摘
を
し
て
お
こ
う
。

ま
ず
第
一
に
、
私
は
目
の
前
に
「
本
来
的
自
我
」
と
並
ん
で
「
寄
生
的
自
我
」
を
見
る
こ
と
は
な
い
。
暗
示
や
教
育
に
よ
っ
て
私
の

Zう，



中
に
「
独
立
し
た
シ
ス
テ
ム
」
（
９
貴
溺
冒
も
．
筐
こ
が
根
を
下
ろ
し
、
そ
れ
が
私
の
判
断
や
行
為
を
導
い
て
い
る
場
合
、
私
は
単
に
そ

の
シ
ス
テ
ム
と
し
て
私
で
あ
り
、
そ
の
シ
ス
テ
ム
の
貧
し
さ
に
応
じ
た
貧
し
い
生
と
自
由
し
か
知
ら
ず
に
生
き
続
け
る
だ
ろ
う
。
や
や

シ
ニ
カ
ル
な
口
調
（
だ
が
こ
の
シ
ニ
カ
ル
な
一
種
の
苦
さ
は
最
後
ま
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
か
ら
去
ら
な
い
だ
ろ
う
）
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は

言
う
、
「
多
く
の
者
は
こ
の
よ
う
に
生
き
、
真
の
自
由
（
ぐ
『
里
の
弓
の
愚
）
を
知
ら
な
い
ま
ま
に
死
ぬ
」
（
昌
届
望
旨
三
。
な
ぜ
か
と
言
え

ば
、
そ
の
「
真
の
自
由
」
に
対
応
す
る
だ
ろ
う
「
根
本
的
自
我
」
を
私
は
最
初
か
ら
そ
れ
と
し
て
は
知
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
そ
れ
を

私
と
し
て
生
き
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
時
に
、
「
反
抗
（
融
ぐ
。
奇
こ
ｅ
巨
冒
ご
届
）
が
生
じ
る
。
「
抗
い
難
い
推
力
（
司
固
の
‐

号
一
の
宮
口
陽
隠
）
」
が
、
そ
れ
ま
で
の
私
の
生
を
単
に
表
面
的
な
も
の
と
し
て
棄
却
す
る
と
い
う
こ
と
が
生
じ
る
ｌ
ち
ょ
う
ど
、
プ
ラ

ト
ン
に
お
け
る
哲
学
者
が
、
「
魂
の
全
体
を
も
っ
て
」
ｅ
冒
蹟
芦
匡
）
イ
デ
ア
の
方
に
向
き
直
り
、
そ
れ
ま
で
の
生
が
単
な
る
洞
窟
内

部
の
影
の
織
り
な
す
も
の
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
だ
と
気
づ
く
よ
う
に
。
い
わ
ゆ
る
宗
教
的
な
回
心
（
８
弓
①
風
○
コ
）
の
概
念
へ
と
引
き

（
７
）

継
が
れ
る
こ
の
プ
ラ
ト
ン
の
表
現
を
採
り
上
げ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
読
み
直
し
た
の
は
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
で
あ
っ
た
が
、
実
際
そ
の

種
の
経
験
が
あ
っ
て
初
め
て
、
私
は
そ
れ
ま
で
の
自
分
を
振
り
返
っ
て
捉
え
直
し
つ
つ
、
そ
れ
が
「
根
本
的
で
は
な
か
っ
た
」
と
気
づ

く
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
必
ず
回
顧
的
な
判
断
な
の
で
あ
る
。
そ
の
判
断
を
通
じ
て
、
「
根
本
的
／
寄
生
的
」
の
相
対
的
な
差

異
が
初
め
て
生
じ
て
く
る
。
あ
る
経
験
が
「
根
本
的
」
と
言
わ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
そ
れ
ま
で
の
経
験
を
「
寄
生
的
」
な
も
の
と
位
置

づ
け
る
優
越
性
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

私
の
あ
る
種
の
あ
り
方
を
「
寄
生
的
」
と
し
得
る
の
は
、
だ
か
ら
、
そ
の
あ
り
方
を
相
対
化
す
る
だ
け
の
強
度
を
有
し
た
経
験
で
し

か
な
い
。
私
の
目
下
の
自
己
把
握
は
、
一
方
で
そ
う
し
た
よ
り
上
位
の
経
験
か
ら
の
相
対
化
に
開
か
れ
て
お
り
、
同
時
に
他
方
で
、
そ

の
よ
う
な
経
験
の
忘
却
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
当
の
目
下
の
経
験
の
水
準
の
忘
却
と
い
う
危
険
に
も
ま
た
開
か
れ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、

「
私
」
の
／
と
い
う
生
成
と
内
在
、
そ
し
て
そ
の
感
情
的
自
己
把
握
を
語
り
は
し
た
。
し
か
し
そ
の
内
容
に
立
ち
入
っ
て
み
れ
ば
、
そ
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こ
に
は
明
ら
か
な
不
安
定
性
、
遊
動
が
あ
る
わ
け
だ
。
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
こ
う
し
た
流
動
的
な
状
況
、
さ
ま
ざ
ま
な
音

調
で
生
成
継
続
し
て
い
く
経
験
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
根
本
的
自
我
」
と
「
寄
生
的
自
我
」
が
あ
い
並
ぶ
よ
う
な
光
景
で
は
な
い
。
む

し
ろ
そ
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
は
、
経
験
の
多
重
的
な
流
動
性
を
通
じ
て
可
能
に
な
っ
て
い
る
一
つ
の
記
号
的
な
表
象
と
い
っ
た
も
の
に

過
ぎ
な
い
。

そ
う
な
る
と
、
一
つ
の
可
能
性
が
私
た
ち
に
は
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
指
摘
し
て
お
く
べ
き
第
二
の
点
な
の
だ
が
、

す
な
わ
ち
、
経
験
の
展
開
次
第
で
は
、
任
意
の
生
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
寄
生
的
で
あ
っ
た
」
と
言
わ
れ
る
可
能
性
で
あ
る
。
そ
れ
ま

で
自
足
し
て
い
る
と
思
わ
れ
た
私
の
生
が
、
実
は
「
よ
り
」
本
来
的
な
生
に
対
し
て
ロ
ー
カ
ル
で
寄
生
的
な
も
の
で
し
か
な
か
っ
た
、

と
気
づ
か
さ
れ
る
可
能
性
は
、
「
寄
生
的
自
我
」
を
何
か
輪
郭
の
定
ま
っ
た
実
体
と
し
な
い
限
り
、
開
か
れ
た
ま
ま
に
し
て
お
か
ざ
る

を
得
な
い
も
の
と
な
る
。
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
同
じ
理
由
で
、
「
根
本
的
自
我
」
の
「
根
本
性
」
も
ま
た
そ
れ
自
身
で
は
未
規
定

な
可
能
性
に
開
か
れ
た
も
の
に
な
る
し
か
あ
る
ま
い
。

先
に
私
た
ち
は
、
「
後
催
眠
」
を
論
じ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
文
章
を
や
や
詳
細
に
検
討
し
、
そ
こ
で
彼
が
述
べ
て
い
る
「
意
志
」
概
念

の
両
義
性
、
す
な
わ
ち
明
噺
な
人
称
区
分
の
乱
れ
（
の
可
能
性
）
に
触
れ
た
。
奪
わ
れ
る
こ
と
が
可
能
な
「
意
志
」
と
い
う
も
の
が
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
、
催
眠
後
暗
示
の
実
験
を
行
っ
て
い
る
者
か
ら
す
れ
ば
、
「
異
他
的
」
な
意
志
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
行
為
す
る
私
は
、

ま
さ
し
く
人
為
的
に
形
成
さ
れ
た
「
寄
生
的
自
我
」
で
あ
っ
て
、
被
験
者
に
お
い
て
は
自
ら
の
「
固
有
の
」
意
志
が
損
な
わ
れ
て
い
る

の
は
自
明
な
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て
催
眠
後
暗
示
の
実
験
で
あ
れ
ば
、
被
験
者
は
結
局
は
当
の
実
験
を
奇
妙
な
、
し
か
し
一
つ
の
エ
ピ

ソ
ー
ド
と
し
て
片
づ
け
な
が
ら
、
日
常
的
な
自
己
に
立
ち
戻
る
こ
と
で
も
あ
ろ
う
。
ま
た
実
際
、
そ
の
暗
示
が
与
え
た
の
は
、
私
が
一

時
的
に
「
意
志
」
を
か
す
め
取
ら
れ
て
落
と
し
込
ま
れ
る
貧
し
い
生
の
水
準
で
し
か
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
は
、
よ
り

広
い
可
能
性
の
う
ち
で
生
じ
る
一
つ
の
事
例
と
言
う
べ
き
も
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
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さ
れ
る
夛

眠
」
が
盗
壬

い
る
の
か
。

で
は
ど
う
い
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
の
か
。
そ
れ
を
知
る
た
め
に
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
（
単
な
る
可
能
性
で
は
な
く
、
事
実
と

し
て
）
記
述
す
る
あ
れ
こ
れ
の
ケ
ー
ス
を
辿
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の
作
業
は
本
章
の
以
下
の
節
で
行
う
と
し
て
、
枠
組
み
だ
け
を

示
せ
ば
こ
う
な
る
だ
ろ
う
。
ｌ
例
え
ば
、
途
中
で
見
た
よ
う
に
、
私
た
ち
の
多
く
は
「
真
の
自
由
を
知
ら
ず
に
死
ぬ
」
、
す
な
わ
ち

あ
る
貧
し
さ
の
限
界
に
枠
取
ら
れ
な
が
ら
そ
れ
を
知
る
こ
と
も
な
く
自
ら
の
生
を
歩
み
続
け
、
歩
み
終
え
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
あ
る
い

は
ま
た
、
「
反
抗
」
が
生
じ
て
、
い
わ
ば
生
の
水
準
の
変
更
、
音
調
の
転
換
と
で
も
言
う
べ
き
こ
と
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か

し
そ
の
場
合
、
何
が
そ
の
転
換
を
与
え
た
の
か
と
あ
え
て
問
え
ば
、
お
そ
ら
く
可
能
な
回
答
の
幅
は
狭
い
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
ち
ょ

う
ど
毎
朝
の
覚
醒
に
お
い
て
す
ら
、
自
分
か
ら
目
覚
め
た
の
か
、
目
を
覚
ま
さ
れ
た
の
か
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
簡
単
に
は
言
い
難
い
よ

う
に
、
例
え
ば
極
度
の
歓
喜
（
旨
の
）
が
私
の
生
全
体
に
「
極
め
て
新
し
い
定
義
し
難
い
質
」
（
昌
望
屋
）
を
与
え
る
に
至
っ
た
時
、
そ

う
し
た
生
の
「
強
度
」
の
転
換
が
ど
こ
か
ら
生
じ
た
の
か
は
簡
単
に
決
定
し
難
い
し
、
実
際
、
「
試
論
」
第
三
章
で
は
、
「
反
抗
」
で
顔

を
出
す
の
は
他
な
ら
ぬ
私
自
身
と
さ
れ
る
が
（
「
表
面
に
昇
っ
て
く
る
の
は
、
下
方
に
い
た
私
（
日
ｇ
里
の
国
富
の
）
で
あ
る
」
（
白
届
ご

］
届
）
）
、
対
し
て
「
深
い
感
情
」
の
質
的
な
変
化
を
描
く
第
一
章
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
強
度
」
の
異
質
的
で
か
つ
連
続
的
な
変
化
に
つ

い
て
は
語
る
も
の
の
、
そ
れ
を
規
定
し
て
い
る
何
か
が
あ
る
の
か
と
い
っ
た
問
い
に
は
全
く
触
れ
て
い
な
い
。
私
た
ち
は
「
後
催
眠
」

の
小
さ
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
こ
だ
わ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
こ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
ま
さ
し
く
こ
の
問
い
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
ら
だ
。

繰
り
返
せ
ば
、
催
眠
後
暗
示
の
実
験
は
私
の
生
の
「
強
度
」
に
関
し
て
も
っ
ぱ
ら
貧
困
化
の
方
向
に
し
か
進
ま
な
い
し
、
そ
こ
で
形
成

さ
れ
る
「
私
」
も
「
寄
生
的
」
と
言
う
し
か
な
い
水
準
の
も
の
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
必
然
的
に
そ
う
な
の
か
。
あ
る
い
は
「
後
催

眠
」
が
盗
み
取
る
私
の
「
意
志
」
は
、
必
ず
そ
う
し
た
「
異
他
的
な
意
志
」
の
前
に
「
固
有
」
の
自
存
性
を
失
う
よ
う
に
定
め
ら
れ
て

「
固
有
」
と
「
異
他
」
と
の
絡
み
合
い
は
、
お
そ
ら
く
は
単
純
な
排
他
的
関
係
、
相
克
と
も
言
う
べ
き
対
立
関
係
だ
け
に
尽
く
さ
れ
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る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
先
取
り
し
て
言
え
ば
、
「
後
催
眠
」
の
現
象
を
演
じ
得
る
私
は
、
そ
れ
と
同
時
に
、
同
じ
構
造
的
理
由
に
よ

っ
て
、
あ
る
種
の
「
恩
寵
」
的
経
験
に
も
開
か
れ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
催
眠
と
恩
寵
を
同
一
視
す
れ
ば
箪
盛

を
か
う
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
両
者
は
共
に
、
「
私
」
の
中
に
「
触
発
」
さ
れ
る
能
力
（
と
い
っ
て
も
そ
れ
は
能
動
的
な

力
能
で
は
な
い
）
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
と
言
い
た
い
の
で
あ
る
。
も
っ
ぱ
ら
〈
自
己
感
受
〉
な
い
し
〈
自
己
触
発
〉
と

し
て
描
か
れ
て
き
た
こ
の
「
私
」
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
、
あ
る
種
の
〈
異
他
触
発
〉
を
受
け
入
れ
得
る
の
だ
。
確
か
に
こ
の
被
触

発
的
な
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
の
た
め
に
、
「
後
催
眠
」
や
「
寄
生
的
自
我
」
と
い
っ
た
、
「
試
論
」
が
本
来
確
保
し
よ
う
と
す
る
「
自
由
」
に

対
し
て
は
あ
る
厄
介
な
危
険
が
生
じ
て
い
た
の
で
は
あ
る
。
決
定
論
者
は
そ
こ
に
た
だ
、
決
定
論
に
有
利
な
証
拠
だ
け
を
見
る
。
ベ
ル

ク
ソ
ン
も
確
か
に
、
そ
こ
に
「
私
」
の
自
由
が
損
な
わ
れ
る
場
面
を
見
る
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
、
別
の
積
極
的
な
可
能
性
の
い

わ
ば
裏
面
と
し
て
、
で
は
な
か
っ
た
か
。
あ
る
種
の
揺
ら
ぎ
を
孕
ん
だ
こ
の
よ
う
な
「
意
志
」
概
念
は
、
「
異
他
的
な
意
志
」
の
侵
入

と
支
配
へ
と
さ
ら
さ
れ
て
い
よ
う
。
し
か
し
同
時
に
、
あ
え
て
価
値
論
的
に
言
っ
て
も
何
ら
否
定
さ
れ
な
い
諸
事
象
、
む
し
ろ
あ
る
い

は
そ
こ
に
お
い
て
こ
そ
私
た
ち
の
生
が
そ
の
力
能
を
存
分
に
発
揮
す
る
よ
う
な
、
〈
生
の
哲
学
者
〉
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
特
権
的
と

も
さ
れ
る
諸
事
象
も
ま
た
、
そ
こ
で
は
可
能
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

「
試
論
」
の
議
論
は
、
確
か
に
そ
う
し
た
観
点
を
含
み
保
っ
て
い
る
と
私
た
ち
は
見
る
。
こ
こ
か
ら
発
す
る
流
れ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン

哲
学
の
中
で
途
絶
え
る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
は
、
「
持
続
」
の
哲
学
と
し
て
の
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
の
内
部
に
、
微
妙
と

し
か
言
い
よ
う
の
な
い
揺
ら
ぎ
を
も
た
ら
し
続
け
る
こ
と
だ
ろ
う
。
以
下
の
節
で
、
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
い
こ
う
。
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「
試
論
」
に
お
い
て
暗
示
な
い
し
催
眠
と
い
っ
た
観
念
が
現
れ
る
の
は
、
一
度
き
り
で
は
な
い
。
第
一
章
の
、
美
的
感
情
の
分
析
に

は
、
先
の
第
三
章
の
箇
所
よ
り
も
は
る
か
に
大
胆
な
形
で
暗
示
や
催
眠
が
持
ち
出
さ
れ
、
機
能
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の
箇
所
ｅ
己
山
堂
匡
‐
星
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
ま
ず
「
優
美
曾
胃
の
）
」
の
感
情
を
採
り
上
げ
て
、
そ
の
質
的
に
異
な
る
諸
段

階
を
記
述
し
て
い
る
。
優
美
と
感
じ
ら
れ
る
対
象
、
例
え
ば
舞
踏
を
前
に
し
た
私
た
ち
に
は
、
ま
ず
気
軽
さ
、
運
動
の
容
易
さ
の
知
覚

が
与
え
ら
れ
、
次
い
で
来
る
べ
き
運
動
の
先
取
と
そ
れ
に
伴
う
時
間
意
識
の
変
様
が
や
が
て
訪
れ
、
さ
ら
に
は
「
共
感
」
と
名
づ
け
ら

れ
得
る
よ
う
な
局
面
が
や
っ
て
く
る
。
そ
れ
ら
の
詳
細
は
省
き
、
特
に
最
後
の
第
三
の
局
面
を
叙
述
す
る
箇
所
に
の
み
目
を
注
ご
う
。

こ
こ
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は
非
常
に
複
雑
で
要
約
を
許
さ
な
い
。
長
め
に
そ
の
ま
ま
訳
出
す
る
。

「
優
美
な
運
動
が
あ
る
リ
ズ
ム
（
ご
ｇ
ョ
①
）
に
従
い
、
音
楽
（
ョ
匡
豊
月
）
が
そ
こ
に
伴
っ
て
来
る
と
、
第
三
の
要
素
が
介
入
し

て
く
る
。
す
な
わ
ち
、
リ
ズ
ム
と
拍
子
（
ョ
閉
匡
昂
）
は
、
芸
術
家
［
舞
踏
家
の
こ
と
］
の
な
す
運
動
を
い
っ
そ
う
よ
く
予
見
さ
せ

る
こ
と
で
、
今
度
は
我
々
が
そ
の
運
動
の
な
し
手
で
あ
る
と
思
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。
芸
術
家
が
採
ろ
う
と
す
る
態
度
を

我
々
は
ほ
ぼ
予
想
し
て
し
ま
う
の
で
、
芸
術
家
が
そ
の
態
度
を
実
際
に
採
る
と
、
彼
は
我
々
に
従
っ
て
そ
う
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
の
で
あ
る
。
リ
ズ
ム
の
規
則
性
が
、
彼
と
我
々
と
の
間
に
一
種
の
交
感
（
８
ヨ
ョ
匡
昌
、
昌
目
）
を
打
ち
立
て
、
拍
子
の
周
期

第
二
節
美
と
芸
術
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こ
の
第
三
の
局
面
は
、
「
リ
ズ
ム
（
曼
昏
ョ
①
）
」
と
「
拍
子
（
冒
隅
胃
の
）
」
の
導
入
と
と
も
に
始
ま
る
。
そ
れ
は
、
見
て
い
る
私
た
ち

が
、
自
分
自
身
が
目
の
前
の
滑
ら
か
な
運
動
を
生
み
出
し
て
い
る
者
（
ョ
里
耳
①
）
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
う
経
験
で
あ
り
、
こ
の
時
そ

の
運
動
の
リ
ズ
ム
は
「
我
々
の
思
考
の
す
べ
て
、
我
々
の
意
志
の
す
べ
て
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
れ
を
「
一

種
の
交
感
」
「
身
体
的
共
感
」
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
は
よ
り
上
位
の
優
美
、
「
精
神
的
共
感
」
、
ひ
い
て
は
「
お
の
れ
を
与
え
（
的
①

的
な
反
復
は
い
わ
ば
見
え
な
い
糸
と
な
っ
て
、
我
々
に
こ
の
想
像
上
の
操
り
人
形
［
舞
踏
家
の
こ
と
］
を
演
じ
せ
し
め
る
。
そ
れ

ど
こ
ろ
か
、
拍
子
が
一
瞬
止
む
と
す
れ
ば
、
我
々
の
手
は
我
慢
で
き
ず
に
こ
の
人
形
を
押
そ
う
と
ば
か
り
に
動
い
て
し
ま
う
。
そ

れ
は
、
運
動
の
リ
ズ
ム
が
我
々
の
思
惟
と
意
志
の
す
べ
て
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
れ
で
当
の
操
り
人
形
を
こ
の
運
動
の
た

だ
中
に
置
き
直
そ
う
と
す
る
が
ご
と
く
な
の
だ
。
し
た
が
っ
て
、
優
美
の
感
情
の
中
に
は
一
種
の
身
体
的
共
感
（
望
日
冒
言
①

昌
房
宮
の
）
が
入
り
込
ん
で
く
る
の
だ
が
、
こ
の
共
感
の
魅
力
を
分
析
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
が
ひ
そ
か
に
あ
る
精
神
的
共
感

（
望
ョ
冒
旨
①
ョ
。
且
①
）
の
観
念
を
暗
示
し
て
お
り
、
身
体
的
共
感
が
あ
な
た
を
喜
ば
せ
る
の
は
、
精
神
的
共
感
と
の
こ
の
親
近

性
に
よ
っ
て
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
の
諸
要
素
も
こ
の
精
神
的
共
感
と
い
う
要
素
を
あ
る
意
味
で
は

告
げ
知
ら
せ
て
い
た
の
で
あ
り
、
次
い
で
そ
れ
ら
は
こ
の
共
感
の
う
ち
に
溶
け
込
ん
で
い
く
わ
け
だ
が
、
こ
の
共
感
こ
そ
が
優
美

の
抗
い
難
い
魅
力
（
胃
肝
璽
ど
の
画
胃
昌
）
を
説
明
す
る
の
だ
。
も
し
優
美
と
い
う
も
の
が
、
ス
ペ
ン
サ
ー
が
主
張
す
る
よ
う
に

努
力
の
節
約
に
還
元
さ
れ
る
と
し
た
ら
、
優
美
が
我
々
に
引
き
起
こ
す
快
は
理
解
で
き
ま
い
。
し
か
し
本
当
の
と
こ
ろ
は
、
非
常

に
優
美
な
も
の
す
べ
て
の
う
ち
に
我
々
が
見
分
け
る
の
は
、
動
性
の
印
で
あ
る
軽
快
さ
に
加
え
て
、
我
々
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
得

る
運
動
、
潜
在
的
な
い
し
生
ま
れ
か
け
で
す
ら
あ
る
共
感
の
印
な
の
で
あ
る
。
常
に
自
ら
を
与
え
ん
ば
か
り
の
こ
の
動
的
な
共
感

こ
そ
は
、
よ
り
上
位
の
優
美
［
恩
寵
］
の
ま
さ
に
本
質
な
の
だ
」
ｅ
ｇ
‐
』
ミ
届
‐
屋
）
。
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号
昌
の
『
）
」
ん
と
す
る
動
き
、
自
己
贈
与
、
す
な
わ
ち
い
わ
ゆ
る
恩
寵
（
胃
胃
ｏ
）
の
観
念
を
ひ
そ
か
に
予
示
し
つ
つ
、
そ
の
こ
と
に
よ

っ
て
あ
る
種
の
魅
惑
を
す
で
に
私
た
ち
に
与
え
て
く
る
も
の
だ
。
優
美
の
「
抗
い
難
い
魅
力
」
は
そ
こ
に
生
じ
る
の
だ
と
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
は
か
の
う
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
の
優
美
論
の
一
つ
の
応
用
で
あ
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
も
ま
た
「
優
美
」
と
「
恩
寵
」

曾
胃
①
）
の
連
続
性
を
述
べ
て
い
る
わ
け
だ
。
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
は
、
神
の
本
質
を
惜
し
み
な
き
自
己
贈
与
（
的
①
号
目
の
『
）
と
し
て
の

愛
に
見
出
し
、
そ
の
感
性
的
な
現
れ
を
「
優
美
」
と
し
た
の
だ
が
、
こ
の
発
想
は
ひ
そ
か
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
考
を
導
く
も
の
で
あ
る

碕
墨
８
）
の
一

愛
に
見
出
し
、

も
ち
ろ
ん
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
の
本
筋
を
言
え
ば
、
以
上
の
よ
う
な
「
優
美
」
の
強
度
の
経
験
は
お
よ
そ
量
的
増
大
の
よ
う
に
描
け

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
、
そ
れ
は
む
し
ろ
異
質
的
な
諸
段
階
の
展
開
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
な
の
で
は
あ
る
。
し
か
し
こ
こ

で
挿
入
さ
れ
る
よ
う
に
現
れ
た
「
リ
ズ
ム
」
の
語
は
、
引
き
続
い
て
の
美
的
感
情
の
分
析
に
も
変
わ
ら
ず
登
場
す
る
。
例
え
ば
芸
術
家

は
何
を
行
っ
て
い
る
の
か
。
ｌ
「
こ
の
観
点
に
身
を
置
け
ば
了
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
と
思
う
の
だ
が
、
芸
術
の
目
標
と
は
、
我
々
の
人

格
の
持
つ
能
動
的
な
力
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
抵
抗
す
る
力
言
昌
脇
目
。
＄
卸
昌
く
①
の
○
匡
亘
員
黛
融
の
厨
国
具
①
伽
）
を
眠
り
こ
ま
せ
、
か
く
し

て
我
々
を
あ
る
完
全
な
従
順
さ
の
状
態
に
導
く
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
で
は
我
々
は
暗
示
さ
れ
た
観
念
を
現
実
化
さ
せ
、
表
現
さ
れ
て
く

る
感
情
に
共
感
す
る
。
芸
術
の
さ
ま
ざ
ま
の
手
法
に
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
は
、
通
常
催
眠
状
態
を
得
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
手
法
が
和

ら
げ
ら
れ
、
洗
練
さ
れ
、
い
わ
ば
精
神
化
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
」
ｅ
旨
曼
邑
。

先
に
す
で
に
「
暗
示
」
の
語
は
登
場
し
て
い
た
が
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
「
催
眠
」
へ
の
目
配
せ
が
な
さ
れ
る
こ
と
に
注
目
し
よ
う
。

あ
え
て
言
え
ば
、
こ
こ
「
試
論
」
第
一
章
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
、
芸
術
と
は
催
眠
と
暗
示
で
あ
り
、
美
と
は
暗
示
さ
れ
た
感
情
、

そ
の
暗
示
的
性
格
の
別
名
で
し
か
な
い
。
美
し
い
も
の
は
、
そ
れ
自
体
が
何
か
美
的
本
質
を
持
つ
が
ゆ
え
に
美
し
い
の
で
は
な
い
。
イ

デ
ア
的
な
何
か
を
象
徴
す
る
が
ゆ
え
に
美
し
い
の
で
は
な
い
。
こ
こ
で
本
質
的
な
の
は
、
与
え
ら
れ
方
な
の
だ
。
「
以
上
の
分
析
か
ら

こ
と
だ
ろ
う
。
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帰
結
す
る
の
は
、
美
の
感
情
と
は
何
ら
特
別
な
感
情
で
は
な
く
、
我
々
に
抱
か
れ
る
感
情
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
、
も
し
そ
れ
が
我
々

に
引
き
起
こ
さ
れ
た
の
で
は
な
く
暗
示
さ
れ
た
曾
闇
酔
い
興
国
○
．
冨
切
８
巨
胤
）
の
で
あ
れ
ば
、
美
的
な
性
格
を
帯
び
る
だ
ろ
う
、
と

い
う
こ
の
こ
と
で
あ
る
」
ｅ
冒
里
扇
）
。

こ
う
し
た
「
美
」
の
分
析
は
、
『
試
論
」
の
こ
の
箇
所
だ
け
で
示
さ
れ
る
思
い
つ
き
で
は
な
い
。
ク
レ
ル
モ
ン
Ⅱ
フ
ェ
ラ
ン
で
行
わ

（
１
）

れ
た
美
学
講
義
を
見
れ
ば
そ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
美
（
胃
目
）
」
の
概
念
を
正
面
か
ら
扱
い
、
そ
れ

を
単
な
る
快
や
有
用
性
、
真
や
善
と
区
別
し
な
が
ら
、
美
の
感
情
と
い
う
も
の
の
固
有
性
を
分
析
し
て
み
せ
て
い
る
。
理
念
的
な
も
の

含
蟹
一
）
を
初
め
か
ら
持
ち
出
す
説
明
を
「
怠
惰
な
」
も
の
と
し
て
放
棄
し
た
彼
が
提
示
す
る
の
は
、
「
共
感
」
か
ら
の
説
明
で
あ
る
。

「
美
的
な
情
動
の
起
源
は
共
感
に
あ
り
、
物
質
的
な
形
態
の
下
で
人
間
の
共
感
を
か
き
立
て
得
る
も
の
は
す
べ
て
美
の
性
質
を
そ
な
え

（
２
）

る
の
だ
と
言
お
う
」
。
感
情
に
せ
よ
観
念
に
せ
よ
、
あ
る
い
は
意
志
な
い
し
力
と
い
っ
た
も
の
す
ら
、
そ
れ
ら
が
我
々
に
共
感
す
る
べ

く
提
示
さ
れ
れ
ば
、
何
で
あ
れ
美
的
性
質
を
帯
び
る
の
だ
。
「
本
質
的
な
の
は
我
々
の
共
感
が
か
き
立
て
ら
れ
（
２
９
芯
巴
、
我
々
の
魂

（
３
）

が
ユ
ニ
ゾ
ン
で
震
え
る
と
い
う
こ
の
点
で
あ
る
」
。
単
純
な
命
題
だ
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
従
来
の
美
学
者
に
よ
る
美
の
定
義
（
一
般
観

念
の
表
現
、
多
に
お
け
る
統
一
的
調
和
の
表
現
、
等
）
を
批
判
し
な
が
ら
こ
の
定
義
を
提
出
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
彼
の

か
な
り
確
固
と
し
た
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
り
、
「
試
論
」
の
考
察
も
む
し
ろ
そ
の
断
片
的
な
開
陳
と
し
て
理
解
さ

な
お
若
干
の
補
足
を
し
た
い
。
こ
の
美
学
講
義
で
は
、
こ
う
し
た
「
か
き
立
て
ら
れ
た
共
感
」
の
様
相
と
し
て
の
「
美
」
が
も
た
ら

す
快
き
宮
島
）
に
関
連
し
て
、
次
の
よ
う
な
説
明
が
な
さ
れ
て
い
た
。

れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

「
…
…
我
々
が
共
感
す
る
諸
存
在
や
対
象
が
多
け
れ
ば
多
い
ほ
ど
、
我
々
の
生
は
拡
大
し
て
い
く
（
。
。
爵
急
①
股
訂
且
）
の
で
あ
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「
共
感
」
は
、
ほ
と
ん
ど
定
義
か
ら
し
て
、
何
も
の
か
と
の
情
動
的
な
繋
が
り
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
特
に

「
家
族
」
や
「
祖
国
（
冨
昌
の
）
」
を
例
に
取
り
な
が
ら
そ
れ
を
説
明
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
繋
が
り
が
、
「
か
き
立
て
ら
れ
」
た
も
の

（
５
）

で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
が
「
あ
る
程
度
ま
で
自
分
を
忘
れ
る
（
９
房
。
巨
罠
閏
。
◎
易
‐
ョ
⑪
ョ
陽
と
そ
の
限
り
で
、
こ
の
よ
う
な

「
共
感
」
、
す
な
わ
ち
一
定
の
共
同
体
へ
の
参
与
の
経
験
は
、
「
美
」
的
性
質
を
帯
び
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お

け
る
こ
う
し
た
「
美
」
と
「
共
感
」
、
そ
し
て
共
同
体
と
の
深
い
連
関
、
な
ら
び
に
そ
こ
で
果
た
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
生
の
「
拡
大
・
増
大
」

（
こ
こ
に
は
ギ
ュ
ョ
ー
Ｇ
、
‘
富
．
の
昌
目
）
的
テ
ー
マ
の
反
響
が
あ
ろ
う
か
ｌ
ギ
ュ
ョ
ー
も
ま
た
「
暗
示
」
現
象
に
魅
了
さ
れ
た
一
人

で
あ
っ
た
）
は
、
見
逃
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
「
美
」
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
、
初
め
か
ら
何
か
共
同
的
な
も
の
、
一

定
の
共
同
体
形
成
と
不
可
分
な
何
か
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
の
選
ぶ
例
が
示
す
よ
う
に
、
さ
し
あ
た
り
こ
こ
で
念
頭
に
お
か
れ
て

い
る
共
同
体
が
、
メ
ン
バ
ー
が
そ
こ
に
「
自
分
自
身
の
何
も
の
か
を
再
発
見
す
る
（
３
弓
。
臣
く
８
」
よ
う
な
そ
れ
で
あ
り
、
こ
の
「
共

り
、
こ
の
生
は
、
次
々
と
遍
歴
し
て
い
く
さ
ま
ざ
ま
の
想
像
上
の
生
の
す
べ
て
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
自
ら
を
増
大
さ
せ
る
（
興

国
８
『
○
三
の
で
あ
る
。
他
人
た
ち
が
な
す
こ
と
の
う
ち
に
、
自
分
自
身
の
何
も
の
か
を
共
感
に
よ
っ
て
再
発
見
す
る
と
い
う
理
由

で
、
他
の
人
々
に
自
ら
を
喜
ん
で
結
び
つ
け
る
よ
う
な
人
を
我
々
は
目
に
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
同
国
人
（
８
ョ
冒
耳
ご
房
）

の
成
功
を
知
ら
さ
れ
る
と
幸
福
に
な
る
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
自
然
な
共
感
が
我
々
を
彼
に
結
び
つ
け
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
そ

の
成
功
は
あ
る
程
度
ま
で
我
々
自
身
の
成
功
な
の
だ
。
美
的
快
は
、
家
族
（
註
ョ
雪
の
）
に
お
け
る
情
動
や
愛
国
心
（
ｇ
ヨ
○
房
，

ョ
の
）
の
情
動
が
引
き
起
こ
す
の
と
同
じ
感
情
を
、
そ
の
起
源
に
有
し
て
い
る
。
魂
が
自
ら
の
周
り
に
光
を
放
ち
、
い
わ
ば
自
ら

が
進
ん
で
選
び
取
る
新
し
い
あ
れ
こ
れ
の
身
体
（
８
ｓ
め
Ⅱ
団
体
）
の
内
に
入
り
込
む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
、
魂
の
そ
ん
な
力

（
４
）

能
に
由
来
し
て
い
る
の
だ
」
。

’

１

１

■

Ⅱ

ｌ

Ｉ

Ｉ

Ｉ

ｌ

１

Ｉ

ｌ

ｉ

Ｉ

Ｉ

１
１
１
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感
」
も
ま
さ
し
く
拡
大
さ
れ
た
エ
ゴ
イ
ズ
ム
の
こ
と
で
し
か
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
は
、
ひ
と
ま
ず
認
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
試
論
」
に
戻
ろ
う
。
「
試
論
」
で
は
、
美
的
感
情
と
は
暗
示
さ
れ
た
（
⑰
侭
恩
忌
）
も
の
だ
、
と
い
う
形
で
定
義
が
な
さ
れ
て
い
る

が
、
そ
の
主
張
に
辿
り
着
く
た
め
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
ま
ず
、
音
楽
、
詩
、
造
形
芸
術
、
建
築
と
い
っ
た
芸
術
ジ
ャ
ン
ル
を
ざ
っ
と
通

覧
し
て
い
る
。
そ
こ
で
着
目
さ
れ
る
の
は
い
つ
も
、
「
リ
ズ
ム
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
注
意
力
を
眠
り
込
ま
せ
、
引
き
続
く

「
暗
示
」
の
準
備
を
整
え
る
わ
け
だ
。
こ
の
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
芸
術
が
自
然
を
模
倣
す
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
自
然

と
私
た
ち
と
の
間
に
は
、
馴
染
み
の
催
眠
術
師
と
被
験
者
と
の
間
に
あ
る
よ
う
な
長
い
交
友
関
係
が
す
で
に
確
立
し
て
お
り
、
そ
の
よ

（
６
）

う
に
し
て
用
意
さ
れ
て
い
る
繋
が
り
を
い
わ
ば
転
用
す
る
こ
と
が
芸
術
の
目
的
に
と
っ
て
便
利
か
つ
有
効
で
あ
る
か
ら
で
し
か
な
い
。

だ
か
ら
、
人
為
的
な
リ
ズ
ム
と
い
い
、
自
然
的
な
交
友
と
い
い
、
い
ず
れ
も
結
局
は
「
暗
示
」
と
そ
れ
に
よ
る
「
共
感
」
を
目
的
と
す

る
点
で
機
能
は
同
じ
で
あ
る
。
こ
こ
で
再
び
「
暗
示
」
や
「
催
眠
」
の
概
念
が
登
場
し
て
い
る
こ
と
が
気
づ
か
れ
よ
う
。
自
由
論
に
お

い
て
は
、
暖
昧
な
問
い
か
け
と
両
義
的
な
可
能
性
に
ま
で
し
か
導
か
な
か
っ
た
そ
れ
ら
の
概
念
は
、
こ
こ
で
は
よ
り
明
確
な
役
割
を
与

え
ら
れ
て
い
る
の
だ
。
「
催
眠
」
や
「
暗
示
」
は
、
「
試
論
』
第
三
章
で
は
私
た
ち
の
「
自
由
」
が
蒙
る
危
険
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
登
場

し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
以
上
の
「
美
」
の
分
析
に
お
い
て
は
む
し
ろ
「
美
」
の
経
験
が
可
能
に
な
る
そ
の
前
提
と
し
て
、
積
極
的
な
位

置
に
置
か
れ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。

以
上
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
「
芸
術
」
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
私
た
ち
は
い
か
な
る
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。

美
的
感
情
と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
こ
と
の
、
主
体
に
お
け
る
条
件
と
は
、
何
だ
ろ
う
か
。
言
う
ま
で
も
な
い
、
被
催
眠
性
、
被
暗
示

性
で
あ
る
。
私
た
ち
に
は
、
「
あ
や
し
つ
け
ら
れ
て
眠
り
込
み
、
夢
の
中
で
の
よ
う
に
お
の
れ
を
忘
れ
る
（
の
●
○
号
言
『
）
」
ｅ
巨
曼
星

こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
日
常
生
活
に
お
い
て
は
絶
え
ず
自
分
の
人
格
に
つ
い
て
の
意
識
に
我
々
を
引
き
戻
す
」
ｅ
巨
星

辰
）
諸
変
化
か
ら
、
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
、
脱
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
人
称
性
を
ほ
ど
き
、
お
望
み
な
ら
ば
一
種
の
自
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己
疎
外
と
も
呼
べ
よ
う
状
態
へ
と
移
行
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
上
で
、
芸
術
が
「
印
象
づ
け
（
目
・

目
日
①
『
）
」
て
く
る
感
情
を
、
「
暗
示
」
さ
れ
得
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
場
合
の
「
で
き
る
」
が
、
決
し
て
私
た
ち
が

意
の
ま
ま
に
行
使
で
き
る
よ
う
な
人
称
的
能
力
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。
繰
り
返
す
な
ら
そ
れ
は
、
「
私
」

と
い
う
も
の
の
成
り
立
ち
そ
の
も
の
に
含
ま
れ
た
一
種
の
受
容
能
力
、
キ
ャ
パ
シ
テ
ィ
と
し
て
の
可
能
性
な
の
だ
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「
物
質
と
記
憶
』
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
。
例
え
ば
問
う
て
も
よ
い
ｌ
「
物
質
と
記
憶
」
の
円
錐
の

図
式
が
描
く
よ
う
な
心
理
学
的
生
に
は
、
そ
う
し
た
美
的
享
受
が
可
能
だ
ろ
う
か
？
と
。
「
円
錐
」
の
内
部
で
は
、
眠
り
や
夢
は
確
か

に
可
能
だ
ろ
う
。
知
覚
の
理
解
や
解
釈
も
可
能
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
暗
示
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
あ
の
図
式
に
登
場

す
る
の
は
、
物
質
界
の
平
面
と
、
そ
れ
に
対
す
る
私
の
個
人
的
Ⅱ
人
称
的
な
記
憶
の
総
体
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
暗
示
を
行
う
他
者
、

「
異
他
的
な
意
志
」
の
場
所
は
な
い
か
ら
だ
。
個
人
的
な
記
憶
と
非
人
称
的
な
物
質
の
二
者
だ
け
が
対
時
さ
せ
ら
れ
て
い
る
あ
の
「
円

錐
」
は
、
極
め
て
観
念
論
的
か
つ
独
我
論
的
な
図
式
で
あ
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
全
体
を
解
釈
す
る
導
き
な
ど
に
な
ら
な
い
こ
と
は

こ
こ
か
ら
も
明
ら
か
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
あ
の
図
式
は
、
暗
示
を
も
、
通
常
の
理
解
（
能
動
的
な
記
憶
の
投
射
に
よ
る
所
与
の
主
体
的
再

構
成
）
の
一
例
と
し
て
の
み
捉
え
さ
せ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
言
語
の
意
味
を
、
そ
の
物
質
性
か
ら
湖
行
し
て
再
構
成
し
つ
つ
了
解
す
る
よ

う
に
、
「
暗
示
」
も
そ
の
意
味
を
再
認
し
了
解
さ
れ
る
べ
き
記
号
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
（
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
も
は
や

「
暗
示
」
で
は
な
い
）
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
描
く
「
私
」
に
は
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
が
可
能
だ
Ｉ
あ
る
い
は
、
そ
れ
以
上
の
こ

と
が
起
こ
っ
て
し
ま
い
得
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
可
能
性
を
了
解
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
に
い
く
つ
か
の
概
念
に
つ
い
て
再
考
す
る
こ

と
が
必
要
に
な
ろ
う
。
い
ま
し
が
た
登
場
し
た
「
リ
ズ
ム
」
は
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
と
関
連
し
て
「
暗
示
」
さ
れ
て
く
る
も
の
と

し
て
の
「
感
情
」
や
「
情
動
」
も
再
検
討
さ
れ
る
べ
き
だ
。
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リ
ズ
ム

私
の
人
称
的
な
意
識
と
そ
の
固
有
の
意
志
に
と
っ
て
、
リ
ズ
ム
は
や
は
り
結
局
は
表
面
的
な
現
象
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
内

的
な
持
続
に
お
け
る
生
に
対
し
て
、
リ
ズ
ム
と
は
、
身
体
の
自
動
機
械
的
性
質
に
い
わ
ば
つ
け
こ
ん
で
当
の
生
を
抑
圧
し
、
眠
り
込
ま

せ
、
弛
緩
さ
せ
て
し
ま
う
だ
け
の
も
の
な
の
で
は
な
い
か
ｌ
そ
う
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
実
際
、
『
試
論
」
の
分
析
に
お
い
て
、

芸
術
が
駆
使
す
る
リ
ズ
ム
と
い
う
手
法
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
日
常
の
注
意
を
弛
緩
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
質
的
に
豊
か
な

感
情
が
暗
示
さ
れ
る
の
は
そ
の
後
で
あ
っ
て
、
し
た
が
っ
て
リ
ズ
ム
の
作
用
そ
れ
自
体
は
、
豊
か
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
や
多
様
性
を
孕
む
べ

き
内
的
生
に
対
し
て
は
表
面
的
か
つ
付
随
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
芸
術
が
何
か
豊
か
な
経
験
で
あ
る
と
し
た
ら
、
そ
れ

は
そ
こ
で
暗
示
さ
れ
て
く
る
感
情
が
豊
か
で
あ
る
か
ら
な
の
で
あ
り
、
リ
ズ
ム
そ
の
も
の
に
は
そ
れ
は
帰
さ
れ
な
い
の
だ
、
と
言
っ
て

も
い
い
だ
ろ
う
か
。
「
美
的
感
情
」
を
分
析
し
な
が
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
こ
に
二
つ
の
「
強
度
」
の
重
な
り
を
見
て
い
た
（
昌
届
‐

屋
ご
甲
晟
）
。
第
一
に
は
、
リ
ズ
ム
な
ど
が
私
た
ち
の
意
識
を
支
配
し
て
い
く
際
の
そ
の
「
強
度
」
が
あ
る
。
あ
る
場
合
に
は
「
暗
示

さ
れ
た
感
情
」
は
「
我
々
の
歴
史
を
構
成
す
る
心
理
的
諸
事
実
の
緊
密
な
織
物
」
を
ほ
と
ん
ど
中
断
さ
せ
な
い
ま
ま
に
留
ま
る
。
し
か

し
あ
る
い
は
も
は
や
私
た
ち
が
自
分
の
こ
と
に
注
意
し
な
い
こ
と
も
あ
り
、
さ
ら
に
は
暗
示
感
情
が
私
た
ち
を
構
成
す
る
こ
れ
ま
で
の

経
験
に
取
っ
て
代
わ
り
、
「
我
々
に
浸
み
入
り
、
我
々
の
魂
全
体
を
領
す
る
」
に
至
る
こ
と
す
ら
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
一
連
の
強
度
が

あ
る
。
だ
が
他
方
、
「
あ
る
芸
術
作
品
の
価
値
（
ョ
野
胃
）
は
、
暗
示
さ
れ
た
感
情
が
我
々
を
支
配
す
る
そ
の
強
さ
言
昌
脇
目
。
①
）
よ
り

も
、
そ
の
感
情
自
身
の
豊
か
さ
含
呂
①
切
用
）
に
よ
っ
て
測
ら
れ
よ
う
」
。
暗
示
さ
れ
て
く
る
当
の
感
情
が
、
あ
る
時
に
は
ご
く
あ
り
ふ

れ
た
感
覚
、
既
製
品
の
よ
う
な
感
情
に
過
ぎ
な
い
こ
と
も
あ
り
、
あ
る
い
は
芸
術
家
に
発
す
る
「
非
常
に
豊
か
で
、
個
人
的
で
、
新
し

い
情
動
」
で
あ
る
こ
と
も
あ
ろ
う
。
芸
術
な
い
し
美
の
感
情
に
は
、
こ
う
し
た
「
深
さ
な
い
し
高
さ
（
冒
○
さ
且
の
胃
ゞ
壁
野
呂
○
コ
と
の

強
度
も
関
わ
っ
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
「
試
論
』
の
議
論
は
、
「
リ
ズ
ム
」
な
ど
の
諸
要
素
を
も
っ
ぱ
ら
以
上
の
第
一
の
強
度

｜

’

｜
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そ
の
上
で
私
た
ち
が
指
摘
し
た
い
の
は
、
目
下
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
リ
ズ
ム
」
に
つ
い
て
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
察
で
あ
る
。
芸
術

の
諸
々
の
ジ
ャ
ン
ル
を
辿
り
つ
つ
、
彼
は
「
色
彩
や
形
態
」
と
い
っ
た
外
的
な
も
の
か
ら
、
次
第
に
私
た
ち
自
身
の
内
面
へ
と
目
を
移

し
て
い
く
（
冒
乞
‐
］
邑
産
臼
‐
念
巴
。
「
自
然
を
我
々
に
開
示
す
る
」
絵
画
や
彫
刻
に
続
い
て
、
「
個
人
的
な
魂
の
状
態
」
と
し
て
の
「
感

情
」
を
相
手
と
す
る
芸
術
、
詩
（
９
２
①
）
が
叙
述
さ
れ
る
。
詩
人
は
韻
文
の
よ
う
に
「
語
の
リ
ズ
ム
づ
け
ら
れ
た
配
列
（
画
司
四
コ
開
‘

ョ
ｇ
房
『
言
ヨ
ョ
肝
号
ョ
。
厨
こ
を
用
い
て
、
「
そ
れ
ら
を
表
現
す
る
た
め
に
言
語
が
作
ら
れ
た
の
で
は
な
い
よ
う
な
も
の
ご
と
を
、
我
々

に
語
る
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
我
々
に
暗
示
す
る
曾
腸
野
①
『
こ
。
か
っ
て
の
『
試
論
」
を
想
起
さ
せ
る
一
節
だ
が
、
し
か
し
「
笑
い
」

の
芸
術
論
は
さ
ら
に
深
い
事
象
に
ま
で
進
ん
で
い
く
。
音
楽
の
こ
と
で
あ
る
。

に
関
わ
ら
せ
、
決
し
て
「
芸
術
作
品
の
価
値
」
に
関
わ
る
方
の
強
度
に
は
結
び
つ
け
て
い
な
い
。
そ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
媒
介
な
い
し

「
手
法
」
の
場
所
に
留
め
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
働
く
場
所
も
、
も
っ
ぱ
ら
「
私
」
の
「
表
面
」
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
こ
こ
で
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
叙
述
は
興
味
深
い
反
転
を
許
し
て
い
る
。
「
試
論
」
か
ら
「
笑
い
」
に
移
っ
て
み
よ
う
。
「
笑
い
」

に
は
第
三
章
冒
頭
部
を
は
じ
め
と
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
芸
術
論
が
断
片
的
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
し
か
し
そ
の
内
実
は
「
試
論
」
と
ず

い
ぶ
ん
異
な
っ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
多
く
の
考
察
が
あ
る
の
で
簡
単
に
整
理
す
る
に
留
め
る
が
、
「
笑
い
」
に
お
い
て

「
芸
術
」
と
は
、
実
在
を
そ
の
個
体
性
（
言
＆
ぐ
己
屋
昌
融
）
に
お
い
て
捉
え
表
現
す
る
も
の
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
通
常
の
知
覚
は
功
利

性
・
実
践
性
に
導
か
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
実
在
を
前
に
し
て
も
そ
の
ご
く
一
般
的
な
相
貌
に
し
か
注
意
を
払
わ
な
い
の
だ
が
、

芸
術
家
は
そ
う
し
た
利
害
関
心
か
ら
解
放
さ
れ
て
事
象
を
そ
の
本
源
的
な
純
粋
性
に
お
い
て
捉
え
得
る
。
た
だ
し
そ
の
場
合
、
特
に
ど

の
よ
う
な
事
象
を
扱
う
の
か
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
芸
術
に
複
数
の
ジ
ャ
ン
ル
が
生
じ
る
わ
け
で
あ
る
。
『
笑

い
」
の
芸
術
論
は
、
だ
か
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
い
わ
ゆ
る
「
直
観
」
論
に
非
常
に
近
い
場
所
に
置
き
直
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
間
違
い

い
」
の
芸
術
論
哩

に
は
な
ら
な
い
。
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第三章／第二節美と芸術

何
か
異
様
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
と
思
う
。
詩
人
は
す
で
に
「
個
人
的
な
魂
の
状
態
（
騨
鼻
里
蝉
ョ
目
且
言
含
＆
」
と
し
て
の

「
感
情
（
の
⑪
具
言
の
具
）
」
を
、
も
ち
ろ
ん
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
一
般
の
言
葉
に
は
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
ゆ
え
に
む
し
ろ
「
暗
示
」
し
よ
う

と
試
み
て
い
た
。
〈
言
語
で
は
直
接
「
表
現
」
で
き
な
い
個
人
的
な
こ
と
を
、
間
接
的
に
「
暗
示
」
す
る
〉
と
い
う
こ
の
よ
う
な
図
式

が
、
か
の
「
形
而
上
学
序
説
」
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
語
っ
た
〈
概
念
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
の
比
喰
的
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
駆
使

し
な
が
ら
、
直
観
を
「
暗
示
」
す
る
〉
と
い
う
言
語
運
用
（
風
．
宅
冨
屋
午
畠
更
匡
呂
風
．
で
富
含
芦
麗
望
と
同
類
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は

容
易
に
気
づ
か
れ
よ
う
。
詩
人
は
哲
学
者
で
は
な
い
が
、
そ
し
て
な
お
さ
ら
哲
学
者
は
詩
人
で
は
な
い
が
、
両
者
の
活
動
す
る
平
面
に

は
そ
れ
な
り
の
類
似
性
が
あ
る
。
だ
が
今
引
用
し
た
箇
所
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
さ
ら
に
深
い
」
場
所
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
だ
。

「
試
論
」
以
来
の
馴
染
み
の
構
図
で
は
、
「
私
」
の
「
表
面
」
に
は
、
あ
れ
こ
れ
の
知
覚
や
感
覚
、
想
起
さ
れ
個
体
化
さ
れ
た
諸
記
憶

が
位
置
づ
け
ら
れ
、
し
か
し
「
深
み
」
に
は
、
よ
り
複
合
的
な
観
念
や
感
情
の
生
成
変
化
が
あ
り
、
さ
ら
に
は
「
試
論
』
の
言
う
「
深

「
ま
た
あ
る
者
た
ち
は
、
さ
ら
に
深
く
掘
り
進
ん
で
い
く
だ
ろ
う
。
厳
密
に
は
言
葉
に
翻
訳
不
可
能
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
歓
喜

や
悲
し
み
の
下
に
、
も
は
や
言
葉
と
は
い
っ
さ
い
共
通
す
る
と
こ
ろ
の
な
い
何
か
を
彼
ら
は
掴
む
。
そ
れ
は
、
人
間
の
最
も
深
い

感
情
よ
り
も
さ
ら
に
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
、
生
命
と
呼
吸
の
あ
る
種
の
リ
ズ
ム
（
８
昇
画
言
の
ご
号
ョ
①
、
号
急
①
①
Ｅ
の
『
①
の
目
昌
目
）

で
あ
り
、
こ
れ
は
人
間
一
人
一
人
に
応
じ
て
異
な
り
つ
つ
、
そ
の
憂
愁
や
高
揚
、
そ
の
後
悔
や
希
望
を
司
る
生
け
る
法
（
冒

急
ぐ
目
蔚
）
な
の
だ
。
こ
の
音
楽
に
ア
ク
セ
ン
ト
を
つ
け
な
が
ら
取
り
出
す
こ
と
で
、
彼
ら
は
そ
れ
を
我
々
の
注
意
に
課
し
て

（
言
９
ｍ
の
『
）
く
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
の
音
楽
の
中
へ
と
、
我
々
が
我
々
自
身
を
意
志
し
な
い
ま
ま
入
り
込
ま
せ
て
い
く
よ
う

に
す
る
こ
と
だ
ろ
う
ｌ
通
り
が
か
り
の
者
が
、
ダ
ン
ス
の
輪
に
入
っ
て
い
く
ご
と
く
に
」
（
冒
昌
§
）
。
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い
感
情
」
（
の
強
度
に
満
ち
た
自
己
経
験
）
が
あ
る
わ
け
だ
が
、
こ
こ
で
語
ら
れ
て
い
る
の
は
「
最
も
深
い
感
情
よ
り
も
さ
ら
に
深
い

と
こ
ろ
」
に
あ
る
何
か
、
す
な
わ
ち
「
生
命
と
呼
吸
の
リ
ズ
ム
」
な
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
が
、
あ
れ
こ
れ
の
感
情
の
展
開
を
司
っ
て
い

（
７
）

る
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
「
リ
ズ
ム
」
は
「
生
け
る
法
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。

二
つ
の
確
認
が
可
能
だ
。
第
一
に
、
こ
の
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
リ
ズ
ム
」
を
語
る
時
、
そ
こ
に
は
身
体
的
・
物
質
的
な
も
の

に
は
必
ず
し
も
尽
く
さ
れ
な
い
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
。
確
か
に
「
試
論
』
に
お
い
て
「
リ
ズ
ム
」
が
機
能
す
る
の
は
、
「
身

体
的
共
感
」
の
成
立
に
関
し
て
で
あ
っ
た
。
だ
が
今
度
は
、
「
私
」
の
最
深
奥
部
で
奏
で
ら
れ
聴
き
遂
げ
ら
れ
る
「
リ
ズ
ム
」
が
問
題

に
さ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
「
リ
ズ
ム
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
身
体
的
な
水
準
で
も
機
能
し
な
が
ら
、
し
か
し
例
の
「
表

面
／
深
み
」
と
い
っ
た
区
分
に
と
ら
わ
れ
る
こ
と
な
く
、
そ
の
最
も
深
い
層
に
至
る
ま
で
と
に
か
く
「
私
」
を
支
配
し
得
る
も
の
だ
と

見
る
こ
と
が
で
き
る
。
別
の
言
い
方
も
で
き
よ
う
。
「
表
面
／
深
み
」
と
い
っ
た
軸
は
、
私
と
い
う
持
続
の
「
豊
か
さ
」
の
度
、
内
在

的
統
一
の
緊
密
さ
の
関
数
と
し
て
設
定
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
私
た
ち
は
、
あ
の
「
根
本
的
自
我
」
と
「
表
面
的
自

我
」
の
対
比
を
、
通
俗
的
な
自
存
的
二
項
の
対
立
と
し
て
で
は
な
く
、
経
験
の
強
度
の
問
題
と
し
て
解
釈
し
た
の
だ
が
、
い
ず
れ
に
し

て
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
の
随
所
に
、
こ
う
し
た
「
表
面
／
深
み
」
と
い
う
軸
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
ろ
う
し
、
特

に
こ
の
「
私
」
と
い
う
存
在
に
関
し
て
そ
れ
は
ほ
ぼ
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
リ
ズ
ム
」
と
い
う
要
素
は
、
こ
の
軸
上
の
特

定
の
場
所
に
は
必
ず
し
も
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
、
私
と
い
う
持
続
に
外
か
ら
関
わ
っ
て
き
て
、
し
か
し
ほ
と
ん

ど
私
の
内
側
か
ら
ｌ
身
体
に
お
い
て
で
あ
れ
、
感
情
の
奥
底
に
お
い
て
で
あ
れ
Ｉ
作
用
す
る
。
「
表
面
／
深
み
」
の
程
度
を
刻
む

軸
と
は
別
の
向
き
へ
と
開
か
れ
た
側
面
が
私
に
は
用
意
さ
れ
て
お
り
、
リ
ズ
ム
の
触
発
は
そ
の
よ
う
な
側
面
か
ら
私
に
じ
か
に
関
わ
っ

て
く
る
か
の
よ
う
な
の
だ
。
「
試
論
」
の
リ
ズ
ム
は
、
私
の
日
常
の
人
称
的
意
識
を
眠
ら
せ
て
し
ま
う
も
の
だ
っ
た
。
そ
れ
は
「
精
神

的
共
感
」
の
ひ
そ
か
な
予
示
で
あ
り
つ
つ
も
さ
し
あ
た
り
は
身
体
的
な
水
準
で
の
作
用
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
た
わ
け
だ
が
、
し

|
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そ
し
て
こ
れ
が
第
二
の
確
認
点
と
な
る
が
、
こ
う
し
て
音
楽
の
リ
ズ
ム
は
、
暗
示
と
し
て
、
私
た
ち
の
注
意
力
へ
と
押
し
つ
け
ら
れ

る
よ
う
に
課
さ
れ
て
（
冒
冒
の
①
『
）
く
る
。
し
か
し
、
「
試
論
」
の
リ
ズ
ム
が
「
優
美
」
の
感
情
を
醸
し
だ
し
、
そ
こ
に
「
逆
ら
い
難
い

（
司
肝
寓
量
の
）
魅
力
」
が
生
じ
た
の
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
音
楽
家
が
私
た
ち
に
与
え
て
く
る
リ
ズ
ム
は
、
決
し
て
抵
抗
を
引
き
起

こ
す
よ
う
な
強
制
的
な
何
か
で
は
な
い
。
「
そ
し
て
そ
の
音
楽
の
中
へ
と
、
我
々
が
我
々
自
身
を
意
志
し
な
い
ま
ま
入
り
込
ま
せ
て
い

く
よ
う
に
す
る
こ
と
だ
ろ
う
ｌ
通
り
が
か
り
の
者
が
、
ダ
ン
ス
の
輪
に
入
っ
て
い
く
ご
と
く
に
含
呉
の
『
ｏ
貝
呂
の
己
ｃ
ｐ
ｍ
．
。
匡
の
冒
口
‐

の
：
『
○
コ
の
旨
く
・
一
。
三
島
の
ョ
の
。
目
。
こ
の
‐
愚
ョ
の
”
》
８
ヨ
ョ
且
の
の
冒
朗
国
具
吻
昌
の
弓
の
具
烏
口
の
目
の
８
コ
い
の
こ
。
ｌ
「
我
々
が
」
「
我
々
を
」

「
我
々
で
」
と
い
っ
た
ず
い
ぶ
ん
強
い
再
帰
的
フ
レ
ー
ズ
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
し
「
意
志
す
る
こ
と
な
く
（
言
く
巳
○
コ
目
『
①
ョ
の
具
）
」

と
い
う
語
が
そ
の
た
だ
中
に
置
か
れ
て
い
る
。
奇
妙
な
文
章
だ
。
他
な
ら
ぬ
自
己
の
あ
り
方
が
問
題
で
あ
る
の
に
、
意
志
で
は
な
い
の

蔀
だ
。
あ
る
い
は
意
志
で
は
な
い
と
言
わ
れ
つ
つ
、
し
か
し
や
は
り
私
た
ち
が
自
分
で
自
分
を
音
楽
へ
と
没
入
さ
せ
る
の
だ
。

と美
こ
れ
は
い
っ
た
い
い
か
な
る
事
態
な
の
だ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
こ
こ
で
放
棄
せ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
「
私
」
と
そ
の
「
外
」
と
を

燕
ま
さ
に
相
互
外
在
的
に
の
み
理
解
し
て
、
し
た
が
っ
て
両
者
の
関
係
を
端
的
な
能
動
／
受
動
と
し
て
し
か
イ
メ
ー
ジ
で
き
な
い
よ
う
な

鍵
思
考
で
あ
ろ
う
。
能
動
／
受
動
の
図
式
内
部
で
演
じ
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
「
抵
抗
」
や
「
押
し
つ
け
」
と
い
っ
た
類
の
諸
概
念
が
う

菫
ま
く
機
能
し
な
い
よ
う
な
水
準
が
あ
る
。
意
識
の
レ
ベ
ル
か
ら
見
れ
ば
、
常
に
「
気
が
つ
け
ば
す
で
に
思
わ
ず
」
と
い
っ
た
形
で
生
じ

第

て
し
ま
っ
て
い
る
意
志
の
あ
れ
こ
れ
の
決
定
、
あ
る
い
は
美
的
な
感
情
の
享
受
が
あ
る
。

か
し
今
度
の
「
笑
里
に
お
い
て
は
、
話
は
そ
こ
に
留
ま
っ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
語
ら
れ
た
の
は
、
注
意
力
を
宙
づ
り
に
し
て
、
人
称

的
意
識
を
一
時
停
止
さ
せ
る
手
法
と
し
て
の
リ
ズ
ム
で
は
も
は
や
な
い
。
リ
ズ
ム
そ
れ
自
体
が
私
た
ち
の
内
部
の
ほ
と
ん
ど
暗
闇
の
ご

と
き
深
み
を
、
「
最
も
深
い
感
情
よ
り
も
さ
ら
に
深
い
」
も
の
を
構
成
し
て
お
り
、
音
楽
は
そ
こ
に
直
接
関
わ
っ
て
く
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
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他
者
の
不
幸
を
前
に
し
て
の
「
道
徳
的
感
情
」
と
し
て
「
憐
れ
み
言
晟
と
を
例
に
し
な
が
ら
「
試
論
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て

い
た
ｅ
冒
言
）
Ｉ
ラ
・
ロ
シ
ュ
フ
コ
ー
の
よ
う
な
者
で
あ
れ
ば
、
憐
れ
み
に
お
け
る
共
感
も
結
局
は
「
来
る
べ
き
苦
痛
の
抜
け

目
な
い
予
見
」
と
い
う
「
計
算
（
且
の
こ
」
に
過
ぎ
な
い
と
言
う
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
種
の
考
察
は
、
レ
ベ
ル
の
低
い
微
弱
な

憐
れ
み
に
し
か
当
て
は
ま
ら
な
い
。
憐
れ
み
の
感
情
は
、
そ
う
し
た
嫌
悪
や
怖
れ
を
越
え
て
さ
ら
に
、
苦
痛
を
む
し
ろ
欲
す
る
真
の
憐

れ
み
、
共
感
と
謙
譲
へ
と
質
的
に
変
貌
し
な
が
ら
強
度
を
増
す
も
の
だ
。
も
し
憐
れ
み
の
根
底
と
本
質
が
「
計
算
」
に
留
ま
る
の
で
あ

れ
ば
、
こ
う
し
た
質
的
深
化
は
理
解
で
き
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
の
本
質
は
む
し
ろ
「
謙
譲
へ
の
欲
求
、
身

を
低
く
す
る
熱
望
（
目
胃
豊
．
号
の
軍
冒
ョ
農
①
『
ゞ
目
の
画
の
耳
昌
○
コ
四
号
の
８
且
吊
）
」
な
の
だ
。
し
か
し
こ
こ
で
彼
は
、
こ
の
苦
痛
を
生
む

熱
望
に
は
「
そ
れ
自
身
の
魅
力
（
ｏ
言
『
目
①
と
が
あ
る
と
言
う
。
確
か
に
「
試
論
」
は
こ
こ
で
も
、
「
憐
れ
み
」
の
質
的
な
強
度
の
諸

段
階
を
そ
れ
と
し
て
記
述
す
る
だ
け
で
、
そ
の
強
化
な
い
し
深
化
が
何
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
か
と
い
う
問
い
を
立
て
て
は
い
な
い
。
し

か
し
、
「
憐
れ
み
」
が
「
計
算
」
か
ら
脱
し
て
、
共
感
と
謙
譲
へ
と
深
ま
っ
て
い
く
そ
の
心
理
学
的
な
動
因
を
あ
え
て
探
る
な
ら
、
こ

の
「
魅
力
」
こ
そ
は
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
、
こ
の
語
に
詮
索
を
ほ
ど
こ
し
て
、
魔
術
的
で
催
眠
的
な
働
き
と
い
っ
た
そ

の
原
義
を
強
調
し
た
り
、
ラ
ヴ
ェ
ッ
ソ
ン
的
な
目
的
論
的
世
界
観
に
お
け
る
こ
の
語
の
重
要
性
へ
と
目
配
せ
を
行
う
と
し
た
ら
、
「
試

論
」
の
読
解
と
し
て
は
い
さ
さ
か
常
軌
を
逸
し
た
も
の
に
な
っ
て
し
ま
お
う
。
私
た
ち
は
再
び
、
せ
い
ぜ
い
可
能
な
読
解
の
た
め
の
隙

間
を
用
意
で
き
る
だ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
事
前
に
い
ろ
い
ろ
思
い
め
ぐ
ら
す
と
い
う
ル
ー
ト
、
普
通
の
意
味
で
は
「
躍
跨
」
だ
が
、
そ

う
で
あ
る
限
り
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
「
意
識
」
と
ほ
と
ん
ど
同
義
と
な
る
こ
の
ル
ー
ト
を
経
由
し
な
い
ま
ま
に
端
的
に
作
用
し
て

く
る
力
の
よ
う
な
何
か
が
あ
る
こ
と
を
、
以
上
の
分
析
は
示
唆
し
て
は
い
ま
い
か
。
そ
の
よ
う
な
力
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
音
楽
の
リ
ズ

ム
は
、
「
意
志
し
な
い
ま
ま
」
、
そ
れ
で
も
他
な
ら
ぬ
我
々
が
、
我
々
自
身
を
、
音
楽
へ
と
入
り
込
む
よ
う
に
さ
せ
て
い
る
の
で
は
な
い

か
。
「
リ
ズ
ム
」
を
考
察
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
語
ろ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
よ
う
な
力
の
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
左
右
さ
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さ
て
、
先
に
引
用
し
た
部
分
の
最
後
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
印
象
深
い
比
喰
を
用
い
て
い
た
ｌ
「
通
り
が
か
り
の
者
が
、
ダ
ン
ス
の

輪
に
入
っ
て
い
く
ご
と
く
に
…
…
」
。
の
ど
か
な
祝
祭
的
場
面
で
あ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
群
衆
心
理
学
者
の
不
安
を
か
き
立
て
る
集
団

的
ヒ
ス
テ
リ
ー
の
発
端
の
シ
ー
ン
で
あ
ろ
う
か
（
そ
こ
に
は
ま
た
「
催
眠
」
の
テ
ー
マ
が
結
び
つ
き
得
る
こ
と
だ
ろ
う
）
。
し
か
し
ひ

と
ま
ず
注
意
す
べ
き
は
、
こ
こ
で
入
り
込
ん
で
い
く
の
が
私
で
あ
り
、
そ
の
先
が
リ
ズ
ム
（
な
い
し
そ
れ
を
奏
で
る
音
楽
）
で
あ
る
と

い
う
こ
の
位
置
関
係
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
リ
ズ
ム
と
い
う
現
象
は
魂
の
中
に
、
感
情
よ
り
も
深
い
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
な
が
ら
、
し
か

し
私
は
そ
の
リ
ズ
ム
に
対
し
て
主
体
と
か
所
有
者
と
か
の
位
置
に
は
い
な
い
の
だ
。

こ
れ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
至
る
所
に
見
ら
れ
る
構
図
で
あ
る
。
あ
ま
り
に
あ
り
ふ
れ
て
い
て
、
か
え
っ
て
真
面
目
な
解
釈
の
対
象

に
な
り
に
く
い
ほ
ど
だ
。
す
な
わ
ち
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
、
私
の
一
様
態
で
は
な
い
よ
う
な
リ
ズ
ム
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
同
様

の
感
情
・
情
動
と
い
っ
た
も
の
が
、
ほ
と
ん
ど
自
明
視
さ
れ
つ
つ
そ
の
存
在
を
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
種
の
リ
ズ
ム
、
そ

の
種
の
感
情
を
、
私
が
私
の
内
側
に
含
み
持
つ
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
も
の
に
対
し
て
、
私
は
む
し
ろ
そ
こ
に
参
入
し
て
い
く
、
そ

こ
に
導
き
入
れ
ら
れ
て
い
く
ｌ
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
う
描
く
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
催
眠
」
や
「
暗
示
」
と
は
、
そ
の
よ
う
な
事
態

の
こ
と
だ
っ
た
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
こ
で
生
じ
る
の
は
、
多
く
の
場
合
、
私
と
い
う
全
体
の
た
だ
中
で
し
こ
り
の
ご
と
く
暫
定
的
に
持

続
す
る
ロ
ー
カ
ル
な
諸
状
態
の
ユ
ニ
ッ
ト
で
あ
り
、
自
我
の
た
だ
中
で
自
我
を
墓
奪
し
よ
う
と
す
る
「
寄
生
的
自
我
」
と
し
て
描
か
れ

る
べ
き
も
の
だ
。
し
か
し
こ
こ
で
も
う
一
度
同
じ
問
い
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
。
あ
ら
ゆ
る
暗
示
が
、
私
に
対
し
て
そ
の
よ
う
な
部

分
的
で
一
時
的
な
効
果
し
か
も
た
な
い
も
の
な
の
か
。
私
と
い
う
も
の
が
初
め
か
ら
全
体
に
位
置
し
、
暗
示
さ
れ
る
感
情
や
情
動
は
そ

の
内
部
の
一
部
分
で
あ
る
と
い
う
位
置
関
係
し
か
あ
り
得
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
極
限
に
お
い
て
、
包
含
関
係
が
逆
転
し
て
し
ま

れ
得
る
私
た
ち
の
あ
り
方
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
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こ
こ
で
も
ま
た
、
ま
ず
私
と
い
う
容
器
が
あ
っ
て
、
そ
こ
に
情
動
が
注
ぎ
込
ま
れ
る
、
の
で
は
な
い
。
ダ
ン
ス
の
輪
に
引
き
込
ま
れ

る
よ
う
に
、
私
の
方
が
情
動
へ
と
導
き
入
れ
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。
暗
示
さ
れ
た
心
的
状
態
を
私
は
所
有
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し

ろ
私
が
そ
の
内
部
へ
と
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
の
位
置
関
係
ｌ
大
し
た
意
味
の
な
い
、
ど
う
と
で
も
書
き
よ
う
の
あ
る
比
嶬
だ

ろ
う
か
。
そ
う
と
は
思
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
が
、
す
べ
て
の
感
情
や
情
動
を
私
の
経
験
の
他
の
相
面
ｌ
諸
対

象
と
の
表
象
的
な
関
わ
り
ｌ
に
対
し
て
付
随
的
で
二
次
的
な
も
の
と
し
、
か
く
し
て
上
の
よ
う
な
表
現
を
た
だ
の
レ
ト
リ
ッ
ク
と
し

う
事
態
は
あ
り
得
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
ｌ
私
た
ち
が
辿
っ
て
い
る
一
群
の
テ
ク
ス
ト
は
、
あ
り
得
る
、
と
言
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
む
し
ろ
そ
れ
ま
で
の
「
私
」
が
、
よ
り
広
い
全
体
の
た
だ
中
で
の
ロ
ー
カ
ル
な
凝
集
体
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
う
ち
開

い
て
し
ま
う
よ
う
な
暗
示
が
存
在
す
る
。
そ
の
向
こ
う
側
に
こ
の
私
を
い
わ
ば
〈
優
勝
的
〉
に
含
む
が
ご
と
き
感
情
や
情
動
を
控
え
さ

せ
て
い
る
暗
示
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
を
通
俗
的
な
力
能
主
体
の
場
所
か
ら
容
赦
な
く
引
き
剥
が
し
て
し
ま
う
よ
う
な
暗
示
が
あ
る
。

「
試
論
」
の
芸
術
論
に
再
び
立
ち
戻
っ
て
も
い
い
。
芸
術
家
は
リ
ズ
ム
な
ど
で
私
の
抵
抗
を
解
除
し
た
後
に
、
豊
か
な
感
情
や
情
動

の
暗
示
を
私
へ
と
試
み
る
の
だ
が
、
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
書
き
方
に
は
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。

「
し
か
し
芸
術
家
は
こ
の
非
常
に
豊
か
で
、
個
人
的
で
新
し
い
情
動
の
う
ち
へ
と
我
々
を
導
き
入
れ
（
。
。
こ
め
ヨ
耳
８
号
①

§
。
⑱
…
）
、
我
々
に
理
解
さ
せ
ら
れ
は
し
な
い
こ
と
を
実
際
に
体
験
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
自
分
の
感
情
の
外
的
表

出
の
中
に
、
我
々
の
身
体
が
そ
れ
に
気
づ
け
ば
軽
微
に
で
は
あ
れ
機
械
的
に
そ
れ
ら
を
模
倣
し
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
を
固
定
し
、

そ
う
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
ら
表
出
を
生
み
出
し
た
も
と
の
定
義
不
可
能
な
心
理
状
態
の
う
ち
へ
と
我
々
を
突
如
置
き
直
し
て
し
ま

う
（
弓
晨
蔚
亘
國
８
『
８
昌
亀
目
８
§
§
易
…
）
の
だ
」
ｅ
邑
望
扇
‐
屋
）
。
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こ
う
し
て
、
「
試
論
」
以
後
し
ば
ら
く
の
間
、
「
触
発
」
へ
の
関
心
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
主
に
「
芸
術
」
と
呼
ば
れ
る
事
象
へ
と
赴
か
せ

て
い
く
。
だ
が
彼
は
「
進
化
」
以
後
、
お
そ
ら
く
は
私
た
ち
人
間
に
お
い
て
継
続
さ
れ
て
い
る
「
創
造
」
の
意
味
と
方
向
を
探
り
つ
つ
、

「
芸
術
」
と
と
も
に
「
道
徳
」
を
考
察
対
象
に
含
め
て
い
く
。
こ
う
し
た
思
惟
の
展
開
を
明
蜥
な
形
で
叙
述
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、

さ
し
あ
た
っ
て
一
九
二
年
と
い
う
時
点
を
選
ん
で
み
よ
う
。

こ
の
年
の
四
月
に
お
け
る
ロ
ッ
ト
（
国
・
白
．
５
月
）
と
の
対
話
に
よ
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
ま
だ
次
の
著
作
へ
の
見
通
し
を
掴
ま
な

い
ま
ま
に
、
「
道
徳
」
や
「
神
秘
主
義
者
」
に
つ
い
て
の
研
究
を
進
め
、
し
か
も
そ
こ
に
類
縁
性
を
持
つ
テ
ー
マ
と
し
て
「
美
学

（
留
意
昌
匡
①
）
」
に
も
注
意
を
払
い
続
け
て
い
る
。
だ
が
何
に
せ
よ
、
こ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
模
索
と
鱈
跨
で
あ
る
。

し
か
し
同
じ
年
に
な
さ
れ
る
講
演
、
『
意
識
と
生
」
に
お
い
て
、
お
そ
ら
く
初
め
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
芸
術
」
と
「
道
徳
」
を
並
べ

て
論
じ
つ
つ
、
「
道
徳
」
に
あ
る
種
の
優
越
性
を
認
め
て
い
る
。
そ
こ
で
彼
は
、
生
命
の
本
質
を
創
造
と
見
定
め
た
後
に
、
科
学
者
と

並
ん
で
「
芸
術
家
」
を
優
れ
た
創
造
者
と
し
て
示
す
の
だ
が
、
し
か
し
直
ち
に
「
道
徳
家
（
ョ
○
国
房
蔚
）
の
観
点
は
い
っ
そ
う
高
い

（
普
忌
１
２
『
）
も
の
で
す
」
（
両
紹
望
麗
巴
と
述
べ
て
、
「
形
而
上
学
的
真
理
（
ぐ
圏
融
日
興
ｇ
ご
昌
扁
こ
（
因
総
望
麗
ら
を
問
い
尋
ね
る

べ
き
先
と
し
て
、
「
芸
術
家
」
よ
り
も
む
し
ろ
「
道
徳
家
」
を
指
さ
す
の
で
あ
る
。

繰
り
返
せ
ば
、
こ
の
時
期
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
ま
だ
結
論
に
至
る
に
は
ほ
ど
遠
い
位
置
に
い
る
。
し
か
し
、
彼
の
視
点
が
「
芸
術
」
か

ら
「
道
徳
」
へ
と
次
第
に
シ
フ
ト
し
て
い
く
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
偶
然
的
な
祐
裡
で
は
あ
り
得
な
い
。
「
創
造
」

と
い
う
観
点
か
ら
、
「
芸
術
」
よ
り
も
「
道
徳
」
に
、
何
ら
か
の
優
位
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
認
め
つ
つ
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
私
た
ち
が

論
じ
て
い
る
「
触
発
」
の
経
験
に
関
し
て
も
、
「
芸
術
」
よ
り
も
深
い
も
の
が
「
道
徳
」
に
は
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
る
の
だ
と
思
う
。
そ

て
し
か
理
解
し
な
い
よ
う
な
立
場
を
、
そ
れ
と
し
て
批
判
し
て
い
る
か
ら
だ
ｅ
麗
中
葛
芦
ｇ
甲
Ｓ
ｓ
）
。

｜
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の
意
味
に
つ
い
て
は
、
本
章
の
最
後
で
も
う
一
度
確
認
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
今
か
ら
、
や
や
唐
突
で
あ
る
こ
と
を
承
知
で
言
っ
て
お

く
な
ら
ば
、
お
そ
ら
く
「
創
造
」
と
「
触
発
」
と
は
、
一
見
能
動
／
受
動
の
ご
と
く
相
反
す
る
か
に
見
え
て
、
実
は
ま
さ
に
表
裏
一
体

と
言
う
べ
き
関
係
に
あ
る
の
だ
。
こ
う
し
た
点
を
論
じ
る
た
め
に
、
「
二
源
泉
」
に
目
を
移
そ
う
。
そ
こ
に
は
、
こ
れ
ま
で
触
れ
て
き

た
諸
要
素
が
ｌ
直
接
的
な
作
用
を
ど
こ
か
ら
か
蒙
る
よ
う
な
意
志
、
音
楽
、
私
が
所
有
す
る
よ
り
も
む
し
ろ
私
を
所
有
す
る
情
動
、

暗
示
、
そ
し
て
あ
の
ダ
ン
ス
の
輪
に
加
わ
っ
て
い
く
通
行
人
ま
で
も
が
Ｉ
再
び
登
場
し
て
く
る
こ
と
だ
ろ
う
。
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噸
こ
の
こ
と
は
あ
ま
り
に
自
明
だ
と
見
え
る
が
、
し
か
し
忘
れ
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
事
実
で
あ
る
。
研
究
者
も
こ
の
点
を
、
否
定
的
な

媚
仕
方
で
こ
う
述
べ
て
い
る
．
ｌ
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
の
著
作
の
い
か
な
る
場
所
で
も
倫
理
学
を
書
こ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
す
な
わ

お
（
１
）
（
２
）

に
ち
、
諸
価
値
の
順
列
や
遵
守
す
べ
き
諸
規
則
集
を
打
ち
立
て
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
」
。
「
彼
は
道
徳
を
作
り
は
し
な
か
っ
た
」
。

ｊ泉
こ
う
し
た
コ
メ
ン
ト
は
基
本
的
に
正
し
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
道
徳
上
の
「
英
雄
（
颪
『
ｏ
の
）
」
に
付
き
従
え
、
と
述
べ
た
わ
け
で
も
な

源に
け
れ
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰
を
勧
め
た
わ
け
で
も
な
い
。
「
二
源
泉
」
第
四
章
は
確
か
に
私
た
ち
に
い
く
つ
か
の
提
案
を
行
っ
て
い

蔀
る
が
、
そ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
煎
じ
詰
め
れ
ば
、
〈
人
間
の
自
然
本
性
か
ら
し
て
、
戦
争
の
危
険
は
常
に
大
き
い
〉
と
い
う
事

鐸
実
確
認
で
あ
り
、
そ
れ
を
避
け
よ
う
と
す
る
な
ら
必
要
な
方
策
は
①
国
際
連
盟
の
よ
う
な
国
家
間
組
織
の
実
効
的
運
営
、
②
戦
争
に
繋

菫
が
る
国
家
の
拡
大
、
特
に
人
口
増
大
へ
の
対
策
、
こ
の
二
つ
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
補
足
と
し
て
、
戦
争
が
欲
望
の
（
不
必

第

要
な
）
昂
進
に
よ
っ
て
唆
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
適
切
に
抑
え
止
め
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
言
わ
れ
、
こ
の
文
脈
で
単
純
な
生
活

性
私
た
一

同共
い
る
。

と峰
こ
（

媚
仕
方
一

おに
ち
一
、
垂

「
二
源
泉
」
道
徳
論
の
主
題

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
二
源
泉
」
の
第
一
章
を
「
道
徳
的
責
務
（
○
豆
侭
呂
○
コ
日
○
邑
の
こ
と
名
づ
け
た
。
単
な
る
「
道
徳
」
で
は
な
い
。

私
た
ち
が
「
責
務
」
を
感
じ
て
い
る
こ
と
、
「
責
務
」
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
ｌ
こ
れ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
関
心
を
惹
い
て

第
三
節
『
二
源
泉
』
に
お
け
る
触
発
と
共
同
性

281



言
①
⑰
言
亘
①
）
へ
の
復
帰
（
そ
れ
が
不
可
能
で
な
い
こ
と
は
「
二
分
法
」
と
「
二
重
狂
乱
」
に
関
わ
る
歴
史
的
法
則
の
考
察
か
ら
言

わ
れ
る
）
、
な
ら
び
に
「
心
霊
科
学
」
（
そ
れ
は
来
世
な
い
し
永
生
の
蓋
然
性
を
告
げ
る
こ
と
で
現
世
で
の
欲
求
を
相
対
化
す
る
効
果
が

あ
る
）
に
つ
い
て
言
及
が
な
さ
れ
る
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
こ
こ
で
行
っ
て
い
る
の
は
、
こ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
、
「
処
方
」
で
あ

る
。
人
類
は
現
在
か
く
か
く
の
状
況
に
あ
り
、
こ
の
ま
ま
で
は
か
く
か
く
の
危
険
（
戦
争
と
自
己
破
壊
）
は
避
け
難
い
。
も
し
そ
れ
を

避
け
よ
う
と
欲
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
次
の
よ
う
な
対
策
が
日
程
に
上
ら
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
…
…
。
私
た
ち
を
具
体
的
な
行
動
へ

と
差
し
向
け
る
『
二
源
泉
』
第
四
章
も
、
「
善
」
の
名
に
お
い
て
私
た
ち
を
動
か
そ
う
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

る
。
彼
は
、
そ
れ
ま
で
の
考
察
で
獲
得
さ
れ
た
、
「
人
間
」
と
い
う
種
が
抱
え
込
ん
で
い
る
本
性
に
つ
い
て
の
知
見
を
土
台
と
し
て
、

冷
静
な
医
師
の
よ
う
に
私
た
ち
に
処
方
を
下
し
、
勧
告
を
行
う
に
留
ま
る
。
『
二
源
泉
』
の
末
尾
の
文
章
は
、
時
に
過
剰
に
パ
セ
テ
ィ

ッ
ク
な
（
旧
約
の
預
言
者
に
よ
る
が
ご
と
き
）
読
み
を
受
け
て
き
た
し
、
そ
れ
に
全
く
の
誤
解
を
指
摘
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
も
な
い

の
だ
が
、
し
か
し
端
的
に
読
む
限
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
口
調
は
ま
ず
も
っ
て
「
医
師
」
の
そ
れ
だ
と
思
う
ｌ
〈
私
は
あ
な
た
が
相
当

に
困
難
な
病
態
に
あ
る
と
思
う
。
あ
な
た
の
こ
れ
ま
で
の
経
歴
を
踏
ま
え
て
私
が
見
る
と
こ
ろ
、
可
能
な
処
方
は
こ
れ
と
こ
れ
で
あ
る
。

し
か
し
結
局
は
あ
な
た
次
第
だ
。
あ
な
た
は
生
き
延
び
た
い
の
か
？
〉
。
も
ち
ろ
ん
私
た
ち
に
お
い
て
「
経
験
的
」
な
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス

ム
の
存
在
（
私
た
ち
は
生
を
よ
き
も
の
と
思
っ
て
い
る
）
を
認
め
る
処
方
者
ベ
ル
ク
ソ
ン
ｅ
の
胃
ご
巨
雪
）
は
、
処
方
へ
の
同
意
が
患

者
か
ら
得
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
て
い
る
は
ず
だ
。
し
か
し
生
へ
の
欲
望
な
ら
び
に
そ
れ
を
充
足
さ
せ
る
た
め
の
諸
手
段
の
選
択
は
、

道
徳
的
な
「
善
」
で
あ
ろ
う
か
。
お
そ
ら
く
「
定
義
次
第
だ
」
と
い
っ
た
種
類
の
問
い
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
し
て
も
そ
れ
を
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
は
、
道
徳
的
な
「
善
」
と
は
呼
ん
で
い
な
い
。

こ
の
よ
う
に
三
源
泉
」
は
、
「
善
」
に
つ
い
て
い
わ
ば
道
徳
の
内
側
か
ら
、
指
図
的
に
語
ろ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
こ
こ
か
ら
、

あ
る
種
の
不
満
が
生
じ
る
。
ト
ミ
ス
ム
の
立
場
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
一
貫
し
て
批
判
す
る
マ
リ
タ
ン
に
よ
れ
ば
こ
う
だ
Ｉ
「
ベ
ル
ク
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ソ
ン
の
道
徳
に
お
い
て
一
番
魅
力
的
な
点
は
、
最
も
厳
格
な
意
味
に
お
け
る
道
徳
が
そ
こ
か
ら
排
除
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
」
で

（
３
）

あ
り
、
彼
の
倫
理
学
に
は
「
道
徳
の
す
べ
て
が
あ
る
が
、
た
だ
一
つ
、
道
徳
そ
の
も
の
が
欠
け
て
い
る
」
。
知
性
（
言
旦
房
９
房
）
が
ま

ず
「
善
」
を
捉
え
る
こ
と
か
ら
し
か
道
徳
は
始
ま
ら
な
い
は
ず
な
の
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
は
そ
う
し
た
出
発
点
が
欠
け
て
い
る
の
だ
。

そ
し
て
あ
る
解
釈
者
は
、
い
っ
そ
う
端
的
に
次
の
よ
う
に
不
満
を
述
べ
る
Ｉ
「
我
々
が
求
め
て
い
る
の
は
、
あ
る
観
念
や
実
践
が
い

（
４
）

か
に
し
て
世
に
広
ま
る
か
で
は
な
く
、
そ
れ
は
ど
ん
な
観
念
な
の
か
と
い
う
こ
と
だ
」
。

不
満
を
感
じ
る
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
も
、
こ
う
し
た
指
摘
も
ま
た
、
誤
っ
て
い
な
い
と
思
う
。
確
か
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
世
に
広

ま
っ
た
道
徳
観
念
の
内
容
に
つ
い
て
全
く
述
べ
な
い
わ
け
で
は
な
い
（
「
自
己
尊
重
」
や
「
正
義
」
の
観
念
、
自
己
犠
牲
、
慈
愛
、
献

性
身
そ
の
他
の
徳
目
、
等
々
）
。
シ
ュ
ヴ
ァ
リ
エ
と
の
対
話
を
は
じ
め
と
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
が
個
人
的
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
信
仰

同共
に
非
常
に
接
近
し
て
い
た
こ
と
を
示
す
資
料
も
数
多
い
。
だ
が
、
『
二
源
泉
」
と
い
う
書
物
で
考
察
を
行
っ
て
い
る
「
哲
学
者
ベ
ル
ク

と鑑
ソ
ン
」
は
、
あ
れ
こ
れ
の
徳
目
を
説
き
勧
め
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
宗
教
に
つ
い
て
も
、
護
教
論
め
い
た
議
論
が
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、

るけ
よ
く
読
む
限
り
は
「
神
秘
主
義
（
ョ
蔚
三
ｇ
の
ョ
①
）
」
に
関
し
て
も
何
ら
か
の
称
賛
を
行
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
反
対
に
、
生
物
学

おに
的
な
基
礎
を
与
え
ら
れ
る
「
閉
じ
た
道
徳
」
が
何
か
そ
れ
自
身
道
徳
的
に
批
判
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
彼
の
関
心
は
称
賛
や
非

ｊ癖
難
に
は
な
く
、
彼
の
目
が
注
が
れ
る
先
に
は
あ
る
別
の
事
象
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ
は
何
か
。

に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
一
ア
ク
ス
ト
自
身
が
示
し
て
い
る
。
ｌ
「
そ
こ
に
見
え
も
触
れ
も
し
な
い
一
つ
の
障
害
が
生
じ
た
．
禁
止
で
あ
る
．

罰
ど
う
し
て
我
々
は
従
っ
た
（
○
ご
鰹
『
）
の
だ
ろ
う
？
」
（
ロ
の
こ
＠
閏
）
、
「
ど
う
し
て
聖
人
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
模
倣
者
を
持
っ
た
の
だ
ろ
う
、

鏡
そ
し
て
道
徳
上
の
偉
人
た
ち
（
ぬ
国
目
印
冒
日
ョ
①
の
Ｑ
①
豆
ｇ
）
は
ど
う
し
て
そ
の
背
後
に
人
々
を
引
き
連
れ
て
（
の
昌
国
言
①
『
）
い
っ
た
の

垂
だ
ろ
う
？
」
ｅ
麗
三
皀
冨
）
、
「
そ
れ
［
第
二
の
道
適
に
そ
の
力
言
『
８
）
が
や
っ
て
来
る
の
は
ど
こ
か
ら
な
の
か
？
」
、
「
そ
の
模
範

第

を
示
し
た
人
々
が
、
み
ず
か
ら
に
付
き
従
う
（
２
胃
①
）
他
の
人
間
た
ち
を
見
出
し
た
の
は
な
ぜ
な
の
か
、
ま
た
、
こ
こ
で
社
会
的
圧
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力
と
対
を
な
し
て
い
る
力
言
『
８
）
と
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
」
ｅ
盟
望
ｇ
Ｓ
‐
己
畠
…
…
。
引
用
可
能
な
箇
所
の
ほ
ん
の
一
部
だ

が
、
こ
れ
ぐ
ら
い
に
し
て
お
こ
う
。

道
徳
を
論
じ
な
が
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
問
い
は
ほ
と
ん
ど
常
に
こ
う
し
た
形
を
と
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
人
間
の
個
人
史
で
あ
れ

社
会
史
で
あ
れ
、
そ
こ
に
は
私
た
ち
を
従
わ
せ
る
「
力
言
『
８
ｍ
）
」
が
あ
る
と
彼
は
見
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
い
っ
た
い
何
で
あ

り
、
い
か
に
し
て
働
き
、
ど
の
よ
う
な
効
果
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
「
力
」
が
ど
こ
に
由
来
す
る
の
か
、
等
々
の
問

い
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
道
徳
論
」
の
主
要
な
関
心
を
な
し
て
い
る
の
だ
。
そ
れ
を
飛
び
越
え
て
、
「
二
源
泉
」
に
道
徳
的
な
促
し
や

特
定
の
宗
教
の
賛
美
を
見
る
こ
と
は
問
題
に
な
ら
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
も
自
分
の
理
論
が
、
特
に
そ
れ
が
本
質
的
で
あ
ろ
う
と
し

て
避
け
難
く
図
式
的
に
な
る
際
に
は
、
実
践
的
に
必
ず
し
も
適
切
で
は
な
い
も
の
と
し
て
読
ま
れ
得
る
こ
と
を
承
知
し
て
い
る
。
そ
れ

で
も
彼
は
「
し
か
し
勧
告
（
『
の
８
ヨ
ョ
四
目
昌
○
。
）
と
説
明
（
の
曽
胃
目
目
）
と
は
別
の
も
の
だ
」
ｅ
田
全
邉
ご
と
言
っ
て
、
実
践
的

な
勧
告
を
遮
断
し
、
理
論
的
な
説
明
を
述
べ
続
け
る
。
と
い
う
の
も
、
彼
が
扱
っ
て
い
る
の
は
「
道
徳
的
責
務
」
と
い
う
様
態
で
働
い

て
く
る
「
力
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
私
た
ち
を
一
定
の
仕
方
で
考
え
さ
せ
、
語
ら
せ
、
一
定
の
観
念
を
ご
く
自
然
に
演
じ
さ
せ
る
も
の
だ

か
ら
だ
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
こ
か
ら
身
を
引
き
離
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
ぐ
に
確
認
す
る
が
、
こ
れ
ま
で
の
「
知
性
主
義
的
」
な

道
徳
論
へ
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
批
判
は
、
結
局
そ
の
種
の
理
論
が
「
力
」
に
語
ら
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
「
力
」
を
そ
れ
と
し

て
主
題
化
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
に
も
っ
ぱ
ら
向
け
ら
れ
て
い
る
。
『
二
源
泉
」
の
道
徳
論
で
ま
ず
私
た
ち
の
目

を
引
く
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
こ
う
し
た
距
離
の
取
り
方
で
あ
り
、
彼
の
隔
て
ら
れ
た
ま
な
ざ
し
と
で
も
言
う
べ
き
考
察
態
度
で
あ
ろ

う
。
実
際
、
ま
と
も
な
哲
学
者
の
誰
が
カ
ン
ト
を
働
き
蟻
と
並
べ
て
論
じ
る
だ
ろ
う
（
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
用
心
深
く
、
カ
ン
ト
の
思
想
そ

の
も
の
を
扱
っ
て
は
い
な
い
と
は
言
う
が
）
。
だ
が
そ
れ
は
不
真
面
目
さ
や
悪
意
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
と
蟻
が
同
じ
視
野
に
入
っ
て
し

ま
う
ほ
ど
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
視
線
は
遠
く
か
ら
の
も
の
な
の
だ
。
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一

共
「
力
」
の
先
行
と
、
知
性
の
遅
れ

と蜂
し
か
し
そ
れ
は
い
か
な
る
「
力
」
な
の
か
。
ま
ず
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
「
知
性
主
義
」
的
な
道
徳
論
へ
の
批
判
を
簡
単
に
見
て
お
き

耀
た
い
。
「
知
性
」
や
「
理
性
」
と
い
う
能
力
か
ら
責
務
を
導
出
し
よ
う
と
す
る
そ
の
種
の
道
徳
論
に
は
い
く
つ
か
の
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
が

おに
あ
る
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
「
力
（
ざ
月
研
）
を
そ
れ
と
言
わ
ず
に
導
き
入
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
論
証
に
成
功
は
し
な
い
」
ｅ
路
ミ

ｊ癖
邑
ｓ
）
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
述
べ
る
。

に
第
一
に
、
「
善
国
●
是
と
い
っ
た
実
質
的
鞍
原
理
を
持
ち
出
す
議
論
へ
の
批
判
．
例
え
ば
こ
う
言
わ
れ
る
ｌ
「
行
為
の
さ
ま
ざ

蔀
ま
の
理
由
は
、
善
の
イ
デ
ア
の
も
と
に
配
列
さ
れ
て
い
る
。
最
も
善
き
理
由
と
は
、
そ
の
イ
デ
ア
に
最
も
近
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
善

律
の
牽
引
が
責
務
の
原
理
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
」
（
ロ
の
畠
ご
届
Ｓ
）
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
批
判
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
古
典
的
な
も

雲
の
だ
。
具
体
的
な
話
を
し
よ
う
と
思
え
ば
「
そ
の
善
を
定
義
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
ｅ
の
忠
、
ぢ
ち
）
。
し
か
し
「
ま
ず
は

第

諸
存
在
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
諸
行
為
に
つ
い
て
の
序
列
言
酔
画
『
の
三
の
）
を
前
提
と
し
な
い
で
、
ど
う
や
っ
て
そ
れ
を
定
義
で
き

における触発と共 同性

だ
か
ら
「
二
源
泉
」
道
徳
論
の
中
心
概
念
は
「
力
」
な
の
で
あ
る
。
事
実
、
こ
の
道
徳
論
を
彩
る
の
は
、
例
え
ば
「
圧
力
言
吊
の
‘

ｍ
ご
口
）
」
「
引
力
（
昌
国
＆
。
。
）
」
「
活
動
的
な
（
作
用
す
る
“
号
閏
且
」
「
行
為
（
“
＆
○
コ
こ
と
い
っ
た
語
で
あ
っ
た
の
だ
し
、
あ
る
い

は
「
情
動
念
ョ
○
号
ご
）
」
も
運
動
論
的
な
語
葉
で
あ
り
、
そ
も
そ
も
「
責
務
（
○
昌
隠
号
．
と
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
「
拘
束
す
る
、

（
（
３
）

縛
り
つ
け
る
（
。
匡
狩
８
」
の
語
か
ら
も
っ
ぱ
ら
考
え
ら
れ
て
い
た
の
だ
。
い
わ
ゆ
る
「
開
か
れ
た
道
徳
」
に
関
し
て
登
場
す
る
「
呼

び
か
け
（
呂
艮
）
」
や
「
熱
望
（
閉
耳
目
○
コ
）
」
に
つ
い
て
は
い
く
ぶ
ん
異
な
っ
た
考
察
が
可
能
で
あ
り
必
要
だ
が
、
し
か
し
そ
れ
ら

も
ま
ず
は
私
た
ち
を
一
定
の
方
向
に
向
け
さ
せ
、
牽
引
す
る
何
か
で
は
あ
る
は
ず
だ
。
そ
し
て
何
よ
り
も
「
エ
ラ
ン
（
堅
目
）
」
の
語

が
こ
れ
も
ま
た
運
動
論
的
・
力
学
的
な
イ
メ
ー
ジ
と
不
可
分
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
あ
る
ま
い
。

１
１
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ｌ

ｂ

Ⅱ

Ⅱ

“

１

る

と

い

う

の

か

」

言

ミ

・

）

。

そ

の

「

序

列

」

が

す

で

に

定

ま

っ

て

目

の

前

に

あ

る

の

な

ら

、

「

そ

れ

を

立

て

る

た

め

に

善

の

観

念

に

訴

え
る
の
は
無
用
な
こ
と
だ
」
。
そ
う
や
っ
て
「
善
」
を
定
義
し
て
も
、
そ
れ
は
結
局
、
た
だ
「
事
後
的
（
四
宮
肝
８
弓
こ
に
、
「
見
出
し

（
昌
昌
目
①
）
」
や
「
ラ
ベ
ル
（
段
目
①
胃
）
」
を
栫
え
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
。
「
善
の
イ
デ
ア
に
先
立
っ
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
行
い
と

そ
れ
ら
各
々
が
持
つ
価
値
の
序
列
は
、
そ
れ
ら
が
課
さ
れ
て
く
る
際
の
準
必
然
性
と
共
に
、
前
も
っ
て
存
在
（
冒
府
×
陣
の
『
）
し
て
い

た
」
（
琴
ミ
・
）
の
で
あ
る
。
こ
の
道
徳
論
は
だ
か
ら
、
そ
の
序
列
を
、
整
合
的
な
形
に
「
再
構
成
す
る
（
『
の
８
コ
豊
冒
の
『
）
」
ｅ
沼
望

呂
認
）
以
上
の
こ
と
を
行
っ
て
い
な
い
。

第
二
に
、
形
式
的
知
性
主
義
。
例
え
ば
「
委
託
物
ａ
ｇ
ｇ
」
と
い
う
も
の
は
、
そ
の
意
味
か
ら
し
て
「
返
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
で

あ
り
、
し
た
が
っ
て
整
合
的
Ⅱ
知
性
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
限
り
、
そ
の
「
委
託
物
」
を
「
返
す
べ
き
」
だ
、
と
い
う
責
務
が
課
さ
れ
て

く
る
。
同
様
に
、
「
言
質
を
与
え
る
」
と
い
う
こ
と
、
「
所
有
権
」
の
保
持
、
あ
る
い
は
（
暗
黙
の
）
「
契
約
」
と
い
っ
た
事
実
か
ら
も
、

（
６
）

論
理
的
な
一
貫
性
を
通
じ
て
、
あ
れ
こ
れ
の
責
務
が
生
じ
て
く
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
ｅ
路
ご
己
畠
）
。
対
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
批
判

は
単
純
で
あ
る
。
そ
う
し
た
議
論
は
「
ま
さ
し
く
道
徳
的
な
諸
概
念
、
さ
ま
ざ
ま
の
規
約
［
Ⅱ
黙
約
］
や
責
務
が
存
在
す
る
人
間
集
団

の
内
部
」
（
琴
ミ
・
）
で
の
み
成
立
す
る
。
そ
こ
で
通
用
し
て
い
る
一
群
の
制
度
的
諸
概
念
を
「
受
容
し
た
」
上
で
自
ら
「
放
棄
す
る
」

と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
は
確
か
に
非
一
貫
性
は
あ
ろ
う
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
「
非
道
徳
と
は
非
合
理
に
あ
り
」
と
は
言
え
ま
い
。
む
し

ろ
そ
う
し
た
諸
概
念
の
「
受
容
」
が
ま
ず
責
務
と
し
て
課
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
放
棄
が
非
道
徳
的
と
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
論
じ

る
べ
き
は
な
ぜ
そ
の
「
受
容
」
が
責
務
で
あ
る
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
は
ず
な
の
だ
。

第
三
の
、
半
ｌ
実
質
的
・
半
ｌ
形
式
的
な
知
性
主
義
。
そ
れ
は
「
個
人
が
求
め
得
る
の
は
た
だ
自
分
自
身
の
利
益
で
あ
る
と
主
張
し

な
が
ら
、
ま
さ
に
そ
こ
か
ら
個
人
は
他
者
の
利
益
を
欲
す
る
よ
う
に
導
か
れ
る
の
だ
と
主
張
す
る
」
ｅ
留
望
ご
言
）
よ
う
な
学
説
で

（
７
）

あ
る
。
こ
の
場
合
、
知
性
は
自
己
利
益
追
求
の
「
手
段
」
と
な
る
。
例
え
ば
、
私
の
欲
求
に
は
「
自
尊
心
（
“
ョ
ｏ
員
‐
頁
○
頁
の
こ
や

’

､

｜

I
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「
嫉
妬
・
羨
望
」
「
共
感
・
虚
栄
心
」
が
含
ま
れ
て
い
る
ｅ
圏
曼
己
臼
）
。
そ
う
し
た
欲
求
を
満
た
す
に
は
、
競
争
者
や
称
賛
者
な
ど

と
し
て
で
あ
れ
、
と
も
か
く
他
者
に
対
す
る
一
定
の
承
認
を
な
さ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
「
社
会
に
生
き
る
人
間
に
お
い
て
は
、

そ
の
悪
徳
も
何
ら
か
の
徳
を
含
ま
ず
に
は
い
な
い
。
万
人
が
虚
栄
心
（
ぐ
画
昌
芯
）
に
満
ち
て
い
る
。
そ
し
て
虚
栄
心
が
意
味
す
る
の
は

ま
ず
社
交
性
（
の
。
。
冨
菖
意
）
な
の
だ
」
ｅ
の
霞
と
里
邑
臼
）
。
事
態
が
こ
う
で
あ
れ
ば
、
「
も
し
我
々
が
知
性
を
用
い
て
自
分
に
対
し
て

自
ら
を
有
用
言
三
①
印
）
な
も
の
と
欲
す
る
な
ら
ば
他
人
の
こ
と
を
考
え
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
、
我
々
に
よ
っ
て
感
じ
取

ら
れ
る
必
然
性
」
こ
そ
が
、
責
務
の
起
源
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
ん
な
も
の
は
「
道
徳
」
と
関
係
が
な
い
、
と

い
う
反
論
は
と
り
あ
え
ず
傍
に
置
い
て
お
こ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
う
、
「
も
し
我
々
が
か
く
か
く
の
目
的
を
実
現
し
よ
う
と
欲
す
る

性
の
な
ら
、
我
々
は
一
定
の
手
段
を
我
が
身
に
引
き
受
け
る
こ
と
に
も
な
ろ
う
。
し
か
し
も
し
我
々
が
当
の
目
的
を
拒
み
た
く
思
う
の
な

同共
ら
、
ど
う
し
て
手
段
が
我
々
に
課
さ
れ
て
こ
よ
う
か
」
ｅ
賠
里
己
留
）
。
「
我
々
は
い
つ
で
も
、
自
分
の
利
益
を
そ
の
よ
う
な
［
同
時
に

と鍛
利
他
的
と
も
な
る
よ
う
な
］
も
の
と
し
て
考
え
る
気
は
な
い
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
な
ぜ
我
々
は
責
務
を
負
っ
て

滝
い
る
と
ま
だ
感
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
は
理
解
で
き
な
く
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
我
々
は
実
際
責
務
を
感
じ
て
い
る
…
…
」

おに
ｅ
忠
這
己
麗
）
。
こ
れ
が
謎
な
の
だ
。
相
変
わ
ら
ず
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
問
い
は
、
「
責
務
」
の
事
実
を
め
ぐ
っ
て
の
み
立
て
ら
れ
て
い
る
。

ｊ癖
な
お
注
意
す
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
以
上
の
よ
う
に
論
じ
る
芳
で
、
道
徳
に
関
す
る
知
性
的
な
諸
蔓
ｌ
義
務
の
正
当
化
、
論

に
理
的
整
合
化
、
討
議
ｌ
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
批
判
し
て
は
い
な
い
。
「
無
数
の
義
務
は
、
そ
れ
ぞ
れ
別
個
に
説
明
を
求
め
る
」

蔀
（
ロ
の
〕
望
や
縄
）
、
「
議
論
が
可
能
な
の
は
知
性
の
平
面
、
た
だ
こ
の
平
面
に
お
い
て
の
み
で
あ
り
、
反
省
や
分
析
、
自
分
や
他
人
と
の
議

律
論
な
し
に
は
、
完
全
な
道
徳
性
と
い
う
も
の
は
な
い
」
（
己
の
ｇ
、
弓
雪
）
。
そ
し
て
ま
た
、
諸
規
則
の
合
理
的
な
体
系
が
あ
っ
て
こ
そ
、

雲
考
察
の
無
益
な
反
復
を
省
略
で
き
、
さ
ま
ざ
ま
の
行
為
も
比
較
可
能
と
な
り
、
行
動
も
一
貫
し
た
も
の
に
な
る
と
い
う
こ
と
も
「
わ
ざ

第

わ
ざ
言
う
ま
で
も
な
い
ほ
ど
当
た
り
前
の
こ
と
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
ｅ
盟
里
ぢ
お
‐
ご
食
）
。
で
は
、
知
性
主
義
的
な
道
徳
論
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に
対
す
る
以
上
の
批
判
は
、
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。

繰
り
返
そ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
道
徳
に
お
い
て
特
に
着
目
し
て
い
る
の
は
、
あ
れ
こ
れ
の
規
範
や
そ
の
正
当
化
で
は
な
い
。
彼
に
と

っ
て
問
題
な
の
は
、
そ
も
そ
も
「
責
務
」
と
は
何
な
の
か
、
私
た
ち
の
欲
求
や
計
算
に
還
元
さ
れ
ず
、
し
か
も
私
た
ち
の
行
動
に
、
あ

る
い
は
私
た
ち
の
あ
り
方
そ
の
も
の
に
介
入
し
て
く
る
こ
の
「
力
」
は
い
っ
た
い
何
な
の
か
、
と
い
う
ま
さ
に
こ
の
点
な
の
だ
。
そ
し

て
多
く
の
道
徳
論
が
、
こ
の
問
い
を
問
い
と
し
て
立
て
な
か
っ
た
。
Ｉ
「
ど
う
し
て
我
々
は
従
っ
た
の
だ
ろ
う
？
こ
の
問
い
は
ほ
と

ん
ど
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
…
…
」
ｅ
田
ら
臼
）
。
そ
こ
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
不
満
が
あ
る
。
こ
の
奇
妙
な
ま
で
の
こ
だ
わ
り
が

示
す
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
道
徳
論
」
の
基
本
的
関
心
が
「
力
」
に
あ
っ
た
と
い
う
事
実
以
外
の
こ
と
で
は
あ
る
ま
い
。
ロ
ワ
ジ
ー

（
シ
、
ｇ
ご
）
の
批
判
に
対
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ほ
ど
「
二
源
泉
」
の
道
徳
論
の
関
心
を
明
示
す

る
文
章
は
な
い
だ
ろ
う
Ｉ

「
…
…
あ
な
た
が
言
う
道
徳
原
理
、
連
帯
（
⑮
。
置
画
『
愚
）
な
る
も
の
が
、
ど
う
し
て
そ
れ
自
体
で
責
務
を
課
す
も
の
と
な
り
得
る

の
か
、
私
に
は
分
か
ら
な
い
。
そ
ん
な
原
理
は
自
分
に
は
ど
う
で
も
い
い
、
ど
ん
な
場
合
で
も
自
分
は
個
人
的
利
益
の
こ
と
だ
け

を
考
え
て
い
き
た
い
の
だ
、
と
言
う
よ
う
な
者
に
あ
な
た
は
ど
う
応
じ
る
だ
ろ
う
。
彼
に
応
え
返
す
と
し
た
ら
、
自
分
が
そ
う
思

っ
て
い
る
ほ
ど
こ
の
原
理
は
ど
う
で
も
い
い
も
の
で
は
な
い
の
だ
と
示
し
て
み
せ
る
し
か
な
い
の
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
れ
は
、
お

そ
ら
く
行
為
の
時
に
し
か
現
れ
な
い
に
せ
よ
や
は
り
常
に
（
８
星
○
日
め
）
現
前
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
圧
す
力
あ
る
い
は
熱
望
の

、
、
、
、
、
、
、

力
（
さ
『
ｎ
の
凶
の
頁
。
且
の
ご
邑
○
屋
色
色
ｇ
冨
号
。
）
を
彼
に
働
き
及
ぼ
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
私
自
身
は
、
こ
れ
ら

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

の
力
の
探
求
へ
と
進
み
、
そ
れ
で
私
の
「
二
源
泉
」
へ
と
至
っ
た
の
だ
。
哲
学
的
問
題
の
す
べ
て
は
そ
こ
に
あ
る
。
道
徳
原
理
に
、

「
連
帯
」
で
あ
れ
他
の
何
で
あ
れ
、
何
ら
か
の
名
称
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
い
の
だ
。
こ
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さ
て
、
以
上
の
批
判
か
ら
同
時
に
明
ら
か
な
の
は
、
「
知
性
」
に
よ
る
判
断
の
、
本
質
的
な
く
遅
れ
〉
で
あ
る
。
あ
る
い
は
逆
に
言

っ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
注
目
す
る
「
力
」
が
、
私
た
ち
の
知
性
に
よ
る
あ
れ
こ
れ
の
判
断
に
先
行
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
知

性
主
義
の
諸
学
説
に
対
し
て
、
「
力
」
は
「
す
で
に
ａ
爵
）
」
「
常
に
（
芹
昌
○
員
の
）
」
「
先
在
（
ロ
鼠
①
×
陣
の
『
こ
し
て
お
り
、
道
徳
学
説

は
そ
れ
に
「
遅
れ
て
（
四
頁
肝
８
号
）
」
そ
れ
を
「
再
構
成
（
『
①
８
コ
⑱
三
宮
①
『
と
す
る
、
と
い
う
順
序
で
こ
と
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
知

性
は
最
高
立
法
者
で
は
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
あ
れ
こ
れ
の
規
範
に
優
劣
を
つ
け
よ
う
と
す
る
時
、
あ
る
い
は
あ
る
新
し
い
道
徳
が

告
げ
ら
れ
た
時
、
知
性
は
自
ら
だ
け
で
は
判
定
者
の
任
す
ら
果
た
し
得
な
い
。
「
知
性
と
い
う
も
の
が
価
値
の
差
異
を
見
種
も
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
あ
る
規
則
な
い
し
理
想
と
の
比
較
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
り
、
そ
し
て
理
想
と
規
則
は
必
然
的
に
、
そ
の
場
所
を
す
で

に
ａ
爵
）
占
め
て
い
る
道
徳
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
あ
る
道
徳
が
示
さ
れ
る
と
し
て
、
知
性
に
は
そ
の

優
越
性
を
そ
れ
と
し
て
認
め
る
こ
と
な
ど
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
」
ｅ
望
望
己
邑
。

相
当
に
シ
ニ
カ
ル
な
立
場
に
見
え
て
も
無
理
は
な
い
。
実
の
と
こ
ろ
は
、
私
た
ち
の
社
会
で
は
論
理
的
整
合
性
の
保
持
そ
の
も
の
が

一
定
の
規
範
と
し
て
成
立
し
て
い
る
以
上
、
道
徳
学
説
に
よ
る
再
構
成
は
全
く
の
名
目
的
作
業
で
は
な
く
、
一
定
の
規
範
形
成
能
力
を

有
し
て
い
る
。
だ
が
そ
の
こ
と
は
、
合
理
性
そ
の
も
の
に
「
責
務
」
の
原
因
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
知
性
の
担
い
得
る
責
務
的

性
格
は
あ
く
ま
で
派
生
的
な
も
の
で
あ
り
、
知
性
の
立
法
の
実
効
性
は
別
の
審
級
か
ら
や
っ
て
来
る
も
の
な
の
だ
。
知
性
に
よ
る
吟
味

は
、
常
に
す
で
に
存
在
し
て
い
る
「
責
務
」
、
そ
れ
も
特
定
の
あ
れ
こ
れ
の
規
則
に
は
還
元
さ
れ
な
い
総
体
と
し
て
の
「
責
務
」
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
が
「
責
務
の
全
体
（
８
口
且
の
ぎ
罠
恩
冒
ロ
）
」
ｅ
の
園
お
ぎ
ゞ
弓
お
湯
・
旨
お
召
．
９
．
謬
占
ミ
己
圏
）
と
呼
ぶ
力
の
下
で
、
事
後
的
に
、

ま
た
ロ
ー
カ
ル
に
、
行
わ
れ
る
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

（
８
）

れ
ま
で
こ
の
問
題
は
一
度
も
解
か
れ
て
い
な
い
」
。
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な
ぜ
そ
う
な
っ
て
し
ま
う
の
か
。
前
節
ま
で
の
考
察
が
、
す
で
に
答
を
準
備
し
て
い
よ
う
。
「
後
催
眠
」
の
被
験
者
が
、
自
分
の
行

為
の
理
由
を
「
事
後
」
的
に
栫
え
る
よ
う
に
、
知
性
主
義
的
道
徳
論
は
、
私
た
ち
が
蒙
っ
て
い
る
責
務
の
理
由
を
遅
れ
ば
せ
に
栫
え
る
。

催
眠
下
の
暗
示
や
、
優
美
あ
る
い
は
美
の
経
験
は
、
知
性
の
「
鰯
踏
」
や
「
計
算
」
を
経
由
せ
ず
に
、
直
接
私
た
ち
を
触
発
し
て
く
る
。

そ
こ
に
、
そ
れ
ら
の
経
験
に
本
質
的
な
、
抵
抗
不
可
能
性
が
生
じ
て
し
ま
う
ゆ
え
ん
が
あ
る
。
優
美
な
運
動
や
そ
れ
に
ま
つ
わ
る
「
リ

ズ
ム
」
は
、
私
た
ち
の
「
抵
抗
す
る
（
『
固
の
冨
貝
①
の
）
」
（
目
］
曼
邑
力
を
解
除
し
な
が
ら
、
一
試
論
」
が
か
す
か
に
論
じ
か
け
て
い
た

あ
の
「
固
有
の
意
志
」
に
直
接
関
わ
っ
て
く
る
。
そ
こ
に
生
じ
る
魅
力
や
感
情
、
そ
し
て
そ
こ
で
促
さ
れ
る
行
為
に
つ
い
て
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
そ
れ
ら
を
「
抗
い
難
い
（
司
段
の
号
ご
」
と
形
容
し
て
い
た
ｅ
ロ
ミ
届
皀
畠
苣
ｇ
ｏ
誤
解
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
私
の
意
志

に
対
抗
し
て
く
る
力
が
あ
ま
り
に
強
く
て
、
防
御
や
抵
抗
を
維
持
で
き
な
い
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
い
ま
問
題
に
な
っ
て
い
る
「
触

発
」
は
ま
ず
も
っ
て
、
私
に
対
し
て
「
も
の
」
や
「
対
象
」
の
よ
う
に
、
現
れ
る
の
で
は
な
い
。
対
象
と
し
て
現
れ
て
、
そ
れ
に
対
し

て
私
が
ど
う
応
じ
る
か
、
購
曙
と
選
択
の
時
間
を
確
保
で
き
る
よ
う
な
何
か
な
の
で
は
な
い
。
道
徳
に
お
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
探
る

「
力
」
に
つ
い
て
も
同
様
な
の
だ
。
知
性
が
遅
れ
る
の
は
、
こ
の
「
力
」
が
、
知
性
の
視
野
と
は
別
の
と
こ
ろ
か
ら
、
比
噛
的
に
言
え

ば
正
面
か
ら
で
は
な
く
側
面
や
背
後
か
ら
、
私
の
意
志
に
猶
予
な
し
に
直
接
関
わ
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
し
た
被
触
発
的

な
側
面
が
私
の
存
在
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。

こ
の
点
は
、
「
二
源
泉
」
の
道
徳
論
、
「
道
徳
的
責
務
」
の
理
論
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
。
も
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
語
る
「
力
」
が
、

私
に
抵
抗
し
て
く
る
「
力
」
、
対
立
に
お
い
て
働
く
「
力
」
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
、
そ
こ
に
「
道
徳
的
責
務
」
を
見
る
こ
と
は
で
き
な

か
っ
た
だ
ろ
う
。
そ
の
「
力
」
は
あ
く
ま
で
私
の
意
志
に
対
す
る
抵
抗
で
あ
っ
て
、
私
た
ち
は
実
際
そ
の
種
の
も
の
を
「
道
徳
的
責

務
」
と
は
呼
ば
な
い
。
「
道
徳
的
責
務
」
と
い
う
現
象
の
特
質
は
、
そ
れ
が
私
の
意
志
に
深
く
関
わ
っ
て
く
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、

同
時
に
、
そ
れ
が
む
し
ろ
私
の
内
側
か
ら
、
私
自
身
が
い
わ
ば
同
意
し
た
何
か
と
し
て
、
外
的
な
物
理
的
暴
力
な
ど
と
は
全
く
異
な
る
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習
慣
と
共
同
性

「
・
…
：
選
択
の
余
地
は
な
い
。
本
能
含
め
言
ｇ
）
と
習
慣
（
冨
冨
且
の
）
を
別
と
す
れ
ば
、
意
志
へ
の
直
接
の
作
用
（
画
８
８
号

性
『
の
ｇ
の
⑰
日
一
①
く
。
匡
一
○
一
『
）
と
し
て
は
、
感
性
（
の
①
。
号
旨
か
）
の
そ
れ
し
か
な
い
」
ｅ
餡
望
岸
ｇ
函
）
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
開
か
れ
た
」
道
徳

同共
と
そ
れ
に
不
可
分
な
「
呼
び
か
け
（
“
弓
①
三
に
つ
い
て
考
察
し
始
め
る
や
、
ま
ず
こ
う
断
定
す
る
。
私
た
ち
の
文
脈
へ
と
移
し
か
え

と峰
れ
ば
、
彼
が
言
っ
て
い
る
の
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
Ｉ
急
謹
の
通
路
は
二
つ
で
あ
る
。
｜
っ
は
「
本
達
な
い
し
曹
直
で

滝
あ
り
、
も
う
一
つ
は
「
感
性
」
で
あ
る
〉
。
こ
れ
だ
け
で
あ
れ
ば
む
し
ろ
あ
り
ふ
れ
た
主
張
に
も
見
え
よ
う
。
し
か
し
こ
の
命
題
こ
そ

陣
が
、
三
源
泉
」
の
さ
ま
ざ
ま
な
一
売
論
的
対
立
（
閉
じ
た
／
開
か
れ
た
、
静
的
／
動
的
）
の
経
験
的
な
土
台
を
な
し
て
い
る
の
だ
と

ｊ癖
私
た
ち
は
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
に
は
「
進
化
」
そ
の
他
に
お
け
る
考
察
の
延
長
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
要
素
も
多
い
（
本
能

に
と
知
性
の
区
別
、
静
止
と
運
動
と
の
区
別
、
等
々
）
。
だ
が
も
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
方
法
が
、
あ
る
発
想
の
直
線
的
延
長
に
よ
っ
て
で
は

罰
な
く
、
複
数
の
異
な
る
「
事
実
の
線
」
の
交
錯
に
よ
っ
て
進
む
「
交
会
測
量
法
」
的
な
も
の
（
両
、
ミ
巴
司
・
ロ
圏
９
百
畠
亜
》
、
｛
・
冨
函
巴
）
で

操
あ
る
と
し
た
ら
、
三
源
泉
」
に
は
、
単
な
る
そ
れ
ま
で
の
生
命
哲
学
の
延
長
で
は
な
い
、
別
個
の
「
事
実
の
線
」
の
引
き
直
し
が
含

華
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
新
し
い
線
の
一
つ
と
し
て
、
「
触
発
」
の
経
験
か
ら
引
か
れ
た
そ
れ
が
あ
る
、
と
私
た
ち
は
見

第三章／第三節

仕
方
で
働
い
て
く
る
と
い
う
点
に
、
ま
ず
は
あ
る
は
ず
だ
。

し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
閉
じ
た
社
会
」
の
「
閉
じ
た
道
徳
」
に
関
し
て
、
「
圧
力
（
胃
の
幽
○
口
匡
と
述
べ
て
い
る
で
は
な
い
か
、

と
問
わ
れ
よ
う
か
。
そ
の
通
り
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
二
源
泉
」
の
叙
述
に
も
う
少
し
細
か
く
立
ち
入
っ
て
考
察
を
続
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

る
の
で
あ
る
。
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「
習
慣
」
概
念
の
こ
う
し
た
含
意
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
が
考
察
す
べ
き
こ
と
は
、
本
質
的
な
点
に
お
い
て
は
す
で
に
述
べ

ら
れ
終
わ
っ
て
い
る
。
三
源
泉
」
は
、
「
物
質
と
記
憶
」
以
来
の
考
察
を
、
社
会
論
に
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
転
記
し
て
い
く
の
だ
。

た
わ
け
で
あ
る
。

私
た
ち
は
本
章
第
一
節
で
、
「
自
由
」
と
そ
の
程
度
、
「
私
」
と
い
う
感
受
的
存
在
そ
の
も
の
の
強
度
、
と
い
う
概
念
に
辿
り
着
い
て

い
た
。
ま
た
、
そ
の
「
程
度
」
や
「
強
度
」
の
規
定
に
直
接
関
わ
っ
て
く
る
触
発
的
な
諸
要
素
を
も
目
に
し
て
い
た
。
そ
し
て
い
ま
や

三
源
泉
」
は
「
意
志
へ
の
直
接
の
作
用
（
画
昌
○
二
・
月
ｇ
①
の
こ
こ
の
く
。
匡
冒
『
）
」
と
い
う
、
私
た
ち
が
「
触
発
」
の
語
で
考
察
し
て
き
た

次
元
の
出
来
事
を
主
題
化
し
始
め
て
い
る
。
「
触
発
」
の
様
態
に
は
二
つ
の
も
の
が
あ
る
こ
と
が
言
わ
れ
た
。
お
そ
ら
く
そ
れ
に
応
じ

て
、
共
同
性
の
様
態
に
も
二
つ
の
も
の
が
区
別
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
観
点
か
ら
本
節
で
は
ま
ず
、
「
本
能
と
習
慣
」
と
名
指
さ

れ
る
触
発
を
め
ぐ
っ
て
考
察
を
行
っ
て
お
こ
う
。
も
ち
ろ
ん
私
た
ち
人
間
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
「
習
慣
」
の
方
で
あ
る
。

「
習
慣
」
に
つ
い
て
は
、
本
研
究
の
第
二
章
で
立
ち
入
っ
た
考
察
が
す
で
に
行
わ
れ
た
。
そ
れ
は
、
注
意
的
再
認
に
先
行
し
て
、
所

与
の
同
定
と
そ
こ
に
関
わ
る
秩
序
を
再
認
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
、
本
質
的
に
「
感
覚
ｌ
運
動
」
的
で
あ
り
、
「
表
象

（
『
ｇ
畝
用
具
の
『
）
」
す
る
の
で
は
な
く
「
演
じ
る
言
こ
の
『
）
」
も
の
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
私
た
ち
の
身
体
上
の
行
為
や
所
作
に
直
結
す
る

も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
も
そ
れ
は
、
こ
の
運
動
的
再
認
を
介
し
て
、
非
人
称
的
で
あ
り
な
が
ら
「
馴
染
み
」
の
秩
序
に
私
た
ち
を
置
く

も
の
で
あ
り
、
こ
の
秩
序
の
内
部
で
私
を
す
で
に
一
定
の
「
役
割
」
を
「
演
じ
る
」
こ
と
へ
と
促
す
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
同
時
に
、

そ
れ
が
再
認
さ
せ
る
「
秩
序
」
を
通
じ
て
、
交
換
可
能
な
い
し
変
換
可
能
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
世
界
に
張
り
め
ぐ
ら
し
な
が
ら
、

世
界
に
可
能
的
他
者
を
配
置
し
、
む
し
ろ
私
を
そ
の
一
例
と
し
て
了
解
さ
せ
る
も
の
で
す
ら
あ
っ
た
（
第
二
章
第
二
節
の
註
２
参
照
）
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
「
習
慣
」
は
た
だ
の
反
復
癖
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
表
象
に
先
行
し
て
絶
え
ず
行
為
的
に
機
能

し
、
し
か
も
そ
れ
は
非
人
称
的
か
つ
公
共
的
な
世
界
を
一
定
の
秩
序
に
お
い
て
示
す
、
と
い
う
一
連
の
機
能
を
担
わ
さ
れ
た
も
の
だ
っ
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における触発と共同性ｊ癖
る
の
で
あ
り
、
私
た
ち
自
身
哩

仁
受
け
て
し
ま
っ
て
い
る
の
だ
。

第三章／第三節

「
そ
れ
［
責
務
］
は
、
完
全
に
具
体
的
に
な
れ
ば
、
我
々
の
立
場
（
亘
卸
、
の
）
が
社
会
に
お
い
て
我
々
に
割
り
当
て
て
く
る
役
割

（
＆
一
①
）
を
、
社
会
で
演
じ
て
含
匡
の
『
）
い
く
傾
向
性
、
あ
ま
り
に
習
慣
的
（
言
豆
冒
①
二
①
）
で
ほ
と
ん
ど
生
ま
れ
つ
き
（
目
冒
旦
一
①
）

と
も
見
え
る
ほ
ど
の
傾
向
性
に
、
一
致
し
て
し
ま
う
。
こ
の
傾
向
性
に
身
を
委
ね
て
い
る
限
り
は
、
我
々
は
そ
れ
を
ほ
と
ん
ど
感
じ
も

し
な
い
。
深
い
習
慣
が
ど
れ
を
と
っ
て
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
傾
向
性
が
強
圧
的
と
見
え
て
く
る
の
は
た
だ
、
我
々
が
そ
れ
か

ら
身
を
離
し
た
時
に
限
ら
れ
る
の
だ
」
ｅ
巴
更
邉
ｅ
。
私
た
ち
は
、
社
会
に
お
い
て
、
「
子
供
」
や
「
教
師
」
、
「
夫
」
や
「
市
民
」
「
労

働
者
」
等
々
の
「
役
割
」
を
割
り
当
て
ら
れ
な
が
ら
そ
れ
を
習
慣
的
に
演
じ
る
。
い
っ
た
ん
自
分
を
そ
の
「
役
割
」
に
同
一
化
し
て
し

ま
え
ば
、
そ
の
限
り
で
あ
れ
こ
れ
の
責
務
が
ほ
と
ん
ど
分
析
的
に
導
か
れ
て
く
る
。
「
役
割
」
を
定
義
す
る
の
は
、
も
と
も
と
一
定
の

社
会
的
行
為
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
「
家
族
の
中
で
生
活
す
る
時
、
自
分
の
仕
事
を
務
め
る
時
、
あ
る
い
は
日
常
生
活
の
無
数
の
用
事
を

こ
な
し
た
り
買
い
物
を
し
た
り
す
る
に
せ
よ
、
さ
ら
に
は
通
り
を
歩
き
、
あ
る
い
は
我
が
家
に
留
ま
っ
て
い
る
場
合
で
す
ら
、
我
々
は

さ
ま
ざ
ま
の
指
図
に
従
い
、
さ
ま
ざ
ま
の
責
務
に
服
す
る
し
か
な
い
」
ｅ
曾
里
忠
ｓ
ｏ
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
役
割
」
概
念
は
過
度
な
ま
で

に
広
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
が
過
度
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
自
然
に
、
私
た
ち
の
行
為
は
、
社
会
の
中

で
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
さ
れ
る
あ
れ
こ
れ
の
行
為
と
し
て
分
節
さ
れ
、
規
定
さ
れ
、
名
づ
け
ら
れ
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
演
じ
ら
れ
て
い

る
の
で
あ
り
、
私
た
ち
自
身
は
社
会
が
用
意
す
る
あ
れ
こ
れ
の
「
役
割
」
を
さ
ま
ざ
ま
に
、
し
か
し
こ
れ
も
同
程
度
に
自
然
に
、
引
き

「
習
慣
」
が
、
一
定
の
予
期
を
含
意
し
、
一
般
的
な
リ
ア
ク
シ
ョ
ン
を
与
え
る
こ
と
で
「
再
認
」
の
基
礎
を
な
し
て
い
た
の
と
同
じ

理
由
で
、
私
た
ち
は
互
い
に
互
い
の
「
役
割
」
を
ご
く
自
然
に
予
期
し
、
ま
た
そ
の
予
期
に
応
じ
な
が
ら
、
互
い
に
再
認
可
能
な
存
在

と
し
て
社
会
の
メ
ン
バ
ー
を
な
す
。
再
び
「
二
源
泉
」
冒
頭
を
読
ん
で
み
よ
う
ｌ
「
ど
う
し
て
我
々
は
従
っ
た
の
だ
ろ
う
？
こ
の

問
い
は
ほ
と
ん
ど
立
て
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。
我
々
は
両
親
や
教
師
の
言
う
こ
と
を
聞
く
習
慣
を
身
に
つ
け
て
し
ま
っ
て
い
た
の
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で
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
き
ち
ん
と
感
じ
取
っ
て
い
た
、
そ
れ
は
彼
ら
が
両
親
で
あ
り
、
教
師
で
あ
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
を
。
だ
か

ら
、
我
々
の
目
か
ら
す
れ
ば
、
彼
ら
の
権
威
が
由
来
す
る
の
は
、
彼
ら
自
身
で
あ
る
よ
り
も
、
我
々
に
対
し
て
の
彼
ら
の
位
置
（
⑱
旨
．

農
○
口
の
）
で
あ
っ
た
の
だ
。
彼
ら
は
一
定
の
場
所
言
胃
①
）
を
占
め
て
い
た
。
命
令
は
そ
こ
か
ら
発
し
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
浸

透
力
は
、
命
令
が
別
の
場
所
か
ら
発
し
て
い
た
と
し
た
ら
そ
れ
ほ
ど
の
も
の
で
も
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
」
ｅ
臼
お
ｇ
ｏ
な
ぜ
問
い

が
ほ
と
ん
ど
立
て
ら
れ
な
い
の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
は
こ
こ
で
働
い
て
い
る
「
習
慣
」
が
、
そ
の
本
性
上
、
表
象
と
そ
こ
か
ら
始
ま
る

知
性
的
熟
考
へ
で
は
な
く
、
端
的
に
行
為
に
よ
る
反
応
へ
と
続
く
も
の
だ
か
ら
だ
（
具
．
因
Ｑ
念
哉
弓
．
ロ
田
望
９
ｓ
。
そ
し
て
私
た
ち
に

届
く
禁
止
の
命
令
は
、
さ
し
あ
た
り
は
あ
れ
こ
れ
の
人
間
か
ら
発
さ
れ
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
こ
の
場
合
、
そ
の
人
間
の
口
は
い
わ

ば
通
路
な
の
で
あ
り
、
禁
止
の
権
威
は
「
彼
ら
自
身
」
で
は
な
く
、
彼
ら
の
「
位
置
」
か
ら
、
つ
ま
り
（
両
親
や
教
師
と
い
う
）
「
役

割
」
に
付
帯
す
る
も
の
と
し
て
、
本
質
的
に
は
非
人
称
的
な
命
令
と
し
て
、
私
た
ち
に
届
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
受
け

取
る
私
た
ち
各
人
も
ま
た
、
そ
れ
ぞ
れ
自
分
の
「
位
置
」
「
場
所
」
に
就
い
て
い
る
。
こ
こ
で
社
会
を
構
成
し
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ

れ
の
「
役
割
」
を
演
じ
て
い
る
人
格
と
は
、
日
常
的
知
覚
対
象
に
つ
い
て
言
わ
れ
た
よ
う
な
〈
一
般
性
と
不
可
分
な
個
体
〉
の
一
種
、

す
な
わ
ち
不
定
冠
詞
つ
き
の
「
ひ
と
り
の
市
民
」
「
ひ
と
り
の
教
師
」
と
い
っ
た
存
在
で
し
か
な
い
わ
け
で
あ
り
、
し
か
し
ま
さ
に
そ

の
限
り
で
、
各
人
に
は
こ
の
社
会
の
構
成
要
素
と
し
て
「
権
威
」
を
配
分
さ
れ
、
各
人
は
相
互
の
予
期
を
道
徳
的
な
要
求
と
し
て
他
者

に
差
し
向
け
得
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
私
た
ち
が
発
し
、
私
た
ち
が
受
け
取
る
禁
止
の
声
は
、
私
た
ち
の
役
割
的
存
在
と
同
じ
く
、

非
人
称
的
な
シ
ス
テ
ム
の
構
成
要
素
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

意
志
に
直
接
作
用
す
る
も
の
と
し
て
の
「
習
慣
」
が
組
織
す
る
社
会
と
は
、
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
の
日
常
の
至
る

と
こ
ろ
で
、
ほ
と
ん
ど
微
視
的
な
仕
方
で
働
き
な
が
ら
、
「
習
慣
」
は
私
た
ち
を
共
同
性
へ
と
連
接
す
る
。
た
だ
し
繰
り
返
せ
ば
、
こ

の
共
同
性
は
、
各
人
の
固
有
性
ｌ
そ
れ
ぞ
れ
の
「
持
続
」
と
「
内
在
」
ｌ
を
い
わ
ば
譲
り
渡
し
な
が
ら
、
個
体
的
差
異
を
、
せ
い
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ぜ
い
「
有
機
的
連
帯
」
内
部
の
一
般
的
諸
項
の
差
異
、
つ
ま
り
は
異
な
り
な
が
ら
も
む
し
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
相
互
依
存
を
強
め
る
「
分

業
」
的
な
差
異
へ
と
平
板
化
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
「
し
か
な
い
」
と
は
言
う
も
の
の
、
し
か
し
私
た
ち
に
は
本
源
的
な
弱
さ
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
あ
り
、
「
自
ら
を
何

ら
か
の
堅
固
な
も
の
に
結
び
つ
け
」
な
け
れ
ば
、
「
衝
動
と
気
ま
ぐ
れ
と
後
悔
に
満
ち
た
生
」
に
む
し
ろ
落
ち
込
む
と
い
う
の
が
事
実

で
あ
っ
て
み
れ
ば
ｅ
里
お
皇
、
共
同
性
へ
の
こ
う
し
た
自
己
譲
渡
は
、
「
計
算
」
の
言
葉
で
言
う
な
ら
、
全
く
の
損
失
で
は
な
い
。

「
二
源
泉
」
は
こ
の
点
に
関
し
て
い
く
ぶ
ん
（
「
試
論
』
に
も
似
た
）
ぺ
シ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
傾
き
を
持
つ
が
、
「
笑
竺
や
『
進
化
」

（
９
）

が
述
べ
る
こ
と
に
従
え
ば
、
私
た
ち
が
社
会
を
形
成
す
る
こ
と
は
、
互
い
が
生
命
の
力
動
性
を
失
っ
て
単
な
る
オ
ー
ト
マ
テ
ィ
ス
ム
に

性
落
ち
込
ん
で
し
ま
わ
な
い
た
め
の
（
少
な
く
と
も
次
善
の
）
方
策
で
も
あ
り
、
身
体
が
私
た
ち
に
と
っ
て
の
「
生
の
注
意
」
の
器
官
と

同共
し
て
必
須
で
あ
る
の
と
同
様
、
以
上
の
よ
う
な
社
会
も
ま
た
、
単
な
る
否
定
的
な
存
在
に
と
ど
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て

と錐
の
私
た
ち
の
態
度
も
、
だ
か
ら
、
単
な
る
不
本
意
な
妥
協
や
服
従
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
社
会
に
対
す
る
私
た
ち
の
態
度

褐
は
、
あ
る
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
「
潜
在
的
に
与
え
ら
れ
た
同
意
（
８
口
い
の
具
の
ョ
の
具
と
ｅ
巴
ミ
忠
ご
と
も
描
き
得
る
も
の
だ
ろ
う
。

おに
た
だ
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
「
同
意
」
は
、
契
約
論
的
な
同
意
で
は
な
い
。
私
た
ち
が
前
も
っ
て
利
害
の
「
計
算
」
を
行
っ
て
選
択

ｊ癖
す
る
事
柄
で
は
な
い
（
そ
ん
な
も
の
か
ら
ど
う
し
て
「
責
務
」
が
出
て
こ
よ
う
）
。
し
か
も
こ
の
「
同
意
」
は
、
論
理
的
に
言
う
限
り

に
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る
「
契
約
」
や
「
規
約
」
が
道
徳
的
規
範
性
を
そ
な
え
つ
つ
成
立
し
機
能
す
る
そ
の
前
提
の
位
置
に
あ
る

誠
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
そ
れ
自
身
は
、
単
な
る
利
害
計
算
の
結
論
で
も
な
い
ば
か
り
か
、
道
徳
的
な
責
務
の
一
つ
と
し
て
課
さ
れ
て
く

操
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
あ
る
い
は
ま
さ
に
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
な
し
く
ず
し
に
果
た
さ
れ
て
し
ま
う
同
意
、
「
習
慣
」

琴
と
い
う
形
で
抵
抗
が
解
除
さ
れ
て
ご
く
自
然
に
、
そ
れ
と
意
識
す
る
こ
と
も
な
く
服
従
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
で
成
り
立
つ
「
同

第

意
」
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
ま
た
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
は
、
事
後
に
や
っ
て
く
る
知
性
に
と
っ
て
は
「
潜
在
的
」
な
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非
人
称
（
化
）
的
な
触
発

し
か
し
「
我
々
が
そ
れ
か
ら
身
を
離
し
た
時
」
ｅ
の
局
お
ぎ
）
に
は
、
ご
く
自
然
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
傾
向
性
は
や
は
り
「
強
圧
的
」

な
相
貌
と
共
に
私
た
ち
に
の
し
か
か
っ
て
く
る
。
以
上
で
描
か
れ
る
よ
う
な
「
習
慣
」
は
、
そ
れ
だ
け
で
見
る
な
ら
「
放
任
」
や
「
投

げ
や
り
」
ｅ
凹
望
９
ｓ
と
記
述
で
き
る
ほ
ど
に
、
私
た
ち
の
行
為
を
、
あ
る
い
は
思
考
を
、
自
然
な
仕
方
で
導
い
て
い
く
。
こ
こ
で

「
責
務
」
は
、
「
習
慣
の
よ
う
な
仕
方
で
（
竺
國
日
自
筋
『
①
亀
目
の
冨
冨
且
の
）
意
志
に
の
し
か
か
っ
て
」
ｅ
曾
迫
邉
巴
い
る
わ
け
だ
が
、

そ
れ
は
言
い
換
え
れ
ば
、
一
方
で
、
「
責
務
」
は
私
た
ち
の
意
志
に
対
す
る
対
象
、
意
志
が
「
抵
抗
」
可
能
な
対
象
と
し
て
現
れ
る
の

で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
他
方
で
、
そ
う
し
て
「
責
務
」
が
し
つ
ら
え
た
「
習
慣
」
と
い
う
滑
ら
か
な
ル
ー
ト
を
外
れ
れ

ば
直
ち
に
「
責
務
」
は
本
来
の
「
力
」
を
そ
れ
と
し
て
示
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
力
」
を
そ
れ
と
し
て
意
識
さ
せ
る
だ
ろ
う
、
主

客
の
ず
れ
を
、
こ
こ
で
働
い
て
い
る
「
力
」
は
、
自
ら
抹
消
す
る
よ
う
に
働
き
な
が
ら
、
自
ら
の
存
在
を
隠
す
。
私
た
ち
を
触
発
し
な

「
同
意
」
と
も
見
え
て
し
ま
う
よ
う
な
、
極
め
て
両
義
的
な
「
同
意
」
な
の
だ
。
し
か
し
一
度
成
り
立
っ
て
し
ま
え
ば
、
こ
の
「
同

意
」
は
、
そ
れ
が
「
習
慣
」
に
具
体
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
そ
の
由
来
す
る
と
こ
ろ
を
洩
ら
し
、
過
去
へ
と
割
り
振
ら
せ
る
よ
う

な
痕
跡
を
全
く
自
ら
に
残
さ
」
ず
、
そ
れ
ゆ
え
に
「
私
は
そ
れ
を
生
得
的
（
言
晟
①
）
だ
と
も
思
う
」
言
冨
圏
茜
蹟
‐
隠
己
よ
う
な
自
明

性
を
帯
び
る
の
で
あ
る
。
「
こ
こ
で
は
も
の
が
よ
く
見
え
な
い
わ
」
と
言
い
な
が
ら
ラ
ン
プ
の
シ
ェ
ー
ド
を
取
る
被
験
者
の
よ
う
に
、

私
た
ち
は
そ
れ
を
自
分
の
本
来
の
意
志
で
あ
り
、
理
由
に
裏
づ
け
ら
れ
た
合
理
的
選
択
で
あ
る
と
認
め
る
の
だ
。

こ
う
し
て
、
一
種
の
理
念
化
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
共
同
性
と
は
、
そ
れ
自
体
ご
く
自
動
的
に
働
く
メ
カ
ニ
ス
ム
と
し
て
示
さ
れ
る
。

そ
の
作
動
様
態
を
記
述
す
る
た
め
に
は
、
こ
と
さ
ら
に
「
触
発
」
や
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
言
う
「
圧
力
（
頁
の
閉
ざ
。
こ
の
語
な
ど
を
持
ち

出
す
必
要
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
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第三章／第三節「二源泉」における触発と共同性

が
ら
、
「
習
慣
」
を
私
た
ち
の

を
与
え
な
い
ま
ま
、
そ
し
て
桶

的
存
在
と
し
て
動
か
す
の
だ
。

こ
う
し
た
確
認
の
上
で
、
一

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
し

こ
う
し
た
確
認
の
上
で
、
ベ

を
私
た
ち
の

ル
ク
ソ
ン
は
以
上
の
考
察
が
与
え
る
「
事
実
の
線
」
を
、
『
進
化
」
で
確
保
し
た
生
命
論
と
接
合
す
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
力
」
は
、
も
し
私
た
ち
に
自
ら
の
自
由
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
私
た
ち
を
有
機
体
内
の

細
胞
、
自
分
の
巣
の
中
の
働
き
蟻
の
よ
う
に
、
シ
ス
テ
ム
に
完
全
に
適
合
し
た
要
素
と
し
て
形
成
し
お
お
せ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
し
て

実
際
、
こ
の
「
力
」
は
、
私
た
ち
を
そ
う
し
た
存
在
に
形
成
す
る
方
向
へ
と
働
く
。
こ
こ
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
こ
の
「
力
」
を
、
生
命

一
般
に
お
い
て
働
い
て
い
る
そ
れ
へ
と
結
び
つ
け
る
理
由
が
あ
る
。
知
性
的
な
計
算
を
行
え
る
存
在
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
服
さ
な

い
要
素
を
私
た
ち
は
引
き
ず
っ
て
い
る
。
エ
ゴ
イ
ズ
ム
を
語
り
得
る
程
度
に
自
ら
の
個
体
性
を
有
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
還
元
さ
れ
な
い

不
分
明
な
前
個
体
性
の
層
を
私
た
ち
は
引
き
ず
っ
て
い
る
。
「
力
」
が
私
た
ち
に
関
わ
っ
て
く
る
の
は
そ
こ
に
対
し
て
で
あ
る
。
本
能

を
模
す
る
が
ご
と
き
「
習
慣
」
を
私
た
ち
に
お
い
て
形
成
し
よ
う
と
す
る
「
力
」
が
あ
り
、
そ
れ
を
自
然
に
受
け
入
れ
る
キ
ャ
パ
シ
テ

ィ
が
私
た
ち
の
う
ち
に
は
用
意
さ
れ
て
い
る
。
「
そ
れ
［
本
来
の
意
味
で
の
責
務
］
が
含
意
し
て
い
る
の
は
、
個
体
と
社
会
と
が
互
い
に

区
別
さ
れ
な
い
事
態
の
こ
と
だ
」
ｅ
麗
皇
ご
ｇ
）
。
こ
の
事
態
を
そ
の
よ
う
に
設
定
し
た
の
は
誰
で
も
な
い
、
自
然
で
あ
り
生
命
で
あ

る
。
蟻
で
あ
れ
ば
、
そ
の
個
体
性
は
す
っ
か
り
こ
の
「
力
」
に
服
し
て
お
り
、
「
力
」
は
「
力
」
と
し
て
感
知
さ
れ
も
し
な
い
だ
ろ
う
。

私
た
ち
に
お
い
て
そ
れ
と
異
な
る
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
「
力
」
に
対
し
て
一
定
の
距
離
を
置
け
る
、
「
抵
抗
」
で
き
る
、
と
い

う
点
で
あ
り
、
そ
の
時
「
力
」
は
「
抵
抗
へ
の
抵
抗
」
と
し
て
意
識
の
対
象
と
な
る
。
自
己
隠
蔽
的
な
「
力
」
が
、
一
瞬
そ
の
姿
を
現

す
わ
け
だ
。

こ
の
現
れ
に
お
い
て
開
示
さ
れ
る
「
力
」
は
、
私
た
ち
の
個
体
性
を
失
わ
せ
、
意
識
的
主
題
化
を
抑
圧
す
る
方
向
を
持
つ
も
の
と
し

内
部
に
し
つ
ら
え
る
こ
と
で
、
そ
れ
は
ご
く
自
然
に
、
「
な
ぜ
」
と
い
う
問
い
を
立
て
さ
せ
る
き
っ
か
け

宝
そ
し
て
知
性
の
吟
味
と
「
計
算
」
を
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト
し
つ
つ
、
私
た
ち
を
ほ
と
ん
ど
単
な
る
「
感
覚
ｌ
運
動
」
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て
、
ま
ず
「
圧
力
」
と
し
て
、
そ
し
て
「
非
人
称
化
」
的
な
も
の
と
し
て
、
経
験
さ
れ
る
。
そ
れ
が
形
成
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、

先
に
述
べ
た
よ
う
な
共
同
性
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
私
た
ち
は
自
ら
の
人
称
性
や
自
由
を
い
わ
ば
譲
り
渡
し
、
そ
の
こ
と
で
、
あ
る

全
体
の
構
成
部
分
と
な
る
。
私
た
ち
は
ま
た
、
あ
る
い
は
端
的
な
共
通
性
の
担
い
手
と
な
っ
た
り
、
あ
る
い
は
差
異
を
分
け
持
ち
な
が

ら
か
え
っ
て
そ
の
こ
と
で
有
機
体
的
な
連
繋
を
強
め
た
り
す
る
。
そ
の
共
同
体
に
お
い
て
は
、
習
慣
化
し
た
予
期
が
充
実
さ
れ
る
と
い

う
、
あ
の
再
認
の
円
環
が
成
り
立
っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
私
た
ち
は
自
分
自
身
を
そ
の
共
同
体
に
反
映
し
、
そ
こ
に
自
ら
の
像
を
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
か
っ
て
の
美
学
講
義
が
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、
そ
こ
に
は
一
定
の
「
生
の
拡
大
」
が
あ
る
。
「
家
族
に
お

け
る
情
動
や
愛
国
心
」
す
ら
、
こ
の
延
長
線
上
で
考
え
得
る
だ
ろ
う
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
、
私
た
ち
が
自
分
を
そ
こ
に
再
認
し
、
お
そ

ら
く
は
だ
か
ら
こ
そ
、
鏡
像
に
見
惚
れ
る
ご
と
く
に
「
自
分
を
忘
れ
る
（
。
。
こ
の
。
匡
昌
①
『
。
◎
匡
切
，
目
の
目
①
の
）
」
こ
と
の
で
き
る
、
そ
の
よ
う

な
共
同
体
な
の
だ
。
そ
し
て
さ
ら
に
敷
術
し
て
よ
け
れ
ば
、
こ
の
共
同
「
体
」
（
８
召
の
）
と
は
、
各
人
が
そ
の
「
習
慣
」
的
な
身
体
と

い
う
表
層
に
お
い
て
相
互
に
連
接
し
な
が
ら
構
成
し
て
い
く
と
こ
ろ
の
、
一
つ
の
拡
大
さ
れ
た
「
感
覚
ｌ
運
動
」
的
身
体
で
あ
る
と
見

る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
『
物
質
と
記
憶
」
で
も
、
私
た
ち
の
身
体
そ
の
も
の
が
す
で
に
諸
部
分
の
共
同
体
Ⅱ
共
働
体
と
し
て
描
か
れ
て

お
り
（
冨
冨
留
高
ｇ
、
「
身
体
全
体
（
８
ｓ
め
８
具
の
目
の
『
Ⅱ
団
体
全
体
）
」
へ
の
協
力
に
参
与
す
る
諸
部
分
は
、
自
ら
の
利
害
と
全
体
の

そ
れ
と
の
ず
れ
か
ら
強
い
ら
れ
る
「
ロ
ー
カ
ル
な
努
力
」
に
つ
い
て
は
そ
れ
を
単
に
「
苦
痛
ａ
ｏ
巳
①
胃
）
」
と
し
て
経
験
す
る
し
か
な

か
っ
た
。
三
源
泉
」
で
も
、
個
体
の
抵
抗
は
、
「
抵
抗
へ
の
抵
抗
」
と
い
う
（
時
に
苛
烈
な
）
圧
迫
と
苦
悶
の
経
験
を
引
き
起
こ
さ
ず

に
は
い
な
い
。
こ
こ
に
あ
る
ア
ナ
ロ
ジ
ー
は
、
偶
然
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
有
機
体
的
な
共
同
性
と
は
、
そ
の
規
模
に
関
わ
ら
ず
、

そ
う
し
た
も
の
で
し
か
あ
り
得
な
い
の
だ
。

だ
が
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
『
二
源
泉
」
は
「
家
族
」
や
「
祖
国
」
へ
の
愛
着
と
は
別
の
「
人
類
愛
」
を
口
に
し
、
そ
こ
に
「
本
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性
の
差
異
」
を
刻
ん
で
い
た
。
メ
ン
バ
ー
が
そ
こ
に
自
ら
を
映
し
見
る
よ
う
な
共
同
体
を
「
閉
じ
た
社
会
」
と
し
て
描
き
な
が
ら
、
そ

れ
と
は
根
本
的
に
異
な
る
も
の
と
し
て
の
「
開
か
れ
た
社
会
」
を
『
二
源
泉
」
は
語
ろ
う
と
し
て
い
た
。
そ
こ
に
は
、
以
上
と
は
全
く

別
種
の
考
察
を
求
め
る
異
質
な
事
象
が
あ
る
は
ず
で
あ
り
、
だ
か
ら
こ
そ
「
二
源
泉
」
は
書
か
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ

れ
を
私
た
ち
の
文
脈
か
ら
言
い
直
せ
ば
、
こ
れ
ま
で
辿
っ
て
き
た
の
と
は
本
性
上
異
な
る
よ
う
な
「
触
発
」
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

組
織
さ
れ
て
い
く
こ
れ
ま
た
独
自
の
共
同
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。

次
節
で
は
、
触
発
の
そ
の
も
う
一
つ
の
様
態
、
「
本
能
や
習
慣
」
で
は
な
く
「
感
性
」
に
関
わ
る
触
発
を
扱
お
う
。
そ
れ
は
す
な
わ

ち
、
「
圧
力
」
と
し
て
機
能
す
る
非
人
称
的
か
つ
非
人
称
化
的
な
力
と
は
別
の
種
類
の
触
発
、
す
な
わ
ち
「
呼
び
か
け
」
と
い
う
触
発

性
を
論
じ
る
こ
と
で
あ
る
ｌ
「
自
然
的
責
務
と
は
圧
力
官
の
⑳
の
ざ
。
）
な
い
し
推
力
言
。
宮
切
総
の
）
で
あ
る
の
に
対
し
、
十
全
で
完
壁
な

同共
道
徳
の
う
ち
に
は
、
一
つ
の
呼
び
か
け
（
四
ｇ
の
一
）
が
あ
る
」
ｅ
圏
ミ
己
邑
。
「
圧
力
」
と
い
う
触
発
が
、
私
た
ち
の
中
に
「
習
慣
」

と鑑
を
成
立
さ
せ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
た
ち
の
意
志
そ
の
も
の
を
か
た
ち
取
り
つ
つ
導
く
よ
う
に
、
こ
の
「
呼
び
か
け
」
と
い
う
感
性
的
な

媚
触
発
は
、
直
接
の
結
果
と
し
て
「
情
動
」
を
生
む
は
ず
だ
。
詳
論
は
次
節
に
回
す
と
し
て
、
「
呼
び
か
け
」
と
「
情
動
」
の
概
念
を
こ

おに
れ
ま
で
の
考
察
と
結
び
つ
け
な
が
ら
、
あ
る
程
度
の
導
入
を
済
ま
せ
て
お
こ
う
。

ｊ癖
「
情
動
」
が
い
か
に
私
た
ち
の
意
志
を
直
接
動
か
す
か
、
三
源
泉
」
は
そ
の
点
に
つ
い
て
、
再
び
音
楽
な
ど
を
例
に
用
い
な
が
ら

に
語
っ
て
い
る
。
「
こ
れ
は
例
え
ば
、
音
楽
的
情
動
に
お
い
て
生
じ
る
こ
と
だ
。
我
々
が
音
楽
を
聴
い
て
い
る
間
、
我
々
は
音
楽
が
我
々

劃
に
暗
示
（
の
匡
隠
野
の
『
）
し
て
く
る
以
外
の
こ
と
を
意
志
で
き
ず
、
し
た
が
っ
て
仮
に
じ
っ
と
聴
き
入
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
ら
、

律
我
々
は
自
然
に
、
必
然
的
に
（
目
冒
『
里
一
①
ョ
の
貝
ゞ
愚
８
協
巴
『
①
ョ
の
具
）
行
為
を
始
め
て
い
た
は
ず
だ
と
思
わ
れ
る
の
だ
」
（
ロ
盟
望
ご
ｇ
）
。

雲
「
自
然
に
」
と
「
必
然
的
に
」
と
が
奇
妙
に
も
重
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
気
づ
か
れ
よ
う
。
こ
こ
で
働
い
て
い
る
「
力
」
は
、
こ
れ
も

第

ま
た
、
私
た
ち
に
正
面
か
ら
抵
抗
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
「
自
然
」
さ
を
壊
す
こ
と
な
く
、
私
た
ち
自
身
の
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ベ
ル
ク
ソ
ン
が
こ
こ
で
語
ろ
う
と
し
て
い
る
事
態
は
、
私
た
ち
に
と
っ
て
見
覚
え
の
あ
る
も
の
だ
ろ
う
。
「
呼
び
か
け
」
が
私
た
ち

を
触
発
し
、
お
そ
ら
く
は
私
た
ち
の
「
最
も
深
い
」
と
こ
ろ
に
触
れ
な
が
ら
、
「
情
動
」
を
そ
こ
に
喚
起
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
私
た

ち
は
、
抵
抗
で
き
な
い
、
と
い
う
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
「
抵
抗
し
よ
う
と
欲
し
な
い
」
。
こ
れ
は
、
催
眠
と
暗
示
か
ら
は
じ
ま
っ
て
、

意
志
の
よ
う
に
働
き
つ
つ
、
か
え
っ
て
そ
れ
ゆ
え
に
あ
る
意
味
で
「
必
然
的
」
に
、
自
ら
を
完
遂
す
る
も
の
な
の
だ
。
私
た
ち
は
情
動

の
外
に
立
て
な
い
。
「
本
当
の
こ
と
を
言
え
ば
、
音
楽
が
そ
れ
ら
の
感
情
を
我
々
の
う
ち
に
導
き
入
れ
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
音
楽

は
、
通
り
が
か
り
の
者
を
ダ
ン
ス
の
輪
に
促
し
入
れ
る
よ
う
に
、
我
々
を
感
情
の
う
ち
へ
と
導
き
入
れ
る
の
だ
」
（
琴
ミ
・
）
。
そ
し
て
新

し
い
道
徳
を
告
げ
る
者
た
ち
も
、
こ
の
よ
う
な
音
楽
家
と
同
じ
仕
方
で
私
た
ち
に
関
わ
り
、
私
た
ち
を
行
動
へ
と
誘
っ
て
く
る
。
「
情

動
」
の
作
用
様
態
を
叙
述
し
た
一
節
を
見
て
み
よ
う
。

「
思
弁
は
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
た
っ
た
一
つ
の
責
務
す
ら
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
似
た
も
の
す
ら
何
ら
生
み
出
し
は
し
な
い

だ
ろ
う
。
理
論
の
美
し
さ
な
ど
は
重
要
で
は
な
い
。
私
は
い
つ
で
も
そ
れ
を
受
け
入
れ
な
い
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
し
、
そ
し
て

仮
に
受
け
入
れ
て
も
、
相
変
わ
ら
ず
自
分
の
好
き
な
よ
う
に
自
由
に
振
る
舞
う
つ
も
り
だ
と
言
う
こ
と
だ
ろ
う
。
し
か
し
も
し
、

情
動
的
雰
囲
気
（
昏
冒
○
ｍ
ｇ
野
の
里
か
ョ
昌
○
己
）
が
そ
こ
に
あ
っ
て
、
も
し
私
が
そ
れ
を
吸
い
込
ん
で
（
『
の
の
宮
『
の
『
）
し
ま
っ
て
お
り
、

情
動
が
私
に
浸
み
入
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
私
は
そ
の
情
動
に
従
っ
て
、
そ
の
情
動
に
持
ち
上
げ
ら
れ
つ
つ
（
の
里
○
．
農
①
》
の
。
巳
の
乱

冨
門
の
庁
）
行
為
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
強
制
で
も
必
然
で
も
な
く
、
私
が
抵
抗
し
よ
う
と
欲
す
る
こ
と
も
な
い
あ
る
傾
向
性
の
力

に
よ
っ
て
（
ｚ
ｇ
ｇ
の
８
．
耳
凰
具
○
匡
愚
ｏ
の
協
嚴
ゞ
昌
凰
、
ｇ
く
①
再
匡
堅
目
の
ご
ｏ
冒
畏
ざ
邑
習
且
匡
①
二
ｇ
①
ご
⑦
ぐ
。
且
『
巴
め
園
の
『
段
の
扇
『
）
」

（
ロ
の
急
芦
旨
望
。
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、
、

優
美
や
美
的
感
情
の
経
験
、
そ
し
て
恩
寵
に
ま
で
至
る
一
群
の
現
象
に
共
通
し
て
見
ら
れ
、
そ
の
点
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
関
心
を
惹
い
て

き
た
事
態
の
、
も
う
一
つ
の
事
例
な
の
で
あ
る
。
「
試
論
」
が
、
私
の
過
去
の
経
験
を
回
顧
的
に
因
果
的
系
列
と
し
て
組
織
す
る
と
こ

ろ
の
「
心
的
引
力
の
現
象
（
号
め
ｇ
ｇ
ｏ
ョ
ｇ
の
且
雲
酋
詳
国
ｎ
号
．
扇
旨
三
号
①
）
」
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
こ
と
を
こ
こ
で
想
起
し
て
も
よ
い
。

な
ぜ
な
ら
三
源
泉
」
は
再
び
、
「
呼
び
か
け
」
と
「
情
動
」
に
よ
る
力
を
叙
述
す
る
時
に
、
そ
れ
を
ま
さ
に
「
引
力
（
員
３
。
，

９
．
こ
と
し
て
描
く
か
ら
で
あ
る
ｅ
閉
ミ
ご
ぎ
ふ
望
呂
圏
と
里
ｇ
認
輿
冒
朋
言
）
。
こ
こ
に
同
じ
問
題
系
の
継
続
、
事
柄
の
上
で
の
共

通
性
を
見
た
と
し
て
も
、
決
し
て
窓
意
的
な
読
解
に
は
な
る
ま
い
。

し
か
し
、
「
呼
び
か
け
」
を
論
じ
始
め
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
強
調
す
る
の
は
一
面
で
は
確
か
に
そ
う
し
た
共
通
性
で
は
あ
る
も
の
の
、

性
そ
こ
で
は
む
し
ろ
こ
の
「
呼
び
か
け
」
と
い
う
触
発
の
固
有
性
が
重
要
に
な
っ
て
い
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
先
の
「
圧
力
」
と
「
習
慣
」

同共
と
は
本
性
上
異
な
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
「
呼
び
か
け
」
や
「
情
動
」
は
、
明
白
な
対
立
の
下
に
論
じ
ら
れ
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
の
対

と鱸
立
は
そ
の
ま
ま
、
「
閉
じ
た
道
徳
」
と
「
開
か
れ
た
道
徳
」
、
「
閉
じ
た
社
会
」
と
「
開
か
れ
た
社
会
」
な
ど
の
、
「
二
源
泉
」
に
お
い
て

蝿
根
本
的
な
二
元
的
対
立
を
構
成
す
る
も
の
だ
か
ら
だ
。

庫
で
は
、
こ
の
「
呼
び
か
け
」
と
い
う
触
発
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
共
同
性
を
組
織
す
る
と
し
て
、
そ
の
共

ｊ録
同
性
は
ど
の
よ
う
な
も
の
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
節
を
改
め
よ
う
。

第三章／第三節「二源泉」
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神
秘
主
義
者
か
ら
始
め
て
も
構
わ
な
い
が
、
い
っ
た
ん
凡
人
の
水
準
か
ら
始
め
て
み
よ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
描
く
第
二
の
道
徳
、
開

か
れ
た
道
徳
と
い
う
事
象
に
お
い
て
、
私
た
ち
は
あ
る
呼
び
か
け
を
受
け
る
。

し
か
し
聖
人
や
神
秘
主
義
者
と
称
さ
れ
る
者
だ
け
が
呼
び
か
け
、
私
た
ち
は
そ
れ
を
聞
く
だ
け
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

「
こ
こ
で
は
、
ひ
と
言
の
『
の
○
目
①
）
は
あ
る
人
格
言
の
扇
○
目
四
一
愚
）
の
呼
び
か
け
に
応
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
人
格
は
道
徳
的

生
を
啓
示
し
た
者
の
そ
れ
で
も
あ
り
得
る
し
、
あ
る
い
は
そ
の
模
倣
者
た
ち
の
、
あ
る
い
は
さ
ら
に
場
合
に
よ
っ
て
は
自
分
自
身

の
人
格
で
も
あ
り
得
る
」
ｅ
四
ｓ
琶
急
ｓ
ｏ

「
彼
ら
［
聖
人
や
道
徳
上
の
偉
人
］
は
何
も
求
め
な
い
が
、
そ
れ
で
い
て
彼
ら
は
獲
得
す
る
。
彼
ら
は
何
か
を
説
き
勧
め
る
こ
と
す

ら
し
な
い
。
た
だ
存
在
す
る
（
①
×
更
⑦
『
）
だ
け
な
の
だ
。
彼
ら
の
存
在
そ
の
も
の
が
呼
び
か
け
（
§
且
）
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

そ
れ
こ
そ
第
二
の
道
徳
の
本
質
で
あ
る
か
ら
。
［
中
略
］
完
全
か
つ
完
壁
な
道
徳
の
う
ち
に
は
一
つ
の
呼
び
か
け
が
あ
る
。
／
こ
の

呼
び
か
け
の
本
性
を
完
全
に
知
る
の
は
、
道
徳
的
な
偉
大
な
る
人
格
に
じ
か
に
対
面
し
た
者
の
み
で
あ
る
」
Ｓ
盟
ミ
ｇ
ｇ
）
。

第
四
節
呼
び
か
け
と
そ
の
聴
取
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「
神
秘
主
義
者
（
ョ
厨
昌
匡
①
こ
と
い
う
語
か
ら
出
発
し
て
い
て
は
、
事
態
は
そ
れ
以
上
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
自
身
は
空
虚

な
名
称
で
あ
る
。
む
し
ろ
「
神
秘
主
義
者
」
は
、
「
呼
び
か
け
」
と
の
関
連
に
お
い
て
初
め
て
そ
の
意
味
を
充
填
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ

以
上
の
通
俗
的
理
解
を
持
ち
込
ん
で
は
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
「
神
秘
主
義
者
」
と
は
、
呼
び
か
け
を
発
す
る
存
在
で
あ
る
と
同
時
に
、

取噸
そ
れ
に
応
え
得
る
存
在
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
我
々
は
、
呼
び
か
け
を
聞
き
届
け
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
の
意
味
で
の

崖
み
、
す
で
に
「
神
秘
主
義
者
」
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ナ鋤
そ
し
て
偉
大
な
神
秘
主
義
者
、
そ
れ
も
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
目
下
の
と
こ
ろ
完
全
な
も
の
と
見
倣
す
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
者
自
身
も
、

び呼
単
に
一
方
的
に
呼
び
か
け
る
だ
け
の
存
在
で
は
な
い
。
実
際
、
彼
ら
の
神
秘
的
経
験
の
始
ま
り
は
こ
う
記
述
さ
れ
て
い
る
ｌ
「
魂
は

櫛
立
ち
止
ま
る
、
あ
た
か
も
自
分
を
呼
ぶ
声
（
ぐ
Ｃ
賞
呂
二
》
画
弓
①
二
の
）
を
耳
に
し
た
か
の
よ
う
に
」
ｅ
隠
畠
琶
弓
ｓ
ｏ

第三章／第四節

こ
う
し
て
「
二
源
泉
」
の
「
人
格
」
は
、
呼
び
か
け
る
存
在
と
し
て
、
そ
し
て
ま
た
呼
び
か
け
を
聞
き
と
ど
め
、
そ
れ
に
応
え
得
る

存
在
と
し
て
描
か
れ
始
め
て
い
る
。
し
か
も
こ
こ
に
は
、
強
い
意
味
で
「
我
々
」
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
、
一
種
の
共
同
体
の
成
立
が

で
は
、
こ
の
呼
び
か
け
得
る
我
々
自
身
と
は
何
、
あ
る
い
は
誰
の
こ
と
な
の
か
。

「
も
し
偉
大
な
神
秘
主
義
者
の
言
葉
、
そ
し
て
そ
の
模
倣
者
た
ち
の
中
の
誰
か
の
言
葉
が
、
我
々
の
か
く
か
く
の
者
の
う
ち
に
反

響
（
腎
言
）
を
見
出
す
の
は
、
我
々
の
う
ち
に
一
人
の
神
秘
主
義
者
が
い
て
、
今
は
ま
ど
ろ
ん
で
い
る
も
の
の
、
た
だ
目
覚
め
る

機
会
を
待
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
？
」
ｅ
曾
呂
芦
急
三
。
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見
ら
れ
る
。
そ
の
内
実
に
つ
い
て
は
す
ぐ
あ
と
で
確
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
例
え
ば
次
の
よ
う
な
箇
所
で
言
わ
れ
る
「
我
々

（
ご
○
匡
の
こ
は
、
単
な
る
叙
述
上
の
一
人
称
複
数
な
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
す
で
に
、
あ
る
呼
び
か
け
に
相
関
し
て
規
定
さ
れ
た
共
同

体
を
指
示
す
る
べ
く
書
き
つ
け
ら
れ
た
「
我
々
」
な
の
だ
。

「
真
の
神
秘
主
義
が
語
る
時
に
は
、
ほ
と
ん
ど
の
人
間
言
亘
匡
冒
『
Ｅ
の
：
。
ヨ
ョ
の
印
）
の
内
奥
で
、
知
覚
で
き
な
い
ほ
ど
ひ
そ
か
に

反
響
す
る
も
の
が
あ
る
」
Ｓ
ｍ
圏
ミ
旨
留
）
。

「
そ
の
時
、
英
雄
た
ち
の
呼
び
か
け
が
訪
れ
る
と
し
よ
う
。
我
々
は
全
員
が
そ
れ
に
付
き
従
っ
て
い
く
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し

従
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
皆
が
感
じ
取
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
道
を
知
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
り
、
我
々
が
辿
る
な

「
彼
ら
［
道
徳
的
偉
人
］
の
声
を
我
々
が
は
っ
き
り
と
は
聞
き
取
れ
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
呼
び
か

け
は
発
さ
れ
た
の
だ
。
そ
れ
に
応
え
る
何
か
が
我
々
の
魂
の
根
底
に
あ
る
。
我
々
が
属
し
て
い
る
現
実
の
社
会
か
ら
、
我
々
は
思

考
を
通
じ
て
理
念
的
な
社
会
へ
と
身
を
移
す
」
ｅ
圏
ご
己
篭
）
。

「
純
粋
な
熱
望
は
、
純
粋
な
責
務
と
同
様
、
理
念
的
極
限
で
は
あ
る
。
し
か
し
ま
さ
し
く
神
秘
的
な
魂
た
ち
が
文
明
社
会
を
彼
ら

自
身
の
運
動
へ
と
引
き
入
れ
た
、
否
、
今
日
も
引
き
入
れ
続
け
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
そ
れ
ら
が
い
か
な
る
魂
で
あ
っ
た

の
か
の
記
憶
、
そ
れ
ら
が
何
を
な
し
た
か
の
記
憶
は
、
人
類
の
記
憶
の
中
に
保
た
れ
て
い
る
。
こ
の
記
憶
は
、
我
々
一
人
ひ
と
り

が
再
び
生
気
づ
け
得
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
も
、
こ
の
神
秘
性
に
与
か
つ
た
ひ
と
や
そ
の
神
秘
性
を
周
囲
に
拡
げ
た
ひ
と
の
イ
メ

ー
ジ
に
こ
の
記
憶
を
結
ぶ
場
合
に
は
と
り
わ
け
そ
う
で
あ
る
。
特
定
の
偉
大
な
人
物
を
思
い
起
こ
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
の
想
起

が
可
能
で
あ
る
こ
と
を
我
々
は
承
知
し
て
い
る
。
か
く
し
て
そ
の
人
物
は
我
々
に
潜
在
的
な
引
力
を
及
ぼ
し
て
い
る
の
だ
」

（
ロ
の
、
、
、
ｓ
一
ｓ
。
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こ
う
し
た
「
呼
び
か
け
」
の
特
徴
と
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
そ
れ
が
人
称
的
Ⅱ
人
格
的
（
月
『
の
。
。
国
の
一
）
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。

社
会
に
お
け
る
諸
規
則
が
基
本
的
に
は
非
人
称
的
で
あ
り
、
特
定
の
誰
の
も
の
で
も
な
い
ま
ま
に
不
特
定
の
人
間
に
向
か
っ
て
定
め
ら

れ
て
い
る
禁
止
や
命
令
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
呼
び
か
け
」
に
は
常
に
「
誰
」
が
伴
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
「
呼
び
か
け
」
を
発
し
、

ま
た
そ
れ
に
応
じ
る
存
在
を
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
ひ
と
・
人
格
（
胃
『
の
。
目
①
も
の
『
“
・
目
農
威
こ
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

（
１
）

確
か
に
こ
の
語
は
、
「
試
論
」
以
来
馴
染
み
の
も
の
で
あ
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
折
に
触
れ
て
主
題
化
し
て
論
じ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
彼
が
強
調
す
る
の
は
次
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
こ
の
「
人
格
」
と
い
う
存
在
の
統
一
性
が
、
連
合
主
義
的
心
理
学
が
考
え
る
よ
う

な
も
の
で
も
な
く
、
独
断
論
の
言
う
無
時
間
的
実
体
で
も
、
観
念
論
の
言
う
論
理
的
統
一
で
も
な
く
、
ま
さ
し
く
持
続
の
連
続
性
に
よ

っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
「
二
源
泉
」
が
「
呼
び
か
け
」
に
結
び
つ
け
て
語
る
「
ひ
と
．
人
格
」

取聴
は
、
そ
う
し
た
こ
れ
ま
で
の
「
ひ
と
・
人
格
」
概
念
と
は
本
質
的
に
別
の
も
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
も
そ
も
「
呼
び
か
け
」

の壁
と
い
う
事
象
と
、
「
持
続
」
と
の
間
に
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
い
っ
さ
い
無
関
係
と
い
う
こ
と

す洲
で
は
あ
る
ま
い
。
私
た
ち
も
そ
れ
に
つ
い
て
は
考
察
を
行
わ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
さ
し
あ
た
り
そ
こ
に
一
定
の
断
絶
が
あ
る
こ
と
を
ま

び呼
ず
は
認
め
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
観
点
は
も
は
や
別
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
だ
。

唖
同
じ
断
絶
を
、
「
社
会
」
や
「
言
語
」
に
つ
い
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ご
く
簡
単
に
述
べ
る
な
ら
、
「
創
造
的
進
化
」
は
「
社
会
」

葎
を
私
た
ち
の
世
界
で
生
命
が
そ
な
え
る
基
本
的
な
様
態
の
一
つ
だ
と
見
て
い
た
。
生
命
は
唯
一
の
個
体
と
し
て
進
化
す
る
こ
と
が
で
き

雲
ず
、
諸
方
向
（
麻
簿
、
本
能
、
知
性
）
へ
と
分
化
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
で
も
進
化
は
基
本
的
に
「
種
」
の
レ
ベ
ル
で
生
じ
、
そ
こ
に

第

は
さ
ら
に
同
種
複
数
の
個
体
が
生
じ
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
分
化
と
個
体
化
は
、
一
方
で
は
生
命
そ
の
も
の
に
属
す
る
も
の
で
は

ら
そ
の
道
は
拡
が
っ
て
い
く
だ
ろ
う
」
ｅ
盟
困
琶
匿
己
。
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、

I
｜

I

あ
る
が
、
他
方
多
く
の
点
で
、
生
命
が
物
質
と
出
く
わ
し
、
絡
み
合
い
、
そ
こ
で
自
ら
の
原
初
的
な
統
一
を
も
は
や
保
つ
こ
と
が
で
き

（
２
）

ず
に
自
己
を
分
割
し
て
い
っ
た
そ
の
結
果
で
も
あ
る
。

も
し
私
た
ち
の
複
数
性
の
由
来
が
、
そ
う
し
た
物
質
性
に
よ
っ
て
余
儀
な
く
さ
れ
た
分
断
と
相
互
外
在
化
に
尽
き
る
の
な
ら
、
そ
れ

は
生
命
に
と
っ
て
は
消
極
的
な
意
味
、
い
わ
ゆ
る
妥
協
（
ョ
○
号
ｍ
急
ぐ
ｇ
ｇ
の
価
値
し
か
持
た
な
い
だ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
そ
の
消
極
性

を
解
消
し
よ
う
と
す
る
そ
の
先
に
は
、
私
た
ち
の
複
数
性
が
消
え
去
っ
た
融
合
状
態
、
相
互
浸
透
状
態
が
見
遣
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る

令
旨
画
望
届
菌
．
用
囹
茜
ｇ
ｏ
確
か
に
こ
う
し
た
発
想
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
根
深
い
。
彼
は
、
直
観
と
は
共
感
（
望
ョ
冨
旨
①
）
で

あ
る
と
言
う
（
具
．
勺
巨
畠
曼
屋
誤
》
届
里
屋
§
。
こ
の
共
感
は
対
象
へ
の
没
入
で
あ
り
、
自
他
未
分
、
主
客
未
分
の
境
地
だ
と
理
解
さ

れ
て
き
た
し
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
誤
り
で
は
な
い
。

だ
が
少
し
考
え
て
み
る
余
地
は
あ
る
。
共
感
す
る
対
象
が
ま
さ
し
く
即
自
的
な
も
の
、
あ
る
い
は
内
的
な
同
一
性
の
う
ち
に
休
ら
う

も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
の
共
感
な
い
し
合
致
は
、
私
た
ち
の
主
観
性
を
放
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
果
た
さ
れ
ま
い
。
し
か
し
こ

う
し
た
（
あ
る
意
味
で
は
明
快
な
）
発
想
そ
の
も
の
が
、
あ
る
種
の
空
間
的
図
式
に
依
存
し
て
は
い
ま
い
か
。
私
た
ち
は
以
下
そ
の
点

を
さ
ら
に
掘
り
下
げ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
で
少
し
指
摘
し
て
お
く
な
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
私
自
身
が
「
共
感
」
の
対
象

で
あ
る
。
「
我
々
は
我
々
自
身
と
は
確
か
に
共
感
す
る
の
で
あ
る
」
亀
冨
扇
更
屋
皀
。
奇
妙
な
言
い
方
に
見
え
よ
う
。
「
共
感
」
と
は
、

自
分
な
ら
ざ
る
も
の
に
向
か
っ
て
そ
れ
と
合
一
す
る
作
用
で
あ
っ
て
、
自
分
自
身
と
共
感
す
る
、
と
い
う
の
は
語
義
矛
盾
で
は
な
い
の

か
。
し
か
し
お
そ
ら
く
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
共
感
」
の
語
で
考
え
て
い
る
の
は
、
そ
う
い
っ
た
事
態
で
は
な
い
の
だ
。
「
私
」
が
存
在
し

て
、
そ
れ
が
私
な
ら
ざ
る
も
の
に
溶
け
込
ん
で
い
く
（
そ
し
て
そ
の
時
私
は
存
在
し
な
く
な
る
、
個
体
性
を
失
う
）
ｌ
も
ち
ろ
ん
そ

う
し
た
ケ
ー
ス
は
あ
る
。
そ
れ
は
私
た
ち
が
す
で
に
「
優
美
」
や
「
美
」
の
経
験
に
関
し
て
確
認
し
た
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ

が
す
べ
て
の
可
能
性
を
尽
く
す
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
試
み
た
よ
う
に
）
、
直
観
の
対
象
が
そ
れ
自
身
「
差
異
」
で
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あ
る
と
し
た
ら
ど
う
な
の
か
。
あ
る
い
は
さ
ら
に
、
直
観
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
「
個
体
化
と
人
称
化
の
運
動
」
で
あ
っ
た
と
し
た
ら
ど

う
か
。
実
在
が
、
自
己
同
一
的
に
閉
ざ
さ
れ
た
対
象
な
の
で
あ
れ
ば
、
直
観
や
共
感
は
そ
れ
と
の
端
的
な
同
一
化
、
懇
依
や
テ
レ
パ
シ

ー
に
も
似
た
同
一
化
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
私
た
ち
の
個
体
性
と
複
数
性
を
解
消
す
る
そ
の
種
の
経
験
ば
か
り
が
重
視
さ
れ

る
こ
と
に
も
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
「
私
」
の
個
体
性
、
一
般
概
念
で
描
き
得
な
い
持
続
す
る
自
我
そ
の
も
の
が
、

「
共
感
」
に
よ
っ
て
そ
れ
と
掴
ま
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
と
す
れ
ば
、
「
共
感
」
概
念
は
、
人
称
性
や
私
た
ち
の
複
数
性
と
必
ず
排

他
的
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
お
そ
ら
く
「
二
源
泉
」
は
こ
う
し
た
錯
綜
し
た
事
態
を
そ
れ
と
し
て
描
き
出
そ
う

と
し
て
い
る
。
生
命
に
と
っ
て
単
に
偶
然
的
な
「
妥
協
」
で
は
な
い
、
そ
の
よ
う
な
複
数
性
が
あ
り
得
る
の
だ
。

「
言
語
」
に
関
し
て
も
同
種
の
検
討
が
可
能
だ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
「
言
語
」
の
位
置
づ
け
は
単
純
で
は
な
い
が
、
ご
く

雑
駁
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
異
質
的
生
成
に
対
し
て
非
十
全
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
等
質
的
で
貧
し
い
一
般
的
な
記
号
で
あ
り
、
精
神

が
貧
困
化
さ
れ
な
が
ら
外
在
化
さ
せ
ら
れ
た
物
質
的
表
出
で
あ
り
、
私
た
ち
が
共
同
作
業
を
行
う
た
め
に
意
図
を
交
換
し
合
う
た
め
の

取醗
道
具
で
あ
る
。
私
た
ち
が
事
実
上
蒙
ら
ざ
る
を
得
な
い
複
数
性
、
相
互
の
差
異
と
隔
た
り
を
埋
め
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
一
般
観
念
を

壁
表
示
す
る
言
語
記
号
を
用
い
ざ
る
を
得
な
い
わ
け
だ
。
こ
れ
は
二
重
の
妥
協
で
あ
っ
て
、
教
科
書
的
な
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
で
あ
れ
ば
そ

ナ科
こ
に
「
直
観
」
が
埋
め
る
べ
き
亀
裂
し
か
見
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
「
直
観
」
的
な
共
感
は
、
貧
し
い
言
語
の
水
準
を
シ
ョ
ー
ト
カ
ッ
ト

び呼
し
て
、
互
い
の
豊
か
な
感
情
や
経
験
を
そ
の
ま
ま
や
り
取
り
さ
せ
て
く
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。
そ
こ
に
至
る
た
め
に
は
、
言
語
は
（
そ
の

唖
イ
メ
ー
ジ
的
性
格
、
メ
タ
フ
ァ
ー
的
用
法
に
お
い
て
）
方
向
指
示
器
と
し
て
機
能
す
る
有
用
な
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
っ
た

鈴
ん
目
的
地
に
達
し
て
し
ま
え
ば
も
は
や
そ
れ
ら
は
あ
ら
ず
も
が
な
の
も
の
で
あ
ろ
う
。
通
俗
的
な
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
主
義
」
の
、
反
言
語

葬
論
、
反
記
号
論
で
あ
る
。
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
「
言
語
」
は
そ
う
し
た
も
の
に
尽
き
る
も
の
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
が
こ
こ
で

第

注
目
し
て
い
る
「
呼
び
か
け
」
は
、
以
上
と
は
異
な
る
言
語
の
あ
り
方
、
言
語
の
機
能
を
告
げ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
こ
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だ
か
ら
、
そ
れ
に
厳
密
に
対
立
す
る
仕
方
で
「
開
か
れ
た
社
会
」
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
あ
る
共
同
体
で
あ
る
と

（
３
）

し
て
も
、
そ
れ
は
諸
項
の
等
質
性
を
地
と
し
て
構
成
さ
れ
る
数
的
な
多
様
性
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
構
成

す
る
項
も
、
も
は
や
不
定
冠
詞
つ
き
の
、
一
人
の
父
親
、
一
人
の
市
民
、
つ
ま
り
は
類
的
な
存
在
の
一
員
、
と
い
っ
た
も
の
で
は
あ
り

得
な
い
。
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
で
は
お
な
じ
み
の
、
相
互
浸
透
的
な
多
様
性
が
こ
こ
で
は
問
題
で
あ
る
の
か
。
そ
う
だ
、
と
言
い

た
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
確
か
に
微
妙
な
と
こ
ろ
だ
が
、
し
か
し
、
「
そ
う
で
は
な
い
」
と
私
た
ち
は
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
相
互

（
４
）

浸
透
性
は
「
試
論
」
以
来
、
有
機
的
統
一
性
と
し
て
、
有
機
体
を
モ
デ
ル
に
し
て
き
て
い
た
は
ず
だ
。
と
こ
ろ
が
「
二
源
泉
」
が
（
繰

（
５
）

り
返
し
留
保
を
つ
け
な
が
ら
も
）
有
機
体
の
概
念
を
用
い
て
記
述
す
る
の
は
、
ま
さ
に
閉
じ
た
社
会
の
ほ
う
な
の
だ
。
こ
の
点
は
「
開

た
ん
済
ま
せ
て
お
い
た
。

開
か
れ
た
社
会

「
開
か
れ
た
社
会
」
と
は
何
か
。

繰
り
返
せ
ば
「
二
源
泉
」
は
、
こ
の
概
念
を
「
閉
じ
た
社
会
」
と
の
対
比
に
お
い
て
提
示
す
る
。
私
た
ち
の
日
常
的
経
験
が
、
物
質

と
精
神
と
の
分
か
ち
難
い
「
混
合
物
」
で
あ
る
こ
と
は
認
め
た
上
で
、
物
質
と
精
神
と
が
正
反
対
の
傾
向
性
と
し
て
定
義
さ
れ
る
の
と

同
じ
仕
方
で
、
私
た
ち
の
社
会
が
事
実
上
は
「
閉
じ
た
」
性
格
と
「
開
か
れ
た
」
性
格
と
の
双
方
を
含
み
持
っ
て
い
る
こ
と
を
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
何
度
も
確
認
し
つ
つ
も
、
そ
の
上
で
ほ
と
ん
ど
理
念
化
的
な
仕
方
で
二
つ
の
社
会
類
型
を
対
立
的
に
示
し
た
わ
け
で
あ
る
。

「
閉
じ
た
社
会
」
の
実
質
に
つ
い
て
は
前
節
で
す
で
に
論
じ
た
。
そ
し
て
そ
の
要
素
と
な
る
個
人
の
あ
り
方
に
つ
い
て
も
考
察
を
い
つ

に
関
わ
っ
て
く
る
「
人
格
」
や
「
社
会
」
も
ま
た
、
同
様
の
変
貌
を
強
い
ら
れ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
「
社
会
」
ｌ
「
開

か
れ
た
社
会
（
８
，
獄
融
ｏ
畠
①
鼻
①
）
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
つ
い
て
考
察
し
て
お
こ
う
。
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か
れ
た
社
会
」
と
い
う
概
念
を
正
確
に
理
解
す
る
上
で
決
定
的
で
あ
る
。
以
上
の
所
見
に
従
う
な
ら
、
「
呼
び
か
け
の
総
体
」
と
し
て

描
か
れ
る
「
開
か
れ
た
社
会
」
は
、
同
類
た
ち
の
集
合
な
の
で
は
な
く
、
ま
た
、
単
な
る
空
間
性
の
破
棄
と
し
て
の
相
互
浸
透
、
融
合

の
多
様
性
な
の
で
も
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
「
試
論
』
以
来
の
、
数
的
多
数
性
（
空
間
）
と
質
的
多
様
性
（
持

（
６
）

続
）
の
二
元
論
の
外
部
が
、
こ
こ
に
は
登
場
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

強
調
し
て
お
こ
う
．
閉
じ
た
社
会
と
そ
の
内
部
の
道
徳
は
、
通
常
の
意
味
で
の
一
般
性
ｌ
等
質
性
と
ペ
ア
に
な
っ
た
霊
性
ｌ

に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
「
開
か
れ
た
社
会
」
は
そ
う
し
た
一
般
性
と
の
対
立
に
お
い
て
、
反
対
側
の
「
極
限
（
一
言
胃
）
」

ｅ
の
＄
、
ｇ
ｓ
）
と
し
て
、
理
念
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
だ
。
こ
の
こ
と
を
忘
れ
て
、
二
つ
の
社
会
を
類
似
の
相
の
も
と
に
捉
え
る
読

解
は
誤
り
で
あ
る
。
確
か
に
、
「
閉
じ
た
社
会
」
と
「
開
か
れ
た
社
会
」
と
は
、
そ
の
表
面
的
な
記
述
に
お
い
て
は
時
に
奇
妙
に
重
な

り
合
う
。
．
方
開
じ
た
責
務
の
道
徳
］
の
一
般
性
は
、
一
つ
の
法
が
万
人
に
受
容
さ
れ
る
こ
と
に
由
来
す
る
が
、
他
方
開
か
れ
た

社
会
の
道
適
の
一
般
性
は
一
つ
の
モ
デ
ル
が
共
通
し
て
模
倣
さ
れ
る
こ
と
に
由
来
す
る
」
ｅ
盟
ミ
邑
邑
。
い
さ
さ
か
難
解
な
一
節
で

取癖
は
あ
る
。
対
立
点
は
何
か
？
単
に
規
範
と
し
て
の
「
法
」
を
モ
デ
ル
と
し
て
の
「
人
格
」
に
置
き
換
え
た
だ
け
で
、
構
造
的
に
は
ほ

壁
と
ん
ど
同
じ
も
の
で
は
な
い
の
か
？
曾
は
、
そ
こ
で
成
立
す
る
社
会
は
、
い
ず
れ
に
し
て
も
何
堂
葱
な
も
の
ｌ
ま
で
あ

す洲
れ
あ
る
模
範
的
「
人
格
」
で
あ
れ
’
に
裏
づ
け
ら
れ
た
、
そ
の
意
味
で
単
鞍
る
類
的
集
合
体
で
し
：
い
の
で
＃
い
か
？
し
か

び呼
も
皆
が
知
る
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
開
か
れ
た
社
会
」
に
関
連
さ
せ
つ
つ
「
模
倣
（
冒
旨
室
ｏ
ご
）
」
の
語
を
語
り
、
．
っ
の
共
通

噸
意
志
（
目
①
ぐ
○
一
。
ご
芯
８
ヨ
ョ
目
の
）
に
よ
っ
て
生
気
づ
け
ら
れ
た
」
（
ロ
留
望
呂
念
）
人
類
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
結
局
、

鍔
こ
こ
に
あ
る
の
は
差
異
の
解
消
、
つ
ま
り
は
同
一
化
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
？
場
合
に
よ
っ
て
は
ｌ
も
ち
ろ
ん
当
時
の
社
会

雲
背
景
を
思
え
ば
グ
ロ
｜
ア
ス
ク
な
解
釈
で
は
あ
る
ｌ
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
富
う
「
開
か
れ
た
社
会
」
と
は
、
特
権
的
な
「
指
導
者
」
に
よ
っ

第

て
情
動
的
に
組
織
さ
れ
た
社
会
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
？
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し
か
し
「
模
倣
」
や
「
共
通
性
」
の
語
の
内
実
に
立
ち
入
っ
て
考
察
す
る
な
ら
、
以
上
の
解
釈
は
成
り
立
ち
得
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
開
か
れ
た
社
会
」
の
名
の
下
に
考
え
て
い
た
共
同
性
は
、
数
的
な
多
数
性
、
諸
項
の
間
の
等
質
性
を
前
提
と
す
る
多

数
性
の
対
極
に
位
置
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
模
倣
」
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
滑
稽
に
も
（
「
笑
い
」
の
一
つ
の
テ
ー
マ
は
こ
の
滑
稽

さ
で
あ
っ
た
）
、
成
員
が
互
い
に
似
通
っ
た
者
た
ち
に
な
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
？
そ
こ
で
「
共
通
」
の
何
か
が
成
員
に
分
与
さ

れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
？
そ
う
で
は
あ
り
得
な
い
。
も
し
そ
う
な
ら
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
数
的
多
数
性
で
し
か
な
か
っ
た

だ
ろ
う
か
ら
。
実
際
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
叙
述
で
は
、
こ
の
「
開
か
れ
た
社
会
」
を
構
成
す
る
の
は
、
ま
さ
に
す
ぐ
れ
て
個
性
的
で
あ
る

諸
人
格
で
あ
る
。
こ
こ
で
個
性
的
な
人
格
と
い
う
の
は
、
も
は
や
あ
る
類
を
前
提
と
し
た
個
、
あ
る
い
は
他
の
項
と
の
差
異
に
自
ら
の

個
体
性
を
負
う
て
い
る
よ
う
な
個
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
表
現
を
借
り
る
な
ら
「
そ
の
一
人
一
人
が
、
唯
一
の
個
体

か
ら
構
成
さ
れ
る
種
を
な
す
よ
う
な
（
号
昌
の
ｇ
２
．
妨
倶
『
○
号
の
８
弓
豊
目
①
『
目
の
①
の
扇
、
①
８
ョ
冒
胤
の
Ｑ
》
目
印
⑦
三
言
＆
ぐ
己
巨
匡
ｅ
の
腸
望

届
富
）
、
そ
う
し
た
人
間
を
意
味
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
そ
れ
が
担
う
の
は
、
例
え
ば
デ
ュ
ル
ケ
ム
が
描
い
た
よ
う
な
、
相
互
の
差
異

に
よ
っ
て
却
っ
て
全
体
の
統
合
を
よ
り
固
め
る
と
い
っ
た
類
の
機
能
分
業
的
な
差
異
で
も
な
い
。
理
念
的
に
言
う
な
ら
、
い
さ
さ
か
逆

説
的
な
表
現
に
な
る
が
、
「
開
か
れ
た
社
会
」
が
や
は
り
一
つ
の
へ
８
ヨ
ョ
自
画
員
９
で
あ
る
と
呼
ば
れ
得
る
に
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ

こ
の
社
会
が
、
そ
こ
に
お
い
て
成
員
が
共
通
の
類
や
機
能
的
統
一
を
構
成
し
な
い
と
い
う
点
に
お
い
て
共
通
し
て
い
る
「
共
同
体
」
、

言
い
換
え
る
な
ら
、
通
常
の
意
味
の
共
同
性
Ⅱ
共
通
性
が
も
は
や
破
綻
し
て
し
ま
う
よ
う
な
臨
界
に
お
け
る
「
共
同
体
」
で
あ
る
と
い

う
、
そ
の
こ
と
以
外
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
「
開
か
れ
た
社
会
」
に
は
、
共
通
の
場
や
内
部
と
い
っ
た
も
の
は
存
在
し
な
い
。

さ
ら
に
別
の
言
い
方
を
す
る
な
ら
、
閉
じ
た
社
会
の
共
同
性
が
成
員
の
個
性
的
差
異
と
反
比
例
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
の
に
対
し

て
、
「
開
か
れ
た
社
会
」
に
お
い
て
は
、
類
を
見
な
い
諸
個
性
の
保
持
こ
そ
が
、
そ
の
ま
ま
当
の
共
同
性
の
内
実
で
あ
る
わ
け
だ
。
差

異
と
い
う
共
同
性
。
異
様
な
「
社
会
」
概
念
で
は
あ
る
。
し
か
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
目
指
す
の
が
こ
う
し
た
社
会
概
念
で
な
か
っ
た
と
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「
呼
び
か
け
」
と
し
て
の
言
語

こ
う
し
た
「
社
会
」
の
特
異
な
構
造
が
理
解
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ
を
構
成
す
る
で
あ
ろ
う
「
呼
び
か
け
」
と
い
う
も
の
の
特
質
も
際
立

っ
て
こ
よ
う
。
以
上
の
確
認
に
従
う
な
ら
、
そ
れ
は
も
は
や
、
共
有
さ
れ
る
一
般
概
念
の
や
り
と
り
で
は
あ
り
得
な
い
し
、
ま
た
、
生

き
ら
れ
た
体
験
の
テ
レ
パ
シ
ー
的
共
感
（
芯
軍
磐
ョ
，
冒
萱
Ｅ
）
で
も
な
い
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
実
際
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
語
る
「
呼

び
か
け
（
画
目
の
一
）
」
や
そ
れ
に
対
す
る
「
反
響
念
呂
。
）
」
は
、
な
ん
ら
か
の
分
節
さ
れ
た
言
語
か
ら
な
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
も
ち
ろ

ん
単
な
る
物
質
的
な
音
声
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
も
な
い
。
も
う
一
度
引
用
し
よ
う
。
「
彼
ら
は
何
か
を
説
き
勧
め
る
こ
と
す
ら

し
な
い
。
た
だ
存
在
（
①
×
宮
の
『
）
す
る
だ
け
な
の
だ
。
彼
ら
の
存
在
そ
の
も
の
が
呼
び
か
け
で
あ
る
（
行
員
①
×
陣
の
．
８
硯
９
．
画
ｇ
堅
）

…
…
」
。
こ
の
呼
び
か
け
は
、
閉
じ
た
社
会
の
な
か
の
結
節
点
と
し
て
の
「
役
割
」
が
語
る
父
親
や
教
師
の
声
、
究
極
的
に
言
う
な
ら

取

（
７
）

噸
社
会
が
「
委
託
（
忌
屑
目
○
コ
）
」
（
己
曽
お
巴
）
し
て
語
ら
せ
て
い
る
声
で
は
な
い
。
呼
び
か
け
る
「
人
格
」
は
、
そ
う
し
た
社
会
的
な

壁
イ
マ
ー
ゴ
で
は
な
く
、
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
に
そ
の
「
人
格
」
が
そ
の
存
在
に
お
い
て
す
で
に
発
し
て
い
る
声
は
、
一
般
性
の
エ
レ
メ
ン

ナ洲
ト
、
諸
概
念
の
体
系
、
閉
じ
た
社
会
の
共
有
物
と
し
て
の
言
語
と
は
無
縁
な
ま
ま
で
あ
る
。

力び呼
そ
れ
は
も
は
や
言
語
で
は
な
い
、
と
言
わ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
実
際
に
は
道
徳
上
の
偉
人
は
必
ず
普
通
の
意
味
で
何
か

恥
「
に
つ
い
て
」
語
り
、
あ
る
い
は
「
善
」
や
「
愛
」
と
い
っ
た
「
一
般
概
念
」
が
ち
り
ば
め
ら
れ
た
道
徳
学
説
ま
で
を
も
語
っ
た
は
ず

徳
だ
、
と
言
わ
れ
よ
う
か
。
し
か
し
そ
の
場
合
で
も
、
重
要
な
の
は
そ
の
語
り
の
知
的
内
容
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は

菫
道
徳
論
上
の
「
知
性
主
義
」
を
批
判
す
る
こ
と
で
、
幾
度
と
な
く
強
調
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
む
し
ろ
彼
が
着
目
し
て
い
た

第

の
は
、
「
ア
ク
セ
ン
ト
（
“
の
８
具
）
」
（
易
違
己
圏
．
認
９
＄
．
畠
ご
‐
胃
．
昌
昌
）
、
「
語
調
（
８
口
）
」
ｅ
望
ｇ
§
）
ｌ
ス
ト
ア
派
の

し
た
ら
、
彼
が
あ
の
極
限
化
的
二
分
法
の
方
法
を
こ
こ
「
二
源
泉
』
で
再
び
用
い
る
必
然
性
は
な
か
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
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哲
学
者
に
は
欠
け
て
お
り
、
イ
ス
ラ
エ
ル
の
預
言
者
た
ち
に
は
そ
な
わ
っ
て
い
た
独
特
の
ア
ク
セ
ン
ト
、
語
調
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ

れ
は
語
ら
れ
る
当
の
内
容
で
あ
る
よ
り
も
、
語
り
方
そ
の
も
の
だ
。
言
わ
れ
た
こ
と
、
言
及
対
象
で
あ
る
よ
り
も
、
そ
も
そ
も
誰
か
に

向
け
て
言
う
こ
と
で
あ
り
、
私
に
向
け
て
何
か
が
言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
も
の
だ
。
あ
る
い
は
誤
解
を
恐
れ
ず
言
え
ば

（
と
い
う
の
は
、
「
呼
び
か
け
」
以
前
に
発
話
者
・
聴
取
者
の
両
者
が
そ
の
よ
う
な
各
々
の
役
割
を
担
い
つ
つ
存
在
す
る
こ
と
は
、
こ

こ
に
お
い
て
必
ず
し
も
自
明
の
前
提
で
は
な
い
か
ら
だ
が
）
、
セ
マ
ン
テ
ィ
ッ
ク
に
で
は
な
く
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
に
属
す
る
も
の

だ
。
「
呼
び
か
け
」
と
は
少
な
く
と
も
言
語
の
一
側
面
で
あ
る
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
言
語
が
社
会
的
な
（
も
ち
ろ
ん
そ
の
「
社
会
」
は

以
上
に
見
た
逆
説
的
な
社
会
で
あ
る
わ
け
だ
が
）
も
の
で
あ
る
限
り
で
そ
の
本
質
を
榊
成
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
私
た
ち
は
言
っ
て
み

そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
「
呼
び
か
け
」
と
い
う
言
語
は
、
そ
れ
が
直
観
の
空
間
化
・
記
号
化
で
も
な
く
、
あ
れ
こ
れ
の
内
容
の
伝
達

で
も
な
い
の
だ
と
し
た
ら
、
い
っ
た
い
何
を
す
る
も
の
な
の
か
。
こ
の
点
は
、
以
上
に
確
認
し
た
「
開
か
れ
た
社
会
」
と
い
う
形
象
の

側
か
ら
理
解
で
き
よ
う
。
「
呼
び
か
け
の
総
体
」
の
結
節
点
と
な
る
人
格
は
、
す
ぐ
れ
て
個
性
的
な
、
独
自
の
存
在
と
し
て
考
え
ら
れ

て
い
た
。
そ
う
し
た
あ
り
方
に
私
た
ち
を
誘
う
と
こ
ろ
の
「
呼
び
か
け
」
が
行
う
の
は
、
も
は
や
他
と
の
類
似
や
差
異
に
よ
っ
て
規
定

さ
れ
る
の
で
は
な
い
独
自
性
の
う
ち
に
生
き
る
よ
う
、
私
た
ち
を
方
向
づ
け
、
い
わ
ば
情
動
的
に
調
律
す
る
以
外
の
こ
と
で
は
な
い
だ

ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
そ
う
し
た
「
呼
び
か
け
」
の
言
語
と
、
分
節
化
さ
れ
概
念
的
内
容
を
も
っ
た
記
号
体
系
と
し
て
の
言
語
と
が
ど
う
い

う
関
係
に
立
つ
の
か
は
さ
ら
に
問
わ
れ
る
べ
き
だ
。
こ
こ
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
内
部
で
用
意
で
き
る
限
り
で
、
次
の
よ
う
な
可

能
性
を
示
唆
す
る
に
留
め
よ
う
。
ｌ
通
常
の
意
味
の
言
語
も
、
私
た
ち
の
能
動
的
な
関
与
が
な
け
れ
ば
た
だ
の
物
質
的
所
与
に
留
ま

り
、
沈
黙
し
た
ま
ま
で
あ
ろ
う
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
は
、
い
わ
ゆ
る
言
語
の
理
解
は
、
そ
の
分
節
の
身
体
的
理
解
に
始
ま
り
つ
つ

も
、
そ
れ
に
加
え
て
能
動
的
な
、
私
た
ち
の
側
で
の
新
た
な
再
構
成
の
努
力
を
要
求
す
る
も
の
だ
っ
た
。
「
呼
び
か
け
」
と
い
う
言
語

た
い
の
で
あ
る
。

I

｜

’

’
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は
、
そ
う
し
た
努
力
の
開
始
に
お
い
て
、
そ
の
努
力
を
促
し
、
か
く
し
て
私
た
ち
を
概
念
的
内
容
の
理
解
へ
と
至
ら
し
め
る
も
の
な
の

で
は
な
い
か
。
実
際
、
い
か
な
る
言
語
も
お
の
れ
の
内
に
「
理
解
せ
よ
」
と
い
う
メ
タ
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
含
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
か
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
二
源
泉
」
で
、
〈
関
心
を
惹
く
問
題
〉
と
は
〈
あ
る
情
動
に
裏
づ
け
ら
れ
た
表
象
〉
で
あ
る
と
言
っ
て
い
た

ｅ
鯉
望
己
邑
。
こ
の
意
味
で
は
、
私
た
ち
が
あ
る
所
与
を
そ
も
そ
も
解
釈
し
理
解
し
解
決
す
べ
き
も
の
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、
先
行
的
に
あ
る
情
動
に
よ
っ
て
私
た
ち
が
あ
る
態
度
（
「
知
的
音
調
（
８
コ
目
①
庁
。
白
の
Ｅ
（
開
弓
こ
震
豊
を
と
る
場
合

の
み
に
限
ら
れ
る
と
言
え
る
。
「
呼
び
か
け
」
の
言
語
と
は
、
も
う
一
つ
先
行
的
な
段
階
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
情
動
へ
と
ま
ず
私
た

ち
を
置
き
直
す
と
こ
ろ
の
も
の
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
し
て
初
め
て
、
単
な
る
物
質
的
な
所
与
で
あ
っ
た
も
の
の
背
後
に
、
私
た
ち

は
意
味
な
る
も
の
を
別
個
に
求
め
始
め
る
ｌ
か
く
し
て
物
が
記
号
に
な
る
ｌ
の
で
は
な
い
か
。
そ
し
て
記
号
と
そ
の
体
系
と
し
て

の
言
語
な
る
も
の
が
存
在
し
始
め
る
の
で
は
な
い
か
。
だ
と
す
る
な
ら
、
何
か
を
概
念
的
に
記
述
す
る
分
節
言
語
が
そ
う
し
た
も
の
と

し
て
成
立
し
て
い
る
の
も
、
「
呼
び
か
け
」
の
言
語
に
先
立
た
れ
っ
っ
の
こ
と
で
は
な
い
の
か
、
と
考
え
る
可
能
性
が
生
ま
れ
よ
う
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
「
呼
び
か
け
」
の
伏
在

以
上
見
て
き
た
よ
う
な
「
呼
び
か
け
」
は
、
あ
る
意
味
で
は
、
「
試
論
」
以
来
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
の
中
に
常
に
含
ま
れ
て
い
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
で
呼
び
か
け
を
担
っ
て
い
た
の
は
神
秘
主
義
者
で
は
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
、
芸

術
家
に
割
り
当
て
ら
れ
た
務
め
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
「
笑
い
」
に
お
け
る
次
の
よ
う
な
一
節
ｌ
話
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
喜
劇
な

ら
ぬ
芸
術
と
し
て
の
悲
劇
が
私
た
ち
に
及
ぼ
す
効
果
で
あ
る
ｌ
「
あ
る
一
つ
の
呼
び
か
け
（
呂
艮
）
が
我
々
の
内
へ
、
限
り
な
く

古
い
隔
世
遺
伝
的
な
記
憶
（
の
ｏ
毎
く
の
昌
切
餌
冨
ぐ
ご
宮
の
呂
呂
。
言
①
三
目
、
冒
⑳
）
に
向
か
っ
て
発
さ
れ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
そ
の
記
憶
は

あ
ま
り
に
深
く
、
現
在
の
生
に
対
し
て
異
質
（
騨
国
畠
①
厨
）
で
あ
り
、
こ
の
生
の
ほ
う
が
む
し
ろ
、
新
し
く
学
ば
れ
る
べ
き
何
か
非
現
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実
的
で
月
並
み
な
も
の
に
し
ば
し
思
わ
れ
て
く
る
ほ
ど
な
の
だ
」
（
胃
麗
壼
ｇ
。
「
現
在
の
生
」
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
「
表
面
的
自

我
」
な
い
し
「
閉
じ
た
社
会
」
が
位
置
す
る
水
準
、
す
な
わ
ち
時
間
的
に
は
「
感
覚
Ｉ
運
動
」
的
現
在
な
ら
び
に
一
定
の
「
日
付
」
を

持
っ
た
過
去
と
し
て
の
み
描
か
れ
る
水
準
で
あ
る
と
見
な
し
て
大
過
あ
る
ま
い
。
そ
れ
に
対
し
て
、
こ
こ
で
の
「
呼
び
か
け
」
は
、
そ

う
し
た
水
準
を
突
き
破
る
よ
う
に
、
見
知
ら
ぬ
異
邦
か
ら
の
声
の
ご
と
く
に
、
響
く
。
そ
れ
が
関
わ
る
時
間
は
、
も
は
や
再
認
さ
れ
る

現
在
と
過
去
で
は
な
く
、
「
限
り
な
く
古
い
隔
世
遺
伝
的
な
記
憶
」
の
見
分
け
難
い
深
み
な
の
だ
。
と
も
か
く
も
、
さ
ま
ざ
ま
の
芸
術

は
、
通
常
の
再
認
の
水
準
が
隠
蔽
し
忘
却
さ
せ
て
い
る
実
在
へ
と
我
々
を
赴
か
せ
る
も
の
と
し
て
登
場
す
る
。
特
に
演
劇
と
い
う
ジ
ャ

ン
ル
に
お
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
指
摘
す
る
「
呼
び
か
け
」
は
、
以
上
で
私
た
ち
が
見
て
き
た
、
『
二
源
泉
」
に
お
け
る
「
呼
び
か
け
」

と
あ
い
通
じ
る
と
こ
ろ
が
少
な
く
な
く
、
ま
た
逆
に
三
一
源
泉
」
の
「
呼
び
か
け
」
の
内
実
を
明
蜥
に
し
て
く
れ
る
も
の
で
す
ら
あ
る

（
事
実
、
「
二
源
泉
」
で
も
演
劇
は
音
楽
と
並
ん
で
特
権
的
例
の
一
つ
で
あ
り
続
け
て
い
る
ｅ
鯉
ミ
屋
匡
）
）
。

「
笑
い
」
に
登
場
す
る
「
呼
び
か
け
」
は
、
「
他
人
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
こ
と
（
８
号
》
○
コ
回
○
厘
の
四
国
８
．
芯
堅
画
昌
『
邑
」
を
伝
達
す

る
言
葉
で
は
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
そ
れ
が
我
々
に
、
自
身
に
つ
い
て
何
か
を
か
い
ま
見
さ
せ
る
（
目
『
①
ｇ
胃
ぐ
○
己
と
い
う
こ
と
に

お
い
て
効
果
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
「
呼
び
か
け
」
の
本
質
は
、
あ
る
内
容
の
伝
達
で
あ
る
よ
り
は
、
受
け

取
り
手
に
お
い
て
あ
る
種
の
自
己
還
帰
を
促
す
と
い
う
側
面
に
見
い
だ
さ
れ
る
わ
け
だ
。
「
確
か
に
、
芸
術
家
が
見
た
も
の
を
、
我
々

が
目
に
す
る
こ
と
は
、
少
な
く
と
も
全
く
同
様
に
目
に
す
る
こ
と
は
、
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
と
も
か
く
芸
術
家
が
そ
れ
を
見
た
の

で
あ
れ
ば
、
彼
が
そ
れ
を
見
る
た
め
に
ベ
ー
ル
を
遠
ざ
け
た
そ
の
努
力
は
我
々
の
模
倣
（
冒
冒
号
弓
）
を
要
求
し
て
こ
よ
う
。
彼
の
作

品
は
、
我
々
に
と
っ
て
教
え
と
な
る
一
つ
の
範
例
（
の
〆
の
日
号
）
な
の
で
あ
る
」
（
冒
匿
‐
届
豊
３
．
１
「
模
倣
」
や
「
範
例
」
と

い
っ
た
「
二
源
泉
」
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
用
意
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、
そ
れ
ら
の
背
後
に
あ
る
重
要
な
観
点
が
す
で
に
現
れ
て
い
る
一

節
だ
と
言
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
の
芸
術
家
の
「
呼
び
か
け
」
は
、
あ
れ
こ
れ
の
同
一
的
内
容
の
概
念
的
伝
達
と
い
っ
た
も
の
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我家 だ
々で実一

；＃際冒
間 く、蔑豊÷

実際試『、

（９

論
」
で
も
す
で
に
、
小
説
家
と
い
う
形
象
は
登
場
し
て
い
た
。
こ
こ
で
私
た
ち
が
注
目
し
た
い
の
は
、
第
一
章
の
芸
術

家
で
は
な
く
、
む
し
ろ
第
二
章
に
登
場
し
た
小
説
家
で
あ
る
。
「
彼
に
よ
っ
て
勇
気
づ
け
ら
れ
（
胃
８
口
国
恩
）
、
我
々
は
、
意
識
と

我
々
と
の
間
に
自
ら
置
い
て
し
ま
っ
た
ベ
ー
ル
を
し
ば
し
取
り
除
い
た
の
で
あ
る
。
彼
は
、
我
々
を
、
我
々
の
眼
前
に
置
き
直
し
た
の

で
あ
っ
た
」
ｅ
ロ
ｇ
菌
）
。
ｌ
こ
こ
で
も
小
説
家
は
私
た
ち
自
身
の
こ
と
が
ら
を
描
写
の
対
象
と
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
う
で
は

な
く
、
彼
は
空
間
化
さ
れ
た
「
日
常
の
生
」
の
論
理
で
は
理
解
で
き
な
い
「
矛
盾
」
を
言
語
表
現
に
折
り
交
ぜ
る
こ
と
で
、
結
果
的
に

私
た
ち
を
「
反
省
へ
と
い
ざ
な
う
（
ヨ
ぐ
胃
『
ど
“
『
ｇ
の
蚤
。
。
）
」
（
昌
邉
お
巴
の
だ
。
や
は
り
こ
こ
で
も
小
説
家
の
「
い
ざ
な
い
」
は
、

言
語
の
叙
述
す
る
あ
れ
こ
れ
の
内
容
で
は
な
く
、
彼
の
表
現
の
受
け
取
り
手
で
あ
る
私
た
ち
自
身
の
あ
り
方
そ
の
も
の
へ
の
関
与
な
の

で
は
な
い
。
そ
れ
は
私
た
ち
の
側
で
、
私
た
ち
各
人
の
仕
方
で
、
あ
る
努
力
を
行
え
と
い
う
、
そ
う
し
た
呼
び
か
け
な
の
で
あ
る
（
９
．

酉
乞
産
畠
。
し
か
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
そ
う
し
た
呼
び
か
け
を
発
す
る
に
足
る
芸
術
と
い
う
も
の
は
、
極
め
て
個
人
的
な
こ

と
（
壺
呂
冒
号
の
一
℃
冒
麗
産
霞
）
を
描
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
い
て
、
い
や
む
し
ろ
そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
、
「
呼
び
か
け
」

（
８
）

は
「
呼
び
か
け
」
で
あ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
こ
う
し
た
事
態
は
、
「
呼
び
か
け
」
が
何
ら
か
の
内
容
の
伝
達
で
あ
る
と
し
た
ら
お

よ
そ
理
解
で
き
な
い
こ
と
だ
ろ
う
。
「
呼
び
か
け
」
が
求
め
る
の
は
、
「
我
々
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
同
じ
努
力
を
試
み
る
」
角
旨
ミ

念
ご
こ
と
、
「
我
々
な
り
に
真
筆
に
も
の
を
見
る
べ
く
」
「
自
ら
に
対
し
て
」
昂
届
ミ
急
望
努
力
を
行
う
こ
と
な
の
だ
。
し
か
る
に
、

そ
の
努
力
が
目
指
す
の
は
、
ま
さ
に
「
試
論
」
的
な
意
味
に
お
け
る
自
由
、
す
な
わ
ち
私
が
自
己
へ
と
立
ち
返
り
、
自
ら
に
即
し
て
存

在
し
直
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
以
外
の
何
だ
ろ
う
か
？
だ
か
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
「
芸
術
作
品
の
真
理
性
（
く
留
威
号
一
望
Ｂ
屋
ぐ
『
の
）
」
に

つ
い
て
こ
う
語
る
ｌ
「
し
た
が
っ
て
真
理
は
自
ら
の
う
ち
に
、
確
信
さ
せ
る
力
（
目
協
”
ご
○
且
の
８
昌
昌
○
コ
）
を
、
そ
れ
ば
か
り
か

回
心
さ
せ
る
ａ
の
８
コ
く
①
且
○
コ
）
力
を
す
ら
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
真
理
が
真
理
と
し
て
認
め
ら
れ
る
し
る
し
な
の

）

詞
］
函
印
、
《
③
巴
。

I

’
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で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
「
呼
び
か
け
」
と
し
て
理
解
で
き
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
「
ベ

ー
ル
の
除
去
」
、
「
我
々
自
身
の
、
我
々
の
眼
前
へ
の
置
き
直
し
」
と
い
っ
た
事
態
は
、
「
試
論
」
の
文
脈
に
お
い
て
、
持
続
す
る
私
の

本
来
的
自
由
の
回
復
で
な
く
て
何
だ
ろ
う
か
？

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
次
の
よ
う
な
構
図
が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
。
Ｉ
「
持
続
の
哲
学
」
は
確
か
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の

重
要
な
、
そ
れ
ば
か
り
か
本
質
的
な
成
素
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
私
」
が
変
化
の
連
続
性
で
あ
り
、
連
続
性
を
保
持
で
き
る
だ
け
の
強

度
を
保
持
し
た
持
続
と
し
て
存
在
し
、
自
己
創
造
を
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
の
事
態
、
そ
れ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
、

そ
れ
以
上
湖
行
で
き
な
い
よ
う
な
究
極
的
な
事
態
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
「
私
」
が
存
在
す
る
そ
の
根
拠
と
し
て
、
あ
る
種
の
「
呼
び

か
け
」
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
中
に
は
常
に
目
立
た
ぬ
形
で
存
在
し
て
い
た
ｌ
こ
う
し
た
描
図
で
あ
る
。
持
続
す
る
「
私
」
の
自
由
、

自
己
創
造
は
、
そ
れ
に
先
行
す
る
水
準
に
よ
っ
て
初
め
て
呼
び
求
め
ら
れ
、
存
在
す
る
に
至
っ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
自
己
原

因
」
と
い
っ
た
も
の
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
の
だ
。
い
や
、
む
し
ろ
こ
う
言
う
べ
き
だ
ろ
う
ｌ
確
か
に
「
私
」
は
、
自
ら
に
即
し
、

ご
く
個
人
的
で
深
い
生
を
極
め
て
高
い
強
度
に
お
い
て
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
そ
の
時
、
「
私
」
は
表
面
的
な
自
我
や
そ
の

他
の
外
在
的
な
要
素
な
ど
に
左
右
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
、
「
自
足
し
た
」
生
を
享
受
す
る
と
お
そ
ら
く
は
言
い
得
る
。
と
こ
ろ
が
そ
う

し
た
自
由
は
、
あ
る
外
部
か
ら
呼
び
求
め
ら
れ
、
可
能
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
呼
び
求
め
は
、
「
私
」
の
自
己
準
拠

性
を
損
な
う
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
性
格
を
強
め
る
も
の
で
す
ら
あ
る
は
ず
だ
。
こ
う
し
た
独
特
の
事
態
の
記
述
を
、
私
た
ち

は
以
下
で
も
う
少
し
試
み
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

呼
び
か
け
、
呼
び
か
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
人
格
、
呼
び
か
け
の
総
体
と
し
て
の
社
会
、
一
般
概
念
や
そ
の
伝
達
で
あ
る
以
前
に

ま
ず
呼
び
か
け
と
し
て
理
解
さ
れ
る
言
語
。
私
た
ち
が
「
呼
び
か
け
」
の
語
に
注
目
し
て
み
た
の
は
、
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
語
を
取
り

巻
く
か
た
ち
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
内
部
に
そ
れ
ま
で
と
は
異
質
な
諸
要
素
が
現
れ
て
い
る
、
さ
ら
に
は
大
き
な
転
換
す
ら
演
じ
ら
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創
造
性
と
被
造
性
。
創
造
的
個
体
の
創
造

「
創
造
的
進
化
」
の
冒
頭
は
一
つ
の
存
在
論
を
構
成
し
て
い
た
。
「
最
も
確
実
で
よ
く
知
ら
れ
た
」
我
々
自
身
の
存
在
、
「
こ
の
特
権

的
な
場
合
に
お
い
て
、
「
存
在
す
る
（
２
の
房
同
こ
と
い
う
語
の
精
確
な
意
味
は
何
だ
ろ
う
か
」
（
凰
昼
誤
）
。
答
ｌ
「
我
々
が
見
い

だ
し
た
の
は
、
意
識
的
な
存
在
に
と
っ
て
は
、
存
在
す
る
と
は
変
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
変
化
す
る
と
は
成
熟
す
る
こ
と
、
成
熟
す
る

と
は
限
り
な
く
自
ら
を
創
造
し
て
い
く
こ
と
（
開
。
鼠
①
『
言
忌
言
冒
の
三
ｍ
ｇ
‐
冒
伽
ョ
①
）
、
こ
の
こ
と
で
あ
っ
た
」
ａ
ｇ
ぷ
ｇ
）
。
そ
し
て
更

な
る
問
い
、
「
存
在
一
般
に
つ
い
て
も
同
様
に
言
え
る
だ
ろ
う
か
？
」
も
ち
ろ
ん
答
は
然
り
で
あ
っ
た
。
そ
の
持
続
の
仕
方
は
異
な
る

取聴
と
は
い
え
、
や
は
り
「
宇
宙
は
持
続
す
る
」
の
だ
か
ら
。
「
自
ら
を
創
造
す
る
こ
と
（
の
①
。
凧
の
『
）
」
ｌ
単
純
で
あ
り
な
が
ら
意
味
す

の塗
る
と
こ
ろ
の
少
な
く
な
い
表
現
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
問
題
な
の
は
能
動
的
に
創
造
す
る
こ
と
で
あ
り
、
し
か
も
同
時
に
そ
の
対
象
は

ナ洲
再
帰
代
名
詞
で
表
さ
れ
る
よ
う
な
自
己
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
う
し
た
創
造
性
（
も
ち
ろ
ん
物
質
性
は
い
わ
ば
「
反
創
造
（
ｍ
の
忌
働
『
①
）
」

び呼
と
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
と
て
「
創
造
」
か
ら
、
そ
の
不
在
な
い
し
中
断
と
し
て
了
解
さ
れ
る
概
念
で
あ
っ
た
）
が
存
在
の
意
味
で
あ

と
な
る
わ
け
だ
が
、

第三章／第四節

れ
て
い
る
、
と
思
わ
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
以
上
に
加
え
て
も
う
一
つ
設
定
す
べ
き
ト
ピ
ッ
ク
が
残
さ
れ

て
い
る
。
「
呼
び
か
け
」
の
主
題
に
関
連
す
る
形
で
、
さ
ら
に
「
存
在
」
概
念
ま
で
も
が
、
あ
る
変
貌
を
蒙
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ

ろ
う
か
？

っ
た
わ
け
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
二

と
こ
ろ
が
、
「
二

源
泉
」
は
別
の
存
在
論
を
口
に
す
る
こ
と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
話
は
微
妙
だ
。
「
二
源
泉
」
、
特
に
第
三
章
は
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
者
と
し
て
の
声
と
キ
リ
ス
ト
教
神
秘
主
義
者
の
語
り
と
が
時
に
分
か
ち
難
い
仕
方
で
織
り
成
さ
れ
て
い
る
テ
ク
ス
ト

で
あ
る
か
ら
。
そ
う
し
た
留
保
を
し
た
上
で
、
次
の
よ
う
な
一
節
が
私
た
ち
の
注
意
を
惹
か
ず
に
は
い
な
い
ｌ
「
創
造
的
エ
ネ
ル
ギ

317



－
は
愛
と
し
て
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
愛
し
ま
た
愛
さ
れ
る
と
定
め
ら
れ
た
諸
存
在
が
存
在
へ
と
呼
び
招
か
れ
た
（
“
弓
①
赤
め
”

一
言
①
×
国
９
８
）
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
諸
存
在
は
、
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
他
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
神
と
は
別
個
言
巽
言
、
厨
）
の
も
の
で

あ
る
が
ゆ
え
に
、
宇
宙
の
内
に
し
か
生
じ
得
な
か
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
こ
そ
宇
宙
が
生
じ
た
理
由
な
の
だ
」
ｅ
留
囹
芦
己
ら
。
こ
こ
に

は
、
私
た
ち
の
存
在
を
、
〈
創
造
さ
れ
た
も
の
（
ｑ
８
冨
日
）
〉
と
し
て
規
定
す
る
観
点
が
は
っ
き
り
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て

（
皿
）

「
創
造
」
は
「
愛
」
と
い
う
タ
ー
ム
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
発
想
そ
の
も
の
は
ユ
ダ
ャ
ー
キ
リ
ス
ト
教
の

伝
統
に
お
い
て
は
ほ
ぼ
自
明
の
も
の
で
あ
る
わ
け
だ
が
、
そ
れ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
中
に
侵
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
変
動
は
、

小
さ
な
も
の
で
は
な
い
。
先
に
「
自
己
創
造
」
と
し
て
規
定
さ
れ
た
「
存
在
」
は
、
い
ま
や
も
う
一
つ
手
前
の
段
階
に
お
い
て
〈
呼
び

招
か
れ
つ
つ
創
造
さ
れ
た
存
在
〉
と
し
て
再
規
定
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
。
能
動
的
な
《
開
の
融
①
『
ｖ
に
先
立
つ
被
造
性
、
す
な

わ
ち
、
根
源
的
な
受
動
性
。
そ
れ
は
も
は
や
私
と
い
う
既
定
の
一
存
在
者
の
偶
然
的
変
様
に
回
収
さ
れ
る
受
動
性
で
は
な
く
、
そ
も
そ

も
の
私
の
存
在
そ
の
も
の
に
刻
印
さ
れ
て
い
る
受
動
性
で
あ
り
、
私
が
自
己
の
能
動
的
自
由
を
享
受
し
て
い
る
ま
さ
に
そ
の
時
に
も
相

変
わ
ら
ず
貫
か
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
（
そ
し
て
日
常
の
生
に
お
け
る
あ
れ
こ
れ
の
受
動
的
体
験
と
は
位
相
を
異
に
す
る
た
め
に
、
そ
れ

と
し
て
は
ほ
と
ん
ど
感
じ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
）
受
動
性
だ
。
同
時
に
、
あ
の
「
自
己
創
造
」
の
へ
脇
〉
に
記
さ
れ
た
自
己
へ
の
準
拠

は
、
こ
こ
に
至
っ
て
創
造
者
と
し
て
の
神
へ
の
準
拠
に
代
わ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
の
際
に
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
、
「
存
在
へ
と

呼
ば
れ
る
」
と
い
う
、
こ
れ
ま
た
「
呼
び
か
け
」
と
い
う
表
現
で
あ
っ
た
。
こ
の
小
さ
な
語
に
賭
け
ら
れ
て
い
る
も
の
の
大
き
さ
は
、

以
上
の
考
察
に
お
い
て
も
再
び
確
認
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
う
し
て
神
に
関
し
て
範
例
的
に
記
述
さ
れ
た
「
呼
び
か
け
」
は
、
ま
さ
に
私
た
ち
の
間
で
の
「
呼
び
か
け
」
の
諸
特
質
を
も
再
確

認
さ
せ
る
も
の
だ
。
神
は
「
愛
」
に
よ
っ
て
創
造
す
る
が
、
そ
れ
は
神
自
ら
と
は
「
別
個
」
の
存
在
の
創
造
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
神
に
よ
っ
て
「
存
在
へ
と
呼
び
招
か
れ
」
る
こ
と
で
、
被
造
物
は
初
め
て
自
分
に
固
有
の
存
在
を
得
る
こ
と
と
な
る
。
言
い
換
え

318



れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
「
愛
」
と
は
単
純
な
合
一
や
同
一
化
と
し
て
で
は
な
く
、
〈
存
在
さ
せ
る
こ
と
〉
と
し
て
理
解
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
ｌ
そ
し
て
呼
び
か
け
も
ま
た
。

こ
の
特
異
性
は
、
愛
を
合
致
な
い
し
同
一
化
へ
の
傾
向
と
し
て
理
解
す
る
伝
統
と
の
比
較
に
よ
っ
て
判
明
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

例
え
ば
デ
カ
ル
ト
は
「
情
念
論
（
ｓ
爲
蔚
冒
冒
聡
曽
の
号
尽
竜
蔦
）
」
に
お
い
て
「
愛
（
煙
ョ
。
昌
匡
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
た

ｌ
「
愛
と
は
、
精
気
の
運
動
に
よ
っ
て
生
じ
さ
せ
ら
れ
る
魂
の
情
動
で
あ
っ
て
、
精
神
に
ふ
さ
わ
し
い
と
思
わ
れ
る
対
象
に
、
意
志

に
よ
っ
て
、
結
合
す
る
こ
と
を
促
す
も
の
で
あ
る
」
（
雪
巴
。
こ
の
場
合
、
「
意
志
に
よ
っ
て
」
と
い
う
の
は
、
「
た
だ
今
か
ら
す
で
に
、

自
ら
が
愛
す
る
も
の
と
自
分
は
結
合
し
て
い
る
の
だ
と
考
え
る
と
こ
ろ
の
同
意
」
（
冨
一
）
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
て
、
自
ら
が
そ
の
一

部
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
ま
た
愛
さ
れ
る
対
象
を
他
の
部
分
と
な
す
一
つ
の
全
体
（
目
ｇ
具
）
が
想
像
的
に
、
現
在
性
の
相
の
下
で
、

形
成
さ
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
「
愛
」
は
、
そ
れ
が
知
的
だ
ろ
う
が
心
身
合
一
的
だ
ろ
う
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
全
体
形
成
的
な
の
だ
。

（
ｕ
）

ア
ル
キ
エ
が
言
う
よ
う
に
、
「
も
は
や
問
題
な
の
は
私
の
自
我
で
は
な
く
、
愛
さ
れ
る
対
象
と
私
と
が
形
成
す
る
全
体
な
の
で
あ
る
」
。

取聴
し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
語
る
「
愛
」
は
、
そ
の
種
の
愛
と
は
全
く
異
な
る
も
の
だ
。
ま
ず
第
一
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
「
愛
」
は
、

の壁
そ
れ
が
向
か
う
対
象
に
よ
っ
て
、
そ
れ
と
の
関
係
で
初
め
て
具
体
的
に
可
能
に
な
る
も
の
で
は
な
い
。
「
こ
の
［
開
か
れ
た
］
魂
の
形

ナ糾
相
５
『
ョ
の
）
は
、
そ
の
内
容
に
は
依
存
し
な
い
。
［
中
略
］
た
と
え
地
上
に
他
の
生
命
が
い
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
こ
の
愛
（
。
言
‐

び呼
『
愚
）
は
そ
れ
を
抱
く
者
の
う
ち
に
存
在
し
続
け
る
だ
ろ
う
」
ｅ
圏
ミ
ｇ
ｓ
）
。
こ
う
し
た
奇
妙
な
仮
定
が
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、

唖
こ
の
愛
が
没
世
界
的
な
、
世
界
外
的
な
、
さ
ら
に
は
自
閉
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
「
愛
」
が
、

葎
（
実
在
的
で
あ
れ
想
像
的
で
あ
れ
）
既
存
の
存
在
者
を
前
提
と
し
て
、
そ
れ
と
の
合
一
へ
の
傾
向
と
し
て
初
め
て
「
愛
」
と
し
て
記
述

雲
さ
れ
る
に
至
る
よ
う
な
も
の
で
は
本
来
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
だ
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
語
る
「
愛
」
は
、
ま
ず
対
象
的
な
仕
方

第

で
捉
え
ら
れ
た
存
在
者
に
対
し
て
向
け
ら
れ
る
二
次
的
な
態
度
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
表
象
の
優
位
に
基
づ
く
そ
う
し
た
順
序
関
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そ
し
て
第
三
に
、
こ
う
し
た
創
造
的
情
動
と
し
て
の
愛
は
、
「
全
体
」
を
構
成
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
す
る
共

同
性
が
あ
る
と
し
て
、
そ
れ
こ
そ
は
「
開
か
れ
た
社
会
」
な
の
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
社
会
概
念
の
異
様
な
規
定
に
つ
い
て
は
す
で
に
確

認
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
類
を
見
な
い
諸
個
体
が
構
成
す
る
共
同
性
ｌ
「
開
か
れ
た
社
会
」
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
託
し
た
の
は
そ
の
よ

う
な
逆
説
的
イ
デ
ー
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
う
し
た
個
体
の
個
体
性
は
、
ま
さ
し
く
自
ら
に
固
有
の
創
造
を
線
を
引
き
受
け
続
け
て
い

係
は
こ
こ
で
は
成
り
立
た
な
い
。
「
試
論
」
が
す
で
に
「
深
い
感
情
」
を
「
自
足
し
て
い
る
（
の
の
呂
副
『
①
”
①
匡
×
‐
ョ
ｇ
】
①
ｍ
）
」
ｅ
窟
お
）

（
吃
）

も
の
と
し
て
描
い
て
い
た
こ
と
が
こ
こ
で
想
起
さ
れ
よ
う
。

し
た
が
っ
て
第
二
に
、
お
の
れ
の
対
象
の
現
前
に
先
立
つ
こ
う
し
た
「
愛
」
は
、
む
し
ろ
そ
の
対
象
を
創
造
す
る
情
動
と
し
て
記
述

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
こ
の
「
愛
」
と
は
、
自
ら
に
お
け
る
欠
如
の
補
填
、
あ
る
い
は
対
象
と
の
同
一
化
や
融
合
で
あ
る
よ
り

も
ま
ず
、
「
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
に
存
在
を
与
え
る
ａ
○
コ
ロ
①
己
黛
『
の
凶
８
号
冒
壱
騨
昌
５
画
の
）
」
弓
冨
紹
芦
邑
巴
よ
う
な
発
明
な
い
し

創
造
の
営
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
実
際
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
三
源
泉
」
に
お
い
て
「
愛
」
と
「
創
造
」
と
い
う
二
つ
の
概
念

が
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
か
っ
た
（
「
愛
」
が
単
な
る
同
一
化
と
合
致
の
こ
と
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
創
造
」
と
は
言
わ
れ

ま
い
）
。
そ
し
て
愚
毎
．
く
冒
一
》
と
へ
堅
自
輿
四
日
○
員
〉
と
の
連
関
も
外
的
な
ま
ま
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
創
造
が
存
在
の
贈
与
で

あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
ま
た
「
愛
」
と
し
て
も
記
述
さ
れ
得
た
の
だ
。
繰
り
返
せ
ば
、
こ
の
「
愛
」
は
同
一
化
を
、
し
た
が
っ
て
あ

る
意
味
で
偽
装
さ
れ
た
自
己
愛
を
、
つ
ま
り
は
被
造
物
の
自
己
性
の
剥
奪
、
そ
の
ひ
そ
か
な
我
有
化
を
、
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

創
造
と
し
て
の
「
愛
」
と
は
、
そ
の
最
も
充
実
し
た
相
に
お
い
て
、
自
ら
の
他
者
を
存
在
さ
せ
、
存
在
す
る
が
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と

以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
表
現
で
言
う
な
ら
、
そ
こ
に
あ
る
の
は
「
創
造
へ
の
衝
迫
Ⅱ
要
求
（
①
×
両
ｇ
ｎ
①
号
ｇ
圏
‐

号
ご
）
」
で
あ
り
、
彼
は
そ
れ
を
「
創
造
的
進
化
」
で
は
「
エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ル
」
の
記
述
の
た
め
に
用
い
、
「
二
源
泉
』
で
は
「
愛
」

と
名
づ
け
直
し
た
わ
け
で
あ
る
。
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く
こ
と
以
外
に
そ
の
根
拠
を
持
た
な
い
。
こ
こ
に
、
「
全
体
」
は
成
り
立
た
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
は
絶
え
ず
「
開
か
れ
て
」
い
く
し
か
な

い
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
何
ら
か
の
「
秩
序
」
が
見
ら
れ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
予
見
や
再
認
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
よ
う
な
そ
れ
で
は

な
い
。
『
進
化
』
の
議
論
を
想
起
し
よ
う
。
確
か
に
「
秩
序
」
は
、
一
般
に
は
、
「
主
客
間
の
あ
る
種
の
一
致
」
で
あ
り
、
「
事
象
の
中

に
自
ら
を
再
発
見
す
る
精
神
（
①
の
己
昌
の
①
『
①
言
○
昌
画
昌
呂
易
一
の
の
呂
○
の
①
ｍ
）
」
ａ
ｓ
展
茜
震
）
の
こ
と
な
の
で
は
あ
っ
た
。
し
か
し
、
私

た
ち
が
前
章
で
扱
っ
た
「
惰
性
的
」
で
「
自
動
的
」
な
秩
序
の
傍
ら
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
用
意
す
る
別
の
秩
序
、
す
な
わ
ち
「
生
命
」
本

来
の
「
秩
序
」
と
は
、
「
天
才
性
、
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ
、
し
た
が
っ
て
予
見
不
可
能
性
（
冒
冒
野
国
冨
鼠
）
そ
の
も
の
」
冒
○
隠
望

密
画
）
の
こ
と
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
私
た
ち
が
そ
こ
に
「
自
ら
を
再
発
見
」
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
「
自
ら
」
と
は
、
期
待
と
そ
の
充

実
、
つ
ま
り
は
欠
如
と
そ
の
充
足
と
し
て
描
か
れ
る
べ
き
「
再
認
」
の
エ
コ
ノ
ミ
ー
に
は
収
ま
り
よ
う
の
な
い
何
か
、
社
会
と
い
う

「
全
体
」
の
中
に
用
意
さ
れ
た
再
認
可
能
な
役
割
や
位
置
や
名
前
に
よ
っ
て
は
把
握
し
よ
う
の
な
い
何
か
で
し
か
あ
り
得
ま
い
。
「
物

質
と
記
憶
」
の
だ
る
ま
の
よ
う
な
図
式
言
冒
骨
扇
薗
＆
）
、
記
憶
と
対
象
と
が
対
称
的
に
互
い
を
映
し
出
し
合
い
な
が
ら
「
回
路
」
や

取癖
「
円
環
」
を
描
き
出
し
て
い
た
あ
の
図
式
は
、
こ
こ
で
は
も
は
や
機
能
し
な
い
。
失
行
症
や
失
語
症
に
陥
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
こ

壁
こ
に
お
い
て
私
た
ち
は
、
す
ぐ
れ
て
行
為
的
な
存
在
（
真
の
「
神
秘
主
義
者
」
と
は
そ
れ
だ
）
に
化
す
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
言
葉
は

ナ鋤
消
え
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
表
現
不
可
能
な
ま
で
に
豊
か
な
経
験
に
駆
動
さ
れ
な
が
ら
、
絶
え
ざ
る
未
充
足
の
相
に
お
い
て
語
ら
れ

び
（
喝
）

呼
続
け
る
の
だ
。
「
再
認
」
を
破
綻
さ
せ
続
け
る
「
創
造
」
は
、
決
し
て
、
私
と
他
者
と
が
安
定
し
た
「
全
体
」
の
う
ち
に
体
ら
う
こ
と

唖
を
許
さ
な
い
。
私
は
創
造
的
で
あ
り
、
創
造
さ
れ
る
他
者
が
ま
た
創
造
的
な
の
で
あ
る
か
ら
。
あ
る
い
は
、
他
者
が
創
造
的
で
あ
り
、

鑓
創
造
さ
れ
た
私
が
ま
た
創
造
的
な
の
で
あ
る
か
ら
。
あ
ら
ゆ
る
方
向
か
ら
、
こ
う
し
た
「
共
同
性
」
は
、
「
全
体
」
を
拒
否
し
続
け
る

雲
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
う
し
た
事
態
を
こ
そ
私
た
ち
の
生
命
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
極
限
と
し
て
積
極
的
に
描
き
出
す
こ
と
が
、
「
二
源
泉
」

第

の
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
の
課
題
で
あ
っ
た
の
だ
と
私
た
ち
は
思
う
。
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先
に
触
れ
た
講
演
『
意
識
と
生
」
に
お
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
道
徳
家
（
ョ
○
国
房
庸
）
」
の
う
ち
に
こ
そ
、
芸
術
家
以
上
の
「
卓

越
し
た
創
造
者
」
を
見
て
い
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
「
そ
の
行
為
が
そ
れ
自
身
強
度
に
み
ち
た
も
の
で
あ
る
ゆ
え
に
他
人
た
ち
の
行

為
を
強
度
に
満
ち
た
も
の
に
す
る
（
目
の
．
農
の
『
）
こ
と
の
で
き
る
者
、
そ
の
行
為
が
高
迩
（
隠
邑
野
①
こ
の
の
）
で
あ
る
が
ゆ
え
に
他
者
の

高
迩
（
恩
吊
『
ｏ
の
蔵
）
の
竃
に
火
を
と
も
す
こ
と
の
で
き
る
者
」
（
團
望
留
望
）
、
そ
れ
が
「
道
徳
家
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て

い
る
「
道
徳
」
と
は
、
だ
か
ら
、
あ
れ
こ
れ
の
規
則
を
遵
守
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
ず
何
よ
り
も
他
者
を
よ
り
高
い
強
度
の

生
へ
と
赴
か
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
は
他
者
を
そ
の
固
有
の
自
由
の
中
に
置
き
留
め
よ
う
と
す
る
こ
と
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

デ
カ
ル
ト
に
お
け
る
「
高
逼
（
隠
愚
『
○
ｍ
最
）
」
が
、
ま
ず
は
自
分
自
身
の
自
由
意
志
の
無
限
性
へ
の
驚
き
で
あ
り
、
こ
の
無
限
性
を
他

者
に
お
い
て
も
認
め
る
こ
と
を
通
じ
て
一
つ
の
モ
ラ
ル
を
提
示
し
て
い
た
の
と
同
様
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
も
、
他
者
の
自
由
を

肯
定
す
る
こ
と
を
本
義
と
す
る
一
種
の
「
高
邇
の
モ
ラ
ル
」
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
が
構
想
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
し
か
も
同
時
に
、
デ

カ
ル
ト
が
「
高
迩
（
恩
愚
『
○
の
愚
と
か
ら
従
来
の
「
惜
し
み
な
さ
」
の
語
意
を
む
し
ろ
排
除
す
る
の
に
対
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て

は
そ
れ
が
く
創
造
と
し
て
の
愛
〉
と
い
う
概
念
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
再
び
「
惜
し
み
な
さ
」
の
意
味
を
含
み
込
ま
さ
れ
て
い

る
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
「
高
迩
」
は
、
最
も
優
越
し
た
姿
に
お
け
る
創
造
と
し
て
、
惜
し
み
な
く
創
造
者
を
創
造

す
る
と
い
う
行
為
を
意
味
す
る
わ
け
だ
。
そ
れ
が
「
同
一
化
」
と
は
対
極
的
な
振
る
舞
い
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
ろ
う
。

こ
の
構
図
は
強
調
さ
れ
て
お
い
て
よ
い
。
多
様
な
「
創
造
」
の
営
み
に
お
い
て
、
あ
る
者
は
事
業
を
起
こ
し
、
企
業
を
発
展
さ
せ
る

か
も
し
れ
な
い
（
用
麗
茜
罵
）
、
あ
る
い
は
母
は
子
を
自
ら
の
創
造
の
所
産
と
し
て
持
つ
だ
ろ
う
。
程
度
に
差
は
あ
れ
そ
れ
ぞ
れ
は
、

「
生
き
て
持
続
す
る
作
品
（
Ｂ
こ
く
『
ゆ
く
一
目
一
の
①
己
昌
昌
一
①
）
」
（
用
匿
お
麓
）
を
、
す
な
わ
ち
創
造
者
か
ら
独
立
し
た
一
個
の
存
在
を
、
そ

れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
、
創
造
し
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
自
己
保
存
の
シ
ー
ル
と
し
て
自
然
が
用
意
し
た
単
な
る
快
楽
（
ロ
ー
卸
画
『
）
で

は
な
く
（
そ
れ
は
ま
さ
に
欠
如
を
前
提
と
し
た
「
予
期
と
充
実
」
の
シ
ェ
ー
マ
内
部
の
も
の
だ
）
、
ま
た
他
人
か
ら
の
称
賛
（
画
ｇ
『
。
‐
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９
号
．
）
に
よ
っ
て
初
め
て
獲
得
さ
れ
る
の
で
も
な
い
感
情
、
す
な
わ
ち
、
自
ら
が
創
造
者
で
あ
る
こ
と
の
内
的
な
肯
定
の
感
情
と
も

言
う
べ
き
「
歓
喜
（
首
①
）
」
が
必
ず
伴
う
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
う
。
そ
の
中
で
も
「
例
外
的
な
」
（
用
麗
お
豊
歓
喜
が
、
作
品
を
実

現
す
る
芸
術
家
曾
房
篇
）
な
ら
び
に
発
見
や
発
明
を
果
た
し
た
科
学
者
（
め
画
く
騨
己
に
は
許
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
は
「
試
論
』
が

述
べ
て
い
た
ま
ま
に
、
「
歓
喜
」
に
も
あ
る
種
の
質
的
階
梯
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
先
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
そ
の
最
上
位
に
は

や
は
り
、
「
意
識
と
生
」
で
は
「
道
徳
家
」
「
道
徳
的
偉
人
」
と
呼
ば
れ
、
「
二
源
泉
」
で
は
さ
ら
に
「
神
秘
主
義
者
」
と
呼
ば
れ
る
諸

存
在
の
そ
れ
が
置
か
れ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
で
あ
ろ
う
か
。
芸
術
が
創
造
す
る
の
は
、
や
は
り
ま
ず
も
っ
て
は
「
形
態
言
『
日
①
め
）
」

（
用
誤
扇
邑
で
あ
り
、
「
形
態
」
は
あ
る
意
味
で
エ
ラ
ン
の
停
止
で
あ
る
の
に
対
し
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
「
道
徳
家
」
は
、
た
だ
存

在
す
る
だ
け
で
、
周
囲
に
「
呼
び
か
け
」
を
及
ぼ
し
、
そ
れ
を
聞
き
届
け
た
者
を
自
身
固
有
の
自
由
へ
誘
い
、
か
く
し
て
静
止
し
た

「
形
態
」
の
代
わ
り
に
、
神
に
も
似
た
仕
方
で
、
創
造
者
を
創
造
し
て
い
く
か
ら
で
あ
る
。
自
由
な
創
造
を
果
た
し
て
い
く
存
在
を
新

た
に
生
み
出
し
て
い
く
こ
と
ｌ
こ
の
点
に
こ
そ
、
置
徳
塞
が
「
芸
術
家
」
に
対
し
て
「
い
っ
そ
う
高
い
曾
目
・
貝
ご
ａ
隠
望

取噸
、
麓
）
と
こ
ろ
に
置
か
れ
る
そ
の
理
由
が
あ
っ
た
の
だ
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
種
類
の
「
創
造
」
を
、
私
た
ち
の
生
命
が

産
担
い
得
る
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
極
限
と
し
て
叙
述
す
る
こ
と
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
自
分
の
お
そ
ら
く
は
最
後
と
な
る
だ
ろ
う
著
作
の
課
題

ナ洲
と
し
て
、
引
き
受
け
た
。
だ
か
ら
彼
は
、
そ
れ
を
芸
術
論
で
は
な
く
、
む
し
ろ
道
徳
・
宗
教
論
と
し
て
私
た
ち
に
残
し
た
の
で
あ
る
。

び呼
最
も
強
度
に
満
ち
た
創
造
は
「
神
秘
主
義
者
」
に
お
い
て
見
出
さ
れ
、
同
時
に
こ
の
「
神
秘
主
義
者
」
は
最
も
強
い
触
発
を
蒙
り
な
が

卿
ら
そ
の
驚
く
べ
き
自
由
を
与
え
ら
れ
た
の
だ
。
そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
神
」
を
探
し
求
め
る
の
は
、
そ
の
「
触
発
」
の
経
験
に
お
い

第三章／第四

て
で
あ
っ
た
。

本
章
で
の
私
た
ち
の
考
察
は
、
以
上
で
一
応
の
終
結
点
に
達
す
る
。
再
び
こ
こ
か
ら
い
わ
ば
下
り
つ
つ
、
「
創
造
」
の
哲
学
と
し
て
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考
察
を
整
理
す
る
時
で
あ
る
。

の
ベ
ル
ク
ソ
ニ
ス
ム
の
諸
相
を
辿
る
こ
と
は
容
易
だ
ろ
う
。
〈
創
造
さ
れ
た
創
造
者
〉
と
し
て
の
人
間
は
、
そ
の
創
造
に
お
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ま
で
存
在
し
な
か
っ
た
も
の
、
誰
も
予
期
で
き
な
か
つ
た
も
の
た
ち
へ
と
存
在
を
与
え
て
い
く
だ
ろ
う
。
人
間
は
、

「
進
化
」
冒
頭
部
も
語
っ
て
い
た
よ
う
な
「
自
ら
に
よ
る
自
ら
の
創
造
（
の
融
昌
○
．
号
の
ｏ
ｇ
日
切
＆
」
（
用
匿
お
溺
）
を
継
続
し
て
い
く

こ
と
だ
ろ
う
。
私
た
ち
は
、
「
試
論
」
で
描
か
れ
た
「
私
」
を
、
以
上
の
構
図
の
内
部
で
あ
ら
た
め
て
捉
え
直
す
こ
と
が
で
き
、
さ
ら

に
そ
の
「
私
」
の
生
の
制
約
さ
れ
た
一
局
面
を
詳
細
に
叙
述
し
た
も
の
と
し
て
「
物
質
と
記
憶
』
を
読
み
直
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。
い

っ
た
ん
到
達
さ
れ
た
点
か
ら
の
回
帰
は
い
つ
で
も
容
易
な
作
業
で
あ
る
、
と
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
教
え
で
あ
る
。
ひ
と
ま
ず
こ
れ
ま
で
の
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第
一
章
で
は
、
「
私
」
と
い
う
「
主
観
性
」
の
実
在
な
ら
び
に
そ
れ
固
有
の
与
え
ら
れ
方
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
叙
述
さ
れ
て
い
る
の
か
を
考
察
し
た
。
そ
こ
で
特
に
問
題
と
な
る
の
は
、
「
持
続
」
と
し
て
提
出
さ
れ
る
時
間
概
念
が
、
い
か
に

し
て
「
主
観
性
」
の
概
念
と
連
接
し
得
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
一
般
に
こ
の
二
つ
の
概
念
は
常
に
緊
張
関
係

の
も
と
に
置
か
れ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
「
主
観
性
」
を
自
己
と
の
合
致
と
し
て
理
解
し
そ
の
擁
護
を
試
み
る
立
場
に
お
い
て
は
「
時

間
」
は
そ
れ
を
妨
げ
る
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ
、
反
対
に
「
時
間
」
を
重
視
す
る
立
場
は
、
時
間
が
自
己
と
の
合
致
を
許
容
し
な
い
も

論
の
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
「
主
観
性
」
概
念
そ
の
も
の
を
失
効
さ
せ
よ
う
と
す
る
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
超
え
よ
う
と
す
る
立
場
、
す
な

わ
ち
例
え
ば
「
同
一
性
と
差
異
と
の
同
一
性
」
と
い
う
再
帰
的
か
つ
矛
盾
的
な
概
念
を
む
し
ろ
存
在
の
基
礎
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
立

結

て
る
弁
証
法
哲
学
、
な
ら
び
に
、
そ
れ
を
「
脱
自
」
と
名
付
け
直
す
現
代
哲
学
も
、
構
図
と
し
て
は
先
の
ジ
レ
ン
マ
と
同
じ
空
間
内
部

本
研
究
で
私
た
ち
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
受
け
取
っ
た
主
張
は
多
い
。
あ
ら
た
め
て
要
約
し
、
本
研
究
の
結
論
と
し
よ
う
。

結
論
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第
二
章
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
以
上
か
ら
当
然
答
え
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
問
題
、
す
な
わ
ち
、
外
在
性
や
客
観
性
、
同
一
性
と
い
っ
た
、

生
成
的
自
己
経
験
に
は
対
立
す
る
と
見
え
る
諸
存
在
の
存
立
と
そ
の
経
験
の
可
能
性
を
ど
う
考
え
る
の
か
、
と
い
う
問
題
を
扱
っ
た
。

を
動
い
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
ペ
ル
ク
ソ
ン
の
理
論
は
、
以
上
の
近
代
的
主
観
性
理
論
の
根
本
的
構
図
そ
の
も
の
を
批
判
し
て
い
る
。

自
己
と
の
無
時
間
的
な
一
致
に
閉
ざ
さ
れ
る
の
で
も
な
く
、
時
間
の
中
に
置
か
れ
な
が
ら
そ
の
代
償
と
し
て
流
れ
去
る
対
象
の
一
つ
と

な
る
の
で
も
な
い
も
の
と
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
私
」
固
有
の
存
在
を
確
保
す
る
。
「
持
続
」
と
「
主
観
性
」
双
方
の
概
念
に
関
し

て
彼
の
叙
述
す
る
と
こ
ろ
に
従
い
つ
つ
、
「
持
続
す
る
コ
ー
ギ
ト
ー
」
の
可
能
性
を
探
る
と
い
う
の
が
、
私
た
ち
の
課
題
で
あ
っ
た
。

こ
の
議
論
の
意
義
と
射
程
を
理
解
す
る
た
め
に
、
私
た
ち
は
ま
ず
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
自
由
」
概
念
を
検
討
し
、
そ
こ
に
は
単
な
る

「
非
決
定
性
」
に
は
還
元
さ
れ
な
い
、
「
私
」
の
自
己
決
定
的
で
自
己
充
足
的
な
性
格
が
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の

上
で
、
「
私
」
に
つ
い
て
の
そ
の
よ
う
な
了
解
を
可
能
に
し
た
時
間
概
念
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
つ
い
て
考
察
す
る
な
か
で
、
私

た
ち
は
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
と
そ
こ
に
お
け
る
形
式
的
時
間
概
念
の
批
判
的
検
討
に
、
さ
ら
に
は
「
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
の
出

発
点
を
な
す
「
完
了
相
」
的
な
存
在
観
の
相
対
化
に
ま
で
導
か
れ
た
。
こ
の
行
程
で
得
ら
れ
た
論
点
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
「
持
続
」
と

は
、
事
後
的
に
は
同
一
性
と
差
異
、
存
在
と
そ
の
否
定
と
い
っ
た
弁
証
法
的
記
法
に
転
写
さ
れ
得
る
も
の
で
は
あ
れ
、
そ
れ
自
体
は
あ

く
ま
で
そ
の
よ
う
な
描
写
と
は
無
縁
な
ま
ま
に
絶
え
ず
未
完
了
的
に
継
続
す
る
質
料
的
生
成
だ
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
「
私
」
は
こ

の
「
持
続
」
に
対
し
て
外
的
な
傍
観
者
の
位
置
取
り
を
行
い
得
ず
、
常
に
す
で
に
そ
こ
に
内
在
す
る
感
受
的
経
験
と
し
て
成
立
し
て
い

る
こ
と
が
確
か
め
ら
れ
た
の
と
同
時
に
、
「
持
続
」
と
い
う
時
間
概
念
は
「
脱
自
」
や
「
隔
た
り
」
か
ら
は
了
解
さ
れ
得
な
い
も
の
で

あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
隔
た
り
を
お
い
て
は
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
の
生
成
を
端
的
に
感
受
し
続
け
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
生

成
的
か
つ
内
在
的
な
「
私
」
の
生
は
存
す
る
の
で
あ
る
。
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し
か
し
こ
の
主
張
は
同
時
に
、
「
秩
序
」
に
関
す
る
唯
名
論
的
態
度
を
含
意
し
て
お
り
、
「
科
学
」
な
い
し
知
性
的
認
識
の
権
利
を
問

題
視
さ
せ
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。
当
時
の
規
約
主
義
的
科
学
論
と
の
比
較
、
な
ら
び
に
プ
ロ
や
プ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
た
ち
か
ら
の
ベ

ル
ク
ソ
ン
ヘ
の
直
接
的
な
批
判
を
通
じ
て
こ
の
問
題
を
浮
き
彫
り
に
し
た
後
で
、
私
た
ち
は
、
「
秩
序
」
認
識
と
し
て
の
実
証
科
学
を

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
ど
の
よ
う
に
再
評
価
し
権
利
づ
け
る
の
か
を
辿
っ
た
。
彼
が
試
み
た
回
答
は
主
に
「
創
造
的
進
化
」
に
見
出
さ
れ
る
が
、

私
た
ち
は
そ
の
錯
綜
し
た
議
論
を
整
理
し
、
彼
の
主
張
の
核
心
を
な
す
の
は
、
生
物
学
上
の
進
化
論
へ
の
依
拠
で
あ
る
以
上
に
、
ま
ず

も
っ
て
「
空
間
性
」
概
念
の
再
定
義
で
あ
る
こ
と
を
見
た
。
空
間
性
と
は
、
持
続
の
「
弛
緩
」
か
ら
自
動
的
か
つ
必
然
的
に
生
じ
て
く

る
相
互
外
在
化
の
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
空
間
を
実
在
の
た
だ
中
で
発
生
さ
せ
、
そ
れ
が
も
は
や
単
な
る
窓

意
的
規
約
や
人
間
主
観
の
偶
然
的
表
象
形
態
で
は
な
い
と
主
張
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
私
た
ち
は
さ
ら
に
、
ポ
ア
ン
カ
レ
の
所
説
を
参

照
軸
と
し
な
が
ら
、
な
ぜ
持
続
の
「
弛
緩
」
が
知
解
可
能
性
、
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
特
に
幾
何
学
や
数
学
的
物
理
学
へ
の
適
合
性
を
発

生
さ
せ
る
の
だ
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
言
い
得
た
の
か
に
つ
い
て
も
解
釈
を
試
み
た
。
最
後
に
私
た
ち
は
、
以
上
扱
わ
れ
た
経
験
的
・
自
然

論
学
的
な
認
識
を
さ
ら
に
超
越
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
概
念
的
真
理
な
い
し
真
理
概
念
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
い
て
は
ど
う
扱
わ

れ
て
い
る
か
を
考
察
し
た
。
そ
の
種
の
「
真
理
」
は
、
あ
る
特
定
の
認
識
活
動
、
す
な
わ
ち
実
在
的
生
成
変
化
を
不
動
の
完
了
相
に
お

結

い
て
把
握
す
る
こ
と
を
目
指
す
知
性
的
認
識
に
と
っ
て
の
極
限
的
で
空
虚
な
理
念
と
し
て
の
み
扱
わ
れ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
認
識
論
に
お

第
二
章
前
半
部
で
私
た
ち
は
、
主
に
『
物
質
と
記
憶
」
に
従
い
な
が
ら
、
日
常
的
な
知
覚
経
験
の
構
造
を
捉
え
直
す
と
同
時
に
、
そ
こ

で
働
い
て
い
る
身
体
の
諸
機
能
に
着
目
し
た
。
知
覚
に
お
い
て
質
的
な
拡
が
り
と
し
て
直
接
与
え
ら
れ
る
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
は
、
一
定

の
実
践
的
関
心
に
導
か
れ
て
作
動
す
る
身
体
を
介
し
て
、
分
節
さ
れ
、
「
対
象
」
や
「
事
物
」
と
し
て
同
定
さ
れ
再
認
さ
れ
つ
つ
、
一

定
の
「
秩
序
」
を
そ
な
え
る
独
立
し
た
「
外
的
世
界
」
へ
と
構
成
さ
れ
て
い
く
。
こ
れ
が
「
物
質
と
記
憶
」
の
時
期
に
お
け
る
ベ
ル
ク

定
の
「
秩
序
」
を
そ
な
”

ソ
ン
の
主
張
で
あ
っ
た
。
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の
「
触
発
」
（

を
確
認
し
た
。

こ
の
観
点
の
も
と
で
私
た
ち
は
ま
ず
第
一
節
で
「
試
論
」
に
立
ち
戻
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
い
て
は
、
再
認
可
能
な
対
象
的
表

象
と
は
異
な
る
形
で
「
私
」
に
関
わ
り
な
が
ら
、
こ
の
「
私
」
の
存
在
を
そ
の
「
自
由
」
そ
の
も
の
に
お
い
て
変
貌
さ
せ
る
よ
う
な

「
触
発
」
の
概
念
が
最
初
か
ら
登
場
し
て
い
た
こ
と
を
確
か
め
た
。
そ
し
て
続
く
部
分
で
は
、
特
に
芸
術
が
論
じ
ら
れ
る
際
に
も
、
こ

の
「
触
発
」
の
経
験
が
一
貫
し
て
重
視
さ
れ
、
そ
れ
が
む
し
ろ
審
美
的
経
験
の
本
質
規
定
を
な
す
も
の
と
す
ら
見
倣
さ
れ
て
い
た
こ
と

第
三
章
で
考
察
の
主
題
と
な
っ
た
の
は
、
第
一
章
が
確
保
し
た
自
足
的
生
成
と
し
て
の
「
私
」
が
逆
説
的
に
も
有
し
て
い
る
と
こ
ろ

の
「
触
発
」
の
経
験
で
あ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
い
て
「
超
越
」
と
も
呼
び
得
る
何
か
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
ひ
と
ま
ず

伝
統
に
忠
実
に
、
「
美
」
や
「
善
」
の
経
験
（
芸
術
・
道
徳
）
や
「
宗
教
」
的
な
経
験
（
ミ
ス
テ
ィ
シ
ス
ム
）
に
お
い
て
探
ら
れ
る
は

ず
の
も
の
で
あ
る
。
そ
の
上
で
本
研
究
は
、
そ
う
し
た
経
験
の
基
本
的
な
構
造
と
し
て
の
「
触
発
」
を
論
じ
る
こ
と
に
力
点
を
置
い
た
。

芸
術
論
や
道
徳
論
、
宗
教
論
が
論
じ
る
の
は
、
「
美
」
や
「
善
」
と
い
っ
た
非
人
称
的
な
イ
デ
ア
で
は
な
く
、
人
称
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ

ま
の
触
発
の
経
験
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
経
験
を
探
求
す
る
こ
と
を
通
じ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
描
こ
う
と
し
て
い
た
私
た
ち
の
生
命
の
創

造
的
な
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
、
な
ら
び
に
そ
れ
に
よ
っ
て
成
立
す
る
あ
る
共
同
性
理
念
を
、
そ
れ
と
し
て
精
確
に
取
り
出
そ
う
と
試
み
た
の

が
こ
の
第
三
章
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
、
既
存
の
道
徳
論
や
神
学
な
ど
と
の
性
急
な
比
較
は
い
わ
ば
迂
回
さ
れ
延
期
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
か
っ
た
。

い
て
は
そ
れ
以
上
の
実
質
的
な
機
能
を
担
わ
さ
れ
て
は
い
な
い
こ
と
、
な
ら
び
に
、
こ
の
点
に
見
ら
れ
る
従
来
の
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス

ム
か
ら
の
偏
差
が
ま
さ
に
彼
の
形
而
上
学
の
一
つ
の
特
徴
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
、
確
認
さ
れ
た
。

後
半
の
二
節
に
お
い
て
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
最
後
の
主
著
を
採
り
上
げ
な
が
ら
、
彼
は
そ
こ
で
「
触
発
」
の
二
形
態
に
応
じ
て
二
種
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結 論

類
の
道
徳
的
経
験
を
提
示
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
構
成
さ
れ
る
共
同
体
に
も
二
つ
の
理
念
的
類
型
を
立
て
た
の
だ
と
い
う
読
解
を
示
し

た
。
第
一
の
「
触
発
」
は
、
ま
ず
私
た
ち
に
お
い
て
「
習
慣
」
を
形
成
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
を
隠
し
な
が
ら
、
私
た
ち
を
互
い
に

非
人
称
的
で
再
認
可
能
な
事
物
と
し
て
組
織
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
方
向
の
極
限
に
置
か
れ
る
の
が
「
閉
じ
た
社
会
」
と
い
う

理
念
で
あ
る
。
第
三
節
が
こ
の
経
緯
の
考
察
の
た
め
に
あ
て
ら
れ
、
そ
こ
で
は
『
二
源
泉
」
の
こ
う
し
た
社
会
論
と
、
『
物
質
と
記
憶
」

で
の
身
体
論
や
習
慣
論
と
の
密
接
な
繋
が
り
が
あ
わ
せ
て
確
認
さ
れ
た
。
対
す
る
第
二
の
「
触
発
」
は
、
「
呼
び
か
け
」
と
し
て
描
か

れ
る
。
そ
れ
は
ま
ず
私
た
ち
に
「
情
動
」
を
与
え
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
触
発
さ
れ
た
私
た
ち
に
自
ら
の
自
由
を
回
復
さ
せ
、
固
有
の
創

造
を
試
み
さ
せ
る
こ
と
で
私
た
ち
の
「
自
由
」
を
、
つ
ま
り
私
た
ち
の
人
称
的
個
体
性
を
強
め
る
方
向
に
働
く
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の

観
点
か
ら
私
た
ち
は
、
「
開
か
れ
た
社
会
」
の
概
念
を
再
考
し
、
あ
わ
せ
て
「
愛
」
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
な
再
定
義
を
確
認
し
た
。
問
題

な
の
は
も
は
や
、
同
一
化
や
相
互
浸
透
で
は
な
く
、
私
た
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
個
体
化
で
あ
り
、
ま
た
自
由
な
諸
個
体
の
新
た
な
創
造
で
あ

る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
「
他
者
」
論
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
お
い
て
私
と
私
の
他
者
と
は
、
単
純
な
否
定
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

ま
ず
も
っ
て
相
互
を
個
体
化
し
、
相
互
を
他
者
と
し
て
創
造
し
あ
う
関
係
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
お
い
て
、
私
の

主
観
的
存
在
の
際
立
ち
と
、
他
者
と
の
関
係
と
し
て
の
触
発
の
強
度
と
は
、
む
し
ろ
共
範
的
な
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
最
後
の
主
著
に
お
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
「
開
か
れ
た
社
会
」
の
構
成
こ
そ
を
、
私
た
ち
の
生
命
に
許
さ
れ
た
最
も

高
い
可
能
性
と
し
て
提
示
し
た
。
こ
れ
が
、
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
の
経
験
を
渉
猟
し
続
け
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
結
語
で

あ
り
、
本
研
究
の
結
論
で
あ
る
。

’
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あとがき

た
ぶ
ん
大
学
二
年
生
に
な
っ
た
あ
た
り
だ
と
思
う
、
哲
学
科
の
も
の
で
は
な
い
あ
る
講
義
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
い
う
名
前
を
聞
き
、
図

書
館
で
白
水
社
版
の
「
時
間
と
自
由
」
を
借
り
て
読
ん
だ
。
隣
に
は
「
二
源
泉
」
が
あ
っ
た
の
で
、
そ
れ
も
読
ん
だ
。
「
何
が
主
題
と

な
っ
て
い
る
の
か
、
よ
く
分
か
ら
な
い
」
と
い
っ
た
印
象
だ
っ
た
ろ
う
か
。
そ
の
後
、
メ
ル
ロ
Ⅱ
ポ
ン
テ
ィ
な
ど
の
現
象
学
と
い
う
か

身
体
論
と
い
う
か
、
当
時
は
ま
だ
そ
れ
な
り
に
勢
い
の
あ
っ
た
思
潮
の
ほ
う
に
惹
か
れ
も
し
た
が
、
卒
業
論
文
で
は
結
局
ベ
ル
ク
ソ
ン

を
研
究
の
対
象
に
選
ん
だ
。
な
ぜ
か
、
と
は
答
え
に
く
い
。
心
酔
し
た
と
か
、
傾
倒
し
た
と
か
、
そ
う
し
た
パ
ト
ス
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
と
思
う
。
た
だ
、
（
こ
う
い
っ
た
比
較
は
愚
か
だ
が
）
メ
ル
ロ
Ⅱ
ポ
ン
テ
ィ
た
ち
よ
り
も
何
か
奇
妙
な
も
の
、
気
が
か
り
な
分
か

ら
な
さ
と
で
も
い
っ
た
も
の
の
存
在
を
、
私
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
テ
ク
ス
ト
の
中
に
感
じ
て
い
た
。
こ
れ
は
何
も
、
他
人
の
気
付
か
な
か

っ
た
真
理
を
こ
の
私
こ
そ
は
予
感
し
得
た
の
だ
、
と
い
っ
た
類
の
話
で
は
な
い
。
単
に
よ
く
分
か
ら
な
か
っ
た
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と

「
や
め
と
き
な
さ
い
」
と
い
っ
た
趣
旨
の
こ
と
を
言
っ
た
先
輩
も
い
た
。
賢
明
な
ア
ド
バ
イ
ス
だ
と
思
う
。
そ
の
後
も
（
よ
せ
ば
い

い
の
に
）
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
読
み
続
け
は
し
た
が
、
「
よ
く
分
か
ら
な
い
」
な
ど
と
は
未
熟
な
誤
解
で
あ
っ
た
、
「
本
当
に
分
か
ら
な
い
」

の
で
あ
る
。
流
麗
な
リ
ズ
ム
を
そ
な
え
た
繊
細
な
文
体
、
な
ど
と
言
わ
れ
は
す
る
し
、
確
か
に
目
の
前
の
数
行
単
位
で
読
む
限
り
、
彼

の
言
葉
は
そ
う
言
わ
れ
も
し
よ
う
心
地
よ
い
滑
ら
か
さ
を
有
し
て
は
い
る
と
思
う
が
、
し
か
し
そ
う
し
た
フ
レ
ー
ズ
た
ち
が
構
成
す
る

全
体
は
と
い
う
と
、
そ
れ
は
私
に
は
、
実
に
見
通
し
の
悪
く
、
ぎ
こ
ち
な
い
、
今
に
も
崩
れ
そ
う
な
集
塊
の
よ
う
に
映
る
。
ノ
ー
ト
を

で
あ
る
。

あ
と
が
き
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取
り
、
用
例
集
を
作
り
、
自
前
の
レ
キ
シ
コ
ン
を
作
成
し
、
つ
ま
り
は
「
哲
学
書
」
を
前
に
し
て
の
通
常
の
読
み
の
作
業
を
す
る
の
だ

が
、
こ
ん
な
難
物
は
な
い
。
用
語
の
意
味
は
揺
れ
動
き
、
矛
盾
す
る
だ
ろ
う
主
張
が
説
明
も
な
し
に
行
わ
れ
る
。
段
落
や
節
（
あ
る
い

は
章
す
ら
）
の
繋
が
り
は
時
に
不
明
確
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
こ
と
は
多
か
れ
少
な
か
れ
ど
ん
な
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
も
あ
る
の
だ
ろ

う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
「
多
い
」
と
「
少
な
い
」
と
で
は
大
き
な
違
い
だ
。
彼
の
「
し
た
が
っ
て
」
「
ゆ
え
に
」
は
多
く
の
場
合
、
さ

ら
り
と
読
め
は
す
る
も
の
の
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
な
ぜ
「
し
た
が
っ
て
」
「
ゆ
え
に
」
な
の
か
分
か
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
哲
学

を
「
明
蜥
」
だ
の
「
端
正
」
だ
の
形
容
す
る
人
々
が
少
な
く
な
い
よ
う
だ
が
、
き
っ
と
彼
ら
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
テ
ク
ス
ト
を
本
当
に

自
分
で
読
ん
だ
こ
と
が
な
い
の
だ
。
ｌ
そ
ん
な
傲
慢
な
独
り
言
で
も
繰
り
返
し
て
自
分
を
励
ま
さ
な
い
こ
と
に
は
、
到
底
読
み
切
れ

な
い
ば
か
り
か
、
そ
も
そ
も
読
み
続
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
哲
学
者
。
私
に
と
っ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
は
、
そ
の
よ
う
な
実
に
厄
介
な
存
在

で
あ
っ
た
。
こ
こ
だ
け
の
話
、
彼
の
著
作
を
ぞ
ん
ざ
い
に
床
に
放
置
し
た
り
（
私
に
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
同
じ
く
図
書
館
員
的
魂
が
欠
け

て
い
る
）
、
そ
れ
ば
か
り
か
文
字
通
り
放
郷
す
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
だ
か
ら
私
の
所
有
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
著
作
た
ち
は
む
や
み
に
傷

ん
で
い
る
。
傷
み
具
合
が
年
代
を
そ
の
ま
ま
示
す
と
い
う
、
考
古
学
的
に
は
明
蜥
判
明
な
資
料
で
は
あ
る
。

下
ら
な
い
こ
と
を
述
べ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
も
、
も
し
以
上
に
何
ら
か
の
共
感
を
抱
か
れ
る
方
が
い
る
と
し
た
ら
言
お
う
ｌ
私
は

ま
ず
あ
な
た
に
向
け
て
本
書
を
書
い
た
、
と
。
あ
な
た
な
ら
お
分
か
り
だ
ろ
う
、
こ
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
い
う
哲
学
者
が
い
か
に
異
様
な

存
在
で
あ
る
か
を
。
簡
単
に
扱
お
う
と
す
れ
ば
簡
単
に
扱
え
る
。
彼
に
関
し
て
入
門
書
的
な
概
説
を
書
け
と
い
う
の
な
ら
す
ぐ
に
用
意

し
よ
う
。
「
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ス
ム
」
の
系
譜
と
や
ら
の
中
に
埋
め
込
ん
で
し
ま
え
と
い
う
の
な
ら
そ
れ
も
ま
た
簡
単
な

こ
と
だ
。
「
現
象
学
」
の
先
駆
者
の
一
人
と
し
て
評
価
し
ろ
と
い
う
の
な
ら
し
よ
う
（
「
現
象
学
」
は
他
の
現
代
哲
学
系
の
華
麗
な
看
板

に
置
換
す
る
こ
と
も
可
）
。
そ
ん
な
こ
と
は
お
構
い
な
し
に
、
こ
の
哲
学
者
は
書
い
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
書
か
さ
れ
て
い
る
。
彼
は
、

最
後
と
な
る
著
作
序
論
の
末
尾
に
お
い
て
「
本
を
書
く
義
務
な
ど
誰
に
も
な
い
」
と
い
う
恐
ろ
し
い
言
葉
を
記
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
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あとがき

文
字
通
り
の
意
味
だ
と
思
う
。
義
務
で
書
か
れ
る
本
は
、
何
か
を
背
負
っ
て
み
せ
た
上
で
の
批
判
的
・
教
育
的
意
図
、
つ
ま
り
結
局
は

他
人
を
す
な
ど
る
欲
望
に
よ
っ
て
記
さ
れ
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
書
き
方
は
ま
っ
た
く
異
な
る
。
彼
は
、
誰
を
代
弁
す
る
で
も
な
し
に
、

自
動
機
械
の
よ
う
に
書
く
、
あ
る
い
は
書
か
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
他
学
説
に
対
す
る
批
判
は
あ
る
。
だ
が
そ
れ
を
か
き
わ
け
て
み

よ
う
。
そ
う
し
て
洗
い
出
さ
れ
る
も
の
、
例
え
ば
持
続
の
「
純
粋
異
質
性
」
、
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
、
あ
る
い
は
「
エ
ラ
ン
」
や
「
創
話
機

能
」
と
い
っ
た
諸
概
念
ｌ
事
典
に
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
」
と
い
う
項
目
を
書
く
な
ら
ば
必
須
と
な
ろ
う
諸
概
念
、
批
判
全
体
を
駆
動
し
て

い
た
核
と
な
る
諸
概
念
そ
の
も
の
は
、
い
つ
も
唐
突
に
、
必
要
な
説
明
も
な
し
に
や
っ
て
く
る
（
講
義
録
や
講
演
の
中
を
探
し
て
も
、

多
く
の
場
合
そ
れ
ら
の
プ
ロ
ト
タ
イ
プ
は
見
つ
か
ら
な
い
と
思
う
）
。
異
様
で
は
な
い
か
。
著
作
で
は
一
応
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
れ
ら
を

自
ら
の
主
張
と
し
て
述
べ
る
に
し
て
も
、
そ
も
そ
も
そ
う
し
た
諸
概
念
そ
の
も
の
が
、
不
意
に
到
来
し
た
異
邦
の
客
の
よ
う
な
の
だ
。

よ
く
分
か
ら
な
い
ま
ま
に
言
え
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
の
客
人
の
言
葉
を
聞
き
取
り
、
そ
れ
を
私
た
ち
に
告
げ
直
し
て
い
る
よ
う
に
思

う
（
し
か
も
そ
れ
は
、
超
越
的
権
威
を
恭
し
く
身
に
ま
と
う
例
の
僧
侶
風
の
謙
虚
か
つ
押
し
つ
け
が
ま
し
い
語
り
口
と
も
全
く
無
縁
な

の
だ
）
。
内
容
に
不
整
合
な
と
こ
ろ
は
あ
る
だ
ろ
う
。
用
語
そ
の
も
の
の
暖
昧
さ
は
残
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
分
か
っ
て
い
る
。
だ
が
そ

ん
な
も
の
に
拘
泥
し
て
い
て
は
言
え
な
い
こ
と
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
語
り
手
と
し
て
は
達
人
で
あ
る
。
繰
り
返
せ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が

紡
ぐ
言
葉
は
さ
し
あ
た
っ
て
滑
ら
か
で
端
正
だ
。
「
声
に
出
し
て
読
み
た
い
フ
ラ
ン
ス
語
」
に
属
す
る
と
言
っ
て
よ
い
（
実
際
、
朗
読

レ
コ
ー
ド
が
あ
る
）
。
だ
が
そ
れ
だ
け
に
か
え
っ
て
、
そ
う
し
た
語
り
が
覆
う
こ
と
の
で
き
な
い
異
形
の
何
か
が
そ
こ
に
露
わ
に
な
っ

て
し
ま
う
。
ご
く
回
顧
的
に
言
え
ば
、
私
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
読
み
続
け
た
の
も
そ
の
た
め
な
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
、
そ
の

「
何
か
」
の
せ
め
て
輪
郭
を
、
描
い
て
み
よ
う
と
思
っ
た
。

と
い
う
わ
け
で
、
本
書
に
は
い
く
つ
か
の
偏
り
が
生
じ
て
い
る
。
本
書
は
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
」
と
い
う
も
の
の
包
括
的
な
注
釈
書

と
は
な
っ
て
い
な
い
。
参
照
さ
れ
る
著
作
の
ペ
ー
ジ
リ
ス
ト
を
作
れ
ば
、
ど
こ
が
素
通
り
さ
れ
て
い
る
か
は
明
ら
か
だ
と
思
う
。
私
と
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だ
が
そ
れ
以
外
、
単
に
私
の
力
不
足
で
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
点
も
多
い
。
「
自
然
種
」
の
実
在
性
に
関
す
る
問
題
は
放
置
さ
れ
て
い

る
（
紙
数
が
許
さ
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
が
）
。
カ
ン
ト
を
扱
い
は
し
た
が
、
カ
ン
ト
哲
学
か
ら
の
言
い
分
は
多
い
は
ず
だ
。

特
に
、
「
判
断
力
批
判
」
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
の
関
連
は
、
多
く
の
研
究
者
が
「
あ
る
。
重
要
だ
」
と
言
い
は
す
る
も
の
の
、
い
ま

だ
誰
も
明
蜥
に
論
じ
て
い
な
い
テ
ー
マ
、
し
か
し
極
め
て
重
要
で
多
産
的
な
テ
ー
マ
で
あ
ろ
う
。
第
二
章
で
扱
う
「
空
間
」
概
念
は
、

一
方
で
は
「
実
体
」
と
「
関
数
」
を
め
ぐ
っ
て
の
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
的
思
想
（
プ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
は
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
併
走
者
と

見
ら
れ
る
）
と
の
連
接
を
求
め
て
い
る
は
ず
で
あ
り
、
他
方
で
は
、
非
直
観
的
「
理
念
性
」
を
記
す
も
の
と
し
て
の
「
エ
ク
リ
チ
ュ
ー

ル
」
概
念
の
相
関
者
と
し
て
再
検
討
さ
れ
て
よ
い
も
の
で
も
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
こ
れ
も
ま
た
本
書
で
は
放
置
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

そ
し
て
何
よ
り
今
の
私
が
あ
ら
た
め
て
気
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
が
強
調
す
る
「
異
質
性
」
や
「
共
約
不
可
能
性
」
、

し
て
は
ま
ず
、
テ
ク
ス
ト
と
し
て
前
述
の
「
異
様
さ
」
を
強
く
孕
む
と
感
じ
ら
れ
た
箇
所
を
中
心
に
読
解
を
試
み
た
つ
も
り
で
あ
る

（
あ
る
意
味
、
こ
の
取
捨
選
択
が
本
書
の
一
番
大
き
な
主
張
だ
と
も
言
え
る
）
。
ま
た
同
時
に
、
既
存
の
研
究
に
お
い
て
ほ
ぼ
論
じ
ら

れ
た
と
思
わ
れ
る
点
に
つ
い
て
も
本
書
は
（
同
意
と
込
み
で
の
）
そ
っ
け
な
い
態
度
を
取
っ
て
い
る
。
た
だ
、
い
く
つ
か
の
点
は
註
に

記
し
た
し
、
参
考
文
献
を
ご
覧
に
な
れ
ば
私
が
前
提
と
し
た
諸
考
察
は
こ
れ
も
ほ
ぼ
明
ら
か
だ
と
思
う
。
特
に
言
う
と
す
れ
ば
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
的
な
「
神
」
に
つ
い
て
本
書
が
あ
ま
り
に
そ
っ
け
な
い
と
感
じ
る
方
も
お
ら
れ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
る
が
、
そ
れ
も
含
め
て
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
キ
リ
ス
ト
教
と
の
関
係
に
つ
い
て
新
た
に
述
べ
る
こ
と
は
さ
し
あ
た
り
な
い
と
思
わ
れ
た
。
そ
し
て
、
ド
ゥ
ル
ー

ズ
に
よ
る
あ
の
留
保
な
し
に
目
覚
ま
し
い
ベ
ル
ク
ソ
ン
解
釈
に
つ
い
て
も
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
自
身
が
述
べ
た
以
上
の
こ
と
を
今
の
私
が
述

べ
得
る
と
は
思
わ
な
い
。
長
い
研
究
史
の
ほ
ん
の
一
こ
ま
と
な
る
に
過
ぎ
な
い
本
書
な
の
だ
か
ら
、
ア
ジ
テ
ー
シ
ョ
ン
ま
が
い
の
称
賛

の
反
復
は
避
け
る
べ
き
だ
ろ
う
し
、
正
直
な
と
こ
ろ
、
そ
の
あ
た
り
に
存
在
す
る
ら
し
い
あ
る
種
の
マ
ー
ケ
ッ
ト
に
参
与
す
る
と
い
う

の
も
気
が
進
ま
な
か
っ
た
。
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許
し
て
お
り
、
私
は
ま
だ
素
描
的
な
と
こ
ろ
の
残
る
文
章
を
毎
年
そ
こ
に
試
行
的
に
発
表
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
れ
を
通
じ
て
い
く

つ
か
の
批
評
や
批
判
を
得
ら
れ
た
の
だ
が
、
こ
れ
は
実
に
恵
ま
れ
た
環
境
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
れ
が
な
け
れ
ば
、
私
の
仕
事
の
仕
方

は
全
く
別
の
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
し
、
本
書
が
こ
う
し
た
形
で
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

同
僚
と
な
る
吉
田
昌
市
氏
、
井
戸
慶
治
氏
、
石
田
三
千
雄
氏
、
そ
し
て
鳴
門
教
育
大
学
の
田
村
一
郎
氏
は
、
毎
週
の
よ
う
に
フ
ィ
ヒ
テ

や
カ
ン
ト
の
読
書
会
を
開
催
さ
れ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
の
読
書
会
（
な
ら
び
に
そ
の
後
の
シ
ュ
ン
ポ
シ
オ
ン
）
に
加
わ
ら
せ
て
い
た
だ

け
た
の
は
幸
福
な
経
験
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
中
で
用
意
さ
れ
た
本
書
の
価
値
が
結
果
的
に
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
は
措
く
と
し
て

も
、
大
学
や
学
会
を
め
ぐ
る
昨
今
の
あ
れ
こ
れ
の
状
況
を
見
聞
き
す
る
に
つ
け
、
現
在
の
若
い
ひ
と
た
ち
に
も
こ
の
種
の
余
裕
あ
る
環

境
が
用
意
さ
れ
続
け
る
こ
と
を
願
わ
ず
に
は
お
れ
な
い
。

同
じ
種
類
の
感
謝
を
述
べ
る
べ
き
方
々
は
多
い
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
の
方
々
は
、
先
述
の
紀
要
論
文
に
対
し
て
、

ま
た
さ
ら
に
そ
の
原
型
と
な
る
発
表
に
関
し
て
、
多
く
の
コ
メ
ン
ト
を
与
え
て
下
さ
っ
た
。
こ
の
研
究
会
は
、
根
田
隆
平
、
石
井
敏
夫

の
両
氏
が
発
起
人
と
な
っ
て
一
九
九
七
年
に
発
足
し
た
。
私
は
第
二
回
か
ら
参
加
し
た
が
、
従
来
の
学
会
と
は
異
な
っ
て
専
門
的
に
、

か
つ
自
由
關
達
に
、
意
見
を
交
換
で
き
る
場
と
し
て
、
多
く
の
こ
と
を
学
ば
せ
て
い
た
だ
き
つ
つ
、
現
在
に
至
っ
て
い
る
。
こ
れ
も
ま

た
幸
福
な
場
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
よ
う
や
く
成
立
し
た
原
稿
（
ほ
ぼ
本
書
で
あ
る
）
は
、
二
○
○
五
年
秋
に
同
志
社
大
学
に
学
位
申

請
論
文
と
し
て
提
出
さ
れ
た
。
大
学
院
博
士
後
期
課
程
か
ら
の
指
導
教
員
で
あ
り
、
主
査
を
引
き
受
け
て
下
さ
っ
た
山
形
頼
洋
氏
は
、

い
つ
ま
で
経
っ
て
も
仕
上
が
ら
な
い
私
の
博
士
論
文
を
「
白
紙
論
文
」
と
呼
ん
で
い
た
も
の
だ
が
、
最
低
限
、
白
紙
で
あ
る
こ
と
は
免

れ
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
が
、
ま
さ
に
そ
の
提
出
当
日
の
夜
、
宿
泊
先
で
私
は
滞
仏
中
の
石
井
敏
夫
氏
の
突
然
の
計
報
に
接
す
る
こ
と
に

な
っ
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
は
、
石
井
氏
と
私
の
間
で
の
容
赦
な
い
意
見
交
換
と
批
判
の
応
酬
は
、
延
々
と
体
力
の
限

り
（
こ
れ
が
比
噛
で
は
な
い
こ
と
の
証
人
は
複
数
存
在
す
る
と
思
う
）
続
く
こ
と
が
常
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
本
書
の
刊
行
の
の
ち
、
そ

336



Ｊ
１
Ⅱ
１
１
０
Ⅱ
’
１
１
１
－
１
ｉ
０
１
Ｉ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
ｌ
Ｉ
ｌ
ｌ
‐
‐
１
１
１
１
１
１
，
１
甲
Ｉ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
１
ｌ
Ｉ
０
１
ｌ
Ｉ
ｌ
‐
１
１
１
１
、
へ

あとがき

版
さ
れ
る
。
出
版
鶏

し
て
感
謝
し
た
い
・
一
一

れ
は
さ
ら
に
激
じ
く
続
く
は
ず
だ
っ
た
の
だ
。
な
の
に
不
戦
勝
と
は
ず
る
い
じ
ゃ
な
い
か
、
石
井
さ
ん
。

最
後
に
。
本
譜
は
日
本
学
術
振
興
会
に
よ
る
平
成
十
八
年
度
科
学
研
究
費
補
助
金
（
研
究
成
果
公
開
促
進
費
）
の
交
付
を
受
け
て
出

一

版
さ
れ
る
。
出
版
に
際
し
て
、
ま
た
執
筆
の
段
階
か
ら
、
創
文
社
の
相
川
養
三
氏
に
は
多
く
の
ご
配
慮
と
励
ま
し
を
い
た
だ
い
た
。
記

二
○
○
六
年
盛
夏

1

1

1

1
1

1

1
1
1
i

l
l
l

l
i

l
l

l
l

l
l

l

一一

一一

一

杉
山
直
樹
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章第一節註7） の文献も参照。

10） 「神がどうして我々を必要としよう、 もしそれが我々を愛するためでなかったとした

ら？神秘主義者の経験に拠ろうとする哲学者の結論はこのようなものとなろう。創造

(Creation)は、創造者たちを創造し、神自らの愛に値する諸存在(etresdignesdeson

amour)に囲まれようとする神の御業として現れてこよう」 (DS270/1192)。

11) R.Descartes,⑱""地s"""os"〃""es, (textesetablis, pr@sentesetannot@spar

FerdinandAlqui6),Garnier,tome3,p.1014,note1.

12） 表象に付帯し従属するのではない自足的「感情」や「情動｣、 という発想については、

DS36/1008-1009、そしてとりわけM730-731を参照。後者においてベルクソンは、 「宗

教的感情の対象は少なくとも部分的には、その感情に内的であり、それは思考される

(pense)よりはむしろはるかに感じられる(senti)ものであり、そして観念は宗教的感

情の原因であるのに劣らずその結果でもある」ということを強調している。

13） 「神は愛であり、神は愛の対象である。神秘主義の寄与のすべてはここにある。この

二重の愛について、神秘主義者が語り終えることは決してないだろう。彼の叙述は終わ

りのないものだろう、叙述すべきものが表現不可能なものなのだから」 (DS267/1189)。

こうした語り終えることの不可能性、私が自分の手持ちのもので「再構成」することの

不可能性、すなわち「再認」の不可能性は、物質的なものについての感性的直観には見

られない、神秘的直観ならびに哲学的直観に固有の基本的な性格と見るべきであろう。

「その名に値する哲学者」を駆動する「哲学的直観」について彼はかつて同様に語って

いた一「その点には何か単純なもの、無限に単純なもの、比較を絶して単純であるが

ゆえに哲学者がついには言い当てられなかった何かがあります。それゆえに彼は一生涯

語り続けたのです。心のうちに持つものを定式化しても、彼はただちにその定式を訂正

しなければならないと感じ、ついでその訂正をもまた訂正しなければならないと感じま

す．．…･」 (PM119/1347)｡

’
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註（第三章第三節一第四節）

同性は、もはやある同一的本質の共有において定義されるものではないのだ。言い換え

れば、 「人類」といい「開かれた社会」といい、それらは表象や概念による再認的同定の

エコノミーを破綻させる類のものとして構想されているのである。「家族(famille)」や

「祖国(patrie)」と「人類」との間にベルクソンが設けた根本的差異もそこにある。

4） くcomparablea""訪惨"j班z"j,..》(DI75/67-68),<uneoJg""is"b"intimed'616ments…矛

(DI75/68),<Avraidire,chacuned'elles[=id6es]vit〃肱獅α"苑形鋺”e“""ん”"s

〃〃0"""jS腕の(DI101/89)…（強調は引用者による）

5） 「したがって、我々は常に同じ比較へと連れ戻される。それは多くの点で欠点を持つも

のではあるが、目下我々の関心を惹く点に関しては受け入れることのできるものである。

市邦(cit6)の成員たちは、ちょうど一つの有機体の中の細胞のように("加加e姓

“ﾉ"《ﾉ"d'榔卯0jgn"た"e)存在しているのだ」 (DS6/985.強調は引用者による)。

6） 二つの多様性の対立に還元されない「第三の多様性」が登場する箇所はただ一回、そ

れも講義においてである (Q"海〃,p.118)。しかしそれはまさに道徳論講義であり、

主題もまさしく、 〈持続する自我＞内部の多様性ではなく、 〈持続する自我＞たちが構成

する多様性である。そこに登場した「第三の多様性」とは何であるか。それは別個の独

立した考察に値する問いである。なおこのイメージ不可能な「第三の多様性」について

は、合田正人「幸福な場所一コモン・センス論に向けて」 （｢ベルクソン「現代思想」

臨時増刊」青土社、 1994年、311-329頁） も参照されたい。

7） 「呼びかけ」の複数性については、 （｢社会」の複数性、多元性についてと共に）おそら

く大きな問題が残されているだろう。一方でベルクソンは、その複数性を自明視する。

なぜなら、その起源には、この上なく個性的な創造者たちが控えているからだ。他方で、

異なる宗教圏に属するさまざまの神秘主義が論じられる際には、事後的にではあれ、そ

れらは序列化ないし系列化され、キリスト教神秘主義が継承する「声」が特権視される。

この事実をどう理解し、またどう評価するかに関しては、ここでは論じない。

8） こうした逆説的事態へのベルクソンの着目は、彼のエコール・ノルマル時代の作文に

すらすでに現れているものであり、その意味で彼の思惟の変わらぬテーマの一つである

と言うことができる。Cf.J.Guitton,Lα〃oaz加卯此&'"o",Gallimard, 1960,pp.
239-241.

9） ここで言われる「回心」の語から、 「試論」で言われていた「魂の全体をもって」とい

う表現、すなわちプラトンの哲学者が洞窟の壁から目を転じる際に用いられたあの表現

を想起することは、おそらく的外れではあるまい。なお、この「魂全体(ame tout

entiere)」という表現は、プラトンと同時に、宗教的行為としての「祈り (priere)」を語

るポシユエのテクストへも結びつけられるべきものである (cf.Cb"海I, pp.391-392,

L"o"sc""wo"如海es,p.345)。 「祈り」とは、すぐれて「魂全体」に関わる行為なのだ。

このように「試論｣の自由論が、潜在的に、「魂を高めること（§levationdel'ame)｣ (cf.

必〃. ;DS212/1146)としての「祈り」の宗教論と接していたことは注意されてよい。本

うう

’



6） ここでは「知性」はある一貫性を命じるものとして登場する。ベルクソンはカントの

説だと言うが、その理解はひとまず単なる誤解であろう。ここで検討されているのはむ

しろサール流の言語行為論に近い発想だ。

7） ペルクソンはこうした理論を「功利主義」と呼んでいるが、内容に照らしてこの呼称

は少なくとも奇妙である。ただし彼の批判点が、古典的功利主義が前提とするだろう

く個々人の欲求・幸福＞という概念の本質的な定め難さに向けられていることは確認し

ておこう。ベルクソンの「功利主義」理解については、 「道徳論講義』も参照できる

（α認溶〃,pp.64-68)。

8）α力惣”0"ぬ"ces,p.1429(aA.Loisy).強調は引用者による。Cf.Lesα〃wzJEsbejg-

so""""esI,PUF,2002,pp､132-135.

9） 「試論」は「社会」を、私たちの内的生の展開と開花を押しつぶす障害のように描きが

ちであった。「笑いjは観点を逆転させ、むしろ個々人の眠りと物質性への落ち込みを阻

止するものとして社会を提示する（笑いとは、まずそうした意味を持つ所作であった)。

同様の論点に関して｢進化｣では、EC265/719-720。こうしたく覚醒させる社会・自由の

支持体としての社会＞という発想についてはES26-27/834-835も参照できる。こうした

（ある意味穏健な）社会観をあらためて二分法的分析にかけることになる「二源泉」へ

の展開は、それ自身、一つの研究テーマをなすだろう。

第四節

1） 『形而上学序説」がこの主題を明示しているが、さらに1910年代の講演・講義の多く

もまた、あらためて「人格」の問題を扱っている(10～11年コレージュ・ド・フランス

講義(M854-846,cf.M847-875))、 11年オックスフォード講演（『変化の知覚｣)、 14年

ギフォード講義(M1051-1071)、 16年マドリード講演(M1215-1235)など。

2） 「したがって、流れは人間の諸世代を貫いて進み、個人(individus)へと細分される。

この細分はその流れの中に漠然と描かれてはいたものではあるが、物質なしには際立つ

ことのなかっただろうものなのである」 (EC270/723-724)、「このように、物質は、生の

初源的なエランの中に分かたれないまま含まれていた諸傾向を区別し、分離し、分解し

て諸個体へと、そして最後には諸人格へとなしたのです」 (ES22/831)。こうした、個体

化の原因としての物質という発想については、DS272-273/1193も参照。

3） 「彼[偉大な神秘主義者]を焼き尽くす愛は、もはや単にある一人の人間が神に対して

抱く愛ではなく、神が万人を愛する愛なのだ。神を通じて、神によって、彼は人類全体

を神の愛で愛する。それは、万人は理性的な一つの本質に本来与っていると論じつつ哲

学者が理性の名において推奨してきた、あの兄弟愛ではない」 (DS247/1173)－人類

愛の対象である人類とは、もはや「理性」といった何らかの「本質」を共有することに

おいて規定された類的存在ではない。ベルクソンにとっての｢人類(humanite)」は、単

なる「理性的勤物(animalrationale)」ではない。そもそもここにおいて「創造的進化」

的な類・種と個体のロジックは消滅している。ベルクソンがここで語ろうとしている共
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註（第三章第一節一第三節）

4) "".,p.353.

5） 必〃、

6） 「したがって芸術が目指すのは、さまざまの感情を表現する (exprimer)ことである

よりもむしろそれらを我々のうちに印象づける(imprimer)ことだ。芸術は我々にそれ

ら感憎を暗示する (suggerer)のであって、自然の模倣などは、もっと有効な手段が見

つかればよろこんで省略するだろう。自然も芸術と同様に暗示(suggestion)によって

ことを運ぶのだが、自然はリズムというものを用いることができない。しかし同じ影響

を蒙ってきたために自然と我々との間には長い交友関係(longuecamaraderie)が造り

出されてきており、自然はこれでもってリズムの代わりとなす。この交友のおかげで、

ある感情をほんの僅か指示しただけで我々はそれに共感する。ちょうど馴染みの被験者

が催眠術師の身振りに従うように」 (DI12/14)。この｢長い交友関係」という語は、ベル

クソンの著作に少なくともあと二回登場する(R2/387,PM226/1432)が、いずれも対象

のある内的認識、つまり直観を狸得するその必須の前段階を表現していることが注意さ

れる。ここから出発して、ベルクソン的なく共感としての直観＞という概念の一つのル

ーツに、催眠や暗示における思考や感悩の転移現象がある、 という仮説を立てることは

おそらく不可能ではあるまい。

7） ベルクソンの芸術観においては、音楽が特権視される。「音楽は、芸術の中ではもっと

も精神的で、 もっとも完全なものだ。すべての芸術は音楽の方に向かっているように思

われる」 (Chevalier,E"j"雄"sα""&jgso",p､93)。それが意味するのは、しばしば

言われるように、音楽が物質的な支え（画布や大理石……）を最も必要としない芸術だ

ということであるよりもむしろ、ここで言われるように、音楽は私たちの存在の最も内

奥にある「リズム」に直接触れるものだ、ということだろう。 「触発の深さ」とでもいう

べきものが問題なのだ。

第三節

1) R..M.MossE.Bastide,&7gso"""αz陀邸γ,PUF, 1955,p.298.

2） M,Barth6lemy-Madaule,B"gso〃αα"e応rzi""KK""j,PUF,1966,p.169. 「二源泉』

完成直前のベルクソンによる次の言葉も参照一「この著書の中で私が言うことは、道

徳の起源(origine)と根拠(fondements)とについて考えて到達したことであって、な

すべきことなのではない」 (Chevalier,E"jだ""S,p.145)。

3) J.Maritain,Lα，〃北s"〃泥627gso""""e,p､539;p.541.

4) A､R.Lacey,&7gso",Routledge, 1989,p.208.

5) <etreoblige>,<sesentirobligaといった表現でベルクソンが指示する心理的な被拘

束感と、 「責務」とは、 『二源泉」の叙述上では等価ではないにせよ、不可分である。な

お、等価ではないというのは、責務が拘束感として顕在的に感じられるのはただ、私た

ちが普段は習慣的に従っている責務から逸れた時であるからだ(cf.DS12-15/990-992,

24/999)。この点は、問題となっている「力」の作用様態を考える上で重要である。
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5） こうした発想がベルクソンにおいて根強いものであることは容易に確認できる。 「試

論」が「寄生的自我」と呼ぶのと同じものが、その後の心理学講義においても再び登場

するからである（α"海〃,pp.309-311)。無意識を論じながら、正しく 「無意識」と言

えそうなケースとしてベルクソンは特に「催眠下暗示」 （先の「後催眠｣現象と同じもの

である）ならびに「記憶」のトピックに目を向けているのだが、例えば「暗示」につい

てはこう言われる－「確かにこの状態は、本来の意味での人格(personneapropre-

mentparler)つまり根本的自我(moifondamental)にとっては無意識的ではあるが、

しかし何らかの別の人格、副次的人格(moisecondaire)、あるいはこう言ってよければ

夢遊的自我にとっては意識的なのであって、それが根本的自我に接ぎ木されつつそこへ

とメッセージを伝えているのではないだろうか｣。記憶に関しても、 「我々の個人的［人

格に属する］記憶」「自我の組織(contexture)に入りこんでいる記憶」とは別に、「自

我に外的な記憶」「習得された事柄」といったものについてベルクソンはそれらを「散ら

ばりつつ孤立し、強度の劣りつつもまったく ［自分に］内的な生によって生気づけられ

ている意識状態(etatsdeconsciencedisperses, isoles,animesd'uneviepeuintense

ettoutinterieure)｣ (必湿.,p.311) として描く。それらは、この私の意識にとっては不

可視な、無意識的なものなのだが、それ自体にとってはおそらくそうではなく、むしろ

それ自身一つの意識的存在なのだとペルクソンは見積もっている。

6） この主張が『試論｣以後にも保持されていることに注意しよう。例えば1901年のフラ

ンス哲学会において、ベルクソンは「物質と記憶」で語られた「持続の緊張の程度」の

概念をあらためて説明している。アレヴィ (E.Halevy)の批判するところでは、 「試論」

はまさにその種の内包壁、 「強度」というものを虚偽概念として斥けていたはずであっ

て、そのベルクソンが緊張などに関して「程度」を語ることは自己撞着でしかない。ベ

ルクソンはそれに答えて、「心理的状態に強度があることは誰も否定しない」と述べ、た

だそれは大きさ(grandeur)ではなく、 「感じられた多様性(multiplicites""E)」なの

だと語る。やはりそれとて一種の趣ではないかと繰り返すアレヴイにベルクソンはこう

応じる－「私は「緊張の程度」を語りはしたが、それが計測可能な度であるとか、そ

もそも一般に大きさであるなどとは考えていません。お望みなら、継起的なさまざまの

ニュアンス、さまざまに変わる色合いの豊かさ (richesse)と言ってもいいのです」

(M492)。それを、等質的なものの間での量的な差異、あるいは同じものに付随するパ

ラメータのように考えてはならないと彼は繰り返しているわけである。

7) Jankelevitch,<Avecl'ametoutentiere>, in"e""BWao", 1959.

第二節

1) "なれ減BWgso",L"0"sc"""o"/oisesI､Texteetabli,presenteetannotepar

RenzoRagghianti),L'Hannattan,2003.

2） 必〃.,p.352.

3） 必〃.,p.356.
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註（第二章第六節一第三章第一節）

は空しい話である。というのも、もの自体の認識が直観的であるとしたら、それは原理

の形を採ることができないだろうからであり、また直観的でないとしても、そうなると

その認識はいかなる客観的価値をも主張することができないだろうからである」 (J.

Lachelier,D"/b"dewe加火/'""c"O"(1871), in "Es,tomel,Alcan,1933,p.41)。

クーザンが「真理の覚知」において知られると言う「原理」は、それ自身が「直観的」

なものにとどまるのなら、その妥当性は当の直観的な覚知の時点を超えた普遍性は持ち

得ないだろうし、直観的でないのだとしたらなおさら、その妥当性には根拠がなくなる。

このジレンマは、 「観察」や「覚知」とそれらが与える「事実」が構成する経験的な平面

に留まる限りは解きようのないものであって、それゆえにラシュリエは、経験に先行す

る水準を、ある程度までカントに寄り添いつつ、しかし結局はカントを大きく超え出な

がら、議論に導入しようとするのである。

6) J.Lachelier,<Psychologieetmetaphysique>(1885),inの4""es, tomel,p､134.

7） 乃趣.,pp.199-200.

8） 必趣.,p.201.

9） 肪湿.,pp.202-203.

10） 「運勤というものをして、一つの不動性であるところの動体の位霞と、ならびにこれ

もまた不動性であるところの、到達されたと想定される運動の終点と、それら二つの間

にある間隔を減らしていくことだと思い描くこと……」 (DS288/1205,cf.72/1036)

11) Chevalier,E""2旋"sα"gc&7gso",p.202.

｜
’

I

’

’

第三章

第一節

1) Ch.Richet,<LaperSonnaliteetlamemoiredanslesomnambulisme>, inRe""e

l〃んs"h町"e, 1883,pp.228-242.

2） あ趣.,p.241.

3） これが従来の哲学を批判するリポーと同類の所作であることに注意しておこう。 リボ

ーはイギリスの連合主義的心理学やドイツの梢神物理学を「新しい心理学(lanouvelle

psychologie)」として70年代以降のフランスに導入した人物であるが、彼の80年代に

おける病理心理学三部作（｢記臆の病理(Les"α"d泥S火血”2を"0舵)j (81年)、 「意

志の病理(Les"α血｡泥s此わり0ん"だ)｣ (83年)、 「人格の病理(Les"α"dibs火血

，27so""a"")｣ (85年))は、伝統的な自由意志、非物質的な記憶の存在ならびにそれに

よる「自我」の統一性といった（スピリチュアリスムが固守しようとする）諸概念の虚

構性を実証的に示すことを主眼としており、多くの点でベルクソンの初期の著作は、そ

うしたリボー的心理学への反論として書かれていると見られる。

4) DI178/155,noteにおけるルヌーヴイエ批判を参照｡一章でも少し触れたが､ベルクソ

ン的持続においては、連続／非連続の単純な択一は成り立たない。
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的世界把握を彼は何度も口にするのであるから、次元数は本質的ではないだろう。また、

彼が挙げる円周などの図形櫛成の例は、彼の念頭にあるのが単純なユークリッド空間で

あることを示唆しているようにも見えるが、特にそうした問題設定があるわけではない。

ベルクソンが「空間」の内的規定に関して最低限譲らないのは、おそらく、諸項が自己

同一性を保ちながら相互外在的に区別される場であること、しかも同時に、それらの諸

項が自動的に一定の計測的関係に置かれるような（あるいはそうした関係の中でしか諸

項がその同一性を有することができないような）潜在的な群櫛造のなにがしかをそなえ

ていること、程度の論点であろう（対して「持続」はその諸条件を満たさない)。それが

さらにどういった描造であるのか、あるいはさらに、そこに描かれる図形、そこに帰さ

れるあれこれの諸法則がいかなるものであるのかについては、ベルクソンはほぼ沈黙し

ている。ただし『持続と同時性」の議論から彼のより具体的な「空間」観をいわば逆算

する作業は可能であろう。

第七節

1) J.Maritain,L"'〃肋s""ebel"0""""e,2ced., inのｲ"池s,EditionsSaint.Paul,

1984,tomel,pp､276-277;p.284.

2） 重要なテクストは次の通り。

A) 「講義録1」形而上学講義（α"瘤I,pp.317-330)。

B) 「変化の知覚」 (cf.PM145/1367)。

C) 「ウイリアム・ジェイムズのプラグマティズムについて。真理と実在」 (PM239-

252/1440-1450)。

Aが示すのは、ベルクソンが「真理」概念についての伝統的かつ基本的な論点を（当

然）熟知しているという事実である。ここでは「真理」は何よりもまず自己正当化的な

「明証」から語られ、それを追って確証するファクターとして諸事象相互の「連鎖」が

掲げられている。Bでは「真理」はもっぱら概念や推論における「秩序」と「調和」に

結びつけられ、実在の知覚の前には二次的なものへと差し戻されている。Cはジェイム

ズの議論をベルクソンが彼なりに言い換えているものであり、ベルクソン自身の真理観

がジェイムズのそれにおそらく近いだろうことを示唆はするが、決定的なことは言えな

い。ベルクソンの留保についてはM727を参照。

3） ベルクソンが論じているのは別言すれば「歴史」と「真理」との関係というあの問題

そのものであり、この文脈から例えばメルローポンティは繰り返し「真理の背進的運動」

というベルクソンのイデーに立ち戻っている。歴史学とエピステモロジーに対してこの

イデーのもたらすインパクトについては、E、 C.Gattinara, Les "29"だ"ｨ火s火〃

"fso".勘ぷ"0ﾉﾛgfee/〃ぶoi"e"F"""""s""/"･""ggwe"es,Vrin, 1998.が優

れた考察を行っている（特に第7章)。

4) V.Cousin,F)""ze"sPﾙ油s""町"es,<preface2,Sautelet, 1826.

5） 「いわゆる『実体の原理」とか「原因の原理」に基づいて形而上学を建てようとしたの
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註（第二章第五節一第六節）

7) H.Poincare,L"sc池"cee/ /Wjpof〃魔e,Flammarion, 1902/1968.

8） 「進化」第1章で砂糖を溶かすベルクソンが、 「全体(Tout)」や「孤立(isolement)」

について語るのは、あるいは「全体」の閉ざされなさとその未完了性を繋げて語るのは、

こうした文脈においてである。

9） 第3章で熱力学の基本法則を論じ始めるベルクソンが、エネルギー保存則についてこ

う述べていることは知られていよう (EC242-243/700-701)－これは「通的法則であ

って、したがって部分的には我々の測定方法に相対的なもの」である。 「それが言うの

は、閉じたと仮定されるシステムにおいて、全体のエネルギー、すなわち運勤エネルギ

ーとポテンシャル・エネルギーとの総和は一定である、ということである。ところで、

もし世界にただ運動エネルギーしかなかったとしたら、あるいはそれに加えて存在する

のがポテンシャル・エネルギーだけだったとしたら、計測という人為的操作(artifice)

のゆえにこの法則も人為的なものとなる、ということはなかっただろう。エネルギー保

存の法則はまさしく、何ものか(9"e""echose)が一定壁で保たれる、 ということを表

現しただろう……｣。ここからベルクソンは、この保存則は、単に抽象された閉鎖系につ

いて、しかも相当に規約的のみ妥当するだけであって、「全体」について教えるところが

少ない、と判定したのだが、しかしこの保存則解釈はこれだけ読んでもほとんど意味を

掴めまい。私たちの見るところ、ここでベルクソンが読者にも周知のものとして前提と

しているのは、ポアンカレの保存則解釈（『科学と仮説｣第8章）である。ポアンカレは

保存則を吟味しながら、エネルギーというものが保存則の規約によってしか定義できな

いことを指摘する中でこう述べていた－「エネルギー保存の原理のために残されてい

るのはもはやただ次の言明だけである：恒常的なままの何ものかがある（〃ya9"e"灘e

chose9"咋加“花CO"S""r)｣ (Poincare,L"sc允刀""M)"0ﾉﾙ湾e,Flammarion,

1902/1968,p.143)。この根本的仮説によって、エネルギーの経験的探求が初めて可能に

なるというのだ。こうした規約性の強調、定式の文面における「進化」との共通性はお

そらく明らかであろう。これ以上の詳細な比較は措く。ここではさしあたって『進化」

の議論は重要な諸点でポアンカレの所説を下敷きとしているという強い蓋然性が認めら

れればよい。

10) PoincaIE,妙.c".,p､ 167.

11） 必〃.,p.168.

12) "".,p､172.

13） だが､以上によって与えられたのはいまだ極めて未規定な空間、ごく基本的な知解可

能性でしかない。例えば、ベルクソンの言う「空間」について、それが何次元なのか、

それはユークリッド空間なのかそうではないのか、などと問うのは、あまり実りのある

ことではないだろう。 「試論」の一節(DI77/69)は、三次元性を必須条件にしているよ

うに見えるが、しかし『試論」は全体として、線として表象される時間がすでに空間化

された時間だと見積もっているし、そうした時間を「第四次元」として持つような空間
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この発表のベルクソンによれば､形而上学は「実証的(positif)」にならねばな

らない。それはまず第一に、従来のスピリチュアリスムとは異なって、実証科学

の成果を積極的に受け止めるという意味である。概念的認識は結局「消極的

(n6gatif)」なものに留まると断定し、来るべき形而上学は「積極的(positif)」

なものでなければならないと（シェリングに影響されつつ）述べたのはラヴェッ

ソンであったが、ベルクソンはその言明を引き受けつつ、しかし同時に「種極

性」を再び「実証性」と結びつけたと見ることができよう。この論点を介しつつ

第二に、ベルクソンが求める形而上学はそれ自身､実証科学と同様に進歩し同様

の成果をもたらすべきものとして構想されている。 「諸事実の輪郭に沿って自ら

を型どりつっ開始する形而上学は、異論の余地なき一つの科学が持つ諸性格を

まさに与えるはずです」 (M464)。対象や方法において区別されるとしても、ベ

ルクソンは哲学が実証科学とまったく異質な知の相貌をそなえるとは考えてい

ない。むしろ実証科学は知のモデルなのだ。このような見解が､科学的認識とは

「規約」的な「記号的表象」の構築に過ぎないと考える発想から出てくるはずは

ないだろう。この点では、ベルクソンはル・ロワとはむしろ対立していると見な

ければなるまい。実際、この討議においては、ベルクソンを挟んでル・ロワとク

ーチュラが延長戦を行っているのが見られるが､両者の間でペルクソンは、特に

ル・ロワと自分が同一視されるのを拒むように注意深く振る舞っていることが

気づかれる。

第六節

1) A.Binet,<Uneenquetesurl'evolutiondel'enseignementdelaphilosophie>,in

Lむれ灯"'Syc加姥力"e,1908,pp､152-231.ビネはリボーがスピリチュアリスムに抗して

制度化したフランス心理学の直接の後継者であり、また思想上もそうであることは想起

されておいてよい。

2） 「物質は知性に沿って型どられており、両者の間には明らかな一致があるのだから

(comme)、一方の発生なしに他方を生み出すことはできない」 (EC200/664)など。

3) F.Brunetiere,<ApresunevisiteauVatican>, inRe""ems"!α籾o"des, janvier

l895、この時期、 ドレフュス事件とも関わりつつ発表された彼の諸論文が大きなきっか

けとなって、「科学｣の語が激しいイデオロギー的抗争の中心になったことは、ベルクソ

ン哲学が置かれた固有の時代的背景として忘れられてはならない。

4) J.Theau,Lac7fW"ebejgso泥泥""ed"co"c"/,Privat, 1967,pp､570-572.

5) cf.E.LeRoy,<Surquelquesobjectionsadress6esalanouvellephilosophie>. (前

節註2参照）

6） ここで「形相」優位の哲学を批判したシモンドンをもう一度参照することもできよう。

彼の見立てでは､「質料形相主義」とは人間の特殊な活励様式に由来する特殊な観点に過

ぎない(Simondon,".C".,pp.48-49)。
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註（第二章第五節）

25） 必湿.,p.173.

26) Ib".,p.174.

27） 必湿.前者の方策がエヴェランのそれ、後者がベルクソンの方策を、それぞれ示唆し

ている。

28) L. Brunschvicg, fLaphilosophienouvelleet l'intellectualisme> (1901), in

L'j"ﾉis"ze""jewpom",p.141.

29） 失敗した知性の発生論として「創造的進化｣がフイヒテとスペンサーの理論を特に挙

げている (EC191/656-657)のも、おそらくは単なる「偶然」 (EC191/657)ではなく、

プランシュヴイックヘの暗黙の応答と見られる。またベルクソンは、「……もはや形式は

質料とまったく分離できないのであり、哲学にはまず原理的な諸問題を任せようとし、

そうやって控訴院や重罪院の上にある破棄院のように哲学を諸科学の上に極こうと考え

る者は、次第に哲学をただの番記局(courd'enregistrement)とし、 くつがえし得ない

ものとされて渡されてくる判決をより精確な用語でしたためるだけのものにしてしま

う」 (EC196/661)と述べているが、ここにも哲学をもって「科学」的認識の「記録」係

とする初期プランシュヴイックヘの反論を読み込むことは決して的外れではあるまい。

むしろ「創造的進化」はこのプランシュヴイックとの対立という背景なしには十分に読
み解けないはずだ。

30) 1900年から02年にかけてのベルクソンの見解を、二つの側面をあわせてごく簡単に

確認すればこうなる。

A)知性的カテゴリーや科学認識についての相対化的な評価

一プランシュヴィックが国際哲学会で自らの観念論を説いているその傍らで、

ベルクソンは｢因果律への信懇の心理学的起源についてのノート」を発表し、因

果関係というカテゴリーを「身体によって生きられる必然性」 (M428)に結びつ

けて論じていた（本章第二節参照)。同年のコレージュ・ド・フランスの講義で

も彼は｢原因の観念について」というテーマを選んでいるが、そこでのベルクソ

ンは、因果関係とは流動的で連続的な実在について解釈する「ある一つの仕方

(unecertainemaniere)｣ (cf.M430)であり、その解釈は窓意性ないし一面性

を免れないという観点を示しているという (J.Chevalier,a減沌j〃"sα"“珪啓
so",Plon, 1959,pp.3-5.)。

B)科学についての積極的評価

一プランシュヴィックを含む『形而上学道徳雑誌｣の発起人たちによって、 1901

年にフランス哲学会(Societefraneaisedephilosophie)が設立される。最初

の二度の会合は、ル・ロワの主張をめぐってのものであった。それに続いて、第

三回の会合で報告することになったのはベルクソンであった。そこで彼は、 「心

理生理学的平行論と実証的形而上学」という題目の下で、 「物質と記憶」におけ

る心身関係論を論じ直している。
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<Surquelquesobjectionsadresseesalanouvellephilosophie> (1-2),inR"",

(1)1901,pp.292-327, (2)1901,pp.407-432.

3) B"/""〃dE"soc彪彪/""“たe火，〃"bs"〃た,nol(Sgancedu28mars,1901),p.5.

4) H.Poincare,L""ん"γ火〃sc""",Flammarion, 1905/1970.

5） この論争の文脈（プートルー、デュエム、 ミヨー他）ならびにル・ロワの思想の詳細

に関しては、拙論｢新哲学論争について」 （｢徳島大学総合科学部人間社会文化研究｣No.

4（1997年)pp.67-111)を参照。

6） くPerceptionetmatieI追分, inRe""edE"@迩餓”町"ee/咋沈om",mai1896.

7) L.Levy.Bmhl, くHenriBergson.&s"s"γ〃s""""s iw""""i9s此〃“"‐

sc"""", inRe"z""〃北s"ん〃"2,1890,pp.519-538.

8) Ib".,p.537.

9) V.Delbos,q1.c".,p.382.

10) G.Belot,fUnnouveauspiritualisme", inRe""eph"ひs妙〃""e,1897,pp.183-199.

11） 必”.,p.194.

12) L.Brunschvicg,くL'idealismecontemporain",inL'M"/iswzeco"#e"ゆomi",Alcan,

1905.

13） 必湿.,p.168.

14） 必〃.,p.169.

15) Lα"0血〃@"4ﾉigewe"t,Alcan,1897.

16) <L'idealismecontemporaim,p.174.

17） 必趣.,p.176.

18） 必〃、

19） 必近.,p.179.

20） 必湿.,p.175.

21） 必〃.,p.179．こう述べると、プランシュヴイックが単純な科学主義者に見えてしま

うかもしれない。補足しておけば、彼の言う「科学」は非常に広い概念であって、諸判

断が矛盾なく連続しているその統合体を一般に指示している。彼の主張は、通常｢科学」

の「外」にあるとされる道徳や形而上学の諸問題も、その統合体の「内部」において、

そこにおける諸要素の関係によってしか意味を持たないということである。超越的存在

や超越的真理といったものを無知の隠れ家として追放し、知性が組織していく認識のそ

の知解可能性の内部に留まること。これが彼の「内在」主義である。

22） 肪趣.,pp.170-171.

23） 必湿.,p.172.

24) ontologique.本体論的、 と訳す方がよいかもしれない。意識への所与を扱う現象学

的(phenomenologique)なものではなく、現象の背後の実体や原因を探求する、という

意味である。
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註（第二章第一節一第五節）

義において(cf.α"海〃,p､386etsqq.)、最初から事物内部に一般性がそれとして含

まれており、比較対照によってそれが認知されるという （コンディヤックやスペンサー

の）仮説を論点先取的な「怠惰な説明」 （α"汚〃,p.389) として批判した上で、 「私の

中で生じること (cequisepasseenmoi)」の側に一般観念の根拠を極く。抽象作用と

一般観念の成立を論じるには、 「そのさまざまの習慣と態度を込みにしての我々の身体」

によって可能になっている「共通の態度」で必要かつ十分だからだ。私たちは自分の態

度の側にある一般性を事物へと投影してそこに帰属(attribuer)させている、とも彼は

述べている。

第三節

1） 「すべての知覚は生まれつつある運動へと自らを延長する (seprolonger)｣ (MM86/

227, cf. 101/239-240)、 「[記憶が］行為へと自らを延長する (seprolonger)手段」

(MM18/253)、 「ある感覚の記憶はその感覚そのものへと自らを延長する(seprolonge

encettesensationmeme)｣ (MM151/279)。中でもとりわけ「私の現在」を身体から

定義する箇所を参照。「私の現在は、したがって、感覚であり同時に運動である。そして

私の現在は一つの分かたれざる全体をなすのだから、この運動はこの感覚に由来しそれ

を行為へと延長する(prolonger)ものでなければならない。ここから私は結論する、私

の現在とは感覚と運動がなす一つのシステムである、 と。私の現在とは、本質的に、感

覚一運動的なのだ」 (MM153/280-281)。なお「試論」における「憎感的感覚」の分析で

も、痛みなどはおくればせの反響ではなく 「蒙った刺激に後続しようとする運動、その

自然な延長(prolongement)を櫛成するような自動的諸運動」 (DI26/26)を提示するも

のであると言われている。「運動一感覚｣系は、それ自体連続的な進展として理解されて

いるわけだ。

第四節

1） 純粋知覚が一種の「反射」であることについては、MM34-35/186-187, MM47-48/

197,MM57-58/204-205,MM66/212における、 r§Hgchir,refiecteur,reHexionといった

語の繰り返しを見よ。

第五節

1)W・James,局t"""s'", inTWeW"tsqrWM"わ"ん”es,Vol.I,HarvardUniver.

sityPress, 1975,p.6.

2） ジェイムズの先の序論は「｢形而上学道徳雑誌j第7号、8号、9号の諸論文」とだけ

述べているが、具体的には次の諸論文である。

<ScienceetPhilosophie> (1-4),"R""e叱加g"擁々"e“叱加0忽陀(R〃〃),

(1)1899,pp.375-425, (2)1899,pp.503-562, (3)1899,pp.708-731, (4)1900,pp.

37－72．

<ReponseaM・Couturat", inRj〃',1900,pp､223-233.

《Unpositivismenouvea", inRMM, 1901,pp.138-153.

2う
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他ない」 (MM230/340)、といったベルクソンの言明はそのことを示している。数的に同

一でありながら異なる相貌を持つ「感覚」と「運動」をいわばその場で直ちに結びつけ

るために、ベルクソンは「持続のリズム」の差異、あるいは「収縮」「凝縮」による運動

の感覚化、といった観念に導かれたのである。

9) Delbos,qP.c".,p.356.

10） 同様の主張一「自我は、その諸表象の一つが見出される場所ならそのすべてに存在

しているのです。これはつまり、自我は、知覚可能なものすべての中に潜在的に（ある

いは無意識的に）存在し、実際に知覚されているものすべての中に現勢的に存在してい

るということです」 (M645)。「我々は……我々が知覚するものすべてのうちに現実的に、

ある」 (MR275/1196)。

11） この概念は直接にはリポーに由来する (Th.Ribot,Z,esma"djbs咋血pg"o""α"だ，

Alcan, 1885)。 リポーにおいては、この「物理的＝身体的基礎」がそのまま通時的統一

性を有する人格の実体とされるが、これはミルの困惑に対するリポー的回答であった

（必忽.,pp.169-170)。第一章第二節の註2を参照されたい。

第二節

1） ピランとベルクソンとの「ずれ」についてはH.Gouhier,<MainedeBiranetBerg-

som, inLes§伽"s6gjgso泥泥"”es,vol.1,1948. 「物質と記憶jも、運動の原因そのもの

を「努力の感情」が開示するという発想に強い疑いを示している(cf.MM218/331)。明

確にビランを名指しつつ、能動的力と惰性との対立的二項からなる「努力」の原初性と

単純性の見かけを、 もっぱら生理心理学的見地から否定するベルクソンについては、

1892～93年の心理学講義を参照(Cb2"s",pp.335-336)。

2） このように、ベルクソンの発想においては、異なる主観たちに対しての「共通性」も、

それ自身「秩序」概念と別のものではない－「私の経験と他人たちの経験に共通

(commun)で、また諸対象との関係で自然法則と呼ばれる僥めがたい規則に従うとこ

ろの、安定し(stable)固定化した現象」 (MM49/198)、 「安定し、すべてのひとに共通

の経験(experiencestable,communeatousleshommes)｣ (MM264/365)。ここで言

われる「他人たち」「すべてのひと」と言われる存在は、私とは異なった角度から、しか

し同じ対象を目の前にしている、そのような存在である。世界の私への現れと、彼らへ

の現れは、異なりながらもしかし一定の秩序に従って変換可能であり、私と彼らの位齪

はその意味で交換可能である。私たちは、同じ一つの秩序に対する異なった観点、同じ

安定した関数的構造の異なった個別解でしかないのだ。ここで「他人」とは、対象への

態度を変更した私、観点を変更した私、別の場所に移動した私以上のものではない。

3) Hude,qP.c".,p.22etsqq.

4) Delbos,OP.c".,p.385.

5） ここで私たちの関心に「応える」対象そのものに一般性が内属している、という解釈

は可能であり、自然でもあろう。にも関わらずベルクソンは「物質と記憶」に先立つ講
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註（第一章第四節一第二章第一節）

つつも、両者が取り組んだ問題の同種性を指摘してこう述べていた－「にも関わらず、

ベルクソンのこうした考えは、フッサールが超越論的櫛成の問題と呼んだのと同じ問題

を解こうとする試みであったのも事実である。それぞれの認識論において問題だったの

は、意識の原的な流れ(Huxorigineldelaconscience) (それはその異質性と動性にも

関わらず－性を保持している）から多様な意識の志向的作用（それらを通じて、個体的

で超越的な事物が、それら固有の同一性と不可分なさまざまの性質づけにおいて規定さ

れる）への移行がいかになされるのかを知ることだったのである」 (Roman lngarden,

<L'intuitionbergsonienneetleproblemephenomenologiquedelaconstitution> in

此噌so"""ows(6""E""咋肱socia@"""ise"""bs妙〃た),ArmandColin,1959/

1960,p.165)。こう言ってよければ、フッサールが｢発生的現象学」として追求する種類

の考察を、内在としての「持続」から出発したことによってベルクソンは初めから自ら

に引き受けていたわけである。あるいは前章の考察を踏まえて別の言い方をするなら、

サルトルがもっぱら注目した「志向性」のその下で働いている「意識の原的な流れ」へ

と、ベルクソンの考察はひとまず赴き、そしてそこから「志向性」とそれに相関的な｢超

越的な事物」とが立ち上がってくるさまを記述しようとするものだったと見ることがで

きよう。

第一節

1) H.Taine,Deノ'加彫"鞍"",Hachette, 1870.

2） 三木清「充足的経験論」 （｢思想」227号（1941年4月）所収）

3) A.deLattre,"Jgso",""eo宛如ねg施火〃，eゆたxが畠PUF, 1990,p.67.

4) H.Hude,"'gso"､omell,Editionsuniversitaires, 1990,p.68.

5） ここでは通俗的に（｢物質」との対比で言われているのだから）一般的な心像、諸表象

の一つ、 という意味で用いられている。

6) V.Delbos,g""姥沌α〃z'"@oi".&saj”γkz”"ﾉわれ伽”ゆs"/W"r,parHenri

BeIgsom, inR""e咋加鍬ゆめIs""ee/咋岬""", 1897,p.357.

7） 同種の主張一「物質的宇宙そのものもまた、イマージュの全体として定義されるな

ら、一種の意識である。すなわち、そこにおいてはすべてが補い合い、中和し合う意識、

その潜在的諸部分が、作用に等しい反作用によって平衡を保ちつつ、相互に突出するの

を妨げ合っている意識なのである」 (MM264/365)、 「我々が述べたように、この自然と

は、中和化され、それゆえに潜在的な一つの意識、その現出の可能性が相互に互いを損

ない合い、現れ出ようとするその瞬間に互いを無化するような意識でもあろう」

(MM279/377)｡

8） 「物質と記憶」第4章でベルクソンは、知覚を彩る「感覚質」と科学が示す「運動」と

を結びつけようとするが、それは両者が数的に同一であり得るのはいかにしてか、 とい

う形で論じられるだろう。さしあたり感覚質とは異なる運動を、「質そのものの中に

(""s"9""だ"@me)｣ (MM229/339)見る、 ｢運動を性質の中に(ぬ"s)置くより
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7） 「総合」と呼ばれるものが多くの場合、単に（要素還元的な） 「分析」の鏡像的等価物

に過ぎないとして、「分析／総合｣の対立を二次的なものとして斥けつつ､対して「直観」

こそが哲学の真の方法でなければならないと述べたのは「19世紀フランス哲学』 (F.

Ravaisson,Lalん油s""""F》極"“α〃XIXes趣彪,Imprimerieimperiale,1868)の

ラヴェッソンであったが、 「形而上学序説」のベルクソンにはその強い影響が見られる。

また、「統一」といったカント的語蕊への明示的批判については、EC153/624を参照一

「｢統-(unification)」とは暖昧な用語であって、それは「関係(relation)」や「思惟

(pensee)」以上に明噺なものでもなければ、それら以上のことを語っているわけでも

ない｣。

第五節

1) Jankelevitch,叩.c".,p.47.

2) P・Trotignon,L'it姓叱〃たchez&ツ曾so〃“んc戒""e火〃？"鋤zphJW"e,PUF,

1968,pp.541-542.

3) G.Mourelos,"7"o""姓〃izﾉ膠"""7""だ,PUF, 1964;cf.G.Simondon,D"

沈o此dｾｪS陀加"desoh/bzs"c〃"々"es,Aubier, 1958,p.58.

第二章

本章の課題

1） 「瞬間」と「永遠」との（非生成的性格における）同種性については、例えば「永遠と

いうある唯一の瞬間(unmomentunique,quiestl'6ternite)｣ (DI156/136)といった

表現を参照。

2） 「単位を望むだけの諸部分に分割する (diviser)可能性を認めているというこのこと

からしても、この単位は延長したもの(6tendue) と考えられているのである」 (DI61/

56)、 「このように切り離された諸部分は保存されながら相互に加わって、そして相互に

加わってしまえば任意の分解(decomposition)に適するものとなる。したがってそれら

はまさに空間の諸部分なのだ」 (DI63/57)。

3） 「空間に関する限り、分割は望む限りいくらでも押し進めることができる。 ［中略］こ

れはつまり、空間のある部分というものは、我々がそれに関わるのを止めた時にも存在

し続ける (subsister)ように思われるということである。その部分を分割されないまま

にしておいたとしても、その部分は待ち続けていられるだろうし、想像力がまた努力す

ればその部分はさらに分解されるだろうことが我々には分かっているのだ」 (MM231/

341)、「その固定性(6xite)において、無際限に分割可能となる……」 (EC251/707)。実

は『試論jがすでに、 〈流れ去らずに分割を待ち受ける (attendre,demeurer)>という

理念的性格（しかしそれは同時に私たちの一定の操作に関して規定されている）が「空

間」に本質的なものであることを前提していた(DI59/54,65/59)。

4） かつてインガルデンは、フッサールとベルクソンとの一見して明らかな相違を確認し
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註（第一章本章の課題一第四節）

2） この表現はハイムゼートによる。HeinzHeimsoeth, "Pers6nlichkeitSbewuBtsein

undDingansichinderKantischenPhilosophie", ina"d彪卯z"γ助"りs妙〃た〃泌

加α〃抑e/K""なI,K61nerUniversitats-Verlag,1956.邦訳「カント哲学における人格性

の意識と物自体」 （『カントと形而上学』 （以文社、 1981年)所収)。ただし私たちは、彼

に和して叡知的自己とそれに関する形而上学をカントにおいて語ろうというわけではな

い｡

3） 以下の私たちの検討は、もっぱら「糾酔理性批判jのB版に基づく。私たちの考えで

は、B版の議論の方がより厳密であり、かつ演鐸の課題に関してより糟確な記述を与え

ているからである。ここは詳論の場所ではないが、簡単に述べておけば、A版の演鐸論

は、所与の知覚が成立したその上で、その可能性の条件を澗行的に分析していくという

道を辿っており、その限りで「演緯」としては不十分であって、むしろ統覚から出発し

てそれがおよそすべての感性的直観に適用可能であることを論じようとしているB版

のほうに理論的優位があると私たちは解釈している。

4） 第五節でさらに考察するが、諦義におけるベルクソンは、 「統一」や「結合」の観念そ

のものの無効性を確認しながらこう述べていた－「人格を構成する統一とは、心理的

諸状態に上から加わってくるような何かではないのであって、この統一は諸状態に外か

らやってくるのではなく、むしろそれらの状態自身の内奥からわき上がってくるものと

考えるしかない」のだと (Cり"庵〃,pp､287-288)。むしろサルトルの方が、瞬間的な意

識というものを栫えて、自己の生成の方をそのような意識を超えてしまう「余剰｣、その

ような意識にとっての一つの「対象」にしてしまったのだ。

第四節

1） 当時の論争状況に関しては、 J.Milet,比噌so"""""ｲﾉﾉが""曲i""ﾉ,PUF,1974,

pp.44-50;F.Heidsieck,""減珪7gSO""ん〃“わ〃ゴセ""",Lecercledulivre,1957,

pp､ 19-27.ベルクソン的見解に対するアリストテレス的解釈からの批判としては例えば

J.Maritain,Lfzp〃肋s“〃た6eFgso"た""e,2eed.,1954, inの"jTEs,EditionsSaint､Paul,

1984,tomel,p,212.

2) F.Evellin,J"β"ief9"a""花：戯"此s"γん”"c"#"/'i""ie"'""ひs"〃た〃

血"s"sscfE"es,GermerBaillere, 1880.

3） 「パルメニデス」 151E-152C・田中美知太郎訳による。対話のあいづちを省略した。

4） 物質は「その固定性(6xit6)において、無際限に分割可能となる」 (EC251/707)とい

った語の連鎖。

5) A.Philonenko,比'gSO"O〃此Azpﾙ油s叩〃泥“加加Csα”“砲ひ"海"se,Cerf,1994,

p.312.

6） 「多様の通覧と総括」としての「覚知の総合」そのものが事実上「再生の総合」によっ

て可能になっているという （ほとんどトリヴイアルな）論点についてはカント 「純粋理

性批判」A102を参照。

21

’

1
1

１
１

I
’
1



は、自己についての種極的概念としては我々の到達できる最も近いものであろう。この

紐帯には、諸感覚と同様に実在的な何かがあるのであって、実際には対応する事実のな

い単なる思惟の諸法則の産物などではないということ、これは疑い得ないと私は思う」

(Mill, qp. c"., inα此c"dWb液sqfﾉﾘﾙ〃Siz"が〃"/,vol.IX,Universityof

TorontoPress,1979/Routledge,1996,p.207)。 ミルはそう指摘した上で、その「紐帯」

「有機的統一｣の本性についてはそれ以上の論究を放棄する。ベルクソンの｢持続」 （そ

してもちろん「記憶｣）は、この「紐帯」「有機的統一」という謎への回答でもあった。

本書第二章第一節の註11をも参照。

3） 「自我全体」 :DI125/109; 125/110. 「人格全体」 :DI123/108; 127/111; 129/113.

「魂全体」:DI124/109; 125/110; 126/111.

4） 決定論を否定したはずのベルクソンの「自由」について相変わらず「決定」を語るこ

とができるか、 という点については小さな論争がある。ジャンケレヴイッチは、こうし

て描かれた自由を、自らに即して存在すること、「真撃さ(sincerit6)」として形容し、プ

ラトンやストア主義者のみならずスピノザの名までをもそこに結びつけて見せる (V.

Jankelevitch,"を"流舜'承0",2eed.,PUF,1959,pp.78-79)。対してグイエは、 もはや

そこに「決定論」を語る余地はないはずだと述べつつ、ジャンケレヴィッチの解釈を不

適切と見る (H.Gouhier,珪辱0”“んC"漉#desE""Jbs,Fayard,1961,pp.82-83,

pp.210-211(note64))。私たちの見るところ、グイエの指摘はそのままでは些末なもの

であり、あまり説得的なものとは言い難い。ペルクソンは確かにいわゆる必然的な決定

論(detenninisme)を意識事象に対しては否定したが、 「決定(detenniner)」という概

念そのものを排除はしていないというテクスト的な事実は動かないからである（まただ

からこそ、ペルクソンは同時に「気まぐれ(caprice)」を自由概念から排除するのであ

る)。むしろベルクソンが語ろうとしているのは、まさにある種の「決定｣、自己による

自己の規定であったのだと私たちは考える。もちろんそれをスピノザの名に結びつける

のは誤解のもとではあろうが、ジャンケレヴィッチが示唆するところの、ベルクソン的

な「自由」の有する「真筆さ」の性格については十分に支持できようし、彼がそこで示

している「無差別と決定論との両方に等しく対立する一つの有機的必然性(nEcessite

organique)」の概念は、ベルクソンの思想を解きほぐすためにむしろ適切なものと思わ

れる。

5) Jankelevitch,". cfr.,p.9.

6） 必湿.,p.7.

7) "".,p､207.もちろん『モナドロジー」 (18節）を踏まえた表現である。

第三節

1） 以下、 『純粋理性批判jからの引用は慣用に従って、括弧に入れられた(A120)=第一

版(A版）の120頁、 (B410)=第二版(B版) 410頁、 といった記法によって参照箇所

を指示する。
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第一章

本章の課題

1) B.Russell, "ThePhilosophyofBelgson'', in7We〃0"is#,No.22, 1912,=7We

Cbノルc"d"e"q/馳宛m"dR"sse",Vol､6,pp.332-333.

第一節

1) J.-P・Sartre,Larm"sce"""""ノ電ひ, 1936/Vrin,1988.本節では以下砲ひと略記

して頁数を指示する。

2) J.-P.Sartre,L迩彫〃ん』V""f,1943/Gallimard(collectionTel),p.206.

3) J..P.Sartre, <Une idee fondamentalede laphenomenologiedeHusserl:

l'intentionnalit邑矛,inS"""b"sI,Gallimard,1939/1947,pp.29-32.

4） サルトルに公平であろうとすれば、彼が「自己についての意識」の「について(de)」

に括弧を付したことは指摘しておかねばなるまい。「存在と無」において、対自存在の直

接的構造を論じる中で、その最も基本的な水準を描きながら彼はそこにおいてはもはや

「非措定的」な構造しかないということを主張しつつ、consciencede…のdeを(de)

と表記し、初源的な自己意識の微妙な存在様態を示そうとしていたのであった。しかし

この括弧入れこそは、サルトルの意識概念の限界を示すものではないか。「……について

の」という対象化的かつ否定的な疎隔化の関係がもはや無効となる事象を前にして、し

かし手持ちの道具としては、志向的な「について(de)」しか有しなかったサルトルの困

惑が、そこにはあるのではないだろうか。

第二節

1） 「時間と自由j (白水社) 223頁、平井啓之による訳注。

2) E.Boutroux,Dekzco"""gE"""s〃た火〃〃α〃だ,GermerBaillere,1874;De

ノ'7錘咋〃i"""だ"e""s"sc"""""'〃助s妙〃た"""加加""es,Alcan,1895.

J.S.Mill,A〃趣zwfi"α"o"q/邸γWy"ね獅疏z腕"加加憩助北s"hy,1865.=L"'""b.

s叩ﾙ陀咋m腕"われ,trad.parE.Cazelles,GennerBaiⅡere,1869． もちろん決定論の論

駁が、道徳や宗教の価値を守ろうとするスピリチュアリスムにとって無視できない重要

課題であったことは事実であり、 『試論」をその文脈に霞くことは間違いではない。なお

ハミルトンを批判するミルが67年の同書「補遺」で示した「自我・自己(Ego,Self)」

概念の問題は、 『試論」の一つの背景をなしたものと見ることができる。ミルは「自我」

についてピラン的な直覚を否定しながらも、純粋な現象論者ではあり得なかった。「現在

の意識を過去の意識に結びつけて思い出させるあの説明しがたい紐帯(inexplicable

tie)ないし法則、 （マッソン教授がそう呼ぶところの）有機的統-(organicunion)
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Husson, (L.),L'f""/"ci""S"ze咋馳増so".Ge"魔ee#""ﾉ"e""/"""o"0"

627gso"jE""ed'j"""0",PUF,1947.

Hyppolite, (J.),<AspectsdiversdelamemoirechezBeIgsom,inF潅"”s火〃，〃s"
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I

文献について

2参考文献・引用文献

ベルクソンに関する欧文文献全般に関しては、Gunter, (P.A.Y.),Hew流珪jgso",A

α"iりg旅ゆ紗,2nded.,PhilosophyDocumentCenter,1986.を参照できる。またその後の

文献については、現在のところJi.SeokRyu,""eco〃ﾉガ6"fわれグルz 7修Che彫"e火必

'e"s"""なれ減馳7gSO",P'Ese"〃蜘卯,α"”o舷加〃αα"""eh禽加”"eα’ん油s"ん""e

Ws"α""""i"gdrbo""6"猛ル0芯ノEsA"んWWa班-Ig4の,DiHusionANRT,

2000.が優れた書誌を含んでいる。日本語文献の包括的書誌は存在しないが、多くの方の協

力を得て、筆者（杉山）が関連文献リストをWEB上で作成・公開している (http://

www2s.biglobe.ne.jp/~sug/index.html)。

ト

’

’

’
1

（

ｒ
１

－

以下は本書で引用・言及したもの、ならびに解釈に際して特に参考とした文献である。

欧文文献

Barthelemy-Madaule, (M.),盈増so"ad""醜zi花火KK"",PUF,1966.

Belot, (G.),<Unnouveauspiritualisme", inRe""e，〃伽s"椀"e, 1897,pp.183-199.

&?gso〃α〃0"s(B"""咋血SOC海路ルセz"“たe火，〃んs"〃た),2vols.,ArmandColin,

1959/1960．

Binet,(A.),<Uneenquetesurl'6volutiondel'enseignementdelaphilosophie",in

Lむれれ""/cho/聰＃〃"e,1908,pp.152-231.

Boutroux,(E.),DeAzco"""ge""desﾉりた〃ん〃""",GermerBaillere, 1874.

上

,Deノ'jt娩叱〃ノ〃α"《泥娩""s"sc"""α〃，〃北s妙〃"co"""zpo""es,

Alcan, 1895.

Brunetiere,(F.),fApresunevisiteauVatican>,inREzﾉ"edEsdb2""o"des, janvier

l895・

Brunschvicg,(L.),Lα"0血"だ”内魑E加"',Alcan, 1897.

-, <L'idealismecontemporaim, inL'淑勧z脆加e“"だ"ゆomi",Alcan, 1905.

-, <Laphilosophienouvelleet l'intellectualisme (1901)2, inL'fdZ/is"ze

”"蛇"ゆomi".

B"此伽火〃s“だ花ル極""jbe此’〃肋s"〃池,nol(Seancedu28mars,1901).

Canguilhem, (G.),くCommentaireautroisiemechapitredeLで"0ﾉ"伽〃c'衝zかft", in

B"此"〃此〃Fbcw""des〃"花s虚ams加"増, (1) :no5-6,pp､ 126-143, (2) :

no8,PP､ 199-214.

Capek,(M.),<LageneseidealedelamatierechezBeIgson・Lastructuredeladuree>,

inRewfe血沈敵ゆん"""e〃叱加Om", 1952,pp.325-348.
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この種の資料については、私たちはこの「メランジュjから引用を行った。

－

遺言が厳密には禁止しない「ベルクソンの著作」は以上に尽きるが、禁止を越えた資料

が遺族の了解と共に、続々と公表・公刊され始めている。これらを「著作」と呼ぶことは

できないが、無視できない資料であることには変わりがなく、私たちも大いに参考とした。

α河忽”0"ぬ"es,PUF,2002.

Guitton,(J.),Lα〃o""0""馳酒so",NRF/Gallimard, 1960.

H@〃だBEjgso〃〃A必e"KIr〃〃.Q"zS加"ぬ"ces,Desmaret/MuseeAlbert.Kahn,

2003.

<Commentdoiventecrirelesphilosophes(1924)2,in助加s"〃た,no54, 1997.

以上には、ベルクソンの手になる文章が含まれており、資料としてはそれほど問題がな

い。また講義録に関しては、現在公刊されている主なものは次の通りである。

m〃た溶"@s@"@"αjだ"′〃"osOp"た,no7;Oc〃"e"""ze/","どれ減馳，承0",F淀〃e，

PressesuniversitairedeStraSbourg, 1988.

Q"芯〃V, (ed.parH.Hudeetals.),PUF,I: 1990,II: 1992,III: 1995,IV:2000.

Bardy, (J.),比恕so〃かn"sse"γ,L'Harmattan,1998.

A""α"s627gso""""EsI,(ed.parF.Wormsetals.),PUF,2002.

L"o"scl""zo"joiSesI, (6d.parR.Ragghianti),L'Harmattan,2003.

A"〃α"s627gso""""es",(ed.parF.Wormsetals.),PUF,2004.

講義録の正確さ、編集の確実性については、溌淡があるというのが事実である。本書に

おいては詳細な検討を省略したが、解釈の補助として用いることが可能であると思われた

講義のみを参照した。

－

資料としての評価は分かれるが、 『メランジュ」の外で、いくつかの対話の記録も公刊さ

れている。

Sertillanges, (A..D.),A"""な"減馳噌so",Gallimard, 1941.

Beguin,(A.) etThevenaz,(P.),(6d.),"e"減馳7gso",asa応〃だ岬o電"増ES，

CahiersduRh6ne,EditionsdelaBaconniere, 1942.

Benmbi, (I.),動""e刀沁s"j'Hど"流比'gso",DelachauxetNiestle, 1942.

Chevalier,(J.),E"/”蛇"sα""BWgso",Plon, 1959.

特にバンリュピとシュヴァリエの報告は詳細であり、私たちも有益な資料として参照し

た。ただし、シュヴァリエ、そして特にセルテイヤンジュの報告には、報告者の利害関心

が濃く反映されていると見る必要があるとも思われ、本書では参考以上のものとしては扱

っていない。
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文献について

1ベルクソンの著作

本書におけるベルクソンからの引用の方式については、凡例を参照されたい。ここでは

補足的に「ペルクソンの著作」と呼ばれるものの内実、ならびにその本書での扱いについ

て述べておく。

「ベルクソンの著作」については、やや込み入った事情がある。ベルクソンはその遺雷

で、公刊された著作だけを哲学者ベルクソンの作品として認め、それ以外のものについて

刊行を禁止したのである。この最も厳密な制約においては、「ベルクソンの著作」とは次の

ものである。

mWs抑γ〃s伽"""s加獅"jEs咋肱co"scf@"",1889． 『意識の直接与件について

の試論』 （｢時間と自由｣）

〃""勧管“加勵"o"2,1896． 「物質と記憶」

Le減沌,1900. 「笑い」

L管"0〃蜘"c7""fte, 1907. 「創造的進化」

L'az27gie"減"e/", 1919. 「糟神のエネルギー』

Z,es"2"so"TES虎血沈o""ej此〃72/"b",1932. 『道徳と宗教の二源泉」 （｢道

徳と宗教の二つの源泉｣）

“’ezs"“ん"""""2, 1934. 『思想と動くもの」 （『思考と運動｣）

いくつかの著作のいくつかの部分は単行本収録に先立って発表されているが、単行本と

してはいずれもFelixAlcan社から出版された。 1940年代になってPUF(Presses

UniversitairesdeFrance)に版権が移り、改版に伴ってページづけに多少のずれが生じ

た。現在ではPUF版のページづけが標準である。以上の著作は、 『ベルクソン生誕百年記

念著作集」 （の""",""わ〃血cE郷"z"",PUF, 1959.)にすべて収録された。

諸版の異同を含めて現状最も多くの情報を含むという理由で、私たちはこの『著作集」

から引用を行った。わずかな誤植はあるが、その訂正に関して注記は省略した。

－

著作以外の形で生前公表されたさまざまの文章は及減商""""s(3vols.,1957-59)、

Lesα"《たsbe7gso"j"z"es (11vols.,1948-1976)その他において、再録されあるいは紹介

されてきた。「未刊のものの公表を禁じる」という遺言に抵触しないからである。その種の

ものは、 「著作集』に続き、 1972年時点でいったん「メランジュ（雑録集)」 （〃鋤如gEs，

PUF, 1972.)にほぼ網羅的な形で収録された。
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事項索引

もの（事物) (chose) 16,22,82,83,

101,102,119,156,186,290

模倣（する) (imitation, imiter) 283,

309-310,314

323

ら行

力能(pouvoir, puissance) 138,154,

170,176,234,266,278

リズム(rythme) 6,115,264-266,269-
277;a3

理性(raison) 185,230:34

理念（的・性) (ideal, idealite) 170,

222-223,227-229,230

理由(raison) 244-246,247,250-251

類(genre) 158-160,258;34-35

連合主義的心理学(psychologie associa.

tionniste, a=ociationnisme) 37,

87,107,124,173,200,245

連続（的・性) (continu,continuite)

184,185

連続と非連続 253;3I

や行

役割(r61e) 152-153,292-294,311

唯名論(nominalisme) 179,183,184,

200

有機化(oIganisation) 33-35

有機体(organisme) 22,126-128,297-

298,308;25

有機的全体性(totaliteorganique) 36,
254-255

優美(grace) 264-266

→恩寵も見よ

豊かな・豊かさ(riche,richesse) 258-

259,271,321;諺

予期（する) (attente,attendre) 148,

150,176,234,293,322

予見（する) (prevision,prEvoir) 80-

82,96-97,207,264

予見不可能性(imprevisibilite) 207,

208,219,225,321

呼びかけ(appel, appeler) 299,302-

わ行

｢私はできる」 (jepeux) 171

｢私は考える。われ思う」 (je pense, Ich
denke)

→コーギトーを見よ

，

’



被造性 318

必然（的・性) (necessaire,necessit6)

30-32,56,117-119,133,228,287,299

否定(negation) 6,25-26,92,104,107

非人称（的・性) (impersonnel,imperson.

nalit6) 22,41,118,123-124,147,

152-153,186,230,233,292,294,298

比例関係(proportion) 138,176,234,
236

拡がり (6tendue)

→延長を見よ

うイアツト (6at) 249

物質(matiere) 114-115,132,160,209

物質界(mondemateriel) 129-130,

物質性(materialite) 197,209,223

物体(corps) 150,156-157,160,202

物理学(physique) 117,195,216,228

数理的物理学(.mathematique) 219-
221

普遍数学(mathesisuniversalis) 210-

211

プラグマティスム(pragmatisme)

155,178-181,198

フランス哲学会(Societe franCaise de

philosophie) 195;27-28,32

へラクレイトス主義(heraclitisme)

162,225

弁証法(dialectique) 26,69,92

本能(instinCt) 291

道徳家(moraliste) 279-280,322-323

努力(effort) 141,173,314-316

な行

内在（的・性) (immanent, immanence)

97,98-101,105,186,189,191

馴染み(familialit6) 152

二元論(dualisme) 112-115,119,130

日常的(joumalier) 112,138,152,261

人間(homme,humanite) 239,324

→人類も見よ

人称（的・性) (personnalite,personnel)

→人格（的・性）を見よ

能力(faculte) 35,98,164

は行

働き (acte,Handlung) 44,46-48

→行為・作用も見よ

発生(") (genese) 189-191,196-224

知性の発生(.del'intelligence) 196-
212

同時発生（・simultange) 197

自動的発生(.automatique) 206-208

理念の発生(del'ideal) 223

｢パルメニデス」 (Parmenide) 74-79

反映・反射（する) (reHexion, reil6chir,

re66ter) 34,138,173,176,199;15

反響(Echo) 303,304,311

反省（する) (reHexion,renechir) 69,

94-95,102,105

不純な反省(-impure) 19

反復(する)(repetition, repeter) 168-
170

美(beaut6) 267-269

光(lumiere) 128,130,156

非決定性(indetermination) 11,32,

125-126,254

微積分((calcul) innnitesimal) 73,75,

192-193,220;2I

微分(diHerentiel) 75

ま行

未完了（的) (inaccompli) 78,83,

見る・見られる（こと) (voir,vu,vision)

6,81,97,104-105

無限分割(divisional'innni) 71-72,

75,78-79,86-87,156:2I,22

無差別(indiHgrence) 32-33

無秩序(desordre) 207-208

モデルニスム(modernisme) 179

モナド，モナドロジー(monade,monado.

logie) 25,37;20

8



事項索引

注意的再認(reconnaissanceattentive)

172-177

中立一元論(neutralmonism) 123

超越(transcendance) 94,191

自我の超越(.del'Ego) 15-19

超越的対象(objettranscendant)

16，21，95

超越論的演鐸

→演鐸を見よ

聴診(auscultation) 5-7

調和(harmonie) 62,143,149,188,236,
267

直観(intuition) 5-7,68,72,179,184,

185,192－193,217,272

哲学的直観(.philosophique) 6;36

抵抗（する) (resistance,resister)

141,145,266,275,290,295,296-297,

298,300

哲学(philosophie) 179,229

同意(consentement) 290,295-296,

319

統-(unit6) 66-68,84-87,93,185-186,

201;22

内在的統-(.immanante) 16,22,

68,93

同一（的・性) (identique, identite)

79,111,115,118-119,154,162-163,168-

170,227,306-307

汎通的同一性(durchgangigeldentitat)
53

統覚(aperception) 84,88,91

経験的統覚(.empirique) 40

純粋統覚(.pure) 40-41,43,84

超越論的統覚(.transcendantale)

27，50

等質（的・性) (homogene,homogeneite)

208,213-214,220-221

等質的空間(espacehomogene) 64-

65,156-158,214

動的図式(sch@ma dynamique) 124,
173

道徳(morale) 241

92,141-142,231

相互的適応(adaptationreciproque)

197,202-205

創造(creation) 192,207-208,225-226,

239-240,279,317,320-321,322-323;

36

相対主義(relativisme) 196,205

相対的(relatif) 192,195,216-217

贈与(donation,donner) 265-266,320,
324

自己贈与(sedonner) 265-266

た行

対象(objet) 21,42,60,68-69,102,174-

175,199

脱自(extase) 100-101,107

魂(ame)

「魂の全体をもって」 (avecl'ametout

entiere) 260;35

ダンス(danse) 273,277,300

知解可能性(intelligibilit6) 63,119,

145-147,153,175-177,186,216-217,

218-222,224

知覚(perception) 104,134-138,272

純粋知覚(.pure) 122,124,127,132-
133

→意識的知覚も見よ

力(force) 277,283-291,296-297

知性(intelligence) 170,185,196-202,

213-214,231-232,250,283

知性の発生→発生を見よ

知性認識 196,201

知性主義(intellectualisme) 186,187-

191,285-290

秩序(oIdre) 120,138,141-144,149,

177,199,207-208,234-236

幾何学的秩序(-geometrique) 207,
212

意志された秩序(.voulu) 207

注意(attention) 124,269,273

生への注意(-alavie) 124,177

7



身体の現在 164-166,170

身体の留まり 166-167

神秘主義(mysticisme) 283,304

神秘主義者(mystique) 179,233,279,

302-303,321,323

神秘的(mystique) 236,241

真理(verite) 121,188,225-233,267

形而上学的真理(-metaphysique)
233

芸術作品の真理(.del'euvre) 315

人類(humanite) 298,304:34-"

→人間も見よ

図(forme) 36,103-106,165

数的多様性(multiplicitenumerique)

84-87,256,310

図式(scheme, schema) 63,154,156,

213-214

→運動図式，動的図式も見よ

スピリチュアリスム（唯心論) (spiritualis-

me) 141,178,189,229-233,254,

255:19,28

生・生命(vie) 97,101,105,108,177,

208-210,241,255,262-263,267-268,

297,321,323

成功（する) (reussite,reussir) 141-

144,210-211

製作(fabrication) 197,215

精神物理学(psychophysique) 182

生成（なる) (devenir) 74-78,114-115,

139,166-167,168,225,255

「なる」と「ある」 74-79,100-101

責務(obligation) 281,285,300;a3

責務の全体(toutdel'-) 289

ゼノンのパラドックス(paradoxede

Zenon) 14,71-78

線(ligne) 45-48,96

善(bien) 267,283,285-286

前駆的形成(preformation) 117,150

戦争(guerre) 281-282

全体(tout, totalite) 33-34,67-68,135,

169-170,254-255,319;"

総合(synthese) 45-46,83,86-87,89-

質料（ヒューレー，実質） （的) (matiere,

hyle,materiel) 26,67,96,97,108,

185,259

質料形相論(hyl6momhisme) 215;Z-
空

自動的(automatique) 159,218,295-

296

自発性(spontaneit6) 18,43,45

社会(societ6) 304,305-307

閉じた社会(.close) 291,292-298

開かれた社会(.ouverte) 299,301,

308-311,320-321

自由(liberte) 243-247,250-253,315-

316,322

自由の程度(degrede.) 253-263

真の自由(vraie.) 260,262

習慣（的) (habitude, habituel) 152,

164,168,169,291-298

宗教(religion) 241

静的宗教(-statique) 198

収縮（する) (contraction,contracter)

169,218

循環(cerclevicieux) 182,184,190,

201

使用（する) (seservir) 153

常識(senscommun) 179,190

小説家(romancier) 315-316

情動(6motion) 233,299-301,313

触発（する) (affection, aHecter) 18,

239-242,249,262,291-292,299-300,

323

人格(人称） （的・性) (personnel,person.

nalite) 22-23,35,139,233,246,

249,252-253,255,266,269-270,302-

305;24，34

進化論(6volutionisme) 196

スペンサーの進化論(-deSpencer)

197-201

進行(progres) 22,71,74,78,98

身体(coms) 113-114,125,137-139,

150,268,298

身体と再認 151-155

｜
’
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事項索引

再構成（する) (reconstitution, reconsti-

tuer) 149,173-177,270,286

再認(reconnaissance) 151-153,172-

177,186,234-236,292-293,298,321

再発見する (retrouver) 174,207,235,

268,321

催眠(hypnose) 244,254,263,266,277,
”

催眠後暗示（後催眠) (suggestionpost･

hypnotique) 244-253,261-263,

290;32

作用(acte,Aktus) 43,86-87,89-91

→行為・働きも見よ

詩(poesie) 269,272

地（じ fond) 36,103-106,165

自我(moi) 17-19,41-48,68-69

寄生的自我(-parasite) 255-257,259-

263,277,32

弛緩(relachement) 115,207,212,217-

221,271

志向性(intentionnalite) 24-25,51,

107,131

事実(fait) 180-181,184,199-201,

215,227

システム（系) (systeme) 149,219,220-

221,260

閉鎖系(-clos) 219,223

孤立系(jsol6) 213,219

自然(nature) 41,145-146,281,297;

詔

自足(autarkie,sesumre) 106,316

感情の自足性 105,320:36

持続(duree) 11,26,30,183,316;26

質(qualit6) 258,262

感覚的性質(qualitesensible) 156-

157;お一望

実在(realit6) 6,143-145,180-181,

184,185-186,187-191,195

実在論(realisme) 189-190

実証主義(positivisme) 178,181,189

実践（的) (pratique) 139,153-161,

179,180,184,272

芸術(art) 241,264-270,271-272,279-

280,313-315,323;"

継続(continuation) 99,221

ゲシュタルト心理学(psychologiede

forme) 103

決定（する) (determination,determiner)

35，245;"

自己決定(sedeterminer) 11-12,34-

37,254-255

決定論(determinisme) 30-32,245,

247,263

言語(langage) 21-22,116,154,272-

273,307,311-313

現在(present) 82,98-99,114,170,319

私の現在(mon-) 164-166;25

現象学(phenomenologie) 15,27,123;
聖一詔

権利(droit) 31,146,148,195,211,222-

224

イマージュの権利 133-136

行為（作用) (acte,action) 17,46,197,

245

→作用・働きも見よ

交感（する) (communication, communi･

quer) 106,264

櫛想力(imagination, Einbildungskraft)

47-48,125,155,234

高迩（惜しみなさ) (generosite) 322

呼気（吸い込む) (respiration,respirer)

273-274,300

コーギトー（｢私は考える。われ思う｣）

(cogito) 27,41,50-54,84,123

後催眠

→催眠後暗示を見よ

個体(個人） （的・性) (individu, individu-

el) 106,111,119,159-160,270,

271,272-273,294,297,305-306,310,

320:34

｜
’

’
１
１
■
Ｉ

さ行

差異(difference) 294-295,306,310

う



187-191,200,201,232,270

完了相(aspectd'accomplissement)

78-83,97,115-119,227

記憶（力) (memoire) 98-99,128,168-

169,270,304

記憶(souvenir) 104,124,244,270,304,

313

幾何学(geometrie) 117-119,207,216-

217,228

記号（的) (symbole,symbolique)

182,192,261,307,312-313

規約(convention) 180-181,182,210-

211,219;29

規約主義(conventionnalisme) 180-

184

客観性(objectivite) 111,141,147,151,

186,231-232,234

共感(sympathie) 264-269,276,306-

307

強制(contrainte) 141,275

強度(intensit6) 29-30,254-259,260,

262,271,322-323;32

共働化(共秩序化)(coordination) 148-

149

共同性（共通性) (communaut6) 142,

240-242,268-269,294-295,298,304,

309-310

キリスト教(christianisme) 281,283,

303,317-318

緊張(tension) 115,207-209;32

空間(espace) 59,78-79,115,156-

158,213-217;29－30

空間性(spatialit6) 207,212-217,222-
223

傾向（性) (tendance) 159,222-224

計算(calcul) 73,276,290,295,297

形式（形相・形態) (forme) 42,66-67,

95,160,177,323

形式的直観(fonnaleAnxhauung) 59-

64,84,214

形而上学(metaphysique) 65,72,192-

193,229-233,239;27－詔

か行

快・快楽(plaisir) 265,267,322

外界・外的世界(mondeexterieur)

112-113,119-120,139,176

回顧（的) (retrospection,r6trospectif)

203-204,246,260

外在性(exteriorite) 111,119-120,139,

140-145,150,234-236

回心(conversion) 260,315;35

科学(science) 77,80,83,119,120,141,

155,178-184,188-190,192-193,209-

210

科学主義(scientisme) 155,178

鏡(miroir) 101,138,234

過去(passee) 79,82,98-100,114

数(nombre) 80,84-85,91,116

カテゴリー（純粋悟性概念) (catggorie,

conceptpurdel'entendement) 50,
54-56,143,145-147,190

神(Dieu) 233,240-241,318,323;34,

36

感覚(sensation) 29-30,141-145

感覚一運動（的・性) (sensori.moteur,

sensori-motricit6) 148-155,159-

160,292,297-298

感官の教育(Educationdessens) 149

歓喜(joie) 104,262,323

関係(relation, rapport) 12-13,147,

188,192-193,199-200,216-217

観察者(spectateur) 14,96-97

感情(sentiment) 35,104-106,158,

185,257-259,277,32O

深い感悩(.profond) 104,257-258,

262,273

自由の感情(-delalibert6) 258

美的感情(-esthetique) 264,269,271

感じる｡感じられた(sentir,senti) 96-

97,105,159,216-217,258-259,287,

294;錘,36

観念論(idealisme) 140,140-141,160,

4



事項索引

イタリック数字は註の頁数であることを示す．

イデア(idee) 260

祈り (priere) 35-36

イマージュ(image) 122-139,273

意味(sens) 159,173-174

因果性・因果律(causalit6,loidecausali-

te) 116-119,146-148,249:27

引力(attraction) 245,248,285,300-

301,304

運動図式(schememoteur) 124,154,
157

エネルギー保存則(principedelaconser.

vationdel'gnergie) 29

エラン(61an) 285

エラン・ヴィタルとエラン・ダムール

(.vitalet-d'amour) 320

演鐸(deduction,Deduktion) 229

カントの超越論的演鐸 49-65,236；

2I

知性形式の演縛 197,201-202

演鐸と帰納 213-214

演じる (jouer) 150,152,159,169,292,
293

延長(拡がり) (6tendue) 115,116,137-

138,141-142,156,205

具体的延長(-concrete) 156-157,

218

延長(prolonger, prolongement, prolon.

gation) 98-99,165,167;25

音楽(musique) 264,269,273-277,299-
300;"

恩寵(grace) 263,265-266

→優美も見よ

音調（語調) (ton) 6,261,262,311-

312,313

あ行

愛(amour) 318-322;34,36

アクセント (accent) 273,311-312

圧力(pression) 283-284,296-298

アプリオリ (apriori) 216

抗い難い(iITesistible) 247-248,260,

265,290

憐れみ(pitie) 276

暗示(suggerer,suggestion) 244-249,

254-255,261-263,266-267,268-270,

272,277-278,299;32,33

生きる。生きられた(vivre,vecu) 14,

97,159,216-217

意志(vouloir, volont6) 35,141,240,

245-246,249,250,261,265,275,290,

291,296

固有の意志(propre-) 247-253,261

異他的意志(-6trangere) 247-253,

261-263,270

意志するために意志する(vouloirpour
vouloir) 247-253

意識(conscience) 23-25,65,129,132,

136-137,244,269,296,274-276;23

意識と心的なもの(.et le psychique)
16

意識的知覚(perceptionconsciente)

126,127-131

意識の諸平面(plansde.) 169-170

異質（的・性) (heterogene,heterogenei.

te) 31,103,162-163,170,221

一致（合致・和音) (accord) 143,207,

235,321

一般性(96neralite) 158-159,192,309,
311

3



ピネ(A.Binet) 195,210,223-224:28

ヒユーム(D.Hume) 37,148,188

平井啓之 Z9

ファラデー(M. Faraday) 157,221-
222

フイヒテ(J.G.Fichte) 189

フイロネンコ(A.Philonenko) 84;2Z

フエヒナー(G.T.Fechner) 182

フッサール(E. Husserl) 15,19,23-

26;空-詔

プートルー(E.Boutroux) 32;Z9,26

プラトン(Platon) 75,174,260;35

プランシュヴィック(L.Brunschvicg)

15,180,187-191,192,198,327;妬－27

プリュヌティエール(F.Brunetiere)

210;"

プロ(G.Belot) 186-187,198,327;26

プロンデル(M.Blondel) 178

へラクレイトス(Heracleitos) 162,

225

ポアンカレ(H.Poincare) 180,181,

183,219-221,327;妬,釣

ポシュエ(J.B.Bossuet) 35

ムーレロス(G.Mourelos) 103;22

メーヌ・ド・ピラン(Maine deBiran)

140-141,148,154:24

メルローポンティ (M. Merleau-Ponty)

171;30

モセーバスティッド (R..M.Mosse.

Bastide) "

ユード (H.Hude) 128,130;Z,24

ライプニツツ(G.W.Leibniz) 37,49,

217

ラヴエッソン(F.Ravaisson) 160-161,

266,276;空,詔

ラシユリエ(J.Lachelier) 86,161,230-

232:､"-3Z

ラッセル(B.Russell) 123;19

ラ・ロシュフコー(F.LaRochefoucauld)

276

リシエ(Ch・Richet) 244-245,246,3I

リボー(Th.Ribot) 24,28,3Z

ルヌーヴィエ(Ch.Renouvier) 3Z

ル・ロワ(E. LeRoy) 178,179-181,
183-184,190-192,214-215,217;25－

妬,27－詔

レイシー(A.R.Lacey) 33

レヴイープリュール(L.LEvy-Bmhl)

185,187;26

レオン(X.Lgon) 192

ロット (E..J.Lotte) 279

ロワジー(A.LoiSy) 288:34

マッハ(E.Mach) 183

マリタン(J.Maritain) 282-283:21,

”,銅

三木清 125;鐙

ミヨー(G・Milhaud) 178,181:26

ミル(J.Mill) 91

ミル(J.S・Mill) 32,189;19-2り

ミレ(J.Milet) 21

2



人名索引

ペルクソン以外の人名に関して，本文と註を対象とする．

イタリック数字は註の頁数であることを示す．

アリストテレス (Aristoteles) 71,72,

285

アルキエ(F.Alquie) 319;36

アレヴィ (E.Halevy) 32
アンリ (M.Henry) 171

インガルデン(R. Ingarden) 22-23

エヴェラン(F.Evellin) 72,75,190;

21,27

エドシック (F.Heidsieck) 2Z

ジャンケレヴィッチ(V. Jankelevitch)

36,99,260;",筆,諺

シユヴアリエ(J・Chevalier) 283;27,

31,"

ショーペンハウアー(A.Schopenhauer)

147

スペンサ－(H.Spencer) 183,189,197-

201,265;25

ゼノン(Zenon) 14,70,71-90,101,107,

326

ソクラテス (Socrates) 6ガティナラ (E.C.Gattinara) 30

ガリレイ (G・Galilei) 228

カント (I.Kant) 39-70,83-85,86,88-

89,92,93-94,101-102,107,145-146,

147,148,154-155,160,162,188,189,

214,217,236,258,284,326;2Z,3Z

ギトン(J.Guitton) 35

ギユヨー(J..M.Guyau) 268

グイエ(H.Gouhier) 20,24

クーザン(V.Cousin) 141,229-230,

232;30,31

クーチユラ(L.Couturat) 180,183;28

合田正人 妬

コンディヤック (E.B.deCondillac)

鐙

タンヌリ (J.Tannery) 182

デカルト (R.Descartes) 5,113,117,

140,156,188,216,222,228,236,319,

322;36

テーヌ (H.Taine) 124,141,149;Z3

デユエム(P.Duhem) 181-183;26

デュルケム(E.Durkheim) 310

デルポス(V.Delbos) 130-131,137,

145,185-187,191;23,24,26

ドゥラトル(A.deLattre) 23

ドゥルーズ(G.Deleuze) 92,306

トオ(J・Theau) 212-213;28

トムソン(G.Thomson) 117

トロテイニヨン(P.Trotignon) 103;

露サール(J.R.Searle) 34

サルトル(J.-P.Sartre) 15-27,51,68-

69,92,93-96,102;19,21,"

ジエイムズ(W.James) 123,178,179,

249;麺,”

シェリング(F.W､ J.Schelling) 28

シモンドン(G. Simondon) 103;22,

詔

ジヤネ(PaulJanet) 141

シャルコー(J.MCharcot) 154

ニュートン(I.Newton) 219,228

ハイデガー(M.Heidegger) 15,48:25

ハイムゼート (H.Heimsoeth) 2I

バークリー(G.Berkeley) 40,141,188,
233

パルテルミーマドール(M.Barthelemy.

Madaule) 33

1
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