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幾
何
学
的
空
間
と
生
き
ら
れ
る
空
間

―
―

フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
見
た
カ
ン
ト
空
間
論
―
―

辰

は

じ

め

に

「
こ
こ
は
ど
こ
？
　
私
は
だ
れ
？
」
―
―
こ
れ
は
、
し
ば
し
ば
小
説
な
ど
に
登
場
す
る
記
憶
喪
失
患
者

（仮
に
Ｅ
と
し
よ
う
）
が
発
す
る
間

い
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
「
い
ま
は
何
時
？
　
今
日
は
何
月
何
日
？
　
今
年
は
西
暦
何
年
？
」
と
い
う
問
い
を
付
け
加
え
て
も
よ
い
。
そ
れ
が
、
実

際
の
記
憶
喪
失
患
者
の
状
態
を
う
ま
く
伝
え
て
い
る
か
ど
う
か
は
い
ま
は
間
う
ま
い
。
興
味
深
い
の
は
、
こ
の
患
者
Ｅ
の
問
い
の
発
し
方
で
あ

る
。
彼
は

「
こ
こ
」
が
例
え
ば
某
大
学
の
研
究
室
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
ど
こ
か
の
監
獄
か
精
神
病
院
で
あ
る
こ
と
、
な
ぜ
こ
ん
な
所
に
い

る
の
か
、
を
知
ら
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
の
記
憶
が
な
い
。
彼
は

「私
」
が
例
え
ば
某
大
学
の
教
員
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は

「呉

一
郎
」
と

い
う
名
を
も
つ
人
物
で
あ
る
こ
と
、
ど
こ
で
生
ま
れ
、
ど
こ
に
住
ん
で
い
る
の
か
、
兄
弟
姉
妹
は
あ
る
の
か
、
結
婚
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
、

を
知
ら
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
記
憶
が
な
い
。
「
い
ま
」
の
時
刻
、
年
月
日
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
の
記
憶
を
失
っ
て

い
る
彼
が
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
根
本
的
な
こ
と
を
失
っ
て
い
な
い
の
は
奇
妙
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
言
葉
を
失
っ
て
お
ら
ず
、
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九
八

正
し
い
文
法
に
従
っ
て
母
国
語
を
話
す
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
、
例
え
ば
記
憶
喪
失
は
言
語
喪
失
を
伴
わ
な
い
の
か
、
と
い
っ

た
問
題
は
、
い
ま
は
置
い
て
お
こ
う
。
こ
こ
で
着
目
し
た
い
の
は
、
彼
が
、
「
こ
ンと

「私
」
「
い
ま
」
と
い
う
言
葉
を
正
確
に
使
う
こ
と
が
で
き
、

フ
ア
と

「私
」
「
い
ま
」
と
い
う
了
解
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「私
」
が
だ
れ
で
あ
る
か
、
フ
ア
と
が
ど
こ
で
あ
る
か
、
「
い
ま
」

が
い
つ
で
あ
る
か
、
そ
れ
は
分
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「私
」
と
い
う
語
で
彼
は
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
、
「
こ
ンと

に
よ
っ
て
何
を
指
そ
う
と
し
て
い
る
の
か
、
「
い
ま
」
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
は
、
ち
ゃ
ん
と
分
か
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
患
者
と
対
照
的
な
症
状
を
示
す
、
も
う

一
人
の
患
者

（仮
に
、
Ｔ
と
し
よ
う
）
を
想
定
し
て
み
よ
う
。
こ
の
患
者
Ｔ
は
、

フ
ア
と

が
ど
こ
で
あ
る
か
を
正
し
く
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
場
合
に
よ
っ
て
は
必
要
以
上
に
正
確
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
「私
」
の
名

前
も
、
出
生
地
も
、
現
住
所
も
家
族
構
成
も
正
し
く
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
時
刻
、
年
月
日
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
す
べ
て

を
正
し
く
述
べ
た
後
、
Ｔ
は
例
え
ば
次
の
よ
う
に
つ
け
加
え
る
。
「私
は
自
分
の
い
る
場
所
は
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
私
は
そ
こ
に
い
る
と
い

う
感
じ
が
し
な
い
。
私
の
体
は
自
分
の
も
の
だ
と
い
う
気
が

一
向
に
し
な
い
。
″私
は
存
在
す
る
″
と
い
う
言
葉
が
本
当
は
ど
ん
な
こ
と
を
意
味

す
る
の
か
私
に
は
わ
か
ら
な
曖
」。
彼
は
「Ｔ
」
と
呼
ば
れ
る
人
物
に
つ
い
て
知
っ
て
お
り
、
彼
が
い
つ
ど
こ
に
い
る
か
を
正
し
く
述
べ
る
こ
と

が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
正
し
く
述
べ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
そ
れ
が

「私
」
で
あ
り
、
そ
れ
が

「
こ
こ
」
で
あ
り
、
そ
れ
が

「
い
ま
」
で
あ
る

と
い
う
実
感
が
し
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。
最
初
の
患
者
Ｅ
が
、
具
体
的
・経
験
的
な
記
憶
を
喪
失
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「私
」
「
こ

ンと

「
い
ま
」
と
い
う
根
源
的
な
了
解
は
保
持
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
患
者
Ｔ
は
、
具
体
的
・経
験
的
な
記
憶
を
知
識
と
し
て
失
っ
て
は

い
な
い
が
、
そ
れ
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
の
記
憶
だ
と
い
う
実
感
が
な
く
、
「私
」
フ
ア
と

「
い
ま
」
の
生
き
生
き
し
た
感
覚
が
欠
け
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
か
た
や
、
〈私

・
こ
こ
・
い
ま
〉
に
つ
い
て
の
根
源
的
な
了
解
を
も
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
に

「だ
れ
・
ど
こ
ｏ
い
つ
」

と
い
う
知
識
を
結
び
付
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
患
者
Ｅ
と
、
か
た
や
、
「だ
れ
・
ど
こ
・
い
つ
」
と
い
う
知
識
を
も
っ
て
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
繋

ぎ
と
め
る
べ
き

〈私

・
こ
こ
ｏ
い
ま
〉
と
い
う
根
源
的
な
感
覚
が
欠
如
し
て
い
る
患
者
Ｔ
と
を
、
理
念
型
と
し
て
対
比
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
よ



う
。
小
論
で
は
、
こ
の

〈私

・
こ
こ
・
い
ま
〉
と

「だ
れ

・
ど
こ
・
い
つ
」
と
に
関
わ
る
問
題
の
う
ち
、
と
り
わ
け
空
間
の
問
題
に
、
す
な
わ

ち
、
今
ア
し

と
い
う
感
覚
と

「ど
こ
」
に
つ
い
て
の
知
識
と
の
問
題
に
焦
点
を
当
て
た
い
。

こ
の
Ｔ
は
、
分
裂
病
を

「現
実
と
の
生
け
る
接
触
の
喪
失
」
と
特
徴
づ
け
る
精
神
病
理
学
者
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
が
挙
げ
て
い
る
患
者
の
例
で

あ
る
が
、
Ｅ
お
よ
び
Ｔ
を
そ
れ
ぞ
れ

一
例
と
し
て
含
む
広
い
タ
イ
プ
を
考
え
る
な
ら
、
Ｅ
タ
イ
プ
と
Ｔ
タ
イ
プ
の
対
比
は
、
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー

が
精
神
病
の
二
つ
の
タ
イ
プ
と
考
え
る
も
の
と
重
ね
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
空
間
の
問
題
に
限
定
し
て
言
え
ば
、
ヽヽヽ
ン
コ
フ
ス
キ
ー

は
、
「空
間
に
お
け
る
方
位
づ
け
人
Ｒ
【ｏ口
け””】Ｏ
じ
」
の
た
め
に
は
、
二
つ
の
要
因
が
必
要
で
、
ど
ち
ら
の
要
因
が
欠
如
し
て
い
る
の
か
に
よ
っ

て
二
つ
の
病
い
の
タ
イ
プ
を
対
比
さ
せ
、
Ｅ
タ
イ
プ
に
欠
如
し
て
い
る
も
の
を

「静
態
的

♂
一”
け̈
８
３

因
子
」
と
呼
び
、
Ｔ
タ
イ
プ
に
欠
如
し

て
い
る
も
の
を
「精
神
の
力
動
学

貧
百
”
ヨ
●
づ
３
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
の
二
つ
の
病
態
の
区
別
は
ま
た
、
宮
本
忠
雄
氏
に
よ
れ
ば
、
Ｅ
タ
イ

プ
が

「空
間
把
握

（”
営
目
０『喘３
ｏｏじ
」
の
障
碍
、
Ｔ
タ
イ
プ
が

「空
間
体
験

（”
営
目
ｏ『】３
●
り̈と

の
障
碍
と
し
て
対
比
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

Ｅ
は

「自
分
が
こ
こ
に
い
ま
い
る
こ
と
を
痛
烈
に
感
じ
な
が
ら
も
、
疾
患
に
由
来
す
る
知
的
機
能
の
減
弱
の
結
果
と
し
て
、
現
在
自
分
の
存
在

す
る
空
間
の
定
位
を
知
的
に
判
断
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
の
に
対
し
て
、
Ｔ
は

「客
観
的
時
間
の
な
か
で
の
自
分
の
位
置
づ
け
は
正
確
に
判

断
し
な
が
ら
も
、
自
分
が
こ
こ
に
い
ま
い
る
と
い
う
力
動
的
な
根
源
的
構
造
を
失
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
う

一
度
ミ
ン
コ
フ
ス

キ
ー
の
表
現
を
借
り
て
言
い
換
え
れ
ば
、
Ｅ
に
は

「幾
何
学
的
空
間
」
が
欠
如
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
Ｔ
に
は

「生
き
ら
れ
る
空
間
」
が
欠

如
し
て
い
る
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
死
。

小
論
は
以
上
の
よ
う
な
考
察
を
背
景
に
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
の
空
間
論
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
空
間
の
現
象
学

へ
の
展
開
を
跡
づ
け
よ
う
と
す
る

も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
最
も
重
要
な
問
題
と
な
っ
て
く
る
の
が
、
い
ま
挙
げ
た
幾
何
学
的
空
間
と
生
き
ら
れ
る
空
間
の
区
別
で
あ
る
。
と
は

言

っ
て
も
、
「
カ
ン
ト
空
間
論
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
空
間
の
現
象
学

へ
」
の
展
開
を
単
純
に

「幾
何
学
的
空
間
か
ら
生
き
ら
れ
る
空
間

へ
」
と
特
徴

づ
け
る
こ
と
が
筆
者
の
狙
い
な
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
幾
何
学
的
空
間
と
生
き
ら
れ
る
空
間
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
カ
ン
ト
空
間
論
と
フ
ッ
サ
ー

九
九



一
〇
〇

ル
空
間
の
現
象
学
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
関
係
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
た
か
、
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
が
小
論
の
狙
い
で
あ
る
。

（１
）
例
え
ば
、
夢
野
久
作

『ド
グ
ラ
・
マ
グ
ラ
』
の
冒
頭
の
場
面
に
は
、
こ
う
し
た
患
者
の
置
か
れ
た
状
態
が
、
患
者
の
視
点
か
ら
リ
ア
ル
に
描
か
れ
て
い
る
。
後

出
の

「呉

一
郎
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
主
人
公
の
名
前
で
あ
る
。

ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー

『精
神
分
裂
病
』
み
す
ず
書
房
、　
一
九
八
八
年
、
八
一
頁
。

同
書
、
七
七
頁
以
下
。
筆
者
と
し
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
用
語
を
借
り
て
、
「だ
れ
・
ど
こ
・
い
つ
」
と
い
う
知
識
に
関
わ
る
Ｅ
の
障
碍
を

〈経
験
的
あ
る
い
は

内
世
界
的

（ム
ン
ダ
ン
》

な
次
元
に
位
置
づ
け
、
〈私
・
こ
こ
・
い
ま
〉
と
い
う
感
覚
に
関
わ
る
Ｔ
の
障
碍
を

〈超
越
論
的
〉
な
次
元
に
位
置
づ
け
た
い
と
考

え
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

〈私

・
こ
こ
・
い
ま
〉
が
も
つ
超
越
論
的
な
働
き
に
つ
い
て
の
考
察
は
別
の
機
会
に
譲
ら
ぎ
る
を
え
な
い
。
日
本
現
象
学
会
第
十

五
回
大
会

（
一
九
九
二
年
五
月
）
に
お
け
る
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム

「
『他
者
』
論
」
の
た
め
の
提
題

「超
越
論
的
他
者
と
は
何
だ
っ
た
の
か
」
で
そ
の
ア
イ
デ
ア
だ
け

は
提
出
し
て
お
い
た
。
な
お
、
〈私

・
こ
こ
・
い
ま
〉
と
い
う
表
記
に
つ
い
て
は
、
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー

『生
き
ら
れ
る
時
間
　
２
』
（み
す
ず
書
房
、　
一
九
七
三

年
、
二
七
二
頁
）
お
よ
び
市
川
浩

『
ベ
ル
ク
ソ
ン
』
（講
談
社
学
術
文
庫
、　
一
九
九

一
年
、
三
七
八
頁
）
も
参
照
さ
れ
た
い
。

（４
）
同
書
、
八
三
頁
。

（５
）
宮
本
忠
雄

「精
神
病
理
学
に
お
け
る
時
間
と
空
間
」、
『異
常
心
理
学
講
座
１０
　
精
神
病
理
学
４
』
み
す
ず
書
房
、
所
収
、
二
五

一
頁
。

（６
）
同
上
、
二
六

一
頁
。

（７
）
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー

『精
神
分
裂
病
』
八
一
頁
。
同

『生
き
ら
れ
る
時
間
　
２
』
二
七
〇
頁
以
下
。

（８
）
し
か
し
、
小
論
で
は
、
紙
面
の
都
合
上
、
フ
ッ
サ
ー
ル
空
間
の
現
象
学
へ
の
展
開
を
念
頭
に
置
き
つ
つ
、
そ
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
眼
か
ら
カ
ン
ト
の
空
間
論
が
ど

う
見
え
て
い
た
だ
ろ
う
か
、
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
専
念
し
、
そ
れ
を
踏
ま
え
て
フ
ッ
サ
ー
ル
空
間
の
現
象
学
そ
の
も
の
を
考
察
す
る
こ
と
は
稿
を
改
め
て
行

う
こ
と
に
し
た
い
。
な
お
、
小
論
は
、
拙
論

「空
間
の
現
象
学
に
む
け
て
―
―
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
カ
ン
ト
超
越
論
哲
学
の
改
造
―
―
」
弯
人
文
論
集
』
第
四

十
四
号
の
二
、　
一
九
九
四
年

一
月
発
行
、
所
収
）
の
続
編
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
併
せ
て
、
参
照
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。
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一　
空
間
の
形
式
慢

カ
ン
ト
の
空
間
論

（お
よ
び
時
間
論
）
は
、
周
知
の
よ
う
に
、　
一
方
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ト
ン

（お
よ
び
オ
イ
ラ
ー
）
的
な

「絶
対
空
間
」
説

と
、
他
方
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
な

「空
間
＝
関
係

（事
物
の
秩
序
と

説
と
い
う
、
両
者
の
対
立
の
狭
間
を
縫
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
持
つ

難
点
を
回
避
し
、
両
者
を
綜
合
す
る
も
の
と
し
て
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
説
で
は
、
空
間
は
、

「経
験
か
ら
抽
象
さ
れ
た
、
そ
の
分
離
に
お
い
て
混
乱
し
て
表
象
さ
れ
た
諸
現
象
の
関
係
宍
＞
さ
＝
”
８
こ

に
過
ぎ
な
い
こ
と
と
な
り
、
そ
こ

か
ら
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
判
断
と
し
て
の
数
学
の
可
能
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る

（】げ
【０
し
。
他
方
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
・
オ
イ
ラ
ー
説

に
よ
れ
ば
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
と
し
て
の
数
学
の
可
能
性
は
説
明
さ
れ
う
る
が

（＞
お
＝
”
瑠
）、
空
間
を
そ
れ
自
体
で
存
在
し
て
い

る
も
の
と
す
る
と
、
弁
証
論
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
な
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
陥
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
両
者
に
対
し
て
、
カ
ン
ト
の
主
張
は
、
空
間

を
「現
象
の
単
な
る
形
式
」
と
み
な
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
「経
験
的
実
在
性
は
承
認
す
る
が
、
絶
対
的
先
験
的
実
在
性
を
拒
否
す
る
宍
く
ｍ
】・＞
ミ
い

＝
”
卜じ
と
い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
根
本
的
に
は
現
象
と
物
自
体
の
区
別
と
い
う
カ
ン
ト
超
越
論
哲
学
の
根
幹
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、

『純
粋
理
性
批
判
』
の
な
か
の
感
性
論
と
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
根
本
思
想
を
支
え
る
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
、
「
６９
年
の
大
い
な
る
光
」
と
呼
ば
れ

た
『純
粋
理
性
批
判
』
の
核
心
的
な
発
想
に
関
わ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
以
下
、
こ
の
カ
ン
ト
の
空
間
論
か
ら
、
第

一
に
〈空
間
の
形
式
性
〉、

第
二
に
〈空
間
の
観
念
性
〉、
第
二
に
〈空
間
の
関
係
性
〉
と
い
う
二
つ
の
特
徴
を
取
り
出
し
て
、
そ
れ
を
手
掛
か
り
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
そ
れ

と
ど
う
対
決
し
、
そ
れ
を
ど
う
乗
り
越
え
よ
う
と
し
て
い
た
か
、
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
見
る
と
カ
ン
ト
空
間
論
は
ど
の
よ
う
に
見
え
て
い
た
だ
ろ

う
か
、
を
再
構
成
し
て
行
く
こ
と
に
し
よ
う
。

と
こ
ろ
で
、
そ
も
そ
も

「形
式
」
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
し
ば
し
ば
、
「内
容

（実
質
と

と
の
対
比
に
お
い
て

「空
虚
な
形
式
」

一
〇
一



一
〇
二

で
あ
る
と
解
さ
れ
、
ま
た
、
そ
の
よ
う
な
理
解
に
立
っ
て

「単
な
る
形
式
主
義
」
や

「空
虚
な
形
式
主
義
」
と
い
う
批
判
が
語
ら
れ
た
り
も
す

る
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
そ
の
よ
う
な

「形
式
」
概
念
の
理
解
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
不
十
分
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
「形
式
」
と
は
、
そ
も
そ
も
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の

「形
相

（日
Ｒ
●
Ｆ
と

あ
る
い
は

「
エ
イ
ド
ス
」
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
更
に
遡
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の

「イ
デ
ア
」

に
も
連
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
或
る
も
の
に

「
か
た
ち
」
を
与
え
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
そ
れ
た
ら
し
め
て
い
る
所
以
の
も
の

を
指
し
て
い
よ
う
。
同
様
に
し
て
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
「経
験
の
形
式
」
と
は
、
経
験
が
そ
の
も
と
で
初
め
て
可
能
と
な
る
よ
う
な
「可
能
性

の
条
件
」
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
カ
ン
ト
が
空
間
を

「形
式
」
と
し
て
捉
え
る
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。

カ
ン
ト
は
、
空
間
を

「現
象
の
形
式
」
「感
性
の
形
式
」
ま
た
は

「直
観
の
形
式
」
と
呼
ん
で
い
る
。
カ
ン
ト
の
言
う

「形
式
」
と
は
ア
・プ

リ
オ
リ
な
も
の
、
す
な
わ
ち
、
経
験
か
ら
取
り
出
し
て
こ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
経
験
に
先
立
つ
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
「形
式
―
質

料
」
と
い
う
認
識
の
組
成
に
関
す
る
区
別
と

「
ア
・
プ
リ
オ
リ
ー
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
」
と
い
う
認
識
の
起
源
に
関
す
る
区
別
は
、
必
ず
し
も

重
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
「質
料
は
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
で
あ
る
の
に
対
し
、
形
式
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
」
↑
咀
・＞
８
＝
”
露
）

と
カ
ン
ト
が
言
う
と
き
、
そ
こ
に
は

「形
式
」
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
独
特
の
主
張
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
現
に
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
感
性
と
悟

性
の
区
別
を
論
理
的
な
区
別
と
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
は

「質
料
が
形
式
に
先
行
す
る
」
（＞
Ｘ
Ｎ
＝
”
田
ｅ

の
で
あ
り
、
と
す
る
と
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
は
、
よ
り
先
な
る
質
料
こ
そ
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
、
よ
り
後
な
る
形
式
は
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に

な
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
、
こ
の
よ
う
な
考
え
に
対
抗
し
て
、
逆
に
、
「形
式
が
質
料
に
先
行
す
る
宍
ぴ̈
Ｑ̈
・）
と
主
張
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

カ
ン
ト
が

「経
験
の
可
能
性
の
条
件
」
と
考
え
る

「形
式
」
は
、
ま
た
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
も
あ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
「直
観
の
形
式
」

た
る

「時
間

・
空
間
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
と
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
の
所
与
に
先
行
し
て
、
む
し
ろ
、
経
験
を
初
め
て
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ

る
」
（̈
げ
０̈
し
と
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
「直
観
の
形
式
」
た
る
空
間
は
、
個
々
の
経
験
に
先
立
ち
、
個
々
の
経
験
が
そ
の
う
ち
で

初
め
て
可
能
と
な
る
よ
う
な
場
を
開
く
も
の
な
の
で
あ
る
。
「経
験
に
先
立
ち
、
経
験
を
可
能
に
す
る
」
と
は
、
カ
ン
ト
哲
学
の
中
心
概
念
た
る



「先
験
的
」
と
い
う
用
語
に
与
え
ら
れ
た
規
定
の
一
つ
で
あ
る
が
、
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
の
言
う

「形
式
」
と
は
、
経
験
に
先
立
ち

経
験
を
可
能
に
す
る

〈先
験
的
な
も
の
〉
な
の
で
あ
る
。
久
保
元
彦
氏
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
「そ
れ

〔経
験
の
形
式
〕
は
わ
れ
わ
れ
が
事
物

に
出
会
う
仕
方
即
ち
経
験
を
可
能
に
す
る
根
拠
で
あ
り
、
同
時
に
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
出
会
う
事
物
の
本
質
を
規
定
す
る
根
拠
で
あ
る
。
経
験

の
形
式
と
は
、
経
験
に
先
立
ち
、
経
験
の
対
象
と
し
て
の
事
物
の
本
質
認
識
を
可
能
に
す
る
地
平
を
予
め
拓
く
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の

意
味
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
超
越
論
哲
学
の
真
髄
は

〈形
式
の
探
究
〉
に
こ
そ
あ
っ
た
、
と
言
え
よ
う
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
超
越
論
哲
学
に
対
し
て
、
そ
の

「改
造
」
を
企
て
る
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
眼
を
転
じ
る
と
、
彼
が
カ
ン
ト
か

ら

「超
越
論
的
」
と
い
う
用
語
を
継
承
す
る
の
も
、
こ
の

〈経
験
に
先
立
ち
、
経
験
を
可
能
に
す
る
、
経
験
の
根
拠
〉
と
い
う
意
味
に
お
い
て

で
あ
る
、
と
言
え
る
。
彼
が
、
経
験
を
通
じ
て
す
で
に
出
来
上
が
っ
た
世
界
を
前
提
し
た
問
い
を

「内
世
界
的

（ム
ン
ダ
ン
と

と
呼
ぶ
の
に
対

し
て
、
そ
も
そ
も
そ
の
世
界
が
そ
れ
と
し
て
構
成
さ
れ
る

（生
成
す
る
）
あ
り
方
へ
の
問
い
を

「超
越
論
的
」
と
呼
ぶ
の
も
、
そ
の
よ
う
な
意

味
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の

「超
越
論
的
」
な
も
の
を
、
必
ず
し
も
カ
ン
ト
の
よ
う
に

「形
式
」
的
な
も
の
の
う
ち

に
の
み
見
出
そ
う
と
は
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
「形
式
」
的
な
も
の
の
み
な
ら
ず
、
「質
料
」
的
な
も
の
の
う
ち
に
も

「超
越
論
的
」
な
も
の

が
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
い
て

「形
式
」
な
る
も
の
が
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
を
考
察

す
る
と
、
肯
定
的
な
面
と
否
定
的
な
面
と
が
浮
か
び
上
が
っ
て
来
る
。
彼
は
、
「形
式
」
に
そ
れ
な
り
の
重
要
な
意
義
を
与
え
て
い
る
一
方
で
、

「形
式
」
が
そ
れ
だ
け
で
自
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
し
て
、
そ
れ
を
相
対
化
し
、
流
動
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。

す
な
わ
ち
、　
一
方
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
『イ
デ
ー
ン
ー
』
で
も
、
翌
日遍
化
」
と
区
別
さ
れ
た

「形
式
化
」
（Ｈ【Ｈ＞
Ъ
じ

を
純
粋
論
理

学
に
と
っ
て
重
要
な
操
作
と
み
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
論
理
学
の
心
理
学
化
を
退
け
て
、
形
式
的
論
理
学
を
自
立
的
な
も
の
と
し
て
確
立
す

る
こ
と
を
構
想
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
狭
義
の
形
式
論
理
学
の
ほ
か
に
さ
ら
に
、
算
術
、
純
粋
解
析
、
多
様
体
論
と
い
っ
た
翌
日遍
学
（日
”

，
ｏｏぉ

一
〇
三



一
〇
四

目

お̈
『紹
】̈
ｏ）」
を
成
す
諸
学
科
を
包
括
す
る
よ
う
な

「形
式
的
存
在
論
」
（ＨＨ日ヽ

」
こ

と
い
う
構
想
へ
と
繋
が
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
他

方
で
同
時
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「本
質
」
あ
る
い
は

「形
相

（
エ
イ
ド
ス
と

に

「形
式
的
」
な
も
の
と
並
ん
で

「質
料
的
」
あ
る
い
は

「領
域

的
」
な
も
の
を
も
認
め
、
そ
こ
か
ら

「形
式
的
存
在
論
」
と
並
ん
で

「領
域
的
存
在
論
」
（日【日ヽ

」
３

を
構
想
し
て
い
る

（そ
れ
は
、
『イ
デ
ー

ン
Ⅱ
』
で
展
開
さ
れ
る
よ
う
に
、
物
質
的
自
然
、
動
物
的
自
然
、
精
神
的
世
界
と
い
っ
た
領
域
的
存
在
論
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
る
）。
そ
れ
ゆ

え
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
形
式
的
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
ほ
か
に
、
質
料
的

（領
域
的
）
ア
・
プ
リ
オ
リ
も
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
れ
が
晩
年

に
は

「生
世
界
的
ア
。
プ
リ
オ
リ
」
（く
日ヽ

お
）
と
い
う
発
想
に
も
連
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『形
式
的
論
理
学
と
超
越
論
的
論
理
学
』
２

九
二
九
年
）
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
「形
式
的
論
理
学
」
を
自
立
的
な
も
の
と
み
な
す
の

で
は
な
く
、
そ
れ
も
ま
た

「意
味
の
歴
史
」
（Ｘ
く
Ｆ

ド
３

を
も
つ
も
の
と
し
て
、
「超
越
論
的
発
生
」
を
問
う

「超
越
論
的
論
理
学
」
と
い
う

課
題
が
付
け
加
え
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
論
理
学
で
使
わ
れ
て
い
る
判
断
表
を
手
引
き
に
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
導
き
出
し
た
こ
と
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
「そ
れ

〔形
式
的
論
理
学
〕
に
対
し
て
い
か
な
る
超
越
論
的
な
問
い
を
も
立
て
な
か
っ
た
」
（Ｘ
く
Ｆ

８
３

し
、
綜
合
的
ア
ｏプ
リ
オ

リ
の
可
能
性
を
探
究
し
な
が
ら
も
、
「分
析
的
ア
・プ
リ
オ
リ
そ
の
も
の
を
問
題
と
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
」
（̈
げ
】９
８
０

の
に
対
し
て
、
フ
ッ

サ
ー
ル
は

「論
理
学
の
発
生
」
を
問
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
更
に
、
形
式
的
存
在
論
の
み
な
ら
ず
領
域
的
存
在
論
に
も
超
越
論
的
な
問
い
が

向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
に
構
想
さ
れ
て
い
た

「形
式
的
に
見
ら
れ
た
自
然

↑
詳
日
”
ど
ヨ
ｐ”
澤
ｑ
紹
ｏｏ””
”じ

の
本
質
論

で
あ
る
物
質
的
な
自
然
の
存
在
論
」
（メ

８
）
も
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
自
然
科
学
の
対
象
と
な
る
科
学
的
自
然
の
存
在
論
に
過
ぎ
ず
、

そ
れ
は

「生
世
界
の
存
在
論
」
を
前
提
し
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
の
「発
生
」
の
問
題
へ
と
超
越
論
的
な
問
い
は
向
か
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、

「数
学
的
ア
・プ
リ
オ
リ
の
根
底
に
生
世
界
的
ア
・プ
リ
オ
リ
と
し
て
の
空
間
時
間
性
」
を
見
出
し
て
い
く
晩
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
で
あ
っ

た
。
こ
れ
も
ま
た
、
カ
ン
ト
が
立
て
な
か
っ
た
問
い
で
あ
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
「
カ
ン
ト
は
生
世
界
と
学
問
的
世
界
の
差
異
を
視
野
に

収
め
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
」
の
で
あ
る
。



以
上
の
点
を
時
間

・
空
間
と
い
う
問
題
に
即
し
て
見
る
と
、
フ
ッ
サ
ー
ル
も
、
カ
ン
ト
に
な
ら
っ
て
時
空
を

「形
式
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
全
面

的
に
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
彼
自
身
し
ば
し
ば
、
「時
間
は
形
式
で
あ
る
」
（Ｘ
く
Ｆ
８
）
と
か

「空
間
形
式
」
（Ｘ
く
Ｆ
８
）
と
い
っ

た
言
い
方
も
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
を

「形
式
」
と
呼
ぶ
こ
と
の
そ
れ
な
り
の
真
理
を
認
め
て
い
る

（日
“
Ъ
じ
。
し
か
し
、
「形
式
―
質
料
」
と

い
う
三
分
法
に
対
し
て
は
、
初
め
か
ら
留
保
を
し
て
い
た
。
例
え
ば
、
『イ
デ
ー
ン
ー
』
に
お
い
て
「純
粋
意
識
の
一
般
的
構
造
」
を
語
る
と
き
、

「感
覚
的
ヒ
ュ
レ
ー
す
な
わ
ち
素
材
と
志
向
的
モ
ル
フ
ェ
ー
す
な
わ
ち
形
式
」
（ＨＨ日ヽ

Ｌ
８
）
と
い
う
、
志
向
性
の
構
造
を
成
す
二
つ
の
要
因
を

分
け
て
い
る
が
、
そ
れ
も
あ
く
ま
で
「時
間
意
識
の
謎
を
脇
に
置
い
た
予
備
的
分
析
」
（日Ｈ日ヽ

Ｌ
郎
）
に
お
い
て
な
の
で
あ
り
、
時
間
の
問
題
の

根
底
に
お
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「統
握
内
容
―
統
握
（＞
〓
喘貯
脇
Ｅ
ｍ
娑
摯
”
】け‥＞
亀
喘お
望
記
こ̈
と
い
う
図
式
が
維
持
で
き
な
く
な
る
に
至
る
（メ

Ｎ３
識
し
が
、
そ
れ
は
志
向
性
の
構
造
を
表
す
と
考
え
ら
れ
て
い
た

「質
料
―
形
式
」
と
い
う
図
式
が
時
間
論
の
最
も
根
源
的
な
場
面
で
役
に
立

た
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
空
間
の
問
題
に
お
い
て
も
同
様
の
事
態
が
見
ら
れ
、
「直
観
の
形
式

（空
間
）
は
主
観
的
身
体
的
な
可
能

力
性

（く
ｑ
ヨ
ｏ
ｍ
】【ｏｒ
澪
ｏこ

の
体
系
に
基
づ
い
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
ク
レ
ス
ゲ
ス
は
、
そ
こ
に
天
質
料
―
形
式
〉
と
い

う
対
立
の
相
対
化
」
と
い
う
事
態
が
起
こ
っ
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
な
問
い
は
、
「形
式
―
質
料
」
の
二
元
論
的

な
図
式
を
動
か
し
え
な
い
も
の
と
し
て
前
提
し
た
ま
ま
で
、
単
純
に
時
間

・
空
間
を

「感
性
の
形
式
」
と
規
定
す
る
こ
と
で
満
足
す
る
こ
と
は

で
き
ず
、
「形
式
―
質
料
」
と
い
う
図
式
そ
の
も
の
を
問
う
地
点
に
ま
で
時
間
・空
間
へ
の
問
い
を
進
め
た
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
こ
そ
が
、

自
然
科
学
的
な
時
間
・
空
間
の
根
底
に
生
世
界
的
な
時
間
・
空
間
を
探
索
す
る
こ
と
へ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
を
導
い
た
の
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
ま
た
、

ま
さ
に
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
イ
の
言
う

「形
式
と
内
容
と
い
う
区
別
の
手
前
に
空
間
の
原
初
的
な
経
験
を
探
る
」
と
い
う
方
向
を
先
取
り
す
る
も

の
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。

以
上
の
よ
う
な
フ
ッ
サ
ー
ル
の

「
カ
ン
ト
超
越
論
哲
学
の
改
造
」
と
い
う
視
点
か
ら
カ
ン
ト
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
カ

ン
ト
は
空
間
を

「直
観
の
形
式
」
と
呼
び
、
そ
れ
は

「経
験
の
形
式
」
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
、
〈経
験
の
可
能
性
へ
の
間

一
〇
五



一
〇
六

い
〉
が
主
導
権
を
握

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
『純
粋
理
性
批
判
』
で
は
、
そ
の
問
い
は
、
い
つ
の
間
に
か

〈数
学
の
可
能
性

へ

の
問
い
〉
と
重
ね
ら
れ
て
行
き
、
二
つ
の
問
い
は
相
互
乗
り
入
れ
で
き
る
も
の
と
し
て

一
つ
に
癒
合
し
て
い
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
生
き
ら
れ
る
空
間

へ
の
問
い
は
幾
何
学
的
空
間

へ
の
問
い
と

一
つ
に
な
っ
て
い
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
カ
ン
ト
超
越
論
哲
学
の
方
向
に
対
し
て
、
幾
何
学
的
空
間
に
先
立
ち
、
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
、
生
き
ら
れ
る
空
間
を
、
幾
何
学
的
空
間

と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
取
り
出
し
、
そ
こ
か
ら
逆
に
幾
何
学
的
空
間
の
生
成
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
間
お
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
次
節
以
下
に
お

い
て
、
そ
の
こ
と
を
確
認
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（１
）
小
論
の
以
下
の
各
節
は
、
拙
論

ＲＵ
げ
暉
”房
総
口Ｏｏ目一”Ｆ
〓
ｏ”澤
営
く
ｏ●
Ｎ
ｏ〓
●目●
”
営
目
げ
２
パ
”ユ
．．
（『デ
ィ
ア
ロ
ゴ
ス
』
第
四
号
、　
一
九
九
一
年
）

の
後
ろ
三
分
の
二
を
大
幅
に
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る

（前
掲
拙
論

「空
間
の
現
象
学
に
む
け
て
」
九
二
頁
、
注
（１
）参
照
）。

（２
）
こ
こ
で
は
空
間
に
限
定
し
て
論
ず
る
が
、
こ
こ
で
の
議
論
は
、
空
間
の
み
な
ら
ず
、
時
間
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
に
時
間
と
空
間
を

パ
ラ
レ
ル
に
扱
お
う
と
し
な
が
ら
も
、
こ
の
平
行
性
は
し
ば
し
ば
維
持
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
小
論
で
は
、
専
ら
パ
ラ
ン
ル
に
論
じ
ら
れ
る
地
平

に
つ
い
て
の
み
考
察
し
、
そ
れ
が
破
れ
る
地
点
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

例
え
ば
松
尾
雄
二

「カ
ン
ト
の
空
間
論
」
翁
哲
学
論
文
集
』
第
七
輯
、　
一
九
七

一
年
）
参
照
。

カ
ン
ト

『純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
は
、
慣
例
に
従
っ
て
、
Ａ
版
と
Ｂ
版
の
頁
数
を
本
文
中
の
括
弧
内
に
記
す
。
そ
れ
以
外
の
カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引

用
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
の
頁
数
を
本
文
中
に
括
弧
で
記
す
。
な
お
、
以
下
に
お
け
る
引
用
文
中
の
強
調
は
、
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
に
限
ら
ず
、
基
本
的
に
引
用

者
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

川
戸
好
武

「解
説
」
翁
カ
ン
ト
全
集
　
第
二
巷
　
一訓
批
判
期
論
集

（二
こ

理
想
社
、　
一
九
六
五
年
）
三
三
〇
頁
以
下
。

も
う

一
つ
考
え
ら
れ
る
特
徴
、
〈空
間
の
直
観
性
〉
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
論

「空
間
の
現
象
学
に
む
け
て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

カ
ン
ト
は
他
方
で
、
「純
粋
直
観
」
と
も
呼
ん
で
い
る
が
、
「純
粋
直
観
」
と

「直
観
形
式
」
と
い
う
二
つ
の
表
記
法
が
、
そ
れ
ぞ
れ

〈数
学
の
可
能
性
へ
の
間

い
〉
と

〈経
験
の
可
能
性
へ
の
問
い
〉
と
い
う

「異
な
る
脈
絡
」
か
ら
由
来
す
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
論

「空
間
の
現
象
学
に
む
け
て
」
を
参

照
さ
れ
た
い
。
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（８
）
シ
ェ
ー
ラ
ー
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
を
、
「″
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
″
と

″形
式
的
な
も
の
″
と
の
同

一
視
が
カ
ン
ト
の
学
説
の
一
つ
の
根
本
的
誤
謬
で
あ
る
」

翁
倫
理
学
に
お
け
る
形
式
主
義
と
実
質
的
価
値
倫
理
学
』
上
、
以
文
社
、　
一
一
八
頁
）
と
批
判
す
る
。

（９
）
、^一日
●
К
ｏ●
０
８
一”
■
の
訳
語
と
し
て
は
、
前
掲
拙
論

「空
間
の
現
象
学
に
む
け
て
」
の
場
合
同
様
、
（あ
く
ま
で
も
）
便
宜
上
、
カ
ン
ト
の
場
合
は
「先
験
的
」、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
は
「超
越
論
的
」
と
訳
し
分
け
て
お
く
。
た
だ
し
、
カ
ン
ト
の
場
合
に
も
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
繋
が
り
を
強
く
示
唆
し
た
い
場
合
に
は
、
「超

越
論
的
」
と
い
う
訳
語
も
使
っ
て
お
く
。
な
お
、
「経
験
に
先
立
ち
、
経
験
を
可
能
に
す
る
」
と
い
う
言
い
方
は
つ
い
て
は
次
の
よ
う
な
箇
所
を
も
参
照
せ
よ
。

く
咀
・＞
【ｏ
ド
＞
【ωＰ
＞
Ｐ卜０
＝
ω
Ｈ∞ｏ
Ｙ
Ｗ
Ｓ
ミ
選
ミ
ヽ
ミ
＞
∞『ω「
Ｐ

（１０
）
久
保
元
彦

「カ
ン
ト
に
お
け
る
伝
統
的
な

「形
相
」
概
念
の
位
置
に
つ
い
て
」
翁
人
文
学
報
』
第

一
〇
六
号
、　
一
九
八
五
年
。
現
在
は

『カ
ン
ト
研
究
』
創
文

社
、　
一
九
八
七
年
、
所
収
、
三
四
二
頁
）
を
参
照
。

（Ｉ
）

「
カ
ン
ト
超
越
論
哲
学
の
改
造
」
と
い
う
論
点
に
関
し
て
は
、
前
掲
拙
論

「空
間
の
現
象
学
に
む
け
て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（・２
）
フ
ツ
サ
‐
ル
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
全
集

↑
Ⅳ
騎

ミヽ
Ｓ
ｓ
Ｓ

に
つ
い
て
は
、
本
文
中
の
括
弧
内
に
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す

（な
お
、
『イ
デ
ー
ン
ー
』
に
つ
い
て
は
、
シ
ュ
ー
マ
ン
版
の
頁
数
を
示
す
）。
そ
の
他
の
著
作
に
つ
い
て
は
、
慣
例
に
従
っ
て
略
号
を
使
用
し

（ド
”
同
ｇ

¨

”
ま
ざ
ミ
ぶ
「
ｓ
ｓ
ヽ
ｑ
き

こヽ
、
頁
数
を
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
示
す
。

（・３
）

『イ
デ
‐
ン
ー
』
が
掲
載
さ
れ
た

『哲
学
お
よ
び
現
象
学
研
究
年
報
』
の
同
じ
号
の
第
二
部
に
掲
載
さ
れ
た
シ
ェ
ー
ラ
ー
の

『倫
理
学
に
お
け
る
形
式
主
義
と

実
質
的
価
値
倫
理
学
』
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
と
も
に
、
形
式
的
ア
・
プ
リ
オ
リ
と
並
ん
で
質
料
的
ア
・
プ
リ
オ
リ
を
主
張
し
て
い
る
。

（・４
）
く
”
一・∽
Ｎ】Ｆ
ａ
■
項
‥・
』
Ｓヽ
Ｓ
ｓ
Ｓ
ｓ
”
ミ

ヽ
ざ
コ
ミ
Ｎ
οミ

ｓヽ
ミ
像
「さ
い

疑
ゞ
ら
ヽ
お
ヽ
日Φｏｐ
∽
・】Ｈ
¨
∽
Ｒ
浄
２
日
Ｐ
Ｕ
さ
い
ヽ
一ヽ燿
ミ
が
ヽ
ド
ヽ
Ｎ

」ヽ
ほ
Ｓ
、
き
、
ヽ
、
ミ

ざ

ド
ヽヽ
ｓ
ヽ
Ｒ
ｓ
ミ
ヾ
ヽヽ

，
Ｓ
ｓ
Ｓ

【８
Ｎ
９
〓
”

（・５
）
”
Ｆ
ド
ｒ
‥・
」コ
ヽ
ヽ
ゞ
けヽ

ヽ
羽
む

ミ
ｓミ

【ΦＱド
∽
・∞『
Ｐ

（・６
）
困
９
日
・
Ｆ
¨
ｈ
Ｓ
ａ
ヽ
ミ
ｓ
ｓ
ヽ

Ｃヽ
ｓ
゛
】０い
♪
∽
・Ｐ卜い「
Ｐ

（‐７
）
０
ご
８
両
８
・
Ｃ
Ｌ
』
ヽ
ミ
ｓ
ｓ
ヽ
艶
藻
∽ヽ

お
いざ
Ｓ
よ
ヽ
卜
ヽ
詢
ｓヽ

ミ
螢
あ
ヽ
き
ヽ
ｏが

ＨｏＯ♪
∽
。ロド

（・８
）
Ｕ
一ｏド
ヽヽ

ミ
■

∽
・ド

（・９
）
Ｑ
器
“
ｏ́

Ｓ
ｋ
゛
・
９
ド

（２０
）
国
ぽ
晋
ヽ
Ｐ

（２‐
）
〓
ｏ『】ｏ”
甲
”
ｏ
口
けド
〓
‥。
「
゛
き
ｏミ
ヽ
一ｓ
き
ヽ
ヽ
湯

き
ヽ
べヽ
Ｓ
ヽ
ｓＳ

【Φ
、Ｐ
ｕ
・”∞ド

（２２
）
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
前
掲
拙
論

「空
間
の
現
象
学
に
む
け
て
」
を
参
照
さ
れ
た
い
。

一
〇
七



一
〇
八

二
　
空
間
の
観
念
性

「観
念
的

（【Ｏ
ｏ”
】と

で
あ
る
と
か

「観
念
論

（日計
”
】お
日
易
と

で
あ
る
と
い
っ
た
レ
ッ
テ
ル
が
非
難
・
批
判
の
言
葉
と
な
り
え
た
時
代
は

も
う
終
わ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
「観
念
的
」
や

「観
念
論
」
と
い
う
語
が
積
極
的
に
使
え
る
よ
う
な
時
代
が

到
来
し
た
わ
け
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
言
葉
も
ま
た
、
そ
の
由
来
を
遡
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
の

「イ
デ
ア
」
に
ま
で
辿
り
着
き
、
そ
こ
か
ら
概

念
史
を
下
っ
て
来
れ
ば
、
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
か
ら
デ
カ
ル
ト
に
至
る

「観
念
」
と
い
う
語
の
変
遷
、
英
国
経
験
論
に
お
け
る

「観
念
」
の
用

法
、
そ
し
て
カ
ン
ト
に
お
け
る

「表
象

（く
Ｒ
ｏけｏＦ
順
四と
、
「理
念

含
一
８
と
、
「観
念
論
」
と
い
っ
た

一
連
の
用
語
へ
と
流
れ
を
辿
る
こ
と
が

で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
を
さ
ら
に
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る

「イ
デ
ア
ル
」
や

「イ
デ
ア
主
義

〔観
念
論
と

と
い
う
語
の
用
法
へ
と

継
続
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
背
景
を
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、
「観
念
的
」
と
か

「観
念
論
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
の
か

は
初
め
か
ら
自
明
で
は
な
く
、
問
題
的
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
こ
で
改
め
て
、
カ
ン
ト
が
空
間
の

「観
念
性
」
を
主
張
す
る
こ
と
が
ど
の

よ
う
に
解
さ
れ
る
べ
き
か
は
、
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
課
題
で
あ
る
だ
ろ
う
。

さ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
も
拒
否
は
し
な
か
っ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
に
な
ら
っ
て
時
間

・
空
間
を
と
り
あ
え
ず

「形
式
」
と
呼
ぶ
の
を
許
す
と
し

て
も
、
そ
れ
は
何
の
形
式
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は

「直
観
の
形
式
」
ま
た
は

「感
性
の
形
式
」
と
呼
ん
だ
。
で
は
、
そ
れ
は

「直
観
」
ま
た

は

「感
性
」
に
具
わ
っ
て
い
る

「形
式
」
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
そ
れ
が

「
こ
こ
ろ

（の
０日
●
”ｅ

の
う
ち
に
ア
・プ
リ
オ
リ
に
備
わ
っ

て
い
る
」
（＞
８
＝
”
ωじ

と
か
、
「主
観
の
性
状

（”
８
ｏ，
“
識
８
Ｆ
こ

と
し
て
、
主
観
の
う
ち
に
そ
の
座
を
有
す
る
」
（”
雌
）
と
か
述
べ
て
い

た
。
し
か
し
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式
は
、
必
ず
し
も

「主
観
の
う
ち
に
」
あ
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
を
対
象
が
備
え
て
い
て

も
、
先
に
述
べ
た
「形
式
」
に
つ
い
て
の
考
え
は
、
成
り
立
ち
得
る
の
で
は
な
い
か
。
先
験
的
な
も
の
と
し
て
の
形
式
の
探
究
は
、
必
ず
し
も
、



「先
験
的
観
念
論
」
に
な
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
形
式
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
と
し
て
も
、
ア
・
プ
リ
オ
リ

で
あ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も

「
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
備
わ
っ
て
い
る
」
こ
と
を
合
意
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
分
析
的
命
題
は
ア
・

プ
リ
オ
リ
と
称
さ
れ
よ
う
が
、
そ
れ
が
ア
・プ
リ
オ
リ
で
あ
る
の
は
論
理
法
則
な
り
文
法
規
則
な
り
に
依
る
の
で
あ
っ
て
、
「
こ
こ
ろ
の
う
ち
に

備
わ
っ
て
い
る
」
か
ら
と
考
え
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。
「形
式
」
で
あ
る
こ
と
も
、
「
ア
・プ
リ
オ
リ
」
で
あ
る
こ
と
も
、
フ
サ
」
ろ
の

う
ち
に
具
わ
っ
て
い
る
」
こ
と
を
含
意
し
て
は
い
な
い
。
形
式
が

「
こ
こ
ろ
の
う
ち
」
「主
観
の
う
ち
」
に
あ
る
と
す
る
カ
ン
ト
の
主
張
は
、
悪

し
き

「認
識
論
的
主
観
主
義
」
あ
る
い
は

「観
念
論
」
と
し
て
、
捨
て
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。

カ
ン
ト
の
議
論
を
も
う

一
度
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
形
式
が
「主
観
の
う
ち
に
あ
る
」、
従
っ
て
ま
た
、
そ
れ
は
「主
観
的
条
件
宍
＞
８
＝
”
Ｓ
）

で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
で
カ
ン
ト
は
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
彼
は
、
時
空
は

「対
象
そ
の
も
の
に
で
は
な
く
、
主
観

に
付
着
し
て
い
る
」
（＞
田
＝
”
認
）
と
言
い
、
「
そ
れ
自
体
に
お
い
て
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
」
（＞
ミ
＝
”
認
）
と
言

う
。
し
か
し
、
詳
し
く
み
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
時
空
は
、
「客
観
的
か
、
そ
れ
と
も
、
主
観
的
か
」
と
い
う
単
純
な
二
者
択

一
に

お
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
気
付
く
。
例
え
ば
、
カ
ン
ト
は
言
う
。
「そ
れ
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
が
直
観
に
お
け
る
感
性
を
無

視
す
る
な
ら
、
…
…
も
は
や
客
観
的
で
な
い
…
…
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
象
に
関
し
て
は
客
観
的
で
あ
る
」
（＞
ω卜喘・＝
”
望
）、
と
。
要
す

る
に
、
時
空
が

一
方
で

「客
観
的
で
な
い
」
と
言
わ
れ
、
他
方
で

「客
観
的
で
あ
る
」
と
も
言
わ
れ
る
の
は
、
「現
象
と
物
自
体
」
の
区
別
に
関

わ
る
こ
と
で
あ
り
、
現
象
に
関
し
て
は

「客
観
的
」
で
あ
る
が
、
物
自
体
と
し
て
見
る
な
ら
ば

「主
観
的
」
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。
「経
験
的
実
在
性
」
と

「先
験
的
観
念
性
」
と
を
同
時
に
主
張
す
る

（＞
ミ
喘。＝
”
ミ
）
カ
ン
ト
の
時
空
論
も
、
ま
さ
に
こ
の

こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
区
別
の
意
味
を
は
っ
き
り
さ
せ
て
お
か
な
い
限
り
、
「主
観
的
か
、
そ
れ
と
も
、
客
観
的
か
」
と
い
っ

た
粗
雑
な
二
者
択

一
は
、
徒
に
混
乱
を
招
く
だ
け
な
の
で
あ
る
。
も
う

一
度
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
説
お
よ
び
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
説
に
カ
ン
ト
の
説
を
対

置
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
言
え
よ
う
。
時
空
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
言
う
よ
う
な
、
経
験
か
ら
抽
象
さ
れ
る

（ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
）
諸
実

一
〇
九



一
一
〇

体
間
の
「客
観
的
関
係
」
で
は
な
く
、
そ
れ
に
対
し
て
言
え
ば

「主
観
的
関
係
」
で
あ
る
。
ま
た
、
時
空
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
言
う
よ
う
な

「物

自
体
の
形
式
」
で
は
な
く
、
む
し
ろ

「現
象
の
形
式
」
で
あ
る
。
こ
の

「主
観
的
関
係
」
と

「現
象
の
形
式
」
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
の
主
張

を
表
現
す
る
二
つ
の
言
い
方
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
言
い
方
に
篭
め
ら
れ
た
意
味
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
が
、
形
式
に
つ
い
て
言
わ
れ
る

「主
観

の
う
ち
に
」
と
い
う
表
現
の
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
の
た
め
に
、
こ
こ
で
は
、
「物
自
体
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
の
一
つ
の
解
釈
を
手
掛
か
り
に
し
た
い
。
プ
ラ
ウ
ス
に
よ
れ
鹿
、
物
自
体
（口
認
¨

”●
資
ｏＦ
）
の
ご
●
∽いｏ電

を
、
形
容
詞
的
に

「物
」
に
懸
け
、
「物
自
体
」
を
実
体
化
し
て
し
ま
う
の
は
誤
解
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
副
詞
的
に

「物
が
そ
れ
自
体
で
考
察
さ
れ
る
と

（∪
品̈
・
“
●
りい０，
８
】″
け
げ
ｏ■

，
ｏＦ
ｏ”と

と
解
す
べ
き
で
あ
り
、
「物
自
体
」
と
は
、
そ
の
短
縮
形
に
過

ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
現
象
と
物
自
体
と
い
う
区
別
は
、
〈現
象
と
い
う
物
〉
と

〈物
自
体
と
い
う
物
〉
と
い
っ
た
、
物
と
物
と
の
実
体
的
な
区

別
で
は
な
く
、　
一
つ
の
物
が
、
現
象
と
し
て
考
察
さ
れ
る
か
、
物
自
体
と
し
て

（
つ
ま
り
、
自
体
的
に
）
考
察
さ
れ
る
か
、
と
い
う
考
察
さ
れ

方
の
区
別
な
の
で
あ
る
。
で
は
、
物
が
自
体
的
に
考
察
さ
れ
る
と
は
、
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
物
が
現
象
と
し
て
考
察
さ
れ
る
と
は
、

ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「現
象
は
、
常
に
二
つ
の
側
面
を
持
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一
面
は
、

客
観
が
そ
れ
自
体
で
考
察
さ
れ
る

（客
観
を
直
観
す
る
仕
方
を
無
視
し
て
）
場
合
で
あ
り
、
他
面
は
、
対
象
の
直
観
の
形
式
が
考
慮
さ
れ
る
場

合
で
あ
る
」
（＞
“
＝
”
８
）。
っ
ま
り
、
物
が
自
体
的
に
考
察
さ
れ
る
と
は
、
そ
れ
を
直
観
す
る
仕
方

（直
観
形
式
、
主
観
的
条
件
）
を
無
視
し

て
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
物
が
現
象
と
し
て
考
察
さ
れ
る
と
は
、
そ
れ
を
無
視
せ
ず
、
そ
れ
を
考
慮
し
て
考
察
す
る
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
「時
空
は
、
直
観
形
式

（主
観
的
条
件
）
で
あ
っ
て
、
物
自
体
に
で
は
な
く
、
現
象
に
属
す
る
」
と
い
う
の
が
、
先
験
的
感
性
論
の
最
も

重
要
な
帰
結
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の
こ
と
も
、
上
の
説
明
方
式
に
従
っ
て
、
「時
空
は
、
そ
れ
自
体
で
は
、
す
な
わ
ち
、
主
観
的
条
件
を
無
視
す
れ

ば
無
で
あ
る
」
↑
崎
】・＞
躍
＝
”
望
・
＞
ミ
＝
”
３
・
＞
お
＝
”
８
）
と
語
ら
れ
る

（「無
視
す
れ
ば
」
あ
る
い
は

「取
り
去
れ
ば
」
に
類
す
る
表
現

は
、
感
性
論
の
至
る
と
こ
ろ
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
）。
ま
た
、
同
じ
帰
結
を
表
現
す
る
、
「時
空
に
つ
い
て
、
先
験
的
観
念
性
と
経
験
的
実



在
性
が
両
立
す
る
」
と
い
う
論
点
も
、
こ
の
同
じ
説
明
方
式
に
従
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る

（＞
圏
＝
”
ミ
。
＞
鵠
＝
”
錮
）。

カ
ン
ト
は
、
こ
の
「自
体
的
に
、
す
な
わ
ち
、
主
観
的
条
件
を
無
視
し
て
」
と
い
う
説
明
方
式
を
、
更
に
、
「自
体
的
に
、
す
な
わ
ち
、
主
観

へ
の
関
係

（”
Ｒ
【ｏど
涙
し
な
し
に
」
（＞
あ
＝
”
８
）
と
も
言
い
換
え
る
。
従
っ
て
、
「自
体
的
に
」
と
は
、
「主
観
へ
の
関
係
」
な
し
に
、
そ
れ

を
無
視
し
て
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
言
え
ば
、
「現
象
と
し
て
」
と
は

「主
観

へ
の
関
係
」
に
お
い
て
、
そ
れ
を
考
慮
し
て
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「わ
れ
わ
れ
が
空
間
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
人
間
の
観
点

Ｏ
Ｓ
Ｅ

，
日
〓
）
か
ら
の
み
で
あ
る
」
（＞
器

＝
”
卜こ
と
い
う
カ
ン
ト
の
言
葉
も
、
こ
こ
か
ら
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「人
間
の
観
点
か
ら
」
と
は
、
「主
観
へ
の
関
係
に
お
い

て
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
言
え
ば
、
「自
体
的
に
、
す
な
わ
ち
、
主
観
へ
の
関
係
な
し
に
」
と
は
、
「神
の
観
点
か
ら
」
と
言

わ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
あ
る
い
は
、
人
間
の
み
が

「観
点

（視
点
と

を
持
つ
の
で
あ
っ
て
、
神
は

「観
点

（視
点
と

を
持
た
な
い
と
す
る

べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
「無
視
点
的
に
考
察
す
る
な
ら
ば
」
と
で
も
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
前
述
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
な

「客
観
的
関
係
」
に
対
置

さ
れ
た

「主
観
的
関
係
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な

「主
観
へ
の
関
係
」
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
言
わ
ば

〈神
の
観
点
か
ら

（あ

る
い
は
、
無
視
点
的
に
）
見
ら
れ
た
客
観
的
関
係
〉
か
ら
、
〈人
間
の
観
点
か
ら
見
ら
れ
た
主
観
的
関
係
〉
へ
の
転
換
で
あ
っ
た
。
更
に
ま
た
、

「客
観
そ
れ
自
体
に
お
い
て
で
は
な
く
、
そ
れ
の
主
観
へ
の
関
係
の
う
ち
で
見
出
さ
れ
る
も
の
が
、
現
象
で
あ
る
Ｌ
”
ざ
”
ぴ
・）
と
す
れ
ば
、
時

空
を

「主
観
的
関
係
」
と
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
を

「現
象
の
形
式
」
と
す
る
こ
と
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

前
述
の

「
こ
こ
ろ
の
う
ち
に
ア
・プ
リ
オ
リ
に
備
わ
っ
て
い
る
」
と
か
、
「主
観
の
性
状
と
し
て
主
観
の
う
ち
に
そ
の
座
を
有
す
る
」
と
い
っ

た
言
い
方
も
、
あ
く
ま
で
も
同
様
の
仕
方
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
「対
象
の
規
定
（”
ｏ∽諄
目
目
凋
と
が
対
象
に
付

着
し

（＞
８
＝
”
烏
）、
「客
観
の
性
状

（”
①ｏｏ，
Ｒ
お
多
ｏこ
」
が
客
観
に
帰
せ
ら
れ
る

（”
３
）
の
と
同
様
に
、
「
こ
こ
ろ
の
規
定
」
も
こ
こ
ろ

に
付
着
し
、
「主
観
の
性
状
」
は
主
観
に
帰
せ
ら
れ
る
、
と
考
え
て
し
ま
う
時
、
そ
こ
か
ら
、
安
易
な

「時
空
＝
色
メ
ガ
ネ
論
」
に
導
か
れ
る
こ

と
に
な
る
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
果
た
し
て

「
こ
こ
ろ
」
や

「主
観
」
は
、
「対
象
」
や

「客
観
」
と
同
様
な
仕
方
で
、
「規
定
」
や

「性
状
」

一
一
一



一
一
二

を
持
っ
て
い
る
の
か
。
両
者
は
、
何
か
二
つ
の
円
を
平
面
上
に
並
べ
て
描
き
、　
一
方
を
客
観
と
呼
び
、
他
方
を
主
観
と
呼
ぶ
よ
う
な
仕
方
で
、

描
き
得
る
よ
う
な
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
次
の
言
い
方
に
注
意
さ
れ
た
い
。
「時
空
は
、
わ
れ
わ
れ
の
直
観
の
主
観
的
条
件
で
あ
っ
て
、

そ
れ
自
体
で
は
、
す
な
わ
ち
、
主
観
の
そ
と
で
は
、
無
で
あ
る
矢
＞
〓
＝
”
田
）。
こ
の
百
い
方
が
、
わ
れ
わ
れ
が
い
ま
見
て
来
た
説
明
方
式
に

ま
っ
た
く
対
応
す
る
、
別
の
表
現
形
態
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
ろ
う
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
「主
観
の
そ
と
に
」
と
は
、
上
の
説
明
方
式
の
「主

観
へ
の
関
係
な
し
に
」
（換
言
す
れ
ば
、
「主
観
へ
の
関
係
の
そ
と
に
し
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
対
応
概

念
た
る
べ
き

「主
観
の
う
ち
に
」
と
は
、
「主
観
へ
の
関
係
に
お
い
て
」
翁
主
観
へ
の
関
係
の
う
ち
に
し

を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
言
う

「主
観
」
と
は
、
正
確
に
は

「主
観
へ
の
関
係
」
と
い
う
仕
方
で
こ
そ
語
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「主
観
の
う
ち
に
」
と
同
様
に
使
わ
れ
る

「わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
」
と
い
う
言
い
方
に
眼
を
向
け
る
と
き
、
問
題
は
も
う
少
し
は
っ
き
り
し

て
来
る
。
時
空
の
概
念
を
最
初
に
提
示
す
る
と
き
、
カ
ン
ト
は
、
「わ
れ
わ
れ
の
そ
と
に
」
あ
る
こ
と
を

「空
間
の
う
ち
に
」
と
呼
び
、
「時
間

の
関
係
の
う
ち
に
」
あ
る
こ
と
を

「わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
」
と
呼
ん
で
い
た

（＞
ＮＮ喘。＝
”
鶴
）。
こ
こ
で
規
定
さ
れ
た

〈
わ
れ
わ
れ
の
そ
と
―
わ

れ
わ
れ
の
う
ち
〉
と
い
う
用
語
法
に
従
う
限
り
、
「わ
れ
わ
れ
の
そ
と
に
」
あ
る
こ
と
が

「空
間
の
う
ち
に
」
と
呼
ば
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の
空
間
を
「わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
」あ
る
と
い
う
の
は
、
奇
妙
な
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
点
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
、
「わ
れ
わ
れ
の
そ
と
」
（従
っ

て
ま
た

「わ
れ
わ
れ
の
う
ち
し

の
二
義
性
を
指
摘
し
て
い
た

（＞
鶴
３
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
「経
験
的
な
意
味
で
の
わ
れ
わ
れ
の
そ
と
」
と
は
、

「空
間
の
う
ち
で
見
出
さ
れ
る
物
」
―
―
つ
ま
り
、
感
性
論
冒
頭
に
出
て
く
る

「わ
れ
わ
れ
の
そ
と
＝
空
間
の
う
ち
」
―
―
を
意
味
し
、
「先
験

的
な
意
味
で
わ
れ
わ
れ
の
そ
と
」
と
は
、
「物
自
体
」
を
意
味
す
る
。
つ
ま
り
、
後
者
は
、
こ
れ
ま
で
の
言
い
方
で
言
え
ば
、
「主
観
へ
の
関
係

の
そ
と
」
を
意
味
し
、
前
者
は
、
「主
観

へ
の
関
係
の
う
ち
」
（経
験
的
に
は

「そ
と
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
先
験
的
に
は

「う
ち
し

を
意
味
し

て
い
る
。
従
っ
て
、
感
性
論
に
お
い
て
、
「時
空
は
、
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
に
存
在
す
る
」
と
言
わ
れ
る
の
も
、
こ
の
「先
験
的
な
意
味
で
は
わ
れ

わ
れ
の
う
ち
に
」
と
解
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
時
空
に
つ
い
て
「経
験
的
実
在
性
」
（経
験
的
な
意
味
で
は
わ
れ
わ
れ
の
「そ
と
し



と

「先
験
的
観
念
性
」
（先
験
的
な
意
味
で
は
わ
れ
わ
れ
の

「う
ち
し

が
両
立
す
る
と
い
う
事
態
も
理
解
さ
れ
る
。

『純
粋
理
性
批
判
』
の
う
ち
に
、
も
う

一
箇
所
、
「先
験
的
観
念
性
」
（お
よ
び

「先
験
的
観
念
論
し

と
い
う
表
現
が
使
わ
れ
て
い
る
の
を
見

出
す
。
す
な
わ
ち
、
弁
証
論
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
解
決
に
つ
い
て
の
節
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
こ
の
叙
述
は
、
先
験
的
観
念
性
を

「主
観
へ
の
関

係
」
と
い
う
視
点
を
軸
に
し
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
試
み
に
、
も
う
少
し
肉
付
け
を
与
え
て
く
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
再
び
、
「自
体
的
に
、

す
な
わ
ち
、
主
観
へ
の
関
係
な
し
に
」
と
い
う
、
か
の
説
明
方
式
に
代
わ
る
表
現
を
見
出
す
。
例
え
ば
、
「自
体
的
に
、
す
な
わ
ち
、
経
験
の
進

行
の
そ
と
で
は
」
（＞
お
ω
＝
”
錮
じ

と
か
、
「自
体
的
に
、
す
な
わ
ち
、
可
能
的
経
験
へ
の
関
係
な
し
に
」
（＞
お
０
＝
”
紹
じ

と
い
っ
た
表
現
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
「主
観
へ
の
関
係
」
と
は
、
「可
能
的
経
験
へ
の
関
係
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
、
客
観

（対
象
）
と
並
列
さ
れ

る
よ
う
な
主
観
と
い
う
発
想
を
退
け
た

「主
観
へ
の
関
係
」
と
い
う
考
え
が
、
更
に
、
「可
能
的
経
験
」
や

「経
験
の
進
行
」
と
い
う
よ
り
動
態

的
な
仕
方
で
理
解
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
い
う
と
こ
ろ
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
へ
の
通
路
を
見
い
だ
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
が
、
時
空
を

「現
象
の
形
式
」
と
呼
ぶ
と
と
も
に
、
「直
観
の
形
式
」
と
も
呼
ぶ
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の

「
ノ
エ
シ

ス
ー
ノ
マ
エ
」
的
な
見
方
か
ら
す
れ
ば
曖
昧
に
映
る
。
と
い
う
の
も
、
「現
象
は
、
経
験
的
直
観
の
未
規
定
の
対
象
」
（＞
ざ
＝
”
〓
）
な
の
だ
か

ら
、
そ
れ
は

「対
象
」
（ノ
エ
マ
の
側
）
に
属
す
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
「直
観
」
は

「主
観
」
の
あ
り
方
と
す
る
と
、
そ
れ
は

「主
観
」
（ノ
エ

シ
ス
の
側
）
に
属
す
る
の
か
、
が
分
か
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
曖
味
さ
も
、
前
述
の
よ
う
な
脈
絡
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
な
り
に
理

解
さ
れ
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
時
空
と
は
、
言
う
な
れ
ば
、
〈対
象
の
主
観
へ
の
関
係
の
形
式
〉
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
「対
象
の
形
式
」

で
あ
る
と
共
に
「主
観
の
形
式
」
で
も
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ト
の
追
求
す
る

「経
験

一
般
の
形
式
」
と
は
、
こ
の
よ
う
な

〈関

係
の
形
式
〉
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
か
ら
ま
た
、
「あ
ら
ゆ
る
綜
合
判
断
の
最
高
原
則
」、
す
な
わ
ち
、
「経
験

一
般
の
可
能
性
の
条
件
は
、

同
時
に
、
経
験
の
対
象
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
」
（＞
覇
∞
＝
”
８
０
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
至
る
道
も
見
え
て
来
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
「主
観
へ

の
関
係
」
と
い
う
考
え
は
、　
一
方
で
、
こ
の
関
係
の
そ
と
に

（す
な
わ
ち
、
自
体
的
に
）
あ
る
よ
う
な
も
の
を
、
「神
の
視
点
か
ら
」
（あ
る
い

一
一
一一一
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は
、
無
視
点
的
に
）
見
ら
れ
た
も
の
と
し
て
、
「人
間
の
視
点
か
ら
」
の
考
察
に
お
い
て
は
排
除
す
る
と
当
時
に
、
他
方
で
、
「主
観
」
を

「主

観
へ
の
関
係
」
と
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
関
係
に
入
る
前
に
独
立
自
存
し
て
い
る
よ
う
な

〈閉
じ
ら
れ
た
主
観
〉
を
排
除
す
る
。
換
言

す
れ
ば
、
「主
観
へ
の
関
係
」
を
中
心
に
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、　
一
方
で
は

「物
」
を
、
こ
の
関
係
の
う
ち
へ
現
れ
る
も
の
と
し
て
考
察
し
、

他
方
で
は

「主
観
」
を
、
こ
の
関
係
へ
と
開
か
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
こ
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
「志
向
性
」
と
い
う
考
え
の
核
心
で
あ
っ
た
、
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
自
身
は
も
ち
ろ
ん
、

「志
向
性
」
と
か

「志
向
的
」
と
か
い
う
用
語
を
使
っ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
時
空
を
物
自
体

（わ
れ
わ
れ
の
外
）
に
帰
す
る
先
験
的
実
在

論
と
、
表
象
を
心
の
う
ち

（私
の
内
）
に
帰
す
る
経
験
的
観
念
論
を
同
じ
誤
診
に
基
づ
く
と
し
て
退
け
、
「私
の
外
」
で
あ
り
な
が
ら

「わ
れ
わ

れ
の
内
」
で
あ
る
よ
う
な
現
象
の
場
面
を
取
り
出
し
、
現
象
を
主
観
と
物
と
の
関
係
と
し
て
捉
え
よ
う
と
し
た
カ
ン
ト
に
、
「志
向
性
」
と
い
う

考
え
の
萌
芽
を
読
み
取
る
の
も
あ
な
が
ち
我
田
引
水
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
現
に
、
「認
識
と
は
本
来
そ
れ
自
身
と
し
て
は
つ
ね
に
自
己
自

身
と
は
異
な
っ
た
も
の
を
目
指
す
志
向
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
し
て
、
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
志
向
性
」
を
指
摘
す
る
カ
ン
ト
研
究
者
も
い
る
ほ
ど

で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
な
か
に

「志
向
性
」
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
は
、
さ
き
に
述
べ
た

〈対
象
の
主
観
へ
の
関
係
〉

と
い
う
思
想
が
ど
れ
だ
け
カ
ン
ト
の
な
か
に
根
付
い
て
い
る
か
、
そ
れ
が
ど
れ
だ
け
具
体
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
か
、
に
よ
っ
て
吟
味
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
は
次
節
で
検
討
し
た
い
。

と
こ
ろ
で
他
方
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
ま
さ
に
こ
の
よ
う
な

「志
向
性
」
の
問
題
に
取
り
組
み
、
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

「志
向
性
」
に
つ
い

て
の
問
い
を
正
確
に
立
て
る
た
め
に
は
、
も
は
や
「内
と
外
」
の
二
元
論
と
い
う
極
桔
を
取
り
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
考
え
た
。
そ
こ
で
フ
ッ

サ
ー
ル
が
提
起
す
る
の
が
、
「現
象
学
還
元
」
と
い
う
手
続
き
で
あ
っ
た
。　
一
九
〇
七
年
夏
講
義

『物
と
空
間
』
の
な
か
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
カ

ン
ト
の
一
七
七
二
年
二
月
二
一
日
付
け
の
マ
ル
ク
ス
・
ヘ
ル
ツ
宛
書
簡
に
言
及
し
て
い
る
。
こ
の
書
簡
で
カ
ン
ト
は
、
「わ
れ
わ
れ
の
う
ち
で
表

象
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
対
象
に
対
し
て
持
つ
関
係
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
問
い
を
立
て
て
い
る
が
、
そ
れ
に



対
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
自
分
な
ら
こ
ん
な
問
い
は
立
て
な
い
、
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
「外
に
は
事
物
が
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
は
い
か
に
し
て
こ

の
事
物
に
つ
い
て
知
り
う
る
の
か
、
な
ど
と
は
言
わ
な
い
。
…
…
外
に
あ
る
事
物
が
わ
れ
わ
れ
の
感
官
に
刺
激
を
与
え
、
そ
れ
に
心
的
物
理
的

な
感
覚
と
さ
ら
に
表
象
や
そ
の
他
の
心
的
興
奮
が
結
び
つ
く
、
な
ど
と
は
言
わ
な
い
」
（Ｘ
く
日Ｌ
８
）
と
述
べ
て
い
る
。
さ
ら
に
彼
は
、
そ
の
よ

う
な
問
い
で
は
わ
れ
わ
れ
は
何
も
生
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
問
い
は
わ
れ
わ
れ
の
問
い
と
は
異
な
る
ば
か
り
で
な
く
、誤
っ

て
立
て
ら
れ
た
問
い
で
あ
る
と
言
う
。
そ
こ
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「物
理
学
の
物
自
体
を
脇
に
置
い
て
お
き
、
物
理
学
の
事
物
、
心
理
学
の
実

在
、
…
…
を
脇
に
置
い
て
お
き
、
さ
ら
に
ま
た
、
日
常
生
活
の
事
物
を
も
脇
に
置
い
て
お
く
」
と
い
う
操
作
、
す
な
わ
ち
現
象
学
還
元
の
必
要

を
説
く
。
し
か
し
、
還
元
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
消
え
失
せ
る
わ
け
で
は
な
く
、
「現
象
学
還
元
の
の
ち
、
す
べ
て
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
再
び
考

察
に
入
れ
ら
れ
る
」
（Ｘ
Ｈく
ヽ
お
）
ン」
と
に
な
る
。
彼
に
と
っ
て
そ
れ
こ
そ
が
、
「経
験
の
可
能
性
の
条
件
」
を
問
う
こ
と
で
あ
り
、
「現
象
学
的

経
験
分
析
が
探
究
す
る
経
験
の
本
質
は
経
験
の
可
能
性
と
同
じ
も
の
」
（̈
げ
【鮎
し
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
カ
ン
ト
の
根
本
的
な
発
想
の
な
か

に
潜
ん
で
い
る
、
〈内
に
あ
る
表
象
〉
と

〈外
に
あ
る
対
象
〉
の
二
元
論
、
〈内
と
外
〉
の
二
元
論
に
対
す
る
批
判
こ
そ
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
現

象
学
還
元
の
思
想
に
導
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
時
間

・
空
間
を

「形
式
」
と
呼
ぶ
と
し
て
も
、
そ
れ
は
何
の
形
式
で
あ
る
の
か
、
に
つ
い
て
注
意
を
促
し
、

空
間
に
つ
い
て
論
ず
る
『物
と
空
間
』
に
お
い
て
は
、
「空
間
は
事
物
の
形
式
な
の
で
あ
っ
て
体
験
の
形
式
で
は
な
い
。
直
観
形
式
と
い
う
は
誤
っ

た
表
現
で
あ
る
」
（Ｘ
く
日ヽ

ｅ

と
述
べ
て
い
る
し
、
時
間
に
つ
い
て
論
ず
る

『内
的
時
間
意
識
』
に
お
い
て
も
、
「時
間
は
客
観
の
も
つ
形
式
」

（Ｘ
ｋ
ミ
）
で
あ
り
、
「意
識
の
形
式
や
直
観
の
形
式
と
し
て
捉
え
る
誤
り
」
（メ

お
０

を
指
摘
し
て
い
る
。
現
象
学
的
還
元
は
、
意
識
や
体
験

の
形
式
を
取
り
出
す
た
め
の
操
作
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
の
言
う
よ
う
に
、
時
間

・
空
間
が
物
自
体
の
形
式
で
は
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
は
意
識

の
形
式
な
の
で
は
な
く
、
対
象
の
主
観
へ
の
関
係
と
し
て
の
現
象
の
持
つ
形
式
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
『内
的
時
間
意
識
』
と
い
う
表

題
は
本
当
は
ミ
ス
リ
ー
デ
イ
ン
グ
で
あ
り
、
「外
的
」
「物
的
」
な
時
間
と
対
立
す
る
も
の
と
し
て
の
「内
的
」
「心
的
」
な
時
間
を
問
題
に
し
て

一
一
五
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一
エハ

い
る
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な

「外
と
内
」
「物
と
心
」
と
い
う
二
元
論
を
超
え
る
た
め
に
、
そ
れ
を
超
え
た
と

こ
ろ
で
問
題
を
設
定
す
る
こ
と
こ
そ
、
現
象
学
還
元
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
ベ
ル
ネ
が
、
「志
向
的
意
識
存
在
の
現
象
学

の
枠
内
で
形
成
さ
れ
る
時
間
の
分
析
は
、
″心
理
的
″
時
間
分
析
と

″物
理
的
時
間
分
析
″
と
の
間
の
分
裂
を
乗
り
越
え
る
」
と
述

べ
て
い
る
よ

う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
時
間
論
は

〈
物
理
的
時
間

（ア
リ
ス
ト
テ
ン
ス
）
と
心
理
的
時
間

（ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
）
の
分
裂
の
超
克
〉
と
し
て
捉

え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と

っ
て
、
時
間
・空
間
は

「外
的
」
「物
的
」
な
客
観
の
持

つ
形
式
で
も
な
け
れ
ば
、
「内
的
」

「
心
的
」
な
主
観
の
持

つ
形
式
で
も
な
く
、
主
観

（意
識
）
が
客
観

（対
象
）
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
の
志
向
性
、
〈
関
係
〉
と
し
て
の
志
向
性

の
持

つ
形
式
と
言
う
べ
き
で
あ

っ
た
だ
ろ
う
。

前
述
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
う
ち
に

「志
向
性
」
の
萌
芽
を
見
よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な

〈
関
係
の
形
式
〉
と
し
て
の
空
間
と
い
う

ア
イ
デ
ア
を
カ
ン
ト
の
う
ち
に
も
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
そ
の
ア
イ
デ
ア
を
十
分
に
定
着
さ
せ
、
展

開
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
。
節
を
改
め
て
、
そ
れ
を
吟
味
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

（１
）
聟
”“
協
ｏ
ρ
¨
ヽ
ミ
ヽ
ミ
ｓ
ヽ
ヽ
あ
や
ｓ
き
選

さ
ド
〕
ぶ
ヽ

ｓヽ
●ヽ
、゙

８
Ｎ
・
黒
積
俊
夫

「『物
』
自
体
と

『物
自
体
ヒ

（『テ
オ
リ
ア
』
第
２．
輯
、　
一
九
八
五
年
。

現
在
は

『カ
ン
ト
批
判
哲
学
の
研
究
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、　
一
九
九
二
年
、
所
収
）
に
お
け
る
、
そ
の
紹
介
と
批
評
を
参
照
。
筆
者
は
、
こ
の
プ
ラ
ウ
ス
の

主
張
に
、
大
い
に
賛
同
を
覚
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
黒
積
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
プ
ラ
ウ
ス
は
、
「物
が
そ
れ
自
体
で
考
察
さ
れ
る
と
」
と
い
う
と
き

の

「物
」
を

「経
験
物
」
と
考
え
る
が
、
そ
う
す
る
と
感
性
論
に
関
し
て
は
う
ま
く
行
く
と
し
て
も
、
分
析
論
や
弁
証
論
に
関
し
て
は
う
ま
く
行
か
な
い
よ
う

に
思
う
。
筆
者
は
む
し
ろ
、
「物
」
が
一
方
で
は
現
象

（経
験
物
）
と
し
て
見
ら
れ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
物
自
体
と
し
て

（
つ
ま
り
、
自
体
的
に
）
見
ら
れ

る
と
解
し
、
最
初
の
「物
」
に
つ
い
て
更
に
、
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
、
と
問
う
の
は
無
意
味
と
考
え
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
考
え
は
、
分
析
論
・

弁
証
論
に
ま
で
貫
徹
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
て
い
る
。

（２
）
次
の
よ
う
な
箇
所
も
参
照
せ
よ
「
「も
し
批
判
が
、
客
観
を
二
重
の
意
味
に
、
す
な
わ
ち
現
象
と
し
て
解
す
る
か
、
そ
れ
と
も
物
自
体
と
し
て
解
す
る
か
、
と
い

う
区
別
を
教
え
る
点
で
誤
っ
て
い
な
か
っ
た
ら
…
…
」
（”
ｘ
ｘ
く
こ
。
ま
た
、
ア
デ
イ
ツ
ケ
ス
『カ
ン
ト
と
物
自
体
』
（法
政
大
学
出
版
局
、　
一
九
七
四
年
）
も
、



「物
自
体
は
現
象
と
な
ら
び
、
現
象
の
外
に
あ
っ
て
切
り
離
さ
れ
た
特
別
な
客
観
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
と
同
じ
も
の
で
、
た
だ
他
の
視
点
か
ら
考
察
さ
れ

て
い
る
」
（三
〇
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（３
）
類
似
の
表
現
は
次
の
よ
う
な
箇
所
に
も
見
ら
れ
る
。
＞
〓
＝
”
認
・
”
ざ
”
ｇ

ま
た
、
「関
係
」
と
い
う
表
現
に
つ
い
て
は
、
次
の
よ
う
な
箇
所
も
参
照
せ
よ
。
”
Ｑ
・

Ｕ
円０
♪
＞
Ｎ∞ｕ
＝
ω
ω卜
ｒ

（４
）
同
じ
こ
と
を
Ａ
版

「パ
ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス
」
の
章
で
は
、
「先
験
的
観
念
論
と
経
験
的
実
在
論
と
が
両
立
す
る
」
（先
験
的
実
在
論
と
経
験
的
観
念
論
は
、
同
じ
誤

謬
に
由
来
し
て
い
る
）
と
述
べ
て
い
た
が
、
「先
験
的
」
と

「観
念
論
」
と
い
う
両
方
の
表
現
に
対
す
る
誤
解
を
引
き
起
こ
し
た
こ
と
か
ら
、
『プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ

ナ
』
で
は
、
「先
験
的
観
念
論
」
と
い
う
言
い
方
を
「批
判
的
観
念
論
」
ま
た
は
「形
式
的
観
念
論
」
と
い
う
言
い
方
に
代
え
る
こ
と
を
主
張
し

霜
ざ
さ
も
ミ
ミ
゛

＞
Ｎ８
・＞
ω鶏
）、
Ｂ
版

「パ
ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス
」
の
章
で
は
、
「先
験
的
観
念
論
」
と
い
う
表
現
が
出
て
ぐ
る
箇
所
は
す
べ
て
削
除
さ
れ
て
、
大
幅
に
書
き
改
め
ら

れ
て
い
る
。
そ
れ
に
比
べ
、
「先
験
的
観
念
性
」
と
い
う
語
で
展
開
さ
れ
て
い
る

「感
性
論
」
は
書
き
改
め
ら
れ
ず
、
ま
た
、
「弁
証
論
」
の

「ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
」

の
章
で
は

「先
験
的
観
念
論
」
と
い
う
言
い
方
が
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
箇
所
も
あ
る
。

（７
）

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
「観
念
論
論
駁
」
お
よ
び

「原
則
の
体
系
に
対
す
る
一
般
的
注
解
」
の
箇
所
が
参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
「私
の
外
」
を

「経
験
的
」
な
意
味
で
理
解
し
、
「わ
れ
わ
れ
の
内
」
を

「先
験
的
」
な
意
味
で
理
解
し
て
お
い
た
が
、　
一
般
的
に
カ
ン
ト
は
、
「私

の
う
ち
―
そ
と
」
か
ら

「わ
れ
わ
れ
の
う
ち
―
そ
と
」
へ
、
ま
た
そ
の
逆
へ
と
、
何
の
困
難
も
感
ず
る
こ
と
な
く
行
き
来
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

「私
の
う
ち
」
か
ら

「
わ
れ
わ
れ
の
う
ち
」
へ
は
或
る

（断
絶
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
）
ス
テ
ッ
プ
が
あ
る
筈
で
あ
る
。
「私
」
を
容
易
に

「わ
れ
わ
れ
」
と
言

い
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
合
理
主
義
を
嗅
ぎ
取
る
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
ず
、
そ
こ
に
カ
ン
ト
は
他
者
問
題
を
深
刻
に
考
え
て

い
な
か
っ
た
と
い
う
批
判
も
生
じ
る
根
が
あ
る
と
言
え
る
（拙
論
「他
者
」
〔柏
田
康
史
他
著
『哲
学
す
る
た
め
に
』
北
樹
出
版
、　
一
九
九

一
年
、
所
収
〕
参
照
）。

カ
ン
ト
自
身
に
即
し
て
言
え
ば
、
「私
の
う
ち
」
か
ら

「わ
れ
わ
れ
の
う
ち
」
へ
の
移
行
を
可
能
に
す
る
も
の
は
、
こ
こ
で
触
れ
た

「可
能
的
経
験
」
で
あ
る
と

筆
者
に
は
思
わ
れ
る
が
、
カ
ン
ト
は
こ
の
点
を
見
て
は
い
な
か
っ
た
よ
う
に
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

”
８
●
協
・
ｏ
‥・
〓
二
ｏ二

ｏ̈
●
”
澤
韓
げ
Ｑ
パ
”
二
．．
（〓
¨
０
，コ
ロ
Ｆ
ｏ

，
『“
）
ヽ
き
ミ

ヽ
あ
き
さ
§
ヽ
ヽ
ｓｓ
Ｓ
Ｓ

Ｎ
Ｓ

‐ヽバ
ミ
ヽ
δ
∽Ｏ
Ｌ
滉
）

た
だ
し
、
彼
は

「志

向
性
」
と
い
う
語
を
む
し
ろ

「志
向
」
あ
る
い
は

「意
図
」
と
い
う
意
味
で
理
解
し
て
い
る

（く
”
一・”
８
口
協
・
ρ

Ｌ
♂
ミ

ミ
いミ

コ
ミ
ざ
や
ヽ
ン
ト
ミ
ざ
ｓ
ｓＳ
Ｎ

８
田
）。
加
藤
泰
史

「
カ
ン
ト
に
お
け
る
知
の
構
造
」
Ｇ
カ
ン
ト
読
本
』
法
政
大
学
出
版
局
、　
一
九
八
九
年
）
も
参
照
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
次
の
よ
う
な
箇
所
は
、

カ
ン
ト
的
な
臭
い
の
す
る

「志
向
性
」
の
議
論
と
言
え
よ
う
。
「自
我
は
、
そ
れ
が
志
向
的
に
関
係
し
て
い
る
非
我
な
し
に
は
考
え
ら
れ
な
い
」
（Ｘ
【メ

Ｎ
じ
。

パ
”
●
Ｆ
Ｆ
¨
”
ミ
ミ
ざ
ヽヽ
あ
ミ
・
『
２
】Ｘ
〓
Ｆ
●̈
ｏい
リ
ロ
”
ｏＮど
さ
・
ＨＯヽ
Ｎ
∽
・Ｈｏ，

”
Ｑ
ゴ
ｏ●
”
Ｌ
〓”
一口
げ
〓
日
口”
．．
【目
¨
ヨ
ミ
き

ミヽ
ヾ
ヽ
き
ざ
ｏミ
ヽ
こ
ざ
唖
き
、
お
Ｓ
Ｓ
ヽ
べ
ｓ
Ｎ
Ｓ
導
さ
Ｓ
●
Ⅵ冴
Ｓ
ｓ
∽
贄
∞

，
ｗ山
い
』
０
・
『
２
ｘ̈
蜜
Ｆ
【目
ｏい
「Ｊ
”
ωＯＮ
い０∞Ｐ
∽
・

一
一
七
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一
一
八

Ｘ
【く
。

〓
一　
空
間
の
関
係
性

『純
粋
理
性
批
判
』
は
感
性
論
か
ら
、
し
か
も
感
性
の
形
式
と
し
て
の
時
間
と
空
間
の
う
ち
、
空
間
論
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
空
間
論
に
お
い

て
、
最
も
含
蓄
深
く
、
空
間
が
主
観
と
物
の

〈関
係
の
形
式
〉
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
を
わ
ず
か
数
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
カ
ン
ト
の

文
章
の
な
か
に
、
精
密
に
か
つ
ス
リ
リ
ン
グ
に
読
み
解
い
て
見
せ
て
く
れ
た
の
は
、
久
保
元
彦
氏
の
論
文
「形
式
と
し
て
の
空
間
」
で
あ
っ
た
。

こ
こ
に
、
空
間
は
、
主
観
と
し
て
の

〈私
〉
が
物
と
関
係
を
持
つ
根
源
的
な
形
式
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
久
保
氏
が
、
熱
い
議
論
を
集
中
さ

せ
る
の
は
、
カ
ン
ト
の
わ
ず
か
数
行
の
文
章
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
れ
は
と
り
わ
け
、
次
の
よ
う
な

「空
間
概
念
の
形
而
上
学
的
解
明
」
の

「第

一
論
証
」
の
文
章
で
あ
る
。

或
る
種
の
諸
感
覚
が
私
の
外
部
の
何
も
の
か
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
た
め
に
は
、
（即
ち
、
私
が
そ
の
う
ち
に
位
置
し
て
い
る
空
間
の
場
所

と
は
、
異
な
る
或
る
場
所
に
位
置
し
て
い
る
何
も
の
か
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
た
め
に
は
）、
ま
た
従

っ
て
、
私
が
そ
れ
ら
の
感
覚
を
互
い
に

外
部
に

（ま
た
互
い
に
隣
に
）
あ
る
も
の
と
し
て
、
従
っ
て
、
単
に

〔互
い
に
〕
異
な
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
異
な
る
場
所
に
あ
る
も

の
と
し
て
、
表
象
し
う
る
た
め
に
は
、
空
間
の
表
象
が
既
に
根
底
に
存
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（＞
田
＝
”
田
）
父
　
｝
内
は
Ｂ
版

で
の
補
足
、
〔　
〕
内
は
訳
者
の
補
足
、
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
。
）

久
保
氏
の
議
論
の
詳
細
は
省
い
て
、
結
論
だ
け
を
紹
介
す
れ
ば
、
こ
の
文
章
か
ら
読
み
取
れ
る
の
は
、
感
覚
あ
る
い
は
現
象
相
互
の

「互
い

の
外
」
の、
根、
底、
ぃ
、
そ
れ
に
言
わ
ば
先、
立、
っ、
て、
、
「私
の
外
」
の
把
握
が
あ
る
、
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
久

保
氏
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
「私
は
形
式
と
し
て
の
空
間
の
抑
の
開
披
に
あ
た
っ
て
、
そ
れ
に
い
わ
ば
必
然
的
に
立
会
い
、
関
与
し
て
い
な
け



れ
ば
な
ら
な
い
。
私
を
抜
き
に
し
て
は
空
間
と
い
っ
た
も
の
は
成
り
立
ち
よ
う
が
な
い
」
の
で
あ
る
。
逆
に
ま
た
、
「し
か
し
こ
の
こ
と
が
可
能

で
あ
る
た
め
に
は
同
時
に
私
の
方
も
、
こ
の
空
間
に
向
け
て
自
分
を
開
き
、
こ
の
空
間
の
う
ち
に
何
ら
か
の
仕
方
で
定
着
し
て
い
る
必
要
が
あ

る
」
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
「
私
」
は
み
ず
か
ら
こ
の
空
間
の
一
隅
に
定
着
の
楔
を
打
ち
込
み
、
そ
こ
に
住
み
着
い
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

こ
の
空
間
の
始
原
的
な
開
披
に
常
に
関
与
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「形
式
と
し
て
の
空
間
に
は
一
箇
所
、
他
の
ど
の
よ
う
な
場
所

と
も
際
立
っ
て
異
な
っ
た
性
格
を
持
つ
場
所
、
即
ち
私
が
位
置
す
る
場
所
が
設
け
ら
れ
て
い
る
」
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
久
保
氏
が
描
い
て
い

る

「形
式
と
し
て
の
空
間
」
は
、
い
く
ら
動
い
て
も

「其
処
」
に
な
る
こ
と
は
な
い

「此
処
」、
言
わ
ば

「絶
対
的
な

「此
処
Ｌ

に
場
所
を
占

め
て
い
る

〈私
〉
を
原
点
と
し
て
、
そ
こ
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
こ
へ
と
開
け
て
い
る

「非
等
質
的
な
空
間
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
此
処
と
い
う

原
点
に
据
え
ら
れ
た

〈私
〉
へ
の
方
向
づ
け
、
す
な
わ
ち
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
現
出
す
る
空
間
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な

「私
の
外
」
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
空
間
が
、
現
象
相
互
の

「互
い
の
外
」
と
い
う
仕
方
で
等
質
的
に
存
立
し
て
い
る
空
間
の
根
底
に
あ
る
、
と

い
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
こ
に
は
、
等
質
的
二
次
元
的
な
幾
何
学
的
空
間
に
対
し
て
、
〈私
〉
を
原
点
と
し
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
的
で
非

等
質
的
空
間
の
根
源
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
確
認
し
た
い
の
は
、
こ
こ
に
言
う

「絶
対
的
な
此
処
」
に
場
所
を
占
め
て
い
る

〈私
〉
と
は
、
身
体
を
持
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、

「私
の
身
体
」
は
こ
の

〈私
〉
に
属
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
久
保
氏
は
、
「私
」
が

「空
間
の
一
隅
に
定
着
の
楔
を
打

ち
込
み
、
そ
こ
に
住
み
着
い
て
い
る
」
と
語
り
、
「他
の
ど
の
よ
う
な
場
所
と
も
際
立
っ
て
異
な
っ
た
性
格
を
持
つ
場
所
、
即
ち
私
が
位
置
す
る

場
所
」
を
持
っ
て
い
る
と
語
る
。
し
か
し
、
彼
は
、
こ
の

「私
が
位
置
す
る
場
所
」
を

「私
の
身
体
」
と
は
呼
ば
な
か
っ
た
。
彼
は
む
し
ろ
、

「私
の
身
体
」
と
い
う
表
現
を
、
コ

個
の
経
験
の
対
象
と
し
て
記
述
さ
れ
、
他
の
諸
事
物
と
厳
格
に
同

一
の
資
格
を
付
与
さ
れ
て
い
る
限
り
で

の
身
体
」
と
い
う
否
定
的
な
言
及
に
お
い
て
し
か
使
っ
て
い
な
い
。
実
際
、
『純
粋
理
性
批
判
』
の
カ
ン
ト
自
身
も
、
或
る
箇
所
で
「私
の
外
の

他
の
物

（そ
れ
に
は
私
の
身
体
も
属
す
る
と

（口
ら
３

と
記
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
の
外
に
対
象
と
し
て
見
出
さ
れ
る
限
り
で
の
「私
の
身
体
」

一
一
九



一
二
〇

に
つ
い
て
し
か
語
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
〈私
〉
に
つ
い
て
の
議
論
は
「私
の
身
体
」
に
は
適
用
で
き
ず
、
「私

の
身
体
」
に
つ
い
て
の
議
論
は

〈私
〉
に
は
適
用
で
き
な
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
実
は
カ
ン
ト
自
身
も
、
こ
の
よ
う
に
一
個
の
対
象
と
し
て
見
出
さ
れ
る
物
と
は
異
な
り
、
私
が
そ
こ
に
住
み
着
い
て
い
る
原
点

と
し
て
の

〈私
の
身
体
〉
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
も
っ
て
い
た
し
、
そ
こ
か
ら
開
け
る
非
等
質
的
空
間
と
い
う
ア
イ
デ
ア
を
も
っ
て
い
た
、
と
主

張
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
主
張
さ
れ
る
と
き
必
ず
引
き
合
い
に
出
さ
れ
る
の
が
、
前
批
判
期
カ
ン
ト
の

「空
間
に
お
け
る
方
位
の

区
別
の
第

一
根
拠
に
つ
い
て
」
２

七
六
八
年
、
以
下

「方
位
」
論
文
と
略
記
）
と
い
う
論
文
に
お
け
る
「右
と
左
」
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。

そ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
「わ
れ
わ
れ
が
空
間
に
お
け
る
方
位
の
概
念
を
産
出
す
る
第

一
根
拠
を
わ
れ
わ
れ
の
身
体
（パ
？
ｏ
ｑ
）
と
の
関
係
か
ら
取
っ

て
く
る
と
い
う
の
は
少
し
も
不
思
議
で
な
い
」
（＞
鶴
∞こ

と
述
べ
て
、
方
位
の
概
念
が

「上
と
下
」
「右
と
左
」
「前
と
後
」
と
い
う
わ
れ
わ
れ

の
身
体
に
対
す
る
関
係
か
ら
生
じ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
。
続
け
て
カ
ン
ト
は
言
う
。

も
し
星
相
互
の
位
置
の
外
に
な
お
私
の
両
手
に
対
す
る
星
座
の
位
置
に
よ
っ
て
方
位
が
決
定
さ
れ
な
か
っ
た
と
し
た
な
ら
ば
、
極
め
て

精
確
な
星
図
さ
え
も
、
私
が
そ
れ
を
い
か
に
精
確
に
頭
に
入
れ
て
お
ろ
う
と
も
、　
一
つ
の
既
知
の
方
位
、
た
と
え
ば
北
か
ら
、
地
平
線
の

ど
の
側
に
私
が
日
の
出
を
求
む
べ
き
か
を
知
る
能
力
を
私
に
与
え
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
場
所
の
位
置
の
地
理
学
的
な
知
見
…
…
は
、
も
し

わ
れ
わ
れ
が
そ
の
よ
う
に
配
列
さ
れ
た
事
物
と
相
互
的
位
置
の
全
体
系
と
を
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
の
諸
側
面
へ
の
関
係
に
よ
っ
て
方
位
に

し
た
が
っ
て
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
何
の
助
け
に
も
な
ら
な
い
。
（＞
鶴
０こ

こ
こ
に
は
、
方
位
の
区
別
は
、
幾
何
学
的
・等
質
的
空
間
で
は
な
く
、
「わ
れ
わ
れ
の
身
体
」
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
あ
る
非
等
質
的
空
間
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
が
確
か
に
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の

「方
位
」
論

文
の
主
旨
が
あ
く
ま
で
、
「方
位
は
空
間
内
の
一
つ
の
物
の
他
の
物

へ
の
関
係
に
存
す
る
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
位
置
の
体
系
の
絶
対
的
宇
宙
空

間

（■
ｏ
】けＩ
Ｅ
こ

に
対
す
る
関
係
に
存
す
る
」
（＞
鶴
０

と
い
う
、
反
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
的
な
、
そ
れ
ゆ
え
む
し
ろ
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
な
絶
対
空
間



論
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
が
そ
こ
で
証
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
「絶
対
的
空
間
は
一
切
の
物
質
（〓
翼
ｏ『【３

の
現
存
在
か
ら
独
立
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
物
質
の
合
成
の
可
能
性
の
第

一
根
拠
と
し
て
そ
れ
自
身
の
実
在
性
を
有
す
る
女
＞
鶴
ｅ
と
い
う
こ

と
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
カ
ン
ト
は
こ
の
絶
対
空
間
に
つ
い
て
言
及
す
る
際
、
再
三
再
四

「幾
何
学
」
へ
の
言
及
を
忘
れ
て
お
ら
ず
、
カ
ン

ト
の
言
う
絶
対
空
間
と
は
、
「幾
何
学
者
が
考
え
て
い
る
よ
う
な

一
般
的
絶
対
空
間
」
（＞
田
じ

な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
「方
位
」
論
文
は
、

方
位
を

「わ
れ
わ
れ
の
身
体
」
へ
の
関
係
に
基
づ
け
る
と
同
時
に
、
絶
対
空
間
へ
の
関
係
に
も
基
づ
け
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
し
か
し
、
果

た
し
て
こ
の
二
つ
の
こ
と
は
同
時
に
成
り
立
つ
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

少
な
く
と
も
、
絶
対
空
間
を
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
限
り
、
成
り
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
こ
う
言
っ
て
い
る
。

「絶
対
的
な
空
間
は
、
そ
の
本
性
と
し
て
、
ど
の
よ
う
な
外
的
事
物
と
も
関
係
な
く
、
常
に
同
じ
形
状
を
保
ち
、
不
変
不
動
の
ま
ま
の
も
の
で

す
。
相
対
的
な
空
間
は
、
こ
の
絶
対
空
間
の
測
度
、
す
な
わ
ち
絶
対
空
間
の
ど
の
よ
う
に
で
も
動
か
し
う
る
広
が
り
で
、
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
に

よ
っ
て
そ
れ
の
物
体
に
対
す
る
位
置
よ
り
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
人
々
に
よ
っ
て
不
動
の
空
間
の
か
わ
り
に
と
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で

す
」
。
カ
ン
ト
は
、
「右
側
と
左
側
の
異
な
っ
た
感
情
宍
＞
田
ｅ
と
言
い
、
「人
体
の
両
側
は
明
瞭
な
感
覚
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
て
い
る
宍
＞
田
じ

と
言
う
が
、
こ
の
よ
う
な

「感
情
」
や

「感
覚
」
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
も
の
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
よ
れ
ば
相
対
的
な
空
間
に
属
す
る
も
の
で

あ
ろ
う
。
「わ
れ
わ
れ
の
身
体
」
も

「外
的
事
物
」
や

「物
質
」
の
一
つ
と
み
な
さ
れ
て
い
る
限
り
、
絶
対
空
間
は
そ
れ
か
ら
独
立
に
、
そ
れ
と

関
係
な
く
、
「常
に
同
じ
形
状
を
保
ち
、
不
変
不
動
の
ま
ま
」
に
止
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「わ
れ
わ
れ
の
身
体
」
を

「外
的
事
物
」

や

「物
質
」
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
或
る
特
異
な
も
の
と
み
な
す
よ
う
な
身
体
論
を
も
た
な
い
限
り
、
先
の
二
つ
の
こ
と
は
同
時
に
成
り
立
つ

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の
よ
う
な
身
体
論
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
意
味
で
の

「絶

対
的
か
つ
根
源
的
な
空
間
宍
＞
８
３
を
呈
示
す
る
こ
と
に
な
っ
た
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
「方
位
」
論
文
は
、
そ
れ
だ
け
の
身
体
論
を
も
っ

て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

一
一一
一
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「右
と
左
」
の
区
別
と
い
う
議
論
を
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
こ
の
議
論
は
、
こ
の

「方
位
」
論
文

（
一
七
六
八
年
）
だ
け
で
な
く
、
「可
感
界

と
可
想
界
の
形
式
と
原
理
」
２

七
七
〇
年
、
以
下
、
就
職
論
文
と
略
記
）、
『プ
ロ
ン
ゴ
ー
メ
ナ
』
２

七
八
三
年
）、
「思
考
の
方
向
を
定
め
る

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
」
２

七
八
六
年
）
に
も
登
場
す
る
テ
ー
マ
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
で
取
り
上
げ
る
価
値
の
あ
る
興
味
深
い
テ
ー
マ
で
は

あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

「右
と
左
」
の

「根
本
的
な
感
情
」
に
よ
る
区
別
と
い
う
議
論
は
、
果
た
し
て
、
カ
ン
ト
の
な
か
で
、
「外
的
事
物
」
や

「物
質
」
と
は
ま
っ
た
く
異
質
な
、
世
界
の
原
点
と
い
う
位
置
づ
け
を
も
っ
た
身
体
論
へ
と
組
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ど
う
も
そ

の
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
テ
ー
マ
が
二
番
目
に
登
場
す
る
就
職
論
文
の
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
一
転
し
て
、
空
間

が
概
念
で
は
な
く
直
観

（純
粋
直
観
）
で
あ
る
こ
と
証
明
す
る
た
め
に
、
こ
の
テ
ー
マ
が
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
「方
位
」
論
文

（＞
８
こ
で
も
挙
げ
ら
れ
て
い
た

「不

一
致
対
称
物
」
の
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「不

一
致
対
称
物
」
と
は
、
「完
全
に
相
似
か

つ
同
等
で
あ
る
が
、
不

一
致
な
る
固
体
」
で
あ
り
、
喜
口葉
に
よ
っ
て
精
神
に
理
解
で
き
る
徴
表
で
言
い
表
し
う
る
一
切
に
よ
っ
て
」
も
区
別
で

き
ず
、
た
だ

「純
粋
直
観
に
よ
っ
て
の
み
差
異
性
す
な
わ
ち
不

一
致
が
明
示
さ
れ
う
る
」
二
つ
の
も
の
の
こ
と
で
あ
る
（＞
卜８
）。
そ
れ
ゆ
え
に

こ
そ
、
カ
ン
ト
は

「右
と
左
」
の
区
別
と
い
う
例
と
並
ん
で
、
コ
一
つ
の
反
対
側
の
半
球
か
ら
な
る
球
面
三
角
形
」
（３
】０
し
の
例
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
『プ
ロ
ン
ゴ
ー
メ
ナ
』
で
も
、
「右
と
左
」
の
テ
ー
マ
が
登
場
す
る
が
、
そ
れ
は

「鏡
中
の
映
像
」
の
話
と
し
て
で
あ
り
、

「原
物
の
左
手
と
鏡
中
の
像
に
お
け
る
右
手
と
は
、
互
い
に
相
等
し
く
ま
た
相
似
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
…
…
左
手
と
右

手
は
互
い
に
重
な
り
合
わ
な
い
」
と
い
う
例
と
し
て
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
が
こ
の
例
を
挙
げ
る
の
は
、
「球
面
図
形
」
の
差
異
と
い
う
例
と

「右

巻
き
の
螺
旋
と
左
巻
き
の
螺
旋
の
差
異
」
と
い
う
例
と
の
あ
い
だ
に
お
い
て
で
あ
り
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
何
の
例
証
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

の
か
と
言
え
ば
、
そ
れ
を
理
解
す
る
の
は

「概
念
だ
け
で
は
不
可
能
で
、
直
観
と
の
関
係
に
よ
っ
て
の
み
可
能
」
で
あ
る
よ
う
な
差
異
を
語
る

た
め
な
の
で
あ
る

（＞
圏
ｅ
。

こ
の
よ
う
な
流
れ
の
な
か
で
、
「右
と
左
」
そ
し
て

「上
下
」
・
「前
後
」
に
関
わ
る

「根
本
的
な
感
情
」
と
い
う
テ
ー
マ
は
、
「原
点
と
し
て



の
身
体
」
論
へ
と
向
か
う
の
で
は
な
く
、
「概
念
」
と

「直
観
」
の
区
別
と
い
う
枠
の
な
か
に
押
し
込
め
ら
れ
て
い
っ
て
し
ま
う
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
カ
ン
ト
の
代
表
的
著
作
と
し
て
第

一
に
挙
げ
ら
れ
る
べ
き

『純
粋
理
性
批
判
』
の
な
か
に
、
こ
の

「右
と
左
」
の
議
論
が
登
場
し
な
い
の

も
、
こ
の
書
が
、
「概
念
」
（悟
性
）
と

「直
観
」
（感
性
）
の
区
別
と
い
う
二
元
論
的
枠
組
み
に
お
い
て
企
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
由
来
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「不
可
識
別
者
同

一
の
原
理
」
に
反
対
し
て
、
「概
念
に
関
し
て
は
す
べ
て
が
ど
ん
な
に
一
様
で

あ
り
え
て
も
、
や
は
り
二
つ
の
現
象
が
同
時
に
異
な
っ
た
場
所
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
対
象
そ
の
も
の
の
数
的
差
異
性
の
十
分
な
理
由
に
な
る
」

と
語
る
と
き
、
概
念
に
よ
っ
て
は
区
別
さ
れ
な
い
が
直
観
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
も
の
の
例
と
し
て
、
も
は
や

「右
と
左
」
と
い
っ
た
身
体
に

関
わ
る
よ
う
な
例
は
必
要
な
く
、
コ
一滴
の
水
」
（＞
Ｎ８
＝
”
田
じ

と
い
っ
た
例
で
充
分
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
も
は
や
、
「私
の
身
体
」
を

原
点
と
す
る
非
等
質
的
空
間
に
由
来
す
る
差
異
で
は
な
く
、
等
質
的
空
間
に
お
け
る
二
つ
の
対
象
の
異
な
る
位
置
に
関
わ
る
差
異
の
み
が
問
題

に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ン
ト
の

「直
観
」
に
と
っ
て
、
も
は
や

「私
の
身
体
」
へ
の
関
係
は
不
可
欠
の
も
の
と
な
っ
て
い
な
い

よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
解
釈
に
お
い
て
空
間
の
問
題
と
身
体
の
問
題
を
重
視
し
た
Ｆ
・カ
ウ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
「方
位
量
調
文
の
カ
ン
ト
が
「生
世
界
的
含
３
ｏ房
‐

ｌ
ｏ
】〓
ｏＦ
）
空
間
」
を
顧
慮
し
て
い
た
の
に
対
し
、
こ
の
身
体
的
空
間
は

『純
粋
理
性
批
判
』
で
は

「背
景
と
し
て
登
場
」
す
る
の
み
と
な
り
、

そ
れ
が
再
び
尊
重
さ
れ
る
の
は
遺
稿

『オ
プ
ス
・
ポ
ス
ト
ム
ム
』
に
お
い
て
で
あ
る
、
と
主
張
す
る
。
批
判
期
に
お
い
て
は

「批
判
的
観
念
論

の
教
義
を
形
成
す
る
動
き
の
中
で
背
景
に
押
し
や
ら
れ
た
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
に
押
し
込
ま
れ
た

『純
粋
理
性
批
判
』

の
な
か
に
も
、
カ
ウ
ル
バ
ッ
ハ
は

「超
越
論
的
身
体
性
」
の
思
想
を
発
掘
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は

「演
繹
論
」
の
な
か
で
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
た
。

わ
れ
わ
れ
は
い
か
な
る
線
も
、
こ
れ
を
思
想
の
う
ち
で
引
く
こ
と
な
し
に
考
え
る
こ
と
は
で
き
ず
、
い
か
な
る
円
も
、
こ
れ
を
描
く
こ

と
な
し
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
ず
、
空
間
の
二
次
元
も
同

一
の
点
か
ら
二
つ
の
直
線
を
相
互
に
垂
直
に
立
て
る
こ
と
な
し
に
は
表
象
す
る

一
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こ
と
が
で
き
な
い
。
（”
覇
じ

こ
の

「思
想
の
う
ち
で
線
を
引
く
」
と
語
ら
れ
る
事
態
の
内
に
、
カ
ウ
ル
バ
ッ
ハ
は
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
超
越
論
的
身
体
性
、
す
な
わ
ち
、
構

想
力
と
い
う

「超
越
論
的
な
手
」
に
よ
る
図
形
の
先
行
的
な
記
述
作
用
を
垣
間
見
た
の
で
あ
る
。
岩
隈
敏
氏
も
、
同
様
の
方
向
に
議
論
を
展
開

し
、
久
保
氏
が

「感
性
論
」
か
ら
取
り
出
し
て
き
た

〈私
〉
と
空
間
の
あ
り
方
を
、
「演
繹
論
」
に
出
て
く
る

「線
を
引
く
」
と
い
う

「運
動
」

に
つ
い
て
の
議
論
へ
と
繋
げ
て
、
「超
越
論
的
身
体
」
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
「運
動
」
を
カ
ン
ト
は
、
「主
観
の
働
き
（口
”
●
一
中‘
配
）

と
し
て
の
運
動
」
と
呼
び
、
そ
れ
は
「客
観
の
規
定
」
と
し
て
の
運
動
で
は
な
い
含
σ
一Ｑ
・Ｘ

と
注
意
す
る
。
岩
隈
氏
に
よ
れ
ば
、
コ

本
の
線
分

を
引
く
と
は
、
想
像
力
に
よ
っ
て
自
己
の
身
体
を
つ
ね
に

「今
こ
こ
に
」
と
い
う
仕
方
で
、
継
起
的
に
措
定
し
つ
づ
け
な
が
ら
み
ず
か
ら
運
動

し
、　
一
定
の
空
間
を
記
述
す
る
こ
と
で
あ
る
」
が
、
「
こ
の
運
動
は
本
来
身
体
の
運
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
空
間
の
開
披
に

立
ち
会
う
存
在
者
は
想
像
力
に
よ
っ
て
自
己
の
身
体
を
措
定
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
み
ず
か
ら
運
動
す
る
存
在
者
で
も
あ
る
」
。
こ
こ
に
は
、

久
保
氏
が
指
摘
し
て
い
た
、
空
間
の
開
披
に
根
源
的
に
関
与
し
て
い
る

〈私
〉
と
そ
こ
か
ら
開
か
れ
る
非
等
質
的
空
間
と
い
っ
た
論
点
が
、
外

的
事
物

（物
体
）
と
は
根
本
的
に
区
別
さ
れ
る
身
体
、
事
物
経
験
に
先
立
ち
そ
れ
を
可
能
に
し
て
い
る
超
越
論
的
な
も
の
と
し
て
の
身
体
、
し

か
も
、
事
物
の
運
動
と
は
根
本
的
に
異
な
る
主
観
の
運
動
と
し
て
働
く
身
体
、
そ
の
よ
う
な
身
体
運
動
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
空
間
、
と
い
っ
た

思
想
へ
と
深
化
さ
せ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、
問
題
は
、
果
た
し
て
こ
の
よ
う
な

「身
体
―
空
間
」
論
が
ど
こ
ま
で
カ
ン
ト
の

『純
粋
理
性
批
判
』
全
体
に
一
貫
し
て
読
み
取
る

こ
と
が
で
き
る
か
、
で
あ
る
。
カ
ウ
ル
バ
ッ
ハ
も
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
超
越
論
的
身
体
性
の
議
論
を
展
開
す
る
に
は
、
『オ
プ
ス
・ポ
ス
ト
ム
ム
』

に
頼
ら
ぎ
る
を
え
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
、
『純
粋
理
性
批
判
』
の
な
か
で
全
体
に
一
貫
し
て
、
と
い
う
点
に
お
い
て
は
、
や
は
り
、
否
定
的

に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
加
藤
泰
史
氏
の
よ
う
に
、
コ
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
も
は
や
そ
う
し
た
身
体
の
考
察
を
見

出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
…
…

『純
粋
理
性
批
判
』
は
、
「私
の
身
体
」
と
い
う
日
常
経
験
的
な
意
味
合
い
も
消
滅
し
、
さ
ら
に

「心
身
問
題
」



さ
え
問
題
と
し
て
成
立
し
得
な
い
地
点
に
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
超
越
論
的
主
観
の
立
脚
地
で
も
あ
る
と
言
え
よ
う
」
、
と
い
う
の
が
無
難
な

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に

『純
粋
理
性
批
判
』
で

「身
体
―
空
間
」
論
が
貫
か
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
そ
こ
で
は
、
〈経
験
の

可
能
性
へ
の
問
い
〉
が

〈数
学
の
可
能
性
へ
の
問
い
〉
へ
と
何
の
障
害
も
な
く
連
続
し
て
行
っ
て
い
る
、
こ
と
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

（・５
）

あ
る
。
久
保
氏
の
言
う

「形
式
と
し
て
の
空
間
」
は
、
〈私
〉
あ
る
い
は

〈私
の
身
体
〉
を
原
点
と
し
た
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
的
で
非
等
質
的
な

空
間
で
あ
り
、
そ
れ
は

〈私
〉
と
物
と
の
関
係
と
し
て
の

「経
験
」
に
お
い
て
現
出
し
て
く
る
空
間
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
『純
粋
理
性
批
判
』

の
カ
ン
ト
が
説
く
空
間
は
、
こ
の
著
全
体
の
流
れ
と
し
て
は
む
し
ろ
、
そ
れ
と
は
異
な
り
、
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
コ

様
性

（〇
】ｏ
】ｏ〓
？
ヨ
中ｍ
″
ｏ
こ
」
を
も
っ
た
空
間
で
あ
り
、
ど
こ
に
も
「他
の
ど
の
よ
う
な
場
所
と
も
際
立
っ
て
異
な
る
性
格
を
も
つ
場
所
」
の
な
い
、

等
質
的
な
二
次
元
空
間
、
す
な
わ
ち
幾
何
学
的
空
間
だ
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
よ
う
な
幾
何
学
的
空
間
の
ど
こ
に
も

〈私
〉
が
位
置
す

べ
き

「絶
対
的
な
此
処
」
は
な
い
し
、
そ
れ
を
原
点
と
し
た
方
位
づ
け
で
あ
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
も
な
い
。
幾
何
学
的
空
間
と
は
、
〈私
〉
が

場
所
を
持
つ
こ
と
の
な
い
空
間
な
の
で
あ
る
。

（１
）
久
保
元
彦

「形
式
と
し
て
の
空
間
―
―
「超
越
論
的
感
性
論
」
第
二
節
、
第

一
お
よ
び
第
二
論
証
の
検
討
―
―
」
翁
人
文
学
報
』
第

一
三
二
号
、　
一
九
七
七
年
。

現
在
は
、
前
掲

『カ
ン
ト
研
究
』
所
収
）
参
照
。

久
保
、
同
書
二
八
頁
。

久
保
、
同
書
二
九
頁
以
下
。

こ
れ
は
、
久
保
氏
が
用
い
な
か
っ
た
表
記
で
あ
り
、
む
し
ろ
、
永
井
均
氏
の
刺
激
的
な
著
作

天
私
〉
の
メ
タ
フ
ィ
ジ
ッ
ク
ス
』
（勁
草
書
房
、　
一
九
八
六
年
）

か
ら
借
り
て
き
た
表
記
で
あ
る
が
、
後
に
触
れ
る
カ
ン
ト
研
究
者
で
あ
る
中
島
義
道
氏
や
岩
隈
敏
氏
も
、
カ
ン
ト
を
論
じ
る
に
あ
た
っ
て
永
井
氏
と
の
連
関
も

考
慮
し
な
が
ら
、
こ
の

〈私
〉
と
い
う
表
記
を
用
い
て
い
る
。
筆
者
も
、
そ
の
よ
う
な
連
関
を
考
え
る
こ
と
を
不
当
と
は
考
え
な
い
の
で
、
こ
こ
で
は
彼
ら
に

倣
っ
て

〈私
〉
と
い
う
表
記
を
採
用
し
て
お
く
。

（５
）
久
保
、
前
掲
書
三

一
頁
。

一
二
五

4 3 2
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久
保
、
同
書
二
九
頁
。

例
え
ば
、
中
島
義
道

『カ
ン
ト
の
空
間
構
成
の
理
論
』
理
想
社
、　
一
九
八
七
年
、
三
七
頁
以
下
参
照
。

ニ
ュ
ー
ト
ン

『自
然
哲
学
の
数
学
的
諸
原
理
』
（中
央
公
論
社

『世
界
の
名
著
２６
』、　
一
九
七

一
年
）
六
四
頁
以
下
。

坂
井
秀
寿

「右
と
左
」
翁
哲
学
探
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
七
八
年
、
所
収
）
参
照
。
ま
た
、
「右
と
左
」
と
い
う
テ
ー
マ
一
般
に
つ
い
て
、
特
に
、
鏡
像

に
お
い
て
な
ぜ
左
右
は
反
転
す
る
が
、
上
下
は
反
転
し
な
い
の
か
と
い
う
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
、
マ
ー
テ
ィ
ン
・
ガ
ー
ド
ナ
ー

『自
然
界
に
お
け
る
左
と
右
』

（紀
伊
國
屋
書
店
、　
一
九
七

一
年
）、
大
森
荘
蔵

『新
視
覚
新
論
』
（東
京
大
学
出
版
会
、　
一
九
八
二
年
、
第
五
章
）
を
初
め
と
し
て
多
く
の
興
味
深
い
論
考
が

あ
る
が
、
こ
こ
で
は
立
ち
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
こ
の
辺
り
の
問
題
を
論
じ
た
も
の
と
し
て
、
最
近
の
も
の
で
は
、
船
木
亨
「鏡
像
と
奥
行

（Ｉ
と

（『文

学
部
論
叢
』

一
九
九
四
年
）
が
読
み
ご
た
え
が
あ
る
。

一【
”
●
【げ

，
ｏ，
・
”
・̈
ヽ
き
ヽヽ
ｏ贄
ミ
〉、
ぉ
〕
ヽ
ヽヽ

』Ｗ
ら
Ｓヽ
ヽ
ヽ
いミ
ぶ
”
・
ＰｏＯ∞
・

有
福
孝
岳

「超
越
論
的
身
体
性
と
し
て
の
主
体
性
」
翁
人
文
』
Ｘ
Ｘ
く
【、　
一
九
八
〇
年
、
所
収
）
二
三
頁
参
照
。

岩
隈
　
敏

「
カ
ン
ト
に
お
け
る
心
身
問
題
に
つ
い
て
の
予
備
的
考
察
」
翁
福
岡
大
学
人
文
論
叢
』
第
十
六
巷
第
四
号
、　
一
九
八
五
年
。
現
在
は

『カ
ン
ト
ニ
元

論
哲
学
の
再
検
討
』
九
州
大
学
出
版
会
、　
一
九
九
二
年
に
所
収
）。
中
島
義
道
氏
も
、
「先
験
的
主
観
と
根
源
的
に
関
連
し
、
こ
の
こ
と
を
つ
う
じ
て
、
つ
ね
に

空
間
関
係
の
総
体
の
原
点
と
し
て
機
能
す
る
よ
う
な
身
体

（先
験
的
身
体
と

（前
掲
書
、
四
三
頁
）
を
語
っ
て
い
る
。

（・３
）
岩
隈
、
前
掲
書
、　
〓
二
頁
。

（・４
）
加
藤
泰
史

「超
越
論
的
統
覚
と
身
体
」
名
理
想
』
六
二
五
号
、　
一
九
八
七
年
、
所
収
）
六
九
頁
以
下
。

（・５
）
こ
の
よ
う
に

〈経
験
の
可
能
性
へ
の
問
い
〉
が

〈数
学
の
可
能
性
へ
の
問
い
〉
と
そ
の
ま
ま
直
結
さ
れ
る
こ
と
は
、
空
間
に
お
い
て
よ
り
時
間
に
お
い
て
も
っ

と
甚
だ
し
い
に
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
、
「形
式
と
し
て
の
空
間
」
に
お
い
て
現
れ
た
よ
う
な

〈私
〉
が
、
「形
式
と
し
て
の
時
間
」
に
お
い
て
も
同
様
に
見

出
さ
れ
る
だ
ろ
う
か
。
確
か
に
、
「観
念
論
論
駁
」
で
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。
「わ
た
し
は
わ
た
し
の
現
存
在
を
、
時
間
の
う
ち
に
規
定
さ
れ
た

も
の
と
し
て
意
識
し
て
い
る
」
（”
ミ
ｇ
。
こ
の
文
章
は
、
〈私
〉
と
時
間
の
密
接
不
可
分
の
関
係
を
物
語
る
か
の
よ
う
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
確
か
に
、
〈私
〉
が

時
間
の
シ
ち
に
、
時
間
へ
と
開
か
れ
た
存
在
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
時
間
も
ま
た
、
〈私
〉
へ
と
開
か
れ
た
形
式
と
し
て
描
か
れ
て
い
る

で
あ
ろ
う
か
。
感
性
論
冒
頭
の
空
間
論
に
続
く
時
間
論
の
箇
所
で
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
う
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「空
間
概
念
の
形
而
上
学
的
解
明
」

の
第

一
論
証
に
お
い
て

〈私
〉
と
空
間
の
関
わ
り
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
に
対
応
す
る

「時
間
概
念
の
形
而
上
学
的
解
明
」
の
第

一
論
証
に
も
、
そ
の

よ
う
な

〈私
〉
が
登
場
す
る
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
は
こ
う
述
べ
ら
れ
る
。
「も
し
時
間
と
い
う
表
象
が
ア
・プ
リ
オ
リ
に
そ
の
根
底
に
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
同

時
存
在
と
か
継
起
と
か
は
知
覚
と
し
て
現
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
時
間
と
い
う
表
象
を
前
提
と
し
て
の
み
わ
れ
わ
れ
は
、
い
く
つ
か
の
も
の
が
同
じ
時
に
（即

一　
一
一一ハ



（
・６

）

ち
、
同
時
に
）
存
在
す
る
と
か
、
異
な
る
時
間
に

（即
ち
、
継
時
的
に
）
存
在
す
る
と
か
い
う
こ
と
を
表
象
で
き
る
の
で
あ
る
」
⌒＞
８
＝
”
ふ
）。
こ
こ
で
は
感

覚
あ
る
い
は
現
象
相
互
の
時
間
的
な
関
係
が
述
べ
ら
れ
る
の
み
で
、
〈私
〉
と
感
覚

・
現
象
の
間
の
時
間
的
関
係
に
つ
い
て
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
。

時
間
は
、
類
比
的
に
、
「無
限
に
進
み
行
く

一
本
の
線
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
。
…
…
た
だ
線
の
部
分
は
同
時
的
で
あ
る
が
、
時
間
の
部
分
は
つ
ね
に
継
起
的

↑
”
ｏＦ
ｏ】口
”
●
●
ｏこ
で
あ
る
と
い
う
点
だ
け
を
除
い
て
宍
＞
田
＝
”
８
）。
時
間
は
、
直
線
と
し
て
空
間
の
一
つ
の
次
元
と
類
比
的
に
表
象
さ
れ
る
先
後
関
係
で

あ
り
、
空
間
の
二
次
元
に
加
わ
る
第
四
次
元
と
し
て
力
学
・物
理
学
に
お
い
て
登
場
す
る
よ
う
な
時
間
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「時
間
概
念
の
先
験
的
解
明
」

に
お
い
て
は
、
「わ
れ
わ
れ
の
時
間
概
念
は
、
き
わ
め
て
稔
り
多
き
一
般
運
動
論

（＝
力
学
）
の
示
す
限
り
の
、
多
く
の
ア
・プ
リ
オ
リ
で
総
合
的
な
認
識
の
可

能
性
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
」
（”
お
）
と
、
数
学
的
自
然
科
学
的
な
時
間
へ
と
そ
の
ま
ま
繋
が
っ
て
行
く
こ
と
に
な
る
。
「原
則
論
」
の
或
る
箇
所
で
も
カ
ン

ト
は
、
「時
間
の
三
様
相
は
、
常
住
不
変

（”
多
”
１
】̈
多
Ｆ
のこ

・継
起

（『
ｏ
一”
３

ｏ同
時
存
在

ヽ
口
”
】ｏこ
西
ω̈
こ

で
あ
る
」
（＞
【ミ
＝
”
Ｎ
ｅ

と
述
べ
て
い
る

が
、
こ
の
よ
う
な
時
間
は
、
対
象
と
し
て
の
現
象
の
持
つ
時
間
様
相
に
他
な
る
ま
い
。

ァ
ゥ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
〈私
〉
へ
と
開
か
れ
た
時
間
、
時
間
へ
と
開
か
れ
た

〈私
〉、
そ
の
よ
う
な
時
間
は
、
過
去

・
現
在

ｏ
未
来

と
い
う
様
態
に
お
い
て
あ
る
時
間
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
カ
ン
ト
も
Ａ
版
の
「演
繹
論
」
で
展
開
し
た
覚
知

（＞
０
「
多
８
２
ｏ
こ

・再
生

（”
８
８
一
●
Ｆ
け】Ｏ
じ

・

再
認

（”
ｏ
Ｆ
総
ヨ
〓
ｏ
こ

と
い
う
二
つ
の
綜
合
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
イ
ヌ
ス
の
現
在
の
現
在
・過
去
の
現
在
・未
来
の
現
在
と
い
う
考
え
に
通
じ
る
も
の
を
持
っ
て

い
る
と
解
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
が
Ｂ
版
に
お
い
て
は
削
除
し
て
し
ま
っ
た
記
述
で
あ
る
。
過
去

・
現
在

・
未
来
と
い
う

の
は
、
〈私
〉
の
い
る
現
在
を
、
そ
し
て
、
そ
の
限
界
と
し
て
の
《
↓

を
、
「絶
対
的
な
此
処
」
と
類
比
的
に
言
え
ば
、
〈今
〉
が
ど
れ
だ
け
移
り
行
こ
う
と
も
、

〈私
〉
が
い
る
こ
の

〈今
〉
と
い
う

「絶
対
的
な
今
」
を
原
点
と
し
た
、
空
間
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
に
類
比
的
に
言
え
ば
、
時
間
的
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

に
お
い
て
現
出
す
る
時
間
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
単
に
等
質
的
な

〈今
〉
が
直
線
的
に
継
起
す
る
よ
う
な
時
間
で
は
な
く
、
特
権
的
な
点
と
し
て
の

「絶
対
的
な

今
」
を
原
点
と
し
て
、
も
は
や
な
い
過
去
と
未
だ
来
な
い
未
来
と
い

，
非
等
質
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
を
も
っ
た
時
間
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

〈私
〉
と
い

う
原
点
か
ら
、
あ
る
い
は
そ
こ
へ
と
開
か
れ
た
「時
間
」、
す
な
わ
ち
、
久
保
氏
が
興
味
深
く
描
い
て
く
れ
た
「形
式
と
し
て
の
空
間
」
に
対
応
す
る
よ
う
な
「形

式
と
し
て
の
時
間
」
に
つ
い
て
カ
ン
ト
が
語
っ
て
い
る
よ
う
に
は
思
わ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
時
間
論
は

「感
性
論
」

の
み
な
ら
ず
、
「演
繹
論
」
「図
式
論
」
「原
則
論
」
「弁
証
論
」
の
至
る
所
で
触
れ
ら
れ
る
主
題
で
あ
り
、
こ
れ
ら
を
見
渡
す
と
き
初
め
て
、
カ
ン
ト
の
時
間
概

念
の
豊
か
さ
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
少
な
く
と
も
久
保
氏
が
描
い
た
空
間
論
を

『純
粋
理
性
批
判
』
全
体
に
一
貫
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る

し
、
そ
れ
に
対
応
す
る
よ
う
な
時
間
論
を
見
出
す
の
も
困
難
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

カ
ン
ト
は
先
の
引
用
箇
所

（＞
葛
∞じ

に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
「方
位
」
論
文
で
は
、
「わ
れ
わ
れ
の
身
体
」
と
言
っ
て
お
り
、
「私
の
身
体
」
と
は
言
っ
て
い
な

い
。
こ
こ
に
限
ら
ず
、
「わ
れ
わ
れ
」
に
つ
い
て
の
話
と
「私
」
に
つ
い
て
の
話
が
相
互
乗
り
入
れ
的
関
係
に
あ
る
こ
と
も
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
一
般
的
に
見
ら

一
二
七



れ
る
こ
と
と
言
え
よ
う

（前
節
注
（６
）参
照
）。
こ
れ
は
、

る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
別
に
諭
ず
る
予
定
で
あ
る
。

（・７
）
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト

「近
代
形
而
上
学
に
お
け
る
空
間
諭
争
」

一
二
八

「私
」
か
ら

「わ
れ
わ
れ
」
へ
の
繋
が
り
を
解
明
し
よ
う
と
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
課
題
と
な

翁
カ
ン
ト
と
形
面
上
学
』
以
文
社
、　
一
九
八
一
年
、
所
収
）

一
七
二
頁
以
下
。

結
び
に
か
え
て

前
批
判
期
お
よ
び
遺
稿
の
カ
ン
ト
が
わ
ず
か
に
垣
間
見
な
が
ら
、
「純
粋
理
性
批
判
』
の
カ
ン
ト
は
二
元
論
的
枠
組
み
の
た
め
に
ほ
と
ん
ど
見

失
っ
て
し
ま
っ
た
「身
体
―
空
間
」
論
。
そ
の
洞
察
を
継
承
し
、
物
体

（バ
ｏ
む
ｑ
）
と
は
は
っ
き
り
異
な
る
語
で
呼
ば
れ
る
べ
き
身
体

（ｒ
ｏ̈
こ
、

「私
は
動
く
」
と
い
う
可
能
力
性

（く
ｑ
日
ｏｍ
】̈
ｏ，
澪
ｏこ

と
し
て
の
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
身
体
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
的
空
間
で
あ
る
と
と
も
に

遊
動
空
間

つ
０
ｏ̈】Ｓ
Ｅ
こ
と
し
て
の
空
間
、
そ
の
よ
う
な
空
間
に
構
成
的
に
機
能
し
て
い
る
超
越
論
的
身
体
性
。
す
な
わ
ち
、
多
く
の
カ
ン
ト

研
究
者
が
カ
ン
ト
の
な
か
に
読
み
込
も
う
と
し
た

「身
体
＝
空
間
」
論
に
正
面
か
ら
取
り
組
ん
だ
の
は
フ
ッ
サ
ー
ル
、
お
よ
び
彼
の
仕
事
を
引

き
継
い
で
い
っ
た
現
象
学
派
の
人
々

（と
り
わ
け
、
『知
覚
の
現
象
学
』
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
イ
）
で
あ
っ
た
。
〈数
学
の
可
能
性
へ
の
問
い
〉

と

〈経
験
の
可
能
性
へ
の
問
い
〉
を
癒
着
さ
せ
て
し
ま
っ
た
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
、
「経
験
」
と
は

「経
験
的
認
識
」
で
あ
り
、
そ
れ
は

「学
問

的
認
識
」
へ
と
断
絶
な
く
繋
が
っ
て
い
く
よ
う
に
見
え
る
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
初
め
か
ら
、
「前
学
問
的
な
経
験
」
と

「学
問
的
認
識
」
と
の
間

に
は
或
る
断
絶
を
見
て
い
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
、
「前
学
問
的
自
然
の
問
題
圏
と
学
問
的
自
然
の
問
題
圏
と
を
分
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
か
っ
た
」
し
、
「ま
ず
前
学
問
的
自
然
―
―
専
ら
経
験
的
な
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
（そ
れ
ゆ
え
、
カ
ン
ト
の
意
味
で
の
「経
験
」

に
お
い
て
で
は
な
い
）
―
―
に
の
み
超
越
論
的
な
問
い
を
向
け
」
（Ｘ
く
Ｆ

ミ
じ

な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
一
九

〇
七
年
夏
学
期
講
義

『物
と
空
間
』
に
お
い
て
す
で
に
、
こ
の
よ
う
な
構
図
の
な
か
で
空
間
の
考
察
を
開
始
し
て
い
た
。
そ
の

「序
論
」
で
示



さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は

「自
然
的
前
学
問
的
な
経
験
」
（Ｘ
く
日Ъ
い
）
（そ
れ
は
何
よ
り

「知
覚
」
と
呼
ば
れ
る
）
の
分
析

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験
に
お
い
て
、
世
界
は
常
に
す
で
に
そ
こ
に
あ
り
、
学
問
的
認
識
は
こ
の
前
学
問
的
経
験
の
世
界
へ
と
関
わ
っ
て
い

く
の
で
あ
る
。
『物
と
空
間
』
の
空
間
論
で
は
、
学
問
的
な
世
界
把
握
は
括
弧
に
入
れ
ら
れ
、
前
学
問
的
な
経
験
が
考
察
の
対
象
と
な
る
。
こ
こ

で
の
学
問
的
理
論
と
前
学
問
的
経
験
と
の
対
比
に
は
、
晩
年
の

「客
観
的
に
真
な
る
世
界
」
と

「生
世
界
」
と
の
対
比
が
先
取
り
さ
れ
て
い
る
、

と
言
っ
て
よ
い

（く
”
】・Ｘ
く
Ｈ。９
Ｘ
Ｘ
じ
。
そ
し
て
、
こ
の

コ
副
学
問
的
な
経
験
」
の
探
究
に
お
い
て
こ
そ
、
空
間

（お
よ
び
時
間
）
は

〈私
〉

と
の
関
係
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
〈私
〉
を
原
点
と
す
る
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
に
お
い
て
現
出
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
垣
間
見
な
が

ら
も
見
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
、
あ
る
い
は
一
貫
し
て
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
こ
そ
、
そ
こ
で
の
フ
ッ

サ
ー
ル
空
間
の
現
象
学
の
課
題
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
小
論
で
確
認
し
て
き
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
眼
か
ら
見
た
カ
ン
ト
空
間
論
の
諸
問
題
を
踏
ま
え
た
う
え
で
、
こ
の
講
義
『物
と
空
間
』

に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
、
『イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
へ
と
継
承
さ
れ
、
『間
主
観
性
の
現
象
学
」
に
収
録
さ
れ
た
草
稿

（と
り
わ
け
、　
一
九
二
一
年
の
ザ
ン

ク
ト

・
メ
ル
ゲ
ン
草
稿
、
及
び

一
九
二
七
年
の
諸
草
稿
な
ど
）
に
引
き
継
が
れ
、
晩
年
の
草
稿

「幾
何
学
の
起
源
」
や

「
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
説
の

転
覆
」
と
い
う
副
題
で
有
名
な
草
稿
へ
と
結
実
し
て
い
く
フ
ッ
サ
ー
ル
の
空
間
の
現
象
学
そ
の
も
の
を
考
察
の
俎
上
に
据
え
る
こ
と
、
そ
し
て

そ
れ
が
い
か
に

「空
間
と
他
者
」
と
い
う
問
題
圏
へ
と
結
び
つ
い
て
い
く
こ
と
に
な
る
か
は
、
も
は
や
稿
を
改
め
て
論
じ
る
ほ
か
な
い
。

一
二
九


