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一
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世
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現
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ヘ
ル
ト
教
授
自
身
が
、
第
Ｉ
巻
の

「編
者
序
論
」
と
合
わ
せ
て
、
こ
れ
だ
け
で
独
立
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
入
門
書
と
な
り
う
る
よ
う
に
手
を
加
え
て
下
さ

つ

た
も
の
で
あ
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

本
文
の
後
ろ
に
は
、
第
Ｉ
巻

・
第
Ⅱ
巻
の
巻
末
に
付
け
ら
れ
て
い
た
文
献

一
覧
、
お
よ
び
、
ク
ラ
ウ
ス
・
ヘ
ル
ト
教
授
の
紹
介

（略
歴
、
業
績

一
覧
）
を
掲
載

し
て
い
る
の
で
、
併
せ
て
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

な
お
、
本
文
中
、
〔　
〕
内
は
著
者
に
よ
る
注
、
［　
］
内
は
訳
者
に
よ
る
注
で
あ
る
。

五
五



五
六

第
二
部
　
生
活
世
界
の
現
象
学

構
成
の
問
題

エ
ト
ム
ン
ト

・
フ
ツ
サ
ー
ル
に
よ

っ
て
基
礎
を
与
え
ら
れ
た
現
象
学
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
二
十
世
紀
初
頭
の
哲
学
と
諸
科
学
を
さ
ま
ざ
ま

な
仕
方
で
豊
か
に
し
、
ま
た
そ
の

一
部
に
対
し
て
決
定
的
な
影
響
を
与
え
た
が
、
そ
れ
だ
け
で
な
く
、　
一
九
二
六
年
、
死
の
二
年
前
に
書
き
上

げ
ら
れ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
晩
年
の
著
作

『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
（以
下
で
は

『危
機
』
と
略
記
）
は
ふ
た
た
び
、
現
在

に
ま
で
続
く
新
し
い
影
響
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
れ
は
本
質
的
に
、
生
活
世
界
と
い
う
概
念
の
導
入
と
結
び
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
世
界
的
な

破
局
を
導
き
か
ね
な
い
環
境
問
題
の
現
状
、
ま
す
ま
す
徹
底
し
て
合
理
的
に
組
織
さ
れ
支
配
さ
れ
て
い
る
社
会
に
対
す
る
違
和
感
―
―

こ
れ
ら

の
問
題
が
今
日
、
人
間
が
そ
の
う
ち
で
居
心
地
よ
く
感
じ
、
十
全
な
意
味
で

「生
き
る
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
世
界
の
理
想
像
に
つ
い
て
多

く
の
反
省
を
促
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ

っ
て
提
示
さ
れ
た

「生
活
世
界
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、
現
代
で
は
、

専
門
家
の
み
な
ら
ず

一
般
の
人
々
の
議
論
に
お
い
て
も
ま
す
ま
す
頻
繁
に
現
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ツ
サ
ー
ル
が
こ
の

「生

活
世
界
」
と
い
う
語
を
哲
学
の
中
心
概
念

へ
と
高
め
た
思
想
的
連
関
に
つ
い
て
、
も
っ
と
よ
く
振
り
返
っ
て
反
省
し
て
い
た
な
ら
ば
、
こ
の
テ
ー

マ
に
対
す
る
貢
献
の
多
く
は
も

っ
と
揺
る
ぎ
な
い
基
盤
の
う
え
に
立

っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

生
活
世
界
に
つ
い
て
の
フ
ツ
サ
ー
ル
の
反
省
は
、
近
代
科
学
の
精
神

へ
の
ラ
デ
イ
カ
ル
な
批
判
を
含
ん
で
い
た
が
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、

こ
の
批
判
は
根
本
的
に
は
科
学

［＝
学
問
］
に
敵
対
す
る
も
の
で
は
な
く
、
ま

っ
た
く
そ
の
逆
で
あ

っ
た
。
フ
ツ
サ
ー
ル
に
と
つ
て
重
要
な
の

は
、
哲
学
を
学
問
と
し
て
、
学
問
的
作
業

一
般
の
基
礎
と
し
て
革
新
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
た
が

っ
て
、
科
学
と
文
明
に
対
し
て
う
ん
ざ
り

し
た
気
持
ち
が
今
日
ま
す
ま
す
声
高
に
叫
ば
れ
て
い
る
が
、
生
活
世
界
に
つ
い
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
反
省
は
、
こ
う
し
た
状
況
が
科
学
以
前
で



技
術
以
前
の
健
全
な
世
界

へ
の
還
帰
と
い
っ
た
青
年
運
動
的
な

ロ
マ
ン
主
義
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
す
る
の
に
役
立
つ
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

こ
の
う
ん
ざ
り
し
た
気
持
ち
の
な
か
に
は
、　
一
九
六
〇
年
代
以
来
、
イ
ギ
リ
ス
の
小
説
家
で
あ
り
科
学
者
で
も
あ
る
チ
ャ
ー
ル
ズ

・
ス
ノ
ー
の

テ
ー
ゼ
に
結
び
付
け
て
議
論
さ
れ
て
き
た
、
現
代
の

「二
つ
の
文
化
」
の
間
の
緊
張
が
新
た
に
現
れ
て
い
る

〔『文
学
的
知
性
と
自
然
科
学
的
知

性
１
１

Ｊ
一
つ
の
文
化
」
に
つ
い
て
の
対
話
』
Ｈ

・
ク
ロ
イ
ツ
ア
ー
編
、　
一
九
六
九
年
を
参
照
〕
『
二
つ
の
文
化
と
科
学
革
命
』
み
す
ず
書
房
、

一
九
六
七
年
を
参
照
］．
ス
ノ
ー
に
よ
る
と
現
代
の
実
存
は
、　
一
方
で
、
様
々
な
組
織
を
と
も
な

っ
て
自
然
科
学
的
―
技
術
的
で
合
理
的
に
特
徴

づ
け
ら
れ
た
世
界
に
生
き
て
い
る
、
精
神
な
き
生
と
、
他
方
で
、
文
化
的
な
作
品
を
と
も
な

っ
て
精
神
的
―
人
格
的
に
形
成
さ
れ
て
き
た
世
界

に
生
き
て
い
る
、
充
実
し
た
現
存
在
と
に
、
分
裂
し
て
し
ま

っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
う
し
た
分
裂
状
況
は
、
現
代
哲
学
が
二
つ
の
伝
統

的
潮
流
の
遺
産
の
間
で
揺
れ
動
い
て
い
る
こ
と
に
も
反
映
し
て
い
る
。
こ
こ
で
も
、　
一
方
の
、
近
代
の
経
験
主
義
と
実
証
主
義
か
ら
由
来
す
る

分
析
哲
学
や
科
学
哲
学
の
思
考
と
、
他
方
の
、
超
越
論
哲
学
、
弁
証
法
、
実
存
哲
学
な
い
し
解
釈
学
と
い
っ
た
、
古
い
ヨ
ー
ロ
ツ
パ
の
伝
統
を

継
承
し
よ
う
と
い
う
多
様
な
試
み
と
が
、
対
立
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
が
、
フ
ツ
サ
ー
ル
の
思
想
は
こ
れ
ら
二
つ
の
潮
流
の
ど
ち
ら
と
も
或
る
親
和
性
を
持

っ
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら

「二
つ
の
文

化
」
の
間
で
媒
介
役
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
十
九
世
紀
末
の
精
神
状
況
に
お
い
て
初
め
は
数
学
者
と
し
て
精
神
形
成
を
し
た
フ
ツ
サ
ー
ル
は
、

い
ま
前
者
と
し
て
挙
げ
た
伝
統
の
近
く
に
立

っ
て
い
た
。
彼
と
同
時
代
の
実
証
主
義
の
場
合
と
同
様
に
彼
の
思
想
の
う
ち
で
は
、
「自
然
的
世
界

概
念
」
［ア
ヴ

ェ
ナ
リ
ウ
ス

『人
間
的
世
界
概
念
』
２

八
九

一
年
）
が
提
起
し
た
も
の
］
の
探
究
が
学
問
の
基
礎
づ
け
と
い
う
試
み
と
結
び
つ

い
て
い
た
が
、
こ
れ
が
の
ち
に
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
生
活
世
界
論

へ
と
結
実
し
て
行
く
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
英
米
圏
に
お
い
て
勢
力
を
持

つ
分
析
哲
学
の
思
考
と
フ
ツ
サ
ー
ル
現
象
学
の
間
を
架
橋
し
よ
う
と
す
る
試
み
が
近
年
た
び
た
び
見
ら
れ
る
の
も
、
偶
然
で
は
な
い
。
し
か
し

他
方
で
は
、
生
活
世
界
の
分
析
が
も
つ
超
越
論
哲
学
的
な

コ
ン
テ
キ
ス
ト
を
、
歴
史
感
覚
の
喪
失
や
古
典
的
な
哲
学
の
伝
統
を
軽
く
見
る
こ
と

（実
際
、
こ
う
し
た
こ
と
は
分
析
哲
学
や
科
学
哲
学
の

一
部
に
お
い
て
は
つ
き
り
窺
う
こ
と
が
で
き
る
）
に
対
す
る
防
波
堤
と
み
な
す
こ
と
も

五
七



五
八

で
き
る
。
生
活
世
界
の
問
題
圏
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
サ
ル
ト
ル
、
ガ
ダ

マ
ー
ら
に
よ
つ
て
フ
ツ
サ
ー
ル
と
絶
え
ず
対
決
し
な
が
ら
発
展
し
て
き

た
実
存
哲
学
や
解
釈
学
の
思
想
と
内
的
な
連
関
に
あ
る
こ
と
は
、
フ
ツ
サ
ー
ル
哲
学
全
体
の
こ
う
し
た
側
面
に
対
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
ま
た
、

生
活
世
界
の
概
念
が
最
近
で
は
、　
ヘ
ー
グ
ル
左
派
の
伝
統
に
属
す
る
ハ
ー
バ
ー

マ
ス
の
社
会
哲
学
に
お
い
て
特
別
な
意
義
を
持
つ
こ
と
に
な

っ

た
の
も
、
こ
の
よ
う
な
所
に
関
連
し
て
い
る
の
で
あ
る

［
ハ
ー
バ
ー
マ
ス

『
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』
未
来
社
、　
一
九
八
五
／

八
六
年
を
参
照
］。

本
書
第

一
部
の
標
題

［現
象
学
的
方
法
］
は
、
現
象
学
が
初
め
に
登
場
し
た
と
き
の
要
求
に
関
係
し
て
い
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
現
象
学
は

先
入
見
か
ら
免
れ
て
い
る
こ
と
を
求
め
る
根
本
的
に
新
し
い
哲
学
的
方
法
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
フ
ツ
サ
ー
ル
に
お
い
て
も
、
ま
た
、

ほ
か
の
重
要
な
現
象
学
者
達

（と
く
に
重
要
な
人
達
だ
け
を
挙
げ
れ
ば
、
シ
エ
ー
ラ
ー
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
、
サ
ル
ト
ル
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
イ
）

に
お
い
て
も
、
現
象
学
は
単
な
る
方
法
に
留
ま

っ
て
は
い
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
哲
学
と
な

っ
た
。
つ
ま
り
、
（ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
古
い
定
義
に

よ
れ
ば
）
存
在
す
る
も
の
す
べ
て
を
、
そ
の
存
在
に
つ
い
て
問
う
こ
と
と
な

っ
た
の
で
あ
る
。
哲
学
と
し
て
の
現
象
学
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ

て
、
構
成
の
分
析
と
い
う
形
態
を
と
る
こ
と
に
な
り
、
「存
在
」
は
、
意
識
に
お
い
て
構
成
さ
れ
る
対
象
と
い
う
性
格
を
得
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
れ
が
何
を
意
味
す
る
か
は
、
以
下
の
各
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

で
き
る
だ
け
単
純
化
し
て
言
え
ば
、
構
成
の
分
析
と
は
、
世
界
が
人
間
に
現
出
し
て
く
る
仕
方
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
現
象
学
的
な
構

成
の
研
究
の
根
本
テ
ー
マ
は
、
現
出
な
い
し

「現
象
」
と
し
て
の
世
界
で
あ
る
。
晩
年
に
お
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
索
の
展
開
は
、
現
出
す
る

世
界
を
生
活
世
界
と
規
定
す
る
に
至
っ
た
。
「生
活
世
界
」
と
は
、
構
成
に
関
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
索
に
お
い
て
す
で
に
問
題
に
な

っ
て
い
た

「世
界
」
の
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
―
―

も
ち
ろ
ん
、
重
要
な
点
で
豊
か
な
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
こ

と
に
す
る
。

構
成
の
分
析
に
よ
つ
て
フ
ツ
サ
ー
ル
は
、
彼
の
現
象
学
が
目
指
し
て
い
る
観
念
論
的
な
立
場
の
た
め
の
具
体
的
な
証
拠
を
提
供
し
よ
う
と
し



て
い
る

〔以
下
に
続
く
圧
縮
さ
れ
た
叙
述
を
よ
り
よ
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
こ
で
言
及
さ
れ
た
根
本
概
念
に
関
し
て
、
第

一
部
の
、
と
り

わ
け
第
五
～
七
節
で
の
詳
し
い
論
述
を
参
照
〕
。
現
象
学
的
哲
学

へ
入
っ
て
い
く
前
に
、
人
間
が
世
界
に
対
し
て
取
っ
て
い
る
態
度
は
自
然
的
態

度
と
呼
ば
れ
た
が
、
そ
こ
で
は
、
世
界
お
よ
び
世
界
内
の
諸
対
象
は
、
何
か
客
観
的
に
自
体
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、
意
識
と
何
の
関
連

も
な
し
に
そ
れ
自
身
で
存
立
し
て
い
る
何
か
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
た
、
主
観
と
無
関
係
な
対
象
的
世
界
の
存
在
か
ら
、

そ
れ
が
人
間
の
意
識
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
そ
の

「主
観
に
相
対
的
」
な

「現
出
」
が
区
別
さ
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
的
観

念
論
は
、
意
識
に
依
存
し
な
い
と
思
わ
れ
て
い
る
世
界
の
存
在
を
、
そ
の
意
識
に
お
け
る
現
出

へ
と
連
れ
戻
す
。
こ
の
よ
う
な

「還
元
」
を
フ
ツ

サ
ー
ル
は
何
よ
り
も
ま
ず
、
近
世
哲
学
の
歴
史
か
ら
知
ら
れ
る
よ
う
な

一
般
的
な
議
論
に
よ
っ
て
正
当
化
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
人
間

の
意
識
が
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
対
象
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
領
野
が
自
体
的
に
存
立
し
て
い
る
と
い
う
確
信
に
ど
の
よ
う
に
し
て
至
る

の
か
、
こ
れ
を
詳
細
な
個
別
的
分
析
に
お
い
て
記
述
的
に
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。

対
象
の

「現
出
」
は
、
詳
し
く
考
察
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
は
私
に
は
何
か
同

一
の
も
の
と
し
て
、　
一
つ

の
対
象
と
し
て
意
識
さ
れ
る
が
、
そ
れ
が
、
そ
の
つ
ど
の
状
況
に
応
じ
て
主
観
的
に
変
化
す
る
多
様
な
与
え
ら
れ
方
に
お
い
て
私
に
呈
示
さ
れ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
も
し
、
そ
う
し
た
主
観
的
な
状
況
に
依
存
す
る
与、
え、
ら、
れ、
方、
の
継
起
の
み
が
意
識
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
が
自
然

的
態
度
に
お
い
て
疑
い
の
な
い
自
明
性
を
も
つ
て
そ
の
自
体
的
な
存
立
を
確
信
し
て
い
る
、
同

一
の
も
の
と
し
て
持
続
す
る
対
象
を
も
つ
た
世

界
が
私
た
ち
に
現
出
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
対
象
が

「自
体
的
」
に
存
立
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
主
観
に
相
対
的
で
状
況
に
依

存
す
る
、
そ
の
つ
ど
の
仕
方
で
与
え
ら
れ
た
も
の
以
上
の
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
が
そ
の
よ
う
に
与
え
ら
れ
た
も
の
に
帰
さ
れ
る
わ
け
で
は

な
い
こ
と
、
を
意
味
し
て
い
る
。
対
象
は
、
そ
の
つ
ど
の
多
様
な
与
え
ら
れ
方
を
越
え
た
存
立
を
持
つ
よ
う
な
何
か
、
そ
の
意
味
で
こ
の
多
様

を
超
越
す
る
何
か
、
と
し
て
私
と
出
会
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
対
象
を
超
越
的
と
捉
え
る
こ
と
は
根
拠
を
持
た
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
主
観

的
な
状
況
に
依
存
す
る
現
出
に
よ
つ
て
の
み
動
機
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
対
象
に
お
け
る
こ
う
し
た
動
機
づ
け
の

五
九



六
〇

分
析
に
よ

つ
て
、
構
成
の
研
究
の
普
遍
的
な
課
題
が
表
さ
れ
て
い
る
。

自
然
的
態
度
に
あ
る
人
間
の
関
心
は
対
象
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
際
、
対
象
が
そ
れ
を
通
し
て
の
み
現
出
す
る
こ
と
の
で
き
る
与
え
ら

れ
方
は
、
注
意
さ
れ
な
い
ま
ま
で
あ
り
、
そ
れ
は
た
い
て
い
そ
も
そ
も
主
題
に
さ
れ
な
い
か
、
主
題
に
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
し
て
も
稀
で
し

か
な
い
。
そ
れ
を
非
主
題
的
に
と
ど
ま
る
隠
蔽
性
の
な
か
か
ら
光
の
も
と
に
も
た
ら
す
た
め
に
は
、
本
来
的
な
現
象
学
的
反
省

（
こ
の
方
法
に

つ
い
て
は
第

一
部
で
触
れ
ら
れ
た
）
が
必
要
と
な
る
。
あ
ら
ゆ
る
与
え
ら
れ
方
は
二
つ
の
大
き
な
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、

こ
の
反
省
は
示
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、　
一
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
或
る
対
象
が
与
え
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
事
象

へ
の
直
観
的
な
近
さ
に
お
い

て
私
に
現
前
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な
、
そ
う
い
う
他
の
可
能
な
与
え
ら
れ
方

へ
の
指
示
や
依
存
の
意
識
を
も

つ
て
、
そ
れ
が
与
え
ら
れ
る
場
合

で
あ
る
。
も
う

一
つ
の
グ
ル
ー
プ
は
、
対
象
が
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
、
フ
ツ
サ
ー
ル
が
原
体
験

［原
的
な
場
面
］
と
呼
ぶ
、
事
象

へ
の
近
さ
に

お
い
て
私
に
現
出
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
事
象

へ
の
近
さ
を
持
た
な
い
、
つ
ま
り
、
曖
味
で
、
何
か
覆
わ
れ
て
い
た
り
歪
め
ら
れ
て
い
た

り
、
ま
た
、
限
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
多
か
れ
少
な
か
れ
内
容
が
空
虚
で
あ
る
よ
う
な
、
そ
う
し
た
表
象
は
す
べ
て
、
そ
の
体
験
内
容
が
意
識
を

満
足
さ
せ
て
い
な
い
が
た
め
に
、
当
の
対
象
の
原、
的、
な、
与、
え、
ら、
れ、
方、
に
お
い
て

「満
た
さ
れ
よ
う
」
と
す
る
傾
向
を
持

っ
て
い
る
。
同
時
に
、

顕
在
的
に
与
え
ら
れ
た
体
験
内
容
か
ら
す
で
に
、
意
識
が
そ
の
実
現
に
よ

つ
て
満
た
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
可
能
性
が
予
示
さ
れ
て
い

る
。
こ
う
し
て
意
識
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
志
向
的
で
あ
り
、
対
象
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
向
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
、

そ
れ
と
不
可
分
に
、
満
た
さ
れ
る
こ
と

へ
の
志
向
が
属
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、　
原
的
に
満
た
す
体
験
の
み
が
、　
一
定
の
事
象
内
容
を
も
つ

た
対
象
を
意
識
に
根
源
的
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
満
た
さ
れ
る
可
能
性
な
し
に
は
、
そ
も
そ
も
い
か
な
る
対
象
意
識
も
生
じ

る
こ
と
が
な
い
だ
ろ
う
。

し
た
が

っ
て
、
構
成
の
分
析
は
、
意
識
が
対
象
と
出
会
う
こ
と
を
動
機
づ
け
る
よ
う
な
原
的
な
与
え
ら
れ
方
か
ら
始
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

現
象
学
は
、
自
体
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
現
出
す
る
対
象
の
存
立
が
眼
前
に
築
き
上
げ
ら
れ
る
こ
と
を
い
か
に
し
て
原
的
に
体
験
す
る
意



識
が

「可
能
に
し
て
い
る
」
の
か
、
そ
れ
を
記
述
す
る
。
こ
の
分
析
に
よ
つ
て
見
え
る
よ
う
に
な
る
意
識
の
建
築
作
業
を
フ
ツ
サ
ー
ル
は

（今

世
紀
初
頭
の
新
カ
ン
ト
学
派
か
ら
継
承
し
た
概
念
を
使

っ
て
）
「構
成
」
と
呼
ん
だ
わ
け
だ
。
構
成
の
分
析
は
、　
原
的
な
与
え
ら
れ
方
の
生
起
が

い
か
に
し
て
意
識
を
動
機
づ
け
、
そ
の
つ
ど
の
状
況
に
依
存
し
た
与
え
ら
れ
方
を
超
越
し
て
特
定
の
種
類
の
対
象

へ
向
か
い
、
そ
の
存
在
を
確

信
す
る

（「世
界
信
憑
し

に
至
る
の
か
、
こ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
。
何
よ
り
も
、
現
象
学
が
こ
の
よ
う
な
超
越
の
構
成
の
分
析
論
で
あ
る
か
ら

こ
そ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
れ
を
超
越
論
哲
学
と
呼
ぶ
の
で
あ
る

〔「超
越
論
的
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
詳
し
く
は
、
第

一
部
第
六
節
を
参
照
〕
。

構
成
の
分
析
は
、
そ
の
つ
ど
の
特
定
の
対
象
領
野
に
関
係
す
る
。
そ
こ
で
示
さ
れ
る
の
は
、
存
在
者
の
特
定
の
対
象
の
存
在
が
い
か
に
し
て

そ
れ
に
対
応
す
る
意
識
の
働
き

［＝
能
作
］
に
お
い
て
成
立
す
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
際
、
分
析
の
た
め
の

「手
引
き
」
と
な
る

の
は
そ
う
し
た
対
象
領
野
、
例
え
ば
、
知
覚
対
象
、
数
、
言
語
的
意
味
、
法
的
規
範
、
倫
理
的
お
よ
び
そ
の
他
の
価
値
、
等
々
と
い
っ
た
対
象

領
野
の
普
遍
的
な
本
質
構
造
で
あ
る
。
こ
の
本
質
構
造
は

「形
相
的

（す
な
わ
ち
、
形
相
ま
た
は
本
質
に
関
わ
る
）
還
元
」
と
い
う
方
法
に
よ
つ

て
認
識
さ
れ
る
。
そ
れ
に
よ
つ
て
私
た
ち
は
事
実
を
度
外
視
し
て
、
そ
の
普
遍
的
な
規
定

へ
と
眼
を
向
け
る
こ
と
に
な
る

〔こ
の
方
法
に
つ
い

て
詳
し
く
は
第

一
部
第
四
節
を
参
照
〕
。

個
別
的
な
分
析
を
非
体
系
的
に
集
め
た
だ
け
に
留
ま
ら
な
い
た
め
に
、
フ
ツ
サ
ー
ル
は
、
生
前
に
は
出
版
さ
れ
な
か
っ
た

『純
粋
現
象
学
お

よ
び
現
象
学
的
哲
学
の
た
め
の
イ
デ
ー
ン
』
の
第
二
巻

（
一
九

一
三
年
執
筆
、
以
下
で
は

『イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
と
略
記
）
の
な
か
で
初
め
て
、
存

在
者

一
般
を
三
つ
の
包
括
的
な
領
域
に
分
類
し
た
。
す
な
わ
ち
、
空
間
に
お
け
る
事
物
の
物
質
的
自
然
、
動
物
的

（魂
を
与
え
ら
れ
た
、
生
け

る
）
自
然
、
お
よ
び
精
神
的
―
人
格
的
世
界
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
存
在
の
根
本
的
規
定
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
種
類
の
存
在
を

規
定
し
て
い
る
よ
う
な
理
論
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る

〔「領
域
的
存
在
論
」
の
区
分
に
つ
い
て
は
、
『イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
（フ
ツ
サ
リ
ア
ー
ナ
第
四
巻
）

の
全
体
の
構
成
を
参
照
〕
。
こ
の
よ
う
な

「領
域
的
存
在
論
」
は
、
同
時
に
、
個
々
の
諸
科
学
の
領
域
を
互
い
に
限
界
づ
け
る
ア

・
プ
リ
オ
リ
な

前
提
を
も
含
ん
で
い
る
。

エハ
一



エハ
二

構
成
の
研
究
に
対
し
て
は

一
連
の
課
題
が
課
せ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
課
題
は
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
志
向
的
体
験
は
そ
の
原
体
験

［＝
原
的

な
場
面
］

へ
の
関
係
に
よ

っ
て
互
い
に
指
示
し
あ

っ
て
い
る
、
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
ど
の
意
識
の
う
ち
に

も
、
事
象

へ
の
近
さ
が
欠
け
て
い
る
時
に
は
、
や
が
て
来
る
か
い
つ
か
可
能
な
原
体
験

へ
の
予
示
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
な
く
、
ま

た
、
そ
れ
が
す
で
に
事
象

へ
の
近
さ
や
事
象
と
の

一
致
に
到
達
し
て
い
る
時
に
は
、
す
で
に
体
験
さ
れ
た
原
体
験
か
ら
絶
え
ず
養
分
を
得
て
い

る
の
で
あ
る
。
意
識
は
そ
の
事
象
内
容
か
ら
し
て
他
の
志
向
的
体
験
を
遡
示
し
て
お
り
、
も
し
そ
れ
が
な
か
っ
た
な
ら
意
識
そ
の
も
の
が
不
可

能
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
う
し
て

一
つ
の
体
験
は
他
の
体
験
に

「基
づ
け
」
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
基
づ
け
と
い
う
考
え
方
は
、
フ
ッ

サ
ー
ル
が
構
成
の
分
析
を
体
系
的
に
秩
序
づ
け
る
に
あ
た

っ
て
重
要
な
も
の
と
な

っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
現
象
学
の
運
動
全
体
に
お
い
て
も
根

本
的
な
方
法
的
意
義
を
得
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の
基
づ
け
と
い
う
考
え
方
に
よ

っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
空
間
に
お
け
る
事
物
の
知
覚
は
あ
ら
ゆ
る
他
の
種
類
の
体
験
に
お
い
て
前
提
さ
れ

て
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
が
志
向
的
体
験
の
基
準
例
か
つ
基
礎
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
だ
、
と
い
う
想
定

へ
と
導
か
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
た

と
え
私
が
私
の
出
会
う
何
か
に
対
し
て
感
情
的
、
意
志
的
、
ま
た
は
実
践
的
に
振
る
舞
う
と
き
で
も
、
私
は
常
に
そ
れ
が
現
に
存
在
し
て
い
る

こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
或
る
使
用
対
象
を
使
用
す
る
こ
と
や
、
或
る
人
を
愛
す
る
こ
と
も
、
私
に
と

っ
て
使
用
で
き
る
も
の
と
か
愛
す
る
価

値
の
あ
る
も
の
と
か
と
し
て
現
出
す
る
何
か
が
、
そ
も
そ
も
眼
前
に
あ
る
、
と
い
う
経
験
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
存

在
の
確
信
を
私
に
根
本
的
な
仕
方
で
与
え
る
の
は
、
感
覚
を
伴

っ
た
知
覚
で
あ
る
。
感
性
的
な
知
覚
と
そ
の
他
の
志
向
的
体
験
と
の
間
に
は
そ

れ
ゆ
え
、　
一
方
向
的
な

「基
づ
け
関
係
」
が
成
立
し
て
い
る
。
そ
の
他
の
志
向
的
体
験
は
知
覚
な
し
に
は
不
可
能
で
あ
る
が
、
お
そ
ら
く
逆
は

成
り
立
た
な
い
。
こ
の
考
え
に
よ
っ
て
、
『イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
で
は
、
そ
の
対
象
が
感
性
的
知
覚
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
存
在
領
域
が
、
つ

ま
り
物
質
的
自
然
と
い
う
存
在
領
域
が
、
基
礎
的
な
対
象
領
野
と
さ
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。

こ
の
基
づ
け
関
係
と
い
う
考
え
方
は
、
志
向
的
に
体
験
さ
れ
た
世
界
は
い
く
つ
か
の
層
を
な
し
て
構
成
さ
れ
る
、
と
い
う
考
え
に
導
く
こ
と



に
な
る
。
こ
の
層
と
い
う
考
え
は
、
現
象
学
と
は
独
立
に
、
ニ
ヨ
フ
イ

・
ハ
ル
ト
マ
ン
に
よ
つ
て
更
に
展
開
さ
れ
た

［『存
在
論
の
基
礎
づ
け
』

一
九
二
五
年
］。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
眼
前
に
あ
る
も
の
の
確
認
と
し
て
の
知
覚
と
そ
こ
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
対
象
的
な
も
の
と
が
、

世
界
経
験
の
構
成
に
お
い
て
基
本
的
な
層
を
な
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
理
論
全
体
に
対
し
て
は
、
後
に

『存
在
と
時
間
』
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
日

常
的
な
人
間
の
実
践
を
記
述
し
、
そ
こ
で
、
「眼
前
に
あ
る
も
の
」
を

「手
元
に
あ
る
も
の
」
と
の
区
別
に
お
い
て
二
次
的
な
所
与
と
し
た
時
、

ま
た
、
シ
ェ
ー
ラ
ー
が
共
感
お
よ
び
愛
の
関
係
を
分
析
し
た
時
に
、
決
定
的
な
反
駁
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

し
か
し
、
知
覚
は
フ
ツ
サ
ト
ル
に
と
っ
て
確
か
に
実
在
的
世
界
の
構
成
に
お
け
る
基
礎
体
験
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
知
覚
は
知
覚
で

ま
た
よ
り
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
志
向
的
体
験
に
基
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
り
深
い
志
向
的
体
験

に
お
い
て
も
ま
た
、
意
識
は
す
で
に
対
象
的
な
も
の
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
だ
空
間
に
お
け
る
物
質
的
事
物
で
も
な
け
れ
ば
、

生
け
る
人
格
的
世
界
と
い
う

「よ
り
高
次
の
」
存
在
領
野
で
も
な
い
。
基
づ
け
関
係
に
お
い
て
知
覚
よ
り
も
っ
と
深
い
層
、
そ
し
て
逆
に
そ
れ

よ
り
高
い
層
、
そ
れ
ぞ
れ
に
位
置
し
て
い
る
構
成
の
働
き
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
こ
れ
か
ら
論
じ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
前
者
が
時
間

意
識
で
あ
り
、
後
者
が
他
者
意
識
で
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
の
フ
ツ
サ
ー
ル
の
研
究
を
私
た
ち
は
お
そ
ら
く
、
彼
が
行
っ
た
具

体
的
な
分
析
の
な
か
で
も
、
『論
理
学
研
究
』
の
第
二
部
と
並
ん
で
最
も
大
き
な
反
響
を
呼
び
起
こ
し
た
も
の
と
呼
ん
で
も
よ
か
ろ
う
。

二
　
構
成

の
モ
デ

ル
と
し
て
の
知
覚

基
づ
け
の
順
序
が
感
性
的
知
覚
か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
こ
の
体
験
種
類
が
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
つ
て
志
向
的
意
識

一
般
の
範
例

と
な
る
事
例
を
表
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
そ
の
根
拠
は
原
体
験
に
つ
い
て
の
理
解
に
あ
る
。
原
的
な
与
え
ら
れ
方
に
関
係

す
る
の
は
、
現
象
学
的
認
識
の
対
象
と
な
る
志
向
的
体
験
の
み
で
は
な
ぐ
、
現
象
学
的
認
識
そ
の
も
の
も
ま
た
志
向
的
体
験
の
一
つ
の
形
式
で

エハ
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あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
原
体
験
を
指
示
し
て
お
り
、
そ
れ
を
頼
り
に
し
て
い
る
。
哲
学
的
認
識
に
お
け
る
原
的
な
所
与
を
フ
ツ
サ
ー
ル
は
明、
証、
と
呼

ん
で
い
た

〔こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第

一
部
第
二
節
を
参
照
〕。
そ
の
特
徴
は
直
観
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
私
は
特
定
の
関
心
か
ら
免
れ
た
、
関
与
し

な
い
考
察
に
お
い
て
、
或
る
普
遍
的
な
本
質
関
係
を
洞
察
す
る
の
で
あ
る

〔第

一
部
第
五
節
参
照
〕∝
こ
の
こ
と
は
暗
黙
の
う
ち
に
、
原
体
験

一

般
に
つ
い
て
の
フ
ツ
サ
ー
ル
の
理
解

へ
と
移
し
入
れ
ら
れ
る
。
原
体
験
と
は
彼
に
と
つ
て
直
観
的
な
所
与
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ

れ
が
根
源
的
に
そ
し
て
文
字
通
り
の
意
味
で
直
観
を
遂
行
す
る
志
向
的
体
験
は
、
或
る
事
物
の
視
覚
的
な
知
覚
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
フ
ッ
サ
ー

ル
は
、
直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で
あ
れ
、
彼
の
あ
ら
ゆ
る
構
成
の
分
析
に
と
っ
て
標
準
と
な
る
よ
う
な
規
定
を
こ
の
範
例
の
う
ち
に
読
み
取
る

こ
と
に
な
る
「

事
物
知
覚
は
、
事
物
が

「こ
こ
」
と

「い
ま
」
と
い
う
現
在
に
お
い
て
私
に
示
さ
れ
る
限
り
、
直
観
で
あ
る
。
直
観
と
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ

て
、
現
前
に
持

つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
想
起
や
想
像
の
よ
う
な

「準
―
現
前
す
る
こ
と
（く
ｏＨ‐”
£
①●
１
餌
詳
付
口
●
じ
」

の
様
々
な
可
能
性
と
は
区
別
さ
れ
た
、
「現
前
す
る
こ
と
⌒Ｏ
ｏ
ｍ
ｏ
Ｄ
ｌ
μ『♯
Ｗ
●
じ
」
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
知
覚
の
直
観
的
な
現
前
を
持

つ
際
に
注
目
す
べ
き
こ
と
は
、
事
物
が
決
し
て
す
べ
て
の
観
点
か
ら
現
前
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
繰
り
返
し
フ
ッ
サ
ー

ル
の
驚
き
を
呼
び
起
こ
し
、
何
ら
か
の
仕
方
で
彼
の
あ
ら
ゆ
る
具
体
的
な
構
成
の
分
析
に
影
響
を
与
え
て
い
る
の
は
、
実
を
言
え
ば
こ
の
観
察

な
の
で
あ
る
。
こ
の
観
察
で
驚
く
べ
き
こ
と
は
、
或
る
事
物

（例
え
ば
、
こ
こ
に
あ
る
机
）
は
い
ま
私
に
は
そ
の
前
面
が
呈
示
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
背
面
や
そ
の
他
の
ア
ス
ペ
ク
ト
は
私
に
と

っ
て
現
在
の
と
こ
ろ
隠
さ
れ
た
ま
ま
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
に
は

「こ
の
事

物
」
が
、
す
な
わ
ち
全
体
と
し
て
の
知
覚
対
象
が
意
識
さ
れ
て
い
る
「
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
私
に

一
つ
の
事
物
が
与
え
ら
れ
る

一
つ
の
直
観
は
、
詳
し
く
考
察
す
れ
ば
、
多
く
の
与
え
ら
れ
方
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
を
フ
ツ

サ
ー
ル
は
知
覚
事
物
の
場
合
に
は

「射
映
」
［＝
濃
淡
や
明
暗
の
あ
る
与
え
ら
れ
方
の
こ
と
］
と
呼
ん
で
い
た
。
射
映
の
う
ち

一
つ
の
も
の

（顕

在
的
に
遂
行
さ
れ
た
も
の
）
は
私
に
事
物
を

「現
実
的
」
に
直
観
的
に
示
し
て
い
る
が
、
他
の
も
の
は
可
能
性
と
し
て
、
私
が
現
実
的
直
観
に



移
行
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
可
能
性
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
可
能
性
は
私
の
能
力
の
う
ち
に
あ
る
も
の
と
し
て
私
に
提
供
さ

れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
れ
を

「可
能
力
性

⌒く
Ｒ
日
０
∞
目
ｏＦ
Ｆ
こ
」
［私
の
能
力

（く
Ｒ
日
０
∞
Φ
ュ
に
裏
打
ち
さ
れ
た
可
能
性
⌒く
０
∞
目
ｏ
甲

Ｆ
ｏ
こ

］
と
呼
ん
で
い
た

［第

一
部
第
二
節
参
照
］。
顕
在
的
な
射
映
は
、
そ
の
固
有
の
意
味
内
容
か
ら
し
て

（例
え
ば
、
前
面
に
は
背
面
も
ま
た

属
し
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
）
可
能
力
性
を
指
示
し
て
い
る
。
可
能
力
性
の
指
示
連
関
に
よ
つ
て
知
覚
可
能
な
も
の
の
遊
動
空
間
が
私
に
開
か

れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
遊
動
空
間
を
フ
ツ
サ
ー
ル
は
地
平
と
呼
ん
で
い
た
。

明
ら
か
に
、
地
平
的
に
と
も
に
与
え
ら
れ
る
可
能
力
性
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
、
私
は

「事
物
」
を
、
例
え
ば
こ
こ
の
机
を
知

覚
す
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
際
、
私
の
注
意
は
事
物
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
決
し
て
可
能
的
な
与
え
ら
れ

方
と
し
て
の
可
能
力
性
に
向
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
可
能
力
性
は
非
主
題
的
に
留
ま
り
、
主
題
と
な
る
の
は
対
象
で
あ
る
。
私
が

非
主
題
的
な
可
能
力
性

へ
と
眼
を
向
け
て
、
そ
れ
に
よ

つ
て
主
題
的
な
事
物
の
詳
し
い
規
定
を
得
た
り

（「内
的
地
平
し
、
あ
る
い
は
他
の
対
象

や
対
象
連
関
を
知

っ
た
り

（「外
的
地
平
し

す
る
と
い
う
仕
方
で
、
私
の
知
覚
経
験
は
進
行
し
て
い
く
。
こ
こ
で
本
質
的
な
の
は
、
事
物
の
直

観
は
そ
れ
自
身
い
つ
も
、
地
平
的
に
は
準
備
さ
れ
て
い
る
が
顕
在
的
に
は
ま
だ
直
観
的
で
は
な
い
様
々
な
与
え
ら
れ
方
の
先
取
り

［予
料
＝
非

主
題
的
な
仕
方
で
の
予
測
］
を
含
む
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
こ
の
先
取
り
に
よ

つ
て
事
物
は
、
そ
の
存
在
が
そ
の
つ
ど
の
顕
在
的
な
所
与
を
超
越
す
る
よ
う
な
何
か
、
こ
の
意
味
で

「自
体
的
」

「客
観
的
」
に
存
立
す
る
よ
う
な
何
か
、
と
し
て
私
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
構
成
の
分
析
は
、
自
体
的
に
存
在
す
る
も
の
と
い
う
対
象

の
把
握
を
説
明
す
る
も
の
で
あ

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
先
取
り
に
お
い
て
働
い
て
い
る
要
因
に
注
意
を
向
け
ね
ば
な
ら
な
か
っ

た
。
彼
は
こ
う
し
た
要
因
を
、
現
象
学
の
方
法
に
つ
い
て
の
基
礎
的
著
作
で
あ
る

『純
粋
現
象
学
お
よ
び
現
象
学
的
哲
学
の
た
め
の
イ
デ
ー
ン
』

の
第

一
巻

（以
下

『イ
デ
ー
ン
ー
』
と
略
記
）
に
お
い
て
区
別
し
、
そ
の
た
め
の
様
々
な
術
語
を
展
開
し
て
い
た
。

こ
の
先
取
り
の
た
め
の
言
わ
ば
跳
躍
台
と
な
る
の
は
、
顕
在
的
か
つ
非
主
題
的
に
生
起
す
る
射
映
で
あ
る
。
そ
れ
が
非
主
題
的
で
あ
る
と
は
「

六
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そ
れ
が
私
に
は
対
象
と
し
て
出
会
わ
れ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
こ
か
ら
、
そ
れ
が
私

に
は
対
象
と
し
て
対
立
し
て
は
い
な
い
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
私
の
主
観
的
な
生
起
の
内
部
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と

い
う
疑
間
の
余
地
の
あ
る
結
論
を
導
き
出
す
。
例
え
ば
、
事
物
が
私
に

「茶
色
」
と
い
う
色
を
も

つ
て
現
出
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
色
そ
の
も
の

は
何
か
対
象
的
な
も
の
と
し
て
事
物
に
属
し
て
い
る
が
、
そ
の
際
、
私
の

「う
ち
に
」
は
、
私
の
意
識
の

「実
的

［＝
実
質
的
Ｆ

な
契
機
と
し

て

〔こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第

一
部
第
七
節
を
参
照
〕
、
こ
の
対
象
的
な
所
与
の
根
底
に
非
対
象
的
な
茶
色
感
覚
が
あ
る
、
と
い
う
の
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
の
よ
う
な
感
覚
内
容
を
、
初
め
は

「与
件
」
と
呼
ん
で
い
た
。
つ
ま
り
、
印
象

（英
語
で
は

「
印
象

し
、
言
い
換
え
れ
ば
、

感
覚
器
官
が
晒
さ
れ
る
外
的
刺
激
に
基
づ
い
て
意
識
の
う
ち
に
出
現
す
る
内
的
な
所
与
と
呼
ん
で
い
た
。
こ
う
し
た
発
想
全
体
の
背
景
に
は
、

英
国
の
経
験
主
義
に
ま
で
遡
る
感
覚
主
義
的
な
認
識
論
の
伝
統
が
潜
ん
で
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
「感
覚
与
件
」
と
い
う
概
念
は
、
あ
た
か
も
内
的

な
対
象
が
あ
る
か
の
よ
う
な
外
見
を
呼
び
起
こ
す
が
ゆ
え
に
、
既
に
誤
解
を
招
く
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
非
主
題
的
な
与
え
ら
れ
方
の

構
成
要
素
で
あ
る
感
覚
内
容
は
、
決
し
て
対
象
と
な
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
知
覚
理
論
に
潜
ん
で
い
る
感
覚
主
義
の

残
滓
に
つ
い
て
は
、
次
の
節
に
お
い
て
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

と
も
か
く
、
意
識
の

「実
的
」
な
契
機
と
し
て
の
感
覚
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
ま
だ
対
象
的
な
も
の
に
関
係
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
非
対
象

的
な
内
容
を
も

つ
て
い
る
が
、
こ
の
内
容
が
非
主
題
的
に
基
礎
と
し
て

「機
能
」
し
、
こ
れ
に
よ

っ
て
意
識
は
対
象
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
感
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
対
象
的
世
界
の
豊
か
な
色
や
味
や
形
や
香
り
が
、
知
覚
す
る
意
識
に
と

っ
て
近
づ
く
こ
と
が
で
き
る
も

の
と
な
り
、
感
覚
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
世
界
が
現
出
す
る
た
め
の
質
料
が
準
備
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
質
料

（フ
ツ
サ
ー
ル
は

「素
材
」
と
い
う
そ
れ
に
対
応
す
る
ギ
リ
シ
ア
語
の
表
現
を
使

っ
て
い
る
）
は
、
ま
ず
、
特
定
の
対
象
の
性
質
や
関
係
が
意
識
に
と
っ
て
現
出

す
る
こ
と
に
役
立
つ
よ
う
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
が
生
じ
る
の
は
、
感
覚
内
容
の
多
様
が
対
象
化
さ
れ
、　
一
つ
の
対
象
と
い
う
統

一
性
に
帰
属
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る

［＝
統
握
さ
れ
る
］
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
感
覚
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
の
う
ち
に
対
象
的
な
も



の
が

「呈
示
」
さ
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
解
釈
さ
れ
、
「統
覚
」
［＝
統
合
的
に
知
覚
］
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な

「ヒ
ュ
レ
ー
的
な
質
料
」
ま
た
は

「第

一
次
的
な
統
握
内
容
」
に

「形
式
を
与
え
る
こ
と
」
あ
る
い
は

「活
性
化
す
る
こ
と
」
を
フ
ツ
サ
ー
ル
は
、
注
意
や
聴
取
の
遂
行
を
意
味

す
る
古
代
ギ
リ
シ
ア
語
か
ら
の
自
由
な
転
用
に
お
い
て
、
「ノ
エ
シ
ス
」
と
呼
ん
だ
。
統
覚
に
お
い
て
ノ
エ
シ
ス
に
よ
リ
ヒ
ュ
レ
ー
に
形
式
が
与

え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
知
覚
さ
れ
た
事
物
が
構
成
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

統
覚
の
た
め
の
手
掛
か
り
を
提
供
す
る
の
は
、
顕
在
的
に
与
え
ら
れ
た
感
覚
内
容
で
あ
る
が
、
統
覚
に
よ

つ
て
意
識
は
感
覚
内
容
を
越
え
て

行
き
、
そ
の
う
ち
に

「事
物
」
が
現
出
し
て
く
る
。
ン」う
し
て
意
識
は

一
つ
の
事
物
を
全
体
と
し
て
経
験
す
る
と
い
う
可
能
性
を
先
取
り
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
顕
在
的
に
与
え
ら
れ
た
感
覚
内
容
の
う
ち
に
、
私
に
提
供
さ
れ
う
る
す
べ
て
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
も
つ
て
事
物
が
呈
示
さ
れ
る

わ
け
で
は
決
し
て
な
く
、
事
物
は
常
に
、
「パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
」
と
い
う
概
念
を
空
間
意
識
に
限
定
さ
れ
な
い
ま
っ
た
く
広
い
意
味
で
理
解
す

る
な
ら
ば
、　
一
面
的
な
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
に
お
い
て
の
み
示
さ
れ
る
「
そ
れ
が

一
面
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
イ
ヴ
ま
た
は
射
映
は
す
べ
て
、
私
が
現
在
の
と
こ
ろ
持

っ
て
は
い
な
い
が
、
と
も
に
現
前
す
る
可
能
性
と
し
て
意
識
し
て
い
る
よ
う
な
、

他
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
あ
る
い
は
射
映
を
指
示
し
て
い
る
。　
一
つ
の
家
の
前
面
を
直
観
す
る

［＝
見
る
］
こ
と
の
う
ち
に
は
、
［家
の
後
ろ
に

回
れ
ば
］
私
が
見
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
背
面
が
と
も
に
現
前
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
、
現
前
す
る
こ
と
の
う
ち
に
と
も
に
現
前
す

る
も
の
を
持

っ
て
い
る
こ
と
を
、
フ
ツ
サ
ー
ル
は

「共
現
前

電
６
「
肝
①
ユ

，一いｏ
こ
」
と
呼
ん
で
い
る
。

共
現
前
の
う
ち
に
は
、
こ
れ
か
ら
の
経
験
の
可
能
力
性
が
意
識
に
と

つ
て
準
備
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
共
現
前
が
可
能
力
性
の
遊
動
空

間
で
あ
る
地
平
を
開
く
こ
と
に
な
る
。
統
覚

［＝
統
合
的
知
覚
］
に
も
共
現
前
が
属
し
て
い
る
の
で
、
統
覚
は
意
識
に
と

つ
て
地
平
を
作
り
出

す
も
の
と
な
る
。
し
た
が

っ
て
、
統
覚
に
よ
る

一
つ
の
対
象
の
構
成
は
、
意
識
に
対
し
て
単
に
当
の
対
象
を
所
与
に
も
た
ら
す
ば
か
り
で
な
く
、

地
平
を
も
出
現
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
要
す
る
に
、
構
成
と
い
う
の
は
、
地
平
の
形
成
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

対
象
は

一
つ
の
地
平
の
う
ち
に
は
め
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
対
象
は
意
識
に
と

つ
て
い
つ
も
、
そ
れ
が
顕
在
的
に
現
出
す
る
与
え

六
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ら
れ
方
を
超
え
る
よ
う
な
意
味
内
容
の
過
剰
を
伴

っ
て
い
る
。
統
覚
に
お
け
る
共
現
前
に
よ
っ
て
動
機
づ
け
ら
れ
た
こ
の
過
剰
に
基
づ
い
て
い

自
然
的
態
度
に
あ
る
意
識
に
と

つ
て
対
象
は
、
自
体
的
に
存
立
す
る
超
越
的
な
も
の
と
し
て
出
会
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
現
象

学
者
は
、
参
与
せ
ず
に
反
省
す
る
観
察
者
と
し
て
、
こ
の
超
越
の
捉
え
方
を

一
緒
に
な

っ
て
遂
行
す
る
こ
と
を
し
な
い
。
そ
れ
は
、
彼
が
そ
れ

を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
彼
は
た
だ
存
在
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
態
度
を
抑
制
す
る
の
で
あ
る

〔こ
の
エ
ポ
ケ
ー
と

い
う
方
法
的
な
態
度
に
つ
い
て
詳
し
く
は
第

一
部
第
五
節
を
参
照
〕
。
現
象
学
者
は
、
対
象
が
知
覚
す
る
意
識
に
と
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
の
与
え
ら
れ

方
に
お
い
て
現
出
す
る
が
ま
ま
に
、
対
象
を
純
粋
に
考
察
す
る
。
非
反
省
的
な
自
然
的
意
識
に
と

っ
て
は
自
体
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
出

会
わ
れ
る
対
象
と
区
別
し
て
、
上
の
よ
う
に
解
さ
れ
た

「
い
か
に
志
向
的
に
現
出
す
る
か
と
い
う
点
か
ら
捉
え
ら
れ
た
対
象
」
を
、
フ
ツ
サ
ー

ル
は
ノ
エ
シ
ス
に
対
応
し
て
ノ
エ
マ
と
呼
ん
だ
。

し
か
し
、
「ノ
エ
マ
」
と
い
う
概
念
は
二
義
性
を
持

っ
て
い
る
。
統
覚
は
、
ヒ
ュ
レ
ー
的
な
多
様
性
が

一
つ
の
対
象

へ
と
取
り
ま
と
め
ら
れ
、

こ
れ

へ
と
関
係
づ
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
こ
の
統
合
の
働
き
を
フ
ツ
サ
ー
ル
は
、
カ
ン
ト
に
な
ら

つ
て

「
綜
合

」
と
呼
ん
で
い
る
。

多
く
の
与
え
ら
れ
方
の
統
合
の
焦
点
と
し
て
の
ノ
エ
マ
は
、　
一
つ
の
点
的
な
対
立
者
、
つ
ま
り
、
意
識
が
自
ら
も
つ
多
様
を
そ
こ
へ
と
関
係
づ

け
取
り
集
め
て
い
く
と
こ
ろ
の

一
つ
の
極
、
よ
り
以
上
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
た
対
象
を
フ
ツ
サ
ー
ル
は
、
「ノ
エ
マ
的
な
核
」

と
呼
ん
だ
。
こ
れ
は
性
質
や
そ
の
他
の
諸
規
定
の
単
な
る

「担
い
手
」
と
し
て
の
対
象
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
こ
う
し
た
あ
ら
ゆ
る
属
性
は
捨
象

さ
れ
て
い
る
。
ノ
エ
マ
的
な
核
と
は
、
規
定
可
能
な
統

一
と
し
て
抽
象
的
に
考
察
さ
れ
た
限
り
で
の
対
象
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
語
の
充
分

な
意
味
で
の
対
象
に
は
、
与
え
ら
れ
方
の
多
様
に
よ
っ
て
意
識
に
現
出
す
る
よ
う
な
、
あ
ら
ゆ
る
そ
う
し
た
規
定
が
属
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、

そ
う
し
た
諸
規
定
の
全
体
を
も

つ
た

「核
」
は
、
「ノ
エ
マ
的
な
意
味
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
、
い
か
に
志
向
的
に
現
出
す
る
か
と
い
う
点
か

ら
捉
え
ら
れ
た
具
体
的
な
対
象
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
、
構
成
の
働
き

［＝
能
作
］
に
よ
つ
て
意
識
に
与
え
ら
れ
た
対
象
で
あ
る
。
ン」う

し
た
脈
絡
か
ら
フ
ツ
サ
ー
ル
は
、
構
成
の
こ
と
を
意
味
付
与
ま
た
は
意
味
創
設
と
も
呼
ん
で
い
た
。



意
味
付
与
と
は
統
覚
の
こ
と
で
あ
る
。
意
識
は
、
自
ら
に
与
え
ら
れ
た
第

一
次
的
内
容
を
解
釈
し

「活
性
化
」
し
て
、
そ
こ
に
は

一
つ
の
客

観
的
に
存
在
す
る
対
象
が
告
知
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
確
信
に
至
る
。
ヒ
ュ
レ
ー
的
な
多
様
を
こ
の
よ
う
に
加
工
す
る
と
い
う
意
味
で
は
、
構

成
は

「働
き

［＝
能
作
Ｆ

の
こ
と
で
あ
る
。
意
識
は
、
こ
の
働
き
に
よ
つ
て
自
ら
を
超
越
し
て
行
く
。
意
識
は
、
ヒ
ュ
レ
ー
と
ノ
エ
シ
ス
的
な

把
握
の
遂
行
と
い
う
、
自
ら
に
固
有
の

「実
的
」
（
レ
エ
ル
）
な
契
機
を
超
え
て
、
ノ
エ
マ
と
し
て
出
会
わ
れ
る

「実
在
的
」
（リ
ア
ル
）
な
対

象

へ
向
か

っ
て
行
く
の
で
あ
る
。

〓
一　
知
覚
に
先
立
つ
段
階

最
後
に
ス
ケ
ツ
チ
し
た
構
成
に
つ
い
て
の
考
え
方
は
、
二
重
の
区
別
を
含
ん
で
い
る
。
つ
ま
り
、　
一
方
で
、
実
的
な
意
識
内
在
的
な
所
与
と

実
在
的
な
意
識
超
越
的
な
所
与
の
区
別
で
あ
り
、
他
方
で
、
統
握
さ
れ
る
内
容

（素
材
）
と
統
握
す
る
働
き

（統
覚
）
の
区
別
で
あ
る
。
第

一

の
区
別
に
よ

つ
て
、
フ
ツ
サ
ー
ル
の
思
索
に
は
、
意
識
に
内
的
な
世
界
と
外
的
な
世
界
と
い
う
デ
カ
ル
ト
に
ま
で
遡
る
二
元
論
が
復
活
す
る
こ

と
に
な
る
が
、
こ
の
二
元
論
は
志
向
的
体
験
の
現
象
学
の
う
ち
で
は
も
と
も
と
出
る
幕
の
な
い
も
の
で
あ

っ
た

〔第

一
部
第
七
節
参
照
〕
。
与
え

ら
れ
方
に
お
け
る
現
出
と
い
う

〈

間

の
次
元
〉
の
根
本
的
な
発
見
に
よ
つ
て
、
こ
の
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
は
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
端
緒
に

お
い
て
す
で
に
克
服
さ
れ
て
い
た
。
先
に
言
及
し
た
感
覚
の
感
覚
主
義
的
な
解
釈
は
、
内
的
感
覚
与
件
と
外
的
刺
激
と
い
う
区
別
と
と
も
に
、

デ
カ
ル
ト
主
義
の
残
滓
に
過
ぎ
ず
、
現
象
学
的
に
は
維
持
で
き
な
い
も
の
だ

っ
た
。
他
方
、
統
握
さ
れ
る
内
容
と
統
握
す
る
働
き
と
い
う
第
二

の
区
別
も
、
そ
れ
が
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
と
感
覚
主
義
を
前
提
と
し
て
い
る
限
り
、
同
様
に
現
象
学
的
に
は
維
持
さ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
後

期
フ
ッ
サ
ー
ル
の

「発
生
的
現
象
学
」
↑
」れ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
）
に
お
い
て
、
こ
の
区
別
は
非
デ
カ
ル
ト
的
な
新
し
い
意
義
を
得
る
こ
と

に
な
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
自
ら
の
デ
カ
ル
ト
主
義
に
自
己
批
判
的
で
は
あ

っ
た
が
、
こ
の
自
己
批
判
は
い
つ
も

一
貫
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
か
っ

六
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た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
そ
の
発
展
に
お
い
て
、
「統
握
す
る
働
き
―
統
握
さ
れ
る
内
容
」
と
い
う
構
成
の
図
式
に
対
し
て
二
義
的
な
姿
勢
を
と
つ
て

い
た
。
時
に
は
、
彼
は
そ
の
う
ち
に
前
提
さ
れ
た
デ
カ
ル
ト
主
義
や
感
覚
主
義
の
た
め
に
そ
れ
を
全
面
的
に
投
げ
捨
て
て
し
ま
う
か
に
見
え
る

の
に
、
別
の
と
こ
ろ
で
は
ふ
た
た
び
、
認
識
論
的
な
伝
統
に
ま
っ
た
く
依
存
し
な
い
仕
方
で
そ
の
図
式
を
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。　
，

感
覚
の
感
覚
主
義
的
理
解
に
関
し
て
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
後
に
、
と
り
わ
け
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ

［＝
運
動
感
覚
］
の
理
論
に
よ
っ
て
、
そ
れ
か

ら
は
つ
き
り
離
れ
る
こ
と
に
な

っ
た
。
感
覚
と
い
う
体
験
の
基
礎
領
野
は
、
伝
統
的
に
は
受
動
性
と
い
う

一
つ
の
受
け
身
の
領
野
と
み
な
さ
れ

て
き
た
。
感
覚
印
象
な
い
し

「
印
象

」
は
、
そ
れ
に
対
し
て
何
か
を
す
る
こ
と
な
し
に
、
私
た
ち
に
襲
い
か
か
る
。
何
か
純
粋
に
受
動
的
に
受

け
取

っ
た
も
の
と
し
て
そ
れ
は
、
超
越
的
世
界
に
対
し
て
ま
だ
関
係
を
も
た
な
い
意
識
内
在
的
な
質
料
と
な
る
、
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
初
め
デ
カ

ル
ト
的
な
先
入
観
を
も

つ
て
考
え
て
い
た
。
ヒ
ュ
レ
ー
が
世
界
性
つ
ま
り
意
識
の
世
界
関
係
性
を
も
つ
よ
う
に
な
る
こ
と
は
、
統
覚
の
能
動
性

に
よ

っ
て
初
め
て
打
ち
立
て
ら
れ
る
は
ず
で
あ

っ
た
。
非
現
象
学
的
な
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
か
ら
逃
れ
る
た
め
に
「
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
純
粋
に

受
動
的
な
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
も
の
と
そ
れ
に
上
乗
せ
さ
れ
る
能
動
性
と
い
う
三
分
法
を
解
消
し
て
、
感
覚
は
す
で
に
活
動
性
あ
る
い
は

初
歩
的
な
能
動
性
を
含
ん
で
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
初
め
か
ら
世
界
性
を
も

つ
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
を
証
明
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
か

っ
た
。

意
識
は
、
感
覚
に
お
い
て
も
、
純
粋
に
受
動
的
な
受
容
の
段
階
な
の
で
は
な
い
。
私
自
身
の
感
覚
を
反
省
す
れ
ば
、
ど
ん
な
感
覚
的
印
象
で

も
、
そ
れ
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
私
が
身
体
的
に
活
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
し
か
な
い
こ
と
に
気
が
つ
く
。
対
象
的
に
私
の
周
囲
に

あ
る
色
、
形
態
、
温
度
、
重
さ
等
々
の
特
定
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
所
与
に
も
た
ら
す
た
め
に
は
、
私
は
自
分
の
眼
や
頭
や
腕
な
ど
を
そ
れ
に
応
じ

て
動
か
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
感
覚
的
知
覚

（
「知
覚
」
は
ギ
リ
シ
ア
語
で

「ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
し

と
私
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
る
身
体
運
動

（「運

動
」
は
ギ
リ
シ
ア
語
で

「キ
ネ
ー
シ
ス
し

と
は
、
こ
こ
で
は

一
つ
の
分
離
で
き
な
い
統

一
を
形
成
し
て
い
る
。
「キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
」
と
い
う
概

念
は
こ
の
統

一
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
り
、
フ
ツ
サ
ー
ル
は
同
時
代
の
心
理
学
的
文
献
か
ら
こ
の
概
念
を
借
用
し
て
、
そ
れ
に
彼
固
有
の
知
覚



理
論
に
お
け
る
中
心
的
な
意
義
を
与
え
た
の
で
あ
る
。

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
は
与
え
ら
れ
方
に
属
し
、
そ
れ
ゆ
え
非
主
題
的
な
生
起
で
あ
る
が
た
め
に
、
感
覚
が
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
い

う
こ
と
が
、
伝
統
的
に
は
見
逃
さ
れ
て
き
た
。　
一
貫
し
て
内
的
に
向
け
ら
れ
た
現
象
学
的
反
省
に
よ
っ
て
初
め
て
、
そ
れ
が
見
え
る
よ
う
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
感
覚
は
外
部
か
ら
の
印
象
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
る
、
と
い
う
考
え
も
、
感
覚
を
反
省
の
内
的
視
点
に
お
い
て
考
察
し
な
か
つ

た
と
こ
ろ
か
ら
の
み
生
じ
る
こ
と
が
で
き
た
。
だ
か
ら
こ
そ
、
感
覚
は
外
的
な
刺
激
に
よ
っ
て
因
果
的
に
引
き
起
こ
さ
れ
た
結
果
と
見
ら
れ
た

わ
け
で
あ
る
。
も
し
、
私
が
感
覚
を
純
粋
に
、
反
省
に
お
い
て
呈
示
さ
れ
る
が
ま
ま
に
記
述
し
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
う
し
た

（原
因
―
結
果
〉

関
係
は
見
出
さ
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
な
運
動
は
受
動
的
に
機
械
的
に
、
つ
ま
り
私
が
何
か
を
加
え
る
こ
と
な
し
に
進
行
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
感
覚
主
義
的
な

伝
統
は
あ
い
か
わ
ら
ず
正
し
い
、
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
通
常
の
場
合
に
は
、
こ
の
こ
と
が
確
か
に
当
て
は
ま
る
。
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ

は
た
い
て
い
、
気
付
か
な
い
う
ち
に
習
慣
的
に
遂
行
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
覚
運
動
が
妨
げ
ら
れ
た
り
抑
制
さ
れ
た
り
す
る
と
、

私
は
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
を
能
動
的
に
統
制
す
る
と
い
う
、
自
分
に
固
有
の
能
力

（フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
葉
で
言
え
ば
、
私
の
可
能
力
性
）
を
意
識
す

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
の
理
論
全
体
は
、
身
体
性
と
い
う
分
野
に
関
す
る
新
し
い
現
象
学
的
―
心
理
学
的
研
究
領
野
に

と
つ
て
、
お
そ
ら
く
最
も
有
意
義
な
例
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
構
成
の
分
析
は
、
受
動
性
の
う
ち
に
潜
む
能
動
性
の
発
見
に
よ
っ

て
、
そ
う
し
た
研
究

へ
の
道
を
開
い
た
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
後
継
者
達
の
う
ち
、
こ
の
領
野
に
お
い
て
最
も
豊
富
な
観
察
を
提
供
し
た

の
は
、
モ
ー
リ
ス
・
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
イ
の

『知
覚
の
現
象
学
』
で
あ
っ
た
。

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
意
識
は
、
お
よ
そ
知
覚
が
生
じ
る
と
き
に
は
意
識
が
す
で
に
遂
行
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
構
成
の

働
き
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
カ
ン
ト
と
同
様
に
そ
の
超
越
論
哲
学
に
お
い
て

「経
験
の
可
能
性
の
条
件
」
を
問
い
、
カ
ン
ト
と

同
様
に
空
間
の
意
識
に
突
き
当
た
り
、
ま
た
、
知
覚
さ
れ
た
諸
事
物
が
そ
れ
ら
を
結
び
付
け
る
因
果
連
関
の
う
ち
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と

七
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の
意
識
に
突
き
当
た

つ
た
。
そ
れ
に
加
え
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
さ
ら
に
、
カ
ン
ト
に
よ
つ
て
は
ま
だ
見
ら
れ
ず
に
暗
示
さ
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い

基
づ
け
の
層
を
発
見
し
た
が
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
現
象
学
的
な
記
述
に
の
み
近
づ
き
う
る
も
の
で
あ

っ
た
。

知
覚
に
先
立
つ
も

っ
と
も
特
徴
的
な
段
階
、
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
段
階
は
、
フ
ツ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば

「感
覚
野
」
の
構
成

で
あ
る
。
感
覚
が
印
象
の
ま

っ
た
く
受
動
的
な
受
け
入
れ
に
す
ぎ
な
い
な
ら
ば
、
受
け
入
れ
ら
れ
た
印
象
は
個
々
の
そ
れ
自
身
は
単
純
な
所
与

で
あ
り
、
意
識
の
う
ち
に
降
り
込
ん
で
来
る
言
わ
ば
不
可
分
の
感
覚
断
片
で
あ
る
、
と
感
覚
主
義
的
伝
統
と
と
も
に
想
定
す
る
の
が
当
然
の
よ

う
に
思
わ
れ
る
だ
ろ
う
。
感
覚
と
い
う
の
は
そ
れ
ゆ
え
も
と
も
と
、
純
粋
な
斑
点
、
面
の
な
い
バ
ラ
バ
ラ
の
点
で
あ
り
、
そ
れ
が
後
か
ら
統
覚

に
よ

っ
て
初
め
て
面
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
、
世
界
の
点
描
法
的
な
像
を
与
え
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
感
覚
の
受

動
的
な
生
起
に
初
め
か
ら
能
動
性
が
染
み
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
感
覚
の
生
起
の
う
ち
に
現
れ
る
内
容
も
ま
た
そ
の
こ
と
に
対
応
し
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
物
知
覚
に
お
け
る
統
覚
の
能
動
性
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
能
動
性
と
は
綜
合
の
こ
と
で
あ
り
、
多
様
な
も

の
を

一
つ
の
も
の
に
ま
と
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
感
覚
の
う
ち
に
は
初
め
か
ら
、　
野
ま
た
は
形
態
が
現
出
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル

は
そ
れ
を

「形
態
配
置
」
と
呼
ん
だ
。
例
え
ば
、
見
る
こ
と
に
つ
い
て
言
え
ば
、
多
様
な
性
質
と
相
互
的
な
関
係
を
伴

っ
た
個
々
の
諸
事
物
の

あ
ら
ゆ
る
統
覚
に
先
立

っ
て
、
す
で
に
或
る
輪
郭
を
も

つ
た
色
の
複
合
が
開
示
さ
れ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
こ
で
、
そ
の
反
感
覚
主
義
的

な
自
己
批
判
に
よ
っ
て
、
絵
画
に
お
け
る
セ
ザ
ン
ヌ
と
同
様
の
道
を
辿

っ
て
い
る
。
セ
ザ
ン
ヌ
に
お
い
て
も
、
印
象
主
義
的
な
点
描
主
義
が
面

的
な
色
形
態
の
新
た
な
経
験

へ
と
姿
を
変
え
て
い
っ
た
。
知
覚
の
前
提
に
関
す
る
現
象
学
的
解
明
は
こ
こ
に
お
い
て
、
今
世
紀
の
グ
シ
ュ
タ
ル

ト
心
理
学
と
も
出
会
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
感
覚
野
は
、
意
識
の
能
動
的
受
動
性
か
ら
そ
の
統

一
を
得
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
の
能
動
的
受
動
性
の
こ
と
を
フ
ツ
サ
ー
ル
は

（再
び
経
験
主
義
的
伝
統
か
ら
借
り
て
き
た
概
念
で
）
「連
合
」
と
呼
ん
だ
。
そ
れ
は
、
知
覚
の
構
成
に
関
わ
る
も
う

一
つ
の
前
提
を
名
指
し
た

も
の
で
あ
る
。
経
験
主
義
的
な
理
解
に
反
対
し
な
が
ら
、
フ
ツ
サ
ー
ル
は
次
の
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
。
「連
合
」
と
い
う
こ
と
で
考
え
ら
れ
て



い
る
の
は
、
意
識
が
加
わ
る
こ
と
な
く
感
覚
の
生
起
が
従
う
べ
き
盲
目
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

（ち
よ
う
ど
、
物
質
的
自
然
に
お
け
る
何
ら
か
の
プ
ロ

セ
ス
が
力
学
の
法
則
に
従
う
よ
う
に
）
な
の
で
は
な
く
、
既
に

一
つ
の
意
味
形
成
の
プ

ロ
セ
ス
で
あ
る
、
と
。
連
合
と
は
原
的
に
は
、
或
る
も

の
が
私
に
何
か
別
の
も
の
を
思
い
出
さ
せ
る
、
例
え
ば
、
或
る
臭
い
が
私
が
か
つ
て
訪
問
し
た
こ
と
の
あ
る
或
る
家
を
思
い
出
さ
せ
る
、
と
い

う
よ
う
な
と
こ
ろ
に
あ
る
。　
一
つ
の
所
与
の
意
識
が
別
の
所
与
の
意
識
を
呼
び
起
こ
す
と
き
、
二
つ
の
所
与
を
つ
な
ぐ
も
の
は
、
例
え
ば
両
者

の
類
似
性
で
あ
り
う
る
し
、
ま
た
別
の

「接
点
」
で
も
あ
り
う
る
。
「或
る
も
の
が
別
の
も
の
を
思
い
出
さ
せ
る
」
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
、
さ

し
あ
た
り
は
二
つ
の
意
識
所
与
の
間
に

「対
に
な
る
こ
と
つ
８
日
●
じ
」
が
生
じ
る
。
連
合
が
盲
目
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
で
は
な
い
こ
と
を
示
す
の
は

反
省
で
あ
り
、
こ
の
反
省
に
お
い
て
私
は
、
意
識
の
う
ち
で
対
に
な
る
こ
と
が
根
源
的
に
生
じ
る
の
は
ど
の
よ
う
な
接
点
に
よ
っ
て
か
、
を
追

っ

て
行
き
な
が
ら
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
こ
と
に
な
る
。

四
　
時
間
意
識

基
づ
け
構
造
の
な
か
で
、
い
ま
挙
げ
た
連
合
よ
り
も

っ
と
深
い
層
を
な
す
の
は
、
意
識
の
形
式
的
な
連
関
が
根
本
的
に
は
そ
こ
か
ら
絶
え
ず

生
じ
る
よ
う
な
出
来
事
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
綜
合
を
な
し
て
い
る

「内
的
時
間
意
識
」
は
、
端
的
に
構
成
の
根
底
に
横
た
わ
る
層
で
あ
る
。
「時

間
意
識
」
と
は
文
字
通
り
に
は

「時
間

（に
つ
い
て
）
の
意
識
」
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

「
（に
つ
い
て
）
の
」
と
い
う
言
い
方
は
、

あ
た
か
も
対
象
と
し
て
の
時
間
を
主
題
と
し
て
い
る
よ
う
な
意
識
が
問
題
に
な

っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
印
象
を
与
え
る
と
し
た
ら
、
そ
れ
は
誤

解
を
招
く
も
の
と
な
る
。
そ
う
し
た
対
象
的
に
向
け
ら
れ
た
意
識
が
存
在
す
る
の
は
、
厳
密
に
言
え
ば
、
事
物
知
覚
よ
り
上
の
層
の
話
で
あ
る
。

時
間
は
言
わ
ば
対
象
以
前
に
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
時
間
は

（
フ
ツ
サ
ー
ル
の
テ
ー
ゼ
に
よ
れ
ば
）
そ
も
そ
も

（基
づ
け
の
順
序
の
意
味
に

お
い
て
）
最
初
に
意
識
さ
れ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
意
識
と
は
体
験
の
流
れ
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
流
れ
る
多
様
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
多
様
な

七
三
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体
験
は
す
べ
て

「私
の
体
験
」
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。
こ
の

「私
」

へ
の
帰
属
に
よ
つ
て
、
そ
れ
ら
は
す
べ
て

一
つ
に
な
り
、　
一
つ
の
統

一
を

形
成
す
る
。
こ
の
体
験
流
の
多
様
の
綜
合
的
統

一
が
、
フ
ツ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
時
間
性
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
意
識
が
存
在
す
る
と
き
の
形

式
を
成
し
て
お
り
、
し
か
も
奇
妙
な
こ
と
に
、
意
識
は
同
時
に
こ
の
形
式
に
つ
い
て
内
的
に

「知

っ
て
い
る
」
。
こ
れ
が

「内
的
時
間
意
識
」
と

呼
ば
れ
た
も
の
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
構
成
の
分
析
は
す
べ
て
、
意
識
に
と

っ
て
の
自
体
存
在
＝
客
観
性
の
成
立
を
説
明
す
る
と
い
う
根
本
的
な
意
図
に
導
か

れ
て
お
り
、
こ
の
こ
と
は
時
間
の
分
析
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
。
そ
れ
ゆ
え
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
今
世
紀
の
二
人
の
偉
大
な
時
間
の
理
論
家
で

あ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
や

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
は
ま

っ
た
く
異
な
る
仕
方
で
時
間
の
問
題
と
取
り
組
ん
で
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
か
ら
す
れ
ば
、
知
覚
事
物

の
存
在
が
客
観
性
の
範
例
を
提
示
し
て
お
り
、
物
質
的
な
世
界
の
対
象
は
、　
一
連
の
根
拠
か
ら
し
て
、
与
え
ら
れ
方
の
主
観
的
な
生
起
を
超
越

す
る
何
ら
か
の
存
在
者
と
し
て
私
た
ち
に
現
出
す
る
。
そ
の
第

一
の
根
拠
は
、
与
え
ら
れ
方
は
す
べ
て
そ
の
状
況
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
た
め
に

時
間
的
な
変
化
を
被
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。
知
覚
の
対
象
が
意
識
に
と

っ
て
客
観
的
な
存
立
を
持
つ
の
は
、
何
よ
り
も
、
そ

れ
が
そ
の
与
え
ら
れ
方
の
こ
う
し
た
変
化
を
免
れ
、　
一
定
の
時
間
、
不
動
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
不
動
性
の
た
め
に
、
そ
の
存
在
の

持
続
が
測
定
可
能
と
な
り
、
記
録
可
能
と
な
る
。
そ
の
自
体
存
在
は
根
底
的
に
は
、
「客
観
的
な
時
間
」
の
う
ち
の
或
る
特
定
可
能
な
時
点
に
お

い
て
、
ま
た
は
そ
う
し
た
時
点
の
継
起
を
越
え
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
成
立
す
る
の
で
あ
る
「

そ
れ
ゆ
え
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
時
間
の
分
析
は
、
意
識
に
と
つ
て
こ
の

「客
観
的
時
間
」
が
い
か
に
し
て
構
成
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問

題
か
ら
出
発
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
最
初
の
問
い
は
、
そ
う
し
た
時
間
が
い
か
に
し
て
原
的
に
意
識
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
も
の
と
な

る
。
ふ
つ
う
、
私
た
ち
は
客
観
的
な
時
間
を

一
つ
の
線
と
し
て
思
い
浮
か
べ
る
。
こ
の
線
の
上
の
個
々
の
点
が
今
で
あ
り
、
現
在
で
あ
る
．
そ

の
際
、
私
た
ち
は
、
す
べ
て
の
今
を
同
等
に
扱
う
。
し
か
し
、
実
は
、
こ
れ
は
原
的
な
時
間
の
経
験
と
対
応
し
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
根

源
的
に
は
、
い
つ
も

一
つ
の
今
が
、
私
の
意
識
に
と

つ
て
優
先
的
な
地
位
を
持

っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
現
在
が
、
つ
ま
り
、
私



が
顕
在
的
に
生
き
抜
い
て
い
る

一
時
間
、　
一
日
、　
一
年
が
、
で
あ
る
。
そ
の
ほ
か
残
り
の
今
を
、
私
た
ち
は
顕
在
的
な
現
在
と
の
特
定
の
関
係

に
置
く
。
そ
れ
ら
は
、
以
前
の
も
の
で
過
去
に
属
・し
て
い
る
か
、
そ
れ
と
も
、
や
が
て
来
る
も
の
で
未
来
に
属
し
て
い
る
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ

る
。
過
去
あ
る
い
は
未
来
の
今
は
、
さ
ら
に
、
顕
在
的
な
今
か
ら
の
距
離
に
応
じ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
。
ン」う
し
て
原
的
に
経
験
さ
れ
る
時
間

は
い
つ
も
、
そ
の
関
係
の
中
心
と
し
て
の
顕
在
的
な
現
在
に
基
づ
い
て
方
位
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
方
位
づ
け
ら
れ
た
時
間
の
与
え
ら
れ
方
は
、
想
起
と
期
待
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
ら
に
よ
つ
て
私
は
過
去
と
未
来
を
、
つ
ま
り
、

顕
在
的
現
在
か
ら
近
か

っ
た
り
遠
か

っ
た
り
す
る
時
間
的
な

「周
囲
」
を
準
現
前
さ
せ
る
？
ｏ
お
ｏ
口
器
●
１
餌諄
い器
ユ

こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

私
が
時
間
的
地
平
の
こ
う
し
た
諸
次
元
を

「準
現
前
さ
せ
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
私
あ
る
い
は
他
の
誰
か
が
そ
れ
ら
を
か
つ
て
顕
在
的
現

在
的
に
体
験
し
た
こ
と
が
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
や
が
て
体
験
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て

「想
起
」
と

「期
待
」
と
い
う
与
え
ら

れ
方
は
、
「現
前
す
る
」
と
い
う
与
え
ら
れ
方
を
遡
示
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
与
え
ら
れ
方
と
同
様
に
、
時
間
の
次
元
の
与
え
ら
れ
方
も
何
か
主

観
的
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
意
識
の
流
れ
の
う
ち
に
現
れ
る
。
し
か
し
こ
の
流
れ
そ
の
も
の
は
、
志
向
的
体
験
の
時
間
的
な
継
起

で
あ
る
。　
一
つ
の
体
験
が
生
起
す
る
と
、
そ
れ
は
そ
こ
か
ら
、
私
の
意
識
流
の
過
去
に
お
け
る
不
動
の
位
置
を
得
る
。
過
ぎ
去

っ
た
時
間
的
位

置
は
、
こ
う
し
て
私
の
意
識
に
と

つ
て
、
客
観
的
時
間
の
う
ち
で
の
知
覚
対
象
の
あ
ら
ゆ
る
客
観
性
に
先
立
つ
、
最
初
の
自
体
存
在
を
得
る
こ

と
に
な
る
。　
一
つ
の
所
与
の
自
体
存
在
は
可
能
力
性
の
地
平

へ
と
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
に
基
づ
い
て
お
り
、
こ
の
こ
と
と
も
に
い
ま
や
、
あ
ら

ゆ
る
構
成
の
理
論
の
出
発
点
と
な
る
問
い
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
意
識
の
ど
の
よ
う
な
働
き
に
よ
つ
て
、
私
の
意
識
流
の
時

間
的
位
置
の
根
本
的
な

「客
観
性
」
が
生
じ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
私
の
意
識
の
時
間
的
地
平
に
つ
い
て
の
対
象

以
前
の
意
識
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
あ
の

「内
的
時
間
意
識
」
は
い
か
に
し
て
形
成
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
私
は
こ

の

「内
的
時
間
意
識
」
に
よ
つ
て
、
何
ら
か
の
体
験
の
生
起
を
思
い
出
し
、
さ
ら
に
そ
れ
を
通
じ
て
そ
の
内
容
を
思
い
出
す
可
能
力
性
を
持
つ

こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

七
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こ
の
問
い
に
答
え
る
際
に
フ
ツ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
役
立
つ
の
は
、
事
象
か
ら
離
れ
た
志
向
的
体
験
が
原
体
験

へ
と
指
示
さ
れ
、
こ
れ
を
頼
り

に
し
て
い
る
こ
と
の
特
に
有
効
な
例
を
時
間
意
識
が
示
し
て
い
る
、
と
い
う
事
情
で
あ
る
。
想
起
や
期
待
に
よ
っ
て
過
去
や
未
来
が

「準
―
現

前
す
る
こ
と
」
は
、
そ
の
固
有
の
意
味
か
ら
し
て
、
今
は
単
に
準
現
前
し
て
い
る
も
の
が
直
接
に
現
在
の
も
の
と
し
て
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い

た
体
験
や
や
が
て
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
体
験
を
指
示
し
て
い
る
。
「昨
日
」
と
い
う
の
は
流
れ
去

っ
た

「今
日
」
で
あ
り
、
「ま
も
な
く
」
と

い
う
の
は
前
方
か
ら
や

つ
て
来
る

「今
」
で
あ
り
、
等
々
。
し
た
が

っ
て
、
現
在
の
意
識
が
原
的
な
時
間
意
識
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
に
、

構
成
の
分
析
に
と

つ
て
最
初
の
課
題
が
立
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
過
ぎ
去

っ
た
体
験
の
生
起
を
準
現
前
さ
せ
、
逆
行
で
き
な
い
時

間
的
位
置
の
継
起
の
な
か
に
秩
序
づ
け
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
私
の
確
信
を
動
機
づ
け
て
い
る
よ
う
な
、
自
然
的
態
度
に
あ

る
意
識
に
と

つ
て
非
主
題
的
な
何
ら
か
の
与
え
ら
れ
方
を
探
り
出
す
、
と
い
う
課
題
で
あ
る
。

求
め
ら
れ
て
い
る
与
え
ら
れ
方
が
は
っ
き
り
し
て
来
る
の
は
、
現
在
の
意
識
は
過
去
と
未
来
の
間
の
点
的
な
切
断
面
と
い
う
、
延
長
を
持
た

な
い

「今
」
の
意
識
で
は
決
し
て
な
く
、
そ
れ
自
身
が
或
る

（そ
の
つ
ど
の
体
験
の
状
況
に
よ
つ
て
変
化
可
能
な
）
延
長
を
持

っ
て
い
る
、
と

い
う
こ
と
に
反
省
に
よ
っ
て
気
付
く
と
き
で
あ
る
。
私
が

「現
在
」
を
経
験
す
る
の
は
具
体
的
に
は
、
サ
ツ
カ
ー
の
試
合
や

一
通
の
手
紙
の
作

成
や

一
つ
の
メ
ロ
デ
ィ
を
聞
く
こ
と
、
と
い
っ
た
時
間
の
広
が
り
と
し
て
で
あ
る
。
こ
の
延
長
を
持

っ
た
現
在
の
な
か
に
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が

「原
印
象
」
と
名
付
け
た
、
顕
在
性
の

一
つ
の
頂
点
が
あ
る
が
、
そ
の
周
り
に
は
、
さ

つ
き
ま
で
あ

っ
た
も
の
や
い
ま
に
も
や

つ
て
来
る
も
の

の

「庭
」
が
取
り
囲
ん
で
い
る
。
さ

っ
き
ま
で
あ

っ
た
も
の
は
、
そ
れ
が
滑
り
去

っ
て
い
く
こ
と
に
お
い
て
直
接
的
に
ま
だ
現
在
的
で
あ
る
。

私
は
そ
れ
を
そ
の
消
失
の
う
ち
に
保
持
し
て
お
り
、
し
か
も
非
主
題
的
に
、
す
な
わ
ち
、
私
の
注
意
が
こ
の
滑
り
去

っ
て
行
く
こ
と
の
う
ち
で

の
保
持

へ
と
固
有
に
向
け
ら
れ
る
こ
と
な
し
に
、
保
持
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
応
す
る
仕
方
で
、
い
ま
に
も
や

つ
て
来
る
も
の
は
今
に
お
い
て

共
現
前
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
例
え
ば
、
或
る
文
章
の
初
め
と
終
わ
り
が
顕
在
的
に
語
ら
れ
た
音
声
を
越
え
て
、
語
り
の
流

れ
に
お
い
て
私
た
ち
に
現
前
し
、
そ
こ
に
赤
い
糸
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
う
し
て
、
二
つ
の
非
主
題
的
に
機
能
す
る
与
え
ら
れ
方
で
あ



る
過
去
把
持

つ
Φ
け①
ユ
いｏ
こ
と
未
来
予
持
つ
喘９
ｏユ
いｏ
こ
と
は
、
現
在
の
意
識
が
い
わ
ば
自
分
の
う
ち
に
延
長
を
持
ち
、
或
る
広
が
り
を
持

っ
て

い
る
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
過
去
把
持
の
な
か
で
、
過
ぎ
去

っ
た
も
の
を
は
つ
き
り
と
準
現
前
さ
せ
る
能
力
が
形
成
さ
れ
る
。
私
の
瞬
間
的
な
過
去
把
持
は

少
し
遠
い
過
去

へ
と
沈
み
込
み

（こ
れ
が
時
間
の
連
続
的
な

「流
れ
」
の
原
的
な
形
態
で
あ
る
）
、
つ
い
さ

っ
き
ま
で
顕
在
的
だ

っ
た
今
が
新
た

な
過
去
把
持
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
新
た
な
直
接
に
顕
在
的
に
遂
行
さ
れ
た
過
去
把
持
の
う
ち
に
は
、
先
行
す
る
過
去
把
持
が
直
接
に
共
現

前
し
た
ま
ま
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
が
さ
ら
に
同
様
に
続
い
て
い
く
。
こ
う
し
た
過
去
把
持
が
互
い
に
入
れ
子
式
に
重
な
り
合
う
こ
と
が
連
続
的

に
継
続
し
て
、
過
去
把
持
の

「彗
星
の
尾
」
が
生
じ
る
。
こ
の
過
去
把
持
の
連
鎖
が
そ
の
つ
ど
の
現
在
の
意
識
の
限
界
を
超
え
て
沈
潜
と
い
う

仕
方
で
保
持
さ
れ
、
そ
れ
が
過
ぎ
去

っ
た
も
の
を
そ
の
位
置
に
お
い
て
準
現
前
さ
せ
る
こ
と
で
、
再
び
見
出
す
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
。
こ

の
明
確
な
仕
方
で
準
現
前
さ
せ
る
こ
と
を
フ
ツ
サ
ー
ル
は
、
想
起
に
直
接
先
立
つ
形
態
で
あ
る
過
去
把
持
か
ら
は
つ
き
り
区
別
し
て
、
再
想
起

と
呼
ん
で
い
る
。
再
想
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
は
、
沈
み
込
ん
で
或
る
仕
方
で
沈
澱
し
て
い
た
現
在
を

「呼
び
起
こ
し
」
、
そ
れ
を
過
去
の
う

ち
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
私
が
、
現
在
に
ま
で
至
る
過
去
把
持
の
連
鎖
の
う
ち
に
、
そ
れ
ら
に
続
い
て
起
こ
っ
た
こ
と
に

つ
い
て
非
主
題
的
に
機
能
し
て
い
る

「眠
っ
た
」
意
識
を
持

っ
て
お
り
、
こ
の
意
識

へ
と
遡
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
可
能
力
性

と
と
も
に
、
私
の
現
在
の
意
識
に
蓄
積
さ
れ
た
過
去
の
地
平
が
構
成
さ
れ
る
。
同
様
の
こ
と
が
、
未
来
の
地
平
の
形
成
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま

る
。
こ
う
し
て
意
識
は
、
そ
の
内
的
な
時
間
の
地
平
を
獲
得
し
、
そ
れ
と
と
も
に
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
的
な
客
観
性
が
も
つ
、
対
象
以
前
の
形
式

的
な
基
礎
を
獲
得
す
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
基
礎
の
う
え
に
初
め
て
、
知
覚
対
象
が
も
つ
客
観
的
時
間
の
意
識
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
こ
の
意
識
は
、
そ
の
他

の
既
に
言
及
し
た
、
知
覚
を
基
づ
け
て
い
る
様
々
な
構
成
の
働
き
の
寄
与
な
し
に
は
生
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
さ
ら
に
高
次
の
構
成
の
層
に

お
い
て
、
生
け
る
も
の
や
精
神
的
人
格
的
な
も
の
と
い
っ
た
存
在
領
域
が
意
識
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ど
の
段
階
に
お
い
て
も
、
構
成

七
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は
綜
合
と
し
て
、
す
な
わ
ち
多
様
な
も
の
の
統

一
と
し
て
行
わ
れ
る
。
そ
の
際
、
原
綜
合
と
な
る
の
は

「移
行
的
綜
合
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
現
前
す
る
こ
と
に
際
し
て
、
過
去
把
持
の
連
鎖
の
連
続
的
な
継
起
に
お
い
て
、
非
主
題
的
に
意
識
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
把
持
さ

れ
た
も
の
が
滑
り
落
ち
て
沈
み
込
む
こ
と
と
、
そ
れ
と
相
補
的
に
、
予
持
さ
れ
た
も
の
が
連
続
的
に
や

つ
て
来
る
こ
と
、
と
を
私
は
対
象
以
前

に
覚
知
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
現
在
が
こ
の
移
行
に
よ
っ
て

一
つ
の

「現
在
野
」

へ
と
広
が

っ
て
い
る
の
を
体
験
す
る
。
未
来
予
持
と
原
印
象
と
過

去
把
持
と
が
延
長
を
も

つ
た
現
在
の
こ
う
し
た
移
行
の
な
か
で
不
可
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
、
と
い
う
意
識
は
、
最
初
の

〈多
に
お
け
る

一
〉

と
い
う
意
識
で
あ
り
、
し
た
が

つ
て
、
私
に
よ
つ
て
行
わ
れ
る
綜
合
の
原
形
式
で
あ
る
。
こ
の
内
的
時
間
意
識
に
お
け
る
時
間
形
式
の
原
的
な

構
成
を
、
フ
ツ
サ
ー
ル
は
と
き
お
り

「時
間
化

［＝
時
熟
］
蒻
ｏ
〓
り
日
じ
」
と
も
呼
ん
で
お
り
、
し
か
も
、
こ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
構
成
の
層
に
お

い
て
繰
り
返
し
姿
を
変
え
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
意
味
で
フ
ツ
サ
ー
ル
は
、
晩
年
の
著
作

『危
機
』
の
な
か
で
、
「ど
ん
な
種
類
と
段
階

の
存
在
者
の
構
成
も
、　
一
種
の
時
間
化
で
あ
る
」
『
危
機
』

〓
口
ヽ
輌

∽
・ヽ
Ｎ
〕
と
、
プ
ロ
グ
ラ
ム
的
に
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
根
源
的
な

時
間
形
成
の
分
析
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
つ
て
、
す
べ
て
に
優
先
す
る
だ
け
の
意
義
を
持

っ
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
綜
合
の
働
き
は
時
間
意
識
の
原
綜
合
が
変
化
し
た
姿
で
あ
る
、
と
い
う
前
述
の
主
張
を
晩
年
の
フ
ツ
サ
ー
ル
は
、
現
象
学
が
そ
の

固
有
の
方
法
の
た
め
に
初
め
か
ら
特
に
関
心
を
も

つ
て
い
た
本
質
的
事
態
に
つ
い
て
も
は
っ
き
り
指
摘
し
て
い
る

〔こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第

一

部
第
四
節
を
参
照
〕
。
こ
れ
に
関
係
す
る
分
析
は
、
『経
験
と
判
断
』
の
な
か
の

「本
質
直
観
と
い
う
方
法
に
よ
る
純
粋
普
遍
性
の
獲
得
」
と
い

う
章
に
見
出
さ
れ
る
。

普
遍
的
対
象
と
し
て
の
本
質
は
、
自
然
的
態
度
に
お
い
て
は
、
無
時
間
的
、
超
時
間
的
な
も
の
と
し
て
現
出
す
る
。
し
か
し
、
形
相
的
変
更

に
よ
つ
て
そ
の
原
的
な
与
え
ら
れ
方
を
詳
し
く
考
察
す
れ
ば
、
超
時
間
性
と
考
え
ら
れ
て
い
た
も
の
は
、
実
は
特
殊
な
種
類
の
時
間
性
で
あ

っ

た
こ
と
が
分
か
る
。
本
質
普
遍
性
を
時
間
経
験
に
遡

っ
て
関
係
さ
せ
れ
ば
、
そ
れ
は

「至
る
と
こ
ろ
に
あ

つ
て
ど
こ
に
も
な
い
」
と
い
う
仕
方

で
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
次
の
二
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。　
下
方
で
、
私
た
ち
は
普
遍
的
な
も
の
の
表
象
を
意
識
の
う
ち
で
い
つ
で
も



産
出
で
き
、
こ
の
産
出
を
そ
の
つ
ど
任
意
の
今
に
お
い
て
反
復
で
き
る

（「至
る
と
こ
ろ
に
し
。
こ
の
意
味
で
は
、
本
質
普
遍
性
は

「イ
デ
ア
ル

な
」
対
象
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
イ
デ
ア
ル
な
も
の
と
反
対
の
リ
ア
ル
な
事
物
が

「リ
ア
ル
」
で
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
客
観
的
な
時
間
の
記

録
可
能
な
現
在
の
継
起
の
う
ち
で
、
或
る
時
点
に
だ
け
局
所
づ
け
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
で
、
こ
の
イ
デ
ア
性
の
裏
面
は
、
普
遍
的
な
対

象
が

「リ
ア
ル
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
客
観
的
な
時
間
の
う
ち
に
、
い
か
な
る
位
置
も
持
続
も
持
た
な
い

（「ど
こ
に
も
な

い
し
。
こ
う
し
て
、
普
遍
的
な
も
の
の
無
時
間
性
と
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
で
す
ら
、
そ
の
与
え
ら
れ
方
に
よ
つ
て
、
意
識
の
時
間
性

へ
と
遡
っ

て
関
係
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る

〔『経
験
と
判
断
』
同
Ｓ

∽
・８
ωい
〕
．

さ
て
、
内
的
時
間
意
識
の
分
析
の
次
の
段
階
で
は
、　
一
つ
の
問
題
圏
が
暗
示
さ
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
フ
ツ
サ
ー
ル
は
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き

た
内
的
時
間
の
地
平
の
構
成
よ
り
も

っ
と
深
い
次
元
に
突
き
進
ん
で
行
く
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
彼
の
現
象
学
の
な
か
で
最
も
困
難
で

あ
る
が
、
お
そ
ら
く
ま
た
最
も
魅
力
的
な
問
題
圏
で
あ
り
、
そ
れ
が
初
期
の
時
間
分
析
か
ら
最
晩
年
に
至
る
ま
で
、
彼
を
繰
り
返
し
魅
了
し
て

き
た
の
で
あ
る
。

意
識
は
そ
の
統

一
を
自
我
に
負

っ
て
お
り
、
こ
の
自
我
と
の
関
係
に
よ
っ
て
私
は
あ
ら
ゆ
る
私
の
体
験
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
は

「私
の
体
験
」

で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
反
省
に
よ
っ
て
私
は
注
意
を
自
ら
の
自
我
に
向
け
、
そ
れ
を
主
題
す
な
わ
ち
対
象
的
な
対
立
者
と
す
る
こ
と

が
で
き
る

（そ
れ
が
超
越
論
的
現
象
学
の
肝
心
な
点
で
あ

っ
た
）。
し
か
し
そ
の
際
、
こ
の
反
省
を
行

っ
て
い
る
私
は
、
常
に
そ
し
て
打
ち
消
し

難
く
、
対
象
化
の
こ
ち
ら
側
に
あ
る

〔こ
れ
に
つ
い
て
は
、
第

一
部
第
七
節
を
参
照
〕
。
こ
う
し
て
、
い
か
な
る
客
観
化
に
よ
つ
て
も
追
い
つ
か

れ
な
い

「原
自
我
」
が
存
在
す
る
。
そ
の
非
対
象
性
は
究
極
的
に
は
、
超
越
論
哲
学
と
し
て
の
現
象
学
の
性
格
を
保
証
す
る
も
の
と
な
る
。
他

方
、
こ
の
自
我
が
自
ら
を
反
省
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
た
だ
そ
れ
が
原
自
我
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
明
瞭
な
反
省
に
先
立

っ
て
自
ら
に
つ
い

て

「知

っ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
対
象
以
前
の
自
己
意
識
は
、
そ
の
原
体
験
と
い
う
原
形
態
に
あ
る
時
間
意
識
の
こ
と
に
ほ

か
な
ら
な
い
。
自
我
は
意
識
生
活
の
ど
の
瞬
間
に
も
、
私
か
ら
逃
れ
て
過
去

へ
と
滑
り
去
り
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
私
自
身
の
こ
と
を
絶
え
ず

七
九
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過
去
把
持
的
に
覚
知
し
て
い
る
。
こ
の
原
過
去
把
持
が
根
源
的
な
綜
合
な
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
で
私
は

（い
か
な
る
客
観
化
に
も
先
立
っ
て
）、

自
ら
を
常
に
既
に
私
自
身
と
同
定
し
て
お
り
、
そ
れ
と
と
も
に
ま
た
常
に
既
に
、
私
自
身
か
ら
の
最
初
の
距
離
を
獲
得
し
て
い
る
。
こ
の
対
象

以
前
の
自
己
同
定
に
よ
っ
て
、
私
の
原
自
我
は
何
ら
変
化
す
る
こ
と
な
く
立
ち
留
ま

っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
対
象
以
前
に
自
己

か
ら
距
離
を
取
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
れ
は
何
か
生
き
生
き
と
流
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
、
先
に
そ
う
で
あ

っ
た
も
の
に
対
し
て
別
も
の
に
な

り
う
る
よ
う
な
何
か
で
あ
る
。
ン」う
し
て
私
の
自
我
は
、
そ
の
最
も
深
い
次
元
に
お
い
て
は
、
「立
ち
留
ま
る
こ
と
」
と

「流
れ
る
こ
と
」
と
が

一
つ
に
な

っ
て
い
る
よ
う
な
、
或
る
生
き
生
き
し
た
存
在
な
の
で
あ
る
。

こ
の
次
元
を
フ
ツ
サ
ー
ル
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
論
じ
た

一
九
二
〇
年
代
の
未
公
刊
の
研
究
草
稿
に
お
い
て
、
「生
き
生
き
し
た
現
在
」
と
呼
ん

で
い
た
。
そ
れ
よ
り
二
十
年
前
に
書
か
れ
た

『内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
』
の
テ
キ
ス
ト

〔
Ｅ
ｃ

，
メ

∽
・卜
３

〕
で
彼
は
、
自
我
と
時
間
と
の
こ

の
最
も
深
い
連
関
に
つ
い
て
は

「ま
だ
名
前
が
な
い
」
こ
と
を
告
白
し
て
い
た
。
こ
こ
で
初
め
て
予
告
さ
れ
た
、
生
き
生
き
し
た
現
在

へ
遡
る

問
い
は
、
フ
ツ
サ
ー
ル
に
と

っ
て

「現
象
学
的
還
元
」
の
最
後
の
最
も
ラ
デ
イ
カ
ル
な
歩
み
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
つ
て
現
象
学
が
超
越
論
哲
学

と
な
る
よ
う
な
歩
み
で
あ

っ
た
。
『純
粋
理
性
批
判
』
の
カ
ン
ト
は
、
時
間
の
起
源
を
、
私
た
ち
に
は
近
づ
く
こ
と
の
で
き
な
い
隠
さ
れ
た

「人

間
精
神
の
技
術
」
に
帰
し
て
い
た
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
こ
で

「母
な
る
も
の
へ
の
歩
み
」
を
敢
行
し
、
生
き
生
き
し
た
現
在
に
つ
い
て
の
分
析

に
よ
つ
て
時
間
の
秘
密
を
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

五
　
間
主
観
性

知
覚
さ
れ
た
物
質
的
世
界
に
あ
る
事
物
の

「客
観
性
」
を
も
つ
て
し
て
も
、
意
識
は
ま
だ
、　
一
般
に
使
わ
れ
て
い
る
狭
い
意
味
で
の

「客
観

性
」
に
到
達
し
て
は
い
な
い
。
日
常
の
言
語
で
も
学
問
の
言
語
で
も
、
私
た
ち
は
今
日
こ
の
客
観
性
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
、
万
人
に
通
用
す



る
と
い
う
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
客
観
性
は

一
般
に

（と
り
わ
け
、
い
ま
の
科
学
信
仰
の
時
代
に
お
い
て
は
）、
認
識
が
本
来
探

究
す
る
に
値
す
る
形
式
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
強
い
意
味
で
の
客
観
的
な
も
の
と
は
、
そ
れ
を
把
握
す
れ
ば
、
様
々
な
経
験
の
主
観
が
も

つ
主
観
的
な
経
験
の
状
況
に
依
存
し
な
く
な
る
も
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
い
方
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
与
え
ら
れ
方
の

「間
主
観
的
」

な
多
様
性
を
も
ち
な
が
ら
、
私
た
ち
に
と

つ
て
常
に
同
じ
よ
う
に
現
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
た
客
観
性
は
、
間
主
観
性
つ

ま
り
複
数
の
主
観
相
互
の
関
係
を
前
提
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
よ
う
な
客
観
性
の
解
明
は
、
第

一
に
、
間
主
観
性
の
構
成
の
分
析
を
必

要
と
す
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
も
し
、
こ
の
よ
う
な
構
成
の
分
析
の
な
か
に
、
友
人
、
家
族
、
社
会
、
国
家
、
等
々
と
い
っ
た
様
々
な
形
態
を
も
つ
共
同

性
の
現
象
学
的
記
述
を
期
待
し
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
目
標
設
定
を
見
誤
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
フ
ツ
サ
ー
ル
が
こ
こ
で
何
よ
り
も
関
心
を
持

っ

て
い
る
の
は
、
様
々
な
人
間
に
と

っ
て
の
対
象
が
、
そ
の
多
様
な
経
験
の
状
況
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ど
う
し
て
同

一
の
仕
方
で
現
出
す
る
こ
と

が
で
き
る
の
か
と
い
う
、
客
観
性
の
可
能
性
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
っ
と
ラ
デ
イ
カ
ル
に
問
う
な
ら
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
別
的
な
意
識
が
、

も

つ
ぱ
ら
自
分
だ
け
に
固
有
な
経
験
世
界
と
関
わ

っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
す
べ
て
の
意
識
が
彼
ら
に
共
通
の
経
験
世
界
と
し
て
、
彼
ら
の
主

観
的
な
地
平
を
包
括
す
る
よ
う
な
普
遍
的
地
平
を
所
有
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
い
か
に
し
て
説
明
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

こ
の
問
い
が
フ
ツ
サ
ー
ル
に
と

っ
て
傑
出
し
た
意
義
を
持

っ
て
く
る
の
は
、
そ
れ
に
答
え
る
こ
と
だ
け
が
現
象
学
の
挫
折
を
避
け
る
こ
と
が

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
超
越
論
哲
学
と
し
て
の
現
象
学
は
、
方
法
的
に
行
わ
れ
る
反
省
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
し

，
反
省
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
は
、
そ
の
つ
ど
単
独
者
と
し
て
の
私
で
し
か
な
い
。
私
は
、
私
に
よ
つ
て
体
験
さ
れ
た
世
界
の
現
出
を
、
私
に
お
い
て
生
起
す
る
与
え
ら

れ
方
に
お
い
て
記
述
す
る
。
そ
う
し
た
分
析
を
私
は
、　
一
人
称
に
お
い
て
の
み
報
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
私
の
叙
述
を
受
け
取
る

の
も
私
自
身
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
共
通
の
対
象

（そ
の
な
か
に
は
現
象
学
的
研
究
の
主
題
も
含
ま
れ
る
）

ヘ

の
関
係
に
よ
つ
て
互
い
に
理
解
し
合
う
と
い
う
可
能
性
が
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
が

「独
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我
論
的
」
に
私

一
人
だ
け
で
で
は
な
く
、
多
く
の
人
と
共
同
で
行
う

一
つ
の
学
問
と
し
て
の
超
越
論
的
現
象
学
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
万
人
に

共
通
の
、
狭
い
意
味
で

「客
観
的
」
な

一
つ
の
世
界
が
可
能
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
私
が
構
成
の
分
析
に
よ
っ
て
示
さ
な
い
限
り
、
宙
ぶ
ら
り
ん

の
状
態
の
ま
ま
と
な
る
。

共
通
な
世
界
の
対
象
が
私
に
と

っ
て
、
何
ら
か
の
意
味
で
自
体
的
に
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
所
与
と
同
様
に
、
そ
れ
ゆ
え
客
観
的
と
見
な
さ
れ

る
の
は
、
そ
れ
が
与
え
ら
れ
方
の
状
況
に
依
存
す
る

「そ
の
つ
ど
と
い
う
性
格
」
を
超
越
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
狭
い
意
味
で
客
観

的
な
も
の
が
構
成
さ
れ
る
の
は
こ
の
超
越
に
よ
っ
て
な
の
だ
か
ら
、
こ
の
超
越
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
を
フ
ツ
サ
ー
ル
は
間

わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
状
況
に
依
存
す
る

「そ
の
つ
ど
と
い
う
性
格
」
は
こ
こ
で
は
、
個
々
の
主
観
が
も
つ
世
界
経
験
の
多
様
性
か
ら
成

っ
て
い

る
。
個
々
人
の
そ
の
つ
ど
の
主
観
的
な
世
界
経
験

へ
の
制
限
は
、
客
観
的
な
も
の
が
も
つ
超
越
に
よ
つ
て
廃
棄
さ
れ
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
こ

の
超
越
が
根
源
的
な
い
し
原
的
に
意
識
に
と

っ
て
成
立
す
る
の
か
を
探
り
出
す
た
め
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
方
法
的
に
、
他
の
主
観
や
彼
ら
の
持

つ
世
界
の
視
界
に
つ
い
て
何
も
聞
い
た
こ
と
が
な
い
よ
う
な

ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル
ー
ソ
ー
の
体
験
地
平
か
ら
出
発
し
よ
う
と
し
た
。

こ
う
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
分
析
を

一
つ
の
思
考
実
験
か
ら
始
め
る
こ
と
に
な
る
。
私
は
、
私
た
ち
に
共
通
の
世
界
が
私
に
よ
っ
て
の
み
な

ら
ず
多
く
の
人
間
に
よ
っ
て
も
経
験
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
受
け
取
る
よ
う
な
規
定
を
、
す
べ
て
度
外
視
す
る
。
こ
の
捨
象
に
よ
っ
て

一
つ

の
経
験
の
地
平
が
残
存
す
る
が
、
そ
こ
で
は
、
す
べ
て
は
私
に
と

っ
て
私
固
有
の
志
向
的
体
験
か
ら
得
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
規
定
の
み
を

も

っ
て
現
出
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
抽
象
的
に
還
元
さ
れ
た
世
界
を
指
す
の
に
、
「始
ま
り
６
諄
Ｂ
Ｒ
Ｐ
ｃ
日
ご

（「起
源
し

と
い
う
ラ
テ
ン

語
か
ら
由
来
す
る
原
初
的

６
ユ
ヨ
Ｒ
β
じ

と
い
う
言
葉
を
使
い
、
私
の

「固
有
領
野
」
が
上
記
の
よ
う
に
し
て
抽
出
さ
れ
る
方
法
的
な
操
作
を
原

初
的
還
元
と
呼
ん
で
い
る

〔フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
間
主
観
性
に
つ
い
て
の
多
く
の
分
析
に
お
い
て
、
こ
の

「プ
リ
モ
ル
デ
イ
ア
ル
」
と
い
う
語
の

代
わ
り
に
、
少
な
く
と
も
同
様
の
頻
度
で

「プ
リ
モ
ル
デ
イ
ナ
ル
」
と
い
う
語
も
使

っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
ラ
テ
ン
語
か
ら
の
由
来
か
ら
す
れ

ば
正
し
く
な
い
〕
。



こ
の
原
初
的
世
界
か
ら
見
る
と
、
万
人
に
と
っ
て
客
観
的
な
世
界
は
、
原
初
的
世
界
を
超
越
す
る
よ
う
な
規
定
、
私
の
世
界
が
他
者
に
よ
つ

て
も
経
験
さ
れ
る
こ
と
に
遡
る
よ
う
な
付
加
的
な
規
定
を
指
示
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
原
初
的
世
界
を
乗
り
越
え
る
も
の
を
、
異
他

な
る
も
の
、
ま
た
は
、
私
に
異
他
な
る
も
の
と
呼
ん
だ
。
こ
の
異
他
な
る
も
の
と
は
、
さ
し
あ
た
り
、
世
界
が
他
者
を
通
じ
て
受
け
取
る
よ
う

な
性
格
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
他
者
自
身
も
、
私
の
原
初
的
世
界
を
超
越
し
て
い
る
。
他
者
も
ま
た
そ
れ
ゆ
え
、
何
か
異
他
な
る
も

の
で
あ
り
、
フ
ツ
サ
ー
ル
の
テ
ー
ゼ
に
よ
れ
ば
、
基
づ
け
の
秩
序
か
ら
す
れ
ば
最
初
の
、
原
的
に
体
験
さ
れ
た

「私
に
異
他
な
る
も
の
」
な
の

で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。
私
の
世
界
は
、
私
の
原
初
的
領
野
を
超
越
す
る
多
く
の
主
観
に
よ
り
共
に
経
験
さ
れ
る
こ
と
に
よ
つ

て
、
万
人
に
と
っ
て
客
観
的
と
見
な
さ
れ
る
内
容
を
も
つ
た

一
つ
の
共
通
の
世
界
で
あ
る
と
い
う
性
格
を
得
る
こ
と
に
な
る
、
と
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
フ
ツ
サ
ー
ル
の
議
論
は
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
現
象
学
的
に
は
、
人
間
は
原
的
に
は
い
わ
ば
自
己
忘

却
的
に

一
つ
の
共
通
の
世
界
に
存
在
し
て
お
り
、
こ
の
共
通
性
か
ら
出
発
し
て
初
め
て
人
間
は
そ
の
つ
ど
の
他
者
な
い
し
異
他
な
る
も
の
と
し

て
出
会
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
支
持
す
る
材
料
の
方
が
多
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
『存
在
と
時
間
』
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
見
解
で
も
あ
る
。

し
か
し
他
方
で
は
、
こ
の
箇
所
に
お
け
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
析
は
、
人
間
の
共
同
生
活
の
基
礎
や
形
式
に
つ
い
て
の
解
明
を
現
象
学
か
ら
期
待

し
て
い
る
人
々
に
と
つ
て
は
興
味
深
い
も
の
と
な
っ
た
。
こ
う
し
て
、
社
会
的
な
関
係
そ
の
も
の
は
第

一
次
的
に
フ
ツ
サ
ー
ル
の
関
心
を
引
い

た
も
の
で
は
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
フ
ツ
サ
ー
ル
の
問
題
の
切
り
口
は
、
社
会
哲
学
を
唱
導
す
る
人
達
に
も
刺
激
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ

た
。
こ
の
点
で
何
よ
り
も
有
名
に
な
っ
た
の
は
ア
ル
フ
レ
ッ
ド

・
シ
ュ
ツ
ツ
の
仕
事

［『
ア
ル
フ
レ
ッ
ド

・
シ
ュ
ツ
ツ
著
作
集
』
マ
ル
ジ

ュ
社
、

一
九
八
三
年
を
参
照
］
で
あ
る
。
彼
の
フ
ツ
サ
ー
ル
と
の
取
り
組
み
は
何
よ
り
も
、
「生
活
世
界
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
が
や
が
て
広
く

「社
会

的
生
活
世
界
」
と
い
う
意
味
で
解
釈
さ
れ
る
こ
と
を
引
き
起
こ
し
た
。
そ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
も
と
も
と
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
に
違
い
な

い
含
意
だ
っ
た
だ
ろ
う
。
「生
活
世
界
」
と
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
つ
て

（こ
れ
に
つ
い
て
は
な
お
後
論
す
る
が
）、
科
学
批
判
的
な
概
念
で
あ
っ

て
、
社
会
哲
学
的
な
概
念
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
社
会
哲
学
的
な
意
味
に
お
い
て
、
こ
の
概
念
は
最
近
で
は
ユ
ル
ゲ
ン
・
ハ
ー
バ
ー
マ

八
三



八
四

ス
の
思
想
の
中
心
に
入
っ
て
来
て
い
る

［『
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
的
行
為
の
理
論
』
未
来
社
、　
一
九
八
五
／
八
六
年
を
参
照
］。

と
こ
ろ
で
、
原
初
的
還
元
の
出
発
点
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「他
者
経
験

「
お
日
ヽ
Φヽ
笙
￥
ｓ
●
じ
」
を
解
明
す
る
と
い
う
課
題
を
立
て
て
い
る
。

私
の
原
初
的
領
野
に
お
い
て
、
最
初
の
異
他
な
る
も
の
、
す
な
わ
ち
他
の
主
観
、
し
か
も
さ
し
あ
た
り
は

一
人
の
他
者

へ
向
か
っ
て
、
こ
の
原

初
的
領
野
を
超
越
す
る
よ
う
に
、
私
を
動
機
づ
け
て
い
る
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
構
成
の
問
題
の
解
決
に
当
た

っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は

一

貫
し
て
、
第

一
に
、　
原
的
な
意
識
と
原
的
で
な
い
意
識
と
の
根
本
的
な
差
異

へ
遡
り
、
そ
し
て
第
二
に
、
知
覚
と
い
う
根
本
体
験

へ
と
遡

っ
て

い
る
。
ど
の
知
覚
に
お
い
て
も
、
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
現
前
に
与
え
ら
れ
た
も
の
＝

「現
前
す
る
も
の
」
は
非
主
題
的
に
と
も
に
現
前

す
る
も
の
＝

「共
現
前
す
る
も
の
」

へ
と
私
を
指
示
し
、
こ
れ
を
と
も
に
表
象
す
る
よ
う
に
私
を
動
機
づ
け
て
い
る
。
私
の
原
初
的
世
界
の
う

ち
で
こ
の
世
界
を
超
越
す
る
こ
と

へ
と
私
が
動
機
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
が
生
じ
う
る
の
は
、
何

か
原
初
的
に
現
前
し
て
い
る
も
の
の
う
ち
で
何
か
現
前
し
て
い
な
い
も
の
が
私
に
共
現
前
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
現
前
し
て
い
る
も
の
と
は

他
者
の
物
体

［＝
身
体
］
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
私
は
原
初
的
世
界
の
う
ち
で
は
、
そ
れ
が
他
者
の
身
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
ま
だ
知

ら
な
い
。
こ
の
物
体
が
、
そ
こ
に
直
接
に
現
出
す
る
他
者
が
そ
の
超
越
に
お
い
て
共
現
前
す
る
よ
う
に
、
私
を
動
機
づ
け
て
い
る
。
こ
う
し
て
、

私
の
原
初
的
世
界
に
お
け
る
物
体
が
他
者
の
身
体
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
統
覚
は
、
間
主
観
性
の
構
成
に
お
け
る
最
初

の
歩
み
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
、　
一
つ
の
共
通
な
世
界
に
お
け
る
共
同
生
活
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
と
、
社
会
化
の

あ
ら
ゆ
る
形
態
と
が
、
築
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

以
上
述
べ
た
こ
と
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と

っ
て
間
主
観
性
の
理
論
の
基
本
的
な
課
題
は
、
他
者
経
験
が
も
つ
共
現
前
を
、
固
有
領
野

を
乗
り
越
え
る
こ
と
の
な
い
、
通
常
の
事
物
知
覚
が
も
つ
共
現
前
か
ら
限
界
づ
け
、
そ
の
固
有
性
に
お
い
て
提
示
す
る
こ
と
に
あ

つ
た
。
こ
の

非
常
に
繊
細
で
あ
る
が
、
ま
た
非
常
に
問
題
の
多
い
分
析
が
い
か
に
行
わ
れ
た
か
に
つ
い
て
は
、

こ
こ
で
す
べ
て
を
詳
し
く
描
写
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。



こ
こ
で
は
、
こ
の
理
論
の
い
く
つ
か
の
決
定
的
な
点
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
で
満
足
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
最
初
の
決
定
的
な
点
と
し
て

挙
げ
る
べ
き
な
の
は
、
こ
こ
で
フ
ツ
サ
ー
ル
が
連
合
の
理
論
に
立
ち
帰

っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
私
の
原
初
的
領
野
を
超
越
す
る
こ
と

へ
の
動

機
づ
け
は
、
「振
る
舞
い
」
に
よ
つ
て
私
自
身
の
身
体
を
私
に
思
い
出
さ
せ
る
他
の
身
体
の
独
特
の
現
出
仕
方
か
ら
や

つ
て
来
る
。
「或
る
も
の

が
別
の
も
の
を
思
い
出
さ
せ
る
」
と
い
う
の
は
、
フ
ツ
サ
ー
ル
が

「対
に
な
る
こ
と
」
と
呼
ん
だ
連
合
の
根
本
形
式
で
あ
る
。

私
が
他
の
身
体
に
よ
つ
て
私
自
身
の
身
体
を
思
い
出
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
私
の
身
体
が
同
時
に
私
の

「身
体
」
だ
か
ら
で
あ

る
。
私
の
身
体
に
つ
い
て
は
、
私
は

（こ
こ
に
第
二
の
本
質
的
な
点
が
あ
る
の
だ
が
）
対
象
以
前
の
意
識
を
持

っ
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は

何
よ
り
、
私
が
知
覚
す
る
際
に
、
こ
の
身
体
と
と
も
に
キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
な
運
動
を
行
う
こ
と
に
よ
つ
て
で
あ
る
。
そ
の
際
、
私
の
身
体
―
物
体

は
私
に
は
、
「こ
ンと

に
見
出
さ
れ
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
私
の
身
体
に
お
い
て
、
私
は
い
つ
も

「こ
こ
」
に
い
る
。
こ
の
身
体
的

な

「
こ
こ
」
は
、
私
が
ど
こ
へ
動
こ
う
と
も
、
い
わ
ば

一
緒
に
動
き
、
そ
し
て
、
私
の
空
間
的
な
方
位
の
絶
対
的
な
関
係
点
を
形
成
し
て
お
り
、

私
は
そ
れ
を
決
し
て
放
棄
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
私
の
身
体
―
物
体
と
の
関
係
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
他
の
物
体
は
私
に
は

「そ
こ
」
と
し

て
出
会
わ
れ
る

〔身
体
―
物
体
に
つ
い
て
の
理
論
全
体
に
つ
い
て
は
、
『イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
回
Ｃ

，
マ
リ
∽
。尽
〓

を
参
照
〕
。

私
の
身
体
は

「
こ
こ
」
に
あ
り
、
他
者
の
身
体
は

「そ
こ
」
に
あ
る
。
こ
の
両
者
の
類
似
性
に
つ
い
て
の
連
合
的
意
識
は
、
私
の
う
ち
に
二

つ
の
表
象
可
能
性
を
呼
び
起
こ
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
な
ら

つ
て
言
え
ば
、
私
の
う
ち
に
二
つ
の
可
能
力
性
が
動
機
づ
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
第

一
に
、
他
の
身
体
が
い
ま
あ
る
と
こ
ろ
に
私
が
将
来
や
が
て
動
い
て
行
き
、
彼
が
か
つ
て
し
た
の
と
同
じ
振
る
舞
い
を
や
が
て
そ
こ
で
す
る
こ

ラ
イ
プ
　
　
ケ
ル
パ
ー

と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
を
私
は
現
実
的
な
期
待
に
お
い
て
思
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
は
も
ち
ろ
ん
、
私
は
私
の
身
体
―
物
体

を
も

つ
て

「こ
こ
」
に
あ
り
、
「そ
こ
」
に
い
る
の
で
は
な
い
と
し
て
も
。
ま
た
第
二
に
、
す
で
に
い
ま
他
の
身
体
の
振
る
舞
い
に

で
は
な
く
、
想
像
に
お
い
て
）
自
ら
を
置
き
入
れ
、
私
が
そ
こ
に
い
る
か
の
よ
う
に
想
像
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
場
合
に
は
、

的
に

「あ
た
か
も
」
と
い
う
形
式
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
私
は
す
で
に
現
在
そ
こ
に
い
る
こ
と
に
な
る
。

（現
実
的
に

単
に
虚
構

八
五
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こ
れ
ら
現
実
的
な
表
象
可
能
性
と
虚
構
的
な
表
象
可
能
性
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
表
象
可
能
性
が
、　
一
緒
に
働
く
こ
と
が
で
き
る
―
―

こ
れ

が
「
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
析
に
お
い
て
、
彼
自
身
に
と

っ
て
も
ま

っ
た
く
明
瞭
に
な

っ
て
い
な
い
肝
心
な
論
点
で
あ
る
。
二
つ
の
可
能
力
性
が
相

互
に
補
完
し
合
う
こ
と
が
始
ま
る
の
は
、
と
き
お
り
と
い
う
だ
け
で
な
く
連
続
的
に
そ
の
振
る
舞
い
に
お
い
て
、
私
固
有
の
身
体
的
振
る
舞
い

を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
な
物
体
が

「そ
こ
」
に
現
実
に
現
れ
る
と
き
で
あ
る
。
想
像
に
よ
っ
て
、
「そ
こ
」
の
身
体
の
振
る
舞
い
の
背
後
に
、
私

と
同
様
な
も
の
の
存
在
を
認
識
す
る
可
能
性
が
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
想
像
だ
け
で
は
、
そ
こ
に
他
の
異
他
な
る
意
識
が
現
出

し
て
い
る
こ
と
、
私
と
は
異
な
り
、
私
が
同

一
と
な
る
こ
と
の
決
し
て
で
き
な
い

一
つ
の
自
我
が
現
出
し
て
い
る
こ
と
、
そ
こ
ま
で
私
を
導
く

こ
と
は
な
い
。
虚
構
に
お
い
て
は
、
私
は
い
つ
で
も
私
自
身
に
つ
い
て
の
別
の
表
象
を
作
り
、
私
自
身
の
自
我
の
変
化
し
た
姿
を
想
像
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
私
は
同
時
に
、
私
が

「そ
こ
」

へ
と
場
所
を
変
え
る
こ
と
を
現
実
的
な
未
来
の
可
能
性
と
し
て
思
い
浮
か
べ
る
能
力

を
持

っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
の
身
体
―
物
体
の

「
こ
こ
」
と
あ
の
身
体
の

「そ
こ
」
と
の
間
に
い
ま
存
立
し
て
い
る
現
実
的
な
区
別
に

よ

っ
て
、
私
の
自
我
と

「そ
こ
」
の
身
体
に
お
い
て
現
出
し
て
い
る
私
の
自
我
の
変
化
し
た
姿

（こ
れ
は
私
の
想
像
に
よ

つ
て
も
た
ら
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
が
）
と
の
間
に
は
現
実
的
な
区
別
が
あ
る
こ
と
が
気
付
か
れ
る
。
ン」う
し
て
、
私
に
と
つ
て
は
、
「そ
こ
」
の
身
体
に
お
け
る
自
我

は
、
私
自
身
の
単
な
る
虚
構
的
な
変
化
か
ら

一
つ
の
現
実
的
に
他
の

「異
他
な
る
」
自
我

へ
と
、
す
な
わ
ち
、
私
が
な
る
ほ
ど
理
解
に
よ
つ
て

入
り
込
ん
で
考
え
る

（「感
情
移
入
す
る
●
Ｆ
凛
巨
Φ
ユ
し

こ
と
が
で
き
る
が
、
ま

っ
た
く
同

一
と
な
る
こ
と
は
な
い
よ
う
な
、
私
と
同
じ
よ
う

な
存
在

へ
と
変
わ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
「こ
ンと

と

「そ
こ
」
の
区
別
に
結
び
つ
く
現
実
的
な
差
異
の
意
識
が
、
私
の
自
我
の
想
像
変
様
と
融
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

一
つ
の
新
し
い
統
覚
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
第

一
に
、
二
つ
の
身
体
の
振
る
舞
い
が
対
に
な
る
よ
う
な
連
合
に
基
づ
い
て
、
第
二

に
、
私
の
身
体
意
識
に
基
づ
い
て
、
他
の
身
体
の
振
る
舞
い
を
私
は
異
他
な
る
自
我
の
現
出
と
し
て
捉
え
、
こ
う
し
て
、
私
に
と

っ
て
他
者
の

存
在
が
原
的
に
構
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。



「そ
こ
」
に
現
前
し
て
い
る
も
の
と
し
て
私
に
出
会
わ
れ
る
、
他
の
物
体
に
お
い
て
、
そ
れ
が
彼
に
と
っ
て
は
身
体
で
あ
る
よ
う
な
他
者
が
、

私
に
と
も
に
現
前
し
て
い
る
。
こ
の

［他
者
経
験
の
際
の
］
共
現
前
が
、
あ
ら
ゆ
る
原
初
的
な
知
覚
に
も
あ
る

［事
物
経
験
の
際
の
］
共
現
前

と
根
本
的
に
区
別
さ
れ
る
の
は
、
こ
の

［他
者
経
験
の
場
合
の
］
と
も
に
現
前
す
る
と
い
う
与
え
ら
れ
方
を
私
自
身
に
よ
つ
て
遂
行
さ
れ
る
よ

う
な
与
え
ら
れ
方

へ
と
移
行
さ
せ
る
可
能
性

（「可
能
力
性
し

を
私
は
根
本
的
に
持
っ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
よ
つ
て
で
あ
る
。
私
に
は

確
か
に
、
そ
こ
に
あ
る
物
体
が
他
の
自
我
に
と
つ
て
は
彼
の
身
体
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
事
態
が
と
も
に
現
前
し
て
い
る
。
し
か

し
、
私
は
決
し
て
他
の
自
我
と
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
他
の
身
体
は
私
に
と
つ
て
決
し
て
私
の
身
体
と
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
は

で
き
ず
、
そ
れ
は
私
に
と
つ
て
決
し
て
私
の

「絶
対
的
な
こ
こ
」
と
な
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
は
私
に
と
つ
て

「そ
こ
」
に
留
ま
る
。
要
す

る
）に
、
フ
ツ
サ
ー
ル
の
間
主
観
性
の
理
論
に
よ
る
と
、
複
数
の
主
観
が
互
い
に

「他
者
」
と
し
て
出
会
う
こ
と
に
な
る
の
は
、
究
極
的
に
は
、

そ
の
世
界
に
お
け
る
現
存
在
が
そ
の
身
体
の

「絶
対
的
な
こ
こ
」
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
ま
た
、
こ
れ
ら
身
体
が
同
時
に
物
体
と
し
て
、
決
し

て
同
時
に
同
じ

「そ
ンと

を
所
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
な
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
こ
こ
に
、
「他
者
経
験
」
の
原
的
な
源
泉
が
あ
る
わ
け
で

あ
る
。一ハ

　
発
生
的
現
象
学
と
近
代
科
学
の
成
立

こ
れ
ま
で
紹
介
し
て
き
た
構
成
の
理
論
は
、
根
本
的
に
多
く
の
理
論
か
ら
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
お
の
お
の
が
基
づ
け
の

一
つ
の
層

ま
た
は

一
つ
の
存
在
領
域
に
関
係
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
超
越
論
哲
学
と
し
て
の
現
象
学
が
間
う
べ
き
存
在
者
全
体
と

し
て
の
世
界
の
現
出
は
、
様
々
な
対
象
領
野
の
現
出

へ
と
分
裂
し
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
が
、
元
来
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
つ
て
問
題
な
の
は
、
世
界

の
存
在
に
対
す
る
自
然
的
な
信
憑
が
い
か
に
し
て
構
成
さ
れ
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
。
世
界
の
全
体
と
は
自
立
的
な
対
象
領
野
の

八
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合
計
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
地
平
の
普
遍
的
地
平
で
あ
り
、
換
言
す
れ
ば
、
指
示
連
関
に
よ
っ
て
す
べ
て
が
相
互
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
私

の
可
能
力
性
の
端
的
に
包
括
的
な
遊
動
空
間
な
の
で
あ

っ
た
。
『イ
デ
ー
ン
ー
』
執
筆
後
の
フ
ツ
サ
ー
ル
が
ま
す
ま
す
は
っ
き
り
課
題
と
考
え
て

い
た
の
は
、
個
々
の
構
成
の
理
論
相
互
の
間
に

一
つ
の
体
系
的
な
全
体
連
関
を
打
ち
立
て
て
、
志
向
的
意
識
の
あ
ら
ゆ
る
地
平
が

一
つ
の
世
界

意
識
に
お
い
て
統

一
さ
れ
る
の
は
い
か
に
し
て
で
あ
る
か
を
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ

っ
た
。

構
成
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
理
論
を
統
合
す
る
た
め
の
手
掛
か
り
に
つ
い
て
は
、
先
の
第
三
節
に
お
い
て
す
で
に
言
及
し
て
お
い
た
。
フ
ッ

サ
ー
ル
は
、
受
動
的
に
前
も

っ
て
与
え
ら
れ
た
、
意
識
内
在
的
で
無
世
界
的
な
感
覚
与
件
と
い
う
想
定
か
ら
出
発
し
て
、
意
識
の
世
界
連
関
の

形
成
を
、
受
動
性
の
う
え
に
積
み
上
げ
ら
れ
る
能
動
性
に
委
ね
て
し
ま

っ
た
た
め
に
、
対
象
構
成
の
分
析
を
世
界
構
成
の
分
析
に
ま
で

一
貫
し

て
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
彼
は
、
受
容
性
と
自
発
性
と
い
う
カ
ン
ト
の
区
別
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
、
受
動
性
と
能
動
性

と
い
う
意
識
の
三
階
層
性
と
い
う
考
え
を
放
棄
し
て
、
次
の
二
つ
の
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。　
一
つ
は
、
知
覚
の
受
動
的
な
前
提
条

件
は
す
で
に
能
動
性
を
含
ん
で
い
る
こ
と

（こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
言
及
し
た
）、
も
う

一
つ
は
、
あ
ら
ゆ
る
能
動
的
な
統
覚
に
よ
る
働
き
の

方
が
受
動
性
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
能
動
的
な
働
き
を
晩
年
に
は

「原
創
設
」
と
呼
ん
だ
。
原
創
設
が
生
じ
る
の
は
、
意
識

（こ
こ
で
は
、
誰
か

一
人
の
個

人
で
は
な
く
、
普
通
に
定
義
さ
れ
る
言
語
共
同
体
な
い
し
文
化
共
同
体
の
こ
と
だ
が
）
が
こ
れ
ま
で
の
対
象
の
地
平
を
新
し
い
種
類
の
対
象

ヘ

と
乗
り
越
え
る
時
、
そ
れ
ゆ
え
例
え
ば
新
し
い
道
具
が
発
明
さ
れ
る
時
な
ど
で
あ
る
。
人
間
文
化
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
は
、
か
つ
て
原
創
設
の
対

象
形
成
的
な
働
き
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
原
創
設
と
と
も
に
意
識
は
、
い
ま
か
ら
は
こ
の
新
し
い
種
類
の
対
象

ヘ

と
繰
り
返
し
立
ち
帰
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
可
能
力
性
を
獲
得
す
る
。

つ
ま
り
、
当
の
対
象
の
経
験
が
習
慣
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の

「習

慣
化
」
ま
た
は

「沈
澱
」
は

一
つ
の
受
動
的
な
過
程
で
あ

っ
て
、
実
行
す
る
私
に
よ
っ
て
能
動
的
に
始
め
ら
れ
た
過
程
な
の
で
は
な
い
。
そ
の

際
、
ふ
つ
う
原
創
設
の
創
造
的
な
作
用
は
忘
却
さ
れ
て
し
ま
い
、
習
慣
は
当
の
種
類
の
対
象
を
経
験
す
る
可
能
力
性
と
非
主
題
的
に
親
し
む
こ



と
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
、
原
創
設
の
受
動
的
な
習
慣
化
に
よ
つ
て

一
つ
の
地
平
が
形
成
さ
れ
、
こ
の
地
平
の
根
源
的
な
生
成
を
原

創
設
の
能
動
性
に
お
い
て
繰
り
返
し
新
た
に
遂
行
し
直
す
必
要
が
な
い
ま
ま
、
意
識
は
そ
の
う
ち
で
生
き
続
け
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
よ
う
な
考
え
方
と
と
も
に
、
構
成
の
理
論
は
新
し
い
次
元
を
獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
根
本
テ
ー
マ
と
な
る
の
は
内
的
な
歴
史
、

す
な
わ
ち
、
地
平
の
意
識
が
形
成
さ
れ
豊
富
に
さ
れ
る
よ
う
な

「発
生
」
で
あ
る
。
発
生
的
な
構
成
の
理
論
は
、
二
つ
の
主
要
な
領
野
に
分
け

ら
れ
る
。
す
べ
て
の
地
平
が
原
創
設
の
習
慣
化
に
起
因
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
と
い
う
の
も
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
、
原
創
設

が
新
し
い
対
象
に
向
け
て
対
象
の
地
平
を
超
越
す
る
と
い
う
時
、
こ
の
対
象
の
地
平
が

一
つ
の
原
創
設
に
遡
り
、
こ
れ
が
さ
ら
に
も
う

一
つ
の

原
創
設
に
遡
り
、
等
々
と
い
う
こ
と
を
す
べ
て
の
原
創
設
が
前
提
す
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
い
、
こ
う
し
て
、
過
ぎ
去

つ
た
原
創
設

へ
の
問
い

は
無
限
に
遡
る
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
が
、
そ
れ
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
、
意
識
が

「
い
つ
も
す
で
に
」
手
に
し
て
い
る
よ
う
な

地
平
が
、
つ
ま
り
、
元
来

一
つ
の
能
動
的
で
統
覚
的
な
働
き
に
よ
っ
て
創
設
さ
れ
た
の
で
は
な
い
よ
う
な
地
平
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
原
創
設
の
能
動
性
は
根
本
的
な
地
平
の
受
動
的
な
発
生
を
前
提
し
て
お
り
、
こ
の
発
生
は
意
識
の
内
的
な
歴
史
の
う
ち
に
、
そ
こ

か
ら
始
ま
る
と
い
う
よ
う
な
端
緒
を
持
た
ず
、
い
つ
で
も
す
で
に
生
じ
て
い
る
。
こ
の
発
生
に
関
与
し
て
い
る
の
は
知
覚
の
層
よ
り

「下
に
」

あ
る
構
成
の
出
来
事
、
つ
ま
り
何
よ
り
も
、
［先
に
述
べ
た
よ
う
な
］
「生
き
生
き
し
た
現
在
」
に
お
け
る
根
源
的
な
時
間
形
成
と
、
「連
合
」
と
、

キ
ネ
ス
テ
ー
ゼ
的
意
識
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
こ
れ
ら
継
続
的
に
進
行
す
る
受
動
的
過
程
は
、
す
で
に
能
動
性
の
先
行
形
態
に
よ

つ

て
貫
か
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
受
動
的
発
生
は
受
動
的
構
成
の
理
論
が
扱
う
第
二
の
領
野
、
す
な
わ
ち
原
創
設
の
能
動
的
発
生

へ
と
滑
る
よ

う
に
移
行
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
、
こ
の
能
動
性
の
方
は
こ
れ
は
こ
れ
で
、
受
動
性
の
習
慣
化
と
い
う

「
二
次
的
な
受
動
性
」
に
よ
つ
て

包
み
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

能
動
的
お
よ
び
受
動
的
発
生
の
現
象
学
に
よ
っ
て
初
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
構
成
の
出
来
事
を
体
系
的
に

意
識
は
孤
立
し
た
諸
対
象
で
は
な
く
地
平
そ
れ
ゆ
え
世
界
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
思
想
が

つ
の
全
体
連
関

へ
と
結
び
合
わ
せ
、

貫
し
て
有
効
な
も
の
と
な
る
。
究
極

八
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的
に
は
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
現
象
学
的
方
法
は
超
越
論
哲
学
と
な
り
、
存
在
者
の
全
体
を
意
識
に
と

つ
て
の
現
出
に
関
し
て
問
う

こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
発
生
的
構
成
の
理
論
に
よ
る
、
意
識
の
歴
史
的
な
次
元
の
発
見
に
よ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
そ
の
最
晩
年
に
も
う

一
度
新
た

な
仕
方
で
現
象
学

へ
の
導
入
を
描
く
こ
と
が
可
能
に
な

っ
た
。
『危
機
』
で
彼
は
、
近
代
に
お
け
る
私
た
ち
の
世
界
と
私
た
ち
の
生
の
科
学
化
に

よ
っ
て
導
か
れ
た
意
味
の
危
機
の
な
か
で
、　
一
つ
の
適
切
な
診
断
を
下
す
こ
と
の
で
き
る
唯

一
の
拠
り
所
と
し
て
、
超
越
論
的
現
象
学
を
提
示

し
た
。
そ
う
し
た
診
断
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
根
本
的
な
症
状
を
前
提
し
て
い
る
．
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
近
代
科
学
の
全
体
を
さ

ま
ざ
ま
な
科
学
史
的

・
哲
学
史
的
な
原
創
設
の

一
つ
の
帰
結
と
考
え
、
そ
の
う
ち
の
究
極
的
で
私
た
ち
に
と
つ
て
決
定
的
な
原
創
設
が
、
近
代

の
数
学
化
さ
れ
た
自
然
科
学
の
創
設
で
あ

っ
た
、
と
考
え
た
。

ど
ん
な
原
創
設
も
新
し
い
対
象
の
能
動
的
な
構
成
と
し
て
、
諸
対
象
の
非
主
題
的
に
親
し
ま
れ
た
地
平
を
乗
り
越
え
る
が
、
そ
の
際
、
自
然

的
態
度
の
う
ち
に
生
き
て
い
る
意
識
に
存
在
信
憑
が
生
じ
、
諸
対
象
に
は
客
観
的
な
存
立
が
帰
せ
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
そ
れ
ら
諸
対
象
は
非

主
題
的
な
与
え
ら
れ
方
に
関
係
な
く
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
ら
の
生
起
が
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
地
平
の
意
識
に
関
係
な
く
現
出
す
る
こ
と
に
な
る
。

「哲
学
と
学
問
」
と
い
う
文
化
形
態
の
原
創
設
に
よ
っ
て
、
人
間
の
歴
史
に
お
い
て
初
め
て
、
世
界
の
全
体
そ
の
も
の
が
こ
の
意
味
で
何
か
客

観
的
な
も
の
と
し
て
対
象
化
さ
れ
、
研
究
の
主
題
と
な

っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
近
代
の
自
然
科
学
の
方
法
に
よ
る
新
た
な
原
創
設
に
よ
っ
て
、
無

制
約
的
に
学
問
的
な
客
観
性
と
い
う
近
代
の
理
想
が
生
じ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
学
問
的
に
妥
当
な
も
の
は
そ
の
つ
ど
の
主
観
的
な
所
与
に
対

す
る
い
か
な
る
相
対
性
か
ら
も
免
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
は
、
学
問
的
に
認
識
可
能
な
世
界
の
自
体
存
在
は
、
主
観
的

な
経
験
の
地
平
と
根
本
的
に
無
関
係
で
あ
る
こ
と
と
解
さ
れ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
客
観
性
の
理
想
は
決
し
て
自
明
な
も
の
で
は
な
く
、
近
代
科
学
の
原
創
設
と
と
も
に
現
れ
た
考
え
方
の
産
物
な
の
で

あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
世
界
に
対
し
て
古
代
お
よ
び
中
世
の
学
者
達
が
と

っ
た
態
度
と
比
較
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
古
代
の



学
問
は

「観
照
」
と
考
え
ら
れ
、
そ
れ
は
、
利
用
可
能
性
と
い
う
考
え
が
背
後
に
潜
む
こ
と
な
し
に
、
認
識
さ
る
べ
き
も
の
を
そ
れ
が
そ
れ
自

身
か
ら
示
さ
れ
る
が
ま
ま
に
考
察
す
る
こ
と
に
没
頭
す
る
よ
う
な
精
神
的
直
観
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
近
代
の
科
学
者
が
認
識
対
象

（そ
れ
は

何
よ
り
自
然
で
あ
る
が
）
に
対
す
る
関
係
を
、
カ
ン
ト
は

『純
粋
理
性
批
判
』
の
な
か
の
有
名
な
比
喩
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
適
切
に
特
徴
づ

け
て
い
る

〔『純
粋
理
性
批
判
』
パ
ヽ
【
ｔ
・
”
酉
Ξ

。
今
日
の
研
究
者
は

一
貫
し
て
自
然
か
ら
教
え
を
乞
う
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
「教
師
の

欲
す
る
通
り
を
何
で
も
言
わ
さ
れ
る
生
徒
」
の
よ
う
に
で
は
な
く
、
「証
人
を
し
て
自
分
が
彼
ら
に
提
出
す
る
質
問
に
答
え
る
よ
う
強
要
す
る
裁

判
官
」
の
よ
う
に
で
あ
る
い
と
。
こ
の
比
喩
に
お
い
て

「証
人
の
強
要
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
近
代
の
科
学
者
が
観
察
条
件
を
方
法
的
に

規
制
し
て
設
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
観
察
条
件
に
実
験
的
に
干
渉
す
る
こ
と
は
、
根
本
的
に
技
術
的
な
性
格
を
研
究
に
対
し
て
与
え
る
こ
と
に

な
る
。
近
代
科
学
に
お
い
て
は
、
初
め
か
ら
そ
の
実
際
に
技
術
的
な
利
用
に
至
る
ま
で
、
技
術
的
な
精
神
が
支
配
し
て
い
る
。
こ
の
精
神
は
、

成
果
す
な
わ
ち
方
法
の
有
効
性
を
重
視
す
る
精
神
で
あ
り
、
そ
の
成
果
が
現
れ
る
の
は
、
認
識
対
象
が
そ
れ
自
身
か
ら
す
る
よ
り
も
も

っ
と
多

く
自
ら
を
示
す
よ
う
に
導
か
れ
た
と
き
で
あ
る
。

方
法
的
に
形
成
さ
れ
た
近
代
科
学
の
理
論
は
、
対
象
に
対
し
て
自
ら
を
示
す
よ
う
強
制
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
原
理
的
に
は
も
は

や
研
究
の
追
跡
を
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
何
も
な
い
、
と
い
う
自
信
を
必
然
的
に
抱
く
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
は
す
べ
て
が
す
で
に
研
究

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
科
学
の
楽
観
主
義
に
と

つ
て
根
本
的
に
は
す
べ
て
が
研
究
可
能
な
も
の
と
し
て
現

れ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
研
究
の
過
程
は
な
る
ほ
ど
無
限
に
進
行
す
る
が
、
そ
れ
は
、
い
か
な
る
対
象
も
適
切
な
方
法
に
よ
つ
て

自
ら
を
示
す
よ
う
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
信
頼
に
よ
つ
て
担
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
あ
ら
ゆ
る
個
別
科
学
の
統

一
的
な
研
究

精
神
は
、
あ
ら
ゆ
る
対
象

一
般
の
総
体
に
関
わ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
世
界
が
近
代
科
学
全
体
の
主
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
諸

対
象
の
合
計
と
理
解
さ
れ
た
限
り
で
の

「世
界
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
超
越
論
的
現
象
学
の
主
題
と
し
て
の
世
界
は
、
普
遍
的
地

平
で
あ
り
、
諸
対
象
を
経
験
す
る
私
た
ち
の
す
べ
て
の
可
能
力
性
の
遊
動
空
間
、
指
示
連
関
と
し
て
組
織
さ
れ
た
遊
動
空
間
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

九
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え
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
テ
ー
ゼ
は
こ
う
で
あ
る
。
近
代
以
前
の
理
論
に
お
い
て
は
、
世
界
は
な
る
ほ
ど
、
近
代
に
お
い
て
と
同
様
に
、
諸
対
象
の

総
体
と
し
て
現
出
し
て
い
た
が
、
し
か
し
そ
こ
で
は
ま
だ
、
同
時
に
そ
の
地
平
性
格
を
保
持
し
て
い
た
、
と
。

こ
の
よ
う
に
、
近
代
以
前
の
学
問
に
お
い
て
は
世
界
が
ま
だ
地
平
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
学
問
は
対
象
が
自
ら

を
示
す
際
に
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
条
件
に
触
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
、
と
い
う
こ
と
に
現
れ
て
い
る
。
近
代
以
前
の
学
問
は
対
象
に
対
し

て
、
そ
れ
が
属
し
て
い
る
経
験
の
地
平
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
維
持
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
古
代
の
学
問
に
と
っ
て
の
準
則
は
、

そ
れ
ぞ
れ
の
領
野
が
学
問
以
前
の
生
活
の
地
平
を
反
映
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
て
い
た
。
例
え
ば
、
算
術
が
存
在
し
た
の
は
、
す
で

に
日
常
生
活
の
な
か
で
、
も

っ
ば
ら
数
え
ら
れ
計
算
さ
れ
る
よ
う
な
生
活
状
況
と
そ
れ
に
関
わ
る
職
業
を
知

っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
幾
何
学

や
医
学
や

法

学

に
関
し
て
も
同
様
で
、
こ
の
よ
う
な
古
い
呼
び
名
は
、
ま
だ
生
活
の
地
平
に
遡
る
結
び
つ
き
を
表
現
し
て
い
る
。
あ
ら
ゆ
る

哲
学
と
学
問
に
先
立
っ
て
す
で
に
、
人
々
は
土
地
を
計
測
し
、
病
気
に
対
し
て
治
療
薬
を
探
し
、
他
者
と
の
法
律
的
に
規
制
さ
れ
た
関
係
を
思
慮
を

も

っ
て
形
成
し
、
等
々
と
い
っ
た
こ
と
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
た
。

こ
の
地
平
と
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
古
代
の
学
問
は
、
測
量
術
や
困
術
等
々
と
い
っ
た
、
人
間
の
持

つ
学
問
以
前
の

「実
践
的
技
術
」
と
結

び

つ
い
て
い
た
。
ギ
リ
シ
ア
人
達
は
そ
う
し
た
技
術
が
基
づ
い
て
い
る
知
の
種
類

（そ
の
こ
と
に
通
じ
て
い
る
こ
と
）
を
テ
ク
ネ
ー
と
呼
ん
だ
。

そ
れ
に
対
し
て
、
近
代
科
学
的
認
識
の
手
法
は
、
地
平
と
の
結
び
つ
き
を
根
本
的
に
断
ち
切
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
手
続
き
と
し
て
自
立
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
か

っ
た
。
そ
れ
は
、
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
地
平
に
対
し
て
無
関
心
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
の
規
制
を
自
分
自
身
の
な

か
か
ら
の
み
見
出
せ
ば
よ
い
こ
と
な
る
。
こ
の
意
味
で
そ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が

『危
機
』
の
第
八
～
九
節
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、　
一
つ
の

「単
な
る
」
テ
ク
ネ
ー
と
な
る
の
で
あ
る
。
「単
な
る
」
と
い
う
こ
と
で
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
か
と
言
え
ば
、
問
題
な
の
は
も
は
や
ギ
リ
シ

ア
の
テ
ク
ネ
ー
概
念
の
意
味
に
お
い
て
、
地
平
に
結
び
つ
き
つ
つ
事
柄
に
通
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
の
有
効
性

へ
と
内

在
的
に
方
向
づ
け
ら
れ
た
、
近
代
的
な
意
味
で
の

「技
術
的
」
な
操
作
な
の
で
あ
る
。



地
平

へ
の
結
び
つ
き
の
た
め
に
、
近
代
以
前
の
学
問
は
た
だ
有
限
の
認
識
課
題
だ
け
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
た
。
「地
平
」
と
は
、
文
字
通
り

に
は

「境
界
線
」
ま
た
は

「限
界
」
を
意
味
し
て
い
る
。
地
平
は
な
る
ほ
ど
、
事
実
と
し
て
そ
の
う
ち
で
対
象
に
お
い
て
生
じ
る
も
の
の
す
べ

て
を
確
定
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
で
も
、
そ
も
そ
も
そ
の
う
ち
で
現
れ
る
こ
と
の
可
能
な
も
の
を
規
定
し
て
い
る
。
学
問
的
な
認
識
領

野
と
そ
れ
に
対
応
す
る
有
限
の
課
題
設
定
は
、
古
代
の
学
問
に
お
い
て
は
、
地
平
が
あ
ら
か
じ
め
描
く
限
界
の
な
か
か
ら
生
じ
て
い
た
。
地
平

へ
の
結
び
つ
き
の
緩
和
と
と
も
に
、
ま
た
、
そ
の
完
全
な
廃
棄
と
い
う
究
極
的
な
意
図
の
な
か
で
、
学
問
の
見
通
し
可
能
な
数
の
分
野

へ
の
分

類
の
た
め
に
、
学
問
以
前
の
生
活
の
実
践
か
ら
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
た
限
界
線
は
無
く
な
っ
て
し
ま

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
今
日
で
は
、
無

制
限
の
特
殊
化
が
は
び
こ
る
に
ま
か
さ
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
学
問

一
般
の
全
体
領
野
と
課
題
設
定
が
、
地
平

へ
の
結
び
つ
き
に
よ
っ
て
与
え

ら
れ
た
制
約
か
ら
解
放
さ
れ
て
し
ま

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
制
約
を
取
り
払
わ
れ
た
学
問

［――
科
学
］
は
、
あ
ら
ゆ
る
部
分
地
平
を
超
越
す
る
無

限
性
に
お
い
て
存
在
者
の
全
体
を
研
究
す
る
と
い
う
目
的
を
自
ら
に
課
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。

研
究
の
地
平
に
無
関
心
な
近
代
の
方
法
が
い
か
に
し
て
地
平
に
結
び
つ
い
た
近
代
以
前
の
学
問
か
ら
生
じ
て
来
た
か
を
、
フ
ツ
サ
ー
ル
は

『危

機
』
の
ガ
リ
レ
イ
に
つ
い
て
論
じ
た
有
名
な
章
で
、
近
代
的
な
自
然
認
識
の
数
学
化
に
即
し
て
示
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
数
学
化
を
、

自
然
的
な
世
界
認
識
の
直
観
性
の
根
本
的
な
廃
棄
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
廃
棄
が
可
能
な
の
は
た
だ
、
自
然
的
な
世
界
認
識
の
う

ち
に
す
で
に
直
観
性
と
非
直
観
性
と
の
間
の
緊
張
が
、　
つ
ま
り
、
知
覚
に
つ
い
て
の
節
に
お
い
て
す
で
に
論
じ
た
緊
張
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

世
界
経
験
は
二
重
の
顔
を
持

っ
て
い
る
。
志
向
的
な
意
識
は
、
非
主
題
的
な
与
え
ら
れ
方
の
顕
在
的
な
生
起
に
お
い
て
、
同
様
に
非
主
題
的

に
親
し
ま
れ
た
可
能
力
性
の
指
示
連
関
を
頼
り
に
し
て
い
る
が
、
そ
れ
と
い
う
の
も
、
与
え
ら
れ
方
は
す
べ
て
こ
の
指
示
連
関
に
埋
め
込
ま
れ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
、

原
的
な
与
え
ら
れ
方
の
顕
在
的
な
生
起
に
お
い
て
、
意
識
は
直
観
性
を
体
験
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ

の
非
主
題
的
な
指
示
連
関
の
う
ち
で
動
い
て
い
る
限
り
、
意
識
に
は
世
界
が
直
観
的
に
与
え
ら
れ
る
。
地
平
と
与
え
ら
れ
方
を
通
じ
て
、
世
界

が
意
識
に
対
し
て
現
出
す
る
。
し
か
も
、
す
で
に
言
及
し
た
広
い
意
味
で

「パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
」
を
通
じ
て
現
出
す
る
。
意
識
は
、
そ
の
与

九
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え
ら
れ
方
の
完
全
性
を
も
つ
て

「事
物
」
と
い
う
対
象
全
体
を
先
取
り
し
て
掴
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
た
え
ず
そ
の
世
界
経
験
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ヴ
性
を

「脱
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
化
」
し
て
い
く
。
同

一
の
対
象
の
意
識
、
そ
し
て
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
た
客
観
化
は
す
べ
て
、
脱
パ
ー
ス
ペ

ク
テ
イ
ヴ
化
な
の
で
あ
る
。
事
物
の
同

一
性
を
脱
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
化
に
よ
っ
て
先
取
り
す
る
こ
と
は
、
直
観
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
「事

物
」
は
意
識
に
と

っ
て
決
し
て
完
全
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
先
取
り
さ
れ
た
同

一
性
の
全
体
と
し
て
の
世
界

が
、
非
直
観
的
に
経
験
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
同

一
性
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
よ
る
、
絶
え
ぎ
る
脱
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
化
の
こ

と
を
、
『危
機
』
の
フ
ツ
サ
ト
ル
は
、
生
が
も
つ

「帰
納
性
」
と
呼
ん
だ
。
人
間
は
世
界
認
識
を
行
う
際
、
一先
取
り
さ
れ
た
同

一
性
に
導
か
れ
、

そ
れ
ゆ
え

（少
な
く
と
も
大
雑
把
に
は
）
、
そ
の
経
験
が
ど
の
よ
う
に
進
行
す
る
の
か
を
予
測
し
計
画
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
近
代
自
然
科
学
が

含
む
数
学
化
は
、
こ
の
よ
う
な
学
問
以
前
の
帰
納
性
を
過
剰
に
高
め
る
こ
と
に
、
そ
の
究
極
的
な
根
を
も
つ
て
い
る
ト
ー

こ
れ
が
フ
ッ
サ
ー
ル

の
テ
ー
ゼ
で
あ
る
。

振
り
返
っ
て
見
れ
ば
、
自
然
的
態
度
に
お
い
て
は
、
地
平
の
地
平
と
し
て
の
世
界
は
、
端
的
に
非
主
題
的
な
も
の
で
あ

っ
た
。
普
遍
的
地
平

は
あ
ら
ゆ
る
客
観
化
的
な
主
題
化
を
逃
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
世
界
信
憑
に
お
い
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
世
界
の
自
体
的
存
立
に

つ
い
て
の
非
主
題
的
に
自
明
な
確
信
は
、
個
々
の
対
象
の
客
観
的
存
在

へ
の
信
念
に
お
い
て
具
体
化
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
意
識
が
脱
パ
ー
ス

ペ
ク
テ
イ
ヴ
化
し
な
が
ら
同

一
性
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
こ
れ
ら
の
対
象
に
そ
の
注
意
を
向
け
る
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
と
学
問
の
誕

生
と
と
も
に
、
世
界
そ
の
も
の
が
主
題
と
さ
れ
、
端
的
に
非
直
観
的
な
も
の
が
客
観
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
自
然
的
な
意
識
は
、
そ
の
つ
ど

の
対
象
認
識
に
お
い
て
、
自
体
的
に
存
立
す
る
世
界
の
同

一
性
に
対
し
て
、
そ
れ
を
客
観
化
に
よ

っ
て
取
り
戻
す
と
い
う
こ
と
な
し
に
、
た
だ

非
主
題
的
に
信
頼
を
寄
せ
て
い
る
が
、
そ
の
世
界
の
同

一
性
が
、
あ
ら
ゆ
る
自
然
的
な
帰
納
性
を
超
越
す
る
先
取
り
の
対
象
と
な
る
。
対
象
と

世
界
の
先
取
り
さ
れ
た
同

一
性
は
、
そ
れ
が
決
し
て
実
際
に
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
限
り
、
何
か
イ
デ
ア
ル
な
も
の
と

言
え
る
。
こ
の
意
味
で
フ
ツ
サ
ー
ル
は
、
世
界
と
同
様
に
対
象
を
も
理
念

（〓
８
）
と
呼
ん
で
い
る
。
学
問
以
前
に
世
界
の
う
ち
で
事
情
に
通
じ
て



い
る
と
い
う
意
味
で
の
テ
ク
ネ
ー
は
す
べ
て
、
特
定
の
対
象
に
関
係
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
そ
の
同

一
性
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
導
か
れ

て
い
る
。
こ
う
し
て
、
自
然
的
な
帰
納
的
予
見
は
、
理
念
を
あ
ら
か
じ
め
掴
む
と
い
う

「実
践
的
な
技
術
」
の
な
か
に
生
き
て
い
る
の
で
あ
る
。

学
問

［＝
科
学
］
が
学
問
以
前
の
テ
ク
ネ
ー
の
地
平
へ
と
遡
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
を
放
棄
し
な
い
限
り
、
哲
学
と
学
問
に
お
け
る
理

念
と
し
て
の
世
界
の
主
題
化
は
、
ま
だ
そ
の
完
全
な
爆
発
力
を
展
開
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
科
学
が
こ
の
よ
う
な
限
界
を
取
り
外
す
時
、

そ
の
対
象
で
あ
る
世
界
が
そ
の
無
限
性
に
お
い
て
現
出
し
て
く
る
。
こ
う
し
て
、
世
界
は
近
代
科
学
に
と
っ
て

「無
限
の
理
念
」
と
な
つ
た
。

無
限
の
理
念
と
し
て
世
界
を
客
観
化
す
る
こ
と
は
、
い
ま
や
科
学
的
な
対
象
認
識
の
方
法
に
影
響
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は

「理
念
化
」
さ
れ
、
自
然
的
な
予
見
は
科
学
的
な

「帰
納
」
と
な
る
。
理
念
と
し
て
浮
か
ん
で
い
る
対
象
の
同

一
性
を
帰
納
的
に
先
取
り
す
る

こ
と
は
、
近
代
科
学
に
お
い
て
は
、
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
地
平

へ
の
結
び
つ
き
の
あ
ら
ゆ
る
限
界
を
は
ね
飛
ば
す
。
あ
ら
ゆ
る
先
取
り
の

可
能
性
が
、
『危
機
』
の
第
二
付
論
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
述
べ
る
よ
う
に
、
「す
で
に
通
過
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
」、
こ
と
に
な

る
。
自
然
認
識
が
も
つ
数
学
化
の
う
ち
に
あ
る

「理
念
化
」
が
近
代
自
然
科
学
を
特
徴
づ
け
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
た

「理
念
化
」

は
、
科
学
の
具
体
的
な
実
践
の
う
ち
に
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

方
法
化
さ
れ

一
貫
し
て
数
学
的
な
基
礎
の
う
え
に
建
て
ら
れ
た
研
究
作
業
は
、
猛
小限
の
理
念
」
と
し
て
の
世
界
へ
呆
て
し
な
く
接
近
し
て
い

く
こ
と
と
な
り
、
そ
れ
は
無
限
な
も
の
へ
と
進
む
進
歩
と
い
う
性
格
を
得
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
は
、
科
学
が
そ
の
進
歩
と
と
も
に
そ
こ

に
近
づ
い
て
い
く

「世
界
」
は
こ
の
進
歩
に
先
立
っ
て
、
そ
れ
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
存
立
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い
る
。
こ

う
し
て
科
学
の

「無
限
の
理
念
」
と
し
て
の
世
界
は
、
地
平
へ
の
あ
ら
ゆ
る
埋
め
込
み
か
ら
免
れ
た

一
つ
の
対
象
で
あ
る
か
の
よ
う
に
現
出
す

る
。
自
然
的
な
存
在
信
憑
は
、
近
代
科
学
に
お
い
て
極
端

へ
と
高
め
ら
れ
、
世
界
の
自
体
存
在
の
た
め
に
、
主
観

へ
の
関
係
の
あ
ら
ゆ
る
痕
跡

と
、
そ
の
世
界
経
験
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
性
と
が
、
抹
殺
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
科
学
的
認
識
を
主
観
に
相
対
的
な
与
え

ら
れ
方
に
よ
る
制
限
か
ら
根
底
的
に
解
放
す
る
よ
う
な
、
無
制
約
的
な

「客
観
性
」
が
、
最
高
の
規
範
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。

九
五
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七
　
客
観
主
義
批
判
と
生
活
世
界

以
上
が
近
代
科
学
の
原
創
設
の
基
本
的
な
特
徴
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
世
界
は
無
限
の
理
念
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
が
あ
ら
ゆ
る
原

創
設
と
同
様
に
こ
の
原
創
設
も
、
あ
ら
ゆ
る
統
覚
が
受
動
的
に
沈
澱
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
習
慣
と
な
る
の
で
、
客
観
性
と
い
う
理
想
が
も

っ

て
い
た
、
意
識
の
歴
史
か
ら
の
由
来
は
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
う
。
無
制
約
の
客
観
性
と
い
う
規
範
は
、
自
明
の
も
の
と
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
こ

に
、
「客
観
主
義
」
と
い
う
認
識
態
度
が
生
じ
て
く
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
こ
そ
が
、
近
代
科
学
に
お
け
る
意
味
の
危
機

へ
導
く
と
同
時
に
、
科
学

化
さ
れ
た
世
界
に
お
い
て
生
き
る
こ
と
の
意
味
の
危
機

へ
と
導
く
も
の
で
あ
る
。

そ
の
地
平
性
を
根
底
か
ら
剥
ぎ
取
ら
れ
た
世
界
と
は
、
非
人
間
的
な
世
界
で
あ
る
。
本
来
の
人
間
的
な
も
の
は
、
フ
ツ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
自

由
で
あ
り
、
こ
の
自
由
は
ま
た
、
い
か
な
る
対
象
化
に
よ
っ
て
も
追
い
つ
か
れ
る
こ
と
の
な
い
超
越
論
的
な
原
自
我
と
し
て
の
私
が
所
有
し
て

い
る
責
任
と
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
私
は
自
分
の
行
為
に
対
し
て
責
任
を
持

っ
て
お
り
、
行
為
と
は
可
能
性
の

一
つ
を
掴
み
取
る
こ
と
で
あ

る
が
、
こ
の
可
能
性
と
は
世
界
の
う
ち
で
の
可
能
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
地
平
意
識
の
可
能
力
性
と
し
て
準
備
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
地
平

と
は
、
誰
か
が
行
為
す
る
こ
と
の
う
ち
に
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
よ
つ
て
開
か
れ
る
、
経
験
の
遊
動
空
間
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
地
平
は
、
責

任
を
も
つ
て
行
為
す
る
主
体
と
し
て
の
人
間
か
ら
引
き
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
世
界
の
存
在
を
根
底
か
ら
そ
の
地
平
的
で
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ

ヴ
的
な
現
出
か
ら
切
り
離
そ
う
と
す
る
近
代
科
学
的
な
研
究
の
試
み
は
、
そ
の
研
究
も
も
と
も
と
行
為
の
責
任
に
結
び
つ
い
て
い
た
の
に
、
そ

の
結
び
つ
き
を
失

っ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態

へ
と
導
か
ざ
る
を
得
な
い
。
研
究
は
、
そ
れ
が
も
し
、
無
限
な
理
念
と
し
て
の
世
界
を
無
制
約
的

に
呈
示
す
る
よ
う
強
制
す
る
た
め
の
方
法
的
―
技
術
的
な
措
置
の
無
限
な
過
程
と
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
責
任
か
ら
免
除
さ
れ
、
自
由
に

漂
う
行
為
と
な

っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
近
代
科
学
的
な
研
究
作
業
は
、
驚
く
べ
き
自
己
法
則
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
フ
ッ
サ
ー



ル
が
晩
年
の
著
作
の
標
題
で
語
る

「
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
」
と
は
、
意
味
の
喪
失
の
こ
と
で
あ
り
、
端
的
に
主
観
に
相
対
的
で
は
な
い
よ

う
な
世
界
が
本
当
に
存
在
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
人
間
の
責
任
を
廃
棄
す
る
こ
と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
生
じ
た
意
味
の
喪
失
な
の
で
あ
る
。

ま

っ
た
く
科
学
化
さ
れ
て
し
ま

っ
た
世
界
に
生
き
る
こ
と
の
不
快
感
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
以
来
、
さ
ら
に
大
き
く
な

っ
て
来
て
い
る
。
し
か
し

同
時
に
、
客
観
主
義
が
意
識
の
歴
史
に
よ
る
原
創
設
か
ら
由
来
し
て
い
る
こ
と
が
忘
れ
ら
れ
て
い
る
た
め
に
、
人
々
は
近
代
科
学
が
も
た
ら
し

た
意
味
の
危
機
か
ら
の
出
口
を
見
出
せ
な
い
で
い
る
。
無
限
な
理
念
と
し
て
の
世
界
、
ま

っ
た
く
主
観
に
相
対
的
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い

る
世
界
と
は
、
歴
史
的
に
生
じ
た
特
殊
な
認
識
態
度
の
相
関
者
に
過
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
人
々
は
見
抜
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
『危
機
』
の

フ
ッ
サ
ー
ル
は
ま
さ
に
こ
の
忘
却
を
暴
き
、
ま
っ
た
く
脱
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
化
さ
れ
絶
対
的
自
体
的
に
存
在
す
る
世
界
な
る
も
の
に
つ
い
て

の
確
信
が
、
非
主
題
的
で
は
あ
る
が
包
括
的
な
主
観
相
対
性
の
地
平
を
超
越
す
る
こ
と
に
お
い
て
の
み
原
創
設
さ
れ
る
こ
と
の
で
き
た
も
の
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
想
起
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

科
学
的
な
研
究
対
象

一
般
と
し
て
の
世
界
に
対
し
て
、
ま
た
、
近
代
科
学
的
に
解
釈
さ
れ
た
世
界
に
対
し
て
境
界
づ
け
る
時
、
フ
ッ
サ
ー
ル

は
、
こ
の
包
括
的
な
地
平
を
と
く
に
生
活
世
界
と
呼
ん
で
い
る
。
近
代
科
学
の
世
界
は
、
絶
対
的
に
主
観
に
相
対
的
で
は
な
い
世
界
で
あ
る
と

い
う
、
そ
れ
が
原
創
設
に
お
い
て
獲
得
し
た
意
味
を
通
じ
て
、
学
問
以
前
の
生
活
世
界
を
遡

っ
て
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
主
観
に
相
対
的
な
世

界
と
の
対
比
な
し
に
は
、
そ
れ
は
空
中
に
浮
い
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
科
学
的
に
客
観
的
な
も
の
と
い
う
新
し
い
超
越
は
、
こ
の
意
味
で
主
観

的
な
生
起
と
の
関
係
を
保

っ
た
ま
ま
で
あ
り
、
そ
れ
も
ま
た
、
対
象
と
与
え
ら
れ
方
に
お
け
る
主
観
的
―
状
況
的
な
現
出
と
の
普
遍
的
な
相
関

を
免
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
生
活
世
界
的
な
地
平
の
主
観
相
対
性
を
乗
り
越
え
た
つ
も
り
の
科
学
的
世
界
は
、
こ
う
し
て
、
主
観
相
対
性
か
ら

追
い
つ
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
科
学
の
対
象
は
意
味
形
成
体
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
の
存
在
を
固
有
の
理
論
的
―
論
理
的
な
実
践
の
主
観
的
な
働

き
に
負

っ
て
お
り
、
こ
の
実
践
そ
の
も
の
は
生
活
世
界
に
お
け
る
生
に
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

近
代
科
学
的
な
研
究
の
実
践
も
ま
た
、
実
は
生
活
世
界
的
な
生
の
な
か
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
。
こ
の
こ
と
を
フ
ツ
サ
ー
ル
は
、
近
代

九
七
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自
然
科
学
の
数
学
化
に
つ
い
て
論
じ
た

『危
機
』
の
前
述
の
章
で
、
二
つ
の
証
拠
に
よ
っ
て
証
明
し
て
い
る
。
こ
の
二
つ
は
と
も
に
平
凡
な
観

察
で
あ
る
が
、
私
た
ち
が
数
学
的
な
認
識
実
践
を
自
然
的
な
帰
納
性
と
そ
の
理
念
化
か
ら
の
再
構
成
と
い
う
背
景
に
お
い
て
見
る
な
ら
ば
、
決

し
て
平
凡
で
は
な
い
意
義
を
得
る
こ
と
に
な
る
。

最
初
の
観
察
は
こ
う
で
あ
る
。
近
代
科
学
の
研
究
者
は
科
学
的
な
認
識
実
践
を
行
う
た
め
に
、
直
観
と
い
う
仕
方
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
多

様
な
手
段
を
必
要
と
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
彼
は
測
定
器
具
を
使
う
が
、
そ
こ
に
は
彼
が
読
み
取
る
何
ら
か
の
目
盛
り
が
付
い
て
お
り
、
そ
の

際
、
彼
は
自
分
の
直
接
的
な
視
覚
印
象
に
頼

っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
彼
は
他
の
研
究
者
と
話
を
し
た
り
、
彼
ら
の
論
文
を
読
ん
だ
り
す
る
が
、

そ
の
際
、
彼
は
い
つ
も
、
直
接
聞
い
た
り
見
た
り
す
る
も
の
が
何
か
存
在
す
る
も
の
と
し
て
そ
こ
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
。

あ
ら
ゆ
る
存
在
信
憑
と
同
様
に
こ
の
存
在
信
憑
も
、
間
わ
れ
る
こ
と
な
く
前
提
さ
れ
た
自
明
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「そ
こ
で
直
接
出

会
う
も
の
の
存
在
に
つ
い
て
、
場
合
に
よ
つ
て
は
適
切
な
原
的
な
与
え
ら
れ
方
を
現
実
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
」
と
い
う

こ
と
を
研
究
者
は
知

っ
て
い
る
、
と
い
う
自
明
性
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
地
平
的
に
す
で
に
準
備
さ
れ
て
い
る
可
能
性
を
現
実
化
す
る
可
能

性
そ
の
も
の
は
、
非
主
題
的
な
ま
ま
残
さ
れ
る
。
主
題
と
な
る
の
は
、
非
直
観
的
に
認
識
さ
れ
た
も
の
の
み
で
あ
る
。
直
観
可
能
性
を
利
用
で

き
る
と
い
う
こ
と
は
何
か
余
り
に
自
明
な
こ
と
で
あ
る
た
め
、
こ
の
自
明
性
を
思
い
出
さ
せ
る
よ
う
な
、
い
ま
述
べ
た
観
察
も
平
凡
に
聞
こ
え

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
平
凡
な
性
格
は
、
近
代
科
学
の
研
究
者
が
そ
の
う
ち
で
動
き
自
明
的
に
前
提
し
て
い
る
直
観
世
界
は
非
主
題
性

と
い
う
性
格
を
持

っ
て
い
る
、
と
い
う
事
実
の
反
映
で
し
か
な
い

〔『危
機
』
〓
ｃ

，
≦
〕
∽
・ふ
ド

〕
。

「生
活
世
界
」
と
い
う
概
念
を

『危
機
』
の
フ
ツ
サ
ー
ル
は
、
ま
ず
、
こ
の
非
主
題
的
な
直
観
世
界
を
表
す
名
称
と
し
て
導
入
す
る
。
研
究

者
が
そ
の
非
直
観
的
な
認
識
実
践
に
お
い
て
不
可
避
的
に
直
観
的
な
与
え
ら
れ
方
に
頼
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
あ
る
限
り
、
こ
の
与
え
ら
れ

方
の
う
ち
で
意
識
さ
れ
る
直
観
性
の
地
平
は
、
彼
が
そ
の
研
究
の
際
に
立
っ
て
い
る
地
盤
と
な

っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
生
活
世
界
は
、

フ
ツ
サ
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
、
「直
観
的
地
盤
」
な
の
で
あ
る
。
近
代
科
学
者
は
、
そ
の
無
限
性
に
お
い
て
自
然
的
な
認
識
実
践
の
あ
ら
ゆ
る
直



観
的
地
平
を
超
越
す
る
よ
う
な
世
界
と
関
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
無
限
性
に
関
わ
る
彼
の
認
識
は
や
は
り
、
科
学
以
外

の
認
識
の
直
観
的
地
平
に
お
い
て
現
出
す
る
よ
う
な
世
界
に
遡

っ
て
結
び
つ
い
た
ま
ま
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
世
界
こ
そ
、
生
活
世
界
に
ほ

か
な
ら
な
い
。

さ
て
、
近
代
科
学
の
研
究
実
践
が
生
活
世
界
的
な
生
に
根
を
張

っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
第
二
の
証
拠
は
、
次
の
こ
と
で
あ
る
。
科
学
以
前
の

実
践
に
お
い
て
私
た
ち
は
、
厳
密
に
言
え
ば
直
観
を
超
越
す
る
同

一
性
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
基
づ
い
て
の
み
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
と
取
り
組
む

こ
と
が
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
対
象
が
あ
た
か
も
直
接
私
た
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
そ
れ
ら
を
利
用
す
る
こ
と
を

可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
地
平
の
意
識
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
対
象
は
い
ま
や
、
私
た
ち
の
経
験
可
能
性
の
地
平
的
で
非
主
題
的
な
貯
蔵

庫
に
属
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
私
た
ち
が
数
学
化
さ
れ
た
自
然
に
つ
い
て
の
非
直
観
的
な
知
識
を
技
術
的
な
産
物
の
工
業
的
生
産
の
た
め

に
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
利
用
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
対
象
に
つ
い
て
も
当
て
は
ま
る
―
―

こ
れ
も
ま
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
平
凡
に
見
え
る
観

察
で
あ
る
。
例
え
ば
、
私
た
ち
は
照
明
の
ス
イ
ツ
チ
を
入
れ
、
テ
レ
ビ
を
つ
け
る
。
私
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
対
象
が
元
来
す
な
わ
ち
科
学
的
技

術
的
に
見
て
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
固
有
に
主
題
化
す
る
必
要
も
な
い
ま
ま
に
、
こ
れ
ら
の
行
為
可
能
性
を
手
に
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の

こ
と
が
可
能
な
の
は
原
理
的
に
は
、
脱
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
化
し
、
直
観
を
超
越
す
る
、
同

一
性
の
先
取
り
に
よ
る
す
べ
て
の
成
果
と
、
そ
れ

と
と
も
に
ま
た
、
科
学
的
な
理
念
化
に
基
づ
い
て
獲
得
さ
れ
た
す
べ
て
の
対
象
と
が
、
私
た
ち
の
実
践
の
非
主
題
的
で
地
平
的
に
あ
ら
か
じ
め

与
え
ら
れ
た
可
能
性
の
貯
蔵
庫
の
な
か
に
沈
み
込
ん
で
い
る
か
ら
こ
そ
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
発
生
的
な
構
成
の
理
論
に
由
来
す
る

「沈
澱
」

と
い
う
考
え
が
役
立
つ
こ
と
に
な
る
。
す
べ
て
の
理
念
化
の
活
動
が
脱
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
し
た
も
の
は
、
「再
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
イ
ヴ
化
」
さ
れ
て
、
私
た
ち
の
科
学
以
外
の
実
践
の
直
観
的
地
平
に
お
い
て
現
出
す
る
世
界
の
構
成
要
素
と
な
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は

こ
の
過
程
を

『危
機
』
で
、
生
活
世
界

へ
の

「流
入
」
と
呼
ん
で
い
る

〔『危
機
』
〓
ｃ
●
≦
。
∽
・〓
♪
〓

，
と
】日
・・
ド
Ｐ
ぶ
０
を
参
照
〕
。
こ
の

「流
入
」
は
次
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
方
法
化
さ
れ
た
認
識
実
践
は
、
科
学
以
外
の
実
践
に
埋
め
込
ま
れ
た
ま
ま
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
い
う

九
九
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の
も
、
さ
も
な
け
れ
ば
、
そ
の
成
果
が
そ
れ
に
非
主
題
的
に
親
し
ん
で
い
る
と
い
う
形
で
こ
の
実
践
の
地
平

へ
と
入
り
込
み
、
そ
の
う
ち
で
こ

れ
を
基
礎
に
し
て
利
用
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

こ
の

「流
入
」
の
理
論
に
よ
っ
て
、
生
活
世
界
の
新
し
い
側
面
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
直
観
的
世
界
と
い
う
そ
の
基
本
的
な
意
味
で
、
「生
活

世
界
」
を
科
学
の
非
直
観
的
世
界
に
対
す
る
対
比
概
念
と
し
て
使
う
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
他
方
で
、
発
生
的
な
沈
澱
に
よ
っ
て
、
あ
ら

ゆ
る
直
観
を
超
越
す
る
実
践
の
対
象
化
さ
れ
た
成
果
や
、
理
念
化
に
基
づ
く
近
代
科
学
の
技
術
的
な
実
践
の
成
果
も
ま
た
、
科
学
以
外
の
実
践

の
直
観
的
地
平
に
入
り
込
む
こ
と
に
な
り
、
こ
の
地
平
に
お
い
て
非
主
題
的
に
現
出
す
る
世
界
が
ま
た
、
生
活
世
界
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
。

と
こ
ろ
が
、
そ
れ
と
と
も
に

「生
活
世
界
」
は
、
前
述
の
対
比
概
念
と
い
う
性
格
を
失
う
こ
と
に
な
る
。
地
平
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
こ
そ

ま
た
直
観
に
結
び
つ
い
て
い
る
学
問
以
前
の
実
践
に
と

っ
て
と
同
様
に
、
近
代
科
学
の
研
究
が
も
つ
、
根
底
的
に
直
観
を
超
越
す
る
認
識
実
践

に
と

つ
て
も
ま
た
、
普
遍
的
な
地
平
と
な

っ
て
い
る
の
が
、
生
活
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の

意
味
で
の
生
活
世
界
、
フ
ツ
サ
ー
ル
が
言
う
よ
う
に
そ
の

「普
遍
的
な
具
体
性
」
に
お
け
る
生
活
世
界
は
、　
一
つ
の
包
括
的
な
世
界
、
つ
ま
り

自
然
的
態
度
の
存
在
信
憑
が
関
係
し
て
い
る
普
遍
的
地
平
に
ほ
か
な
ぃ
な
い
。
い
ま
や
世
界
概
念
が
彼
の
以
前
の
理
解
に
比
べ
て
本
質
的
に
豊

か
な
も
の
と
な

っ
て
い
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
い
。
自
然
的
態
度
の
世
界
は
い
ま
や
、
そ
の
う
ち
で
生
じ
る
実
践
と
そ
の
沈
澱
つ
ま
り

「流

入
」
に
よ
つ
て
、
歴
史
的
に
豊
か
に
さ
れ
た
世
界
と
な
る
。
そ
れ
は
、
具
体
的
な
歴
史
的
世
界
な
の
で
あ
る
。

近
代
科
学
は
世
界
を
無
限
の
理
念
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
存
在
者
の
全
体
と
し
て
、
方
法
的
な
個
別
研
究
に
お
い
て
主
題
と
し
て
き
た
の
で
、

哲
学
は
よ
け
い
な
も
の
と
な

っ
た
、
と
い
う
印
象
が
生
じ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
哲
学
は
そ
の
伝
統
的
な
自
己
理
解
に
よ
れ
ば
、

端
的
に
全
体

へ
の
問
い
で
あ
る
が
、
特
殊
化
さ
れ
た
個
別
科
学
は
哲
学
か
ら
こ
の
問
い
を
取
り
去
り
、
そ
れ
を
哲
学
的
伝
統
よ
り
も
も

っ
と
効

果
的
に
答
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
『危
機
』
の
フ
ツ
サ
ー
ル
は
、
超
越
論
的
現
象
学

へ
の
最
後
の
導
入
と
し
て
、
近
代
科

学
の
姿
勢
に
対
す
る
批
判
を
通
っ
て
行
く
道
を
選
ん
だ
。
そ
の
批
判
が
示
し
た
の
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
哲
学
の
主
題
は
主
観
に
相
対
的
な
、



歴
史
的
に
豊
か
に
な

っ
て
い
く
普
遍
的
地
平
と
し
て
の
、
つ
ま
り
生
活
世
界
と
し
て
の
世
界
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
た
世
界
は
、
近
代

科
学
の
客
観
主
義
的
な
研
究
実
践
に
お
い
て
忘
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
超
越
論
哲
学
は
反
省
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
れ
は
、
世
界
が

そ
れ
に
と

っ
て
現
出
す
る
よ
う
な
、
責
任
あ
る
主
体

へ
の
反
省
で
あ
る
。
世
界
に
対
す
る
科
学
化
さ
れ
た
態
度
は
、
地
平
意
識
の
主
観
相
対
性

と
と
も
に
、
こ
の
主
観

［＝
主
体
］
を
も
忘
れ
て
し
ま

っ
て
い
る
。
哲
学
が
今
日
で
も
な
お
必
要
な
の
は
、
行
為
す
る
主
体
の
責
任
が
呼
び
覚

ま
さ
れ
て
お
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
、
哲
学
が
可
能
な
の
は
、
地
平
の
発
生
的
構
成
の
理
論
に
基
づ
い
て
、
客
観
主
義
的
な

科
学
が
生
活
世
界
的
な
経
験
に
遡

っ
て
関
係
づ
け
ら
れ
依
存
し
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

近
代
科
学
に
お
い
て
生
活
世
界
が
忘
却
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
廃
棄
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と

っ
て
、
科
学

［学
問
］
的
認
識

一
般

へ
の
努
力

を
放
棄
す
る
こ
と
で
は
決
し
て
な
い
。
む
し
ろ
、
現
象
学
的
な

「生
活
世
界
に
つ
い
て
の
学
」
に
よ
っ
て
、
哲
学
と
学
問
の
誕
生
と
と
も
に
原

創
設
さ
れ
た
、
先
入
観
か
ら
免
れ
た
世
界
認
識

へ
の
要
求
が
具
体
的
に
実
現
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
歴
史
的
に
は
も
ち
ろ
ん
、
近
代
科
学

の
客
観
主
義
に
よ
る
、
こ
の
要
求
の
変
形
は
相
対
化
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
客
観
主
義
は
、
あ
ら
ゆ
る
地
平
の
主
観
的
な
発
生
の
忘
却
と
し
て
、

す
な
わ
ち
、
認
識
の
客
観
的
な
側
面
に
有
利
な
よ
う
に

一
面
的
に
な

っ
て
し
ま
つ
た
真
理
に
つ
い
て
の
理
解
と
し
て

〔第

一
部
第
二
節
を
参
照
〕
、

先
入
観
か
ら
免
れ
る
こ
と
と
い
う
も
と
も
と
の
学
問
理
想
に
背
い
て
し
ま

っ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
先
入
観
か
ら
免
れ
た
世
界
認

識

へ
と
向
か
う
学
問
的
な
志
向
の
原
創
設
と
と
も
に
、
人
類
全
体
に
と

つ
て
妥
当
す
る
認
識
規
範
が
打
ち
建
て
ら
れ
た
。
超
越
論
的
現
象
学
的

に
思
考
す
る
哲
学
者
達
は

「人
類
の
公
僕
」
と
し
て
、
哲
学
的
学
問
的
な
思
考
が
そ
の
原
創
設
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
志
向
に
い
ま
ま
で
ど
れ

だ
け
応
じ
て
き
た
か
、
に
つ
い
て
釈
明
を
与
え
よ
う
と
す
る
。
学
問
が
も
と
も
と
志
向
し
て
い
た
こ
と
と
、
そ
れ
を
こ
れ
ま
で
に
満
た
し
て
き

た
こ
と
と
を
、
歴
史
的
―
現
象
学
的
に
比
較
す
る
こ
と
に
お
い
て
、
人
間
の
理
性
に
基
づ
く
自
己
責
任
が
実
現
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ク
ラ
ウ
ス
・
ヘ
ル
ト

［後
記
］
本
訳
稿
を
投
稿
後
、
こ
こ
に
訳
出
し
た

『フ
ツ
サ
ー
ル
現
象
学
入
門
』
は
、
九
州
大
学
出
版
会
よ
り
近
々
出
版
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
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