
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に

　

ー
　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
『
論
理
学
小
論
』
（
Z
冨
吉
－
ひ
ぎ
合
）

中
　
　
村

兀



は

し
が
き

　

イ
ン
ド
論
理
学
の
研
究
は
む
つ
か
し
い
o
絶
壁
を
よ
じ
の
ぽ
る
よ
う
な
も
の

で

あ
る
。
し
ば
ら
く
試
み
た
あ
と
で
休
ん
で
い
る
と
、
ま
た
す
べ
っ
て
落
ち
て

し
ま
う
。
わ
た
く
し
は
’
こ
う
い
う
こ
と
を
、
今
ま
で
に
何
遍
も
く
り
か
え
し

た

が
、
今
、
自
分
な
り
に
理
解
し
よ
う
と
し
て
、
と
も
か
く
ま
が
り
な
り
に
も

ま
と
め
て
み
た
の
が
、
こ
の
論
稿
で
あ
る
。

　
前
編
は

Z
葛
｝
、
巳
》
三
（
三
の
訳
で
あ
り
、
後
編
は
、
　
こ
の
書
の
中
に
あ
る
用

語
の

語
義

を
検
討
し
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
ほ
か
の
方
面
と
も
関
連
を
つ
け
て
、

1
種
の

イ
ン
ド
論
理
学
術
語
集
成
に
な
っ
た
。

　
紙
幅
の
関
係
で
こ
の
号
で
は
、
前
編
す
な
わ
ち
Z
尾
s
ジ
竺
三
（
ご
の
邦
訳
だ

け
を
掲
載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
書
の
訳
と
し
て
、
す
ぐ
れ
た
邦
訳
が

す
で
に
幾
つ
か
刊
行
さ
れ
て
い
る
が
、
今
は
旧
稿
に
も
と
つ
い
て
、
自
分
な
り

の

訳

を
つ
け
て
見
た
。
先
人
の
業
績
と
の
対
比
検
討
は
将
来
に
ゆ
ず
り
た
い
。



1

ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
『
論
理
学
小
論
』
（
Z
吉
巻
－
昆
a
已
）

目

次

論
理
学
小
論

夕
吉
，

Y，

二

邦

訳

四

は

し

が

き

は
　
し
　
が
　
き

　
以

下
に

お

い
て

は

Z
＞
、
3
．
〔
二
》
＝
三
c
お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
I
）
h
a
r
m
o
t
t
2
t
K
t

の

註
疏
（
T
i
k
l
L
l
）
を
’
l
．
h
．
　
S
，
　
t
e
h
e
r
b
a
t
s
k
y
　
（
｝
出
版
（
一
由
i
l
）
l
i
e
t
l
）
e
c
a
　
B
＝
d
t
［
h
i
e
a

V
I
I
）
に
し
た
が
っ
て
訳
出
す
る
。
　
ス
ー
ト
ラ
の
番
号
は
そ
れ
に
よ
る
。
　
た
だ

し
参
照
の
便
宜
を
慮
っ
て
ン
言
フ
．
p
三
製
の
校
’
訂
本
に
お
け
る
ス
ー
ト
ラ
の
番
号

を
〔
　
〕
の
中
に
示
し
て
お
い
た
。
ま
た
ス
チ
ェ
ル
バ
ツ
キ
ー
本
の
1
1
云
口
の
悪

い

と
こ
ろ
は
、
マ
ル
ヴ
ァ
ニ
ア
本
に
し
た
が
っ
て
訂
正
し
て
お
い
た
。

　
　
　
　
イ
ン
ト
．
．
．
⑪
理
学
の
理
解
の
た
い
に
（
叩
杓
）

　

『
ニ

ャ

ー
ヤ
・
ビ
ン
ド
ゥ
』
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
内
外
に
立
派
な
訳
が
あ

る
の
で
、
こ
と
さ
ら
に
労
す
る
要
も
な
い
わ
け
で
は
あ
る
が
、
自
分
な
り
に
納

得
の
ゆ

く
訳
に
し
た
い
と
思
っ
た
。

　

こ
の
翻
訳
の
一
つ
の
方
針
は
、
　
一
般
の
国
語
辞
典
や
哲
学
辞
典
に
出
て
い
る

平
易

な
語
を
用
い
て
翻
訳
し
た
こ
と
で
あ
る
。
平
易
な
語
で
簡
単
に
表
現
し
難

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
パ

い

と
き
に
は
’
若
干
の
語
を
複
合
し
て
用
い
る
こ
と
に
し
た
。
し
た
が
っ
て
単

語

が

当
然
長
く
な
る
の
で
、
1
つ
の
語
で
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
、
〈
　
〉

の

印
を
用
い
て
括
る
こ
と
に
し
た
。
こ
の
し
か
た
を
採
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
イ

ン

ド
論
理
学
を
構
造
的
に
’
ま
た
普
遍
的
な
基
盤
の
上
で
理
解
す
る
道
を
開
く

こ
と
に
な
る
と
思
う
。

　
サ
ン

ス

ク
リ
ッ
ト
の
原
語
を
た
び
た
び
挿
入
し
た
わ
け
は
、
研
究
老
の
理
解

を
便
な
ら
し
め
る
た
め
で
あ
る
。
た
と
い
わ
た
く
し
の
訳
語
が
不
適
切
で
あ
っ

た
と
し
て
も
、
研
究
者
は
原
語
を
た
よ
り
に
し
て
趣
旨
を
理
解
し
得
る
で
あ
ろ

l
つ
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三



　
　
　
　
法
華
文
化
研
先
（
じ
旦
つ
）

　

［
法
華
文
化
研
究
一
誌
が
貴
屯
な
紙
面
を
提
供
さ
れ
た
こ
と
を
感
謝
す
る
が
、

た
び
た
び
筆
者
を
督
励
し
て
稿
を
ま
と
め
さ
せ
た
の
は
伊
藤
瑞
叡
氏
で
あ
っ
た

こ
と
を
記
し
て
お
こ
う
。

　

こ
の
邦
訳
は
、
今
か
ら
十
数
年
前
に
、
わ
た
く
し
が
東
京
大
学
に
在
職
中
に

演
習
で
読
ん
だ
と
き
の
ノ
－
ト
で
あ
る
。
昨
年
か
ら
自
分
で
少
し
つ
つ
清
書
を

始
め

た

が
、
と
て
も
『
法
華
文
化
研
究
』
の
こ
の
u
ゲ
の
期
限
に
間
に
合
い
そ
う

も
な
か
っ
た
の
で
、
松
本
史
朗
氏
に
ノ
ー
ト
の
一
部
を
清
書
し
て
も
ら
っ
て
、

や

っ

と
期
限
に
間
に
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
た
。
同
氏
の
助
力
に
感
謝
す
る
。

　

こ
の
邦
訳
は
、
い
ち
お
う
の
翻
訳
で
あ
っ
て
、
個
々
の
立
論
の
論
理
学
的
あ

る
い
は
イ
ン
ド
学
的
な
解
釈
は
他
の
機
会
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
た
o
わ
た
く
し

自
身
も
今
後
さ
ら
に
検
討
す
る
し
、
ま
た
諸
方
面
の
叱
正
を
受
け
て
、
さ
ら
に

研
究

を
進
め
た
い
と
願
っ
て
い
る
。

＊

＊

＊

四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

幸
あ
る
ダ
ル
↓
、
キ
ー
ル
テ
ィ
師
の
著
し
た

　

『
論
理
学
小
論
』

ダ
ル
モ
：
ッ
タ
ラ
師
の
つ
く
っ
た
『
論
理
学
小
論
註
釈
』
を
と
も
な
う
。

ナ

H
ム
。
全
知
者
に
敬
礼
し
た
て
ま
つ
る
。

第
一
章
　
知

覚

〔第
一
節
　
こ
の
書
の
主
題
（
p
三
三
ゴ
2
・
p
）
と
目
的
（
三
p
笥
三
p
二
p
）
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

1
・

1　
人
間
の
目
的
は
す
べ
て
正
し
い
知
識
に
基
づ
い
て
達
成
さ
れ
る
。

そ
れ
故
に
そ
の
〔
知
識
〕
が
解
明
さ
れ
る
。
〔
一
・
一
〕

　
　

　
こ
の
世
の
苫
難
の
連
続
を
生
ず
る
原
因
で
あ
る
世
界
に
打
ち
克
っ
た
人
、

　
　
貧
欲
な
ど
の
敵
で
あ
る
幸
あ
る
人
（
善
逝
・
ブ
ヅ
ダ
）
の
こ
と
ば
は
、

　

　

　
心
の

迷

い

の

暗

黒

を
次
第
に
稀
薄
な
ら
し
め
て
、
勝
利
を
得
る
。

　
（
P
．
　
！
．
、
．
6
）
　
I
人
間
の
目
的
は
、
す
べ
て
」
云
々
に
よ
っ
て
、
こ
の
綱
要
書

の

論

述
の
主
題
の
日
的
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
綱
要
書
の

構
成
内
容
は
二
種
あ
る
。
す
な
わ
ち
語
と
意
味
と
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
で
、
〈
語
〉

の

目
的
は
、
語
そ
れ
自
体
の
言
い
表
わ
す
意
味
を
人
に
理
解
さ
せ
る
こ
と
で
あ

っ

て
、
そ
れ
以
外
に
は
有
り
得
な
い
。
そ
れ
故
に
語
に
つ
い
て
は
考
究
し
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
う

で
お

く
。
　
一
方
、
語
の
言
い
表
わ
す
〈
意
味
〉
の
方
は
、
も
し
も
そ
れ
が
日
的
の
無



語

を
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
合
、
言
表
わ
す
意
味
を
理
解
さ
せ
る
た
め

に

綴
っ
て
著
作
を
な
す
こ
と
も
ま
た
為
さ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

は
’
あ
た
か
も
日
の
牙
に
つ
い
て
考
究
す
る
こ
と
は
何
の
日
的
（
…
川
）
も
な
い

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
思
慮
あ
る
人
は
そ
れ
に
つ
い
て
の
考
究
を
す
る
要
か
な
い

の

と
同
様
で
あ
る
。
（
7
一
、
、
°
O
）
そ
れ
故
に
、
著
者
は
こ
の
綱
要
、
☆
か
作
ら
れ

ね

は
な
ら
な
い
所
以
を
示
し
て
、
こ
の
書
の
主
題
の
U
的
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。

（
p
．
　
！
，
　
t
．
　
I
こ
）
人
間
の
目
的
は
、
す
べ
て
正
し
い
知
識
に
基
づ
い
て
達
成
さ
れ
る
。

そ
れ
故
に
、
そ
の
こ
と
を
人
々
に
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
こ
の
綱
要
書
が
作
ら
れ

る
の
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、
こ
の
場
合
に
お
け
る
（
本
文
の
）
文
章
の
意
味
な
の

で
“
S
“
〈
）
。
　
（
p
．
　
2
，
　
X
．
　
2
）
こ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
こ
に
お
い
て
、
こ
の
書
の
主
題
で

あ
る
正
し
い
知
識
が
、
人
間
の
一
切
の
目
的
を
達
成
す
る
原
因
で
あ
る
と
い
う

事
実

が
、
こ
の
書
の
目
的
で
あ
る
と
し
て
既
に
説
か
れ
た
。
そ
う
し
て
こ
の
趣

意
が
説

か

れ

る
の
で
（
目
的
と
主
題
と
の
）
適
合
性
と
口
的
と
主
題
と
が
、
す
で

に

述
べ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
（
二
゜
2
，
　
i
．
　
3
）
何
と
な
れ
ぱ
、
す
な
わ
ち
「
人
間
の

目
的
を
達
成
す
る
の
に
役
立
つ
〈
正
し
い
知
識
〉
が
、
こ
の
綱
要
書
に
よ
っ
て
解

明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
説
く
な
ら
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
一
正
し
い
知
識
が
、

語
を
綴
っ
た
　
（
本
書
）
の
主
題
で
あ
り
、
正
し
い
知
識
を
解
明
す
る
こ
と
が
、

本

害
の

目
的
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
編
要
吉
は
、
そ
の
解
明
の
た
め
の
手
段
で

あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
（
p
．
　
2
，
　
1
，
　
5
）
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
3
）

上
に

よ
っ
て
、
主
題
の
一
部
分
か
［
的
を
も
述
べ
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
、

（両
者
の
）
適
合
性
〃
・
和
。
も
説
か
れ
た
こ
と
に
な
る
u
　
Q
，
．
　
2
，
　
l
°
6
）
し
か
し
な
が
ら
、

　
　
　
　
イ
ン
ト
言
理
与
の
刊
解
の
た
め
に
（
叩
゜
伺
）

（本
文

［
ス

ー
ト
ラ
」
一
・
一
の
）
一
文
だ
け
で
、
適
合
性
と
主
題
と
目
的
を

直
接
述
べ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
直
接
に
は
一
つ
の
（
文
）

を
語
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
川
接
的
に
（
適
合
性
、
主
題
、
口
的
の
）
三
者
が
、

意
味
上
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
J
　
（
1
，
．
　
2
，
　
｛
．
　
7
）
さ
て
前
掲
の
一
文
の
中
で
、

一
そ
の
（
ー
正
し
い
知
識
）
L
と
い
う
の
が
主
題
を
示
す
語
で
あ
り
、
「
解
明
さ

れ
る
」
と
い
う
の
が
1
1
的
を
示
す
語
で
あ
る
。
（
こ
の
場
台
、
U
的
に
は
二
種
類

が

あ
る
“
）
す
な
わ
ち
一
つ
は
、
綱
要
書
作
製
と
い
う
活
動
を
な
す
説
者
（
著
者
）

の

U
的
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
そ
れ
を
聴
聞
す
る
側
の
学
習
者
（
読
老
）
の

目
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
、
（
二
ぷ
S
“
O
）
そ
の
わ
け
は
、
お
よ
そ
思
慮
あ
る

人
々

は
す

べ
て
、
行
動
の
目
的
を
探
し
求
め
て
か
ら
行
動
す
る
も
の
で
あ
る
。

で

あ
る
か
ら
、
「
師
が
こ
の
綱
要
書
を
作
η
、
た
の
は
何
の
た
め
で
あ
る
の
か
、
ま

た

学

習
者
が
そ
れ
を
学
ぶ
の
は
何
の
た
め
で
あ
る
の
か
」
と
い
う
疑
惑
が
起
こ

っ

た
場
合
に
、
そ
の
日
的
は
［
解
明
す
る
こ
と
」
で
あ
る
と
説
か
れ
る
の
で
あ

る
。
正
し
い
知
識
の
教
示
を
受
け
る
人
々
の
た
め
に
、
師
は
自
分
を
解
説
者
た

ら
し
め
よ
う
と
し
て
、
こ
の
書
を
作
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
弟
子
た
ち
は
、
師

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

匠
の

述
べ
た
解
説
を
、
白
分
の
た
め
に
理
解
し
よ
う
と
望
ん
で
、
こ
の
綱
要
書

を
学
習
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
　
解
明
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
綱

要
書
を
作
製
し
、
ま
た
学
習
す
る
こ
と
の
目
的
な
の
“
－
t
－
S
r
s
a
。
　
（
p
．
　
2
，
　
t
．
　
1
3
）
（
本

文
・
一
の
文
中
に
は
、
主
題
と
日
的
と
の
）
適
合
関
係
を
示
す
語
は
存
在
し
な

い

が
、
前
後
関
係
か
ら
（
趣
意
の
上
で
）
そ
れ
を
補
っ
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
要
す
る
に
、
正
し
い
知
識
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
綱
．
要
書
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五



　
　
　
　
声
ば
．
芦
又
化
研
究
（
ヒ
H
l
ノ
）

作
製
し
た
思
慮
あ
る
人
は
「
こ
の
喰
口
の
み
が
（
日
的
を
達
成
す
る
た
め
の
）
手

段
で

あ
り
、
他
の
も
の
は
そ
う
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
’
こ
の
綱
要
川
と
そ
の
目
的
と
の
適
合
関
係
は
、
　
〈
手
段
〉
と
〈
そ

れ
に

よ
っ
て
逢
成
さ
れ
る
日
的
〉
と
の
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
o

　
（
P
°
2
，
l
°
1
6
）
　
（
反
対
者
い
わ
く
〕
，
J
の
．
±
t
：
を
学
習
す
る
よ
り
も
以
前
に
お
い

て
は
、
た
と
え
主
題
等
が
説
か
れ
て
い
て
も
、
思
慮
あ
る
人
々
は
、
　
（
主
題
な

ど
を
知
る
た
め
の
）
認
識
恨
拠
が
な
い
か
ら
、
そ
の
主
題
を
把
握
し
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
ら
ば
、
書
物
の
冒
頭
で
主
題
な
ど
が
述
べ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
そ

れ

が

何
の
役
に
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
p
．
　
2
，
　
i
°
1
7
）
　
（
答
え
て
い
わ
く
〕
確
か
に
、
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
未
だ
こ

の

書
を
学
習
し
な
い
う
ち
に
は
、
（
主
題
な
ど
が
）
述
べ
ら
れ
て
も
、
確
認
さ
れ

る
こ
と
が
な
い
。
そ
う
し
て
、
そ
こ
に
述
べ
ら
れ
た
主
題
な
ど
は
、
そ
れ
ら
を
確

実
に
知
る
認
識
根
拠
が
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
に
関
し
て
疑
い
（
．
咋
考
究
心
）
が
起

こ
る
。
そ
し
て
こ
の
疑
い
に
店
つ
い
て
研
究
活
動
が
始
ま
る
。
（
P
．
　
2
．
、
°
l
つ
）
実

に

ま
た
、
利
益
を
も
た
ら
す
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
は
、
思
慮
あ
る
人
々

に

と
っ
て
活
動
を
起
こ
さ
せ
る
手
段
と
な
り
’
　
’
小
利
益
を
も
た
ら
す
の
で
は
な

い

か

と
い
う
疑
い
は
、
活
動
を
停
止
さ
せ
る
手
段
と
な
る
。
（
二
P
べ
゜
1
9
．
）
そ
れ

故
に
論
典
の
作
者
白
身
が
先
づ
最
初
に
（
主
題
と
日
的
と
の
）
適
合
閉
係
な
ど

を
述
べ
て
い
る
の
は
、
正
当
な
こ
と
で
あ
る
。
（
p
．
　
2
，
　
l
．
　
2
0
）
そ
も
そ
も
物
語
作

者
た
ち
の
こ
と
ば
は
、
戯
れ
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
事
情
は
異
っ
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
論
典
作
者
た
ち
が
洞
要
書
の
冒
頭
に
’
実
際
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

反

対
の
主
題
な
ど
を
述
べ
る
こ
と
を
1
1
的
と
し
て
い
る
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
認

め

る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
実
際
に
そ
の
よ
う
六
、
こ
と
を
1
1
っ
て
い
る
と

も
思
わ
れ
な
い
。
そ
れ
故
に
、
そ
れ
ら
主
題
な
ど
に
つ
い
て
疑
い
（
考
究
心
）

が

起
こ
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
（
二
〇
＞
B
）
し
か
る
に
も
し
も
（
主
題
な
ど

が
）
述
べ
ら
れ
な
い
な
ら
ば
’
学
習
者
古
1
1
ち
は
、
　
こ
の
綱
要
世
口
の
主
題
は
、
　
「
日

の

歯
を
ぢ
究
す
る
こ
と
」
と
い
う
（
主
題
と
〉
同
様
に
、
無
目
的
（
効
果
の
な

い

こ
と
）
で
あ
る
と
想
像
す
る
で
あ
ろ
う
。
或
は
ま
た
、
　
一
タ
ク
シ
』
、
力
龍
王

の

髪

髪
の
上
に
あ
る
熱
病
を
癒
す
宝
石
で
も
っ
て
飾
る
べ
し
」
と
い
う
教
示
と

同
様
に
、
　
（
こ
の
時
の
主
題
は
）
実
現
不
可
能
の
も
の
で
あ
る
。
或
い
は
ま
た
、

そ
の
目
的
は
、
母
の
新
た
な
婚
礼
儀
式
の
次
第
を
誰
か
が
教
示
す
る
こ
と
と
同

様
に
、
望
ま
し
く
な
い
も
の
で
あ
る
。
或
い
は
ま
た
、
目
的
（
達
成
）
の
た
め

に
、
こ
の
綱
要
書
よ
り
も
も
っ
と
容
易
な
手
段
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
か
、

こ
の
綱
要
書
は
（
日
的
達
成
の
た
め
の
）
手
段
と
は
な
り
得
な
い
の
で
は
な
い
か
、

と
想
像
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
三
゜
3
，
l
°
！
）
以
上
に
列
挙
し
た
よ
う
な
、
刊
益

を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
い
う
想
像
の
う
ち
の
一
つ
で
も
生
じ
て
（
主
題

は
）
刊
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
た
時
に
は
、
思
慮
あ
る
人
々
は
、

研
究
の
行
動
を
起
こ
さ
な
い
。
と
こ
ろ
が
（
今
の
場
合
に
は
）
主
題
竿
が
語
ら

れ

て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
　
「
．
利
益
を
も
た
ら
さ
な
い
」
と
い
う
考
え
と
は
矛

盾
し
て
い
る
、
　
「
利
益
を
も
た
ら
す
」
と
い
う
想
像
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
想
像
に
基
づ
い
て
、
思
慮
あ
る
人
々
は
研
究
活
動
を
起
こ
す
の
で
あ

る
。
以
上
に
述
べ
た
如
く
、
思
慮
あ
る
人
々
に
、
研
究
活
動
を
起
こ
さ
せ
る
手



段
で

あ
る
「
利
益
を
も
た
ら
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
想
像
」
を
作
り
だ
す
た
め
に
、

（主
題

と
目
的
と
の
）
適
合
関
係
な
ど
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と

が

確
定
し
た
o

〔第
二
節
　
正
し
い
知
識
の
定
義
、
一

　
（
p
．
　
3
，
　
l
．
　
5
）
正
し
い
知
識
（
エ
〔
三
づ
、
〔
完
言
劉
；
）
と
は
、
現
実
の
経
験
と
矛
盾

し
な
い
知
識
で
あ
る
。
世
間
の
日
常
生
活
に
お
い
て
も
、
か
つ
て
以
前
に
示
し

て
く
れ
た
物
を
（
わ
れ
わ
れ
に
）
得
さ
せ
て
く
れ
る
人
が
、
　
〈
矛
盾
偽
り
の
な

い

人
〉
と
言
わ
れ
る
。
知
識
の
場
合
も
こ
れ
と
同
様
で
、
す
で
に
示
さ
れ
た
物

を
（
わ
れ
わ
れ
に
）
得
さ
せ
て
く
れ
る
知
識
が
〈
矛
盾
偽
り
の
な
い
知
識
〉
で

あ
る
と
言
わ
れ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
に
得
さ
せ
て
く
れ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
す

で
に

示

さ
れ
た
物
に
向
っ
て
活
動
を
起
こ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、

そ
れ
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
つ
ま
り
知
識
は
物
（
対
象
）
を
生
み
だ
し
て
（
わ

れ

わ
れ
に
そ
れ
を
）
得
さ
せ
る
の
で
は
な
く
て
、
人
を
物
に
向
っ
て
行
動
せ
し

め
て
、
物
（
対
象
）
を
得
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
ラ
ω
．
、
“
。
。
）
ま
た
行
動
の
対
象

を
示
す
と
い
う
こ
と
が
、
即
ち
（
人
に
）
行
動
を
起
こ
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

も
あ
る
。
そ
の
わ
け
は
、
知
識
は
人
間
を
（
人
間
の
意
表
に
反
し
て
ま
で
も
）

強
い
て
行
動
を
起
こ
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
p
．
　
3
，
　
l
．
　
9
）
以

上
よ
り
し
て
、
1
　
J
い
認
識
作
用
の
±
S
E
K
　
（
p
r
a
i
n
r
u
］
a
－
p
h
a
l
a
）
は
、
物
（
対

象
）
の
理
解
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
物
（
対
象
）
が
理
解
さ
れ
た
時
、
人
間

は

行

動
を
促
さ
れ
、
か
く
し
て
物
（
対
象
）
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
物
（
対
象
）
が
理
解
さ
れ
た
後
で
、
正
し
い
認
識
の
作

用
（
役
割
）
は
完
了
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
正
し
い
認
識
（
三
〇
∋
昌
但
）

は
、
未
だ
理
解
さ
れ
て
い
な
い
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
。
先
づ
最
初
に
物
（
対

象
）
が
認
識
作
用
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ
と
同
じ
認
識
作
用
に
よ
っ

て

人
間

が

行
動
を
促
さ
れ
、
そ
う
し
て
物
（
対
象
）
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
p
．
　
3
，
　
L
　
1
2
）
そ
の
同
じ
物
（
対
象
）
に
対
し
て
、
余
分
の
他
の
認
識
作
用
は
さ

ら
に
何
を
な
し
得
よ
う
か
。
　
（
余
分
の
認
識
作
用
を
想
定
す
る
必
要
は
な
い
。
）

そ
れ
故
に
、
す
で
に
理
解
さ
れ
た
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
よ
う
な
も
の
は
、

正

し
い
認
識
作
用
で
は
な
い
。

　
（
p
．
　
3
，
　
l
°
1
2
）
　
（
さ
て
認
識
の
種
々
な
る
種
類
を
検
討
し
よ
う
。
さ
て
様
々
な

対

象
の
）
う
ち
で
、
現
に
直
接
に
経
験
さ
れ
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
対

象
は
、
直
接
知
覚
（
p
r
a
t
y
a
k
s
a
）
に
よ
っ
て
L
P
a
s
　
（
p
r
a
v
y
t
t
i
）
　
Q
対
象
と
さ

れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
或
る
対
象
に
対
し
て
直
接
知
覚
が
直
接
に
働
き
か
け
る

作
用
を
起
し
、
そ
の
作
用
が
つ
い
で
思
考
作
用
（
v
i
k
a
l
p
a
）
に
よ
り
理
解
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

た
時
、
直
接
知
覚
は
そ
の
対
象
を
明
示
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
現
に
直

接
に

経
験

さ
れ
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
た
も
の
は
、
直
接
知
覚
に
よ
っ
て
明
示

さ
れ
た
も
の
な
の
で
“
S
　
“
Q
O
　
（
p
．
　
3
，
　
l
．
　
1
5
）
と
こ
ろ
が
推
理
（
1
1
間
接
的
認
識
）

は
、
特
徴
（
証
因
）
を
認
め
る
こ
と
に
も
と
つ
い
て
、
　
（
そ
の
特
徴
を
所
有
す

る
事
物
の
存
在
す
る
こ
と
を
）
確
知
し
て
、
行
動
の
対
象
を
提
示
す
る
の
で
あ

y
t
o
　
（
p
．
　
3
，
　
t
°
1
5
）
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
直
接
知
覚
は
現
に
顕
現
し

つ

つ

あ
り
、
か
つ
（
時
間
的
空
間
的
に
）
定
ま
っ
て
い
る
対
象
を
提
示
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七



　
　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

他

方
、
推
論
は
、
特
徴
（
証
因
）
と
結
び
つ
い
て
い
て
、
か
つ
（
時
間
的
空
問

的

に
）
定
ま
っ
て
い
る
対
象
を
提
示
す
る
。
（
｝
・
°
　
3
，
　
l
．
　
1
6
）
　
5
た
が
っ
て
こ
の
二

つ

の

（
認
識
方
法
）
は
、
　
（
時
間
的
に
も
空
間
的
に
も
）
定
ま
っ
て
い
る
対
象

を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
。
故
に
、
こ
の
両
者
は
〈
正
し
い
認
識
K
“
法
〉
　
（
p
r
’
a
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
7
）

巳
習
p
）
“
＿
i
a
g
？
〈
）
O
　
（
l
）
．
　
3
，
　
t
．
　
1
7
）
こ
の
両
者
の
他
に
は
（
正
し
い
）
認
識
力
法

は

存
在
し
な
い
。
　
（
わ
れ
わ
れ
が
）
到
達
す
る
こ
と
の
で
き
る
対
象
を
提
示
す

る
も
の
が
、
す
な
わ
ち
到
達
せ
し
め
る
も
の
で
あ
り
、
そ
う
し
て
到
迂
せ
し
め
る

も
の
で
あ
る
が
故
に
、
正
し
い
認
識
方
法
な
の
で
あ
る
。
上
に
述
べ
た
二
つ
の

正

し
い
認
識
方
法
以
外
の
知
識
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
る
対
象
の
う
ち
、
或
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
げ
ろ
う

の

は

全
く
虚
偽
の
も
の
（
～
T
i
P
a
l
，
．
Y
E
I
S
t
l
，
）
で
あ
る
。
例
え
ば
、
陽
炎
の
中
に
あ

ら
わ
れ
る
水
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
際
に
は
存
在
し
な
い
も
の
で

あ
る
か
ら
、
（
わ
れ
わ
れ
は
そ
こ
に
）
到
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
（
7
ω
“
へ
゜

19
）

ま
た
或
る
（
対
象
）
は
’
有
る
と
も
無
い
と
も
定
ま
っ
て
い
な
い
。
例
え

ば

疑
問

と
さ
れ
て
い
る
対
象
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
同
時
に
有
と
無
と
の
両
者

に
結
合
し
て
い
る
対
象
は
、
世
界
に
存
在
し
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の

よ
う
に
（
有
と
…
、
無
と
も
定
め
ら
れ
ら
い
よ
う
な
対
象
）
に
は
、
　
（
わ
れ
わ
れ

は
）
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
K
5
　
C
．
　
O
　
（
1
，
．
　
3
，
　
l
．
　
2
1
）
特
徴
（
証
因
）
に
基
づ
か

な
け
れ
ご
い
か
な
る
思
考
作
用
も
、
　
（
有
で
あ
る
か
、
無
で
あ
る
か
を
）
決
定

す
る
素
因
を
認
め
る
こ
と
な
し
に
活
動
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
思

考
作

用
に
よ
っ
て
は
、
有
る
と
も
無
い
と
も
定
め
ら
れ
な
い
対
象
の
み
が
提
示

さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
の
（
よ
う
な
対
象
も
わ
れ
わ
れ
の
）
到
達
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八

の

で
き
な
い
も
の
“
－
’
－
（
i
｝
t
Q
O
　
（
p
．
　
3
，
　
1
．
　
2
2
）
そ
れ
故
に
（
直
接
知
覚
と
推
理
以
外

の
）
他
の
知
識
は
、
　
（
わ
れ
わ
れ
が
）
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
全

く
の
虚
偽
（
x
r
i
p
a
r
l
t
a
）
で
あ
る
対
象
と
か
、
右
る
と
も
無
い
と
も
決
定
で
き

な
い
よ
う
な
対
象
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
’
正
し
い
知
識
で
は
な
い
。

　
（
P
．
3
，
　
l
．
　
2
3
）
　
（
対
象
の
）
効
果
的
作
用
を
求
め
る
人
々
は
’
そ
の
効
果
的
作

用
を
可
能
に
至
ら
し
め
る
原
因
で
あ
る
知
識
（
j
n
a
l
l
a
）
を
求
め
る
。
そ
う
し
て
、

こ
の
、
か
れ
ら
の
求
め
て
い
る
（
知
識
）
こ
そ
が
、
こ
の
論
書
に
お
い
て
考
究

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
〈
正
し
い
知
識
〉
と
は
、
効

果
的
作
用
を
可
能
に
す
る
事
物
（
ぐ
，
I
S
．
　
t
U
）
を
提
示
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

（
p
．
　
4
，
　
l
°
1
）
そ
し
て
そ
の
一
，
正
し
い
知
識
）
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
も
の
だ
け

が
、
（
わ
れ
わ
れ
の
）
到
達
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
（
「
わ
れ
わ
れ
を
対
象
に
）
到
達

さ
せ
る
こ
と
」
と
い
う
の
は
、
対
象
の
理
解
を
本
質
と
し
て
い
る
も
の
の
こ
と

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
（
｝
，
．
　
t
・
i
，
　
l
．
　
2
）
以
上

に

提
示

さ
れ
た
も
の
と
異
な
る
事
物
　
（
v
a
s
t
u
）
と
い
う
の
は
、
様
相
（
形
相

tt
k
i
t
l
、
a
）
を
異
に
し
て
い
る
か
、
場
所
を
異
に
し
て
い
る
か
、
時
間
を
異
に
し

て
い
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
事
物
が
（
提
示
さ
れ
た
も
の

と
）
異
な
っ
て
い
る
の
は
、
（
提
示
さ
れ
た
も
の
と
）
矛
盾
し
た
特
性
（
＾
＝
三
三
三
）

と
結
合
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
矛
后
し
た
特
性
と
の
結
合
と
い

う
こ
と
は
、
場
所
、
時
問
、
様
相
（
形
相
）
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
、
そ
れ
故
に
’
（
実
際
と
は
）
異
っ
た
様
相
（
形
相
）
を
有
す
る
事
物
（
の
如

く
に
）
把
捉
す
る
認
識
は
、
そ
れ
と
は
別
の
様
相
（
形
相
）
を
有
す
る
（
実
際
の
）



事
物
に
つ
い
て
の
正
し
い
認
識
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
　
（
黄
疽
、
で
眼
を
害
わ
れ

た

人
に

と
っ
て
起
こ
る
）
「
こ
れ
は
黄
色
の
螺
日
ハ
で
あ
る
」
と
把
捉
す
る
認
識
は
、

（実
際
の
）
「
白
い
螺
貝
」
に
対
し
て
の
（
正
し
い
認
識
で
は
な
い
）
ま
た
（
実

際
に

あ
る
場
所
と
は
）
異
っ
た
場
所
に
あ
る
も
の
と
し
て
認
識
把
握
す
る
は
、

（実
際

の
）
別
の
場
所
に
存
在
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
正
し
い
認
識
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

例

え
ば
、
鍵
穴
の
と
こ
ろ
に
見
え
る
宝
石
の
輝
き
を
み
て
宝
石
で
あ
る
と
把
捉

す
る
知
識
は
、
　
（
実
際
に
は
）
室
内
に
あ
る
宝
石
に
つ
い
て
の
（
正
し
い
認
識

で
は

な
い
、
）
　
（
二
吉
ぺ
゜
6
）
ま
た
（
実
際
と
は
）
異
な
っ
た
時
間
に
あ
る
か
の

如
く
に
認
識
把
捉
す
る
は
、
　
（
実
際
に
は
）
別
の
時
間
に
存
在
す
る
事
物
に
つ

い
て

の

正

し
い
認
識
で
は
な
い
。
例
え
ば
、
真
夜
中
に
、
あ
た
か
も
真
昼
に
起

き
た
こ
と
で
あ
る
か
の
如
く
に
把
捉
す
る
夢
の
中
の
知
識
は
、
　
（
実
際
に
は
）

真
夜
中
に
起
き
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
の
正
し
い
認
識
で
は
な
い
。

　
（
1
）
．
　
i
l
，
L
　
8
）
　
（
反
問
〕
場
所
の
定
ま
っ
て
い
る
も
の
及
び
形
相
（
勢
日
ρ
）
の

定
ま
っ
て
い
る
も
の
へ
到
達
す
る
こ
と
（
…
認
諒
）
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か

し
な
が
ら
、
特
定
の
時
間
に
お
け
る
対
象
を
、
そ
の
時
間
に
お
け
る
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

て

認
識
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
．
、

　

〔
答

え
て
い
わ
く
〕
そ
う
で
は
な
い
。
　
（
あ
る
対
象
が
）
特
定
の
時
間
内
に

限

定
さ
れ
て
い
る
時
、
正
に
そ
の
時
間
に
お
い
て
（
そ
の
対
象
に
）
到
達
（
ー

　
　
　

す
べ
き
で
あ
る
と
、
わ
れ
わ
れ
は
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
何
と

な
れ
ば
、
　
（
対
象
を
）
感
覚
す
る
時
間
と
’
　
（
対
象
に
）
到
達
（
認
識
）
す
る

時
間
は
、
異
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
　
一
定
の
時
同
内
に
限
定
さ
れ

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
U
に
（
中
村
）

て

い

る
（
対
象
に
）
到
達
（
認
識
）
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
（
感
覚
し

た
時
の
対
象
と
到
達
認
識
し
た
時
の
対
象
と
は
）
別
の
も
の
で
は
な
い
と
解
す

る
統
覚
作
川
（
ρ
（
＝
プ
．
m
プ
．
〔
享
日
．
乙
に
も
と
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
　
（
異

な
っ
た
諸
瞬
間
を
通
じ
て
存
在
す
る
）
同
l
性
は
、
　
（
個
人
の
）
同
一
の
瞬
間

的
連
続

（
1
1
個
人
存
在
）
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。

　
（
ロ
r
L
　
1
2
）
〈
正
し
い
知
識
〉
は
、
そ
れ
（
・
h
人
間
の
目
的
す
べ
て
の
達
成
）

に

先
行
す
る
原
因
で
あ
る
が
、
N
Y
］
れ
　
（
－
．
人
間
の
目
的
す
べ
て
の
達
成
）
は
、

以

上

（
こ
の
書
の
最
初
に
お
い
て
）
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
原
因
は
結
果
よ

り
も
前
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
一
先
行
す
る
」
　
（
－
二
ξ
’
、
ロ
目
）
と
言
わ

れ

る
の
で
あ
る
。
　
も
し
（
本
文
中
に
）
　
「
原
因
」
（
冨
日
日
）
と
い
う
語
が
用

い

ら
れ
た
と
し
た
ら
、
（
正
し
い
知
識
は
）
人
間
の
目
的
辻
成
の
直
接
の
原
因

（工
巴
（
る
芽
〔
言
三
を
で
あ
る
と
（
い
う
意
味
に
）
理
解
さ
れ
て
し
ま
う
。
　
と
こ

ろ
が
（
実
際
の
本
文
に
は
）
一
先
行
す
る
」
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の

で

［
（時

間
的
に
）
前
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
け
を
表
示
し
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
。

　
（
p
．
　
4
，
　
X
．
　
1
3
）
と
こ
ろ
で
、
こ
の
〈
正
し
い
知
識
〉
に
は
二
種
類
が
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
効
果
的
作
用
を
（
直
接
に
）
顕
現
せ
し
め
る
も
の
と
、
効
果
的
作

用
を
現
わ
す
こ
と
が
可
能
な
（
対
象
）
に
向
っ
て
働
き
か
け
る
も
の
と
で
あ
る
。

こ
の
両
老
の
う
ち
の
後
老
、
す
な
わ
ち
（
効
果
的
作
用
を
現
わ
す
こ
と
が
可
能

な
対
象
に
向
っ
て
）
働
き
か
け
る
も
の
が
、
こ
こ
で
考
察
さ
れ
る
。
さ
て
こ
の

（働
き
か
け
る
知
識
）
は
（
口
的
迂
成
に
）
先
行
し
て
い
る
だ
け
で
あ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九



　
　
　
　
法
華
ξ
化
研
究
（
七
ロ
ゲ
）

直
接
の
原
因
で
は
な
い
。

　
（
｝
）
°
，
1
，
l
．
　
1
5
）
　
（
実
に
わ
れ
わ
れ
に
）
正
し
い
知
識
が
生
じ
た
時
に
は
、
（
わ
れ
わ

れ

は
）
以
前
に
経
験
し
た
も
の
を
想
起
す
る
。
こ
の
想
l
＃
1
　
（
s
i
n
a
r
a
i
J
a
）
か
ら

意
欲

（p
三
三
鍵
o
）
が
生
じ
、
さ
ら
に
意
欲
か
ら
行
動
（
三
日
、
二
ε
が
生
ず
る
。

そ
し
て
行
動
に
も
と
つ
い
て
目
的
が
達
成
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
（
正
し
い
知
識

は

目
的
達
成
の
）
直
接
の
原
因
で
は
な
い
の
で
a
g
“
Q
O
　
（
1
）
．
　
4
，
t
°
1
7
）
た
と
え
効

果
的
作

用
が
顕
現
す
る
こ
と
に
も
と
つ
い
て
直
接
に
目
的
が
達
成
さ
れ
た
と
し

て
も
、
そ
の
（
知
識
）
は
特
に
批
判
的
に
考
察
し
な
く
て
も
よ
い
。
思
慮
あ
る

人
々

が
対

象
を
求
め
て
い
て
、
し
か
も
或
る
知
識
に
関
し
て
疑
惑
が
あ
る
か
も

し
れ
な
い
場
合
に
の
み
、
そ
の
知
識
が
批
判
的
に
考
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（I）
　
4
，
　
l
°
1
，
g
）
す
な
わ
ち
、
効
果
的
作
用
を
顕
現
せ
し
め
る
知
識
が
あ
る
時
に

は
、
　
（
す
で
に
）
人
間
の
目
的
は
達
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
で
あ
る

な
ら
ば
、
　
（
知
識
を
）
求
め
る
人
々
に
も
、
疑
惑
の
起
こ
る
余
地
は
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
　
（
効
果
的
作
用
を
顕
現
せ
し
め
る
知
識
）
は
特
に
考
察

し
な
く
て
も
よ
い
。
以
上
に
よ
り
、
考
察
に
値
す
る
の
は
、
直
接
の
原
囚
で
は

な
い
方
の
〈
正
し
い
知
識
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
明
示
せ
む
が
た
め
に
、
（
本

文

中
に
）
「
原
因
一
と
い
う
語
を
用
い
な
い
で
、
「
先
行
す
る
」
と
い
う
語
を
用

い

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
P
．
　
4
，
、
．
　
2
1
）
　
〈
人
間
の
目
的
〉
と
い
う
の
は
、
「
求
め
ら
れ
る
（
も
の
）
」
と

い

う
意
味
で
あ
る
。
あ
る
い
は
「
望
ま
れ
る
（
も
の
）
」
と
い
う
ほ
ど
の
意
味

で

あ
る
。
　
（
目
的
は
）
避
け
る
べ
き
か
’
採
る
べ
き
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

（わ
れ

わ
れ
は
）
避
け
る
べ
き
目
的
は
避
け
よ
う
と
望
み
、
採
る
べ
き
U
的
は

採

り
た
い
と
望
む
。
こ
の
く
避
け
る
べ
き
も
の
V
と
〈
採
る
べ
き
も
の
〉
と
の

両
老
と
は
異
な
る
種
．
類
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。
何
と
な
れ
ば
（
ど
ち
ら
で
も

な
い
と
し
て
無
関
心
に
）
無
視
さ
る
べ
き
も
の
は
、
採
る
べ
き
も
の
で
は
な
い

の

で
、
避
け
る
べ
き
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
4
，
　
l
．
　
2
3
）
人
間
の
目
的
の
達
成
は
、
（
或
る
対
象
を
）
回
避
す
る
こ
と
と

採

用
す
る
こ
と
で
あ
る
。
実
は
そ
の
達
成
が
原
因
三
乃
［
三
に
も
と
つ
い
て
起

る
時
に
は
「
生
起
」
（
二
与
ρ
丁
三
と
呼
ば
れ
、
ま
た
、
そ
の
達
成
が
知
識
に
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

つ

い

て
起
る
時
に
は
「
実
践
一
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
実
践
は
、
避
け
る
べ
き
も

の

を
避
け
、
採
る
べ
き
も
の
を
採
る
こ
と
で
あ
る
。
（
p
．
　
r
）
°
L
l
）
そ
う
い
う
わ

け
で
、
避
け
る
べ
き
も
の
を
避
け
’
採
る
べ
き
も
の
を
採
る
こ
と
を
特
徴
と
し

て
い
る
実
践
が
、
　
（
人
間
の
）
目
的
達
成
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
5
，
　
i
．
　
2
）
ま
た
（
本
文
の
最
初
に
）
　
［
人
間
の
口
的
は
す
べ
て
正
し
い
知

識
に

も
と
つ
い
て
遥
成
さ
れ
る
」
と
説
か
れ
て
い
る
が
、
こ
の
場
合
「
す
べ
て
」

と
い
う
語
は
、
対
象
と
し
て
の
事
物
（
d
l
－
a
二
・
p
）
の
総
体
を
意
味
し
て
い
る
の

で

あ
っ
て
’
種
類
（
マ
「
〔
二
臼
「
p
）
の
総
体
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し

た
が
っ
て
（
本
文
）
は
，
．
F
（
回
避
・
採
用
の
）
二
種
の
目
的
達
成
が
共
に
〈
正

し
い
知
識
〉
に
基
づ
い
て
起
る
一
と
い
う
趣
意
を
伝
え
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、

お

よ
そ
目
的
達
成
な
る
も
の
は
、
そ
れ
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
っ
て
も
’
す
べ
て

〈
正

し
い
知
識
〉
に
基
づ
い
て
い
る
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
い
う
趣
意
を
述

べ

て
い
る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
誤
っ
た
知
識
に
基
づ
い
て
い
て
は
、
た



　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
え
偶
然
に
よ
っ
て
も
日
的
の
達
成
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
5
，
　
l
°
口
）
何
故
そ
う
で
あ
る
か
と
言
う
と
、
も
し
も
感
覚
に
よ
っ
て
提
示

さ
れ
た
対
象
に
か
く
の
如
く
に
到
達
さ
せ
る
の
で
あ
る
な
ら
ご
、
で
は
、
次
の

よ
う
に
し
て
（
人
間
の
）
R
的
達
成
が
成
立
す
る
。
（
ニ
ロ
へ
二
）
提
示
さ
れ
た

（対

象
）
に
到
達
さ
せ
る
も
の
は
、
正
し
い
知
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
が
、
提
示

さ
れ
た
（
対
象
）
に
到
達
さ
せ
な
い
も
の
は
誤
っ
た
知
識
で
あ
る
。
（
対
象
に
）

到
達
さ
せ
な
い
も
の
が
、
ど
う
し
て
（
人
間
の
）
日
的
達
成
の
原
因
三
三
p
〒

dha
n

a
）
と
な
り
得
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に
誤
っ
た
知
識
な
る
も
の
か
ら
は
、

（人
間

の
）
目
的
達
成
は
起
こ
ら
な
い
。
　
（
人
間
の
）
口
的
遥
成
が
成
立
す
る

の

は
、
　
正
し
い
知
識
か
ら
な
の
で
あ
る
。
　
（
p
．
　
5
，
　
l
°
8
）
ま
さ
に
こ
の
故
に
、

正

し
い
知
識
は
努
め
て
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
（
正
し
い
知
識
）
こ

そ
が
人
間
の
目
的
達
成
の
原
因
な
の
で
あ
る
か
ら
、
　
（
本
書
の
著
者
は
）
　
「
人

間
の
目
的
達
成
は
、
正
し
い
知
識
に
基
づ
い
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
一
と
い

う
だ
け
の
意
味
を
説
く
べ
く
、
「
（
人
間
の
目
的
）
の
達
成
は
す
べ
て
、
正
し
い

知
識
に

も
と
つ
い
て
い
る
」
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
　
（
本
文
中
の
）
　
「
そ
れ
故

Lg

　
（
i
t
i
）
」
と
い
う
語
は
「
以
上
の
理
由
か
ら
し
X
v
　
（
t
a
g
．
　
m
［
t
d
）
と
い
う
意
味

で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
　
［
，
の
と
こ
ろ
の
（
宅
p
e
」
と
「
そ
れ
（
’
〔
三
）
」
と
い
う

両
語
は

常
に

相
関
辞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
〔
本
文
一
・
一

の
〕
意
味
は
次
の
如
く
に
解
せ
ら
れ
る
　
　
人
間
の
目
的
の
達
成
は
、
す
べ
て

正

し
い
知
識
に
も
と
つ
い
て
い
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
〔
正
し
い

知

識
〕
が
解
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
。
　
（
本
文
中
の
）
合
成
語
の
中
で
一
正

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
ー
f
’
－
垣
1
°
r
）

し
い
知
識
一
〔
ヒ
い
う
語
〕
は
二
次
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
（
孜
z
コ
ニ
壬
葺
三
、

し
か
し
こ
の
洞
要
潜
に
あ
っ
て
は
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、

主
要
な
も
の
（
一
・
「
ハ
三
三
三
三
で
あ
る
．
．
従
っ
て
こ
の
L
正
し
い
知
識
〕
は
［
そ

a
f
．
　
（
t
　
a
｛
1
）
　
”
と
い
う
語
で
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
．
、

　
ラ
ρ
、
“
ご
）
「
解
明
さ
れ
る
一
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
説
明
す
る
な
ら
ば
、

異
論
を
排
斥
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
　
（
真
の
意
義
を
）
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が

「68

明
す
る
こ
と
一
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
点
に
関
し
て
四
種
類
の
誤
ま
っ

た
見
解
が
仔
す
る
。
す
な
わ
ち
（
正
し
い
知
識
の
）
数
、
定
義
、
対
象
、
結
果

に

関
し
て
で
あ
る
。

（
1
）
　
ン
＾
、
コ
「
乙
↑
一
－
一
）
＝
甲
≡
M
u
k
i
r
t
i
少
し
あ
と
で
は
、
ン
c
．
；
－
i
「
y
；
t
－
l
）
1
u
L
r
n
i
o
t
t
a
r
a
と
い
う
呼
称
が

　
出
て
来
る
が
、
　
o
ら
芸
巨
と
い
う
呼
称
が
つ
ね
に
先
に
来
N
－
・
い
ろ
。
　
例
え
ば
〉
弓
コ
「
ぺ
二

　
　
言
三
＾
三
＝
Z
三
．
三
一
三
一
「
二
・
占
o
ン
「
｝
べ
一
と
は
言
わ
な
い
っ
わ
た
く
し
は
挨
拶
の
と
き
に
こ
の
よ

　
う
な
表
現
’
三
し
／
、
日
、
三
，
〉
、
「
ニ
ゲ
）
ら
と
に
付
け
た
の
で
、
．
．
ハ
ン
デ
’
ッ
ト
が
ら
直
イ
e
れ
た
こ
と

　
　
が
あ
ろ
－
　
た
し
か
に
後
代
の
表
5
1
で
は
i
L
e
i
］
　
r
v
I
l
が
後
に
つ
く
例
も
あ
ろ
が
　
（
例
え
ご
、

　

ぬ
“
L
i
i
k
n
「
5
b
c
［
L
r
y
a
．
　
B
］
u
L
g
：
i
c
i
t
r
y
a
な
ど
）
．
、
し
か
し
そ
の
場
合
に
は
考
葺
ン
、
P
と
い
う
語

　
か
名
の
一
部
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
。
　
こ
れ
に
対
し
て
た
だ
S
；
L
i
！
k
a
r
a
と
呼
ぶ
の

　
　
ば
、
略
称
な
の
イ
、
あ
ろ
。
　
（
イ
ソ
ド
人
の
英
語
で
「
博
士
田
中
は
…
…
」
　
「
セ
ン
セ
イ
中
村

　
は
…
…
」
し
三
1
1
［
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
二
現
代
の
サ
ン
ス
ク
リ
ソ
ト
ヨ
川
お
よ
び
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語

　
　
な
三
で
は
、
つ
ね
t
．
1
　
p
i
x
L
I
）
I
）
e
s
o
r
　
T
a
n
（
L
］
c
a
と
書
く
が
、
こ
れ
は
西
洋
の
言
語
の
影
響
で

　
膓
ろ
う
ー
、
表
現
の
問
題
と
し
て
し
る
し
て
お
く
。

（
2
）
　
直
訳
－
ー
「
人
間
の
日
的
す
べ
て
の
達
戎
は
、
正
し
い
知
識
か
先
行
＋
る
。
」

（
3
）
　
チ
ベ
ノ
ト
訳
に
、
ご
つ
と
、
「
以
上
に
よ
／
t
t
て
主
…
題
の
目
的
を
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
」

　
　
（
d
e
　
1
）
n
s
　
n
n
　
t
）
r
j
o
d
　
p
u
r
　
1
）
ー
’
u
　
1
》
n
l
．
）
i
　
d
r
．
：
“
g
　
p
a
　
b
s
t
；
）
］
i
　
p
a
l
．
］
i
　
C
．
　
u
g
s
　
k
y
i
s
，
　
p
．
　
3
1
　
I
L

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1



　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
ヒ
；
，
ノ
）

　
9
．
1
0
）
°
ご
＝
コ
欠
二
と
い
・
ユ
語
を
欠
く
．

（4
）
　
チ
ベ
ッ
ト
引
小
1
！
　
－
，
｛
1
o
　
．
t
）
’
　
r
，
t
芦
ヲ
か
・
ら
e
r
解
f
i
）
n
f
i
，
り
．
二
：
：
t
　
t
し
　
i
，
　
y
」
　
（
一
　
，
t
t
u
　
s
’
　
［
）
＝
L
k
h
g
A
　
d
u

　

c
hu
d　
p
a
二
」
（
l
o
d
　
n
i
t
s
，
　
p
．
　
4
，
　
l
．
　
2
）

（
5
）
　
人
間
を
．
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
は
、
r
人
間
ど
も
R
．
J
r
（
p
l
・
　
t
k
y
e
s
　
b
u
　
r
n
n
n
i
s
，
　
p
．
　
6
，
　
t
．
　
6
）
’

（
6
）
　
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
よ
う
と
、
　
丁
以
乙
対
象
に
｛
川
接
知
パ
見
か
働
」
・
こ
か
け
た
と
田
心
定
、
作
‥
川
川
に
ょ
リ

　

　
理
解
ご
れ
た
と
き
、
そ
の
対
象
に
直
接
に
は
た
ら
き
か
げ
て
明
示
＋
二
つ
○
が
、
‥
肛
接
知
覧
て

　
あ
ろ
’
　
J
　
（
I
）
．
　
6
，
　
t
l
．
　
1
7
＿
1
8
）

（7
）
　
＜
ご
コ
己
≦
°

（
8
）
　
鍵
穴
の
と
こ
ろ
に
。
ご
輌
コ
n
二
吟
O
’
．
フ
、
a
r
a
d
o
．
S
a
s
t
l
t
i
L
y
；
L
］
二
’
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
は
［
－
　
’
：
　
t
J
ア
の
穴

　
　
の
E
－
！
！
」
　
（
．
s
g
o
］
．
i
i
　
b
u
　
g
a
l
．
i
i
　
g
s
e
b
　
k
y
i
　
y
u
l
　
r
i
a
，
　
p
．
　
8
、
t
．
　
1
2
）

（
9
）
直
訳
。
　
ー

　
　
　
r
或
う
も
の
の
時
同
が
限
定
さ
れ
て
い
ろ
場
合
、
そ
の
時
間
を
・
も
っ
て
い
ろ
I
t
］
？
二
し
ー
、

　

理
解
丁
ろ
こ
と
は
不
可
能
で
は
な
い
か
．
、
」
ζ
三
に
男
陸
名
詞
で
ち
．
る
ひ
ら
、
　
y
a
t
k
i
i
l
a
m

　
　
…
…
ド
・
F
二
5
写
三
μ
は
7
二
三
く
ユ
三
と
解
す
べ
き
で
あ
乙
．
、
　
こ
の
占
2
、
チ
ベ
ノ
ト
訳
は
不
明

　
確
て
あ
ろ
。
む
し
ろ
チ
ベ
ッ
ト
訳
文
を
そ
の
ま
ま
訳
す
と
、
誤
解
を
生
じ
る
。

（
ハ
　
1
）
　
口
た
絵
政
。
　
ヂ
；
c
ヴ
ニ
三
二
竺
　
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
「
白
兀
遂
」
（
r
j
e
s
　
s
u
　
s
：
s
r
u
l
）
　
l
）
；
L
）
と
い
）
r
語
を

　
　
当
て
て
い
ろ
。

（
1
）
　
原
文
に
に
、
k
．
l
k
：
｛
t
－
i
＋
5
、
＾
与
p
と
な
・
、
て
い
る
o
　
r
烏
・
二
芦
．
〃
欄
・
二
の
停
．
．
－
．
、
パ
♪
、
示
ご
、
7
1
ろ
」

　
　
の
意
。
鳥
が
椋
欄
の
木
に
と
三
っ
た
履
日
に
、
綜
□
制
の
史
ピ
へ
が
落
ち
て
来
／
、
烏
を
殺
す
と
い

　
う
場
合
の
L
（
う
に
、
偶
然
の
、
予
期
せ
ざ
ろ
こ
と
ん
三
．
口
う
．
、

〔第
三
節
　
正
し
い
認
識
の
二
種
類
（
（
7
、
i
v
i
d
h
a
m
　
p
r
：
u
i
）
，
’
u
）
：
L
m
）
〕

　
（
p
．
　
5
，
　
t
．
　
1
5
）
そ
の
中
で
（
正
し
い
認
識
の
種
類
の
）

排
斥
す
る
た
め
に
説
い
て
い
わ
・
＼

数
に
関
す
る
異
論
を

＝
一

1・

二
　
正
し
い
認
識
は
二
種
類
で
あ
る
。
〔
一
・
1
1
）

　
（
p
．
　
5
，
　
i
．
　
1
7
）
［
二
種
類
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
言
う
と
、
　
そ
れ

（ー
正
し
い
知
識
）
に
は
、
二
種
の
下
位
区
分
（
一
）
「
ρ
百
日
）
が
あ
る
と
い
う
こ

と
が
一
二
種
類
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
数
を
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
個
別
的
な
も
の
（
〆
、
ソ
、
巳
吟
ε
と
し
て
の
区
別
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
正
し
い
知
識
に
は
二
つ
の
区
分
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
個

別
的
な
も
の
と
し
て
の
区
分
の
区
別
が
提
示
さ
れ
て
い
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区

分

で
定

ま
っ
て
い
る
正
し
い
知
識
の
定
義
を
語
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
れ
に

反

し
て
、
区
分
の
区
別
が
示
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、
す
べ
て
の
区
分
に
共
通
し

て

い

る
正
し
い
知
識
の
唯
l
の
定
義
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
故
に
、
数

に
よ
り
区
別
を
語
る
こ
と
は
、
　
（
正
し
い
知
識
の
下
位
区
分
の
そ
れ
ぞ
れ
の
）

特

質
に
区
別
が
あ
る
こ
と
を
語
る
一
助
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
の
わ
け
は
、
区

分
の

区

別
を
本
質
と
し
て
い
る
数
の
区
別
が
示
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
　
（
正
し
い

知
識
の

下
位
区
分

の

そ
れ
ぞ
れ
の
）
特
質
の
区
別
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。
定
義
を
述
べ
る
た
め
の
一
助
と
な
り
得
る
か
ら
こ
そ
、
ま
ず
初
め

に

〈
数
の

区
別
〉
が
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
5
，
　
t
．
．
　
2
3
）
問
う
て
い
わ
く
ー
そ
れ
で
は
、
そ
の
二
種
類
と
は
何
で
あ

る
の
か
っ
・

　

答
え
て
い
わ
く
、
ー
1



1・

三
　
直
接
知
覚
と
推
理
と
で
あ
る
。
〔
一
・
三
〕

　
（
1
）
．
　
6
，
　
l
°
2
）
　
［
直
接
知
覚
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
説
明
す
る
と
、
感
官
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

近
づ

い

て
、
依
存
し
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
　
こ
の
合
成
語
は
［
p
ご
等
の
接

頭
辞
は

超
越
し
た
　
（
（
a
t
i
－
）
　
k
r
，
－
a
n
t
a
）
等
の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
時
、
対
格

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
2
）

（a
c
c
u
s

a
t
i
v
e
）
　
Q
語
と
複
合
語
を
造
る
」
と
い
う
合
成
語
の
規
則
に
基
づ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

い

る
。
し
か
も
言
閂
】
浮
ぶ
考
p
コ
奏
ウ
p
一
p
三
及
び
g
a
t
i
語
と
複
合
語
が
造
ら

れ

る
時
、
「
－
（
並
列
複
合
語
及
び
限
定
複
合
語
の
）
性
は
、
後
分
の
語
の
性
に
一
致

（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

す
る
」
と
い
う
規
則
は
効
力
を
持
た
な
い
の
で
、
直
接
知
覚
（
P
l
，
ρ
ロ
、
a
l
ρ
6
）
と

い
う
語
は
表
示
さ
れ
る
（
対
象
）
の
性
と
一
致
し
て
、
す
べ
て
の
性
を
採
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

が
可
能
で

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
。
そ
こ
で
こ
の
次
第
に
よ
っ
て
p
r
a
t
y
a
k
s
a
と

い

う
語
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
「
感
官
に
依
存
し
た
も
の
」
と
い
う
の

は
、
こ
の
語
の
語
源
的
解
釈
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
実
際
の
用
例
に
基
づ

v
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
「
感
官
に
依
存
し
た
」
と
い
う
表
現

に

よ
っ
て
、
同
一
の
対
象
に
内
在
す
る
、
対
象
へ
の
直
証
的
働
i
v
　
f
t
　
b
　
（
a
r
t
h
　
a
－

・・

呉
窃
巳
畠
ユ
古
ぐ
a
）
と
い
う
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
が
（
直
接
知

覚
と
い
う
）
語
の
実
際
の
用
法
で
あ
る
。
以
上
に
よ
り
’
対
象
に
直
証
的
に
働

き
か
け
る
認
識
は
、
ど
ん
な
も
の
で
も
’
　
〈
直
接
知
覚
〉
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ

sQ
。
　
（
p
．
　
6
，
　
t
．
　
6
）
と
こ
ろ
で
、
も
し
も
感
官
に
依
存
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
’

（
そ
の
語
の
）
実
際
に
用
い
ら
れ
る
意
義
で
あ
る
な
ら
ば
、
感
覚
器
官
か
ら
の

知
覚
だ
け
が
直
接
知
覚
と
称
せ
ら
れ
て
、
意
等
か
ら
の
知
｛
，
s
　
（
m
i
u
l
a
s
i
t
c
l
i
）
は

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
付
）

除

外
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
例
え
ば
、
r
行
く
も
の
で
あ
る
（
質
p
∋
－

ga
c
e
h
a
t
i
）
1
　
S
で
l
e
l
　
（
g
c
）
－
g
a
u
r
）
1
で
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
「
牛
」
と
い

う
語
は
・
行
く
」
と
い
う
動
作
に
結
び
つ
け
て
（
通
俗
）
語
源
解
釈
が
な
さ
れ

る
が
、
　
（
一
方
で
は
）
行
く
動
作
と
い
う
付
随
的
特
徴
を
有
す
る
（
対
象
）
と

同
1
の
対
象
に
内
属
す
る
「
．
牛
性
」
と
い
う
の
が
実
際
の
用
法
の
意
義
な
の
で

あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
行
く
牛
に
対
し
て
、
行
か
な
い
牛
に
対

し
て
も
、
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
　
「
牛
」
と
い
う
語
が
確
立
し
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
（
p
．
　
6
，
　
l
．
　
1
0
）
　
（
a
n
u
n
］
．
M
i
n
a
推
理
）
の
∋
割
。
辞
と
は
’
　
「
そ
れ
に
よ
っ
て
量

“

Q
　
．
1
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
　
（
量
る
と
い
う
）
動
作
を
手
段
と
し
て
い
る
「
推

量
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
対
応
関
係
（
s
a
r
u
p
y
a
）
を
そ
の
特
質
と
し
て
い
る

知
識
根
拠
（
p
l
’
a
l
l
l
a
r
p
a
）
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
　
「
推
論
」
（
p
コ
三
昌
剖
コ
p
）
と
は
、

標
徴
（
証
因
、
相
、
し
る
し
、
中
概
念
）
を
把
握
し
、
　
（
そ
れ
と
主
張
命
題
の

述
語

す
な
わ
ち
大
概
念
と
の
）
結
合
関
係
を
想
起
し
た
後
で
、
推
し
量
る
こ
と

で

あ
る
。
主
張
命
題
と
大
概
念
が
把
捉
さ
れ
、
定
立
さ
る
べ
き
大
概
念
と
定
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

す
る
手
段
で
あ
る
中
概
念
が
結
合
さ
れ
た
時
に
、
推
論
は
成
立
す
る
の
で
あ
る

か

ら
、
　
（
推
論
は
）
後
の
時
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

　
（
p
．
　
6
，
　
I
．
　
！
2
）
　
（
本
文
中
の
）
「
と
」
と
い
う
文
字
は
、
直
接
知
覚
と
推
論
と
が

等
し
い
力
関
係
に
お
い
て
並
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
　
（
等

し
い
力
関
係
と
い
う
の
は
）
直
接
知
覚
は
対
象
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
て
対

象
に
到
達
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
正
し
い
認
識
方
法
で
あ
る
。
こ
れ
と
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
ヒ
号
）

様

に
、
推
論
も
対
象
と
不
可
分
の
関
係
に
あ
っ
て
限
定
さ
れ
た
対
象
に
到
達
さ

せ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
　
〔
や
は
り
〕
正
し
い
認
識
力
法
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

（
1
）
　
た
た
し
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
は
「
感
官
に
依
う
と
い
う
意
味
は
、
直
接
知
覚
で
は
な
い
」
と
い

　
J
c
x
O
　
（
d
b
a
i
i
　
p
o
　
l
a
　
b
r
t
c
n
　
p
u
l
．
i
i
　
d
o
n
＝
i
　
1
］
l
f
）
O
T
I
　
s
u
l
l
｝
≡
a
　
Y
i
l
l
　
I
I
O
＝
d
b
m
u
！
　
p
o
　
l
a

　
b
r
t
e
n
　
p
a
　
y
u
r
h
　
s
g
r
a
　
1
）
g
；
L
d
　
p
｛
二
ご
芸
ぺ
已
≡
t
s
h
＾
L
n
　
y
i
”
　
g
y
i
　
1
　
1
．
i
　
j
u
g
　
p
a
l
）
i
　
r
g
y
u

　
n
i
t
s
h
i
≡
1
1
i
1
1
1
：
t
　
Y
i
l
l
　
I
I
O
＝
）

（
c
”
］
）
　
C
f
°
」
）
三
二
三
，
　
I
，
　
4
，
　
g
J
r
：
－
a
t
i
r
　
a
t
i
k
r
u
≡
三
」
c
ε
層

（
3
）
　
動
詞
の
時
制
も
し
く
は
動
詞
派
生
形
に
直
接
に
前
接
す
る
前
置
詞
お
よ
び
副
詞
的
接
辞
を

　
意
味
す
る
文
法
用
語
。

（
4
）
】
．
ξ
三
i
　
J
I
°
　
4
，
　
2
6
．

（
5
）
　
マ
．
ミ
こ
w
ぎ
‥
三
声
）
喜
三
」
二
、
ふ
’
　
2
（
s
°

（
6
）
　
以
上
に
終
ろ
か
な
り
長
文
の
＝
即
は
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
は
訳
出
こ
れ
て
い
な
い
。

（
7
）
　
結
合
が
想
起
さ
れ
た
と
き
に
（
一
、
二
｝
・
）
。

〔
第
四
節
　
直
接
知
覚
の
定
義
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

1・
四
　
そ
の
う
ち
直
接
知
覚
（
p
r
a
t
y
a
k
s
a
）
と
は
、
構
想
作
用
　
（
k
a
l
－

　
（
2
）

pa
n

a
）
を
離
れ
、
錯
乱
の
な
い
（
認
識
）
で
あ
る
。
〔
二
四
〕

　
（
p
．
　
6
．
　
l
．
　
1
6
）
　
r
そ
の
う
ち
」
と
い
う
語
は
、
第
七
語
尾
（
於
格
ぎ
〔
三
7
．
5
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

の

意
味
で
用
い
ら
れ
て
お
り
、
　
（
こ
こ
で
は
特
に
）
　
一
選
出
」
の
意
味
で
あ
る
。

か

く
し
て
本
文
の
意
味
は
、
以
下
の
如
く
で
あ
る
。
「
そ
の
う
ち
」
つ
ま
り
「
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四

接
知

覚
と
推
理
と
の
二
老
の
う
ち
で
」
と
言
っ
て
、
集
合
の
全
体
を
挙
げ
て
い

る
の
で
あ
る
。
「
直
接
知
覚
」
と
い
う
の
は
、
そ
の
う
ち
の
一
部
分
で
あ
る
。
そ

の

集
合
全

体
の
中
か
ら
、
直
接
知
覚
と
い
う
類
に
従
っ
て
一
部
分
を
個
別
的
に

取

り
挙
げ
る
こ
と
が
「
選
出
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
そ
の
中
か
ら
直
接
知
覚
に

つ

い

て
再
び
論
究
し
て
、
　
「
構
想
作
用
を
離
れ
、
錯
乱
の
な
い
も
の
で
あ
る
」

と
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
あ
な
た
が
た
も
わ
れ
わ
れ
も
と
も
に
承
認
す
る
よ

う
な
対
象
に
直
接
働
き
か
け
る
（
直
証
的
）
認
識
は
、
構
想
作
用
を
離
れ
、
錯

乱
の
な
い
も
の
で
あ
る
と
見
な
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
　
「
も
し
も
〈
構
想
作

用
を
離
れ
、
錯
乱
の
な
い
と
い
う
性
質
〉
が
一
般
に
承
認
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、

直
接
知
覚
と
い
う
認
識
に
は
、
何
か
或
る
他
の
性
質
が
ま
だ
残
っ
て
い
て
、
そ

れ

が
直
接

知
覚
と
い
う
語
で
表
示
さ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
が
こ
こ
で
再
論
究

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
（
7
ρ
、
°
2
1
）
何
故
な
ら
ば
、

肯
定

的
に
せ
よ
、
否
定
的
に
せ
よ
、
感
官
に
従
っ
て
働
き
、
対
象
に
直
接
働
き

か

け
る
（
直
証
的
な
）
認
識
は
、
　
一
直
接
知
覚
」
と
い
う
語
で
表
示
さ
れ
る
こ

と
が
、
す
べ
て
の
人
々
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
6
，
　
l
．
　
2
2
）
そ
れ
を
再
び
論
究
し
て
　
F
（
直
接
知
覚
は
）
構
想
作
用
を
離
れ
、

錯
乱

の

な
い
も
の
で
あ
る
」
と
規
定
し
た
の
で
あ
る
。
　
一
構
想
作
用
を
離
れ
」

と
は
、
構
想
作
用
（
概
ム
・
心
に
よ
る
把
捉
）
を
離
れ
て
い
て
、
そ
れ
を
具
有
し
て

い

な
い
、
即
ち
措
想
作
用
の
本
性
を
欠
い
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
（
｝
三

7
，
　
l
．
　
1
）
　
r
錯
乱
の
な
い
」
と
は
、
効
果
的
作
用
を
可
能
に
す
る
事
物
の
性
質

（
v
a
s
t
u
r
u
l
）
a
）
に
対
し
て
矛
盾
し
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
も
の
で



あ
る
。
　
「
効
果
的
作
用
を
可
能
に
す
る
事
物
の
性
質
」
と
は
、
　
（
一
つ
の
事
物

の

う
ち
に
諸
の
部
分
が
）
外
的
な
形
に
排
置
さ
れ
て
形
成
さ
れ
る
こ
と
の
制
限

条
件

と
な
る
〔
い
ろ
い
ろ
な
」
色
彩
？
胃
屋
）
を
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
あ
っ
て
錯
乱
し
て
い
な
い
も
の
の
こ
と
を
「
錯
乱
の
な
い
」
と
述
べ
た

の

で
あ
る
。

　
（
p
．
　
7
，
　
l
．
　
3
）
（
「
構
想
作
用
を
離
れ
た
」
と
「
錯
乱
の
な
い
」
と
い
う
）
こ
の

二
つ

の

特

質
は
、
誤
っ
た
見
解
を
排
除
す
る
た
め
に
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

っ

て
、
推
理
と
区
別
す
る
た
め
の
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
「
構
想
作
用

（概

念
に
よ
る
把
捉
）
を
離
れ
た
」
と
い
う
句
だ
け
に
よ
っ
て
も
、
推
理
か
ら

区
別
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
（
p
．
　
7
，
　
l
’
4
）
そ
の
場
合
も
し
も
「
錯
乱
し
て
い

な
い
」
と
い
う
（
も
う
一
つ
の
）
句
が
付
加
さ
れ
な
か
っ
た
な
ら
ば
’
　
（
例
え

ば

走
行
中
の
船
に
乗
っ
て
い
る
人
が
、
岸
の
）
樹
木
が
動
い
て
い
る
か
の
如
く

に

知

覚
す
る
こ
と
な
ど
も
、
構
想
作
用
（
概
念
に
よ
る
把
捉
）
を
離
れ
て
い
る

の

で

（
正

し
い
）
直
接
知
覚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

（
p
．
　
7
，
　
l
．
　
5
）
こ
う
い
う
わ
け
で
「
（
以
上
の
よ
う
な
誤
っ
た
認
識
に
基
づ
い
て
）

行
動

し
て
い
る
人
が
樹
木
だ
け
（
ー
樹
木
自
体
）
に
到
達
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

経
験

と
合
致
し
て
い
る
か
ら
正
し
い
知
識
で
あ
り
、
し
か
も
構
想
作
用
（
概
念

に

よ
る
把
捉
）
を
離
れ
て
い
る
の
で
（
正
し
い
）
直
接
知
覚
な
の
で
は
な
か
ろ

う
か
」
と
い
う
疑
い
が
生
ず
る
。
　
（
p
．
　
7
，
　
l
°
7
）
　
　
そ
の
疑
い
を
排
除
す
る
た

め
に
、
　
「
錯
乱
し
て
い
な
い
」
と
い
う
句
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実

に

そ
の
様
な
（
認
識
）
は
錯
乱
し
て
い
る
か
ら
、
直
接
知
覚
で
は
な
い
。
ま
た

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

そ
れ
は
、
理
由
概
念
と
し
て
の
三
つ
の
特
性
を
具
え
た
標
徴
（
証
因
・
中
概
念
）

か

ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
推
理
で
も
な
い
。
且
つ
（
直
接
知
覚
と
推

理
と
は
異
な
っ
た
）
他
の
認
識
方
法
は
存
在
し
な
い
。
（
】
・
°
7
，
　
l
．
　
8
）
そ
れ
故
に
、

F樹
木
を
動
い
て
い
る
か
の
如
く
知
覚
す
る
こ
と
」
な
ど
は
、
誤
っ
た
知
識
で

あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
一
・
°
7
，
　
l
．
　
8
）

　
反
対
者
い
わ
く
ー
も
し
も
（
「
動
く
樹
木
」
を
知
覚
す
る
こ
と
が
）
誤
っ
た

知
識
で

あ
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
そ
れ
に
も
と
つ
い
て
樹
木
に
到
達
す
る
こ
と

が

で

き
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
答
え
て
い
わ
く
、
そ
の
（
「
動
く
樹
木
」
）
に
も
と

つ

い

て
樹
木
へ
の
到
達
が
起
る
こ
と
は
な
い
。
何
故
な
ら
ば
、
そ
の
（
誤
ま
っ

た

認
識
）
に
よ
り
限
定
さ
れ
る
の
は
、
方
々
へ
動
き
廻
る
樹
木
で
あ
る
が
、
実

際
に
到
達
さ
れ
る
の
は
一
箇
処
に
静
止
し
て
い
る
樹
木
で
あ
る
。
（
I
｝
．
　
7
，
　
l
．
　
1
0
）

　

し
た
が
っ
て
、
各
場
所
を
動
い
て
い
る
か
の
如
く
に
見
え
る
樹
木
は
、
そ
の

そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
あ
る
も
の
と
し
て
到
達
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
（
逆

に

実
際
に
）
或
る
一
定
の
場
所
に
（
静
止
し
て
い
る
も
の
と
し
て
）
到
達
さ
れ

る
樹
木
は
、
見
ら
れ
て
は
い
な
い
。
そ
の
（
誤
っ
た
観
念
）
に
も
と
つ
い
て
は
、

い
か

な
る
対
象
に
も
到
達
で
き
な
い
。
樹
木
な
ど
の
対
象
は
、
全
く
別
の
知
識

に

よ
っ
て
到
達
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
事
情
に
よ
り
、
誤
っ
た
見
解
を
排

除

す
る
た
め
に
、
　
一
錯
乱
の
な
い
」
と
い
う
句
が
付
加
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
7
，
　
t
．
　
1
2
）
ま
た
同
様
に
、
　
一
錯
乱
の
な
い
」
と
い
う
句
が
（
直
接
知
覚

を
）
推
理
と
区
別
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
　
「
構
想
作
用
（
概
念
に
よ

る
把
捉
）
を
離
れ
た
」
と
い
う
句
は
誤
っ
た
見
解
を
排
除
す
る
た
め
の
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
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（
4
）

あ
る
。
実
に
、
推
理
は
錯
乱
し
た
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
（
推
論
は
、
対

象
）
自
身
に
似
て
は
い
る
が
対
象
で
は
な
い
も
の
を
対
象
と
し
て
認
め
る
こ
と

に

よ
り
、
は
た
ら
き
を
起
す
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
、
直
接
知
覚
の

方

は
’
把
捉
さ
れ
る
べ
き
形
象
に
矛
盾
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
（
p
．
　
7
，
　
l
．
　
1
3
）
し
か
し
な
が
ら
こ
の
場
合
、
「
錯
乱
の
な
い
」
と
い
う
こ
と
を

「
経
験

と
矛
盾
し
な
い
」
（
a
v
i
s
a
m
ぐ
副
〔
l
a
k
a
）
と
い
う
意
味
に
理
解
し
て
は
な

ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
直
接
知
覚
は
ま
さ
に
正
し
い
知
識
に
ほ
か
な
ら
な
い

か

ら
で
あ
る
。
そ
の
際
、
　
〈
正
し
い
知
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
〉
を
言
う
だ
け

で

も
、
（
そ
の
う
ち
に
）
〈
経
験
と
矛
盾
し
な
い
と
い
う
こ
と
〉
が
包
含
さ
れ
て

い

る
の
で
、
そ
の
上
さ
ら
に
一
経
験
と
矛
盾
し
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
付
け
加

え
て
言
う
の
は
、
全
く
無
用
な
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
如
く
で
あ
る
か
ら
、
本

文
の
意
味
は
以
下
の
と
お
り
と
な
ろ
う
　
　
直
接
知
覚
と
名
付
け
ら
れ
た
、
経

験

と
矛
盾
し
な
い
知
識
は
、
構
想
作
用
（
概
念
に
よ
る
把
捉
）
を
離
れ
、
経
験

と
矛
盾
し
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
。
こ
の
よ
う
に
「
経
験
と
矛
盾
し
な
い
．
一
と

い

う
句
が
二
度
も
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
何
の
意
義
が
あ
ろ
う
か
。
　
（
ニ
メ
へ
゜

1
7
）
そ
れ
故
に
こ
こ
で
は
、
「
錯
乱
の
な
い
」
と
い
う
の
は
、
効
果
的
作
用
を
可

能
に

す
る
把
捉
さ
れ
る
べ
き
事
物
の
形
象
（
z
9
言
「
三
x
〆
）
に
矛
盾
し
て
い
な
い
、

と
い
う
意
味
に
理
解
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）
　
術
語
集
成
参
照
．

（
2
）
　
術
語
集
成
参
照
。

ト

文

，1｛、

1川

う

A4
Vy

r

同
様

L
か
ら

こ

こ

で
’ン

サ
ン

ス

ク

リ

ソ

ト

本
2

く

チ

ベ
ソ

’
云

㌫、

£

己

　3

三

B

f：

選
出

の

意
味

あ

ろ

こ

つ

い
て

は
、

鉾

三
J

六

　
（
p
．
　
7
，
　
l
°
2
1
）
と
こ
ろ
で
、
こ
の
構
想
作
用
（
概
念
に
よ
る
把
捉
）
と
は
、

こ
の
場
合
い
か
な
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
の
か
り
・

　

答
え
て
い
わ
く
、

　
　
　
　
　
　
　
へ
ー
）

一
・
五
　
構
想
作
用
（
概
念
に
よ
る
把
捉
、
思
考
）
と
は
、
言
語
表
現
と

結
合

す
る
こ
と
の
可
能
な
（
言
語
で
表
現
す
る
こ
と
の
可
能
な
）
心
的

　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

顕
現

（表

象
）
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
〔
丁
吾

　
（
p
．
　
7
，
　
l
．
　
2
一
）
三
＝
口
語
表
現
」
に
つ
い
て
言
う
と
、
或
る
も
の
を
こ
と
ば
で
表

示

す
る
手
段
が
、
言
語
表
現
で
あ
る
。
　
即
ち
意
味
を
表
示
す
る
語
で
あ
る
。

一
言

語

表

現
と
の
結
合
」
と
は
、
あ
る
一
つ
の
観
念
の
う
ち
に
お
い
て
、
表
現

さ
れ
る
も
の
（
ー
対
象
た
る
も
の
）
の
形
相
が
、
表
現
す
る
も
の
の
N
X
相
　
（
＝

概
念
規
定
）
と
結
合
し
て
’
認
識
さ
る
べ
き
も
の
の
形
相
と
し
て
合
致
す
る
こ

．
v
　
（
m
i
l
a
i
i
a
）
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
或
る
1
つ
の
観
念
の
中
で
、
表
現
さ
れ

る
も
の
の
形
相
と
表
現
す
る
も
の
の
形
相
と
が
合
致
し
て
い
る
時
、
表
現
さ
れ

る
も
の
（
こ
と
ば
）
と
表
現
さ
れ
る
も
の
（
対
象
）
と
が
合
致
し
て
い
る
（
エ
ヨ
当

三
プ
言
）
の
で
あ
る
。



　
（
p
．
　
8
，
　
t
．
　
1
）
表
現
さ
れ
る
も
の
の
顕
現
が
’
　
言
語
表
現
（
巳
巨
一
渕
廿
ρ
）
と
結

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

合
す

る
こ
と
の
可
能
で
あ
る
場
で
あ
る
表
象
が
（
本
文
で
）
こ
の
よ
う
に
述
べ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
象
の
う
ち
或
る
表
象
は
、
言
語
表
現
と

既
に

結

び
つ
い
て
顕
わ
れ
て
く
る
。
例
え
ば
’
　
（
r
瓶
」
と
い
う
語
の
〈
表
示
さ

れ

る
も
の
〉
と
〈
表
示
す
る
も
の
〉
と
の
）
表
示
関
係
（
乙
・
o
ロ
芸
○
雰
）
を
充
分

に

熟
知
し
て
い
る
人
に
と
っ
て
は
、
瓶
と
い
う
対
象
を
構
想
す
る
作
用
（
概
念

に

よ
る
把
捉
）
は
、
瓶
と
い
う
語
に
既
に
結
合
し
た
対
象
の
顕
現
（
ー
意
識
の

中
に
現
れ
る
こ
と
）
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
他
の
或
る
（
表
象
）
は
言

語
表
現

と
結
合
し
て
い
な
く
て
も
、
言
語
表
現
と
の
結
び
つ
く
こ
と
の
可
能
で

あ
る
顕
現
を
有
す
る
。
例
え
ば
、
ま
た
〈
表
示
さ
れ
る
も
の
〉
と
〈
表
示
す
る

も
の
〉
と
の
習
慣
的
結
合
関
係
（
s
a
m
k
⑦
t
a
）
に
未
だ
習
熟
し
て
い
な
い
幼
児

の

構
想
作
用
が
そ
れ
で
あ
る
。
（
p
．
　
8
，
　
l
．
　
4
）
上
記
の
本
文
に
お
い
て
、
も
し
も

「
構
想

作
用
と
は
言
語
表
現
に
結
び
つ
い
た
顕
現
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
」
と

い

う
こ
と
だ
け
が
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
未
だ
こ
と
ば
と
意
味
と
の

習
慣
的
結
合
関
係
に
未
だ
習
熟
し
て
い
な
い
人
（
例
え
ば
幼
児
）
の
構
想
作
用
は

含
ま
れ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
（
実
際
に
は
）
「
可
能
で
あ
る
」

（yo
gy
a
）
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
（
ー
そ
の
よ
う
な
可
能

性

を
も
っ
た
構
想
作
用
）
を
も
や
は
り
含
め
る
こ
と
に
す
る
の
で
あ
る
。
な
る

ほ

ど
そ
の
日
に
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
嬰
児
に
は
、
言
語
表
現
と
結
合
し
た
顕
現

を
有
す
る
構
想
作
用
は
存
在
し
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
言
語
表
現
と
結
合
す

る
こ
と
の
可
能
で
あ
る
顕
現
を
と
も
な
う
構
想
作
用
は
た
し
か
に
存
在
す
る
。

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

そ
し
て
言
語
表
現
と
既
に
結
び
つ
い
た
顕
現
を
と
も
な
う
構
想
作
用
も
ま
た

（同
時
に
）
結
合
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
も
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
「
可

能
で
あ
る
」
と
い
う
句
を
用
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
’
両
方
の
（
構
想
作
用
）
が

と
も
に
含
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
，
　
t
．
8
）
　
（
反
対
者
が
問
う
て
い
わ
く
、
　
　
（
構
想
作
用
が
）
言
語
表
現

と
結
合
し
て
い
な
い
と
き
に
は
、
ど
う
し
て
そ
の
結
合
の
可
能
性
を
確
認
し
得

る
の
で
あ
る
か
？

　
答

え
て
い
わ
く
ー
（
意
識
に
お
け
る
対
象
の
）
顕
現
は
（
そ
の
時
感
受
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

れ

た
対
象
の
み
に
）
限
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
p
．
　
8
，
　
l
．
　
9
）
そ
う
し

て
そ

の

顕
現
が
（
そ
の
よ
う
に
）
限
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
顕
現
を

そ
の
よ
う
に
（
感
覚
さ
れ
た
対
象
の
み
に
）
制
限
す
る
原
因
が
存
在
し
な
い
こ
と

に

も
と
つ
い
て
成
立
し
て
い
る
。
実
に
認
識
さ
る
べ
き
対
象
が
、
（
そ
れ
ぞ
れ
）

識
別
作
用

を
生
ぜ
し
め
て
一
定
の
顕
現
を
現
出
す
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

例

え
ば
、
色
彩
は
眼
の
識
別
作
用
を
生
ぜ
し
め
て
（
例
え
ば
「
青
」
と
い
う
）

定
ま
っ
た
顕
現
（
心
象
）
を
生
ぜ
し
め
る
。
し
か
る
に
、
区
別
的
考
想
に
よ
る

　
　
　
（
6
）

識

別
作
用
は
、
対
象
に
も
と
つ
い
て
起
こ
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
意
識

に

お

け
る
顕
現
を
（
対
象
に
も
と
つ
い
て
起
る
感
覚
の
み
に
）
制
限
す
る
原
因

が
存
在

し
な
い
か
ら
、
顕
現
（
心
象
）
が
（
感
覚
さ
れ
た
対
象
の
み
に
関
係
す

る
と
は
）
限
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
．
　
8
，
　
l
．
　
！
2
）
問
う
て
い
わ
く
　
そ
れ
で
は
、
こ
の
（
一
定
の
顕
現
（
心

象
）
を
現
出
す
る
）
考
想
的
識
別
作
用
が
（
必
ず
し
も
）
対
象
に
も
と
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

起
こ
る
の
で
な
い
の
は
何
故
で
あ
る
の
か
？

　
答

え
て
い
わ
く
、
　
　
何
と
な
れ
ば
（
認
識
が
起
こ
る
こ
と
は
、
必
ず
し
も
）

対
象
に

近
接

し
て
い
る
こ
と
（
現
に
ま
じ
か
に
存
在
す
る
こ
と
）
に
依
存
し
な

い

か

ら
で
あ
る
。
実
に
幼
児
と
い
え
ど
も
、
　
「
こ
れ
（
h
．
現
に
い
ま
見
て
い
る

乳
房
）
は
あ
れ
（
ー
か
つ
て
経
験
し
た
乳
房
）
に
ち
が
い
な
い
」
と
言
っ
て
、

い

ま
現
に
見
て
い
る
乳
房
を
、
既
に
経
験
し
た
こ
と
の
あ
る
乳
房
と
同
一
で
あ

る
と
し
て
再
認
識
し
な
い
限
り
は
、
そ
の
間
は
、
ず
っ
と
泣
く
こ
と
を
止
め
て
乳

房
に
口
を
つ
け
る
こ
と
を
し
な
い
。
　
（
」
）
°
　
8
，
　
L
　
1
4
）
そ
う
し
て
以
前
に
経
験
し

た

対
象

と
そ
の
後
に
経
験
し
た
対
象
と
を
、
同
l
の
も
の
で
あ
る
と
認
め
る
認

識
作

用
は
、
い
ま
現
に
存
在
し
て
い
な
い
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
。
何
故
な

ら
ば
、
以
前
に
経
験
さ
れ
た
も
の
は
、
い
ま
は
現
に
そ
こ
に
は
存
在
し
て
い
な

い
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
い
ま
現
に
存
在
し
な
い
も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
の

で

あ
る
か
ら
、
そ
の
認
識
作
用
は
対
象
に
依
存
し
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
三

8
，
　
l
．
　
1
3
）
そ
う
し
て
対
象
に
依
存
し
な
い
（
認
識
作
用
）
は
、
意
識
の
う
ち
に

お

け
る
顕
現
を
（
対
象
の
感
覚
の
み
に
制
限
す
る
）
原
因
が
存
在
し
な
い
か
ら
、

（
一
つ
の

瞬

間
的
感
覚
に
の
み
）
制
約
さ
れ
な
い
顕
現
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
よ
う
な
（
結
合
的
認
識
）
は
’
言
語
表
現
と
の
結
合
を
な
す
可
能
性

が
あ
る
。
（
て
㏄
、
へ
．
三
）
こ
れ
に
反
し
て
、
感
官
か
ら
起
る
認
識
は
、
い
ま
現

に

そ
こ
に
存
在
し
て
い
る
も
の
だ
け
を
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
’
対
象
に

依

存
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
（
直
接
に
与
え
ら
れ
て
い
る
）
対
象
は
、
意
識

　
　
　
　
　
〔
8
）

に

お

け
る
顕
現
を
（
そ
れ
だ
け
に
の
み
）
制
限
す
る
原
因
で
あ
る
か
ら
、
　
（
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
八

象
に
つ
い
て
の
そ
の
よ
う
な
認
識
は
）
対
象
に
制
限
さ
れ
て
い
る
顕
現
を
と
も

な
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
（
感
官
か
ら
起
こ
る
認
識
作
用
に
は
）
言
語

表
現

と
結
合
す
る
可
能
性
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
フ
　

　
（
l
）
．
　
8
，
へ
n
㏄
）
以
上
に
よ
り
、
　
個
別
者
（
。
・
ー
、
三
巳
膓
辞
弓
p
）
は
こ
と
ば
に
よ
り

表

現
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
表
現
す
る
も
の
（
1
1
意
味
を
表
示
す
る
こ
と

ば
）
で
も
あ
る
こ
と
を
、
わ
れ
わ
れ
は
承
認
し
て
は
い
る
が
、
そ
れ
（
　
個
別

者
）
は
や
は
り
、
構
想
作
用
（
判
断
）
を
な
さ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
説
く
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
個
別
者
は
、
こ
と
ば
に
よ
り
表
現
さ
れ
る
も
の

で

あ
り
、
ま
た
（
意
味
を
）
表
現
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
た
と
え
そ
う
で
あ

っ

て
も
’
言
語
表
現
と
結
合
さ
れ
た
対
象
の
認
識
作
用
は
、
構
想
作
用
（
判
断
）

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
8
）

　
（
P
°
8
，
　
l
．
　
2
0
）
　
（
反
対
者
い
わ
く
、
　
　
〕
感
官
に
よ
る
認
識
（
感
覚
）
は
、
そ

の

顕
現
が
対

象
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
顕
現
（
心

像
）
が
言
語
表
現
と
の
結
合
が
可
能
な
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
故
に
構
想
作
用

を
と
も
な
わ
な
い
（
無
分
別
な
も
の
）
で
あ
る
、
と
言
う
の
で
は
な
い
。
そ
う

で
は

な
く
て
、
聴
覚
器
官
に
よ
る
認
識
は
こ
と
ば
の
個
別
者
を
把
捉
す
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ベ
　
　
ざ

1’

y
　
4
Q
　
s
Q
O
　
（
I
）
．
　
8
，
　
｛
．
　
2
1
）
こ
と
ば
の
個
別
者
は
、
或
る
点
で
は
こ
と
ば
で
表
現

さ
れ
る
も
の
（
意
味
）
で
あ
り
、
ま
た
他
の
点
で
は
表
現
す
る
（
こ
と
は
）
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
ら
　
　
へ

も
あ
る
か
ら
そ
れ
故
に
こ
と
ば
の
個
別
者
は
、
言
語
表
現
と
の
結
合
が
可
能
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

顕
現

を
と
も
な
う
も
の
と
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
う
だ
と
す
る
と
、
こ
と
ば
の
個

別
老
は

構
想
作
用
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
と
な
り
’
　
（
前
言
に
矛
盾
す
る
で



は
な
い
か
、
）

　
（
p
．
　
8
，
　
l
．
　
2
3
）
　
（
ダ
ル
モ
ー
ッ
タ
ラ
が
答
え
て
い
わ
く
　
　
（
わ
れ
わ
れ
の
議

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
さ
　
　
ゼ

論

に
）
誤
ま
り
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
確
か
に
こ
と
ば
の
個
別
者
に
は
、
こ
と
ば

で
表
現

さ
れ
る
も
の
（
意
味
）
と
も
な
り
、
表
現
す
る
も
の
（
音
声
）
と
も
な

り
得
る
（
二
重
の
）
性
質
が
存
す
る
け
れ
ど
も
、
個
別
者
は
（
無
分
別
の
直
接

に

経
験
さ
れ
る
事
実
と
し
て
で
は
な
く
て
）
、
　
習
慣
的
な
↓
．
口
語
を
使
川
す
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
　
　
て
　
　
へ

当
っ
て
経
験
さ
れ
た
も
の
と
し
て
把
捉
さ
れ
る
と
き
に
（
す
な
わ
ち
こ
と
ば
が

過
去
か

ら
の
習
慣
に
し
た
が
っ
て
特
殊
な
意
味
を
表
示
し
て
い
る
も
の
と
し
て

把
捉

さ
れ
る
と
き
に
）
、
個
別
者
は
こ
と
ば
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
（
意
味
）

と
し
て
、
ま
た
表
示
す
る
も
の
（
音
声
）
と
し
て
把
捉
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
（
1
）
．
　
8
，
　
t
．
　
2
．
1
）
そ
う
し
て
事
物
が
習
慣
的
言
語
を
形
成
す
る
と
き
に

経
験

さ
れ
る
対
象
で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
（
既
に
過
ぎ
去
っ
て
い
て
）
、
も

は

や

現
在

し
な
い
。
実
に
習
慣
的
言
語
を
形
成
す
る
と
き
に
経
験
さ
れ
る
対
象

で

あ
っ
た
と
い
う
経
験
的
事
実
は
、
今
は
既
に
滅
び
て
し
ま
っ
て
い
る
の
と
同

様
に
、
事
物
が
そ
の
（
過
去
の
経
験
の
）
対
象
で
あ
っ
た
と
い
う
事
芙
も
や
は

り
今
は
も
は
や
存
疎
し
な
い
。
そ
れ
故
に
、
聴
覚
器
官
に
よ
る
記
識
は
、
既
に

以
前
に
経
験
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
覚
し
な
い
の
で
、
こ
と
ば

に

よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の
（
意
味
）
と
表
示
す
る
も
の
（
音
声
言
語
）
と
の

関
係
を
把
捉
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
（
I
）
．
　
9
，
　
i
．
　
2
）
　
z
f
上
の
道
理
に
基
づ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

す

な
わ
ち
、
ヨ
ー
－
ガ
行
者
の
認
ぷ
（
J
l
l
：
L
l
）
t
l
）
も
ま
た
、
　
1
切
の
こ
と
ば
の
意
味

　
　
　
　
イ
ン
・
・
三
じ
理
，
写
の
理
解
の
た
め
に
（
中
幻
、
）

を
顕
現
せ
し
め
る
も
の
で
あ
ろ
け
れ
ど
も
、
言
語
的
習
慣
が
つ
く
り
出
さ
れ
た

（過
去

の
）
時
に
既
に
経
験
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
把
捉
し
な
い

か

ら
、
構
想
作
用
（
概
念
に
よ
る
把
捉
）
を
離
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
ζ
］
P
l
三
’
〔
術
語
集
成
参
照
、

（
s
i
）
　
p
r
a
t
i
l
）
h
；
1
7
（
三
術
万
－
川
集
成
ぢ
罵
。

（
：
：

）　
1
］
r
a
t
三
゜
術
．
川
川
集
ぼ
参
照
。

（
4
）
　
つ
ま
脇
タ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
’
／
　
t
’
ろ
三
、
　
〃
思
う
〉
・
、
一
は
、
一
．
．
口
だ
直
て
去
艮
し
得
ぺ
き
表
象

　
を
理
舵
す
乙
こ
と
て
あ
る
二
日
．
”
川
て
－
火
現
こ
れ
べ
ー
て
t
p
、
表
象
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
可

　
能
一
、
右
ろ
．
例
え
に
、
嬰
児
〃
母
の
乳
、
房
を
い
呑
句
ご
’
　
：
t
L
場
合
に
に
、
ま
た
言
語
て
表
現
さ
れ

　
v
い
な
f
．
。
　
（
D
h
“
r
l
l
l
（
）
t
t
a
l
，
；
L
、
z
∨
、
芯
ぶ
て
o
c
°
l
’
　
1
2
こ
し
か
し
言
語
て
表
現
し
得
る
も

　
の
な
の
Z
＼
あ
ろ
c
と
こ
ろ
か
直
観
（
三
三
｝
、
声
［
言
二
）
に
言
語
で
は
表
現
ざ
れ
得
な
い
も
の
て

　
　
あ
’
ろ
。

（t
n
）
　
．
　
d
i
e
　
u
n
b
e
s
c
h
r
i
i
n
k
t
e
X
r
c
r
s
t
e
＝
t
i
r
i
g
　
”
　
（
t
t
n
i
）
’
c
t
t
a
h
r
a
t
i
b
h
（
’
t
s
a
）
、
w
o
b
o
i
　
u
n
t
c
＝
l
v
i
n

　
！
1
’
o
r
t
　
，
r
u
n
b
e
　
r
c
h
r
l
L
n
k
t
　
”
　
d
i
e
v
二
r
．
s
t
u
l
l
三
云
ー
、
e
r
s
t
a
n
d
e
i
i
　
w
i
r
d
．
　
（
S
t
r
a
u
s
s
．
，
　
S
．
　
1
：
3
0
）

（
6
）
　
x
’
＝
c
u
l
p
a
J
N
，
i
j
i
l
［
≡
｛
L
’
後
編
、
術
．
語
集
成
参
口
。
、

（
7
）
　
劣
’
、
“
二
’
二
k
s
・
ξ
t
’
後
編
、
術
語
集
成
参
照
レ

（
・
i
o
）
　
C
f
．
　
T
l
t
｝
．
　
）
．
　
L
’
ρ
l
t
．
　
3
－
5
．

1’

六
　
直
按
知
覚
と
は
、
構
想
作
用
（
ー
概
念
に
よ
る
把
投
）
を
欠
き
、

脹

病
、
急
速
な
回
転
、
航
行
、
障
害
等
か
ら
の
影
響
下
に
あ
る
錯
乱
を

含
ま
な
い
認
識
で
あ
る
。
〔
一
・
六
〕

（1）
　
9
°
t
°
　
6
）
　
（
“
〈
文
の
）
「
そ
れ
」
と
は

九

構
想
作
用

ん

岳
と£
一

り
、

そ



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

の

構
想
作
用
の
本
性
を
欠
い
て
い
る
。
（
；
三
巨
‖
於
三
ジ
．
乙
正
し
い
知
識
が
錯

乱

の

な
い
と
き
、
そ
れ
が
〈
直
接
知
覚
〉
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
以
下
に
続
く

文
章
の
脈
絡
で
あ
る
。
　
「
構
想
作
用
を
離
れ
て
い
る
こ
と
」
と
「
錯
乱
の
な
い

こ
と
」
と
は
相
互
に
関
連
し
合
っ
て
、
直
接
知
覚
の
定
義
に
な
っ
て
い
る
の
で

あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
々
の
も
の
で
あ
っ
て
は
定
義
と
は
な
ら
な
い
。
そ
の

こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
、
そ
の
た
め
に
、
「
そ
れ
（
ー
構
想
作
用
）
を
離
れ
て
い

て
、
し
か
も
錯
乱
の
な
い
も
の
が
直
接
知
覚
で
あ
る
、
」
　
と
い
う
相
互
に
関
連

し
合
っ
て
い
る
二
つ
の
特
質
が
’
直
接
知
覚
の
関
連
領
域
（
v
l
s
a
y
a
）
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
s
S
“
〈
）
O
　
（
p
．
　
9
，
　
l
．
　
9
）
　
［
眼
病
」
と
は
、
両
眼

が
病
に

侵
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
こ
れ
は
感
官
に
由
来
す
る
錯
乱
の
原
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
い
ま
つ

と
な
る
も
の
で
あ
る
、
「
急
速
な
回
転
」
と
は
、
松
明
な
ど
（
を
急
速
に
回
転
す

る
と
、
そ
の
輪
の
よ
う
に
見
え
る
こ
と
）
で
あ
る
。
も
し
も
松
明
な
ど
が
ゆ
っ

く
り
と
回
転
さ
れ
た
な
ら
ば
、
（
火
の
）
輪
が
廻
転
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
こ

と
は
起
こ
ら
な
い
。
こ
の
た
め
に
一
，
回
転
」
と
い
う
語
に
一
急
速
な
」
と
い
う

句

を
付
加
し
て
限
定
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
（
認
識
の
）
対
象
に
由
来

す
る
錯
乱
の
原
因
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
　
二
航
行
」
と
は
、
船
に
乗
っ
て
行
く

こ
と
で
あ
る
。
進
み
つ
つ
あ
る
船
に
乗
っ
て
い
る
人
が
（
岸
辺
の
）
樹
木
が
動

き
つ
つ
あ
る
か
の
よ
う
な
錯
乱
を
起
こ
す
の
で
、
特
に
一
行
く
」
と
い
う
句
が

付
せ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
ロ
゜
9
’
、
’
　
1
2
）
こ
れ
は
外
的
な
よ
り
ど
こ
ろ
に
存

す
る
錯
乱
の
原
因
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
　
（
1
，
．
　
9
，
　
l
．
　
1
3
）
一
．
障
害
」
と
は
、
（
身

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
エ
ン

体

を
構
成
し
て
い
る
三
種
の
生
命
要
素
で
あ
る
）
風
気
・
胆
汁
・
粘
液
の
均
衡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
C

喪
失
（
不
調
和
）
で
あ
る
。
実
に
風
気
な
ど
が
動
揺
（
不
均
衡
）
に
陥
っ
た
時
、

柱

等
が
燃
え
て
い
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
錯
覚
が
起
き
る
。
こ
れ
は
（
身
体
の
）

内
部
に
由
来
す
る
錯
乱
（
錯
乱
）
°
の
原
囚
な
の
で
a
g
r
Q
O
　
（
p
．
　
9
，
　
l
．
　
1
4
）
そ
し

て

感
官
、
あ
る
い
は
（
認
識
の
）
対
象
、
あ
る
い
は
外
界
、
あ
る
い
は
（
身
体

の
）
内
部
の
依
り
ど
こ
ろ
に
由
来
す
る
こ
れ
ら
の
錯
乱
の
原
因
す
べ
て
に
よ
っ

て
、
感
官
そ
の
も
の
が
変
化
を
受
け
る
の
で
－
t
E
｝
“
〈
）
O
　
（
p
．
　
9
，
　
1
．
　
1
5
）
何
故
な
ら

ば
、
感
官
が
変
化
を
受
け
て
乱
さ
れ
な
け
れ
ば
、
感
官
に
錯
覚
の
起
こ
る
こ
と

は

あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
「
障
害
」
に
終
わ
る
こ
れ
ら
の
事
例
な
ど
を
原

因
と
す
る
錯
乱
が
、
以
上
の
t
L
6
，
“
k
J
　
k
2
’
（
ら
れ
た
O
　
（
p
．
　
9
，
　
l
．
　
1
6
）
　
l
な
ど
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

い

う
語
に
よ
っ
て
、
感
官
に
存
す
る
も
の
と
し
て
、
角
膜
障
害
・
黄
疸
な
ど
と

い
っ

た
（
病
）
も
含
め
ら
れ
て
い
る
。
　
（
認
識
の
）
対
象
に
存
す
る
〔
錯
乱
の

原
因
〕
と
し
て
は
、
急
速
な
直
線
運
動
（
急
速
に
前
後
に
動
か
す
こ
と
）
な
ど

も
（
含
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
）
。
　
す
な
わ
ち
、
松
明
な
ど
を
急
速
に
上
下

　
　
　
　
（
3
）

に

動
か
す

と
、
火
の
色
を
し
た
杖
が
見
え
て
く
る
と
い
う
錯
乱
が
生
じ
る
か
ら

で

あ
る
。
外
界
の
依
り
ど
こ
ろ
に
存
す
る
〔
錯
乱
〕
と
し
て
は
、
象
に
乗
っ
て

行

く
こ
と
な
ど
が
、
　
（
身
体
）
内
部
の
依
り
ど
こ
ろ
に
存
す
る
も
の
と
し
て
は
、

急
所
に

激

し
い
一
撃
を
受
け
た
場
合
な
ど
が
、
錯
乱
の
原
因
と
し
て
含
め
て
言

及

さ
れ
て
い
る
。
以
上
の
諸
原
因
に
基
づ
く
錯
乱
（
錯
覚
）
が
生
じ
な
い
よ
う

な
認
識
が
、
直
接
知
覚
な
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
イ
ン
ド
医
学
で
は
古
来
、
三
種
の
生
命
要
素
（
P
ユ
三
言
σ
こ
と
し
て
、
風
気
（
ξ
冨
）
、
胆



　
　
汁
（
p
i
t
t
a
）
、
粘
液
（
言
三
こ
を
立
て
ろ
。

　
（
2
）
　
k
i
t
c
a
－
k
i
u
n
a
l
a
．
　
T
i
l
）
．
－
l
i
i
］
－
t
o
s
t
　
d
a
i
＝
n
i
g
－
s
e
r
．

　
（
3
）
　
’
r
i
b
．
⊥
長
≒
・
三
〉
．
・
・
；
i
；
L
n
－
d
L
ニ
テ
言
〒
ご
5
、
1
1
S
－
l
“
l
に
／
l
　
｛
／
　
：
“
”

　

〔
第

五
節

　
直
接
知
覚
の
四
種
類
〕

　
（
p
，
　
g
，
　
t
．
　
2
e
）
さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
（
直
接
知
覚
の
）
定
義
を
説
明
し
て

お

い
て

か

ら
、
感
官
の
み
が
認
識
主
体
で
あ
る
と
考
え
て
、
心
意
に
よ
る
直
接

知
覚
（
三
三
ρ
季
三
，
a
t
y
a
k
；
　
a
）
に
つ
い
て
（
わ
れ
わ
れ
の
）
定
義
す
る
こ
と
を

誤
ま
り
で
あ
る
と
非
難
し
、
そ
う
し
て
自
己
意
識
（
エ
ぐ
〔
↑
‘
s
a
T
l
l
v
e
d
a
n
．
i
）
を
も
’

ヨ

ー
ガ
行
老
の
直
観
を
も
承
認
し
な
い
人
々
の
種
々
誤
っ
た
見
解
を
排
斥
す
る

た
め
に
、
直
接
知
覚
の
さ
ま
ざ
ま
な
種
類
の
区
別
を
説
い
て
い
わ
く
、

l’

七
　
そ
れ
は
四
種
類
あ
る
。
〔
一
・
七
〕

　
（
p
．
　
1
0
，
　
L
　
2
）
そ
し
て
そ
れ
（
ー
直
接
知
覚
）
に
は
、
四
つ
の
種
類
（
下
位

区

分
）
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

1・

八
　
（
そ
の
第
一
は
）
感
官
に
よ
る
知
覚
で
あ
る
。
竺
・
八
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
ー
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
（
二
」
ρ
へ
゜
ご
感
官
に
よ
る
知
覚
と
は
、
感
官
に
よ
る
認
識
で
あ
る
。
感
官

の

（
活

動
に
）
依
存
す
る
（
ー
由
来
す
る
）
認
識
は
、
直
接
知
覚
で
あ
る
。

（
1
）
　
i
n
d
r
i
y
a
i
f
］
i
u
i
a
．
術
語
集
成
参
照
．
．

（
2
）
け
っ
き
・
ξ
眼
・
耳
・
鼻
・
舌
・
身
（
触
覚
器
官
）
と
い
う
五
根
を
通
じ
x
y
起
る
純
粋
感

　
覚
で
あ
る
。

　
　
　
イ
ソ
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
○
に
　
（
中
村
）

　
　
　
　
　
　
　
（
1
〉

　
（
I
）
°
1
0
，
　
l
．
　
5
）
論
敵
は
心
意
に
よ
る
直
接
知
覚
（
を
た
て
る
こ
と
）
を
誤
謬
で

あ
る
と
非
難
し
た
が
、
そ
の
非
難
を
排
斥
し
よ
う
と
し
て
〈
心
意
に
よ
る
直
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

r
＝
；
t
．
p
t
〉
　
（
i
n
2
t
n
a
s
a
－
p
r
a
t
y
a
k
σ
a
）
を
定
義
し
て
い
わ
く
、
－

1・

九
　
（
第
二
の
直
接
知
覚
は
）
、
　
〈
心
に
よ
る
認
識
〉
　
（
統
覚
的
認
識

　
　
　
　
　
　
（
3
）

m
a
n
o
v
i
j
f
i
a
n
a
）
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
　
（
感
官
）
自
身
の
（
刹
那
的

な
）
対
象
の
直
後
の
瞬
間
に
存
す
る
（
同
じ
く
刹
那
的
な
）
対
象
と
共

に

働

ら
v
〈
感
官
に
よ
る
知
〉
　
　
そ
れ
は
同
種
類
的
な
直
前
の
原
囚

　
　
＊
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

（
ー
等
無
間
縁
）
で
あ
る
　
　
に
よ
り
生
じ
た
（
認
識
）
で
あ
る
。
□

．

九
〕

　
（
P
°
さ
づ
i
．
　
s
）
自
身
の
、
1
3
分
の
対
象
と
は
、
〈
感
官
に
よ
る
知
〉
の
対
象
と

い

う
こ
と
で
あ
る
。
「
そ
れ
の
直
後
」
と
は
、
そ
れ
と
の
間
に
隔
た
り
が
無
い
と

い

う
こ
と
で
あ
る
。
　
「
隔
た
り
」
と
は
、
（
時
間
的
な
）
隔
た
り
と
（
質
的
な
）

相

違

と
を
含
め
て
言
う
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
　
（
二
つ
の
刹
那
の
間

の
）
い
か
な
る
隔
た
り
も
否
認
さ
れ
た
の
で
、
　
（
前
の
刹
那
と
）
同
種
類
で
あ

っ

て
（
直
後
に
続
く
）
第
二
の
刹
那
に
存
在
す
る
、
あ
ら
た
に
と
ら
る
べ
き
刹

那

が
、
　
〈
感
官
に
よ
る
認
識
〉
の
対
象
の
刹
那
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
こ
と
と
な

る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
　
〈
感
官
に
よ
る
認
識
〉
の
対
象
の
刹
那
に

続

く
次
の
刹
那
1
そ
れ
は
、
同
l
の
個
体
連
続
（
s
a
m
t
i
L
n
a
）
に
含
ま
れ
て

い

る
も
の
で
あ
る
が
、
　
　
が
こ
こ
で
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
（
第

二
の

刹
那
）
が
〈
感
官
に
よ
る
知
覚
〉
と
共
に
は
た
ら
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
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こ
こ
で
以
上
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
二
一
ρ
l
°
1
1
）
と
こ
ろ

で

〔
共
に

は

た
ら
く
〕
協
力
因
（
・
・
善
〔
二
臼
「
三
）
に
は
二
種
類
あ
る
。
　
す
な
わ

ち
、
1
つ
は
、
　
三
一
つ
の
も
の
が
〕
相
互
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
助
け
合
う
も
の

で

あ
り
、
他
は
〔
二
つ
の
も
の
が
〕
共
に
存
在
し
つ
つ
、
の
ち
に
同
l
結
果
を

作
り
出
す
も
の
で
あ
る
。
ラ
一
〇
S
吉
）
そ
し
て
こ
の
（
仏
教
説
に
）
お
い
て

は
、
市
物
は
各
刹
那
ご
と
に
生
滅
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
事
物
に
剰
余

の

結
果
が
付
加
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
不
合
理
で
あ
る
か
ら
、
今
の
場
合
、

r
協
力
因
」
と
い
う
の
は
’
共
に
在
在
し
つ
つ
の
ち
に
1
つ
の
結
果
を
作
り
出

す
も
の
と
し
て
〔
上
述
の
第
二
の
意
味
に
〕
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。
　
（
二
一
ρ
、
°

1
3
）
実
に
対
象
と
（
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
た
）
認
識
と
に
よ
っ
て
1
つ
の
〈
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ー
）

覚
的
認
識
〉
（
l
n
n
（
’
）
～
、
1
1
n
［
L
n
a
）
が
作
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
両
者

が

（実
際
に
他
に
協
力
す
る
原
因
で
あ
る
こ
と
の
協
力
性
）
は
あ
り
得
な
い
。

　
（
P
．
　
1
ρ
l
°
1
1
）
　
C
と
こ
ろ
で
凡
人
の
認
識
と
ヨ
ー
ガ
行
者
の
直
観
と
は
、
似

て
い
る
点
も
あ
る
が
、
や
は
り
区
別
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
或

る
人
の
〕
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
感
官
に
よ
る
認
識
内
容
が
心
に
対
し
て
の
対

　
　
　
　

tfK
　
（
－
’
：
所
縁
縁
）
た
る
も
の
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
、
ま
た
（
他
人
の
心
作

用
を
透
視
す
る
と
い
う
）
ヨ
ー
ガ
行
者
の
認
識
が
生
じ
る
。
そ
れ
と
区
別
し
そ

れ

を
排
除
す
る
た
め
に
「
同
種
類
的
な
直
前
の
原
因
」
と
い
う
句
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
す
な
わ
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
感
覚
と
そ
の
次
の
瞬
間

に

起
る
認
識
と
の
関
係
か
ら
区
別
す
る
の
で
あ
る
）
。
そ
の
（
原
因
）
は
や
は
り

認
識

（認
識

内
容
）
た
る
も
の
で
あ
る
か
ら
（
心
意
に
よ
る
知
覚
と
）
　
「
同
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

類
の
も
の
一
で
あ
り
、
　
（
そ
の
直
後
に
起
こ
る
〈
心
意
に
よ
る
知
覚
〉
と
）
隔

て
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
「
直
前
の
も
の
［
で
あ
り
、
引
き
起
こ
す
も
の
で
あ
る

か

ら
「
原
因
一
で
あ
る
e
そ
れ
は
縁
で
あ
っ
て
’
そ
う
し
て
原
因
で
あ
る
か
ら

等
無
間

縁
で
あ
る
、
「
そ
れ
だ
か
ら
「
同
種
類
的
な
直
前
の
原
因
　
と
言
う
の

で
あ
る
、
〕
　
（
心
意
に
よ
う
知
覚
は
）
そ
れ
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
る
。
　
（
フ

1
0
，
　
i
．
　
1
6
）
　
Z
E
上
に
よ
っ
て
〈
感
官
に
よ
る
認
識
〉
と
〈
心
意
に
よ
る
認
識
〉
の

両

者

は
、
同
一
の
個
体
連
続
の
内
に
含
ま
れ
て
お
り
、
生
ぜ
し
め
る
も
の
と
生

ぜ

ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
に
あ
る
の
で
、
　
〈
心
意
に
よ
る
認
識
〉
は
直
接
知
覚

（直
接

明
証
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
以
上
の
立
論
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て

い

る
の
で
あ
る
。
ヨ
ー
ガ
行
者
の
直
観
は
、
こ
れ
（
認
識
を
行
な
う
主
体
）
と

は

別
の
、
他
の
個
体
連
続
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
〔
ヨ
ー
ガ

行
者
の
認
識
は
〕
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
1
0
．
　
t
°
l
g
，
）
　
（
こ
こ
で
〈
心
意
に
よ
る
認
ぷ
〉
　
の
説
に
対
し
て
二
つ
の
反

駁
が

提
出
さ
れ
る
。
・
－
も
し
も
そ
れ
が
〈
感
官
に
よ
る
認
識
〉
と
同
1
の
対
象

を
繰
り
返
し
認
識
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
新
し
い
認
議
と
は
l
i
”
：
い
得
な
い
。

：

－
も
し
も
そ
れ
が
外
界
の
対
象
を
実
際
に
認
識
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
盲
者

や

聾
者

も
統
覚
的
知
覚
に
よ
っ
て
色
や
音
を
知
覚
し
得
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
、
と
。
こ
れ
に
対
し
て
答
え
て
い
わ
く
、
　
　
〈
心
意
に
よ
る
認
識
〉
の
対
象

は
〈
感
覚
に
よ
る
認
識
〉
の
対
象
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
す
で
に

認
識
し
た
も
の
を
更
に
認
識
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
正
し
い
認
識
で
は

な
い
」
と
、
付
随
的
に
述
べ
ら
れ
た
論
難
は
排
斥
さ
れ
お
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。



三
峯
s
°
1
9
．
）
ま
た
く
感
官
に
よ
る
認
識
V
の
対
象
と
し
て
把
捉
さ
れ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
刹
那
が
（
〈
心
意
に
よ
る
認
識
〉
に
よ
っ
て
次
の
瞬
間
に
）
認
識

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
’
　
（
〈
心
意
に
よ
る
認
識
〉
は
）
　
〈
感
官
に
よ
る
認
識
作

用
〉
に
よ
っ
て
は
認
識
さ
れ
な
い
他
の
対
象
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ

て
一
盲
人
や
聾
老
等
も
（
知
覚
を
得
る
の
で
）
か
れ
ら
に
認
識
は
存
在
し
な

い

こ
と
に
な
る
と
い
う
誤
ま
り
が
生
ず
る
」
と
い
う
論
難
は
反
駁
さ
れ
た
こ
と

と
な
る
。

　
（
P
．
　
1
ρ
1
．
　
2
1
）
と
こ
ろ
で
こ
の
〈
心
意
に
よ
る
認
識
〉
は
、
眼
（
な
ど
の
感
官
）

が

活

動
を
休
止
し
た
時
に
お
い
て
’
直
接
知
覚
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
認
め
ら

れ

る
。
と
こ
ろ
が
こ
れ
に
反
し
て
（
例
え
ば
感
官
で
あ
る
）
眼
が
活
動
し
て
い

る
時
に
生
ず
る
色
彩
の
認
識
は
、
す
べ
て
眼
の
み
に
依
存
し
て
い
る
も
の
で
あ

る
に
す
ぎ
な
い
。
も
し
も
そ
う
で
は
な
く
X
v
　
（
〈
心
意
に
よ
る
認
識
V
が
〈
感
官

に

よ
る
認
識
〉
と
同
時
に
活
動
す
る
の
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
）
　
い
か
な
る
認
識

作
用
で
も
単
に
眼
（
等
の
感
官
）
に
の
み
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

は

有
り
得
な
い
こ
と
と
な
る
。

　
（
p
．
　
1
1
，
　
t
°
1
）
そ
し
て
次
に
、
こ
の
〈
心
意
に
よ
る
直
接
知
覚
〉
（
∋
割
二
p
。
・
曽
目

℃

日
身
辞
言
ρ
∋
）
は
（
わ
れ
わ
れ
の
学
派
の
）
定
説
と
し
て
確
立
し
て
い
る
の
で

は

あ
る
が
、
そ
れ
を
（
直
接
に
）
論
証
す
る
論
拠
は
存
在
し
な
い
。
し
か
し
も

し
も
（
〈
心
意
に
よ
る
直
接
知
覚
〉
が
）
上
述
の
よ
う
な
種
類
の
も
の
で
あ
る

な
ら
ば
、
い
か
な
る
難
点
も
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
趣
意
を
述
べ
よ
う

と
し
て
、
“
v
れ
　
（
〈
1
‘
心
意
に
よ
る
直
接
知
覚
〉
）
の
定
義
が
述
べ
ら
れ
た
の
で

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

あ
る
。（

1
∨
　
主
m
齢
“
と
は
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
・
∴
宇
派
を
い
i
f
，
’
（
D
＝
コ
、
＾
ン
言
F
マ
ニ
狐
；
）

へ2
）
　
こ
れ
は
、
ン
’
、
雪
k
＾
7
ワ
一
狽
二
芸
＾
［
？
謂
“
、
°
た
・
－
）
の
で
1
0
，
　
：
o
　
”
　
（
1
　
｝
L
l
　
r
ぐ
v
l
“
L
　
M
i
g
I
：
t
）

（
3
）
　
≡
・
≡
。
z
i
j
i
l
A
T
I
：
1
．
後
編
、
術
語
集
口
参
照
．
㎡

（
4
）
　
感
官
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
直
接
知
覚
（
沌
砕
知
覚
）
の
直
後
に
、
そ
の
直
接
知
覚
を
志
向

　
対
象
と
し
て
、
　
心
意
が
そ
れ
を
把
捉
寸
ろ
。
　
そ
の
認
識
を
こ
こ
で
〈
心
音
］
に
よ
ろ
認
識
〉

　
　
（
］
］
1
1
L
l
l
O
V
｛
j
n
i
l
l
］
a
）
と
呼
ん
で
い
る
。
唯
識
学
派
一
般
の
見
解
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
第
六
意

　

識
に

近
く
、
第
六
意
識
は
け
っ
当
、
」
．
⑳
く
直
接
知
覚
と
推
理
と
の
両
方
面
に
関
係
し
て
来
ろ
が
、

　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
は
〈
心
意
に
よ
る
認
識
〉
あ
る
い
は
〈
心
意
に
よ
る
直
接
知
覚
〉
（
＝
る
－

　
n
a
s
a
－
p
r
n
t
y
a
k
s
a
）
を
直
接
知
覚
で
あ
ろ
と
定
め
て
い
ろ
。
思
考
作
用
は
あ
と
で
起
ろ
と
い

　
う
の
で
あ
る
。

（
p
．
　
1
1
，
　
l
°
3
）
次
に
自
己
意
識
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
わ
く
、

1・

10　
（
第
三
の
く
自
己
意
識
V
と
は
）
す
べ
て
の
心
と
心
作
用
の
自

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

覚
（
製
∋
9
p
己
く
・
（
言
邑
で
あ
る
。
□
・
三
〕

　
（
p
．
　
1
1
，
　
l
°
s
）
　
r
心
」
　
（
c
i
t
t
a
）
と
は
、
事
物
の
み
を
把
捉
（
認
識
）
す
る
も
の

で
あ
る
。
「
t
4
g
！
用
」
　
（
c
a
i
t
t
a
）
と
は
、
（
事
物
の
）
種
々
異
っ
た
状
態
を
把
捉

　
（
認
識
）
す
る
も
の
で
あ
り
、
快
感
な
ど
が
そ
れ
で
あ
る
。
　
「
す
べ
て
の
心
と

心
作

用
」
と
は
、
今
述
べ
た
「
・
P
　
＿
1
と
「
心
作
用
」
の
す
べ
て
を
意
味
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
（
マ
一
一
－
s
°
　
6
）
快
感
な
ど
は
、
そ
れ
の
み
が
明
白
に
直
観
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
（
快
感
な
ど
以
外
の
）
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
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）

の

心
の

状
態
は
（
白
己
意
識
）
で
は
な
い
、
と
い
う
疑
念
（
が
起
こ
る
か
も
し

れ

な
い
が
、
そ
れ
）
を
排
除
す
る
た
め
に
「
す
べ
て
の
」
と
い
う
語
が
（
付
加

し
て
）
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
｝
・
二
］
頃
、
°
7
）
お
よ
そ
心
の
状
態
で
あ
れ

ば
、
い
か
な
る
も
の
で
も
、
そ
れ
の
自
己
意
識
（
c
；
t
t
m
a
n
但
h
　
s
a
m
v
O
d
a
n
a
m
）

が
直
接
知
覚
（
直
接
明
証
）
と
な
ら
な
い
も
の
は
な
い
。
（
二
一
〔
s
c
。
）
何
故
な

ら
ば
、
自
己
の
存
在
が
い
か
な
る
本
性
に
よ
っ
て
意
識
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
と
も
、

　
　
　
　
（
2
）

自
己
は
本
性
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
本
性
あ
る
も
の
と
し
て

自
己
意
識
（
；
i
t
m
a
s
a
m
v
O
d
a
n
a
）
が
直
接
に
明
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
e
o
）
　
（
4
）

“
f
i
〉
r
Q
O
　
（
p
．
　
1
1
，
　
l
．
　
9
）
そ
う
し
て
こ
こ
で
、
色
彩
な
ど
、
外
的
事
象
が
見
ら
れ

つ

つ

あ
る
時
、
同
時
に
快
感
な
ど
と
い
っ
た
内
的
な
形
相
も
意
識
さ
れ
る
。
し

　
　
　
　
　
（
5
）

か

し
そ
の
形
相
が
現
に
知
覚
さ
れ
つ
つ
あ
る
青
色
な
ど
は
、
快
適
な
ど
の
本
性

　
　
　
（
6
）

あ
る
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
’
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
故
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

ば
、
青
色
の
も
の
な
ど
が
快
適
な
ど
の
本
性
あ
る
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

は

決
定
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
し
こ
の
青
色
な
ど
の
も
の
が
快
適
な
ど
の

も
の
の
本
性
で
あ
る
と
直
観
さ
れ
る
と
判
断
を
下
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
（
1
1

青
色

な
ど
）
は
快
適
な
ど
の
本
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

う
。
　
（
す
な
わ
ち
青
色
な
ど
と
快
適
な
ど
が
同
l
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
1
0
）

う
、
）
ラ
一
ご
、
°
1
2
）
直
接
に
明
証
な
る
（
対
象
を
）
直
接
に
把
捉
す
る
と
い
う

作
用
が
、
思
考
（
1
r
l
k
a
l
p
a
）
に
よ
っ
て
あ
る
本
性
の
う
ち
に
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
時
、
そ
の
（
本
性
）
が
直
接
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
な
の
で
－
（
l
｝
“
（
）
O
　
（
p
．
　
1
1
，
　
l
，

1
3
）
青
色
が
快
適
な
る
も
の
の
本
性
た
る
も
の
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
四

そ
れ
故
に
青
い
色
の
も
の
を
直
観
す
る
時
に
は
、
快
適
（
と
同
一
）
で
は
な
い

青
色
の
対
象
と
は
別
の
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
快
適
な
る
も
の
を
（
も
同
時
に
）

直
観
す
る
の
で
あ
る
。
（
p
．
　
！
1
，
　
l
．
　
1
：
1
）
こ
れ
は
認
識
（
言
笥
＝
阜
に
ほ
か
な
ら
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

こ
れ
に
基
づ
い
て
認
識
の
直
観
（
百
勾
旨
】
三
三
三
≦
す
な
わ
ち
自
己
意
識
－
自

証
）
が
起
こ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
認
識
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
て
、

自
己
を
意
識
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
対
象
を
直
接
に
明
証
す
る
る
も
の
で

あ
り
、
考
想
作
用
を
離
れ
て
い
て
、
錯
乱
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
直

接
知
覚
で
あ
る
。

（
1
）
　
三
＝
l
i
L
s
a
n
i
y
（
’
d
i
u
i
a
．
後
編
、
術
語
集
成
参
照
。

（
2
）
　
本
性
「
三
三
ー
1
’
i
l
）
．
　
i
i
o
　
b
o
．

（3
）
　
色
彩
な
ど
。
「
三
）
ρ
＾
l
a
u
．
　
T
i
t
）
°
－
s
r
z
u
g
s
　
］
a
　
s
o
g
s
　
I
）
：
｛
．

（
4
）
　
外
的
事
象
、
e
三
｛
F
T
i
b
．
－
c
m
．

（5
）
　
か
L
］
c
［
L
r
i
t
．
－
T
i
b
．
　
］
1
1
a
t
n
　
p
；
L
°

（6
）
　
日
一
）
（
F
ー
、
［
，
一
三
二
「
二
邑
二
z
°

（
7
）
　
な
ど
。
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
文
に
は
無
い
が
、
チ
ベ
ッ
ト
訳
に

　
　
よ
っ
て
補
う
．
、

（oo
）
　
1
，
二
三
、
三
1
．
r
i
l
）
．
　
f
i
e
‘
t
）
　
1
1

（
9
）
　
…
・
た
と
は
限
ら
な
い
、
の
意
．
。

（＝
7
）
　
d
（
，
＝
’
x
ア
ベ
ッ
ト
計
誤
に
」
《
っ
v
補
・
f
’
／
’
）

l；L
　
：
o
s
T
s
　
p
a
と
あ
ろ
の
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
（
p
．
　
1
1
，
　
l
°
1
6
）
ヨ
－
ガ
行
者
の
直
接
知
覚
（
｝
、
（
）
㏄
ぞ
〔
〔
ピ
完
p
5
ρ
）
を
説
明
し
よ

う
と
し
て
い
わ
く
ー
、



一
・
二
　
ま
た
（
第
四
の
も
の
で
あ
る
）
ヨ
ー
ガ
行
者
の
直
観
（
ぺ
o
σ
q
庁

jfi
an
a
）
と
は
、
真
実
の
対
象
（
実
在
）
を
念
想
す
る
昂
揚
の
極
ま
り

に

生

じ
る
（
認
識
）
で
あ
る
、
と
。
〔
一
二
二

　
（
p
．
　
1
1
，
　
t
．
　
1
8
）
　
i
真
実
の
」
と
は
、
真
に
実
在
す
る
も
の
と
い
う
意
で
あ
る
、

［
真
に
実
在
す
る
も
の
」
と
は
、
正
し
い
認
識
方
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

の

こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
四
つ
の
尊
い
真
理
（
1
1
四
聖
諦
）
が
そ
う
で
あ
る
。

I真
実
の
対
象
（
実
在
）
を
念
想
す
る
」
と
は
、
そ
れ
を
繰
り
返
し
心
の
中
に

印
象
付
け
る
こ
と
で
あ
る
。
一
念
想
す
る
昂
揚
の
極
ま
り
」
と
は
、
念
想
さ
れ
つ

つ

あ
る
対
象
を
明
ら
か
に
顕
現
す
る
認
識
が
明
瞭
透
徹
せ
る
状
態
に
到
達
し
始

め
る
こ
と
で
あ
る
。
　
一
昂
揚
の
極
ま
り
」
と
は
、
明
瞭
透
徹
せ
る
状
態
が
少
し

ば
か

り
不
充
分
で
あ
る
時
点
を
い
う
。
何
と
な
れ
ば
、
明
瞭
透
徹
せ
る
状
態
が

ま
だ
不
充
分
で
あ
る
あ
い
だ
は
、
そ
れ
（
ー
明
瞭
透
徹
せ
る
状
態
）
は
さ
ら
に

昂

ま
っ
て
ゆ
く
が
、
完
全
に
な
っ
た
時
に
は
、
も
は
や
昂
ま
り
行
く
こ
と
は
な

い
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
完
全
な
状
態
よ
り
も
（
少
し
）
以
前
に
位
置
す

る
明
瞭
透
徹
な
る
状
態
が
、
　
「
昂
揚
の
極
ま
り
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
p
．
　
1
1
，
　
i
．
　
2
3
）
こ
の
（
極
ま
り
の
状
態
）
か
ら
生
じ
た
る
認
識
、
す
な
わ
ち
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

に

念
想
し
つ
つ
あ
る
（
対
象
）
が
あ
た
か
も
眼
前
に
在
る
も
の
で
あ
る
か
の
如

く
に
、
そ
れ
を
よ
り
一
層
明
瞭
な
か
た
ち
で
把
捉
す
る
認
識
が
、
ヨ
ー
ガ
行
老

た

ち
の
直
接
知
覚
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
1
2
，
　
t
　
1
）
さ
て
こ
こ
で
（
念
想
に
は
次
の
三
種
類
の
段
階
が
存
す
る
。
第

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

一
は
）
明
瞭
透
徹
性
に
到
達
し
始
め
る
状
態
で
、
念
想
の
昂
揚
で
あ
る
。
　
（
第

二

は
）
念
想
し
つ
つ
あ
る
実
体
を
、
あ
た
か
も
雲
母
で
覆
わ
れ
て
い
る
か
の
如

V
に
見
る
段
階
点
で
、
（
念
想
の
）
昂
揚
の
極
ま
る
最
後
の
状
態
で
あ
る
。
（
第

三

は
）
現
に
念
想
し
つ
つ
あ
る
実
体
を
、
あ
た
か
も
掌
中
の
ア
ー
マ
ラ
カ
の
果

　ヨ
ざ実

の
如
く
に
観
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
ヨ
ー
ガ
行
老
た
ち
の
直
接
知
覚
で
あ

“

Q
O
　
（
p
．
　
1
2
，
　
l
．
　
3
）
　
－
〈
に
そ
れ
（
直
接
知
覚
）
は
明
瞭
透
徹
せ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

そ
う
し
て
そ
の
明
瞭
透
徹
せ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
構
想
作
用
（
概
念
に
よ

る
把
捉
）
を
離
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
考
想
作
用
（
概
念
に
よ
る
把
捉
）
に
よ
る

認

識
は
、
言
語
表
示
の
（
社
会
的
に
）
習
慣
的
用
法
（
8
旦
8
S
）
の
形
成
さ

れ
た

当
初
の
時
以
来
（
社
会
的
に
）
習
慣
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の
と
解
し

て
、
事
物
を
認
識
す
る
の
で
、
こ
と
ば
と
の
結
合
に
適
し
た
も
の
と
し
て
把
捉

す
る
と
い
え
る
。
言
語
表
示
の
習
慣
的
用
法
の
形
成
さ
れ
た
当
初
の
時
以
来
習

慣
的
に

経
験

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
語
表
示
の
習
慣
的
用
法
の
形
成

さ
れ
た
当
初
の
時
に
生
じ
た
認
識
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

以

前
に

生
起

し
て
今
は
既
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
観
念
認
識
が
現
在
に
は
存
在

し
な
い
の
と
同
様
に
’
現
在
の
事
物
が
既
に
消
滅
し
た
過
去
の
認
識
（
観
念
）

の

対
象
と
な
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
O
　
（
p
．
　
！
2
，
　
l
．
　
6
）
そ
れ
（
考
想
的
総
合
的

認
識

1
1
概
念
に
よ
る
把
捉
）
は
、
事
物
の
（
今
は
も
は
や
）
存
在
し
て
い
な
い

（
5
）

自
体
を
把
捉
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
現
に
面
前
に
存
在
し
な
い
対
象
を
認
識
す

る
の
で
あ
る
か
ら
、
明
瞭
透
徹
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
明
瞭
透
徹
で
は
な

い

と
い
う
性
質
の
故
に
、
考
想
的
総
合
判
断
（
ぐ
i
i
k
a
l
p
a
概
念
に
よ
る
判
断
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

を
伴
っ
て
い
る
。
　
（
し
か
る
に
ヨ
ー
ガ
行
老
の
直
接
知
覚
は
）
故
に
考
想
的
総

合
判
断
作
用

（概
念
に

よ
る
判
断
）
を
有
し
て
い
な
い
。
（
｝
・
°
長
s
°
。
。
）
ま
た

（ヨ

－
ガ
行
老
の
直
観
は
正
し
い
認
識
方
法
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
（
誤

ま
り
の
な
い
）
純
粋
な
対
象
の
み
を
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
経
験
と
矛

　
　
　
（
6
一

盾
し
な
い
o
　
そ
れ
故
に
（
ヨ
ー
ガ
行
者
の
直
観
も
、
）
他
の
種
類
の
直
接
知
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
同
様
に
（
正
し
い
）
直
接
知
覚
で
あ
る
。
ヨ
ー
ガ
と
は
精
神
集
中
（
1
1
三
昧
）

の

こ
と
で
あ
り
、
ヨ
ー
ガ
行
者
と
は
そ
れ
を
有
す
る
人
で
あ
る
。
そ
の
人
の
知

識
が
直
接
知
覚

な
の
で
あ
る
。
「
と
（
三
ご
と
い
う
語
は
、
（
四
種
の
列
挙
の
）

完
結
を
示
す
意
味
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
1
2
，
　
l
．
　
9
．
）
直
接
知
覚
（
の
種
類
）
は
以
上
述
べ
た
も
の
だ
け
で
あ
る
。

（r

－
－
）
　
y
o
k
．
i
－
p
r
a
t
y
二
k
；
a
°
後
編
、
術
語
集
成
参
照
。

（
2
）
　
対
象
－
．
　
‘
‘
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
〔
言
o
と
あ
る
の
に
よ
っ
て
補
う
。

（
3
）
　
，
≡
n
l
a
l
c
a
チ
ベ
ッ
ト
訳
に
は
ぎ
ア
蓋
o
コ
（
水
晶
球
）
と
な
っ
て
い
ろ
。

（
4
）
構
想
的
（
綜
合
的
）
判
断
作
用
。

（in
）
　
r
t
l
p
a
．
　
T
i
t
｝
．
－
r
；
t
i
’
］
　
b
s
h
i
n
．

（
6
）
　
「
経
験
と
矛
盾
し
な
い
j
と
い
う
か
ら
、
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
’
の
説
く
ヨ
ー
ガ
行
者
の
直

　
観
は
、
ナ
カ
ル
テ
，
、
ズ
ム
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

〔
第

六
節

　
直
接
知
覚
の
9
t
　
d
i
l
“
　
（
p
r
a
t
y
a
k
＄
a
－
v
i
＄
a
y
a
＝
s
v
a
l
a
k
s
a
t
］
a
）
〕

　
（
p
．
　
1
2
，
　
l
．
　
1
1
）
さ
て
こ
の
よ
う
に
、
考
想
作
用
（
概
念
に
よ
る
把
捉
）
を
離

れ

て
い
る
こ
と
と
、
錯
乱
の
な
い
こ
と
と
い
う
二
つ
特
質
を
伴
っ
て
い
る
直
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

知
覚
の
種
々
な
る
（
四
種
の
）
区
別
を
解
説
し
た
あ
と
で
、
対
象
に
関
し
て
の

誤
解

を
除
去
し
よ
う
と
し
て
い
わ
く
’
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
己

1・
三
　
そ
れ
の
対
象
は
個
別
者
で
あ
る
。
〔
一
・
三
〕

　
（
p
．
　
1
2
，
　
l
．
　
1
4
）
　
［
’
そ
れ
の
云
々
」
と
は
、
そ
の
四
種
類
の
直
接
知
覚
の
対
象

は
、
　
個
別
者
で
あ
る
と
解
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
’
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
個
別
者

（s
v
a
l
a
k
s
a
n
f
t
，
）
と
は
、
そ
れ
自
か
ら
の
、
（
他
の
個
別
相
と
）
共
通
で
な
い
特

　
　
　
（
2
）

質
、
本
体
の
こ
と
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
1
2
，
　
l
°
1
5
）
実
に
実
体
（
事
物
～
、
o
工
言
）
に
は
、
　
（
他
の
も
の
と
）
共
通

で

な
い
本
質
（
t
a
t
t
v
a
）
と
、
共
通
で
あ
る
本
質
と
が
存
在
す
る
。
　
（
他
の
も

の

と
）
共
通
で
な
い
（
本
質
）
が
、
直
接
知
覚
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
る
も
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
正
し
い
認
識
の
対
象
（
ぐ
I
F
．
　
a
Y
O
　
P
T
，
a
l
n
a
l
）
a
s
y
a
）
は
二
種

類
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
（
一
つ
は
直
接
知
覚
に
よ
っ
て
）
把
捉
さ
れ
る
べ
き
も

の

で

あ
り
、
そ
の
形
相
を
と
も
な
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
　
（
他
の
1
つ
は
推

理
に

よ
っ
て
）
到
達
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
　
（
人
が
）
そ
れ
を
こ
れ
こ
れ

の

も
の
な
り
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
実
に
（
直
接
知
覚
に
よ
っ
て
）
把
捉
さ

れ

る
も
の
と
、
判
断
を
下
さ
れ
る
も
の
と
は
互
に
異
っ
た
別
の
も
の
な
の
で
あ

“
（b

O
　
（
p
．
　
1
2
，
　
l
．
　
1
7
）
何
と
な
れ
ば
、
直
接
知
覚
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
る
も
の
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

た
だ
1
つ
の
刹
那
（
瞬
間
）
で
あ
る
が
、
他
方
、
直
接
知
覚
に
も
と
つ
い
て
成

立

し
た
（
　
決
定
、
判
断
）
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
、
判
断
を
下
さ
れ
る
も
の
と

は
、
個
体
連
Y
．
t
　
（
S
a
l
l
l
t
i
l
l
l
a
個
体
存
在
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
直
接



知

覚
に
よ
っ
て
確
知
さ
れ
る
の
は
、
こ
の
個
体
連
続
の
み
で
あ
る
。
何
と
な
れ

ば
、
刹
那
は
〔
判
断
に
よ
っ
て
〕
確
知
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
だ
か
ら
で

“
O
．
　
s
Q
O
　
（
I
，
．
　
1
2
，
　
l
．
　
1
9
）
同
様
に
推
理
（
間
接
的
知
識
）
も
ま
た
、
実
作
で
な
い

〈
自
己
の
顕
現
（
心
像
）
〉
に
お
い
て
実
体
な
り
と
確
認
（
判
断
）
す
る
こ
と
に

よ
り
は
た
ら
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
実
体
で
な
の
も
の
を
把
捉
す
る
も
の
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
（
推
論
に
よ
っ
て
）
把
捉
さ
れ
る
対
象
は
’
想
定
さ
れ
た
も
の

で

あ
り
’
そ
れ
が
個
別
老
と
し
て
判
断
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
し
た

が
っ

て
判
断
に
よ
っ
て
確
知
さ
れ
た
個
別
者
が
、
推
論
の
活
動
の
は
た
ら
く
対

象

な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
（
そ
の
際
、
推
論
に
よ
っ
て
）
把
捉
さ
れ
る
も
の
は
、

実
体
な

ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
故
に
こ
こ
で
は
、
正
し
い
認
識
方
法
に

よ
っ
て
把
捉
（
認
識
）
さ
れ
る
べ
き
対
象
を
示
し
て
、
　
コ
直
接
知
覚
の
対
象
は

個
別
者
で
あ
る
」
と
説
い
た
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
R
．
　
V
；
1
三
＾
ξ
さ
後
編
、
術
語
集
成
参
照
。

（
2
）
　
特
賃
、
本
体
一
↑
二
6
．
I
I
）
：
1
1
1
1
　
t
：
l
t
t
V
i
l
l
l
l
．
　
I
．
i
b
°
－
＾
一
。
；
o
一
5
ヨ
○
°

（
3
）
　
ダ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
に
よ
る
と
、
真
実
の
実
在
は
刹
那
滅
の
存
在
、
瞬
間
だ
け
で
あ
り
、

　
そ
れ
は
苫
ρ
〔
∨
、
三
〇
p
に
よ
っ
て
の
み
到
達
さ
れ
得
る
。
持
続
的
存
在
は
、
わ
れ
わ
れ
の
構

　
想
作
用
に
よ
っ
て
考
え
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
思
考
の
対
象
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

1・

1三
　
或
る
対
象
が
近
く
に
あ
る
か
、
　
或
い
は
遠
く
に
あ
る
か
に
従

っ

て
、
認
識
内
容
の
顕
現
（
心
像
、
表
象
）
（
廿
日
三
）
ゴ
留
鎚
）
が
異
な

る
と
き
、
そ
れ
が
個
別
者
で
あ
る
。
竺
∴
三
〕

　
（
p
．
　
！
3
，
　
l
°
2
二
或
る
対
象
云
み
、
一
と
い
う
本
文
で
、
対
象
（
o
「
二
田
）
と
い

う
語
は
、
対
象
領
域
（
v
l
s
a
x
’
a
）
と
同
義
語
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
認
識
の
対
象

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
一
近
く
に
あ
る
」
と
は
、
近
い
場
所
に
存
在
す
る
こ
と

で

あ
り
、
「
遠
く
に
あ
る
一
と
は
、
遠
い
場
所
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
認

識
の
対
象
が
）
近
く
に
あ
る
か
、
遠
く
に
あ
る
か
に
従
っ
て
、
認
識
内
容
の
心

像
、
す
な
わ
ち
把
捉
さ
れ
る
形
相
（
四
k
鋼
r
a
）
が
、
或
い
は
明
瞭
に
或
い
は
不

明
瞭
に
と
、
異
な
っ
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
P
’
1
3
，
L
4
）
す
な
わ
ち
、
認
識

の

対
象
が
近

く
に
あ
る
時
に
は
、
認
識
内
容
の
明
瞭
な
顕
現
（
心
像
）
を
作
り

出
す
が
、
他
方
遠
く
に
あ
っ
て
も
、
　
（
感
官
の
）
及
ぶ
範
囲
内
で
遠
い
場
所
に

あ
る
時
に
は
、
不
明
瞭
な
顕
現
（
心
像
）
を
作
り
出
す
。
そ
の
（
対
象
）
が
個

別
者

で
あ
る
。
三
一
ω
▼
i
°
6
）
実
に
す
べ
て
の
実
体
（
物
体
ー
、
ρ
τ
言
）
は
、
遠

く
に
あ
る
時
に
は
不
明
瞭
に
見
ら
れ
、
近
く
に
あ
る
時
に
は
明
瞭
に
見
ら
れ
る
。

　
　
　
　
ま
さ

そ
れ
ら
が
正
に
諸
の
個
別
者
な
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
1
2
，
　
l
°
　
2
3
）
そ
れ
で
は
個
別
者
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
こ
の
〈
認

識
の

対

象
〉
は
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
対
し
て
答
え
て
い
わ
く
、

　

〔個
別
者
の
本
体
　
（
s
v
a
］
a
k
＄
a
n
a
－
s
v
a
r
c
i
p
a
）
〕

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

　
（
p
．
　
！
3
’
t
°
。
。
）
〔
反
対
老
い
わ
く
、
　
　
〕
し
か
ら
ば
、
個
別
者
が
直
接
知
覚

だ

け
の
対
象
で
あ
る
の
は
何
故
で
あ
る
の
か
P
　
例
え
ば
（
煙
か
ら
推
知
さ
れ

る
）
火
は
構
想
的
（
総
合
的
）
判
断
作
用
（
概
念
に
よ
る
把
捉
を
な
す
判
断
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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の

対
象
で

あ
る
が
、
こ
れ
も
ま
た
経
験
さ
れ
う
る
本
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て

　
　
　
　
（
1
）

確
認

（決
定
）
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
？

　

〔
ダ

ル

マ
キ

H
ル
テ
ィ
の
立
場
　
　
〕
こ
の
よ
う
な
疑
問
に
対
し
て
答
え
て

い
わ
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

一
二
四
　
そ
れ
（
ー
個
別
者
）
の
み
が
最
高
真
実
の
存
在
（
勝
義
に
お

い
て

有
る
も
の
）
な
の
で
あ
る
。
□
二
四
〕

　
（
p
．
　
1
3
，
　
l
．
　
1
1
）
　
r
そ
れ
の
み
が
最
高
真
実
の
実
在
（
勝
義
に
お
い
て
有
る
も

の
）
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
本
文
で
、
　
「
最
高
真
実
（
勝
義
」
と
は
、
人
為
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

で

な
く
、
想
定
さ
れ
た
の
で
は
な
い
本
体
で
あ
る
。
そ
の
（
本
体
）
に
よ
っ
て

存
在

す
る
と
い
う
意
味
で
、
最
高
真
実
の
実
在
（
勝
義
に
於
い
て
有
る
も
の
）

と
言
う
の
で
あ
る
。
近
く
に
あ
る
か
遠
く
に
あ
る
か
に
従
っ
て
、
或
い
は
明
瞭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

な
或
い
は
不
明
瞭
な
心
像
を
作
り
出
す
と
こ
ろ
の
正
に
そ
の
対
象
が
、
最
高
真

実
の
実
在
（
勝
義
に
於
い
て
有
る
も
の
）
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
れ
の
み
が
直

接
知
覚
の

対
象

な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
故
に
そ
れ
（
i
最
高
真
実
の
実
在
）

の

み
が
個
別
者
な
の
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（3
）

（
4
）

a
♂
、
a
s
i
y
f
L
t
c
°
－
’
r
i

弓
門
F
I
’
a
T
1
1
i
t
V
P
h
：
p
ヱ
ゑ
二

本
！
s
！
”
　
r
n
p
i
i
°
”
1

p
r
n
t
i
b
h
i
L
s
；
t
．
　
i
n

1）
　
i
i
e
s
　
p
a
°

後
篇
、
術
語
集
冥
、
参
照
．
、

il｝
　
r
：
二
．
i
　
b
s
7
一
二
’

二
p
r
e
s
．
t
i
o
n
　
（
S
．
　
t
e
h
e
r
l
）
a
t
s
k
y
）
°

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

　
（
p
．
　
1
3
，
　
l
．
　
1
4
）
そ
れ
で
は
、
何
故
に
そ
れ
（
ー
個
別
者
）
の
み
が
最
高
真
実

の
存
在

（勝
義
に

於
い
て

有

る
も
の
）
な
の
で
あ
る
か
、
　
（
と
い
う
問
い
に
対

し
て
答
え
て
）
い
わ
く
、
ー

一
・

三
　
何
と
な
れ
ば
、
実
体
（
事
物
く
9
ε
の
特
質
は
（
目
的
へ
の
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

効
果
的

（実
際

的
）
作
用
を
可
能
に
す
る
能
力
な
の
で
あ
る
か
ら
。
□

・
三
〕

　
（
p
．
　
1
3
．
　
I
．
　
1
6
）
　
（
効
果
的
作
用
の
）
目
的
と
は
、
目
指
さ
れ
る
も
の
と
い
う

意

味
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
捨
て
る
べ
き
も
の
と
採
る
べ
き
も
の
と
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
捨
て
る
べ
き
も
の
は
捨
て
よ
う
と
望
ま
れ
、
ま
た
採
る
べ
き
も
の
は

採

ろ
う
と
望
ま
れ
る
。
目
的
（
a
r
t
h
a
）
即
ち
目
a
x
　
（
p
r
a
y
o
j
a
n
a
）
へ
の
　
（
効

果

的
）
作
用
（
k
l
，
i
Y
i
L
）
と
は
、
完
成
（
三
ぞ
p
吟
三
の
は
た
ら
き
で
あ
る
。
そ
の

は

た
ら
き
を
可
能
に
す
る
能
力
（
s
翻
i
n
a
r
t
h
ー
・
P
）
と
は
実
現
能
力
（
許
算
一
）
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

あ
る
。
事
物
（
／
r
a
s
t
U
）
に
は
そ
の
よ
う
な
特
質
、
本
性
が
あ
る
の
で
’
効
果

的
作

用
を
可
能
に
す
る
特
質
と
い
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
目
的
を
実
現
す
る

能
力
を
特
質
と
し
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
　
［
．
実
体
」
（
く
ρ
㏄
9
）
と
い

う
語
は
、
　
究
極
の
立
場
（
勝
義
）
に
お
い
て
有
る
も
の
　
（
℃
9
日
∋
習
芸
9
暮
）

と
同
義
語
で
あ
る
。
（
二
一
ω
゜
S
°
H
。
。
）
そ
れ
故
に
、
前
掲
の
文
章
の
意
味
は
、
次

の

ご

と
く
で
あ
る
。
ー
目
的
に
か
な
っ
て
結
果
を
作
り
出
す
能
力
の
あ
る
も

の

が
、
　
〈
究
極
の
立
場
（
勝
義
）
に
お
い
て
有
る
も
の
〉
と
呼
ば
れ
る
。
そ
う

し
て
近
く
に
あ
る
か
遠
く
に
あ
る
か
に
よ
っ
て
認
識
内
容
と
し
て
の
表
象
が
異



な
っ
て
来
る
（
ー
明
ら
か
に
な
っ
た
り
、
ま
た
か
す
か
に
な
っ
た
り
す
る
）
対

象
が

（
目
的
を
達
成
す
る
）
実
際
的
能
力
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

そ
の
よ
う
な
（
ど
こ
か
の
場
所
を
占
め
て
い
る
）
対
象
の
み
が
、
究
極
的
立
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
ン

（勝
義
）
に
お
い
て
有
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
1
3
，
　
l
°
　
2
o
）
実
に
ま
さ
に
そ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
　
（
目
的
を
達
成
す
る
）

実
際
す
る
実
際
的
作
用
は
直
接
知
覚
の
対
象
に
も
と
つ
い
て
の
み
達
成
さ
れ
る

の

で

あ
っ
て
、
構
想
的
（
綜
合
的
）
判
断
作
用
の
対
象
に
も
と
つ
い
て
達
成
さ

れ

る
の
で
は
な
い
。

　
そ
れ
故
に
、
構
想
的
（
綜
合
的
）
判
断
作
用
（
！
、
三
ρ
与
p
）
の
対
象
は
、
現

に

経
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
認
め
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
実
際
に

は

現
に

経
験

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
マ
其
s
’
　
1
）
何
と
な
れ
ば
’

そ
の
構
想
的
（
綜
合
的
）
判
断
作
用
に
も
と
つ
い
て
実
際
的
｛
t
l
　
E
　
（
a
r
t
h
a
k
r
i
－

y
E
）
が
起
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
実
際
に
経
験
さ
れ
る
も
の

に

も
と
つ
い
て
（
実
際
的
作
用
が
）
起
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に

ep

a
s
t
R
i
　
（
s
v
a
l
a
k
s
a
r
p
a
）
　
Q
み
が
究
極
的
立
場
（
勝
義
）
に
お
い
て
有
る
も
の

で

あ
り
’
構
想
的
判
断
作
用
を
対
象
と
し
て
い
る
も
の
は
、
そ
う
で
は
な
い
。

（
1
）
　
a
r
t
h
a
l
＾
i
y
E
l
．
後
編
、
術
語
集
成
参
照
。

（
o
u
）
　
］
・
C
l
p
；
1
．
　
1
’
＝
）
’
「
昌
言
三
コ
゜

（
3
）
　
こ
れ
は
、
徹
底
し
た
実
在
論
の
立
場
で
あ
る
。
観
念
論
だ
と
し
て
非
難
さ
れ
る
一
般
唯
識

　
説
の
立
場
と
は
異
な
っ
て
い
る
。

イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

〔
共

通
な
特
性
（
㏄
同
三
割
3
．
［
二
〔
二
ち
。
日
）
〕

〔コ　ー

O
　　A　　対
　　象
　　の
　　v

共
通
な
特
性
は
、
そ
れ
と
は
異
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
1
4
，
　
l
．
　
4
）
こ
の
個
別
老
と
は
異
る
も
の
で
あ
っ
て
、
個
別
者
で
は
な
い

と
こ
ろ
の
〈
認
識
の
対
象
〉
で
あ
る
も
の
、
　
　
そ
れ
が
共
通
の
p
t
s
u
　
（
S
i
L
M
7
L
－

n
y
a
－
］
a
k
s
E
m
a
普
遍
）
で
あ
る
。
実
に
構
想
的
判
断
に
よ
る
認
識
作
用
に
よ
っ

N
J
　
（
［
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
」
と
）
決
定
さ
れ
る
対
象
は
、
近
く
で
表
象
さ
れ
て

も
、
遠
く
で
表
象
さ
れ
て
も
、
認
識
内
容
と
し
て
の
映
像
（
表
象
言
剖
＝
a
p
r
a
“

［
一
一
）
古
習
辞
）
を
異
に
す
る
こ
と
が
な
い
。
（
p
，
　
！
4
，
　
t
’
6
）
け
だ
し
、
（
或
る
場
所
に
）

存
在
す
る
と
想
定
さ
れ
る
火
は
、
想
定
（
a
l
．
o
p
．
1
）
に
も
と
つ
い
て
存
在
す
る
の

で

あ
り
、
そ
う
し
て
そ
の
想
定
に
も
と
つ
い
て
、
あ
る
い
は
遠
く
に
あ
る
も
の

と
な
り
、
あ
る
い
は
ま
た
近
く
に
あ
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ

れ
が
近

く
に
あ
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
も
、
あ
る
い
は
ま
た

遠

く
に
あ
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
も
、
認
識
内
容
（
観
念
）

と
し
て
の
顕
現
が
、
あ
る
い
は
明
瞭
な
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
不
明
瞭
な
も

の

と
し
て
、
異
な
っ
て
現
れ
る
こ
と
は
な
い
。
（
例
え
ば
、
〈
火
〉
の
観
念
で
あ

る
と
い
う
点
で
は
相
違
が
な
い
、
）
　
そ
れ
故
に
（
例
え
ば
〈
火
〉
と
い
う
）
共

通
の

特
性
は
個
別
者
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
1
4
，
　
l
．
　
8
）
共
通
な
特
性
（
轟
日
ρ
コ
∨
巴
巳
C
ρ
】
属
）
と
は
、
共
通
に
存
す
る

特
性
、
共
通
な
る
形
相
（
本
y
m
〈
　
r
a
p
a
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
（
ロ
」
戸
、
°
o
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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け
だ
し
（
実
際
に
は
存
在
し
よ
う
と
も
、
存
在
し
な
か
ろ
う
と
も
、
　
〈
火
〉
で

あ
る
と
）
想
定
さ
2
／
る
形
相
（
本
質
三
）
e
は
、
す
べ
て
の
（
有
り
得
る
）

火
に
共
通
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
れ
は
共
通
な
る
特
性
で
あ
る
。

　
（
P
．
　
1
4
，
　
t
．
　
1
0
）
そ
う
し
て
そ
の
共
通
の
特
性
は
推
理
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
’
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
い
わ
く
、

一
・
三
　
そ
れ
（
1
共
通
の
特
質
）
は
推
理
の
対
象
で
あ
る
。
二
二
七
〕

　
（
7
ご
．
、
二
N
）
そ
れ
（
　
共
通
性
）
は
推
理
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
る
特
性
を

も
つ
対
象
で
あ
る
。
　
（
上
に
掲
げ
た
ス
ー
ト
ラ
の
文
章
に
お
い
て
は
、
代
名
詞

が
、
閲
明
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
を
示
す
語
に
対
応
し
た
性
（
g
e
＝
d
c
i
，
）
を
採
っ

て

（男
性
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
）
　
共
通
の
特
性
が
推
論
の
対
象
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
個
別
者
の
特
性
を
説
明
す
る
こ

の

箇
所
が
（
第
二
章
に
お
い
て
も
）
再
び
繰
り
返
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
説
明
を
簡
単
容
易
に
す
る
た
め
に
、

直
接
知
覚
を
論
ず
る
こ
の
章
に
お
い
て
、
推
論
の
対
象
を
も
あ
わ
せ
て
あ
わ
せ

て

説
明
し
た
の
で
あ
る
。

〔
第
七
節
　
認
識
の
結
果
〕

　
（
p
．
　
1
t
，
　
l
°
！
5
）
対
象
に
関
す
る
誤
解
を
排
斥
し
お
わ
っ
た
の
で
、
認
識
の
結

果
に

関
す
る
誤
解
を
排
斥
し
よ
う
と
し
て
い
わ
く
、

　

〔
正
し
い
認
識
作
用
の
S
E
N
K
　
（
p
n
c
　
m
t
t
i
）
a
p
h
a
l
a
）
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
〇

一
・

六
　
そ
う
し
て
そ
の
直
接
明
証
（
P
l
、
a
t
．
y
a
k
s
－
．
）
な
る
認
識
こ
そ
、

し
い
認
識
作
用
の
結
果
で
あ
る
。
〔
一
二
八
〕

正

　
（
ス
ご
w
ぺ
゜
1
7
）
い
ま
直
前
に
述
べ
た
直
接
知
覚
な
る
も
の
こ
そ
、
正
し
い
認

識
作
用

の

結
果

な
の
で
あ
る
。

　
（
P
°
1
4
，
　
l
．
　
1
G
）
で
は
、
ど
う
し
て
そ
れ
が
正
し
い
認
識
作
用
の
結
果
だ
と
い

う
こ
と
が
言
わ
れ
得
る
の
か
？

　
答
え
て
い
わ
く
、
－

1・

IK
　
何
と
な
れ
ば
、
（
そ
れ
は
）
対
象
の
確
定
的
認
知
（
明
白
な
観

く
s
4
　
p
r
a
t
i
t
i
）
を
本
質
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
〔
一
’
　
l
九
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
（
I
）
．
　
I
i
l
．
　
I
．
　
2
0
）
対
象
の
確
定
的
認
知
と
は
確
定
的
な
知
識
（
（
乏
芸
ρ
三
ρ
）
で

あ
る
。
そ
れ
が
直
接
知
覚
の
観
念
内
容
の
形
相
（
巨
一
）
p
）
と
な
っ
て
い
る
と
き
、

そ
れ
が
そ
の
対
象
の
確
定
的
認
知
を
本
質
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由

　
　
　
　
　
　
（
2
）

に

よ
っ
て
で
あ
る
。

　
（
二
三
へ
』
］
）
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
次
の
趣
意
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
正
し
い
知
識
（
℃
r
，
辞
＝
宗
ピ
ロ
p
）
と
は
、
実
際
に
何
も
の
か
を
得
さ
せ
る
知
識

　
　
へ
3
）

で

あ
る
。
そ
う
し
て
何
も
の
か
を
実
際
に
得
さ
せ
る
能
力
は
、
単
に
対
象
と
離

れ
て
い
な
い
こ
と
（
1
．
対
象
に
佼
存
し
て
い
る
こ
と
）
だ
け
に
本
つ
い
て
起
る

の
X
］
は
な
い
。
（
一
二
ρ
s
°
一
）
何
と
な
れ
ぱ
、
例
え
ば
芽
な
ど
は
種
子
な
ど
と
は

離
れ

て
い
な
い
も
の
で
あ
る
け
れ
と
も
’
　
（
そ
れ
の
正
し
い
認
識
を
）
得
さ
せ



る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
認
識
は
対
象
に
も
と
つ
い
て
起

る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
認
識
に
は
、
そ
の
際
同
時
に
な
さ
る
べ
き
も
の

と
し
て
、
対
象
に
達
せ
し
め
る
作
用
　
そ
の
作
用
が
な
さ
れ
終
っ
た
と
き
に
、

対
象
が
確

知

さ
れ
る
の
で
あ
る
が
　
　
が
存
す
る
。

　
（
p
．
　
1
5
、
、
°
3
）
そ
う
し
て
正
し
い
認
識
の
結
果
と
は
、
ま
さ
に
、
そ
れ
（
認

識
の
結
果
）
を
実
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
或
る
も
の
を
得
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

識

な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
こ
の
こ
と
を
す
で
に
説
明
し
た
。

　
　

実
効
的
知
識
の
実
効
的
作
用
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
行
動
の
対
象
を
示
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

く
れ
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
と
。
そ
う
し
て
ま
さ
に
そ
の
直
接
知
覚
な
る

も
の
は
、
対
象
を
確
知
す
る
特
性
が
あ
り
、
　
（
ま
た
同
時
に
）
対
象
を
見
る
特

性
が

あ
る
。
こ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
そ
の
直
接
知
覚
こ
そ
、
ま
た
正
し
い
認
識

作
用
の
結
果
な
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
：
L
v
；
L
g
；
≡
u
L
＝
d
c
t
e
r
i
t
i
i
n
a
t
i
v
e
　
k
n
o
w
l
e
d
g
e
　
（
S
t
c
h
v
r
b
a
t
：
　
k
y
）

（2
）
　
三
．
P
三
p
三
．
m
ニ
ニ
一
「
コ
巳
ρ
【
く
二
を
書
き
換
え
て
冨
エ
｝
、
（
L
　
b
h
　
i
i
　
v
a
　
1
．
i
と
い
い
、

　
訊
’
あ
る
こ
と
を
示
す
た
め
に
［
竺
≡
i
L
t
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。

（
3
）
　
顕
著
に
プ
ラ
グ
マ
テ
ノ
，
ズ
ム
的
な
立
言
で
あ
る
。

（
4
）
　
ス
ー
ト
ラ
1
・
1
参
照
。

（
5
）
　
こ
れ
も
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
的
な
見
解
で
あ
る
。

そ
れ
の
三
｝
三
ニ
ベ
e

　
（
p
．
　
1
5
，
　
t
．
　
6
）
問
う
て
い
わ
く
、
ー
そ
こ
で
「
知
識
（
言
笥
二
ρ
）
は
、
認
識

内
容
（
I
）
r
a
三
三
）
と
し
て
の
特
性
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
正
し
い
認

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

識
作

用
で
あ
る
」
と
、
も
し
も
汝
が
言
う
な
ら
ば
’
で
は
、
正
し
い
認
識
作
用

と
は
何
で
あ
る
か
？

　
答

え
て
い
わ
く
、
－

1・

110　
正
し
い
認
識
（
p
r
m
a
r
p
a
）
と
は
、
〔
知
識
（
認
識
内
容
）
と
〕

対
象
と
の
対
応
関
係
で
あ
る
。
〔
丁
1
1
0
〕

　
（
I
｝
．
　
1
5
，
　
L
　
8
）
正
し
い
認
識
と
は
、
認
識
内
容
（
」
二
割
二
じ
が
対
象
と
対
応
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

て
い
る
こ
と
　
（
本
質
を
等
し
く
し
て
い
る
こ
と
翁
巨
℃
養
）
　
す
な
わ
ち
類
似

（s
［L

d
r
g
y
a
）
で
あ
る
。
こ
の
（
仏
教
の
説
）
に
お
い
て
は
、
或
る
対
象
に
本
つ

い
て

或

る
認
識
内
容
（
j
l
l
a
l
l
a
）
が
生
ず
る
場
合
に
、
そ
の
認
識
内
容
は
そ
の
対

象
に
類
似
し
た
も
の
と
し
て
起
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
青
い
物
に
も
と
つ
い
て

起
っ
た
（
〈
青
〉
と
い
う
認
識
内
容
は
）
　
（
実
際
に
あ
る
）
青
い
物
に
類
似
し
て

い

る
の
で
あ
る
。

　
そ
う
し
て
そ
の
類
似
（
s
a
d
r
g
y
a
）
は
（
他
の
語
で
は
）
N
X
！
i
g
　
（
7
L
k
［
i
r
a
）
と

も
称
せ
ら
れ
、
ま
た
顕
現
（
表
象
・
心
像
劉
三
旨
旨
）
と
も
称
せ
ら
れ
る
。

（
1
）
　
竺
「
ξ
∨
芦
後
篇
、
術
語
集
成
参
照
。

　

〔
認
識
作
用
の
結
果
〕

　
（
p
．
　
1
5
，
　
l
．
　
1
1
）
反
対
老
い
わ
く
、
　
　
　
（
表
象
内
容
と
対
象
と
の
）
類
似
性

と
い
う
こ
と
は
、
認
識
内
容
を
離
れ
て
別
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
。
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
I
二
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ろ
で
、
そ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
と
す
る
と
、
同
l
の
認
識
が
、
認
識
作
用
で
あ

る
と
と
も
に
、
　
（
ま
た
同
時
に
）
認
識
作
用
の
結
果
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
し
か
る
に
同
一
の
事
物
が
、
成
立
さ
せ
る
手
段
（
五
（
二
峯
コ
〔
ピ
）
で
あ
る

と
と
も
に
、
ま
た
成
立
さ
せ
ら
れ
た
結
N
K
　
（
s
a
t
d
h
y
a
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

有

り
得
な
い
。
で
は
’
ど
う
し
て
そ
の
（
表
象
内
容
と
対
象
と
の
）
対
応
関
係

が
ま
た
正
し
い
認
識
作
用
な
の
で
あ
ろ
う
か
C
E
．
．

　
答

え
て
い
わ
く

1’

三
　
何

と
な
れ
ば
、
そ
れ
（
対
応
関
係
）
の
故
に
、

な
認
知
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
〔
丁
三
〕

対
象
の
確
か

　
（
p
　
1
5
，
　
l
°
1
4
）
　
r
そ
れ
の
故
に
」
と
い
う
の
は
、
　
「
対
応
関
係
」
（
五
昌
】
ジ
、
ロ
）

の

故

に
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
対
象
の
認
知
と
は
対
象
の
確
認
（
確
定
的
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

1，
．
　
a
v
a
b
o
d
h
a
）
　
Q
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
確
か
な
認
識
が
成
立
す
る
の
で
あ
る

か

ら
、
と
い
う
の
が
（
ス
ー
ト
ラ
の
）
意
味
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
1
5
，
　
l
°
！
5
）
対
象
の
確
認
（
弓
『
沿
ゴ
三
を
本
質
と
す
る
直
接
明
瞭
な
る
認

ra

　
（
p
r
a
t
y
a
k
s
a
）
は
、
（
対
象
と
の
）
対
応
関
係
に
も
と
つ
い
て
成
立
す
る
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
確
認
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
実
に
、

或

る
対
象
に
本
つ
い
て
、
　
〈
青
い
色
〉
を
思
い
浮
べ
る
表
象
作
用
が
起
る
場
合

に
、
そ
の
対
象
に
本
つ
い
て
、
（
「
こ
の
も
の
は
青
い
」
と
い
う
）
青
い
も
の
の

確
認
が
起

る
の
で
あ
る
と
、
判
断
（
決
定
）
さ
れ
る
。

　
O
．
　
1
5
，
　
l
°
1
7
）
実
に
、
眼
な
ど
の
感
官
に
本
つ
い
て
感
覚
が
生
ず
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

る
が
、
そ
の
感
覚
に
本
つ
い
て
も
そ
の
対
象
の
表
象
内
容
が
さ
ら
に
（
例
え
ば
）

青
い
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
（
名
a
m
v
O
d
a
n
f
t
，
）
を
（
わ
れ
わ
れ
の
心
の
中
に
）

確
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
o
　
そ
う
で
は
な
く
X
y
、
　
（
［
青
い
も
の
」
　
と
い
う

〈
表
象
内
容
〉
が
、
他
の
も
ろ
も
ろ
の
）
青
い
も
の
と
類
似
し
て
い
る
、
　
（
そ

う
し
て
青
な
ら
ざ
る
も
の
と
は
異
る
）
と
直
観
さ
れ
る
と
き
に
、
「
青
い
も
の
」

に

つ

い
て

の

意
識
が
確
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
1
5
，
　
l
．
　
1
8
）
そ
う
し
て
こ
の
場
合
、
　
（
わ
れ
わ
れ
が
承
認
し
て
い
る
と
こ

ろ
の
）
（
対
応
関
係
が
認
識
を
）
成
立
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
（
表
象
内
容
が
）

成
立

さ
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
関
係
、
は
、
生
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
生
ず

る
も
の
と
の
関
係
　
　
も
し
も
同
l
の
物
に
関
し
て
そ
の
よ
う
な
関
係
が
存
在

す
る
と
想
定
す
る
な
ら
ば
、
矛
盾
が
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
　
　
に
起
因

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
同
l
の
物
に
関
し
て
〈
区
別
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
2
）

て

確
立
す

る
も
の
〉
と
〈
区
別
し
て
確
立
さ
れ
る
も
の
〉
と
の
関
係
に
よ
っ
て

成
立

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
！
5
，
　
l
．
　
2
0
）
そ
れ
故
に
、
同
1
の
物
の
或
る
形
相
は
認
識
作
用
な
の
で
あ

り
、
他
の
或
る
形
相
は
認
識
の
結
果
な
の
で
あ
っ
て
’
，
J
の
こ
と
は
矛
盾
し
て

い

な
い
の
で
あ
る
。

　
（
P
°
1
5
，
　
l
．
　
2
！
）
実
に
対
応
性
（
豹
「
三
〇
、
p
）
は
、
そ
の
表
象
内
容
を
（
他
か
ら
）

区

別
し
て
成
立
せ
し
め
る
原
因
で
あ
り
’
こ
れ
に
反
し
て
、
例
え
ば
青
の
意
識

の

か
た

ち
は
（
他
の
表
象
内
容
か
ら
）
区
別
し
て
成
立
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

か
ら
で
あ
る
。



　
（
p
．
　
1
5
，
、
．
　
2
2
）
反
対
者
い
わ
く
、
　
　
同
一
の
表
象
内
容
が
（
他
の
表
象
内

容
か

ら
）
区
別
し
て
成
立
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
（
他
の
も
の

と
）
区
別
し
て
成
立
せ
し
め
る
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
関
係
が
、
い
っ
た
い
ど

う
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
c
x
－
・
　
（
1
）
．
　
！
5
，
　
l
．
　
2
2
）

　
答

え
て
い
わ
く
　
　
そ
の
〈
青
〉
と
い
う
観
念
は
、
（
他
の
も
ろ
も
ろ
の
青
い

対

象
と
）
類
似
し
て
い
る
と
直
観
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
（
「
こ
れ
は
青
い

も
の
で
あ
る
」
と
判
断
を
下
し
た
）
確
定
的
な
認
識
作
用
（
n
l
s
e
a
y
a
l
）
「
ρ
亘
p
匂
p
）

に

よ
っ
て
青
い
も
の
を
把
捉
さ
せ
る
の
で
あ
る
と
確
定
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、

す
で
に
直
観
さ
れ
た
対
応
性
（
s
a
r
u
p
y
f
t
c
）
が
（
他
の
表
象
内
容
と
は
）
区
別
し

て

成
立
せ
し
め
る
原
因
な
の
で
あ
る
。
（
p
．
　
1
6
，
　
t
．
　
2
）
そ
う
し
て
t
w
の
　
（
〈
青
〉

と
い
う
）
表
象
内
容
が
判
断
の
認
識
作
用
に
よ
っ
て
〈
青
い
も
の
〉
と
い
う
意

識

内
容
と
し
て
区
別
し
て
確
立
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
す
な
わ
ち
（
他
の
表

象
内
容
か
ら
は
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
）
確
立
さ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
そ
こ
で
他
の
表
象
内
容
と
の
区
別
が
得
ら
れ
る
、
）

　
（
p
．
　
！
6
，
　
t
．
　
3
）
そ
れ
故
に
対
応
関
係
（
z
習
王
）
∨
じ
は
対
応
関
係
な
ら
ざ
る
も

の

（
1
，
　
s
a
r
u
p
y
a
）
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
’
1
つ
の
表
象
内
容
を
他
か
ら

区
別
し
て
確
立
せ
し
め
る
原
因
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
〈
青
な
ら
ざ
る
も
の
〉

と
い
う
明
瞭
な
観
念
を
除
去
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
（
そ
の
表
象
内
容
が
）
〈
青
〉

と
い
う
明
瞭
な
観
念
を
本
質
と
し
て
い
る
こ
と
が
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
1
6
，
　
l
．
　
4
）
そ
う
し
て
（
わ
れ
わ
れ
の
い
だ
く
個
々
の
表
象
を
他
の
表
象
か

ら
区
別
し
て
）
確
立
せ
し
め
る
も
の
は
、
判
断
（
構
想
）
に
よ
る
認
識
（
三
［
鼻
百
P

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

p
r
a
t
y
a
y
a
）
で
あ
る
が
’
し
か
し
直
接
知
覚
（
純
粋
感
覚
℃
日
貫
p
π
超
）
の
力

に

よ
っ
て
成
立
し
た
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
直
接

知
覚
（
純
粋
感
克
）
は
構
想
作
用
を
有
し
な
い
　
（
n
i
r
v
i
k
a
l
p
a
）
も
の
で
あ
る

か

ら
、
　
〈
青
い
も
の
〉
と
い
う
明
確
な
観
念
を
本
質
と
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、

自
体
を
（
他
の
も
の
か
ら
区
別
し
て
）
確
立
す
る
こ
と
は
可
能
で
は
な
い
。

　
（
p
．
　
1
6
，
　
l
．
　
6
）
　
〈
青
〉
と
い
う
明
瞭
な
観
念
を
本
質
と
す
る
表
象
内
容
は
、

（F
こ
れ
は
青
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
に
よ
っ
て
）
決
定
を
な
す
認
識
作

用
に
よ
っ
て
未
だ
（
他
か
ら
区
別
し
て
）
確
立
さ
れ
た
の
で
は
な
い
も
の
と
し

て
、
実
際
に
は
存
在
し
て
い
る
の
だ
け
れ
ど
も
’
し
か
し
全
く
存
在
せ
ざ
る
も

の
で

あ
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
（
「
こ
れ
は
青
い
も
の
で
あ
る
」
と

い

う
）
認
識
に
よ
っ
て
〈
青
〉
と
い
う
明
瞭
な
観
念
を
本
質
と
し
て
い
る
も
の

と
し
て
（
他
か
ら
区
別
さ
れ
て
）
確
立
さ
れ
た
表
象
内
容
が
、
　
〈
青
〉
と
い
う

明
瞭
な
観
念
を
本
質
と
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
と
き
は
じ
め
て
存
在
す
る
こ

と
と
な
る
の
で
あ
る
。
（
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
対
応
関
係
わ
（
）
。
己
三
辞
－

ti

O
I
I
は
、
認
識
の
内
容
に
内
在
的
な
の
で
あ
る
。
）

（
1
）

こ
の
議
論
を
整
理
す
る
と
、
恐
ら
く
次
の
よ
う
に
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
。

第
一
刹
那
－
刹
那
的
存
在
で
あ
る
個
別
者
を
直
観
す
る
。

第
二
刹
那
　
直
観
し
つ
つ
あ
ろ
と
い
う
こ
と
を
、
み
ず
か
ら
証
知
す
る
（
茸
三
か
z
・
三
了

　
　
　
　
　
v
e
d
a
L
i
n
）

第
三
刹
那－
対
象
を
確
認
す
る
。
そ
れ
は
形
相
（
完
曽
ρ
）
を
と
も
な
う
。
　
〔
た
だ
し

　
　
　
　
　
「
第
三
刹
那
」
と
い
う
こ
と
は
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
、
ノ
）

　
　
以
上
か
す
べ
て
1
）
1
1
L
t
べ
n
．
k
／
i
L
　
O
g
e
囲
に
属
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
p
r
a
t
〉
、
E
二
〇
ρ
を
、
「
感

　
a
”
」
　
（
E
m
l
）
t
i
n
d
p
l
n
g
）
　
．
二
訳
す
よ
り
も
、
r
知
覚
」
（
1
V
a
h
n
i
e
l
i
n
n
m
g
）
と
訳
す
ほ
う
が

　
適
切
で
あ
る
、
、

（cv
）　v
y
n
v
a
s
t
h
i
t
l
｝
y
；
r
－
v
y
n
ー
’
¶
t
／
t
h
；
！
p
a
l
｛
a
－
b
h
i
L
v
a
，
　
t
h
e
　
b
e
i
n
g
　
c
l
e
t
e
ゴ
n
i
t
i
e
d
　
（
a
s
　
i
F

　
C
O
I
I
t
L
－
n
t
）
　
a
n
d
　
o
t
’
　
c
l
e
t
e
「
m
i
n
i
n
g
　
i
t
　
（
a
s
　
a
　
p
r
o
c
e
s
g
．
）
　
（
S
t
c
h
e
r
b
a
t
s
k
y
）

〔第
八
節
　
知
覚
は
判
断
で
あ
る
“
〕

　
（
P
．
I
6
，
　
L
　
7
）
そ
れ
故
に
、
直
接
知
覚
（
純
粋
感
覚
）
は
、
統
覚
（
ρ
合
壱
但
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

く
p
ぴ
3
．
ρ
）
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
と
き
に
始
め
て
正
し
い
認
識
と
な
る
の
で
あ
る
。

し
か
る
に
統
覚
が
未
だ
形
成
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
表
象
内
容
は
未
だ
〈
青
〉

と
い
う
明
瞭
な
観
念
を
本
質
と
し
て
い
る
も
の
と
し
て
（
他
か
ら
区
別
し
て
）

確

定

さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　
（
p
．
　
1
6
，
　
i
°
旦
し
た
が
っ
て
、
も
し
も
対
象
を
明
瞭
に
確
知
！
－
“
Q
　
（
a
d
h
i
g
a
－

n
l
a
）
と
い
う
本
性
が
も
っ
て
い
る
は
ず
の
認
識
の
結
果
も
（
他
か
ら
区
別
さ
れ

た
も
の
と
し
て
）
完
成
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
の
よ
う
な
認
識

　
（
2
）

過
程

は
、
　
（
正
し
い
認
識
を
も
た
ら
す
こ
と
を
証
す
る
）
最
も
重
要
な
特
徴
が

存
在
し
な
い
か
ら
、
正
し
い
認
識
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
p
．
　
！
6
，
　
l
°
さ
）
し
か
t
Q
に
　
（
r
こ
れ
は
青
い
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
）
統
覚

（判
断
）
が
生
じ
て
、
且
つ
、
　
〈
青
い
も
の
〉
と
い
う
明
瞭
な
観
念
を
本
質
と

す
る
表
象
内
容
が
（
対
象
と
の
）
対
応
関
係
（
翁
≡
I
）
．
V
I
L
）
　
g
力
に
よ
っ
て
（
他

の

も
の
か
ら
区
別
し
て
）
確
立
さ
れ
る
と
き
に
、
対
応
関
係
は
、
　
（
他
か
ら
の

区

別
を
）
確
立
す
る
原
因
で
あ
る
か
ら
’
わ
れ
わ
れ
の
正
し
い
認
識
根
拠
（
｝
≒
p
，

三
四

己
習
但
）
と
し
て
成
立
す
る
こ
と
と
な
る
。

　
（
p
．
　
1
6
．
　
I
°
　
1
2
）
反
対
者
い
わ
く
、
－
も
し
も
汝
の
言
う
と
お
り
で
あ
る
と

す
る
な
ら
ば
’
直
接
知
覚
（
純
粋
感
覚
）
は
、
（
構
想
さ
れ
た
）
判
断
作
用
（
統
覚
）

を
と
も
な
っ
た
と
き
に
、
わ
れ
わ
れ
の
正
し
い
認
識
根
拠
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

単
に

直
接
知
覚
（
純
粋
感
覚
）
だ
け
で
は
そ
う
は
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
う
。

　
答

え
て
い
わ
く
、
－
そ
の
議
論
は
正
し
く
な
い
。
（
I
）
．
　
1
6
，
　
l
．
　
1
3
）
何
と
な

れ

ば
、
直
接
知
覚
（
純
粋
感
覚
）
に
も
と
つ
い
て
成
立
し
た
統
覚
（
判
断
作
用

a
dh
ya
v
a
s
a
y
i
．
　
）
に
よ
っ
て
、
対
象
は
〈
感
官
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
た
も
の
〉

（
d
r
s
t
a
）
と
し
て
判
断
さ
れ
る
（
ρ
く
窒
百
昌
。
）
の
で
あ
っ
て
、
想
定
さ
れ
た
も

の
　
（
u
t
p
r
c
k
s
i
t
a
）
と
し
て
判
断
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
一
）
二
9
ぺ
゜

1
3
）
そ
う
し
て
〈
感
官
に
よ
っ
て
知
覚
す
る
こ
と
〉
（
ら
p
箒
巴
峯
）
と
は
、
対
象

を
直
接
に
確
知
す
る
こ
と
（
対
象
を
現
前
に
明
ら
か
に
す
る
こ
と
）
を
い
う
の

で

あ
っ
て
、
直
接
知
覚
（
純
粋
感
覚
）
の
作
用
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
想
定

（想
像

三
苫
。
亘
書
p
）
と
は
、
構
想
的
（
綜
合
的
）
思
惟
（
＜
二
ら
言
ρ
）
の
作

用
な
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
1
6
，
　
t
°
1
4
）
そ
の
わ
け
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
超
感
覚
的
な
対
象
を
構
想
し

つ

つ

「
想
定
」
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
（
感
官
に
よ
っ
て
）
一
見
て
」
い
る
の

で
は

な
い
（
－
－
直
接
に
経
験
す
る
の
で
は
な
い
）
。
　
そ
れ
故
に
、
構
想
的
思
惟

の

作
用
は
想
定
を
本
質
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
人
々
は
直

観

（su

＄
．
　
a
n
u
b
h
a
v
a
）
に
も
と
つ
い
て
決
定
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
ヨ
シ

　
（
p
．
　
1
6
，
　
t
°
1
6
）
そ
れ
故
に
、
（
構
想
的
思
惟
の
も
と
つ
く
直
接
知
覚
は
）
、
自

ら



己
の

作
用
を
か
く
し
て
、
純
粋
感
覚
（
一
）
「
p
［
ぺ
纂
留
）
の
作
用
の
み
を
示
す
の
で

あ
る
。
一
般
に
対
象
に
関
し
て
、
直
接
知
覚
（
純
粋
感
覚
）
に
も
と
つ
い
て
統

覚
が
な
さ
れ
る
（
‘
判
断
が
下
さ
れ
る
）
場
合
に
は
、
純
粋
感
覚
の
み
が
唯
一

の

正

し
い
認
ぷ
作
用
で
あ
る
。

　
以

上
、
三
耐
理
学
小
論
＝

の
章
お
わ
る
。

と
い
う
小
論
書
の
う
ち
の
直
接
知
覚
（
純
粋
感
覚
）

以

上

＝
論
理
学
小
論
註
釈
』
に
お
け
る
第
一
章
お
わ
る
。

（
1
）
　
グ
ル
マ
キ
：
ル
テ
．
，
に
、
｛
ろ
と
、
　
旦
接
知
．
覚
ま
た
は
純
粋
成
鶯
寛
と
呼
は
れ
乙
も
の
が
統
覚

　
　
（
；
L
d
l
t
y
；
L
v
｛
L
：
　
i
t
　
．
．
u
，
　
“
．
p
p
c
r
（
／
e
］
）
t
i
o
n
）
を
形
成
す
る
の
で
あ
っ
て
、
西
洋
思
想
に
お
け
る
よ

　
う
に
主
観
が
統
寛
を
形
嵐
す
る
の
ス
、
に
な
f
’
　
”
こ
こ
に
、
仏
教
独
自
の
無
我
説
の
立
場
が
生

　
　
ぷ
Z
C
之
㌧
、
、
ろ
∨

（
2
）
　
言
「
三
P
こ
こ
て
に
三
「
・
二
∨
三
ろ
ヴ
ニ
の
こ
と
を
い
う
か
r
L
．

（
3
）
　
ゆ
三
・
、
き
，
．
く
竺
！
．
＝
（
巳
三
二
（
三
言
三
．
〔
二
∨
三
膓
三
コ
の
こ
と
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

第
二
章
　
自
己
の
た
め
の
推
理
（
切
v
抽
r
t
h
鋼
n
u
m
助
n
a
）

鳳

4
5
一
節
　
〈
自
分
の
た
め
の
推
理
〉
の
定
義
と
結
果
〕

（

p
．
　
1
7
’
ト
一
）
純
粋
感
覚
（
直
按
知
覚
）
を
以
上
の
よ
う
に
説
明
し
お
わ
っ
た

　
　
　
イ
ン
ト
硫
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

の

で
、
推
理
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
わ
く
、
－

二
・
一
推
s
u
　
（
a
n
u
m
a
n
a
）
は
二
種
類
で
あ
る
。
〔
二
・
1
〕

　
（
℃
」
∨
二
゜
3
）
推
理
は
二
種
類
で
あ
る
。
さ
て
、
い
ま
こ
れ
か
ら
推
理
（
o
〒

已

曇
習
p
）
の
定
義
が
述
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
突
然
推
理
の
種
類

の

b
s
l
g
s
　
（
p
r
a
k
a
r
a
b
h
e
d
a
）
が
説
か
れ
る
の
は
何
故
で
あ
る
か
？
答
え
て
い
わ

V
、
他
人
の
た
め
の
推
理
（
p
a
r
a
r
t
h
．
－
a
n
u
m
7
L
n
a
）
は
（
他
人
に
伝
え
る
た
め

の
）
言
説
（
⑳
巳
×
言
）
を
本
質
と
し
て
い
る
。
　
と
こ
ろ
が
自
己
の
た
め
の
推
理

（s

v
a
r
t
h
．
n
a
n
u
m
c
t
n
a
）
は
（
内
的
な
、
自
分
の
た
め
の
）
理
解
（
言
劉
口
p
）
を
本

　
　
　
　
　
（
1
）

質

と
し
て
い
る
。
両
者
は
絶
対
的
に
異
っ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
　
（
両
者
を
包

含
す
る
共
通
な
）
一
つ
の
定
義
は
存
在
し
な
い
。
　
（
p
．
　
1
7
，
　
l
’
5
）
そ
れ
故
に
両

者
に

つ
い
て

そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
定
義
を
説
こ
う
と
し
て
、
先
ず
最
初
に
種
類
の

区

別

を
説
い
た
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
種
類
の
区
別
と
は
、
実
際
の
個
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の

実
例
を
区
別
す
る
こ
と
（
v
y
a
k
t
i
ぴ
h
e
d
a
）
で
あ
る
。
そ
う
し
て
個
々
の
実

例
の

区
別

を
述
べ
た
あ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
例
ご
と
に
定
義
を
述
べ
る
こ
と

が
で

き
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
も
そ
う
し
な
い
な
ら
ば
、
　
（
い
き
な
り
定
義
を

述
べ
る
こ
と
は
）
不
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
種
類
の
区
別
を
述
べ
る
こ
と
は
、

定
義

を
明
示
す
る
た
め
の
手
段
（
a
n
g
a
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う

し
て
先
ず
種
類
の
区
別
を
語
る
こ
と
を
し
な
い
な
ら
ば
、
定
義
を
明
示
す
る
こ

と
も
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
、
そ
こ
で
先
ず
さ
き
に
種
類
の
区

別

を
説
く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五



　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
ヒ
号
）

（
ユ
）
　
『
因
明
入
正
理
．
論
閲
二
、
も
、
知
識
を
．
一
種
頃
こ
区
別
・
二
、
い
，
，
一
。

　
　
　
ド
ぬ
　
ニ
ヨ
ゾ
テ
ニ
ニ
ニ
ニ

　　
籠
…
…
三

　
　
『
正
理
．
門
論
』
に
に

　
　
　
弁
万
〆
況
他
↑
不
r
左
楓
っ
（
｛
テ
井
一
印
境
．
折
日
乃
ゴ
研
か
兀
」
噛
弔
一
几
凝
二
ー
閲
‥
い
し
へ
ー
．
ン
）

　　

　
　
　
　
為
・
〔
㎜
剛
悟
旧
、
　
（
同
、
　
：
ハ
”
．
　
、
へ
・
‘
　
ン
）

（
“
）
）
　
r
］
］
a
≡
P
［
二
，
d
l
，
v
e
　
i
，
“
　
n
i
　
g
s
u
l
　
1
）
u
h
i
　
d
b
v
t
’
　
h
“
　
y
i
i
i
　
l
n
．
　
（
1
’
一
l
）
）
’
‘
　
I
r
u
r
　
a
　
d
i
v
i
s
i
o
n

　
ア
三
i
　
i
”
d
l
c
“
t
i
”
n
　
（
三
二
：
．
三
三
〔
三
⊂
こ
こ
「
三
・
P
u
］
一
二
7
～
H
　
（
S
t
c
h
e
r
＝
u
t
・
l
｛
y
）
．

　
（
p
．
　
！
7
，
　
1
．
　
9
．
）
そ
れ
で
は
、
そ
の
二
種
類
と
は
何
で
あ
ろ
か
。
答
え
て
い
わ
ノ
＼

一二

二
　
自
分
の
た
め
の
も
の
と
’
他
人
の
た
め
の
も
の
と
で
あ
る
。

〔
二

・

二
〕

　
（
p
．
　
1
7
，
　
1
．
　
1
1
）
そ
れ
に
よ
（
．
て
自
ら
理
解
す
る
と
こ
ろ
の
推
理
が
、
自
己
の

た
め
の
推
理
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
他
人
を
教
示
す
る
と
こ
ろ
ろ
の
推
理
が
’

他
人
の
た
め
の
推
理
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
1
7
，
t
．
　
1
3
）
さ
て
自
己
の
た
め
の
推
理
と
他
人
の
た
め
の
推
理
と
の
両
者

の

う
ち
で
、
自
分
の
た
め
の
認
識
（
言
勃
コ
p
）
は
い
か
な
る
特
徴
を
も
っ
て
い
る

の

で

あ
る
か
P
　
答
え
て
い
わ
く
、

二
・

三
　
そ
の
う
ち
で
、
三
つ
の
条
件
を
そ
な
え
た
証
因
（
l
i
i
！
g
a
）
に
も

と
つ
い
て
得
ら
れ
、
　
（
感
覚
さ
れ
る
の
で
は
な
く
て
）
推
知
さ
れ
る
対

＆
’
“
　
（
a
n
u
m
e
y
a
）
に
関
す
る
認
識
が
、
自
分
の
た
め
の
推
理
で
あ
る
。

三

六

〔
二

・

三
〕

　

〔
理
由
概
念
の
三
つ
の
特
質
〕

　
（
1
）
°
1
8
，
　
／
°
　
2
）
三
つ
の
条
件
（
特
性
）
の
定
義
は
後
に
述
べ
る
こ
と
に
し
ょ
う
。

証
因
と
は
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
が
指
示
さ
れ
る
（
l
i
h
g
．
v
a
t
e
）
、
知
ら
れ
る
（
ぬ
P

Illya
t
e
）
、
　
（
す
な
わ
ち
間
接
的
に
推
知
さ
れ
る
）
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
　
（
づ
゜

1
つ
，
　
l
，
　
3
）
　
i
そ
の
一
．
一
つ
の
条
件
を
そ
な
え
た
証
因
に
も
と
つ
い
て
生
じ
た
認
識
」

と
言
っ
て
、
こ
の
理
由
と
い
う
観
点
か
ら
〈
自
己
の
た
め
の
推
理
〉
と
限
定
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
推
理
は
’
三
つ
の
条
件
を
そ
な
え
た
．
証
因

に

も
と
つ
い
て
、
す
な
わ
ち
三
つ
の
特
質
あ
る
証
因
に
依
存
し
た
も
の
と
し
て
’

ま
た
成
立
す
る
、
と
限
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
［
推
知
さ
れ
る
対
象
に

関
す
る
一
と
い
う
こ
と
は
’
対
象
と
い
う
視
点
か
ら
の
限
定
な
の
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
三
つ
の
条
件
を
そ
な
え
た
証
因
に
も
と
つ
い
て
成
立
し
、
推
知
さ
れ

る
対
象
に
関
す
る
認
識
が
、
　
〈
自
己
の
た
め
の
推
理
〉
な
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
！
。
．
　
l
．
　
7
）
定
義
に
関
す
る
（
他
の
学
者
の
）
異
説
（
！
、
一
三
．
葺
号
箕
ε
を

排
斥
し
終
っ
た
の
で
’
　
（
自
己
の
た
め
の
推
理
の
）
W
g
果
　
（
p
h
a
l
a
）
に
関
す
る

（他
の
学
老
の
）
異
説
を
排
斥
し
．
±
う
と
し
て
い
わ
く
、

二
・

四
　
正
し
い
認
識
（
p
r
a
m
a
r
p
a
）
の
結
果
に
関
す
る
確
定
的
区
別

（v
ya
v
a
sth
a
）
は
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
ま
た
、
直
接
知
覚
（
純
粋

感
覚
筥
，
①
蔓
呉
留
）
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
〔
二
・
四
〕

　
（
p
．
　
1
8
，
　
l
．
　
q
．
）
　
正
し
い
認
識
の
結
果
に
関
す
る
確
定
的
区
別
は
こ
の
推
埋
の



場
合
に

お

い
て

も
ま
た
、
純
粋
感
覚
（
直
接
知
覚
）
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
、

と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
（
℃
二
。
。
°
l
．
　
！
0
）
何
と
な
れ
ぱ
、
あ
た
か
も
（
或
る
不
定

な
）
純
粋
感
覚
が
青
い
も
の
（
≡
l
a
）
　
と
本
質
を
共
に
し
て
い
る
と
直
観
さ
れ

る
と
き
、
　
一
青
」
と
い
う
明
瞭
な
観
念
（
b
e
（
l
h
a
）
の
か
た
ち
を
も
っ
て
い
る
も

の

と
し
て
（
他
の
も
の
か
ら
区
別
し
て
）
確
定
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
純
粋
感
覚

が
青
い
も
の
と
本
質
を
共
に
し
て
い
る
こ
と
（
㏄
日
忘
ジ
、
ど
が
、
（
他
の
も
の
か

ら
の
区
別
を
）
確
定
す
る
原
因
で
あ
り
、
認
識
根
拠
（
I
）
I
’
a
l
］
l
a
t
］
a
）
で
あ
り
、

他
方
［
青
」
と
い
う
明
瞭
な
観
念
の
か
た
ち
を
も
っ
て
い
る
認
識
は
、
　
（
他
の

も
の
か
ら
区
別
し
て
）
確
定
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
認
識
の
結
果
な
の
で
あ
る
。

そ

れ

と
同
様
に
、
　
（
推
理
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
対
象
に
つ
い
て
も
同
様
に
言
う

こ
と
が
で
き
る
“
）
　
（
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
推
理
に
よ
っ
て
青
色
の
も
の
の
存

在

を
推
知
で
き
た
と
し
よ
う
。
そ
の
場
合
に
、
最
初
に
は
）
推
理
に
よ
る
認
識

が
青
色
の
形
相
（
巳
◎
巨
）
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
次
に
青
色
の

明
瞭
な
観
念
の
か
た
ち
を
と
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
（
青
色
な
ら
ざ
る
も
の
か

ら
区
別
し
て
）
確
定
さ
れ
る
。
（
p
．
　
1
8
°
L
1
2
）
そ
れ
故
に
（
対
象
が
）
青
色
と
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら

応
関
係
に
あ
る
こ
と
（
翁
ご
三
ソ
、
を
が
、
（
そ
の
対
象
が
青
色
で
あ
る
こ
と
を
推

知

す
る
た
め
の
）
認
識
根
拠
で
あ
る
。
し
か
る
に
青
色
な
り
と
判
断
す
る
構
想

的
思
E
I
I
＃
　
（
v
i
k
a
l
p
a
n
a
．
　
）
を
本
質
と
す
る
認
識
は
、
そ
れ
の
認
識
作
用
の
結
果
で

あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
対
応
関
係
に
も
と
つ
い
て
、
青
色
と
い
う
表
現
（
三
P

｛

三
）
を
本
質
と
し
て
い
る
認
識
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
も
し
も
そ
う

で

な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
イ
ン
ト
エ
㎜
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

（
1
）
　
S
t
L
r
t
’
l
l
）
｝
、
；
1
．
　
（
対
象
と
認
識
内
容
と
の
）
　
対
応
一
致
の
関
係
て
あ
る
。

　
（
S
t
c
l
i
e
一
，
b
n
t
h
5
．
）
ー
後
篇
、
術
語
集
成
参
照
、

C
O
O
I
－
d
i
＝
a
t
i
o
n

　
（
p
．
　
1
8
，
　
t
．
　
1
5
）
　
（
推
理
の
）
種
類
の
数
（
8
目
三
】
〉
、
e
と
定
義
（
巨
ゑ
ρ
同
盲
）

と
結
果
（
て
言
二
ε
と
に
関
す
る
（
他
の
学
者
の
）
誤
ま
っ
た
異
説
が
こ
こ
で
こ

の

よ
う
に
排
斥
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
（
推
理
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
）
対
＄
〈
，
　
（
g
＾
）
－

u
2
u
’
a
）
に
関
す
る
（
他
の
学
者
の
）
誤
ま
っ
た
学
説
は
す
で
に
純
粋
感
覚
の
章

（i
X
　
1
章
）
に
お
い
て
排
斥
さ
れ
お
わ
っ
た
o

〔
第
二
節
　
周
延
関
係
ま
た
は
証
因
（
理
由
概
念
）
の
三
つ
の
条
件
〕

　
（
p
．
　
1
8
，
　
l
．
　
1
6
）
と
こ
ろ
で
（
推
理
の
）
定
義
を
説
く
こ
と
に
付
随
し
て
、
三

つ
の

条
件
を
そ
な
え
た
証
因
に
1
！
．
’
：
及
し
た
。
そ
こ
で
こ
れ
を
説
明
し
よ
う
と
し

て
い
わ
く
、

二
・

五
　
と
こ
ろ
で
証
因
の
1
1
1
つ
の
条
件
と
は
、
　
（
先
ず
第
一
に
）
推
理

に

よ
っ
て
知
ら
れ
る
対
象
（
a
m
u
m
e
y
a
）
の
う
ち
に
証
囚
が
存
在
す
る

に
ち
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
（
s
a
t
t
v
a
m
　
e
く
a
）
で
あ
る
．
、
〔
二
・
吾

　
（
p
．
　
I
。
，
　
l
°
　
．
L
8
）
証
因
の
三
つ
の
条
件
と
は
こ
れ
こ
れ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
（
著
老
は
）
説
こ
う
と
す
る
の
で
あ
る
．
、
で
は
、
そ
の
三
つ
の
条
件
と

は

何
で

あ
る
か
つ
・
答
え
て
い
わ
く
、
－
推
理
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
対
象
（
小

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

概
念
、
主
張
命
題
の
主
語
）
の
定
義
は
’
後
に
述
べ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

（
p
．
　
1
8
，
　
l
°
1
9
）
そ
れ
へ
推
理
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
対
象
）
の
う
ち
に
証
因
が
必

ら
ず
存
在
す
る
こ
と
が
、
一
つ
の
条
件
で
あ
る
。

　
（
P
°
！
8
°
L
　
2
0
）
そ
う
し
て
こ
の
場
合
一
必
ら
ず
」
　
（
コ
宗
巳
夢
）
　
と
い
う
語
が

（本
文
に
お
い
て
は
第
一
の
条
件
に
は
）
附
せ
ら
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か

し
最
後
に
（
第
三
の
特
性
を
定
義
す
る
場
合
に
は
）
附
せ
ら
れ
て
い
る
。
け
だ
し
、

以

前
の

二
つ
の

条

件
に
も
、
こ
の
一
必
ら
ず
一
と
い
う
語
が
適
用
さ
れ
ね
ば
な

　
　
　
　
　
　
（
1
）

ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
コ
峯
ペ
ニ
）
何
と
な
れ
ば
、
証
因
は
そ
れ
を
な
し
う
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

可
能
性

（yo
gy
a
t
a
）
に
よ
っ
て
、
現
に
存
在
し
な
い
対
象
（
る
〔
（
告
ぢ
）
の
観

念
を
起
さ
せ
る
原
因
と
な
る
の
で
は
な
い
。
　
（
そ
う
で
は
な
く
て
、
論
理
的
必

然
性
に

よ
っ
て
起
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
）
例
え
ば
、
（
実
在
原
因
で
あ
る
）
種
子

は

（
た
と
え
そ
れ
の
存
在
す
る
こ
と
が
目
に
見
え
な
く
て
も
）
芽
を
生
起
さ
せ

る
た
め
の
原
因
と
な
る
が
、
（
そ
の
よ
う
な
原
因
を
い
う
の
で
は
な
い
、
）
何
と

な
れ
ば
、
今
わ
れ
わ
れ
が
問
．
題
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
こ
れ
に
反
し
て
（
認

識
根
拠
で
あ
る
）
煙
は
、
も
し
も
知
覚
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
　
（
そ
の
場
所
に
）

火
の
存
在
す
る
こ
と
の
理
解
を
起
さ
せ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
。
ま
た
現
に
知
覚

さ
れ
て
い
る
対
象
を
照
ら
し
あ
ら
わ
す
こ
と
（
三
p
言
拾
奏
）
は
、
自
己
の
対

象
の
知
識
に
依
存
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
も
（
こ
の
場
合
、
現
に
存
在
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ヨ
　

な
い
対
象
の
観
念
を
起
さ
せ
る
原
因
と
は
）
　
な
ら
な
い
o
　
例
え
ば
、
　
灯
光
が

瓶

な
ど
を
照
し
て
、
そ
れ
を
知
ら
せ
る
原
因
と
な
る
よ
う
な
わ
け
で
は
な
い
。

（灯
光
と
瓶
な
ど
と
の
間
に
は
必
然
的
な
結
合
関
係
は
存
在
し
な
い
、
）
　
何
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

な
れ
ば
、
た
と
え
煙
が
知
覚
さ
れ
た
と
し
て
も
、
　
（
火
と
煙
と
の
）
結
合
関
係

（sa

n
i
l
）
a
n
c
l
h
a
）
が
確
認
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
　
q
，
火
が
存
在
す
る
一
と
い
う
）

理
解
が
起
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
二
］
O
へ
゜
Q
）
そ
れ
故
に
’
　
い
ま
現
に
知

覚
さ
れ
て
い
な
い
対
象
を
知
ら
し
め
（
理
解
さ
せ
る
）
と
こ
ろ
の
証
囚
の
機
能

（
v
y
a
p
a
l
’
a
）
は
、
（
現
に
知
覚
さ
れ
て
い
る
証
因
が
）
現
に
知
覚
さ
れ
て
い
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

い
対

象
と
必
然
的
に
共
在
す
る
も
の
（
ー
自
己
の
う
ち
に
含
め
て
い
る
も
の
）

で

あ
る
と
確
認
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
ほ
か
に
他
の
い
か
な
る

も
の
で
も
な
い
。
　
（
P
’
1
9
．
，
、
’
4
）
そ
れ
故
に
、
す
な
わ
ち
（
1
）
証
因
が
主
張

命
題
の

述
語

と
共
在
し
（
a
n
v
辞
v
a
）
、
（
2
）
主
張
命
題
の
述
語
が
存
在
し
な
い

場
合
に
は
証
囚
も
仔
在
せ
ず
（
v
y
a
t
i
r
e
k
a
）
、
　
（
3
）
証
囚
は
主
張
命
題
の
主

語
の
述
語
で
あ
る
こ
と
（
一
）
ロ
言
p
（
三
p
ゴ
づ
2
く
o
）
と
い
う
こ
の
三
つ
を
決
定
（
確

認
）
す
る
こ
と
は
、
証
因
の
機
能
の
本
質
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

必
要

な
も
の
と
し
て
承
認
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
従
っ
て
’
　
「
必
ら
ず
」

と
い
う
語
は
こ
れ
ら
の
三
つ
の
1
8
性
す
べ
て
に
適
川
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
o

　
（
p
．
　
1
9
’
i
°
O
）
以
上
の
定
義
に
お
い
て
、
　
「
仔
在
す
る
こ
と
一
（
。
・
ρ
詳
～
、
ρ
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
5
」

い
う
の
は
、
不
成
因
（
a
s
i
d
c
ニ
l
c
f
t
）
を
排
斥
し
て
1
1
’
］
：
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
’

（F
こ
と
ば
は
無
常
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
視
覚
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る

が
故

に
」
と
い
う
論
式
に
お
け
る
）
　
「
視
覚
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
」
（
鼠
－

k
s
u
s
a
t
v
a
）
な
ど
の
理
由
を
排
斥
し
て
言
っ
た
の
で
あ
る
。
（
p
．
　
1
9
．
　
l
°
6
）
　
（
上

の

定
義
に
お
け
る
）
一
（
必
ら
ず
）
…
…
に
ち
が
い
な
い
」
（
9
、
p
）
と
い
う
語
は
、

主
張

命
題
の
主
語
の
一
部
分
（
e
k
a
d
c
g
a
）
に
関
し
て
成
立
し
得
な
い
不
確
定



な
理
由
（
証
因
　
a
s
i
d
d
h
a
）
を
排
斥
し
て
言
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
（
ジ
ャ

イ
ナ
教
徒
が
主
張
す
る
よ
う
な
）
　
諸
の
樹
木
は
精
神
的
仔
在
今
算
p
二
但
）
で

あ
る
。
何
と
な
れ
ば
か
れ
ら
は
眠
る
が
故
に
J
［
　
A
l
い
う
諭
式
に
お
け
る
理
山

句
を
言
う
の
で
あ
る
。
　
す
な
わ
ち
、
　
主
張
命
題
の
主
語
と
さ
れ
た
一
樹
木
」

に

つ
い

て
み
る
に
、
夜
に
葉
を
収
縮
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る

r睡
眠
」
は
、
諸
の
樹
木
の
う
ち
の
一
部
の
も
の
に
つ
い
て
は
成
立
（
確
定
）

し
て
い
な
い
。
け
だ
し
、
す
べ
て
の
樹
木
が
夜
に
葉
を
収
縮
さ
せ
る
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

く
て
、
若
干
の
樹
木
だ
け
が
そ
う
す
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
1
9
，
　
t
°
　
8
）
以
上
の
定
義
に
お
い
て
［
存
在
す
る
こ
と
」
と
い
う
語
の
あ

と
に
「
…
…
に
ち
が
い
な
い
」
（
○
く
p
）
と
い
う
語
が
附
加
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

れ

は
、
（
主
語
命
題
の
主
語
の
一
部
分
に
の
み
存
す
る
）
特
殊
な
（
駕
習
言
昌
日
）

p
t
s
u
　
（
d
h
a
r
m
a
）
を
排
斥
し
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
　
も
し
も
こ
れ
に
反
し

て
上
述
の
定
義
に
お
い
て
、
「
・
：
…
ち
が
い
な
い
」
（
o
＜
ρ
の
み
）
と
い
う
語
を

一
、
推
理
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
対
象
」
と
い
う
語
の
直
後
に
附
加
し
て
、
　
「
，
推
理

に

よ
っ
て
知
ら
れ
る
対
象
（
ー
主
張
命
題
の
主
語
）
の
う
ち
に
の
み
証
因
が
存

ra

！
v
x
b
Q
t
J
e
s
J
」
　
（
a
n
u
M
e
y
a
　
e
v
l
，
　
s
a
t
t
ぐ
a
l
l
）
）
と
記
す
な
ら
ば
、
　
し
か
ら
ば

F
こ
と
ば
は
無
常
な
る
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
聴
覚
に
よ
っ
て
知
ら
れ

る
も
の
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
論
式
だ
け
が
正
し
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で

あ
ろ
う
。
　
す
な
わ
ち
「
聴
覚
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
こ
と
」
（
⑳
r
勾
v
a
n
a
t
ぐ
a
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

い

う
こ
と
だ
け
が
正
し
い
理
由
と
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
こ
れ

は

誤

り
で
あ
る
。
　
（
故
に
前
掲
の
定
義
は
証
因
が
主
張
命
題
の
主
語
の
述
語
で

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

あ
る
と
い
う
周
延
関
係
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
）

　
（
p
．
　
1
9
．
，
　
l
．
　
1
0
）
　
；
I
E
掲
の
定
義
の
う
ち
の
｝
必
ら
ず
　
　
（
T
l
i
g
L
’
i
t
a
）
　
と
い
う
語

は
、
主
張
命
題
の
主
語
が
そ
の
う
ち
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
疑
わ
し
い
理
由
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ざ

念
（
不
成
因
の
1
　
“
　
s
a
i
p
d
i
g
d
h
：
s
i
d
d
h
a
）
を
す
べ
て
排
除
し
て
言
う
の
で
あ

る
。

（
1
）
　
t
l
i
“
．
　
C
i
t
l
L
　
“
l
い
う
語
は
、
I
L
　
5
1
　
I
I
°
6
に
と
も
に
適
用
さ
ろ
べ
を
三
＼
あ
？
o
n
　
C
f
°
N
v
a
－

　
さ
“
ミ
ミ
ミ
＝
、
ρ

（
c
u
）
　
b
y
　
a
　
p
o
s
s
i
b
i
l
i
t
y
　
t
o
　
d
o
　
i
t
°
　
（
f
　
c
h
e
r
b
a
t
s
k
y
）
．

（cr
）

）　
p
a
r
o
k
t
；
a
j
n
i
L
n
a
：
y
a
　
n
i
m
i
t
l
a
r
n
を
補
え
。

（
t
r
）
　
a
n
［
u
］
t
［
t
r
l
y
a
k
a
t
i
L
．
　
’
‘
　
i
n
v
a
．
r
i
a
b
l
e
　
c
o
n
c
o
i
n
i
t
a
n
c
e
　
”
　
（
S
t
c
h
e
r
b
a
t
g
．
　
k
y
）
．

（
5
）
　
不
成
因
　
（
i
L
s
i
d
d
h
a
）
　
±
！
、
主
張
命
題
の
主
語
と
証
因
（
理
由
命
題
の
述
語
）
と
の
関
係

　
が
確
定
し
て
い
な
い
こ
と
を
い
う
。

（
6
）
　
特
称
判
断
が
こ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
．
。

（
7
）
　
す
な
わ
ち
「
こ
と
ば
の
み
が
聴
覚
に
、
ち
て
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
ろ
」
と
い
う
の
が
正
し

　
　
い
理
由
句
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う
の
で
あ
る
．
．

（
8
）
　
『
因
明
入
正
理
論
』
に
は
「
猶
予
不
成
」
と
い
う
。
　
（
宇
井
『
仏
教
論
理
学
』
三
六
六
、

　
三
八
二
べ
ー
ジ
）

　

〔
〈
同
種
類
の
事
例
〉
の
定
義
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

二
・

六
　
そ
れ
は
同
種
類
の
事
例
（
s
a
p
a
k
＄
a
同
品
）

在
す
る
。
〔
二
・
六
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九

の

う
ち
に
の
み
存



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

　
（
p
．
　
1
9
，
　
l
．
　
1
2
）
同
種
類
の
事
例
　
（
s
a
p
a
k
．
＄
a
同
品
）
の
定
義
は
後
に
述
べ
る

こ
と
に
し
よ
う
。
　
〈
同
種
類
の
“
m
s
例
〉
　
（
s
a
p
a
k
ち
a
）
　
g
う
ち
に
の
み
必
ら
ず
存

在

す
る
と
い
う
こ
と
が
、
証
因
の
第
二
の
条
件
（
「
因
の
三
相
」
の
第
二
）
で
あ

る
。
こ
の
場
合
に
も
ま
た
（
定
義
の
う
ち
の
あ
ら
ゆ
る
語
が
’
論
理
的
な
誤
謬

を
避
け
よ
う
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
先
づ
第
一
に
）
　
「
存
在
す

“

（
）
　
J
　
（
s
a
t
t
ぐ
a
）
と
い
う
語
に
よ
っ
て
主
張
命
題
の
述
語
と
矛
盾
し
て
い
る
証
因

（相
違
因

ぐ
ご
，
已
〔
三
毒
）
を
除
去
す
る
の
で
あ
る
。
実
に
こ
の
よ
う
な
矛
盾
し

て

い

る
証
因
は
〈
（
主
張
命
題
の
述
語
と
）
同
種
類
の
事
例
〉
）
　
（
s
a
p
a
k
￥
a
）
　
Q

う
ち
に
は
存
在
し
“
d
i
い
。
　
（
p
．
　
1
9
，
　
l
．
　
1
3
）
　
j
の
a
g
m
l
　
（
e
v
a
）
と
い
う
語
は
（
〈
同

種
類
の
事
例
〉
に
も
〈
異
種
類
の
事
例
〉
に
も
）
共
通
な
不
定
な
証
因
　
（
。
・
2
1
－

〔
二
筋
日
【
る
毒
＝
£
＝
［
」
言
）
を
除
去
す
る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な

証
因
（
不
定
因
）
は
〈
同
種
類
の
事
例
〉
の
う
ち
に
の
み
存
在
す
る
の
で
は
な

く
て
〈
同
種
類
の
事
例
〉
と
〈
異
種
類
の
事
例
〉
と
の
両
方
に
共
に
存
在
す
る

か

ら
で
あ
る
。
　
（
｝
）
“
一
ぷ
S
°
忘
）
「
存
在
す
る
」
と
い
う
語
の
前
に
I
の
み
」
と

い
う
限
定
（
辞
～
．
P
（
＝
】
均
「
ρ
コ
㊤
）
の
語
を
附
し
て
あ
る
か
ら
、
（
証
因
が
〈
同
種
類

の

事

例
〉
の
う
ち
に
の
み
存
在
し
、
　
〈
異
種
類
の
事
例
〉
の
う
ち
に
は
存
在
し

な
い
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
べ
て
の
〈
同
種
類

の

事

例
〉
の
う
ち
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。

し
か
ら
ば
）
　
一
こ
と
に
は
無
常
な
る
・
・
．
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
努
力
を
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ら

し
た
直
後
に
発
せ
　
i
t
・
れ
る
も
の
（
三
，
t
t
．
v
a
t
＝
a
n
t
：
t
r
i
y
a
k
a
）
で
あ
る
か
ら
し
」
と

い

う
論
式
に
お
い
て
、
　
一
努
力
を
起
し
た
直
後
に
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
〇

ら
」
と
い
う
証
因
が
正
し
い
証
因
で
あ
る
と
言
わ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
ー
こ

の

証

因
は
〈
同
種
類
の
事
例
〉
の
す
べ
て
に
周
延
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
は

な
い
（
す
な
わ
ち
す
べ
て
の
無
常
な
る
も
の
に
周
延
し
て
い
る
の
で
は
な
い
）

け
れ
ど
も
。

　
（
ラ
」
○
、
二
の
）
し
か
る
に
’
も
し
も
こ
れ
に
反
し
て
r
存
在
す
る
」
と
い
う

語
の
あ
と
に
一
の
み
」
と
い
う
語
を
付
す
る
な
ら
ば
、
上
述
の
定
義
は
次
の
意

味
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
〈
同
種
類
の
事
例
〉
の
う
ち
の
ど
こ
に
も
存

在

す
る
に
ち
が
い
な
い
と
い
う
こ
と
が
理
由
な
の
で
あ
る
。
故
に
、
上
述
の
論

式
に

お

い
て

一
努
力
を
起
し
た
直
後
に
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
　
と
い

う
こ
と
が
正
し
い
埋
由
で
は
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
　
（
何
と

な
れ
ば
、
そ
の
理
由
は
す
べ
て
の
無
常
な
る
も
の
に
周
延
し
て
い
る
と
は
限
ら

な
い
か
ら
で
あ
る
、
）

　
（
｝
）
二
ρ
s
’
　
1
6
）
］
＆
－
ら
t
t
－
／
l
　
（
n
i
g
c
i
t
a
）
と
い
う
語
を
付
加
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
r
証
因
が
必
ら
す
主
張
命
題
の
述
語
と
共
存
す
る
と
い
う
関
係
が
疑
わ
れ
て

L
．
　
r
Q
　
（
s
a
r
p
d
i
g
d
h
t
l
n
v
a
y
a
）
不
定
の
理
由
が
排
除
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ

の

よ
う
な
実
例
と
し
て
は
、
「
或
る
人
は
全
知
者
（
s
a
r
v
a
j
n
a
）
で
あ
る
。
何

と
な
れ
ば
か
れ
は
語
る
人
（
く
〔
二
k
t
r
）
で
あ
る
か
ら
、
」
と
い
う
論
式
が
そ
れ
で

あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
　
一
，
語
る
人
で
あ
る
」
と
い
う
性
質
が
’
　
〈
同
種
類
の

事
例
〉
で
あ
る
一
全
知
者
　
の
う
ち
に
常
に
存
す
る
か
と
う
か
が
疑
わ
れ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
、



（，

－
，
）
　
s
a
p
a
k
；
a
°
s
i
n
i
i
l
n
r
　
c
a
s
e
s
．
　
（
S
．
　
t
c
h
e
r
b
a
t
s
k
y
）

（
2
）
　
異
種
類
の
事
例
。
ぐ
i
l
）
a
．
k
s
i
i
．
漢
訳
で
は
普
通
「
異
品
」
と
訳
さ
れ
ろ
。
〔
二
五
三
ニ
ニ
「
c
（
箒
巴
¢

　
　
（
S
t
c
h
e
r
b
a
t
t
k
y
）
°

（
3
）
　
漢
訳
で
言
え
は
、
「
声
是
無
常
、
勤
．
男
無
間
所
発
性
故
、
」
－
．
｝
な
t
O
o
　
l
因
明
正
理
門
論
本
一

　
（
大
正
蔵
、
三
二
巻
二
べ
ー
ジ
上
）
　
（
因
明
入
止
理
諭
一
、
宇
ル
に
仏
教
倫
理
学
ゴ
．
．
一
ヒ
八
ペ

　
ー
ジ
参
照
。

11　
・
七
　
そ
う
し
て
∧
異
種
類
の
事
E
S
◇
　
（
a
s
a
p
a
k
s
a
）

存
在
し
な
い
こ
と
が
必
ら
ず
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

の

う
ち
に
全
く

　
（
p
．
　
1
9
，
　
l
．
　
2
0
）
　
e
x
種
類
の
事
例
（
異
品
ρ
エ
3
）
巴
昨
3
p
）
の
定
義
は
後
に
述
べ

る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
〈
異
種
類
の
事
例
〉
の
う
ち
に
は
必
ら
ず
存
在
し
な
い
と

い

う
こ
と
が
第
三
の
特
性
で
あ
る
。
そ
の
定
義
の
文
句
の
う
ち
で
’
　
i
’
存
在
し

な
い
こ
と
」
（
a
s
a
t
t
v
a
）
と
い
う
語
に
よ
っ
て
（
主
張
命
題
の
述
語
と
）
矛
盾

し
て
い
る
証
因
を
除
去
す
る
の
で
あ
る
。
阿
と
な
れ
ば
、
矛
盾
し
て
い
る
証
囚

（相
違
因
）
は
、
異
種
類
の
事
例
　
（
v
i
p
a
k
＄
a
）
　
S
う
ち
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ

“
〈）

O
　
（
p
．
　
！
9
，
　
l
．
　
2
1
）
　
l
．
全
く
」
（
。
≦
）
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
（
〈
同
類
の
事
例
〉

（s
a
p
a
k
s
a
）
に
周
延
す
る
の
み
な
ら
ず
〈
異
類
の
事
例
〉
　
（
v
i
p
a
k
s
a
）
に
も
）
共

通
で

あ
っ
て
〈
異
類
の
事
例
〉
の
一
部
分
に
も
存
在
す
る
こ
と
を
排
除
す
る
の

で

あ
る
。
例
え
ば
［
‘
こ
と
ば
は
努
力
を
起
し
た
直
後
に
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ

る
。
何
と
な
れ
ば
無
常
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
」
と
い
う
論
式
に
お
い
て
、

証
因
と
し
て
の
「
無
常
な
る
も
の
」
と
い
う
こ
と
（
p
巨
亘
ρ
穿
但
）
は
、
異
類
の

事
例
（
く
号
巴
め
G
努
力
を
起
し
た
直
後
に
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
も
の
）

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

の

一
部
分
で
あ
る
電
光
等
の
う
ち
に
存
在
す
る
。
　
（
電
光
な
ど
は
努
力
を
起
し

た
直
後
に
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
し
か
し
無
常
で
あ
る
。
）
　
ま
た
虚

空

な
ど
の
う
ち
に
は
存
在
し
な
い
。
　
（
す
な
わ
ち
虚
空
な
ど
は
努
力
を
起
し
た

直

後
に
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
ま
た
無
常
で
も
な
い
。
）
　
そ
れ
故
に

必
ら
ず
そ
れ
（
〈
異
種
類
の
事
例
〉
　
v
i
p
a
k
s
a
　
g
一
部
分
に
も
存
在
す
る
こ
と
）

を
排
除
す
る
の
で
あ
る
。
三
N
O
°
L
　
1
）
も
し
も
（
本
文
の
著
者
が
）
「
全
く
」

（。

v
a
）
と
い
う
強
め
の
語
を
附
加
す
る
位
置
を
異
に
し
て
一
〈
異
種
類
の
事
例
〉

（a
s
a
pa
k
s
a
）
　
g
う
ち
に
だ
け
存
在
し
な
い
」
　
（
〈
同
種
類
の
e
s
例
〉
　
s
a
p
a
k
．
s
a

の

う
ち
に
は
存
在
し
て
も
よ
い
し
、
存
在
し
な
く
て
も
よ
い
）
と
い
う
意
味
に

説
い
た

な

ら
ば
、
そ
の
意
味
は
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
異

種
類
の

事
例

（
ー
、
三
辞
言
じ
の
う
ち
に
だ
け
存
在
し
な
い
も
の
が
理
由
（
古
○
巨
）

で

あ
る
、
」
と
o
そ
れ
で
は
、
「
努
力
の
直
後
に
発
せ
ら
れ
る
こ
と
」
と
い
う
証

因
は
〈
同
種
類
の
事
例
〉
　
（
s
a
p
a
k
i
j
a
）
　
（
こ
こ
で
は
「
無
常
な
る
も
の
」
）
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

ち
に
も
存
在
し
な
い
こ
と
が
あ
る
。
　
（
例
え
ば
無
常
で
あ
っ
て
〈
同
種
類
の
事

例
〉
で
あ
る
電
光
な
ど
の
う
ち
に
は
そ
の
性
質
は
存
在
し
な
い
、
）
　
し
た
が
っ

て
そ
れ
は
理
由
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に
「
‘
o
s
v
」
　
（
e
v
a
）

と
い
う
語
の
位
置
を
前
に
移
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
p
．
　
2
0
，
　
t
°
3
）
　
［
必

ら
ず
」
（
1
1
i
⑳
わ
剛
什
P
）
と
い
う
語
に
よ
っ
て
〈
異
種
類
の
事
例
〉
の
う
ち
に
は
存

在
し
な
い
こ
と
の
疑
わ
し
L
．
　
（
s
a
i
p
（
l
i
g
d
l
］
a
v
i
p
a
k
s
a
v
y
a
f
v
；
t
t
i
k
a
）
不
定
な
る

理
由
（
不
定
因
）
を
除
去
す
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
2
0
，
　
l
°
切
）
〔
反
対
者
い
わ
く
．
‘
－
〕
　
（
本
文
二
・
六
で
）
　
一
証
因
は
同
種

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
l



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
ヒ
号
）

類
の
事
例
（
。
・
宅
巳
く
8
）
　
の
う
ち
に
の
み
仔
在
す
る
」
と
．
．
口
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
（
本
文
二
・
ヒ
で
説
く
と
こ
ろ
の
）
一
異
類
の
事
例
（
ン
、
号
巳
葛
ρ
）
の
う
ち

に

は

全

く
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
お
の
つ
か
ら
知
ら
れ
る
（
ー
合
意
さ

れ

て
い
る
）
で
は
な
い
か
。
し
か
る
に
繰
返
し
て
両
方
の
場
合
と
も
に
こ
の
よ

う
な
規
定
を
し
た
の
は
何
の
た
め
で
あ
る
か
り
・

　
（
p
．
　
2
ρ
l
°
　
6
）
そ
こ
で
答
え
て
い
わ
く
、
　
1
証
因
が
主
張
命
題
の
述
語
と

共
在

す
る
こ
と
（
a
n
v
a
y
a
）
で
あ
ろ
う
と
も
、
あ
る
い
は
証
因
が
主
張
命
題
の

述
語
と
矛
盾
す
る
概
念
の
う
ち
に
は
共
在
し
な
い
こ
と
（
ー
、
｝
、
a
t
i
r
c
k
a
）
で
あ
ろ

う
と
も
、
必
ら
ず
そ
の
関
係
は
定
ま
っ
た
も
の
（
I
）
　
i
　
V
a
　
l
l
l
　
．
1
べ
P
［
）
で
あ
る
と
し
て

論
式
が
立

て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
外
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ー

と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
、
両
方
の
場
合
と
も
に
制
限
の
規
定
が
述
べ
ら

れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
P
．
　
2
ρ
l
°
7
）
実
に
も
し
も
両
方
の
特
性
と
も
に
こ
の

よ
う
な
制
限
を
附
す
る
こ
と
な
し
に
論
式
に
関
し
て
用
い
る
な
ら
ば
’
そ
の
意

味
は
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
す
な
わ
ち
、
〈
同
種
類
の
事
例
〉
　
（
s
a
－

】邑
（
養
）
の
う
ち
に
存
在
し
、
　
そ
う
し
て
〈
異
種
類
の
事
例
〉
　
（
v
i
p
a
k
＄
a
）
　
S

う
ち
に
存
在
し
な
い
も
の
が
理
由
（
h
e
t
u
）
で
あ
る
と
。
こ
う
い
う
わ
け
で
あ

る
か
ら
、
　
「
か
の
女
の
胎
中
の
児
は
黒
い
o
何
と
な
れ
ば
彼
女
の
子
で
あ
る
か

ら
o
例
え
ば
（
か
の
女
の
）
今
現
に
見
ら
れ
る
も
ろ
も
ろ
の
子
の
如
し
」
と
い
う

論
式
に
お
い
て
、
「
か
の
女
の
子
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
こ
と
（
t
a
t
p
u
t
r
a
t
v
a
）

が

正

し
い
理
由
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
（
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
正
し
い
論
式

で
は

な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
将
来
生
れ
る
子
の
皮
膚
の
色
は
母
親
の
食
物
に
依

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
円
二

仔
す
る
か
ら
で
あ
る
．
）
ラ
N
P
、
．
㊤
）
そ
れ
故
に
、
証
明
す
る
も
の
（
品
（
l
h
a
n
a
）

で
あ
る
証
因
が
証
明
さ
る
べ
き
も
の
（
品
（
百
ノ
．
ρ
）
で
あ
る
（
主
張
命
題
の
）
述

語
と
の
結
合
関
係
9
「
言
二
）
辞
】
邑
日
）
を
知
ら
し
め
る
よ
う
に
、
証
因
が
主
張
命

題
の
述
語
と
共
在
す
る
こ
と
（
a
n
v
a
v
a
）
で
あ
ろ
う
と
も
、
或
い
は
証
因
が
主

張

命
題
の
述
語
と
矛
盾
す
る
概
念
の
う
ち
に
共
在
し
な
い
こ
と
（
く
ぺ
暮
＃
完
3

で

あ
ろ
う
と
も
、
両
方
の
場
合
と
も
に
（
除
外
例
を
認
め
な
い
と
い
う
）
制
限

を
付
し
て
論
式
が
立
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
p
．
　
2
0
，
　
l
．
　
1
0
）
そ
う
し
て
両
方

の

場

合
と
も
に
一
，
除
外
例
を
認
め
な
い
」
と
い
う
制
限
を
附
し
て
論
式
が
立
て

ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
う
ち
で
一
方
の
み
を
論
証
に
用

い

れ
ば

よ
い
。
両
方
と
も
に
用
い
る
要
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
　
〈
証
囚
が
主

張
命
題
の
述
語
と
共
在
す
る
こ
と
〉
で
あ
ろ
う
と
も
、
　
へ
証
因
が
主
張
命
題
の

述
語

と
矛
盾
す
る
概
念
の
う
ち
に
共
在
し
な
い
こ
と
〉
で
あ
ろ
う
と
も
、
除
外

例

を
認
め
な
い
と
い
う
制
限
を
付
し
て
論
証
に
用
い
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
教
え
る
た
め
に
、
両
方
の
場
合
と
も
制
限
を
付
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
上
述
の
議
論
は
「
声
無
常
。
勤
勇
無
間
所
発
性
故
」
と
い
う
論
式
に
つ
い
て
述
べ
て
い
ろ

　
の
で
あ
ろ
．
。
こ
れ
は
誤
っ
た
理
由
概
念
（
似
囚
）
で
あ
る
。

の
事

例
Lノ

ひ第

スニ

即

主
張
命
題
の

主
語

（小
概
念
）
。
　
同
類
の
事
例
と
異
類

（
p
．
　
2
ρ
l
．
　
！
3
）
証
因
の
三
つ
の
特
性
を
説
く
こ
と
に
付
随
し
て
、
推
理
に
よ



っ

て
知
ら
れ
る
対
象
（
推
理
を
受
け
る
基
体
、
小
概
念
p
三
三
’
3
、
〔
ピ
）
と
〈
同

種
類
の

事
例
〉
（
旨
三
言
製
）
と
〈
異
種
類
の
事
例
〉
　
（
v
i
p
a
k
s
a
）
が
言
及
さ
れ

た
。
さ
て
そ
れ
ら
の
定
義
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
中
で
、
推
理
に

よ
っ
て
知
ら
れ
る
対
象
と
は
何
で
あ
る
か
つ
・
、
と
て
、
い
わ
く
、

二
・

八
　
こ
こ
で
推
理
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
対
象
と
は
、
こ
れ
か
ら
そ
の

特
徴
（
　
　
の
　
へ
く
l
s
e
s
a
）
を
知
ろ
う
と
欲
す
る
基
体
（
合
ぼ
∋
剛
コ
）
の
こ
と
で
あ

る
。
〔
1
1
　
・
八
〕

　
r
こ
こ
で
」
（
a
t
l
”
a
）
す
な
わ
ち
理
由
（
言
9
）
の
定
義
が
確
定
さ
れ
る
べ
き
場

合

に
、
推
論
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
対
象
と
は
、
（
属
性
）
の
基
体
の
こ
と
で
あ
る
。

し
か
る
に
他
の
場
合
に
は
、
す
な
わ
ち
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
（
コ
c
副
〔
＝
1
ぐ
a
）
が

理
解
さ
れ
お
わ
っ
た
と
き
に
は
、
推
論
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
対
象
は
（
ロ
゜
N
ρ
i
’

！

7
）
　
（
基
体
と
そ
れ
の
属
性
と
の
）
集
合
体
（
竺
日
三
習
ρ
）
で
あ
る
。
こ
れ
に

反

し
て
（
証
因
と
主
張
命
題
の
述
語
と
の
）
周
延
関
係
を
確
知
す
る
と
き
に
は
、

推
理
に

よ
っ
て
知
ら
れ
る
対
象
は
（
こ
の
基
体
の
）
属
性
　
（
d
h
a
r
n
i
a
す
な
わ

ち
大
概
念
）
な
の
で
あ
る
。
（
こ
れ
ら
の
差
異
を
）
示
す
た
め
に
、
r
こ
こ
で
」

と
い
う
語
を
用
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
も
の
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
属
性
を
人
が

知

ろ
う
と
欲
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
属
性
の
基
体
が
’
こ
こ
で

r
推
理
に

よ
っ
て
知
ら
れ
る
対
象
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

〈
同
種
類
の
事
例
〉
と
は
何
で
あ
る
か
？

イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

二
・

九
　

く
同
種
類
の
事
例
ン
（
留
O
呉
留
同
品
）
　
と
は
証
明
さ
れ
る
べ

き
属
性
（
s
a
d
h
y
a
d
h
a
r
m
a
）
　
を
共
通
に
所
有
し
て
い
る
こ
と
に
よ
っ

て
等
し
い
（
s
a
m
a
n
a
）
事
が
ら
（
芦
合
①
）
で
あ
る
。
〔
二
・
七
〕

　
（
p
．
　
2
ρ
l
°
2
1
）
　
〈
同
種
類
の
事
例
〉
　
（
z
2
）
巳
C
p
）
と
は
等
し
い
事
が
ら
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ー
）

t〈）

o
　
（
p
．
　
2
9
l
．
　
2
1
）
　
P
c
l
k
￥
（
1
　
（
推
理
作
用
を
受
け
る
基
体
）
と
等
し
い
、
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ン

わ
ち
相
似
た
事
が
ら
が
門
喩
的
説
明
（
ξ
ξ
9
1
「
三
　
に
も
と
つ
い
て
8
｝
）
巴
ち
辞

（同
種
類
の
事
例
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
呂
る
房
p
古
1
1
。
・
p
コ
莇
二
牡
庁

pa
k
t
；
a
l
］
．
　
［
’
等
し
い
　
と
い
う
語
に
よ
っ
て
3
言
p
を
限
定
し
て
い
る
の
で
あ

s
Q
O
　
s
a
と
い
う
語
が
8
ヨ
昌
辞
と
い
う
語
の
代
用
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
．
　
2
0
，
　
i
．
　
2
2
）
間
う
て
い
わ
く
、
1
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
そ
う
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
　
s
a
p
a
k
s
a
が
p
a
k
t
a
と
等
し
い
と
言
い
得
る
と
こ
ろ
の
一
）
但
言
ρ

と
s
a
）
a
k
s
a
と
の
共
通
性
（
s
2
u
l
l
a
l
）
y
．
1
）
と
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
か
？

　
答
え
て
い
わ
く
、
そ
れ
は
一
証
明
さ
れ
る
べ
き
（
主
張
命
題
の
述
語
で
あ
る
）

属

性
」
を
共
通
に
所
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
（
主
張
命
．
題
の
述
語
、

す
な
わ
ち
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
）
は
未
だ
確
定
し
て
　
C
　
x
K
3
　
（
a
s
i
d
d
h
a
）
か

ら
、
こ
れ
か
ら
「
，
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
」
（
缶
日
＝
】
く
牡
）
で
あ
る
。
ま
た
他
の

も
の
（
基
体
）
に
依
存
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
「
属
性
」
（
（
＝
峯
ゴ
白
ρ
）

で

あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
そ
れ
は
一
証
明
さ
れ
る
べ
き
属
性
」
と
呼
ば
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
（
三
゜
　
2
1
，
　
l
°
　
2
）
そ
う
し
て
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
は
特
殊
者

（
v
i
S
e
s
a
）
で
は
な
い
。
　
そ
う
で
は
な
く
て
、
普
遍
者
（
共
通
な
る
も
の
㏄
智

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
三
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己
鋼
」
呉
じ
が
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
こ
で
は
証
明

さ
れ
る
べ
き
も
の
は
普
遍
者
（
共
通
な
る
も
の
）
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
の

で

あ
る
。
　
（
主
張
命
題
の
述
語
は
）
証
明
さ
れ
る
べ
き
属
性
で
あ
り
、
且
つ
共

通

な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
s
a
p
a
k
s
a
は
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
属
性
を
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
3
）

通
に

有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
｝
）
p
言
ρ
（
推
理
作
用
を
受
け
る
基
体
）
と
等
し
い

も
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

（
1
）
　
p
a
l
（
／
a
．
こ
の
場
台
に
は
r
F
推
理
作
用
を
受
け
ろ
基
体
」
、

　
　
（
S
t
e
h
e
i
，
b
a
t
h
k
y
）
°

（
2
）
　
三
｛
三
5
三
ε
て
p
「
ご
6
叶
⌒
S
t
e
h
e
i
，
b
i
L
t
I
k
こ
’

（
3
）
註
（
1
）
に
同
し
、

（
p
．
　
2
！
，
　
t
°
5
）
　
〈
異
種
類
の
事
例
〉
と
は
何
で
あ
る
か
。

the
　
o
b
j
e
c
t
　
u
f
　
i
n
f
e
r
L
、
n
c
e

二
・

三
　

〈
異
種
類
の
事
例
〉
　
（
a
s
a
p
a
k
．
s
a
）
と
は
〈
同
種
類
の
事
例
〉

（sa
pa
k
＄

a
）
で
は
な
い
も
の
で
あ
る
。
〔
二
・
八
〕
す
な
わ
ち
〔
i
〕
そ
れ

と
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
（
a
n
y
a
）
、
〔
亘
〕
そ
れ
と
矛
盾
し
て
い
る
も

の
　
（
v
i
r
u
d
d
h
a
）
、
〔
m
〕
そ
れ
の
存
在
し
な
い
こ
と
（
p
げ
冨
く
①
）
（
の

う
ち
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
）
〔
二
・
九
〕

AK
二
N・

ア
煮

こ

で
に

な

い
も

の

で
あ
る

r“t

竺

、

x】

A響．

種

類
の

虫
例

同

種

の

事
例

n鋲
三

7
㍍

こ

で
は

な

ス

ニ

六L
f
，

e
と

は

A同
種
｝・貝

の

事
例

V

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
四

い

も
の
が
〈
異
種
類
の
事
例
〉
　
（
a
s
a
p
a
k
s
a
）
な
の
で
あ
る
。
で
は
〈
同
種
類
の

事
例
〉
（
s
a
p
a
k
s
a
）
で
は
な
い
も
の
と
は
何
で
あ
る
か
？
　
そ
れ
は
す
な
わ
ち

〈同
種
類
の
事
例
〉
　
（
s
a
p
．
f
t
k
．
＄
a
）
と
は
異
な
っ
て
い
る
も
の
、
す
な
わ
ち
〈
同
種

類
の
事
例
〉
と
矛
盾
し
て
い
る
も
の
と
、
お
よ
び
〈
同
種
類
の
事
例
〉
の
存
在
し

な
い
こ
と
と
で
あ
る
。
ラ
巴
“
へ
゜
。
）
〈
同
種
類
の
事
例
〉
の
本
質
（
¢
＜
昌
声
田
く
ρ
）

の

無
が
理
解

さ
れ
な
い
限
り
は
、
　
〈
同
種
類
の
事
例
〉
か
ら
異
な
っ
て
い
る
こ

と
と
、
　
〈
同
種
類
の
事
例
〉
に
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
と
を
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
o
そ
れ
故
に
一
異
な
っ
て
い
る
こ
と
」
と
一
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
」
と

を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
　
「
異
な
っ
て
い
る
も
の
」
と
一
矛
盾
し
て
い
る
も
の
」

と
は
　
r
〈
同
種
類
の
事
例
〉
　
の
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
」
を
本
質
と
し
て
い
る

も
の
で
あ
る
こ
と
が
（
意
味
の
上
で
お
の
ず
か
ら
）
間
i
a
s
6
k
）
　
（
s
t
l
L
m
a
r
t
h
y
a
d
）

理
解
さ
れ
る
の
で
a
g
“
（
）
O
　
（
p
．
　
2
1
，
L
1
0
）
そ
れ
故
に
一
存
在
し
な
い
こ
と
」
と

は

〈
同
種
類
の
事
例
〉
の
無
を
本
質
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が

直
接
に

理
解

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
．
異
な
っ
て
い
る
も
の
　
と

f矛
盾

し
て
い
る
も
の
」
と
は
意
味
内
容
の
上
か
ら
（
間
接
に
）
　
一
，
存
在
し
な

い

こ
と
」
を
本
質
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
　
そ
れ
故
に
そ
の
三
つ
と
も
に
〈
異
種
類
の
事
e
s
〉
　
（
a
s
a
p
a
k
l
j
a
）
な
の

で
あ
る
。

〔
第
四
節
　
証
囚
（
理
由
概
念
）
の
三
つ
の
特
性
。
証
囚
の
分
類
、
〕

二
・
二
　
そ
う
し
て
二
つ
の
条
件
を
そ
な
え
た
証
国
は
た
だ
三
つ
の
み



で
あ
る
。
〔
二
二
〇
〕

　
（
I
）
，
　
2
1
，
　
l
．
　
1
3
）
上
述
の
三
つ
の
特
性
（
条
件
）
に
よ
っ
て
、
三
つ
の
条
件
を

そ
な
え
た
証
因
は
た
だ
三
つ
だ
け
で
あ
る
．
、
「
そ
う
し
X
’
」
　
（
c
a
）
と
い
う
語
は
、

言

う
べ
き
他
の
事
柄
を
併
せ
て
言
う
意
味
で
あ
る
。
反
対
者
は
最
初
に
三
つ
の

特
性
の

こ
と
を
問
題
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
今
更
に
三
つ
の
特
性
あ
る
証
囚
の

種
類

を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
∵
．
つ
の
条
件
（
特
性
）
の
こ

と
は
、
既
に
説
明
し
お
わ
っ
た
。
そ
う
し
て
三
つ
の
条
件
を
そ
な
え
た
証
囚
が

今
こ
れ
か
ら
説
明
さ
れ
る
。
1
1
1
つ
の
条
件
を
そ
な
え
た
証
因
は
た
だ
三
つ
あ
る

の

み

で
あ
る
．
、
す
な
わ
ち
三
つ
の
条
件
を
そ
な
え
た
証
因
の
種
類
（
三
，
呉
日
、
a
）

は

三
つ
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
で

は
、
そ
の
三
つ
と
は
何
で
あ
る
か
f
L
’

　

答
え
て
い
わ
／
＼
ー

二
・

三

b
h
a
v
a
）

　
（
p
．
　
2
1

べ
き
か
、

す
な
わ
ち
無
知
覚
（
a
n
ξ
a
l
a
b
d
h
i
）
と
自
体
そ
の
N
）
　
g
　
（
s
y
a
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

A
J
S
U
N
K
　
（
k
a
r
y
a
）
と
で
あ
る
。
〔
二
・
＝
〕

さ
れ
る
べ
き
も
の

la
b
c
l
h
i
）
が

さ
れ
る
べ
き
も
の
が
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の

（証
因
と
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
が
同
一
の
本
体
の
物
で
あ
る
と
き
に
は
）

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

l
°
1
8
）
　
（
主
張
命
題
の
述
語
は
肯
定
さ
れ
る
べ
き
か
、
　
否
定
さ
れ
る

い
つ

れ

か

で

あ
る
’
）
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
（
鎗
割
ユ
7
づ
ρ
）
が
否
定

　
　
　
（1

）i
’
a
t
i
t
．
；
e
c
l
h
］
，
、
a
）
で
あ
る
と
き
に
は
、
無
知
覚
（
牡
コ
三
）
o
－

　
（
そ
の
場
合
の
証
因
で
あ
り
、
）
　
三
つ
の
特
性
を
有
す
る
。
　
証
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
v
i
d
h
e
y
a
）
で
あ
る
場
合
に
は
、

証
囚
は
証
明
さ
れ
る
べ
き
，
も
の
そ
の
も
の
へ
β
、
〇
三
日
／
．
p
）
で
あ
り
’
　
（
ま
た
両

者
が
別
の

も
の
で
あ
る
と
き
に
は
）
証
因
は
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
結
果

（k
5
u
－
プ
’
a
）
で
あ
る
。
い
つ
れ
の
場
合
に
も
、
証
因
は
三
つ
の
特
性
を
有
す
る
。

（
1
）
　
ブ
｛
巳
〆
、
巴
三
本
U
し
た
か
っ
て
、

　
　
L
む
」

’

t
　n
n
u
p
a
l
i
c
　
b
d
h
i
l
）
　
g
．
　
x
、
当
ご
；
〈
三
〉
言
膓
、
巴
づ
o
㊦
二
こ
と

（
p
．
　
2
1
，
　
l
．
　
2
0
）
無
知
覚
の
実
例
を
示
そ
う
と
し
て
、
い
わ
く
、

二
・

一三
　
そ
れ
ら
（
三
つ
）
の
う
ち
で
無
知
覚
（
を
証
因
と
す
る
論
式
は
）

例

え
ば
次
の
も
の
で
あ
る
。

　

（
主
張
命
題
）
或
る
（
ア
＜
①
0
5
特
殊
な
場
所
（
買
昆
o
留
く
涼
Φ
留
）

　
に

瓶
が
存
在
し
な
い
。

　
（
理
由
命
題
）
何
な
れ
ば
、
知
覚
す
る
た
め
の
諸
条
件
（
毛
巴
①
ぴ
合
」
・

　
l
a
k
＄
a
r
p
a
）
が
そ
な
わ
っ
て
い
る
の
に
（
対
象
を
）
知
覚
し
な
い
か

　
ら
。
三
・
三
〕

　
（
p
．
　
2
2
，
　
l
°
　
3
）
　
i
例
え
ば
」
（
プ
．
〇
二
笥
）
と
い
う
の
は
、
　
一
般
的
な
も
の
を
事
例

に

よ
っ
て
示
す
（
‘
⊥
夫
例
を
示
す
）
た
め
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
無
知
覚
と
同

じ
く
、
他
の
無
知
覚
も
同
様
で
あ
る
。
こ
の
無
知
覚
だ
け
が
そ
う
だ
と
い
う
の

で
は

な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
弓
「
ρ
〔
l
c
g
a
＝
e
k
a
d
e
g
a
．
　
r
特
殊
な
場
所
」

と
い
う
の
は
、
　
知
覚
主
体
（
P
］
’
a
t
i
p
a
t
t
l
’
）
に
直
接
に
明
ら
か
（
ヌ
ρ
身
ρ
戸
曽
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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な
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
場
所
が
す
べ
て
知
覚
主
体
に
直
接
に
明
ら

か
な

の

で
は

な
い
。
そ
れ
故
に
一
或
る
」
と
い
う
語
を
付
し
て
言
っ
た
の
て
あ

る
。
　
　
知
覚
主
体
に
直
接
に
明
ら
か
な
或
る
場
所
」
と
い
う
の
が
主
張
命
題
の

主
語
（
（
＝
l
t
l
l
’
l
l
l
l
l
］
）
で
あ
る
。
（
二
鐸
へ
゜
切
二
瓶
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ

と
が
証
明
さ
れ
る
べ
き
事
柄
で
あ
る
。
知
覚
（
〆
弓
ロ
三
×
巨
）
と
は
（
こ
の
場
合

に

は
）
知
識
（
知
る
は
た
ら
き
言
閤
奏
）
で
あ
る
。
そ
れ
の
諸
条
件
（
l
a
k
s
a
n
牡
）

と
は
、
そ
れ
の
知
覚
を
生
じ
る
諸
原
因
の
集
合
（
旨
己
駕
三
で
あ
る
。
　
何
と

な
れ
ば
知
覚
は
そ
の
諸
原
囚
の
集
合
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
（
三
（
▽

〉．

a
tc！
）
か

ら
で
♪
6
9
る
。
今
こ
こ
で
問
題
に
す
る
対
象
は
、
そ
の
諸
原
因
を
そ
な

え
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
対
象
は
知
識
を
生
ぜ
し
め
る
も
の
と
し

て
諸
原
因
の
集
合
の
う
ち
に
含
め
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
二
N
ぷ
へ
三
）
知
覚
す

る
た
め
の
諸
条
件
を
そ
な
え
て
い
る
（
対
象
）
が
、
す
な
わ
ち
見
ら
れ
る
べ
き

（drgy
a
）
対
象
な
の
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
　
「
そ
れ
を
知
覚
し
な
い

か

ら
一
と
い
う
こ
の
こ
と
ば
は
、
理
由
命
題
で
あ
る
。

　
O
．
　
2
2
．
，
　
i
．
　
8
）
さ
て
、
し
か
し
な
が
ら
、
或
る
場
所
に
存
在
し
な
い
或
る
も

の

（例

え
ば
瓶
）
が
ど
う
し
て
そ
の
場
所
に
お
い
て
見
ら
れ
る
べ
き
対
象
と
言

わ

れ

る
の
で
あ
る
か
？
　
そ
れ
は
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
想
定
（
ひ
ρ
∋
剖
－

1

－
O
P
E
L
）
す
る
が
故
に
、
実
際
に
そ
こ
に
存
在
し
な
い
け
れ
ど
も
、
　
「
見
ら
れ
る

べ

き
も
の
一
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
一
も
し
も
そ
の
も
の
が
こ
こ
に
存
在
す

る
な
ら
ば
’
　
＝
e
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
【
と
こ
の
よ
う
に
想
像
す
る

六、

ら
ご
、
そ
の
も
の
は
そ
こ
に
仔
在
し
な
く
て
も
、
見
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
六

る
と
想
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
p
．
　
2
2
，
　
l
°
l
o
）
さ
て
そ
の
よ
う
に
想
像
さ
れ

る
も
の
は
何
で
あ
る
か
？
　
そ
れ
は
自
己
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
（
空
虚
な
）

場
所

を
見
る
た
め
の
す
べ
て
の
原
因
の
存
す
る
と
こ
ろ
の
（
対
象
）
な
の
で
あ

る
。

　
（
p
．
　
2
2
，
　
l
°
　
l
o
）
さ
て
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
原
因
の
存
す
る
と
い
う
こ
と
は

何
時
知

ら
れ
る
の
で
あ
る
か
A
’
同
l
の
認
識
と
関
係
の
あ
る
他
の
物
を
（
実

際
に

わ

れ

わ
れ
が
）
知
覚
す
る
と
き
に
で
あ
る
。
「
同
l
の
認
識
と
関
係
の
あ
る

も
の
」
（
ゆ
言
盲
割
】
邑
。
・
p
O
蠕
ρ
「
σ
q
i
n
）
と
は
、
同
］
の
感
覚
器
官
（
三
合
マ
ρ
）
を
以

っ

て

す
る
認
識
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
、
眼
な
ど
の
諸
感
官
に
よ
っ
て
（
同
時
に
）

注
意

を
向
け
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
相
互
に
関
連
の
あ
る
二
つ
の
物
を
言
う
の
で

i
g
　
“
〈
）
。
　
（
p
．
　
2
2
，
　
l
．
　
1
2
）
実
に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
二
つ
（
わ
れ
わ
れ
の
前
に
現

に
）
存
在
す
る
と
き
に
は
、
わ
れ
わ
れ
の
理
解
作
用
（
苫
暮
一
℃
p
吟
ε
を
一
方
に

の

み

向
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
と
な
れ
ば
両
者
と
も
に
（
知
覚
さ
れ
得
る

と
い
う
）
可
能
性
（
y
o
g
y
a
t
a
）
に
関
し
て
は
異
な
る
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
p
．
　
2
2
，
　
t
．
　
1
3
）
そ
れ
故
に
同
一
の
認
識
作
用
と
関
係
あ
る
も
の
二
つ
の
う
ち
で
、

1
つ
が
現
に

見
ら
れ
る
場
合
に
は
、
も
し
も
他
の
も
の
が
見
る
た
め
の
条
件
の

集
合
全
部

を
そ
な
え
て
い
る
な
ら
ば
、
必
ら
ず
そ
れ
を
知
覚
し
得
る
に
ち
が
い

な
い
、
と
考
え
て
、
見
ら
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
と
想
像
し
た
も
の
を
そ
こ
に

想
定
す

る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
対
象
を
知
覚
し
な
い
こ
と
が
、
見
ら
れ
る

べ
き
対
象
の
無
知
覚
三
箒
看
三
壱
巳
〔
二
己
）
一
5
）
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
（
マ

2
2
’
　
t
°
l
r
J
）
そ
れ
故
に
瓶
の
存
在
し
て
い
な
い
そ
の
場
所
と
及
び
そ
れ
に
依
拠
し



て
起
る
認
識
と
が
’
ま
さ
に
見
ら
れ
る
べ
き
対
象
を
そ
こ
に
知
覚
し
な
い
と
い

う
こ
と
を
判
断
（
n
l
s
c
f
t
c
　
y
a
）
す
る
た
め
の
原
因
で
あ
る
か
ら
、
見
ら
れ
る
べ
き

対
象
の
無
知
覚
と
l
i
i
’
Z
わ
れ
る
の
で
あ
る
、

　
（
p
．
　
2
L
’
，
　
L
　
］
6
）
実
に
同
一
の
認
識
作
用
と
関
係
の
あ
る
物
の
存
在
が
確
知
さ

れ
ず
、
そ
う
し
て
そ
れ
に
関
す
る
認
識
も
確
知
さ
れ
な
い
間
は
、
見
ら
れ
る
べ

き
対
象
を
知
覚
し
な
い
と
い
う
判
断
を
下
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
（
先
づ
第
一

に
、
同
一
知
覚
作
用
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
第
二
の
対
象
の
存
在
を
確
知
し
て
、

そ
れ
か
ら
第
一
の
対
象
の
存
在
し
な
い
こ
と
の
認
識
を
得
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

ら
二
つ
の
判
断
が
下
さ
れ
な
い
問
は
、
存
在
し
う
る
或
る
物
の
非
存
在
を
主
張

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
）
　
（
p
．
　
2
2
，
　
l
，
　
1
7
）
そ
れ
故
に
わ
れ
わ
れ
が
無
知
覚
と

呼

ぶ
も
の
は
、
（
知
識
の
欠
如
で
は
な
く
て
、
積
極
的
な
）
物
（
ぐ
a
s
t
u
）
で
あ
り
、

ま
た
そ
れ
に
つ
い
て
の
（
肯
定
的
な
）
認
識
な
の
“
－
i
“
f
E
｝
“
〈
）
O
　
（
p
．
　
2
2
，
　
l
．
　
1
°
。
）
し

か

る
に
単
に
見
る
は
た
ら
き
（
認
識
作
用
）
の
欠
如
（
三
ー
、
暮
三
と
い
う
だ
け

の

こ
と
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
自
身
は
い
か
な
る
（
積
極
的
な
）
判
断
を
下
し

た
の
で
も
な
い
か
ら
’
い
か
な
る
意
味
を
も
伝
え
な
い
も
の
（
E
　
g
a
m
a
k
a
）
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
見
ら
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
瓶
の
存
在
し
な
い
場
所
と
、
そ

れ

に

つ

い

て
の
認
識
と
が
、
こ
と
ば
の
意
味
し
得
る
内
容
に
従
っ
て
、
　
「
見
ら

れ

る
べ
き
対
象
の
無
知
覚
を
本
質
と
す
る
も
の
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
2
2
，
　
t
．
　
2
u
）
で
は
、
知
覚
を
生
ず
る
た
め
の
諸
条
件
の
集
合
を
そ
な
え
て

い
る
こ
と
（
三
）
〔
二
ρ
三
一
三
三
（
∨
p
［
⑭
3
）
忌
言
一
）
と
は
何
で
あ
る
か
？

　

　

　

　

イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

11　
・
1
四
　
知
覚
を
生
ず
る
た
め
の
諸
条
件
の
集
合
を
そ
な
え
て
い
る
こ

と
と
は
、
知
覚
を
生
ず
る
た
め
の
他
の
諸
条
件
が
す
べ
て
そ
な
わ
っ
て

い

る
こ
と
と
、
お
よ
び
特
別
な
る
そ
れ
自
体
の
存
在
す
る
こ
と
と
で
あ

る
。
〔
1
1
　
・
1
三
〕

　
（
p
．
　
2
2
，
　
t
．
　
2
2
）
　
F
知
覚
を
生
ず
る
た
め
の
諸
条
件
の
集
合
の
存
在
す
る
こ
と
」

と
は
、
例
え
ば
瓶
が
そ
の
知
覚
を
生
じ
る
た
め
の
諸
条
件
の
集
合
を
そ
な
え
た

こ
と
で
あ
る
。
　
「
知
覚
を
生
ず
る
た
め
の
他
の
諸
条
件
が
す
べ
て
そ
な
わ
っ
て

い

る
こ
と
」
と
は
、
次
の
意
味
な
の
で
あ
る
。
瓶
の
観
念
を
生
ぜ
し
め
る
原
因

と
し
て
は
、
1
つ
は
瓶
そ
の
も
の
で
も
あ
り
、
ま
た
他
の
も
の
、
す
な
わ
ち
眼

な
ど
の
感
覚
器
官
な
ど
も
そ
う
で
あ
る
。
「
他
の
諸
条
件
」
（
苫
葺
ぺ
ρ
葛
暮
p
ξ
）

と
は
、
見
ら
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
る
瓶
以
外
の
諸
の
原
因
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ

ら
の
「
す
べ
て
そ
な
わ
っ
て
い
る
こ
と
」
（
s
a
k
a
l
y
a
）
と
は
現
に
存
在
す
る

t　J
　
．
v
　
（
s
a
n
n
i
d
h
i
）
で
a
g
“
Q
O
　
（
p
，
　
2
3
，
　
l
．
　
1
）
自
体
そ
の
も
の
　
（
s
v
a
b
h
E
ぐ
a
）
が
、

そ
れ
が
他
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
特
別
な
る
も
の
（
ぐ
l
s
e
s
a
）

で
あ
る
、
す
な
わ
ち
他
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
た
も
の
（
　
　
ヰ
　
コ
v
l
S
l
s
t
a
）
で
あ
る
、

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
他
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
た
自
体
そ
の
も
の

の

存
在

す
る
こ
と
と
、
お
よ
び
他
の
も
ろ
も
ろ
の
諸
条
件
が
完
全
に
そ
な
わ
っ

て
い
る
こ
と
と
、
こ
の
二
つ
が
、
例
え
ば
瓶
な
ど
（
の
個
物
）
が
知
覚
を
生
ず

る
た
め
の
諸
条
件
の
集
合
を
そ
な
え
た
こ
と
で
あ
る
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
ヒ
号
）

　
特
別
な
る
自
体
そ
の
も
の
？
＜
p
三
三
！
、
但
三
沿
・
恐
声
）

い
て

い
わ
く
、

と
は
何
で
あ
る
か
っ
・
説

二
・

三
　
知
覚
を
生
ず
る
た
め
の
他
の
す
べ
て
の
諸
条
件
が
存
在
し
て

い

る
場
合
に
、
直
接
に
明
証
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
自
体
そ
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の

で
あ
る
。
〔
二
・
一
四
〕

　
（
p
．
　
2
3
，
　
l
．
　
6
）
知
覚
を
起
さ
せ
る
た
め
の
諸
の
原
因
の
う
ち
で
、
　
知
覚
さ
れ

る
べ
き
対
象
で
あ
る
瓶
以
外
の
他
の
諸
条
件
が
す
べ
て
存
在
す
る
場
合
に
、
物

そ
れ
自
体
（
。
・
～
、
巳
旨
日
、
ど
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
必
ら
ず
直
接
明
瞭
に

S
i
？
ら
れ
“
Q
　
（
p
r
a
t
y
a
k
s
a
）
は
ず
で
あ
る
。
　
そ
れ
が
特
別
な
る
n
体
そ
の
も
の

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
の
場
合
の
文
章
の
意
味
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
　
（
1
）
．
　
2
3
，
　
t
．
　
7
）
こ
れ
（
本
文
に
述
べ
て
い
る
こ
と
）
が
個
別
的
な
認
識
主
体

に

関
し
て
言
わ
れ
た
直
接
知
覚
の
定
義
で
あ
る
。
三
゜
N
ω
㊨
べ
゜
　
8
）
こ
う
い
う
わ
け

で
あ
る
か
ら
、
　
↓
人
の
見
る
主
体
が
対
象
を
見
よ
う
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
る

場
合
に

は
、
現
に
見
ら
れ
て
い
る
物
は
上
述
の
二
つ
の
条
件
を
具
備
し
て
い
る
。

こ
れ
に
反
し
て
現
に
見
ら
れ
て
い
な
い
で
、
場
所
三
。
書
）
、
時
間
（
蚕
ε
、

そ
れ
自
体
（
砿
く
ρ
ひ
プ
剖
く
沿
）
に
関
し
て
隔
っ
て
い
る
も
の
（
く
言
「
〔
二
＾
「
三
ロ
）
は
、

た
と
い
（
知
覚
す
る
た
め
の
）
他
の
諸
条
件
を
す
べ
て
具
備
し
て
い
て
も
、
特

別
の
自
体
を
有
し
て
い
な
い
も
の
“
y
　
a
g
　
s
p
O
　
（
1
）
．
　
2
3
，
　
l
．
　
1
0
）
実
に
（
そ
の
場
合

に

も
）
そ
の
見
る
主
体
が
見
る
こ
と
を
可
能
な
ら
し
め
る
諸
の
条
件
は
そ
こ
に

現
に

存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
見
る
主
体
は
、
そ
こ
に
現
に
存

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
八

在
す

る
も
の
を
見
よ
う
と
し
て
は
た
ら
い
た
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
見
る
主
休

が
対
象
を
見
よ
う
と
し
て
は
た
ら
か
な
い
場
合
に
は
’
　
（
そ
れ
ら
の
対
象
は
）

知
覚
し
得
る
適
当
な
場
所
に
存
在
し
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
を
見
る
こ
と
は
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
特
別
な
る
そ
れ
自
体
を
有
し
て
は
い

る
け
れ
ど
も
’
他
の
諸
条
件
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
遠

V
の
場
所
あ
る
い
は
遠
く
離
れ
た
時
間
に
存
す
る
事
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ

ら
は
両
方
の
条
件
を
共
に
欠
い
て
い
る
。
（
亨
口
ω
ラ
、
ふ
」
N
）
そ
れ
故
に
こ
う
い
う

わ
け
で
あ
る
か
ら
、
或
る
人
が
見
て
い
る
場
合
に
は
、
他
の
諸
条
件
が
欠
け
て

い

る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
特
別
な
そ
れ
自
体
の
欠
け
て
い
る
こ

と
（
i
存
在
し
て
い
な
い
こ
と
）
は
あ
り
う
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ

れ
に

反

し
て
人
が
見
て
い
な
い
な
ら
ば
、
知
覚
す
る
に
適
当
な
場
所
に
存
す
る

物
を
見
る
こ
と
は
で
き
る
は
ず
で
あ
る
が
、
　
（
実
際
に
対
象
を
見
る
こ
と
が
な

い

な
ら
ば
、
知
覚
す
る
た
め
の
）
他
の
　
（
主
観
的
な
）
諸
条
件
が
欠
け
て
い
る

の

で

あ
る
。
し
か
る
に
他
の
諸
対
象
（
遠
く
に
あ
っ
て
近
づ
く
こ
と
の
で
き
な

い

も
の
）
は
両
方
の
条
件
と
も
に
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
峯
i
l
v
i
L
n
i
：
L
本
に
z
“
f
　
‘
f
　
y
i
二
∨
三
．
（
u
）
h
ヲ
．
＾
三
工
三
三
・
　
l
l
T
］
Y
e
．
V
l
’
I
P
s
i
l
a
i
n
l
）
h
u
p
r
a
t
y
a
y
e
＄
u

　
s
三
一
三
．
三
ソ
，
n
l
｛
s
n
　
t
〆
ー
”
　
b
l
］
；
L
N
’
（
p
二
巴
ゾ
≦
一
三
ご
〆
．
’
；
．
一
ぢ
ヴ
三
ご

　
（
p
．
　
2
3
，
　
l
．
　
1
5
）
無
知
覚
（
に
本
つ
く
否
定
的
推
理
）
の
実
例
を
挙
げ
た
後
で
、

そ
れ
自
体
（
に
本
つ
く
分
析
的
推
論
）
の
実
例
を
示
し
て
い
わ
く
、
－



二
．

ニハ

　
（
証
因
）
自
身
の
存
在
す
る
こ
と
の
み
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る

（s
ぐ

as
a
t
t
a
m
a
t
r
a
b
h
a
v
i
n
）
証
明
さ
れ
る
べ
き
属
性
を
証
す
る
た
め
に

は
、
そ
れ
自
体
が
理
由
（
証
因
）
と
な
る
．
．
三
二
五
〕

　
（
p
．
　
2
3
，
　
1
．
　
1
7
）
上
述
の
本
文
に
お
い
て
は
「
．
そ
れ
白
体
が
…
…
理
由
（
証
囚
）

で

あ
る
一
と
い
う
結
び
付
き
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
証
明
さ
れ
る
べ

き
も
の
の
自
体
と
は
、
い
か
な
る
理
由
（
．
証
因
）
な
の
で
あ
る
か
？
　
説
い
て

い

わ
く
、
　
　
証
因
そ
れ
自
体
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
、
そ
の
証
明

さ
れ
る
べ
き
属
性
の
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
こ
と
が
定
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
p
．
　
2
3
，
t
’
　
1
8
）
理
由
た
る
も
の
の
自
体
の
存
在
す
る
こ
と
に
依
存
し
て
存
在
す

る
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
理
由
た
る
も
の
の
存
在
す
る
こ
と
を
離
れ
て
は
、

他
の
い
か
な
る
理
由
を
も
必
要
と
し
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
証
因
自
体
の
存

在
す
る
こ
と
の
み
の
中
に
含
ま
れ
て
存
す
る
と
こ
ろ
の
〈
証
明
さ
れ
る
べ
き
も

の

〉
で

あ
る
。
　
（
す
な
わ
ち
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
証
因
そ
の
も
の
の
中
か

ら
分
析
的
に
導
き
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
）

　
（
I
）
．
　
2
3
，
　
l
．
　
2
0
）
こ
の
よ
う
な
〈
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
〉
に
関
し
て
は
’
理

由
と
な
る
も
の
は
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
自
体
な
の
で

あ
る
。
他
の
も
の
が
そ
れ
の
自
体
な
の
で
は
な
い
。
　
（
両
老
は
同
l
の
も
の
な

の

で
あ
る
、
）

　
（
p
．
　
2
3
，
　
i
．
　
2
1
）
実
例
は
次
の
如
し
、
と
い
っ
て
．
説
い
て
い
わ
く
、

イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
ね
ー
寸
⊆
“
－
）

11　
・
　
1
￥
　
例
え
ば
「
こ
れ
は
樹
木
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
シ
ン
シ
t
－
パ

．
－
　
（
S
i
i
p
S
a
p
a
）
樹
で
あ
る
か
ら
⊃
二
こ
ジ
三
・
ニ
ハ
〕

　
（
p
．
　
2
・
1
，
　
t
．
　
2
）
　
r
こ
れ
」
と
い
う
の
は
属
性
の
基
体
（
主
張
命
題
の
主
語
）
で
あ

る
。
「
樹
木
」
と
い
う
の
が
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
゜
の
で
あ
る
。
「
何
と
な
れ
ば
シ

ン

シ

ャ

パ

ー
樹
で
あ
る
か
ら
、
　
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
そ
の

論
式
の

意
味
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
　
　
こ
の
も
の
は
「
樹
木
」
と
い
う
名

称
を
適
用
さ
れ
る
べ
き
（
v
7
、
a
x
、
t
二
三
，
3
・
o
g
y
a
）
で
あ
る
。
　
何
と
な
れ
ば
「
シ

ン

シ

v
パ
　
－
」
と
い
う
名
称
を
適
用
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
、
と
。
　
（
二
N
・
［
へ
“

3
）
さ
て
或
る
愚
人
が
シ
ン
シ
ャ
パ
ー
樹
の
多
い
地
方
に
住
ん
で
い
て
も
’
r
シ

ン

シ

ャ

ハ

ー
一
と
い
う
名
称
を
未
だ
知
ら
な
い
と
き
に
、
或
る
人
が
彼
に
向
っ

て

丈
の

高
い
シ
ン
シ
ャ
ハ
ー
樹
を
示
し
て
「
こ
れ
は
樹
木
で
あ
る
」
と
教
え
た

と
す
る
。
そ
の
と
き
に
そ
の
愚
人
は
自
分
が
愚
か
な
た
め
に
、
シ
ン
シ
ャ
パ
ー

樹
の

丈
の

高
い
こ
と
（
二
〇
う
牡
吟
く
祭
）
が
［
樹
木
」
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る
た
め

の

原
因
　
（
n
i
m
i
t
t
a
）
で
あ
る
と
決
め
て
か
か
る
。
そ
う
し
て
そ
の
と
き
丈
の
高

く
な
い
シ
ソ
シ
ャ
パ
ー
樹
を
見
る
と
’
そ
れ
は
樹
木
で
は
な
い
も
の
だ
と
決
定

（
判
断
）
す
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
こ
の
よ
う
な
愚
人
は
、
シ
ソ
シ
ャ
パ
ー

樹
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
原
因
と
な
っ
て
「
樹
木
」
と
い
う
名
称
で
呼
ば
れ
る

の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
人
か
ら
教
え
て
も
ら
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
の
場
合
に
は
、
丈
の
高
い
こ
と
な
ど
、
他
の
原
因
が
、
樹
木
と
い
う
名
称
で

呼
ば
れ
る
原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
o
そ
う
で
は
な
く
て
、
シ
ン
シ
ャ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九



　
　
　
　
法
華
又
化
研
究
（
七
口
、
－
）

バ

ー
樹
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
が
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
シ
ン
シ

A

－
ハ
－
樹
に
存
す
る
〈
枝
な
と
を
有
し
て
い
る
こ
と
〉
が
原
囚
と
な
っ
て
い
る
、

と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
（
｝
）
．
ピ
、
へ
゜
C
）
結
果
（
が
証
因
と
な
っ
て
い
る
推
理
）
の
実
例
を
示
そ
う
と
し

て

い

わ
く
、

二
・

一八
　
結
果
（
が
証
因
と
な
っ
て
い
る
推
論
）
と
は
’
例
え
ば
次
の
も

の

で
あ
る
一
二
こ
こ
に
火
が
あ
る
．
、
煙
あ
る
が
故
に
。
」
と
。
〔
二
∴
七
〕

　
　
（
p
．
　
2
・
l
，
　
r
．
　
1
．
1
）
　
1
こ
の
場
合
二
．
火
」
と
い
う
の
が
、
　
〈
証
明
さ
れ
る
べ
き
も

　
の
〉
で
あ
る
．
、
　
一
こ
こ
に
　
と
い
う
の
が
属
性
の
基
体
（
主
張
命
題
の
主
語
）

　
な
の
で
あ
る
．
．
　
一
長
あ
る
が
故
に
一
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。
　
因
果
関
係

　
（
k
i
t
r
l
y
r
a
k
i
i
r
a
T
）
a
b
h
i
’
L
v
a
）
は
、
世
間
の
経
験
に
お
い
て
は
、
　
（
1
）
直
接
知
覚

　
（
p
r
a
t
y
a
k
s
a
）
に
よ
＝
　
（
原
因
が
先
に
在
る
と
き
に
、
結
果
が
後
に
起
り
）
、

　
（
2
）
（
こ
れ
に
反
し
て
原
因
が
存
在
し
な
い
と
き
に
は
、
結
果
を
）
知
覚
し
な

　
い
、
と
い
う
こ
と
に
本
つ
い
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
れ
自

　
S
’
　
（
s
v
a
b
h
；
t
v
a
）
に
つ
い
て
の
定
義
を
述
べ
た
と
は
反
対
に
’
　
s
e
果
の
定
義
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
こ

ご
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

9

∫

二

Al

J

兀

会

v
：
r

　1

∫

〔
第
五
節

五
〇

可
能

で
あ

る

か
？

W

綜
合

的
判

断
お
よ

び

分
析

的
判

断
は

い

か
に

し

て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
1
）

　
（
I
）
．
　
2
・
l
，
　
l
°
1
3
）
　
（
反
対
者
い
わ
く
、
－
－
証
因
の
種
類
を
無
知
覚
と
そ
れ
自
体

と
結
果
と
の
．
二
つ
で
あ
る
と
定
め
る
こ
と
が
正
し
い
か
ど
う
か
が
問
．
題
と
さ
れ

ね

ば

な
ら
な
い
。
す
で
に
汝
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
）
三
つ
の
特

性
が

あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
に
通
ず
る
証
因
が
唯
だ
1
つ
で
あ
る
と
い

う
こ
と
は
不
合
理
て
は
な
い
か
。
も
し
も
そ
れ
ら
が
1
つ
の
証
因
（
と
い
う
類
）

の

異

な
っ
た
種
類
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
区
別
（
竺
さ
（
5
が
あ
る
と
い

う
な
ら
ば
、
そ
れ
な
ら
は
、
そ
れ
自
体
な
る
理
f
i
　
（
s
v
a
l
）
h
a
ぐ
a
h
e
t
u
）
と
い
う

1
つ
の

種
類
に

つ

い
て

も
無
数
の
種
類
の
区
別
を
立
て
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

（
そ
の
種
類
は
無
限
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
）
三
つ
の
み
に
限
る
こ
と
は
不
合

理
で
あ
る
。
と
，

　

こ
れ
に
対
し
て
（
分
類
の
．
原
理
を
）
答
え
て
い
わ
く
、
－

二
・

三
　
こ
の
う
ち
で
二
つ
　
（
そ
れ
自
体
と
結
果
と
）
は
事
物
を
成
立

さ
せ
る
も
の
（
v
a
s
t
u
s
抽
d
h
a
n
a
）
で
あ
る
。
　
（
す
な
わ
ち
肯
定
的
判
断

の

理
由
で
あ
る
。
）
　
一
つ
（
ー
無
知
覚
）
は
否
定
を
成
立
さ
せ
る
理
由

（p
r
a
t
i
＄
e
d
h
a
h
e
t
u
）
で
あ
る
、
（
1
1
　
・
　
I
T
〕

　
（
1
，
°
2
1
’
i
．
　
1
6
）
　
1
こ
の
う
ち
，
一
三
す
な
わ
ち
こ
れ
ら
三
つ
の
理
川
の
う
ち
で
、

二
つ

の

理
由
は
事
物
を
成
立
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
廿
定
（
ー
・
i
d
h
i
）



を
成
立
さ
せ
る
証
因
で
あ
る
。
　
一
つ
は
否
｛
’
e
2
　
（
p
r
a
t
i
t
c
d
l
）
a
）
を
成
立
さ
せ
る

理
由
（
証
因
）
で
あ
る
。
そ
う
し
て
否
定
と
は
無
と
実
際
生
活
に
お
け
る
無
の

は

た

ら
き
（
と
に
本
つ
く
推
論
）
を
’
1
．
．
z
う
の
イ
＼
あ
る
と
解
す
ぺ
S
t
b
で
あ
る
。
（
」
｝
°

L
）
．
1
，
　
t
．
　
1
㏄
）
そ
れ
故
に
上
述
の
文
章
の
意
味
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
（
も
ろ
も

ろ
の
証
因
は
そ
れ
自
身
互
い
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
間
接
に
こ
れ

か

ら
証
明
し
　
”
‘
う
と
す
る
も
の
の
差
逗
に
本
つ
い
て
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
、
）
　
理
由
は
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
存
在
を
確
証
す
る
た
め
の
も
の
で
あ

る
か
ら
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
従
属
し
て
い
る
手
段
（
旨
（
三
∨
↑
三
顎
じ
で

あ
る
。
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
主
要
な
も
の
（
p
r
a
d
h
i
u
i
a
）
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
　
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
従
属
し
て
い
る
手
段
（
u
p
a
k
a
r
a
i
）
a
）

で

あ
る
理
由
は
、
主
要
な
も
の
で
あ
る
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
差
違
に
応
じ

て

異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
か
異
な
っ
て
い
る
た
め
に
、
こ
の

よ
う
な
種
類
の
区
別
が
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
（
p
．
　
2
1
，
、
．
　
I
C
J
）
さ
て
証

明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
は
、
或
る
も
の
は
肯
定
で
あ
り
’
或
る
も
の
は
否

定
で
あ
る
。
そ
う
し
て
肯
定
と
否
定
と
は
互
い
に
他
を
排
除
す
る
も
の
と
し
て

（l）E
w
a
s
．
　
I
）
a
l
，
〔
ξ
巴
，
三
日
’
e
l
）
a
）
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
の
理
由
も
お
の

つ
か
ら
異
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
（
1
）
．
　
2
・
！
，
へ
．
　
2
0
）
肯
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
も

ま
た
、
或
る
も
の
は
理
由
と
異
な
っ
て
い
て
、
或
る
も
の
は
異
な
っ
て
い
な
い

な
い
。
異
な
っ
て
い
る
こ
と
と
異
な
っ
て
い
な
い
こ
と
と
は
、
互
い
に
他
を
排

除
し
合
う
と
い
う
（
矛
盾
の
原
理
）
に
従
っ
て
、
（
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
）

自
己
を
確
立
す
る
た
の
の
理
由
が
互
い
に
異
な
っ
て
い
る
の
K
l
，
A
｛
I
｝
r
Q
。
　
（
1
｝
．
　
I
］
［
l
，

　

　

　

　

イ
ン
ト
ば
理
学
の
理
解
の
（
」
こ
に
（
中
村
）

l
　
1
）
そ
れ
故
に
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
互
い
に
矛
盾
し
て
い
る
が
故
に
、

（
お
の

つ

か

ら
間
接
に
）
も
ろ
も
ろ
の
理
由
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
自
身
に
本
つ
い
て
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

　　　
　　↓

”一

：←

　　知
　　克
　　　の

　　　問

　　　題

　　　に

す

て
に
「
ニ
ヤ
ー
ヤ
・
ビ
ン
ド
ゥ
』
　
・
＝
二
て
も
論
ぜ
ら
れ
て
い

　

〔
本
質
的
S
E
〈
r
r
　
p
r
a
t
i
l
）
a
二
（
三
p
の
説
明
〕

　
（
1
）
．
　
2
5
，
　
t
．
　
3
）
で
は
’
こ
れ
ら
三
つ
の
関
係
が
す
べ
て
理
由
で
あ
る
の
は
何
故

で
あ
る
か
？
　
ま
た
他
の
関
係
が
理
由
と
は
な
ら
な
い
の
は
何
故
で
あ
る
か
。

こ
の
よ
う
な
疑
い
に
対
し
て
、
い
か
に
し
て
こ
れ
ら
三
つ
の
み
が
理
由
と
な
り
、

そ
う
し
て
他
の
も
の
は
理
由
と
は
な
ら
な
い
か
’
と
い
う
こ
の
二
つ
の
こ
と
を

示

そ
う
と
し
て
説
い
て
い
わ
く
、

二
・

二
（
」
　
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
自
体
（
甲
）
が
他
の
も
の
（
乙
）
と
本
質
的

に

結
合

し
て
い
る
と
き
に
、
1
つ
の
も
の
（
甲
）
が
他
の
も
の
（
乙
）

（
の

存
在

す
る
こ
と
を
）
知
ら
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
三
・
三
〕

　
（
三
．
讐
゜
へ
゜
ε
自
体
が
本
質
的
に
結
合
し
て
い
る
（
σ
＜
江
三
る
／
’
a
p
r
a
t
i
b
a
n
d
h
a
）

と
い
う
の
は
、
本
性
上
（
s
v
［
二
》
［
一
割
く
c
二
P
）
結
合
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
手
段
（
∫
割
（
＝
）
2
L
T
l
a
）
は
ζ
｛
語
尾
1
7
‥
よ
っ
て
示
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

合
成
語
が
作
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
．



　
　
　
　
法
華
丈
化
研
究
（
七
号
）

　
（
p
．
　
2
r
，
，
　
l
．
　
7
）
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
証
因
の
原
閃
［
で
あ
ろ
う
と
も
、
　
あ

る
い
は
証
因
の
自
体
そ
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
本
性
上
へ
そ
れ
自
体
と
し
て
）

本
質
的
に
結
合
し
て
い
る
こ
と
は
、
結
果
に
と
っ
て
も
’
そ
れ
自
体
に
と
っ
て

も
、
異
な
っ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
に
　
そ
れ
白
体
が
他
の
も
の
と
本
質
的
に
結

合
し
て
い
る
　
と
い
う
一
つ
の
合
成
語
を
も
っ
て
、
両
方
の
関
係
を
と
も
に
含

め
て
言
う
の
で
あ
る
。
（
つ
層
N
ロ
ー
、
°
つ
。
）
一
何
と
な
れ
ば
一
と
、
㎡
う
の
は
理
由
を
示

す
語
で
あ
る
．
．
（
1
）
．
　
2
．
5
°
t
．
　
9
）
　
（
証
因
と
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
の
聞
に
）
そ

れ

自
体
に
関
す
る
本
質
的
結
合
関
係
の
存
す
る
と
き
1
7
‥
、
　
〈
証
明
を
な
す
理
由

と
な
る
事
物
〉
（
翁
（
；
〔
三
笥
三
ρ
）
が
〈
・
．
証
明
さ
れ
る
べ
き
事
S
／
l
）
〉
　
（
s
i
t
d
h
．
v
　
i
u
　
t
h
i
，
）

を
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
故
に
上
述
の
三
つ
の
関
係

の

み

が

証
明
を
成
立
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
反
し
て
他
の
諸
の
関
係
は

証
明
を
成
立
さ
せ
な
い
の
で
あ
ろ
。

（
－
－
）
　
C
”
：
’
‘
り
名
詞
の
第
一
、
，
倍
が
動
詞
び
ら
の
派
生
名
詞
三
合
し
て
合
び
．
ば
ち
一
？
・
う
こ
と
を
い

　
J
r
　
’
t
こ
の
合
成
語
に
、
】
．
コ
三
三
文
典
1
1
ー
ユ
ー
3
2
の
規
走
に
・
⊃
一
、
、
t
　
”
t
t
l
　
1
？
て
力
る
一
、

　
　
k
；
i
i
’
t
r
k
a
r
n
t
．
w
　
1
“
，
t
i
i
　
b
a
l
i
u
l
；
三
m
．
　
（
I
t
，
　
l
．
3
2
）
　
”
　
A
g
（
L
i
i
：
＝
n
c
［
　
1
1
1
S
t
l
＝
T
）
l
e
］
二
；
L
l
　
w
e
「
－

　
d
｛
7
n
　
h
二
u
　
［
l
　
k
t
　
n
i
　
i
t
　
e
i
n
e
n
］
　
v
e
］
＝
，
i
l
l
e
］
’
ン
N
t
v
r
z
e
1
　
a
b
g
e
l
e
i
t
v
t
e
”
　
N
O
l
l
一
e
l
l
≧
i
　
／
t
t
ゴ
T
］
l
e
〒

　
g
e
s
e
t
z
t
’
”
　
（
B
二
＝
二
三
ε
C
だ
例
・
．
　
し
て
ば
u
h
i
＝
n
t
a
　
（
蛇
に
｛
r
．
　
…
，
　
．
；
°
‥
〕
）
、
＝
a
l
∧
h
a
n
i
r
b

　
　
（
爪
！
’
引
き
．
、
裂
い
れ
た
）
，
二
い
う
語
か
ラ
戸
げ
ら
n
ぐ
い
∴
．

　
（
p
．
　
2
5
，
　
t
．
　
1
1
）
で
は
、
そ
れ
自
体
の
上
で
の
本
質
的
結
合
関
係
の
存
在
す
る

場
合
に

の

み
、
証
明
さ
れ
る
も
の
と
証
明
す
る
も
の
と
の
関
係
が
成
立
し
て
、

池
の
場
合
に
は
成
立
し
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
か
つ
・

互
．
一

二
・

三
　
何

と
な
れ
ば
他
の
輻
物
と
そ
れ
口
体
の
上
で
本
質
的
に
結
合

し
て
い
な
い
事
物
は
、
他
の
事
物
と
例
外
な
く
必
然
的
に
共
仔
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〔
1
1
　
・
　
1
1
0
）

　
（
二
に
ロ
へ
．
＝
）
一
他
の
事
物
と
本
質
的
に
結
合
し
て
い
な
い
一
と
い
う
の
は
’

そ
れ
自
体
の
上
で
本
質
的
に
結
合
し
て
い
な
い
こ
と
を
1
1
i
l
I
う
の
で
あ
る
。
（
二
に
っ
゜

、
ニ
コ
）
甲
な
る
も
の
が
乙
な
る
も
の
と
そ
れ
自
体
の
上
で
本
質
的
に
結
合
し
て

い

な
い
な
ら
ば
、
甲
が
乙
と
例
外
な
く
共
存
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
と
本
質
的
に
結
合
し
て
い
な
い
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ

の

も
の
が
例
外
な
く
そ
7
1
と
共
仔
し
て
い
る
と
い
う
制
限
は
存
在
し
な
い
か
ら
、

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
（
二
N
口
’
t
．
　
1
7
）
そ
の
意
味
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
何
と

な
れ
ば
、
甲
の
も
の
が
そ
れ
自
体
の
上
で
乙
と
本
質
的
に
結
合
し
て
い
な
い
な

ら
ば
、
甲
は
、
本
質
的
に
結
合
し
て
い
る
対
象
で
は
な
い
も
の
（
乙
）
と
離
れ

て
存
在
し
な
い
、
と
は
必
ら
ず
し
も
言
い
得
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
〈
不

可
分

離
の
関
係
〉
（
ヲ
∴
＝
i
t
l
）
t
l
i
L
V
．
1
1
1
i
V
a
l
l
l
a
）
が
あ
る
と
は
限
ら
な
い
。

　
（
p
．
　
2
5
，
　
i
．
　
1
8
）
と
こ
ろ
で
、
甲
が
あ
れ
ば
必
ら
ず
乙
が
あ
る
と
い
う
結
合
（
共

在
）
関
係
（
ト
ニ
，
ン
、
a
l
・
h
i
⌒
．
葺
3
が
定
ま
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
証
明
さ
れ
る
も
の

と
証
明
す
る
も
の
と
の
関
係
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
（
p
．
　
2
5
，
へ
’
1
9
）
何
と
な

れ
ば
、
証
因
と
い
う
も
の
は
、
あ
た
か
も
灯
光
の
よ
う
に
知
覚
範
囲
の
外
に
あ

る
対
象
（
P
a
l
、
三
（
1
巴
．
巳
山
但
）
を
自
ら
の
適
応
性
（
ソ
．
二
空
、
〔
ピ
言
）
に
よ
っ
て
理
解
さ



せ

る
に
至
る
原
因
で
あ
る
と
わ
れ
わ
7
1
は
考
え
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な

V
て
、
°
証
因
は
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
の
結
合
関
係
に
因
し
て
例
外
の
な
い

も
の
と
し
て
確
知
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
S
’
Y
“
S
i
Q
。
　
（
p
．
　
2
5
，
　
l
．
　
2
0
）

そ
れ
故
に
両
老
の
間
に
そ
れ
自
体
の
上
の
本
／
7
的
結
合
関
係
（
s
v
a
1
，
h
i
£
ー
、
3
）
日
－

ti

ba
n
dh
a
）
　
（
］
存
す
る
と
き
に
、
　
不
可
分
離
の
関
係
（
〔
プ
．
三
〔
二
）
言
三
2
ε
の

あ
る
こ
と
が
確
知
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
両
者
の
間
に
〈
知
ら
れ
る
も
の
〉
と
〈
知

ら
し
め
る
も
の
〉
と
の
関
係
（
顕
p
三
〉
、
〔
亮
日
巨
（
ρ
三
五
く
已
が
成
立
す
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
甲
と
乙
と
の
間
に
そ
れ
自
体
の
上
の
本
質
的
拓
合
関
係
の
右
す

る
と
き
に
一
つ
の
事
物
（
甲
）
が
他
の
事
物
（
乙
）
を
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
も
そ
う
で
な
い
な
ら
は
、
知
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、

こ
い
う
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
マ
N
□
S
°
l
e
2
）
で
は
、
そ
の
両
者
の
関
係
は
他
に
従
属
し
て
い
る
も
の
（
る
－

l
’
．
f
i
y
a
t
t
a
）
が
、
他
に
従
属
し
て
い
な
い
も
の
（
a
I
）
2
1
1
，
3
、
E
I
．
t
t
2
L
）
と
本
質
的
に
結

合

し
て
い
る
こ
と
で
は
な
い
か
。
で
は
、
こ
の
場
合
、
　
〈
．
証
明
さ
れ
る
べ
き
も

の
〉
と
〈
証
因
〉
と
の
う
ち
で
、
い
つ
れ
が
い
つ
れ
に
本
質
的
に
結
合
（
従
属
）

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
．
、

二
・

一三
　
そ
う
し
て
そ
の
（
本
質
的
結
合
関
係
）
は
、
証
因
が
証
明
さ
れ

る
べ
き
事
物
に
結
合
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
、
．
三
・
三
〕

　
（
p
．
　
2
6
，
　
L
　
I
Z
）
　
t
s
Y
J
，
り
．
．
し
／
i
“
て
の
⊥
△
・
禄
只
的
ハ
頑
ム
ロ
悶
パ
係
ゆ
；
1
）
、
罪
肌
］
内
［
が
．
証
明
〉
こ
れ
s
o
べ

き
事
物
と
自
体
の
上
で
本
質
的
に
結
合
し
ジ
、
い
る
こ
と
な
の
〔
、
あ
る
。
証
囚
は

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
聾
．
学
の
理
解
の
た
い
に
（
中
村
）

他
に
従
属
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
他
の
も
の
と
本
質
的
に
結
合
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
証
明
さ
れ
る
ぺ
き
事
物
は
、
他
の
も
の
に
従
属
し
て

い

な
い
か
ら
、
本
質
的
結
台
関
係
を
受
け
る
対
C
“
“
　
（
p
r
a
t
i
b
a
n
d
h
a
v
i
s
a
y
a
）
な

の

で

あ
る
。
他
の
も
の
に
本
質
的
に
結
合
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
意

味
で

あ
る
。
三
゜
2
6
，
　
l
°
O
）
こ
の
文
章
の
意
味
は
次
の
ご
と
v
で
あ
る
。
1
（
証

因
が
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
自
体
で
あ
る
と
き
）
証
因
と
．
証
明
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
が
同
一
の
本
性
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
関
係
は
異
な
ら
な
く
て
も
、
他

の

も
の
と
本
ロ
ー
－
的
に
結
合
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
辻
明
さ
れ
る
べ
き
も

の

の

存
在
を
知
ら
せ
る
も
の
（
．
証
因
）
で
あ
り
、
本
質
的
結
合
を
受
け
と
る
対

象
た

る
も
の
が
知
ら
さ
れ
る
も
の
（
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
）
な
の
で
あ
る
。

（
p
．
　
2
6
，
　
i
°
　
’
1
）
そ
う
し
て
或
る
属
性
（
（
＝
三
〔
己
ε
の
そ
れ
自
体
が
或
る
物
に
必

ら
ず
存
在
し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
属
性
は
そ
の
物
に
本
質
的
に
結
合
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
努
力
を
起
こ
し
た
直
後
に
発
せ
ら
れ
る
こ
と
」
と
い

う
属
性
は
一
無
常
性
」
に
結
合
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
或
る
属
性
の
そ
れ
自

体
が
、
あ
る
場
合
に
は
甲
で
あ
り
、
あ
る
場
合
に
は
乙
で
あ
る
と
い
う
と
き
に

は
、
そ
の
属
性
は
本
質
的
結
合
を
受
け
る
対
象
で
あ
っ
て
、
他
の
も
の
に
本
質

的
に

結
合
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
例
え
は
一
無
常
性
　
と
い
う
属
性
が
一
努

力
を
起
し
た
直
後
に
発
せ
ら
れ
る
こ
と
一
と
い
う
属
性
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
。

（何
と
な
れ
ば
、
「
努
力
を
起
こ
し
た
直
後
に
発
せ
ら
れ
る
」
も
の
の
外
に
も
「
無

常
な
る
も
の
　
が
い
く
つ
も
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
、
）
三
゜
　
2
6
，
、
’
　
7
）
何
と
な

れ

ば
、
　
一
つ
の
も
の
か
ら
他
の
も
の
の
存
在
を
証
明
す
s
〈
）
　
“
　
）
い
う
関
係
は
必
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
　
法
華
芝
化
研
究
へ
七
ロ
ヴ
）

的
な
結
合
関
係
に
欽
存
し
て
成
己
す
ろ
の
ろ
、
あ
る
。
そ
う
し
！
、
一
芳
わ
を
起
し

た
直
後
に
発
せ
ら
れ
る
こ
L
二
そ
れ
白
体
は
一
無
常
性
一
を
右
質
と
し
て
い
る

－
，
p
　
g
　
（
a
n
i
t
．
y
a
t
v
a
s
．
　
v
a
》
h
i
L
／
、
a
）
で
あ
る
と
確
認
さ
れ
て
い
る
’
し
た
が
っ
て

そ
の
属
性
そ
の
も
の
（
「
努
力
を
起
し
た
直
後
に
発
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
」
）

は

無
常
性
に
本
質
的
に
結
合
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
一
つ
の
も
の
か

ら
他
の
も
の
の
存
在
を
゜
証
明
す
る
と
い
う
関
係
は
、
対
蒙
が
定
ま
っ
て
い
る
も

の

に

関
し
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
。
そ
れ
以
外
に
は
成
己
し
な
い
。

　
（
p
．
　
2
6
，
　
i
．
　
！
0
）
で
は
、
証
内
が
そ
れ
自
体
に
お
い
て
〈
証
明
さ
れ
る
べ
き
も

の

〉

と
本
質
的
に
結
合
し
て
い
る
の
は
何
故
で
あ
る
か
？

二
・
二
三
　
実
体
に
関
し
て
言
え
ば
（
v
a
s
t
u
t
a
ぽ
）
（
証
因
た
る
事
物
は
）

証

明
さ
れ
る
べ
き
事
物
と
同
l
で
あ
る
が
、
あ
る
い
は
証
明
さ
れ
る
べ

き
事
物
か
ら
結
果
と
し
て
生
起
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
〔
二
・

一三
〕

　
（
l
）
．
　
2
6
，
　
t
．
　
1
2
）
そ
の
も
の
（
．
証
因
）
の
自
体
（
笥
葺
峯
n
　
＝
　
s
v
a
l
）
h
　
t
r
L
v
a
）
が
証

明
さ
れ
る
べ
き
事
物
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
（
証
因
）
は
そ
の
（
証
明
さ
れ
る

べ

き
事
物
）
を
本
質
と
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
証
因
（
轟
（
三
p
コ
9
能
立
）
が
証

明
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
本
質
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
証
因
は
そ
れ
自
体

に
お
い
て
〈
証
明
ざ
れ
る
べ
き
も
の
〉
に
本
質
的
に
結
合
（
従
属
）
し
て
い
る

と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　

「
も
し
も
゜
証
因
が
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
本
質
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
∴
－
匹
．

ら
ば
、
山
因
と
正
明
ン
、
」
°
川
る
＼
き
も
の
と
は
区
別
が
無
い
こ
と
に
な
る
の
で
、
理

由
は
主
張
命
題
の
主
．
張
す
る
市
が
ら
（
ヌ
p
声
二
竺
p
二
言
シ
の
一
部
く
R
　
（
e
k
a
d
e
．
g
a
）

に

す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
　
と
い
う
論
難
が
起
こ
る
か
も

し
れ
な
い
の
で
、
　
＝
実
体
に
関
し
て
言
え
ば
一
云
々
と
（
制
限
を
付
し
て
）
説

く
の
で
あ
る
。
最
高
真
実
の
実
在
で
あ
る
（
勝
義
に
お
い
て
存
す
る
言
「
p
三
和

rth
a
：
　
a
t
）
　
4
￥
”
　
：
　
（
r
u
T
》
a
）
に
つ
い
て
f
．
、
口
う
な
ら
ば
、
両
者
は
無
区
別
な
の
で
あ

s
．o

O
　
（
p
．
　
L
）
t
l
．
　
i
°
三
〕
し
か
し
な
が
ら
、
構
想
作
用
（
x
’
i
k
a
l
p
f
t
）
の
対
象
は
、
構

想
作
用
に
よ
っ
て
有
＝
と
想
定
さ
れ
た
　
（
s
．
a
m
7
u
’
o
p
i
t
’
a
）
す
が
た
で
あ
る
。
も

し
そ
れ
に
依
存
し
て
言
う
な
ら
ば
、
　
〈
証
明
さ
れ
る
も
の
〉
と
〈
証
因
〉
と
は

異

な
っ
て
い
ろ
の
で
あ
る
。
（
二
に
エ
、
二
〇
）
或
る
も
の
に
本
つ
い
て
他
の
も
の

を
証
明
推
知
し
う
る
関
係
は
、
（
両
者
の
間
の
）
必
然
的
関
係
（
　
　
　
n
l
S
C
a
Y
a
）
に

本
つ
い
て
成
立
し
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
そ
れ
故
に
両
者
が
別
な
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
と
は
、
必
然
的
間
係
と
構
想
作
用
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
す

が

た
と
に
本
つ
い
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
正
し
い
。
し
か

る
1
7
ふ
（
両
者
の
状
．
底
に
存
す
る
）
実
体
に
関
し
て
1
”
’
：
え
ば
、
両
者
は
異
、
な
ら
な

い

の

で
あ
る
。

　
（
p
．
　
2
6
’
＼
二
ご
単
に
（
証
因
と
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
の
）
同
一
関
係
に

本
つ
い
て
の
み
（
推
理
を
成
立
さ
せ
る
関
係
が
成
立
す
る
の
で
は
な
い
、
）
　
そ

う
で
は
な
く
て
証
因
が
〈
証
明
さ
．
7
：
．
る
べ
き
も
の
〉
に
本
つ
い
て
生
起
し
た
結

果
で
あ
る
（
と
い
う
関
係
も
可
能
で
あ
る
、
）
　
す
な
わ
ち
そ
れ
（
．
証
明
さ
れ
る

べ

き
も
の
）
か
ら
の
生
起
の
関
係
に
よ
っ
て
も
、
証
因
が
証
明
さ
れ
る
べ
き
事



物
に
そ
れ
自
体
が
（
因
果
関
係
の
上
で
）
従
属
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
＝

う
る
の
で
あ
る
、
t

　
（
二
に
9
～
．
二
こ
扁
因
が
そ
れ
自
体
従
属
す
る
と
い
う
関
係
（
∫
1
．
三
・
三
二
．
三
三
T

ti

l）a
n
〔
＝
l
a
）
が
上
述
の
．
一
つ
の
原
内
（
同
一
関
係
と
因
果
関
係
）
に
本
つ
い
て

の

み
成

立

し
、
他
の
原
囚
に
本
つ
い
て
は
成
立
し
な
い
の
は
何
故
で
あ
る
か
。

二
・

二
四
　
（
証
因
が
）
そ
れ
（
1
1
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
）
を
自
体
と
し

て

い

る
の
で
も
な
く
、
ま
た
そ
れ
か
ら
生
起
し
た
（
結
果
）
で
も
な
い

　
　
（
1
）

な
ら
ば
、
証
因
の
自
体
が
そ
れ
に
従
属
し
て
い
る
（
p
r
a
t
i
b
a
d
d
h
a
）
こ

と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
三
・
二
三
〕

　
（
p
．
　
2
6
，
　
t
°
　
2
1
）
甲
の
自
体
が
乙
で
あ
る
な
ら
ば
、
甲
は
乙
を
自
体
と
し
て
い

る
。

　
（
p
．
　
2
7
，
　
t
．
　
1
）
そ
の
場
合
に
、
証
因
が
そ
れ
（
‘
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
）
を

自
体
と
し
て
い
る
の
で
も
な
く
、
ま
た
そ
れ
を
生
起
の
根
源
と
し
て
い
る
の
で

も
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
（
証
因
の
）
自
体
は
何
も
の
に
も
従
属
し
な
い
こ
と
に
な

る
。
そ
の
理
由
の
故
に
、
と
い
う
の
が
ス
ー
ト
ラ
（
z
U
t
1
－
2
Z
本
文
）
の
意
味
で
あ

，
〈）

O
　
（
p
．
　
2
7
，
　
l
．
　
3
）
も
し
も
或
る
も
の
の
自
体
が
そ
れ
の
自
体
で
な
い
も
の
及
び

そ
れ
を
生
ぜ
し
め
る
も
と
の
も
の
（
能
生
）
で
は
な
い
も
の
に
従
属
し
て
い
る
の

で

あ
る
な
ら
ば
、
（
同
一
関
係
と
因
果
関
係
以
外
の
）
他
の
原
因
に
本
つ
い
て
も
、

そ
れ
自
体
の
従
属
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
実
際
に
は
（
上
述
の
二

つ
の

関
係
以
外
に
は
）
他
の
も
の
に
従
属
せ
る
自
体
な
る
も
の
は
何
も
存
在
し

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

得
な
い
O
　
（
p
．
　
2
7
，
　
l
．
　
S
）
そ
れ
故
に
証
因
が
他
の
も
の
に
本
質
的
に
結
合
（
従
属
）

し
て
い
て
（
必
然
的
に
．
ぱ
へ
在
－
）
’
r
、
い
る
こ
．
v
）
は
、
証
国
自
体
が
そ
れ
（
証
明

さ
れ
る
べ
き
も
の
）
・
二
同
一
て
あ
る
こ
と
二
同
一
関
係
）
ま
た
は
そ
れ
か
ら
生

起
し
た
こ
と
（
因
果
関
係
）
に
よ
’
；
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

A1
’1
’！

L）

ノ♪ 千

i目．
言
f
・
1

4

11

フ
て

れ
を
生
起
す
ろ
起
源
と
し
て
い
ろ
の
て
も
な
い

　

（
p
．
　
2
7
，
　
l
°
⑦
）
〔
反
対
老
い
わ
く
　
　
〕
　
（
そ
の
議
論
を
わ
れ
わ
れ
は
承
認
す

る
こ
と
と
し
よ
う
、
）
　
証
因
が
そ
れ
自
体
他
の
も
の
に
従
属
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、
同
l
関
係
（
日
合
〔
己
累
已
ま
た
は
因
果
関
係
（
9
（
三
芭
昌
三
に
よ

っ

て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
（
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の

の
）
結
果
（
言
1
’
）
v
’
［
1
）
ま
た
は
そ
れ
自
体
（
鎗
≦
二
）
言
≦
）
の
み
が
証
因
た
り
う

る
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
に
し
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
？

二
・

二
五
　
そ
う
し
て
自
体
が
そ
れ
と
同
l
で
あ
る
こ
と
（
同
一
関
係
）
と

そ
れ
か
ら
生
起
し
た
こ
と
（
因
果
関
係
）
と
は
、
そ
れ
自
体
ま
た
は
結
果

に

の

み

従
属
す
る
。
そ
れ
故
に
、
専
ら
そ
の
両
者
に
よ
っ
て
の
み
、
実

ts
±
　
（
v
a
s
t
u
）
　
Q
存
在
す
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
〔
二
・
二
四
〕

　
（
p
．
　
2
7
，
　
i
．
　
1
0
）
　
（
証
因
と
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
の
）
同
一
関
係
と
因
果

関
係
と
は
そ
れ
自
体
及
び
結
果
と
に
本
つ
い
て
の
み
確
立
し
、
そ
う
し
て
証
因

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

に

本

つ
い

て
或
る
も
の
が
推
知
さ
れ
る
と
い
う
関
係
は
、
そ
の
両
者
に
本
つ
い

て
成
立
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
故
に
結
果
と
そ
れ
自
体
と
の
い
つ
れ
か
I
つ
に

本
つ
い
て
実
体
の
存
在
す
る
こ
と
（
実
体
に
つ
い
て
の
肯
定
的
判
断
）
が
証
明

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
肯
定
（
v
i
d
h
i
）
が
論
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
第

六
節

　
否
定
判
断
の

原
理
〕

　
O
．
　
2
7
，
　
l
．
　
1
2
）
見
ら
れ
得
な
い
も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
　
（
（
三
箒
∨
、
割
三
三
巳
P

m
b
h
a
）
と
に
本
つ
い
て
も
、
否
定
的
判
断
（
三
p
ご
湾
（
巨
○
が
成
立
す
る
と
い

う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
認
め
ら
れ
な
い
の
か
”
’
そ
こ
で
答
え
て
い
わ
く
、

二
．

二
六
　
否
定
判
断
の
成
立
す
る
こ
と
は
、
た
だ
上
述
の
よ
う
な
、
も
の

を
知
覚
し
な
い
こ
と
に
本
つ
い
て
の
み
起
る
。
〔
二
二
豆
〕

　
（
P
．
　
2
7
，
　
l
°
ご
）
否
定
的
な
言
い
表
わ
し
（
三
葺
ゴ
。
〔
三
p
ジ
．
ぢ
、
ρ
プ
自
○
　
の
成

立

す
る
こ
と
は
、
た
だ
上
述
の
よ
う
な
見
ら
れ
得
る
も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
と

（cl
rg
y
．
－
a
n
u
p
l
a
t
メ
l
h
i
）
に
本
つ
い
て
の
み
起
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
れ
以
外
の
も

の

か

ら
は
起
こ
ら
な
い
、
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
す
な
わ
ち
見
ら
れ

得

な
い
も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
と
に
本
つ
い
て
起
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
、
）

　
（
p
．
　
2
Z
　
l
．
　
1
6
）
で
は
、
先
づ
そ
れ
は
、
何
故
に
そ
の
よ
う
な
も
の
に
本
つ
い

て

起
る
の
で
あ
る
か
？

二
・

二
七
　
実
体
（
～
、
〔
ワ
声
z
）
が
陥
在
す
る
易
合
に
は
（
そ
れ
が
認
識
さ
れ

て
）
、
そ
れ
（
‖
無
知
覚
）
は
成
立
し
得
な
い
が
故
に
．
三
・
　
一
六
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
丘
六

　
（
ワ
に
バ
で
］
〔
］
）
否
定
さ
れ
る
べ
き
（
｝
芸
o
竺
湾
（
三
Z
o
）
実
体
が
存
在
す
る
場
合

に

は

（
そ
れ
が
知
覚
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
）
見
ら
れ
得
る
も
の
を

知
覚

し
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
不
可
能
な
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
に
本
つ
い
て
否
定
（
否
定
判
断
）
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
見
ら
れ
得
ろ
・
v
の
を
知
覚
し
な
い
か
・
ら
、
そ
れ
か
存
在
し
な
い
、
と
結
ソ
、
醐
す
ろ
㏄
て
あ
る
。

　
（
p
．
2
7
，
　
t
，
　
2
C
）
で
は
、
そ
れ
に
本
つ
い
て
の
み
（
否
定
が
起
り
、
想
像
し
得

な
い
事
物
を
否
定
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
の
は
）
何
故
で
あ
る
か
？

二
・
二
八
　
何
と
な
れ
ば
、
も
し
も
そ
う
で
は
な
い
な
ら
ば
、
（
す
な
わ
ち

見

ら
れ
得
な
い
も
の
が
知
覚
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
が
確
定
し
て
い
る

な
ら
ば
）
、
　
無
知
覚
の
た
め
の
諸
条
件
の
具
わ
っ
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の

事
物
、
そ
う
し
て
時
間
・
空
聞
・
そ
れ
自
体
に
関
し
て
遠
く
離
れ
て
い

る
も
の
に
関
し
て
は
認
識
主
体
の
直
按
知
覚
は
は
た
ら
か
な
い
か
ら
、

〔
そ
れ
だ
か
ら
と
て
〕
」
そ
れ
ら
が
存
在
し
な
い
」
と
断
定
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
∨
〔
二
・
二
七
〕

　
（
1
，
．
　
2
，
R
，
　
1
°
3
一
も
し
も
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
一
と
い
う
語
の
音
心
味
は
、
実
体

が
存
在

し
て
い
る
の
に
、
見
ら
7
1
1
3
な
い
も
の
を
知
覚
し
得
な
い
と
い
う
こ
と

が
成

立

し
て
い
る
な
ら
は
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
、
ま
さ
に
こ
の
理
由
の
故
に
、

（人
生
に

お
け

る
）
否
定
的
昌
．
］
い
表
わ
し
の
成
立
は
、
他
の
無
知
覚
（
見
ら
れ



得

な
い
も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
と
）
に
本
つ
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
ど
う
し

て

そ
の
事
を
言
い
得
る
の
で
あ
る
か
？
（
形
而
上
学
的
な
）
実
体
が
存
在
し
て

い

る
場
合
に
も
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
無
知
覚
が
成
立
し
得
る
の
で
あ
る
’
そ
の

こ
と
を
説
い
て
い
わ
く
　
　
、
「
無
知
覚
の
た
め
の
諸
条
件
の
具
わ
っ
て
い
る
」

云
々

と
。
こ
の
場
合
、
或
る
対
象
が
そ
れ
に
付
随
す
る
他
の
尚
条
件
を
す
べ
て

具

え
て
い
て
、
ま
た
特
殊
な
る
そ
れ
自
体
が
仔
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
そ
の

対
象
は
知
覚
を
生
ず
る
た
め
の
諸
条
件
を
具
，
“
〈
　
X
y
　
C
　
t
Q
　
（
u
p
a
l
a
b
d
h
i
l
a
k
l
j
a
i
）
a
－

言
四
」
）
宮
）
の
で
あ
る
。
（
l
）
，
　
2
8
，
　
l
．
　
6
）
両
条
件
の
う
ち
い
つ
れ
か
1
つ
で
も
存
在

し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
対
象
は
無
知
覚
の
た
め
の
条
件
を
そ
な
え
て
い
る
と
言

わ

れ

る
。
そ
れ
故
に
こ
の
本
－
X
　
（
s
a
t
．
r
a
）
に
お
い
て
「
無
知
覚
の
た
め
の
諸
条

件
の
具
わ
っ
て
い
る
一
と
言
う
の
は
、
知
覚
の
た
め
の
他
の
諸
条
件
の
欠
け
て

い

る
も
の
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
白
体
の
諸
規
定
が
遠
く

離
れ

て
い
る
も
の
の
こ
と
を
言
う
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
時
間
と
場
所
と
そ

れ
自
体
と
に
関
し
て
遠
く
離
れ
て
い
る
も
の
」
の
こ
と
で
あ
る
。
（
一
）
°
　
2
8
，
　
L
　
9
）

何

と
な
れ
ば
、
そ
れ
ら
に
関
し
て
実
体
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
知
す
る
こ
と

は

で

き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
そ
の
よ
う
な
実
体
が
実
際
に
存
在
し
て
い

た
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
の
無
を
考
え
て
い
る
。
　
（
そ
れ
を
確
知
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
、
）

　
（
p
．
　
2
8
，
　
t
．
　
1
0
）
で
ぱ
、
何
故
に
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
？

そ
の
わ
け
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
わ
く
、
　
　
‘
そ
れ
ら
の
事
物
に
関
し
て
は

認
識
主
体
（
「
当
巴
号
葺
ご
，
）
の
自
体
の
直
接
知
覚
が
適
用
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
后
†
の
理
碗
‥
の
た
め
に
（
中
・
刊
‥
）

か

ら
、
そ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
ら
の
事
物
を
確
知
す
る
こ
と

は

で

き
な
い
の
で
あ
る
。
無
知
覚
の
た
め
の
諸
条
件
が
具
わ
っ
て
い
る
も
ろ
も

ろ
の
事
物
（
形
而
上
学
的
原
理
）
に
関
し
て
は
、
認
識
主
体
の
直
接
知
覚
の
は

た

ら
く
こ
と
が
な
い
か
ら
、
そ
れ
ら
が
仔
在
し
な
い
と
断
定
す
る
こ
と
も
で
き

な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
実
体
が
存
在
し
て
い
て
も
、
見
ら
れ
得
な
い
も

の

の

無
知
覚
…
！
二
、
れ
は
認
識
主
体
の
直
接
知
覚
の
は
た
ら
か
な
い
こ
と
を
特

質
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
－
1
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
（
p
，
　
2
8
，
　
t
．
　
1
2
）
そ

れ

故
に

上
述
の

よ
う
な
（
前
の
ス
ー
ト
ラ
に
説
い
た
よ
う
な
）
　
（
性
質
の
無
知

覚
に
本
つ
い
て
）
、
否
定
判
断
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
，
　
2
8
，
　
l
．
　
1
4
）
で
は
、
見
ら
れ
得
る
対
象
の
無
知
覚
は
い
か
な
る
と
き
に
正

し
い
認
識
（
P
T
“
a
l
］
U
L
I
］
a
）
な
の
で
あ
り
、
何
を
本
質
（
エ
≦
三
脳
く
辞
）
と
し
て
い

る
の
で
あ
り
、
　
い
か
な
る
作
用
（
v
y
a
p
a
r
f
t
．
）
を
有
す
る
の
か
？
　
そ
れ
を
説

明
し
て
い
わ
ノ
＼

二
・

二
九
　
記
憶
（
㏄
ヨ
「
ε
の
潜
在
的
印
象
（
ω
①
己
㏄
冨
轟
）
が
忘
失
し
な

い

と
き
、
認
識
主
体
の
過
去
の
、
お
よ
び
現
在
の
、
直
接
明
瞭
に
知
覚

さ
れ
る
も
の
の
存
在
し
な
い
こ
と
が
、
否
定
的
な
l
i
l
、
n
い
表
．
g
　
5
　
（
a
b
h
a
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

v
a
く

ya
く

a
har
a
）
を
現
出
す
る
の
で
あ
る
。
〔
1
1
　
・
1
1
八
〕

　
（
p
．
　
2
。
，
　
l
・
°
1
7
）
認
識
主
体
に
直
接
明
瞭
に
知
覚
さ
れ
る
対
象
、
例
え
ば
瓶
な

ど
の
存
在
し
な
い
こ
と
（
三
く
「
｛
ご
）
、
知
覚
し
な
い
こ
と
が
、
そ
の
対
象
の
無

を
本
質
と
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
（
7
口
。
。
°
l
．
　
1
8
）
そ
れ
故
に
（
或
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七



　
　
　
　
法
華
足
化
研
先
（
L
ロ
ゲ
）

も
の
の
）
無
と
い
う
こ
と
は
、
所
た
に
確
立
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
f
t
何
と
な

K
ば
或

る
も
の
の
自
体
を
知
覚
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
（
根
本
的
な
事
実
で
あ

っ

て
、
直
接
知
覚
に
よ
っ
て
）
す
で
に
確
立
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
か
ら
。

そ
う
し
て
瓶
な
ど
の
対
象
は
、
た
と
え
そ
の
場
合
に
眼
前
に
存
在
し
て
い
な
く

て
も
、
同
l
の
認
識
作
用
に
関
係
あ
る
も
の
（
穿
ど
弓
二
〔
三
p
三
・
・
p
「
颯
三
）
　
「
す

　
　
　
　
　
（
2
）

な
わ
ち
地
面
一
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
場
合
に
、
知
ら
れ
る
た
め
の
す
べ
て
の
条

件
の
集
合
を
そ
な
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
見
ら

れ

得
る
対
象
（
d
r
g
y
a
）
で
あ
る
と
し
て
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
直
接
に

明
証
さ
れ
る
も
の
（
マ
「
o
受
o
夏
p
）
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
．
、

　
（
p
．
　
2
8
，
　
l
．
　
2
0
）
そ
れ
故
に
同
一
の
認
識
作
用
と
関
係
の
あ
る
、
現
に
見
ら
れ

得
る
対
象
［
1
1
地
面
一
と
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
（
瓶
の
非
存
在
の
）
表
象
と
が
、

直
接
知
覚
の
は
た
ら
か
な
い
こ
と
（
三
p
ロ
、
算
ち
三
！
・
二
三
と
呼
ば
れ
て
い
る
の

で

あ
る
。
そ
れ
故
に
、
実
に
（
知
覚
作
用
に
よ
っ
て
）
見
る
た
め
の
す
べ
て
の

条

件
を
そ
な
え
て
い
る
な
ら
ば
、
　
（
す
な
わ
ち
通
常
の
状
態
に
お
い
て
は
）
直

接
に

明
証
さ
れ
得
る
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
て
い
る
対
象
（
瓶
）
の
存
在
し
な

い

と
い
う
判
断
が
、
現
に
見
ら
れ
得
る
対
象
（
地
而
）
と
そ
れ
の
表
象
と
に
本

つ

い
て

成
立
す
る
の
で
あ
る
。
（
ラ
に
。
。
’
へ
．
陪
）
そ
れ
故
に
、
対
象
に
関
す
る
（
積

極
的

な
）
認
識
が
あ
る
と
き
に
、
ま
さ
に
直
接
に
明
゜
証
さ
れ
る
べ
き
瓶
の
無
と

言

わ

れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
単
に
存
在
し
な
い
こ
と
の
t
｛
　
（
i
i
i
／
、
r
t
t
i
－

m
A
t
r
a
）
が
「
無
　
と
呼
に
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
単
な
る
無

の

み
か

ら
は
’
　
（
特
定
の
）
認
識
さ
れ
る
べ
き
対
象
（
瓶
）
の
存
在
し
な
い
と

一

L
へ

い

う
こ
と
を
確
知
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
．
．

　
（
P
°
2
9
，
　
L
I
）
　
1
’
反
対
者
い
わ
く
、
L
－
－
〕
さ
て
見
ら
れ
得
る
は
ず
の
対
象
（
瓶
）

の

存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
見
ら
れ
得
る
は
ず
の
対
象
を
知
覚
し
な

い

と
い
う
こ
と
に
本
つ
い
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
　
（
す
な
わ
ち
そ
の

対

象
の
任
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
直
接
知
覚
に
4
つ
い
て
E
ら
れ
る
の
で

あ
っ
て
、
推
理
に
・
主
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
で
は
、
否
定
判
断
も
同
じ

認
識
恨
拠
に
本
つ
い
て
成
立
す
る
の
で
は
な
い
か
、
）
〔
答
え
て
い
わ
ノ
＼
　
　
〕

な
る
ほ
ど
そ
れ
は
：
’
v
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
（
そ
の
場
合
に
推
理

も
ま
た
役
割
を
果
す
の
で
あ
る
、
）
　
も
し
も
た
だ
単
に
唯
だ
一
つ
の
同
じ
認
識

作

用
と
関
係
し
て
い
て
見
ら
れ
得
る
（
一
つ
の
場
所
に
）
瓶
が
存
在
す
る
な
ら

ば
、
そ
れ
な
ら
は
、
そ
れ
は
見
．
ら
れ
る
に
ち
が
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に

見
ら
れ
得
る
は
ず
の
（
対
象
）
は
想
定
さ
れ
た
も
の
（
託
∋
三
る
三
け
p
）
で
あ
る
。

そ
れ
に
本
つ
い
て
見
ら
れ
得
る
は
ず
の
も
の
の
無
知
覚
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ

ろ
う
。
そ
う
し
て
見
ら
れ
得
る
ほ
ず
の
も
の
が
仔
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

見
ら
れ
得
る
は
ず
の
も
の
を
そ
こ
に
知
覚
し
な
い
と
い
う
判
断
決
定
の
（
そ
れ

自
身
の
内
含
す
る
）
意
味
内
容
の
上
か
ら
の
み
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
と

な
れ
ば
も
し
も
そ
こ
に
見
ら
れ
得
る
対
象
が
存
在
し
て
い
た
な
ら
ば
’
見
ら
れ

得
る
は
ず
の
対
象
の
無
知
覚
は
起
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
へ
て
．
2
9
，
　
l
．
　
4
）
そ
れ
故
に
、

わ
れ
わ
れ
が
見
ら
れ
得
る
は
ず
の
対
象
を
知
覚
し
な
い
こ
と
を
決
定
し
た
後
で
、

（
そ
の
判
断
の
内
含
す
る
）
意
味
内
容
そ
の
も
の
に
本
つ
い
て
、
　
一
．
見
ら
れ
得

る
は
ず
の
対
象
が
そ
こ
に
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ



る
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
フ
て
2
1
が
序
在
し
な
い
一
・
二
い
一
つ
こ
ヒ
は
、
＃
だ
実
か
、
郎

の

こ
と
ぱ
に
お
い
て
は
ま
だ
去
現
さ
れ
な
い
。
つ
て
れ
故
に
、
見
ら
れ
得
る
は
ず

の

対
象

を
知
覚
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
証
因
と
し
て
、
実
際
の
こ
と
ば
に
お
い

XJ
　
1
：
r
’
z
い
表
わ
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
◇
（
二
・
。
口
、
、
C
）
そ
れ
故
に
、
同
l
の
認
識
作

用
と
関
係
し
て
い
て
、
い
ま
現
に
見
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
別
の
物
で
あ
る
場

所

と
そ
れ
に
つ
い
て
の
認
識
と
が
、
直
接
明
瞭
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
の
仔
在
し

な
い
こ
と
を
決
定
す
る
原
因
な
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
が
ス
ー
ト
ラ
本
文
に
お

い

て
一
直
接
明
瞭
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
の
仔
在
し
な
い
こ
－
三
と
言
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
と
解
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

　
（
p
．
　
2
7
，
　
i
．
　
7
）
そ
う
し
て
同
一
の
認
識
作
川
と
関
係
し
て
い
る
直
接
明
瞭
に
知

ら
れ
る
（
一
つ
の
場
所
）
に
瓶
が
実
際
に
存
在
し
な
く
て
も
、
　
（
も
し
も
仔
在

し
て
い
れ
ば
）
当
然
直
接
明
瞭
に
知
覚
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
わ

れ

わ
れ
が
想
定
す
る
よ
う
に
、
　
（
過
去
に
瓶
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
想
い
起
す

の

も
）
同
様
で
あ
る
。
同
↓
の
認
識
作
川
と
関
係
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
未
だ

記
憶
の

印
象
が
忘
失
し
て
い
な
い
過
去
の
場
所
に
お
い
て
、
ま
た
現
在
の
場
所

に

お
い
て
、
た
と
え
瓶
が
存
在
し
て
い
な
く
て
も
、
そ
れ
の
本
質
（
特
徴
一
，
u
l
）
a
）

が
想
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
2
9
．
　
i
°
　
9
）
見
ら
れ
得
る
に
ず
の
対
象
を
知
覚
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

直
接
明
瞭
に
知
ら
れ
る
べ
き
瓶
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
本
質
と
し
て
い
る
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
以
上
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の

こ
と
は
（
内
省
に
よ
っ
て
す
で
に
）
確
立
し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
［
．
瓶
の
存
在

　

　

　

　
　
イ
ソ
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

し
な
い
・
、
二
い
t
，
r
こ
と
が
論
証
さ
れ
る
の
で
は
な
く
！
、
、
瓶
が
存
在
し
な
い
－
y

い

う
去
現
が
（
無
知
．
寛
と
い
う
そ
の
事
だ
か
ら
）
論
、
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
、
と

い
う
こ
と
を
説
い
た
の
て
あ
る
．
、

　
（
P
°
N
O
、
．
二
）
瓶
な
ど
に
関
し
て
、
　
見
る
こ
と
（
（
狂
箒
ρ
コ
ρ
）
に
よ
っ
て
植

え
つ
け
ら
れ
、
の
ち
に
想
起
（
S
l
l
l
l
シ
t
一
）
を
生
ぜ
し
め
る
本
性
の
あ
る
潜
在
的
印

C“
r
　
（
s
．
　
a
i
p
s
k
i
u
J
a
）
が
：
」
心
失
し
な
い
ヒ
さ
、
す
な
わ
ち
失
わ
れ
て
い
な
い
と
き
、

そ
の
瓶
な
ど
が
、
　
1
記
憶
の
潜
在
的
印
象
が
忘
失
し
な
い
一
と
．
．
．
．
口
わ
れ
て
い
る

の

で
あ
る
。
　
（
二
‥
三
’
／
°
1
2
）
　
1
そ
の
認
識
主
体
の
過
去
の
直
接
明
瞭
に
知
覚
さ

れ
る
も
の
の
一
と
つ
づ
き
、
ま
た
　
川
、
惜
献
主
体
の
現
在
の
直
抜
明
瞭
に
知
覚
さ

れ

る
も
の
の
一
と
も
つ
づ
く
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
2
9
，
　
t
．
　
1
3
）
　
［
，
記
憶
の
潜
在
的
印
象
が
忘
失
し
な
い
」
と
い
う
語
句
は
、

現
在
の
認
識
に
関
し
て
の
み
．
．
．
．
日
わ
れ
る
の
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
瓶
の
仔

在

し
な
い
場
所
を
過
去
に
見
た
場
合
に
は
、
川
想
を
起
さ
せ
る
た
め
の
潜
在
的

印
象
が
忘
失
し
て
い
る
し
、
ま
た
見
ら
れ
得
る
は
ず
の
対
象
と
し
て
の
瓶
を
過

去
に
知
覚
し
な
い
こ
と
に
関
し
て
も
、
ま
た
見
ら
れ
得
る
は
ず
の
対
象
と
し
て

の

瓶
を
過
去
に
想
像
す
る
こ
と
に
関
し
て
も
と
も
に
、
回
想
を
起
さ
せ
る
た
め

の

潜
在
的
印
象
が
忘
失
し
て
い
ろ
。
（
三
゜
L
）
7
’
ぺ
、
ご
）
し
か
し
な
が
ら
瓶
の
仔
在

し
な
い
場
所
を
現
在
見
る
場
合
に
は
、
（
－
こ
こ
に
は
瓶
が
な
い
」
と
い
う
）
回

想
を
起
さ
せ
る
た
め
の
潜
在
的
印
象
の
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
　
（
こ
の
よ
う

な
印
象
が
必
ら
ず
恒
え
つ
け
ら
れ
て
い
る
，
）
ラ
N
P
ぺ
．
言
）
そ
れ
故
に
、
瓶
を

知

覚
し
な
い
こ
と
に
関
し
て
も
、
ま
た
瓶
を
想
像
す
る
こ
と
に
関
し
て
も
、
そ

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
五
九



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

の

潜
在
的
印
象
の
失
わ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
三
」
O
、
°
1
6
）
そ
れ
故

に

「
記

憶
の
潜
在
的
印
象
が
忘
失
し
な
い
」
と
い
う
語
句
は
、
0
1
在
の
否
定
さ

れ

る
べ
き
対
象
（
三
莞
（
三
ソ
．
主
の
み
を
限
っ
て
い
う
の
で
は
な
い
。
何
と
な
れ

ば
、
現
在
の
対
象
（
事
物
）
は
、
の
ち
に
回
想
を
起
さ
せ
る
た
め
の
潜
在
的
印
象

ま
で
も
含
め
て
意
味
す
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
一
お

よ
び
現
在
の
」
と
言
っ
て
、
　
一
お
よ
び
」
と
い
う
語
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
目
的
は
、
限
定
（
ー
、
二
（
・
6
う
じ
を
有
し
な
い
現
在
を
限
定
を
有
す
る

過
去

と
併
称
す
る
こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヨ
ザ

　
（
二
゜
N
ρ
へ
゜
一
。
。
）
以
上
に
述
べ
た
こ
と
の
意
味
は
次
の
如
く
で
あ
る
。
　
　
過

去
に

知

覚
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、
も
し
も
そ
の
こ
と
が
明
瞭
に
記
憶
さ

れ

て

い

る
な
ら
ば
、
正
し
い
知
識
（
三
，
p
三
日
三
で
あ
り
、
ま
た
現
在
に
知
覚

し
な
い
と
い
う
こ
と
も
同
様
に
正
し
い
知
識
で
あ
る
．
、
そ
れ
故
に
、
　
一
こ
こ
に

は

瓶
が

存
在
し
な
か
っ
た
。
何
と
な
れ
ば
、
過
去
に
い
か
な
る
瓶
も
知
覚
さ
れ

な
か
っ
た
か
ら
、
」
1
こ
こ
に
は
瓶
が
仔
在
し
な
い
。
何
と
な
れ
は
、
現
在
い
か

な
る
瓶
も
知
覚
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
．
一
と
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
一
こ
こ
に
は
未
来
に
も
瓶
が
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

何
と
な
れ
ば
、
い
か
な
る
瓶
も
未
来
に
知
宜
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
」
　
と

認
識

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
．
何
と
な
れ
ば
、
未
来
の
無
知
覚
の
存
在
す
る
こ

と
は
疑
わ
し
い
か
ら
で
あ
る
．
、
以
上
、
無
知
覚
に
関
す
る
時
間
的
限
定
（
言
言
－

♂r

ig
e
l
　
a
）
が
説
明
さ
れ
お
わ
，
・
、
二
c

　
（
P
°
2
t
）
，
　
t
．
　
2
2
）
　
E
S
に
（
無
知
覚
ぴ
）
作
川
フ
三
モ
三
こ
を
託
示
す
る
．
二
無
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

と
い
う
観
念
が
表
示
さ
れ
る
の
は
次
の
ご
と
v
で
あ
る
。
（
そ
れ
は
）
（
1
）
「
存

在
し
な
い
」
と
い
う
形
相
（
包
（
日
，
a
）
を
も
っ
た
認
識
と
、
　
（
2
）
　
l
i
：
i
2
在
し
な

い
」
と
い
う
形
相
を
も
っ
た
こ
と
ば
と
、
（
3
）
（
「
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
」

と
い
う
）
疑
念
を
は
な
れ
て
（
確
信
を
も
っ
て
）
往
っ
た
り
来
た
り
す
る
活
動

（｝）
1

“
a
v
「
t
t
i
）
、
　
す
な
わ
ち
身
体
を
以
っ
て
す
る
無
の
（
観
念
の
）
表
示
（
と
、

こ
の
三
つ
よ
り
成
る
、
）
　
け
だ
し
、
そ
こ
に
瓶
が
仔
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
が

知

ら
れ
た
場
合
に
は
、
疑
い
も
な
く
、
そ
こ
を
往
っ
た
り
来
た
り
す
る
活
動
を

為

す
。
（
7
N
O
一
S
°
2
1
）
そ
れ
故
に
、
こ
の
よ
う
に
、
見
ら
れ
得
る
は
ず
の
物
を

知

覚
し
な
い
こ
と
が
、
こ
の
三
種
類
の
無
の
表
示
す
べ
て
を
成
立
さ
せ
る
も
の

（
s
t
l
c
l
h
a
i
i
i
＝
p
r
a
v
〔
L
i
‘
t
i
k
t
！
）
な
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
．
　
3
0
’
l
．
　
1
）
な
る
ほ
と
、
［
こ
こ
に
瓶
か
存
在
し
な
い
」
と
い
う
認
識
は
無

知
覚
か
ら
起
る
の
で
あ
＝
、
　
そ
う
し
て
こ
れ
は
無
を
確
認
す
る
こ
と
（
〔
を
古
剖
－

ー
、
．
f
L
l
l
i
g
e
［
I
Y
E
L
）
で
あ
る
、
へ
す
な
わ
ち
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
直
按
知
覚
に

よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
説
明
し
た
。
し
か
る
に
い
ま
こ
こ
で

は

こ
の
確
品
は
直
接
知
覚
に
も
と
つ
く
推
論
か
ら
得
ら
れ
る
と
説
明
し
て
い
る
。

こ
れ
は
矛
盾
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
）
し
か
し
な
が
ら
、
（
p
．
　
3
0
，
　
t
．
　
2
）
瓶
の
存

在

し
な
い
単
な
る
場
所
は
直
抜
知
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
故
に
「
こ
こ
に
瓶
が
存
在
し
な
い
一
と
い
う
こ
の
よ
う
な
認
識
は
、
直
接

知
覚
の
は
た
ら
J
｝
f
J
　
（
X
’
Y
：
t
l
）
i
l
T
，
ど
に
従
っ
て
起
る
も
の
で
あ
り
、
　
無
を
確
認
す

る
こ
と
で
あ
る
こ
　
そ
2
1
故
に
瓶
の
な
い
単
な
る
場
所
（
言
v
a
l
a
．
p
r
a
d
e
｛
’
a
）
を

認

議
す
る
は
た
ら
き
に
、
h
山
払
知
覚
に
瓦
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
あ
と
に
附
随



し
て
起
る
無
の
確
認
は
、
直
接
知
覚
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

（
p
．
　
3
0
，
　
t
．
　
t
l
）
さ
ら
に
ま
た
、
見
ら
れ
得
る
ぱ
ず
の
も
の
を
知
寛
し
な
い
こ
と
の

確
認
に

本

つ

い
て

の

み
’
前
述
の
道
理
に
よ
り
、
　
（
こ
の
よ
う
な
特
性
を
も
っ

て
い
る
）
直
接
知
覚
が
無
を
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
（
二
8
㊨
、
』
）
何
と
な
れ
ば

未
だ
知
覚
さ
れ
な
か
っ
た
事
物
で
も
実
際
に
存
在
す
る
こ
と
が
3
り
得
る
か
ら

で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
仔
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
一
と
い
う
疑
い
が
あ

る
な
ら
ば
、
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
（
確
認
し
て
）
表
．
小
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
　
（
単
な
る
想
像
で
は
役
に
立
た
な
い
“
）
　
（
I
）
．
　
3
0
，
i
°
　
6
）
そ
れ
故
に
無

知
覚

と
い
う
こ
と
が
（
推
理
の
結
果
と
し
て
）
無
と
い
う
観
念
を
表
示
さ
せ
る

の

で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
見
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
事
物
が
知

覚
さ
れ
な
か
っ
た
か
ら
、
そ
の
こ
と
に
本
つ
い
て
、
　
一
そ
れ
は
存
在
し
な
い
一

と
い
う
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
3
0
1
　
l
．
　
7
）
そ
れ
故
に
、
知
覚
さ
れ
得
る
は
ず
の
も
の
を
知
覚
し
な
い
と
い

う
こ
と
が
、
既
成
の
（
三
夢
）
無
と
い
う
観
念
を
は
た
ら
か
さ
せ
る
も
の
で
あ

る
。
未
だ
作
ら
れ
て
い
な
い
　
（
a
k
r
t
a
）
無
と
い
う
観
念
を
新
た
に
作
り
出
す
の

で
は

な
い
。
し
た
が
っ
て
、
無
を
確
認
す
る
判
断
は
、
何
ら
か
の
事
物
の
無
知

覚
か
ら
は
た
ら
き
出
た
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
’
実
際
は
直
接
知
覚
に
よ
っ

て

作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
無
知
覚
に
よ
っ
て
は
た
ら
か
さ
せ
ら
れ
た
も

の

で

あ
る
、
と
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
無
知
覚
が
、
　
（
無
の
観
念
が

人
間

の

は

た

ら
き
に
結
び
つ
く
と
き
）
無
の
観
念
の
表
示
を
成
立
さ
せ
る
も
の

で
あ
る
。

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
付
）

、汀

す

A　　　　　　　A

3　　　2
N．x

　　　補

木

1こ

レ

｝
tV戊

i⊃

　、

ン

本

A
HNo
に

よ

り

し

三

7

Jlc

弓

i

7

1：

rt．

レ

；
ジノ

る

の

に

り

’”N
1

7

≦

i

；

　
（
p
°
　
3
0
，
　
i
．
　
1
0
）
で
は
、
無
知
覚
が
過
去
と
現
在
と
の
事
物
に
関
し
て
の
み
、

（
推
理
の

結

果
、
無
を
）
推
知
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
の
は
、
何
故
で
あ
る
か
P

そ
の
わ
け
を
答
え
て
い
わ
ノ
＼

二
・

三
〇
　
何
と
な
れ
ば
、
そ
の
（
過
去
お
よ
び
現
在
の
）
無
知
覚
に
も
と

つ

い

て
の
み
（
論
理
必
然
的
に
物
体
の
）
無
を
確
認
す
る
の
で
あ
る
か

　　
シ

ら
。
〔
二
・
二
九
〕

　
（
p
．
　
3
0
，
　
l
．
　
1
2
）
　
［
そ
の
一
す
な
わ
ち
上
述
の
時
間
（
過
去
お
よ
び
現
在
）
に
属

す
る
無
知
覚
に
も
と
つ
い
て
の
み
、
　
（
物
体
の
）
無
を
確
認
す
る
の
で
あ
る
か

へ
2
）

ら
。
何
と
な
れ
ぱ
未
来
の
無
知
覚
は
、
そ
れ
自
体
だ
け
で
は
、
疑
わ
し
い
本
性

の

も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
確
定
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
に
本
つ
い
て
無
を
確
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
過
去
と

現
在

と
の
無
知
覚
は
（
無
と
い
う
結
論
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
）

（
1
）

de
　
i
i
i
d
　
k
F
，
7
d
t
h
o
g
：
p
o
l
n
f
i
「
t
　
P
，
1
　
1
・
　
i
l
　
（
i
∫
　
I
三
二
三
｝
ジ
［
「
「
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一

（T
i
b
°
）



　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
L
号
）

（
e
）
）
　
i
i
　
s
k
；
L
d
　
d
u
7
S
t
［
1
I
l
　
P
；
1
］
．
l
i
　
｛
＝
i
s
　
l
｛
v
i
　
］
n
i
　
d
t
n
i
g
s
　
v
；
L
　
l
u
s
　
d
f
i
o
s
　
p
o
m
e
｛
l
　
p
a
r
　
i
’
i
e
s

　
1
）
n
b
i
　
p
h
〉
，
即
「
；
．

〔
第
七
節
　
否
定
判
断
の
種
々
な
る
形
式
〕

　
O
．
　
3
0
，
　
x
．
＝
）
今
こ
れ
か
ら
無
知
覚
の
種
々
な
る
種
類
の
’
N
a
s
　
（
p
r
a
k
E
r
a
－

1）he
d
a
）
を
示
そ
う
と
し
て
い
わ
く
、

二
・

三
　
そ
し
て
そ
の
無
知
克
は
、
論
式
の
立
て
か
た
の
相
違
に
も
と

つ

い

て
、
十
1
の
種
類
が
あ
る
’
〔
二
・
三
｝
〕

　
（
p
．
　
3
0
．
　
i
．
　
1
6
）
そ
う
し
て
こ
の
無
知
覚
に
は
こ
の
よ
う
に
十
一
の
種
類
が
あ

る
。
種
類
の
区
別
が
あ
る
の
は
、
何
故
で
あ
る
か
つ
・
論
式
の
立
て
か
た
の
相

違
に

も
と
つ
く
が
故
に
。
　
論
式
（
三
ε
、
c
把
ρ
1
1
」
）
「
三
．
三
ρ
ε
と
は
、
こ
と
ば
に

ま
と
め
て
陳
述
す
る
は
た
ら
き
を
い
う
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
と
ば
は

或

る
場
合
に
は
、
直
接
に
或
る
も
の
の
事
柄
を
陳
述
し
、
　
（
そ
れ
に
よ
っ
て
間

振
に
他
の
も
の
の
否
定
を
陳
述
す
る
か
）
ま
た
は
、
或
る
も
の
の
否
定
を
陳
述

す

る
。
し
か
し
な
が
ら
知
晶
見
さ
れ
得
る
に
す
の
三
、
の
を
川
覚
し
な
い
と
い
う
こ

と
は
、
た
と
え
こ
と
ば
に
述
べ
ら
れ
な
く
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
理
解
さ
れ

る
の
で
あ
る
．
．
そ
れ
故
に
、
　
去
．
小
す
る
た
め
に
川
い
る
こ
と
已
の
は
た
ら
き

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

（
v
t
l
c
t
　
k
a
＜
y
i
t
p
a
r
a
）
　
が
異
な
る
に
従
っ
て
、
無
知
覚
の
種
類
も
ま
た
異
な
る

の

で

あ
る
。
決
し
て
そ
れ
ら
の
無
知
覚
の
本
性
が
異
な
る
が
故
に
、
種
類
が
異

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。

　
種
類
の

区
別
を
説
い
て
い
わ
く
、

　

〔
或

る
も
の
の
非
存
在
を
証
明
す
る
証
囚
の
第
一
の
形
式
〕

二
・

三
二
　
山
そ
れ
自
体
（
s
v
a
b
h
勘
v
a
）
に
関
す
る
無
知
覚
と
は
、
次
の

ご
と
く
で
あ
る
．
。

　
〔
主
張
命
題
〕
　
こ
こ
に
煙
は
存
在
し
な
い
。

　
〔
理
由
命
題
〕
　
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
を
知
覚
す
る
た
め
の
諸
条
件
が

　

そ
な
わ
っ
て
い
る
の
に
、
　
（
い
か
な
る
煙
を
も
）
知
覚
し
な
い
か
ら
。

　
〔
二
・
ゴ
H
〕

　
（
p
．
　
3
1
．
　
l
．
　
3
）
否
認
さ
れ
る
べ
き
対
象
（
三
〔
〆
ご
莞
三
ご
．
じ
の
ヴ
て
れ
自
体
を
知

覚
し
な
い
こ
と
を
例
と
し
て
示
す
の
で
あ
る
。
　
　
こ
こ
に
」
と
い
う
の
は
、
主

張
命
題
の
主
語
（
（
三
但
「
】
三
王
で
あ
る
。
　
一
煙
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
の
が
、

証
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
（
主
張
命
題
の
述
語
蕎
（
＝
l
y
a
）
　
で
あ
る
。
　
「
何
と
な

れ

ば

（想
定

さ
れ
る
煙
は
）
知
覚
さ
れ
る
た
め
の
諸
条
件
を
す
べ
て
そ
な
え
て

い

る
の
に
、
知
覚
さ
れ
な
い
か
ら
一
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、

こ
の
理
由
は
前
の
場
合
と
同
様
に
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
I
，
．
　
3
1
’
、
r
三
　
次
ご
．
否
認
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
結
果
を
知
．
克
し
な
い
こ
と

の
実
例
が
述
へ
ら
れ
る
．
、



〔
或

る
も
の
の
非
存
在
を
証
明
す
る
証
因
の
第
二
の
形
式
〕

ご
・

三
三
　
ω
結
B
K
　
（
l
〈
a
r
y
a
）
　
g
無
知
覚
と
は
例
え
ば
次
の
ご
と
v
で
あ

る
。　

（
主
張
命
題
）
　
こ
こ
に
は
、
そ
の
能
力
の
擬
げ
ら
れ
な
い
「
煙
を
生

　

じ
さ
せ
る
原
内
」
は
存
在
し
な
い
t
）

　
（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ぱ
’
　
（
こ
こ
に
は
）
煙
が
存
在
し
な
い
か

　
ら
。
三
∴
三
〕

　
（
p
．
　
3
！
，
　
l
．
　
9
）
　
1
’
こ
こ
に
は
」
と
い
う
の
が
、
　
〈
主
張
命
題
の
f
f
，
l
£
：
〉
　
（
d
h
a
r
－

二
】
三
）
で
あ
る
。
そ
れ
の
煙
を
生
じ
さ
せ
る
能
力
が
擬
げ
ら
れ
て
い
な
い
と
こ

ろ
の
原
囚
が
存
在
し
な
い
、
　
と
い
う
の
が
　
〈
主
張
命
題
の
述
語
〉
　
（
。
・
似
△
言
、
ρ
）

で

あ
る
。
　
　
何
と
な
れ
ば
、
　
（
こ
こ
に
は
）
煙
が
存
在
し
な
い
か
ら
」
と
い
う

の

が
理
由
命
題
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
原
因
は
必
ら
す
し
も
結
果
を
生
じ
さ
せ

る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
結
果
を
知
覚
し
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
は
、
そ

の

結
果
を
生
じ
る
能
力
の
擬
け
ら
れ
て
い
な
い
原
因
の
み
の
存
在
し
な
い
と
い

う
こ
と
だ
け
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
以
外
の
諸
の
原
因
の
存

在

し
な
い
こ
と
を
証
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
し
て
、
そ
の
能
力
の
擬

げ
ら
れ
て
い
な
い
原
因
の
み
が
（
前
々
か
ら
の
個
体
の
連
続
の
）
最
後
の
刹
耶

に

存
在

す
る
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
（
原
因
）
に
と
っ
て

は
、
（
結
果
を
生
じ
る
は
た
ら
き
に
対
す
る
）
擬
げ
（
三
告
二
）
差
三
プ
牡
）
の
成
立

　
　
　
　
で
ン
ド
論
別
学
り
弾
6
7
ρ
た
め
に
（
．
川
N
＞

す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
か
ら
。

　
（
p
．
　
3
1
，
　
t
．
　
！
2
）
そ
う
し
て
、
結
果
の
無
知
覚
と
い
う
（
こ
と
か
ら
原
因
の
存

在

し
な
い
こ
と
を
推
定
す
る
方
法
）
は
、
原
因
が
知
覚
さ
れ
得
な
い
場
合
に
お

い

て
適
用
さ
れ
る
。
し
か
る
に
も
し
も
原
因
が
知
覚
さ
れ
得
る
な
ら
ば
、
知
覚

さ
れ
得
る
は
ず
の
も
の
を
今
こ
こ
で
知
覚
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
が
、
推
理

を
さ
せ
意
味
を
伝
え
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
p
．
　
3
1
，
　
l
．
　
1
3
）
こ
の
場
合
（
そ
の
方
法
を
用
い
る
実
例
と
し
て
は
’
例
え
ば
、

次
の
場
合
を
挙
け
る
こ
と
か
で
き
る
、
）
　
白
塗
り
の
高
楼
の
上
に
登
っ
て
、
家

の

中
庭
を
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
四
面
に
お
い
て
中
庭
の
垣
根
の

端
を
見
る
と
す
る
。
（
て
゜
ω
吉
ぺ
’
ご
）
そ
う
し
て
（
そ
れ
と
同
時
に
）
垣
根
の
端

に

等
し
い
［
視
界
　
（
巳
こ
k
a
）
　
と
名
づ
け
る
空
処
に
煙
が
無
い
の
を
見
る
。

（
p
．
　
3
1
，
　
t
°
1
5
）
さ
て
、
そ
の
場
所
に
煙
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
が
故

に
、
　
　
け
だ
し
煙
は
或
る
場
所
に
存
す
る
火
に
よ
っ
て
生
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
煙
は
ま
さ
に
そ
の
場
所
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
　
　
そ
こ
で
能
力

の

擬

げ
ら
れ
て
い
な
い
そ
の
火
が
そ
こ
に
存
在
し
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
け

れ

ば
な
ら
な
い
。
け
だ
し
、
煙
が
そ
こ
の
場
所
に
存
在
す
る
火
に
よ
っ
て
生
ぜ

ら
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
一
煙
は
」
ま
さ
に
そ
の
場
所
に
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
に
そ
の
場
所
に
は
火
の
存
在
し
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
（
二
ω
吉
s
°
！
7
）
そ
こ
で
垣
根
に
囲
ま
れ
た
中
庭
の
場
所
と
、
垣
根
の
端

に
囲
ま
れ
た
、
［
視
界
」
を
本
質
と
し
、
煙
の
な
い
空
間
と
を
、
　
（
あ
わ
せ
て
）
、

（屋
根
の
上
か
ら
見
て
い
る
人
が
）
〈
主
張
命
題
の
主
語
〉
（
（
さ
p
『
三
沿
）
と
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
、
二



　
　
　
　
法
華
之
化
研
詑
ヘ
ヒ
ロ
ご

の

で

あ
る
。
（
二
巳
▼
S
°
三
）
そ
れ
故
に
、
主
張
命
題
の
主
語
は
、
現
に
！
1
ら
れ

る
空
虚
な
場
所
と
現
に
見
ら
れ
な
い
場
所
と
の
両
部
分
よ
り
成
り
、
直
接
知
覚

の

対
象
と
直
接
知
覚
の
対
象
で
な
い
も
の
と
の
集
台
で
あ
り
、
そ
の
場
所
に
火

の
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
能
力
を
も
っ
て
い
る
。
単
に
現
に
見
ら
れ

る
空
虚
な
場
所
の
み
が
主
張
命
題
の
主
語
な
の
で
は
な
い
。
し
か
る
に
「
こ
こ

に
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
直
接
知
覚
を
指
示
す
る
の
で
あ
り
、
現
に
見
ら
れ
る

部
分
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
3
1
，
　
t
．
　
2
1
）
現
に
見
ら
れ
る
も
の
と
現
に
見
ら
れ
な
い
も
の
と
の
集
合

（s

a
i
n
u
d
i
t
．
y
a
）
が
主
張
命
題
の
主
語
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
単
に
、
こ
の
場
合

だ

け
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
て
、
他
の
場
合
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
ラ

ω
ゴ

＼
°
N
N
）
「
音
声
は
刹
那
的
な
も
の
で
あ
る
u
l
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
べ

き
こ
と
で
あ
る
場
合
に
、
或
る
音
声
は
直
接
知
覚
に
よ
〔
．
て
知
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
が
、
他
の
音
声
は
超
感
覚
的
な
も
の
で
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
場
合
も
ま
た

そ
れ
と
同
様
な
の
で
あ
る
。
ラ
ω
〔
ざ
陪
）
そ
う
し
て
こ
の
場
合
、
主
張
命
題

の

主
語

は
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
（
述
語
）
の
観
念
の
上
ず
る
よ
り
ど
こ
ろ

（a
d
h
i
k
a
r
a
i
）
a
）
た
る
も
の
で
あ
り
、
現
に
見
ら
れ
る
も
の
と
現
に
見
ら
れ
な

い

も
の
と
の
両
部
分
よ
り
成
る
と
い
う
こ
と
を
説
示
し
た
よ
う
に
、
後
に
示
す

も
ろ
も
ろ
の
論
式
に
お
い
て
も
ま
た
お
の
ず
か
ら
同
様
で
あ
る
と
理
解
し
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。

　
（
p
．
　
3
2
，
　
l
°
3
）
（
第
三
の
型
と
し
て
）
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
三
「
葺
三
。
〔
穿
匂
o
）

が
周
延
さ
れ
る
べ
き
も
の
（
〆
、
ソ
、
3
、
ン
、
但
）
で
あ
り
、
そ
れ
を
周
延
す
る
も
の
（
〆
三
P

pa
k
a
）
で
あ
る
〈
主
張
命
題
の
述
語
〉

実
例
に

よ
っ
て
示
す
。

（dha
；
日
）

パ
四を

知
覚
し
な
い
こ
と
を
、

二
・

三
四
　
③
周
延
す
る
も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
と
と
は
、
次
の
ご
と
く
で

あ
る
。

　
〔
主
張
命
題
〕
　
こ
こ
に
シ
ン
シ
ャ
パ
ー
樹
は
存
在
し
な
い
。

　
〔
理
由
命
題
〕
　
樹
木
が
存
在
し
な
い
が
故
に
。
〔
二
・
三
三
〕

　
（
p
．
　
3
2
，
　
I
．
　
5
）
　
r
こ
こ
に
」
と
い
う
の
が
主
張
命
題
の
主
語
で
あ
る
。
　
「
シ
ン

シ

ャ

パ

ー
樹
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
〈
シ
ン
シ
寿
、
パ
ー
樹
の
非
存
在
〉
が
証

明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
　
一
樹
木
が
存
在
し
な
い
が
故
に
」
す
な
わ
ち
周

延

す
る
も
の
が
存
在
し
な
い
が
故
に
’
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。
周
延
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
「
シ
ン
シ
ャ
パ
ー
で
あ
る
こ
と
」
が
現
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は

な
い
と
き
に
、
こ
の
無
知
覚
と
い
う
こ
と
が
（
理
由
と
し
て
）
用
い
ら
れ
る
。

も
し
も
周
延
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
知
覚
さ
れ
る
た
め
の
諸
条
件
を
具
え
て
い
る

と
き
に
、
現
に
見
ら
れ
る
べ
き
は
ず
の
も
の
を
知
覚
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
’

（否
定
判
断
の

成
立

す
る
こ
と
を
）
知
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
I
）
．
　
3
2
，
　
i
°
7
）
さ
て
、
前
後
川
接
し
て
い
る
二
つ
の
高
所
が
あ
る
と
し
ょ
う
。

そ
の
中
で
’
　
1
方
の
高
所
に
は
樹
木
が
繁
茂
し
て
い
て
、
他
方
の
高
所
は
1
つ

の

岩
塊
か

ら
成
り
立
っ
て
い
て
’
樹
木
も
藪
も
存
在
し
な
い
と
す
る
。
そ
の
と

き
、
一
人
の
見
者
が
そ
こ
に
存
す
る
諸
の
樹
木
を
見
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
シ

ン

シ

ャ

パ

ー
な
ど
の
区
別
を
識
別
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
人
に
と
っ
て
そ
れ
が



樹
木
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
直
接
知
覚
に
よ
っ
て
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
る
が
、

シ

ン

シ
ャ

パ

ー
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
直
接
知
覚
に
よ
っ
て
は
知
ら
れ
な
い
こ

－
v
　
g
y
“
Q
“
Q
O
　
（
p
．
　
3
2
，
　
l
．
　
1
0
）
実
に
か
れ
（
－
－
見
老
）
は
、
樹
木
が
見
ら
れ
る
べ

き
は
ず
の
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
見
ら
れ
る
べ
き
は
ず
の
も
の
を
知
覚
し
な
い

こ
と
に
本
つ
い
て
、
　
「
樹
木
が
な
く
て
1
つ
の
岩
塊
よ
り
成
る
高
所
の
上
に
樹

木
が
存
在
し
な
い
こ
と
」
を
決
定
す
る
。

　
次
い
で
、
　
〈
シ
ン
シ
ャ
パ
ー
樹
の
存
在
し
な
い
こ
と
〉
を
周
延
す
る
も
の
で

あ
る
〈
樹
木
の
存
在
し
な
い
こ
と
〉
に
本
つ
い
て
推
知
す
る
の
で
あ
る
。
　
（
す

な
わ
ち
「
わ
た
く
し
は
、
そ
の
場
所
に
、
シ
ン
シ
ャ
パ
ー
樹
が
あ
る
か
ど
う
か
と

い
う
こ
と
を
識
別
し
て
は
い
な
い
。
し
か
し
そ
こ
に
は
樹
木
が
無
い
か
ら
、
シ

ン

シ

ャ

パ

ー
樹
も
存
在
し
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
」
　
と
推
知
す
る
の
で
あ
る
。
）

　
（
p
．
　
3
2
，
　
l
，
　
1
1
）
こ
の
よ
う
な
対
象
に
関
し
て
は
、
或
る
も
の
の
非
存
在
を
証

明
す
る
た
め
に
、
　
〈
周
延
す
る
も
の
〉
の
無
知
覚
を
用
い
て
論
式
を
立
て
る
の

で
あ
る
。

　
（
p
．
　
3
2
，
　
l
．
　
1
2
）
　
（
或
る
も
の
の
非
存
在
を
証
明
す
る
第
四
の
形
式
は
次
の
如

く
で
あ
る
。
〕
否
定
さ
れ
る
も
の
の
本
性
（
ひ
v
a
b
h
剖
v
辞
）
と
矛
盾
し
て
い
る
も

の

を
知
覚
す
る
こ
と
を
実
例
を
以
っ
て
示
し
て
い
わ
v
、
－

二
・

三
五
　
〔
＿
4
ー
〕
　
（
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
）
本
性
上
矛
盾
し
て
い
る

も
の
の
知
覚
と
は
、
例
え
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
（
主
張
命
題
）
　
こ
こ
に
冷
さ
の
s
s
t
p
t
　
（
g
i
t
a
s
p
a
r
S
a
）
　
は
存
在
し
な

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

い
o

（
理
由
命
題
）

何
と
な
れ
ば
火
が
存
在
す
る
か
ら
。
〔
1
1
　
・
三
四
〕

　
（
l
）
．
　
3
2
，
　
L
　
1
4
）
　
［
］
こ
こ
に
」
と
い
う
の
が
〈
主
張
命
題
の
H
－
l
u
a
R
〉
　
（
d
h
a
r
m
i
n
）

で

あ
る
。
　
「
冷
さ
の
触
覚
は
存
在
し
な
い
」
と
い
っ
て
、
冷
さ
の
触
覚
を
否
定

す
る
こ
と
が
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
（
。
・
剖
（
臣
∨
、
p
主
張
命
題
の
述
語
）
で
あ

る
。
　
「
何
と
な
れ
ば
火
が
存
在
す
る
か
ら
」
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。
さ
て

こ
の
無
知
覚
（
の
種
類
）
は
’
冷
さ
の
触
覚
が
直
接
に
経
験
さ
れ
な
い
場
合
に

適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
直
接
に
感
覚
さ
れ
る
も
の
に
関
し
て

は
、
　
「
直
接
に
感
覚
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
を
知
覚
し
な
い
か
ら
」
と
い
う
理
由

を
適
用
す
る
だ
け
で
充
分
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
故
に
’
特
殊
な
色
（
炎
の
色
）

を
感
覚
す
る
が
故
に
火
が
直
接
に
経
験
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
冷
さ
の
触
覚

は

遠

く
に
あ
る
が
故
に
、
実
際
に
存
在
す
る
も
の
で
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
直
接

に

経
験

さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
の
場
合
に
、
　
「
本
性
上
矛
盾
し
て
い

る
も
の
の
知
覚
」
と
い
う
こ
の
理
由
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
3
2
，
　
t
．
　
1
8
）
〔
或
る
も
の
の
非
存
在
を
証
明
す
る
第
五
の
形
式
は
次
の
如
く

で
あ
る
。
〕
　
す
な
わ
ち
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
矛
盾
し
て
い
る
も
の
の
結

果

を
知
覚
す
る
こ
と
が
’
推
論
を
成
立
せ
し
め
、
　
（
理
解
を
生
ぜ
し
め
る
の
で

あ
る
。
）

二
・
三
ハ
国

矛

盾
し
て
い
る
も
の
の
結
果
を
知
覚
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五

（
v
i
r
u
d
－



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

dha
karyo
pal
a
bd
h
i
）
と
は
、
例
え
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
（
主
張
命
題
）
　
こ
こ
に
冷
さ
の
触
覚
は
存
在
し
な
い
。

　
（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
煙
が
存
在
す
る
か
ら
。
〔
二
・
三
吾

　
（
p
．
　
3
2
，
　
l
．
　
2
0
）
　
r
こ
こ
に
」
と
い
う
の
が
主
張
命
題
の
主
語
（
三
三
〔
三
三
）
で

あ
る
。
　
「
冷
さ
の
触
覚
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
冷
さ
の
触
覚
の
非
存
在
が
、

証
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
（
旨
（
吉
〉
．
昌
）
で
あ
る
。
　
「
何
と
な
れ
ば
煙
が
存
在
す
る

か

ら
」
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。

　
（
P
°
　
3
2
，
　
l
．
　
2
1
）
も
し
も
冷
さ
の
触
覚
が
存
在
し
て
い
る
な
ら
ば
直
接
に
経
験

さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
場
合
に
’
直
接
に
経
験
す
る
は
ず
の
も
の
を
知
覚
し
な
い

こ
と
が
、
推
論
を
成
立
せ
し
め
、
理
解
を
生
ぜ
し
め
る
の
で
あ
る
。
　
（
冷
さ
の

触

覚
と
）
矛
盾
し
て
い
る
火
が
直
接
に
知
覚
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
は
、
矛
盾
し
て

い

る
も
の
の
知
覚
（
第
四
の
形
式
）
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、

両
者

と
も
に
感
覚
（
知
覚
）
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
（
冷

さ
の
触
覚
）
と
矛
盾
し
て
い
る
も
の
の
結
果
を
知
覚
す
る
こ
と
（
第
五
の
形
式
）

が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
詳
し
く
は
、

　

A
な
し
。
B
あ
る
が
故
に
。

　
　

C
（
火
）
あ
ら
ば
A
（
冷
）
な
し
。

　
　
B
（
煙
）
あ
ら
ば
C
（
火
）
あ
り
。

　
　
B
あ
り
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

∴

A
な
し
〕

　
（
1
，
．
　
3
3
，
　
l
．
　
1
）
そ
れ
に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
、
　
部
屋
全
体
に
ひ
ろ
が
っ
て
い

る
冷
さ
を
除
去
す
る
こ
と
の
で
き
る
火
の
存
在
す
る
こ
と
を
推
知
せ
し
め
る
猛

煙
の

む

れ

が
部
屋
の

内
部
か
ら
外
へ
出
て
行
く
の
を
、
或
る
人
が
見
た
と
す
る
。

O
．
　
3
3
，
　
l
．
　
3
）
そ
の
と
き
に
’
そ
こ
に
猛
火
の
存
在
す
る
こ
と
を
推
知
し
て
、

冷

さ
の
触
覚
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
推
知
す
る
。
こ
の
場
合
、
主
張
命
題
の
主

語

は
、
現
に
見
え
て
い
る
戸
口
の
場
所
と
部
屋
の
内
部
の
場
所
全
体
と
で
あ
る
。

そ
れ
が
主
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
’
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
（
冷
さ
の
触
覚

の

存
在

し
な
い
こ
と
）
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
そ

れ

に
従
っ
て
、
前
の
m
s
〈
n
　
（
p
．
　
3
1
，
　
t
．
　
2
1
）
と
同
様
で
あ
る
と
見
な
さ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

　
（
p
．
　
3
3
，
　
t
°
口
）
〔
或
る
も
の
の
非
存
在
を
証
明
す
る
第
六
の
形
式
は
次
の
如
く

で

あ
る
、
〕
　
す
な
わ
ち
否
定
さ
れ
る
べ
き
事
実
と
矛
盾
し
て
い
る
も
の
に
よ
っ

て
周
延
さ
れ
た
他
の
も
の
を
知
覚
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
実
例
に
よ
っ
て

示

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
’

三
七
　
⑥
（
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
）
矛
盾
し
て
い
る
事
実
に
よ
っ

て
周
延
さ
れ
た
（
他
の
も
の
）
を
知
覚
す
る
こ
と
（
三
≡
ユ
合
●
く
看
冥
（
Y

pal
a
bd
h
i
）
　
（
に
本
つ
く
否
定
の
推
論
は
）
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　
（
主
張
命
題
）
　
す
で
に
生
じ
た
も
の
で
も
存
在
す
る
も
の
の
滅
亡

　
（
ぐ
i
n
a
S
a
）
と
い
う
こ
と
は
、
恒
久
的
（
確
定
的
）
に
存
在
す
る
も
の



で
は
な
い
。

（理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
そ
の
滅
亡
と
い
う
こ
と
は
他
の
原
因
に

依
存
し
て
い
る
か
ら
。
〔
二
・
三
六
〕

　
（
p
．
　
3
3
，
　
l
°
。
）
　
r
恒
久
的
に
存
在
す
る
も
の
」
と
は
、
恒
に
必
ら
ず
存
在
す
る

と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
…
…
で
は
な
い
」
と
い
っ
て
、
恒
久
的
に
存
在
す
る
こ

と
を
否
定
す
る
の
が
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
（
£
〔
＝
二
T
a
）
で
あ
る
。
　
「
滅
亡
一

と
い
う
の
が
’
主
張
命
題
の
主
語
で
あ
る
。
（
p
．
　
3
3
，
i
°
　
9
）
「
す
で
に
存
在
し
た

も
の
で
も
存
在
す
る
物
の
」
と
い
う
の
が
、
主
張
命
題
の
主
語
に
付
せ
ら
れ
た

制
限
で
あ
る
。
た
と
え
す
で
に
生
じ
た
（
三
巨
騨
1
1
言
巨
↑
）
も
の
で
も
、
そ
の

滅
び
る
と
い
う
本
性
は
必
ら
ず
常
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
況

ん

や
、
未
生
の
（
常
住
な
る
）
も
の
の
自
体
は
な
お
さ
ら
で
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
、

r…
…
で
も
」
（
a
P
l
）
と
い
う
語
が
附
せ
ら
れ
て
い
る
の
“
y
　
“
g
t
Q
O
　
（
I
）
．
　
3
5
）
，
　
l
．
　
1
0
）

「
他

の

原
因
」
と
い
う
の
は
、
生
ず
る
こ
と
と
い
う
原
因
と
は
異
な
る
他
の
原

因
で
あ
る
。
例
え
ば
、
　
（
瓶
を
破
壊
す
る
）
槌
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
　
（
実

在

論
者
に
よ
る
と
）
何
で
も
滅
び
去
る
も
の
（
ー
、
一
一
三
少
、
竺
，
を
は
そ
れ
に
依
存
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
　
［
、
そ
れ
に
依
存
す
る
が
故
に
一
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。

（i，
　
3
3
，
　
l
．
　
l
l
）
さ
て
、
　
［
他
の
原
因
に
依
存
し
て
い
る
こ
レ
ニ
と
は
、
　
一
恒
久

的
（
確
定
的
）
に
存
在
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
一
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
周

延
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
衣
類
に
お
け
る
色
は
〈
染
色
す
る
こ
と
〉
な
ど
と
い

う
他
の
原
因
に
本
つ
い
て
現
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
　
［
、
恒
久
的
に
存
在
す

　
　
　
　
イ
ン
ト
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
甲
村
）

る
も
の
で
は
な
い
」
　
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い
る
。
　
そ
し
て
、

「

’
恒
久
的
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
「
恒
久
的
に
存
在
し

て
い
る
こ
と
」
と
矛
盾
し
て
い
る
。
（
コ
葺
s
二
ω
）
そ
う
し
て
滅
び
易
い
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
ー
）

を
本
性
と
し
て
い
る
滅
亡
は
、
他
の
原
因
に
依
存
し
て
い
る
、
と
（
実
在
論
者

た
ち
は
）
考
え
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
　
（
恒
常
的
に
あ
る
こ
と
と
）
矛
盾
し
て

い

る
も
の
（
1
1
無
7
5
）
に
周
延
さ
れ
て
い
る
「
他
の
原
囚
に
依
存
し
て
い
る
こ

と
」
を
経
験
上
認
め
て
知
る
が
故
に
、
　
「
恒
久
的
に
存
在
す
る
」
と
い
う
こ
と

が
否
定

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
．
　
3
3
，
　
l
°
ご
）
こ
の
説
で
は
（
ー
仏
教
に
お
い
て
は
）
、
恒
久
的
に
存
在
す
る

こ
と
と
は
常
住
性
（
三
言
ρ
写
ε
の
こ
と
で
あ
り
、
恒
久
的
に
存
在
す
る
の
で

は

な
い
こ
と
と
は
無
常
性
（
a
1
1
i
t
y
a
t
v
［
L
）
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
常
住
性
と

無
常
性
と
は
、
互
い
に
排
除
し
合
っ
て
（
い
つ
れ
か
一
方
が
特
定
の
場
所
に
）

存
在
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
両
老
が
同
l
の
場
所
に
と
も
に
存
在
す
る
と

い

う
こ
と
は
矛
盾
し
て
い
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
互
い
に
排
除
し

合

う
二
つ
の
も
の
の
う
ち
、
　
1
方
の
も
の
の
存
在
す
る
こ
と
が
現
に
経
験
さ
れ

る
と
き
に
は
’
そ
こ
に
第
二
の
も
の
の
自
体
の
あ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
な
け
れ

ば

な
ら
な
い
。
（
一
・
°
　
3
3
，
　
l
°
1
6
）
　
5
か
し
な
が
ら
、
自
体
の
存
在
す
る
こ
と
を
否

定
す
る
の
は
、
知
覚
し
よ
う
と
す
れ
ぱ
現
に
知
覚
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る

と
想
定
さ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
次
の
よ
う

な
形
式
で
、
自
体
の
存
在
の
否
定
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
。
．
　
　
一
も
し

も
’
今
現
に
経
験
さ
れ
る
こ
の
も
の
が
常
住
で
あ
る
な
ら
ば
、
常
に
存
在
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七



　
　
　
　
法
権
又
化
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究
（
ヒ
日
ヴ
）

性

質
の
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
実
際
に
は
常
に
存
在

す

る
性
質
の
も
の
と
し
て
は
経
験
さ
れ
な
い
。
そ
れ
故
に
こ
の
も
の
（
今
現
に

経
験
さ
れ
る
も
の
）
は
常
住
で
は
な
い
、
」
．
x
）
O
　
（
p
．
　
3
3
，
　
l
．
　
1
c
）
こ
の
よ
う
に
今

こ
こ
で
は
否
定
さ
れ
る
常
住
性
が
、
見
よ
う
と
す
れ
ば
見
ら
れ
得
る
本
性
の
あ

る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
想
定
し
た
あ
と
で
、
そ
の
常
庄
性
の
否
定
が
な

さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
（
P
．
　
3
3
，
　
l
．
　
1
9
）
実
際
に
経
験
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
吸
血
鬼
（
三
書
ら
ロ
）
な
ど

の

実
体
に
つ
い
て
で
も
、
も
し
も
そ
れ
が
実
際
に
経
験
す
る
こ
と
の
で
き
る
も

の
、
例
え
ば
瓶
、
を
本
質
と
し
て
い
る
こ
と
を
否
認
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

そ
れ
が
実
際
に
経
験
さ
れ
る
本
性
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、

ひ

と
ま
ず
想
定
し
た
上
で
、
そ
の
否
定
を
な
す
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
o
　
（
そ

の

場
合
に

わ

れ
わ

れ
は

次
の
よ
う
な
推
論
を
行
な
う
。
ー
）
　
「
も
し
も
今
現

に

知
覚

さ
れ
る
こ
の
も
の
が
、
吸
血
鬼
を
本
質
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
吸
血
鬼
が
見
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
吸
血
鬼
は
実
際
に
は
見
ら
れ

な
い
。
そ
れ
故
に
、
今
現
に
知
覚
し
て
い
る
も
の
は
、
吸
血
鬼
で
は
な
い
。
」

．
v
。
　
（
p
．
　
3
3
．
　
I
．
　
2
1
）
現
に
知
覚
さ
れ
て
い
る
も
の
、
例
え
ば
瓶
な
ど
に
つ
い
て
、

他
の
或
る
も
の
　
　
そ
れ
が
実
体
で
あ
ろ
う
と
も
、
実
体
で
な
い
も
の
で
あ
ろ

う
と
も
、
現
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
現
に
知
覚
さ
れ
な
い
も
の

で

あ
ろ
う
と
も
　
　
を
本
質
と
し
て
い
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
は
、
そ
れ
が
現

に

知
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
一
応
想
定
し
（
前
提
と
し
た
）
上
で
な
さ

れ

る
の
で
あ
る
。
　
（
こ
の
よ
う
な
手
つ
づ
き
を
踏
ん
で
の
み
わ
れ
わ
れ
は
「
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

れ
は

瓶
で

は
な
い
、
」
　
r
こ
れ
は
吸
血
鬼
で
は
な
い
、
一
と
い
う
判
断
に
到
達
し

得
る
の
で
あ
る
、
）

　
O
．
　
3
－
1
，
　
l
．
　
1
）
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
　
「
瓶
は
そ
れ
を
知
覚
し
よ
う
と

す
れ
ば
知
覚
し
得
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
承
認
し
た
上
で
、

そ
の
知
覚
さ
れ
得
る
も
の
を
今
知
覚
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
本
つ
い
て
の
み
、

瓶
の
存
在
を
否
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
互
い
に
他
の
も
の
（
乙
）

と
矛
盾
す
る
も
の
（
甲
）
は
何
で
も
、
い
ま
現
に
そ
れ
が
知
覚
さ
れ
得
る
は
ず

で

あ
る
の
に
知
覚
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
本
つ
い
て
の
み
、
い
ま
現
に
見
ら

れ

る
他
の
も
の
（
甲
）
に
関
し
て
否
定
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
（
す
な
わ
ち

甲
が
存
在
し
な
い
、
と
推
知
す
る
。
）
　
そ
れ
故
に
こ
の
よ
う
な
種
類
の
論
式
は
、

（第
一
に
挙
げ
た
）
そ
れ
自
体
の
無
知
覚
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
サ
H
ン
キ
ヤ
学
派
を
い
う
。
こ
こ
で
は
が
れ
ら
に
対
す
る
反
論
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
三
゜
W
O
ぺ
゜
δ
（
或
る
も
の
の
非
存
在
を
証
明
す
る
第
七
の
推
理
の
形
式
は
）
、

否
定

さ
れ
る
事
実
の
結
果
と
矛
盾
す
る
も
の
を
知
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の

実
例
を
示
そ
う
。

二
．

三
八
　
田
　
（
否
定
さ
れ
る
事
実
の
）
結
果
と
矛
盾
す
る
も
の
を
知
覚

す
る
こ
と
（
k
a
r
y
a
v
i
r
u
d
d
h
o
p
a
l
a
ぴ
d
h
i
）
と
は
、
例
え
ば
、
次
の
こ

と
で
あ
る
。



（
主
張
命
題
）
　
こ
こ
に
は
、
そ
の
能
力
の
障
碍
な
き
「
寒
冷
の
原
因
」

は

存
在
し
な
い
。

（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
火
が
あ
る
か
ら
。
〔
二
・
三
七
〕

　
（
p
．
　
3
4
，
　
i
．
　
7
）
一
こ
こ
に
」
と
い
う
の
が
主
張
命
題
の
主
語
で
あ
る
。
　
「
そ
れ

ら
の
寒
冷
の
原
因
の
、
寒
冷
を
生
す
る
こ
と
に
対
す
る
能
力
が
障
碍
さ
れ
て
い

な
い
と
こ
ろ
の
そ
れ
ら
の
寒
冷
の
原
因
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
の
が
〈
証
明

さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
〉
で
あ
る
。
　
一
何
と
な
れ
ぱ
火
が
あ
る
か
ら
」
と
い
う

の

が
理
由
で
あ
る
。
　
三
゜
〔
W
r
へ
゜
3
寒
冷
の
原
囚
が
知
覚
さ
れ
ず
、
ま
た
寒
冷

の

触
覚

も
知
覚
さ
れ
な
い
場
合
に
、
こ
の
（
論
式
の
）
理
由
が
用
い
ら
れ
る
の

で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
も
し
も
寒
冷
の
触
覚
が
実
際
に
知
覚
さ
れ
る
場
合
に
は
、

結
果
の

無
知

覚
が
証
因
と
な
る
。
　
（
第
二
の
形
式
、
す
な
わ
ち
「
こ
こ
に
寒
冷

の

触
覚
が
存
在
し
な
い
か
ら
、
こ
こ
に
は
寒
冷
の
原
因
も
存
在
し
な
い
、
」
）
ま

た
寒
冷
の
原
因
が
実
際
に
知
覚
さ
れ
得
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
知

覚
さ
れ
得
る
は
ず
の
も
の
を
知
覚
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
証
因
と
な
る
。
（
第

l
の

形
式
。
す
な
わ
ち
’
　
「
こ
こ
に
寒
冷
の
原
因
を
知
覚
し
な
い
か
ら
’
こ
こ

に

は

寒
冷
の
原
因
は
存
在
し
な
い
。
」
）

　
（
p
．
　
3
・
1
，
　
l
．
　
1
0
）
そ
れ
故
に
、
こ
れ
も
（
或
る
も
の
の
）
非
存
在
を
論
証
す
る

も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
或
る
場
所
に
寒
冷
の
原
因
が
存
在
し
て
い
て
も
知

覚
さ
れ
な
い
場
合
、
あ
る
い
は
、
観
察
者
が
遠
く
に
い
る
た
め
に
、
寒
冷
の
触

覚
が
知
．
覚
さ
れ
な
い
場
合
に
、
火
が
火
の
赫
々
た
る
色
彩
の
故
に
、
遠
く
か
ら

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
6
7
の
た
ジ
に
（
中
村
）

で

も
知
覚
さ
れ
る
場
合
に
、
こ
の
論
式
が
適
用
さ
れ
る
。

　
（
p
．
　
3
，
l
，
　
l
°
1
2
）
　
（
或
る
も
の
の
非
存
在
を
証
明
す
る
第
八
の
形
式
は
）
否
定

さ
れ
る
べ
き
事
実
に
周
延
し
て
い
る
も
の
と
矛
盾
し
て
い
る
も
の
を
知
覚
す
る

こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
次
に
実
例
と
し
て
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
・
三
九
　
⑧
　
（
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
）
周
延
し
て
い
る
も
の
と
矛

盾
し
て
い
る
も
の
の
知
覚
（
v
y
a
p
a
k
a
v
i
r
u
d
d
h
o
p
a
l
a
b
d
h
i
）
と
は
、

例
え
ば
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
（
主
張
命
題
）
　
こ
こ
に
は
雪
の
触
覚
（
巨
留
日
ω
O
彗
留
）
は
存
在
し

　
な
い
。

　
（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
、
こ
こ
に
は
火
が
あ
る
が
故
に
。
〔
二
’

　
三
八
〕

　
（
p
．
　
3
4
，
　
l
．
　
I
1
）
　
［
こ
こ
に
」
と
い
う
の
が
主
張
命
題
の
主
語
で
あ
る
。
「
雪
の

触

覚
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
の
が
証
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
　
［
火
が

あ
る
が
故
に
」
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。
周
延
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
雪
の
触

覚
も
、
周
延
す
る
も
の
で
あ
る
寒
冷
の
触
覚
も
、
と
も
に
知
覚
さ
れ
な
い
場
合

に
、
こ
の
理
由
が
用
い
ら
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
そ
の
両
者
が
直
接
に
知
覚
さ
れ

る
べ
き
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
’
　
（
e
n
）
そ
の
も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
と
（
第

一
形

式
）
か
、
或
い
は
、
周
延
す
る
も
の
（
寒
冷
）
を
知
覚
し
な
い
こ
と
（
第

三
形
式
）
が
、
理
由
と
し
て
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
。
　
（
二
ω
合
s

16
）

こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
（
1
1
無
知
覚
）
は
或
る
も
の
の
無
（
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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存
在
）
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
遠
く
離
れ
て
仔
在
し
て
い
る
観

察
老
に
と
っ
て
は
、
雪
の
触
覚
は
寒
冷
の
触
覚
の
一
種
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ

う
し
て
純
粋
の
寒
冷
一
般
　
（
g
l
t
a
m
a
t
r
a
）
は
超
感
覚
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
か

る
に
火
は
、
特
別
な
色
の
故
に
、
遠
方
に
存
在
し
て
い
て
も
、
直
接
明
瞭
に
知

覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
火
の
存
在
す
る
こ
と
に
本
つ
い
て
、
寒
冷

一
般
の

存
在
し
な
い
こ
と
が
推
知
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
寒
冷
の
一
種
で
あ
る

雪
の

触
覚
の

存
在

し
な
い
こ
と
が
確
知
さ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
寒
冷
の
一
種

は

〈
寒
冷

と
い
う
普
遍
〉
（
い
二
p
∋
製
「
p
）
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
か
ら
。
そ
れ
故
に
特
別
の
対
象
に
関
し
て
は
、
こ
の
（
第
八
の
無
知
覚
）
が

（
理
由
と
し
て
）
適
用
さ
れ
る
。

　
（
P
．
　
3
i
i
，
、
°
2
0
）
　
（
或
る
も
の
の
非
存
在
を
証
明
す
る
証
因
の
第
九
の
形
式
は
）

否
定

さ
れ
る
べ
き
事
実
の
原
因
を
知
覚
し
な
い
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
の
実
例
を

示

し
て
い
わ
く
、

二
・
四
〇
　
問
原
内
の
無
知
覚
（
k
a
l
，
a
r
p
a
n
u
p
a
l
a
b
d
h
i
）
と
は
、
例
え
ば

次
の
も
の
で
あ
る
。

　
（
主
題
張
命
題
）
　
こ
こ
に
煙
は
存
在
し
な
い
。

　
（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
火
が
存
在
し
な
い
か
ら
。
〔
1
1
　
・
三
九
〕

　
（
1
）
．
　
3
5
，
　
1
．
　
2
）
　
F
こ
こ
に
」
と
い
う
の
が
〈
主
張
命
題
の
！
＋
l
h
，
E
〉
　
（
d
h
a
r
n
i
i
n
）

で

あ
る
。
　
「
煙
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
の
が
証
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
（
¢
甲

dhy
a
）
で
あ
る
。
　
［
．
何
と
な
れ
ば
火
が
存
在
し
な
い
か
ら
」
と
い
う
の
が
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
）

で

あ
る
。
或
る
場
所
に
（
或
る
も
の
の
）
結
果
が
存
在
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、

現
に

知
，
覚
さ
れ
な
い
場
合
に
、
こ
の
論
式
が
適
川
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
、
も
し
も
結
果
が
直
接
に
知
覚
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
場
合
に
は
、
知

覚
さ
れ
る
べ
き
は
ず
の
も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
と
（
d
y
g
y
，
r
a
n
u
p
a
l
a
b
d
三
）
が
、

推

理

を
成
立
せ
し
め
る
理
由
（
証
因
）
と
な
る
。
　
（
す
な
わ
ち
第
一
の
論
式
が

適

用
さ
れ
る
、
）
　
そ
れ
故
に
こ
こ
も
ま
た
（
或
る
も
の
の
）
存
在
し
な
い
こ
と

を
．
証
明
す
る
（
証
因
）
で
あ
る
。
三
．
ω
ロ
へ
゜
4
）
　
（
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ

う
な
場
合
に
起
る
、
）
　
う
す
や
み
の
た
そ
が
れ
ど
き
に
、
動
揺
し
な
い
で
ひ
ろ

び
う
と
水
の
満
ち
て
い
る
湖
の
上
に
、
冬
に
よ
く
見
ら
れ
る
水
蒸
気
が
現
れ
出

た
と
き
に
は
、
そ
こ
に
た
と
え
煙
が
存
在
し
て
い
た
と
し
て
も
、
直
接
に
知
覚

さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
、
　
（
火
と
い
う
）
原
因
を
知
覚
し
な
い

こ
と
に
よ
っ
て
（
煙
の
存
在
が
）
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
こ
れ
に
反

し
て
、
火
が
、
そ
の
水
の
上
の
（
木
片
に
つ
い
た
ま
ま
）
浮
ん
で
い
る
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
燃
え
て
い
る
と
い
う
特
殊
な
す
が
た
（
I
－
U
℃
a
x
、
l
s
（
〆
s
a
）
の
故
に
、

火
は
知
覚
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
　
ラ
」
］
9
、
°
ε
　
た
と
え
火
が
未
だ
燃
え
立
っ
て

い

な
い
で
、
薪
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
場
合
に
も
、

燃
焼
の

よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
薪
が
直
接
に
知
覚
さ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
、
火
は
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
或
い
は
そ
れ
を
含
ん
で
い
る
よ
り
ど
こ
ろ
に
つ

い

て
、
　
（
い
つ
れ
か
の
も
の
と
し
て
）
知
覚
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。
こ
の
場

合
に

そ
の
無
知
覚
の
推
理
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
3
5
，
　
L
　
｛
）
　
（
或
る
も
の
の
非
存
在
を
証
明
す
る
証
囚
の
第
十
の
形
式
は
）



否
定

さ
れ
る
べ
き
事
実
の
原
因
と
矛
盾
す
る
も
の
を
知
覚
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
の
実
例
を
示
し
て
い
わ
く
o

二
・

竺
　
加
　
（
否
定
さ
れ
る
べ
き
事
実
の
）
原
因
と
矛
盾
す
る
も
の
を

知
覚
す
る
こ
と
（
k
a
l
，
襲
】
冶
言
，
u
d
d
h
o
p
a
l
a
b
d
h
i
）
が
（
第
十
の
形
式
で

あ
り
、
）
例
え
ば
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
（
主
張
命
題
）
　
か
れ
に
は
毛
髪
を
逆
立
て
る
こ
と
　
（
「
○
∋
①
庁
①
「
留
）

　
な
ど
の
或
る
種
の
す
が
た
（
寒
さ
に
懐
え
て
い
る
徴
候
）
は
存
在
し

　
な
い
。

　
（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
、
特
殊
な
火
が
近
く
に
存
在
す
る
か
ら
。

　
（
1
1
　
・
四
o
〕

　
（
p
．
　
3
5
，
　
l
．
　
1
2
）
　
F
か
れ
に
」
と
い
う
の
が
〈
主
張
命
題
の
主
語
〉
（
（
日
但
「
∋
三
）

で

あ
る
。
諸
の
毛
を
逆
立
て
る
こ
と
な
ど
。
　
「
な
ど
」
と
は
、
寒
さ
の
た
め
に

つ

く
り
出
さ
れ
た
「
歯
を
が
た
が
た
振
わ
せ
る
こ
と
」
な
ど
を
い
う
。
そ
れ
ら

は
、
恐
怖
・
信
仰
な
ど
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
し
出
さ
れ
た
他
の
「
毛
を
逆
立
て
る

こ
と
」
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
意
味
で
「
毛
髪
を
逆
立
て
る
こ

と
な
ど
の
或
る
種
の
す
が
た
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
そ
れ
ら
が
存
在
し
な
い
」

と
い
う
の
が
証
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
（
t
：
（
d
h
y
a
）
　
な
の
で
あ
る
。
　
こ
の
場
合

に

火
は
、
冷
さ
を
除
く
力
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
外
の
他
の
火
か
ら

区
別

さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
（
そ
の
意
味
で
）
　
「
特
殊
な
火
」
と
い
わ
れ
て
い
る

の

で

あ
る
。
或
る
火
は
存
在
し
て
い
て
も
、
寒
冷
を
除
く
力
が
な
い
。
例
え
ば

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

灯

火
（
p
r
a
d
i
p
a
）
が
そ
う
で
あ
る
。
　
そ
の
よ
う
な
火
を
除
く
た
め
に
「
特
殊

x
e
s
」
　
（
v
i
g
e
＄
a
）
と
い
う
語
を
付
加
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
特
殊
な
火
が
近
く
に

存
在

す
る
が
故
に
’
と
い
う
の
が
理
由
な
の
で
あ
る
。

　
（
て
ω
皿
、
」
3
寒
冷
の
触
覚
が
存
在
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
直
接
に
感
じ
ら

れ

る
こ
と
が
な
く
、
ま
た
毛
を
逆
立
て
る
こ
と
な
ど
の
或
る
種
の
す
が
た
（
寒

さ
の
徴
候
）
も
直
接
に
認
め
ら
れ
な
い
場
合
に
、
こ
の
論
式
が
適
用
さ
れ
る
の

で

あ
る
。
も
し
も
（
こ
れ
に
反
し
て
）
毛
を
逆
立
て
る
こ
と
な
ど
の
或
る
種
の

す
が
た
が
直
接
に
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
場
合
に
は
、
直
接
に
認
め
ら
れ
る

は

ず
の
も
の
の
無
知
覚
に
（
に
本
つ
く
推
論
）
　
（
1
第
1
の
形
式
）
が
用
い
ら

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
（
p
．
　
3
5
，
　
l
．
　
1
8
）
　
（
他
方
）
寒
冷
の
触
覚
が
直
接
に
認

め
ら
れ
る
は
ず
の
場
合
に
は
、
原
因
を
知
覚
し
な
い
こ
と
（
に
本
つ
く
推
理
）

が

用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
こ
れ
は
或
る
も
の
の
存
在
し

な
い
こ
と
を
証
明
す
る
（
証
因
の
第
十
の
形
式
）
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
3
5
，
　
l
．
　
2
1
）
実
に
、
特
殊
な
す
が
た
（
色
彩
）
の
故
に
、
遠
く
か
ら
で
も

火
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
寒
冷
の
触
覚
と
毛
を
逆
立
る
こ
と
な
ど

の

特
殊

な
す
が
た
と
は
、
　
（
遠
く
か
ら
は
）
直
接
に
は
知
覚
さ
れ
な
い
。
そ
れ

故
に

原
因
（
1
寒
冷
）
と
矛
盾
す
る
も
の
（
ー
火
）
を
知
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
’
　
（
毛
を
逆
立
て
る
こ
と
な
ど
の
特
殊
な
す
が
た
の
）
存
在
し
な
い
こ
と
が

知

ら
れ
る
。
こ
の
場
合
に
、
こ
の
論
式
が
適
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
3
5
，
　
l
．
　
2
1
）
　
（
或
る
も
の
の
非
存
在
を
証
明
す
る
証
因
の
第
十
一
の
形
式

は
）
否
定
さ
れ
る
べ
き
事
実
の
原
因
と
矛
盾
し
て
い
る
も
の
の
結
果
を
知
覚
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
実
例
を
示
し
て
い
わ
く
、

二
．

四ll

　
g
　
（
否
定
さ
れ
る
べ
き
事
実
の
）
原
因
と
矛
盾
し
て
い
る
も

の

の

結
果
を
知
覚
す
る
こ
と
（
k
a
r
a
r
p
a
v
i
i
，
u
d
d
h
a
k
a
r
y
o
p
a
l
a
b
d
h
i
）
と

は
、
例
え
ば
次
の
如
v
で
あ
る
。

　
（
主
張
命
題
）
　
こ
の
場
所
は
、
毛
髪
を
逆
立
て
る
こ
と
な
ど
の
或
る

　
種
の
す
が
た
を
と
も
な
っ
た
人
間
が
存
在
し
な
い
。

　
（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
、
こ
の
場
所
に
は
煙
が
あ
る
か
ら
。
〔
二

　
・

三
〕

　
（
P
°
　
3
6
，
　
l
°
3
）
　
F
，
J
の
場
所
」
と
い
う
の
が
〈
主
張
命
題
の
主
語
〉
で
あ
る
。

r毛
髪
を
逆
立
て
る
こ
と
な
ど
の
或
る
種
の
す
が
た
を
と
も
な
っ
た
人
間
が
存

在

し
な
い
」
と
い
う
の
が
「
証
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
」
　
（
主
張
命
題
の
述
語
）

で
あ
る
。
　
「
煙
が
あ
る
が
故
に
」
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。
も
し
も
毛
髪
を

逆
立
て

る
こ
と
な
ど
の
或
る
種
の
す
が
た
が
現
に
直
接
知
覚
さ
れ
る
場
合
に
は
、

知

覚
し
よ
う
と
す
れ
ば
知
覚
し
得
る
は
ず
の
も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
と
（
第
一

の

形

式
）
が
、
証
因
と
し
て
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
原
因
で
あ

る
寒
冷
の
触
覚
が
現
に
知
覚
さ
れ
得
る
場
合
に
は
、
　
（
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の

の
）
原
因
を
知
覚
し
な
い
こ
と
（
第
九
の
形
式
）
が
、
証
因
と
し
て
用
い
ら
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
火
が
現
に
直
接
に
知
覚
さ
れ
る
場
合
に
は
、

（否
定

さ
れ
る
べ
き
も
の
の
）
原
因
と
矛
盾
し
て
い
る
も
の
を
知
覚
す
る
こ
と

（第
十
の
形
式
）
が
証
因
と
し
て
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
二

そ
の
三
つ
と
も
に
現
に
直
接
に
は
知
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
こ
の
（
第
十
一
の

形
式
の

証

因
が
）
用
い
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
こ
れ
も
ま
た
（
或
る
も
の
の
）
非

存
在
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
3
6
，
　
l
．
　
7
）
さ
て
遠
方
に
存
在
す
る
観
察
老
に
と
っ
て
、
焼
く
こ
と
（
（
亨

h
　
i
．
　
n
　
a
）
　
’
　
e
v
t
冷
の
触
覚
、
毛
髪
を
逆
立
て
る
こ
と
な
ど
の
或
る
種
の
す
が
た
が

た
と
え
存
在
し
て
い
て
も
、
現
に
直
接
に
は
知
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
て
も
、

煙
が
現
に

直
接
に
知
覚
さ
れ
る
場
合
に
、
以
上
に
述
べ
た
こ
と
が
証
明
の
方
法

と
な
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
場
合
の
「
煙
」
と
は
、
そ
の
場
所
に
存
在

す
る
寒
冷
を
除
去
す
る
こ
と
の
で
き
る
火
の
存
在
を
推
知
せ
し
め
る
よ
う
な
煙

で

あ
る
と
、
こ
こ
で
は
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
し
か
る
に
煙
一
般

（dh
u
l
］
l
a
l
l
l
a
t
t
l
’
a
）
　
S
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
火
一
e
s
　
（
v
a
h
n
i
m
a
t
r
a
）
　
（
）

存
在

す
る
こ
と
が
推
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
’
寒
冷
の
触
覚
の
存
在
し
な

い

こ
と
も
’
毛
髪
を
逆
立
て
る
こ
と
な
ど
の
特
殊
な
か
た
ち
の
存
在
し
な
い
こ

と
も
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
煙
一
般
と
い
う
も
の
が
理
由
と

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
第
八
節
　
無
知
覚
の
諸
形
式
の
重
要
性
〕

　
（
I
｝
．
　
3
6
，
　
i
．
一
に
）
も
し
も
否
定
（
［
》
三
二
竺
、
（
三
三
を
証
明
す
る
た
め
の
理
由
が

た
だ
1
つ
し
か
な
い
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
或
る
も
の
の
非
存

在

を
証
明
す
る
理
由
が
十
1
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
は
ど
う
し
て
で
あ
る
か
P

〔答
え
て
い
わ
く
　
　
〕



二
・

四
三
　
結
果
の
無
知
覚
（
第
二
の
形
式
）
な
ど
こ
れ
ら
十
種
す
べ
て
の
、

無
知
覚
に

本
つ
い
て

或

る
も
の
の
非
存
在
を
証
明
す
る
論
式
は
、
そ
れ

自
体
に
関
す
る
無
知
覚
（
s
v
a
b
h
a
v
a
n
u
p
a
l
a
b
d
h
i
）
　
（
第
↓
の
形
式
）

の
う
ち
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
〔
二
・
四
二
〕

　
（
p
．
　
3
6
，
　
t
．
　
1
5
）
本
文
の
中
に
一
こ
れ
ら
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
直
前
の
論
式

で
終

る
、
無
知
覚
に
本
つ
く
諸
論
式
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
う
ち

に
は
、
ど
れ
だ
け
の
論
式
を
含
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
？
　
答
え
て
い
わ

く
、
結
果
の
無
知
覚
（
第
二
の
形
式
）
な
ど
で
あ
る
。
「
結
果
の
無
知
覚
な
ど
」

と
い
っ
て
も
、
三
種
ま
た
は
四
種
の
無
知
覚
を
含
め
て
い
る
こ
と
の
意
味
に
も

解

さ
れ
る
の
で
、
　
［
十
種
」
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
一
十
種
」
と
い
っ
て

も
、
単
に
実
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
だ
け
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
に
な
る
の
で
、
　
r
す
べ
て
の
」
と
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
次
の
ご

と
く
で
あ
る
。
　
　
証
明
の
た
め
の
理
由
と
し
て
は
用
い
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、

r証
明
に
用
い
ら
れ
た
実
例
に
似
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
」
と
い
う
意
味
で
、

r十
種

の
」
と
い
う
文
字
が
な
く
て
も
、
　
一
す
べ
て
の
」
と
い
う
文
字
が
使
わ

れ

て
い
る
な
ら
ば
、
証
明
の
た
め
に
用
い
ら
れ
た
実
例
の
全
部
を
含
め
て
意
味

し
て
い
る
と
推
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
る
に
上
の
本
文
に
お
い
て
は
、

「
十

種
の
］
と
い
う
文
字
が
あ
る
か
ら
、
実
例
の
全
部
が
知
ら
れ
た
わ
け
で
あ

る
が
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
一
す
べ
て
の
」
と
い
う
文
字
が
余
分
に
残
さ
れ
て
い

る
か
ら
、
そ
れ
は
実
例
と
類
似
し
て
い
る
も
の
の
す
べ
て
を
（
言
及
し
て
）
知

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

ら
せ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ら
は
、
本
質
に
関
し

て
は
、
　
〈
そ
れ
自
体
に
関
す
る
無
知
覚
〉
　
（
第
一
の
形
式
）
の
中
に
含
め
ら
れ

る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
自
体
に
関
す
る
無
知

覚
（
ー
第
一
の
形
式
）
を
本
質
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
（
p
．
3
7
，
　
t
．
　
！
）
　
（
反
対
者
い
わ
く
ー
〕
し
か
し
結
果
に
関
す
る
無
知
覚
（
1
1

第
二
の
形
式
）
は
、
そ
れ
自
体
に
関
す
る
無
知
覚
（
ー
第
一
の
形
式
）
に
本
つ

く
論
式
と
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
で
は
、
そ
れ
ら
は
ど
う
し

て
（
第
一
の
形
式
の
中
に
）
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
P

〔
答
え
て
い
わ
く
ー
〕

二
・

四
四
　
間
接
的
I
L
）
　
（
p
a
r
a
m
p
a
r
y
e
r
p
a
）
　
（
第
一
の
形
式
の
中
に
含
ま
れ

る
の
〕
で
あ
る
。
　
　
た
だ
し
他
の
或
る
事
物
を
（
間
接
に
）
肯
定
す

る
こ
と
と
（
間
接
に
）
否
定
す
る
こ
と
と
の
論
式
の
区
別
（
響
，
昌
o
σ
q
P

bhed
a
）
は
あ
る
け
れ
ど
も
。
三
・
四
三
〕

　
（
p
．
　
3
7
，
　
l
．
　
4
）
論
式
の
、
す
な
わ
ち
こ
と
ば
の
表
現
法
（
恥
〔
二
三
貸
、
｝
、
勃
｝
）
巴
を
の

区
別
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
は
（
第
一
の
形
式
の
中
に
）
含
ま
れ
る
の
で

あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
論
式
の
区
別
は
い
か
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
か
P
　
そ

れ
に

対

し
て
答
え
て
い
わ
く
、
他
の
或
る
事
物
を
肯
定
す
る
こ
と
（
と
否
定
す

る
こ
と
）
な
ど
、
（
第
四
の
形
式
に
お
い
て
は
、
す
な
わ
ち
、
）
否
定
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
本
性
上
矛
盾
し
て
い
る
も
の
な
ど
を
知
覚
す
る
こ
と
に
本
つ
く
諸
論

式
に

お

い

て
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
は
異
な
る
他
の
事
物
を
肯
定
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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す
な
わ
ち
知
覚
す
る
の
で
あ
る
。
　
（
第
二
の
論
式
に
お
い
て
は
、
す
な
わ
ち
）

或

る
も
の
の
結
果
を
知
覚
し
な
い
こ
と
な
ど
に
本
つ
く
諸
論
式
に
お
い
て
は
、

（否
定

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
は
異
な
る
他
の
事
物
を
）
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
。

（
p
．
　
3
7
，
　
l
°
6
）
　
（
こ
の
よ
う
に
）
他
の
も
の
（
－
．
否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
矛
盾

し
て
い
る
も
の
）
を
肯
定
す
る
こ
と
と
’
他
の
も
の
　
（
＝
否
定
さ
れ
る
べ
き
も

の

の

結

果
）
を
否
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
諸
論
式
が
異
な
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
3
7
，
　
l
．
　
7
）
　
f
反
対
者
い
わ
く
ー
］
も
し
も
他
の
諸
の
論
式
の
う
ち
に
（
否

定
さ
る
べ
き
事
物
と
は
）
異
な
る
他
の
も
の
の
肯
定
と
否
定
と
が
あ
る
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
れ
な
ら
ば
そ
れ
ら
が
す
べ
て
（
第
一
の
形
式
の
中
に
）
含
ま
れ

て
し
ま
う
と
い
う
の
は
、
ど
う
し
て
で
あ
る
か
？

　
答
え
て
い
わ
く
、
間
接
に
’
す
な
わ
ち
経
路
を
へ
て
。
そ
の
意
味
は
次
の
ご

と
く
で
あ
る
。
ー
こ
れ
ら
の
（
十
種
の
）
論
式
は
、
　
「
見
よ
う
と
す
れ
ば
見

ら
れ
る
は
ず
の
も
の
を
知
覚
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
直
接
k
）
　
（
s
a
t
k
s
a
t
）
言

い

表
わ

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
他
の
或
る
事
物
の
肯
定

あ
る
い
は
否
定
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
肯
定
あ
る

い
は

否
定

は
、
　
「
見
よ
う
と
す
れ
ば
見
ら
れ
る
は
ず
の
も
の
を
知
覚
し
な
い
こ

と
」
を
必
ら
ず
指
し
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
れ
ら
の
無
知
覚
は
’

間
接
的
な
経
路
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
身
に
関
す
る
無
知
覚
の
中
に
含
ま
れ
る
の

で

あ
る
。
直
接
に
そ
う
な
る
の
で
は
な
い
。

　
（
p
．
　
3
7
，
　
l
°
1
！
）
も
し
も
こ
れ
ら
の
諸
論
式
が
論
証
の
し
か
k
｛
　
（
p
r
a
y
o
g
a
）
　
0

異

な
る
が
故
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
の
差
異
は
、
他
人
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

め
の
推
理
の
章
に
お
い
て
説
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
論
証
の

し
か
た
の
相
違
と
は
、
こ
と
ば
の
相
違
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
と
ば
は
他
人

の
た

め

の

推
理
に

ほ
か

な
ら
な
い
、
と
い
う
疑
い
が
起
る
の
で
、
答
え
て
い
わ

く
ー

二
・

四
五

種
々
な
る
論
式
を
実
際
に
観
察
す
る
こ
と
を
反
復
す
る
が
故

に
、
自
分
で
も
こ
の
よ
う
に
否
定
的
に
制
限
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
理

解
が
起
る
。
そ
れ
故
に
そ
の
理
解
（
p
r
a
t
i
t
i
）
の
た
め
の
論
式
の
説
明

は
、
　
「
自
分
の
た
め
の
推
理
」
の
章
の
中
に
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

〔
二

・

四
四
〕

　
（
p
．
　
3
7
，
　
l
．
　
1
5
）
論
書
（
書
。
・
｛
日
）
の
中
で
構
成
さ
れ
用
い
ら
れ
て
い
る
諸
の
論

式
を
観
察
す
る
こ
と
（
d
a
r
g
a
i
i
a
）
す
な
わ
ち
認
識
す
る
こ
と
（
三
〕
巳
p
ヨ
三
5
）

を
反
復
す
る
こ
と
（
ρ
一
）
プ
ヂ
均
o
た
P
）
す
な
わ
ち
幾
度
も
繰
返
す
こ
と
と
い
う
原
因

の

故

に
、
自
分
で
も
、
す
な
わ
ち
理
解
者
で
あ
る
自
身
で
も
、
こ
の
よ
う
に
、

す
な
わ
ち
直
前
に
の
べ
た
し
か
た
に
よ
っ
て
、
否
定
的
な
制
限
（
く
｝
巨
く
碧
巳
’
？

d
a
）
す
な
わ
ち
（
或
る
も
の
が
存
在
し
な
い
と
い
う
）
否
定
判
断
（
三
暮
ロ
。
（
二
5
）

の

理
解
が
起

る
の
で
あ
る
。
三
（
「
故
に
」
）
と
い
う
の
は
、
F
そ
れ
故
に
」
と
い

う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
意
味
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ー
自
分
で
も
こ
の
よ

う
に
、
こ
の
方
法
に
よ
っ
て
、
こ
と
ば
に
よ
る
論
証
を
繰
返
す
こ
と
に
よ
っ
て

理

解
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
故
に
こ
の
論
証
の
種
々
な
る
種
類
は
、
自
分

自
身
の
理
解
の
た
め
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
　
一
自
分
の
た
め



の

推

理
」
の
章
の
中
に
含
め
て
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、

他

人
の

理
解
の
た

め

に

用
い
ら
れ
て
い
る
も
の
は
’
　
1
他
人
の
た
め
の
推
理
一

の

章
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
第
九
節

感
覚
し
得
る
経
験
に
本
つ
い
て
の
否
定

（無
知
覚
の
原
因
）
〕

　
（
p
．
　
3
7
，
　
l
．
　
2
1
）
結
果
を
知
覚
し
な
い
こ
と
な
ど
に
本
つ
い
て
或
る
原
因
の
非

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
）

存
在

を
論
ず
る
（
第
二
の
形
式
な
ど
）
な
ら
ば
、
現
に
直
接
に
は
知
覚
さ
れ
な

い

原
因
な
ど
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
何
と
な
れ
ば
’
現
に

直
接
に

知

覚
さ
れ
得
る
も
の
を
否
定
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
自
体
を
知
覚
し
な

い

こ
と
と
い
う
論
式
（
第
一
の
形
式
）
を
用
い
る
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
か
ら
、

も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
に
直
接
に
知
覚
さ
れ
得
る
も
の
を
知
覚
し
な
い

こ
と
に
本
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
原
因
な
ど
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず

で
あ
る
。

（
1
）
　
c
f
°
N
y
i
t
）
，
a
－
b
i
n
d
u
　
I
I
°
3
2
’

　
（
p
．
　
3
7
，
　
L
　
2
2
）
　
（
問
，
r
て
い
わ
v
－
］
そ
れ
で
は
、
　
こ
れ
ら
の
諸
の
論
式

が
現
に

直
接
に
知
覚
さ
れ
得
る
も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
と
（
第
一
の
形
式
）
の

中
に
含
れ
る
の
は
ど
う
し
て
で
あ
る
か
？

　

答
え
て
い
わ
く
、
ー

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

二
・
四
六
　
ざ
ら
に
、
非
存
在
と
非
仔
在
の
言
い
2
2
わ
し
を
説
明
す
る
す
べ

て

の

こ
の
無
知
覚
に
お
い
て
は
、
〈
そ
れ
自
体
と
矛
盾
し
て
い
る
も
の
〉

（sv
a
bhav
a

v
i
r
u
d
d
h
a
）
な
ど
を
知
覚
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
原
因

な
ど
を
知
覚
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
否
定
が
説
か
れ
て
い
る
も
の
ど
も

は
’
知
覚
さ
れ
る
た
め
の
諸
条
件
が
得
ら
れ
た
と
き
に
は
、
常
に
知
覚

す
る
か
、
ま
た
は
常
に
知
覚
し
な
い
か
、
い
つ
れ
か
で
あ
る
と
知
る
べ

き
で
あ
る
。
三
・
四
吾

　
（
p
．
　
3
8
，
　
l
°
t
l
）
　
F
非
存
在
と
そ
の
言
い
表
わ
し
」
と
は
、
非
存
在
（
ρ
三
’
蓼
、
沿
）

と
そ
の
非
存
在
の
言
い
表
わ
し
（
但
b
h
　
7
L
v
a
く
v
a
v
a
h
　
7
一
’
a
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
自
体
を
認
識
し
な
い
場
合
（
第
一
の
形
式
）
に
お
い
て
は
、
そ
れ
自
体
の

非
存
在

と
い
う
言
い
表
わ
し
が
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
他
の

諸
形
式
に

お

い

て
は
、
非
存
在
が
証
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
　
「
そ
の
両

老

を
証
明
す
る
す
べ
て
の
無
知
覚
の
中
で
一
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
さ
ら
に
」

（c
a
）
と
い
う
語
は
、
　
「
何
と
な
れ
ば
」
（
三
）
と
い
う
語
の
意
義
を
指
示
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
3
8
，
　
t
°
　
6
）
す
べ
て
の
無
知
覚
に
お
い
て
否
定
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の

は
、
知
覚
さ
れ
る
た
め
の
諸
条
件
を
具
え
た
と
き
に
は
知
覚
さ
れ
得
る
は
ず
の

も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
が
、
そ
れ
ら
が
否
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
し

た
が
っ
て
（
そ
の
他
の
諸
の
無
知
覚
の
形
式
は
）
知
覚
し
よ
う
と
す
れ
ば
知
覚

し
得
る
は
ず
の
も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
と
の
中
に
含
め
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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（
p
．
　
3
。
，
　
L
　
7
）
こ
の
こ
と
（
否
定
）
が
、
　
〈
知
覚
し
よ
う
と
す
れ
ば
知
覚
さ
れ

う
る
も
の
〉
に
つ
い
て
の
み
適
合
し
得
る
の
は
何
故
で
あ
る
か
A
‘
答
え
て
い

わ
く
、
r
そ
れ
自
体
」
云
々
。
「
さ
ら
に
」
（
c
a
）
と
い
う
こ
と
ば
は
、
，
J
の
場
合

に

お

い
て

も
ま
た
理
由
を
示
す
意
味
で
あ
る
。
　
「
そ
れ
自
身
と
矛
盾
し
て
い
る

も
の
」
な
ど
を
知
覚
す
る
こ
と
と
一
．
原
因
」
な
ど
を
知
覚
し
な
い
こ
と
と
に
よ

っ

て

或

る
も
の
の
否
定
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
’
そ
れ
故
に
「
現

に

直
接
に
知
覚
し
よ
う
と
す
れ
ば
知
覚
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
」
に
つ
い
て

の

み
否
定
が

述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
3
8
，
　
L
　
1
0
）
問
う
て
い
わ
く
、
そ
れ
自
体
と
矛
盾
し
て
い
る
も
の
を
知
覚

す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
原
因
な
ど
を
知
覚
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
否
定
が
述

べ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
う
だ
と
し
て
も
、
現
に
知
覚
し
よ
う

と
す
れ
ば
知
覚
し
得
る
も
の
に
つ
い
て
の
み
否
定
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
何

故
で

あ
る
か
？

　
（
P
．
　
3
8
，
　
l
°
1
1
）
答
え
て
い
わ
く
、
　
r
知
覚
　
云
々
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も

ま
た
、
　
「
さ
ら
に
」
（
c
a
）
と
い
う
字
は
理
由
を
示
す
意
味
で
あ
る
。
何
と
な
れ

ば
、
互
い
に
矛
盾
し
て
い
る
も
の
と
か
、
　
一
方
が
周
延
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

他
方
が
周

延

す
る
も
の
で
あ
る
と
か
、
或
い
は
一
方
が
結
果
で
あ
り
、
他
方
が

原
因
で
あ
る
と
か
知
ら
れ
た
も
の
ど
も
は
、
必
ら
ず
そ
の
存
在
が
知
覚
さ
れ
る

か
、
或
い
は
、
か
つ
て
知
覚
し
た
と
い
う
経
験
に
本
つ
い
て
今
そ
の
存
在
を
知

覚
し
な
い
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
知
ら
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
．
）
そ
う
し
て
知

覚
す
る
こ
と
と
知
覚
さ
れ
な
い
こ
と
と
の
両
老
の
存
す
る
も
の
は
、
知
覚
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

得

る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
（
p
’
3
8
、
l
°
1
4
）
そ
れ
故
に
、
　
〈
そ
れ
自
体
と
矛

盾
し
て
い
る
も
の
〉
な
ど
を
知
覚
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
た
原
因
な
ど
を
知
覚

し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
或
る
と
き
に
は
知
覚
さ
れ
、
或
る
と
き
に
は
知
覚
さ
れ

な
い
と
こ
ろ
の
矛
盾
し
て
い
る
も
の
な
ど
を
否
定
す
る
こ
と
が
な
さ
れ
る
の
で

あ
る
か
ら
、
　
〈
現
に
直
接
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
〉
に
つ
い
て
の
み
否
定
が
な
さ

れ

た
の
で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
3
8
，
　
l
．
　
1
5
）
今
ま
で
に
多
く
の
質
問
を
経
過
し
て
来
た
の
で
あ
る
か
ら
、

返
答
の
集
合
の
意
味
で
あ
る
［
‘
さ
ら
に
」
（
c
ρ
）
と
い
う
文
字
が
理
由
を
意
味
し

て

い

る
の
で
あ
る
。
　
（
そ
れ
故
に
）
こ
れ
こ
れ
の
返
答
が
存
す
る
が
故
に
そ
れ

ぞ

れ

の

質
問
は
正
し
く
な
い
と
い
う
の
が
「
さ
ら
に
」
（
c
’
a
）
と
い
う
文
字
の
意

味
で
あ
る
。

　
0
．
　
3
。
，
　
l
，
　
1
8
）
で
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
は
ず
の
〈
矛
盾
し
て
い
る
も
の
〉

な
ど
の
存
在
を
知
覚
す
る
こ
と
と
知
覚
し
な
い
こ
と
と
は
、
何
に
本
つ
い
て
起

る
の
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
？
　
答
え
て
い
わ
く
、

二
・

四
七
　
他
の

も
の
（
形
而
上
学
的
な
も
の
）
に
つ
い
て
は
、
矛
盾
関
係

（
v
i
r
o
d
h
a
）
と
因
果
関
E
I
F
S
　
（
k
a
r
y
a
k
a
r
a
p
a
b
h
a
v
a
）
と
は
成
立
し
得
な

い
が
故
に
。
〔
二
・
四
六
〕

　
（
p
．
　
3
S
）
，
t
’
　
2
0
）
或
る
と
き
に
は
知
覚
さ
れ
、
ま
た
或
る
と
き
に
は
知
覚
さ
れ

な
い
も
の
と
は
異
な
る
他
の
も
の
は
、
（
形
而
上
学
的
な
も
の
で
あ
り
）
、
全
然

知
覚
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
何
ら
か
の
も
の



と
の
矛
盾
関
係
も
、
因
果
関
係
も
、
〈
周
延
す
る
も
の
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
周

延

さ
れ
る
も
の
も
有
り
得
な
い
こ
と
〉
も
成
立
し
得
な
い
。
そ
れ
故
に
、
矛
盾

関
係
（
矛
盾
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
）
と
因
果
関
係
と
（
周
延
さ
れ
る
も
の
の
）

存
在
し
な
い
こ
と
（
周
延
関
係
）
と
が
成
立
し
得
な
い
が
故
に
、
こ
の
理
由
の

故

に
’
或
る
と
き
に
は
知
覚
さ
れ
、
或
る
と
き
に
は
知
覚
さ
れ
な
い
〈
矛
盾
し

て
い
る
も
の
〉
な
ど
の
み
が
否
定
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
（
p
．
　
3
9
，
　
l
．
　
1
）
と

こ
ろ
で
或
る
と
き
に
は
知
覚
さ
れ
、
或
る
と
き
に
は
知
覚
さ
れ
な
い
も
の
は
、

現
に

直
接
に

経
験

し
よ
う
と
す
れ
ば
経
験
さ
れ
得
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
れ
故
に
、
も
し
も
現
に
直
接
に
経
験
し
よ
う
と
す
れ
ば
経
験
さ
れ
得
る
も
の

の

み
が
否
定
さ
れ
る
の
で
a
g
　
t
Q
O
　
（
p
．
　
3
9
，
　
L
　
1
）
こ
の
意
味
は
次
の
如
く
で
あ
る
。

　
　
（
1
）
矛
盾
関
係
と
（
2
）
因
果
関
係
と
’
　
（
c
o
）
　
〈
周
延
す
る
も
の
が
存

在

し
な
い
な
ら
ば
、
周
延
さ
れ
る
も
の
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
〉
と
は
、

経
験

し
よ
う
と
す
れ
ば
経
験
し
得
る
も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
と
に
本
つ
い
て
の

み

成
立

す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
方
の
も
の
が
現
に
存
在
す
る
場
合
に
他

の

も
の
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
認
識
す
る
場
合
に
は
、
矛
盾
関
係
の
存
す
る

こ
と
が
知
ら
れ
る
。
　
ま
た
原
因
で
あ
る
と
わ
れ
わ
れ
の
承
認
し
て
い
る
も
の

（ka
r

a
r
p
7
a
b
h
i
m
a
t
a
）
が
存
在
し
な
い
場
合
に
、
結
果
で
あ
る
と
し
て
わ
れ
わ
れ

の

承
認

し
て
い
る
も
の
（
蚕
巨
劉
三
ご
日
箕
p
）
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
理
解
す
る

と
き
に
、
そ
こ
に
因
果
関
係
の
あ
る
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
。
ま
た
周
延
す
る
も

の

で

あ
る
と
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の
が
存
在
し
な
い
場
合
に
、
周
延
さ
れ
る
も

の

の

存
在

し
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
く
周
延
さ
れ
る
も
の

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
付
）

と
周
延
す
る
も
の
と
の
関
係
〉
（
〆
、
〉
、
倒
「
壌
．
ρ
ぐ
｝
、
書
p
言
三
莇
く
ロ
）
の
存
す
る
こ
と
が

確
認

さ
れ
る
。
さ
て
周
延
さ
れ
る
も
の
と
周
延
す
る
も
の
と
の
関
係
を
理
解
さ

せ

る
原
因
は
、
無
（
或
る
も
の
の
非
存
在
）
で
あ
る
と
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
実
に
樹
木
の
存
在
し
な
い
こ
と
が
把
捉
さ
れ
た
場
合

に
、
シ
ン
シ
ャ
パ
ー
樹
た
る
性
質
の
存
在
す
る
こ
と
が
な
い
と
理
解
さ
れ
る
と

き
に
、
そ
こ
で
始
め
て
〈
周
延
さ
れ
る
も
の
と
周
延
す
る
も
の
と
の
関
係
〉
が

理
解
さ
れ
る
。
（
7
ω
ρ
、
°
　
6
）
そ
う
し
て
或
る
も
の
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と

の

理
解

は
、
あ
ら
ゆ
る
場
合
に
、
経
験
し
よ
う
と
す
れ
ば
経
験
し
得
る
は
ず
の

も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
と
に
本
つ
い
て
の
み
起
る
の
S
l
）
“
S
“
Q
O
　
（
p
．
　
3
9
，
　
l
．
　
7
）
そ

れ
故

に
、
人
が
、
矛
盾
関
係
と
因
果
関
係
と
〈
周
延
さ
れ
る
も
の
と
周
延
す
る

も
の
と
の
関
係
〉
　
（
周
延
関
係
）
を
心
の
中
に
想
い
起
す
な
ら
ば
、
か
れ
は
、

経
験

し
よ
う
と
す
れ
ば
経
験
し
得
る
も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
と
が
、
矛
盾
関
係

と
因
果
関
係
と
〈
周
延
さ
れ
る
も
の
と
周
延
す
る
も
の
と
の
関
係
〉
に
関
す
る

或

る
も
の
の
非
存
在
を
理
解
す
る
た
め
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
想
い
起

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
p
．
　
3
9
，
　
l
°
9
）
　
〈
m
u
験
し
よ
う
と
す
れ
ば
経
験
し
得
る

も
の
を
知
覚
し
な
い
と
い
う
こ
と
〉
を
想
い
起
す
の
で
な
い
な
ら
ば
、
矛
盾
関

係
な
ど
を
想
い
起
す
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

矛
盾

し
て
い
る
も
の
の
肯
定
、
原
因
の
否
定
な
ど
肯
定
と
否
定
と
に
本
つ
い
て
、

他
の
或
る
も
の
の
非
存
在
の
理
解
が
起
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
（
そ
れ
に

は
過
去
の
記
憶
の
想
起
が
必
要
な
の
で
あ
る
、
）
　
も
し
も
経
験
し
よ
う
と
す
れ

ば
経
験
し
得
る
は
ず
の
も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
と
は
、
矛
盾
関
係
な
ど
を
把
捉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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す
る
と
き
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
必
ら
ず
想
い
起
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
か
ら
’
或
る
も
の
の
非
存
在
の
理
解
は
、
そ
れ
（
経
験
し
得
る
は
ず
の

も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
と
）
に
本
つ
い
て
の
み
起
る
。

　
（
p
．
　
3
9
，
　
l
°
！
1
）
さ
て
、
な
る
ほ
ど
経
験
し
得
る
は
ず
の
も
の
を
知
覚
し
な
い

こ
と
は
現
在
に
は
存
在
し
な
い
け
れ
ど
も
、
し
か
し
矛
盾
関
係
等
を
知
覚
す
る

時
に

は

か

つ

て
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
経
験
し
得
る
は
ず
の
も

の

を
知
覚
し
な
い
こ
と
と
し
て
現
在
想
い
起
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
或
る
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

の

非
存
在
を
理
解
す
る
た
め
の
＃
g
，
s
s
　
（
n
i
b
a
n
d
h
i
，
　
n
a
）
で
あ
る
と
理
解
し
な
け

れ
ば

な
ら
な
い
。
三
ω
㊤
．
S
罠
）
そ
れ
故
に
「
現
在
に
は
経
験
し
得
る
も
の
の

知
覚
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
或
る
も
の
の
非
存
在
を
証
明
す

る
も
の
と
し
て
、
経
験
し
得
る
は
ず
の
も
の
の
無
知
覚
に
本
つ
く
論
式
を
立
て

る
の
で
あ
る
か
ら
、
結
果
の
無
知
覚
（
第
二
の
形
式
）
な
ど
の
諸
論
式
は
、
　
〈
経

験

し
よ
う
と
す
れ
ば
経
験
し
得
る
は
ず
の
も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
と
〉
　
（
第
一

の

形
式
）
の
論
式
か
ら
は
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
．
　
3
9
，
　
l
．
　
1
4
）
そ
う
し
て
矛
盾
し
て
い
る
も
の
を
肯
定
す
る
こ
と
と
原
因
な

ど
を
否
定
す
る
こ
と
と
に
よ
っ
て
、
経
験
し
得
る
は
ず
の
も
の
の
無
知
覚
が
述

べ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
故
に
、
以
前
の
異
な
っ
た
時
に
存
在
し
、

今
は
記
憶
（
想
起
）
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
「
経
験
し
得
る
は
ず
の
も
の
の
無

知
覚
一
に
本
つ
い
て
の
み
、
或
る
も
の
の
非
存
在
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
の

で

あ
る
。
そ
う
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
の
諭
式
は
経
験
し
得
る
は
ず
の
も
の
の
無

知

覚
（
第
一
の
形
式
）
の
中
に
含
ま
れ
る
。
そ
れ
故
に
十
の
無
知
覚
の
論
式
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

順

次
に

た

と
っ
て
行
け
ば
、
r
経
験
さ
る
べ
き
も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
と
」
（
と

い

う
1
つ
の
形
式
）
の
中
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
’
以
上
の
す
べ

て

に

よ
っ
て
論
証
さ
れ
た
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

（1
）
　
1
1
i
l
）
；
1
］
1
（
1
1
1
n
．
n
：
i
，
－
f
o
u
n
c
l
a
t
i
o
n
s
　
（
S
t
c
h
v
r
b
a
t
：
k
y
）

〔
第
一
C
節
　
形
而
上
学
に
お
け
る
否
定
の
意
義
〕

　
（
p
．
　
3
9
，
　
l
．
　
1
8
）
　
〈
経
験
し
得
る
は
ず
の
も
の
を
知
覚
し
な
い
と
い
う
こ
と
〉

が
、
或
る
も
の
の
非
存
在
お
よ
び
（
そ
れ
に
対
応
す
る
）
非
存
在
の
表
現
（
苧

三
る
／
、
p
ー
、
プ
9
、
昌
困
ξ
p
）
を
証
明
す
る
た
め
の
認
識
根
拠
（
p
l
’
a
n
l
a
l
）
a
）
で
あ
る
と

い

う
こ
と
を
、
以
上
に
お
い
て
説
明
し
た
。
で
は
、
次
に
絶
対
に
経
験
し
得
な

い
も
の
（
a
（
i
「
い
y
a
）
の
無
知
覚
と
は
い
か
な
る
本
質
（
z
ぐ
辞
三
呂
ぐ
辞
）
の
も
の
で

あ
り
、
ま
た
い
か
な
い
は
た
ら
き
（
く
盲
℃
日
じ
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
？

二
・

四
八
　

（わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
範
囲
か
ら
）
離
れ
S
r
’
い
t
〈
）
　
（
v
i
p
r
a
－

k
r
＄
t
a
）
対
象
の
無
知
覚
は
、
直
接
知
覚
（
p
r
a
t
y
a
k
⑭
a
）
も
推
理
（
碧
・

u
m
a
n
a
）
も
適
用
さ
れ
な
い
特
性
の
も
の
で
あ
り
、
疑
惑
　
（
不
決
定

sa
n
i
S
a
y
a
）
　
Q
成
立
す
る
も
と
で
あ
る
。
〔
二
・
四
七
〕

　
O
．
　
3
9
，
　
t
°
2
1
）
そ
の
無
知
覚
の
対
象
が
、
場
所
と
時
間
と
本
性
と
の
三
つ
の

超
絶
に

よ
っ
て
（
わ
れ
わ
れ
の
経
験
の
範
囲
か
ら
）
離
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
そ



の

無
知
覚
は

そ
の
対
象
が
遠
く
離
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
　
し
た
が
っ
て
疑
惑

（不
決
定
）
を
成
立
さ
せ
る
も
と
で
あ
る
。

　

〔
問

う
て
い
わ
く
　
　
〕
そ
れ
は
い
か
な
る
本
性
が
あ
る
の
か
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
答
え
て
い
わ
く
、
　
　
そ
れ
の
本
性
は
、
直
接
知
覚
も
推
論
も
適
用
さ
れ
得

な
い
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
の
無
知
覚
は
、
認
識
の
作
用
と
認
識
の
対
象

（
と
の
関
係
）
を
本
性
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ

る
。

（
1
）
　
そ
れ
　
⊥
L
d
r
S
y
i
7
↑
L
I
）
U
I
）
［
p
l
a
P
）
d
h
i
’

　
（
P
°
4
0
，
　
l
’
　
1
）
認
識
作
用
　
（
言
ρ
∋
習
辞
）
　
が
あ
る
が
故
に
、
認
識
の
対
象

（
p
r
a
l
n
e
y
a
）
　
g
存
在
す
る
こ
と
が
確
定
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
認
識
の
作
用

が
存
在

し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
認
識
の
対
象
も
存
在
し
な
い
と
理
解
す
る
の
が

当
然
で
は
な
い
か
？
　
こ
の
疑
問
に
対
し
て
答
え
て
い
わ
く
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

11　
・
四
九
　
た
と
え
認
識
の
方
法
が
存
在
し
な
い
と
し
て
も
、
（
そ
の
認
識

の
）
対
象
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
必
ら
ず
し
も
成
立
し
な
い
が

ら
。
〔
二
・
四
〕

　
（
p
．
　
4
0
，
　
t
．
　
4
）
原
因
が
存
在
し
な
く
な
れ
ば
、
結
果
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
と
な

る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
周
延
す
る
も
の
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
周
延
さ
れ
る
も

の

を
ま
た
消
滅
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
認
識
の
作
用
と
い
う
も
の

　
　
　
　
イ
ソ
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

は
、
認
識
の
対
象
の
原
因
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
そ
れ
を
周
延
す
る
も
の
で
も

な
い
。
そ
れ
故
に
た
と
え
認
識
の
方
法
の
二
種
（
直
接
知
覚
と
推
理
）
が
存
在

し
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
認
識
の
対
象
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
成
立
し

な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
不
成
立
の
故
に
、
経
験
し
よ
う
と
し
て
も
経
験
し
得
な

い

も
の
の
無
知
覚
は
、
疑
惑
（
不
決
定
）
の
起
る
も
と
で
は
あ
る
が
、
確
定
的

判
断
（
l
l
I
S
C
ρ
ン
、
a
）
の
起
る
も
と
（
一
＞
2
三
で
は
な
い
。

　
（
I
i
．
　
4
0
，
　
L
　
7
）
　
）
か
る
に
他
方
、
［
正
し
い
認
識
が
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

認
識
の

対

象
の
存
在
す
る
こ
と
は
成
立
す
る
の
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
正
し
い
．

何

と
な
れ
ば
、
正
し
い
認
識
と
い
う
も
の
は
、
認
識
の
対
象
の
結
果
で
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
原
因
が
存
在
し
な
け
れ
ば
結
果
は
存
在
し
な
い
。
が
、

し
か
し
な
が
ら
、
原
因
は
必
ら
ず
し
も
常
に
結
果
を
生
ず
る
と
は
限
ら
な
い
。

そ
れ
故
に
正
し
い
認
識
が
存
在
す
る
な
ら
ば
、
認
識
の
対
象
の
存
在
す
る
こ
と

が
確
定

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
し
か
し
正
し
い
認
識
が
存
在
し
な
い
か
ら
と

い
っ

て
そ
の
認
識
の
対
象
が
存
在
し
な
い
と
定
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

以

上
、
論
理
学
小
論
に
お
け
る
第
二
章
終
る
。

以

上
、
論
理
学
小
論
註
解
に
お
け
る
第
二
章
終
る
。

（
1
）
　
P
l
l
l
l
］
l
i
三
F
、
．
n
i
e
u
n
s
　
o
f
　
c
o
t
s
r
n
i
t
i
o
n
　
”
　
（
S
t
c
l
i
e
r
b
i
F
t
s
k
y
シ

七
九
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第

三
章
　
他
人
の
た
め
の
推
理
〔
H
論
証
〕

べ

ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、

る
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で

　
　
　
八
〇

r他
人
の
た

め
の
推
論
」

と
呼
ば
れ

〔
第
一
節
　
〈
他
人
の
た
め
の
推
理
〉
の
定
義
と
種
類
〕

　
（
一
）
°
已
ぺ
．
1
）
　
（
思
考
過
程
と
し
て
の
）
自
分
の
た
め
の
推
理
と
（
言
語
表
現

と
し
て
の
）
他
人
の
た
め
の
推
理
と
の
中
で
、
自
分
の
た
め
の
推
理
を
す
で
に

説

明
し
た
の
で
’
次
に
他
人
の
た
め
の
推
理
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
わ
v

三
・

一

他
人
の

た
め
の
推
理
と
は
、
三
つ
の
特
性
あ
る
（
t
r
l
r
O
p
a
）
証

因

を
他
人
の
た
め
に
説
明
す
る
こ
と
（
A
k
h
y
a
n
a
）
で
あ
る
。
〔
三
二
〕

　
（
p
．
　
4
1
，
　
l
．
　
3
）
　
r
三
つ
の
特
性
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
証
因
が
常
に
証
明
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
べ
き
概
念
と
共
に
あ
る
こ
と
（
a
n
v
E
　
y
l
c
）
と
証
因
が
証
明
さ
れ
る
べ
き
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

で
は

な
い
概
念
の
中
か
ら
常
に
除
か
れ
て
い
る
こ
と
（
v
y
a
t
i
r
e
k
a
）
と
証
因
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

主
張
命
題
の

主
語
に

対
す
る
述
語
で
あ
る
こ
と
（
p
a
k
．
s
a
d
l
n
，
　
r
m
a
t
v
a
）
と
い
う

三
つ
の

特
性
を
も
っ
て
い
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
の
説
明
が
な
さ
れ
る

の
s
y
“
s
“
〈
）
o
　
（
p
．
　
4
1
，
　
l
．
　
4
）
　
r
説
明
」
と
は
三
つ
の
特
性
あ
る
証
因
が
そ
れ
に
よ

　
　
　
　
　
　
（
4
）

っ

て

述
べ
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ

で

は
、
そ
の
手
段
は
何
で
あ
る
か
？
　
そ
れ
は
こ
と
ば
（
v
a
c
a
n
a
）
で
あ
る
。

何
と
な
れ
ば
、
三
つ
の
特
性
あ
る
証
因
が
こ
と
ば
に
よ
っ
て
他
人
の
た
め
に
述

（
1
）
　
因
明
で
は
「
同
品
定
有
性
（
ど
う
ほ
ん
じ
．
（
う
う
し
ょ
う
）
」
。
M
は
P
で
あ
る
。

（
2
）
　
因
明
で
は
「
異
品
遍
無
性
（
い
ほ
ん
へ
ん
む
し
．
よ
う
）
」
。
M
は
非
P
に
非
ず
。

（
3
）
　
因
明
で
は
「
遍
是
宗
法
性
（
へ
ん
ぜ
し
o
う
ぼ
っ
し
、
‘
う
）
」
。
S
は
M
な
り
o

（
r
r
）
　
B
．
B
本
に
は
i
t
l
〈
h
y
f
t
y
a
t
a
と
あ
る
も
、
M
a
l
v
n
n
i
a
本
に
よ
り
’
　
i
L
k
h
y
i
L
y
a
t
e

　
寸
。

に

訂

　
（
p
．
　
4
1
，
　
l
．
　
7
）
問
う
て
い
わ
く
、
推
理
は
正
し
い
認
識
（
訟
p
∋
｝
邑
σ
。
三
巴
田
）
を

本

質
と
す
る
（
一
種
の
知
識
で
あ
る
）
と
い
う
こ
と
が
す
で
に
説
か
れ
て
い
る

の

で
は

な
い
か
？
　
し
か
る
に
今
何
故
に
推
理
は
こ
と
ば
よ
り
成
る
も
の
で
あ

る
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
か
？

　

答
え
て
い
わ
く

三

二
一
原
因
の
う
ち
に
結
果
の
こ
と
を
か
り
に
説
い
て
い
る
の
で
あ
る

か
ら
。
〔
三
ニ
ロ

　
（
P
．
　
4
1
，
　
l
．
　
1
0
）
三
つ
の
特
性
あ
る
証
因
が
語
ら
れ
た
な
ら
ば
、
（
そ
れ
を
聞
い

た
人
の
心
の
中
に
は
）
三
つ
の
特
性
あ
る
証
因
の
記
憶
（
s
m
r
t
i
）
が
生
じ
る
。

そ
う
し
て
そ
の
記
憶
に
本
つ
い
て
推
理
が
成
立
す
る
。
だ
か
ら
三
つ
の
特
性
あ

る
証
因
を
語
る
こ
と
は
、
間
接
的
に
そ
の
推
理
の
原
因
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ

と
ば
は
原
因
で
あ
り
、
推
理
は
結
果
で
あ
る
。
そ
の
原
因
で
あ
る
こ
と
ば
に
対



し
て
結
果
で
あ
る
推
理
と
い
い
う
呼
称
を
か
り
に
適
川
し
た
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
付
託
（
s
a
T
n
a
r
，
e
p
p
）
し
た
の
で
あ
る
。
。

　
（
l
）
．
　
i
l
1
’
　
［
．
　
l
2
）
そ
の
付
託
の
故
に
、
実
は
原
因
で
あ
る
と
こ
ろ
の
こ
と
ば
が

［
推

理
一
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
と
ば
は
壁

喩
的

な
意
味
に
お
け
る
推
理
な
の
で
あ
っ
て
、
本
来
の
意
味
に
お
け
る
推
理
な

の

で
は

な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
（
二
・
二
’
、
°
　
1
3
）
ま
た
何
も
の
で
あ
ろ
う

と
も
警
喩
的
説
明
に
も
と
つ
い
て
｝
推
理
」
と
い
う
こ
と
ば
で
示
し
得
る
限
り

す
べ
て
の
こ
と
を
こ
こ
で
説
明
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
で

は

な
く
て
、
推
理
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
推
理
の
本
性

が
説

明
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
の
原
因
（
1
l
i
m
i
t
t
a
）
を
（
特
別

に

取

り
出
し
て
）
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
そ
の
原
因
と
は
、

三
つ
の

特
性

あ
る
証
因
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
証
因
は
、
自
か
ら
理

解
さ
れ
た
場
合
に
は
、
推
理
の
原
因
と
な
る
。
ま
た
他
人
か
ら
教
え
ら
れ
た
場

合
に
も
や
は
り
推
理
の
原
因
と
な
る
。
（
「
°
4
2
，
　
l
．
　
1
）
そ
れ
故
に
、
証
因
の
本
質

が
説

明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
．
証
因
を
教
え
る
こ
と
ば
が
説
明
さ

れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
中
で
証
因
の
本
性
は
、
「
自
分
の
た
め
の
推
論
」

の

章
の
中
で
す
で
に
説
明
さ
れ
た
。
今
こ
こ
で
は
そ
れ
を
伝
え
る
こ
と
ば
が
説

明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
I
）
．
　
t
1
2
，
L
3
）
そ
れ
故
に
思
考
内
容
を
他
の
人
々

に

伝
え
る
こ
と
ば
を
必
ら
ず
説
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
た

　
　
　
ド
　
　

め
に
、
師
は
、
こ
と
ば
の
こ
と
を
一
推
理
　
と
い
う
こ
と
ば
を
以
て
説
示
し
た

の

で

あ
る
、
と
い
う
の
が
究
極
の
意
義
で
あ
る
。

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
吋
）

（
1
）
　
罰
．
ジ
〔
、
コ
ロ
．
↑
ご
ス
チ
三
ル
ベ
ソ
A
で
－
［
’
f
　
D
i
t
g
n
i
i
g
a
と
解
丁
・
ソ
’
。
　
タ
ル
モ
ー
ソ
ヌ
ラ
・
三
ち

　
　
　
’
こ
O
t
　
r
’
f
”
”
げ
、
一
h
一
r
、
の
‥
－
、
．
・
に
都
で
∵
一
；
　
　
々
／
ル
　
マ
ふ
て
・
・
ル
テ
ノ
　
へ
り
ニ
レ
）
W
／
　
；
f
　
1
．
　
の
　
i
．
、
バ
7
ー
」
r
．

　
　
…
．
こ
l
t
t
t
J
・
こ
ミ
こ
c
こ
ミ
・
i
’
t
“
t
／
t
＼
｝
t
t
に
・
」
不
明
－

（p
．
　
4
2
°
t
’ 　

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

5
）
他
人
の
た
め
の
推
理
の
種
類
の
区
別
を
説
こ
う
と
し
て
い
わ
く

三
・

三
　
そ
れ
は
二
種
類
で
あ
る
。
〔
三
・
三
〕

　
（
p
．
　
4
2
，
　
t
°
7
）
　
［
そ
れ
｝
と
い
う
の
は
一
他
人
の
た
め
の
推
理
一

れ
に

は

二
つ
の

種
類
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
4
2
，
　
l
°
。
。
）
何
故
に
二
種
類
で
あ
る
の
か
？

三
・

四
　
論
式
（
p
r
a
y
o
g
a
）
の
相
違
の
故
に
。
〔
三
・
四
〕 で

あ
る
。
そ

　
（
p
．
　
4
2
，
　
t
．
　
！
0
）
論
式
す
な
わ
ち
〈
こ
と
ば
の
は
た
ら
き
か
た
〉
の
相
違
の
故

に
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
論
式
と
は
意
味
を
伝
え
る
こ
と
ば
（
p
「
合
翻
一
）
三
（
＋

］
■
】
峯
）
で
あ
る
。
こ
と
ば
が
意
味
を
伝
え
る
は
た
ら
き
の
し
か
た
が
異
な
る
が

故

に
、
推
理
は
二
種
類
な
の
で
あ
る
。
　
（
し
か
し
そ
の
伝
え
る
真
実
の
意
味
は

異
な
っ
て
い
な
い
、
）

（
1
）
　
「
他
人
の
た
め
の
推
論
」
（
マ
p
r
i
｛
r
t
h
i
i
r
n
u
m
i
L
n
i
t
）

　
　
s
y
l
l
o
g
i
∫
m
　
（
S
t
c
、
h
e
r
t
j
a
t
s
k
y
）
．

と
は
、
け
っ
き
、
く
論
証
で
ち
○
。

八
一
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（
l
，
．
　
4
2
，
　
l
．
　
1
2
）
こ
と
ば
に
よ
る
．
言
い
表
わ
し
の
は
た
ら
き
に
本
つ
い
て
二
種

類

あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
わ
v

三
・

五
　
そ
う
し
て
そ
れ
（
1
他
人
の
た
め
の
推
理
）
は
〈
共
通
の
性
質

を
も
つ
t
J
A
J
　
（
s
a
d
h
a
r
m
y
a
）
を
も
つ
も
の
〉
と
〈
性
質
を
異
に
す
る

tJ
．
s
J
　
（
v
a
i
d
h
a
r
m
y
a
）
を
も
つ
も
の
〉
と
二
つ
あ
る
。
［
三
・
吾

　
（
」
）
二
、
長
＼
二
）
〈
共
通
の
性
質
を
も
つ
，
　
J
　
．
v
〉
　
（
s
［
（
d
h
a
r
n
i
y
a
）
と
い
う
の
は
、

或

る
も
の
の
属
－
s
＿
　
（
d
l
｝
a
r
m
a
）
　
が
他
の
も
の
と
共
通
で
あ
る
こ
と
を
い
う
。

〈
異
な
っ
た
性
質
を
も
つ
こ
と
〉
（
ー
、
a
i
d
h
a
r
n
i
y
a
）
と
い
う
の
は
、
或
る
も
の
の

属
性
が
他
の
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
い
う
。
（
マ
、
三
ぺ
゜
宗
）
理
由
概
念

を
共
通
に
も
v
て
い
る
こ
と
に
も
と
ず
い
て
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
主
張
命
題
の

主
語

が
、
実
例
命
題
（
d
r
φ
z
鼠
n
t
a
）
の
主
語
と
共
通
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
こ

と
が
、
〈
共
通
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
こ
と
〉
（
品
（
言
p
「
己
∨
、
牡
）
と
呼
ば
れ
る
の

で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
理
由
概
念
を
共
通
に
も
っ
て
い
な
い
こ
と
に
も
と
つ

い

て
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
主
張
命
題
の
主
語
が
、
実
例
命
題
の
主
語
と
異
な
っ

て
い
る
こ
と
（
‘
共
通
の
性
質
を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
）
が
、
　
〈
共
通
の
性
質

を
も
っ
て
い
な
い
こ
と
〉
（
竺
二
（
I
h
a
r
m
v
a
）
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
4
2
，
　
i
．
　
I
G
）
そ
の
中
で
共
通
の
属
性
を
も
っ
て
い
る
こ
と
を
．
v
r
い
あ
ら
わ

す
べ
き
証
明
の
文
句
？
割
＾
ご
一
ρ
ゴ
ニ
／
．
劉
5
、
巳
が
、
〈
「
共
通
の
性
霞
を
も
つ
こ
と
」

を
も
つ
も
の
〉
（
工
竺
三
二
「
】
ゴ
1
．
p
〆
、
〔
二
）
な
の
で
あ
る
c
一
て
れ
は
次
の
ご
と
く
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二

　

（実
例
命
題
）
何
も
の
で
も
作
ら
れ
た
も
の
（
亘
冨
ζ
ピ
）
は
無
常
（
〔
ピ
三
穗
、
p
）

　
で

あ
る
。
例
え
ば
瓶
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　

（適
用
命
題
）
そ
う
し
て
｛
！
z
：
1
　
（
g
a
b
d
a
）
は
そ
の
よ
う
に
作
ら
れ
た
も
の

　

で
あ
る
。

　

（結
論
ー
主
張
命
題
）
　
（
そ
れ
故
に
音
声
は
無
常
で
あ
る
、
）

　
（
I
）
．
　
4
2
，
　
l
．
　
1
8
）
こ
の
論
式
に
お
い
て
、
　
「
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
」

（krta
k
a
t
ぐ
a
）
と
い
う
共
通
の
性
質
に
本
つ
い
て
実
例
命
題
の
主
語
と
主
張
命

題
の

主
語

と
に
共
通
性
の
あ
る
こ
と
が
説
き
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

G
）
．
　
4
2
，
　
l
．
　
！
9
）
こ
れ
に
反
し
て
属
性
を
異
に
し
て
い
る
こ
と
が
言
い
あ
ら
わ

さ
れ
る
べ
き
証
明
の
文
句
は
、
異
な
っ
た
性
質
を
も
つ
も
の
（
ぐ
a
i
d
h
a
r
i
n
y
a
－

v
a
t
）
で
あ
る
。
例
え
ば
、

　

（実
例
命
題
）
常
住
な
る
も
の
は
作
ら
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
経
験
さ
れ
る
。

　
例

え
ば
虚
空
の
が
そ
う
で
あ
る
。

　

（適
用
命
題
）
し
か
る
に
こ
と
ば
は
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　

（結
論
、
主
張
命
題
）
　
（
そ
れ
故
に
こ
と
ば
は
常
住
な
る
も
の
で
は
な
い
、
）

　
（
p
．
　
－
1
2
，
　
t
°
2
o
）
主
張
命
題
の
主
語
で
あ
る
〈
こ
と
は
〉
と
巳
喩
命
題
の
主
語

で

あ
る
〈
虚
空
〉
と
は
、
一
力
が
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
他
方
が
作
ら
れ
た

も
の
で
は
な
い
こ
と
に
も
と
つ
い
て
、
互
い
に
類
似
し
て
は
い
な
い
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
が
’
今
こ
こ
で
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
P
°
ご
’
、
．
髭
）
も
し
も
こ
の
二
つ
の
論
式
の
言
い
あ
ら
わ
す
意
味
か
異
な
｝

て

い

る
の
て
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
で
は
三
つ
の
条
件
を
そ
な
え
て
い
る
証
因
か



両
方
の

論
式
に

お

い

て
実
は
異
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
る
の
は
何
故

で
あ
る
か
？
　
答
え
て
い
わ
く

三
・

六
　
こ
の
1
1
つ
の
論
式
に
つ
い
て
は
、
趣
意
の
上
で
は
（
a
r
t
h
a
t
a
切
）

い
か
な
る
区
別
も
存
在
し
な
い
。
〔
三
・
六
〕

　
（
フ
お
ー
l
’
　
2
）
　
［
　
e
p
意
」
と
い
う
の
は
目
的
　
（
」
、
三
∨
．
三
牡
z
p
）
　
の
こ
と
で
あ
り
、

す
な
わ
ち
顕
示
さ
れ
る
べ
き
物
で
あ
り
’
そ
れ
に
関
し
て
二
種
類
の
推
理
が
立

て
ら
れ
る
の
S
’
J
　
－
S
　
“
Q
O
　
（
p
．
　
・
1
3
，
　
i
，
　
3
）
か
れ
ら
の
め
ざ
す
そ
の
日
的
に
関
し
て
は
、

そ
の
二
つ
の
論
式
に
い
か
な
る
区
別
（
差
違
）
も
存
在
し
な
い
。
何
と
な
れ
ぱ
’

三
つ
の

条
件

を
そ
な
え
て
い
る
証
因
が
顕
示
さ
れ
る
べ
き
も
の
（
す
な
わ
ち
目

的
）
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
を
め
ざ
し
て
そ
の
二
種
の
推
理
が
と
も
に
立

て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
三
つ
の
条
件
を
そ
な
え
た
証
因
が
二
つ
の
方

法
に

よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
と
い
う
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
明
ら

か
に

さ
れ
る
べ
き
目
的
は
、
二
つ
の
論
式
に
つ
い
て
実
は
異
な
っ
て
い
な
い
の

で

あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
趣
意
に
も
と
つ
く
い
か
な
る
区

別
（
差
異
）
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
．
　
4
3
，
　
l
．
　
6
）
で
は
、
表
示
さ
れ
る
べ
き
も
の
（
表
現
の
し
か
た
）
の
区
別
も

ま
た
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
疑
問
が
起
る
。
そ
れ
に
対
し

て

答
え
て
い
わ
く
、

三
・

七
　
た
だ
し
論
式
の
立
て
方
の
相
違
を
除
く
。
〔
三
・
七
〕

イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
ひ
に
（
中
村
）

　
（
p
．
　
4
3
，
　
t
．
　
8
）
論
式
と
は
言
い
表
わ
す
こ
と
（
ρ
σ
巨
〔
吉
習
p
）
で
あ
り
、
意
味

を
表
示
す
る
－
f
p
　
g
　
（
〈
　
i
L
　
c
a
　
k
a
）
で
あ
る
。
意
味
（
趣
意
）
を
表
示
す
る
し
か
た

が
異

な
っ
て
い
る
こ
と
以
外
に
は
、
目
的
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
、
他
の
区
別
は

存
在

し
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
の
趣
旨
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ー

表
示

さ
れ
る
べ
き
表
現
の
し
か
た
と
、
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
日
的
と
は
、
互

い
に

別

の

も
の
で
あ
る
。
そ
の
中
で
言
い
表
わ
さ
れ
る
べ
き
し
か
た
に
関
し
て

言

え
ば
、
意
味
を
表
示
す
る
し
か
た
が
異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
に

反

し
て
明
ら
か
に
さ
れ
る
へ
き
目
的
（
趣
意
）
は
異
な
っ
て
は
い
な
い
の
で
あ

る
。
　
（
一
）
°
　
．
1
3
，
　
t
°
！
o
）
何
と
な
れ
ば
（
「
M
が
P
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
M
と

P
と
の
）
共
在
関
係
（
ρ
」
山
く
ρ
〉
、
P
）
が
語
ら
れ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
か
ら
説
か
れ

る
で
あ
ろ
う
道
理
（
コ
葛
）
主
に
よ
っ
て
（
「
M
と
P
と
は
共
存
し
な
い
」
と
い

う
）
分
離
の
関
係
（
～
、
y
a
t
i
l
’
e
k
a
）
が
お
の
つ
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（1・
　
t
1
3
，
　
t
°
　
！
1
）
ま
た
反
対
に
分
離
の
関
係
が
語
ら
れ
た
場
合
に
、
　
（
M
と
P
と

の
）
共
在
関
係
が
お
の
つ
か
ら
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
三
つ
の
特

性
の

あ
る
証
因
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
実
は
い
つ
れ
の
場

合
に
も
異
な
っ
て
は
い
な
い
の
“
－
’
“
E
｝
“
Q
。
　
（
p
．
　
4
3
，
　
l
．
　
！
2
）
そ
う
し
て
表
示
さ
れ

る
べ
き
し
か
た
が
異
な
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
内
含
し
て
い
る
表
示
能
力
（
㏄
翠

n
i
a
r
t
h
y
a
）
に
も
と
つ
い
て
知
ら
れ
る
意
味
も
’
ま
た
異
な
っ
て
い
る
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
　
「
肥
っ
て
い
る
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
（
O
。
く
牡
－

（’

la
t
．
t
a
）
は
昼
に
は
食
事
し
な
い
」
と
い
う
文
章
と
「
肥
っ
て
い
る
デ
ー
ヴ
ァ
ダ

ッ

タ
は
夜
食
事
す
る
［
と
い
う
文
章
と
の
こ
の
二
つ
の
文
章
に
お
い
て
は
表
示

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
▲
二
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さ
れ
る
し
か
た
は
異
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
趣
意
と
し
て
め
ざ
さ
れ
る
も
の

は
一
つ
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
z
i
と
同
様
に
、
こ
の
場
合
に
も
表
示
さ
れ
る
し

か

た

は

異
、
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
趣
意
と
し
て
め
ざ
さ
れ
る
も
の
は
1
つ
に

ほ

か

な
ら
な
い
。

〔
第
二
節
　
〈
土
ハ
通
性
を
有
す
る
も
の
〉
に
も
と
づ
ー
論
証
〕

三
・

八

の
〉

る
。
）

そ
の
（
二
つ
の
論
証
法
の
）
う
ち
で
、
　
〈
共
通
性
を
有
す
る
も

　
　
　
　
　
　
（
1
）

（sadha
r
m
y
a
ぐ
a
t
）
が
　
（
こ
れ
か
ら
以
下
に
お
い
て
説
明
さ
れ

〔三
・

八
〕

　
（
p
．
　
・
’
t
3
，
　
l
．
　
1
6
）
　
〈
共
通
性
を
有
す
る
も
の
〉
　
（
翁
三
峯
三
ゴ
z
〔
プ
、
〔
二
）
と
〈
異
性

質
で
あ
る
こ
と
を
有
す
る
も
の
〉
＜
〈
〔
二
〔
三
〇
コ
づ
ブ
、
う
、
葺
〉
と
そ
の
二
つ
の
推
理

の

う
ち
で
、
ま
つ
第
一
に
〈
（
理
由
概
念
が
実
例
と
）
共
通
性
を
有
す
る
も
の
〉

の

実
例
を
示
し
な
が
ら
、
著
者
に
〈
（
理
由
概
念
が
実
と
）
共
通
性
を
有
す
る
も

の
〉
の
推
論
に
お
け
る
無
知
覚
を
説
明
し
て
い
う
、
－
‘

（1
）
　
巴
（
；
三
，
m
y
：
l
x
、
t
l
　
t
’
．
，
，
t
h
（
’
三
（
’
；
へ
）
d
　
o
f
　
n
g
r
｛
、
c
i
l
T
I
C
i
n
t
．
－
　
（
f
t
e
h
e
r
］
）
n
t
二
k
y
）
’

三
・

九
　

（
大
前

提
）
知
覚
し
得
る
は
ず
の
諸
条
件
を
具
え
て
い
る
の
に

　
知
覚
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
　
「
無
」
と
い
う
．
．
口
い
あ
ら
わ
し

　

を
受
け
る
対
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

　
（
実
例
）
例
え
ば
〈
兎
の
角
．
〉
な
ど
、
他
の
、
何
か
或
る
（
存
在
し

な
い
と
い
う
こ
と
が
）
経
験
に
よ
っ
て
知
ら
れ
て
い
る
も
の
が
そ
う

で
あ
る
。

　
（
小
前
提
）
と
こ
ろ
で
、
或
る
特
殊
な
場
所
に
、
知
覚
し
よ
う
と
す

れ

ば

知
覚
し
得
る
は
ず
の
諸
条
件
を
具
え
て
い
る
瓶
が
実
際
に
は
知

覚
さ
れ
な
い
、

　
（
結
論
）
　
（
そ
れ
故
に
、
瓶
は
そ
の
場
所
で
は
「
無
」
と
い
う
号
．
口
い

去
わ
し
を
受
け
る
対
象
で
あ
る
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
c
1
）

〔
以

上
が
無
知
覚
に
た
よ
る
論
式
で
あ
る
。
〕
〔
三
・
八
〕

　
（
p
．
　
4
3
，
、
°
N
ご
知
覚
し
よ
う
と
す
れ
ば
知
覚
し
得
る
は
ず
の
諸
条
件
を
具
え

て
い
る
の
に
、
す
な
わ
ち
見
ら
れ
得
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
実
際
に
は
存
在
す

る
も
の
と
し
て
は
知
覚
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
〈
経
験
さ

れ
得
る
は
ず
の
も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
ど
〉
（
d
1
，
g
y
i
t
二
毛
巳
。
∋
l
）
h
a
）
　
が
主
語

と
し
て
立
て
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
も
の
は
一
無
一
と
い
う
l
i
i
．
E
い
表
わ
し
を

受

け
る
対
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
定
ま
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
そ
れ
は
存

在

し
な
い
も
の
で
あ
る
」
と
言
い
表
わ
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
へ
p
．
　
4
4
．
　
l
．
　
1
）
こ
れ
に
よ
っ
て
〈
「
存
在
し
な
い
も
の
」
と
い
う
言
い

表
わ
し
の
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
〉
（
駕
ρ
〔
言
｝
・
p
≦
プ
習
P

プ
．
〔
》
り
．
辞
ブ
．
p
）
の
背
定
的
＄
’
f
l
　
（
v
i
d
h
i
）
が
為
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
故
に
、

〈
見
ら
れ
る
べ
き
は
ず
の
も
の
を
知
覚
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
必
ら
ず
、
「
存



在

し
な
い
」
と
い
う
言
い
表
わ
し
の
適
用
さ
れ
る
べ
き
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
〉
と
い
う
一
般
原
則
が
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
（
二
・
ド
ど
ひ
芭
す
な
わ
ち
経

験

さ
れ
る
べ
き
は
ず
の
も
の
で
し
か
も
知
覚
さ
れ
な
い
も
の
は
、
必
ら
ず
「
存

在
し
な
い
も
の
」
と
い
う
’
1
i
’
口
い
表
わ
し
を
受
け
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
ラ
忘
w
へ
゜
　
2
）
そ
う
し
て
証
囚
（
S
．
　
t
［
L
〔
l
h
a
n
P
　
主
し
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
ー
　
　
．
）
が
必
ら
ず
証
明
さ

れ

る
べ
き
も
の
ひ
ぽ
（
三
〉
．
ρ
所
立
）
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
語
る
こ

と
は
、
周
延
関
係
ひ
ジ
、
3
）
ε
を
語
る
こ
と
で
あ
る
。
（
p
．
　
・
1
・
1
，
l
．
　
3
）
次
の
よ
う

　
　
　
　
　
ヘ
ワ
こ

に

（
他
の
書
の
う
ち
に
）
定
義
さ
れ
て
い
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。
　
　
周
延
関

係
と
い
う
の
は
、
周
延
す
る
も
の
が
そ
れ
（
周
延
さ
れ
る
も
の
）
の
中
に
存
在

す
る
こ
と
で
あ
る
と
と
も
に
、
周
延
さ
れ
る
も
の
が
そ
れ
（
周
延
す
る
も
の
）

の

中
に
の
み
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
へ
す
な
わ
ち
周
延
す
る
も
の
以
外
の
も

の

の

中
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
）
と
、

　
（
三
・
［
r
S
二
）
実
例
　
（
d
1
－
s
t
a
i
i
t
a
）
と
は
、
周
延
関
係
を
証
明
す
る
証
拠
（
認

識
根

拠
）
の
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
の
対
蒙
で
あ
る
。
そ
れ
を
説
明
し
よ
う
と
し

て
、
本
文
　
（
ス
－
－
L
ラ
）
の
中
で
一
例
え
ば
云
々
一
　
二
、
二
九
）
と
述
べ
て
い
ろ

の

で

あ
る
。
す
な
わ
ち
実
、
例
命
．
題
（
の
主
題
と
な
る
も
の
は
）
証
明
さ
れ
る
べ

き
命
題
の
主
語
と
は
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
　
（
だ
か
ら

こ
そ
M
と
P
と
の
周
延
関
係
を
は
っ
き
り
理
解
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
の
で
あ

る
“
）
　
（
I
）
．
　
i
・
t
，
　
i
．
　
5
）
　
［
（
［
T
’
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
．
＝
と
い
う
こ
と
が
）
経
験

に

よ
っ
て
知
ら
れ
た
　
と
い
う
の
は
、
正
し
い
認
識
方
法
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ

た
’
と
い
う
意
味
で
あ
る
．
．
何
と
な
れ
に
〈
兎
の
（
頭
に
あ
る
）
角
〉
と
い
う

　
　
　
　
イ
ン
ド
諭
理
学
の
理
．
解
の
た
め
に
（
中
村
）

も
の
は
、
眼
に
よ
っ
て
対
象
と
さ
れ
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
り
’
か

え
っ
て
、
経
験
さ
れ
る
は
ず
な
の
に
そ
れ
を
知
．
覚
し
な
い
こ
と
と
い
う
正
し
い

認
識
に
も
と
つ
い
て
、
そ
れ
が
一
存
在
し
な
い
も
の
」
と
い
う
言
い
表
わ
し
を

適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
［
，
兎

の

角
な
と
」
と
い
う
の
は
、
　
一
存
在
し
な
い
も
の
」
と
い
う
言
い
表
わ
し
の
適

用
さ
れ
る
対
蒙
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
経
験
さ
れ
得

る
は
ず
の
も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
と
一
゜
般
に
本
つ
く
一
存
在
し
な
い
も
の
」
と

い

う
　
∵
．
い
い
夫
わ
し
か
兎
の
角
な
と
に
適
用
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
正

し
い
認
識
根
拠
に
よ
っ
て
苗
立
し
て
い
る
の
て
“
G
　
t
O
。
　
C
I
）
．
　
．
1
・
1
，
　
（
．
　
8
）
そ
の
正
し

い
認
識
恨
拠
に
も
と
つ
い
て
、
周
延
関
係
が
こ
の
（
実
例
の
）
文
章
に
よ
っ
て

述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。

　
（
1
）
．
　
・
M
．
　
t
．
　
9
）
す
で
に
（
実
例
命
題
す
な
わ
ち
大
前
提
に
お
け
る
主
語
と
述
語

の
）
周
延
関
係
を
説
き
了
え
た
か
ら
、
次
に
今
こ
こ
で
、
経
験
さ
れ
得
る
は
す

の

も
の
を
知
覚
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
主
張
命
題
の
主
語
に
対
す
る
述
語
と

な
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
わ
く
、
－
ー
r
と
こ
ろ
で
或
る
特
殊

な
場
所
に
…
…
知
覚
さ
h
2
1
な
い
一
云
々
、
　
一
場
所
　
と
い
う
の
は
地
面
の
（
定

ま
っ
た
）
一
部
分
の
こ
と
で
あ
る
、
そ
れ
は
他
の
場
所
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る

の

で
、
そ
れ
故
に
［
或
る
特
殊
な
（
場
所
）
」
と
い
う
の
で
あ
る
。
　
一
つ
の
特

殊

な
場
所
と
い
う
の
は
、
　
一
つ
の
場
所
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
　
［
或
る
場
所

に
　
と
い
う
の
は
、
観
察
者
（
1
）
T
，
き
P
三
ご
，
）
の
眼
前
に
、
と
い
う
意
味
で
あ

る
e
　
（
p
．
　
．
l
・
1
，
　
｛
°
こ
）
朝
互
察
者
に
ン
こ
v
て
直
接
に
明
ら
・
か
な
も
の
は
、
　
（
こ
の
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五



　
　
　
　
法
華
ヒ
化
研
究
（
ヒ
号
）

〈
［

）　
1
つ
の
場
所
で
は
あ
る
が
、
　
「
‘
非
仔
在
一
と
い
，
r
　
f
”
：
い
夫
わ
し
の
よ
り
ど

tJ
“0
　
（
a
c
l
h
i
k
a
v
a
i
）
a
）
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
の
も
の
が
そ
う
な
の
で

は

な
い
。
　
「
知
覚
し
得
る
た
め
の
諸
条
件
を
具
え
て
い
る
も
の
」
と
は
経
験
し

よ
う
と
す
れ
ば
経
験
さ
れ
得
る
も
の
を
い
う
の
で
あ
る
。
（
l
）
．
　
，
1
，
1
，
、
．
1
3
）
そ
う

し
て
た
と
え
瓶
が
存
在
し
て
い
な
く
て
も
、
知
覚
し
得
る
た
め
の
諸
条
件
を
具

え
て
い
る
こ
と
は
、
す
で
に
想
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、

既
に

説

明
し
て
お
い
藁

（
t
r
－
）
　
a
n
ニ
I
）
a
l
“
b
f
l
h
i
p
r
a
y
e
f
g
a
b
－
r
，
L
’
k
二

（
2
）
　
戸
」
c
ご
プ
三
ζ
、
＝
n
e
r
：
　
b
h
m
’
n
i
a
I
t
’
n

　
　
つ
ヒ
日
㌧
向
二
よ
う
r
．
、

　
　
　
　
c
手
非
，
1

（o
：

）　
c
「
°
B
B
　
e
d
i
t
i
e
n
，
　
p
．
　
2
9
°

v
i
二
］
i
；
1
　
｛
h

ニ
ニ

JIe
こ

d
二
t
i
o
i
i
に
よ
り
悟
田
う
」

こ
ミ
ミ
き
二
，
つ
二
】
°
彗
デ
。
。
°
木
付
俊
彦
氏

　
（
I
’
i
°
4
・
a
’
、
．
1
5
）
　
（
証
明
さ
る
べ
き
こ
と
の
）
そ
れ
自
体
が
理
由
概
念
に
内
含
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

れ

て
い
る
も
の
（
s
ぐ
三
）
言
ヲ
・
“
二
h
（
〆
t
U
）
に
つ
い
て
の
共
通
性
（
笥
〔
二
一
ヨ
，
日
プ
、
p
）
を

と
も
な
う
論
式
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
わ
く
、

三
∴
o
　
（
証
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
の
）
そ
れ
自
体
が
理
由
概
念
の
う
ち

に

内
含
さ
れ
て
い
る
も
の
の
論
式
は
同
様
で
あ
る
。
〔
三
・
九
前
半
〕

　
（
p
．
　
i
l
i
l
，
L
　
1
7
）
ち
．
±
う
ど
無
知
覚
が
共
通
性
（
5
（
＝
u
l
r
l
）
）
v
a
）
に
も
と
つ
い

て
説
か
g
た
の
と
同
様
に
、
　
〈
そ
れ
白
体
が
理
由
概
念
の
う
ち
に
内
含
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
六

い
ろ
こ
．
v
〉
　
（
s
v
a
b
l
”
｛
v
a
h
c
t
u
）
　
2
！
－
，
；
　
．
－
y
づ
ー
止
三
旭
性
（
ヱ
笥
（
＝
1
［
U
l
）
1
1
．
o
）

も
な
う
論
式
も
そ
れ
と
同
様
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

Al
v
’

！

T”t

欄
　、

を
と

三
・

二
　
（
た
前
提
）
お
よ
そ
仔
在
す
る
も
の
は
す
べ
て
無
常
で
あ
る
。

　
（
実
例
）
　
例
え
ば
瓶
な
ど
が
（
す
べ
て
無
常
で
あ
る
）
。

　
（
小
前
k
J
）
　
（
こ
と
ば
は
荏
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
）

　
（
結
論
）
　
（
そ
れ
故
に
こ
と
ば
は
無
常
な
る
も
の
で
あ
る
。
）

こ
れ
は
純
粋
な
る
（
S
u
d
d
h
a
）
証
明
さ
る
べ
き
自
体
が
理
由
概
念
の
う

ち
に
内
含
し
S
y
’
　
C
　
v
Q
，
　
J
t
v
　
（
s
v
a
b
h
a
v
a
h
e
t
u
）
に
も
と
つ
く
論
式
で
あ

る
。
〔
三
・
九
後
半
〕

　
（
づ
茸
S
」
O
）
「
お
よ
そ
存
在
す
る
も
の
は
一
と
い
っ
て
「
存
在
す
る
こ
と
」

を
主
語
と
し
て
立
て
て
、
　
［
そ
の
す
べ
て
は
無
常
で
あ
る
」
と
い
っ
て
、
無
常

性

と
い
う
こ
と
を
述
語
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
［
す
べ
て
」
と
い
う
こ
と
ば
は
制

限

す
る
意
味
で
あ
る
。
す
べ
て
の
も
の
は
無
常
で
あ
る
。
何
も
の
な
り
と
も
無

常
で
は

な
い
も
の
は
存
在
し
な
い
。
何
も
の
で
も
存
在
す
る
も
の
は
必
ら
ず
無

常
で

あ
る
。
無
常
性
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
常
住
性
の
中
に
は
存
在
性
は
含

＋
r
s
れ
X
y
い
，
’
I
い
O
　
“
）
．
　
・
1
・
・
1
，
　
I
．
　
2
1
）
そ
れ
故
に
、
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、

存
在
性

は
゜
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
無
常
性
を
必
ら
ず
（
内
含
し
て
）
意



味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で

ン
め

る
か
ら
’
こ
の
」
又
い
口
‥
（
す
な
わ
ち
k
前
提
、
実
例
命
題
）
は
周
延
開
係
を
川
定

示
す
る
文
章
で
あ
る
。

　
（
P
．
　
t
i
5
，
、
°
1
）
　
［
例
え
ば
瓶
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
」
と
い
う
こ
の
文
章
は
、
そ

の

周

延

関
係
を
成
立
さ
せ
る
正
し
い
認
識
作
用
の
対
象
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ

る
。
　
「
純
粋
の
」
と
い
う
の
は
、
　
r
制
限
を
も
た
な
い
」
（
1
1
1
1
r
ー
r
1
＄
O
♂
，
1
1
1
f
t
c
）
と

い

う
意
味
で
あ
り
、
純
粋
の
理
由
そ
れ
自
体
に
も
と
つ
く
論
式
が
こ
こ
で
述
べ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
4
5
°
　
i
’
　
3
）
制
限
を
と
も
な
っ
て
い
る
理
由
そ
れ
自
体
を
説
明
し
よ
う
と
し

て

い
わ

く
ー

三
・
三
　
（
大
前
提
）
何
も
の
で
も
生
起
を
有
す
る
も
の
　
（
已
8
巴
江
∋
巴

　
生
起
し
た
も
の
）
は
無
常
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
実
例
）
　
（
例
え
ば
瓶
な
ど
が
そ
う
で
あ
る
。
）

　
（
小
前
提
）
　
（
こ
と
ば
は
生
起
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
）

　
（
結
論
）
　
（
そ
れ
故
に
こ
と
ば
は
無
常
な
る
も
の
で
あ
る
。
）

以
上
は
、
理
由
概
念
自
体
の
本
性
で
あ
る
属
s
u
　
（
s
v
a
b
h
a
v
a
－
b
h
a
t
a
－

　
　
　
（
1
）

dha
r
m
a
）
　
別
異
の
も
の
と
し
て
想
定
さ
れ
た
ー
に
よ
っ
て
、
証

明
さ
る
べ
き
も
の
の
自
体
が
証
明
す
る
理
由
概
念
の
う
ち
に
含
ま
れ
て

い
る
論
式
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
〔
1
i
l
　
・
　
1
0
〕

（
p
．
　
4
5
，
　
l
．
　
5
）
　
I
生
起
を
有
す
る
も
の
」
と
い
う
の
は
’

　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

r生
起
」
す
な
わ
ち

自
体
を
獲
得
す
る
こ
と
の
あ
る
も
の
で
あ
る
。
　
．
生
起
を
有
す
る
も
の
」
を
主

語
と
し
て
立
て
て
、
　
そ
れ
は
無
雷
で
あ
ろ
一
と
い
／
i
て
、
無
常
性
を
述
語
と

し
て
述
べ
る
の
で
あ
ろ
。
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
　
　
生
起
を
有
す
る
」

と
い
う
こ
と
は
必
ら
ず
一
無
常
性
」
を
（
内
含
し
て
）
意
味
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
4
5
，
　
i
．
　
7
）
理
由
そ
れ
自
体
の
本
質
と
な
っ
て
い
る
属
性
の
相
違
に
よ
っ
て
’

す
な
わ
ち
そ
の
相
違
を
理
由
と
な
し
て
、
こ
の
論
式
が
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
或
る
も
の
は
、
未
だ
生
じ
な
い
も
の
（
す
な
わ
ち
常
恒

な
る
も
の
）
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
～
、
】
、
日
、
言
三
　
に
も
と
つ
い
て
「
す

で
に

生

じ
た
も
の
一
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
さ
に
そ
の
（
生
起
と
未

生

と
の
）
区
別
が
他
の
区
別
（
常
住
と
無
常
と
の
区
別
）
と
は
無
関
係
な
も
の

と
し
て
説
こ
う
と
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
と
き
に
そ
の
区
別
（
生
起
と
未
生
と
の

区
別
）
が
あ
た
か
も
（
常
庄
と
無
常
と
の
区
別
か
ら
）
離
れ
た
別
の
独
立
の
も

の

で

あ
る
か
の
ご
と
く
に
説
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
す
で
に
生
起

し
た
物
」
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
「
物
」
と
い
う
と
き
に
は
常
に
「
生

起
」
と
い
う
概
念
が
内
含
さ
れ
て
い
る
が
、
両
者
が
あ
た
か
も
独
立
の
も
の
で

あ
る
か
の
ご
と
く
に
説
か
れ
る
。
）
　
そ
う
し
て
そ
の
、
あ
た
か
も
独
立
に
離
れ

て

い

る
（
と
か
り
に
考
え
ら
れ
た
）
生
起
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
て
い
る
も
の
が

F
生
起

を
も
つ
も
の
」
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
（
P
°
4
5
，
　
t
°
！
o
）
理
由
そ
れ
自

体
の
本
性
と
な
っ
て
い
る
属
性
　
そ
の
属
性
は
思
惟
の
上
で
の
み
理
由
自
体

と
異
な
る
も
の
で
あ
る
と
仮
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
ー
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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制
限
さ
れ
た
自
体
が
理
由
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
　
（
す
な
わ
ち
理
由

の

自
体
が
推
理
に
お
い
て
分
析
的
に
用
い
ら
れ
て
証
明
さ
る
べ
き
概
念
と
な
っ

て
い
る
の
で
あ
る
）
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。

（1
）
　
‘
“
　
s
v
l
’
L
b
h
t
i
ー
，
a
l
二
h
　
t
l
　
t
a
d
h
i
1
．
1
’
［
1
］
，
H
．
　
”

　
る
。
句
ミ
こ
、
言
ミ
こ
鷺
、
、
言
、
ヘ
ミ
言
「
一
三
〔

　
で
口
．
】
〕
三
之
（
頃
二
．
」
；
品
二
誓
F
三

　
（
M
a
l
v
t
i
n
i
：
t
’
s
　
e
d
．
　
p
．
　
1
5
7
）

を
　
i
）
u
r
v
e
k
a
　
，
X
二
恥
三
　
レ
』
次
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い

←

三
言
芸
三
三
三
声
臼
、
、
（
フ
、
i
t
i
x
，
p
、
、
〔
［
》
笥
三
三
二
、

i
L
S
I
L
］
．
i
1
n
s
y
a
i
／
、
二
毛
（
二
二
三
ξ
三
〔
≡
、
ミ
S
ミ
m
f
t
l
t
a
　
i
t
i
．

三
・
一
三
　
（
大
前
提
）
何
も
の
で
も
作
ら
れ
た
も
の
は
無
常
で
あ
る
。

　
（
実
例
）
　
（
例
え
ば
瓶
な
ど
で
あ
る
o
）

　
（
小
前
提
）
　
（
こ
と
ば
は
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
）
〔
三
二
こ

　
（
結
論
）
　
（
そ
れ
故
に
こ
と
ば
は
無
常
で
あ
る
。
）

以

上

は
、
添
加
的
k
K
e
v
　
（
u
p
a
d
h
i
）
　
g
相
違
に
よ
っ
て
証
明
さ
る
べ
き
も
の
の

自
体
が
証
明
す
る
理
由
概
念
の
う
ち
に
含
ま
れ
た
論
式
を
立
て
で
た
の
あ
る
。

　
（
7
」
μ
へ
゜
l
3
）
　
（
2
l
上
の
論
式
の
大
前
提
に
お
い
て
は
）
「
作
ら
れ
た
も
の
で

あ
る
こ
と
」
が
主
語
と
し
て
立
て
ら
れ
’
　
［
無
常
な
る
こ
と
一
が
述
語
と
し
て

述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
．
ヱ
、
こ
で
は
、
　
　
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
」

は

必

ら
ず
一
無
常
な
る
こ
と
ニ
ピ
（
日
台
的
に
）
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
説
か

れ
一
、
い
る
の
で
あ
る
’
そ
れ
故
に
一
無
宮
な
る
こ
と
一
ご
必
ら
ず
一
作

ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
」
を
周
延
し
て
い
る
こ
と
か
説
き
小
さ
れ
て
い
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
八

で

あ
る
。
次
に
〔
前
の
ス
ー
ト
ラ
本
文
の
文
句
を
補
っ
て
〕
　
「
以
上
は
添
加
的

条

件
の
相
違
に
よ
っ
て
、
証
明
さ
る
べ
き
も
の
の
自
体
が
証
明
す
る
理
由
概
念

の

う
ち
に
含
ま
れ
た
論
式
を
立
て
た
の
で
あ
る
」
と
つ
づ
け
て
解
す
べ
き
で
あ

“
（

。

　
o
）
．
　
t
1
5
，
　
t
°
ご
二
添
加
的
条
件
」
と
い
う
の
は
制
限
（
　
　
コ
　
へ
V
I
S
C
s
襲
n
牡
）
の
こ
と

で

あ
る
。
そ
の
添
加
的
条
件
の
相
違
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
分
た
れ
て
互
い
に

異

な
っ
て
い
る
添
加
的
条
件
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
自
体
が
証
明
さ
る
べ
き
も

の
と
し
て
論
式
が
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
l
｝
．
　
・
1
5
，
へ
．
！
6
）
こ
の
世
に
お

い
て

は
、
或
る
と
き
に
は
事
物
そ
の
も
の
だ
け
を
純
粋
に
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
し
、

或

る
場
台
に
は
事
物
そ
の
も
の
か
ら
離
れ
て
い
な
い
制
限
を
付
し
て
呼
ふ
こ
と

も
あ
る
し
、
ま
た
或
る
場
合
に
は
事
物
そ
の
も
の
か
ら
離
れ
て
い
る
制
限
を
付

し
て
呼
ぶ
こ
と
も
あ
る
。
例
え
ば
［
デ
ー
ヴ
ァ
ダ
ッ
タ
」
と
い
う
と
き
に
は
’

事
物

そ
の
も
の
が
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
し
、
　
一
大
き
な
耳
の
あ
る
人
」
と

い

え
ば
、
か
れ
自
身
か
ら
異
な
っ
て
い
な
い
両
耳
に
よ
（
．
て
制
約
さ
れ
（
特
徴

づ

け
ら
れ
）
た
か
れ
が
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
し
、
　
一
ま
だ
ら
な
牛
を
も
っ

て
い
る
人
」
と
い
え
ば
’
か
れ
自
身
か
ら
離
れ
た
ま
だ
ら
な
牝
牛
に
よ
っ
て
制

限

さ
れ
て
い
る
か
れ
が
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
マ
」
μ
s
」
8
）
そ
れ
と
同

様
に
「
存
在
す
る
こ
と
」
（
S
（
L
t
t
V
［
L
）
と
い
う
の
は
（
現
実
そ
の
も
の
に
対
す
る
）

沌
粋
の

呼
称
で
あ
り
、
　
［
生
起
を
も
っ
て
い
る
こ
と
一
と
い
う
の
は
、
存
在
す

i
Q
t
）
．
V
　
（
s
．
　
a
t
｛
v
：
t
）
そ
れ
・
日
体
か
ら
！
l
t
t
’
k
れ
て
い
な
い
制
限
で
あ
．
s
　
’
　
［
作
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
こ
二
二
と
い
、
つ
の
は
、
一
存
在
す
る
こ
．
v
．
f　
（
s
a
t
t
．
v
a
）
そ
れ
自

体
か

ら
離
れ
た
制
ば
な
の
で
あ
る
。
　
（
す
な
わ
ち
後
者
は
意
志
的
努
力
に
よ
っ



て
作
り
出
さ
れ
た
こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
）

　
（
p
，
　
g
l
（
，
　
l
．
　
2
0
）
問
う
て
い
わ
く
　
　
｝
．
ま
だ
ら
な
牛
を
も
っ
て
い
る
人
1
と

い

う
呼
称
を
示
す
場
合
に
は
、
　
「
デ
ー
ヴ
一
，
ダ
ッ
タ
」
と
い
う
所
有
者
か
ら
）

離
れ
た
別
の
制
限
を
指
示
す
る
一
ま
た
ら
」
と
い
う
こ
と
ば
と
一
．
牛
一
と
い
う

こ
と
ば
と
二
つ
が
存
す
る
。
と
こ
ろ
が
「
作
ら
れ
た
も
の
」
と
い
う
呼
称
を
用

い

る
場
合
に
は
、
制
限
を
も
た
な
い
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
ば
が
用
い
ら

れ

て

い

る
の
で
は
な
い
か
。

　

こ
の
よ
う
な
疑
い
に
対
し
て
答
え
て
い
わ
く
、

111　
・
　
1
四
　
何
と
な
れ
ば
一
作
ら
れ
た
も
の
L
と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
体

（s
く

a
bha
く

a
）
を
形
成
す
る
に
当
っ
て
、
他
の
も
の
の
は
た
ら
き
（
く
ぺ
旬

par
a
）
に
依
存
し
て
い
る
或
る
物
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
〔
三
∴
二
〕

　
（
p
．
　
4
6
，
　
l
．
　
2
）
そ
れ
自
体
を
完
成
す
る
た
め
に
他
の
諸
の
原
因
の
作
用
が
必
要

と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

他
の
は
た
ら
き
に
依
存
し
て
い
る
も
の
が
一
作
ら
れ
た
も
の
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
の
で
あ
る
か
ら
、
理
由
そ
れ
白
体
は
、
そ
れ
自
体
か
ら
離
れ
た
別
の
制
限
を

付
せ

ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
。
（
℃
」
ρ
s
°
ぶ
）
，
J
の
場
合
、
理

由
そ
れ
自
体
か
ら
離
れ
た
制
限
の
こ
と
ば
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、

し
か
し
、
そ
れ
自
体
を
離
れ
た
制
限
の
語
が
一
作
ら
れ
た
も
の
」
と
い
う
こ
と

ば

に
よ
っ
て
含
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
そ
れ
故
に
こ
の
「
作
ら
れ
た
も
の
」

と
い
う
こ
と
ば
は
特
殊
な
名
称
の
一
種
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
の
L
（
ρ
と

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
〇
二
ご
に
（
中
村
）

い

う
接
尾
辞
は
、
名
称
を
作
る
と
き
に
用
い
る
と
い
う
こ
と
が
規
定
さ
れ
て
い

　
　
（
1
）

る
か
ら
。
そ
う
し
て
制
限
が
含
め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
は
’
特
に
そ
の
他
に
制

限
の

語
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

（
1
）
　
S
I
L
t
l
）
i
i
l
U
Y
i
l
三
ζ
二
（
一
。
’
三
i
I
l
i
　
［
V
，
　
C
3
，
　
1
4
7
）
：
／
v
u
t
］
］
i
　
e
i
n
　
N
a
n
i
c
　
s
t
e
l
）
i
l
d
c
t
ー
V
i
l
l
（
一
゜

　
t
l
三
　
、
i
刊
u
n
．
　
（
B
“
h
t
l
i
n
l
l
k
）
　
実
例
と
し
！
、
I
）
i
s
L
n
k
a
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ろ
．
。

　
（
p
．
　
・
1
6
，
　
t
．
　
S
）
或
る
場
合
に
は
理
由
に
附
せ
ら
れ
る
制
限
が
（
明
示
さ
れ
て
は

い

な
い
が
）
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
例
え
ば
’
　
［
作
ら
れ
た
」
と
い
う
と

き
に
は
　
原
因
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
一
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
　
一
原
因
に
よ
っ

て
」
と
い
う
こ
の
こ
と
が
含
め
て
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
場
合
に
「
原

因
」
と
い
う
こ
と
ば
が
明
示
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
り
、
ま
た
或
る
場
合

に

は

用
い
ら
れ
な
い
こ
と
も
あ
る
。

三
・

三
　
理
由
そ
の
も
の
に
対
す
る
諸
の
条
件
（
p
r
a
t
y
a
y
a
）
が
異
な
る

な
ら
ば
、
そ
れ
を
去
示
す
る
こ
と
ば
も
異
な
っ
て
来
る
こ
と
（
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

〈
努
力
し
た
直
後
に
発
せ
ら
れ
る
こ
と
〉
）
　
な
ど
も
ま
た
そ
れ
と
同
様

で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
．
、
〔
1
1
1
　
・
一
三
〕

　
（
て
．
　
t
1
6
，
　
l
’
n
）
「
諸
の
条
件
か
異
な
る
に
従
っ
て
そ
れ
を
表
示
す
る
こ
と
ば
が

異
な
っ
て
未
る
一
と
い
う
文
句
に
お
け
る
諸
の
条
作
の
相
違
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の

条
件
を
示
す
こ
と
ば
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
、
ま
た
例
え
ご
「
作
ら
れ
た
も
の
」
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と
い
う
こ
と
ば
が
、
種
々
な
る
制
限
の
も
と
づ
ー
も
と
の
も
の
を
表
示
し
て
い

る
よ
う
に
、
そ
れ
と
同
様
に
、
諸
の
条
什
が
異
な
る
に
従
っ
て
、
そ
れ
を
示
す

こ
と
ば
も
異
な
っ
て
来
る
こ
と
な
ど
、
す
な
わ
ち
一
努
力
を
な
し
た
直
後
に
発

せ

ら
れ
る
こ
と
一
な
ど
の
諸
性
質
も
ま
た
、
　
〈
自
体
を
内
含
す
る
理
由
概
念
〉

（t
　

v
a
l
）
h
　
F
“
、
a
h
e
t
u
）
が
論
式
に
適
用
さ
れ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
ず
、
種
々
な
る

制
限
の
も
と
つ
く
も
と
の
も
の
を
表
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
と
解
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
、
　
（
p
．
　
4
5
．
　
i
°
　
1
3
）
　
r
諸
の
条
件
が
異
な
る
に
従
っ
て
そ
れ
を
表
示
す
る

こ
と
ば
が
異
な
っ
て
来
る
こ
と
i
　
（
p
r
a
t
y
a
y
a
b
h
c
c
l
a
b
h
e
d
i
t
v
a
）
と
は
諸
の
条

件

す
な
わ
ち
諸
の
原
因
の
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
と
つ
い
て
種
々
に
異
な
っ

て
来
る
性
質
の
あ
る
こ
と
ば
で
あ
る
状
態
を
い
う
の
で
あ
る
。
　
（
P
°
4
6
’
ヘ
－
　
l
r
J
）

そ
れ
故
に
、
諸
の
条
件
が
異
な
る
に
従
っ
て
こ
と
ば
も
異
な
っ
て
来
る
と
い
う

こ
と
に
も
と
つ
い
て
、
こ
と
ば
は
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
証
明

さ
れ
る
。
ま
た
努
力
の
直
後
に
発
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
本
つ

い

て
、
こ
と
ば
が
無
常
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
る
。

　
（
p
．
　
4
6
，
　
1
．
　
1
6
）
そ
の
場
合
「
諸
の
条
件
が
異
な
れ
ば
そ
れ
を
表
示
す
る
こ
と

ば

も
異
な
っ
て
く
る
一
と
い
う
こ
と
ば
に
お
い
て
川
い
ら
れ
た
「
諸
の
条
件
の

異

な
る
こ
と
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
理
由
と
は
別
の
付
加
的
な
制
限
を
表
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
一
努
力
を
起
し
た
直
後
に
発
せ
ら
れ
た
」
と
い
う
こ

と
ば
に
お
け
る
「
努
力
」
と
い
う
こ
と
ば
も
、
同
様
に
、
理
由
そ
れ
自
体
と
は

別

な
付
加
的
な
制
限
を
表
示
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
4
6
，
　
i
．
　
1
7
）
そ
れ
故
に
こ
の
よ
う
に
〈
自
体
を
内
含
す
る
理
由
概
念
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
、
」

（s
！，

a

b
l
i
t
l
v
a
h
e
t
u
）
　
（
／
）
用
い
方
は
三
種
類
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
ω
純
S
．
t
K
f
s
p
　
（
g
u
c
l
d
h
a
）
本
体
（
フ
、
＾
二
・
言
・
．
・
）
・
ン
、
れ
自
体
と
、
②

理

由
そ
れ
自
体
か
ら
離
れ
て
い
な
い
制
限
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
、
③
理
由
そ

れ

自
体
か
ら
離
れ
て
い
る
制
限
を
も
っ
て
い
る
も
の
と
で
あ
る
。
　
〈
自
体
を
内

含
す
る
理
由
概
念
〉
（
z
く
ρ
プ
プ
日
、
a
h
c
t
u
）
が
用
い
ら
れ
た
場
合
に
で
も
意
味
を

表
示
す

る
こ
と
は
が
違
う
か
ら
と
い
っ
て
、
何
人
に
も
混
乱
の
起
る
こ
と
な
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

れ

と
い
う
こ
の
n
的
の
た
め
に
、
以
上
の
こ
と
が
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
前
の
ス
ー
・
・
ー
ラ
の
s
壱
±
∧
霊
ご
一
》
U
I
’
［
I
V
Y
“
I
）
i
L
l
’
U
を
い
う
か
ラ
・

（
2
）
　
以
上
は
、
次
の
こ
う
に
説
明
さ
れ
た
。

　
　
z
［
1
t
I
’
；
l
＝
L
　
l
l
，
　
－
g
u
d
c
l
h
u
］
．
i
　
C
s
v
n
t
，
l
）
；
’
L
v
；
L
h
e
t
u
l
．
｝
〕

　
　
　
　
　
＝
三
吉
　
　
三
．
ツ
．
か
三
三
（
ご
－
v
i
g
c
〆
ソ
u
［
．
i
a
l
．
i
　
（
s
v
a
b
一
＝
ー
a
l
i
e
t
u
l
．
i
］

　
　
　
　
　
】
I
L
　
1
3
　
‘
V
Y
；
l
t
i
l
’
＝
（
一
M
τ
ニ
ハ
儂
三
一
a
］
．
i
　
［
g
v
a
l
）
h
i
）
　
v
n
h
e
t
u
l
．
］
　
／
］

〔
第
三
節
　
分
析
的
推
理
は
共
在
に
も
と
つ
く
推
理
で
あ
る
〕

三
二
六
　
「
こ
と
ば
は
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
か
、
　
「
こ
と
ば
は
生

　
　
　
　
　
　
　
　
（
i
）

起

し
た
も
の
で
あ
る
」
と
か
、
あ
る
い
わ
「
こ
と
ば
は
作
ら
れ
た
も
の

で

あ
る
一
と
か
い
う
の
が
、
主
張
命
題
の
主
語
に
対
し
て
述
語
を
提
示

す
る
こ
と
（
‖
理
由
命
題
、
小
前
提
）
な
の
で
あ
る
〔
三
・
一
四
〕



へ1

‘

訂
」

’s．

、

　
M
”
1
ー
“
1
二
二
N
二
．
　
　
・
・
一
三
＝
l
t
P
；
）
t
－

　
（
p
．
　
4
6
、
へ
巴
）
さ
て
こ
れ
ら
の
〈
白
体
を
内
含
す
る
理
由
概
念
〉
（
三
、
ρ
三
一
P

x
、
a
h
e
t
u
）
は
’
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
自
体
（
s
v
a
三
田
！
・
但
）
と
理
由
概

念

と
の
結
合
関
係
（
：
a
n
i
b
a
n
（
l
h
a
）
が
g
定
し
て
い
る
場
合
に
、
用
い
ら
れ
る

の

で

あ
る
か
、
あ
る
い
は
’
そ
の
結
合
関
係
が
確
定
し
て
い
な
い
場
合
に
用
い

ら
れ
る
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
疑
問
と
し
て
、
そ
の
両
者
の
結
合
関
係

が
確

定
し
て
い
る
場
合
に
用
い
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
説

こ
う
と
し
て
い
わ
く
、

三
・

三

証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
属
性
と
そ
れ
を
証
明
す
る
も

の

と
し
て
の
純
粋
の
属
性
と
の
従
属
関
係
が
確
定
し
て
い
る
場
へ
口
に
の

み
、
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
属
性
と
し
て
の
こ
れ
ら
す
べ
て
が
、
そ
れ

ぞ
れ
の
場
合
ご
と
に
、
正
し
い
認
識
根
拠
に
よ
っ
て
、
証
明
さ
れ
る
べ

き
も
の
の
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
〔
1
i
l
　
・
1
吾

　
（
p
．
　
4
7
．
l
’
　
3
）
理
由
概
念
は
、
他
の
或
る
も
の
の
存
在
を
知
ら
せ
る
も
の
で
あ

る
か
ら
、
証
明
す
る
も
の
（
5
（
ご
旨
o
ρ
）
で
あ
る
。
ま
た
他
の
或
る
も
の
（
実

体
）
に
内
属
し
て
い
る
か
ら
属
性
（
d
h
a
1
，
l
l
l
a
）
で
あ
る
。
「
証
明
す
る
も
の
と

し
て
の
純
粋
の
属
性
」
と
い
う
の
は
、
コ
証
明
す
る
も
の
と
し
て
の
属
性
の
み
」

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

と
い
一
つ
意
味
で
あ
ろ
。
　
一
沌
粋
の
一
と
い
う
こ
と
ば
に
よ
っ
て
、
そ
れ
に
関
連

し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
は
な
ら
ご
い
付
加
的
な
も
の
を
除
去
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
づ

（
p
．
　
4
7
，
　
l
．
　
・
l
）
そ
れ
の
一
従
属
開
係
一
と
い
う
の
は
、
結
び
つ
く
t
J
A
J
　
（
a
l
l
u
，

ba
n
dha
＝
t
1
1
1
U
g
’
［
L
l
］
l
f
t
，
　
1
1
a
＝
a
T
I
V
I
L
Y
2
1
）
で
あ
る
。
　
（
す
な
わ
ち
理
由
と
し
て
の

事
実
が
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
）

　
ラ
葺
、
°
　
5
）
証
明
す
る
も
の
の
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
対
す
る
従
属
関

係
は
何
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
2
　
答
え
て
い
わ
v
”
そ
れ
ぞ

れ
の
場
合
ご
と
に
’
そ
れ
に
応
じ
た
正
し
い
認
識
根
拠
に
よ
っ
て
確
定
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
属
性
は
適
当
な
正
し
い
認
識

根
拠
に

よ
っ
て
確
定
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
4
7
．
　
i
．
　
6
）
そ
う
し
て
〈
自
体
を
内
含
す
る
理
由
概
念
〉
（
ジ
、
ρ
；
ヲ
、
巴
弓
ご
）

も
多
く
の
区
別
が
あ
る
が
故
に
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
証
明
す
る
も
の
（
理

由
）
と
の
結
合
関
係
を
成
立
さ
せ
る
正
し
い
認
識
根
拠
も
多
数
存
す
る
と
い
う

意
味
で
’
　
1
正
し
い
認
識
根
拠
に
よ
っ
て
」
と
い
う
語
が
複
数
で
示
さ
れ
て
い

る
の
で
－
〈
i
｝
t
（
O
　
（
p
　
4
7
，
　
l
．
　
8
）
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
属
性
は
t
．
（
g
e

由
に
も
と
つ
い
て
）
知
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
故
に
［
‘
証
明
さ
れ
る
べ
き

も
の
一
で
あ
り
、
ま
た
他
の
も
の
（
実
体
）
に
依
存
し
て
い
る
（
1
内
属
し
て

い

る
）
が
故
に
、
　
（
す
な
わ
ち
理
由
と
と
も
に
他
の
も
の
に
内
属
し
て
い
る
が

故
に
）
属
性
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
・
1
7
，
　
t
．
　
8
）
　
（
こ
の
書
の
箸
者
が
1
1
／
．
　
h
’
　
q
．
う
と
す
る
）
真
実
の
意
義
は
次
の
こ

と
で
あ
る
。
理
由
概
ム
，
心
は
、
あ
た
か
も
灯
光
が
た
ま
た
ま
何
も
の
か
を
照
し
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一



　

　

　

　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

す
よ
う
に
’
必
然
的
な
対
応
関
係
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
を
知
ら
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
リ
リ
コ

る
の
で
は
な
い
。
之
、
う
で
は
な
く
て
、
　
〈
離
れ
て
は
存
在
し
な
い
こ
と
〉
に
よ

っ

て
知
ら
せ
る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
（
二
゜
≒
一
へ
゜
ど
何

と
な
れ
ば
、
理
由
概
念
が
（
未
だ
認
識
さ
れ
て
い
な
い
）
証
明
さ
れ
る
べ
き
も

の

を
新
た
に
認
識
さ
せ
る
機
能
は
、
理
由
概
念
が
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
か
ら

離
れ

な
い
で
常
に
共
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら

な
い
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

　
（
p
．
　
，
I
7
，
　
l
．
　
！
0
）
ま
つ
第
一
に
、
　
（
準
備
的
段
階
と
し
て
今
こ
の
場
合
に
）
理

由
は
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
結
び
附
い
て
い
る
（
す
な
わ
ち
、
理
由
の
存
在

す
る
こ
と
は
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
存
在
に
本
づ
い
て
い
る
）
と
い
う
こ

と
を
、
そ
れ
と
反
対
の
証
拠
に
つ
い
て
確
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
認
し
な
け

　
　
　
　
　
、
3
∨

れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
実
際
に
推
論
を
行
な
う
の
と
，
同
時
に
、
．
証
明
さ
せ
る

も
の
（
理
由
）
は
証
明
さ
れ
る
も
の
か
ら
離
れ
！
．
、
い
な
い
（
　
M
は
P
で
あ
る
）

と
い
う
こ
と
を
一
般
的
命
題
と
し
て
想
い
起
さ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
例
え
ば
、

　
　
因

縁
に

よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
無
常
性
を
本
質
と

し
て
い
る
、
と
。

　
（
p
．
　
・
i
7
，
　
，
’
．
　
1
2
）
そ
の
後
に
、
今
ま
で
一
般
的
命
題
と
し
て
記
憶
さ
れ
て
い
た

こ
と
を
、
　
さ
ら
に
今
こ
こ
で
特
殊
な
場
合
に
適
用
す
る
の
で
あ
る
。
　
例
え
ば

－
r
．
こ
こ
で
も
ま
た
諸
条
件
に
よ
／
’
i
、
て
造
・
リ
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
．
る
と
い
う
こ

と
が
’
人
間
の
こ
と
ば
の
う
ち
に
≠
三
任
在
す
る
が
、
一
て
れ
は
無
常
性
を
本
質
と

し
て
L
る
も
σ
に
－
1
“
が
い
な
い
、
と

cp

）

、

し
、

｝
・
も
人
ノ
、
史
へ
　
’
；
　
’
t

　

　

　
7
」

’
こ

　

　

二
F
㍉

て
あ

乙
な
ら
に
、

－
u
開
ら
♪
C
．
フ
ン
つ
．
へ

（－
）
　
；
一
＝
t
I
l
，
t
t
I
u
＝
h
u
．
　
”
　
1
1
’
，
c
｛
、
s
s
；
＝
．
y
t
I
c
、
p
e
＝
d
e
n
t
／
e
こ
（
ヱ
｛
’
．
7
’
ン
一
，
b
二
t
s
k
．
v
）

（2
）
三
1
1
t
；
二
，
i
〉
、
“
］
＾
：
l
i
“
　
＝
．
　
u
x
、
i
n
u
三
…
．
一
二
、
n
　
（
1
》
i
、
ミ
、
I
P
t
t
－
　
1
）
°
　
1
6
1
）
－
÷
．
三
v
“
r
i
u
．
I
）
1
｛
7
ε
＝
c
亨

　
　
n
l
＝
（
P
n
C
／
（
h
　
，
i
°
＝
；
）
▲
l
c
’
e
．
s
s
＝
y
；
、
　
”
i
＝
v
a
r
i
；
L
b
l
e
C
O
I
I
＝
e
c
；
t
i
（
）
l
l
　
（
、
・
l
、
t
c
｛
c
U
L
へ
s
t
　
L
o
矢
i
t
’
，
　
v
e
l
．
　
I
I
，

　
　
二
’
r
）
L
）
、
n
°
　
v
t
e
’
）

（eo
）　s
v
：
一
三
三
’
．
三
：
、
三
だ
か
ら
、
こ
の
・
ム
う
な
手
○
丁
〉
．
・
を
必
莞
・
こ
す
○
の
で
”
f
’
t
／
t
F
”

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
九
二

　

（ニ

ミ
一
へ
二
ご
以
上
に
挙
け
た
二
つ
の
過
程
の
中
で
、
証
囚
を
認
識
す
る
と

い

う
こ
と
は
、
．
証
囚
が
．
証
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
ら
と
結
び
付
い
て
い
る
と
い

う
一
般
的
命
題
を
想
い
起
す
こ
と
（
ア
a
一
）
）
：
M
l
v
a
o
1
1
1
a
l
’
t
u
l
a
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
そ
の
次
の
段
階
と
し
て
、
制
限
さ
れ
た
特
殊
な
、
す
な
わ
ち
こ
と
ば

の
一
つ
ち
に
存
在
し
無
常
性
を
本
質
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
［
諸
条
件
に
よ
っ
て

作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
い
う
性
質
を
想
い
起
す
こ
と
が
推
理
に
よ
る

認
識
に

ほ

か

な
ら
な
い
。
（
℃
°
」
メ
ペ
゜
l
5
）
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
今
現

に

直
援
に
知
覚
さ
れ
な
い
も
の
を
理
解
さ
せ
る
こ
と
と
い
う
の
は
、
　
（
理
山
と

証

明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
の
両
者
の
）
不
可
分
離
の
関
係
官
ろ
、
三
三
三
ジ
を
を

知

る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
証
因
の
存
在
す
る
こ
と
が
確
認
さ
れ

て

い

る
こ
と
の
み
に
本
’
o
　
c
　
／
，
y
’
そ
れ
に
連
閤
の
あ
る
も
の
と
し
て
証
明
さ
れ

る
べ
き
属
性
の
仔
在
が
認
め
ら
れ
る
場
合
に
の
み
、
自
体
を
内
へ
口
す
る
理
由
概

x
i
t
4
〉
　
（
t
v
a
l
｝
h
i
L
v
a
h
e
t
／
u
）
が
適
川
さ
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
他
の
場
合
に
は
適
川

し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。



き
も
の
ヒ
証
因
・
、
｝
の
関
係
へ
養
三
プ
三
三
六
一
）
が
惟
認
♪
、
」
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
r
／

し
か
る
に
こ
の
場
合
に
は
、
「
証
明
さ
れ
ろ
べ
き
も
の
の
存
在
は
た
だ
．
証
明
す
る

も
の
と
し
て
の
属
性
の
存
在
す
る
こ
と
の
み
に
本
つ
い
て
成
立
し
て
い
る
。
で

は
、
す
で
に
確
認
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
、
何
故
に
あ
ら
た
に
追
求
さ
れ
る
の
か
つ
・

答
え
て
い
わ
く
　
　
そ
う
で
は
戸
、
／
．
　
c
）

三
二
八
　
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
自
体
（
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
）
は
そ
れ

（証

明
す
る
も
の
と
し
て
の
属
性
）
の
本
質
な
の
で
あ
る
か
ら
。
〔
三
・

13〈〕
　
0
．
　
4
7
，
　
1
．
　
2
0
）
　
I
そ
れ
自
体
」
と
い
う
の
は
、
証
明
す
る
も
の
（
証
因
）
と
し

て
の
純
粋
の
属
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
の
す
で
に
確
定
し
て
い
る
と
こ
ろ

の

（証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
）
で
あ
る
。
　
一
そ
れ
の
本
質
な
の
で
あ
る
か
ら
」

と
い
う
の
は
、
．
証
明
す
る
も
の
と
し
て
の
属
性
の
本
質
な
の
で
あ
る
か
ら
。
け

だ

し
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
属
性
は
’
証
明
す
る
も
の
と
し
て
の

純
粋
の

属
性
の
存
在
す
る
こ
と
の
み
に
結
び
つ
い
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
っ

て
、
つ
ま
り
証
明
す
る
も
の
と
し
て
の
属
性
の
本
質
な
の
で
あ
っ
て
’
そ
れ
以

外
の
何
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
p
，
　
4
7
，
　
t
°
2
3
）
な
る
ほ
ど
（
〈
自
体
を
内
含
す
る
理
由
概
念
＞
z
く
〔
’
三
田
！
、
己
弓
｛
＝

の
）
本
質
と
は
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
し
よ
う
。
と
こ
ろ
で
’
そ
の
本
質

が

証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
対
し
て
、
何
故
に
理
由
と
し
て
己
て
ら
れ
る
の
で

あ
る
か
？

　

　

　

　

イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

1，

∴
九
　
何
と
な
れ
ば
’
ま
た
（
川
由
慨
・
、
芯
の
）
本
冊
／
1
が
理
川
と
な
っ
て

い

る
の
で
あ
る
か
ら
。
〔
三
二
七
〕

　
（
p
．
　
－
1
8
，
　
l
．
　
2
）
　
〈
r
“
こ
の
場
合
に
は
、
（
理
由
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
）
本
質
そ

の

も
の
が
理
由
概
念
と
し
て
ぴ
．
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
故
に
証

明
す
る
も
の
の
本
質
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
そ
の
も
の
が
、
証
明
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
（
理
由
の
）
本
質
（
本

性
）
な
る
も
の
は
、
証
明
す
る
も
の
と
し
て
の
純
粋
の
属
性
の
み
と
結
び
つ
い

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

　
（
づ
．
4
8
．
　
I
．
　
・
t
）
〔
反
対
者
い
わ
く
　
　
〕
も
し
も
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

て
の
属
性
が
証
明
す
る
も
の
の
本
質
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
な
ら
ば
、
こ
の
場

合
理
由
な
る
も
の
は
、
そ
の
仔
在
の
主
張
さ
れ
る
も
の
の
一
部
分
（
肩
p
三
コ
智

r
th
a
i
k
a
c
l
e
g
a
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
（
そ
れ
な

ら
ば
こ
の
推
理
は
同
語
反
復
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
、
）

　

そ
れ
に
対
し
て
答
え
て
い
わ
く
ー

三
・

110
　
何
と
な
れ
ば
そ
の
両
者
（
証
因
と
証
明
さ
れ
る
も
の
）
の
実
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ
ン

は
同
1
の
も
の
で
“
S
s
x
Q
　
（
t
a
d
a
t
m
y
a
）
か
ら
。
〔
三
二
八
〕

　
（
p
．
　
4
8
’
、
°
O
）
証
因
と
証
明
さ
れ
る
も
の
と
は
、
実
体
と
し
て
は
（
v
a
s
t
u
t
a
，
　
s
）
、

す
な
わ
ち
究
極
の
立
場
（
勝
義
）
に
お
い
て
は
（
る
∋
∋
笥
書
但
書
・
・
）
同
l
の

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

九

三



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

も
の
な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
証
明
さ
れ
る
も
の
と
証
明
す
る
も
の
と
の
区
別

は
、
わ
れ
わ
れ
の
構
想
作
川
に
よ
っ
て
付
託
し
て
考
え
ら
れ
た
も
の
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
’
証
明
さ
れ
る
も
の
と
証
明
す
る
も
の
と
の
関
係
は
、

判
断
作
用
（
　
　
ヰ
　
へ
n
l
S
C
辞
ン
T
a
）
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
す
が
た
（
「
三
）
○
の
中
に
存

　
　
　
　
　
　
⌒
2
」

す
る
の
“
．
／
i
g
“
Q
O
　
（
p
．
　
．
l
8
，
　
t
．
　
7
）
そ
う
し
て
判
断
作
用
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た

い
つ

れ

か

の

す
が
た
な
る
も
の
は
、
相
互
に
排
除
し
く
n
，
o
t
J
－
w
　
（
i
t
a
r
e
t
a
r
a
v
－

］y’

？L

V
I
－
t
t
i
）
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
構
想
さ
れ
た
区
別
に
よ
っ
て
異
な
っ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
証
明
す
る
も
の
は
甲
で
あ
り
、
証
明
さ
れ
る
も
の
は
乙
で
あ
る

と
い
う
ふ
う
に
（
互
い
に
異
な
っ
て
い
る
が
、
実
際
に
お
い
て
は
一
方
が
他
方

を
く
，
口
ん
で
い
る
の
で
あ
る
、
）

　
（
1
，
．
　
，
1
8
，
　
t
．
　
8
）
け
だ
し
実
例
を
挙
け
て
い
う
と
、
遠
く
か
ら
見
て
い
る
と
き
に

は
、
枝
な
ど
を
も
っ
て
い
る
も
の
は
樹
木
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
が
、
未
だ
シ

ン

シ

l
－
ハ
ー
樹
で
あ
る
と
は
判
断
さ
れ
な
い
．
、
次
い
で
’
そ
の
後
で
（
砂
！
、
れ
に

近
づ
い

た
と
き
に
）
　
一
そ
れ
は
樹
木
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
は
シ
ン
シ
ャ
ハ
ー

樹
で

あ
る
」
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
（
両
方
の
場
合
と
も
に
、

そ
の
奥
に
存
す
る
）
実
体
（
！
、
t
X
S
t
U
）
は
異
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
が
、
　
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
［
’
3
）

れ

わ

れ

の

判
断
作
用
が
対
比
（
～
T
v
7
／
r
r
t
t
l
）
の
相
迫
に
よ
っ
て
（
そ
の
両
者
を
）

互
い
に

異
な
っ
た
も
の
と
し
て
示
す
の
S
y
4
g
r
Q
。
　
（
p
．
　
t
1
。
°
l
．
　
1
0
）
そ
れ
故
に
、

わ

れ

わ

れ
の
判
断
作
用
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
か
た
ち
（
r
L
I
I
）
；
l
．
）
に
依
存
し

て
、
甲
が
証
明
す
る
も
の
で
あ
り
、
乙
が
証
明
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の

で

あ
っ
て
、
（
実
体
と
し
て
は
両
者
は
異
な
ら
な
い
の
で
あ
ろ
．
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
四

　
（
p
°
4
8
，
　
l
．
　
1
1
）
そ
れ
故
に
（
こ
の
意
味
に
お
い
て
〈
自
体
を
内
含
す
る
理
由
概

念
〉
ひ
く
ρ
巨
剖
づ
ρ
｝
岩
け
已
を
用
い
る
推
理
は
同
語
反
復
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
）

理
由
は
主
張
命
題
の
示
す
意
義
内
容
の
一
部
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、

両

老
の
同
l
性
と
い
う
こ
と
は
実
体
に
関
し
て
言
わ
れ
得
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
v
a
t
t
＝
【
蒙
竺
｝
・
O
仏
」
廷
P
a
t
m
y
u
t
°
　
M
a
l
v
a
n
i
a
本
に
は
、
　
≦
Z
言
［
川
享
冨
｝
δ
仏
9
（
デ
［
三
，

　
　
y
t
u
l
l
と
な
つ
て
い
ろ
。

（
2
）
　
チ
ベ
ッ
ト
文
は
多
少
相
違
し
て
い
る
。
・
1
言
空
已
ご
℃
a
r
　
b
｝
、
a
　
b
i
L
　
d
：
m
’
i
　
s
g
r
u
b
　
p
a
r

　

by
e
d　
p
ξ
i
　
c
l
i
l
o
s
　
p
o
　
n
i
　
i
i
e
s
　
p
；
L
　
l
a
　
g
’
L
l
i
t
二
・
・
p
］
）
i
　
l
ざ
b
e
　
y
i
n
　
I
t
二

（
3
）
二
、
ヲ
．
二
こ
゜
’
；
o
n
t
r
a
s
t
　
（
S
t
c
h
c
r
b
a
t
s
k
y
）
．

　
（
P
°
t
1
8
，
　
l
．
　
1
2
）
そ
れ
で
は
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
本
性
は
、
証
明

す
る
も
の
と
し
て
の
純
粋
の
属
性
の
み
に
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
’
そ
れ

以
外
の
も
の
で
は
な
い
の
は
何
故
で
あ
る
か
P
　
答
え
て
い
わ
く
ー

三
・

三
　
（
も
し
も
両
者
が
実
体
と
し
て
は
同
l
の
も
の
で
は
な
く
て
）

も
し
も
理
由
が
未
だ
成
立
し
て
い
な
い
の
に
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の

が
す
で
に
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
　
（
証
明
さ
れ
る
べ
き
も

の

が
）
そ
れ
（
i
理
由
概
念
）
の
本
質
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か

ら
。
〔
三
二
九
〕

　
ラ
論
、
」
］
）
実
に
甲
が
乙
に
従
属
し
て
い
な
い
な
ら
ば
、
乙
が
成
立
し
た

・
二
ぎ
に
、
甲
が
成
立
し
て
い
な
い
．
、
理
由
概
念
が
成
立
し
て
い
る
場
合
に
、
未



だ

成
立

し
て
い
な
い
と
こ
ろ
の
（
属
性
）
が
、
証
明
す
る
も
の
（
と
し
て
の
属

性

の
）
本
質
で
は
あ
り
え
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
成
立
し
て
い
る
こ
と
と
成
立

し
て
い
な
い
こ
と
と
は
、
有
と
無
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
有
と
無
と
は

互
い
に

連

関
し
合
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
互
い
に
排
除
し
合
う
も
の
と
し
て

成
立
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
一
・
」
。
。
、
ぺ
゜
1
6
）
そ
う
し
て
、
も
し
も
す
で
に
以

前
に

成

立

し
た
も
の
と
、
未
た
成
立
し
て
い
な
い
も
の
と
が
同
一
の
も
の
で
あ

る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
な
ら
ば
、
同
一
の
事
物
の
存
在
す
る
こ
と
と
存
在
し

な
い
こ
と
と
が
同
時
に
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
（
p
．
　
4
。
，
　
l
．
　
1
7
）
し
か
る
に

有
と
無
と
は
互
い
に
矛
盾
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
両
者
が
同
一
の
も
の

で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
同
l
性
の
欠
如
と
い
う

こ
と
（
d
他
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
）
は
、
互
い
に
矛
盾
し
て
い
る
属
性

と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
ラ
】
。
。
“
へ
」
。
。
）
さ

ら
に
ま
た
、
時
間
的
に
後
に
生
起
す
る
も
の
は
、
以
前
に
成
立
し
た
も
の
と
は

そ
の
原
因
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
結
果
の
相
違
と
い
う
こ

と
は
、
（
単
に
時
間
的
に
前
後
の
区
別
が
あ
る
の
み
な
ら
ず
）
、
実
は
原
因
の
相

違
に

も
と
つ
い
て
い
る
の
g
］
a
g
“
Q
。
　
（
l
）
．
　
4
。
，
　
l
．
　
1
9
）
そ
れ
故
に
、
す
で
に
成
立

し
た
も
の
と
未
だ
成
立
し
て
い
な
い
も
の
と
の
区
別
は
、
そ
の
二
つ
の
も
の
が

互
い
に

矛

盾
し
た
属
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
そ
う
し
て

そ
の
相
違
の
も
と
つ
く
も
の
は
原
因
の
相
違
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
で
は
そ
の
両

者
が
ど
う
し
て
一
体
で
あ
ろ
う
か
？
　
そ
れ
故
に
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し

て

の

本
質
（
す
な
わ
ち
理
由
概
念
か
ら
演
繹
的
分
析
的
に
導
き
出
さ
れ
る
本
質
）

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
二
〔
中
村
）

は
、
証
明
す
る
も
の
と
し
て
の
純
粋
の
属
性
の
み
と
結
び
つ
い
て
い
る
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
　
（
す
な
わ
ち
理
由
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
い
つ
で
も
〈
証
明
さ

れ

る
べ
き
も
の
〉
の
本
質
が
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
．
）
　
そ
れ
以
外
の
も
の

で
は

あ
り
え
な
い
。

　
（
p
．
　
・
1
。
，
　
l
．
　
2
！
）
　
L
反
対
者
い
わ
く
ー
」
な
る
ほ
ど
後
に
成
立
し
た
も
の
が
す

で
に

以

前
に

成
立

し
た
も
の
の
本
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
後
に
成
立
し
た
も
の
が
ど
う
し
て
前
に
成
立
し
た
も

の

か

ら
導
き
出
さ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
え
な

い
の

で

あ
ろ
う
か
？

　
答
え
て
い
わ
く

三
・

一三
　
何
と
な
れ
ば
、
ま
た
そ
れ
ら
は
別
々
に
存
在
す
る
こ
と
（
＜
ぺ
P

b
h
i
c
a
r
a
）
が
可
能
で
あ
る
か
ら
。
〔
三
・
1
1
0
〕

　
（
p
．
　
4
9
，
　
l
°
　
2
）
ま
た
後
に
成
立
し
た
も
の
が
以
前
に
生
じ
た
も
の
か
ら
離
れ
て

別
に

存
在
す
る
こ
と
（
v
y
a
l
）
h
i
c
c
i
r
a
l
p
a
i
，
i
t
y
a
g
a
）
が
可
能
で
あ
る
が
故
に
、

後
に

成
立

し
た
も
の
が
以
前
に
成
立
し
た
も
の
に
本
つ
い
て
証
明
さ
れ
る
の
で

は

な
い
。
（
p
．
　
4
9
，
　
l
．
　
3
）
そ
れ
故
に
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
は
、
証
明
す
る

も
の
と
し
て
の
純
粋
の
属
性
の
み
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
　
（
す
な
わ

ち
、
理
由
概
念
が
あ
れ
ば
必
ら
ず
存
在
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
）
本
質
に
ほ
か
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
ラ
お
ラ
、
°
・
」
）
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
本
質
が
証
明

す
る
も
の
と
し
て
の
純
粋
の
属
性
の
み
に
従
属
し
て
い
る
こ
と
が
確
定
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



　
　
　
　
川
い
蜂
上
化
研
だ
へ
L
ロ
ハ
、
）

る
場
合
に
の
み
〈
自
体
を
内
タ
凶
す
る
理
由
概
念
〉
ひ
ー
、
〔
ニ
シ
ヲ
．
三
ご
声
三

さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

〔
第
四

節

因
果
関
係
に
も
と
つ
く
、

類
例
に
よ
る
推
理
〕

同
種
類
の

が
適
用

　

（
因
果
関
係
に
本
つ
く
推
理
。
す
な
わ
ち
理
山
概
念
が
結
果
で
あ
り
、
証
明

さ
れ
る
概
念
が
原
因
で
あ
る
場
合
の
推
理
を
次
に
考
察
す
る
、
）

三
．

二
三
　
結
果
を
示
し
て
い
る
理
山
概
念
（
k
a
r
y
a
h
e
t
u
）
を
用
い
る
論

式
も
ま
た
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

（大
前
提
）
　
煙
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
火
が
あ
る
。

（
壁
［
喩
）
　
例
え
ば
竈
な
ど
に
お
い
て
で
あ
る
。

（小
前
提
）
　
そ
う
し
て
こ
こ
に
は
煙
が
あ
る
。

（結
論
）
　
〔
そ
れ
故
に
こ
こ
に
は
火
が
あ
る
。
〕
〔
二
・
ゴ
ニ
）

　
（
コ
畠
㊨
へ
゜
。
。
）
こ
れ
は
結
果
を
示
し
て
い
る
理
由
慨
念
を
用
い
る
論
式
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
シ

こ
の
場
合
、
理
由
と
同
種
類
の
実
例
を
と
も
な
っ
て
い
る
論
式
が
述
べ
ら
れ
て

い

る
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
場
合
の
論
題
の
故
に
考
え
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
　
一
煙
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
一
と
い
っ
て
煙
を
主
張
命
匙
の
主
語
と
し
て

立

て
て
、
　
「
そ
こ
に
は
火
が
あ
る
一
と
い
っ
て
、
火
を
述
語
と
し
て
述
べ
る
の

で

あ
る
。
そ
れ
故
に
、
　
（
理
由
と
証
5
1
さ
れ
る
も
の
と
の
関
係
は
）
必
然
的
関

係
（
】
こ
づ
a
n
！
①
）
で
あ
っ
て
、
偶
然
的
結
合
関
係
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
パ

の

拾
〆
、
［
〔
三
弓
ー
．
（
二
三
｛
z
の
場
合
）
と
同
様
で
あ
る
と
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
p
．
　
4
9
，
　
l
．
　
9
）
そ
れ
故
に
こ
の
論
式
は
、
因
果
関
係
（
蚕
巨
巴
畠
日
葛
ご
古
倒
べ
a
）
に

も
と
つ
く
周
延
関
係
（
く
葛
」
）
三
を
示
し
て
い
る
の
で
“
f
i
｝
“
Q
O
　
（
p
．
　
4
9
，
　
l
．
　
1
0
）

（
帰
納
に
よ
っ
て
）
こ
の
周
延
関
係
を
成
立
さ
せ
る
正
し
い
認
識
根
拠
の
対
象

を
示
そ
う
と
し
て
い
わ
く
　
「
例
え
ば
竈
に
お
け
る
場
合
で
あ
る
」
と
。
す

な
わ
ち
、
か
ま
ど
な
ど
に
お
い
て
は
’
直
接
知
覚
と
無
知
覚
と
二
つ
の
方
法
に

も
と
つ
い
て
、
　
（
煙
と
火
と
の
問
に
は
）
因
果
関
係
に
も
と
ず
く
不
可
分
離
の

関
係
（
日
ニ
コ
剖
三
蚤
！
r
a
）
の
あ
る
こ
と
が
確
認
決
定
さ
れ
て
い
る
。
「
そ
う
し
て

こ
こ
に
煙
が
あ
る
　
と
い
っ
て
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
主
張
命
題
の
主
語
に
対
し

て
、
そ
れ
の
述
語
と
し
て
の
理
由
概
念
を
結
び
つ
け
る
の
で
あ
る
o

（
1
）
　
呑
≒
三
，
M
Y
H
V
i
三
゜

　
内
明
の
術
語
’
三
用
い
て
説
明
七
ろ
な
ら
ば
、

　　｛

謬
㎏終
訓
騨
肋
〇
一
三

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　

　
　
　
　
t
　
r

三
・

二
四
　
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
ま
た
、
（
理
由
概
念
と
証
明
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
の
間
の
）
因
果
関
係
が
確
定
し
て
い
る
場
合
に
の
み
、
証
明

さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
原
因
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
結
果
と
し
て
の
理
由

慨
念
が
挙
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
〔
三
∴
三
〕

（
p
．
　
／
t
9
，
　
t
．
　
1
・
i
）
　
1
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
ま
た
」
と
い
う
の
は
’
単
に
く
自



体
を
内
含
す
る
理
由
概
〈
r
g
〉
　
（
s
v
a
b
h
7
L
v
a
h
e
t
u
）
　
（
｛
）
場
合
だ
け
で
は
な
く
て
、

こ
の
「
結
果
と
し
て
の
理
由
概
念
」
の
場
合
に
も
ま
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

一
確
定
し
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
　
（
帰
納
に
も
と
つ
い
て
）
囚
果
関
係
が
確

認

さ
れ
て
い
る
と
き
に
、
と
い
う
音
心
味
で
あ
る
。
こ
の
因
果
関
係
の
確
認
と
い

う
こ
と
は
、
　
（
偶
然
に
も
と
つ
い
て
な
さ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
て
）
必
然
的
に

な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
理
由
概
念
は
単
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

偶
然
的
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
推
理
の
意
義
を
知
ら
せ
る
の
で
は
な

く
て
、
不
可
分
離
の
関
係
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す
で
に
説
明
し

た
。

（
1
）
　
｝
．
＾
・
口
三
戸
」
、
嚇
、
ミ
ご
＞
w
の
註
解
に
お
い
て
は
普
通
は
旨
ξ
m
ピ
9
（
可
能
性
）
と
解
せ
ら
れ

　
て
い
う
が
、
こ
の
場
合
に
、
少
し
く
音
心
味
を
異
に
す
る
。

　
　
y
e
g
y
a
t
；
L
y
i
L
．
－
’
‘
　
i
L
c
c
i
d
e
i
］
t
a
l
l
y
　
”
　
（
E
　
t
c
h
e
r
b
a
t
s
l
｛
y
，
　
B
i
ミ
（
t
E
i
l
i
i
s
t
　
l
．
o
g
i
t
；
，
　
v
o
l
．
　
I
I
，
　
p
．

　
1
：
W
8
）

〔
第
五
節

　
異
種
類
の
性
質

　
　
　
　

よ
る
推
理
〕

（
く
a
i
d
h
a
r
n
i
v
a
）
の
実
例
に

　
（
p
．
　
4
9
，
　
l
°
1
7
）
　
〈
自
体
を
内
含
す
る
理
由
概
念
〉
と
〈
結
果
と
し
て
の
理
由

概
念
〉
と
〈
無
知
覚
〉
と
の
三
つ
に
つ
い
て
、
（
理
由
概
念
と
同
種
類
の
実
例

を
と
も
な
う
）
論
式
を
す
で
に
説
明
し
お
わ
っ
た
。
以
下
に
お
い
て
は
異
種
類

の

実
例
を
と
も
な
う
論
式
を
示
そ
う
と
し
て
い
わ
く
、

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
付
）

三
二
一
五
　
（
理
由
概
念
と
）
異
種
類
の
実
例
を
と
も
な
う
理
由
の
論
式
は

次
の
ご

と
く
で
あ
る
。
先
づ
そ
の
う
ち
で
無
知
覚
の
論
式
と
し
て
は
、

　
（
大
前
提
）
　
何
も
の
で
も
存
在
す
る
も
の
は
、
も
し
も
知
覚
す
る
た

　
め
の
諸
条
件
が
具
わ
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
知
覚
さ
れ
る
に
ち
が
い
な

　

い
o

　
（
実
例
）
　
例
え
ば
、
青
色
の
も
の
な
ど
と
い
う
特
殊
相
（
ぐ
i
g
e
＄
a
）
が

　
そ
う
で
あ
る
。

　
（
小
前
提
）
　
し
か
る
に
こ
こ
で
に
瓶
を
知
覚
す
る
た
め
の
諸
条
件
が

　
具

わ
っ
て
い
る
の
に
、
瓶
が
そ
の
よ
う
に
は
知
覚
さ
れ
な
い
。

　
（
結
論
）
　
〔
そ
れ
故
に
こ
こ
に
瓶
は
存
在
し
な
い
。
〕
〔
1
1
1
　
・
二
三
〕

　
（
P
．
　
5
ρ
、
°
4
）
異
種
類
の
実
例
に
よ
る
（
論
式
が
こ
れ
か
ら
述
べ
ら
れ
る
の
で

i
g
，
Q
o
）
　
F
’
何
も
の
で
も
存
在
す
る
も
の
は
、
も
し
も
知
覚
す
る
た
め
の
諸
条
件

が
具
わ
っ
て
い
る
な
ら
ば
」
と
い
う
の
は
、
　
一
，
何
も
の
で
も
存
在
し
て
い
て
、

し
か
も
見
ら
れ
得
る
も
の
は
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
存
在
す

る
こ
と
」
が
主
語
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
「
知
覚
さ
れ
る

に

ち
が
い
な
い
」
と
い
っ
て
、
知
覚
す
る
こ
と
が
述
語
と
し
て
立
て
ら
れ
る
の

で

あ
る
。
三
切
ρ
l
．
　
5
）
そ
れ
故
に
こ
の
命
題
は
、
見
ら
れ
得
る
も
の
の
存
在

す
る
と
い
う
こ
と
が
、
　
（
も
し
も
知
覚
す
る
た
め
の
諸
条
件
が
充
さ
れ
た
な
ら

ば
）
、
〈
見
る
は
た
ら
き
（
知
覚
す
る
は
た
ら
き
）
の
対
象
で
あ
る
こ
と
〉
に
よ

っ

て
周
延
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
そ
う
し
て
く
存
在
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

と
い
う
こ
と
〉
は
〈
存
在
し
な
い
こ
と
〉
の
K
！
1
｛
’
R
　
（
n
i
v
r
t
t
i
）
で
あ
り
、
　
〈
知

覚

す
る
と
い
う
こ
と
〉
は
無
知
覚
の
否
定
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
証
明
さ
れ
る

べ

き
概
念
（
こ
こ
で
は
一
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
）
の
否
定
を
主
語
と
し

て
立
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
証
明
す
る
も
の
（
こ
こ
で
は
一
知
覚
さ
れ
な
い
」

と
い
う
こ
と
）
の
否
定
を
述
語
と
し
て
立
て
て
、
　
（
換
質
換
位
し
た
別
の
命
題

を
大
前
提
と
し
て
得
る
の
で
あ
る
u
）
．
〈
p
．
　
s
o
，
　
i
．
　
7
）
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か

ら
、
証
明
す
る
も
の
が
存
在
し
な
い
と
き
に
は
、
証
明
さ
れ
る
も
の
も
必
ら
ず
存

在

し
な
い
と
い
う
こ
と
が
定
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
証
明
す
る
も
の
が
存
在
し
な

い

こ
と
は
、
証
明
さ
れ
る
も
の
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
周
延
し
て
い
る

の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
p
．
　
5
0
，
　
l
．
　
8
）
そ
う
し
て

も
し
も
主
張
命
題
の
主
語
の
う
ち
に
〈
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
の
属
性
〉

が

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
理
由
も
ま
た
そ
の
中
に
存
在
し
な
い
で
あ

ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
理
由
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
証
明
さ
れ
る
べ
き

も
の
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
周
延
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
（
p
．
　
5
0
，
　
t
．
　
9
）
し

か

る
に
（
こ
の
場
合
に
は
）
理
由
が
存
在
し
て
い
る
。
　
（
そ
れ
故
に
、
そ
れ
に

よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
も
ま
た
存
在
し
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
）
　
そ

れ

故

に
、
証
明
す
る
も
の
の
非
存
在
　
‘
－
こ
こ
で
は
〈
周
延
す
る
も
の
〉

が
存
在

し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
証
明
さ
れ
る
も
の
の
非
存
在
‘
　
こ
こ
で
は

〈
周
延
さ
れ
る
も
の
〉
　
‘
－
7
も
ま
た
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
証

明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
（
す
な
わ
ち
〈
理
由
概
念
の

否

定
〉
の
方
が
周
延
範
囲
の
広
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
、
周
延
範
囲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
八

の

狭

い

〈
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
〉
が
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

理
由
が
存
在
し
な
い
と
き
に
は
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
も
存
在
し
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
に
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
非
存
在
の
非
存
在
、
す
な
わ
ち
証

明
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
存
在
と
い
う
肯
定
的
結
論
に
到
達
す
る
の
で
あ
る
、
）

（
p
．
　
5
ρ
t
’
　
！
0
）
そ
れ
故
に
一
般
的
法
則
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
ー
（
理
由

概
念
と
）
異
種
類
の
実
例
を
も
つ
推
理
の
論
式
が
立
て
ら
れ
る
場
合
に
は
、
証

明
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
否
定
は
必
ら
ず
証
明
す
る
理
由
の
否
定
を
意
味
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
、
い
か
な
る
場
合
に
も
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
故
に

前
掲

の

大
前
提
が
立

て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
）
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
5
0
，
　
l
．
　
1
2
）
　
〈
自
体
を
内
含
す
る
理
由
概
念
V
を
述
べ
る
、
異
種
類
の
実
例

に

よ
る
論
式
を
説
い
て
い
わ
く
、

三
・
二
六
　
（
大
前
提
）
無
常
性
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ

　
に

は

存
在
性

も
、
生
起
を
も
っ
て
い
る
こ
と
も
、
作
ら
れ
た
も
の
で

　
あ
る
こ
と
も
、
存
在
し
得
な
い
。

　
（
t
g
例
）
　
（
例
え
ば
大
虚
空
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
）

　
（
小
前
提
）
　
し
か
る
に
こ
と
ば
は
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
生
起
を

　
有

す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
（
結
論
）
　
（
そ
れ
故
に
こ
と
ば
は
無
常
な
る
も
の
で
あ
る
」
〔
三
・
二
四
）

　
以
上
は
〈
自
体
を
内
含
す
る
理
由
概
念
〉

式
で
あ
る
。

（s
ぐ
a
l
）
h
a
v
a
h
e
t
t
i
）
を
用
い
る
論



　
（
P
°
5
o
’
　
t
°
1
5
）
こ
の
場
合
証
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と
（
大
概
念
）
は
（
こ
と
ば

の
）
無
常
性
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
の
非
存
在
と
い
う
こ
と
は
理
由
概
念

（s
a
tt
v
a
，
　
u
t
l
）
c
l
三
三
三
プ
．
空
耳
［
〔
二
β
ジ
．
主
の
非
存
在
と
い
う
こ
と
を
必
ら
ず

内
含
的
に
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
る
の
で
あ
る
。
三
つ
の
〈
自

体

を
内
含
す
る
理
由
概
念
〉
の
場
合
と
も
に
、
理
由
の
存
在
し
な
い
と
い
う
こ

と
が
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
周
延
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
　
（
二
訓
C
へ
゜
1
6
）
　
1
こ
と
ば
が
存
在
す
る
’
　
ま
た
は
生

起

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
、
ま
（
1
1
は
諸
条
件
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
も
の
で

あ
る
」
と
い
う
三
つ
の
場
合
と
も
に
、
理
由
が
主
張
命
題
の
主
語
の
述
語
で
あ

る
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
“
v
“
Q
“
Q
e
　
（
p
．
　
5
0
，
　
l
．
　
1
7
）
と
こ
ろ
で
こ
の
場

合
に

は
、
周
延
す
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
二
証
明
す
る
も
の
の
非
存
在
一
と
い

う
こ
と
の
存
在
し
な
い
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
。
　
（
す
な
わ
ち
、
理
由
の
存
在

す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
）
　
そ
れ
故
に
周
延
さ
れ
る
は
ず
の

も
の
で
あ
る
　
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
非
存
在
一
と
い
う
こ
と
も
ま
た
、
な

く
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
存
在
が
成

立

す
る
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
万
上
を
以
形
ア
、
小
∵
二
、

イ

ン

i
J

I．「苛

理
学
の

理

の

：Y

APiT
村
口

A

証
E
i
弓

れ

k

∨

て

れ

B
r、

由

概
念

w
，
’
＼
は
へ
ご
。

B
／
、
あ
ジ
。

故
に

A
て

あ
ろ
。

　
（
P
°
　
i
）
こ
、
で
　
1
9
）
結
果
と
し
て
の
理
由
を
用
い
る
理
由
と
実
例
と
の
異
種
類
の

推
理
の

論
式
を
説
い
て
い
わ
く
、

三
・

二
七
　
結
果
と
し
て
の
理
由
概
念
を
用
い
る
論
式
は
次
の
ご
と
く
で

あ
る
。

　
（
大
前
提
）
　
火
の
無
い
と
こ
ろ
に
煙
は
存
在
し
な
い
に
ち
が
い
な
い
。

　
（
実
例
命
題
）
　
（
例
え
ば
湖
水
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
、
）

　
（
小
前
提
）
　
し
か
る
に
こ
こ
に
は
煙
が
存
在
す
る
。

　
（
結
論
）
　
（
そ
れ
故
に
こ
こ
に
は
火
が
存
在
す
る
に
ち
が
い
な
い
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
三
・
二
五
〕

　
（
l
”
　
5
0
r
　
l
°
2
1
）
こ
の
場
台
に
も
〈
煙
の
存
在
し
な
い
〉
と
い
う
こ
と
が
〈
火

の

存
在

し
な
い
〉
と
い
う
こ
と
を
周
延
し
て
い
る
。
　
（
す
な
わ
ち
火
が
存
在
し

な
け
れ
ば
煙
が
存
在
し
な
い
）
と
い
う
こ
と
が
ま
ず
説
か
れ
て
い
る
。
（
次
に
）

［

，
し
か
る
に
こ
こ
に
は
煙
が
存
在
し
な
い
」
と
い
っ
て
、
周
延
す
る
は
ず
の
も

の

て
あ
る
一
煙
の
存
在
し
な
い
こ
と
」
の
否
定
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
、
そ
れ
故

に
、
周
延
さ
れ
る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
「
火
の
存
在
し
な
い
こ
と
」
の
否
定
が

意
味
さ
れ
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
の
場
合
に
は
、
　
（
否
定
の
否
定
が
為
さ
れ
て

い

る
が
故
に
）
証
明
さ
れ
る
べ
き
も
の
の
存
在
が
、
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九



法
宗
」
人
化
併
先
（
ヒ
：
ゲ
）

露
充
即

推
理
と

の

竿
1直

性

w

肯
定
的
関
係

に

よ

る

推
理
と

否

定
的
関
係

に

よ

る

　

問
う
て
い
わ
ノ
＼

　
O
．
　
5
1
，
　
l
°
1
）
　
（
理
由
命
題
の
述
語
が
主
張
命
題
の
迂
語
と
）
共
通
性
（
三
三
－

h
f
t
，
　
r
n
i
プ
T
a
）
を
も
っ
て
い
る
場
合
に
は
、
否
定
的
論
証
（
v
v
a
t
i
r
e
k
a
）
は
説
か

れ

な
い
。
ま
た
（
理
由
命
題
の
述
語
が
主
張
命
題
の
述
語
と
）
矛
盾
し
て
い
る

（
v
a
i
d
h
a
r
i
n
y
a
）
場
合
に
は
肯
定
的
論
証
（
竺
づ
三
p
）
は
述
べ
ら
れ
な
い
。
で

は
、
ど
う
し
て
こ
の
理
由
に
つ
い
て
の
三
特
徴
が
（
論
証
に
関
す
る
本
／
1
的
な

も
の
で
あ
る
）
と
説
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
？

　

答
え
て
い
わ
ノ
＼
ー

111　
・
二
八
　
何
と
な
れ
ば
（
二
つ
の
述
語
の
あ
い
だ
の
）
共
通
性
に
よ
る
諭

証
に
お
い
て
も
ま
た
、
意
味
上
、
矛
盾
に
よ
る
理
解
（
1
1
推
ソ
、
醐
）
が
含

意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
三
・
二
六
〕

　
（
p
．
　
5
1
．
　
1
°
4
）
　
（
理
由
命
題
の
述
語
と
主
張
命
題
の
述
語
と
の
）
共
通
性
が
明

示

さ
れ
て
い
る
の
と
結
び
つ
い
て
論
式
が
立
て
ら
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
意
味

上

（
理
由
概
念
と
主
張
命
題
の
述
語
と
の
）
矛
盾
関
係
、
す
な
わ
ち
否
定
的
関

係
が
内
含
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
こ
れ
は
（
肯
定
的
論
証
で
も
．
否

定
的
論
証
で
も
）
理
由
概
念
に
関
す
る
三
つ
の
特
徴
を
述
べ
て
い
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
た
と
い
（
理
由
概
念
と
主
張
命
題
の
述
語
と
の
）
肯
定
的
関
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
c
ノ
ン

（
　
共
通

性
）
に
も
と
つ
く
論
式
の
う
ち
に
否
定
的
関
係
が
述
べ
ら
れ
て
い
な
か

っ

た

と
し
て
も
、
肯
定
的
な
立
．
口
の
内
含
し
て
い
る
意
味
に
も
と
つ
い
て
（
否

定
的
関
係
が
）
確
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
5
1
，
　
l
°
3
ど
う
し
て
x
’
あ
る
か
’
A
・

三
・

二
九
　
何
と
な
れ
ば
、
そ
の
〔
否
定
的
関
係
〕
が
存
在
し
な
い
な
ら

ば
、
理
由
が
証
明
さ
る
べ
き
こ
と
に
必
ら
ず
付
随
し
て
存
在
す
る
と
い

う
こ
と
は
、
有
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〔
三
・
二
七
〕

　
（
p
．
　
5
1
，
　
i
．
　
g
．
）
何
と
な
れ
ば
、
も
し
も
思
考
作
用
に
よ
っ
て
確
知
さ
れ
る
そ
の

否
定
的

関
係
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
理
由
が
証
明
さ
る
べ
き
も
の
に
付
随
し

て

存
在

す
る
関
係
が
思
考
作
用
に
よ
っ
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
か

ら
で
あ
る
。
（
p
．
　
5
1
．
　
l
’
9
）
論
証
を
な
す
理
由
が
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
に
必
ら
ず

付
随
し
て
仔
在
す
る
と
い
う
関
係
を
、
そ
の
付
随
の
関
係
を
述
べ
る
文
章
に
も

と
つ
い
て
確
知
す
る
人
は
、
論
証
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
仔
在
し
な
い
と
き
に
で

も
、
論
一
．
証
を
な
す
理
由
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
’
疑
っ
て
考
え
て
は
な

ら
な
い
。
（
P
’
ヨ
吟
べ
゜
！
o
）
も
し
も
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、
論
証
を
な
す
理
由
が

論
証

さ
る
べ
き
こ
と
と
必
ら
ず
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と

は

で

き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
否
定
的
i
i
／
L
r
　
（
v
y
a
t
i
r
e
k
a
）
を
理
解
す
る

こ
と
と
は
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
仔
在
し
な
い
場
合
に
は
、
論
証
を
な
す
理

由
も
仔
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
（
二
口
〔
、
°
　
1
1
）
そ

れ

故

に
、
論
証
す
る
理
由
が
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
と
必
ら
ず
結
び
つ
い
て



い

る
こ
と
を
述
べ
る
な
ら
ば
、
そ
の
肯
定
的
関
係
を
述
べ
る
文
章
の
内
含
す
る

意
味
に

も
と
つ
い
て
、
否
定
的
関
係
が
確
知
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

三
∴
．
二
　
同
様
に
、
異
な
っ
た
性
質
？
．
巳
合
臣
「
己
ぺ
g
）
に
よ
っ
て

証
が
述
べ
ら
れ
る
場
合
）
に
も
ま
た
’
　
（
そ
れ
の
内
含
す
る
意
味
に
も

と
つ
い
て
）
肯
定
的
関
係
が
推
知
さ
れ
る
、
、
〔
二
・
二
八
〕

　
（
1
）
．
　
L
l
l
，
　
l
’
こ
）
肯
定
的
山
係
を
述
べ
る
文
章
に
お
い
て
も
（
そ
の
内
合
す
る

意
味
に
も
と
つ
い
て
、
否
定
酌
関
係
が
導
き
出
さ
れ
る
よ
う
に
、
）
同
様
に
、

異

な
っ
た
性
質
に
準
拠
し
て
論
式
が
述
べ
ら
れ
る
場
合
に
は
、
そ
れ
の
内
含
す

る
意
味
に
も
と
つ
い
て
、
直
接
に
E
m
X
i
l
l
／
口
さ
れ
て
は
い
な
く
て
肯
定
的
関
係
が
推

知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ど
う
し
／
、
で
あ
る
か
り
・

111　
・
　
1
1
＝
　
何
と
な
れ
ば
’
も
し
も
（
も
と
に
な
っ
て
い
る
）
肯
定
的
関

係
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
　
一
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
が
存
在
し
な

い

と
き
に
は
、
論
証
を
な
す
理
由
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
成

立
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〔
．
．
二
二
九
〕

　
（
二
竺
’
へ
゜
1
“
）
も
し
も
思
考
作
用
に
よ
っ
て
言
議
さ
れ
る
そ
の
肯
定
的
関
係

が

存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
　
1
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
が
存
在
し
な
い
と
き
に

は
’
論
証
を
な
す
理
由
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
成
立
し
な
い
か
ら
、

す

な
わ
ち
碓
知
さ
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
　
へ
ニ
ョ
一
、
°
1
7
）
　
〈
証
明
の
た
め
の
理

由
〉
が
存
在
し
な
い
と
き
に
は
、
　
〈
証
明
さ
る
べ
き
も
の
〉
が
必
ら
ず
存
在
し

　
　
　
　
イ
ソ
ド
論
理
学
の
口
解
の
た
し
に
（
中
村
）

な
い
と
い
う
こ
と
を
、
否
定
的
関
係
を
述
べ
る
文
章
か
ら
確
知
す
る
人
は
、
「
理

由
が
成
立
し
て
い
な
い
の
に
論
証
さ
る
べ
き
も
の
が
存
在
し
な
い
」
と
考
え
て

は

な
ら
な
い
。
（
二
切
1
，
　
l
．
　
I
8
）
　
3
と
な
れ
ぱ
、
も
し
も
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
、

「
理

由
が
存
在
し
な
い
と
き
に
は
、
必
ら
ず
論
証
さ
る
べ
き
も
の
が
存
在
し
な

い
」
と
い
う
こ
と
は
知
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
〈
論
証
の
た
め
の
理

由
〉
が
存
在
す
る
と
き
に
は
〈
論
証
さ
る
べ
き
も
の
〉
が
存
在
す
る
と
知
る
こ

と
が
、
肯
定
的
関
係
の
理
解
で
あ
る
。
（
一
三
ヨ
’
～
°
」
三
そ
れ
故
に
、
　
〈
論
証
さ

る
べ
き
も
の
〉
の
存
在
し
な
い
こ
と
は
必
ら
ず
〈
論
証
す
る
た
め
の
理
由
〉
に

と
も
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
陳
述
す
る
文
言
に
も
と
つ
い
て
、

そ

こ
に
内
含
さ
れ
て
い
る
意
味
の
故
に
’
否
定
的
な
文
章
の
う
ち
に
も
、
肯
定

的

な
関
係
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
ニ
ヨ
㊨
へ
三
一
）
「
ダ
ル
マ
キ
ー
ん
テ
ィ
な
ど
に
よ
っ
て
一
存
在
す
る
も
の
は
刹

那

滅
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
論
式
が

承
認

さ
れ
て
い
る
が
〕
　
（
反
証
と
し
て
の
）
虚
空
な
ど
の
う
ち
に
は
論
証
さ
る

べ

き
こ
と
（
こ
こ
で
は
、
刹
那
滅
で
あ
る
こ
と
）
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か

ら
、
論
江
す
る
も
の
（
理
山
）
も
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
認
め

る
と
し
て
も
、
　
「
理
由
が
成
立
す
る
と
き
に
は
、
論
証
さ
る
べ
き
も
の
も
成
立

す
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
言
わ
れ
得
る
の
で
あ
る
か
？
・

　
答
え
て
い
わ
く
、

三
・

三
二

○

も
し

も

㌃
L／［M

証
す
る

理
山
と

論
証
さ

れ
る

こ

と

が
ら
と

の

　
そ



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

れ

白
体
の
木
質
的
関
係
（
周
延
関
係
）
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
　
一
方

が
存
在
し
な
い
と
き
に
他
方
も
必
ら
ず
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
は

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
〔
三
・
三
つ
〕

　
（
p
．
　
．
5
2
，
　
l
°
心
）
白
体
の
本
質
的
な
（
フ
、
p
三
5
ー
、
（
、
二
p
‖
（
．
ジ
つ
三
一
p
一
）
結
び
つ
き

が

存
在
し
な
い
と
き
に
は
、
　
1
方
の
も
の
、
す
な
わ
ち
論
証
さ
る
べ
き
も
の
が

存
在

し
な
い
こ
と
と
、
他
方
、
す
な
わ
ち
論
証
の
た
め
の
理
由
と
が
必
ら
ず
結

び
付
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
な
い
。

三
・

三
三
　
（
本
質
的
関
係
の
あ
る
二
つ
の
も
の
の
）
す
べ
て
に
つ
い
て
、

二
種
類
が
あ
る
。
（
両
者
が
）
同
一
関
係
を
本
質
と
し
て
い
る
関
係
と
、

一
方
が

他
方
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
関
係
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
す

で

に

（
ス

ー
ト
ラ
ニ
・
二
五
に
お
い
て
）
説
明
し
た
。
〔
三
・
ゴ
ニ
〕

　
（
p
．
　
5
2
，
　
l
°
口
）
本
質
的
関
1
7
剛
の
あ
る
い
か
な
る
も
の
に
つ
い
て
も
、
本
質
的
な

結
び
付
“
k
i
　
（
s
．
　
v
a
l
）
h
　
：
”
L
v
a
p
r
a
　
t
i
b
a
n
d
h
a
）
は
、
　
二
種
類
で
あ
る
。
　
同
1
関
係

（｛
笥
二

笥
｛
l
n
v
a
＝
i
d
つ
1
1
t
i
k
’
）
が
特
徴
（
一
〔
二
∧
冶
三
ジ
‖
三
三
一
ご
p
）
と
な
っ
て
い
る

も
の
と
、
生
起
（
の
結
果
）
が
特
徴
と
な
っ
て
い
る
も
の
と
で
あ
る
。
　
三
凱
ぷ

l
．
　
6
）
も
し
も
甲
が
乙
に
本
質
的
関
係
が
あ
る
と
き
に
は
’
乙
す
な
わ
ち
甲
が
本

質
的
関
係
あ
る
対
象
は
、
甲
の
そ
れ
自
体
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
甲
の
原
囚
で

あ
る
か
、
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
（
p
．
　
5
2
°
i
°
7
）
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
以
外
の
他

の

も
の
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
●
二

れ

故

に
、
そ
の
（
本
質
的
関
係
は
）
二
種
類
で
あ
る
と
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。

（i）
　
5
2
°
l
°
。
。
）
そ
う
し
て
’
そ
の
本
質
的
関
係
は
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら

に

対

し
て
証
囚
が
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
そ
こ
（
ス
ー
ト

ラ
本
文
二
・
二
二
）
に
’
お
い
て
説
明
し
て
お
い
た
。

二
三
、
西
　
そ
れ
故
に
、
　
（
こ
の
二
つ
の
も
の
の
）
仔
在
し
な
い
こ
と
を
説

く
人
は
、
甲
が
乙
に
対
す
る
本
質
的
閲
係
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
故
に
、
否
定
を
示
す
陳
述
は
、
内
含
さ
れ
て
い
る
（
甲
が
乙
に
依

存
し
て
）
本
質
的
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
提
示
す
る
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
本
質
的
関
係
を
提
示
す
る
こ
と
と
は
、
け
定
的

関

係
を
陳
述
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
肯
定
的
方
法
に
よ
る
の
で

あ
ろ
う
と
も
、
否
定
的
方
法
に
よ
る
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
一
つ
の
文
章

が
論
式
と
し
て
川
い
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
証
因
（
l
i
h
g
q
a
）
が
同
種

類
の

も
の
の
う
え
に
は
存
在
し
、
異
種
類
の
も
の
の
う
ち
に
は
存
在
し

な
い
と
い
う
こ
と
　
そ
の
こ
と
の
宣
言
が
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
必
ら
ず
し
も
二
つ
の
文
茸
を
論
式
と
し
て
併
用
し
て
い
る

の

で
は
な
い
⊃
三
・
三
．
己

　
（
p
．
　
5
2
，
　
f
°
1
3
）
何
と
な
れ
ば
、
　
（
二
つ
の
事
項
の
あ
い
だ
に
）
自
体
の
上
で

の

本
質
的
な
関
係
が
あ
る
と
き
に
は
、
一
方
が
否
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、

他
方
が
否
定
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
論
．
証
さ
る
べ
き
も
の
が
存
在
し
な
い
と

き
に
は
、
論
証
す
る
証
因
も
仔
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
く
人
が
い
る
な
ら



ば
、
そ
の
人
は
、
否
定
さ
れ
る
も
の
と
否
定
す
る
も
の
と
の
本
質
的
関
係
を
提

示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
口
ぷ
、
°
ご
）
も
し
も
論
証
す
る
証
因
が
論
証
さ

る
べ
き
も
の
と
本
質
的
に
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ご
、
論
証
さ
る
べ
き

も
の
が
存
在
し
な
い
と
き
に
は
、
詰
証
す
る
た
め
の
証
因
は
必
ら
ず
存
在
し
な

い
は

ず
で
あ
る
。
（
二
罰
ド
ト
ま
）
そ
う
し
て
、
そ
の
こ
と
の
本
質
的
関
係
が
提

示

さ
る
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
　
〈
論
証
さ
る
べ
き
も
の
〉
が
存
在
し
な
い
と
き
に

は

〈
論
証

す
る
た
め
の
証
因
〉
が
存
在
し
な
い
と
い
う
〔
道
理
〕
を
述
べ
る
文

章
に

よ
っ
て
、
本
質
的
関
係
の
提
示
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
（
「
°
5
2
，
　
t
．
　
1
6
）
そ

う
し
て
示
唆
さ
れ
て
い
る
本
質
的
関
係
の
提
示
は
肯
定
的
関
係
の
陳
述
（
大
前

提
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
も
し
も
そ
の
本
質
的
関
係
が
必
ら
ず
肯
定
的
関
係
と

し
て
の
み
述
べ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、

実
例
三
「
答
勃
】
】
宮
）
と
い
う
正
し
い
認
識
手
段
に
よ
っ
て
（
二
つ
の
事
項
の
）

本
質
的
関
係
が
実
際
に
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
他
の
い
か
な
る
関
係
が
経

験

さ
れ
る
の
で
も
な
い
。
そ
れ
故
に
（
否
定
的
表
現
に
よ
っ
て
本
質
的
関
係
を

述
べ
て
い
る
場
合
に
も
）
実
は
肯
定
的
表
現
が
知
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
（
I
）
．
　
5
2
，
l
．
　
2
0
）
肯
定
的
関
係
の
う
ち
に
（
そ
れ
に
も
と
つ
い
て
）
否
定
的
関

係
が
知
ら
れ
る
し
、
ま
た
否
定
的
関
係
の
う
ち
に
（
そ
れ
に
も
と
つ
い
て
）
肯

定

的
関
係
が
知
ら
れ
る
か
ら
、
　
（
両
関
係
の
う
ち
の
）
い
ず
れ
か
1
つ
の
関
係

を
述
べ
る
文
章
に
よ
っ
て
も
’
同
種
類
の
場
合
の
う
ち
に
は
証
因
が
存
在
し
、

異

種
類
の

場
合
の

う
ち
に
は
証
因
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
説
示
さ
れ
た

の

で
あ
る
。

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
付
）

　
（
p
．
　
5
3
，
　
l
．
　
1
）
肯
定
的
関
係
が
、
こ
と
ば
で
明
示
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

の

文
言

（
v
a
l
〈
y
a
）
を
表
現
す
る
方
法
（
∋
三
合
p
1
1
三
萄
｝
、
辞
）
と
な
っ
て
い
る
と

こ
ろ
の
も
の
が
、
「
肯
定
的
関
係
を
方
法
と
す
る
文
言
」
g
－
7
4
Q
s
Q
O
　
（
1
）
．
　
5
3
，
　
l
°
　
2
）

同
様
に
一
否
定
的
関
係
を
方
法
と
す
る
文
言
一
と
い
う
の
で
あ
る
。
両
関
係
の

う
ち
の
い
ず
れ
か
一
方
の
文
言
に
よ
っ
て
も
両
方
の
関
係
が
知
ら
れ
る
の
で
あ

る
か
ら
、
論
証
を
な
す
1
つ
の
文
言
（
論
式
）
の
う
ち
に
、
肯
定
的
関
係
を
示

す
文
章
と
否
定
的
関
係
を
示
す
文
章
と
を
と
も
に
使
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
は
無
い
O
　
（
p
．
　
5
3
，
　
l
．
　
4
）
語
を
使
用
す
る
の
は
、
対
象
を
理
解
す
る

た
め
で
あ
る
。
で
は
、
も
し
も
対
象
が
理
解
さ
れ
た
な
ら
ば
、
　
（
余
分
の
）
語

を
使
用
す
る
こ
と
が
ど
う
し
て
必
要
で
あ
ろ
う
か
？
　
肯
定
的
関
係
を
述
べ
る

文

章
か
、
否
定
的
関
係
を
述
べ
る
文
章
か
、
い
ず
れ
か
I
つ
が
用
い
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。

三
・

三
五
　
（
以
上
の
道
理
は
）
無
知
覚
（
昌
已
O
巴
①
亘
ユ
宮
）
に
関
し
て
も

（適
合
す
る
）
。

F
何

も
の
で
も
存
在
し
て
い
る
も
の
は
、
知
覚
す
る
た
め
の
諸
条
件
を

具

え
て
い
る
な
ら
ば
、
必
ら
ず
知
覚
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ

る
場
合
に
は
、
　
「
知
覚
さ
れ
な
い
そ
の
よ
う
な
も
の
は
存
在
し
な
い
」

と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
　
（
内
含
的
意
味
に
も
と
つ
い
て
）

肯
定
的
な
関
係
の
表
現
が
成
立
す
る
。
〔
三
・
三
三
〕

（
p
．
　
5
3
，
　
l
’
　
8
）
無
知
覚
に
も
と
つ
い
て

6

　或
る

物

の

非
存
在
が

推
知
さ

れ

邑



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

場
合
に

も
、
上
述
の
否
定
的
関
係
（
か
ら
出
発
す
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
肯
定
的

関
係
が
成
立
す
る
。
「
何
も
の
で
も
存
在
し
て
い
る
も
の
は
、
知
覚
す
る
た
め
の

諸
条
件
を
具
え
て
い
る
な
ら
ば
」
と
い
う
の
は
、
証
明
さ
る
べ
き
こ
と
、
す
な

わ
ち
〈
非
存
在
〉
と
い
う
表
現
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
、
の
否
定
　
　
す
な
わ

ち
経
験
さ
れ
る
も
の
の
存
在
　
　
を
説
い
て
、
　
r
そ
れ
は
必
ら
ず
知
覚
さ
れ
る

に

ち
が
い
な
い
」
と
い
っ
て
、
無
知
覚
の
否
定
　
　
知
覚
た
る
も
の
　
　
を
説

く
の
で
あ
る
。
（
二
〇
皇
へ
二
〇
）
そ
う
い
う
わ
け
で
、
　
〈
論
証
さ
る
べ
き
も
の
が

無

い

こ
と
〉
は
〈
論
証
す
る
た
め
の
理
由
が
無
い
こ
と
〉
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ

て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
上
述
の
道
理
に
よ
っ
て
示
さ
れ
た
。
　
（
p
．
　
5
3
，
　
t
．
　
1
1
）

そ
う
し
て
、
た
と
い
証
明
す
る
理
由
が
存
在
す
る
と
き
に
も
ま
た
証
明
さ
る
べ

き
も
の
の
存
在
し
な
い
こ
と
が
起
り
得
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
証
明
す
る
理
由

の

存
在
し
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
は
周
延
さ
れ
る
こ
と
は
無
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ

故

に
、
周
延
関
係
を
理
解
す
る
人
は
一
証
明
す
る
た
め
の
理
由
の
存
在
す
る
こ

と
は
、
論
証
さ
る
べ
き
も
の
の
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い
る
」

（
例

え
ば
、
煙
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
火
が
あ
る
）
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
l
｝
．
　
5
3
，
　
／
°
l
f
t
）
そ
れ
故
に
、
　
一
知
覚
さ
れ
な
い
も
の
に
そ
の
よ
う
な
も
の
、

す
な
わ
ち
、
経
緊
さ
れ
る
は
す
の
も
の
、
は
存
在
し
な
い
　
と
い
う
理
解
に
も

と
つ
い
て
、
肯
定
的
関
係
の
妄
現
か
成
立
す
る
の
で
あ
る
．
、

〔
第
七
節
　
結
論
は
論
証
に
と
っ
て
必
要
な
も
の
で
あ
る
か
P
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
四

三
・

三
六
　
以

上
の

二
種
類
の

　
（
関
係
の
表
現
）
が
用
い
ら
れ
る
と
き
に

は
、
主
張
命
題
（
p
a
k
s
a
）
を
明
示
す
る
こ
と
は
、
必
ら
ず
し
も
必
要

で
は
な
い
．
、
〔
三
・
ご
西
〕

　

o
．
　
r
3
，
、
’
　
1
5
）
上
述
の
二
種
類
の
（
関
係
の
表
現
）
の
い
ず
れ
の
場
合
で
も
、

〈
論
証
す
る
た
め
の
理
由
〉
は
〈
論
証
さ
る
べ
き
も
の
〉
の
性
質
と
本
質
的
に

関
係
し
て
い
て
、
そ
の
関
係
は
本
質
の
同
一
性
（
芸
二
暮
l
l
l
V
c
f
t
）
か
、
（
異
時
的
な
）

生

起
（
因
果
関
係
）
か
、
い
ず
れ
か
で
あ
る
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
、
主
張

命
題
（
P
f
二
＾
る
）
は
、
必
ら
ず
し
も
明
示
す
る
必
要
＃
1
　
k
E
　
L
O
　
（
p
．
　
5
3
．
　
t
°
ま
）
論

証
を
な
す
た
め
の
理
由
概
人
．
心
が
論
’
証
さ
る
べ
き
概
念
に
必
ら
ず
と
も
な
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
た
な
ら
ば
、
し
か
ら
ば
〈
経
験
さ
れ
た
こ
と
〉
　
（
理

由
命
題
）
に
も
と
つ
い
て
、
主
張
命
題
の
主
語
の
う
ち
に
、
論
証
さ
る
べ
き
事

項

（例

え
は
火
）
の
存
す
る
こ
と
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
論
証

さ
る
べ
き
命
題
を
（
結
論
と
し
て
繰
り
返
し
て
）
明
示
す
る
必
要
が
あ
る
で
あ

ろ
う
か
C
L
．

　
（
I
v
r
・
．
）
：
3
，
　
t
．
　
1
，
g
）
ま
さ
に
こ
の
道
理
が
、
無
知
覚
に
も
と
つ
く
論
証
に
対
し
て

も
適
用
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
を
、
説
い
て
い
，
c
x
、
　
L
L
．
．

三
．

三
七
　
共
通
の

性
質
に
も
と
つ
い
て
（
否
定
的
去
現
を
）
な
す
場
合
に

お

い
て

も
ま
た
、
　
（
同
様
に
、
主
張
命
題
を
結
論
と
し
て
繰
返
す
こ
と

は
無
用
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
。
）



　
（
大
前
提
）
　
知
覚
を
可
能
な
ら
し
め
る
諸
条
件
を
具
え
て
い
る
の
に

　
知

覚

さ
れ
な
い
も
の
は
、
　
〈
無
い
／
と
い
う
去
現
の
対
象
領
域
で
あ

　
る
。

　
（
小
前
提
）
　
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
は
、
知
覚
さ
れ
得
る
た
め
の
諸
条

　
件

を
具
え
て
い
る
の
に
瓶
が
知
覚
さ
れ
な
い
。

ー
と
、
そ
う
三
口
わ
れ
た
と
き
に
、
内
含
さ
れ
て
い
る
意
味
の
故
に
、

　

r
こ
こ
に
は
瓶
が
存
在
し
な
い
」

と
い
う
立
言
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
三
・
三
巳

　
（
℃
』
曾
t
　
2
I
2
）
共
通
の
性
質
に
も
と
つ
い
て
（
否
定
的
方
法
を
）
用
い
る
場

合
に
お
い
て
も
ま
た
、
内
含
す
る
意
味
に
も
と
つ
い
て
、
　
【
こ
の
場
所
に
は
瓶

が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
（
結
論
が
）
成
立
す
る
の
で
　
A
g
　
“
Q
O
　
（
I
）
．
　
．
5
　
3
，
　
L
　
2
3
）

一
知
覚
さ
れ
得
る
た
め
の
諸
条
件
を
具
え
て
い
る
の
に
（
瓶
が
）
知
覚
さ
れ
な

い
」
と
い
う
の
は
、
　
（
否
定
的
判
断
の
一
種
と
し
て
の
）
無
知
覚
に
言
及
し
て

い

る
の
で
あ
る
。
　
［
そ
れ
は
「
無
い
」
と
い
う
表
現
の
対
象
領
域
で
あ
る
一
と

い

う
の
は
、
　
「
無
い
」
と
い
う
表
現
活
動
を
起
す
の
に
適
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
を
定
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
I
，
．
　
5
i
l
，
　
l
．
　
1
）
そ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
’

経
験

し
得
る
も
の
を
知
覚
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
〈
一
無
い
」
と
い
う
表
現
活

動
を
起
す
の
に
適
し
て
い
る
こ
と
〉
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
5
・
l
．
　
l
．
　
2
）
　
1
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
は
、
知
覚
さ
れ
得
る
た
め
の
諸
条
件
を

　
　
　
　
イ
ン
ト
論
理
学
の
理
解
の
た
い
に
（
中
村
）

具

え
て
い
る
の
に
瓶
が
知
覚
さ
れ
な
い
」
と
い
う
の
は
、
証
明
さ
る
べ
き
命
題

の

主
語

（小

概
念
）
の
う
ち
に
、
証
因
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で

i
g
t
Q
O
　
（
I
，
．
　
5
，
　
l
，
　
l
．
　
3
）
も
し
も
証
明
さ
る
べ
き
命
題
の
述
語
の
属
性
が
証
明
さ
る

べ

き
命
題
の
主
語
の
う
ち
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
証
明
を
な
す
理

由
概
念
の
属
性
も
ま
た
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
何
と

な
れ
ば
”
証
明
を
な
す
理
由
概
念
の
属
性
は
、
論
証
さ
る
べ
き
も
の
の
う
ち
に

必

ら
ず
存
す
る
こ
と
が
定
ま
っ
て
い
る
か
ら
。
以
上
の
こ
と
が
ら
が
（
明
示
さ

れ

て
い
な
く
て
も
）
内
含
さ
れ
て
い
る
意
味
な
の
で
あ
る
。

三
・

三
八
　
属
性
の
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
と
つ
い
て
（
否
定
的
方
法

を
）
用
い
る
場
合
に
お
い
て
も
ま
た
、
同
様
の
こ
と
を
言
う
こ
と
が
で

き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ

　
（
大
前
提
）
　
何
も
の
で
も
、
〈
有
る
〉
と
い
う
表
現
の
対
象
で
あ
り
、

　
知

覚
を
可
能
な
ら
し
め
る
諸
条
件
を
具
え
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
も

　
の

は
知
覚
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
（
小
前
提
）
　
し
か
る
に
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
よ
う
な
瓶
は
知
覚
さ
れ

　
な
い
．
、

と
、
そ
う
言
わ
れ
た
と
き
に
、
内
含
さ
れ
て
い
る
意
味
の
故
に
、

　

F
こ
こ
に
は
〈
有
る
〉
と
い
う
表
現
の
対
象
は
存
在
し
な
い
L

と
い
う
立
言
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
〔
三
・
三
六
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
C
五



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

　
（
p
．
　
5
4
，
　
i
．
　
8
）
共
通
の
性
質
に
も
と
つ
い
て
（
否
定
的
方
法
を
）
用
い
る
場
合

と
同
様
に
、
属
性
の
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
も
と
つ
い
て
（
否
定
的
方
法
を
）

用
い
る
場
合
に
お
い
て
も
ま
た
、
内
含
す
る
意
味
に
も
と
つ
い
て
一
こ
の
場
所

に

は

〈
有
る
〉
と
い
う
表
現
の
対
象
で
あ
る
瓶
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と

が
成
立
す
る
の
S
’
J
－
Q
“
〈
）
O
　
（
1
）
．
　
5
4
，
　
l
．
　
9
）
　
（
ス
－
r
“
ラ
作
者
は
、
そ
の
論
式
に
内

含

さ
れ
て
い
る
意
味
を
説
こ
う
と
し
て
い
わ
v
r
．
＿
r
〈
有
る
〉
と
い
う
表
現

の

対

象
」
と
い
う
の
は
、
現
に
存
在
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
　
「
知
覚
さ
れ

る
た
め
の
諸
条
件
が
具
わ
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
現
に
経
験
さ
れ
る
も
の

の

こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
、
　
「
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
i
の
否
定
な
の
で

あ
る
。

　
（
7
9
“
S
°
］
O
）
　
r
そ
の
も
の
は
知
覚
さ
れ
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
い
う
の
は
、

論
証
の

た
め
の
理
由
概
念
の
否
定
で
あ
る
。
（
I
）
．
　
5
・
’
l
］
L
l
一
）
そ
れ
に
よ
っ
て
論

証

さ
る
べ
き
も
の
の
否
定
は
論
証
の
た
め
の
理
由
概
念
の
否
定
に
よ
っ
て
周
延

さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
ー
理
由
概
念
が
否
定

さ
れ
た
な
ら
ば
’
論
証
さ
る
べ
き
も
の
も
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
）
「
そ
の

よ
う
で
は
な
い
」
、
す
な
わ
ち
、
　
こ
の
場
所
に
は
’
他
の
経
験
さ
る
べ
き
も
の

が
知
覚
さ
れ
る
よ
う
に
は
経
験
の
対
象
で
あ
る
瓶
が
知
覚
さ
れ
な
い
。

　
（
p
．
　
5
4
，
　
L
　
1
2
）
以
上
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
の
否
定
に
周

延

す
る
〈
論
証
の
た
め
の
理
由
の
否
定
〉
す
な
わ
ち
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る

こ
と
が
、
論
証
さ
る
べ
き
も
の
の
主
体
（
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
所
）
に
つ
い
て

説
き
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
六

　
（
l
）
．
　
5
，
1
，
　
L
　
1
3
）
も
し
も
論
証
さ
る
べ
き
属
性
が
論
証
さ
る
べ
き
属
性
主
体
の

う
ち
に
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
し
か
ら
ば
’
論
証
さ
る
べ
き
理
由
概

念
の
特
性
も
ま
た
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
る
に
、
論
証
さ
る
べ
き
理
由

概
念
の
特
性
は
存
在
す
る
、
　
（
そ
れ
故
に
論
証
さ
る
べ
き
も
の
も
ま
た
存
在
す

る
、
）
と
い
う
の
が
、
内
含
さ
れ
て
い
る
意
味
で
あ
る
。
（
i
）
．
　
5
・
l
，
へ
．
　
！
4
）
そ
れ

故

に
、
内
含
さ
れ
て
い
る
意
義
に
も
と
つ
い
て
「
こ
の
場
所
に
は
瓶
が
存
在
し

な
い
」
と
い
う
表
象
を
、
主
張
命
題
の
主
語
と
し
て
立
て
る
必
要
は
な
い
の
で

あ
る
。

　
（
1
｝
．
　
5
t
l
，
　
t
°
1
6
）
同
様
に
、
結
果
で
あ
る
理
由
（
例
え
ば
火
）
に
つ
い
て
も
、

ま
た
自
体
で
あ
る
理
由
（
例
え
ば
シ
ン
シ
ャ
パ
ー
樹
）
に
つ
い
て
も
、
と
も
に
、

内
含
さ
れ
て
い
る
意
味
の
故
に
、
理
解
が
起
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
’
主
張

命
題
は
特
別
に
明
示
す
る
必
要
が
な
い
。

〔
第
八
節
　
主
張
命
題
の
定
義
〕

111　
・
三
九
　
で
は
、
　
い
か
な
る
も
の
が
（
完
全
な
）
主
張
命
題

と
し
て
明
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
？
　
〔
三
・
三
七
〕

　
（
p
．
　
5
・
1
．
　
l
．
　
1
8
）
で
は
、
い
か
な
る
も
の
が
「
主
張
命
題
」

こ
の
語
に
よ
っ
て
明
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
か
？

　
答
え
て
い
わ
く
、

（pa
k
＄
a
）

（る
言
夢
）
と
い
う



三
・
四
o
　
主
張
命
題
（
p
a
k
s
a
）
と
は
、
（
主
張
す
る
人
が
）
み
ず
か
ら
、

そ
れ
自
体
正
当
で
あ
る
と
の
み
考
え
、
　
（
誤
り
で
あ
る
と
し
て
）
排
斥

さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
［
三
・
三
八
〕

　
（
p
．
　
5
1
，
　
l
°
　
2
0
）
　
i
そ
れ
白
体
正
当
で
あ
る
と
」
と
い
う
の
は
、
「
論
証
さ
る
べ

き
正
当
な
こ
と
で
あ
る
と
し
て
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
　
一
み
ず
か
ら
」
と
い

う
の
は
一
（
そ
の
よ
う
に
）
主
張
す
る
論
者
に
よ
っ
て
一
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

一
考

え
」
と
い
う
の
は
、
単
に
そ
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
て
、

（
主
張

者
に
よ
っ
て
実
際
に
）
承
認
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ

の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
直
接
知
覚
な
ど
の
（
認
識
根
拠
）
に
よ
っ
て
（
誤

り
で
あ
る
と
し
て
）
排
斥
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
、
　
　
そ
れ
が
〈
主
張
命

題
〉
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

　
（
p
．
　
5
4
，
　
i
．
　
2
！
）
も
し
も
〈
主
張
命
題
〉
が
（
結
論
と
し
て
、
ま
た
は
論
式
の

最
初

に
）
明
示
さ
れ
な
く
て
も
よ
い
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
ど
う
し
て
、

明
示
さ
れ
な
い
も
の
の
定
義
を
述
べ
る
の
で
あ
る
か
？
　
（
p
．
　
5
x
5
，
　
l
．
　
1
）
論
証
を

な
す
文
章
を
一
部
分
で
あ
る
か
ら
そ
の
（
主
張
命
題
の
）
定
義
を
説
く
の
で
は

な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
或
る
学
老
た
ち
は
、
論
証
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

も
の
を
論
証
し
得
る
も
の
で
あ
る
と
解
し
、
ま
た
論
証
さ
れ
得
る
も
の
を
論
証

す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
（
p
．
　
5
5
，
　
t
．
　
2
）
そ
れ
故
に
、

論
証

さ
れ
得
る
こ
と
と
論
証
さ
れ
得
な
い
こ
と
と
に
関
す
る
誤
解
を
排
除
す
る

た
め
に
、
主
張
命
題
の
定
義
が
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

　
（
I
）
．
　
5
5
’
　
l
．
　
4
）
　
［
’
そ
れ
自
体
正
当
で
あ
る
と
S
L
I
え
　
と
い
う
こ
の
語
を
説
明
し

て
い
う
、
　
L
－
　
7

三
・
四
l
　
r
そ
れ
自
体
正
当
で
あ
る
と
考
え
L
と
い
う
の
t
g
、
　
I
－
論
証
さ

る
べ
き
こ
と
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〔
三
・

三
九
〕

　
（
P
°
口
9
へ
゜
　
6
）
主
張
命
題
が
論
証
さ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
（
「
主
張

命
題
一
と
呼
ば
る
べ
き
）
他
の
も
の
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
故
に
「
そ
れ
自

体
l
が
論
証
さ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
r
5
，
L
　
8
）
　
F
の
み
　
と
い
う
語
を
説
明
し
よ
う
と
し
て
三
口
う
、

三
・

ge
ll　
F
そ
れ
自
体
（
正
当
で
あ
る
と
）
の
み
」
と
い
う
の
は
、
論
証

さ
る
べ
き
こ
と
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
て
、
論
証
を
な
す
理
由
と
し
て

は
承
認
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〔
三
・
四
つ
〕

　
（
p
．
　
5
5
，
　
L
　
1
0
）
問
う
て
い
わ
～
＼
　
　
　
「
の
み
一
と
い
う
語
だ
け
を
考
察
す

べ

き
で
は
な
い
か
。
　
し
か
る
に
「
自
体
」
と
い
う
語
と
と
も
に
（
「
の
み
」
と

い

う
語
が
）
考
察
さ
れ
る
の
は
何
故
で
あ
る
か
P

　
ラ
ロ
ロ
へ
“
巳
）
答
え
て
い
わ
ノ
＼
　
　
　
「
の
み
」
と
い
う
語
は
強
調
す
る
た

め
の
不
変
詞
で
あ
る
。
　
（
そ
れ
は
）
他
の
語
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
意
義
の

特
性

を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
特
徴
づ
け
ら
れ
る
も
の
を
表
示

す
る
他
の
語
と
と
も
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
論
証
を
な
す
理
由
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
o
七



　
　
　
　
津
三
三
人
化
研
完
（
七
号
）

て
も
挙
け
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
論
証
を
な
す
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て

い

る
も
の
は
、
論
証
を
な
す
理
由
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
　
（
1
）
°
5
5
’

t
°
！
3
）
と
こ
ろ
で
（
反
対
者
が
承
認
し
な
い
で
）
確
定
し
て
い
な
い
が
故
に
、

「
論
証

さ
る
べ
き
も
の
」
と
し
て
も
認
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
否

定
す
る
た
め
に
、
　
「
の
み
」
と
い
う
語
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
5
5
，
　
t
，
　
1
5
）
そ
の
実
例
を
挙
げ
て
い
わ
く
、
－

三
・

四
三
　
例
え
ば
（
、
ミ
ー
マ
ー
ン
サ
ー
学
派
の
見
解
に
反
対
し
て
）

　

f
語
は
無
常
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で

あ
る
と
し
よ
う
。
　
（
そ
の
際
に
）

　
F
（
語
は
）
眼
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
の
が
理
由
で

あ
る
と
し
よ
う
。

　

と
こ
ろ
で
一
眼
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
語
に

関
し
て
は
確
定
し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
か
ら
論
証
さ
る

べ
き
こ
と
で
あ
る
、

　

し
か
る
に
、
こ
こ
（
1
語
）
に
お
い
て
は
そ
れ
（
‖
眼
で
見
ら
れ
る

こ
と
）
は
、
　
（
証
明
さ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
）
論
証
さ
る
べ
き
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　

と
と
し
て
の
み
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は

証
明
を
な
す
理
由
と
し
て
も
明
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
．
、
〔
三
・

竺
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
0
八

　
三
』
ρ
で
三
）
［
語
が
無
常
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
論
証
さ
る
べ
き
こ
と

が

ら
で
あ
る
と
し
よ
う
。
　
そ
の
際
に
一
（
語
は
）
眼
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る

か

ら
」
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
と
し
よ
う
。

　
と
こ
ろ
で
（
「
眼
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
一
と
い
う
こ
と
は
、
）
語
に
関
し

て

は

確
定

し
て
い
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
　
「
こ
れ
か
ら
論
証
さ
る
べ
き
こ
と

で

あ
る
、
」
と
い
う
こ
の
語
に
よ
っ
て
、
（
そ
れ
が
）
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ

る
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
う
、
　
　
（
て
』
O
へ
“
1
9
）

「
そ
れ
」
と
い
う
の
は
、
　
r
眼
で
見
ら
れ
る
こ
と
」
で
あ
る
。
　
「
こ
こ
に
お
い

て

は
」
と
は
「
語
に
お
い
て
は
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
論
証
さ
る
べ

き
こ
と
と
し
て
の
み
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
論
証
さ
る

べ

き
も
の
と
し
て
の
み
承
認
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
説
い
て
い
わ

く
、　

何
と
な
れ
ば
、
　
r
そ
れ
は
証
明
を
な
す
理
由
と
し
て
も
明
示
さ
れ
て
い
る
の

で

あ
る
か
ら
”
」
と
。
　
証
明
を
な
す
理
由
と
し
て
明
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
’
証

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

明
を
な
す
理
由
と
し
て
ま
た
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
証
明
さ
る
べ
き
も

の

と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

i．‘

論
理
的

’r

良
く

つ
な

か
る

思

つ
s

2

v
l：了

刊

工

　、

：L

方

2’

’L

Al
v

右

z－

2
1
：k

し

三
ろ

が

三

本

よ

り

誓

く

P
＜

1



　
（
コ
呂
．
、
°
2
2
）
次
に
「
み
ず
か
ら
」
と
い
う
の
は
、
こ
の
語
句
に
よ
っ
て
「
み

ず
か
ら
」
と
い
う
語
を
説
明
さ
る
べ
き
も
の
と
し
て
提
示
し
て
、
そ
れ
の
意
義

を
説
い
て
い
わ
ー
、
‘
－
‘

111　
・
四
四
　
F
み
ず
か
ら
」
と
い
う
の
は
「
論
者
に
よ
っ
て
」
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
〔
三
・
四
二
〕

　
（
p
．
　
5
6
，
　
L
　
2
）
　
［
’
み
ず
か
ら
」
（
。
・
づ
3
．
ρ
目
）
と
い
う
語
は
不
変
詞
で
あ
る
。
そ

の

語
は

r
自
分
の
」
と
い
う
属
格
の
意
味
と
一
自
分
に
よ
っ
て
」
と
い
う
具
格

の

意
味
と
に
用
い
ら
れ
る
。
（
p
．
　
5
6
，
　
t
’
3
）
い
ま
こ
の
場
合
に
は
、
　
（
「
み
ず
か

ら
」
と
い
う
）
そ
の
語
が
［
、
自
く
R
」
　
（
i
t
t
i
l
l
a
i
i
）
と
い
う
語
の
具
格
（
三
φ
ヰ
c
－

m
e
l
l
t
a
l
）
　
g
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
「
自
分
」
と
い
う
語
は
指
示

代
名
詞
で
あ
り
、
近
く
に
「
論
者
」
と
い
う
語
が
あ
る
。
（
p
．
　
5
6
，
　
l
°
4
）
そ
れ
故

に

論
者

の

「
自
分
」
が
具
格
の
意
味
に
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
の
論
者
が
（
ス

ー
ト
ラ
の
中
の
）
　
一
論
者
に
よ
っ
て
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
第
三
格
（
具
格
）

の

意
味
に

用
い
ら
れ
て
い
る
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
一
，
論
者
に
よ
っ
て
」
と
い
う
表
現
は
「
み
ず
か
ら
」
と
い
う
語
の
同
義
語
な

の

で
は
な
い
。

あ
る
。
〔
三
・
四
三
〕

　
（
1
）
．
　
5
6
，
　
i
．
　
8
）
そ
の
時
、
す
な
わ
ち
論
争
（
v
f
i
d
a
）
　
Q
時
に
、
論
争
を
述
べ

る
人
で
あ
る
。
多
労
の
論
者
が
あ
り
得
る
け
れ
ど
．
h
）
　
t
こ
れ
は
、
フ
琳
ず
か
ら
一

と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
論
者
を
特
に
限
定
し
て
言
う
の
で
あ
る
。

　
（
P
°
5
6
，
　
i
．
　
9
）
問
う
て
い
わ
く
、
ー
も
し
も
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
　
〈
論

証
ざ
る
べ
き
こ
と
〉
と
は
、
論
者
が
考
え
て
承
認
し
て
い
る
こ
と
才
伊
三
．
亘
う
こ
と

に

な
る
。
ど
う
し
て
そ
の
よ
う
な
立
言
を
な
す
必
要
が
あ
る
の
で
あ
る
か
P

　
答
え
て
い
わ
ノ
＼
こ
の
立
言
は
次
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
論
争
の
時
に
そ
の
論
者
が
み
ず
か
ら
論
証
し
よ
う
と
考
え
て
い
る
〈
事
実
〉

（主
張
命
題
の
主
語
の
述
語
）
が
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で

あ
る
。
他
の
〈
事
実
〉
は
そ
う
で
は
な
い
、
．
K
）
O
　
（
p
．
　
5
6
，
　
L
　
1
1
）
こ
の
立
三
口
の

結
果

は
、
論
者
が
承
認
し
て
い
な
い
こ
と
が
ら
を
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
と
見
な

す
見
解
を
排
除
す
る
と
い
う
趣
意
な
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
．
　
5
6
，
　
l
．
　
1
2
）
問
う
て
い
わ
く
、
　
　
他
の
こ
と
が
ら
が
論
証
さ
る
べ
き
こ

と
と
し
て
成
立
し
得
る
の
に
、
そ
れ
を
排
除
す
る
た
め
に
、
こ
の
制
限
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
の
は
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
で
あ
る
か
？

　
答

え
て
い
わ
く
、

（
p
．
　
5
6
，
　
i
．
　
6
）
　
．
＿
〉
か
ら
ば
こ
の
論
者
な
る
も
の
は
、
誰
で
あ
る
か
P

111　・
四
五

（論
者
と
は
）
、
　
そ
の
（
論
争
）

イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

の

時
に

論
証

を
述
べ
る
人
で

三
・

四
六
　
こ
の
立
言
は
’
次
の
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
1

或

る
（
学
派
の
）
学
問
体
系
に
立
脚
し
て
い
る
人
が
、
論
証
を
述
べ
る

と
し
よ
う
。
　
そ
の
学
問
体
系
の
創
始
者
が
、
　
そ
の
（
一
つ
の
）
事
項

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
o
九



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

（dha
r
m
i
n
）
に
、
多
数
の
こ
と
が
ら
（
D
g
E
s
u
　
a
h
a
r
m
a
）
が
あ
る
と

想
定

し
た
と
し
よ
う
。
そ
う
で
あ
っ
て
も
、

　
そ
の
（
論
争
の
）
時
に
そ
の
論
者
が
み
ず
か
ら
証
明
し
よ
う
と
欲
し

た
こ
と
が
、
　
（
論
式
に
お
い
て
）
証
明
さ
る
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。

他

の

こ
と
が
ら
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
。
〔
三
・
四
四
〕

　
（
P
°
　
J
r
6
，
　
l
°
1
6
）
そ
の
論
老
の
承
認
し
て
い
る
学
問
体
系
の
創
始
者
が
’
そ
の

（
→
つ

の
）
証
明
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
の
主
体
の
う
ち
に
多
数
の
こ
と
が
ら
（
属

性

の
）
存
す
こ
と
を
承
認
し
た
と
き
に
は
、
他
の
こ
と
が
ら
が
論
証
さ
る
べ
る

き
こ
と
で
あ
り
得
る
可
能
性
が
あ
る
。
　
（
p
．
　
5
6
，
　
l
二
7
）
け
だ
し
、
或
る
人
が

承
認

し
て
い
る
（
一
つ
の
）
学
問
体
系
に
お
い
て
確
定
し
て
い
る
こ
と
が
ら
が

す
べ
て
そ
の
人
に
よ
っ
て
証
明
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
考
え
る
の
は
誤
り
で
あ

が
’
そ
う
い
う
誤
り
が
存
在
す
る
。
こ
の
誤
り
が
こ
れ
（
以
上
の
立
言
）
に
よ

っ

て

排
除

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
（
そ
の
学
問
体
系
に
お
い
て
は
）
多
く
の
こ
と

が

ら
が
承
認
さ
れ
得
る
け
れ
ど
も
、
　
（
そ
の
論
争
を
な
す
と
き
に
は
）
そ
の
論

者
の
認
め
る
こ
と
の
み
が
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
な
の
で
あ
っ
て
、
他
の
こ

と
が
ら
は
そ
う
で
は
な
い
。

　
（
p
°
5
6
，
　
l
．
　
1
9
）
反
対
者
い
わ
く
、
　
　
論
証
を
な
す
た
め
の
証
因
は
、
　
（
個

々

の

既
成
の
）
学
問
体
系
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
こ
と
が
ら
の
力
の
み
に
よ
っ

（ー
）て

は
た
ら
く
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
故
に
、
個
々
の
学
問
的
体
系
の
立
場
は
顧

慮
す
べ
き
で
は
な
い
か
ら
、
　
（
特
定
の
）
学
問
的
体
系
の
立
場
に
立
っ
て
論
争

一
巳

を
な
す
べ
き
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
い
か
。

　
（
p
．
　
5
6
，
　
t
°
　
2
o
）
な
る
ほ
ど
、
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
思
い

　
　
　
　
　
　
　
　
〔
2
）

上
っ

た
偏
狭
な
心
の
故
に
、
何
ら
か
の
或
る
学
問
的
体
系
の
立
場
に
立
っ
て
い

で

あ
っ
て
も
、
す
な
わ
ち
、
何
ら
か
の
学
問
的
体
系
を
承
認
し
て
、
論
証
を

述
べ
た
の
て
も
、
そ
の
論
者
の
承
認
し
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
人
に
と
っ
て
の

〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
な
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
知
ら
せ
よ
う
と
し
て
、

こ
の
立
言
が
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

（r
－
－
）
　
C
f
°
　
z
t
l
i
’
　
S
i
L
c
l
i
c
　
s
e
＝
）
s
二
（
現
象
学
の
標
義
順
）

（
2
）
　
三
三
三
「
三
＝
｛
I
I
Y
i
l
．
こ
の
語
に
辞
書
に
見
当
ら
な
い
。
之
）
5
1
（
t
b
i
n
t
t
i
t
チ
ベ
ッ
ト
訳
　
（
p
°

　
　
1
2
8
）
　
U
は
s
r
z
u
　
l
u
　
n
i
s
．
　
k
y
i
s
と
あ
り
、
Ω
】
巴
三
「
書
【
）
↑
ジ
の
辞
〔
a
f
H
　
（
p
．
　
1
1
0
5
）
に
t
t
　
o
l
Y

　
s
t
i
n
a
t
e
，
　
o
r
　
b
s
l
a
b
　
P
a
ヘ
へ
t
　
i
n
i
　
i
’
t
a
n
　
P
a
，
　
n
u
t
　
l
i
s
t
e
n
i
n
　
k
t
　
t
o
　
“
T
l
y
　
i
n
　
s
．
　
t
r
u
　
e
．
t
i
o
t
l
　
o
r

　
o
r
d
v
r
；
　
a
T
s
．
o
＝
b
：
o
　
c
a
n
，
　
s
L
－
一
t
i
s
h
n
e
s
．
　
s
と
解
し
て
い
る
し
と
こ
ろ
が
T
．
t
I
，
a
1
v
n
n
i
a
本
に

　
は
・
〉
三
三
二
三
”
＝
ら
・
ジ
、
［
L
と
な
っ
　
N
）
　
／
．
　
v
o
O
　
i
L
h
o
p
u
r
u
σ
i
k
i
L
，
　
f
．
　
t
）
o
a
s
t
i
n
t
s
t
　
o
f
　
o
n
e
l
s
　
n
l
i
i
〒

　
一
二
三
フ
c
「
三
i
l
i
t
［
L
l
’
Y
　
I
）
1
’
O
“
，
C
、
S
．
　
S
i
　
V
l
l
l
l
n
t
i
n
s
r
　
o
f
　
o
i
i
（
r
’
s
　
p
o
“
、
e
r
，
　
B
h
a
1
！
．
　
（
M
v
n
i
e
v
－

　
x
v
i
l
l
i
［
三
一
三
壬
こ
豆
ぎ
、
㌣
」
馬
こ
三
へ
き
l
）
i
，
・
t
i
こ
ミ
こ
．
ご
『
層
否
o
ジ
戸
．
ψ
ン
㌃
c
l
b
l
　
t
ー
．
o
二
「
三
三
三
（
ご

　
I
I
・
／
）
べ
：
ト
リ
ソ
ク
に
ょ
ろ
と
、
語
源
的
に
に
か
二
三
！
’
　
P
u
r
二
s
a
　
（
「
わ
し
は
男
で
こ
ざ

　
　
ろ
！
、
」
）
に
－
田
来
す
ろ
と
い
・
つ
c
　
チ
ベ
ッ
ト
訳
原
本
は
之
’
L
l
v
；
≡
｛
＾
F
太
－
の
よ
う
に
な
っ
て

　
　
い
た
の
〔
、
あ
ろ
う
。

三
・

四
七
　
（
「
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
一
に
つ
い
て
の
上
述
の
定
義
に
お
い

て
）
一
（
証
明
し
よ
う
と
）
欲
し
た
」
と
い
っ
た
の
は
、
　
（
必
ら
ず
し
も

論

式
の
う
ち
に
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
て
い
な
く
て
も
よ
い
、
と
い
う
ご



と
を
含
意
し
て
い
る
。
）
　
論
争
に
よ
っ
て
或
る
こ
と
が
ら
を
論
証
す
る

た

め

の
証

明
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
そ
の
こ
と
が
ら
の
成
立

を
希
望
す
る
人
が
、
そ
の
こ
と
が
ら
を
明
言
し
て
い
な
く
て
も
、
立
言

（
の

前

後
の
連
絡
）
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
と

な
る
の
で
あ
る
．
、
〔
三
・
四
五
〕

　
（
p
．
　
5
7
，
　
t
．
　
3
）
或
る
こ
と
か
ら
、
す
な
わ
ち
ア
ー
ト
マ
ン
に
関
し
て
矛
盾
し
た

議
論
が
進

め
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
　
1
，
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
し
な
い
」
と
い
っ

て

ア

ー
ト
↓
、
ン
を
否
定
す
る
議
論
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
存
在
を
主
張
す
る
議
論

と
は
矛
盾
し
て
い
る
。
何
と
な
れ
ば
、
肯
定
と
否
定
と
は
互
い
に
矛
盾
し
て
い

る
か
ら
。
（
二
零
ニ
ニ
）
そ
の
論
争
と
い
う
理
由
に
よ
っ
て
そ
の
ア
ー
ト
マ
ン
と

い

う
も
の
の
確
立
、
決
定
的
認
識
を
希
望
す
る
論
老
が
、
論
証
を
提
示
し
た
の

で

あ
る
。
そ
の
も
の
（
ア
ー
ト
マ
ン
）
が
（
た
と
い
明
言
さ
れ
て
い
な
く
て
も
）

論

証
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
、
i
（
証
明
し
よ
う
と
）
欲
し
た
」
と

い
う
語
に
よ
っ
て
説
示
さ
れ
て
い
る
の
S
l
v
x
（
i
｝
v
（
）
O
　
（
p
．
　
5
7
，
　
t
．
　
6
）
以
上
の
こ
と

が

「
そ
れ
」
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
最
後
に
補

わ

れ

る
文
字
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
そ
れ
に
依
存
し
て
、
文
章
を
完
全

な
ら
し
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
他
人
の
た
め
の
推
論
（
　
論
式
）
に
お
い
て
は
、

論
証

さ
る
べ
き
も
の
が
当
然
表
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
（
論
式
に
お
い
て
）

た
と
い
明
言
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
こ
と
ば
（
の
前
後
の
連
絡
）
に
よ
っ
て
〈
論

証

さ
る
べ
き
こ
と
〉
が
立
て
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
は
、

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

（文
章

に
）
内
含
す
る
意
義
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
。

（
p
．
　
5
7
，
　
l
．
　
8
）
こ
の
こ
と
は
、

答
え
て
い
わ
く
、
－

三
・

四
八
　
何
と
な
れ
ば
、

〔
三

・

四
六
〕

ど
う
し
て
言
わ
れ
得
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

そ
れ
が
論
争
の
よ
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
。

　
（
p
．
　
5
7
，
　
l
°
一
〇
）
フ
て
れ
」
と
い
う
の
は
、
論
争
の
よ
り
ど
こ
ろ
（
ρ
〔
三
二
ら
〔
二
勾
呂

＝

＝
　
a
S
r
a
y
a
）
た
る
も
の
で
あ
り
、
論
争
は
そ
れ
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
道
理
の
故
に
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
（
p
．
　
5
7
，
　
l
．
　
1
1
）
そ
の
趣

意
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
　
　
論
敵
の
異
な
っ
た
見
解
を
排
斥
し
よ
う
と
望

む

論

者
は
、
論
証
の
た
め
の
理
由
を
提
示
す
る
。
そ
れ
故
に
、
論
争
の
よ
り
ど

こ
ろ
と
な
っ
て
い
る
も
の
が
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
（
品
（
三
v
a
）
で
あ
る
。

何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
と
矛
盾
す
る
主
張
を
除
去
す
る
た
め
に
、
論
証
の
た
め
の

理
由
が
提
示
さ
れ
る
の
で
“
Q
“
〈
）
か
ら
O
　
0
．
　
5
7
，
　
L
　
1
3
）
も
し
も
そ
れ
（
1
1
反
対

者
の

意
見

を
排
斥
す
る
も
の
）
が
〈
論
証
さ
る
べ
き
も
の
〉
で
な
い
な
ら
ば
、

い

ま
世
界
で
〈
証
明
さ
る
べ
き
も
の
〉
と
確
定
し
て
い
る
い
か
な
る
も
の
が
存

在

し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。

三
・
四
九
　
例
え
ば
、

　
（
主
張
命
題
）
　
眼
な
ど
の
感
官
は
、
他
の
も
の
の
た
め
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一

（－
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他
の
も
の
に
よ
っ
て
用
い
ら
れ
る
べ
き
も
の
）
で
あ
る
。

　
（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
、
　
（
そ
れ
ら
は
）
元
素
な
ど
の
集
合
で

　
あ
る
か
ら
。

　
（
実
例
命
題
）
　
讐
え
ば
、
寝
台
や
座
席
な
ど
の
道
具
は
、
　
（
人
間
が

　
用

い

る
た
め
の
も
の
で
あ
る
）
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
（
大
前
提
）
　
〔
幾
多
の
も
の
が
集
合
し
て
造
ら
れ
て
い
る
も
の
は
、

　
他
の
も
の
が
用
い
る
た
め
で
あ
り
、
独
立
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な

　
い
o
〕

　

こ
の
場
合
に
は
（
眼
な
ど
の
諸
感
官
は
）
ア
ー
ト
マ
ン
の
た
め
に
あ

る
の
で
あ
る
〔
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〕

そ
の
こ
と
は
明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
　
〈
ア
ー
ト
マ
ン
の
た

め
の
も
の
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と
が
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
な
の
で
あ

る
。
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
こ
と
ば
で
明
か
に
表
示
さ
れ
て
い
る
こ

と
だ
け
で
は
な
い
。
（
「
希
望
し
欲
し
て
い
る
」
と
い
う
）
こ
の
語
に
よ

っ

て
、
以
上
の
趣
意
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
三
・
四
七
〕

　
（
p
．
　
5
7
，
　
i
．
　
1
8
）
　
F
眼
な
ど
、
耳
な
ど
」
と
い
う
の
が
、
　
主
張
命
題
の
主
語

（dha
r

n
l
i
n
小
概
念
）
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
他
の
も
の
の
た
め
に
存
す
る
、

と
い
う
の
が
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
（
五
（
三
∨
、
c
l
大
概
念
）
で
あ
る
。
　
「
何
と

な
れ
ば
、
　
（
そ
れ
ら
は
）
元
素
な
ど
の
集
合
で
あ
る
か
ら
二
ご
い
う
の
が
理
由

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
］
1
二

gy
“
g
　
x
Q
o
　
o
．
　
s
7
，
　
l
．
　
2
o
）
　
［
g
”
［
え
ば
、
寝
台
や
座
席
な
ど
の
道
具
は
、
（
人
間
が

用
い
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
）
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
　
（
中
概

念

と
大
概
念
と
の
）
周
延
関
係
の
領
域
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
寝
台
や
座
席
な

ど
は
、
人
間
が
受
用
す
る
た
め
の
道
具
で
あ
っ
て
、
　
（
諸
元
素
な
ど
の
）
集
合

体
た
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
P
°
　
5
8
，
　
L
　
1
）
そ
れ
と
同
様
に
、
こ
の
（
実
例
の
）
正
し
い
認
識
に
お
い
て
は
、

r眼
な
ど
は
ア
ー
ト
マ
ン
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
」
と
ア
ー
ト
マ
ン
が
目
的
で

あ
る
こ
と
は
、
明
言
さ
れ
て
は
い
な
い
け
れ
ど
も
、
　
「
ア
ー
ト
マ
ン
の
た
め
の

も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
な
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
5
c
，
　
l
．
　
2
）
そ
の
わ
け
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
　
　
サ
H
ン
キ
ヤ
学
派

は

主
張
す

る
、
　
　
　
「
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
す
る
」
と
。
佛
教
徒
は
、
そ
れ
と

矛

盾
し
た
こ
と
を
主
張
す
る
、
　
　
ニ
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
し
な
い
一
と
。
そ

こ
で
’
サ
－
ン
キ
ヤ
学
派
は
、
自
派
の
主
張
と
矛
盾
す
る
仏
教
説
を
根
拠
と
し

て
、
　
（
自
説
と
）
矛
盾
し
た
主
張
を
排
斥
す
る
た
め
に
、
ま
た
自
派
の
主
張
を

確
立
す

る
た
め
に
、
論
証
を
提
示
し
た
。
（
7
0
。
。
w
S
ご
そ
れ
故
に
、
明
言
は
さ

れ

て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
　
〈
ア
ー
ト
↓
、
ン
の
た
め
の
も
の
で
あ
る
〉
と
い
う
こ

と
が
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
な
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
　
（
そ
の
排
斥

す
る
）
異
論
は
そ
れ
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

　
（
p
．
　
5
。
，
　
l
°
　
5
）
け
だ
し
、
人
間
の
受
用
す
る
道
具
で
あ
る
寝
台
・
座
席
な
ど
に

関
し
て
は
、
〈
ア
ー
ト
↓
、
ン
の
た
め
で
あ
る
こ
と
〉
と
の
結
び
つ
き
が
、
一
般
に

は

承
認

さ
れ
て
い
な
い
。
（
「
諸
元
素
な
ど
の
集
合
体
で
あ
る
も
の
は
、
ア
ー
ト



マ
ン

に

用
い
ら
れ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
大
前
提
は
一
般
に
は
承
認

さ
れ
て
い
な
い
。
）
し
か
し
、
集
合
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
他
の
も
の
に

用
い
ら
れ
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
が
承
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
だ
か
ら

こ
そ
「
他
の
も
の
の
た
め
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
p
．
　
5
。
，
　
l
，
　
6
）
こ
の
場
合
「
眼
な
ど
」
と
い
っ
て
「
な
ど
」
と
い
う
語
を
用
い
て

い

る
か
ら
、
認
識
作
用
　
（
v
i
j
f
i
a
n
a
）
も
ま
た
、
他
の
も
の
の
た
め
に
あ
る
も
の

で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
論
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
、
　
（
暗

に
）
考
え
て
い
る
の
で
－
t
D
　
“
Q
O
　
（
p
．
　
5
8
，
　
l
°
7
）
と
こ
ろ
で
認
識
作
用
と
は
異
な
っ

た
「
他
の
も
の
」
と
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
の
こ
と
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。
　
（
そ

れ
以
外
に

は

考
え

ら
れ
な
い
。
）
　
認
識
作
用
は
他
の
も
の
の
目
的
を
果
す
も
の

で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
、
文
言
の
内
含
す

る
意
味
に
も
と
つ
い
て
、
内
々
に
、
眼
な
ど
が
ア
ー
ト
マ
ン
の
た
め
の
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
成
立
す
る
。
1
と
、
そ
の
よ
う
に
考
え
て
、
　
「
他
の
も

の

の

た
め
」
と
い
う
語
句
が
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
5
8
，
　
l
．
　
9
）
そ
れ
故
に
「
証
明
さ
る
べ
き
こ
と
と
は
、
（
立
論
者
が
）
希
望

し
欲
し
て
（
承
認
し
て
）
い
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
主
張
は
単
に
明

言

さ
れ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
反
対
論
老
の
異

論
の

よ
り
ど
こ
ろ
な
の
で
あ
る
か
ら
、
立
論
者
が
証
明
し
よ
う
と
希
望
し
て
い

る
こ
と
な
の
g
y
－
s
v
“
〈
）
o
　
（
p
．
　
r
o
。
，
　
l
．
　
I
o
）
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
明
言
さ
れ
て

い

よ
う
と
も
、
ま
だ
明
言
さ
れ
て
い
な
く
て
も
、
文
脈
か
ら
知
ら
れ
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

三
・

五
〇
　
前
に
　
（
ス
ー
ト
ラ
三
・
四
o
に
お
い
て
「
主
張
命
題
と
は
…

…
誤
り
で
あ
る
と
し
て
）
排
斥
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
」
と

い
っ

た
が
、
こ
の
定
義
に
お
い
て
は
、
　
（
立
論
者
が
）
論
証
し
よ
う
と

希
望
し
た
こ
と
が
ら
で
も
、
直
接
知
覚
と
推
理
と
概
念
そ
れ
自
体
（
買
寧

titi）
と
〈
自
己
の
述
べ
た
こ
と
ば
〉
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
も
の
は
、

主
張
命
題
で

は
有
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
の

で
あ
る
。
〔
三
・
四
八
〕

　
（
p
．
　
5
8
，
　
l
．
　
1
3
）
前
の
ス
－
ト
ラ
の
中
で
「
排
斥
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
」
と
い

っ

た

語
句
を
、
こ
れ
か
ら
説
明
し
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
こ
の
」
と
い
う

の

は
、
直
前
に
説
明
し
た
主
張
命
題
の
定
義
1
「
（
立
論
者
が
）
論
証
し
よ
う

と
希
望
し
た
こ
と
」
な
ど
を
い
う
の
で
あ
る
。
事
物
が
こ
の
定
義
と
結
び
つ
い

て

い

た
と
し
て
も
、
主
張
命
題
で
は
有
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
提
示
す
る

た
め
に
、
す
な
わ
ち
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
　
「
排
斥
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
」
と

い

う
語
が
付
加
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
o
r
s
，
　
l
．
　
I
o
r
）
問
う
て
い
わ
く
、
’
論
証
し
よ
う
と
希
望
さ
れ
て
い
て
も

主
張

命
題
と
は
な
り
得
な
い
こ
と
が
ら
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る

の

か
？

　
答
え
て
い
わ
く
、
　
　
立
論
老
が
論
争
し
よ
う
と
希
望
し
て
い
る
こ
と
が
ら

が
、
直
接
知
覚
と
推
理
と
概
念
の
内
容
そ
れ
自
体
と
〈
自
ら
の
こ
と
ば
〉
と
に

よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
、
す
な
わ
ち
（
そ
れ
と
）
反
対
の
こ
と
が
ら
が
論
証
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
二
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る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
主
張
命
題
と
は
な
ら
な
い
。

三
・

五一

そ
れ
ら
の
う
ち
で
、
直
接
知
覚
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
〔
主

張
命
題
と
は
〕
、
例
え
ば
次
の
も
の
で
あ
る
。

　

r
こ
と
ば
は
耳
で
は
聞
こ
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
」
と
。
〔
1
1
1
　
・
四
九
〕

　
（
p
．
　
5
。
，
　
l
°
1
8
）
そ
れ
ら
の
う
ち
で
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
〈
直
接
知
覚
な
ど

に

よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
も
の
〉
な
ど
四
つ
の
う
ち
で
、
直
接
知
覚
に
よ
っ
て
排

除
さ
れ
る
〔
主
張
命
題
と
は
〕
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
？

　

こ
の
主
張
命
題
が
直
接
知
覚
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
よ
う
に
、
他
の
〔
若
干

の
〕
主
張
命
題
も
ま
た
同
様
に
見
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、
文
字

ど
お
り
の
意
味
で
あ
る
。
　
［
耳
で
聞
え
る
」
と
い
う
の
は
、
　
［
‘
聴
覚
器
官
に
よ

っ

て

知
覚
さ
れ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
「
耳
に
は
聞
え
な
い
」

す
な
わ
ち
「
聴
覚
器
官
に
よ
っ
て
は
知
覚
さ
れ
な
い
」
と
い
う
の
が
、
主
張
命

題
の

意
義
内
容
で
あ
る
。
　
「
こ
と
ば
は
耳
で
は
知
覚
さ
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と

が
、
直
接
知
覚
に
よ
っ
て
確
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
〈
耳
で
知
覚
さ
れ
る
こ
と
〉

に

よ
っ
て
無
効
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

三
・
五
二
　
推
理
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
〔
主
張
命
題
〕
と
い
う
の
は
、

例

え
ば
、
　
〔
ヴ
ァ
イ
シ
ニ
ー
シ
カ
学
徒
が
〕
　
「
こ
と
ば
は
常
住
な
る
も

の

で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〔
三
・
五
o
）

（
p
．
　
5
9
，
　
l
．
　
2
）
　
（
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
徒
が
〕
「
こ
と
ば
は
常
住
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
四

と
主
張
す
る
こ
と
は
、
推
論
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
。
　
一
，
こ
と
ば
が
常
住
で
あ

る
」
と
い
う
こ
と
が
、
も
し
も
〔
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
徒
に
よ
っ
て
〕
主
張

さ
れ
た
な
ら
ば
、
　
〔
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
が
〕
推
論
に
よ
っ
て
確
定
し
て

い

る
〈
こ
と
ば
は
無
常
で
あ
る
と
い
う
こ
と
〉
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
の
で
あ

る
。三

・
五
三
　
概
念
の
内
容
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
主
張
命
題
と

い

う
の
は
、
例
え
ば

　
［
〈
兎
を
い
だ
く
も
の
〉
は
月
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
L

と
い
う
場
合
で
あ
る
。
〔
三
・
五
一
〕

　
（
p
．
　
5
9
，
　
l
．
　
5
）
　
r
（
兎
を
い
だ
く
も
の
は
）
月
で
は
な
い
」
と
い
う
主
張
が
、

（
主
語
お

よ
び
述
語
の
）
概
念
の
内
容
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
「
〈
兎
を
い
だ
く
も
の
〉
は
「
月
1
と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
る
も
の

で
は

な
い
」
と
い
う
の
が
、
主
張
さ
れ
た
こ
と
が
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
主
張
が

概
念
（
そ
れ
自
体
）
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る
の
“
－
，
“
S
v
Q
O
　
（
p
．
　
5
9
，
　
l
．
　
6
）
　
w
a
想
思

考
（
v
i
k
a
l
p
a
）
の
弁
別
的
認
識
（
～
．
こ
コ
剖
】
8
）
の
対
象
が
〈
表
象
さ
れ
た
こ
と

か
ら
〉
　
（
p
r
a
t
i
t
o
　
’
r
t
h
a
h
）
と
よ
ば
れ
る
の
g
－
i
“
f
i
〉
t
Q
O
　
（
p
．
　
5
9
，
　
l
．
　
7
）
　
p
r
a
t
i
t
i
＝

言
暮
一
ε
ブ
、
牡
U
ぐ
i
k
a
一
p
a
v
i
j
f
i
i
L
n
a
v
i
￥
a
y
a
t
v
a
．
そ
れ
故
に
、
　
〈
表
象
内
容
〉
た

る
も
の
で
あ
る
〈
構
想
思
考
の
弁
別
的
認
識
の
対
象
で
あ
る
こ
と
〉
で
あ
る
こ

と
に
よ
っ
て
’
　
〈
兎
を
い
だ
く
も
の
V
は
〈
月
〉
と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
示
さ

れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
確
定
し
て
い
t
Q
O
　
（
p
°
　
5
9
，
　
l
’
　
8
）
そ
の
わ
け



は

次
の

ご

と
v
で
あ
る
。
何
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
〈
構
想
的
思
考
の
弁
別
的
認

識
〉
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
も
の
は
、
す
べ
て
、
語
の
形
相
と
一
致
す
る
に
適

し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
語
の
形
相
と
｝
致
す
る
に
適
し
て
い
る
も
の
は
す
べ

て
、
習
慣
的
（
協
約
的
）
な
語
を
以
て
表
示
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
。

（
p
．
　
5
9
，
　
l
°
O
）
そ
れ
故
に
〈
表
象
内
容
〉
た
る
も
の
で
あ
る
〈
構
想
的
思
考
の
弁

別
的

認
識
の

対

象
で
あ
る
こ
と
〉
と
し
て
成
立
し
て
い
る
〈
月
と
い
う
語
に
よ

っ

て

表
示
さ
れ
る
こ
と
〉
は
、
　
（
実
は
）
　
〈
月
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
〉

を
無
効
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
（
p
．
　
5
9
，
、
．
1
1
．
）
表
象
内
容
（
三
，
告
一
ご
）
な
る

も
の
は
、
そ
れ
自
身
が
理
由
と
な
っ
て
い
る
も
の
（
㏄
＜
巴
）
声
嵩
ぐ
f
t
L
　
－
h
e
t
u
）
で
あ
る
。

何
と
な
れ
ば
、
〈
習
慣
的
（
協
約
的
）
な
語
を
以
て
表
示
さ
れ
得
る
こ
と
〉
は
、
〈
構

想
的
思
考
の
弁
別
的
認
識
の
対
象
で
あ
る
こ
と
〉
だ
け
に
も
と
つ
い
て
（
1
1
他

の

理
由
を
必
要
と
し
な
い
で
）
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
　
（
亨
㎝
ぷ

l
．
　
！
2
）
そ
れ
故
に
、
　
〈
月
と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
得
る
こ
と
〉
は
〈
そ

れ

自
身
が
理
由
と
な
っ
て
い
る
も
の
〉
に
よ
っ
て
確
定
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

〈
月
と
い
う
語
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ
得
る
こ
と
〉
は
〈
月
と
い
う
語
に
よ
っ
て

去
示

さ
れ
得
な
い
こ
と
〉
を
無
効
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
、
と
見
な
さ
る
べ

き
で
あ
る
。

三
・

五
四
　
自
分
自
身
の
こ
と
ば
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
る

と
は
、
例
え
ば
、

　

r
推

論
は
正
し
い
認
識
方
法
で
は
な
い
L

　
　
　
　
イ
ン
ド
訂
、
聞
理
μ
．
ナ
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

〔
主

張

命
題
〕

と
い
う
場
合
で
あ
る
．
、
〔
三
・
五
二
〕

　
（
p
．
　
5
9
，
　
i
．
　
1
，
t
）
「
，
白
分
自
身
の
こ
と
ば
」
と
い
う
の
は
、
主
張
命
題
の
意
義

内
容
を
表
示
す
る
自
分
自
身
の
こ
と
ば
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
排
除

さ
れ
る
主
張
命
題
の
意
義
内
容
は
’
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
は
な
い
。

（
p
．
　
5
9
，
　
l
．
　
！
5
）
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　

r推
論
は

正

し
い
認
識
方
法
で
は
な
い
」

と
主
張
す
る
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
は
、
推
論
が
〈
正
し

い

認
識
方

法
で
あ
る
こ
と
〉
を
否
定
す
る
の
が
、
主
張
命
題
の
意
義
内
容
で
あ

る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
〔
主
張
命
題
の
意
義
内
容
〕
が
「
推
論
は
正
し
い
認
識

方
法
で
は
な

い
」
と
い
う
こ
の
自
分
白
身
の
表
示
す
る
文
章
に
よ
っ
て
無
効
と

さ
れ
る
の
g
v
i
g
“
（
）
o
　
（
p
．
　
s
g
，
　
t
．
　
1
6
）
け
だ
し
、
こ
こ
で
表
現
す
べ
く
用
い
ら
れ

て

い

る
こ
の
文
章
は
、
話
者
の
語
で
あ
る
表
象
内
容
が
正
し
い
意
義
を
伝
え
る

も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
“
（
）
O
　
（
p
．
　
5
9
，
　
l
．
　
1
7
）
そ
の

わ
け
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
　
「
わ
た
く
し
の
文
章
に
も
と
つ
い
て
、
あ
な

た
に
’
意
義
内
容
の
理
解
が
起
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
．
義
内
容
は
偽
り
の
も
の
で

（
2
）

あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
、
話
者
が
文
言
を
発
す
る
こ
と
は
な
い

で

あ
ろ
う
。
も
し
も
（
或
る
一
つ
の
）
文
言
の
意
義
内
容
が
偽
り
で
あ
っ
て
、

し
か
も
他
人
に
理
解
さ
せ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
文
言
は
無
意

義

と
な
っ
て
し
ま
う
。
け
だ
し
、
　
「
わ
た
し
の
語
る
こ
と
は
す
べ
て
虚
偽
で
あ

る
」
と
語
る
人
で
も
’
少
く
と
も
こ
の
文
章
は
真
実
の
意
義
を
伝
え
て
い
る
と

い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
こ
そ
、
こ
の
文
言
を
発
す
る
の
で
“
S
v
〈
｝
O
　
（
p
．
　
5
9
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
1
五



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

l
　
2
o
）
も
し
も
こ
の
文
章
が
真
実
の
意
義
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

が
示
さ
れ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
と
同
様
に
、
か
れ
自
身
の
発
す
る
他
の
文
章
も
ま

た
偽
り
の
意
義
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。

O
．
　
6
ρ
i
°
1
）
ま
た
も
し
も
こ
の
文
章
が
偽
り
の
意
義
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
な

ら
ば
、
同
じ
く
偽
り
の
意
義
を
伝
え
る
他
の
文
章
は
述
べ
ら
れ
る
こ
と
は
な
か

っ

た
は
ず
で
あ
る
。
（
p
．
　
6
0
，
　
l
．
　
2
）
し
た
が
っ
て
、
言
を
発
す
る
こ
と
は
、
何
の

効

用
も
無
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
の
人
t
c
　
（
r
わ
た
し
の
語
る
こ
と

は

す
べ
て
偽
り
で
あ
る
」
と
の
）
文
言
を
発
す
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

れ
故

に
、
文
章
に
由
来
す
る
、
文
章
の
意
義
を
よ
り
ど
こ
ろ
と
す
る
弁
別
的
認

識
は

真
実
の
意
義
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
（
事
態
に
即
応
し
て
い
る
）
と
い
う

こ
と
を
示
そ
う
と
し
て
こ
そ
’
話
者
は
文
章
を
発
す
る
の
で
，
5
｝
　
“
Q
O
　
（
p
．
　
6
ρ
i
’

3
）
そ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
外
界
の
事
物
に
即
応
し
て
い
る
こ
と
ば
を

説

き
示
そ
う
と
す
る
人
は
、
こ
と
ば
よ
り
生
ず
る
弁
別
的
認
識
（
く
l
j
n
a
n
a
）
が

真
実
の
意
、
義
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
き
示
す
べ
き
で
あ
る
。

（
p
．
　
6
ρ
l
°
4
）
そ
れ
故
に
、
外
界
の
事
物
の
結
果
で
あ
る
語
か
ら
生
じ
た
弁
別
的

認
識
が
真
実
の
意
義
を
伝
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
示
し
よ
う
と
す

る
人
は
、
「
こ
と
ば
に
も
と
つ
く
知
識
は
、
結
果
を
し
る
し
（
証
因
）
と
す
る
こ
と

か

ら
成
立
す
る
推
論
と
い
う
正
し
い
認
識
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
こ

と
に
な
る
。
三
゜
6
ρ
l
°
　
6
）
そ
れ
故
に
、
「
推
論
は
正
し
い
認
識
方
法
で
は
な
い
」

と
説
く
人
は
、
　
「
こ
と
ば
に
も
と
づ
’
く
表
象
内
容
が
偽
り
の
こ
と
が
ら
を
理
解

さ
せ
る
」
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
わ
け
で
あ
り
、
〈
正
し
い
知
識
で
な
い
こ
と
〉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
六

と
は
〈
偽
り
の
意
義
を
伝
え
る
こ
と
〉
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
の
こ
と
で
は
あ
り
得
な
い
。
（
p
．
　
6
0
，
　
l
．
　
7
）
言
を
発
す
る

こ
と
の
内
含
す
る
意
味
に
も
と
つ
い
て
、
み
ず
か
ら
の
こ
と
ば
は
対
象
か
ら
分

離

し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
示
し
た
の
で
あ
る
。
　
（
こ
と
ば
は
対
象
に
即

応
し
た
も
の
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
人
は
こ
と
ば
を
発
す
る
の
で
“
Q
“
Q
。
）
　
（
p
．
　
6
0
，

l
．
　
8
）
そ
う
い
う
わ
け
で
、
〔
前
掲
の
論
老
に
よ
っ
て
は
〕
真
実
の
こ
と
が
ら
が

説

き
示
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
分
別
構
想
さ
れ
た

〈
対
象
で

あ
る
事
物
の
結
果
〉
で
あ
り
、
こ
と
ば
に
も
と
つ
い
て
こ
と
ば
に
由

来
す
る
表
象
内
容
の
こ
と
が
ら
の
実
在
性
（
真
理
性
）
が
推
知
さ
れ
る
の
で
あ

り
、
そ
の
真
理
性
が
、
主
張
さ
れ
て
い
る
虚
偽
性
を
無
効
な
ら
し
め
る
の
で
あ

“Q
O

　
（
p
．
　
6
ρ
l
．
　
9
）
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
み
ず
か
ら
の
文
言
か
ら
推
知

さ
れ
る
真
理
性
に
よ
っ
て
説
か
れ
て
い
る
〈
非
真
理
性
〉
が
、
そ
れ
自
身
の
こ

と
ば
に
よ
っ
て
無
効
と
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
以
上

’
I
”
，
J
の
　
（
ス
ー
ト
ラ
）
に
お
け
る
意
義
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
6
0
，
　
l
°
！
1
）
と
こ
ろ
で
’
他
の
学
者
た
ち
は
主
張
す
る
。
　
　
こ
と
ば
は
、

話

者
の
言
お
う
と
す
る
趣
意
の
結
果
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
ば
か
ら
生
じ
た
知
識

は
、
話
者
の
趣
意
（
意
図
）
に
依
存
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
真
実
の
こ
と
が
ら
を

伝
え
よ
う
と
希
望
す
る
人
が
、
こ
と
ば
を
用
い
る
の
で
あ
り
’
そ
れ
に
よ
っ
て
、

主
張

さ
れ
た
〈
正
し
い
認
識
方
法
な
ら
ざ
る
こ
と
〉
が
無
効
と
さ
れ
る
の
で
あ

る
。　

（
p
．
　
6
0
，
　
l
°
1
2
）
答
え
て
い
わ
く
、
－
そ
の
議
論
は
正
し
く
な
い
。
何
と
な



れ

ば
、
こ
の
場
合
、
表
象
内
容
が
そ
れ
自
身
を
理
由
と
し
て
い
る
こ
と
、
お
よ

び
、
み
ず
か
ら
の
こ
と
ば
が
結
果
を
理
由
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
構
想
思
考
さ

れ

て

承
認

さ
れ
て
い
る
（
ー
論
理
的
な
も
の
）
の
で
あ
る
。
実
在
の
4
9
態
に
も

と
つ
い
て
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
（
｝
）
．
　
6
0
，
　
l
．
　
1
3
）
と
こ
ろ
で
、
こ
と

ば
は
話
老
の
趣
意
（
意
図
）
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
在
の
事
態
に
も

と
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
含
め
ら
れ
な
い
の

で
あ
る
。

　
（
P
．
　
6
0
，
　
l
°
！
’
1
）
さ
ら
に
ま
た
、
推
論
の
意
義
を
承
認
し
な
い
人
は
、
煙
が
火

か

ら
離
れ
な
い
こ
と
（
1
煙
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
必
ら
ず
火
が
右
る
こ
と
）
を

考
え

な

い

し
、
ま
た
こ
と
ば
も
ま
た
話
者
の
意
向
を
離
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と

い

う
こ
と
を
考
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
で
か
れ
も
、
外
界
の
事
物
を
伝
え

る
た
め
に
こ
と
ば
を
用
い
る
。
（
マ
O
ρ
s
］
①
）
そ
れ
は
、
こ
と
ば
が
話
者
の
意

向
を
離
れ
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
承
認
し
た
前
提
の
上
で
こ
と
ば
を

用
い
る
の
で
は
な
い
。
（
p
．
　
6
0
，
　
l
．
　
1
7
）
さ
ら
に
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
は
、
話
老
自

身
の
自
分
の
意
向
を
（
他
人
に
）
告
げ
る
た
め
に
、
こ
と
ば
を
発
す
る
の
で
は

な
い
．
そ
う
で
は
な
く
て
、
外
界
の
事
物
の
事
態
の
真
実
に
有
る
こ
と
を
（
他

人

に
）
　
理
解
さ
せ
る
た
め
に
、
　
こ
と
ば
を
発
す
る
の
で
あ
る
。
　
そ
れ
故
に
、

（
こ
と
ば
を
用
い
る
こ
と
が
）
外
界
の
事
物
の
事
態
と
離
れ
て
い
な
い
と
い
う

前
提
に

も
と
つ
い
て
こ
と
ば
を
用
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
以
前
に
述
べ

た

説

明
は
、
完
全
無
欠
で
あ
る
。

イ
ン
ト
論
理
学
の
理
解
の
た
の
に
（
中
村
）

（
1
）
　
唯
物
論
者
た
－
D
　
（
L
a
k
i
L
y
a
t
L
i
）
　
S
主
張
で
あ
る
．

（
2
）
　
こ
れ
は
イ
ン
ド
で
も
西
洋
で
も
古
来
盛
ん
に
論
議
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。

　
に
の
形
而
上
学
ご
一
六
八
ペ
ー
ジ
以
下
参
照
、
）

　
　
　
　
　
（
1
）

三
・

五
五
　
以
上
、

（中
村
『
こ
と

四

つ

の

誤
っ
た
主
張
命
題
は
、
排
斥
さ
れ
お
わ
っ
た
。

　
（
p
．
　
6
0
，
　
t
．
　
2
1
）
こ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
「
（
以
前
に
は
）
排
斥
さ
れ
て

い已
」
と
い
う
字
句
に
よ
・
て
・
直
前
に
述
べ
ら
れ
た
・
主
張
命
題
の
ご
と

V
に
見
え
る
四
種
の
誤
っ
た
主
張
命
題
が
排
斥
さ
れ
お
わ
っ
た
。

　
（
p
．
　
6
0
，
　
t
°
2
2
）
い
ま
こ
れ
か
ら
、
主
張
命
題
の
特
徴
を
な
す
単
語
が
排
除
を

な
す
場
合
に
、
そ
の
排
除
に
よ
っ
て
い
か
な
る
主
張
命
題
の
意
義
内
容
が
得
ら

れ

る
の
で
あ
る
か
、
そ
れ
を
説
示
し
よ
う
と
し
て
、
排
除
さ
る
べ
き
こ
と
を
、

ま
と
め
て
説
明
す
る
。

（
1
）
　
i
t
i
．
　
B
B
本
に
は
無
い
が
、
r
t
l
a
l
v
a
n
i
a
本
に
よ
り
補
う
。

（
2
）
ス
ー
ト
ラ
三
・
四
〇
、
五
〇
参
照
。

三
・
五
六
　
こ
う
い
う
わ
け
で
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
は
、
（
1
）
す
で
に

確

定
し
て
い
る
こ
と
と
、
　
（
2
）
未
確
定
の
こ
と
で
あ
っ
て
も
、
論
証

を
な
す
も
の
と
と
し
て
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の
と
、
　
（
3
）
立
論
者
自

身
に

よ
っ
て
そ
の
（
論
争
の
）
と
き
に
論
証
す
べ
く
望
ん
で
い
な
い
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
七
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と
と
、
　
（
4
）
こ
と
ば
に
出
し
て
述
べ
ら
れ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
る
こ

と
と
、
　
（
5
）
排
除
さ
れ
た
も
の
と
　
　
の
反
対
の
も
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
主
張
命
題
と
は
、
（
1
）
〔
立
論
者
〕
白
身
が
論
証
し
よ
う
と
考
え

て

い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
　
（
2
）
立
論
者
が
承
認
し
’
　
（
o
o
）
　
（
矛
盾
に

よ
っ
て
）
排
斥
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
。
ー
以
上
に
よ
っ

て
、
主
張
命
題
の
定
義
は
完
全
無
欠
に
説
明
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
〔
三

・

五
四
〕

　
（
p
．
　
6
1
，
　
l
．
　
5
）
　
［
こ
う
い
う
わ
け
で
」
と
い
う
の
は
、
直
前
に
説
明
さ
れ
た
次

第
に
よ
っ
て
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
理
由
に
よ
っ
て
証
明
さ
る
べ
き
（
主
張

命
題
）
は
、
す
で
に
確
定
し
て
い
る
こ
と
と
は
反
対
で
あ
る
（
く
号
p
叶
看
プ
・
2
ぢ
1
1

v
i
p
a
r
i
t
a
t
v
e
n
a
）
と
見
な
さ
る
べ
き
で
あ
る
。
　
（
p
．
　
6
1
，
　
i
．
　
6
）
（
論
争
に
お
い

て
）
証
明
さ
る
べ
き
こ
と
は
’
す
で
に
確
定
し
て
い
る
こ
と
が
ら
と
は
反
対
で

あ
る
’
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
す
で
に
確
定
し
て
い
る
こ
と
は
、
未
だ
確
定
し

て

い

な
い
こ
と
の
反
対
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
は
未
だ
確
定

し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
（
ワ
O
」
’
へ
゜
べ
）
未
だ
確
定
し
て
い
な
い
こ
と
で
も
、
す

べ
て

が
主
張
命
題

と
な
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
論
証
を
な
す
も

の

と
し
て
明
言
さ
れ
た
、
未
確
定
の
こ
と
の
反
対
で
も
あ
る
。
ま
た
立
論
者
が

自
ら
論
証
し
よ
う
と
欲
し
て
い
な
い
未
確
定
の
こ
と
の
反
対
で
も
あ
る
。
ま
た

こ
と
ば
に
説
か
れ
た
だ
け
で
未
確
定
の
こ
と
の
反
対
で
も
あ
る
。
　
（
ほ
の
か
に

ほ

の
め
か
さ
れ
た
だ
け
の
t
J
A
J
“
－
－
，
s
）
・
L
6
い
O
）
　
（
p
．
　
6
1
，
　
l
．
　
9
）
ま
た
す
で
に
排
斥

一
八

さ
れ
お
わ
っ
た
未
確
定
の
こ
と
の
反
対
で
も
あ
る
。

　
（
P
．
　
6
1
，
l
．
　
9
）
上
述
の
制
限
除
去
さ
る
べ
き
五
つ
の
特
徴
を
も
っ
て
い
な
い
こ

と
が
ら
、
す
な
わ
ち
（
1
）
未
確
定
で
あ
り
、
（
2
）
論
証
す
る
た
め
の
理
由
を
も

た
ず
、
（
3
）
立
論
者
自
身
が
み
ず
か
ら
論
証
し
よ
う
と
望
ん
で
い
て
、
（
4
）
こ

と
ば
に
出
し
て
述
べ
よ
う
と
も
、
あ
る
い
は
述
べ
な
く
て
も
、
（
5
）
正
し
い
認

識
方
法
に

よ
っ
て
排
除
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
自
己
の
本
質
に
関
し
て
立
論

者
自
身
が
望
ん
で
い
て
、
ま
だ
排
除
さ
れ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ

と
が
、
　
（
ス
ー
ト
ラ
の
中
の
）
こ
れ
ら
の
語
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
（
弓
゜
6
1
，
　
l
°
2
2
）
こ
の
論
証
さ
る
べ
き
も
の
が
主
張
命
題
で
あ
る
と
言

わ
れ
る
。
こ
う
い
う
わ
け
で
、
主
張
命
題
の
定
義
は
、
完
全
無
欠
と
な
る
。
そ

れ
に

は
’
欠
点
・
誤
謬
は
存
在
し
な
い
。

〔第
九
特
即
　
　
調
ぼ
　
　
ヨ
診
　
　
工
柵
〕

　
（
p
．
　
6
1
，
　
L
　
1
4
）
　
（
理
由
概
念
の
）
　
三
つ
の
特
徴
の
説
明
を
完
了
し
て
、
傍
論

と
し
て
主
張
命
題
の
定
義
を
述
べ
て
、
誤
っ
た
理
由
概
念
を
述
べ
よ
う
と
し
て
、

そ
れ
ら
の
序
論
を
述
べ
る
、
ー

三
・

五
七

く
他
人
の
た
め
の
推
論
）
と
は
、
三
つ
の
特
徴
を
も
つ
証
因
を

説

く
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
述
べ
ら
れ
た
。
そ
の
場
合
、
三
つ

の

特
徴
の
う
ち
で
1
つ
の
特
徴
で
も
述
べ
ら
れ
な
い
と
き
に
は
、
誤
っ

た
論
証
と
な
る
。
〔
三
・
五
吾



　
（
p
．
　
6
1
，
　
l
．
　
！
。
）
こ
の
趣
意
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
理
由
概
念
の
三
つ
の

特
徴
の
説
明
を
述
べ
よ
う
と
欲
す
る
人
は
、
次
の
こ
と
を
明
確
に
述
べ
な
け
れ

ば

な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
こ
の
よ
う
に
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
反
対
の
対
当
概
念

が

述
べ
ら
れ
る
な
ら
ば
、
　
そ
の
説
明
は
明
確
に
述
べ
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。

（て

芦
、
．
　
1
9
）
け
だ
し
、
　
〈
除
去
さ
る
べ
き
も
の
〉
が
知
ら
れ
た
と
き
に
は
、

そ
れ
と
区
別
さ
れ
た
〈
採
用
さ
る
べ
き
も
の
〉
が
一
層
よ
く
知
ら
れ
た
こ
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
（
弓
゜
芦
へ
゜
　
2
o
）
　
r
〈
他
人
の
た
め
の
推
論
〉
と
は
理
由
概
念
の

三
つ
の

特
徴
の
説
明
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
ら
れ
た
。
　
「
そ

の

場
合
」
と
い
う
の
は
、
「
そ
れ
が
有
る
と
き
に
」
、
す
な
わ
ち
「
理
由
概
念
の

三
つ
の
特
徴

を
説
く
＜
他
人
の
た
め
の
推
論
〉
が
あ
る
と
き
に
」
、
と
い
う
意

味
g
y
　
a
g
　
“
Q
O
　
（
p
．
　
6
！
，
　
l
°
2
1
）
1
1
1
つ
の
特
徴
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
1
つ
で
も
述
べ

ら
れ
な
い
と
き
に
は
、
誤
っ
た
論
証
が
起
る
。
　
「
誤
っ
た
論
証
」
と
は
、
論
証

に

似
て
い
る
が
、
論
証
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
（
p
．
　
6
2
，
　
l
．
　
1
）
三
つ

の

特
徴
の
う
ち
（
い
ず
れ
か
が
）
欠
け
て
い
る
こ
と
が
、
論
証
の
誤
謬
で
あ
る
。

三
・

五
八
　
（
理
由
概
念
の
三
つ
の
特
徴
が
）
た
と
い
こ
と
ば
で
述
べ
ら
れ

た
と
し
て
も
、
確
定
し
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
疑
問
が
あ
る
場
合
に

t
e
　
（
＝
不
定
で
あ
る
と
き
に
は
）
、
教
え
ら
れ
る
相
手
（
反
対
論
者
）
か
、

教
え
る
立
論
者
か
、
（
い
ず
れ
か
に
論
証
の
誤
謬
が
起
る
。
）
」
〔
1
1
1
　
・
五
六
〕

　
（
p
．
　
6
2
，
　
i
°
　
4
）
単
に
こ
と
ば
で
述
べ
ら
れ
な
い
場
合
だ
け
で
は
な
い
。
こ
と
ば

で

述
べ
ら
れ
た
場
合
に
も
、
確
定
し
て
い
な
い
か
、
あ
る
い
は
疑
問
が
あ
る
と

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

き
に
は
、
教
え
ら
れ
る
相
手
、
す
な
わ
ち
反
対
論
者
か
、

す

な
わ
ち
立
論
老
に
、
理
由
概
念
の
誤
謬
が
起
る
。

〔
V
＆
　
1
0
節
　
誤
謬
を
含
む
理
由
命
題
〕

　
（
p
°
　
6
2
，
　
L
　
6
）
で
は
、

わ

れ

て
い
る
と
き
に
、

か
？

　
答
え
て
い
わ
く
、

あ
る
い
は
教
え
る
人
、

い
か

な
る
特
徴
が
確
定
し
な
い
と
き
に
、
あ
る
い
は
疑

い
か

な
る
名
称
の
〈
誤
っ
た
理
由
〉
が
起
る
の
で
あ
る

三
・
尭
　
（
理
由
概
念
と
）
主
張
命
題
の
主
語
と
の
結
合
と
い
う
一
つ
の

特
徴
が
成
立

し
な
い
と
き
に
は
、
あ
る
い
は
疑
わ
れ
て
い
る
（
ー
不
定

で
あ
る
）
と
き
に
は
、
〈
不
確
定
〉
（
不
　
B
S
因
　
a
s
i
d
d
h
a
）
と
い
う
誤
っ

た
理
由
が
成
立
す
る
。
〔
三
・
五
七
〕

　
（
p
．
　
6
2
，
　
l
°
　
8
）
理
由
概
念
が
、
主
張
命
題
の
主
語
と
結
合
し
て
い
る
こ
と
、
す

な
わ
ち
主
張
命
題
の
主
語
の
う
ち
に
存
在
す
る
こ
と
、
1
そ
れ
が
成
立
せ
ず
、

あ
る
い
は
疑
わ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
不
確
定
（
不
成
因
）
と
い
う
名
の
誤
っ

た
理
由
概
念
と
な
る
。
（
p
．
　
6
2
，
　
l
°
9
）
そ
う
し
て
、
そ
れ
は
ま
さ
に
不
確
定
で
あ

る
が
故
に
こ
そ
’
主
張
命
題
の
主
語
に
関
し
て
、
理
解
を
起
さ
せ
な
い
原
因
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
（
主
張
命
題
の
述
語
）
に
つ
い
て
も
、

そ
れ
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
、
疑
惑
に
つ
い
て
も
、
い
ず
れ
か
の
起
る

原
因
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
理
解
を
起
さ
せ
な
い
た
め
の
原
因
な
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
H
九



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

で

あ
る
。
何
人
に
と
っ
て
も
’
こ
れ
に
も
と
つ
い
て
理
解
の
起
る
わ
け
は
な
い

か

ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の
意
義
は
、
不
確
V
｛
Q
　
（
a
s
i
d
d
b
a
）
と
名
づ
け
る
こ

と
か
ら
理
解
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
6
2
，
　
l
．
　
1
2
）
実
例
を
説
い
て
い
わ
く
、

三
・

六
〇
　
例
え
ば
、

　

「
こ
と
ば
は
無
常
な
る
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
が
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
（
所
立
）
で
あ
る
場
合
に

　

r
何

と
な
れ
ば
、
こ
と
ば
は
眼
で
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
L

と
い
う
の
が
、
　
（
反
対
論
者
と
立
論
者
と
）
両
方
に
と
っ
て
の
不
確
定

（u
bha
yasi
ddh
a
）
と
い
う
（
誤
っ
た
理
由
概
念
で
あ
る
。
）
〔
三
・
五
八
〕

　
（
p
．
　
6
2
，
　
l
°
1
1
）
　
r
こ
と
ば
は
無
常
な
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
無
常
性
に
限

定

さ
れ
た
〈
こ
と
ば
〉
が
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
の
に
、
　
〈
眼
で
見

ら
れ
る
こ
と
〉
す
な
わ
ち
〈
眼
で
知
覚
さ
れ
る
こ
と
〉
は
〈
こ
と
ば
〉
に
関
し

て
は
、
立
論
者
に
と
っ
て
も
反
対
論
者
に
と
っ
て
も
、
不
確
定
な
の
で
あ
る
。

三
・
六
一
「
樹
木
は
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
論
証
さ
る

べ
き
こ
と
で
あ
る
場
合
に
は
、
　
（
理
由
に
な
っ
て
い
る
）
　
二
切
の
樹

皮
を
取
り
去
る
と
き
に
は
死
滅
す
る
L
と
い
う
こ
と
は
、
反
対
論
者
に

と
っ
て
は
不
確
｛
R
　
（
a
s
i
d
d
h
a
）
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
’
〈
死
〉
と
は

認

識
・
器
官
・
寿
命
（
生
命
力
）
の
消
滅
を
特
質
と
し
て
い
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇

こ
と
を
反
対
論
者
は
承
認
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
う
し
て
そ
の

こ
と
は
樹
木
に
関
し
て
は
起
り
得
な
い
こ
と
で
あ
る
か
ら
。
〔
三
・
尭
〕

　
（
p
．
　
6
2
，
　
t
．
　
1
8
）
　
1
諸
の
樹
木
は
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
、
諸
の

樹
木
の

精
神
性
が
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
と
な
っ
て
い
る
。
　
「
す
べ
て
の
樹
皮
を

取

り
去
っ
た
な
ら
ば
、
死
ん
で
し
ま
う
」
と
い
う
こ
と
を
、
デ
ィ
ガ
ン
パ
ラ
派

（
D
i
g
a
m
b
a
r
a
）
は
主
張
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
（
そ
の
理
由
は
）
、
論
敵
で
あ

る
仏
教
徒
に
と
っ
て
は
不
確
定
な
る
こ
と
で
あ
る
。
何
故
不
確
定
な
の
で
あ
る

か

？
　
と
て
言
わ
く
、
（
P
・
　
6
3
，
　
l
a
　
1
）
（
そ
の
ス
ー
ト
ラ
の
文
句
に
お
い
て
）
「
認

識
」
と
い
う
の
は
、
　
「
眼
な
ど
に
よ
る
認
識
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
色
な
ど

の

認
識
の

起

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
推
知
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
身
体
の
内
部
に
存

す
る
眼
球
な
ど
に
あ
る
物
質
が
一
．
器
官
」
で
あ
る
。
　
［
．
寿
命
」
と
は
、
世
間
で

い
う
生
気
を
い
う
の
で
あ
る
。
（
l
）
．
　
6
3
，
　
l
°
3
）
伝
承
（
聖
典
）
に
よ
っ
て
承
認
さ

れ
て

い
る
も
の
の
こ
と
を
、
こ
こ
で
言
う
の
は
適
当
で
は
な
い
。
（
弓
゜
　
6
3
，
　
l
’
　
3
）

だ
か

ら
、
こ
こ
で
は
「
寿
命
」
と
は
、
生
気
（
2
I
．
t
s
X
　
p
r
a
i
）
a
）
を
本
質
と
し
て

い

る
も
の
が
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
（
認
識
・
器
官
・
寿
命

の
）
止
滅
、
終
滅
を
本
質
と
し
て
い
る
も
の
が
、
こ
こ
で
一
死
」
と
呼
ば
れ
て

い

る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
死
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
、
こ
の
佛
教
徒
に
よ
っ
て
主
張
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
6
3
，
　
l
．
　
5
）
問
う
て
い
わ
く
、
　
　
そ
の
と
お
り
で
あ
る
と
し
て
も
、
（
デ

ィ
ガ
ン
バ
ラ
派
の
主
張
が
）
不
確
定
で
あ
る
の
は
’
何
故
で
あ
る
か
り
・



　
答
え
て
い
わ
く
、
認
識
な
ど
の
止
滅
よ
り
成
る
　
（
〈
死
〉
と
い
う
も
の
は
）

諸
の
樹
木
に
つ
い
て
は
成
立
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
（
p
．
　
6
3
，
　
l
°
6
）
死
滅
と
い

う
こ
と
は
、
そ
れ
以
前
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故

に
、
諸
の
樹
木
の
う
ち
に
認
識
作
用
の
終
滅
の
起
る
こ
と
を
承
認
す
る
な
ら
ば
、

ど
う
し
て
、
以
前
に
認
識
作
用
の
存
在
し
て
い
た
こ
と
を
承
認
し
な
い
の
で
あ

る
か
？
　
そ
れ
故
に
、
諸
の
樹
木
の
う
ち
に
認
識
作
用
が
あ
る
こ
と
を
、
あ
な

た
は
承
認
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
の
樹
木
の
う
ち
に
死
滅
の
起
る
こ
と
を

も
ま
た
承
認
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
（
p
．
　
6
3
．
　
l
，
　
7
）
反
対
老
い
わ
く
、
＿
乾
か
ら
び
て
し
ま
う
こ
と
も
、
「
死
」
と

よ
ば
れ
る
。
そ
の
乾
か
ら
び
て
し
ま
う
こ
と
が
、
諸
の
樹
木
に
つ
い
て
起
る
の

で
あ
る
。

　
（
p
．
　
6
3
，
　
L
　
8
）
た
し
か
に
、
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
（
デ
ィ
ガ
ン
バ
ラ

派
に

と
っ
て
は
）
　
〈
意
識
が
以
前
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
〉
に
よ
っ
て
周
延
さ

れ

て
い
る
〈
死
〉
が
こ
の
場
合
理
由
概
念
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し

て
意
識
の
終
滅
は
〈
意
識
が
以
前
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
〉
に
よ
っ
て
周
延
さ

れ

て
い
る
。
単
に
乾
か
ら
び
て
し
ま
う
こ
と
だ
け
の
意
味
で
は
な
い
。
そ
れ
に

理
由
概
念
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
〈
死
〉
と
い
う
こ
と
は
、
諸
の
樹
木
に
関

し
て
は
成
立
し
な
い
。
　
「
乾
か
ら
び
て
し
ま
う
こ
と
」
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い

る
理
由
概
念
は
、
実
は
誤
っ
た
理
由
概
念
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
6
3
，
　
l
．
　
1
0
）
と
こ
ろ
が
デ
ィ
ガ
ン
パ
ラ
の
徒
は
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と

（
＝
こ
こ
で
は
、
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
）
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

死
で

あ
ろ
う
と
も
、
あ
る
い
は
周
延
さ
れ
て
い
な
い
死
で
あ
ろ
う
と
も
、
両
者

を
区
別
す
る
こ
と
な
し
に
、
〈
唯
だ
死
ぬ
と
い
う
こ
と
〉
（
死
一
般
）
を
理
由
概

念
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
（
弓
゜
　
6
3
，
　
l
．
　
1
1
）
そ
れ
故
に
、
そ
の
立
論
者
（
デ
ィ
ガ

ン

バ

ラ
派
）
は
、
理
由
概
念
で
あ
る
〈
死
〉
と
い
う
こ
と
を
正
し
く
知
っ
て
い

な
い
。
知
ら
な
い
が
故
に
、
　
〈
乾
か
ら
び
て
し
ま
う
こ
と
が
死
で
あ
る
〉
と
い

う
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
何
と
な
れ
ば
、
死
と
は
乾
か
ら
び

て

し
ま
う
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
諸
の
樹
木
に
つ
い
て
は
経
験
さ
れ
る
か

ら
o
と
こ
ろ
が
反
対
論
者
（
仏
教
徒
）
は
、
死
と
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と

を
知
っ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
　
（
立
論
老
の
提
出
し
た
理
由
は
、
不
確
定
（
不

es

因
　
a
s
i
d
d
b
a
）
で
あ
る
。

　
O
．
　
6
3
，
　
l
．
　
1
3
）
と
こ
ろ
で
立
論
者
で
さ
え
も
（
誤
り
で
あ
る
）
と
知
っ
て
い

る
理
由
を
提
示
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
に
は
、
そ
の
理
由
は
、
そ
の
立
論
老

に

と
っ
て
も
不
成
立
の
も
の
で
あ
ろ
う
、
と
い
う
道
理
が
あ
る
。

三
・

六
ニ
　
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
が
「
快
感
な
ど
は
非
精
神
的
な
も
の
で
あ

る
」
と
い
う
こ
と
を
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
と
し
て
立
て
て
、
〈
生

起
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
〉
あ
る
い
は
〈
無
常
で
あ
る
こ
と
〉
を
挙
げ

る
な
ら
ば
、
立
論
者
で
あ
る
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
徒
自
身
に
と
っ
て
も
、
そ

の

理
由
概
念
は
不
成
立
で
あ
る
。
〔
三
・
六
〇
〕

　
（
P
．
　
6
3
，
　
l
．
　
1
6
）
　
〈
快
感
・
不
快
感
な
ど
が
非
精
神
的
な
も
の
で
あ
る
〉
と
い

う
こ
と
が
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
場
合
に
、
　
〈
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
一



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

と
〉
あ
る
い
は
〈
無
常
で
あ
る
こ
と
〉
が
証
囚
（
し
る
し
）
と
し
て
提
示
さ
れ

た

と
し
よ
う
。
　
お
よ
そ
、
　
生
起
す
る
も
の
、
あ
る
い
は
無
常
な
る
も
の
は
、

liサ
ン

キ

ヤ

学
派
に

よ
る
と
」
精
神
的
な
も
の
で
は
な
い
。
例
え
ば
（
仏
教
哲

学
で
立

て
る
五
檀
の
一
つ
で
あ
る
）
色
な
ど
の
ご
と
し
。
そ
れ
と
同
様
に
、
快

感

な
ど
は
生
起
す
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
無
常
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

そ
れ
ら
は
非
精
神
的
な
も
の
で
．
t
S
｝
“
Q
O
　
（
p
．
　
6
3
，
　
l
．
　
！
8
）
と
こ
ろ
で
精
神
性
（
○
呂
－

ta
n

y
．
f
t
）
は
、
（
サ
－
ン
キ
ヤ
学
派
の
想
定
す
る
）
プ
ル
シ
ャ
の
本
質
で
あ
る
。

（プ

ル

シ

ャ

は

快
感
、
不
快
感
な
ど
を
も
っ
て
い
な
い
。
）

　
（
p
．
　
6
3
，
　
l
．
　
1
9
）
そ
う
し
て
こ
の
場
合
、
　
〈
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
〉
と

〈
無
常
で

あ
る
こ
と
〉
と
は
交
互
に
（
別
々
に
）
理
由
と
し
て
立
て
ら
る
べ
き

で

あ
り
、
同
時
に
理
由
と
し
て
立
て
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
そ
の
両
性
質
と

も
に
、
立
論
者
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
徒
に
と
っ
て
は
確
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。

　
O
．
　
6
3
，
　
l
．
　
2
0
）
そ
の
わ
け
は
、
理
由
を
提
示
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
反
対
論

者
（
仏
教
徒
）
を
説
得
す
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
反
対
論
者
に
と
っ
て
も

確
定
し
て
い
る
こ
と
が
、
理
由
と
し
て
述
べ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
（
ロ

6
3
’
　
l
．
　
2
1
）
と
こ
ろ
で
反
対
論
者
（
仏
教
徒
）
に
と
っ
て
は
、
　
〈
生
ず
る
こ
と
〉

と
い
う
の
は
、
無
か
ら
生
起
す
る
こ
と
で
あ
り
、
　
〈
無
常
で
あ
る
こ
と
〉
と
い

う
の
は
、
有
（
存
在
す
る
も
の
）
が
消
滅
し
て
、
あ
と
へ
何
も
残
さ
ぬ
こ
と
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
確
定
し
て
い
　
“
Q
O
　
（
p
．
　
6
3
，
　
l
°
　
2
2
）
　
5
か
し
サ
ー
ン
キ
ヤ

学
派
に

と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
両
老
と
も
に
不
確
定
な
（
誤
っ
た

こ
と
）
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
ま
た
〈
無
常
で
あ
る
こ
と
〉
と
く
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
二

ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
〉
を
論
証
の
理
由
と
し
て
提
示
し
得
る
こ
と
を
知
っ
て

い

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
立
論
老
（
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
）
に
と
っ
て
は
、
不
成

立
の

理
由
概
念
で
あ
る
。
　
（
マ
⑦
合
s
」
）
と
こ
ろ
で
立
論
者
（
サ
－
ン
キ
ヤ
学

派
）
に
と
っ
て
、
　
〈
無
常
で
あ
る
こ
と
〉
と
〈
生
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
〉
と

が
正

し
い
知
識
で
あ
る
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
立
論
者
に

と
っ
て
も
ま
た
成
立
す
る
理
由
概
念
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

〔
し
か
し
〕
そ
れ
ら
が
正
し
い
知
識
で
あ
る
と
は
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る

か

ら
’
こ
れ
は
立
論
者
に
と
っ
て
は
不
成
立
の
理
由
概
念
で
あ
る
。

　
（
p
　
6
4
，
　
l
．
　
3
）
次
に
は
〈
疑
わ
れ
た
不
成
立
〉
（
・
・
沿
日
（
＝
冗
〔
三
自
三
（
芸
但
）
を
説

明
し
よ
う
と
し
て
言
わ
く
、

三
・

六
三
　
ま
た
　
（
理
由
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
こ
と
が
ら
）
そ
れ
自
体
に

つ

い

て
、
あ
る
い
は
そ
れ
の
よ
り
ど
こ
ろ
に
つ
い
て
疑
惑
が
あ
る
場
合

に

は
、
そ
の
理
由
概
念
は
不
成
立
で
あ
る
。
〔
三
・
室
〕

　
（
p
．
　
6
4
，
　
l
．
　
5
）
　
g
e
由
概
念
そ
れ
自
体
に
疑
惑
が
あ
る
と
き
に
は
、
そ
の
理
由
概

念
は
成
立
し
な
い
。
ま
た
そ
れ
の
よ
り
ど
こ
ろ
（
a
s
r
O
y
a
）
に
疑
惑
が
あ
る
と

き
に
も
、
や
は
り
成
立
し
な
い
。
理
由
概
念
と
は
別
の
、
よ
り
ど
こ
ろ
た
る
も

の
、
す
な
わ
ち
論
証
さ
る
べ
き
主
張
命
題
の
H
g
，
k
”
g
i
　
（
s
a
d
h
y
a
d
h
a
r
m
i
n
）
が
述

語

を
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
実
に
そ
の
主
語
の
う
ち
に
理
由
概
念
が
存
在
し

て
い
て
、
そ
れ
が
知
ら
し
め
る
証
因
と
し
て
（
主
語
に
）
依
存
す
る
の
で
あ
る
。

よ
り
ど
こ
ろ
に
依
存
す
る
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
疑
惑
が
あ
る
と
き
に
は
、
　
〈
疑



わ

れ

た
不
成
立
〉
と
な
る
。

　
（
p
．
　
6
4
，
　
i
．
　
8
）
理
由
概
念
自
体
が
疑
わ
れ
て
い
る
場
合
を
、
実
例
を
挙
げ
て
説

い
て

い
う
、

三
・

六
四
　
（
地
な
ど
の
）
諸
元
素
の
集
合
体
が
、
水
蒸
気
で
あ
る
か
、
煙

で
あ
る
か
な
ど
と
疑
わ
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
そ
の
集
合
体
が
火
の
実

在
す
る
こ
と
を
証
す
る
証
拠
と
し
て
提
示
さ
れ
る
な
ら
ば
、
　
〈
疑
わ
れ

た
不
成
立
〉
と
な
る
。
〔
三
・
六
二
〕

　
（
p
．
　
6
4
，
　
t
．
　
1
1
）
　
（
眼
に
見
え
る
地
な
ど
の
）
集
合
体
が
　
（
水
蒸
気
で
あ
る
か
、

煙
で
あ
る
か
、
霧
で
あ
る
か
、
塵
で
あ
る
か
、
と
）
疑
わ
れ
て
い
る
と
き
に
、

そ
こ
に
火
が
実
在
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
理
由
概
念
と
し
て
採
用
さ
れ

る
な
ら
ば
、
　
（
疑
わ
れ
て
い
る
）
不
成
立
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
6
4
，
　
L
　
1
3
）
そ
の
趣
意
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
煙
も
ま
た
水
蒸
気
な
ど

で
は

な
い
か
と
し
て
疑
わ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
不
成
立
で
あ
る
。
何
と
な
れ

ば
、
そ
れ
は
’
　
（
火
を
）
推
知
さ
せ
る
も
の
と
し
て
は
ま
だ
決
定
さ
れ
て
い
な

い
か

ら
o
煙
で
あ
る
と
確
知
決
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
火
か
ら
生
ず
る
も
の

で

あ
る
か
ら
’
論
証
を
成
立
さ
せ
る
理
由
概
念
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が

疑

わ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
　
（
火
を
）
推
知
さ
せ
る
理
由
概
念
と
は
な
ら
な
い
。

そ
れ
故
に
〈
不
成
立
〉
（
p
㏄
工
合
田
）
と
い
う
名
の
誤
謬
が
起
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
6
4
，
　
l
°
1
6
）
次
に
〈
よ
り
ど
こ
ろ
に
も
と
つ
く
不
成
立
〉
　
（
割
訟
3
、
日
蓼
T

ddh
a
）
　
Q
実
例
を
挙
げ
て
説
明
す
る
、

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

三
・
六
五
　
例
え
ば
、
こ
こ
の
洞
窟
の
中
に
孔
雀
が
い
る
。

鳴
声
が
聞
え
る
か
ら
。
〔
三
・
六
三
〕

何
と
な
れ
ば
、

　
（
p
．
　
6
・
1
，
　
l
．
　
1
8
）
　
［
’
こ
こ
の
洞
窟
一
と
い
う
の
が
、
主
張
命
題
の
＋
H
h
g
　
（
d
h
a
r
－

】

已
三
で
あ
る
。
　
「
洞
窟
」
と
い
う
の
は
’
山
の
上
方
部
に
横
に
ひ
ろ
が
っ
て

い

て
、
蔽
わ
れ
て
い
る
大
地
の
一
部
分
で
あ
る
。
　
一
孔
雀
」
と
い
う
の
は
、
論

証
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
　
一
鳴
声
が
聞
え
る
か
ら
」
と
い
う
の
が
理
由
で
あ

る
。
　
「
鳴
声
」
と
い
う
の
は
、
孔
雀
の
発
す
る
音
声
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
6
4
，
　
l
．
　
2
0
）
ど
う
し
て
、
よ
り
ど
こ
ろ
に
も
と
つ
く
不
成
立
な
の
で
あ
る

か
？

　

答
え
て
い
わ
く
、
－

三
・

六
六
　
そ
の
鳴
声
の
来
る
方
角
に
つ
い
て
錯
覚
が
あ
る
と
き
に
、
（
そ

の

F
鳴
声
が
聞
え
る
か
ら
」
と
い
う
理
由
は
）
、
（
よ
り
ど
こ
ろ
に
依
存

す
る
こ
と
の
不
成
立
と
な
る
。
）
〔
三
・
六
四
〕

　
（
P
・
　
6
5
，
　
l
a
　
2
）
そ
の
鳴
声
の
聞
え
て
来
た
、
す
な
わ
ち
到
達
し
た
方
角
に
つ
い

て
誤
謬
す
な
わ
ち
錯
覚
の
あ
る
と
き
に
は
、
よ
り
ど
こ
ろ
に
依
存
す
る
こ
と
の

不
成

立
が
起
る
。
（
p
°
　
6
5
，
　
l
．
　
3
）
相
い
接
し
て
多
く
の
洞
窟
が
存
在
す
る
場
合
に

は
、
鳴
声
の
発
し
た
洞
窟
に
関
し
て
錯
覚
が
起
る
。
ー
鳴
き
声
は
こ
の
洞
窟

か

ら
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
？
あ
る
い
は
他
の
洞
窟
か
ら
来
た
の
で
あ
ろ
う
か
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三



－
と
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そ
れ
故
に
、
依
り
ど
こ
ろ
に
も
と
つ
く
不
成
立
が
起
る
。

　
（
p
．
　
6
5
，
　
g
°
　
6
）
主
張
命
題
の
主
語
が
不
成
立
す
な
わ
ち
実
在
し
な
い
も
の
で
あ

る
場
合
に
も
、
理
由
概
念
が
不
成
立
（
と
い
う
誤
謬
）
に
陥
る
と
い
う
こ
と
を

説

明
す
る
た
め
に
’
実
例
を
挙
げ
て
い
う
、
1

三
・

六
七
　
主
張
命
題
の
主
語
が
不
成
立
で
あ
る
場
合
に
も
、
（
理
由
概
念

は
）
不
成
立
と
な
る
。
例
え
ば
、

　

F
ア

ー
ト
マ
ン
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
遍
在
す
る
」

と
い
う
こ
と
が
論
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
に
、

　
r
（
ア
ー
ト
マ
ン
は
）
い
た
る
と
こ
ろ
で
知
覚
さ
れ
得
る
」

と
い
う
性
質
を
提
示
す
る
な
ら
ば
、
　
（
そ
の
理
由
概
念
は
不
成
立
と
な

る
。
〔
三
・
六
五
〕

　
（
p
．
　
6
5
，
　
t
．
　
9
）
　
f
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
遍
在
し
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ

る
も
の
に
行
き
わ
た
っ
て
い
る
、
と
い
う
ほ
ど
の
意
味
で
あ
る
。

　

「
ア

ー
ト
マ
ン
は
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
が
論
証
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
場
合
に
、

　

［
い

た
る
と
こ
ろ
で
知
覚
さ
れ
る
と
い
う
性
質
が
あ
る
」

と
い
う
の
が
〈
し
る
し
〉
　
（
証
因
）
で
あ
る
。
（
二
〇
朝
、
S
」
O
）
ア
ー
ト
マ
ン
の

諸
属
性
で
あ
る
快
感
・
不
快
感
・
欲
求
・
嫌
悪
な
ど
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
に
と
っ

て
存
在
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四

　
（
p
°
6
5
，
　
l
．
　
1
1
）
諸
の
属
性
は
諸
の
属
性
の
主
体
を
離
れ
て
は
存
在
し
得
な
い
。

何

と
な
れ
ば
、
諸
の
属
性
は
属
性
の
主
体
の
う
ち
に
内
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
と
こ
ろ
で
ア
ー
ト
マ
ソ
は
運
動
を
な
さ
な
い
。

　
（
p
．
　
6
5
，
　
l
．
　
1
2
）
そ
れ
故
に
、
も
し
も
ア
ー
ト
マ
ン
が
遍
在
す
る
も
の
で
な
い

な
ら
ば
、
南
国
に
住
ん
で
い
る
と
き
に
知
覚
さ
れ
た
〈
快
感
〉
な
ど
が
、
中
央

州
で
知
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
あ
り
得
よ
う
か
P
　
そ
れ
故
に

ア

ー
ト
マ
ン
は
遍
在
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
6
5
，
　
l
．
　
1
3
）
さ
て
こ
の
場
合
、
仏
教
徒
に
と
っ
て
は
ア
ー
ト
マ
ン
は
成
立

し
て
い
る
も
の
（
実
在
し
て
い
る
も
の
）
で
は
な
い
。
　
〈
そ
の
諸
属
性
が
い
た

る
と
こ
ろ
で
知
覚
さ
れ
る
〉
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
成
立
し
得
る
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
が
こ
の
よ
う
に
成
立
し
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
　
（
以
上
に
提
示

さ
れ
た
こ
と
は
）
誤
っ
た
理
由
概
念
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
6
5
，
　
l
．
　
1
5
）
以
前
の
ス
ー
ト
ラ
に
お
い
て
は
、
よ
り
ど
こ
ろ
に
依
存
す
る

こ
と
に
つ
い
て
疑
い
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
張
命
題
の
主
語
に
関

し
て
疑
い
の
あ
る
こ
と
を
説
い
た
。
し
か
し
今
こ
こ
で
は
、
主
張
命
題
の
主
語

が

不
成
立
で

あ
る
と
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
両
老
の
あ
い
だ

に

は

こ
の
相
違
が
存
在
す
る
。

　
（
p
．
　
6
5
，
　
l
．
　
1
6
）
こ
う
い
う
わ
け
で
、
（
理
由
概
念
の
三
つ
の
特
徴
の
う
ち
で
）

〈
理

由
概
念
〉
が
主
張
命
題
の
主
語
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
と
い
う
1
つ
の
特

徴
が
成
立

し
な
い
場
合
に
は
、
不
成
立
と
い
う
誤
っ
た
理
由
が
起
る
。



　

〔第
一
　
節
　
不
定
な
る
理
由
命
題
〕

三
・

六
八
　
同
様
に
、
1
つ
の
特
徴
が
異
種
類
の
も
の
の
う
ち
に
存
在
し
な

い

こ
と
が
成
立
し
な
い
な
ら
ば
〈
不
l
！
t
2
〉
　
（
a
n
a
i
k
a
n
t
i
k
a
）
と
い
う
誤

っ

た

理
由
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
〔
三
・
六
六
〕

　
（
p
．
　
6
5
，
　
l
．
　
1
8
）
ま
た
他
の
一
つ
の
特
徴
が
異
種
類
の
も
の
の
う
ち
に
存
在
し

な
い
こ
と
と
称
す
る
（
条
件
が
）
成
立
し
な
い
と
き
に
は
、
　
〈
不
定
〉
と
い
う

理
由
概
念
の
誤
謬
A
J
x
％
t
Q
O
　
e
k
a
n
t
a
と
い
う
の
は
、
一
方
的
な
決
定
で
あ
り
、

そ
れ
が
論
証
の
目
的
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
立
場
は
、
断

定
的
で
あ
る
。
（
p
．
　
6
5
，
　
l
．
　
2
0
）
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
決
定
し
て
い
て
、
反
対

の

こ
と
が
決
定
し
て
い
な
い
、
と
い
う
の
で
は
な
く
て
、
そ
れ
と
反
対
の
疑
惑

が

あ
る
の
で
あ
る
。
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
と
そ
う
で
は
な
い
こ
と
と
に
つ
い
て

の

疑
惑
の

起
る
原
因
が
〈
不
定
な
る
（
理
由
概
念
）
〉
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。
そ
の
実
例
を
挙
げ
て
説
明
し
よ
う
、
ー

三
・

六
九
　
例
え
ば
、

　

r
こ
と
ば
は
無
常
で
あ
る
L

な
ど
と
い
う
こ
と
が
論
証
さ
る
べ
き
で
あ
る
場
合
に
、

　

r
認
識
の
対
象
で
あ
る
か
ら
L

な
ど
の
事
項
は
、
同
種
類
の
も
の
、
ま
た
は
異
種
類
の
も
の
の
う
ち
の
、

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

す
べ
て
、
あ
る
い
は
、
一
部
の
も
の
の
う
ち
に
存
在
す
る
。
〔
三
・
六
七
〕

　
（
p
．
　
6
6
，
　
l
°
ω
）
「
無
常
で
あ
る
こ
と
」
な
ど
と
い
っ
て
、
　
二
：
…
な
ど
」
と
い

う
語
を
用
い
て
い
る
か
ら
、
意
志
的
努
力
の
直
後
で
は
な
い
こ
と
、
意
志
的
努

力
の
直
後
で
あ
る
こ
と
、
常
住
で
あ
る
こ
と
、
な
ど
が
、
前
掲
の
「
…
…
な

ど
I
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
6
6
’
　
L
　
4
）
「
〈
認
識
の
対
象
で
あ
る
か
ら
〉
な
ど
の
事
項
」
と
い
う
場
合
に
、

［
，
な
ど
」
と
い
う
語
は
、
　
［
無
常
性
」
　
「
さ
ら
に
無
常
で
あ
る
こ
と
」
　
「
無
形

p
a
（
S
t
i
」
　
（
a
m
a
t
a
t
v
a
＝
1
）
e
n
e
t
r
a
l
）
i
l
i
t
y
）
が
含
め
て
意
味
さ
れ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　
（
p
．
　
6
6
，
　
l
．
　
5
）
　
（
第
一
の
論
証
）
　
「
こ
と
ば
」
が
主
張
命
題
の
主
語
で
あ
り
’

［
無
常

性
」
な
ど
が
属
性
（
主
張
命
題
の
述
語
）
で
あ
る
と
し
て
、
　
（
F
こ
と
ば

は

無
常
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
）
論
証
さ
る
べ
き
命
題
で
あ
る
と
き
に
、
「
認

識
の
対
象
で
あ
る
こ
と
」
な
ど
の
属
性
は
、
　
〈
不
定
〉
の
理
由
概
念
で
あ
る
。

そ
の
わ
け
は
、
上
述
の
四
つ
の
概
念
が
す
べ
て
、
異
種
類
の
も
の
の
う
ち
に
存

在

し
な
い
と
い
う
こ
と
は
’
成
立
し
て
い
な
い
（
1
1
疑
わ
し
い
）
か
ら
で
あ
る
。

（
p
．
　
6
6
，
　
l
．
　
7
）
す
な
わ
ち

　
（
主
張
命
題
）
　
こ
と
ば
は
無
常
で
あ
る
。

　
（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
、
　
（
こ
と
ば
は
）
認
識
の
対
象
で
あ
る
か
ら
。

　
（
大
前
提
）
　
（
認
識
の
対
象
で
あ
る
も
の
は
、
す
べ
て
無
常
で
あ
る
。
）

　
（
反
対
の
実
例
命
題
）
　
例
え
ば
、
虚
空
が
（
そ
う
で
は
な
い
）
よ
う
な
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
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で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
（
実
例
命
題
）
　
例
え
ば
、
瓶
が
そ
う
で
あ
る
。

こ
の
場
台
〈
認
識
の
対
象
で
あ
る
こ
と
〉
は
、
同
種
類
の
も
の
（
無
常
で
あ
る

も
の
）
と
異
種
類
の
も
の
（
無
常
で
な
い
も
の
）
と
の
両
老
の
周
延
し
て
い
る
。

　
（
p
．
　
6
6
，
　
l
．
　
8
）
　
（
S
t
R
二
の
論
証
）

　
（
主
張
命
題
）
　
こ
と
ば
は
、
意
志
的
努
力
の
直
後
に
現
わ
れ
る
も
の
で
は
な

　

　
　
い
o

　
（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
、
　
（
こ
と
ば
の
音
声
は
）
無
常
な
る
も
の
で
あ

　

　

　
る
か
ら
。

　
（
大
前
提
）
　
無
常
な
る
も
の
は
、
す
べ
て
、
意
志
的
努
力
の
直
後
に
現
わ
れ

　

　

　
る
も
の
で
は
な
い
。

　
（
実
例
命
題
）
　
例
え
ば
電
光
や
虚
空
が
そ
う
で
あ
る
。
　
（
電
光
は
無
常
で
あ

　
　
　

り
、
虚
空
は
常
住
で
あ
る
が
、
両
老
と
も
に
意
志
的
努
力
の
直
後
に
現

　
　
　
れ

る
も
の
で
は
な
い
。
）

　
（
反
対
の
実
例
）
　
例
え
ば
、
瓶
と
は
異
な
っ
て
い
る
。
　
（
瓶
は
意
志
的
努
力

　
　
　
の

直
後
に
現
わ
れ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
。
ま
た
常
住
で
あ
る

　
　
　
べ
き
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
常
住
で
は
な
い
。
）

以

上
の

ご

と
く
、
　
〈
無
常
性
〉
は
同
種
類
の
も
の
（
意
志
的
努
力
の
直
後
に
現

わ

れ

な
い
も
の
）
の
一
部
分
の
う
ち
に
の
み
存
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

〈
無
常
性
〉
は
電
光
な
ど
の
う
ち
に
は
存
在
す
る
が
、
虚
空
な
ど
の
う
ち
に
は

存
在

し
な
い
。
そ
う
し
て
異
種
類
の
も
の
の
う
ち
に
は
、
す
べ
て
に
周
延
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六

存

在
す
る
。
す
な
わ
ち
〈
無
常
性
〉
は
、
異
種
類
の
も
の
（
意
志
的
努
力
の
直

後
に

現
れ

る
も
の
）
の
う
ち
に
は
す
べ
て
周
延
し
て
存
在
し
て
い
る
か
ら
。

　
（
p
．
　
6
6
，
　
l
．
　
1
0
）
　
（
第
三
の
論
証
）

　
（
主
張
命
題
）
　
こ
と
ば
は
、
意
志
的
努
力
の
直
後
に
現
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
理
由
命
題
）
　
（
こ
と
ば
は
）
無
常
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
大
前
提
）
　
無
常
な
る
も
の
は
、
意
志
的
努
力
の
直
後
に
現
れ
る
も
の
で
あ

　

　

　

る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
実
例
命
題
）
　
瓶
が
そ
う
で
あ
る
。

　
（
反
対
の
実
例
命
題
）
　
電
光
や
虚
空
は
そ
う
で
は
な
い
。
　
（
両
者
と
も
に
、

　
　
　
意
志
的

努
力
の
直
後
に
現
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
’
虚
空
は
無

　
　
　
常
で
は

な
い
が
、
電
光
は
無
常
で
あ
る
。
）

　
以

上
の

論
証
に

お

い

て
、
無
常
性
は
、
異
種
類
の
も
の
（
意
志
的
努
力
の
直

後
に

現
わ

れ

る
の
で
は
な
い
も
の
）
の
一
部
（
電
光
な
ど
）
の
う
ち
に
存
在
す

る
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
電
光
な
ど
の
う
ち
に
は
存
在
す
る
が
、
虚
空
な

ど
の
う
ち
に
は
存
在
し
な
い
。
そ
う
し
て
同
種
類
の
も
の
の
う
ち
に
遍
ね
く
周

延

し
て
い
る
。
何
と
な
れ
ば
、
　
（
無
常
性
は
）
意
志
的
努
力
の
直
後
に
現
れ
る

も
の
の
う
ち
に
は
あ
ま
ね
く
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
6
6
，
　
l
．
　
1
2
）
　
（
：
G
I
i
l
四
の
論
証
）

　
（
主
張
命
題
）
　
こ
と
ば
は
常
住
で
あ
る
。

　
（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
、
　
（
こ
と
ば
は
）
無
形
質
の
も
の
で
あ
る
か
ら
。

　
（
大
前
提
）
　
無
形
質
な
る
も
の
は
、
す
べ
て
、
常
住
で
あ
る
。



　
（
実
例
命
題
）
　
例
え
ば
、
虚
空
や
原
子
が
そ
う
で
あ
る
。
　
（
両
者
と
も
に
”

　
　
　
常
住
で
あ
る
。
）

　
（
反
対
の
実
例
命
題
）
　
例
え
ば
、
運
動
や
瓶
が
そ
う
で
は
な
い
。
　
（
両
老
と

　
　
　
も
に
常
住
で
は
な
い
。
し
か
し
運
動
は
無
形
質
で
あ
る
が
、
瓶
は
形
質

　
　
　
を
も
っ
て
い
る
、
）

　
以
上
の

論
証
に
つ
い
て
み
る
に
、
〈
無
形
質
性
〉
（
非
物
体
性
）
は
、
両
者
（
同

種
類
の
も
の
と
異
種
類
の
も
の
）
の
う
ち
に
そ
れ
ぞ
れ
一
部
の
う
ち
に
存
在
す

“
〈）

o

　
（
〈
無
形
質
性
〉
は
）
両
者
の
そ
れ
ぞ
れ
一
部
分
で
あ
る
虚
空
（
1
常
住

　
　
）
と
運
動
（
　
　
無
常
　
　
）
と
の
う
ち
に
存
在
す
る
。
し
か
し
同
種
類

の

も
の
の
一
部
分
で
あ
る
原
子
の
う
ち
に
も
、
ま
た
異
種
類
の
も
の
の
一
部
分

で

あ
る
瓶
な
ど
の
う
ち
に
も
（
無
形
質
性
は
）
存
在
し
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、

瓶
や

原
子
な
ど
は
（
と
も
に
）
形
質
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で

「
諸
原

子
は

常
住

で

あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
ヴ
ァ
イ
シ
ェ
－
シ
カ
の
徒
に

よ
っ
て
承
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
　
（
原
子
は
）
同
種
類
の
も
の
の
う
ち

に

含
め
ら
れ
て
い
る
の
で
“
Q
“
（
）
O
　
（
p
．
　
6
6
．
I
°
1
5
）

　

こ
の
四
種
類
の
論
証
に
つ
い
て
見
る
に
’
　
（
理
由
概
念
す
な
わ
ち
）
主
張
命

題
の

主
語
の

述
語
が
、
異
種
類
の
こ
と
が
ら
の
う
ち
に
存
在
し
な
い
と
い
う
こ

と
が
成
立
し
て
い
な
い
。
そ
れ
故
に
、
　
（
理
由
が
）
不
定
で
あ
る
（
と
い
う
誤

謬
が
起
る
）
。

（－
）

こ
こ
で
は
実
例
命
題
（
同
喩
）
と
反
対
の
実
例
命
題

　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

（異
喩
）
と
の
位
置
が
逆
に
な
っ
て

い

る
。
ス
チ
ェ
ル
バ
ツ
コ
ー
イ
は
、
最
初
の
肩
葺
ご
コ
P
（
l
l
l
l
i
t
Y
：
二
」
塗
三
辞
｝
」
）
を
ご
二
罵
p
骨

竺
巨
さ
と
訂
正
し
て
よ
ん
で
い
る
，
そ
れ
な
ら
ば
、
内
二
臼
旨
く
ρ
島
が
同
喩
と
な
り
、
　
g
l
i
a
－

言
ぐ
（
巳
が
異
喩
と
な
ろ
か
ら
、
そ
の
順
序
て
差
し
支
え
な
い
。
し
か
し
原
又
を
訂
正
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
よ
く
よ
く
ほ
ハ
重
こ
行
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
今
は
、
そ
の
ま
ま
に
し
て
お

い

た
。
ま
た
忌
巳
く
ぺ
ご
三
F
に
す
べ
て
の
写
本
の
証
跡
に
反
抗
し
k
u
、
　
a
n
i
t
y
a
h
　
s
’
a
b
c
l
a
h

I）
「
t
l
l
l
l
e
y
a
t
ぐ
篇
゜
σ
。
竺
二
（
F
く
芸
一
’
芸
・
委
ξ
パ
三
三
゜
と
直
し
て
い
ろ
。
　
し
か
し
す
べ
て
の
写
本

が

因
明
の
型
に
従
っ
て
い
な
い
の
た
と
し
た
ら
、
そ
の
事
実
に
非
常
に
重
要
で
は
な
か
ろ
う

か
e

三
・

七o
　
ま
た
、
　
　
こ
の
特
徴
が
疑
わ
し
い
と
き
に
も
、
　
（
理
由
概
念

が
）
不
定
で
あ
る
、
と
い
う
（
誤
謬
が
）
起
る
。
〔
三
・
六
八
〕

　
（
p
．
　
6
6
，
　
l
．
　
1
7
）
こ
の
特
徴
が
不
成
立
で
あ
る
と
き
に
は
（
理
由
概
念
が
）
不

定
で
あ
る
（
と
い
う
誤
謬
が
起
る
よ
う
に
）
、
同
様
に
〈
（
理
由
概
念
が
）
異
種

類
の

も
の
の
う
ち
に
存
在
し
な
い
こ
と
〉
と
い
う
特
徴
が
疑
わ
れ
る
と
き
に
は
、

や
は
り
不
定
と
な
る
。
そ
の
実
例
を
挙
げ
て
説
明
し
よ
う
。

三
・

七l

　
例

え
ば
、
次
の
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
　
〈
言
及
さ
れ
て
い
る

或

る
人
は
全
知
者
で
は
な
い
〉
あ
る
い
は
〈
或
る
言
及
さ
れ
て
い
る
人

は

欲
情

を
も
っ
て
い
る
〉
と
い
う
こ
と
が
論
証
さ
る
べ
き
場
合
に
は
、

（
理
由
と
し
て
提
示
さ
れ
た
）
　
「
話
者
で
あ
る
こ
と
」
な
ど
の
性
質
は
、

異
種
類
の

も
の
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
疑
わ
し
い
o

〔
こ
こ
で
は
次
の
三
殺
論
法
が
予
想
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七



（
1
）

（
2
）

　
法
華
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七
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だ

れ
で
も
人
は
全
知
者
で
は
な
い
。

こ
の
人
は
人
で
あ
る
。

故
に

こ
の
人
は
全
知
者
で
は
な
い
。

だ
れ
で
も
人
は
欲
情
を
も
っ
て
い
る
。

こ
の
人
は
人
で
あ
る
。

故
に

こ
の
人
は
欲
情
を
も
っ
て
い
る
。
〕

〔
三

・

六
九
〕

　
（
p
．
　
6
6
，
　
l
．
　
2
1
）
　
［
全
知
者
な
ら
ざ
る
も
の
」
と
い
っ
て
、
「
全
知
者
で
な
い
こ

と
」
が
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
　
「
言
及
さ
れ
て
い
る
或
る
人
」
と
言
う

か

ら
、
話
者
が
念
頭
に
お
い
て
い
る
人
が
主
張
命
題
の
主
語
と
な
っ
て
い
る
。

r欲
情
な
ど
」
と
い
う
の
は
、
　
「
欲
情
、
嫌
悪
な
ど
」
を
い
う
。
　
「
そ
の
人
が

欲
情

な
ど
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
の
が
第
二
の
論
式
に
お
い
て
論
証
さ
る
べ

き
こ
と
で
あ
る
。
（
p
．
　
6
7
，
　
l
．
　
1
）
「
あ
る
い
は
」
と
い
う
語
が
あ
る
の
は
、
　
「
欲

情

な
ど
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
　
（
前
掲
の
論
式
と
は
）
別
に
論
証

さ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
ら
せ
る
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
〈
全
知

者

な
ら
ざ
る
こ
と
〉
ま
た
は
〈
欲
情
を
も
っ
て
い
る
こ
と
〉
が
論
証
さ
る
べ
き

こ
と
と
し
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
と
き
に
、
話
す
能
力
を
始
め
と
す
る
瞬
目
・

瞑

目
な
ど
に
と
っ
て
は
〈
話
老
で
あ
る
こ
と
〉
な
ど
の
性
質
は
、
不
定
の
理
由

概
念
g
y
i
g
v
Q
。
　
（
p
．
　
6
7
，
　
l
°
　
3
）
異
種
類
の
も
の
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か

が
疑

わ
れ
て
い
る
も
の
が
、
そ
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
〈
全
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八

者

な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
〉
が
論
証
さ
る
べ
き
と
き
に
は
、
　
〈
全
知
者
で

あ
る
こ
と
〉
は
異
種
類
の
も
の
で
a
g
“
〈
）
。
　
（
p
．
　
6
7
，
　
l
．
　
4
）
そ
の
〈
全
知
者
で
あ
る

こ
と
〉
の
う
ち
に
「
話
す
能
力
」
な
ど
が
存
在
す
る
か
、
あ
る
い
は
存
在
し
な

い
か

と
い
う
こ
と
（
　
全
知
者
は
こ
と
ば
を
話
す
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
）
は
、

疑

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
　
〈
話
す
人
〉
は
全
知
者
で
あ
る
か
’
あ
る
い
は

全
知

者
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
知
ら
れ
な
い
。
そ
れ
故
に

〈
話
者

で

あ
る
こ
と
〉
と
い
う
の
は
、
不
定
な
る
（
理
由
概
念
で
あ
る
。
）

　
（
P
a
　
6
7
，
　
l
°
　
6
）
反
対
者
い
わ
く
、
　
　
全
知
者
で
あ
る
話
者
の
存
在
す
る
こ
と

は

知
覚

さ
れ
な
い
か
ら
と
て
、
全
知
者
の
う
ち
に
話
す
能
力
が
存
在
す
る
か
ど

う
か
が
、
ど
う
し
て
疑
わ
れ
る
の
で
あ
る
か
？
・

三
・

七
1
1
　
F
全
知
者
な
る
話
者
な
る
も
の
（
の
存
在
す
る
こ
と
は
）
知
覚

さ
れ
な
い
」
と
い
う
が
、
こ
の
よ
う
な
無
知
覚
は
、
経
験
さ
れ
得
な
い

も
の
を
対
象
と
し
て
い
る
o
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
無
知
覚
は
疑

惑
の

成
立
す
る
理
由
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
　
〈
話
者
で
あ
る
こ

と
〉
な
ど
（
諸
の
人
間
的
な
性
質
）
は
、
〈
全
知
者
な
ら
ざ
る
こ
と
〉
の

反
対
か

ら
除
外
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
疑
わ
し
い
o
〔
三
・
七
o
〕

　
（
p
．
　
6
7
，
　
l
’
　
9
）
そ
れ
故
に
、
　
【
全
知
者
な
る
話
老
な
る
も
の
（
の
存
在
す
る
こ

と
は
）
知
覚
さ
れ
な
い
」
と
い
う
が
、
こ
の
よ
う
な
無
知
覚
は
、
疑
惑
の
原
因
な

の

で

あ
る
か
ら
。
何
故
で
あ
る
か
？
　
そ
の
対
象
が
経
験
さ
れ
な
い
本
質
の
も

の

で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
疑
惑
の
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
（
P
．
　
6
7
，
　
l
°
1
1
）
そ



の

対

象
が
経
験
さ
れ
な
い
と
こ
ろ
の
無
知
覚
は
、
疑
惑
の
原
因
で
あ
っ
て
、
決

定
的

な
知
識
を
得
る
た
め
の
原
囚
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
〈
話
者
で
あ
る
こ
と
〉

な
ど
（
諸
の
人
間
的
な
性
質
）
は
’
　
〈
全
知
者
な
る
こ
と
〉
の
異
種
類
の
も
の

で

あ
る
〈
全
知
者
で
あ
る
こ
と
〉
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し

い
、
（
不
定
で
あ
る
“
）

三
・
七
三
　
ま
た
「
全
知
者
は
話
者
で
は
な
い
」
と
い
う
否
定
的
判
断
は

成
立
し
な
い
。
　
　
そ
の
こ
と
は
経
験
さ
れ
な
い
こ
と
で
あ
る
け
れ
ど

も
。
何
と
な
れ
ば
〈
話
者
で
あ
る
こ
と
〉
と
〈
全
知
者
で
あ
る
こ
と
〉

と
は
矛
盾
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
疑
惑
が
起
る
か
ら
で
あ
る
。
〔
三

・

三
〕

　
（
p
．
　
6
7
，
　
l
°
1
6
）
　
（
反
対
者
い
わ
く
、
　
　
〕
知
覚
し
な
い
が
故
に
、
　
r
全
知
者

の

う
ち
に
話
者
で
あ
る
性
質
は
存
在
し
な
い
」
と
、
わ
れ
わ
れ
は
主
張
す
る
の

で
は

な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
　
〈
話
者
で
あ
る
こ
と
〉
　
（
と
い
う
人
間
的
な

性
質
）
は
、
　
〈
全
知
老
で
あ
る
こ
と
〉
と
矛
盾
す
る
か
ら
、
　
（
わ
れ
わ
れ
は
そ

の

よ
う
に
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
）

　
［
答
え
て
い
わ
く
　
　
〕
（
そ
う
で
は
な
い
u
）
　
（
1
）
．
6
7
，
　
l
．
　
！
6
）
　
〈
全
知
老
で
あ

る
こ
と
〉
と
〈
話
者
で
あ
る
こ
と
〉
と
に
矛
盾
は
存
在
し
な
い
。
矛
盾
が
存
在

し
な
い
と
い
う
理
由
の
故
に
、
否
定
的
判
断
は
成
立
し
な
い
、
と
い
う
の
が
文

脈
で
あ
る
。

　
（
p
，
　
6
7
．
　
I
°
　
1
7
）
否
定
的
判
断
が
周
延
関
係
を
有
す
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
て

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

い
わ

く
、
　
＿
r
全
知
者
な
る
も
の
は
〔
話
者
で
は
な
い
」
」
’
V
o
　
〈
論
証
さ
る

べ

き
こ
と
〉
の
否
定
で
あ
る
〈
全
知
者
で
あ
る
こ
と
〉
を
主
語
と
し
て
立
て
て
、

［
そ
れ
は
話
老
で
は
な
い
」
と
言
っ
て
、
論
証
す
る
理
由
で
あ
る
〈
話
老
で
あ

る
こ
と
〉
の
否
定
が
陳
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
p
．
　
6
7
，
　
l
°
！
8
）
そ
れ
故
に
、
論

証
さ
る
べ
き
命
題
の
述
語
の
存
在
し
な
い
こ
と
は
論
証
す
る
理
由
概
念
が
存
在

し
な
い
と
い
う
こ
と
を
必
ら
ず
示
す
と
が
定
ま
っ
て
い
る
か
ら
、
論
証
さ
る
べ

き
命
題
の
述
語
の
否
定
は
、
論
証
す
る
理
由
概
念
の
否
定
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ

て

い

る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
6
7
，
　
l
°
1
9
）
も
し
も
’
〈
話
者
で
あ
る
こ
と
〉
と
〈
全
知
者
で
あ
る
こ
と
〉

と
が
矛
盾
関
係
に
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
否
定
は
周
延
関
係
を
も
っ
て
い

る
も
の
と
し
て
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
　
（
す
な
わ
ち
、
　
「
全
知
者
な
る
も
の
は
、

話

す
人
で
は
な
い
」
と
い
う
換
位
が
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
）
　
し
か
し
な
が
ら

（
今
こ
の
場
合
に
は
、
両
者
の
あ
い
だ
の
）
矛
盾
関
係
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ

故
に

（
「
全

知
老
な
る
老
は
、
話
す
人
で
は
な
い
」
と
い
う
、
換
位
に
よ
る
文

章
表
現

は
）
成
立
し
な
い
。
何
故
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
そ
こ
に
は
疑
惑
が
存

在

し
（
不
定
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
）
（
両
老
の
あ
い
だ
に
は
）
矛
盾
関
係
が
存

在

し
な
い
か
ら
、
疑
惑
が
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
て
疑
惑
が
存
在
す
る

が
故

に
、
　
（
換
位
に
よ
る
）
否
定
的
判
断
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

〔
第
一
二
節
　
矛
盾
の
法
則
〕

　
（
p
．
　
6
7
，
　
l
°
　
2
2
）
で
は
、
ど
う
し
て
矛
盾
関
係
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
か
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
九



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

三
・

七
四

何
と
な
れ
ば
、
諸
の
事
物
の
あ
い
だ
の
矛
盾
は
二
種
類
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
〔
三
・
七
二
〕

　
（
p
．
　
6
8
，
　
L
　
1
）
矛
盾
関
係
は
二
種
類
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
に
は
あ
り
得
な

い
o
そ
れ
故
に
〈
話
者
で
あ
る
こ
と
〉
と
く
全
知
者
で
あ
る
こ
と
V
と
の
あ
い

だ
に

矛
盾
は
存
在
し
な
い
。
で
は
、
そ
の
二
種
類
の
矛
盾
と
は
、
い
か
な
る
も

の

で
あ
る
か
つ
・

三
・

七
五
ー
七
六
　
原
因
が
す
べ
て
旦
ハ
わ
っ
て
欠
け
る
こ
と
の
な
い
物
が
（
し

ば

ら
く
の
あ
い
だ
）
存
在
し
て
い
て
、
他
の
も
の
が
現
れ
た
場
合
に
消

失
す
る
か
ら
、
　
（
両
者
が
）
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
道
理
が
あ
る
。
例

え
ば
、
冷
い
感
覚
と
熱
い
感
覚
と
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
　
〔
三
・
七
三
、

七
四
〕

　
（
P
°
　
6
8
，
　
l
．
　
5
）
〈
諸
の
原
因
が
完
全
に
具
わ
っ
て
い
て
欠
け
る
こ
と
の
無
い
物
〉

に

つ

い

て
い
う
の
で
あ
る
。
原
因
が
完
全
に
共
わ
っ
て
い
る
の
で
な
い
な
ら
ば
、

或

る
も
の
の
消
失
は
’
　
（
他
の
）
い
か
な
る
も
の
と
も
矛
盾
す
る
道
理
は
あ
り

得

な
い
。
そ
の
道
理
を
表
示
す
る
た
め
に
　
諸
の
原
因
が
完
全
に
具
わ
っ
て
い

て
欠
け
る
こ
と
の
無
い
物
一
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
6
・
，
　
l
．
　
7
）
反
対
者
い
わ
く
、
－
．
或
る
も
の
の
原
因
が
害
わ
れ
る
こ
と
な

く
完
全
に
残
っ
て
い
る
な
ら
ば
’
　
’
v
て
の
も
の
の
消
減
は
、
い
か
な
る
も
の
も
こ

れ

を
造
り
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
は
す
で
あ
る
．
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
’

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
〇

そ
の
も
の
が
他
の
も
の
と
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
が
有
り
得
よ
う
か
？

　
（
P
．
　
6
8
，
　
l
°
　
9
）
で
は
、
　
（
両
老
の
矛
盾
す
る
こ
と
は
）
次
の
よ
う
な
次
第
で
起

り
得
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
諸
原
因
が
完
全
に
具
わ
っ
て
い
て
害
わ
れ
る
こ
と

の

な
い
も
の
（
甲
）
で
も
、
乙
に
よ
っ
て
原
因
の
欠
陥
が
つ
く
り
出
さ
れ
た
な

ら
ば
、
甲
は
消
滅
す
る
の
で
あ
っ
て
、
乙
と
矛
盾
す
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ

る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
甲
が
乙
と
矛
盾
し
て
い
る
な
ら
ば
、
甲
は

乙
に

対
し
て
何
ら
か
の
影
響
を
及
ぼ
す
に
ち
が
い
な
い
。
（
P
．
6
8
，
　
J
．
　
1
0
）
そ
の

わ
け
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
　
　
（
或
る
も
の
が
）
冷
い
感
覚
を
生
ず
る

も
の
で
あ
っ
た
の
に
、
　
（
の
ち
に
）
他
の
冷
い
感
覚
を
生
ず
る
能
力
を
妨
げ
る

な
ら
ば
’
　
（
そ
の
も
の
は
）
の
ち
の
冷
い
感
覚
を
消
滅
す
る
も
の
で
あ
り
、
矛

盾
し
X
J
　
L
　
r
Q
O
　
（
p
．
　
6
g
．
，
　
l
．
　
1
！
）
そ
れ
故
に
矛
盾
し
て
い
る
も
の
は
、
原
因
の
う

ち
に
欠
陥
を
造
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
消
滅
さ
せ
ら
る
べ
き
も
の
を
生
ず
る

も
の
で
あ
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
矛
盾
は
、
　
〈
共
在
す
る
こ
と
の
不
可
能

と
い
う
矛
盾
〉
で
あ
る
。
（
［
v
°
　
6
。
，
　
t
．
　
1
2
）
そ
れ
故
に
、
矛
盾
し
て
い
る
二
つ
の

も
の
が
、
　
一
刹
那
に
お
い
て
で
も
共
在
す
る
こ
と
は
（
不
可
能
で
あ
る
か
ら
）
、

共
存
は

除
去
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
p
．
　
6
8
，
　
L
　
1
3
）
と
こ
ろ
で
、
遠
く
隔
っ
て

存
在

し
て
い
る
二
つ
の
も
の
の
あ
い
だ
に
は
矛
盾
関
係
は
存
在
し
得
な
い
か
ら
、

近
接

し
て
存
在
し
て
い
る
二
つ
の
も
の
の
あ
い
だ
に
の
み
、
消
滅
さ
れ
る
も
の

と
消
滅
さ
せ
る
も
の
と
の
関
係
が
成
立
す
る
。

　
（
p
°
6
R
，
，
　
i
．
　
1
3
）
そ
れ
故
に
、
甲
が
乙
を
消
滅
さ
せ
る
場
合
に
は
、
乙
を
最
，
、
・
、

極
限
に

お

い

て
三
刹
那
の
う
ち
に
消
滅
さ
せ
る
。
ま
ず
第
一
の
刹
那
に
お
い
て



は
、
甲
が
乙
に
接
触
し
て
、
　
（
乙
を
）
活
動
す
る
能
力
の
な
い
状
態
に
置
く
に

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　

適

し
た
も
の
と
な
る
。
第
二
の
刹
那
に
お
い
て
は
、
み
す
か
ら
と
矛
盾
し
た
も

の

を
活
動
す
る
能
力
の
な
い
も
の
に
し
て
し
ま
う
。
と
こ
ろ
で
第
三
の
刹
那
に

お

い
て

は
、
そ
の
無
能
力
な
る
も
の
が
消
滅
し
た
と
き
に
、
そ
の
も
の
の
占
め

て

い
た

場
所
に

1
2
入
す
る
。
（
す
な
わ
ち
乙
に
取
っ
て
代
る
、
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ワ
こ

　
（
p
．
　
6
8
，
　
l
．
　
1
6
）
も
し
も
こ
の
よ
う
な
道
理
が
正
し
い
な
ら
ば
、
進
行
す
る
も

の

で

あ
る
光
明
は
、
水
の
上
に
起
っ
た
波
が
お
し
よ
せ
る
道
理
に
よ
っ
て
、
順

次
に

他
の

場
所
に

侵

入

し
、
闇
黒
の
中
に
直
ち
に
光
明
の
刹
那
を
生
じ
た
と
き

に
、
光
明
の
近
く
に
あ
る
闇
黒
を
無
能
力
な
も
の
に
し
て
し
ま
う
。
光
明
の
近

く
に
あ
る
闇
黒
の
み
が
無
能
力
と
な
る
の
で
あ
る
。
　
（
以
上
が
第
一
刹
那
で
あ

る
、
）
次
い
で
、
無
能
力
と
な
っ
た
闇
黒
が
消
滅
し
た
と
き
に
（
第
二
刹
那
）
、

そ
の
場
所
を
占
め
る
光
明
が
生
ず
る
。
こ
う
い
う
よ
う
な
順
序
に
よ
っ
て
、
光

明
が
闇
黒
を
除
去
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
熱
の
触
感
か
冷
い
触
感
を

除

去

す
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
6
。
，
　
i
°
1
9
）
　
5
か
る
に
’
そ
の
闇
黒
の
あ
る
場
所
に
、
光
明
の
み
が
突
然

生

じ
る
と
き
に
は
、
闇
黒
の
場
所
を
占
め
る
光
明
を
生
ず
る
刹
那
が
生
起
す
る

そ
の
刹
那
か
ら
、
他
の
闇
黒
を
生
ず
る
能
力
の
無
い
（
最
後
の
）
闇
黒
が
生
起

し
て
い
る
。
次
い
で
起
る
、
無
力
な
る
状
態
を
生
す
る
こ
と
こ
そ
、
（
閤
黒
を
）

消
滅
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
（
二
〔
ぷ
で
昌
）
そ
れ
故
に
、
も
し
も
闇
黒
が
急

速
に

消
滅
し
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
光
明
を
生
ぜ
し
め
た
刊
郵
か
ら
第
三
の
刹

那
に
お
い
て
、
矛
后
す
る
も
の
で
あ
る
（
闇
黒
は
）
消
滅
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
イ
ン
ド
諭
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

　
（
p
．
　
6
9
，
　
l
，
　
1
）
　
（
相
い
つ
ず
く
刹
那
は
）
生
ず
る
も
の
と
生
ぜ
ら
れ
る
も
の
と

の

関
係
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
二
つ
の
連
続
の
あ
い
だ
に
は
矛
盾

関
係
が
存
在
す
る
が
、
二
つ
の
刹
那
の
あ
い
だ
に
は
矛
盾
関
係
は
存
在
し
な
い
。

そ
れ
ら
の
刹
那
の
迎
続
（
S
2
U
l
l
t
E
7
U
l
a
）
は
実
体
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
連
続
を

構
成

し
て
い
る
も
の
（
S
a
l
l
l
t
i
l
l
l
i
l
l
す
な
わ
ち
刹
那
）
は
実
体
た
る
も
の
で
あ

る
。　

ラ
C
ρ
S
°
2
）
そ
れ
故
に
究
極
の
真
理
（
p
a
　
l
‘
a
　
n
l
　
［
u
，
t
h
a
）
は
、
次
の
こ
と
で
あ

t

Q
O
　
＿
二
つ
の
刹
那
の
あ
い
だ
に
矛
盾
関
係
が
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で

は

な
く
て
、
多
く
の
刹
那
（
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
連
続
の
あ
い
だ
に
）

矛

盾
関
係
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
’
燃
焼
を
な
す
諸
の
刹
那
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

存
在
す
る
あ
い
だ
は
、
冷
い
刹
那
は
活
動
し
て
は
い
る
け
れ
ど
も
、
　
（
外
に
現

わ

れ

る
こ
と
な
く
）
、
休
止
の
特
徴
を
示
し
て
い
る
。

　
（
p
．
　
6
9
，
　
t
．
　
4
）
二
つ
の
連
続
に
は
、
消
滅
さ
れ
る
も
の
と
消
滅
さ
せ
る
も
の
と

の

関
係
を
特
徴
と
し
た
矛
盾
関
係
が
確
立
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
1
切
の
原
子

に

と
っ
て
は
、
　
1
つ
の
場
所
を
占
有
し
て
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な

い

け
れ
ど
も
、
諸
の
原
子
に
は
矛
盾
関
係
は
存
在
し
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
諸

の

原
子
に
と
っ
て
は
、
　
1
つ
の
（
原
子
の
）
連
続
が
他
の
原
子
の
連
続
を
消
滅

さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
’
互
い
に
有
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
6
9
，
　
l
°
5
）
　
（
光
明
が
闇
黒
の
連
続
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
で
は
’
何
故
闇
黒
を
完
全
に
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で

あ
る
か
P
）
　
（
光
明
は
）
進
行
す
る
本
質
を
も
ち
、
も
の
を
動
か
す
性
質
が
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
一



　
　
　
　
法
華
文
化
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究
（
ヒ
号
）

り
、
い
か
な
る
方
向
に
進
ん
で
そ
の
場
所
を
占
行
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
方
向

に

存

す
る
、
矛
盾
し
た
諸
の
（
利
那
の
）
連
続
を
消
滅
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、

部
屋
の
一
隅
に
存
す
る
燈
火
の
光
輝
は
、
闇
黒
に
接
続
し
て
存
在
し
て
い
る
の

で

あ
っ
て
も
、
闇
黒
を
全
く
消
滅
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
o
何
と
な
れ
ば
、

闇
黒
に

占
有
さ
れ
て
い
る
方
向
に
お
い
て
は
、
光
明
の
次
の
刹
那
を
生
ぜ
し
め

る
能
力
が
無
い
か
ら
。
（
二
3
頃
、
°
8
）
矛
肩
は
（
利
邪
と
刹
那
と
の
あ
い
だ
に
存

在

す
る
の
で
は
な
く
て
）
、
原
閃
（
．
最
後
の
刹
那
）
の
有
す
る
無
能
力
と
い
う

原
因
に
よ
っ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
　
（
矛
盾
は
）
連
続
の
う
ち
に

位
置
し
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
の
道
理
を
説
き
示
し
て
　
（
ス
－
ト
ラ
作

者
が
）
「
存
在
し
て
い
る
［
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。
「
存
在
し
て
い
る
」
す
な
わ

ち
、
連
続
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
冷
い
感
触
の
連
続
は
、
他
の
熱
い
感
触
の
連

続
が
存
在
す
る
と
き
に
は
、
　
（
消
滅
し
て
）
無
に
帰
す
る
’
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
っ
し

　
（
p
．
　
6
9
，
　
l
．
　
1
1
）
或
る
哲
学
者
た
ち
は
、
　
一
矛
盾
関
係
は
実
体
に
即
し
て
存
在

す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
主
張
す
る
。
か
れ
ら
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
に
答

え
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
　
結
果
が
完
成
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、
い

か

な
る
〈
生
ず
る
も
の
と
生
ぜ
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
〉
　
（
1
1
因
果
関
係
）
な

る
も
の
も
経
験
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
結
果
が
仔
在
し
て
は
た
ら
い

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
前
に
存
在
し
た
原
囚
に
も
と
つ
い
て
い
る
。

そ
れ
故
に
、
　
（
因
果
関
係
は
）
実
体
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
に
ち
が
い
な
い
。

（
p
．
　
6
9
，
　
l
．
　
1
3
）
そ
れ
と
同
様
に
、
実
体
が
消
滅
し
た
と
き
に
は
、
　
（
そ
れ
を
消

滅

さ
せ
る
）
い
か
な
る
矛
盾
関
係
も
経
験
さ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
冷
い
感
触

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
1
［
二

が

次
の
刹
那
の
う
ち
に
（
同
様
の
冷
い
感
触
を
）
生
ず
る
こ
と
が
で
き
な
い
場

合

燃
焼
が

原
因
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
火
に
焼
か
れ
る
か
ら
、
冷
い
感

じ
も
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
）
そ
れ
故
に
、
矛
盾
関
係
も
ま
た
（
因
果
関
係
と

同
様
に
）
実
体
に
即
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
1
）

（
2
）

（
3
）

言
二
〆
．
〔
≡
掌
本
に
ょ
り
｛
L
S
；
｛
T
l
l
：
）
1
’
t
h
i
s
v
：
i
i
二
竺
〔
＝
l
：
m
a
y
o
．
g
F
、
O
と
よ
む
、
、

ta
tl
’
l
l
　
i
t
Y
2
．
U
T
I
I
　
g
．
t
h
i
t
c
　
s
a
t
i
°
　
（
M
u
l
l
u
！
・
i
l
　
d
i
ε

E
　
i
L
n
t
a
b
h
a
d
r
a
な
ど
。
（
一
）
u
r
x
．
e
k
a
ン
＝
写
ε

（
p
．
　
6
9
，
　
i
．
　
I
r
J
）
実
例
を
挙
げ
て
説
い
て
い
う
、
1

三
・

七
六
　
冷
い
感
触
と
熱
い
感
触
と
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
ラ
¶
ρ
、
°
　
1
7
）
実
に
、
冷
い
感
触
と
熱
い
感
触
と
に
は
、
前
の
場
合
と
同
様

に
、
矛
盾
関
係
が
適
用
さ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
6
9
．
’
i
°
！
9
）
第
二
の
矛
盾
関
係
を
も
ま
た
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
わ
v
、

三
・

七
七
　
あ
る
い
は
ま
た
互
い
に
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
本
質
が
確

定
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
。
例
え
ば
、
有
と
無
と
の
関
係
の
ご
と
く
で

あ
る
。
〔
三
・
七
五
〕

（
p
．
　
6
9
’
　
l
．
　
2
2
）
こ
の
世
に
お
い
て
、
或
る
こ
と
が
ら
（
甲
）
が
明
確
に
認
識



さ
れ
る
と
き
に
’
或
る
も
の
（
乙
）
が
除
外
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
明
確
に
認

識

さ
れ
る
も
の
（
甲
）
は
、
対
比
さ
れ
る
も
の
を
除
外
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

本
質
が
確
定
し
た
も
の
と
な
る
、
と
見
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
青
い
も

の

が

明
確
に
認
識
さ
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
本
質
の
欠
落
し
て
い
る
こ
と
（
青

で

な
い
こ
と
）
は
、
当
然
除
外
さ
れ
る
。
何
と
な
れ
ば
’
も
し
も
そ
れ
（
青
で

な
い
も
の
）
が
除
外
さ
れ
な
い
と
き
に
は
、
青
色
を
明
確
に
認
識
し
な
い
こ
と

に

な
る
、
と
い
う
誤
謬
が
付
随
し
て
起
る
か
ら
で
あ
る
。
（
p
．
　
7
0
，
　
l
．
　
2
）
そ
れ
故

に
、
一
つ
の
実
体
が
存
在
す
る
こ
と
と
存
在
し
な
い
こ
と
と
は
、
相
互
に
他
を

除
去

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
両
者
は
相
互
連
関
の

関
係
に
あ
る
。
）

　
O
．
　
7
ρ
l
．
　
3
）
と
こ
ろ
で
、
青
い
も
の
と
異
な
っ
て
い
る
も
の
は
’
青
の
無
の

う
ち
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
る
。
黄
色
い
も
の
な
ど
が
知
覚
さ
れ
て

い

る
と
き
に
は
、
青
い
も
の
と
し
て
経
験
さ
れ
る
も
の
を
知
覚
し
な
い
か
ら
、

（黄
色

い

も
の
で
あ
る
こ
と
は
青
い
も
の
の
）
否
定
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
確

認
す
る
か
ら
で
あ
る
。
（
マ
ペ
ρ
、
二
）
そ
う
し
て
’
青
い
こ
と
は
自
己
の
否
定
を

除
外
す
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
黄
色
な
ど
も
ま
た
（
自
己
自
身
の
）
否
定
を

除
外
し
て
い
る
。

　
（
p
．
　
7
ρ
l
．
　
5
）
そ
う
い
う
わ
け
で
’
肯
定
と
否
定
と
の
あ
い
だ
に
は
（
ー
青
と

黄

と
の
あ
い
だ
に
は
）
直
接
明
白
な
矛
盾
関
係
が
あ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
（
同

じ
類
に
属
す
る
）
二
つ
の
実
体
（
ぐ
〔
ピ
箕
こ
の
あ
い
だ
に
は
、
互
い
に
他
の
も
の

の

否
定
を
含
ん
で
い
る
か
ら
t
　
（
g
r
接
的
な
）
矛
盾
関
係
が
存
在
す
る
。

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

　
（
p
．
　
7
ρ
l
．
　
6
）
で
は
、
何
も
の
が
他
の
も
の
の
う
ち
に
無
い
と
決
定
さ
れ
る
の

か

？
（
　
何
も
の
が
他
の
も
の
の
否
定
で
あ
る
と
決
定
さ
れ
る
の
か
っ
・
）
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

も
の
は
、
形
相
の
一
定
し
て
い
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
〈
刹
那
性
で
あ
る
こ
と
〉

な
ど
の
よ
う
に
、
形
相
の
一
定
し
て
い
な
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
の
わ
け
は
’

〈
刹
那
t
i
〉
　
（
1
刹
那
ご
と
の
存
在
で
あ
る
こ
と
）
と
い
う
こ
と
は
、
青
い
も

の

な
ど
一
切
の
も
の
に
通
ず
る
自
体
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
（
刹
那

性

と
い
う
こ
と
は
）
、
形
相
の
一
定
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故
に
刹

那
性

と
い
う
こ
と
を
除
外
す
る
な
ら
ば
、
経
験
さ
れ
得
る
も
の
は
何
も
の
も
存

在

し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
（
p
．
　
7
ρ
l
°
　
9
）
も
し
も
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
　
（
す
な
わ
ち
存
在
す
る
も
の
が

形

相
を
も
た
ぬ
の
で
あ
る
な
ら
ば
）
、
　
そ
れ
の
否
定
も
ま
た
一
定
の
形
相
を
も

た
ぬ
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
ど
う
し
て
、
　
一
定
の
形
相
を
も
た
ぬ
の
で

あ
る
か
？
　
無
（
否
定
）
と
い
う
こ
と
は
、
事
物
の
す
が
た
を
排
除
し
て
い
る

と
い
う
（
一
定
の
）
形
相
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

（そ
れ
は
一
定
の
形
相
の
無
い
も
の
で
は
な
い
。
）

　
（
P
°
7
0
，
　
l
．
　
1
．
0
）
　
（
こ
の
場
合
に
は
〈
無
〉
が
考
え
ら
れ
た
具
体
的
な
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

る
か
ら
、
）
　
そ
れ
故
に
経
験
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
あ
る
い
は
単
に
考

え
ら
れ
た
だ
け
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
、
　
（
或
る
も
の
が
）
他
の
或
る
場
所
に

存
在

し
な
い
と
確
認
さ
れ
る
と
き
に
は
、
一
定
の
か
た
ち
と
し
て
認
識
さ
れ
る

の

で

あ
っ
て
、
か
た
ち
の
不
定
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
こ

う
い
う
わ
け
で
、
（
事
物
の
）
常
住
性
や
食
肉
鬼
（
三
書
己
ρ
）
の
存
在
な
ど
（
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
三
二



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
ヘ
ヒ
号
）

k
定
さ
れ
る
と
き
に
も
）
、
　
そ
れ
ら
が
一
定
の
か
た
ち
を
も
っ
て
い
る
も
の
と

し
て
考
え
ら
れ
’
あ
る
い
は
経
験
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
7
0
．
　
l
．
　
l
l
）
そ
う
し
て
、
こ
の
（
矛
盾
は
）
同
一
性
と
矛
盾
す
る
，
も
の
で

あ
る
。
そ
の
わ
け
は
、
二
つ
の
も
の
が
互
い
に
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
存
在

し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
二
つ
の
も
の
に
同
l
性
は
有
り
得
な
い
。
そ
れ
故
に
、

こ
の
矛
盾
関
係
は
’
　
〈
本
質
的
な
（
定
義
上
の
三
豆
日
二
8
）
矛
盾
〉
と
呼
ば

れ

る
。
そ
の
日
的
は
、
諸
の
事
物
の
定
義
、
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
け
だ
し
こ
の
矛
盾
関
係
に
よ
っ
て
、
事
物
の
本
体
は
（
互
い

に

他
か
ら
）
区
別
さ
れ
た
も
の
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
7
ρ
l
．
　
1
4
）
　
（
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
あ
い
だ
に
区
別
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、

わ

れ

わ

れ

の

否
定
論
の

狭
礎
で
あ
る
。
）
　
そ
れ
故
に
、
か
た
ち
が
経
験
さ
れ
る

場
合
に
’
否
定
が
な
さ
れ
る
（
n
i
s
．
　
i
c
l
h
v
a
t
e
）
の
は
、
あ
ら
か
じ
め
経
験
さ
れ

る
（
種
々
の
も
の
の
有
る
こ
と
を
）
承
認
し
た
上
で
、
否
定
を
な
す
の
で
あ
る
。

（
P
．
　
7
9
l
．
　
1
5
）
そ
の
わ
け
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
”
－
－
黄
色
い
も
の
に
関
し

て
、
　
（
そ
れ
が
‥
¢
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
ば
か
り
で
な
ノ
＼
）
　
そ
れ
が
無
い

こ
と
を
も
否
定
し
よ
う
と
欲
し
、
ま
た
黄
色
い
も
の
が
食
肉
鬼
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
否
定
す
る
と
き
に
も
、
そ
れ
ら
が
、
　
（
か
た
ち
を
そ
な
え
た
）
経
験
さ

れ

る
本
質
の
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
否
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ

れ

ら
が
経
験
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
先
ず
．
承
認
し
て
お
い
て
、

次
い
で
経
験
さ
れ
得
る
も
の
を
知
覚
し
な
い
が
故
に
こ
そ
、
否
定
が
な
さ
れ
る

の

で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
四

　
（
P
°
　
7
0
．
、
°
一
ご
（
黄
色
の
も
の
が
、
青
い
も
の
で
は
な
い
と
し
て
、
否
定
さ

れ

る
と
き
に
は
、
黄
色
な
ら
ざ
る
も
の
も
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
）
　
こ
う
い

う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
l
つ
の
色
が
明
確
に
知
ら
れ
る
と
き
に
は
、
そ
の
も
の

の

否
定

は
、
経
険
さ
れ
る
（
は
っ
き
り
し
た
か
た
ち
を
も
っ
た
）
も
の
と
し
て

排
除

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
の
否
定
態
を
有
す
る
一
定
の
か
た

ち
を
も
っ
て
い
る
色
も
ま
た
、
す
べ
て
、
経
験
さ
れ
る
も
の
と
し
て
排
除
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
n
己
の
否
定
と
同
様
に
、
．
否
定
に
も
と
つ
く
（
そ

の

他
の
）
も
の
も
ま
た
、
す
べ
て
排
除
さ
れ
る
（
ぐ
v
E
L
x
・
a
c
c
h
i
l
l
l
l
a
）
の
で
あ
る
。

相
互
の
排
除
に
も
と
つ
い
て
成
立
し
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
は
、
以
上
の
道
理

に

よ
っ
て
、
同
一
性
を
．
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
p
．
　
7
o
’
　
t
’
　
2
o
）
そ
う
し
て
こ
の
矛
盾
関
係
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
二
つ
の
も
の
が

（接
近

し
て
）
共
在
す
る
こ
と
は
、
や
は
り
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、

二
種
類
の

矛

盾
は
、
は
た
ら
き
を
異
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
種
類
の
矛
盾

に

よ
っ
て
は
、
冷
い
感
触
と
熱
い
感
触
と
の
同
一
性
は
無
効
と
さ
れ
る
。
他
の

（
も
う
1
つ
の
）
矛
后
関
係
に
よ
っ
て
は
、
両
者
の
共
在
が
無
効
と
さ
れ
る
。

（
p
．
　
7
0
，
　
l
．
　
2
1
）
ま
た
（
こ
の
両
種
の
矛
盾
は
）
領
域
（
対
象
）
を
異
に
し
て
い

る
。
相
互
の
除
去
と
い
う
矛
盾
関
係
は
（
論
理
的
な
も
の
で
あ
っ
て
）
、
　
実
体

お

よ
び
非
実
体
の
す
べ
て
に
あ
て
は
ま
る
。
と
こ
ろ
が
〈
共
在
で
き
な
い
〉
と

い

う
矛
盾
関
係
は
、
若
干
の
実
体
に
関
し
て
の
み
、
あ
て
は
ま
る
。
そ
れ
故
に

（
両
種
の
矛
盾
関
係
は
）
は
た
ら
き
を
異
に
し
、
ま
た
領
域
（
対
象
）
を
異
に

し
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
両
種
の
矛
盾
関
係
が
互
い
に
他
の
矛
盾
関
係
の



う
ち
に
内
含
さ
れ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
’
と
い
う
趣
意
で
あ
る
。

（
1
）
　
原
工
の
・
三
三
に
・
一
「
二
】
こ
の
誤
植
！
、
ち
ろ
ー
．

（
“
i
）
　
t
：
l
t
；
L
　
i
t
i
　
y
a
t
a
l
．
i
　
］
｛
a
l
p
i
t
e
　
’
1
）
h
a
t
v
a
s
t
a
t
二
b

　
g
．
k
y
°
p
．
　
1
9
5
）

k
［
二
，
U
1
．
1
i
l
t
°
（
三
゜
i
l
l
a
v
i
i
d
i
〒
S
．
　
t
c
h
e
r
b
a
t
－

〔第

二
二
節
　
不
定
な
る
理
由
概
念
（
つ
ず
き
）
〕

三
・

七
八
　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
二
種
類
の
矛
盾
関
係
の
い
ず
れ
に
し
て
も
、

〈
話
者
で
あ
る
こ
と
〉
と
〈
全
知
者
で
あ
る
こ
と
〉
と
に
つ
い
て
は
成

立
し
得
な
い
。
〔
三
・
七
六
〕

　
（
p
°
7
1
，
　
l
．
　
2
）
さ
て
こ
の
二
種
類
の
矛
盾
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
（
承
認
す
る

と
し
て
も
）
、
〈
話
老
で
あ
る
こ
と
〉
と
く
全
知
者
で
あ
る
こ
と
V
と
、
両
者
に

つ

い

て
は
、
　
（
二
種
類
の
矛
盾
関
係
は
）
い
ず
れ
も
成
立
し
な
い
。
そ
の
わ
け

は
、
諸
原
因
が
完
全
に
具
わ
っ
て
い
る
と
き
に
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
〈
全
知

者
で
あ
る
こ
と
＞
！
e
、
　
〈
（
人
間
的
な
）
話
者
で
あ
る
こ
と
〉
が
現
れ
る
と
、
消

失

し
て
無
く
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
道
埋
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
実
に
〈
全
知

者
で
あ
る
こ
と
〉
は
（
人
間
に
は
）
経
験
さ
れ
得
な
い
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ

で
経
験

さ
れ
な
い
（
超
越
的
な
も
の
）
の
存
在
し
な
い
こ
と
を
、
決
定
的
に
知

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
（
ス
ー
ト
ラ
ニ
・
四
八
に
述
べ
た
こ
と
に
し
た
が
っ
て
、

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
付
）

そ
の
こ
と
が
．
口
わ
れ
る
。
）
　
そ
れ
故
に
、
こ
の
（
超
経
験
的
な
も
の
と
の
）
矛

盾
関
係
の
成
立
し
得
る
道
理
は
存
在
し
な
い
．
、

　
（
p
．
　
7
1
’
、
°
ご
さ
ら
に
♪
二
た
（
両
老
は
論
理
的
に
矛
盾
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ

と
も
で
き
な
い
。
）
　
〈
（
人
間
的
な
）
話
考
で
あ
る
こ
と
〉
を
排
除
し
（
否
定
す

る
）
こ
と
に
よ
（
、
て
〈
全
知
者
で
あ
る
こ
と
〉
が
確
立
す
る
の
で
は
な
い
。
木

材
な
ど
も
ま
た
〈
話
者
で
あ
る
こ
と
〉
を
排
除
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
（
も

し
も
〈
話
老
で
あ
る
こ
と
〉
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
〈
全
知
老
で
あ
る

こ
と
〉
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
）
　
木
材
な
ど
も
全
知
者
で
あ
る
こ
と

に

な
る
と
い
う
誤
謬
が
付
随
し
て
起
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
　
（
p
．
　
7
1
，
　
l
．
　
5
）
ま
た

〈
全
知
者
で

あ
る
こ
と
〉
を
排
除
し
（
否
定
す
る
）
こ
と
に
よ
っ
て
〈
話
老
で

あ
る
こ
と
〉
が
成
立
す
る
の
で
も
な
い
。
何
と
な
れ
ば
（
も
し
も
そ
う
だ
と
す

る
と
、
）
　
木
材
な
ど
も
ま
た
こ
と
ば
を
話
す
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
ら
。
ま
さ
に
そ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
　
（
そ
こ
に
は
）
い
か

な
る
矛
盾
関
係
も
存
在
し
な
い
か
ら
、
　
〈
話
老
で
あ
る
と
い
う
こ
と
〉
を
肯
定

的
に
陳
述
し
た
場
合
に
、
　
〈
全
知
老
で
あ
る
こ
と
〉
を
否
定
し
た
こ
と
に
は
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
p
°
7
！
，
　
l
．
　
8
）
　
（
反
対
老
い
わ
く
、
－
）
そ
う
い
う
こ
と
は
言
え
る
か
も
し

れ

な
い
。
　
し
か
し
　
（
〈
話
者
で
あ
る
こ
と
〉
と
〈
全
知
者
で
あ
る
こ
と
〉
と
の

あ
い
だ
に
）
も
し
も
矛
盾
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
両
者
の
あ
い
だ

に

共
在
の

関
係
が
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
ち
ょ
う
ど
瓶
と
布
と
の
あ
い

だ
に

お

け
る
が
ご
と
く
　
　
と
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
共
在
の
事
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
五
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を
わ
れ
わ
れ
は
見
出
さ
な
い
か
ら
、
両
者
の
あ
い
だ
に
は
矛
盾
の
関
係
が
成
立

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
矛
盾
の
関
係
が
あ
る
か
ら
、
一
方
が
存
在
す

る
と
き
に
は
、
他
方
が
存
在
し
な
い
の
だ
、
と
想
定
さ
れ
る
。

　

（答
え
）
こ
の
よ
う
な
想
定
に
対
し
て
答
え
て
い
わ
く
、

三
・

v
九
　
r
矛
盾
し
な
い
」
と
い
う
陳
述
（
v
i
d
h
i
）
に
も
と
つ
い
て
、
或

る
も
の
を
知
覚
し
な
い
場
合
で
も
、
そ
の
も
の
が
存
在
し
な
い
の
で
あ

る
と
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
〔
三
・
七
七
〕

　
（
p
．
　
7
1
，
L
　
1
1
）
　
〈
全
知
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
〉
を
知
覚
し
得
な
い
場
合
に

も
、
　
（
〈
全
知
者
で
あ
る
こ
と
〉
と
）
矛
盾
し
た
こ
と
（
〈
話
者
で
あ
る
こ
と
〉

を
）
肯
定
的
に
陳
述
す
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
う
し
’
て
、
　
（
両
老
が
）
共

L）

　
（
1
諸
に
）
存
在
す
る
こ
と
を
知
覚
し
な
く
て
も
、
そ
れ
が
直
ち
に
、
両
老

が
矛
盾
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
　
（
両
老
が
）

共

在
す
る
こ
と
を
知
覚
し
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
か
ら
、
そ
こ
に
矛
盾
関
係
が

あ
る
と
結
論
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
そ
の
両
老
が
知
覚

さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
〈
消
滅
さ
せ
ら
れ
る
も
の
〉
と
〈
消
滅
さ
せ
る
も
の
〉

と
の
関
係
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
て
や
［
べ
゜
1
2
）
そ
れ
故

L
）
、
　
（
〈
全
知
老
で
あ
る
こ
と
〉
と
〈
話
者
で
あ
る
こ
と
〉
と
の
共
在
す
る
こ
と

が
）
知
覚
さ
れ
な
く
て
も
、
　
〈
話
者
て
あ
る
こ
と
〉
を
積
、
極
的
に
肯
定
す
る
こ

と
か
ら
、
そ
れ
と
矛
盾
し
た
（
全
知
老
で
あ
る
こ
と
〉
を
）
積
極
的
に
肯
定
し

た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
］
方
を
肯
定
し
た
か
ら
と
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
六

他
方
の

無

（
　
否

定
）
が
成
立
す
る
と
い
う
道
理
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
P
°
7
1
，
　
l
，
　
1
5
）
同
様
に
、
　
「
或
る
人
が
話
者
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、

r
そ
の
人
が
欲
情
な
ど
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
推
知
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
i
人
が
こ
と
ば
な
ど
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
、
欲

情

な
ど
を
も
っ
て
い
る
こ
と
の
結
果
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
と
ば
な
ど
を
話
す
事

実
か

ら
’
そ
の
人
が
欲
情
な
ど
を
も
っ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
欲
情
な
ど
が
消
滅
し
た
な
ら
ば
、
こ
と
ば
な
ど
も
消
滅
す
る
と
い
う
こ
と

に

な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
（
人
間
の
こ
と
ば
は
）
欲
情
な
ど
の
結
果
で
は
な

い

の

で

あ
る
。
何
故
で
あ
る
か
？

三
・

八o
　
何
と
な
れ
ば
、
欲
情
な
ど
と
こ
と
ば
な
ど
と
の
あ
い
だ
に
は
、

囚
果
関
係
は
成
立
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
〔
三
・
七
八
〕

　
（
p
．
　
7
！
．
　
I
．
　
1
。
）
〈
欲
情
な
ど
〉
と
〈
こ
と
ば
な
ど
〉
と
に
は
因
果
関
係
は
成
立

し
な
い
か
ら
、
原
因
（
で
あ
る
欲
情
な
ど
）
か
ら
結
果
（
で
あ
る
〈
こ
と
ば
〉

な
ど
）
が
起
る
の
で
は
な
い
。
故
に
こ
の
こ
と
（
こ
と
ば
を
発
す
る
こ
と
な
ど
）

か

ら
（
欲
情
の
あ
る
こ
と
）
を
推
知
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
（
p
．
　
7
1
，
　
l
．
　
2
0
）
反
対
者
い
わ
く
、
　
　
こ
と
ば
は
欲
情
な
ど
の
結
果
で
は
な

い

で

あ
ろ
う
。
　
し
か
し
（
〈
こ
と
ば
〉
は
欲
情
な
ど
と
）
共
在
す
る
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
、
共
在
す
る
も
の
で
あ
る
欲
情
な
ど
が
消
滅
し
た
と
き
に
は
、

こ
と
ば
も
消
滅
す
る
、
と
想
定
さ
れ
る
。

　

答
え
て
い
わ
く
、
－



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

三
・

竺
　
原
因
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
別
の
も
の
が
消
滅
し
た
と
き
に
、

〈
こ
と
ば
〉
な
ど
が
消
滅
す
る
の
で
は
な
い
。
〔
三
・
七
九
〕

　
（
p
．
　
7
2
，
　
l
°
　
2
）
原
因
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
別
の
も
の
（
甲
）
が
消
滅
し
た
と

き
に
、
　
（
甲
と
乙
と
が
）
共
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
た
ま
た
ま
見
た
だ
け
で
、

別
の

も
の
（
乙
）
で
あ
る
〈
こ
と
ば
〉
な
ど
が
消
滅
し
た
と
（
．
口
う
こ
と
は
で
き

な
い
。
そ
れ
故
に
〈
話
者
で
あ
る
こ
と
〉
は
、
欲
情
な
ど
を
離
れ
て
、
別
の
も

の

と
し
て
も
存
在
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

（
　
r
－
　
）
　
v
　
t
－
L
　
k
　
a
　
r
a
　
v
　
a
t
　
y
　
a
－
I
J
　
v
i
L
l
c
a
r
a
i
］
a
s
y
a
と
よ
む
、

三
・
八
二
　
そ
れ
故
に
、
〈
こ
と
ば
〉
な
ど
は
不
定
の
証
因
（
①
o
巴
富
巳
完
①
）

で
あ
っ
て
、
（
異
種
類
の
も
の
の
う
ち
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
）
　
否

定
的
関
係
は
疑
わ
れ
て
い
る
。
〔
1
1
1
　
・
八
〇
〕

　
（
p
．
　
7
2
，
　
l
’
　
5
）
そ
れ
故
に
、
〈
こ
と
ば
〉
な
ど
が
、
異
種
類
の
も
の
　
　
非
全
知

性
の

反
対
で

あ
る
〈
全
知
性
〉
や
、
欲
情
な
ど
を
有
す
る
こ
と
の
反
対
で
あ
る

〈
欲
情

を
離
れ
て
い
る
こ
と
〉
　
　
か
ら
否
定
的
に
除
外
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

疑

わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
人
間
の
こ
と
ば
を
話
す
こ
と
な
ど
は
、
不
定
の

証
因
で
あ
る
。イ

ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

　

〔第
一
四
節
　
反
対
の
理
由
概
念
〕

　
（
p
．
　
7
2
，
　
l
．
　
7
）
こ
の
よ
う
に
（
理
由
概
念
の
有
す
る
三
つ
の
特
徴
の
う
ち
）
一

つ

一
つ

の

特

徴
（
第
一
お
よ
び
第
三
の
特
徴
）
の
成
立
が
疑
わ
れ
て
い
る
場
合

に
、
理
由
の
誤
謬
の
起
る
こ
と
を
説
明
し
た
あ
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
づ
つ
の

特
徴
の

成
立

し
な
い
こ
と
が
疑
わ
れ
て
い
る
場
合
に
起
る
理
由
の
誤
謬
を
説
こ

う
と
し
て
い
わ
く
、

三
・

八
三
　
（
理
由
概
念
の
）
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
づ
つ
の
特
徴
の
反
対
が
真
で

あ
る
と
し
て
成
立
す
る
場
合
に
は
、
矛
盾
し
た
理
由
概
念
と
な
る
。
〔
三

・

竺
〕

　
（
マ
葺
s
二
〇
）
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
づ
つ
の
特
徴
の
反
対
が
真
で
あ
る
と
し
て
成

立

す
る
場
合
に
は
、
矛
盾
し
た
理
由
概
念
と
な
る
。
理
由
概
念
に
は
’
三
つ
の

特
徴
が

あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
れ
ら
の
区
別
を
知
ら
せ
よ
う
と
し
て
説
い
て
い
わ

く
　
　
　
－

三
・

八
四
ー
八
六
　
そ
の
1
1
つ
と
い
う
の
は
、
何
で
あ
る
か
（
’
L
’
そ
れ
は
、
同

種
類
の

も
の
の
う
ち
に
存
在
す
る
こ
と
と
、
異
種
類
の
も
の
の
う
ち
に

存
在

し
な
い
こ
と
と
で
あ
る
。
例
え
ば
、

　
　
　
F
こ
と
ば
は
常
住
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
が
論
証
さ
る
べ
き
と
き
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
七
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r
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
」

お
よ
び

　
　

「
意
志
的
努

力
の
直
後
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
」

と
い
う
の
は
、
　
〈
矛
盾
し
て
い
る
〉
誤
ま
っ
た
理
由
概
念
で
あ
る
。

・

八一

丁
八
巴

n

　
（
p
．
　
7
2
，
　
l
“
1
4
）
二
つ
の
特
徴
を
特
に
明
示
し
て
説
明
す
る
。

　
（
p
．
　
7
2
，
　
l
．
　
1
7
）
　
〈
同
種
類
の
も
の
の
う
ち
に
7
5
在
す
る
こ
と
V
と
〈
異
種
類

の

も
の
の
う
ち
に
存
在
し
な
い
こ
と
〉
と
の
反
対
が
真
な
る
も
の
と
し
て
成
立

す
る
場
合
に
は
、
（
矛
盾
し
た
理
由
概
念
と
な
る
。
）
　
［
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の

で

あ
る
か
ら
」
と
い
う
の
は
、
分
析
的
判
断
で
あ
る
理
由
文
で
あ
る
。
　
「
意
志

的

努
力
の
直
後
に
現
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
の
は
、
結
果
か
ら
原
因

へ
さ
か
の
ぼ
る
理
由
文
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
7
2
，
　
l
°
　
1
8
）
　
l
意
志
的
努
力
の
直
後
に
現
れ
る
一
と
い
う
語
は
、
二
つ
の

意
味
を
も
っ
て
い
る
。
（
1
）
意
志
的
努
力
の
直
後
に
生
ず
る
こ
と
と
、
（
2
）
意

志
的

努
力
の
直
後
に
認
識
す
る
こ
と
’
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
（
1
）
「
生
ず

る
」
と
い
う
こ
と
は
、
　
生
じ
つ
つ
あ
る
も
の
の
自
体
の
こ
と
で
あ
る
。
　
（
2
）

r認
識
す
る
」
と
い
う
の
は
、
認
識
さ
れ
る
対
象
の
つ
く
り
出
す
結
果
で
あ
る
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
場
合
に
は
、
意
志
的
努
力
を
し
た
直
後
に
起
る
認
識

が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
〔
（
2
）
の
場
合
で
あ
る
。
〕
そ
れ
故
に
、
こ
の
場
合
に
は
’

結
果
か
ら
原
因
へ
た
ど
る
理
由
文
で
あ
る
。
「
（
こ
と
ば
が
）
常
住
で
あ
る
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
　
1
，
1
．
へ

い

う
こ
と
が
論
証
さ
る
べ
き
場
合
に
、
こ
の
二
つ
の
理
由
は
、
矛
盾
し
て
い
て
、

誤
っ
た
理
由
な
の
で
あ
る
。

　
（
P
°
　
7
2
，
　
l
°
　
2
2
）
で
は
両
者
は
何
故
〈
矛
盾
し
て
い
る
〉
の
で
あ
る
か
P

三
・

八
七
　
こ
の
二
つ
の
理
由
概
念
は
、
同
種
類
の
も
の
の
う
ち
に
存
在
せ

ず
、
そ
う
し
て
異
種
類
の
も
の
も
の
の
う
ち
に
存
在
す
る
か
ら
、
　
（
主

張
と
は
）
反
対
の
こ
と
が
ら
を
証
明
す
る
の
で
あ
る
。
〔
三
・
八
五
〕

　
（
p
．
　
7
3
°
L
　
2
）
　
〈
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
〉
お
よ
び
〈
意
志
的
努

力
の
直
後
に
現
れ
る
こ
と
〉
は
、
主
張
さ
れ
る
同
種
類
の
も
の
で
あ
る
〈
常
住

な
る
も
の
〉
の
う
ち
に
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
確
か
に
知
ら
れ
て
い

る
。
さ
ら
に
、
異
種
類
の
も
の
で
あ
る
〈
無
常
な
る
も
の
〉
の
う
ち
に
存
在
す

る
こ
と
が
確
か
に
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
　
（
主
張
と
は
）
反
対
の
こ
と

が

ら
を
証
明
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
7
3
，
　
l
．
　
4
）
で
は
、
「
証
明
し
よ
う
と
す
る
こ
と
と
’
］
反
対
の
こ
と
が
成
立

し
た
と
き
に
、
こ
の
二
つ
が
矛
盾
し
た
理
由
概
念
と
な
る
の
は
、
何
故
で
あ
る

か

？
　
答
え
て
い
わ
く
、

三
・

八
八
　
そ
う
し
て
、
こ
の
二
つ
は
、
論
証
さ
る
べ
き
（
主
張
命
題
）

と
反
対
の
こ
と
が
ら
を
論
証
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
矛
盾
し
た
理
由

概
念

で
あ
る
。
〔
三
・
八
六
〕

（
p
．
　
7
3
，
　
L
　
6
）
こ
の
二
つ
の
埋
由
は
、
証
明
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
く
常
庄



tif
〉
　
－
V
反
対
の
こ
と
、
す
な
わ
ろ
く
無
常
性
▽
を
証
明
す
る
の
で
あ
る
。
そ
7
／

故
に

〈
論
証

さ
る
べ
き
こ
と
〉
と
反
対
の
こ
と
が
ら
を
疏
証
す
る
か
ら
、
矛
盾

し
た
理
由
概
人
，
心
な
の
で
あ
る
。

〔
第
一
五
節
　
矛
盾
し
た
理
由
概
念
〕

　
（
p
．
　
7
3
，
　
l
°
　
8
）
も
し
も
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
と
反
対
の
こ
と
を
論
証
す
る

か

ら
、
こ
の
二
つ
の
理
｛
I
　
（
－
1
方
は
分
析
的
で
あ
り
、
他
方
は
因
果
遡
及

的
で

あ
る
　
　
）
が
（
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
と
）
矛
盾
し
て
い
る
の
で
あ
る
な

ら
ば
、
〈
他
人
の
た
め
の
論
証
〉
に
お
い
て
は
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
（
大

概
念
）
が
明
示
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
（
と
き
に
は
）
明
示
さ
れ

て
い
な
い
こ
と
が
ら
が
あ
る
。
　
（
上
述
の
論
証
の
実
例
に
お
い
て
は
）
主
張
し

よ
う
と
欲
し
て
い
る
こ
と
が
ら
が
、
明
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
に
、
　
（
内

々

の

う
ち
に
）
論
証
し
よ
う
と
欲
し
て
い
る
こ
と
を
無
効
な
ら
し
め
る
議
論
は
、

上

述
の
両
者
と
は
異
な
っ
た
他
の
（
第
三
の
種
類
の
）
誤
謬
と
な
る
。
そ
の
こ

と
を
8
6
こ
う
と
し
て
い
わ
ノ
＼

三
・

八
九
　
（
内
々
の
う
ち
に
）
論
証
し
よ
う
と
欲
し
て
い
る
こ
と
を
無
効

な
ら
し
め
る
（
‖
そ
れ
と
矛
盾
す
る
）
第
三
の
〈
矛
盾
せ
る
理
由
概
念
〉

が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。
〔
三
ニ
ハ
七
〕

　
（
p
，
　
7
3
，
　
l
．
　
1
1
）
第
三
の
種
類
の
〈
矛
盾
せ
る
理
由
概
念
〉
も
述
べ
ら
れ
て
い

る
の
で
は
な
い
か
。
前
述
の
二
つ
の
理
由
概
念
は
、
明
言
さ
れ
た
こ
と
を
反
対

　

　

　

　

イ
ソ
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

の

こ
と
が
ら
を
ざ
川
証
す
る
も
の
で
あ
る
。
第
一
．
一
の
種
顛
の
矛
盾
概
人
，
心
は
、
心
の

中
で
は
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
と
ば
に
た
よ
っ
て
g
e
”
1
i
・
：
は
さ
れ
て
い
な
い
こ

と
が
ら
を
無
効
な
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
は
、
論
証
し
よ
う
と
す

る
こ
と
と
反
対
の
こ
と
を
論
証
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。

　
（
p
．
　
7
3
．
　
t
°
一
ω
）
そ
の
実
例
を
挙
げ
て
い
わ
く
、
ー

1il
　
．
九
o
　
（
主
張
命
題
）
眼
な
ど
（
の
諸
感
官
）
は
、
他
の
も
の
に
（
役

　
立

つ
）
た
め
で
あ
る
、

　
（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
、
　
（
眼
な
ど
は
）
　
（
諸
要
素
か
ら
構
成

　
さ
れ
て
い
る
）
集
合
体
で
あ
る
か
ら
t
｝

　
（
実
例
命
題
）
　
例
え
ば
、
寝
台
・
座
席
な
ど
の
諸
道
具
が
そ
う
で
あ

　
る
。
〔
三
・
八
八
〕

　
（
1
，
．
　
7
3
’
　
l
°
l
r
）
）
　
F
眼
な
ど
」
と
い
う
の
は
、
主
張
命
題
の
！
＋
I
H
g
　
（
d
h
a
r
m
i
n
）

で

あ
る
。
　
一
他
の
も
の
に
（
役
立
つ
）
た
め
」
と
い
う
の
は
、
他
の
も
の
が
目

杓
で
あ
り
、
つ
く
り
出
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
役
立
た
さ
れ
る
相
手
で
あ
る
’
と

い

う
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
が
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。
　
［
何
と
な
れ

ば
、
　
（
眼
な
ど
は
諸
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
）
集
合
体
で
あ
る
か
ら
」
と

い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。
（
づ
べ
伊
、
°
1
6
）
実
に
、
眼
な
ど
は
、
諸
原
子
が
集
合

し
て
つ
v
＝
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
一
集
合
体
で
あ
る
も
の
」
と
三
口

わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
（
弓
゜
7
3
，
　
l
．
　
！
7
）
寝
台
や
坐
具
な
ど
は
道
具
で
あ
る
。

何
と
な
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
人
間
が
受
用
す
る
た
め
の
道
具
な
の
で
あ
る
か
ら
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
九



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

　
（
p
．
　
7
3
，
　
l
．
　
1
8
）
こ
の
実
例
命
題
は
、
　
（
理
由
概
念
と
論
証
さ
る
べ
き
概
念
と

の
）
周
延
関
係
を
提
示
す
る
こ
と
に
関
し
て
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
場

合
に

お

い
て

は

〈
集
合
体
で
あ
る
こ
と
〉
は
〈
他
の
も
の
に
役
立
つ
た
め
〉
と

い
う
こ
と
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い
る
。
（
｝
）
°
7
3
，
　
l
．
　
1
9
）
寝
台
や
坐
具
な
ど
は

集
合
体

た
る
も
の
で
あ
り
、
享
受
主
体
で
あ
る
人
間
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
「
他
の
も
の
に
（
役
立
つ
）
た
め
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
7
3
，
　
l
．
　
2
1
）
で
は
、
ど
う
し
て
こ
の
理
由
は
、
希
望
し
て
い
る
こ
と
（
主

張
命

題
）
の
破
壊
を
な
す
の
で
あ
る
か
P
（
ど
う
し
て
主
張
命
題
と
矛
盾
す
る

こ
と
に
な
る
の
か
P
）

三
・

九l
　
（
そ
の
理
由
概
念
は
、
）
そ
の
論
者
の
承
認
す
る
く
集
合
的
で

な
い
（
単
純
な
）
も
の
た
め
に
役
立
つ
こ
と
と
反
対
の
こ
と
を
論
証
す

る
か
ら
、
矛
盾
し
た
（
理
由
概
念
）
な
の
で
あ
る
。
〔
三
・
八
九
〕

　
（
p
．
　
7
4
，
　
l
．
　
1
）
集
合
し
て
い
な
い
（
単
純
な
）
も
の
に
関
し
て
、
そ
れ
が
〈
他

の

も
の
の
た
め
に
役
立
つ
こ
と
〉
を
サ
ー
ン
キ
ヤ
論
老
が
承
認
し
て
い
る
が
、

そ
れ
と
反
対
の
こ
と
を
論
証
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
そ
れ
は
、
矛
盾
し
た
理

由
概
念
な
の
で
あ
る
。

　
（
P
°
7
4
，
　
l
．
　
4
）
サ
ー
ン
キ
ヤ
学
派
は
「
ア
ー
ト
マ
ン
は
存
在
す
る
」
と
言
う
が
、

こ
れ
に
対
し
て
仏
教
徒
が
、
　
「
ど
う
し
て
そ
う
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
か
c
L
・
l

と
い
っ
て
詰
問
す
る
の
で
、
一
：
〉
　
”
’
ン
キ
ヤ
学
派
は
、
1
1
ア
～
ト
マ
ン
が
存
在

す
る
」
と
い
う
こ
と
を
確
立
す
る
た
め
に
論
証
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
　
（
て
ご
】

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
〇

t
°
　
r
’
）
そ
れ
故
に
T
眼
な
ど
の
（
諸
器
官
が
）
、
集
合
体
で
は
な
い
（
単
一
な
も

の

で
あ
る
）
ア
ー
ト
づ
、
ン
の
た
め
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
と
」
い
う
こ
と
が
、

論
証

さ
る
べ
き
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
7
4
，
　
l
．
　
6
）
と
こ
ろ
が
、
こ
の
理
由
概
念
は
、
（
主
張
と
）
反
対
の
こ
と
に

よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い
る
。
（
ー
主
張
と
反
対
の
こ
と
が
ら
を
含
意
し
て
い
る
。
）

甲
が
乙
の
た
め
に
役
立
つ
な
ら
ば
、
甲
は
乙
に
対
し
て
効
果
を
生
ず
る
も
の
で

あ
る
。
（
p
．
　
7
，
1
，
　
I
“
7
）
そ
う
し
て
同
時
に
も
せ
よ
、
順
次
に
も
せ
よ
、
生
ぜ
ら
れ

る
（
結
果
）
な
る
も
の
は
、
複
合
的
（
集
合
せ
る
）
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
、
眼
な
ど
（
の
諸
感
官
）
は
、
他
の
も
の
の
た
め
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
、

す
な
わ
ち
集
合
せ
る
も
の
の
た
め
に
役
立
つ
も
の
で
あ
る
、
　
（
集
合
せ
ざ
る
、

単
一
な
る
も
の
の
た
め
に
役
立
つ
も
の
で
は
な
い
、
）
と
い
う
こ
と
が
確
定
し
た
。

　
（
p
．
　
7
t
l
，
　
i
．
　
9
）
こ
の
矛
盾
せ
る
（
理
由
概
念
）
は
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
k
x
　
（
D
i
g
n
5
－

g
a
）
師
の
説
い
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
・

九
二
　
こ
こ
に
そ
れ
（
1
1
矛
盾
せ
る
理
由
概
念
）

い
の

は
、
何
故
で
あ
る
か
？
〔
三
・
九
o
〕

が
説
か

れ

て

い
な

　
（
p
．
　
7
4
，
　
t
．
　
1
1
）
批
判
的
註
解
書
（
イ
巴
け
芸
ρ
）
の
著
者
で
あ
る
汝
（
ダ
ル
マ

キ

ー
ル
テ
ィ
）
が
そ
れ
を
説
か
な
い
の
は
何
故
で
あ
る
か
？
（
何
故
省
略
し
た

の

か
？
）

三
・

九
三
　
何
と
な
れ
ば
、
そ
の
両
者
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
か
ら
。

L三
・

九l

）



　
（
ワ
ご
．
S
」
ω
）
何
と
な
れ
ば
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
と
反
対
の
こ
と
を
論
証

す

る
そ
の
二
つ
理
由
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
し
ま
う
か
ら
。

　
（
p
．
　
7
4
，
　
l
．
　
1
4
）
反
対
者
い
わ
く
、
－
矛
盾
せ
る
理
由
概
念
は
’
表
現
さ
れ

た
こ
と
と
反
対
の
こ
と
を
証
明
す
る
の
で
は
な
い
o
そ
れ
で
あ
る
の
に
、
　
（
矛

盾
せ
る
理
由
概
念
は
）
表
現
さ
れ
た
こ
と
と
反
対
の
こ
と
が
ら
を
論
証
す
る
二

つ
の

う
ち
に
含
め
ら
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
言
わ
れ
得
る

の

か
？

　
答

え
て
い
わ
く
、

三
・

九
三
　
何

と
な
れ
ば
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
の
反
対
の
こ
と
を

証
明
す
る
と
い
う
点
で
、
こ
れ
は
、
前
掲
の
1
1
つ
か
ら
異
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
。
〔
三
・
九
！
〕

　
（
p
．
　
7
4
，
　
l
．
　
1
6
）
何
と
な
れ
ば
、
想
定
し
て
い
る
（
主
張
命
題
）
を
破
壊
す
る

も
の
で
あ
る
こ
の
（
理
由
概
念
）
は
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
（
主
張
命
題
）

と
反
対
の
こ
と
を
成
立
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
で
’
　
（
前
提
の
）
こ
の

二
つ

の

理

由
概
念
と
は
異
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
前
掲
の
二
つ
の
理
由
が
論
証

さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
と
反
対
の
こ
と
を
成
立
さ
せ
る
よ
う
に
’
こ
の
（
矛
盾
せ

る
理
由
概
念
）
も
ま
た
同
様
で
あ
る
。
去
現
さ
れ
た
こ
と
が
ら
と
反
対
の
こ
と

を
成
立
さ
せ
よ
う
と
、
あ
る
い
は
成
立
さ
せ
ま
い
と
も
、
表
現
さ
れ
た
こ
と
が

ら
と
反
対
の
こ
と
を
成
立
さ
せ
る
必
要
が
ど
こ
に
あ
る
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
故
に

（
こ
の
矛
盾
せ
る
理
由
概
念
は
）
前
掲
の
二
つ
の
理
由
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
し

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

ま
う
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
7
4
，
　
t
°
1
9
）
反
対
者
い
わ
く
、
　
　
論
．
証
さ
る
べ
き
こ
と
は
必
ら
ず
表
現

さ
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。
そ
れ
で
は
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
と
反
対

の

こ
と
を
証
明
す
る
と
い
う
点
で
、
　
（
こ
れ
は
前
掲
の
二
つ
と
異
ら
な
い
）
と

い
う
こ
と
が
’
ど
う
し
て
・
1
・
l
l
l
　
，
s
c
る
の
で
あ
る
か
？

　

答
え
て
い
わ
V
t

111　
・
九
四
　
何
と
な
れ
ば
、
証
明
し
よ
う
と
心
の
内
で
考
え
て
い
る
こ
と

と
、
こ
と
ば
で
表
現
さ
れ
た
こ
と
と
の
あ
い
だ
に
は
、
い
ず
れ
も
〈
論

証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
い
か
な
る
区
別
も
存
在

し
な
い
．
〔
三
・
九
二
〕

　
（
p
．
　
7
4
，
　
i
．
　
2
1
）
証
明
し
よ
う
と
心
の
内
に
考
え
て
い
る
こ
と
と
、
こ
と
ば
で

表

現
さ
れ
た
こ
と
と
の
あ
い
だ
に
は
’
い
ず
れ
も
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
で

あ
る
と
い
う
点
で
は
、
互
い
に
’
い
か
な
る
区
別
も
存
在
し
な
い
か
ら
、
そ
れ

故
に

（〈
矛

盾
せ
る
理
由
概
念
〉
は
）
前
掲
の
1
1
つ
の
　
（
理
由
概
念
）
の
う
ち

に

含
ま
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
結
論
が
得
ら
れ
る
。

　
0
．
　
7
4
，
　
l
．
　
2
2
）
実
に
、
反
対
論
老
が
（
真
の
事
実
を
）
知
ろ
う
と
欲
し
て
（
論

争

を
挑
ん
で
来
た
）
こ
と
が
ら
が
、
論
争
の
主
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
p
．
　
7
5
，
l
．
　
1
）
そ
う
し
て
論
争
の
主
題
と
な
っ
た
こ
と
が
ら
が
、
そ
れ
を
成
立
さ

せ

よ
う
と
の
希
望
に
よ
っ
て
、
論
点
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
論
証
さ
る
べ

き
こ
と
は
、
証
明
し
よ
う
と
心
の
内
で
考
え
ら
れ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
も
あ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
一
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ば
、
さ
ら
に
（
そ
の
上
に
）
こ
と
ば
に
表
現
し
た
場
合
も
あ
る
。
し
か
し
こ
と

ば
に

表
現
し
た
だ
け
で
は
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に

（
矛

盾
せ
る
理
由
概
念
と
前
掲
の
二
つ
の
理
由
概
念
と
の
あ
い
だ
に
は
）
区
別

は

存
在
し
な
い
、
と
一
噌
口
う
の
で
あ
る
。

　

〔
第
一
六
節
　
不
定
な
る
理
由
概
念
の
誤
謬
　
－
つ
づ
き
　
　
〕

三
・

九
五
　
理
由
概
念
の
二
つ
の
特
徴
の
う
ち
1
つ
が
確
定
し
い
な
い
で

（
誤
っ
て
い
て
）
、
他
の
一
つ
が
疑
わ
し
い
と
き
に
は
、
　
（
そ
の
理
由
概

念
は
）
不
定
と
な
る
。
〔
三
・
九
l
l
l
）

　
（
p
．
　
7
5
，
　
l
．
　
4
）
二
つ
の
特
徴
の
反
対
が
確
山
－
－
一
す
る
と
き
に
は
（
ー
正
し
い
と
き

に

は
）
そ
の
理
由
概
念
は
〈
矛
盾
せ
る
理
由
概
念
〉
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
、

す
で
に
説
明
し
た
。
こ
の
二
つ
の
特
徴
の
う
ち
で
、
　
1
つ
が
確
定
し
て
い
な
い

で

（誤
っ
て
い
て
）
、
他
方
が
疑
わ
し
い
と
き
に
は
、
〈
不
定
な
る
理
由
概
念
〉

と
な
る
。

　
（
P
°
　
7
5
，
　
l
°
　
6
）
そ
れ
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
の
で
、
（
著
老
は
）

説

い

て
い
う
、
ー

三
・

九
六

例
え
ば

　
（
主
張
命
題
）
　
或
る
人
は
欲
情
を
離
れ
た
者
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

　
　
　
　

全

知
老
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
二

　
（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
、
か
れ
は
こ
と
ば
を
話
す
者
で
あ
る
か

　

　

　

　

ら
o

　
（
大
前
提
）
　
（
こ
と
ば
を
離
す
者
は
、
欲
情
を
離
れ
た
者
で
あ
る
。

　
　
　
　
あ
る
い
は
全
知
者
で
あ
る
。
）

　
こ
の
場
合
に
（
換
質
換
位
さ
れ
た
）
否
定
的
陳
述
は
確
立
し
て
い
な

い

（‖
誤
っ
て
い
る
。
）
肯
定
的
陳
述
は
疑
わ
し
い
　
（
－
不
定
で
あ
る
。
）

〔
三

・

九
四
〕

　
（
p
．
　
7
5
，
　
t
．
9
）
　
，
（
或
る
人
が
）
欲
情
を
離
れ
た
者
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
、

1
つ
の

〈
論
証

さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
〉
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
ス
或
る
人

が
）
全
知
老
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
’
第
二
の
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
〉

で

あ
る
。
　
一
こ
と
ば
を
話
す
者
で
あ
る
か
ら
一
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。
こ

の

場
合
に

一
否
定
的
陳
述
は
確
立
し
て
い
な
い
。
」
（
ロ
ベ
μ
へ
゜
1
0
）
す
な
わ
ち
、

異
種
類
の
も
の
、
す
な
わ
ち
、
欲
情
を
も
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
か
つ
全
知

老

な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
自
分
自
身
の
う
ち
に
、
　
〈
こ
と
ば
を
話
す
老
で
あ
る

こ
と
〉
の
あ
る
こ
と
が
、
実
際
に
経
験
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
否
定
的
陳

述
は
確
立
し
て
い
な
い
（
ー
誤
っ
て
い
る
）
。
　
肯
定
的
陳
述
は
疑
わ
し
い
　
（
－

不
定
で
あ
る
）
。

　
（
1
）
．
　
7
5
，
　
t
’
　
1
2
）
何
故
で
あ
る
か
つ
・
　
説
い
て
い
わ
く
、

三
・

九
七
　
／
全
知
者
で
あ
る
こ
と
▽
と
／
欲
情
を
離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ



と
〉
と
は
、
　
（
わ
れ
わ
れ
の
経
験
か
ら
）
遠
く
離
れ
た
こ
と
で
あ
る
か

ら
、
　
〈
こ
と
ば
を
話
す
こ
と
〉
な
ど
が
、
そ
の
う
ち
に
存
在
す
る
か
、

あ
る
い
は
存
在
し
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
は
疑
わ
し
い
　
（
－
不
定
で
あ

る
）
。
〔
三
・
九
吾

　
（
二
誤
－
、
」
鼻
）
同
種
類
の
も
の
で
あ
る
〈
全
知
老
〉
お
よ
び
〈
欲
情
を
離
れ

た
者
〉
は
、
わ
れ
わ
れ
の
経
験
か
ら
遠
く
隔
っ
た
、
超
感
覚
的
な
も
の
で
あ
る
。

他
方
〈
こ
と
ば
を
話
す
こ
と
〉
な
ど
は
、
感
官
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
、
経
験
的

な
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
そ
の
〈
こ
と
ば
を
話
す
こ
と
〉
の
う
ち
に
、
超
感
覚
的

な
〈
全
知
者
で
あ
る
こ
と
〉
と
〈
欲
情
を
離
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
〉
が
存
在

す
る
か
、
あ
る
い
は
存
在
し
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
は
、
疑
わ
し
い
o
そ
れ
故

に
、
〈
こ
と
ば
を
話
す
も
の
で
あ
る
こ
と
〉
と
い
う
理
由
に
も
と
つ
い
て
、
（
或

る
人
が
）
全
知
者
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
を

知

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
理
由
概
念
は
不
定
で
あ
る
’
と
い

う
の
で
あ
る
。

〔
第
一
七
節

理
由
概
念
の
二
つ
の
特
性
が
不
定
で

あ
る
と
き
に
起
る
誤
謬
〕

　
（
p
．
　
7
5
，
　
l
．
　
！
7
）
い
ま
こ
れ
か
ら
、
二
つ
の
特
微
が
疑
わ
し
い
と
き
に
は
、

由
そ
の
も
の
も
）
不
定
と
な
る
’
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
わ
く
、
－

（理

イ

ン

ド

tltiti

理．

の

理
解

の

；
セ

中
刊
し

三
・

九
八
　
こ
の
二
つ
の
特
徴
が
疑
わ
し
い
と
き
に
は
、

〔
三

・

九
六
〕

不
定

と
な
る
。

　
（
p
，
　
7
5
，
　
i
．
　
！
9
）
こ
の
1
1
つ
の
特
徴
、
す
な
わ
ち
肯
定
的
関
係
と
否
定
的
関
係

が
疑
わ

し
い
な
ら
ば
、
疑
惑
の
原
因
と
な
る
。

　
（
p
°
7
5
，
　
l
．
　
2
0
）
そ
の
実
例
を
挙
け
て
い
う
、
1

三
・

九
九

例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

　
（
主
張
命
題
）
　
生
き
て
い
る
身
体
は
ア
ー
ト
マ
ン
を
と
も
な
っ
て
い

　
　
　
　
る
。

　
（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
、
　
（
生
き
て
い
る
身
体
は
）
呼
吸
な
ど

　
　
　
　
を
も
っ
て
い
る
か
ら
、
と
．
、
〔
三
・
九
七
〕

　
（
p
，
　
7
6
，
　
l
．
　
2
）
　
I
ア
ー
ト
マ
ン
を
と
も
な
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
、
論
証

さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
で
あ
る
。
　
一
身
体
一
が
主
張
命
題
の
主
語
で
あ
る
。
　
「
生

き
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
主
張
命
題
の
主
語
に
対
す
る
限
定
で
あ
る
。
け
だ

し
、
死
ん
で
い
る
身
体
の
う
ち
に
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
（
霊
魂
）
が
存
在
す
る
と

は
、
　
（
ア
ー
ト
マ
ン
論
老
も
）
考
え
な
い
。
吸
気
な
ど
の
呼
吸
を
始
め
と
し
て
、

瞬

目
・
閉
目
な
ど
、
生
き
て
い
る
も
の
の
性
質
を
、
生
き
て
い
る
身
体
は
所
有

し
て
い
る
。
ま
さ
に
、
そ
の
こ
と
の
故
に
、
と
い
う
の
が
、
理
由
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
7
6
，
　
l
°
5
）
こ
の
理
由
概
念
は
、
他
と
共
通
で
は
な
い
（
す
な
わ
ち
「
生
き

て

い

る
」
と
い
う
こ
と
と
「
呼
吸
な
ど
を
有
す
る
」
と
い
う
こ
と
と
は
、
け
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
三



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
へ
じ
z
i
v
）

き
．
《
く
同
義
で
あ
る
）
か
ら
、
疑
惑
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
説
明
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
う
し
て
こ
の
場
合
に
は
、
理
由
概
念
が
主
張
命
題
の
主
語
の
述
語
で
あ
る

と
い
う
こ
と
は
、
二
つ
の
理
由
に
よ
っ
て
、
疑
惑
の
原
因
と
な
る
（
－
不
定
な

る
理
由
概
念
と
な
る
。
）
　
（
「
生
き
て
い
る
も
の
」
と
「
生
き
て
い
な
い
も
の
」

と
い
う
）
二
つ
の
形
相
は
疑
惑
の
対
象
と
な
る
が
、
そ
の
両
老
に
よ
っ
て
一
切

の

も
の
が
包
摂
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
（
p
．
　
7
6
．
　
i
．
7
）
そ
の
両
種
の
形
相
は
’
あ

ま
ね
く
周
延
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
両
者
が
同
一
の
も
の
の
う
ち
に
共
に

存

す
る
か
ど
う
か
は
、
決
定
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
。
（
マ
『
9
へ
“
べ
）

何

と
な
れ
ば
、
二
つ
の
形
相
に
よ
っ
て
一
切
の
事
物
が
包
摂
さ
れ
な
い
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の
二
つ
の
形
相
に
つ
い
て
疑
い
は
存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ

の

わ

け
は
、
　
（
二
つ
の
形
相
以
外
の
）
第
三
の
あ
り
か
た
が
可
能
で
あ
る
な
ら

ば
’
主
張
命
題
の
主
語
の
述
語
（
理
由
概
念
）
は
、
主
張
命
題
の
主
語
が
み
ず

か

ら
と
離
れ
て
は
い
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
1
1
つ
の
う
ち
の
一
つ

の

特
相
に

よ
っ
て
説
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
に
、
疑
わ

し
い
理
由
は
存
在
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
p
．
　
7
6
，
　
l
．
　
9
）
〔
理
由
概
念
が
〕
、
（
相

互
に

排
除

し
合
う
）
二
つ
の
属
性
の
あ
い
だ
の
不
定
な
関
係
を
示
す
な
ら
ば
”

そ
れ
は
疑
わ
し
い
理
由
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
7
6
，
　
t
．
　
1
0
）
と
こ
ろ
で
二
つ
の
属
性
の
あ
い
だ
に
不
確
定
な
関
係
が
あ
る

こ
と
を
さ
え
も
説
示
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
理
解
を
成
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヱ
シ

さ
せ
な
い
理
由
概
念
と
な
る
の
で
あ
る
。
「
他
方
、
二
つ
の
属
性
の
あ
い
だ
の
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
四

定
ま
っ
た
関
係
を
説
示
し
得
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
（
正
し
い
）
理
由
概
念
で
あ

る
か
’
あ
る
い
は
矛
盾
し
た
理
由
概
念
で
あ
ろ
う
。

　
（
P
°
7
6
，
　
l
．
　
1
1
）
そ
れ
故
に
、
一
切
の
事
物
を
包
摂
す
る
し
か
た
が
二
つ
あ
っ

て
、
そ
の
二
つ
が
1
つ
の
も
の
の
中
に
も
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
確
知
さ
れ

る
の
で
な
い
な
ら
ば
、
両
者
に
つ
い
て
疑
わ
し
い
理
由
概
念
と
な
る
。
　
（
℃
°
7
6
，

l
．
　
！
2
）
こ
れ
に
反
し
て
（
理
由
概
念
が
い
ず
れ
か
の
形
相
の
う
ち
に
）
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
が
確
知
さ
れ
る
場
合
に
は
、
も
し
も
（
両
者
が
）
　
一
つ
の
も
の

の

う
ち
に
存
在
す
る
こ
と
が
確
知
さ
れ
る
な
ら
ば
、
（
そ
の
理
由
概
念
は
）
〈
矛

盾
し
た
理
由
概
念
〉
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
〈
正
し
い
理
由
概
念
〉
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
（
p
．
　
7
6
，
　
l
．
　
1
3
）
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
存
在
す
る
こ
と
を
確
知
し
得

る
こ
と
が
定
ま
っ
て
い
な
い
な
ら
ば
’
そ
の
理
由
概
念
は
（
1
）
（
同
種
類
の
も

の

に

も
、
異
種
類
の
も
の
に
も
）
共
通
に
ゆ
き
わ
た
っ
て
い
て
不
定
で
あ
る
〈
し

る
し
〉
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
、
（
o
u
）
　
〈
し
る
し
〉
が
異
種
類
の
も
の
か

ら
す
っ
か
り
排
除
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
疑
わ
し
い
も
の
で
あ
る
か
、
（
3
）

〈
し
る
し
〉
が
同
種
類
の
も
の
の
う
ち
に
存
在
す
る
と
い
う
肯
定
的
関
係
が
疑

わ

し
い
も
の
で
あ
る
か
’
あ
る
い
は
（
4
）
反
対
の
場
合
に
は
排
除
さ
れ
る
と
い

う
否
定
的
関
係
が
確
定
し
て
い
な
い
（
証
明
さ
れ
て
い
な
い
）
も
の
で
あ
る
か
、

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
ヨ
リ

い
ず

れ

か

で
あ
ろ
う
。

（
1
）
　
「
生
き
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
身
体
に
つ
い
て
だ
け
言
口
わ
れ
得
る
、

　
　
ル
テ
ィ
は
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

と
ダ
ル
マ
キ
ー



（
2
）
　
苔
7
コ
日
言
s
　
p
a
l
’
　
y
o
d
　
p
［
L
l
’
　
y
．
l
f
i
　
l
）
s
t
a
n
　
p
a
三
三
三
芸
】
さ
三
ヨ
即
『
砕
o
σ
。
η
る
三

　
r
g
y
u
r
　
h
g
q
y
u
r
　
r
o
．
－
（
T
i
b
°
　
e
d
．
　
b
y
　
g
．
　
t
c
h
e
r
b
a
t
s
k
y
，
　
p
．
　
1
7
4
°
＝
°
4
＿
5
）

（
3
）
　
チ
ベ
ッ
ト
訳
で
は
（
3
）
と
（
4
）
と
が
逆
」

　
　
一
．
｝
う
エ
∫
二
ご
召
〇
一
》
江
一
智
；
〔
．
拾
＝
c
≡
z
a

］
な
っ
て
い
る
。
三
c
颯
フ
↑
ヨ
祭
狽
「
F
i
b
　
p
a
1
：
二

b
s
L
r
　
h
g
y
u
r
　
r
e
＝

　
（
p
．
　
7
6
，
　
t
°
1
4
）
と
こ
ろ
が
（
最
後
に
）
〔
〈
し
る
し
〉
　
（
理
由
概
念
）
が
〕
　
一

つ
の

も
の
に
お
い
て
さ
え
も
、
存
在
す
る
こ
と
を
確
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
な

い

な
ら
ば
、
そ
の
場
合
に
は
、
　
〔
理
由
概
念
は
、
主
張
命
題
の
主
語
と
周
延
関

係

が

同
範
囲
と
な
り
〕
他
と
は
共
通
で
な
い
不
定
な
る
も
の
と
な
る
。
そ
れ
故

に
、
　
〈
他
と
は
共
通
で
な
い
不
定
〉
も
ま
た
〈
不
定
な
る
理
由
概
念
〉
で
あ
る

と
い
う
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
、
二
つ
の
理
由
が
あ
る
こ
と
を
説
示
し
よ
う

と
し
て
〔
，
J
s
l
ら
の
ス
－
ト
ラ
の
著
老
は
い
わ
く
〕
ー

三
二
〇
〇
　
ア
ー
ト
マ
ン
を
有
す
る
も
の
と
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
有
し
な
い

も
の
と
の
ほ
か
に
（
第
三
の
）
部
類
に
し
て
そ
こ
に
呼
吸
等
の
存
す
る

も
の
は
、
実
に
存
在
し
な
い
。
〔
三
・
九
八
〕

　
（
p
．
　
7
6
，
　
l
°
1
8
）
　
〈
ア
－
ト
マ
ン
を
有
す
る
〉
と
い
う
の
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
と

と
も
に
あ
る
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
　
〈
ア
ー
ト
マ
ン
を
有
し
な
い
〉
と
い
う

の

は
、
ア
ー
ト
マ
ン
（
霊
魂
）
が
そ
こ
か
ら
脱
出
し
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
意

味
で
あ
る
。
そ
の
両
者
よ
り
も
以
外
に
は
、
第
三
の
部
類
　
　
そ
こ
に
こ
の
実

体
の
属
性
と
し
て
の
呼
吸
な
ど
の
存
す
る
も
の
ー
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
故

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

に
、
こ
の
理
由
概
念
は
、
両
部
類
に
関
し
て
、

　
（
p
．
　
7
6
．
　
t
．
　
2
1
）
何
故
に
、
他
の
（
＄
K
1
1
1
の
）

か

？
　
答
え
て
い
わ
く
、
ー

疑
わ
し
い
理
由
概
念
で
あ
る
。

部
類
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る

三
二

竺
　

何
と
な
れ
ば
、
ア
ー
ト
マ
ン
が
存
在
す
る
こ
と
と
存
在
し
な

い

こ
と
と
に
よ
っ
て
、
一
切
を
包
摂
す
る
か
ら
。
〔
1
1
1
　
・
九
九
〕

　
（
p
．
　
7
7
，
　
l
．
　
2
）
ア
ー
ト
マ
ン
が
存
在
す
る
こ
と
（
く
答
亘
1
1
ω
ロ
（
二
）
ゴ
剖
く
曽
）
と
存

在
し
な
い
こ
と
と
（
v
y
a
v
a
c
c
h
e
d
a
＝
a
l
）
h
i
L
く
a
）
の
両
者
に
よ
っ
て
い
か
な
る

物
を
も
包
摂
す
る
か
ら
、
不
確
定
を
生
ず
る
こ
と
に
な
る
（
k
　
，
i
d
l
l
ら
a
r
a
n
a
）
。

〈
ア

ー
ト
マ
ン
を
有
す
る
も
の
〉
と
〈
ア
ー
ト
マ
ン
を
有
し
な
い
も
の
〉
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

異
っ
た
、
（
u
t
k
1
1
1
の
）
部
類
（
あ
り
か
た
）
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ
故
に
、
（
も

し
も
第
三
の
部
類
を
想
定
す
る
な
ら
ぼ
）
疑
わ
し
い
理
由
概
念
を
つ
く
り
出
す

原
因
と
な
る
。

（1
）
　
i
’
i
L
S
i
＝
p
r
a
k
i
L
r
a
　
（
「
）
t
i
「
＜
e
k
a
　
“
’
I
i
．
g
r
i
p
）

　
（
P
°
7
7
’
l
．
　
5
）
二
つ
の
あ
り
か
た
に
よ
っ
て
、
（
存
在
す
る
）
一
切
の
も
の
を

包
摂
す
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
説
き
教
え
た
あ
と
で
、
第
二
の
（
不
定

な
る
理
由
概
念
）
を
説
い
て
い
わ
く
、

三
二
〇
二

こ
れ
ら
の
二
つ
の
部
類
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
五

つ
の

う
ち
に



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

（
理
由
概
念
の
）
存
在
す
る
こ
と
は
確
知
さ
れ
な
い
。

〔
三

・

1OO
〕

　
（
p
．
　
7
7
，
　
t
°
7
）
　
〈
ア
ー
ト
↓
、
ン
を
有
す
る
も
の
〉
と
〈
ア
ー
ト
↓
、
ン
を
有
し
な

い

も
の
〉
と
の
両
部
類
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
一
つ
の
う
ち
に
、
す
な
わ
ち
〈
ア

ー
ト
マ
ソ
を
有
す
る
も
の
〉
あ
る
い
は
〈
ア
ー
ト
ワ
、
ン
を
有
し
な
い
も
の
〉
の

う
ち
に
（
理
由
概
念
が
）
存
在
す
る
こ
と
（
ξ
［
二
‖
竺
〔
二
壬
勃
ぐ
ρ
）
を
決
定
的
に

知

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
二
つ
の
部
類
以
外
に
、
呼
吸
な
ど
は
存
在
し
得

な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
呼
吸
な
ど
は
実
体
の
属
性
な
の
で
あ
る
か
ら
。
（
二
゜
7
7
，

l’
　
8
）
そ
れ
故
に
こ
の
両
部
類
の
う
ち
に
の
み
　
（
理
由
概
念
が
）
存
在
し
得
る

と
い
う
、
こ
の
こ
と
だ
け
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
が

特
殊
な
一
方
の
う
ち
に
の
み
実
際
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
確
知
す
る
こ
と

は

で

き
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
（
ス
ー
ト
ラ
の
著
老
は
）
い

わ
v
、

三
二
〇
三
　
く
＜
ア
ー
ト
マ
ン
を
有
す
る
こ
と
〉
あ
る
い
は
〈
ア
ー
ト
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
“
“
）

ン

を
有
し
な
い
こ
と
〉
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
し
て
一
般
に
承
認
さ
れ

て
い
る
も
の
の
う
ち
に
は
呼
吸
な
ど
の
属
す
る
こ
と
が
確
定
し
て
い
な

い
o
そ
れ
は
・
そ
の
両
部
類
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
な
○
〔
暖
な
ど

は
そ
の
両
種
の
あ
り
か
た
以
外
の
も
の
と
は
結
び
つ
か
な
い
。
〕
　
〔
1
1
1
　
・

三
〕

　
（
p
．
　
7
7
，
　
t
．
　
1
2
）
　
〈
ア
ー
ト
マ
ン
を
有
す
る
こ
と
〉
あ
る
い
は
く
ア
ー
ト
マ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
六

を
有
し
な
い
こ
と
〉
と
い
う
特
殊
性
と
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
が
一
般
に
承
認

さ
れ
て
い
る
（
P
I
，
i
c
　
b
’
i
d
d
h
a
＝
1
1
i
S
C
i
t
ρ
）
実
体
の
う
ち
に
、
呼
吸
な
ど
の
属
性
の

存
在
す
る
こ
と
は
確
定
し
て
い
な
い
か
ら
、
　
（
そ
の
理
由
概
念
は
）
　
〈
不
定
〉

で

あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
そ
う
だ
と
決
定
的
に
知
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か

ら
o
そ
う
い
う
わ
け
で
、
　
（
他
の
も
の
と
）
共
通
で
な
い
属
性
（
理
由
概
念
が

主
張
命
題
の
主
語
と
実
質
的
に
同
義
で
あ
る
場
台
）
は
、
　
〈
不
定
〉
な
る
理
由

概
念

と
な
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
二
つ
の
原
因
を
述
べ
た
。

（－
）
三
・
，
［
i
．
t
i
n
：
t
k
a
t
v
c
u
t
a
　
（
B
I
S
．
　
e
d
．
）
；
；
L
r
l
l
’
L
t
U
U
二
k
u
t
v
u
n
a
　
（
i
l
i
二
≦
p
T
l
i
l
i
　
e
d
．
）

（
2
）
　
t
；
p
t
l
l
）
；
二
k
’
F
プ
．
冷
三
ら
三
日
［
＝
三
言
〆
｛
ぞ
、
2
巨
二
三
巨
z
三
三
声
（
．
三
ご
る
（
六
「
9
三
三
プ
竺
9
三
7

　
Y
i
l
T
P
　
1
1
1
L
V
Y
｛
L
t
i
r
i
c
．
y
u
t
e
　
（
B
B
．
　
e
＾
1
．
）
；
　
s
：
’
L
t
i
u
i
二
k
a
t
v
e
＝
i
i
i
1
i
i
t
I
n
a
k
a
t
v
e
n
a
〆
．
p
三
パ
昆
（
ア

　
d
h
e
r
　
p
v
i
t
o
：
l
d
e
r
　
：
t
s
i
d
d
h
c
、
「
（
ン
一
三
v
i
u
］
i
a
　
c
d
°
）

　
（
p
．
　
7
7
▼
t
－
　
1
5
）
主
張
命
題
の
主
語
の
述
語
と
な
る
理
由
概
念
は
、
す
べ
て
、

共
通

で

あ
っ
て
も
（
ー
異
種
類
の
も
の
に
ま
で
行
き
わ
た
っ
て
、
周
延
関
係
が

広

す
ぎ
る
場
合
に
も
）
、
　
あ
る
い
は
共
通
で
な
く
て
も
（
－
－
主
張
命
題
の
主
語

と
実
際
上
同
義
で
あ
っ
て
、
周
延
す
る
範
囲
が
同
じ
で
あ
る
場
合
に
も
）
、
〈
不

定
〉
と
な
る
。
そ
れ
故
に
、
結
論
を
述
べ
る
と
い
う
見
せ
か
け
の
も
と
に
、
主

張
命
題
の

主
語
の
述
語
と
な
る
こ
と
　
（
零
5
ロ
（
＝
）
t
l
r
l
l
l
a
t
v
a
）
を
説
明
し
て
言

l
c
ノ
　
　
ー



三
・

δ
四
　
そ
れ
故
に
、
生
き
て
い
る
身
体
と
結
び
つ
い
て
い
る
呼
吸
な

ど
は
、
　
〈
ア
ー
ト
マ
ン
を
有
す
る
も
の
〉
と
〈
ア
ー
ト
マ
ン
を
有
し
な

い

も
の
〉
と
の
す
べ
て
か
ら
除
去
さ
れ
た
（
第
三
の
部
類
の
）
も
の
と

し
て
は
成
立
し
な
已
〔
二
゜
1
0
1
1
）

　
（
p
．
　
7
7
，
　
I
°
ご
）
「
生
き
て
い
る
身
体
と
結
び
つ
い
て
い
る
も
の
」
と
い
う
の
は
、

主
張
命
題
の

主
語
で

あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
両
部
類
が
1
つ
の
も
の
の
う

ち
に
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
か
に
決
定
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
か

ら
、
　
（
〈
生
き
て
い
る
身
体
と
結
び
つ
い
て
い
る
呼
吸
な
ど
〉
は
）
、
前
掲
の
両

部
類
か

ら
除
か
れ
て
い
な
い
。
　
（
そ
れ
は
両
部
類
の
う
ち
の
い
ず
れ
に
も
含
め

ら
れ
な
い
。
）
そ
の
わ
け
は
、
実
体
の
（
な
に
ら
か
の
）
属
性
は
、
　
1
切
の
事

物
に

ゆ
き
わ
た
る
二
つ
の
あ
り
か
た
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
1
つ
の
う
ち
に
必
ら

ず
存
在
す
る
こ
と
が
確
か
に
知
ら
れ
て
い
て
、
他
の
あ
り
か
た
か
ら
は
退
く
は

ず
で
あ
る
（
ー
．
他
の
あ
り
か
た
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
有
り
得
な
い
）
。

（
p
．
　
7
。
，
　
i
．
　
！
）
そ
れ
故
に
い
わ
く
、
　
〈
ア
ー
ト
づ
、
ン
を
有
す
る
も
の
〉
と
〈
ア

ー
ト
マ
ン
を
有
せ
ざ
る
も
の
〉
と
よ
り
成
る
す
べ
て
の
実
体
か
ら
除
外
さ
れ
た

（第
三
の
部
類
の
）
も
の
と
し
て
は
成
立
し
な
い
か
ら
、
と
。
（
て
「
。
。
’
へ
゜
口
）
先

す
第
一
に
、
呼
吸
な
ど
は
、
瓶
な
ど
若
干
の
も
の
の
う
ち
に
は
存
在
し
な
い
。

だ

か

ら
、
そ
れ
だ
け
の
こ
と
は
、
決
定
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
ア
ー
ト
マ

ン

を
有
し
、
あ
る
い
は
ア
ー
ト
マ
ン
を
有
し
な
い
と
こ
ろ
の
若
干
の
も
の
の
う

ち
に
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
確
か
に
知
ら
れ
る
が
、
し
か
し
（
前
掲
両

　
　
　
　
イ
ソ
ト
’
．
バ
理
学
の
騨
6
8
の
た
め
に
（
中
村
）

老
の

う
ち
の
）
　
「
い
か
な
る
も
の
の
う
ち
に
も
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
を

確
か
に

知

る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
故
に
、
そ
れ
は
（
前
掲
二
老
の
う
ち
の
）

い

ず
れ
か
か
ら
す
っ
か
り
除
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
は
あ
り
得
な
い
。

（
1
）
　
B
B
．
　
k
に
に
最
後
の
と
こ
ろ
か
u
7
　
i
d
d
h
a
］
］
と
な
っ
て
い
る
が
、
．
X
r
u
l
v
a
n
i
a
本
に
は

　
：
…
．
a
s
i
d
d
h
e
s
　
t
a
b
l
i
y
a
”
1
　
1
1
：
t
　
N
，
Y
・
p
t
i
l
’
i
C
Y
；
p
t
e
と
な
’
r
て
い
，
“
、
　
’
1
’
i
k
［
L
　
e
又
章
か
ら
見

　
る
と
、
後
者
り
読
み
万
の
に
う
か
良
ご
そ
う
て
あ
る
。

　
（
P
°
　
7
8
，
　
t
°
　
5
）
反
対
老
い
わ
く
、
　
　
そ
う
だ
と
す
る
と
、
（
呼
吸
な
ど
が
）

両
部
類
の

う
ち
に
肯
定
的
な
関
係
で
存
在
す
る
こ
と
が
確
か
に
知
ら
れ
る
で
あ

ろ
う
。

　

答
え
て
い
わ
く
、
－

三
∴
〇
五
ー
三
六
　
（
呼
吸
な
ど
が
）
そ
の
う
ち
に
（
両
部
類
の
う
ち
に
）

肯
定
的

な
関
係
で
存
在
す
る
こ
と
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
　
（
両
部
類

の

う
ち
の
）
↓
方
の
う
ち
に
も
存
在
す
る
こ
と
さ
え
も
確
定
し
て
い
な

い
か
ら
．
〔
三
・
；
三
ー
三
四
〕

　

“
）
．
　
7
。
，
　
L
　
S
）
そ
の
〈
ア
ー
ト
づ
、
ン
を
右
す
る
も
の
〉
あ
ろ
い
は
〈
ア
ー
ト
↓
、

ン

を
有
せ
ざ
る
も
の
〉
の
う
ち
に
、
呼
吸
な
ど
が
肯
定
的
関
係
で
共
在
す
る
こ

と
は
、
あ
り
得
な
い
。
何
故
で
あ
る
か
つ
・

　
（
I
）
．
　
7
8
，
　
t
．
　
1
0
）
　
〈
ア
ー
ト
マ
ン
を
有
す
る
も
の
〉
あ
る
い
は
く
ア
ー
ト
マ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
七



　
　
　
　
法
軽
之
化
0
1
先
（
七
L
フ
）

を
有
せ
ざ
る
も
の
〉
と
い
う
一
方
の
も
の
の
う
ち
に
（
理
由
概
念
の
存
在
す
る

こ

と
は
）
確
定
し
て
い
な
い
、
と
い
う
理
由
の
故
に
。
呼
吸
な
ど
は
、
実
体
の

属
性

と
し
て
、
前
掲
の
二
つ
の
部
類
の
う
ち
に
、
あ
る
い
は
両
者
の
い
ず
れ
か

一
方
の

う
ち
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
確
定
的
に
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
（
呼
吸
な
ど
が
）
　
〈
ア
－
ト
マ
ン
を
有
す
る
も
の
〉
の
う
ち
に
の
み
存
す
る

と
か
、
あ
る
い
は
〈
ア
ー
ト
マ
ン
を
有
し
な
い
も
の
〉
の
う
ち
に
の
み
存
在
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
知
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ら
の
あ
い
だ
の
共
在
関
係
（
肯
定
的

な
関
係
）
を
、
ど
う
し
て
確
か
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
（
p
．
　
7
8
，
　
t
．
　
1
3
）
反
対
者
い
わ
く
、
ー
反
対
論
老
（
で
あ
る
仏
教
徒
）
の
説

に

よ
る
と
、
t
s
　
＿
ト
　
r
、
ン
を
有
す
る
も
の
は
、
な
に
も
存
在
し
な
い
。
そ
れ
故

に
、
こ
の
理
由
概
念
が
、
　
（
実
は
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
）
　
〈
ア
ー
ト
マ
ソ

を
有
す
る
も
の
〉
の
う
ち
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
も
1
1
．
r
l
l
い
得
な
い
し
、
ま
た

存
在

し
な
い
、
と
い
う
こ
と
も
言
い
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
〈
ア
ー
ト
マ
ン
を

有
す

る
も
の
〉
に
関
し
て
は
、
肯
定
的
陳
述
も
否
定
的
陳
述
も
成
立
し
得
な
い

と
い
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い

う
疑
い
は
起
ら
な
い
。

　

〔
反
駁
〕
こ
の
よ
う
な
疑
い
に
対
し
て
、
　
（
ス
ー
ト
ラ
著
者
は
）
次
の
よ
う

に

答

え
る
。
1

三
二
〇
七
－
1
0
八
　
〈
ア
ー
ト
マ
ン
を
有
す
る
も
の
〉
か
ら
も
、
ま
た
〈
ア

ー
ト
マ
ン
を
有
し
な
い
も
の
〉
か
ら
も
、
そ
れ
（
呼
吸
な
ど
）
が
共
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
I
四
八

す
る
こ
と
も
除
去
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
を

確
か
に
知
り
得
る
。
何
と
な
れ
ば
、
　
（
両
者
の
う
ち
）
一
方
の
も
の
の

非

存
在
を
確
定
す
る
こ
と
は
、
他
の
も
の
の
存
在
を
内
含
的
に
意
味
す

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

る
も
の
で
あ
る
か
ら
．
、
〔
三
∴
C
五
ー
三
六
〕

（－
）

yi’

・享

竺

；

’
三

垂
‘

と

よ

め

　o

三

本

，，

誤
植
が
あ

三

曇
後
の

句
は

TL

Tn
l
v
；
L
n
i
［
t
本
お
よ
び
r
l
，
i
k
t
’
t
に
よ
っ
て

　
（
p
．
　
7
。
，
　
i
．
　
1
7
）
　
〈
ア
ー
ト
マ
ン
を
有
す
る
実
体
〉
に
つ
い
て
も
、
そ
の
呼
吸

な
ど
が
そ
れ
と
共
在
す
る
こ
と
も
’
ま
た
そ
れ
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
も
’
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
〈
ア
ー
ト

マ

ン

を
有
し
な
い
実
体
〉
に
つ
い
て
も
、
そ
の
呼
吸
な
ど
が
そ
れ
と
共
在
す
る

こ
と
も
、
ま
た
そ
れ
か
ら
除
外
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
あ
り
得
な
い
、
と

い
う
こ
と
が
決
定
さ
れ
て
い
る
。
ス
ー
ト
ラ
の
中
で
．
、
。
・
勃
ゴ
ゴ
言
竺
但
z
製
∋
P

krL
d
　
”
と
い
っ
て
従
格
（
a
三
祭
［
一
べ
つ
）
が
用
い
ら
れ
て
い
る
の
は
’
　
v
y
a
t
i
r
e
k
a

と
い
う
語
が
従
格
を
と
る
た
め
で
あ
る
と
、
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
7
。
，
　
l
．
　
1
9
．
）
で
は
’
共
在
す
る
こ
と
も
、
ま
た
そ
れ
か
ら
除
外
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
も
、
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
決
定
さ
れ
る
の

で

あ
る
か
？

　
答
え
て
い
わ
く
’
　
r
（
p
．
　
7
8
，
　
l
°
2
1
）
　
〈
共
在
す
る
こ
と
〉
、
あ
る
い
は
〈
除

外

さ
れ
て
い
る
こ
と
〉
と
い
う
一
つ
の
こ
と
が
ら
が
成
立
し
得
な
い
と
い
う
ご



と
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
他
の
、
第
二
の
関
係
の
存
在
す
る
こ
と
を
決
定
す
る

こ
と
と
離
れ
て
は
い
な
い
。
（
p
．
　
7
9
，
へ
．
1
）
す
な
わ
ち
、
存
在
す
る
こ
と
を
論
理

必
然
的

に
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
、
そ
の
関
係
に
も
と
つ
い
て
、
　
一

方
の
非
存
在
を
決
定
す
る
こ
と
は
’
他
方
の
有
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
o
そ

れ
故

に
、
こ
の
二
つ
の
関
係
が
1
つ
の
も
の
に
お
い
て
は
成
立
し
得
な
い
と
い

う
こ
と
が
決
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
I
）
．
　
7
9
，
　
l
．
　
3
）
で
は
、
1
つ
の
も
の
の
非
存
在
を
決
定
す
る
こ
と
は
、
必
ら
ず
、

他
の

も
の
の
存
在
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
何
故
で
あ
る
か
？
（
ス
ー

ト
ラ
著
者
は
）
答
え
て
い
わ
く
、

111　
・
　
I
O
九
　
（
ア
ー
ト
マ
ン
を
有
し
な
い
も
の
の
う
ち
に
、
呼
吸
な
ど
が
）

存
在
す
る
こ
と
と
7
5
在
し
な
い
こ
と
と
は
、
互
い
に
排
除
し
合
う
も
の

で

あ
る
か
ら
、
そ
れ
故
に
存
在
す
る
こ
と
と
存
在
し
な
い
こ
と
と
が
疑

わ
れ
て
い
る
か
ら
、
（
「
呼
吸
な
ど
を
有
す
る
が
故
に
」
と
い
う
の
は
）

ハ
不
定
〉
な
る
理
由
概
念
で
あ
る
。
〔
三
・
三
七
〕

　
（
1
］
．
　
7
9
，
L
6
）
互
い
に
排
除
し
行
う
こ
と
（
ー
．
∨
、
p
ぐ
a
c
c
h
c
d
a
　
＝
a
b
h
i
t
ー
、
a
）
が
、

（
い

ま
問
題
と
な
っ
て
い
る
）
両
者
の
木
質
と
な
っ
て
い
る
と
い
う
ま
さ
に
そ

の

本
質
の
故
に
、
　
（
こ
の
理
由
概
久
，
心
は
〈
不
定
〉
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
）

（1）
　
7
9
，
　
｛
°
7
）
理
由
概
念
（
甲
）
が
証
明
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
（
乙
）
と
共
在
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
甲
が
乙
の
う
ち
に
存
在
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
甲
が
乙

を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
甲
が
乙
の
う
ち
に
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
の
に
（
中
杓
）

あ
る
。
同
一
物
が
存
在
す
る
こ
と
と
存
在
し
な
い
こ
と
と
は
互
い
に
排
除
し
合

，

o
　
（
v
）
，
r
a
v
a
c
e
h
e
d
a
）
も
の
で
あ
る
。
或
る
こ
と
（
甲
）
の
排
除
に
よ
っ
て
限

定

さ
れ
て
い
る
も
の
（
乙
）
は
、
そ
れ
（
甲
）
の
排
除
に
よ
っ
て
確
立
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
（
＝
°
『
ロ
へ
゜
C
）
（
或
る
も
の
の
）
存
在
と
は
、
そ
れ
自
体
の
無
の

排

除
（
否
定
の
否
定
）
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
　
（
或
る
も
の
の
）

存
在

と
は
、
そ
れ
自
体
の
非
存
在
の
排
除
に
よ
っ
て
確
立
し
て
い
る
。
　
（
一
、
°
品
“

l
1
0
）
何
と
な
れ
は
、
否
定
（
無
）
と
い
う
の
は
、
（
わ
れ
わ
れ
の
否
定
論
に
よ

る
と
、
）
　
わ
れ
わ
れ
の
考
想
に
よ
っ
て
提
示
さ
れ
た
よ
う
な
本
質
を
も
た
な
い

こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
x
y
　
〈
（
わ
れ
わ
れ
が
考
想
し
た
よ
う
な
）
本
質
を
も
た
な

い

こ
と
〉
を
排
除
し
て
（
そ
れ
と
の
対
比
に
よ
っ
て
）
、
　
形
相
を
有
す
る
本
質

が
理
解

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
7
9
，
　
L
　
1
1
）
そ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
（
〈
ア
ー
ト
↓
、
ン
を
も
た
な

い

も
の
〉
の
う
ち
に
呼
吸
な
ど
の
）
存
在
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
の
は
、
否
定

的

関
係
（
ぐ
y
a
t
i
r
e
k
a
そ
れ
の
存
在
の
否
定
）
で
あ
り
、
ま
た
否
定
的
関
係
の

否
定
は

肯
定
的
関
係
（
S
＜
3
．
p
共
在
の
承
認
）
で
あ
る
。
（
二
べ
O
卜
烏
）
そ

れ
故

に
、
共
在
す
る
と
い
う
背
定
的
関
係
の
無
い
こ
と
が
確
知
さ
れ
た
な
ら
ば
、

（
存
在
し
な
い
と
い
う
）
否
定
的
関
係
が
確
知
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
否

定
的
関
係
が
無
い
と
い
う
こ
と
が
確
知
さ
れ
た
な
ら
ば
、
　
（
甲
が
乙
の
う
ち
に

存
在
す
る
と
い
う
）
肯
定
的
関
係
が
確
知
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
（
〈
ア
ー
ト
マ

ン

の

存
在
し
な
い
も
の
〉
の
う
ち
に
呼
吸
な
ど
が
存
在
す
る
こ
と
と
存
在
し
な

い

こ
と
と
は
、
同
時
に
真
で
は
有
り
得
な
い
。
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
九



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

　
（
p
．
　
7
9
，
　
t
．
　
1
3
）
そ
れ
故
に
、
（
わ
れ
わ
れ
は
仏
教
徒
の
見
解
に
し
た
が
っ
て
）

〈
ア

ー
ト
つ
、
ン
を
有
す
る
も
の
〉
と
い
う
の
は
実
体
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、

（真
の
）
実
体
（
v
a
s
t
l
u
）
は
〈
ア
ー
ト
マ
ン
を
有
せ
ざ
る
も
の
〉
で
あ
る
（
と

い

う
こ
と
を
．
氷
認
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
　
（
〈
ア
ー
ト
マ
ン
を
有
せ
ざ

る
も
の
〉
の
う
ち
に
）
呼
吸
な
ど
が
存
在
す
る
こ
と
と
存
在
し
な
い
こ
と
と
を

断
定
的
に
否
定
す
る
の
で
は
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
（
矛
盾
律
に
し
た
が
っ
て
）
、

1
つ

の

も
の
の
う
ち
に
他
の
一
つ
の
も
の
が
同
時
に
存
在
し
、
ま
た
存
在
し
な

い

と
い
う
こ
と
は
、
矛
盾
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
　
（
そ
れ
故
に
、
ま
た
）
両

老

が

（
同
時
に
）
無
で
あ
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
、
不
当
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

（存
在

し
、
あ
る
い
は
存
在
し
な
い
と
い
う
主
張
の
い
ず
れ
か
を
、
わ
れ
わ
れ

は
、
場
合
に
応
じ
て
採
用
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
）

　
（
p
．
　
7
9
，
　
l
°
1
5
）
そ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
反
対
論
者
（
ニ
ヤ
ー
ヤ
学
派
）
の
見

解
に

し
た
が
っ
て
ア
ー
ト
マ
ン
を
有
す
る
実
体
は
存
在
し
、
ア
ー
ト
マ
ン
を
有

し
な
い
実
体
は
存
在
し
な
い
と
言
う
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
純
理

論
に
し
4
2
／
k
　
“
　
X
y
　
（
p
r
a
T
n
l
u
）
a
－
a
n
u
r
o
（
＝
る
［
）
、
（
立
論
を
述
べ
る
の
で
あ
る
。
）

そ
れ
故
に
、
　
（
生
き
て
い
る
身
体
の
う
ち
に
ア
ー
ト
↓
、
ン
が
仔
在
す
る
と
い
う

こ
と
も
、
生
き
！
＼
い
な
い
身
体
の
う
ち
に
は
ア
ー
ト
マ
ン
が
存
在
し
な
い
と
い

う
こ
と
も
）
両
者
と
も
に
疑
わ
し
い
　
（
ー
K
－
｛
R
で
“
S
｝
（
b
。
）
　
（
p
．
　
7
g
，
x
°
l
c
’
）
そ
う

い

う
わ
け
で
、
（
生
き
て
い
る
身
体
の
う
ち
に
）
呼
吸
な
ど
が
存
在
し
、
（
生
き

て
い
た
い
物
の
う
ち
に
は
）
呼
吸
な
ど
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

は
、
疑
惑
が
存
す
る
。
（
p
．
　
7
9
．
　
l
°
！
7
）
或
る
場
合
に
は
、
ア
ー
ト
マ
ン
が
呼
吸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
し

な
ど
と
共
在
す
る
し
、
ま
た
或
る
場
合
に
は
排
除
し
合
う
と
想
定
す
る
に
し
て

も
’
い
ず
れ
に
し
て
も
（
ア
ー
ト
一
、
ン
の
）
存
在
す
る
こ
と
を
確
知
し
得
な
い

し
、
ま
た
存
在
し
な
い
こ
と
を
も
確
知
し
得
な
い
か
ら
、
共
在
す
る
と
い
う
工
1
1

定
的

な
関
係
に
つ
い
て
も
、
排
除
し
合
う
と
い
う
否
定
的
な
関
係
に
つ
い
／
、
も
、

疑
い

が
存
す
る
。
　
（
い
ず
れ
と
も
決
定
し
が
た
い
。
）

　
（
二
「
ρ
へ
゜
三
）
し
か
し
な
が
ら
或
る
場
合
に
、
肯
定
的
関
係
と
否
定
的
関
係

と
の
う
ち
の
い
ず
れ
か
一
方
が
存
在
し
な
い
と
確
知
さ
れ
た
な
ら
ば
、
（
他
の
）

第
二
の
（
選
言
肢
）
の
存
在
す
る
こ
と
が
確
知
さ
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
肯
定
的

関
係
と
否
定
的
関
係
に
つ
い
て
の
疑
い
は
起
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
ロ
『
O
へ
』
O
）

と
こ
ろ
が
或
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が
仔
在
す
る
と
も
、
存
在
し
な
い
と
も
確
知

さ
れ
得
な
い
か
ら
’
ま
さ
に
そ
の
故
に
、
肯
定
的
関
係
と
否
定
的
関
係
と
に
つ

い

て
疑
い
が
起
る
。
そ
う
し
て
疑
い
が
起
る
が
故
に
、
そ
の
理
由
概
念
は
〈
不

定
〉
で
あ
る
。
以
上
の
趣
意
を
著
者
は
（
ス
ー
ト
ラ
の
う
ち
に
）
述
べ
た
の
で

あ
る
。

　
（
P
°
7
9
，
　
i
°
ぽ
）
何
故
に
、
そ
れ
は
不
定
で
あ
る
の
か
P

　

説

い

て
い
わ
く
、

三
二

δ
　
上

述
の
理
由
に
も
と
つ
い
て
は
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
（
ア

－
ト
マ
ン
が
存
在
す
る
こ
と
）
も
、
ま
た
そ
れ
と
矛
盾
す
る
こ
と
（
ア

ー
ト
マ
ン
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
）
を
も
確
知
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
か
ら
。
〔
1
1
1
　
・
　
1
0
八
〕



　
（
p
．
　
8
0
，
　
l
°
　
2
）
上
述
の
、
疑
わ
し
い
肯
定
的
関
係
（
呼
吸
な
ど
が
ア
ー
ト
マ
ン

と
共
在
す
る
こ
と
）
お
よ
び
否
定
的
関
係
（
そ
の
反
対
の
命
題
）
に
も
と
つ
い

て
は
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
お
よ
び
そ
れ
と
矛
看
せ
る
こ
と
を
確
知
す
る
こ
と

は

で

き
な
い
か
ら
で
あ
る
．
、
そ
の
わ
け
は
、
　
（
理
由
概
念
が
）
同
種
類
の
も
の

の

う
ち
に
存
在
す
る
こ
と
お
よ
び
異
種
類
の
も
の
の
う
ち
に
存
在
し
な
い
こ
と

に

つ

い

て
疑
い
が
あ
る
な
ら
ば
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
も
成
立
し
な
い
し
、
そ

れ
と
矛
盾
す
る
こ
と
も
成
立
し
k
－
5
い
O
　
（
p
．
　
8
0
，
　
L
　
3
）
そ
う
し
て
〈
ア
ー
ト
マ
ン

を
有
す
る
も
の
〉
と
〈
ア
ー
ト
マ
ン
を
有
し
な
い
も
の
〉
と
は
異
な
っ
た
他
の

あ
り
か
た
（
第
三
の
選
言
肢
）
は
成
立
し
な
い
。
そ
れ
故
に
、
　
〈
呼
吸
な
ど
を

有
す
る
こ
と
〉
を
理
由
概
念
と
す
る
な
ら
ば
、
主
張
命
題
の
主
語
で
あ
る
〈
生

き
て
い
る
身
体
〉
の
う
ち
に
ア
ー
ト
マ
ン
が
存
在
す
る
か
存
在
し
な
い
か
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
、
　
疑
い
が
起
る
。
　
し
た
が
っ
て
　
〈
呼
吸
な
ど
を
有
す
る
こ

と
〉
と
い
う
の
は
、
　
〈
不
定
〉
な
る
理
由
概
念
で
あ
る
。

　
（
P
．
　
8
9
t
°
6
）
　
（
理
由
概
念
の
有
す
べ
き
）
三
つ
の
特
徴
が
成
立
し
な
い
と
き

に

は
、
あ
る
い
は
そ
れ
ら
に
つ
い
て
疑
問
が
あ
る
と
き
に
は
、
理
由
に
関
す
る

誤
謬
が

起
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
た
あ
と
で
、
結
論
を
述
べ
て
い
う
、
－

三
・

111　
こ
の
よ
う
に
、
　
（
理
由
概
念
の
有
す
べ
き
）
三
つ
の
特
徴
の

う
ち
で
、
い
つ
れ
か
I
つ
が
成
立
し
な
い
と
き
、
あ
る
い
は
特
徴
の
二

つ
づ

つ
が
成
立

し
な
い
と
き
に
は
、
ま
た
疑
わ
れ
る
と
き
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
に
応
じ
て
、
不
成
立
（
a
s
i
d
d
h
a
）
、
矛
盾
（
≦
「
已
合
冨
）
、
不
定

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
の
に
（
中
村
）

（a
n
a
i
k
a
n
t
i
k
a
）

〔
三

・

三
九
〕

と
い
う
三
種
の
〈
誤
っ
た
理
由
概
念
〉
が
存
在
す
る
。

　
（
1
）
．
　
，
9
0
，
　
l
°
9
．
）
1
こ
の
よ
う
に
一
と
い
う
の
は
、
　
r
直
前
に
述
べ
た
次
第
に
よ

っ

て
一
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
（
三
つ
の
特
徴
）
の
う
ち
で
、
い
ず

れ

か
一
つ
の
特
徴
が
不
成
立
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
疑
わ
れ
て
い
る
と
き
、
あ

る
い
は
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
特
徴
が
不
成
立
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
疑
わ
れ
て
い

る
と
き
に
は
、
　
〈
不
成
立
〉
お
よ
び
〈
矛
盾
〉
お
よ
び
〈
不
定
〉
と
い
う
誤
っ

た
理
由
概
念
と
な
る
。
ラ
。
。
○
、
ご
一
）
甲
が
成
立
し
な
い
と
き
、
あ
る
い
は
疑

わ

れ
て

い

る
と
き
に
、
甲
に
対
応
し
て
、
乙
と
い
う
誤
っ
た
理
由
概
念
が
起
る

な
ら
ば
’
乙
は
、
甲
が
成
立
し
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
甲
が
疑
わ
れ
て
い
る
こ

と
に
も
と
つ
い
て
起
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
が
そ
れ
ぞ
れ
の
誤
っ
た

理
由
概
念
と
対
応
し
て
い
る
か
ら
、
　
「
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
」
と
い
っ
た
の
で

あ
る
。〔

第
一
八
節
　
自
己
矛
盾
の
あ
る
理
由
概
念
〕

三
・

二
二
ー
≡
二
矛
盾
し
た
こ
と
の
範
囲
か
ら
は
ず
れ
な
い
理
由
概
念

（
自
己
矛
盾
し
て
い
る
理
由
）
も
ま
た
、
疑
わ
れ
て
（
不
定
な
る
）
理

由
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
た
。
何
故
そ
れ
が
、
こ
こ
で
説

か

れ

て
い
な
い
の
か
？
そ
れ
は
、
推
理
の
領
域
に
お
い
て
は
成
立
し
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
一
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な
い
か
ら
で
あ
る
。
〔
三
二
δ
、

一1！〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
T
）

　
（
I
）
．
　
8
ρ
l
．
　
1
4
）
反
対
老
い
わ
く
、
　
　
師
（
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
）
は
、
矛
盾
し

た
こ
と
か
ら
逸
脱
し
な
い
理
由
概
念
も
ま
た
疑
わ
し
い
理
由
概
念
の
一
つ
で
あ

る
、
と
説
い
た
で
は
な
い
か
。
他
の
理
由
に
も
と
つ
い
て
論
証
さ
れ
た
場
合
に
、

矛
盾

し
て
い
る
こ
と
の
範
囲
か
ら
は
ず
れ
な
い
な
ら
ば
’
そ
れ
は
〈
矛
盾
し
て

い
る
こ
と
の
範
囲
か
ら
は
ず
れ
な
い
こ
と
〉
で
あ
る
。
（
p
．
　
8
0
，
　
l
．
　
1
5
）
あ
る
い

は
ま
た
、
そ
の
理
由
概
念
が
、
（
1
）
矛
盾
し
て
い
る
。
ー
何
と
な
れ
ば
、
他

の

論
証
法
に
よ
っ
て
確
定
し
た
こ
と
が
ら
が
、
矛
盾
し
た
こ
と
を
証
明
す
る
か

ら
o
ま
た
（
2
）
範
囲
を
は
ず
れ
る
こ
と
な
く
、
（
正
当
で
あ
る
。
）
ー
何
と
な

れ
ば
、
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
か
ら
逸
脱
す
る
こ
と
が

な
い
か
ら
。
　
　
　
（
だ
か
ら
そ
れ
は
）
矛
盾
し
て
い
て
、
し
か
も
範
囲
か
ら
は

ず
れ
る
こ
と
が
な
く
て
（
正
当
な
の
で
あ
る
）
。

　
（
p
．
　
8
0
，
　
l
．
　
！
7
）
答
え
て
い
わ
く
、
　
　
確
か
に
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
わ
が

師
は

そ
の
こ
と
を
説
か
れ
k
）
。
　
（
P
°
。
。
P
へ
．
お
）
し
か
し
、
わ
た
く
し
は
こ
こ
で

は

説
か

な
か
っ
た
。
（
省
略
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
）
何
故
で
あ
る
か
？

答
え
て
い
わ
く
、
（
同
時
に
正
し
く
も
あ
り
、
ま
た
誤
っ
て
い
る
理
由
概
念
は
）

推
論
の

範

囲
に
お
い
て
は
成
立
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
0
，
　
t
°
2
1
）
　
l
推
理
の
領
域
」
と
は
、
正
し
い
論
理
的
思
考
に
よ
っ
て
成

立

し
て
い
る
（
理
由
概
念
の
）
三
つ
の
特
徴
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
わ
け
は
、

そ
れ
に
も
と
つ
い
て
推
理
が
成
立
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
、
推
理
の
領
域
な
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
二

で

あ
る
。
そ
う
し
て
、
正
し
い
論
理
的
思
考
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
（
理
由

概
念
の
）
三
つ
の
特
徴
に
も
と
つ
い
て
推
理
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故

に
、
そ
れ
こ
そ
推
理
の
領
域
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
論
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
　
〈
矛
盾
し
て
い
て
、
し
か
も
範
囲
を
逸
脱
せ
ぬ
（
正
し
い
理
由
概

念
）
な
る
も
の
〉
は
’
成
立
し
得
な
い
。

　
（
P
°
。
。
一
“
へ
゜
］
）
実
に
い
ま
こ
こ
で
は
、
正
し
い
論
理
的
思
考
に
よ
っ
て
成
立
し

て

い

る
〈
理
由
概
念
の
三
つ
の
特
徴
〉
が
論
題
と
し
て
考
察
さ
れ
始
め
た
の
で

あ
る
か
ら
、
そ
の
本
質
が
正
し
い
思
考
作
用
に
よ
っ
て
（
た
と
い
部
分
的
に
も

せ

よ
）
成
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
〈
誤
っ
た
理
由
概
念
〉
が
論
題
と
し
て
成
立

す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
　
〈
矛
盾
し
て
い
て
、
し
か
も
範
囲
を
逸
脱
す
る

こ
と
な
く
（
正
当
で
あ
る
）
も
の
〉
の
（
二
重
性
格
を
も
っ
た
）
本
質
な
る
も

の

は
、
正
し
い
論
理
的
思
考
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

故

に
、
そ
れ
は
存
在
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
，
し
た
が
っ
て
、
不
可
能
で
あ
る

が
故

に
、
　
（
独
立
の
事
項
と
し
て
立
て
て
）
説
く
こ
と
を
し
な
か
っ
た
の
で
あ

る
。

（
1
）
　
ス
チ
ニ
ル
パ
ッ
キ
：
の
推
‥
疋
で
あ
ろ
。

（
p
．
　
8
1
，
　
l
°
ご
で
は
何
故
不
可
能
な
の
で
あ
る
か
っ
・
説
い
て
い
わ
く
、

三
・

＝
四
　
何
と
な
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
す
で
に
定
．
義
を
述
べ
た
と
こ
ろ



の

〈
結
果

と
し
て
の
理
由
概
念
〉
と
〈
そ
れ
自
体
と
し
て
の
理
由
概

念
〉
と
〈
無
知
覚
〉
と
が
矛
盾
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
不
可
能
で

あ
る
か
ら
で
あ
る
。
〔
三
・
＝
1
1
）

　
（
p
．
　
8
！
，
　
l
．
　
7
）
　
〈
結
果
〉
お
よ
び
〈
そ
れ
自
体
〉
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か

”
’
－
そ
の
定
義
は
す
で
に
説
明
し
て
お
い
た
。
結
果
が
原
因
か
ら
生
ず
る
と

い

う
こ
と
が
〈
結
果
と
し
て
の
理
由
概
念
〉
の
特
質
で
あ
る
。
そ
れ
自
体
が
論

証

さ
る
べ
き
こ
と
が
ら
に
周
延
し
て
い
る
こ
と
が
、
　
〈
そ
れ
自
体
と
し
て
の
理

由
概
念
〉
の
特
質
で
あ
る
。
（
1
）
．
　
8
1
．
t
’
9
）
理
由
概
念
が
矛
盾
し
た
も
の
と
な
る

た
め
に
は
、
結
果
は
自
己
の
原
因
を
捨
て
（
自
己
の
原
因
な
し
に
存
在
し
得
て
）
、

ま
た
〈
そ
れ
自
体
〉
は
〈
周
延
す
る
そ
れ
自
体
〉
を
捨
て
て
存
す
る
こ
と
に
な

ら
ね
ば
な
ら
ぬ
が
’
そ
の
よ
う
♪
．
旦
こ
と
が
ど
う
し
て
有
り
得
．
6
，
o
か
O
　
（
p
．
　
8
！
．

l
°
1
0
）
　
〈
無
知
覚
〉
の
定
義
は
、
す
で
に
説
明
し
て
お
い
た
。
〈
無
知
覚
〉
の
特

質
は
、
実
際
に
経
験
さ
れ
得
る
も
の
を
知
覚
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。
無
知
覚
と

い

う
の
は
、
　
（
或
る
場
所
に
）
或
る
物
の
存
在
し
な
い
こ
と
が
確
立
し
て
い
る

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
無
知
覚
も
ま
た
矛
盾
し
た
理
由
概
念
で
あ
る
こ
と
は
有
り

得
な
い
。

　
（
p
．
　
8
1
，
　
L
　
1
1
）
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
と
は
異
な
っ

た
他
の
（
場
合
）
が
存
在
し
得
る
で
あ
ろ
う
、
と
。
そ
こ
で
説
い
て
い
わ
く
、

三
・

二
五

そ
れ
以
外
に
、
他
の
不
可
分
離
な
る
関
係
は
存
在
し
な
い
。

イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
O
に
（
甲
村
）

　
（
P
°
　
8
1
，
　
l
．
　
I
i
l
）
そ
う
し
て
、
そ
れ
ら
三
つ
の
特
微
以
外
に
、
他
の
、
　
（
理
由

概
念

と
論
証
さ
る
べ
き
も
の
と
の
）
不
可
分
離
な
関
係
は
存
在
し
な
い
。
そ
れ

故

に
、
正
し
い
理
由
概
念
で
あ
る
特
性
は
、
こ
の
三
つ
の
特
徴
の
う
ち
に
の
み

含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
！
，
へ
゜
ま
）
で
は
、
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
師
は
、
こ
の
理
由
概
念
の
誤
謬
を
ど

こ
に
説
い
た
の
で
あ
る
か
？
　
説
い
て
い
わ
く
、
－

三
・

二
六
　
そ
れ
故
に
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
を
考
察
す
る
に
当
っ
て
、

〈
実
際
に
事
物
を
経
験
す
る
こ
と
に
依
ら
な
い
で
説
か
れ
、
伝
承
に
依

存
し
て
い
る
推
論
）
に
も
と
つ
い
て
、
矛
盾
し
て
い
る
が
（
他
面
で
は
）

逸
脱

す
る
こ
と
の
な
い
（
正
し
い
）
　
〈
論
証
の
誤
謬
V
が
（
デ
ィ
グ
ナ

ー
が
師
に
よ
っ
て
）
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
〔
三
・
二
四
〕

　
（
p
．
　
8
1
，
　
l
°
1
8
）
　
（
自
己
矛
盾
で
あ
る
理
由
概
念
は
）
、
実
際
に
事
物
を
経
験
す

る
こ
と
に
も
と
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
推
論
に
お
い
て
は
成
立
し
な
い
か
ら
、

〈
伝
承
聖
典
に

依
存

し
て
い
る
推
論
〉
に
も
と
つ
い
て
、
　
〈
矛
盾
し
て
い
て
、

し
か
も
逸
脱
す
る
こ
と
の
無
い
（
正
し
い
）
理
由
概
念
〉
が
述
べ
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
（
I
）
．
　
8
！
，
L
　
1
9
）
或
る
推
論
の
理
由
概
念
の
三
特
徴
が
伝
承
聖
典
に
も
と

つ

い
て

成
立

し
て
い
る
な
ら
ば
、
そ
の
推
論
の
よ
り
ど
こ
ろ
は
伝
承
聖
典
で
あ

る
。

　
（
p
．
　
8
1
，
　
t
．
　
1
9
）
反
対
者
い
わ
く
、
－
そ
の
理
由
概
念
の
三
つ
の
特
徴
が
伝

承
聖
典
に

も
と
つ
い
て
成
立
し
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
も
と
ど
の
つ
ま
り
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
三
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正

し
い
論
理
的
思
考
に
も
と
つ
い
て
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？

　
答

え
て
い
わ
く
、
　
　
実
際
に
事
物
を
経
験
す
る
こ
と
に
依
ら
な
い
で
説
か

れ

て

い
る
の
で
，
g
，
〈
）
O
　
（
I
，
．
　
S
l
，
t
°
　
2
o
）
実
際
に
実
在
し
な
い
事
物
を
見
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
考
想
の
み
の
力
、
影
響
力
に
も
と
つ
い
て
現
れ
出
た
の
で
あ
る
。
推

論
の

理
由
概
念
の
三
特
徴
が
伝
承
聖
典
に
も
と
つ
い
て
成
立
し
て
い
る
場
合
に

は
、
そ
の
三
特
徴
は
、
正
し
い
認
識
な
ら
ざ
る
考
想
の
み
に
も
と
つ
い
て
成
立

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
正
し
い
思
考
に
も
と
つ
い
て
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な

い
．

　
（
p
．
　
8
2
，
　
l
．
　
！
）
そ
れ
で
は
、
伝
承
聖
典
に
も
と
つ
い
て
理
由
概
念
の
三
特
徴
が

成

立

し
て
い
る
と
こ
ろ
の
推
論
は
、
い
か
な
る
こ
と
が
ら
に
関
し
て
（
論
題
と

し
て
）
も
ち
出
さ
れ
る
の
か
？

　
（
p
．
　
8
2
，
　
1
．
　
2
）
答
え
て
い
わ
く
、
ー
「
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
ら
」
す
な
わ
ち
、

直
接
知

覚
に
よ
っ
て
も
推
論
に
よ
っ
て
も
対
象
と
さ
れ
な
い
’
超
感
覚
的
な

（形
而
上
学
的

な
）
こ
と
が
ら
、
　
　
そ
の
聖
典
の
説
く
こ
と
が
ら
’
－
例

え
ば
、
普
遍
（
慕
↑
∋
ρ
コ
ぐ
P
）
な
ど
　
　
を
考
察
す
る
こ
と
が
な
さ
れ
る
場
合
に

は
、
伝
承
聖
典
に
た
よ
る
推
論
が
成
立
す
る
。
そ
の
（
形
而
上
学
的
な
）
論
議

に

も
と
つ
く
も
の
と
し
て
〈
矛
盾
し
て
い
て
、
範
囲
を
逸
脱
せ
ざ
る
（
正
し
い
）

理
由
概
念
〉
を
（
デ
ィ
グ
ナ
ー
ガ
）
師
は
説
い
た
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
2
，
　
t
．
　
5
）
で
は
（
そ
の
よ
う
な
誤
謬
が
）
聖
典
に
も
と
つ
く
推
論
に
関
し

て
も
起
る
の
は
、
何
故
で
あ
る
か
？
　
答
え
て
い
わ
く
、
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
四

三
・

二
七
　
学
問
体
系
（
論
典
）
を
つ
く
る
人
々
が
こ
と
が
ら
に
関
し
て

迷

い
誤

る
が
故
に
、
反
対
の
（
1
存
在
し
な
い
）
こ
と
が
ら
そ
れ
自
体

を
（
諸
対
象
）
に
帰
し
て
付
託
す
る
か
ら
で
あ
る
。
〔
三
・
＝
吾

　
（
p
．
　
8
2
，
　
t
．
　
7
）
学
問
体
系
（
論
典
）
を
つ
く
る
人
々
が
、
　
［
反
対
の
」
す
な
わ

ち
事
物
と
は
矛
盾
し
て
い
る
こ
と
が
ら
自
体
を
諸
対
象
に
帰
し
て
付
託
す
る
の

で

あ
る
（
u
p
a
s
a
旦
呂
．
p
u
合
s
言
二
9
）
。
そ
の
付
託
が
成
立
す
る
か
ら
、
〈
矛

盾
し
て
い
て
’
し
か
も
範
囲
を
逸
脱
し
な
い
（
正
し
い
）
理
由
概
念
〉
が
成
立

す
る
の
で
あ
る
。
迷
い
誤
る
が
故
に
（
三
二
勃
ニ
ロ
、
斜
1
1
ぐ
三
辞
○
習
2
ε
。
そ
の
わ

け
は
、
迷
い
誤
っ
て
い
る
学
問
体
系
形
成
者
が
’
そ
れ
ぞ
れ
の
、
実
は
存
在
し

な
い
こ
と
が
ら
自
体
を
、
有
り
と
見
な
し
て
付
託
す
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
2
，
　
l
．
　
1
0
）
も
し
も
学
問
体
系
を
つ
く
る
人
々
で
さ
え
も
誤
る
こ
と
が
あ

る
な
ら
ば
、
そ
の
他
の
（
普
通
の
）
人
々
（
凡
人
）
を
ど
う
し
て
信
頼
す
る
こ

と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
？
（
ス
ー
ト
ラ
作
者
は
）
答
え
て
い
わ
く
、

三
・

二
八
　
何
と
な
れ
ば
、
実
際
に
存
在
し
て
い
る
と
お
り
の
事
物
の
あ

り
さ
ま
が
知
ら
れ
た
と
き
に
は
、
す
な
わ
ち
〈
そ
れ
自
体
に
も
と
つ
く

推

論
〉
〈
結
果
に
も
と
つ
く
推
論
〉
〈
無
知
覚
に
も
と
つ
く
推
論
〉
が

な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
（
矛
盾
）
の
成
立
す
る
除
地
（
可

能
性
）
は
無
い
。
〔
三
・
二
六
〕

（I

）

　
g
2
，
　
l
．
　
1
2
）
諸
理
由
に
関
し
て
、
正
し
い
理
由
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確



立

す
る
の
は
、
妄
り
な
考
想
（
k
a
与
p
コ
割
）
に
よ
る
の
で
は
な
く
て
、
事
物
の

事
m
p
l
　
a
　
（
v
a
s
t
u
－
s
．
　
t
h
i
t
i
）
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
実
際
に
存
在
し
て
い

る
と
お
り
の
事
物
の
あ
り
さ
ま
が
知
ら
れ
た
と
き
に
は
、
す
な
わ
ち
〈
そ
れ
白

体
に

も
と
つ
く
推
論
〉
　
〈
結
果
に
も
と
つ
く
推
論
〉
　
〈
無
知
覚
に
も
と
つ
く
推

論
〉
が
な
さ
れ
る
場
合
に
は
、
そ
の
よ
う
な
（
矛
盾
）
の
成
立
す
る
余
地
（
可

能
性
）
は
存
在
し
な
い
O
　
（
p
．
　
8
2
，
、
°
1
3
）
究
極
に
お
い
て
実
在
す
る
事
物
が
成

立

し
て
い
る
。
そ
れ
を
超
え
て
逸
脱
す
る
こ
と
な
く
、
実
際
に
仔
在
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

と
お
り
で
あ
る
と
こ
ろ
の
諸
事
物
は
、
そ
れ
ら
の
事
物
が
実
際
に
あ
る
が
ま
ま

に

成
立

し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
妄
り
な
考
想
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
の
で

は

な
い
。
（
p
．
　
8
2
，
l
．
　
l
5
）
そ
れ
故
に
、
そ
れ
ら
の
事
物
に
関
し
て
は
、
　
〈
矛
盾

し
て
い
て
、
し
か
も
範
囲
を
逸
脱
し
な
い
〉
と
い
う
（
誤
っ
た
理
由
概
念
）
が

起
り
得
る
よ
う
な
迷
妄
の
成
立
す
る
余
地
は
存
在
し
な
い
。

　
（
p
．
　
8
2
，
　
l
．
　
1
7
）
そ
こ
で
〈
矛
盾
し
て
い
て
、
し
か
も
範
囲
を
逸
脱
し
な
い
〉

と
い
う
（
自
己
矛
盾
に
陥
っ
た
、
誤
っ
た
理
由
概
念
）
の
実
例
を
示
す
。

（
1
）
　
こ
こ
で
は
矛
盾
律
が
明
示
さ
れ
て
い
ろ
。

三
・

二
九
　
こ
の
（
誤
謬
）
に
つ
い
て
、
実
例
を
（
1
1
つ
提
示
す
る
。
）

　
（
大
前
提
）
　
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
存
在
し
、
み
ず
か
ら
に
内
属
す
る
も

　
　
　
　

の

と
同
時
に
内
属
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
万
有
に
遍

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

　
　
　
在
し
て
い
る
。

（実
例
）
　
例
え
ば
虚
至
が
そ
う
で
あ
る
。

（
小
前
提
）
　
普
遍
（
品
∋
芦
さ
）
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
存
在
し
、

　
　
　
み
ず
か
ら
に
内
属
す
る
も
の
と
同
時
に
内
属
し
て
い
“
Q
O
　
Q
I
I

　
　
　

・

二
七
〕

　
（
p
．
　
8
2
，
　
t
．
　
2
1
）
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
存
在
し
、
み
ず
か
ら
に
内
属
す
る
も
の
と

同
時
に
内
属
し
て
い
る
も
の
は
、
す
べ
て
、
　
〈
普
遍
が
一
切
の
場
所
に
存
在
し

て
い
る
も
の
と
内
属
し
て
い
る
こ
と
〉
で
あ
る
と
し
て
、
主
語
と
し
て
、
そ
れ

に

つ

い

て
〈
万
物
に
遍
在
し
て
い
る
こ
と
〉
が
述
語
と
し
て
陳
述
さ
れ
る
の
で

“

S
“
Q
O
　
（
p
．
　
8
3
，
　
i
．
　
1
）
そ
れ
故
に
、
　
〈
同
時
に
内
属
し
て
い
る
こ
と
〉
は
必
ら
ず

〈
万

物
に
遍
在
し
て
い
る
こ
と
〉
の
う
ち
に
包
摂
さ
れ
て
存
在
し
て
い
る
。
前

者
は

後
老
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
説
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
3
、
　
l
°
　
2
）
さ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
普
遍
は
、
運
動
を
所
有
せ
ず
、
し

か

し
直
接
に
知
覚
経
験
さ
れ
、
唯
一
な
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
カ
ナ

ー
ダ
大
仙
人
に
よ
っ
て
説
か
れ
た
。
（
P
・
　
8
3
．
　
l
・
　
3
）
そ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
自
己
と

関
係
し
て
い
る
一
切
の
も
の
と
、
内
属
（
S
a
m
a
〆
、
〔
ピ
〆
、
a
）
の
関
係
に
よ
っ
て
同
時

に
関
係
し
て
い
る
。
　
「
普
遍
は
、
諸
の
個
物
の
う
ち
に
も
、
ま
た
個
物
の
存
在

し
な
い
諸
の
場
所
の
う
ち
に
も
、
定
住
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
論
証
す
る

た

め
に
、
カ
ナ
ー
ダ
の
弟
子
で
あ
る
パ
イ
ル
カ
（
」
’
a
i
l
u
k
a
）
が
こ
の
論
理
的
思

考
を
提
示
し
た
。
（
フ
。
。
辿
、
°
コ
）
（
ス
ー
ト
ラ
の
本
文
に
お
い
て
）
　
「
辟
言
え
ば
虚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
五



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

空
の

ご

と
く
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
次
の
趣
意
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
の

で

あ
る
。
実
例
命
題
は
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
理
由
概
念
に
周
延
し
て
い
る

こ
と
を
提
示
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。
そ
の
わ
け
は
、
虚
空
も
ま
た
、
　
1

切
の

場
所
に

存
在

す
る
、
み
ず
か
ら
と
結
び
つ
い
て
い
る
樹
木
な
ど
と
同
時
に

関
係
し
て
い
て
’
万
物
に
遍
在
し
て
い
る
。
　
「
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
存
在
し
、
み

ず
か
ら
に
内
属
す
る
も
の
と
内
属
し
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
理
由
概
念
が
主

張
命
題
の
主
語
の
述
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
3
，
　
l
°
。
。
）
こ
の
理
由
概
念
が
〈
そ
れ
自
体
を
理
由
と
し
て
い
る
と
い
う
ご

A
J
〉
　
（
こ
の
理
由
命
題
が
分
析
判
断
で
あ
る
と
い
う
こ
と
）
を
理
解
し
て
、
（
こ

の

ス

ー
ト
ラ
の
著
者
は
）
説
い
て
い
わ
く
、

111　
・
1
1
1
0
　
そ
れ
自
体
が
そ
れ
ら
の
場
所
に
か
く
れ
て
存
在
し
て
い
る
と

い

う
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
事
物
と
関
係
し
て
い
る
（
類
の
）
そ
れ
n
体

の

み
に

依
存

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
そ
れ
の
反
対
の
こ
と
が
ら
は
不

可
能
で
あ
る
。
）
〔
三
二
天
〕
何
と
な
れ
ば
、
甲
の
場
所
に
乙
と
い
う
も

の

が
存
在

し
な
い
な
ら
ば
、
乙
は
そ
の
場
所
（
甲
）
を
み
つ
か
ら
み
た

す
と
い
う
こ
と
は
有
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
上
述
の
論

式

は
、
　
〈
そ
れ
自
体
〉
を
理
由
概
念
と
し
て
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
で

あ
る
。
〔
三
・
1
1
九
〕

　
（
1
，
．
　
8
3
．
　
f
°
1
1
）
　
［
そ
れ
ら
の
事
物
と
関
係
し
て
い
る
（
類
の
）
そ
れ
自
体
の
み

に

依
存
し
て
い
る
」
と
い
う
の
は
、
類
の
そ
れ
自
体
は
、
　
一
切
の
場
所
に
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
六

し
て
い
る
そ
れ
ら
の
実
休
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
は
い

か

な
る
も
の
で
あ
る
の
か
？
　
説
い
て
い
わ
く
、
　
　
そ
れ
は
く
そ
れ
自
体
が
’

関
V
u
F
i
p
a
p
a
l
　
！
m
v
〈
）
　
（
s
｛
u
p
b
a
n
d
h
i
n
）
そ
れ
ら
の
も
の
の
場
所
の
う
ち
に
か
く
れ
て

存
在

し
て
い
る
こ
と
〉
の
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
3
，
　
l
°
ご
）
甲
と
い
ふ
も
の
の
そ
れ
自
体
が
諸
の
事
物
（
乙
ら
）
と
結
び

つ

い

て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
も
の
（
甲
）
は
必
ら
ず
そ
れ
ら
の
事
物

（乙

ら
）
の
占
め
て
い
る
場
所
の
う
ち
に
か
く
れ
て
存
在
し
て
い
る
は
ず
で
あ

る
。
そ
れ
故
に
、
類
が
そ
れ
ら
の
事
物
の
場
所
に
か
く
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
’
そ
れ
ら
の
事
物
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
に
従
属
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
3
，
　
t
．
　
1
6
）
反
対
者
が
問
う
て
い
わ
く
、
牛
の
主
人
は
牛
と
関
係
し
て
い

る
。
し
か
し
主
人
そ
れ
自
体
は
牛
と
同
じ
場
所
を
占
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
で
は
、
「
そ
れ
と
関
係
し
て
い
る
か
ら
そ
れ
と
同
じ
場
所
を
占
め
て
い
る
」

と
い
う
こ
と
が
、
ど
う
し
て
言
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
？

　
（
コ
c
。
ω
“
S
°
1
7
）
　
（
こ
の
結
び
つ
き
は
内
属
の
関
係
で
あ
る
。
）
或
る
場
所
（
甲
）

に

或

る
も
の
（
乙
）
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
も
の
（
乙
）
は
そ
の
場
所

（甲
）
を
占
有
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
（
7
c
。
ω
“
S
二
c
。
）
そ
の
も
の
（
乙
）
は

そ
の
場
所
（
甲
）
を
み
ず
か
ら
み
た
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
問

題

と
さ
れ
て
い
る
’
　
〈
類
〉
と
、
　
〈
そ
の
類
を
所
有
す
る
諸
事
物
〉
と
の
関
係

は
’
内
属
（
ξ
三
〔
ジ
、
三
．
を
を
特
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
そ
の
関

係
は
、
同
じ
場
所
を
占
有
し
て
い
る
二
つ
の
も
の
の
あ
い
だ
に
お
い
て
の
み
成

立
す
る
の
g
J
　
a
g
r
．
o
。
　
（
p
．
　
8
3
，
　
t
．
　
1
9
）
そ
の
関
係
に
よ
っ
て
、
甲
が
乙
に
内
属
し



て

い

る
場
合
に
は
、
甲
は
み
ず
か
ら
の
本
質
に
よ
っ
て
乙
を
占
有
し
て
、
内
属

因
た
る
も
の
の
場
所
に
白
体
を
押
し
こ
め
る
の
で
あ
る
。
（
p
．
　
8
3
，
　
l
．
　
2
0
）
或
る

も
の
を
占
有
す
る
と
い
う
こ
と
は
’
そ
の
も
の
の
占
め
て
い
る
場
所
に
自
体
を

押

し
こ
め
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
こ
と
が
内
属
な
の
で

あ
る
。

　
（
p
．
　
8
3
，
　
1
．
　
2
1
）
そ
れ
故
に
、
甲
が
乙
に
内
属
す
る
な
ら
ば
、
甲
が
乙
と
い
う

実
体
に
遍
満
し
て
、
み
ず
か
ら
そ
の
場
所
の
う
ち
に
現
存
す
る
も
の
と
な
る
の

で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
3
，
　
l
．
　
2
！
）
そ
の
趣
意
は
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
　
　
或
る
場
所
に
あ
る

物
に
周
延
す
る
こ
と
は
’
そ
の
場
所
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い
る
。

も
し
も
〈
そ
の
場
所
に
あ
る
こ
と
〉
が
無
い
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
周
延
す
る

こ
と
も
な
い
か
ら
、
遍
満
（
遍
在
）
を
特
質
と
す
る
内
属
関
係
と
い
う
関
係
は

存
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
p
．
　
8
4
，
　
l
．
　
1
）
と
こ
ろ
が
遍
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
存

在

す
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
場
所
に
（
類
が
）
ひ
そ
ん
で
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
故
に
、
こ
の
場
合
の
（
理
由
概
念
は
）
〈
（
証
因
）
そ
れ
自
体
が
理
由
と
な

る
理
由
概
念
〉
（
s
ぐ
a
b
h
割
v
f
t
，
　
h
O
t
u
）
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
4
，
　
1
．
　
3
）
　
（
第
二
に
）
パ
イ
タ
ラ
（
一
、
p
三
田
日
）
の
立
て
た
論
式
を
示
し

て
い
わ
く
、
－

三
二

三
　
第
二
の
論
式
は
次
の
よ
う
に
成
立
す
る
。

　
（
大
前
提
）
　
も
し
も
或
る
も
の
（
甲
）
が
、
知
覚
さ
れ
る
た
め
の
諸

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
b
ド
＋
J
u
f
）

　
　
　
　
条

件
を
そ
な
え
て
い
る
の
に
、
　
〔
或
る
場
所
（
乙
）
に
お
い

　
　
　
　
て
〕
知
覚
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
も
の
（
甲
）
は
そ
こ
（
乙
）

　
　
　
　
に

存
在
し
な
い
の
で
あ
る
、

　
（
実
例
）
　
例
え
ば
、
或
る
場
所
（
乙
）
に
存
在
し
な
い
瓶
が
そ
う
で

　
　
　
　
あ
る
。

　
（
小
前
提
）
　
（
一
つ
の
）
普
遍
は
、
知
覚
さ
れ
る
た
め
の
諸
条
件
を

　
　
　
　
そ
な
え
て
い
る
の
に
、
　
（
そ
れ
に
対
応
す
る
）
諸
の
個
物
の

　
　
　
　
あ
い
だ
の
中
間
に
お
い
て
は
知
覚
さ
れ
な
い
。

　
（
結
論
）
　
（
そ
れ
故
に
、
類
は
実
在
し
な
い
。
）

　
無
知
覚
に
も
と
つ
く
こ
の
論
式
と
、
そ
れ
自
体
（
に
も
と
つ
く
前
掲

の

論
式
）
と
は
、
互
い
に
矛
盾
し
た
意
義
を
成
立
さ
せ
る
か
ら
、
同
l

の

も
の
に
関
し
て
は
疑
惑
を
生
ぜ
し
め
る
。
〔
三
二
三
〕

　
（
p
．
　
8
4
，
　
l
’
8
）
　
r
知
覚
さ
れ
る
た
め
の
諸
条
件
を
そ
な
え
て
い
る
」
す
な
わ
ち
、

対

象
と
な
り
得
る
状
態
に
達
し
た
、
経
験
的
に
知
覚
さ
れ
る
、
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
　
〈
そ
の
諸
条
件
に
よ
っ
て
、
経
験
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
得
る
も
の
〉
を

主
語

と
し
て
立
て
て
、
　
「
そ
れ
は
そ
こ
に
存
在
し
な
い
」
と
い
っ
て
非
存
在
と

し
て
表
現
さ
る
べ
き
こ
と
が
、
述
語
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
（
｝
）
°
。
。
合
S
㊤
）
そ
れ
故
に
’
周
延
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
〈
経
験
に
よ
っ
て
知

覚

さ
れ
得
る
も
の
の
無
知
覚
〉
に
対
し
て
、
周
延
す
る
も
の
で
あ
る
〈
非
存
在

と
し
て
表
現
さ
れ
る
も
の
〉
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
七
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（
p
．
　
8
・
1
，
　
l
．
　
1
0
）
　
［
例
え
ば
」
云
々
と
い
う
の
は
、
　
或
る
場
所
に
存
在
し
な
い

瓶
が
実
例
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
4
，
　
1
．
　
1
1
）
　
［
’
w
u
が
知
覚
さ
れ
な
い
」
と
い
う
の
は
、
　
そ
の
こ
と
が
主
張

命
題
の

主
語
の

述
語
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
諸

の

個
物
の

あ
い
だ
の
中
間
」
と
い
う
の
は
、
他
の
諸
の
個
物
と
、
個
物
が
な
に

も
存
在
し
な
い
空
間
（
虚
空
）
と
の
こ
と
で
あ
る
。
（
」
）
°
。
。
亡
s
」
口
）
〈
牛
〉
と

い

う
普
遍
は
、
　
或
る
個
物
（
生
き
て
い
る
具
体
的
な
〈
牛
〉
）
の
う
ち
に
は
経

験
的
に

知

覚
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
他
の
個
物
で
あ
る
馬
な
ど
お
よ
び
（
個
物
で

は

な
い
）
虚
空
の
う
ち
に
は
知
覚
さ
れ
な
い
。
そ
れ
故
に
’
こ
れ
ら
の
も
の
の

う
ち
に
は
（
普
遍
は
）
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
。

　
（
1
）
°
　
s
，
t
，
　
t
．
　
1
3
）
　
（
k
％
に
つ
い
て
の
）
こ
の
無
知
覚
（
に
も
と
つ
く
論
式
）
と
、

前
に
述
べ
た
そ
れ
自
体
（
に
も
と
つ
く
前
掲
の
論
式
）
と
は
互
い
に
矛
盾
す
る

か

ら
、
両
方
の
こ
と
が
ら
は
（
互
い
に
矛
盾
し
た
）
二
つ
の
（
結
論
）
を
成
立

さ
せ
る
か
ら
、
そ
の
両
者
は
、
主
張
命
題
の
主
語
（
1
1
類
の
存
在
）
と
い
う
一

つ
の

も
の
に
関
し
て
疑
惑
を
生
ぜ
し
め
る
。

　
（
P
．
　
8
4
，
　
l
．
　
1
4
）
実
に
、
1
つ
の
物
が
互
い
に
矛
盾
し
た
自
体
を
も
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
は
、
有
り
得
な
い
。
（
p
．
　
8
4
，
　
t
．
1
5
）
そ
う
し
て
こ
の
場
合
、
一
つ

の

（
理
由
概
念
）
に
よ
っ
て
、
他
の
諸
の
個
物
の
う
ち
に
も
、
ま
た
個
物
の
存

在

し
な
い
虚
空
の
う
ち
に
も
（
類
が
）
存
在
す
る
こ
と
を
証
明
す
る
。
ま
た
他

の

理

由
す
な
わ
ち
無
知
覚
に
よ
っ
て
、
　
（
類
が
）
存
在
し
な
い
こ
と
が
論
証
さ

れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↓
五
八

　
（
二
㏄
、
［
、
°
1
6
）
そ
う
し
て
或
る
同
一
の
も
の
が
、
同
l
時
に
、
或
る
1
つ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
ー
）

場
所
に

お

い

て
存
在
し
、
か
つ
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
正
し
く
な
い
。
何

と
な
れ
ば
、
両
者
（
存
在
と
非
存
在
）
と
は
矛
盾
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
（
矛

盾
律
に
背
反
し
て
い
る
。
）

　
（
p
．
　
8
i
，
　
l
．
　
1
7
）
そ
う
い
う
わ
け
で
、
伝
承
聖
典
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る

〈
類
〉
が
〈
万
物
に
遍
在
し
て
い
る
こ
と
〉
と
〈
万
物
に
遍
在
し
て
い
な
い
こ

と
〉
と
両
者
が
論
証
さ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
こ
の
両
者
に
は
〈
矛
盾
し
て
い
る

こ
と
〉
と
〈
範
囲
を
逸
脱
し
な
い
で
正
し
い
こ
と
〉
と
い
う
二
つ
が
生
ず
る
。

（
そ
う
し
て
両
老
は
互
い
に
矛
盾
し
て
い
る
。
）

　
（
p
．
　
8
・
1
，
　
l
．
　
1
。
）
同
l
の
も
の
で
あ
る
〈
類
〉
が
、
T
」
一
切
の
場
所
に
存
在

す
る
事
物
と
同
時
に
関
係
し
て
い
る
（
　
内
属
し
て
い
る
）
と
い
う
こ
と
が
承

認

さ
れ
、
［
五
一
ま
た
そ
れ
は
経
験
上
、
知
覚
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
が
承
認
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
し
た
が
っ
て
、
［
1
〕
あ
ら
ゆ
る
も
の
と
関
係
し

て
い
る
か
ら
〈
万
物
に
遍
在
し
て
い
る
〉
と
い
う
こ
と
が
結
論
さ
れ
、
　
ま
た

［［：

：
　
’
］
経
験
上
、
知
覚
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
諸
の
個
物
の
中
間
を
知
覚

し
な
い
が
故
に
、
〈
万
物
に
遍
在
し
て
い
な
い
こ
と
〉
が
結
論
t
o
れ
s
Q
O
　
（
p
．
　
8
，
1
，

t
　
2
0
）
　
5
た
が
っ
て
、
　
こ
の
学
問
体
系
創
始
者
自
身
が
’
　
（
論
証
さ
る
べ
き
こ

と
が
）
二
つ
の
矛
盾
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見

通

す
こ
と
が
で
き
な
く
て
、
矛
盾
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
周
廷
さ
れ
て
い
る
二
つ

の

属
性
を
説
い
て
、
　
〈
矛
盾
し
て
い
て
、
し
か
も
範
囲
を
逸
脱
し
な
い
こ
と
〉

と
い
う
誤
謬
の
起
る
余
地
を
与
え
た
の
で
あ
る
。



（
p
．
　
8
i
　
l
．
　
2
1
）
　
）
か
し
実
体
に
関
し
て
は
、
上
述
の
誤
謬
は
成
立
し
な
い
。

以

上
、
誤
っ
た
理
由
概
念
を
説
明
し
お
わ
っ
た
。

（
1
）
　
こ
こ
で
は
矛
盾
律
が
明
示
さ
れ
て
い
ろ
。

〔
第
一
九
節
　
実
例
の
重
要
性
〕

　
（
p
．
　
8
t
l
，
　
l
．
　
2
2
）
反
対
老
い
わ
く
、
－
諸
の
理
由
概
念
は
、
論
証
の
構
成
部

分
で

あ
る
か
ら
、
以
上
に
説
明
さ
れ
、
そ
う
し
て
付
随
的
に
T
誤
っ
た
理
由
概

念
の
こ
と
も
説
明
さ
れ
た
よ
う
に
、
同
様
に
、
諸
の
実
例
も
、
論
証
の
構
成
部

分
で

あ
る
か
ら
、
や
は
り
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
ま
た
付
随
的
に
誤
っ

た
実
例
の
こ
と
も
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
説
明

さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
？

　
答
え
て
い
わ
く
、

三
二
三
一
三
つ
の
条
件
を
そ
な
え
て
い
る
理
由
概
念
の
こ
と
は
、
す
で

に

説

明
し
た
。
そ
れ
だ
け
の
こ
と
に
よ
っ
て
事
物
の
認
識
を
な
す
こ
と

が
で

き
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
論
証
の
一
部
分
で
あ
る
実
例
命

題

な
る
も
の
を
、
別
に
独
立
に
説
く
こ
と
を
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ

故

に
、
実
例
の
定
義
を
別
に
説
く
こ
と
は
し
な
い
。
何
と
な
れ
ば
、
そ

の

意
義
は
す
で
に
理
由
概
念
の
説
明
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
〔
三
・
三
二

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
．
字
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

　
（
p
．
　
8
5
，
　
l
．
　
3
）
三
つ
の
条
件
を
具
え
て
い
る
理
由
概
念
の
こ
と
が
’
す
で
に
説

明
さ
れ
た
。
で
は
’
ど
う
し
て
諸
の
実
例
の
こ
と
を
論
ず
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。

　

し
か
し
な
が
ら
’
そ
れ
だ
け
の
こ
と
に
よ
っ
て
は
事
物
の
認
識
を
な
す
こ
と

が
で
き
な
い
。

　

そ
こ
で
（
ス
ー
ト
ラ
作
老
は
）
説
い
て
い
う
、
1
そ
れ
だ
け
の
こ
と
に
よ

っ

て
、
す
な
わ
ち
（
p
，
　
8
5
，
　
l
．
　
4
）
以
上
に
定
義
を
説
明
し
た
理
由
概
念
だ
け
に
よ

っ

て
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

（
上
述
の

よ
う
な
理
由
概
念
）
の
み
が
（
人
々
に
）
事
物
を
知
ら
せ
る
も
の
な

の

で

あ
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
よ
う
な
（
理
由
概
念
）
を
こ
と
ば
に
出
し
て
明

言
す
る
こ
と
の
み
が
、
論
証
な
の
で
あ
る
。
（
℃
．
　
8
5
，
　
l
．
　
5
）
実
例
な
る
も
の
は
、

論
証
方
式
の

一
部
分

で
は

な
い
。
そ
う
し
て
、
実
例
は
（
論
証
方
式
の
）
部
分

で
は

な
い
か
ら
、
そ
の
実
例
な
る
も
の
の
定
義
は
、
理
由
概
念
の
定
義
の
あ
と

に
、
別
に
独
立
に
説
く
こ
と
を
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
5
，
　
l
°
　
6
）
反
対
者
い
わ
く
、
　
　
で
は
、
も
し
も
、
理
由
概
念
が
実
例
を

と
も
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
理
由
概
念
を
（
論
証
さ
る
べ
き
概
念

が
）
周
延
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
ど
う
し
て
確
知
す
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
る
か
C
L
．

　
（
p
．
　
8
5
，
　
l
．
　
7
）
わ
れ
わ
れ
は
、
　
［
理
由
概
念
は
（
論
証
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の

実
例
を
と
も
な
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う

で
は

な
く
て
、
理
由
概
念
と
は
別
に
、
実
例
な
る
も
の
が
独
立
に
存
在
す
る
の

で
は

な
い
、
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
実
例
は
理
由
概
念
の
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
五
九
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に

含
ま
れ
て
い
る
に
ち
が
い
な
い
。

　
（
p
．
　
8
5
，
　
l
．
　
8
）
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
「
実
例
の
定
義
を
別
に
説
く
こ
と
は
し
な

い
」
－
V
　
（
ス
－
ト
ラ
に
）
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
実
例
の
定
義
を
全
然
述

べ

な
い
」
と
い
う
ふ
う
に
主
張
し
た
の
で
は
な
い
。

　
（
P
°
　
8
5
，
　
l
．
　
9
）
反
対
老
い
わ
く
、
　
　
そ
う
だ
と
し
て
も
、
実
例
は
理
由
の
た

め

に

役
立
ち
（
理
由
に
従
属
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
）
、
　
実
例
の
定
義
が
や
は

り
説
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
答
え
て
い
わ
く
、
－
（
そ
れ
は
無
用
で
あ
る
）
。
何
と
な
れ
ば
、
　
「
そ
の
意

義
は

す
で
に
理
由
概
念
の
説
明
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」
　
実
例

の

定
義

の
、
意
義
、
目
的
、
こ
と
ば
で
陳
述
さ
れ
る
こ
と
が
す
で
に
述
べ
ら
れ
て

い

る
か
ら
、
だ
か
ら
（
実
例
の
定
義
を
別
に
説
く
こ
と
は
無
用
な
の
で
あ
る
。
）

　
（
p
．
　
s
r
，
，
　
l
°
！
0
）
実
例
の
定
義
は
、
実
例
と
い
う
も
の
が
何
で
あ
る
か
、
理
解

し
得
る
よ
う
に
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
、
実
例
が
何
で
あ
る
か
、

と
い
う
こ
と
は
、
理
由
の
定
義
に
も
と
つ
い
て
の
み
確
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
p
．
　
8
5
，
　
l
．
　
1
1
）
そ
れ
故
に
実
例
な
る
も
の
の
定
義
の
目
的
、
実
例
の
理
解
は
、

そ
れ
（
理
由
の
定
義
）
に
も
と
つ
い
て
完
成
す
る
の
で
あ
る
。
あ
る
い
は
ま
た
、

陳
述
さ
る
べ
き
こ
と
（
a
1
）
h
i
d
h
e
べ
a
）
、
実
例
と
名
づ
け
ら
れ
る
（
そ
れ
に
対
応

す
る
）
知
識
が
内
含
さ
れ
て
い
る
。

　
（
p
．
　
8
5
，
　
i
’
　
1
3
）
で
は
、
　
「
実
例
の
意
義
は
す
で
に
理
由
概
念
の
説
明
の
う
ち

に

含
ま
れ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
成
立
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
ハ
〇

三
二
二
三
　
理
由
概
念
の
本
質
は
、
理
由
概
念
が
同
種
類
の
も
の
の
う
ち

に

の
み
存
在
す

る
こ
と
、
そ
う
し
て
異
種
類
の
も
の
か
ら
は
完
全
に
排

除

さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
、
と
一
般
に
説
か
れ
て
い
る
、
さ
ら
に
特

に

区
別

し
て
、
結
果
で
あ
る
理
由
概
念
（
甲
）
と
そ
れ
自
体
で
あ
る
理

由
概
念
（
乙
）
　
（
と
の
二
種
類
を
）
挙
げ
た
が
、
甲
は
、
原
因
か
ら
結

果
の

生
起
す
る
こ
と
に
も
と
づ
き
、
　
（
結
果
を
見
て
そ
の
原
因
を
推
知

す
る
こ
と
で
あ
り
）
、
乙
は
そ
れ
自
体
（
1
1
そ
れ
の
み
）
に
も
と
づ
き
、
（
そ

れ

自
体
か
ら
そ
れ
自
体
の
有
す
る
属
性
を
推
知
す
る
こ
と
で
あ
る
。
）

両

者
が
示
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
説
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
道
理
を
説
き

示
す
人
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
べ
き
で
あ
る
。

〔
甲
〕
煙
の
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
火
が
有
る
．
、
例
え
ば
、
か
ま
ど
の
場

合

で

あ
る
。
或
る
と
こ
ろ
に
火
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
煙
は
存
在
し

な
い
o
例
え
ば
他
の
場
合
（
火
の
無
い
と
こ
ろ
）
の
場
合
で
あ
る
。

〔
乙
〕
造
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、
無
常
性
が
あ
る
。

例
え
ば
、
瓶
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。
も
し
も
（
或
る
も
の
に
無
常
性

が

存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
そ
の
も
の
が
〈
造
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る

こ
と
〉
は
成
立
し
得
な
い
。
例
え
ば
、
虚
空
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
。

　
も
し
も
そ
う
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
　
（
理
由
概
念
が
）
同
種
類
の
も

の

の

う
え
に
存
在
し
、
異
種
類
の
も
の
の
う
ち
に
存
在
し
な
い
と
い
う



こ
と
を
、
上
述
の
し
か
た
で
説
き
．
不
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

〔
甲
〕
或
る
こ
と
が
ら
が
原
因
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
定
め
（
因
果
関

係
）
は
〔
結
果
▽
と
い
う
し
？
Q
．
b
　
（
l
i
i
h
g
a
）
に
属
す
る
の
で
あ
り
、
ま

た
そ
れ
自
体
（
ひ
v
a
b
h
a
v
a
）
と
い
う
し
る
し
は
、
そ
れ
自
体
に
よ
っ
な

周
延
さ
れ
て
い
る
．
、
そ
う
し
て
こ
の
道
理
が
説
き
示
さ
れ
た
と
き
に
は
、

実
例
が
説
き
示
さ
れ
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
何
と
な
れ
ば
、
実
例
は
こ

れ

だ
け
の
も
の
を
本
質
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
〔
三
・
三
二
〕

　
（
マ
㏄
口
゜
g
．
　
2
2
）
理
由
概
念
の
本
質
が
’
無
区
別
に
、
　
一
般
的
に
述
べ
ら
れ
た
。

こ
の
定
義
は
、
（
1
）
結
果
か
ら
原
因
を
推
知
す
る
こ
と
、
（
2
）
そ
れ
自
体
か
ら

そ
の
属
性
を
推
知
す
る
こ
と
、
（
3
）
無
知
覚
に
も
と
つ
く
推
理
　
　
以
上
の
三

つ
に

共

通
で
あ
る
。

　
（
二
c
。
口
、
°
　
2
3
）
で
は
、
理
由
概
念
の
特
質
が
同
種
類
の
も
の
の
う
ち
に
の
み

存
在
し
、
す
べ
て
の
異
種
類
の
も
の
か
ら
排
除
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
の
二

つ

の

特

徴
の
み
が
（
上
述
の
三
つ
の
推
論
の
ど
れ
に
も
適
用
さ
れ
得
る
も
の
と

し
て
）
無
区
別
に
（
共
通
の
も
の
と
し
て
）
説
か
れ
た
の
は
、
何
故
で
あ
る
か
P

　
（
p
．
　
8
6
，
　
l
．
　
！
）
＃
e
（
w
a
性
す
な
わ
ち
類
は
、
こ
と
ば
で
説
か
れ
得
る
に
し
て
も
、

（
そ
れ
自
体
を
）
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
類
こ
そ
諸
の
特
殊

老

の

う
ち
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
（
ワ
。
。
◎
、
°
　
2
）
さ
ら
に

ま
た
区
別
さ
れ
た
特
性
を
有
す
る
二
つ
の
理
由
概
念
は
、
特
別
に
（
1
）
原
因
か

ら
生
ず
る
因
果
関
係
と
（
2
）
　
〈
そ
れ
の
み
で
あ
る
こ
と
に
〉
も
と
つ
い
て
い
る

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
付
）

も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
特
に
説
明
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
説
か
れ
る

の

で
あ
る
。

　
（
二
⑭
9
べ
゜
口
）
（
ま
ず
、
原
囚
か
ら
）
結
果
の
生
起
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
を
す
で
に
説
明
し
！
g
O
　
（
p
．
　
8
6
，
　
t
°
　
3
）
実
に
結
果
が
（
原

因
か
ら
）
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
場
合
に
、
結
果
が
（
原
因
と
）

同
種
類
の
も
の
の
う
ち
に
の
み
仔
在
し
、
そ
う
し
て
一
切
の
異
種
類
の
も
の
か

ら
排
除
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
二
㏄
ρ
ぺ
’
○
（
第

二

に
）
そ
の
論
証
さ
る
べ
き
も
の
自
体
が
、
論
証
す
る
理
由
概
念
の
う
ち
に
の
み
、

付
随
し
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
（
p
三
二
）
ρ
】
〉
〔
呂
p
H
p
コ
一
売
〔
二
白
牡
コ
o
‖
魯
（
三
ρ
】
】
P

】

昌
製
日
三
三
ー
δ
；
国
ぐ
a
b
）
で
あ
り
、
そ
れ
が
説
か
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。

実
に

論
証
さ
る
べ
き
こ
と
の
本
質
的
同
一
S
．
S
　
（
t
a
d
i
l
t
m
y
a
）
　
（
例
え
ば
樹
木
）

は
、
理
由
概
念
（
例
え
ば
シ
ン
シ
山
、
パ
ー
樹
）
の
う
ち
に
存
在
す
る
も
の
に
ほ

か

な
ら
な
い
。

　
（
P
°
　
8
6
，
　
l
．
　
6
）
論
証
を
な
す
理
由
概
念
の
そ
れ
自
体
が
知
ら
れ
た
と
き
に
、

（論
証
さ
る
べ
き
も
の
の
）
そ
れ
自
体
で
あ
る
理
由
概
念
が
、
（
み
ず
か
ら
と
）

同
種
類
の
も
の
の
う
ち
に
は
存
在
し
、
そ
う
し
て
異
種
類
の
も
の
す
べ
て
か
ら

排
除
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
p
．
　
8
6
，
　
l
．
　
7
）
そ
れ
こ
そ
、
共

通

な
（
一
般
的
な
）
特
質
で
あ
っ
て
、
種
々
特
殊
な
る
（
理
由
概
念
の
）
本
質

と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
知
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
以
外
で
は
あ
り
得
な

い
O
　
（
p
．
　
8
6
，
i
°
　
8
）
そ
れ
故
に
、
種
々
な
る
特
殊
性
の
定
義
が
述
べ
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
ハ
↓
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華
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）

　

も
し
も
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
何
が
起
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
そ
こ

で
説
い
て

い
わ

く
、
－
ー

　
（
I
）
°
　
8
6
，
　
l
．
　
9
）
そ
こ
で
、
一
般
的
な
共
通
の
定
義
を
説
こ
う
と
欲
す
る
人
は
、

特
殊

な
定
義
を
説
こ
う
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
説
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
（
p
．
　
8
6
，
　
l
．
　
l
e
）
　
［
f
i
　
C
あ
る
と
こ
ろ
に
は
’
火
が
有
る
」
と
い
う
の
は
、
（
な

に

ご

と
か
の
）
結
果
で
あ
る
理
由
概
念
の
周
延
関
係
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
の
周
延
閲
係
は
、
　
（
火
と
煙
と
の
）
因
果
関
係
の
論
証
方
法
で
あ
る
正
し
い

認
識
根
拠
か
ら
確
知
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
’
　
一
例
え
ば
か
ま
ど
の
場

合
で
あ
る
　
と
い
う
実
例
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
二
。
。
ρ
N
°
1
1
）
ま

た
［
火
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
煙
は
存
在
し
な
い
一
と
い
う
否
定
的
な
閤

係
が
説
き
示
さ
れ
た
。
そ
う
し
て
一
例
え
ば
、
他
の
場
合
（
湖
）
に
お
い
て
は

そ
う
で
は
な
い
」
と
い
っ
て
、
反
対
の
実
例
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
何
と
な

れ

ば
、
　
〈
火
の
無
い
こ
と
〉
は
必
ら
ず
〈
煙
の
無
い
こ
と
〉
に
決
っ
て
い
る
と

い

う
こ
と
が
、
説
き
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
か
ま
ど
と
は
異

な
っ
た
（
湖
な
ど
）
に
つ
い
て
、
そ
の
よ
う
に
説
か
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
（
p
．
　
8
6
，
　
l
．
　
1
：
S
）
　
［
〈
造
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
〉
が
あ
る
と
こ
ろ
に
は
、

無
常
性
が
あ
る
」
と
い
う
の
は
、
そ
れ
自
体
が
証
す
る
理
由
概
念
の
周
延
関
係

を
説
き
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
二
。
。
三
＼
°
ご
）
一
も
し
ご
。
（
或
る
も
の
に
）

無
常
性
が

存
在
し
ご
い
な
ら
ご
、
そ
の
も
の
が
ハ
造
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ

こ
と
〉
は
成
立
し
な
い
一
と
い
う
の
は
、
否
定
的
な
周
廷
国
係
を
説
き
示
し
た

の
で
“
±
E
｝
s
・
Q
。
　
Q
）
．
　
8
6
，
　
t
．
　
．
r
5
）
周
延
関
係
を
成
立
さ
せ
る
正
し
い
知
識
は
、
共
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
二

の

属
性

を
示
す
実
例
に
つ
い
て
説
き
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
し
て
（
論

証

さ
る
べ
き
こ
と
と
の
）
周
延
関
係
が
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
理
由
概
念
は
、

論
証

さ
る
べ
き
こ
と
が
存
在
し
な
い
と
き
に
は
、
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と

が
示

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
（
1
）
．
　
8
6
，
　
L
　
l
r
，
）
そ
れ
故
に
、
　
（
肯
定
的
実
例
と
し
x
y
）
　
1
例
え
ば
、
瓶
の
場

合
が

そ
う
で
あ
る
」
と
か
、
否
定
的
実
例
と
し
て
「
例
え
ば
、
虚
空
の
場
合
が

そ
う
で
あ
る
」
と
か
言
っ
て
、
実
例
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
1
）
．
　
8
6
，
　
l
°
1
7
）
何
故
そ
う
で
あ
る
の
か
p
’
説
い
て
い
わ
く
、
1
も
し
も

そ
う
で
な
か
っ
た
な
ら
ば
、
共
通
の
特
徴
を
も
つ
も
の
で
あ
る
（
理
由
概
念
が
）
、

同
種
類
の
も
の
の
う
ち
に
存
在
し
、
異
種
類
の
も
の
の
う
ち
に
存
在
し
な
い
と

い

う
こ
と
を
、
上
述
の
し
か
た
で
、
す
な
わ
ち
必
ず
定
ま
っ
て
い
る
と
し
て
、

説

き
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
（
p
．
　
8
6
，
　
t
°
2
0
）
種
々
な
る
特
殊
性
の
特
徴
を
、
上
述
の
し
か
た
と
は
異
な
っ

た

し
か
た
で
（
実
例
に
依
存
す
る
こ
と
な
し
に
）
　
一
つ
一
つ
示
す
こ
と
は
不
可

能
で
あ
る
。
ρ
）
°
㏄
ρ
へ
“
さ
）
ス
ー
ト
ラ
の
な
か
に
盲
こ
6
［
∨
ρ
言
と
い
う
語
が

あ
る
が
、
そ
れ
は
［
論
証
さ
る
べ
き
も
の
（
火
）
の
結
果
（
煙
）
で
あ
る
こ
と
」

で

あ
り
、
そ
れ
が
論
理
的
に
定
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
　
〈
論
証
さ
る
べ

き
も
の
の
結
果
で
あ
る
こ
と
〉
に
よ
っ
て
、
煙
が
あ
る
事
実
は
火
の
あ
る
こ
と

を
内
合
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
り
、
口
理
田
に
定
ま
っ
て
い
る
。
　
（
二
〔
w
〔
二
、
°
昌
）

或

る
種
の
区
別
を
な
す
本
質
た
る
も
の
で
あ
る
〈
論
証
さ
る
べ
き
も
の
の
結
果

で

あ
る
こ
と
が
定
ま
っ
て
い
る
関
係
〉
は
、
そ
れ
と
は
異
な
っ
て
（
実
例
に
た



よ
ら
な
い
で
）
示
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
（
P
’
8
6
，
、
、
）
．
）
）

　
ま
た
（
第
二
に
、
或
る
種
の
区
別
を
な
す
本
質
た
る
も
の
で
あ
る
関
係
、
す

な
わ
ち
〈
そ
れ
自
体
の
し
る
し
〉
　
（
証
因
）
を
〈
論
証
さ
る
べ
き
も
の
〉
す
な

わ
ち
〈
そ
れ
自
体
〉
が
周
延
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
（
実
例
に
あ
る
の
で
な

け
れ
ば
）
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
　
（
v
・
8
6
，
　
／
°
2
3
）
因
果
関
係
は
か
ま
ど
（
と

い

う
実
例
）
に
つ
い
て
、
本
質
的
同
一
関
係
は
瓶
（
と
い
う
実
例
）
に
つ
い
て

知

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
　
（
論
証
さ
る
べ
き
も
の
と
理
由
概
念
と
の
）
周
延

関
係
を
論
証
す
る
正
し
い
認
識
方
法
を
示
そ
う
と
す
る
人
は
、
共
通
性
に
よ
る

実
例

を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
（
p
．
　
8
7
，
　
l
°
！
）
し
か
る
に
〈
異
質
性
に
よ
る
実
例
〉
と
い
う
も
の
は
、
理
由
概

念
が
原
因
の
結
果
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
場
合
に
、

原

因
が
存
在
し
な
い
な
ら
ば
、
結
果
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る

た
め
の
も
の
で
4
S
t
Q
O
　
（
p
．
㏄
7
，
　
t
，
　
2
）
そ
れ
故
に
（
異
質
性
に
も
と
つ
く
実
例
に

お

い
て

は
）
必
ら
ず
し
も
実
体
（
実
際
に
存
在
す
る
も
の
）
が
（
実
例
と
し
て
挙

げ

ら
れ
て
）
い
る
の
で
は
な
い
。
〈
原
因
が
存
在
し
な
い
と
き
に
は
結
果
が
存
在

し
な
い
〉
と
い
う
こ
と
は
、
実
体
に
つ
い
て
も
、
あ
る
い
は
（
仮
空
の
）
非
実

体
に

つ

い

て
も
言
わ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
（
1
）
°
㏄
z
L
3
）
そ
れ
故
に
、
実
体
で
あ

ろ
う
と
も
、
　
（
仮
空
の
）
非
実
体
で
あ
ろ
う
と
も
、
異
質
性
に
も
と
つ
く
実
例

が

必
要
で

あ
る
、
と
わ
れ
わ
れ
は
考
え
る
の
で
あ
る
、
そ
れ
故
に
実
例
を
離
れ

て
は
、
（
‘
．
－
実
例
を
宇
げ
な
い
な
ら
ば
）
、
理
由
観
念
が
論
話
さ
る
べ
き
こ
と
の

う
ち
に
存
在
す
る
三
も
、
あ
る
い
は
仔
在
し
な
い
・
．
一
も
、
夫
示
す
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
イ
ン
ド
・
、
画
理
．
∵
・
の
理
解
の
た
心
に
（
中
村
）

き
な
い
の
g
y
“
S
v
Q
O
　
（
p
．
　
8
7
，
　
l
．
　
・
1
）
そ
れ
故
に
、
共
通
性
に
よ
る
実
例
と
は
、
理

由
概
念
た
る
も
の
を
述
べ
た
あ
と
で
、
周
延
関
係
を
論
証
す
る
認
識
方
法
を
示

す
も
の
S
’
y
　
a
g
　
“
（
　
O
　
（
p
．
　
8
7
，
　
l
°
s
）
　
（
理
由
概
念
の
）
周
延
関
係
が
一
般
に
承
認
さ

れ

て

い

る
な
ら
ば
、
論
証
さ
る
べ
き
も
の
が
存
在
し
な
い
と
き
に
は
理
由
概
念

が
存
在

し
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
が
故
に
、
異
質
性
に
よ
る
実
例
が
挙
げ
ら

れ

ね
ば

な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
を
説
き
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
（
P
．
㏄
7
，
　
i
．
　
6
）
　
1
そ
う
し
て
こ
の
道
理
（
関
係
）
が
説
き
示
さ
れ
た
と
き
に
は
、

実
例
が
示
さ
れ
た
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
　
（
と
い
う
こ
と
が
含
音
心
さ
れ
て
い
る
の

で

あ
る
）
。
」
す
な
わ
ち
、
周
延
関
係
を
成
立
さ
せ
る
正
し
い
認
識
方
法
を
示
す

こ
の
道
理
（
関
係
）
が
採
用
さ
れ
る
な
ら
ば
、
　
（
周
延
関
係
の
）
無
い
こ
と
を

示

す
或
る
道
理
も
採
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
道
理

（
関
係
）
が
説
き
示
さ
れ
た
と
き
に
は
’
実
例
が
示
さ
れ
た
に
ほ
か
な
ら
な
い

（
と
い
う
こ
と
が
言
え
る
の
で
あ
る
。
）

　
（
p
．
　
8
6
，
　
L
　
8
）
何
故
で
あ
る
か
？
　
答
え
て
い
わ
く
、
．
　
r
（
実
例
は
）
こ
れ

だ
け
の
も
の
を
本
質
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
一
　
（
p
．
　
8
6
，
　
l
．
　
9
）
実
に
、
実

例
の
本
質
は
こ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ー
〈
共
通
性
に
も
と

つ

く
実
例
〉
に
は
、
周
延
関
係
を
成
立
さ
せ
る
正
し
い
知
識
を
示
す
と
い
う
こ

と
が
あ
る
。
（
p
．
　
8
7
，
l
．
　
1
1
）
周
延
関
係
が
一
般
に
承
認
さ
れ
て
い
る
（
実
例
）

に

と
っ
て
、
　
一
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
が
無
い
な
ら
は
、
論
証
す
る
も
の
（
理
由

厩
念
）
が
無
い
一
と
い
う
こ
と
を
示
す
、
と
い
う
こ
の
こ
と
が
、
異
質
性
に
も

と
つ
く
実
例
の
本
買
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
．
．
一



　
　
　
　
法
華
文
化
研
だ
（
‥
し
ロ
ゲ
）

　
（
p
．
　
8
7
，
へ
’
ご
）
さ
て
、
以
上
の
こ
と
は
、
理
由
概
念
の
氾
明
に
も
と
つ
い
！
’

お
の
ず

か

ら
明
ら
か
に
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
．
そ
れ
な
の
に
、
ど
う
し
て
実
例

の

定
義

を
述
べ
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
P

〔
第
二
〇
節
　
共
通
性
に
よ
る
実
例
の
誤
謬
〕

三
二
二
四
　
実
例
の
誤
謬
も
ま
た
’

こ
と
に
な
る
。
〔
三
・
一
三
三

以

上

の

こ
と
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
た

　
（
p
．
　
，
R
7
，
　
X
．
　
1
：
？
，
）
理
由
慨
・
へ
・
心
の
本
質
を
説
明
す
る
こ
と
は
、
実
例
が
何
で
あ
る

か

と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
実
例
の
誤
謬
も
説

明
さ
れ
お
わ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
わ
け
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。

工削
に
E
l
べ
4
2
こ
レ
」
♪
乞
成
‥
己
さ
身
」
’
o
（
白
め
ド
‥
、
〆
休
用
．
承
刃
心
〉
ご
れ
’
o
戸
m
の
出
大
例
．
o
　
l
i
f
　
；
U
、

み
ず

か

ら
の
機
能
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
、
そ
れ
は
実
例
の
誤
謬

と
な
る
、
と
い
う
こ
と
が
内
含
さ
れ
X
「
、
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
7
，
　
l
．
　
1
6
）
　
p
t
g
の
実
例
の
誤
謬
を
例
示
す
る
。

三
∴
二
五
　
例
え
ば
、

　
（
主
張
命
題
）
　
こ
と
ば
は
常
住
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
理
由
命
題
）
　
（
こ
と
ば
は
）
形
質
を
有
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、

　
（
実
例
命
題
）
　
連
動
の
ご
と
v
で
あ
る
。
原
r
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
瓶
の

ご
と
く
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
パ
四

（
こ
れ
ら
の
実
伺
は
）
諭
証
さ
る
べ
き
こ
と
、
前
証
す
る
理
由
概
念
、

あ
る
い
は
そ
の
両
者
を
欠
い
て
い
る
．
．
［
三
・
三
巴

　
（
1
）
．
　
8
7
，
　
l
°
1
9
，
二
こ
と
ば
は
常
住
で
あ
る
　
と
1
1
・
・
口
う
と
き
に
は
、
論
証
さ
る

べ

き
こ
と
で
あ
る
「
こ
と
ば
の
常
住
性
一
に
対
し
て
、
　
［
形
質
の
無
い
も
の
で

あ
る
か
ら
一
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。
共
通
性
に
も
と
つ
い
て
、
　
一
，
運
動
の

ご

と
く
で
あ
る
一
一
原
子
の
ご
と
く
で
あ
る
一
一
瓶
の
ご
と
く
で
あ
る
一
と
い

う
諸
の
実
例
が
提
示
さ
れ
た
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
実
例
の
誤
謬
で
あ
る
。
　
（
こ

れ

ら
の
実
例
は
）
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
（
常
住
で
あ
る
こ
と
）
、
　
論
．
証
す
る
理

由
概
念
（
形
質
の
無
い
も
の
で
あ
る
こ
と
）
、
　
あ
る
い
は
そ
の
両
者
、
の
う
ち

の

い
つ

れ
か

を
欠
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

0
）
．
　
8
Z
　
l
．
　
2
1
）
（
ま
す
第
一
に
）
運
動
は
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
を
欠
い
て

い

る
。
何
と
な
れ
ば
、
運
動
は
無
常
な
（
消
え
失
せ
る
）
も
の
で
あ
る
か
ら
。

原
子
は
、
論
証
す
る
た
め
の
理
山
概
念
を
欠
い
て
い
る
。
何
と
な
れ
ば
、
諸
の

原
子
は
、
形
質
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
（
I
｝
．
　
8
8
，
　
l
．
　
1
）
形
質
と
は
、
万
物

に

遍
在

し
て
い
る
の
で
は
な
い
物
体
だ
け
の
分
量
の
あ
る
も
の
と
し
て
限
ら
れ

て
い
る
。
そ
う
し
て
諸
の
原
子
は
物
体
た
る
本
質
を
も
っ
て
い
て
、
万
物
に
遍

在
し
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
ヴ
ァ
イ
シ
ニ
H
シ
カ
学
派
は
、
諸
の

原
子
は
常
住
（
不
波
）
の
も
の
で
あ
る
と
土
・
o
え
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
諸
の
原

子
は
、
論
証
さ
る
べ
き
も
の
を
欠
い
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
8
，
　
l
．
　
2
）
と
こ
ろ
が
、
瓶
と
い
う
実
例
は
両
者
を
欠
い
て
い
る
。
何
と
な



れ

ば
、
瓶
は
無
常
で
あ
っ
て
、
し
か
も
形
質
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

三
二
二
六
　
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
の
属
性
（
述
語
）
な
ど
（
お
よ
び
理
由

概
念
）
が
疑
わ
し
い
＄
？
．
　
〈
：
　
（
f
a
m
d
i
g
d
h
a
s
a
d
h
y
a
d
h
a
r
m
a
d
a
y
a
h
）
も

同
様
で
あ
る
。
例
え
ば

〔
i
〕
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，
＼
、
．
　
　
　
　
　
　
、

（：

－
　
）

（
理
由
命
題
）

（実
例
命
題
）

（
主
張
命
題
）

（
理
由
命
題
）

こ
の
人
は
苗
情
な
ど
を
も
っ
て
し
る
。

こ
と
ば
を
話
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
。

讐
え
ば
市
街
の
人
の
ご
と
く
で
あ
る
。

こ
の
人
は
死
ぬ
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

何
と
な
れ
ば
、
　
（
こ
の
人
は
）
欲
情
な
ど
を
も

　
　
　
　
　

っ

て
い
る
か
ら
．
、

　
　
　

（
実
例
命
題
）
　
書
え
ば
、
市
街
の
人
の
ご
と
く
で
あ
る
。

〔■

1
■
－
●
－
〕
　
（
主
張
命
題
）
　
こ
の
人
は
全
知
者
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
、
　
（
こ
の
人
は
）
欲
情
な
ど
を
も

　
　
　
　
　

っ

て

い
る
か
ら
。

　
　
　
（
実
例
命
題
）
　
聾
え
ば
、
市
街
の
人
の
ご
と
く
で
あ
る
。
〔
三
・

　
　
　
　
　
三
五
〕

　
（
マ
。
。
。
。
、
s
べ
）
疑
い
を
い
だ
か
せ
て
、
結
論
に
関
し
て
不
定
で
あ
る
実
例
は
、

一
i
一
論
証
さ
る
べ
き
属
性
が
疑
わ
し
い
も
の
と
、
一
、
．
n
－
、
加
証
を
な
す
理
由
概
念

が

疑
わ
し
い
も
の
と
、
　
m
一
両
者
が
疑
わ
し
い
も
の
と
が
あ
る
。

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
の
に
（
中
村
）

　
（
P
・
㏄
8
，
　
L
　
8
）
そ
の
実
例
を
以
下
に
論
ず
る
こ
と
に
し
よ
う
。
　
（
第
一
の
実
例

に

お

い

て
、
）
「
欲
情
な
ど
を
も
っ
て
い
る
　
と
い
う
こ
と
は
、
論
証
さ
る
べ
き

こ
と
で
あ
る
。
　
一
こ
と
ば
を
話
す
こ
と
が
で
き
る
か
ら
」
と
い
う
の
は
理
由
で

あ
る
。
　
「
市
街
の
人
の
ご
と
く
て
あ
る
」
と
い
う
の
は
実
例
で
あ
る
。
そ
の
人

が
欲

情

な
と
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
疑
わ
し
い
o

　
（
p
．
　
8
8
，
　
l
．
　
！
0
）
　
（
第
二
の
実
例
に
お
い
て
）
「
死
ぬ
は
ず
の
も
の
で
あ
る
」
と

い

う
こ
と
は
、
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
　
［
こ
の
人
」
と
い
う
の
は
、
属

性
の

主

体
（
主
張
命
題
の
主
語
）
で
あ
る
。
「
．
欲
情
な
ど
を
も
っ
て
い
る
か
ら
」

と
い
う
の
は
、
理
由
で
あ
る
。
　
一
市
街
の
人
l
と
い
う
実
例
（
警
喩
）
の
う
ち

に
、
諭
証
を
な
す
理
由
概
念
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
、
疑
わ
れ
て
い
る
。
し

か

し
な
が
ら
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
で
あ
る
一
死
ぬ
は
ず
の
も
の
で
あ
る
こ

と
」
は
、
確
定
し
て
い
る
。

　
（
二
。
。
◎
S
°
に
）
第
三
の
実
例
に
お
い
て
、
　
一
全
知
者
な
ら
ざ
る
も
の
で
あ
る

こ
と
」
が
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
　
一
欲
情
な
と
を
も
っ
て
い
る
か
ら
」

と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
れ
が
〈
全
知
老
な
ら
ざ
る
も
の
で

あ
る
こ
と
〉
と
〈
欲
情
な
ど
を
も
っ
て
い
る
こ
と
〉
と
の
両
者
は
、
と
も
に
、

一
市
井
の
人
」
と
い
う
実
例
（
‥
二
喩
）
の
う
ち
に
存
在
す
る
か
ど
う
か
は
、
疑

わ

れ

て
い
る
。
　
（
し
た
が
っ
て
不
定
で
あ
る
。
）

三
・

111P
　
同
様
．
自
（
甲
が
あ
れ
ば
乙
が
あ
る
」
と
い
う
）
肯
定
的
共

在
関
係
を
と
も
な
わ
な
い
　
（
〔
三
日
ξ
吉
実
例
が
あ
る
．
）
　
ま
た
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
五



　
　
　
　
法
構
文
化
研
だ
（
ヒ
号
）

よ
う
な
共
在
関
係
を
適
切
に
夫
．
小
し
て
い
な
い
（
〔
壱
「
註
〔
二
，
巴
声
抽
コ
く
但
吉

実
例
が
あ
る
）
。
例
え
ば
、

〔
i
〕
　
（
主
張
命
題
）
　
こ
と
ば
を
話
す
人
は
、
欲
情
な
ど
を
も
っ
て
い

　
　
　
　
　
る
。

　
　
　
（
実
例
命
題
）
　
任
意
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
考
え
ら
れ
る
人
（
だ

　
　
　
　
　
れ

そ
れ
）
の
ご
と
く
で
あ
る
。

〔
h
〕
　
（
主
張
命
題
）
　
こ
と
ば
は
無
當
で
あ
る
。

　
　

　
（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
、
　
（
こ
と
ば
は
）
つ
く
り
出
さ
れ

　
　
　
　
　
た

も
の
で
あ
る
か
ら
。

　
　
　
（
実
例
）
　
例
え
ば
、
瓶
の
場
合
で
あ
る
。
〔
三
・
三
六
〕

　
（
P
°
　
8
8
，
　
I
．
　
！
6
）
r
・
1
　
［
　
〈
（
［
甲
が
あ
れ
ば
乙
が
あ
る
　
と
い
う
）
肯
定
的
共
在

関
係
を
と
も
な
わ
な
い
実
例
〉
と
い
う
の
は
、
そ
の
痴
例
の
う
ち
に
〈
論
証
さ

れ

る
こ
と
〉
と
〈
論
証
す
る
理
由
概
念
〉
と
が
と
も
に
仔
在
し
得
る
と
い
う
こ

と
は
経
験
さ
れ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
理
由
概
念
が
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉

に

よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。
ラ
。
。
。
。
頃
へ
」
ご
二
n
」
ま
た
〈
そ

の

よ
う
な
共
在
関
係
を
適
切
に
表
示
し
て
い
な
い
実
例
〉
と
い
う
の
は
’
そ
の

実
例
の
う
ち
に
共
在
関
係
が
存
在
し
て
い
る
け
れ
ど
も
’
立
論
者
が
そ
れ
を
適

切
に
表
示
し
て
い
な
い
場
合
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
8
．
　
t
．
　
1
8
）
　
i
の
場
合
の
実
例
を
示
し
て
い
わ
く
、
ー
　
一
こ
と
ば
を

話
す
人
は
」
と
い
っ
て
、
　
〈
こ
と
ば
を
話
す
人
で
あ
る
こ
と
〉
を
主
語
と
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
六

I
L
I
て
て
、
　
孜
情
、
ご
こ
を
も
り
！
、
い
る
一
ヒ
い
っ
／
’
、
　
〈
欲
情
な
t
、
　
j
を
も
っ
て

い

る
こ
と
〉
を
述
語
と
し
て
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
〈
こ
と
ば

を
話
す
人
で
あ
る
こ
と
〉
が
あ
れ
ば
、
必
ら
ず
〈
欲
情
な
ど
を
も
っ
て
い
る
こ

と
〉
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
定
ま
っ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ
て

い

る
こ
と
が
説
か
れ
た
の
で
あ
る
。
（
二
つ
。
つ
。
’
ざ
ω
O
）
「
任
意
に
坂
り
上
げ
ら
れ
て

考
え
ら
れ
る
人
（
だ
れ
そ
れ
）
の
ご
と
く
で
あ
る
。
一
こ
こ
に
　
「
任
意
の
　
と

い

う
語
が
あ
る
か
ら
、
立
論
者
も
、
反
対
論
者
も
人
，
日
め
て
意
味
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
．
R
’
　
t
°
2
1
）
そ
れ
故
に
、
　
〈
こ
と
ば
を
話
す
老
で
あ
る
こ
と
〉
　
（
甲
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

〈
欲
情

な
ど
を
も
っ
て
い
る
こ
と
〉
　
（
乙
）
と
の
両
者
が
、
　
「
任
意
の
人
」
と

い

う
実
例
の
う
ち
に
、
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
　
（
乙
が

甲
に
）
　
周
延
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
　
確
立
し
て
い
な
い
o
　
そ
れ
故
に
、

（以
上
に

挙
げ
た
実
例
は
）
、
肯
定
的
共
在
関
係
を
と
も
な
わ
な
い
実
例
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
E
．
　
L
　
2
2
）
r
こ
と
ば
は
無
常
で
あ
る
、
一
と
い
う
場
合
に
、
　
〈
無
常
で
あ
る

こ
と
〉
が
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
　
一
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か

ら
l
と
い
う
の
が
理
由
で
あ
る
。

　
（
P
．
　
8
9
．
，
、
二
二
瓶
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
」
と
い
う
こ
の
実
例
に
お
い
て
は
、

（
上

述
の
二
つ
の
概
念
の
）
共
在
関
係
が
適
切
に
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
場

合
〈
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
〉
と
い
う
点
で
、
こ
と
ば
は
瓶
に
似

て
い
る
け
れ
と
も
、
し
か
し
、
　
〈
無
常
で
あ
る
こ
と
〉
と
い
う
点
で
も
、
こ
と

ば

は

瓶
に
似
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
何
と
な
れ
ぱ
、
　
（
も
し
も



〈
無
常
で

あ
る
こ
と
〉
と
い
う
点
で
も
こ
と
ば
は
瓶
に
似
て
い
る
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
）
い
か
な
る
だ
例
か
ら
で
も
い
か
な
る
結
論
を
も
導

き
出
し
て
差
し
支
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
三
．
。
。
P

t
　
2
）
　
5
か
し
な
が
ら
、
も
し
も
〈
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
〉
が
〈
無

常
で
あ
る
こ
と
〉
を
本
質
と
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
認
識
さ
れ
た
な
ら
ば
、

こ
の
よ
う
に
〈
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
〉
に
も
と
つ
い
て
〈
無
常

で
あ
る
こ
と
〉
が
考
え
ら
れ
る
（
ー
推
知
さ
れ
る
）
で
あ
ろ
う
。
（
づ
゜
。
。
ρ
へ
゜
　
3
）

そ
れ
故
に
、
な
に
も
の
で
も
「
何
も
の
で
も
、
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
は
、
無

常
で
あ
る
」
と
い
っ
て
、
　
〈
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
〉
は
必
ら
ず

〈
無
常

な
も
の
で
あ
る
こ
と
〉
を
必
然
的
に
内
含
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
述

べ

て
、
そ
の
論
理
必
然
的
関
係
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
、
肯
定
的
な
共
在
関
係

を
明
示
す
る
文
章
の
意
義
を
理
解
す
る
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
実
例
が
、
採
用

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
（
p
，
　
8
9
，
　
l
．
　
5
）
そ
の
場
合
は
、
　
（
前
掲
の
二
つ
の
概
念
の
）
共
在
関
係
が
適
切

に

表
示
さ
れ
て
い
る
実
例
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
い
ま
挙
げ
た
実
例

に

よ
っ
て
は
、
共
在
関
係
を
明
示
す
る
文
章
を
説
か
な
い
で
、
実
例
だ
け
が
採

用
さ
れ
、
示
さ
れ
て
い
る
。
（
p
．
　
8
9
，
　
l
．
　
6
）
さ
て
、
そ
の
よ
う
な
実
例
は
、
共
通

性

（類

似
）
を
示
す
の
に
役
立
つ
だ
け
で
あ
る
。
共
通
性
に
も
と
つ
い
て
く
論

証

さ
る
べ
き
こ
と
V
を
成
立
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
　
（
不
完
全

な
論
証
と
な
る
。
）
（
p
．
　
8
9
，
　
t
．
　
6
）
そ
れ
故
に
、
実
例
は
共
在
関
係
を
示
す
こ
と

を
目
的
と
し
て
い
る
の
に
、
そ
の
目
的
は
、
こ
の
実
例
に
よ
っ
て
は
具
現
さ
れ

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

て

い
な
い
。
言
゜
。
。
○
、
．
べ
）
た
だ
共
通
性
を
示
す
だ
け
の
目
的
を
も
つ
も
の
と
し

て
採
用
さ
れ
た
実
例
は
、
無
川
で
あ
ろ
へ
役
に
己
た
な
い
）
．
．
　
し
た
が
っ
て
立

論
者
に
欠
点
が
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
実
例
の
誤
謬
で
あ
る
。
二
〆
。
。
ρ
へ
゜
　
g
t
）
実
に
、

こ
の
場
合
、
立
論
者
は
論
敵
に
教
え
て
理
但
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、

事
が

ら
は
誤
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、
立
論
者
が
誤
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

が
示

さ
れ
た
。
そ
れ
故
に
や
は
り
誤
謬
な
の
で
あ
る
。

（
－
）
　
t
；
l
t
h
i
i
．
　
B
B
　
．
4
に
ほ
無
、
°
が
、
ブ
三
’
・
l
，
　
1
1
i
；
1
本
に
』
＾
り
浦
う
．
．

三
・

三
八
　
換
位
（
転
換
）
し
た
肯
定
的
共
在
関
係
を
示
す
（
く
■
①
葺
◎
－

o
rv
a
y
a
）
実
例
も
同
様
で
あ
る
。

　
（
主
張
命
題
）
　
（
こ
と
ば
は
無
常
な
る
も
の
で
あ
る
。
）

　
（
理
由
命
題
）
　
（
何
と
な
れ
ば
、
　
こ
と
ば
は
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の

　
　
　
　

で
あ
る
か
ら
。
）

　
（
実
例
命
題
）
　
無
常
な
る
も
の
は
、
す
べ
て
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の

　
　
　
　

で
あ
る
。
　
（
例
え
ば
瓶
な
ど
の
場
合
で
あ
る
。
）

　
（
p
．
　
7
9
，
　
l
．
　
1
1
）
二
つ
の
概
念
の
あ
い
だ
の
必
然
的
に
共
在
す
る
関
係
が
逆
に

転
換

さ
れ
て
表
示
さ
れ
て
い
る
実
例
も
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
実
例
を
以

下
に

挙
げ

る
こ
と
に
す
る
。
　
　
　
一
無
常
な
る
も
の
は
、
す
べ
て
つ
く
り
出
さ

れ

た
も
の
で
あ
る
」
と
。
こ
の
実
例
に
よ
っ
て
は
、
　
「
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
六
七



　

　

　

　
　
法
華
文
化
研
究

（七
号
）

は
必
ら
ず
無
常
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
な
け
れ
は
な
ら
な
い
。
こ
う

い

う
わ
け
で
’
　
〈
つ
く
り
出
さ
れ
た
こ
と
〉
か
ら
〈
無
常
で
あ
る
こ
と
〉
が
知

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
（
二
。
。
ρ
S
」
ω
）
と
こ
ろ
が

こ
の
場
合
に
は
、
〈
無
常
で
あ
る
こ
と
は
〉
必
ら
ず
〈
つ
く
り
出
さ
れ
た
こ
と
〉

で

あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
〈
つ
く
り
出
さ
れ

た
こ
と
〉
が
必
ら
ず
し
も
〈
無
常
で
あ
る
こ
と
〉
を
意
味
す
る
と
は
限
ら
な
い
。

（
一定
し
て
い
な
い
。
）
し
k
i
　
’
“
　
“
　
X
y
　
（
p
．
　
8
9
，
　
l
．
　
1
3
）
　
（
こ
の
場
合
の
警
喩
に
お

い

て
は
）
、
　
〈
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
〉
は
必
ら
ず
〈
無
常
で
あ
る
こ

と
〉
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
（
p
．
　
8
9
，
　
i
°
ご
）
そ
れ
故
t
）
、
　
，
J
の
場
合

に

は
’
　
〈
つ
く
り
出
さ
れ
た
こ
と
〉
が
必
ら
ず
し
も
〈
無
常
で
あ
る
こ
と
〉
で

あ
る
と
は
限
ら
な
い
と
説
き
示
さ
れ
た
よ
う
な
’
そ
の
よ
う
な
〈
つ
く
り
出
さ

れ

た

こ
と
〉
か
ら
は
〈
無
常
で
あ
る
こ
と
〉
の
理
解
が
、
成
立
す
る
こ
と
は
な

い
の

で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
9
，
　
l
°
1
5
）
そ
の
わ
け
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
　
　
　
一
無
苗
な
る
も

の

は
、
す
べ
て
…
…
」
と
い
っ
て
、
　
〈
無
常
で
あ
る
こ
と
〉
を
主
語
と
し
て
立

て
て
、
　
「
そ
れ
は
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
っ
て
〈
つ
く
り
出
さ

れ

た
も
の
で
あ
る
こ
と
〉
を
述
語
と
し
て
述
べ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
〈
無

常
で

あ
る
こ
と
〉
が
必
ら
ず
〈
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
〉
と
い
う
こ
と

を
主
張
し
二
の
で
あ
る
’
　
（
逆
に
）
　
∴
つ
ー
り
出
こ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
〉

が

〈
無
常
な
る
も
の
〉
で
あ
る
と
主
張
し
た
の
パ
、
に
な
い
三
〔
二
・
・
二
、
こ
ご
無

常
と
い
う
こ
と
は
小
定
な
の
で
あ
る
か
ら
、
　
（
こ
と
は
を
発
し
よ
う
と
）
努
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
ハ
八

し
た
直
後
に
〈
努
力
し
た
直
後
で
あ
る
〉
と
い
う
理
解
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
。

そ
れ
と
同
様
に
〈
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
〉
に
も
と
つ
い
て
〈
無

常
で

あ
る
こ
と
〉
の
理
解
が
起
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
何
と
な
れ
ば
、
〈
つ

く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
〉
が
必
ら
ず
し
も
〈
無
常
で
あ
る
こ
と
〉
を

意
味
す
る
と
は
限
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
8
9
，
　
l
°
ご
）
な
る
ほ
ど
、
　
〈
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
V
が
実

際
に
は
実
体
の
事
態
に
よ
っ
て
必
ら
す
〈
無
常
で
あ
る
と
い
う
こ
と
〉
が
定
ま

っ

て
い
る
け
れ
ど
も
、
必
ら
ず
し
も
立
論
者
に
よ
っ
て
適
切
に
示
さ
れ
た
と
は

限
ら
な
い
。

　
（
P
°
　
8
9
，
　
t
．
　
1
9
）
そ
れ
故
に
、
実
例
そ
の
も
の
は
誤
っ
て
い
な
い
け
れ
ど
も
、

立
論

者
の
誤
謬
の
故
に
、
け
っ
き
．
《
く
誤
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
に

〈
換

位
（
転
換
）
し
た
肯
定
的
共
在
関
係
（
を
示
す
実
例
）
〉
も
ま
た
、
立
論
者

の

過

失
の
故
に
誤
謬
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
と
が
ら
と
し
て
は
誤
っ
て
い
な

い
の

で

あ
る
。
そ
う
し
て
他
人
の
た
め
に
説
く
推
論
に
お
い
て
は
、
立
論
者
に

も
誤
謬
の
あ
る
こ
と
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
c
ー
）

三
・
三
九
　
（
以
上
が
）
共
通
性
に
も
と
つ
く
〔
実
例
の
誤
謬
で
あ
る
。
〕

〔
三
二
二
八
〕

　
（
1
｝
．
　
S
9
°
、
．
三
）
共
通
性
に
も
と
づ
・
・
推
．
、
訓
に
お
い
’
・
は
、

つ
あ
る
、
と
い
・
つ
こ
と
が
説
か
れ
“
、
い
る
、
、

実
例
の
誤
謬
が
九



（
1
）
　
（
言
写
＝
三
〔
言
”
r
L
l
．
i
　
：
I
u
l
v
t
F
n
i
l
l
本
に
よ
り
補
う
。

〔
第
二
一
節
　
異
質
性
に
よ
る
実
例
の
誤
謬
〕

　
（
p
．
　
9
0
，
　
L
　
2
）
異
質
性
（
性
質
の
相
違
）
に
よ
っ
て
否
定
的
な
実
例
を
立
て
る

場
合
に

も
ま
た
、
実
例
の
誤
謬
が
九
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
’

（
ス

ー
ト
ラ
作
者
は
）
説
い
て
い
う
、
－

三
ニ
l
i
l
O
相
違
性
に
よ
っ
て
（
ぐ
a
i
d
h
a
r
m
y
e
r
p
a
否
定
的
な
実
例
を
立

て

る
場
合
）
に
も
同
様
で
あ
る
。

〔
i
〕
「
原
子
の
ご
と
し
」
と
い
う
場
合
に
は
、

否
定
さ
れ
て
い
な
い
．
、

（：

－
）
「
運
動
の
ご
と
し
」
と
い
う
場
合
に
は
、

が
否
定

さ
れ
て
い
な
い
。

（I

m
〕
　
i
”
虚
空
の
ご
と
し
」
と
い
う
場
合
に
は
、

と
理
由
概
念
と
の
両
者
が
）
否
定
さ
れ
て
い
な
い

　
（
p
．
　
9
0
，
　
l
．
　
2
）
　
ー
i
一
（
ミ
ー
↓
、
－
ン
サ
ー
学
派
が
）

る
」
と
い
う
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
、

か
ら
一

実
例
と
し
て
、
　
「
例
え
ば
原
子
の
場
合
で
あ
る
一

論

証
さ
る
べ
き
こ
と
が

証
明
を
な
す
理
由
概
念

　
　
　
と
い
う
こ
と
が
理
由
と
し
て
提
示
さ
れ
た
と
き
に
、

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

と
言
う
の
は
、

き
こ
と
が
否
定
さ
れ
て
い
な
い
否
定
的
な
実
例
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
エ
ら

ア

イ
シ
ニ
ー
シ
カ
学
派
が
説
く
よ
う
に
）
諸
の
原
子
は
常
住
な
も
の
で
あ
る
か

　
　
　
　
イ
ン
ド
〔
疏
理
○
†
の
理
解
の
た
め
に
（
中
幻
U

（
論
証

さ
る
べ
き
こ
と

、
〔
三
・
三
九
〕

　
「
こ
と
ば
は
常
住
で
あ

一
無
形
質
の
も
の
で
あ
る

　
　

反
対
の

否
定
的
な

　
　
　
　

論
証
さ
る
べ

　

何
と
な
れ
ば
、
　
（
ヴ

ら
o

　
（
P
°
　
9
0
’
　
t
’
　
3
）
一
n
〕
「
連
動
の
ご
と
し
一
と
い
う
場
合
に
は
、
証
明
を
な
す

理

由
概
念
が
否
定
さ
れ
て
い
な
い
o
何
と
な
れ
ば
運
動
は
形
質
を
も
た
な
い
も

の

で
あ
る
か
ら
。

（
1
）
　
諸
の
原
．
王
は
常
住
な
も
の
で
℃
一
？
ニ
ウ
｝
，
f
シ
ェ
ー
シ
カ
学
派
で
は
主
張
す
ろ
の
で
あ
る

　
か
、
こ
の
場
所
の
議
・
、
醐
か
ら
見
る
と
、
タ
ル
マ
キ
ー
ル
テ
ィ
、
ダ
ル
モ
ー
タ
ラ
も
、
そ
の
こ

　
：
”
＝
乞
．
承
記
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
、

　
（
で
゜
㊤
P
へ
゜
・
1
）
　
［
虚
空
の
ご
と
し
」
と
い
う
実
例
を
挙
げ
る
場
合
に
は
、
　
（
論

証

さ
る
べ
き
こ
と
と
理
由
概
念
と
の
）
両
老
が
否
定
さ
れ
て
い
な
い
。
何
と
な

れ

ば
、
虚
空
は
常
住
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
形
質
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る

か
ら
o

　
（
p
．
　
9
0
，
　
t
．
　
．
1
）
こ
の
よ
う
に
、
　
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
か
、
　
〈
論
証
を
な
す

理

由
概
念
〉
か
、
以
上
の
両
者
か
が
必
ら
す
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で

は

な
い
の
で
あ
る
（
a
x
’
y
a
t
i
r
e
k
a
＝
n
i
v
1
’
t
t
y
－
a
b
h
E
n
L
v
a
）
。
そ
う
し
て
、
そ
れ

ら
の
実
例
が
示
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
（
P
．
　
9
ρ
S
°
7
）
他
の
実
例
の
誤
謬
を
例
示
し
よ
う
し
て
い
わ
く
、
－

い
こ

と
　　 、

〔
i
〕
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
が
実
例
の
う
ち
に
存
在
し
な

〔：

：

〕
　
〈
論
証
を
な
す
理
山
概
念
〉
が
実
例
の
う
ち
に
存
在
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
i
六
九



　
　
　
　
法
華
文
化
研
先
（
ヒ
：
ワ
）

な
い
こ
と
、
〔
m
〕
〈
諭
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
と
〈
論
証
を
な
す
理
由
概

念
〉
と
の
両
者
が
実
例
の
う
ち
に
存
在
し
な
い
こ
と
1
以
上
の
三
つ

が
疑
わ

れ
て

不
定
で
あ
る
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
例
え
ば
、

　
（
主
張
命
題
）
　
カ
ピ
ラ
な
ど
は
全
知
者
で
あ
る
．
．
あ
る
い
は
（
絶
対

　
　
　
　

に
）
信
頼
さ
る
べ
き
人
で
あ
る
。

　
（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
．
カ
ピ
ラ
な
ど
は
、
か
れ
ら
は
、
　
〈
全

　
　
　
　

知

性
〉
と
〈
信
頼
さ
れ
得
る
こ
と
〉
の
し
る
し
で
あ
る
卓
越

　
　
　
　

せ

る
正
し
い
知
識
の
無
い
教
え
を
説
く
か
ら
o

　

こ
の
場
合
に
逆
の
否
定
的
な
実
例
命
題
は
次
の
も
の
で
あ
る
。
1

　
　
全
知
者

ま
た
は
信
頼
さ
る
べ
き
人
は
’
天
文
学
の
知
識
な
ど
を
教

　
　

え
た
人
で
あ
る
。
例
え
ば
、
リ
シ
ャ
バ
や
ヴ
ァ
ル
ダ
マ
ー
ナ
な
ど

　
　

で
あ
る
と
。

　

こ
れ
ら
の
否
定
的
実
例
に
お
い
て
は
、
論
証
さ
る
べ
き
性
質
で
あ
る

〈
全
知

者
で
は
な
い
こ
と
〉
お
よ
び
〈
信
頼
さ
る
べ
き
人
で
は
な
い
こ

と
〉
が
存
在
し
な
い
こ
と
（
否
定
さ
れ
る
こ
と
）
は
、
疑
わ
し
い
。
〔
三
・

≡
○
〕

　
（
p
．
　
9
0
，
　
i
．
　
1
3
）
こ
れ
ら
の
実
例
に
お
い
て
は
、
　
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
の

無
が
疑
わ
れ
て
い
る
（
ー
不
定
で
あ
る
）
。
（
二
㊤
○
、
°
1
・
1
）
そ
れ
ら
の
実
例
を
示

そ
う
と
し
て
い
わ
く
、
　
　
（
I
）
．
　
9
ρ
l
．
　
1
5
）
〈
全
知
者
な
ら
ざ
る
も
の
〉
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
i
j
’
”

の

は
一
つ
の
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
で
あ
る
．
、
　
〈
信
頼
し
得
な
い
も
の
〉
す

な
わ
ち
、
誤
ち
を
犯
す
こ
と
が
全
然
無
い
と
は
言
え
な
い
も
の
、
と
い
う
の
が

第
二
の
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
で
あ
る
。
　
［
カ
ビ
ラ
な
ど
」
と
い
う
の
は
、

主
張
命

題
の
主
語
で
あ
る
。
　
「
全
知
老
性
の
無
い
も
の
一
な
ど
と
い
う
の
は
、

理
由
概
念
で
あ
る
。

　
（
二
口
○
へ
゜
］
O
）
〈
全
知
者
で
あ
る
こ
と
〉
と
〈
信
頼
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ゼ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
　
　
ぴ
　
　
て

と
〉
と
の
し
る
し
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
し
る
し
を
本
質
と
て
し
い
る
、
卓
越
せ

る
正
し
い
知
識
が
存
在
し
な
い
教
え
を
説
く
の
で
あ
る
か
ら
。

　
（
P
’
　
9
o
’
L
1
9
．
）
一
卓
越
せ
る
知
識
」
と
は
、
　
こ
の
場
合
、
天
文
学
の
知
識
の

教
示
の

こ
と
を
い
う
の
で
あ
る
。
実
に
、
も
し
も
カ
ピ
ラ
な
ど
（
の
聖
人
）
が

全
知
者

で

あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
信
頼
さ
る
べ
き
人
で
6
っ
た
な
ら
ば
、
ど
う

し
て
天
文
学
の
知
識
な
ど
を
教
示
し
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
有
り
得
よ
う
か
。

（必
ら
ず
天
文
学
な
ど
を
教
え
た
は
ず
で
あ
る
。
）
　
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
’
か

れ

ら
は
教
え
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
か
れ
ら
は
全
知
者
で
も
な
い
し
、
ま
た

信
頼
さ
る
べ
き
人
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
9
］
，
　
L
　
1
）
こ
こ
で
、
正
し
い
知
識
を
得
る
場
合
に
、
異
性
質
の
も
の
に
よ

る
否
定
的
な
実
例
を
挙
げ
る
。
全
知
者
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
信
頼
さ
る
べ
き

も
の
で
あ
る
人
は
、
　
〈
全
知
者
た
る
こ
と
〉
　
〈
信
頼
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

　
　
　
　
　
も
　
　
パ
　
　
ヤ

と
〉
の
し
る
し
で
あ
る
天
文
学
の
知
識
な
ど
を
教
え
て
来
た
。
例
え
ば
、
リ
シ

ャ

バ

や

ヴ

ァ

ル

ダ
マ
ー
ナ
な
ど
、
裸
形
派
（
一
）
一
窒
三
プ
ρ
日
）
の
教
師
は
、
全
知

者
で
あ
り
、
ま
た
信
頼
さ
る
べ
き
人
で
あ
る
。
（
p
．
　
9
1
，
　
I
．
　
3
）
そ
う
い
う
わ
け
で
、



こ
の
場
ム
r
r
に
は
呉
性
質
（
の
一
だ
例
に
よ
っ
x
’
、
リ
シ
ャ
バ
な
ど
に
全
非
全
知
三
古
（
、

あ
る
こ
と
〉
　
と
　
〈
信
頼
さ
れ
得
な
い
人
で
あ
る
こ
と
〉
　
の
仔
在
し
な
い
こ
と

（v
ジ
’
a
t
i
r
e
k
a
　
－
＝
　
v
〉
、
i
t
く
1
’
t
t
’
i
）
は
疑
わ
れ
て
い
る
。
（
二
こ
二
、
°
・
こ
こ
の
人
が
天
文

学
の

知
識

を
説
き
、
し
か
も
非
全
知
者
で
あ
り
信
頼
し
得
な
い
人
で
あ
る
と
し

て
も
、
何
の
矛
盾
が
存
在
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
天
文
学
の
知
識
は
偶
然
の

も
の
で
あ
り
、
不
確
定
な
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
推
理
に
よ
っ
て
全
知
性
を
成

立

さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

三
二
三
二
　
論
証
す
る
理
由
概
念
の
否
定
が
疑
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の

（
（s

a
i
p
d
i
g
d
h
a
s
a
d
h
a
n
a
v
y
a
t
i
r
e
k
a
）
異
種
類
の
実
例
に
よ
る
否
定
的

実
例
と
は
、
次
の
も
の
で
あ
る
。
）

　
（
主
張
命
題
）
　
或
る
人
（
だ
れ
そ
れ
さ
ん
）
は
、
ご
、
ヴ
ェ
ー
ダ
に
通

　
　
　
　

暁
し
て
い
る
バ
ラ
モ
ン
が
信
用
し
て
は
な
ら
な
い
。

　
（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
（
そ
の
人
は
）
欲
情
な
ど
を
も
っ
て
い

　
　
　
　

る
か
ら
。

　

こ
の
場
合
に
、
異
種
類
の
実
例
と
い
う
の
は
、

　
　

「

，
信
頼
さ
る
べ
き
人
は
、
欲
情
な
ど
を
も
っ
て
い
な
い
。
例
え
ば
、

　
　
ガ

ウ
タ
マ
な
ど
法
典
の
著
者
は
そ
う
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
（
こ
の
場
合
に
）
証
明
を
な
す
属
性
（
理
由
概

念
）
で
あ
る
〈
欲
情
な
ど
を
有
す
る
こ
と
〉
が
ガ
ウ
タ
マ
な
ど
か
ら
す

っ

か

り
除
か
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
〔
三
二
三
〕

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

　
（
1
）
．
　
9
1
．
　
L
　
1
0
）
証
明
を
な
す
理
由
概
念
が
排
除
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
疑
わ

し
い
（
異
種
類
）
に
よ
る
排
除
の
実
例
を
挙
げ
て
い
う
の
で
あ
る
。
　
一
リ
グ
一

［
サ

ー
t
t
！
　
［
ヤ
ジ
ニ
ル
一
と
い
う
三
ヴ
ニ
ー
グ
を
知
っ
て
い
る
人
は
、
そ
の

人
の

こ
と
ば
を
信
頼
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
、
　
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ

と
〉
で
あ
る
。
言
゜
　
9
1
▼
　
l
．
　
！
2
）
カ
ピ
ラ
な
ど
も
主
語
と
し
て
含
め
て
意
味
さ
れ

て

い

る
の
で
あ
る
。
　
一
欲
情
な
ど
を
も
っ
て
い
る
か
ら
」
と
い
う
の
が
理
由
命

題

で
あ
る
。
こ
こ
で
は
正
し
い
論
埋
的
思
考
を
な
す
に
当
っ
て
、
　
〈
異
種
類
に

よ
る
実
例
〉
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
．
　
9
1
，
　
t
．
　
1
3
）
　
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
の
無
が
〈
論
証
を
な
す
理
由
概
念
〉

の
無
に

よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い
る
の
が
経
験
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
異
性
質

に

よ
る
実
例
で
あ
る
。
　
［
そ
の
人
の
こ
と
ば
が
信
頼
さ
る
べ
き
で
あ
る
」
と
い

っ

て
、
　
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
の
無
を
主
語
と
し
て
立
て
て
、
　
［
か
れ
ら
は

欲
情

な
ど
を
も
っ
て
い
な
い
l
と
い
っ
て
、
論
証
を
な
す
理
由
概
念
の
否
定
が

述
語
さ
れ
て
い
る
。

　
（
p
．
　
9
］
，
　
1
．
　
1
5
）
ガ
ウ
タ
マ
や
マ
ヌ
な
ど
は
“
l
s
共
　
（
d
h
a
r
i
n
a
g
．
7
a
s
t
r
a
＝
s
r
n
r
t
i
）

を
著
し
た
人
で
あ
る
。
　
（
か
れ
ら
は
正
統
．
バ
ラ
モ
ン
で
は
な
い
か
ら
、
信
頼
さ

る
べ
き
で
は
な
い
。
と
こ
ろ
が
）
法
典
作
者
た
ち
は
、
三
ヴ
ェ
ー
ダ
を
知
る
バ

ラ
モ
ン
に
よ
っ
て
信
頼
さ
る
べ
き
で
あ
り
、
ま
た
欲
情
を
離
れ
て
い
る
。
そ
れ

故
に
ガ
ウ
タ
マ
な
ど
は
、
主
張
命
題
の
主
語
と
は
反
対
の
こ
と
を
め
ざ
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
（
℃
°
Φ
〔
へ
゜
1
7
）
　
〈
論
証
を
な
す
理
由
概
念
〉
で
あ
る
「
欲
情
な

ど
を
有
す
る
こ
と
」
が
ガ
ウ
タ
マ
な
ど
か
ら
完
全
に
離
れ
て
い
る
か
ど
う
か
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
l
七
l



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

疑
わ

し
L
r
O
　
（
P
・
　
9
1
甲
i
°
1
7
）
か
れ
ら
が
、
三
ヴ
．
一
ー
タ
を
知
っ
て
い
る
バ
ラ
モ

ン

に

よ
っ
て
信
頼
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、
か
れ
ら
が
欲
拍
を
有
す
る
か
、

あ
る
い
は
欲
情
を
離
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
は
’
疑
わ
し
い
。
　
（
一
律
に

は

断
定
で
き
な
い
。
）

三
二
三
三
　
両
者
の
除
去
が
疑
わ
し
い
　
（
s
a
m
d
i
g
d
h
o
b
h
a
y
a
v
y
a
t
i
r
e
k
a

異
種
類
の
実
例
と
は
）
次
の
も
の
で
あ
る
、

　
（
主
張
命
題
）
　
カ
ピ
ラ
な
ど
は
欲
情
か
ら
離
れ
て
い
な
い
。

　
（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
、
か
れ
ら
は
所
有
欲
お
よ
び
固
執
に
取

　
　
　
　

り
つ
か
れ
て
い
る
か
ら
、

　

こ
の
場
合
、
異
種
類
に
よ
る
実
例
と
は
、

　
　
F
〈
欲
情
を
離
れ
て
い
る
も
の
▽
に
は
、
所
有
欲
や
固
執
は
存
在
し

　
　
な
い
。
例
え
ば
リ
シ
’
l
’
バ
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
「

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
（
こ
の
場
合
に
）

〈
論
゜
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
で
あ
る
「
欲
情
を
離
れ
て
い
た
こ
と
．
と
、

〈
論
゜
証
す
る
理
由
概
念
ぴ
で
あ
る
「
所
有
欲
や
固
執
」
が
、
リ
シ
a
J
バ

な
ど
に
完
全
に
欠
け
て
い
る
か
ど
う
か
は
、
疑
わ
し
い
。
〔
三
・
三
二
〕

　
（
p
．
　
9
1
，
　
t
°
2
3
）
両
者
（
主
張
命
題
の
述
語
と
理
由
概
念
）
が
完
全
に
欠
如
し

て

い

る
か
ど
う
か
が
疑
わ
し
い
（
否
定
的
な
実
例
）
を
例
示
し
て
い
わ
く
、
－
1
1

一
欲
情
か
ら
離
れ
て
い
な
い
こ
と
一
す
な
わ
ち
一
欲
情
な
ど
を
有
す
る
こ
ン
ニ

が

之
エ旦
．
証
さ
る
べ
き
1
J
．
、
．
J
か
ら
〉
な
の
茜
＼
あ
る
、
（
一
・
°
ご
に
ー
、
層
1
）
　
1
カ
ヒ
ラ
た
ご
こ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
二

と
い
う
の
が
主
張
命
題
の
主
語
で
あ
る
。
　
二
所
有
欲
一
と
は
’
先
す
得
ら
れ
る

も
の
を
白
分
の
も
の
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
　
一
固
執
」
と
い
う
の
は
、
自
分
の

も
の
と
し
た
あ
と
で
、
貧
り
、
も
の
お
し
み
す
る
こ
と
で
あ
る
．
、
　
【
そ
の
両
者

と
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
」
（
と
い
う
理
由
を
立
て
る
の
で
あ
る
。
）
カ
ピ
ラ
な

ど
は
、
得
ら
れ
る
も
の
を
自
分
の
も
の
と
し
、
ま
た
自
分
の
も
の
と
し
た
も
の

を
手
放
そ
う
と
し
な
い
。
そ
れ
故
に
’
か
れ
ら
は
欲
情
を
も
っ
て
い
る
と
知
ら

れ
る
o

　
（
二
㊤
N
、
°
と
こ
こ
で
、
論
理
的
思
考
を
な
す
場
合
に
、
異
種
類
の
も
の
に
よ

る
（
否
定
的
な
）
実
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
実
例
に

お

い

て
は
、
　
〈
論
証
さ
る
べ
き
も
の
〉
が
存
在
し
な
い
場
合
に
は
、
　
〈
論
証
す

る
理
由
概
ム
，
心
〉
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
べ
き
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
9
2
，
　
t
．
　
4
）
　
F
欲
情
を
離
れ
た
人
は
一
と
い
っ
て
’
〈
論
証
さ
る
べ
き
も
の
〉

の

否
定
を
F
語
と
し
て
立
て
て
、
　
一
所
有
欲
や
固
執
を
も
っ
て
い
な
い
」
と
い

っ

て
、
　
〈
論
証
を
な
す
理
由
概
念
〉
の
否
定
を
述
語
す
る
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
9
L
’
，
　
i
．
　
6
）
　
1
例
え
は
’
リ
シ
ふ
、
パ
な
と
が
そ
う
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、

実
例
で
あ
る
。
こ
の
一
リ
シ
ャ
バ
な
と
一
と
い
う
実
例
か
ら
、
　
〈
論
証
さ
る
べ

き
こ
と
〉
で
あ
る
一
欲
情
を
離
れ
て
い
な
い
こ
と
」
　
と
〈
論
証
す
る
理
由
概

念
〉
で
あ
る
　
所
有
欲
や
固
執
を
も
っ
て
い
る
こ
と
一
が
完
全
に
排
除
さ
れ
て

い

る
か
ど
う
か
は
、
疑
わ
し
い
。
何
と
な
れ
ば
、
リ
シ
ャ
パ
な
ど
に
も
（
ひ
“
《

r．

と
し
た
ら
）
所
有
欲
や
閨
執
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
疑
わ
れ
て
い
る
し
、

ま
た
一
欲
情
を
離
れ
て
い
る
こ
と
」
も
疑
わ
2
！
て
い
る
．
、



　
（
P
°
｛
2
．
1
°
つ
。
）
た
と
い
、
か
れ
ら
の
学
問
休
系
に
お
い
！
’
、
か
れ
ら
が
欲
情
を

離
れ
た

者
で

も
で
あ
り
、
ま
た
所
有
欲
を
t
し
な
い
も
の
で
あ
る
と
伝
え
ら
れ

て

い

る
と
し
て
も
、
や
は
り
疑
川
か
残
る
の
て
あ
る
’

　
（
マ
巴
S
巳
）
他
の
（
残
り
の
）
三
つ
の
実
例
の
誤
謬
を
例
示
し
よ
う
と
し

て
い
わ
ノ
＼

三
二
三
四
　
否
定
的
関
係
の
成
立
し
な
い
（
a
v
y
a
t
i
l
，
e
k
a
）
〔
実
例
と
は
〕

次

の
も
の
で
あ
る
。

　
（
主
張
命
題
）
　
か
れ
は
欲
望
．
を
離
れ
て
い
な
い
者
で
あ
る
。

　
（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
、
　
（
か
れ
は
）
こ
と
ば
を
語
る
も
の
で

　
　
　
　

あ
る
か
ら
。

（
こ
の
場
合
は
、
否
定
的
関
係
を
示
す
）
実
例
は
次
の
ご
と
く
で
な
け

れ
ば

な
ら
ぬ
o

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ね

　
　

欲
情
を
離
れ
て
い
る
者
は
’
こ
と
ば
を
話
す
者
で
は
な
い
。
例
え

　
　

ば
、
石
塊
が
そ
う
で
あ
る
。

　

（
こ
の
石
塊
と
い
う
実
例
か
ら
は
）
両
方
の
属
性
（
欲
情
あ
る
こ
と

と
、
こ
と
ば
を
話
す
こ
と
）
は
排
除
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、

　
　

F
欲

を
離
れ
た
人
は
す
べ
て
、
こ
と
ば
を
話
す
人
で
は
な
い
」

と
い
う
（
全
称
命
題
に
よ
る
）
周
延
関
係
に
よ
っ
て
否
定
的
関
係
が
成

立

し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
実
例
は
、
否
定
的
関

係
を
成
立
さ
せ
る
実
例
と
は
な
ら
な
い
。
〔
三
・
三
三
〕

　
　
　
　
イ
ソ
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
付
）

　
（
p
，
　
9
2
．
　
l
．
　
1
・
b
否
定
的
関
係
の
成
己
し
な
い
だ
例
と
は
’
ヴ
て
の
う
ち
に
否
定

的
関

係
の
序
在
し
な
い
実
例
で
あ
る
。
　
欲
情
を
離
れ
て
い
な
い
者
一
と
は
、

灯

情

な
ど
を
：
：
：
す
る
こ
と
て
あ
り
、
そ
れ
か
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
な
の
で

あ
る
。
　
［
こ
と
ば
を
話
す
者
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
の
が
、
理
由
で
あ
る
。

　
（
I
）
．
　
9
2
，
　
t
．
　
1
5
）
こ
こ
で
説
か
れ
て
い
る
否
定
的
関
係
と
は
、
次
の
も
の
で
あ

る
。
　
　
只
欲
情
を
離
れ
て
い
な
い
こ
と
〉
が
存
在
し
な
い
」
と
い
う
の
は
、

〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
の
無
に
．
一
．
．
u
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
そ
れ
は
、
否

定
的

な
実
例
命
題
の
主
語
と
な
る
べ
き
も
の
で
あ
る
）
（
P
．
　
9
2
，
t
°
！
6
）
そ
の
場

合
、
「
〈
こ
と
ば
を
話
す
者
で
あ
る
こ
と
〉
も
ま
た
存
在
し
な
い
一
と
い
う
の
は
、

〈
論
証

を
な
す
理
由
概
念
〉
の
無
を
述
語
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
故

に
、
〈
論
証
を
な
す
理
由
概
念
〉
の
無
に
よ
っ
て
、
〈
論
証
さ
れ
る
も
の
〉

の

無
が
周
延
さ
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
（
p
．
　
9
2
，
　
l
°
1
7
）
　
l
例
え
ば
、
石
塊
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
、

実
例
で
あ
る
。
で
は
、
石
塊
か
ら
は
両
属
性
が
排
除
さ
れ
て
い
る
の
に
、
こ
の

実
例
が
否
定
的
関
係
の
成
立
し
な
い
実
例
と
な
る
の
は
、
ど
う
し
て
で
あ
る
か

？
　
こ
の
石
塊
か
ら
両
者
す
な
わ
ち
〈
欲
情
を
有
す
る
こ
と
〉
と
〈
こ
と
ば
を

話
す
こ
と
〉
と
が
排
除
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
周
延
関
係
に
よ
る
全
称
的
な

否
定
的

関
係
が
成
立
し
な
い
か
ら
、
そ
の
理
由
の
故
に
、
こ
れ
は
否
定
的
関
係

の

成
立

し
な
い
実
例
な
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
9
2
，
　
I
．
　
1
9
）
で
は
、
　
（
こ
の
場
合
に
は
）
ど
の
よ
う
な
周
延
関
係
が
成
立

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
三

’



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

　
（
p
．
　
9
2
，
　
1
．
　
2
0
）
　
F
欲
望
を
離
れ
た
人
は
す
べ
て
」
と
い
っ
て
、
〈
論
証
さ
る
べ

き
こ
と
〉
の
無
に
言
及
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
　
（
こ
れ
は
、
否
定
的
な
実
例
に

お

け
る
主
語
と
な
る
。
）
「
こ
と
ば
を
話
す
人
で
は
な
い
　
と
い
っ
て
、
論
証
を

な
す
理
由
概
念
の
無
を
述
語
と
し
て
挙
げ
て
い
る
。
　
（
こ
れ
が
否
定
的
な
実
例

命
題
の

述

語
と
な
る
。
）
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
の
無

は

必

ら
ず
〈
論
証
を
な
す
理
由
概
念
〉
の
無
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
を
説
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
三
8
、
へ
゜
2
1
）
こ
の
場
合
に
は
、
周
延
関

係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
C
L
．
　
こ
の
場
合
に
は
周
延
5
9
係
に
よ
る
．
否

定
的

関
係
は
成
立
し
て
い
な
い
。
と
こ
ろ
が
実
例
は
こ
の
趣
意
を
成
立
さ
せ
る

た

め

の

も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
わ
け
で
、
（
，
J
の
実
例
は
）
、
み
す
か
ら
の
機

能

を
な
し
と
げ
な
い
か
ら
、
誤
謬
で
あ
る
。

（
1
）
　
原
文
に
は
y
i
i
t
r
a
　
v
l
t
；
二
，
コ
茜
＝
フ
↑
二
巴
二
三
t
i
　
s
a
　
v
u
k
t
i
L
と
1
／
a
　
’
；
て
い
○
が
、
シ
r
l
チ
ェ

　

ル
パ

ツ

コ

ー
イ
は
♂
三
碁
三
ご
三
苓
告
≦
ピ
ヨ
〔
峯
∫
ご
H
二
三
≦
L
］
め
t
i
L
と
訂
正
し
て
い
ろ
の
に

　
従
う
己
呂
巳
≦
巨
ぎ
本
も
後
者
の
読
み
方
を
援
用
し
ー
、
い
ろ
一
、

三
・

一三
五
　
否
定
的

関
係
が
適
切
に
提
示
さ
れ
て
い
な
い
　
（
a
p
r
a
d
a
r
g
i
－

ta
v
y
a
t
i
r
e
k
a
）
実
例
と
は
、
次
の
も
の
で
あ
る
、

　
（
主
張
命
題
）
　
こ
と
ば
は
無
常
な
も
の
で
あ
る
、

　
（
理
由
命
題
）
　
何
と
な
れ
ば
、
　
（
こ
と
ば
は
）
造
り
出
さ
れ
た
も
の

　
　
　
　

で
あ
る
か
ら
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
四

　
（
実
例
命
題
）
　
虚
空
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
、
と
。

〔
以

上
に

お

い
て
は

異
な
っ
た
性
質
に
よ
っ
て
実
例
が
提
示
さ
れ
た
の

　
　
（
1
）

で
あ
る
。
〕
〔
三
・
一
三
四
〕

　
（
p
．
　
9
3
，
　
t
．
　
2
）
否
定
的
関
係
が
適
切
に
提
示
さ
れ
て
い
な
い
実
例
が
、
　
（
こ
こ

で

問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
）
「
こ
と
ば
は
無
常
な
る
も
の
で
あ
る
」
と

い

っ

て
、
無
常
性
が
〈
論
証
さ
る
べ
き
も
の
〉
と
な
っ
て
い
る
。
（
亨
㊤
ぷ
、
°
　
3
）

r何
と
な
れ
ば
、
　
（
こ
と
ば
は
）
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
」
と
い

う
の
が
、
理
由
で
あ
る
。
　
「
虚
空
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
」
と
い
う
の
は
’
異

種
類
に

よ
る
実
例
で
あ
る
。
　
こ
の
「
他
人
の
た
め
の
推
論
　
に
お
い
て
は
’

（
話
者
の

こ
と
ば
を
聞
い
て
）
他
人
が
そ
の
意
義
を
理
解
す
べ
き
で
あ
る
。

　
ラ
O
ω
－
〉
ご
そ
の
推
理
は
’
そ
れ
自
体
は
正
当
で
あ
っ
て
も
、
他
人
が
誤
っ

て

表
現
す
る
な
ら
ば
、
表
明
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
正
し
く
な
い
し
、
ま
た

正
し
い
こ
と
が
ら
が
そ
の
と
お
り
に
は
表
明
さ
れ
て
い
な
い
。
（
p
．
　
9
3
，
　
l
．
　
5
）
と

こ
ろ
で
、
こ
こ
で
は
理
由
は
す
で
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
や
は
り

語
る
人
の
過
誤
の
故
に
、
他
人
の
た
め
の
推
論
に
お
い
て
、
理
由
ま
た
は
実
例

が

誤
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
（
p
．
　
9
．
　
3
，
　
i
．
　
6
）
そ
う
し
て
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
を
理
解
す
る
の
は
、
類
似

ま
た
は
非
碩
似
に
も
と
つ
い
て
已
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
　
〈
雨

証

さ
る
べ
き
こ
と
〉
に
必
ら
す
周
吉
さ
れ
て
い
る
理
由
概
念
に
，
も
と
つ
い
て
起

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
理
由
概
念
が
必
ら
ず
〈
論
証
さ
る
べ
き
も
の
〉
に
よ



っ

て
周
延
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
肯
定
的
な
命
題
に
よ
っ
て
も
否
定
的

な

命
題
に

よ
っ
て
も
、
説
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
も
、
そ
う
で
な
け

れ

ば
、
論
証
は
な
に
も
述
べ
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
（
p
．
　
9
3
’
l
．
　
8
）
そ
の
よ
う
に
正
し
く
去
現
さ
れ
た
論
証
は
、
実
例
に
よ
っ
て
確

め
ら
れ
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

故

に
、
実
例
な
る
も
の
は
、
止
＝
定
的
ま
た
は
否
定
的
！
j
　
（
1
般
的
）
命
題
の
意

義
を
表
示
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
v
．
　
9
3
，
　
t
．
　
9
）
と
こ
ろ
が
こ
の
場
合
に
は
、
否
定
的
な
命
題
は
用
い
ら
れ
て
い

な
い
。
（
二
〇
ω
“
s
．
さ
）
そ
れ
故
に
こ
の
（
論
式
）
に
お
い
て
は
、
異
種
類
に
よ

る
実
例
は
、
非
類
似
性
の
み
に
よ
っ
て
論
証
を
な
す
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て

い

る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で
は
論
証
を
な
し
得
る
も
の
で
は
な
い
o

も
し
も
そ
れ
が
否
定
的
関
係
を
対
象
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら

ば
、
論
証
を
な
し
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
に
、
こ
の
場
合
の
実
例
は
、
否
定
的

関
係
を
提
示
し
な
い
か
ら
’
立
論
老
の
過
誤
の
ゆ
え
に
、
誤
謬
で
あ
る
。

（
1
）
　
v
u
i
｛
l
h
a
r
t
n
～
、
ε
三
ブ
一
三
〆
．
’
三
三
本
に
“
x
り
補
う
⊃

（

a
s
］
）
　
a
n
a
l
o
g
y
を
認
め
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
せ
よ
。

　
（
p
．
　
9
．
　
3
，
l
．
　
1
？
，
）
異
種
類
の
実
例
に
お
い
て
、

い

る
場
合
を
、
次
に
例
示
し
よ
う
”
。

　
　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

否
定
的
関
係
が
反
対
に
な
っ
て

三
二
三
六
　
否
定
的
関
係
が
反
対
に
な
っ
て
い
る
（
く
壱
ぼ
澤
P
ヂ
y
a
t
l
r
e
，

k
a
）
実
例
と
は
、
例
え
ば
次
の
も
の
で
あ
る
。
ー

　
（
大
前
提
）
　
つ
く
り
出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
も
の
は
’
常
住
で
あ
る
。

　
（
実
例
）
　
（
例
え
ば
、
虚
空
が
そ
う
で
あ
る
。
）
〔
三
二
三
吾

　
O
．
　
9
3
，
　
L
　
1
5
）
こ
の
場
合
に
は
、
肯
定
的
命
題
と
否
定
的
命
題
と
は
、
理
由

概
念
が
必
ら
す
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
示
す
べ
き
で
あ
る
。
（
p
．
　
9
3
，
、
．
1
6
）
そ
う
し
て
、
理
由
概
念
が
必
ら
ず

〈
論
証

さ
る
べ
き
こ
と
〉
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
は

ず
の

と
き
に
は
、
否
定
的
な
（
実
例
の
）
命
題
に
お
い
て
は
〈
論
証
さ
る
べ
き

こ
と
〉
の
無
は
、
必
ら
ず
〈
論
証
を
な
す
理
由
概
念
〉
の
無
に
よ
っ
て
周
延
さ

れ
て

い

る
と
い
う
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
工
合
に
す
る
な
ら

ば
、
理
由
概
念
が
必
ら
ず
〈
論
証
す
る
べ
き
も
の
〉
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
た
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
（
p
°
　
9
3
，
　
l
°
1
7
）
　
）
か
し
な
が
ら
’
も
し
も
、
　
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ
と
〉
の
無

が
必

ら
ず
〈
論
証
を
な
す
理
由
概
念
〉
の
無
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
が
表
明
さ
れ
な
い
な
ら
ば
、
　
〈
論
証
を
な
す
理
由
概
念
〉
が
存
在
し
て

い
て

も
、
　
〈
論
証
さ
る
べ
き
も
の
〉
の
存
在
し
な
い
こ
と
も
有
り
得
る
と
考
え

ら
れ
る
。
　
（
そ
の
場
合
の
あ
る
こ
と
の
可
能
性
を
否
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
O
）
　
（
p
．
　
9
3
，
　
L
　
1
8
）
そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
　
〈
論
証
を
な
す
理
由
概
念
〉
が

必

ら
ず
〈
論
証
さ
る
べ
き
も
の
〉
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
五



法
華
k
l
ヒ

研
Iv

へ
い
し1・

i

な
い
。

　
（
I
、
，
　
9
3
，
　
l
，
　
1
9
）
そ
れ
故
に
、
〈
論
証
さ
る
べ
き
も
の
〉
の
無
は
、
必
ら
ず
〈
論

証

を
な
す
理
由
概
念
〉
の
無
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
否
定
的
関
係
が
反
対
に
な
っ
て
い
る

（実
例
）
に
お
い
て
は
、
　
〈
論
証
を
な
す
理
由
慨
念
〉
の
無
が
必
ら
ず
〈
論
証

さ
る
べ
き
も
の
〉
の
無
に
周
延
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

〈
論
証
さ
る
べ
き
も
の
〉
の
無
が
必
ら
ず
〈
論
証
を
な
す
理
川
概
念
〉
の
無
に

周

延
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
o

　
（
1
）
．
　
9
3
，
　
l
°
2
1
）
そ
の
わ
け
は
、
次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
　
　
　
「
つ
く
り
出
さ

れ

た
の
で
は
な
い
も
の
は
」
と
い
っ
て
、
　
〈
論
証
す
る
理
由
概
念
〉
の
無
を
主

語

と
し
て
立
て
て
い
る
。
次
に
一
そ
れ
は
常
住
で
あ
る
」
と
い
っ
て
、
　
〈
論
証

さ
る
べ
き
こ
と
〉
の
無
を
述
語
と
し
て
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
そ
の
意
味

は

次
の
ご
と
く
で
あ
る
。
　
　
　
一
つ
く
り
出
さ
れ
た
の
で
な
い
も
の
は
、
常
庄

で

あ
る
に
ち
が
い
な
い
」
（
「
常
住
な
る
も
の
は
、
つ
く
り
出
さ
れ
た
も
の
で
は

な
い
」
と
は
！
’
1
．
！
I
わ
な
い
の
で
あ
る
。
）
そ
う
い
う
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
［
つ
く
り

出
さ
れ
た
の
で
は
な
い
こ
と
一
は
必
ら
ず
、
　
〈
論
証
さ
る
べ
き
も
の
〉
の
無
す

な
わ
ち
「
常
住
た
る
こ
と
一
に
周
延
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
が
説
か
れ
て

い

る
の
で
あ
る
。
　
（
反
対
に
）
　
一
常
住
で
あ
る
こ
と
」
が
必
ら
ず
〈
論
証
を
な

す
理
由
概
念
〉
の
無
に
周
延
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
て
い
る
の
で
は

な
い
。
（
p
．
　
9
4
，
、
n
）
そ
れ
故
に
、
こ
の
場
合
の
否
定
的
関
係
の
実
例
を
示
す
文

章

は
、
理
由
概
念
が
必
ら
ず
〈
論
証
さ
る
べ
き
も
の
〉
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
ヒ
六

い

る
と
は
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
否
定

的
関
係
が
反
対
に

な

っ

て

い

る
実
例
も
ま
た
、
立
論
者
の
過
誤
の
ゆ
え
に
、
誤

謬
な
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
9
4
，
　
l
．
　
3
）
諸
の
誤
っ
た
実
例
を
例
示
し
た
あ
と
で
、
（
ス
－
ト
ラ
作
者
は
）

誤
謬
の

起
る
原
因
を
示
そ
う
と
し
て
、
い
わ
く
、

三
・

一三
七
　
実
に
’
こ
れ
ら
の
誤
っ
た
実
例
は
、
理
由
慨
念
の
共
通
性
、

す
な
わ
ち
〈
同
何
類
の
も
の
の
う
ち
に
存
在
す
る
こ
と
〉
を
も
、
ま
た

〈
異

種
類
の
も
の
の
う
ち
に
決
し
て
仔
在
し
な
い
こ
と
〉
を
も
、
確
定

的
に

示

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
（
理
由
概
念
の
）
特
殊
性
を
も
示

す
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
内
含
せ
る
意
義
に
し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ね

が
排
斥
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
知
ら
る
べ
き
で
あ
る
。
〔
三
二
三
六
〕

　
（
p
．
　
9
4
，
　
l
．
　
7
）
理
由
概
念
が
必
ら
ず
〈
論
証
さ
る
べ
き
も
の
〉
に
周
延
さ
れ
て

い

る
と
い
う
こ
と
奉
二
小
す
た
め
に
、
諸
の
実
例
が
挙
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
o
と

こ
ろ
が
、
理
由
概
念
が
〈
同
種
類
の
も
の
の
う
ち
に
の
み
仔
在
す
る
こ
と
〉
と

〈
異
種
類
の
も
の
の
う
ち
に
は
決
し
て
存
在
し
な
い
こ
と
〉
が
、
理
由
概
念
の

共

通

な
特
徴
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
（
誤
っ
た
実
例
）
に
よ
っ
て
は
以
上
の
こ

と
を
確
定
的
に
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

　
（
p
．
　
9
4
，
　
l
°
　
9
）
反
対
者
い
わ
／
＼
－
－
共
通
な
る
特
徴
は
、
も
ろ
も
ろ
の
特
殊

者

の

う
ち
に
（
内
属
し
て
）
存
在
す
る
も
の
と
し
て
の
み
理
解
さ
る
べ
き
で
あ

る
。
そ
れ
自
体
と
し
て
は
理
解
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
？
　
あ
る
い
は
、
特



殊
性
が
理
解

さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？

　
（
P
．
　
9
，
1
，
　
f
°
1
0
）
答
え
て
い
わ
く
、
　
＋
’
も
し
も
へ
こ
れ
ら
の
誤
っ
た
実
例
が
）

（
種
々
な
る
理
由
概
念
の
）
特
殊
性
の
特
徴
を
敦
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で

あ
る
な
ら
ば
、
（
当
然
）
（
諸
の
理
川
概
念
の
）
共
通
性
を
理
解
す
る
こ
と
が
で

き
る
で
あ
ろ
う
。
　
（
l
）
．
　
9
4
，
　
l
“
！
1
）
し
か
し
な
が
ら
、
　
こ
れ
ら
の
（
誤
っ
た
実

例
）
に
よ
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
特
殊
性
の
特
徴
を
教
示
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
れ
故
に
、
内
含
さ
れ
て
い
る
意
味
に
し
た
が
っ
て
（
意
味
上
辞
詳
冨
づ
算
ロ
、
倒

1
1
翁
コ
日
「
巳
ち
o
墨
）
そ
れ
ら
の
（
誤
っ
た
実
例
）
は
排
斥
さ
れ
て
し
ま
っ
た
こ

と
に
な
る
と
見
な
す
べ
き
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
9
4
，
　
l
．
　
1
2
）
　
〈
論
証
を
な
す
理
由
概
念
〉
が
必
ら
ず
〈
論
証
さ
る
べ
き
こ

と
〉
に
よ
っ
て
周
延
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
、
　
（
諸
の

実
例
は
）
採
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
の
（
実
例
）
は
、
そ

の

こ
と
を
な
す
こ
と
が
で
き
ず
、
す
な
わ
ち
誤
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
何
と
な

れ

ば
’
そ
れ
ら
は
み
ず
か
ら
の
役
割
を
は
た
す
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以

上
が
内
含
さ
れ
て
い
る
意
義
で
あ
る
。

　
以

上
で

論
証
が
説
明
さ
れ
た
。

（
r
－
）
　
S
’
e
d
i
t
a
v
y
a
l
．
i
°
　
I
’
f
a
l
く
a
n
i
a
本
に
は
〔
ご
鉛
ヱ
p
ぐ
∨
巴
∨
と
な
っ
て
い
る
。

〔
第
二
二
節
　
論

駁
〕

（
p
．
　
9
4
，
　
l
．
　
1
4
）
以
下
に
お
い
て
は
論
駁
（
ユ
ロ
曽
8
）
を
説
こ
う
と
し
て
い
わ

　
　
　
イ
ン
ド
論
理
学
の
理
解
の
た
め
に
（
中
村
）

　
、

ノ
、三

・

一三
八
　
諸

の

論
駁

と
は
、
　
（
論
証
の
諸
条
件
が
完
全
に
備
わ
ら
な
い

で
）
欠
け
て
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
〔
三
二
三
七
〕

　
（
p
．
　
9
4
，
　
l
°
1
6
）
諸
の
論
駁
と
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
べ
き
で

あ
る
か
？
（
論
証
な
ど
の
諸
条
件
の
）
欠
け
て
い
る
こ
と
な
ど
を
述
べ
る
こ
と

（u
kti
＝
v
a
c
a
n
a
）
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
9
4
，
　
l
，
　
！
7
）
論
駁
と
は
、
　
（
論
証
の
諸
条
件
の
）
欠
け
て
い
る
こ
と
な
ど

を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
開
明
し
よ
う
と
し
て
、
い
わ
く
、

三
二
三
九
　
〈
論
駁
〉
と
は
、
以
前
に
、
　
（
論
証
の
諸
条
件
の
）
欠
け
て

い

る
こ
と
な
ど
が
論
証
の
誤
謬
で
あ
る
と
説
か
れ
た
が
、
そ
れ
ら
の
誤

謬

を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
論
敵
の
望
ん
で
い
る
こ

と
が
ら
の
成
立
を
、
そ
れ
が
妨
害
す
る
か
ら
で
あ
る
。
〔
三
・
三
八
〕

　
（
p
．
　
9
4
，
　
l
°
N
O
）
（
論
証
の
た
め
の
諸
条
件
の
）
欠
け
て
い
る
こ
と
な
ど
、
　
す

な
わ
ち
、
不
成
立
（
a
s
i
d
d
h
牡
）
と
矛
盾
（
＜
三
三
（
芸
勾
）
と
不
定
（
ρ
コ
p
二
（
剖
＝
［
二
6
）

と
い
う
（
誤
っ
た
理
由
概
念
）
が
以
前
に
説
明
さ
れ
た
が
、
そ
れ
ら
を
指
摘
す

る
こ
と
ば
が
、
　
〈
論
駁
〉
な
の
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
9
4
，
　
l
．
　
2
1
）
反
対
者
い
わ
く
、
　
　
　
（
論
証
の
た
め
の
諸
条
件
の
）
欠
け

て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
反
対
の
こ
と
が
ら
を
論
証
す
る
。
そ
れ
な
の
に
、
そ
れ

が

ど
う
し
て
論
駁
と
な
る
の
か
P
　
何
と
な
れ
ば
、
　
〈
欠
け
て
い
る
こ
と
〉
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
七



　
　
　
　
法
華
文
化
研
究
（
七
号
）

ど
を
指
摘
し
て
述
べ
る
こ
と
は
、
論
敵
が
望
ん
で
い
る
こ
と
が
ら
の
成
立
（
・
・
丁

合
三
1
1
三
玲
p
Z
ε
を
妨
害
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
（
p
．
　
9
．
5
，
　
l
．
　
1
）
±
〈
z
え
て
い
わ
く
、
　
　
論
駁
は
、
矛
盾
因
の
よ
う
に
、
必
ら
ず

し
も
反
対
の
こ
と
が
ら
を
証
明
す
る
こ
と
の
み
に
も
と
つ
い
て
な
さ
れ
る
の
で

は

な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
’
論
敵
の
意
図
し
て
い
る
こ
と
の
決
定
を
妨
げ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

が
故

に
、
決
定
の
無
が
成
立
す
る
の
で
a
g
v
Q
O
　
（
p
．
　
9
5
，
　
l
．
　
3
）
す
な
わ
ち
、
決
定

説
の

反
対
が
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
反
対
の
こ
と
が
ら
が
成
立
す
る
の
で
あ

る
。　

以
上
で
論
駁
が
説
明
さ
れ
お
わ
っ
た
。

（
1
）
　
三
二
”
L
T
I
i
｛
L
本
に
従
っ
て
n
i
C
．
　
c
a
y
i
i
b
h
i
L
v
o
A
．
）
　
／
l
　
t
，
む
し

三
・

一四o

一三
九
〕

と
こ
ろ
で
誤
っ
た
論
駁
は
託
弁
に
よ
る
非
難
で
あ
る
．
、
〔
三
・

　
（
｝
，
．
　
9
5
，
t
’
　
5
）
誤
っ
た
論
駁
（
〔
言
但
量
・
二
＾
匡
）
と
は
、
　
（
実
は
そ
う
で
は
な

い
の

に
）
論
駁
の
ご
と
く
に
見
え
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
何
で
あ

る
か
？
　
そ
れ
ら
は
誰
弁
に
よ
る
非
難
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
返
答

に

似

て
い
る
も
の
、
似
て
い
る
返
答
で
あ
る
（
一
【
ピ
ニ
U
5
ξ
少
．
三
．
、
　
返
答
の
場

所
に

（
そ
の
代
り
に
）
用
い
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
返
答
に
似
て
い
る
の
で
あ
る
，

す
な
わ
ち
誰
弁
に
よ
る
返
答
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
八

　
（
l
）
．
　
9
5
，
　
t
．
　
8
）
返
答
に
似
て
い
る
と
い
う
そ
の
こ
と
を
、
返
答
の
場
所
に
（
そ

の

代

り
に
）
用
い
ら
れ
て
い
る
こ
と
と
し
て
、
説
明
し
よ
う
と
て
、
　
（
ス
ー
ト

ラ
作
者
は
）
い
う
、

三
・

一三
　
誰

弁

と
は
、
実
在
し
な
い
誤
謬
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。

〔
三

・

1四o〕

　
（
p
．
　
9
5
，
　
l
．
　
1
0
）
淀
弁
に
よ
る
非
難
と
は
、
実
在
し
な
い
、
虚
偽
の
誤
謬
を
指

摘

す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
誰
弁
に
よ
る
返
答
で
あ
る
。
そ
れ
は
返
答

と
の
類
似
（
j
g
i
　
t
i
　
＝
　
：
　
i
L
d
r
｛
　
．
v
a
）
に
よ
っ
て
答
え
る
こ
と
で
あ
る
。

　

〔
第
二
三
節
　
結
　
　
　
語
〕

　
若
干

の

語
と
こ
と
が
ら
の
説
明
に
よ
っ
て
、

　

月
の
光
に
も
似
た
、
ニ
ヤ
ー
ヤ
ビ
ン
ド
ゥ
の

　
清
ら
か
な
功
徳
を
、

　
わ

た
く
し
が
達
成
し
得
た
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

　
そ
れ
に
よ
っ
て
、
最
上
の
知
識
と
実
践
の
規
定
で
あ
る
、
と
わ
の
（
不
老
の
）

　
境
地
に
到
迂
し
て
、
わ
た
く
し
は
、

　
偏
え
に
世
の
人
々
を
益
す
る
は
た
ら
き
を
な
す
も
の
と
な
れ
か
し
。

　
ダ
ル
モ
ー
し
タ
ラ
師
の
著
し
た
こ
一
’
X
’
　
－
－
．
ヤ
ビ
ン
ド
ゥ
註
釈
』
終
る
。

　

（
こ
の
書
は
）
こ
の
よ
う
に
、
　
一
千
四
百
七
十
七
の
語
句
に
巧
み
に
ま
と
め

　
、
つ
τ
こ
。

　
レ
才
」
ノ


