
西
田
幾
多
郎
が
著
作
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
こ
に
お
い
て
独
自
の
場
所
的
論
理
を
形
成
す
る
過
程
で
、
「
基
体
」
と
い
う
概
念
を

頻
繁
に
用
い
て
い
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
概
念
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
旨
◎
丙
昌
焉
く
。
く
に
由
来
し
、
「
主
語
と
な
っ
て
述
語

と
な
ら
な
い
も
の
」
と
規
定
さ
れ
る
。
西
田
の
「
場
所
」
と
い
う
発
想
は
、
こ
の
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
も
の
」
と
い
う
基
体

の
定
義
を
逆
に
「
述
語
と
な
っ
て
主
語
と
な
ら
な
い
も
の
」
と
読
み
替
え
た
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
定
式
を
得
た
と
言
え
る
。
場
所
論
成
立

に
お
け
る
基
体
の
役
割
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
研
究
が
な
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
田
が
受
容
し
た
基
体
概
念
の
一

つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
質
料
と
し
て
の
基
体
概
念
に
つ
い
て
は
見
落
と
さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

本
論
文
で
は
、
ま
ず
基
体
を
直
覚
と
す
る
西
田
の
基
体
理
解
の
問
題
点
を
確
認
し
た
上
で
（
第
一
節
）
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
基
体
概
念
を
プ
ラ
ト
ン
の
受
容
者
（
曽
呂
。
三
あ
る
い
は
場
（
菅
目
）
の
概
念
と
結
び
つ
け
て
い
く
経
緯
を
概
観
し
（
第
二
節
）
、

こ
の
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
に
お
け
る
基
体
Ⅱ
質
料
概
念
を
西
田
が
ど
の
よ
う
に
受
け
取
っ
た
か
を
考
察
す
る
（
第
三
節
）
。
こ
こ
か
ら
、
そ
の
質

料
概
念
が
西
田
の
思
想
に
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
か
を
論
文
「
内
部
知
覚
に
つ
い
て
」
を
中
心
に
し
て
検
討
し
（
第
四
節
）
、
加
え

て
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
色
の
時
期
の
西
田
が
、
自
身
の
「
場
所
」
概
念
に
近
い
も
の
と
み
な
し
て
い
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
「
一
者
」
も
、

質
料
の
概
念
と
切
り
離
し
え
な
い
形
で
理
解
し
て
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
（
第
五
節
）
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の

日
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
基
体
は
一
般
に
個
物
と
み
な
さ
れ
て
お
り
、
西
田
自
身
も
た
と
え
ば
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
こ
に
収
録
さ
れ

た
論
文
「
内
部
知
覚
に
つ
い
て
」
の
第
三
節
に
お
い
て
、
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
も
の
」
と
は
二
あ
っ
て
二
な
き
個
物
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
三
、
三
二
五
）
（
１
）
と
言
う
よ
う
に
基
体
を
個
物
と
考
え
て
い
る
。
た
だ
し
個
物
は
そ
れ
だ
け
で
自
存
す
る
も
の
で
な
く
、

直
覚
に
基
づ
く
と
さ
れ
て
い
る
。
先
の
引
用
の
直
後
に
「
私
は
か
か
る
個
体
概
念
の
根
底
に
は
、
何
等
か
の
意
味
に
於
て
非
合
理
的
な
る
も

の
の
直
覚
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
。
・
・
：
：
直
覚
の
概
念
化
せ
ら
れ
た
も
の
が
個
体
概
念
で
あ
る
」
（
三
、
三
二
六
）
と
あ
る
こ
と
か
ら
も

そ
れ
が
分
か
る
。
西
田
は
、
固
定
化
さ
れ
た
個
物
よ
り
も
、
む
し
ろ
個
物
が
そ
こ
か
ら
抽
象
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
直
覚
を
「
主
語
と
な
っ
て
述

語
と
な
ら
な
い
も
の
」
、
す
な
わ
ち
基
体
と
し
て
解
釈
す
る
。

そ
れ
で
は
そ
の
よ
う
な
直
覚
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
西
田
自
身
の
説
明
を
引
用
す
る
。

色
に
お
け
る
質
料
概
念
の
意
義
を
確
定
し
た
い
。
そ
れ
を
通
し
て
、
場
所
論
の
準
備
期
と
も
言
え
る
こ
の
時
期
の
西
田
の
思
想
を
、
こ
れ

ま
で
の
研
究
と
は
違
っ
た
新
た
な
角
度
か
ら
見
て
み
た
い
。

一
歩
一
歩
の
意
識
作
用
は
明
で
あ
る
、
「
此
物
は
赤
い
」
と
か
「
此
物
は
重
い
」
と
か
い
う
判
断
に
よ
っ
て
言
い
表
さ
れ
る
。
此
作

用
は
無
限
の
層
を
成
す
で
あ
ろ
う
が
、
か
か
る
判
断
の
主
語
と
な
る
も
の
の
直
覚
は
い
つ
で
も
明
白
で
あ
る
。
…
…
主
語
と
な
る
も

の
は
未
だ
現
在
と
い
う
べ
き
も
の
で
も
な
く
、
此
と
い
う
べ
き
も
の
で
も
な
い
、
未
だ
客
観
化
せ
ら
れ
な
い
内
容
で
あ
る
、
判
断
の

主
語
と
認
識
主
観
と
が
一
つ
で
あ
る
。
（
三
、
三
二
四
）

中
期
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概
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「
此
物
は
赤
い
」
と
い
う
判
断
に
お
い
て
、
判
断
文
の
主
語
は
「
此
物
」
と
い
う
個
物
で
あ
る
が
、
こ
の
形
式
上
の
主
語
は
、
西
田
に
よ

れ
ば
本
来
の
主
語
で
は
な
い
。
判
断
に
お
い
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
述
語
付
け
が
な
さ
れ
る
真
の
主
語
と
は
、
「
こ
れ
」
と
し
て
客
体
化
さ
れ

る
以
前
の
直
覚
で
あ
る
。
こ
の
直
覚
は
、
判
断
に
お
け
る
特
殊
や
一
般
が
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
と
こ
ろ
の
直
接
経
験
で
あ
る
。
こ
の
直
接
の

経
験
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
「
い
つ
で
も
明
白
で
あ
る
」
。
こ
の
よ
う
に
基
体
が
直
覚
と
し
て
言
い
表
さ
れ
る
こ
と
は
、
西
田
の
思
想
に
お

い
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の
か
。

西
田
が
そ
の
初
期
か
ら
追
究
し
て
き
た
の
は
、
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
あ
る
が
ま
ま
の
現
実
と
は
、
主
客
の
区
別

を
設
け
る
思
考
様
式
に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
こ
に
至
る
ま
で
に
西
田
の
思
想
は
次
第

に
変
化
す
る
が
、
こ
の
主
張
は
一
貫
し
て
い
る
。
『
善
の
研
究
』
で
主
客
合
一
の
純
粋
経
験
と
し
て
示
さ
れ
た
も
の
は
、
『
自
覚
に
お
け
る
直

観
と
反
省
』
に
お
い
て
フ
イ
ヒ
テ
の
事
行
に
従
っ
て
意
志
の
自
覚
に
求
め
ら
れ
る
。
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
色
の
第
一
論
文
「
直
接

に
与
え
ら
れ
る
も
の
」
や
第
二
論
文
「
直
観
と
意
志
」
で
は
、
西
田
は
こ
の
意
志
的
自
覚
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
立
場
か
ら
は
、
経

験
界
は
「
思
惟
内
容
の
内
面
的
発
展
」
で
あ
る
と
さ
れ
、
逆
に
意
識
現
象
は
「
対
象
の
内
在
を
本
質
と
す
る
」
と
さ
れ
る
（
三
、
二
六
四
）
。

つ
ま
り
、
思
惟
と
対
象
と
が
「
統
一
あ
る
連
続
」
（
三
、
二
六
六
）
を
成
す
。
こ
の
統
一
が
意
志
で
あ
る
（
同
所
）
。
西
田
に
よ
れ
ば
意
志
の

極
致
が
直
観
で
あ
る
が
、
直
観
と
は
「
主
と
客
と
が
純
な
る
一
つ
の
働
き
と
な
る
こ
と
で
あ
り
、
精
神
的
な
る
も
の
が
自
己
自
身
を
発
展
す

る
こ
と
で
あ
る
」
（
三
、
二
八
五
）
。
し
か
し
精
神
的
な
る
も
の
が
自
発
自
展
す
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
発
展
の
仕
方
は
一
方
向
的
な
も
の
で

は
な
い
。
「
意
志
は
、
単
な
る
運
動
で
は
な
い
、
単
な
る
変
化
で
は
な
い
、
終
が
始
に
含
ま
れ
て
居
る
」
（
三
、
二
八
六
）
）
と
言
わ
れ
る
よ
う

に
、
そ
れ
自
身
が
そ
れ
自
身
の
目
的
へ
と
向
か
っ
て
い
く
と
い
う
自
覚
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
志
の
立
場
に
お
い
て
は
、
知
る
と
い
う

こ
と
も
、
意
志
の
活
動
に
還
元
さ
れ
る
。
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
色
に
収
録
さ
れ
て
い
る
諸
論
文
の
う
ち
、
「
直
接
に
与
え
ら
れ
る
も

日
本
哲
学
史
研
究
第
六
号
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の
」
「
直
観
と
意
志
」
「
物
理
現
象
の
背
後
に
あ
る
も
の
」
ま
で
、
西
田
は
知
る
こ
と
を
働
く
こ
と
の
一
部
と
し
て
考
え
て
い
る
が
（
２
）
、
こ

れ
は
以
上
の
よ
う
な
意
志
的
自
覚
の
立
場
か
ら
す
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
意
志
的
自
覚
の
立
場
か
ら
は
、
そ
の
立
場
自
身

の
論
理
的
根
拠
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。
阿
部
正
雄
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
「
真
実
在
と
し
て
主
体
の
奥
底
深
く
求
め
ら
れ
た
、
そ
の
よ
う

な
絶
対
意
志
と
か
直
観
は
、
ま
す
ま
す
神
秘
主
義
的
色
彩
を
濃
く
し
て
い
っ
て
、
概
念
的
知
識
と
か
け
は
な
れ
て
ゆ
く
」
（
３
）
と
い
う
事
態

が
生
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
思
想
の
論
理
化
が
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
こ
に
お
い
て
大
き
な
問
題
と
な
る
。
そ
れ
は
直
接

的
な
経
験
を
そ
の
ま
ま
に
表
明
す
る
の
で
は
な
く
、
直
接
的
な
経
験
と
判
断
に
よ
る
概
念
的
知
識
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
に
西
田
は
、
「
判
断
と
直
覚
と
は
如
何
な
る
関
係
に
於
て
立
つ
の
で
あ
ろ
う
か
」
（
三
、
三
二
八
）
と
い
う
問
題
に
取
り
組
む
。

基
体
概
念
も
、
こ
の
論
理
化
と
い
う
目
的
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
。
つ
ま
り
西
田
は
、
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
ヒ
ポ
ケ
ー
メ
ノ
ン
即
ち
基
体

に
よ
っ
て
、
主
語
、
本
体
、
主
観
の
結
合
統
一
を
企
図
し
た
」
（
三
、
二
五
四
）
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
思
想
の
論
理
化
と
い
う
西
田
の
意

図
を
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
「
判
断
の
基
体
は
直
覚
で
あ
る
」
と
い
う
説
明
は
、
そ
の
ま
ま
の
形
で
は
意
味
を
な
さ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
、

判
断
が
直
覚
に
基
づ
く
と
い
う
事
実
を
直
接
的
に
述
べ
た
だ
け
で
あ
り
、
直
覚
が
ど
の
よ
う
に
判
断
的
知
識
を
成
立
さ
せ
る
の
か
と
い
う
こ

と
を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
西
田
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
よ
う
に
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
も
の
」
と
し
て
の
基
体
を
単
に
個
物
と
し
て

み
な
す
の
で
な
く
、
さ
ら
に
そ
の
基
と
な
る
直
覚
と
し
て
理
解
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
基
体
概
念
は
い
わ
ゆ
る

個
物
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
（
４
）
。
質
料
と
形
相
と
の
結
合
体
と
し
て
の
個
物
が
基
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る
と
と
も
に
、
時
に
は
質
料

に
、
ま
た
時
に
は
形
相
に
基
体
が
求
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
け
る
基
体
概
念
の
多
義
性
が
、
西
田
の
基
体
概

念
の
受
容
に
も
反
映
し
て
い
る
。
西
田
に
お
い
て
は
、
直
覚
と
し
て
の
基
体
と
は
異
な
る
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
」
基
体
を
見

出
し
う
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
質
料
と
し
て
の
基
体
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
西
田
が
「
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
を
徹
底
せ
し
め

中
期
西
田
哲
学
に
お
け
る
質
料
概
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の
意
義
〔
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た
」
と
評
す
る
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
質
料
概
念
が
介
在
し
て
い
る
（
５
）
。
後
に
見
る
よ
う
に
、
こ
の
質
料
と
し
て
の
基
体
と
い
う
考
え
は
、
先

の
直
覚
と
判
断
と
の
関
係
、
す
な
わ
ち
「
思
想
の
論
理
化
」
と
い
う
問
題
に
深
く
関
係
す
る
。

従
来
の
西
田
研
究
で
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
基
体
を
個
物
と
し
て
前
提
し
て
い
る
も
の
が
多
い
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
箇
所
で
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
質
料
を
基
体
と
み
な
し
て
い
る
。
た
だ
し
質
料
は
問
題
的
な
概
念
で
あ
り
、
そ
の
内
実
は
一
義
的
に
確
定
さ
れ
な
い
。
た
と

え
ば
銅
像
に
し
て
も
、
そ
の
結
合
体
に
お
け
る
質
料
は
銅
で
あ
る
が
、
当
の
銅
は
純
粋
に
質
料
と
呼
ば
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
形
態
を
は

じ
め
と
し
て
色
や
質
感
な
ど
様
々
な
属
性
を
持
っ
た
も
の
で
あ
る
。
質
料
と
形
相
と
の
区
別
は
相
対
的
で
あ
る
と
も
言
え
る
（
６
）
。
本
節
で

は
、
問
題
設
定
の
範
囲
上
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
質
料
概
念
に
突
っ
込
ん
だ
考
察
を
行
う
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
質
料
が
基
体
と
の
関
係
で
ど

の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

『
形
而
上
学
』
Ｚ
巻
第
三
章
で
は
、
実
体
と
呼
ば
れ
う
る
四
つ
の
も
の
が
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
本
質
３
『
こ
く
酔
旨
戸
と
、
普
遍

的
な
も
の
ａ
汽
負
ｇ
ざ
ご
と
、
類
ａ
蒜
く
Ｒ
と
、
基
体
ａ
言
。
弓
一
扇
ぐ
◎
く
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
基
体
が
第
一
の
実
体
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
の

で
あ
る
が
、
こ
の
基
体
と
呼
ば
れ
る
も
の
も
形
獣
月
、
質
料
芦
二
、
結
合
体
ａ
評
８
身
ｓ
く
の
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
は
、
「
基
体
と
い
う
の
は
、
他
の
事
物
は
そ
れ
の
述
語
と
さ
れ
る
が
そ
れ
自
ら
は
決
し
て
他
の
な
に
も
の
の
述
語
と
も
さ
れ
な
い
そ

れ
の
こ
と
で
あ
る
」
（
』
営
．
脚
］
ｓ
ぎ
ぷ
‐
ご
）
（
７
）
と
い
う
定
義
を
忠
実
に
守
る
と
す
れ
ば
、
基
体
の
最
た
る
も
の
は
質
料
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
言
う
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
事
物
か
ら
あ
ら
ゆ
る
属
性
す
な
わ
ち
述
語
を
取
り
除
く
と
い
う
思
考
実
験
を

行
っ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
よ
う
に
す
べ
て
の
述
語
を
除
い
て
し
ま
え
ば
、
質
料
以
外
は
残
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
場
合
質
料
と
は
「
そ

日
本
哲
学
史
研
究
第
六
号

二
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リ
ス
ト
テ
レ
ス
と
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テ
ィ
ノ
ス
に
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け
る
基
体
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結
局
の
と
こ
ろ
質
料
と
し
て
の
基
体
は
真
の
実
体
と
し
て
は
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
基

体
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
」
と
い
う
説
明
方
式
を
極
端
ま
で
突
き
詰
め
て
い
く
と
、
そ
れ
自
体
と
し
て

は
ど
の
よ
う
に
も
述
語
付
け
で
き
な
い
も
の
に
行
き
着
く
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
そ
れ
は
も
は
や
主
語
と
さ
え
な
ら
な

い
も
の
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
こ
れ
と
し
て
言
述
の
う
ち
に
表
し
う
る
な
ら
ば
、
一
つ
の
規
定
を
す
で
に
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る

か
ら
で
あ
る
。

が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

れ
自
体
は
と
く
に
な
に
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
ず
、
ど
れ
ほ
ど
の
量
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
ず
、
そ
の
他
、
も
の
の
存
在
の
仕
方
が
よ
っ
て
も
っ

て
規
定
さ
れ
る
も
の
ど
も
の
い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
言
い
表
さ
れ
え
な
い
或
る
も
の
の
こ
と
」
（
ニ
ミ
．
脚
己
ｇ
烏
ｅ
で
あ
り
、
肯
定
的
な
規
定

ど
こ
ろ
か
否
定
的
な
規
定
さ
え
持
た
な
い
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
質
料
と
し
て
の
基
体
は
、
ほ
か
の
述
語
の
主
語
と
な
る
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
自
身
と
し
て
は
い
か
な
る
述
語
形
態
で
も
な
い
た
め
に
、
そ
れ
自
身
は
特
定
の
何
も
の
で
も
な
い
。

こ
う
し
て
、
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
」
と
い
う
基
体
の
定
義
を
遵
守
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
自
身
は
何
で
あ
る
と
も
規
定
さ
れ

て
い
な
い
質
料
こ
そ
が
こ
の
定
義
に
適
っ
た
も
の
と
な
り
、
そ
れ
故
に
実
体
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
は
ず
だ
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は

こ
れ
を
即
座
に
否
定
す
る
。
「
な
ぜ
な
ら
、
離
れ
て
存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
離
存
性
・
独
立
性
ａ
菅
冒
ｑ
ａ
く
）
と
こ
れ
と
指
し
示
し
う

る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
個
体
性
３
房
自
）
と
が
最
も
主
と
し
て
実
体
に
属
す
る
と
認
め
ら
れ
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
（
８
）
。
長
さ
や
幅
や
深

さ
そ
の
他
の
述
語
と
し
て
の
諸
性
質
を
抽
き
去
っ
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
は
均
一
に
広
が
る
無
性
質
の
も
の
と
な
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
何
も
の
か

ら
も
離
存
・
独
立
し
て
お
ら
ず
、
ま
た
こ
れ
こ
れ
の
も
の
と
し
て
指
し
示
し
う
る
も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
（
９
）
。
そ
の
よ
う
な
特
定

の
な
に
も
の
で
も
な
い
よ
う
な
不
可
解
な
も
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
と
っ
て
実
体
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
Ｚ
巻
第
四
章
以
降
、
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
考
察
は
形
相
や
本
質
と
い
っ
た
も
の
に
割
か
れ
る
。
質
料
に
は
、
次
の
Ｈ
巻
に
な
っ
て
「
可
能
態
と
し
て
の
実
体
」
と
い
う
役
割

中
期
西
田
哲
学
に
お
け
る
質
料
概
念
の
意
義
〔
日
高
〕
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
質
料
概
念
は
、
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
に
お
い
て
大
き
な
変
更
を
加
え
ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
は
先
に
わ
れ
わ
れ

が
確
認
し
た
よ
う
に
「
ど
の
よ
う
に
も
言
い
表
さ
れ
え
な
い
或
る
も
の
」
と
し
て
の
質
料
に
重
要
な
意
味
を
見
出
す
こ
と
は
な
か
っ
た
。
そ

れ
に
対
し
て
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
は
こ
の
よ
う
な
第
一
質
料
と
も
言
う
べ
き
質
料
を
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
け
る
「
受
容
者
言
。
ｇ
三
」
と
同
一
視
し

つ
つ
、
自
身
の
思
想
に
取
り
込
む
。
『
エ
ネ
ア
デ
ス
』
第
二
巻
第
四
篇
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

こ
こ
で
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
は
、
質
料
は
基
体
で
あ
り
受
容
者
で
あ
る
と
い
う
見
解
を
示
し
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
質
料
も

基
体
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
」
と
い
う
定
義
を
徹
底
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
述
語
（
性
質
）
も
持

た
な
い
無
限
定
の
質
料
に
行
き
つ
く
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
質
料
は
プ
ラ
ト
ン
の
受
容
者
と
近
似
性
を
持
つ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身

も
、
『
自
然
学
』
の
あ
る
箇
所
に
お
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
中
で
質
料
と
場
（
受
容
者
）
と
を
同
じ
も
の
で
あ
る
と
言
っ

て
い
る
、
と
さ
え
述
べ
て
い
る
（
逗
管
員
い
】
呂
浮
巳
。
実
際
の
と
こ
ろ
は
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
中
で
受
容
者
を
質
料
と
結
び
つ
け
る
記
述

は
な
い
た
め
、
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
誤
解
で
あ
る
が
、
こ
の
誤
解
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自
身
が
質
料
と
受
容
者
と
を
近
い
も
の
と
み

な
し
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
が
基
体
と
受
容
者
と
を
と
も
に
質
料
を
指
し
示
す
も
の
と
し
て
挙
げ
て
い
る
の
は
、
こ

の
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
質
料
理
解
に
基
づ
く
も
の
と
思
わ
れ
る
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が
質
料
Ⅱ
基
体
Ⅱ
受
容
者
と
い
う
見
解
を
「
共
通

の
説
」
と
し
て
こ
こ
に
紹
介
し
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
当
時
一
般
的
に
知
ら
れ
て
い
た
見
解
で
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。

い
わ
ゆ
る
素
材
は
「
下
に
横
た
わ
る
何
か
」
（
基
体
）
で
あ
り
、
形
相
の
「
受
け
皿
」
（
受
容
者
）
で
あ
る
と
い
う
限
り
で
は
、
こ
の

よ
う
な
本
性
（
素
材
）
の
観
念
を
持
つ
に
い
た
っ
た
す
べ
て
の
人
た
ち
が
、
そ
れ
（
素
材
）
に
つ
い
て
、
こ
の
だ
い
た
い
の
共
通
の

説
を
主
張
し
て
お
り
、
こ
こ
ま
で
は
同
じ
道
を
歩
ん
で
い
る
。
（
畳
．
一
・
一
上
）
（
㈹
）

日
本
哲
学
史
研
究
第
六
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質
料
は
形
相
を
受
け
取
る
受
容
者
で
あ
り
、
形
相
の
下
に
横
た
わ
る
基
体
で
あ
る
。
「
形
が
あ
る
な
ら
ば
、
形
を
与
え
ら
れ
た
も
の
が
あ
る
。

差
異
は
こ
れ
に
宿
る
わ
け
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
形
相
を
受
け
取
る
素
材
と
い
う
も
の
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
（
形
相
の
）
下
に
横
た

わ
る
も
の
（
基
体
）
が
常
に
あ
る
わ
け
だ
」
白
全
会
や
己
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
受
容
者
と
し
て
の
質
料
は
無
形
・
無
限
定
で
あ

り
、
存
在
者
と
し
て
み
な
し
う
る
い
か
な
る
特
徴
も
持
た
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
の
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
中
で
の
受
容
者
に
つ
い
て
の
説
明
を
借

り
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
も
の
を
自
分
自
身
の
う
ち
に
受
け
入
れ
よ
う
と
す
る
も
の
は
、
ど
ん
な
形
も
持
た
な
い
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
念
目
）
。
「
君
が
英
知
に
よ
っ
て
（
思
考
上
で
）
そ
の
多
様
性
と
、
諸
々
の
形
と
、
諸
原
理
と
、
直
知
対
象
（
内

容
、
観
念
）
を
（
す
べ
て
）
取
り
去
る
な
ら
ば
、
こ
れ
ら
の
前
に
（
奥
に
）
あ
る
も
の
は
、
無
形
で
無
限
定
で
、
そ
れ
の
上
、
あ
る
い
は
そ

れ
の
内
に
あ
る
こ
れ
ら
（
諸
形
相
）
の
ど
れ
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
」
（
閂
雇
主
．
屍
‐
凶
）
。
こ
こ
で
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が

形
而
上
学
Ｚ
巻
で
行
っ
た
質
料
に
つ
い
て
の
述
語
取
り
除
き
の
思
考
実
験
に
も
似
た
仕
方
で
質
料
の
無
限
定
性
を
説
明
し
て
い
る
。

こ
の
第
一
質
料
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
至
っ
て
、
基
体
は
そ
れ
自
身
が
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
」
も
の
で
あ
り
、
述
語
の
枠

組
み
（
形
相
）
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
え
な
い
も
の
と
な
る
。
定
義
が
で
き
ず
、
そ
れ
自
身
に
つ
い
て
な
に
も
述
定
で
き
な
い
な
ら
ば
、
こ
の

よ
う
な
無
形
で
無
限
定
な
質
料
を
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
だ
ろ
う
か
。
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
次
の
よ
う
に

説
明
す
る
。
「
無
限
定
な
も
の
は
無
限
定
な
も
の
に
よ
っ
て
（
の
み
知
ら
れ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
）
。
な
る
ほ
ど
無
限
定
な
も
の
に
つ
い
て
の
定

義
は
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
う
る
が
、
無
限
定
な
も
の
へ
の
（
精
神
の
）
ま
な
ざ
し
は
無
限
定
で
あ
る
」
（
昼
．
己
．
や
巴
。
無
限
定
な
も

の
に
つ
い
て
の
定
義
（
述
語
付
け
）
は
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め
こ
れ
は
無
限
定
な
も
の
を
限
定
さ
れ
た
も
の
に
よ
っ
て
知
ろ

う
と
す
る
こ
と
と
な
り
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
「
無
限
定
な
も
の
へ
の
ま
な
ざ
し
」
は
無
限
定
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
知
る
こ
と
が
で

き
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
「
無
限
定
な
も
の
へ
の
ま
な
ざ
し
」
と
は
、
暗
闇
の
中
の
視
覚
の
よ
う
な
も
の
と
説
明
さ
れ
る
。

中
期
西
田
哲
学
に
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け
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質
料
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意
義
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以
上
に
見
て
き
た
よ
う
な
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
質
料
解
釈
は
、
西
田
に
も
影
響
を
与
え
て
い
る
。
西
田
が
プ
ロ
テ
イ
ス
の
思
想
を
積
極
的

に
受
容
し
た
跡
が
見
ら
れ
る
の
は
、
論
文
「
表
現
作
用
」
に
お
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
論
文
に
先
立
つ
「
内
部
知
覚
に
つ
い
て
」
で
す
で
に

感
覚
的
対
象
か
ら
形
相
を
す
べ
て
抽
き
去
る
と
、
残
る
の
は
「
無
限
定
の
何
か
」
で
あ
る
。
こ
の
時
の
魂
の
ま
な
ざ
し
は
暗
闇
の
中
の
視

覚
の
よ
う
に
、
見
る
対
象
（
暗
闇
）
と
同
じ
無
限
定
な
も
の
と
な
る
。
こ
れ
は
何
も
み
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
「
形
の
な
い
も
の
の

何
か
印
象
み
た
い
な
も
の
を
受
け
る
」
（
旨
．
己
．
ｇ
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
何
か
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
「
暗
闇
の
中

の
視
覚
」
に
瞼
え
ら
れ
た
魂
の
ま
な
ざ
し
は
、
「
お
ぼ
ろ
げ
な
も
の
を
お
ぼ
ろ
げ
に
、
暗
い
も
の
を
暗
く
、
直
観
し
な
い
で
直
観
す
る
」
（
冒
．

己
．
昌
‐
旨
）
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
「
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
」
と
い
う
正
し
い
述
定
形
式
に
お
い
て
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
プ
ロ
テ
イ

ノ
ス
は
プ
ラ
ト
ン
の
受
容
者
に
つ
い
て
の
説
明
（
周
辺
に
倣
っ
て
、
質
料
を
「
私
生
児
的
な
思
考
に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
る
も
の
」
と
呼
ん

で
い
る
（
層
・
己
も
，
ｇ
・
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
思
想
体
系
に
お
い
て
、
以
上
の
よ
う
な
質
料
は
、
一
者
か
ら
の
発
出
の
最
下
位
に
置
か
れ
て
い
る
。

た
と
え
ば
暗
闇
が
目
に
と
っ
て
は
（
光
が
取
り
去
ら
れ
て
）
見
え
な
い
す
べ
て
の
色
の
素
材
で
あ
る
よ
う
に
、
魂
も
ま
た
、
感
覚
さ

れ
る
対
象
の
上
に
あ
ら
わ
れ
る
限
り
の
も
の
（
形
相
）
ｌ
こ
れ
ら
は
（
先
の
た
と
え
の
）
光
に
相
当
す
る
が
ｌ
を
す
べ
て
取

り
除
い
て
、
そ
し
て
後
に
残
っ
た
も
の
を
も
は
や
限
定
（
規
定
）
で
き
な
い
で
、
暗
闇
の
中
の
視
覚
に
似
た
状
態
と
な
る
。
つ
ま

り
、
自
分
が
い
わ
ば
〈
見
る
〉
対
象
と
、
あ
る
意
味
で
お
な
じ
も
の
（
無
限
定
な
も
の
）
に
、
そ
の
時
な
る
の
で
あ
る
。
（
畳
．
己
．

一
い
０
－
函
）
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質
料
を
基
体
と
み
な
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
課
題
は
、
こ
の
論
文
「
内
部
知
覚
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
経
由
の
「
質
料
Ⅱ

基
体
Ⅱ
受
容
者
」
と
い
う
発
想
が
西
田
に
お
い
て
も
受
容
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
、
そ
れ
が
西
田
の
思
想
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え

て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
見
極
め
る
こ
と
で
あ
る
。
「
内
部
知
覚
に
つ
い
て
」
で
の
論
述
を
整
合
的
に
読
み
取
る
た
め
に
、
ま
ず
以
下
で
は

一
九
二
四
年
度
の
特
殊
講
義
（
皿
）
に
お
け
る
西
田
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
解
釈
を
、
質
料
概
念
を
中
心
に
見
て
お
き
た
い
。
こ
の
講
義
は
「
内

部
知
覚
に
つ
い
て
」
の
執
筆
と
同
時
期
に
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
西
田
は
こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
基
体
を
質
料
と
し
て
扱
っ
て
お
り
、

ま
た
基
体
を
プ
ラ
ト
ン
の
受
容
者
と
引
き
合
わ
せ
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
質
料
概
念
を
大
き
な
問
題
と
し
て
受
け
と
め
、
さ
ら
に
は
こ
の
プ
ロ

テ
イ
ノ
ス
の
質
料
を
一
者
へ
と
近
づ
け
て
理
解
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

西
田
は
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
に
つ
い
て
ま
ず
、
「
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
考
で
は
、
一
番
実
在
の
本
と
な
る
も
の
は
二
者
」
（
烏
唾
璽
画
①
）
で
あ
る
。

…
…
そ
れ
か
ら
「
精
神
」
ａ
①
宮
）
「
霊
魂
」
命
⑥
：
）
「
自
然
」
倉
翼
冒
三
物
質
」
（
吃
）
（
富
農
①
号
）
と
い
う
順
序
に
な
っ
て
い
る
」
（
一
四
、
三
五
三

’
三
五
四
）
と
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
実
在
の
区
分
を
紹
介
し
た
上
で
、
こ
の
区
分
の
順
に
説
い
て
い
く
。
物
質
（
質
料
）
に
関
す
る
箇
所
は
、
「
プ

ロ
チ
ノ
ス
の
「
物
質
」
の
考
は
余
程
む
づ
か
し
い
が
、
そ
れ
だ
け
ま
た
お
も
し
ろ
い
と
こ
ろ
が
あ
る
。
…
…
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
「
物
質
」
の
概

念
は
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
を
徹
底
せ
し
め
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
」
（
一
四
、
三
六
二
）
と
い
う
言
葉
で
始
め
ら
れ
て
い
る
。

西
田
に
よ
れ
ば
、
プ
ラ
ト
ン
は
質
料
を
「
受
け
取
る
場
所
」
（
言
目
）
あ
る
い
は
「
空
間
」
と
し
て
考
え
た
（
蝿
）
が
、
「
し
か
し
プ
ラ
ト
ン

の
空
間
に
は
、
我
々
が
普
通
い
う
と
こ
ろ
の
空
間
の
思
想
が
混
じ
て
い
て
、
純
粋
な
シ
宮
ヨ
農
胃
目
〔
受
け
取
る
場
所
〕
で
は
な
い
ら
し
い

と
こ
ろ
が
あ
る
」
（
一
四
、
三
六
三
）
と
い
う
。
対
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
合
は
、
質
料
を
受
け
取
る
場
所
と
し
て
で
は
な
く
基
体
と

し
て
考
え
た
。
「
物
が
変
わ
る
と
言
う
は
何
物
か
が
変
わ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
即
ち
質
料
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
普
冨
園
目
白
〔
基

体
〕
で
あ
る
。
」
（
同
所
）
。
そ
し
て
「
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
「
物
質
」
の
考
は
こ
の
両
者
を
結
合
せ
る
も
の
で
あ
る
」
（
同
所
）
。
結
合
し
た
と
い

う
の
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
「
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
「
物
質
」
に
つ
い
て
の
考
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
考
を
徹
底
せ
し
め
て
、
プ
ラ
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ト
ン
の
「
受
け
取
る
場
所
」
と
い
う
考
に
立
ち
戻
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
思
う
」
（
同
所
）
と
述
べ
て
ら
れ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
西
田
は
講
義
に
お
い
て
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
踏
襲
し
つ
つ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
基
体
を
質
料
と
し
て
、
さ
ら
に
プ
ラ
ト

ン
の
受
容
者
と
し
て
見
倣
す
と
い
う
理
解
を
は
っ
き
り
と
示
し
て
い
る
。
こ
こ
で
西
田
が
想
定
し
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
質
料
と
は
、

銅
像
に
お
け
る
銅
の
よ
う
な
単
な
る
材
料
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
が
先
に
確
認
し
た
よ
う
な
、
「
そ
れ
自
体
は
と
く
に
な
に
で
あ
る
と
も
言

わ
れ
ず
、
ど
れ
ほ
ど
の
量
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
ず
、
そ
の
他
、
も
の
の
存
在
の
仕
方
が
よ
っ
て
も
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
ど
も
の
い
ず
れ
に

よ
っ
て
も
言
い
表
さ
れ
え
な
い
或
る
も
の
」
含
営
．
恩
．
ご
暗
烏
ｅ
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
こ
の
よ
う
な
第
一
質
料
と

も
言
え
る
よ
う
な
も
の
は
第
一
の
実
体
で
は
な
い
と
し
て
こ
れ
を
排
除
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
西
田
は
、
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
質
料

概
念
の
う
ち
に
、
プ
ラ
ト
ン
の
受
容
者
へ
と
立
ち
戻
っ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
基
体
概
念
を
見
出
し
た
の
で
あ
る
。
プ
ラ
ト
ン
の
「
受
け
取

る
場
所
」
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
基
体
」
と
を
結
合
さ
せ
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
「
質
料
」
は
、
形
相
を
受
け
取
る
も
の
と
し
て
、
「
形
体

の
な
い
、
大
き
さ
の
な
い
、
性
質
の
な
い
も
の
と
な
る
」
（
一
四
、
三
六
四
）
。
場
所
の
思
想
の
成
立
に
と
っ
て
重
要
と
思
わ
れ
る
の
は
、
西

田
が
こ
の
よ
う
な
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
質
料
を
、
後
の
彼
の
思
想
に
お
い
て
キ
ー
・
タ
ー
ム
と
な
る
「
無
」
に
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
点
で
あ
る
。

何
等
か
の
意
味
で
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
形
相
と
な
る
。
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
も
同
様
で
あ
る
。
呼
園
号
目
、
〔
剥
奪
〕

と
い
う
の
は
、
凡
て
の
性
質
を
失
い
何
等
の
性
質
も
な
い
も
の
と
云
う
意
味
で
あ
る
。
し
か
し
「
物
質
」
は
非
規
定
的
で
あ
る
と
い

え
ば
、
も
う
「
物
質
」
で
は
な
く
な
る
。
即
ち
烏
“
冒
冨
切
言
昌
一
①
置
貫
〔
非
規
定
的
な
も
の
そ
れ
自
体
〕
が
「
物
質
」
で
あ
る
と

云
う
べ
き
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
物
質
」
は
非
有
含
儲
ｚ
言
胃
①
冒
号
）
と
云
う
こ
と
に
な
る
。
…
…
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
此
処
で
云
う
て

い
る
非
有
は
、
如
何
な
る
意
味
に
於
て
も
有
に
な
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
で
あ
る
。
烏
呉
旨
ず
２
冒
目
①
〔
非
規
定
的
な
も
の
〕
は
決

し
て
胃
の
冒
昌
ｇ
〔
規
定
〕
さ
れ
る
こ
と
の
出
来
ぬ
も
の
で
あ
る
。
か
く
考
え
る
と
「
物
質
」
は
全
く
「
無
」
に
等
し
い
も
の
に
な
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し
か
し
な
が
ら
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
自
身
は
質
料
を
「
無
限
定
な
も
の
」
と
か
「
欠
如
」
と
し
て
い
る
が
、
「
無
」
と
は
言
い
表
し
て
い
な
い
。

質
料
を
見
る
魂
は
、
暗
闇
の
中
の
目
が
そ
れ
自
身
暗
闇
と
同
じ
よ
う
な
も
の
と
な
り
「
見
え
な
い
」
と
い
う
形
で
暗
闇
を
見
る
よ
う
に
、
「
直

観
し
な
い
で
直
観
す
る
」
と
い
う
形
で
、
そ
れ
自
身
が
無
限
定
な
も
の
と
な
る
限
り
に
お
い
て
、
か
ろ
う
じ
て
質
料
を
把
捉
す
る
と
し
て
い

た
。
質
料
は
、
私
生
児
的
な
空
虚
な
思
考
に
よ
っ
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
形
の
な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
や
は
り
確
か
に
存
在
す
る
も
の
と

し
て
扱
わ
れ
て
い
た
（
鴫
）
。
こ
れ
に
対
し
て
西
田
は
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
質
料
を
「
無
」
と
捉
え
る
。
そ
れ
は
両
者
の
質
料
理
解
の
間
に
ひ
と

つ
の
違
い
が
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
無
限
定
な
も
の
か
ら
無
を
導
く
思
考
は
決
し
て
突
飛
な
も
の
で
は
な
い
ｌ
そ
れ
は
形
も
な
く
大

き
さ
も
な
く
、
そ
の
他
一
切
の
形
相
を
持
た
な
い
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
’
に
し
て
も
、
質
料
を
無
と
す
る
見
方
は
通
常
の
プ
ロ
テ
イ

ノ
ス
解
釈
と
は
言
え
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
後
の
西
田
の
思
想
に
お
い
て
「
無
」
の
概
念
が
持
つ
重
要
性
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
違
い
は
些
細

な
こ
と
な
が
ら
も
見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

「
質
料
は
非
規
定
的
で
あ
る
」
と
言
表
す
る
こ
と
は
、
す
で
に
質
料
に
規
定
を
与
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
故
に
そ
れ
は
も
う
質
料
で
は

な
く
な
る
。
な
ぜ
な
ら
「
何
等
か
の
意
味
で
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
は
形
相
と
な
る
」
（
一
四
、
三
六
四
）
か
ら
で
あ
る
（
Ｕ
。
わ
れ
わ
れ
は

前
節
で
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
形
而
上
学
』
Ｚ
巻
第
三
章
で
言
及
し
た
質
料
が
、
肯
定
的
な
言
辞
だ
け
で
な
く
否
定
的
な
言
辞
さ
え
も
そ

れ
に
つ
い
て
は
述
べ
得
な
い
と
し
た
こ
と
と
同
様
に
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
質
料
は
「
非
規
定
的
で
あ
る
」
と
い
う
否
定
的
な
述
語
づ
け
さ
え

も
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
西
田
は
こ
の
よ
う
な
決
し
て
規
定
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
質
料
を
、
無
に
等
し
い
も
の
と
み
な

し
た
の
で
あ
る
。

る
。
（
一
四
、
三
六
四
）
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一
九
二
四
年
度
の
特
殊
講
義
か
ら
質
料
Ⅱ
基
体
Ⅱ
受
容
者
と
し
て
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
質
料
概
念
が
西
田
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ

て
い
た
か
を
見
、
あ
わ
せ
て
西
田
と
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
と
の
共
通
点
お
よ
び
相
違
点
を
確
認
し
た
。
次
に
、
こ
の
特
殊
講
義
と
同
時
期
に
執
筆

さ
れ
た
論
文
「
内
部
知
覚
に
つ
い
て
」
を
中
心
に
し
て
、
西
田
が
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
、
基
体
Ⅱ
受
容
者
と
い
う
質
料
概

念
を
用
い
て
い
る
か
を
読
み
取
り
た
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、
場
所
的
論
理
の
生
成
期
と
も
言
え
る
こ
の
時
期
の
西
田
の
思
想
展
開
に
、
質
料

概
念
が
ど
の
よ
う
に
寄
与
し
た
か
と
い
う
こ
と
を
見
極
め
た
い
。

「
内
部
知
覚
に
つ
い
て
」
は
、
「
場
所
」
と
い
う
語
が
初
出
す
る
論
文
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
留
ま
ら
ず
、
こ
の
論
文
に
お
い

て
は
そ
の
後
の
場
所
的
論
理
の
形
成
に
必
要
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
い
く
つ
か
の
特
徴
が
現
れ
て
お
り
、
西
田
の
思
索
に
ひ
と
つ
の
画
期
を

な
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
、
「
内
部
知
覚
に
つ
い
て
」
に
お
け
る
西
田
の
思
索
の
変
化
に
つ
い
て
説
明
し
て
お
き
た
い
。

本
論
稿
の
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
こ
に
お
け
る
西
田
の
主
要
な
関
心
は
思
想
の
論
理
化
に
あ
っ
た
。
そ

れ
は
判
断
と
直
覚
と
の
必
然
的
な
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
判
断
と
直
覚
と
を
分
離
せ
ず
に
統
一
的
に
扱
う
に
は
、
直
覚
の

自
己
限
定
に
よ
っ
て
判
断
が
成
立
す
る
と
い
う
自
覚
的
体
系
に
依
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
を
受
け
て
、
論
文
「
内
部
知
覚
に
つ

い
て
」
で
は
、
そ
の
第
五
節
以
降
に
、
そ
れ
ま
で
は
「
反
省
作
用
其
者
が
自
己
を
直
観
す
る
」
（
四
、
二
八
四
）
と
か
「
精
神
的
な
る
も
の
が

自
己
自
身
に
還
る
」
（
三
、
二
八
三
）
と
い
う
よ
う
に
再
帰
的
な
運
動
と
い
う
形
で
説
明
さ
れ
て
い
た
自
覚
が
、
そ
の
後
も
頻
繁
に
繰
り
返
さ

れ
る
よ
う
な
「
自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
映
す
」
と
い
う
形
で
定
式
化
さ
れ
る
（
肥
）
。
ま
た
、
第
四
節
に
お
い
て
「
無
」
に
積
極
的
な

意
義
が
見
出
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
（
Ⅳ
）
、
そ
れ
に
伴
っ
て
「
純
な
る
形
相
」
と
か
「
基
体
な
き
作
用
」
と
言
わ
れ
て
い
た
「
働
く
も
の
」
の

根
底
に
、
そ
れ
を
包
む
「
働
く
と
共
に
働
か
ざ
る
も
の
」
や
「
基
体
な
き
作
用
の
基
体
」
が
明
確
に
据
え
ら
れ
る
（
旧
）
。
こ
の
基
体
な
き
作
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さ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
前
節
で
見
た
「
基
体
と
し
て
の
無
限
定
な
質
料
」
が
登
場
す
る
の
も
、
以
上
の
よ
う
な
、
論
文
「
内
部
知
覚
に
つ
い

て
」
に
お
け
る
「
働
く
も
の
」
か
ら
「
知
る
も
の
」
へ
の
変
遷
に
お
い
て
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
論
文
「
内
部
知
覚
に
つ
い
て
」
に
お
い
て

も
基
体
が
質
料
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
上
で
、
こ
の
質
料
と
し
て
の
基
体
概
念
が
西
田
の
論
の
展
開
の
中
で
ど
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
を
考
察
し
た
い
。

第
五
節
で
は
、
基
体
は
不
可
知
的
な
も
の
で
あ
り
無
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

こ
の
引
用
で
は
、
は
じ
め
に
真
の
基
体
と
は
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
こ
の
基
体

そ
の
も
の
は
述
語
付
け
が
で
き
な
い
の
だ
か
ら
不
可
知
的
で
あ
り
無
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
基
体
が
本
論
稿
の
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
直
覚

ら
な
い
も
の
」

こ
と
に
な
る
。

用
の
基
体
こ
そ
、
「
働
く
も
の
」
を
成
り
立
た
せ
る
「
知
る
も
の
」
、
あ
る
い
は
「
見
る
も
の
な
く
し
て
見
る
も
の
」
（
三
、
二
五
五
）
で
あ
る
。

こ
う
し
て
働
く
こ
と
は
知
る
こ
と
の
抽
象
的
一
面
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
局
）
。
「
基
体
な
き
作
用
の
基
体
」
と
呼
ば
れ
る
「
知
る
も
の
」

は
、
主
語
的
に
は
規
定
さ
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
も
は
や
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
も
の
」
で
は
な
く
、
「
述
語
と
な
っ
て
主
語
と
な

ら
な
い
も
の
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
が
後
に
主
語
的
に
は
捉
え
ら
れ
な
い
「
超
越
的
述
語
面
」
た
る
「
場
所
」
へ
と
発
展
し
て
い
く

真
の
基
体
は
…
…
判
断
の
述
語
と
は
な
ら
な
い
が
、
而
も
そ
の
主
語
と
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
述
語
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
云
う
意
味
に
於
て
は
、
そ
れ
は
不
可
知
的
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
、
不
可
知
的
な
る
も
の
は
無
と
も
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
併

し
か
か
る
意
味
に
於
て
不
可
知
的
な
る
も
の
を
可
知
的
と
考
え
ざ
る
を
得
ざ
る
時
、
か
か
る
意
味
に
於
て
無
な
る
も
の
を
有
と
考
え

ざ
る
を
得
ざ
る
時
、
真
の
個
体
即
ち
本
体
の
考
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
（
三
、
三
三
七
’
三
三
八
）
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も
基
体
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
Ｌ

割
を
果
た
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
「
い
つ
で
も
明
白
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
た
の
だ
か
ら
、
不
可
知
的
と
い
う
理
由
の
た
め
に
「
無

、
、
、

で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
は
奇
妙
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
不
可
知
的
な
基
体
が
単
に
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
何
か
あ

、
、
、

る
も
の
で
は
な
く
、
積
極
的
に
無
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
無
限
定
な
質
料
と
し
て
の
基
体
と
い
う
考
え
の
影
響
を
考

慮
し
な
け
れ
ば
理
解
し
に
く
い
。
こ
の
推
測
が
強
引
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
右
の
引
用
の
直
後
に
「
す
べ
て
の
事
実
的
判
断
に

於
て
実
在
が
そ
の
主
語
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
主
語
〔
基
体
、
執
筆
者
注
〕
と
は
、
此
の
如
き
第
一
質
料
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
三
、
三
三
七
）

と
続
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
分
か
る
。

こ
の
よ
う
に
、
不
可
知
的
な
無
と
し
て
の
質
料
と
い
う
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
経
由
の
質
料
概
念
は
、
論
文
「
内
部
知
覚
に
つ
い
て
」
に
お
い
て

も
基
体
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
基
体
で
あ
り
受
容
者
と
し
て
の
こ
の
質
料
概
念
は
、
西
田
の
思
想
の
展
開
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役

先
の
引
用
で
、
西
田
は
「
無
な
る
も
の
を
有
と
考
え
ざ
る
を
得
ざ
る
時
、
真
の
個
体
即
ち
本
体
の
考
が
成
立
す
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
こ

の
引
用
文
が
含
ま
れ
る
第
五
節
の
前
半
で
は
、
「
個
物
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
」
（
三
、
三
三
七
）
が
問
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
単
に
「
個

物
は
直
覚
の
概
念
化
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
片
付
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
こ
こ
で
は
特
に
、
個
物
を
個
物
た
ら
し
め
る
「
特
殊
化

の
原
理
」
（
三
、
三
三
七
）
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
。
そ
の
上
で
、
無
で
あ
る
真
の
基
体
を
有
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
き
に
「
真
の

個
体
す
な
わ
ち
本
体
の
考
が
成
立
す
る
」
と
述
ぺ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
そ
も
そ
も
西
田
は
な
ぜ
こ
こ
で

特
殊
化
の
原
理
を
問
題
に
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
考
察
す
る
た
め
に
、
ま
ず
先
の
「
論
理
化
の
問
題
」
に
戻
り

た
い
。西

田
は
．
此
花
が
赤
い
」
と
い
う
時
、
之
に
客
観
性
を
与
え
る
も
の
は
何
で
あ
る
か
」
と
問
い
、
そ
れ
は
「
直
接
経
験
の
内
容
に
外
な
ら
な
い
」

（
三
、
三
一
五
）
と
言
う
。
「
例
え
ば
、
色
の
判
断
と
い
っ
て
も
、
そ
の
根
底
に
色
の
直
覚
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
三
、
三
二
八
）
の
で
あ
る
。
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し
か
し
な
が
ら
、
本
稿
第
一
節
で
見
た
よ
う
に
、
判
断
の
基
礎
は
直
覚
で
あ
る
と
い
う
説
明
の
み
で
は
、
直
覚
と
判
断
と
の
必
然
的
な
関
係

は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
直
覚
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
い
か
に
根
本
的
な
経
験
で
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
普
遍
的
知
識
と
離
れ
、

「
ま
す
ま
す
神
秘
主
義
的
色
彩
を
濃
く
」
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
西
田
は
判
断
の
「
包
摂
構
造
」
と
直
覚
と
を
結
び
つ
け
よ
う
と
す
る
。
西
田
は
包
摂
判
断
を
判
断
の
最
た
る
も
の
と
す
る
。
そ

れ
は
一
般
が
自
己
の
限
定
と
し
て
特
殊
を
含
む
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
赤
は
色
と
い
う
一
般
に
含
ま
れ
、
色
は
感
覚
的
性
質
と
い

う
一
般
に
含
ま
れ
る
。
あ
る
一
般
は
よ
り
高
次
の
一
般
の
自
己
限
定
と
し
て
含
ま
れ
る
。
判
断
の
客
観
性
も
、
こ
の
包
摂
構
造
に
求
め
ら
れ

る
。
判
断
に
お
け
る
特
殊
と
一
般
と
の
関
係
の
正
し
さ
は
、
よ
り
高
次
の
一
般
、
す
な
わ
ち
直
覚
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
る
。

そ
し
て
、
包
摂
構
造
が
、
単
に
特
殊
が
外
在
的
な
一
般
に
よ
っ
て
含
ま
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
一
般
の
自
己
限
定
と
し
て
特
殊
が
成
立

す
る
こ
と
を
意
味
す
る
な
ら
ば
、
判
断
も
直
覚
の
自
己
限
定
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
判
断
に
お
け
る
包
摂
構
造
も
、
直
覚
的
な
一
般

者
の
自
己
限
定
と
い
う
形
式
の
表
現
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
、
直
覚
と
判
断
と
の
関
係
は
、
一
般
者
の
自
己
限
定
と
し
て
説
明
さ
れ
る

「
此
花
が
赤
い
」
と
い
う
判
断
が
客
観
性
を
持
つ
に
は
、
そ
の
判
断
は
直
覚
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
色
の
直
覚
が

色
に
つ
い
て
の
判
断
の
基
礎
と
な
る
た
め
に
は
、
言
い
換
え
れ
ば
、
い
か
な
る
外
的
な
作
用
の
介
入
も
な
し
に
、
色
の
直
覚
か
ら
色
に
つ
い

て
の
判
断
が
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
に
は
、
色
と
い
う
一
般
者
が
自
己
を
限
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
判
断
を
成
立
さ
せ
て
い
る
必
要

が
あ
る
。
「
判
断
は
一
般
的
な
る
も
の
が
自
己
自
身
を
叙
述
す
る
よ
り
始
ま
る
」
（
三
、
三
三
一
）
の
で
あ
る
。
そ
し
て
直
覚
が
主
客
未
分
の

直
接
的
な
経
験
で
あ
る
以
上
、
一
般
者
も
色
の
一
般
者
に
留
ま
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
経
験
内
容
を
含
ん
だ
よ
り
高
次
の
一
般
者
を
想
定
し
う
る
。

こ
の
こ
と
を
西
田
は
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。

こ
と
に
な
る
。
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西
田
は
、
判
断
を
自
己
の
限
定
と
し
て
成
立
さ
せ
る
こ
の
一
般
者
を
「
具
体
的
一
般
者
」
と
呼
び
、
判
断
の
真
の
主
語
と
な
る
実
在
す
な

わ
ち
基
体
と
捉
え
た
（
三
、
三
四
○
）
（
翌
。
こ
の
と
き
具
体
的
一
般
者
は
「
色
と
し
て
一
般
的
な
る
と
と
も
に
、
此
色
と
し
て
主
語
と
な
る

、
、
、

も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
（
三
、
三
四
○
）
。
つ
ま
り
、
具
体
的
一
般
者
は
こ
の
場
合
に
は
色
と
し
て
の
一
般
者
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に

、
、
、

つ
い
て
述
語
づ
け
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
主
語
と
な
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
一
般
的
な
る
も
の
が
主
語
と
な
り
、
特
殊
な
る
も
の
が
述
語
と
な

る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」
（
同
所
）
。
具
体
的
一
般
者
は
、
無
数
の
述
語
を
そ
れ
自
身
の
特
殊
と
し
て
含
む
の
で
あ
る
。

直
覚
を
一
般
者
と
す
る
こ
と
で
、
判
断
を
一
般
者
の
自
己
限
定
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
し
か
し
な
が
ら
こ
の
よ
う
な
一
般

者
は
直
覚
が
持
つ
現
実
性
あ
る
い
は
直
接
性
を
持
ち
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
一
般
的
な
る
も
の
が
主
語
と
な
る
」
と
い
う

説
明
に
よ
っ
て
、
一
般
性
と
と
も
に
具
体
性
を
も
併
せ
持
つ
は
ず
の
具
体
的
一
般
者
が
十
分
に
言
い
表
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か

に
こ
こ
ま
で
の
西
田
の
論
述
に
お
け
る
具
体
的
一
般
者
は
、
そ
の
内
に
無
数
の
述
語
を
自
己
の
限
定
と
し
て
含
ん
だ
述
語
の
総
体
と
も
言
う

べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
西
田
自
身
も
言
う
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
「
純
な
る
形
相
と
も
い
う
べ
き
具
体
的
一
般
者
」
（
三
、
三
四
五
）
は
、

「
特
殊
が
一
般
に
於
て
あ
る
と
云
い
得
る
の
み
」
（
三
、
三
四
○
）
で
あ
り
、
「
空
間
の
例
に
於
て
の
如
く
、
唯
す
べ
て
が
そ
の
中
に
含
ま
れ
る

の
で
あ
る
、
単
に
全
体
で
あ
る
」
（
三
、
三
四
一
）
。
こ
の
よ
う
な
一
般
者
は
具
体
的
一
般
者
で
は
な
く
抽
象
的
一
般
者
と
呼
ば
れ
る
べ
き
で

は
な
い
か
。
具
体
的
一
般
者
が
真
の
具
体
的
一
般
者
と
し
て
判
断
の
基
体
と
な
る
に
は
、
そ
れ
は
内
に
無
数
の
述
語
を
含
む
最
高
次
の
一
般

性
を
持
つ
一
方
で
、
現
実
に
お
け
る
唯
一
性
を
持
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
具
体
的
一
般
者
の
具
体
性
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

直
接
の
経
験
に
於
て
は
、
性
質
的
な
る
も
の
が
、
自
己
自
身
の
内
に
あ
る
の
で
あ
る
、
定
立
と
は
性
質
的
な
る
も
の
が
、
自
己
自
身

に
還
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
自
己
自
身
の
述
語
と
な
る
一
般
的
な
る
も
の
が
そ
の
本
体
と
な
る
の
で
あ
る
。
判
断
は
此
の
如
き
一
般

者
に
よ
っ
て
成
立
し
、
判
断
の
主
語
と
は
、
此
の
如
き
一
般
者
其
者
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
（
三
、
三
三
○
）
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直
覚
と
判
断
的
知
識
と
の
関
係
は
、
西
田
に
よ
っ
て
、
一
般
者
の
自
己
限
定
と
し
て
説
明
さ
れ
た
が
、
こ
の
と
き
判
断
を
成
立
さ
せ
る
一

般
者
は
、
一
般
性
と
と
も
に
具
体
性
を
も
備
え
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
「
内
部
知
覚
に
つ
い
て
」
の
第
五
節
で
個
物
を
個
物
た
ら
し
め
る
特

殊
化
の
原
理
が
問
わ
れ
る
の
も
こ
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
で
あ
る
。
個
物
は
直
覚
の
概
念
化
さ
れ
た
も
の
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
り
、

個
物
の
個
物
性
は
具
体
的
一
般
者
の
具
体
性
に
求
め
ら
れ
る
。
具
体
的
一
般
者
が
具
体
性
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
自
己
限
定
と
い
う
形
式

に
よ
っ
て
直
覚
と
判
断
と
を
結
合
す
る
た
め
に
、
ま
た
そ
れ
ゆ
え
思
想
の
論
理
化
と
い
う
課
題
を
解
決
す
る
た
め
に
、
な
く
て
は
な
ら
な
い

契
機
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
具
体
的
一
般
者
が
真
に
具
体
的
一
般
者
と
み
な
さ
れ
る
に
は
、
何
が
必
要
で
あ
っ
た
の
か
。
具
体
的
一
般
者
は
、
西
田
が
言
う

、
、
、
、
、
、

よ
う
に
「
此
花
は
赤
い
」
と
い
う
判
断
を
す
る
際
に
、
そ
れ
に
つ
い
て
当
の
判
断
が
下
さ
れ
る
実
在
全
体
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
た
が
、
こ
の

具
体
的
一
般
者
が
「
単
に
特
殊
的
な
も
の
を
含
む
一
般
」
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
ま
だ
抽
象
的
一
般
者
に
と
ど
ま
る
。
抽
象
的
一
般
者

は
す
で
に
直
接
的
で
は
な
く
概
念
的
で
あ
り
、
そ
の
内
に
は
や
は
り
抽
象
的
な
も
の
し
か
含
み
え
な
い
。
単
に
二
般
が
特
殊
を
含
む
」
と

い
う
だ
け
で
は
、
唯
一
的
な
真
の
具
体
的
一
般
者
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
具
体
的
一
般
者
が
具
体
性
を
持
つ
に
は
、
そ
れ
自
身
の
内
に

特
殊
化
の
原
理
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
特
殊
化
の
原
理
を
持
っ
た
自
覚
的
な
具
体
的
一
般
者
が
、
「
働
く
も
の
」
と
呼
ば
れ
る
。

具
体
的
一
般
者
に
具
体
性
を
与
え
る
に
は
、
「
一
般
が
特
殊
を
含
む
」
と
い
う
こ
と
と
は
逆
に
、
「
特
殊
が
一
般
を
含
む
」
と
い
う
こ
と
が

可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
「
唯
、
特
殊
な
る
も
の
が
、
特
殊
な
る
も
の
と
し
て
、
一
般
的
な
る
も
の
の
位
置
に
立
つ
時
、
即

ち
全
体
の
位
置
に
立
つ
時
、
始
め
て
働
く
も
の
と
な
る
」
（
三
、
三
四
一
）
。
特
殊
な
る
も
の
が
特
殊
な
る
ま
ま
に
全
体
の
位
置
に
立
つ
と
は
、

無
と
し
て
の
質
料
が
実
在
全
体
に
重
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
は
、
具
体
的
一
般
者
が
「
純
な
る
形
相
」
（
三
、
三
四
五
）
と

考
え
ら
れ
て
お
り
、
特
殊
が
一
般
を
含
む
と
は
、
質
料
が
形
相
を
含
む
と
い
う
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
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質
料
と
し
て
の
基
体
は
、
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
」
と
い
う
定
義
を
忠
実
に
守
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ど
の
よ
う
な
形
相
も
持

た
な
い
無
で
あ
る
が
故
に
、
あ
ら
ゆ
る
形
相
を
受
け
入
れ
る
受
容
者
、
つ
ま
り
。
般
を
含
む
特
殊
」
で
あ
る
。
無
で
あ
り
つ
つ
も
あ
ら
ゆ

る
形
相
を
受
け
入
れ
る
受
容
者
で
あ
る
こ
の
質
料
を
、
具
体
的
一
般
者
と
重
ね
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
西
田
は
働
く
も
の
を
説
明
す
る
の
で
あ

る
。
無
と
し
て
の
質
料
は
、
あ
ら
ゆ
る
形
相
に
場
を
提
供
す
る
。
あ
ら
ゆ
る
形
相
の
総
体
で
あ
る
具
体
的
一
般
者
は
、
無
と
重
な
る
こ
と
に

よ
っ
て
初
め
て
働
く
も
の
と
し
て
の
現
実
性
を
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
全
体
が
無
と
合
致
せ
な
い
間
は
、
全
体
は
抽
象
的
一
般
た

る
を
免
れ
な
い
」
（
三
、
三
四
一
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
具
体
的
一
般
者
の
具
体
性
も
、
こ
の
無
で
あ
る
質
料
と
し
て
の
基
体
に
よ
っ

て
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
働
く
も
の
が
成
立
す
る
に
は
、
具
体
的
一
般
者
が
基
体
と
し
て
定
立
さ
れ
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
同
時

に
無
と
し
て
の
質
料
が
基
体
と
し
て
み
な
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
具
体
的
一
般
者
と
無
と
し
て
の
質
料
が
重
な
り
あ
っ
た
も
の

で
あ
る
働
く
も
の
は
、
「
全
体
と
無
が
合
致
」
し
た
も
の
で
あ
る
。

先
の
引
用
で
、
「
無
な
る
も
の
を
有
と
考
え
ざ
る
を
得
ざ
る
時
、
真
の
個
体
即
ち
本
体
の
考
が
成
立
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
箇
所
も
、

こ
の
「
本
体
」
を
働
く
も
の
と
み
な
す
な
ら
ば
、
理
解
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
働
く
も
の
は
無
と
し
て
の
質
料
と
有
と
し
て
の
形
相
（
具

体
的
一
般
者
）
と
の
合
一
で
あ
り
、
も
は
や
有
と
も
無
と
も
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
働
く
も
の
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
有
と

無
と
の
境
界
が
無
く
な
る
こ
と
で
あ
り
、
有
と
無
と
が
転
換
し
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
矛
盾
的
な
在
り
方
は
、
次
の
西
田
の
言
葉

に
も
表
れ
て
い
る
。

質
料
が
単
に
判
断
の
主
語
と
し
て
基
体
た
る
の
み
な
ら
ず
、
形
相
を
含
ん
だ
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
特
殊
な
る
も
の
が
一
般
的

な
る
も
の
を
含
ん
で
居
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
何
処
ま
で
も
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
ざ
る
質
料
は
無
と
も
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
、

此
の
無
な
る
も
の
が
積
極
的
意
義
を
有
し
、
内
に
形
相
を
含
む
時
、
そ
れ
は
働
く
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
（
三
、
三
四
○
）
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前
節
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
西
田
が
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
か
ら
摂
取
し
た
質
料
Ⅱ
基
体
Ⅱ
受
容
者
と
い
う
発
想
は
働
く
も
の
の
成
立
に
重
要
な

役
割
を
果
た
し
て
い
た
。
そ
れ
自
身
は
形
を
持
た
な
い
も
の
で
あ
り
な
が
ら
あ
ら
ゆ
る
形
を
そ
の
内
に
成
立
さ
せ
、
そ
れ
に
唯
一
性
を
与
え

る
と
い
う
質
料
概
念
に
は
、
後
の
場
所
の
思
想
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
と
言
え
る
。
西
田
自
身
も
論
文
「
場
所
」
に
お
い
て
、
場
所
概
念
を

説
明
す
る
際
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
形
相
の
場
所
」
と
い
う
考
え
を
参
照
し
て
、
そ
の
よ
う
な
自
己
自
身
を
照
ら
す
鏡
と
も
い
う
べ
き
場

所
は
、
知
識
の
み
な
ら
ず
感
情
や
意
志
も
そ
こ
に
お
い
て
成
立
す
る
「
非
論
理
的
な
質
料
と
も
考
え
ら
れ
る
」
（
三
、
四
一
九
）
と
述
べ
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
」
基
体
と
し
て
の
質
料
、
言
い
換
え
れ
ば
、
無
な
る
も
の
と
し
て
質
料
が
、
具
体

的
一
般
者
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
働
く
も
の
の
成
立
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
西
田
の
論
述
に
有
を
含
ん
だ
無
、
あ

る
い
は
形
相
を
含
ん
だ
質
料
と
い
う
考
え
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
次
の
論
文
「
表
現
作
用
」
で
は
、
意
識
の
統
一
は
自
己
自
身
の
否

定
と
し
て
無
で
あ
り
、
し
か
も
有
に
対
す
る
無
で
は
な
く
、
有
を
含
ん
だ
無
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
（
三
、
三
七
一
’
三
七
二
）
。
ま
た
論

文
「
働
く
も
の
」
に
お
い
て
は
、
直
覚
と
意
味
と
い
う
両
面
の
合
一
と
は
、
「
包
理
性
的
非
合
理
性
、
包
形
相
的
質
料
な
る
が
故
に
、
単
に

映
す
鏡
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
」
（
三
、
三
九
四
’
三
九
五
）
と
さ
れ
て
い
る
。

筍
ｕ
剰
刮
劃
矧
劃
団
ｕ
瑚
副
制
刎
剛
掘
濁
判
列
劉
例
捌
倒
剰
引
劇
。
類
似
と
非
類
似
と
を
区
別
す
る
類
似
の
理
念
は
何
物
に
も
類
似
せ

ざ
る
も
の
で
あ
る
、
割
鯛
劃
国
別
制
創
笥
別
剴
園
削
閏
Ⅷ
淵
矧
判
列
Ⅶ
引
例
可
刻
副
、
此
意
味
に
於
て
無
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る

（
三
、
三
三
三
、
傍
線
執
筆
者
）
。
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し
か
し
な
が
ら
、
無
と
し
て
の
包
形
相
的
質
料
そ
の
も
の
を
西
田
の
「
場
所
」
と
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
西
田
の
「
場
所
」

が
単
に
形
相
を
包
ん
だ
質
料
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
無
論
プ
ラ
ト
ン
の
空
間
と
か
、
受
け
取
る
場
所
と
か
い
う
も
の
と
、
私
の
場
所
と
名
づ
け

る
も
の
と
を
同
じ
い
と
考
え
る
の
で
は
な
い
」
（
三
、
四
一
五
）
と
は
言
わ
れ
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
西
田
は
無
と
し
て
の
質
料
を
プ
ラ
ト
ン

の
よ
う
な
単
な
る
イ
デ
ア
を
受
け
取
る
場
所
と
し
て
理
解
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
し
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
質
料
概
念
か
ら
多
大
な
着
想
を

得
な
が
ら
も
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
ま
っ
た
く
同
調
し
て
質
料
を
一
者
か
ら
の
流
出
の
最
下
位
に
置
い
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。

「
場
所
」
の
概
念
に
至
る
に
は
も
う
一
歩
の
前
進
が
必
要
で
あ
っ
た
。
最
終
的
な
場
所
と
は
、
「
自
ら
無
に
し
て
自
己
の
中
に
自
己
の
影
を

映
す
」
（
三
、
二
四
七
）
と
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
れ
自
身
は
無
で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
そ
れ
自
身
の
否
定
的
な
限
定
と
し
て

形
を
成
立
さ
せ
る
自
覚
的
な
も
の
で
あ
る
。
西
田
は
「
単
な
る
具
体
的
一
般
者
と
も
い
う
べ
き
空
間
の
如
き
も
の
に
は
質
料
は
な
い
。
変

ず
る
も
の
は
ア
リ
ス
ト
ー
ト
ル
の
云
う
如
く
質
料
を
有
た
れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
も
質
料
其
者
が
判
断
す
る
も
の
で
あ
る
時
、
働
く
も
の
と
な

る
」
（
三
、
三
四
八
）
と
言
う
よ
う
に
、
働
く
も
の
が
成
立
す
る
に
は
、
質
料
そ
の
も
の
が
判
断
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
自
覚
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
質
料
は
あ
く
ま
で
も
形
相
に
対
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、
無
と
し

て
の
質
料
が
意
識
的
な
自
覚
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
は
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
西
田
が
「
形
を
含
ん
だ
無
」
か
ら
「
形
を
自
己
自

身
の
影
と
し
て
成
立
さ
せ
る
無
」
と
い
う
立
場
へ
と
移
る
の
は
、
「
先
ず
深
く
自
覚
的
統
一
の
根
底
に
還
っ
て
考
え
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

（
三
、
三
七
○
）
と
言
い
、
意
識
的
な
自
覚
と
、
実
体
を
質
料
と
形
相
と
の
結
合
体
と
考
え
る
ギ
リ
シ
ャ
的
存
在
論
と
の
調
停
を
試
み
た
論
文

「
表
現
作
用
」
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
西
田
は
自
身
の
「
場
所
」
概
念
と
同
様
の
思
想
を
、
二
者
」
に
求
め
る
の
で
あ
る
（
三
、
三
七
四
）
。

プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
に
お
け
る
一
者
か
ら
の
発
出
論
的
構
造
と
、
西
田
に
お
け
る
「
絶
対
無
の
場
所
の
自
己
限
定
」
と
い
う
自
覚
的
構
造
と
は
、

形
あ
る
も
の
を
「
そ
こ
か
ら
」
あ
る
い
は
「
そ
こ
に
お
い
て
」
発
生
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
近
し
い
関
係
に
立
つ
。
西
田
が
単
に
「
有
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西
田
は
、
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
こ
の
有
名
な
序
文
が
示
す
よ
う
に
、
「
形
相
を
有
と
な
し
形
成
を
善
と
な
す
泰
西
文
化
」

（
三
、
二
五
五
）
を
尚
ぷ
べ
き
も
の
と
認
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
留
保
を
付
し
て
い
る
。
論
文
「
場
所
」
と
同
時
期
に
執
筆
さ
れ
た
論
文
「
取

残
さ
れ
た
る
意
識
の
問
題
」
の
中
で
、
「
無
の
深
い
真
の
意
義
は
希
臘
哲
学
に
は
見
出
さ
れ
な
い
」
（
七
、
二
一
六
）
と
言
わ
れ
る
の
も
、
プ

ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
い
て
は
、
質
料
と
形
相
と
が
裁
然
と
分
か
た
れ
、
形
相
の
方
向
に
根
本
的
な
実
在
が
求

め
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
西
田
は
プ
ラ
ト
ン
が
『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
中
で
イ
デ
ア
を
父
に
、
受
容
者
を
母
に
輪
え
た
（
豊
ロ
）

こ
と
を
受
け
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
一
者
さ
え
も
「
や
は
り
そ
れ
は
プ
ラ
ト
ン
の
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
に
於
け
る
父
の
方
向
を
押
し
進
め
た
も
の
で

あ
っ
て
、
母
の
方
向
を
推
し
進
め
た
も
の
で
は
な
い
」
（
同
所
）
と
論
難
す
る
。
こ
こ
か
ら
西
田
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

を
含
ん
だ
無
」
と
い
う
考
え
か
ら
、
「
自
己
の
中
に
自
己
の
影
を
映
す
も
の
」
と
規
定
し
た
「
場
所
」
概
念
へ
と
至
る
に
は
、
論
文
「
表
現
作
用
」

以
降
の
自
覚
の
問
題
を
追
究
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
は
本
論
稿
の
範
囲
を
超
え
る
。
ま
た
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
「
一
者
」
と
西
田

の
「
場
所
」
と
の
類
縁
性
に
つ
い
て
も
、
す
で
に
卓
越
し
た
研
究
が
あ
る
の
で
、
詳
細
を
述
べ
る
こ
と
は
控
え
た
い
（
翌
。
た
だ
し
、
一
者

と
質
料
と
の
関
係
を
西
田
が
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
、
中
期
西
田
哲
学
に
お
け
る
質
料
概
念
の
意
義
を
見
極
め

る
う
え
で
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

何
処
ま
で
も
形
相
を
有
と
考
え
た
希
臘
哲
学
は
、
遂
に
場
所
と
い
う
如
き
も
の
に
論
理
的
独
立
性
を
与
え
る
こ
と
な
く
し
て
終
わ
っ

た
。
場
所
と
い
う
如
き
も
の
は
形
相
に
対
す
る
質
料
と
考
え
ら
れ
、
有
に
対
す
る
無
と
考
え
ら
れ
た
。
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
一
者
の
如
き

も
イ
デ
ヤ
の
方
向
に
超
越
す
る
に
過
ぎ
な
い
、
質
料
の
問
題
は
何
時
ま
で
も
解
決
す
る
こ
と
な
く
し
て
残
さ
れ
た
。
私
は
上
に
述
べ

た
如
く
逆
に
質
料
的
方
向
に
於
て
形
相
的
有
と
異
な
れ
る
意
義
の
有
、
即
ち
場
所
の
客
観
性
と
い
う
如
き
も
の
を
認
め
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
形
相
と
質
料
と
の
問
題
に
も
異
な
っ
た
見
方
が
で
き
る
で
は
な
い
か
と
思
う
。
（
七
、
二
二
三
’
二
二
四
）
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プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
思
想
に
お
け
る
感
性
的
な
質
料
は
光
（
形
相
）
を
受
け
取
る
前
の
暗
闇
と
し
て
、
形
相
の
欠
如
と
し
て
、
悪
と
考
え
ら

れ
て
い
る
（
畳
．
恵
）
。
感
性
的
質
料
は
一
者
の
発
出
の
最
後
の
も
の
で
あ
り
、
一
者
へ
と
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
形
相
的
に
な
る
の
で
あ
る
。

一
者
は
質
料
で
は
な
く
形
相
の
先
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に
反
し
て
、
西
田
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
一
者
を
形
相
の
方
向
で
は
な
く
質
料
の
方

向
に
お
い
て
捉
え
よ
う
と
す
る
。
「
〔
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
は
〕
最
後
の
非
規
定
的
な
「
物
質
」
が
、
直
接
二
者
」
と
結
び
つ
い
て
い
る
と
云

う
考
は
な
い
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
こ
が
大
切
で
な
い
か
と
思
う
」
（
一
四
、
三
六
六
’
三
六
七
）
。
「
私
の
考
で
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
一
者
は
、

絶
対
無
と
し
て
、
逆
に
質
料
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
九
、
三
七
五
）
。

プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
思
想
に
お
け
る
質
料
に
は
二
種
あ
り
、
現
代
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
解
釈
に
お
い
て
は
、
発
出
の
最
下
位
に
あ
る
感
性
的
質

料
に
対
し
て
、
直
接
に
一
者
に
接
触
す
る
叡
知
的
質
料
の
重
要
性
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
叡
知
的
質
料
は
、
ヌ
ー
ス
の
無
限
定
な
作
用

（
「
ま
だ
見
ぬ
視
力
」
）
と
し
て
一
者
か
ら
直
接
に
発
し
、
一
者
を
振
り
返
る
こ
と
で
限
定
さ
れ
た
ヌ
ー
ス
と
な
る
。
そ
の
た
め
、
「
第
一
義
的

な
認
識
で
あ
る
ヌ
ー
ス
に
お
け
る
叡
知
的
質
料
は
一
者
か
ら
直
接
に
発
し
、
一
者
に
直
に
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
り
、
形
相
と
し
て
の
存
在
を

作
り
出
す
も
の
で
あ
る
」
（
翌
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
一
者
と
質
料
と
を
近
づ
け
よ
う
と
す
る
西
田
の
理
解
は
（
西
田
本
人
は
そ
の
こ
と

を
考
え
て
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
）
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
そ
れ
に
近
い
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。

以
上
か
ら
、
「
場
所
」
に
比
し
う
る
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
「
一
者
」
に
つ
い
て
も
、
質
料
概
念
が
重
要
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

た
だ
西
田
自
身
は
、
感
性
的
質
料
と
叡
知
的
質
料
と
の
区
別
を
知
っ
て
は
い
た
が
（
翌
、
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
を
参
考
す
る
際
に
こ
の
区
別
を
無

視
し
て
い
る
。
叡
知
的
質
料
よ
り
も
感
性
的
質
料
の
方
を
一
者
へ
と
接
近
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
一
つ
の
裏
づ
け
と
し

て
、
西
田
が
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
こ
の
中
で
頻
繁
に
用
い
る
鏡
の
比
嶮
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
。
西
田
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
が

質
料
を
鏡
に
瞼
え
て
い
る
こ
と
を
紹
介
す
る
。
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こ
こ
か
ら
西
田
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
い
て
は
感
性
的
質
料
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
っ
た
「
鏡
」
の
比
嶮
を
、
一
者
に
つ
い
て
も
適
用

し
て
い
る
（
一
四
、
三
五
七
）
罰
）
。
プ
ロ
テ
イ
ノ
ス
の
一
者
は
、
本
来
ど
の
よ
う
な
働
き
も
な
さ
な
い
。
そ
れ
は
完
全
な
一
者
で
あ
っ
て
多

で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
未
知
の
他
な
る
も
の
を
持
た
な
い
が
ゆ
え
に
知
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
自
身
は
純
粋
な
目
的
と

し
て
の
み
と
ど
ま
り
、
そ
こ
か
ら
湧
出
し
た
不
完
全
な
も
の
（
質
料
）
が
、
完
全
な
も
の
に
よ
り
近
い
形
相
を
映
す
の
で
あ
る
。
像
の
原
型
（
形

相
）
も
、
像
を
映
し
出
す
も
の
（
質
料
）
も
、
ま
た
像
そ
れ
自
体
（
結
合
体
）
も
一
者
で
は
な
い
。
し
か
し
西
田
は
、
一
者
を
「
実
在
を
映

す
鏡
と
見
倣
し
、
一
者
が
自
己
自
身
を
振
り
返
り
（
映
し
て
）
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ヌ
ー
ス
が
現
れ
る
と
解
し
て
い
る
（
一
四
、
二
五
三
）
（
葱
。

ま
た
西
田
は
、
鏡
の
比
嶮
や
「
映
す
」
と
い
う
語
を
「
そ
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
に
成
り
立
た
せ
る
」
と
い
う
意
味
で
用
い
る
こ
と
が
多
い
の

だ
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
お
け
る
鏡
の
比
嶮
は
、
逆
に
、
鏡
に
映
し
出
さ
れ
た
も
の
が
模
像
と
し
て
、
「
偽
り
の
も
の
」
で

あ
る
こ
と
を
示
す
比
嶮
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る
言
観
当
雪
曜
）
孟
）
。

西
田
は
、
後
に
「
場
所
の
自
己
限
定
」
や
「
無
の
自
覚
」
と
い
う
こ
と
を
説
明
す
る
際
に
、
「
自
己
自
身
を
映
す
鏡
」
と
い
う
よ
う
な
鏡

の
比
嶮
を
用
い
、
ま
た
知
る
と
い
う
こ
と
を
「
自
己
が
自
己
に
お
い
て
自
己
を
映
す
」
と
い
う
よ
う
に
説
明
す
る
が
、
そ
の
よ
う
に
語
ら
れ

る
と
き
の
「
鏡
」
や
「
映
し
」
の
比
嶮
の
一
つ
の
決
定
的
な
ル
ー
ツ
を
、
わ
れ
わ
れ
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
質
料
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
で

あ
ろ
う
。

西
田
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
一
者
の
思
想
を
、
自
身
の
場
所
の
思
想
と
近
し
い
も
の
と
評
価
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
西
田
の
理
解
で
は
プ
ロ

プ
ロ
チ
ノ
ス
は
ま
た
「
物
質
」
を
鏡
に
喰
え
て
い
る
。
イ
デ
ヤ
が
現
れ
る
時
に
は
、
何
か
そ
れ
を
映
す
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

現
象
界
が
イ
デ
ヤ
の
影
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
を
映
す
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
…
…
「
物
質
」
は
全
く
受
動
的
な
も
の
で
、

イ
デ
ヤ
の
映
像
が
そ
れ
に
映
る
に
過
ぎ
な
い
。
（
一
四
、
三
六
五
）

中
期
西
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哲
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テ
イ
ノ
ス
が
一
者
を
形
相
的
に
理
解
し
た
の
に
対
し
、
西
田
自
身
は
そ
れ
を
質
料
的
に
解
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
「
場
所
の
客
観
性
」
を
も

質
料
的
方
向
に
お
い
て
見
出
そ
う
と
し
て
い
た
。
こ
こ
で
積
極
的
に
評
価
さ
れ
た
「
質
料
」
が
、
先
に
わ
れ
わ
れ
が
見
た
よ
う
な
、
具
体
的

一
般
者
と
重
な
り
合
う
無
と
し
て
の
質
料
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
。

以
上
で
見
た
よ
う
に
、
一
方
に
お
い
て
西
田
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
基
体
概
念
を
受
容
し
な
が
ら
も
、
基
体
を
個
物
を
成
立
さ
せ
る
直
覚

と
し
て
の
具
体
的
一
般
者
と
し
て
捉
え
た
。
他
方
で
、
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
」
と
い
う
基
体
の
定
義
突
き
詰
め
て
い
く
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
身
は
無
で
あ
り
な
が
ら
あ
ら
ゆ
る
形
相
を
受
け
入
れ
る
基
体
と
い
う
発
想
を
得
た
。
質
料
と
し
て
の
基
体
に
つ
い
て
言

え
ば
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
」
と
い
う
定
義
を
忠
実
に
実
現
し
た
質
料
を
、
第
一
の
実
体
と
は
認
め
な

か
っ
た
。
そ
れ
は
、
否
定
的
言
辞
に
よ
っ
て
さ
え
も
表
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
判
断
を
超
越
し
た
何
か
或
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

西
田
は
、
第
一
の
実
体
と
も
言
う
べ
き
原
理
を
第
一
質
料
の
方
向
に
求
め
、
形
な
く
し
て
形
あ
る
も
の
を
包
む
と
い
う
「
無
」
の
着
想
を
得
た
。

プ
ラ
ト
ン
か
ら
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
介
し
て
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
至
る
第
一
質
料
と
し
て
理
解
さ
れ
た
基
体
は
そ
れ
自
身
無
で
あ
る
が
、
具
体

的
一
般
者
と
重
ね
合
わ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
働
く
も
の
を
成
立
さ
せ
る
も
の
と
さ
れ
た
。

形
相
を
内
に
含
ん
だ
無
と
し
て
の
質
料
と
「
場
所
」
と
の
間
に
は
ま
だ
隔
た
り
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
無
で
あ
り
な
が
ら
自
己
自
身
の
う

ち
に
自
己
を
限
定
し
、
働
く
も
の
を
成
立
さ
せ
る
も
の
、
そ
の
意
味
で
自
覚
す
る
も
の
こ
そ
、
無
の
自
覚
と
し
て
の
場
所
だ
か
ら
で
あ
る
。

西
田
の
「
場
所
」
の
思
想
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
、
「
自
覚
」
の
問
題
を
詳
し
く
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
西
田
が
「
場
所
」

概
念
に
至
る
ま
で
根
本
的
な
実
在
と
考
え
て
い
た
「
働
く
も
の
」
の
成
立
に
も
、
無
と
し
て
の
質
料
概
念
は
決
定
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
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た
。
こ
の
質
料
と
し
て
の
「
無
」
と
、
後
の
場
所
論
に
お
け
る
「
無
に
し
て
見
る
も
の
」
と
の
間
に
は
明
ら
か
に
つ
な
が
り
が
あ
る
。
さ
ら

に
、
西
田
が
「
場
所
」
あ
る
い
は
「
見
る
も
の
」
を
説
明
す
る
際
に
し
ば
し
ば
引
き
合
い
に
出
し
た
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
二
者
」
に
つ
い
て

も
、
西
田
は
質
料
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
も
の
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
こ
の
時
期
の
西
田
に
お
け
る
質
料
概
念
は
、
「
働

く
も
の
」
か
ら
「
見
る
も
の
」
へ
の
転
回
に
お
い
て
、
積
極
的
な
意
義
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
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注（
１
）
引
用
に
は
新
版
『
西
田
幾
多
郎
全
集
』
を
用
い
、
（
巻
数
、
頁
数
）

の
形
で
示
す
。

（
２
）
た
と
え
ば
、
論
文
「
直
観
と
意
志
」
に
お
い
て
は
次
の
よ
う
に
言

わ
れ
る
。
「
知
る
我
は
働
く
我
よ
り
大
に
し
て
、
之
を
包
む
と
考
え
ら
れ

る
が
、
知
る
我
も
亦
働
く
我
の
一
で
あ
る
」
（
三
、
二
八
三
）
。
知
る
我
が

働
く
我
を
包
む
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
は
い
る
が
、
知

る
と
い
う
こ
と
の
最
も
直
接
的
に
し
て
確
実
な
仕
方
で
あ
る
直
観
も
、
「
純

な
る
作
用
自
身
と
な
る
こ
と
が
直
観
す
る
こ
と
で
あ
る
」
（
三
、
二
八
四
）

と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
結
局
の
と
こ
ろ
作
用
の
自
覚
、
言
い
換
え
れ
ば
意

志
の
自
覚
に
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
論
文
「
物
理
現
象
の
背
後
に
あ
る

エ
ミ
ー
ル
・
ラ
ス
ク
と
西
田
幾
多
郎
ｌ
」
、
河
波
昌
絹
著
『
場
所
論
の
種
々

層
Ｉ
西
田
哲
学
を
中
心
と
し
て
ｌ
』
、
北
樹
出
版
、
一
九
九
七

常
俊
宗
三
郎
、
「
場
所
の
論
理
」
、
『
人
文
論
究
（
関
西
学
院
大
学
）
』
第

四
六
巻
一
号
、
一
九
九
六
年
、
一
’
一
三
頁
。

藤
田
正
勝
、
「
場
所
１
１
根
底
か
ら
の
思
惟
ｌ
」
、
日
本
哲
学
史
フ
ォ
ー

ラ
ム
編
『
日
本
の
哲
学
』
第
一
号
、
二
○
○
○
年
、
四
三
’
五
七
頁
。

山
口
義
久
、
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
質
料
に
関
す
る
一
考
察
１
１
「
構
成
因
」

と
「
基
体
」
」
、
『
西
洋
古
典
学
研
究
』
第
三
一
号
、
一
九
八
三
年
、
三
二

’
四
二
頁
。 日

本
哲
学
史
研
究
第
六
号

も
の
」
で
も
、
「
働
く
も
の
の
内
容
は
、
唯
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
知

る
こ
と
が
で
き
る
。
此
場
合
働
く
こ
と
は
知
る
こ
と
で
あ
り
、
知
る
こ

と
は
働
く
こ
と
で
あ
る
」
（
三
、
六
六
’
六
七
）
と
言
わ
れ
て
お
り
、
働

く
も
の
の
底
に
知
る
も
の
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
西
田
は
、

彼
自
身
が
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
の
序
で
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

『
自
覚
に
お
け
る
直
観
と
反
省
』
を
書
い
た
と
き
か
ら
、
「
意
志
の
根
底

に
直
観
を
考
え
て
居
た
」
（
三
、
二
五
三
）
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
少
な

く
と
も
論
文
「
内
部
知
覚
に
つ
い
て
」
に
至
る
ま
で
は
、
そ
の
よ
う
な

こ
と
は
決
し
て
明
確
に
は
述
べ
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
り
、
い
ま
だ
フ
ィ

ヒ
テ
の
事
行
と
し
て
の
主
客
合
一
的
な
作
用
が
根
本
的
な
原
理
と
し
て

保
持
さ
れ
て
い
る
。

（
３
）
阿
部
一
九
八
七
（
一
二
二
頁
）
。

（
４
）
西
田
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
基
体
を
個
物
と
し
て
理
解
し
て
い
た

と
い
う
見
解
は
、
こ
れ
ま
で
の
場
所
論
に
つ
い
て
の
研
究
の
多
く
に
通

じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
ほ
と
ん
ど
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
基

体
概
念
が
そ
も
そ
も
個
物
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
。
西

田
の
基
体
理
解
と
関
連
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
基
体
概
念
が
単
に

個
物
の
み
に
限
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
も
の
と
し
て
、
前
掲

の
角
田
一
九
九
七
の
ほ
か
に
日
下
部
二
○
○
三
（
八
○
頁
）
を
参
照
。

（
５
）
グ
ュ
ル
ベ
ル
グ
一
九
九
七
は
、
西
田
の
「
場
所
の
論
理
」
の
展
開

に
と
っ
て
重
要
な
役
割
を
果
た
す
プ
ラ
ト
ン
の
場
萱
目
も
、
論
文
「
内

一
○
四



部
知
覚
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
な
解
釈
を
加
え
ら
れ

て
お
り
、
ま
た
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
問
題
を
め
ぐ
っ
て
も
、
西
田
は

プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
的
に
理
解
さ
れ
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
還
っ
た
」
（
一
三
九

頁
）
と
い
う
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
西
田
が
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
基
体
と
プ
ラ
ト
ン
の
曽
呂
言
＆
◎
三
と
を
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
質

料
概
念
に
沿
っ
て
結
合
し
た
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
て
い
な

い
。
大
熊
一
九
九
七
も
、
西
田
の
場
所
論
と
プ
ラ
ト
ン
お
よ
び
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
詳
細
に
麓
じ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
、
「
西

田
は
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
」
と
い
う
「
個
物
」
の
概
念
、

そ
し
て
「
述
語
」
と
し
て
の
普
遍
者
の
概
念
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
受

け
取
り
、
そ
れ
に
プ
ラ
ト
ン
の
「
場
所
」
の
概
念
を
加
え
て
…
…
」
（
一
七
八

頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
や
は
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
基
体
を
個
物
と
し
た

う
え
で
プ
ラ
ト
ン
の
コ
ー
ラ
ー
と
内
容
的
に
も
区
別
し
て
い
る
。
そ
の
ほ

か
に
も
、
西
田
と
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
つ
い
て
は
、
板
橋
二
○
○
六
お
よ
び

岡
野
二
○
○
八
（
一
）
を
参
照
。

（
６
）
山
口
一
九
八
三
、
三
四
頁
参
照
。

（
７
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
は
、
出
隆
訳
『
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
全
集
』
第
一
二
巻
（
岩
波
櫓
店
、
一
九
六
八
年
）
を
用
い
た
。

（
８
）
こ
こ
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
述
べ
て
い
る
、
離
存
性
・
独
立
性
と

個
体
性
と
い
う
の
は
、
『
形
而
上
学
』
Ａ
巻
第
八
章
で
の
実
体
の
定
義
に

よ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
Ａ
八
で
は
、
以
下
の
四
つ
が
実
体
と
呼
ば
れ
て
い

中
期
西
田
哲
学
に
お
け
る
質
料
概
念
の
意
義
〔
日
高
〕

る
。
①
物
体
、
あ
る
い
は
こ
れ
ら
物
体
か
ら
構
成
さ
れ
た
も
の
（
こ
れ

が
実
体
と
呼
ば
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
が
ほ
か
の
物
事
の
主
語
つ
ま
り
基

体
と
な
る
か
ら
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
）
、
②
そ
の
よ
う
な
基
体
と
し
て

の
物
体
に
内
在
し
て
そ
の
原
因
と
な
る
も
の
、
③
こ
れ
ら
諸
物
体
の
部

分
と
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
物
体
を
限
定
し
こ
れ
と
し
て
指
し
示
す
と
こ
ろ

の
も
の
（
た
と
え
ば
物
体
の
線
や
面
と
い
っ
た
空
間
上
の
枠
）
、
④
そ
れ

の
な
に
で
あ
る
か
（
本
質
）
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
四
つ
を
大
別
し
て
、
①

を
他
の
い
か
な
る
基
体
の
述
語
と
も
な
る
こ
と
の
な
い
「
窮
極
の
基
体
」
、

②
③
④
を
「
こ
れ
と
指
し
示
さ
れ
う
る
存
在
で
あ
り
且
つ
離
れ
て
存
し
う

る
も
の
」
と
し
て
い
る
。
前
者
は
個
体
的
な
感
覚
的
実
体
で
あ
り
、
後

者
は
「
離
れ
て
存
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
と
「
こ
れ
と
指
し
示
し
う

る
も
の
で
あ
る
こ
と
」
に
あ
た
る
。

（
９
）
「
お
よ
そ
形
相
ま
た
は
形
相
を
有
す
る
も
の
は
個
別
的
に
こ
れ
と

呼
ば
れ
う
る
が
、
も
の
の
質
料
的
部
分
は
そ
れ
だ
け
で
は
決
し
て
そ
う

呼
ば
れ
え
な
い
」
含
量
．
い
ち
鶴
ら
）
。

（
、
）
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
著
作
か
ら
の
引
用
に
は
、
田
中
美
知
太
郎
監
修

『
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
全
集
』
（
中
央
公
論
社
、
一
九
八
七
年
）
を
用
い
た
。
こ

こ
で
「
素
材
」
と
訳
さ
れ
て
い
る
の
は
声
二
を
指
す
。

（
皿
）
当
時
の
聴
謂
者
で
あ
っ
た
島
谷
俊
三
が
筆
記
ノ
ー
ト
を
も
と
に
文

章
化
し
、
西
田
の
死
後
、
「
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
哲
学
」
と
題
し
て
雑
誌
『
東

海
人
』
に
二
回
に
分
け
て
掲
載
さ
れ
た
。
現
在
、
『
新
版
西
田
幾
多
郎
全

一
○
五



集
』
第
十
四
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
島
谷
に
よ
れ
ば
西
田
は
一
九
二
四

年
度
の
講
義
で
「
ア
リ
ス
ト
ー
ト
ル
の
形
而
上
学
」
と
い
う
題
目
の
も
と
、

プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
を
鋼
じ
た
。
こ
れ
は
そ

の
う
ち
の
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
に
関
す
る
部
分
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に

つ
い
て
の
部
分
は
、
こ
れ
も
聴
講
者
で
あ
っ
た
下
村
寅
太
郎
に
よ
る
ノ
ー

ト
が
残
っ
て
お
り
、
そ
の
翻
刻
が
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
」
と

し
て
、
同
じ
く
『
新
版
西
田
幾
多
郎
全
集
』
第
十
四
巻
に
収
録
さ
れ
て
い

る
。
こ
れ
ら
の
謂
義
録
は
旧
版
の
西
田
幾
多
郎
全
集
に
は
収
録
さ
れ
て
い

な
い
。

（
吃
）
質
料
含
二
を
指
す
。

（
Ｂ
）
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
「
プ
ラ
ト
ン
は
質
料
を
受
容
者
と
考
え
た
」
と

い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
誤
読
を
踏
襲
し
て
お
り
、
西
田
も
こ
れ
と
同
じ

よ
う
に
プ
ラ
ト
ン
の
萱
呂
を
解
し
て
い
る
。

（
皿
）
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
論
文
「
表
現
作
用
」
に
も
見
る
こ
と
が
で

き
る
。
そ
こ
で
西
田
は
、
通
常
言
わ
れ
て
い
る
質
料
（
銅
像
に
お
け
る
銅

の
よ
う
な
材
料
）
も
、
す
で
に
形
相
が
入
り
込
ん
で
し
ま
っ
て
い
る
も
の

だ
と
し
て
い
る
。

（
咽
）
「
素
材
は
〈
空
虚
な
名
辞
〉
で
は
な
く
て
、
た
と
え
目
に
見
え
な

く
て
も
、
た
と
え
大
き
さ
を
欠
い
て
い
て
も
、
下
に
横
た
わ
っ
て
い
る
何

か
で
あ
る
」
（
展
・
属
・
巴
）
。
「
も
し
こ
れ
ら
（
性
質
と
大
き
さ
）
が
、
そ

の
そ
れ
ぞ
れ
は
漠
然
と
あ
る
だ
け
だ
が
、
と
に
か
く
存
在
す
る
の
だ
と
す

日
本
哲
学
史
研
究
第
六
号

れ
ぱ
、
ま
し
て
は
る
か
に
そ
れ
以
上
に
素
材
は
存
在
す
る
は
ず
だ
ろ
う
。

感
覚
に
よ
っ
て
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
の
で
、
は
っ
き
り
と
は
存
在
し
て

い
な
い
け
れ
ど
も
」
（
畳
．
属
ご
）
。

（
お
）
「
自
己
は
自
己
の
中
に
自
己
を
映
す
の
で
あ
る
。
自
己
の
内
容
を

映
す
鏡
は
亦
自
己
自
身
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
物
の
上
に
自
己
の
影
を

映
す
の
で
は
な
い
」
（
三
、
三
五
○
）
。
こ
の
直
後
に
、
「
場
所
」
と
い
う

語
が
初
め
て
使
わ
れ
る
。

（
”
）
「
種
々
な
る
形
は
空
間
に
於
て
成
立
す
る
も
、
空
間
其
者
の
形
を

論
ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
此
の
如
き
意
味
に
於
て
は
、
空
間
は
形
な

き
も
の
と
云
い
得
る
が
、
一
方
か
ら
云
え
ば
無
限
の
形
が
之
に
於
て
成

立
す
る
形
以
上
の
形
を
有
す
る
と
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
」
（
三
、
三
三
六
）
。

（
旧
）
「
純
な
る
作
用
と
は
尚
知
る
も
の
で
は
な
い
。
働
く
も
の
か
ら
知

る
も
の
に
進
み
行
く
に
は
、
純
な
る
作
用
の
背
後
に
又
何
か
が
認
め
ら
れ

ね
ば
な
ら
ぬ
、
働
く
も
の
の
背
後
に
働
か
な
い
も
の
が
認
め
ら
れ
ね
ば
な

ら
ぬ
。
…
…
働
く
も
の
の
基
体
は
、
働
く
と
共
に
働
か
ざ
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
。
而
し
て
か
か
る
も
の
を
、
我
々
は
我
々
の
自
己
に
於
て

見
る
の
で
あ
る
。
我
と
は
基
体
な
き
作
用
の
基
体
で
あ
る
」
（
三
、
三
四
五

‘
三
四
六
）
と
言
わ
れ
る
。

（
旧
）
「
ヘ
ー
ゲ
ル
が
「
す
べ
て
の
物
は
判
断
で
あ
る
」
と
い
っ
た
如
く
、

所
謂
働
く
と
は
知
る
こ
と
の
抽
象
的
一
面
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
」
（
三
、
三
五
二
）
。

一
○
六



（
釦
）
補
足
と
し
て
、
西
田
が
基
体
を
具
体
的
一
般
者
と
解
釈
し
た
こ
と

の
是
非
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
角
田
一
九
九
七
は
、
西
田
が
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
の
基
体
を
個
物
と
解
し
た
こ
と
と
関
連
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ

レ
ス
の
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』
と
『
形
而
上
学
』
の
そ
れ
ぞ
れ
に
お
け
る
「
第

一
実
体
」
の
対
立
に
つ
い
て
重
要
な
指
摘
を
し
て
い
る
。
『
カ
テ
ゴ
リ
ー

論
』
に
お
い
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
「
主
語
と
な
っ
て
述
語
と
な
ら
な
い
」

基
体
を
「
こ
の
ひ
と
、
こ
の
牛
」
の
よ
う
な
個
別
者
と
し
、
「
第
一
実
体
」

と
呼
ん
だ
。
ま
た
個
別
者
に
つ
い
て
の
述
語
（
性
質
）
を
「
第
二
実
体
」

と
呼
ん
だ
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
形
而
上
学
』
で
は
最
終
的
に
個
別
者
の

形
相
が
「
第
一
実
体
」
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
『
カ
テ
ゴ
リ
ー

論
』
と
『
形
而
上
学
』
と
で
は
、
個
別
者
と
形
相
の
い
ず
れ
を
第
一
実
体

と
す
る
か
に
つ
い
て
の
見
解
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』

を
偽
書
で
あ
る
と
す
る
説
も
あ
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て
角
田
は
、
二
つ
の

著
作
の
間
に
は
対
立
も
矛
盾
も
な
い
と
す
る
。
な
ぜ
な
ら
「
個
別
に
お
い

て
は
ひ
と
と
か
牛
、
犬
と
い
う
普
遍
的
な
も
の
が
一
定
の
特
殊
性
・
具
体

性
と
共
に
現
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
、
「
我
々
が
第
一
次
的
に
出
会
っ
て

い
る
も
の
は
具
体
的
普
遍
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
」
（
一
九
頁
）
か

ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
』
で
の
第
一
実
体
は
何
ら
か
普

遍
性
を
帯
び
た
個
別
者
、
さ
ら
に
は
こ
の
個
別
者
を
個
別
者
と
し
て
捉
え

さ
せ
る
働
き
（
形
相
）
を
こ
そ
指
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
『
形
而
上
学
』

に
お
け
る
形
相
と
し
て
の
第
一
実
体
と
も
矛
盾
し
な
い
。
こ
こ
か
ら
角
田

中
期
西
田
哲
学
に
お
け
る
質
料
概
念
の
意
義
〔
日
高
〕

は
、
西
田
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
騎
査
す
る
こ
と
な
く
「
主
語
と
な
っ

て
述
語
と
な
ら
な
い
も
の
」
を
個
体
と
み
な
す
誤
り
を
犯
し
た
と
主
張
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
本
文
に
お
い
て
考
察
し
て
い
る
通
り
、

西
田
が
摂
取
し
た
基
体
概
念
は
む
し
ろ
角
田
が
言
う
よ
う
な
具
体
的
普

遍
（
具
体
的
一
般
者
）
で
あ
っ
た
。
角
田
の
主
張
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

解
釈
と
し
て
の
成
否
は
判
定
で
き
な
い
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
第
一
実

体
が
具
体
的
普
遍
と
し
て
解
釈
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
西
田

の
基
体
理
解
も
筋
の
通
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

（
副
）
板
橋
二
○
○
六
お
よ
び
岡
野
二
○
○
八
（
一
）
参
照
。

（
配
）
岡
野
二
○
○
八
（
二
（
一
○
○
頁
）
。

（
空
）
た
と
え
ば
第
十
二
巻
三
六
九
頁
参
照
。

（
型
）
他
に
も
、
「
主
語
の
超
越
は
特
殊
の
方
向
に
無
限
に
進
む
と
同
時

に
述
語
の
超
越
は
無
限
に
一
般
の
方
向
に
す
す
み
、
そ
れ
が
無
限
に
一

般
と
な
っ
た
無
に
し
て
有
を
包
む
も
の
、
絶
対
に
映
す
も
の
冨
翼
目
①

に
し
て
里
＠
号
の
烏
唖
田
旨
⑱
を
含
む
も
の
を
見
よ
う
と
い
う
の
で
す
」

（
一
八
、
三
○
三
’
三
○
四
）
。

（
率
）
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
解
釈
に
お
い
て
、
一
者
か
ら
ど
の
よ
う
に
ヌ
ー
ス

が
流
出
す
る
か
は
、
大
き
な
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
解
釈
が
分
か
れ
る
。

岡
野
二
○
○
八
（
二
）
（
九
一
’
一
二
○
頁
）
参
照
。

（
記
）
こ
れ
と
と
も
に
、
鏡
の
比
喰
は
、
質
料
は
形
相
を
受
け
取
る
も
の

で
あ
り
な
が
ら
そ
れ
自
身
は
変
化
を
被
ら
な
い
と
い
う
、
「
質
料
の
非
受

一
○
七



動
性
」
も
意
味
し
て
い
る
。

日
本
哲
学
史
研
究
第
六
号

一
○
八


