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『
理
論
物
影
學
の
新
方
法
論
憶
説
』
と
題
す
る
最
近
の
小
著
に
於
て
私
は
、
無
封
性
理
論
の
方
法
と
し
て
複
素
攣
数
．
函
数
論
を
原
理
酌

に
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
理
論
と
新
B
璽
子
論
と
の
結
合
を
、
前
齎
の
側
か
ら
準
備
す
る
こ
と
が
で
き
は
し
ま
い
か
と
い
ふ
疑
間
を

提
趨
し
、
そ
の
解
答
を
試
み
撫
。
も
と
よ
の
敬
・
物
の
專
門
知
識
に
乏
し
き
私
の
、
無
知
な
る
が
故
に
敢
て
し
能
ふ
大
膿
極
ま
る
提
案
は
、

と
ん
で
も
な
い
諜
解
に
立
脚
す
る
も
の
で
は
な
い
か
を
恐
れ
て
居
π
。
し
か
し
私
と
し
て
は
、
傳
統
に
反
す
る
と
い
ふ
た
だ
そ
れ
だ
け
の

理
由
で
、
哲
癖
者
の
晶
．
κ
は
ご
と
と
一
笑
に
附
さ
れ
る
こ
と
は
、
之
を
遺
憾
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
で
き
る
な
ら
ば
、
数
物
の
專
門
家
か
ら

親
切
な
る
敏
葱
受
け
て
、
私
の
誤
解
を
悟
ら
さ
れ
蒙
を
啓
か
れ
π
い
と
希
ふ
こ
と
燐
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
も
ち
ろ
ん
そ
れ
が
た
め
に
は
、

私
み
つ
か
ら
更
に
、
霞
己
の
思
索
に
反
省
添
加
へ
、
で
き
る
だ
け
誤
解
を
除
き
訣
陥
を
少
な
く
す
る
こ
と
を
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と

こ
ろ
で
そ
の
や
う
な
見
地
か
ら
し
て
、
い
ま
私
が
さ
し
あ
た
の
補
足
を
加
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
氣
附
い
た
の
は
、
こ
の
あ
び
だ
の
小
著

に
取
揚
げ
π
鵡
三
訂
理
論
が
、
賢
は
専
ら
、
い
は
ゆ
る
相
謝
性
原
理
、
す
な
は
ち
特
殊
相
封
性
論
の
み
に
限
ら
れ
、
こ
れ
に
撫
し
そ
の
横

張
と
し
て
遜
黙
せ
ら
る
る
一
般
相
凝
性
論
に
、
少
し
も
痴
れ
て
居
ら
ぬ
と
い
ふ
勲
…
で
あ
る
。
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
　
一
般
相
定
性
論
を
私
が

　
　
　
絹
封
性
理
論
の
購
誰
法
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無
難
し
た
と
か
、
或
は
そ
れ
を
失
念
し
て
居
た
と
か
い
ふ
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
反
軍
に
私
は
、
む
し
ろ
こ
の
理
論
に
謝
し
、

特
殊
稲
封
性
論
に
封
し
て
よ
り
も
、
遙
に
多
く
の
問
題
を
み
と
め
、
し
か
も
そ
れ
が
未
だ
後
難
に
於
け
る
如
く
、
物
理
独
者
の
聞
で
す
で

に
定
詮
と
い
っ
て
よ
い
程
に
、
一
致
し
穴
解
啓
が
輿
へ
ら
れ
て
居
な
い
こ
と
を
思
ふ
が
故
に
、
わ
ざ
と
こ
れ
に
膨
れ
る
こ
と
を
差
握
へ
た
の

で
あ
る
。
今
日
も
は
や
特
殊
損
封
性
論
に
異
論
を
挾
む
入
は
、
物
理
記
者
の
・
甲
に
居
よ
う
と
は
思
は
れ
な
い
。
し
か
る
に
一
般
相
封
性
論

に
慨
し
て
は
、
そ
の
細
部
に
遷
し
て
よ
の
も
璽
に
一
難
根
本
的
に
、
こ
の
灘
論
の
根
紙
そ
の
も
の
に
．
疑
問
を
も
つ
人
が
な
い
で
は
な
い
と

思
は
れ
る
。
例
へ
ば
、
す
で
に
数
年
前
（
一
九
四
七
年
）
に
物
故
し
、
　
ま
海
物
理
學
の
専
門
家
で
あ
っ
た
と
は
い
は
れ
な
い
け
れ
ど
も
、

ラ
ッ
セ
ル
と
賞
罰
の
大
著
℃
塊
ぎ
。
壱
貯
寓
鼎
Ω
夢
Φ
ヨ
嚢
Ω
け
一
〇
拶
三
巻
の
著
者
と
し
て
、
　
少
駈
時
に
物
し
た
》
6
触
Φ
鋤
葺
ω
①
o
ご
O
巳
く
Φ
富
巴

》
茜
Φ
σ
茜
（
回
Q
◎
O
G
Q
）
以
來
糞
壷
の
墓
礎
研
究
に
大
な
る
貢
獄
を
な
し
、
中
年
哲
學
に
深
入
し
て
現
代
英
米
霊
智
界
の
一
代
表
者
と
認
め
ら

れ
、
特
に
科
學
哲
學
者
と
し
て
重
き
を
な
し
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
毛
げ
諦
①
げ
Φ
鋤
幽
が
、
み
つ
か
ら
特
殊
網
封
性
論
に
關
心
を
懐
き
て
こ
の

理
論
の
展
開
に
将
士
の
研
究
を
断
書
と
し
て
獲
表
す
る
ま
で
に
餌
壷
な
が
ら
、
つ
ひ
に
　
般
相
封
性
論
に
斯
し
て
は
賛
意
を
表
さ
な
か
っ

た
と
い
ふ
如
き
至
難
な
製
織
が
あ
る
。
更
に
こ
の
素
論
の
内
容
に
至
っ
て
は
、
ア
イ
ン
ス
タ
，
↓
ン
の
立
論
の
根
祇
と
な
る
い
は
ゆ
る
相
感

（
等
身
）
原
理
響
ぼ
。
嘗
δ
o
臨
閏
山
鼠
く
巴
Φ
謬
。
①
が
、
萬
有
引
力
の
、
遽
心
力
に
相
与
す
る
こ
と
を
捷
読
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
結
果

却
て
遽
心
力
を
猫
自
の
圃
有
存
衣
に
化
す
る
傾
向
を
導
き
、
從
っ
て
遠
心
力
の
由
肥
す
る
鍛
駆
動
の
縮
悪
者
と
し
て
の
、
地
獄
自
韓
の
如

き
廻
縛
運
動
の
、
絶
勤
性
の
経
験
を
、
エ
ウ
ト
ン
と
共
に
そ
の
ま
ま
承
認
す
る
と
い
ふ
結
論
を
招
く
恐
れ
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
廻
韓
運
動

を
加
遽
蓮
動
の
一
、
種
と
し
て
、
特
殊
縮
封
性
論
の
封
象
た
る
等
速
並
進
運
動
に
準
煙
し
、
も
っ
て
…
般
に
運
動
の
相
封
盤
を
主
張
す
る
と

い
ふ
見
地
か
ら
し
て
、
そ
れ
を
相
黒
化
し
ょ
う
と
す
る
本
身
の
要
求
に
、
背
馳
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
箆
れ
る
た
め
に
、
曾
て
マ
ッ

ハ
が
、
ニ
ウ
｝
ン
の
水
桶
の
費
験
は
廻
縛
蓮
動
の
絶
謝
性
を
遠
心
力
の
毅
現
に
よ
つ
て
立
誰
す
る
も
の
で
は
な
く
、
之
を
恒
星
天
に
封
ず

る
相
霞
継
動
に
還
元
麟
着
せ
し
め
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
解
繹
し
海
如
き
考
方
を
襲
用
す
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
廻
轄
蓮
動
の
起
る

「
世
界
」
察
時
は
、
常
に
物
質
を
も
つ
て
充
た
さ
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ね
と
い
ふ
こ
と
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
ア
イ
ン
ス
タ
イ
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ン
は
み
つ
か
ら
マ
ッ
ハ
の
相
姦
論
を
纏
承
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
や
う
な
方
向
を
追
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
特
殊
相
封

性
論
が
光
速
度
を
含
む
攣
換
式
と
し
て
表
は
さ
れ
、
物
質
の
存
在
に
係
は
り
な
く
從
っ
て
物
質
の
維
験
と
掲
立
な
る
理
論
と
し
て
、
そ
の

意
味
で
先
験
的
純
粋
性
を
保
つ
の
と
異
な
の
、
力
學
を
幾
何
學
か
ら
引
離
し
て
一
般
物
理
學
の
一
部
と
な
し
、
相
即
性
理
論
遼
非
経
験
的

假
読
の
一
種
に
　
蹄
す
る
こ
と
と
な
る
。
そ
の
や
う
な
立
場
に
封
し
て
は
、
マ
ッ
ハ
圭
義
者
で
な
い
限
り
賛
同
し
な
い
物
理
學
者
も
當
然
に

あ
る
筈
で
あ
る
。
例
へ
ば
、
　
「
移
相
封
叢
論
は
之
を
認
め
な
が
ら
、
ア
イ
ン
ス
タ
イ
ン
理
論
に
は
十
二
す
る
ド
ゥ
・
シ
ッ
タ
ー
鳥
①
も
。
｛
簿
禽

の
論
の
如
き
、
そ
の
代
表
的
な
る
も
の
で
あ
ら
う
。
こ
の
や
う
に
、
理
論
の
一
般
的
根
抵
か
ら
そ
の
内
容
に
わ
た
る
異
論
を
発
れ
な
い
と

こ
ろ
の
、
　
一
般
相
凝
性
論
に
呈
し
て
ば
、
專
門
外
の
私
如
き
も
の
が
、
な
ん
ら
そ
れ
に
…
繭
れ
る
こ
と
ば
許
さ
れ
な
い
も
の
と
畳
貢
し
て
、

一
欝
も
こ
れ
に
説
き
及
ぶ
こ
と
を
敢
て
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
も
現
在
、
量
子
論
と
の
結
合
に
於
て
無
心
の
焦
黙
と
な
る
時
間
性

の
無
題
が
、
す
で
に
特
殊
相
姦
性
論
に
よ
っ
て
十
分
に
そ
の
準
備
寳
料
を
與
へ
ら
れ
る
わ
け
な
の
で
、
量
子
論
に
相
勤
性
論
を
適
慮
せ
し

め
る
と
い
ふ
見
地
か
ら
見
て
、
特
殊
相
封
性
論
に
相
楽
性
理
論
全
般
惹
代
熱
せ
し
め
る
こ
と
が
、
特
別
の
不
都
含
“
．
色
も
た
ら
す
も
の
で
は

みな

｢
と
考
へ
も
ん
の
で
・
め
る
。

　
或
は
こ
れ
に
…
封
し
、
そ
れ
で
は
私
の
問
題
と
し
た
の
は
、
特
殊
相
封
性
論
す
な
は
ち
初
期
の
ア
イ
ン
ス
タ
イ
ン
の
い
は
ゆ
る
縮
勤
性
原

理
に
止
ま
り
、
　
一
般
に
相
勤
性
論
の
名
を
も
つ
て
呼
ば
れ
る
理
論
の
全
壁
甲
に
は
及
ば
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
は
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。

そ
れ
は
或
意
味
に
於
て
そ
の
通
り
な
の
で
あ
る
。
い
ま
蓮
べ
た
如
く
、
私
の
力
が
及
ば
な
い
ば
か
り
で
な
く
、
紅
海
家
の
闇
に
於
て
現
在

未
だ
、
暫
學
思
索
の
手
懸
か
り
と
な
る
程
度
に
ま
で
理
論
が
成
熟
し
確
立
せ
ら
れ
レ
」
居
な
い
と
い
ふ
理
由
か
ら
、
意
識
し
て
こ
れ
に
立
入

る
こ
と
を
曝
け
た
以
上
、
そ
れ
は
欝
然
の
事
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
か
ら
い
へ
ば
、
私
は
い
は
ゆ
る
相
謝
性
原
理

だ
け
を
問
題
に
し
ょ
う
と
組
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
の
い
は
ゆ
．
る
特
殊
相
封
書
論
は
飽
く
ま
で
一
般
相
早
々
論
に
…
封
ず
る
特
殊
理
論
で
あ

っ
て
、
後
者
に
於
け
る
そ
の
搬
張
に
封
し
出
漁
黙
と
な
り
前
提
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
へ
て
居
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、

專
費
上
私
の
直
接
に
問
題
と
し
距
の
が
特
殊
蟻
封
牲
論
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
聞
接
に
は
一
般
相
封
性
論
を
も
考
慮
し
允
の
で
あ
っ
て
、

　
　
　
想
勤
性
理
論
の
辮
訟
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三

い
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特
殊
相
封
性
論
は
相
湿
性
理
論
心
癖
の
代
表
と
し
て
取
揚
げ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
は
ち
私
の
係
は
る
所
は
軍
に
い
は
ゆ
る
相
封
性
原

理
に
止
ま
る
の
で
は
な
く
、
相
封
性
理
論
全
般
で
あ
っ
元
わ
け
で
あ
る
。

　
じ
っ
さ
い
一
般
梢
封
性
論
が
、
特
殊
相
封
性
論
の
ミ
ン
コ
フ
久
キ
イ
に
依
る
い
は
ゆ
る
室
時
「
粒
界
し
へ
の
確
立
を
前
提
し
て
、
そ
の

「
世
界
」
に
於
け
る
等
日
銀
並
樵
憶
連
動
の
代
に
加
速
蓬
動
左
駅
巴
換
へ
、
そ
の
一
種
た
る
圓
蓬
動
へ
の
畑
…
慮
を
通
じ
て
胴
｛
糠
累
連
動
の
絶
封
性
を

解
濾
し
、
も
っ
て
相
…
封
挫
灘
論
を
擾
充
徹
底
し
よ
う
と
し
た
際
に
用
み
た
手
懸
か
．
り
は
、
　
室
時
「
世
界
」
の
軍
純
要
素
た
る
「
事
件
」

「
出
定
事
」
「
生
起
毒
聾
し
①
〈
Φ
9
の
、
二
つ
の
聞
の
隔
た
り
す
な
は
ち
閥
隔
岡
簿
Φ
三
帰
が
、
い
か
な
る
親
測
者
に
封
し
て
も
不
謎
に
保

π
れ
、
観
測
者
と
猫
立
な
る
量
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
要
請
に
存
し
た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
疏
隔
の
不
攣
性
が
「
世
界
し
露
点
の
曲

率
の
不
意
盤
に
相
止
す
る
も
の
と
し
て
、
萬
有
引
力
場
に
置
換
へ
ら
れ
る
遠
心
力
複
舎
を
も
、
不
等
化
す
る
た
め
の
媒
介
と
せ
ら
れ
た
の

で
あ
る
。
か
く
て
互
に
等
蓮
運
動
を
な
す
槻
測
考
の
雫
等
を
確
保
す
る
特
殊
相
封
性
論
は
、
廻
樽
な
い
し
加
速
蓮
動
を
な
す
糊
測
者
に
ま

で
獲
照
せ
ら
れ
て
一
般
鍛
接
性
論
を
導
き
、
勘
考
に
櫨
る
室
蘭
時
間
の
測
楚
の
蟻
封
性
か
ら
、
後
者
に
糠
る
力
の
相
封
性
に
ま
で
、
相
封

性
が
唄
般
化
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
從
っ
て
、
一
般
相
封
書
論
は
特
殊
縮
敵
性
論
の
訟
の
つ
か
ら
な
る
撰
張
で
あ
る
と

同
時
に
、
前
考
は
ま
た
必
然
に
後
者
を
黙
想
し
て
立
て
ら
れ
な
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
に
於
て
、
特
殊
相
鳴
動
論
は
相
封
性
理
論
全
般
に

封
ず
る
出
　
狡
鮎
で
あ
の
必
要
條
件
で
あ
っ
た
と
い
は
れ
る
。
私
が
先
づ
こ
れ
だ
け
惹
取
揚
げ
て
、
相
器
性
論
を
代
表
せ
し
め
た
の
も
、
軍

に
前
蓮
の
如
き
園
難
故
障
に
由
る
の
み
で
は
な
く
、
か
か
る
積
極
的
理
由
が
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
醗
っ
て
考
へ
る
と
、
特
殊
相
封
性
論
か
ら
一
般
相
心
性
論
へ
の
鑛
張
嫁
、
ふ
つ
う
に
櫨
張
と
い
ふ
概
念
に
よ
っ
て
意
味

せ
ら
れ
る
如
き
第
滑
安
易
な
る
も
の
で
な
か
つ
ゆ
．
κ
こ
と
も
疑
は
れ
な
い
。
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
、
今
迄
が
「
訟
の
つ
か
ら
な
る
掻
張
」
と
書

つ
海
如
く
、
心
理
的
に
自
然
な
る
も
の
で
は
あ
っ
た
け
れ
ど
も
、
し
か
し
決
し
て
論
理
的
に
必
然
な
る
も
の
で
は
な
か
つ
だ
と
い
は
ね
ぼ

な
ら
ぬ
O
ア
イ
ン
ス
タ
イ
ン
自
身
も
こ
れ
を
、
憎
ω
繁
O
汐
O
囲
O
ぴ
q
富
O
ぴ
Φ
窯
象
Ω
け
◎
騰
疑
O
ぴ
貯
魚
件
と
押
型
衷
は
し
た
（
尉
ぎ
韓
虫
斜
⇔
ぼ
O
凄
コ
巳
ρ
ぴ
Q
O
氏
巽

巴
ぼ
①
ヨ
。
ぽ
窪
渕
飢
p
凱
ユ
叶
障
ω
多
⑦
o
「
ぽ
幽
幽
）
。
す
な
は
ち
そ
れ
は
、
た
だ
立
場
を
高
め
物
界
を
鑛
げ
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
論
理
の
必
然
な
る
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翼
求
に
從
ひ
、
原
理
の
愛
汚
す
る
領
域
が
鑛
議
せ
ら
れ
る
こ
と
、
例
へ
ば
敬
概
念
の
鑛
張
と
い
ふ
如
き
も
の
に
於
け
る
や
う
な
も
の
で
は

な
か
つ
距
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
後
端
の
如
き
場
舎
に
於
て
も
、
概
念
の
鑛
張
が
行
は
れ
る
に
は
、
は
じ
め
制
限
さ
れ
た
立
場
に
断
て
否

定
せ
ら
れ
た
概
念
の
適
帰
が
、
よ
り
高
き
或
は
よ
り
深
き
立
場
か
ら
し
て
新
し
き
假
直
な
い
し
新
し
き
儲
蓄
に
依
っ
て
、
改
め
て
肯
定
承

認
せ
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
の
ば
い
ふ
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
そ
の
新
假
定
告
解
樺
と
い
は
れ
る
も
の
は
、
は
じ
め
制
隈
さ
れ
た
立

場
で
規
定
せ
ら
れ
た
概
念
の
意
字
が
、
よ
り
高
い
立
場
に
於
て
鑛
げ
ら
れ
る
紬
果
た
る
に
止
ま
夢
、
む
し
ろ
そ
れ
は
制
限
の
徹
慶
を
意
味

す
る
の
で
あ
っ
て
、
立
場
そ
の
も
の
が
辿
韓
せ
ら
れ
顛
倒
せ
ら
れ
る
こ
と
を
要
求
す
る
如
き
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
特
殊

的
立
場
涛
二
般
的
立
場
と
の
聞
に
、
帯
封
封
立
が
あ
る
と
は
い
ふ
こ
と
は
で
き
ぬ
。
し
か
る
に
特
殊
相
思
性
論
の
一
般
型
醤
性
論
へ
の
鑛

張
に
は
、
こ
の
や
う
な
立
場
の
遜
輕
顛
倒
と
い
ふ
べ
き
も
の
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
…
単
に
制
限
の
重
慶
に
距
戴
る
と
こ
ろ
の
、

意
味
の
振
張
に
は
離
せ
な
い
。
繭
蔚
の
瞳
に
は
、
罧
に
特
殊
（
種
）
　
般
（
類
）
と
い
ふ
分
析
論
理
的
關
孫
が
存
す
る
だ
け
で
は
な
く
、

矛
盾
繋
立
が
統
一
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
辮
讃
法
的
決
議
が
そ
れ
を
媒
介
す
る
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
具
騰
的
に
い
へ
ば
、
特
殊
相
勤
性
論

の
成
立
す
る
察
時
「
惟
界
」
は
、
察
間
曲
奪
負
の
皿
バ
チ
ェ
フ
ス
キ
，
り
ボ
リ
ア
イ
幾
何
學
の
塑
曲
線
的
下
闇
で
あ
っ
て
、
斜
行
線
は
一
封
‘

あ
夢
そ
れ
左
界
と
し
て
不
相
交
線
は
無
限
に
多
く
存
す
る
豪
富
に
相
漏
す
る
。
し
か
る
に
こ
れ
に
識
し
、
　
　
般
相
封
性
論
の
「
枇
界
」
は

論
罪
曲
率
正
の
、
り
i
”
、
ン
幾
何
學
の
籍
…
圓
的
察
…
闇
に
相
碧
し
、
そ
こ
で
は
早
行
線
が
一
つ
も
引
か
れ
な
い
の
で
あ
る
。
從
っ
て
繭
「
枇

暫
し
の
閥
に
は
、
反
封
な
い
し
矛
盾
が
存
す
る
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
還
に
制
限
撒
慶
に
依
り
、
　
一
方
か
ら
他
方
へ
嬢
張
…
般
化
が
行
は

れ
る
如
き
も
の
で
ぽ
な
い
。
そ
の
い
は
ゆ
る
鑛
張
に
は
、
立
場
の
顯
…
倒
翼
翼
と
い
ふ
べ
き
も
の
が
、
媒
介
と
し
て
介
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

の
で
あ
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
前
蓮
の
如
き
、
特
殊
厳
封
性
論
を
採
り
な
が
ら
…
般
相
繋
累
論
を
斥
け
る
と
い
ふ
立
場
も
成
立
ち
得
る

わ
け
で
あ
っ
て
、
「
若
し
翠
に
概
念
の
意
昧
披
張
と
い
ふ
如
き
も
の
に
止
ま
る
な
ら
ば
、
そ
の
鑛
張
に
反
響
し
て
相
塑
性
を
特
殊
理
論
に
制

限
す
る
に
立
場
が
繋
れ
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
は
、
　
一
鷹
不
可
解
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
そ
こ
で
私
の
如
く
、
特
殊
相
封
性
論

を
一
般
相
封
土
論
の
前
提
と
し
、
前
者
を
後
考
の
出
身
黙
と
し
て
豫
定
し
つ
つ
、
た
だ
直
接
に
相
謝
性
理
論
登
般
に
封
ず
る
土
台
と
し
て

　
　
　
細
脳
熟
響
性
理
臨
繭
の
辮
鶏
醗
轍
似
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
滋
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6
特
殊
相
封
性
論
を
取
扱
ふ
立
場
に
と
っ
て
は
、
そ
の
立
場
の
可
能
を
根
叢
附
け
る
悔
め
に
、
た
と
ひ
簸
相
封
性
論
の
内
容
に
は
立
入
ら

　
　
な
い
ま
で
も
、
こ
の
搬
張
そ
の
も
の
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
だ
け
は
、
説
明
し
て
置
か
な
く
て

　
　
は
な
ら
ぬ
と
思
は
れ
る
。
こ
れ
こ
の
小
論
に
於
て
、
補
足
を
試
み
よ
う
と
欲
す
る
第
｝
の
貼
で
あ
る
。

”

二

　
前
節
に
蓮
べ
た
勲
を
明
に
す
る
た
め
に
は
、
な
の
つ
か
ら
、
上
に
も
ち
よ
っ
と
燭
れ
π
、
ア
イ
ン
ス
タ
イ
ン
の
マ
ッ
ハ
圭
義
に
由
來
す

る
　
粗
相
雌
性
論
の
経
験
論
的
傾
向
と
、
特
殊
相
封
性
論
の
場
合
に
は
物
質
の
存
在
に
係
は
り
な
き
塞
虚
の
世
界
察
時
が
專
ら
規
定
の
謝

象
と
な
る
限
り
に
於
て
、
　
「
世
界
」
の
先
験
的
構
叢
に
關
す
る
も
の
と
し
て
認
め
ら
れ
る
先
験
論
と
が
、
相
謝
立
す
る
立
場
の
軍
事
と
し

て
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。
爾
理
論
の
間
に
、
輩
に
特
殊
一
般
と
い
ふ
分
析
論
理
的
關
係
が
存
す
る
の
で
な

く
、
更
に
矛
盾
的
謝
立
が
伏
在
し
、
運
動
の
経
験
を
そ
の
ま
ま
根
擦
附
け
る
先
験
ハ
的
室
時
構
造
を
承
認
肯
定
す
る
か
、
或
は
填
て
蓮
動
の

直
接
維
験
事
實
を
否
定
し
て
そ
れ
を
超
え
る
欝
欝
駒
牽
蝦
蟹
惹
導
入
し
、
も
っ
て
経
験
論
惹
鑛
充
徹
底
し
よ
う
と
す
る
辮
軍
法
を
採
る
か

と
い
ふ
封
手
が
存
す
る
の
も
、
ま
た
こ
れ
に
聯
關
す
る
。
特
殊
相
封
盤
論
を
採
り
な
が
ら
一
般
相
等
性
論
を
斥
け
た
り
、
ま
た
は
、
　
一
般

相
撃
性
論
を
採
用
す
る
場
合
に
穿
て
も
、
ア
イ
ン
ス
ク
イ
ン
と
は
黒
則
る
宇
各
論
が
圭
張
せ
ら
れ
た
り
す
る
の
は
、
こ
れ
に
勝
勢
が
あ
る
わ

け
で
あ
る
。
前
に
鰻
れ
た
ド
ウ
・
シ
ッ
タ
ー
の
宇
宙
論
は
、
す
な
は
ち
そ
の
代
表
的
な
る
も
の
に
斜
な
ら
ぬ
。

　
マ
ッ
ハ
圭
義
的
経
験
論
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
加
速
細
動
從
っ
て
地
球
の
廻
縛
運
動
も
、
首
星
天
に
封
ず
る
地
球
の
相
封
蓮
動
と
し
て

玉
樹
化
せ
ら
れ
、
そ
れ
に
依
っ
て
、
前
砦
の
係
は
る
萬
有
引
力
（
重
力
）
．
を
、
後
章
に
騒
す
る
遠
心
力
に
等
贋
と
し
て
録
同
ず
る
こ
と
は

可
能
な
る
わ
け
で
わ
る
。
從
っ
て
加
速
度
を
生
す
る
力
の
相
封
性
が
、
物
質
の
存
在
を
媒
介
に
し
て
保
讃
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
り
相
謝
性

理
論
が
｝
般
化
せ
ら
れ
る
と
い
は
れ
る
で
も
あ
ら
う
。
し
か
し
こ
の
論
灘
が
難
心
的
に
貫
塗
せ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
恒
星
群
と
し
て
の
物

質
の
存
在
が
、
地
球
の
廻
韓
運
動
を
相
類
化
す
る
媒
介
と
な
る
の
と
網
似
の
暗
流
に
於
て
、
更
に
恒
星
群
の
響
動
を
網
封
化
す
る
だ
め
に
、
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一
驚
遽
距
離
に
於
て
之
を
媒
介
す
バ
、
を
物
質
の
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
る
必
要
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
關
係
が
悪
無
限
に

陥
っ
た
り
循
環
論
に
堕
し
海
む
し
な
い
た
め
に
は
、
最
後
に
、
無
窮
遠
に
於
て
存
在
す
る
物
質
を
想
定
し
、
之
を
他
の
相
封
存
在
に
封
ず

る
媒
介
と
し
て
絶
封
化
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
が
無
窮
遠
に
存
在
す
る
と
い
ふ
挙
揚
を
も
つ
て
、
あ
た
か
も
そ
れ
は
存
在
し
な
い
の
も

同
様
で
あ
る
と
、
思
惟
肥
る
外
な
い
で
あ
ら
う
。
さ
て
こ
の
や
う
な
資
望
が
、
巣
し
て
費
誰
圭
義
経
験
論
の
相
思
性
徹
底
な
る
要
求
と
、

相
審
れ
る
も
の
で
わ
る
か
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
明
白
な
る
こ
律
違
反
を
認
め
ざ
る
い
．
並
得
な
い
筈
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
於
て
ド
ッ
・
シ
ッ
タ
ー
の
宇
宿
論
は
、
ア
イ
ン
ス
タ
イ
ン
の
マ
ッ
ハ
圭
覇
に
由
來
す
る
物
質
的
維
験
、
論
を
排
除
し
、
物
質
と
輻
射

と
の
存
在
し
な
い
察
虚
の
「
世
界
」
室
時
を
取
揚
げ
、
之
左
物
質
存
在
の
経
，
験
を
懸
想
せ
ざ
る
先
験
論
的
理
念
と
し
た
わ
け
で
あ
る
。

と
に
か
く
爾
潔
い
つ
れ
の
宇
宙
理
論
に
於
て
も
、
察
．
闇
に
嗣
す
る
限
り
、
　
一
般
相
封
性
論
の
然
間
は
い
は
ゆ
る
リ
ー
マ
ン
室
問
と
な
り
、

　
「
世
界
」
察
間
の
幾
何
學
は
す
な
は
ち
り
…
マ
ン
幾
何
壌
と
な
る
。
特
に
察
虚
な
る
先
験
論
御
器
間
の
幾
何
學
と
し
て
は
、
ド
ゥ
・
シ
ッ

タ
…
の
球
察
聞
に
代
表
せ
ら
れ
る
り
i
”
、
ン
本
闇
は
、
正
に
純
紳
な
る
室
、
時
「
世
旅
」
の
理
念
で
あ
る
と
い
ぱ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ら

う
。

　
と
こ
ろ
で
私
は
、
最
近
の
小
著
に
於
て
、
リ
ー
マ
ン
察
聞
を
純
粋
察
開
の
灘
念
と
し
、
ユ
f
ク
リ
ッ
ー
3
翼
翼
に
も
、
い
は
ん
や
廿
バ
チ

ェ
フ
ス
キ
イ
室
聞
に
も
、
必
然
に
含
ま
れ
て
居
る
と
こ
ろ
の
弓
隠
性
、
特
に
「
世
界
」
の
察
時
的
測
定
の
不
攣
性
、
か
ら
抽
象
せ
ら
れ
拒

純
粋
幾
何
學
密
室
間
の
典
型
で
あ
る
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
い
ま
述
べ
か
と
こ
ろ
の
、
室
鯵
「
世
界
し
の
力
畢
的
具
儲
化
と
し
て

緻
底
せ
ら
れ
た
、
一
般
相
封
性
論
女
鑑
流
し
が
、
先
験
論
的
に
り
－
マ
ン
幾
何
學
的
で
あ
る
と
い
ふ
規
定
と
相
矛
盾
ず
る
も
の
で
は
な

い
か
。
何
と
な
れ
ば
、
こ
の
や
う
に
七
時
「
世
界
し
の
力
慕
的
纏
縫
が
り
ー
マ
ン
幾
何
學
的
で
あ
る
と
い
ふ
の
は
、
室
聞
と
時
間
と
の
相

關
…
融
合
と
し
て
の
察
時
「
世
界
し
の
、
ロ
バ
チ
ェ
フ
ス
キ
イ
幾
何
學
溺
愛
曲
懇
的
二
三
性
が
、
之
を
確
立
し
た
ア
イ
ン
ス
タ
イ
ン
・
ミ
ン

コ
フ
ス
キ
イ
の
特
殊
相
封
．
性
論
の
、
一
毅
薫
別
性
論
に
ま
で
蘇
張
せ
ら
れ
る
と
同
時
に
、
整
曲
綴
的
寒
．
闘
（
そ
の
塞
開
口
奪
は
負
で
あ
る
）

か
ら
、
り
ー
マ
ン
幾
何
學
的
楕
闘
親
等
聞
（
そ
の
黒
渋
曲
蟻
・
正
）
に
表
で
韓
課
せ
ら
れ
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
と
う
て
い
髭
男
す

　
　
　
繍
欝
性
理
論
の
辮
縫
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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誓
雄
碍
窪
第
四
百
三
十
閣
號
八

る
こ
と
を
許
さ
な
い
矛
厨
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
も
そ
も
こ
の
や
う
な
矛
盾
は
、
い
か
に
し
て
獲
生
す
る
の
で
あ
ら
う
か
Q
も
と
よ
り
、

讐
通
に
見
る
特
殊
か
ら
～
般
へ
の
斜
張
に
於
て
は
、
さ
う
い
ふ
矛
盾
の
叢
生
は
み
と
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
る
に
右
の
如
き
矛

贋
が
、
営
面
の
特
殊
相
封
性
論
か
ら
一
般
相
獣
性
論
へ
の
振
張
に
際
し
現
れ
る
の
は
、
こ
の
場
合
に
特
殊
と
一
般
と
の
開
の
議
論
が
、
軍

に
制
限
の
有
無
と
い
ふ
如
き
形
式
、
的
矛
庸
の
上
に
成
立
す
る
封
立
で
ぽ
な
く
し
て
、
主
盤
的
否
定
と
い
ふ
内
容
的
封
立
で
あ
む
、
正
に
爾

者
の
闘
に
立
場
の
逆
説
品
麟
倒
と
い
ふ
も
の
が
存
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
立
場
の
韓
換
が
さ
き
に
指
摘
し
た

如
く
、
特
殊
相
勤
性
論
と
　
般
相
封
盤
論
と
の
關
係
を
、
箪
に
，
特
殊
一
般
の
形
式
的
匠
岡
に
止
ま
ら
し
め
す
、
辮
誰
法
的
否
定
の
二
律
背

反
的
言
立
た
ら
し
め
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
∴
園
理
論
の
定
立
・
ず
る
「
世
界
し
を
、
墜
曲
綜
察
闇
的
と
楕
園
峯
間
的
と
し
て
相
封
立
せ

し
め
、
前
砦
の
絶
封
否
定
を
通
じ
て
後
岩
の
斑
念
を
實
現
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
さ
き
に
指
堕
し
た
、
私
の
聞
賭
と
す
べ
き
第
一
の
鮎
は
、

こ
こ
に
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
一
歩
を
進
め
て
、
吏
に
爾
…
理
論
の
ソ
3
．
盾
的
封
立
の
根
繊
に
横
は
る
呉
盤
的
経
験
滞
貨
に
眼
を
向
け
る
と
、
そ
こ
に
は
顯
著
な

る
封
立
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
も
そ
も
、
特
殊
相
生
性
論
の
係
は
る
と
こ
ろ
の
等
速
並
蓬
運
動
の
相
封
性
は
、
例

へ
ば
わ
れ
わ
れ
が
疾
楚
す
る
汽
車
の
窓
か
ら
眺
め
る
景
概
の
移
動
に
つ
い
て
経
験
す
る
如
き
経
験
纂
費
の
一
般
的
類
推
で
あ
っ
て
、
た
だ

そ
れ
が
光
速
度
の
不
塗
と
撞
回
す
る
矛
盾
左
調
細
し
得
る
如
く
に
設
定
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
す
な
ぼ
ち
光
速
度
繋
駕
の
原
理
と
共

に
、
相
勤
的
等
速
運
動
斜
な
す
系
に
封
し
自
然
怯
則
の
周
形
性
が
保
た
れ
、
何
れ
の
系
も
優
先
的
特
権
を
有
す
る
こ
と
な
く
互
に
準
等
で

あ
る
と
い
ふ
、
い
は
ゆ
る
湘
封
性
原
珪
が
、
何
れ
も
経
験
に
墓
つ
く
要
講
と
し
て
、
互
に
爾
諾
す
る
や
う
に
結
含
せ
ら
れ
た
も
の
が
、
す

な
は
ち
特
殊
相
磁
性
論
の
内
容
老
成
†
麺
換
式
た
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
そ
こ
に
は
な
ん
ら
経
験
の
、
否
定
は
舎
ま
れ
な
い
。
し
か
る
に
廻

韓
．
蓮
動
と
な
る
と
、
経
験
上
そ
れ
の
絶
勤
性
と
い
ふ
も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
自
身
．
の
身
売
的
燈
験
か
ら
否
定
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
費
で

あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
前
壷
ニ
ウ
ト
ン
の
水
桶
の
影
響
に
於
け
る
如
く
、
外
界
の
現
象
と
し
て
も
経
験
上
或
程
度
賢
誇
せ
ら
れ
る
の
で
あ

る
。
こ
れ
を
、
運
動
の
相
謝
猛
の
汎
遜
と
い
ふ
心
理
的
騒
然
の
傾
向
に
從
ひ
相
…
封
化
す
る
に
ぽ
、
上
に
蓮
べ
π
如
く
、
途
に
無
窮
遠
に
於
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け
る
物
質
の
存
在
と
い
ふ
非
経
験
的
假
定
を
媒
介
と
し
て
要
求
す
る
外
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
経
験
、
論
の
振
事
、
實
謎
圭
義
の
微
底
の

π
め
に
、
重
て
経
験
論
を
否
定
し
實
寒
空
義
に
背
く
と
い
ふ
遽
説
矛
麿
で
あ
る
こ
と
疑
は
れ
な
い
と
思
ふ
。
と
こ
ろ
で
そ
れ
を
二
律
背
双

と
し
て
辮
諮
法
的
に
解
決
す
る
た
め
に
、
媒
介
と
し
て
そ
の
指
導
的
行
爲
理
想
と
せ
ら
れ
る
も
の
が
、
囁
す
な
は
ち
り
ー
マ
ン
本
間
な
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
、
私
が
さ
き
に
指
摘
し
た
如
く
、
力
面
的
三
冠
で
な
い
、
そ
の
室
薩
．
性
力
學
性
か
ら
拙
象
せ
ら
れ
た
純
粋
垂
込
の
理
念
で

あ
る
こ
と
に
依
つ
く
、
却
て
否
定
的
超
越
の
理
想
と
な
る
。
從
っ
て
そ
れ
が
、
讐
曲
線
的
室
聞
に
封
立
す
る
楕
圓
審
察
間
で
あ
る
以
上

は
、
個
盤
合
掌
讐
の
絶
勤
無
的
証
爲
に
依
り
、
賊
乱
4
3
の
反
蟻
封
立
が
辮
讃
法
的
に
絶
封
否
定
せ
ら
れ
、
矛
盾
の
統
一
と
し
て
媒
介
せ
ら
れ

て
、
始
め
て
特
殊
急
斜
性
論
か
ら
一
般
相
勤
性
論
へ
の
撰
張
が
可
、
能
な
ら
し
め
ら
れ
る
こ
と
は
、
営
然
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
そ
れ
は
正
に
、
辮
…
誰
法
的
に
の
み
思
惟
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。

　
こ
の
や
う
な
二
律
背
反
は
、
た
だ
に
廻
縛
運
動
の
蟻
封
化
に
合
し
物
質
存
在
の
経
験
と
非
経
験
と
の
封
立
と
し
て
現
れ
る
の
み
で
は
な

い
。
こ
れ
と
關
締
し
て
、
遠
心
力
そ
の
も
の
に
つ
い
て
も
趨
る
。
前
蓮
の
如
く
一
般
相
輪
性
論
に
於
て
、
地
球
自
縛
の
廻
韓
運
動
を
縮
…
封

化
す
る
た
め
、
そ
れ
に
相
慮
す
る
も
の
と
し
て
恒
星
天
の
近
似
酌
織
蓮
動
を
そ
れ
に
置
換
へ
、
こ
の
圓
運
動
に
件
ふ
遠
心
力
（
す
な
は
ち

惰
性
）
を
も
っ
て
、
萬
有
引
力
に
等
債
な
る
も
の
と
す
る
の
が
、
　
一
般
相
豊
丸
論
の
根
本
露
な
す
い
は
ゆ
る
等
贋
原
理
で
あ
る
こ
と
は
、

前
に
も
鱗
れ
た
所
で
あ
る
。
さ
て
こ
の
や
う
に
、
引
力
な
遽
心
力
で
置
換
へ
る
こ
と
は
、
非
常
に
巧
妙
な
る
着
想
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
ア

イ
ン
ス
タ
イ
ン
の
天
才
を
塾
す
る
も
の
と
い
ふ
べ
き
で
も
あ
ら
う
が
、
し
か
し
遠
心
力
そ
の
も
の
は
こ
れ
が
た
め
に
、
一
種
の
絶
悪
性
を

有
す
る
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。
た
と
ひ
從
來
碧
く
揖
訂
せ
ら
れ
た
如
く
、
遽
心
力
は
一
種
特
濁
の
賢
在
的
な
力

で
あ
る
の
で
は
な
く
、
　
一
般
の
慣
性
（
惰
性
）
に
外
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
罪
し
そ
の
慣
性
の
由
標
す
る
と
こ
ろ
の
浮
動
が
、
遠
心
力
を

他
に
還
元
す
る
能
は
ざ
る
一
種
方
響
的
な
る
も
の
と
し
て
保
寓
す
る
以
上
は
、
そ
の
越
動
も
や
は
）
な
ん
ら
か
絶
封
的
の
意
味
を
有
す
る

も
の
と
な
ら
ざ
る
左
得
ま
い
Q
相
感
性
論
の
褒
展
に
猫
冑
の
貢
献
惹
な
し
た
天
文
學
砦
エ
ッ
デ
ィ
ン
ト
ン
は
、
そ
の
透
徹
せ
る
理
解
と
巧

妙
な
る
比
喩
と
を
以
て
、
不
易
で
あ
り
な
が
ら
し
か
も
深
き
洞
察
に
漏
た
さ
る
る
相
曾
遊
愈
愈
詮
の
書
ω
り
簿
8
”
↓
一
下
Φ
鋤
冨
鮎
O
鎚
く
搾
孚

　
　
　
燃
釘
牲
理
躰
繭
の
麟
誇
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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誓
雌
研
究
　
鱗
脳
百
三
十
照
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇

凱
O
昌
（
6
悼
O
）
を
著
は
し
た
が
、
そ
の
中
で
こ
の
鮎
を
指
摘
し
（
や
禽
）
、
遽
心
力
の
原
　
囚
が
問
題
と
し
て
淺
る
こ
と
を
明
書
し
て
居
る

へ
℃
・
一
紹
）
o
　
か
く
て
二
緯
背
返
は
前
蓮
の
如
く
有
限
と
無
窮
と
の
間
に
も
、
ま
た
そ
れ
に
伸
ひ
網
縄
と
絶
封
と
の
聞
に
も
、
残
る
こ
と
に

な
る
。

　
さ
て
こ
れ
ら
の
二
律
背
反
の
辮
憲
法
は
、
必
然
に
哲
學
に
場
ナ
る
も
の
な
る
こ
と
は
疑
は
れ
な
い
。
し
か
る
に
私
は
、
こ
れ
が
私
の
提

唱
し
つ
つ
あ
る
歴
輿
圭
輩
の
立
場
か
ら
（
拙
著
陀
数
理
の
無
臭
主
義
展
開
幽
懸
照
㌧
、
比
較
的
自
然
に
解
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
、
ひ
そ
か

に
思
ふ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
補
詮
が
そ
れ
を
鞠
か
で
も
明
に
し
得
る
な
ら
ば
と
み
つ
か
ら
期
す
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
曲
世
紀
以
來
、
科
學

哲
學
の
一
無
事
黙
と
な
つ
な
、
力
点
の
基
礎
方
法
に
關
す
る
聞
題
が
、
相
等
性
斑
論
に
至
る
近
代
力
學
皮
の
、
歴
史
主
義
二
心
誰
法
的
理

解
に
よ
っ
て
、
比
較
的
透
徹
な
る
解
決
に
達
し
得
る
知
く
思
は
れ
る
こ
と
は
、
大
方
の
批
麟
を
私
の
希
ふ
理
由
で
あ
る
。
こ
れ
が
こ
の
小

論
の
、
第
二
の
論
勲
と
い
ふ
べ
き
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
補
説
に
補
読
を
掴
へ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
や
う
な
仕
儀
に
陥
る
私
の
だ
ら
し
な
さ

は
、
天
才
一
撃
に
首
尾
益
騰
を
通
観
す
る
能
は
ざ
る
凡
人
の
、
限
界
と
し
て
や
む
左
得
す
と
は
い
・
へ
、
深
く
自
ら
漸
ぢ
ざ
る
を
得
な
い
所

で
あ
る
。
し
か
し
、
先
づ
一
歩
を
進
め
客
心
的
に
地
歩
を
踏
み
詰
め
る
こ
と
に
よ
つ
て
の
み
、
更
に
そ
の
次
の
一
歩
が
準
備
せ
ら
れ
る
と

い
ふ
こ
と
は
、
そ
れ
こ
そ
察
闘
的
厳
親
に
封
ず
る
時
闇
的
從
っ
て
歴
皮
的
な
る
行
客
自
畳
の
、
特
色
と
も
い
ふ
べ
き
も
の
か
と
思
は
れ
な

い
で
も
な
い
。
讃
嚢
を
煩
は
す
こ
と
の
甚
し
き
惹
謝
す
る
と
同
時
に
、
そ
の
寛
大
な
る
諒
恕
を
乞
ふ
し
だ
い
で
あ
る
。

三

　
以
上
蓮
べ
た
雫
と
こ
ろ
の
、
特
殊
相
封
性
論
と
一
般
下
締
性
論
と
の
關
係
は
、
す
べ
て
面
通
の
意
味
に
於
け
る
分
析
論
…
理
的
櫃
張
一
般
化

と
し
て
理
解
す
べ
か
ら
ざ
る
、
辮
讃
法
的
二
律
背
反
を
含
む
も
の
で
あ
っ
て
、
さ
き
に
私
が
最
近
の
小
著
に
於
け
る
意
園
と
し
て
述
べ
元

と
こ
ろ
の
、
特
殊
相
勤
性
論
を
も
つ
て
錦
繍
性
理
論
全
般
を
代
表
せ
し
め
よ
う
と
す
る
希
望
も
、
こ
の
辮
誰
法
的
こ
律
背
反
の
内
容
を
明

に
し
、
そ
れ
を
解
決
す
る
見
好
し
が
つ
い
て
始
め
て
、
根
擦
附
け
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ぼ
な
ら
ぬ
。
こ
れ
は
必
ず
し
も
、
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物
理
學
そ
の
も
の
の
立
場
に
於
て
未
だ
解
決
せ
ら
れ
て
居
ら
な
い
、
理
論
の
内
客
．
に
隣
す
る
封
立
に
立
入
り
、
黄
門
の
問
題
に
外
部
か
ら

介
入
し
ょ
う
と
す
る
こ
と
を
受
払
す
る
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
今
日
の
科
學
に
共
通
な
る
傾
向
と
し
て
、
科
學
そ
の
も
の
が
そ
の
理
論

の
内
容
に
、
そ
れ
の
誓
學
的
自
畳
“
．
生
盛
み
こ
と
を
特
色
と
す
る
以
上
は
、
誓
鰹
が
そ
れ
に
協
力
す
る
こ
と
は
、
斯
學
の
燭
立
な
る
存
在
が

認
め
ら
れ
る
限
り
、
そ
の
當
然
な
る
任
務
鰍
で
な
け
れ
ば
な
ら
漁
。
私
は
そ
の
や
う
な
立
場
か
ら
、
こ
の
補
説
を
試
み
る
わ
け
で
あ
一
’
9
。

　
し
か
し
こ
の
鋪
詮
の
第
三
の
問
題
と
し
て
ぽ
、
更
に
最
近
の
小
著
の
基
本
的
問
題
と
し
て
論
醒
し
た
と
こ
ろ
の
、
特
殊
相
聞
性
論
的

「
世
界
」
の
複
素
敏
的
縫
…
造
と
い
ふ
も
の
が
、
こ
の
「
世
界
」
の
蔓
曲
線
的
無
闇
か
ら
、
　
一
般
野
宮
性
論
的
「
世
界
し
の
楕
闘
的
壁
間
へ

二
二
せ
ら
れ
る
際
、
い
か
に
威
行
く
か
と
い
ふ
こ
と
が
あ
る
。
こ
の
縛
換
的
鑛
張
に
於
て
、
特
殊
相
封
殺
論
的
「
世
界
」
の
規
定
と
し
て

の
複
素
敷
的
構
造
は
、
た
だ
こ
の
「
世
界
」
の
㎝
般
相
帯
性
論
化
に
絆
ぴ
、
誇
の
つ
か
ら
同
時
に
、
楕
圓
幾
何
學
的
察
閤
に
包
脅
せ
ら
れ

る
に
至
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
若
し
繁
り
と
す
れ
ば
、
さ
う
い
ふ
こ
と
は
、
五
に
反
撃
衝
立
惹
な
す
立
場
の
間
に
於
て
、
い
か
に
し
て
可

能
な
の
で
あ
る
か
。
　
一
受
払
驚
愕
に
、
複
素
撒
的
構
造
遠
簡
軍
の
晶
．
κ
め
に
複
素
論
語
を
も
つ
て
代
表
せ
し
め
、
時
間
次
元
t
の
外
に
室

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
t
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
y

聞
次
元
左
た
だ
一
つ
x
だ
け
と
っ
て
、
　
一
驚
面
を
考
へ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
複
素
数
的
結
合
は
、
デ
カ
ル
｝
座
標
の
一
祁
薗
と
異
な
汐
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
X
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
X

X
と
t
と
が
外
的
に
結
合
せ
ら
れ
癒
も
の
で
な
く
、
内
部
か
ら
否
定
的
に
爾
次
元
を
滲
透
交
製
せ
し
め
、
從
っ
て
そ
れ
は
前
者
の
如
く
輩

な
る
平
薗
に
止
ま
ら
す
、
複
素
．
公
認
と
し
て
自
褒
誉
製
す
べ
き
深
さ
な
も
つ
も
の
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
が
、
最
近
の
小
著
の
解
激
し
よ
う

と
し
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
さ
う
い
ふ
自
己
否
定
的
契
機
の
動
的
深
部
的
思
立
燈
性
の
故
に
、
複
素
準
面
上
の
直
線
が
墜
曲
線
的
に
五
に

背
離
し
て
相
交
る
こ
と
な
く
、
そ
の
結
桑
、
　
一
つ
の
鯉
濃
は
い
ぱ
ゆ
る
不
相
交
綿
署
¢
無
眼
に
多
く
有
ナ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か

る
に
こ
の
や
う
な
難
聴
繊
的
離
背
構
造
が
、
～
般
相
勤
性
論
釣
「
世
界
し
の
挙
行
線
皆
無
な
る
蕪
骨
幾
何
學
的
室
聞
に
包
括
せ
ら
盗
る
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
で
ゐ
ら
う
か
。
五
に
讐
曲
線
的
に
背
離
す
る
二
直
線
（
最
短
線
）
が
、
楕
幽
的
閉
野
馬
園
内
に
砲

ま
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
果
し
て
で
き
る
も
の
で
あ
ら
う
か
。
そ
の
方
法
い
か
ん
と
い
ふ
こ
と
が
問
題
に
な
ら
ざ
る
惹
得
な
い
。
私
は
こ

の
薫
製
黙
が
、
最
近
の
小
著
の
二
丁
し
㍍
な
っ
て
｛
居
る
、
撫
幌
素
函
面
数
の
解
析
慰
霊
に
於
け
る
牧
鮎
猟
園
が
、
コ
ー
シ
i
・
り
一
”
、
ン
の
微
分
＋
刀
霜
征

　
　
　
絹
鱒
性
理
論
の
繋
諮
渋
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
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二

式
の
　
檬
早
重
な
る
自
由
牧
敏
径
路
の
集
合
全
膿
を
表
ぱ
し
、
そ
れ
の
内
部
に
於
て
は
い
か
な
る
径
路
を
と
っ
て
も
そ
れ
ら
が
同
一
極
限

に
牧
賊
す
る
と
い
ふ
着
眼
に
依
っ
て
、
始
め
て
解
か
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
ふ
も
の
で
あ
る
。
饗
曲
線
的
察
聞
の
複
素
数
的
構
蓬
は
、

｝
見
問
題
と
思
ば
れ
る
困
難
を
賢
、
際
に
孕
む
も
の
で
は
な
く
、
却
て
そ
れ
の
複
素
函
数
的
自
褒
自
展
性
に
依
り
蓮
に
、
午
睡
的
暫
間
の
牧

鰍
園
的
磁
極
集
合
の
内
部
に
佃
括
せ
ら
れ
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
い
ふ
の
が
、
私
の
豊
胸
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
鱗
聞
蓮
績
膿
の
集
合
要

素
．
を
軍
属
要
索
た
る
黙
と
解
す
る
限
り
、
　
一
締
を
中
心
と
し
て
五
に
婆
曲
線
的
に
背
馳
す
る
二
最
短
線
が
、
同
購
に
そ
の
同
一
黙
に
於
て

縮
交
は
る
な
ど
と
い
ふ
こ
と
は
、
と
う
て
い
あ
り
得
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
明
白
な
る
矛
盾
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
蓮
綾
…
難

の
要
素
を
室
聞
的
黙
と
考
へ
す
、
互
に
反
封
封
立
申
．
色
な
＋
愚
盛
業
未
來
的
瓦
窯
の
反
揆
緊
張
的
統
一
と
し
て
の
、
現
在
に
於
け
る
實
験
的

「
出
食
事
」
と
解
し
、
こ
れ
を
動
的
緊
張
的
「
切
戯
し
と
し
て
捉
へ
、
そ
の
含
む
辮
識
法
的
否
定
的
統
一
が
封
自
的
に
展
開
せ
ら
れ
れ
ば
、

私
の
解
し
た
如
く
、
解
析
面
々
の
要
素
た
る
牧
霊
園
の
非
蓮
無
痛
．
蓮
綾
な
る
辮
…
誇
法
的
統
一
と
な
る
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
ま
さ
に
こ
の

牧
敷
圓
の
自
由
不
確
定
精
に
於
て
、
右
の
矛
盾
は
携
葉
せ
ら
れ
る
で
わ
ら
う
。
か
く
し
て
特
殊
相
封
性
論
的
「
世
界
」
の
複
素
数
的
構
造

は
、
こ
の
「
世
界
」
の
婆
曲
線
的
察
．
磁
性
を
、
一
般
落
丁
性
論
的
「
報
界
」
の
楕
圓
的
．
察
間
性
と
統
一
す
る
障
擬
と
な
る
ど
こ
ろ
で
は
な

く
、
却
て
逆
に
、
辮
讃
法
的
統
一
の
二
心
的
媒
介
と
な
る
筈
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
生
す
る
「
世
界
」
の
時
聞
次
元
の
不
確
定
性
こ
そ
、

量
子
論
の
識
語
量
子
性
に
封
記
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
と
に
か
く
私
は
さ
う
い
ふ
意
味
に
観
て
、
複
素
金
掻
函
数
論
の
物
理
學

的
方
法
と
し
て
の
重
要
性
を
強
調
し
た
い
と
思
ふ
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
複
素
面
的
構
遭
が
、
特
殊
機
影
性
論
と
一
般
縮
封
藤
野
と

を
統
一
す
る
媒
介
契
機
た
る
こ
と
ぽ
、
こ
の
小
論
の
第
三
の
腿
題
と
し
て
當
然
に
取
揚
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。

　
以
上
私
は
、
こ
の
論
丈
に
於
て
補
説
す
べ
き
三
つ
の
主
題
に
つ
い
て
蓮
べ
た
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
三
つ
の
圭
題
は
離
れ
ば
な
れ
の
も
の
で

は
な
く
、
三
つ
と
は
い
っ
て
も
實
は
、
む
し
ろ
三
勘
，
一
と
い
ふ
べ
挙
証
關
を
保
つ
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
す
で
に
、
以
上
の
展
開
に
於



て
顯
は
に
さ
れ
た
所
で
あ
る
と
思
ふ
。
し
か
の
み
な
ら
す
、
上
潮
の
聞
題
展
開
は
、
同
時
に
解
答
の
展
開
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
　
一
般

に
、
第
一
義
の
聞
題
と
い
は
れ
る
如
き
根
∵
本
的
問
題
に
於
て
は
、
　
い
か
に
間
ふ
か
と
い
ふ
問
方
ぽ
、
す
で
に
答
へ
る
べ
き
方
向
を
暗
示

し
、
從
っ
て
答
を
凹
め
含
意
す
る
の
で
あ
る
。
答
ぼ
す
で
に
問
の
内
に
存
す
る
と
い
は
れ
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
私
の
上
に
於
け
る
聞
題
の

展
開
が
、
す
で
に
解
答
を
含
み
、
同
時
に
解
啓
の
展
開
で
も
あ
っ
た
こ
と
ぽ
、
當
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
問
は
問

で
あ
っ
て
直
ち
に
答
で
あ
る
と
は
い
は
れ
な
い
。
そ
こ
で
私
は
、
更
に
次
節
以
下
に
於
て
、
答
の
方
に
無
筆
を
置
き
、
問
の
展
開
を
反
復

し
な
が
ら
、
そ
れ
悲
逓
じ
て
答
を
展
開
し
ょ
う
と
思
ふ
の
で
あ
る
。

四
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一
般
型
封
性
論
が
特
殊
相
封
性
論
の
撰
張
で
あ
る
と
い
は
れ
る
場
含
に
、
そ
の
い
は
ゆ
る
横
張
が
、
ふ
つ
う
に
撰
張
の
概
念
に
よ
っ
て

理
解
せ
ら
れ
る
如
く
、
輩
に
特
殊
に
附
随
す
る
制
限
肥
土
慶
す
る
こ
と
に
よ
り
必
然
に
　
般
が
現
出
す
る
と
い
ふ
こ
と
左
意
味
す
る
も
の

で
な
く
、
か
か
る
分
析
論
理
的
一
般
化
の
、
理
論
内
都
に
於
け
る
内
面
的
搬
展
た
る
と
異
な
り
Y
特
殊
か
ら
一
般
へ
の
推
移
に
、
立
場
の

逆
縛
顯
倒
が
媒
介
と
し
て
要
求
せ
ら
れ
、
そ
の
際
噸
般
化
は
、
そ
の
遜
韓
驚
倒
を
途
行
ず
る
・
賢
践
尊
影
膿
の
自
覧
に
於
け
る
、
封
自
的
．
蒋

換
の
辮
諮
法
的
統
一
と
し
て
の
み
可
能
な
る
こ
と
が
、
私
を
し
て
最
近
の
小
著
に
乱
す
る
こ
の
補
論
を
激
せ
し
め
る
理
由
の
最
た
る
ゆ
ゑ

ん
を
、
第
一
節
以
來
私
は
張
調
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
や
う
な
立
場
の
翌
翌
が
介
入
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
始
め
て
、
特
殊
か

ら
一
般
へ
の
機
張
が
可
能
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
は
、
こ
の
逆
縛
に
先
だ
ち
特
殊
と
一
般
と
の
間
に
、
立
場
の
矛
盾
が
存
す
る
こ
と
を
前
提

す
る
の
は
い
ふ
を
侯
た
な
い
。
そ
れ
故
態
は
、
論
蜀
を
明
な
ら
し
め
る
た
め
、
す
で
に
前
に
、
か
か
る
矛
盾
封
立
の
払
か
な
る
も
の
で
あ

る
か
を
も
、
具
膿
的
に
説
示
し
た
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
論
文
の
要
旨
は
も
は
や
そ
れ
で
謹
き
て
居
る
と
も
い
は
れ
る
。
す
な
は
ち
、
特
殊

相
客
性
論
の
係
は
る
と
こ
ろ
の
等
遽
並
進
蓮
動
の
帯
封
性
は
、
わ
れ
わ
れ
の
田
常
経
験
の
否
慮
な
く
承
認
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
た
だ

そ
れ
が
光
の
傳
播
と
い
ふ
特
殊
の
運
動
現
象
に
…
關
し
、
同
時
に
こ
の
現
象
が
糊
測
一
般
の
前
提
探
件
で
あ
る
と
い
ふ
特
別
の
纂
情
に
由
箏

　
　
　
潤
川
購
門
赫
鷺
輝
蝋
繭
の
糾
欝
鰍
献
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
三
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閥

行
詰
ま
る
の
に
鑑
み
、
一
見
矛
盾
す
る
光
法
度
不
攣
の
鑑
定
と
等
速
並
進
蓮
鋤
梢
歯
性
の
要
講
と
を
、
統
一
す
る
と
こ
ろ
の
認
許
式
を
揚

げ
る
こ
と
に
よ
○
、
特
殊
相
謝
性
論
が
確
立
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
場
含
、
等
速
並
進
蓮
動
の
相
控
性
も
光
速
度
の

不
墾
性
も
、
共
に
経
験
手
量
に
基
づ
量
、
晶
．
ん
だ
そ
の
経
験
無
籍
の
汎
逓
を
、
経
験
の
現
費
範
園
を
超
え
て
原
理
と
し
て
要
請
す
る
限
り
、

假
詮
と
い
ふ
意
味
を
賦
興
せ
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
偉
く
ま
で
そ
の
立
場
は
経
験
の
安
當
を
承
認
す
る
の
で
あ
っ
て
Y
そ
れ
を
否
定
す
る

と
い
ふ
こ
と
は
発
然
な
い
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
爾
假
定
爾
原
理
が
五
に
矛
属
す
る
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
な
だ
讐
方
を
二
時
に
承
認

肯
定
す
る
た
め
そ
れ
を
互
に
衝
突
撞
着
せ
し
め
る
の
み
で
は
、
そ
れ
ら
を
爾
点
せ
し
め
る
こ
と
が
で
選
る
筈
は
な
い
。
た
だ
そ
の
矛
厨
の

渦
中
に
身
を
投
じ
て
、
讐
方
を
交
互
に
否
定
せ
し
め
つ
つ
、
却
て
同
時
に
夫
々
を
封
者
の
緊
張
契
機
と
し
て
復
活
せ
し
め
る
こ
と
に
よ

り
、
絶
封
否
定
的
に
難
方
を
活
か
し
統
一
す
る
墾
斎
庭
幾
を
、
理
論
の
内
容
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
こ
で
は
、
各
原

理
が
交
互
否
定
的
に
否
定
せ
ら
れ
つ
つ
契
機
と
し
て
共
に
活
か
さ
れ
肯
定
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
夫
汝
が
そ
の
基
づ
く
と
こ
ろ
の
経

験
事
費
の
基
底
に
關
し
て
否
定
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
筈
で
あ
る
。
特
殊
相
封
性
論
は
か
か
る
内
雰
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
経

験
論
的
で
あ
り
賢
讃
主
義
的
で
あ
る
と
い
っ
て
も
決
し
て
誤
で
は
な
い
。
始
め
て
こ
の
理
論
を
翻
始
し
た
ア
イ
ン
ス
タ
イ
ン
が
、
み
つ
か

ら
マ
ッ
ハ
と
の
親
近
を
強
く
感
じ
て
居
た
こ
と
は
自
然
で
あ
る
と
い
は
ね
ば
な
ら
ぬ
。

　
し
か
し
な
が
ら
一
般
相
封
性
論
に
な
る
と
、
事
満
は
特
殊
縮
樹
性
論
に
於
け
る
如
く
簡
潔
で
は
な
い
。
な
る
ほ
ど
ア
イ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、

こ
の
理
論
の
建
設
に
當
っ
て
も
、
マ
ッ
ハ
の
費
誰
圭
義
経
験
論
を
転
職
す
る
も
の
と
自
ら
信
じ
て
居
た
の
で
あ
ら
う
。
從
っ
て
上
に
私
の

指
摘
し
た
如
き
矛
盾
が
、
　
マ
ッ
ハ
の
費
讃
圭
義
に
潜
在
す
る
こ
と
を
洞
察
し
て
そ
れ
を
批
劇
し
、
よ
っ
て
も
っ
て
、
マ
ッ
ハ
を
超
え
る
立

場
に
ま
で
趨
嘉
す
る
と
い
ふ
や
う
な
こ
と
が
な
か
っ
た
の
は
、
ぜ
ひ
も
な
い
所
で
あ
る
。
　
一
画
相
封
性
論
な
い
し
そ
れ
に
基
づ
く
萬
有
引

力
論
が
、
寳
讃
主
義
面
々
論
の
立
場
で
特
殊
縮
心
性
論
を
蟹
擁
し
一
般
化
す
る
こ
と
に
よ
り
達
し
得
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
聞
に
立
場

の
馬
面
を
媒
介
と
し
て
要
求
し
、
從
っ
て
實
諮
的
経
…
駿
も
　
た
び
否
定
せ
ら
れ
て
、
先
験
論
的
純
粋
察
間
（
す
な
は
ち
い
は
ゆ
る
り
ー
マ

ン
疏
開
）
が
、
そ
の
立
場
の
民
団
を
積
極
的
に
指
導
す
る
理
念
と
な
る
べ
き
理
由
な
ど
は
、
ア
イ
ン
ス
タ
イ
ン
に
よ
り
自
画
せ
ら
れ
て
居
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な
か
っ
た
の
も
…
富
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
彼
の
一
般
箱
軟
性
論
的
「
世
界
」
が
、
特
殊
相
隣
性
論
的
「
世
界
」
の
ロ
バ
チ
ェ
フ
ス
キ
イ

幾
侮
學
的
墜
曲
線
的
察
間
と
反
封
生
立
を
な
し
、
或
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
早
直
撃
關
に
封
し
て
も
矛
異
義
立
を
な
す
如
き
、
り
ー
マ
ン
幾

飼
藥
年
番
幽
観
察
聞
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
と
い
ふ
こ
と
は
、
な
ん
ら
先
騎
論
的
理
由
に
よ
っ
て
挙
々
附
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な

く
、
た
だ
徽
學
的
形
式
論
を
手
懸
か
り
と
し
て
経
験
，
論
叢
實
、
用
主
義
に
導
か
れ
た
も
の
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
も
怪
し
む
に
足
り
な
い
。

私
が
上
に
指
摘
し
た
如
き
、
り
ー
マ
ン
察
聞
が
純
紳
室
聞
と
し
て
室
長
「
世
界
」
の
力
學
性
か
ら
さ
へ
洗
澤
め
ら
れ
た
純
粋
幾
何
獣
的
理

念
で
あ
夢
な
が
ら
、
し
か
も
穿
て
最
も
鳥
撃
的
な
る
難
関
的
町
鳶
察
時
「
世
界
し
の
契
機
と
な
診
、
そ
の
構
成
原
理
と
な
る
と
い
ふ
如
き

二
律
背
反
酌
矛
盾
は
、
と
う
て
い
さ
う
い
ふ
立
場
か
ら
は
理
解
す
べ
く
も
な
い
筈
で
あ
る
。
ア
イ
ン
ス
タ
．
↓
ン
の
一
落
相
封
性
論
に
封
ず

る
疑
問
と
異
論
と
は
、
こ
の
や
う
な
そ
の
立
場
の
不
透
明
に
由
來
す
る
灰
多
い
の
で
は
な
い
で
あ
ら
う
か
。
彼
以
外
の
物
理
學
者
も
、
こ

の
原
理
的
根
本
問
題
に
封
し
て
關
心
を
擾
く
こ
と
意
外
に
少
な
い
や
う
に
思
は
れ
る
。

　
等
速
並
進
可
動
に
つ
い
て
は
、
そ
の
似
紫
性
を
費
讃
す
べ
き
な
ん
ら
の
経
験
事
費
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
経
…
騒
す
る
等
速
並
進
蓮
動
は

す
べ
て
相
年
的
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
そ
れ
の
絶
封
性
を
霊
張
す
べ
き
い
か
な
る
根
篠
も
與
へ
ら
れ
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
る
に

廻
轄
蓮
動
に
な
る
と
、
地
球
の
自
縛
を
讃
明
す
る
も
の
と
し
て
軍
愚
な
る
意
味
惹
認
め
ら
れ
た
フ
…
コ
ー
振
子
の
賢
験
と
い
ふ
如
き
も
の

が
あ
る
。
振
子
の
振
動
面
が
、
地
球
の
自
輔
の
結
果
と
し
て
、
子
午
面
に
鋤
し
自
賛
と
反
封
の
向
き
に
一
定
の
角
速
度
で
廻
韓
す
る
と
い

ふ
事
賢
ぽ
、
　
こ
れ
に
外
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
身
盤
の
廻
蒋
に
際
し
て
灘
る
生
理
的
熔
化
と
そ
れ
に
關
係
す
る
有
機
感
畳
と
が
、
身

賂
の
並
進
答
電
の
場
合
に
於
け
る
そ
れ
ら
と
は
質
的
に
異
な
る
も
の
が
あ
り
、
そ
の
言
言
な
る
も
の
が
後
者
の
場
含
に
な
き
神
経
や
生
理

機
能
の
障
害
を
惹
起
こ
す
こ
と
は
、
隠
れ
も
な
き
嘉
賢
で
は
あ
る
が
、
い
ま
こ
れ
ら
自
畳
に
騒
つ
く
纂
賢
は
す
べ
て
圭
親
的
と
し
て
排
除

す
る
と
し
て
も
、
な
ほ
そ
の
客
槻
性
を
疑
ふ
こ
と
の
で
き
ぬ
フ
ー
コ
ー
振
子
の
箕
騎
．
の
如
き
は
、
前
蓮
水
桶
の
下
履
な
ど
に
も
ま
さ
り
て

一
層
直
接
に
、
物
理
岩
上
無
傷
す
る
こ
と
を
許
さ
ざ
る
實
諮
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
と
愚
は
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
等

速
並
進
蓬
動
と
廻
縛
運
動
と
の
間
に
、
こ
の
鋤
、
う
な
本
質
的
梢
蓮
が
存
す
る
こ
と
の
忍
男
は
ど
こ
に
あ
る
か
と
い
へ
ば
、
前
論
は
純
粋
な

　
　
　
稲
獣
性
理
諮
の
舞
諭
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
玉



　
　
　
　
　
　
哲
學
研
究
第
隅
蒔
三
十
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
ハ

oo
7
　
　
る
蓮
動
現
象
で
あ
る
の
に
饗
し
、
後
者
に
於
て
は
、
　
…
般
的
に
加
速
度
が
含
ま
れ
、
し
か
し
て
蓬
動
（
静
止
）
の
鎚
化
と
し
て
の
加
速
度

　
　
の
原
因
が
力
と
呼
ば
れ
る
以
上
は
、
そ
れ
は
純
粋
運
動
學
の
範
團
に
編
入
せ
ら
れ
な
い
力
學
的
現
象
に
鴎
す
る
こ
と
に
由
る
も
の
と
解
す

　
　
る
よ
り
外
は
な
い
。
す
な
は
ち
、
等
速
並
進
運
動
ぽ
純
纏
な
る
蓮
動
と
し
て
響
く
相
封
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
廼
縛
運
動
な
い
し
一
般
に

　
　
加
速
運
動
は
、
そ
の
原
園
と
な
る
力
の
た
め
に
、
絶
封
的
と
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ
け
な
の
で
あ
る
。
之
を
約
言
す
れ
ば
、
純
粋

　
　
癒
動
は
相
封
的
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
力
は
絶
封
性
を
保
つ
と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ら
う
。

　
　
　
力
の
概
念
が
、
鋭
刃
の
近
代
的
比
量
に
卜
し
顯
著
な
る
動
機
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
改
の
て
い
ふ
ま
で
も
な
い
と
思
ふ
。
ヒ

　
　
ュ
ー
ム
の
因
果
性
批
舗
に
も
比
す
べ
き
、
力
概
念
の
批
制
が
、
キ
ル
ヒ
ホ
ッ
フ
や
マ
ッ
ハ
に
よ
つ
て
行
は
れ
、
そ
れ
を
徹
底
し
海
ヘ
ル
ツ
が
、

　
　
こ
の
概
念
を
排
除
し
て
、
猫
自
の
力
業
膿
系
な
建
設
し
た
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
や
う
な
批
判
的
立
場
も
、
そ
の
標

　
　
沖
す
る
経
験
戦
野
の
霊
張
を
貫
徽
す
る
こ
と
が
で
き
す
、
力
に
代
る
別
の
費
聖
岳
概
念
を
ひ
モ
か
に
保
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ

　
　
と
は
、
ヘ
ル
ツ
の
質
量
概
念
の
例
が
之
左
示
す
。
彼
は
遠
隔
作
用
の
力
を
排
除
し
て
、
物
質
の
異
動
左
す
べ
て
接
甲
張
制
蓬
動
に
還
元
す

　
　
る
た
め
に
、
室
時
左
充
た
す
も
の
と
し
て
質
量
…
の
金
壁
的
蓮
結
を
考
へ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
現
實
の
経
験
を
超
え
て
非
躍
層
晦
な
る

　
　
假
定
記
含
む
・
も
の
た
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
号
批
判
を
呉
膿
的
に
し
て
、
前
編
の
物
理
學
者
た
ち
の
ヒ
ュ
ー
ム
的

　
　
経
験
論
賢
誰
主
義
の
傾
向
に
反
締
し
、
ま
さ
に
カ
ン
ト
の
意
味
し
た
「
費
験
的
方
法
し
に
從
ひ
、
経
験
と
假
説
的
構
域
と
の
綜
合
左
企
闘

　
　
し
た
の
は
、
ボ
ル
ツ
マ
ン
で
あ
っ
た
。
そ
の
周
匝
綿
密
な
る
凹
力
學
原
理
』
＜
〇
二
Φ
ω
q
謬
砂
身
Φ
コ
熔
σ
O
触
象
Φ
℃
域
昌
N
首
①
伽
①
居
　
≦
Φ
o
び
潜
魚
許

　
　
（
H
。
。
り
刈
山
Φ
ε
が
、
近
代
力
學
の
根
本
文
献
で
あ
る
こ
と
は
痴
れ
も
な
い
事
事
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
に
も
拘
ら
す
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
學

　
　
の
内
的
一
一
尤
性
に
も
比
す
べ
き
、
経
験
と
近
似
的
織
…
威
と
の
分
裂
の
傾
陶
が
そ
こ
に
内
藏
せ
ら
れ
、
朱
だ
ヘ
ー
ゲ
ル
的
歴
史
圭
義
の
辮
諮

　
　
法
に
依
っ
て
統
一
が
欝
さ
る
る
に
は
至
っ
て
居
な
い
こ
と
も
、
ま
た
カ
ン
ト
に
於
け
る
と
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
ア
，
擁
ン
ス
タ
イ
ン
の
相
封
性
理
論
ぽ
、
彼
自
身
の
自
製
す
る
厨
に
從
へ
ば
マ
ッ
ハ
の
精
神
惹
縷
　
承
す
る
も
の
と
い
は
れ
る
の

　
　
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
そ
の
方
・
法
が
軍
な
る
費
諮
圭
義
に
止
ま
ら
す
、
経
験
の
含
む
一
一
律
背
反
を
、
親
測
操
作
の
主
膿
黒
羽
爲
を
あ



ら
は
に
理
論
に
於
て
展
開
…
す
る
こ
と
に
よ
り
、
辮
讃
法
的
内
即
外
、
即
製
内
の
統
一
に
よ
っ
て
解
消
し
よ
う
と
し
ゆ
っ
起
も
の
で
あ
る
以
上
は
、

む
し
ろ
そ
れ
は
す
で
に
辮
誰
法
的
と
い
は
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
は
れ
る
。
と
に
か
く
ボ
ル
ツ
マ
ン
が
一
・
ッ
ハ
に
少
な
か

ら
ず
同
情
を
表
し
、
ま
た
ヘ
ル
ツ
の
マ
ッ
ハ
を
超
え
る
構
成
形
象
が
、
爆
発
に
合
理
的
～
誤
審
一
義
の
思
惟
法
則
に
適
合
す
る
こ
と
を
求
め

覇．

ﾈ
の
左
稻
揚
し
な
が
ら
も
、
そ
れ
が
遠
隔
無
用
の
力
を
マ
ッ
ハ
同
様
に
排
除
し
て
こ
れ
左
張
腐
制
運
動
の
寿
言
に
還
領
し
よ
う
と
し
一
．
μ
結
果
、

全
く
経
験
に
現
れ
な
い
非
現
賃
飽
蓬
鋤
を
含
む
に
驚
つ
た
こ
と
悲
難
じ
て
敢
然
と
こ
れ
に
反
覆
し
、
力
の
根
本
存
在
性
を
認
め
た
の
に
封

し
て
へ
じ
σ
o
謀
畿
露
弩
ジ
○
鴬
・
o
搾
H
・
ω
・
も
。
。
。
・
自
）
、
　
む
し
ろ
ヘ
ル
ツ
を
修
正
す
る
如
き
立
場
か
ら
、
飽
く
ま
で
カ
を
繧
験
と
相
郎
　
せ
し
め
、
経

験
に
驕
す
る
悪
感
と
枳
關
封
慮
せ
し
め
る
こ
と
に
依
り
、
ボ
ル
ツ
マ
ン
を
否
定
超
越
し
よ
う
と
し
た
ア
イ
ン
ス
タ
イ
ン
の
一
般
相
鋤
性
論

こ
そ
は
、
ボ
ル
ツ
マ
ン
の
カ
ン
ト
飽
新
古
典
力
學
を
へ
，
ル
ッ
の
方
向
へ
徹
底
し
｝
元
化
し
て
そ
れ
“
．
乞
現
代
化
し
た
も
の
で
あ
る
と
解
せ
ら

れ
る
で
も
あ
ら
う
。
そ
の
い
は
ゆ
る
現
代
化
と
は
、
糎
測
操
作
の
理
論
化
と
い
ふ
、
空
盤
と
客
槻
と
の
相
關
的
統
㎝
を
顯
話
す
る
こ
と
に

外
な
ら
な
い
Q
そ
れ
は
辮
誰
法
的
歴
蟹
主
義
と
い
っ
て
も
よ
い
。
シ
ェ
リ
ン
グ
の
知
的
直
親
に
も
比
す
べ
壷
ヘ
ル
ツ
の
並
立
共
存
的
桑
驚

観
を
、
ヘ
ー
ゲ
ル
的
に
斗
掻
的
．
辮
寸
法
に
よ
海
動
的
．
埼
析
的
に
媒
介
組
織
し
よ
う
と
し
’
．
κ
ア
イ
ン
ス
ク
イ
ン
の
…
般
相
謝
性
論
は
、
営
然

ヘ
ー
ゲ
ル
に
比
せ
ら
れ
る
と
私
の
思
惟
す
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
ア
・
↓
ン
ス
ク
イ
ン
の
ボ
ル
ツ
マ
ン
と
ヘ
ル
ツ
と
に
封
ず
る
關
係
は
、
へ
…

ゲ
ル
の
カ
ン
ト
と
シ
ェ
リ
ン
グ
と
に
封
ず
る
關
係
に
粕
面
す
る
所
が
あ
る
。
何
れ
も
、
批
制
と
直
槻
と
の
辮
誰
法
的
行
爲
自
　
党
に
於
け
る

統
　
で
あ
る
。
今
爾
の
新
量
子
論
が
、
そ
の
傾
向
の
更
に
一
段
と
高
度
な
る
具
騰
化
た
ら
ん
と
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
改
め
て
い
ふ
ま
で
も

あ
る
ま
い
。
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特
殊
相
底
面
論
が
上
越
し
た
如
き
意
味
に
於
て
純
紳
の
蓮
動
に
係
は
る
の
と
異
な
の
、
　
一
般
幽
玄
性
論
が
更
に
力
を
も
取
扱
ひ
、
そ
れ

の
絶
痛
性
を
相
封
性
に
二
面
し
ょ
う
と
意
面
す
る
も
の
な
る
こ
と
、
右
の
如
く
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
、
純
粋
運
動
の
場
含
に

　
　
　
霜
饗
性
磁
論
の
辮
讃
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
七
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は
解
濡
す
べ
き
爵
位
蓬
動
の
経
験
な
為
も
の
な
く
、
％
ん
だ
経
験
論
資
誰
虫
義
老
恵
費
に
徹
底
す
れ
ば
、
す
な
は
ち
特
殊
相
磁
性
論
が
達
成

　
　
せ
ら
れ
た
の
と
ゆ
き
か
庭
を
異
に
し
、
こ
れ
と
質
的
鋤
立
を
な
す
所
あ
る
べ
き
は
、
理
の
當
然
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
相
凝
性
理
論
の
櫃

　
　
充
と
し
て
一
方
か
ら
他
方
へ
進
む
に
は
、
決
し
て
ふ
つ
う
の
意
味
で
特
殊
か
ら
一
般
へ
鑛
張
を
行
ふ
と
い
ふ
こ
と
だ
け
で
は
足
の
な
い
の

　
　
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
癩
者
の
聞
に
伏
在
す
る
質
的
面
立
が
、
立
場
の
逆
瞥
顛
倒
に
依
っ
て
飛
躍
酌
に
打
越
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
な
い
。
こ
れ
が
す
な
は
ち
、
前
に
掲
げ
出
し
た
一
般
相
懸
性
論
の
根
本
課
題
に
外
な
ら
ぬ
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
そ
の
い
は
ゆ
る
立
場
の
逆
韓
と
い
ふ
の
は
、
い
ま
蓮
べ
た
や
う
に
、
純
粋
蓮
動
の
場
合
に
は
面
謝
蓮
動
の
経
験
と
い
ふ
べ

　
　
き
も
の
は
逸
事
上
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
箪
に
経
験
論
の
徹
底
が
相
封
性
論
へ
導
く
の
に
双
し
、
廻
韓
蓮
動
と
そ
の
愈
々
た
る
力
と

　
　
に
は
、
絶
封
建
が
癖
直
事
實
に
墓
づ
き
想
定
せ
ら
れ
、
從
っ
て
若
し
箪
に
経
…
駿
の
立
場
に
止
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
に
諭
し
て
は
、
相
封
性

　
　
論
よ
り
も
そ
の
反
封
海
る
紅
霞
性
論
の
艦
結
せ
ら
れ
る
こ
と
こ
そ
、
論
理
の
必
然
で
あ
っ
た
と
い
は
れ
な
く
は
あ
る
ま
い
。
し
か
し
醗
つ

　
　
て
考
へ
る
と
、
力
と
い
へ
ど
も
そ
の
ま
ま
直
接
に
経
験
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
疑
は
れ
ぬ
。
心
理
的
経
験
の
主
面
性
を
超
え
て
客

　
　
親
的
な
る
物
理
現
象
の
立
場
で
は
、
カ
と
い
ふ
も
の
は
経
験
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
経
験
せ
ら
れ
る
の
は
、
力
に
由
適
す
る
と
解
繹
せ

　
　
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
運
動
の
謎
化
、
す
な
は
ち
掴
速
度
以
外
に
は
な
い
。
た
だ
こ
れ
に
封
ず
る
原
因
と
し
て
力
が
假
定
せ
ら
れ
る
だ
け
な
の

　
　
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
経
験
“
〆
｝
出
褒
難
と
し
て
で
き
る
限
h
ソ
こ
れ
に
立
脚
し
、
避
け
ら
れ
る
だ
け
假
詮
㍗
…
作
る
こ
と
左
遜
け
る
と
い
ふ
、
経

　
　
潜
窟
學
に
購
有
な
る
實
誇
圭
義
の
近
代
的
立
場
に
立
つ
以
上
ぱ
、
カ
の
指
定
も
ま
ゆ
．
萬
、
能
ふ
限
一
3
輕
験
と
の
野
並
に
置
換
へ
ら
れ
る
こ
と

　
　
が
要
求
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
る
。
こ
れ
特
殊
湘
鋤
性
論
が
廻
熟
計
動
に
壷
で
鑛
話
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
　
「
心
理
的
蔭
然
」
の

　
　
要
求
な
の
で
あ
る
と
上
に
書
つ
た
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
し
か
し
當
時
も
淀
意
し
た
通
り
、
こ
の
ア
イ
ン
ス
ク
イ
ン
の
い
は
ゆ
る
「
心
理
的
自

　
　
然
」
が
、
距
だ
ち
に
論
理
的
必
然
と
一
致
す
る
と
は
い
ふ
こ
と
は
で
き
な
い
。
論
恐
の
立
場
に
於
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
論
理
の
嗣
一
性
の

　
　
要
求
上
、
話
題
状
態
の
盛
花
に
謝
し
、
そ
れ
の
原
話
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
に
議
す
る
も
の
が
、
す
な
は
ち
一
般

　
　
に
力
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
た
だ
そ
の
際
、
経
験
を
超
え
そ
の
背
後
ま
た
は
奥
底
に
、
無
媒
介
に
賢
在
す
る
密
由
焚
動
主
雛
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を
思
惟
す
る
と
こ
ろ
の
擬
人
論
を
排
す
る
以
上
は
、
ど
こ
ま
で
も
そ
れ
を
、
結
果
と
し
て
の
運
動
現
象
の
相
關
的
全
…
難
、
す
な
は
ち
磯
動

作
用
の
傳
回
す
る
媒
介
的
金
羅
を
も
つ
て
、
置
換
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
い
は
ゆ
る
力
場
こ
れ
で
あ
る
。
マ
ク
ス
ウ
ェ
ル
の

電
磁
場
理
論
の
實
験
的
楡
誰
者
で
あ
っ
距
ヘ
ル
ツ
が
、
物
質
の
力
感
に
も
力
場
に
相
當
す
る
質
量
の
蓮
結
を
考
へ
、
た
だ
に
可
視
的
物
膿

と
し
て
の
み
な
ら
す
隙
在
的
質
量
と
し
て
、
質
量
の
憂
量
的
聯
關
…
を
想
定
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
自
然
の
箏
で
あ
っ
だ
と
い
は
ね
ば
な
ら

ぬ
。
力
場
は
そ
の
存
在
盤
に
於
て
、
ど
こ
ま
で
も
、
そ
こ
に
現
れ
る
、
蓮
動
に
即
す
る
も
の
と
し
て
経
験
的
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
そ
の

蓮
動
の
相
關
的
金
儲
の
可
能
恋
病
を
極
隈
的
に
麓
括
す
る
と
い
ふ
意
気
に
於
て
、
県
費
経
験
を
超
え
る
理
念
的
構
成
た
る
の
で
あ
る
。
そ

れ
は
串
鐙
ご
に
、
経
験
的
・
理
性
的
キ
一
い
・
か
一
一
重
性
を
q
も
つ
。
こ
れ
を
直
位
按
に
［
一
漁
昆
ル
脚
す
時
の
ヘ
ル
ツ
の
一
質
量
　
蔽
騨
闘
脚
は
、
．
知
的
扁
戯
糊
勉
に
比
滋
し
れ

る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
二
重
性
は
、
歴
史
圭
義
的
辮
誰
法
的
な
る
も
の
と
し
て
、
あ
た
か
も
鍬
學
に
於
け
る
有
麗
激
と
無
理
数

と
の
相
玄
孫
統
一
と
し
て
の
欝
欝
斜
照
に
も
比
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
か
。
近
代
解
析
激
學
が
賢
数
蓮
績
髄
の
切
先
、
な
い
し
極
隈
に
依
る

構
…
成
に
件
ひ
、
磯
課
し
た
如
く
、
近
代
力
學
も
力
場
の
　
一
箪
概
念
に
伸
ひ
獲
達
し
た
も
の
な
る
こ
と
否
定
し
が
た
い
。
初
め
は
ニ
ウ
ト
シ

カ
學
の
遠
隔
作
用
論
の
比
論
に
從
ひ
規
定
せ
ら
れ
た
静
犠
氣
築
衛
が
、
電
流
の
動
電
力
、
そ
れ
に
絆
ふ
感
慮
磁
力
の
、
い
は
ゆ
る
電
氣

力
學
の
樹
立
左
促
し
こ
れ
へ
と
進
ん
だ
際
、
フ
ワ
ラ
デ
イ
．
マ
ク
ス
ウ
ェ
ル
の
電
磁
場
が
之
を
新
し
き
立
場
に
推
進
す
る
に
及
び
、
始
め

て
電
氣
力
學
が
確
醐
た
る
暴
礎
騰
貴
へ
ら
れ
、
か
へ
っ
て
越
に
こ
の
電
磁
場
論
が
一
般
力
脱
の
力
場
的
組
織
を
促
し
ヘ
ル
ツ
の
力
學
を
導

い
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
顯
著
な
る
霧
費
で
あ
っ
な
。
し
か
し
ヘ
ル
ツ
の
力
學
概
の
一
叢
性
が
矛
盾
を
含
む
こ
と
を
批
制
し
鷺
ボ
ル
ツ
マ

ン
が
、
こ
れ
に
異
し
飽
く
ま
で
旨
意
原
理
の
二
重
性
を
主
張
し
π
こ
と
は
、
更
に
一
士
重
鶴
里
す
べ
き
所
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
さ
き
に

私
が
之
を
カ
ン
ト
の
批
判
層
雲
に
比
し
か
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。
か
く
し
て
批
劇
閉
業
化
せ
ら
れ
な
場
の
力
學
こ
そ
、
カ
の
超
越
的
費
機
化
な

る
神
懸
論
と
、
そ
れ
に
反
零
し
た
賢
誼
圭
義
経
験
論
的
力
學
の
自
己
矛
矯
的
懐
疑
論
と
の
、
何
れ
を
も
否
定
し
て
、
綜
合
的
に
経
験
的
．

理
念
的
な
る
批
覇
論
の
立
場
を
力
攣
に
確
保
し
よ
う
と
し
潅
も
の
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
ボ
ル
ツ
マ
ン
の
力
戦
が
吉
典
的
意

味
を
認
め
ら
れ
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
ら
う
。

　
　
　
煽
W
灘
…
性
騨
蟷
論
の
轍
阻
誕
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

一
九
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誓
學
研
兜
　
第
四
百
惹
十
四
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
誠
○

　
ア
イ
ソ
ス
タ
イ
ン
が
自
ら
マ
ッ
ハ
約
傾
向
と
認
め
た
も
の
も
、
特
殊
相
封
性
論
か
ら
㎜
賢
相
封
性
論
に
進
む
間
に
、
力
の
相
封
性
を
問

題
と
す
る
隈
わ
、
必
然
に
箪
な
る
経
験
論
の
立
場
を
超
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
つ
藷
．
匹
こ
と
は
、
す
で
に
髄
征
し
た
翫
に
依
っ
て
明
に
せ
ら
れ

た
も
の
と
愚
ふ
。
彼
が
、
從
來
絶
封
廻
覧
響
動
の
誰
挨
と
認
め
ら
れ
た
重
力
を
ば
、
惰
性
に
外
な
ら
な
い
と
解
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
遠
心

力
に
、
等
償
相
慮
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
れ
に
よ
珍
置
換
へ
よ
う
と
し
た
こ
と
は
、
ま
さ
に
経
験
論
を
徹
底
す
る
に
、
経
験
論
の
否
定
超

越
を
も
つ
て
し
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
こ
の
辮
適
法
こ
そ
、
ヘ
ル
ツ
の
一
元
論
に
近
づ
き
な
が
ら
そ
の
矛
盾
本
命
を
冤
れ
、
し
か
も
之
を

批
写
し
た
ボ
ル
ツ
マ
ン
に
な
ぼ
淺
議
し
た
と
こ
ろ
の
カ
ン
ト
的
内
在
二
元
論
を
、
途
に
突
破
す
る
地
下
道
と
な
っ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な

ら
ぬ
。
カ
ン
ト
的
内
在
二
元
論
に
於
て
は
、
繧
験
と
理
性
と
は
何
れ
の
一
方
も
他
方
を
制
註
し
て
自
己
猫
裁
を
行
ふ
こ
と
は
許
さ
れ
す
、

ど
こ
ま
で
も
互
に
相
協
力
す
る
こ
と
が
必
然
と
し
て
要
求
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
理
性
の
先
拝
謝
が
本
気
的
な
る
も
の

と
し
て
承
認
せ
ら
れ
、
た
と
ひ
そ
の
恩
賞
は
ど
こ
ま
で
も
経
験
の
範
瞬
に
限
定
せ
ら
れ
る
と
は
い
へ
、
決
し
て
理
性
そ
の
も
の
の
契
機
と

し
て
そ
れ
の
内
部
に
経
験
が
入
込
み
そ
れ
を
媒
介
す
る
と
い
ふ
こ
と
が
な
い
以
上
は
、
理
性
は
飽
く
ま
で
そ
れ
の
先
験
形
式
を
、
質
料
た

る
経
験
と
猫
立
に
圃
有
し
、
経
験
を
一
方
的
に
制
約
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
逆
に
経
験
に
よ
り
制
約
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
は
な
い
、

の
で
あ
る
Q
從
っ
て
そ
の
た
め
、
経
験
．
の
範
關
に
還
栓
の
樫
能
が
隈
局
せ
ら
れ
る
限
り
爾
考
の
協
力
も
行
は
れ
、
認
識
が
可
能
な
の
で
あ

る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
経
験
の
可
能
的
歪
幾
と
い
ふ
理
念
的
顧
限
に
至
る
と
、
爾
者
が
斑
々
自
己
の
周
有
性
を
霊
張
し
、
内
在
的
と
超
越

的
と
い
ふ
黒
黒
立
す
る
要
求
を
も
つ
て
、
夫
々
が
五
に
他
を
否
定
し
合
ふ
た
め
に
、
必
然
に
内
的
分
裂
が
惹
起
せ
ら
れ
る
。
こ
れ
が
カ
ン

㍗
の
二
律
背
反
的
辮
誰
論
に
外
な
ら
な
い
。
そ
の
内
的
矛
盾
が
突
破
せ
ら
れ
二
律
背
反
が
解
決
せ
ら
れ
る
た
め
に
は
、
理
性
の
先
験
性
が

静
飽
闇
黒
か
ら
動
飽
歴
史
性
に
縛
ぜ
ら
れ
、
各
現
在
の
経
験
に
即
し
て
そ
れ
に
封
ず
る
先
験
的
統
一
の
樺
能
は
認
め
ら
れ
な
が
ら
、
し
か

も
そ
の
規
定
ぽ
過
去
の
維
験
を
媒
介
と
し
、
そ
れ
を
未
來
の
革
新
性
に
照
ら
し
て
交
五
否
定
的
に
揚
棄
す
る
行
爲
に
依
っ
て
、
現
在
の
歴

輿
に
相
封
的
な
る
阻
り
の
先
調
性
を
保
有
す
る
も
の
と
限
定
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
序
論
と
理
性
と
の
媒
介
は

交
互
的
と
な
り
、
蓄
蔵
が
経
験
的
と
先
験
的
と
に
費
労
す
る
の
は
、
全
く
現
在
に
相
謝
的
な
る
關
係
と
解
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
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は
ち
五
に
歴
鎚
的
費
跨
的
に
相
媒
介
せ
ら
れ
て
、
爾
者
は
動
的
統
…
に
も
た
ら
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
り
開
始
せ
ら

れ
た
歴
史
空
義
的
辮
諮
法
に
外
な
ら
な
い
。
ア
イ
ソ
ス
タ
イ
ソ
の
　
般
相
勤
性
論
は
力
學
の
範
畷
に
於
て
、
マ
ッ
ハ
を
徹
底
す
る
こ
と
に

よ
リ
マ
ッ
ハ
左
蓄
え
、
b
し
か
も
そ
の
や
う
な
立
場
に
立
つ
ヘ
ル
ツ
の
垂
盤
観
曲
＝
兀
論
を
局
所
的
に
察
時
酌
相
封
論
化
し
て
、
之
を
批
判

し
た
ボ
ル
ツ
マ
ン
の
カ
ン
ト
的
内
在
二
元
論
を
も
辮
讃
法
的
に
統
一
す
る
こ
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
比
す
べ
き
も
の
が
あ
る
と
い
ふ
の
が
、
す

な
は
ち
私
の
提
繊
し
ょ
う
と
欲
す
る
解
馨
で
あ
る
。

　
し
か
る
に
ア
イ
ン
ス
タ
・
4
ン
霞
身
は
、
相
封
性
理
論
の
撰
充
に
熱
心
な
る
飴
り
、
　
特
殊
相
勤
性
論
に
よ
つ
て
準
備
せ
ら
れ
た
、
察
時

「
世
界
し
の
二
つ
の
臨
急
纂
の
聞
隔
が
不
墾
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
條
件
を
、
激
學
的
形
式
霊
義
の
立
場
か
ら
一
般
化
し
、
之
を
そ

の
ま
ま
一
般
相
謝
性
論
的
匝
力
場
に
ま
で
緊
張
適
用
す
る
こ
と
に
よ
り
そ
の
理
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
際
、
さ
き
に
揃
序
し
た

や
う
な
非
経
験
的
な
る
力
の
概
念
の
た
め
に
趨
る
、
純
経
験
的
な
る
特
殊
相
勤
性
論
か
ら
そ
れ
に
封
ず
る
反
封
の
立
場
へ
の
韓
換
、
或
は

一
投
適
切
に
は
立
場
の
瀬
倒
が
、
必
要
で
あ
る
と
い
ふ
ご
と
に
は
、
十
分
注
意
し
な
か
つ
π
も
の
と
思
は
れ
る
。
距
だ
経
験
論
的
に
重
力

　
　
　

を
遠
心
力
と
等
債
と
し
こ
れ
に
熊
鷹
…
せ
し
め
る
だ
け
で
、
数
學
絢
形
式
の
一
般
化
を
媒
介
と
し
、
特
殊
糠
封
性
論
か
ら
一
般
相
…
封
性
論
へ

の
撰
張
が
可
能
で
あ
る
と
思
惟
し
元
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
る
辮
諮
法
的
思
考
を
自
畳
せ
す
、
同
一
性
論
理
の
立
場
に
立
つ

も
の
と
自
ら
信
じ
た
の
で
あ
る
。
私
が
上
に
シ
ェ
リ
ン
グ
の
知
的
直
槻
に
比
し
た
と
こ
ろ
の
ヘ
ル
ツ
の
全
盛
槻
的
力
學
に
、
ア
イ
ン
ス
タ

イ
ン
の
…
般
稲
勤
性
論
が
酷
似
す
る
と
い
は
れ
る
ゆ
ゑ
ん
で
あ
る
。

　
こ
の
や
う
な
わ
け
で
、
特
殊
柏
謝
性
論
的
「
世
界
」
の
讐
曲
線
的
室
習
性
に
封
し
て
反
訴
封
立
を
な
し
、
或
は
そ
の
「
世
界
」
を
し
ば

ら
く
複
素
室
聞
と
せ
す
に
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
不
浄
室
間
と
看
な
す
も
、
な
ほ
こ
れ
と
矛
盾
封
立
を
な
す
べ
き
楕
圓
的
り
ー
マ
ン
電
撃
が
、

一
般
相
封
性
論
的
「
世
界
し
の
性
格
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
甚
だ
軍
要
な
る
聞
題
は
、
具
膿
約
に
聞
題
と
し
で
取
揚
げ
ら
れ
る
こ
と

な
く
、
た
だ
　
毅
的
に
数
學
の
二
次
形
式
論
（
↓
び
Φ
O
ユ
Φ
α
①
厭
ρ
¢
麟
伽
鑓
餓
ω
O
び
①
欝
閃
O
触
B
O
鐸
）
か
ら
導
出
せ
ら
れ
た
も
の
の
如
く
思
は
れ

る
。
そ
も
そ
も
特
殊
相
弾
性
論
は
、
古
典
力
學
の
ガ
リ
レ
イ
．
ニ
ウ
｝
ン
墾
換
を
五
時
「
世
界
し
へ
記
憶
し
、
前
者
の
室
闘
座
標
に
煎
へ

　
　
　
畑
胴
熱
脚
牲
理
論
の
鰍
凱
謹
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
一
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哲
學
研
碗
　
第
囲
百
三
十
暇
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
＝
一

る
に
、
懸
盤
的
に
は
虚
器
軸
に
と
ら
れ
る
べ
き
華
語
座
標
を
以
て
す
る
こ
と
に
よ
り
、
微
分
こ
次
形
式
の
攣
換
に
封
ず
る
不
望
郷
を
、

「
継
界
」
座
標
に
ま
で
推
継
げ
た
の
で
あ
る
。
す
な
ぼ
ち
古
典
力
學
に
於
け
る
建
玉
距
離
の
二
次
不
攣
諸
流
ω
，
ロ
蟻
筏
＋
山
野
十
旨
。
の
代

に
、
傷
ω
時
ロ
…
伽
図
。
…
身
ド
臼
、
÷
舞
。
と
い
ふ
二
次
不
二
式
を
置
換
へ
、
之
を
「
出
來
事
」
の
聞
隔
距
離
の
二
次
不
意
式
と
す
る
。
　
し
か

る
に
こ
の
や
う
な
微
分
二
次
形
式
は
、
激
攣
的
に
更
に
｝
般
化
せ
ら
れ
れ
ば
、
　
　
般
的
岡
次
（
鑑
巳
肋
O
目
導
）
二
次
形
式
と
な
る
と
同
時
に
、

夫
々
そ
れ
に
相
呈
す
る
係
敏
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
す
な
は
ち
、
伽
ω
、
算
窃
q
二
伽
鱒
。
＋
聖
覧
諮
糧
＋
ぴ
q
｝
w
ム
顔
鴇
＋
ゆ
q
覧
諸
㌦
÷
b
◇
ひ
q
一
覧
前
門
爵
＋
b
。
帥
毎
δ

Q
醤
戸
山
麟
。
・
十
込
。
鈴
も
鱒
α
メ
一
十
鱒
窪
Q
に
覧
嫉
覧
麟
。
。
十
込
○
瞬
旨
鳥
鱗
蚤
拷
ユ
も
鱒
覧
嫉
ム
多
の
如
煮
も
の
が
、
そ
の
｝
般
式
で
あ
る
。
竃
は
「
世
界
」
塞
時
黙

に
縮
封
的
な
る
堂
で
あ
り
、
從
っ
て
そ
の
黙
の
座
標
の
函
敷
で
あ
っ
て
、
い
は
ゆ
る
テ
ン
ソ
ル
と
貸
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は

特
殊
相
弾
性
論
的
「
挫
慰
し
に
鏡
す
る
限
沿
、
o
又
は
一
H
の
定
敷
を
不
早
出
に
そ
の
値
と
す
る
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
　
｝
般
糟
胃
性
論

的
加
速
蓮
葉
の
「
世
界
」
に
撃
て
は
単
票
的
と
な
り
、
そ
れ
に
從
ひ
「
世
界
」
室
聞
は
曲
輩
正
の
津
幡
聞
と
な
る
。
そ
こ
で
ア
イ
ン
ス
タ

　
　
ま

イ
ン
は
、
　
一
般
冊
封
性
論
的
「
潤
界
」
に
於
て
、
す
べ
て
の
「
世
界
」
座
標
系
に
封
し
｝
様
に
安
律
す
る
如
き
自
然
法
則
を
表
は
す
方
程

式
、
す
な
ば
ち
尊
意
の
置
換
に
聡
し
て
共
饗
的
な
る
方
程
式
を
求
め
て
、
り
…
マ
ン
を
始
め
純
粋
敵
強
者
の
重
め
搬
饗
せ
し
め
て
置
い
た

テ
ン
ソ
ル
解
析
、
砂
肥
封
微
分
學
の
結
果
に
韮
づ
き
、
　
一
般
共
攣
式
を
決
定
し
ゆ
．
ん
の
で
・
め
る
。
か
く
し
て
力
學
は
純
粋
激
學
、
幾
何
學
を
、

み
つ
か
ら
に
闘
有
の
原
鋼
に
依
っ
て
選
越
し
規
定
し
、
そ
の
限
り
に
於
て
陽
画
即
幾
何
學
の
理
想
を
實
現
し
た
。
そ
の
具
鵬
的
な
る
成
果

が
、
す
な
は
ち
一
般
相
封
建
論
に
外
な
ら
な
、
い
。
互
親
的
自
然
の
力
學
ぽ
こ
の
理
論
に
於
て
、
最
高
の
完
簗
に
達
せ
ん
と
し
た
も
の
と
考

へ
て
差
支
な
い
わ
け
で
あ
る
。
エ
ッ
デ
ィ
ン
ト
ン
が
ア
イ
ン
ス
タ
イ
ン
の
萬
有
引
力
の
法
則
左
も
つ
て
、
す
べ
て
の
力
畢
の
法
則
を
包
括

す
る
最
高
の
法
則
で
あ
る
と
い
っ
た
の
も
（
丙
露
営
腹
◎
P
O
騨
∩
搾
℃
」
ω
⑩
）
そ
の
意
味
に
於
て
正
し
い
と
思
は
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六

激
學
が
上
蓮
の
如
く
專
ら
物
理
學
の
手
段
方
法
と
し
て
、
軍
に
後
者
の
寳
用
圭
義
的
立
場
か
ら
そ
の
可
能
性
に
從
ひ
押
下
採
用
せ
ら
れ
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る
こ
と
は
、
自
然
門
生
的
事
實
で
あ
っ
て
、
な
ん
ら
非
難
す
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
し
か
し
哲
學
の
立
場
か
ら
～
暦
深
く
考
へ
る
と
、
こ

こ
に
止
ま
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
も
の
が
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
、
立
場
の
蟻
壁
な
く
し
て
た
だ
在
來
の
制
限
を
除
く
だ
け
で
、
特
殊
相
封
性

論
的
「
糧
界
」
か
ら
、
こ
れ
と
反
封
な
い
し
矛
盾
の
幡
羅
を
な
す
一
般
相
封
性
論
的
「
灘
界
」
へ
移
る
こ
と
は
、
上
戸
私
の
論
じ
た
如
く

と
う
て
い
で
き
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
お
る
G
爾
奢
の
聯
凝
に
ぽ
、
矛
盾
の
交
五
否
定
即
身
破
緊
張
の
辮
誰
法
的
統
一
が
な
け
れ
ぼ
な

ら
す
、
そ
の
突
破
星
眼
に
は
、
特
殊
的
立
場
の
内
的
矛
盾
に
由
る
濃
薄
破
滅
が
そ
の
　
般
的
立
場
に
於
け
る
復
活
緊
張
へ
の
媒
介
と
な
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
具
盤
酌
に
い
へ
ば
、
特
殊
相
雄
性
論
の
立
脚
ナ
る
と
こ
ろ
の
経
験
論
は
、
地
球
の
廻
韓
蓬
動
が
相
鷹
す

る
と
思
推
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
恒
星
群
の
羅
馬
動
を
更
に
摂
津
化
す
る
た
め
に
、
途
に
無
窮
遠
に
紘
置
マ
る
に
よ
り
存
在
即
非
存
在
と
い

は
れ
る
べ
き
、
非
馬
験
的
綴
論
的
概
念
を
導
入
承
認
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
わ
け
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
す
で
に
雛
に
も
揖
摘
し
た
静
む
、
　
明

白
な
る
立
場
の
矛
瓶
な
い
し
顛
倒
で
な
く
し
て
何
で
あ
ら
う
。
　
…
般
相
封
性
論
の
経
験
論
徹
蕨
と
ア
イ
ン
ス
タ
イ
ン
に
よ
り
恩
惟
せ
ら
れ

た
数
學
的
形
式
論
的
鑛
充
と
は
、
決
し
て
蓮
続
的
に
　
方
か
ら
弛
方
へ
推
移
せ
ら
れ
る
わ
け
の
も
の
で
ば
な
い
。
賢
は
経
験
論
を
否
定
顛

倒
す
る
こ
と
左
難
じ
て
、
始
め
て
超
越
的
に
後
考
の
先
験
論
的
穂
威
が
達
威
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
特
殊
相
封
性
論
か
ら
｝
黒
革
謝
性
論

へ
の
撰
張
は
、
決
し
て
ふ
つ
う
の
制
限
撤
慶
に
依
る
周
一
性
論
理
的
一
般
化
に
よ
っ
て
行
は
れ
る
の
で
は
な
く
、
前
者
の
否
定
超
越
が
後

轡
を
費
現
せ
し
め
る
と
い
ふ
辮
謹
法
に
由
心
す
る
の
で
あ
る
と
い
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
箪
に
「
激
慰
し
汐
時
の
聞
隔
不
墾
を
表
は
す
微

分
二
次
形
式
を
、
数
學
的
形
式
論
に
妬
む
一
般
化
す
る
こ
と
は
、
之
を
被
ひ
陰
し
て
、
問
題
を
問
題
と
し
て
あ
ら
は
な
ら
し
め
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
。
し
か
し
そ
の
關
に
は
矛
盾
と
麟
倒
と
が
あ
り
、
…
從
っ
て
そ
れ
の
止
揚
統
で
は
、
辮
誰
法
的
否
定
媒
介
に
依
る
外
な
か
つ
海

筈
で
あ
る
。
こ
の
否
定
的
媒
介
こ
そ
が
、
特
殊
糟
器
性
論
的
「
世
界
し
の
讐
曲
線
的
察
雄
性
な
い
し
不
直
察
賜
性
に
灯
し
、
騎
兵
謝
立
或

は
矛
概
勤
立
を
な
す
り
…
マ
ン
幾
何
學
の
楕
圓
的
茎
蜂
性
を
、
一
般
相
愛
性
論
蘭
「
世
界
し
の
性
格
と
し
て
必
然
な
る
も
の
た
ら
し
め
る

の
で
あ
る
。
け
だ
し
そ
れ
の
髄
粋
本
間
と
し
て
の
理
想
的
性
格
は
ま
さ
に
、
維
験
的
な
る
特
殊
縮
織
性
論
的
「
世
界
」
の
否
定
的
媒
介
と

し
て
の
短
骨
を
果
た
す
た
め
に
必
要
な
る
條
件
、
滴
る
の
で
た
け
れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
物
澱
學
の
立
場
か
ら
激
學
の
形
式
圭
義
に

　
　
　
霜
郵
牲
理
諭
の
僻
鰹
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
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誓
學
醤
究
　
策
陽
買
薫
十
園
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
圏

基
づ
き
採
絹
せ
ら
れ
た
も
の
と
思
惟
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
　
…
般
相
歯
性
論
的
「
枇
界
」
の
リ
ー
マ
ン
室
亭
亭
は
、
こ
の
理
論
の
確
立
に

封
し
、
決
し
て
軍
に
経
験
論
質
讃
圭
嚢
の
立
場
か
ら
便
宜
上
砂
擦
せ
ら
れ
距
假
定
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
辮
実
法
約
必
然
性
を
も

つ
て
歴
史
主
義
的
に
自
畳
決
断
せ
ら
れ
た
先
験
的
規
定
た
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
い
は
ゆ
る
先
験
憧
は
、
ボ
ル
ツ
マ
ン
の
岬
．
力
學
原

理
』
に
於
け
る
如
く
経
験
に
織
し
二
律
背
反
的
矛
盾
を
残
す
も
の
で
は
な
く
、
飽
く
俊
で
歴
輿
朗
に
経
験
と
媒
介
せ
ら
れ
る
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
そ
の
規
定
は
ど
こ
ま
で
も
経
騎
．
と
粗
彫
．
封
興
せ
し
め
ら
れ
る
こ
と
を
賢
騎
．
行
爲
に
謝
し
て
要
求
し
、
そ
れ
良
身
｛
賞
験

に
負
課
せ
ら
れ
る
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
り
ー
マ
ン
幾
何
學
に
從
っ
て
テ
ン
ソ
ル
解
祈
に
依
り
展
…
附
せ
ら
れ
た
一
般
相
…
封
性
論

は
、
決
し
て
軍
に
い
は
ゆ
る
先
験
論
的
構
威
に
止
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
嗣
時
に
そ
の
軽
微
な
る
数
畢
的
展
開
は
、
経
験
と
媒
介
せ
ら
れ

賢
駆
親
測
と
相
年
懐
を
保
た
し
め
ら
れ
る
。
本
俸
純
粋
数
學
と
経
験
と
の
中
細
に
位
置
し
て
、
爾
考
の
媒
介
を
な
す
べ
き
任
務
を
課
せ
ら

れ
か
と
こ
ろ
の
端
紅
は
、
’
そ
の
構
超
越
歴
典
的
で
あ
〕
、
そ
の
墨
斑
の
内
容
に
艶
々
圭
骸
の
下
灘
自
灘
を
顯
は
に
盛
る
も
の
で
あ
る
以
上

は
、
當
然
に
辮
諮
法
を
そ
の
構
成
原
理
と
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
　
…
方
に
力
學
を
先
験
論
的
構
成
に
化
し
て
敷
學
の

一
分
科
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
傾
∵
岡
の
あ
る
の
は
、
明
に
力
學
の
圃
有
性
否
定
を
…
導
く
危
瞼
の
存
在
を
恩
は
し
め
る
も
の
で
あ
る
と
同
時

に
、
他
方
力
學
“
．
能
純
粋
に
維
験
．
記
蓮
一
．
匹
ら
し
め
費
．
諮
主
義
に
絡
癒
せ
し
め
よ
う
と
す
る
経
験
，
論
も
ま
た
、
力
學
の
愛
蔵
早
筆
を
否
定
す
る

か
、
或
は
み
つ
か
ら
経
験
論
を
馳
凝
す
る
か
の
、
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
る
こ
と
ゆ
．
伍
発
れ
な
い
。
た
だ
辮
諮
法
的
に
爾
齋
悲
媒
介
し
、
交
五
否

定
鄭
突
破
緊
張
の
統
一
を
賢
践
す
る
歴
盛
事
義
の
立
場
の
み
、
能
く
力
纂
を
礁
罪
す
る
と
思
は
れ
る
。
そ
の
現
在
に
於
け
る
最
も
五
ハ
盤
的

な
る
域
果
が
、
す
な
は
ち
一
般
蝋
管
性
論
に
外
な
ら
ぬ
と
い
ふ
べ
き
で
あ
ら
う
。
そ
の
膚
．
ア
る
組
継
性
に
ぱ
、
古
典
力
學
の
場
含
に
認
め

ら
れ
な
か
っ
た
更
に
特
閥
の
讃
左
が
あ
る
の
で
あ
る
。
次
に
そ
れ
髪
指
摘
し
よ
う
。

　
古
典
力
學
の
一
慮
の
批
正
的
完
結
と
も
い
ふ
べ
窪
も
の
と
し
て
、
ボ
ル
ツ
マ
ン
の
『
品
々
原
理
出
が
、
古
典
的
地
位
を
認
め
ら
れ
た
一

代
の
名
著
で
あ
る
こ
と
は
、
今
ま
で
私
の
…
幾
度
も
鯛
れ
た
灰
で
あ
る
。
こ
の
書
の
中
に
彼
は
、
古
典
力
二
面
原
子
論
を
亥
持
し
て
、
之
を

非
経
験
的
と
い
ふ
理
由
の
下
に
斥
け
る
と
こ
ろ
の
い
は
ゆ
る
現
象
論
學
派
、
な
い
し
エ
ネ
ル
ギ
ー
論
學
派
に
反
面
し
旋
こ
と
は
、
顯
著
な
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る
事
實
で
あ
る
。
　
彼
の
論
集
℃
O
℃
鉱
魚
価
①
ω
o
び
ユ
津
①
ジ
公
O
O
㎝
）
に
於
て
は
、
更
に
活
餌
な
る
批
判
と
瀬
野
と
を
展
開
し
て
原
子
論
の

穐
め
に
奮
闘
し
た
。
破
が
熱
力
墨
・
特
記
…
運
動
論
の
最
も
膚
弱
な
る
組
織
者
で
あ
っ
た
こ
と
を
愚
へ
ば
、
こ
れ
ば
営
然
の
努
力
で
あ
っ
た
わ

け
で
あ
る
。
費
に
彼
は
原
子
論
の
上
に
確
傘
続
計
的
方
法
を
建
て
て
、
こ
れ
ら
の
物
理
學
的
部
門
に
新
し
き
時
代
を
細
い
な
も
の
と
い
は

れ
る
。
し
か
し
て
巻
樽
続
計
の
方
法
が
、
経
験
的
纂
費
と
先
験
的
構
域
と
の
…
闘
に
、
費
在
的
脚
親
念
的
な
る
綜
含
統
工
を
企
闘
す
る
も
の

な
る
こ
と
を
思
ふ
な
ら
ば
、
彼
の
立
場
が
批
鋼
艦
嚢
酌
で
あ
っ
た
と
私
の
さ
嚢
に
解
稗
し
た
ゆ
ゑ
ん
ぽ
、
こ
の
理
由
に
よ
つ
て
も
當
然
に

首
肯
せ
ら
れ
る
で
あ
ら
う
。
彼
が
今
日
の
原
子
物
理
學
の
確
庫
統
計
的
方
法
に
路
を
開
い
た
最
も
有
力
な
る
先
騙
蔚
の
一
人
で
わ
っ
た
こ

と
は
、
際
れ
も
な
き
慕
費
で
あ
る
と
思
ふ
。
と
こ
ろ
で
彼
は
、
こ
の
や
う
な
古
典
的
統
計
力
學
を
建
て
る
の
に
、
原
子
（
む
し
ろ
物
質
分

子
）
の
古
典
力
學
的
モ
デ
ル
を
用
ゐ
彊
こ
と
は
、
右
の
論
集
に
牧
録
せ
ら
れ
た
マ
ク
ス
ウ
ェ
ル
の
電
磁
氣
學
の
無
精
や
、
熱
力
學
第
一
…
法

則
の
解
詮
な
ど
の
明
に
示
す
所
で
あ
っ
て
、
彼
の
霊
張
し
た
原
子
論
は
、
か
か
る
力
學
的
摸
型
の
比
論
を
、
物
理
學
短
毛
一
般
の
構
蜷
と

看
な
す
た
め
の
不
可
歓
條
件
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
破
の
古
典
力
學
的
原
灘
が
、
経
験
の
補
足
と
し
て
の
先
験
的
構
…
威
に
請
す
る

支
桂
で
あ
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
や
う
な
、
経
験
と
先
験
的
構
威
と
の
綜
奮
が
、
古
典
的
遠
隔
作
用
の
力
の
概
念
に
於

て
、
内
的
二
元
の
分
裂
と
い
ふ
破
綻
左
示
す
こ
と
は
さ
き
に
も
示
し
ゆ
．
凶
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
カ
ン
ト
の
批
覇
圭
義
が
、
な
ほ
賢
盤
と
し

て
の
物
自
署
の
概
念
を
残
留
せ
し
む
る
に
由
っ
て
、
猫
臨
論
な
裏
金
に
脆
慰
す
る
に
董
ら
な
か
つ
か
も
の
で
あ
る
と
評
せ
ら
れ
る
如
く
、

ボ
ル
ツ
マ
ン
の
長
靴
室
義
的
力
學
儲
系
を
も
、
實
難
的
原
子
概
念
の
保
存
に
由
っ
て
、
な
ほ
脇
窯
論
の
残
津
を
留
む
る
も
の
か
ら
し
め
江

も
の
で
あ
る
と
い
は
れ
て
も
、
や
む
を
得
な
い
で
あ
ら
う
。
こ
の
不
徹
底
を
清
算
す
る
に
は
、
原
子
の
實
…
難
的
存
在
を
否
定
し
て
、
原
予

を
先
験
的
世
界
縦
…
成
の
契
機
と
化
し
、
　
「
横
界
」
の
形
式
的
構
…
造
そ
の
も
の
に
圃
有
な
る
規
定
と
考
へ
る
外
な
い
。
か
く
し
て
始
…
め
て
猫

壁
際
的
妻
定
を
脆
嘉
し
、
す
べ
て
を
聖
餐
に
媒
介
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
今
日
の
新
量
子
論
に
於
け
る
素
粒
子
は
、

も
は
や
費
禮
と
し
て
の
原
子
を
意
味
せ
す
、
　
「
世
界
」
構
成
の
形
式
的
要
素
の
非
難
績
的
不
可
分
統
一
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
勤
立
契
楼

の
絶
壁
的
統
皿
と
し
て
、
不
確
定
盤
を
内
含
す
る
辮
讃
法
的
客
観
帥
主
骸
の
家
譜
的
存
在
で
あ
る
。
從
っ
て
之
を
要
素
と
す
る
確
率
統
計

　
　
　
澱
…
滞
刑
蔽
臨
踊
鉱
輌
の
描
解
跡
隅
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

……

ﾜ
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寵
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三
ハ

も
、
位
置
．
運
動
量
の
相
取
に
由
る
合
室
的
記
遽
の
不
確
定
性
に
基
づ
く
も
の
と
な
り
、
新
し
き
統
計
力
學
は
費
動
的
で
な
く
…
擬
能
的
な

る
も
の
と
な
る
。
そ
の
や
う
な
素
粒
子
論
の
形
式
的
構
造
が
相
封
性
論
に
よ
っ
て
準
備
せ
ら
れ
る
と
い
ふ
こ
と
こ
そ
、
私
の
醜
著
に
於
け

る
雛
読
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

　
法
蓮
し
た
所
に
溜
れ
ば
、
一
般
相
素
性
論
は
、
ボ
ル
ツ
マ
ン
の
力
學
に
於
け
る
費
讐
的
原
子
の
遠
隔
作
用
に
絆
ふ
破
綻
を
、
一
一
律
背
反

と
し
て
辮
讃
法
的
に
超
越
突
破
す
べ
く
、
遽
隔
作
用
力
に
加
速
運
動
を
置
換
へ
、
か
か
る
加
速
身
動
の
…
種
と
し
て
圓
蓮
動
に
附
随
す
る

惰
性
と
解
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、
い
は
ゆ
る
遽
心
力
を
、
遽
隔
作
用
力
と
し
て
の
引
力
に
等
償
凡
慮
す
る
も
の
と
解
繹
し
て
、
先
験
的
構

成
を
経
験
に
媒
介
し
た
の
で
あ
る
。
か
く
て
そ
れ
は
、
経
験
と
大
立
な
る
先
験
、
的
数
遍
的
理
想
像
と
し
て
、
経
験
を
規
制
し
な
が
ら
、
し

か
も
自
ら
に
経
験
左
滲
透
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
媒
介
原
理
で
あ
る
と
い
ふ
こ
と
に
な
る
。
経
験
に
立
脚
す
る
特
殊
縮
謝
性
論
の
讐
曲
線

幾
何
學
的
「
世
界
し
誤
聞
が
、
純
粋
論
叢
と
看
な
さ
る
る
リ
ー
マ
ン
察
．
聞
の
、
楕
圓
…
幾
何
面
的
雛
…
燈
と
反
封
…
馬
立
を
な
し
つ
つ
、
し
か
も

こ
れ
と
否
定
的
に
媒
介
せ
ら
れ
、
辮
誰
法
的
に
統
一
せ
ら
れ
る
搬
展
の
歴
史
的
自
畳
が
、
す
な
は
ち
一
般
相
封
性
論
に
外
な
ら
な
い
と
解

せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
が
置
物
力
學
の
現
在
に
於
け
る
最
も
且
訪
客
的
な
る
段
階
と
考
へ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
ゆ
ゑ
ん
こ
そ
、
私
の

上
腿
示
さ
う
と
試
み
元
所
で
わ
る
。
し
か
も
ま
た
そ
れ
が
、
相
…
封
性
理
論
の
…
般
的
形
態
と
し
て
、
最
近
の
薯
書
に
私
の
示
し
距
如
く
、

量
子
論
と
の
統
合
を
自
ら
の
爾
か
ら
準
備
す
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
統
合
こ
そ
が
物
標
學
的
世
界
像
の
呉
膿
的
な
る
完
成

に
相
慮
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
も
は
や
疑
を
容
れ
ぬ
所
で
あ
ら
う
。

　
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
間
題
と
な
る
の
は
、
特
殊
相
謝
性
論
的
「
世
界
」
の
複
素
激
的
構
造
が
、
　
㎝
芸
評
封
盤
論
的
「
世
界
し
に
序
し
い
か

な
る
意
味
を
有
す
る
か
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
。
前
に
私
が
、
こ
の
論
文
の
第
三
の
問
題
と
し
て
掲
げ
た
も
の
、
こ
れ
に
外
な
ら
な
い
。
私

は
す
で
に
前
著
に
於
て
、
複
素
数
的
漂
遊
が
特
殊
相
封
性
論
的
【
、
世
界
」
の
必
然
的
な
る
規
定
に
矯
す
る
こ
と
を
圭
張
し
、
時
聞
の
讐
曲

線
的
椿
燈
は
、
「
批
界
」
の
察
時
的
．
統
｝
が
否
定
媒
介
的
，
で
な
け
れ
ば
た
ら
ぬ
こ
と
を
必
然
に
露
結
せ
し
む
る
が
故
に
、
「
世
界
」
は
輩
に

賢
緻
的
に
構
成
せ
ら
れ
る
の
み
で
は
抽
象
性
を
蒙
れ
す
、
之
を
難
題
的
な
ら
し
め
る
た
め
に
は
複
素
学
的
で
あ
ら
ね
ぼ
な
ら
ぬ
ゆ
ゑ
ん
を
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蓮
べ
た
。
さ
て
私
が
そ
の
書
中
に
示
し
な
所
に
誉
れ
ば
、
複
素
数
の
貸
数
に
異
な
る
最
も
遅
筆
な
る
特
色
は
、
前
者
が
虚
数
要
素
と
し
て

自
己
否
定
の
契
機
を
含
む
に
依
り
、
工
手
自
身
に
於
て
否
定
媒
介
の
獲
展
を
な
す
動
的
母
系
と
し
て
深
さ
を
も
ち
、
從
っ
て
後
者
に
於
け

る
如
く
函
撒
が
…
ろ
の
数
系
列
の
外
的
封
鷹
關
係
と
し
て
思
准
せ
ら
れ
る
の
で
な
く
、
複
素
数
糟
…
系
膚
身
が
内
的
に
封
立
媒
介
「
を
含
み

て
、
複
素
函
数
を
み
つ
か
ら
の
内
よ
り
自
獲
的
に
蛮
脅
せ
し
め
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
あ
る
か
ら
、
特
殊
相
単
性
論
的
「
世

界
」
の
複
素
鍛
的
．
構
造
は
、
語
の
つ
か
ら
「
膏
界
」
の
三
舞
否
定
的
媒
介
統
…
た
る
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
曲
率
負
な
る

墜
曲
線
的
要
素
は
、
交
互
脱
離
背
反
的
な
る
二
方
向
の
、
徒
脚
還
な
る
圓
瑛
的
統
一
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
筈
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
こ
の
園

環
的
統
一
こ
そ
、
り
ー
マ
ン
察
聞
的
な
る
｝
層
相
軸
性
論
的
「
世
界
」
の
構
造
に
外
題
ら
な
い
。
之
を
普
逓
と
し
て
、
特
殊
相
封
性
論
約

門
世
界
」
の
特
殊
に
そ
れ
を
媒
介
す
る
の
は
、
す
な
は
ち
複
素
函
数
論
の
辮
讃
法
的
要
素
と
し
て
自
己
否
定
的
統
一
驚
る
べ
き
個
盤
で
な

け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
一
般
相
封
性
論
の
「
両
界
」
が
曹
湿
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
が
其
膿
的
輪
留
と
し
．
℃
特
殊
「
世
界
」
に
媒
介

せ
ら
れ
る
た
め
に
、
ふ
つ
う
の
意
味
で
有
の
立
場
の
曹
瀬
と
特
殊
と
が
周
…
性
論
理
に
從
ひ
魁
雛
關
係
を
有
す
る
の
と
は
異
な
勢
、
絶
封

無
の
無
隈
の
深
底
か
ら
、
自
已
否
定
的
無
の
統
一
と
し
て
農
附
す
る
と
こ
ろ
の
起
筆
の
歴
更
的
實
践
こ
そ
が
、
ま
さ
に
爾
者
を
媒
介
す
べ

き
も
の
な
る
ゆ
ゑ
ん
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
　
一
般
相
身
性
論
的
「
世
界
」
の
曹
逓
性
は
、
特
殊
相
無
性
論
的
「
擢
界
」

に
灼
然
附
随
す
る
と
こ
ろ
の
、
複
素
函
敷
論
の
綱
幾
的
靴
敷
塗
樽
構
造
を
媒
介
に
し
て
、
始
め
て
且
ハ
糖
化
せ
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
前
署

に
私
の
解
悪
し
海
、
複
素
函
数
が
牧
軟
闘
を
、
非
蓮
燈
燭
蓮
績
的
要
素
と
し
て
、
解
析
接
綾
に
観
て
自
ら
を
搬
棄
せ
し
め
る
と
こ
ろ
の
歴
皮

雪
男
動
こ
そ
、
　
一
般
相
封
性
論
的
「
世
界
」
の
呉
驚
相
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
　
一
般
相
胃
性
論
は
雌
に
遽
動
の
相
封
性
に
係
は
る
の
で
な

く
、
力
を
縮
封
化
し
よ
う
と
欲
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
表
画
に
止
ま
ら
す
内
榔
深
底
か
ら
獲
心
す
る
局
所
的
渦
動
的
統
一
左
、
そ
の
「
世

界
し
の
構
造
と
す
る
筈
で
あ
る
。
今
や
そ
の
論
理
的
規
定
の
三
一
的
辮
誇
法
的
否
定
媒
介
の
關
係
は
、
残
な
く
確
定
せ
ら
れ
た
と
思
ふ
。

　
か
く
し
て
、
露
寒
性
襲
撃
の
複
素
．
函
数
論
的
構
遊
が
根
糠
附
け
ら
れ
た
結
果
、
私
が
最
近
の
著
書
の
孫
譲
と
し
た
と
こ
ろ
の
、
赫
量
子

論
と
の
調
憩
を
準
備
す
べ
き
、
網
封
性
理
論
の
複
素
函
僻
論
に
基
づ
く
解
析
接
欝
欝
構
造
ぱ
、
今
や
、
た
だ
に
赫
著
に
於
け
る
如
く
、
特

　
　
　
絹
鎗
難
理
論
の
爵
識
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七

＼

恥



　
　
　
　
　
　
哲
學
研
撹
　
錦
四
百
三
十
騨
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

麗　
　
．
殊
相
封
性
論
に
相
封
性
理
論
全
般
を
代
表
せ
し
め
る
た
め
、
結
果
に
於
て
一
般
相
勤
性
論
を
無
量
す
る
如
き
抽
象
性
に
漁
る
こ
と
を
発
れ

　
　
る
だ
け
で
は
な
く
、
却
て
そ
れ
が
「
般
相
封
性
論
の
必
要
な
る
條
件
と
な
る
ゆ
ゑ
ん
を
示
し
た
こ
と
に
よ
め
・
、
　
一
貫
的
に
そ
の
論
理
的
關
…

　
　
係
を
開
明
し
得
た
も
の
と
愚
ふ
。
さ
き
に
蓮
べ
海
ボ
．
ル
ッ
マ
ン
的
古
典
統
計
力
學
の
賢
驚
的
原
子
論
を
否
定
し
て
、
先
験
的
祉
界
構
威
の

　
　
形
式
的
要
素
を
、
機
能
的
原
予
と
し
て
立
す
る
新
量
子
論
的
統
計
力
學
こ
そ
、
相
封
性
理
論
の
複
素
。
函
激
論
的
構
遭
と
相
倹
ち
、
も
っ
て

　
　
そ
の
具
盤
性
を
駿
揮
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
．
。
（
　
九
五
玉
、
七
、
…
○
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）
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筆
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哲
學
9
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN
　　　　ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

T／te　pttt！t’i．Je　af　si（cft　an・　ai’tic／e　trs　aPPdars　2’n　．＃npi’e　1／tan　a」，，e　nttniber　vf　tltes

mabcrtygiiie　i．f　tv　be　，grz’7，en　t（｝．o’eX／ie？’　7vi’Xft　llie　／asl　instalnidnX　of　／fte　tu“tic／e

1）ialeetio　of　the　’rheory　of　一n’eiati　vit，y

～♪2ノ　正i〔aji工難e　Tanabe

　　In　la1s　recent　work，　“　An　lnquiry　into　a　New　Methodology　of　Theoreti－

cal　Physics　”，　the　writer　of　the　present　，paper　argued　in　the　first　place，

that　the　systeln　of　co皿Plex　numbers，　unlike　the　system　of　rea工numbers，

has　the　moment　osi　self－negation　ln　itself，　so　that　a　function　in　the

£ormer　system　is　to　be　interpreted　not　in　terms　of　tlae　external　relation　of

correspondence　between　the　varlables，　as　in　the　case　of　the　latter，　but　in

te繊s◎f　an　internal　se玉f－development．　Complex　numbers　themselves　as

a　whoie　are　tiaus　understood　to　develop　dyBamica11y　into　functions　ef　the

comp1ex　variables。　The　wri艶r　asserted　also　that　the　analytic　co就圭nua－

tlon　of　the　iunctions　of　complex　variables　in　circles　of　convergence，

based　on　the　so－called　Cauchy－Riemann’s　differentia1　equation，　represents

the　structure　ofi　spatio－ternpora！　union　of　the　“world”　of　relativity

theory，　and　that　the　clue　to　the　solution　ef　the　present－day　problqm　o£

the　theoretical　physics　of　unlting　the　relativity　theory　and　the　quantum

theory　is　to　be　found　on　the　very　side　of　the　relativity　theory．　This

contention　is　£ounded　upon　the　fact　that　time　in　the　relativity　theory

is　coRceived　to　be　the　unity　of　contradictories，　1．　e．　the　unity　in　the

present，　of　the　past　and　the　future　which　are　opposed　to　each　other　by

mutual　．negation，　and　thus　it　is　represented　on　imaginary　axis，　whlle

space　is　represented　on　real　axes．　Now　this　structure　of　the　“world”

of　reiativity　theory，　as　repre＄ented　by　the　systera　o£　complex　numbers，
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was　what　had　already　been　revealed　by　the　special　theary　ef　relativity

itself　or　the　theory　concerning　the　relativity　of　uniform　translatory

motion，　without　the　arriva1　of　the　later－developed　so－called　general

theory　o£　relativity　which　includes　the　theory　of　universal　gravitatien．

Thls　is　the　reason　why　the　prevent　writer　treated　only　the　special　theory

of　relativity，　and　not　the　general　theory，　in　the　said　work．

　　The　relation　of　these　two　theories，　however，　is　not　so　simple　as　the

terms　“special”　and　“general”　might　suggest．　The　usual　passage

o£　the　special　（the　particular）　to　the　general　is　what　is　called　generaliza－

tion，　i．　e．　the　“extension”　ofi　species　to　genus　performed　through

the　removal　of　the　restriction　on　the　former．　But　the　“expansion”　of

the　special　theory　of　relativity　to　the　general　theory　of　relativity　is

neither　a　mere　generalization　nor　an　extension．　lt　requires　the　re－

version　of　the　standpoint．　The　expansion　of　the　relatlvity　theory　is

therefore　considered　to　have　been　possible，　not　with　the　ana！ytic　logic　in

which　species　can　be　formally　extended　to　genus，　but　only　by　foilowing

the　line　of　dialectic　as　a　logic　of　the　unity　of　contradictories．　But　then，

might　not　the　above　assertion　that　the　structure　of　the　world　of　tke

special　theory　e£　relativity　is　adequately　represented　by　complex　num－

bers　be　denied　by　this　reversion　efi　the　standpoint？　Besides，　the’ @rela－

tivlty　theory　whicli　present－day　physicists　seek　to　integrase　w1th　the

quantum　theory　is　not　1imited　to　the　specia1　theory，　but　is　expanded　to

the　general　theory．　Thus　the　said　assertion　e£　the　present　writer　might

seem　to　be　brought　to　a　dilemma．　lt　is　the　aim　of　th1s　paper　te　try

to　reveal　the　dialectical　structure　of　the　relativity　theory　itself　and　thus

to　break　through　this　apparent　difficulty．

　　This　tas1〈　comprises　three　stages　or　three　themes．　The　first　theme

to　be　maintained　is　that　the　relation　of　the　special　and　the　general

theories　of　relativity　is，　as　explained　above，　not　an　identity－logical　re－

lation　between　species　and　genus，　but　that　it　pre－supposes　a　reversion

of　the　standpoint；　it　is　not　a　subsumption　but　a　dialectial　relation　and
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the　羅nity　of　contradictories．　OE　course　the　rotation　which　呈s　treated　量n

the　general　theory　of　re玉ativity　is　but　a　sort　of　motion；　but　it　is　s◎me－

thing　which　corresl　onds　a3　the　equivalent亡。　the　circular　motion　with

acceleration，　in　distinction　from　the　uniform　translatory　motion　treaもed

in　the　specical　theory　of　relativity。　The　former　is　thus　regarded　as　a

un圭versal　wh三ch　comprehends　the　iatter　in　itself　as　a　particular，　and　so

it　wou王d　be　natural　that　the　speciai　theory　ofi　relat三vity　is　expanded　to

the　genera1．　But　what　the　writer　rnea礁s　by　the　term‘‘na加ral　”圭s　the

‘‘ 垂唐凾モ?ｏ王ogic段l　naturalness”　in　Einstein’s　sense　of　the　term　and　鍛ot

the‘‘IQgical　necessity”．　Th三s　exlpansio皿cou王d　only　be　acc◎mplished

thτough　a　volitional　dec三sloa．　Namely，　it　need3　a　volitiona1　act　to　over－

come　the　d圭fficulty　of　the　reversion　o£the　s松難dpoint．　To＄peak　more

concretely，　while　the‘‘worid”o至the　E　pecia玉theory　of　relativ呈ty　is　the

so－cal｝ed　hypexbolic　space　whose　space　cu押ature童s　negative　and　in　which

it　is　possible　to　let　pass　through　a　point　llot　on　a　given　st’raigh£line　an

inf圭nlte　number　of玉i聡s　not　intersecting顎e　given　line，鋤e‘‘world”

of　the　general　theory　of　relativity　is　the　elliptic　space　who3e　space

curvature三s　positive　and　where　there　is　no　paralle雨晒e　and　stra至ght

1ines　always　in℃町sec£・　These　two　make　indeed　a　contral‘y　oPPosition．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ゆThis　is　why　these　two　standpoints　are　sa至d　to　be　contradictory　to　each

　other．　　To　ciarify　£his　Point　mak：es　the　first　stage　of　the　（至iscussion．

In　the　sec◎nd　sねge，　this　opposition　is　exam圭ned　more　thoroughly．

　　　Why，　we　should　ask，　is圭t　that，　though　the　uniform　translatory　mot圭on

　treated　in　the　specia正theory　of　relativity　and　the　accelerated　mo纏on　or

　rotatory　motion　treate（まin　the　general　叱heory　of　relativity　seem　ap－

　parently　to　have　the　difference　of　the　particular　and　the　general，　these

tw◎】〔notioRs　s1ユould　be　explained致om　the　opposed　standpoi！1ts　as　sセated

ab◎ve・？It　is　because，亡he　writer　asserts，　while　in　the　former　the　rela－

tivity　of　motion｛s　se王f－evident　by　experience　and　we　need　not　go　to

the　back　or　the　depth　o董experience，　in　the　latter　force　which　can　no亡

　be　directly　experienced　is　supPosed　to　be　in亡he　back　or　the　depth　of
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experience　as　the　cause　of　the　change　oE　the　motion　which　is　called

acceleratlon．　Moreover，　that　tlie　existence　ofi　£orce，　in　spite　of　the　fact

that　it　can　not　be　directiy　experienc’cd，　is　the　reason　why　we　under－

stand　the　rotatory　or　circular　motion　as　the　absolute，　unlike　the　unl’form

translatory　motion，　leads　us　inevitably　to　the　antinomy　between　our

demand　of　regarding　force　as　reiative　and　that　of　admitting　its　abso－

luteness．　ln　the　general　theory　of　relativi’ty，　seeking　to　expand　the　theo－

ry　from　the　relativity　of　the　uniform　translatory　m’otion　oE　the　spec1al

the’ory　of　relativity　to　the　relativity　of　force，　we　must　run　on　the　rock

of　the　absoluteness　e£　ferce．　The　theoyy　oE　relaeivity　can　estab1ish

itselg　only　when　it　breaks　through　this　diMcuky．

　　The　idea　of　force　has　been　a　sturnbling　bloclc　o£　modern　dynamics．

The　19th　century　methedology　of　dynamics　has　been　developed　with

this　antinomy　as　its　motivation．　Though　the　change　oE　the　state　eE

motion　can　be　directly　experienced，　the　demand　to　seek’v　the　cause　of

the　change　and　te　e：　plain　it　cah　not　be　shtisEied　unless　we　assume　the

action　of　force　wlaich　does　not　belong　to　experience．　This　2s　why　tl’ie

phenomenon　o［　motion　has　been　thought　te　have　a　close　connec・tion　with

the　actien　og　force．　Especially　when　force　was　thought　to　act　among

al　i　sorts　of　bodies　as　universa｝　gravltation，　anrf　moreover　when　the

magnitude　ofi　farce　was　represented　in　a　very　simple　proportion　to　mass

and　distance，　tl｝e　Newtonian　classicai　dynam1cs　was　eq．．tablished　as　dyna一

釦lics　of　the　wholeまnorganic　nature．　It　goes，　howe▽er，　aga三！ユst　positivis凪・

the　chie£　assertion　eC　modern　science，　to　try　to　expialn　the　phenomenon

of　motlon　in　terms　of　£orce　which　can　not　be　directly　exper1enced．　So　in－

the　latter　hal£　ot　the　’i’　9th　centuyy，　in　the　tendeney　towayds　the　thorougti－

gOing　purification　of　scientiEic　thought，　a　movement　arose，　that　of

the　Descriptive　School　as　represented　by　Kirchhoff　and　Mach，　in　which

they　expelled　tlie　idea　of　£orce　from　dynamics，　rejected　the　explanation

bY　it，　and　regarded　only　the　ciear　and　distinct　description　of　the　ex－

Perience　of　motion　as　the　task　o£　dynamics．　Especially　Mach，　making
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　w圭de　and　deep　researches至nto　epistel識01◎gy　and　methodo1Qgy，　publ圭shed

£he　no亡ed　work　on　the　history　of　mechanics　which　had　a　2reat　influe茸ce

　on　the　succeeding　thinkers．　Einstein　be11eved　himse駈to　be　u蹴der毛he

in£1uence　of　Mach，　and　the　re1ativity　theory　i8　regarded　to　be　a　de－

velopment　of　Mach’s　positivism　and　empiricisrn．　Against　Newton，　who

took亡he　rotation　of　the　ear亡h　to　be　an　ab30！ute　motion，　Mach　contended

　that　it　is　but　a　motion　relative　to　the　fixed　stars．　And　this　idea　was

　adopted　into　the　genera正theory　of　relativity．

　　　But　if　we　pursue　th圭s　way　of　thinking　stil玉further，　we　wiil　have　to

　interpret　the　motio鶏of　the　heavens　of　fixed　stars　as　the　re】ative　mo一

もion　to　a　matter　outside　of　them，　and　therefore　at　Iast　we　wiH　have　to

be　led　to　a　dilemma　o£consideri録g　its　motion　to　be　a　motion　relative

to　a　nlatter　which　may　be　regarded　non－existen七1ying　at　aロinfinite　dis－

　taロce　not　to　be　directiy　experienced　by　us．　　This　is　an　antinomy：　in

making　the　empiricism　thorough－going，　we　have　to　transcend　the　ex－

　perience　and加m　ourse｝▽es　to　an　apriori　conception．　Dy籍amics　is　to　be

regarded　as　a　unity　of　duality　of　experience　and　the　apriori，　which

Kant　considered　fundamental　in　his　criticism．　Boltzmanゴs‘‘Vorlesun－

gen肋er　die　Prinzipe　der　Mechanik　”（1897－1904）is　a　masterp至ece　re－

　present圭ng　this　unity．

　　　Boltzman難，　who　in　mechan1cs　is　comparable　to　Kant　in　ph11◎sophy，

亡hus　overcame　Mach’s　empir｛clsm　which　was　in　the　tradition　of　Hurne。

ButおKa跳could簸ot　get　rid　of　the　remains　of　dogmatism　because◎£
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コ

the　as3umption　of　things－in・themse1ves，　Boltzmann　could　not　make　his

　cr圭ticism　thoroughgoing　by　reaヨon　of　his　assertio且of　the　existence　of　at一

髄oms　as　the　substance　and　of　his　assumption　that　their　actions　conform

む。亡he　laws　of　classical　dynam｛cs。　Heロce　mechan三cs　needed亡。　pass

Hertz’s　monistic　standpoint，　on　which　the　idea　of　force　was　rejected　and

replaced　by　the　connectlon　of　masges，　and　ultimately　reduce　to　the　totaI

compωsory　motion－a　s亡andpoi簸t　comparable　to　Schelling’s　o至intellec－

tua！珈tuitio難，　Boltzmann’s　immanent　dua1呈sm　which　is　comparable　to
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廊at　o至Kant　is　brought，　by　way　o窒Hertz’sys乞em，　to　a　dialectical　u難ity．

Comparable　to　Hege1，　who　is　a　synthes至s　of　Kant　and　Scheiling，まs　Ein－

stein量n宅he　general　theory　of　relativi亡y，　wh◎can　be　tmderstood　to　be　a

synthesi＄of　Hertz　and工301tzmann　in　the　history　o£mechanics．　There

in　Ei旦ste童n，　the　apriori　conception　is　not　taken　to　be　independent　o萱

experience　and　onesidedly　亡。　determine　the　latter，　as　圭n　the　case　of

K加ta蹴d　Boltzmann，1）ut　is亡hought　to　presuppose　the　experience◎f

亡he　past　as　the凱ed三u窺，　andωbe　de重ermined　by　the　act　of　the　present

which　innovates　the　past　experience亡owards　the　f縫ture．　Here亡he

apriori　and　exper量ence　determine　each　other　ん凝‘η・ご。α～～ダ，　and　mutually

i難terpenetra亡e．　　正legers　charactefistic　is　found　i！玉deed　圭n　this　historici－

s宅ic　dialectic．　The　general　the◎ry　oi　relativity　is　near　Hertz’s】臓echa・

nics　in　a　way，　but　it　is　to　I）e　compa　red　to　Hege1’s　th至nk：ing　in　that・

Hertz’s　view　of　totality　is　not　here　taken　a鍛d　that，　based　on　locai

observations，　the　se工f－co聡＄ciousness　ofi　the　act　of　observat1o鍛　in　the　hisρ

torical　co鍛nection　is　theorized。　The　development　of　that　theory　by　the

aid　of亡he　te鍛sor　analysis瓢ay　be　analogous　to　the　development◎f

Hegel’s　logic麦rom　kis　Phenomeno王ogy　of　Mind．

　　So　far　the　outline　of　our　seco総d　theme．　Let　us　now　state　our　third

the斑e　in　brief．　　It　concerns　士he　problem　how　the　structure　of　the

‘‘ 翌盾窒撃пC，　of　the　special　theory　of　relativity　represented　by　complex

numbers，　or　its　structure　of　hyperbolic　space，　is　preserved　a無d　coエロー

prised　in　the‘‘wor蔓d”of　the　genera重theory　of　reIativity，　i．e．　the　e1王ip一

門ic　space，　which圭s　contrary　to　the　hyperbolic　space．　This　problem　would

瓢eet　an　uns◎1vable　dithculty，　if　the　relatlon　oξthe　sPecial　and　the　ge層

nera王theories　of　reIativ三ty　were　thought　to　be　that　of　specie＄and　genus
　　　　　　　　ぞ

三nthe　ident圭ty4◎gic．　If　so，圭n　the‘‘wQrld”　of　the　special　theory　oi

re王ativity，　the　structure　represented　by　complex瓢mbers　would　have

to　be　aboIished　in　order　that　that　‘‘world”　might　be　comprehended　i！ユ

the‘‘world”of　the　general　theory　o至relativity．　In　other　words，　the

elliptic　space　of　theユatter　would　not　co組prehend出e　hyperbolic　space
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of　the　former　without　rui獄in竃itself．　Thus　f罫om　the　view　o£亡he　iden－

tity－10gic，　the　special　and　the　genera正theories　of　relat圭vity　contrad玉ct

each　other　and　ca籍not　be　united．　In　order　to皿ake　this　qn圭ty　pos－

sible，　we　must　recognize　a　reversi◎n　of　the　standpo圭1｝ts　of　these　two，

convert　the　co蕪tradiction　into　an　abso正ute　雛egation，　ad離ユ圭t　the　contra一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　く

dict1◎n　as　a　contradiction，　make　it　a　moment　of皿u敏al　tenslon，　a鶏d

bring　it　to　a　unity． This　conversion－negation・resurrectioエa・unification　is

just　the　act　of　the　i：｝dividual　subjectσ　　This　se玉f－contradictory　unity　is

indeed　the　individua玉ity　which　unifies　arbitrary　paths　o£　convergence　as

an　open　set　into　a　circ正e　of　convergence，　along　the　path　of　a　function，

as　see1ユin　the　theory　of　functions　of　cox【1plex　variables．　As　the　rela－

t三〇n◎fthe　special　and　the　genera1亡heories　of　relativity　is　not　equiva－

lent　to　that　of　species　and　ge斑s　of泌e　ide痴亡y－109圭。，　and　c◎nta三ns　a

contradkct圭on　between　them，　the　ind1vidual　sublect　should　be　the　me－

diu拠to　perform　the　negation　and　reversion．　That　is　to　say，◎nly　the

dia玉ectica圭trinity　of　genus，　species　and　the　individual　can　bring　these

宅heories　into　completion．　Since　the　self－contradictory　unity　of　the　indi－

vldua］subject　as　the　nucleus　of　this　t加ity　is　the　d圭scontinuous　conむi－

nuous　unity　of　the　circle　of　convergence，　the　medium　to　unite　the　spe－

cial　and　the　genera正　theories　of　re王ativity　should　be　co1｝sidefed　to　be

the　theory　o£funct20ns　of　complex　numbers．　This　is　the　poi撹of　the

third　theエロe　of　thiS　Paper．
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