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時
間
は
「
方
向
」
を
持
つ
と
し
ば
し
ば
い
わ
れ
る
。
最
近
の
論
文
を
み
て
も
次
の
様
な
言
い
方
が
見
出
さ
れ
る
、
　
「
時
間
に
特
有
な
方

　
　
向
（
自
P
①
　
℃
臨
く
躍
Φ
駒
①
創
　
侮
一
『
Φ
Q
酋
圃
O
同
四
　
〇
｛
　
け
一
B
Φ
）
」
（
○
慈
菩
窪
β
》
ヨ
ぐ
う
浮
毯
ω
。
冨
強
豪
昏
ω
〈
お
綴
〉
”
綬
O
）
、
「
時
間
の
一
方
向
性
（
償
巳
鳥
吋
①
I

　
　
o
賦
。
昌
緯
詳
鴇
。
臨
賦
ヨ
Φ
）
」
（
同
上
）
、
「
時
問
が
唯
だ
一
つ
の
方
向
に
の
み
進
む
と
い
う
だ
れ
も
が
認
め
る
事
實
（
Φ
＜
Φ
蔓
。
口
。
、
ω
槻
8
0
鵯
憲
。
⇔

　
　
け
げ
餌
け
賦
b
P
①
ぴ
q
O
①
ω
ぼ
O
博
崎
○
昌
O
島
鴨
Φ
O
臨
O
挿
）
」
（
じ
ご
｝
舅
ジ
〉
叫
昌
Φ
嵩
。
蝕
μ
ω
o
δ
導
…
。
。
ρ
麟
ω
〈
因
り
緕
〉
“
α
繍
）
。
ブ
リ
ッ
ジ
マ
ン
も
「
時
間
は
非
相
口
口
的

　
　
で
た
だ
前
方
に
の
み
流
れ
る
（
8
巨
Φ
繭
ω
億
昌
醸
ヨ
犀
Φ
鼠
。
巴
弩
島
ぎ
≦
ω
o
巳
蜜
｛
o
暑
節
狂
・
）
」
（
燭
。
距
①
g
閂
。
塁
。
h
9
勺
ξ
。
。
同
。
韓
…
峯
卜
。
）
と

　
　
い
い
、
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
の
最
後
の
著
述
は
「
時
間
の
方
陶
（
一
門
げ
Φ
　
門
）
一
同
⑳
Q
鳳
O
回
P
　
O
h
　
↓
一
翼
㊦
）
」
と
い
う
表
題
を
も
つ
て
い
る
。
時
間
が

　
　
「
方
向
」
を
持
つ
と
い
う
代
り
に
、
と
き
に
は
時
問
は
「
非
相
樗
的
」
　
「
不
可
逆
的
」
で
あ
る
と
か
、
ま
た
時
聞
の
経
過
は
「
團
復
不
可

　
　
能
」
で
あ
る
と
か
い
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
の
似
か
よ
っ
た
言
い
方
は
正
確
に
は
同
意
義
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
意
味
は
密
接
に
つ

　
　
な
が
っ
て
お
り
一
緒
に
し
て
考
え
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
エ
ミ
ー
ル
・
メ
ー
エ
ル
ソ
ン
は
「
自
然
が
時
間
に
お
い
て
不
攣
な
進
路
を
も
つ

　
　
て
い
る
と
い
う
纒
射
的
な
感
じ
」
（
轡
亀
Φ
嵐
⑪
逐
・
の
貫
崔
2
斤
ξ
p
巳
渕
巴
【
受
”
b
。
屋
）
に
つ
い
て
語
り
、
ま
た
こ
う
も
い
っ
て
い
る
、
「
わ
れ

　
　
わ
れ
は
今
日
が
昨
日
と
は
違
う
こ
と
、
今
日
と
昨
臼
と
の
間
に
は
あ
る
取
り
か
え
し
の
つ
か
ぬ
事
が
趨
っ
て
い
る
こ
と
を
知
る
。
時
は
去

854
　
　
　
　
　
隠
間
の
「
方
向
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
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二

っ
て
取
り
か
え
す
べ
く
も
な
い
（
2
鷺
ぎ
，
Φ
冨
㌶
巨
㊦
審
ヨ
髭
ω
）
。
わ
れ
わ
れ
は
み
ず
か
ら
が
老
い
ゆ
く
こ
と
を
感
ず
る
。
わ
れ
わ
れ

は
時
の
遙
路
を
逆
縛
す
る
こ
と
は
出
來
な
い
」
（
阿
上
）
。

　
時
間
の
い
わ
ゆ
る
「
方
向
」
に
つ
い
て
い
わ
れ
る
こ
と
に
な
ん
ら
か
の
明
断
な
三
昧
を
認
め
る
こ
と
は
私
に
と
っ
て
は
は
な
は
だ
む
つ

か
し
い
。
そ
し
て
ま
た
時
間
の
「
非
相
稔
性
」
と
か
所
謂
「
不
可
逆
性
」
と
か
い
う
言
葉
が
ど
う
い
う
意
昧
を
持
つ
の
か
を
理
解
す
る
こ

と
も
私
に
は
や
は
り
む
つ
か
し
い
。
そ
う
い
う
表
現
を
用
い
る
ひ
と
び
と
は
そ
う
い
う
表
現
の
葱
味
が
、
そ
れ
以
上
読
明
を
加
え
る
こ
と

な
し
に
、
十
分
明
晰
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
時
聞
の
「
方
向
性
」
と
か
〔
非
酒
客
性
」
と
か
「
不
可
逆
性
」
と
か
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
通
常
、
時
間
と
い
う
も
の

が
ひ
と
つ
の
「
川
」
と
か
ひ
と
つ
の
「
流
れ
」
と
か
（
螢
ハ
《
ω
什
同
・
①
黛
Ω
b
P
と
O
同
㊤
、
“
訟
β
聚
鳩
℃
O
同
ρ
　
．
《
出
◎
≦
鴇
鳩
）
、
と
も
か
く
も
一
定
の
「
方

向
」
に
動
く
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
文
賑
の
な
か
で
行
わ
れ
る
。
そ
し
て
實
際
「
方
陶
に
に
つ
い
て
の
言
葉
を
現
費
的
ま
た
は

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

可
能
的
な
蓮
動
に
つ
い
て
の
言
葉
と
結
び
つ
け
る
こ
と
は
き
わ
め
て
自
然
な
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
「
方
向
」
と
い
う
語
の
字
義
通
り
の
使
用
の
す
べ
て
が
、
運
動
を
指
示
す
る
語
の
使
用
に
直
接
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
い

る
と
は
必
ず
し
も
い
え
な
い
の
で
あ
る
。
日
常
の
言
語
に
お
い
て
「
方
向
」
と
い
う
語
の
標
準
的
な
使
用
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
運
動
へ

の
指
示
を
は
っ
き
り
含
ん
で
い
る
場
合
と
、
そ
れ
を
含
ま
な
い
場
合
と
を
わ
れ
わ
れ
は
薩
慶
す
る
こ
と
が
業
苦
る
の
で
あ
る
。
遅
動
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

撫
示
を
含
む
場
舎
は
た
と
え
ば
次
の
様
な
文
章
で
あ
る
、
「
彼
は
京
都
の
方
に
歩
い
て
い
っ
た
」
、
「
風
は
北
々
東
の
方
向
に
吹
い
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
」
、
「
わ
れ
わ
れ
は
二
人
と
も
車
を
同
じ
方
向
に
走
ら
せ
て
い
る
」
。
つ
ぎ
に
運
動
へ
の
は
っ
き
り
し
た
指
示
を
含
ま
な
い
場
合
の
例
は

次
の
様
な
文
章
で
あ
る
、
「
彼
は
北
の
方
向
を
陶
い
て
い
る
」
、
「
道
路
標
識
は
大
阪
の
方
向
を
指
し
て
い
る
」
、
「
そ
の
道
は
策
西
の
方
向

に
通
じ
て
い
る
」
。

　
基
本
的
な
表
現
、
そ
れ
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
他
の
蓑
現
が
恐
ら
く
定
義
出
填
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
基
本
的
な
表
現
は
、
　
「
の
方
向

に
」
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
表
現
は
次
の
一
封
の
表
現
、
す
な
わ
ち
「
の
方
へ
」
と
「
か
ら
離
れ
て
」
　
（
あ
る
い
は
そ
の
別
の
言
い
方



　
　
㎝
，
へ
」
と
「
か
ら
」
）
と
大
鰹
同
じ
様
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
に
撃
つ
く
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
彼
は
京
都
の
方
向
へ
歩
い
て
い
っ
た
し
と

　
　
い
う
代
り
に
簡
軍
に
「
彼
は
京
都
の
方
に
歩
い
て
い
っ
た
」
と
い
え
る
し
、
ま
た
「
そ
の
道
は
東
西
の
方
向
に
通
じ
て
い
る
」
と
い
う
代

　
　
り
に
「
そ
の
道
は
東
か
ら
西
へ
通
じ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
出
來
、
ほ
か
の
場
合
も
岡
様
に
い
う
こ
と
が
出
駆
る
。
そ
こ
で
も
し
わ
れ

　
　
わ
れ
が
「
の
方
へ
」
と
「
か
ら
離
れ
て
」
と
い
う
一
封
の
表
現
を
明
晰
に
知
る
な
ら
ば
、
田
常
雷
語
に
お
け
る
「
方
向
」
と
い
う
語
の
使

　
　
用
に
つ
い
て
十
分
な
理
解
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
「
方
向
」
と
い
う
語
が
蓮
動
へ
の
は
っ
き
り
し
た
指
示
と
結
び
つ
け
て
用
い
ら
れ
る
場
合
に
は
、
事
情
は
次
の
様
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
す
な
わ
ち
そ
の
場
含
の
運
動
は
、
通
路
上
の
卜
占
を
示
す
こ
と
（
た
と
え
ば
「
こ
こ
」
と
「
京
都
」
）
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
か
、
或
は
な

　
　
に
か
そ
れ
と
は
違
っ
た
や
り
方
で
通
路
を
確
定
的
に
言
い
表
わ
す
こ
と
（
た
と
え
ば
「
あ
な
た
が
き
の
う
逓
つ
た
の
と
同
じ
道
」
と
い
う

　
　
よ
う
な
場
合
）
に
よ
っ
て
か
、
い
ず
れ
か
の
仕
方
で
部
分
的
に
記
述
さ
れ
る
。
そ
こ
で
二
つ
の
可
能
な
運
動
が
あ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の

　
　
二
つ
は
「
の
方
へ
」
と
「
か
ら
離
れ
て
」
と
い
う
表
現
（
ま
た
は
こ
れ
ら
二
つ
と
等
量
な
表
現
「
の
方
向
に
」
）
を
ば
だ
れ
も
が
知
っ
て

　
　
い
る
や
り
方
に
從
っ
て
用
い
る
こ
と
に
よ
り
憾
別
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
京
都
か
ら
大
阪
へ
の
旅
」
は
「
大
阪
か
ら
京
都
へ
の
旅
」
と
は

　
　
ち
が
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
一
方
の
表
現
を
理
解
す
る
人
は
だ
れ
で
も
他
方
の
表
現
を
理
解
す
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
二

　
　
つ
の
表
現
の
關
係
を
も
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
任
意
な
運
動
と
そ
の
反
封
と
の
問
に
轟
々
な
隈
別
を
す
る
こ
と
が

　
　
出
來
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
蓬
動
は
一
つ
の
方
向
を
持
つ
ζ
冨
っ
て
よ
い
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　
「
彼
は
北
の
方
向
に
向
い
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
は
、
つ
ま
り
運
動
へ
の
は
っ
き
り
し
た
指
示
が
な
い
場
合
に
は
、
　
「
の
方
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

　
　
に
」
と
い
う
表
現
は
當
の
封
象
の
他
の
諸
封
象
へ
の
關
係
に
お
け
る
、
一
つ
の
可
能
的
位
鷹
、
の
選
揮
を
示
す
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で

　
　
き
る
。
た
と
え
ば
上
の
交
章
に
い
わ
れ
た
人
は
こ
ち
ら
を
向
い
て
い
た
と
も
、
あ
ち
ら
を
向
い
て
い
た
と
も
言
い
得
た
で
あ
ろ
う
が
、
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
か
し
一
旦
わ
れ
わ
れ
が
北
は
ど
ち
ら
で
あ
る
か
を
知
り
え
た
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
人
が
ど
ち
ら
に
向
い
て
い
た
か
も
は
っ
き
り
知

　
　
る
わ
け
で
あ
る
。
　
（
こ
の
場
合
こ
の
「
方
向
」
と
い
う
言
葉
の
静
的
な
意
味
を
き
き
の
運
動
に
結
び
つ
け
ら
れ
た
意
味
に
選
遠
し
よ
う
と

婚　
　
　
　
　
　
時
悶
の
「
方
向
」
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
三
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識

し
て
、
そ
の
人
が
向
い
て
い
る
方
向
と
は
、
も
し
彼
が
そ
の
ま
ま
歩
き
だ
す
な
ら
ば
取
る
で
あ
ろ
う
方
向
で
あ
る
、
と
説
明
し
た
く
な
る

か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
や
り
方
は
私
に
は
不
必
要
で
か
つ
い
く
ら
か
作
爲
的
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
）
。
そ
こ
で
十
分
な
程
度
に
非

鞍
懸
的
で
あ
る
鍬
象
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
向
い
て
い
る
」
、
ま
た
は
「
，
指
し
て
い
る
」
「
方
向
」
を
定
義
す
る
こ
と
が
可
能
な

の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
さ
て
「
方
向
」
と
い
う
語
の
そ
の
他
の
使
用
で
な
お
思
い
つ
か
れ
る
の
は
攣
化
に
關
組
す
る
も
の
だ
け
で
あ
る
。
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ

は
「
日
本
の
法
律
制
度
は
今
ま
で
よ
り
も
ゆ
る
や
か
な
規
定
の
方
向
に
攣
り
つ
つ
あ
る
」
な
ど
と
い
う
。
こ
れ
は
も
う
比
喩
的
で
い
く
ら

か
無
理
な
感
じ
の
す
肇
薔
い
方
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
用
法
は
た
や
す
く
理
解
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
法
律
制
度
の
ゆ

る
や
か
さ
の
程
度
が
攣
り
つ
つ
あ
る
と
だ
け
聞
い
た
の
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
だ
け
で
は
法
律
が
よ
り
ゆ
る
や
か
に
な
り
つ
つ
あ
る

の
か
、
或
は
反
論
に
、
よ
り
き
び
し
く
な
り
つ
つ
あ
る
の
か
ま
だ
分
ら
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
上
文
に
お
け
る
「
よ
り
ゆ
る
や
か
な
規
定

へ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

の
方
向
に
」
と
い
う
句
に
よ
っ
て
こ
の
二
つ
の
場
合
の
一
方
が
選
澤
さ
れ
て
い
る
繹
で
あ
る
。
こ
の
黙
に
、
既
に
の
べ
た
か
の
二
つ
の
可

　
　
ヘ
　
　
へ

能
な
蓮
動
の
一
つ
を
選
嫁
す
る
に
用
い
ら
れ
た
句
と
の
明
か
な
類
似
が
見
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
任
意
の
浄
化
に
つ
い
て
同
様
な
種
別
が
な

さ
れ
得
る
の
で
あ
る
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
す
べ
て
の
運
動
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
す
べ
て
の
攣
化
が
上
に
の
べ
た
意
味
に
お
い
て
「
方
向
」

を
持
つ
と
み
と
め
て
よ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
要
約
し
よ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
任
意
の
運
動
ま
た
は
攣
化
の
「
方
向
」
に
つ
い
て
は
っ
き
り
し
た
意
味
で
語
る
こ
と
は
出
來
る
（
そ
の
際

集
る
運
動
ま
た
は
攣
化
、
そ
の
反
封
の
運
動
ま
た
は
攣
化
、
を
遜
激
す
る
方
法
を
示
し
つ
つ
あ
る
の
だ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
）
。
ま
た

わ
れ
わ
れ
は
一
つ
の
交
響
が
向
い
ま
た
は
指
す
と
こ
ろ
の
「
方
向
」
に
つ
い
て
も
は
っ
き
り
し
た
意
味
で
語
る
こ
と
が
出
縁
る
（
そ
の
際

そ
の
物
膿
が
他
の
諸
物
膿
に
關
し
て
取
り
得
る
位
羅
を
確
定
的
に
言
い
表
わ
す
方
法
を
指
示
し
つ
つ
あ
る
の
だ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
）
。

私
は
「
方
向
」
と
い
う
語
の
比
喩
的
で
な
い
字
義
通
り
の
使
用
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
以
外
の
使
用
を
考
え
る
こ
と
は
出
品
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
そ
れ
で
は
時
給
は
「
方
向
」
を
持
つ
と
い
わ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
郵
座
に
わ
れ
わ
れ
は
時
間
が
何
物
か
の
方
へ



「
向
っ
て
」
い
る
と
か
何
物
か
を
「
指
す
」
と
か
い
う
考
え
を
し
り
ぞ
け
る
こ
と
が
出
帆
る
。
時
閤
を
道
路
標
識
や
人
差
し
指
に
似
て
い

る
な
ど
と
考
え
る
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
も
っ
て
廻
っ
た
考
え
方
で
あ
っ
て
採
り
あ
げ
る
三
値
は
な
い
。
そ
こ
で
残
る
の
は
、
運
動
あ
る
い

は
攣
化
と
の
類
比
が
可
能
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

　
時
間
に
「
方
向
」
を
請
す
る
ひ
と
び
と
が
、
時
計
を
ば
な
に
か
動
く
も
の
流
れ
る
も
の
と
考
え
て
い
る
事
は
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
。

彼
ら
の
考
え
は
お
よ
そ
次
の
様
な
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
ヘ
　
へ

「
時
聞
は
常
に
す
ぎ
つ
つ
あ
り
、
止
め
る
こ
と
は
出
來
ぬ
。
未
來
の
出
來
事
は
現
在
と
な
り
、
つ
い
で
過
去
に
侵
す
る
。
そ
し
て
耐

旦
過
ぎ
去
れ
ば
永
遠
に
過
ぎ
去
っ
た
ま
ま
で
あ
り
、
か
つ
、
も
は
や
墜
化
す
る
こ
と
は
な
い
。
わ
れ
ら
は
過
去
を
ふ
た
た
び
訪
れ
る

こ
と
は
出
來
ぬ
。
時
間
は
常
に
同
じ
方
向
に
、
心
細
か
ら
、
現
在
を
通
っ
て
、
過
去
へ
と
流
れ
る
。
」

　
　
こ
う
い
う
言
い
方
が
い
か
に
自
然
で
あ
る
か
は
諺
を
い
く
つ
で
も
引
き
合
い
に
だ
し
て
示
し
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
こ
う
い
う
言
い
方
は
い
か
に
も
自
然
で
あ
る
と
は
い
え
、
批
剣
的
な
吟
味
に
堪
え
得
な
い
比
喩
の
使
用
を
含
ん
で
い

　
　
る
。
た
だ
ひ
と
つ
の
黙
だ
け
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
も
し
．
時
間
が
「
常
に
流
れ
る
」
と
い
う
主
張
が
、
字
義
通
り
の
意
味
を
も
つ
も
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
時
間
が
「
ど
れ
だ
け
の
速
さ
で
流
れ
る
の
で
議
6
貼
る
か
」
と
問
う
こ
と
が
出
潮
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
し

　
　
て
も
し
そ
う
な
ら
ば
通
常
の
時
間
の
速
さ
を
測
る
爲
に
一
つ
の
超
時
間
（
ω
巷
Φ
吋
・
ロ
ヨ
㊦
）
が
な
く
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

　
　
超
碍
間
に
心
し
て
も
同
様
な
問
い
が
直
ち
に
獲
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
そ
れ
は
ど
れ
だ
け
の
速
さ
で
流
れ
っ
つ
あ
る
か
」
、

　
　
と
。
こ
れ
に
答
え
る
た
め
に
は
き
ら
に
も
う
一
つ
の
時
間
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
て
ど
こ
ま
で
も
果
て
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
或

　
　
る
ひ
と
び
と
は
諸
時
間
の
暦
を
無
限
に
重
ね
て
そ
の
い
ち
い
ち
の
厨
が
次
の
騰
に
相
之
的
に
流
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
李
黛
で

　
　
採
ろ
う
と
し
た
。
け
れ
ど
も
こ
れ
は
明
ら
か
に
混
翫
の
上
に
逆
説
を
重
ね
る
こ
と
で
あ
る
。
私
と
し
て
は
「
時
闘
が
ど
れ
だ
け
の
速
さ
で

　弼　
　
　
　
　
時
問
の
「
方
向
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

皿
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六

904
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、

　
　
流
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
問
い
に
い
か
な
る
意
味
も
み
と
め
る
こ
と
は
出
心
な
い
。
ま
た
時
間
が
流
れ
る
事
を
止
め
た
と
い
う
主
張
の
論

　
　
嫌
を
強
め
た
h
・
弱
め
た
り
す
る
よ
う
な
い
か
な
る
事
態
も
私
は
考
え
得
な
い
の
で
あ
る
。
同
様
に
し
て
時
聞
が
攣
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
う

　
　
主
張
も
ま
た
い
か
な
る
意
味
を
も
も
た
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
私
は
時
間
の
「
方
向
」
を
語
る
事
に
い
か
な
る
字
義
通

　
　
り
の
意
味
を
も
見
出
し
え
な
い
。
時
問
が
運
動
し
つ
つ
あ
る
と
か
墜
化
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
こ
と
が
私
の
考
え
る
よ
う
に
無
意
味
な
の
で

　
　
あ
る
な
ら
ば
、
時
聞
が
流
れ
、
ま
た
は
攣
化
、
し
つ
つ
あ
る
「
方
向
」
に
つ
い
て
述
べ
る
こ
と
も
ま
た
無
意
味
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
私
は
私
が
そ
の
句
を
引
用
し
た
ひ
と
び
と
が
た
ん
に
ナ
ン
セ
ン
ス
を
（
し
か
も
哲
面
的
に
と
る
に
た
ら
ぬ
ナ
ン
セ
ン
ス
）

　
　
を
語
っ
て
い
た
の
だ
と
結
論
し
た
く
は
な
い
。
そ
れ
で
私
は
設
題
を
も
う
一
度
新
た
に
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

　
　
　
空
聞
の
或
る
論
理
的
性
質
を
時
閲
の
鴨
る
論
理
的
性
質
と
樹
比
し
て
み
よ
う
。
時
間
が
「
方
向
」
を
持
つ
と
｝
補
う
ひ
と
は
、
そ
れ
と
覇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
比
し
て
空
聞
が
「
方
向
」
を
持
た
な
い
と
か
、
空
間
は
「
相
聡
的
」
ま
た
は
「
等
方
的
」
で
あ
る
と
か
よ
く
言
う
。
あ
る
い
は
又
彼
ら
は

　
　
出
畑
島
が
そ
れ
の
空
間
的
位
置
に
寒
し
て
は
可
逆
的
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
時
間
的
位
置
に
激
し
て
は
そ
う
で
な
い
と
よ
く
言
う
。
い
か
な

　
　
る
意
味
に
お
い
て
空
問
が
「
等
方
的
」
で
あ
る
と
い
わ
れ
得
る
か
を
明
か
に
し
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

　
　
　
い
ま
任
意
の
物
理
的
封
象
、
た
と
え
ば
銅
貨
と
懐
中
時
計
と
灰
皿
と
が
、
一
彊
線
上
に
蚊
べ
て
あ
る
と
し
よ
う
。
そ
れ
ら
を
私
は
次
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
様
に
蚊
べ
る
、
す
な
わ
ち
、
私
の
坐
っ
て
い
る
場
所
か
ら
み
て
鋼
貨
は
時
計
の
左
に
あ
り
、
時
計
は
灰
皿
の
左
に
あ
る
。
「
の
左
に
あ
る
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
と
い
う
順
序
づ
け
の
關
係
は
非
三
業
的
で
移
行
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
X
が
Y
の
左
に
あ
る
な
ら
ば
、
Y
は
X
の
左
に
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
は
出
來
ぬ
。
か
つ
X
が
Y
の
左
に
あ
り
、
Y
が
Z
の
左
に
あ
る
な
ら
ば
、
X
は
常
に
Z
の
左
に
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
こ
う
い
う
關
係
は
直

　
　
線
上
に
唯
ひ
と
つ
の
順
序
を
決
定
す
る
。

　
　
　
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
「
の
左
に
あ
る
」
と
い
う
關
係
が
非
相
樗
的
で
あ
る
と
は
、
そ
の
閣
係
が
そ
の
反
蜀
關
係
「
の
右
に
あ
る
」
と

　
　
は
異
な
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
も
し
私
が
今
銅
貨
を
時
計
の
右
に
あ
ら
し
め
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
は
机
の
上
に
鷹
い
た
そ
の
三
つ
の
物
纏
の
配
列
の
攣
化
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
同
じ
直
線
上
に
任
意
の
数
の
七
里
が
あ
る
と



　
　
想
像
す
る
場
合
、
そ
れ
ら
物
膿
の
各
々
が
他
の
物
燈
と
反
樹
驕
係
に
立
つ
べ
し
と
い
う
要
求
、
す
な
わ
ち
各
窓
下
が
愚
智
に
右
に
し
て
い

　
　
た
す
べ
て
の
物
麗
を
今
度
は
左
に
す
べ
し
と
い
う
要
求
が
な
さ
れ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
全
系
列
の
配
列
を
銘
ぜ
よ
と
い
う
要
求
な
の
で

　
　
あ
る
。
そ
こ
で
い
ま
系
列
全
署
が
そ
う
い
う
風
に
（
い
わ
ば
鏡
に
映
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
）
攣
じ
た
と
せ
よ
。
二
つ
の
場
合
に
私
は

　
　
「
順
序
」
（
o
誌
興
）
は
墾
っ
て
い
な
い
が
し
か
し
諸
物
膿
は
二
つ
の
異
っ
た
「
配
刻
」
（
糞
。
コ
，
節
昌
槻
の
ヨ
Φ
艮
）
に
あ
る
と
言
う
こ
と
に
す
る
。

　
　
（
ひ
と
び
と
は
物
の
二
つ
の
系
列
が
違
っ
た
「
向
き
（
の
窪
ω
Φ
）
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
〉

　
　
　
い
ま
私
が
一
鷹
線
上
に
配
列
さ
れ
た
物
膿
の
一
系
列
を
晃
る
と
せ
よ
。
そ
の
順
序
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
を
見
出
す
た
め
に
は
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
は
そ
の
系
列
だ
け
を
注
意
す
れ
ば
よ
く
、
ほ
か
の
何
物
を
も
注
意
す
る
必
要
が
な
い
。
た
と
え
ば
ト
ム
が
デ
ィ
ッ
ク
と
ハ
リ
イ
の
間
に
居

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

　
　
り
、
ハ
リ
イ
は
ト
ム
と
マ
イ
ク
ル
の
間
に
居
る
な
ど
の
事
を
私
は
見
る
。
こ
う
い
う
種
類
の
観
察
を
く
り
返
せ
ば
、
こ
の
三
人
の
上
述
の

　
　
「
順
序
」
は
完
全
に
決
定
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ま
確
定
さ
れ
た
「
順
序
」
に
は
矛
盾
し
な
い
で
あ
り
得
る
と
こ
ろ
の
、
二
つ
の

　
　
可
能
な
「
配
列
」
の
い
ず
れ
が
、
現
費
に
成
立
し
て
い
る
か
、
を
決
定
し
よ
う
と
私
が
す
る
場
合
に
は
、
事
柄
は
別
に
な
る
。
そ
の
た
め

　
　
に
は
人
々
の
う
ち
の
ど
れ
か
二
人
に
寂
し
て
、
た
と
え
ば
ト
ム
が
デ
ィ
ッ
ク
の
左
に
居
る
か
、
ま
た
は
右
に
居
る
か
、
を
決
定
す
れ
ば
足

　
　
り
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
場
合
、
左
が
私
の
立
場
か
ら
み
て
左
で
あ
る
と
い
う
意
味
か
、
私
に
向
っ
て
立
っ
て
い
る
誰
か
か

　
　
ら
み
て
左
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
か
、
ど
ち
ら
で
あ
る
か
を
私
が
決
定
す
る
ま
で
は
、
そ
の
問
い
は
確
定
し
た
意
昧
を
持
た
な
い
。

　
　
「
配
列
」
に
關
す
る
問
い
は
「
順
序
」
に
關
す
る
占
い
と
は
異
な
っ
て
、
「
見
地
」
の
選
撰
を
必
要
と
し
、
そ
う
い
う
選
揮
な
く
し
て
は
不

　
　
定
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
答
え
を
も
た
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
「
の
左
に
」
と
い
う
關
係
は
た
だ
見
掛
け
上
眞
の
二
項
囲
係
と
み
え
る
だ
け
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
の
關
係
を
十
分

　
　
に
言
い
表
わ
す
に
は
、
見
掛
け
上
の
野
宿
に
お
い
て
あ
る
そ
れ
ら
二
つ
の
心
象
の
ほ
か
に
、
少
く
と
も
、
も
う
一
つ
他
の
樹
象
へ
の
爾
係

　
　
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
「
A
は
B
の
左
に
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
は
、
敷
術
さ
れ
て
、
「
C
の
立
場
か
ら
見
ら
れ
た
場
合
に
、
A
は

　
　
B
の
左
に
あ
る
か
」
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
は
っ
き
り
言
明
す
る
に
せ
よ
し
な
い
に
せ
よ
、
そ
う
い
う
善
管
を
な
す
こ
と
な
く
し
て
は
、

914
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そ
れ
は
答
え
ら
れ
な
い
問
い
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
黙
で
次
の
よ
う
な
問
い
と
同
様
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
A
は
B
よ
り
近
い
か
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

と
か
「
A
は
B
よ
り
好
ま
れ
る
か
」
と
か
「
A
は
B
よ
り
良
い
か
」
と
か
。
こ
う
い
う
問
い
に
署
し
て
す
ぐ
に
な
き
れ
る
反
問
は
、
　
「
何

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

に
よ
り
近
い
か
」
ま
た
「
誰
に
好
ま
れ
る
か
」
ま
た
「
ど
の
黙
で
よ
り
良
い
か
」
で
あ
る
。
思
う
に
「
A
は
B
の
左
に
あ
る
」
と
い
う
表

現
は
、
　
一
定
の
翼
理
債
値
を
有
す
る
命
題
に
似
て
い
る
よ
り
は
、
む
し
ろ
充
た
さ
る
べ
き
空
所
を
も
つ
て
い
る
命
題
形
式
に
似
て
い
る
、

と
い
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
私
は
「
の
左
に
あ
る
」
と
い
う
關
係
が
「
不
完
全
關
係
」
（
ぼ
。
◎
幽
憤
①
8
話
狂
賦
。
旨
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に

し
た
い
。
こ
の
不
完
全
關
係
と
い
う
言
葉
で
私
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
も
は
や
十
分
に
明
か
に
な
っ
て
い
る
と
信
ず
る
。

　
私
が
主
張
し
た
い
と
思
う
主
な
黙
は
次
の
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
饗
象
の
或
る
空
間
的
系
列
の
「
配
列
」
を
確

定
的
に
雷
い
表
わ
そ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ひ
と
つ
の
「
不
完
全
關
係
」
を
用
い
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
A
、

B
、
C
と
い
う
三
つ
の
物
が
A
を
右
の
端
に
持
つ
の
で
な
く
て
A
を
左
の
端
に
持
つ
よ
う
な
配
列
を
取
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
わ

れ
わ
れ
自
身
の
身
膿
、
ま
た
は
と
も
か
く
も
A
、
B
、
C
と
は
ち
が
っ
た
他
の
物
膿
に
關
勘
づ
け
る
こ
と
な
し
に
は
、
全
く
知
り
よ
う
が

な
い
の
で
あ
る
。
　
（
そ
し
て
こ
の
事
は
ま
た
、
ど
れ
か
他
の
物
膿
へ
の
關
係
が
な
ぜ
こ
の
場
合
役
に
立
つ
の
か
、
と
い
う
難
閥
を
曙
示
し

な
い
で
あ
ろ
う
か
。
）
い
ま
A
、
B
、
C
が
三
人
の
人
で
あ
っ
て
、
互
に
他
を
見
る
こ
と
が
出
寝
る
が
、
そ
の
ほ
か
の
何
物
を
も
み
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

が
出
來
ぬ
と
せ
よ
。
こ
の
三
人
は
彼
ら
の
「
順
序
」
を
、
　
　
誰
が
誰
々
の
間
に
立
っ
て
い
る
か
一
を
、
た
や
す
く
決
定
し
得
る
で
あ

ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
彼
ら
は
い
か
な
る
「
配
列
」
に
お
い
て
彼
ら
が
あ
る
か
、
を
決
定
す
る
こ
と
は
あ
き
ら
め
ね
ば
な
ら
ぬ
で
山
6
0
ろ

う
。
そ
れ
が
彼
ら
に
出
來
な
い
と
い
う
の
は
、
彼
ら
の
理
解
力
の
敏
除
乃
至
は
知
識
の
歓
除
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
場
合
障
害
は
論

理
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
三
人
が
二
つ
の
可
能
な
「
配
列
」
の
い
ず
れ
が
現
實
と
な
っ
て
い
る
か
を
決
定
し
得
な
い
わ
け
は
、
だ

れ
が
左
側
に
居
る
か
を
見
出
す
と
い
う
仕
事
が
、
こ
の
場
合
論
理
的
に
無
意
昧
な
事
柄
で
あ
る
た
め
な
の
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
控
え
目
に
い
っ
て
こ
の
場
合
ほ
か
の
願
序
づ
け
の
嗣
係
を
求
め
る
こ
と
は
役
に
立
た
な
い
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
先
に
同

一
の
「
順
序
」
を
有
す
る
二
つ
の
異
る
「
配
列
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
に
い
か
に
し
て
到
達
し
た
か
を
顧
み
る
な
ら
ば
、



　
　
「
の
左
に
あ
る
」
と
い
う
観
念
が
、
わ
れ
わ
れ
の
興
え
た
「
配
列
」
の
定
義
の
う
ち
に
入
り
込
ん
で
い
た
こ
と
を
み
と
め
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
違
っ
た
「
配
列
」
に
お
い
て
あ
る
こ
と
の
意
味
を
設
明
す
る
た
め
に
、
填
る
配
列
に
お
い
て
は
A
は
B
の
左
に
あ

　
　
り
も
う
叫
つ
の
配
列
に
お
い
て
は
A
は
8
の
右
に
あ
る
、
と
言
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
一
つ
の
系
列
が
一
つ
の
配
列
に
お
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
あ
り
、
そ
の
反
剰
の
配
列
に
お
い
て
あ
る
の
で
な
い
、
と
い
う
基
準
を
立
て
る
た
め
に
は
、
　
「
の
左
に
あ
る
」
と
い
う
關
係
、
あ
る
い
は

　
　
そ
れ
に
論
理
的
に
等
便
な
盗
難
、
を
用
い
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
う
い
う
基
準
を
立
て
る
こ
と
は
私
が
さ
き
に
言

　
　
つ
た
「
不
完
全
な
」
關
係
を
基
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
こ
れ
ま
で
の
考
察
に
よ
っ
て
「
向
き
」
（
ω
窪
の
⑦
）
一
す
な

　
　
わ
ち
岡
じ
「
順
序
」
を
有
す
る
二
つ
以
上
の
物
饅
の
一
方
の
「
配
列
」
を
他
方
の
「
配
列
」
か
ら
箆
評
す
る
所
以
の
も
の
一
に
つ
い
て

　
　
㊤
薔
葉
が
、
自
然
法
則
の
公
式
的
な
表
現
の
う
ち
に
な
ぜ
入
り
込
ま
な
い
か
を
理
解
す
る
こ
と
が
容
易
と
な
る
。
私
の
考
え
で
は
「
向

　
　
き
」
の
指
定
は
「
不
完
全
な
」
關
係
の
使
用
を
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
或
る
偶
然
的
に
存
在
す
る
一
髄
つ
ま
た
は
二
つ
以
上
の
物
膿
へ

　
　
驕
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
よ
う
な
關
係
、
を
使
用
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
か
よ
う
な
系
列
外
の
物
膿
へ
の
調
係
づ
け
は
、
歴

　
　
史
に
お
い
て
は
よ
く
み
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
ナ
ポ
レ
オ
ン
の
及
ぼ
し
た
影
響
の
年
代
記
に
お
い
て
。
　
（
た
だ
し
こ
の
ば
あ
い
ナ
ポ
レ
オ
ン

　
　
自
盤
は
肩
幅
で
あ
っ
て
、
明
示
的
に
示
さ
れ
る
よ
り
ほ
か
な
い
の
で
あ
る
）
。
け
れ
ど
も
そ
う
い
う
關
係
づ
け
は
理
論
的
科
學
に
は
容
れ

　
　
ら
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
太
陽
が
北
に
向
っ
て
立
っ
て
い
る
観
察
者
の
右
手
に
あ
が
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
う
で
な
い
こ
と
も
あ
り
え
た
よ
う
な
一
つ
の
事
費
で

　
　
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
事
實
を
の
べ
る
た
め
に
は
私
は
「
の
右
に
あ
る
」
と
い
う
關
係
を
用
い
ね
ば
な
ら
ず
、
こ
の
閣
係
は
す
で
に

　
　
み
た
よ
う
に
契
る
物
艦
の
自
由
な
選
澤
に
よ
っ
て
定
義
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
科
學
者
は
基
準
物
膿
の
自
由
な
選
撰
如
何
に

　
　
よ
っ
て
性
格
を
携
え
る
よ
う
な
こ
う
い
う
種
類
の
表
現
で
は
、
決
し
て
満
足
し
な
い
。
科
忍
者
は
そ
う
い
う
自
由
な
選
澤
を
俘
わ
ず
に
公

　
　
式
化
さ
れ
得
る
よ
う
な
法
則
を
求
め
る
。
理
論
物
理
學
に
お
い
て
こ
の
要
求
が
あ
ら
ゆ
る
黙
で
充
た
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
著
し
い
事
蟹
で

　
　
あ
る
。
す
な
わ
ち
理
論
物
理
學
に
お
い
て
は
、
何
事
も
宇
窟
に
お
け
る
物
膿
の
悪
質
の
「
配
列
」
に
關
係
を
持
た
な
い
の
で
あ
り
、
し
た

934
　
　
　
　
　
賭
間
の
「
方
向
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
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一
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94農　
　
が
っ
て
も
し
こ
の
宇
痘
に
お
け
る
物
鐙
の
「
配
朔
」
が
帳
に
逆
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
理
論
物
理
學
の
礁
造
の
裡
に
な
ん
ら
の
攣
更
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
（
島
隠
特
に
こ
の
理
由
に
よ
り
、
験
讃
原
理
の
信
奉
者
た
ち
は
、
宇
宙
に
お
け
る
す
べ
て
の
物
の
「
配
列
」
が

　
　
逆
に
さ
れ
る
と
い
う
想
定
そ
の
も
の
に
、
な
ん
ら
か
の
意
味
を
認
め
る
こ
と
を
多
分
拒
む
で
ふ
‘
o
ろ
う
）
。

　
　
　
聞
題
を
次
の
様
に
考
え
て
み
る
こ
と
は
お
そ
ら
く
有
盆
で
か
‘
9
ろ
う
。
私
が
机
の
上
に
置
い
た
三
つ
の
封
象
（
銅
貨
、
時
計
、
灰
皿
）
の

　
　
配
列
が
突
然
明
ら
か
に
逆
に
な
っ
た
の
を
見
出
す
と
せ
よ
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
場
合
、
こ
れ
ら
三
つ
の
物
膿
が
逆
轄
さ
せ
ら
れ
た
の
だ
、

　
　
と
言
う
こ
と
は
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
に
藩
論
を
好
む
者
が
居
て
、
逆
鱒
さ
せ
ら
れ
た
の
は
こ
れ
ら
三
つ
の
物
農
で
は
な
く
反
翼

　
　
に
他
の
す
べ
て
の
物
で
あ
る
、
と
言
い
張
る
と
せ
よ
。
そ
う
な
る
と
彼
の
考
え
と
わ
れ
わ
れ
自
身
の
考
え
と
の
い
ず
れ
か
を
選
ぶ
べ
し
と

　
　
い
う
理
由
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
い
か
な
る
観
察
を
も
つ
て
し
て
も
わ
れ
わ
れ
の
い
ず
れ
が
正
し
い
か
は
示
さ
れ
得
な
い
。
し
た
が

　
　
つ
て
わ
れ
わ
れ
の
間
に
争
い
が
あ
る
と
み
え
た
の
は
實
は
幻
想
に
す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
配
列
と
い
う
の
は
相
謝
的
な
観

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
念
で
あ
る
が
、
配
列
の
相
違
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
理
論
物
理
學
に
閥
す
る
か
ぎ
h
・
、
観
察
さ
れ
る
必
要
が
あ
り
ま
た
観
察
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
得
る
も
の
は
、
た
だ
「
配
列
の
相
違
」
の
み
な
の
で
あ
る
。
こ
う
い
う
考
え
は
固
艦
の
空
闘
的
「
方
向
づ
け
9
繭
9
罫
節
賦
。
昌
」
と
時
に
言

　
　
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
、
あ
て
は
め
て
み
る
と
、
さ
ら
に
顯
著
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
二
つ
の
物
龍
が
あ
ら
ゆ
る
黙
で
相
似
で
あ
っ
て
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
か
も
同
じ
空
聞
に
は
め
る
こ
と
が
出
來
ぬ
と
い
う
場
合
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
誰
も
が
よ
く
知
っ
て
い
る
事
忌
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
左

　
　
手
は
右
手
に
、
そ
の
大
き
さ
、
形
、
部
分
の
結
合
の
仕
方
、
に
お
い
て
き
っ
ち
り
と
相
似
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
同
じ
手
袋
に
は
い
ら
な

　
　
い
。
ま
た
二
つ
の
砂
糖
の
結
融
が
、
物
理
的
化
學
的
に
は
あ
ら
ゆ
る
黙
で
正
確
に
似
て
お
り
、
し
か
も
一
方
の
分
子
の
配
列
が
他
方
の
分

　
　
子
の
配
列
の
鏡
像
で
あ
る
場
合
が
あ
り
得
る
。
さ
ら
に
、
颪
角
に
交
わ
る
三
つ
の
棒
か
ら
な
る
軍
純
な
二
つ
の
物
盤
も
、
カ
ン
ト
の
言
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い

　
　
を
借
り
て
言
え
ば
「
重
な
り
合
わ
な
い
封
」
（
ご
o
o
旨
鰻
q
①
馨
o
o
麟
口
8
愚
麟
隣
」
刀
）
　
で
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
一
つ
の
物
膿
と
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

　
　
れ
の
鏡
像
を
な
す
封
、
と
は
、
「
方
向
づ
け
」
（
○
難
O
β
叶
9
嘗
O
昌
）
に
お
い
て
異
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
し
よ
う
。
す
る
と
魚
脳
面
を
持
た
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い

　
　
い
三
次
元
の
物
艘
の
す
べ
て
に
つ
い
て
、
そ
れ
と
は
た
だ
方
向
づ
け
に
お
い
て
の
み
相
違
す
る
と
こ
ろ
の
一
つ
の
鏡
像
に
罵
る
樹
、
が
存



　
　
在
し
得
る
こ
と
を
認
め
う
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
さ
て
さ
き
に
配
列
の
相
封
性
に
つ
い
て
私
が
言
っ
た
こ
と
は
、
適
當
な
修
正
を
加
え
れ
ば
、
こ
の
「
方
向
づ
け
」
に
つ
い
て
も
成
り
立

　
　
つ
の
で
あ
る
。
理
論
物
理
學
は
継
鍬
的
な
「
方
向
づ
け
」
を
少
し
も
顧
慮
し
な
い
（
す
な
わ
ち
そ
う
い
う
概
念
に
意
味
を
認
め
ま
い
と
す

　
　
る
）
。
し
た
が
っ
て
「
方
向
づ
け
の
相
違
し
の
み
が
自
然
法
則
の
公
式
的
表
現
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
　
一
人
の
ひ
と
の
内
臓
の
方
向
づ

　
　
け
が
逆
縛
さ
せ
ら
れ
（
H
・
G
・
ウ
ェ
ル
ズ
の
小
読
の
一
つ
に
あ
る
様
に
）
、
そ
の
結
果
そ
の
人
の
心
臓
は
身
膿
の
右
側
に
あ
り
、
左
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
は
右
手
に
な
っ
た
等
々
の
事
が
突
然
わ
か
っ
た
と
す
る
と
、
そ
の
人
の
身
禮
の
方
向
づ
け
が
攣
じ
た
と
い
う
嘉
定
と
、
そ
の
人
以
外
の
す

　
　
べ
て
の
人
の
方
向
づ
け
が
攣
じ
た
と
い
う
蝦
蟹
と
の
、
い
ず
れ
を
選
ぶ
べ
き
か
、
を
決
定
し
得
る
理
由
は
存
在
せ
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
以
上
私
は
、
ひ
と
び
と
が
空
間
は
「
等
方
的
」
で
あ
る
と
か
「
特
有
な
方
向
を
持
た
ぬ
」
と
か
い
う
場
合
に
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
事

　
　
柄
の
い
く
つ
か
を
、
く
わ
し
く
の
べ
よ
う
と
試
み
て
き
た
。
わ
れ
わ
れ
は
お
そ
ら
く
空
闘
の
一
様
性
と
同
質
性
の
観
念
に
十
分
親
し
み
を

　
　
も
つ
に
い
た
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
の
愚
な
主
張
に
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
そ
れ
を
聞
い
た
場
合
の
よ
う
に
は
驚
か
ぬ
の
で
あ
ろ
う
。
し
か

　
　
し
な
が
ら
理
論
物
理
學
に
お
い
て
時
間
も
ま
た
恰
も
「
等
方
的
」
で
あ
る
か
の
ご
と
く
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
事
を
知
る
と
な
る
と
實
際

　
　
驚
か
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
二
三
の
黙
を
手
短
か
に
の
べ
る
に
と
ど
め
る
。
ど
れ
か
輩
純
な
法
期
、
た
と
え
ば
員
空
中
で
の
物

　　

S
の
晶
落
下
の
法
則
を
と
っ
て
み
究
距
離
と
経
過
レ
幽
間
・
の
關
係
を
示
す
方
程
式
は
次
の
周
知
の
も
の
で
あ
・
。
⑦
晶
魁
・

　
　
こ
の
方
程
式
の
示
す
と
こ
ろ
は
一
つ
の
物
膿
が
静
止
状
態
か
ら
落
下
を
は
じ
め
、
た
と
え
ば
4
秒
た
て
ば
垂
直
方
向
に
毎
秒
お
よ
そ
這
。
。

　
　
フ
ィ
ー
ト
の
速
慶
を
持
つ
に
い
た
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
こ
に
驚
く
べ
き
こ
と
は
そ
の
同
じ
方
程
式
が
、
毎
秒
垂
直
に
上

　
　
方
に
向
っ
て
憲
。
。
フ
ィ
ー
ト
の
速
度
を
も
つ
て
最
下
黙
か
ら
出
張
し
、
重
力
の
作
用
を
受
け
な
が
ら
上
昇
し
最
高
黙
で
趣
止
す
る
に
い
た

　
　
る
物
罷
の
運
動
に
も
、
あ
て
は
ま
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
（
も
っ
と
も
こ
の
場
合
に
は
S
は
今
後
通
過
さ
る
べ
き
距
離
を
測
る
も
の
と

　
　
な
ら
ね
ば
な
ら
ず
、
t
は
運
動
が
完
了
す
る
ま
で
に
経
過
す
べ
き
時
間
を
測
る
も
の
と
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
）
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
一
方
の
運

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
動
を
他
方
の
遅
動
の
逆
と
呼
ぶ
な
ら
ば
雪
渓
落
下
の
法
則
に
は
、
一
方
の
運
動
ま
た
は
そ
の
逆
の
い
ず
れ
が
翼
翼
に
起
っ
た
の
か
、
を
示

鰯　
　
　
　
　
静
聞
の
「
方
向
』
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
・
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す
黙
は
何
も
な
い
の
で
あ
る
。

　
こ
の
結
論
は
た
だ
ち
に
物
理
學
の
あ
ら
ゆ
る
法
則
に
一
般
的
に
あ
て
は
ま
る
も
の
と
な
る
。
物
理
學
の
あ
ら
ゆ
る
法
則
は
、
も
ろ
も
ろ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
出
書
記
の
時
聞
上
の
二
つ
の
可
能
な
・
「
配
列
」
い
い
か
え
れ
ば
二
つ
の
「
向
き
」
の
、
い
ず
れ
を
採
る
べ
き
か
、
を
示
さ
な
い
も
の
で

あ
る
。
た
と
え
全
宇
宙
が
「
元
に
戻
り
」
つ
つ
あ
り
、
し
た
が
っ
て
現
然
の
宇
宙
に
お
い
て
よ
り
早
く
現
わ
れ
て
い
る
も
の
が
す
べ
て
、

こ
の
假
想
の
宇
宙
で
は
よ
り
遅
く
あ
ら
わ
れ
、
ま
た
よ
り
遅
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
も
の
が
す
べ
て
、
よ
り
早
く
あ
ら
わ
れ
る
、
と
い
う
よ

う
な
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
す
べ
て
の
物
理
法
則
は
何
の
修
正
も
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
（
た
だ
し
熱
力
學
の
第
二
法
則
は
唯
一
の

そ
し
て
重
要
な
例
外
で
あ
る
と
普
通
に
は
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
こ
こ
で
は
も
は
や
の
べ
る
こ
と
の
藁
箒
ぬ
理
由
に
よ
っ

て
、
私
は
こ
の
普
通
の
見
解
が
全
く
誤
っ
て
い
る
と
考
え
る
）
。

　
さ
て
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
り
、
露
営
は
時
間
が
「
等
方
的
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
結
論
し
て
よ
い
な
ら
ば
、
い
ま
ま
で
の
議
論
は

わ
れ
わ
れ
に
當
然
次
の
諸
蹄
結
を
認
め
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
e
「
よ
り
早
く
起
る
」
と
い
う
關
係
は
上
に
明
ら
か
に
し
た
意
味
に
お
い
て
「
不
完
全
」
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
A
な
る
出
爪
事
が
B
な
る
詳
言
事
よ
り
も
早
く
起
つ
た
か
ど
う
か
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
出
來
事
の
み
に
よ
っ
て
決
ま
る
の
で
は

な
く
、
な
お
他
の
出
面
事
へ
の
關
係
づ
け
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
（
そ
れ
が
は
っ
き
り
労
q
明
さ
れ
て
い
る
に
せ
よ
い
な
い
に
せ
よ
）
。
し
た

が
っ
て
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
の
戦
い
は
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
の
戦
い
の
前
に
起
つ
た
か
と
い
う
聞
い
は
薩
裁
な
無
條
件
な
答
え
を
蟹
は
許
さ
ぬ

も
の
と
な
り
、
嚴
密
に
い
え
ば
次
の
様
な
し
つ
べ
い
返
し
を
受
け
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
　
「
そ
れ
は
す
べ
て
貴
方
の
見
地

如
何
に
よ
る
こ
と
だ
。
も
し
貴
方
の
闇
い
が
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン
グ
ズ
の
養
い
は
エ
レ
サ
レ
ム
の
陥
落
と
ワ
ー
テ
ル
ロ
ー
の
載
い
と
の
間
に
起

つ
た
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
意
い
な
ら
ば
、
　
「
然
り
」
と
答
え
ね
ば
な
ら
諏
。
し
か
し
、
も
し
貴
方
の
問
い
の
意
味
が
、
ヘ
イ
ス
テ
ィ
ン

グ
ズ
の
戦
い
が
ヴ
．
一
ル
号
イ
ユ
條
約
と
ワ
…
テ
ル
ロ
ー
の
載
い
と
の
間
に
起
つ
た
か
、
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
答
え
は
、
「
否
で
あ
る
」
、

と
。
時
間
が
「
等
方
的
」
で
あ
る
と
い
う
こ
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
こ
の
二
つ
の
答
え
に
優
別
を
つ
け
得
る
よ
う
な
も
の
は
宇
窟
に
は
存
在



　
　
し
な
い
こ
と
に
な
る
。
　
一
方
の
時
聞
的
配
列
の
方
に
他
方
よ
り
も
興
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
わ
れ
わ
れ
自
身
の
側
の
廓
由
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
い

　
　
選
揮
で
あ
り
、
あ
た
か
も
右
利
き
の
人
間
が
右
向
き
の
黒
黒
の
方
に
、
そ
の
鏡
像
に
あ
た
る
封
に
よ
り
も
、
興
味
を
寄
せ
る
か
も
し
れ
ぬ

　
　
の
と
同
様
で
あ
る
。

　
　
　
O
　
出
臣
事
の
同
一
系
列
A
、
B
、
C
が
、
一
人
の
観
察
者
に
よ
っ
て
は
、
A
が
最
初
に
起
る
よ
う
な
蒋
間
的
配
列
に
あ
る
、
と
し
て

　
　
正
當
に
記
述
さ
れ
得
る
と
と
も
に
、
も
う
一
入
の
観
察
者
に
よ
っ
て
は
、
A
が
最
後
に
起
る
と
い
う
反
封
の
時
閲
的
配
列
に
あ
る
も
の
と

　
　
し
て
、
や
は
り
正
野
に
記
述
さ
れ
得
る
も
の
と
な
る
と
、
い
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
　
（
こ
う
い
う
見
方
は
、
時
閾
が
「
反
封
の
方
向

　
　
に
流
れ
る
」
一
宇
雷
の
場
所
の
相
違
に
よ
り
、
あ
る
い
は
槻
察
者
の
運
動
の
相
違
に
よ
り
一
と
い
う
想
像
を
産
む
。
）

　
　
　
鱒
　
多
く
の
著
者
た
ち
が
な
し
た
ご
と
く
、
わ
れ
わ
れ
は
與
え
ら
れ
た
い
か
な
る
時
闘
的
配
列
を
も
逆
に
な
し
得
る
と
い
う
考
え
を
、

　
　
翼
面
目
な
問
題
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
遠
い
銀
河
に
旅
し
て
、
そ
こ
で
は
ひ
と
び
と
が
後
に
向
っ
て
歩

　
　
い
て
を
り
、
樫
の
木
が
徐
々
に
囲
栗
に
攣
り
、
オ
ム
レ
ツ
の
細
片
が
ひ
と
び
と
の
口
か
ら
出
て
集
っ
て
ま
だ
翻
っ
て
な
い
卵
に
な
る
、
と

　
　
い
っ
た
こ
と
を
見
た
場
合
、
つ
ま
り
其
身
で
は
フ
ィ
ル
ム
を
逆
に
ま
わ
し
た
場
合
と
同
じ
よ
う
に
物
が
見
え
か
つ
聞
え
る
こ
と
を
話
出
し

　
　
た
場
舎
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
う
い
う
奇
妙
な
地
域
の
任
民
に
と
っ
て
堕
獄
が
、
優
る
ひ
と
び
と
の
好
ん
で
需
う
ご
と
く
に
、
　
「
逆
に
流
れ
て

　
　
い
る
」
の
で
あ
る
と
い
う
考
え
を
、
鵡
躇
な
く
採
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
し
か
し
逆
に
、
時
闘
は
空
間
が
そ
れ
と
認
め
ら
れ
た
よ
う
な
具
合
に
は
「
等
方
的
」
で
は
な
い
、
と
い
う
見
方
を
採
る
と
す
る
な
ら

　
　
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
爺
結
を
否
認
せ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
私
が
A
は
B
よ
り
早
く
起
つ
た
と
主
張
す
る
と
き
、
私
は
そ
の
意
味

　
　
そ
の
も
の
が
私
の
位
置
或
い
は
見
地
に
、
或
い
は
ま
た
だ
れ
か
他
の
人
ま
た
は
ど
れ
か
他
の
物
の
見
地
に
、
依
存
す
る
よ
う
な
事
柄
を
主

　
　
均
し
て
い
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
様
に
事
費
私
に
は
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
も
し
黙
れ
か
が
次
の
様
な
事
を
い
う
と
せ
よ
。
　
「
死
刑

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
囚
が
ま
ず
た
っ
ぷ
り
と
朝
食
を
喰
べ
然
る
の
ち
に
絞
首
刑
を
受
け
た
、
と
い
う
の
は
貴
方
の
立
場
か
ら
み
て
眞
で
あ
る
に
遍
ぎ
な
い
。
同

　
　
様
に
正
當
な
別
の
見
地
か
ら
み
れ
ば
、
そ
の
囚
人
は
ま
ず
絞
首
刑
を
受
け
然
る
の
ち
に
た
っ
ぶ
り
朝
食
を
喰
べ
た
と
い
う
こ
と
が
翼
で
あ

974
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る
で
あ
ろ
う
。
」
も
し
こ
う
い
う
こ
と
を
雷
う
人
が
あ
る
な
ら
ば
、
私
に
は
、
そ
う
い
っ
た
考
え
は
死
骸
に
と
っ
て
い
く
ら
か
の
慰
め
に

な
る
、
と
思
え
る
だ
け
で
あ
る
。

　
も
し
A
が
B
よ
り
も
早
く
起
る
と
し
て
も
、
B
が
A
よ
り
も
早
く
起
る
と
い
う
こ
と
も
結
周
は
や
は
り
眞
で
あ
ろ
う
、
な
ど
と
い
う
の

は
、
私
に
は
ナ
ン
セ
ン
ス
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
　
「
A
が
B
よ
り
早
く
起
る
」
と
い
う
言
葉
が
「
B
が
A
よ
り
皐
く
起
る
」
と
い
う
言
葉

と
矛
盾
し
梢
容
れ
な
い
と
い
う
こ
と
一
し
か
も
こ
れ
は
還
に
「
の
左
に
」
が
「
の
右
に
」
と
矛
盾
す
る
の
と
同
じ
仕
方
に
お
い
て
で
は

な
い
一
と
い
う
こ
と
は
、
時
間
に
欲
す
る
言
葉
の
わ
れ
わ
れ
の
使
用
の
不
可
敏
の
部
分
で
あ
る
と
私
に
は
思
わ
れ
る
。
A
は
か
く
か
く

の
物
の
見
方
か
ら
み
て
B
よ
り
早
い
、
と
い
う
よ
う
な
言
葉
を
誰
か
が
用
い
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
語
り
手
が
時
事
的
表
現
を
あ

る
異
常
な
奇
妙
な
意
味
で
用
い
て
い
る
、
と
結
論
し
て
差
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
そ
れ
ゆ
え
蒋
間
が
「
方
向
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
も
し
そ
の
表
現
が
、
上
に
私
が
明
ら
か
に
せ
ん
と
努
め
た
恵
贈
に
お
い
て
、
時

間
は
「
等
方
的
」
で
は
な
い
、
と
い
う
事
に
も
劣
ら
ず
確
實
で
あ
る
、
と
私
は
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
た
と
え
こ
う
い
う
意
味
で
で
も
、

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

時
闘
が
「
方
向
」
を
も
っ
と
い
う
こ
と
は
、
　
「
よ
り
早
い
し
と
い
う
語
や
そ
れ
に
關
上
す
る
珍
問
的
表
現
の
わ
れ
わ
れ
の
使
用
の
も
つ
周

知
の
特
徴
を
、
間
違
い
易
い
大
げ
さ
な
雷
い
方
で
い
い
表
わ
す
に
す
ぎ
ぬ
、
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
私
は
「
方
向
」
な
ど
と
は
　
灘
わ
な

い
で
、
次
の
様
に
言
う
方
が
良
い
と
思
う
。
す
な
わ
ち
二
つ
の
出
來
事
の
う
ち
い
ず
れ
が
よ
り
早
い
か
を
決
定
す
る
爲
に
は
、
こ
れ
ら
二

つ
の
出
來
事
の
み
を
考
え
て
他
の
何
事
を
も
考
え
な
く
て
十
分
で
あ
り
得
る
、
と
い
う
方
が
良
い
と
思
う
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
、
も
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

二
つ
の
出
來
事
が
そ
れ
の
時
閥
的
位
置
を
の
ぞ
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
黙
で
正
確
に
相
似
で
あ
る
よ
う
な
場
合
に
如
何
に
し
て
一
方
の
出
品
事

が
よ
り
早
く
起
っ
て
い
る
と
い
う
事
を
決
定
す
る
の
か
、
と
問
う
こ
と
が
必
要
だ
、
と
或
る
ひ
と
び
と
は
考
え
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ

れ
は
私
が
こ
の
論
文
で
答
え
よ
う
と
し
た
問
題
と
は
別
の
問
題
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
時
聞
の
「
方
向
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
概

念
的
混
胤
の
兆
し
で
あ
り
、
避
け
る
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
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The‘‘Directioガ’of　Time

by　Max　Blacl〈

　　This　paper　examines　the　cormnon　view　tliat　tirae　is　“　unsymmetrical　”

or　has　a　“　pri’vilegecl　direction．”　An　examination　of　some　uses　of　the　word

‘　direction　’　ln　ordinary　langtiage　letads　to　the　conclusion　that　reference　to

“　direction”　is　pe｝rmissible　either　in　cormexion　with　mobons　and　changes

or　in　connexion　with　the　relative　spatial　oxientation　of　bodies．　ln　all

such　literal　senses，　reference　to　the　“　direction　”　of　time　is　unintelligible．

The　underlying　metaphor　of　time　as　a　flowing　sti“eam　is　held　to　be

absurd，　because　it　requires　reference　to　a　“super－time”　in　which　ordi－

nary　time　can　“flow．”

　　An　a枕empt　is廊en祖ade　to　a聰1yse　wl窪at　is血ea批by　say血g　that

space　is　“　isotropic，”　with　a　view　to　deciding　whether　time　lsotropic　or　not．

A　distinctlon　is　made　between　the　“　order”　and　the　“　arrangement”　of

bodias　placed　along　a　1ine　；　the　2dentification　of　a　particular　arrangement

is　held　to　involve　the　use　of　what　is　here　called　an　“incomplete　rela－

tion　”　（one　involving　the　relative　orientation　of　an　obseiver）．　ln　science，

it　seems，　both　time　and　space　are　treated　as　“isotropic．”　Hence，　if　the

entire　history　of　the　uriiverse　were　“run　backwards，”　nothing　in　the

scientific　description　o£　the　universe　would　be　changed．　But　while　this

is　true　of　science，　ordinary　“ses　of　‘earlier　than’　and　other　temporal

expressl㎝s§how　aa　abso圭ute　dis血。穏on　betwee四丁e　tw◎possible　an・an－

gtnents　of　a　tempora｝　series　of　events．　lt　is　misleading　to　refer　to　this

feature　of　uses　of　temporal　words　by　saying　£hat　time　has　a　i‘　direction．”

Talk　about　time’s　“　di1’ection　”　is　a　symptom　of　conceptual　confuslon．

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1


