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フ
ェ
ヒ
ネ
ル
的
法
則
に
つ
い
て

柿
　
崎
　
砧
　
一

　
め
ん
ど
う
な
論
議
は
さ
て
お
き
、
と
に
か
く
「
身
騰
と
精
神
と
の
問
の
關
係
に
つ
い
て
の
精
密
な
理
論
」
と
し
て
の
精
紳
物
理
學
を
う

ち
立
て
よ
う
と
し
た
フ
．
「
ヒ
ネ
ル
の
雄
藏
は
、
現
代
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
や
は
り
魅
惑
的
で
あ
り
、
ま
た
、
心
的
な
る
も
の
を
物
的

な
る
も
の
と
の
函
数
蘭
係
に
お
い
て
記
蓮
し
ょ
う
と
し
た
い
わ
ゆ
る
「
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
の
法
則
」
は
、
少
く
と
も
そ
の
方
法
論
的
意
義
に
お

い
て
、
今
日
も
な
お
心
理
學
の
一
つ
の
支
柱
と
な
っ
て
い
る
。

　
「
心
」
は
そ
の
働
き
に
即
し
て
の
み
捉
え
ら
れ
る
。
操
作
的
な
見
地
よ
り
す
れ
ば
、
　
「
心
」
の
働
き
の
根
本
は
、
一
つ
の
物
・
身
的
な

所
與
に
下
し
て
、
そ
れ
と
は
異
な
る
濁
膚
の
身
・
心
的
な
砂
蟹
を
産
出
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
こ
に
あ
る
べ
き
再
溝
成
な
い
し
愛
換
の
法

則
を
見
出
す
こ
と
が
精
紳
物
理
學
的
聞
題
の
中
心
で
あ
り
、
見
出
さ
れ
る
べ
き
法
則
が
フ
．
｛
ヒ
ネ
ル
藩
法
劉
に
倦
な
ら
な
い
。
　
「
フ
ェ
ヒ

ネ
ル
の
法
則
」
と
よ
ば
れ
て
有
名
な
か
の
封
数
法
劉
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
を
も
含
め
て
、
一
般
に
こ
の
よ
う
な
攣
換
法
則
を
示
す
デ
ー
タ

は
、
今
日
の
實
験
心
理
學
的
研
究
の
至
る
と
こ
ろ
に
冤
出
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
心
理
霊
的
意
味
づ
け
は
必
ず
し
も
一
義
的
で
は

な
く
、
場
合
に
よ
っ
て
は
議
論
の
混
胤
を
も
生
じ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
し
ば
し
ば
「
感
覧
尺
度
」
と
よ
ば
れ
る
一
群
の
デ

ー
タ
を
と
り
あ
げ
て
み
た
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
フ
．
一
ヒ
ネ
ル
的
法
灘
が
現
代
心
理
學
の
理
論
膿
系
の
中
に
ど
の
よ
う
な
地
位

を
占
め
る
べ
き
か
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
研
究
が
ど
の
よ
う
な
方
向
に
塗
直
せ
し
め
ら
れ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
考
察
し
、
一
般
に
フ
ェ
ヒ
ネ
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ル
的
法
灘
の
意
義
に
つ
い
て
の
反
省
の
一
資
料
と
し
た
い
。

　
感
魔
尺
度
の
構
成
と
い
う
こ
と
が
、
最
も
狭
義
に
お
い
て
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
的
な
聞
題
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
　
「
睡
魔
」
と
い

う
用
語
は
誤
解
や
無
用
の
論
議
を
も
招
き
や
す
く
、
そ
の
意
味
で
は
不
適
當
で
も
あ
ろ
う
。
實
際
、
今
賑
の
多
く
の
研
究
者
も
必
ず
し
も

こ
の
よ
う
な
術
語
を
用
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
β
常
的
に
感
覧
と
よ
ば
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
事
賢
に
關
す
る
事
柄
に
は
多
い
な
い

の
で
あ
る
か
ら
、
便
宜
上
そ
う
い
っ
て
お
こ
う
。
一
口
に
い
え
ば
、
感
魔
の
大
き
さ
（
。
。
o
塁
。
蔓
饗
p
σ
q
巳
ε
紆
）
な
い
し
大
き
さ
の
驕
係

を
物
理
的
な
刺
激
な
い
し
刺
激
の
關
係
に
よ
っ
て
記
蓮
で
き
る
よ
う
な
關
係
法
則
、
そ
の
意
味
で
の
賢
愚
の
尺
度
を
樗
成
し
よ
う
と
す
る

こ
と
で
あ
る
。
最
近
の
多
く
の
研
究
の
概
観
に
つ
い
て
は
、
わ
が
國
で
も
畿
に
す
ぐ
れ
た
展
望
（
2
3
）
も
讃
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
こ
で

は
省
略
す
る
。
要
す
る
に
、
現
在
の
段
隠
で
は
、
あ
る
一
つ
の
感
魔
属
性
に
つ
い
て
も
、
充
分
な
黒
影
性
を
持
つ
尺
度
を
一
義
的
に
構
成

す
る
こ
と
が
出
來
た
と
は
決
し
て
い
え
な
い
。
方
法
に
よ
り
、
從
っ
て
ま
た
、
そ
の
方
法
の
根
底
と
な
る
嘉
定
や
数
理
的
模
型
の
如
何
に

よ
っ
て
、
結
果
が
遽
っ
て
く
る
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
が
愚
状
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
ま
で
普
蓮
に
行
な
わ
れ
て
き
た
尺
度
溝
成
の
方
法
は
、
大
ま
か
に
置
捨
す
れ
ば
、
ω
ス
チ
ー
ブ
ン
ス
（
Q
。
8
く
。
霧
“
○
。
◎
Q
。
．
）
の
よ
う

に
、
被
験
者
（
と
い
う
よ
り
は
こ
こ
で
は
む
し
ろ
観
察
者
）
が
刺
激
の
強
さ
を
感
魔
の
大
き
さ
と
し
て
経
験
し
、
こ
の
大
き
さ
を
何
ら
か

の
数
膿
系
に
よ
っ
て
直
接
的
に
叙
述
し
得
る
と
の
品
定
の
下
に
、
観
察
者
の
反
慮
か
ら
直
接
的
な
比
寧
尺
度
を
溝
威
す
る
か
、
あ
る
い
は
、

勧
そ
の
よ
う
な
假
定
の
上
に
立
た
ず
、
剃
激
に
封
ず
る
辮
別
機
能
の
み
に
基
い
て
、
薫
別
度
ま
た
は
「
ま
ぎ
ら
わ
し
さ
」
を
以
て
感
畳
の

軍
位
と
假
委
し
て
、
間
接
的
に
間
隔
尺
度
を
構
成
す
る
か
、
の
二
つ
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
の
ど
ち
ら
に
從
う
べ
き
か
は
、
結

局
そ
れ
だ
け
で
は
き
め
ら
れ
な
い
。

　
た
と
え
ば
、
「
音
の
大
き
さ
（
囲
0
9
創
づ
O
ω
Q
⇔
）
」
に
つ
い
て
、
大
き
さ
の
比
率
瀾
係
を
観
察
者
の
主
観
的
比
牽
判
断
か
ら
直
接
求
め
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
諏
王
）

に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
ス
チ
ー
ブ
ン
ス
ら
（
2
7
、
2
8
）
の
曲
線
（
異
騰
的
な
や
り
方
は
す
ぐ
あ
と
で
述
べ
る
）
と
、
「
ま
ぎ
ら
わ
し
さ
」
の
原
理

に
基
い
て
得
ら
れ
た
ガ
ー
ナ
ー
（
Ω
無
導
。
び
≦
．
因
．
）
ら
（
－
、
8
、
9
、
1
3
）
の
そ
れ
と
は
虜
ら
か
に
異
質
的
で
あ
る
。
音
の
大
き
さ
と

　
　
　
　
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
的
法
灘
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
九
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憐
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二
〇

い
う
感
魔
の
次
露
な
い
し
蓮
績
に
つ
い
て
の
「
尺
度
」
と
し
て
、
い
ず
れ
が
よ
り
妥
當
で
あ
る
か
に
つ
い
て
の
外
的
な
基
準
は
、
少
く
と

も
理
論
的
な
枠
の
中
で
は
晃
畠
し
難
い
。
ス
チ
ー
ブ
ン
ス
の
よ
う
に
、
方
法
の
稲
違
に
よ
る
結
果
の
く
い
遽
い
を
、
測
定
さ
れ
る
感
覧
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
2
）

元
の
心
理
・
生
理
學
的
構
造
の
漁
礁
に
結
び
つ
け
る
こ
と
も
（
3
0
、
3
1
）
、
今
日
で
は
な
お
一
つ
の
蝦
想
の
域
を
出
な
い
。
そ
れ
で
は
、
結

周
こ
の
よ
う
な
デ
…
タ
は
感
魔
尺
度
と
し
て
の
外
的
な
妥
身
性
を
全
く
持
ち
得
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
し
か
し
こ
こ
で
は
、
　
「
感
鷺
」
の
「
尺
度
」
と
し
て
の
要
當
性
を
論
じ
る
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
な
デ
…
タ
を
そ
れ
ぞ
れ
濁
立
の
フ
ェ
ヒ

ネ
ル
的
閣
係
法
劉
と
し
て
捉
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
つ
心
理
學
御
意
味
な
い
し
構
造
を
反
省
し
て
お
く
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
。
そ
こ
か

ら
か
え
っ
て
「
感
温
尺
度
」
と
し
て
の
効
用
や
限
界
も
判
明
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
た
め
に
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
自
身
一
つ
の
心
墨
を
試
み
、

感
魔
尺
度
と
は
ど
の
よ
う
な
デ
…
タ
で
あ
る
か
を
具
徳
的
に
示
そ
う
。
前
述
の
よ
う
に
、
方
法
の
選
び
方
に
つ
い
て
の
絶
野
的
な
基
準
は

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
便
宜
上
、
常
識
的
に
も
比
較
的
わ
か
り
易
い
ス
チ
ー
ブ
ン
ス
ら
の
い
わ
ゆ
る
浄
費
。
誌
。
づ
鈴
甑
。
⇒
の
方
法

（
比
率
法
と
も
い
わ
れ
る
）
に
從
っ
て
み
よ
う
。

　　　　ソ

麹塾
（し）　（R）

　懸1一　刺激闘形
〔蟹際は黒地上の三岡形〕

　
賓
験
者
（
氾
）
は
観
察
者
（
O
）
に
封
し
て

の
強
度
を
調
整
せ
よ
臨
と
の
教
示
を
與
え
る
。

度
玩
を
塑
化
し
調
整
す
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
主
観
的
な
明
る
さ
の
姥
率
關
係
が
S
に
封
し
て
％
と
判
断
さ
れ
た
無
と
、
S
の
強
度
聴

　
く

　
鷹
華
中
に
圓
一
の
よ
う
な
二
つ
の
光
刺
激
を
な
ら
べ
て
塁
示
す
る
（
饗
際
は
圏
と
は
明
暗
蘭
係
が
逆

で
あ
る
）
。
な
ぜ
特
に
こ
の
よ
う
な
圏
形
を
用
い
る
か
は
詑
號
L
R
の
意
瞭
と
と
も
に
後
に
わ
か
る
。
S

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
標
準
刺
激
で
特
定
の
張
穫
㎏
に
一
定
に
保
た
れ
る
。
V
は
徳
化
繭
激
で
観
察
者
（
0
）
が
自
由
に
そ
の

　
　
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

強
度
短
を
調
整
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
装
置
の
都
合
な
ど
に
も
よ
り
、
S
、
V
は
共
に
左
眼
だ
け
に
輿

　
　
（

え
ら
れ
る
。
大
き
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
観
角
約
一
分
孚
弱
。
S
、
V
は
同
時
に
、
約
一
秒
あ
4
9
き
に
一
秒
ず
っ

く
り
返
し
て
輿
え
ら
れ
る
。

　
　
　
「
S
の
明
る
さ
に
題
し
て
V
の
明
る
さ
が
主
観
的
に
ち
ょ
う
ど
孚
分
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
V

　
　
　
　
　
そ
こ
で
0
は
爾
陽
形
を
自
由
に
見
く
ら
べ
な
が
ら
自
分
で
な
っ
と
く
の
い
く
ま
で
V
の
強
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　　　　　i。9五、（標準刺激の強劇

　　國二　fractionationの結果

〔刺激強度は錐膿親闘値を1とした相蜀値〕

　　　一以下の闘でも同様一一

（
8
）
と
刺
激
強
度
（
玉
）
と
の
瀾
係
を
示
す
フ
．
一
ヒ
ネ
ル
的
曲
線
が
得
ら
れ
る
。

法
で
求
め
た
ヘ
イ
ン
ズ
（
鵠
餌
嵩
0
9
閃
9
竃
●
）
の
結
果
（
1
8
、
1
9
）
と
も
か
な
り
よ
く
一
致
し
て
い
る
。

を
用
い
て
同
じ
五
人
の
○
に
つ
い
て
封
比
度
耳
蝉
蟹
験
を
行
な
い
、
j
n
d
積
算
の
方
法
に
よ
っ
て
求
め
た
明
る
さ
独
線
を
も
示
し
て
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
詫
3
）

る
。
比
牽
法
に
よ
る
曲
線
と
．
J
n
d
法
に
よ
る
臨
線
と
の
一
致
不
一
致
に
つ
い
て
の
議
論
も
あ
る
が
（
3
0
、
1
8
）
、
わ
れ
わ
れ
の
結
果
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
4
）

は
ど
ち
ら
と
も
い
え
ず
、
ま
た
、
こ
の
場
合
の
．
J
n
d
に
つ
い
て
多
少
問
題
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
で
は
参
考
と
し
て
示
し
て
お
く
に
止
め

る
。
〕

　
と
に
か
く
、
　
「
馬
丁
尺
度
」
と
か
「
主
観
的
大
き
さ
の
尺
度
」
と
か
浮
せ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
デ
ー
タ
の
こ
と
で
あ
る
。

ス
チ
ー
ブ
ン
ス
（
3
1
）
に
よ
れ
ば
、
光
の
明
る
さ
と
か
音
の
大
き
さ
な
ど
の
よ
う
な
い
わ
ゆ
る
鷲
○
静
9
0
8
葺
ぎ
§
（
註
2
参
照
）
に
つ

　
　
　
　
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
的
法
則
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一

と
の
關
係
を
、
k
｝
の
い
く
つ
か
の
水
準
に
つ
い
て
求
め
た
の
が
圏
二

の
各
回
で
あ
る
。
こ
れ
は
五
人
の
0
、
各
0
各
黙
四
麟
ず
つ
の
奉
均

値
で
あ
る
が
、
各
0
内
お
よ
び
0
聞
の
分
散
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
は

な
く
、
こ
の
よ
う
な
到
断
が
比
較
的
整
一
に
行
わ
れ
得
る
も
の
で
あ

る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

　
精
度
が
下
が
る
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
が
、
最
小
二
乗
法
に
よ
っ

て
圏
二
に
直
線
を
あ
て
は
め
て
、
か
り
に
　
δ
α
q
同
H
鴎
ひ
に
封
ず
る

明
る
さ
（
3
）
を
一
〇
〇
と
し
て
、
8
聾
五
〇
に
封
ず
る
一
の
値

を
こ
の
直
線
を
利
用
し
て
求
め
る
。
ま
た
、
　
8
轟
二
〇
〇
に
封
ず

る
一
を
も
求
め
る
。
こ
の
よ
う
な
手
綾
き
を
順
お
く
り
に
く
り
返
す

こ
と
に
よ
っ
て
、
結
局
圖
三
の
よ
う
な
光
刺
激
の
主
観
的
閣
る
さ

　
　
　
　
　
　
こ
れ
は
、
多
小
異
な
る
刺
激
條
件
に
つ
い
て
岡
じ
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
な
お
、
麟
に
は
同
じ
刺
激
墨
形
V
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O

瞳1三　明るさと刺激強度

明
ら
か
に
㎏
の
そ
れ
よ
り
曙
い
と
い
う
こ
と
が
い
わ
ば
直
観
的
に
禮
験
さ
れ
る
。
〔
聴
、
玩
に
封
〆
す
る
明
る
さ
を
そ
れ
ぞ
れ
殊
、

す
る
と
き
、
た
と
え
ば
り
ー
ズ
（
肇
◎
窪
ρ
↓
ン
く
’
）
が
あ
げ
て
い
る
よ
う
な
（
2
6
）

な
判
漸
過
程
は
、
わ
れ
わ
れ
の
場
合
に
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
〕

　
も
し
、
こ
の
よ
う
に
し
て
0
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
捲
示
さ
れ
た
瀾
係
を
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ス
の
よ
う
に
そ
の
ま
ま
「
額
面
肖
り
に
」
0
自

身
の
感
嶽
の
次
元
で
の
大
き
さ
の
壁
心
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
承
認
す
る
な
ら
ば
、
圏
三
の
よ
う
な
デ
ー
タ
は
字
義
通
り
に
「
感
魔

（
こ
こ
で
は
明
る
さ
）
」
の
尺
度
を
輿
え
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
額
颪
通
り
」
の
假
定
に
つ
い
て
は
當
然
反
省
さ
れ
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
即
ち
、
そ
こ
で
は
「
孚
分
に
せ
よ
」
と
い
う
實
験
者
（
E
）
の
和
語
的
教
示
、
　
「
こ
れ
が
華
分
だ
」
と
い
う
観
察
者
（
0
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二

い
て
、
感
魔
の
大
き
さ
の
・
は
剃
激
強
度
1
に
野
し
て
一
般
に
S
疑
籔
讐

の
よ
う
な
羅
函
数
と
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
一
定
の
感
畳
比
は
一
定
の

刺
激
…
比
に
比
例
す
る
。
わ
れ
わ
れ
の
デ
ー
タ
に
つ
い
て
も
、
切
1
1
ζ
．
。
。
の

の
よ
う
な
式
が
近
似
的
に
適
合
す
る
。
い
わ
ゆ
る
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
の
法
則

（
切
聾
犀
囲
。
σ
q
H
）
が
適
合
し
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
こ
の
場
合
、
各
O
が
輿
え
ら
れ
た
蝿
激
の
「
明
る
さ
」
を
感
知
し
て
い

た
こ
と
は
事
賢
で
あ
り
、
ま
た
、
實
験
者
が
要
求
し
た
「
主
観
的
に
編
、
と

な
る
よ
う
に
㌃
を
調
整
せ
よ
」
と
の
課
題
に
封
し
て
も
忠
實
に
唱
い
、
内

観
的
に
は
時
に
「
何
だ
か
不
確
實
で
自
僧
を
持
て
ず
、
申
し
わ
け
な
い
よ

う
な
氣
が
す
る
が
、
一
旦
こ
の
邊
だ
ろ
う
と
き
め
て
し
ま
っ
た
」
よ
う
な

こ
と
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
と
に
か
く
こ
の
邊
だ
と
決
断
旗
來
た
こ
と
も

事
費
で
あ
る
。
あ
る
1
7
は
明
ら
か
に
㎏
の
三
分
よ
り
明
る
く
、
他
の
奪
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
恥
と

　
　
　
　
　
　
　
ゆ
く
十
ヒ
d
く
蹉
ゆ
ω
と
か
ζ
づ
切
…
切
く
§
ゆ
く
…
O
　
の
よ
う
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の
書
語
的
な
い
し
こ
れ
に
準
じ
る
反
慮
、
お
よ
び
0
の
感
魔
と
い
う
三
者
の
直
接
的
封
手
が
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
從
來
の
諸
家

の
細
身
で
も
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
實
験
で
も
、
前
記
の
よ
う
な
方
法
に
よ
っ
て
た
し
か
に
再
現
可
能
な
整
一
的
な
デ
…
タ
が
得
ら
れ
る
。

だ
か
ら
と
て
そ
れ
は
右
の
前
提
の
可
否
と
は
直
接
關
係
し
な
い
。

　
施
と
い
う
書
語
主
導
慮
と
感
覧
に
お
け
る
％
と
が
封
癒
し
て
い
な
く
て
も
、
O
が
何
ら
か
の
湾
的
又
は
外
的
な
手
掛
り
に
よ
っ
て
判
漸

の
基
準
を
き
め
る
こ
と
が
出
來
さ
え
す
れ
ば
一
た
と
え
ば
た
ま
た
ま
最
初
の
試
行
で
セ
ッ
ト
し
た
結
果
と
か
、
刺
激
の
客
観
的
蘭
係
に

つ
い
て
の
知
識
と
か
、
あ
る
い
は
恥
の
攣
化
可
能
な
単
費
や
恥
の
願
え
ら
れ
る
文
様
的
な
瀾
係
な
ど
が
判
断
の
枠
を
與
え
基
準
を
決
定
す

る
こ
と
が
出
來
れ
ば
一
1
と
に
か
く
8
湧
陣
ω
滞
馨
な
デ
ー
タ
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
黙
に
つ
い
て
、
特
に
ガ
…
ナ
ー
ら
は
ス
チ
ー
ブ
ン
ス
の
方
法
を
強
く
挑
適
し
（
1
0
、
珍
、
1
3
）
、
書
語
的
反
慮
と
感
魔
の
大
き
さ
と

に
つ
い
て
前
記
の
よ
う
な
直
接
的
封
慮
欄
係
を
寒
鮒
せ
ず
に
、
逆
に
0
の
反
慮
か
ら
そ
の
際
の
眞
の
感
櫛
比
を
推
定
す
る
工
夫
を
試
み
て

い
る
（
1
0
）
。
そ
の
代
り
、
そ
れ
で
は
結
局
そ
の
都
度
の
尺
度
し
か
構
成
さ
れ
得
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し
か
し
そ
れ
は
と
も
か
く
、
わ
れ

わ
れ
に
と
っ
て
も
っ
と
基
本
的
な
問
題
は
、
反
慮
に
聖
慮
す
る
と
か
し
な
い
と
か
い
わ
れ
る
そ
の
感
正
比
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
少
し
古
く
さ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
ボ
ー
リ
ン
グ
（
b
ご
O
ユ
護
σ
9
〕
】
田
●
（
甲
・
）
の
わ
か
り
易
い
表
現
を
借
り
れ
ば
、
「
科
學
的
實
在
と
い
う
も

の
は
決
し
て
直
接
経
験
で
は
な
く
推
論
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
物
理
的
刺
激
に
つ
い
て
も
直
接
の
資
料
は
霞
盛
の
譲
み
で
あ
っ
て

刺
激
そ
の
も
の
は
推
論
の
所
産
で
あ
る
。
感
畳
に
つ
い
て
も
岡
様
で
、
こ
れ
を
直
接
経
験
と
混
同
す
る
と
こ
ろ
に
、
た
と
え
ば
『
緋
色
は

多
く
の
ピ
ン
ク
の
集
ま
り
で
は
な
く
て
、
も
っ
と
複
雑
な
猫
自
の
も
の
で
あ
る
（
從
っ
て
薄
い
ピ
ン
ク
を
軍
位
と
し
て
測
る
こ
と
は
出
來

な
い
）
』
と
い
う
有
名
な
疎
＝
9
高
畠
蔓
○
蕊
8
銘
。
瓢
も
出
て
く
る
。
」
（
4
、
必
ず
し
も
原
文
の
ま
ま
で
は
な
い
）

　
ス
チ
！
ブ
ン
ス
ら
も
も
ち
ろ
ん
、
決
し
て
そ
の
よ
う
な
直
接
経
験
を
問
題
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
　
「
音
の
大
き
さ
と
は
、
一
定
の

限
定
さ
れ
た
セ
ッ
ト
と
刺
激
條
件
の
下
で
0
が
起
こ
す
あ
る
ク
ラ
ス
の
個
別
聖
慮
で
あ
る
（
2
7
）
。
人
は
A
の
音
の
方
が
B
の
蕾
よ
り
も
大

き
く
、
B
の
大
き
さ
は
A
の
そ
れ
の
年
分
位
だ
と
書
う
こ
と
が
出
來
る
。
音
の
大
き
さ
の
経
験
を
、
翠
な
る
形
容
詞
で
は
な
く
数
量
的
な

　
　
　
　
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
的
渋
則
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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二
四

言
葉
に
よ
っ
て
叙
述
す
る
よ
う
に
人
入
に
要
求
し
た
と
き
に
、
そ
の
人
入
は
ど
の
よ
う
に
叙
校
す
る
で
あ
ろ
う
か
？
　
わ
れ
わ
れ
は
そ
う

い
う
極
め
て
日
常
経
験
的
な
問
題
に
封
し
て
環
常
経
験
的
な
答
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
る
（
2
8
）
。
技
衛
総
意
は
デ
シ
ベ
ル
尺

度
を
骸
明
し
た
が
、
等
し
い
デ
シ
ベ
ル
間
隔
が
必
ず
し
も
等
間
隔
と
は
聞
こ
え
な
い
こ
と
、
五
〇
デ
シ
ベ
ル
が
一
〇
〇
デ
シ
ベ
ル
の
孚
分

と
も
聞
こ
え
な
い
こ
と
を
見
出
し
た
。
技
術
者
は
顧
客
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
多
い
が
、
そ
の
場
合
に
デ
シ
ベ
ル
で

は
な
く
て
顧
客
に
直
接
意
味
を
も
つ
よ
う
な
数
宇
で
目
盛
ら
れ
た
ス
ケ
ー
ル
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
（
同
σ
…
幽
）
。
」

　
ス
チ
…
ブ
ン
ス
ら
の
立
場
は
、
こ
れ
ら
の
二
葉
か
ら
容
易
に
推
察
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
言
語
的
な
い
し
こ
れ
に
準
じ
る
何
ら
か
の
振
示

的
操
作
に
よ
っ
て
人
入
の
問
に
遽
期
す
る
こ
と
を
介
し
て
始
め
て
、
　
「
面
魂
」
は
公
共
的
事
實
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
蓄
語
的
指
示
的
操

作
に
媒
介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
も
し
前
の
よ
う
な
デ
…
タ
が
相
當
の
再
現
．
司
能
性
を
も
ち
、
か
つ
そ
の
分
散
が
實
用
上
許
さ
れ
る
範
園

内
に
止
ま
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
た
し
か
に
何
か
を
測
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
要
當
的
で
あ
り
、
費
用
上
そ
れ
を
感
魔
の
尺
度
と
し
て
意
味

づ
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
即
ち
わ
れ
わ
れ
は
、
あ
る
特
定
の
喜
雨
的
枠
組
を
も
つ
た
観
察
者
の
集
團
に
つ
い
て
、
あ
る
特
定
の
事
態

に
お
い
て
特
定
の
刺
激
蓮
績
膿
に
封
ず
る
捲
示
的
反
慮
の
豫
言
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
適
用
的
に
薫
紙
な
尺
度
を
構
威
す
る
こ

と
が
癌
來
る
。

　
し
か
し
、
他
の
多
く
の
場
舎
と
同
檬
に
こ
の
場
合
に
も
や
は
り
、
實
用
的
に
妥
當
で
あ
る
こ
と
は
必
ず
し
も
理
論
的
に
も
要
當
で
あ
る

こ
と
を
保
謹
は
し
な
い
。
極
端
な
い
い
方
を
す
れ
ば
感
度
を
言
語
膿
系
と
岡
田
滅
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
前
蓮
の
ス
チ
ー
ブ
ン
ス
の
「
額

薦
通
り
」
の
假
定
に
封
ず
る
難
黙
は
切
り
ぬ
け
ら
れ
た
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
の
漫
語
と
は
あ
く
ま
で
擬
察
者
0
の
書
語

で
あ
っ
て
、
實
験
者
旦
の
そ
れ
で
は
な
い
。
問
題
は
む
し
ろ
、
0
の
書
語
的
反
立
の
臆
面
（
た
と
え
ば
㌔
と
い
う
閣
係
）
を
君
の
面
諭
騰

系
（
感
覧
に
つ
い
て
の
）
の
中
に
「
額
面
通
り
」
に
受
け
入
れ
て
よ
い
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。

　
感
畳
尺
度
な
る
も
の
が
一
つ
の
比
率
尺
度
で
あ
る
な
ら
ば
、
尺
度
と
し
て
必
要
な
い
く
つ
か
の
公
準
を
操
作
的
に
み
た
さ
な
く
て
は
な

ら
な
い
が
〔
た
と
え
ば
労
○
霧
黛
2
6
）
、
切
離
σ
矯
諺
鎗
μ
ρ
⇒
匹
G
農
℃
露
8
（
3
）
な
ど
参
照
〕
、
そ
れ
は
た
と
え
ば
、
£
が
刺
激
強
度
を
一
〇
デ
シ
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ベ
ル
上
げ
た
と
き
に
0
が
［
、
感
心
が
倍
に
な
っ
た
」
と
報
告
し
、
逆
に
そ
こ
か
ら
一
〇
デ
シ
ベ
ル
下
げ
た
ら
…
、
感
魔
は
薄
の
石
釜
に
な
っ

た
」
と
報
告
す
る
こ
と
を
確
め
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
E
の
髄
系
と
0
の
舌
面
と
を
同
一
観
し
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
感

魔
の
加
法
挫
を
£
の
鰹
系
の
中
で
謹
明
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
の
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
　
「
、
感
蜀
尺
度
」
と
は

決
し
て
感
能
の
尺
度
で
は
な
く
、
法
曽
蓮
績
騰
を
O
を
介
し
て
爵
盛
づ
け
し
な
お
す
こ
と
（
毯
＄
ぎ
σ
q
）
に
他
な
ら
な
い
と
も
い
わ
ざ
る

を
得
な
く
な
る
（
3
）
。
感
魔
を
測
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
E
の
晶
系
の
中
で
の
0
と
い
う
道
具
の
反
響
を
麗
し
て
剃
激
を
測
っ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
決
し
て
「
感
魔
尺
度
」
の
賢
用
的
妥
嘗
性
を
否
定
し
そ
の
慣
値
を
輕
ん
じ
る
も
の
で
は
な
い
。
心
理
學
の
多
く
の
問
題
は
、

む
し
ろ
實
翔
な
い
し
臼
常
的
償
値
と
の
瀾
連
に
お
い
て
意
味
を
も
ち
、
そ
れ
が
心
理
學
の
進
展
を
も
助
け
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な

日
常
的
償
値
が
そ
の
ま
ま
わ
れ
わ
れ
の
理
論
の
基
礎
に
な
り
得
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
日
常
的
概
念
と
し
て
の
感

箆
（
そ
れ
は
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
「
心
理
的
苦
髪
」
の
文
献
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
も
の
で
も
あ
る
）
か
ら
出
訳
し
、
そ
れ
を
測
る
べ
き
尺

度
を
作
ろ
う
と
し
て
來
た
。
そ
こ
で
用
い
ら
れ
た
手
驚
き
は
、
見
方
を
か
え
れ
ば
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
即
ち
、
既
存
の
（
物
理

的
）
尺
度
の
冒
盛
か
ら
讃
み
と
ら
れ
た
一
定
の
数
値
の
系
列
と
0
の
実
語
的
反
磨
に
表
現
せ
ら
れ
た
数
値
と
の
醤
慮
驕
係
を
求
め
、
か
か

る
關
係
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
0
に
お
け
る
感
魔
連
綾
騰
〔
こ
れ
が
軍
に
形
式
的
な
媒
介
概
念
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
事
賢

的
過
程
を
豫
駕
し
て
の
乱
読
的
構
成
（
2
4
）
で
あ
る
か
は
、
こ
こ
で
は
さ
し
あ
た
り
問
わ
な
い
〕
を
、
0
で
は
な
く
E
の
騰
系
の
中
に
構
成

し
て
來
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
尽
り
に
0
の
側
か
ら
い
え
ば
、
所
輿
の
刺
激
の
瀾
係
を
O
が
自
己
の
も
つ
概
念
的
な
範
疇
あ
る
い
ぱ

数
量
的
圏
式
の
中
に
範
疇
化
し
た
こ
と
（
5
）
と
も
解
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
何
と
い
お
う
と
勝
手
で
あ
る
が
、
と
に
か
く
そ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
い
わ
ゆ
る
感
畳
尺
度
は
實
用
に
乱
し
て
第
一
次
近
似
的
に
要
渡
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
こ
に
定
義
さ
れ
て
い
る
も
の
が

「
感
畳
」
連
異
形
で
あ
る
限
り
、
し
か
も
そ
れ
が
書
語
的
反
響
の
騰
系
と
同
一
親
あ
る
い
は
直
接
封
鷹
を
假
定
さ
れ
て
い
る
隈
り
、
そ
れ

は
や
は
り
「
心
理
的
農
事
」
の
常
識
の
枠
内
に
あ
る
も
の
で
あ
り
そ
れ
以
上
の
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
事
情
は
悶
題
が
「
感
吟
」

　
　
　
　
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
的
法
劉
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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哲
口
墨
」
研
究
　
　
第
四
｝
臼
六
十
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
六

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

で
は
な
く
て
「
習
慣
」
や
「
知
能
」
で
あ
っ
て
も
、
は
た
ま
た
「
態
度
」
で
あ
っ
て
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
心
理
學
の
理
論
は
「
心
理
的
髄

験
」
の
文
脈
を
否
定
す
る
と
こ
ろ
に
そ
の
出
静
黙
を
晃
出
す
べ
き
で
あ
る
。
か
く
て
わ
れ
わ
れ
は
ど
う
し
て
も
「
淫
事
」
の
概
念
を
一
丁

捨
て
な
く
て
は
な
ら
な
く
な
る
。

　
「
訳
補
の
比
摩
關
係
」
に
つ
い
て
は
、
前
記
の
よ
う
に
、
實
用
的
な
レ
ベ
ル
以
上
の
こ
と
は
問
題
に
す
る
こ
と
が
出
路
な
い
。
し
か

し
、
0
が
言
語
化
し
た
比
率
の
数
値
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
測
定
と
は
、
一
膳
に
い
え
ば
、
あ
る
事
象
の
系
列
に
封

し
て
、
E
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
の
理
論
騰
系
の
中
に
用
意
さ
れ
て
い
る
数
の
系
列
を
措
定
す
る
こ
と
で
あ
る
。
ス
チ
ー
ブ
ン
ス
の
方
法
に

從
つ
た
わ
れ
わ
れ
の
賢
験
の
場
合
、
0
の
反
磁
に
現
わ
れ
た
数
値
は
、
翠
に
0
の
譜
系
内
で
の
数
値
で
は
な
く
、
E
の
鐙
系
の
中
で
の
刺

激
蓮
績
騰
に
附
せ
ら
れ
た
数
系
列
上
の
あ
る
黙
を
0
が
旛
示
し
た
も
の
と
し
て
扱
う
こ
と
が
鵠
來
る
。
　
〔
そ
れ
は
、
0
の
雪
語
反
慮
と
E

の
（
感
魔
に
つ
い
て
の
）
雷
語
謄
　
系
と
を
属
一
視
す
る
適
用
的
な
立
場
と
は
異
な
る
。
〕
そ
の
よ
う
な
詣
示
的
反
慮
と
し
て
の
み
わ
れ
わ
れ

の
デ
ー
タ
も
理
論
的
意
義
を
も
つ
。
前
に
「
刺
激
の
器
ω
。
巴
ぎ
σ
Q
」
と
よ
ば
れ
た
の
も
そ
の
よ
う
な
反
慮
と
し
て
で
あ
る
。
　
フ
ェ
ヒ
ネ
ル

的
法
則
と
は
ま
ず
以
て
こ
の
よ
う
な
刺
激
一
i
反
無
二
係
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
特
に
わ
れ
わ
れ
の
場
合
は
客
槻
的
な
数
系
列
に
封
ず
る

指
示
的
反
覆
の
特
性
を
示
す
法
認
に
他
な
ら
な
い
。
〔
わ
れ
わ
れ
の
用
い
た
方
法
は
む
し
ろ
逆
手
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
蜀
誌
o
o
ω
甑
ヨ
㌣

瓢
。
⇔
営
。
爵
◎
匹
（
興
え
ら
れ
た
刺
激
強
度
比
を
0
が
評
慣
す
る
）
や
営
勲
σ
q
巳
葺
α
o
霧
島
讐
ρ
瓢
。
昌
諺
。
臼
。
匹
（
輿
え
ら
れ
た
刺
激
毎
度
に

つ
い
て
0
が
感
魔
の
大
き
さ
を
直
接
数
値
で
許
贋
す
る
）
な
ど
の
方
が
、
い
ま
述
べ
た
よ
う
な
意
義
を
直
接
に
捲
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う

（
2
9
、
3
0
）
。
し
か
し
、
ス
チ
…
ブ
ン
ス
に
よ
れ
ば
順
・
逆
爾
法
に
よ
る
結
果
が
よ
く
一
致
す
る
と
さ
れ
て
い
る
の
に
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。
〕

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
刺
激
一
反
慮
關
係
と
し
て
の
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
的
法
則
だ
け
で
は
わ
れ
わ
れ
の
知
識
と
し
て
不
充
分
で
あ
り
、
そ

れ
で
は
0
と
い
う
有
機
膿
は
輩
な
る
室
虚
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
お
。
。
＄
財
瓢
σ
q
の
た
め
の
輩
な
る
計
算
機
械
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
わ
れ

わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
計
算
過
程
そ
れ
自
艦
を
も
つ
と
具
髄
的
に
分
析
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
れ
ば
、
あ
の
よ
う
な
「
尺
度
」
的
關
係

を
£
と
し
て
の
わ
れ
わ
れ
に
仲
介
し
た
0
と
い
う
有
機
膿
の
内
部
の
構
造
に
つ
い
て
、
軍
に
媒
介
概
念
と
し
て
の
感
畳
句
績
鐙
で
は
な
く
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し
て
、
も
っ
と
事
賢
的
な
も
の
と
し
て
の
機
鋼
あ
る
い
は
過
程
を
問
題
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
圏
三
の
よ
う
な
曲
線
も
、
そ
の
よ
う
な
過

程
構
造
の
あ
る
位
相
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
、
は
じ
め
て
理
論
的
な
効
用
を
持
っ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。

　
く
ど
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
黙
に
つ
い
て
も
う
す
こ
し
述
べ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
「
過
程
」
と
は
こ
こ
で
は
必
ら
ず
し
も
い
わ
ゆ
る
生
理

へ全
的
過
程
を
直
ち
に
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
　
「
感
魔
篇
類
似
の
擬
人
的
概
念
を
豫
愛
す
る
よ
う
な
「
心
理
的
駿
験
」
の
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

蕨
の
外
に
お
け
る
理
論
的
町
鳶
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
生
理
的
（
生
理
學
的
で
は
な
い
）
あ
る
い
は
心
理
・
生
理
的
過
程
と
い
っ
て
も
よ

い
で
あ
ろ
う
。
あ
る
入
の
表
現
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
は
「
心
理
學
の
理
論
の
中
で
知
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
有
機
謄
に
つ
い
て
推
論
せ
ら

れ
る
と
こ
ろ
の
菌
o
O
誘
島
。
巴
器
鋤
。
蝕
。
・
酔
①
蓉
。
な
い
し
終
o
o
窃
酔
誇
巴
ま
巴
鴇
暴
。
酔
興
。
」
で
あ
っ
て
（
2
5
）
、
ま
鉱
。
轟
9
⇔
δ
ヨ
の
お
鉱

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

。・

X
環
9
ξ
。
に
つ
い
て
の
生
理
學
的
概
念
と
は
岡
一
で
は
な
い
。
從
っ
て
ま
た
、
た
と
い
有
機
艦
内
の
心
理
・
生
理
的
過
程
を
寡
言
す
る

か
ら
と
て
、
そ
れ
は
直
ち
に
心
理
學
を
生
理
學
に
婦
す
る
器
鳥
霞
目
○
賦
。
・
琶
（
2
0
）
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
事
情
に
つ
い
て
は
、
な
お
綿
密
な
論
考
を
必
要
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
い
わ
ゆ
る
鴬
野
や
知
畳
に
關
す
る
研
究
、
俗
に
知
畳

心
理
學
と
も
い
わ
れ
る
部
門
、
實
験
心
理
學
史
上
最
も
古
く
か
ら
登
饗
し
て
來
た
こ
の
研
究
領
域
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
心
理
學
の
膿
系
の

中
で
ど
の
よ
う
な
地
位
を
も
つ
の
か
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
つ
い
て
、
批
判
し
反
省
し
あ
る
い
は
再
確
認
し
よ
う
と
す
る
努
力
を
示
す
論

文
が
、
専
門
雑
誌
上
に
最
近
特
に
多
く
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
時
に
「
知
魔
屋
℃
o
苫
。
℃
鋤
。
鉱
馨
」
な
ど
と
も
よ
ば
れ
る
一
群
の
心
理

學
徒
の
今
日
の
苦
悩
を
表
現
し
て
い
る
の
で
も
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
そ
の
よ
う
な
事
態
を
吟
味
す
る
暇
は
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、

感
魔
や
知
魔
の
問
題
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
刺
激
…
…
反
鷹
關
係
に
他
な
ら
な
い
と
す
ま
し
て
し
ま
っ
た
り
、
あ
る
い
は
輩
に
精
紳
物
理
的

關
係
に
お
け
る
．
醗
約
機
能
と
し
て
の
意
味
を
持
た
せ
る
だ
け
で
終
る
こ
と
は
出
來
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
必
要
な
知
識
は
、
か
＼
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
5
）

鎌
約
な
い
し
攣
換
が
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
し
て
行
わ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
翠
な
る
攣
換
式
と
し
て
の
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
工
法
鋼
を
求

め
る
だ
け
で
な
く
（
そ
れ
だ
げ
な
ら
ば
心
理
學
は
た
と
え
ば
通
信
理
論
の
中
に
で
も
解
濡
し
よ
う
）
、
か
＼
る
法
則
が
い
か
に
し
て
成
立
す

る
か
に
つ
い
て
の
知
識
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
工
法
剛
潤
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
七
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哲
慶
・
研
煕
乃
　
第
四
　
欝
山
ハ
仁
丁
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

二
八

　
感
魔
麟
線
の
よ
う
な
フ
．
一
ヒ
ネ
ル
的
法
園
だ
け
で
も
反
刃
を
豫
言
す
る
こ
と
は
出
興
る
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
そ
れ
が
實
薦
的
償
値
を

持
ち
得
る
こ
と
は
前
に
蓮
べ
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
留
用
は
軍
に
「
素
人
」
の
要
求
に
答
え
得
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ

の
よ
う
な
「
要
求
」
の
構
造
を
知
り
、
さ
ら
に
そ
れ
を
統
御
し
得
る
よ
う
な
技
術
と
は
な
り
得
な
い
。

　
い
わ
ゆ
る
琵
硯
的
行
動
主
義
や
機
能
主
義
の
見
地
に
立
っ
て
、
有
機
膿
外
ま
た
は
有
機
腱
間
（
μ
纂
e
，
o
お
，
き
μ
。
。
碁
）
の
事
象
即
製
の
把
握

に
努
め
る
こ
と
も
當
然
有
繋
で
は
あ
ろ
う
が
、
他
方
に
お
い
て
、
有
機
髄
内
（
ぎ
樗
碧
。
茜
勲
蝕
ω
筥
）
の
邉
程
構
造
に
つ
い
て
の
具
騰
的
な
分

析
が
ぜ
ひ
と
も
必
要
で
あ
る
。
繋
學
に
お
い
て
些
事
學
や
生
理
學
が
必
須
の
要
件
と
な
る
の
と
岡
様
に
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
わ
れ
わ

れ
の
封
象
と
な
る
有
機
燈
を
解
剖
し
そ
の
生
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
「
治
療
」
の
た
め
に
は
弁
別
要
撃
さ
れ
る
。
　
〔
こ
こ
に
「
有
機

膿
」
と
は
、
年
報
の
よ
う
に
、
必
ず
し
も
生
理
學
的
有
機
駿
の
こ
と
で
は
な
い
。
有
機
膿
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
の
見
出
す
生
理
と
、
生
理

學
老
の
見
出
す
生
理
と
が
同
型
的
に
封
事
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
可
能
で
あ
り
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
〕

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
わ
れ
わ
れ
は
「
感
萱
尺
度
」
と
よ
ば
れ
る
一
つ
の
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
的
法
鋼
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
少
く
と
も
直
接
的
な
デ

！
ク
と
し
て
は
刺
激
と
奇
声
と
の
關
係
で
あ
る
と
み
な
し
、
か
か
る
驕
係
を
つ
な
ぐ
も
の
と
し
て
の
0
と
い
う
宥
機
膿
の
反
慮
機
心
な
い

し
生
理
を
分
析
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
前
に
常
識
と
し
て
の
感
畳
尺
度
を
一
慮
否
定
し
た
の
で
あ

っ
た
が
、
こ
こ
で
や
は
り
一
つ
の
常
識
に
頼
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
、
有
機
農
と
い
う
も
の
が
一
つ
の
仕
込
な
相
鋼
膿
鰯
で
あ
り
、

多
く
の
下
紅
系
を
含
む
一
つ
の
全
膿
系
で
あ
る
と
い
う
極
め
て
あ
り
ふ
れ
た
常
識
で
あ
る
。
か
＼
る
常
識
の
上
に
立
つ
こ
と
は
、
わ
れ
わ

れ
が
心
理
的
膣
験
の
文
脹
に
お
い
て
「
感
覧
」
の
常
識
に
幽
い
て
心
理
學
設
を
講
成
す
る
こ
と
と
は
意
義
を
異
に
す
る
。
後
者
は
い
わ
ば

内
容
的
常
識
で
あ
る
が
、
前
者
は
い
わ
ば
方
法
的
常
識
で
あ
り
、
か
＼
る
常
識
に
從
っ
て
作
業
假
読
を
立
て
て
い
く
こ
と
は
科
學
に
と
っ

て
當
然
許
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
必
要
な
こ
と
で
も
あ
る
。

　
そ
う
す
れ
ば
t
3
9
れ
わ
れ
の
問
題
は
、
ま
ず
も
っ
て
、
圏
三
の
よ
う
な
フ
．
一
ヒ
ネ
ル
的
法
則
が
有
機
膿
と
し
て
の
0
の
ど
の
よ
う
な
下
位

系
の
機
能
と
し
て
成
立
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
膚
機
膿
に
属
す
る
偽
善
の
現
在
の
レ
ベ
ル
で
許
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さ
れ
る
太
り
輩
純
で
常
識
的
な
モ
デ
ル
に
從
っ
て
考
え
よ
う
。
こ
の
場
合
、
い
わ
ゆ
る
感
魔
系
　
　
こ
こ
で
は
視
賛
系
…
…
が
主
要
な
機

能
を
果
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
審
議
ま
い
。
　
〔
こ
こ
で
も
視
諸
系
と
は
必
ず
し
も
生
理
學
的
覗
魔
系
を
直
ち
に
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な

く
、
心
理
霊
的
有
機
聡
の
構
造
の
あ
る
層
位
を
さ
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
〕
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
常
識
的
に
求
め
た
「
感
魔
の
大
き
さ
篇

な
る
も
の
が
、
そ
の
よ
う
な
視
魔
系
の
反
磨
に
直
接
に
比
憐
し
て
い
る
も
の
な
ら
ば
、
事
柄
は
非
常
に
簡
輩
で
あ
る
。
し
か
し
、
事
實
は

決
し
て
そ
う
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
リ
サ
…
チ
の
具
膿
的
な
問
題
は
む
し
ろ
そ
の
間
の
關
係
の
解
明
に
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ

う
。　

一
般
に
、
覗
萱
系
が
主
要
な
役
翻
を
な
す
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
と
み
な
し
得
る
よ
う
な
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
的
法
諺
を
示
す
デ
…
タ
は
、

決
し
て
「
感
萱
尺
度
臨
型
の
も
の
だ
け
に
限
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
混
胤
を
さ
け
る
た
め
に
、
問
題
を
い
わ
ば
強
度
的
な
黒
糖
に
し
ぼ
っ
て

お
こ
う
。
か
の
「
フ
．
一
ヒ
ネ
ル
の
法
躍
」
も
ま
ず
も
っ
て
ぎ
8
塁
同
量
に
貢
す
る
法
学
と
し
て
立
て
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
て
、
観
瀬
野

な
い
し
視
畳
隠
縫
の
強
度
的
次
元
に
製
す
る
デ
…
タ
と
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
い
わ
ゆ
る
封
比
・
團
化
の
研
究
と
か
種
種
の
錯
硯
や
翻
形

残
効
の
研
究
な
ど
に
お
送
る
誘
導
な
い
し
民
習
の
効
果
と
刺
激
強
度
と
の
蘭
係
に
つ
い
て
の
も
の
が
豊
漁
的
な
も
の
と
し
て
あ
げ
ら
れ
よ

う
。
そ
の
他
、
圃
形
の
認
知
率
や
槻
力
、
あ
る
い
は
ブ
リ
ッ
カ
…
に
卜
す
る
も
の
、
反
慮
灘
・
間
に
關
す
る
も
の
な
ど
も
、
い
ず
れ
も
直
接

間
接
に
龍
馬
系
の
黒
黒
ポ
テ
ン
シ
瀞
、
ル
の
特
性
に
牽
連
す
る
フ
．
一
ヒ
ネ
ル
的
デ
ー
タ
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
ら
が
す
べ
て
先
の
感
興

曲
線
と
同
じ
特
性
を
示
し
て
い
る
と
は
決
し
て
い
え
な
い
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
ら
の
デ
…
夕
に
示
さ
れ
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
所
論
の
刺
激
に
封
ず
る
全
有
機
農
事
反
慮
の
結
果
で
あ
り
、
そ
の
際

の
賢
験
事
態
の
函
数
で
あ
っ
て
、
硯
翠
霞
の
み
の
機
能
の
表
現
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
實
験
結
果
の
問
の
馬
繋
は
、
競
魔
系
そ
れ
欝
身
の

反
癒
特
性
が
そ
れ
自
身
と
し
て
攣
慨
す
る
こ
と
、
他
の
系
（
領
域
ま
た
は
層
位
）
と
の
交
互
作
用
に
よ
っ
て
そ
れ
が
愛
化
す
る
こ
と
〔
た

と
え
ば
い
わ
ゆ
る
「
中
福
」
と
の
交
互
作
罵
、
他
の
感
頸
上
と
の
相
互
禁
止
・
促
蓮
作
用
、
動
作
系
と
の
拮
抗
過
程
な
ど
〕
、
さ
ら
に
結

局
そ
の
よ
う
な
過
程
を
す
べ
て
警
む
金
有
機
膿
の
反
慮
特
性
の
曇
勝
を
意
味
す
る
。
　
〔
こ
こ
で
ぜ
ひ
と
も
、
從
來
の
諸
家
の
デ
ー
タ
を
こ

　
　
　
　
フ
．
【
ヒ
ネ
ル
的
法
劉
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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哲
慰
ず
研
究
　
　
第
四
黄
六
↓
一
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
〇

の
よ
う
な
文
脈
に
よ
っ
て
整
理
し
な
お
し
て
展
望
す
る
必
要
も
あ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
お
將
來
の
課
題
と
し
て
、
横
軸
を
そ
ろ
え

て
一
具
骸
的
に
い
え
ば
刺
激
の
型
と
彊
度
條
件
と
を
そ
ろ
え
た
上
で
一
各
種
の
愚
慮
型
に
示
さ
れ
る
親
畳
系
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
あ
ら

わ
れ
方
の
特
性
を
樹
照
す
る
よ
う
な
費
験
が
望
ま
れ
る
。
〕

　
隔
心
に
、
い
わ
ゆ
る
「
感
覧
の
大
き
さ
」
が
、
そ
の
感
畳
系
の
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
み
に
依
存
す
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
も
い
う
ま
で
も

な
い
。
そ
れ
故
ま
た
、
た
と
え
ば
音
の
大
き
さ
が
悪
落
器
宮
の
電
氣
生
理
學
的
反
鷹
に
（
2
7
）
、
あ
る
い
は
、
七
二
シ
ョ
ッ
ク
の
痛
み
の
大

き
さ
が
電
五
重
激
に
封
ず
る
聴
畳
的
反
慮
の
特
性
に
（
3
2
）
、
そ
れ
ぞ
れ
よ
く
似
た
特
性
を
示
す
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
事
實
が
感

畳
尺
度
の
妥
嘗
性
の
理
論
的
基
準
と
は
な
り
得
な
い
。
そ
れ
ら
の
各
種
の
反
毛
の
曲
線
が
比
較
的
に
よ
く
似
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
相
違
す

る
場
合
も
當
然
あ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
む
し
ろ
、
こ
の
よ
う
な
一
致
不
一
致
、
あ
る
い
は
く
い
ち
が
い
の
特
性
を
邉
求

す
る
こ
と
こ
そ
、
前
に
蓮
べ
た
よ
う
な
意
味
で
の
防
疫
系
の
反
漁
獲
制
を
と
き
ほ
ぐ
し
て
行
く
こ
と
と
し
て
重
要
な
意
義
を
も
つ
で
あ
ろ

う
Q

　
こ
こ
で
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
デ
ー
タ
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
線
に
そ
っ
た
一
つ
の
試
み
を
承
そ
う
。
圃
一
と
全
く
同
じ
圏
形
を
用
い
、

こ
ん
ど
は
し
を
左
眼
、
R
を
右
眼
に
與
え
て
爾
眼
的
に
合
遷
せ
し
め
、
い
わ
ゆ
る
槻
野
闘
争
を
起
こ
さ
せ
る
。
一
定
時
間
丁
（
た
と
え
ば

六
〇
秒
）
の
持
急
心
意
中
の
し
と
R
と
の
出
現
時
間
を
そ
れ
ぞ
れ
哉
お
よ
び
あ
と
す
る
。
窓
際
に
は
L
R
ど
ち
ら
と
も
き
ま
ら
な
い
不

確
定
期
が
あ
る
の
で
あ
十
あ
は
一
般
に
T
よ
り
小
さ
い
。
こ
の
不
確
定
期
を
便
宜
上
折
幸
し
て
々
と
あ
と
に
加
え
た
も
の
の
T
に
封

ず
る
百
分
比
を
乃
お
よ
び
瓦
（
乃
十
君
1
1
一
〇
〇
）
と
す
る
と
、
こ
れ
ら
は
所
與
の
刺
激
強
度
條
件
の
下
で
あ
る
瞬
問
に
お
げ
る
L
R
お

の
お
の
の
出
現
確
牽
を
近
似
的
に
表
わ
し
て
い
る
と
み
な
す
こ
と
が
鐵
來
る
。
し
か
る
に
、
か
＼
る
確
率
は
左
右
二
つ
の
硯
畳
系
（
以
下

晶
系
左
系
と
略
記
す
る
）
の
そ
の
際
の
過
程
の
強
さ
な
い
し
反
磨
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
に
比
例
す
る
と
假
定
す
る
こ
と
が
出
詣
る
（
こ
の
黙
に

つ
い
て
は
後
に
ま
た
ふ
れ
る
）
。
そ
れ
故
、
た
と
え
ば
君
の
値
は
そ
の
際
の
左
系
の
反
慮
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
詣
標
と
し
て
あ
つ
か
う
こ
と

が
出
來
る
。
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（1）　loglE　＝　L2

（　2　）　logig＝　2・5
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（3　）　log｛R　＝＝　3S
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四　出現率と刺激強度

5
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5
0

（
霞
）
難
罫
ヨ
e
鍍
二
唖
輯

な
資
料
に
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
他
の
機
會
に
ゆ
ず
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

論
と
し
て
次
の
よ
う
な
事
構
を
黒
塗
す
る
こ
と
が
出
來
よ
う
。

に
近
い
値
を
最
下
限
と
し
て
、
そ
れ
以
上
ほ
ぼ
四
饗
数
翠
位
に
わ
た
る
か
な
り
廣
い
鎌
脚
）

系
）
の
固
有
の
反
慮
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
は
刺
激
強
度
の
攣
化
に
慮
じ
て
た
と
え
ば
圏
四
の
曲
線
2
に
似
た
よ
う
な
特
性
を
持
っ
て
い
る
が
、

そ
れ
が
親
野
圖
争
の
事
態
に
お
い
て
男
系
か
ら
の
禁
止
力
の
程
度
に
慮
じ
て
、
曲
線
1
か
ら
3
に
示
さ
れ
る
よ
う
な
種
種
に
異
な
っ
た
位

　
　
　
　
フ
ヱ
と
ネ
ル
的
法
剣
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
雛
＝

　
圖
四
は
、
R
に
封
ず
る
刺
激
強
度
k
を
一
定
に
保
っ
て
し
に
封
ず
る
刺

激
強
度
玩
を
攣
化
し
た
時
の
L
串
現
率
乃
の
攣
化
の
特
性
を
短
の
い
く
つ

か
の
水
準
に
つ
い
て
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
類
似
の
デ
ー
タ
は
、
部
分
的

に
で
は
あ
る
が
、
他
の
場
所
に
報
告
し
た
（
2
1
）
。
こ
こ
に
示
し
た
の
は
、

丁
田
の
「
萌
る
さ
曲
線
」
と
同
じ
五
名
の
被
験
者
に
よ
り
同
じ
刺
激
強
度

條
件
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
行
っ
た
實
鹸
の
結
果
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
デ

ー
タ
の
報
告
は
目
的
で
は
な
い
の
で
、
圏
に
は
結
果
を
い
く
ぶ
ん
箪
純
化

し
か
つ
理
想
化
し
て
示
し
て
あ
る
。
全
鰹
と
し
て
み
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
繭

線
は
あ
る
種
の
S
宇
型
の
懸
線
群
を
な
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ
に
は
左
右
爾
系
の
交
互
作
用
の
結
果
が
表
わ
れ
て
い

る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
か
ら
直
ち
に
一
方
の
覗
魔
系
（
こ
こ
で
は
左
系
）

の
み
の
反
慮
の
特
性
を
よ
み
と
る
こ
と
は
趨
來
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、

親
野
翻
争
に
お
け
る
爾
眼
系
の
交
互
作
用
の
機
制
に
つ
い
て
の
も
っ
と
具

謄
的
な
知
識
を
必
要
と
す
る
。
圓
の
よ
う
な
デ
ー
タ
が
そ
の
た
め
の
重
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
こ
で
は
と
り
あ
え
ず
、
可
能
な
一
つ
の
絶

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
用
い
た
刺
激
強
度
の
流
域
（
ほ
と
ん
ど
錐
奏
上
閾
値

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
つ
い
て
、
箪
一
の
睨
贈
主
（
こ
こ
で
は
左
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蟹
］
罵
で
研
究
　
　
簸
州
四
｝
磁
六
十
一
蛯
蜘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
二

網
を
も
つ
て
現
わ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
　
〔
右
系
よ
り
の
禁
止
力
が
零
、
す
な
わ
ち
左
刺
激
の
み
の
時
は
出
現
率
は
常
に
一
〇
〇
％
と
な

っ
て
、
こ
の
よ
う
な
特
性
を
と
り
出
し
得
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
曲
線
2
は
右
系
か
ら
の
「
抵
抗
〕
が
丁
度
適
嘗
な
強
さ
で
あ

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
左
系
の
特
性
を
最
も
忠
實
に
添
し
て
い
る
と
考
え
て
み
る
こ
と
も
出
來
る
。
〕

　
も
ち
ろ
ん
、
圓
四
の
曲
線
群
も
○
の
全
有
機
騰
的
反
慮
の
所
産
で
あ
っ
て
、
左
親
魔
系
の
み
の
高
慮
を
表
現
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
保

管
は
な
い
。
し
か
し
、
毒
気
他
の
方
法
特
に
生
理
學
的
な
方
法
に
よ
っ
て
視
賛
系
の
み
を
比
較
的
濁
立
に
と
り
あ
つ
か
っ
た
と
み
な
し
得

る
よ
う
な
い
く
つ
か
の
デ
ー
タ
（
比
較
的
末
梢
的
な
暦
で
は
い
わ
ゆ
る
ス
パ
イ
ク
放
電
の
頻
度
、
多
少
中
主
的
な
層
で
は
フ
リ
ッ
カ
ー
値

な
ど
）
を
み
る
と
、
多
く
の
場
合
こ
の
等
】
o
σ
q
困
曲
線
に
類
似
し
た
S
細
細
の
齢
線
が
晃
出
さ
れ
る
。
さ
ら
に
も
っ
と
範
團
を
鑛
げ
て
み

れ
ば
、
一
般
に
有
機
岩
な
い
し
そ
の
下
位
系
の
刺
激
（
封
数
強
度
値
）
に
封
ず
る
反
癒
に
は
こ
の
型
の
臨
線
が
し
ば
し
ば
見
出
さ
れ
て
い

る
（
2
）
。
な
お
、
こ
れ
ら
の
デ
ー
タ
が
カ
バ
ー
し
て
い
る
璃
激
強
度
の
範
園
と
わ
れ
わ
れ
の
實
験
で
の
そ
れ
と
が
大
農
に
お
い
て
合
致
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
一
方
、
わ
れ
わ
れ
の
實
験
で
の
哉
や
あ
の
値
は
、
0
が
全
く
受
動

的
な
態
勢
で
圏
形
の
生
滅
に
鷹
じ
て
電
鍵
を
お
し
た
り
は
な
し
た
り
す
る
時
闘
的
経
過
を
記
録
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ

っ
て
、
観
畳
系
以
外
の
系
の
作
用
の
介
入
は
極
度
に
縮
減
さ
れ
て
い
る
と
み
な
し
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
を
考
え
あ
わ
せ
る
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
の
P
曲
線
は
有
機
膿
の
下
位
系
の
反
慮
に
比
較
的
あ
り
ふ
れ
た
あ
る
い
は
共
通
の
特
性
を
雨
露
に
表
現
し
て
い
る
と
推
定
す
る

こ
と
が
出
來
る
で
あ
ろ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
が
前
に
求
め
た
「
行
る
さ
懸
線
」
　
（
圏
三
）
と
こ
の
P
懸
線
と
は
、
同
じ
刺
激
闘
形
岡
じ
強
度
條
件
に
つ
い
て
同
じ
擬
察
者

に
し
ょ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
爾
者
は
そ
れ
ぞ
れ
棺
當
の
再
現
可
能
性
と
齊
一
性
を
持
っ
て
い
る
。
し
か
も
爾
考
は
、
少
く

と
も
直
接
的
に
比
較
す
る
限
り
、
異
質
的
な
誘
線
で
あ
る
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
も
し
前
述
の
・
．
α
う
に
P
曲
線
の
方
が
親
魔
系
輩
濁

で
の
反
鷹
ポ
テ
ン
シ
却
，
ル
の
特
性
を
よ
り
忠
黄
に
表
現
し
て
い
る
と
の
推
定
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
と
明
る
さ
曲
線
と
が
く
い
ち
が

う
と
い
う
こ
と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
、
刺
激
に
封
ず
る
親
魔
系
の
欝
欝
特
性
と
書
語
的
レ
ベ
ル
に
お
け
る
範
疇
化
（
さ
き
に
論
じ
た
玉
酒
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的
な
意
味
で
の
「
感
畳
」
）
と
が
直
線
的
な
野
慮
隠
棲
に
は
な
い
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
か
り
に
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
圏
四
の
蘭
線
2

に
つ
い
て
、
前
の
圃
三
で
明
る
さ
の
相
封
値
を
き
め
る
基
準
と
な
っ
た
刺
激
強
度
と
同
じ
δ
σ
q
囲
1
1
呼
O
の
強
度
に
お
け
る
P
を
基
準
と

し
て
、
そ
の
億
の
強
度
に
お
け
る
P
の
七
五
値
を
求
め
、
こ
れ
と
明
る
さ
曲
線
と
を
併
記
し
た
の
が
圏
五
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
フ
．
一
ヒ

ネ
ル
曲
線
は
明
ら
か
に
異
な
っ
て
い
る
。
な
お
一
つ
の
試
み
と
し
て
、
明
る
さ
（
B
）
を
睨
野
閣
事
に
お
け
る
圓
形
鵠
現
の
ポ
テ
ン
シ
ャ

ル
（
P
）
に
嫁
し
て
プ
ロ
ッ
ト
し
た
の
が
圓
六
で
あ
る
。
醗
覧
系
の
糞
蝿
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
か
ら
「
明
る
さ
し
へ
の
饗
換
は
非
常
な
歪
み
を

も
っ
て
行
な
わ
れ
る
。
こ
の
種
の
愛
換
洋
帆
が
す
で
に
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
的
法
則
で
は
な
い
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
以
上
は
ま
っ
た
く
不
充
分
な
資
料
の
上
に
な
お
い
く
つ
か
の
假
定
を
お
い
た
一
つ
の
試
み
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
も
っ
と
多
く
の
領

B

see

4ee

摯

蒙300
悪
s

ヒ）　2eo

当

　　lee碍
　き

　　ノ…一一下

o
f
」 1．5　2．5　3．5

　！og互億臓強度）

4．5

五　明るさ（B）と出現率（P）

3．0

2．e　　　1，e

｝ogP（出現率）

　
　
　
　
ー
ー
し
q

　
　
恥
　
　
鴇

へ
蜘
ゆ
謬
）
α
議
凶
2

圏六　明るさと出現牽

フ
ェ
ヒ
ネ
ル
的
法
剛
に
つ
い
て

域
や
種
種
の
贋
位
に
つ
い

て
、
こ
の
よ
う
な
方
向
に

沿
っ
た
精
密
な
デ
ー
タ
が

得
ら
れ
て
行
く
に
つ
れ
て
、

わ
れ
わ
れ
の
目
掲
す
有
機

禮
の
反
慮
機
講
あ
る
い
は

過
程
溝
造
に
つ
い
て
の
具

膿
的
な
知
識
が
増
し
て
く

る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ

の
主
眼
は
、
個
々
の
フ
．
一

ヒ
ネ
ル
的
あ
る
い
は
精
紳

物
理
學
的
デ
ー
タ
を
直
ち

三
三
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哲
墨
・
研
廃
冗
　
第
四
百
六
十
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

に
一
つ
の
感
覧
次
元
に
關
す
る
も
の
と
み
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
を
そ
れ
ぞ
れ
猫
自
の
専
制
に
面
す
る
デ
ー
タ
と
し
て
と
り
あ
げ
、
そ

れ
ら
の
相
互
關
係
の
分
析
を
す
る
こ
と
に
あ
る
。
一
つ
の
豊
強
尺
度
で
あ
る
は
ず
の
曲
線
が
く
い
ち
が
う
か
ら
困
る
の
で
は
な
く
、
く
い

ち
が
い
に
こ
そ
重
要
な
意
味
が
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
こ
の
よ
う
な
縫
線
は
べ
つ
に
新
奇
な
こ
と
で
は
な
く
、
い
わ
ゆ
る
刺
激
－
i
心
慮
蘭
係
か
ら
刺
激
i
l
刺
激
驕
係
（
1
5
）
あ

る
い
は
重
事
…
i
反
鷹
嗣
係
（
3
）
を
導
出
す
る
こ
と
と
し
て
定
式
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
か
＼
る
千
手
を
求
め
る
こ
と

の
理
論
的
な
意
義
や
効
用
に
つ
い
て
の
異
事
的
な
分
析
は
、
未
だ
必
ず
し
も
充
分
に
行
わ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
以
下
、
こ
の
よ
う

な
事
情
に
つ
い
て
、
多
少
違
っ
た
驚
度
か
ら
の
考
察
を
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
所
論
を
敷
癒
し
よ
う
。

　
わ
れ
わ
れ
が
上
來
と
り
あ
づ
か
っ
て
來
た
よ
う
な
間
題
領
域
で
は
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ス
ら
の
い
わ
ゆ
る
直
接
法
あ
る
い
は
比
率
法
は
別
と

し
て
、
多
く
の
場
合
に
サ
ア
ス
ト
ン
（
目
、
ぎ
露
。
⇔
ρ
ピ
．
ダ
）
流
の
理
論
模
型
に
從
つ
た
測
定
法
な
い
し
尺
度
構
成
法
が
用
い
ら
れ
て
い

る
（
0
3
、
荏
0
3
3
）
。
そ
の
根
本
は
、
あ
る
心
理
學
的
蓮
池
髄
（
そ
れ
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
か
は
直
接
關
孫
し
な
い
）
に
お
け
る
辮
別
的
過

程
の
分
散
（
象
ω
o
嵩
彰
ぎ
紘
象
ω
℃
o
轟
｝
o
詳
）
を
も
と
に
し
て
、
か
＼
る
蓮
績
禮
の
上
で
の
事
象
の
へ
だ
た
り
を
表
現
す
る
こ
と
に
あ
る
。
元

來
、
尺
度
樗
成
法
と
し
て
は
、
種
種
の
テ
ス
ト
な
ど
を
も
含
め
て
、
む
し
ろ
こ
の
よ
う
な
原
理
に
從
う
場
合
が
多
く
、
ス
チ
！
ブ
ン
ス
の

や
り
方
な
ど
は
異
端
で
あ
る
と
も
い
え
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
た
と
え
ば
主
と
し
て
サ
ア
ス
ト
ン
に
從
っ
て
い
る
と
み
ら
れ
る
ギ
ル
フ
ォ
ー
ド
（
∩
｝
㍍
＝
h
O
円
上
り
瞬
。
℃
。
）
の
テ
キ
ス
ト
（
1
7
）

な
ど
に
よ
れ
ば
、
心
理
學
的
測
定
は
あ
る
剃
激
S
に
封
ず
る
（
心
理
學
的
）
反
慮
R
（
サ
ア
ス
ト
ン
で
は
辮
翔
的
過
程
と
構
さ
れ
た
）
の

分
散
に
も
と
づ
い
て
行
わ
れ
る
が
、
か
＼
る
反
鷹
の
連
無
燈
は
直
接
槻
偉
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
實
際
は
O
の
外
的
反
慮
と
し
て
の

判
断
J
と
蝿
激
S
と
の
蘭
係
か
ら
梅
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
攣
数
あ
る
い
は
概
念
と
し
て
の
地
位
の
異
な
る
三
つ
の
蓮

綾
膿
（
S
一
、
R
…
－
お
よ
び
」
…
翻
心
羅
）
が
設
定
さ
れ
る
。
盈
一
連
綾
農
と
は
つ
ま
り
、
光
の
明
る
さ
・
音
の
大
き
さ
・
線
の
長
さ
・

文
字
の
巧
拙
の
感
じ
・
野
離
の
好
き
き
ら
い
・
あ
る
蓄
葉
が
逡
歩
的
か
保
守
的
か
の
感
じ
そ
の
他
の
心
理
的
事
賢
で
あ
り
、
場
合
に
よ
つ
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て
は
「
頭
の
よ
し
あ
し
」
で
あ
っ
て
も
よ
い
。
も
ち
ろ
ん
．
こ
こ
で
た
と
え
ば
「
，
明
る
さ
」
と
い
う
の
は
、
書
語
化
さ
れ
る
以
前
の
、
0

の
内
部
に
推
測
さ
れ
た
連
綾
髄
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、
サ
ア
ス
ト
ン
の
療
理
は
光
來
尺
度
築
成
の
原
理
で
あ
っ
て
、
澗
ら
れ
る
べ
き
逮

綾
膿
が
偲
で
あ
る
か
に
は
關
窪
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
必
ら
ず
し
も
ギ
ル
フ
ォ
ー
ド
の
よ
う
に
心
理
學
的
羅
漢
の
連
績
騰
に
限
る
必
要

も
な
い
。
理
論
模
型
が
あ
て
は
ま
る
限
り
、
前
に
述
べ
た
よ
う
な
心
理
・
生
理
的
系
の
反
撃
で
も
よ
い
し
、
生
理
學
的
系
の
反
慮
で
あ
っ

て
も
よ
い
。
し
か
し
S
と
5
と
に
つ
い
て
は
、
少
く
と
も
心
理
學
の
翌
翌
で
あ
る
以
上
は
、
S
は
い
わ
ゆ
る
刺
激
の
蓮
図
工
で
あ
り
」
は

「
言
語
的
な
い
し
こ
れ
に
準
じ
る
何
ら
か
の
詣
承
的
操
作
」
の
遽
綾
騰
と
し
て
定
義
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
サ
ア
ス
ト
ン
・
ギ
ル
フ
ォ
ー
ド
の
原
理
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
S
と
R
と
の
關
係
を
求
め
る
こ
と
が
出
來
る
。
と
こ
ろ
で

こ
の
場
合
、
鼠
一
連
績
膿
の
目
盛
づ
け
の
手
響
き
は
、
R
i
蓮
績
磯
と
歪
一
蓮
績
膿
と
の
聞
の
完
全
な
直
線
的
相
關
を
土
定
し
て
の
み
成

立
し
得
る
の
で
あ
る
。
ギ
ル
フ
ォ
！
ド
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
R
と
3
と
の
關
係
は
時
問
誤
差
・
順
序
・
基
準
化
・
中
心
化
傾
向
あ

る
い
は
碇
泊
効
果
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
の
事
情
に
よ
っ
て
攣
越
す
る
も
の
で
あ
り
蘭
係
は
し
ば
し
ば
非
直
線
的
と
な
る
。

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
認
容
は
む
し
ろ
二
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
わ
れ
わ
れ
と
し
て
は
さ
ら
に
、
只
か
ら
」
へ
の
攣

換
に
味
な
う
固
有
の
愛
容
過
程
を
豫
序
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
、
R
が
軍
に
形
式
的
な
媒
介
攣
数
で
あ
る
な
ら
ば
J
一

蹴
の
直
線
下
甑
を
假
難
し
て
も
よ
い
し
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
」
に
記
し
て
直
線
關
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
R
を
定
義
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ

る
。
し
か
し
、
そ
れ
で
は
心
理
學
の
世
界
は
閉
ぢ
ら
れ
た
も
の
と
な
り
議
展
性
を
持
ち
得
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
や
は
り
R
の
根
底
に
何
ら

か
の
リ
ア
ル
な
過
程
を
豫
想
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
前
に
噺
わ
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
必
ら
ず
し
も
直
ち
に
生
理
學
的
な
も
の
を
意
味
す
る

の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
實
験
者
の
意
志
を
超
え
た
も
の
と
し
て
の
難
論
的
構
成
を
意
味
す
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
J
t
R
の
閣
係
は
假
定
で

は
な
く
し
て
悶
題
と
し
て
提
出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。

　
鼠
と
し
て
か
り
に
生
理
學
的
削
磨
の
連
縷
を
と
り
あ
げ
て
み
れ
ば
、
い
わ
ゆ
る
「
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
の
法
則
」
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の

R
と
S
と
の
間
に
近
似
的
に
妥
當
す
る
こ
と
を
近
時
の
多
く
の
デ
…
タ
が
節
し
て
い
る
。
有
名
な
生
理
學
テ
キ
ス
ト
の
一
、
二
を
た
ま
た

　
　
　
　
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
的
法
則
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

三
五
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哲
畢
研
究
　
　
脚
高
四
百
六
十
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
六

ま
開
い
て
み
て
も
、
　
「
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
の
法
則
」
と
は
そ
の
よ
う
な
R
－
S
關
係
と
し
て
と
り
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
（
7
、
1
6
）
。
フ
ェ
ヒ
ネ

ル
の
内
的
精
紳
物
理
學
と
外
的
精
紳
物
理
量
（
こ
こ
で
用
い
て
い
る
記
號
を
使
え
ば
、
前
者
は
い
わ
ば
R
…
」
歯
痛
、
後
者
は
い
わ
ば
S

…
」
關
係
）
を
め
ぐ
る
古
典
的
な
手
事
に
広
し
て
、
事
實
は
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
よ
り
は
む
し
ろ
ミ
ュ
ラ
ー
（
］
≦
巳
冨
び
Q
．
図
．
）
に
味
方
し
て
い

る
と
で
も
い
う
べ
き
か
。
す
な
わ
ち
、
フ
．
一
ヒ
ネ
ル
の
論
謹
に
反
し
て
（
6
、
3
5
）
、
刺
激
エ
ネ
ル
ギ
…
と
生
理
學
的
充
奮
と
の
間
に
す
で

に
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
的
攣
換
法
麟
が
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
生
理
射
的
に
で
は
な
く
心
理
學
的
に
轟
成
し
た
R
一
連
績
騰
に
つ
い
て
も
、
千
客
の
よ
う
に
同
じ
よ
う
な
形
の
攣
換
法
則
が
示
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
一
般
に
R
と
S
と
の
間
に
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
的
法
則
が
成
立
す
る
と
す
れ
ば
、
」
と
R
と
の
間
に
奇
し
て
は
ど
う
で
あ

ろ
う
か
。
そ
こ
に
も
當
然
何
ら
か
の
攣
換
法
劉
が
面
心
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
再
び
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
の
内
的
精
々
物
理
學
も
新
し
い
意

義
を
捲
っ
て
來
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
サ
ァ
ス
ト
ン
・
ギ
ル
フ
ォ
ー
ド
の
測
定
原
理
に
よ
っ
て
は
R
－
s
蘭
係
は
定
義
左
心
て
も
」
…

斌
蘭
係
は
見
出
せ
な
い
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
の
圏
六
の
曲
線
は
一
つ
の
3
！
」
關
係
を
表
わ
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
意
圓
し
た
こ
と
は
、
か
、
る
」
一
」
蘭
留
（
歪
も

一
つ
の
反
慮
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
反
慮
一
反
鷹
關
係
に
他
な
ら
な
い
）
か
ら
J
i
R
關
係
を
近
似
的
に
推
測
し
よ
う
と
す
る
こ
と
で

も
あ
っ
た
。
こ
の
事
情
を
便
宜
上
次
の
よ
う
に
並
々
に
表
式
化
す
る
こ
と
が
出
校
る
で
あ
ろ
う
。

　
す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
圏
五
に
お
け
る
明
る
さ
3
を
ら
と
し
、
出
現
攣
P
を
（
こ
れ
も
操
作
的
に
は
一
つ
の
3
に
他
な
ら
な
い
か
ら
）

5。、

ﾆ
す
る
。
あ
る
同
一
の
刺
激
強
度
系
列
に
封
ず
る
心
理
・
生
理
的
系
（
こ
こ
で
は
税
魔
系
）
の
反
慮
を
獄
で
示
せ
ば
、
一
般
に

　
　
卸
聾
許
（
多
y
　
ぷ
1
1
計
（
謬
）

で
あ
る
。
い
ま
、
か
り
に
親
魔
系
の
み
を
切
り
放
し
て
と
り
出
し
た
と
き
に
、
圖
五
と
岡
じ
刺
激
系
列
に
濾
し
て
示
す
こ
の
系
に
固
有
の

反
癒
ポ
テ
ン
シ
融
，
ル
を
珊
と
す
れ
ば
、
報
と
5
。
．
と
は
當
然
こ
の
馬
に
も
依
存
す
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
の
關
係
は
そ
れ
ぞ
れ

　
　
酪
貫
炉
（
菊
。
ソ
　
潮
ー
ー
詐
（
菊
。
）
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と
表
わ
し
得
る
。
さ
ら
に
、
た
と
え
ば
3
2
（
P
）
に
つ
い
て
、
薗
に
考
え
た
よ
う
な
理
由
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
珊
に
直
線
的
に
比
例
す
る

と
假
定
出
來
る
と
す
れ
ば
　
き
U
犀
矯
O
　
と
お
け
る
か
ら
、
結
局

　
　
8
1
1
S
（
験
こ
）
1
1
魯
（
犀
菊
。
）

と
な
っ
て
、
あ
一
恥
關
係
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
ψ
と
は
、
二
六
の
よ
う
に
し
て
實
験
的
に
求
め
ら
れ
た
」
一
」
驕
係

の
こ
と
で
あ
る
。
3
2
…
珊
閣
係
に
つ
い
て
の
假
定
は
、
一
方
で
は
何
ら
か
の
理
論
模
型
か
ら
の
要
請
と
し
て
、
他
方
で
は
要
求
さ
れ
る
精

度
の
範
園
内
で
の
誤
差
源
と
し
て
、
必
要
な
論
理
的
射
撃
と
事
費
的
資
料
と
が
あ
れ
ば
、
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
必
ら
ず
し
も
薩
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
6
）

蘭
係
で
は
な
く
て
も
、
函
数
關
係
を
既
知
の
も
の
と
し
て
導
入
畠
漁
る
な
ら
ば
ど
の
よ
う
な
關
係
で
あ
っ
て
も
よ
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
右
の
ψ
と
い
う
蘭
語
を
求
め
る
基
礎
に
な
っ
た
デ
ー
タ
が
、
結
局
サ
ア
ス
ト
ン
的
に
」
と
R
と
の
直
線
關
係
を
前
提
と

す
る
手
簿
き
に
よ
っ
て
求
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
に
し
て
」
と
R
と
の
蘭
係
を
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
全
く
ナ

ン
セ
ン
ス
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
主
題
に
な
る
の
は
實
験
結
果
の
事
理
の
手
綾
き
に
關
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
實
験
の
手
綾

き
そ
れ
自
膿
に
は
煙
し
な
い
。
つ
ま
り
、
3
i
R
の
直
線
驕
係
の
假
定
は
實
験
結
果
か
ら
R
連
績
騰
の
尺
度
を
狼
の
分
散
を
軍
鶏
と
し
て

構
成
す
る
と
い
う
實
用
的
計
算
法
の
た
め
に
お
か
れ
た
こ
と
で
あ
っ
て
、
輩
に
賢
験
紅
潮
き
と
し
て
い
わ
ゆ
る
精
韓
物
理
學
的
測
定
法
を

用
い
る
だ
け
な
ら
ば
、
そ
ん
な
假
定
は
必
要
と
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
蟹
験
，
で
も
、
R
蓮
綾
騰
に
サ
ア
ス
ト
ン
型
の
ス
ケ
ー
ル
を
作
ろ
う

と
し
た
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
實
験
事
態
に
お
い
て
一
つ
の
刺
激
…
心
慮
連
係
を
求
め
た
に
す
ぎ
な
い
。
ギ
ル
フ
ォ
…
ド
の
圓
式
に

お
け
る
」
と
狼
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
場
含
に
は
と
も
に
J
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
た
だ
有
機
質
内
の
過
程
の
膿
制
に
お
け
る
層
位
を
異
に

す
る
だ
け
な
の
で
あ
っ
た
。

　
も
ち
ろ
ん
こ
の
場
合
、
そ
れ
ぞ
れ
の
」
に
は
そ
れ
と
直
線
的
に
相
輪
す
る
何
ら
か
の
恥
が
想
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
」
一
騎
閣
係

は
ギ
ル
フ
ォ
ー
ド
の
3
1
R
關
係
と
は
意
味
を
異
に
す
る
。
塒
は
判
断
の
層
位
に
お
け
る
判
断
そ
れ
自
騰
の
封
手
で
あ
り
、
J
l
憩
は
腰

紐
で
は
な
く
し
て
む
し
ろ
同
一
な
い
し
同
型
を
意
味
す
る
。
そ
れ
故
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
場
合
、
」
一
J
關
係
は
同
時
に
瀦
一
R
關
係
に
他

　
　
　
　
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
的
法
劉
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七



20し

　
　
　
　
折
口
學
礁
究
　
　
第
四
否
論
ハ
十
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
八

な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
ま
た
、
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
的
法
則
が
ギ
ル
フ
ォ
ー
ド
の
R
！
S
蘭
係
だ
け
で
は
な
く
」
一
S
閥
係
を
も
含

む
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
從
っ
て
、
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
の
内
的
精
紳
物
理
學
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
R
l
R
關
係
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
實

は
も
は
や
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
的
法
則
で
は
な
い
。
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
軍
法
購
と
は
R
－
S
關
係
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
故
心
理
學
的
に
も
生
理
學
的

に
も
妥
當
す
る
も
の
で
あ
り
、
内
的
・
外
的
の
置
別
は
意
味
を
う
し
な
う
。

　
要
す
る
に
わ
れ
わ
れ
は
、
下
機
鰹
の
過
程
構
遊
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
星
位
ま
た
は
領
域
に
つ
い
て
フ
ェ
ヒ
ネ
ル
的
法
購
を
遽
罰
す
べ
き

で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
あ
ら
ゆ
る
」
一
5
（
ま
た
は
R
－
R
）
千
尋
を
導
き
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
全
燈
の
構
造
連
蘭
を
明
ら
か

に
し
て
行
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
資
料
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
、
感
畳
尺
度
と
配
せ
ら
れ
る
フ
4
ヒ
ネ
ル
的

法
則
も
理
論
的
燈
値
を
持
っ
て
馨
る
。
そ
れ
は
必
ら
ず
し
も
「
感
嶽
」
の
尺
度
と
し
て
で
は
な
く
、
有
機
謄
の
反
慮
の
全
膿
系
に
お
け
る

あ
る
暦
位
の
特
性
（
た
と
え
ば
霊
語
的
反
慮
に
お
け
る
数
値
的
關
係
の
枠
組
の
あ
り
方
）
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
、
そ
れ
と
他
の
暦
位
の
特

性
（
た
と
え
ば
光
畳
邊
程
の
も
つ
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
の
特
性
）
と
の
瀾
係
に
つ
い
て
、
後
者
か
ら
前
者
へ
の
攣
換
の
機
捌
を
明
ら
か
に
す
べ

き
道
具
と
し
て
の
償
値
で
あ
る
。
も
し
妥
嘗
性
と
い
う
こ
と
を
い
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
む
し
ろ
論
理
的
な
妥
嘗
性
で
あ
り
、
物

理
的
な
長
さ
を
測
る
こ
と
が
妥
嘗
で
あ
る
な
ら
ば
わ
れ
わ
れ
の
心
理
學
的
測
定
も
妥
嘗
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
謡

1
　
刺
激
A
と
B
と
の
ま
ぎ
ら
わ
し
さ
と
B
と
C
と
の
そ
れ
と
が
等
し
い
よ
う
に
A
B
、
B
C
の
聞
隔
を
定
め
る
。
濁
ぬ
二
鐵
一
）
…
零
騰
冒
ぎ
巴
比
一
5
・
（
謁
O
）

　
ス
ケ
ー
ル
と
よ
ば
れ
る
。

2
　
勲
等
尺
度
法
に
よ
る
結
果
と
の
く
い
ち
が
い
、
・
j
n
d
の
等
償
性
の
成
立
の
有
無
、
時
聞
誤
差
そ
の
他
の
効
果
の
存
否
な
ど
の
理
由
か
ら
、
た
と

　
え
ば
醤
の
高
さ
（
冨
9
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
連
績
膿
（
ヨ
。
＄
普
。
蔚
o
o
艮
｛
蒙
簿
）
と
琶
の
大
き
さ
（
δ
¢
匹
葺
自
。
・
）
の
よ
う
な
連
績
髄
（
鷲
。
昏
の
け
ぎ

　
0
9
回
算
“
§
）
と
に
分
け
る
。
前
者
は
い
わ
ば
質
的
、
後
者
は
い
わ
ば
量
的
な
連
続
髄
で
あ
る
。

3
　
ヘ
イ
ン
ズ
は
自
分
の
明
る
さ
醜
線
（
ぴ
彫
臨
尺
度
と
よ
ば
れ
る
）
と
ト
ロ
ラ
ン
ド
（
同
3
㌶
p
斜
ぴ
．
）
の
光
度
欝
欝
デ
…
タ
に
基
く
j
a
d
蘭
線
と
が

　
完
全
に
一
致
す
る
と
童
張
す
る
が
、
ス
チ
ー
ブ
ン
ス
は
ま
た
他
の
デ
…
ク
を
ひ
い
て
、
ウ
マ
一
…
バ
…
の
法
則
の
成
り
立
つ
中
等
度
以
上
の
光
度
で
は



　
爾
者
の
ず
れ
が
衰
わ
れ
る
と
し
、
從
つ
．
て
、
「
明
る
さ
」
を
箕
〇
二
ざ
爵
…
o
蓬
雲
量
と
す
る
こ
と
に
矛
盾
は
な
い
と
す
る
。

垂
　
こ
こ
で
の
・
」
捻
d
は
所
定
の
強
度
（
王
）
の
背
景
上
に
闘
形
（
V
）
が
認
知
さ
れ
る
た
め
の
強
度
差
（
遭
）
の
閾
値
と
し
て
求
め
ら
れ
た
（
通
常
饗
姥
感

　
度
な
ど
と
よ
ば
れ
る
）
。
こ
の
方
法
で
は
い
わ
ゆ
る
4
1
了
曲
線
と
し
て
報
告
さ
れ
て
い
る
多
数
の
蘭
線
と
全
く
一
致
す
る
結
果
が
得
ら
れ
る
。
し
か

　
る
に
、
S
V
薦
國
形
の
「
明
る
さ
の
比
較
」
と
い
う
事
態
で
辮
別
製
を
測
定
す
る
と
、
か
な
り
逡
つ
た
乙
線
が
得
ら
れ
、
む
し
ろ
ウ
ェ
…
バ
ー
の
法

　
則
が
刺
激
の
喪
い
範
幽
に
わ
た
っ
て
成
立
つ
よ
う
な
傾
向
が
認
め
ら
れ
た
。
こ
の
愚
な
お
検
討
を
要
す
る
（
2
2
）
。

5
　
そ
れ
と
共
に
、
か
㌧
る
攣
換
が
何
を
「
意
味
」
す
る
の
か
、
そ
れ
は
「
心
理
的
」
に
ど
の
よ
う
な
「
事
象
」
で
あ
る
の
か
、
そ
の
よ
う
な
問
い
も

　
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
に
つ
い
て
さ
ま
ざ
ま
の
解
羅
や
デ
モ
ン
ス
ト
レ
…
シ
ョ
ン
を
行
っ
て
素
人
を
驚
か
せ
る
こ
と
も
諦
念
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
結

　
局
は
心
理
學
以
前
の
こ
と
で
あ
る
。

6
　
一
般
的
に
い
え
ば
、
強
襲
の
系
の
法
則
を
そ
れ
よ
り
も
既
知
の
程
度
の
高
い
よ
り
低
次
の
系
の
法
則
か
ら
誘
導
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
下
か

　
ら
」
の
方
法
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
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genitivus　obiectivus．　Aber　das　1）enken　selber　bel〈undet　sich　zugleich　als

das　Subjekt　dey　Setzung　der　Grgndsatze．　Der　Genitiv　im　Tltel　2st　auch

ein　gen2tivus　subiectivus．　Darum　stellt　der　Titel　uns　vor　die　folgende

Frage：　Woher　stammen　die　Grundsatze？　Aus　dem　Denken　selbst　oder

aus　dem，　w　as　das　Denken　im　Grunde　zu　bedenken　hat，　oder　gar　aus・

keiner　dieser　beiden　sich　alsbald　anbietenden　Quellen　？　Aber　die　Antwort

auf　cliese　Frage　bleibt　fur　uns　in　ein　Dunkel　gehUilt．　Diese　Dunl〈elheit

ist　vlelleicht　bei　aliem　Denken　jederzeit　im　Spiel．　Der　Mensch　muS　lernen，

das　Dunkle　als　das　Umimgangiiche　anzuerkennen　und　die　Lauterkeit　des・

Duuklen　zu　wahren　und　die　dem　Dunkel　allein　gemage　Helle　zu　flnden．．

Sterbliches　Denken　muB　in　das　Dunlscel　der　Brunnentiefe　sicla　hinablassen，

um　be1　Tag　den　Stern　zu　sehen．

　”er　Beitrag　wurde　ursprdnglich　im　Sommersemester　i957　an　der　Universitat

Freiburg　i．　Br．　als　erster　und　einfifhrender　Vortrag　einer　funf　Vortrage　umfas－

senden　Foige　．Grundstttze　des　Denkens“　gesprochen　；　der　vierte　dieser　Vortrage，

，，Der　Satz　der　ldentit5t“，　ist　in　der　Schrift　，，ldentitat　und　Differenz“　（I　Teske－

Verlag，　P触ingen　1957）ver6ffentl三cht．　Dankδer　uns　erwiesellen　Freu捻dlichkeit

Herrn　Professor　Dr．　Martin　Keideggers　und　durch　die　Bemtihungen　von　Herrn．

Hartmut　Buchner　x・vurde　es　m6glich，　diesen　EinfUhrungsvortrag　zu　Ubersetzen

und　in　dieser　unserer　Zeitschrift　erscheinen　zu　lassen．　（zum　deutschen　Text．

ver．crl．　Jahrbuch　fUr　Psychologie　und　Psychotherapie，　6．　Jahrgang，　Heft　i／3，

M6nchen　u．　Freiburg　1958，　S．　33　ff・）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（zusammengefaBt　vom　Ubersetzer，　Al｛ihiro　1［ak．　e－ichi．〉

0鍛Fechiter圭角Laws

by　Sul〈e－ichi　Kal〈izaki

　　ln　these　one　or　two　decades，　comsiderable　efforts　have　beeR　made　to

determine　functional　reiations，　which　may　be　callecl　Fee”hnerian　laws　in　a

broader　sense，　between　subjective　or　sensory　ma，c，rnitudes　and　stimulus

magnitudes．　These　functions　have　led　to　various　scales　of　sensation，　w｝iich

have　fak’ly　good　valiclity　for　all　practical　purposes．　But，　how　about　the

2



theoretical　significance　of　these　Fechne7　ian　iaws　？

　According　to　the　usual　scale－construction　methodology，　the　mag”nitude　of

sensation　is　inferred　indirectly　from　a　se£　of　judgment－to－stimulus　data，

assuming　a　linear　reiationship　between　judgment　and　the　underlying　sensory

response．　On　the　other　hand，　various　physiologlcal　or　psychophysiological

experiments　have　revealed，　more　or　less　directly，　the　characteristics　of　the

response　of　the　sensory　system　in　question　to　the　re！evant　stimulus　conti－

nuum．　［lrhe　examination　of　the　relation　of　these　two　sets　of　data．　or

expressed　more　concretely，　the　comparison　of　the　judged　magnitude　of

sensation　with　the　magn1tude　of　underiying　response　of　the　sensory　system，

should　be　of　great　theoretical　importance，　especially　for　the　analysis　of

the　functional　relationships　between　sensory　and　judgmental　processes　1n

the　whole　organization　of　behavlor．

　　Along　with　this　ilne　of　thought，　an　attempt　was　made　to　relate　the

subjectlve　brightness　（B），　obtained　by　the　method　of　fractioRation，　to　the

response　strength　（P）　of　the　visual　system，　estimated　from　the　rate　of

appearance　in　binocular　rivalry　experiment．　Both　B一　and　P－function　were

determined　for　the　same　subjects　and　with　the　same　range　of　st1mulus

intensities．　The　B－to－P　function　thus　obtained　showed　cons1derable　non－

linearity，　which　was　interpreted　to　reveal　how　the　characteristics　of　the

sensory　system　would　be　transformed　into　those　of　judgment　or　verbal

responses．

　　　　　Berkery’s　‘Dreain’

Phenomenalism　and　Metaphysics

by　MiReo　Hashlmo£o

　　In　Berkeley’s　philosophy　we　can　see　a　typica1　case　of　how　we　must　try

to　brlng　philosophy　back　to　the　facts　of　experience　and　to　keep　it　insicle

the　range　of　possible　experience，　so　that　we　may　not　“first　raise　a　dust

and　then　coraplain　we　cannot　see’1　Where　and　to　what　extent　does　the

empirical　anaiysis　of　humaR　experience　still　involve　metaphysical　argu一
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