
哲
學
研
究
　
第
四
百
七
十
一
號

二
二

22

フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
エ
イ
ド
ス
」

主門

木

隆

嘉

　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
學
は
「
エ
イ
ド
ス
」
の
學
と
云
わ
れ
て
い
る
。
現
象
學
猫
自
の
仕
事
場
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
開
か
れ
る
超
越
論

的
還
元
は
、
そ
れ
故
現
象
學
的
還
元
で
あ
る
と
岡
時
に
エ
イ
ド
ス
的
還
元
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
現
象
學
が
厨
指
す
も
の
は
、

實
に
「
員
正
な
る
普
遍
存
在
論
」
に
外
な
ら
ず
、
現
象
畢
の
究
極
根
糧
は
国
璽
①
鉱
犀
に
在
る
と
云
え
よ
う
。
併
し
、
　
「
エ
イ
ド
ス
」
の
本

態
と
意
味
と
に
つ
い
て
は
十
分
な
考
察
が
必
要
で
あ
る
。
畿
に
周
知
の
逮
り
、
後
期
フ
ッ
サ
…
ル
の
思
想
は
初
期
の
も
の
と
は
少
な
か
ら

ぬ
差
異
が
あ
り
、
エ
イ
ド
ス
に
關
し
て
み
て
も
、
決
し
て
一
義
的
に
明
ら
か
と
は
云
え
な
い
。
そ
こ
で
本
論
に
お
い
て
、
我
々
は
フ
ッ
サ

ー
ル
自
身
の
思
想
瑛
展
の
内
的
必
然
性
か
ら
、
エ
イ
ド
ス
の
本
來
的
な
る
も
の
を
捉
え
、
フ
ッ
サ
ー
ル
理
解
を
深
め
よ
う
と
思
う
。
そ
れ

に
よ
っ
て
、
毒
瓜
§
塾
①
ヨ
鳩
賦
ω
昏
①
昌
盛
銭
涛
聾
ω
導
器
と
も
云
う
べ
き
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
學
の
鑓
創
涛
を
解
明
し
、
併
せ
て
、
哲
理
的
知

の
在
る
べ
き
根
源
へ
の
何
ら
か
の
洞
察
を
得
る
こ
と
を
も
期
す
る
の
で
あ
る
。

一

　
エ
イ
ド
ス
學
の
思
想
は
『
論
理
研
究
』
に
お
い
て
確
立
し
た
と
見
ら
れ
る
が
、
こ
の
時
期
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
論
理
主
義
と
し
て
批
評
さ

れ
た
。
そ
の
「
論
理
主
義
」
は
、
か
の
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
を
想
わ
せ
る
貫
理
法
膿
と
い
う
形
で
顯
著
に
現
わ
れ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、

貫
理
自
艦
の
聯
關
を
事
象
聯
關
か
ら
覆
別
し
て
、
そ
れ
は
後
者
と
必
然
的
に
相
蘭
的
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
弾
車
で
存
在
す
る
と
考
え
た
。
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「
当
芸
自
騰
は
永
遠
的
イ
デ
ア
の
王
國
に
存
す
る
要
説
統
一
で
あ
り
、
人
が
認
識
し
た
こ
と
も
な
く
、
又
決
し
て
認
識
せ
ぬ
と
し
て
も
妥

嘗
す
る
も
の
」
（
炉
¢
・
H
二
・
。
O
）
「
藁
理
は
、
人
問
、
畜
生
、
天
使
、
紳
の
何
れ
が
甥
断
的
に
把
捉
し
よ
う
と
も
、
一
な
る
も
の
で
あ
る
。
」

（一

ﾒ
一
＾
剛
・
・
。
邸
。
。
）
彼
は
、
事
象
聯
關
の
客
観
的
妥
當
性
は
こ
の
翼
理
自
警
が
、
そ
の
封
象
の
實
顕
現
煎
の
う
ち
に
認
識
さ
れ
て
始
め
て
確
立
さ

れ
る
と
し
て
お
り
、
（
薫
斜
誌
。
。
）
こ
の
意
味
で
は
暴
露
自
書
こ
そ
事
象
を
支
配
す
る
優
位
に
立
つ
と
看
倣
さ
れ
る
。

　
あ
ら
ゆ
る
眞
理
の
騰
系
が
蕊
理
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
は
理
念
的
に
學
の
譜
系
が
封
熱
す
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
暴
理
聯
關

を
そ
の
本
質
的
一
般
性
、
必
然
姓
に
お
い
て
捉
え
る
時
エ
イ
ド
ス
學
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
際
、
フ
ッ
サ
…
ル
の
根
本
的
考
え
は
、

個
別
的
事
實
が
本
質
的
構
造
へ
の
指
標
で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
、
本
質
は
先
ず
「
個
物
と
い
う
濁
自
の
存
在
に
お
い
て
、
そ
れ

の
何
と
し
て
見
出
さ
れ
る
も
の
」
（
攣
一
・
。
・
以
下
ロ
ー
マ
数
字
は
フ
ッ
セ
リ
ァ
ー
ナ
の
巻
数
）
を
指
す
と
さ
れ
る
。
こ
の
何
は
、
こ
こ
に
在
る

こ
の
も
の
、
即
ち
偶
然
的
厩
性
を
備
え
た
事
蟹
的
個
物
で
は
な
く
、
個
物
を
外
な
ら
ぬ
正
に
そ
の
猫
自
の
存
在
に
お
い
て
、
そ
の
個
物
た

ら
し
め
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
附
帯
的
偶
然
的
な
ら
ぬ
「
本
質
的
な
賓
蹉
の
賠
え
」
（
麟
・
δ
）
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
何
は
個
物
を
か
く

か
く
の
も
の
た
ら
し
め
て
い
る
様
姦
ω
o
下
汐
と
考
え
ら
れ
る
。
論
理
的
隈
桜
雲
は
形
而
上
學
的
限
定
と
は
異
な
り
、
個
物
と
の
不
一
不

二
の
關
係
に
お
い
て
個
物
の
存
在
そ
の
も
の
の
條
件
と
し
て
、
何
は
個
物
を
限
定
し
、
構
成
し
て
い
る
と
云
え
る
。
従
っ
て
、
一
慮
、
何

は
「
個
物
の
構
成
の
全
充
實
態
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
た
様
在
」
と
し
て
「
或
る
も
の
の
本
質
で
あ
っ
て
、
他
の
何
物
の
本
質
で
も
な
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ミ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
云
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
併
し
、
こ
の
何
が
直
ち
に
本
質
な
の
で
は
な
い
。
　
「
か
か
る
何
の
各
々
は
〈
イ
デ
ー
の
申
へ
置
〉
か
れ
う
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

…
…
（
イ
デ
ア
チ
オ
ン
）
に
よ
っ
て
諦
税
さ
れ
た
も
の
が
個
物
に
封
質
す
る
純
輝
本
質
乃
至
エ
イ
ド
ス
で
あ
る
。
」
（
鍔
冨
）
繧
験
丁
丁
魔

が
イ
デ
ア
チ
オ
ン
へ
韓
化
す
る
に
業
態
し
て
、
何
は
轄
化
さ
れ
て
姶
め
て
エ
イ
ド
ス
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
エ
イ
ド
ス
は
個
物
の
可
能

的
「
か
た
ち
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
自
ら
、
司
能
的
存
在
と
し
て
個
物
の
現
實
存
在
を
可
能
な
ら
し
め
る
と
考
え
ら
れ
る
。
從
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

一
般
的
に
云
っ
て
、
エ
イ
ド
ス
は
個
物
を
可
能
的
に
包
み
込
み
、
個
物
を
そ
の
本
來
的
な
る
も
の
に
お
い
て
存
在
論
的
に
限
定
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
二
）

ω
鷲
色
冨
¢
ヨ
の
如
き
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
エ
イ
ド
ス
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
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（
詫
一
）
　
｝
」
由
奪
ぎ
同
じ
ヴ
①
ヨ
①
乙
（
§
σ
躊
窪
窪
欝
（
貯
。
・
壌
①
節
目
呵
（
ぽ
譲
霧
窪
訂
部
琶
伽
伽
器
回
計
ρ
（
ず
転
げ
¢
象
轡
雛
9
．
押
鷲
憲
穿
頃
o
H
零
詳
ゆ
昏

　
　
H
く
）
ω
曾
畠
圃

　
（
誼
二
）
フ
ッ
サ
ー
ル
は
エ
イ
ド
ス
に
、
形
式
的
本
質
と
踊
躍
的
本
質
と
を
癌
議
す
る
。
（
＜
σ
q
ド
ビ
¢
9
撮
ど
ゆ
罵
中
）
前
者
は
「
塞
慮
な
本
質
」

　
　
で
あ
る
に
饗
し
、
絵
雛
が
「
木
回
的
本
質
漏
（
韓
v
鴬
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
本
質
は
偲
溺
的
饗
象
と
嗣
襟
に
、
内
容
と
形
式
と
を
も
っ
と
考
え
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
れ
に
封
落
し
て
本
質
を
匿
路
す
る
の
で
あ
る
。
形
式
的
本
質
は
本
質
を
本
質
一
般
と
し
て
考
え
た
も
の
、
そ
の
意
味
で
塞
磁
な
「
本
質
の
本
留
己
で

　
　
あ
り
、
形
式
化
（
日
論
理
的
数
學
的
普
幻
化
）
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
、
形
式
存
盗
論
で
扱
わ
れ
る
。
こ
れ
に
は
「
契
る
も
の
一
般
」
の
韓
化
形
式
を

　
　
取
扱
う
（
二
値
論
を
含
む
）
形
式
次
週
論
と
、
「
意
味
仙
を
取
扱
う
（
意
味
論
理
畢
と
し
て
の
）
形
式
論
理
學
と
の
響
に
、
「
封
象
継
継
藩
」
と
「
意

　
　
義
範
略
」
と
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。
實
質
的
薄
打
化
と
し
て
の
類
化
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
最
高
類
或
は
そ
の
諮
簸
高
類
の
統
一
で
あ
る
「
領
域
」
ご

　
　
と
に
成
立
す
る
實
質
（
領
域
）
存
在
論
が
實
質
的
本
質
を
取
扱
う
の
で
あ
る
。
領
域
存
講
論
は
慮
然
存
難
論
と
精
紳
存
在
論
と
に
藏
別
さ
れ
、
前
者

　
　
に
は
純
緯
幾
何
學
、
純
粋
物
理
學
等
を
含
む
物
膿
存
総
諭
と
、
聴
器
存
窃
論
、
合
理
的
入
閥
學
、
心
理
存
在
論
、
合
理
的
動
物
畢
等
を
含
む
生
物
存

　
　
在
論
と
が
協
し
，
後
者
に
は
人
爵
窟
語
論
、
合
理
的
瀧
曾
導
、
歴
史
躍
的
論
、
合
理
的
倫
理
學
等
が
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
ヘ
　
　
へ

　
併
し
、
個
物
と
エ
イ
F
ス
と
の
魚
鱗
が
聡
題
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
　
［
如
何
な
る
個
騰
国
樹
象
に
も
そ
れ
の
本
質
と
し
て

漁
る
本
質
額
が
属
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
逆
に
如
何
な
る
本
質
に
も
そ
の
本
質
の
事
實
的
箪
浄
化
と
も
云
え
る
可
能
な
る
諸
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

腱
が
心
慮
し
て
い
る
の
と
同
じ
で
あ
る
。
し
　
（
閉
炉
脳
っ
一
・
）
こ
の
「
そ
れ
の
本
質
篇
と
は
一
先
ず
「
何
砿
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。
併
し
、
そ

　
　
　
も
　
　
へ
　
　
あ
　
　
や
　
　
も

れ
が
、
こ
の
麺
物
の
何
で
あ
り
う
る
た
め
の
事
蜜
の
個
鯛
化
の
原
理
を
も
つ
と
し
て
も
、
事
實
自
身
の
本
質
が
全
く
個
膿
的
な
も
の
で
あ

れ
ば
、
事
賢
が
個
膿
的
本
質
に
外
な
ら
ぬ
も
の
と
な
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
強
調
す
る
よ
う
な
纏
験
的
知
魔
の
イ
デ
ア
チ
オ
ン
へ
の
韓
化
も

不
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
後
年
、
フ
ッ
サ
～
ル
ぱ
享
宴
的
事
實
が
そ
の
ま
ま
に
、
そ
れ
の
本
質
へ
轄
化
さ
れ
う
る
も
の
で
な
い
こ
と
を

認
め
て
い
る
。
（
＜
騨
拶
ご
・
”
爵
㌢
爵
9
）
・
瞬
由
愛
蔓
に
お
け
る
麟
岡
奢
は
封
筒
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
　
「
鑓
一
な
る
も
の
と
し
て
取
出
し

て
購
う
る
内
容
」
「
兜
全
な
意
味
し
で
あ
り
．
こ
れ
が
艶
話
…
的
本
質
な
の
で
あ
る
。
（
等
¢
・
”
塗
？
参
ご
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
個
騰
…
的
本
質

の
猫
調
性
を
「
今
」
の
師
風
的
溺
宮
煙
に
屈
し
、
（
謬
・
q
・
v
＄
ε
こ
の
個
膿
の
本
質
は
「
今
」
の
ノ
エ
マ
的
相
蘭
潔
を
含
ま
ね
ば
な
ら
ぬ

と
考
え
る
。
併
し
、
彼
が
霞
ら
、
…
観
念
性
は
時
闇
的
に
個
甥
化
さ
れ
え
ぬ
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
（
＜
α
q
｝
・
閃
・
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も
　
　
や
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ

蕾
、
・
r
雛
ゆ
・
）
燗
物
に
封
磨
し
て
更
出
さ
れ
る
本
質
は
、
こ
の
綴
物
の
本
質
と
は
云
え
ぬ
で
あ
ろ
う
。
又
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
云
う
「
本
質
の

事
實
的
軍
劇
化
と
も
云
え
る
．
司
能
な
る
諸
掛
膿
」
に
し
て
も
、
本
質
そ
の
も
の
が
純
粋
に
事
賢
的
な
個
騰
を
含
み
え
ぬ
こ
と
は
明
贈
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
を
　
　
ヘ
　
　
へ

り
、
（
く
び
q
岡
・
尊
づ
・
¢
・
”
爵
①
・
）
こ
の
表
現
は
「
可
能
な
る
諸
刃
蓋
し
が
肥
す
る
こ
と
を
意
瞭
す
る
の
み
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
　
「
可
能
な
る
諸

々
の
特
殊
膿
9
霧
滞
ぽ
謬
の
理
念
的
糖
膿
」
（
譲
”
な
。
な
。
胴
）
は
嚴
欝
に
は
「
維
験
的
外
延
」
か
ら
齪
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
あ
ら
ゆ
る
事
實
が
本
質
的
構
造
へ
の
指
標
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
纏
験
的
知
畳
内
容
が
イ
デ
ア
チ
オ
ン
の
内
容
へ
縛
化
さ
れ
う
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
　
「
そ
の
實
質
的
本
質
が
里
家
的
本
質
で
あ
る
こ
こ
に
在
る
こ
の
も
の
偏
（
麗
し
。
9
）
と
定
義
さ
れ
る
個
艦
的
本
質

『
象
く
凱
位
窪
ヨ
は
決
し
て
、
事
費
的
な
「
こ
こ
に
在
る
こ
の
も
の
」
な
の
で
は
な
く
、
嫌
在
と
し
て
の
黛
霧
胤
鎖
で
あ
る
。
從
っ
て
、
欄
膿

的
本
質
の
何
も
濁
立
者
（
具
膿
者
）
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、
本
質
的
構
造
を
も
つ
た
全
図
た
る
綜
合
的
賢
質
本
質
へ
轄
化
さ
れ
う
る
の
で
あ

る
。
併
し
、
明
ら
か
に
現
襟
髪
個
物
の
晴
聞
黒
猫
露
性
は
本
質
か
ら
導
出
さ
れ
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
事
實
と
本
質
と
の
閥
の
隔

絶
は
残
さ
れ
て
い
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
從
っ
て
、
現
象
學
は
本
質
に
よ
る
事
實
の
「
汲
み
盤
く
し
え
ぬ
し
こ
と
を
確
認
し
、
事
實

的
世
界
を
本
質
か
ら
演
繹
す
る
こ
と
に
反
饗
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
現
象
黒
本
來
の
エ
イ
ド
ス
は
次
節
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
が
、
「
封

象
そ
の
も
の
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
理
論
」
と
し
て
の
存
在
論
の
エ
イ
ド
ス
は
勿
論
O
霧
⑦
δ
で
は
な
く
、
の
。
ω
Φ
ぎ
と
し
て
の
町
彫
の
形
式

的
構
造
で
あ
る
。
そ
れ
が
法
則
的
に
構
成
さ
れ
る
の
で
な
く
て
、
露
由
今
更
を
通
じ
て
本
質
直
観
さ
れ
る
解
り
に
お
い
て
、
本
質
の
特
定

領
域
へ
の
制
限
を
若
し
て
ア
プ
リ
オ
リ
の
豊
寵
化
を
齊
ら
す
こ
と
は
で
き
よ
う
。
併
し
、
そ
こ
で
は
「
作
用
」
と
し
て
の
意
味
志
向
の
み

が
問
題
と
さ
れ
、
か
か
る
エ
イ
ド
ス
學
に
よ
っ
て
存
在
論
が
確
立
す
る
と
さ
れ
て
い
る
黙
で
は
、
論
理
主
義
的
封
象
化
が
前
提
さ
れ
て
い

る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
エ
イ
ド
ス
は
イ
デ
ア
チ
オ
ン
に
よ
っ
て
提
え
ら
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
意
味
志
向
が
薩
槻
的
内
容
、
特
に
原
的
に
封
象
を
與
え
る
知

畳
に
よ
っ
て
充
費
さ
れ
る
暗
、
始
め
て
認
識
が
成
立
す
る
と
し
て
、
・
受
払
的
思
惟
無
作
の
相
關
者
で
あ
る
「
高
次
の
封
象
」
と
し
て
の
範

疇
的
封
象
の
場
合
に
、
範
疇
的
意
味
志
向
を
充
秘
す
る
の
は
範
瞬
的
直
槻
だ
と
し
て
い
る
。
こ
の
範
購
的
直
槻
の
読
は
、
そ
の
認
識
論
の

　
　
　
　
フ
ッ
サ
…
ル
の
「
エ
イ
ド
ス
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
五
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二
六

蹄
結
と
し
て
、
範
疇
的
落
雷
の
直
観
的
所
與
可
能
性
の
裏
附
け
に
提
出
さ
れ
て
い
る
が
、
種
々
の
難
黙
を
含
ん
で
い
る
。
例
え
ば
「
範
疇

的
表
示
者
」
の
窟
無
は
範
疇
的
直
観
の
定
立
様
稲
の
差
洌
に
係
わ
る
不
明
確
な
問
題
で
あ
り
、
又
、
鉄
製
的
形
象
の
す
べ
て
が
本
質
直
槻

に
よ
っ
て
把
捉
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
も
疑
問
で
あ
る
。
そ
れ
は
範
疇
的
直
槻
と
他
の
本
質
直
槻
と
の
薩
携
が
明
ら
か
で
な
い
か
ら
で
あ

る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
狭
義
の
範
疇
的
直
観
の
外
に
、
普
遍
的
醤
象
を
構
成
す
る
「
普
遍
的
混
濁
」
（
】
じ
■
¢
’
畷
》
卜
⊃
り
一
①
悼
．
）
に
つ
い
て
も
論
じ
、

こ
れ
が
所
謂
本
質
直
槻
で
あ
り
、
イ
デ
ア
化
的
紬
象
に
よ
っ
て
本
質
的
普
遍
者
が
】
つ
の
険
し
い
現
實
所
與
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。
こ

の
本
質
直
観
も
イ
デ
ア
チ
オ
ン
の
一
種
で
は
あ
る
が
、
範
疇
的
直
観
と
は
輝
輝
に
は
随
荒
す
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
分
析
的
、
綜
合

的
と
い
う
所
與
ア
プ
リ
オ
リ
の
本
質
的
差
甥
に
基
づ
く
隈
別
で
、
本
質
思
惟
と
本
質
直
槻
と
の
重
要
な
魑
別
…
に
結
び
つ
く
。
こ
れ
ら
の
黙

を
明
ら
か
に
し
て
い
な
い
『
論
理
研
究
』
の
論
述
は
不
徹
底
で
あ
る
が
、
そ
の
際
の
「
薩
観
」
が
必
ず
し
も
思
権
に
野
立
し
た
も
の
で
な

く
、
三
野
の
原
爆
所
與
に
關
す
る
一
般
的
名
稻
で
あ
り
、
イ
デ
ア
チ
オ
ン
は
純
粋
自
書
性
の
操
作
で
あ
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
こ
う
。
フ

ッ
サ
ー
ル
は
薫
別
的
経
験
的
覗
（
實
然
的
明
謹
）
と
異
な
る
「
絶
野
的
不
可
疑
牲
」
の
意
識
を
エ
イ
ド
ス
難
視
、
洞
擬
と
呼
び
、
必
謹
的

野
謹
と
考
え
る
。
（
ひ
ま
曹
）
明
謹
の
完
全
性
に
相
蘭
的
な
の
は
十
全
古
賢
で
あ
る
が
、
不
十
全
明
謹
に
あ
っ
て
も
必
謹
性
が
認
め
ら
れ
う

る
と
論
じ
て
い
る
。
併
し
、
こ
の
必
謹
押
明
謹
は
「
事
實
乃
至
事
態
の
非
存
在
が
絶
隠
妻
に
考
え
ら
れ
ぬ
こ
と
と
し
て
現
わ
れ
、
あ
ら
ゆ

る
疑
い
を
無
根
隷
の
も
の
と
し
て
豫
め
排
除
す
る
と
い
う
特
性
を
も
つ
」
（
圃
・
窃
。
・
）
と
云
わ
れ
る
通
り
、
万
象
そ
の
も
の
の
内
的
必
然
性

に
係
わ
る
概
念
で
あ
っ
て
、
十
全
性
の
よ
う
に
封
象
現
前
に
係
わ
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
從
っ
て
彼
が
必
讃
美
明
謹
に
偶
然
的
野

象
の
明
談
以
上
の
優
越
性
を
與
え
る
時
、
彼
は
明
謹
固
有
の
領
域
か
ら
論
理
的
必
然
性
と
い
う
思
惟
の
領
域
へ
移
っ
て
い
る
と
云
っ
て
よ

い
。
イ
デ
ア
チ
オ
ン
は
純
梓
自
登
窯
と
し
て
の
思
惟
の
操
作
に
外
な
ら
ず
、
そ
れ
が
必
謹
的
明
謹
を
も
つ
と
云
え
て
も
、
こ
の
構
え
の
存

在
論
は
封
象
の
（
廣
義
の
）
論
理
的
構
造
を
顯
わ
に
す
る
に
過
ぎ
ぬ
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。

　
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
「
存
在
論
」
の
封
象
化
的
抽
象
性
を
表
明
的
に
反
省
し
て
は
い
な
い
が
、
『
イ
デ
ー
ン
』
と
瞬
年
（
一
九
一
三
年
）

に
出
版
さ
れ
た
『
論
理
研
究
』
第
二
版
で
は
翫
に
、
「
眞
理
自
警
」
の
考
え
を
自
ら
不
完
全
と
し
て
、
（
U
・
¢
・
炉
×
隅
i
図
譲
・
）
よ
り
徹
底
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し
た
暴
理
論
を
展
開
し
て
い
る
。
そ
れ
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
象
量
的
還
元
の
本
性
、
ひ
い
て
は
本
來
の
エ
イ
ド
ス
の
理
解
へ
の
見

通
し
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
こ
で
重
器
す
べ
き
は
、
フ
ッ
サ
…
ル
が
爆
理
を
事
象
と
の
内
在
的
關
係
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
侮
故
な
ら
ば
、
　
「
員

　
　
（
誰
）

理
自
騰
」
も
決
し
て
現
業
的
事
象
か
ら
冊
立
し
て
在
る
も
の
で
は
な
く
、
却
っ
て
、
認
識
作
用
が
翼
で
あ
り
う
る
た
め
に
は
、
事
象
の
中

に
翼
理
を
見
出
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
從
っ
て
、
論
理
的
形
象
を
主
槻
の
溝
成
的
能
作
と
の
蘭
聯
に
お
い
て
取
扱
う
そ
の
論
述
は
、

決
し
て
「
主
観
主
義
へ
の
轄
向
」
で
は
な
く
、
　
「
手
引
」
と
し
て
の
高
次
の
封
象
の
客
槻
性
を
確
立
し
た
後
の
、
方
法
霞
　
覚
的
と
は
云
わ

ぬ
ま
で
も
、
必
然
的
展
開
な
の
で
あ
る
。

　
（
註
）
　
道
理
は
確
か
に
「
貴
理
髪
燈
」
と
呼
ぶ
べ
き
在
り
方
を
も
つ
が
、
そ
れ
は
認
識
の
客
観
的
側
面
で
あ
り
、
そ
れ
の
み
で
暴
理
を
論
ず
る
の
は
抽

　
　
象
的
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
『
弊
衝
の
黒
棚
』
に
お
い
て
数
え
集
め
る
康
毅
的
活
動
へ
潮
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
集
合
論
と
算
衛
の
基
礎
概
念
の
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ω

　
　
本
的
意
味
を
解
明
す
る
こ
と
に
彼
の
方
法
を
畳
用
し
て
い
た
。
併
し
、
そ
の
方
法
の
心
理
主
義
的
傾
向
へ
の
原
理
的
反
省
は
「
数
學
及
び
學
一
般
の

　
　
客
槻
性
と
論
理
的
な
る
も
の
の
心
理
學
的
基
礎
附
け
と
は
、
如
侮
に
し
て
整
合
し
う
る
か
」
（
ビ
9
呼
野
）
と
い
う
疑
惑
を
齊
ら
し
、
改
め
て
論

　
　
理
的
形
象
の
客
観
性
を
、
誤
れ
る
主
観
化
か
ら
浄
化
す
る
こ
と
を
要
求
し
た
の
で
あ
る
。
心
理
霊
義
の
誤
謬
を
自
澄
し
た
後
の
、
そ
れ
に
封
ず
る
酸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
　
徽
な
批
判
が
「
経
理
自
謄
」
な
る
表
現
を
要
求
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
、
フ
ィ
ン
ク
も
云
っ
て
い
る
よ
う
に
、
制
断
内
容
と
判
断
作
用
と
を
徽

　
　
密
に
鼠
別
し
て
、
論
理
的
客
槻
性
を
、
誤
れ
る
煮
観
化
、
相
封
化
か
ら
守
ら
ん
と
す
る
熱
意
が
、
暴
理
の
事
態
と
し
て
の
超
越
性
を
誇
張
さ
せ
た
と

　
　
見
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
ω
「
吾
々
は
、
数
多
性
と
数
な
る
概
念
の
根
源
を
暴
示
す
る
こ
と
を
意
思
し
た
。
」
（
勺
匡
r
鳥
．
》
二
簿
‘
①
刈
）
「
吾
々
が
翻
草
し
た
の
は
、
数
多
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
　
な
る
概
念
の
定
義
で
は
な
く
し
て
、
こ
の
概
念
の
抽
象
が
基
づ
い
て
い
る
現
象
の
心
理
學
的
性
格
づ
け
で
あ
っ
た
。
」
（
一
ぴ
陣
鳥
G
一
①
）
後
年
、
フ

　
　
　
　
ッ
サ
ー
ル
は
圓
顧
し
て
、
こ
の
途
を
「
最
初
の
現
象
學
的
構
成
的
研
究
」
で
あ
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
（
＜
σ
q
一
色
舅
．
日
e
い
壱
刈
①
）

　
　
　
②
円
．
麟
昌
『
蒙
①
℃
び
ぎ
●
℃
ぴ
埠
。
。
。
●
¢
国
霧
。
。
①
野
ぎ
昏
α
q
・
緊
円
圃
叶
蔚
（
回
く
簿
質
学
O
Q
け
¢
儀
一
Φ
嵩
”
　
じ
ご
瓢
。
9
◎
c
◎
）
ω
．
匂
。
8
◆

我
々
は
、
貫
理
が
懸
樋
化
さ
れ
た
現
實
員
理
と
な
る
こ
と
の
確
謹
卿
ち
検
謹
に
焦
黙
を
當
て
て
み
よ
う
。
画
讃
は
、
封
象
（
作
用
に
よ

っ
て
志
向
さ
れ
た
事
態
）
の
意
味
と
、
封
象
（
事
態
）
が
提
供
す
る
意
味
と
の
闘
の
一
致
の
確
認
、
即
ち
、
志
向
さ
れ
た
意
味
の
経
瞼
に

　
　
　
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
エ
イ
ざ
ス
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
七
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哲
學
研
究
　
第
鰹
甫
七
十
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
八

よ
る
完
全
な
…
、
充
實
」
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
こ
の
充
實
と
共
に
生
ず
る
悪
慣
に
よ
っ
て
「
農
学
の
膿
験
」
（
r
¢
二
H
し
8
冒
）
が
起
る
。

そ
の
時
、
　
「
封
象
は
箪
に
思
念
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
て
、
思
愈
さ
れ
た
鰹
に
、
そ
の
思
念
と
一
つ
に
な
っ
て
捨
定
さ
れ
て
い
る
、
嚴

　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
へ
　
　
あ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

密
な
意
味
に
お
い
て
輿
え
ら
れ
て
い
る
。
」
（
財
φ
」
頃
解
一
濾
・
）
フ
ッ
サ
ー
ル
は
明
讃
に
二
つ
の
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
第
一
に
、
明

謹
に
は
「
程
度
」
と
「
段
階
し
が
譲
ら
れ
う
る
こ
と
。
（
じ
¢
・
・
畷
9
憲
ご
充
實
は
知
魔
さ
れ
た
所
輿
に
よ
る
が
、
部
分
的
充
蜜
で
も
あ

れ
ば
、
、
漸
次
的
に
充
饗
さ
れ
或
は
他
の
部
分
と
矛
増
す
る
も
の
で
も
あ
り
う
る
。
第
瓢
に
、
明
謹
は
、
　
「
母
権
綜
合
」
を
措
定
す
る
綜
合

作
用
で
あ
る
こ
と
。
（
r
O
・
v
調
ド
蕊
鱒
・
）
明
議
は
志
欝
と
所
輿
と
の
合
致
が
確
認
さ
れ
て
始
め
て
在
り
う
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
こ
の

同
一
化
（
蕊
取
）
の
作
用
は
客
擬
罵
言
愚
者
を
も
た
ね
ば
な
ら
ぬ
が
、
　
「
こ
の
隠
々
的
相
講
者
が
、
醜
理
の
意
味
で
の
存
在
で
あ
り
、
翼

理
で
あ
る
」
（
い
．
α
G
筒
鱒
》
同
鵠
鵠
．
）
と
云
わ
れ
る
。
か
く
し
て
、
眞
理
自
ら
が
合
致
綜
合
の
相
關
者
と
し
て
「
織
一
性
篇
で
あ
り
「
事
態
」

で
あ
る
。
師
ち
、
貢
理
は
本
來
的
に
は
瞬
一
性
の
瀾
係
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
意
義
の
明
謹
が
純
欝
欝
鋤
牲
へ
冠
り
返
す
と
し
て
も
、

明
謹
そ
の
も
の
が
措
定
作
用
で
あ
る
こ
と
を
認
め
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
併
し
、
フ
ッ
サ
…
ル
は
「
主
蹴
と
賓
瀞
と
の
一
致
」
か
ら

「
明
謹
作
用
の
綜
合
的
形
式
を
な
す
一
致
、
從
っ
て
判
断
の
意
味
志
向
と
事
態
そ
の
も
の
の
置
畳
と
の
合
致
」
を
明
露
に
廣
携
し
て
い
る

の
で
あ
る
か
ら
、
（
轡
．
¢
「
曽
　
H
［
ゆ
“
一
邸
継
◆
）
縁
下
に
お
げ
る
一
致
は
、
剰
断
に
お
け
る
欝
欝
と
賓
脳
麟
と
の
一
致
と
、
決
し
て
瞬
一
で
は
な
い
。

嘱
望
の
繋
馬
は
必
ず
し
も
明
讃
で
あ
る
と
は
隈
ら
ず
、
そ
れ
自
騰
で
明
謹
の
一
致
を
作
る
綜
合
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
翼
理

は
判
漸
そ
の
も
の
の
中
に
宿
る
も
の
で
は
な
く
し
て
、
合
致
綜
合
の
事
簑
に
よ
っ
て
の
み
児
出
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
。
こ
こ
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
維
験
論
的
傾
向
を
顯
著
に
窺
え
る
の
で
あ
り
、
特
に
前
蓮
の
論
理
主
義
的
封
象
化
の
時
期
に
お
い
て
さ
え
、

判
噺
の
論
理
的
必
然
性
に
よ
っ
て
眞
理
を
考
え
て
は
い
な
い
こ
と
に
注
欝
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
眞
理
自
膿
の
考
え
を
超
え

て
、
封
象
が
欝
己
提
示
し
、
　
一
致
が
確
認
さ
れ
て
始
め
て
颪
理
が
在
る
と
考
え
る
時
、
實
は
「
論
理
主
義
」
は
克
服
さ
れ
て
い
る
と
云
っ

て
よ
い
。

　
（
註
）
　
「
論
理
主
義
」
と
す
る
批
騨
は
、
越
え
ば
エ
…
ル
リ
ッ
ヒ
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
彼
は
フ
ッ
サ
…
ル
の
誓
學
は
○
緊
。
｝
o
瞭
臨
費
Φ
ご
（
δ
閑
憎



　
　
島
曾
障
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
抽
象
性
を
官
許
し
て
い
、
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
正
し
い
葡
を
衝
い
て
は
い
る
が
、
彼
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
エ
ポ
ケ
ー
を

　
　
論
理
的
操
作
と
解
す
る
時
、
現
象
學
本
來
の
「
構
え
」
が
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
。
フ
ッ
サ
…
ル
思
事
の
全
膿
的
考
察
は
、
か
か
る
批
評
を
是
認
す
る

　
　
　
こ
と
を
許
さ
ぬ
で
あ
ろ
う
。

　
　
く
σ
q
ピ
譲
．
甦
罵
浮
ダ
緊
帥
簿
q
崇
囲
類
器
ω
①
銘
冨
8
宍
剛
。
湊
’
O
o
「
峯
ゆ
一
一
零
’

　
一
九
〇
七
年
、
『
現
象
學
の
理
念
』
に
お
い
て
、
現
象
學
的
還
元
へ
の
端
緒
を
驚
い
た
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
畢
は
、
世
界
的
ヨ
¢
巳
窪
學

と
挟
捌
し
て
超
越
論
的
學
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
世
界
的
學
が
、
自
註
の
蛮
現
し
來
た
っ
た
地
盤
を
不
問
に
附
し
特
定
領
域
の
研
究

封
象
に
没
頭
し
て
い
る
隈
り
「
猫
断
的
」
で
あ
る
に
羨
し
、
超
越
論
的
學
は
地
盤
そ
の
も
の
を
全
膿
的
且
つ
根
楓
的
に
間
お
う
と
す
る
。

從
っ
て
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
槻
念
化
、
封
象
化
の
前
提
を
曝
露
し
て
、
根
源
的
経
験
へ
還
議
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
「
存
在
論
」

は
根
源
へ
の
渕
問
、
即
ち
志
陶
分
析
へ
の
超
越
論
的
「
手
引
」
（
＜
σ
q
｝
・
押
⑳
誠
§
伽
く
”
㈱
欝
）
を
與
え
る
も
の
と
な
る
。
こ
の
観
場
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
該
）

見
れ
ば
、
エ
イ
ド
ス
的
還
元
は
、
こ
の
手
引
の
形
成
ど
い
う
受
勲
を
搬
っ
て
い
る
と
云
っ
て
よ
い
。
併
し
、
そ
の
手
引
が
形
式
・
實
質
存

在
論
的
特
殊
化
で
あ
る
こ
と
は
、
未
だ
論
理
主
義
的
封
書
化
的
思
考
の
残
津
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
方
法
の
徹
底
は
、
更
に
エ
イ
ド
ス
一

般
を
根
祇
的
に
問
い
直
す
こ
と
を
要
求
す
る
。

’29

（
註
）
　
ノ
エ
マ
は
意
味
を
通
し
て
封
象
に
向
か
っ
て
い
る
が
、
意
味
は
ノ
エ
マ
の
本
質
的
隠
蟹
で
あ
り
、
そ
れ
に
お
い
て
封
象
が
封
象
と
し
て
現
れ
る

　
統
一
で
あ
る
。
　
「
そ
の
規
定
牲
の
如
何
に
に
お
け
る
封
象
偏
で
あ
る
こ
の
意
味
と
、
　
「
與
え
ら
れ
方
の
如
何
に
に
お
け
る
封
象
」
と
し
て
の
「
欝
定

　
性
格
」
と
の
統
一
が
「
全
き
ノ
エ
マ
」
即
ち
「
命
題
」
と
考
え
ら
れ
る
。
　
門
命
題
」
に
お
い
て
、
意
味
が
主
語
に
平
し
て
蓮
糟
づ
け
を
な
し
て
い
る

　
も
の
で
あ
り
、
主
諮
に
倒
し
て
始
め
て
述
語
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
。
主
語
は
意
味
の
「
推
い
手
」
と
し
て
の
志
向
的
統
一
黙
で
あ
り
、
　
「
意
味
の

　
核
扁
　
「
中
心
核
」
で
あ
る
。
こ
の
主
語
に
述
語
づ
け
を
な
し
て
い
る
意
味
は
複
数
笛
あ
る
が
、
主
語
を
そ
の
意
味
の
理
念
的
無
限
集
含
、
分
析
可
能

　
な
綜
合
髄
と
し
て
考
え
れ
ば
、
封
象
そ
の
も
の
は
「
あ
ら
ゆ
る
述
譲
を
抽
象
し
た
純
粋
X
」
（
臼
”
。
。
8
e
）
と
な
る
。
純
輝
X
と
は
云
え
、
封
象
そ
の

　
も
の
は
「
述
絡
に
内
往
す
る
一
種
の
抽
象
的
形
式
」
（
日
“
認
ら
。
）
で
あ
り
、
ノ
エ
マ
の
う
ち
に
現
前
し
て
い
る
。
託
ち
意
味
に
お
い
て
桜
町
は
封
象

　
そ
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
從
っ
て
封
象
を
そ
の
「
ノ
エ
シ
ス
」
の
面
か
ら
考
え
れ
ば
純
粋
形
式
的
本
質
を
、
　
「
ヒ
ュ
レ
ー
」
の
磁
か
ら
見

　
れ
ば
、
蟹
質
的
本
質
を
親
向
攣
更
し
て
イ
デ
ア
チ
オ
ン
に
よ
っ
て
、
ノ
エ
マ
か
ら
厩
別
さ
る
べ
き
エ
イ
ド
ス
と
し
て
取
り
謝
し
、
　
門
試
聴
論
扁
が
成

　
　
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
エ
イ
ド
ス
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
九
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旧
す
る
。
　
「
現
象
學
」
は
還
元
に
よ
っ
て
エ
イ
ド
ス
を
、
編
關
的
ノ
エ
マ
と
し
て
取
扱
う
。
脚
ち
封
象
そ
の
も
の
の
側
か
ら
目
を
韓
ず
れ
ば
、
そ
れ

は
ノ
エ
マ
。
ノ
エ
シ
ス
の
網
關
の
無
限
集
合
を
含
む
構
成
き
れ
た
綜
合
的
全
艦
と
し
て
考
え
ら
れ
う
る
と
い
う
の
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
構
成
」
の

基
礎
で
あ
る
。
現
實
陸
封
象
、
観
念
的
饗
象
に
封
慮
す
る
「
受
動
的
綜
合
」
、
「
能
動
的
綜
合
」
の
多
横
な
構
成
的
能
作
の
全
艦
を
分
析
的
に
關
明
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
が
根
源
的
に
理
解
さ
れ
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
所
で
、
あ
ら
ゆ
る
存
窪
に
は
形
式
。
實
質
の
エ
イ
ド
ス
が
基

礎
構
遽
を
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
う
る
限
り
に
お
い
て
、
構
成
的
前
作
へ
の
渕
問
（
志
向
分
析
）
に
當
た
っ
て
存
在
論
的
エ
イ
ド
ス
は
「
手
引
」

を
な
す
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
封
象
的
エ
イ
ド
ス
は
、
そ
れ
に
封
記
す
る
主
観
的
親
魂
の
エ
イ
ド
ス
を
潮
示
す
る
の
で
あ
る
。
か
か
る
「
手
引
」

の
形
成
を
役
割
と
す
る
意
味
で
、
エ
イ
ド
ス
的
蓬
元
は
現
象
學
的
還
允
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
手
引
の
形
成
は
最
初
か
ら
現
象
學
的

問
題
聯
立
の
中
で
主
題
化
さ
れ
て
い
た
と
云
え
よ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
現
象
畢
的
還
元
に
「
更
に
加
わ
る
エ
イ
ド
ス
へ
の
選
元
」
　
（
＜
》
憲
ト
っ
）
と

し
て
エ
イ
ド
ス
的
還
元
を
考
え
て
い
る
の
は
、
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
勿
論
、
二
つ
の
還
允
は
箪
に
二
段
階
の
手
赤
き
で
あ
る

の
で
は
な
く
緊
密
な
統
一
、
超
越
論
的
還
元
を
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

二

　
自
然
的
事
書
的
領
域
か
ら
本
質
の
領
域
へ
の
移
行
は
エ
イ
ド
ス
的
還
元
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
然
し
乍
ら
、
前
者
か
ら
薩
ち
に
後
者
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

漣
綾
的
に
開
か
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
移
行
は
、
賢
は
「
観
念
化
」
を
媒
介
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
…
ル
が
後
期
に
強
調
し

て
い
る
の
は
、
こ
の
観
念
化
以
前
の
根
源
的
経
験
へ
の
還
蹄
な
の
で
あ
る
。

　
（
註
）
　
『
イ
デ
ー
ン
』
の
「
第
一
籍
第
一
輩
全
騰
に
封
ず
る
異
論
」
と
題
す
る
附
録
に
お
い
て
、
こ
の
「
概
念
化
」
を
論
じ
て
い
な
い
歓
隔
を
フ
ッ
サ

　
　
　
ー
ル
は
自
ら
撮
醸
し
て
い
る
。
（
＜
び
q
ド
鍔
ご
コ
亀
町
。
声
Q
。
。
。
ゆ
山
⑫
O
。
）
又
、
　
『
論
理
學
』
に
お
け
る
観
念
化
的
前
提
の
曝
露
は
現
象
學
の
根
本
志
向

　
　
を
示
し
て
十
分
で
あ
る
。
（
〈
3
q
7
局
「
6
箏
］
ド
v
一
Φ
博
1
一
¶
o
◎
）
彼
の
「
生
世
界
」
ビ
①
σ
①
窃
≦
Φ
開
へ
の
還
蹄
は
「
直
観
主
義
」
の
挫
折
の
告
白
に
外
な
ら

　
　
　
ぬ
と
云
う
ク
ラ
フ
ト
の
批
鋼
は
、
本
質
窺
擬
を
「
心
理
學
的
紳
秘
主
義
」
と
す
る
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
根
本
的
志
向
を

　
　
見
誤
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
＜
α
q
憎
ト
烈
鑓
含
く
自
瓢
霧
器
二
差
譲
①
陣
〔
剛
㊦
σ
q
σ
q
①
脱
”
ω
．
ま
塗
に
洋
鋤
Z
⇔
o
甥
毛
。
唇
（
悼
跨
無
じ

明
讃
の
問
題
か
ら
、
こ
の
還
欝
の
必
然
性
を
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
。
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フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
「
自
己
提
示
の
根
源
態
は
知
畳
で
あ
る
。
」
（
男
8
・
ダ
一
聾
し
知
魔
こ
そ
現
象
學
的
分
析
が
繊
手
す
る
「
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

て
の
権
利
源
泉
』
（
鼻
。
。
参
）
な
の
で
あ
る
。
そ
の
根
擦
は
、
知
魔
が
四
這
に
封
象
を
提
示
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
實
在
的
封
象
の
知
畳

の
場
合
に
は
、
そ
の
撮
管
は
「
射
映
」
に
お
い
て
の
み
提
示
さ
れ
る
。
從
っ
て
、
そ
の
封
象
把
捉
に
は
、
常
に
潜
在
的
可
能
性
が
残
り
、

又
、
そ
れ
へ
の
豫
期
、
推
論
が
必
然
的
に
俘
っ
て
い
る
。
し
か
も
志
向
封
象
が
、
翠
に
射
映
し
た
側
繭
な
の
で
は
な
く
、
一
つ
の
全
騰
な

の
で
あ
る
か
ら
、
未
來
の
知
事
へ
の
豫
期
、
推
論
の
現
實
化
を
知
畳
は
内
含
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
明
楽
の
根
源
態
で
あ
る
知

魔
、
ひ
い
て
は
明
謹
一
般
が
、
　
「
目
的
論
的
構
造
」
を
も
っ
と
云
う
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
明
旦
は
、
室
虚
な
豫
期
を
充
實
し
、
現
實

化
す
る
と
い
う
志
向
的
性
格
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
所
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
デ
カ
ル
ト
の
外
的
維
験
批
別
の
一
疋
を
衝
い
て
、
デ
カ
ル
ト
は
経
験
の
原
的
自
己
能
掛
と
し
て
の
根
本
的
意
味

を
捉
え
て
い
な
い
と
蓮
べ
て
い
る
。
（
野
鴨
↓
・
H
k
こ
鱒
幽
㊤
’
）
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
経
験
と
は
封
象
を
そ
の
自
性
に
お
い
て
與
え
る
も
の
に

外
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
明
讃
の
多
様
性
を
認
め
、
夫
々
の
椿
象
の
様
式
に
相
關
的
な
、
自
己
提
示
の
様
式
が
在
る
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
　
（
く
σ
q
剛
・
男
6
・
ピ
・
”
一
著
・
）
デ
カ
ル
ト
的
に
云
え
ば
、
原
的
自
己
義
気
と
し
て
の
経
験
も
決
し
て
不
可
疑
的
な
謝
象
の

現
前
な
の
で
は
な
く
、
そ
の
様
式
に
よ
っ
て
は
、
後
で
疑
わ
し
く
な
る
可
能
性
を
残
し
て
い
る
と
も
云
え
よ
う
。
併
し
、
そ
れ
は
、
　
「
原

的
に
」
　
「
膿
現
的
に
」
封
象
を
提
示
す
る
譜
図
的
封
象
の
無
爵
に
お
け
る
海
象
の
原
本
的
現
前
が
、
決
し
て
そ
の
封
象
の
全
内
的
性
質
の

現
前
な
の
で
は
な
い
こ
と
、
（
薯
9
務
博
）
即
ち
實
在
的
雷
電
特
に
物
的
欝
象
が
常
に
「
不
十
全
」
に
し
か
現
わ
れ
ぬ
こ
と
を
意
味
す
る
の
み

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
か
か
る
場
合
に
は
十
全
的
所
與
へ
の
進
展
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
際
十
全
性
は
カ
ン
ト
的
イ
デ
ー
で
あ
る
と
し
て
も
、

こ
の
こ
と
は
知
愛
が
原
的
に
封
象
を
與
え
て
い
る
こ
と
を
疑
わ
し
く
す
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
．
外
的
経
験
に
あ
っ
て
も
「
あ
ら
ゆ
る

明
謹
は
持
績
的
所
有
を
作
り
出
す
」
（
一
”
り
弊
）
と
い
う
唯
心
は
攣
ら
な
い
。
唯
、
如
何
な
る
範
園
ま
で
田
富
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
問

題
な
の
で
あ
る
。

　
超
越
的
野
象
に
諾
す
る
経
験
は
、
内
的
繧
験
と
異
な
り
、
原
理
的
に
「
叢
く
し
え
ぬ
」
も
の
で
あ
り
、
實
在
的
麗
質
世
界
に
つ
い
て
は

　
　
　
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
エ
イ
ド
ス
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
累
二
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二

唯
こ
の
構
造
の
自
己
提
示
の
み
が
あ
り
う
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
そ
れ
故
、
費
在
的
世
界
の
封
象
が
輿
え
ら
れ
る
明
謹
は
、
暫
定
性
を

脱
せ
ず
、
十
全
明
謹
へ
の
無
限
進
展
が
．
可
能
で
あ
る
。
か
か
る
明
謹
に
お
い
て
現
前
す
る
存
在
者
の
全
階
と
し
て
の
世
界
が
も
ち
う
る
明

謹
は
暫
定
的
で
あ
っ
て
、
勿
論
必
心
的
で
は
な
い
。
　
「
正
し
く
世
界
そ
の
も
の
が
一
致
的
に
關
聯
づ
け
ら
れ
る
経
験
の
無
隈
性
に
關
係
を

も
つ
無
隈
の
イ
デ
ー
i
完
全
な
る
馬
験
の
皇
紀
、
或
は
可
能
的
繧
験
の
完
全
な
綜
合
と
い
う
イ
デ
ー
に
根
關
的
な
る
イ
デ
ー
で
あ
る
。
」

（
『
⑩
ご
即
ち
「
か
か
る
不
十
全
的
に
輿
え
る
現
象
に
基
づ
く
理
性
措
定
は
決
し
て
〈
終
局
的
〉
、
〈
打
克
ち
え
ぬ
も
の
〉
で
は
在
り
え
な

い
。
」
（
鼻
。
。
。
。
O
）
か
か
る
費
在
的
世
界
に
關
す
る
経
験
の
疑
わ
し
さ
か
ら
、
コ
ギ
ト
の
必
謹
性
に
訴
え
た
の
は
デ
カ
ル
ト
で
あ
っ
た
。
フ

ッ
サ
ー
ル
も
實
然
的
明
謹
か
ら
必
心
的
明
謹
を
睡
遍
し
、
後
者
を
優
位
に
置
く
難
で
デ
カ
ル
ト
と
の
類
縁
を
示
し
て
い
る
け
れ
ど
も
、
彼

の
現
象
學
は
純
粋
内
的
経
験
に
頼
ろ
う
と
は
し
な
い
の
で
あ
る
。
必
讃
的
明
謹
の
理
念
は
前
事
の
如
く
、
思
惟
を
経
験
よ
り
優
越
せ
し
め

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
象
學
本
権
の
志
向
を
崩
壌
さ
せ
る
危
瞼
を
聾
し
て
い
る
。
併
し
、
彼
は
志
向
性
の
正
し
い
概
念
に
よ
っ
て
、
そ
れ

を
克
服
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
の
そ
の
志
向
性
概
念
の
も
つ
新
し
さ
と
深
さ
は
、
そ
の
力
動
性
（
臨
§
α
q
翼
①
壼
①
冨
①
蝕
8
巴
陣
轡
聾
）
に

在
る
と
考
え
ら
れ
る
。
意
識
が
常
に
何
も
の
か
の
意
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
封
心
な
き
意
識
が
在
り
え
な
い
と
い
う
主
槻
の
本
質
特

性
に
關
す
る
形
式
的
記
述
で
あ
る
か
に
思
わ
れ
る
。
併
し
、
野
象
の
意
識
は
同
時
に
、
そ
の
中
に
意
味
的
に
内
含
さ
れ
た
意
識
仕
方
の
意

識
で
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
印
ち
意
識
仕
方
は
封
建
の
意
味
統
一
と
し
て
、
封
象
そ
の
も
の
を
超
え
て
、
意
識
を
可
能

な
ら
し
め
つ
つ
働
い
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
即
ち
、
志
向
性
が
常
に
能
動
的
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
黙
が
重
要
で
あ
る
。
我

々
の
志
向
は
勿
論
、
そ
の
都
度
の
新
た
な
盗
心
へ
向
か
う
わ
け
で
あ
る
が
、
志
向
的
生
の
生
き
た
姿
は
統
一
あ
る
生
け
る
流
動
で
あ
っ
て
、

分
裂
せ
る
泡
沫
的
現
象
の
集
合
で
は
な
い
。
そ
の
都
度
の
繧
験
は
、
實
は
「
沈
澱
せ
る
歴
史
」
の
中
に
の
み
生
ず
る
の
で
あ
り
、
一
つ
の

意
識
は
背
面
に
秘
め
ら
れ
た
能
動
的
志
向
性
を
有
し
て
い
る
。
從
っ
て
、
意
識
は
無
名
性
か
ら
全
曲
的
に
脱
却
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の

で
あ
っ
て
、
「
沈
澱
せ
る
歴
史
性
を
そ
の
根
源
ま
で
湖
評
す
る
篇
（
彰
q
”
窓
・
）
こ
と
さ
え
、
饗
は
「
地
響
」
に
お
い
て
の
み
．
司
能
と
な
る

と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
か
く
の
如
く
志
向
的
生
が
地
李
的
で
あ
る
こ
と
は
、
薫
陶
性
が
無
名
才
能
動
的
で
あ
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
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そ
う
し
て
、
こ
の
地
李
と
い
う
現
象
學
に
お
け
る
根
本
現
象
が
新
た
な
世
界
概
念
へ
導
く
の
で
あ
る
。

　
『
論
理
學
』
に
お
い
て
眞
理
問
題
を
、
判
断
の
領
域
か
ら
「
非
論
語
的
明
転
』
（
屑
●
弓
■
ピ
．
”
國
c
Q
⑱
）
の
領
域
へ
移
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、

注
灘
す
べ
き
著
書
『
認
証
と
判
断
』
に
お
い
て
、
こ
の
判
断
が
前
提
し
て
い
る
基
．
騰
、
封
象
か
ら
出
縛
し
て
い
る
。
彼
は
明
謹
を
定
義
し

た
後
、
多
様
な
霞
a
提
示
を
確
認
し
、
蔚
蓮
語
的
繧
験
を
鍛
初
の
も
の
と
し
て
取
跨
す
。
知
箆
に
つ
い
て
「
純
粋
知
魔
」
を
考
え
、
そ
れ

が
個
別
的
封
象
の
知
壁
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
、
「
根
源
的
基
膿
は
撫
別
者
、
重
弁
的
封
象
で
あ
る
－
　
（
鵜
・
¢
4
博
O
・
）
と
蓮
べ
て
い
る
。

併
し
、
こ
の
黒
黒
の
還
元
に
よ
っ
て
到
蓮
さ
れ
る
個
別
的
基
盤
へ
の
遡
源
が
、
實
は
個
別
者
が
孤
立
し
て
現
翻
し
て
い
る
の
で
は
な
い
逆

設
的
事
態
を
開
示
す
る
。
そ
こ
に
は
繧
験
の
地
．
挙
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、

経
験
は
輩
に
個
別
約
訳
義
の
み
に
係
わ
る
の
で
は
な
く
、
常
に
同
時
に
封
象
以
外
の
「
共
知
砿
　
「
先
知
」
を
含
ん
で
い
る
。
あ
ら
ゆ
る
経

験
は
表
明
的
で
は
な
い
が
含
蓄
的
な
地
挙
（
封
象
の
内
的
基
謄
構
造
に
關
す
る
先
知
と
し
て
の
内
地
、
學
と
、
封
泥
と
共
に
恩
念
さ
れ
た
種

々
の
共
知
と
し
て
の
外
地
亭
）
を
備
え
て
い
る
。
更
に
、
内
外
平
地
季
の
地
李
と
し
て
の
全
騰
地
軍
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
包
指
的
野

忍
男
李
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
世
界
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
世
界
は
、
撮
常
維
験
に
お
い
て
は
決
し
て
主
題
的
に
問
題
と
さ
れ
る

こ
と
な
く
、
管
長
象
と
共
に
存
在
し
な
が
ら
常
に
隠
れ
て
い
る
。
こ
の
世
界
が
封
象
に
先
行
し
、
多
く
の
地
李
を
内
含
し
つ
つ
封
象
理
解

成
立
の
地
盤
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
蔭
ら
が
表
象
さ
れ
て
は
い
な
い
と
い
う
濁
自
の
在
り
方
を
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
世
界
を
「
普
遍
的
受
動

的
存
在
僧
の
地
盤
」
（
師
・
¢
・
”
譲
・
）
と
呼
ぶ
こ
と
に
よ
っ
て
示
し
て
い
る
。
「
全
心
的
に
存
在
す
る
世
界
地
盤
の
上
に
し
（
諺
儀
‘
ゆ
い
・
）
始
め

て
存
在
者
へ
の
志
陶
が
雀
り
、
存
在
者
経
験
は
既
に
厳
封
的
に
確
賢
な
世
界
意
識
に
基
づ
い
て
い
る
。
從
っ
て
、
世
界
は
経
験
統
一
の
地

盤
と
し
て
の
根
源
的
な
統
一
、
擁
が
し
得
ぬ
も
の
、
あ
ら
ゆ
る
懐
疑
や
問
い
さ
え
そ
れ
を
離
提
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
は
や
暴
礎
づ
け
を

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

許
さ
ぬ
億
確
實
挫
の
冨
鐸
ぴ
窪
ω
α
Q
①
毒
沸
ゲ
①
陣
δ
と
い
う
様
相
の
世
界
意
識
が
存
在
す
る
の
で
あ
る
。

　
か
か
る
億
界
儒
こ
そ
我
々
の
存
筏
者
理
解
の
根
擦
で
あ
り
、
世
界
所
有
こ
そ
存
在
者
理
解
の
根
源
的
可
能
性
に
外
な
ら
な
い
。
從
っ
て
、

世
界
所
有
に
お
い
て
、
既
に
無
名
的
に
働
い
て
い
る
志
向
性
を
膿
系
的
に
潮
懸
す
る
こ
と
が
、
存
在
者
の
根
源
的
自
己
提
示
を
齎
ら
す
と

　
　
　
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
エ
イ
ド
ス
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
三



34

　
　
　
　
哲
學
研
究
第
鰯
百
七
十
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
四

考
え
ら
れ
る
。
フ
ッ
サ
…
ル
の
「
構
成
」
は
、
こ
の
既
に
在
る
も
の
へ
根
源
的
反
省
を
輿
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
夜
者
の
存
在
を
そ
の

内
部
か
ら
顯
わ
に
す
る
こ
と
を
狙
っ
て
い
る
。
志
陶
分
析
が
構
成
的
な
分
析
と
い
う
奇
妙
な
性
格
を
持
ち
う
る
の
は
、
入
り
組
ん
で
一
艦

的
に
働
い
て
い
る
志
向
性
の
構
造
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
存
在
考
の
根
．
源
的
自
己
提
示
を
産
出
す
る
か
ら
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル

の
構
成
的
現
象
學
は
爽
生
的
と
も
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
は
、
存
在
者
に
意
味
を
賦
蔑
し
て
い
る
根
源
的
志
向
姓
を
表
明
化
す
る
こ
と
、
そ

の
意
味
で
「
意
味
賦
與
」
「
意
味
登
生
」
（
＜
σ
q
圃
噸
男
「
6
■
ぴ
こ
囲
◎
Q
細
長
。
）
を
明
ら
か
に
す
る
か
ら
に
露
な
ら
な
い
。

　
存
在
者
の
全
労
と
し
て
の
徴
界
に
つ
い
て
は
暫
定
的
明
謹
し
か
得
ら
れ
ぬ
に
封
し
、
全
斜
地
挙
は
絶
借
財
近
接
に
お
い
て
直
謹
聴
に
確

實
で
あ
る
。
從
っ
て
現
象
學
的
還
元
は
、
こ
の
世
界
を
直
接
的
に
繧
験
す
る
臨
接
的
膿
験
の
場
を
開
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が

い
①
ぴ
9
の
≦
①
開
を
始
め
て
使
用
し
た
の
は
カ
ン
ト
に
賭
す
る
論
文
に
お
い
て
で
あ
っ
た
が
、
（
＜
σ
。
昏
昏
”
器
悼
）
彼
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
も
観

念
化
以
前
の
根
源
的
髄
験
世
界
を
不
問
に
附
し
て
い
る
舗
で
擬
界
解
題
に
留
ま
る
。
（
＜
面
｝
ン
麟
二
8
舞
）
生
世
界
を
槻
念
化
か
ら
浮
化
す

る
こ
と
が
「
最
初
の
エ
ポ
ケ
ー
」
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
考
え
る
。
（
＜
礎
一
．
ぐ
同
“
⑳
　
匂
◎
α
．
）
そ
う
し
て
、
生
世
界
に
済
す
る
純

粋
本
質
學
こ
そ
本
來
の
超
越
論
的
手
引
を
な
す
と
云
う
の
で
あ
る
。
（
＜
σ
q
ピ
≦
あ
び
じ
こ
の
生
世
界
の
概
念
は
自
然
的
構
え
に
お
け
る
世

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
セ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

界
概
念
の
深
化
で
あ
る
が
、
嚴
密
に
は
掛
者
を
同
一
親
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
フ
ッ
サ
…
ル
は
生
世
界
存
在
論
の
ア
プ
リ
オ
リ
を
傳
統

的
意
味
の
ア
プ
ー
3
オ
リ
か
ら
峻
別
し
て
、
（
＜
σ
Q
ド
ぐ
同
り
　
囲
“
メ
）
　
「
前
論
理
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
（
≦
し
濫
・
）
と
呼
ぶ
が
、
そ
れ
は
生
世
界
が
「
濁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
へ

自
の
経
験
の
野
」
（
＜
》
一
諾
・
）
で
あ
り
「
超
越
論
的
維
験
の
場
」
（
≦
”
一
ま
・
）
で
あ
る
前
蓮
語
的
経
験
の
世
界
だ
か
ら
こ
そ
、
か
く
呼
ば
れ

る
の
で
あ
る
。
経
験
は
す
べ
て
、
受
動
性
と
能
動
性
と
の
交
織
融
合
し
た
封
象
化
以
萌
の
前
述
語
的
身
祝
に
基
づ
く
の
で
あ
り
、
決
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

主
膿
の
彼
方
に
横
た
わ
る
賢
在
的
物
の
世
界
に
係
わ
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
前
述
語
的
纏
験
こ
そ
フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
再
認
識
の
母
胎
」

（
＜
r
一
U
①
■
）
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
葱
識
が
常
に
惣
己
疎
外
し
て
實
在
的
存
在
の
許
に
冷
し
て
い
る
根
源
的
事
費
で
あ
る
。
そ
こ

で
は
主
客
は
未
分
化
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
に
先
行
す
る
根
源
的
理
解
と
も
呼
ぶ
べ
き
も
の
が
在
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
曇
理
は
洋
傘
的

に
は
前
述
語
的
経
験
に
潮
る
と
云
う
時
、
意
味
し
て
い
る
の
は
實
に
こ
の
こ
と
で
あ
る
。
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論
理
的
ア
プ
リ
オ
リ
は
世
界
的
學
の
理
想
で
あ
る
客
擬
的
眞
理
、
ボ
ル
ツ
｛
、
、
ー
ノ
的
嬢
理
博
謄
に
關
証
す
る
。
自
然
的
猫
断
的
な
世
界

的
學
は
、
封
象
の
精
密
把
捉
を
理
念
と
し
、
純
紳
思
惟
に
よ
っ
て
精
密
性
に
到
秘
せ
ん
と
す
る
本
質
思
推
を
方
法
と
す
る
。
纏
験
的
形
象

の
不
精
密
な
、
勝
っ
て
常
に
不
完
全
な
漸
暦
性
を
超
え
た
、
純
粋
幾
転
載
に
お
け
る
極
限
形
象
鑓
鑓
霧
r
O
o
町
田
開
（
≦
”
器
胸
）
或
は
理
念
的

限
界
賦
Φ
翫
①
○
器
嚢
Φ
（
蹟
M
怨
0
9
）
の
形
成
が
そ
の
方
法
の
典
盤
と
さ
れ
る
。
こ
の
種
の
ア
プ
リ
オ
リ
は
、
直
観
に
と
っ
て
「
不
乱
で
は

あ
る
が
灘
蓮
不
能
な
極
」
カ
ン
ト
的
イ
デ
ー
に
す
ぎ
ぬ
が
、
客
擬
的
世
界
自
膿
、
「
原
理
的
に
非
直
擬
的
な
論
理
的
基
礎
構
造
」
（
麟
》
お
9
）

を
構
築
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
生
世
界
の
「
普
遍
的
梅
造
」
を
純
粋
な
本
質
直
観
に
よ
っ
て
把
捉
す
る
時
、
「
生
妻
事
存
在
論
」
、

鄭
ち
生
世
界
の
相
封
恵
愛
化
を
通
じ
て
残
黎
す
る
「
形
式
的
普
遍
者
」
に
關
す
る
新
し
い
富
農
本
質
學
が
成
立
す
る
。
（
＜
σ
q
一
・
≦
・
㎜
・
。
①
・
）

　
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
生
世
界
丙
の
存
在
者
の
所
輿
の
本
性
に
は
、
そ
の
浮
動
的
可
攣
性
の
中
に
、
類
型
的
規
賜
性
が
冠
し
て
い
る
こ
と
を

弧
饗
す
る
。
そ
う
し
て
、
そ
れ
が
純
糠
な
ア
プ
リ
オ
リ
と
し
て
捉
え
ら
れ
れ
ば
「
本
質
類
型
欝
造
艦
芝
⑦
。
・
Φ
霧
信
唱
節
で
あ
り
、
「
こ
れ
が

現
象
學
的
超
越
論
的
翼
理
を
．
封
能
な
ら
し
め
る
」
（
＜
ざ
嵩
①
．
）
と
蓮
べ
て
い
る
。
彼
は
、
こ
の
類
型
構
造
が
世
界
維
験
に
あ
っ
て
は
輩
な
る

類
型
的
近
似
に
留
ま
る
こ
と
を
力
設
し
、
㎜
關
心
に
よ
っ
て
完
全
性
の
程
度
が
攣
る
と
云
っ
て
い
る
。
（
≦
”
B
塗
）
こ
の
「
生
世
界
的
ア
プ

リ
オ
リ
」
は
普
遍
者
構
成
の
最
低
形
式
と
し
て
考
え
ら
れ
た
「
瑞
験
的
類
型
」
を
深
化
、
鑛
大
さ
せ
た
も
の
と
云
っ
て
よ
い
が
、
そ
れ
が

繧
験
の
中
に
成
立
す
る
事
情
は
勲
等
と
考
え
ら
れ
る
。
（
く
α
q
パ
馴
O
・
v
⑳
。
。
ご
輌
。
。
傷
。
）
世
界
経
験
が
俸
う
翫
知
牲
の
地
李
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ

る
存
在
者
は
何
ら
か
の
類
型
的
親
近
性
を
も
つ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
沈
澱
」
し
て
い
る
統
鷺
が
「
聯
合
」
に
基
づ
く
類
似
性
に
よ
る
「
受

動
的
合
致
綜
姦
し
に
よ
っ
て
呼
び
起
こ
さ
れ
、
統
畳
的
韓
移
譲
篤
旨
①
讐
ぞ
Φ
ご
げ
興
嘗
p
α
q
離
⇔
綴
が
、
他
の
類
似
せ
る
暦
象
を
怨
じ
類
型
の

封
象
と
し
て
慰
め
か
ら
何
ら
か
の
親
近
挽
を
も
つ
も
の
と
し
て
統
嶽
さ
せ
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
激
っ
て
、
か
く
の
如
き
類
型
の
構

成
は
、
　
「
受
動
的
先
行
的
構
成
」
（
図
・
¢
‘
9
。
嶋
。
。
・
）
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
と
町
会
に
生
世
界
の
類
型
構
造
も
受
動
性
（
寧
ろ
受
動

能
動
の
未
分
化
的
層
）
に
お
い
て
構
成
さ
れ
た
も
の
で
、
世
界
経
験
の
流
動
的
相
惑
者
の
中
に
常
に
内
含
さ
れ
て
い
る
「
漠
然
と
し
た
流

動
的
類
型
溝
造
」
（
円
・
¢
‘
怠
）
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
本
來
實
践
的
關
心
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
と
は
云
え
、
論
理
的
領
域
を
も
基
礎
づ

　
　
　
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
門
エ
イ
ド
ス
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
五
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折
口
學
研
究
　
　
鱗
即
四
蒼
七
十
－
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六

け
、
そ
の
形
象
を
一
つ
の
轄
化
形
式
と
し
て
成
立
さ
せ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
所
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
知
畳
と
本
質
直
観
と
の
「
根
病
的
共
通
性
」
（
確
確
）
を
強
調
し
、
知
覧
の
ア
ナ
ロ
ゴ
ン
で
あ
る
本
質
蔵
槻
に

お
い
て
、
本
質
は
「
華
甲
な
象
徴
や
書
記
を
介
し
て
、
曖
昧
間
接
的
に
思
念
さ
れ
た
り
、
語
ら
れ
た
り
す
る
の
で
は
な
く
、
薩
接
的
に
自

性
に
お
い
て
把
捉
さ
れ
る
」
（
や
づ
．
¢
こ
　
麟
Q
Q
①
．
）
と
云
う
が
、
経
験
的
普
遍
者
の
偶
然
性
に
溶
し
て
本
質
的
普
遍
者
の
一
般
的
必
然
性
を
反
覆

煙
い
て
い
る
。
綻
験
的
普
遍
者
が
、
事
實
的
繧
験
に
お
い
て
偶
然
的
に
與
え
ら
れ
た
特
殊
か
ら
艶
捉
さ
れ
る
意
昧
で
偶
然
的
で
あ
る
の
み

な
ら
ず
、
そ
の
概
念
化
が
瞬
様
に
偶
然
的
に
與
え
ら
れ
た
類
似
牲
の
比
較
に
基
づ
い
て
行
わ
れ
る
意
味
で
も
偶
然
的
で
あ
る
に
多
し
、
純

緯
本
質
の
形
威
は
事
實
的
瞬
輿
の
偶
然
性
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
可
能
的
封
象
の
す
べ
て
の
共
通
性
を
取
り
出
し
、
そ
れ
を
必
然
性
に
お

い
て
捉
え
る
と
さ
れ
る
。
エ
イ
ド
ス
的
還
元
は
先
ず
「
瓢
箪
化
的
中
和
無
様
〕
に
よ
っ
て
現
實
姓
か
ら
可
能
性
の
領
域
へ
の
註
脚
解
放
を

行
い
、
事
實
的
樹
象
を
可
能
性
の
無
限
可
能
度
の
U
つ
の
偶
然
的
實
現
た
る
範
例
へ
と
そ
の
黒
瀬
牲
を
全
騰
的
に
愛
容
さ
せ
る
。
自
由
愛

更
が
か
か
る
可
攣
要
素
を
蕪
限
に
産
出
し
、
可
愛
要
素
の
．
賢
能
的
な
開
放
的
無
限
集
合
を
形
成
す
る
際
に
、
可
攣
要
素
印
ち
模
像
が
「
掴

ま
れ
て
い
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
類
似
、
相
等
の
重
な
り
合
い
が
見
趨
さ
れ
、
差
異
か
ら
颪
別
さ
れ
て
、
合
致
統
一
が
絶
封
国
財
一
内
容
と

し
て
浮
か
び
上
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。
併
し
、
自
由
愛
更
が
繧
験
灰
輿
を
一
般
的
．
感
能
姓
の
特
殊
な
範
例
へ
愛
隠
す
る
自
由
に
は
限
界
が

あ
る
と
云
わ
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
エ
イ
ド
ス
は
意
識
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
現
實
の
存
在
者
の
存
在
條
件
と
し
て
輿

え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
本
質
薗
槻
は
そ
れ
を
事
賢
的
な
る
も
の
か
ら
構
成
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
本
質
薩
擬
に
先
立
っ
て
、
範
例
と
な

る
封
象
が
豫
め
前
置
語
的
隠
避
に
お
け
る
類
型
構
造
の
枠
内
に
お
い
て
與
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
從
っ
て
受
動
的

に
構
成
さ
れ
て
い
る
類
型
構
造
に
よ
っ
て
確
立
さ
れ
た
限
界
内
の
も
の
の
み
を
、
想
像
に
お
け
る
自
融
攣
更
は
産
み
出
し
、
そ
れ
故
イ
デ

ア
チ
オ
ン
は
類
型
的
に
構
威
さ
れ
た
も
の
の
み
を
顯
わ
に
す
る
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
自
由
攣
更
に
お
け
る
「
欄
ま
れ
て

い
る
」
こ
と
は
把
持
よ
り
も
能
動
的
で
あ
る
に
せ
よ
「
能
動
性
に
お
け
る
一
種
の
受
動
性
に
署
す
る
」
（
団
・
頓
‘
鷺
ε
も
の
で
あ
り
、
合

致
が
受
動
性
に
お
け
る
聯
合
的
綜
合
に
基
づ
く
狼
り
、
合
致
統
一
と
し
て
の
露
同
位
は
「
純
粋
受
動
的
に
豫
め
構
戒
さ
れ
て
い
る
し
（
拶
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¢
・
v
豊
劇
・
）
と
云
え
る
の
で
あ
っ
て
、
本
質
直
槻
は
こ
の
受
動
的
に
拝
め
構
成
さ
れ
た
も
の
が
購
え
ら
れ
て
始
め
て
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ

る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
所
輿
明
晰
性
の
段
階
を
考
え
、
本
質
學
の
方
法
と
し
て
の
一
基
礎
部
門
に
は
「
段
階
的
操
作
」
を
要
す
る
と
蓮
べ
て

い
る
の
は
、
（
鼠
層
猿
り
）
こ
の
所
輿
を
明
噺
化
す
る
操
作
を
慧
摂
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
本
質
直
観
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
翻
造
的
知

的
直
観
で
も
な
け
れ
ば
、
又
超
感
韓
…
的
な
る
も
の
の
端
的
親
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
類
型
と
エ
イ
ド
ス
と
の
間
に
は

一
般
性
の
程
度
の
差
し
か
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
而
し
て
本
來
的
手
引
を
な
す
の
は
形
式
・
等
質
存
在
論
で
は
な
く
生
世
界
存
在
論
で
あ

る
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
前
遽
し
た
よ
う
な
意
味
で
必
然
的
蹄
結
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
書
証
に
明
ら
か
に
す
る
通
り
、

生
世
界
存
在
論
と
志
向
分
析
と
の
共
範
的
研
究
こ
そ
現
象
学
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
璽
要
な
意
味
を
も
つ
て
い
る
。

　
次
に
、
志
向
分
析
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
志
向
姓
の
本
質
構
造
の
在
り
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
志
向
写
生
は
本
質
的
に
「
種
々
異
な

る
次
元
へ
向
か
っ
て
進
行
す
る
波
動
」
（
蹴
倒
悼
・
）
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
現
象
學
的
構
え
に
お
け
る
超
越
論
的
純
緯
意
識
の
記
述
的

本
質
學
」
（
霞
w
一
巡
’
）
と
し
て
演
繹
的
本
質
學
か
ら
現
象
學
を
蔑
別
し
て
い
る
。
演
鐸
的
膿
系
は
「
決
定
的
公
理
膿
系
」
で
あ
り
、
そ
の

基
礎
概
念
は
「
精
密
本
質
」
で
あ
る
に
鳴
し
、
記
述
的
概
念
の
縮
閥
者
は
「
形
態
學
的
本
質
」
（
欝
欝
O
）
で
あ
る
。
現
象
學
的
記
述
は

「
自
然
化
」
を
齎
ら
す
意
識
内
存
在
の
模
慮
で
は
あ
り
え
な
い
。
何
故
な
ら
志
向
性
を
主
題
と
す
る
分
析
の
は
た
ら
き
自
ら
が
志
向
性
な

の
で
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
模
爲
、
記
録
と
い
う
如
き
も
の
は
原
理
的
に
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
意
識
の
流
動
を
そ
の
具
膿
相

の
全
き
充
實
に
お
い
て
捉
え
、
エ
イ
ド
ス
的
意
識
へ
高
め
、
理
念
的
岡
一
本
質
と
し
て
受
取
る
と
は
云
え
、
　
「
流
動
的
な
る
も
の
に
は
流

動
の
イ
デ
ー
を
、
曖
昧
な
も
の
に
は
曖
昧
性
の
イ
デ
ー
を
、
類
型
的
差
異
に
は
類
型
概
念
を
作
ら
ね
ば
な
ら
な
い
偏
（
＜
・
お
①
）
の
で
あ
る
。

部
ち
無
難
か
ら
抽
象
し
て
エ
イ
ド
ス
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
曖
昧
な
幾
定
に
留
ま
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
流
動
の
「
普

遍
的
類
型
構
造
篇
（
く
二
⊆
。
一
・
）
を
取
出
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
從
っ
て
、
「
流
動
的
所
與
の
場
念
に
は
、
類
型
的
本
質
は
、
唯
薩
接
的
に

分
析
す
る
所
の
本
質
直
箆
に
よ
っ
て
の
み
把
捉
さ
れ
う
る
」
が
、
そ
の
際
の
罷
述
は
「
本
質
的
に
不
精
欝
そ
れ
故
撃
茎
数
學
的
」
で
あ
る
。

（
類
”
嵩
O
）
こ
の
こ
と
を
、
フ
ッ
サ
…
ル
は
次
の
よ
う
に
閣
確
に
述
べ
て
い
る
。
　
「
理
念
的
本
質
を
理
念
的
〈
題
意
〉
、
印
ち
原
理
的
に
感

　
　
　
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
エ
イ
ド
ス
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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誓
學
研
究
　
第
四
百
七
十
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
八

性
直
観
に
お
い
て
は
見
出
さ
れ
得
ぬ
も
の
、
そ
し
て
形
態
學
的
本
質
が
多
少
そ
れ
に
接
近
す
る
と
し
て
も
決
し
て
そ
れ
に
到
塾
せ
ぬ
と
こ

ろ
の
も
の
と
し
て
、
生
み
出
す
イ
デ
ア
チ
オ
ン
は
、
端
尊
墨
象
に
よ
る
本
質
把
捉
と
は
根
本
的
に
異
な
る
、
後
者
に
あ
っ
て
は
浮
か
び
出

た
契
機
は
、
原
理
的
に
曖
殊
な
も
の
、
類
型
的
な
も
の
と
し
て
本
質
の
領
域
へ
高
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
」
（
欝
”
一
ご
）

　
以
上
に
よ
っ
て
、
志
向
性
の
本
質
構
造
は
勿
論
、
手
引
の
側
の
エ
イ
ド
ス
も
、
共
に
類
聖
構
造
と
い
う
在
り
方
を
も
つ
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
槻
念
化
の
方
法
と
し
て
の
本
質
思
惟
か
ら
臨
別
し
て
、
本
質
直
概
は
「
流
鋤
的
、
精
密
把
捉
不
可
能
な
類
型
構

造
」
に
係
わ
る
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
上
述
の
病
身
を
裏
附
け
る
に
十
分
で
あ
る
。
（
切
◆
¢
4
　
劇
ゆ
◎
Q
　
誇
留
諺
・
）
そ
の
エ
イ
ド
ス
は
精
密
本
質
か

ら
玉
垣
さ
る
べ
き
類
型
的
姓
格
を
も
つ
が
、
断
謂
理
想
型
の
如
く
理
想
化
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
本
質
零
墨
に
よ
る
直
観

的
統
一
で
あ
る
。
そ
の
本
質
直
擬
は
、
志
向
分
析
の
主
題
化
に
俘
っ
て
實
現
さ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
本
質
把
捉
は
不
精
密
と
は

云
え
、
直
接
挫
と
確
實
性
と
を
も
つ
の
で
あ
る
。

　
（
註
）
　
メ
ル
ロ
・
ポ
ン
テ
ィ
は
、
こ
れ
を
以
て
、
本
望
的
に
現
象
學
的
領
域
が
明
ら
か
と
な
り
、
　
「
本
質
の
暫
學
」
か
ら
暗
々
裡
に
フ
ッ
サ
ー
ル
が
脱

　
　
却
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
と
解
し
て
い
る
が
、
上
置
の
意
味
で
要
愚
な
解
羅
　
で
あ
る
と
思
う
。

　
　
焦
．
窯
◆
窯
。
置
Φ
弩
も
。
摸
ざ
勺
蒙
離
◎
諺
曾
。
ぴ
σ
q
｝
⑦
〔
ぽ
靭
℃
①
村
8
℃
鋤
O
P
℃
●
鎗
コ
■

三

　
一
九
三
五
年
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
必
勝
的
に
嚴
密
な
る
學
と
し
て
の
哲
學
…
…
こ
の
夢
は
醒
め
た
篇
（
嵩
”
8
。
。
）
と
蓮
べ
て
い
る
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
、
彼
が
そ
の
學
問
理
念
を
捻
て
た
こ
と
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
　
「
必
鐙
的
に
嚴
密
な
學
」
の
崩
壌
で
あ
り
、
全
く
新
た
な
嚴
密
學

の
誕
生
で
あ
る
と
解
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
彼
に
と
っ
て
藏
接
的
確
實
性
を
も
つ
も
の
は
、
實
は
儒
確
々
盤
と
い
う
様
粗
の
世
界
意
識
な
の
で
あ
っ
た
。
併
し
、
そ
の
確
實
性
が
論

理
的
必
讃
性
と
全
く
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
明
塚
の
多
標
姓
は
、
そ
れ
に
癒
ず
る
繧
験
統
一
の
多
檬
性
、
ひ
い
て
は
學
の
統
一
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の
多
様
性
を
齋
ら
す
の
で
あ
り
、
右
の
書
葉
は
一
な
る
普
遍
學
の
断
念
を
意
味
す
る
と
看
ら
れ
る
。
即
ち
、
晩
年
の
フ
ッ
サ
ー
ル
は
哲
學

を
全
く
新
た
な
形
態
で
の
み
成
立
す
る
學
と
し
て
考
え
た
が
、
そ
の
嚴
密
盤
は
初
期
の
封
象
化
的
構
え
に
お
い
て
．
司
能
と
さ
れ
た
も
の
と

は
明
確
に
斑
別
さ
る
べ
き
も
の
、
比
論
的
に
の
み
嚴
密
學
と
云
い
う
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
先
に
見
た
よ
う
に
、
直
謹
的
確
嚢
性
に
お
い
て
在
る
も
の
は
、
翻
別
的
存
在
者
、
存
在
者
の
全
膿
と
し
て
の
世
界
で
は
な
く
、
全
膿
地

畢
と
し
て
の
世
界
に
外
な
ら
な
い
。
重
扇
繧
験
に
お
い
て
封
象
の
繧
験
に
必
然
的
に
俘
い
、
そ
の
距
離
に
先
行
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

内
外
地
織
は
経
験
に
よ
っ
て
額
た
な
限
定
或
は
隈
定
の
訂
正
を
受
け
う
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
新
た
な
経
験
自
ら
が
、
並
存
の
地
李
の

中
に
の
み
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
地
軍
が
如
何
な
る
時
に
も
、
現
存
し
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。
そ
れ
が
否
定
で
き
ぬ
と
い
う
こ

と
は
、
そ
の
存
在
の
不
可
恩
讐
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
非
存
花
が
考
え
ら
れ
え
ぬ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
・
あ
ら
ゆ
る
思
惟
、
懐
疑
に
先

　
　
へ

立
つ
信
の
標
相
に
お
い
て
包
括
的
地
拳
が
在
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
知
牲
と
聖
立
と
の
分
離
封
立
の
以
前
に
現
存
し
て
い
る

根
源
的
事
實
で
あ
る
。
從
っ
て
、
我
々
が
世
界
繧
験
に
お
い
て
働
い
て
い
る
志
向
性
の
本
質
構
造
を
志
向
分
析
に
よ
っ
て
捉
え
る
と
し
て

も
、
我
々
は
こ
の
本
質
構
造
、
梅
成
の
法
則
の
み
を
反
省
に
よ
っ
て
捉
え
る
に
留
ま
ら
な
い
。
反
省
は
究
極
的
に
は
個
別
的
封
象
の
知
魔

に
戻
る
と
し
て
も
、
愚
挙
は
そ
の
知
魔
維
験
に
先
立
っ
て
、
豫
め
與
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
我
々
が
本
質
構
造
を
捉
え
る
時
も
常
に

地
細
の
地
盤
の
上
に
の
み
反
省
を
行
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
の
前
蓮
語
的
、
蔚
反
省
的
領
域
に
お
い
て
は
、
そ
の
本
質
的
構
造
の

知
を
超
え
た
地
卒
を
所
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
本
質
的
類
型
構
造
の
知
以
上
の
前
々
語
的
前
反
省
的
知
が
既
に
存
在
し
て
い

る
と
云
う
べ
き
で
あ
る
。
こ
れ
こ
そ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
い
み
じ
く
も
金
蘭
意
識
を
「
信
」
確
實
挫
の
様
相
で
の
葱
識
で
あ
る
と
云
う
所
以

で
あ
る
。

　
か
く
し
て
、
現
象
學
の
嚴
密
性
は
、
こ
の
絶
封
的
近
接
に
お
い
て
在
る
世
界
か
ら
出
蛮
す
る
こ
と
、
鞭
ち
薩
謹
的
確
實
性
に
あ
ら
ゆ
る

認
識
の
究
極
的
源
を
汲
む
こ
と
、
徹
底
的
自
己
責
任
に
お
い
て
世
界
を
引
き
受
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
保
謹
さ
れ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー

ル
が
「
始
元
は
、
純
粋
な
云
わ
ば
無
言
の
経
験
で
あ
る
、
今
や
沁
め
て
こ
の
よ
う
な
経
瞼
を
し
て
、
そ
の
本
來
的
意
味
の
純
粋
な
表
現
に

　
　
　
　
フ
ッ
サ
…
ル
の
「
エ
イ
ド
ス
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九



40

　
　
　
　
哲
學
研
究
　
第
四
葺
七
十
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
颯
○

齎
ら
さ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
（
野
司
）
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
現
象
學
は
既
に
蹴
ハ
え
ら
れ
た
「
無
言
の
経
験
」
を
顯
わ
に
し
、
表
明
的
理
解

の
明
る
み
へ
出
そ
う
と
す
る
。
從
っ
て
、
こ
の
「
純
粋
歯
釜
」
を
引
き
受
け
る
こ
と
は
、
先
ず
引
き
受
け
た
後
、
意
味
を
賦
輿
す
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
く
、
無
冠
な
る
も
の
を
語
ら
し
め
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
無
理
の
其
膿
相
〕
（
声
ち
一
・
）
は
根
本
的
に
有
意
味
的
で
あ

り
、
唯
そ
の
意
味
を
顯
わ
に
し
て
い
な
い
に
す
ぎ
な
い
。
故
に
、
我
々
が
世
界
を
欝
ち
、
世
界
内
存
在
で
あ
る
こ
と
は
、
世
界
へ
開
か
れ

て
い
る
こ
と
、
郭
ち
意
味
へ
委
ね
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
密
な
ら
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。
で
あ
れ
ば
、
意
味
を
問
う
こ
と
は
、
實
は
根
源
的
に

始
元
に
あ
る
意
味
へ
蹄
る
こ
と
で
あ
り
、
現
象
學
は
萎
め
存
在
し
て
い
る
全
艦
的
意
味
の
表
面
化
で
あ
ろ
う
。
こ
の
意
味
で
、
世
界
を
引

き
受
け
る
こ
と
が
世
界
の
ロ
ゴ
ス
を
顯
わ
に
す
る
こ
と
、
理
性
を
實
現
す
る
こ
と
に
な
る
と
云
え
る
。
現
象
學
は
、
か
く
し
て
理
性
自
ら

の
自
己
を
明
る
み
へ
出
す
蓮
動
に
外
な
ら
ぬ
も
の
と
し
て
解
さ
れ
て
い
る
。
（
！
N
ぴ
q
一
噸
ぐ
回
”
ゆ
“
“
漁
．
）
そ
う
し
て
、
そ
れ
が
、
と
り
も
直
さ
ず
、

入
閥
が
眞
の
人
間
と
な
る
密
己
理
解
、
存
在
理
解
で
あ
り
、
フ
ッ
サ
…
ル
に
よ
れ
ば
、
翼
下
は
人
闘
の
人
間
化
を
實
現
す
る
人
問
自
省
の

哲
學
を
こ
そ
意
味
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
く
覧
≦
る
謡
）

　
か
か
る
現
象
學
の
「
構
成
」
は
、
眞
理
を
受
け
取
る
の
で
は
な
く
、
意
味
の
¢
塞
帥
節
§
σ
q
”
尊
づ
ゆ
畠
曝
露
⇒
窪
q
を
表
明
化
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
眞
理
を
賢
現
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
從
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
は
、
エ
イ
ド
ス
を
封
象
的
に
捉
え
る
こ
と
が
本
來
的
露
的

な
の
で
は
な
い
。
彼
の
エ
イ
ド
ス
は
事
蜜
か
ら
言
立
し
て
イ
デ
ア
の
世
界
を
な
し
て
い
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
物
自
膿
の
如
く
現
象
か
ら

姿
を
隠
し
て
い
る
の
で
も
な
い
。
　
「
直
接
的
本
質
薩
擬
の
範
闘
に
お
け
る
超
越
論
的
意
識
の
學
と
し
て
の
現
象
學
は
、
超
越
論
的
認
識
一

般
の
偉
大
な
機
驕
で
あ
る
。
篇
（
く
”
圃
。
。
）
存
在
者
の
根
源
的
理
解
は
、
エ
イ
ド
ス
を
捉
え
る
現
象
學
の
構
え
に
あ
っ
て
の
み
在
り
う
る
と
フ

ッ
サ
ー
ル
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
存
在
考
の
理
解
に
は
、
エ
イ
ド
ス
な
る
諦
念
性
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
い
う
の
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル

の
潰
意
で
あ
る
。
世
界
の
哲
畢
的
形
象
を
彫
成
す
る
に
は
、
命
懸
的
な
る
も
の
か
ら
エ
イ
ド
ス
の
領
域
へ
移
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る

の
で
あ
る
。
そ
の
根
管
は
、
扁
慮
、
知
の
一
般
的
性
格
に
基
づ
く
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、
日
常
的
生
の
世
界
は
一
先
ず
、

こ
こ
に
在
る
こ
の
も
の
と
し
て
の
個
物
の
世
界
と
云
え
よ
う
が
、
そ
れ
は
個
物
と
し
て
の
主
脳
の
偲
甥
的
心
象
へ
の
係
わ
り
と
い
う
意
味
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で
個
物
の
挺
界
で
あ
る
。
併
し
、
特
に
謬
れ
て
知
る
と
云
わ
れ
る
係
わ
り
方
に
は
、
同
時
に
個
物
な
ら
ぬ
も
の
へ
係
わ
る
事
態
が
在
る
こ

と
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
個
物
を
知
る
と
は
、
個
物
を
そ
の
棚
物
と
し
て
知
る
の
で
は
な
く
、
愚
物
を
超
え
た
も
の
と
の
醐
係
に
お
い

て
、
そ
れ
を
「
何
で
あ
る
」
と
し
て
蓮
定
的
に
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
知
の
性
格
か
ら
「
無
言
」
な
る
も
の
を
語
ら
し
め
る
た
め
に

エ
イ
ド
ス
と
い
う
手
段
的
形
象
を
も
つ
現
象
學
の
動
機
が
畠
て
來
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
事
賢
と
本
質
と
を
腿
甥
す
る
根
本
的
事

情
は
、
こ
こ
に
在
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
所
で
、
表
現
は
表
現
さ
れ
る
も
の
の
表
現
で
あ
る
。
知
は
元
よ
り
、
個
物
と
の
關
係
に
基
づ
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
り
、
現
象
學
的

エ
イ
ド
ス
の
究
極
的
根
擦
は
前
述
語
的
経
験
の
確
澄
に
存
す
る
。
世
界
隠
謀
の
直
謹
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
妥
當
牲
は
保
識
せ
ら
れ
う
る

の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
エ
イ
ド
ス
は
事
實
性
と
の
直
接
的
蘭
係
を
遊
離
し
て
在
る
も
の
で
は
な
い
。
意
識
の
本
質
暁
雲
を
捉
え
る
こ

と
は
、
意
識
か
ら
形
式
を
抽
象
す
る
こ
と
で
あ
り
、
「
紀
述
的
に
し
て
、
同
時
に
理
想
化
的
操
作
」
（
塗
．
寄
匂
。
）
が
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
操
作
は
直
槻
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
生
き
た
志
向
姓
の
は
た
ら
き
を
、
形
式
の
面
か
ら
見
る
黙
に
お
い
て
抽
象
的
で
あ
る
。
從
っ
て
形

式
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
野
津
具
騰
性
に
お
い
て
世
界
経
験
が
明
ら
か
と
な
る
の
で
は
な
い
。
併
し
な
が
ら
、
内
容
か
ら
抽
象
さ
れ

た
形
式
は
抽
象
的
で
あ
り
つ
つ
、
同
時
に
，
飽
く
ま
で
内
容
の
二
訊
ア
ン
ス
を
も
表
現
で
き
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
で
あ
っ

て
始
め
て
形
式
的
普
遍
者
の
把
捉
が
、
桜
煎
性
と
の
発
全
な
一
難
化
的
存
在
理
解
に
役
立
ち
う
る
と
云
え
よ
う
。
純
粋
経
験
か
ら
分
離
さ

れ
た
意
味
は
、
輩
に
表
現
さ
れ
た
も
の
に
過
ぎ
ず
、
エ
イ
ド
ス
は
そ
の
抽
象
性
に
も
拘
ら
ず
依
然
と
し
て
毛
蟹
的
具
騰
挫
と
の
繋
り
を
失

う
も
の
で
は
な
い
。
墨
髭
の
異
艦
相
に
お
い
て
は
事
實
と
一
な
る
意
味
を
事
費
か
ら
抽
象
す
る
、
從
っ
て
二
な
る
も
の
と
考
え
う
る
と
は

云
え
、
元
々
の
哺
膿
的
蘭
係
を
失
っ
て
は
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
形
式
把
捉
の
こ
の
抽
象
性
を
よ
く
知
っ
て
お
り
、
（
＜
馳
ヨ
8
）

そ
の
抽
象
性
を
克
服
す
る
た
め
に
現
象
學
者
の
努
力
が
向
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
て
い
る
。

　
根
源
聖
母
問
即
ち
志
向
分
析
は
分
析
作
身
自
ら
が
、
志
溝
性
の
は
た
ち
き
で
あ
る
故
に
、
特
に
秀
れ
て
志
向
的
分
析
と
云
わ
れ
る
の
で

あ
り
、
そ
の
分
析
に
は
常
に
無
名
的
な
る
も
の
が
残
り
、
終
局
的
に
素
朴
性
を
脱
し
う
る
も
の
で
は
な
い
。
帥
ち
エ
イ
ド
ス
は
形
式
的
抽

　
　
　
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
エ
イ
ド
ス
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
一
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蝕
二

象
性
を
も
つ
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
把
捉
は
地
楽
的
構
造
を
も
つ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
世
界
の
絶
封
的
近
接
と
い
う
地
盤
に
立
っ
て
、

絶
え
ず
存
狸
者
を
そ
れ
自
ら
に
お
け
る
近
接
へ
齎
ら
す
過
程
、
「
幽
明
」
囚
㌶
吋
§
ぴ
q
と
し
て
の
み
在
り
う
る
と
考
え
る
。
（
＜
σ
q
ピ
＜
＝
8
－

一
罪
）
即
ち
關
明
は
充
實
直
観
に
訴
え
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
瞬
輿
に
は
「
直
心
近
接
」
と
「
薩
観
遠
編
」
と
が
必
然
的
に
俘
う
。
　
「
あ
ら
ゆ

る
現
實
的
展
蘭
は
、
（
室
虚
な
豫
期
と
し
て
の
）
地
籟
志
向
を
充
賢
し
嵩
置
化
す
る
と
い
う
志
向
的
性
絡
を
も
つ
。
」
（
鐸
q
”
憲
O
）
志
向

性
を
展
開
せ
し
め
る
志
向
分
析
は
、
こ
の
地
卒
姓
を
本
質
的
に
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
（
く
範
旧
’
男
’
↓
辱
轡
G
熱
り
一
圃
一
基
一
Q
◎
）
從
っ
て
志
向
分
析

の
主
題
化
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
エ
イ
ド
ス
は
「
概
念
的
騰
系
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
霊
く
し
え
ぬ
」
（
く
”
一
匂
。
一
）
も

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
地
李
の
横
大
と
共
に
「
流
動
的
に
生
き
た
地
雁
の
中
に
常
に
内
含
さ
れ
て
い
る
本
質
」
（
ぐ
翻
Q
。
c
O
匂
。
）
と
し
て
エ
イ

ド
ス
が
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
、
そ
う
し
て
こ
の
こ
と
は
現
象
學
的
鹸
理
の
根
本
的
相
封
性
と
驕
聯
し
て
い
る
。
現
象
學
的
反
省
は
生
き

た
志
向
性
の
根
本
構
造
を
も
ち
、
現
象
學
は
本
來
的
に
自
己
自
身
へ
還
麟
す
る
と
い
う
性
格
を
も
つ
て
い
る
。
（
＜
纂
男
・
8
・
U
・
”
魅
①
蟷
■

び
罵
。
。
）
額
ち
現
象
學
の
「
自
己
還
蹄
」
は
、
そ
れ
が
始
め
か
ら
繰
返
し
を
必
然
と
し
、
常
に
無
隈
進
展
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
意
味

す
る
の
で
あ
る
。
（
＜
算
顕
し
鐸
嵩
O
山
コ
）
盤
…
限
進
展
の
過
程
に
お
い
て
捉
え
ら
れ
る
葉
身
は
相
封
的
暴
理
と
云
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
フ

ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
　
「
吾
々
は
、
絶
え
ず
絶
黒
総
生
の
生
き
た
源
泉
か
ら
の
、
又
絶
え
ざ
る
自
己
責
任
の
心
情
の
も
と
に
な
さ
れ
た
、

そ
の
源
泉
へ
の
自
省
か
ら
の
生
き
た
眞
理
を
も
つ
。
そ
の
時
、
翼
理
の
誤
れ
る
絶
黒
化
で
は
な
く
て
、
暴
言
を
夫
々
の
地
挙
に
お
い
て
も

つ
の
で
あ
る
。
」
（
司
■
弓
．
U
こ
ゆ
心
O
）

　
エ
イ
ド
ス
は
「
原
型
」
で
あ
る
。
併
し
、
前
節
に
明
ら
か
に
し
た
類
型
的
性
格
を
も
ち
、
地
階
の
無
限
展
開
の
う
ち
に
捉
え
ら
れ
る
形

式
的
普
遍
者
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
本
來
の
原
雛
に
封
し
て
云
え
ば
模
像
に
類
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
原
型
そ
の
も
の
と
い
う
よ
り
、
　
「
原

型
を
表
現
す
る
も
の
」
と
も
云
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
現
象
學
は
世
界
の
世
界
性
と
し
て
の
誰
く
し
え
ぬ
有
髪
性
を
ま
と
も
に
引
受
け
、
不

完
全
な
エ
イ
ド
ス
形
象
を
以
て
根
源
的
瀕
…
問
を
行
う
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
無
前
提
性
へ
の
努
力
に
お
け
る
極
度
の
ラ
デ
ィ
カ
リ

ス
ム
ス
」
（
哨
’
8
．
い
4
　
悼
心
心
）
が
見
出
し
た
本
來
の
若
鳥
鉾
は
前
蓮
諮
的
経
験
に
外
な
ら
ず
、
そ
の
徹
底
性
は
心
理
主
義
を
批
判
す
る
と
何
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時
に
論
理
主
義
を
も
叛
否
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
（
註
）
　
ω
．
ω
鐸
錺
器
♪
O
霧
O
Φ
ヨ
9
，
戸
ω
。
認
な
。
幽

　
そ
れ
に
も
掬
ら
ず
、
エ
イ
ド
ス
は
純
糠
な
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
。
現
象
學
に
鋸
4
9
い
て
は
、
存
在
者
は
意
味
統
一
と
し
て
現
象
し
て
い
る
。

從
っ
て
現
象
の
根
源
的
本
質
構
造
は
、
存
在
者
の
現
象
の
根
抵
に
、
必
然
的
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
存
在
者
の
存
在
そ
の
も
の
の
婦
警
で

あ
り
、
存
在
者
の
存
在
意
味
、
在
り
方
に
外
な
ら
な
い
、
お
よ
そ
存
在
者
が
存
籍
者
と
し
て
現
象
す
る
薫
り
、
存
在
者
は
エ
イ
ド
ス
の
枠

内
に
在
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
原
理
的
に
現
象
た
り
え
ぬ
在
在
者
が
考
え
ら
れ
え
ぬ
携
り
に
お
い
て
、
事
實
的
存
在
者
を
産
め
限
定
す

る
も
の
と
し
て
、
エ
イ
ド
ス
は
ア
プ
リ
オ
リ
で
あ
り
、
「
原
型
」
た
り
う
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
事
賢
は
こ
こ
で
は
、
そ
の
本
質
の
蓋
置
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

し
て
存
在
し
、
そ
の
本
質
に
よ
っ
て
の
み
限
定
さ
れ
う
る
」
（
蕎
し
。
。
ゆ
）
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
現
象
學
的
エ
イ
ド
ス
は
存
在
者
の
可

能
的
か
た
ち
と
し
て
の
存
在
考
一
般
の
存
在
の
可
能
的
掛
長
で
あ
り
、
自
ら
可
能
的
存
在
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
は
現
實
を
生
か
し
績

け
る
黙
に
お
い
て
、
内
在
的
動
的
で
あ
る
。
部
ち
超
越
論
的
主
観
性
の
構
造
聯
蘭
に
お
け
る
盛
事
的
能
動
的
志
向
性
の
櫃
と
も
云
う
べ
き

も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
同
時
に
超
越
的
．
可
能
態
と
し
て
現
蒼
黒
を
内
に
包
み
込
む
場
瞬
或
は
ω
覧
①
犀
舞
謬
と
考
え
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
所
で
、
現
象
學
的
眞
理
は
究
極
的
に
は
、
開
放
的
無
隈
に
進
展
す
る
無
限
反
覆
可
能
と
い
う
憶
え
ら
れ
方
を
も
つ
の
で
あ
る
。
で
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
が
あ
ら
ゆ
る
艶
美
化
を
エ
ポ
ケ
…
し
て
根
源
的
纏
験
へ
測
繁
し
、
そ
の
能
動
的
志
向
性
の
本
質
構
造
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
根
源
的
存
在
理
解
が
可
能
と
な
る
と
い
う
思
考
虜
ら
に
、
繋
念
化
的
前
提
が
潜
ん
で
い
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
自
ら
、

「
學
の
意
味
で
の
あ
ら
ゆ
る
眞
理
は
そ
れ
白
ら
、
歴
史
的
室
間
に
在
る
槻
念
化
で
は
な
い
か
、
そ
れ
は
そ
れ
向
黒
甜
理
化
か
ら
生
じ
た
歴

史
の
ア
プ
リ
オ
リ
を
前
提
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
」
（
＜
『
9
。
8
）
と
闘
う
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
本
縫
的
根
源
と
し
て
暴
示
さ
れ
た
漏
9
4
述
語
的
繧
験
は
、
あ
ら
ゆ
る
知
を
捨
象
し
だ
原
始
的
繧
験
で
も
な
け
れ
ば
、
又
所
謂
純
糠
内
的
経

験
で
も
な
い
。
併
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
蔭
ら
生
涯
の
主
著
と
ま
で
呼
ぶ
『
省
察
』
に
お
い
て
は
、
必
誕
分
明
讃
に
頼
っ
て
コ
ギ
ト
へ
到
り
、

そ
こ
か
ら
、
あ
の
槻
念
論
的
な
現
象
馬
形
勢
子
論
が
展
驕
さ
れ
て
お
り
、
又
『
危
機
』
に
お
い
て
さ
え
、
生
億
界
存
在
論
は
究
極
的
な
能

　
　
　
　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
エ
イ
ド
ス
偏
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
羅
黒
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動
的
エ
ゴ
へ
の
潮
間
の
手
引
と
さ
れ
て
お
り
、
前
節
に
お
い
て
は
そ
れ
に
從
っ
て
考
察
し
た
わ
け
で
あ
る
。
併
し
、
こ
の
こ
と
は
舜
鎌
区

が
前
述
語
的
経
験
で
は
な
く
し
て
、
寧
ろ
こ
の
エ
ゴ
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
實
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
要
求
す
る
超
越
論
的
主
影
面
へ
の
潮
行
は
、
事
實
性
へ
の
還
麟
と
決
し
て
瀦
な
も
の
で
は
な
く
、
本
蟹
に
遽
べ

た
「
世
界
．
繧
験
」
こ
そ
實
は
本
営
的
根
源
な
の
で
あ
る
。
も
し
瞬
謂
「
純
粋
意
識
」
の
分
析
に
よ
っ
て
存
在
が
隈
な
く
照
ら
し
出
さ
れ
る

と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
彼
が
生
世
界
へ
の
還
蹄
を
要
件
と
す
る
所
以
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
エ
ゴ
へ
の
湖
源
は
、
賢
は
働
門
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
註
）

存
在
と
し
て
の
人
闘
の
現
存
へ
立
ち
蹄
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
こ
そ
、
エ
イ
ド
ス
に
歯
し
て
見
ら
れ
た
フ
ッ
サ

ー
ル
の
思
想
攣
化
が
も
つ
含
蓄
を
十
分
に
理
解
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
教
え
て
い
る
の
は
受
動
性
と
能
動
性
と
の
封
立
以
前

の
根
源
的
経
験
を
そ
の
簸
に
語
ら
し
め
る
こ
と
の
璽
要
控
な
の
で
あ
る
。

（
註
）
　
フ
ッ
サ
…
ル
が
究
欄
的
な
能
動
的
エ
ゴ
へ
の
試
行
に
よ
っ
て
な
し
途
げ
た
も
の
は
、
存
在
者
金
驚
へ
「
霞
我
射
光
」
を
投
げ
か
け
、
意
味
賦
輿

　
す
る
絶
封
的
原
難
へ
の
登
頂
に
お
い
て
、
そ
の
預
黙
か
ら
の
顯
落
が
顯
わ
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
Q
　
「
意
識
一
般
」
の
立
場
で
は
身
膿
、
他

　
我
、
歴
史
盤
の
問
題
は
現
れ
ぬ
と
考
え
ら
れ
る
。
時
聞
、
空
閣
は
欝
我
か
ら
離
し
え
ぬ
地
点
と
理
解
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
結
局
、
自
我
が
世
界
内
に

　
定
位
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
考
え
ね
ば
な
る
ま
い
。
自
我
は
身
膿
と
し
て
物
と
同
列
に
世
界
内
に
億
置
を
息
め
て
い
る
。
從
っ
て
エ
ゴ
が
纒
験
的

　
貞
我
と
別
な
論
理
的
認
識
主
槻
で
あ
れ
ば
、
こ
の
エ
ゴ
が
二
二
的
融
我
の
エ
ゴ
に
外
な
ら
ぬ
と
は
云
え
な
い
。
エ
ゴ
は
箏
ろ
身
髄
の
経
験
的
慮
我
と

　
一
懲
で
あ
る
。
又
、
自
我
が
相
互
主
概
的
で
あ
り
う
る
の
は
、
霞
我
が
学
界
内
存
在
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
と
フ
ッ
サ
…
ル
は
考
え
て
い
る
。
印
ち
エ

　
ゴ
が
他
我
を
構
成
し
う
る
の
は
、
エ
ゴ
臨
ら
が
轍
界
内
存
在
で
あ
り
、
藻
己
の
酒
器
海
獣
我
と
一
二
と
な
っ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。

　
（
く
σ
q
若
く
【
”
漂
U
塗
）
更
に
晩
年
、
フ
ッ
サ
…
ル
が
深
刻
な
考
察
を
加
え
た
鱈
學
の
歴
史
性
の
問
題
は
本
來
の
現
象
學
の
場
が
事
實
性
の
領
域
に
外

　
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
す
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
絶
蜀
的
始
元
を
求
め
る
が
、
歴
史
的
沈
澱
は
誓
學
的
思
禦
の
内
彊
深
く
浸
透
し
て
い
る
。
歴
史
か
ら
の
超
越

　
は
、
こ
の
歴
史
性
を
根
本
的
に
自
愛
す
る
こ
と
に
外
な
ら
な
い
。
（
＜
σ
奄
剛
．
〈
國
》
こ
づ
O
篇
p
α
畿
①
曝
博
×
×
＜
臣
》
×
×
＜
半
舷
）
從
っ
て
、
エ
ゴ
は
フ
ッ
サ
…
ル

　
の
定
式
に
反
し
て
世
界
内
存
在
で
あ
り
、
状
況
に
在
る
と
考
え
ら
れ
る
。
エ
ポ
ケ
ー
そ
の
も
の
が
世
界
内
に
お
い
て
、
そ
の
存
在
を
脅
か
さ
れ
、
存

　
在
の
意
味
へ
問
い
を
毅
せ
ざ
る
を
え
ぬ
人
間
に
あ
っ
て
の
み
生
起
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
フ
ッ
サ
…
ル
の
云
う
「
轡
省
」
と
は
「
人
絡
と
し

　
て
の
入
間
が
自
己
現
存
の
建
軍
的
意
味
を
探
ら
ん
と
す
る
翻
省
の
一
形
態
扁
（
♂
臼
黛
O
》
¢
ヨ
掌
）
な
の
で
あ
る
。



一45

　
フ
ッ
サ
ー
ル
が
前
述
語
的
経
験
に
つ
い
て
分
析
し
て
い
る
の
は
、
特
に
一
般
覇
断
の
根
源
と
し
て
解
さ
れ
た
受
動
性
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
分
析
に
顯
著
な
こ
と
は
、
志
向
的
背
景
膿
験
の
「
刺
戟
」
と
い
う
コ
ギ
ト
以
前
の
「
傾
動
」
を
認
め
つ
つ
も
、
即
ち
「
刺
戟
」
に
よ

っ
て
先
馬
爽
を
受
け
取
る
限
り
に
お
い
て
、
自
我
の
受
容
性
を
考
え
乍
ら
も
、
そ
の
受
容
性
を
能
動
性
の
最
下
暦
と
看
溶
し
て
い
る
こ
と

で
あ
る
。
そ
れ
故
、
そ
こ
で
は
知
畳
に
は
根
源
的
に
「
灘
戟
」
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
す
る
の
み
で
、
能
動
的
主
観
性
の
方
向
へ
鋼
…
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
　
「
刺
戟
さ
れ
る
」
受
容
性
一
般
を
可
能
な
ら
し
め
る
根
本
的
情
動
性
が
問
い
つ
め
ら
れ
ぬ
結
果
に
陥
っ
て
い
る
。
こ
の
こ

と
は
生
世
界
の
類
型
構
造
の
成
立
が
十
分
詮
明
で
き
ぬ
敏
隔
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
師
ち
、
フ
ッ
サ
ー
ル
で
は
、
彼
の
強
調
す
る
類
型
溝

造
の
就
會
牲
の
根
懸
が
不
明
確
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
類
型
性
の
基
づ
く
も
の
が
本
場
如
何
な
る
も
の
で
あ
る
か
の
解
明
は
徹
底
し
て
い

な
い
と
思
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
欲
陥
と
必
ず
し
も
贋
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
併
し
根
本
的
な
問
題
は
存
在
解
明
の
可
能
性
耳
垂
に
係
わ
る
も
の
で
あ
る
。
印
ち
、

フ
ッ
サ
…
ル
の
潮
間
の
意
馬
は
、
存
在
者
の
存
在
を
そ
れ
に
よ
っ
て
顯
わ
に
す
る
こ
と
に
外
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
そ
の
可
能
性
に
つ
い
て

の
反
省
が
行
き
繍
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
勿
論
エ
イ
ド
ス
に
よ
っ
て
存
在
そ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
彼
は
、

存
在
が
エ
イ
ド
ス
蔀
ち
存
在
者
の
意
味
、
在
り
方
の
把
捉
に
よ
っ
て
の
み
解
撫
せ
ら
れ
う
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
存
在
者

の
意
味
身
重
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
な
る
の
は
存
在
者
の
意
味
で
あ
っ
て
存
在
そ
の
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、

意
瞭
は
意
味
で
あ
っ
て
存
在
で
は
な
く
、
意
味
の
無
限
集
積
が
存
在
と
化
す
る
筈
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
果
し
て
意
味
に
よ
っ
て
存
在

が
顯
わ
に
さ
れ
う
る
か
と
問
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
も
し
そ
れ
が
、
王
難
と
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
が
基
礎
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
或
は
又
、
意
味
と
存
在
と
は
同
一
で
あ
る
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
存
在
論
的
摩
擦
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
意
味
と
存

在
と
の
瀾
係
に
つ
い
て
の
存
在
論
的
考
察
が
フ
ッ
サ
ー
ル
に
は
兇
出
さ
れ
ぬ
と
思
う
の
で
あ
る
。
兎
に
角
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
嫁
理
の
根
糠

は
人
闘
現
存
の
中
に
の
み
見
出
さ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
か
く
云
い
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
裏
附
け
と
し
て
の
具
謄
的
人
閥
存
荘

論
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
眞
理
論
の
根
砥
と
し
て
の
存
在
論
が
フ
ッ
サ
ー
ル
に
は
曵
け
て
い
る
と
去
っ
て
も
泄
欝
で
は

　
　
　
　
フ
ッ
サ
…
ル
の
「
エ
イ
ド
ス
」
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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哲
錫
壽
燐
究
　
　
第
四
蒼
七
十
一
號
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
隣
六

あ
る
ま
い
。
…
棚
闘
は
常
に
同
時
に
生
世
界
へ
根
源
的
反
省
を
投
げ
か
け
る
こ
と
と
し
て
、
受
動
、
能
動
の
二
方
満
を
統
一
の
方
向
へ
垂
直

に
突
破
し
た
場
所
に
お
い
て
行
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
の
で
あ
る
か
ら
、
意
味
と
存
在
と
の
關
係
を
め
ぐ
る
存
在
論
的
考
察
を
生
世
界
と
エ
ゴ

と
の
一
磁
化
的
翼
膿
相
に
お
い
て
、
ザ
ハ
リ
ッ
ヒ
に
途
行
ず
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
、
そ
の
猫
霞
の
直
読
性
を
十
分
に
解

明
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
始
め
て
、
存
在
と
意
昧
と
の
問
の
根
源
的
瀾
係
が
示
さ
れ
、
か
く
し
て
現
象
學
は
「
現
象

學
の
現
象
學
」
と
し
て
の
「
自
己
還
録
鳳
を
行
い
、
自
己
自
ら
の
中
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
九
州
歯
科
大
學
〔
猫
逸
語
〕
非
常
勤
講
師
）
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翼駿sse驚丑s”E豊dos“

von　Tal〈ayoshi　Aol〈i

　　Husserls　Phanomenologie　will　das　Sein　des　Seienden　von　innen　offenbar

machen　durch　den　Zur“cl〈gang　auf　die　ursprtingliche　Erfahrung　und　die

systemac　tische　Analyse　der　konstieutiven　Leistungen　de＄　tyanszendenta｝en　ego．

Also　macht　die　，，Ontologie　der　Lebenswelt“，　reine　Wesenslehre　von　der

intuitiven　Umwelt　vor　allen　ldealisierungen，　clen　eigentlichen　transzendentalen

Leitfaden　fUr　die　lntentional－Analyse．　Obgleich　die　Abstraktheit　der　formalen

und　der　materialen　Ontologie　nicht　explizit　bekannt　wird，　behandelt　｝lusserl

doch　thematisch　das　Eldos　ln　der　lebensweltlichen　Ontologle，　welches　nicht，

wie　in　der　vergegenstandlichenden　，，apriorischen　Theorie　der　Gegenstande

als　solcher‘t，　die　logische　Struktur　des　Gegenstandes　ist，　sondern　，，vor－logi－

sches　Apriori“　：　die　unwandelbare　Typil〈　des　we｝terfahrenden　Lebens．　ln　diesem

Sinne　unterscheidet　ffusserl　，，die　auf　Gebiet　von　fliessender，　nicht　exakt

erfassbarer　Typik　bezUgliche　Wesensanschauttng“　von　der　Methode　des

Wesensdenkens，　als　Methode　der　ldealisierung．

　　Die　Zurdckfrage　auf　die　transzendentale　Subjektivitat　lst　zugleich　Zurifcl〈一

gehe照uf　unsere　unersch6pfliche　Faktizi臓t，　weユi　das　ego圭n　der　Tat　nicht

anders　als　das　ln－der－Welt－Sein　ist．　Die　echte　Arbeit　der　Phlinomenologie

ist，　die　lntentlonal－Ana｝yse　auf　dem　Boden　der　lebensweltlichen　Ontologle．

Ihr6　K：onst圭綴t三〇n　ist　Offenbarmachen　der，，st職men　Konkretion“，　die　H：usserls

rational－empirischer　Radikalismus　fur　seine　radix　befindet．　Das　Eidos　ist

eben　das　Mittei，　diese　stumme　vorpradil〈ative　Erfahrun．cr　zur　reinen　Aussprache

ihres　eigenen　Sinnes　zu　bringen．

　　Hierin　liegt　aber，　glaube　ich，　eine　Schwierigke2t，　wenR　Eidos　auch　Sinn

oder　Seinsweise　des　Seienden　bedeutet，　ist　das　doch　nicht　Urbild　selbst，　sondem

vie｝mehr　dem　Nachbild　ahnlich，　weil　ihm　immer　eine　Stufennaivitat　und

forma！e　Abstraktheit　zurttcl｛bleibt．　Das　philosophische　Bild　der　Welt，　als

durch　diese　1dealitat　des　Eidos　vermlttelt，　1〈ann　die　Ursprtinglichl〈eit　nicht

erreichen．　Was　n6tig　ist，　lst　eine　ontologlsche　Betrachtung　ttber　das　Verhalt－

nis　des　Sinnes　mit　dem　Sein．　Wir　bedttrfen　einer　sachlich　ontologischen

Begi“i’ndung，　um　das　Sein　des　Seienden，　durch　den　Sinn　desselben，der　eben

Eldos　ist，　enthtillen　zu　k6nnen．
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