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カ
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神
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郎

　
ガ
リ
レ
イ
を
基
礎
な
し
に
建
築
し
た
も
の
と
云
う
（
諺
　
　
の
り
　
　
H
目
。
　
G
Q
G
Q
O
）
デ
カ
ル
ト
は
、
「
省
察
」
で
自
然
学
の
基
礎
を
述
べ
た
と
云
う
。

（
》
．
8
●
嵩
H
・
鱒
ω
ω
）
　
現
代
の
科
学
は
、
必
ず
し
も
デ
カ
ル
ト
を
支
持
す
る
も
の
で
は
な
く
、
又
我
々
は
歴
史
的
な
デ
カ
ル
ト
の
、
科
学
者

と
し
て
の
誤
謬
に
爵
を
覆
う
わ
け
に
は
ゆ
か
ぬ
。
実
用
的
で
あ
る
事
は
、
す
で
に
大
き
な
成
果
で
あ
る
。
然
し
、
若
し
学
の
構
造
そ
の
も

の
を
問
題
と
す
る
事
に
意
義
が
あ
る
な
ら
ば
、
現
在
に
於
て
、
彼
の
哲
学
の
一
つ
の
可
能
姓
を
追
求
し
、
例
え
ば
彼
の
自
然
学
の
運
動
学

的
見
地
に
つ
い
て
、
二
三
の
整
備
を
な
す
事
は
、
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
の
構
造
は
一
本
の
木
で
示
さ
れ
る
。
即
ち
根

は
形
而
上
学
、
幹
は
自
然
学
で
あ
り
、
そ
し
て
そ
こ
か
ら
三
本
の
枝
、
医
学
、
機
械
学
、
道
徳
が
出
て
い
る
。
（
即
も
お
h
）
我
々
も
形
而

上
学
か
ら
自
然
学
へ
の
道
を
辿
ろ
う
。

属

　
デ
カ
ル
ト
は
、
神
を
知
り
己
を
知
る
為
に
理
雛
を
用
い
る
と
い
う
道
を
通
ら
ず
に
は
、
自
然
学
の
基
礎
を
見
出
し
得
な
か
っ
た
ろ
う
と

惑
う
。
（
》
．
　
ζ
．
図
“
　
℃
．
　
μ
c
Q
α
）
　
神
の
証
明
に
関
す
る
困
難
を
暫
く
措
く
な
ら
ば
、
デ
カ
ル
ト
の
神
は
畢
寛
完
全
者
で
あ
り
、
而
も
そ
れ
は

対
象
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
考
え
る
主
体
の
側
に
即
ち
精
神
の
磨
覚
に
見
出
さ
れ
た
と
云
え
る
。
神
の
観
念
は
外
来
・
構
成
の
い

ず
れ
で
も
な
く
、
感
覚
か
ら
来
る
も
の
で
も
、
想
像
に
よ
っ
て
描
か
れ
る
も
の
で
も
な
い
。
「
私
が
何
か
を
欠
い
て
居
る
事
を
知
り
得
る
」



　
　
に
は
、
　
「
私
よ
り
も
完
全
な
存
在
の
観
念
を
持
つ
」
の
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
（
ζ
鼠
・
員
囲
）
我
々
は
完
全
姓
即
ち
神
か
ら
始
め
ね
ば
な
ら

　
　
ず
、
神
は
想
像
力
の
与
え
る
無
際
限
性
を
超
え
、
対
象
的
に
追
っ
て
も
得
ら
れ
な
い
。
完
全
性
で
あ
る
神
は
経
験
に
求
め
る
事
も
趨
来
ぬ
。

　
　
経
験
が
完
全
性
を
与
え
る
の
で
は
な
く
、
完
全
性
が
経
験
を
可
能
に
す
る
。
自
然
の
う
ち
に
は
無
限
も
連
続
も
直
線
も
な
く
、
而
も
物
理

　
　
学
課
も
数
学
を
全
く
用
い
ず
に
は
進
め
な
い
。
感
覚
や
想
像
力
は
数
学
の
理
解
を
容
易
に
す
る
に
役
立
つ
が
、
本
質
的
に
は
悟
性
が
之
を

　
　
明
に
す
る
と
云
う
の
が
デ
カ
ル
ト
の
考
え
で
あ
る
。
故
に
完
全
性
か
ち
存
在
に
向
う
デ
カ
ル
ト
に
は
、
感
覚
や
想
像
力
を
原
理
の
位
置
か

　
　
ら
追
い
出
し
た
数
学
的
自
然
観
が
約
束
さ
れ
て
居
る
と
云
え
る
。

　
　
　
神
が
完
全
者
と
し
て
存
在
す
る
事
か
ら
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
璽
要
な
結
論
が
畠
る
。
即
ち
神
は
欺
隔
者
で
は
あ
り
得
ず
、
そ
こ
か
ら
明

　
　
証
の
規
購
が
樹
立
さ
れ
、
神
の
誠
実
が
我
々
の
記
憶
を
保
証
し
、
演
繹
に
真
理
を
約
束
す
る
。
確
実
性
を
与
え
る
も
の
は
神
で
あ
る
。
而
も

　
　
更
に
デ
カ
ル
ト
に
於
て
は
、
「
永
久
的
真
理
と
云
わ
れ
る
数
学
的
真
理
も
、
他
の
総
て
の
被
造
物
と
岡
じ
く
神
に
依
存
す
る
。
」
（
｝
冨
・
目
・

　
　
℃
・
誌
¢
n
）
　
神
が
数
学
的
真
理
を
定
め
た
と
い
う
事
に
対
し
て
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
非
ユ
…
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
を
対
置
せ
し
め
て
、

　
　
反
論
す
る
人
が
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
。
然
し
デ
カ
ル
ト
の
神
は
、
数
学
に
創
造
的
樵
絡
を
与
え
る
所
に
、
晃
う
る
と
思
う
の
で
あ
る
。
何
故

　
　
な
ら
神
を
儒
ず
る
事
は
、
悟
性
に
信
を
磨
く
決
意
を
す
る
事
、
換
書
す
れ
ば
、
明
蜥
判
明
な
思
惟
は
我
を
誤
た
な
い
と
、
敢
え
て
信
じ
、
妄

　
　
想
を
払
う
事
で
あ
る
。
疑
う
意
志
の
力
が
、
疑
う
我
が
簿
く
と
も
欺
か
れ
る
も
の
と
し
て
存
在
す
る
事
を
明
証
的
に
真
な
ら
し
め
、
疑
う

　
　
我
即
ち
不
完
全
な
我
の
存
在
が
、
神
の
存
在
を
証
明
し
、
欺
く
魔
は
却
け
ら
れ
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
は
克
服
さ
れ
る
。
（
ζ
o
（
削
」
拝
9
。
・
ρ
即
く
）

　
　
こ
の
疑
う
力
は
自
由
意
志
で
あ
り
、
結
局
欺
く
力
よ
り
も
強
力
で
あ
る
。
信
ず
る
カ
を
与
え
る
も
の
は
、
疑
う
カ
、
即
ち
意
志
で
あ
る
。

　
　
意
志
こ
そ
は
、
そ
の
無
限
姓
に
よ
っ
て
、
有
限
な
人
間
悟
性
を
超
え
、
我
々
が
「
神
の
贈
る
姿
と
像
り
を
担
う
事
を
、
理
解
せ
し
め
る
根

　
　
拠
で
あ
る
。
」
（
鼠
。
多
く
H
）
平
行
線
公
理
を
敢
え
て
疑
う
事
に
よ
っ
て
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
を
生
ん
だ
も
の
は
、
意
志
で
あ
り
、
従

　
　
っ
て
神
で
あ
る
。
真
理
を
見
る
も
の
は
悟
性
で
あ
る
が
、
意
志
と
切
り
離
さ
れ
た
悟
性
は
、
我
何
を
知
る
か
を
間
わ
ず
、
従
っ
て
曖
昧
化

　
　
を
招
き
無
知
と
な
る
。
数
学
に
創
造
性
と
自
由
性
を
与
え
る
も
の
は
、
カ
ン
ト
の
如
く
想
像
力
で
は
な
く
、
懐
疑
の
力
、
即
ち
意
志
に
見
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@
る
可
き
で
あ
る
。
こ
の
差
は
身
心
分
離
を
な
す
か
否
か
、
ひ
い
て
は
外
界
の
存
在
を
獲
得
し
、
更
に
は
哲
学
と
科
学
の
統
一
を
果
す
か
否

　
　
か
の
岐
路
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
以
上
か
ら
し
て
、
数
学
的
真
理
に
先
き
立
ち
、
之
を
保
証
す
る
の
は
神
で
あ
る
と
云
っ
て
、
差
支
え
な
い
と
思
う
。
無
神
論
者
の
知
は

　
　
何
時
も
疑
に
か
け
得
る
も
の
で
あ
っ
て
、
明
証
的
な
も
の
に
曾
て
す
ら
欺
か
れ
て
い
な
い
と
確
信
し
得
な
い
。
従
っ
て
彼
等
は
学
を
持
た

　
　
ぬ
。
（
囲
［
　
カ
①
勺
こ
　
く
●
　
口
①
℃
●
）

　
　
　
数
学
的
真
理
の
被
造
性
、
即
ち
偶
然
性
と
、
永
久
性
、
即
ち
普
遍
性
の
デ
カ
ル
ト
に
於
け
る
表
面
上
の
矛
盾
は
、
我
々
が
神
を
精
神
の

　
　
内
に
見
出
し
た
事
を
想
起
す
れ
ば
、
消
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
懐
疑
は
却
っ
て
神
を
よ
く
現
成
せ
し
め
る
。
逆
に
云
え
ば
神
は
一
瞬
一

　
　
瞬
世
界
を
創
造
し
つ
づ
け
（
9
。
・
ρ
【
＜
”
ζ
。
【
刷
」
自
）
、
蒲
も
そ
の
継
母
閥
に
於
て
、
徴
界
は
我
々
が
明
噺
判
明
に
兇
る
も
の
で
し
か
な
い
。

　
　
勿
論
そ
の
認
識
は
安
易
な
も
の
で
は
な
く
、
懐
疑
に
裏
附
け
ら
れ
て
居
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
観
念
は
、
人
が
そ
れ
を
意
志
で
支
え
る
の

　
　
を
や
め
る
と
、
消
え
て
し
ま
う
。
然
し
そ
れ
を
支
え
る
意
志
の
存
す
る
限
り
不
変
で
あ
る
。
疑
を
起
し
否
定
す
る
力
が
働
か
な
い
尽
り
、

　
　
即
ち
神
が
欲
し
な
い
限
り
、
何
一
つ
変
ら
な
い
。
数
学
的
真
理
の
偶
然
性
と
永
久
性
の
問
題
は
、
又
自
然
学
に
於
て
生
ず
る
意
志
の
自
由

　
　
と
同
じ
事
で
あ
り
、
解
析
と
云
う
方
法
の
本
質
を
示
し
て
居
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
一
切
の
現
象
を
演
繹
し
得
る
諸
原
因
が
誤
っ
て
居
る
事

　
　
は
確
か
ら
し
く
な
い
し
、
そ
れ
ら
を
虚
偽
と
す
る
事
は
神
に
害
を
与
え
る
事
に
な
ろ
う
と
云
い
乍
ら
、
人
が
自
由
に
考
え
ら
れ
る
よ
う
に

　
　
そ
れ
等
を
「
仮
説
」
と
し
て
呈
出
し
た
の
で
あ
る
。
（
℃
域
9
　
｛
囲
［
　
戯
。
◎
i
刈
）
従
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
の
明
噺
判
明
に
は
客
観
的
ク
ラ
イ
テ
リ
オ
ン

　
　
が
な
い
と
非
難
す
る
人
は
、
誤
解
し
て
居
る
。
明
晰
判
明
な
観
念
は
、
方
法
の
実
践
に
嘗
て
は
先
ず
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が
、
方

　
　
法
の
規
則
の
記
述
の
順
序
と
は
逆
に
、
一
番
後
に
現
わ
れ
る
。
そ
れ
は
自
然
の
う
ち
に
、
石
こ
ろ
の
様
に
転
が
っ
て
居
る
の
で
は
な
い
。

　
　
か
く
の
如
く
尽
れ
ば
、
真
理
を
存
在
さ
せ
、
又
真
理
を
他
の
も
の
と
す
る
事
も
自
由
な
神
以
上
に
、
精
神
の
偉
大
性
を
承
す
も
の
は
な
い

　
　
と
云
え
る
で
あ
ろ
う
。
我
々
は
デ
カ
ル
ト
の
体
系
を
開
い
た
も
の
と
し
た
上
で
、
・
勇
心
分
離
の
問
題
か
ら
、
我
々
の
問
題
へ
と
進
も
う
。

　
　
「
O
o
σ
q
搾
○
興
α
q
o
ω
世
事
」
の
第
一
原
理
か
ら
デ
カ
ル
ト
の
進
ん
だ
の
は
神
で
あ
り
、
神
の
存
在
か
ら
真
偽
論
と
物
質
の
本
性
を
知
っ
て
物



　
　
質
の
存
在
、
身
心
分
離
へ
と
到
っ
て
居
る
。

　
　
　
身
心
分
離
が
ス
コ
ラ
の
実
体
的
形
相
の
説
を
排
し
、
デ
カ
ル
ト
の
機
械
的
数
学
的
自
然
観
を
基
礎
附
け
た
事
は
、
デ
カ
ル
ト
に
つ
い
て

　
　
の
常
識
と
な
っ
て
居
る
。
然
し
基
礎
附
け
と
云
っ
て
も
カ
ン
ト
の
方
法
は
彼
に
は
許
さ
れ
な
い
。
彼
自
身
新
自
然
学
の
勃
興
期
に
当
り
、

　
　
既
存
の
ス
コ
ラ
自
然
学
に
代
る
も
の
を
提
出
し
た
開
拓
者
の
一
人
で
あ
る
。
然
し
又
一
方
彼
は
、
　
「
今
や
哲
学
の
全
基
礎
に
関
し
て
方
針

　
　
を
定
め
た
」
（
》
．
ζ
■
H
●
℃
．
㎝
O
）
と
宣
書
す
る
前
に
、
数
学
的
自
然
学
の
内
容
を
持
っ
て
居
た
。
例
え
ば
、
そ
れ
は
べ
ー
ク
マ
ン
と
の
出

　
　
合
い
の
頃
に
晃
ら
れ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
一
六
一
九
年
一
一
月
一
一
田
以
来
彼
は
普
遍
学
の
構
想
す
ら
持
っ
て
居
た
で
あ
ろ
う
。
従
っ

　
　
て
デ
カ
ル
ト
が
自
然
学
の
基
礎
を
得
る
の
は
、
彼
自
身
の
自
然
学
と
形
而
上
学
の
反
省
の
深
化
発
展
の
交
叉
点
．
及
び
彼
の
方
法
た
る
解

　
　
析
の
結
果
と
し
て
で
あ
ろ
う
。
故
に
身
心
の
実
在
的
区
議
も
自
然
学
の
着
発
点
で
は
な
く
、
寧
ろ
認
め
る
の
余
儀
な
き
に
到
っ
た
到
着
点

　
　
で
あ
る
。
真
理
又
は
学
問
は
単
な
る
知
を
意
味
し
な
い
。
確
実
な
知
識
を
得
る
為
に
は
方
法
的
懐
疑
に
得
た
ね
ば
な
ら
ぬ
。
か
く
し
て
始

　
　
め
て
個
々
の
物
理
学
の
問
題
で
は
な
く
、
一
つ
の
哲
学
を
得
る
事
が
問
題
と
な
り
、
又
身
心
分
離
と
云
う
原
理
が
得
ら
れ
た
後
は
、
逆
に

　
　
こ
の
基
礎
か
ら
事
実
即
ち
自
然
学
へ
の
道
が
と
ら
れ
、
誤
り
が
正
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
が
べ
ー
ク
マ
ン
か
ら
何
も
学
ん
で
居
な

　
　
い
と
芝
蘭
ね
、
彼
に
「
た
と
え
同
じ
考
え
を
持
っ
て
い
て
も
、
そ
れ
ら
を
誤
っ
た
原
理
か
ら
引
き
出
し
た
故
に
、
真
の
学
問
を
有
し
て
居

　
　
な
い
」
（
》
冒
　
竃
．
　
H
’
　
勺
．
　
ド
閉
り
）
と
云
う
の
も
、
こ
う
し
た
理
由
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
然
し
認
識
か
ら
存
在
へ
行
く
デ
カ
ル
ト
の
議

　
　
論
は
、
如
何
な
る
意
味
で
当
時
の
批
判
に
こ
た
え
、
又
現
在
に
於
け
る
存
在
理
霞
を
見
出
だ
す
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、
抽
象
に
よ
る
形
式
的
区
別
で
は
な
く
実
在
的
区
報
を
知
る
為
に
、
ア
ル
ノ
ー
の
云
う
如
き
充
金
に
し
て
完
全

　
　
（
Φ
臨
黛
。
①
什
短
蔚
ぎ
）
な
認
識
は
持
つ
必
要
は
な
く
、
又
有
限
な
る
人
間
悟
性
に
は
持
て
な
い
の
で
あ
っ
て
、
事
柄
の
各
々
が
他
方
な

　
　
し
に
罷
め
ら
れ
る
か
、
一
つ
の
充
足
体
（
二
器
。
げ
。
ω
①
8
ヨ
甑
Φ
8
）
と
認
め
ら
れ
れ
ば
充
分
で
あ
っ
た
。
（
H
＜
’
潟
8
．
）
実
体
は
属
性
に

　
　
依
ら
ず
に
は
知
ら
れ
ぬ
が
、
又
℃
賃
ω
㊦
で
あ
り
、
充
足
体
で
あ
る
故
、
デ
カ
ル
ト
に
は
延
長
と
思
惟
の
両
実
体
が
類
と
種
の
論
理
的
関

01

@
係
に
立
つ
と
は
考
え
ら
れ
な
か
っ
た
。
認
識
は
観
念
に
依
ら
ず
に
は
あ
り
得
な
い
し
、
事
物
の
中
に
予
め
認
め
ら
れ
な
い
も
の
を
事
物
に

10　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
慮
然
脚
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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@
つ
い
て
判
断
し
た
り
、
そ
れ
に
積
極
的
に
帰
属
さ
せ
た
り
す
る
事
は
、
彼
に
許
さ
れ
な
い
。
彼
に
と
っ
て
神
は
欺
か
な
い
故
、
　
「
実
在
的

　
　
区
別
に
就
い
て
持
ち
得
る
最
も
強
力
な
議
論
は
、
我
々
が
二
つ
の
事
を
別
々
に
考
え
る
に
到
っ
た
蒔
に
、
一
方
に
他
方
に
あ
る
の
と
は
全

　
　
く
異
る
も
の
し
か
見
出
さ
な
い
と
云
う
事
で
あ
る
。
」
（
囲
く
4
寄
℃
・
）
逆
に
云
え
ば
、
精
神
と
物
質
に
共
通
の
属
性
が
存
す
る
事
を
疑
う
余
地

　
　
な
く
知
っ
た
な
ら
、
心
身
分
離
は
否
定
さ
れ
る
事
に
な
る
。
こ
の
様
な
答
弁
の
構
造
に
、
我
々
は
却
っ
て
解
析
を
方
法
と
す
る
デ
カ
ル
ト

　
　
哲
学
の
真
髄
を
見
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
神
は
欺
か
ぬ
と
し
た
以
上
、
「
明
蹴
・
覇
明
」
に
信
を
置
く
他
は
な
く
、
た
と
え
そ
こ
に
後
に
な
つ

　
　
て
過
ち
を
発
見
し
た
と
し
て
も
、
何
等
後
訂
す
る
必
要
は
な
く
、
神
の
誠
実
を
疑
っ
た
り
人
間
の
有
限
性
を
嘆
ず
る
理
蜘
は
な
い
の
で
あ

　
　
る
。
死
を
怖
れ
ず
生
を
愛
す
る
デ
カ
ル
ト
哲
学
の
要
諦
も
、
完
全
性
と
感
覚
の
混
乱
の
中
幸
に
存
す
る
人
問
の
本
質
も
、
こ
こ
に
晃
ら
れ

　
　
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
は
、
解
析
を
方
法
と
す
る
と
共
に
、
解
析
を
基
礎
附
け
る
哲
学
で
あ
る
と
も
云
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
精
神
が
思
惟
に
尽
き
る
か
ど
う
か
、
又
現
代
の
知
見
を
導
入
し
て
云
え
ば
、
物
体
さ
え
も
延
．
長
に
尽
き
る
か
ど
う
か
が
充
分
問
わ
れ
、

　
　
デ
カ
ル
ト
は
単
純
化
過
度
の
難
を
受
け
る
で
あ
ろ
う
。
勿
論
機
械
論
は
単
に
フ
ラ
ン
ス
の
み
な
ら
ず
、
近
代
科
学
の
主
流
を
な
し
た
。
然

　
　
し
身
心
分
離
は
役
劇
を
終
え
す
で
に
悪
し
き
ド
グ
マ
と
な
っ
て
は
居
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
身
心
分
離
は
一
方
に
於
い
て
彼
の
自
然
学
の
結

　
　
果
で
あ
る
が
、
他
方
逆
に
混
然
学
を
規
制
し
て
居
る
。
例
え
ば
空
虚
の
ア
プ
リ
オ
な
否
定
や
、
又
従
っ
て
微
綴
物
質
の
仮
定
は
そ
の
産
物

　
　
で
あ
り
、
而
も
後
者
は
落
下
論
や
振
子
の
理
論
で
却
っ
て
失
敗
を
招
い
て
い
る
。
之
等
は
技
術
的
で
根
底
を
揺
が
す
瑛
で
は
な
い
か
も
知

　
　
れ
ぬ
。
然
し
自
然
学
に
カ
が
必
要
か
ど
う
か
は
決
定
的
な
問
題
で
あ
る
。
精
神
に
於
け
る
意
志
を
カ
と
考
え
、
物
体
に
も
運
動
の
説
明
か

　
　
ら
力
を
認
め
る
な
ら
、
デ
カ
ル
ト
を
オ
ル
ガ
ニ
ズ
ム
又
は
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
へ
移
行
す
る
も
の
と
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
認
識
論
で
は
単
純

　
　
本
質
の
説
は
否
定
さ
れ
、
彼
が
経
験
を
重
ん
じ
た
事
か
ら
認
識
の
出
発
点
を
感
覚
と
し
、
明
噺
、
織
紐
の
段
階
に
、
夫
々
直
接
与
件
と
、

　
　
そ
こ
か
ら
抽
象
さ
れ
た
観
念
の
斉
合
性
を
有
す
る
段
階
を
、
対
応
せ
し
め
る
の
も
強
ち
無
理
と
は
云
え
ぬ
。
こ
の
道
は
、
彼
の
排
し
た
ス

　
　
コ
ラ
の
不
毛
か
、
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
へ
と
通
じ
て
居
る
。
然
し
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
力
は
身
心
結
合
の
感
覚
の
世
界
に
ふ
さ
わ
し
く
、
運

　
　
動
論
で
は
原
理
的
に
は
カ
の
観
念
は
不
用
で
あ
っ
た
。
（
》
冒
’
＜
・
℃
・
b
。
り
O
占
）
彼
に
と
っ
て
物
質
と
は
相
依
存
す
る
も
の
で
あ
り
、
物



体
は
完
全
な
意
味
で
は
独
立
存
在
で
は
あ
り
得
な
か
っ
た
。
そ
れ
故
彼
は
、
一
つ
の
自
然
現
象
で
も
完
全
に
説
明
す
る
に
は
、
全
種
宙
を

論
ず
る
必
要
が
あ
る
と
し
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
諺
．
　
］
り
’
　
囲
H
●
　
勺
●
　
G
◎
α
窃
）
　
然
し
経
験
又
は
宇
宙
は
、
彼
の
基
礎
か
ら
説
明
さ
れ
る
に
は
余
り
に

も
宏
大
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
彼
の
数
学
的
自
然
学
を
先
ず
数
学
か
ら
考
察
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。

二

　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
数
学
に
就
い
て
な
さ
れ
る
種
々
の
評
価
は
、
普
遍
数
学
を
宇
宙
論
的
体
系
即
ち
自
然
学
に
関
係
さ
せ
る
か
、
数
学
に
固
有

　
　
な
領
域
に
留
め
、
幾
何
学
の
代
数
化
と
見
る
か
に
よ
っ
て
意
見
が
分
れ
る
。
前
者
は
数
学
に
よ
る
自
然
学
の
改
革
で
あ
り
、
後
者
は
数
学

　
　
の
改
革
、
直
接
に
は
解
析
幾
何
の
創
設
で
あ
る
。
術
し
て
デ
カ
ル
ト
に
於
て
は
自
然
学
の
数
学
は
解
析
幾
何
学
か
ら
は
何
も
借
り
て
居
な

　
　
い
。
此
処
に
問
題
が
生
ず
る
。

　
　
「
規
剛
論
」
で
云
わ
れ
て
い
る
普
遍
学
は
、
侮
等
特
殊
な
質
料
に
関
係
せ
ず
、
秩
序
と
計
量
的
関
係
と
に
つ
い
て
求
め
得
る
一
切
を
説
明

　
　
す
る
学
で
あ
っ
て
通
常
の
数
学
で
は
な
く
、
他
の
学
問
が
そ
れ
の
包
被
と
な
る
よ
う
な
も
の
、
即
ち
方
法
で
あ
り
、
幾
侮
学
・
数
論
の
み

　
　
な
ら
ず
天
文
学
・
音
楽
・
光
学
・
運
動
学
を
含
む
も
の
で
あ
っ
た
。
（
菊
①
σ
q
・
囲
く
）
「
問
題
」
は
延
長
に
移
さ
れ
、
孤
立
せ
る
一
つ
の
も
の
の

　
　
単
純
な
純
粋
な
直
観
に
よ
っ
て
得
ら
れ
な
い
す
べ
て
の
認
識
は
、
二
つ
の
も
の
の
比
較
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
（
罰
Φ
σ
q
辱
×
H
＜
）
而
し
て
比
較

　
　
の
単
純
明
白
な
も
の
は
、
求
む
る
も
の
と
与
え
ら
れ
た
も
の
と
が
等
し
く
一
定
の
本
質
を
分
有
し
て
い
る
す
べ
て
の
場
合
、
従
っ
て
量
一

　
　
般
の
取
り
扱
い
に
還
元
さ
れ
る
も
の
に
限
る
。
（
閃
Φ
α
Q
・
×
［
＜
）
之
は
次
光
の
概
念
を
通
じ
て
自
然
学
へ
と
到
る
で
あ
ろ
う
。
（
。
h
．
菊
①
寧
×
｛
＜
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
王
）

　
　
　
他
方
ギ
ブ
ソ
ン
は
「
幾
何
学
」
の
論
述
は
「
規
則
論
」
の
厳
密
な
適
用
で
あ
る
事
を
綿
密
に
示
し
た
。
　
「
幾
何
学
」
で
は
、
藤
線
を
産

　
　
出
す
る
点
の
動
き
を
、
最
も
単
純
な
線
、
即
ち
直
線
を
産
出
す
る
点
の
位
置
に
よ
っ
て
決
定
す
れ
ば
よ
い
と
云
う
、
解
析
幾
何
学
の
根
本

　
　
理
念
が
述
べ
ら
れ
て
居
る
。
藏
線
の
直
線
化
、
即
ち
曲
線
と
直
線
の
比
は
必
ず
し
も
常
に
得
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
代
数
の
手
法
が
問
題
を

鵬
　
精
神
の
機
能
の
枠
に
は
め
る
技
術
と
し
て
導
入
さ
れ
る
。
　
「
幾
何
学
」
が
デ
カ
ル
ト
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
に
過
ぎ
ぬ
と
し
て
も
、
デ
カ
ル
ト
を

ユ　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
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@
代
数
学
の
建
設
者
と
見
る
事
は
、
数
学
史
的
に
見
て
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
然
し
「
幾
何
学
」
は
代
数
的
処
理
以
外
の
も
の
で
は
な
く
、
「
宇

　
　
宙
論
」
や
「
原
理
」
の
自
然
学
に
代
数
的
処
理
が
見
ら
れ
な
い
事
が
事
実
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
故
に
「
幾
何
学
」
と
自
然
学
の
幾
何

　
　
学
を
本
質
的
に
区
費
し
両
者
を
非
連
続
と
忍
な
く
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
か
。
自
然
学
へ
到
る
幾
何
学
即
ち
普
遍
学
が
代
数
的
で
あ
る

　
　
事
を
妨
げ
る
も
の
が
存
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
デ
カ
ル
ト
は
所
謂
「
純
粋
数
学
」
に
や
や
軽
蔑
の
念
を
持
っ
て
い
る
。
（
鑑
》
ζ
減
・

　
　
℃
・
H
。
ゆ
H
）
　
然
し
そ
れ
は
代
数
学
の
持
つ
方
法
的
意
義
を
否
定
す
る
事
に
は
な
ら
な
い
。
彼
が
「
抽
象
的
数
学
即
ち
精
神
の
訓
練
に
し
か

　
　
役
立
た
ぬ
問
題
の
探
究
の
み
を
や
め
る
決
心
を
し
た
の
で
す
。
之
は
蓋
然
の
玄
理
象
の
説
明
を
問
題
と
す
る
劉
の
幾
何
学
を
開
発
」
（
》
．

　
　
日
・
鐸
国
霧
。
。
）
　
し
た
い
か
ら
だ
と
答
え
た
意
味
は
、
彼
の
冒
捲
す
も
の
が
幾
何
学
即
ち
理
論
物
理
学
で
あ
っ
た
の
だ
と
解
し
得
る
。
而

　
　
し
て
寓
話
で
な
い
宇
宙
論
に
於
て
、
こ
の
幾
何
学
に
代
数
学
が
そ
の
方
法
的
意
義
に
よ
リ
デ
カ
ル
ト
の
有
力
な
武
器
た
り
得
な
か
っ
た
と

　
　
誰
が
云
い
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
と
は
云
え
「
幾
何
学
」
の
幾
何
学
が
薩
ち
に
霞
然
学
に
は
な
り
得
な
い
。
何
故
な
ら
少
な
く
と
も
そ
れ
は

　
　
運
動
論
を
附
加
す
る
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。

　
　
数
学
に
つ
い
て
、
そ
れ
自
体
、
即
ち
純
粋
数
学
の
構
造
を
問
題
に
す
る
事
も
、
又
適
用
さ
れ
た
数
学
又
は
理
論
物
理
学
の
性
格
を
問
う

　
　
事
も
鵠
来
る
。
而
し
て
幾
何
学
は
現
代
に
於
て
は
、
抽
象
的
公
理
的
な
も
の
と
世
界
幾
何
学
と
し
て
の
そ
れ
の
二
つ
に
分
か
れ
る
が
、
土

　
　
地
を
測
る
と
い
う
そ
の
名
の
由
来
か
ら
し
て
、
、
元
来
は
理
論
物
理
学
の
一
部
門
と
云
え
る
。
　
「
規
叢
論
」
は
精
神
指
導
の
諸
規
則
を
論
じ
、

　
　
従
っ
て
認
識
論
的
観
点
に
あ
り
、
当
然
数
学
の
代
数
的
即
ち
方
法
論
的
側
面
が
霊
に
論
ぜ
ら
れ
る
。
我
々
は
普
遍
学
即
ち
幾
何
学
が
、
デ

　
　
カ
ル
ト
に
湿
て
も
代
数
的
と
云
え
る
為
に
「
省
察
」
に
移
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
。
自
然
に
就
い
て
真
に
語
る
に
は
「
省
察
」
の
懐
疑
が
必
要
で

　
　
も
あ
っ
た
。

　
　
デ
カ
ル
ト
の
観
念
は
思
惟
の
形
相
で
あ
っ
て
必
ず
し
も
像
を
必
要
と
し
な
い
。
（
同
【
・
閑
6
・
贈
爵
邸
）
．
彼
に
於
て
は
思
椎
の
段
階
が
事
物

　
　
の
段
階
に
先
立
ち
、
性
根
の
中
に
感
覚
的
な
も
の
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
然
し
デ
カ
ル
ト
の
観
念
も
表
現
性
は
持
っ
て
居
る
。
（
濤
・
博
8
・

　
（
｛
象
μ
ζ
亀
・
昭
）
思
惟
が
何
も
の
か
の
思
惟
で
な
い
事
は
、
彼
に
は
不
条
理
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
観
念
は
二
重
の
実
在
性
、
即
ち
思
権



　
　
実
体
の
様
態
と
し
て
の
実
在
性
と
、
　
一
つ
の
対
象
の
表
現
で
あ
る
繋
り
の
実
在
性
を
有
す
る
。
前
者
の
観
点
か
ら
云
え
ば
．
観
念
の
完
全

　
　
控
は
平
等
で
あ
る
が
、
観
念
を
客
観
的
実
在
性
と
し
て
、
即
ち
対
象
の
表
現
と
見
る
限
り
で
は
、
対
象
の
完
全
性
に
応
じ
て
観
念
の
完
全

　
　
陰
は
異
る
。
（
》
隊
①
瓢
・
　
四
｝
酬
）

　
　
　
撮
代
数
学
は
四
号
を
対
象
と
し
、
残
暑
の
適
用
さ
れ
る
対
象
の
性
質
に
か
か
わ
ら
ず
、
従
っ
て
そ
れ
丈
で
方
法
と
し
て
の
性
質
を
備
え

　
　
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
云
え
ば
代
数
学
は
観
念
の
表
現
性
の
面
を
暫
く
措
い
ザ
＼
思
惟
の
様
態
と
し
て
の
観
念
を
記
号
に
よ
っ
て

　
　
把
握
し
、
比
較
結
合
の
関
係
を
論
ず
る
、
全
く
知
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
観
念
は
「
考
へ
ら
れ
た
も
の
」
　
巴
霧
8
σ
Q
両
㌶
3
で
あ
り
、
「
思

　
　
惟
さ
れ
た
も
の
」
は
、
一
つ
の
「
も
の
」
と
な
る
。
代
数
学
は
知
性
の
活
動
の
記
号
化
で
あ
る
。
知
性
の
活
動
を
直
観
し
、
記
号
の
使
用

　
　
を
奨
め
る
デ
カ
ル
ト
は
、
現
代
の
盧
観
主
義
と
形
式
主
義
の
二
面
を
含
む
と
云
え
よ
う
。
他
方
幾
何
学
を
展
開
せ
し
め
る
延
長
の
観
念
は
、

　
　
そ
の
表
現
性
の
面
を
欠
い
て
は
意
味
が
な
く
な
る
。
我
々
は
デ
カ
ル
ト
が
外
界
の
実
在
を
獲
得
し
た
事
を
知
る
故
に
、
安
心
し
て
観
念
の

　
　
表
現
姓
に
就
い
て
語
り
得
る
。
然
し
数
学
的
観
念
又
は
命
題
の
表
現
す
る
事
柄
は
、
た
と
え
そ
れ
が
現
実
性
に
か
か
わ
る
理
論
物
理
学
の

　
　
命
題
で
あ
っ
て
も
、
感
覚
的
観
念
又
は
命
題
と
水
準
を
異
に
す
る
事
は
云
う
ま
で
も
な
い
。

　
　
　
延
長
即
ち
「
連
続
簸
は
時
に
は
全
く
そ
し
て
篤
く
も
部
分
的
に
は
い
つ
も
、
数
に
帰
着
さ
せ
ら
れ
る
事
を
知
る
掻
き
で
あ
る
」
（
図
㊦
σ
q
・

　
　
避
く
）
と
云
う
デ
カ
ル
ト
の
数
学
で
、
数
と
蚤
の
対
応
に
よ
っ
て
代
数
学
展
關
の
場
が
与
え
ら
れ
た
と
云
う
事
は
、
専
念
の
二
面
性
の
把

　
　
握
と
そ
の
表
現
に
他
な
ら
な
い
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
　
「
単
位
の
数
は
、
次
い
で
灘
度
の
認
識
に
関
す
る
問
題
が
、
秩
序
の
考
察
に
し
か

　
　
依
存
し
な
い
よ
う
な
秩
序
に
配
置
さ
れ
る
。
私
の
方
法
は
か
か
る
考
察
に
大
い
に
助
け
に
な
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
潟
。
σ
q
”
×
［
く
）
若
し
然
り

　
　
と
せ
ば
、
方
法
即
ち
数
学
の
「
量
」
へ
の
還
元
は
、
自
然
学
へ
の
契
機
と
抽
象
的
代
数
学
へ
の
契
機
を
含
む
と
云
え
る
。

　
　
　
秩
序
は
自
然
の
う
ち
に
存
し
な
い
暗
も
考
え
得
る
（
9
零
ε
の
で
あ
る
か
ら
、
精
神
の
働
き
の
反
省
又
は
直
観
の
中
に
求
め
る
他
は

　
　
な
い
。
そ
の
際
直
観
の
対
象
と
な
る
の
は
、
数
学
の
場
合
と
同
じ
く
、
思
惟
の
様
態
で
あ
る
。
数
と
秩
序
又
は
比
例
即
ち
関
係
と
が
密
接

05

@
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
事
は
云
う
ま
で
も
な
い
。
（
。
h
・
寄
σ
q
●
≦
）
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
秩
序
や
比
例
即
ち
関
係
と
云
う
事
に

10　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
賞
然
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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純
粋
数
学
の
核
心
が
あ
る
。
（
男
Φ
σ
q
●
≦
）
　
関
係
概
念
の
把
握
、
展
開
は
、
現
代
で
も
代
数
学
の
理
念
で
あ
ろ
う
。

　
秩
序
が
結
合
や
関
係
の
観
念
を
表
わ
す
に
対
し
量
は
何
か
の
量
で
あ
り
、
そ
れ
の
対
象
即
ち
も
の
を
必
ず
予
想
し
て
い
る
。
然
し
量
又

は
延
長
と
い
う
も
の
は
無
隈
に
分
割
と
延
長
が
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
逆
に
云
え
ば
そ
れ
は
諸
部
分
に
よ
っ
て
成
り
、
諸
部
分
に
よ
っ
て

決
ま
る
も
の
で
あ
り
、
一
種
の
関
係
を
含
ん
で
成
立
し
て
居
る
。
従
っ
て
そ
こ
に
代
数
的
な
関
係
観
念
の
適
用
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
か
く

し
て
方
法
と
し
て
の
代
数
学
は
自
然
学
へ
の
適
用
の
可
能
性
を
有
す
る
。
従
っ
て
若
し
デ
カ
ル
ト
が
蜜
蝋
の
分
析
に
於
て
、
蜜
蝋
の
有
す

る
真
の
延
長
の
量
を
測
定
す
る
手
続
き
を
墨
示
し
得
た
ら
、
理
論
物
理
学
と
し
て
の
幾
何
学
に
代
数
学
的
方
法
は
導
入
せ
ら
れ
得
た
で
あ

ろ
う
。
事
実
に
於
て
、
彼
は
自
然
の
事
物
の
関
係
を
量
的
に
充
分
把
握
し
決
定
す
る
事
は
出
来
ず
、
量
は
自
然
学
で
は
質
に
止
ま
っ
て
い

た
。
彼
の
自
然
学
は
尚
余
り
に
も
略
図
的
で
あ
っ
た
。
然
し
延
長
と
は
測
定
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
筈
で
あ
る
。

　
デ
カ
ル
ト
に
於
け
る
数
と
量
の
関
係
は
、
数
学
内
部
の
問
題
を
も
我
々
に
呈
す
る
。
デ
カ
ル
ト
に
於
て
延
長
と
は
線
分
で
あ
っ
た
。
然

し
線
分
と
は
何
か
。
そ
こ
に
一
層
の
解
析
が
行
わ
れ
明
証
性
が
求
め
ら
れ
た
と
し
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
ト
ポ
ロ
ジ
ー
へ
遮
る
解
析
学

の
発
展
の
理
解
も
そ
こ
に
成
立
す
る
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
に
於
て
こ
の
面
で
延
畏
の
解
析
が
充
分
行
わ
れ
な
か
っ
た
理
由
は
、
無
限
に

就
い
て
の
解
析
が
充
分
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
解
析
学
の
基
礎
概
念
は
「
連
続
」
で
あ
り
、
従
っ
て
又
「
無
限
」
で

あ
る
。
デ
カ
ル
ト
は
無
際
限
又
は
可
能
無
限
（
一
包
臥
巳
）
と
、
実
無
限
（
貯
血
中
）
を
区
臆
し
、
実
無
限
を
把
握
（
8
臼
冬
至
曄
Φ
）
し
得
な

い
と
し
た
。
（
H
幻
Φ
℃
・
）
そ
れ
は
恐
ら
く
正
し
い
態
度
か
も
知
れ
ぬ
。
然
し
総
隈
性
を
知
（
8
琴
。
〈
o
ε
り
、
無
尽
者
を
理
解
（
①
簿
2
続
Φ
）

す
る
と
云
う
も
の
の
、
そ
の
仕
方
は
明
確
に
さ
れ
て
居
な
い
。
（
o
h
り
男
9
’
）

　
無
隈
性
こ
そ
は
完
全
性
の
一
つ
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
は
神
か
ら
即
ち
完
全
性
か
ら
始
め
る
事
に
し
た
の
で
あ
る
以
上
、
無
限
と
取
り
組

む
事
は
彼
の
義
務
で
あ
り
、
之
に
よ
っ
て
自
然
の
解
析
も
進
み
、
記
号
化
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
彼
は
然
し
そ
れ
を
果
さ
ず
、
こ
の
仕
事
に

一
歩
を
進
め
た
の
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
や
二
．
一
ー
ト
ン
で
あ
っ
た
事
は
知
ら
れ
て
居
る
。
ブ
ラ
ン
シ
ュ
ヴ
ィ
ッ
ク
は
利
子
率
の
計
箕
を
あ
げ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

デ
カ
ル
ト
の
代
数
学
的
立
場
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
解
析
学
の
立
場
の
差
を
示
そ
う
と
す
る
。
然
し
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
丈
が
無
限
を
悶
題
と
し
、
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デ
カ
ル
ト
の
代
数
的
立
場
を
止
揚
し
た
も
の
と
す
る
の
は
片
手
落
ち
で
あ
ろ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
問
題
へ
の
入
口
を
示
し
た
の
で
あ
り
、
先

駆
者
の
仕
事
は
、
量
に
於
て
少
く
と
も
、
功
績
に
於
て
少
し
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
現
代
は
集
合
の
概
念
を
通
じ
て
無
限
の
解
析
を
進
め
、

無
限
は
充
全
に
で
は
な
い
が
重
る
意
味
で
は
判
明
に
理
解
さ
れ
た
。
無
限
の
概
念
は
基
礎
論
の
試
金
石
で
あ
る
と
岡
惚
に
、
測
度
論
や
実

数
の
概
念
又
確
率
論
等
の
実
際
面
に
も
漫
透
し
て
い
る
。

　
デ
カ
ル
ト
の
純
粋
数
学
は
、
方
法
以
上
で
は
あ
り
得
な
い
。
而
し
て
自
然
学
は
幾
何
学
に
他
な
ら
ぬ
。
方
法
の
本
領
は
実
践
に
あ
る
。

（
》
．
窯
●
り
　
儲
℃
．
　
c
Q
b
◎
O
）
　
数
学
は
用
い
ら
れ
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
デ
カ
ル
ト
は
物
質
的
な
も
の
の
存
在
を
、
ま
ず
そ
れ
が
純
粋
数
学
の
対
象

で
あ
る
限
り
可
能
と
し
て
、
次
に
想
像
力
の
説
明
か
ら
蓋
然
的
に
、
最
後
に
思
惟
を
前
提
せ
ず
意
志
に
反
し
て
さ
え
観
念
を
与
え
る
感
覚

の
事
実
か
ら
、
欺
か
ぬ
神
に
よ
っ
て
外
界
の
存
在
を
、
勘
く
と
も
明
蜥
判
明
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
、
即
ち
純
粋
数
学
の
対
象
で
あ
る
限
り
、

実
在
と
し
て
確
保
し
た
。
（
竃
巴
陰
く
H
）
　
か
く
し
て
デ
カ
ル
ト
は
観
念
論
の
枠
を
超
え
て
い
る
。
此
の
際
数
学
的
に
把
握
さ
れ
た
も
の
が
即

ち
存
在
で
あ
る
故
、
カ
ン
ト
の
如
き
数
学
の
適
用
の
可
能
の
問
題
は
生
じ
な
い
。

　
デ
カ
ル
ト
に
於
て
、
数
学
を
自
然
学
と
分
離
し
て
考
え
る
な
ら
、
数
学
の
単
純
者
は
、
線
分
以
外
の
も
っ
と
別
の
も
の
で
あ
り
得
た
か

も
知
れ
ぬ
。
彼
に
と
っ
て
は
、
只
言
の
分
析
が
示
す
よ
う
に
、
注
意
深
い
精
神
の
澗
観
（
ヨ
も
・
需
。
ま
ゆ
）
に
依
っ
て
知
覚
さ
れ
る
外
界
は
、

延
長
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
（
冨
①
F
5
　
力
の
観
念
は
物
体
に
本
質
的
な
も
の
と
し
て
見
出
さ
れ
ぬ
。

　
物
質
の
本
質
は
、
重
さ
や
、
竪
さ
や
、
色
に
は
な
く
、
延
長
に
あ
る
。
（
博
」
【
冒
幽
）
重
さ
や
、
堅
さ
は
、
延
長
と
運
動
に
よ
っ
て
説
明

さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
（
］
℃
巴
「
H
～
「
．
　
b
⊃
O
》
　
℃
嶋
噸
　
【
目
・
　
α
蒔
植
　
α
α
）
例
え
ば
重
さ
は
微
細
物
質
の
運
動
に
よ
っ
て
、
凝
固
は
物
体
の
諸
部
分
の
相
対
的

静
止
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
或
は
水
は
粒
子
の
形
に
よ
っ
て
（
勺
域
．
　
円
く
。
　
魁
G
Q
）
、
又
磁
力
さ
え
溝
の
あ
る
粒
子
と
云
う
幾
何
学
的
発
想
に

よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
（
H
）
厩
陰
　
州
ノ
＼
．
　
ド
G
Q
ω
》
Φ
仲
。
り
鐸
叩
く
●
）
雷
一
気
現
象
も
恐
ら
く
デ
カ
ル
ト
は
、
延
長
と
運
動
で
説
明
し
、
実
在
的
牲
質
や
隠
れ
た

力
を
不
用
と
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
延
長
と
延
長
せ
る
も
の
、
量
と
量
あ
る
も
の
の
区
別
は
、
唯
思
惟
上
の
事
と
し
、
物
体
的
実
体
は
延
長
の
観
念
、
即
ち
連
続
量
に
よ
っ

　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
良
然
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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七
〇

〇810
@
て
し
か
明
噺
判
明
に
な
ら
ぬ
と
す
る
デ
カ
ル
ト
は
、
空
間
と
物
体
を
区
別
せ
ず
（
℃
村
・
　
困
円
幽
　
G
Q
ー
ド
鱒
）
空
虚
を
感
覚
的
段
藩
と
し
て
否
定
す
る
。

　
　
（
等
」
囲
・
ミ
）
「
蜜
蝋
に
属
す
る
空
間
」
、
即
ち
こ
の
世
界
は
無
際
限
に
拡
が
り
、
天
体
も
地
球
も
同
一
の
物
質
か
ら
成
り
、
種
々
な
世
界

　
　
は
否
定
さ
れ
（
℃
同
●
　
門
｛
・
　
鱒
H
ー
ト
⊃
）
ス
コ
ラ
の
自
然
学
は
改
め
ら
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
葭
然
は
一
で
あ
る
。
自
然
は
一
様
性
に
還
覚
さ

　
　
れ
た
。
（
℃
ド
［
P
臨
）

　
　
　
然
し
乍
ら
世
界
の
示
す
多
様
性
を
説
明
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
彼
に
よ
れ
ば
物
質
の
示
す
性
質
は
そ
の
諸
部
分
の
運
動
に
基
く
。
（
津
．

　
　
鐸
卜
、
G
。
）
物
体
の
本
性
を
延
長
と
し
、
個
励
化
の
漂
理
を
運
動
に
求
め
た
デ
カ
ル
ト
は
、
こ
の
二
つ
を
結
ぶ
媒
介
と
し
て
粒
子
説
を
要
し
た
。

　
　
現
代
の
科
学
史
家
に
は
、
原
子
論
、
従
っ
て
空
虚
な
学
閥
を
認
め
る
事
を
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
典
型
と
す
る
の
が
一
種
の
ド
グ
マ
と
な
っ
て
い

　
　
（
3
）

　
　
る
。
然
し
彼
の
粒
子
説
は
原
子
論
で
は
な
い
。
（
等
・
調
い
8
）
　
彼
の
粒
子
は
可
分
で
あ
り
、
又
互
に
他
に
移
り
得
る
。
彼
の
デ
モ
ク
リ
ト

　
　
ス
批
判
は
、
簡
潔
で
あ
る
が
注
冒
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
（
牢
・
同
く
・
b
。
O
口
）
　
量
子
力
学
は
確
か
に
或
る
意
味
で
素
粒
子
は
之
以
上
分
割

　
　
不
可
能
と
す
る
。
然
し
素
粒
子
の
内
部
購
造
を
問
題
と
す
可
き
か
否
か
を
問
わ
ぬ
と
し
て
も
、
未
だ
一
切
が
終
っ
た
訳
で
は
な
く
、
従
っ

　
　
て
我
々
は
尚
デ
カ
ル
ト
に
就
い
て
語
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
些
）

　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
粒
子
説
は
一
六
工
五
か
ら
一
六
二
八
ま
で
彼
が
パ
リ
に
屈
た
間
に
学
ば
れ
た
も
の
と
云
わ
れ
る
。
デ
カ
ル
ト
の
粒
子
説
は
、

　
　
「
原
理
」
、
「
宇
宙
論
」
、
及
び
「
気
象
学
」
の
三
ケ
所
で
説
か
れ
て
居
る
。
最
も
詳
し
い
の
は
「
凍
理
」
の
そ
れ
で
あ
る
が
、
既
に
「
宇

　
　
宙
論
」
に
於
て
大
体
の
形
を
と
っ
て
い
る
。
即
ち
「
宇
宙
論
」
に
於
て
、
粒
子
論
は
伝
来
の
要
素
説
に
関
連
し
て
現
れ
、
ス
コ
ラ
の
火
・

　
　
空
。
地
の
売
素
は
、
運
動
の
概
念
の
改
良
を
媒
介
と
し
て
運
動
学
的
に
そ
の
生
成
が
説
明
さ
れ
、
第
一
第
一
一
第
三
元
素
の
粒
子
の
、
形
と
大

　
　
き
さ
及
び
そ
の
運
動
と
に
と
っ
て
代
ら
れ
る
。
熱
・
冷
・
乾
・
湿
は
却
け
ら
れ
、
物
体
の
一
切
の
性
質
は
粒
子
の
運
動
と
形
と
大
き
さ
と
、

　
　
そ
の
配
置
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
。
粒
子
説
は
「
う
づ
ま
き
理
論
」
を
媒
介
と
し
て
宇
密
を
も
説
明
す
る
。
彼
の
粒
子
説
が
分
割
の
方
向

　
　
ば
か
り
で
な
く
、
宇
宙
へ
と
拡
が
る
方
向
を
も
有
す
る
箏
は
、
現
代
の
粒
子
説
と
合
せ
考
え
れ
ば
、
鮮
麗
に
纏
す
る
と
思
わ
れ
る
。
以
上

　
　
は
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
の
内
容
の
豊
野
と
、
多
産
な
域
功
と
見
て
よ
い
と
思
わ
れ
る
。
自
然
は
延
長
と
運
動
で
説
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
。



　
然
し
こ
こ
で
問
題
を
提
起
す
る
入
が
あ
る
。
即
ち
デ
カ
ル
ト
は
運
動
や
慣
性
を
物
質
に
関
し
て
考
え
て
い
る
が
、
之
は
彼
を
ダ
イ
ナ
ミ

ズ
ム
へ
移
す
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
実
際
デ
カ
ル
ト
で
は
力
と
云
う
語
さ
へ
随
所
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
之
は
デ
カ
ル
ト
に
於
け
る

混
乱
又
は
動
揺
を
示
す
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
デ
カ
ル
ト
は
自
然
学
の
原
理
を
数
学
的
真
理
に
限
り
又
貸
で
足
り
る
と
云
う
。
（
勺
憎
。
囲
｛
．
O
継
）

物
体
に
就
い
て
は
可
分
で
形
を
悲
し
、
運
動
す
る
と
云
う
事
、
即
ち
幾
何
学
者
が
量
と
云
う
も
の
し
か
扱
わ
な
い
と
云
う
デ
カ
ル
ト
に
於

て
、
力
の
意
味
は
ど
う
解
す
れ
ば
よ
い
の
か
。
身
心
分
離
に
よ
っ
て
認
識
論
的
に
は
悟
性
を
物
質
か
ら
読
響
し
、
物
質
に
力
を
否
定
し
て

置
き
乍
ら
、
自
然
学
の
実
際
に
於
て
は
カ
を
導
入
す
る
二
枚
看
板
は
、
彼
の
高
潔
な
心
に
そ
ぐ
わ
な
い
で
は
な
い
か
。
た
と
え
彼
が
自
然

現
象
に
算
え
ら
れ
る
も
の
は
、
感
覚
を
介
し
て
し
か
与
え
ら
れ
ず
、
感
覚
は
物
体
の
運
動
、
形
、
大
き
さ
、
位
讃
に
よ
っ
て
説
明
せ
ら
れ

る
と
云
っ
た
と
し
て
も
（
摩
・
肖
く
・
お
。
。
い
6
り
）
、
運
動
と
云
う
事
で
、
変
化
（
運
動
）
と
甥
の
何
か
実
在
的
な
も
の
、
即
ち
力
に
よ
っ
て

物
体
が
因
果
的
に
動
く
事
を
認
め
る
な
ら
、
物
質
は
延
長
丈
で
知
り
尽
せ
ぬ
事
と
な
る
。
我
々
は
自
然
の
変
化
の
諸
法
則
（
数
学
と
運
動

学
ヨ
俸
＄
凱
ρ
仁
Φ
の
諸
規
則
）
を
吟
味
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
（
。
｛
．
U
鋤
ヨ
。
民
ρ
魯
⇔
ワ
く
湾
9
無
℃
鉾
【
＜
噸
8
ω
）

（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

φ
9
訂
。
蕊
い
⇔
《
○
傷
。
旨
緊
誌
①
》
伍
①
d
霧
8
詳
①
。
。
謹
零
ぎ
仲
山
。
毒
。
諭
毬
き
簿
｝
“
o
〔
す

ビ
ゆ
霊
器
騨
鼠
£
い
い
⑦
ω
簿
9
噂
霧
審
｝
9
立
臨
霧
8
甑
①
ヨ
帥
陣
濠
津
鎮
恩
器
α
ね
H
醤
．

ピ
螢
錺
鼠
訂
W
諺
δ
導
望
騨
⊆
内
葺
賦
切
ヨ
霧
脅

ζ
鍵
｝
ρ
こ
ご
。
霧
い
8
げ
①
霧
欝
三
一
昏
讐
①
簿
。
出
夢
。
箪
o
o
夢
艮
。
銑
替
ま
m
o
立
屯
e

ピ
器
。
・
≦
ぎ
馴
N
霞
の
Φ
器
風
。
。
餌
㊦
吋
O
p
溝
Φ
絡
窪
窪
O
o
壱
霧
〇
三
⇔
弓
ぴ
岩
騨
．

三

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
確
に
デ
カ
ル
ト
は
力
と
云
う
語
を
用
い
て
居
る
。
力
の
概
念
は
現
象
の
叙
述
説
明
に
便
利
で
あ
る
。
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ミ
の
立
場
も
又
そ
れ

　
　
な
り
に
成
立
し
得
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
力
の
観
念
は
曖
昧
で
あ
り
、
無
明
な
ら
ざ
る
も
の
を
物
質
の
実
在
に
要
請
す
る
な
ら
ば
、
自
然
学

09
@
は
単
に
実
用
的
で
ノ
ミ
ナ
ル
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
然
し
自
然
学
の
数
学
化
を
機
械
論
（
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
影
⑦
O
鋤
燐
同
ω
廿
P
⑦
）
と
呼
ぶ
と
し
て
も
、
デ
カ

ー0　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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ニ

ー010
@
ル
ト
の
機
械
論
を
更
に
運
動
学
（
。
貯
σ
ヨ
簑
ご
⊆
①
）
と
、
特
徴
附
け
得
る
と
思
う
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
白
然
学
と
系
譜
的
に
全
然
無
関
係
と
は
云
え
ぬ
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
古
典
力
学
を
、
準
備
の
為
に
考
察
す
る
な
ら
ば
、
ニ
ュ
ー

　
　
ト
ン
の
運
動
方
程
式
に
よ
っ
て
因
果
律
の
正
確
な
表
現
が
得
ら
れ
た
と
し
て
も
、
勘
く
と
も
体
系
完
成
後
は
、
原
因
と
し
て
の
カ
の
観
念

　
　
は
不
用
と
な
っ
て
居
る
の
を
見
る
。
又
古
典
力
学
で
は
、
力
の
定
義
に
は
運
動
学
的
概
念
が
先
行
し
、
力
は
一
種
の
便
宜
的
な
観
念
と
見
倣

　
　
さ
れ
得
る
事
は
、
所
謂
第
二
法
則
を
考
察
す
れ
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
第
二
法
剛
が
カ
の
定
義
で
あ
る
為
に
は
、
ニ
ュ
…
ト
ン
の
質
量
の
定
義

　
　
は
循
環
論
に
終
っ
て
居
た
。
か
か
る
事
情
か
ら
マ
ッ
ハ
は
作
用
反
作
周
に
関
す
る
第
三
法
華
を
変
形
し
、
加
速
度
の
比
に
よ
っ
て
質
量
を

　
　
定
め
そ
れ
に
よ
っ
て
力
を
定
義
し
た
。
か
く
し
て
筋
肉
の
努
力
感
等
の
感
覚
や
想
像
の
与
え
る
粗
雑
な
観
念
に
信
を
置
き
過
ぎ
な
い
人
は
、

　
　
続
く
も
表
現
上
か
ら
は
、
古
典
力
学
か
ら
カ
の
観
念
は
省
き
得
る
事
、
及
び
古
典
力
学
に
於
て
す
ら
そ
の
把
握
す
る
所
は
、
単
な
る
臼
常

　
　
性
と
は
甚
だ
懸
隔
の
存
す
る
を
知
る
。
他
方
ま
た
素
粒
子
論
は
知
ら
ず
、
量
子
力
学
に
於
て
、
力
の
観
念
は
殆
ん
ど
見
当
ら
な
い
と
思
わ

　
　
れ
る
。
力
の
観
念
は
古
典
力
学
に
総
て
、
所
謂
動
力
学
よ
り
も
、
却
っ
て
静
力
学
か
ら
除
き
難
い
。
然
し
我
々
は
、
デ
カ
ル
ト
が
一
つ
の

　
　
事
柄
を
説
明
す
る
に
は
、
全
宇
宙
を
知
る
を
要
す
る
と
云
っ
た
事
、
例
え
ば
重
力
の
説
明
を
想
起
す
可
き
で
あ
ろ
う
。
（
》
巳
↓
山
口
酬
．
勺
．
　
も
◎
α
α
）

　
　
　
然
し
力
学
の
公
理
化
に
於
て
運
動
学
が
先
行
し
て
居
る
と
し
て
も
、
デ
カ
ル
ト
自
身
の
発
想
に
於
て
力
の
観
念
が
消
去
さ
れ
る
で
あ
ろ

　
　
う
か
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
が
運
動
の
力
と
云
っ
た
も
の
は
、
現
代
で
云
う
運
動
量
で
あ
っ
て
（
旗
，
罐
）
×
（
嵐
漁
）
で
表
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ラ
イ

　
　
プ
ニ
ッ
ツ
は
重
力
場
に
於
け
る
落
体
の
問
題
の
考
察
か
ら
デ
カ
ル
ト
の
誤
り
を
指
摘
し
、
力
と
し
て
現
代
で
云
う
運
動
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
相

　
　
敵
す
る
も
の
を
提
出
し
た
。
之
は
（
活
路
）
×
（
臨
罧
）
鱒
で
表
わ
さ
れ
て
い
た
。
従
っ
て
記
述
の
漣
か
ら
云
え
ば
共
に
運
動
学
的
概
念
で
あ

　
　
る
。
実
際
デ
カ
ル
ト
は
、
衝
突
の
際
の
力
の
受
授
や
、
活
動
、
抵
抗
の
力
の
量
の
測
定
に
於
て
、
幾
何
学
的
又
は
運
動
学
的
観
念
以
上
の

　
　
も
の
を
含
め
て
居
な
い
。
（
熱
闘
．
　
一
一
．
　
亟
Q
Q
）
然
し
又
、
甥
の
面
か
ら
、
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
と
は
、
変
化
や
運
動
と
は
溺
の
あ
る
も
の
が
あ
り
、
之

　
　
が
変
化
や
運
動
を
生
ぜ
し
め
る
と
考
え
、
カ
を
生
成
の
原
因
と
考
え
る
も
の
だ
と
云
う
事
も
出
来
る
。
即
ち
、
如
何
に
し
て
運
動
が
生
じ
、



　
　
又
伝
え
ら
れ
る
か
を
説
明
す
る
事
が
、
運
動
論
の
立
場
に
尚
残
っ
て
居
る
。
単
に
神
に
帰
す
丈
で
は
説
明
し
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。
我

　
　
我
は
デ
カ
ル
ト
の
因
果
律
を
考
察
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
因
果
律
の
究
極
の
形
式
は
無
か
ら
は
何
物
も
生
じ
な
い
と
云
う
事
で
あ
る
。
（
録
潟
Φ
や
畏
・
。
。
℃
餅
・
轡
ミ
”
H
G
。
噂
お
）
　
「
こ

　
　
の
命
題
は
存
在
す
る
物
と
も
、
又
物
の
様
態
と
も
思
わ
れ
な
い
。
我
々
は
そ
れ
を
我
々
の
思
惟
の
中
に
坐
す
或
る
永
久
真
理
と
考
え
、
共

　
　
通
観
念
（
鐸
O
瓜
O
欝
O
O
b
P
5
P
¢
口
①
）
又
は
格
率
（
二
四
邑
葺
①
）
と
名
ず
け
る
。
」
（
呼
・
目
・
お
）
彼
は
こ
の
因
果
律
を
、
矛
盾
律
や
「
8
σ
窺
ぎ
興
σ
q
o

　
　
ω
二
日
と
同
じ
く
、
真
理
と
考
え
て
い
る
。
（
℃
雛
［
癖
り
）
　
従
っ
て
デ
カ
ル
ト
の
因
果
律
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
考
え
ら
れ
て
い
る
と
云
え
る
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
に
曾
て
因
果
律
の
占
め
る
役
割
は
大
き
い
。
運
動
と
延
長
に
よ
る
幾
何
学
的
自
然
学
の
基
礎
を
な
す
身
心
の
実
在
的

　
　
区
別
を
証
す
る
「
省
察
」
の
内
容
は
、
因
果
の
原
則
に
よ
っ
て
、
。
o
σ
q
匿
。
の
内
容
を
徹
底
的
に
説
明
す
る
事
に
帰
着
す
る
、
と
も
云
え
る

　
　
で
あ
ろ
う
。
然
し
形
而
上
学
の
み
な
ら
ず
、
自
然
学
に
於
て
も
、
デ
カ
ル
ト
の
因
果
律
は
顕
著
な
働
き
を
し
て
居
る
。
即
ち
保
存
律
と
慣

　
　
桃
律
が
そ
れ
で
あ
る
。
之
等
二
つ
の
法
購
は
運
動
の
観
念
に
媒
介
さ
れ
て
成
立
し
、
逆
に
之
等
二
法
則
は
斜
面
の
原
因
を
説
明
す
る
。

　
　
　
保
存
律
は
運
動
の
集
合
を
全
体
と
し
て
捉
え
た
も
の
で
あ
り
（
℃
ほ
・
　
同
軸
。
　
ω
①
）
、
慣
性
律
は
個
々
の
運
動
を
一
般
的
に
見
た
も
の
で
あ
る
。

　
　
（
℃
戦
．
　
H
囲
．
　
ω
刈
）
保
存
律
は
神
の
全
能
と
不
変
性
か
ら
、
物
質
が
そ
の
運
動
と
静
止
と
共
に
創
造
さ
れ
、
保
存
さ
れ
る
箏
を
云
う
も
の
で
あ

　
　
り
、
慣
性
律
は
物
質
の
諸
部
分
が
今
ま
で
有
し
な
か
っ
た
運
動
を
得
る
原
因
を
、
神
の
不
変
性
か
ら
云
う
も
の
で
あ
る
。
（
℃
H
巳
h
轡
ω
①
　
G
Q
刈
　
　
　
　
　
　
　
》
）

　
　
神
が
宇
宙
に
於
け
る
運
動
量
を
不
変
な
ら
し
め
て
居
る
故
に
、
我
々
は
還
動
量
不
変
を
媒
介
と
し
て
運
動
の
経
過
を
考
察
し
得
る
。
運
動

　
　
は
不
生
不
滅
で
あ
り
、
而
も
運
動
の
受
授
は
物
体
の
接
触
に
よ
る
。
（
甲
・
門
磨
。
。
ρ
し
。
刈
）
之
に
よ
っ
て
不
変
星
を
媒
介
に
す
る
中
出
と
、
近

　
　
接
作
用
の
原
理
、
及
び
運
動
の
伝
達
に
は
衝
突
す
る
物
体
以
外
の
も
の
の
媒
介
を
要
せ
ぬ
事
が
云
わ
れ
て
い
る
。

　
　
　
保
存
律
も
慣
性
律
も
、
憎
々
運
動
量
の
総
和
又
は
自
己
自
身
の
運
動
量
の
、
時
間
に
於
け
る
自
己
同
一
を
云
う
も
の
で
あ
っ
て
、
之
が

　
　
デ
カ
ル
ト
の
云
う
因
果
律
の
自
然
学
上
の
表
現
と
見
て
差
支
え
な
い
と
思
う
。
何
故
な
ら
、
若
し
保
存
鋼
を
否
定
す
る
な
ば
、
　
「
神
ぞ
の

㎝
　
も
の
、
又
は
神
に
依
っ
て
定
め
ら
れ
た
被
造
物
の
秩
序
以
外
の
何
物
で
も
な
い
」
全
体
と
し
て
の
自
然
そ
の
も
の
（
ζ
0
9
＜
｛
）
が
、
変

一　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
自
然
脚
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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@
化
ま
た
は
、
生
成
・
消
滅
す
る
事
に
な
る
。
神
は
完
全
性
で
あ
っ
て
、
自
ら
変
化
す
る
事
も
霞
己
の
外
に
原
因
を
持
つ
事
も
あ
り
得
ぬ
。

　
　
従
っ
て
運
動
攣
の
総
和
の
変
化
は
、
神
が
奇
蹟
を
行
う
の
で
な
い
限
り
無
か
ら
何
か
変
化
が
生
じ
た
事
に
な
り
、
デ
カ
ル
ト
の
因
果
律
の

　
　
否
定
と
な
る
。
（
簿
び
⑦
窯
。
鼠
ρ
簿
巷
◎
く
H
H
）
慣
性
急
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
他
か
ら
変
ぜ
し
め
ら
れ
る
事
の
な
い
の
に
自
ら
変
ず

　
　
る
と
す
れ
ば
、
自
己
に
変
ず
る
力
が
あ
る
か
、
無
か
ら
事
物
か
が
生
じ
た
箏
に
な
る
。
運
動
す
る
物
体
は
直
線
運
動
を
続
け
よ
う
と
す
る

　
　
と
云
う
自
然
の
法
面
（
℃
巴
．
　
H
H
・
　
G
Q
り
）
に
就
い
て
も
、
事
態
は
同
じ
で
．
醜
語
の
否
定
は
因
果
律
の
否
定
と
な
る
か
、
デ
カ
ル
ト
の
即
す
る

　
　
ア
ニ
マ
的
な
立
場
に
到
り
、
霞
然
の
量
化
・
法
劉
化
は
不
可
能
と
な
る
。

　
　
　
然
し
こ
の
様
に
因
果
律
が
自
然
学
に
於
て
述
べ
ら
れ
る
に
は
、
デ
カ
ル
ト
に
依
る
運
動
の
ス
コ
ラ
的
概
念
の
訂
正
が
必
要
で
あ
り
、
運

　
　
動
概
念
の
欄
新
な
く
し
て
は
、
運
動
に
保
存
や
慣
性
を
与
え
る
事
は
出
来
な
か
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
運
動
は
物
体
を
移
動
さ
す

　
　
力
（
眺
。
目
8
）
又
は
働
き
（
霧
賦
§
）
で
は
な
く
、
簡
単
に
云
え
ば
場
所
の
移
動
で
あ
る
。
（
牢
・
昌
b
。
O
）
　
従
っ
て
彼
の
運
動
と
は
、
　
一
切

　
　
空
間
運
動
で
あ
っ
て
、
形
や
熱
へ
の
運
動
等
は
考
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
（
ピ
・
諸
。
鑑
ρ
簿
磐
・
＜
囲
H
）

　
　
　
因
果
律
に
於
け
る
変
化
の
主
要
点
は
次
の
事
に
あ
る
で
あ
ろ
う
。
ス
コ
ラ
で
は
我
々
の
臨
接
の
経
験
に
着
量
し
た
。
従
っ
て
物
体
の
運

　
　
動
と
は
、
や
が
て
溝
滅
し
静
止
に
向
う
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
之
に
反
し
、
デ
カ
ル
ト
が
、
ベ
ー
タ
マ
ン
の
示
唆
に
よ
り
、
保
存
律
と
慣

　
　
性
律
を
明
瞭
に
公
式
化
し
た
事
は
、
物
体
の
運
動
の
説
明
が
、
我
々
の
直
接
の
経
験
を
超
え
た
所
に
求
め
ら
れ
た
事
を
意
味
す
る
。
デ
カ

　
　
ル
ト
は
そ
れ
を
神
に
求
め
た
。
換
書
す
れ
ば
精
神
の
明
噺
判
明
に
理
解
す
る
所
に
求
め
た
。
因
果
律
は
、
物
で
も
物
の
性
質
で
も
な
く
、

　
　
思
惟
に
存
す
る
怠
る
永
久
真
理
で
あ
っ
た
。
神
の
誠
実
と
は
、
欺
か
ざ
る
神
と
云
う
事
で
あ
る
。
神
は
奇
蹟
を
行
わ
な
い
。
（
轡
。
竃
。
民
ρ

　
　
簿
ぞ
・
＜
悶
）
　
こ
の
時
因
果
性
の
観
念
は
、
客
車
即
ち
物
に
於
て
あ
る
の
で
な
く
、
主
観
に
移
さ
れ
て
い
る
。
か
く
し
て
彼
は
、
数
学
的
真

　
　
理
を
、
自
然
の
基
本
法
則
と
並
べ
て
考
え
、
そ
の
諸
帰
結
の
充
分
な
る
吟
味
に
よ
っ
て
、
結
果
の
原
因
か
ら
の
認
識
、
箏
宙
に
生
ず
る
一

　
　
切
の
事
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
証
明
を
、
得
ら
れ
た
と
云
い
得
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
い
Φ
鼠
。
え
ρ
畠
ぞ
・
≦
H
）

　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
壌
然
の
基
本
法
躍
に
よ
っ
て
原
因
と
結
果
は
、
同
一
の
水
準
、
即
ち
運
動
に
於
て
考
察
さ
れ
、
生
じ
た
も
の
と
、
生
ぜ
し



　
　
め
た
も
の
の
問
に
、
時
閥
的
に
経
過
す
る
質
的
な
変
化
の
観
念
は
排
除
さ
れ
た
。
換
書
す
れ
ば
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
は
否
定
さ
れ
、
運
動
学
的

　
　
絹
地
が
可
能
と
な
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
の
因
果
律
は
彼
が
屡
々
云
う
よ
う
に
、
原
因
と
結
果
の
同
時
性
を
必
要
条
件
と
す
る
故
に
（
磐
沁
①
㍗
）

　
　
一
定
の
運
動
量
の
自
己
問
一
は
、
い
わ
ば
瞬
闘
的
と
云
う
可
き
時
闘
の
一
点
に
集
中
し
て
い
る
。
運
動
は
勿
論
瞬
間
に
遂
行
さ
れ
な
い
。

　
　
然
し
一
瞬
は
直
線
運
動
を
定
め
、
曲
線
運
動
に
は
妙
く
も
二
つ
の
瞬
間
と
そ
の
関
係
を
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
事
、
投
石
器
の
石
が
切
線
方
向

　
　
に
直
線
運
動
を
す
る
事
か
ら
看
取
し
得
る
。
（
勺
増
．
　
H
囲
噸
　
G
◎
O
）
　
原
因
と
結
果
の
同
時
性
と
、
各
瞬
間
の
独
立
、
換
署
す
れ
ば
運
動
の
保
存
に

　
　
前
の
状
態
を
介
入
せ
し
め
な
い
事
と
は
、
切
り
離
し
得
な
い
。
運
動
学
の
基
礎
は
樹
立
さ
れ
た
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
因
果
律
に
於
け
る
原
因
と
結
果
の
同
時
性
に
は
、
恐
ら
く
光
速
度
無
限
と
云
う
彼
の
判
断
も
、
関
係
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

　
　
う
。
彼
は
之
を
日
蝕
月
蝕
等
の
天
文
学
的
考
察
か
ら
証
せ
ん
と
し
て
い
る
。
（
》
■
　
窯
。
　
囲
’
　
男
◎
　
邸
①
り
1
5
⊃
“
膳
）
　
光
の
伝
達
が
一
瞬
の
う
ち
に
な

　
　
さ
れ
る
事
を
否
定
す
る
人
が
あ
る
な
ら
、
哲
学
に
つ
い
て
自
分
は
何
も
知
ら
ぬ
と
告
白
す
る
と
彼
は
云
う
。
（
〉
．
　
鎮
●
　
圃
．
　
℃
●
　
ト
り
①
刈
）
　
確
か

　
　
に
現
代
の
栢
対
性
理
論
は
光
速
度
の
有
阪
を
根
拠
と
し
て
い
る
。
然
し
そ
こ
で
は
又
、
通
信
の
伝
達
と
観
測
の
導
入
か
ら
、
岡
時
性
の
観

　
　
念
に
も
変
化
が
生
じ
て
居
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
　
　
扱
、
歴
史
的
に
見
て
保
存
則
そ
の
も
の
を
否
定
し
た
り
、
疑
っ
た
り
す
る
事
は
、
成
功
し
な
か
っ
た
と
云
え
よ
う
。
例
え
ば
質
量
の
保

　
　
存
律
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
保
存
の
法
則
に
吸
取
さ
れ
た
。
然
し
保
存
律
と
云
う
も
の
は
残
っ
て
い
る
。
之
に
反
し
因
果
律
は
屡
々
疑
わ
れ
、
量

　
　
子
力
学
に
依
っ
て
致
命
的
な
打
撃
を
受
け
た
と
云
わ
れ
る
。
滞
る
論
難
は
、
因
果
律
と
保
存
律
に
つ
い
て
、
一
方
の
不
成
立
は
他
方
の
否

　
　
定
と
な
ら
ぬ
故
に
、
両
者
を
論
理
的
に
独
立
と
云
う
。
然
し
そ
の
際
は
保
存
系
の
選
定
を
吟
味
し
、
璽
子
力
学
で
否
定
さ
れ
た
因
果
律
と

　
　
は
、
客
観
的
に
確
定
し
た
継
起
の
実
在
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
事
を
、
想
起
す
る
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
コ
ペ
ン
ハ
ー
ゲ
ン
派

　
　
の
解
釈
で
は
、
Ψ
函
数
は
直
接
物
理
量
を
表
わ
す
も
の
で
は
な
く
、
測
定
に
於
て
物
理
量
の
或
る
値
を
得
ら
れ
る
確
率
で
あ
り
、
之
は
因

　
　
果
的
実
在
的
な
継
起
と
は
劉
の
も
の
と
さ
れ
る
。
之
に
対
し
位
竃
と
運
動
量
の
対
称
性
を
犠
牲
に
し
た
上
で
、
客
観
的
継
起
を
妙
く
と
も

13

@
客
観
的
（
o
豆
o
o
臥
ぐ
Φ
）
と
し
て
考
え
る
解
釈
の
可
能
性
を
、
ボ
！
ム
は
示
唆
し
て
い
る
。
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
の
語
を
借
り
れ
ば
、
否
定
さ

10　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
富
然
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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@
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

10

@
れ
た
の
は
実
在
的
（
器
巴
）
な
継
起
を
主
張
す
る
因
果
律
で
あ
る
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
に
於
て
動
体
は
物
質
で
あ
っ
て
、
全
く
幾
何
学
的
に
定
義
さ
れ
て
居
る
。
即
ち
物
体
は
延
長
を
有
す
る
実
体
で
あ
り
、
ζ
の

　
　
点
に
関
し
て
実
在
的
（
港
既
）
と
云
え
る
。
之
に
対
し
、
運
動
そ
れ
自
身
は
渚
動
で
は
な
く
、
一
つ
の
物
体
が
、
そ
れ
に
接
し
、
「
我
々
が
静

　
　
止
し
て
い
る
と
見
倣
す
も
の
の
傍
か
ら
、
他
の
も
の
の
傍
へ
と
移
る
事
（
霞
溶
接
。
誉
欝
碧
巴
馨
一
〇
）
」
で
あ
り
（
℃
容
薄
霧
）
、
一
つ
の
知

　
　
性
的
な
関
係
で
あ
る
。
運
動
は
相
対
的
で
あ
り
、
そ
れ
を
何
と
の
関
係
に
於
て
見
る
か
に
従
っ
て
、
静
止
と
も
、
運
動
と
も
な
る
。
（
即
・

　
　
図
肖
b
。
○
。
w
H
H
’
b
。
ゆ
）
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
真
の
運
動
と
い
う
も
の
は
意
味
が
な
い
。
こ
こ
に
自
己
の
立
つ
所
が
康
点
と
な
り
得
る
相
対
性
原

　
　
理
の
思
想
が
、
含
ま
れ
て
居
る
と
云
え
よ
う
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
は
運
動
も
静
止
も
同
一
物
体
の
二
つ
の
相
異
る
在
り
方
（
嘗
8
）
と
云
う
。
（
牢
・
囲
H
・
卜
。
“
）
　
霊
ゆ
。
ロ
は
様
態
（
ヨ
。
山
⑦
）
と

　
　
同
様
に
用
い
ら
れ
る
。
（
℃
村
・
H
・
α
①
）
様
態
の
変
化
に
は
、
物
体
が
実
体
と
し
て
考
え
ら
れ
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
運
動
は
、
形
が
形
あ
る

　
　
も
の
の
性
質
で
あ
る
の
と
同
じ
意
味
で
、
動
体
の
性
質
で
あ
っ
て
運
動
を
す
る
物
の
中
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
（
℃
冠
．
H
図
・
　
b
り
朝
）
即
ち
運
動

　
　
は
実
体
の
性
質
で
は
な
い
。
従
っ
て
デ
カ
ル
ト
の
運
動
は
実
体
と
属
性
、
主
語
に
対
す
る
述
語
の
関
係
で
考
え
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、

　
　
物
体
と
物
体
の
関
係
で
あ
る
。
扱
デ
カ
ル
ト
の
物
体
は
、
充
分
な
意
味
で
実
体
と
は
云
い
得
な
い
。
物
質
の
本
性
が
延
長
で
あ
る
限
り
宇

　
　
宙
は
無
際
限
に
延
長
し
、
物
質
は
一
つ
の
不
可
分
な
全
体
と
し
て
実
体
で
あ
っ
て
、
各
物
体
は
夫
々
独
立
存
在
で
は
あ
り
得
な
い
。
従
っ

　
　
て
各
物
体
の
様
態
は
、
そ
の
物
体
の
観
念
の
分
析
か
ら
は
出
て
来
な
い
。
一
つ
の
物
体
の
理
解
に
は
、
他
の
物
体
と
の
関
係
を
論
じ
な
く

　
　
て
は
な
ら
ぬ
。
関
係
と
い
う
も
の
は
侮
か
と
の
関
係
で
あ
る
。
故
に
統
一
的
に
論
ず
る
為
に
は
、
一
つ
の
不
動
点
を
取
る
の
を
便
利
と
す

　
　
る
。
然
し
不
動
点
は
思
惟
の
中
に
し
か
な
い
。
（
℃
騰
’
H
囲
噸
同
○
。
）
　
従
っ
て
デ
カ
ル
ト
の
運
動
と
云
う
関
係
は
、
寧
ろ
客
観
的
（
o
ど
Φ
o
臨
く
①
）

　
　
に
考
え
ら
れ
て
居
る
と
云
え
る
。
客
観
的
（
o
げ
撤
。
丸
く
①
）
と
実
在
的
（
お
巴
）
が
一
致
す
る
為
に
は
、
全
宇
宙
が
普
く
微
細
に
わ
た
っ
て

　
　
知
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
事
は
量
子
力
学
の
観
測
の
問
題
に
於
て
論
ぜ
ら
れ
る
因
果
律
に
就
い
て
も
同
様
で
あ
る
と
思
う
。
但
し
物
理

　
　
学
者
は
、
全
宇
宙
を
く
ま
な
く
知
る
可
能
性
を
拒
否
し
て
い
る
。



　
　
　
運
動
の
概
念
は
時
間
の
概
念
を
要
す
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
二
つ
の
時
聞
の
観
念
、
即
ち
ア
ト
ミ
ッ
ク
な
時
間
と
抽
象
的
な
時
間
の
観
念

　
　
を
考
え
て
居
る
。
デ
カ
ル
ト
は
、
ガ
ッ
サ
ン
デ
ィ
が
、
原
因
が
働
か
な
く
な
っ
て
も
存
在
者
に
残
る
結
果
が
あ
り
、
時
間
は
不
可
分
と
云

　
　
う
の
に
対
し
、
抽
象
的
時
間
の
諸
部
分
の
間
に
存
す
る
連
結
の
必
然
性
で
、
連
続
創
造
説
を
逃
れ
よ
う
と
し
て
も
無
駄
で
あ
る
と
云
う
。

　
　
「
抽
象
的
に
考
え
ら
れ
た
時
間
が
問
題
で
な
く
、
単
に
事
柄
自
体
の
持
続
又
は
時
闘
が
問
題
に
な
る
」
所
で
は
、
　
「
全
瞬
間
は
す
ぐ
次
に

　
　
続
く
も
の
か
ら
分
離
し
得
る
の
で
あ
り
」
又
「
事
柄
は
持
続
す
る
各
瞬
間
に
存
在
を
止
め
得
る
事
を
否
定
し
得
な
い
。
」
（
＜
’
菊
。
や
）
デ
カ

　
　
ル
ト
の
神
は
些
か
神
話
的
で
は
あ
る
が
、
保
存
血
慣
性
律
の
場
合
と
同
様
、
二
通
り
の
仕
方
で
被
造
物
の
産
出
と
、
そ
の
保
存
又
は
持
続

　
　
の
原
因
で
あ
る
。
分
離
さ
れ
る
時
問
は
「
省
察
」
に
於
て
説
か
れ
、
抽
象
的
な
質
問
は
「
哲
学
の
原
理
」
に
於
て
自
然
学
が
語
ら
れ
る
時

　
　
の
時
間
で
あ
る
。

　
　
　
此
処
で
云
わ
れ
る
抽
象
的
時
間
は
、
運
動
か
ら
引
き
出
さ
れ
て
い
る
故
に
、
先
の
運
動
の
議
論
に
変
更
を
加
え
る
も
の
を
含
ま
な
い
。

　
　
「
性
質
又
は
属
性
に
は
、
事
柄
自
身
の
中
に
あ
る
も
の
と
、
我
々
の
思
惟
の
中
に
し
か
な
い
も
の
と
あ
る
。
例
え
ば
時
間
が
そ
う
で
あ
る
。

　
　
我
々
は
之
を
一
般
的
に
解
さ
れ
た
持
続
か
ら
区
別
し
運
動
の
数
で
あ
る
と
云
う
。
然
し
之
は
我
々
が
こ
の
持
続
に
就
い
て
考
え
る
謬
る
仕

　
　
方
（
鍵
ゆ
。
づ
）
で
し
か
な
い
。
」
（
勺
け
舅
零
）
時
間
は
、
秩
序
や
数
や
普
遍
と
同
じ
く
、
我
々
の
物
を
考
察
す
る
仕
方
で
あ
り
、
我
々
の
思

　
　
惟
に
依
存
し
そ
の
外
に
は
な
い
。
（
即
●
H
●
α
9
α
。
。
）
　
従
っ
て
ノ
ミ
ナ
ル
で
あ
る
。
「
一
切
の
物
の
持
続
を
同
じ
尺
度
で
理
解
す
る
為
に
、

　
　
我
々
は
規
則
運
動
を
普
通
用
い
て
、
之
を
事
物
の
持
続
と
比
較
し
て
時
間
と
名
ず
け
る
。
」
（
勺
誉
H
．
α
刈
）
　
こ
の
時
間
は
思
惟
に
移
さ
れ
た

　
　
も
の
で
あ
り
、
実
在
的
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
客
観
的
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
抽
象
的
時
間
は
物
の
性
質
で
す
ら
な
い
故
に
（
℃
5
H
齢
α
畷
）
こ
の
観
念
か
ら
直
ち
に
物
の
存
在
へ
進
む
事
は
出
来
ぬ
。
物
の
存
在
を
云

　
　
う
時
間
は
、
分
離
し
得
る
不
連
続
な
時
間
で
あ
ろ
う
。
連
続
的
な
時
問
は
思
惟
の
仕
方
に
他
な
ら
ず
、
我
々
の
分
類
で
は
数
や
秩
序
や
運

　
　
動
の
観
念
と
岡
じ
く
関
係
の
概
念
に
属
す
る
も
の
と
云
え
よ
う
。
然
し
乍
ら
デ
カ
ル
ト
の
不
連
続
な
擬
闘
と
、
運
動
か
ら
引
き
出
さ
れ
た

鵬
連
続
的
な
臨
は
、
如
何
な
る
関
係
を
有
す
る
の
か
。

一　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
自
然
嵩
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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七
八

　
デ
カ
ル
ト
は
こ
の
聞
題
に
就
い
て
何
も
述
べ
て
居
な
い
よ
う
で
あ
る
。
勿
論
そ
れ
ら
を
、
形
而
上
学
的
時
弊
と
、
自
然
学
的
な
時
間
に

分
け
、
切
り
離
す
の
も
一
つ
の
道
で
あ
る
。
然
し
形
而
上
学
が
自
然
学
を
基
礎
附
け
る
も
の
な
ら
、
両
者
の
問
に
何
等
か
の
関
係
を
考
え

る
窪
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
間
題
は
瞬
間
か
ら
の
連
続
的
時
間
の
合
威
、
及
び
そ
の
逆
に
関
す
る
事
と
、
具
体
的
珍
聞
と
、
　
一
般
的

客
観
的
時
間
の
関
係
の
問
題
に
、
分
け
得
る
と
思
わ
れ
る
。
前
者
の
瞬
間
と
連
続
的
時
間
の
間
々
に
関
し
て
は
、
デ
カ
ル
ト
が
ツ
ェ
ノ
ン

の
逆
理
ア
キ
レ
ス
と
亀
に
と
っ
た
態
度
が
、
　
一
つ
の
手
懸
り
と
な
る
か
も
し
れ
ぬ
。
デ
カ
ル
ト
は
之
を
無
隈
等
比
級
数
を
用
い
て
解
け
る

と
し
た
。
（
㌧
r
　
8
．
　
H
／
N
．
　
鼻
継
窃
”
　
論
り
り
）
　
然
し
之
は
ツ
ェ
ノ
ン
の
逆
理
に
正
面
か
ら
向
う
人
に
は
、
論
点
先
取
に
他
な
ら
な
い
。
デ
カ
ル
ト
が

運
動
を
実
在
的
に
は
不
可
分
と
し
た
と
す
る
場
合
、
単
に
墨
隈
に
関
す
る
知
晃
が
充
分
で
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
の
か
、
又
は
不
可
分
性

に
積
極
的
な
意
味
を
認
め
た
の
か
、
判
明
で
な
い
が
、
運
動
の
成
立
を
事
実
と
し
て
い
る
事
は
看
取
し
得
る
。
後
者
の
問
題
に
関
し
て
は
、

更
に
手
懸
り
は
な
い
。
然
し
現
代
の
科
学
上
の
知
見
に
何
等
か
則
応
ず
る
事
を
考
え
る
な
ら
ば
、
時
間
の
決
定
に
、
決
定
の
操
作
を
も
含

め
る
か
否
か
が
、
　
一
つ
の
目
安
と
な
る
と
思
わ
れ
る
。
若
し
例
え
ば
岡
時
性
の
決
定
方
法
を
導
入
し
、
相
対
性
理
論
の
よ
う
に
岡
時
性
の

観
念
を
変
更
す
る
時
は
、
瞬
間
は
云
わ
ば
ゆ
の
あ
る
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
抽
象
的
時
間
は
、
各
観
測
者
の
具
体
的
時
間
に
対

し
、
数
学
的
に
公
式
化
さ
れ
た
客
観
的
時
聞
と
な
る
。
若
し
瞬
間
の
概
念
を
そ
の
儘
に
し
て
、
逓
信
の
伝
達
に
光
の
要
す
る
時
間
を
無
視

す
る
時
は
、
宇
窟
全
体
を
光
の
助
け
な
し
に
知
り
得
る
全
能
の
神
に
し
か
、
こ
の
概
念
は
自
然
学
に
曾
て
意
味
を
有
し
な
い
で
あ
ろ
う
。

自
然
を
本
質
に
依
っ
て
知
る
方
向
と
、
個
別
的
に
様
態
か
ら
知
る
事
か
ら
始
め
る
方
向
は
、
当
分
対
立
し
た
儘
に
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

瞬
閥
的
時
聞
が
、
運
動
の
観
念
の
基
礎
に
な
っ
て
居
た
事
を
、
一
応
括
孤
の
中
に
入
れ
て
置
く
な
ら
ば
、
之
を
自
然
学
か
ら
切
り
離
し
て
、

認
識
論
的
反
省
上
の
時
間
と
し
て
も
、
充
分
な
意
義
を
有
し
て
居
る
。

　
挺
問
題
に
戻
っ
て
云
え
ば
、
運
動
の
概
念
、
又
従
っ
て
抽
象
的
な
時
間
は
、
知
的
な
関
係
概
念
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
従
っ
て
保
存
律

ゐ
、
慣
性
律
は
、
寧
ス
、
客
観
性
に
か
か
わ
り
、
輿
望
的
で
不
連
続
な
時
機
の
稲
に
あ
る
物
体
は
実
在
性
を
有
し
、
測
定
さ
れ
る
物
体
は
お
互

の
閥
に
位
置
閣
係
を
持
つ
。
墨
書
す
れ
ば
二
つ
の
時
問
に
応
じ
て
、
選
動
の
客
観
性
と
、
物
体
の
実
窃
性
が
、
考
え
ら
れ
て
搾
る
と
云
い



　
　
得
る
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
が
、
ア
ト
ミ
ッ
ク
な
時
間
を
採
り
、
神
の
連
続
劇
造
説
を
取
る
事
に
よ
っ
て
、
軽
挙
ジ
オ
ナ
リ
ス
ト
に
な
る
事
を
避
け
る
為
、

　
　
ス
ミ
ス
は
物
質
に
積
極
的
な
も
の
を
認
め
、
デ
カ
ル
ト
は
オ
ル
ガ
ニ
ズ
ム
の
方
向
に
行
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
論
す
る
。
即
ち
物
体
の
観
念

　
　
は
、
欺
か
ぬ
神
か
ら
来
り
得
ず
、
・
物
体
は
感
覚
や
情
念
を
与
え
る
カ
を
有
す
る
の
に
、
何
故
運
動
を
お
互
い
に
伝
え
得
な
い
か
。
◎
8
p
。
獣
§

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
と
云
う
語
は
、
因
果
的
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
と
彼
は
云
う
。
然
し
、
不
連
続
な
時
間
の
観
念
を
認
め
て
、
身
心
分
離
の
哲
学
を
支
持
す

　
　
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
箏
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
物
理
学
乃
至
力
学
に
湿
て
状
態
の
記
述
に
二
通
り
あ
る
。
　
一
は
運
動
学
的
な
記
述
で
あ

　
　
り
、
一
は
動
力
学
的
な
も
の
で
あ
る
。
前
者
の
意
味
の
状
態
は
、
力
学
系
を
構
成
す
る
物
体
の
位
置
、
向
き
、
等
の
幾
何
学
的
関
係
丈
で

　
　
定
ま
る
も
の
で
あ
り
、
数
学
的
な
表
現
で
は
、
系
の
座
標
の
位
置
に
よ
っ
て
記
述
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
之
に
対
し
後
者
の
意
味
で
の
状

　
　
態
は
、
力
学
的
な
瞬
間
的
な
位
置
の
み
な
ら
ず
、
全
時
間
を
通
じ
て
の
運
動
経
過
を
含
む
概
念
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
運
動
経
過
が
即

　
　
ち
そ
の
状
態
を
決
定
す
る
。
運
動
学
的
状
態
は
各
瞬
間
毎
に
決
定
さ
れ
、
そ
こ
に
於
て
時
間
の
観
念
は
単
に
何
時
の
状
態
で
あ
る
か
を
示

　
　
す
指
標
に
す
ぎ
ぬ
に
反
し
、
動
力
学
的
状
態
で
は
そ
こ
に
到
る
経
歴
を
含
み
、
全
時
間
を
通
じ
て
決
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
暗
間

　
　
そ
の
も
の
が
状
態
の
表
現
に
関
係
す
る
。
勿
論
両
者
夫
々
の
利
点
が
あ
る
事
は
間
違
い
な
い
。
然
し
普
通
に
は
運
動
学
的
考
察
が
便
利
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
さ
れ
る
。
量
子
力
学
で
も
之
が
嫁
い
ら
れ
そ
こ
で
は
力
の
概
念
は
却
っ
て
入
り
難
い
。
デ
カ
ル
ト
は
時
間
の
原
子
説
と
運
動
の
関
係
説
に

　
　
よ
っ
て
運
動
学
的
立
場
で
あ
っ
た
。
然
し
乍
ら
、
彼
の
「
自
然
学
は
ヨ
警
飴
鐵
ぬ
器
に
他
な
ら
ぬ
と
は
云
え
」
、
彼
は
｝
六
三
九
年
四
月

　
　
三
〇
屡
に
於
て
す
ら
、
　
「
ま
だ
速
度
の
測
定
に
依
存
す
る
問
題
を
特
に
研
究
し
」
て
い
な
い
。
（
》
。
　
弓
．
　
囲
H
。
　
℃
．
　
q
A
鵠
）
　
又
彼
に
企
て
は
、

　
　
落
体
の
問
題
の
失
敗
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
時
間
概
念
も
充
分
に
把
握
さ
れ
活
用
さ
れ
た
と
は
云
い
難
い
。
（
》
’
　
ン
隣
■
　
囲
・
　
℃
●
　
G
Q
心
i
G
o
⇔
）

　
　
　
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
力
を
こ
号
、
実
在
と
し
た
。
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
の
暫
学
者
は
、
然
し
空
事
を
実
体
或
は
属
性
又
は
独
立
存
在
と
す
る
事
は

　
　
出
来
な
か
っ
た
。
彼
に
と
っ
て
空
聞
も
臨
閣
も
関
係
で
あ
る
。
カ
を
実
体
と
し
、
麗
な
る
運
動
と
云
う
も
の
を
置
き
、
而
も
運
動
を
相
対

17

@
論
的
に
考
え
る
時
は
矛
盾
す
る
で
あ
ろ
う
。
運
動
の
絶
対
権
は
任
意
の
原
点
の
撰
捉
を
不
可
能
に
す
る
。
又
こ
の
事
を
果
す
為
に
世
界
の

蛤　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
慮
然
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
四
否
八
十
一
　
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
0

1810

@
無
限
性
を
導
入
す
る
時
は
真
の
運
動
と
い
う
意
味
が
変
化
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
然
し
等
速
運
動
と
加
速
度
運
動
の
対
立
か
ら
世
界
に

　
　
慣
性
構
造
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
か
ど
う
か
は
、
尚
吟
味
を
要
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
に
嘗
て
神
が
運
動
の
第
＝
原
因
た
る
事
は
、
結
局
彼
に
於
て
も
、
時
間
空
間
及
び
運
動
に
絶
対
性
を
与
え
る
の
で
は
な
い
か

　
　
と
問
わ
れ
得
る
。
然
し
「
宇
宙
論
」
で
は
、
彼
は
運
動
の
原
因
に
就
い
て
、
　
「
宇
宙
が
存
し
始
め
る
と
す
ぐ
動
き
始
め
た
と
考
え
れ
ば
充

　
　
分
」
と
云
っ
て
い
る
。
（
U
①
ζ
◎
民
ρ
畠
壱
’
葭
）
　
彼
の
神
話
的
要
素
は
認
識
論
的
反
省
に
よ
っ
て
消
去
し
得
る
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
時
間
（
（
8
ヨ
言
聾
）
、
空
間
（
（
冨
蝉
｝
）
）
の
雰
対
称
性
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
よ
う
に
空
間
論
と
外
界
の
問
題
で
困
難
を
生
ず

　
　
る
事
も
、
カ
ン
ト
の
よ
う
に
学
問
を
記
述
の
枠
と
し
、
而
も
認
識
の
客
観
性
を
得
る
為
に
、
自
然
学
の
成
立
の
事
実
を
要
す
る
事
も
な
い
。

　
　
デ
カ
ル
ト
は
、
悟
性
を
感
覚
か
ら
分
離
し
て
粗
雑
な
二
元
論
に
陥
っ
た
の
で
は
な
く
、
豊
冨
な
認
識
を
可
能
に
し
て
い
る
。
然
し
こ
こ
で

　
　
は
そ
れ
を
論
じ
な
い
。

　
　
　
（
1
）
　
o
h
．
び
①
。
。
腰
ぎ
。
首
窃
黛
財
℃
ゲ
同
δ
の
。
娼
窯
①
》
い
Φ
竃
。
鼠
。
．

　
　
　
（
2
）
国
①
奮
菩
①
鐙
い
℃
ξ
切
卿
8
9
民
℃
び
ま
ω
ε
ξ
●

　
　
　
（
3
）
界
ω
邑
酔
π
2
睾
ω
け
鼠
δ
ω
ぼ
昏
Φ
喜
ま
ω
。
や
ξ
。
｛
U
Φ
。
。
。
霞
Φ
。
。
．

　
　
　
（
4
）
朝
永
振
一
郎
樽
士
”
塁
子
力
学
五

四

　
デ
カ
ル
ト
は
自
己
の
哲
学
を
実
際
的
な
哲
学
（
¢
昌
⑦
℃
ぼ
ざ
ω
o
℃
窪
Φ
鷲
節
鋤
ゆ
戯
。
）
と
云
い
、
哲
学
と
は
人
の
知
り
得
る
一
切
の
事
柄
の
完

全
な
知
を
得
る
箏
で
あ
り
、
そ
の
図
的
は
生
活
の
導
き
と
健
康
の
保
持
及
び
各
種
の
技
術
の
発
見
に
あ
る
と
す
る
。
（
望
ω
ρ
＜
H
・
雲
即
・

鷲
①
臨
．
）
然
る
に
身
心
労
離
に
基
礎
附
け
ら
れ
た
自
然
学
は
、
自
然
に
依
る
学
で
は
な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
学
問
と
生
活
を
分
離
し
、
悟
性
を

感
覚
と
想
像
か
ら
分
離
し
た
。
か
か
る
悟
性
は
如
何
に
し
て
生
活
に
有
用
な
も
の
と
有
害
な
も
の
を
教
え
、
又
多
産
で
あ
り
得
る
の
か
。



　
　
懐
疑
を
意
志
す
る
に
疲
れ
た
科
学
の
歴
史
が
実
用
主
義
、
経
験
論
に
赴
く
に
は
そ
れ
丈
の
理
由
が
あ
っ
た
。

　
　
　
凝
視
す
ら
稀
な
臼
常
性
を
越
え
、
生
命
に
思
索
と
い
う
重
荷
を
負
わ
す
デ
カ
ル
ト
は
、
安
易
な
経
験
論
に
身
を
委
ね
る
事
は
出
来
ぬ
。

　
　
完
全
性
は
人
間
の
精
神
の
側
に
求
め
ら
れ
、
自
然
学
は
観
念
に
原
理
を
求
め
た
。
我
々
も
従
っ
て
観
念
の
二
重
の
実
在
性
を
反
省
し
つ
つ
、

　
　
自
然
学
の
基
礎
と
構
造
を
論
じ
得
た
。
然
し
又
自
分
の
理
説
が
、
経
験
に
依
っ
て
確
証
さ
れ
て
居
な
い
と
人
に
云
わ
れ
て
驚
く
デ
カ
ル
ト

　
　
（
》
噸
　
鎮
●
　
～
M
囲
。
　
男
．
　
b
り
海
b
◎
）
は
、
常
に
世
界
の
中
に
あ
っ
て
思
索
し
た
と
云
う
意
味
で
経
験
論
者
と
も
云
え
る
。
彼
の
哲
学
の
モ
チ
ー
フ
の

　
　
一
つ
は
、
　
「
行
動
に
於
て
明
ら
か
に
晃
確
信
を
以
っ
て
こ
の
世
を
歩
む
」
（
O
一
ω
o
・
回
）
事
で
あ
っ
た
。

　
　
　
デ
カ
ル
ト
自
身
は
、
観
念
と
事
実
を
結
び
、
原
理
か
ら
特
殊
な
結
果
へ
到
る
道
に
、
殆
ん
ど
困
難
を
認
め
ず
、
可
能
な
説
明
の
ど
れ
を

　
　
選
ぶ
か
を
決
定
す
る
実
験
の
多
種
多
様
と
い
う
、
実
行
上
の
困
難
を
、
指
摘
す
る
の
み
で
あ
る
。
（
U
一
ω
o
．
＜
回
）
　
然
し
我
々
は
原
因
か
ら
結

　
　
果
へ
到
る
第
一
原
理
か
ら
の
演
繹
と
、
結
果
か
ら
原
因
を
迎
え
る
仮
説
。
演
繹
・
実
験
の
二
方
法
が
デ
カ
ル
ト
に
於
て
空
隙
を
生
じ
て
居

　
　
る
の
を
知
っ
て
居
る
。
こ
の
空
隙
を
和
ら
げ
る
為
に
、
真
理
の
種
子
即
ち
自
然
学
に
関
す
る
一
撃
観
念
（
口
。
鼠
。
長
男
審
録
δ
ω
）
に
一
種

　
　
の
先
験
性
を
与
え
る
事
も
、
将
来
の
実
験
を
期
待
す
る
事
も
出
来
る
。
然
し
い
ず
れ
に
し
て
も
、
実
際
的
哲
学
は
経
験
を
欠
い
て
は
成
立

　
　
し
な
い
。
本
来
デ
カ
ル
ト
的
な
経
験
と
は
、
原
理
か
ら
の
演
繹
と
与
件
の
一
致
を
意
味
す
る
。
従
っ
て
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
の
自
然
学
は
、

　
　
情
報
の
導
入
、
即
ち
観
測
を
理
論
的
に
含
む
方
向
に
進
ま
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
わ
れ
る
。
之
に
よ
っ
て
、
時
聞
の
議
論
で
残
し
て
置
い
た
選

　
　
書
の
一
方
は
消
え
る
。
然
し
、
本
質
又
は
属
性
を
知
る
立
場
と
、
様
態
又
は
個
物
を
知
る
立
場
を
、
理
論
と
観
測
の
綜
合
に
よ
っ
て
解
決

　
　
し
た
と
し
て
も
、
現
代
の
知
晃
は
、
更
に
、
大
き
な
問
題
を
提
起
す
る
。
何
故
な
ら
、
た
と
え
量
子
力
学
に
種
々
な
解
釈
が
可
能
と
し
て
も
、

　
　
例
え
ば
素
粒
子
の
振
舞
が
、
観
測
さ
れ
た
時
と
、
然
ら
ざ
る
時
と
で
は
、
異
な
る
と
い
う
事
実
は
、
動
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
又
観
測
の

　
　
問
題
の
分
析
に
於
て
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
等
に
従
う
な
ら
、
世
界
は
量
子
的
対
象
と
古
典
的
観
測
者
に
分
た
れ
、
而
も
両
者
孤
立
し
て
あ

　
　
　
　
（
1
）

　
　
り
得
な
い
。
分
割
の
境
界
線
は
可
成
り
勝
手
で
あ
る
が
、
難
子
力
学
は
全
宇
宙
を
考
察
し
よ
う
と
す
る
デ
カ
ル
ト
に
実
在
の
問
題
と
共
に

創・

｢
界
の
分
割
従
．
て
測
定
に
於
け
る
不
確
定
を
課
し
た
。
傘
窪
撃
力
学
が
適
用
さ
れ
る
な
ら
、
禦
ど
．
．
に
あ
る
か
と
言
表
現

ユ　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
自
然
蝉
ず
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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二

は
許
さ
れ
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
隠
れ
た
パ
ラ
メ
ー
タ
～
の
仮
定
は
、
ノ
ミ
ナ
ル
で
な
く
「
隠
れ
た
し
量
で
あ
る
限
り
、
観
念
か
ら
認
識

に
向
う
道
に
悼
る
。

　
観
測
は
現
在
に
関
係
す
る
が
量
子
力
学
は
将
来
の
予
測
に
も
か
か
は
る
。
従
っ
て
観
測
の
契
機
が
問
題
に
な
る
仕
方
は
、
岡
時
性
と
未

来
性
に
関
す
る
二
つ
に
分
け
て
考
え
ら
れ
る
。
相
対
性
理
論
で
は
、
理
論
も
観
測
も
実
在
性
に
関
係
し
、
そ
こ
で
問
題
と
な
る
岡
時
性
の

観
念
は
、
理
論
の
時
空
的
記
述
を
否
定
し
な
い
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
世
界
観
の
根
底
に
は
、
デ
カ
ル
ト
的
実
在
観
が
あ
っ
た
。
然
し

量
子
力
学
で
は
、
理
論
と
観
測
は
、
世
界
と
そ
の
一
部
と
し
て
の
個
物
の
関
係
で
は
な
く
、
実
在
に
関
す
る
知
識
（
観
測
）
と
知
識
の
間

の
関
係
（
理
論
）
の
心
柄
を
な
し
て
居
る
。
量
子
力
学
は
実
在
の
事
象
の
経
過
を
表
現
す
る
も
の
で
は
な
い
。
ノ
ミ
ナ
ル
な
量
子
力
学
的

状
態
は
、
充
足
律
に
従
っ
て
記
述
さ
れ
る
が
、
測
定
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
物
理
量
の
値
の
予
言
は
、
統
計
的
に
の
み
云
わ
れ
、
こ
の
事
に

関
し
て
充
足
律
は
用
い
ら
れ
な
い
。
測
定
事
実
の
集
在
性
は
、
観
測
者
に
意
識
さ
れ
た
限
り
の
実
在
性
と
し
て
、
現
実
性
と
で
も
名
ず
け

て
、
区
劉
す
る
方
が
便
利
か
も
知
れ
ぬ
。

　
実
践
は
予
測
に
基
き
、
未
来
に
か
か
わ
る
。
然
し
未
だ
存
在
せ
ぬ
も
の
を
認
識
す
る
事
は
出
来
ぬ
。
未
来
は
い
わ
ば
存
在
し
な
い
。
従

っ
て
予
測
に
関
し
て
、
デ
カ
ル
ト
的
認
識
は
成
立
し
な
い
と
云
う
曵
き
で
な
か
ろ
う
か
。
行
動
に
煮
て
（
①
拶
　
　
ご
P
①
o
励
　
Q
O
齢
一
〇
］
P
o
Q
）
見
る
事

は
、
精
し
も
行
動
の
為
に
晃
る
事
で
は
な
い
。
予
測
に
関
す
る
事
と
、
現
在
を
知
る
事
、
実
践
と
観
照
に
於
て
は
、
判
断
の
規
準
に
差
異

が
あ
る
篤
き
で
あ
る
。
現
在
の
時
点
に
立
つ
観
測
の
抽
象
作
用
が
、
対
象
を
或
る
範
囲
に
於
て
し
か
決
定
せ
ぬ
時
、
そ
れ
に
基
く
予
測
が

幽
明
た
り
得
ぬ
の
は
当
然
で
あ
る
。
勿
論
デ
カ
ル
ト
で
微
粒
子
の
不
確
定
が
問
題
に
な
っ
た
筈
は
な
い
。
然
し
延
長
で
あ
る
自
然
で
は
、

総
て
相
依
存
し
て
居
り
、
個
物
は
全
体
の
中
で
把
握
さ
れ
ぬ
限
り
明
晦
覇
明
に
認
識
さ
れ
得
ぬ
事
は
、
彼
の
哲
学
か
ら
も
帰
結
す
る
。
ア

ト
ミ
ズ
ム
の
期
待
に
反
し
、
全
体
か
ら
抽
出
さ
れ
た
個
物
の
把
握
に
湿
て
は
、
契
る
種
の
曖
昧
が
含
ま
れ
て
来
ざ
る
を
得
な
い
。
（
9
》
・

8
・
臼
・
勺
・
8
竃
）
個
物
に
普
遍
者
を
考
え
る
の
は
、
ギ
リ
シ
ア
的
直
観
の
伝
統
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
が
、
デ
カ
ル
ト
で
は
、
有
限
な
物
が

独
立
性
を
持
つ
事
は
な
い
。
観
測
は
局
所
的
で
あ
る
。
日
常
性
で
は
こ
の
逆
説
は
隠
れ
て
居
る
。
日
常
性
は
単
に
信
ず
る
の
み
で
あ
り
、



　
　
疑
お
う
と
し
な
い
。
然
し
デ
カ
ル
ト
の
宇
宙
論
は
、
ま
だ
大
局
的
で
し
が
な
か
っ
た
σ
換
書
す
れ
ば
種
々
の
様
態
の
認
識
、
特
に
他
と
の

　
　
関
係
に
関
す
る
事
に
慌
て
は
、
抽
象
や
梅
成
に
よ
る
普
遍
者
を
考
え
、
観
測
さ
れ
る
量
を
も
と
と
し
て
結
果
か
ら
原
因
に
到
る
ノ
ミ
ナ
リ

　
　
ズ
ム
に
立
た
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
我
々
も
デ
カ
ル
ト
の
運
動
論
に
於
て
、
因
果
律
が
ノ
ミ
ナ
ル
な
運
動
の
概
念
に
媒
介
さ
れ
て
い
る

　
　
の
を
児
た
。
梢
対
性
理
論
は
、
ノ
ミ
ナ
ル
な
手
続
き
を
用
い
ぬ
と
、
考
え
難
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
抽
象
的
な
普
遍
者
の
観
念
問
の
関
係
は
明
晰
判
明
で
あ
り
、
そ
れ
等
に
よ
っ
て
成
立
す
る
理
論
が
客
観
性
を
有
す
る
と
し
て
も
、
そ
の

　
　
理
論
が
事
物
の
関
係
を
実
在
的
に
云
っ
て
居
る
も
の
と
は
怨
し
も
云
え
な
い
。
確
率
的
見
方
は
か
か
る
ノ
ミ
ナ
ル
な
理
論
の
典
型
で
あ
り
、

　
　
一
方
に
於
て
数
学
的
理
論
と
し
て
殆
ん
ど
公
理
的
建
設
に
成
功
し
た
厳
密
な
体
系
を
有
す
る
。
然
し
確
率
論
の
適
用
に
於
て
、
現
実
の
事

　
　
柄
の
確
率
は
、
経
験
的
に
決
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
こ
で
は
大
数
の
法
則
が
支
配
し
、
渋
る
種
の
曖
昧
が
入
っ
て
来
る
。
こ
の
曖

　
　
昧
は
一
つ
の
事
柄
の
他
の
事
柄
と
の
関
係
に
関
す
る
も
の
と
、
事
柄
自
体
或
は
一
般
概
念
に
関
す
る
も
の
と
の
二
つ
に
分
け
て
考
え
ら
れ

　
　
る
。
前
者
は
因
果
的
決
定
論
、
特
に
観
測
の
問
の
観
測
さ
れ
ざ
る
経
過
の
実
在
を
云
う
も
の
に
対
応
し
、
後
者
は
、
確
率
適
用
の
集
合
の

　
　
要
素
の
決
定
に
曾
て
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
又
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
は
理
論
に
対
応
す
る
対
象
の
外
延
を
確
定
せ
ず
一
種
の
曖
昧
を
含
む
。
こ

　
　
の
曖
昧
は
、
科
学
に
柔
軟
性
と
豊
穣
性
を
も
与
え
る
の
で
あ
っ
て
、
祝
し
も
非
難
す
重
き
で
は
な
い
が
、
理
論
は
適
用
の
限
界
を
常
に
配

　
　
硬
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
確
率
論
が
、
因
果
的
非
決
定
に
関
係
す
る
事
は
、
集
団
全
体
と
し
て
丈
規
定
さ
れ
る
よ
う
な
対
象
に
用
い
ら
れ

　
　
る
熱
力
学
や
、
量
子
力
学
の
中
心
概
念
で
あ
る
事
か
ら
、
看
取
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
但
し
熱
力
学
は
必
し
も
実
在
論
を
放
棄
し
て
居
な
い
。

　
　
　
籾
確
率
的
考
察
は
、
対
象
の
状
態
の
実
麿
的
関
係
が
判
明
で
な
い
も
の
に
ふ
さ
わ
し
き
論
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
真
と
偽
で
は
な
く
、
確

　
　
か
ら
し
さ
の
程
度
が
問
題
と
な
る
。
而
し
て
確
率
的
観
点
は
、
メ
カ
ニ
カ
ル
で
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
立
た
ず
、
出
来
事
か
ら
出
来
事
へ
と
移

　
　
る
点
で
デ
カ
ル
ト
の
観
点
と
矛
盾
し
な
い
と
思
う
。
感
覚
的
行
動
の
立
場
の
真
理
の
規
準
（
真
理
と
云
う
の
は
適
当
で
な
い
か
も
知
れ
ぬ

　
　
が
）
は
、
変
ぜ
ざ
る
を
得
な
い
。
（
勺
壇
．
　
一
ノ
N
．
　
悼
O
㎝
i
①
）
実
践
即
ち
未
来
に
関
す
る
仕
方
は
判
明
で
は
あ
り
得
な
い
。
行
動
的
知
識
も
、
知

21

@
識
と
云
わ
れ
る
限
り
確
実
性
を
要
求
さ
れ
る
が
、
永
遠
の
相
の
下
に
あ
る
知
識
と
は
、
耽
溺
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
人
間
は
先
ず
生
き
ね
ば

10　
　
　
　
　
　
デ
カ
ル
ト
の
自
然
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
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@
な
ら
ぬ
。
然
し
生
き
る
事
に
は
感
覚
と
情
念
を
通
し
て
、
不
確
定
と
局
地
性
が
つ
き
ま
と
い
、
行
動
は
未
来
に
か
か
わ
る
。
而
も
行
動
に

　
　
於
て
は
、
決
断
が
常
に
要
求
さ
れ
、
判
明
で
な
い
も
の
を
も
判
断
し
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
そ
こ
で
は
傾
向
の
決
定
は
云
え
て
も
、
細
目
に

　
　
わ
た
れ
ば
誤
り
無
き
を
得
な
い
。
道
徳
的
な
事
に
於
て
は
、
凡
そ
の
確
実
性
（
8
冠
簿
＆
o
導
o
H
巴
ρ
器
鶏
鑓
⇒
8
ヨ
。
吋
巴
①
）
で
満
足
し
な

　
　
く
て
は
な
ら
ぬ
。
充
分
に
理
性
を
用
い
た
事
で
、
後
に
な
っ
て
誤
ち
を
晃
出
し
た
と
し
て
も
、
悔
む
事
は
な
い
の
で
あ
る
。
（
興
》
“
8
．

　
　
H
＜
．
℃
・
卜
⊃
ト
っ
①
）

　
　
　
然
し
我
々
の
努
力
は
、
完
全
な
知
識
を
通
じ
て
、
孤
独
な
個
人
が
や
が
て
充
分
な
相
互
理
解
を
得
ら
れ
る
よ
う
、
世
界
を
よ
り
一
層
覇

　
　
明
に
認
識
す
べ
く
向
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
テ
オ
リ
ア
は
パ
ラ
リ
！
ゼ
を
起
す
か
も
し
れ
ぬ
。
そ
の
為
に
デ
カ
ル
ト
は
哲
学
即
ち
純
粋
悟
性

　
　
の
み
を
用
い
る
思
惟
は
、
一
年
の
う
ち
の
わ
ず
か
な
時
間
で
充
分
だ
と
云
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
（
跨
．
㌶
．
＜
・
℃
・
ω
N
c
Q
）
　
然
し
知
識
の
進
歩

　
　
は
、
こ
の
パ
ラ
リ
！
ゼ
を
起
す
拒
否
、
即
ち
懐
疑
と
云
う
種
子
か
ら
生
じ
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
我
々
は
デ
カ
ル
ト
の
残
し
た
戦

　
　
を
続
け
ね
ば
な
ら
ぬ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
（
1
）
　
頃
Φ
雛
①
菩
Φ
凝
前
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Physics　ef　Descartes
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　　Newtonian　mechanics　makes　the　concept　of　force　theoretically　unnecessary．

The　equations　of　motlon　can　be　expressed　by　1〈inematical　terms　only．

Also，　quan徽m　mechanics　achieves　the　description　of　the　states　without

mak三ng　use　of　the　concept　of　force、　It　is量n　this　connection　that　we　think

cartesian　mechanics，　with　its　elim呈nation　of‘force’，ωbe　worthy　of　renewed

corLsiderat呈on．

　　Descartes　regarded　all　motion　as　relative　and　conceived　time　to　be　of

atomic　structure．　This　latter　point　we　regard　as　especially　s三gnificant　in

view　of　relativity　theory　and　quantum　physics．　With　Descartes　time　has，

as　an　abstτact　oblective　ent三ty，　the　character　of　being　atomic　with　respect

to　the　act　of　o1〕ser▽ation．　Even　for　the‘uncertainty’and‘locality’principles

which　radically　differentiate　the　new　physics　from　the　old　one，　we　think

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　タ

we　can　find　some　corresponding　suggestions　in　the　methodological　remarks

of　Descartes　h三mself．

　　It　is　in　view　of　above　consideration　that　we　have　tried　here　to　examine

in　deta三l　the　structure　of　cartesian　physics．　The　main　argument　is　prece－

ded　by　a　consideration　of　a　few　po三nts　in　his　metaphyics　and　also　of　his

conception　of　mathematics　as　a　method．
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