
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
我
の
問
題
と
内
官
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
一
と
く
に
純
粋
理
性
批
判
を
め
ぐ
っ
て
ー
ー

い
て

芦

田

淑

一

　
　
　
カ
ン
ト
が
認
識
問
題
の
解
決
に
あ
た
っ
て
採
用
し
た
の
は
、
対
象
の
認
識
に
お
い
て
概
念
が
対
象
に
従
う
の
で
は
な
く
、
対
象
の
方
が

　
　
概
念
に
し
た
が
う
と
い
う
こ
と
を
「
想
定
」
す
る
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
方
法
で
あ
っ
た
こ
と
は
今
更
に
書
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
　
「
経
験
は
そ
れ
自
身
悟
性
を
必
要
と
す
る
と
こ
ろ
の
一
種
の
認
識
で
あ
り
、
悟
性
の
規
聴
は
…
…
ア
プ
リ
オ
リ
に
前
提
し
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
な
い
も
の
」
で
あ
る
。
対
象
が
概
念
に
し
た
が
う
と
い
う
こ
と
は
、
悟
性
の
規
則
が
悟
性
の
ア
ブ
り
オ
り
な
概
念
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る

　
　
か
ぎ
り
、
経
験
一
切
の
対
象
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
し
た
が
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
　
（
G
σ
・
図
く
醸
・
）
。
た
と
え
認
識
の
対
象
を
そ
の
現
存
在
に

　
　
従
っ
て
は
そ
う
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
を
認
識
可
能
な
も
の
と
し
て
構
成
す
る
こ
と
は
悟
性
の
は
た
ら
き
に
帰
せ
ら
れ
る
。
こ
の
よ

　
　
う
な
純
粋
悟
性
概
念
が
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
つ
ぎ
に
こ
の
概
念
の
客
観
的
な
妥
当
挫
を
説
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で

　
　
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
概
念
が
い
か
に
し
て
対
象
に
ア
プ
リ
オ
に
関
係
し
う
る
か
、
そ
の
関
係
の
仕
方
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
そ
の
心
理
的
発
生
の
「
機
会
原
因
し
（
嶺
．
　
O
O
7
①
雛
）
　
を
与
え
る
説
明
、
す
な
わ
ち
、
経
験
的
な
演
繹
に
と
ど

　
　
ま
ら
ず
し
て
こ
の
概
念
の
適
法
性
を
経
験
に
よ
る
こ
と
な
し
に
、
先
験
的
に
演
繹
す
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
カ
テ
ゴ
リ
ー

　
　
と
対
象
の
関
係
を
求
め
る
こ
と
は
あ
く
ま
で
も
経
験
の
枠
の
な
か
で
行
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
経
験
は
認
識
の
所
産
　
（
頃
・
O
o
プ
2
）

319　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
霞
我
の
問
題
と
内
官
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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32
9
　
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
し
、
認
識
作
用
は
そ
れ
自
体
あ
く
ま
で
も
ひ
と
つ
の
心
的
な
で
き
ご
と
と
も
考
え
ら
れ
る
故
、
ま
ず
認
識
の
主
観

　
　
的
な
源
泉
を
探
究
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
三
ッ
の
認
識
源
泉
、
心
の
能
力
を
有
し
て
い
る
（
》
・
O
♪
》
・
に
0
）
。
す
な
わ
ち
、
感
能
と
梅
想
力
と

　
　
溢
血
の
三
ッ
で
あ
り
、
そ
の
各
々
の
活
動
は
形
式
か
ら
言
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
、
通
観
（
ω
醤
。
冨
。
・
）
、
綜
合
、
統
一
の
名
で
も
っ
て
示
さ
れ

　
　
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
認
識
の
主
観
的
源
泉
を
、
そ
の
先
験
的
な
性
質
（
瞥
同
ゆ
⇔
ω
溝
O
口
岱
①
叶
餌
一
Φ
　
切
①
o
ゆ
O
ぴ
9
頴
①
質
げ
①
一
け
）
に
し
た
が
っ
て
考
量

　
　
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
》
e
Φ
↓
）
。

　
　
　
カ
ン
ト
は
ω
《
琴
℃
ω
δ
を
感
能
の
受
容
性
に
限
定
し
て
い
る
が
（
》
．
り
刈
）
、
こ
れ
が
認
識
の
名
に
値
す
る
も
の
と
な
る
た
め
に
は
自
発

　
　
性
の
は
た
ら
き
で
あ
る
綜
合
が
つ
ね
に
こ
れ
と
結
び
つ
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
綜
合
の
作
用
の
な
か
に
は
た
ら
い
て
い
る
自

　
　
発
牲
は
三
種
の
綜
合
に
お
い
て
み
と
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
直
観
に
お
け
る
心
性
の
変
様
と
し
て
の
表
象
の
覚
知
、
構
想
力
に
お
け
る

　
　
表
象
の
再
生
、
概
念
に
お
け
る
表
象
の
再
認
で
あ
る
。
こ
の
綜
合
の
第
一
の
形
式
に
お
い
て
す
で
に
霞
発
性
と
受
容
性
の
共
議
は
み
と
め

　
　
ら
れ
る
。

　
　
　
す
べ
て
の
表
象
は
内
感
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
時
間
形
式
の
下
に
立
つ
も
の
で
あ
る
か
ら
、
直
観
の
示
す
多
様
は
時
間

　
　
形
式
の
中
に
お
い
て
印
象
の
継
起
に
従
っ
て
区
別
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
区
甥
自
身
が
す
で
に
ひ
と
つ
の
統
一
を
要
求
す
る
。
す
な
わ

　
　
ち
、
覚
知
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
直
観
は
客
観
的
な
個
別
認
識
に
濁
る
た
め
に
は
覚
知
の
予
習
を
必
要
と
す
る
。

　
　
　
個
携
的
な
直
観
に
た
い
し
て
は
覚
知
の
綜
合
が
こ
の
よ
う
に
は
た
ら
く
が
、
表
象
の
系
列
に
た
い
し
て
は
同
様
の
こ
と
が
再
生
の
綜
合

　
　
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
。
表
象
が
互
い
に
連
関
し
あ
っ
て
、
一
の
表
象
か
ら
他
の
表
象
へ
の
心
性
の
移
行
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
、
経
験
的
な

　
　
法
則
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
経
験
的
な
構
想
力
が
こ
の
よ
う
な
は
た
ら
き
を
発
揮
し
う
る
た
め
に
は
、
再
生
の
経
験
的
な
法
則
に
じ
つ
さ

　
　
い
現
象
そ
の
も
の
が
し
た
が
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
経
験
的
な
再
生
の
法
躍
は
現
象
の
有
す
る
親
和
性
に
よ
っ
て
、
説
明

　
　
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
経
験
的
な
親
和
性
は
い
か
に
し
て
理
解
さ
れ
る
か
。
こ
れ
が
答
え
ら
れ
る
た
め
に
は
、
表
象
の



　
　
再
生
の
経
験
的
な
法
則
が
現
象
の
再
生
可
能
性
の
中
に
先
験
的
な
根
拠
を
も
つ
こ
と
が
示
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
わ
れ
わ

　
　
れ
が
頭
の
中
で
一
本
の
線
を
ひ
い
て
み
よ
う
と
す
る
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
表
象
の
多
様
を
順
々
に
把
握
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
な
い
。
線
の
第
一
の
部
分
か
ら
次
の
部
分
に
移
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ
は
第
一
の
部
分
を
い
つ
も
頭
の
な
か
に
保
有
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
な
い
。
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
い
つ
も
先
行
す
る
表
象
を
忘
れ
去
っ
て
、
こ
れ
を
再
現
す
る
こ
と
が
な
い
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
全
体
的

　
　
な
表
象
と
い
う
も
の
を
ま
っ
た
く
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。
全
体
性
に
お
け
る
表
象
は
、
し
た
が
っ
て
、
な
に
か
先
験
的
な

　
　
根
拠
を
持
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
根
拠
は
覚
知
同
様
に
心
性
の
先
験
的
な
行
為
に
属
す
る
綜
合
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て

　
　
覚
知
の
綜
合
の
み
で
は
い
ま
だ
な
ん
の
形
象
も
印
象
の
関
連
も
成
立
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
　
（
》
●
ド
b
⊃
H
）
、
と
考
え
ら
れ
る
。
覚
知
の
綜

　
　
合
は
再
現
の
綜
合
と
不
可
分
離
的
に
結
ば
れ
て
、
内
感
の
現
象
の
多
様
を
ひ
と
つ
の
形
象
に
お
い
て
結
合
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
構
想

　
　
力
の
再
現
の
綜
合
は
知
覚
の
必
然
的
成
分
で
あ
る
」
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
形
象
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
根
拠
は
連
想
の
主
観
的
根
拠

　
　
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
。
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
が
た
ん
な
る
現
象
、
た
ん
な
る
表
象
の
遊
戯
に
と
ど
ま
ら
ず
、
経
験
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
形
成

　
　
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
綜
合
的
連
関
の
法
則
に
し
た
が
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
形
象
を
こ
え
て
求
め
ら
れ
る
客
観
的
根

　
　
拠
は
「
概
念
」
の
な
か
に
見
出
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
根
拠
は
知
覚
が
た
ん
に
繰
返
さ
れ
て
、
あ
る
形
象
に
ま
と
め
ら
れ
る

　
　
だ
け
で
は
満
足
し
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
再
現
の
「
岡
一
性
〕
を
も
意
識
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
わ
れ
わ
れ
の
現
に
思
惟
し
て
い
る
と

　
　
こ
ろ
の
こ
と
が
｝
瞬
間
ま
え
に
思
惟
し
た
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
な
け
れ
ば
、
総
じ
て
表
象
の
系
列
に
お
け
る
再
現
と
い
う

　
　
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
だ
ろ
う
」
　
（
｝
同
8
）
　
か
ら
で
あ
る
。
表
象
の
多
様
が
全
体
を
構
成
す
る
た
め
に
は
岡
一
性
の
意
識
に
よ
っ
て
統

　
　
一
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
覚
知
の
綜
合
お
よ
び
再
現
の
綜
合
が
必
然
的
に
こ
の
再
認
の
綜
合
を
必

　
　
要
と
し
、
ま
た
、
前
二
者
の
う
ち
に
は
後
者
の
統
一
も
し
く
は
、
岡
一
性
に
む
か
う
綜
合
の
「
方
向
」
が
指
導
的
に
内
在
し
て
い
る
と
い

　
　
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
黙
る
も
の
を
対
象
と
し
て
認
識
す
る
た
め
に
必
要
な
規
則
は
た
ん
な
る
形
象
に
よ
っ
て
は
与
え
ら
れ
る
こ

　
　
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
意
識
の
統
一
が
不
可
欠
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
統
一
は
概
念
に
お

鵬　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
我
の
問
題
と
内
官
［
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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34
9
　
い
て
は
じ
め
て
獲
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
経
験
の
形
式
的
制
約
と
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
自
明
の
こ

　
　
と
で
あ
る
。

　
　
　
い
ま
私
は
「
挙
る
も
の
を
対
象
と
し
て
認
識
す
る
た
め
に
」
と
述
べ
た
が
、
い
っ
た
い
認
識
の
対
象
と
は
何
で
あ
る
か
。
こ
れ
に
答
え

　
　
て
、
カ
ン
ト
は
認
識
に
対
応
し
、
認
識
と
区
励
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
或
る
も
の
一
般
1
1
X
以
外
の
何
も
の
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

　
　
と
雷
う
（
｝
H
O
A
）
。
し
か
し
な
が
ら
わ
れ
わ
れ
が
至
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
は
、
た
だ
、
わ
れ
わ
れ
の
表
象
の
多
様
の
み
で
あ
り
、
或
る

　
　
も
の
一
般
1
1
X
は
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
無
で
あ
る
か
ら
、
対
象
を
必
然
的
に
す
る
と
こ
ろ
の
統
一
は
表
象
の
多
様
の
綜
合
に
お
け
る
意
識

　
　
の
形
式
的
な
統
一
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
形
象
に
お
け
る
覚
知
と
再
現
が
先
験
的
な
思
想
力
に
基
い
て
い
た
よ
う
に
、

　
　
概
念
に
お
け
る
こ
の
表
象
の
再
認
も
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
に
お
い
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
綜
合
の
統
一
が
概
念
に
樹
て
ら
れ
る
よ
う
な

　
　
ひ
と
つ
の
先
験
的
な
制
約
を
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
概
念
に
お
け
る
綜
合
の
統
一
が
こ
の
綜
合
に
お
け
る
意
識
の
形
式
的

　
　
な
統
一
に
基
く
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
意
識
の
形
式
的
な
早
早
が
、
す
な
わ
ち
、
先
験
的
統
覚
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
右
に
言
わ
れ

　
　
た
或
る
も
の
一
般
1
1
X
は
こ
の
先
験
的
統
覚
の
コ
レ
ラ
ー
ト
と
し
て
、
こ
こ
で
、
　
「
よ
り
正
当
に
」
考
え
ら
れ
る
。
先
験
的
対
象
X
は
わ

　
　
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
意
識
に
お
い
て
同
一
の
も
の
で
あ
る
が
、
先
験
的
対
象
の
純
粋
概
念
は
な
ん
の
被
規
定
的
な
直
観
を
ふ
く
む
こ
と
が

　
　
で
き
な
い
か
ら
、
そ
れ
は
認
識
の
多
様
に
存
す
る
統
一
だ
け
に
関
す
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
対
象
と
の
こ
の
関
係
は
意
識
の
必
然
的
な

　
　
統
一
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
先
験
的
統
覚
と
先
験
的
対
象
は
コ
レ
ラ
ー
ト
と
し
て
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
こ
の
純
粋
で
根
源
的
な
統
覚
と
な
ら
ん
で
、
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
経
験
的
な
統
覚
の
存
在
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
経
験
的
統
覚
す
な
わ

　
　
ち
内
感
は
内
的
知
覚
に
お
け
る
わ
れ
わ
れ
の
状
態
の
規
定
に
従
う
わ
れ
わ
れ
自
身
の
意
識
に
お
い
て
成
立
す
る
。
内
感
は
内
的
現
象
の
流

　
　
れ
に
お
い
て
の
み
成
立
す
る
が
、
先
験
的
統
覚
は
わ
れ
わ
れ
が
内
感
の
内
容
を
客
観
化
し
、
表
象
お
よ
び
認
識
の
対
象
と
し
て
形
成
す
る

　
　
と
い
う
意
識
の
基
礎
的
な
事
態
（
日
簿
げ
Φ
ω
欝
コ
侮
）
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
概
念
の
再
認
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
統
覚
を
意

　
　
識
す
る
か
ぎ
り
、
再
認
が
そ
れ
に
よ
っ
て
生
ず
る
と
こ
ろ
の
概
念
は
「
可
能
的
経
験
に
お
け
る
思
惟
の
制
約
し
と
し
て
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を



　
　
示
す
こ
と
に
な
る
。
カ
テ
ゴ
リ
…
の
対
象
に
た
い
す
る
関
係
の
可
能
性
は
す
べ
て
の
現
象
（
未
規
定
的
な
感
性
の
対
象
）
の
根
源
的
統
覚

　
　
に
た
い
す
る
関
係
の
必
然
性
の
う
ち
に
存
す
る
か
ら
で
あ
る
。
先
験
的
統
覚
は
カ
テ
ゴ
リ
…
を
具
し
て
、
現
象
の
先
験
的
な
親
和
性
を
樹

　
　
立
す
る
が
、
こ
の
先
験
的
な
親
撫
性
に
お
い
て
こ
そ
「
霞
然
」
は
理
解
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
対
象
の
総
括
と
し
て
の
自
然
は
統
覚
と

　
　
い
う
わ
れ
わ
れ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
根
拠
に
し
た
が
っ
て
立
て
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
「
自
然
」
の
源
泉
は
「
悟

　
　
姓
」
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
先
験
的
統
覚
、
す
な
わ
ち
、
自
己
意
識
の
同
一
性
は
わ
れ
わ
れ
の
表
象
の
多
様
の
統
一
の
先
験
的
な
原
理
と
名
づ
け
ら
れ
る
が
、
こ
の

　
　
統
一
は
ひ
と
つ
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
、
つ
ま
り
、
構
想
力
の
産
出
的
な
綜
合
を
前
提
と
す
る
。
雛
…
想
力
は
そ
れ
が
多
様
の
客
観
的
な
結

　
　
合
の
可
能
性
を
ふ
く
む
か
ぎ
り
先
験
的
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
産
出
的
で
あ
る
。
構
想
力
の
こ
の
綜
合

　
　
へ
の
関
係
に
お
け
る
統
覚
の
統
一
が
悟
性
と
呼
ば
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
頃
σ
O
。
ぴ
①
餌
は
悟
性
が
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
解
せ
ら
れ
る

　
　
か
ぎ
り
は
、
た
と
え
そ
れ
が
心
的
能
力
と
し
て
と
ら
え
れ
る
の
が
通
常
の
こ
と
で
あ
る
に
し
て
も
、
た
ん
な
る
関
係
（
閑
Φ
一
筆
齢
一
〇
ゆ
）
、
二
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
の
認
識
機
能
の
関
係
の
表
現
と
見
徹
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
　
　
さ
ら
に
類
．
O
o
げ
Φ
⇔
は
統
覚
の
普
遍
的
法
論
が
、
特
殊
的
な
法
則
統
一
が
そ
こ
で
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
な
綜
合
に
関
係
づ
け

　
　
て
考
え
ら
れ
る
と
き
、
こ
の
綜
合
に
お
い
て
統
覚
は
悟
性
に
な
る
と
言
わ
れ
得
る
か
ら
、
悟
性
と
統
覚
の
関
係
は
種
と
類
の
関
係
と
同
じ

　
　
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
産
幽
的
構
想
力
は
し
た
が
っ
て
感
性
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
悟
性
と
し
て
機
能
す
る
も

　
　
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
「
こ
の
純
粋
統
覚
は
純
粋
構
想
力
を
知
性
的
な
ら
し
む
る
た
め
に
そ
れ
に
加
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
。
何
と
な
れ
ば
構
想
力
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
綜
合
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
行
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
多
様
を
（
た
と
え
ば
三
角
形
の
形
態
を
）
直
観
に
現
れ
る
が
ま
ま
に
結
合
す
る
故
、
や
は

　
　
り
そ
れ
自
体
つ
ね
に
感
性
的
で
あ
り
…
…
」
　
（
》
．
陣
ト
っ
心
）
　
こ
こ
で
は
構
想
力
が
あ
た
か
も
感
性
に
属
す
る
か
の
如
く
に
語
ら
れ
る
よ
う
に

　
　
み
え
る
が
、
し
か
し
、
こ
こ
で
嫌
わ
れ
て
い
る
形
態
と
は
た
ん
な
る
形
象
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
形
象
の
規
　
則
と
し
て
の
概
念
を
前
提
し

359　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
密
我
の
問
題
と
内
富
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



936

　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
四
百
九
十
二
暑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
構
想
力
が
感
性
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
そ
れ
が
ど
こ
ま
で
も
全
く
感
性
的
で
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
で

あ
ろ
う
。
も
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
構
想
力
は
自
発
性
の
所
産
た
る
綜
合
を
ふ
く
む
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
　
「
構
想
力

は
そ
れ
の
も
と
に
お
い
て
の
み
悟
性
概
念
に
こ
れ
と
対
応
す
る
直
観
を
与
え
う
る
と
こ
ろ
の
主
観
的
制
約
の
故
に
、
感
性
に
属
す
る
も
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
構
想
力
の
綜
合
は
霞
発
性
の
実
行
で
あ
り
…
…
感
性
に
対
す
る
悟
性
の
作
用
で
あ
り
、
ま
た
、
わ
れ
わ
れ
に
可
能
的

な
る
直
観
の
対
象
に
封
ず
る
悟
性
の
最
初
の
適
用
で
あ
る
」
（
し
ご
・
嵩
H
眺
）
。
従
っ
て
産
出
的
な
構
想
力
が
描
き
出
す
も
の
は
た
ん
な
る
形
象

と
い
う
よ
り
は
シ
ェ
マ
と
呼
ば
れ
る
の
が
正
当
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
わ
れ
わ
れ
が
一
匹
の
犬
を
見
る
場
合
、
そ
の
知
覚
さ
れ
た
犬
の
形
、

そ
こ
に
あ
る
そ
の
も
の
の
姿
は
彩
象
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
形
象
は
同
時
に
、
こ
の
一
匹
の
犬
を
は
な
れ
て
犬
一
般
の
見
え
る
べ
き
形

態
を
表
わ
す
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
場
合
、
そ
れ
は
犬
の
概
念
を
表
象
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
示
す
も
の
と
し
て
、
形
象

と
は
異
っ
た
形
象
（
か
か
る
パ
ラ
罫
キ
シ
カ
ル
な
言
い
方
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
）
と
書
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
い
わ
ば
概
念
の
感
性
化

で
あ
り
、
犬
が
総
じ
て
犬
で
あ
る
た
め
に
は
そ
れ
が
い
か
に
見
え
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
を
規
制
す
る
規
則
と
考
え
ら
れ
る
。
　
「
犬
と
い

う
概
念
は
私
の
講
想
力
が
そ
れ
に
従
っ
て
論
る
四
足
獣
の
形
態
を
一
般
的
に
描
き
出
す
こ
と
の
で
き
る
規
則
を
意
味
す
る
。
そ
し
て
、
こ

の
際
経
験
が
私
に
提
供
す
る
と
こ
ろ
の
唯
一
特
殊
な
形
態
、
も
し
く
は
、
私
が
具
体
的
に
現
わ
し
う
る
燈
々
の
可
能
的
な
形
象
に
制
隈
さ

れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
篇
（
じ
ご
’
8
0
。
O
）
。

　
か
く
し
て
、
さ
も
な
い
と
き
に
は
た
ん
に
抽
象
の
力
を
も
つ
の
み
で
あ
る
だ
ろ
う
悟
性
に
構
想
力
は
規
則
と
法
則
の
よ
り
高
い
能
力
を

与
え
得
る
こ
と
に
な
る
。
溝
想
力
は
多
様
そ
の
も
の
を
産
出
し
は
し
な
い
け
れ
ど
も
形
象
の
逮
想
を
こ
え
て
、
そ
の
統
一
の
「
親
和
性
」

へ
と
多
様
を
結
合
す
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
ま
た
、
こ
の
蘭
連
に
お
い
て
、
悟
性
は
実
り
多
き
規
定
、
す
な
わ
ち
、
悟
性
は
規
則
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

能
力
で
あ
る
と
い
う
規
定
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
悟
性
は
た
ん
に
現
象
を
比
較
し
て
則
規
を
作
り
出
す
心
的
能
力
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

う
の
で
は
な
く
自
然
に
対
す
る
立
法
で
さ
え
あ
る
。

　
以
上
、
カ
ン
ト
の
こ
と
ば
に
即
し
て
な
が
な
が
と
述
べ
て
き
た
が
、
か
く
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
は
二
つ
の
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
た
。



　
　
そ
の
一
は
主
観
的
演
繹
、
も
し
く
は
、
先
験
心
理
学
の
色
彩
が
濃
い
と
書
わ
れ
て
い
る
部
分
に
つ
い
て
三
種
の
認
識
能
力
の
「
先
験
的
性

　
　
質
」
の
考
量
（
そ
れ
は
心
理
的
能
力
の
距
離
化
と
言
っ
て
も
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
）
が
事
実
い
か
に
し
て
な
さ
れ
て
い
る
か
を
見
て

　
　
お
く
こ
と
が
わ
た
し
に
と
っ
て
ま
ず
当
然
の
義
務
で
あ
ろ
う
か
ら
こ
れ
を
な
し
て
お
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
二
は
こ
れ
ら
心
理
学

　
　
的
立
場
の
形
相
化
、
す
な
わ
ち
、
カ
テ
ゴ
リ
…
の
演
繹
に
対
す
る
「
予
備
的
注
意
」
に
お
い
ヴ
、
一
貫
し
て
志
向
さ
れ
て
い
る
の
が
統
覚

　
　
（
お
よ
び
悟
性
）
の
形
勢
化
と
い
う
方
向
で
あ
る
こ
と
を
見
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
の
と
っ
た
認
識
論
の
方
法
は
主
観
は
主

　
　
観
的
意
識
の
形
梢
化
の
遂
行
の
う
え
に
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の
だ
と
い
う
解
釈
が
事
実
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
も
保
証
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見

　
　
え
る
と
い
う
こ
と
を
瞥
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
主
観
的
演
繹
が
三
種
の
認
識
の
主
観
的
源
泉
を
そ
の
先
験
的
性
質
に
従
っ
て
考
量
す
る
こ
と
は
述
べ
ら
れ
た
。
経
験
心
理
学
的
事
実
を

　
　
手
引
き
と
し
て
、
そ
の
形
相
化
が
い
か
に
な
さ
れ
れ
た
か
は
い
ま
見
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
先
験
的
心
理
学
が
か
な
り
微
妙
な

　
　
立
場
に
在
る
と
い
う
こ
と
は
ま
た
事
実
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
主
観
的
演
繹
は
一
方
で
経
験
心
理
学
に
衙
り
か
か
り
、
こ
れ
を
前
提
と

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
覚
知
、
再
現
、
再
認
の
綜
合
の
説
明
が
す
べ
て
経
験
的
な
事
例
に
従
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
方
主

　
　
観
的
演
繹
は
、
ま
た
、
先
験
的
論
理
学
に
依
存
し
て
い
る
よ
う
に
も
奮
え
る
。
覚
知
の
綜
合
も
、
再
現
の
綜
合
も
け
っ
き
ょ
く
は
再
認
の

　
　
綜
合
、
統
覚
の
統
一
に
依
る
と
説
か
れ
た
故
に
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
観
的
演
繹
論
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
に
し
て
も
、

　
　
そ
れ
が
一
種
の
O
器
嚢
σ
q
㊦
ぼ
簿
に
立
つ
も
の
と
し
て
、
不
安
定
な
性
格
を
も
つ
よ
う
に
晃
え
る
こ
と
も
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
肯
定
せ
ざ
る
を

　
　
得
な
い
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
認
識
の
主
観
的
源
泉
の
先
験
的
な
性
質
と
経
験
的
な
忍
女
（
わ
た
し
は
性
質
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
規
定
と
い
う
名
を
与
え
た
い
の
で

　
　
あ
る
が
。
と
い
う
の
は
性
質
と
い
う
こ
と
ば
が
な
に
か
レ
ア
ー
ル
な
も
の
を
連
想
せ
し
め
る
が
故
に
で
あ
る
）
の
関
係
に
つ
い
て
、
さ
ら

　
　
に
問
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
の
問
題
は
内
感
の
考
察
へ
と
み
ち
び
い
て
ゆ
く
で
あ
ろ
う
が
、
内
感
の
問
題
に
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
ち
入
る
ま
え
に
、
わ
た
し
は
統
覚
と
し
て
語
ら
れ
る
自
我
が
た
ん
に
認
識
論
的
な
主
観
で
あ
る
と
い
う
「
通
常
の
解
釈
」
を
も
う
い
ち
ど

379　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
繭
我
の
問
題
と
内
宮
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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9
　
た
し
か
め
て
お
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

五
六

二

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
『
干
れ
思
う
』
が
私
の
あ
ら
ゆ
る
表
象
に
伴
う
こ
と
が
で
き
ね
ば
な
ら
ぬ
」
　
（
し
ご
．
H
O
◇
日
）
。
認
識
が
成
立
す
る
た
め
に
は
す
べ
て
の
表

象
が
一
個
の
意
識
に
属
す
る
も
の
と
し
て
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
書
い
か
え
れ
ば
表
象
の
多
様
は
意
識
に
よ
っ
て
統

一
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
い
ま
「
経
験
的
意
識
は
そ
れ
自
身
は
な
れ
ば
な
れ
の
も
の
』
（
じ
曝
・
お
ω
）

で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
な
統
一
を
与
え
う
る
意
識
は
経
験
的
意
識
で
な
く
、
　
「
綜
合
の
意
識
」
で
あ
り
、
「
根
源
的
な
統
覚
」

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
統
覚
は
「
け
っ
し
て
他
の
統
覚
か
ら
導
き
出
さ
れ
能
わ
ぬ
自
己
意
識
」
　
（
b
づ
．
同
ω
笛
）
　
で
あ
る
が
故

に
先
験
的
で
あ
り
、
そ
の
統
一
は
一
、
こ
の
表
象
の
統
一
に
よ
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
が
可
能
的
」
と
な
る
よ
う
な
統
一
、
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

先
験
的
統
一
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
は
け
っ
し
て
隠
避
の
心
糎
的
能
力
と
は
考
え
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
「
で
き
ね
ば
な
ら

ぬ
」
（
竃
¢
塗
ざ
雷
⇔
窪
）
と
い
う
こ
と
ば
自
身
が
す
で
に
暗
に
示
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
と
掬
う
こ
と
も
で
き
よ
う
。
］
≦
β
ゆ
豪
9
島
窪

と
い
う
こ
と
ば
は
、
そ
の
主
語
が
レ
ア
！
ル
な
も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
イ
デ
ー
ル
な
門
、
講
約
」
で
あ
る
こ
と
を
暗
示
す
る
か
に
晃
え
る

　
　
　
（
5
）

か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
第
一
版
の
演
繹
論
に
お
い
て
も
カ
ン
ト
は
「
け
れ
ど
も
我
れ
と
い
う
単
な
る
表
象
が
あ
ら
ゆ
る
他
の
表
象
（
そ
れ
の
集
合
的
統
一
は
我

れ
の
表
象
に
よ
っ
て
．
罵
能
的
に
せ
ら
れ
る
）
に
関
し
て
先
験
的
意
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
看
過
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
謝
れ
の
表
象

（
経
験
的
意
識
）
が
い
っ
た
い
判
明
で
あ
ろ
う
と
不
判
明
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
問
題
と
な
ら
ぬ
。
否
、
孕
れ
と
い
う
表
象
が

経
験
的
に
意
識
さ
れ
る
こ
と
さ
え
問
題
で
は
な
い
…
…
」
（
》
■
困
ミ
》
嵩
欝
）
と
述
べ
て
い
る
。
お
よ
そ
経
験
的
に
意
識
さ
れ
る
か
否
か
が

問
題
で
な
い
よ
う
な
意
識
は
具
体
的
、
現
実
的
な
心
理
的
意
識
と
は
考
え
得
ら
れ
ぬ
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
統

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

覚
と
し
て
の
自
我
、
こ
の
意
味
で
の
自
己
意
識
は
現
実
的
心
理
的
な
意
識
と
し
て
他
の
す
べ
て
の
意
識
に
必
ず
し
も
伴
う
わ
け
で
は
な
い
。



　
　
先
験
的
統
覚
は
現
実
的
思
考
と
し
て
で
は
な
く
、
た
ん
な
る
「
綜
合
の
形
式
」
と
し
て
、
　
こ
れ
ら
他
の
意
識
に
伴
う
わ
け
で
あ
ろ
う
。

　
　
「
内
的
知
覚
に
よ
っ
て
限
定
さ
れ
る
わ
れ
わ
れ
の
意
識
状
態
の
玉
響
に
基
く
と
こ
ろ
の
自
己
意
識
」
（
諺
Ψ
H
O
↓
）
は
た
ん
に
経
験
的
で
あ

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
っ
て
変
易
的
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
経
験
的
統
覚
に
よ
っ
て
は
、
多
様
の
真
の
統
一
は
も
た
ら
さ
れ
得
な
い
筈
で
あ
る
。
経
験
的
統
覚
（
内

　
　
感
）
は
た
だ
ば
ら
ば
ら
の
意
識
の
変
様
の
総
括
を
の
み
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
統
一
は
経
験
的
で
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
偶
然

　
　
的
な
統
一
を
の
み
示
す
だ
け
で
あ
る
。
内
感
の
意
識
変
様
康
体
は
「
異
っ
た
主
観
に
お
い
て
は
異
っ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ま
っ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
く
偶
然
的
な
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
表
象
の
多
様
が
一
管
の
意
識
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
　
「
私
」
の
概
念
に
よ
（

　
　
て
示
さ
れ
る
結
合
が
真
に
統
一
を
う
る
た
め
に
は
、
経
験
的
な
統
覚
に
の
み
侮
る
こ
と
で
も
っ
て
は
充
分
説
明
せ
ら
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
表
象
の
多
様
が
真
に
統
一
を
得
て
、
認
識
が
成
立
し
能
う
た
め
に
は
、
表
象
の
多
様
の
結
合
が
客
観
的
な
ク
リ
テ
…
リ
エ
ン
に
し
た
が
わ

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
こ
に
変
易
的
で
は
な
い
意
識
の
統
一
、
「
意
識
一
般
」
（
o
ご
・
置
ω
）
の
純
粋
形
式
が
必
要
と
さ
れ
る
こ
と
に
な

　
　
っ
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
限
り
で
は
統
覚
（
あ
る
い
は
先
験
的
な
自
我
の
蓑
象
）
は
た
ん
に
「
意
識
」
と
書
わ
れ
る
よ
り
は
、
む

　
　
し
ろ
、
　
「
意
識
の
形
式
」
と
称
せ
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
統
覚
が
意
識
一
般
の
純
粋
形
式
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
形
式
は
そ
の
内
容
、
す
な
わ
ち
、
そ
れ
が
そ
れ
の
形
式
で
あ
る
当
の
も
の
を

　
　
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
何
か
。
書
う
ま
で
も
な
く
そ
れ
は
認
識
作
用
自
体
で
あ
る
だ
ろ
う
。
た
と
え
ば
「
我
々

　
　
が
空
間
に
お
い
て
何
か
を
一
i
た
と
え
ば
一
本
の
線
を
認
識
す
る
た
め
に
は
そ
れ
を
引
い
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
与
え
ら
れ
た

　
　
多
様
の
嚇
定
の
結
合
を
綜
合
的
に
成
立
せ
し
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
れ
ば
こ
の
行
為
の
統
一
性
は
周
時
に
（
線
の
概
念
に
お
け

　
　
る
）
意
識
の
統
一
性
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
客
観
（
一
定
の
空
聞
）
が
認
識
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
（
ゆ
・
お
譲
■
）
、
と

　
　
言
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
現
実
的
認
識
作
用
に
お
い
て
は
形
式
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
多
様
は
意
識
の
統
一
に
お
け
る
綜
合
に
よ
っ

　
　
て
結
合
さ
れ
て
、
客
観
と
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
統
一
自
体
は
こ
の
結
合
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
起
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
結
含
に
お
い

　
　
て
の
み
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
　
「
こ
の
行
為
の
統
一
は
岡
時
に
意
識
の
統
一
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
得
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
こ
う
し

399　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
薗
我
の
闘
題
と
内
官
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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五
八

た
意
味
で
の
統
覚
（
あ
る
い
は
先
験
的
自
我
）
は
「
特
殊
的
な
産
出
的
能
力
と
考
え
ら
れ
た
実
体
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
む
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ろ
、
そ
れ
が
そ
こ
に
お
い
て
生
起
し
、
成
立
す
る
行
為
へ
と
解
体
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
統
覚
の
統
一
は
現
実
的
な
認
識
作
用
の
中
で
「
所
与
」
に
お
い
て
働
い
て
い
る
こ
と
が
可
能
な
純
粋
（
先
験
的
）
形
式
と
い
う
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
し
て
、
ま
た
、
先
に
書
わ
れ
た
自
己
意
識
（
岡
一
段
の
意
識
と
し
て
の
）
も
個
人
的
な
意
識
か
ら
高

め
ら
れ
て
、
　
「
普
遍
的
な
霞
己
意
識
」
　
（
¢
ご
■
　
H
も
Φ
ト
σ
）
　
を
示
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
統
覚
、
自
我
、
あ
る
い
は
先
験
的
主
観
に
た
い
し

て
、
そ
れ
が
「
形
式
」
で
あ
る
と
惑
う
言
い
方
は
カ
ン
ト
の
し
ば
し
ば
用
い
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
　
「
単
な
る
主
…
観
的
形
式
」

（
》
．
ω
ヨ
）
、
「
こ
の
自
我
は
…
…
か
え
っ
て
、
意
識
の
た
ん
な
る
形
式
で
あ
っ
て
」
　
（
匂
d
・
G
。
。
。
鱒
）
、
「
表
象
一
般
の
形
式
」
　
（
b
σ
．
へ
。
恥
）
等
々

で
あ
り
、
ま
た
、
こ
の
形
式
の
論
理
的
側
爾
を
捻
っ
た
も
の
と
し
て
、
　
「
こ
の
制
約
（
私
は
思
惟
す
る
と
い
う
一
般
的
命
題
に
お
け
る

『
私
』
）
は
思
考
の
論
理
的
統
一
で
あ
る
」
（
跨
’
G
．
¢
c
Q
）
、
　
「
た
ん
な
る
機
能
」
（
り
d
●
似
（
＜
）
、
「
こ
こ
で
は
主
語
の
概
念
は
た
ん
に
論
理
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

解
せ
ら
れ
て
」
　
（
b
d
．
戯
り
）
等
々
を
も
つ
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
カ
ン
ト
が
認
識
主
観
の
形
相
化
を
志
向
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
得
ら
れ
る
こ
と
は
上
述
に
よ
っ
て
些
か
示
し
得
た
と
薫
ず
る
が
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

よ
う
な
観
方
は
カ
ン
ト
の
こ
の
側
面
を
強
調
す
る
余
り
、
　
「
故
意
に
偏
要
し
」
た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
解
釈
の
仕
方
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〇
三
）

許
す
も
の
が
カ
ン
ト
自
身
の
中
に
存
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
主
観
の
形
相
化
の
志
向
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
私
は
次
節
で
さ
ら
に
、
　
「
、
観
念
論
論
駁
」
と
「
心
理
学
的
誤
謬
推
論
」
で

展
開
さ
れ
た
議
論
に
従
っ
て
確
か
め
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
う
。

三

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
時
間
と
空
間
が
同
じ
蔭
観
形
式
と
し
て
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
は
、
時
間
形
式
に
お
い
て
現
象
す
る
も
の
と
空
閥
形
式
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
し
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
あ

い
て
現
象
す
る
も
の
と
は
等
し
い
仕
方
で
認
識
さ
れ
る
筈
で
あ
る
、
現
象
が
経
験
法
鋼
に
従
う
騒
々
的
な
結
合
と
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
は
、



　
　
外
感
の
内
容
も
内
感
の
内
容
も
等
し
い
客
観
的
真
理
性
を
有
す
る
筈
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
内
感
現
象
と
し
て
の
膚
我
も
こ
の
限
り
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
賃
）

　
　
は
外
物
と
同
様
に
し
て
、
す
な
わ
ち
、
統
覚
に
よ
る
表
象
の
多
様
の
綜
合
的
統
一
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
わ
れ
わ
れ
の
認
識
し
う
る
膚
我
は
現
象
と
し
て
の
自
我
、
内
感
の
自
我
だ
け
で
あ
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
る
。
　
「
私
は
．
考
え
る
」
と
い
う

　
　
と
き
の
「
私
」
は
意
識
の
純
粋
形
式
と
し
て
考
え
ら
れ
た
自
我
で
あ
っ
て
、
直
観
で
は
な
い
か
ら
、
こ
の
自
我
の
表
象
だ
け
で
は
わ
れ
わ

　
　
れ
は
未
だ
自
我
に
つ
い
て
何
も
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
　
「
私
は
取
高
を
思
推
す
る
も
の
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
自
身

　
　
を
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
私
自
身
の
直
観
を
思
惟
機
能
に
関
し
て
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
自
身
を
認
識

　
　
す
る
の
で
あ
る
」
（
じ
ご
．
腿
O
軌
）
か
ら
で
あ
る
。
自
我
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
こ
れ
に
内
感
に
よ
る
多
様
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

　
　
い
。
し
か
し
、
こ
の
内
感
の
多
様
そ
の
も
の
は
流
動
す
る
多
様
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
、
自
我
を
認
識
す
る
た
め
に
は
、
す
な
わ
ち
、
自
我

　
　
の
現
存
在
（
O
霧
①
鼠
）
を
時
間
中
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
知
る
た
め
に
は
、
こ
の
流
動
す
る
多
様
が
或
る
持
続
的
な
も
の
（
b
d
①
蕃
昌
・

　
　
一
一
筈
①
ω
）
に
関
係
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
「
私
は
私
の
現
存
在
を
時
間
中
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
意
識
し
て
い
る
。
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ゆ
る
時
間
規
定
は
知
覚
に
お
け
る
或
る
持
続
的
な
も
の
を
前
提
と
す
る
」
（
じ
諺
“
b
O
臼
G
日
）
。
漁
る
も
の
に
つ
い
て
そ
の
現
存
在
（
現
実
性
）
が

　
　
語
ら
れ
る
た
め
に
は
、
内
感
の
多
様
が
そ
こ
に
お
い
て
流
れ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
の
基
体
と
し
て
の
実
在
的
な
も
の
の
表
象
が
必
要
で
あ
る
か

　
　
ら
で
あ
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
現
象
に
お
け
る
持
続
体
は
対
象
そ
れ
自
身
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
実
体
（
現
象
と
し
て
の
）
で
あ
る
」
（
b
ご
●
器
刈
）
。

　
　
現
象
と
し
て
の
実
体
が
な
に
か
考
え
ら
れ
る
と
き
に
は
、
直
観
と
し
て
実
体
の
概
念
の
も
と
に
包
摂
す
る
こ
と
の
で
き
る
持
続
的
な
も
の

　
　
が
つ
ね
に
必
要
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
売
来
カ
ン
ト
に
と
っ
て
不
変
化
的
な
も
の
　
（
ω
審
ゲ
2
山
信
昌
幽
思
蝕
ぴ
①
ゆ
傷
）
　
は
二
つ
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
一
的
自
己
意
識
と
物
質

　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
（
ζ
無
Φ
識
Φ
）
で
あ
る
。
し
か
し
、
前
者
が
不
変
化
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
「
意
識
内
容
間
の
不
変
化
的
な
関
係
」
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
歪
）

　
　
る
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
「
こ
れ
ら
意
識
内
容
の
そ
こ
よ
り
出
て
く
る
不
変
化
的
な
基
体
」
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な

　
　
い
。
自
己
岡
一
的
な
意
識
は
多
様
に
必
然
的
統
一
を
与
え
て
こ
れ
を
対
象
化
す
る
論
理
的
な
機
能
（
論
理
的
と
い
う
こ
と
が
い
か
な
る
方

419　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
臨
我
の
問
題
と
内
官
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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42
9
　
向
で
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
は
す
で
に
考
察
し
た
通
り
で
あ
る
）
と
し
て
の
思
惟
体
と
考
え
ら
れ
、
　
「
け
っ
し
て
直
観
で
は
な

　
　
い
」
　
（
じ
d
’
b
っ
刈
○
。
）
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
持
続
的
な
る
も
の
は
、
け
っ
き
ょ
く
、
急
な
る
物
に
お
い
て
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

　
　
る
。
い
ま
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
「
持
続
的
な
表
象
で
は
な
く
、
持
続
的
な
も
の
の
表
象
で
あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
私

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
の
現
存
在
を
時
閣
に
お
い
て
規
定
す
る
た
め
に
必
要
な
「
こ
の
時
持
続
的
な
も
の
の
知
覚
が
可
能
的
と
な
る
の
は
金
く
私
の
外
な
る
物
に

　
　
ょ
る
」
　
（
¢
邸
誤
）
　
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
時
間
規
定
の
相
関
者
と
な
り
う
る
よ
う
な
持
続
体
は
外
的
直
観
を
介
し
て
の
み
確
定
さ

　
　
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
先
験
的
統
覚
と
し
て
の
自
我
と
内
感
に
お
い
て
現
象
す
る
も
の
と
し
て
の
自
我
と
は
切
り
離
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
こ

　
　
と
は
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
（
第
一
、
二
節
で
示
し
た
よ
う
に
）
統
覚
を
純
粋
意
識
の
普
遍
的
形
式
と
し
て
解
す
る
か
ぎ
り
、
と
く
に
明
ら

　
　
か
で
あ
る
だ
ろ
う
。
先
験
的
統
覚
は
認
識
一
般
の
原
理
で
あ
り
、
内
感
の
自
我
は
認
識
の
対
象
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
故
に
「
あ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ゆ
る
思
惟
に
伴
う
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
膚
我
」
　
（
し
ご
・
駆
O
O
）
　
と
い
う
概
念
か
ら
内
感
の
対
象
で
あ
る
「
思
惟
体
と
し
て
の
虞
我
」
を
推
論

　
　
し
ょ
う
と
い
う
試
み
は
す
べ
て
、
誤
謬
推
理
で
あ
る
と
論
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
合
理
的
心
理
学
は
「
私
は
思
惟
す
る
」
と
い
う
主
題

　
　
か
ら
そ
の
す
べ
て
の
内
容
を
勲
閥
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
次
の
仕
方
で
推
論
す
る
。
主
語
（
ω
与
噺
①
謀
）
と
し
て
以
外

　
　
に
思
惟
せ
ら
れ
能
は
ぬ
も
の
は
、
ま
た
主
語
と
し
て
以
外
に
実
在
し
な
い
、
即
ち
実
体
（
ω
鐸
募
鍵
衰
）
で
あ
る
。
さ
て
、
思
惟
体
（
Φ
ぽ

　
山
①
こ
（
①
嵩
鮎
霧
毛
霧
Φ
昌
）
を
思
惟
体
と
し
て
の
み
観
れ
ば
、
主
恩
と
し
て
以
外
に
は
思
惟
せ
ら
れ
能
は
ぬ
。
故
に
、
そ
れ
は
ま
た
主
語
と

　
　
し
て
の
み
実
在
す
る
。
即
ち
、
実
体
と
し
て
実
糊
す
る
（
ご
d
．
戯
O
勝
）
。
こ
の
推
論
の
大
前
提
に
お
い
て
言
わ
れ
て
い
る
存
在
体
は
直
観
に

　
お
い
て
も
与
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
存
在
体
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
大
前
提
に
お
い
て
雷
わ
れ
た
「
主
語
」
と
は
、
実
体

　
　
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
適
用
さ
れ
得
る
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
小
前
提
に
お
い
て
書
わ
れ
て
い
る
存
在
体
は
意
識
の
統
一
に
関

　
　
し
て
の
み
み
ら
れ
た
る
か
ぎ
り
で
の
存
在
体
で
あ
る
。
博
い
か
え
れ
ば
、
長
考
は
客
観
一
般
に
係
り
、
後
者
は
密
己
意
識
の
み
に
関
す
る
。

　
　
し
た
が
っ
て
、
こ
の
推
論
全
体
は
中
概
念
多
義
性
の
誤
謬
推
理
で
あ
る
と
謡
わ
れ
る
。
く
り
返
し
て
書
う
な
ら
ば
、
こ
の
種
の
推
論
は



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
「
経
験
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
私
の
実
存
在
の
可
能
的
な
捨
象
を
私
の
思
惟
的
自
我
の
分
離
せ
ら
れ
た
可
能
的
な
実
存
在
と
い
う
思
い
誤

　
　
ら
れ
た
意
識
と
混
同
し
て
い
る
」
（
甲
丁
寧
○
刈
）
も
の
で
あ
り
、
「
思
雌
の
常
液
的
の
論
理
的
主
語
を
も
っ
て
属
性
の
実
在
的
主
体
だ
と
称
す

　
　
る
」
（
｝
ω
窃
ピ
＜
α
q
ド
｝
ω
O
G
。
）
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
さ
き
に
私
は
、
　
「
時
間
と
空
間
と
が
岡
じ
直
観
形
式
と
し
て
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
は
、
内
感
に
お
い
て
現
象
す
る
も
の
と

　
　
外
感
に
お
い
て
現
象
す
る
も
の
は
等
し
い
仕
方
で
認
識
さ
れ
る
筈
で
あ
る
」
と
述
べ
た
。
時
間
形
式
に
お
い
て
現
象
す
る
も
の
も
、
空
間

　
　
形
式
に
お
い
て
現
象
す
る
も
の
も
、
と
も
に
現
象
で
あ
る
以
上
、
こ
れ
の
認
識
は
統
覚
に
よ
る
表
象
の
多
様
の
綜
合
的
統
一
に
よ
る
他
は

　
　
な
い
と
考
え
ら
れ
る
故
に
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
他
面
カ
ン
ト
は
こ
の
時
間
と
空
間
の
聞
に
想
定
さ
れ
た
パ
ラ
レ
リ
ス
ム
ス
を
崩
し
て
い

　
　
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
内
感
の
多
様
に
は
直
接
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
暴
論
で
き
な
い
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
実
体
と
い
う
カ
テ

　
　
ゴ
リ
ー
に
し
て
も
、
内
感
の
多
様
が
「
と
ど
ま
る
こ
と
な
き
変
易
」
で
あ
る
以
上
は
、
こ
れ
に
実
体
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
直
接
適
用
し

　
　
た
と
し
て
も
真
に
実
り
多
き
も
の
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
内
感
は
本
来
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
…
を
経
験
に
関
し

　
　
て
実
り
多
き
も
の
と
す
る
た
め
の
図
式
（
持
続
盤
）
を
欠
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
、
内
感
の
多
様
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
適
用
で
き
な

　
　
い
と
す
れ
ば
、
自
我
の
認
識
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
経
験
的
認
識
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る

　
　
他
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
「
観
念
論
論
駁
」
の
節
で
は
、
内
感
の
多
様
に
実
体
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
す
る
際
、
こ
の
持
続
的
な
る
も
の
を
外
物
に
求
め
る
と
考

　
　
　
　
　
　
（
荏
1
）

　
　
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
も
し
、
内
感
現
象
の
も
つ
特
性
（
志
望
性
）
が
一
応
「
括
弧
に
入
れ
ら
れ
て
」
こ
れ
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
適

　
　
用
さ
れ
る
と
い
う
考
え
方
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
考
え
方
は
心
理
学
を
生
理
学
に
還
元
し
て
ゆ
く
立
場
で
あ
る
と

　
　
言
え
よ
う
。
自
我
の
認
識
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
が
こ
の
よ
う
な
形
で
の
認
識
を
携
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
な
る
ほ
ど
、

　
　
外
感
に
お
い
て
現
象
す
る
も
の
も
、
内
感
に
お
い
て
現
象
す
る
も
の
も
「
等
し
い
仕
方
で
」
認
識
さ
れ
る
と
書
わ
れ
得
よ
う
。
否
、
そ
れ
は
、

43

@
む
し
ろ
、
　
「
同
じ
仕
方
で
」
な
さ
れ
る
と
言
わ
る
べ
き
で
あ
り
（
と
い
う
の
は
、
実
体
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
真
の
適
用
を
受
け
る
の
が
各
々

9　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
我
の
悶
題
と
内
官
の
パ
ラ
罫
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
｝
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44
9
　
の
場
合
に
し
て
も
、
け
っ
き
ょ
く
は
外
的
知
覚
の
対
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
が
）
、
し
た
が
っ
て
、
内
感
の

　
　
特
性
は
こ
こ
で
は
消
失
し
て
、
唯
物
論
の
形
を
と
る
と
書
わ
る
べ
き
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
も
し
、
カ
ン
ト
が
自
我
の
認
識
に
つ
い
て

　
　
語
る
と
き
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
で
あ
る
と
し
た
ら
、
内
感
の
対
象
に
つ
い
て
の
知
識
が
ひ
と
つ
の
学
を
形
成
す
る
こ
と

　
　
は
、
少
く
と
も
原
理
的
に
は
、
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
　
と
こ
ろ
で
他
方
カ
ン
ト
は
経
験
的
心
理
学
を
学
（
ノ
ぐ
凶
Q
α
o
陰
㊦
一
P
Q
o
O
ぽ
簿
｛
什
）
と
し
て
よ
く
成
立
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
カ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
ン
ト
の
見
解
は
上
述
に
お
い
て
免
ら
れ
た
と
こ
ろ
の
カ
ン
ト
の
考
え
と
は
矛
膚
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、
カ
ン
ト
が
経
験
的
心

　
　
理
学
を
学
と
し
て
可
能
な
も
の
と
は
考
え
な
い
と
い
う
と
き
、
そ
の
時
に
（
学
）
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
が
数
学
的
自
然
学
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
あ
る
い
は
純
粋
記
述
の
学
を
齢
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
が
経
験
的
心
理
学
を
「
学
」
と
し
て
は
不

　
　
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
カ
ン
ト
が
主
と
し
て
念
頭
に
置
い
て
い
る
の
は
、
経
験
的
心
理
学
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
体
系
の
学
と
は

　
　
な
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
に
一
見
矛
盾
の
ご
と
く
に
考
え
ら
れ
る
も
の
も
、
掃
わ
れ
て
い

　
　
る
と
こ
ろ
の
「
学
」
の
規
定
が
各
々
の
場
合
直
ち
に
醗
一
視
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
な
ん
ら
困
難
を
ひ
き
お
こ
す
こ
と
は
な

　
　
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
尤
も
、
こ
れ
は
た
ん
に
こ
と
ば
の
問
題
の
解
決
だ
け
で
あ
っ
て
、
事
態
そ
の
も
の
が
こ
れ
で
解
決
さ
れ
た

　
　
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
　
カ
ン
ト
は
一
七
九
二
年
の
冬
学
期
に
行
っ
た
形
而
上
学
の
講
義
の
な
か
で
、
経
験
的
心
理
学
を
人
間
学
（
》
巨
ξ
○
℃
○
δ
σ
q
δ
）
　
と
書
い

　
　
か
え
て
い
る
が
、
カ
ン
ト
が
公
刊
し
た
「
人
間
学
」
は
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
閣
学
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
自
然
的
見
地
に
お
け
る
人
間

　
　
学
と
対
殿
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
い
ま
後
者
に
、
　
「
観
念
論
論
駁
」
で
考
え
ら
れ
た
「
露
我
の
認
識
」
に
つ
い
て
の
議
論
が
結
び
つ
く
と
考

　
　
え
得
る
と
す
れ
ば
、
後
考
は
い
わ
ば
生
理
学
主
義
の
立
場
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
経
験
的
認
識
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
他

　
　
は
な
く
、
し
か
も
実
体
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
驚
す
る
た
め
に
は
持
続
的
な
も
の
が
必
要
で
あ
り
、
且
つ
、
こ
れ
が
外
感
を
介
し
て
の
み
確

　
　
定
せ
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
実
用
的
晃
地
に
お
け
る
人
間
学
は
人
間
を
こ
の
よ
う
な
立
場
と
は
異
っ
た
観
点



　
　
か
ら
見
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
そ
の
特
性
を
入
れ
て
考
え
ら
れ
た
内
的
現
象
と
し
て
の
自
我
に
つ
い
て
の
知
識
の

　
　
集
積
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
前
者
の
見
地
か
ら
書
え
ば
、
後
者
で
考
え
ら
れ
て
い
る
も
の
は
未
規
定
的
な
内
感
現

　
　
象
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
が
内
感
の
自
我
と
呼
ぶ
も
の
は
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
面
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
が
内
感
の
自
我
と
い
う
こ
と
を
い
う
と
き
、
そ
れ
が
つ
ね
に
ま
っ
た
く
一
義
的
に
語
ら
れ
て
い
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
　
自
己
の
作
用
（
》
ζ
）
の
内
的
知
覚
が
語
ら
れ
る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
「
内
感
現
象
」
と
し
て
、
そ
の
特
性
を
入
れ
て
み
ら
れ

　
　
た
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ぼ
ん
や
り
と
し
た
経
験
と
し
て
の
内
的
現
象
が
考
え
ら
れ
て
い

　
　
る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
未
だ
何
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
を
も
受
け
て
い
な
い
も
の
と
し
て
（
こ
の
よ
う
な
も
の
が
カ
ン
ト
の
中
で
許
さ
れ

　
　
る
と
す
れ
ば
）
、
「
観
念
論
論
駁
」
の
議
論
で
扱
わ
れ
た
も
の
と
は
か
な
り
事
情
を
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
、
こ

　
　
こ
で
書
わ
れ
て
い
る
も
の
を
も
内
感
の
自
我
と
名
づ
け
う
る
と
す
れ
ば
、
内
感
の
自
我
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
は
、
規
定
的
（
げ
㊦
ω
銘
ヨ
ヨ
叶
）

　
　
な
も
の
と
未
規
定
的
（
β
】
P
ぴ
①
o
o
け
｛
5
P
ご
P
け
）
　
な
も
の
と
が
二
つ
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
は
何
れ
も
、
大
雑
把
に
み

　
　
れ
ば
、
先
の
翼
然
的
見
地
に
お
け
る
人
物
学
と
実
用
的
見
地
に
お
け
る
人
間
学
と
に
そ
れ
ぞ
れ
配
当
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
（
前
者
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
が
人
間
学
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
け
っ
し
て
合
理
的
心
理
学
を
名
乗
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

　
　
る
だ
ろ
う
が
）
。

　
　
　
そ
れ
で
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
葭
我
は
い
か
に
し
て
結
び
つ
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
？
　
わ
れ
わ
れ
が
こ
こ
で
外
感
の
現
象
と
パ
ラ
レ

　
　
ル
に
考
え
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
次
の
ご
と
く
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
．
カ
ン
ト
の
考
え
る
世
界
が
つ
ね
に
経
験
的
（
科
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
的
）
で
あ
る
と
同
時
に
知
覚
的
B
常
的
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
な
ら
ば
、
と
に
か
く
こ
の
両
者
は
結
び
つ
け
ら
れ
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

　
　
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
未
規
定
的
（
¢
つ
げ
の
o
n
樽
一
ヨ
一
⇒
陣
）
　
な
と
は
、
原
理
的
に
は
規
定
的
な
も
の
と
な
り
う
る
も
の
が
未
だ
よ
く
規
定
さ
れ
て

　
　
い
な
い
（
8
0
ご
三
。
導
び
霧
酔
ぎ
深
酔
）
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
は
他
よ
り
も
以
前
に
在
る
形
態
と
し
て
、

　
　
他
は
一
よ
り
洗
い
上
げ
ら
れ
た
形
態
と
し
て
考
え
ち
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
は
ぼ
ん
や
り
と
し
た
未
だ
科
学
の

％　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
宮
我
の
閲
題
と
内
官
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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六
四

方
法
で
と
ら
え
ら
れ
る
に
到
っ
て
い
な
い
も
の
と
科
学
的
に
把
捉
さ
れ
る
も
の
と
の
底
に
は
一
定
方
向
に
は
た
ら
く
形
式
機
能
が
考
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
パ
ラ
レ
り
ス
ム
ス
を
ど
こ
ま
で
も
押
し
す
す
め
て
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
内
感
現
象
の
純
粋
記
述
と
い

う
こ
と
が
却
け
ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
内
感
現
象
そ
れ
自
体
は
そ
の
ま
ま
で
は
い
か
に
し
て
も
科
学
の
対
象
と
な
る
こ
と
で
き
な
い
だ
ろ
う

か
ら
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
内
感
現
象
の
場
合
未
規
定
的
な
も
の
は
原
理
的
に
は
そ
の
ま
ま
で
は
け
っ
し
て
規
定
的
な
も
の
と
は
な
り
得

な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
未
規
定
的
な
自
我
が
な
ん
ら
か
の
方
法
に
よ
っ
て
、
か
な
ら
ず
す
べ
て
経
験
的
に
規
定
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
は
な
く
、
そ
れ
は
そ
の
本
性
上
「
不
正
確
」
な
体
験
に
と
ど
ま
る
他
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
内
感
の
多
様
に
は
直
接
カ
テ
ゴ
リ

ー
を
適
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
自
然
的
見
地
に
お
い
て
見
ら
れ
た
「
自
我
」
と
実
用
的
見
地
に
お
い
て
見
ら
れ
た
「
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
星
2
）

我
」
と
は
種
に
お
い
て
異
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
わ
れ
わ
れ
が
で
き
る
か
ぎ
り
外
的
現
象
と

内
的
現
象
と
を
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
よ
う
と
す
れ
ば
、
内
的
現
象
の
場
合
に
お
い
て
も
、
未
規
定
的
（
環
5
ぴ
①
ω
紳
冒
ヨ
8
）
と
い
う
こ
と
は
未

だ
規
定
さ
れ
て
い
な
い
（
P
O
O
び
　
ロ
一
〇
び
酔
　
び
①
q
Q
け
｝
出
ロ
ヨ
酔
）
　
の
性
格
で
考
え
ら
れ
て
い
る
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
原
理

的
に
規
定
的
な
も
の
に
は
到
り
得
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
を
一
応
焼
け
て
お
く
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
や
は
り
こ
の

よ
う
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
外
的
現
象
も
内
的
現
象
も
、
そ
れ
が
等
し
く
現
象
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
銘
じ
ひ
と
つ
の
先

験
統
覚
に
よ
っ
て
綜
合
的
統
一
を
受
け
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
他
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
然
的
見
地
に
お
け
る
「
自

我
」
と
実
用
的
見
地
に
お
け
る
「
自
我
」
を
「
種
に
お
い
て
」
異
っ
て
い
る
と
考
え
、
前
者
を
外
的
現
象
と
「
同
じ
仕
方
」
で
認
識
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
と
す
る
立
場
を
と
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
と
に
か
く
経
験
的
に
は
二
元
論
を
と
る
他
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
と
い

　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

っ
て
も
、
二
元
と
い
う
意
味
は
こ
こ
で
は
形
式
化
の
ニ
ツ
の
方
向
と
い
う
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
の
こ
と
は
何
も
意
味
す
る
も
の
で

は
な
い
。

　
け
れ
ど
も
、
実
際
に
カ
ン
ト
が
こ
の
よ
う
に
た
ん
に
一
方
的
に
考
え
て
い
た
と
解
す
る
こ
と
は
む
ろ
ん
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
他
方
未
規
定
的
な
知
覚
と
い
う
も
の
を
統
覚
に
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
　
（
こ
の
場
合
、
認
識
論
の
解

　
　
決
を
書
う
と
す
れ
ば
、
内
感
の
自
我
と
統
覚
が
ど
こ
か
で
同
一
な
り
と
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
か
ら
、
そ
れ
は
当
然
で
あ
る
と
い
う
議
論
は
、

　
　
そ
の
ま
ま
で
は
余
り
に
も
近
道
を
と
る
結
論
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
、
考
慮
の
外
に
お
く
こ
と
に
し
よ
う
）
。
し
た
が
っ
て
、
上
述
に

　
　
よ
っ
て
、
未
規
定
的
（
二
流
一
り
O
ω
け
一
員
導
け
）
と
は
未
だ
充
分
に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
（
⇒
o
o
び
凱
。
窪
び
Φ
ω
零
露
露
辞
）
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る

　
　
の
で
あ
る
と
い
う
風
に
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
統
覚
を
未
規
定
的
知
覚
の
方
に
も
っ
て
ゆ
く
こ
と
は
、
未

　
　
だ
規
定
さ
れ
て
い
な
い
（
づ
◎
o
ゲ
巳
。
馨
げ
Φ
ω
ぼ
ヨ
B
紳
）
と
い
う
性
格
で
の
未
規
定
的
（
爲
”
ぴ
Φ
ω
銘
目
窪
酔
）
と
規
定
さ
れ
得
ぬ
（
巳
①
ぴ
の
ω
ユ
ヨ
訓
導

　
　
あ
る
い
は
∬
降
げ
Φ
ω
試
語
臼
げ
9
胃
）
と
い
う
性
格
（
統
覚
と
し
て
の
自
我
は
決
し
て
認
識
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
か
ら
）
で
の
未
規
定
的
（
o
口
げ
？

　
　
ω
訟
ヨ
ヨ
酔
）
を
混
同
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
少
く
と
も
些
か
簡
単
に
同
一
視
し
て
い
る
と
い
う
風
に
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る

　
　
だ
ろ
う
。
と
く
に
統
覚
を
純
粋
意
識
の
普
遍
的
形
式
と
し
て
解
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
統
覚
が
未
規
定
的
知
覚
と
い
う
こ
と
に
は
す
ぐ
に
は

　
　
結
び
つ
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
認
識
論
の
問
題
は
こ
の
両
者
を
簡
単
に
同
一
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
何
も
解
決
さ
れ
ず
、

　
　
両
者
の
結
び
つ
き
を
い
か
に
考
え
る
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
総
じ
て
「
内
感
の
霞
我
」
と
称
せ
ら
れ

　
　
る
も
の
と
統
覚
と
し
て
の
自
我
と
の
関
係
と
の
関
係
が
よ
り
問
題
的
と
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
こ
れ
が
解
決
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
は
、
　
「
主
観

　
　
と
客
観
に
橋
を
か
け
る
」
と
い
う
こ
と
も
成
功
的
に
は
解
か
れ
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
粗
雑
な
雷
い
方
を
す
れ
ば
、
　
「
私
が
考
え
て
い
る
」

　
　
と
い
う
ぼ
ん
や
り
と
し
た
体
験
に
お
い
て
、
す
で
に
「
こ
の
私
が
考
え
る
と
き
、
そ
の
形
式
と
し
て
の
統
覚
は
こ
こ
で
働
い
て
い
る
」

　
　
と
い
う
こ
と
が
事
実
的
に
は
意
味
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
が
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
の
か
、
こ
れ
が
い
か
な

　
　
る
形
で
言
わ
れ
得
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
が
よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
自
己
に

　
　
よ
る
触
発
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
、
内
感
の
自
我
と
統
覚
の
自
我
の
結
び
つ
き
が
こ
こ
で
問
題
と
さ
れ
る
の
は
、
こ
う
し
た
意
味
で
探
究

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
私
は
こ
う
し
た
観
点
か
ら
こ
う
し
た
事
情
を
些
か
な
り
と
も
自
ら
に
よ
り
明
晰
な
も
の
と
す
る
た

卯
　
め
に
、
次
に
内
感
を
触
発
す
る
も
の
に
つ
い
て
の
問
題
を
見
て
み
た
い
と
思
う
。

9　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
我
の
問
題
と
内
官
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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内
感
に
つ
い
て
は
カ
ン
ト
自
ら
が
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
名
づ
け
た
（
じ
d
・
ト
認
）
と
こ
ろ
の
ひ
と
つ
の
困
難
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
内
的
に

触
発
さ
れ
る
仕
方
で
し
か
、
じ
ぶ
ん
自
身
を
直
観
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
尺
地
に
た
い
し
て
受
動
的
な
態

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

度
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
こ
こ
に
矛
盾
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
ペ
ー
ト
ン
に
よ
れ
ば
、

こ
の
困
難
の
ひ
と
つ
の
原
因
は
カ
ン
ト
が
同
じ
触
発
（
諺
由
N
一
Φ
構
㊦
⇔
）
　
と
い
う
語
を
内
感
の
場
合
と
外
感
の
場
合
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
ち

が
っ
た
意
味
で
用
い
て
い
る
と
こ
ろ
に
在
る
。
ぺ
ー
ト
ン
は
内
感
が
触
発
さ
れ
る
と
い
う
と
き
の
ご
〉
節
賦
禽
Φ
眺
、
と
い
う
語
は
外
感
に

つ
い
て
そ
れ
が
書
わ
れ
て
い
る
と
き
の
と
》
由
臥
①
お
ゆ
、
．
の
意
味
と
は
異
っ
た
も
の
で
あ
る
と
解
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
外
感
は
構
想

力
の
先
験
的
綜
合
と
統
覚
の
統
一
を
は
な
れ
て
（
9
冨
冨
ヰ
。
ヨ
）
外
的
な
邸
象
を
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
内
感
は
こ
れ
ら
か
ら
離

れ
て
は
な
に
も
受
け
と
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
、
　
「
外
感
の
表
象
は
本
来
の
素
材
、
あ
る
い
は
内
感
の
素
材
を
構
成
す
る
と
書
わ

れ
」
る
が
、
こ
れ
に
た
い
し
て
、
　
「
自
己
自
身
に
よ
る
触
発
は
む
し
ろ
内
感
を
そ
の
形
式
（
時
間
）
に
関
し
て
規
定
す
る
こ
と
に
係
る
よ

う
に
見
え
る
篇
と
書
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
ぺ
ー
ト
ン
は
内
感
が
な
ん
の
素
材
を
も
与
え
る
も
の
で
な
く
、
た
ん
に
与
え
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

た
素
材
を
余
聞
形
式
の
下
に
結
合
す
る
だ
け
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
は
た
し
て
こ
う
舞
わ
れ
て
も
差
し
支
え
な
い

も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
内
感
が
な
ん
の
素
材
を
も
与
え
ず
、
与
え
ら
れ
た
素
材
を
た
ん
に
時
間
形
式
に
関
し
て
規
定
す
る
だ
け
で
あ
る
な
ら
ば
、
こ
れ
と
パ
ラ

レ
ル
に
、
外
感
も
与
え
ら
れ
た
素
材
を
空
間
形
式
に
慨
し
て
規
定
す
る
の
み
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
「
本

来
の
素
材
」
（
u
コ
■
①
圃
）
が
外
感
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
と
い
う
と
き
の
そ
の
「
本
来
の
」
と
い
う
こ
と
ば
の
意
味
が
も
っ
と
厳
密
に
考
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
外
感
は
論
理
的
順
序
、
あ
る
い
は
、
た
ん
に
カ
ン
ト
の
叙
述
の
順
序
に
お
い
て
内
感

よ
り
も
「
よ
り
先
」
な
る
も
の
と
言
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
経
験
的
心
理
学
（
実
験
心
理
学
お
よ
び
生
理
学
）
の
教
え
る
と
こ



　
　
う
に
従
っ
て
、
外
感
機
能
の
方
が
時
問
的
順
序
に
お
い
て
も
門
よ
り
塾
し
に
発
動
す
る
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
得
る
か
も
し
れ
な
い
。
さ

　
　
ら
に
、
こ
れ
ら
何
れ
か
の
観
点
か
ら
し
て
、
外
感
は
内
感
を
欠
き
う
る
が
、
逆
に
内
感
は
外
感
を
欠
き
得
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
外
感
の
方
が
「
よ
り
先
」
な
る
も
の
と
し
て
語
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
し
て
、
は
た
し
て
「
外
感
は

　
　
素
材
を
与
え
る
が
、
内
感
は
こ
れ
を
よ
く
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
み
ち
び
か
れ
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
が
「
本
来
の
素
材
」
と
い

　
　
う
こ
と
を
語
っ
た
と
き
、
そ
れ
は
こ
れ
ほ
ど
の
こ
と
ま
で
も
書
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
む
し
ろ
、
た
ん
に
心
理

　
　
的
事
実
に
つ
い
て
の
か
な
り
軽
い
き
も
ち
で
の
言
及
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
心
理
的
憶
測
は
こ
の
際
な
ん
の
意
味
も
も
た

　
　
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
で
は
高
じ
頁
（
じ
σ
．
①
刈
）
に
あ
る
「
外
感
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
の
は
た
ん
な
る
関
係
表
象
に
他
な

　
　
ら
ぬ
」
と
い
う
こ
と
ば
は
如
何
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
。
、
素
材
と
い
う
も
の
の
前
提
は
端
的
に
感
官
一
般
が
含
ん
で
い
る
の
で
あ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

　
　
て
、
外
感
は
た
だ
こ
の
素
材
が
空
間
的
で
あ
る
こ
と
を
の
み
語
っ
て
い
る
の
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が
、
も
し
、

　
　
こ
こ
で
も
外
感
と
内
感
の
間
の
パ
ラ
レ
リ
ス
ム
ス
を
尊
重
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
所
与
性
の
形
式
が
、
一
方
で
は
空
間
で
あ
り
、
他
方

　
　
で
は
時
閥
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
も
し
素
材
が
外
感
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
内
感
は
こ
れ
ら
与
え
ら
れ

　
　
た
素
材
を
時
間
形
式
に
関
し
て
規
定
す
る
の
み
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
内
感
は
外
感
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

　
　
ま
う
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
触
発
と
は
「
対
象
が
心
性
を
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
」
触
発
し
、
表
象
能
力
に
作
用
し
て
感
覚
を
生
ず
る

　
　
（
つ
ま
り
、
素
材
を
与
え
る
）
こ
と
で
あ
る
と
遵
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
（
切
・
ω
。
。
δ
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
内
感
を
触
発
す
る
も
の
が
外
感

　
　
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
誤
り
で
あ
る
ど
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
内
感
を
触
発
し
て
く
る
も
の
に
対
し
て
も
外
感
の
場
合
と
同
様
先
験
的
客

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
体
陛
X
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
　
「
先
験
的
客
観
は
外
的
現
象
と
同
時
に
内
的
直
観
の
根
底
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
（
〉
・
。
。
お
じ
。
そ
し
て
、
内
感
の
場
合
に
お
い
て
も
「
こ
の
現
象
の
根
底
に
存
す
る
存
在
体
そ
れ
自
身
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

　
　
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
感
性
の
受
容
性
の
コ
レ
ラ
ー
ト
と
し
て
は
一
般
に
物
自
体
が
、
あ
る
い
は
、
先
験
的
対
象
h
X
が
考
え
ら
れ
る
こ

　
　
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
以
上
に
遡
っ
て
こ
の
未
知
の
根
拠
に
区
別
を
設
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
外
感
の
場
合
と
虜

囎　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
霞
我
の
問
題
と
内
宮
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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六
八

感
の
場
合
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
現
象
を
与
え
る
と
こ
ろ
の
原
因
と
し
て
（
想
定
せ
ら
れ
た
と
こ
ろ
）
の
先
験
的
対
象
が
そ
れ
ぞ
れ
異
っ

た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
人
間
に
と
っ
て
は
な
ん
の
意
味
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。
先
験
的
対
象
（
物
自
体
）
は
わ
れ
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
に
と
っ
て
は
い
か
に
し
て
も
未
知
な
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
　
「
先
験
的
客
観
は
物
質
で
も
な
け
れ
ば
思
潅
体
自
体
で
も
な
い
、

か
え
っ
て
こ
の
両
型
の
経
験
的
概
念
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
現
象
の
理
由
（
○
疑
膨
α
）
な
の
で
あ
り
」
（
｝
。
。
お
じ
、
「
物
質
は
内
感
の
対

象
（
心
）
を
警
部
区
甥
せ
ら
れ
る
異
種
的
実
体
で
は
な
い
、
か
え
っ
て
（
そ
れ
自
体
が
わ
れ
わ
れ
に
未
知
的
な
る
）
対
象
の
現
象
に
関
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
区
励
な
の
で
あ
る
」
（
》
◎
ら
Q
G
o
㎝
）
。
第
二
版
に
お
い
て
は
、
心
の
現
象
の
根
底
に
あ
る
物
自
体
に
対
し
て
「
物
質
と
い
う
現
象
に
物
自
体

と
し
て
基
礎
に
存
す
る
も
の
は
お
そ
ら
く
し
か
く
異
種
的
で
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
」
（
切
．
島
G
。
）
　
と
ま
で
言
わ
れ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、

わ
れ
わ
れ
は
厳
密
に
は
（
す
な
わ
ち
学
的
に
は
）
こ
れ
ら
両
種
の
現
象
の
根
底
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
こ
れ
が
同
種
な
も
の
で
あ
る
か
異

種
な
も
の
で
あ
る
か
を
云
々
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
筈
で
あ
り
、
こ
の
総
じ
て
先
験
的
客
観
と
呼
ば
れ
る
写
る
も
の
（
国
薯
霧
）
が
一
方

に
お
い
て
は
空
間
形
式
の
下
に
お
い
て
現
象
し
、
他
方
に
お
い
て
は
時
間
形
式
の
下
に
お
い
て
現
象
す
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
で
あ
ろ
う
。

　
し
た
が
っ
て
「
素
材
を
与
え
る
」
と
い
う
意
味
で
語
ら
れ
る
触
発
（
》
理
智
①
冨
鐸
）
　
は
、
あ
く
ま
で
も
直
観
一
般
に
対
し
て
の
み
書
わ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
　
「
自
己
触
発
は
わ
れ
わ
れ
に
新
し
い
素
材
を
ひ
と
つ
も
与
え
ず
、
た
ん
に
与
え
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

素
材
を
時
闘
形
式
の
下
に
結
合
す
る
」
と
言
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
結
合
と
い
う
機
能
は
一
般
に
悟
性
（
自
発
性
）
の
作
用
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
で
直
ち
に
内
感
に
こ
の
働
き
を
関
係
づ
け
て
語
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
未
知
の
対
象
自
体
が
内
感
を
触
発
す

る
仕
方
は
、
そ
の
触
発
す
る
も
の
の
側
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
以
上
何
も
耀
え
な
い
筈
だ
か
ら
で
あ
る
。
空
間
も
時
間
も
そ
れ
が
感
性
の
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

式
で
あ
る
か
ぎ
り
は
受
容
性
の
形
式
で
あ
っ
て
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
は
な
い
か
ら
、
こ
こ
で
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ぎ
り
の
時
間
は
空
間
と
パ

ラ
レ
ル
に
考
え
ら
れ
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
心
身
問
題
も
、
も
は
や
「
未
知
的
異
種
的
実
体
と
心
と
の
相
互
性
に
関
す
る

の
で
は
な
く
し
て
、
内
感
の
表
象
と
外
的
感
傷
の
変
様
と
の
連
結
に
関
す
る
、
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
両
者
が
経
験
に
お
い
て
関
連
す
る
よ



　
　
う
に
常
劇
的
法
則
に
従
っ
て
相
互
に
連
結
せ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
如
何
に
し
て
可
能
的
な
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
の
が
問
題
で
あ
る
」

　
　
（
｝
ω
。
。
①
）
　
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
問
題
は
二
つ
の
認
識
対
象
の
関
連
か
ら
二
つ
の
認
識
手
段
の
関
連
へ
と
移
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
が
先
の
節
で
見
た
よ
う
に
内
感
の
多
様
に
は
直
接
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
適
用
で
き
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
し
て
、
内
感

　
　
に
つ
い
て
そ
の
常
恒
的
な
法
則
性
を
樹
立
し
て
、
こ
れ
と
外
的
現
象
の
法
則
性
を
相
互
に
連
結
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
内
感
の
現
象
、
未
規
定
的
な
自
我
は
本
来
そ
の
ま
ま
で
は
規
定
的
な
も
の
た
り
得
ず
、
し
か
も
こ
れ
を
規
定
す
る
た
め
に
は
持
続
性
の
図

　
　
式
を
外
物
に
お
い
て
求
め
る
他
は
な
い
と
す
れ
ば
、
内
感
現
象
を
そ
の
特
性
に
従
っ
て
（
こ
れ
が
す
な
わ
ち
常
識
的
に
は
心
と
い
う
現
象

　
　
で
あ
ろ
う
か
ら
）
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
内
感
の
自
然
学
で
あ
る
心
理
学
（
ω
①
色
①
巳
①
聞
Φ
）
に
お

　
　
い
て
も
「
多
く
の
も
の
が
経
験
的
に
認
識
さ
れ
能
う
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
」
　
（
跨
．
c
◎
◎
Q
H
）
　
と
書
わ
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
は
「
思
惟
的

　
　
存
在
体
と
い
う
概
念
か
ら
先
天
的
綜
合
的
に
認
識
す
る
こ
と
は
金
く
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
顕
著
な
差
異
が
存
す
る
」
　
（
》
◎
G
。
Q
。
H
）
と
す

　
　
れ
ば
、
実
用
的
見
地
に
お
け
る
心
理
学
に
お
い
て
は
、
な
お
さ
ら
、
厳
密
な
意
味
で
の
認
識
（
旧
W
壇
押
①
瓢
⇔
醇
口
陣
ω
）
と
い
う
も
の
の
成
立
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
こ
と
は
黒
ま
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
一
方
に
お
い
て
、
カ
ッ
シ
ラ
ー
の
い
う
よ
う
に
、
厳
密
な
批
判
的
意
味
に
お
い
て
は
「
現
象
の
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
て
の
存
在
（
ω
①
ぎ
）
は
そ
の
経
験
的
法
購
性
へ
と
解
消
さ
れ
、
そ
の
中
に
全
く
含
ま
れ
て
い
る
」
に
ち
が
い
な
い
以
上
は
（
統
覚
の
構
成

　
　
を
受
け
な
い
も
の
は
何
も
経
験
的
に
意
味
を
持
ち
得
な
い
と
す
れ
ば
）
、
内
感
の
現
象
が
認
識
さ
れ
、
法
則
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
全

　
　
く
否
定
し
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
け
れ
ど
も
他
方
わ
れ
わ
れ
は
内
感
現
象
が
そ
の
ま
ま
で
は
決
し
て
科
学
の
対
象

　
　
と
は
な
り
得
な
い
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
が
物
質
と
自
我
は
経
験
の
連
関
の
中
に
「
現
象
の
実
体
」
と
し
て
わ
れ

　
　
わ
れ
に
与
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
は
「
実
体
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ
の
内
的
及
び
外
的
知
覚
の
連
関
の
中
へ
入
れ
て
経
験
を

　
　
成
立
せ
し
め
る
土
製
に
従
っ
て
相
互
に
連
結
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
」
　
（
じ
σ
「
G
Q
刈
り
）
　
と
い
う
と
き
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
形
で
考

　
　
え
ら
れ
た
自
我
は
「
観
念
論
論
駁
」
の
個
所
で
考
え
ら
れ
た
自
我
、
す
な
わ
ち
、
生
理
学
的
に
把
捉
さ
れ
た
自
我
で
あ
る
と
考
え
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
も
し
、
こ
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
来
る
と
す
れ
ば
、
　
「
わ
れ
わ
れ
に
残
さ
れ
た
る
と
こ
ろ
は
経
験
を
手
引
之

鰹　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
我
の
問
題
と
内
官
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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七
〇

し
て
わ
れ
わ
れ
の
心
を
観
劇
し
、
そ
の
内
容
が
可
能
的
経
験
に
よ
っ
て
提
供
さ
れ
う
る
以
上
に
出
よ
う
と
し
な
い
無
題
の
範
囲
内
に
止
ま

っ
て
い
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
」
（
諺
．
も
◇
G
Q
卜
Q
）
と
書
わ
れ
る
時
に
も
、
実
用
的
人
間
学
と
自
然
的
人
間
学
の
接
点
は
如
何
に
考
え
ら
れ
る
の
か
、

そ
し
て
、
実
溺
的
見
地
の
人
間
学
で
考
察
さ
れ
る
内
的
現
象
に
執
着
す
る
と
、
悪
く
す
る
と
常
識
以
上
に
出
る
何
の
知
識
　
（
闘
Φ
昌
⇔
一
謬
陣
ω
）

も
わ
れ
わ
れ
は
獲
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
は
ど
う
し
て
も
残
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
実
体
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
．

は
ひ
と
つ
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、
こ
の
両
種
の
環
象
を
結
び
つ
け
よ
う
と
し
て
も
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
が
外
物
の
持
続
性

の
み
で
あ
る
と
し
た
ら
、
こ
れ
は
心
理
学
を
生
理
学
に
隈
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
で
、
は
た
し
て
、
自
己

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

意
識
（
内
的
知
覚
）
と
い
う
も
の
に
ケ
リ
を
つ
け
て
し
ま
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
は
疑
聞
が
残
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
こ
で
も
わ
れ
わ
れ
は
先
の
節
に
お
い
て
そ
う
考
え
た
如
く
に
内
感
現
象
は
そ
の
本
性
上
未
規
定
的
な
も
の
に
止
ま
ら
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
に
し
て
も
、
と
に
か
く
、
外
的
現
象
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
言
い
か
え
れ
ば
、
内
感
現
象

は
外
感
現
象
に
還
元
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
両
種
の
現
象
の
存
在
は
、
少
く
と
も
事
実
と
し
て
、
残
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
う
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
両
種
の
現
象
の
事
実
に
お
け
る
結
合
に
つ
い
て
は
、
一
種
の

パ
ラ
レ
リ
ス
ム
ス
を
想
定
す
る
他
は
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
物
の
心
に
対
す
る
影
響
は
可
想
体
に
ま
で
遡
っ
て
は
じ
め
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

言
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
故
に
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
も
う
い
ち
ど
先
に
書
わ
れ
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
考
え
て
み
る
と
す
れ
ば
、
先
に
は
こ
の
パ
ラ
ギ
ッ
ク
ス
は
「
主
観
が
い

か
に
し
て
内
的
に
己
自
身
を
直
観
し
能
う
か
〕
（
b
J
．
①
Q
c
）
と
い
う
形
で
番
わ
れ
た
。
け
れ
ど
も
統
覚
と
し
て
の
主
観
が
純
粋
意
識
の
普
遍
的

形
式
で
あ
り
（
私
は
こ
の
こ
と
を
第
二
節
に
お
い
て
確
認
し
た
つ
も
り
で
あ
る
）
、
内
感
を
触
発
し
て
く
る
も
の
が
先
験
的
対
象
謎
X
で
あ

る
と
す
れ
ば
、
こ
の
身
魂
は
直
ち
に
結
び
つ
け
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
先
の
言
い
方
に
し
た

が
え
ば
、
統
覚
が
内
感
を
触
発
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
に
か
既
定
の
　
①
〈
賦
。
纂
　
な
事
実
で
あ
る
か
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
が
、
こ
う
し
た

古
い
方
は
妥
当
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
統
覚
と
し
て
の
霞
我
と
内
感
は
い
か
に
し
て



　
　
結
び
つ
け
て
考
え
ら
れ
う
る
か
、
あ
る
い
は
、
純
粋
意
識
の
普
遍
的
形
式
で
あ
る
統
覚
と
内
感
を
触
発
す
る
も
の
と
し
て
の
先
験
的
客
観

　
　
匪
X
の
関
係
は
ど
う
考
え
ら
れ
る
か
、
と
い
う
風
に
書
い
表
わ
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
ろ
う
。
尤
も
、
こ
う
し
た
濃
い
方
で
は
パ
ラ
ド
ッ

　
　
ク
ス
と
い
う
牲
格
は
消
え
て
「
ど
の
理
説
に
も
共
通
な
」
（
ご
σ
■
①
G
o
）
ア
ポ
リ
ア
と
し
て
の
み
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
が
。
そ
し

　
　
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
た
め
に
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
内
感
に
つ
い
て
問
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
が
そ
の
ま
え
に
私
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
カ
ン
ト
が
自
己
触
発
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
れ
が
い
か
に
解
さ
れ
る
べ
き
か
を
「
悟
姓
」
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
の
み
瞥
見
し
て
お

　
　
き
た
い
と
思
う
。
カ
ン
ト
は
第
二
版
の
演
繹
論
（
三
冠
の
対
象
一
般
に
対
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
に
つ
い
て
と
名
づ
け
ら
れ
た
パ
ラ
グ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
　
ラ
フ
）
に
お
い
て
、
悟
牲
に
よ
る
内
感
の
触
発
と
い
う
こ
と
を
く
り
返
し
語
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
も
し
悟
性
が
自
然
に
た
い
す
る
立

　
　
法
と
し
て
「
可
能
的
規
則
の
金
蘭
牲
」
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
こ
の
よ
う
な
悟
性
、
す
な
わ
ち
、
普
遍
的
誠
心
と
し
て
の
悟
性
が
内
感
を

　
　
触
発
す
る
と
は
蔽
わ
れ
得
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
内
感
が
触
発
さ
れ
る
と
い
う
の
は
現
象
で
あ
り
、
他
方
、
悟
性
は
形
式
（
純

　
　
粋
意
識
の
普
遍
的
形
式
）
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
は
ま
た
他
面
悟
性
と
い
う
語
を
一
種
の
心
的
能
力
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
か
の
如
く
に
語
っ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
「
人
聞
学
」
の
な
か
で
「
認
識
の
能
力
が
総
じ
て
悟
性
（
こ
の
こ
と
ば
の
も
っ
と
も
一
般

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
的
な
意
味
に
お
い
て
）
と
呼
ば
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
」
と
雷
わ
れ
、
第
二
版
の
演
繹
論
で
は
「
悟
性
と
そ
の
根
源
的
な
能
力
」
（
b
d
．
H
㎝
Q
o
）

　
　
と
い
う
言
い
方
が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
が
悟
性
に
よ
る
内
感
の
触
発
と
い
う
こ
と
を
語
る
と
き
、
そ
の
「
悟
性
」
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

　
　
意
味
は
統
覚
と
い
う
形
式
牲
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
よ
り
も
、
そ
の
一
般
的
な
意
味
に
お
け
る
「
能
力
」
と
し
て
考
え
ら
れ
る
方
が
よ
り

　
　
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
た
ん
に
雷
藁
の
問
題
の
解
決
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
カ
ン
ト
が
純
粋
理
性
批
判
の
第
二

　
　
叛
に
お
い
て
備
蓄
に
よ
る
内
感
の
触
発
と
い
う
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
の
は
実
践
理
性
批
覇
に
た
い
す
る
顧
慮
で
あ
る
と
心
理
的
説
明
を

　
　
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
で
論
理
的
な
問
題
の
解
決
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
け
れ
ど
も
。

　
　
　
私
は
こ
れ
ま
で
時
間
を
受
容
性
の
形
式
と
し
て
で
き
る
か
ぎ
り
空
間
と
パ
ラ
レ
ル
に
考
え
て
来
た
。
け
れ
ど
も
、
私
は
時
間
の
他
の
規

53

@
定
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
如
く
で
あ
る
。
新
誌
は
一
薦
感
性
の
形
式
と
し
て
多
様
を
受
容
す
る
枠
で
あ
る
よ
う
に
謡
え
る
が
、

9　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
我
の
問
題
と
内
宮
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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七
二

他
面
ま
た
そ
れ
は
純
粋
悟
性
概
念
の
シ
ェ
マ
と
し
て
構
想
力
に
属
せ
し
め
ら
れ
る
故
に
で
あ
る
。
感
性
論
に
お
い
て
「
時
間
は
内
感
の
形

式
、
換
訳
す
れ
ば
わ
れ
わ
れ
自
身
の
一
…
す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
の
内
的
状
態
の
ー
ー
直
観
形
式
に
他
な
ら
ぬ
」
（
ゆ
．
鼻
O
）
と
言
わ
れ
、
ま

た
コ
切
の
表
象
は
そ
れ
が
元
来
外
物
を
対
象
と
す
る
と
否
と
に
拘
ら
ず
心
性
の
規
定
と
し
て
そ
れ
自
身
内
的
状
態
に
属
す
る
。
そ
し
て

こ
の
内
的
状
態
は
内
的
直
観
の
形
式
的
制
約
す
な
わ
ち
時
間
に
属
す
る
一
そ
れ
故
に
時
間
は
あ
ら
ゆ
る
現
象
一
般
の
先
天
的
惣
門
で
あ

る
」
　
（
¢
窃
O
）
。
と
言
わ
れ
て
い
る
。
前
者
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
時
闘
は
疑
い
も
な
く
受
容
性
の
形
式
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う

が
、
後
者
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
時
間
は
こ
れ
と
性
質
を
異
に
す
る
よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
、
こ
の
規
定
に
お
け
る
時
間
は
「
わ
れ

わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
表
象
を
ふ
く
む
と
こ
ろ
の
唯
ひ
と
つ
の
総
括
」
と
し
て
、
「
あ
ら
ゆ
る
綜
合
的
判
断
の
媒
介
者
た
る
第
三
者
」
（
じ
d
・
H
逡
）

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
が
蒔
間
に
つ
い
て
、
そ
の
経
験
的
な
規
定
と
先
験
的
な
規
定
を
分
け
て
考
え
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
時
間
が
そ
れ
の
形
式
で
あ
る
と
こ
ろ
の
当
の
も
の
で
あ
る
内
感
も
ま
た
二
つ
の
異
っ
た
規
定
に
お
い
て
兇
ら
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
経
験
的
統
覚
と
同
義
に
考
え
ら
れ
る
内
感
（
じ
d
・
δ
P
b
ご
・
鼠
O
）
と
わ
れ
わ
れ

の
表
象
の
一
切
の
総
括
と
考
え
ら
れ
る
内
感
と
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
経
験
的
規
定
に
お
け
る
内
感
と
は

ほ
ぼ略

押
常
的
意
味
に
お
け
る
自
我
（
心
内
現
象
）
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
「
た
ん
に
経
験
的
で
あ
っ
て
、
つ
ね

に
変
易
的
」
（
》
・
ド
O
刈
）
で
あ
り
、
「
意
識
の
経
験
的
統
一
は
現
象
に
関
係
し
、
そ
し
て
全
く
偶
然
的
」
（
じ
σ
・
に
O
）
　
で
あ
る
。
こ
の
経
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

的
規
定
に
お
け
る
内
感
は
お
そ
ら
く
経
験
的
心
理
学
に
の
み
属
せ
し
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
が
、
こ
れ
に
反
し
て
、
先
験
的
規
定
に
お
け

る
内
感
の
方
は
先
験
哲
学
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
シ
ェ
マ
は
先
験
哲
学
に
と
っ
て
欠
く
こ
と
の

で
き
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
は
内
感
に
お
い
て
も
ま
た
そ
の
先
験
的
側
面
と
経
験
的
側
面
と
を
一
応
区

別
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
ご
と
く
で
あ
る
が
、
先
験
的
規
定
に
お
け
る
内
惑
と
は
そ
れ
で
は
い
か
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
も

の
な
の
で
あ
ろ
う
か
P

　
「
人
間
学
」
は
内
感
と
統
覚
に
つ
い
て
「
前
者
の
み
が
心
理
的
（
適
用
的
）
意
識
を
意
味
し
、
後
者
は
こ
れ
に
反
し
て
ま
っ
た
く
論
理



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

　
　
的
（
純
粋
）
意
識
を
意
味
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」
こ
と
を
教
え
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
は
心
理
的
意
味
に
お
け
る
内
感
（
い
わ
ゆ
る
心
）
と

　
　
統
覚
の
他
に
さ
ら
に
先
験
的
意
味
に
お
け
る
内
感
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
は
い
か
な
る
位
置
が
与
え
ら
れ
る
べ

　
　
き
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
わ
れ
わ
れ
が
、
も
し
内
感
と
統
覚
と
い
う
区
別
を
固
執
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
先
験
的
意
味
に
お
け
る
内
感
は
、
む

　
　
し
ろ
統
覚
の
方
に
近
い
位
置
を
占
め
る
べ
き
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。
先
験
的
意
味
に
お
け
る
内
感
の

　
　
中
に
は
、
す
で
に
、
統
覚
へ
の
内
面
的
な
結
合
が
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
　
「
直
観
の
表
象
さ
れ
た
統
一

　
　
は
つ
ね
に
一
つ
の
直
観
に
お
け
る
所
与
多
様
の
綜
合
を
自
己
中
に
包
括
し
、
統
覚
の
統
一
に
対
す
る
所
与
多
様
の
関
係
を
す
で
に
ふ
く
む

　
　
も
の
で
あ
る
」
（
じ
d
。
　
H
蔭
駆
諺
鵠
諺
曾
）
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
こ
こ
に
お
い
て
統
覚
と
内
感
は
結
び
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
「
思
惟
す

　
　
る
と
こ
ろ
の
私
は
自
己
を
直
観
す
る
と
こ
ろ
の
私
と
」
ど
こ
か
で
「
同
一
主
観
と
し
て
同
一
で
あ
る
」
（
じ
d
脅
目
O
窃
）
と
考
え
ら
れ
な
け
れ

　
　
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
思
惟
す
る
と
こ
ろ
の
私
（
統
覚
）
が
直
観
さ
れ
た
（
直
観
す
る
と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
）
私
に

　
　
お
い
て
そ
の
多
様
（
内
容
）
を
も
っ
と
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
は
、
厳
密
に
は
、
思
惟
す
る
私
は
直
観
さ
れ
た
私
と
同
嚇
で
あ
る
と
い
う
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

　
　
り
は
、
む
し
ろ
、
後
者
の
中
に
、
あ
る
い
は
、
後
者
と
と
も
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
風
に
言
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
カ
ン
ト
は
先
験
的
な
意
味
に
お
け
る
内
感
と
い
う
も
の
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
統
覚
と
経
験
的
意
味
に
お
け
る
内
感
と
を
結
び
つ

　
　
け
よ
う
と
し
た
も
の
の
ご
と
く
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、
肖
感
の
こ
の
二
つ
の
規
定
相
互
の
関
係
自
体
は
い
か
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ

　
　
う
か
。
こ
れ
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
は
、
　
「
主
観
と
客
観
に
橋
を
か
け
る
し
こ
と
も
充
分
に
成
功
し
た
と
は
言
わ
れ
得
な
い
で
あ

　
　
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
問
を
樹
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ふ
た
た
び
、
第
一
節
に
お
い
て
毘
た
と
こ
ろ
の
「
先
験
的
性
質
と
経
験

　
　
的
性
質
」
の
問
題
へ
と
帰
っ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
先
に
わ
れ
わ
れ
が
詳
細
に
見
た
と
こ
ろ
の
カ
ン
ト
の
主
観
的
演
繹
論
が
成
功
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
、
内
感
の
経
験
的
規
定
と

　
　
先
験
的
規
定
の
関
係
も
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
充
分
説
か
れ
て
い
る
と
い
う
風
に
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
逆
に
、
主
観
的
演
繹
論
が

　
　
成
功
し
て
い
な
い
、
少
く
と
も
充
分
に
は
成
功
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
は
、
内
感
に
つ
い
て
の
問
題
も
す
べ
て
う
ま
く
論
ぜ

559　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
掬
我
の
問
題
と
内
宮
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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56
9
　
ら
れ
て
い
る
と
考
え
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

七
四

五

　
以
上
で
私
の
な
し
う
る
議
論
は
一
応
尽
き
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
け
れ
ど
も
、
上
の
議
論
を
私
は
か
な
り
一
方
的
な
立
場
か
ら
し
て

な
し
て
来
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
、
も
し
、
カ
ン
ト
の
中
に
上
の
ご
と
き
見
解
と
相
容
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
考
え
方
が
存
す
る

と
す
れ
ば
、
こ
こ
で
私
は
こ
れ
に
つ
い
て
些
か
な
り
と
も
（
ど
れ
ほ
ど
皮
相
的
で
あ
る
に
し
て
も
）
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ

う
に
思
わ
れ
る
。
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
の
よ
う
に
「
完
全
な
論
理
的
解
釈
へ
と
強
い
ら
れ
る
の
は
、
物
蔭
体
の
概
念
が
放
棄
さ
れ
た
場
合

　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

だ
け
に
限
ら
れ
て
い
る
」
と
斎
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
マ
ル
チ
ィ
ン
に
よ
れ
ば
、
　
「
自
発
的
主
観
を
た
だ
ち
に
た
ん
に
純
粋
に
論
理
的
に

解
す
べ
き
主
観
に
転
化
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
純
粋
に
叡
知
的
な
主
観
に
立
ち
も
ど
る
こ
と
が
で

（
3
9
）

き
る
」
け
れ
ど
も
、
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
学
派
は
は
た
し
て
物
自
体
の
概
念
を
ま
っ
た
く
放
棄
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
歴
史
的

な
考
証
を
は
な
れ
て
も
、
こ
れ
は
論
理
的
に
も
不
可
解
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
物
自
体
の
概
念
は
カ
ッ
シ
ラ
ー
の
述
べ
る
ご
と

（
G
4
）

く
に
、
認
識
の
異
る
諸
段
階
の
と
き
ど
き
に
つ
む
に
必
要
と
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に

は
感
性
の
「
受
動
性
」
の
コ
レ
ラ
…
ト
と
し
て
、
第
工
に
純
粋
悟
性
概
念
の
対
像
（
○
①
α
q
①
倉
皇
）
　
と
し
て
、
第
三
に
理
性
の
統
鱗
的
原

理
の
シ
ェ
マ
と
し
て
。
さ
ら
に
マ
ル
チ
ィ
ン
は
慮
我
が
叡
知
的
筆
海
で
あ
る
こ
と
は
ひ
と
つ
の
事
実
で
あ
り
、
行
為
的
主
観
か
ら
こ
の
こ

と
は
知
ら
れ
る
と
考
え
て
い
る
が
、
論
理
的
に
は
、
む
し
ろ
、
道
徳
的
主
体
の
理
論
的
根
換
と
し
て
理
論
主
観
の
知
性
的
性
格
が
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

ら
れ
る
と
解
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
道
徳
と
い
う
事
実
に
訴
え
ザ
、
、
欄
別
的
主
観
の
欝
発
性
及
び
多
、
の
知
惟
的
性
愛
を

④
く
建
①
葺
な
も
の
と
す
る
考
え
方
を
自
ら
に
禁
ず
る
た
め
に
も
私
は
み
ず
か
ら
の
対
象
を
純
粋
理
性
批
判
に
か
ぎ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
霞
我
を
叡
知
者
と
し
て
（
じ
σ
・
H
α
G
。
》
同
§
・
）
認
め
る
た
め
に
は
わ
れ
わ
れ
は
自
我
が
現
象
に
属
さ
な
い
性
格

を
現
実
に
所
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
示
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。



　
　
　
こ
の
た
め
に
は
、
ま
ず
、
自
己
意
識
が
直
覚
的
（
ぎ
四
穴
く
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
内
感
の
場
合
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
些
）

　
　
の
感
覚
（
印
象
）
の
底
に
あ
る
客
体
を
も
認
識
し
う
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
け
れ
ど

　
も
、
こ
れ
は
い
か
に
し
て
可
能
的
で
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
た
め
に
、
た
と
え
ば
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
は
、
統
覚
が
環
象
で
は
な
い
こ
と

　
　
（
×
ノ
N
囲
｛
囲
　
心
刈
ω
O
O
）
、
甲
介
的
な
薩
観
が
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
　
（
×
＜
鶏
誌
ぴ
。
G
。
・
窃
。
。
①
）
　
を
実
証
し
よ
う
と
努
力
し
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

　
　
る
か
の
ご
と
く
に
見
え
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
思
想
が
彼
の
主
要
著
作
の
中
で
あ
か
ら
さ
ま
に
説
か
れ
る
に
鋼
っ
て
は

　
　
い
な
い
の
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
こ
の
よ
う
な
心
理
的
考
察
を
は
な
れ
て
も
、
こ
の
よ
う
な
考
え
方
と
（
わ
れ
わ
れ
の
受
容
性

　
　
が
感
性
で
あ
り
（
じ
σ
．
ら
◎
G
Q
）
、
婚
性
認
識
は
少
く
と
も
わ
れ
わ
れ
入
間
に
あ
っ
て
は
、
概
念
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
潜
血
的
で
は
な
く
し
て
、

　
　
比
量
的
で
あ
る
（
じ
d
・
O
G
。
）
、
と
書
わ
れ
る
場
合
の
考
え
方
と
は
い
か
に
し
て
論
理
的
に
両
立
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
マ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

　
　
ル
テ
イ
ン
は
「
こ
の
矛
盾
は
た
ん
に
外
見
的
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
二
つ
の
命
題
は
た
が
い
に
完
全
に
一
致
す
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
」
と

　
　
述
べ
て
い
る
が
、
そ
の
マ
ル
チ
ィ
ン
自
身
が
「
霞
発
性
の
意
識
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
直
接
的
な
事
実
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
は
多
く
の
個

　
　
所
、
と
く
に
多
く
の
『
反
省
』
か
ら
証
明
さ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
意
識
は
自
発
の
意
識
で
あ
っ
て
、
本
来
的
な
認
識
で
は
な
い
。
主
要

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
【
σ
些
）

　
　
著
作
に
お
け
る
こ
の
問
題
の
説
明
は
い
つ
も
す
ぐ
こ
の
事
態
か
ら
生
じ
て
来
る
翠
煙
に
苦
し
め
ら
れ
る
」
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
ま
た
、
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
に
よ
れ
ば
、
現
実
的
意
識
は
自
我
客
体
の
意
識
と
な
ら
ん
で
惣
発
的
作
用
遂
行
の
主
体
と
し
て
の
葭
己
意
識
を
与

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
寝
）

　
　
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
書
わ
れ
る
が
、
こ
れ
は
い
か
な
る
意
味
で
書
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
す
べ
て
の
意

　
　
識
は
内
感
に
帰
属
す
る
と
い
う
立
場
を
と
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
内
感
の
当
盤
は
、
む
し
ろ
、
こ
の
自
発
的
作
用
遂
行
の
主
体

　
　
に
つ
い
て
の
意
識
と
い
う
点
に
お
い
て
こ
そ
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
し
、
ま
た
、
も
し
、
前
者
を
内
感
の
経
験
的
な
意
識
、
後

　
　
者
を
知
性
的
な
意
識
と
い
う
風
に
区
別
で
き
る
と
す
れ
ば
、
後
者
は
い
か
に
し
て
言
わ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
第

　
　
一
の
立
場
を
と
る
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
知
牲
的
な
意
識
と
い
う
こ
と
を
語
る
よ
り
は
、
知
性
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
感
性
的
意
識
と

　
　
い
う
こ
と
を
語
る
方
が
よ
り
妥
当
的
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。
知
盤
的
な
も
の
に
つ
い
て
意
識
を
も
つ
と
い
う
こ
と
か
ら
だ
け
で

579　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
我
の
問
題
と
内
嘗
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五



　
　
　
　
　
　
哲
愚
ず
研
究
　
　
燈
剛
四
買
一
九
十
二
愚
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
轟
ハ

58
9
　
は
、
そ
の
意
識
自
体
、
も
し
く
は
、
そ
の
底
に
想
定
せ
ら
れ
た
先
験
的
原
因
そ
の
も
の
の
叡
知
的
性
格
が
語
ら
れ
得
る
と
い
う
こ
と
は
直

　
　
ち
に
帰
結
し
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
知
性
的
性
格
を
持
つ
も
の
で
あ
る
と
い

　
　
う
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
が
現
実
に
知
性
的
意
識
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
、
は
じ
め
て
書
わ
れ
得
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
カ
ン
ト
は
た
し
か
に
純
粋
理
性
批
判
に
お
い
て
、
　
「
私
の
現
存
在
の
知
性
的
意
識
」
（
中
×
い
・
〉
ロ
ヨ
し
と
い
う
こ
と
ば
を
用
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
　
け
れ
ど
も
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
自
身
が
ま
た
そ
う
考
え
て
い
る
如
く
に
、
こ
の
こ
と
ば
は
「
現
存
在
の
感
情
」
と

　
　
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
余
地
が
、
少
く
と
も
論
理
的
に
は
、
残
さ
れ
て
緩
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
　
「
統
覚
の
綜
合
的
統

　
　
一
に
お
い
て
私
自
身
を
意
識
し
て
い
る
。
私
が
私
自
身
に
現
象
す
る
相
に
お
い
て
で
は
な
く
、
私
自
身
が
在
る
ま
ま
の
相
に
お
い
て
で
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
な
く
、
却
っ
て
、
た
だ
、
我
れ
在
り
と
い
う
こ
と
に
お
い
て
、
こ
の
表
象
は
思
惟
で
あ
っ
て
直
観
で
は
な
い
」
（
b
ご
■
日
窃
刈
）
と
書
わ
れ
る
。

　
　
け
れ
ど
も
、
こ
の
「
た
だ
暮
れ
在
り
と
い
う
こ
と
」
（
p
貰
伽
9
。
ゆ
8
プ
げ
ぎ
）
と
い
う
場
合
、
こ
の
「
私
」
（
H
o
ワ
）
は
統
覚
（
純
粋
意
識
の

　
　
普
遍
的
形
式
）
で
も
な
け
れ
ば
、
内
感
の
対
象
と
し
て
の
自
我
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
、
こ
の
「
在
る
」
（
げ
ぎ
…
ω
φ
ぎ
）
と
い
う

　
　
こ
と
も
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
現
存
在
（
U
霧
①
ぎ
）
を
指
し
て
い
る
も
の
で
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
現
存
在
の
こ
の
よ
う
な

　
　
表
象
、
も
し
く
は
、
感
情
は
、
な
に
も
内
感
の
場
合
に
か
ぎ
っ
て
特
有
な
も
の
で
は
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
む
し
ろ
外
感

　
　
の
場
合
と
同
様
に
与
件
の
内
的
性
質
を
示
す
も
の
と
は
解
さ
れ
得
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
　
門
た
だ
我
れ
在
り
と
い
う
こ
と
扁
の
そ
の
現

　
　
実
性
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
現
実
性
で
は
な
い
か
ら
、
こ
れ
は
、
む
し
ろ
、
　
「
経
験
的
直
観
に
お
い
て
感
覚
に
対
応
す
る
も
の
」
と
し
て
の

　
　
「
現
象
的
実
在
」
　
（
b
d
．
卜
。
O
Φ
）
　
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
っ
て
も
、
こ
の
こ
と
を
私
は
な

　
　
に
も
確
定
的
に
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
内
感
の
場
合
に
お
い
て
も
外
感
の
場
合
に
お
い
て
も
「
表
象
の
直
接
的
な
知
覚

　
　
（
意
識
）
は
同
時
に
表
象
の
現
実
在
性
の
十
分
な
る
証
明
」
（
》
・
G
。
認
）
　
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
も
し
わ
れ

　
　
わ
れ
が
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
腔
ば
、
　
「
現
存
在
の
感
情
」
と
先
に
書
わ
れ
た
も
の
は
「
わ
れ
わ
れ
が
た
ん
に
主
観
の

　
　
触
発
さ
れ
る
こ
と
を
意
識
す
る
を
得
、
且
つ
こ
れ
を
至
る
客
観
一
般
へ
と
関
係
せ
し
む
る
と
こ
ろ
の
た
ん
な
る
主
観
的
表
象
」
（
じ
d
・
b
。
O
刈
）



　
　
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
か
ら
、
こ
の
意
味
で
の
「
留
れ
在
り
妬
と
い
う
こ
と
は
、
ま
さ
し
く
、
触
発
せ
ら
れ
る
仕
方
と
し

　
　
て
、
与
件
の
内
的
性
質
を
表
わ
し
、
内
感
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
ま
た
、
　
「
こ
の
表
象
は
思
権

　
　
で
あ
っ
て
直
観
で
は
な
い
」
と
言
わ
れ
る
場
合
こ
の
「
思
椎
」
を
「
統
覚
」
と
い
う
風
に
解
さ
ず
し
て
、
こ
れ
を
未
規
定
的
な
知
覚
で
あ

　
　
る
と
し
て
、
知
性
的
表
象
の
存
在
を
考
え
よ
う
と
す
る
こ
と
も
或
い
は
可
能
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
未
規
定
的
知
覚
と

　
　
い
う
こ
と
ば
の
も
つ
曖
昧
さ
に
つ
い
て
は
第
三
節
に
お
い
て
見
た
通
り
で
あ
る
。
ま
た
、
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
は
「
人
間
は
そ
の
他
の
場
合
に

　
　
お
い
て
は
全
自
然
を
感
官
に
よ
っ
て
の
み
知
る
の
で
あ
る
が
、
己
自
身
を
ば
た
ん
な
る
統
覚
に
よ
っ
て
も
…
…
認
識
す
る
」
　
（
ゆ
’
㎝
刈
心
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
姦
）

　
　
と
い
う
こ
と
ば
を
と
り
上
げ
て
、
こ
こ
か
ら
知
性
的
な
認
識
を
考
え
さ
ら
に
実
践
理
性
へ
と
到
る
途
を
見
つ
け
よ
う
と
す
る
か
の
如
く
に

　
　
見
え
る
が
、
こ
の
場
合
に
書
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
認
識
」
と
は
む
し
ろ
実
践
的
な
「
認
識
」
（
じ
d
・
ω
潮
）
を
捲
す
の
で
あ
っ
て
、
理

　
　
論
的
意
味
に
お
け
る
認
識
と
直
ち
に
同
一
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
「
異
っ
た
次
元
に
属
す

　
　
（
4
9
）

　
　
る
」
客
観
化
の
過
程
で
あ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
自
我
を
客
観
の
自
我
と
統
覚
の
自
我
の
二
に
区
甥
し
て
、
さ
ら
に
ま
た
こ
れ
を
一
つ
に
す
る
こ
と
の
困
難
は
超
個
人
的
抽
象
的
な
純
粋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
融
）

　
　
認
識
論
的
主
観
で
は
明
ら
か
に
さ
れ
得
な
い
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
二
つ
の
自
我
を
媒
介
す
る
第
三
者
と
し
て
現
実
的
意
識
を
語
り
、
個

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）

　
　
人
的
一
現
実
的
自
我
を
語
る
と
し
て
も
、
こ
れ
は
、
い
わ
ば
た
ん
に
「
事
実
」
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
、
認
識
問
題
は
こ

　
　
れ
で
充
分
に
解
決
さ
れ
了
っ
て
い
る
と
は
考
え
得
ら
れ
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
そ
れ
は
事
実
結
び
つ
い
て
い
る
に
し
て

　
　
も
、
す
な
わ
ち
、
理
論
的
価
値
と
心
理
的
認
識
作
用
の
両
域
の
上
に
「
統
一
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
が
な
け
れ
ば
す
べ
て
の
認

　
　
識
作
用
が
無
意
味
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
、
否
定
さ
る
べ
き
で
は
な
い
」
に
し
て
も
、
こ
れ
は
、
認
識
論
理
の
点
か
ら
の
み
考
え
る
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
　
す
れ
ば
、
或
い
は
「
あ
ら
ゆ
る
説
明
を
冷
笑
す
る
水
遠
の
謎
」
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蔓
5
）

　
　
　
マ
ル
チ
ィ
ン
は
自
我
を
叡
知
的
存
在
と
し
て
見
る
考
え
方
に
近
づ
く
方
法
と
し
て
、
三
つ
の
方
法
が
在
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
す
な

　
　
わ
ち
、
そ
の
第
一
は
マ
ル
チ
ィ
ン
自
身
の
採
る
も
の
で
あ
っ
て
、
主
観
、
と
く
に
行
為
的
主
観
の
自
発
性
に
よ
っ
て
自
我
を
叡
知
的
存
在

599　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
宿
我
の
問
題
と
内
宮
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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七
八

者
と
し
て
曾
て
る
考
え
方
で
あ
り
、
第
二
は
デ
カ
ル
ト
の
五
黄
の
直
接
の
発
展
と
し
て
、
先
験
的
統
覚
に
お
い
て
認
識
的
主
観
の
可
想
的

存
在
が
経
験
さ
れ
る
と
想
定
す
る
立
場
で
あ
り
、
第
三
は
神
的
存
在
と
の
連
関
に
お
い
て
、
す
な
わ
ち
、
神
の
悟
性
・
意
志
と
の
ア
ナ
ロ

ギ
ア
に
よ
っ
て
考
え
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
三
つ
の
方
法
の
う
ち
第
二
の
方
法
は
カ
ン
ト
解
髪
に
よ
っ
て
反
駁
さ
れ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
統
覚
と
と
も
に
自
体
的
存
在
の
規
定
が
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
考
え
方
が
合
理
的
心
理
学
に
お
け
る
誤
謬
と
し
て
却
け

ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
第
二
の
方
法
に
関
し
て
は
カ
ン
ト
自
身
の
反
駁
が
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
れ
に
反
し
て
第
一
と

第
三
の
新
参
の
方
法
に
関
し
て
は
事
情
が
異
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
カ
ン
ト
自
身
の
う
ち
に
こ
の
よ
う
な
思
想
を
容
れ

る
余
地
が
あ
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
如
く
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
第
三
の
方
法
に
つ
い
て
、
こ
れ
だ
け

を
切
り
離
し
て
見
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
（
こ
の
方
法
は
第
一
の
方
法
と
直
ち
に
関
連
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
が
）
、
こ

の
方
法
は
内
に
一
種
の
循
環
し
た
議
論
を
含
ん
で
い
る
よ
う
に
卜
え
る
。
こ
の
場
合
、
可
融
界
と
い
う
も
の
が
一
般
に
経
験
的
世
界
と
の

ア
ナ
ロ
ギ
ア
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
入
か
ら
神
へ
と
い
う
途
が
と
ら
れ
て
い
る
か
の
ご
と
く
に
見
え
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
次
に
は
人
間
悟
惟
を
神
の
属
性
と
い
う
形
で
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
神
か
ら
人
へ
の
途
を
と
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら

で
あ
る
（
N
・
　
ゆ
．
　
×
＜
囲
一
目
　
①
b
3
c
Q
O
●
　
㎝
同
O
り
）
。
も
ち
ろ
ん
、
神
に
う
い
て
の
議
論
が
こ
の
よ
う
に
簡
単
に
割
り
切
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
と

は
考
え
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
わ
れ
わ
れ
が
認
識
論
理
の
領
域
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
は
、
神
は
「
世
界
の
秩
序
と
そ
の
体
系
的
統
一
性
」

の
規
則
の
原
理
と
し
て
、
統
整
的
原
理
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
（
N
’
じ
d
●
し
ご
・
刈
O
ピ
じ
6
・
讃
心
）
。
　
「
お
よ
そ
神

的
悟
盤
に
つ
い
て
i
一
た
と
え
そ
れ
が
た
ん
に
ア
ナ
手
懸
ア
の
方
法
に
よ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
i
語
り
う
る
た
め
に
は
、
神

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

的
四
姓
と
人
問
悟
性
と
の
闘
に
な
ん
ら
か
の
関
連
が
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
以
上
、
こ
の
第
三
の
方
法
は
第
一
の

方
法
と
関
連
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。
け
れ
ど
も
、
こ
の
第
三
の
方
法
の
み
を
切
り
は
な
し
て
考
え
る
か
ぎ
り
は
、
そ
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

認
識
論
理
の
枠
の
な
か
に
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
は
、
わ
れ
わ
れ
は
神
を
理
論
の
統
制
的
原
理
と
し
て
「
一
切
の
原
因
な
る
か
の
如
く
に
」
考

え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
紳
的
存
在
の
規
定
と
有
限
的
存
在
の
規
定
と
の
問
に
お
か
れ
る
関
係
を
「
カ



ン
ト
は
た
ん
に
蓋
然
的
に
論
議
し
た
だ
け
で
あ
っ
て
」
こ
れ
を
「
積
極
的
に
措
定
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
い
う
可
能
性
が
当
然
つ
ね
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

留
保
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」
ζ
畜
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
尤
も
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
こ
と
を
カ
ン
ト
の
認
識
形
而
上
学
と

し
て
考
え
る
の
で
は
な
く
、
た
ん
に
そ
の
論
理
的
可
能
性
に
つ
い
て
書
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
け
れ
ど
も
。
し
た
が
っ
て
、
神
と
い
う
理

念
も
、
そ
れ
が
理
念
で
あ
る
か
ぎ
り
は
、
虚
焦
点
（
｛
0
2
G
・
一
ヨ
p
。
σ
q
ぎ
聖
旨
ω
）
（
ゆ
・
①
話
）
　
と
し
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た

ら
、
わ
れ
わ
れ
は
神
の
属
性
と
し
て
人
閥
悟
性
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
我
を
知
性
者
、
叡
知
者
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
は

な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
第
一
の
方
法
に
関
し
て
書
え
ぱ
、
す
で
に
本
節
に
お
い
て
些
か
触
れ
た
こ
と
で
あ
る
と
思
う
が
、
ま
た
、
こ
の
方
法
に
関
す
る

議
論
は
本
来
難
儀
に
関
す
る
議
論
か
ら
由
来
す
る
と
こ
ろ
が
多
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
、
い
ま
は
、
考
慮
の
外
に
置
く
こ
と
が
許
さ
れ
る
と

思
う
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
お
い
て
は
上
に
述
べ
て
来
た
よ
う
な
兇
解
を
越
え
出
る
よ
う
な
カ
ン
ト
の
見
解
が
わ
れ
わ
れ
に
示
さ
れ
る
か
も

し
れ
な
い
と
予
想
せ
ら
れ
る
け
れ
ど
も
、
こ
こ
で
も
、
わ
れ
わ
れ
が
純
粋
理
性
批
判
の
中
に
と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
自
我
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
し
て
そ
の
宿
払
な
自
発
性
を
統
制
的
な
理
念
と
し
て
「
行
為
者
が
結
果
の
系
列
を
全
然
窩
ら
始
め
る
か
の
如
く
に
」
　
（
b
ご
■
O
O
◎
し
。
）
考
え

う
る
に
と
ど
ま
る
、
司
能
性
、
少
く
と
も
論
理
的
な
そ
の
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
本
節
に
お
い
て
私
は
な
に
ひ
と
つ
確
定
的
に
は
主
張
し
得
な
か
っ
た
。
こ
れ
は
む
ろ
ん
私
の
無
能
に
帰
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
る

　
　
に
し
て
も
、
こ
こ
で
は
ひ
と
は
す
で
に
認
識
論
理
の
領
域
を
越
え
出
て
、
認
識
形
而
上
学
の
領
域
に
踏
み
込
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
も
言

　
　
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
こ
で
は
す
で
に
ひ
と
は
ど
の
よ
う
な
立
場
か
ら
し
て
カ
ン
ト
を
読
む
か
と
い
う
問
題
に
係
っ
て
い
る
よ
う
に
見

　
　
え
る
。
わ
れ
わ
れ
は
安
易
に
こ
の
よ
う
に
考
え
て
、
カ
ン
ト
か
ら
で
き
る
か
ぎ
り
正
確
に
多
く
の
こ
と
を
学
ぶ
と
い
う
努
力
を
怠
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
　
は
許
さ
れ
な
い
の
が
当
然
で
あ
る
に
し
て
も
、
こ
こ
で
は
す
で
に
次
の
よ
う
な
ナ
ト
ル
プ
の
こ
と
ば
を
想
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の

　
　
の
如
く
に
も
見
え
る
。

619　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
自
我
の
問
題
と
内
官
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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○

　
「
コ
ー
エ
ン
は
カ
ン
ト
の
う
ち
に
あ
っ
て
働
い
て
い
る
諸
種
の
モ
テ
ィ
ー
フ
を
純
粋
に
調
和
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と

…
一
事
実
こ
れ
は
否
定
し
得
な
い
こ
と
で
あ
る
が
一
を
否
定
し
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
る
に
、
こ
の
よ
う
な
洞
察
こ
そ
必
然
的
に
次
の

よ
う
な
疑
問
に
み
ち
び
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
カ
ン
ト
の
究
尭
の
事
業
は
し
か
ら
ば
一
体
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
カ
ン
ト
の
思

想
の
最
大
な
る
実
質
的
な
る
重
み
は
何
れ
の
点
に
あ
る
か
、
ま
た
、
…
一
こ
れ
と
同
一
で
は
な
い
が
、
し
か
し
、
密
接
な
る
関
係
あ
る
も

の
で
i
歴
史
的
に
み
て
カ
ン
ト
の
決
定
的
な
る
影
響
は
い
か
な
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
。
カ
ン
ト
の
学
説
の
う
ち
で
生

活
力
な
き
も
の
と
し
て
死
に
ゆ
く
べ
き
運
命
を
も
っ
て
い
る
も
の
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、
こ
れ
に
反
し
て
そ
の
内
面
的
生
活

力
の
ゆ
え
に
生
き
残
っ
て
さ
ら
に
発
展
す
べ
き
運
命
を
も
っ
て
い
る
も
の
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
か
か
る
疑
問
は
、
少
く
も
兼

ね
て
ま
た
哲
学
者
た
る
哲
学
史
家
な
ら
ば
何
人
と
い
え
ど
も
提
出
せ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、
す
で
に
こ
の
疑
問
と
と
も
に
生

じ
来
た
っ
た
こ
と
は
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
永
久
に
哲
学
の
も
の
と
な
っ
た
根
本
認
識
の
方
向
を
と
り
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
成
し
就
げ
ら
れ
た

哲
学
永
遠
の
問
題
の
深
化
を
純
粋
に
徹
底
せ
し
め
ん
と
し
て
、
や
が
て
前
進
せ
ん
が
た
め
に
の
み
カ
ン
ト
に
立
ち
帰
ら
ん
と
す
る
を
得
た

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
哲
学
は
そ
の
名
の
本
来
の
意
義
に
し
た
が
え
ば
、
根
本
的
真
理
に
た
い
す
る
永
遠
の
努
力
で
あ
っ
て
、
か
か
る

真
理
の
所
有
の
要
求
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
あ
た
か
も
、
哲
学
を
も
っ
て
批
判
と
解
し
、
方
法
と
解
す
る
カ
ン
ト
は
た
し
か
に
『
哲
学
す

る
こ
と
』
　
（
℃
露
δ
ω
o
℃
ぼ
凶
事
）
　
を
教
え
よ
う
と
は
し
た
け
れ
ど
も
、
　
『
ひ
と
つ
の
』
哲
学
を
教
え
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
こ
れ
を
別

様
に
解
さ
ん
と
す
る
も
の
は
、
悪
し
き
カ
ン
ト
の
徒
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

AA21
V　LI

AA43
v／　v

出
噸
O
O
げ
①
舅
囚
簿
簿
。
。
8
7
0
0
ユ
Φ
幽
①
『
国
眺
巴
属
餌
嵩
磯
（
＜
δ
障
①
》
¢
臨
餌
α
q
o
6
譲
）
ω
．
昏
⊃
◎
。
刈

悟
性
を
心
的
能
力
と
解
さ
な
い
と
い
う
立
場
は
た
と
え
ば
国
．
O
霧
ω
畔
①
肖
の
と
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
純
粋
理
性
批
判
は
悟
性
の
概
念
に
お
い
て

「
可
能
的
規
則
の
全
体
性
」
を
総
括
し
て
い
る
と
述
べ
（
U
6
勺
｝
邑
9
仙
「
。
。
団
日
げ
．
閃
霞
露
Φ
p
漬
■
ω
b
。
b
。
㎝
）
さ
ら
に
悟
性
を
広
い
意
味
に
お

い
て
は
「
精
神
文
化
の
総
体
篇
と
も
云
っ
て
い
る
（
｝
〈
Q
昌
帥
q
o
　
い
Φ
び
O
コ
に
コ
鎌
　
ピ
①
ぴ
尉
O
　
m
W
「
　
同
①
①
）
。

＜
唯
●
1
顕
ワ
頃
且
ヨ
ω
o
Φ
チ
”
ω
ε
鼻
一
Φ
二
N
葭
℃
互
δ
い
。
℃
謀
Φ
囲
ヨ
ヨ
功
臣
‘
⑫
囚
餌
葺
の
（
H
り
α
①
）
ω
・
N
導

出
’
笛
Φ
一
B
ω
O
簿
げ
”
ω
汁
＝
隻
Φ
霞
N
¢
噌
勺
ぴ
一
δ
．
H
・
淡
簿
p
δ
ω
・
b
o
ω
α
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（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
0
1
）

（
1
1
）

・
（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

＜
σ
q
｝
．
1
瓢
“
O
o
げ
Φ
範
緊
四
葺
ω
↓
ぴ
8
嵩
①
亀
費
両
鑑
ω
陰
8
蒔

国
「
○
器
。
・
騨
興
”
U
舘
国
属
犀
①
コ
冨
峠
駄
ω
箕
◎
び
．
切
恥
■
昌
●
ω
．
G
n
“
㎝

譲
・
O
o
げ
Φ
『
以
勉
昌
溌
8
げ
①
o
ユ
Φ
昏
国
『
h
¢
b
。
㊤
G
。
コ
ー
エ
ン
は
さ
ら
に
こ
の
後
つ
ぐ
け
て
（
ω
・
ω
O
O
）
、
綜
合
の
統
一
（
線
を
ひ
く
こ
と
に
お

け
る
多
様
の
綜
合
の
統
一
）
と
統
覚
の
統
一
の
関
係
に
つ
い
て
、
　
「
後
者
が
な
け
れ
ば
前
者
は
可
能
的
で
な
く
、
前
者
が
な
け
れ
ば
後
者
は
現

実
的
で
な
い
」
と
云
っ
て
い
る
。

こ
れ
は
す
で
に
コ
ー
エ
ン
の
抱
摘
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
が
（
「
経
験
理
説
」
第
八
、
九
章
）
、
カ
ッ
シ
ラ
ー
も
ま
た
こ
の
点
を
強
調
す
る
の
に
欠

く
る
も
の
で
は
な
い
。
　
「
意
識
の
統
一
性
と
し
て
の
自
我
は
論
理
的
必
要
物
（
沁
①
ρ
昆
。
。
ε
で
あ
る
」
（
d
器
図
蒔
①
添
簿
心
置
鷲
○
ぴ
晶
H
．
ω
．
q
Q
。
o
。
）
、

「
自
我
は
論
理
的
関
係
、
概
念
的
統
一
点
で
あ
る
」
（
坤
び
’
ω
・
O
o
。
0
）
、
　
「
霞
我
、
先
験
的
統
覚
は
…
…
意
識
内
容
聞
の
不
変
化
的
関
係
で
あ
っ

て
…
…
し
（
囲
（
勉
P
酔
Q
o
　
】
U
①
ぴ
Φ
P
　
露
P
山
　
い
①
げ
巴
①
■
　
G
Q
。
　
b
⊃
H
α
）
。

ヨ
ぴ
①
≦
鎧
露
2
凶
器
①
…
け
戯
閤
①
騨
（
勺
●
Z
象
◎
懸
”
ズ
帥
艮
駕
巳
嵐
費
ぴ
霞
α
q
曾
ω
o
『
巳
①
’
隊
碧
↑
ω
ε
匙
圃
窪
■
ゆ
山
■
×
＜
｝
H
’
鎖
。
津
ω
陰
ω
●
H
逡
）

註
（
4
）
参
照
。

く
σ
q
轡
i
円
■
O
鋤
。
陸
。
。
写
①
驚
U
器
司
H
一
（
Φ
ゆ
霞
3
δ
鷲
○
グ
自
．
ψ
O
Q
Q
b
Q

カ
ン
ト
が
こ
こ
で
持
続
的
な
も
の
と
し
て
実
際
に
念
頭
に
お
い
て
い
た
も
の
が
、
個
々
の
事
物
で
あ
る
か
、
　
エ
ー
テ
ル
の
よ
う
な
物
質
で
あ
る

か
、
あ
る
い
は
、
も
っ
と
物
理
的
な
何
か
（
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
で
あ
る
か
は
確
定
し
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
が

明
瞭
で
な
い
こ
と
が
、
ひ
い
て
は
、
カ
ン
ト
の
語
る
時
闘
の
概
念
の
不
明
瞭
に
つ
な
が
っ
て
ゆ
く
と
考
え
ら
れ
る
。
持
続
体
は
す
べ
て
の
時
間

規
定
の
基
体
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
な
お
エ
…
テ
ル
に
関
し
て
は
た
と
え
ば
、

く
σ
q
ド
ー
○
．
ピ
①
グ
ヨ
拶
昌
“
圏
頭
隠
。
。
乏
一
瓢
Φ
瓢
Φ
α
q
鎧
賢
σ
q
幽
霧
H
匙
①
巴
δ
ヨ
に
。
α
’
（
丙
2
。
黛
ω
g
鎌
g
博
田
ふ
O
◆
（
ド
⑩
㎝
c
。
点
8
㊤
）
国
①
浄
ω
．
ψ
c
。
㎝
G
◇
）

甲
○
器
ω
騨
Φ
5
顕
鋤
無
ω
い
①
ぴ
Φ
鵠
¢
障
篇
い
①
ゲ
8
，
ω
’
b
∂
顧

持
続
的
な
る
も
の
が
た
ん
に
外
物
に
の
み
帰
せ
ら
れ
て
い
る
点
は
む
ろ
ん
議
論
の
対
象
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
（
た
と
え
ば
、
譲
■
旨
℃
舞
。
『

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

崇
9
簿
博
。
な
ζ
o
雷
唱
プ
《
も
・
ざ
。
回
国
鍛
℃
①
臨
①
⇔
o
ω
■
＜
o
ド
H
H
（
H
¢
①
H
）
や
し
。
刈
ゆ
）
。
カ
ン
ト
は
ゆ
．
卜
○
刈
◎
諺
鋤
ヨ
．
に
お
い
て
「
外
物
の
現
存
在
の
直
接
的

意
識
は
上
の
定
理
に
お
い
て
前
提
さ
れ
た
の
で
は
な
く
し
て
証
明
さ
れ
た
の
で
あ
る
し
と
述
べ
て
い
る
。
い
ま
、
外
的
経
験
の
直
接
性
と
い
う

こ
と
が
、
た
ぐ
ち
に
、
持
続
的
な
る
も
の
の
存
在
が
外
物
に
の
み
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
を
憲
解
す
る
も
の
で
は
な
い
と
す
れ
ば
、
や
は
り
、
カ
ン

ト
の
こ
の
議
論
全
体
の
底
に
、
外
物
に
の
み
持
続
体
を
帰
す
る
と
い
う
考
え
が
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
我
の
現
存
在
の

経
験
的
に
規
定
さ
れ
た
意
識
が
雅
な
る
空
聞
中
の
諸
対
象
の
現
存
在
を
証
明
す
る
と
い
う
「
定
理
し
に
対
す
る
証
明
の
な
か
で
、
　
「
惣
我
の
時

カ
ン
ト
に
お
け
る
自
我
の
闘
題
と
内
官
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て

八
一
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聞
に
お
け
る
規
定
に
は
持
続
的
な
る
も
の
が
必
要
で
あ
り
、
且
つ
、
こ
の
持
続
的
な
る
も
の
が
外
感
に
よ
っ
て
の
み
確
定
さ
れ
る
」
と
い
う
こ

と
が
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
上
に
た
っ
て
さ
ら
に
こ
の
こ
と
が
定
理
自
身
の
な
か
で
証
明
さ
れ
て
い
る
と
い
う
の

は
り
ク
ツ
の
合
わ
な
い
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
の
が
妥
当
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
「
観

念
論
論
駁
」
は
や
は
り
質
料
的
観
念
論
を
駁
撃
す
る
た
め
の
議
論
で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
外
的
経
験
の
直
接
性
が
霊
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

そ
の
議
論
は
持
続
的
な
る
も
の
の
存
在
が
外
感
に
よ
っ
て
の
み
確
定
き
れ
る
と
い
う
見
解
に
基
い
て
成
立
し
て
い
る
、
と
。
若
し
、
こ
う
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
点
は
や
は
り
議
論
の
対
象
と
し
て
残
る
と
思
わ
れ
る
。

　
な
お
、
頃
「
鰍
．
℃
舞
。
質
は
観
念
論
論
駁
の
議
論
に
つ
い
て
こ
う
言
っ
て
い
る
（
内
四
耳
、
。
り
竃
①
『
o
御
国
メ
℃
霞
●
＜
〇
一
目
’
℃
’
ω
刈
り
h
．
）
。
　
「
こ
こ

に
見
出
．
さ
れ
る
困
難
は
何
で
あ
れ
、
決
し
て
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
た
ん
に
第
一
の
類
推
の
羅
難
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
ま
た
、

カ
ン
ト
に
と
っ
て
客
観
が
吾
々
の
表
象
の
必
然
的
綜
合
的
統
一
に
お
け
る
結
合
で
あ
る
と
い
う
一
般
的
な
困
難
の
特
殊
的
な
一
例
で
あ
る
に
過

ぎ
な
い
…
…
」
け
れ
ど
も
対
象
が
成
立
す
る
の
は
統
覚
に
よ
る
表
象
の
多
様
の
綜
合
的
統
一
に
よ
る
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
と
す
れ
ば
、
こ

れ
は
カ
ン
ト
の
認
識
論
を
全
く
拒
絶
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

N
曹
中
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δ
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露
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陸
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罵
①
3
q
ぴ
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昌
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鑓
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昏
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犀
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囚
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巴
①
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。
猷
（
搭
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。
戯
ソ
ω
●
①
O
b
。
註
二
十
参
照
。

N
．
ゆ
．
旨
b
ご
●
窯
の
唄
㊦
誉
囚
⇔
摸
ω
℃
聲
。
｝
δ
｝
o
σ
q
ご
ω
．
卜
⊃
お
。

註
十
八
参
照
。
ω
．
①
8
「
経
験
的
心
理
学
は
学
と
し
て
可
能
で
あ
る
か
㍗
・
否
－
心
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
知
識
は
あ
ま
り
に
制
限
き
れ

て
い
る
。
そ
し
て
経
験
的
な
認
識
と
い
う
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
ひ
と
つ
の
原
理
か
ら
み
ち
び
き
出
す
と
き
に
の
み
学
と
な
る
の
で
あ

る
。
わ
れ
わ
れ
は
観
察
と
実
験
に
よ
っ
て
一
般
に
方
法
的
に
振
舞
う
。
前
者
は
無
難
で
あ
り
、
後
者
は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ

れ
の
な
す
実
験
は
す
で
に
わ
れ
わ
れ
の
心
意
識
の
状
態
を
変
化
せ
し
め
る
か
ら
で
あ
る
」

U
δ
℃
葺
ぴ
費
頃
効
餌
讐
く
。
ユ
Φ
ω
¢
鯵
σ
q
①
ゆ
く
◎
昌
囚
。
≦
巴
①
妻
ω
ご
●
ω
■
㎝
箪

た
と
え
ば
、
実
体
と
い
う
こ
と
ば
の
下
で
、
一
方
で
は
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
よ
う
な
も
の
が
考
え
ら
れ
、
他
方
で
は
個
々
の
物
が
考
え
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
見
え
る
。
そ
し
て
、
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
勺
触
。
ド
σ
q
O
諺
Φ
昌
Q
㈱
H
Q
。
（
箪
邑
。
ω
o
℃
翫
ω
0
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富
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ω
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郎
ヨ
・
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Q
D
匿
α
Q
。
）
　
　
　
　
’

カ
ン
ト
を
一
応
は
な
れ
て
考
え
得
る
と
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、
閃
・
○
諺
ω
冒
①
貰
O
写
℃
ゲ
昌
。
山
ω
団
日
び
・
閃
葭
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Φ
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カ
ン
ト
に
つ
い
て
言
え
ば
、
｝
．
ω
δ
に
お
い
て
語
ら
れ
た
経
験
的
意
味
に
お
け
る
二
元
論
と
い
う
こ
と
を
私
は
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
ひ

中
心
b
。
卜
。
》
づ
欝
會
と
く
に
「
こ
こ
で
未
規
定
的
知
覚
と
い
う
の
は
与
え
ら
れ
た
る
、
し
か
も
思
惟
一
般
に
対
し
て
の
み
与
え
ら
れ
た
る
或
る
実

在
的
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
現
象
と
し
て
で
も
な
く
事
物
自
体
（
可
想
体
）
と
し
て
で
も
な
く
、
却
っ
て
実
際
に
実
在
す
る
も
の
、
　
『
私
は

思
惟
す
る
』
と
い
う
命
題
に
於
て
実
在
す
る
も
の
と
し
て
現
わ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
文
章
に
つ
い
て
、
そ
の
「
思
惟
一
般
に
対
し
て

の
み
砿
と
い
う
こ
と
に
重
点
を
置
い
て
読
む
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
が
統
覚
を
未
規
定
的
知
覚
と
同
一
に
置
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

尤
も
、
こ
こ
で
も
、
　
「
与
え
ら
れ
た
る
扁
と
か
、
　
「
実
際
に
実
威
す
る
漏
と
か
い
う
語
句
に
重
点
を
お
い
て
、
こ
れ
は
た
ん
に
未
だ
規
定
さ
れ

ざ
る
（
郎
o
o
ぽ
邑
。
｝
旨
ぴ
①
ω
瓢
ヨ
ヨ
け
）
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
風
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。

国
●
旨
勺
簿
。
貸
囚
餌
箕
、
の
驚
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幹
。
臨
国
×
や
①
属
・
＜
○
『
H
H
「
や
G
ゆ
G
。
Q
o
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σ
q
ド
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寓
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旨
●
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昌
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笹
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出
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資
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巴
噸
昏
両
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Q
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冨
α
q
o
欝
。
鵠
餌
伽
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．
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℃
ぴ
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“
一
W
陣
ぴ
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ω
“
H
O
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◎
）

誌
（
2
4
）
参
照
。

カ
ン
ト
は
イ
デ
ー
の
表
を
つ
く
る
際
に
（
b
σ
◎
蕊
Φ
）
、
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
表
に
準
拠
し
て
理
念
の
表
を
つ
く
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
直
観
の
二
つ
の
根
源
二
言
で
あ
る
時
間
と
空
間
を
と
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
で
見
る
と
カ
ン
ト
は
時
間
と
空
間
を
恰

も
カ
テ
ゴ
リ
…
で
あ
る
か
の
如
く
に
考
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
実
際
は
そ
う
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
カ
ン
ト
の
語
っ
て
い
る
時

問
と
乱
闘
は
盤
、
或
は
、
墨
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
時
間
と
空
間
が
こ
の
意
味
で
も
語

ら
れ
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
と
所
与
性
の
形
式
と
し
て
の
時
間
及
び
空
間
と
は
一
応
分
け
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
＜
α
Q
ピ
ー

bづ

g
①
O
》
賞
ヨ
．

中
0
9
。
。
。
ω
マ
Φ
誉
○
鋤
ω
国
臨
（
Φ
鵠
簿
ユ
ω
唱
目
。
ぴ
■
H
轡
ω
●
0
0
Q
O

U
冨
℃
ぼ
δ
。
。
ρ
国
勉
に
冥
く
。
臨
Φ
霊
昌
α
Q
Φ
o
く
。
謬
囚
。
≦
鎮
Φ
毛
ω
匠
．
ω
●
①
H
O

ペ
ー
ト
ン
は
統
覚
に
よ
る
内
感
の
触
発
と
い
う
こ
と
を
語
っ
て
い
る
が
（
旧
び
「
　
＜
○
一
．
剛
轡
　
℃
’
蔭
O
］
．
）
、
カ
ン
ト
は
「
統
覚
に
よ
る
内
感
の
触
発
」

と
い
う
言
い
方
は
む
し
ろ
意
識
的
に
さ
け
て
、
　
「
悟
性
に
よ
る
内
感
の
触
発
し
と
い
う
言
い
方
を
採
用
し
て
い
る
様
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、
悟

性
が
内
感
を
触
発
す
る
と
い
う
痛
い
方
に
関
し
て
は
、
コ
ー
ヘ
ン
が
次
の
よ
う
な
謂
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（
費
ω
．
ω
軍
く
σ
q
｝
●
ω
．
。
。
お
）
。

即
ち
、
他
の
個
所
で
は
専
ら
感
性
に
つ
い
て
の
み
適
用
さ
れ
て
い
る
「
触
発
」
と
い
う
嘗
葉
が
こ
こ
で
は
（
φ
嶺
㎝
）
悟
性
に
つ
い
て
書
わ
れ
、

カ
ン
ト
に
お
け
る
自
我
の
問
題
と
内
宮
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
つ
い
て

八
三
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四

他
方
門
規
定
」
と
い
う
こ
と
が
感
性
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
が
（
b
d
・
嵩
G
。
）
、
こ
れ
は
注
騒
に
値
す
る
こ
と
で
あ
る
。
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ぴ
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o
。
＜
⑦
巴
琶
α
頒
Φ
戸
と
い
う
個
所
に
は
、
或
は
買
っ
た
読
み
方
が
可
能
か
も
し
れ
な
い
が
、
　
．
、
¢
降
山
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能
力
の
区
別
を
示
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
が
照
隠
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
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THE　OUTLINES　OF　THE　MAIN

ARTICLES　IN　T｝1｛IS　ISSUE

Tlte　otttline　of　such　an　article　as　aPPears　in　more　tltan　one　ntember　of　thtls

m・9磁π8is　toろe　given　together励彦ん’ゐ81ast　ilzs彦abnentげtゐθarticle．

Kat　gberhaupt　das　，Zen‘　EiRfiuts　auf　ctie　seh6nen

　　　　　　　　　　　　　　　K薩難ste　ausge臆bt？

von　Jyuz6　Ueda

　　Einige　｝｛［istoriker　behaupten，　daB　sich　die　japanischen　sch6nen　Kimste　seit

der　Muromachi－Zeit，　insbesondere　die’　Tuschmalerei　（，　Bokuga‘）　unter　einem

kul加relle且EinfluB．　des，Zen‘entwickelt　hatten．　Der　Verfasser　aber　hat　in　den

vorliegenden　Abhandlung　den　Nachweis　erbracht，　daB　die　genannte　Behaup－

tung　nicht　nur　durch　keine　geschichtliche　Tatsache　bewahrt　wird，　sondern

auch　nach　der　inneren　Logil〈　der　Sache　unm6giich　bleibt．

Problem　des　lck　und　Paradexie　des　inneren　Sinnes　bei　Kant

von　Kiyoshi　Ashida

　　Kants　Lehre　von　der　Erl〈enntnis，　die　als　transzendentaler　ldealismus　zu

bezeichnen　ist，　beruht　letzten　Endes，　wie　mir　scheint，　ac　uf　einer　Formalisie－

rung　des　erkennenden　leh．　Die　，，transzendentale　Apperzeption”　besagt　nichts

Anderes　als　die　formale　Einheit　des　BewuStseins．　Das　Motiv　zu　dergleichefi

Formalisierung　durchzieht　seine　Gedankengange　in　der　，，Dedul〈tion　der　Ka－

tegorien”　wie　auch　in　der　，，Widerlegung　des　ldealismus”　uRd　auch　in　seiner

Kxitik　der　rationalen　Psychologie．　Wenn　Kant　aber　das　Sein　solch　eines

formalisierten　lch　zur　ontologischen　Bestimmtheit　zu　bringqn　versucht，　so
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mttssen　viele　Schwierigkeiten　zum　Vorschein　kommen，　deren　Aufdecl〈ung

irn　vorliegenden　Aufsatz　ist　gewagt　worden．　Nach　unserer　Erwtigung　kann

das　（formale，　d．h．　formalisierte）．　lch　nicht　als　intellektuelles　oder　als　intelligib－

les　verstanden　werden．

　　Andrerseits　erweist　sich　auch　das　empirische　lch　des　inneren　Sinnes　als

doppelsinnig　hinsichtlich　seines　Seins．　Das　heiBt，　daS　das　empirische，　mate－

riale　lch　zweierlei　Betrachtungsart　von　’ihm，　d．　h．　die　physiologische　und　die

pragmati＄che　Anthropologie　zulaSt．

　　Ein　beachtenswerter　Versuch，　die　Kluft　zwischen　transzendental－formalem

und　empirisch－materialem　lch　zu　ttberbrucken，　ist　im　Umkreis　der　die　Zeit－

Schemata　produzierenden　Einbildungskraft　geinacht　worden．　jedoch　wird

auch　dort　das　Problem　der　Einheit　von　beiden　nicht　zur　endgtiltigen　L6sung

gebracht，　weil　dort　das　Verhtiltnis　von　transzendentaler　Apperzeption　und

Einbildungsl〈raft　wiederum　zum　Problem　werden　muB．
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