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経
験
領
域
に
お
け
る
我
々
の
認
識
は
、
直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で
あ
れ
、
感
覚
の
受
容
に
そ
の
源
を
求
め
ね
ぽ
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
、

経
験
論
の
伝
統
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
も
又
こ
の
伝
統
の
延
長
上
に
あ
っ
た
。
感
覚
の
与
え
る
も
の
は
、
各
個
人
の
能
力
・
状
況
等
に
左
右

さ
れ
る
、
即
ち
主
観
的
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
主
観
的
な
素
材
か
ら
、
い
か
に
し
て
客
観
的
認
識
と
呼
ば
れ
る
も
の
が
形

成
さ
れ
る
か
は
、
こ
の
立
場
に
と
っ
て
最
重
要
事
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
Q

　
客
観
的
認
識
と
は
、
常
識
的
に
は
、
当
の
対
象
に
関
す
る
真
な
る
認
識
、
し
た
が
っ
て
個
々
人
の
主
観
に
左
右
さ
れ
な
い
認
識
を
意
味

す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
カ
ン
ト
も
又
、
認
識
の
客
観
性
の
。
葺
Φ
碁
と
し
て
、
「
普
遍
妥
当
性
」
蝕
①
≧
曹
幕
貯
σ
Q
離
三
σ
q
評
魯
と
「
必
然
性
』

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
玉
）

盛
①
乞
。
竃
2
象
σ
q
汀
舞
を
挙
げ
る
時
、
同
時
に
そ
の
認
識
が
対
象
と
一
致
し
て
い
る
こ
と
、
即
ち
真
理
性
を
意
味
さ
せ
て
い
た
。
し
か
し
こ

れ
を
文
字
通
り
に
、
確
定
さ
れ
た
真
理
性
と
解
す
る
な
ら
奇
妙
な
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
採
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
経
験
的
な
認
識
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

客
観
性
で
あ
る
。
先
の
「
必
然
牲
」
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
認
識
に
の
み
許
さ
れ
る
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
ア
・
プ
リ

オ
リ
な
認
識
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
i
数
学
的
認
識
が
綜
合
的
で
あ
る
か
否
か
は
こ
こ
で
は
間
わ
な
い
が
一
…
そ
の
真
理
性
が
確
定

さ
れ
得
る
で
あ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
後
の
経
験
に
よ
づ
て
そ
の
真
理
性
を
否
定
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
と
こ
ろ
が
経
験
に
よ
っ
て

否
定
さ
れ
得
る
こ
と
が
、
ま
さ
に
経
験
的
認
識
一
般
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
否
定
さ
れ
た
階
に
は
、
そ
の
認
識
は
客
観
的
で
あ

る
こ
と
を
止
め
、
主
観
的
認
識
に
変
じ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
で
あ
る
。
そ
れ
は
あ
く
ま
で
客
観
的
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
、
そ
し
て

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
認
識
の
客
観
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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四
門
論
ハ

偽
な
る
認
識
と
判
断
さ
れ
た
だ
け
で
あ
る
。
客
観
酌
一
主
観
的
の
別
と
真
一
偽
の
別
と
は
同
じ
で
な
い
。
一
方
、
主
観
的
と
さ
れ
る
判
断
、

例
え
ば
「
今
私
に
は
赤
い
対
象
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
は
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
の
判
断
と
み
な
す
限
り
、
真
偽
の
判
定
は
不
可
能

で
あ
る
。
真
偽
の
判
定
を
な
し
得
る
た
め
に
は
、
「
…
…
で
あ
る
」
と
い
う
断
定
が
な
さ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
「
判
断
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

け
る
繋
辞
『
翼
』
は
、
所
与
表
象
の
客
観
的
統
一
を
主
観
的
統
一
か
条
区
別
す
る
た
め
の
も
の
扁
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
真
偽
の
判
定
が

な
さ
れ
得
る
と
は
郊
ち
批
判
が
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
我
々
は
、
「
翼
」
に
よ
る
批
判
可
能
性
を
認
識
の
客
観
性
の
6
気
象
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
み
な
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
の
時
「
普
遍
妥
当
性
」
1
経
験
的
認
識
は
事
実
と
し
て
は
普
逓
妥
番
で
な
い
、
だ
か
ら
こ
そ
批

判
が
あ
る
一
と
「
必
然
性
」
は
、
直
接
に
は
、
批
判
を
可
能
に
さ
せ
る
何
も
の
か
の
特
性
と
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
さ
て
実
際
に
い
か
な
る
認
識
が
客
観
的
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
プ
ロ
レ
ゴ
；
メ
ナ
に
お
い
て
、
そ
れ
は
知
覚
判
断
海
霧
芝
自
・
町
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

零
ガ
ヨ
§
α
q
ω
戸
繋
簿
　
と
区
別
さ
れ
て
、
経
験
判
断
忌
ω
国
誉
ぎ
§
σ
q
。
。
¢
屠
二
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
例
え
ば
「
部
屋
は
暖
い
」
と
か
「
砂
糖
は
甘

い
」
と
か
は
知
覚
判
断
で
あ
り
、
「
空
気
は
弾
性
で
あ
る
」
と
か
「
物
体
は
重
さ
を
持
つ
」
と
か
は
経
験
判
断
と
さ
れ
る
G
さ
て
両
者
の

ち
が
い
に
つ
い
て
は
、
先
ず
判
断
形
式
に
関
し
て
、
普
遍
判
断
か
否
か
が
問
題
と
な
さ
れ
よ
う
。
前
者
は
特
定
の
主
観
の
、
し
か
も
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

特
定
の
状
態
に
対
す
る
感
覚
の
関
係
と
さ
れ
て
い
る
点
、
「
こ
の
」
の
付
い
た
個
別
判
断
と
さ
れ
得
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
先

の
例
「
砂
糖
…
は
甘
い
」
は
個
別
判
断
で
は
な
い
。
し
か
し
こ
れ
は
ご
見
普
遍
的
と
見
え
な
が
ら
、
「
こ
れ
ま
で
の
私
の
経
験
に
よ
れ
ぽ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

と
い
う
制
限
付
き
の
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
。
　
「
こ
の
砂
糖
は
甘
い
」
と
い
う
個
別
的
な
知
覚
判
断
の
単
な
る
集
合
で
あ
る
。
こ
れ
が
主

観
的
な
ら
、
そ
の
集
合
も
又
主
観
曲
な
知
覚
判
断
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
一
こ
こ
に
カ
ン
ト
の
客
観
性
に
関
す
る
帰
納
の
無
力
さ
へ
の

主
張
が
見
猷
さ
れ
る
だ
ろ
う
　
　
。
制
限
付
き
で
あ
る
故
に
、
形
式
は
と
も
か
く
、
真
の
普
遍
判
断
と
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
一
方
少
く
と
も
経
験
判
断
の
方
は
、
実
例
か
ら
す
れ
ば
、
普
遜
判
断
に
隈
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
先
の
「
普
遍
妥
当

性
」
は
、
こ
の
判
断
形
式
の
意
味
で
言
わ
れ
た
も
の
で
な
く
、
認
識
の
す
べ
て
の
主
観
に
対
す
る
関
係
の
意
味
で
思
わ
れ
て
い
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

る
。
一
個
の
対
象
に
つ
い
て
の
判
断
が
す
べ
て
の
主
観
に
関
係
を
持
つ
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
な
い
。
又
、
経
験
の
一
般
法
剛
の
真
偽
は
、
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少
く
と
も
単
な
る
こ
と
は
、
個
別
判
断
に
よ
っ
て
判
定
さ
れ
得
る
。
即
ち
判
断
の
価
値
と
し
て
は
同
じ
レ
ベ
ル
に
あ
る
。
　
一
方
が
客
観
的

で
他
方
が
主
観
的
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
ポ
パ
ー
は
、
客
観
約
認
識
は
闘
主
観
的
に
テ
ス
ト
さ
れ
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

故
に
、
カ
ン
ト
は
一
般
法
則
の
形
式
を
選
ん
だ
の
だ
と
需
う
。
し
か
し
吉
徴
判
断
も
無
謬
で
は
な
い
、
し
た
が
っ
て
批
判
（
テ
ス
ト
）
可

能
で
あ
る
。
少
く
と
も
錯
覚
が
あ
り
、
そ
れ
は
他
の
経
験
と
の
関
連
に
よ
っ
て
判
定
な
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
更
に
こ
こ
に
採
り
上
げ

る
カ
ン
ト
の
問
題
は
、
経
験
一
般
の
可
能
性
の
問
題
、
し
た
が
っ
て
経
験
一
般
の
客
観
性
の
問
題
で
あ
る
。
法
応
戦
認
識
に
限
ら
れ
る
こ

と
な
く
、
そ
れ
を
支
え
か
つ
支
え
ら
れ
る
個
別
認
識
も
当
然
そ
の
問
題
に
含
ま
れ
て
い
る
。
す
べ
て
の
認
識
に
共
通
な
、
い
わ
ぽ
最
小
限

の
条
件
を
見
出
す
こ
と
が
課
題
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
カ
ン
ト
も
、
先
験
的
対
象
を
論
ず
惹
時
な
ど
、
先
ず
個
別
判
断
を
モ
デ
ル
と
し
て

考
え
て
い
る
i
概
念
に
よ
っ
て
法
難
性
と
か
ら
み
合
っ
て
い
る
が
i
。
法
則
固
有
の
客
観
性
は
認
識
一
般
の
そ
れ
に
加
え
て
、
更
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

認
識
馬
寮
の
関
連
性
を
つ
う
じ
て
考
察
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
こ
で
は
敢
え
て
個
別
判
断
を
モ
デ
ル
と
し
て
考
察
を
す
す
め
て

い
き
た
い
と
思
う
。

　
更
に
次
に
但
馬
の
判
断
の
区
別
と
知
覚
語
の
有
無
と
の
開
係
が
問
題
と
な
る
。
知
覚
判
断
は
特
定
の
知
覚
に
薩
接
依
存
し
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
明
ら
か
に
知
覚
語
を
含
む
。
し
か
し
経
験
判
断
た
る
法
則
中
に
も
、
例
え
ば
「
光
は
盧
進
ず
る
」
の
如
く
、
空
間
的
姓
質
を

表
す
知
覚
語
が
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
い
わ
ゆ
る
第
二
次
性
質
を
表
す
知
覚
語
だ
け
が
問
題
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
が
、

知
覚
判
断
を
そ
れ
か
ら
経
験
判
断
が
成
立
す
る
素
材
と
し
な
が
ら
、
第
二
次
性
質
語
一
例
え
ば
「
暖
い
」
「
甘
い
」
一
を
持
つ
知
覚
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

断
に
は
そ
れ
が
不
可
能
だ
と
言
う
時
、
そ
れ
ら
の
語
の
存
在
が
判
．
断
の
主
観
性
を
示
す
特
徴
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
患
わ
れ
る
。
主
観
の

内
的
状
態
（
感
覚
静
。
。
○
Φ
毎
5
に
の
み
関
係
す
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
少
く
と
も
客
観
的
判
断
中
に
は
そ
れ
ら
の
語

は
見
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、
癒
接
感
覚
に
関
係
し
な
い
他
の
第
二
次
性
質
語
、
例
え
ば
「
赤
い
し
に
つ
い

て
も
言
え
よ
う
。
こ
の
語
も
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
主
観
の
状
態
に
依
存
す
る
性
質
を
凝
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
空
間
的

性
質
藷
は
ど
う
か
。
四
角
い
塔
が
遠
く
か
ら
円
く
見
え
る
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
錯
覚
の
例
を
挙
げ
る
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
も
又
主
観
の
状

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
認
識
の
客
観
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七
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態
に
依
存
す
る
。
知
覚
空
閥
に
お
け
る
見
え
で
あ
っ
て
、
対
象
自
体
の
持
つ
空
間
的
性
質
を
端
的
に
表
す
も
の
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ

れ
も
又
第
二
次
性
質
と
共
に
、
物
理
空
間
の
客
観
的
な
性
質
一
知
覚
空
間
の
そ
れ
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
考
え
ら
れ
て
は
い
る
が
、
異
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

の
も
の
一
に
何
等
か
の
仕
方
で
対
応
す
る
だ
け
と
考
え
ら
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
知
覚
空
閻
と
物
理
空
間
の
区
別
を
設
け
な
い
カ
ン
ト
の
立
場
で
は
、
そ
の
考
え
が
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
。

そ
こ
で
は
物
理
的
対
象
は
主
観
か
ら
独
立
の
対
象
と
さ
れ
て
い
る
、
が
同
時
に
、
物
自
体
の
如
く
主
観
の
表
象
と
隔
絶
し
、
全
く
異
質
の

も
の
と
い
う
訳
で
も
な
い
。
少
く
と
も
空
間
的
表
象
は
、
主
観
の
表
象
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
観
か
ら
の
影
響
を
受
け
る
に
し
て
も
、

尚
対
象
の
煙
霞
を
同
質
的
に
表
す
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
「
こ
の
物
体
は
球
形
で
あ
る
」
は
そ
れ
故
、
「
光
は
直
進
す
る
」
と
同
様
対

象
に
つ
い
て
の
判
断
と
さ
れ
、
従
っ
て
客
観
的
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
少
く
と
も
「
葺
」
を
含
み
批
判
可
能
で
あ
る
限
り
は
そ
う
で
あ

る
。
し
か
し
対
象
に
つ
い
て
の
批
判
可
能
な
判
断
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
「
こ
の
物
体
は
赤
い
」
と
い
う
判
断
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ

り
、
又
、
「
甘
い
」
や
「
暖
い
」
を
含
む
判
断
で
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
も
等
し
く
客
観
的
と
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
し

か
し
「
赤
い
」
に
せ
よ
、
「
甘
い
」
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
を
我
々
の
感
覚
内
容
を
直
接
表
す
も
の
と
解
す
限
り
、
対
象
の
性
質
の
写
し
と
な
し

得
な
い
こ
と
は
一
般
に
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
こ
れ
を
主
観
的
と
す
る
な
ら
、
応
問
的
性
質
語
を
含
む
判
断

も
崩
そ
う
な
る
で
あ
ろ
う
。
一
方
の
み
を
客
観
的
と
す
る
理
由
は
な
い
。
そ
こ
で
批
判
可
能
と
い
う
点
を
と
り
上
げ
、
両
者
共
に
客
観
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

判
断
と
考
え
た
い
と
思
う
。
そ
の
た
め
に
「
赤
い
」
を
ポ
パ
ー
の
争
う
よ
う
に
、
傾
性
五
節
α
騨
宮
・
・
三
§
巴
ぎ
益
と
解
し
、
「
標
準
の
条
件

の
下
で
標
準
の
知
覚
老
に
『
赤
』
の
見
え
を
与
え
得
る
性
質
」
、
又
は
、
「
標
準
の
条
件
の
下
で
或
る
波
長
の
光
を
反
射
し
得
る
性
質
」
に

雷
及
す
る
語
と
考
え
よ
う
。
後
者
が
客
観
的
な
ら
、
同
じ
く
標
準
条
件
を
設
定
す
る
一
知
覚
者
も
こ
の
場
合
は
物
で
あ
る
一
1
前
者
も

同
じ
く
客
観
的
と
言
わ
ね
ば
な
る
ま
い
。
も
っ
と
も
そ
の
時
、
見
え
と
対
象
の
性
質
の
区
別
が
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
知
覚
空
間
と

物
理
空
間
と
は
、
積
極
的
に
異
質
と
書
わ
な
い
で
も
、
何
ら
か
の
区
別
は
設
け
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
。
だ
が
そ
れ
も
後
に
見
る
よ
う
に
、

物
理
的
対
象
が
先
験
的
対
象
を
内
に
含
む
も
の
で
あ
る
以
上
、
客
観
性
の
問
題
に
関
す
る
限
り
、
カ
ン
ト
の
考
え
と
衝
突
す
る
こ
と
は
な
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い
は
ず
で
あ
る
。
か
く
て
今
度
は
、
無
間
的
性
質
語
も
又
傾
性
語
と
解
さ
れ
得
る
こ
と
と
な
り
、
「
球
形
」
も
「
赤
い
」
も
等
し
い
仕
方

で
客
観
性
を
持
ち
得
る
こ
と
と
な
ろ
う
。

　
し
か
し
そ
れ
で
も
尚
、
見
え
は
各
主
観
性
有
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
得
る
。
　
「
こ
の
物
体
は
赤
い
」
が
客
観
的
判
断
と
し
て
主
張

さ
れ
、
そ
の
真
な
る
こ
と
が
疑
わ
れ
た
時
に
も
、
尚
「
私
に
は
赤
く
見
え
る
」
が
そ
の
状
況
と
矛
盾
す
る
こ
と
な
く
主
張
さ
れ
得
る
か
ら

で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
い
ず
れ
も
が
「
こ
の
物
体
は
赤
い
」
と
い
う
判
断
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
普
通
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
判
断
に
つ
い

て
も
し
混
乱
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
そ
の
意
昧
の
二
重
性
の
た
め
で
あ
る
。
又
そ
の
二
重
性
は
、
知
覚
語
「
赤
い
」
の
意
味
の
二
重

性
の
た
め
で
あ
る
。
　
「
赤
い
」
は
こ
こ
で
は
、
主
観
に
お
い
て
直
接
知
覚
さ
れ
た
見
え
に
書
及
す
る
も
の
（
「
赤
い
W
」
）
と
、
そ
の
見
え

を
も
た
ら
す
対
象
の
性
質
に
需
及
す
る
も
の
（
「
赤
い
。
」
）
と
の
二
重
の
機
能
を
持
つ
。
そ
れ
故
、
「
こ
の
物
体
は
赤
い
篇
の
「
赤
い
」

が
「
赤
い
。
」
な
ら
、
そ
れ
は
直
ち
に
客
観
的
判
断
と
解
さ
れ
、
又
「
赤
い
W
」
な
ら
、
逆
に
「
『
こ
の
物
体
は
赤
い
。
』
と
い
う
見
え
を

私
は
持
つ
」
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
主
観
の
内
的
状
態
に
言
及
す
る
も
の
と
し
て
知
覚
判
断
と
呼
ば
れ
る
に
値
す
る
。
カ
ン

ト
の
経
験
判
断
と
知
覚
判
断
の
区
励
は
こ
の
意
味
で
は
残
る
訳
で
あ
る
。
し
か
し
以
後
の
議
論
で
は
、
「
こ
の
物
体
は
赤
い
」
を
客
観
的

な
意
味
に
解
し
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
（
1
）
　
ρ
◆
り
麟
磐
r
》
，
ミ
馨
ミ
ミ
§
讐
鳥
、
ミ
、
、
ミ
恥
誌
露
謡
》
、
鷺
謡
さ
妹
§
｝
鴇
隷
（
〉
ざ
紆
鼠
Φ
↓
巽
尽
器
σ
q
鐙
㎜
お
y
ゆ
峯
・
ψ
卜
。
り
Q
Q
．

　
（
2
）
　
O
h
H
国
§
ρ
辱
ミ
詠
駄
ミ
・
、
貼
匙
§
嵩
こ
N
§
ミ
（
以
下
肉
．
、
，
．
悪
と
略
す
y
じ
d
ω
1
膳
■
こ
こ
に
「
必
然
性
」
と
共
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
性
の
特

　
　
　
微
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る
「
普
遍
性
」
は
、
．
、
譲
噌
い
乳
ω
β
○
①
α
蔓
の
霧
8
遺
精
．
．
の
意
味
を
持
ち
、
“
．
三
門
¢
霧
寅
げ
肖
器
瞠
二
七
畠
｛
鶴
門
い
集
門
ヨ
窪
鐸
．
．

　
　
　
（
》
・
o
獄
鷺
ミ
§
3
0
℃
’
o
捲
》
一
一
。
。
w
ω
・
5
つ
り
。
。
）
の
意
味
の
先
の
「
普
遍
性
」
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
認
識
が
普
遍
判
断

　
　
　
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は
、
逆
に
経
験
判
断
を
普
遍
判
断
の
み
に
限
ら
な
い
こ
と
へ
の
一
つ
の
示
唆
と
も
雷
え
よ
う
。

　
（
3
）
H
薮
二
し
d
に
掃
…
卜
。
■

　
（
4
）
　
こ
の
点
で
は
囚
・
空
℃
萄
「
の
考
え
と
…
致
す
る
。
Ω
．
囚
“
℃
o
弓
鷺
郎
、
．
O
o
且
Φ
9
二
脱
臼
唇
≦
｝
巴
ぴ
q
①
，
ド
○
ミ
象
甲
屋
賊
謹
ペ
ミ
ミ
鷺
（
○
昏
犠
ソ
℃
．

　
　
　
揺
脚
、
、
門
髪
。
霊
∩
霧
o
h
O
8
毫
8
G
Q
①
匿
Φ
、
、
》
薫
α
こ
や
①
①
…
．
．
国
℃
…
。
・
g
ヨ
2
猿
舞
聖
経
○
葺
自
。
峯
り
〇
三
無
ω
与
有
筏
ド
彦
鳥
■
響
署
山
O
G
。
一
り
…
導
鷺
ら
ミ

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
認
識
の
客
観
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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哲
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研
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五
善
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十
九
号

五
〇

　
　
浄
馬
§
帖
ミ
ら
b
曹
ミ
ミ
忌
（
鵠
⇔
壱
震
8
0
円
夢
8
認
y
℃
◎
A
刈
”
簿
ρ

（
5
）
　
O
や
宇
。
隷
鷺
ミ
§
3
0
℃
．
9
ρ
植
⑳
戸
。
。
u
ω
．
ト
。
Φ
刈
．

（
6
）
　
Ω
」
げ
筏
4
吻
μ
c
。
℃
ω
9
器
⑩
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
『

（
7
）
Ω
●
猶
、
．
＜
◆
も
や
簿
こ
ゆ
G
。
i
蒔
。

（
8
）
　
客
観
的
認
識
は
　
．
、
Φ
岡
謬
①
じ
d
①
臥
①
｝
回
ζ
ご
σ
q
⇔
二
｛
蝕
霞
○
蕊
Φ
霧
．
”
を
持
ち
、
、
、
。
り
。
ヨ
宙
。
・
Φ
⇔
飴
濠
C
囲
碁
。
体
冨
肖
α
窪
ω
鮎
げ
①
p
O
Φ
σ
q
Φ
⇔
。
。
㌶
難
平
碧
。
げ

　
　
¢
艮
巽
O
ぎ
磐
匙
興
偽
げ
賃
①
ぎ
ω
鳥
ヨ
懲
窪
層
”
と
カ
ン
ト
は
言
う
O
（
㍗
O
隷
鷺
§
§
3
0
や
二
二
⑳
戸
G
◎
ψ
ψ
卜
⊃
O
G
o
●
）

（
9
）
　
囚
・
勺
○
℃
篇
び
ぽ
鷺
q
無
恥
9
§
燃
執
笥
“
b
蹄
ら
。
嬢
ミ
，
覧
”
o
℃
●
皇
け
こ
や
A
望
昌
。
㎝
●
し
か
し
偲
胴
判
断
も
低
次
の
法
剛
的
構
造
を
持
ち
、
テ
ス
ト
可
能
で

　
　
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
と
す
る
点
で
、
彼
は
そ
の
客
観
性
を
認
め
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

（
1
0
）
　
認
識
八
二
の
関
連
性
は
、
幅
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
と
い
う
よ
り
、
む
し
ろ
理
性
の
理
念
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
こ
と
は
、
○
●
ゆ
鋸
。
ま
瓜
田

　
　
さ
討
㌧
｝
騰
驚
砺
§
隙
目
恥
㌧
ン
亀
。
砺
。
㌧
｝
更
ミ
。
即
凡
§
融
（
騨
ω
臨
b
d
『
o
岸
≦
o
ε
に
詳
し
い
。
こ
の
意
味
で
の
客
観
性
は
後
日
採
り
上
げ
た
い
。

（
1
1
）
　
》
，
ミ
Φ
鷺
ミ
§
3
0
ワ
魚
∬
吻
δ
”
Q
o
．
卜
⊃
8
》
〉
ロ
ヨ
Φ
爵
¢
昌
σ
q
」

（
1
2
）
　
こ
れ
に
間
す
る
簡
単
な
議
論
は
、
φ
閃
¢
ω
切
O
拝
糧
》
恥
㌧
、
，
O
ミ
ミ
軽
少
、
》
職
O
詮
㌧
か
隻
（
○
×
h
O
狂
y
O
♂
勺
．
ω
に
見
ら
れ
る
。

（
1
3
）
　
Ω
．
溶
℃
○
署
9
．
．
雌
頃
乾
く
冨
≦
ω
0
8
8
白
ヨ
σ
q
角
煮
ヨ
。
。
コ
線
書
三
角
σ
q
耽
、
”
9
ミ
偽
象
ミ
題
§
賊
肉
ミ
ミ
篇
勘
§
侮
（
菊
8
二
a
σ
q
㊦
霧
畠
囚
①
σ
q
自
。
昌

　
　
勺
餌
三
ソ
℃
．
質
。
。
．
こ
れ
を
定
義
の
問
題
と
み
る
な
ら
、
物
理
的
対
象
と
し
て
の
「
標
準
状
態
」
が
定
義
項
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
、
　
一
つ
の
循
環
を

　
　
示
し
て
い
る
。
別
の
観
点
か
ら
の
、
即
ち
謹
拓
昌
。
ヨ
①
奏
蕾
ヨ
に
お
け
る
感
覚
内
容
の
「
標
準
状
態
」
に
よ
る
定
義
へ
の
批
判
は
、
芝
・
男
ω
亀
。
・
撤
ρ

　
　
い
．
落
話
旨
O
ヨ
①
霊
亀
ミ
植
博
窓
口
§
融
”
㌘
、
、
ら
偽
二
目
§
N
ミ
ミ
湘
鳴
ミ
翫
ヒ
（
勾
O
馨
δ
山
σ
Q
O
餌
郎
島
猟
r
9
σ
Q
P
雷
勺
餌
紘
）
に
見
ら
れ
る
。
℃
O
唱
弓
①
触
自
身
は
傾
性
語
を
、
＾
賦
≦
・

　
　
滑
降
げ
①
訂
三
〇
霞
．
、
を
持
つ
も
の
と
し
、
そ
れ
故
仮
説
設
定
と
否
定
の
反
復
に
よ
る
重
層
構
造
を
持
つ
も
の
と
す
る
た
め
、
．
．
欝
9
〈
①
藤
尽
豊
強
．
だ

　
　
と
主
張
す
る
。
即
ち
確
定
的
定
義
の
不
可
能
性
を
示
唆
す
る
が
、
そ
の
考
え
は
カ
ン
ト
の
立
場
と
も
合
致
し
易
い
も
の
で
あ
ろ
う
。

⇔

　
対
象
を
認
識
す
る
に
は
、
先
ず
そ
の
対
象
の
表
象
ロ
δ
く
・
鱗
亀
§
σ
q
を
受
け
と
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
の
表
象
の
受
容
は
物
霞
体
（
奮

○
ぎ
α
q
・
。
昌
。
。
剛
島
が
我
々
の
感
能
岱
窺
鯵
暮
を
触
発
す
る
結
果
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
筆
老
は
今
こ
こ
で
物
自
体
と
感
能
と
の
問
の
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一
種
の
擬
似
因
果
的
な
関
係
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
は
し
な
い
。
感
能
を
つ
う
じ
て
受
け
と
ら
れ
る
感
性
的
直
観
傷
冨
。
・
ぎ
裟
。
冨
♪
亭

・・

X
塁
§
σ
q
聾
表
象
が
現
に
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
こ
こ
で
は
十
分
な
の
で
あ
る
か
ら
Q
さ
て
こ
の
表
象
は
、
華
実

と
し
て
は
、
即
ち
経
験
的
に
見
る
な
ら
、
一
個
の
心
象
・
蔚
じ
d
ま
以
外
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
赤
い
球
を
見
る
時
、
「
赤

い
色
の
拡
が
り
」
や
「
湾
曲
し
た
拡
が
り
」
等
を
個
々
ば
ら
ば
ら
に
受
け
と
っ
た
り
は
し
な
い
、
あ
く
ま
で
直
接
「
赤
い
堕
し
と
し
て
知

覚
す
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
知
覚
の
成
立
癬
体
を
問
題
に
す
る
先
験
的
レ
ベ
ル
で
は
話
は
別
に
な
る
。
　
「
赤
い
球
」
な
る
知
覚
に

は
、
す
で
に
「
赤
」
と
「
球
」
の
概
念
が
含
ま
れ
、
し
た
が
っ
て
判
断
化
の
作
用
が
含
ま
れ
て
い
る
、
即
ち
純
粋
な
受
容
で
は
な
い
。
純

粋
な
受
容
は
言
語
表
現
化
さ
れ
る
以
前
の
段
階
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
そ
れ
だ
け
の
分
離
は
事
実
的
に
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が

考
え
る
こ
と
は
で
き
る
。
そ
し
て
先
験
的
レ
ベ
ル
で
は
、
判
断
化
作
用
と
は
独
立
の
要
素
と
し
て
、
あ
く
ま
で
純
粋
な
受
容
が
要
請
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
レ
ベ
ル
で
は
、
表
象
個
々
を
「
赤
」
等
と
名
指
す
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
G
た
だ
知
覚
に
お
け
る
が
如
き

複
合
的
統
一
を
、
す
で
に
概
念
的
連
関
を
含
む
も
の
と
し
て
、
除
外
す
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
一
個
の
単
位
を
な
す
表
象
と
し
て
、

い
か
な
る
も
の
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
例
え
ば
階
閥
的
持
続
や
空
間
的
拡
が
り
な
ど
に
関
し
て
。
カ
ン
ト
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
何
も

語
っ
て
い
な
い
。
彼
に
と
っ
て
そ
れ
は
必
要
な
か
っ
た
。
必
要
な
の
は
、
他
の
要
素
の
働
き
を
除
外
し
、
従
っ
て
一
切
の
ま
と
ま
り
を
欠

い
た
未
限
定
な
る
も
の
と
す
る
こ
と
だ
け
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
厳
密
に
は
、
我
々
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
一
個
の
表
象
、
一
個
の
直

観
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
で
な
く
、
ま
と
ま
り
を
欠
い
た
直
観
の
多
様
α
霧
罫
葭
笛
婁
奮
α
巽
》
霧
。
匿
慧
お
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
る
。

　
ρ
こ
の
多
様
を
受
け
と
り
、
と
り
ま
と
め
、
相
互
に
関
連
を
持
た
せ
る
の
は
、
主
観
に
お
け
る
構
想
力
儒
δ
田
野
翫
言
鵯
ζ
篇
の
自
発
的

　
…
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

な
働
き
、
即
ち
綜
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
形
象
的
綜
合
α
δ
凝
偽
纂
。
冨
遅
番
ぽ
。
・
冨
と
呼
ぶ
よ
う
に
、
心
象
を
も
た
ら
す
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
こ
の
心
象
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
対
象
の
客
観
的
な
像
と
い
う
に
不
足
で
あ
る
。
我
々
は
眼
前
に
当
の
対

象
が
な
く
と
も
そ
の
形
象
を
想
い
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。
夢
や
幻
覚
等
に
お
い
て
も
同
様
の
こ
と
が
起
き
る
。
単
な
る
綜
合
と
い
う

見
地
か
ら
は
、
即
ち
そ
れ
自
体
は
個
々
ぼ
ら
ば
ら
の
表
象
の
多
様
が
と
り
ま
と
め
ら
れ
互
い
に
結
び
つ
く
と
い
う
だ
け
で
は
、
表
象
の
結

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
認
識
の
客
観
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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五
二

合
は
任
意
性
を
免
れ
得
な
い
。
対
象
に
つ
い
て
、
例
え
ば
赤
い
球
に
つ
い
て
立
鼓
せ
ん
と
す
る
聴
、
「
赤
」
と
「
立
方
体
」
、
又
「
緑
」
と

「
球
」
の
如
き
、
任
意
な
表
象
結
合
が
許
さ
れ
る
は
ず
は
な
い
。
し
か
る
に
只
の
綜
合
に
は
、
こ
れ
を
夢
や
幻
覚
と
区
別
す
る
も
の
が
未

だ
含
ま
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
客
観
的
な
認
識
を
成
立
さ
せ
る
表
象
結
合
の
必
然
性
は
他
に
求
め
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
と
な
る
。
こ
の
必
然
的
結
合
は
、

伽
濃
漿
・
概
禽
の
意
蓬
盟
求
め
ら
れ
る
だ
ろ
う
が
・
綜
爲
判
断
に
お
い
て
は
・
そ
の
撮
は
あ
く
ま
で
対
象
暴
め
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
即
ち
「
あ
ら
ゆ
る
認
識
が
そ
の
対
象
に
関
係
す
る
と
い
う
我
々
の
考
え
は
幾
分
か
の
必
然
性
を
伴
う
も
の
で
あ
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
い
う
の
は
そ
の
考
え
こ
そ
が
、
我
々
の
認
識
が
思
い
つ
き
に
か
つ
任
意
に
限
定
さ
れ
る
の
で
な
く
、
む
し
ろ
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
詰
る
～

、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

定
の
仕
方
で
二
極
さ
れ
る
よ
う
に
仕
向
け
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
」
（
傍
点
筆
者
）
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
コ
定
の
仕
方
」
と
い
う
落

葉
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
必
然
性
は
、
す
で
に
晃
た
如
く
、
決
し
て
必
然
的
真
理
を
意
下
す
る
も
の
で
な
く
、
あ
る
表
象
結
合
を
余

儀
な
く
さ
せ
る
、
経
験
的
真
理
の
事
実
的
必
然
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
認
識
の
対
象
へ
の
関
係
は
い
か
に
し
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
…
習
う
対
象
と
は
当
然
可
能
的
経
験
の
管
簾
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
自
体
に
お
い
て
あ
る
対
象
、
物
窟
体
は
、
感
性
的
表
象
と
全
く
隔
絶
し
て
お
り
、
そ
し
て
感
性
的
表
象
こ
そ

が
我
々
が
対
象
と
接
し
得
る
唯
一
の
可
能
な
道
で
あ
る
以
上
、
我
々
の
経
験
に
と
っ
て
は
無
に
等
し
い
。
し
た
が
っ
て
我
々
の
感
性
に
現

れ
る
対
象
、
即
ち
現
象
氏
ぼ
弱
ω
畠
蝕
警
部
こ
そ
が
こ
こ
で
の
唯
一
可
能
な
対
象
で
あ
る
。
認
識
に
現
れ
る
一
切
の
表
象
は
、
対
象
の
表
象

で
あ
る
与
り
は
、
直
接
で
あ
れ
間
接
で
あ
れ
、
結
局
は
現
象
に
関
係
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
又
現
象
よ
り
向
う
に
対
象
を
求
め
て
も
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

ら
な
い
。
し
か
し
一
方
面
カ
ン
ト
は
、
現
象
は
表
象
に
他
な
ら
な
い
、
し
た
が
っ
て
私
の
内
な
る
も
の
だ
と
繰
り
返
し
言
っ
て
い
る
。
も

し
現
象
が
単
な
る
表
象
と
し
て
他
の
表
象
と
区
別
さ
れ
る
と
こ
ろ
が
全
く
な
い
と
し
た
ら
、
表
象
の
結
合
を
必
然
た
ら
し
む
る
「
対
象
へ

の
関
係
」
は
ど
う
し
て
得
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
「
客
観
的
意
味
＾
浮
。
ぴ
U
㊦
窪
く
Φ
鍵
①
門
奮
認
は
他
の
表
象
へ
の
関
係
に
お
い
て
成
立
す
る

　
　
　
　
（
5
）

こ
と
は
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
Q
こ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
現
象
は
表
象
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
何
か
の
表
象
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
ぬ
、
し
た
が
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っ
て
表
象
と
対
応
し
つ
つ
も
表
象
と
は
区
別
さ
れ
る
何
ら
か
の
対
象
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
Q
し
か
し
我
々
に
は
現
象

を
超
え
た
も
の
を
捉
え
る
能
力
は
賦
与
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
と
区
別
さ
る
べ
き
対
象
に
つ
い
て
、
そ
の
性
質
や
、
又
そ

れ
が
個
々
の
現
象
と
い
か
な
る
魁
応
関
係
に
あ
る
か
に
つ
い
て
何
も
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
唯
言
い
得
る
の
は
、
い
か
な
る
現
象
に

紺
し
て
も
、
一
様
に
三
二
ド
暴
。
。
と
い
う
こ
と
だ
け
、
堕
ち
一
切
の
述
語
づ
け
の
で
き
な
い
未
限
定
の
対
象
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

を
カ
ン
ト
は
先
験
的
対
象
α
2
捗
§
ω
録
号
匿
δ
O
Φ
・
・
2
・
・
露
年
×
と
呼
ぶ
。

　
一
た
び
こ
の
先
験
的
鮒
象
の
考
え
が
認
め
ら
れ
る
な
ら
ば
、
必
然
的
結
合
へ
の
手
が
か
り
も
与
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
諸
表
象
は

そ
れ
ら
だ
け
で
は
互
い
に
結
合
す
る
根
拠
を
持
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
そ
の
表
象
で
あ
る
先
験
的
対
象
に
関
係
づ
け
ら
れ
る

な
ら
ば
、
即
ち
一
個
の
対
象
の
表
象
で
あ
る
と
い
う
見
地
を
与
え
ら
れ
る
な
ら
ぽ
、
ま
さ
に
そ
の
見
地
に
よ
っ
て
互
い
に
必
然
的
に
結
合

せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
球
形
」
と
「
赤
い
し
は
、
今
や
結
び
付
い
て
も
結
び
付
か
な
く
と
も
よ
い
も
の
で
は
な
く
、
共
に
一
対

象
の
表
象
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
結
び
付
か
ざ
る
を
得
な
く
な
る
Q
そ
の
対
象
は
未
限
定
の
X
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
に
関
す
る
表
象

関
係
を
表
す
、
「
X
は
球
形
で
あ
る
し
と
「
X
は
赤
い
」
に
お
け
る
X
の
同
～
性
一
先
験
的
対
象
へ
の
関
係
の
一
貫
性
…
に
よ
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

（
餌
×
）
（
×
莚
鱗
落
零
勝
が
・
×
㌶
勢
τ
）
、
即
ち
「
こ
の
球
は
赤
い
」
と
い
う
判
断
が
任
意
な
ら
ざ
る
も
の
と
し
て
生
ず
る
訳
で
あ
る
。

判
断
か
ら
こ
の
X
を
と
り
去
る
な
ら
、
「
球
篇
「
、
赤
」
の
表
象
が
互
い
の
関
連
を
持
た
な
い
ま
ま
残
る
こ
と
に
な
る
。
た
と
え
先
験
的
対
象

へ
の
こ
の
関
係
な
し
に
綜
合
を
考
え
る
と
し
て
も
、
そ
こ
に
は
右
の
判
断
に
お
け
る
が
如
く
、
そ
れ
に
関
し
て
綜
合
を
な
し
得
る
も
の
が

久
け
て
い
る
Q
単
な
る
表
象
の
集
ま
り
以
上
の
も
の
に
は
な
り
得
な
い
。
そ
も
そ
も
「
X
し
を
久
い
て
は
判
断
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
が
「
繋
辞
『
翼
』
が
判
断
に
於
い
て
醤
指
す
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
所
与
表
象
の
客
観
約
統
一
（
1
1
必
然
的
結
合
）
を
主
観
的
統
一

　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
区
別
す
る
こ
と
」
〔
（
　
）
内
筆
者
〕
だ
と
い
う
の
は
ま
さ
に
こ
の
意
味
だ
と
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。

　
先
験
的
対
象
が
我
々
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
仕
方
で
捉
え
得
る
も
の
な
ら
、
表
象
の
必
然
的
結
合
も
そ
れ
に
よ
っ
て
薩
ち
に
確
立
さ
れ
得

る
で
あ
ろ
う
Q
し
か
し
我
々
に
は
捕
捉
不
可
能
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
先
験
的
対
象
へ
の
関
係
を
い
か
に
し
て
表
象
に
保
証
す

カ
ン
ト
に
お
け
る
認
識
の
客
観
性

五
三
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五
四

る
か
が
依
然
問
題
と
な
る
Q
先
験
的
対
象
に
つ
い
て
カ
ン
ト
が
語
る
こ
と
は
、
第
一
に
全
く
の
未
限
定
、
そ
れ
豊
強
く
の
無
差
別
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
そ
の
特
性
に
は
い
か
な
る
仕
方
で
で
も
書
及
で
き
る
は
ず
が
な
い
。
で
は
一
対
象
と
し
て
の
特
定
化
は
、
思
考

の
中
だ
け
で
も
、
可
能
な
の
だ
ろ
う
か
。
更
に
多
様
な
る
現
象
に
対
応
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
対
応
関
係
を
い
か
な
る

も
の
と
考
え
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
た
め
に
は
先
ず
先
験
的
対
象
の
認
識
論
的
性
格
が
、
そ
れ
と
不
可
分
の
現
象
の
先
験
的
性

格
と
共
に
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
す
で
に
カ
ン
ト
は
感
牲
的
直
観
の
原
因
、
即
ち
触
発
の
基
体
と
し
て
物
自
体
な
る
存
在
を
想
定
し
て
い
る
。
表
象
産
出
の
究
極
の
原
因

と
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
自
身
は
も
は
や
表
象
で
な
く
、
し
た
が
っ
て
そ
の
性
質
は
我
々
に
は
知
ら
れ
得
な
い
。
こ
の
よ
う
に
否
定
的
な
立

…
冨
の
み
が
な
さ
れ
る
点
は
、
先
験
的
対
象
と
同
じ
く
す
る
Q
そ
れ
で
は
先
験
約
対
象
は
、
こ
の
意
味
で
の
物
自
体
の
別
名
と
考
え
て
も
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

い
の
で
あ
ろ
う
か
。
否
、
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
は
っ
き
り
否
定
す
る
。

　
彼
は
物
自
体
を
主
観
と
独
立
に
そ
れ
壁
体
で
存
在
す
る
対
象
と
み
な
し
て
い
る
。
た
し
か
に
物
自
体
の
特
定
化
を
現
実
に
行
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
何
故
な
ら
光
る
対
象
を
特
定
化
す
る
に
は
そ
れ
を
他
と
区
別
す
る
述
語
が
与
え
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
述

語
を
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
は
物
自
体
に
到
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
感
性
的
直
観
し
か
我
々
に
は
与
え
ら
れ
な
い
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
独
立
の
対
象
と
み
な
さ
れ
る
限
り
は
、
た
と
え
現
実
に
は
不
可
能
で
あ
っ
て
も
、
何
ら
か
の
特
定
化
が
あ
く

ま
で
も
想
定
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
が
物
自
体
一
般
を
可
能
的
経
験
の
対
象
と
区
別
し
て
「
知
性
体
」
島
銘
2
。
・
§
窪
昆

と
呼
ぶ
時
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
知
性
体
に
は
、
そ
れ
を
特
定
化
す
る
材
料
と
し
て
、
我
々
の
も
の
で
は
な
い
非
感

性
的
直
観
が
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
触
発
の
基
体
と
し
て
の
物
自
体
に
対
し
て
も
、
彼
が
非

感
性
的
直
観
の
付
与
を
積
極
的
に
主
張
し
て
い
る
訳
で
は
な
い
。
そ
れ
に
関
し
て
は
、
我
々
の
表
象
と
区
別
す
る
意
味
で
、
我
々
の
感
性

的
温
感
の
捨
象
を
考
え
る
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
単
な
る
抽
象
的
思
考
に
留
ま
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
右
に
欝
う
知
性
体

と
別
種
の
存
在
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
同
一
の
存
在
の
見
方
が
、
積
極
的
で
あ
る
か
消
極
的
で
あ
る
か
、
異
っ
て
い
る
と
い
う
に



　
　
す
ぎ
な
い
。
実
践
的
認
識
の
場
と
異
り
、
こ
こ
で
は
そ
の
必
要
性
が
な
い
か
ら
カ
ン
ト
は
そ
う
し
な
い
の
で
あ
る
が
、
も
し
触
発
の
基
体

　
　
に
つ
い
て
積
極
的
に
立
雷
し
ょ
う
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
が
独
立
の
対
象
で
あ
る
限
り
は
、
そ
の
架
空
の
認
識
の
た
め
に
何
ら
か
の
直
観
の
想

　
　
定
が
必
要
と
な
る
。
や
は
り
非
命
性
的
直
観
を
付
与
さ
る
べ
き
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
共
に
、
存
在
と
し
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
な

　
　
く
、
知
性
界
な
る
一
つ
の
存
在
領
域
を
構
成
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
知
性
体
に
つ
い
て
我
々
は
全
く
知
る
こ
と
が
な
い
。
そ
の
存
在
に
つ
い
て
も
、
我
々
の
感
性
的
三
岳
が
唯
～
の
も
の
だ
と

　
　
は
恭
さ
れ
な
い
、
だ
か
ら
そ
の
存
在
の
仮
定
は
矛
盾
を
ひ
き
お
こ
さ
な
い
と
い
う
だ
け
で
、
理
論
認
識
の
場
で
は
全
く
蓋
然
的
で
あ
る
。

　
　
先
験
的
対
象
の
想
定
は
、
こ
の
よ
う
に
蓋
然
的
で
あ
っ
て
よ
い
は
ず
が
な
い
。
認
識
が
客
観
性
を
持
つ
べ
き
こ
と
は
必
然
で
あ
り
、
そ
の

　
　
成
立
の
条
件
と
し
て
想
定
さ
れ
る
も
の
も
又
必
然
性
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
先
験
的
対
象
を
不
可
知
の
知
性
体
と
み
な
し
、
経
験
の
成

　
　
立
を
こ
の
よ
う
な
蓋
然
的
存
在
の
仮
定
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
、
先
験
的
対
象
を
O
窪
ω
震
コ
・
8
匿
碁
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
カ
ン
ト
は
「
こ
の
先
験
的
踊
象
は
感
性
的
所
与
と
き
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
何
故
な
ら
そ
の
時
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
れ
を
考
え
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
の
が
何
も
残
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
」
と
欝
っ
て
い
る
。
あ
く
ま
で
感
性
的
対
象
と
の
関
連
の
中
に
求
め
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
一
方
で

　
　
は
感
性
的
表
象
と
区
別
さ
れ
た
も
の
な
の
で
あ
る
か
ら
、
感
性
的
対
象
で
は
あ
り
得
な
い
。
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
を
避
け
る
に
は
、
先
験
的

　
　
対
象
が
独
立
し
た
特
定
の
対
象
を
指
す
と
考
え
る
の
を
止
め
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
た
し
か
に
カ
ン
ト
は
「
先
験
的
対
象
」
と
、

　
　
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
対
象
を
指
す
が
如
き
点
葉
使
い
を
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
認
識
成
立
の
或
る
条
件
1
1
客
観
性
を
表
現
せ
ん
と
す
る
比
喩

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
的
な
語
り
口
だ
と
考
え
る
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
　
「
そ
れ
は
か
く
て
そ
れ
自
体
は
認
識
の
対
象
で
は
な
く
、
た
だ
対
象
一
般
の
概
念
の
下
で
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
現
象
の
表
象
で
あ
る
篇
と
謡
う
の
で
あ
る
。
対
象
一
般
な
る
対
象
は
あ
り
は
し
な
い
。
も
し
特
定
化
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
現
象
に

　
　
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
そ
の
現
象
が
、
単
な
る
主
観
的
な
表
象
で
な
く
、
我
々
の
認
識
の
対
象
だ
と
雷
わ
れ
る
根
拠
が
ま
さ
に
こ

　
　
の
「
先
験
的
対
象
偏
に
よ
っ
て
示
さ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
一
個
の
対
象
で
な
く
、
い
わ
ぽ
現
象
一
般
の
「
対
象
性
」
な
る
形
式

　
　
を
示
す
概
念
だ
と
解
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
そ
う
と
す
れ
ぽ
、
直
接
認
識
の
対
象
と
な
り
得
な
い
こ
と
は
轟
然
と
な
ろ
う
。

粥　
　
　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
認
識
の
客
観
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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籠
川
五
百
二
∴
1
九
陶
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

　
こ
の
こ
と
を
理
解
す
る
に
は
現
象
一
般
へ
の
反
省
が
必
要
と
な
る
。
現
象
は
す
で
に
見
た
如
く
、
我
々
の
経
験
の
唯
一
可
能
な
対
象
で

あ
る
が
、
そ
れ
は
同
時
に
私
の
内
な
る
表
象
で
も
あ
る
が
た
め
と
さ
れ
て
い
る
。
経
験
の
対
象
に
は
内
的
経
験
の
対
象
の
み
な
ら
ず
、
外

約
経
験
の
対
象
も
勿
論
含
ま
れ
る
。
そ
れ
で
は
そ
の
外
的
鮒
象
、
例
え
ば
私
を
と
り
ま
く
机
、
’
本
、
家
、
更
に
は
他
人
も
、
私
が
今
現
実

に
意
識
し
て
い
る
そ
の
意
識
の
内
に
の
み
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
当
然
な
が
ら
カ
ン
ト
は
か
か
る
独
我
論
を
拒
け
る
。
そ

の
た
め
に
は
、
何
か
が
表
象
で
あ
る
、
又
は
、
何
か
が
意
識
の
内
に
あ
る
、
と
…
戦
わ
れ
る
時
、
そ
こ
に
二
様
の
意
味
が
あ
る
こ
と
を
見
る

　
　
　
（
1
2
）

必
要
が
あ
る
。
私
が
痛
み
を
感
じ
る
時
、
又
眼
の
前
の
対
象
を
知
覚
す
る
階
、
痛
さ
な
い
し
は
物
体
の
見
え
、
即
ち
意
識
さ
れ
て
い
る
内

容
は
、
ま
さ
に
そ
の
時
経
験
さ
れ
て
い
る
経
験
的
表
象
で
あ
り
、
私
の
意
識
中
に
あ
る
表
象
で
あ
る
。
物
体
が
こ
の
意
味
で
の
表
象
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
と
は
カ
ン
ト
は
決
し
て
言
わ
な
い
Q
物
体
は
あ
く
ま
で
私
の
外
に
あ
る
と
言
う
。
何
故
な
ら
物
体
は
空
聞
的
な
関
係
を
持
つ
も
の
と
し

て
表
象
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
内
感
に
現
れ
る
内
的
経
験
の
対
象
で
あ
る
経
験
的
意
識
そ
の
も
の
は
、
決
し
て
空
心
的
に
表
象
さ
れ

る
こ
と
は
な
い
Q
そ
の
点
で
は
っ
き
り
両
者
は
区
別
さ
れ
る
。
面
構
の
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
と
り
も
な
お
さ
ず
外
的
と
い
う
こ
と
な

の
で
あ
る
。
そ
の
蒔
、
意
識
の
内
に
な
い
対
象
を
表
象
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
意
識
と
独
立
一
1
外
的
な
る
物
自
体
を

表
象
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
は
な
ら
な
い
。
「
内
し
「
外
」
の
意
昧
が
ち
が
う
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
経
験
的
な
文
脈
で
「
内
」
「
外
」

が
言
わ
れ
て
い
る
。
競
落
の
対
象
は
、
空
間
の
内
で
私
の
外
な
る
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
、
ま
さ
に
そ
の
意
味
で
外
的
対
象
な
の
で
あ

る
G
そ
の
表
象
自
体
が
内
に
あ
る
こ
と
が
直
ち
に
表
象
さ
れ
る
も
の
ま
で
内
的
で
あ
る
と
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
又
、
経
験
的
意
識

の
外
に
あ
る
こ
と
の
た
め
に
、
そ
の
対
象
の
存
在
を
す
ら
蓋
然
的
と
し
、
他
方
内
的
経
験
に
の
み
直
接
知
の
確
実
性
を
与
え
る
の
は
、
不

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

必
要
な
態
度
と
な
る
。
　
「
現
象
と
し
て
の
物
質
に
現
実
性
を
認
め
る
。
何
故
な
ら
そ
れ
は
推
論
さ
れ
得
る
も
の
で
な
く
、
直
接
に
知
覚
さ

、
　
、
　
　
　
　
（
1
3
）

れ
る
の
だ
か
ら
」
（
傍
点
筆
者
）
と
い
う
訳
で
あ
る
。
も
し
外
的
対
象
に
こ
の
現
実
姓
が
認
め
ら
れ
な
い
と
す
れ
ぽ
、
内
的
な
意
識
の
経

験
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
表
象
さ
れ
る
も
の
は
、
例
え
ば
物
体
を
知
覚
し
て
い
る
意
識
の
状
態
で
あ
る
。
即

ち
、
知
覚
し
て
い
る
時
の
内
的
経
験
は
、
そ
の
知
覚
そ
の
も
の
で
な
く
、
反
省
に
よ
る
知
覚
の
意
識
（
意
識
の
意
識
）
な
の
で
あ
る
か
ら
、
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知
覚
し
て
い
る
そ
の
意
識
の
状
態
は
、
そ
れ
の
意
識
か
ら
推
論
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
　
「
空
間
の
内
に
与
え
ら
れ
る
も
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

即
ち
知
覚
に
よ
っ
て
空
態
の
内
に
表
象
さ
れ
る
も
の
は
、
空
間
の
内
で
現
実
的
で
あ
る
」
と
い
う
の
が
経
験
の
場
に
お
け
る
外
的
対
象
の

意
味
と
さ
れ
る
。
こ
の
主
張
が
経
験
的
実
在
論
伽
興
§
嘗
鶴
頚
即
監
団
・
。
ヨ
器
で
あ
り
、
特
に
「
観
念
論
論
駁
」
と
「
先
験
的
心
理
学
の
第

四
誤
謬
推
理
の
批
判
」
で
カ
ン
ト
が
強
調
す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
Q

　
一
方
彼
は
先
験
的
観
念
論
者
飢
臼
§
霧
N
Φ
民
2
昆
Φ
罷
臼
莚
と
尊
称
す
る
。
先
験
的
な
意
味
で
は
現
象
は
や
は
り
表
象
で
あ
る
。
経
験
的

に
認
識
さ
れ
た
も
の
と
し
て
で
な
く
、
そ
の
認
識
を
構
成
す
る
要
素
と
い
う
見
地
か
ら
す
れ
ぽ
、
私
の
外
に
あ
る
よ
う
に
見
え
、
私
の
身

体
の
外
で
触
れ
得
る
対
象
も
、
と
に
か
く
感
性
能
力
に
よ
っ
て
捉
え
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
に
現
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
現
れ
捉
え
ら
れ
る
も
の
は
、
そ
の
限
り
で
は
表
象
で
あ
る
。
空
問
も
こ
の
意
味
で
は
我
々
の
蔵
観
の
形
式
、
即
ち
蓑
象
の
形

式
と
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
空
閥
の
内
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
主
観
か
ら
の
独
立
を
承
す
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
直
ち
に
主
観
の
風
な
る

表
象
た
る
こ
と
を
示
す
の
で
あ
る
。
逆
に
先
験
的
な
意
味
で
外
的
な
も
の
は
、
我
々
に
現
れ
得
ぬ
も
の
、
現
れ
の
彼
方
に
あ
る
も
の
、
し

た
が
っ
て
表
象
能
力
か
ら
隔
絶
し
た
も
の
な
の
で
あ
り
、
我
々
に
は
不
可
知
の
物
自
体
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
も
と
よ
り
空
間
的
に
表
象

さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
か
く
て
認
識
可
能
な
対
象
巨
現
象
は
す
べ
て
内
な
る
表
象
で
し
か
あ
り
得
な
い
こ
と
と
な
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
認
識
の
対
象
た
る
べ
き
現
象
は
、
先
に
述
べ
た
経
験
的
意
味
の
表
象
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ぽ
「
第

二
の
経
験
の
愛
野
δ
σ
q
δ
の
証
明
」
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
現
象
の
客
観
的
継
起
鐸
の
。
ぴ
す
《
牙
Φ
ω
焦
（
N
①
塗
9
ρ
鳥
興
鱒
絵
嵐
實
誉
σ
q
窪
と
覚
「
知
の
主

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

観
的
継
起
象
の
・
，
綾
い
多
脳
〈
o
ω
費
爲
誤
認
0
5
創
製
〉
雌
鶏
海
壼
δ
φ
の
行
別
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
区
魍
、
郡
ち
現
象
が
先
験
的
意
味
で
は
表
象

と
さ
れ
な
が
ら
も
、
尚
客
観
的
と
な
る
そ
の
根
拠
は
、
「
現
象
し
と
い
う
概
念
自
身
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
対
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
い
う
言
葉
が
現
象
に
お
い
て
意
味
す
べ
き
も
の
、
そ
れ
も
現
象
が
（
表
象
と
し
て
）
対
象
で
あ
る
移
り
に
お
い
て
で
な
く
、
～
個
の
対

、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

象
を
表
す
限
り
に
お
い
て
意
味
す
べ
き
も
の
」
に
求
め
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
例
え
ば
円
形
の
灰
皿
は
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
等
に
よ
っ
て

円
形
と
知
り
得
る
も
の
で
あ
る
繋
り
、
現
象
で
あ
る
。
私
は
そ
の
灰
皿
を
普
通
門
形
だ
と
判
断
す
る
。
だ
が
厳
密
に
言
え
ば
、
そ
の
時
で

カ
ン
ト
に
お
け
る
認
識
の
客
獺
晒
性

烈
七
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五
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

も
円
形
に
見
え
て
い
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
水
平
に
近
い
角
度
か
ら
、
経
験
に
基
く
調
整
を
で
き
る
だ
け
黒
虫
す
る
よ
う
に
眺
め
る
な
ら
、

た
し
か
に
楕
円
形
に
毘
え
る
。
そ
し
て
こ
の
見
え
§
覚
知
は
一
個
の
表
象
で
あ
る
。
こ
の
見
え
稿
表
象
と
鯨
象
と
を
同
一
と
み
る
な
ら
、

世
界
は
私
の
内
で
刻
々
変
化
す
る
も
の
と
な
る
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら
次
の
瞬
問
こ
の
灰
皿
を
真
上
か
ら
見
る
と
、
先
の
も
の
と
は
異
っ
た

新
し
い
「
円
形
」
と
い
う
見
え
隠
表
象
を
受
け
と
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
表
象
は
先
に
言
っ
た
経
験
的
な
表
象
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。

又
そ
う
と
す
る
見
地
に
よ
っ
て
の
み
、
楕
円
形
と
円
形
の
つ
な
が
り
、
即
ち
経
験
に
よ
る
調
整
も
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

一
個
の
対
象
と
み
な
さ
れ
る
限
り
の
現
象
は
、
少
く
と
も
「
こ
れ
ら
の
表
象
の
総
体
」
①
ぎ
ぎ
σ
Φ
σ
Q
門
漆
山
戴
く
。
翼
㊦
ま
贔
窪
で
な
け
れ
ぽ
な
ら

な
い
。

　
こ
の
総
体
は
現
実
に
私
が
得
た
い
く
つ
か
の
経
験
的
表
象
の
総
体
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
少
く
と
も
無
限
の
可
能
な
視
点
か
ら
、
無

限
の
表
象
を
受
け
と
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
更
に
感
覚
器
官
の
延
長
と
し
て
観
察
道
具
等
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
も
新
し
い
表
象

が
得
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
と
に
か
く
同
一
の
対
象
と
さ
れ
る
も
の
か
ら
、
常
に
新
し
い
表
象
を
、
し
た
が
っ
て
無
限
の
表
象
を
、
そ
の
対
象

の
表
象
と
し
て
得
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
Q
換
言
す
れ
ぽ
、
現
象
は
、
意
識
内
の
個
々
の
表
象
と
区
別
さ
れ
る
一
個
の
対
象
を
意
味
す
る

限
り
、
今
見
え
て
い
る
1
1
現
れ
て
い
る
も
の
に
尽
き
な
い
で
、
常
に
新
た
な
現
れ
方
を
な
し
得
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
私
の
内
に

現
実
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
可
能
的
に
無
限
な
表
象
の
総
体
と
い
う
こ
と
が
、
対
象
と
し
て
の
現
象
の
性
格
な
の
で
あ
る
。
し
か

し
単
に
表
象
の
無
限
集
合
と
い
っ
た
だ
け
で
は
未
だ
済
ま
な
い
Q
そ
れ
は
第
一
に
無
限
で
あ
る
こ
と
の
、
第
二
に
そ
れ
ら
の
表
象
を
一
対

象
の
概
念
の
下
で
総
体
へ
と
統
一
す
る
こ
と
の
根
拠
が
現
象
の
内
に
存
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
現
象
に
お
い
て
こ
の
根
拠
を
表
す
も
の
が
先
験
的
対
象
で
あ
る
。
先
験
的
対
象
こ
そ
が
、
与
え
ら
れ
た
表
象
が
儲
る
一
個
の
対
象
の
表

象
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
が
そ
の
対
象
の
表
象
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
即
ち
対
象
が
そ
れ
ら
の
表
象
に
尽
き
る
も
の
で
な
い
こ
と
を
示
す
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
先
験
的
対
象
を
独
立
の
対
象
と
み
な
し
、
同
時
に
そ
れ
を
現
象
の
中
へ
持
ち
込
む
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
と
し
て
も
、

「
先
験
的
対
象
」
な
る
概
念
が
ま
さ
に
翻
そ
う
と
し
て
い
る
、
右
に
述
べ
た
現
象
に
お
け
る
そ
の
働
き
そ
の
も
の
は
、
決
し
て
超
越
的
で
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は
な
く
、
対
象
と
し
て
の
現
象
に
内
在
し
て
い
る
。
そ
こ
で
カ
ン
ト
は
、
先
験
的
魁
象
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
限
り
に
お
い
て
、
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

象
を
、
表
象
と
し
て
の
現
象
一
般
と
区
別
し
て
、
特
に
現
象
体
①
ぎ
勺
鼠
き
∋
聲
露
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
Q

　
か
く
て
可
能
的
経
験
の
対
象
な
る
現
象
体
は
、
右
の
意
味
で
先
験
的
対
象
を
含
ん
で
い
る
。
対
象
の
側
が
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
越
そ
う

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
の
認
識
に
お
い
て
も
こ
の
先
験
的
対
象
へ
の
関
係
が
持
ち
込
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
表
象

の
必
然
的
結
合
を
産
み
出
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
て
我
々
は
今
振
り
出
し
の
「
先
験
的
対
象
へ
の
関
係
」
に
結
局
戻
っ
て
了
つ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
否
、
今
度
は
先
験
的
対
象
は
践
｝
§
に
考
え
幽
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
認
識
の
対
象
で
あ
る
限
り
の
現
象

に
必
然
的
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
明
確
に
示
さ
れ
た
。
そ
れ
故
認
識
に
お
け
る
そ
れ
へ
の
関
係
も
又
必
然
的
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
H
◎
民
選
詑
肉
．
、
．
＜
‘
8
．
簿
。
矯
ゆ
嵩
歴

　
（
2
）
　
し
か
し
こ
れ
だ
け
で
は
現
実
の
知
覚
が
成
立
す
る
に
不
十
分
で
あ
る
。
知
覚
も
又
そ
れ
の
み
で
一
判
断
と
み
な
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
（
O
h

　
　
　
乏
噂
男
ω
Φ
＝
p
量
．
．
圧
雪
δ
ヨ
。
溶
熱
。
。
ヨ
．
、
o
や
。
剛
∬
P
①
滋
藤
や
刈
O
I
謡
・
）
し
か
し
精
神
の
各
機
能
を
そ
れ
ぞ
れ
認
識
成
立
の
要
素
と
み
な
す
先
験

　
　
　
的
レ
ベ
ル
で
は
、
そ
れ
以
前
の
段
階
の
知
覚
を
語
る
こ
と
も
許
さ
れ
よ
う
Q
即
ち
記
述
す
る
に
足
る
だ
け
の
注
意
を
欠
い
た
知
覚
を
考
え
得
る
。

　
　
　
他
に
謎
絵
（
初
め
に
見
え
な
か
っ
た
形
が
、
気
付
い
た
後
は
容
易
に
見
え
る
よ
う
に
な
る
）
も
そ
の
一
具
体
例
と
言
え
よ
う
（
メ
ッ
ツ
ガ
ー
「
視

　
　
　
覚
の
法
期
」
（
白
楊
社
）
）
o

　
（
3
）
　
宍
．
、
・
〈
‘
8
噸
簿
‘
〉
δ
A
噛

　
（
4
）
Ω
．
刷
蔑
‘
U
冨
欝
蕊
N
⑦
巴
窪
藍
①
》
ω
秀
演
ぎ
〉
δ
劉
》
δ
心
”
》
6
∵
じ
d
卜
⊃
ω
9
諺
卜
。
0
9
》
鱒
銀
－
卜
。
”
》
鷲
9
》
。
。
誤
弩
●

　
（
5
）
　
囲
鐵
山
二
》
お
刈
・
じ
d
昏
。
爵
■

　
（
6
）
　
困
ぼ
鎚
二
》
δ
劇
●

　
（
7
）
　
こ
の
X
（
先
験
的
統
覚
）
が
そ
の
ま
ま
通
常
の
束
縛
変
項
と
岡
じ
働
き
を
な
す
と
い
う
意
味
で
は
な
い
Q
第
一
に
束
縛
変
項
は
或
る
領
域
の
全

　
　
　
対
象
に
そ
の
値
と
し
て
雷
及
し
得
る
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
は
或
る
特
定
の
認
識
局
颪
に
の
み
係
っ
て
い
る
Q
（
そ
れ
故
個
別
判
断
と
な
る
。
）
更

　
　
　
に
、
束
縛
変
項
の
値
は
少
く
と
も
個
体
名
に
よ
っ
て
凱
窪
二
¢
さ
れ
得
る
庵
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
先
験
的
対
象
の
指
す
も
の
は
、
も
と
も
と

　
　
　
筏
。
導
藻
B
樽
δ
μ
を
可
能
に
す
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、
空
闘
的
・
暗
面
的
規
定
を
含
め
、
　
一
切
の
述
語
づ
け
を
拒
ま
れ
て
い
る
Q
し
か
し
そ

カ
ン
ト
に
お
け
る
認
識
の
客
観
性

五
九
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れ
で
も
先
験
的
対
象
睦
X
は
、
そ
の
局
面
に
現
れ
る
述
語
の
主
語
と
し
て
同
一
の
何
か
へ
の
雷
及
、
又
、
そ
の
何
か
の
存
在
の
主
張
と
い
う
、
束

　
縛
変
項
と
類
似
の
働
き
を
な
す
。
経
験
酌
レ
ベ
ル
の
束
縛
変
項
に
対
す
る
、
先
験
的
レ
ベ
ル
で
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
又
こ
れ
は
、

　
判
断
形
式
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
関
係
が
ア
ナ
ロ
ジ
…
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
も
ア
ナ
ロ
ジ
ー
で
あ
る
。

（
8
）
鋏
ζ
，
幽
く
」
o
マ
魚
f
じ
ご
μ
命
一
い
0
5

（
9
）
簸
山
こ
》
卜
。
㎝
も
。
．
．
、
U
圃
⑦
ω
窪
（
身
ぎ
霧
N
Φ
邑
㊦
嵩
£
①
○
Φ
σ
q
㊦
纂
飴
盈
と
§
幽
門
算
£
諸
多
§
の
8
μ
一
軸
毒
口
、
．
．

（
1
0
）
囲
ぴ
罷
こ
〉
卜
⊃
O
O
I
H
．

（
エ
エ
）
H
σ
罷
こ
跨
ト
っ
紐
・

（
1
2
）
　
以
下
の
議
論
に
塗
し
て
は
、
勺
費
弊
ω
営
ρ
を
8
P
『
蓑
亀
§
謡
｝
亀
勲
義
馬
（
竃
興
財
¢
窪
）
と
○
陰
じ
ご
注
冒
寒
ミ
、
勉
鴫
、
》
§
燵
ミ
鍍
き
凶
ミ
ミ
鷺

　
（
菊
○
鴛
冴
飢
σ
Q
⑦
§
伽
麟
Φ
σ
q
¢
。
緊
℃
⇔
ρ
6
に
負
う
と
こ
ろ
が
あ
っ
た
。

（
1
3
）
　
映
・
㌔
，
・
＜
・
”
○
や
魚
［
二
》
ω
認
．
こ
れ
は
外
的
経
験
が
経
験
的
な
意
味
で
私
の
外
に
あ
る
対
象
の
認
識
と
し
て
架
空
の
も
の
で
な
い
こ
と
を
主
張

　
す
る
だ
げ
で
あ
っ
て
、
外
的
な
知
覚
の
失
敗
、
幻
覚
や
錯
覚
の
可
属
性
を
否
定
す
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
経
験
的
な
真
偽
の
問
題
で
あ
り
、

　
そ
の
吟
味
は
生
理
学
を
含
む
経
験
科
学
の
法
則
等
と
の
関
連
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

（
荏
1
）
霧
岡
山
こ
〉
ω
誤
・

（
1
5
）
O
h
●
同
ぴ
峯
》
》
這
ω
・
瞬
蕊
。
◎
●

（
1
6
）
圃
σ
凱
こ
跨
μ
G
o
㊤
…
8
・
し
d
卜
⊃
ω
蒔
－
伊

（
1
7
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
の
議
論
は
囲
■
紳
寓
圃
諺
計
、
、
菌
，
圏
お
U
綜
津
零
露
8
ぴ
簿
芝
①
窪
Q
り
①
鐸
。
。
言
α
q
呂
氏
○
び
樋
門
〈
言
σ
q
．
、
り
潤
一
日
．
註
、
ミ
ご
旨
辱
｝
セ
ミ
詮
、
、
亀
黛
ご
、
♪

　
O
昏
び
冤
○
．
い
芝
母
雛
9
搾
（
○
民
O
益
）
に
見
ら
れ
る
Q

（
1
8
）
鋏
．
、
・
●
ヌ
v
O
Ψ
島
〔
こ
》
同
潔
・
じ
づ
ト
っ
ω
①
●

（
1
9
）
目
び
凱
‘
〉
卜
⊃
蕊
一
¢
◆
．
．
国
跳
。
冨
ぎ
暗
き
σ
Q
⑦
誉
。
。
o
剛
①
ヨ
臨
。
巴
脇
○
£
9
。
ウ
＆
轟
母
昌
蓉
7
浄
門
柳
三
お
搾
9
蝋
ズ
伊
毒
α
q
o
ユ
窪
α
Q
包
丁
簿
棄
①
門
〔
刷
①
ジ
菰
蕊
2

　
聾
感
笥
O
ヨ
2
鈴
二
．
こ
こ
で
、
．
〔
げ
門
函
霞
Φ
α
q
o
ユ
2
．
、
を
．
．
飢
奮
蓬
蓬
u
・
隠
雛
自
㊦
摸
鉱
㊦
P
O
罐
。
壼
霞
鼠
塗
こ
と
読
み
代
え
る
。

⇔
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次
に
「
先
験
的
対
象
へ
の
関
係
扁
が
認
識
に
お
い
て
い
か
に
実
現
さ
れ
る
か
を
考
察
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
が
、
そ
の
た
め
に
も
先
ず
意
識

に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
Q
そ
れ
は
、
表
象
が
表
象
で
あ
る
た
め
に
は
何
よ
り
意
識
に
捉
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
Q

第
一
に
意
識
は
す
べ
て
私
の
表
象
の
意
識
で
あ
る
。
も
っ
と
も
こ
れ
は
常
に
「
私
の
表
象
で
あ
る
」
と
顕
在
的
に
意
識
さ
れ
て
い
る
と
い

う
こ
と
で
は
な
い
。
例
え
ば
赤
い
色
を
知
覚
し
て
い
る
時
、
「
私
は
今
赤
い
色
を
知
覚
し
て
い
る
」
と
意
識
し
て
い
る
と
は
敵
ら
な
い
。

し
か
し
私
の
も
の
で
な
い
表
象
が
私
に
意
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
か
か
る
表
象
は
私
に
と
っ
て
無
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
表
象

と
さ
え
言
え
な
い
。
撃
ち
意
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
ち
に
す
べ
て
の
表
象
は
私
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
「
私
の
」
乃
至
は
「
私
」
の
意
味
が
意
識
と
共
に
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
巳
常
的
な
意
味
で
「
私
」
と
言
え
ば
、
先
ず
念
頭
に
浮
か
ぶ
の
は
身
体
を
持
ち
活
動
す
る
「
私
」
で
あ
ろ
う
。
自
己
の
身
体
を
、
少
く

と
も
膚
己
の
一
部
と
み
な
す
の
は
当
然
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
は
心
身
の
問
題
に
た
ち
入
る
こ
と
な
く
、
意
識
と
し
て
の
「
私
」
に
の
み

㎜
言
及
を
限
る
こ
と
に
す
る
Q
意
識
と
し
て
の
「
私
」
に
つ
い
て
は
、
思
考
し
、
知
覚
し
、
感
じ
、
欲
求
す
る
「
私
」
が
先
ず
考
え
ら
れ
る
。

だ
が
こ
の
「
私
し
を
我
々
は
い
か
に
し
て
知
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
痛
み
を
感
じ
て
い
る
「
私
」
は
、
「
痛
さ
」
の
感
性
的
表
象

に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
。
そ
し
て
痛
み
は
経
験
的
な
意
味
で
も
私
の
内
に
あ
る
も
の
故
、
そ
の
表
象
は
内
感
を
通
じ
て
受
容
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
痛
み
を
感
じ
て
い
る
「
私
」
は
現
象
に
他
な
ら
な
い
。
又
、
赤
い
球
を
知
覚
す
る
「
私
」
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

「
私
は
赤
い
球
を
知
覚
し
て
い
る
」
と
意
識
す
る
蒔
、
や
は
り
表
象
を
受
容
し
て
い
る
。
そ
れ
は
直
接
に
は
「
赤
い
球
」
な
る
表
象
で
な

く
、
そ
の
表
象
の
意
識
の
表
象
で
あ
る
。
こ
の
表
象
も
感
性
的
で
あ
る
、
即
ち
内
感
を
つ
う
じ
て
i
時
間
の
内
で
i
直
観
さ
れ
る
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
時
内
的
に
触
発
す
る
主
体
と
し
て
、
外
的
対
象
の
場
合
と
ア
ナ
ロ
ジ
カ
ル
に
、
物
自
体
と
し
て
の
「
私
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
後
に
考
察
す
る
意
識
の
自
発
的
な
働
き
の
結
果
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
「
私
」
の
状
態
で
あ
る
意
識
は
、
外
的
対
象
の
認
識
と
異
り
、
内
省
に
よ
っ
て
面
接
捉
え
ら
れ
る
た
め
無
謬
牲
を
持
つ
、
と
い

う
主
張
に
も
う
一
度
触
れ
て
お
こ
う
。
　
「
赤
い
球
を
知
覚
し
て
い
る
」
と
意
識
し
て
い
る
時
、
知
覚
の
対
象
が
実
際
に
赤
い
か
赤
く
な
．

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
認
識
の
客
観
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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い
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
赤
を
感
ず
る
、
即
ち
「
赤
」
の
表
象
を
意
識
内
に
持
っ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
得
な
い
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
は
正
し
卑

い
。
た
だ
し
意
識
の
表
象
を
そ
の
芳
書
直
接
持
つ
と
い
う
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。
外
的
対
象
の
場
合
で
も
、
例
え
ば
赤
い
拡
が
り
は
直

接
空
誉
の
内
で
表
象
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
綜
合
の
結
果
で
あ
る
認
識
は
誤
り
得
る
。
内
的
経
験
の
対
象
で
あ
る
「
私
」
は
一
個
の
統

一
さ
れ
た
意
識
で
あ
る
。
そ
の
内
で
様
々
な
表
象
が
時
間
形
式
に
従
っ
て
経
過
す
る
。
そ
れ
ら
が
一
個
の
対
象
で
あ
る
「
私
」
の
表
象
で

あ
る
と
い
う
点
は
、
外
的
対
象
の
表
象
の
場
合
と
変
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
「
私
」
を
認
識
す
る
に
は
、
時
聞
内
の
表
象
は
綜
合
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
。
そ
の
結
果
た
る
認
識
、
例
え
ば
記
憶
は
無
謬
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
意
味
で
の
「
私
」
は
経
験
的
に
認

識
さ
れ
た
も
の
、
即
ち
経
験
的
自
我
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
こ
と
を
カ
ン
ト
は
、
「
私
が
あ
る
相
で
の
私
の
認
識
は
持
た
ず
、
私
が
私
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

現
れ
る
相
で
の
私
の
認
識
を
持
つ
篇
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
さ
て
「
私
の
表
象
」
の
「
私
の
篇
に
戻
る
な
ら
、
経
験
的
な
「
私
」
が
表
象
に
こ
の
特
性
を
与
え
る
源
と
み
な
し
得
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
何
故
な
ら
経
験
的
に
「
私
」
が
認
識
さ
れ
る
た
め
に
は
、
外
的
経
験
と
何
ら
変
る
こ
と
な
く
、
意
識
内
に
現
れ
る
私
の
表
象

が
綜
合
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
の
表
象
な
く
し
て
経
験
的
な
「
私
」
は
存
立
し
得
な
い
。
そ
こ
で
そ
れ
ら
を
成
立
せ
し
め

る
、
よ
り
根
源
的
な
「
私
」
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。

　
そ
れ
よ
り
先
験
的
統
覚
畠
冨
9
篇
器
巳
窪
田
①
〉
箸
・
§
℃
江
8
の
想
定
が
必
然
と
な
る
Q
こ
れ
は
…
、
私
は
考
え
る
」
H
鼻
伍
窪
単
な
る
、
経

験
的
意
識
と
区
別
さ
れ
る
、
全
く
純
粋
な
薫
製
意
識
で
あ
る
。
純
粋
で
あ
る
が
故
に
全
く
経
験
的
内
容
を
含
ま
ぬ
意
識
で
あ
り
、
そ
れ
故

受
動
性
の
な
い
自
発
的
な
働
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
直
接
「
私
」
に
背
及
す
る
も
の
と
解
せ
ら
る
べ
き
で
は
な
い
。
も
し
意
識
の
主
体

と
し
て
実
体
的
な
「
私
」
を
そ
こ
に
考
え
よ
う
と
す
る
な
ら
、
超
越
的
な
対
象
目
物
自
体
を
あ
る
意
味
で
経
験
の
領
域
に
持
ち
込
む
こ
と

に
な
る
。
そ
れ
は
先
験
的
対
象
の
場
合
に
も
恐
れ
ら
れ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。
も
っ
と
も
こ
の
働
き
そ
の
も
の
を
「
私
偏
と
み
な
す
な
ら
そ

れ
は
許
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
あ
く
ま
で
か
の
働
き
を
指
す
名
と
し
て
で
あ
る
。
そ
れ
故
自
覚
さ
れ
る
こ
と
は
何
ら
か
の
仕
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

で
可
能
で
も
、
そ
れ
自
体
は
認
識
の
対
象
と
は
な
り
得
な
い
。
実
体
的
で
あ
り
、
か
つ
認
識
可
能
な
対
象
と
し
て
の
「
私
」
は
経
験
的
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な
「
私
」
の
み
で
あ
り
、
先
験
的
統
覚
の
実
体
化
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
「
先
験
的
心
理
学
の
誤
謬
推
理
」
に
お
い
て
カ
ン
ト
の
強
調

す
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。

　
さ
て
先
験
的
統
覚
は
「
私
の
表
象
」
の
成
立
を
保
証
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
も
と
も
と
表
象
は
、
感
能
に
現
れ
て
い
る
と
い
う
面
だ

け
を
見
る
な
ら
、
他
の
要
素
が
排
除
さ
れ
た
純
粋
の
多
様
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
毯
・
尾
暮
器
な
も
の
で
あ
る
。
私
の
内
感
の
内
に
現

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
直
ち
に
そ
れ
だ
け
で
表
象
を
「
私
の
」
も
の
た
ら
し
む
る
も
の
で
は
な
い
。
内
感
は
、
現
れ
る
表
象
す
べ
て
を
霞

己
の
内
に
収
め
、
一
つ
の
束
と
す
る
容
器
の
如
く
考
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
た
し
か
に
内
感
は
現
実
に
は
、
私
の
内
感
で
あ
る
が
、
そ
れ

は
逆
に
そ
こ
に
現
れ
た
表
象
が
「
私
の
表
象
」
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
う
な
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
感
ぜ
ら
れ
た
り
見
え
た

り
し
て
い
る
表
象
は
、
実
は
こ
の
段
階
で
は
来
だ
感
ぜ
ら
れ
た
り
見
え
た
り
し
て
い
る
の
で
な
く
、
た
だ
現
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
未
だ

現
実
の
表
象
で
も
な
い
Q
そ
れ
が
現
実
の
私
の
内
な
る
表
象
に
な
る
に
は
、
単
な
る
受
動
以
外
に
、
そ
れ
ら
を
捉
え
る
能
動
的
な
意
識
の

働
き
を
必
要
と
す
る
。
経
験
的
に
「
私
の
」
と
意
識
す
る
の
で
は
な
い
と
し
て
も
、
先
験
的
レ
ベ
ル
で
そ
の
働
き
は
必
要
で
あ
る
。
意
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

の
内
に
な
い
表
象
は
無
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
て
「
私
の
表
象
の
す
べ
て
に
『
私
は
考
え
る
』
が
伴
う
」
と
さ
れ
る
。
し
か
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

こ
の
先
験
的
意
識
は
、
変
転
す
る
経
験
的
な
「
あ
ら
ゆ
る
意
識
に
お
い
て
同
一
」
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
表
象
は
、
こ
の
意
識
に
伴
わ

れ
る
、
即
ち
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
一
の
汎
通
的
意
識
に
属
す
も
の
と
な
り
、
「
私
の
表
象
」
と
な
る
。

　
こ
こ
で
表
象
は
い
ず
れ
も
ま
と
ま
っ
た
単
一
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
受
容
と
い
う
点
だ
け
で
見
れ
ば
、
多
様
以

外
の
何
も
の
で
も
な
い
こ
と
を
想
い
起
こ
そ
う
。
　
「
私
の
表
象
」
と
い
う
ま
と
ま
り
に
到
る
に
は
、
そ
れ
ら
の
と
り
ま
と
め
、
即
ち
綜
合

が
必
要
で
あ
る
。
統
覚
自
体
は
「
私
が
考
え
る
し
と
い
う
単
純
無
内
容
な
意
識
で
あ
る
か
ら
、
「
…
…
を
私
は
考
え
る
」
と
い
う
意
識

（
先
験
的
）
に
な
る
に
は
統
覚
以
外
の
働
き
が
必
要
と
さ
れ
る
。
そ
れ
が
構
想
力
の
綜
合
で
あ
る
。
こ
れ
が
多
様
な
蓑
象
を
同
一
不
変
の

自
己
意
識
に
関
し
て
綜
舎
す
る
Q
そ
の
結
果
が
「
私
の
表
象
」
に
実
現
さ
れ
て
い
る
統
覚
の
綜
合
的
統
一
〔
ぽ
3
．
監
蚤
…
。
・
3
①
螢
筈
魚
［
（
罪

》
剛
）
需
幕
冨
§
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
「
私
の
し
と
い
う
統
～
は
、
誌
識
一
般
に
と
っ
て
不
可
欠
な
条
件
で
あ
る
が
、
同

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
認
識
の
客
観
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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時
に
ミ
ニ
マ
ム
の
要
求
で
も
あ
る
。
だ
が
と
に
か
く
、
こ
こ
に
表
象
の
統
一
、
即
ち
必
然
的
結
合
の
一
つ
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。　

表
象
に
も
た
ら
さ
れ
る
綜
合
的
統
一
に
と
っ
て
、
こ
の
先
験
的
統
覚
自
身
が
多
様
の
綜
舎
を
通
じ
て
同
一
性
を
保
つ
こ
と
は
本
質
的
で

あ
る
。
こ
の
同
一
性
、
即
ち
統
覚
の
分
析
的
統
一
は
い
か
に
し
て
確
認
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
に
は
そ
れ
を
確
認
す
る
手
段
が
欠

け
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
少
く
と
も
、
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
対
象
認
識
の
仕
方
で
は
不
可
能
な
こ
と
は
す
で
に
明
ら
か
で
あ

る
Q
先
験
的
統
覚
自
体
は
感
性
的
表
象
と
し
て
与
え
ら
れ
な
い
ぽ
か
り
で
な
く
、
表
象
一
般
と
隔
絶
し
て
い
る
。
先
験
的
対
象
が
特
定
さ

れ
得
る
対
象
と
考
え
ら
れ
ぬ
が
故
に
そ
う
で
あ
る
の
と
同
じ
意
味
で
、
先
験
的
統
覚
は
表
象
た
り
得
な
い
。
そ
れ
は
他
の
表
象
を
成
立
せ

し
め
る
根
源
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
「
あ
ら
ゆ
る
他
の
表
象
に
は
伴
い
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
慮
身
は
も
は
や
い
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

な
る
も
の
に
も
伴
わ
れ
得
な
い
」
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
、
「
与
え
ら
れ
た
表
象
の
多
様
を
私
が
一
個
の
意
識
の
内
で
結
合
し
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
こ
れ
ら
の

ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

表
象
に
お
け
る
意
識
の
同
一
性
を
私
は
表
象
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
、
即
ち
、
統
覚
の
分
析
的
統
｝
は
、
何
ら
か
の
綜
合
的
統
一
を
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

提
し
て
初
め
て
可
能
と
な
る
」
と
醤
う
。
し
か
し
綜
舎
は
常
に
同
一
性
を
保
つ
統
覚
に
関
し
て
な
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故
綜
合
に

先
立
っ
て
こ
の
同
一
な
る
も
の
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
不
可
欠
で
は
な
い
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
こ
の
言
明
は
循

環
論
に
陥
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
こ
で
も
し
先
験
的
統
覚
が
、
何
ら
か
の
意
味
で
も
の
の
如
く
考
え
ら
れ
て
い
る
な
ら
、
即
ち
も
し
個
体
と
し
て
の
「
私
し
が
考
え
ら

れ
て
お
り
、
「
私
の
表
象
」
が
そ
の
一
様
態
と
さ
れ
て
い
る
の
な
ら
、
諸
表
象
が
「
私
の
も
の
」
と
さ
れ
る
た
め
に
、
先
ず
「
私
」
が
同

一
な
る
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
お
ら
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
統
覚
の
実
体
化
は
否
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
又
、
「
表
象

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
多
様
を
一
個
の
意
識
の
内
で
…
霞
量
§
響
看
ゆ
幕
ぎ
結
合
す
る
漏
と
い
う
カ
ン
ト
の
表
現
に
よ
っ
て
、
統
覚
を
し
て
、
表
象
を
収
容
す

る
、
そ
し
て
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
表
象
を
「
私
の
も
の
」
と
す
る
、
一
種
の
容
器
の
如
く
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
場
合
も
、
そ
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こ
で
結
合
が
な
さ
れ
る
以
上
、
容
器
た
る
「
私
」
が
先
に
確
立
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
が
、
そ
れ
も
統
覚
の
実
体
化
に

他
な
ら
な
い
。

　
先
験
的
統
覚
は
、
そ
れ
自
体
で
は
い
か
な
る
内
容
を
も
持
た
ぬ
純
粋
な
自
己
意
識
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
経
験
的
意
識
の
如
く
受
動
的
な

要
素
が
全
く
見
ら
れ
ぬ
、
純
粋
に
自
発
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
憎
性
の
働
き
α
興
葬
霧
、
又
は
、
機
能
血
圃
ゆ
評
壇
（
・

蓼
コ
と
呼
ん
だ
の
で
あ
る
Q
こ
の
働
き
の
主
体
を
更
に
問
お
う
と
し
て
も
、
そ
れ
は
余
り
意
味
の
あ
る
こ
と
で
は
な
い
。
「
私
」
で
あ
る
。

が
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
他
に
何
も
言
い
得
ず
、
こ
の
働
き
が
そ
の
す
べ
て
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
私
は
考
え
る
」
か
ら
驚
き
出
さ
れ
た
抽
象

的
思
惟
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
の
働
き
自
身
が
働
き
と
し
て
根
源
的
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
働
き
は
働
く
こ
と
に
先
立
っ
て
あ
り

は
し
な
い
。
又
働
き
を
知
る
こ
と
も
、
働
き
得
る
と
い
う
思
惟
は
別
と
し
て
、
実
際
に
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と
な
る
。
こ
の

働
き
が
実
現
す
る
の
は
、
構
想
力
の
綜
合
と
共
に
表
象
を
結
合
し
、
蓑
象
に
綜
合
的
統
一
を
も
た
ら
す
こ
と
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
統

覚
の
働
き
は
、
綜
合
の
働
き
と
離
れ
て
は
成
立
し
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
分
析
的
統
一
と
綜
合
的
統
一
は
、
い
ず
れ
が
他
に
優
先
す
る
と

い
う
も
の
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
空
問
図
形
の
認
識
に
つ
い
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
…
欝
っ
て
い
る
。
　
「
直
線
を
認
識
す
る
た
め

に
は
、
そ
の
直
線
を
引
い
て
、
か
く
て
与
え
ら
れ
た
多
様
の
結
合
を
綜
合
的
に
実
現
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
こ
の
行
為
の
統
～
が
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

晴
に
意
識
の
統
一
で
も
あ
る
」
と
G
多
様
な
表
象
の
綜
合
に
は
、
そ
れ
を
貫
く
一
貫
性
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
こ
の
行
為
の
統

一
で
あ
る
。
こ
の
統
一
段
一
貫
性
は
行
為
を
離
れ
て
は
な
く
、
行
為
に
よ
っ
て
の
み
実
現
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら

と
い
っ
て
、
行
為
に
よ
っ
て
産
戯
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
否
、
む
し
ろ
行
為
そ
の
も
の
を
可
能
に
す
る
も
の
で
さ
え
あ
る
。
綜
合
と
統

一
は
、
共
に
そ
れ
が
何
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
か
を
問
う
こ
と
が
無
意
味
で
あ
る
よ
う
な
、
認
識
活
動
に
お
い
て
根
源
的
な
も
の
と
し
て
、

互
い
に
他
を
媒
介
し
つ
つ
、
～
つ
の
統
　
あ
る
行
為
を
実
現
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
と
し
て
一
個
の
認
識
が
生
ま
れ
る
、
即
ち
一
全

体
と
し
て
の
表
象
禦
器
く
・
簗
①
影
謎
で
あ
る
。
又
綜
合
に
一
貫
性
が
あ
る
隈
り
、
綜
合
さ
れ
た
表
象
は
「
私
は
考
え
る
」
と
い
う
先
験
的

意
識
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
｛
個
の
蓑
象
と
は
「
私
の
一
骨
の
表
象
」
ヨ
①
圃
莞
Φ
暗
く
。
簗
亀
呂
σ
q
で
あ
る
。
そ
し
て
綜
合

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
靭
瞭
識
の
客
観
偉
～
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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折
口
学
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償
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五
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口
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六
六

的
統
一
が
実
現
し
た
こ
の
時
、
初
め
て
先
験
的
統
覚
の
同
一
性
目
統
一
も
そ
の
中
に
実
現
さ
れ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
表
象
が

結
合
さ
れ
る
の
は
、
「
一
個
の
意
識
の
内
で
」
ぎ
鐙
§
響
≦
ら
露
ぎ
で
は
な
く
、
「
一
個
の
意
識
の
内
へ
」
ぎ
Φ
ぎ
野
≦
臨
毎
酵
で
あ
る
と

い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
又
、
こ
の
実
現
さ
れ
た
統
覚
の
同
一
性
を
、
か
か
る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
も
、
表
象
の
綜
合
的
統
一
に
よ
っ
て
初
め
て
可
能
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

な
る
。
働
き
は
、
例
え
ば
そ
の
自
発
性
と
か
統
一
と
か
は
、
な
る
ほ
ど
自
覚
さ
れ
得
る
も
の
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
自
覚
は
抽
象
的
な
働
き

に
つ
い
て
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
反
省
す
べ
き
も
の
が
未
だ
な
い
。
そ
れ
故
働
き
転
身
の
実
現
し
た
も
の
へ
の
反
省
に
よ
る
の
で
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
我
々
は
私
の
表
象
を
内
的
経
験
に
よ
っ
て
「
私
の
も
の
砿
と
意
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
　
「
構
想
力
の
先
験
的
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

為
に
よ
る
多
様
の
限
定
（
内
感
に
対
す
る
悟
性
の
綜
合
的
影
響
）
を
意
識
す
る
こ
と
」
、
即
ち
内
的
触
発
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
「
私
の
も

の
」
と
意
識
す
る
こ
と
は
、
と
り
も
直
さ
ず
、
そ
の
表
象
の
内
に
含
ま
れ
る
自
己
の
働
き
の
結
果
、
即
ち
綜
合
的
統
一
を
意
識
す
る
こ
と

に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
は
圃
時
に
、
そ
の
中
に
実
現
さ
れ
て
い
る
自
己
の
働
き
の
統
一
性
を
も
自
覚
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
「
私
の
表
象
」
を
形
成
す
る
綜
合
で
は
な
く
、
更
に
そ
れ
を
対
象
と
す
る
新
た
な
綜
舎
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
又
新

た
に
意
識
の
同
一
性
が
働
い
て
い
る
こ
と
に
は
な
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
別
の
も
の
で
は
な
い
。
何
故
な
ら
「
私
の
表
象
」
を
産
む
働
き

そ
の
も
の
が
、
自
己
触
発
す
る
こ
と
に
よ
り
、
言
わ
ば
自
得
を
表
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
自
己
を
対
象
化
し
て
い
る
の
だ
か

ら
で
あ
る
。
自
己
を
反
省
す
る
働
き
は
直
接
的
で
な
く
、
あ
く
ま
で
重
層
的
構
造
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
Ω
．
隠
し
、
．
踏
w
8
．
簿
‘
じ
d
届
G
。
．
．
、
σ
易
垂
ω
山
窪
即
暮
臼
窪
ω
ぎ
目
揮
ぴ
①
。
。
〔
閂
ヨ
§
f
毎
儒
露
＜
①
ゑ
碧
焦
暮
山
国
の
。
。
。
。
窪
霞
。
。
や
憎
壼
σ
q
｝
8
7
窪
く
興
ヨ
α
σ
q
窪

　
　
　
〔
蕊
蜜
¢
・
導
哩
餌
三
σ
Q
①
山
の
吐
〉
霧
。
冨
賦
課
暑
く
興
瓢
【
乙
の
戸
氏
」
噸
§
§
曾
お
》
℃
需
幕
2
§
豊
び
甑
甚
窪
㌦
．

　
（
2
）
董
〔
r
じ
d
ま
。
。
■

　
（
3
）
　
○
瞥
庁
容
”
じ
ご
δ
刈
一
。
。
・

　
（
4
）
　
H
瓢
α
‘
し
づ
ド
認
．

　
（
5
）
目
薮
こ
し
彰
お
怒
。
’



（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

H
獣
山
こ
b
づ
お
μ
－
b
σ
’

摩
嵐
二
じ
こ
お
ω
’

摩
凱
二
じ
ご
窃
圃
…
c
◎
●

子
算
噂
ゆ
観
G
。
…
り
．
、
．
♂
7
突
再
議
①
お
鋤
雪
ぎ
巨
一
…
σ
q
窪
芝
露
の
ω
二
二
Φ
島
駐
凶
。
｝
二
ξ
霧
く
費
び
ぎ
瓢
§
喉
く
窪
ま
σ
q
窪
ω
冨
薫
⊆
ゆ
二
ω
r
、
．

H
ぴ
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こ
ゆ
ま
蒔
・
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我
々
の
認
識
は
判
断
に
よ
っ
て
示
さ
れ
得
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
判
断
化
、
即
ち
言
語
的
表
現
が
な
さ
れ
な
い
限
り
、
語
識

は
ど
こ
ま
で
も
私
的
な
思
い
に
留
ま
り
、
客
観
性
目
聞
主
観
性
を
得
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
判
断
は
一
般
に
概
念
闘
の
関
係
を
蓑
す
も

の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
「
こ
れ
は
赤
い
」
の
如
く
、
す
べ
て
の
判
断
が
複
数
の
概
念
を
含
ん
で
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
、
と
に
か

く
概
念
に
よ
っ
て
成
立
す
る
。
そ
し
て
概
念
の
働
き
は
、
た
と
え
個
体
の
概
念
で
あ
ろ
う
と
、
「
多
く
の
表
象
を
一
つ
の
共
通
の
表
象
の

　
　
　
　
　
（
1
）

下
に
秩
序
づ
け
る
」
こ
と
、
即
ち
普
遍
化
の
機
能
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
欝
体
は
各
々
私
的
な
も
の
で
あ
る
（
感
性
的
）
表
象

も
、
そ
れ
を
超
え
た
公
の
表
象
に
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ば
、
た
と
え
我
々
に
欝
欝
が
鮪
っ
て
い
る
と
仮
定
し
て

も
、
各
々
価
別
の
私
的
な
表
象
に
各
々
個
別
の
名
が
つ
け
ら
れ
る
と
い
う
だ
け
に
す
ぎ
ず
、
そ
れ
ら
の
結
合
目
判
断
化
を
可
能
に
す
る
も

の
が
見
出
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
昏
人
の
個
々
の
経
験
1
…
も
し
あ
る
と
す
れ
ぽ
「
こ
れ
は
な
に
な
に
で
あ
る
」
と
い
う
個
別
名
に
よ
る
感

性
的
表
象
の
指
示
i
は
、
一
切
の
関
連
を
失
う
で
あ
ろ
う
。
概
念
に
よ
っ
て
初
め
て
個
々
の
経
験
1
1
表
象
の
覚
知
は
類
別
化
さ
れ
、
そ

し
て
そ
の
可
否
を
問
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
、
即
ち
認
識
の
可
否
を
問
題
に
す
る
基
盤
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
判
断

に
概
念
が
不
可
欠
で
あ
る
と
同
様
、
概
念
も
又
判
断
に
お
い
て
の
み
そ
の
働
き
を
持
つ
と
い
え
よ
う
。
概
念
は
、
た
と
え
判
断
の
脈
絡
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ら
切
り
離
し
て
み
る
時
も
、
尚
「
可
能
的
判
断
の
述
語
」
黛
ω
津
鷺
節
警
①
ぎ
の
ω
ヨ
α
α
q
浮
冨
づ
¢
誉
器
と
み
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
認
識
の
客
観
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七



988

哲
学
研
究
　
第
五
着
二
十
九
磐

六
八

「
物
体
」
な
る
概
念
は
、
少
く
と
も
「
こ
れ
は
物
体
で
あ
る
し
と
い
う
判
断
の
述
語
と
な
り
得
る
。
そ
れ
故
概
念
に
は
、
い
ろ
い
ろ
な
判

断
の
述
語
と
な
り
得
る
た
め
一
義
的
と
は
い
え
な
い
が
、
未
分
化
な
が
ら
も
覇
断
の
形
式
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
も
概

念
は
究
極
的
に
は
鰐
象
の
直
接
の
表
象
に
関
係
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
間
接
的
で
あ
れ
そ
れ
ら
の
可
能
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

述
語
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
充
た
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
客
観
的
認
識
た
り
得
る
た
め
に
感
性
的
表
象
が
持
た
ね
ば
な
ら
な
い

と
さ
れ
る
、
判
断
に
よ
っ
て
袈
現
さ
れ
る
必
然
的
結
合
は
、
概
念
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
か
な
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
Q
感
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

的
表
象
を
概
念
化
劉
知
性
化
す
る
の
は
統
覚
の
働
き
と
さ
れ
て
い
る
。
統
覚
の
統
一
は
「
私
の
表
象
」
と
い
う
統
一
を
も
た
ら
す
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
こ
で
こ
れ
が
燭
階
に
概
念
の
統
一
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
か
め
ね
ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
普
逓
的
な
概
念
は
多
く
の
表
象
に
妥
当
す
る
Q
互
い
に
異
な
る
多
く
の
表
象
が
一
つ
の
概
念
の
下
に
統
一
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
何

か
共
通
な
特
性
を
表
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
他
の
点
を
捨
象
し
て
共
通
特
性
の
み
に
着
淋
し
、
そ
れ
を
と
り
出
す
な
ら
ぽ
、
そ
れ
よ
り

共
通
概
念
8
郎
8
冥
蕩
。
§
ヨ
き
…
。
。
が
形
成
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
概
念
形
成
の
仕
方
は
分
析
と
呼
ば
れ
る
。
し
か
し
分
析
が
、
例
え
ば
、

「
質
問
」
「
猿
」
等
の
概
念
か
ら
、
よ
り
高
次
の
概
念
、
例
え
ば
「
動
物
扁
を
抽
象
に
よ
っ
て
得
る
方
法
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
す
で
に

「
人
間
」
等
の
内
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
を
概
念
分
析
を
つ
う
じ
て
輝
き
繊
す
だ
け
で
あ
る
た
め
、
現
在
の
課
題
に
と
っ
て
不
適
当
だ
と

言
わ
ね
ぽ
な
る
ま
い
。
こ
こ
で
は
分
析
さ
る
べ
き
概
念
を
す
で
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
前
提
し
て
い
る
の
に
薄
し
て
、
我
々
の
関
心

は
、
そ
も
そ
も
い
か
に
し
て
対
象
の
概
念
が
、
非
概
念
的
な
表
象
か
ら
直
接
形
成
さ
れ
得
る
の
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
の
だ
か
ら
。
も
し

そ
の
場
合
に
も
分
析
的
方
法
が
応
用
さ
れ
る
の
だ
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
様
々
の
直
接
的
経
験
1
1
直
観
へ
の
抽
象
の
適
用
と
い
う
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
単
純
な
表
象
一
例
え
ぽ
「
赤
」
一
に
関
す
る
抽
象
は
勿
論
意
味
を
な
さ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
、
そ
れ
ら
は
「
赤
い
球
」

「
赤
い
花
」
等
の
複
合
的
表
象
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
カ
ン
ト
は
、
「
異
る
表
象
に
共
通
な
も
の
と
考
え
ら
る
べ
き
一
つ
の
表

象
は
、
…
…
そ
れ
を
共
通
概
念
た
ら
し
む
る
意
識
の
分
析
的
統
一
を
そ
こ
に
考
え
得
る
に
先
立
っ
て
、
（
た
と
え
可
能
的
表
象
に
す
ぎ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

い
と
し
て
も
）
予
じ
め
他
の
表
象
と
綜
合
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
し
と
言
う
の
で
あ
る
。
先
行
す
べ
き
複
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合
的
表
象
は
、
単
な
る
主
観
的
な
ぎ
鋤
σ
Q
。
以
上
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
「
赤
い
花
」
に
お
け
る
「
赤
」
が
、
そ
の
内
に
含
ま
れ

て
い
る
一
表
象
で
あ
る
こ
と
を
知
り
得
る
に
は
、
こ
の
表
象
「
赤
い
花
」
は
明
確
に
意
識
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
即

ち
、
そ
の
内
で
各
表
象
が
必
然
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
、
掛
値
な
し
の
経
験
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
G
即
ち
「
こ
の
花
は
赤
い
」
と
い
う

判
断
に
よ
っ
て
表
わ
さ
る
べ
き
経
験
で
あ
る
Q
こ
れ
は
「
赤
」
な
る
概
念
な
し
に
は
理
解
さ
れ
な
い
。
か
く
て
分
析
に
先
行
す
る
諸
経
験

の
う
ち
に
、
分
析
に
よ
っ
て
初
め
て
得
ら
れ
る
は
ず
の
轟
の
概
念
が
前
提
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
循
環
が
こ
こ
に
現
れ
る
こ
と
と
な
る
。

　
し
か
し
多
く
の
蓑
象
を
輿
己
の
下
に
包
摂
す
る
概
念
の
統
一
と
判
断
に
お
け
る
表
象
の
綜
合
的
統
一
の
こ
の
循
環
は
、
「
私
の
表
象
し

の
成
立
過
程
に
考
察
さ
れ
た
、
統
覚
の
分
析
的
統
一
と
綜
合
的
統
一
の
循
環
の
再
現
に
他
な
ら
な
い
。
そ
の
場
合
直
線
的
に
、
両
者
の
う

ち
い
ず
れ
が
他
に
先
行
す
る
か
な
ど
と
は
い
わ
れ
な
か
っ
た
。
一
つ
の
働
き
懸
統
一
あ
る
綜
合
の
中
で
、
両
者
が
互
い
に
他
に
依
存
し
つ

つ
共
に
実
現
す
る
と
い
う
点
で
、
両
者
は
胴
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
た
し
か
に
、
「
私
」
の
同
一
性
の
自
覚
が
こ
の
働
き
よ
り
結
果
す

る
の
と
同
じ
意
味
で
、
分
析
の
方
法
膚
体
は
綜
合
を
前
提
す
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
概
念
中
の
分
析
的
統
一
が
概
念
形
成
の
後
か
ら
産

出
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
こ
こ
で
概
念
形
成
に
関
す
る
ク
ワ
イ
ン
の
議
論
を
見
る
こ
と
に
す
る
。
彼
の
議
論
は
、
河
の
状
態
は
刻
々
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
又
我
々
が
表
象
し
得
る
の
は
各
々
縮
異
な
る
そ
の
瞬
時
的
状
態
だ
け
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
何
故
河
が
同
一
な
る
も

の
と
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
理
由
の
考
察
の
中
に
現
れ
る
。
あ
る
河
岸
に
立
っ
て
、
あ
る
時
点
に
河
を
指
し
、
「
こ
れ
は
賀
茂
川
だ
」
と
雷

う
と
す
る
。
更
に
別
の
時
点
で
こ
の
粥
示
を
何
度
も
繰
り
返
す
と
す
る
。
そ
の
時
、
こ
の
罰
じ
仕
方
で
繰
り
返
さ
れ
る
指
示
の
示
そ
う
と

し
た
も
の
、
同
じ
名
で
呼
ば
れ
た
も
の
、
そ
れ
は
個
々
の
変
化
す
る
河
の
瞬
時
的
状
態
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
そ
れ
ら

を
超
え
て
、
そ
れ
ら
を
貫
い
て
嗣
一
性
を
保
つ
何
も
の
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ら
を
そ
の
状
態
と
す
る
、
一
個
の
対
象
で
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
そ
れ
ら
の
表
象
の
綜
合
i
時
間
に
関
す
る
…
に
よ
っ
て
初
め
て
提
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
が

「
賀
茂
川
」
と
い
う
個
体
概
念
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
カ
ン
ト
に
お
け
る
認
識
の
客
観
性
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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七
〇

　
一
般
概
念
に
つ
い
て
は
、
岡
じ
概
念
形
成
の
仕
方
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
と
は
い
い
難
い
。
敢
え
て
す
る
と
す
れ
ば
、
様
々
な
時
点

に
様
々
な
河
の
岸
に
立
ち
一
こ
の
場
合
の
ク
ワ
イ
ン
の
一
般
概
念
の
考
え
方
に
従
え
ば
、
す
べ
て
の
河
の
岸
に
去
た
ね
ぽ
な
ら
な
い
だ

ろ
う
i
、
「
こ
れ
は
河
で
あ
る
」
と
い
う
類
似
の
指
示
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
る
。
結
果
す
る
の
は
、
先
の
も
の
と
は
異
る
瞬
時
的
状

態
の
綜
合
で
あ
る
。
や
は
り
時
間
・
空
聞
的
な
拡
が
り
を
持
つ
i
非
連
続
性
が
そ
の
特
徴
と
な
る
一
一
個
の
対
象
の
概
念
が
得
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

る
こ
と
と
な
る
。
そ
れ
が
「
河
」
で
あ
り
、
「
賀
茂
川
」
は
一
つ
の
全
体
の
一
部
分
を
指
す
も
の
と
さ
れ
る
。
だ
が
そ
れ
で
は
個
体
概
念
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

一
般
概
念
の
本
質
的
な
区
別
が
な
く
な
る
。
又
、
一
般
概
念
を
集
合
の
表
象
と
す
る
考
え
と
は
相
容
れ
な
い
。
そ
し
て
概
念
は
多
く
の
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

象
を
自
己
の
内
に
含
む
の
で
は
な
く
、
自
己
の
下
に
包
摂
す
る
と
い
う
カ
ン
ト
の
考
え
と
も
勿
論
相
反
す
る
。
そ
れ
故
一
般
概
念
「
河
」

の
形
成
は
、
あ
く
ま
で
「
賀
茂
川
」
「
桂
川
」
等
か
ら
の
抽
象
に
よ
る
、
と
い
う
の
が
カ
ン
ト
の
考
え
だ
っ
た
と
み
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
し
か
し
　
方
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
賀
茂
川
を
認
識
す
る
と
い
う
時
、
「
こ
れ
は
賀
茂
川
で
あ
る
」
と
個
体
名
を
挙
げ
て
、
そ
の
対
象
を

坤
紆
導
を
し
た
だ
け
で
こ
と
足
り
る
わ
け
で
は
な
い
。
例
え
ば
あ
る
特
定
の
赤
い
球
の
認
識
が
問
題
と
な
る
時
、
そ
の
球
を
任
意
な
特
定

の
名
で
呼
ぶ
だ
け
で
は
的
は
ず
れ
と
な
る
。
お
そ
ら
く
そ
の
時
は
、
個
体
名
の
代
り
に
、
「
赤
く
、
球
形
で
、
…
…
な
る
も
の
」
と
い
う
個

体
の
記
述
が
用
い
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
初
め
て
そ
れ
ら
か
ら
「
赤
し
の
抽
出
が
可
能
と
な
る
。
そ
れ
と
同
様
、
「
賀
茂
川
」
等

か
ら
「
河
」
を
抽
出
し
得
る
た
め
に
は
、
「
こ
れ
は
賀
茂
川
で
あ
る
」
と
い
う
判
断
の
う
ち
に
、
「
こ
れ
は
河
で
あ
る
」
が
、
ぎ
冨
。
謬
で
あ

れ
、
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
Q
か
く
て
再
び
同
じ
困
難
に
鵠
合
う
。

　
賀
茂
川
の
落
艮
鷹
冨
ぎ
鐸
の
過
程
を
も
う
一
度
振
り
返
っ
て
み
よ
う
。
か
の
河
の
瞬
時
的
な
諸
表
象
は
、
必
ず
し
も
河
の
状
態
と
し
て

綜
合
さ
れ
る
と
は
限
ら
な
い
。
ク
ワ
イ
ソ
は
、
指
示
の
繰
り
返
し
の
仕
方
、
即
ち
綜
合
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
例
え
ば
あ
る
一
定
の
水
の

集
ま
り
の
状
態
と
み
な
す
こ
と
も
可
能
だ
と
了
う
。
煎
る
一
定
の
拡
が
り
の
水
を
、
お
そ
ら
く
つ
い
に
は
海
に
出
て
了
う
で
あ
ろ
う
が
、

そ
の
運
動
と
共
に
追
い
続
け
、
幾
度
も
指
示
を
繰
り
返
す
。
そ
の
場
合
「
こ
れ
」
に
よ
っ
て
言
及
さ
れ
る
も
の
が
河
で
な
い
こ
と
は
明
ら

か
で
あ
る
。
そ
の
ち
が
い
は
指
示
の
仕
方
の
ち
が
い
に
基
い
て
い
る
。
毎
国
指
示
が
直
接
指
し
て
い
る
河
の
状
態
の
表
象
は
、
そ
れ
ら
が
与
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え
ら
れ
て
初
め
て
そ
れ
ら
の
綜
合
が
成
立
し
、
河
な
り
水
な
り
の
概
念
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
ち
が
い
の
要
因
と
し
て
無
視
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
が
そ
れ
ら
は
無
差
別
に
現
れ
て
い
る
の
で
な
く
、
河
な
り
水
な
り
の
概
念
を
形
成
す
る
よ
う
に
現
れ
て
い
る
。
い

わ
ば
選
択
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
選
択
を
な
す
の
が
指
示
の
仕
方
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
の
ち
が
い
の
要
因
は
主
と
し
て
、
指
示
さ
れ
る
も
の

よ
り
、
脂
示
す
る
も
の
の
側
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
抽
象
の
場
含
に
も
、
例
え
ば
「
赤
い
花
」
「
赤
い
球
」
等
の
複
合
的
表
象
か
ら
「
赤
」

と
い
う
共
通
表
象
を
抽
堕
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
も
、
そ
れ
ら
の
表
象
の
類
似
性
が
直
接
我
々
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
我
々
は
諸

表
象
の
類
似
性
を
見
て
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
我
々
は
そ
の
類
似
性
を
、
我
々
自
身
が
或
る
観
点
鋤
旦
艮
柔
く
冨
窯
一
こ
の
場
合
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

「
赤
」
な
る
観
点
－
か
ら
そ
れ
ら
の
表
象
を
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
て
と
る
の
だ
と
い
う
ポ
パ
ー
の
考
え
は
正
し
い
。
し
た
が
っ

て
指
示
に
よ
る
綜
合
の
場
合
で
も
、
こ
の
指
示
の
繰
り
返
し
と
い
う
行
為
を
貫
く
同
一
の
観
点
が
主
観
の
側
に
あ
る
が
故
に
、
そ
し
て
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
観
点
を
主
観
が
表
象
の
内
へ
持
ち
込
ん
だ
が
故
に
、
こ
の
よ
う
な
綜
合
が
な
さ
れ
得
た
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
「
賀
茂
川
」
は
そ
れ

故
、
「
河
」
な
る
観
点
に
従
っ
た
綜
合
、
即
ち
『
ぞ
鼠
。
。
7
。
。
匹
ヨ
ヨ
薮
8
鉱
一
日
6
ヨ
魯
3
蔓
9
出
隅
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
す
れ
ぽ
こ
の
観
点
こ
そ
が
「
賀
茂
川
し
の
綜
合
に
含
ま
れ
て
い
た
概
念
だ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
換
冨
す
れ
ぽ
、
抽
象
に
先
行
す
る

認
識
も
、
概
念
に
従
っ
て
初
め
て
可
能
と
い
う
こ
と
が
確
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
故
カ
ン
ト
も
、
「
『
物
体
』
な
る
概
念
は
、
概
念

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
る
多
様
の
統
一
に
従
っ
て
、
外
的
現
象
の
羅
識
（
多
様
の
綜
合
）
の
規
恥
と
し
て
働
く
」
〔
（
　
）
内
筆
者
〕
と
言
う

の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
概
念
は
そ
の
認
識
の
内
へ
持
ち
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
単
純
に
概
念
が
綜
合
に
先

行
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
な
い
こ
と
は
す
で
に
見
た
通
り
で
あ
る
。
何
故
な
ら
こ
の
概
念
匹
観
点
は
、
対
象
の
表
象
が
与
え
ら
れ

る
の
を
待
っ
て
、
そ
れ
を
綜
合
す
る
際
の
規
則
と
し
て
働
く
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
現
実
と
な
る
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
「
こ
れ
ら
の
多
様

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

が
そ
の
内
で
結
合
さ
れ
て
い
る
概
念
を
規
則
が
可
能
に
し
」
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
概
念
中
に
実
現
さ
れ
た
綜
合
的
統
一
へ
の
、
い
わ

ぽ
自
己
の
内
へ
の
反
省
が
、
規
則
一
1
観
点
一
1
概
念
の
自
覚
な
の
で
あ
る
か
ら
。

　
観
点
の
持
ち
込
み
は
ア
・
プ
リ
オ
ジ
な
自
発
的
な
働
き
で
あ
る
。
し
か
し
観
点
が
経
験
的
内
容
を
含
む
場
合
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
又
は

カ
ン
ト
に
お
け
る
認
識
の
客
観
性

七
一
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七
二

懲
発
的
と
い
っ
て
も
文
字
通
り
の
意
味
に
は
と
れ
な
い
。
全
く
経
験
に
依
存
し
な
い
仕
方
で
「
河
」
等
の
観
点
を
持
つ
こ
と
は
で
き
な
い

だ
ろ
う
し
、
又
、
実
際
に
河
の
表
象
が
現
れ
な
い
と
こ
ろ
で
は
こ
の
観
点
は
何
の
働
き
を
も
持
ち
得
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
故
こ
の
観
点
の

獲
得
は
素
線
的
で
は
あ
り
得
な
い
Q
先
ず
何
ら
か
の
仕
方
で
得
ら
れ
た
経
験
が
、
即
ち
何
ら
か
の
仕
方
で
な
さ
れ
た
－
一
観
点
に
従
う
一

…
綜
合
が
あ
り
、
そ
れ
へ
の
反
省
に
よ
っ
て
概
念
が
自
覚
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
密
覚
さ
れ
た
概
念
は
更
に
次
の
綜
合
で
観
点
陛
規
則
と

し
て
働
き
、
新
た
な
自
身
の
具
現
化
で
あ
る
概
念
を
産
み
出
す
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
重
層
的
な
過
程
は
い
く
ら
も
反
復
さ
れ
た
と
考
え

る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
当
の
概
念
は
そ
の
反
復
に
よ
っ
て
段
々
藍
9
さ
れ
て
い
く
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
重
層
的
過
程
以
上
に
経

験
的
概
念
の
起
源
を
問
う
た
と
し
て
も
、
お
そ
ら
く
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
し
、
又
少
く
と
も
こ
こ
で
は
無
意
味
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
観
点
に
は
自
発
的
な
と
こ
ろ
が
あ
る
以
上
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
こ
と
も
又
確
か
で
あ
る
。
例
え
ば
「
河
」

に
関
す
る
綜
合
に
お
い
て
、
個
々
の
表
象
は
各
々
河
の
状
態
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
故
概
念
「
河
し
か
ら
経
験
的
内
容
を
捨
象
し
た

と
し
て
も
、
尚
そ
こ
に
「
尉
象
i
状
態
」
、
即
ち
「
実
体
一
属
性
」
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
は
概
念
が
常
に
可
能
約
判

断
の
述
語
と
み
ら
れ
る
と
こ
ろ
が
ら
、
そ
こ
に
「
主
語
i
述
語
」
と
い
う
判
断
形
式
を
考
え
得
る
の
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
「
実
体
－

属
性
」
の
関
係
は
、
経
験
的
内
容
を
含
ま
ぬ
純
粋
な
観
点
と
し
て
、
「
河
」
な
る
観
点
の
中
核
を
な
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
何
よ

り
そ
の
観
点
に
従
っ
て
綜
合
が
な
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
「
実
体
」
「
属
性
し
な
る
概
念
は
経
験
に
つ
い
て
の
概
念
で
は
あ
る
が
、
経
験

的
概
念
で
は
な
い
。
そ
れ
は
具
体
的
な
諸
実
体
、
諸
属
性
の
概
念
か
ら
の
抽
象
に
よ
っ
て
初
め
て
得
ら
れ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
膚

身
の
持
ち
込
み
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
そ
れ
ら
諸
概
念
へ
の
反
省
に
よ
っ
て
、
い
わ
ぽ
再
発
見
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
ア
・
プ

リ
オ
リ
な
概
念
1
1
観
点
で
あ
る
こ
と
、
「
私
の
表
象
」
を
成
立
せ
し
め
る
「
私
」
の
場
合
と
全
く
同
様
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
観
点
を
他
に
も
見
押
す
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
「
原
因
i
結
果
」
は
、
「
暖
め
る
」
等
の
因
果
的
な

関
係
概
念
を
そ
の
下
で
成
立
せ
し
め
る
ア
・
プ
ジ
オ
リ
な
観
点
で
あ
る
が
如
く
に
で
あ
る
。
し
か
し
対
象
認
識
に
関
す
る
最
も
普
遍
的
な

観
点
と
し
て
は
、
表
象
は
、
表
象
で
あ
る
限
り
、
表
象
と
区
別
さ
れ
る
紺
象
の
表
象
で
あ
る
、
と
い
う
観
点
が
す
べ
て
の
認
識
を
貫
い
て
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い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
「
先
験
的
対
象
へ
の
関
係
」
と
い
う
観
点
で
あ
る
。
先
験
的
統
覚
の
統
～
も
又
、
対
象
認
識
に
お
け
る
最

も
一
般
的
な
条
件
、
「
私
の
表
象
」
を
可
能
な
ら
し
む
る
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
こ
の
工
つ
は
刷
の
も
の
で
は
な
い
。
先
験
的
意

識
と
は
、
「
先
験
的
対
象
へ
の
関
係
漏
と
い
う
観
点
を
表
象
の
内
に
持
ち
込
む
働
き
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
「
私
の
表
象
」
と
は
、

ま
さ
に
観
点
一
般
に
よ
る
統
一
を
表
す
も
の
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
統
覚
の
統
一
を
、
し
た
が
っ
て
こ
の
観
点
を
久
く
時

は
、
「
赤
」
と
「
球
」
の
表
象
で
あ
れ
、
「
火
」
と
「
蝋
扁
の
表
象
で
あ
れ
、
根
葉
の
結
び
付
き
を
金
く
持
た
な
い
、
単
に
平
行
し
て
現
れ

る
だ
け
の
蓑
象
に
な
る
。
こ
の
観
点
の
下
で
綜
合
さ
れ
る
時
は
、
「
赤
」
と
「
球
」
は
何
か
の
表
象
で
あ
る
と
さ
れ
、
更
に
観
点
の
分
化

に
よ
っ
て
、
　
「
何
か
が
赤
く
、
か
つ
、
何
か
が
球
形
で
あ
る
」
、
即
ち
（
国
×
）
（
×
奇
事
丁
・
×
㌶
発
揮
づ
断
ぴ
）
と
い
う
判
断
の
内
に
と

り
こ
ま
れ
、
必
然
的
結
合
を
見
出
す
こ
と
と
な
る
。
「
何
か
が
火
で
あ
り
、
何
か
が
蝋
で
あ
り
、
前
倒
が
後
者
を
融
か
し
て
い
る
」
と
み

る
こ
と
か
ら
、
（
負
嚢
×
）
（
×
㌶
》
6
猷
ぴ
・
楓
興
愚
母
極
が
・
×
㌶
照
酵
謬
サ
呼
）
、
即
ち
「
こ
の
火
が
こ
の
蝋
を
融
か
し
て
い
る
」
と
い

う
因
果
的
判
断
が
成
立
す
る
。
こ
の
よ
う
に
論
理
約
な
判
断
形
式
に
踊
糾
し
て
、
最
も
普
遍
的
な
観
点
は
様
々
の
分
化
を
持
つ
。
そ
の
分

化
の
主
な
る
も
の
が
カ
ン
ト
の
言
う
カ
テ
．
コ
リ
ー
だ
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

　
又
逆
に
、
概
念
化
さ
れ
、
判
断
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
は
、
す
べ
て
客
観
的
な
認
識
と
い
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
何
故
な
ら

そ
れ
ら
は
す
べ
て
「
先
験
酌
対
象
へ
の
関
係
」
と
い
う
観
点
の
下
で
綜
合
さ
れ
て
い
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
眼
り
で
私
的
な
表
象

に
関
す
る
も
の
に
留
ま
ら
ず
、
公
的
な
対
象
に
つ
い
て
の
立
…
蕎
と
み
な
さ
れ
る
。
又
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
判
断
に
お
け
る
表
象
の
結
舎
が
、

我
々
の
持
つ
異
象
の
表
象
は
あ
く
ま
で
自
分
だ
け
の
も
の
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
事
象
と
の
対
応
を
問
わ
れ
得
る
こ
と
に
な
る
。
そ

し
て
こ
の
批
判
可
能
性
こ
そ
が
客
観
的
認
識
を
主
観
的
な
も
の
か
ら
区
別
す
る
。
軒
廊
§
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
カ
ン
ト
の
調
う
経
験
判
断
と
知
覚
判
断
の
区
別
も
、
共
に
概
念
化
さ
れ
て
い
る
以
上
、
文
字
通
り
の
客
観
的
判
断
と
主
観
的
判

断
の
区
別
と
は
み
な
さ
れ
な
く
な
る
Q
区
別
が
立
て
ら
れ
る
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
聖
壇
的
な
意
味
に
お
い
て
で
あ
ろ
う
。
　
「
こ
れ
は
赤

い
」
と
い
う
判
断
は
、
「
赤
」
を
客
観
的
な
傾
性
語
と
解
す
照
り
、
普
通
の
客
観
的
判
断
で
あ
る
。
あ
く
ま
で
本
来
の
知
覚
語
と
解
し
た

カ
ン
ト
に
お
け
る
認
識
の
客
観
性

七
三
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四

と
し
て
も
、
そ
れ
は
「
私
の
意
識
内
に
『
赤
w
』
の
表
象
が
現
れ
て
い
る
」
こ
と
を
意
味
し
、
自
我
の
内
的
状
態
に
つ
い
て
の
経
験
的
認

識
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
外
的
i
内
的
の
区
別
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
た
し
か
に
内
的
状
態
の
語
識
に
は
困
難
が
伴
う
だ
ろ
う
。
だ
が
そ

れ
は
欄
々
の
経
験
科
学
の
困
難
で
あ
る
。
も
し
純
粋
に
私
的
な
二
葉
に
よ
っ
て
し
か
表
す
こ
と
の
で
き
な
い
、
純
粋
に
内
的
な
表
象
が
あ

る
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
経
験
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
Q
だ
が
実
際
に
は
我
々
の
言
葉
は
、
知
覚
語
で
あ
れ
、
外

的
な
も
の
と
の
黒
黒
を
示
し
て
い
る
Q
例
え
ば
「
赤
W
」
は
傾
性
語
「
赤
。
」
の
表
す
対
象
の
性
質
と
の
間
に
何
ら
か
の
因
果
的
な
関
連

が
見
幽
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
「
痛
さ
」
の
如
き
純
粋
に
内
的
と
思
え
る
表
象
も
又
外
的
な
対
象
（
身
体
）
と
の
対
応
が
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
こ
の
因
果
的
な
関
係
を
確
立
す
る
の
は
な
る
ほ
ど
難
か
し
い
。
し
か
し
そ
れ
が
あ
る
と
い
う
観
点
に
立
っ
て
初
め
て
公
的
な
も
の

と
の
係
り
が
与
え
ら
れ
、
内
的
経
験
の
批
判
も
可
能
と
な
り
、
科
学
が
成
立
す
る
。
　
「
外
的
経
験
に
よ
っ
て
の
み
内
的
経
験
は
可
能
と
な

（
1
4
）

る
」
の
で
あ
る
。

　
か
く
て
「
先
験
的
薄
象
へ
の
関
係
」
の
観
点
が
与
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
換
誓
す
れ
ば
一
つ
の
汎
通
的
な
先
験
的
意
識
に
よ
っ
て
捉
え

ら
れ
て
い
る
限
り
、
す
べ
て
の
認
識
は
相
互
に
関
連
を
持
ち
得
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
故
こ
れ
こ
そ
が
ユ
つ
の
経
験
」
国
器
量
岱
ζ
毎
σ
q

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

を
も
た
ら
す
基
盤
と
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
1
）
　
鋏
、
、
ワ
錦
噂
8
．
黛
£
》
①
G
。
・
じ
d
8
．

（
2
）
H
ぴ
斜
》
8
・
じ
d
㊤
餅

（
3
）
○
｛
」
窪
伍
二
》
8
・
じ
d
り
昏
．

（
4
）
　
Ω
」
鐵
亀
二
〉
這
鼻
．

（
5
）
圃
罠
こ
し
d
お
ω
一
分
》
罷
ヨ
・
量
5
σ
q
．

（
6
）
9
≦
脅
≦
○
●
ρ
貯
ρ
．
、
同
語
蝕
9
0
弩
墜
§
碧
山
】
堵
零
ω
霧
酵
、
、
”
》
§
四
痴
ご
鷺
ミ
き
ミ
ミ
S
婿
鑓
（
讐
竜
Φ
触
）
■

（
7
）
　
空
間
に
関
す
る
綜
合
も
勿
論
考
え
ら
れ
る
。
　
「
赤
く
、
球
形
の
、
…
…
な
る
も
の
」
と
い
う
記
述
で
示
さ
れ
る
対
象
が
そ
の
一
例
。
赤
い
拡
が

　
　
り
も
球
形
の
拡
が
り
も
そ
の
対
象
の
衷
象
で
あ
る
。
更
に
「
球
形
」
を
認
識
す
る
だ
け
で
も
、
我
々
は
様
々
な
晃
地
か
ら
見
ら
れ
た
部
分
の
綜
合



　
　
を
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
8
）
　
こ
の
考
え
の
破
綻
す
る
例
は
ρ
【
篇
9
自
身
が
承
し
て
い
る
Q
H
び
箆
二
で
や
謡
1
ω
・

（
9
）
　
門
集
合
」
と
「
全
体
」
の
ち
が
い
に
つ
い
て
、
又
前
者
が
螢
ρ
き
ω
圃
6
ぼ
Φ
9
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
沁
・
9
旨
⇔
剛
ン
8
、
罵
卜
。
鷺
ミ
N

　
　
9
、
・
§
妹
ミ
蔦
ミ
導
恥
一
さ
無
駄
（
ヵ
。
暮
露
蒔
Φ
鶉
ゆ
雛
傭
穴
Φ
σ
q
鋤
旨
勺
鋤
蛋
囲
y
℃
宰
①
H
レ
①
㎝
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
が
明
確
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
映
．
、
．
雪
鴇
e
◎
o
陶
～
じ
ご
膳
ρ

（
1
1
）
　
囚
・
℃
。
署
Φ
ひ
S
｝
恥
§
讐
ら
ミ
浄
貯
ミ
ミ
ら
導
吻
ら
。
建
僑
、
3
。
幽
s
。
三
》
℃
需
ゆ
黛
×
勢
×
・
例
え
ば
下
図
に
　
　
○
　
　
〈
］

　
　
お
い
て
、
形
に
関
す
る
観
点
と
影
の
有
無
に
関
す
る
観
点
と
で
、
そ
れ
ぞ
れ
類
似
す
る
も
の
が
異
っ
て

　
　
く
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
鯵
　
血

（
1
2
）
　
肉
．
、
．
〈
↓
o
や
9
酔
二
〉
目
0
9

（
1
3
）
　
守
団
伽
二
》
回
0
9

（
1
4
）
　
同
凱
像
こ
ゆ
署
刈
●

（
1
5
）
　
「
経
験
の
統
一
」
が
理
念
に
よ
る
理
性
の
課
題
で
あ
る
と
い
う
じ
ご
二
〇
｝
凌
鈴
置
の
見
解
は
正
し
い
。
　
（
Ω
¢
し
d
ま
罠
聾
ご
罫
貯
蔑
四
陀
紙
亀
ミ
ミ
帖
、
ミ

　
　
㌧
、
～
靴
翁
。
苓
、
蔓
毫
財
9
§
ら
門
司
9
）
．
o
…
峠
．
）
し
か
し
綱
々
の
経
験
相
互
の
関
連
を
見
出
し
得
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
の
同
質
性
が
先
に
確
立
さ
れ
て
な

　
　
け
れ
ば
な
ら
な
い
Q
そ
し
て
そ
れ
が
統
覚
の
統
一
に
基
づ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
香
川
大
学
教
育
学
部
助
教
授
）
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ARTICLES　IN　THIS　ISSUE

The・utlineげsuch・n　a・・だ・leα∫aPPears　inηz・ア・8　than　o？～e・zec”～ber・げ砺5

maga．xine　is　to　be　giwen　together　zvith　the　last　instalment　of　the　article．

D量eOb∫ektivit蕊t　der　E虚e簸鍛樋s　bei漁n重

von　Morishige　Tsuchiya

　　In　diesem　Aufsatz　m6chte　ich　folgende　Punkte　in　Kants　Erkenntnislehre

ldarmachen　：　d．　h．　den　Charakter　der　Erfahrung　dberhaupt，　der，　sofern　al］e

Erfahrung　nur　dadurch　von　den　lm　Sttbjel〈t　erschelnenden　Vorste！lungen

unterschieden　werden　kann，　Objektivitat　genannt　werden　soll，　uRd　seinen

transzendentalen　Grund．　Als　das　Kriterium　der　objektiven　Erkenntnis　nehme

ich　die　Kritisierbarkeit　an，　d．　h．　die　Fragbarkeit　nach　ihrer　Wahrheit　oder

Fa！schheit，　so　daB　nicht　bloB　allgemeine　ges2tzliche　Urteile，　sondern　auch

einzelne　Protokoll－urteile　fUr　objektiv　gehalten　werden　so！len．　So　wird　gczeigt

werden，　daB　eben　diese　Kritisierbarkeit　das　meint，　was　dietranszendentalelt

Grttnde，　d．　h．　der　transzendentale　Gegenstand　und　die　transzendenta！e　Ap－

P診rzeption圭iefer礁k6nnen．

　　Ich　nehme，　daS　sich　zwisehen　der　ersten　und　zweiten　Ausgabe　keine

wesentliche　gedankliche　Verljnderung　findet．　So　k6nnen　der　transzendentale

Gegenstand　und　die　transzendentale　Apperzeption　einheitlic｝i　folgendermatsen

interpretiert　werden　：　Der　Begriff　des　transzendentalen　GegL7nstandes　ttnter－

scheidet，　vom　Standpunkt　des　Realismus　aus，　den　objektiven　Gegenstand

（＝xe　d1e　Erscheinungen）　von　den　subjektiven　Vorstellungen，　ultd　er　ergtinzt

insofern　den　Begriff　der　transzendentalen　Apperzeption．

　　Dabei　m6chte　ich　，folgende　zeigen．
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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の　の　　Erstens：Weilδie　objektive　Erkenntnis　auf　die　Ubereinstimmung　mit　dem

Objekt　ziek　und　dadurch　kr玉tisiert　werde臓kann，　so　muS　der　transzendentale

GegenstaRd　notwendigerwe至se　als　ein　Kern　der　Verbindung　der　Vorsteilungen

iR　der　gegensttindliche　Erkenntnis　w呈rken．　D呈es　ist　nur　deshalb　m6glich，

we圭三der　transzendentale　Gegenstand　nicht　das　Ding　an　s三ch，　sonder最ein

Ausdruck　der　Gegensttindllchkeit　der　Erscheinu鷺gen　tiberhattpt量st．

　　Zweitens：D三e　Einheit　der　Apperzeption　kan鷺u礁s　nicht　als　solche　gegeben

werden，　sondern　nur　dadurch，　daB　die　Apperzeption　als　eln　Akt　den　Vor．

stellungen　d圭e　synthetische　Einheit　glbt，　wlrklich　gemacht　werden．　Man

kann　nur　reflektiere琵d　der　Einheit　bewu島t　werden．

　　Drittens：Damlt　die　ErkenntRis　intersubjektiv　kr圭tis圭ert　werden　kann，

mu｛3　sie　durch　Begr三ffe　ausgedrttckt　werden．　D三e　Begriffe　bestehen三n　der

Verbindung　der　Vorstellungen．　D圭ese圭st　die　Einheit，　die　man　aber　nicht

durch　die　Abstrak：ti◎n　gegebener　Begrlffe　erreicht，　sondern　nur　dadurch，　daB

man　d量e　Vorstellungen　aus　einem　Gesichtspttnkt　auffaBt．　Der　a玉lerallgemeinste

Gesichtspunkt，　der　sich魚allen　Erkenntnissen，　auch　in　allen　Pxotokoll－

urte圭！en　finden　so11，　ist　derjenige　der　Beziehung　auf　den　transzendentalen

Gegenstand．　Diesen　Gesichtspunkt　in　die　Vorstel至ungen　h呈ne圭nzttbringen　ist

gerade　der　Akt　der　transzendentalen　Apperzeption．

Explanatlon　in　Mstory

by　Takashi　Maruyama

　　The　current　discussions　about　the　nature　of　historical　explanatien　have

their　origin　in　an　article　by　C．　G．　Hempel　entitled　‘The　FunctioR　of

General　Laws　in　History’．　Hempel　argues　that　the　logical　structure　of

explanation，　or　the　function’　of　general　laws　in　explaRation，　is　basically　the

same　in　all　areas　of　scientific　inquiry，　and　ln　thls　sense　he　stresses　tke

methodological　unity　of　all　empirical　sciences．　Thus　the　nature　of　historlcal

method　eomes　to　be　unravelled　through　the　analysis　of　the　logical　structure　of
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