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認
識
と
超
越

f
カ
ン
ト
哲
学
の
場
合
1

杉
山
聖
一
郎

e
　
超
越
論
的
反
省
の
中
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
「
物
に
つ
い
て
の
現
象
は
、
我
々
の
感
性
の
産
物
で
あ
る
。
物
自
体
の
創
始
老
は
神
で
あ
る
。
」
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
哲
学
は
、
全
体
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

し
て
、
神
、
世
界
、
人
間
の
擁
を
め
ぐ
る
考
察
か
ら
な
る
。
現
象
界
と
叡
知
界
の
区
洌
、
及
び
客
観
的
認
識
の
対
象
を
前
者
の
み
に
限
る

こ
と
が
、
カ
ン
ト
の
批
判
哲
学
を
つ
ら
ぬ
く
基
本
思
想
で
あ
る
が
、
世
界
の
う
ち
で
人
間
が
認
識
と
い
う
独
自
な
営
み
を
な
す
と
き
、
認

識
の
対
象
は
、
何
故
、
ま
た
ど
の
よ
う
に
し
て
形
而
上
学
的
思
考
を
背
後
に
秘
め
た
「
現
象
」
と
い
う
あ
り
方
に
制
限
さ
れ
、
そ
の
よ
う

な
制
限
と
共
に
、
ど
の
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
独
自
の
超
越
論
的
思
索
が
呼
び
起
こ
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
物
広
々
と
現
象
の
区
別
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

も
の
も
、
思
考
の
運
動
の
結
果
で
あ
り
、
思
考
も
ま
た
時
閤
構
造
を
も
つ
限
り
、
二
つ
の
批
判
的
想
起
L
（
》
ω
ρ
し
d
ま
）
に
基
づ
く
。
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

起
と
は
内
面
化
を
も
た
ら
す
守
－
㎞
暮
錠
§
ぴ
Q
思
惟
の
運
動
で
あ
る
。
理
性
は
認
識
す
る
こ
と
の
内
面
に
ま
で
立
ち
帰
り
、
そ
の
よ
う
な
自

己
内
還
帰
の
遵
に
お
い
て
、
「
経
験
を
可
能
に
す
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
諸
制
約
」
（
〉
⑩
♪
ゆ
お
①
）
「
認
識
の
源
泉
」
（
》
ω
c
。
b
毅
）
そ
の
も
の

を
凝
視
す
る
の
で
あ
っ
て
、
認
識
の
対
象
そ
の
も
の
へ
向
か
う
の
で
は
な
い
。

　
一
七
七
二
年
二
月
マ
ル
ク
ス
・
ヘ
ル
ツ
宛
の
書
翰
の
中
で
、
感
性
界
と
叡
知
界
の
形
式
及
び
諸
原
理
に
つ
い
て
の
探
究
の
は
て
に
、
従

来
「
そ
れ
自
身
な
お
隠
さ
れ
て
い
た
形
而
上
学
の
全
秘
密
に
対
す
る
秘
鍵
」
を
手
に
入
れ
た
こ
と
を
カ
ン
ト
は
告
げ
て
い
る
。
「
形
而
上



　
学
の
全
秘
密
に
対
す
る
秘
鍵
し
と
は
、
超
越
論
的
紺
象
の
問
題
、
即
ち
「
我
々
の
内
で
蓑
暴
く
。
韓
㊦
鵠
§
α
q
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
対

　
　
象
へ
の
関
係
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
存
す
る
の
か
」
と
い
う
問
い
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
問
い
そ
の
も
の
こ
そ
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜

　
　
合
判
断
の
可
能
性
を
追
求
す
る
こ
と
と
し
て
主
題
化
さ
れ
、
認
識
に
お
い
て
働
い
て
い
る
綜
合
統
一
そ
の
も
の
の
内
面
に
ま
で
遡
り
、
綜

　
　
合
の
源
泉
を
想
い
起
こ
す
と
い
う
思
推
の
窟
己
内
還
帰
の
運
動
と
し
て
、
超
越
論
的
反
省
の
領
野
を
形
成
す
る
よ
す
が
で
あ
る
。

　
　
　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
反
省
は
ど
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
、
美
的
判
断
及
び
目
的
論
的
世
界
観
の
判
定
根

　
　
拠
を
問
う
「
判
断
力
批
判
」
第
七
十
六
節
の
中
で
、
人
間
的
知
性
の
根
本
構
造
を
獅
実
に
表
現
し
て
い
る
一
般
的
基
準
を
求
め
、
立
ち
入

　
　
つ
た
分
析
を
ほ
ど
こ
し
た
末
、
可
能
性
と
現
実
性
の
区
別
は
事
物
そ
の
も
の
の
も
つ
何
ら
か
の
性
格
を
示
す
も
の
で
は
な
い
が
、
両
者
を

　
　
分
離
す
る
こ
と
は
、
人
間
の
悟
性
に
と
っ
て
避
け
難
く
必
然
的
で
あ
り
、
そ
の
根
拠
は
「
主
観
及
び
そ
の
認
識
能
力
の
本
性
に
基
づ
く
し

　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
と
結
論
す
る
。
更
に
七
十
七
節
で
は
、
全
体
そ
の
も
の
の
端
的
な
直
観
で
あ
る
「
綜
合
的
普
遍
」
に
よ
る
神
的
直
観
的
短
性
と
対
照
し

　
　
て
、
人
間
的
悟
性
の
本
質
は
、
「
分
析
的
普
遍
」
即
ち
、
感
性
的
直
観
に
与
え
ら
れ
た
多
様
を
概
念
に
よ
り
包
摂
し
、
特
殊
を
比
較
分
析

　
　
す
る
比
量
知
で
あ
る
と
浮
彫
り
に
さ
れ
る
。
「
直
観
の
完
全
な
自
発
性
の
能
力
」
で
あ
る
原
型
的
知
性
葺
亀
⑦
。
ε
ω
錠
9
①
蔓
℃
信
。
・
に
あ
っ

　
　
て
は
、
ω
の
ぎ
と
ω
。
濠
鵠
、
自
由
と
必
然
、
思
推
と
直
観
、
可
能
と
現
実
と
い
っ
た
乖
離
は
見
い
出
さ
れ
な
い
の
に
比
べ
、
人
間
精
神
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

　
　
根
本
構
造
は
、
理
論
と
実
践
、
感
性
的
獲
観
と
悟
性
的
思
惟
と
い
っ
た
；
兀
性
を
も
つ
。
こ
の
よ
う
な
　
　
元
的
分
離
に
と
も
な
う
思
惟
の

　
　
自
己
内
還
帰
の
運
動
こ
そ
、
諸
表
象
一
般
を
認
識
能
力
と
比
較
し
て
、
あ
る
表
象
が
純
粋
悟
性
に
属
す
か
、
感
性
的
直
観
に
属
す
か
を
区

　
　
翔
す
る
熟
慮
と
さ
れ
る
超
越
論
的
反
省
で
あ
る
。
（
諺
騰
①
一
　
じ
d
し
。
一
¶
　
　
　
　
｝
）

　
　
　
感
性
的
直
観
と
思
惟
の
二
元
性
に
呼
応
し
た
現
実
性
或
い
は
穿
碧
窪
N
と
可
能
性
の
分
離
は
、
形
擶
上
学
的
思
惟
の
問
題
圏
の
中
で

　
　
考
え
ら
れ
た
暗
、
極
め
て
重
大
な
意
味
含
い
を
帯
び
て
来
よ
う
。
形
而
上
学
は
、
そ
の
本
性
と
歴
史
的
由
来
か
ら
し
て
、
神
論
の
絶
頂
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
有
と
思
推
の
同
一
性
を
観
取
す
る
○
簿
『
↓
冨
。
－
轡
。
σ
q
弾
で
あ
る
。
そ
う
し
た
有
・
神
・
論
的
体
制
の
下
で
、
有
と
思
惟
の
桐
即
を
如
実

　
　
に
示
し
て
い
る
の
は
、
①
器
お
跳
ω
臨
ヨ
鶴
β
Φ
窪
石
糟
諭
9
曽
蓉
に
β
。
蕊
器
8
。
。
ω
豊
鶴
筥
と
思
惟
さ
れ
る
神
が
、
そ
の
本
質
上
存
在
す
る
こ

036　
　
　
　
　
　
認
識
と
超
越
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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五
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

と
を
含
意
す
る
と
い
う
神
の
存
在
論
的
証
明
で
あ
ろ
う
。
殊
に
、
神
の
存
在
証
明
の
中
で
、
可
能
性
を
現
実
性
へ
自
在
に
転
化
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

の
は
う
イ
プ
ニ
ヅ
ツ
の
そ
れ
で
あ
る
。
初
期
の
カ
ン
ト
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
形
而
上
学
を
背
景
に
し
て
、
事
物
の
「
内
的
可
能
性
（
本

質
）
の
根
拠
と
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
性
一
般
の
究
極
的
根
拠
を
も
ま
た
含
ん
で
い
る
」
神
が
端
的
に
存
在
す
る
①
鉱
巴
興
窪
こ
と
は
必

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

然
的
で
あ
る
と
考
え
、
物
（
有
る
も
の
）
一
般
の
本
質
を
問
う
存
在
論
が
神
学
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
同
じ
時
期
、
自
然
学
の

領
域
で
も
、
宇
宙
の
無
限
性
は
「
神
の
諸
性
質
の
啓
示
さ
れ
る
領
野
」
と
し
て
、
「
神
の
知
性
に
最
初
か
ら
あ
ら
わ
れ
て
い
る
無
窮
性
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

概
念
」
を
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
自
然
哲
学
の
無
限
理
論
は
直
ち
に
し
か
も
必
然
的
に
自
然
神
学
へ
吸
収
さ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
可
能
性
と
現
実
性
と
は
、
「
前
者
が
あ
る
一
つ
の
事
物
の
表
象
を
、
我
々
の
概
念
と
そ
し
て
扁
般
に
思
惟
す
る
能
力
と
に

関
係
づ
け
定
立
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
し
か
し
後
面
は
、
事
物
を
そ
れ
自
身
に
お
い
て
（
こ
の
概
念
の
外
に
）
定
立
す
る
こ
と
を
意

　
（
1
3
）

味
す
る
。
」
可
能
性
と
現
実
性
の
あ
い
だ
の
落
差
は
定
立
の
違
い
で
あ
る
。
O
器
Φ
ぎ
と
は
「
事
物
の
絶
対
的
措
定
黛
①
煕
訂
。
一
三
Φ
勺
。
ω
錠
§

　
　
　
　
（
1
4
）

。
ぎ
＄
O
ぎ
σ
q
①
。
。
」
で
あ
る
。
存
在
論
的
証
明
の
う
ち
で
考
え
ら
れ
て
い
る
ω
鉱
器
げ
Φ
σ
Q
H
環
　
は
絶
対
的
措
定
と
し
て
の
0
9
。
。
・
①
ぎ
の
意
味
で

の
有
の
用
法
で
あ
る
が
、
《
O
o
詳
　
…
簿
》
と
い
う
命
題
に
お
い
て
、
神
と
い
う
主
語
概
念
に
述
語
づ
け
可
能
な
一
切
の
規
定
が
な
さ
れ
る

と
し
て
も
、
そ
れ
ら
の
規
定
は
「
単
に
可
能
性
を
表
現
す
る
概
念
」
（
》
①
①
ゆ
　
　
　
じ
σ
①
ト
り
相
　
　
　
　
略
）
で
あ
っ
て
、
絶
対
的
措
定
と
い
う
意
味
で
の
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

を
含
ん
で
は
い
な
い
。
「
現
存
在
は
何
か
あ
る
事
物
の
術
語
で
も
規
定
で
も
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
神
の
存
在
論
的
証
明
は
内
的
可
能
性

と
し
て
の
本
質
と
現
実
性
と
を
、
本
質
思
考
に
よ
る
純
粋
に
論
理
的
関
係
だ
け
で
同
一
視
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
「
論
理
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

存
在
」
と
「
実
在
的
存
在
」
の
取
り
違
え
が
あ
る
。
①
ω
。
・
2
辞
は
鼠
ω
3
コ
欝
を
含
ん
で
は
お
ら
ず
、
概
念
に
対
し
存
在
を
賦
与
す
る
た

め
に
は
、
「
概
念
か
ら
超
出
」
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
》
①
O
戸
　
切
①
卜
。
Φ
　
　
　
　
”
）

　
し
か
し
な
が
ら
、
有
の
意
味
を
措
定
或
い
は
定
立
と
し
て
、
述
語
を
主
語
に
関
係
づ
け
つ
つ
定
立
す
る
判
断
の
O
。
薯
ド
の
価
値
に
関

す
る
糊
対
的
論
理
使
用
の
み
を
許
容
し
、
他
の
諸
規
定
か
ら
引
き
離
し
た
こ
と
、
あ
る
い
は
、
様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
特
異
性
を
認
め
た

　
（
1
7
）

こ
と
は
、
実
体
、
属
性
、
時
間
、
空
間
と
い
っ
た
普
遍
的
観
念
が
客
観
的
実
在
性
を
表
現
し
う
る
か
否
か
、
袋
現
し
う
る
と
し
た
ら
、
ど



の
よ
う
に
表
現
し
う
る
の
か
と
い
う
極
め
て
深
刻
な
閥
題
を
惹
き
起
こ
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
有
・
神
論
的
根
本
構
造
を

も
つ
形
而
上
学
の
中
で
、
有
の
意
味
が
事
象
実
質
を
表
現
す
る
思
惟
の
カ
テ
ゴ
リ
…
か
ら
乖
離
す
る
こ
と
は
、
「
あ
る
も
の
」
を
「
あ
る

も
の
し
と
し
て
統
一
す
る
「
あ
る
も
の
の
有
」
。
。
①
ぎ
篇
舘
ω
守
護
窪
と
い
う
意
味
で
の
蒋
が
、
実
体
、
イ
デ
ア
、
神
と
い
う
観
点
か
ら
最

早
汲
み
取
ら
れ
え
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、
ω
Φ
ぎ
と
り
Φ
艮
窪
　
の
統
一
が
、
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
も
全
く
成
立
し
な
い
と

す
る
な
ら
、
思
惟
の
諸
豪
デ
ゴ
リ
ー
は
網
互
に
自
己
運
動
を
起
こ
す
の
み
で
、
そ
の
自
己
運
動
は
、
た
と
え
ば
、
向
き
合
っ
た
二
つ
の
鏡

が
、
互
い
の
像
を
写
し
零
し
、
更
に
映
し
出
さ
れ
た
鏡
像
の
中
に
他
方
の
鏡
の
中
に
映
し
出
さ
れ
た
自
ら
の
鏡
像
を
と
め
ど
な
く
映
し
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

す
だ
け
の
悪
無
限
の
相
貌
を
呈
す
る
で
あ
ろ
う
。
有
と
思
惟
の
統
一
が
有
・
神
論
的
な
も
の
で
は
な
く
、
別
の
観
点
か
ら
の
統
一
が
反
省

さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
統
一
を
關
明
す
る
反
省
が
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
反
省
で
あ
る
。
措
定
と
し
て
の
有
は
、
そ
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

な
有
の
本
質
の
由
来
す
る
場
所
と
し
て
、
建
増
的
主
観
性
の
内
で
究
明
さ
れ
る
。
「
主
観
性
へ
の
通
路
は
反
省
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
言
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

る
主
観
性
と
は
、
「
自
己
の
内
へ
反
省
（
帰
心
）
し
た
主
観
一
客
観
関
係
と
し
て
の
主
観
の
蒋
偏
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
超
越
論
的

反
省
と
は
、
思
惟
が
自
己
自
身
へ
立
ち
帰
り
、
そ
の
よ
う
な
自
己
内
還
帰
に
お
い
て
認
識
の
構
造
が
精
神
自
ら
に
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
を
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

る
運
動
で
あ
っ
て
、
意
識
化
さ
れ
て
い
な
い
膨
大
な
表
象
の
群
の
底
の
底
ま
で
照
ら
し
出
し
、
そ
の
謎
め
い
た
全
貌
を
解
き
明
か
し
た
り

す
る
も
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
哲
学
に
あ
っ
て
は
、
「
も
の
と
人
間
と
の
あ
い
だ
に
存
す
る
一
つ
の
次
元
が
、
も
の
の
彼
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

へ
と
ど
き
、
入
間
の
背
後
に
ま
で
帰
向
す
る
一
つ
の
次
元
が
醐
示
さ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
全
体
を
一
挙
に
直
観
す
る
神
的
悟
性
に
と
っ

て
、
反
省
は
無
意
味
で
あ
り
、
と
る
に
足
り
ぬ
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
人
間
が
有
限
で
あ
る
限
り
、
我
々
の
意
識
は
絶
え
ざ
る
忘
却

に
さ
ら
さ
れ
、
認
識
で
さ
え
流
れ
て
や
ま
ぬ
時
の
一
様
相
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
「
理
性
自
身
が
自
然
の
中
へ
投
げ
入
れ
て
い
る
も
の
」
（
切

×
＜
）
を
忘
却
か
ら
と
り
幽
す
批
判
的
想
起
、
そ
う
い
う
意
味
で
の
理
性
自
身
に
よ
る
理
性
そ
の
も
の
の
反
省
は
必
然
的
で
あ
る
。

6Q5

認
識
と
超
越

五
三
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〔
註
〕

（
1
）
　
溶
霧
け
、
ψ
α
Q
Φ
魯
ヨ
ヨ
。
｝
冨
ω
o
汀
一
津
窪
”
ぴ
屋
窪
q
，
ぎ
ロ
焦
曾
㌘
窪
譲
。
。
魯
。
鵠
≧
内
銭
㊦
鼠
①
直
門

　
　
罵
は
、
℃
翼
。
ω
。
妥
8
冨
ζ
。
藪
δ
轡
興
版
の
買
付
け
に
従
う
。
略
号
は
第
～
版
（
〉
）
、

　
　
す
。

五
四

≦
陣
。
。
ω
9
ω
0
7
紘
r
O
ご
典
×
く
囲
炉
o
Q
・
蒔
b
。
ρ
尚
、
純
粋
理
性
批
判
か
ら
の
引

第
二
版
（
し
σ
）
、
更
に
、
カ
ン
ト
全
集
か
ら
の
引
用
は
以
下
巻
数
の
み
を
記

（
2
）
　
こ
の
よ
う
な
問
題
圏
を
超
越
論
的
誓
学
が
動
い
て
い
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
最
晩
年
の
○
唱
蕩
℃
o
。
。
ξ
ヨ
¢
日
に
お
い
て
も
変
ら
な
い
。

（
3
）
　
「
こ
れ
に
反
し
て
、
空
間
に
お
け
る
現
象
と
い
う
超
越
論
的
概
念
は
一
つ
の
携
判
的
想
起
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
空
間
に
お
い
て
直
観
さ
れ
る
何
港
も
事
物
自
体
で

　
　
は
な
く
、
…
…
灼
象
自
体
は
我
々
に
全
く
未
知
で
あ
っ
て
、
我
々
が
外
的
対
象
と
名
づ
け
る
も
の
は
我
々
の
感
性
の
衷
象
に
ほ
か
な
ら
ず
、
感
性
の
形
式
は
空
聞
で
あ

　
　
る
が
、
そ
れ
の
真
の
相
形
者
、
即
ち
物
慈
体
そ
の
も
の
は
甕
闘
に
依
っ
て
は
全
く
認
識
さ
れ
て
お
ら
ず
、
認
識
さ
れ
う
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
し
か
し
ま
た
物
自
体
は

　
　
経
験
に
お
い
て
は
決
し
て
問
題
と
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
の
批
判
的
想
起
で
あ
る
」
。

（
4
）
　
¢
・
≦
「
墾
簿
σ
。
①
『
孚
ぎ
。
ヨ
睾
。
5
窃
q
δ
象
ω
O
㊦
蜂
β
乎
帥
｝
．
じ
6
ξ
ω
』
①
野

（
5
）
　
郎
鼻
準
姦
＾
創
。
【
9
け
①
匿
自
鋒
や
℃
議
●
¢
箒
費
ω
』
①
刈
■

（
6
）
　
囲
き
び
。
ワ
食
r
ω
．
嬉
N
ふ
．

（
7
）
　
㌶
。
瞑
⑦
筏
⑦
器
。
び
㌶
o
葺
囲
貯
一
樽
呂
臨
望
康
賃
§
斜
○
餌
韓
ず
。
【
潔
①
ω
冨
羅
巳
一
ぎ
ぴ
q
r
う
望
ω
6
駆
伊

（
8
）
　
＜
α
Q
ド
望
0
8
門
頃
窪
甑
。
ダ
σ
o
増
。
欝
ε
　
£
ぎ
器
Q
o
貯
9
。
・
ぎ
芝
魚
。
。
・

（
9
）
　
「
と
い
う
わ
け
で
、
神
（
す
な
わ
ち
必
然
的
存
在
）
だ
け
が
、
可
能
的
な
ら
ば
現
に
か
な
ら
ず
存
在
す
る
と
い
う
、
こ
の
特
長
を
も
っ
て
い
る
。
制
限
も
、
否
定
も

　
　
ふ
く
ま
ず
、
従
っ
て
矛
盾
も
倉
ま
な
い
も
の
の
笥
能
性
を
さ
ま
た
げ
る
も
の
は
な
い
か
ら
、
可
能
性
と
い
う
点
だ
け
で
十
分
、
神
の
存
在
は
ア
・
プ
ジ
ォ
ジ
に
知
る
こ

　
　
と
が
で
き
る
。
我
々
は
そ
れ
を
、
永
遠
真
理
の
実
在
性
に
よ
っ
て
も
紐
明
し
た
。
」
○
．
乏
’
富
ぴ
凱
F
竃
。
面
傷
。
ざ
σ
q
瞳
ρ
O
δ
℃
議
。
ω
o
讐
帥
。
・
。
冨
謙
5
0
。
芹
聾
①
p
9

　
　
惚
伊
　
ω
．
黛
餅

（
1
0
）
　
汽
タ
。
艮
》
U
o
門
①
ヨ
N
謄
ヨ
£
配
0
7
0
じ
む
Φ
’
＜
魚
薦
『
墓
臨
N
葺
O
o
ヨ
。
暴
け
鎚
瓜
量
山
霧
O
霧
①
葺
O
o
斤
8
ω
’
し
睡
鐸
H
一
●
ω
．
お
．

（
1
1
）
　
｝
ハ
雪
戸
〉
＝
碧
ヨ
0
5
0
属
鉛
け
仁
薦
霧
。
ご
。
算
⑦
毒
匹
門
7
0
0
ユ
①
血
窃
墨
霞
話
一
幹
ご
g
窮
囲
◆
ω
．
。
。
8
●

（
1
2
）
　
鍔
訟
臥
ヨ
ω
o
毘
ポ
ω
陣
鼠
冨
昌
曽
霞
℃
｝
豊
9
8
ご
。
囲
ヨ
ヨ
ρ
雲
③
＝
〈
雪
貫
温
田
α
写
6
鰯
．
¢
卜
。
8
．

（
1
3
）
　
剛
ハ
雪
朗
ス
ニ
議
（
低
費
q
ほ
亀
ω
ξ
既
け
▼
ω
．
卜
。
＄

（
1
4
）
　
際
繕
∬
O
c
自
『
r
ひ
拶
N
面
ヨ
α
σ
Q
ぽ
ゲ
①
し
d
①
毛
。
冨
σ
q
昌
鼠
N
霞
O
⑦
ヨ
9
牌
霞
自
。
賦
。
鋒
恥
。
ω
O
霧
切
ヨ
O
o
茸
。
ω
甲
ご
5
匹
．
囲
H
．
ω
・
圃
ω
■



（
1
5
）
　
欝
夢
。
ワ
。
…
帥
‘
幹
話
’

（
1
6
）
　
篤
雪
的
○
冨
各
器
ジ
男
。
噂
き
鶴
巳
薯
。
う
船
。
P
穴
き
仲
の
欝
9
睾
δ
《
も
Q
．
b
⊃
9

（
1
7
）
　
「
様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
そ
れ
が
述
語
と
し
て
附
加
さ
れ
る
概
念
を
、
客
観
の
規
定
と
し
て
い
さ
さ
か
な
り
と
も
増
す
こ
と
は
な
く
、
た
だ
認
識
能
力
に
対
す
る

　
　
関
孫
を
表
現
す
る
と
い
う
特
異
性
を
有
す
。
」
（
》
鎗
ρ
ゆ
さ
。
①
Φ
）

（
1
8
）
　
こ
の
こ
と
は
、
即
ち
、
例
え
ば
神
に
よ
る
統
一
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
場
合
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
。
モ
ナ
ド
が
、
無
隈
に
調
称
的
な
虞
己
意
識
化
の
舞
台

　
　
と
し
て
字
宙
を
表
現
す
る
「
生
き
た
鏡
」
で
あ
る
の
は
、
神
に
よ
る
不
断
の
尖
光
を
あ
び
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
「
観
点
に
応
じ
て
宇
宙
を
表
出
す
る
実
体
」
は

　
　
神
が
「
宇
憲
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
視
点
を
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
薩
み
出
さ
れ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
「
神
に
よ
る
不
断
の
尖
光
」
「
神
に
よ
る
視
点
」
に
よ
る
統
一

　
　
を
央
う
な
ら
、
各
モ
ナ
ド
間
に
は
と
ど
め
よ
う
と
も
と
め
ら
れ
え
ぬ
混
乱
、
乱
想
が
起
る
だ
け
と
な
ろ
う
。
＜
α
q
野
O
・
≦
・
い
。
ひ
昆
N
’
置
。
冨
伽
。
ざ
α
Q
陣
ρ
O
｝
ω
o
o
厳
の
浄

　
　
日
勲
轡
ξ
ω
5
葛
，

（
1
9
）
　
銀
．
頴
⑦
哉
£
σ
q
①
び
劉
長
け
、
ω
↓
げ
①
ω
。
夢
曾
山
器
ω
臥
詳
≦
£
ヨ
舞
搾
Φ
静
≦
寓
。
ユ
9
器
。
の
8
鴇
欝
9
言
塑
牢
§
竃
母
帥
曽
導
鼠
鋤
ぼ
巳
①
メ
ω
◆
ω
8
．

（
2
0
）
　
鍔
¢
①
置
。
び
q
α
Q
9
観
σ
Q
。
『
野
仔
Q
象
｛
瓢
巽
国
諏
鋳
昌
潔
”
誕
。
即
壽
畿
㊦
”
ω
曾
お
蒔

（
2
1
）
　
こ
の
よ
う
な
無
意
識
の
領
域
に
つ
い
て
は
、
淡
。
箕
讐
》
暮
聞
。
℃
0
5
ぴ
q
δ
博
瓢
自
白
ぴ
q
ヨ
舞
冨
。
び
曾
鵠
ヨ
甑
。
ゲ
け
u
C
d
α
’
＜
囲
り
ω
◆
轡
ω
窃
も
■
O
．
○
・
匂
旨
鱒
◎
σ
臼
○
歪
渇
巳
⇔
σ
Q
ぐ
う
昌

　
　
儒
霞
〉
暴
同
》
・
湯
3
窪
誇
楼
。
ぎ
幽
£
す
≦
聾
①
？
＜
巴
鋤
庁
Q
”
Ω
8
5
お
β
●
ω
‘
ド
①
参
照
。

（
2
2
）
　
ミ
●
踏
①
哉
①
σ
q
α
q
。
が
9
。
孚
帥
鷺
”
拶
。
ぴ
氏
①
ヨ
簑
£
㌧
詔
旨
茎
Φ
営
塁
。
白
く
の
臨
お
↓
豊
門
養
Φ
ロ
同
8
斡
ω
．
誌
り
．

⇔
　
空
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
西
洋
近
世
の
哲
学
の
古
典
時
代
に
「
空
間
問
題
の
核
心
」
を
な
し
て
い
た
の
は
、
形
而
上
学
的
問
題
な
の
で
あ
り
、
形
而
上
学
的
観
点

　
　
と
密
接
に
か
ら
み
合
っ
た
自
然
科
学
的
、
数
学
的
、
或
い
は
心
理
学
的
問
題
で
あ
っ
た
。
そ
の
際
、
空
間
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
的
闘
題

　
　
は
二
種
類
に
区
劉
さ
れ
よ
う
。
ま
ず
第
一
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
空
間
の
一
性
と
分
割
不
可
能
牲
、
無
限
性
と
全
体
性
、
点
多
様
体
と
連

　
　
続
性
と
い
っ
た
空
間
そ
の
も
の
の
構
造
に
か
か
わ
る
空
間
の
特
徴
づ
け
で
あ
り
、
第
二
は
、
そ
の
よ
う
な
空
聞
の
存
在
論
的
位
置
づ
け
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
或
い
は
、
一
見
空
間
と
は
全
く
対
照
的
な
在
り
方
を
示
す
と
思
わ
れ
る
「
魂
を
も
っ
た
精
神
的
存
在
者
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。

餅　
　
　
　
　
　
　
認
識
と
超
越
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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折
口
学
研
…
究
　
籠
〃
五
百
一
瓢
十
七
具
y
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

　
ま
ず
第
二
の
点
か
ら
い
う
な
ら
、
批
判
期
の
カ
ン
ト
の
空
間
論
に
よ
れ
ば
、
時
・
空
形
式
の
下
で
我
々
人
間
が
認
識
す
る
対
象
は
現
象

で
あ
っ
て
、
空
間
と
時
間
は
感
姓
的
直
観
の
純
粋
形
式
で
あ
り
、
我
々
の
心
が
触
発
さ
れ
る
仕
方
に
他
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
の
空
間
論

は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
空
閥
論
を
考
慮
し
つ
つ
、
空
間
の
実
体
性
、
空
間
に
宿
る
神
の
面
影
を
剥
奪
し
て
行
く
一
方
、
…
数

学
や
自
然
科
学
の
真
理
に
つ
い
て
の
認
識
論
的
省
察
に
よ
り
空
間
の
「
ぎ
・
構
造
」
を
本
質
約
と
認
め
、
例
え
ば
、
物
と
そ
の
鏡
像
、
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

我
の
右
手
と
左
手
な
ど
は
向
き
が
異
な
っ
て
い
て
同
一
次
元
で
は
重
ね
合
す
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
に
注
目
し
、
空
間
を
感
性
的
直
観
の

形
式
と
す
る
。
第
一
の
点
に
つ
い
て
は
カ
ン
ト
の
考
え
に
よ
れ
ば
、
多
様
な
部
分
空
間
を
そ
の
制
限
と
す
る
、
根
源
的
な
、
唯
一
に
し
て

包
括
的
な
空
間
飢
2
。
戴
ぴ
q
①
¢
。
ま
①
霧
ω
窪
伽
Φ
渕
窪
ヨ
の
本
性
は
全
体
8
酔
ロ
ヨ
で
あ
っ
て
、
合
成
体
8
ヨ
醤
。
・
冨
導
で
な
い
こ
と
、
従
っ

て
達
続
体
で
あ
る
こ
と
、
次
に
無
隈
性
で
あ
る
。
解
毒
が
け
。
潜
艦
で
あ
り
、
連
続
的
で
あ
る
と
は
、
空
間
が
単
純
な
部
分
か
ら
合
成
さ

れ
て
い
な
い
こ
と
、
そ
の
部
分
が
な
お
分
割
し
う
る
大
き
さ
を
も
っ
た
扁
つ
の
空
間
で
あ
る
こ
と
、
空
聞
の
す
べ
て
の
部
分
は
再
び
空
間

で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
点
が
空
聞
の
極
隈
で
あ
っ
て
部
分
で
な
い
こ
と
、
空
間
の
無
隈
可
分
謝
性
、
全
体
が
部
分
に
先
立
つ
と
い
う

こ
と
も
連
続
性
と
必
然
的
に
関
係
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
の
空
閾
論
が
結
実
す
る
の
は
超
越
論
的
反
省
の
成
果
で
あ
る
が
、
以

上
の
よ
う
な
構
造
を
も
っ
た
無
限
な
全
一
的
空
間
が
感
性
的
直
観
の
形
式
で
あ
り
、
現
象
の
秩
序
形
式
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を

言
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
以
下
、
存
在
論
的
、
自
然
科
学
的
背
景
を
摘
出
し
つ
つ
、
カ
ン
ト
の
空
間
論
に
伏
在
す
る
問
題
を
追
求
し
て
み
よ

う
。　

カ
ン
ト
の
空
間
論
は
、
自
然
科
学
上
の
聞
題
を
扱
っ
た
ご
く
初
期
の
著
作
の
中
か
ら
は
じ
ま
る
。
カ
ン
ト
は
、
は
じ
め
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

の
多
元
論
の
影
響
色
濃
い
思
索
の
中
で
、
空
間
は
諸
実
体
の
存
在
に
土
台
を
も
つ
現
象
の
秩
序
関
係
と
考
え
て
い
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

よ
れ
ば
、
空
間
と
は
共
在
の
「
秩
序
で
あ
っ
て
、
物
で
は
な
い
。
」
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
、
物
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
の
実
体
と
は

モ
ナ
ド
或
い
は
そ
の
個
翔
的
変
様
と
同
一
だ
が
、
空
間
上
の
差
異
性
は
、
単
に
モ
ナ
ド
の
外
的
な
関
係
表
現
で
あ
っ
て
、
観
念
的
で
あ

る
。
運
動
の
連
続
性
を
取
り
上
げ
て
み
よ
う
。
解
析
数
学
は
、
運
動
を
物
体
の
場
所
的
変
移
だ
け
で
な
く
、
物
体
の
あ
る
瞬
間
に
お
け
る



　
　
空
聞
的
な
多
の
無
限
和
と
し
て
取
り
扱
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
で
、
空
間
的
延
長
を
最
早
も
た
な
い
無
限
小
に
つ
い
て
の
認
識
と
、
現

　
　
象
す
る
延
長
体
に
つ
い
て
の
知
識
の
結
合
が
必
然
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
結
合
に
よ
っ
て
導
か
れ
る
の
は
、
無
限
小
の
存

　
　
在
と
無
限
分
割
可
能
性
と
い
う
空
間
的
連
続
性
に
ま
つ
わ
る
ア
ポ
リ
ア
で
あ
る
。
実
在
的
な
る
も
の
は
現
実
に
あ
る
分
節
化
が
な
さ
れ
て

　
　
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
た
と
え
思
考
実
験
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
も
、
空
間
は
無
限
に
分
割
可
能
な
こ
と
、
つ
ま
り
、
有
限
な
物
体
を
空
間

　
　
の
中
で
定
義
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
無
限
に
分
割
し
な
く
て
は
な
ら
ず
、
こ
の
よ
う
な
観
念
上
の
無
限
分
割
可
能
性
が
空
聞
の
本
性
に
属

　
　
し
て
い
る
以
上
、
空
聾
的
延
長
は
現
象
的
℃
訂
魯
。
彗
窪
巴
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身
に
と
っ
て
は
、
空
聞
（
及
び
時
間
）
が
現
象

　
　
の
秩
序
で
あ
っ
て
、
実
体
と
し
て
の
モ
ナ
ド
の
内
的
規
定
で
は
な
い
こ
と
が
、
連
続
体
の
迷
路
か
ら
の
解
放
を
意
味
し
た
の
で
あ
り
、
こ

　
　
の
解
放
は
、
具
体
的
に
は
、
真
の
無
限
性
は
空
閲
の
そ
れ
で
は
な
く
、
力
の
無
限
性
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
事
と
対
応
し
て
、
無
限
概
念
の

　
　
単
な
る
弁
証
法
的
分
析
の
場
に
、
微
分
・
積
分
計
算
と
い
う
数
学
的
手
段
に
よ
る
解
析
法
が
ラ
イ
プ
ユ
ッ
ツ
そ
の
人
に
よ
っ
て
創
意
さ
れ

　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
た
こ
と
に
よ
る
。
カ
ン
ト
が
霊
闘
を
現
象
の
形
式
と
考
え
た
の
は
、
共
在
の
関
係
秩
序
と
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
規
定
を
と
り
あ
え
ず
受

　
　
け
継
い
で
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
次
に
、
先
に
挙
げ
た
よ
う
な
構
造
を
も
ち
、
し
か
も
、
ぎ
・
構
造
に
着
参
し
て
直
観
で
あ
る
こ
と
の
証
拠
と
さ
れ
る
空
間
そ
の
も
の
の

　
　
性
格
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
窒
間
に
つ
い
て
唯
一
の
空
間
と
部
分
空
間
の
関
係
を
表
現
す
る
時
、
例
え
ば
、
「
（
我
々
の
心
の
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
格
で
あ
る
）
外
官
を
介
し
て
、
我
々
は
対
象
を
我
々
の
外
に
¢
・
¢
ゆ
費
§
ω
あ
る
も
の
と
し
て
考
え
る
と
共
に
、
総
じ
て
叙
官
の
中
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
い
て
ぎ
愚
考
導
①
表
象
す
る
」
（
》
卜
⊃
ω
　
ゆ
ω
刈
　
　
　
”
）
「
ど
の
よ
う
な
対
象
も
そ
の
内
に
見
出
さ
れ
な
い
し
（
》
も
。
♪
ご
d
G
。
c
。
）
「
空
間
の
諸
部
分
は
唯
一

　
　
の
包
括
的
な
空
間
に
い
わ
ば
そ
の
構
成
要
索
と
し
て
（
そ
の
構
成
要
素
か
ら
空
間
の
複
合
体
が
可
能
と
な
る
）
先
立
つ
の
で
は
な
く
、
た

　
　
だ
そ
の
よ
う
な
空
間
の
中
で
の
み
考
え
ら
れ
う
る
」
（
》
8
噛
じ
d
G
。
O
）
と
言
う
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
使
用
さ
れ
て
い
る
「
汐
」
と
は
空
間
構

　
　
造
の
ど
の
よ
う
な
事
態
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
唯
一
の
包
括
的
空
間
と
の
関
係
で
考
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
一
見
し
て

　
　
明
ら
か
な
よ
う
に
み
え
る
。
即
ち
、
「
ぎ
・
溝
造
」
と
は
黛
大
な
容
器
の
よ
う
に
想
建
さ
れ
る
絶
対
空
間
と
部
分
空
間
の
関
係
で
あ
り
、

伽　
　
　
　
　
　
認
識
と
超
越
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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暫
学
研
究
　
第
五
百
三
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

感
性
的
証
観
の
形
式
と
し
て
の
カ
ン
ト
の
空
間
論
を
所
謂
箱
説
と
す
る
考
え
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
空
間
論
が
エ
ユ
ー
ト
ソ
力
学
の
誓
学
的

基
礎
づ
け
で
あ
り
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
の
空
間
が
絶
対
空
間
、
ユ
…
ク
リ
ッ
ド
空
間
と
結
合
し
て
考
え
ら
れ
る
限
り
、
空
間
“
容
器
説
の

線
上
に
カ
ン
ト
も
い
た
と
い
う
解
釈
は
抜
き
難
い
。
空
間
を
純
粋
直
観
と
し
て
「
認
識
源
泉
」
と
考
え
る
一
方
、
物
理
的
な
実
在
空
間
に

つ
い
て
は
絶
対
空
問
を
あ
た
か
も
カ
ン
ト
が
容
認
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
解
釈
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
絶
紺
空
間
を
カ
ン
ト
は
「
架

空
物
α
註
ぎ
σ
q
」
（
諺
ω
O
切
㎝
①
　
　
　
噂
）
と
し
て
そ
の
不
条
理
の
故
に
否
定
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
し
か
も
、
カ
ン
ト
が
財
閥
が
「
概

念
」
で
な
く
「
直
観
」
で
あ
る
こ
と
の
論
拠
と
し
て
空
間
の
無
限
性
（
「
空
間
は
無
限
に
与
え
ら
れ
た
量
と
し
て
考
え
ら
れ
る
」
（
し
d
。
。
㊤
）
）

を
挙
げ
て
い
る
以
上
、
「
唯
一
の
包
括
的
空
間
」
を
絶
対
空
閥
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
、
空
間
上
の
無
限
に
ま
つ
わ
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を

誘
発
す
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
弁
証
論
に
お
け
る
第
一
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は
、
無
限
な
絶
対
空
間
を
前
提
し
た
と
き
生
ず
る

ア
ポ
リ
ア
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
絶
対
空
間
が
論
難
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な
論
難
は
ど
の

よ
う
な
空
間
論
に
基
づ
く
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
第
一
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
当
該
箇
所
に
鼠
を
向
け
て
み
よ
う
。

　
「
第
一
ア
ン
チ
ノ
ミ
…
」
は
定
立
に
せ
よ
反
定
立
に
せ
よ
、
背
理
法
に
よ
る
証
明
で
あ
る
か
ら
、
他
方
の
前
提
を
論
駁
す
る
た
め
の
論

拠
こ
そ
、
証
明
の
申
の
積
極
的
な
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
な
目
で
み
た
と
き
、
殊
に
反
定
立
に
あ
げ
ら
れ
る
論
拠
は

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
空
間
の
根
対
説
に
く
み
す
る
よ
う
な
議
論
の
展
開
に
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
も
し
世
界
が
空
間
上
有
限
で
限
界
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
空
虚
な
空
間
の
う
ち
に
存
在
す
る
な
ら
ば
、
「
空
間
の
中
に
お
け
る
事
物
の
関

係
①
ぎ
＜
⑦
「
試
ぎ
凶
ω
血
2
0
ぎ
α
q
・
凡
ミ
肉
職
ミ
ミ
ば
か
り
で
な
く
、
事
物
の
空
聞
に
対
す
る
関
係
も
見
毘
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
」

（
b
心
N
刈
　
　
し
d
心
α
G
別
　
　
　
　
噌
）
「
空
虚
な
空
間
に
対
す
る
世
界
の
関
係
は
何
等
か
の
対
象
に
対
す
る
世
界
の
関
係
で
も
な
い
」
（
》
誌
ρ
じ
d
覇
刈
）
。
世
界
と

空
虚
な
絶
対
空
間
と
の
関
係
づ
け
は
無
意
味
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
以
上
の
カ
ン
ト
の
証
明
は
明
白
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

憶
界
的
な
事
物
相
互
の
空
間
的
関
係
づ
け
が
、
「
空
間
の
中
に
お
け
る
事
物
の
関
係
」
と
い
う
表
現
を
と
る
の
に
対
し
、
遺
り
に
存
在
す

る
と
す
る
な
ら
「
世
界
の
絹
関
老
」
（
〉
島
P
じ
づ
蒔
紹
）
で
あ
る
空
虚
な
世
界
外
空
間
と
の
関
係
づ
け
は
、
「
事
物
の
空
間
に
対
す
る
関
係
」
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と
い
う
表
現
を
と
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
空
間
の
ぎ
・
講
造
が
、
内
世
界
的
な
事
物
の
相
互
関
係
を
表
現
す
る
こ
と
以

外
の
何
物
を
も
意
味
し
な
い
。
J
・
ベ
ネ
ッ
ト
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
ブ
乱
ッ
ツ
流
の
空
間
の
相
対
説
は
次
の
よ
う
な
形
式
で
湿
糠
で
き
る
。

「
事
物
が
ど
こ
に
あ
る
か
（
空
間
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
）
に
つ
い
て
の
言
明
は
、
事
物
が
梱
互
に
ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
か
（
空

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

間
の
中
に
お
い
て
ぎ
。
・
聴
8
）
に
つ
い
て
の
言
明
に
還
元
し
う
る
。
嬬
野
老
の
種
類
の
フ
ァ
ク
ト
全
体
を
越
え
出
て
し
ま
う
前
者
の
種
類

の
フ
ァ
ク
ト
は
存
在
し
え
な
い
。
「
す
べ
て
の
場
所
○
塔
は
た
だ
宇
富
に
お
い
て
の
み
崖
噌
ぎ
嬬
混
く
①
謎
あ
り
、
従
っ
て
宇
笛
そ
の
も

の
は
ど
の
よ
う
な
場
断
に
も
存
在
し
な
い
し
（
跨
q
O
卜
。
悟
じ
d
㎝
ω
O
）
。
初
期
の
春
作
で
も
「
舞
岡
営
ヨ
Φ
」
「
碧
B
切
⊆
。
鵡
B
①
し
と
い
う
表
現
は
、
関

係
的
、
絶
対
的
と
い
う
区
分
法
に
対
応
し
て
お
り
、
こ
の
表
現
方
法
は
絶
対
空
間
の
存
在
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
「
方
位
論
」
で
も
同
じ

で
あ
る
。
「
方
位
論
」
で
は
、
「
空
界
の
中
に
お
け
る
あ
る
事
物
の
別
な
も
の
と
の
関
係
」
は
「
こ
れ
ら
の
位
置
の
体
系
の
絶
対
空
間
に
対

、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

す
る
関
係
」
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
さ
れ
て
い
る
。
更
に
、
空
聞
は
「
現
象
の
相
関
者
」
で
な
く
、
「
現
象
そ
の
も
の
の
形
式
」
で
あ
る
（
》

お
ト
。
M
切
ま
。
）
と
い
う
前
後
の
文
脈
か
ら
し
て
、
現
象
の
秩
序
づ
け
と
さ
れ
る
形
式
と
し
て
の
空
間
は
、
あ
る
絶
対
的
規
準
系
に
対
し
て
な

さ
れ
る
現
象
の
秩
序
づ
け
で
は
な
く
、
梱
報
空
閥
の
直
答
規
定
に
よ
る
現
象
の
秩
序
づ
け
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
以
上
の
考
察
か

ら
帰
結
す
る
こ
と
は
、
空
聞
の
圃
等
構
造
が
容
器
と
し
て
イ
メ
…
ジ
さ
れ
る
よ
う
な
空
虚
な
絶
対
空
問
と
そ
の
部
分
空
間
と
の
関
係
を
示

す
も
の
で
は
決
し
て
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
絶
対
空
聞
の
問
題
は
、
近
世
の
自
然
学
の
運
動
論
と
密
接
に
考
え
ら
れ
る
限
り
、
カ
ン
ト
も
ま
た
オ
イ
ラ
ー
が
な
し

た
よ
う
に
、
一
種
の
認
識
論
的
要
請
と
し
て
こ
の
問
題
を
考
え
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
は
処
女
作
「
活
力
測
定
考
し
の
中

で
は
、
空
間
の
在
り
方
を
物
理
的
力
の
作
用
法
則
に
依
存
す
る
実
在
的
な
力
の
張
ら
れ
た
場
の
よ
う
に
考
え
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
重
力
法
則

が
二
物
体
聞
の
顕
離
の
逆
二
乗
の
形
で
表
現
さ
れ
る
こ
と
に
滋
次
元
空
聞
の
由
来
を
求
め
て
い
る
。
「
一
つ
の
物
の
性
質
と
し
て
現
わ
れ

る
も
の
は
す
べ
て
、
そ
の
物
の
完
全
な
根
拠
を
う
ち
に
蔵
す
る
も
の
か
ら
導
き
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
延
長
の
諸
性
質
、
従
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

三
次
元
も
ま
た
、
実
体
が
こ
れ
と
結
合
し
て
い
る
物
に
関
し
て
有
す
る
力
の
性
質
に
基
づ
く
の
で
あ
ろ
う
。
」
こ
の
車
越
し
た
着
想
は
精

　
　
　
　
認
識
と
超
越
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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六
〇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

密
な
数
学
的
定
式
化
を
欠
い
て
い
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
カ
ン
ト
が
空
間
の
構
造
を
力
の
作
用
法
則
に
由
来
す
る
と
考
え
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

こ
と
で
あ
る
。
「
物
理
的
単
子
論
」
に
よ
れ
ば
、
空
間
は
そ
れ
賦
質
で
独
立
に
存
在
す
る
も
の
で
は
な
く
、
「
実
体
の
外
的
現
前
の
場
」
で

あ
る
。
以
上
の
よ
う
な
空
間
論
を
前
提
し
た
上
で
、
カ
ン
ト
の
運
動
論
を
考
え
る
と
、
あ
る
内
面
的
な
つ
な
が
り
が
み
ら
れ
よ
う
。

　
カ
ン
ト
は
「
運
動
と
静
比
の
新
概
念
」
と
い
う
小
論
文
の
中
で
、
円
運
動
を
も
含
め
す
べ
て
の
運
動
が
栢
対
的
で
あ
り
、
我
々
の
琶
に

は
静
止
し
て
い
る
よ
う
に
映
ず
る
も
の
で
あ
っ
て
も
、
「
あ
る
物
体
が
ど
の
事
物
に
関
し
て
静
慮
し
て
い
る
の
か
を
付
け
加
え
る
こ
と
な

し
に
、
そ
の
物
体
が
静
止
し
て
い
る
と
は
決
し
て
糾
え
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
物
体
の
絶
対
的
運
動
乃
釜
静
止
の
た
め
の
基
準
系
と
し
て

「
ど
の
よ
う
な
被
造
物
も
存
在
し
な
い
空
虚
な
数
学
的
空
問
を
物
体
の
容
器
と
し
て
心
に
思
い
描
こ
う
と
役
立
た
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
い
う

の
は
、
何
ら
物
体
的
な
も
の
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
な
い
空
間
の
す
べ
て
の
部
分
と
相
異
な
る
場
所
と
を
一
体
何
に
よ
っ
て
区
別
す
べ

　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

き
な
の
だ
ろ
う
か
」
と
言
う
。
カ
ン
ト
が
こ
の
小
論
の
中
で
運
動
の
根
対
性
を
最
終
的
な
帰
結
に
ま
で
追
求
す
る
論
点
は
、
そ
れ
に
関
し

て
他
の
物
体
が
運
動
し
て
い
る
い
ず
れ
の
物
体
も
そ
れ
自
身
運
動
し
て
お
り
、
従
っ
て
、
一
物
体
が
絶
対
的
静
延
に
あ
る
他
の
も
の
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

し
て
始
動
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
と
、
作
用
と
反
作
用
は
物
体
の
衝
突
に
於
い
て
常
に
等
し
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
更
に
カ
ン
ト
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
門
運
動
の
絶
対
性
を
証
明
す
る
た
め
に
引
き
出
し
た
論
拠
の
力
を
そ
ぐ
た
め
、
慣
性
力
く
帥
。
・
ぎ
①
三
器

に
批
糊
の
鋒
先
を
向
け
る
。
一
；
…
ト
ン
は
「
自
然
哲
学
の
数
学
的
原
理
〕
の
定
義
3
の
注
釈
の
中
で
、
二
つ
の
物
体
が
衝
突
す
る
際
の

慣
性
力
は
、
抵
抗
或
い
は
ぎ
需
ε
。
・
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
こ
こ
で
疑
問
と
な
る
の
は
、
運
動
し
て
い
る
物
体
が
静
止
し
て
い
る
物
体
と

接
触
し
た
そ
の
瞬
間
に
、
そ
の
物
体
の
く
陣
ω
幕
冨
の
平
衡
が
ど
の
よ
う
に
し
て
急
激
に
か
き
乱
さ
れ
、
ど
の
よ
う
に
し
て
近
づ
く
物
体

の
方
向
と
反
対
の
方
向
に
働
く
の
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
現
象
を
静
止
し
て
い
る
物
体
は
近
づ
い
て
来
る
物
体
に
対
し

相
対
的
に
は
運
動
し
て
い
る
と
み
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
中
で
、
カ
ン
ト
は
絶
対
運
動
と
し
て
考
え
ら
れ
た
慣
性
力
を
否
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

す
る
。
更
に
「
自
然
学
の
形
而
上
学
的
基
礎
論
」
の
中
で
も
、
カ
ン
ト
は
く
勝
ヨ
①
三
器
を
全
く
受
け
入
れ
て
い
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
に
運
動
の
糧
対
性
の
思
想
を
押
し
進
め
る
こ
と
は
、
し
か
し
な
が
ら
、
空
聞
に
関
す
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
思
想
の
存
在
論



　
　
的
前
提
に
同
意
す
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
ク
ラ
ー
ク
と
の
往
復
書
簡
の
中
で
共
在
8
①
臨
無
窪
8
の
関
係
と
い
う
空

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
間
の
相
対
性
を
論
証
し
た
の
は
、
神
の
創
造
行
為
に
伴
う
充
足
理
由
律
の
助
け
を
か
り
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
カ
ン
ト
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

　
　
か
ら
離
れ
る
理
由
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
空
間
論
が
神
義
諭
的
観
点
を
も
つ
こ
と
だ
け
で
な
く
、
よ
り
深
い
処
に
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

　
　
す
な
わ
ち
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
空
聞
を
「
現
象
的
」
と
考
え
た
こ
と
は
、
自
然
の
存
在
論
的
空
無
化
を
含
意
す
る
。
「
空
間
と
時
間
に
つ
い
て

　
　
な
さ
れ
た
議
論
の
中
で
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
明
白
に
示
さ
れ
た
の
は
、
合
理
主
義
が
ど
の
よ
う
に
し
て
相
対
主
義
へ
、
そ
し
て
最
後
に
は
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
然
の
存
在
論
的
空
無
量
と
い
う
観
念
へ
舞
い
上
が
っ
て
行
っ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
現
象
概
念
が
こ
の
よ
う
な

　
　
傾
向
を
含
意
し
て
い
る
と
し
て
も
、
カ
ン
ト
の
現
象
概
念
は
そ
う
し
た
芸
無
化
に
至
る
傾
向
は
よ
り
希
薄
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
知
覚
可
能
な
も
の
は
、
従
っ
て
現
象
は
現
実
性
を
も
つ
の
で
あ
っ
て
、
様
梢
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
現
実
性
従
っ
て
ま
た
国
×
糞
の
蕊

　
　
は
「
絶
対
的
定
立
」
で
あ
る
。
人
間
の
恩
考
に
と
っ
て
は
、
単
に
思
惟
可
能
な
も
の
と
経
験
さ
れ
う
る
現
実
的
な
る
も
の
と
の
区
別
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
決
定
的
で
あ
り
、
空
闘
概
念
に
つ
い
て
も
こ
の
こ
と
は
あ
て
は
ま
る
。
「
存
在
」
概
念
は
事
象
内
容
に
何
ら
新
た
な
も
の
を
つ
け
加
え
る

　
　
こ
と
は
な
い
と
い
う
点
で
、
カ
ン
ト
の
空
間
論
は
空
間
の
関
係
性
、
相
対
性
を
何
ら
損
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

　
　
空
間
概
念
の
存
在
論
的
、
認
識
論
的
理
由
で
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
か
ら
カ
ン
ト
が
離
れ
る
の
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ツ
流
の
現
象
概
念
が
自
然
の
空
無

　
　
化
を
含
意
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
亦
、
関
係
秩
序
と
し
て
の
空
間
の
相
対
性
が
、
全
体
か
ら
部
分
へ
と
い
う
動
向
を
孕
む
無
限
空
間
の

　
　
構
造
を
前
提
す
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
逆
に
考
え
る
な
ら
、
「
無
限
に
与
え
ら
れ
た
量
」
と
い
わ

　
　
れ
る
と
き
の
無
限
性
の
性
格
は
、
カ
ン
ト
が
「
仮
構
物
」
（
》
ω
ρ
ご
d
O
¢
惣
。
・
ω
①
§
江
。
P
欝
α
）
と
い
う
空
虚
な
無
限
空
間
の
無
限
性
で
は

　
　
な
く
、
「
関
係
の
無
限
性
」
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
空
間
が
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
浸
っ
て
い
る
媒
体
の
よ
う
に
は
決
し
て
考
え
ら

　
　
れ
ず
、
カ
ン
ト
が
空
間
を
感
性
的
直
観
の
形
式
と
し
た
こ
と
と
内
面
的
に
通
じ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う
の
は
剛
㌣
構
造
と
し
て

　
　
浮
彫
り
に
さ
れ
る
無
限
な
全
一
的
空
間
が
形
而
上
学
的
実
体
と
し
て
考
え
ら
れ
た
と
き
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
汎
神
論
に
近
づ
く
と
カ
ン
ト
は
考

　
　
え
る
か
ら
で
あ
る
。

136　
　
　
　
　
認
識
と
超
越
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
噺
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山
ハ
ニ

　
カ
ン
ト
は
畠
ユ
ー
ト
ン
の
原
理
に
よ
り
宇
宙
の
生
成
を
解
明
し
た
折
り
、
そ
の
よ
う
な
宇
宙
は
神
に
見
捨
て
ら
れ
、
神
に
下
縁
な
存
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

で
は
な
く
、
神
の
無
限
性
を
映
じ
て
お
り
、
「
神
性
は
全
宇
宙
の
無
限
性
の
内
に
遍
ね
く
同
時
に
現
前
し
て
い
る
」
と
し
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
批
判
期
に
釜
っ
て
空
間
を
直
観
の
形
式
と
し
た
の
は
、
神
神
論
的
、
形
而
上
学
的
前
提
が
動
機
と
し
て
働
い
て
い
よ
う
。
そ

の
こ
と
を
端
的
に
示
し
て
い
る
の
は
、
形
而
上
学
講
義
の
中
の
次
の
言
葉
で
あ
る
。
「
も
し
私
が
空
間
を
存
在
者
自
体
・
ぎ
≦
①
ω
露
き

ω一

B
7
と
し
て
想
定
す
る
な
ら
、
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
は
反
駁
し
え
ぬ
も
の
と
な
り
、
世
界
の
諸
部
分
は
神
（
性
）
の
諸
部
分
で
あ
る
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
＞

と
に
な
る
。
空
間
は
神
で
あ
り
、
畦
一
に
し
て
、
遍
在
的
で
、
何
も
の
も
そ
れ
の
外
に
考
ら
れ
え
ず
、
す
べ
て
は
そ
の
中
に
あ
る
。
」
『
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

践
理
性
批
判
』
で
は
、
「
時
間
と
空
間
の
観
念
性
を
仮
定
し
な
け
れ
ば
、
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
の
み
が
残
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
。
部
分

が
全
体
の
制
限
と
し
て
の
み
成
立
す
る
8
言
ヨ
と
し
て
の
無
限
空
間
を
実
在
と
す
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
立
場
か
ら
す
る
な
ら
、
人
間

悟
性
に
直
観
的
悟
性
の
能
力
を
認
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
あ
っ
て
合
一
し
て
い
る
悟
性
と
直
観
と
が
カ
ン
ト
で
は
分
離

し
て
い
る
こ
と
を
思
え
ば
、
カ
ン
ト
が
形
弼
上
学
的
無
限
と
直
観
的
無
限
を
分
け
、
後
者
の
み
を
人
間
に
帰
し
た
こ
と
は
、
無
限
が
与
え

ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
受
容
性
の
領
域
に
移
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
で
は
、
受
容
性
の
領
域
に
お
け
る
直
観
的
無
限
が
、
感
性

的
直
観
形
式
と
し
て
の
空
間
の
性
格
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
、
そ
の
こ
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態
を
示
す
で
あ
ろ
う
か
。
直
観
的
無
限
を
浮
彫

り
に
す
る
も
の
と
し
て
、
「
地
平
」
現
象
を
手
引
き
に
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
地
理
学
上
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
地
平
（
線
）
と
は
地
が
は
て
蒼
鷺
と
接
す
る
よ
う
に
み
え
る
そ
の
線
の
こ
と
だ
が
、
我
々
の
視
線
と
の

聞
に
介
在
す
る
事
物
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
ぬ
限
り
、
我
々
の
視
野
の
四
方
に
拡
が
り
、
と
同
時
に
視
野
の
中
に
映
ず
る
限
り
の
事
物
を
と
り

ま
く
。
例
え
ば
、
夕
暮
に
た
た
ず
む
樹
木
は
紫
色
に
変
じ
た
遠
く
の
山
々
或
い
は
山
々
の
稜
線
（
地
平
）
を
背
景
に
見
え
て
お
り
、
樹
々

や
家
並
み
の
か
な
た
に
山
々
が
見
え
る
だ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
夕
暮
の
風
崇
の
中
で
、
個
々
の
知
覚
（
樹
や
家
や
人
）
は
常
に
風
景
全

体
か
ら
切
り
取
ら
れ
る
。
し
か
し
、
「
地
平
」
の
導
入
が
な
け
れ
ば
、
離
れ
た
場
所
に
あ
る
も
の
を
、
に
も
拘
ら
ず
、
同
時
的
眼
差
し
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

統
一
の
中
へ
ま
と
め
上
げ
る
ω
岩
。
鼠
ω
は
全
く
主
観
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
即
し
た
統
一
に
と
ど
ま
り
、
全
体
か
ら
部
分
へ
と
い
う



直
観
の
動
的
構
造
を
失
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
我
々
人
間
に
は
は
て
し
な
く
開
か
れ
つ
つ
、
開
か
れ
た
か
な
た
か
ら
個
々
の
物
が
み
え
、
そ

こ
に
は
、
離
れ
た
も
の
を
も
、
同
時
に
共
に
み
る
ω
蒼
。
量
ω
が
「
地
平
」
の
導
入
に
よ
っ
て
働
く
か
ら
で
あ
る
。
地
平
は
人
間
の
目
の
と

ど
く
限
り
拡
が
っ
て
い
る
が
、
我
々
が
「
地
平
（
線
）
」
に
達
し
よ
う
と
進
ん
で
も
地
平
は
そ
の
ま
ま
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
共
に
進
み
、
更

に
か
な
た
へ
遠
ざ
か
っ
て
行
く
。
我
々
の
視
空
間
が
そ
こ
に
お
い
て
は
て
る
限
界
が
「
地
平
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
「
は
て
し
は
人
間
の
動

き
と
共
に
遠
ざ
か
り
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
、
我
々
人
間
は
地
平
と
し
て
の
空
聞
の
は
て
に
決
し
て
行
き
着
く
こ
と
は
な
い
。
そ
の
よ
う

な
意
味
で
地
平
現
象
全
体
は
独
特
な
無
限
性
を
も
つ
。
そ
の
よ
う
な
無
限
性
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
所
与
性
は
、
事
物
が
直
観
さ
れ
る
折
り
、

遠
く
離
れ
た
も
の
を
も
、
近
く
に
あ
る
も
の
を
も
共
に
み
る
ω
毯
。
℃
ω
冨
に
よ
り
可
能
と
な
る
性
質
の
も
の
な
の
で
、
現
象
学
的
に
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

る
な
ら
、
感
性
も
ま
た
底
の
底
ま
で
「
指
向
盤
」
に
よ
っ
て
統
べ
ら
れ
て
お
り
、
「
開
か
れ
た
地
、
平
と
い
う
薄
紫
的
契
機
」
に
基
づ
く
。

地
平
は
人
聞
を
そ
の
中
心
に
慶
く
の
で
、
人
間
に
と
っ
て
の
み
意
味
が
あ
り
、
人
間
か
ら
離
れ
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
も
の
で
は
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

が
、
ま
た
人
聞
に
よ
っ
て
勝
手
に
想
像
さ
れ
た
も
の
で
も
な
く
、
樵
界
に
属
す
。
「
そ
れ
故
、
空
間
や
延
長
を
有
す
る
も
の
そ
の
他
を
口

に
し
う
る
の
は
、
人
間
の
立
場
か
ら
だ
け
で
あ
る
」
（
諺
b
。
ρ
じ
ご
お
）
。
従
っ
て
、
カ
ン
ト
が
空
間
を
現
象
の
形
式
で
あ
り
、
純
粋
直
観
で
あ

る
と
し
た
こ
と
は
、
認
識
に
お
け
る
世
界
へ
の
超
越
の
第
一
歩
を
意
味
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
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⇔
　
知
覚
か
ら
経
験
へ

　
　
　
カ
ン
ト
の
空
間
論
が
、
以
上
の
よ
う
に
窪
田
特
有
の
視
点
か
ら
な
さ
れ
た
、
極
め
て
現
象
学
的
な
特
質
を
も
つ
も
の
と
す
れ
ば
、
カ
ン

　
　
ト
の
知
覚
論
も
ま
た
感
覚
主
義
及
び
実
証
主
義
と
は
異
な
っ
た
知
覚
の
現
象
学
的
理
解
と
認
識
批
判
的
観
点
を
含
む
性
格
を
も
と
う
。
感

　
　
覚
童
義
及
び
実
証
主
義
は
一
切
の
知
覚
経
験
を
「
単
純
な
感
覚
」
あ
る
い
は
そ
れ
自
身
の
存
在
を
実
証
で
き
な
い
「
感
覚
与
件
」
と
い
う

　
　
理
論
上
の
気
早
物
に
切
り
つ
め
て
い
る
の
で
、
知
覚
が
感
覚
と
対
照
を
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
浮
彫
り
に
さ
れ
る
契
機
と
モ
チ
ー
フ
を
締

　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
め
出
し
て
い
る
。
我
々
に
与
え
ら
れ
る
第
一
の
も
の
は
現
象
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
意
識
と
獄
舎
す
る
な
ら
知
覚
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、

　
　
少
く
と
も
可
能
的
な
意
識
と
の
関
与
を
欠
く
な
ら
、
現
象
は
我
々
に
と
っ
て
決
し
て
認
識
の
対
象
と
は
な
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
超
越

　
　
論
的
反
省
は
現
象
へ
の
事
物
の
経
験
的
・
実
在
的
還
元
を
意
図
す
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
客
観
的
対
象
は
単
純
に
現
象
な
の
で
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
く
「
解
釈
さ
れ
た
現
象
」
σ
q
民
¢
9
。
8
守
ω
9
の
ぎ
§
σ
q
ゆ
p
で
あ
る
こ
と
が
超
越
論
的
洞
察
で
あ
る
。
「
世
界
の
一
切
の
事
物
は
感
覚
与
件
へ
還

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
元
可
能
で
あ
る
と
い
う
主
張
」
を
シ
ュ
テ
ッ
ク
ミ
ュ
ラ
ー
の
よ
う
に
「
現
象
主
義
し
と
い
う
な
ら
、
カ
ン
ト
の
知
覚
理
論
は
現
象
主
義
の

　
　
地
盤
で
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
感
覚
印
象
と
知
覚
或
い
は
「
対
象
の
形
像
」
と
は
同
じ
ク
ラ
ス
に
属
す
の
で
は
な
く
、
｝
切
の

　
　
知
覚
は
意
識
化
さ
れ
た
知
覚
と
し
て
、
常
に
そ
し
て
必
然
的
に
σ
q
駄
。
毒
8
旧
臣
毎
熱
型
§
α
q
で
あ
る
に
相
違
な
い
と
い
う
根
本
現
象
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
飾
り
け
の
な
い
超
越
論
的
表
現
が
「
悟
性
」
で
あ
る
。

　
　
　
さ
て
、
カ
ン
ト
が
扱
っ
て
い
る
知
覚
の
理
論
は
、
知
覚
の
発
生
と
発
達
と
い
っ
た
心
理
学
的
観
点
の
下
に
遂
行
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な

　
　
く
、
知
覚
の
客
観
的
意
義
と
妥
当
性
及
び
現
象
学
面
分
折
で
あ
る
か
ら
、
個
々
の
意
識
の
問
題
か
ら
囲
を
離
さ
な
い
な
ら
、
「
純
粋
理
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
批
判
し
の
第
一
版
の
思
考
過
程
で
は
導
き
の
糸
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
こ
ろ
で
、
「
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
」
で
は
“
経
験
的
判
断
”
を
「
経
験

　
　
判
断
」
と
「
知
覚
判
断
」
に
区
別
す
る
、
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
が
経
験
的
意
識
特
有
の
在
り
方
を
顧
慮
に
入
れ
よ
う
と
す
る
試
み
以
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
の
何
者
で
も
な
い
。
知
覚
判
断
と
は
、
「
部
屋
が
暖
か
い
偏
「
砂
糖
は
甘
い
」
つ
ニ
ガ
ヨ
モ
ギ
は
む
か
つ
く
よ
う
な
味
が
す
る
」
と
い
っ
た

176
　
　
　
　
　
　
　
　
靭
瞼
識
と
溜
｝
越
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
山
ハ
五
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折
口
学
研
施
九
　
第
五
百
三
十
・
七
欝
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
轟
自
暴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

例
で
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
単
に
私
の
心
の
状
態
で
の
知
覚
の
結
合
で
あ
り
、
対
象
と
の
関
係
を
も
た
な
い
」
主
観
的
妥
当
性
を
も
つ
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

け
に
す
ぎ
な
い
「
感
情
だ
け
に
関
係
」
し
た
細
断
で
あ
る
の
に
対
し
、
経
験
判
断
は
「
悟
性
に
お
い
て
根
源
的
に
う
み
出
さ
れ
る
概
念
し

を
要
求
し
、
客
観
的
に
妥
当
す
る
普
遍
性
を
も
つ
。
例
え
ば
、
「
太
陽
が
石
を
照
ら
す
と
、
石
は
暖
か
く
な
る
」
と
い
う
単
な
る
知
覚
判

断
は
、
私
自
身
が
無
数
に
繰
り
返
し
知
覚
し
、
亦
、
他
の
人
々
も
こ
れ
を
私
が
知
覚
す
る
よ
う
に
知
覚
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
知

覚
相
互
の
結
含
に
す
ぎ
な
い
が
、
「
太
陽
が
石
を
暖
め
る
」
と
い
う
な
ら
、
こ
の
判
断
に
は
、
「
知
覚
以
上
に
な
お
原
因
と
い
う
悟
性
概
念

が
加
わ
り
」
、
暖
か
さ
と
い
う
観
念
と
日
照
観
念
を
必
然
的
に
結
合
し
、
こ
の
綜
合
判
断
は
普
遍
的
妥
当
性
を
も
つ
。
「
従
っ
て
客
観
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

な
り
、
知
覚
か
ら
経
験
へ
変
貌
す
る
く
葭
壽
鼠
①
ぎ
。
」
以
上
の
よ
う
な
相
違
を
孕
み
な
が
ら
も
、
知
覚
判
断
と
経
験
寸
断
は
、
経
験
的
判

断
と
し
て
直
接
与
え
ら
れ
た
現
象
乃
至
直
観
に
基
づ
く
。
こ
の
こ
と
を
念
頭
に
入
れ
た
上
で
、
知
覚
判
断
と
経
験
判
断
の
関
係
及
び
差
異

の
性
格
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
一
切
の
知
覚
が
形
相
化
さ
れ
た
知
覚
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ど
の
よ
う
な
本
質
的
差
異
及
び
閣
係
を
も
つ

で
あ
ろ
う
か
。

　
ま
ず
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
の
関
係
を
み
よ
う
。
「
知
覚
判
断
」
は
全
く
カ
テ
ゴ
リ
…
を
含
ま
ぬ
わ
け
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
経
験
的
判

断
は
カ
テ
ゴ
リ
…
を
含
む
か
含
ま
ぬ
か
で
は
な
く
、
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
」
が
問
題
で
あ
っ
て
、
経
験
判
断
と
知
覚
判
断
の
差
異
は
、

諸
々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
経
験
的
判
断
の
中
で
演
ず
る
役
割
に
基
づ
く
。
前
者
に
お
け
る
カ
テ
、
コ
リ
ー
の
適
用
は
実
体
・
属
性
、
原
因
・
結

果
、
交
互
作
倉
と
い
っ
た
関
係
の
カ
テ
ゴ
リ
…
で
あ
っ
て
、
知
覚
判
断
に
は
、
こ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
不
適
用
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
か
ら
、
量
、
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
も
除
外
さ
れ
る
こ
と
が
帰
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
現
象
乃
盃
直
観
そ
の
も

の
に
つ
い
て
の
判
断
と
し
て
の
知
覚
判
断
に
は
、
外
延
量
、
内
包
量
と
し
て
量
及
び
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
数
学
的
カ

テ
ゴ
リ
ー
が
適
用
を
受
け
る
と
考
え
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
量
及
び
質
と
い
う
数
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
物
の
存
在
に
か
か
わ
ら
な
い
と

す
る
（
》
｝
①
O
　
　
ゆ
一
り
り
）
。
こ
れ
に
対
し
、
関
係
及
び
様
相
の
カ
テ
ゴ
リ
…
は
「
現
象
の
U
器
・
欝
」
に
か
か
わ
る
力
学
的
範
疇
と
さ
れ
る

（
》
一
圃
c
Q
t
¢
　
　
じ
σ
b
⊃
N
H
I
ト
り
　
　
　
　
　
　
曾
）
。
数
学
的
原
躍
が
現
象
へ
の
数
学
の
適
用
の
可
能
姓
を
開
く
の
に
対
し
、
力
学
的
原
則
は
「
∪
器
①
貯
の
國
係
」
（
》
一
①
ρ



　
b
び
8
甲
卜
。
）
に
か
か
わ
る
σ

　
　
以
上
の
考
察
は
、
知
覚
判
断
と
経
験
判
断
の
差
異
を
、
客
観
的
妥
当
性
と
い
う
点
に
関
し
、
前
者
が
後
者
に
程
度
の
上
で
お
と
っ
て
い

　
る
と
い
う
性
格
づ
け
の
よ
う
に
一
見
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
カ
ン
ト
の
経
験
的
認
識
の
理
論
で
は
、
第
一
次
性
質
と
第
二
次
性
質
の
聞

　
を
へ
だ
て
て
い
る
ふ
す
ま
を
と
り
払
っ
て
い
る
の
で
、
い
わ
ゆ
る
第
一
次
性
質
と
第
二
次
性
質
と
い
う
区
分
法
は
経
験
判
断
と
知
覚
判
断

　
　
の
区
別
に
対
応
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
知
覚
判
断
の
主
観
的
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
「
た
だ
」
或
い
は
「
単
な
る
」
知
覚
判
断
に
す
ぎ
ず
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
「
た
だ
」
「
単
に
」
主
観
的
に
妥
当
す
る
に
す
ぎ
な
い
と
言
わ
れ
る
場
舎
に
意
図
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
は
直
ち

　
　
に
明
ら
か
で
は
な
い
。
両
者
の
差
が
妥
蜜
性
に
関
し
て
の
程
度
の
差
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
経
験
判
断
は
知
覚
判
断
か
ら
推
論
さ
れ
る

　
　
或
い
は
派
生
態
と
考
え
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
　
σ
誇
窪
銭
窪
　
の
中
で
は
ま
だ
、
経
験
的
認
識
　
。
巻
鼠
9
奮
　
は
知
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
肺
黒
蹉
①
。
嘗
ω
が
感
覚
的
所
与
質
料
か
ら
①
平
臥
錠
話
欝
瀞
論
理
連
記
に
従
っ
て
推
諭
し
た
も
の
と
解
釈
し
て
い
る
こ
と
を
思
い
合
わ
せ

　
　
る
な
ら
、
両
毛
の
差
異
は
知
覚
の
合
理
化
に
お
け
る
程
度
の
差
に
帰
着
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
経
験
判
断
の
客
観
的
妥
当
性
で
意
図
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
れ
て
い
る
の
は
、
「
経
験
判
断
の
必
然
的
な
普
遍
妥
当
性
以
外
の
何
者
を
も
意
味
し
な
い
」
の
で
あ
る
か
ら
、
知
覚
判
断
か
ら
経
験
判
断

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
工
）

　
　
へ
の
移
行
は
、
主
観
的
i
私
的
な
心
の
諸
規
定
か
ら
、
閥
主
観
的
客
観
性
へ
の
ま
①
謎
象
鼠
8
謬
」
を
意
味
す
る
。
知
覚
細
断
は
客
観
性
の

　
　
よ
り
高
い
程
度
の
経
験
判
断
へ
移
行
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
「
経
験
判
断
へ
変
貌
す
る
。
」
従
っ
て
、
「
単
な
る
」
「
た
だ
」
主
観
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
妥
当
性
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
で
、
経
験
判
断
と
対
照
的
な
知
覚
判
断
の
成
立
す
る
じ
d
①
邑
畠
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は

　
　
原
理
的
に
「
決
し
て
客
体
に
伴
わ
れ
ぬ
し
「
客
体
の
概
念
に
決
し
て
な
り
え
ぬ
」
「
私
が
私
の
感
官
の
内
に
あ
ら
わ
れ
る
二
つ
の
感
覚
を
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
だ
相
互
の
間
で
の
み
関
係
づ
け
る
」
「
感
情
」
に
染
め
な
さ
れ
た
領
域
で
あ
る
。
従
っ
て
先
に
知
覚
判
断
の
例
で
カ
ン
ト
が
挙
げ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
事
例
は
よ
り
正
確
に
雷
う
な
ら
、
「
砂
糖
は
甘
く
感
覚
さ
れ
る
」
「
部
歴
は
暖
か
く
感
じ
ら
れ
る
し
、
更
に
は
、
「
牧
草
が
緑
に
み
え
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
「
も
し
私
が
物
体
を
も
て
ば
、
私
は
重
く
感
じ
る
」
と
い
っ
た
よ
う
に
書
き
改
め
ら
れ
よ
う
。
更
に
、
以
上
の
例
文
と
し
て
引
用
し
た
各

　
　
各
の
文
の
も
と
の
形
は
、
そ
れ
が
知
覚
判
断
で
あ
る
限
り
、
「
部
屋
は
暖
か
い
」
「
砂
糖
は
甘
い
」
と
蓑
現
さ
れ
る
よ
り
、
「
こ
の
部
屋
は

㎜　
　
　
　
　
　
認
識
と
超
越
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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哲
歯
子
研
融
九
　
第
五
デ
日
三
∴
一
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
八

暖
か
い
」
「
こ
の
砂
糖
は
私
に
は
営
い
」
と
表
現
さ
れ
る
方
が
よ
り
適
切
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
複
合
命
題
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
前
者
の
文

は
「
こ
れ
は
部
屋
で
、
暖
か
い
」
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
で
先
の
知
覚
判
断
「
こ
の
部
屋
は
暖
か
く
感
じ
ら
れ
る
」
と
い
う
文
は
「
こ
れ

は
部
屋
で
、
暖
か
く
感
じ
ら
れ
る
」
と
了
解
さ
れ
う
る
。
こ
の
文
か
ら
理
解
で
き
る
こ
と
は
、
知
覚
判
断
が
文
の
形
式
と
し
て
は
複
合
判

断
で
あ
り
、
そ
の
要
素
命
題
の
一
つ
と
し
て
す
で
に
経
験
判
断
を
含
ん
で
い
な
く
て
は
、
知
覚
判
断
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
い
こ
と
で
あ

る
。
し
か
し
な
が
ら
知
覚
判
断
全
体
と
し
て
は
主
観
的
i
私
的
妥
当
性
を
も
つ
の
み
で
あ
る
。
こ
の
矛
盾
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い

で
あ
ろ
う
か
。
今
、
「
雨
が
降
る
・
ω
雲
門
の
血
と
い
う
経
験
判
断
は
「
雨
が
降
っ
て
い
る
よ
う
だ
国
。
。
8
冨
剛
欝
①
。
。
話
α
Q
9
畠
と
容
易
に

く
曾
ω
畠
。
ぎ
窪
し
う
る
、
こ
の
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。
「
雨
が
降
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
、
そ
し
て
実
際
雨
が
降
っ
て
い
る
」
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

文
は
矛
盾
で
も
な
く
、
「
雨
が
降
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
実
際
に
は
雨
は
降
っ
て
い
な
い
」
と
い
う
文
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
も
な
い
。

「
雨
が
降
っ
て
い
る
よ
う
だ
し
と
い
う
文
は
何
ら
、
客
観
的
肯
定
的
、
客
観
的
否
定
的
主
張
を
か
か
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
れ
と
同

様
の
こ
と
が
、
知
覚
判
断
の
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。
「
こ
の
部
屋
は
暖
か
く
感
じ
ら
れ
る
」
と
い
う
知
覚
判
断
は
、
客
観
的
な
る
も
の
へ
の

傾
斜
を
濃
厚
に
孕
ん
で
い
る
が
、
「
こ
の
部
屋
は
暖
か
く
感
じ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
暖
か
く
な
い
」
と
矛
盾
な
く
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

更
に
知
覚
判
断
の
第
一
項
「
こ
れ
は
部
屋
で
あ
る
し
も
、
そ
う
で
な
い
こ
と
麸
も
あ
り
う
る
可
能
性
を
含
む
意
味
で
、
「
こ
れ
は
部
屋
の
よ

う
に
み
え
る
」
と
く
⑦
閉
。
冨
ぎ
2
し
う
る
。
従
っ
て
、
経
験
判
断
に
対
し
、
そ
れ
の
く
①
N
ω
。
落
鰐
窪
と
し
て
、
「
こ
れ
は
部
屋
で
、
暖
か

い
、
よ
う
に
み
え
る
」
と
知
覚
判
断
を
定
式
化
で
き
る
。
経
験
判
断
と
知
覚
判
断
の
区
別
は
、
経
験
的
一
客
観
的
な
「
閃
の
翼
…
…
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

経
験
的
主
観
的
な
「
穿
。
・
畠
①
一
罪
…
…
」
と
い
う
経
験
的
認
識
の
間
の
区
別
と
し
て
確
定
さ
れ
る
。
以
上
の
よ
う
に
、
経
験
的
認
識
に
お

け
る
経
験
判
断
と
知
覚
判
断
の
差
は
、
単
に
客
観
的
妥
当
性
を
規
準
に
し
た
程
度
の
差
で
は
な
く
、
知
覚
判
断
に
よ
っ
て
主
観
性
（
経
験

的
）
の
領
域
が
開
か
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
「
知
覚
判
断
か
ら
経
験
判
断
へ
の
変
貌
し
は
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
で
あ

ろ
う
か
。
そ
の
問
題
は
、
直
ち
に
カ
テ
ゴ
リ
…
の
演
繹
へ
つ
な
が
る
。
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認
識
と
時
間

七
〇

　
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
哲
学
が
、
そ
の
理
論
的
部
門
に
お
い
て
究
明
す
る
の
は
、
「
経
験
を
可
能
に
す
る
諸
条
件
一
般
」
（
》
り
戯
　
切
切
①
　
　
　
℃
）
で

あ
っ
て
、
経
験
的
世
界
か
ら
離
脱
し
た
超
越
の
あ
り
方
で
は
な
く
、
む
し
ろ
認
識
の
対
象
界
へ
の
超
越
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
経
験
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

可
能
に
す
る
諸
条
件
一
般
は
同
時
に
経
験
の
対
象
を
可
能
に
す
る
諸
条
件
で
あ
り
、
そ
の
故
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
に
お
い
て
客

観
的
妥
当
性
を
も
つ
。
」
（
》
樋
q
Q
Q
　
こ
ご
一
¢
圃
　
　
　
　
”
）

　
認
識
の
対
象
が
自
体
相
を
離
れ
、
現
象
と
い
う
相
貌
の
下
で
表
象
に
射
映
さ
れ
る
の
は
、
我
々
の
心
が
触
発
さ
れ
、
触
発
さ
れ
る
こ
と

に
よ
っ
て
意
識
の
流
れ
を
生
じ
、
触
発
に
よ
っ
て
生
ず
る
意
識
の
流
れ
の
中
で
無
数
の
表
象
が
浮
游
し
、
そ
の
無
数
の
表
象
の
中
か
ら
知

性
の
光
に
照
ら
さ
れ
て
認
識
が
生
ず
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
意
識
が
意
識
で
あ
る
限
り
、
意
識
の
如
何
な
る
内
容
も
そ
れ
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
．

体
》
蚕
業
①
黛
《
な
だ
け
の
も
の
で
も
な
く
、
ま
た
、
単
に
》
善
誘
霧
窪
翼
ぞ
《
な
も
の
で
も
な
い
。
む
し
ろ
意
識
は
、
》
質
器
。
簿
《
》
完
窟
器
緊

切
聾
貯
《
な
性
格
を
自
ら
の
内
に
含
む
。
「
表
象
と
対
象
と
の
関
連
」
の
問
題
を
、
カ
ン
ト
が
認
識
の
対
象
を
感
性
界
に
の
み
限
る
こ
と
に

よ
っ
て
解
く
場
合
、
時
間
の
は
た
す
独
特
な
役
割
は
決
定
的
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
こ
で
問
題
に
な
る
雛
型
は
、
認
識
論
の
歴
史
の
底
に
埋

み
火
の
よ
う
に
ひ
そ
む
、
客
観
的
出
来
事
の
河
床
と
し
て
の
計
量
化
さ
れ
う
る
時
間
と
摩
舘
窪
『
N
①
謬
と
し
て
の
意
識
・
時
間
の
分
裂
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

う
ち
の
後
老
で
あ
り
、
後
者
か
ら
前
者
へ
至
る
考
察
の
方
向
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
の
立
て
方
を
し
た
の
は
、
カ
ン
ト
を
噛
矢
と
す

る
の
で
は
な
く
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
で
あ
っ
た
。
時
間
論
を
め
ぐ
る
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
の
論
争
の
核
心
部
を
な
す
の
は
、
モ
ナ
ド
論
的
時
閥

こ
そ
が
還
騨
題
§
息
急
q
a
を
形
成
し
、
我
々
は
そ
の
時
閾
に
基
づ
い
て
数
学
的
自
然
学
の
時
闘
へ
至
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で

あ
っ
た
。
時
間
の
変
化
に
伴
う
事
象
の
「
多
」
は
絶
対
時
間
と
い
う
「
こ
に
対
す
る
関
係
で
な
く
、
多
を
一
に
お
い
て
表
現
す
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

ヨ
鼻
。
毎
ヨ
ぎ
毒
。
ゆ
×
箕
。
。
。
。
。
一
◎
は
意
識
現
象
す
べ
て
の
本
質
に
属
す
。
従
っ
て
、
カ
ン
ト
の
こ
の
意
味
で
の
時
間
論
は
、
時
聞
意
識
と

そ
れ
に
ま
つ
わ
る
心
の
綜
合
作
用
を
開
示
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
綜
合
一
般
を
よ
り
一
層
根
本
的
に
明
晰
化
す
る
こ
と
だ
け
で
な
く
、
客
観



　
　
の
現
象
学
を
も
含
む
。
前
者
は
感
性
か
ら
構
想
力
を
経
て
超
越
論
的
統
覚
へ
至
る
道
で
あ
り
、
後
者
は
対
象
へ
の
超
越
、
従
っ
て
「
純
粋

　
　
悟
性
概
念
」
の
感
性
化
の
道
で
あ
る
。
両
者
の
道
と
も
時
閥
の
地
平
の
内
で
遂
行
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
の
指
示
に
よ
れ
ば
「
我
々
の
諸
表

　
　
象
」
は
ど
の
よ
う
な
起
源
を
も
つ
も
の
で
あ
れ
、
「
心
の
変
様
竃
。
象
田
無
齢
δ
器
σ
腰
越
0
2
帰
簿
ω
と
し
て
内
官
に
属
す
」
（
》
8
）
の
で
、
カ

　
　
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
は
、
時
間
の
基
盤
で
行
わ
れ
、
他
方
、
「
現
象
へ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
適
用
し
が
な
さ
れ
る
の
は
、
「
知
性
的
」

　
　
で
あ
る
と
同
時
に
「
感
性
的
な
」
超
越
論
約
麟
式
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
こ
れ
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
規
則
と
し
て
の
「
超
越
論
的
時
間
規

　
　
定
」
で
あ
る
。
従
っ
て
、
超
越
の
こ
重
性
は
時
聞
の
働
き
と
不
可
分
で
あ
る
。
認
識
の
基
礎
づ
け
に
お
い
て
顕
わ
に
さ
れ
る
超
越
の
性
格

　
　
は
、
超
越
論
的
主
観
性
の
領
野
の
麗
示
と
共
に
対
象
へ
の
超
越
と
い
っ
た
二
重
性
を
も
つ
が
、
こ
の
二
重
の
超
越
は
認
識
と
い
う
具
体
的

　
　
な
行
為
の
内
で
行
わ
れ
て
い
る
の
で
、
二
つ
の
根
を
も
つ
超
越
の
動
向
は
、
§
陣
8
の
内
で
解
明
さ
れ
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
の
昏
δ
湿

　
　
を
闘
明
す
る
た
め
に
、
こ
こ
で
は
、
主
観
的
演
繹
の
中
核
に
あ
る
三
重
の
綜
合
と
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
で
は
客
観
の
　
℃
隷
8
ヨ
窪
◎
δ
α
q
冨

　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
に
属
す
図
式
論
を
重
ね
合
せ
に
し
て
、
カ
ン
ト
哲
学
に
お
け
る
認
識
論
の
構
造
と
超
越
の
不
可
分
な
関
係
を
明
み
か
に
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
さ
て
、
空
間
が
「
単
に
外
的
諸
現
象
に
綱
限
さ
れ
る
」
（
諺
鍵
　
し
づ
笛
O
　
　
　
℃
）
の
に
対
し
、
時
間
が
「
す
べ
て
の
現
象
　
般
の
形
式
」
で
あ
る

　
　
と
さ
れ
る
理
由
は
、
現
象
が
「
経
験
的
直
観
の
無
規
定
的
対
象
」
（
》
鱒
ρ
じ
d
。
。
鼻
）
と
し
て
表
象
に
と
り
込
ま
れ
る
限
り
、
外
的
蓑
象
も
心

　
　
の
変
様
と
し
て
内
官
に
属
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
外
的
現
象
も
表
象
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
こ
に
外
界
の
存
在
の
不
確
実
さ

　
　
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
カ
ン
ト
は
「
純
粋
理
性
批
判
し
の
第

　
　
二
版
を
書
か
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
結
局
、
「
表
象
」
と
い
う
言
葉
の
曖
昧
さ
に
依
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ペ
イ
ト
ン

　
　
は
、
内
宮
に
属
す
る
す
べ
て
の
表
象
に
つ
い
て
、
「
我
々
は
外
的
直
観
を
心
に
現
前
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
か
く
て
　
の
く
①
艮
ヨ
。
葭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
馨
馨
巴
募
8
蔓
と
し
て
直
接
的
に
意
識
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
い
い
、
こ
の
内
的
出
来
事
と
し
て
の
「
外
的
直
観
に
直
接
与

　
　
え
ら
れ
た
内
容
」
と
「
そ
の
班
与
内
容
が
指
向
し
て
い
る
対
象
」
と
を
区
別
し
て
い
る
。
表
象
と
い
う
言
葉
の
中
に
は
、
表
象
作
用
、
表

　
　
象
内
容
、
袈
象
の
指
向
す
る
対
象
と
い
っ
た
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
客
観
的
な
対
象
認
識
の
地
平
形
成
の
さ
い

236　
　
　
　
　
　
認
識
と
超
越
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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七
二

に
、
知
覚
に
射
映
し
、
物
を
現
象
と
し
て
表
象
に
溶
か
し
込
む
主
観
の
超
越
論
的
構
成
作
朋
が
究
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
の

よ
う
な
作
用
は
繰
り
返
す
よ
う
に
時
闇
の
働
き
と
不
可
分
で
あ
る
。

　
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
演
繹
の
出
発
点
は
、
多
様
性
の
意
識
で
あ
る
。
こ
こ
、
そ
こ
、
か
し
こ
に
あ
る
も
の
の
直
接
的
受
容
と
し
て

の
経
験
的
知
覚
に
は
常
に
多
様
が
皇
示
さ
れ
る
。
多
様
が
多
様
と
し
て
現
象
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
多
様
に
お
け
る
搾
る
部
分
が
他
の

無
数
の
部
分
と
共
に
分
節
化
さ
れ
、
定
立
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
知
覚
に
射
映
さ
れ
る
多
様
の
現
象
は
そ
れ
自
身
共
－
定
立

ω
旨
み
冨
ω
圃
。
。
で
あ
り
、
綜
合
。
。
§
普
Φ
ω
ぼ
　
で
あ
る
。
従
っ
て
、
現
象
の
多
様
が
多
様
性
と
し
て
、
表
象
の
中
で
息
づ
く
た
め
に
は
、
「
心

が
印
象
の
継
起
に
従
い
時
を
網
互
に
区
別
し
な
い
な
ら
ば
」
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
「
と
い
う
の
は
、
一
瞬
間
に
含
ま
れ

た
も
の
と
し
て
は
ど
の
よ
う
な
表
象
も
絶
対
的
統
一
以
外
の
何
も
の
で
も
決
し
て
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
」
（
》
O
㊤
）
一
切
の
知
覚
経

験
を
「
単
純
な
感
覚
」
か
ら
複
合
さ
れ
た
も
の
、
あ
る
い
は
、
一
切
の
経
験
命
題
が
原
子
事
象
の
写
し
絵
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
た
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
は
、
時
間
が
要
素
的
瞬
間
の
集
倉
か
ら
つ
く
ら
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
時
間
は
連
続
的
で
あ

っ
て
、
要
素
的
層
間
の
複
合
体
で
は
な
く
、
逆
に
、
瞬
間
は
連
続
体
と
し
て
の
時
間
の
部
分
で
は
な
く
、
極
眼
○
話
器
①
で
あ
る
。
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

瞬
闘
に
倉
ま
れ
た
も
の
」
と
し
て
の
「
絶
対
的
統
一
」
を
そ
の
極
限
と
し
て
包
み
込
む
心
の
能
動
的
働
き
が
「
表
象
形
成
」
の
最
下
層
を

染
め
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
意
識
の
働
き
を
カ
ン
ト
は
「
直
観
に
お
け
る
覚
知
の
綜
合
」
と
呼
ぶ
。
「
覚
知
の

綜
合
」
と
は
「
多
様
の
O
暮
。
び
『
氏
窪
及
び
、
そ
の
通
覧
さ
れ
た
も
の
の
N
器
餌
ヨ
ヨ
窪
器
ぴ
ヨ
§
σ
q
」
（
》
O
り
）
で
あ
る
。
こ
の
綜
合
は
、

と
り
あ
え
ず
経
験
的
で
あ
っ
て
、
世
界
の
中
で
身
体
の
と
る
位
置
乃
至
旨
線
の
動
き
に
必
然
的
に
ま
と
い
つ
く
観
点
や
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ

ブ
の
中
で
、
印
象
の
黒
示
す
る
そ
の
都
度
そ
の
都
度
の
眺
め
》
護
無
畠
、
形
像
し
d
ま
を
知
覚
に
射
映
す
る
と
い
う
特
性
を
も
ち
、
そ
の

限
り
、
「
今
・
こ
こ
し
と
い
う
時
空
構
造
を
形
式
と
し
て
い
る
。
通
覧
そ
の
も
の
の
所
作
く
身
心
聞
窪
は
平
た
く
言
う
な
ら
、
今
・
こ
こ

』
①
算
出
曾
と
い
う
形
式
を
も
ち
、
こ
う
し
た
「
今
・
こ
こ
」
と
い
う
地
平
が
そ
の
都
度
の
印
象
の
乱
流
の
中
で
出
会
わ
れ
る
も
の
の
通

覧
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
覚
知
の
綜
合
が
時
空
の
純
粋
形
式
に
依
拠
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が



　
　
ら
、
「
覚
知
の
綜
合
」
が
「
表
象
形
成
」
の
最
下
腰
を
染
め
な
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
、
時
空
蓑
象
そ
の
も
の
の
形
成
も
心
の

　
働
き
を
不
可
欠
と
す
る
。
カ
ン
ト
が
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
時
空
表
象
は
、
感
性
が
そ
の
根
源
書
芸
網
曳
の
う
ち
で
提
示
す
る
多
様
の
綜

　
　
合
に
よ
っ
て
の
み
産
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
（
》
⑩
り
・
δ
O
）
と
い
う
と
き
、
純
粋
直
観
と
は
根
源
的
受
用
性
、
換
言
す
れ
ば
、
受
用
作

　
　
用
の
う
ち
で
受
用
作
用
そ
の
も
の
と
し
て
自
ら
を
見
え
う
る
よ
う
直
接
解
き
放
つ
も
の
の
受
用
で
あ
っ
て
、
自
ら
を
解
き
放
つ
も
の
を
純

　
　
粋
に
直
観
的
に
形
成
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
純
粋
綜
合
は
時
間
形
式
の
う
ち
で
行
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
今
…
系

　
　
列
と
い
う
時
の
地
平
を
形
成
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
覚
知
の
純
粋
綜
合
は
今
系
列
の
時
間
地
平
の
直
接
的
な
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
現
在
蝋

　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
般
を
形
成
す
る
。
以
上
の
観
点
か
ら
す
る
な
ら
、
覚
知
の
純
粋
綜
舎
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
単
に
精
神
の
働
き
が
能
動
的
に
感
性
的
直

　
　
観
に
関
与
し
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
「
純
粋
悟
性
概
念
」
の
あ
る
適
用
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
よ
う
。
純
粋
直
観
を
本
性
と
す

　
　
る
今
系
列
と
し
て
の
時
聞
は
、
す
べ
て
の
経
験
的
覚
知
に
先
立
ち
、
量
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
一
つ
の
純
粋
な
る
形
像
を
与
え
る
こ
と
が

　
　
で
き
る
の
で
あ
り
、
「
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
純
粋
図
式
は
数
で
あ
る
」
「
数
と
は
単
位
を
単
位
に
（
同
種
的
な
る
も
の
に
）
順
次
に
加
算
す

　
　
る
こ
と
を
含
む
一
つ
の
蓑
象
で
あ
る
。
従
っ
て
、
数
と
は
同
種
的
な
る
直
観
の
多
様
一
般
の
（
私
が
時
間
そ
の
も
の
を
直
観
の
覚
知
に
お

　
　
い
て
産
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
）
綜
合
的
統
一
に
他
な
ら
な
い
」
（
》
μ
幽
卜
⊃
－
G
◎
　
　
剛
W
H
o
◎
卜
⊃
　
　
　
　
　
　
”
）
。
こ
こ
で
雷
わ
れ
て
い
る
図
式
と
し
て
の

　
　
数
に
よ
る
時
間
の
産
出
と
は
、
無
か
ら
の
創
造
と
い
う
意
味
で
の
そ
れ
で
は
な
く
、
数
が
図
式
の
領
野
で
非
主
題
的
な
仕
方
で
時
間
を
産

　
　
み
出
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
数
え
上
げ
ら
れ
た
も
の
と
し
て
の
数
と
は
、
数
え
る
こ
と
が
時
間
の
中
で
起
る
そ
の
結
果
で
は
な
く
、
数
そ

　
　
の
も
の
の
う
ち
に
時
聞
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
純
粋
図
式
と
し
て
の
数
と
は
、
継
起
的
覚
知
と
共
に
起
る
の
で
、
こ
の
場

　
　
合
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
時
間
規
定
と
し
て
の
量
の
図
式
は
時
閾
系
列
山
冨
N
①
響
Φ
騨
Φ
に
他
な
ら
な
い
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
時
間
は
先
に
空
聞
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
と
同
じ
意
味
で
連
続
性
を
も
つ
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
考
え
る
よ
う
に
「
事
物
の
ど

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
の
よ
う
な
知
覚
も
背
景
直
観
の
庭
①
ぎ
踏
。
｛
〈
§
頸
導
2
σ
q
議
⇒
島
き
ω
。
蕃
暮
雲
を
も
つ
」
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
「
意
識
の
庭
」
で
あ
り
、

　
　
こ
の
庭
そ
の
も
の
は
時
間
が
連
続
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
様
々
の
一
一
ユ
ア
ン
ス
に
と
み
、
観
点
の
変
化
と
共
に
無
限
の

晒　
　
　
　
　
認
識
と
超
越
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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266　
　
変
貌
を
と
げ
る
我
々
の
具
体
的
知
覚
は
、
そ
の
変
転
の
相
に
着
噛
す
る
な
ら
、
現
在
は
す
ぐ
過
去
へ
後
退
し
、
現
在
の
知
覚
は
過
玄
へ
沈

　
　
ん
で
行
く
。
今
と
い
う
時
無
の
流
れ
の
中
で
明
滅
す
る
感
覚
が
切
れ
切
れ
の
存
在
で
は
な
く
、
顕
在
的
な
生
き
生
き
と
し
た
知
覚
と
な
る

　
　
の
は
、
過
去
は
記
憶
の
中
に
際
持
さ
れ
、
再
生
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
都
度
の
知
覚
に
的
確
に
結
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
う

　
　
し
た
心
の
働
き
に
よ
り
、
「
現
在
」
は
「
さ
っ
き
ω
8
び
窪
」
「
今
直
ぐ
。
・
。
σ
・
断
塾
」
の
裂
け
屠
な
き
拡
り
と
し
て
連
続
性
を
も
つ
。
カ
ン
ト

　
　
の
時
間
論
で
も
、
フ
ッ
サ
…
ル
の
書
う
男
。
8
馨
δ
詳
餅
。
8
警
9
回
を
も
っ
た
時
間
が
問
題
と
な
っ
て
お
り
、
フ
ッ
サ
…
ル
の
判
定
に
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
れ
ば
、
「
第
一
版
の
演
繹
論
は
直
ち
に
現
象
学
的
地
盤
の
上
で
動
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

　
　
　
「
覚
知
の
綜
合
」
に
戻
っ
て
み
よ
う
。
覚
知
の
綜
合
は
時
間
を
印
象
の
継
起
に
従
っ
て
区
別
し
な
が
ら
、
そ
の
都
度
今
・
こ
こ
に
現
前

　
　
し
て
い
る
事
象
を
通
覧
し
取
り
ま
と
め
る
の
で
あ
る
が
、
現
象
す
る
多
様
は
意
識
の
流
れ
の
う
ち
で
継
起
的
に
生
起
し
且
つ
消
え
去
る
の

　
　
で
あ
る
か
ら
、
諸
々
の
印
象
を
一
つ
の
形
像
、
眺
め
の
う
ち
に
統
一
す
る
た
め
に
は
、
現
象
す
る
多
様
の
感
覚
を
そ
の
よ
う
な
多
様
と
し

　
　
て
お
将
星
急
撃
窪
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
ず
、
以
前
に
知
覚
さ
れ
た
も
の
を
「
対
象
の
現
存
O
紹
睾
≦
¢
。
冨
儒
認
○
①
σ
Q
魯
。
。
訂
a
o
ω
な
し
に

　
　
も
」
（
》
δ
o
）
再
生
す
る
能
力
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
湿
る
部
分
に
先
立
つ
部
分
が
消
え
去
っ
て
は
通
覧
そ
の
も
の
が
成
立
し
な
い
。

　
　
一
本
の
直
線
、
昼
か
ら
夜
へ
の
移
行
を
考
え
る
な
ら
、
こ
の
内
容
に
あ
ず
か
る
諸
部
分
を
継
起
的
に
つ
け
加
え
る
だ
け
で
は
十
分
で
な

　
　
く
（
》
レ
8
）
、
次
の
項
へ
の
移
行
に
際
し
、
先
行
す
る
も
の
の
全
総
体
は
意
識
さ
れ
た
も
の
と
し
て
保
持
さ
れ
、
以
上
の
こ
と
に
よ
っ
て
、

　
　
過
去
へ
沈
み
行
く
知
覚
は
全
く
の
無
に
帰
す
る
の
で
は
な
く
、
過
去
把
持
へ
移
行
す
る
。
カ
ン
ト
は
、
「
も
し
先
行
す
る
表
象
を
常
に
思

　
　
考
か
ら
喪
失
し
、
再
現
し
な
い
な
ら
ば
」
と
言
う
（
》
お
ト
⊃
）
。
先
行
す
る
表
象
が
思
考
か
ら
消
え
去
る
こ
と
な
く
、
現
在
の
知
覚
と
同
じ

　
　
明
晰
さ
で
意
識
の
中
に
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
再
現
の
必
要
は
な
い
。
先
行
す
る
表
象
が
思
考
か
ら
消
え
去
ら
ず
、
し
か
も
再

　
　
現
を
必
要
と
す
る
こ
と
は
、
「
講
想
に
お
け
る
再
現
の
綜
合
」
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
名
づ
け
る
過
去
把
持
、
第
一
次
記
憶
で
あ
っ
て
、
し
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
礁
）

　
　
も
移
行
す
る
現
在
に
射
映
す
る
指
向
性
で
あ
る
黒
虫
把
持
と
同
じ
内
容
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
想
作
用
に
お
い
て
「
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
行
ず
る
す
べ
て
の
位
梱
が
思
考
上
の
過
程
に
共
に
定
立
さ
れ
て
お
り
」
、
通
覧
さ
れ
た
意
識
内
容
は
次
々
に
新
し
い
過
去
把
持
へ
移
行
す



　
　
（
1
3
）

　
る
。
時
聞
の
連
続
性
は
、
以
上
の
よ
う
に
し
て
、
扁
瞬
前
の
時
が
現
在
の
中
に
顕
在
的
に
せ
よ
含
蓄
的
に
せ
よ
箆
窪
臼
巽
窪
さ
れ
る
こ

　
と
に
よ
り
純
粋
に
形
成
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
さ
て
、
過
去
把
持
と
い
う
意
識
の
射
映
は
二
重
の
指
向
性
を
も
つ
こ
と
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
時
間
論
で
考
え
ら
れ
て
い
る
。
二
重
の
指
向

　
性
と
は
、
ま
ず
例
え
ば
「
音
と
い
う
内
在
的
な
客
観
の
構
成
に
役
立
つ
志
向
性
で
あ
り
、
…
…
正
に
音
の
過
去
把
持
」
で
あ
る
。
「
も
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
工
）

　
　
一
つ
の
志
向
性
は
流
れ
の
う
ち
に
あ
る
こ
の
第
一
次
記
憶
の
統
一
を
講
成
す
る
志
向
性
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
重
の
志
向
性
を
も
つ

　
　
た
現
前
化
の
働
き
こ
そ
、
カ
ン
ト
哲
学
の
場
合
、
超
越
論
的
構
想
力
に
帰
さ
れ
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
再
現
作
用
に
よ
っ
て
知
覚
の
恒

　
　
常
性
を
保
持
す
る
と
同
時
に
こ
の
再
現
作
用
そ
の
も
の
の
統
一
を
も
た
ら
す
の
は
、
と
り
あ
え
ず
、
超
越
論
的
構
想
力
だ
か
ら
で
あ

　
　
る
。
「
構
想
力
と
は
対
象
の
現
存
無
し
に
も
、
対
象
を
直
観
の
中
に
表
象
し
う
る
能
力
で
あ
る
」
（
℃
σ
嶺
鴎
）
。
従
っ
て
、
時
問
の
連
続
性
が

　
　
形
成
さ
れ
る
の
は
、
超
越
論
的
構
想
力
に
よ
る
綜
合
を
通
じ
て
、
過
去
が
現
在
の
中
に
融
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
時
間
は
過
去

　
　
を
自
ら
の
内
に
包
む
充
実
し
た
連
続
性
を
獲
得
す
る
と
共
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
射
映
的
連
続
性
に
お
い
て
感
覚
も
全
体
的
知
覚
の
中

　
　
に
内
包
さ
れ
る
。
「
構
想
力
は
知
覚
そ
の
も
の
の
必
然
的
成
素
簿
σ
q
お
q
剛
①
養
で
あ
る
」
（
》
H
鱒
O
　
》
瓢
ヨ
・
　
　
　
　
矯
）
。
以
上
、
超
越
論
的
構
想
力
の
綜

　
　
合
は
、
時
の
流
れ
の
中
で
起
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
「
時
の
流
れ
し
を
産
娼
す
る
と
い
う
意
味
で
純
粋
に
地
平
形
成
的
で
あ
る
こ
と
は
明

　
　
ら
か
で
あ
ろ
う
。
覚
知
の
纏
綿
と
再
現
の
綜
合
は
合
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
験
的
に
は
知
覚
判
断
を
、
純
粋
綜
合
と
て
し
は
連
続
的

　
　
時
間
と
い
う
「
充
実
し
た
時
」
鉱
冨
強
皮
8
N
簿
の
地
平
を
形
成
す
る
。
そ
の
よ
う
な
連
続
的
時
間
に
あ
っ
て
は
、
部
分
も
ま
た
「
一
つ

　
　
の
時
間
し
（
諺
H
①
O
　
　
圏
W
邸
一
H
　
　
　
　
》
）
で
あ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
意
味
で
無
限
量
で
あ
り
う
る
の
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
連
続
体
猟
。
纂
ぎ
薯
ヨ
（
レ
峯
ρ

　
　
じ
ご
誠
∵
邸
お
）
は
経
験
的
で
な
く
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
。
従
っ
て
、
連
続
的
時
間
は
「
充
実
し
た
時
」
（
そ
の
反
対
は
空
虚
な
時
）
と
い

　
　
う
純
粋
形
像
を
経
験
に
先
立
ち
、
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
在
性
菊
Φ
聾
舞
の
図
式
は
「
充
実
し
た
時
」
で
あ

　
　
り
、
否
定
性
乞
①
σ
q
食
。
醇
§
の
図
式
は
「
空
虚
な
時
」
で
あ
る
。
こ
の
図
式
の
区
別
は
、
実
在
性
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
「
（
時
の
う
ち
で

　
　
の
）
ω
①
8
し
（
》
四
脚
ω
　
ゆ
回
。
◎
鱒
　
　
　
　
M
）
を
示
唆
し
、
否
定
性
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
が
「
（
時
の
う
ち
で
の
）
憲
。
馨
。
・
¢
ぎ
」
（
》
置
ρ
曽
。
。
N
）
を
表
わ

脚　
　
　
　
　
　
認
識
と
超
越
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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七
六

し
て
い
る
か
ら
、
両
者
の
対
立
は
、
同
じ
時
聞
の
充
実
と
空
虚
の
別
に
よ
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
い
ず
れ
の
感
覚
も
度
合
い
○
謎
亀
を

も
つ
（
》
H
戯
ω
　
こ
ご
H
G
Q
邸
）
。
感
覚
は
同
一
の
時
閻
を
全
き
充
実
か
ら
無
に
至
っ
て
終
焉
す
る
ま
で
様
々
の
程
度
に
お
い
て
充
た
す
。
実
在
性
か

ら
否
定
性
に
至
る
関
係
連
絡
或
い
は
移
行
は
、
各
々
の
実
在
性
を
決
定
す
る
感
覚
の
度
合
い
を
意
味
し
、
充
実
し
た
時
か
ら
空
虚
な
時
へ

と
そ
の
内
容
を
な
す
感
覚
の
度
合
い
を
低
減
し
得
る
と
こ
ろ
に
制
限
臣
ヨ
富
ユ
呂
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
が
成
立
す
る
。
従
っ
て
質
の
カ

テ
ゴ
リ
…
の
図
式
は
「
感
覚
（
知
覚
）
と
時
聞
表
象
の
綜
合
し
（
》
嵐
μ
し
d
ド
G
。
劇
）
獺
ち
時
間
を
充
た
す
こ
と
と
し
て
時
間
内
容
N
の
蕊
三
島

で
あ
る
。

　
さ
て
、
「
時
間
は
、
即
ち
内
官
の
う
ち
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
は
た
ゆ
み
な
く
流
れ
行
く
」
（
じ
6
卜
。
＄
）
の
で
あ
っ
て
、
カ
ン
ト
は
、
我
々

の
内
的
状
態
が
絶
え
ざ
る
流
動
の
内
に
あ
る
こ
と
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
時
閾
の
流
動
は
絶
え
ず
新
た
な
表
象
を

湧
出
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
先
の
二
つ
の
綜
合
が
そ
れ
ら
の
み
で
は
維
持
し
難
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
具
体
的
な
知
覚
が
成
立
す
る
た
め

に
、
心
の
中
に
浮
游
す
る
諸
表
象
が
類
似
乃
至
隣
接
を
も
つ
こ
と
に
よ
る
と
す
る
連
想
主
義
に
基
づ
く
再
現
の
法
則
は
、
「
現
象
そ
の
も

の
が
す
で
に
み
ず
か
ら
従
っ
て
い
る
一
定
の
規
則
」
（
｝
一
9
）
「
現
象
に
つ
い
て
の
一
連
の
連
想
の
客
観
的
基
礎
」
（
と
誌
）
に
基
づ
く
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

と
を
前
提
と
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
規
鋼
、
客
観
的
基
礎
を
カ
ン
ト
は
「
現
象
の
親
和
性
」
（
》
お
悼
）
と
呼
ぶ
。
現
象
の
親
和
性
と
い

う
恒
常
性
は
「
構
想
力
の
超
越
論
的
機
能
し
（
》
這
G
◎
）
に
よ
る
表
象
の
多
様
の
綜
含
統
一
の
成
果
と
し
て
、
個
々
の
知
覚
が
意
識
に
統
合

さ
れ
る
結
果
に
他
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
が
経
験
的
な
逮
想
律
を
客
観
的
に
根
拠
づ
け
る
も
の
と
し
て
構
想
力
の
超
越
論
的
機
能
を
云
々
す

る
こ
と
と
し
て
も
、
そ
の
こ
と
は
、
我
々
の
想
起
、
過
去
把
持
、
構
想
作
用
が
そ
の
時
々
の
知
覚
の
ノ
エ
シ
ス
的
側
面
と
し
て
の
み
切
り

離
さ
れ
て
成
立
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
我
々
の
想
起
一
つ
を
取
っ
て
み
て
も
、
例
え
ば
か
つ
て
み
た
海
原
に
つ
い

て
の
想
起
は
、
そ
の
時
我
々
が
み
て
い
た
波
の
う
ね
り
、
潮
風
の
香
り
、
沈
み
行
く
太
陽
の
波
に
照
り
返
る
残
照
に
つ
い
て
の
想
起
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

っ
て
、
「
由
や
波
や
河
や
国
々
を
内
部
に
記
憶
の
中
で
、
外
部
に
み
る
の
と
ほ
ぼ
同
じ
巨
大
な
拡
が
り
に
お
い
て
み
る
」
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
、
無
数
の
感
覚
の
中
か
ら
無
限
の
認
憶
を
背
景
に
し
て
、
知
覚
の
恒
常
性
が
意
識
の
全
体
性
へ
統
合
さ
れ
る
の
は
ど
の
よ
う



　
　
に
し
て
で
あ
ろ
う
か
。
連
想
主
義
は
最
早
そ
の
よ
う
な
問
い
に
答
え
え
な
い
こ
と
は
明
白
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
は
、
知
覚
と
記
憶
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
結
合
に
よ
る
意
識
の
全
体
性
へ
の
統
合
の
際
に
は
あ
る
能
動
的
な
選
択
が
働
い
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
「
我
々
の
現
に
思

　
　
惟
す
る
こ
と
が
、
一
瞬
前
に
思
惟
し
た
こ
と
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
な
け
れ
ば
、
表
象
の
系
列
に
お
け
る
再
現
は
無
益
と
な
る
で

　
　
あ
ろ
う
」
（
〉
お
ω
）
。
第
三
の
必
然
的
綜
合
は
、
「
概
念
に
お
け
る
再
認
の
綜
合
」
と
い
わ
れ
る
。
再
認
の
綜
合
と
は
現
前
し
て
い
る
も
の

　
　
と
、
既
に
出
会
っ
た
も
の
と
の
同
一
性
の
意
識
で
あ
り
、
消
え
去
っ
た
表
象
と
再
現
さ
れ
た
表
象
と
の
同
一
性
の
意
識
で
あ
る
。
内
的
直

　
　
観
の
流
れ
の
中
で
絶
え
ず
湧
出
し
記
憶
の
中
を
浮
游
す
る
表
象
の
多
様
は
、
同
　
性
の
意
識
の
み
が
与
え
う
る
統
幅
に
よ
っ
て
、
意
識
に

　
　
統
合
さ
れ
全
体
性
を
獲
得
す
る
。
流
れ
て
や
ま
ぬ
内
的
意
識
の
各
位
相
の
同
一
化
並
び
に
全
体
化
を
も
た
ら
す
も
の
は
、
そ
の
形
式
か
ら

　
　
み
れ
ば
「
或
る
普
遍
的
な
も
の
・
薄
霧
艶
餉
§
・
貯
窃
」
で
あ
り
、
こ
の
普
遍
的
な
も
の
と
は
統
一
の
規
則
と
し
て
役
立
つ
概
念
で
あ
る
。

　
　
「
多
様
な
る
も
の
、
即
ち
直
観
さ
れ
そ
し
て
ま
た
再
現
さ
れ
た
も
の
を
一
つ
の
観
念
に
合
一
す
る
く
巽
餓
三
σ
q
窪
の
は
こ
の
一
つ
の
意
識
で

　
　
あ
る
」
（
》
＄
ω
）
。
同
一
性
の
意
識
は
意
識
の
同
一
性
を
前
提
と
す
る
。
従
っ
て
、
先
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
過
去
把
持
に
お
け
る
二
重
の
指
向

　
　
性
に
つ
い
て
触
れ
た
際
、
と
り
合
え
ず
超
越
論
的
構
暴
力
の
働
き
に
帰
し
た
が
、
二
重
の
指
向
性
の
う
ち
殊
に
後
者
の
そ
れ
、
「
第
一
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
記
憶
の
統
一
を
構
成
す
る
志
向
性
」
「
丙
①
8
舞
δ
コ
山
口
菊
薄
窪
臨
。
コ
」
と
い
わ
れ
る
指
向
性
は
、
カ
ン
ト
的
に
考
え
る
な
ら
、
同
一
性
の
意

　
　
識
の
み
が
与
え
う
る
再
認
の
綜
合
と
い
う
（
最
終
的
に
は
超
越
論
的
統
覚
の
統
一
に
基
づ
く
）
根
源
的
指
向
性
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
一

　
　
性
の
意
識
が
意
識
の
同
一
性
に
基
づ
く
限
り
、
こ
の
意
識
の
同
一
性
は
〈
た
と
え
そ
の
意
識
は
微
弱
で
あ
っ
て
も
（
a
o
ω
）
〉
「
根
源
的
超

　
　
越
論
的
制
約
」
（
》
目
O
①
）
と
し
て
の
「
超
越
論
的
統
覚
」
又
は
純
粋
統
覚
で
あ
る
。
「
統
覚
し
と
は
「
全
篤
疇
の
乗
物
」
で
あ
る
か
ら
、
意

　
　
識
の
綜
舎
統
一
に
至
り
は
じ
め
て
全
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
現
象
へ
の
適
用
が
可
能
で
あ
っ
て
、
憲
観
的
知
覚
は
変
貌
し
て
経
験
と
な
り
、
普

　
　
遍
的
綜
合
判
断
が
成
立
す
る
。
カ
ン
ト
哲
学
で
は
、
意
識
統
一
が
客
観
的
認
識
の
条
件
な
の
で
あ
る
。
マ
ル
ク
ス
・
ヘ
ル
ツ
宛
の
手
紙
で

　
　
語
ら
れ
た
「
表
象
の
対
象
へ
の
関
連
」
は
意
識
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
統
一
に
基
づ
き
、
意
識
統
一
の
超
越
論
的
根
拠
は
「
我
事

　
　
う
」
と
し
て
の
超
越
論
的
統
覚
で
あ
る
。
「
我
思
う
」
は
「
す
べ
て
の
私
の
表
象
に
伴
う
」
（
じ
d
お
N
）
「
私
自
身
の
意
識
」
（
＞
H
峯
》
舞
き
．
）
、

伽　
　
　
　
　
認
識
と
超
越
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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七
八

自
己
意
識
で
あ
っ
て
、
「
私
の
O
器
①
ぎ
を
規
定
す
る
作
用
を
表
現
す
る
」
（
し
d
嵩
刈
》
コ
ヨ
し
。
と
岡
時
に
、
私
以
外
の
他
の
如
何
る
も
の
か

ら
も
生
ず
る
の
で
は
な
い
瞬
発
性
の
作
用
で
あ
り
、
「
純
粋
に
根
源
的
に
し
て
不
変
§
≦
睾
亀
訂
N
の
意
識
」
（
〉
δ
刈
）
で
あ
る
。
統
覚

自
身
の
意
識
は
内
的
知
覚
の
領
野
で
は
単
に
経
験
的
で
変
転
し
、
流
動
の
な
か
で
立
ち
止
ま
り
と
ど
ま
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
（
》
δ
刈
）
。

「
蔚
。
・
。
・
滞
冨
巳
Φ
§
鉱
σ
鐵
げ
④
二
分
尊
は
私
の
す
べ
て
の
表
象
の
相
関
を
な
す
」
（
》
嵩
ω
）
。
超
越
論
的
統
覚
は
時
間
的
変
遷
を
超
え
る
と

い
う
叡
知
的
本
性
を
も
つ
も
の
と
し
て
、
時
間
と
共
に
変
転
す
る
経
験
的
統
覚
と
対
照
さ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
遷
流
意
識
と
の
相
関
に
お

い
て
考
え
ら
れ
る
。
「
我
々
が
現
に
思
惟
し
て
い
る
こ
と
が
、
一
瞬
前
に
思
惟
し
た
こ
と
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
意
識
」
は
、
流
動
す
る

時
間
に
、
一
瞬
前
の
時
と
現
在
、
更
に
は
新
た
に
湧
出
す
る
今
と
の
根
源
的
問
一
性
の
純
粋
な
地
平
を
踊
く
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
時

間
の
根
源
的
同
一
性
の
地
平
と
は
、
「
か
つ
て
あ
っ
た
」
し
「
今
も
あ
る
」
「
い
つ
で
も
あ
る
」
と
い
う
時
の
中
で
「
常
に
あ
る
」
こ
と
の

普
遍
性
の
地
平
で
あ
る
。
流
れ
る
時
聞
は
、
今
継
起
の
時
間
と
し
て
、
常
に
今
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
今
を
と
っ
て
も
今
で
あ
る
。
時
間
は

そ
の
よ
う
に
そ
れ
自
身
の
恒
常
性
を
示
す
も
の
と
し
て
、
「
推
移
せ
ず
」
飢
δ
N
簿
く
匿
9
津
。
・
尊
ロ
陣
。
ぎ
（
と
念
”
し
三
脚
。
。
ω
）
、
推
移
す
る
の
は

時
間
の
中
で
変
易
す
る
も
の
の
存
在
の
み
で
あ
る
。
「
従
っ
て
、
そ
れ
自
身
、
不
易
で
常
住
す
る
§
蓄
巳
の
導
。
・
門
§
伽
ぴ
ζ
げ
の
浅
時
」

（
》
置
♪
ゆ
H
。
。
。
。
）
に
現
象
に
お
い
て
対
々
す
る
の
は
、
「
U
p
。
ω
①
言
に
お
い
て
変
転
せ
ざ
る
も
の
即
ち
実
体
で
あ
る
」
（
》
謹
画
し
d
お
ω
）
。
カ
テ

ゴ
リ
ー
と
し
て
の
実
体
概
念
が
現
象
に
適
評
さ
れ
、
直
観
的
な
る
も
の
を
客
観
化
す
る
の
は
「
時
」
そ
の
も
の
は
常
住
し
、
変
転
し
な
い

こ
と
に
基
づ
く
。
従
っ
て
、
時
の
中
で
常
に
同
一
な
る
も
の
と
し
て
純
粋
に
形
像
化
さ
れ
う
る
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
は
「
時
闘
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

お
け
る
実
在
的
な
も
の
の
持
続
性
」
（
》
μ
腿
海
　
し
d
同
G
O
ω
　
　
　
　
噂
）
で
あ
り
、
そ
れ
が
実
体
の
図
式
で
あ
る
。
総
じ
て
、
関
係
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
は

「
時
問
秩
序
」
（
諺
掃
幽
0
　
じ
ご
H
o
◎
継
　
　
　
　
鳩
）
N
⑦
ぎ
鉱
ψ
§
α
q
で
あ
る
。

　
M
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
は
基
礎
的
有
論
の
観
点
か
ら
カ
ン
ト
哲
学
を
解
釈
す
る
に
際
し
、
三
重
の
綜
合
を
過
去
・
現
在
・
将
来
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

時
の
「
脱
自
的
地
平
」
の
根
源
降
形
成
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
以
上
の
分
析
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
自
発
性
と
し
て
の
思
惟
と
思
議
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

時
の
関
係
に
即
す
る
カ
ン
ト
の
時
闘
論
で
は
将
来
が
欠
落
し
て
お
り
不
完
全
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
こ
と
は
、
体
験
的
、
知
覚
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経
験
の
レ
ベ
ル
で
カ
ン
ト
が
時
の
将
来
を
忘
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
ヵ
ソ
ト
ば
形
而
上
学
講
義
の
中
で
、
現
在
の
表
象
を
「
表

現
力
篤
客
島
霧
｛
。
§
き
黛
」
、
過
玄
の
表
象
を
「
想
像
力
｛
蓉
乱
奮
蒼
海
α
q
一
き
浅
嶋
、
未
来
の
表
象
を
「
予
見
力
｛
8
隻
。
。
加
容
器
三
号
鼠
己

に
帰
し
、
こ
れ
ら
三
つ
の
形
成
力
は
感
性
的
な
も
の
と
し
て
模
写
力
と
想
像
力
に
基
づ
く
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
認

識
の
根
拠
を
探
究
す
る
超
越
論
的
思
索
の
中
で
は
、
「
将
来
」
は
時
の
常
住
性
の
内
に
塗
し
去
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
超
越
論
的
次
元

に
お
け
る
認
識
主
観
と
行
為
的
主
体
の
分
離
が
み
て
と
ら
れ
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
「
予
め
先
を
見
る
と
い
う
こ
と
は
お
よ
そ
あ
ら
ゆ
る

　
　
　
（
2
2
）

実
践
の
条
件
」
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
時
間
の
具
体
的
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
の
は
、
「
持
続
性
」
「
継
起
」
「
同
時

性
」
と
い
う
時
間
の
三
様
桐
儒
δ
砕
①
一
丁
。
鎌
高
冷
N
魯
（
じ
d
卜
。
δ
）
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
関
係
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
応
す
る
。
持
続
性
が
実

体
の
図
式
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
継
起
が
因
果
性
の
図
式
を
、
岡
時
性
が
交
互
作
用
の
図
式
を
示
す
の
で
あ
り
、
時
間
そ
の
も
の
が
示
さ
れ

る
関
係
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
は
、
時
間
は
Z
鴛
冨
碁
滋
臼
の
秩
序
形
式
で
あ
る
か
ら
、
「
凡
ゆ
る
時
間
に
お
け
る
知
覚
相
互
の
関
係
」

（
》
目
膳
α
”
　
じ
⇒
目
c
Q
心
…
α
）
郊
ち
時
闘
秩
序
N
①
ぎ
乱
訂
§
ぴ
q
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
「
不
易
で
、
常
住
す
る
」
時
と
は
、
一
見
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
絶
対
上
聞
の
面
影
を
強
く
宿
し
て
お
り
、
時
間
が
現
象
の
前
後
関

係
に
つ
い
て
の
秩
序
形
式
で
あ
る
と
い
う
規
定
か
ら
、
逸
脱
し
て
い
る
か
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
時
間
論
で
は
、
個
々
の
経

験
的
対
象
及
び
繊
来
事
の
時
間
位
置
に
関
す
る
決
定
は
、
絶
対
時
間
に
対
す
る
現
象
の
関
係
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
逆
に
諸
現
象
が
時
間

の
中
に
お
け
る
自
ら
の
位
置
を
玉
吟
に
決
定
し
、
時
問
秩
序
に
お
け
る
自
ら
の
位
置
を
必
然
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ
れ
は

空
間
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
「
時
間
は
経
験
が
そ
こ
に
お
い
て
す
べ
て
の
現
存
在
に
そ
れ
ぞ
れ
の
位
置
を
直
接
決
定
す
る
と
こ
ろ
の
も

の
と
は
霜
傲
さ
れ
な
い
。
絶
対
時
間
は
諸
現
象
が
そ
れ
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
、
比
較
対
照
さ
れ
う
る
知
覚
の
対
象
で
は
な
い
か
ら
、
そ
の

よ
う
な
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
現
象
の
現
存
在
が
時
間
関
係
に
従
う
綜
含
統
一
を
も
ち
う
る
の
は
、
悟
性
の
規
則
に
よ
っ
て
の
み
で
あ

り
、
悟
性
の
規
則
が
各
現
象
に
時
閾
に
お
け
る
位
置
を
決
定
す
る
、
即
ち
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
、
い
つ
い
か
な
る
時
に
も
妥
当
す
る
（
α
q
警
諮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

｛
酵
聾
。
§
胤
撤
紆
N
簿
）
よ
う
決
定
す
る
3
（
じ
ご
ま
鱒
）

　
　
　
　
認
識
と
超
越
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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誓
学
研
究
　
第
五
百
三
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
○

　
主
体
の
能
動
的
作
用
の
現
前
に
よ
っ
て
、
流
動
す
る
時
間
の
中
に
普
遍
性
の
地
平
が
形
成
さ
れ
、
時
の
常
住
性
が
需
わ
れ
う
る
の
は
、

時
間
が
永
遠
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
流
れ
つ
っ
と
ど
ま
る
現
在
と
し
て
の
時
間
に
空
聞
の
契
機
が
強
く
重
ね
合
さ
れ
て
く
る
こ
と
を
示

す
。
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
が
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
第
二
版
で
つ
け
諏
え
た
観
念
論
論
駁
の
外
界
の
存
在
証
明
の
中
で
、
流
動
す
る
時

間
の
中
で
意
識
さ
れ
る
自
我
の
存
在
さ
え
、
「
私
の
外
な
る
空
間
に
お
け
る
対
象
の
σ
⇔
器
ヨ
」
（
b
d
・
。
誤
）
、
「
私
の
外
に
あ
る
事
物
の
穿
甲

8
農
」
（
b
ご
ト
。
圃
③
）
の
直
接
的
意
識
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
時
問
は
流
動
す
る
の
に
、
「
空
間
の

み
が
持
続
す
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
」
（
じ
d
8
H
）
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
持
続
す
る
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
空
間

が
、
ま
た
絶
対
空
間
で
な
い
こ
と
は
、
先
の
空
間
論
の
所
論
よ
り
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
M
・
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
「
。
。
・
8
§
儀
N
簿
」
の
中
で
、
超
越
論
的
統
覚
と
し
て
の
「
我
思
う
」
が
言
論
的
に
可
能
で
あ
る
な
ら
、

そ
こ
に
は
、
暗
黙
裡
に
「
世
界
し
が
前
提
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
ず
、
カ
ン
ト
は
「
宙
我
の
着
の
体
制
」
ω
の
ぎ
ω
く
①
量
器
§
α
Q
象
。
。
囲
畠
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

共
に
規
定
し
て
い
る
世
界
と
い
う
現
象
を
み
な
か
っ
た
と
い
う
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
い
う
世
界
は
歴
史
的
世
界
で
あ
る
が
、
カ
ン
ト
の
場

合
、
超
越
論
的
統
覚
に
よ
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
統
一
に
よ
っ
て
達
成
さ
れ
る
の
は
、
法
則
性
一
般
と
し
て
の
客
観
的
自
然
で
あ
る
。

こ
の
場
舎
、
自
然
と
は
経
験
の
対
象
の
全
体
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
普
遍
的
法
則
の
総
体
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
思
想
は
、
物
の
実
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

的
内
面
性
を
関
数
的
数
学
的
溝
造
に
変
容
す
る
近
代
の
数
学
的
肖
然
学
の
発
展
で
あ
り
、
完
成
で
あ
る
。
「
我
々
が
2
簿
§
と
呼
ぶ
現
象

に
お
け
る
秩
序
と
規
慢
性
は
…
…
我
々
の
心
の
本
性
鋳
・
2
9
。
窪
暁
§
ω
巽
窃
O
。
自
重
ω
を
根
源
的
に
投
げ
入
れ
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
了
〕

〔
誼
〕

（
1
）
　
円
O
器
ω
貯
㊦
ひ
始
窪
。
ω
o
答
一
Φ
締
肖
噛
・
曳
§
び
。
冨
。
ぎ
嵩
切
。
村
導
o
p
ω
e
b
。
8
．

（
2
）
　
羨
島
‘
ω
」
㊤
鴫
．

（
3
）
　
ぴ
一
血
こ
ω
ら
お
Q
。
畠
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（
4
）
　
頴
’
轡
℃
薄
8
u
囚
き
け
、
ω
竃
③
冨
唱
び
嶺
げ
。
｛
図
巻
Φ
甑
窪
8
◎
ワ
同
お
．

（
5
）
　
転
飢
こ
く
。
冨
墓
↓
毛
ρ
門
）
」
鐸

（
6
）
　
き
噂
．
O
器
ω
貯
費
い
O
器
切
蒔
魯
口
け
口
冨
窯
。
藍
⑳
ヨ
■
N
≦
①
ぽ
触
e
d
餌
昌
鮮
じ
ご
①
島
回
お
O
メ
も
。
．
毬
メ

（
7
）
　
窯
．
畷
Φ
賦
①
σ
Q
α
q
Φ
び
溶
鴛
酔
償
⇒
島
詠
ω
評
。
ぴ
困
Φ
ヨ
飢
興
窯
①
欝
瓢
再
論
内
●
O
ユ
窪
ω
〉
¢
鋤
黄
P
ω
■
δ
餅

（
8
）
　
鐸
翻
転
ω
Φ
鋳
崔
Φ
岩
戸
①
ぎ
興
鼠
溝
瓢
譲
葉
。
B
曾
2
0
α
q
δ
§
仙
喜
似
8
諺
9
。
δ
σ
Q
野
皆
目
℃
竃
。
し
・
。
冨
δ
“
り
欝
昌
昌
p
三
譲
。
・
鷹
ご
ぎ
鎌
お
α
ρ
ω
■
罫

（
9
）
　
薫
飢
こ
ω
・
ミ
．

（
0
1
）
　
…
び
罷
二
ω
．
鼠
o
Q
．

（
1
1
）
　
奔
餌
器
。
・
o
罫
鵠
畦
℃
薮
き
ヨ
①
昌
。
ぴ
賦
㊦
山
面
ぢ
器
吋
窪
N
o
搾
び
ゆ
≦
¢
碧
鶴
5
。
噂
■
顕
き
σ
q
鐸
貫
け
ヨ
β
ψ
Z
潔
ぎ
獄
ド
霧
9
密
ピ
雀
め
。
マ
響
み

（
1
2
）
　
獅
O
器
ω
ぜ
⑦
さ
σ
霧
き
噸
時
9
⇒
9
置
箕
。
甑
①
β
鐸
ω
．
8
Q
。
■

（
1
3
）
　
騎
・
鵠
霧
ω
①
典
8
◆
o
搾
”
嘗
一
．
伽
這
．

（
1
4
）
　
ひ
a
こ
麟
ω
り
．

（
1
5
）
　
現
象
の
親
和
性
と
は
、
よ
り
近
代
的
に
言
う
な
ら
、
自
然
の
斉
～
牲
の
こ
と
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
6
！
）
　
》
偉
仔
Q
屋
け
ヨ
霧
℃
O
§
諭
ω
。
。
…
o
ゆ
ω
．
×
。
G
。
レ
q

（
！
7
）
　
渡
①
踏
ユ
ご
二
賃
σ
q
ω
o
望
題
熟
㌫
話
。
け
筥
ゆ
ヨ
9
器
’
℃
群
山
ド
。
。
り
O
署
．
ド
G
。
b
。
ム
．
ベ
ル
グ
ソ
ソ
は
こ
の
籔
藤
で
、
無
限
の
記
憶
の
中
か
ら
現
在
の
知
覚
に
相
似
た
唯
一
の

　
　
宇
角
が
ど
の
よ
う
に
し
て
意
識
の
光
に
あ
ら
わ
れ
る
の
か
と
い
う
間
趣
こ
そ
連
想
憲
義
の
閣
題
に
な
る
は
ず
だ
が
、
連
想
主
義
ほ
そ
の
よ
う
な
問
い
に
答
え
な
い
と
す

　
　
る
。
我
々
の
知
覚
は
類
似
を
融
々
の
知
覚
に
先
立
ち
、
即
ち
、
部
分
に
先
立
っ
て
金
体
を
知
覚
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
金
融
か
ら
部
分
へ
と
い
う
動
向
は
、
我
々
の

　
　
人
諮
全
体
に
よ
る
再
認
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
1
8
）
　
閃
■
頃
器
ω
㊦
鋳
。
ワ
簿
二
奮
り
．
ψ
ω
c
。
ゐ
辱

（
1
9
）
　
関
係
の
カ
テ
．
諏
り
…
に
は
実
体
の
他
に
悪
果
牲
、
交
互
作
用
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
対
応
す
る
麹
式
は
、
そ
れ
ぞ
れ
継
起
と
同
時
性
で
あ
る
。

（
2
0
）
　
ζ
」
潤
㊦
置
£
σ
q
⑦
び
。
ワ
。
搾

（
2
1
）
　
≦
鉱
話
り
奪
d
a
o
訂
び
図
餌
馨
燭
ぴ
ω
同
窯
0
9
嘗
属
艶
§
傷
や
q
憎
団
鋳
窪
窪
●
筒
切
昂
2
防
9
ヨ
竃
p
騨
”
お
“
9
ω
．
黛

（
2
2
）
　
隈
£
。
簿
”
》
糞
芹
。
℃
o
ざ
ひ
q
δ
陣
嵩
℃
簿
窪
q
ヨ
2
・
銘
の
簿
賃
瓢
ぎ
ω
…
。
甥
け
．
○
．
乏
’
く
囲
図
．
奮
α
．
Q
唾
’
掃
G
。
G
η
「

（
2
3
）
　
以
上
の
文
を
2
・
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
は
、
糎
対
性
理
論
と
枇
判
的
観
念
論
の
爾
者
の
蒋
間
論
が
矛
盾
を
孕
む
も
の
で
愚
な
い
こ
と
を
示
す
決
定
的
な
箇
所
で
引
飛
し
て

　
　
　
認
識
と
超
越
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一



634

　
　
　
認
識
と
超
越
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
こ

　
　
い
る
。
彰
○
霧
ω
岸
Φ
ひ
N
霞
醐
ぎ
ω
冨
一
塁
O
げ
窪
謁
O
蒙
…
〈
…
畿
翼
ゴ
の
O
ユ
Φ
甲
≦
奮
§
ω
O
ゴ
翫
藻
尋
Φ
じ
6
琶
げ
σ
q
霧
鉱
一
。
。
O
『
既
r
O
舘
羅
切
雛
費
む
α
圃
、
ゆ
く
し

（
2
4
）
　
竃
’
鵠
⑦
箆
Φ
σ
q
α
q
¢
さ
ω
σ
冒
郎
邑
N
o
間
け
・
巻
餅

（
2
5
）
　
印
O
器
。
。
芹
①
び
O
器
悔
鐸
2
瓢
5
一
。
。
箕
。
望
⑦
ヨ
矧
把
も
つ
．
0
ら
σ
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
京
都
大
学
文
学
部
哲
学
助
手
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world　as　that　which　increases　by　one．　This　is　what　is　implied　by　tneans　of

the　phrase　‘one　into　the　rnany．’　Thus　while　an　actual　entity　refiects　in　itself

the　world　by　bringing　the　maRy　into　one，　and　one　into　the　many，　it

operates　as　a　’formative　element　of　the　world．　And　what’s　rnore，　it　comes

into　contact　with　God　on　al｝　scuh　occasions　as　it　operates　in　this　way．

These　considerations　bring　us　to　the　view　that　there　is　alrnost　no　differ－

ence　in　Whitehead’s　and　Nishida’s　philosophy　in　that　God　and　the　worlG

are　related　to　each　other　in　a　panentheistlc　way．

ErkenRtnis　und　Transzendenz　in　KaRts　Philosophie

z，on　Seiichlro　Sugiyama

　　In　dleser　Abhandlung　ist　eine　phEnomenologische　ErlauteruRg　der

Erkenntnis　in　Kants　Philosophie　versucht　worden，

　　In　Kants　Philosophie　wird　der　Ubergang　von　der　Metaphysik　ins

transzendentale　Denken　gemacht．

　　Als　den，，　SchlUssel　zu　den　ganzen　Geheimnissen　der　bis　dakin　sieh　selbst

noch　verborgenen　Metaphysik“　hat　Kant　das　Problem　bezeichnet，　auf

welchem　Grund　die　Beziehung　des　jenigen，　was　wir　Vorstellung　in　ttns

nennen，　zu　dem　Gegenstand　beruht．　Eben　diese　Frage　ist　es，　die　die

transzendentale　Reflexionsebene　er6ffnet　hat

　　Der　erste　Schritt　wird　von　Kants　Raumlehre　gezeigt．　Nach　Kant　ist　der

Raum　die　Form　der　sinnlichen　Anschauung．　Die　Struktur　dleses　Raurnes

ist　nicht　composi£um，　sondern　totum，　kontinuum　und　infinitum．　Diese

Struktur　bezeichnet　．ln－Struktur“　des　Raumes　als　Form　der　Anschauung．

Die　Unendlichkeit　des　Raumes　bedeutet　weder　die　elnes　absoluten

Raumes　oder　elner　Wesensdimmension　des　G6ttlichen　noch　die　des

UBiversttms．　1）er　Raum　ist　die　．im　Gemgte　berelt　liegende“Form．　Wlr

sehen　den　unendlichen　Raum　nlchr　．in　Gott，“　sondern　in・uns．　Der　Raum

wlrd　von　uns　．als　eine　unendlich　gegebene　Gr6，”・）e　vorgestellt．“　Wir　sehere

alles　auBerlich　gegebene　Erscheinende　auf　dem　Hintergrund　der　Raum－
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unendllchkeit．　Diese　Unendllehkeltsgegebenhelt　bildet　das　sinnliche

Moment　des　offenen　Horizontes．

　　Der　Gegenstand　der　Erkenntnis　lst　nach　Kant　nicht　mehr　．An－sich－

sein“，　sondern　PhanorneRon，　das　von　uns　repra’sentiert　wird．　Dadurch，

da8　unser　Gemift　affiziert　wird，　flndet　sich　ein　Bewu8tseinsstrom　statt．

Kein　lnhait　des　BewuPJtseins　ist　an　sich　bloftj　＞＞prasent＜＜，　noch　ist　er　an

sich　bloB　＞＞reprnsentativ＜＜．　Vielmehr　faBt　jedes　aktuelle　oder　potentielle

BewuPJtsein　beide　’ lomente　in　un16sbarer　Einkeit　in　sich．　Hierbei

handelt　es　sich　um　die　BewuBtseins－Zeit．　die　uns　ihrem　Wesen　nach
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

nicht　anders　als　Prtisenz－Zeit　gegeben　sein　kann．　Sie　unterscheidet　sich

von　der　Ding－Zeit，　die　von　uRs　objektiv　gemessen　werden　kann．　Die

Richtung　der　Kants　Betrachtung　geht　vom　＞＞ldealen＜＜　zum　＞＞Reaien＜＜，　von

der　＞＞lntention＞＞　auf　ihren　＞＞Gegenstand＜＜．　Schon　Leibniz　zeigt　一　und

eben　dies　bildet　ein　Kernstifck　in　seinen　Polemik　gegen　Newtons　Zeitlehre

　　　　，　daB　wir　erst　von　der　．monadologischer　Zeit“　aus　zur　mathematisch－

physikaiischeR　Zeit　gelangen　k6nnen．

　　In　der　Dlskussion，　die　sich　von　sinnlicher　Anschauung　und

Einbildungskraft　zur　transzendentalen　Apperzeption　erh6ht，　zelgen　die

dreifache　Synthesis　und　der　Schematlsmus　den　wichtigsten　Spiel　der　Zeit

als　｝lorizont　der　menschlichen　Erkenntnis．　Kants　Zeitlehre　auch　handeit

es　sich　um　die　kontinuierliche　Zeit．　die　von　Retention　und　Protention
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’

konstituiert　wird．　Nach　E．　Kusserl　bewegt　slch　die　transzefidentale

Deduktion　der　ersten　Auflage　der　．Krltik　der　reinen　Vernunft“　eigentlich

sehon　auf　phanomenologischern　Boden．　M．　Heidegger　hat　bei　seinem

Versuch，　1〈ant　unter　dem　Gesichtspunkt　von　．Sein　uitd　Zeit“　zu

interpretieren，　in　den　drei　Synthesen　die　Ekstasen：　Gegenwart，　Gewesenheit

und　Zukunft　wlederfinden　wollen．　Aber　Kants　Analyse　des　Verha！tnisses

von　menschlicher　Seele　und　ekstatischer　Zeit　in　der　transzendentalen

Dimension　｛ehlt　es　an　Zukun｛t　und　is£　darnit　sie　unvollstandig；　das

bedeutet，　daB　Zukttnft　in　die　Bestandigkeit　der　Zeit　aufge16st　wird　und

Zeit　rnit　dem　Raum　liberlagert　（nicht　vereinigt）　wird，
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