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W
　
経
験
空
間
と
経
験
幾
何
学

　
1
3
　
わ
れ
わ
れ
は
経
験
空
闘
に
お
い
て
知
覚
空
間
と
物
理
空
間
と
を
区
課
す
る
。
心
理
学
老
に
よ
れ
ば
、
視
覚
空
聞
、
触
覚
空
間
、
聴

覚
空
閥
、
味
覚
空
間
と
い
っ
た
諸
知
覚
空
聞
は
本
来
そ
れ
ぞ
れ
互
い
に
異
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
が
、
わ
れ
わ
れ
は
、
生
ま
れ
て
以
来

の
学
習
に
よ
っ
て
そ
れ
ら
諸
空
間
の
根
関
関
係
を
獲
得
し
、
そ
の
結
果
、
一
つ
の
一
貫
し
た
知
覚
空
間
を
も
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の

よ
う
な
知
覚
空
間
と
物
理
空
間
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
こ
こ
で
の
一
つ
の
間
題
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
問
題
は

幾
何
学
の
経
験
的
解
釈
の
問
題
を
前
提
と
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
後
者
の
問
題
を
解
く
こ
と
が
ま
ず
必
要
で
あ
る
。

　
幾
何
学
の
経
験
的
解
釈
の
問
題
は
、
古
代
の
暫
学
者
に
よ
っ
て
す
で
に
気
付
か
れ
て
い
た
あ
の
数
学
の
精
密
性
と
感
覚
の
不
精
慣
性
と

の
闘
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
問
題
を
、
ヒ
ュ
…
ム
の
よ
う
な
幾
何
学
の
懐
疑
論
を
避
け
て
解
決
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
次
の
二
つ
の
方
法

の
ど
ち
ら
か
を
採
用
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
つ
の
方
法
は
、
物
理
幾
何
学
が
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
点
、
線
、

面
、
立
体
卜
す
な
わ
ち
物
理
空
間
を
、
知
覚
経
験
に
与
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
よ
っ
て
構
成
す
る
方
法
で
あ
り
、
他
の
一
つ
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）

れ
ら
の
知
覚
し
え
な
い
も
の
を
知
覚
さ
れ
た
も
の
か
ら
推
測
す
る
力
法
で
あ
る
。
前
者
の
物
理
空
間
の
「
論
理
的
構
成
し
は
、
ホ
ワ
イ
ト

ヘ
ッ
ド
、
ラ
ッ
セ
ル
、
カ
ル
ナ
ッ
プ
、
但
し
『
樵
界
の
論
理
的
構
築
隔
の
著
者
と
し
て
の
ヵ
ル
ナ
ッ
プ
と
い
っ
た
人
々
が
採
用
し
た
方
法

で
あ
る
（
図
式
化
さ
れ
た
単
純
な
感
覚
知
覚
を
も
と
に
幾
何
学
を
構
成
し
よ
う
と
い
う
J
・
ニ
コ
ー
の
あ
の
試
み
も
、
こ
の
線
上
の
も
の

　
（
4
1
）

で
あ
る
）
。
そ
こ
で
ま
ず
、
こ
の
方
法
に
よ
る
解
決
を
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
、
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
っ
て
み
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
空
閻
と
幾
何
学
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五
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翻　
　
　
1
4
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
考
え
る
物
理
空
間
は
、
わ
れ
わ
れ
の
（
感
覚
知
覚
の
要
素
で
あ
る
）
感
覚
意
識
（
ω
窪
ω
？
睾
二
二
霧
ω
）
に
直
接

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

　
　
与
え
ら
れ
て
い
る
自
然
の
具
体
的
要
素
と
し
て
の
「
出
来
事
（
⑦
く
Φ
疑
）
」
か
ら
抽
象
さ
れ
た
抽
象
観
念
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
出
来
事

　
　
の
も
つ
二
つ
の
特
性
に
着
弾
し
て
、
そ
れ
か
ら
物
理
空
間
を
抽
象
す
る
方
法
が
あ
の
「
延
長
的
抽
象
化
の
方
法
（
ヨ
。
窪
鼠
。
｛
①
塁
窪
ω
賢
く
Φ

　
　
菩
ω
θ
霞
9
δ
β
）
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
出
来
事
の
も
つ
二
つ
の
特
性
と
は
、
「
移
り
行
き
（
℃
餌
ω
ω
⇔
σ
q
⑦
）
」
と
「
拡
が
り
（
Φ
碁
？

　
　
翠
霞
と
で
あ
り
、
こ
の
特
性
に
関
し
て
出
来
第
は
、
覆
う
1
覆
わ
れ
る
の
二
項
関
係
の
場
と
な
る
。
す
る
と
、
任
意
の
二
つ
の
出
来
事

　
　
A
と
B
を
と
れ
ば
、
（
i
）
A
が
B
を
覆
う
か
（
”
1
1
）
B
が
A
を
覆
う
か
（
…
m
）
A
と
B
は
共
に
あ
る
出
来
事
C
を
．
覆
う
が
、
し
か
し
ど

　
　
ち
ら
も
そ
の
他
の
出
来
蕃
は
覆
っ
て
い
な
い
か
（
V
）
A
と
B
と
は
完
全
に
分
離
し
て
い
る
か
、
の
い
ず
れ
か
が
成
立
す
る
。
そ
こ
で
、

　
　
…
m
と
沖
の
場
合
は
除
外
し
て
、
そ
の
中
か
ら
任
意
の
二
つ
の
出
来
事
を
と
れ
ば
、
i
あ
る
い
は
“
1
1
の
場
合
が
成
立
し
て
い
る
よ
う
な
嵐
来

　
　
事
の
集
合
を
考
え
て
み
る
。
だ
が
、
こ
の
集
合
は
、
も
し
集
合
の
エ
レ
メ
ン
ト
で
あ
る
鳩
来
事
が
現
実
の
出
来
事
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
有

　
　
限
集
合
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
さ
ら
に
こ
の
点
を
も
除
い
た
、
次
の
条
件
を
満
足
す
る
「
抽
象
的
集
合
（
帥
σ
珍
霞
。
覗
く
⑦
o
訂
。
・
ω
o
『
。
・
Φ
【
）
」

　
　
を
考
え
る
。
そ
の
条
件
と
は
、
（
i
）
そ
の
集
合
の
ど
ん
な
二
つ
の
要
素
も
一
方
が
他
方
を
そ
れ
の
部
分
と
し
て
包
含
し
て
お
り
、
し
か

　
　
も
（
“
1
1
）
そ
の
集
合
の
す
べ
て
の
要
素
に
共
通
な
部
分
で
あ
る
よ
う
な
出
来
事
は
存
在
し
な
い
（
極
限
要
素
の
否
定
）
、
と
い
う
も
の
で

　
　
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
抽
象
的
集
合
を
用
い
て
物
理
空
間
を
論
理
的
に
構
成
し
て
ゆ
く
方
法
が
延
長
的
抽
象
化
の
方
法
な
の
で
あ
る
。
例

　
　
え
ば
、
点
は
次
の
よ
う
に
構
成
あ
る
い
は
定
義
さ
れ
る
。
ま
ず
、
二
つ
の
集
合
P
と
q
に
お
い
て
、
P
に
属
す
る
任
意
の
出
来
審
x
が
与

　
　
え
ら
れ
た
時
、
q
の
極
小
に
向
っ
て
十
分
遠
く
ま
で
進
め
ば
X
の
部
分
で
あ
る
却
来
事
y
が
得
ら
れ
、
ま
た
P
の
極
小
に
向
っ
て
十
分
遠

　
　
く
ま
で
進
め
ば
y
の
部
分
で
あ
る
出
来
事
z
が
得
ら
れ
る
時
、
P
と
q
と
は
「
等
し
い
（
窒
9
開
と
と
定
義
す
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
の
要

　
　
素
が
す
べ
て
こ
の
よ
う
に
互
い
に
等
し
い
抽
象
的
集
合
で
あ
る
集
合
を
「
抽
象
的
要
素
（
ぎ
ω
欝
。
引
く
①
①
ざ
ヨ
①
艮
）
」
と
呼
ぶ
。
す
る
と
、

　
　
四
次
元
時
空
多
様
体
の
基
本
的
要
素
で
あ
る
「
出
来
事
粒
子
へ
Φ
〈
2
マ
麓
詳
…
巳
φ
）
」
ぱ
、
こ
の
抽
象
的
要
素
す
な
わ
ち
抽
象
的
集
合
の
集
合

　
　
す
な
わ
ち
崩
来
窺
の
集
合
の
集
合
と
な
る
。
そ
し
て
、
点
（
超
時
間
的
空
聞
の
点
）
は
、
こ
の
出
来
事
粒
子
の
集
毒
す
な
わ
ち
抽
象
的
要
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素
の
集
合
す
な
わ
ち
抽
象
的
集
合
の
集
合
の
集
合
す
な
わ
ち
戯
来
事
の
集
合
の
集
合
の
集
合
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ヅ
ド
は
、
四
次
元
時
空
多
様
体
、
三
次
．
兀
瞬
単
調
空
間
、
三
次
元
超
時
閥
的
空
聞
と
い
う
三
つ
の
空
間
を
．
区
別

し
て
考
え
る
が
、
出
来
事
粒
子
と
点
と
は
そ
れ
ぞ
れ
一
番
臼
と
三
番
厨
の
空
間
の
0
次
元
の
基
本
要
素
で
あ
る
。
二
番
麟
の
星
斗
的
空
闘

の
0
次
元
の
基
本
要
素
は
「
パ
ン
ク
ト
（
宮
旨
樽
）
し
と
呼
ば
れ
る
瞬
間
的
点
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
四
つ
の
異
な
っ
た
モ
メ
ン
ト
（
一
瞬
間

に
お
け
る
全
超
然
）
の
レ
ベ
ル
（
車
曳
的
平
面
）
で
も
レ
ク
ト
（
麟
閲
的
直
線
）
で
も
な
い
共
通
の
交
わ
り
と
し
て
定
義
さ
れ
る
。
こ
の

パ
ン
ク
ト
も
ま
た
抽
象
的
要
素
の
集
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
三
つ
の
空
間
の
0
次
元
の
基
本
要
素
が
定
義
さ
れ
る
と
、
こ
れ

か
ら
一
次
元
、
二
次
元
、
三
次
元
の
諸
部
分
黒
鯛
の
構
成
も
可
能
と
な
り
、
ま
た
蕊
空
間
の
相
互
関
係
も
明
確
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
こ

こ
で
は
後
の
議
論
の
た
め
に
、
各
空
問
の
塞
本
要
素
、
従
っ
て
す
べ
て
の
部
分
空
間
は
出
来
事
の
集
合
を
も
と
に
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
、

と
い
う
こ
と
だ
け
に
注
鼠
し
て
お
こ
う
。

　
次
に
、
ラ
ッ
セ
ル
は
、
右
の
よ
う
な
延
長
的
抽
象
化
の
方
法
に
対
し
て
、
も
し
そ
れ
が
世
界
の
現
実
的
な
構
成
要
素
で
も
っ
て
繊
発
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
弓
）

る
方
法
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
拙
象
集
合
の
仮
定
は
そ
れ
の
一
つ
の
欠
点
で
あ
る
、
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
抽
象
集
合
の
要
素
で
あ
る
出

来
事
の
サ
イ
ズ
に
は
ど
ん
な
上
限
も
下
限
も
存
在
し
な
い
と
仮
定
さ
れ
て
い
た
が
、
し
か
し
現
実
の
出
来
事
が
こ
の
条
件
を
充
た
す
と
い

う
経
験
的
証
拠
は
今
の
と
こ
ろ
何
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
ラ
ッ
セ
ル
は
、
こ
の
条
件
を
除
い
た
現
実
の
出
来
事
の
集
合
で
点
、
線
、

面
、
三
次
元
領
域
等
を
定
義
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
例
え
ば
、
廿
里
の
0
次
元
の
基
本
要
素
で
あ
る
点
は
、
出
来
慕
の
最
大
「
共
点
集
合

（
8
も
§
魯
邑
讐
。
巷
）
」
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
こ
で
共
点
集
合
と
は
、
そ
の
集
合
に
属
す
る
ど
ん
な
四
組
の
娼
来
事
も
共
点
で
あ
る
よ
う

な
集
合
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
点
の
定
義
を
も
と
に
、
線
や
、
面
や
三
次
元
領
域
が
そ
れ
ぞ
れ
共
線
、
共
、
獅
、
共
領
域
と
い
う
概

念
を
介
し
て
順
次
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ラ
ッ
セ
ル
の
空
発
も
ま
た
、
椙
来
事
の
集
合
を
も
と
に
構
成
さ
れ
る
も
の
な
の
で

あ
る
。

　
さ
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
肺
ラ
ッ
セ
ル
の
物
理
螺
髪
は
、
出
来
蟻
の
集
合
を
基
本
単
位
と
し
て
論
理
的
に
構
成
さ
れ
た
空
閤
で
あ
る
と

　
　
　
　
窒
間
と
幾
何
学
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
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八

い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
が
、
で
は
、
空
間
の
こ
の
よ
う
な
経
験
的
解
釈
の
も
と
で
、
知
覚
空
間
と
物
理
空
間
と
の
関
係
は
ど
う
な
る
で
あ

ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
す
る
答
え
は
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
っ
て
、
あ
の
「
私
的
空
間
（
℃
尉
一
く
鋤
”
①
　
㏄
喝
鋤
0
0
）
」
と
「
パ
…
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
空
間
（
の
冨
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

鼠
。
震
。
。
需
。
牙
霧
）
」
と
の
間
の
関
係
と
し
て
与
え
ら
れ
た
。
だ
が
、
こ
の
ラ
ッ
セ
ル
の
解
答
で
言
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
パ

ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
空
聞
（
物
理
空
間
）
は
セ
ン
ス
デ
ー
タ
あ
る
い
は
セ
ン
シ
ビ
リ
ア
（
あ
る
い
は
出
来
審
）
を
も
と
に
論
理
的
に
構
成
さ

れ
た
空
間
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
「
拡
が
り
し
を
も
た
な
い
窒
聞
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
人
の
集
合
は
入
で
は
な
い
よ
う
に
拡
が

り
の
集
合
は
拡
が
り
で
は
な
い
！
）
。
従
っ
て
、
知
覚
空
事
と
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
健
ラ
ッ
セ
ル
の
物
理
空
聞
と
の
闘
係
は
、
拡
が
り
國
係
に

よ
っ
て
関
係
づ
け
ら
れ
る
そ
れ
で
は
な
い
。
こ
れ
か
ら
当
然
、
両
者
を
い
わ
ゆ
る
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ

の
こ
と
か
ら
ま
た
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ヅ
ド
鮭
ラ
ッ
セ
ル
流
の
経
験
空
間
の
解
釈
の
下
で
は
、
例
え
ば
あ
る
物
体
が
あ
る
半
径
の
円
軌
道
を
描

い
て
運
動
し
て
い
る
と
い
う
物
理
学
の
忌
明
に
対
す
る
解
釈
と
し
て
、
通
常
煽
れ
も
が
想
い
浮
べ
る
あ
の
あ
る
円
と
そ
の
周
上
を
ま
わ
る

あ
る
物
の
イ
メ
ー
ジ
を
当
て
る
な
ら
ば
、
そ
の
瞬
人
は
全
く
の
比
喩
的
解
釈
を
与
え
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
イ
メ
ー
ジ
は

物
理
学
に
決
し
て
含
ま
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
。
光
は
重
力
場
で
は
轡
．
曲
す
る
と
か
、
素
粒
子
は
拡

が
り
を
も
っ
か
も
た
な
い
か
、
と
い
う
よ
う
な
書
明
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
そ
れ
ら
は
、
論
理
的
に
構
成
さ
れ
た
物
理
空
間
の
あ
の
わ
け

の
わ
か
ら
な
い
用
語
に
翻
訳
さ
れ
た
時
は
じ
め
て
物
理
的
意
味
を
も
つ
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
物
理
空
間
を
以
上
の
よ
う
に
論
理
的
構
成
物
と
み
な
し
て
も
、
そ
こ
に
は
何
の
不
合
理
も
生
じ
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
の
よ
う
に

考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
考
え
方
に
生
じ
る
い
く
つ
か
の
園
難
も
確
か
に
避
け
ら
れ
る
。
だ
が
、
物
理
空
間
を
こ
の
よ
う
な
も
の
と

だ
け
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
決
定
的
理
由
は
何
も
な
い
よ
う
に
み
え
る
。
否
、
む
し
ろ
急
冷
に
多
く
の
人
々
は
、
こ
の
よ
う
な

物
理
空
間
（
お
よ
び
そ
の
空
間
の
中
に
場
所
を
占
め
る
論
理
的
構
成
物
と
し
て
の
物
質
）
の
、
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
極
端
な
考
え
に
不
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

然
さ
を
感
じ
る
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
や
は
り
物
理
窒
間
も
拡
が
り
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
る
方
が
納
得
し
や
す
い
の
で
あ
る
。
そ

こ
で
次
に
、
そ
の
よ
う
な
拡
が
り
の
あ
る
も
う
一
つ
の
物
理
量
閲
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
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（
こ
こ
で
簗
者
は
、
工
つ
の
考
え
方
の
う
ち
ど
ち
ら
か
一
方
が
よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
主
張
す
る
つ
も
り
は
少
し
も
な
い
。
ど
ち
ら
の
考
え
方

に
も
一
長
一
短
が
あ
り
、
お
そ
ら
く
同
程
度
の
園
難
が
含
ま
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
2
で
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ラ
ッ
セ
ル
と
同
じ
く
幾
何

学
の
二
分
法
の
考
え
を
と
り
つ
つ
、
し
か
も
ラ
ッ
セ
ル
と
違
っ
て
拡
が
り
の
あ
る
物
理
笙
間
を
可
能
と
す
る
考
え
方
は
、
認
識
論
的
に
正
し
く
な
い
。
こ

れ
に
つ
い
て
は
以
下
の
議
論
で
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
）

　
1
5
　
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
”
ラ
ヅ
セ
ル
流
の
物
理
空
間
は
、
知
覚
空
間
内
に
は
正
確
な
幾
何
学
は
構
成
で
き
な
い
と
い
う
認
識
の
上
に
、

次
の
二
つ
の
要
請
を
充
た
す
よ
う
に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
二
つ
の
要
請
と
は
、
（
圭
）
正
確
な
幾
何
学
を
構
成
す
る
と
い
う
こ

と
（
ヒ
ュ
ー
ム
流
の
幾
何
学
の
懐
疑
論
の
拒
否
）
と
（
“
1
1
）
純
粋
（
抽
象
）
空
間
と
経
験
空
間
と
の
閥
に
複
観
空
間
の
よ
う
な
も
の
を
認

め
な
い
と
い
う
こ
と
（
こ
れ
を
わ
れ
わ
れ
は
空
間
あ
る
い
は
幾
何
学
の
二
分
法
（
餌
腕
。
ぎ
5
ヨ
冥
）
と
呼
ぼ
う
）
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
わ

れ
わ
れ
は
、
i
の
要
請
は
受
け
入
れ
る
が
、
“
1
1
は
拒
否
す
る
。
つ
ま
り
、
空
間
あ
る
い
は
幾
何
学
の
二
分
法
の
か
わ
り
に
、
直
観
空
間
お

よ
び
そ
の
上
の
直
観
幾
何
学
を
認
め
る
三
分
法
（
巳
魯
。
δ
臼
《
）
を
採
用
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
直
観
空
間
を
用
い
て
、
知
覚
さ
れ
た
も

の
か
ら
拡
が
り
の
あ
る
物
理
空
間
を
推
測
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
物
理
空
間
は
、
知
覚
空
間
と
の
関
係
か
ら
み
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
物
理
空
間
を
、
そ
の
つ
ど
必

ず
あ
る
一
つ
の
視
点
か
ら
で
は
あ
る
が
、
知
覚
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
物
理
空
間
と
知
覚
空
間
と
は
拡
が
り
関
係
に
よ
っ
て
関
係
づ
け
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
物
理
空
間
内
の
物
理
的
事
物
の
（
柑
対
的
）
位
置
お
よ
び
そ
れ
の
占
め
る
場
所
は
、
そ
れ
に
向
け
ら
れ
た
い
ろ
い
ろ
な

知
覚
（
そ
れ
が
例
え
ば
視
覚
で
あ
れ
ば
視
線
）
の
交
点
か
ら
推
測
さ
れ
る
。
次
に
、
わ
れ
わ
れ
は
物
理
掌
篇
を
、
拡
が
り
の
あ
る
種
の
位

相
的
関
係
に
関
し
て
は
、
不
完
全
に
知
覚
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
物
理
空
間
が
連
続
体
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
傭
覚
空
間
は

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
そ
う
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
晦
わ
れ
わ
れ
は
、
連
続
体
で
あ
る
藏
観
空
間
（
直
観
的
に
了
解
可

能
な
空
間
）
を
物
理
空
間
と
み
な
し
て
採
用
す
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
物
理
空
間
に
あ
る
最
小
単
位
が
存
在
す
る
場
合
に
も
、
わ
れ
わ
れ

は
物
理
空
閣
を
不
完
全
に
知
覚
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
よ
う
な
最
小
単
位
を
理
論
的
に
推
測
し
う
る
に

　
　
　
　
窒
聞
と
幾
何
学
（
心
召
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
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一
〇
〇

628　
　
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
倶
し
、
こ
の
場
合
の
空
間
の
最
小
単
位
は
、
物
理
的
に
の
み
意
味
の
あ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に

　
　
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
理
空
間
が
最
小
単
位
を
も
つ
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
は
物
理
的
事
物
の
位
置
を
そ
の
単
位
以
上

　
　
に
は
正
確
に
決
定
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
（
従
っ
て
、
空
闇
が
最
小
単
位
を
も
つ
と
い
う
雷
明

　
　
は
、
知
覚
空
間
と
物
理
空
間
に
お
い
て
の
み
有
意
昧
と
な
り
う
る
。
）
そ
し
て
、
こ
の
場
合
わ
れ
わ
れ
は
、
連
続
体
で
あ
る
直
観
空
間

　
　
に
最
小
単
位
に
相
当
す
る
小
領
域
を
設
定
し
た
も
の
を
物
理
空
間
と
し
て
採
用
す
る
の
で
あ
る
。
（
こ
の
よ
う
な
空
間
は
、
不
連
続
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

　
　
（
山
一
〇
噛
O
O
⇔
け
一
瓢
簾
O
¢
o
孕
）
あ
る
い
は
離
散
的
（
鳥
一
。
・
。
§
の
）
と
呼
ぶ
よ
り
も
、
原
子
的
（
簿
。
箆
。
）
と
呼
ぶ
方
が
よ
り
適
切
で
あ
ろ
う
。
）

　
　
　
と
こ
ろ
で
ラ
ッ
セ
ル
は
、
今
み
て
き
た
よ
う
な
物
理
空
間
を
認
め
な
い
一
つ
の
理
由
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
空
間
の
部
分
空
間
で
あ
る

　
　
点
、
線
、
面
等
と
知
覚
さ
れ
た
そ
れ
ら
と
が
、
ど
れ
程
の
精
密
さ
で
近
似
し
て
い
る
か
を
わ
れ
わ
れ
は
決
定
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を

　
　
　
　
　
（
4
7
）

　
　
あ
げ
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
問
題
は
、
物
理
空
間
に
ど
の
よ
う
な
メ
ト
リ
ッ
ク
を
入
れ
て
物
理
幾
何
学
を
構
成
す
る
か
、
と
い
う
問
題
と

　
　
共
に
測
定
の
間
馬
に
属
す
る
。
と
い
う
の
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
言
う
近
似
度
は
、
測
定
誤
差
の
問
題
に
よ
っ
て
処
理
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
そ
こ
で
次
に
、
測
定
の
問
題
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
1
6
　
測
定
の
問
．
題
の
考
察
に
お
い
て
は
、
ど
こ
ま
で
が
約
束
の
問
題
で
、
ど
こ
ま
で
が
事
実
の
問
．
題
で
、
ど
こ
ま
で
が
論
理
あ
る
い
は

　
　
数
学
の
問
．
題
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
い
つ
も
注
意
を
払
い
つ
つ
進
ん
で
ゆ
く
こ
と
が
大
切
で
あ
る
こ
と
を
、
一
般
的
注
意
と
し
て
あ

　
　
ら
か
じ
め
与
え
て
お
こ
う
。
つ
ま
り
、
測
定
の
問
．
題
に
は
、
こ
れ
ら
三
つ
の
事
柄
が
絡
み
合
っ
て
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
①
　
物
理
空
間
に
メ
ト
リ
ッ
ク
を
導
入
す
る
た
め
に
は
長
さ
（
距
離
）
の
測
定
が
必
要
で
あ
る
。
測
定
と
は
、
あ
る
譲
物
に
あ
る
数
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

　
　
割
り
当
て
る
一
般
的
手
続
き
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
手
続
き
は
一
組
の
規
則
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
従
っ
て
、
物
理
的
長
さ

　
　
（
距
離
）
は
、
長
さ
（
紫
蘭
）
に
関
す
る
測
定
手
続
き
の
規
則
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
規
鋼
は
、
間
主
観
的
観
察
可
能
性
（
葺
。
7

　
　
。
・
鐸
ぼ
①
。
瓢
毒
。
酵
2
乱
撃
一
受
）
の
条
件
を
充
た
し
て
い
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
誓
う
ま
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
　
て
カ
ル
ナ
ッ
プ
は
、
次
の
三
つ
の
規
剛
を
あ
げ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
ま
っ
す
ぐ
な
稜
に
し
る
さ
れ
た
線
分
は
、
も
う
一
つ
励
の
ま



　
　
っ
す
ぐ
な
稜
に
し
る
さ
れ
た
線
分
と
、
二
つ
の
線
分
の
諸
端
点
が
互
い
に
同
時
に
一
致
さ
せ
ら
れ
う
る
時
、
等
し
い
長
さ
を
も
つ
、
と
い

　
　
う
租
男
性
を
定
義
す
る
規
則
、
一
一
つ
の
稜
を
一
直
線
に
連
結
す
れ
ば
、
そ
の
全
体
の
長
さ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
長
さ
の
和
で
あ
る
、
と
い
う
加

　
　
法
性
を
定
義
す
る
規
剣
、
そ
し
て
、
ま
っ
す
ぐ
な
稜
を
も
つ
榛
を
選
び
、
こ
の
稜
の
上
に
二
つ
の
点
を
し
る
し
て
こ
れ
ら
二
点
間
の
線
分

　
　
を
単
位
と
し
て
選
ぶ
、
と
い
う
単
位
を
定
義
す
る
規
鋼
の
三
つ
で
あ
る
。
こ
れ
だ
け
の
規
測
が
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
確
か
に
直
接
測
定

　
　
を
実
際
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

　
　
　
例
、
カ
ル
ナ
ッ
プ
が
示
し
て
い
る
フ
ェ
ン
ス
の
長
さ
の
測
定
の
例
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ら
の
規
則
に
従
っ
て
つ
く
ら
れ
た
物
差
し
で
測
定
可
能
な
量
は
、
明
ら
か
に
整
数
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
手
番
欝

　
　
の
規
則
に
従
っ
て
決
め
ら
れ
た
単
位
の
よ
2
2
を
新
た
な
単
位
と
す
る
補
助
的
物
差
し
を
試
行
鉛
誤
に
よ
っ
て
つ
く
れ
ば
、
測
定
可
能
な
量

　
　
は
有
理
数
ま
で
拡
張
で
き
る
。
だ
が
、
直
接
測
定
に
よ
っ
て
測
定
し
う
る
値
は
こ
の
有
理
数
ま
で
で
あ
る
。
無
理
数
の
個
は
間
接
測
定

　
　
（
計
算
）
に
よ
ら
な
け
れ
ば
得
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、
あ
る
直
角
三
角
形
の
斜
辺
と
一
辺
と
が
直
接
測
定
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
2
と
一
で

　　

?
る
・
と
が
わ
か
・
た
与
れ
ば
、
残
・
の
一
辺
蒲
で
あ
る
・
と
は
計
算
（
間
接
測
定
）
に
・
・
て
智
れ
・
の
影
野
・
そ
・
て
・

　
　
こ
の
間
接
測
定
で
得
ら
れ
た
長
さ
の
線
分
に
沿
っ
て
物
差
し
を
当
て
れ
ば
、
物
差
し
の
ど
こ
か
に
そ
の
線
分
の
端
点
が
く
る
か
ら
、
そ
れ

　
　
を
こ
の
物
差
し
の
上
に
し
る
す
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
方
法
を
応
用
す
れ
ば
、
物
差
し
の
上
に
無
理
点
を
次
々
と
付
け
加
え
て
ゆ
く
こ
と

　
　
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
だ
が
、
現
実
の
物
差
し
に
、
任
意
の
実
数
に
対
応
す
る
点
を
し
る
し
て
ゆ
く
と
い
う
作
業
に
は
限
界
が
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
現
実
の
知

　
　
覚
さ
れ
た
物
差
し
の
拡
が
り
は
、
す
で
に
何
度
も
述
べ
た
よ
う
に
、
連
続
体
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
連
続
体
で
あ
る
物
理
空

　
　
間
を
測
定
す
る
物
差
し
そ
の
も
の
の
拡
が
り
は
、
ま
た
連
続
体
と
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
連
続
体

　
　
と
し
て
の
物
差
し
の
拡
が
り
と
知
覚
さ
れ
た
物
差
し
の
拡
が
り
と
の
関
係
は
、
後
者
が
前
者
の
代
用
物
で
あ
る
と
い
う
関
係
で
あ
り
、
ま

　
　
た
、
連
続
体
と
し
て
の
画
鋲
し
の
拡
が
り
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
直
観
空
間
の
拡
が
り
で
あ
る
。
従
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
現
実
に

蹴　
　
　
　
　
　
空
間
と
幾
何
学
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
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一
〇
二

使
用
し
て
い
る
物
差
し
は
、
知
覚
さ
れ
た
拡
が
り
に
直
観
空
乱
の
拡
が
り
が
い
わ
ば
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
成
立
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の

な
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
物
差
し
と
は
、
知
覚
空
間
と
直
観
空
間
と
数
と
か
ら
成
立
し
て
い
る
も
の
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
②
直
観
空
間
の
点
に
は
拡
が
り
が
な
く
、
線
に
は
櫓
が
な
く
、
面
に
は
厚
み
が
な
か
っ
た
。
だ
が
、
現
実
の
知
覚
さ
れ
た
物
差
し
の

そ
れ
ら
の
代
用
物
に
は
拡
が
り
や
幅
や
厚
み
が
あ
る
。
従
っ
て
、
測
定
さ
れ
た
値
は
必
ず
真
値
か
ら
の
ず
れ
を
示
す
。
こ
の
ず
れ
す
な
わ

ち
測
定
値
と
真
値
と
の
差
が
誤
差
で
あ
る
。
（
誤
差
の
原
因
は
右
の
も
の
以
外
に
も
さ
ま
ざ
ま
な
も
の
が
あ
る
。
）
誤
差
は
よ
く
知
ら
れ
て

い
る
よ
う
に
統
計
学
の
理
論
を
使
っ
て
処
理
さ
れ
る
が
、
そ
の
結
果
、
真
値
の
最
良
推
定
値
お
よ
び
そ
の
分
散
が
得
ら
れ
、
さ
ら
に
こ
れ

か
ら
、
測
定
値
と
真
値
と
が
ど
れ
程
の
精
密
さ
で
近
似
し
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
も
決
め
ら
れ
る
。
だ
が
、
そ
の
時
こ
れ
ら
の
こ
と
と

共
に
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
誤
差
論
そ
の
も
の
を
意
味
あ
る
も
の
に
し
て
い
る
と
r
こ
ろ
の
も
の
は
真
値
の
概
念
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ

の
真
値
の
概
念
に
意
味
を
与
え
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
直
観
空
閲
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
③
さ
て
、
①
で
述
べ
た
測
定
手
続
き
の
規
則
に
は
直
線
と
い
う
概
念
が
使
わ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
そ
の
規
則
に
従
っ
て
つ
く
ら
れ
た

物
差
し
は
空
間
内
の
移
動
中
も
単
位
の
長
さ
を
変
え
な
い
、
つ
ま
り
物
差
し
は
岡
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
通
常
仮
定
さ
れ
て
い
る
が
、

こ
れ
ら
の
概
念
は
経
験
的
に
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
あ
る
い
は
決
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
次
に
考
え
て
み
よ
う
。
（
こ
こ
で
わ
れ

わ
れ
は
、
こ
れ
ら
の
概
念
に
対
し
て
一
－
1
先
の
長
さ
の
概
念
に
つ
い
て
も
岡
様
で
あ
る
が
ー
ー
い
わ
ゆ
る
8
。
a
…
引
戸
く
①
　
号
艶
蝕
甑
。
自

（
菊
O
一
〇
『
⑦
5
げ
g
p
O
げ
）
と
か
歪
げ
鼠
8
疑
σ
呂
。
巳
窪
8
（
9
登
山
”
軽
挙
σ
Q
9
窪
）
と
か
畳
ω
3
鼠
。
8
跨
。
算
6
β
（
Z
。
瓢
葺
。
℃
）
と
か
優
a
。
慧
蔓

（
乏
．
　
”
甲
　
晶
O
勲
白
び
O
酬
）
と
か
に
ほ
ぼ
栢
豪
す
る
も
の
を
与
え
る
の
で
あ
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
。
℃
①
韓
び
湊
山
山
魯
鼓
δ
誕
（
し
d
邑
α
q
鶏
鉾
）
を
与
え
る

の
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
）

　
α
　
物
理
的
直
線
の
決
定
一
物
理
的
法
線
（
あ
る
い
は
測
地
線
）
を
経
験
的
に
決
定
す
る
た
め
に
、
ま
ず
物
理
的
直
線
を
実
現
す
る

物
体
は
「
通
常
の
剛
体
」
（
次
の
β
参
照
）
で
あ
る
と
仮
定
し
、
長
短
の
決
定
手
続
き
と
し
て
は
、
重
ね
合
わ
せ
に
よ
る
比
較
と
い
う
操

作
を
採
用
す
る
。
す
る
と
、
経
験
的
に
解
釈
さ
れ
た
物
理
的
直
線
は
あ
る
種
の
物
理
的
事
象
に
限
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
ピ
ン
と
張
ら
れ
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か
、
紙
を
ぴ
っ
た
り
合
わ
ぜ
て
折
っ
た
折
り
縁
と
か
、

的
に
一
致
し
、

の
中
の
一
つ
で
あ
る
通
常
の
剛
体
の
仮
定
を
「
特
別
の
剛
体
」
（
次
の
β
参
照
）

る
こ
と
で
あ
る
が

な
り
、
右
の
ク
ラ
ス
は
こ
の
ク
ラ
ス
の
部
分
ク
ラ
ス
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
つ
い
で
に
言
う
と
、
物
理
酌
直
線
が
決
ま
れ
ば
物
理
的
点
、
物
理
的
平
面
等
も
簡
単
に
決
定
で
き
、
物
理
幾
何
学
の
構
成
に
必

要
な
物
理
空
聞
の
諸
部
分
空
間
の
経
験
的
解
釈
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
物
理
幾
何
学
の
直
線
、
平
画
等
は
長
短
の
決
定
手
続
き
と
剛
体
仮
定
の
下
で
決
定
さ
れ
る
か
ら
、
そ
れ
ら
の
決
定
に
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
仮
定
に
含
ま
れ
て
い
る
約
束
に
関
す
る
事
柄
と
、
そ
の
約
束
に
適
う
よ
う
に
選
ば
れ
た
経
験
的
事
物
に
関
す
る
事
柄
と
が
含
ま
れ

て
お
り
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
直
線
や
平
面
等
に
測
定
乎
続
き
の
規
則
に
従
っ
て
数
を
割
り
当
て
れ
ば
、
そ
こ
に
は
論
理
あ
る
い
は
数
学
に

関
す
る
審
柄
も
含
ま
れ
て
く
る
、
と
い
う
こ
と
に
も
泣
意
し
て
お
こ
う
。

　
β
　
剛
体
の
決
定
－
i
剛
体
と
は
、
物
理
学
に
お
い
て
通
常
そ
れ
の
諸
部
分
相
互
の
距
離
が
そ
れ
の
置
か
れ
て
い
る
空
間
内
の
位
置
と

時
間
の
経
過
に
無
関
係
に
一
定
で
あ
る
も
の
、
と
定
義
さ
れ
て
い
る
（
ナ
イ
ラ
ー
）
。
だ
が
、
こ
こ
で
、
距
離
が
一
定
で
あ
る
と
い
う
こ

　
　
　
　
窪
間
と
幾
何
学
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三

　
た
糸
は
そ
の
よ
う
な
も
の
の
中
の
一
つ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ま
ず
図
1
0
の
よ
う
に
二
点
A
と
残
と
の
間
に
ピ
ソ
と
張
ら

　
れ
た
糸
5
1
と
弛
ん
だ
状
態
の
任
意
の
糸
5
2
を
考
え
、
次
に
3
1
を
5
2
と
同
じ
形
に
弛
ま
せ
君
を
始
点
と
し
て
5
2
に
重
ね
合
わ

0
せ
て
ゆ
く
と
、
5
1
は
為
ま
で
達
し
な
い
。
こ
の
こ
と
と
最
初
の
二
つ
の
仮
定
と
を
合
わ
せ
て
考
え
れ
ば
、
ピ
ソ
と
張
ら
れ

ユ園
た
糸
が
直
線
の
条
件
を
充
た
し
て
い
る
こ
と
は
す
ぐ
わ
か
る
。
従
っ
て
、
ピ
ン
と
張
ら
れ
た
糸
を
経
験
的
に
解
釈
さ
れ
た

r
物
理
的
直
線
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
こ
の
他
に
も
、
物
理
的
直
線
と
み
な
さ
れ
る
物
理
的
事
象
は
多
く
あ

　
る
。
例
え
ば
、
｝
方
の
端
に
眼
を
愚
で
て
み
た
時
そ
の
端
の
拡
が
り
以
外
の
部
分
を
み
え
な
く
す
る
こ
と
の
で
き
る
棒
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
議
政
軸
と
か
、
光
の
進
路
等
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
物
理
的
事
象
は
互
い
に
形
態

　
経
験
的
に
解
釈
さ
れ
た
物
理
的
痘
線
の
一
つ
の
ク
ラ
ス
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
も
し
最
初
の
二
つ
の
仮
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
の
仮
定
で
お
き
か
え
る
と
、
少
し
考
え
れ
ば
す
ぐ
わ
か

　
　
、
そ
の
仮
定
の
下
で
の
物
理
的
直
線
と
み
な
さ
れ
る
物
理
的
購
象
の
形
成
す
る
ク
ラ
ス
は
、
右
の
ク
ラ
ス
よ
り
大
き
く
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哲
学
研
究
　
第
五
冨
三
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
廟
〇
四

と
が
ま
さ
に
剛
体
を
用
い
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
剛
体
定
義
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
を
8
。
吋
臼
霧
晋
。
紆
津
三
§

と
し
て
採
用
す
れ
ば
、
循
環
に
陥
る
。
そ
こ
で
、
剛
体
を
こ
れ
と
は
別
の
仕
方
で
決
定
す
る
こ
と
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
ま
ず
、
カ
ル
ナ
ッ
プ
に
な
ら
っ
て
、
あ
る
物
体
M
の
も
う
一
つ
の
物
体
M
に
対
す
る
「
相
鮒
的
剛
性
（
鼠
豊
く
⑦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
！

　
C
　
α
　
　
　
話
慈
藁
と
と
い
う
も
の
を
次
の
よ
う
に
決
め
る
。
す
な
わ
ち
、
M
と
M
と
が
、
図
1
1
の
よ
う
に
各
々
の
適
当
な
断
面
に

M
B
㌦
n
沿
ぞ
ぴ
っ
た
り
と
く
。
つ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
ム
・
わ
昔
に
沿
。
て
M
と
M
走
そ
れ
ぞ
れ
無
．
心
の
点
遼
、
B
、
c

　
　
　
　
　
　
図
と
浬
、
汐
、
α
と
が
ず
れ
の
な
い
よ
う
に
し
る
さ
れ
て
い
る
と
す
る
。
そ
の
時
、
M
＋
M
が
空
間
の
ど
こ
に
あ
ろ
う
と
、

　
　
A
，
、
A
　
　
ま
た
時
閲
の
経
過
に
関
係
な
く
A
と
躍
、
β
と
R
、
C
と
σ
が
ず
れ
を
生
じ
な
い
な
ら
ば
、
M
と
M
と
は
互
い
に
門
醒
血

　
　
　
　
　
　
　
で
あ
る
、
と
決
め
る
。
す
る
と
、
こ
の
基
準
を
（
近
似
的
に
）
満
足
す
る
も
の
は
、
自
然
の
諸
物
の
中
で
一
つ
の
ク
ラ
ス

を
形
成
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
矧
体
の
ク
ラ
ス
で
あ
る
。
（
つ
ま
り
、
こ
の
基
準
に
よ
っ
て
気
体
と
液
体
と
が
除
か
れ
た
の
で
あ
る
。
）

　
だ
が
、
こ
の
閲
体
も
一
般
に
熱
や
磁
力
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
の
い
わ
ゆ
る
特
殊
力
（
α
卿
題
O
H
①
懸
け
一
9
｝
　
｛
O
殴
O
①
）
の
影
響
を
受
け
て
延
び
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

縮
ん
だ
り
す
る
（
儀
駅
興
⑦
簿
…
巴
①
識
0
9
）
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
効
果
を
す
べ
て
補
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
例
、
熱
の
効
果
の
補
正

　
　
　
　
N
難
N
。
｛
回
十
ゑ
鳳
1
＆
）
｝

　
強
ご
　
㍗
離
焔
眺
㊦
羅
O
藤
㊦
添
瑠

　
　
　
　
N
。
騨
議
騰
詮
㊦
無
㊦
禽
㊦
痢
璃

　
　
　
　
功
難
懸
嬢
懸

　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
経
験
的
に
検
証
可
能
な
効
果
を
、
剛
体
あ
る
い
は
物
差
し
の
候
補
と
し
て
選
ば
れ
た
あ
る
一
つ
の
固
体
に
つ
い

て
す
べ
て
補
正
し
た
と
し
て
も
、
さ
ら
に
そ
の
固
体
の
占
め
る
位
概
や
方
向
に
関
す
る
補
正
が
残
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
補
正
は
、

右
の
よ
う
な
経
験
的
補
正
と
は
異
な
り
、
約
束
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
補
正
な
の
で
あ
る
。
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
は
そ
の
よ
う
な



　
　
補
正
に
関
し
て
、
そ
の
補
正
を
必
要
と
さ
せ
る
よ
う
な
普
遍
効
果
（
鑑
帯
く
①
轟
鉱
⑦
議
①
9
）
と
か
そ
の
効
果
の
康
因
で
あ
る
普
遍
力
（
§
…
毒
躊
震
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

　
　
h
9
＄
）
と
か
に
つ
い
て
語
る
が
、
し
か
し
こ
れ
ら
の
も
の
を
、
た
と
え
話
を
わ
か
り
や
す
く
す
る
た
め
、
つ
ま
り
文
字
通
り
の
も
の
と

　
　
し
て
で
な
く
比
喩
的
な
も
の
と
し
て
で
あ
っ
て
も
、
引
き
合
い
に
出
す
こ
と
は
、
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
の
指
摘
す
る
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
誤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

　
　
解
を
招
く
も
と
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
普
遍
力
（
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
重
力
理
論
で
実
質
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
そ
れ
と

　
　
は
溺
の
も
の
で
あ
る
）
の
効
果
は
、
論
理
的
に
検
証
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
、
こ
の
意
味
で
位
置
や
方
向
に
関
す
る
補
正

　
　
問
題
は
ま
っ
た
く
の
約
束
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
あ
る
位
置
や
あ
る
方
向
に
関
し
て
ど
の
よ
う
な
補
正
を
加
え
る
か
、
あ
る
い

　
　
は
ど
の
よ
う
な
補
正
も
加
え
な
い
か
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
と
ま
っ
た
く
無
関
係
な
単
な
る
約
束
ご
と
で
あ
る
。
（
時
間
に
依
存
す
る
こ

　
　
の
種
の
補
正
に
つ
い
て
は
、
そ
の
時
間
が
も
し
相
対
性
理
論
の
時
間
で
あ
れ
ば
、
そ
の
補
正
は
位
置
や
方
向
に
関
す
る
補
正
の
中
に
含
ま

　
　
せ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
時
間
が
古
典
物
理
学
の
時
間
で
あ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
補
正
は
し
て
も
し
な
く
て
も
全
く
同
じ
結
果
に

　
　
な
る
こ
と
は
す
ぐ
わ
か
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
場
合
の
補
正
は
そ
の
つ
ど
全
世
界
に
一
様
に
及
ぶ
か
ら
。
）

　
　
　
こ
こ
で
補
正
関
数
を
洪
ひ
款
…
…
糺
も
）
で
表
わ
せ
ば
、
右
の
二
種
類
の
補
正
に
対
応
す
る
変
数
部
分
は

　
　
　
　
　
　
》
ひ
き
…
…
矯
9
な
）

　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
ラ
　
　
　
　
モ

　
　
　
　
　
　
　
①
簿
覧
誌
畠
一
8
⇔
〈
Φ
葺
δ
琴
酬

　
　
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
の
こ
と
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
剛
体
と
い
う
も
の
を
次
の
よ
う
に
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
即
ち
、
剛
体
と
は
、
圃
体
で
あ
り
、
し

　
　
か
も
、
も
し
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
特
殊
力
の
影
響
を
受
け
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
の
効
果
は
す
べ
て
補
正
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
位
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
）

　
　
や
方
向
に
関
す
る
補
正
に
つ
い
て
は
、
あ
る
約
束
の
も
と
に
な
さ
れ
て
い
る
、
そ
の
よ
う
な
固
体
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
剛
体
解
釈
の
下
で
、
わ
れ
わ
れ
は
約
束
に
基
ら
く
補
正
に
関
連
し
て
二
つ
の
鰯
体
あ
る
い
は
物
差
し
を
区
別
で
き
る
。
す

　
　
な
わ
ち
、
位
置
や
方
向
に
関
す
る
補
蕉
項
を
も
た
な
い
關
体
あ
る
い
は
物
差
し
と
、
そ
の
よ
う
な
補
正
項
を
も
つ
剛
体
あ
る
い
は
物
差
し

謝　
　
　
　
　
　
空
閥
と
幾
何
学
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
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一
〇
六

と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
前
者
を
「
通
常
の
岡
体
（
8
。
。
8
ヨ
餌
蔓
藷
翫
σ
。
音
）
」
あ
る
い
は
「
通
常
の
物
差
し
（
。
器
ε
ヨ
9
蔓
3
氏
）
」
と
呼
び
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
8
）

後
者
を
「
特
別
の
闘
体
、
（
質
§
建
ω
ε
墓
衰
色
凱
げ
。
ξ
）
し
あ
る
い
は
「
特
別
の
物
差
し
（
琴
⇔
2
ω
δ
白
櫛
蔓
δ
α
と
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（
明
ら
か
に
、
通
常
の
物
差
し
は
特
別
の
物
差
し
の
特
殊
な
場
合
で
あ
る
。
）
す
る
と
、
（
こ
こ
で
つ
い
で
に
述
べ
て
お
く
と
）
最
初
に
ど

の
よ
う
な
物
差
し
を
採
用
す
る
か
に
よ
っ
て
、
対
象
は
異
な
る
幾
何
学
に
よ
り
記
述
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
が
す
ぐ
わ
か
る
。

　
例
1
、
ヘ
ル
ム
ホ
ル
ツ
以
来
よ
く
用
い
ら
れ
る
二
次
元
世
界
と
そ
の
中
に
棲
む
二
人
の
物
理
学
園
丁
、
鳥
、
凡
を
思
考
実
験
に
よ
っ
て

　
　
　
　
C
　
　
　
　
　
　
考
え
よ
う
。
す
る
と
ま
ず
、
物
理
学
者
ハ
が
通
常
の
物
差
し
を
使
っ
て
世
界
の
中
の
あ
る
点
を
中
心
と
す

　　

@　

@　

@　

@　

@　

E
任
意
の
円
の
半
讐
そ
の
罵
を
測
居
た
と
・
ろ
噸
合
と
い
う
葉
を
得
た
。
ま
た
、
曲
率
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
定
で
あ
っ
た
。
そ
こ
で
彼
は
、
そ
の
世
界
を
楕
円
的
幾
何
学
を
用
い
て
記
述
す
る
。
次
に
物
理
学
者
R

　
　
　
τ
　
　
　
　
　
　
　
1
2

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図
ま
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
同
じ
も
の
を
通
常
の
物
差
し
に
あ
る
（
約
束
に
基
づ
く
）
補
正
項
を
付
け
加
え
た
一
一
の
物
差
し
で

　　

@　

@　

@　

@　

@　

ｪ
芒
た
き
ろ
馳
一
と
い
う
彙
を
得
た
。
そ
・
で
鰹
、
同
じ
世
界
を
↑
畜
・
ド
幾
禦

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
を
用
い
て
記
述
す
る
。
さ
ら
に
物
理
学
者
鳥
は
、
為
の
使
っ
た
物
差
し
と
は
別
の
特
別
の
物
差
し
を
使
っ

て
“
〉
呈
い
う
彙
を
得
た
の
で
、
黒
滝
界
姦
潮
幾
何
審
用
い
て
記
述
す
・
の
で
あ
・
。

　
例
2
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
シ
ル
ト
の
重
力
場
、
す
な
わ
ち
重
力
場
の
源
と
な
る
質
量
η
の
静
止
物
体
は
整
標
原
点
に
だ
け
あ
っ
て
し
か
も

球
対
称
で
時
陽
明
に
変
化
し
な
い
静
的
重
力
場
を
考
え
る
。
さ
ら
に
物
体
の
外
部
領
域
内
の
、
座
標
原
点
（
物
体
の
中
心
）
を
通
る
平
面

だ
け
を
考
え
る
。
す
る
と
、
こ
の
、
平
面
は
（
，
正
）
測
定
用
と
し
て
通
常
の
物
差
し
を
仮
定
す
れ
ば
、
雰
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
で
記
述
さ

れ
、
（
”
1
1
）
測
定
用
と
し
て
適
当
な
特
別
の
物
差
し
を
仮
定
す
れ
ば
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
で
記
述
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
場
含
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）

補
正
さ
れ
た
物
差
し
の
長
さ
Z
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

　　

@　
H
（
謀
鹸
齢
）
陣



　
　
喬
ご
　
N
。
“
醐
諒
㊦
書
講
C
O
如
瞬

　
　
　
　
　
℃
、
n
さ
禽
δ
ユ
・
ご
O
伴
書
講
ご
伴
㊦
認
講
（
“
一
、
唱
粍
暢
煮
副
冴
6
0
）

　
　
　
　
　
な
”
書
購
ご
サ
①
鳥
路
㊦
号
ワ
♪
訟
ゆ
凝
醗
伴
書
芸
C
伴
㊦
舜
流
域
（
“
一
、
鵯
粍
竃
剰
夏
日
冴
6
㊦
）

　　

@
奪
＾
・
噴
・
。
憾
、
．
K
・
詰
蹄
（
ソ
審
§
墨

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
物
理
学
表
は
、
通
常
物
差
し
が
剛
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
暗
黙
の
前
提
と
し
て
い
る
が
、
し
か
し
実
は
そ
の
こ
と
に
は

　
　
何
の
理
論
的
根
拠
も
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
前
提
は
、
た
だ
単
に
「
物
理
的
単
純
性
（
9
釜
8
『
ぎ
9
。
ξ
）
」
の
要
請
を
充
た
す
た
め
の

　
　
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
単
純
性
は
真
理
の
い
か
な
る
基
準
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
世
界
を
測
定
す
る
た
め
に
、
熱

　
　
に
関
す
る
補
正
が
施
さ
れ
て
い
な
い
鉄
の
物
差
し
を
用
い
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
倶
し
、
そ
の
場
合
は
、
物
差
し
を
火
に
近
づ
け
た
り

　
　
遠
ざ
け
た
り
す
る
た
び
ご
と
に
、
世
界
は
収
縮
し
た
り
膨
張
し
た
り
す
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
世
界
描
写
は
複
雑
き
わ
ま
り
な
い
も
の
と

　
　
な
る
の
で
あ
る
が
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
物
理
的
単
純
性
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
通
常
の
剛
体
と
製
鋼
の
雑
体
の
場
合
に
ま
で
遡
ら
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ

　
　
な
い
。
そ
し
て
、
通
常
の
鰯
体
あ
る
い
は
物
差
し
を
仮
定
し
た
物
理
学
体
系
の
方
が
、
特
別
の
剛
体
あ
る
い
は
物
差
し
を
仮
定
し
た
体
系

　
　
よ
り
全
体
と
し
て
一
層
単
純
で
あ
る
、
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
故
、
最
初
に
特
別
の
物
差
し
を
仮
定
す
る
一
つ
の
物
理
学
体
系

　
　
は
、
通
常
の
物
差
し
を
仮
定
す
る
体
系
に
変
換
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
物
理
的
単
純
性
の
一
般
的
規
則
と
し
て
採
用
す
る

　
　
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
確
か
に
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
一
般
相
対
性
理
論
に
お
い
て
こ
の
規
則
に
従
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

　
　
た
一
つ
の
例
を
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
1
7
　
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
物
理
空
間
の
メ
ト
リ
ッ
ク
と
い
う
も
の
も
、
直
観
空
間
の
そ
れ
と

　
　
睡
様
わ
れ
わ
れ
が
約
束
に
従
っ
て
自
由
に
導
入
し
た
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
メ
ト
リ
ッ
ク
は
、
自
然
あ
る
い
は
物
理
空
問
に

謝　
　
　
　
　
　
空
間
と
幾
何
学
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
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一
〇
八

お
い
て
も
ぎ
軽
量
。
な
も
の
と
し
て
あ
る
の
で
は
な
く
Φ
×
鼠
鼠
。
な
も
の
と
し
て
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ

を
自
然
の
中
で
発
見
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
中
へ
最
初
の
約
束
に
従
っ
て
後
か
ら
自
由
に
導
入
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
リ
ー
マ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

闘
ポ
ァ
ン
カ
レ
の
約
束
主
義
」
の
真
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
物
理
学
者
が
測
定
に
際
し
て
ど
の
よ
う
な
物
差
し
を
採
用
す
る
か
と
い

う
こ
と
は
約
束
ご
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ひ
と
た
び
あ
る
物
差
し
R
が
採
用
さ
れ
る
と
幾
何
学
G
（
野
悼
駐
無
事
駄
目
“
叙
聴
、
）
が
、

別
の
物
差
し
R
が
採
用
さ
れ
る
と
幾
何
学
α
（
野
”
一
1
矯
、
ξ
§
厭
、
§
、
、
）
が
経
験
的
に
ユ
ニ
ー
ク
に
決
定
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
G
と
α

と
は
、
物
差
し
の
補
正
項
に
対
応
す
る
メ
ト
リ
ッ
ク
テ
ン
ソ
ル
砺
に
よ
っ
て
結
ば
れ
る
の
で
あ
る
。

露
坐
黙
識
選
鱗
曝
が
簗
騨
謙
選
熱
誠
財
翫
P
い
黙
訟

こ
れ
が
ラ
イ
ヘ
ソ
バ
ッ
ハ
の
言
う
「
幾
何
学
の
相
対
性
」
で
あ
る
。

　
例
、
シ
ュ
ヴ
ァ
ル
ツ
シ
ル
ト
の
外
部
解
の
空
間
部
分
に
お
い
て
偽
1
1
呵
と
し
た
も
の
を
使
う
。
そ
の
時

9
§
屯
｝
、
－
辱
、
鉢
・
、
魯
、
癖
沁
・
墨
雪
曇
書
畠
§
講
。

　
　
　
　
　
　
　
　
了
司

　
O
周
鱒
塾
・
。
1
一
辱
・
，
。
十
濫
魯
N
　
隙
C
沁
藁
①
”
㊥
”
や
蟄
b
。
㊦
蒸
浬
㊦
魯
雄
C

で
あ
る
か
ら

　
　
♪
1
1
一
　
匙
　
ψ
き
愉
ρ
　
隷
1
1
0

　
　
　
　
　
　
聴
一
籍

と
な
る
。

　
さ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
こ
れ
ま
で
検
討
し
て
き
た
約
束
主
義
に
は
、
グ
ジ
ュ
ソ
バ
ゥ
ム
に
よ
れ
ば
、
大
き
く
三
つ
の
グ
ル
ー
プ
に
分
け
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
碍
）

れ
る
論
敵
が
い
る
。
そ
れ
を
最
後
に
簡
単
に
紹
介
し
て
本
論
を
終
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。



　
　
　
ま
ず
、
第
一
の
論
敵
は
、
メ
ト
リ
ヅ
ク
に
関
す
る
約
束
主
義
そ
の
も
の
に
反
対
す
る
人
々
で
、
代
表
的
人
物
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
ラ
ッ
セ

　
　
ル
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
と
い
っ
た
人
達
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
メ
ト
リ
ッ
ク
を
自
然
の
中
に
葺
警
ω
ぎ
に
具
わ
っ
て
い
る
も
の
と
考
え
る
。

　
　
あ
の
有
名
な
ラ
ッ
セ
ル
対
ボ
ア
ソ
カ
レ
論
争
も
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
に
対
し
て
グ
リ
ュ
ソ
バ
ウ

　
　
ム
は
、
す
で
に
得
ら
れ
た
リ
…
マ
ソ
・
ボ
ア
ン
カ
レ
の
約
束
主
義
の
成
果
を
踏
ま
え
、
彼
ら
の
誤
り
を
彼
ら
の
証
言
に
即
し
て
指
摘
す
る
。

　
　
次
に
、
第
二
の
論
敵
は
、
わ
れ
わ
れ
と
右
の
人
々
（
も
ち
ろ
ん
ニ
ュ
ー
ト
ン
ま
で
遡
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
）
と
の
共
通
の
考
え
、
す
な

　
　
わ
ち
物
理
幾
何
学
の
経
験
的
ス
テ
イ
タ
ス
の
問
題
は
、
物
差
し
の
剛
体
性
が
約
束
的
で
あ
る
か
ど
う
か
の
問
題
に
依
存
す
る
と
い
う
考
え

　
　
を
拒
否
し
、
わ
れ
わ
れ
の
約
束
主
義
を
ど
ん
な
言
語
や
記
号
（
体
系
）
に
も
み
ら
れ
る
鼠
く
芭
。
・
①
誤
診
ぎ
蹴
8
賢
く
窪
謡
8
集
ω
ヨ
（
↓
ω
O
）

　
　
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
片
づ
け
て
し
ま
う
人
々
で
あ
る
。
つ
ま
り
彼
ら
は
、
わ
れ
わ
れ
の
約
束
主
義
を
ぴ
Q
Φ
§
。
三
。
（
σ
q
8
。
ξ
§
。
資
Φ
鼠
。
）

　
　
8
コ
＜
。
雪
◎
髭
冴
ヨ
（
O
O
）
と
す
れ
ば
、
O
O
は
8
ω
0
の
。
・
魯
汗
塗
ω
に
す
ぎ
な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
の
主
鄭
重
は
、

　
　
エ
デ
ィ
ン
ト
ン
お
よ
び
そ
の
考
え
を
も
っ
と
巧
妙
に
展
開
し
た
H
・
パ
ッ
ト
ナ
ム
（
お
よ
び
P
・
フ
ァ
イ
ヤ
ー
ベ
ン
ト
）
と
い
っ
た
人
達

　
　
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
人
々
に
対
し
て
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
は
、
O
O
と
↓
ω
O
と
は
全
く
別
の
も
の
で
あ
る
こ
と
（
後
者
は
、
前
者
と
違
っ

　
　
て
問
題
の
対
象
の
「
構
造
的
性
質
」
に
か
か
わ
ら
な
い
）
、
ま
た
彼
ら
が
例
と
し
て
あ
げ
て
い
る
も
の
は
O
O
の
そ
れ
と
同
等
の
も
の
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な

　
　
は
な
く
ま
さ
に
↓
ω
O
の
そ
れ
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
指
摘
し
て
彼
ら
の
主
張
を
論
駁
す
る
。

　
　
　
さ
て
、
第
三
の
論
敵
は
、
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
約
束
主
義
者
と
呼
ば
れ
る
人
々
で
あ
る
が
、
し
か
し
も
っ
と
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
約
束
主
義
者

　
　
達
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
約
束
主
義
と
彼
ら
の
そ
れ
と
の
相
違
は
、
幾
何
学
と
物
理
学
と
の
相
互
依
存
関
係
を
ど
う
捉
え
る
か
と
い
う
点

　
　
に
は
っ
き
り
現
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
約
束
主
義
に
お
い
て
は
、
幾
何
学
の
変
更
は
物
理
的
事
実
内
容
の
全
体
と
無
関
係
に
行
う
こ
と
が

　
　
で
き
、
ま
た
あ
る
一
つ
の
幾
何
学
を
保
持
し
つ
づ
け
る
こ
と
も
、
い
か
な
る
事
実
内
容
の
変
更
を
も
と
も
な
わ
ず
に
可
能
で
あ
る
。
そ
し

　
　
て
、
こ
の
よ
う
な
幾
何
学
の
変
更
あ
る
い
は
保
持
の
結
果
生
じ
る
こ
と
は
、
同
一
事
実
の
蓑
現
の
仕
方
の
相
違
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
故
、

　
　
わ
れ
わ
れ
の
約
束
主
義
の
下
で
は
、
幾
何
学
と
物
理
学
の
相
互
依
存
関
係
は
単
な
る
言
語
上
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対

蹟　
　
　
　
　
　
窒
間
と
幾
何
学
（
完
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
九
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哲
学
研
究
第
五
百
三
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
〇

し
て
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
約
束
主
義
者
達
は
両
者
の
粗
互
依
存
関
係
を
認
識
論
的
（
帰
納
的
）
な
も
の
と
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
幾
何
学
を

変
更
し
た
り
あ
る
い
は
あ
る
一
つ
の
幾
何
学
を
保
持
し
つ
づ
け
よ
う
と
し
た
り
す
れ
ぽ
、
物
理
法
剛
の
（
事
実
内
容
の
）
方
も
変
更
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
彼
ら
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
実
は
、
デ
ュ
エ
ム
の
あ
の
「
決
定
的
実
験
は
不

可
能
で
あ
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
基
づ
く
考
え
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
（
i
）
実
験
に
よ
っ
て
あ
る
理
論
（
寓
〉
〉
）
の
あ
る
帰
結
（
0
）

が
否
定
さ
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
時
反
証
さ
れ
た
の
は
理
論
全
体
（
踏
〉
諺
）
で
あ
っ
て
そ
れ
に
含
ま
れ
る
個
々
の
法
則
や
仮
説
で
は
な

い
（
つ
ま
り
、
〔
（
踏
〉
〉
）
↓
○
］
〉
～
○
か
ら
演
繹
的
に
推
論
さ
れ
る
の
は
、
～
（
国
〉
》
）
あ
る
い
は
む
鋼
〈
～
〉
に
す
ぎ
な
い
）
。
そ

れ
故
、
（
”
1
1
）
あ
る
仮
説
（
鷺
）
と
関
連
す
る
他
の
補
助
仮
説
（
A
）
を
、
こ
れ
と
両
立
し
な
い
あ
る
適
当
な
（
し
か
も
き
三
h
ぎ
巴
な
）

補
助
仮
説
（
A
）
で
概
き
換
え
て
や
り
さ
え
ず
れ
ば
、
あ
る
仮
説
（
H
）
を
真
と
み
な
し
て
そ
の
ま
ま
残
し
て
お
く
こ
と
は
常
に
可
能
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
新
し
い
理
論
（
ぼ
〉
》
、
）
は
先
の
実
験
結
果
（
α
）
を
導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
（
（
国
》
、
）
［
（
踏
〉
〉
、
）
↓
○
、
］
）
。

従
っ
て
、
あ
る
仮
説
（
H
）
の
決
定
的
反
証
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
デ
ュ
エ
ム
の
考
え
は
、
後
に
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
っ
て
受
け
継
が
れ
た
。
彼
も
ま
た
、
幾
何
学
（
G
）
と
物

理
法
則
（
P
）
と
の
認
識
論
的
（
帰
納
的
）
な
栢
互
依
存
闘
係
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
グ
リ
ュ
ソ
バ
ウ
ム
は
、
・
石
の
議

論
の
（
i
）
は
正
し
い
が
（
”
1
1
）
は
8
コ
ω
・
名
ぎ
婦
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
9
黛
器
ξ
琶
ψ
⑦
で
も
あ
る
こ
と
を
、
H
に
あ
る
領
域
を
対
象

と
す
る
あ
る
幾
何
学
を
当
て
は
め
、
そ
の
領
域
に
山
臥
。
§
ぎ
α
Q
ぎ
津
窪
8
の
存
在
し
な
い
特
別
の
場
合
と
そ
れ
の
存
在
す
る
一
般
的
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
だ
　

合
と
に
つ
い
て
そ
れ
ぞ
れ
証
明
し
、
彼
ら
の
考
え
を
論
駁
す
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
わ
れ
わ
れ
の
約
束
主
義
の
下
で
は
、
ひ
と
た
び
合
問

の
物
理
的
意
味
が
決
定
さ
れ
る
と
、
あ
る
幾
何
学
が
逐
次
近
似
法
に
よ
っ
て
経
験
的
に
ユ
ニ
ー
ク
に
決
定
さ
れ
る
こ
と
を
示
し
、
わ
れ
わ

れ
の
考
え
る
物
理
幾
何
学
が
、
こ
の
意
味
で
十
分
①
三
唱
三
。
既
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
の
で
あ
る
。

〔
物
理
窪
間
の
興
味
深
い
次
元
の
実
題
に
つ
い
て
触
れ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
次
の
機
会
に
あ
ら
た
め
て
論
じ
た
い
と
思
う
。
〕
　
　
　
（
完
）

　
（
4
0
）
　
Ω
・
潟
器
ω
①
一
訓
ご
d
・
”
鳶
～
ミ
～
鳥
、
N
映
ミ
罎
鳶
骨
●
℃
．
卜
。
総
．
『
人
間
の
知
識
嚢
』
鎮
目
恭
夫
訳
（
み
す
ず
書
虜
）
一
ニ
ベ
…
ジ
参
照
。
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（
4
1
）
　
窺
…
8
9
8
”
Q
8
ミ
巴
壁
ミ
～
駄
N
Σ
無
ミ
無
ミ
N
．

（
4
2
）
　
以
下
の
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
》
、
、
肉
ミ
ミ
℃
吃
O
§
聴
、
鳩
ミ
盛
さ
へ
N
、
こ
㌧
、
工
臨
麩
ミ
，
〉
ざ
ミ
、
ミ
氏
き
さ
鳶
骨
．
『
自
然
認

　
　
識
の
諸
漂
理
』
藤
川
吉
美
訳
（
東
京
図
書
）
お
よ
び
○
§
鶏
窯
ミ
」
く
ミ
ミ
，
容
『
科
学
酌
認
識
の
秘
湯
』
藤
川
吉
美
訳
（
東
京
麟
書
）
に
拠
る
。

　
　
ま
た
、
評
剛
8
さ
菊
鍵
■
”
熟
ミ
鷺
慾
ヘ
ミ
ザ
寒
露
8
。
篤
隔
ミ
浄
、
§
舞
を
参
考
に
し
た
Q

（
4
3
）
　
以
下
の
ラ
ッ
セ
ル
の
議
論
に
つ
い
て
は
、
↓
ミ
》
ミ
N
ぴ
竃
偽
ミ
ミ
ミ
鳶
、
，
ψ
0
7
顎
。
℃
■
×
×
＜
凝
押
×
×
剛
×
’
に
撚
［
る
Q

（
4
隻
∠
）
　
○
ミ
，
決
ミ
起
鳶
骨
ミ
「
鳳
、
ミ
鞘
ミ
ミ
、
ミ
無
顎
ミ
．
～
み
ぴ
0
9
¢
お
出
癖
　
『
外
部
世
界
は
い
か
に
し
て
知
ら
れ
う
る
か
』
石
本
新
訳
（
世
界
の
名
著

　
　
5
8
、
申
央
公
論
）
。
ン
δ
ミ
ミ
凱
ミ
§
手
占
轟
～
ら
勺
く
騨
『
神
秘
主
義
と
論
理
』
江
森
巳
之
助
訳
（
み
す
ず
書
房
）
。

（
4
5
）
　
Ω
．
国
ぎ
ω
け
虫
ダ
》
∴
．
．
カ
Φ
ヨ
⑳
葺
も
。
o
講
じ
ご
2
鐘
器
飢
山
霧
亀
・
①
臨
、
。
。
↓
訂
◎
q
o
門
丙
ぎ
註
a
σ
q
少
．
”
Q
、
書
、
ミ
N
ε
o
勢
ξ
ミ
b
む
ミ
讐
§
ミ
肉
ミ
逡
N
卜

　
　
＆
謬
＆
ξ
℃
．
．
》
・
も
o
o
鉱
一
℃
ワ
「
、
ハ
ー
ト
ラ
ン
ド
・
ラ
ッ
セ
ル
の
認
識
論
に
つ
い
て
の
注
意
」
中
村
識
太
郎
・
井
上
健
共
訳
（
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ

　
　
ン
選
集
3
、
共
立
出
版
）
参
照
。

（
4
6
）
　
9
．
ω
毛
ぎ
箸
毎
P
獅
”
砺
篭
ミ
飛
ミ
ミ
日
」
執
ミ
3
ワ
紹
．

（
4
7
）
　
㌔
馬
、
こ
㌶
袋
謡
　
欲
鳶
。
臼
o
N
恥
骨
ψ
℃
唱
．
卜
σ
α
ω
一
口
α
心
●
鎮
臼
H
訳
一
　
一
ペ
ー
ジ
。

（
4
8
）
　
O
や
ピ
§
N
窪
く
■
節
”
勺
「
0
8
血
¢
お
。
・
o
瓶
じ
弓
鋸
且
『
…
。
巴
ω
o
δ
嶺
。
Φ
．
ワ
Φ
．
（
N
ミ
ミ
、
ミ
無
§
ミ
肉
謡
O
・
匙
。
鷺
ミ
＆
ゆ
、
q
ミ
諭
眠
恥
無
§
鳶
．
く
。
♂
【

　
　
累
9
0
●
）

（
4
9
）
　
O
霞
9
罰
卑
”
、
ミ
N
＄
号
ミ
ら
ミ
♂
ミ
ミ
ミ
ご
議
ミ
三
面
ら
隔
”
ワ
。
。
O
．
『
物
理
学
の
暫
学
的
基
礎
』
沢
瞬
允
茂
・
中
出
浩
二
郎
・
持
丸
悦
郎

　
　
共
訳
　
（
岩
波
警
店
）
．
八
七
ペ
ー
ジ
。

（
5
0
）
　
○
》
窯
餅
℃
℃
．
G
。
①
一
○
。
N
邦
訳
八
七
一
八
八
ペ
ー
ジ
。

（
1
5
）
　
　
（
賦
■
O
》
　
ら
鳶
ご
　
℃
℃
．
o
◎
刈
レ
G
◎
O
昌
邦
訳
八
八
i
八
・
兀
ペ
ー
ジ
参
昭
…
o

（
2
5
）
　
　
6
｝
》
　
昏
鳶
ご
　
℃
℃
’
り
H
I
り
も
◎
唖
邦
訳
ム
ん
一
一
1
・
九
閲
回
ペ
ー
ジ
。

（
5
3
）
　
閃
①
δ
冨
霞
溺
0
7
遮
n
o
》
竃
、
ご
℃
◎
熱
こ
N

（
5
4
）
　
長
さ
と
二
度
の
測
窺
手
続
き
に
み
ら
れ
る
見
か
け
上
の
循
環
は
、
い
わ
ゆ
る
「
逐
次
近
似
法
」
に
よ
っ
て
避
け
ら
れ
る
。
O
母
君
P
国
』
　
o
》

　
　
亀
馬
こ
℃
℃
．
ゆ
○
◎
～
8
薩
邦
訳
九
九
～
一
〇
〇
ぺ
…
ジ
参
照
。

空
間
と
幾
何
学
（
完
）

酬
＝
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五
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号

一
＝
一

（
5
5
）
　
○
》
ミ
ご
℃
■
お
．

（
5
6
）
　
○
＆
郎
ぴ
象
β
》
乙
O
Q
ミ
、
ミ
、
冒
§
糺
O
ミ
，
§
o
ミ
ミ
、
望
、
託
、
ミ
ご
偽
。
特
ミ
鼠
N
、
憩
魯
Φ
o
ユ
＜
①
℃
署
．
念
一
お
・
（
こ
の
本
の
0
7
9
・
讐
興
門
は
最
初

　
　
ミ
凡
ミ
旨
ミ
防
ぎ
ミ
塁
さ
縣
》
偽
℃
ミ
ご
き
導
レ
・
ミ
田
無
§
亀
∂
＜
O
醐
◎
凶
日
ゆ
敷
8
山
ξ
頃
．
閃
魚
α
q
…
露
島
○
．
竃
黙
≦
⑦
F
に
掲
載
さ
れ
た
。
こ
れ
は
ま

　
　
た
、
』
、
、
ミ
象
愚
ミ
ら
ミ
℃
、
，
。
ミ
ミ
、
窺
ミ
恥
》
§
馬
ミ
ミ
§
ミ
♪
越
鳥
い
。
7
帥
や
一
－
蒔
に
叙
述
の
順
序
が
多
少
変
更
さ
れ
て
収
め
ら
れ
て
い
る
。
）

（
5
7
）
　
O
鴨
が
魚
。
プ
塞
げ
Q
o
ダ
属
“
o
》
驚
妹
ご
ワ
“
。
P
”
》
毫
。
ミ
ミ
澄
額
燃
㌦
§
ミ
導
鴨
↓
書
ミ
望
ミ
沁
ミ
ミ
凡
§
婁
”
ワ
。
。
メ
剛
体
を
導
入
す
る
と
、
剛
体

　
　
で
の
光
速
は
無
隈
大
で
あ
る
か
ら
、
相
対
性
理
論
瓢
矛
盾
す
る
、
と
い
う
ボ
ン
デ
の
悩
み
を
、
こ
の
剛
体
定
義
は
解
消
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の

　
　
定
義
は
、
何
の
補
正
も
せ
ず
に
最
初
か
ら
剛
体
で
あ
る
よ
う
な
圃
体
が
、
現
実
に
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
し
は
し
な
い
か
ら
。
（
ボ
ン
デ
『
相
対

　
　
論
の
素
顔
』
出
内
恭
彦
訳
（
み
す
ず
霧
房
）
二
四
～
二
五
ペ
ー
ジ
）

（
5
8
）
　
O
ハ
O
艮
嵩
ぴ
鍵
ヨ
”
》
辱
”
o
》
ら
、
墜

（
5
9
）
　
こ
の
式
は
、
今
考
え
て
い
る
平
面
の
モ
デ
ル
（
堅
手
放
物
面
）
を
三
次
元
ユ
…
ク
リ
ツ
ド
串
間
の
中
に
つ
く
り
、
そ
の
モ
デ
ル
上
の
長
さ
と
そ

　
　
れ
の
正
射
影
の
長
さ
と
を
比
較
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
の
つ
く
り
方
に
つ
い
て
は
、
カ
ル
ナ
ッ
プ
の
前
掲
書
の
原

　
　
書
で
一
五
四
－
一
五
七
ぺ
…
ジ
、
邦
訳
で
一
五
五
－
一
五
八
ペ
ー
ジ
（
詳
細
は
、
閃
廿
日
目
”
ダ
“
、
．
じ
d
⑦
八
け
議
σ
q
o
N
長
潤
写
ω
8
ぎ
ω
。
ず
①
雛
O
鑓
鼠
・

　
　
＄
¢
o
器
簿
Φ
o
H
同
ρ
、
．
ぎ
い
魚
か
ミ
鎌
ミ
ミ
N
無
跨
野
津
鳩
ミ
斜
×
＜
鍔
お
餐
甲
）
お
よ
び
N
・
ワ
イ
ル
の
前
掲
書
の
三
八
三
一
三
八
四
ペ
ー
ジ
を
参
照
さ
れ
た

　
　
い
。
な
お
、
カ
ル
ナ
ッ
プ
が
そ
こ
で
示
し
て
い
る
式
は
、
簗
者
の
示
し
た
式
と
異
な
り
、
重
力
場
の
源
が
、
太
陽
の
よ
う
な
比
較
的
小
質
量
の
天

　
　
体
で
あ
る
場
金
に
の
み
有
効
な
近
似
式
で
あ
る
。
ま
た
、
カ
ル
ナ
ッ
プ
は
、
彼
の
式
中
に
襲
わ
れ
る
C
の
値
を
ω
』
×
掃
『
・
。
の
と
し
て
い
る
が
、
筆

　
　
者
の
計
算
に
よ
れ
ば
、
メ
蒔
×
お
幽
り
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　　AX　63
　　v

A　　A　　A
62　61　60
L7　V　　V

O
野
　
○
餌
＝
峯
で
曝
刃
亀
”
o
》
　
ら
鳶
●
℃
．
呼
刈
同
。
邦
訳
一
七
一
…
一
一
七
一
一
ぺ
…
ジ
参
昭
酬
。

○
弊
O
纂
昌
簿
仁
ヨ
讐
》
．
鱒
。
》
ら
鞍
「

O
》
ら
蝕
》
℃
℃
．
臨
…
お
「

O
＞
へ
、
、
」
コ
ソ
。
。
O
i
に
一
．

（
補
注
、
一
九
七
六
年
）
　
本
論
の
執
筆
後
、
パ
ッ
ト
ナ
ム
の
再
批
凋
が
あ
ら
わ
れ
た
が
、
中
心
の
論
点
は
変
っ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
彼
に

よ
れ
ば
、
O
O
は
↓
ω
O
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
物
理
学
が
い
か
な
る
メ
ト
リ
ッ
ク
を
採
用
す
る
か
は
、
い
ろ
い
ろ
の
条
件
（
と



※
※

り
わ
け
物
理
的
単
純
性
）
を
考
慮
に
入
れ
て
、
全
体
の
整
合
性
（
O
O
ぽ
①
戦
①
誠
O
O
）
を
保
持
す
る
よ
う
に
す
れ
ば
、
決
ま
る
か
ら
で
あ
る
。
け
っ
き
ょ

く
、
彼
の
主
張
は
語
句
「
距
離
」
の
指
示
対
象
（
穏
Φ
｛
①
肖
O
諮
O
O
）
は
、
全
体
の
整
合
性
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
う
る
、
と
い
う
主
張
で

あ
る
が
、
こ
れ
だ
け
な
ら
も
ち
ろ
ん
グ
リ
訟
ン
バ
ウ
ム
の
見
解
と
少
し
も
矛
盾
し
な
い
。
こ
れ
が
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
に
対
す
る
有
効
な
反
論
と

な
る
た
め
に
は
、
規
約
的
全
週
と
み
な
さ
れ
て
い
る
も
の
（
距
離
）
も
、
実
は
、
経
験
的
要
素
か
ら
独
立
し
て
い
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
、
そ
れ

が
、
日
ω
O
の
慣
例
で
あ
る
点
を
別
に
し
て
、
経
験
的
事
実
の
全
体
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
を
繭
馴
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
前
提
が
正
し

い
か
ど
う
か
は
、
経
験
的
事
実
の
範
闘
の
取
り
方
に
も
依
存
す
る
こ
と
で
あ
っ
て
、
意
見
の
分
か
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
在
の
筆
者
は
、

こ
の
前
捷
は
豪
面
の
間
題
に
対
し
て
は
妥
当
し
な
い
、
と
考
え
て
い
る
。
（
℃
艮
冨
ヨ
叩
寓
∴
　
、
．
目
拓
沁
①
疑
欝
甑
8
0
〔
O
o
鐸
く
①
コ
鋤
9
跳
ω
實
”
、

曾
ミ
§
ミ
亀
脳
翠
概
。
魯
、
ミ
”
a
謬
＆
び
く
鼠
φ
麟
．
ζ
償
臥
貫
鶏
鎌
℃
．
溶
¢
跡
α
q
Φ
5
2
⑦
≦
団
◎
鼻
¢
嵐
く
駿
ω
搾
鴇
筆
。
ω
μ
一
り
δ
．
）

（
補
注
、
一
九
七
六
年
）
そ
の
後
、
デ
ュ
エ
ム
の
テ
ー
ゼ
を
め
ぐ
る
重
要
な
論
文
集
が
繊
版
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
、
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
の
こ
の
デ

ュ
エ
ム
批
判
が
、
議
論
の
中
心
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
。
（
O
§
械
．
書
ミ
、
～
＄
曾
肉
§
鳶
匙
～
肉
題
ミ
防
§
鳳
｝
馬
b
ミ
N
§
T
O
～
ミ
ミ
§
Q
偽
営

o
a
酔
a
ξ
ω
．
ρ
類
餌
a
貯
σ
q
り
即
¢
箆
鼻
H
ミ
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　　In　seiner　Religionssoziologie　nimmt　Weber　das　Problem　der　Ah－

wendttng　cler　Methode　des　Verstehens　au’f　die　geschichtliche　Welt　auf．

Die　Hauptfrage　darin　ist　．die　Art　zu　veranschaulichen，　in　der

die　ldeen　in　der　Geschichte　wirksam　werden”，　namiich　die　dynami－

sche　Beziehung　zwischen　den　religi6sen　ldeen　und　deri’　Handlungen

（Lebensfuhrungen）　zu　erklaren．　Die　ldeen　wirken　einerseits　a｝s　Rechtfe’　’rti－

gungen　der　menschlichen　Handlungen　（und　Leiden）　und　der　Gottesord；’

nung，　was　eigenthich　das　Problem　der　Theodizee　ist．’Und　die　ldeexx　fUhr6h／

andererseits　vermitte｝s　des　．lnteresses”　an　der　Er16sung，　vor　allem・der’

certitudo　saltttis．　in・die　bestimmten　Lebensftthrungen．　lm　historisch－soziolo－

gischen　Zusammenhang　der　Prtidest1natlons｝ehre，　der　Ethik　des　asketlschen’

Protestantismus，　des　．Geistes　des　Kapitalismus，”　finden　wir　nicht　nur’

eine・Verflechtung　von　Reehtfertigung　und　Motivierung，　sondern　auch　eihe

Kausalbeziehung．

　　Nach　Weber　k6nnen　menschliche　Hand｝ungen　durch　die　Methode’　dbs・

Versteheng．　vor　a｝lem　darum　zntreffend　erklHrt　werden，　weil　wir　Menschen

．vernUnftige，　d．　h．　der　Erfassung　und　Befo1gung　von　Maximen　fahige・

Wesen”　sind．

Space　and　Geomaetry

　　bs，　Yuzo　Tamura

　　The　concept　of　space　is　not　simple，　but　complex．　lt　ls　composed　of，

three　e｝ement－concepts：　extension，　qualitative　relation，　and　quantitative

re｝ation．　The　aim　of　this　article　is　to　investigate　some　phiEosophical・

issues　about　space　and　geometry　from　this　point　of　view．

　　Iam　concdrned　with　three　k圭nds　of　space　and　geometry二abstract　space

and　abstract・　geometry，　intuitlvely・　apprehensible　space　（for．　shor．t　intuitive

space）　and　intuitive　geometry，　and　emplrical　space　and　empirical・．geomei・

try。　Both　of　the　second　and　third　geo脇etry　are皿ode｝s　．of　the丘rst．　The

three　element－concepts’of　the　firs：’　geometry，・　of　course，，have　not　any
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concrete　meaning，　but　although　their　meaning　is　indefinite，　its　scope

is　defined　imp｝lcitly　by　the　axioms　of　the　geometry．　Concerning　this　space

and　geornetry，　i　examlne　characteristics　of　an　axiomatic　system，　giving　an

example　of　Hilbert’s　axiomatic　system　of　Euclidean　geometry　and

comparing　it　with　that　of　Euclid　himself．

　　Some　Feeple，　empiricists　in　particular，　may　be　opposed　to　assuming

the　existence　of　the　seeond　space　and　geometry，　lntuitive　space　and

intuitive　geometry，　but　if　we　are　prepared　to　recognize　physical　space

having　extension，　this　assuming　is　inevitable．　Hence　those　who　reject　ti’tis

assumption，　like　Whitehead　and　Russe｝1，　have　to　construct　their　physical

space　from　data　given　direct｝y　to　their　sense－experience，　but　this　logically

constructed　space　has　not　extension　at　all．

　　Tl“ie　three　e｝ement－concepts　of　intuitive　space　and　intuitive　geometry

are　intuitively　apprehensible　extension，　topological　relation，　and　metrie

relation　determined　by　conventions．1　characterize　the　intuitive　space

and　intuitive　geemetry　in　detail　from　these　three　aspects．　For

example，　lntuitive　space　differs　from　visual　space　with　respect　to

topoiogical　relation，　that　is　to　say，　the　former　is　divisible　infiniteiy，

while　the　latter　has　minimum　extension　（quanta　of　sense－percepts　or

Berkeley’s　and　Hume’s　minimum　sensibile）．　Accordingly　we　cannot

construct　non－trivial　exact　geometry　in　visual　space．　Giving　another

example，　1　show　that　intuitive　space　is　neither　Euclidean　nor　non－

Euclidean　ln　the　sense　that　we　are　able　to　construct　both　Euclidean

geometry　and　non－Euclldean　geometries　in　that　space．　This　conclusion

dependg．　mainly　on　the　third　respect　above　mentloned．　Finally　1　add　that

statements　of　intuitive　geometry　are　not　anatytic，　but　synthetic．

　　Concerning　the　third　space，　empirical　spa・ce，　1　distinguish　physical

space　frorn　perceptual　space．　My　first　issue　about　this　third　space　is　to

elucidate　the　relation　between　physical　space　and　perceptual　space．　This

problem，　however，　depends　en　that　of　empirical　interpretation　of　geome－

try，　so　that　1　must　first　solve　the　latter．　My　phys1cal　space　with
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extension　is　inferred　from　．per¢eptua！　spaee　by　the　use　of　intuitive　space．

For　1　take　the　trichotomy　of　space　and　geometry　instead　of　Whitehead’s

and　Russe！1’s　dichotomy，　which　does　not　approve　of　intuitive　spaee　and

intuitive　geometry．　1　clarify　the　re｝ation　between　this　physieal　space

and　perceptual　space．

　　The　three　element－cencepts　of　physicai　space　and　physicai　geometry

are　empirlcai　extension，　topologica］　or　situational　relation，　and　metric

relation　determined　by　a（　procedure　of　measurement．　i　examine　the

issues　about　measurement　of　physical　space　in　detail，　and　conclude

that　metrics　of　physical　space　are　also，　like　intuitive　space，　eonventional．

They　are　not　intrinsic，　but　extrinsic　to　physicai　space．　From　this　results

the　important　thesis　of　the　Riemann－Poincare　conventionalism　that　A．

GrUnbaum　made　clear．　Last｝y　1　introduce　and　appraise　briefiy　Grgnbaum’s

critical　exposition　of　three　other　sorts　of　conventionalism．
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