
直
観
と
綜
合

岡
　
村
　
信
　
孝

一
　
問
題
の
所
在

　
　
周
知
の
如
く
、
カ
ン
ト
は
我
々
の
認
識
を
可
能
に
し
て
い
る
本
質
的
な
要
素
と
し
て
、
「
直
観
」
〉
器
。
訂
ロ
§
ひ
q
と
「
思
惟
」
O
⑦
募
窪

　
　
の
二
つ
を
区
別
し
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
藏
観
と
思
惟
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
単
独
に
は
我
々
の
認
識
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、
両
者
が

　
結
び
つ
く
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
て
、
我
々
の
認
識
が
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
カ
ン
ト
に
於
て
は
、
直
観
と
思
惟
と
の

　
連
関
は
我
々
の
認
識
に
と
っ
て
本
質
的
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
た
め
、
直
観
と
思
惟
と
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
連
関
す
る
か
と
い
う
聞
題
は
、

　
　
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
中
心
問
題
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
構
想
力
の
「
綜
合
し
ω
§
昏
蒙
。
。
が
問
題
と
な
る
の
は
、
実
に
こ
う
い
う

　
　
問
題
連
関
に
於
て
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
「
直
観
」
と
「
思
惟
」
と
の
本
質
的
連
闘
を
聞
う
場
合
、
我
々
は
先
ず
「
直
観
」
と
か
「
思
惟
し
と
か
が
、
カ
ン
ト
に
於
て

　
　
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
点
、
最
近
の
カ
ン
ト
解
釈
の
中
で
は
、
特
に
プ
ラ
ゥ
ス

　
　
の
そ
れ
が
注
鼠
に
値
す
る
。
ブ
ラ
ウ
ス
は
「
直
観
」
を
「
感
覚
」
団
ヨ
私
滋
§
ぴ
q
と
同
義
だ
と
解
釈
し
て
い
る
。
（
話
剛
．
牢
窪
。
・
ω
（
閣
）
℃
ω
．
置
）

　
　
他
方
す
で
に
古
典
的
と
な
っ
た
コ
ー
ヘ
ン
の
カ
ン
ト
解
釈
で
は
、
直
観
の
成
立
は
、
感
覚
と
区
別
し
て
、
悟
性
の
働
き
に
基
づ
け
ら
れ

　
　
て
い
る
。
（
く
σ
q
同
◆
　
（
）
O
ぴ
O
謬
、
　
ω
’
ω
G
◎
卜
∂
）
し
か
し
果
し
て
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
「
直
観
し
を
考
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ら
の
「
直
観
し
理
解
に
も
、
そ
れ
藩
論
の
理
由
は
あ
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
カ
ン
ト
は
、
感
性
的
漉
観
に
於
て
対
象
が
我
々
に
直
接
的
に

轍
与
え
ら
れ
る
と
　
・
自
っ
て
い
る
が
（
》
這
＼
ω
。
。
ω
「
〉
δ
。
。
山
8
）
、
．
・
．
そ
・
ン
、
が
「
草
し
・
。
・
・
。
鐸
、
・
勉
づ
童
　
隅
っ
て
い
る
も
の
は
、
実
は
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八

磁
　
、
、

－
　
感
覚
で
は
な
い
か
、
と
い
う
問
題
が
当
然
生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま
り
我
々
に
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
感
覚
で
あ
っ
て
、
こ
の

　
　
感
覚
を
越
え
て
我
々
が
外
界
の
事
物
や
事
象
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
専
ら
悟
性
の
働
き
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
解
釈
も
、

　
　
実
際
可
能
な
の
で
あ
る
。
ブ
ラ
ウ
ス
は
こ
の
観
点
か
ら
「
直
観
」
を
「
主
観
的
一
私
的
」
。
。
毎
苞
a
く
－
9
く
巴
な
表
象
と
み
な
し
（
〈
σ
q
開
．

　
　
浮
雲
。
。
。
。
（
国
）
層
ψ
一
ど
（
O
）
”
ω
．
ホ
）
、
更
に
彼
の
言
う
「
概
念
に
よ
る
直
観
の
解
釈
」
O
o
露
§
σ
Q
儀
臼
》
霧
島
器
§
α
q
畠
氏
畠
藷
昌
じ
d
の
σ
q
『
渓

　
　
と
い
う
観
点
か
ら
カ
ン
ト
解
釈
を
試
み
て
い
る
。
（
話
ピ
勺
鑓
器
加
（
O
）
、
¢
①
刈
）

　
　
　
そ
れ
に
親
し
て
コ
ー
ヘ
ソ
の
「
直
観
」
解
釈
は
、
「
原
瑚
論
し
に
現
わ
れ
る
「
直
観
し
概
念
に
基
づ
い
て
い
る
。
確
か
に
カ
ン
ト
は
「
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
性
論
」
の
あ
る
箇
所
で
（
〉
応
o
c
o
心
¢
）
、
直
観
を
感
覚
か
ら
区
別
し
、
更
に
「
原
期
論
」
に
於
て
は
、
直
観
は
悟
性
に
よ
っ
て
外
延
量
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
て
構
成
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
（
》
δ
N
c
⇔
鱒
8
）
実
際
コ
ー
ヘ
ン
の
よ
う
に
、
直
観
を
対
象
の
直
観
と
考
え
、
し
か
も
こ
の
対
象
を
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
（
コ
ー
ヘ
ン
に
と
っ
て
は
数
学
的
自
然
科
学
）
の
対
象
と
考
え
る
限
り
、
直
観
を
感
覚
及
び
感
性
か
ら
区
捌
し
て
、
悟
性
に
基
づ
け
る
こ

　
　
と
は
、
確
か
に
首
尾
一
貫
し
て
い
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
コ
ー
ヘ
ソ
と
ブ
ラ
ウ
ス
で
は
、
直
観
が
感
性
に
属
す
る
か
、
橿
性
に
属
す
る
か
で
相
違
が
認
め
ら
れ
る
。
直
観
を
感
覚

　
　
と
同
一
視
す
る
ブ
ラ
ウ
ス
は
経
験
論
に
近
く
、
薩
観
を
悟
性
に
基
づ
か
ぜ
る
コ
ー
ヘ
ソ
は
、
カ
ン
ト
以
前
の
伝
統
的
暦
学
の
「
直
観
」
理

　
　
解
に
近
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
だ
が
直
観
が
感
性
に
属
す
る
と
解
釈
さ
れ
よ
う
が
、
懐
性
に
基
づ
く
と
解
釈
さ
れ
よ
う
が
、
と
に
か

　
　
く
コ
…
ヘ
ソ
に
於
て
も
ブ
ラ
ウ
ス
に
於
て
も
、
感
性
と
悟
性
と
は
基
本
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
感
性
に
は
感
覚
が

　
　
属
す
る
と
さ
れ
、
そ
れ
に
対
し
て
こ
の
感
覚
を
越
え
て
対
象
を
認
識
す
る
能
力
は
、
専
ら
悟
性
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
カ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
は
果
し
て
感
性
を
単
な
る
感
覚
能
力
と
し
て
掃
え
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、
感
性
は
直
観
を
も
た
ら
す
、
と
言
っ
て
い
る
。
（
》
お
＼

　
　
し
6
ω
ω
）
従
っ
て
我
々
の
直
観
を
「
感
性
的
直
観
」
α
δ
。
・
ぎ
集
。
匿
〉
器
3
器
§
α
Q
と
規
定
す
る
。
の
み
な
ら
ず
こ
の
「
直
観
し
を
感
覚
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
区
別
し
、
そ
れ
に
「
純
粋
形
式
」
ユ
…
。
ミ
ミ
男
。
§
を
認
め
て
い
る
。
（
》
8
＼
じ
d
ω
心
）
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従
っ
て
我
々
は
、
ロ
ー
ヘ
ン
や
ブ
ラ
ウ
ス
と
違
っ
て
、
感
性
を
単
な
る
感
覚
能
力
で
は
な
く
、
直
観
能
力
と
認
め
る
べ
き
で
は
な
か
ろ



　
　
う
か
。
こ
の
よ
う
に
、
直
観
は
本
来
感
性
に
属
し
、
そ
れ
に
対
し
て
思
惟
は
悟
性
に
属
す
る
か
ら
こ
そ
、
両
者
の
本
質
的
連
関
が
『
純
粋

　
　
理
性
批
判
』
の
根
本
問
題
と
し
て
問
わ
れ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
直
観
」
と
「
思
惟
」
と
を
媒
介
す
る
も
の
は
、

　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
に
よ
れ
ば
、
構
想
力
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
構
想
力
が
直
観
と
思
惟
、
あ
る
い
は
感
性
と
悟
性
と
を
媒

　
　
介
す
る
と
は
、
ど
う
い
つ
だ
事
態
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
…
は
、
構
想
力
は
感
性
と
悟
性
と
い
う
「
我
々

　
　
の
人
間
的
認
識
の
二
つ
の
幹
」
が
根
差
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
共
通
の
、
し
か
し
我
々
に
知
ら
れ
ざ
る
根
」
（
》
嵩
＼
じ
d
・
・
⑩
）
だ
と
解
釈
し

　
　
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
構
想
力
の
根
源
性
を
証
示
す
る
た
め
に
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
直
観
と
患
惟
と
が
共
に
有
す
る
と
こ
ろ
の
綜

　
　
合
的
性
格
に
手
掛
り
を
求
め
て
い
る
。
（
〈
σ
Q
轡
¢
⑦
冠
①
σ
Q
σ
Q
臼
（
竃
）
”
ω
．
①
G
。
匂
ψ
お
O
塗
）

　
　
　
だ
が
果
し
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
う
よ
う
に
、
構
想
力
は
感
性
と
悟
性
と
の
共
通
の
根
源
と
み
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
イ

　
　
デ
ッ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
の
眼
昌
と
功
績
は
、
腹
観
と
思
惟
と
の
本
質
的
連
関
と
い
う
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
根
本
間
題
が
、
構
想
力
の

　
　
綜
含
を
主
題
的
に
追
究
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
解
決
可
能
で
あ
る
こ
と
を
は
っ
き
り
と
洞
察
し
、
そ
れ
を
展
開
し
た
点
に
あ
る
。
実
際

　
　
カ
ン
ト
は
、
直
観
と
思
惟
と
の
連
関
が
構
想
力
の
綜
食
の
う
ち
に
現
わ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
即
ち
、
カ
ン
ト
は
「
純
粋
悟
性
概
念
な
い

　
　
し
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
」
と
題
さ
れ
る
一
節
で
、
始
め
て
直
観
と
思
惟
と
の
連
関
を
主
題
化
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
彼
は
、
感
性
が

　
　
直
観
の
「
多
様
し
を
与
え
、
悟
性
が
概
念
を
「
綜
合
的
統
こ
と
し
て
産
畠
す
る
の
に
対
し
て
、
構
想
力
は
直
観
の
多
様
を
「
綜
合
」
す

　
　
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
性
と
悟
性
と
を
媒
介
す
る
と
考
え
て
い
る
。
（
〈
σ
q
一
．
〉
お
山
O
＼
ゆ
目
設
）
し
か
し
だ
か
ら
と
書
っ
て
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ

　
　
一
の
言
う
よ
う
に
、
構
想
力
は
感
性
と
悟
性
と
の
「
共
通
の
根
」
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
に
は
周
到
な
分
析
を
要
す

　
　
る
問
題
が
潜
ん
で
い
る
。

　
　
　
先
ず
我
々
は
、
直
観
が
カ
ン
ト
に
於
て
多
様
の
「
共
観
」
ω
旨
。
量
。
。
（
》
ゆ
《
跨
窯
）
と
し
て
把
え
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
出
発
し
ょ
う
。

　
　
「
直
観
」
は
カ
ン
ト
の
言
う
よ
う
に
、
感
燃
に
属
し
て
い
る
。
従
っ
て
そ
れ
は
ま
だ
思
惟
で
は
な
い
。
に
も
拘
ら
ず
我
々
は
「
共
観
し
に

63

@
於
て
、
対
象
（
現
象
）
に
直
接
関
係
し
て
い
る
。
こ
の
点
、
我
々
は
諏
ユ
ヘ
ソ
と
も
ブ
ラ
ウ
ス
と
も
萩
を
分
か
た
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
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@
で
は
、
こ
の
よ
う
な
「
主
観
」
と
し
て
の
「
直
観
し
と
構
想
力
の
「
塾
舎
」
と
は
、
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト

　
　
は
確
か
に
「
共
観
」
と
「
綜
合
」
と
を
硬
葉
し
て
い
る
。
即
ち
、
前
者
は
受
容
性
に
属
し
、
後
者
は
自
発
性
に
属
す
る
と
考
え
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
（
諺
⑩
盛
〉
⑩
刈
）
こ
の
観
点
か
ら
は
、
確
か
に
我
々
は
感
性
と
構
想
力
と
を
区
捌
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
の
み
な
ら
ず
、
構
想
力
の
綜
合
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
思
惟
の
自
発
性
と
も
南
蛮
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
我
々
は
さ
し
あ
た
り
構
想
力
を
、
感
性
と
悟
性
と
を
媒
介
す
る
第
三
の
根
本
能
力
と
し
て

　
　
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
我
々
は
、
直
観
（
感
性
）
と
思
惟
（
悟
性
）
と
い
う
二
分
法
を
否
定
し
て
、
「
直
観
し
一
「
綜

　
　
合
し
一
「
思
惟
」
、
あ
る
い
は
「
感
性
」
1
「
構
想
力
」
一
「
悟
性
し
と
い
う
三
分
法
に
辿
り
つ
か
ざ
る
を
え
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
だ
が
他
方
で
カ
ン
ト
は
、
「
直
観
に
於
る
把
捉
の
綜
合
」
ω
醤
簿
⑦
ω
尻
因
襲
》
℃
鷺
窪
窪
。
。
δ
昌
§
譜
、
》
§
簿
§
§
鴫
（
諺
り
o
o
）
と
い
う
仕
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
で
、
直
観
（
共
観
）
そ
の
も
の
が
構
想
力
の
綜
合
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
は
、
我
々
は
「
直
観
」
と
「
綜

　
　
合
」
、
あ
る
い
は
「
感
性
」
と
「
講
想
力
」
と
を
対
立
的
に
集
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
直
観
は
綜
合
を
、
感
性
は
構

　
　
想
力
を
含
ん
で
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
、
直
観
は
綜
合
を
、
感
心
は
構
想
力
を
含
ん
で
い
る
と
す
れ
ぽ
、
直
観

　
　
（
感
性
）
と
思
惟
（
悟
性
）
と
い
う
二
分
法
は
依
然
と
し
て
否
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
場
合
に
は
、
可
能
性
は

　
　
二
つ
あ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
郡
ち
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
よ
う
に
、
更
に
思
惟
が
構
想
力
の
綜
合
を
含
ん
で
い
る
こ
と
を
示
す
こ
と

　
　
に
よ
っ
て
、
直
観
と
思
惟
と
の
両
方
を
構
想
力
の
綜
合
に
還
元
で
き
る
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
直
観
と
思
惟
と
の
綜
合
的
性
格
に
も
拘
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
ず
、
両
者
の
区
別
を
あ
く
ま
で
根
本
的
と
認
め
る
か
で
あ
る
。

　
　
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈
の
問
題
点
は
、
彼
が
直
観
と
画
譜
と
の
綜
合
的
性
格
に
基
づ
い
て
、
両
者
を
構
想
力
の
綜
合
に
還
元
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
き
る
と
し
た
点
に
あ
る
。
だ
が
、
も
し
直
観
と
思
惟
と
が
、
そ
の
綜
合
的
性
格
に
も
拘
ら
ず
、
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
と
し
た
ら
、
我

　
　
々
は
果
し
て
、
直
観
と
思
惟
と
が
共
に
構
想
力
に
根
差
し
て
い
る
、
と
書
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
点
ま

　
　
で
は
立
ち
入
っ
て
考
え
て
い
な
い
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
我
々
は
直
観
と
思
惟
と
の
区
別
を
あ
く
ま
で
根
本
的
と
認
め
て
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
と

　
　
の
上
で
両
者
の
本
質
的
連
関
を
問
う
て
み
よ
う
。
と
こ
ろ
で
も
し
こ
の
よ
う
に
「
直
観
」
と
「
思
惟
」
と
が
根
本
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
す
れ
ば
、
爾
者
に
含
ま
れ
て
い
る
「
綜
含
」
も
ま
た
、
直
観
と
思
推
と
で
は
根
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
こ
の
点
を
我
々

は
次
章
以
下
に
於
て
追
究
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
本
論
文
に
於
て
、
我
々
は
思
惟
機
能
全
般
を
主
霊
化
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
従
っ
て
、
我
々
は
以
下
に
待
て
「
直
観
と
綜
合
」
と
い
う
標
題
の
も
と
に
、
直
観
に
直
接
結
び
つ
い
て
い
る
限
り
で
、
思
惟
の
機
能

を
と
り
あ
げ
、
こ
の
場
面
で
直
観
と
思
惟
と
の
連
関
を
な
し
う
る
限
り
立
ち
入
っ
て
究
明
し
て
み
た
い
。

二
　
直
観
・
意
識
・
綜
合

　
　
　
こ
の
章
に
於
て
我
々
は
、
直
観
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
綜
合
を
含
む
の
か
、
予
め
そ
の
概
要
を
示
し
て
み
よ
う
。
そ
の
た
め
に
、
（
一
）

　
　
綜
合
と
意
識
、
意
識
と
直
観
と
の
関
係
、
（
二
）
多
様
と
綜
合
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
　
　
カ
ン
ト
は
感
性
的
直
観
を
、
経
験
的
直
観
と
純
粋
直
観
と
に
区
分
し
、
さ
し
あ
た
り
経
験
的
直
観
か
ら
出
発
し
て
、
そ
の
根
抵
に
如
何

　
　
な
る
仕
方
で
純
粋
直
観
が
存
す
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
こ
の
際
彼
は
経
験
的
直
観
を
「
知
覚
し
℃
9
8
9
P
≦
印
聞
欝
7
ヨ
償
郎
ぴ
q
と
同

　
　
一
視
し
て
い
る
。

　
　
　
「
知
覚
」
と
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
伝
統
的
に
は
、
意
識
を
伴
っ
た
表
象
作
用
一
般
を
言
う
。
「
類
は
表
象
一
般
（
＜
霞
ω
δ
一
騨
§
α
q
⇔
げ
O
サ

　
　
び
窪
罫
毒
窯
器
。
・
①
馨
幾
。
）
で
あ
る
。
こ
の
も
と
に
は
意
識
を
伴
っ
た
表
象
（
＜
。
韓
魯
琶
㈹
書
け
b
d
睾
臨
梓
ω
σ
罫
鷺
・
・
ら
尽
き
）
が
含
ま
れ
て
い

　
　
る
。
」
（
跨
認
O
＼
じ
d
。
。
刈
①
）
し
か
し
カ
ン
ト
自
身
は
、
こ
の
う
ち
特
に
感
覚
に
基
づ
く
も
の
を
「
知
覚
」
≦
接
戦
警
ヨ
§
σ
Q
と
言
う
。
い
わ
ゆ
る

　
　
感
覚
的
知
覚
と
称
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
知
覚
さ
れ
る
も
の
は
一
般
に
「
現
象
篇
禦
。
・
。
冨
ヨ
慧
σ
q
と
呼
ば
れ
る
。
こ
れ
は
た

　
　
だ
の
感
覚
与
件
で
は
な
い
。
確
か
に
、
感
覚
に
基
づ
い
て
い
る
以
上
、
こ
れ
と
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
の
み
な
ら
ず
感
覚
も
、
そ

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
れ
が
意
識
さ
れ
て
い
る
限
り
で
は
、
知
覚
の
一
種
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
一
般
的
に
言
っ
て
、
「
知
覚
し
と
は
感
官
を
通
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
我
々
に
現
わ
れ
て
い
る
も
の
の
直
接
的
意
識
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
直
接
意
識
さ
れ
る
も
の
が
、
カ
ン
ト
に
於
て
は
我
々
の
内
に
も
外
に

獅
　
も
見
出
さ
れ
、
そ
れ
が
一
般
に
「
現
象
し
と
　
＝
日
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

1　
　
　
　
　
　
直
観
と
綜
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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ヘ
　
　
　
へ

　
こ
の
よ
う
に
、
「
知
覚
」
と
は
一
般
に
現
象
の
直
接
的
意
識
（
〈
α
Q
轡
》
旨
ρ
し
d
＄
O
）
、
即
ち
我
々
の
経
験
的
な
直
接
的
意
識
一
般
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
は
こ
の
よ
う
な
「
意
識
」
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
象
は
我
々
に
多
様
と
し
て
与
え
ら
れ
る
か
ら
、
多
様
の
意

へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

識
の
仕
方
が
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
を
カ
ン
ト
は
多
様
の
綜
合
に
基
づ
く
と
考
え
る
。
即
ち
、
現
象
を
意
識
す
る
た
め
に
は
、
我
々
は
予
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

構
想
力
に
よ
っ
て
、
現
象
の
多
様
を
綜
合
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
（
く
σ
q
P
》
這
O
》
瓢
ヨ
‘
ゆ
♂
O
）
こ
の
よ
う
に
現
象
の
直
接
的

意
識
（
知
覚
）
を
可
能
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
構
想
力
の
綜
合
を
、
カ
ン
ト
は
特
に
「
把
捉
の
綜
合
し
ω
覧
昏
鼠
ω
伽
巽
》
署
お
げ
魯
ω
δ
出
と

呼
ん
で
い
る
。
（
》
　
一
ト
3
0
”
　
ω
　
一
①
O
）

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
で
は
、
現
象
の
意
識
（
知
覚
）
と
直
観
と
の
関
係
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
に
於
て
、
直
観
は
把
捉
の
綜
合
を
本
質
的
要
素
と
し

て
含
み
、
そ
れ
に
基
づ
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
い
ま
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
知
覚
に
つ
い
て
も
同
様
に
考
え
て
い
る
。
従
っ
て
我

々
は
カ
ン
ト
に
従
っ
て
、
知
覚
と
経
験
的
直
観
と
を
岡
一
視
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
、
経
験
的
直
観
と
は
、
カ
ン
ト
に
猛

て
具
体
的
に
は
、
現
象
の
直
接
的
意
識
を
意
味
す
る
と
解
さ
れ
る
。
「
感
宮
は
現
象
を
経
験
的
に
知
覚
に
於
て
表
象
す
る
。
し
（
》
嵩
α
）

　
以
上
に
よ
っ
て
、
カ
ン
ト
に
於
て
次
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
感
性
的
直
観
（
さ
し
あ
た
り
経
験

的
）
は
現
象
の
直
接
的
意
識
で
あ
り
、
把
捉
の
綜
合
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
を
我
々
は
簡
単
に
次
の
よ
う
に
定
式
化
す
る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
「
直
観
」
は
現
象
の
「
意
識
し
と
し
て
、
多
様
の
「
綜
合
」
を
そ
の
本
質
的
要
素
と
し
て
含
ん
で
い
る
、
と
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
る
も
の
は
「
現
象
」
で
あ
り
、
綜
合
さ
れ
る
も
の
は
「
多
様
」
で
あ
る
。
従
っ
て
我
々
は
直
観
に
関
し
て
、
一
方

で
綜
合
さ
れ
意
識
さ
れ
る
「
現
象
の
多
様
」
と
、
他
方
で
そ
の
「
綜
禽
的
意
識
」
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
両

者
の
関
係
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

先
ず
「
綜
合
的
意
識
」

い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
へ

は
「
現
象
の
多
様
」
を
前
提
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
邸
ち
後
者
は
前
老
に
先
立
っ
て
予
め
我
々
に
与
え
ら
れ
て

だ
が
果
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
現
象
の
多
様
」
も
「
綜
合
的
意
識
し
も
直
観
の
本
質
的
要
素
で
あ
る
以
上
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
実
は
前
者
は
後
者
に
先
立
っ
て
で
は
な
く
、
ま
さ
に
後
者
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
の
か
。
こ
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
セ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
現
象
の
所
与
性
と
意
識
と
の
関
係
を
次
に
分
析
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
現
象
と
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
、
「
我
々
に
与
え
ら
れ
る
第
一
の
も
の
」
U
器
図
韓
ρ
蓄
肋
§
砺
窯
腎
ミ
一
乱
a
（
》
　
H
μ
㊤
ー
ド
M
W
Q
）
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
故
問
題
は
、
「
我
々
に
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
事
態
の
う
ち
に
あ
る
。
こ
こ
で
決
定
的
に
重
要
な
の
は
、
「
我
々
に
与
え
ら
れ
る
」
と

　
　
い
う
と
き
の
「
我
々
」
で
あ
る
。
こ
の
「
我
々
し
が
カ
ン
ト
に
託
て
は
、
始
め
か
ら
「
表
象
能
力
し
く
。
二
巴
§
σ
Q
ω
鐡
露
σ
Q
醤
簿
（
》
お
＼
じ
d
鍵
）

　
　
と
し
て
掘
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
現
象
は
触
発
を
通
し
て
我
々
に
直
接
的
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
触
発
さ
れ
る
「
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
々
し
が
カ
ン
ト
に
於
て
は
、
予
め
「
表
象
能
力
し
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
「
我
々
に
与
え
ら
れ
る
し
と
は
、
表
象

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

　
　
さ
れ
る
こ
と
、
し
か
も
直
接
的
に
表
象
さ
れ
る
こ
と
（
§
ヨ
寡
2
げ
。
。
憎
く
。
茜
。
。
。
器
一
ぎ
毒
臼
ユ
魯
）
で
あ
る
。
即
ち
「
直
観
」
で
あ
る
。

　
　
　
で
は
直
観
に
於
て
何
が
表
象
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
現
象
で
あ
る
。
だ
が
単
に
「
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
の
で
は
な
く
、
「
表

　
　
象
さ
れ
る
」
と
い
う
以
上
、
現
象
は
「
表
象
さ
れ
て
い
る
も
の
し
詠
の
く
。
サ
究
器
幹
。
、
即
ち
「
対
象
」
O
・
α
q
窪
ω
欝
注
で
あ
る
。
そ
れ
髪
型
ソ

　
　
ト
は
言
う
、
「
感
性
に
よ
っ
て
我
々
に
対
象
が
与
え
ら
れ
る
。
」
（
》
お
＼
し
ご
。
。
。
。
）
現
象
と
は
さ
し
あ
た
り
我
々
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
し
か
し
そ
れ
が
与
え
ら
れ
る
の
が
、
ま
さ
に
「
我
々
」
で
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
は
我
々
に
よ
っ
て
我
々
の
眼
前
に
表
象
さ
れ
る
　
（
＜
。
㌘

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
鷺
。
。
琶
詳
蓄
a
窪
）
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
表
象
さ
れ
た
も
の
（
象
ω
＜
。
㍗
纐
⑦
器
＝
＄
）
と
し
て
、
そ
れ
は
「
対
－
饗
し
O
o
σ
q
窪
－
。
・
9
註
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
直
観
に
於
て
は
対
象
が
直
接
的
に
表
象
さ
れ
る
。
そ
れ
故
現
象
と
は
直
観
の
対
象
で
あ
る
。
「
経
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
的
直
観
の
無
規
定
な
対
象
は
現
象
と
呼
ば
れ
る
。
」
（
諺
8
＼
し
d
ω
麻
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
「
対
象
を
表
象
す
る
こ
と
」
は
、
カ
ン
ト
に
於
て
「
意
識
」
じ
ご
・
≦
銭
奮
ぎ
の
働
き
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
　
確
か
に
カ
ン
ト
は
表
象
一
般
に
関
し
て
、
意
識
を
伴
う
も
の
と
伴
わ
な
い
も
の
と
を
一
応
区
別
し
て
い
る
。
し
か
し
後
者
が
実
際
に
あ
る

　
　
か
ど
う
か
は
と
も
か
く
と
し
て
、
と
に
か
く
「
我
々
」
人
間
に
於
て
は
、
表
象
と
は
対
象
の
表
象
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
は
必
ず
意
識
を
伴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

卿
。
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
荷
ら
か
の
、
少
く
と
も
罷
的
な
意
識
へ
の
幽
係
が
な
け
れ
ば
、
現
象
は
我
々
に
と
。
て
決
し
て
認
識
の
対

1　
　
　
　
　
　
直
観
と
綜
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
酉
四
十
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
四

68
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

11

@
象
に
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
そ
れ
故
ま
た
我
々
に
と
っ
て
は
何
も
の
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
（
》
誌
O
）
こ
の
よ
う
に
現
象
が
「
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
々
」
に
与
え
ら
れ
る
と
言
う
と
き
、
こ
の
「
我
々
」
は
始
め
か
ら
「
意
識
」
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
意
識
の
立
場
か
ら
カ
ン
ト
は
、

　
　
伝
統
的
な
意
味
で
の
広
義
の
「
知
覚
」
器
お
。
言
。
を
「
感
覚
」
国
ヨ
づ
津
段
譲
℃
ω
窪
。
。
巴
。
と
「
認
識
し
幹
冨
ぎ
9
ザ
8
σ
・
ゆ
三
。
と
に
分
け
、

　
　
後
者
を
更
に
「
直
観
」
》
蕩
。
長
髪
轟
」
讐
償
ぎ
。
・
と
「
概
念
」
b
d
①
σ
q
臥
タ
8
ぎ
・
讐
話
と
に
区
分
す
る
の
で
あ
る
。
（
》
器
O
＼
b
⇔
も
。
藍
鼠
ミ
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
以
上
テ
ク
ス
ト
の
分
析
に
よ
っ
て
、
次
の
こ
と
が
示
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。
（
一
）
現
象
が
我
々
に
与
え
ら
れ
る
と
は
、
表
象
さ
れ
る
こ

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

　
　
と
で
あ
る
。
（
二
）
表
象
さ
れ
る
も
の
は
対
象
で
あ
る
。
（
三
）
対
象
の
表
象
は
意
識
で
あ
る
。
（
四
）
そ
れ
故
現
象
の
所
与
性
と
そ
の
直

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

　
　
接
的
意
識
（
感
性
的
直
観
）
と
は
同
義
で
あ
る
。
即
ち
現
象
は
意
識
に
対
し
て
、
意
識
に
先
立
っ
て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

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

　
　
ま
さ
に
我
々
の
意
識
の
う
ち
に
、
そ
れ
故
そ
れ
自
身
意
識
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
我
々
に
与
え
ら
れ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
意
識
は
本
質
的
に
綜
合
を
含
ん
で
い
た
。
そ
れ
只
い
ま
述
べ
た
こ
と
か
ら
次
の
こ
と
が
帰
結
し
て
く
る
。
即
ち
現
象
の
多
様

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

　
　
の
所
与
性
は
、
そ
れ
自
身
構
想
力
の
綜
合
を
含
む
。
換
言
す
れ
ば
、
現
象
が
我
々
に
如
何
に
多
様
に
与
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
（
ミ
壁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
篭
§
§
寒
ミ
吟
σ
Q
。
α
q
⑦
ぴ
①
量
器
一
昌
、
響
，
§
砺
）
は
実
は
、
そ
れ
が
如
何
に
綜
舎
的
に
与
え
ら
れ
る
か
と
い
う
こ
と
（
超
壁
ψ
ミ
ミ
駐
さ
・
σ
Q
。
ぴ
q
？

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
び
。
㌣
ω
。
ぎ
）
と
同
義
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
現
象
の
多
様
の
綜
合
的
所
与
性
を
我
々
は
、
「
現
象
の
多
様
の
綜
合
的
呈
示
し
ω
旨
チ
巴
。
。
。
審
O
鋤
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ミ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
げ
蔦
§
ぴ
q
〈
。
ヨ
竃
磐
慈
母
弾
一
σ
窺
窪
山
費
蝉
。
。
島
。
ぎ
§
σ
q
と
呼
ぼ
う
。
現
象
の
多
様
の
所
与
性
の
真
理
は
、
そ
の
綜
合
的
呈
示
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
綜
合
的
呈
示
と
我
々
は
言
っ
た
。
こ
こ
で
「
呈
示
」
と
は
、
そ
れ
自
身
は
ま
だ
自
発
的
と
も
受
容
的
と
も
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
カ

　
　
ン
ト
は
確
か
に
、
感
性
が
そ
の
受
容
性
に
於
て
多
様
を
呈
示
す
る
、
と
言
っ
て
い
る
。
（
》
μ
O
O
）
こ
こ
で
彼
は
「
曇
示
し
を
受
容
的
と
理

　
　
解
し
て
い
る
。
し
か
し
多
様
の
呈
示
は
、
我
々
が
い
ま
示
し
た
よ
う
に
、
そ
れ
自
身
綜
合
的
で
あ
る
。
そ
し
て
綜
合
は
カ
ン
ト
に
於
て
慮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
発
性
に
属
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
限
り
に
於
て
は
、
多
様
の
呈
示
は
自
発
的
で
あ
る
。
更
に
こ
の
よ
う
な
呈
示
の
能
力
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
構
想
力
も
ま
た
自
発
的
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
は
感
性
的
直
観
を
可
能
に
す
る
綜
合
の
能
力
と
し
て
、
思
惟
の
自
発
性
か
ら
は
区
別
さ
れ
て

　
　
い
る
。
同
じ
く
「
自
発
性
」
ω
℃
。
三
碧
¢
一
襲
と
言
っ
て
も
、
構
想
力
の
綜
合
と
野
宮
と
は
区
別
さ
れ
、
し
か
も
前
着
は
本
来
爾
観
を
可
能



に
し
て
い
る
が
故
に
、
思
惟
の
自
発
性
は
構
想
力
の
綜
合
を
「
要
求
す
る
し
Φ
臥
。
乱
⑦
ヨ
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
（
〉
　
蒲
刈
＼
圖
W
　
一
〇
め
）

　
こ
の
よ
う
に
呈
示
と
は
先
ず
自
発
性
に
属
す
る
。
し
か
し
呈
示
は
同
時
に
多
様
の
所
与
性
と
同
義
で
あ
る
。
即
ち
多
様
は
呈
示
に
於
て
、

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

我
々
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
に
よ
っ
て
産
出
（
ぼ
遷
。
み
「
ぎ
α
Q
窪
）
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
壷
錐
示
は
同
時
に
「
受
容
性
し

渕
①
塗
膜
く
譲
片
に
属
す
る
。
勿
論
、
多
様
は
そ
れ
自
身
、
構
想
力
に
よ
っ
て
綜
合
的
に
我
々
に
呈
示
さ
れ
る
以
上
、
こ
の
構
想
力
の
観
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も

か
ら
見
れ
ば
、
我
々
は
多
様
の
与
え
ら
れ
方
に
関
し
て
す
ら
自
発
的
で
あ
っ
て
、
い
わ
ば
多
様
を
我
々
自
身
に
対
し
て
与
え
て
い
る
。
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
へ

も
拘
ら
ず
多
様
は
依
然
と
し
て
、
我
々
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
ほ
か
な
い
。
確
か
に
多
様
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
我
々
に
与
え
ら
れ
る
か
、

換
言
す
れ
ば
、
多
様
の
与
え
ら
れ
方
の
「
如
何
に
」
ヨ
㌦
宇
目
霞
鉱
σ
Q
笙
鉱
σ
Q
あ
魚
づ
は
、
構
想
力
の
綜
合
作
用
に
徹
底
的
に
依
存
し
て
い
る
。

だ
が
そ
れ
が
如
何
な
る
仕
方
で
与
え
ら
れ
よ
う
が
、
と
に
か
く
与
え
ら
れ
る
も
の
が
「
多
様
で
あ
る
と
い
う
こ
と
し
b
畿
白
き
巴
α
q
｛
9
三
σ
疑
・

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
あ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ω
⑦
冒
は
、
構
想
力
の
自
発
性
に
基
づ
か
ず
、
む
し
ろ
そ
の
本
質
的
有
限
性
、
即
ち
我
々
の
感
性
の
本
質
的
受
容
性
を
示
し
て
い
る
。

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

　
こ
の
受
容
性
は
、
感
性
的
直
観
に
於
て
働
く
構
想
力
の
全
活
動
の
根
抵
に
あ
っ
て
、
そ
れ
を
貰
い
て
い
る
。
即
ち
我
々
の
感
性
は
根
源

ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

的
に
受
容
的
（
旨
も
。
箕
警
α
q
ξ
ぴ
3
N
¢
旨
く
）
で
あ
る
。
「
こ
の
根
源
的
受
容
性
に
於
て
し
と
カ
ン
ト
は
言
う
、
「
我
々
の
感
性
は
多
様
を
呈
示

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

す
る
。
し
（
〉
δ
O
）
こ
れ
を
我
々
は
次
の
よ
う
に
解
釈
し
よ
う
。
我
々
の
感
性
は
、
そ
の
根
源
的
受
容
性
に
基
づ
い
て
、
そ
の
根
源
的
受

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
し
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

容
性
か
ら
、
構
想
力
と
し
て
感
性
的
直
観
の
う
ち
に
、
現
象
の
多
様
を
我
々
自
身
に
対
し
て
鏡
鐙
的
に
呈
示
す
る
、
と
。
1
で
は
こ
の

根
源
的
受
容
性
と
直
観
形
式
と
の
関
係
を
、
次
に
考
え
て
み
よ
う
。

三
　
感
性
の
根
源
的
受
容
性

　
　
　
上
述
の
如
く
、
現
象
の
≦
帥
？
ヨ
碧
巳
α
q
或
爵
－
。
。
鉱
切
が
構
想
力
の
綜
合
に
基
づ
い
て
い
る
の
に
対
し
て
、
そ
の
O
齢
・
ヨ
雪
三
σ
q
建
臨
σ
q
・
。
・
。
冒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
は
、
我
々
の
感
性
の
根
源
的
受
容
性
に
基
づ
い
て
い
る
。
し
か
も
後
者
は
野
老
の
根
抵
に
存
し
て
い
て
、
そ
れ
自
身
本
質
的
に
統
一
的

靭
（
≦
O
駒
n
O
コ
け
酬
卿
O
ゲ
　
⑦
｝
雛
ゲ
O
一
貯
剛
一
〇
7
）
で
あ
る
。
我
。
の
感
性
の
根
源
的
受
容
性
の
奮
て
い
る
．
あ
本
質
的
統
一
が
即
ち
、
カ
ン
ト
に
よ
。
て

1　
　
　
　
　
　
薩
観
と
綜
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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哲
学
研
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五
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号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
六

「
感
性
の
純
粋
形
式
」
象
。
邑
琴
閃
。
§
畠
。
『
Q
。
ヨ
巳
…
。
葬
簿
（
＞
N
O
＼
じ
d
黛
）
と
呼
ば
れ
た
の
だ
、
と
我
々
は
解
釈
し
よ
う
。

　
例
え
ば
空
間
に
関
し
て
カ
ン
ト
は
言
う
。
「
一
に
し
て
一
切
を
包
括
す
る
と
こ
ろ
の
空
間
」
餌
臼
皿
慧
σ
q
。
嘉
定
h
鋤
。
・
。
・
窪
鎌
。
沁
器
ヨ
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
が
包
括
す
る
部
分
に
先
立
っ
て
、
そ
れ
霞
身
「
本
質
的
に
一
」
§
§
ミ
、
ミ
幾
ミ
偽
で
あ
る
、
と
。
（
》
霧
＼
b
δ
ω
㊤
）
更
に
彼
は
時
間
に

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
い
て
、
コ
に
し
て
根
抵
に
存
す
る
と
こ
ろ
の
時
間
」
の
ぎ
⑦
職
ミ
難
建
ミ
O
、
§
§
馬
馬
馨
嵩
魯
N
①
搾
（
｝
認
＼
む
ご
膳
。
。
）
と
言
　
う
。
こ
の
よ

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

う
な
空
間
と
時
間
の
本
質
的
根
源
的
統
一
は
、
我
々
の
根
源
的
受
容
性
そ
の
も
の
に
属
し
て
い
る
、
と
我
々
は
解
釈
し
よ
う
。
そ
れ
故
カ

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ン
ト
は
「
感
性
の
純
粋
形
式
」
と
害
う
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
純
粋
形
式
」
を
、
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
感
性
的
直
観
の
根
抵
に
追
究
し

露
呈
す
る
こ
と
に
、
「
超
越
論
的
感
性
論
し
の
課
題
が
存
し
た
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
カ
ン
ト
は
手
掛
り
を
経
験
的
直
観
（
知
覚
）
に

求
め
た
。

　
経
験
的
直
観
が
知
覚
と
同
一
視
さ
れ
る
の
に
応
じ
て
、
直
観
の
形
武
は
さ
し
あ
た
り
、
知
覚
相
互
の
「
関
係
」
＜
巴
深
藍
冴
と
解
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
へ

こ
の
場
合
、
形
式
も
ま
た
経
験
的
で
あ
る
。
例
え
ば
、
机
の
上
に
本
が
あ
る
、
と
轡
う
場
合
、
あ
る
い
は
儒
号
が
赤
か
ら
緑
へ
変
わ
る
、

と
い
う
場
合
、
「
机
」
や
「
本
」
、
「
赤
」
や
「
緑
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
刷
々
に
知
覚
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
の
上
に
」
と
か

「
…
…
か
ら
…
…
へ
し
は
、
こ
れ
ら
の
知
覚
相
互
の
関
係
を
表
わ
し
て
お
り
、
し
か
も
こ
の
関
係
の
仕
方
は
経
験
的
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
だ
が
こ
こ
に
問
題
が
生
じ
て
く
る
。
確
か
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
も
の
は
知
覚
さ
れ
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
そ
れ
ら
は
、
こ
の
関
係

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
於
て
知
覚
あ
る
い
は
直
観
さ
れ
て
い
る
。
（
話
ピ
”
身
σ
Q
⑦
鼠
。
・
。
・
⑦
裂
く
巽
げ
巴
慧
ω
切
鋤
き
α
q
の
ω
。
冨
暮
、
、
》
8
＼
b
ウ
ら
。
蒔
）
し
か
し
こ
の
「
関
係
」

自
身
は
知
覚
（
塵
観
）
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
関
係
を
知
覚
相
互
の
関
係
と
解
す
る
限
り
、
こ
の
開
係
自
身
は
も
は
や
知
覚
（
直
観
）

さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
た
だ
異
な
る
知
覚
を
、
い
わ
ば
上
か
ら
相
互
に
関
係
づ
け
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
だ
が
こ
れ
で
は
こ
の
関
係
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

確
か
に
形
式
で
は
あ
ろ
う
が
、
決
し
て
「
直
観
の
形
式
」
閃
。
§
魯
、
》
誠
簿
§
§
偽
で
は
な
い
。
直
観
の
形
式
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
れ

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
颪
観
自
身
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
そ
の
た
め
に
は
我
々
は
、
い
わ
ば
上
か
ら
掴
み
か
か
る
よ
う
な
形
式
概
念
を
捨
て
て
、
「
関
係
」
く
の
島
聾
艮
。
・
の
本
来
的
概
念
を
獲
得
し



　
　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
＜
象
芭
窪
冨
と
は
本
来
、
網
異
な
る
も
の
の
間
（
N
≦
一
〇
◎
O
ず
⑦
P
）
に
成
立
す
る
の
で
は
な
く
、
一
か
ら
他
へ
の
、
あ
る

　
　
い
は
他
か
ら
一
へ
の
（
蝕
二
①
一
口
⇔
づ
②
0
4
）
相
互
関
係
で
あ
る
。
一
と
他
と
の
間
に
は
何
も
な
い
。
蕎
る
の
は
た
だ
、
一
と
他
と
の
相
互
の
関

　
　
わ
り
合
い
（
ノ
N
O
弓
ゲ
購
一
け
昌
一
ω
）
の
み
で
あ
る
。
し
か
も
一
か
ら
他
へ
の
関
わ
り
方
（
〈
。
聾
巴
3
陣
。
・
）
と
、
他
か
ら
一
へ
の
関
わ
り
方
は
逆
で
あ

　
　
り
、
こ
の
二
つ
の
関
わ
り
方
は
、
そ
れ
ぞ
れ
一
と
他
に
属
し
て
い
る
。
そ
れ
故
、
一
と
他
が
そ
れ
ぞ
れ
直
観
さ
れ
る
以
上
、
こ
の
直
観
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
は
そ
れ
ぞ
れ
の
く
興
隆
ぎ
冨
が
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
も
一
と
他
の
直
観
の
直
接
性
そ
の
ま
ま
に
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
そ
れ
故
我
々
は
直
観
（
知
覚
）
自
身
の
う
ち
に
、
そ
の
つ
質
料
」
諸
p
鐸
麓
と
「
形
式
」
閃
。
録
と
を
区
鋼
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
即

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

　
　
ち
「
薩
観
の
質
料
」
と
「
直
観
の
形
式
」
と
で
あ
る
。
先
ず
直
観
の
質
料
と
は
感
覚
自
身
で
は
な
く
、
直
観
に
当
て
「
感
覚
に
対
応
し
て

　
　
い
る
も
の
」
匿
。
。
下
妻
鋤
ω
鋤
韓
膨
星
雨
乱
§
α
q
細
。
蔑
鳶
尽
§
ミ
ミ
（
》
b
。
O
＼
ご
d
ω
療
）
で
あ
る
。
こ
の
「
対
応
」
を
我
々
は
、
呪
事
の
質
料
は
感

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
＞

　
　
覚
に
基
づ
き
、
感
覚
か
ら
由
来
す
る
、
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
他
方
、
直
観
の
形
式
は
、
我
々
が
明
ら
か
に
し
た
意
味
で
の
「
関
係
」
で
あ
り
、
痘
観
（
知
覚
）
自
身
の
う
ち
に
、
さ
し
あ
た
り
経
験

　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
的
か
つ
具
体
的
欄
別
的
に
含
ま
れ
て
い
る
。
で
は
こ
の
形
式
は
ど
こ
か
ら
由
来
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
直
観
の
形
式
は
遙
＜
⑦
葺
響
鼠
。
。
鐸

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
…
…
、
、
と
し
て
、
一
つ
の
直
観
が
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
、
他
の
直
観
へ
の
関
係
を
含
ん
で
成
立
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
れ
故
蓋
観

　
　
の
形
式
性
は
、
諸
々
の
直
観
が
そ
こ
へ
と
予
め
共
営
す
る
（
N
塁
恥
ヨ
ヨ
。
凝
魯
窪
窪
）
と
こ
ろ
の
、
あ
る
全
体
を
さ
し
示
し
て
い
る
。
だ
が
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
全
体
は
一
つ
編
つ
の
直
観
と
共
に
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
。
の
み
な
ら
ず
そ
れ
は
諸
々
の
直
観
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
な
ぜ
な
ら
ば
い
か
な
る
直
観
と
い
え
ど
も
、
そ
れ
自
身
に
於
て
始
め
か
ら
こ
の
全
体
を
さ
し
示
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
れ
は
始
め
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
（
受
§
§
、
惑
ミ
，
Q
§
）
諸
々
の
直
観
の
「
根
極
に
存
し
て
い
る
（
巽
ミ
O
驚
§
§
ぽ
σ
Q
窪
）
Q
し
（
》
卜
⊃
ω
＼
ゆ
ω
。
。
静
〉
ト
き
蒔
＼
ゆ
ω
c
。
鳩
〉
鍾
＼
じ
ご
ω
ρ
》
ω
O
＼
し
d
蒔
◎

　
　
》
。
。
ぐ
巽
◎
〉
。
。
b
。
＼
望
。
。
）
し
か
も
全
体
の
本
質
的
統
一
に
於
て
。
こ
の
よ
う
に
諸
々
の
直
観
の
根
抵
に
あ
っ
て
、
か
つ
感
覚
を
通
し
て
こ
れ

　
　
ら
の
直
観
に
於
て
限
定
的
に
現
わ
れ
る
全
体
の
本
質
的
根
源
的
統
輔
が
、
カ
ン
ト
の
い
う
「
感
紫
雲
直
観
一
般
の
純
粋
形
式
」
鎌
¢
凱
ま

網
　
蜀
。
困
彰
。
。
一
謬
瓢
獣
。
ン
⑦
村
》
鐸
・
。
。
7
鋤
¢
煽
コ
頒
。
昌
ま
。
吋
訂
雌
℃
艸
（
》
b
。
O
＼
切
鍵
）
で
あ
る
。

！

　
　
　
　
　
　
薩
観
と
綜
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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暫
学
研
究
　
第
五
百
四
十
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
八

　
と
こ
ろ
で
こ
の
「
純
粋
形
式
」
は
も
は
や
「
関
係
」
く
禽
漂
M
欝
貯
。
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
諸
々
の
関
係
を
、
自
分
自
身
の
様
々
の

限
定
と
し
て
、
そ
の
時
々
の
直
観
（
知
覚
）
の
う
ち
に
発
源
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
根
源
的
な
形
式
で
あ
る
。
即
ち
「
現
象
の
多
様
が
何
ら
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
関
係
に
於
て
秩
序
づ
け
ら
れ
、
参
観
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
」
号
馨
凱
σ
q
ρ
毛
⑦
8
訂
砂
ミ
N
さ
ひ
直
ゆ
畠
。
・
ζ
睾
巳
α
Q
｛
鋤
三
α
q
⑩

血
禽
国
梅
毒
臨
謬
謎
貯
α
q
。
三
ω
。
・
露
〈
o
渉
弾
三
。
。
ω
窪
鳴
自
儀
嵩
び
睾
ぴ
q
①
8
訂
募
三
論
（
〉
塾
。
O
）
と
し
て
、
そ
れ
自
身
は
も
は
や
関
係
で
は
な
い

の
で
あ
る
。

　
の
み
な
ら
ず
こ
の
「
純
粋
形
式
し
は
、
厳
密
に
言
っ
て
も
は
や
「
表
象
」
＜
o
誘
け
臼
摩
σ
q
で
も
な
い
。
確
か
に
カ
ン
ト
は
直
観
の
純
粋

形
式
を
「
純
粋
直
観
」
盗
9
》
窃
。
ぎ
毒
謬
（
》
・
。
O
＼
u
d
。
。
や
ω
α
）
と
揮
い
換
え
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
又
「
根
源
的
表
象
し
護
。
。
℃
三
蕗
剛
∵

夢
。
＜
自
ω
邑
酬
§
σ
q
（
ω
心
O
）
と
も
み
な
し
て
い
る
。
だ
が
直
観
の
「
純
粋
形
式
し
と
は
厳
密
に
言
っ
て
、
そ
こ
か
ら
諸
々
の
直
観
（
現
象
の

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

直
接
的
表
象
）
が
発
源
し
て
く
る
と
こ
ろ
の
衷
象
作
用
の
根
源
で
あ
っ
て
、
そ
れ
自
身
は
も
は
や
表
象
さ
れ
て
は
い
な
い
。
確
か
に
カ
ン

ト
は
、
空
間
や
時
間
が
「
最
も
純
粋
で
第
一
の
根
本
蓑
回
し
鎌
。
お
岬
湧
3
づ
麟
註
　
巽
。
。
器
づ
　
○
毎
潔
く
禽
。
。
8
欝
薦
窪
（
》
回
O
臥
⊃
）
だ
と
言
っ
て

い
る
。
だ
が
こ
の
場
合
、
窒
間
や
時
間
は
も
は
や
薩
観
の
純
粋
形
式
で
は
な
く
、
こ
の
純
粋
形
式
か
ら
構
想
力
の
綜
合
作
用
に
よ
っ
て

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
発
源
し
て
く
る
」
（
た
と
え
そ
れ
が
如
何
に
根
源
的
な
仕
方
で
で
あ
ろ
う
と
）
表
象
と
し
て
繕
え
ら
れ
て
い
る
。
（
Q
．
薗
．
○
．
）

　
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
の
言
う
「
感
性
的
直
観
一
般
の
純
粋
形
式
」
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
薩
接
的
表
象
が
そ
れ
自
身
に
於
て
さ
し
示

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

し
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
我
々
の
感
性
の
根
源
的
な
事
実
、
即
ち
我
々
の
感
性
の
根
源
的
受
容
性
が
有
す
る
本
質
的
統
一
そ
の
も
の
で
あ
り
、

こ
の
よ
う
な
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
表
象
作
用
の
根
源
か
ら
、
構
想
力
は
現
象
の
多
様
を
感
性
的
直
観
の
う
ち
に
綜
合
的
に
星
示
す
る
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
如
何
な
る
仕
方
で
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
を
示
す
た
め
に
、
我
々
は
次
章
に
於
て
把
捉
の
綜
合
の
分
析
を
手
始
め
と
し
て
、
三

重
の
綜
合
の
内
的
連
関
を
追
究
し
て
み
よ
う
。
し
か
し
そ
の
前
に
先
ず
時
間
と
構
想
力
と
の
関
係
を
、
そ
の
本
質
的
な
点
に
於
て
分
析
し

て
お
く
必
要
が
あ
る
。
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四
　
三
重
の
綜
合
の
内
的
連
関

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
前
章
ま
で
の
我
々
の
解
釈
に
従
え
ば
、
構
想
力
は
現
象
の
多
様
を
感
性
的
直
観
の
う
ち
に
綜
合
的
に
星
示
す
る
根
本
能
力
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
我
々
の
感
性
的
直
観
一
般
の
純
粋
形
式
は
、
カ
ン
ト
に
於
て
時
間
だ
と
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
構
想
力
が
現
象
の
多
様
を
綜
合
的

に
呈
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
我
々
の
感
性
的
直
観
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
唇
面
は
一
般
に
時
間
と
い
う
純
粋
形
式
に
従
っ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
感
性
的
直
観
の
成
立
を
廻
っ
て
、
そ
の
純
粋
形
式
で
あ
る
時
間
と
、
直
観
を
可
能
に
し
て
い
る
構

想
力
の
綜
会
作
用
と
が
、
内
的
本
質
的
に
連
関
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
時
間
は
カ
ン
ト
に
於
て
本
来
、
内
的
直
観
の
根
本
形
式
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
内
的
薩
観
を
彼
は
、
「
我
々
霞
身
及
び
我
々
の
内

的
状
態
の
直
観
」
黛
ω
〉
諺
。
冨
償
二
八
器
§
器
剛
ぴ
鴇
§
儀
き
m
2
。
ω
ぎ
器
門
窪
N
器
鐙
ロ
山
。
も
。
（
〉
ω
ω
＼
ω
お
）
と
規
定
し
、
後
者
に
属
す
る
も

の
を
一
般
に
「
表
象
」
＜
。
艮
巴
§
α
q
と
呼
ぶ
。
で
は
表
象
が
我
々
の
内
的
状
態
に
属
す
る
と
か
、
そ
れ
が
時
間
に
於
て
内
的
に
直
観
さ

れ
る
と
か
い
う
こ
と
は
、
一
体
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
表
象
が
我
々
の
内
的
状
態
に
属
す
る
と
い
う
以
上
、
我
々
と
は
「
表
象
す
る
も
の
」
α
錠
く
。
簿
魯
窪
浄
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
我
々

が
表
象
し
て
い
る
も
の
は
一
般
に
「
対
象
」
O
。
ぴ
q
①
塁
欝
邑
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
を
我
々
は
始
め
か
ら
限
定
し
て
し
ま
う
こ
と
は
で
き
な

い
。
例
え
ば
そ
れ
は
我
々
の
自
我
自
身
で
も
あ
り
う
る
し
、
そ
れ
が
感
じ
る
苦
痛
や
喜
び
、
一
般
に
様
々
の
快
や
不
快
の
感
情
で
も
あ
り

う
る
し
、
或
い
は
光
や
音
、
外
的
な
諸
事
物
で
も
あ
り
う
る
。
更
に
は
感
覚
の
把
え
る
も
の
を
越
え
た
、
物
の
本
質
や
意
味
、
目
的
や
理

念
、
或
い
は
い
わ
ゆ
る
「
永
久
真
理
」
が
我
々
の
表
象
作
用
の
対
象
で
も
あ
り
う
る
。
だ
が
い
ず
れ
の
場
合
も
少
く
と
も
、
こ
れ
ら
を
表

象
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
「
表
象
作
賛
し
留
⑦
＜
。
発
会
窪
自
身
は
我
々
に
直
接
属
し
て
お
り
、
時
間
に
捨
て
そ
の
時
々
に
我
々
に
直
接
意

識
さ
れ
る
、
即
ち
直
観
さ
れ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
倉
主
作
用
は
そ
れ
自
身
の
内
容
を
伴
っ
て
い
る
。
し
か
し
こ
こ
で
「
内
容
」
ぎ
7
聾
と
は
、
必
ず
し
も
対
象
の
こ
と
で

　
　
　
　
趨
観
と
綜
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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折
囲
学
研
鹿
九
　
第
五
州
臼
鶏
－
†
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
〇

は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
対
象
は
、
上
の
例
か
ら
解
る
よ
う
に
、
必
ず
し
も
時
間
の
う
ち
に
有
る
必
要
は
な
い
の
に
対
し
て
、
表
象
内
容
は
、

時
間
の
う
ち
に
生
起
す
る
表
象
作
用
に
直
接
属
し
て
お
り
、
従
っ
て
そ
れ
は
ま
さ
に
時
間
を
充
た
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
我
々
が
普
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
表
象
」
＜
霞
。
・
8
慧
§
σ
Q
と
言
っ
て
い
る
も
の
は
、
実
は
こ
の
表
象
内
容
の
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
同
時
に
、
対
象
を
時
間
に
於
て
具
体
的

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

直
接
的
に
表
象
す
る
仕
方
（
〈
9
ω
8
＝
§
σ
q
ω
麟
。
罫
〉
。
。
ミ
b
ご
鋒
）
の
こ
と
で
も
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
表
象
」
は
確
か
に
、
時
閾

に
於
て
生
起
す
る
と
こ
ろ
の
万
象
作
用
を
充
た
し
て
お
り
（
切
ご
①
刈
）
、
我
々
の
内
的
状
態
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
我
々
に
直
接
意
識
さ

れ
て
い
る
、
即
ち
直
観
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
「
表
象
」
及
び
「
表
象
作
用
」
の
種
膠
化
は
、
そ
の
対
象
に
関
し
て
生
起
す
る
。
先
ず
快
・
不
快
の
感
情
の
場
合
は
、
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

象
そ
の
も
の
が
端
的
に
時
間
を
充
た
し
て
お
り
、
時
間
的
に
薩
観
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
自
我
、
物
の
本
質
、
意
味
、
冒
的
、
理
念
、

「
永
久
真
理
」
等
の
場
合
は
、
こ
れ
ら
の
対
象
は
悟
性
あ
る
い
は
理
性
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
、
従
っ
て
我
々
が
そ
れ
ら
を
時
間
に
於
て
具

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

体
的
に
表
象
す
る
仕
方
は
、
本
質
的
に
概
念
的
！
時
間
的
で
あ
る
。
更
に
光
や
音
、
あ
る
い
は
外
的
諸
事
物
が
対
象
で
あ
る
場
合
に
は
、

こ
れ
ら
の
対
象
の
表
象
の
根
抵
に
は
空
間
が
存
し
て
お
り
、
そ
れ
は
本
来
、
梧
性
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
悟
性
に
よ
る
規

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

定
に
先
立
っ
て
、
根
源
的
に
直
観
さ
れ
て
い
る
。
期
ち
空
間
は
外
的
直
観
の
根
本
形
式
と
し
て
渉
時
間
と
等
根
源
的
に
（
駐
皿
鼻
ξ
。
。
鷺
号
α
q
・

濠
ゲ
）
我
々
の
感
性
に
属
し
て
お
り
、
こ
の
「
本
質
的
に
一
な
る
空
間
し
に
於
て
諸
々
の
外
的
な
事
物
、
事
象
が
我
々
に
直
接
的
に
現
象

し
て
く
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
現
象
の
仕
方
は
、
同
時
に
そ
れ
ら
を
我
々
が
表
象
す
る
仕
方
で
も
あ
る
。
そ
れ
故
、
我
々
が
そ
れ
ら
を
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

象
す
る
仕
方
は
、
本
質
的
に
空
閥
的
－
時
間
的
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
以
上
の
よ
う
な
表
象
の
仕
方
の
種
別
化
に
も
拘
ら
ず
、
表
象
作
用
自
身
は
い
ず
れ
の
場
合
に
も
本
質
的
に
時
間
的
に
生
起
す
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

故
に
こ
そ
カ
ン
ト
は
、
「
時
間
は
あ
ら
ゆ
る
現
象
一
般
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式
的
制
約
で
あ
る
」
（
》
ω
ミ
じ
d
㎝
O
）
と
言
う
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
「
現
象
し
響
8
ゲ
¢
ぎ
餐
σ
Q
と
は
さ
し
あ
た
り
、
紺
象
が
具
体
的
直
接
的
に
時
間
に
於
て
表
象
さ
れ
る
場
合
の
表
象
の
仕
方
と
い
う
意

味
で
の
「
表
象
」
、
即
ち
「
表
象
内
容
」
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
同
時
に
、
表
象
の
仕
方
に
応
じ
て
直
接
意
識
さ
れ
て
い
る
限



り
で
の
対
象
を
も
意
味
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
現
象
の
多
様
を
感
性
的
直
観
に
於
て
綜
合
的
に
墨
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
を
直
接

的
具
体
的
に
表
象
し
て
い
る
も
の
は
、
我
々
の
解
釈
に
従
え
ば
、
構
想
力
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
構
想
力
の
綜
舎
は
本
質
的
に
時
間
に
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
。
時
間
へ
の
こ
の
本
質
的
連
関
に
於
て
、
今
や
構
想
力
は
時
間
を
根
抵
か
ら
区
別
す
る
と
、
カ
ン
ト
は
言
う
。
「
も
し

心
が
印
象
の
継
起
に
於
て
、
時
間
を
区
別
す
る
と
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
ら
、
多
様
は
決
し
て
多
様
と
し
て
表
象
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ

た
で
あ
ろ
う
。
」
（
》
Φ
り
）
で
は
構
想
力
の
綜
合
は
、
時
間
の
区
々
を
貫
い
て
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
生
起
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
前
掲
の
引
用
文
で
は
、
時
間
は
印
象
相
互
の
継
起
に
於
て
区
別
さ
れ
る
、
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
時
間
の
区
別
が
印
象
の
継
起
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
に
対
し
て
我
々
は
、
時
間
は
根
砥
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
言
っ
た
。
即
ち
時
間
の
区
別
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
本
来
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
あ
り
、
こ
の
区
別
に
基
づ
い
て
、
我
々
は
印
象
の
継
起
を
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
換
言
す
れ
ば
、
印
象
の
継

　
　
起
を
知
覚
し
て
い
る
時
に
は
、
我
々
は
す
で
に
時
間
を
区
別
し
て
お
り
、
こ
の
区
別
が
我
々
に
印
象
の
継
起
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
れ
を
我
々
は
簡
単
に
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
時
間
の
区
別
は
継
起
と
し
て
形
成
さ
れ
る
、
と
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
時
間
の
区
別
を
貫
い
て
生
起
す
る
構
想
力
の
綜
合
作
用
は
、
先
ず
把
捉
の
寒
食
に
於
て
現
わ
れ
る
。
こ
こ
で
「
把
捉
」

　
　
》
℃
℃
「
塾
窪
臨
§
と
は
、
多
様
を
「
構
想
力
の
（
綜
合
的
）
活
動
の
う
ち
へ
と
受
け
取
る
こ
と
」
ぎ
騨
町
①
↓
鋒
σ
Q
写
戦
国
診
①
ぴ
ヨ
窪
　
（
》
結
O

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も

　
　
i
括
弧
内
筆
者
f
）
で
あ
り
、
従
っ
て
把
捉
は
そ
れ
自
身
綜
合
的
で
あ
り
（
こ
の
意
味
で
カ
ン
ト
は
「
把
捉
の
綜
合
し
も
。
旨
昏
鼠
ω
§
、
》
ヤ

　
　
賢
簿
ミ
慧
§
と
欝
う
）
、
多
様
の
・
》
象
p
多
ヨ
窪
．
、
（
受
け
取
り
）
は
、
実
は
そ
の
”
N
郎
沼
揖
ヨ
¢
暮
の
ゲ
ヨ
窪
、
．
（
取
り
纒
め
）
を
意
味
し
て
い

　
　
る
。
即
ち
把
捉
の
綜
合
と
は
、
カ
ン
ト
の
雷
葉
で
言
え
ば
、
時
間
の
区
別
を
貫
い
て
、
多
様
を
も
舞
。
笙
弩
断
定
．
、
し
（
貫
き
通
り
）
、

　
　
も
蕊
帥
ヨ
ヨ
2
器
7
ヨ
窪
．
．
す
る
（
取
り
纒
め
る
）
こ
と
で
あ
る
。
（
諺
⑩
O
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
こ
こ
ま
で
は
問
題
は
な
い
。
問
題
は
、
こ
の
よ
う
な
構
想
力
の
綜
合
作
絹
が
直
観
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
、
と
カ
ン
ト
の
考
え
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

撚
．
。
。
だ
あ
る
。
我
。
が
再
三
讐
隣
及
し
た
よ
う
に
、
カ
ン
，
は
初
版
で
「
直
観
に
於
る
把
捉
の
馨
し
高
題
と
し
て
い
る
が
、
第
二
版
で

一　
　
　
　
　
　
　
鼠
観
と
鰭
勝
ム
獄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一



　
　
　
　
　
　
折
口
学
研
究
　
鱒
弟
五
百
四
十
二
掃
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

照
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、
、
、
、

－
　
は
、
経
験
的
な
掘
捉
の
綜
合
を
、
圃
じ
よ
う
に
「
経
験
的
直
観
に
於
る
多
様
の
綜
合
」
N
¢
器
ヨ
讐
象
ω
。
欝
§
σ
Q
　
計
ω
鼠
睾
鉱
σ
。
建
心
事
讐
　
警

　
　
戴
ミ
、
恥
ミ
誉
識
魯
潮
§
誤
・
§
、
ミ
ミ
ミ
む
。
と
し
て
把
え
て
い
る
。
更
に
把
捉
（
そ
れ
は
我
々
が
今
示
し
た
よ
う
に
そ
れ
自
身
綜
合
的
で
あ
る
）

　
　
が
知
覚
を
可
能
に
し
て
い
る
と
認
め
た
上
で
（
》
回
さ
⊃
O
　
｝
昌
ヨ
　
　
o
d
一
①
O
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
一
）
、
こ
の
知
覚
を
経
験
的
直
観
と
隅
一
類
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
か
ら
、
我
々
は
次
の
よ
う
な
帰
結
に
辿
り
つ
か
ざ
る
を
え
な
い
。
即
ち
軸
心
に
於
て
綜
含
さ
れ
る
多
様
は
同
時
に
直
観
さ
れ
て
お
り
、
従

　
　
っ
て
把
捉
の
綜
合
に
於
る
構
想
力
の
綜
舎
作
用
の
有
り
方
を
示
し
て
い
る
ご
O
蔑
。
鐵
箇
無
聖
旨
匙
N
諺
餌
ヨ
ヨ
①
義
膜
ヨ
窪
．
、
は
‘
O
霞
。
7
§
氏

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
N
器
帥
ヨ
ヨ
窪
逡
ひ
§
§
、
、
（
貰
き
統
べ
て
観
る
）
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
う
ち
直
観
が
．
．
N
冨
§
ヨ
。
謬
9
鍵
窪
．
、
で
あ
る
点
を
把
え
て
、
カ

　
　
ン
ト
は
そ
れ
を
「
盛
観
」
ω
醤
。
鼠
。
。
（
と
江
》
り
ご
と
呼
ぶ
。
だ
が
こ
れ
は
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
我
々
は
さ
き
ほ
ど
、
時
下
の
区
別
に
基
づ
い
て
多
様
が
継
起
し
、
こ
の
継
起
が
我
々
に
直
接
知
覚
さ
れ
る
、
と
言
っ
た
。
し
か
し
我
々

　
　
は
こ
こ
で
「
知
覚
」
概
念
の
二
義
性
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
確
か
に
多
様
の
継
起
は
知
覚
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
は
、
多
様

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も

　
　
全
体
が
継
起
に
於
て
知
覚
さ
れ
る
こ
と
を
意
味
し
て
お
り
、
そ
れ
は
多
様
の
部
分
が
そ
れ
ぞ
れ
知
覚
さ
れ
る
こ
と
を
葡
提
と
し
て
い
る
。

　
　
郡
ち
「
知
覚
」
は
本
来
的
に
は
、
継
起
す
る
多
様
の
諸
部
分
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
我
々
は
先
ず
そ
の
時
々
に
薩
接
知
覚
し
て

　
　
い
る
。
こ
れ
が
「
知
覚
」
の
本
来
的
概
念
で
あ
る
。
こ
の
「
知
覚
し
概
念
を
我
々
が
多
様
の
全
体
に
対
し
て
ま
で
拡
張
で
き
る
の
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
諸
部
分
が
継
起
に
於
て
次
々
と
連
続
的
に
知
覚
さ
れ
な
が
ら
、
知
覚
内
容
と
し
て
、
一
つ
の
分
離
さ
れ
な
い
全
体
を
形
成
す
る
か
ら
に

　
　
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
で
は
「
把
捉
の
綜
合
」
が
可
能
に
す
る
知
覚
と
は
、
継
起
に
先
立
つ
知
覚
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
継
起
を
営
む
知
覚
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
後
者
が
綜
合
を
含
む
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
我
々
は
、
把
捉
の
綜
合
は
第
二
の
意
味
で
の
知
覚
を
可
能
に
す
る
、
と
結

　
　
正
し
て
も
い
い
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
果
し
て
第
一
の
意
味
の
知
覚
は
綜
合
を
含
ま
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
問
題
は
多
様
の
与
え
ら
れ
方
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
あ
る
。
第
二
の
意
味
で
の
知
覚
に
曾
て
は
、
多
様
は
継
起
に
於
て
与
え
ら
れ
る
。
で
は
第
一
の
意
味
で
の
知
覚
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ

　
　
う
か
。
こ
の
場
合
で
も
知
覚
は
や
は
り
多
様
を
含
ん
で
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
継
起
し
な
い
。
む
し
ろ
そ
れ
は
継
起
に
先
立
っ
て
、
即
ち



　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
持
続
に
於
て
、
我
々
に
直
接
意
識
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
持
続
に
於
る
多
様
の
直
接
的
意
識
と
し
て
、
そ
れ
は
や
は
り
綜
合
を
含
ん
で
い

　
　
る
．
問
題
は
こ
の
綜
合
に
あ
る
。
こ
の
綜
合
こ
そ
、
カ
ン
ト
が
本
来
「
把
捉
の
綜
台
」
の
も
と
に
理
解
し
て
い
た
も
の
だ
と
、
我
々
は
解

　
釈
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
こ
の
よ
う
な
我
々
の
解
釈
の
根
拠
は
、
把
捉
の
綜
合
が
覆
観
の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
．
結
論
を
先
に
意
え
ば
、

　
　
第
一
一
の
意
味
で
の
知
覚
は
派
生
的
で
あ
り
、
そ
れ
は
最
肇
億
観
で
は
な
い
。
そ
れ
故
こ
の
知
覚
を
可
能
に
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
綜
合
も
、

　
厳
密
に
欝
っ
て
、
最
早
「
把
捉
の
綜
合
」
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を
次
に
示
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
時
間
の
区
溺
に
基
づ
い
て
、
多
様
は
確
か
に
我
々
に
継
起
に
曾
て
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
我
々
は
こ
の
多
様
全
体
を
、
そ
の
連
続
的
推

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
移
に
於
て
知
覚
し
て
い
る
、
だ
が
果
し
て
こ
の
多
様
全
体
は
復
観
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
「
薩
観
」
〉
規
矩
窪
窪
　
と
は
、
我
々
の
す

　
　
で
に
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
多
様
を
陣
容
7
§
二
三
。
。
盈
。
ヨ
ヨ
。
蕊
。
訂
信
贅
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
確
か
に
、
次
々
と
継
起
し
て
い
る
多
様

　
　
の
諸
部
分
（
そ
れ
ら
も
又
多
様
を
含
ん
で
い
る
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
嬉
々
に
直
観
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
こ
れ
ら
の
諸
部
分
は
、

　
　
次
々
と
継
起
し
て
い
る
限
り
は
、
継
起
に
於
て
互
い
に
時
聞
的
に
否
定
し
台
っ
て
お
り
、
我
々
は
そ
の
全
体
を
、
な
る
ほ
ど
知
覚
す
る

　
　
（
乏
9
9
プ
H
づ
⑦
ゲ
ヨ
①
訂
）
こ
と
は
で
き
ょ
う
が
、
決
し
て
一
つ
の
薩
観
の
う
ち
に
掘
え
て
讐
鴇
ヨ
ヨ
¢
籠
へ
、
ミ
ミ
・
～
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
郎
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
多
様
は
確
か
に
綜
合
さ
れ
て
は
い
る
が
、
直
観
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
限
り
で
我
々
は
カ
ン
ト
と
共
に
、
「
綜
合
」
ω
葦
讐
・
ω
『

　
　
と
「
共
観
」
ω
葦
8
。
・
ジ
と
を
区
別
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
（
》
o
食
〉
ミ
）

　
　
　
だ
が
直
観
（
共
観
）
は
そ
れ
自
身
綜
合
を
含
ん
で
成
立
す
る
。
そ
し
て
我
々
の
す
で
に
即
し
た
よ
う
に
、
構
想
力
の
綜
合
は
本
来
、
直

　
　
観
（
共
観
）
に
於
て
働
い
て
い
る
、
こ
れ
が
「
把
捉
の
綜
台
」
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
継
起
に
於
て
で
は
な
く
、
持
続
に
於
て
成
立
す

　
　
る
綜
合
で
あ
る
。
持
続
に
於
て
我
々
は
、
時
間
の
区
別
（
そ
こ
か
ら
継
起
が
起
っ
て
く
る
）
を
貫
い
て
、
い
わ
ぽ
そ
の
根
抵
へ
と
帰
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
う
な
仕
方
で
多
様
を
ユ
ξ
。
三
箇
鼠
窪
し
、
そ
れ
を
根
源
的
に
直
観
の
眼
差
し
の
う
ち
へ
と
収
写
し
て
把
え
る
（
N
¢
ω
四
ヨ
ヨ
①
つ
づ
0
7
爲
0
5
）
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

卿
で
あ
る
．
。
の
よ
乏
直
醒
持
続
に
曾
て
時
間
的
話
合
的
に
生
起
す
る
。
無
諦
．
」
．
」
嬉
　
口
う
持
続
と
は
麟
の
持
続
で
あ
り
、
そ

1　
　
　
　
　
　
薩
観
と
綜
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三



　
　
　
　
　
　
折
凱
学
研
究
　
第
五
｝
臼
四
十
・
二
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
四

囎－
　
れ
は
ま
だ
継
起
に
孕
る
持
続
と
し
て
反
省
さ
れ
た
持
続
で
は
な
い
。
そ
れ
は
通
常
「
現
在
」
○
。
σ
Q
Φ
嚢
翼
と
言
わ
れ
る
も
の
を
可
能
に
し

　
　
て
い
る
。
こ
の
「
持
続
」
の
観
点
か
ら
、
我
々
は
感
性
的
直
観
を
再
び
と
b
ミ
罫
・
§
鼠
N
§
§
ミ
§
§
§
§
、
、
と
規
定
す
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
で
あ
ろ
う
。

　
で
は
「
再
生
の
綜
合
」
が
出
て
く
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
象
の
多
様
は
、
も
霞
3
§
伽
N
奮
鋤
憂
事
窪
．
．
（
貫
き
統

べ
る
）
と
い
う
直
観
の
本
質
規
定
に
基
づ
い
て
、
構
想
力
に
よ
っ
て
持
続
に
於
て
綜
合
的
に
呈
示
さ
れ
る
。
も
し
こ
の
場
合
、
現
象
の
一

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

切
が
一
つ
の
直
観
の
眼
差
し
の
う
ち
に
杷
え
ら
れ
る
と
し
た
ら
、
恐
ら
く
我
々
の
認
識
は
こ
の
直
観
を
越
え
て
い
く
必
要
が
な
か
っ
た
で

あ
ろ
う
。
だ
が
我
々
の
薩
観
の
統
一
は
有
限
で
あ
る
。
即
ち
現
象
が
孕
む
無
尽
蔵
の
多
様
の
一
切
を
、
一
つ
の
直
観
の
眼
差
し
の
持
続
の

う
ち
に
把
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
こ
に
於
て
、
構
想
力
は
一
つ
の
直
観
か
ら
他
の
直
観
へ
と
移
り
行
か
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
「
移

り
行
き
し
α
げ
・
薦
§
ぴ
q
（
》
お
O
）
に
於
て
、
先
行
す
る
直
観
は
没
落
（
巷
σ
q
「
§
富
σ
q
警
魯
）
し
て
い
く
。

　
こ
の
よ
う
に
、
我
々
の
直
観
の
統
一
の
有
限
性
は
、
「
移
り
行
き
」
磯
ぴ
。
茜
昏
窪
（
》
μ
b
Ω
H
）
と
「
没
落
」
N
茜
H
§
号
σ
q
警
魯
と
い
う
二

つ
の
○
筈
窪
を
同
時
に
ひ
き
起
す
。
こ
の
う
ち
後
者
に
照
応
し
て
、
時
間
は
構
想
力
に
よ
っ
て
「
過
去
」
く
費
σ
q
弩
σ
q
①
絶
塵
と
し
て
形
成

さ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
過
去
の
形
成
に
対
応
し
て
、
「
再
生
」
膨
9
8
宮
窪
§
が
生
起
す
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
再
生
と
は
没
落
し
過
去
に

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

属
す
る
に
至
っ
た
直
観
を
、
ま
さ
に
過
虫
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
再
び
意
識
の
う
ち
に
も
た
ら
し
表
象
す
る
こ
と
な
の
だ
か
ら
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

よ
う
に
「
再
生
」
は
「
把
捉
」
と
同
じ
く
、
そ
れ
自
身
綜
合
的
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
「
再
生
の
綜
合
」
ω
着
浮
・
駐
さ
、
寄
慧
、
。
§
ぎ
§

と
言
わ
れ
る
Q
（
》
H
O
O
）

　
で
は
「
移
り
行
き
」
の
方
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
先
ず
そ
れ
は
我
々
の
直
観
の
統
一
の
有
限
性
に
基
づ
い
て
、
直
接
的
に
我
々
の
う
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
生
起
す
る
。
即
ち
「
没
落
」
に
於
て
過
虫
が
現
在
か
ら
区
別
さ
れ
る
の
に
対
応
し
て
、
間
時
に
我
々
は
こ
の
区
別
・
眼
界
を
越
え
て
い
く
。

と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
に
現
在
か
ら
区
別
さ
れ
る
過
去
は
、
再
生
に
於
て
ま
さ
に
過
去
と
し
て
形
成
さ
れ
た
。
そ
れ
に
対
応
し
て
「
移
り
行



　
　
き
」
も
、
こ
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
る
過
去
か
ら
把
捉
の
現
在
へ
の
移
り
行
き
に
な
る
。
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
「
継
起
し
〉
駄
・
ヨ
p
。
巳
鼠
。
一
σ
Q
。

　
　
で
あ
る
。
こ
の
「
継
起
し
と
共
に
、
我
々
は
カ
ン
ト
に
於
る
「
多
様
」
魯
ω
ζ
霞
三
α
竜
h
⇔
三
ぴ
・
・
の
第
二
義
に
辿
り
つ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
「
継
起
し
に
於
て
は
、
継
起
す
る
も
の
は
そ
れ
ぞ
れ
「
一
と
他
」
・
ぎ
凸
蝕
霞
と
し
て
区
別
さ
れ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
。
獺
ち
こ
こ
に
は

　
　
表
象
相
互
の
区
溺
が
根
本
的
に
支
配
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
互
い
に
区
別
さ
れ
た
様
々
の
衰
象
と
い
う
意
味
で
、
ヵ
ソ
ト
ぱ
「
諸
々
の

　
　
表
象
の
多
様
」
匹
器
鼠
§
凱
α
q
或
け
ぼ
。
儀
巽
く
。
襲
爵
§
σ
Q
§
（
し
d
嵩
り
）
と
｝
一
二
う
。
こ
れ
は
最
皐
直
観
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
多
様
で
は
な
く
、
直

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
観
馬
丁
の
、
あ
る
い
は
直
観
と
再
生
と
の
区
別
を
前
提
し
て
い
る
。
「
継
起
」
と
は
そ
れ
故
、
区
別
さ
れ
て
い
る
表
象
の
間
を
、
一
か
ら
他

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
へ
と
移
り
行
く
こ
と
で
あ
り
、
二
と
他
」
と
い
う
仕
方
で
、
諸
々
の
表
象
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
根
本
的
な
制
約
と
し
て
い
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
こ
の
よ
う
な
「
継
起
」
は
、
そ
れ
自
身
「
綜
合
し
の
一
種
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
把
提
の
綜
合
で
も
再
生
の
綜
禽
で
も
な

　
　
く
て
、
把
捉
と
再
生
と
の
綜
含
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
綜
合
さ
れ
て
い
る
も
の
は
さ
し
あ
た
り
把
捉
と
再
生
で
あ
る
が
、
よ
り
一
般
的
に

　
　
言
え
ば
、
「
諸
々
の
表
象
の
多
様
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
多
様
の
綜
合
を
、
カ
ン
ト
は
「
結
合
し
く
幽
趣
乱
§
α
q
（
〉
δ
鮒
》
誌
O
）
と

　
　
名
づ
け
る
。
継
起
と
は
結
合
の
一
種
で
あ
る
。
で
は
一
般
に
結
合
は
我
々
の
認
識
に
と
っ
て
、
ど
の
よ
う
な
意
義
を
有
す
る
の
で
あ
ろ
う

　
　
か
。
そ
れ
は
我
々
の
認
識
に
と
っ
て
、
あ
っ
て
も
な
く
て
も
済
む
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
継
起
に
関
し
て
は
、
結
合
は
必
然
的
で
あ
る
。
確
か
に
継
起
と
い
う
仕
方
で
結
合
さ
れ
な
く
て
も
、
我
々
の
直
観
及
び
そ
の
再
生
は
成

　
　
立
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
は
互
い
に
何
の
関
係
も
な
い
、
ぼ
ら
ば
ら
の
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
　
確
か
に
時
間
は
そ
れ
で
も
な
お
現
在
と
過
宏
と
し
て
形
成
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
「
継
起
」
と
い
う
仕
方
で
結
合
さ
れ
る
こ
と
が
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
か
っ
た
ら
、
我
々
は
ど
の
よ
う
に
し
て
現
在
と
過
虫
と
か
ら
時
間
の
統
一
を
形
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
時
間
は
も
と
も
と
感
性
的

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

　
　
直
観
の
純
粋
形
式
と
し
て
、
根
源
的
に
統
一
的
で
あ
っ
た
。
こ
の
統
一
は
今
や
現
在
と
嚢
虫
と
の
統
一
的
全
体
と
し
て
形
成
さ
れ
な
け
れ

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
少
く
と
も
時
間
に
関
し
て
は
、
結
合
は
必
然
的
で
あ
る
。
「
そ
れ
卜
し
と
カ
ン
ト
は
言
う
、
「
把
捉
の
綜
合
は
再
生

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

79
@
の
綜
合
と
不
可
分
に
結
合
さ
れ
て
い
る
（
償
鋤
N
⑦
凪
げ
困
⑦
謬
弩
一
圃
O
げ
　
く
㊦
『
げ
蘇
鉱
山
O
⇒
）
◎
」
（
》
H
8
）

11　
　
　
　
　
　
薩
観
と
綜
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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暫
学
研
究
　
晶
弟
五
甲
臼
四
十
二
暑
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
六

　
こ
の
結
合
を
可
能
に
す
る
も
の
ー
ー
そ
れ
が
一
般
に
カ
ン
ト
の
言
う
「
概
念
」
b
ご
Φ
α
q
ユ
中
で
あ
る
。
概
念
は
「
綜
合
的
統
一
」
ω
旨
昏
。
亭

。・

B
ぽ
讐
尋
鶏
で
あ
っ
た
。
で
は
、
概
念
が
綜
心
し
て
い
る
多
様
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
無
論
、
概
念
は
直
観
で
な
い
以

上
、
こ
の
多
様
は
直
観
に
含
ま
れ
て
い
る
多
様
で
は
な
い
。
概
念
は
確
か
に
多
様
を
綜
合
し
て
い
る
。
だ
が
概
念
に
よ
っ
て
我
々
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

多
様
を
直
観
す
る
の
で
は
な
い
。
た
だ
綜
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
概
念
的
に
把
握
（
ぴ
⑦
σ
q
「
鉱
毒
）
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
概
念
に
含
ま
れ

る
こ
の
綜
合
が
、
一
般
に
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
「
結
合
」
と
言
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
概
念
は
こ
の
よ
う
に
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
多
様
に
統
一
を
与
え
る
。
無
論
、
こ
れ
は
直
観
の
統
一
で
は
な
く
、
概
念
の
統
一
で
あ
る
。
と
に
か
く
こ
の
よ
う
に
統
一
を
与
え
る

も
の
と
し
て
、
概
念
は
「
合
一
す
る
」
＜
⑦
患
鉱
α
q
窪
（
》
8
ω
）
と
も
言
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
多
様
を
自
分
自
身
の
統
一
の
う
ち
へ
と
含

一
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
は
多
様
の
全
体
に
対
し
て
自
己
同
一
的
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
、
多
様
の
い
ず
れ
に
於
て
も
再
認
さ
れ
う
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
れ
故
、
カ
ン
ト
は
結
合
を
「
概
念
に
於
け
る
再
認
の
綜
合
」
ω
§
停
⑦
。
。
気
圏
禽
菊
。
ざ
σ
q
巴
叶
δ
轟
焼
ミ
切
藁
、
§
（
》
μ
8
）
と
名
づ
け
る
。
で

は
こ
の
綜
合
（
結
合
）
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
概
念
に
於
て
（
あ
る
い
は
．
概
念
に
よ
っ
て
）
多
様
を
合
一
す
る
働
き
は
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
「
統
覚
」
》
℃
罵
§
℃
鷲
8
と
呼
ば
れ
る
。

そ
れ
故
我
々
は
上
の
問
い
に
よ
っ
て
、
我
々
の
統
覚
の
本
質
可
能
性
を
問
う
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
合
一
す
る
働
き
と
し
て
本
質
的

に
統
一
的
で
あ
る
。
従
っ
て
「
統
覚
の
統
一
」
匹
冨
禦
喜
妥
氏
9
》
箸
巽
韓
①
冨
9
と
言
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
統
一
は
、
す
で
に
示
し

た
如
く
、
時
間
の
統
一
に
関
し
て
は
必
然
的
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
時
間
は
一
切
の
現
象
の
根
本
形
式
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
統
覚
の
統

一
は
我
々
の
認
識
に
と
っ
て
必
然
的
で
あ
る
。
で
は
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
統
覚
は
禽
一
の
鋤
き
で
あ
る
が
、
こ
の
働
き
に
対
し
て
多
様
が
、
し
か
も
最
早
直
観
に
疑
る
多
様
で
は
な
く
、
多
く
の
直
観
か
ら
成
り

立
つ
と
こ
ろ
の
多
様
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
で
直
観
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
は
構
想
力
の
綜
合
（
掘
捉
の
綜
合
）

で
あ
っ
た
。
そ
し
て
藏
観
を
再
生
す
る
の
も
、
や
は
り
構
想
力
（
再
生
の
綜
合
）
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
台
岬
の
働
き
に
対
し
て
第
二
の

意
味
の
多
様
を
与
え
て
い
る
の
も
、
や
は
り
構
想
力
で
あ
る
。
し
か
し
構
想
力
は
こ
の
場
合
、
把
捉
や
再
生
の
場
台
と
違
っ
て
、
多
様
を
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一
か
ら
他
へ
の
移
り
行
き
に
覧
て
、
互
い
に
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
、
統
覚
に
対
し
て
与
え
て
い
る
。
実
に
、
こ
の
よ
う
に
相
異
な
っ
た

も
の
と
し
て
、
諸
々
の
直
観
と
そ
の
再
生
と
を
区
劉
し
て
与
え
る
が
故
に
、
統
覚
に
よ
る
合
一
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
の
合
一
は
必
然
的
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
合
一
は
生
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
と
い
う
こ
と
は
、
直
観
相
互
の
区
劉
と
合
一
と
は
厳
密
に
対
応
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
構
想
力
は
統
覚
の
統
一
の

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

う
ち
で
の
み
、
諸
々
の
直
観
を
区
別
し
て
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
確
か
に
一
つ
一
つ
の
直
観
は
、
そ
れ
だ
け
切

り
離
し
て
見
れ
ば
、
統
覚
の
統
一
に
先
立
っ
て
予
め
講
想
力
に
よ
っ
て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
直
観
が
再
生
さ
れ
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
他
の
直
観
か
ら
区
別
さ
れ
て
い
る
と
き
に
は
、
こ
の
区
別
は
す
で
に
、
こ
れ
ら
の
直
観
を
概
念
の
統
一
の
う
ち
へ
と
合
一

し
て
い
る
統
覚
の
綜
合
的
統
一
に
服
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
確
か
に
直
観
（
共
観
）
の
統
一
は
ま
だ
統
覚
の
統
一
で
は
な
い
。
だ
が
、
直

観
に
事
実
的
に
限
界
が
露
呈
し
、
従
っ
て
我
々
の
直
観
は
把
捉
と
再
生
と
を
通
し
て
互
い
に
区
別
さ
れ
て
い
る
と
言
う
と
き
、
実
は
我
々

は
す
で
に
何
ら
か
の
仕
方
で
こ
れ
ら
の
直
観
を
統
覚
の
綜
合
的
統
一
の
う
ち
に
合
一
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
合
一
が
な
け
れ
ば
、
区

別
も
始
め
か
ら
不
可
能
で
あ
り
、
従
っ
て
直
観
根
互
の
区
別
と
合
一
と
は
、
我
々
の
直
観
の
統
一
に
限
界
が
露
呈
す
る
こ
と
に
於
て
、
楓

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ

源
的
に
対
応
し
て
い
る
。
こ
の
対
応
の
観
点
か
ら
見
る
と
き
、
把
捉
と
再
生
と
い
う
構
想
力
の
綜
合
は
、
今
や
「
統
覚
の
眼
前
で
」
〈
。
「

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

鳥
9
＞
署
⑦
§
で
鳳
§
生
起
す
る
、
と
言
わ
れ
る
。
即
ち
、
構
想
力
は
第
一
次
的
に
は
把
捉
の
脚
台
に
よ
っ
て
、
直
観
を
可
能
に
し
て
い
る

の
で
あ
る
が
、
こ
の
直
観
の
統
一
に
絶
え
ず
限
界
が
露
呈
す
る
た
め
に
、
こ
の
直
観
を
再
生
し
な
が
ら
他
の
直
観
へ
と
移
り
行
き
、
し
か

も
こ
の
移
り
行
き
が
始
め
か
ら
統
覚
の
綜
合
的
統
一
の
う
ち
で
生
起
す
る
た
め
に
、
こ
の
観
点
か
ら
は
、
摺
捉
と
再
生
に
於
て
、
第
二
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

意
味
で
の
多
様
を
統
覚
の
綜
念
的
統
一
の
う
ち
へ
と
呈
示
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、

結
　
語

我
々
の
探
求
の
成
果
を
要
約
す
れ
ば
、

薄
観
と
綜
合

次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
一
）
我
々
の
認
識
を
可
能
に
し
て
い
る
第
一
の
根
本

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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ヘ
　
　
　
へ

制
約
は
、
「
我
々
の
感
性
の
根
源
的
受
容
性
」
で
あ
り
、
そ
の
本
質
的
統
一
を
我
々
は
「
感
性
の
純
粋
形
式
し
と
解
釈
し
た
。
こ
れ
は
、

そ
れ
自
身
は
表
象
も
意
識
も
対
象
化
も
さ
れ
え
な
い
、
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
直
接
的
な
地
象
作
用
の
根
源
で
あ
る
。
（
二
）
こ
の
根
源
か
ら

我
々
の
構
想
力
は
現
象
の
多
様
を
感
性
的
直
観
の
う
ち
に
綜
合
的
に
塁
示
す
る
。
こ
の
場
合
、
薩
観
を
可
能
に
し
て
い
る
綜
含
は
「
把
捉

の
綜
含
」
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
時
間
形
式
は
「
持
続
し
で
あ
る
。
（
三
）
に
も
拘
ら
ず
、
我
々
の
直
観
の
統
一
に
は
、
そ

の
時
々
に
事
実
的
に
限
界
が
露
呈
す
る
。
こ
の
限
界
を
越
え
て
、
直
観
相
互
を
概
念
の
統
一
の
う
ち
へ
と
「
合
こ
す
る
も
の
が
「
統
覚

の
綜
合
的
統
一
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
こ
の
よ
う
に
合
一
さ
れ
る
多
様
全
体
は
も
は
や
直
観
さ
れ
え
ず
、
そ
れ
は
た
だ
概
念
的
に
把
握

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
と
き
時
間
は
、
例
え
ば
「
継
起
」
と
し
て
形
成
さ
れ
る
。
「
同
時
」
も
我
々
は
こ
の
よ
う
な
時
間
形
成
の
祠

つ
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
購
想
力
の
綜
合
に
は
基
本
的
に
二
種
類
あ
り
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
表
現
で
言
え
ば
、
「
把
捉
の
綜
合
」
と
「
再
認
の
綜

合
」
で
あ
る
。
三
重
の
綜
合
の
う
ち
、
残
る
一
つ
の
「
再
生
の
綜
合
し
は
、
内
量
的
に
は
「
把
提
の
綜
合
」
と
か
わ
ら
ず
、
形
式
的
に
は

「
再
認
の
綜
合
し
に
含
ま
れ
て
い
る
。
従
っ
て
、
我
々
は
構
想
力
の
綜
合
を
大
き
く
「
把
捉
の
綜
合
」
と
「
再
認
の
綜
合
」
と
に
分
け
て

考
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
の
う
ち
、
前
者
は
「
共
観
」
の
う
ち
に
、
後
者
は
「
統
覚
の
統
こ
の
う
ち
に
食
ま
れ

て
い
る
。
し
か
も
こ
の
両
者
は
、
超
越
論
的
観
点
か
ら
見
ら
れ
た
「
直
観
し
と
「
思
推
し
と
で
あ
る
。
即
ち
そ
れ
ぞ
れ
「
直
観
」
と
「
思

雛
」
と
の
最
も
根
源
的
な
相
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
我
々
は
次
の
よ
う
に
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
痘
観
と
思
惟
と
は
「
共

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

観
」
と
「
統
覚
」
と
い
う
仕
方
で
根
源
的
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
ま
さ
に
そ
の
た
め
に
、
構
想
力
の
綜
合
は
直
観
と
思
惟
と
に
於
て
、
そ

れ
ぞ
れ
根
本
的
に
異
な
っ
た
仕
方
で
現
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
。

　
最
初
の
章
で
触
れ
た
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
我
々
の
認
識
に
含
ま
れ
て
い
る
本
質
的
な
要
素
と
し
て
、
直
観
の
「
多
様
し
、
そ
の
「
綜
合
し
、

綜
合
的
「
統
一
」
の
三
つ
を
挙
げ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
我
々
の
探
求
は
、
こ
の
う
ち
構
想
力
の
綜
合
が
大
き
く
分
け
て
、
二
つ
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
示
し
た
。
即
ち
、
薩
観
に
於
る
綜
合
と
概
念
に
於
る
綜
合
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
多
様
」
・
「
綜
合
」
・
「
統
こ
と
い
う
三
分
法
に



　
　
も
拘
ら
ず
、
こ
の
三
分
法
の
中
核
を
な
す
「
綜
合
し
が
、
カ
ン
ト
に
鞭
て
は
二
義
的
に
使
わ
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
我
々
は
「
直
観
し
と

　
　
「
思
惟
」
の
そ
れ
ぞ
れ
へ
と
二
分
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
し
か
し
、
「
多
様
」
と
「
統
こ
も
カ
ン
ト
に
於
て
は
二
義
的
で
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
綜
合
が
「
直
観
に
於
る
綜
舎
」
と
「
概
念
に
於
る
綜
合
」
へ
と
区
分
さ
れ
る
の
に
対
応
し
て
、
綜
合
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
る
「
多
様
」
も
、
根
源
的
な
意
味
で
の
直
観
の
多
様
と
、
様
々
の
直
観
か
ら
成
り
立
つ
多
様
へ
と
二
分
さ
れ
、
更
に
「
統
一
」
も
直
観
の

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
統
一
と
概
念
の
統
一
へ
と
二
分
さ
れ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
「
多
様
し
・
「
綜
合
」
・
「
統
こ
と
い
う
三
分
法
に
も
拘
ら
ず
、
そ
の
全
体
を
貫
い
て
「
薙
観
し
ど
「
思
惟
」
（
超
越
論
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
観
点
か
ら
は
「
共
観
」
と
「
統
覚
」
）
と
は
根
源
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
区
区
を
は
っ
き
り
と
見
て
取
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
解
釈

　
　
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
我
々
の
分
析
に
、
も
し
誤
り
が
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
区
別
は
、
、
コ
…
ヘ
ン
の
言
う
よ
う

　
　
に
悟
性
の
う
ち
で
の
区
別
で
も
な
い
し
、
ま
た
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
す
る
よ
う
に
構
想
力
に
還
元
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
し

　
　
か
し
ま
た
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ブ
ラ
ウ
ス
の
言
う
よ
う
に
、
「
主
観
的
i
私
的
」
と
「
間
主
観
的
し
葺
⑦
二
心
困
蓉
〈
と
い
う
区
別
で
あ
る

　
　
の
で
も
な
い
。
共
選
と
統
覚
と
は
そ
れ
ぞ
れ
の
仕
方
で
対
象
に
関
係
し
て
お
り
、
し
か
も
両
者
は
何
か
一
つ
の
働
き
（
悟
性
で
あ
ろ
う
と

　
　
構
想
力
で
あ
ろ
う
と
）
に
還
元
で
き
な
い
も
の
と
し
て
、
根
本
的
に
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
、
「
綜
合
し
の
問
題
を
廻
っ
て
、
「
直
観
」
と
「
思
惟
」
と
の
区
別
が
十
分
明
確
に
行
な
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
の
理
由
を
尋

　
　
ね
て
み
る
と
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
自
身
の
叙
述
の
仕
方
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
彼
は
構
想
力
の
綜
合
を
始
め
て
主
題
的
に
論

　
　
じ
た
箇
所
で
、
「
綜
合
一
般
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
心
の
不
可
欠
の
、
し
か
し
盲
濁
的
な
機
能
で
あ
る
構
想
力
に
専
ら
属
す
る
と
こ
ろ

　
　
の
働
き
で
あ
る
」
（
〉
刈
G
o
＼
一
W
H
O
ω
）
と
言
っ
て
、
こ
の
「
綜
蝕
し
に
ど
の
よ
う
な
綜
合
が
含
ま
れ
る
か
を
、
さ
し
あ
た
り
そ
れ
以
上
区
別
し

　
　
て
い
な
い
。
こ
れ
は
例
え
ば
、
綜
合
作
用
を
、
多
様
を
「
貫
通
し
、
受
け
取
り
、
結
合
す
る
こ
と
」
島
容
謬
。
冨
p
　
“
。
魚
器
ン
ヨ
窪
　
§
α

　
　
ぎ
目
鎌
乱
窪
（
》
ミ
＼
ζ
d
μ
O
鱒
）
と
規
定
し
て
、
こ
こ
に
ど
の
よ
う
な
区
別
が
存
し
て
い
る
か
を
追
究
し
て
い
な
い
点
に
現
わ
れ
て
い
る
。
し
か

鵬
し
我
。
の
探
求
が
示
し
た
よ
う
に
、
．
」
の
う
ち
藷
倉
は
も
は
護
観
の
統
一
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
専
ら
統
覚
の
蓮
に
属
し
て

1　
　
　
　
　
　
直
観
と
綜
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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い
る
。
恐
ら
く
こ
の
点
に
、
即
ち
こ
の
よ
う
に
予
め
「
結
合
」
を
含
む
よ
う
な
仕
方
で
「
綜
合
」
を
考
え
て
い
た
点
に
、
第
二
版
の
「
演

繹
」
で
カ
ン
ト
が
始
め
か
ら
「
綜
合
」
の
も
と
に
「
結
合
」
を
論
じ
た
理
由
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
（
く
σ
。
剛
●
じ
d
憲
㊤
山
ω
H
）

　
だ
が
、
直
観
の
統
一
は
ま
だ
概
念
の
統
一
で
は
な
い
。
藝
冨
す
れ
ば
、
「
掘
建
の
綜
合
し
は
ま
だ
「
結
合
」
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
を

カ
ン
ト
は
確
か
に
は
っ
き
り
と
洞
察
し
て
い
る
。
彼
は
た
だ
こ
れ
を
主
題
的
に
展
開
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
カ
ン
ト
は
、
直
観

の
統
一
と
統
覚
の
統
一
と
の
関
係
を
論
じ
た
一
節
（
し
d
一
頓
り
一
目
①
も
◎
）
で
、
「
結
合
」
は
直
観
と
共
に
（
蝕
叶
）
与
え
ら
れ
る
が
、
直
観
の
う
ち

に
（
囲
づ
）
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
と
言
っ
て
い
る
。
（
b
ご
H
曾
）
こ
れ
を
我
々
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
「
結

合
し
は
直
観
相
互
の
綜
合
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
直
観
の
う
ち
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
、
直
観
の
統
一
に
そ
の
時
々

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゐ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
事
実
的
に
露
量
す
る
限
界
を
越
え
て
生
起
す
る
高
次
の
綜
合
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
こ
の
高
次
の
綜
舎
が
薩
観
と
共
に
与
え
ら
れ
る
、
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

カ
ソ
ト
は
言
っ
て
い
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
の
解
釈
し
た
よ
う
に
、
直
観
の
統
一
に
限
界
が
露
呈
す
る
の
と
同
時
に
、
こ
の
直
観
は
、

そ
れ
を
更
に
他
の
直
観
と
結
合
す
る
と
こ
ろ
の
統
覚
の
綜
合
的
統
一
の
も
と
に
服
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
観
点
か
ら
は
確
か

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
我
々
は
、
直
観
自
身
が
（
そ
の
限
定
さ
れ
た
統
一
に
関
し
て
）
ま
さ
に
統
覚
の
根
源
的
統
一
の
眼
前
で
成
立
す
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
こ
の
場
合
に
は
、
直
観
は
す
で
に
他
の
直
観
と
の
結
合
の
う
ち
へ
と
洗
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
、
我
々
は
現
象
を
把

捉
し
再
生
し
な
が
ら
、
予
め
我
々
の
統
覚
の
根
源
的
統
一
の
眼
前
へ
と
表
象
（
。
。
圃
幽
く
。
謎
ε
鵠
2
）
し
て
思
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
恐
ら
く

こ
の
意
味
で
、
カ
ン
ト
は
「
悟
性
に
よ
る
感
性
の
規
定
」
（
話
ド
譲
0
ρ
ゆ
窃
N
譲
0
ω
）
と
い
う
こ
と
を
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

引
用
及
び
参
照
の
頁
付
け
は
、
そ
れ
ぞ
れ
次
の
文
献
に
基
づ
い
て
い
る
。

訳
筆
び
囲
養
護
磐
に
o
r
朔
膿
皮
飢
輿
N
Φ
ヨ
。
峯
く
①
ヨ
に
鑑
ρ
や
弓
謎
δ
》
億
薮
σ
q
o
嵩
。
。
鮒
N
≦
o
詳
。
｝
島
9
。
σ
Q
Φ
ミ
Q
。
メ
（
略
号
は
慣
例
に
従
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
A
、

　
B
と
す
る
。
な
お
使
用
テ
ク
ス
ト
は
℃
叢
9
8
募
。
♂
治
乱
。
什
げ
③
ぎ
b
ご
9
ω
録
げ
α
q
ゆ
く
．
搾
ω
。
7
慧
登
鵠
§
ぴ
ξ
α
Q
お
9
）
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O
o
♂
ダ
譲
駿
ヨ
き
ジ
凋
農
。
艮
。
。
↓
7
8
臨
。
島
。
門
響
鵠
貯
錫
謎
℃
≦
⑦
溝
¢
》
臨
飴
σ
q
ρ
ω
曾
一
ぎ
δ
謡
．

畿
。
凱
④
ぴ
q
ぴ
Q
o
び
ζ
碧
θ
冒
℃
囚
餌
轟
け
麟
謬
山
口
p
。
。
・
℃
8
げ
♂
雪
山
ゆ
吋
竃
更
9
筈
罵
ω
節
”
○
誌
簿
。
》
煽
欝
α
q
o
”
閃
琵
豊
島
二
溝
＼
ζ
節
ぎ
お
①
伊
（
M
と
略
記
）

一
や
歪
愚
づ
。
ヨ
窪
。
ざ
ぴ
q
置
畠
Φ
剛
艮
窪
鷺
。
霞
鑑
§
＜
o
昌
内
調
導
。
。
開
憂
砕
餌
Φ
門
δ
ぎ
窪
く
③
；
§
滞
（
鎧
碧
σ
鶏
σ
Q
霞
く
。
円
♂
。
・
§
α
Q
≦
ぎ
け
韓
ω
o
ヨ
Φ
緯
。
則

　
お
・
。
ミ
ロ
。
。
ソ
○
霧
弩
欝
墓
σ
q
⇔
げ
ρ
田
』
9
即
睾
宏
舅
＼
ζ
郎
ぎ
円
ミ
メ
（
1
と
略
記
）

℃
欝
器
。
・
噂
O
巽
。
峯
申
。
・
。
7
・
…
嵩
§
α
Q
げ
鉱
諮
簿
－
膨
ぎ
牢
。
鑓
。
暴
曾
コ
函
簿
弾
爵
＝
臥
コ
2
＜
。
ヨ
舅
津
．
、
”
b
d
巴
ぎ
6
芦
（
£
と
略
記
）

一
鳩
国
鋤
簿
§
戯
儀
霧
℃
憎
O
鐵
O
ヨ
熊
⑦
岡
σ
ぎ
σ
q
Φ
p
。
譜
。
・
ざ
ダ
じ
d
O
§
お
噛
幽
．
（
D
と
略
記
）

（
1
）
　
「
薩
観
」
と
「
思
惟
」
と
の
本
質
的
連
関
と
い
う
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
中
心
問
題
に
対
す
る
解
釈
と
し
て
は
、
本
邦
の
文
献
の
中
で
は
、
特

　
に
次
の
も
の
を
参
照
さ
れ
た
い
。

　
田
辺
元
著
『
先
験
的
演
繹
論
に
於
け
る
藏
観
と
思
惟
と
の
関
係
』
（
田
辺
元
全
集
第
開
巻
所
収
、
筑
摩
書
房
刊
）

　
　
こ
こ
で
田
辺
博
士
は
、
薩
観
が
構
想
力
の
綜
合
を
含
む
こ
と
、
し
か
も
こ
の
綜
合
が
、
薩
観
か
ら
概
念
に
滞
る
過
程
全
体
を
包
括
す
る
意
識
の
全
体

　
的
統
一
と
み
な
さ
れ
る
統
覚
の
統
一
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
力
説
し
、
こ
の
観
点
か
ら
直
観
と
思
推
と
を
、
意
識
の
綜
合
的
統
一
の
直
接
態
と
そ
の

　
展
囲
自
覚
と
し
て
解
釈
し
て
い
る
。
こ
れ
は
短
篇
で
は
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
も
コ
ー
ヘ
ン
と
も
異
な
り
、
ま
た
卓
越
し
た
カ
ン
ト
解
釈
で
あ

　
る
。
し
か
し
、
統
覚
の
統
一
を
こ
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
か
ど
う
か
に
は
、
ま
だ
問
題
が
残
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

（
2
）
　
こ
の
よ
う
に
直
観
の
質
料
が
、
そ
こ
か
ら
由
来
す
る
と
こ
ろ
の
感
覚
を
も
、
カ
ン
ト
は
「
質
料
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
あ
る
。
「
後
者
（
感
覚
）
を

　
感
性
的
認
識
の
質
料
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
し
（
》
α
O
＼
じ
d
濾
）
と
、
カ
ン
ト
は
雷
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
伝
統
的
な
「
質
料
」

　
概
念
に
鰐
応
し
て
い
る
。

（
3
）
　
カ
ン
ト
は
こ
の
よ
う
に
「
形
式
」
を
先
ず
経
験
的
と
し
（
こ
れ
を
彼
は
「
現
象
の
形
式
」
悔
自
野
山
窪
国
屋
畠
。
げ
§
ぴ
q
と
呼
ぶ
）
、
そ
の
上
で

　
　
更
に
そ
の
由
来
を
問
う
て
い
る
。
（
〈
σ
q
r
巴
O
＼
b
6
ω
轟
）
こ
の
こ
と
は
例
え
ば
次
の
箇
所
に
心
願
明
瞭
に
星
取
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
「
…
…
経
験
、

　
　
そ
れ
は
非
常
に
異
な
っ
た
二
つ
の
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
即
ち
、
認
識
の
た
め
の
質
料
と
、
こ
れ
を
秩
序
づ
け
る
た
め
の
何
ら
か
の
形
式
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヨ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
モ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
こ
の
う
ち
質
料
は
感
官
に
由
来
し
、
他
方
、
形
式
は
純
粋
な
薩
観
作
事
と
思
惟
作
用
と
の
内
な
る
根
源
に
由
来
す
る
。
…
…
」
（
〉
・
。
①
＼
じ
d
二
・
。
）

　
　
　
　
直
観
と
綜
合
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
一
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七
二

（
4
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
次
の
箇
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。
「
と
こ
ろ
で
、
悟
性
は
我
々
人
間
に
於
て
、
そ
れ
自
身
は
直
観
の
能
力
で
は
な
く
、
従

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
っ
て
直
観
を
一
た
と
え
そ
れ
が
感
性
の
う
ち
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
し
て
も
一
1
食
分
自
身
の
う
ち
に
受
け
取
っ
て
、
そ
の
上
で
い
わ
ば
自
分
自

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
身
に
属
す
る
直
観
と
し
て
、
そ
の
多
様
を
結
合
す
る
、
と
い
っ
た
こ
と
が
で
き
な
い
…
…
。
」
（
切
H
q
ω
）
こ
の
よ
う
に
、
概
念
に
よ
る
「
接
種
」
は
決

　
し
て
我
々
に
鷹
観
を
も
た
ら
さ
な
い
こ
と
が
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
と
認
め
ら
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
こ
の
点
に
関
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
次
の
籔
所
を
参
照
さ
れ
た
い
。
譲
。
賦
⑦
σ
q
㈹
奪
（
ζ
Y
9
謡
塗
な
お
、
構
想
力
の
綜

　
合
と
統
覚
の
統
一
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
う
よ
う
に
、
カ
ン
ト
自
身
ま
だ
明
確
な
規
定
に
達
し
て
い
な
い
。
慕
え
ば
カ
ン
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
は
、
「
し
か
し
こ
の
綜
合
的
統
一
は
綜
合
を
前
提
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
（
o
α
o
「
）
包
含
し
て
い
る
…
…
」
（
》
昌
。
。
）
と
言
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で

　
も
山
門
、
．
が
同
義
を
意
味
す
る
か
、
そ
れ
と
も
選
嘗
を
意
味
す
る
か
は
闘
ら
か
で
な
い
。
む
し
ろ
両
方
を
意
味
す
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
を
我

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
我
は
次
の
よ
う
に
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
先
ず
「
前
提
」
と
「
包
含
」
と
を
区
別
し
て
考
え
れ
ば
、
統
覚
の
綜
含
的
統
一
が
前
提
し

　
て
い
る
綜
合
と
は
「
掘
捉
の
綜
合
」
（
さ
ら
に
「
再
生
の
賢
島
」
）
で
あ
り
、
包
含
し
て
い
る
綜
合
と
は
「
再
認
の
綜
合
」
、
即
ち
「
結
合
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
し
か
し
他
方
で
は
、
結
舎
は
把
捉
と
再
生
と
を
前
提
し
な
が
ら
、
同
時
に
こ
の
爾
春
を
合
一
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
間
接
的
に
は
統
覚
の
綜
合
的
統

　
一
は
把
捉
や
再
生
の
綜
合
を
も
包
含
し
て
い
る
と
雷
え
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
6
）
　
こ
の
よ
う
に
、
把
捉
と
再
生
と
は
、
そ
の
限
定
に
関
し
て
、
統
覚
の
統
一
に
従
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
。
把
捉
に
つ
い
て
は
次
の
箇
勝
を
参
照

　
さ
れ
た
い
。
「
あ
ら
ゆ
る
現
象
は
例
外
な
く
、
統
覚
の
統
一
と
い
う
原
劉
に
従
っ
て
、
こ
の
統
一
に
合
致
す
る
よ
う
に
心
の
う
ち
へ
と
受
け
入
れ
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
即
ち
、
そ
の
よ
う
に
細
捉
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
…
…
。
」
（
》
這
N
）

（
7
）
　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
把
捉
の
綜
合
に
よ
っ
て
雲
間
は
継
起
と
し
て
形
成
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
（
〈
σ
q
「
出
⑦
凱
。
凶
σ
q
鶏
（
ζ
y
G
り
¶
δ
ω
馴
（
剛
y

　
ψ
鍵
。
。
）
し
か
し
最
後
に
は
、
こ
の
よ
う
に
継
起
と
し
て
形
成
さ
れ
る
聴
問
の
根
源
が
、
統
覚
の
梅
里
的
統
一
に
存
す
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な

　
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
（
〈
α
q
『
（
M
）
も
ω
．
ω
逡
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
潜
　
富
出
大
学
教
養
部
〔
哲
学
〕
　
助
教
授
）



universal，　though　individual　in　reality．　Next　Aristotle　meets　diMculty

（iO　by　the　assertion　that　potentlality　of　knowledge　（as　a　hexis　which

is　potential　in　relation　to　energeia，　though　actual　to　mere　potentiality）

is　of　universals，　but　actuality　is　of　individuals．　But　he　would　agree　that

lndividual　knowledge　is　not　about　matters　but　about　forms　which　indi－

vid疑a圭entit圭es　have，

A孤schauur匡9親nd　Synthesis

von Nobutaka　Okarnura

　　Die　Abs呈cht　der　U皿ters蟻ch縫且g　geht　dahin，　i無Anleh職ng　a難Ka鳳t

den　Wesenszusarnmenhang　zwischen　Anschauung　und　Synthesis　zur

Klarheit　zu　bringen，　um　so　die　Art　und　Weise　durchschaubar　zu　ma－

cheB，　wie　unser　Denken，　wenn　auch　wesensmtiBig　auf　sinnliche　Ansehau－

ung　zurtickweisencl，　so　doch　sich　von　dieser　abhebt　und　a｝s　eigentttmliche

und　h6here　（lm　Vergleichnis　zur　Einbildungskraft）　Spontaneit5t　unserer

Erkenntnls　erweist．

　　Mit　dieser　Zielsetzung　gehe　ich　von　der　Kantischen　Behauptung　aus，

daB　die　Synthesis　der　Einbildungskraft　in　Gestalt　der　Apprehension

bereits　in　der　sinnlichen　Anschauung　enthalten　ist．　Dieser　Gedanke

Kants　deutet　schon　darauf　hln，　da8　nach　ihm　fifr　unsere　sinnliche　An－

schauung　die　Synthesis　der　Einbildungskraft　von　vornherein　grundlegend

fungiert，　durch　die’　nZmlich　wir　allererst　apprehendierend　zum　unmittel－

baren　BewuBt＄ein　der　Erscheinung，　das　Anschauung　genannt　wird，　ge－

langen　k6nnen．　Was　aber　clie　Art　und　Weise　anlangt，　wie　uns　ein　Man－

nigfaltiges　der　Erscheinung　gegeben　wird，　so　stellt　unsere　weitere

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3



Analyse　von　Kants　Texten　seinen　noch　wesentlicheren，　tiefgrttndigeren

Gedanke　zur　Anschauungslehre　heraus，　ntimlich　daB　das　Mannigfaltige

der　Erscheinung　uns　nur　dadurch　in　der　’Anschauung　xecr　Gegebenheit

feommen　kann，　da8　dle　Einbildungskraft　es，．　wenn　auch　notwendig　von

der　“ursprUnglichen　Rezeptivittit”　unserer　Sinnlichkeit　bedingt，　so　doch

von　vornherein　mehr　oder　weniger　einheitlich　ttnd　daher　synthetisch　in

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t

der　Anschauung　darbietet．　Diese　Sachlage，　in　der　die　Gegebenheit　vom

Mannigfaltigen　der　Erscheinung　und　die　Synthesis　der　Einbildungskraft

als　wesensrn58ig　zusammenfallend　aufgefa8t　sind，　rnuB　man　sich　wahrend

des　vorliegenden　lnterpretationsversuch　durch　und　durch　vor　Augen

halten．

　　In　der　Absicht，　weiterhin　deutlich　zu　zeigen，　wie　unser　Denken　al＄

h6here　Spontaneitat　der　Erkenntnis　aus　der　oben　angeschnittenen

“Anschauung”　heraustritt，　habe　ich　vor　allem　ln　die　Diskussion　ttber

die　sogenannte　“dreifache　Synthesis”　eingegriffen　und　dabei　vorwiegend

versucht，　ihren　inneren　Zusammenhang　nachzuweisen．　Bei　dieser　Analyse

tauchte雄Prob玉eme　a癒，　angesichts　deren　ich　m童ch組童t　de籠e三n舳Brei・

che難Ka亘t－1滋erpretatione簸　von王》rauss，　Cohe塾u捻d　Heidegger　ause圭か

a簸dersetze捻mu殴e．

　　Die　wesentliehen　Ergebnlsse　dieser　Ausein．andersetzung　sind　folgende：

1）　Die　sinnliche　Anschauung，　die　durch　die　Synthesis　der　Apprehen－

sion　ttberhaupt　erst　m6glich　wird，　bezieht　sich　unmittelbar　auf　die　Er“

scheinung，　die　in　ihr　als　lhr　Gegenstand　urspr“nglieh　unmittelbar　zum

BewuBtsein　kommt

2）　Es　zeigt　sich　aber，　da3　die　Erscheinung　in　der　sinnlichen　Anschau－
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u雛9豆ur　d・du・ch　u麺mit亀elbar・um　BewuBt・ei簸k・塒艶・n　ka璃daB　die

E1訟bilduロgskraft　s圭e　i鷺der　Dauer（aber簸och　nicht　iほder　A綬fei登a豆・

derfolge）ihrer　“durch一　und　zusammenschauenden”　（“synoptischen”）　Blick－

nahrne　auf　d2e　Erscheinung　synthetisch　darbietet．

3）　Aufgrund　der　wesensmgBig　begrenzten　Tragweite　von　Einheit　unse－

rer　sinnl圭chen　A皿schauu鍛g　geht　dann　die　Ei訟b圭至δ媛ngskraft　vo豆dieser

Anschauung，　die　dabei　Vergangenheit　wird，　zu　einer　anderen　Anschau－

ung　“ber．　Gerade　in　diesem　“Ubergang”　ergibt　sich　einerseits　die　Syn－

thesis　der　Reproduktion，　und　andererseits　biidet　sich　dementsprechend

erst　jetzt　die　Zeit　als　Aufeinanderfolge．

4）　Bei　naherem　Hinsehen　aber　zeigt　sich　untibersehbar，　daB　die　Auf－

einanderfolge　schon　eine　Art　“Verbindung”　ist，　namlich　Verbindung　von

Apprehension　und　Reproduktion，　und　daB　diese　“Verbindung”　zu　der－

jenigen　h6here捻Stufe　der　Synthes圭s　geh6rt，　in　der　sich　der　B68アげals

verbindende，　oder　besser　gesagt：　vereinigende　Einheit　der　Synthesis

zeigt．　So　erweist　sich　hier　die　urspritngliche　Einheit　der　Apperzeption

als　Grundttitigke2t　unseres　Denkens，　die　sich　tiber　bloBe　Anschauungen

hinaus　steigert　und　die　begrzfiZiche　．Einheit　unserer　Erfahrung　sowohl

als　auch　unserer　Erfahrungswelt　zustande　bringt．　Es　wird　daraus　er－

sichtlich，　daB　sich　in　dieser　Steigerung　unserer　Erkenntnis　und　ihrer

begriMiehen　Ausgestaltung　die　in　sich　einheitliche　Wesensm6glichkeit

des　Men＄chen　als　Verstandeswesen　tiuBert．
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