
物
自
体
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理
性
批
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方
法

福
　
谷

茂
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物
自
体
審
ω
U
ド
σ
q
き
ω
♂
ず
と
い
う
概
念
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
公
刊
さ
れ
て
以
来
、
絶
え
ず
論
議
の
対
象
と
な
っ
て
き
た
。

こ
の
概
念
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
一
つ
一
つ
の
カ
ン
ト
解
釈
を
蕾
に
染
め
わ
け
る
の
み
な
ら
ず
、
つ
き
つ
め
た
と
こ

ろ
で
決
定
し
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
。
そ
も
そ
も
物
自
体
と
い
う
用
語
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
る
概
念
で
あ
る
「
超
越
論
的
対
象
ら
霞

言
き
。
。
器
巳
Φ
9
巴
Φ
○
Φ
α
q
Φ
隣
。
・
二
月
匹
」
、
「
ヌ
ー
メ
ノ
ン
締
ω
Z
O
信
ヨ
Φ
ロ
O
P
」
、
「
物
一
般
U
ぎ
σ
q
①
郎
げ
Φ
臣
P
。
郎
黛
」
な
ど
を
す
べ
て
覆
い
、

現
象
の
原
因
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
を
窺
わ
せ
る
箇
駈
（
》
お
0
1
1
ゆ
ト
。
ω
伊
〉
畠
仁
“
田
b
。
卜
3
）
が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
単
な
る
限
界
概
念
匹
霞

○
器
自
び
Φ
σ
Q
民
漆
だ
と
規
定
さ
れ
て
い
る
箇
所
（
㌧
r
b
o
㎝
0
鱒
”
ゆ
ω
H
O
）
も
ま
た
存
在
し
、
そ
れ
が
解
釈
の
分
岐
す
る
理
由
で
あ
る
。
こ
の
不
分
明

さ
を
前
に
し
て
、
従
来
、
ω
批
判
哲
学
の
見
地
か
ら
み
て
許
容
し
う
る
と
判
断
さ
れ
る
・
物
自
体
の
意
味
を
確
定
し
、
概
念
の
一
義
化
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

は
か
る
（
ヶ
ン
プ
・
ス
ミ
ス
、
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
）
、
②
あ
る
い
は
、
カ
ン
ト
の
実
在
論
的
確
信
（
ア
デ
ィ
ッ
ヶ
ス
）
な
い
し
形
而
上
学
的
背
景

　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
、

（
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
）
を
表
現
す
る
概
念
と
し
て
、
こ
れ
に
い
わ
ば
前
学
問
的
な
位
置
と
役
割
と
を
与
え
る
、
③
又
は
カ
ン
ト
を
出
発
点
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

し
た
独
自
の
立
場
か
ら
明
快
に
再
定
義
す
る
（
コ
ー
ヘ
ソ
）
、
と
い
っ
た
よ
う
な
方
向
が
種
々
企
て
ら
れ
て
き
た
。
解
釈
上
の
あ
り
う
る
類

型
は
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
綱
羅
さ
れ
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
存
在
論
的
で
あ
る
と
認
識
論
的
で
あ
る
と
を
問
わ
ず
、
こ
れ
ま
で

の
解
釈
は
物
自
体
と
い
う
表
現
が
何
ら
か
の
一
貫
し
た
対
象
を
指
す
筈
だ
と
い
う
想
定
を
置
く
点
で
は
軌
を
一
に
し
て
お
り
、
こ
の
想
定

に
基
づ
い
て
専
ら
概
念
の
整
合
性
が
追
求
さ
れ
て
き
た
。
我
々
は
こ
の
自
明
に
み
え
る
前
提
こ
そ
が
却
っ
て
物
自
体
解
釈
の
障
擬
と
な
っ

て
お
り
、
延
い
て
は
カ
ン
ト
理
論
哲
学
の
全
体
像
を
隠
蔽
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
本
稿
に
お
い
て
は
、

　
　
　
　
物
自
体
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
九
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一
〇
〇

棚　
　
ま
ず
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
い
う
書
の
「
方
法
」
を
明
る
み
に
出
す
と
い
う
途
を
通
じ
て
、
e
右
の
よ
う
な
多
面
性
を
有
す
る
こ
と
が

　
　
寧
ろ
物
自
体
と
い
う
概
念
の
本
質
に
属
す
る
こ
と
を
解
明
し
、
◎
更
に
こ
の
意
味
で
の
物
自
体
の
諸
相
が
示
す
方
向
を
手
が
か
り
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
て
、
カ
ン
ト
理
論
哲
学
の
全
体
が
物
自
体
の
・
段
階
的
解
消
と
薪
た
な
産
出
を
軸
と
し
て
構
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
論
証
し
た
い
。

（
1
）
　
宕
。
同
謹
p
。
訂
閑
Φ
ヨ
℃
ω
ヨ
搾
汀
》
O
o
ヨ
ヨ
Φ
馨
ρ
。
昌
ε
囚
＝
。
箕
・
。
・
、
O
降
5
器
。
｛
剛
霞
①
閃
①
器
§
．
M
目
露
Q
。
薄
ケ
ン
プ
・
ス
ミ
ス
は
物
慮
体
と
超
越

　
論
的
対
象
と
を
同
一
視
し
た
上
で
、
超
越
論
的
対
象
の
あ
ら
わ
れ
る
箇
所
を
§
－
9
三
。
巴
（
唱
。
卜
。
O
蒔
）
と
み
な
し
て
い
る
。

（
2
）
0
8
茜
①
ω
。
訂
巴
窒
、
．
日
冨
↓
謀
薦
ぎ
H
露
開
げ
囚
9
昌
蕾
昌
写
ま
。
・
8
ξ
、
、
ぎ
渕
．
℃
．
≦
。
癖
①
伍
‘
屋
舜
鱒
》
O
巳
①
巳
象
降

　
O
簿
ざ
海
国
。
。
器
誘
（
巳
①
c
o
）
唱
や
H
点
点
。
。
。
。
■
現
象
の
原
因
と
し
て
物
自
体
を
語
っ
て
い
る
箇
所
は
カ
ン
ト
の
唱
二
養
8
〈
δ
≦
と
し
て
除
去
さ
れ
ね

　
ば
な
ら
ぬ
、
と
シ
ュ
レ
ー
ダ
ー
は
考
え
て
い
る
。
（
O
・
日
蕊
）

（
3
）
　
国
誌
。
プ
》
野
望
の
。
。
”
国
鋤
葺
同
誌
山
⇔
。
。
O
ぎ
σ
Q
き
。
。
器
ダ
旨
露
F
ア
デ
ィ
ッ
ケ
ス
に
よ
れ
ば
、
物
自
体
は
カ
ン
ト
の
実
在
論
的
体
験
に
立
脚
し

　
た
「
前
学
問
的
く
曾
鼠
。
。
ω
①
湧
畠
。
。
h
岳
。
ど
な
「
信
念
O
冨
暮
。
」
で
あ
る
。
（
ω
■
6
）

（
4
）
国
・
ぎ
霞
①
ぎ
。
。
。
・
け
汀
ζ
①
肯
巷
ξ
ω
ぎ
証
言
。
瓢
く
Φ
写
自
費
》
塁
げ
一
諾
§
σ
q
山
・
ω
ξ
三
。
。
畠
窪
H
匹
①
塾
弩
葺
ヨ
以
自
。
詳
け
－
碧
巳
一
戸
卜
。
り

　
（
昌
り
5
。
心
ソ
ω
．
お
H
山
q
P
　
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
に
よ
る
と
、
物
自
体
と
い
う
概
念
の
基
礎
は
、
認
識
を
実
体
間
の
一
定
の
ω
魚
蕊
お
一
⇔
臨
。
昌
と
し
て
理
解

　
す
る
「
認
識
形
而
上
学
」
か
ら
結
果
し
た
カ
ン
ト
の
「
形
而
上
学
的
根
本
確
信
」
で
あ
る
。
（
ω
．
旨
賦
「
）

（
5
）
　
国
2
日
臼
・
暮
O
o
げ
窪
”
閑
き
冨
↓
ゲ
ω
自
己
q
2
国
臨
p
。
冨
琶
σ
q
“
H
8
㎝
溌
　
コ
ー
ヘ
ン
は
、
物
自
体
は
「
科
学
的
認
識
の
全
体
」
（
ψ
蒔
田
）
と
い

　
う
理
念
で
あ
り
、
認
識
が
決
し
て
完
結
し
な
い
も
の
で
あ
る
以
上
は
、
次
々
に
問
い
を
ひ
ら
い
て
ゆ
く
「
課
題
」
な
い
し
「
疑
問
符
α
器
哨
憲
σ
q
？

　
需
ざ
ず
。
と
（
ω
．
ミ
①
）
と
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
位
置
付
け
て
い
る
。

　
我
々
は
物
自
体
の
多
義
性
が
自
覚
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
指
摘
か
ら
始
め
た
い
。
カ
ン
ト
自
身
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
二
版
へ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ラ
イ
エ
ほ
レ
　
デ

序
文
に
お
い
て
「
個
々
の
箇
所
を
連
関
か
ら
裂
き
取
っ
て
比
較
す
る
な
ら
ば
、
ど
ん
な
書
物
に
で
も
（
と
り
わ
け
自
由
な
談
話
と
し
て
進



　
　
行
ず
る
著
書
に
あ
っ
て
は
）
見
か
け
上
の
矛
盾
（
の
畠
①
言
び
母
①
ミ
凱
⑦
冨
讐
自
。
富
）
を
探
し
出
す
こ
と
が
で
き
る
も
の
で
あ
る
L
（
b
u
×
口
く
）

　
　
と
記
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
書
に
「
見
か
け
上
の
矛
盾
」
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
。
一
七
八
七
年
四
月
と
い
う
日
付
を
も
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
こ
の
序
文
を
付
し
た
第
二
版
は
、
ヤ
コ
ー
ビ
が
物
自
体
概
念
の
矛
盾
を
指
摘
し
た
小
論
を
描
け
に
し
た
「
数
か
月
後
」
に
現
わ
れ
た
も
の

　
　
で
あ
る
こ
と
を
想
起
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
言
及
す
る
矛
盾
は
物
自
体
を
め
ぐ
る
そ
れ
に
外
な
ら
な
い
と
受
け
取
る
読
者
が

　
　
い
て
も
不
思
議
で
は
な
い
。
か
く
の
如
き
矛
盾
が
存
在
す
る
こ
と
を
充
分
承
知
の
上
で
、
カ
ン
ト
は
、
「
全
体
の
理
念
（
臼
。
冠
Φ
Φ
一
事

　
　
○
⇔
自
門
）
」
を
わ
が
も
の
と
な
し
た
老
に
と
っ
て
、
そ
れ
ら
矛
盾
の
解
決
は
極
め
て
容
易
な
こ
と
だ
と
直
ち
に
付
言
す
る
。
し
か
し
、
矛

　
　
盾
を
解
決
す
べ
き
こ
の
「
全
体
の
理
念
」
と
は
何
で
あ
り
、
又
い
か
に
す
れ
ば
把
握
で
き
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
矛
盾
の
存
在
を
認
め
、

　
　
し
か
も
そ
れ
ら
を
「
見
か
け
上
」
の
も
の
と
な
す
よ
う
な
・
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
そ
う
い
う
読
み
方
を
求
め
る
場
合
、
「
全
体
の
理
念
」

　
　
だ
け
で
は
余
り
に
漠
然
と
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
序
文
の
こ
の
言
葉
が
、
書
物
は
全
体
を
通
読
し
て
始
め
て
理
解
し
う
る
も
の
だ
と
い
う
如
き
教
訓
に
尽
き
る
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
厳

　
密
な
内
容
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
我
々
は
『
実
践
理
性
批
判
』
（
一
七
八
八
年
目
、
序
文
の
次
の
論
述
か
ら
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

　
　
ち
、
人
闘
の
心
の
或
る
特
定
の
能
力
の
源
泉
・
内
容
・
限
界
を
学
的
に
規
定
す
る
場
合
、
我
々
は
「
人
間
の
認
識
の
本
性
か
ら
言
っ
て
、

　
　
こ
の
心
の
諸
部
分
か
ら
、
つ
ま
り
こ
れ
ら
部
分
の
厳
密
に
し
て
（
既
に
得
ら
れ
た
要
素
の
状
況
か
ら
見
て
可
能
な
範
囲
で
）
完
全
な
叙
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
か
ら
、
始
め
る
外
は
な
い
」
（
ぐ
唱
O
目
串
Φ
　
＜
甲
　
ω
噸
　
ド
O
）
の
で
あ
る
が
、
こ
の
段
階
は
あ
く
ま
で
も
学
の
着
手
点
に
す
ぎ
な
い
。
「
よ
り
哲
学
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
で
建
築
学
的
母
。
ぼ
富
ζ
o
艮
ω
。
げ
な
第
二
の
注
意
点
」
は
、
「
全
体
の
理
念
を
正
し
く
把
握
し
、
こ
の
理
念
に
基
づ
い
て
、
す
べ
て
の
部

　
　
分
闘
の
交
互
関
係
を
会
得
す
る
こ
と
、
及
び
諸
部
分
を
全
体
の
概
念
か
ら
導
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
一
つ
の
純
粋
な
理
性
能

　
　
力
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
会
得
す
る
こ
と
（
黛
①
置
①
Φ
仙
Φ
。
・
0
9
。
口
器
”
H
け
げ
証
σ
q
N
⊆
富
ω
ω
①
ダ
彗
ら
窪
の
自
Φ
H
。
・
巴
ぴ
Φ
口
窪
Φ
撤
器

　
　
6
巴
Φ
貯
ゆ
訂
興
毛
①
。
訂
①
剛
ω
Φ
三
σ
q
窪
b
d
Φ
臥
警
§
σ
q
き
州
飢
協
鋤
滋
①
が
く
2
巨
暮
色
の
け
号
同
》
甑
Φ
禅
§
α
q
伽
①
誘
9
げ
窪
く
。
昌
伽
Φ
日
日
σ
q
臨
験

　
　
審
篇
。
。
○
§
N
Φ
P
ぎ
①
ぎ
①
ヨ
器
ぎ
窪
く
Φ
葺
§
P
く
三
無
α
σ
頃
Φ
⇒
ぎ
ω
》
5
σ
q
①
建
h
器
ω
Φ
昌
）
」
（
一
〇
〇
．
　
O
間
け
’
）
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ぽ
、
こ

㈹　
　
　
　
　
　
物
自
体
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
一
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一
〇
叶

う
し
た
こ
と
は
体
系
を
熟
知
し
た
後
で
の
み
行
な
い
う
る
「
吟
味
と
保
証
（
母
材
無
二
口
σ
q
仁
口
伽
Ω
①
≦
似
げ
」
9
の
け
§
σ
韓
）
し
で
あ
っ
て
、
「
そ
れ

に
先
立
つ
研
究
を
嫌
い
、
熟
知
を
獲
得
す
る
こ
と
を
労
苦
に
値
し
な
い
と
考
え
た
人
々
は
、
第
二
段
階
、
す
な
わ
ち
先
に
は
分
析
的
に
与
え

ら
れ
た
こ
と
へ
の
綜
合
的
な
復
帰
で
あ
る
・
展
望
の
段
階
（
〔
儀
一
Φ
ω
け
β
｛
Φ
〕
傷
Φ
H
α
げ
Φ
二
巴
。
び
r
甫
鉱
畠
Φ
皿
口
⑦
。
。
矯
馨
げ
Φ
二
の
。
ゲ
①
芝
δ
鎚
⑦
㌘

閃
。
穿
N
¢
儀
Φ
且
①
巳
α
q
Φ
一
首
”
類
器
ぐ
。
警
興
Q
づ
9
。
ζ
け
δ
。
ゲ
σ
q
Φ
σ
q
Φ
げ
窪
甫
。
凱
Φ
ロ
）
に
は
到
達
し
な
い
」
（
一
〇
〇
’
　
O
一
け
．
）
の
で
あ
る
。
こ
の
段

階
に
達
し
な
い
老
が
「
不
整
合
（
H
口
犀
8
の
Φ
ρ
¢
9
N
⑦
p
）
を
到
る
と
こ
ろ
に
発
見
す
る
と
し
て
も
、
何
ら
驚
く
べ
き
こ
と
で
は
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
不
整
合
が
推
測
せ
し
め
る
様
々
な
ギ
ャ
ッ
プ
（
象
Φ
ピ
錦
。
押
①
⇔
）
は
、
体
系
自
体
に
存
す
る
の
で
は
な
く
て
、
全

　
　
　
　
　
　
　
ウ
ソ
ッ
ザ
メ
ソ
ヘ
ソ
ゲ
ソ
ト

く
彼
ら
自
身
の
・
脈
絡
を
つ
け
よ
う
と
し
な
い
思
考
過
程
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
し
（
一
〇
ρ
o
津
）
i
か
く
言
い
切
っ
て
カ
ン
ト
は
こ
の

話
題
に
決
着
を
つ
け
る
。

　
こ
こ
で
カ
ン
ト
が
述
べ
て
い
る
こ
と
は
重
要
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
学
的
な
叙
述
に
は
二
つ
の
段
階
が
あ
り
、
第
一
段
階
は
、
e
既

に
与
え
ら
れ
て
い
る
状
況
に
基
づ
き
、
⇔
部
分
か
ら
着
手
す
る
。
こ
の
段
階
は
す
べ
て
の
部
分
が
考
察
さ
れ
お
わ
っ
た
時
に
完
結
す
る
。

次
に
課
題
と
な
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
部
分
を
関
係
付
け
る
「
全
体
の
理
念
」
を
正
し
く
把
握
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
上
で
第
二
段
階
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
へ

し
て
、
e
こ
の
「
全
体
の
理
念
」
か
ら
上
向
き
に
出
発
し
て
諸
部
分
の
相
互
関
係
を
明
ら
か
に
し
、
⇔
か
く
し
て
諸
部
分
を
「
全
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

理
念
」
を
媒
介
と
し
て
概
念
的
に
導
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
元
来
そ
れ
ら
が
一
つ
の
全
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
す
。
こ
の
第
二
段
階
は

第
」
段
階
を
完
了
し
た
あ
と
で
始
め
て
成
立
し
う
る
「
展
望
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
部
分
か
ら
出
発
し
て
「
全
体
の
理
念
」
に
到
る
第
一

段
階
は
「
分
析
」
と
呼
ば
れ
、
「
全
体
の
理
念
」
か
ら
部
分
を
導
出
す
る
第
二
段
階
は
「
綜
合
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
分
析
が
完
遂
さ
れ

て
「
全
体
の
理
念
」
が
把
握
さ
れ
る
ま
で
は
到
る
と
こ
ろ
に
不
整
合
が
存
在
し
、
逆
に
「
綜
合
的
復
帰
」
の
立
場
に
立
つ
と
き
に
は
、
す

べ
て
の
部
分
が
寄
り
集
っ
て
一
つ
の
矛
盾
な
き
全
体
を
形
づ
く
っ
て
い
る
の
が
展
望
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
、
「
見
か
け
上
の
矛

盾
」
と
そ
の
解
決
を
、
分
析
と
十
型
と
い
う
糊
侯
っ
て
学
を
構
成
す
る
二
つ
の
段
階
に
割
り
当
て
て
い
る
一
そ
う
論
定
す
る
こ
と
が
許

さ
れ
よ
う
。



　
　
　
カ
ン
ト
の
論
述
か
ら
抽
出
す
べ
き
今
一
つ
の
こ
と
は
、
綜
合
の
終
了
点
と
し
て
「
全
体
の
理
念
」
の
対
極
に
位
置
す
る
も
の
の
性
格
で

　
あ
る
。
再
び
分
析
と
綜
合
と
い
う
言
葉
に
導
か
れ
て
『
人
倫
の
形
而
上
学
の
基
礎
付
け
』
（
一
七
八
五
年
）
の
序
文
に
お
い
て
我
々
が
見
出

　
　
す
の
は
、
綜
合
の
終
了
点
は
実
は
分
留
が
出
発
し
た
地
点
に
他
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
著
作
の
方
法
を
説
明

　
　
し
て
カ
ン
ト
は
、
そ
れ
は
「
通
常
の
認
識
か
ら
そ
れ
の
最
高
原
理
の
規
定
へ
と
分
析
的
に
道
を
取
り
、
こ
の
原
理
の
吟
味
呼
母
§
σ
q
と

　
　
こ
の
原
理
の
源
泉
か
ら
、
原
理
の
使
用
が
そ
こ
で
な
さ
れ
る
通
常
の
認
識
へ
と
綜
合
的
に
戻
る
」
（
H
／
N
・
　
ω
．
　
ω
O
卜
∂
　
　
U
）
こ
と
だ
と
述
べ
る
。
分

　
　
析
が
そ
こ
か
ら
出
発
し
、
綜
合
が
そ
こ
で
完
了
す
る
の
は
「
通
常
の
認
識
（
σ
q
Φ
ヨ
①
5
①
国
蒔
再
三
巳
ω
。
。
Φ
）
」
な
の
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、

　
　
そ
れ
は
学
的
考
察
に
先
立
つ
所
与
と
し
て
の
現
実
に
他
な
ら
な
い
。
学
は
最
高
原
理
の
探
究
に
お
わ
る
の
で
は
な
く
、
最
高
原
理
か
ら
再

　
　
び
所
与
で
あ
っ
た
現
実
に
戻
る
こ
と
を
も
含
ん
で
い
る
。
先
の
引
用
と
関
係
付
け
る
な
ら
ぽ
、
「
全
体
の
理
念
」
で
あ
る
最
高
原
理
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
現
実
を
構
成
す
る
す
べ
て
の
部
分
を
導
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
出
発
点
に
あ
っ
た
現
実
を
原
理
に
制
約
さ
れ
た
も
の
と
し
て
再
現
す
る

　
　
こ
と
が
綜
合
の
課
題
な
の
で
あ
る
。
矛
盾
や
不
整
合
は
諸
部
分
が
別
々
に
取
り
出
さ
れ
て
考
察
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
発
生
す
る
の
で
あ

　
　
り
、
も
し
す
べ
て
の
部
分
の
根
底
に
存
し
て
そ
れ
ら
を
制
約
す
る
原
理
が
把
握
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
矛
盾
・
不
整
合
は
現
実
と
い
う
全
体
の

　
　
何
程
か
抽
象
的
な
一
面
を
示
す
も
の
と
し
て
整
合
的
に
位
置
付
け
ら
れ
う
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
こ
う
し
て
カ
ン
ト
に
と
っ
て
の
学
は
、
部
分
間
の
整
合
性
を
ひ
と
ま
ず
措
い
て
㈲
現
実
か
ら
最
高
原
理
へ
と
向
う
分
析
と
、
㈲
最
高

　
　
原
理
か
ら
出
発
し
て
、
分
析
の
途
上
に
生
じ
た
矛
盾
を
解
消
し
つ
つ
経
験
的
現
実
を
再
建
す
る
綜
合
と
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
学
問
理
念
は
決
し
て
孤
立
し
た
も
の
で
は
な
い
。
分
析
と
営
舎
と
は
近
世
で
は
幾
何
学
上
の
証
明
法
と
い
う
古
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
的
な
限
定
を
脱
し
、
広
く
学
問
一
般
の
方
法
と
し
て
舞
台
を
拡
大
し
て
論
じ
ら
れ
る
趨
勢
に
あ
っ
た
。
拡
大
に
よ
る
強
調
点
の
ず
れ
や
変

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
（
5
）
　
　
　
（
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
化
を
伴
っ
た
様
々
な
分
析
と
綜
合
の
用
例
は
、
ザ
バ
レ
ラ
、
ガ
リ
レ
オ
、
ホ
ッ
ブ
ズ
、
デ
カ
ル
ト
、
『
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
イ
ヤ
ル
論
理
学
』
、

　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
な
ど
に
見
出
さ
れ
る
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
冠
冤
と
す
る
カ
ン
ト
の
体
系
は
こ
の
よ
う
な
系
譜
に
お
い
て
も
、
又
後
に
み

　
　
る
よ
う
に
カ
ン
ト
自
身
の
思
索
の
展
開
に
お
い
て
も
、
分
析
と
綜
合
と
い
う
視
角
の
も
と
に
論
じ
ら
れ
て
き
た
学
の
方
法
の
問
題
に
対
す

㎝　
　
　
　
　
　
物
自
体
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
．
　
，
，
　
，
　
、
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
四

る
回
答
と
い
う
側
面
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
我
々
は
、
数
学
的
方
法
と
の
比
較
に
お
い
て
形
而
上
学
の
方
法
を
考
察
し
て
い
る

点
で
カ
ン
ト
の
先
駆
を
な
す
デ
カ
ル
ト
の
そ
の
分
析
・
綜
合
を
瞥
見
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
就
中
後
者
（
す
な
わ
ち
綜
合
）
が
一
七
、
八

世
紀
に
は
右
に
知
り
え
た
以
上
に
限
定
さ
れ
た
意
味
を
有
し
た
こ
と
を
示
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
デ
カ
ル
ト
の
『
省
察
』
に
附
さ
れ
て
い
る
第
二
反
論
は
、
末
尾
に
き
て
本
論
の
内
容
を
「
幾
何
学
の
方
法
に
従
っ
て
」
述
べ
直
し
て
欲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

し
い
と
い
う
要
請
を
行
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
デ
カ
ル
ト
は
次
の
よ
う
に
答
弁
し
て
い
る
。
論
証
の
方
法
に
は
二
通
り
あ
っ
て
、
一
つ
は

「
分
析
即
ち
分
解
（
一
、
き
自
棄
①
o
β
は
。
。
o
一
越
δ
口
）
」
で
あ
り
、
今
一
つ
は
「
綜
合
即
ち
合
成
（
。
。
旨
浮
＄
Φ
○
β
8
ヨ
℃
o
ω
二
帥
。
口
）
」
で
あ
る
。

分
析
は
物
事
が
方
法
的
に
発
見
さ
れ
た
真
の
道
筋
を
示
す
も
の
で
あ
っ
て
、
結
果
が
ど
の
よ
う
に
原
因
に
依
存
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に

す
る
。
こ
の
方
法
の
利
点
は
、
充
分
に
注
意
深
い
読
点
な
ら
、
そ
れ
に
従
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
著
者
が
証
明
し
て
い
る
事
柄
を
完
全
に
理

解
し
、
そ
の
事
柄
を
自
分
自
身
で
発
見
し
た
場
合
と
同
じ
程
度
に
ま
で
自
分
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

に
対
し
、
分
析
の
方
法
は
、
注
意
力
を
欠
い
て
い
た
り
偏
見
を
持
っ
て
い
た
り
す
る
読
老
を
納
得
さ
せ
る
に
は
適
し
て
い
な
い
、
そ
れ
が

欠
点
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
分
析
に
お
い
て
は
、
読
者
は
著
者
に
協
力
し
、
共
に
考
え
、
著
者
が
省
略
な
い
し
前
提
し
て
い
る
事
柄
を
自
ら

補
い
つ
つ
読
み
す
す
む
の
で
な
く
て
は
、
結
論
の
必
然
性
を
自
分
の
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
綜
合
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

物
事
が
実
際
に
発
見
さ
れ
た
途
を
教
え
る
の
で
は
な
く
、
「
定
義
・
公
準
・
公
理
・
定
理
・
問
題
か
ら
な
る
長
い
連
鎖
」
を
用
い
て
証
明
を

行
う
。
こ
こ
で
は
前
提
と
な
る
事
柄
は
明
示
さ
れ
て
お
り
、
何
ら
か
の
帰
結
を
否
定
す
る
者
に
対
し
て
は
、
そ
の
帰
結
が
先
行
す
る
も
の

の
う
ち
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
、
そ
の
同
意
を
い
わ
ぽ
雪
ぎ
取
る
（
母
錯
9
興
）
こ
と
さ
え
で
き
る
。
し
か
し
、
実
際
に
発
見
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

行
わ
れ
た
道
筋
を
教
え
な
い
点
で
「
理
解
す
る
こ
と
を
欲
す
る
精
神
に
完
全
な
満
足
を
与
え
な
い
」
、
と
デ
カ
ル
ト
は
指
摘
す
る
。
こ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
て
分
析
は
、
必
ず
し
も
直
線
的
で
は
な
い
発
見
の
過
程
を
そ
の
ま
ま
追
体
験
さ
せ
る
狙
い
を
持
ち
、
綜
合
は
成
果
を
幾
何
学
的
秩
序
に

従
っ
て
教
科
書
風
に
整
頓
す
る
、
と
い
う
・
そ
う
い
う
意
味
を
有
す
る
の
で
あ
る
。

　
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ぽ
、
『
省
察
』
そ
の
も
の
は
分
析
的
な
方
法
を
採
用
し
て
論
述
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
「
教
育
の
た
め
に
は
分
析
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（
1
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

が
最
も
真
実
で
最
も
よ
い
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
形
而
上
学
と
い
う
学
自
体
が
ま
ず
こ
の
方
法
が
選
択
さ

れ
る
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
幾
何
学
と
形
而
上
学
と
は
次
の
よ
う
に
そ
の
本
質
を
異
に
す
る
た
め
、
綜
合
は
幾
何
学
で
は
有

益
だ
が
、
形
而
上
学
で
は
そ
れ
営
農
し
て
は
い
な
い
、
一
そ
う
デ
カ
ル
ト
は
考
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
幾
何
学
の
根
本
観
念
（
δ
。
。
胃
？

巨
障
①
。
。
ロ
9
δ
霧
）
一
例
え
ぽ
点
・
線
の
定
義
一
は
一
つ
一
つ
が
容
易
に
把
握
さ
れ
る
（
従
っ
て
綜
合
の
開
始
点
が
概
に
確
保
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

て
い
る
）
の
に
反
し
、
形
而
上
学
で
は
根
本
的
な
観
念
を
明
晰
判
明
に
考
え
る
こ
と
が
ま
ず
第
｝
の
課
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
形
而
上

学
に
お
い
て
は
、
先
入
見
を
排
除
し
精
神
を
物
質
的
な
物
か
ら
可
能
な
限
り
遠
ざ
け
る
と
い
う
仕
方
で
、
根
本
的
観
念
を
閾
明
す
る
こ
と

か
ら
着
手
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
課
題
を
遂
行
す
る
た
め
の
手
段
こ
そ
『
省
察
』
に
お
け
る
懐
疑
に
他
な
ら
な
い
。
か
く

し
て
形
而
上
学
に
お
け
る
綜
合
は
デ
カ
ル
ト
の
場
合
で
も
分
析
の
後
で
の
み
企
て
う
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
二
反
論
へ
の
答
弁

に
添
え
ら
れ
た
幾
何
学
的
様
式
に
よ
る
叙
述
で
は
、
本
論
で
懐
疑
を
経
て
確
立
さ
れ
た
主
張
が
前
提
的
部
分
の
う
ち
に
吸
収
さ
れ
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

こ
と
に
我
々
は
気
付
く
の
で
あ
る
。

　
『
省
察
』
（
ラ
テ
ン
語
版
）
は
一
六
四
一
年
半
出
版
さ
れ
た
が
、
我
々
は
若
き
カ
ン
ト
が
一
七
六
四
年
の
論
文
『
自
然
神
学
と
道
徳
に
お

け
る
原
則
の
判
明
性
の
研
究
』
で
、
再
び
分
析
と
綜
合
と
い
う
概
念
を
用
い
な
が
ら
「
方
法
」
の
問
題
を
論
じ
て
い
る
姿
を
見
出
す
の
で

あ
る
。
こ
の
論
文
は
既
に
一
七
六
二
年
末
に
は
欄
筆
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
一
七
六
三
、
四
年
の
重
要
な
諸
論
文
の
方
法
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

的
基
礎
を
な
す
と
見
な
し
う
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
論
文
冒
頭
の
、
「
数
学
は
一
切
の
定
義
へ
綜
合
的
に
達
す
る
が
、
哲
学
は
分
析
的
に

達
す
る
」
（
H
H
…
ψ
卜
。
刈
①
）
と
題
す
る
一
節
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
、
デ
カ
ル
ト
か
ら
一
歩
を
す
す
め
、
数
学
の
概
念
は
定
義
に
よ
っ
て
始

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

め
て
生
ま
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
例
え
ば
、
円
錐
は
一
辺
を
軸
に
廻
転
す
る
直
角
三
角
形
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
円
錐
と

い
う
概
念
は
こ
の
定
義
に
よ
っ
て
始
め
て
産
出
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
綜
合
と
は
、
（
廻
転
、
直
角
三
角
形
の
如
き
）
概
念
を
任
意
的
に
結

合
す
る
こ
と
（
衆
三
準
塗
筆
①
＜
Φ
疑
昌
山
§
σ
q
畠
曾
b
d
Φ
α
q
ユ
浄
）
に
よ
っ
て
、
別
の
新
し
い
概
念
を
、
定
義
し
産
出
す
る
こ
と
な
の

で
あ
る
。
逆
に
言
う
と
、
こ
の
手
続
に
お
い
て
は
最
も
単
純
な
・
他
の
概
念
か
ら
産
出
さ
れ
る
必
要
が
な
い
概
念
が
、
出
発
点
に
存
在
し

　
　
　
　
物
自
体
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
五
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昌
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一
〇
六

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
哲
学
に
お
い
て
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
充
分
に
規
定
さ
れ
な
い
（
つ
ま
り
、
構
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

要
素
の
不
分
明
な
）
・
複
雑
な
概
念
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
誰
で
も
時
聞
と
い
う
概
念
を
持
っ
て
い
る
が
、
定
義
を
知
る
も
の
は
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

あ
る
い
は
従
来
行
わ
れ
た
よ
う
に
、
理
性
と
実
体
と
い
う
二
つ
の
概
念
か
ら
綜
合
的
に
精
神
と
い
う
概
念
を
定
義
す
る
の
で
は
、
哲
学
的

で
は
な
く
文
法
的
な
定
義
を
与
え
て
い
る
の
に
す
ぎ
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
不
明
瞭
な
表
象
だ
け
し
か
有
し
な
い
単
純
実
体
を
考
え
、

そ
れ
を
「
ま
ど
ろ
む
モ
ナ
ド
（
Φ
げ
Φ
の
。
乞
償
厭
目
⑦
美
山
①
］
≦
O
u
嚢
。
店
①
）
」
と
命
名
し
た
と
き
、
彼
は
定
義
し
た
の
で
は
な
く
実
は
捏
造
窪
・

留
巳
＄
ロ
し
た
の
で
あ
る
。
（
H
H
い
　
ω
．
　
ト
コ
鴫
『
）
こ
う
し
た
こ
と
を
踏
ま
え
て
カ
ン
ト
は
、
数
学
と
哲
学
と
の
相
違
を
、
定
義
が
は
じ
め
に
与
え

ら
れ
て
い
る
（
定
義
が
対
象
を
塵
出
す
る
の
だ
か
ら
）
か
、
そ
れ
と
も
混
乱
し
た
概
念
か
ら
定
義
を
抽
出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
始
め
ね
ぽ

な
ら
な
い
か
と
い
う
点
に
求
め
て
い
る
。
我
々
は
、
こ
の
論
文
で
カ
ン
ト
は
、
定
義
一
般
の
成
立
経
過
に
着
目
し
、
定
義
を
獲
得
す
る
ま

で
の
段
階
が
分
析
で
あ
り
、
定
義
か
ら
出
発
す
る
段
階
が
綜
合
で
あ
る
と
両
者
を
そ
れ
ぞ
れ
特
徴
付
け
て
い
る
、
と
結
論
で
き
よ
う
。
彼

は
哲
学
は
未
だ
綜
合
の
段
階
に
達
し
て
い
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
り
、
綜
合
、
つ
ま
り
定
義
か
ら
の
幾
何
学
的
秩
序
に
よ
る
叙
述
そ
の
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

の
を
哲
学
か
ら
排
除
し
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
「
綜
合
判
断
」
対
「
分
析
判
断
」
と
い
う
意
味
連
関
と
は
別
の
、
右
の
よ
う
な
意
味
に
お
け
る
綜
合
と
分
析
も
ま
た
カ
ン
ト
の
思
索
の

重
要
な
主
題
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
『
一
七
六
五
－
一
七
六
六
年
度
冬
学
期
の
講
義
内
容
予
告
』
で
再
び
こ
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
綜
合
と
分
析
と
を
講
義
方
法
へ
と
具
体
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、

形
而
上
学
の
講
義
を
存
在
論
・
宇
宙
論
・
心
理
学
・
自
然
神
学
と
い
う
順
序
で
進
め
る
伝
統
的
な
方
法
は
、
「
綜
合
的
講
述
（
伽
霞
。
・
善
・

浄
Φ
器
畠
①
＜
o
冨
錘
σ
q
）
」
（
H
H
…
ω
．
ω
8
）
で
あ
る
が
、
形
而
上
学
の
方
法
は
、
『
判
明
性
』
論
文
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
分
析
的
で
な
け

れ
ば
な
ら
ぬ
以
上
、
こ
の
順
序
は
、
経
験
的
心
理
学
・
宇
宙
論
・
存
在
論
・
合
理
的
心
理
学
・
神
学
と
変
更
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
こ
の
順
序
が
何
故
分
析
的
と
呼
ば
れ
う
る
の
か
。
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
カ
ン
ト
の
説
明
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
分
析
的
講
述
に
お
い
て
は
、
①
経
験
的
心
理
学
と
宇
宙
論
と
が
そ
れ
ぞ
れ
生
命



　
　
と
無
生
命
と
を
論
ず
る
こ
と
を
通
し
て
、
存
在
す
る
も
の
の
ク
ラ
ス
が
完
結
し
、
②
そ
れ
に
よ
っ
て
、
存
在
す
る
も
の
一
般
を
い
っ
そ

　
　
う
高
次
の
見
地
か
ら
包
括
的
に
論
ず
る
存
在
論
の
視
野
が
切
り
開
か
れ
る
一
1
そ
う
い
う
順
序
で
講
義
が
進
む
。
例
え
ば
、
経
験
的
心
理

　
　
学
で
は
、
「
人
間
」
と
い
う
概
念
の
も
と
で
論
じ
ら
れ
た
対
象
は
、
一
旦
、
一
般
的
存
在
論
へ
吸
収
さ
れ
た
後
、
存
在
論
の
次
元
に
お
い
て

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
今
度
は
精
神
的
存
在
と
物
質
的
存
在
と
い
う
区
別
の
も
と
に
そ
の
定
義
を
精
密
化
し
て
復
活
す
る
。
こ
の
段
階
で
始
め
て
「
魂
（
ω
①
Φ
『
）
」

　
　
と
い
う
概
念
が
定
義
さ
れ
て
、
使
用
を
許
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
存
在
論
は
次
段
階
で
あ
る
合
理
的
心
理
学
の
主
題
を
自
ら
の
帰

　
　
結
と
し
て
産
出
し
、
そ
の
使
命
を
終
え
る
。
こ
の
よ
う
に
、
最
も
経
験
的
・
特
殊
的
な
部
門
か
ら
出
発
し
て
最
終
的
な
（
普
遍
的
な
）

　
　
「
定
義
」
に
到
る
ま
で
概
念
を
段
階
的
に
構
成
し
て
ゆ
く
方
法
こ
そ
、
カ
ン
ト
の
「
分
析
」
が
こ
こ
で
獲
得
し
た
形
態
な
の
で
あ
る
。
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゲ
ダ
ソ
ケ
ソ
　
　
　
　
　
　

デ
ソ
ケ
ソ

　
　
く
の
如
き
分
析
的
な
講
義
方
法
を
カ
ン
ト
が
既
に
こ
の
頃
に
、
「
思
想
を
で
は
な
く
、
考
え
る
こ
と
を
学
ぽ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
」
（
H
H
…
ω
．
・
。
8
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
あ
汐
う
さ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
と
い
う
原
則
の
実
現
と
し
て
構
想
し
て
い
る
こ
と
、
　
剰
え
こ
の
文
脈
に
お
い
て
「
理
性
の
批
判
（
閑
H
随
叶
一
二
　
ら
①
円
　
ノ
N
O
湯
口
細
口
h
瞥
）
」
と
い
う

　
　
概
念
ま
で
登
場
し
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
右
の
意
味
で
の
分
析
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
の
結
び
つ
き
を
雄
弁
に
語
る
事
実
だ
と
言
え

　
　
よ
う
。

　
　
　
す
な
わ
ち
こ
こ
で
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
二
版
の
序
文
に
再
び
眼
を
転
ず
る
な
ら
ぽ
、
次
の
よ
う
な
文
言
を
我
々
は
見
出
す
の
で
あ
る
。

　
　
「
批
判
が
指
定
し
た
計
画
の
実
現
に
お
い
て
は
、
即
ち
形
而
上
学
の
将
来
の
体
系
に
お
い
て
は
、
我
々
は
有
名
な
ヴ
ォ
ル
フ
の
厳
密
な
方

　
　
法
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
こ
う
カ
ン
ト
は
記
し
て
、
こ
こ
に
言
う
「
ヴ
ォ
ル
フ
の
厳
密
な
方
法
」
の
内
容
と
は
、
「
原
理
の
秩
序

　
　
正
し
い
定
立
、
概
念
の
判
明
な
定
義
、
証
明
の
厳
密
性
へ
の
試
み
、
及
び
推
論
に
お
け
る
大
胆
な
飛
躍
の
防
止
」
（
ゆ
×
×
×
＜
H
）
で
あ
る
、

　
　
と
言
い
表
し
て
い
る
。
我
々
は
も
は
や
こ
の
言
葉
、
就
中
、
「
形
而
上
学
の
将
来
の
体
系
」
「
厳
密
な
方
法
」
と
い
う
表
現
を
い
か
な
る
意

　
　
味
連
関
に
お
い
て
読
む
べ
き
か
、
当
惑
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
幾
何
学
的
秩
序
に
法
っ
た
「
綜
合
」
を
学
の
最
終
形
態
と
み
な
す
理

　
　
想
は
、
批
判
期
に
お
い
て
も
こ
う
し
て
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
逆
に
言
え
ば
、
こ
の
箇
所
こ
そ
は
、
綜
合
的
形
式
に
基
づ
い
た
形

　
　
而
上
学
を
先
導
す
る
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
、
「
分
析
」
の
あ
り
方
を
め
ぐ
る
二
十
年
来
の
思
索
の
そ
の
結
実
で
あ
る
こ
と
を
告
げ
て
い

晒　
　
　
　
　
　
物
自
体
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
七
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一
〇
八

る
証
言
だ
と
み
な
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
我
々
は
、
物
自
体
を
そ
の
多
様
性
に
お
い
て
解
釈
し
う
る
視
点
の
そ
の
所
在
を
示
す
た
め
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
と
い
う
書
物
の

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

書
か
れ
方
を
外
側
か
ら
規
定
し
た
。
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
は
、
こ
の
書
物
が
、
学
を
構
成
す
る
「
分
析
」
と
「
綜
合
」
の
二
部
門
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ち
、
主
と
し
て
分
析
の
課
題
を
遂
行
す
る
も
の
で
あ
り
、
行
論
の
不
整
合
は
こ
の
段
階
で
は
不
可
避
で
あ
る
が
、
藁
蕎
の
見
地
に
立
つ
に

到
れ
ば
解
消
し
う
る
も
の
と
し
て
カ
ン
ト
自
身
が
位
置
付
け
て
い
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
右
の
意
味
で
の
分
析
的
講

述
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
は
、
こ
の
書
を
認
識
論
の
出
来
上
っ
た
体
系
と
し
て
で
は
な
く
、
寧
ろ
デ
カ
ル
ト
の
『
省
察
』
に
も
比
す
べ

き
・
体
系
の
ア
ル
キ
メ
デ
ス
的
一
点
へ
の
逐
次
的
接
近
と
し
て
読
む
こ
と
を
求
め
る
。
我
々
は
次
に
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、

e
い
か
な
る
仕
方
で
分
析
が
実
現
に
移
さ
れ
て
い
る
か
、
◎
物
自
体
の
多
面
性
と
「
全
体
の
理
念
」
と
は
い
か
に
関
連
す
る
か
、
⇔

「
全
体
の
理
念
」
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
を
検
討
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

（
1
）
　
両
訟
①
砕
♂
げ
踏
9
寓
ざ
ゲ
冒
o
o
ぼ
”
芝
Φ
聾
Φ
．
N
≦
ω
一
8
畦
b
ご
9
・
昌
畠
（
日
。
。
描
ソ
ω
■
口
話
■
有
名
な
、
「
物
自
体
と
い
う
前
提
な
し
に
は
体
系
の
う
ち
に

　
入
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
こ
の
前
言
を
認
め
る
と
体
系
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
得
な
い
」
と
い
う
趣
旨
の
言
葉
は
、
ヤ
コ
ー
ビ
の
著
作
”
b
鍵
凱

　
＝
q
ヨ
①
霧
霞
仙
窪
O
鼠
億
σ
魯
、
．
（
ミ
o
Q
刈
）
の
博
論
と
α
げ
魯
価
2
9
磐
ω
N
o
註
自
助
巴
嵩
置
＄
評
ヨ
塁
．
、
に
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
論
文
を
全
集
に
収

　
め
る
に
際
し
、
ヤ
コ
ー
ビ
自
身
が
「
こ
の
論
文
に
数
か
月
お
く
れ
て
、
カ
ン
ト
の
書
物
の
第
二
版
が
出
た
」
と
註
記
を
加
え
て
い
る
。

（
2
）
　
『
純
粋
理
性
批
判
』
以
外
の
カ
ン
ト
の
著
作
に
関
し
て
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
全
集
の
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
に
よ
っ
て
引
用
箇
所
を
示
す
。

（
3
）
　
無
謬
邑
≦
・
O
ま
興
汀
閃
窪
。
一
。
。
ω
£
。
5
0
0
0
0
β
o
o
冥
ω
o
頃
ζ
o
浄
。
斜
角
①
ρ
ギ
ル
バ
ー
ト
に
よ
る
と
、
既
に
ガ
レ
ノ
ス
　
（
お
O
－
ρ
お
O
）
に

　
お
い
て
、
綜
合
・
分
析
は
幾
何
学
上
の
方
法
か
ら
分
離
し
て
お
り
（
亨
。
。
ω
）
、
ガ
レ
ノ
ス
の
影
響
は
ル
ネ
サ
ン
ス
に
お
い
て
最
高
点
に
達
し
て
い
る
。

　
幾
何
学
上
の
方
法
と
し
て
の
綜
合
・
分
析
は
パ
ッ
ボ
ス
（
紀
光
三
二
〇
年
ご
ろ
）
が
一
〇
。
器
。
一
霧
。
・
δ
口
。
。
で
あ
り
、
カ
ン
ト
が
『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ

　
ナ
』
で
述
べ
る
「
分
析
的
方
法
」
「
綜
合
的
方
法
」
は
こ
れ
を
祖
述
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
（
聖
及
び
髄
脚
註
）
。
我
々
が
問
題
と
し
て
い
る
の
は
、

　
幾
何
学
か
ら
分
離
し
た
後
に
ガ
レ
ノ
ス
に
よ
っ
て
遡
源
的
に
プ
ラ
ト
ン
（
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
）
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
方
の
「
分
析
」
「
綜
合
」
で
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あ
る
（
。
P
O
ま
⑦
昼
8
■
艮
も
●
ω
ご
6
8
8
）
。
先
の
引
用
箇
所
こ
そ
、

な
の
で
あ
る
。

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
1
5
）

こ
の
意
味
で
の
分
析
・
綜
合
が
カ
ン
ト
に
存
在
す
る
こ
と
を
示
す
も
の

　
形
而
上
学
的
認
識
へ
の
唯
一
の
入
口
で
あ
る
。
省
察
の
順
序
と
は
異
な
る
順
序
を
示
す
よ
う
に
強
い
ら
れ
た
デ
カ
ル
ト
は
、

　
セ
ン
ス
を
前
も
っ
て
公
準
に
お
い
て
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
（
臼
暑
【
塁
切
笙
。
の
8
寓
ρ
g
の
島
①
U
・
ω
。
舞
2
↓
o
ヨ
。
H
剛
ら
“
㎝
。
。
O
⊇
o
寅
）

（
1
6
）
　
即
ち
▼
b
霞
①
ぎ
臨
σ
q
ヨ
α
o
q
晋
ず
Φ
切
①
≦
o
δ
σ
q
匪
a
霞
①
ぎ
臼
σ
㊦
ヨ
。
嵩
。
。
R
撃
ご
＝
儀
窃
σ
霧
雲
諺
O
o
け
8
ω
．
．
響
と
く
費
。
。
ロ
。
ず
幽
⑦
5
ゆ
ω
α
q
H
簸
畠
。
門

　
昌
①
σ
q
⇔
餓
く
①
コ
O
各
ゆ
⑦
⇒
ぎ
象
Φ
≦
Φ
岸
乏
9
の
冨
搾
⑦
ぎ
諺
霞
ぼ
。
訂
、
．
こ
面
8
訂
筈
盆
雛
ぴ
q
Φ
コ
O
げ
⑦
婦
幽
器
○
⑦
ま
三
ユ
①
ω
ω
o
ゲ
α
日
高
口
＝
臣
国
跨
。
ぴ
①
コ
Φ
臥
．
．

　
こ
れ
ら
の
論
文
に
顕
著
な
経
験
論
的
傾
向
は
、
こ
の
論
文
が
主
張
し
た
分
析
の
必
要
性
を
実
行
し
た
結
果
と
考
え
ら
れ
る
。

（
1
7
）
　
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
有
名
な
言
葉
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。

（
1
8
）
　
く
σ
q
憎
○
δ
村
σ
q
δ
↓
o
昌
。
厳
”
∪
器
ω
鐸
⑦
津
¢
び
二
二
。
ヨ
讐
ず
①
出
島
一
。
。
o
ゲ
。
ζ
2
げ
。
亀
Φ
貯
伽
。
醜
勺
ず
瓢
。
。
。
o
戸
戸
①
ぎ
飢
舞
①
田
8
冨
口
巴
崩
8
山
⑦
。
。

　
μ
c
。
・
冒
ゲ
浮
雲
昌
山
。
詳
の
償
謬
島
山
Φ
国
昌
骨
。
。
3
ず
q
コ
σ
Q
〈
o
鐸
閑
磐
誘
ω
o
ぴ
回
議
σ
帥
ぴ
2
象
Φ
と
U
①
馨
㍑
o
ゲ
犀
。
一
計
、
、
汐
亜
目
。
窪
く
四
二
℃
凱
ご
8
喝
ゲ
一
〇
（
お
窃
α
）
ω
．

　
Q
O
刈
ふ
①
●

（
1
9
）
　
以
下
の
叙
述
は
押
ω
．
ω
O
⑩
に
よ
る
。

（
2
0
）
　
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
著
作
に
お
い
て
既
に
、
哲
学
を
学
ぶ
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
哲
学
す
る
こ
と
喜
ま
ω
8
三
費
窪
を
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ
、

　
と
い
う
言
葉
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
哲
学
の
学
園
性
の
否
定
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
く
、
綜
合
に
は
分
析
が
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と

　
い
う
意
味
で
あ
る
こ
と
は
文
脈
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
（
H
ご
ψ
ω
O
①
）
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
も
「
ヴ
ォ
ル
フ
の
哲
学
体
系
」
を
引
き
合
い
に
出
し
な

。
浄
H
．
国
．
困
Q
昌
α
臨
一
“
↓
7
①
O
錠
8
「
o
臨
男
び
臨
。
。
。
o
℃
げ
《
．
＜
o
野
仰
り
お
①
b
o
．
℃
Ψ
N
⑩
鱒
山
O
P

U
冨
δ
σ
q
o
ω
o
唱
鑓
一
儀
。
Φ
旨
Φ
ω
。
。
一
ヨ
一
ω
δ
8
ヨ
一
山
ユ
ヨ
。
嵩
α
9
U
一
翼
δ
σ
Q
o
唱
誌
ヨ
9
サ
ル
ヴ
ィ
ア
チ
の
発
言
。

↓
び
。
国
出
α
q
＝
昏
．
≦
o
降
。
。
o
喘
↓
ぴ
○
ヨ
器
頃
。
ぴ
ぴ
①
ω
o
m
ζ
2
。
剛
ヨ
Φ
。
り
び
に
蔓
．
＜
o
r
一
■
㍗
H
ρ

い
鋤
ピ
。
σ
Q
5
信
Φ
o
¢
一
、
鋤
忌
島
①
O
Φ
諺
禽
■
O
億
曽
電
δ
巳
①
℃
母
二
ρ
O
ゲ
琶
詳
話
H
剛
■

○
ロ
ニ
。
犀
。
。
●
ω
o
o
犀
6
ヨ
o
o
．
℃
震
ρ
H
・
（
σ
o
〈
2
Φ
象
島
。
降
マ
鼻
O
豪
◎
）

デ
カ
ル
ト
か
ら
の
引
用
は
、
ア
ダ
ン
・
タ
ン
ヌ
リ
版
全
集
の
巻
数
と
ペ
ー
ジ
数
に
よ
っ
て
箇
所
を
示
す
。
こ
こ
は
回
×
…
ワ
圃
O
同
．

以
下
は
H
×
甲
℃
・
お
H
山
b
。
b
。
の
叙
述
に
よ
る
。
　
（
1
1
）
　
囲
×
甲
℃
．
冨
“
。
・
（
1
2
）
　
δ
。
・
。
搾
　
（
1
3
）
　
一
〇
ρ
。
F
　
（
1
4
）
　
び
P
。
罫

「
公
準
O
①
営
帥
馬
身
」
　
の
冒
頭
の
段
落
に
関
し
て
ア
ル
キ
エ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
体
験
さ
れ
た
省
察
が
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
省
察
そ
の
も
の
の
エ
ッ

物
自
体
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法

一
〇
九
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哲
学
研
究
　
第
五
菅
四
十
七
号

　
が
ら
、
哲
学
す
る
こ
と
の
み
を
学
び
う
る
、

（
2
1
）
　
H
H
い
ω
●
ω
嵩
■

と
説
く
（
㌧
r
o
◎
ω
①
碕
．
　
蹉
ω
o
◎
①
離
日
。
）
。

一
一
σ

二

　
分
析
と
は
、
e
経
験
的
現
実
を
、
⇔
部
分
に
分
け
て
考
察
す
る
こ
と
か
ら
そ
の
活
動
を
始
め
る
も
の
だ
っ
た
。
こ
の
方
法
は
『
純
粋

理
性
批
判
』
で
は
ど
の
よ
う
に
適
用
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。

　
カ
ン
ト
は
超
越
論
的
感
性
論
を
論
述
す
る
に
あ
た
っ
て
は
、
「
悟
性
が
そ
の
概
念
に
よ
っ
て
思
惟
す
る
一
切
の
も
の
を
除
去
し
、
経
験

的
直
観
以
外
の
な
に
も
の
も
残
ら
ぬ
よ
う
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
性
を
孤
立
さ
せ
る
」
（
》
・
・
卜
。
1
1
切
ω
o
）
と
い
う
感
性
論
の
前
提
を
明

示
し
て
い
る
が
、
超
越
論
的
分
析
論
の
発
端
で
は
こ
れ
と
呼
応
し
て
、
「
超
越
論
的
論
理
学
に
お
い
て
我
々
は
（
先
に
超
越
論
的
感
性
論

で
感
性
を
孤
立
さ
せ
た
よ
う
に
）
悟
性
を
孤
立
さ
せ
、
我
々
の
認
識
か
ら
、
専
ら
悟
性
に
起
源
を
も
つ
思
考
の
部
分
だ
け
を
取
出
す
の
で

あ
る
」
（
》
8
詰
切
。
。
刈
）
と
言
明
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
言
葉
は
裏
か
ら
見
る
な
ら
ぽ
、
感
性
論
で
は
あ
く
ま
で
感
性
の
み
が
、
認
識
諸
能

力
の
一
つ
の
部
分
で
あ
る
こ
と
が
自
覚
さ
れ
た
上
で
、
そ
の
限
界
を
検
討
さ
れ
る
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
悟
性
は
そ
こ
で
は
意
図
的
に

論
究
の
対
象
か
ら
は
は
ず
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
を
語
っ
て
い
る
。
換
言
す
る
と
、
感
性
論
の
行
論
と
結
論
と
は
批
判
さ
れ
た
感
性

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
未
だ
批
判
さ
れ
ざ
る
悟
性
と
が
協
働
し
て
生
み
出
す
で
あ
ろ
う
事
態
を
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
こ
と
は
分
析
と
い
う
方
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぎ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

が
要
請
す
る
こ
と
と
し
て
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
完
全
に
自
覚
的
に
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
感
性
論
の
結
論
が
こ
の
よ
う
な
前
提
に
基
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

く
の
に
対
し
、
分
析
論
の
結
論
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
の
は
、
新
た
に
悟
性
を
も
批
判
し
た
場
合
に
生
じ
て
く
る
別
の
事
態
に
他
な
ら
な
い
。

従
っ
て
、
我
々
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
論
究
の
成
果
を
要
約
的
に
語
る
場
合
に
、
感
性
論
の
結
論
と
分
析
論
の
結
論

と
を
明
瞭
に
使
い
分
け
て
い
る
こ
と
を
見
出
す
の
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
〉
さ
Q
㎝
H
に
お
い
て
は
「
超
越
論
的
感
性
論
全
体
の
結
論
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。
「
感
性
と
そ
の
領
域
、
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つ
ま
り
現
象
は
悟
性
に
よ
っ
て
以
下
の
よ
う
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
即
ち
、
感
性
は
物
自
体
に
は
か
か
わ
ら
ず
、
物
が
我
々
の
主
観
的
な

性
状
の
故
に
、
我
々
に
対
し
て
現
象
す
る
そ
の
仕
方
に
の
み
か
か
わ
る
。
」
　
こ
こ
で
は
明
ら
か
に
、
我
々
に
対
し
て
現
象
す
る
当
の
も
の

が
、
つ
ま
り
現
象
の
根
底
と
し
て
の
物
自
体
が
、
感
性
は
そ
れ
に
か
か
わ
ら
な
い
と
い
う
限
定
を
付
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
却
っ
て
間
接

的
に
定
立
さ
れ
て
い
る
。
物
を
「
現
象
」
と
規
定
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
逆
に
物
の
背
後
に
「
現
象
す
る
も
の
」
が
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
に
す
ぐ
続
い
て
カ
ン
ト
が
「
現
象
一
般
の
概
念
か
ら
自
然
に
、
現
象
に
は
そ
れ
自
身
は
現
象
で
は
な
い

或
る
も
の
が
掌
裡
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
」
（
ぎ
．
9
じ
と
述
べ
、
っ
現
象
と
い
う
語
が
既
に
何
も
の
か
へ

の
関
係
を
暗
示
し
て
い
る
し
と
指
摘
し
て
い
る
の
も
こ
の
よ
う
な
定
立
を
示
唆
す
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
じ
d
。
。
O
刈
で
「
感
性
に

つ
い
て
の
理
論
は
同
時
に
、
消
極
的
意
味
に
お
け
る
ヌ
ー
メ
ノ
ン
の
理
論
で
あ
る
、
つ
ま
り
悟
性
が
我
々
の
直
観
の
仕
方
と
の
こ
の
よ
う

な
関
係
な
し
に
、
従
っ
て
単
に
現
象
と
し
て
で
は
な
く
、
物
自
体
と
し
て
思
惟
せ
ね
ぽ
な
ら
な
い
よ
う
な
物
に
つ
い
て
の
理
論
で
あ
る
」

と
論
じ
て
い
る
の
も
同
様
の
意
味
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て
感
性
論
は
同
時
に
、
悟
性
・
1
1
言
う
ま
で
も
な
く
、
未
だ
批
判
さ

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
ざ
る
悟
性
1
が
物
自
体
を
思
惟
す
る
場
合
の
理
論
を
も
含
む
立
場
と
し
て
、
カ
ン
ト
自
身
に
よ
っ
て
概
括
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
い
ず
れ
の
引
用
箇
所
も
感
性
論
を
ば
、
寧
ろ
物
自
体
を
主
神
的
に
押
し
出
そ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
把
握
し
て
い
る
以
上
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

未
だ
批
判
さ
れ
ざ
る
悟
性
こ
そ
が
感
性
論
の
影
の
主
体
で
あ
る
と
言
う
こ
と
さ
え
で
き
よ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
、
分
析
論
の
帰
結
と
し
て
各
所
で
主
張
さ
れ
て
い
る
内
容
は
明
ら
か
に
異
な
っ
た
文
脈
に
属
し
て
い
る
。
＞
b
⊃
膳
①
昨
ω

ω
O
ω
で
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
「
超
越
論
的
分
析
論
は
以
下
の
重
要
な
結
論
を
持
つ
。
即
ち
、
悟
性
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
は
、

可
能
的
経
験
一
般
の
形
式
を
予
料
す
る
以
外
の
こ
と
を
決
し
て
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
し
て
現
象
で
な
い
も
の
は
経
験
の
対
象
で
は

あ
り
え
な
い
の
だ
か
ら
、
悟
性
は
感
性
の
限
界
1
こ
の
内
部
で
の
み
我
々
に
対
象
が
与
え
ら
れ
る
一
を
決
し
て
越
え
る
こ
と
が
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

き
な
い
。
し
こ
の
言
明
は
悟
性
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
意
図
的
に
先
の
「
超
越
論
的
感

性
論
全
体
の
結
論
」
に
対
置
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
感
性
論
の
状
況
は
以
下
の
如
く
記
述
で
き
る
も
の
で
あ
っ
た
。
感
性

　
　
　
　
物
自
体
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
一
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一
一
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
み
を
孤
立
さ
せ
て
考
察
す
る
と
い
う
方
法
の
採
用
に
よ
っ
て
、
ま
ず
感
性
の
及
ぶ
領
域
に
対
し
て
現
象
と
い
う
規
定
が
与
え
ら
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

が
、
そ
の
反
面
、
ω
こ
の
「
現
象
」
な
る
「
語
」
な
い
し
「
概
念
」
が
い
わ
ば
分
析
判
断
的
に
導
き
出
す
物
自
体
と
、
②
考
察
の
視
野

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
外
に
無
傷
で
存
在
す
る
悟
性
と
が
「
自
然
に
（
昌
簿
費
目
。
げ
霞
≦
魚
。
。
Φ
）
」
結
び
つ
く
こ
と
に
な
っ
た
、
と
。
と
こ
ろ
が
分
析
論
固
有
の
結

論
は
、
悟
性
に
対
し
て
そ
の
限
界
を
設
定
す
る
と
同
時
に
、
正
に
感
性
論
が
残
し
た
空
隙
を
塞
ぐ
と
い
う
・
方
法
的
に
指
定
さ
れ
た
使
命

を
は
た
す
も
の
と
し
て
、
こ
の
悟
性
の
能
力
を
、
「
可
能
的
経
験
一
般
の
形
式
の
予
料
」
へ
と
舗
黙
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
分
析
論
の
行

論
が
照
準
を
定
め
て
い
る
の
は
、
感
性
論
で
感
性
の
対
象
に
現
象
と
い
う
名
称
を
与
え
た
た
め
に
正
面
に
押
し
出
さ
れ
た
・
物
自
体
を
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
思
惟
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
（
鎌
Φ
八
二
④
三
門
自
ω
の
窪
）
」
（
ゆ
ω
O
刈
）
悟
性
で
あ
る
と
言
わ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
感
性
論
は
物
自
体
と

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

か
か
わ
る
も
の
と
し
て
の
悟
性
を
分
析
論
へ
と
引
き
渡
し
た
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
悟
性
に
よ
る
物
自
体
認
識
の
可
能
性
の
否
定
こ
そ
が

分
析
論
か
ら
取
り
出
す
べ
き
結
論
と
し
て
カ
ン
ト
自
身
に
よ
っ
て
特
筆
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
超
越
論
的
弁
証
論
に
お
い
て

は
、
分
析
論
の
結
論
は
、
例
え
ば
、
「
我
々
を
可
能
的
経
験
の
領
域
を
超
え
て
連
れ
出
そ
う
と
す
る
一
切
の
推
論
は
、
人
を
誤
ら
せ
る
も

の
で
あ
り
、
根
拠
の
な
い
も
の
（
三
寿
α
q
ぽ
ぴ
§
山
α
q
層
§
隻
。
。
。
）
で
あ
る
」
（
》
①
念
1
1
し
d
ミ
O
）
と
い
う
よ
う
に
圓
顧
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
他
〉
ω
幽
G
。
（
パ
ラ
ロ
ギ
ス
ム
ス
）
、
》
α
。
。
掃
瞑
し
U
8
Φ
（
超
越
論
的
理
想
）
、
》
刈
O
ω
巨
切
認
H
（
弁
証
論
全
体
の
締
め
括
り
）
で
も
こ

れ
と
大
差
の
な
い
内
容
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
い
ず
れ
の
箇
所
で
も
物
自
体
に
は
言
及
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
感
性
論
と
分
析
論
と
は
就
中
物
自
体
に
関
し
て
異
な
る
主
張
を
持
つ
も
の
と
し
て
カ
ン
ト
自
身
に
よ
っ

て
把
握
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
分
析
と
い
う
「
方
法
」
が
要
請
す
る
と
こ
ろ
に
従
っ
て
完
全
に
自
覚
的
に
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

従
っ
て
感
性
論
と
分
析
論
と
を
単
純
に
比
較
し
て
そ
の
問
に
矛
盾
な
い
し
不
整
合
を
指
摘
す
る
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
こ
の
よ
う
な
論
述
の

進
め
方
自
体
が
一
七
六
〇
年
代
に
淵
源
す
る
長
年
の
思
索
の
結
晶
で
あ
る
こ
と
を
看
過
す
る
も
の
だ
と
言
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
批
判
哲

学
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
ー
ヴ
ォ
ル
フ
哲
学
を
「
独
断
論
（
U
o
σ
q
ヨ
讐
尻
ヨ
離
ω
）
」
だ
と
批
判
す
る
こ
と
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
こ
の
よ
う
な

「
分
析
」
と
い
う
論
述
の
体
裁
を
取
る
こ
と
と
は
少
な
く
と
も
カ
ン
ト
の
意
識
に
お
い
て
は
不
可
分
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、



分
析
の
終
極
に
位
置
す
る
「
全
体
の
理
念
」
が
、
と
り
わ
け
分
析
の
進
行
途
上
に
現
わ
れ
る
不
整
合
を
解
消
す
べ
き
も
の
と
し
て
規
定
さ

れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
物
自
体
を
め
ぐ
る
感
性
論
と
分
析
論
と
の
悶
の
こ
の
よ
う
な
自
覚
的
な
差
違
は
我
々
に
「
全
体
の
理
念
」
の
存
す
る

方
向
を
示
唆
し
て
い
る
も
の
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
「
全
体
の
理
念
」
に
と
っ
て
物
自
体
と
は
何
か
。

681

（
1
）
　
分
析
論
の
始
め
、
「
論
理
的
悟
性
使
用
一
般
に
つ
い
て
」
の
冒
頭
（
》
①
刈
1
1
b
σ
O
卜
。
）
で
カ
ン
ト
が
や
や
唐
突
に
「
先
に
悟
性
は
、
非
感
性
的
認

　
識
能
力
と
し
て
導
く
消
極
的
に
定
義
さ
れ
た
」
と
述
べ
て
い
る
が
（
そ
れ
ま
で
の
叙
述
に
そ
の
よ
う
な
定
義
は
な
い
、
と
エ
ル
ト
マ
ソ
は
註
記
し
て

　
い
る
）
、
こ
れ
は
梧
性
が
感
性
論
の
影
の
主
体
で
あ
っ
た
こ
と
を
露
呈
し
た
も
の
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
2
）
　
「
現
象
で
あ
る
か
ら
、
現
象
す
る
当
の
も
の
、
現
象
で
は
な
い
根
拠
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
方
式
で
物
自
体
が
導
入
さ
れ
て
い
る
箇

　
所
と
し
て
は
、
》
器
刈
1
1
じ
d
㎝
①
ρ
》
器
G
。
殴
b
d
O
①
9
＞
①
8
1
1
切
話
禽
『
プ
μ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』
で
は
、
H
＜
い
ω
。
ω
㎝
㎝
（
㈱
籍
）
い
ω
．
ω
①
O
（
鵬
㎝
㊤
）

　
が
あ
る
。
も
し
物
自
体
に
つ
い
て
そ
の
存
在
を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
主
張
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
か
か
る
方
式
は
全
く
の
循
環
論
証
で
あ
る
。

　
こ
れ
は
寧
ろ
、
何
ら
か
の
「
自
体
」
を
常
に
要
求
す
る
と
い
う
我
々
の
思
惟
の
構
造
を
表
明
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
特
に
弁
証
論
（
例
え
ば
「
叡
知

　
的
性
格
」
に
関
し
て
）
で
は
、
こ
の
構
造
の
、
批
判
哲
学
を
経
過
し
た
上
で
の
活
用
が
志
向
さ
れ
て
い
る
、
と
解
す
べ
き
で
あ
る
。

（
3
）
「
対
象
自
体
（
O
o
σ
Q
窪
。
。
叡
滋
①
葺
ω
ざ
げ
ω
⑦
♂
ω
げ
）
」
と
「
純
粋
悟
性
の
対
象
（
O
①
α
Q
①
塁
壁
巳
Φ
匹
詔
三
〇
ゆ
窪
＜
2
ω
痘
⇒
号
ω
）
」
と
が
等
価
だ
と

　
み
な
せ
る
場
合
と
し
て
は
、
》
b
。
O
①
H
し
U
卜
。
蟄
＼
N
’
諺
卜
。
㎝
c
。
1
1
し
d
ω
置
”
》
卜
。
器
匪
ヒ
d
ω
一
ρ
〉
卜
。
防
縮
b
d
認
O
等
の
箇
所
が
あ
る
。
「
純
粋
悟
性
の
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
象
」
と
し
て
の
物
自
体
は
感
性
論
が
構
成
し
た
概
念
で
あ
り
、
物
自
体
の
一
側
面
を
示
す
に
す
ぎ
な
い
。

（
4
）
　
そ
こ
で
は
、
直
観
に
基
礎
を
置
か
な
い
純
粋
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
何
ら
の
客
観
的
意
味
を
も
持
た
な
い
、
と
い
う
趣
旨
の
こ
と
が
「
超
越
論
的
論
理

　
学
の
分
析
的
部
門
」
で
示
さ
れ
た
、
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

（
5
）
　
こ
の
箇
所
は
極
め
て
興
味
深
い
。
こ
こ
で
要
約
さ
れ
る
「
超
越
論
的
分
析
論
の
論
究
」
は
「
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
実
在
的
な
も
の
が
そ
の
う
ち
に

　
与
え
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
唯
一
の
一
切
包
括
的
経
験
（
盛
①
Φ
ぎ
薦
。
鑑
げ
駄
⇔
。
・
ω
①
乱
①
国
同
蹄
燕
口
σ
q
）
で
あ
る
か
ら
、
感
官
の
あ
ら
ゆ
る

　
対
象
の
可
能
性
に
対
す
る
質
料
が
、
一
つ
の
総
括
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
（
p
。
一
。
。
冒
①
冒
。
ヨ
H
暮
Φ
σ
q
吋
韻
Φ
σ
q
o
仔
q
o
げ
窪
）
前
提
さ
れ
ね
ば

　
な
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
感
性
も
し
く
は
悟
性
の
限
界
と
い
っ
た
こ
と
よ
り
も
、
こ
こ
で
は
ま
さ
に
「
唯
一
の
一
切
包
括
的
経
験
」
と
い

　
う
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
の
存
在
が
強
調
さ
れ
て
い
る
。

物
自
体
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法

一
＝
二
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』
一
四

（
6
）
　
現
実
の
経
験
を
越
え
て
認
識
を
拡
張
す
る
命
題
は
、
一
つ
の
可
能
的
経
験
（
①
ぎ
Φ
ヨ
α
σ
Q
一
一
畠
①
守
障
穿
ニ
コ
σ
q
）
以
上
の
何
も
の
へ
も
導
か
な
い
も

　
の
で
あ
る
こ
と
を
、
超
越
論
的
分
析
論
が
確
信
せ
し
め
た
、
と
こ
の
箇
所
は
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
も
分
析
論
と
コ
つ
の
可
能
的
経
験
」
と
が
結

び
つ
い
て
い
る
。

三

　
超
越
論
的
感
性
論
は
、
空
間
と
時
間
と
が
我
々
の
感
性
的
直
観
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
主
観
的
形
式
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
、
感
性
の
対

象
が
物
自
体
で
は
な
く
現
象
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
の
反
面
、
先
に
触
れ
た
通
り
、
現
象
性
を
強
調
す
る
た
め
の
言
わ
ば
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ン
ト
ラ
ス
ト
と
し
て
、
我
々
に
と
っ
て
の
対
象
が
そ
れ
で
は
な
い
も
の
と
し
て
の
物
自
体
が
論
述
上
措
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

か
し
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
物
自
体
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
に
は
今
一
つ
、
対
象
が
正
に
そ
れ
で
あ
る
「
物
自
体
」
、
と
い
う
用
法
の
あ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
と
を
我
々
は
こ
こ
で
指
摘
し
た
い
。
そ
も
そ
も
、
我
々
の
経
験
の
対
象
が
現
象
だ
と
改
め
て
主
張
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
は
、
感
性
論

に
お
け
る
理
論
的
究
明
に
先
立
っ
て
、
対
象
を
物
自
体
だ
，
と
見
な
す
立
場
が
號
に
存
在
し
て
い
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
う
言
う

と
、
学
的
意
味
で
の
「
物
自
体
」
と
常
識
的
意
味
で
の
「
物
自
体
」
と
を
混
同
し
て
は
な
ら
ぬ
、
と
い
う
批
判
が
我
々
に
対
し
て
直
ち
に

加
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
予
め
次
の
よ
う
に
答
え
て
お
き
た
い
。
こ
の
、
理
論
的
究
明
に
先
立
っ
た
立
場
に
お
け
る
対
象
に
関
し
て

も
、
自
己
の
学
的
概
念
で
あ
る
「
物
自
体
」
と
い
う
術
語
を
適
用
す
る
こ
と
こ
そ
が
カ
ン
ト
哲
学
の
分
析
と
し
て
の
歩
み
の
発
端
を
構
成

す
る
の
だ
、
と
。
或
い
は
こ
う
言
っ
た
ほ
う
が
劃
切
か
も
知
れ
な
い
、
こ
の
よ
う
な
立
場
に
お
け
る
対
象
を
も
包
摂
し
て
い
る
点
に
こ
そ

「
物
自
体
」
と
い
う
概
念
の
学
的
役
割
が
存
す
る
の
だ
、
と
。

　
我
々
が
特
筆
し
た
い
用
法
の
一
例
は
次
の
よ
う
な
箇
所
に
見
出
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
ω
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
ロ
ッ
ク
も
対
象
を
物
自

体
だ
と
考
え
て
い
た
と
指
摘
し
（
》
卜
。
謡
琶
じ
d
ω
ミ
）
、
ω
『
実
践
理
性
批
判
』
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
も
「
経
験
の
対
象
を
物
自
体
だ
と
考
え

た
」
（
＜
い
ω
●
α
ω
）
と
論
ず
る
の
み
な
ら
ず
、
「
こ
れ
は
殆
ん
ど
何
処
で
も
起
っ
て
い
る
が
（
三
Φ
＄
住
o
o
ぴ
窪
。
げ
馬
廻
下
げ
①
鶏
雛
α
q
霧
。
7
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δ
け
）
L
（
♂
p
9
ρ
）
と
附
言
し
、
③
更
に
「
時
問
に
お
け
る
物
の
存
在
の
諸
規
定
を
物
自
体
の
諸
規
定
だ
と
見
な
す
」
（
＜
脚
ω
．
逡
）
こ
と

を
「
最
も
普
通
の
考
え
方
（
臼
Φ
σ
q
Φ
≦
α
ぴ
巳
8
ゲ
。
。
8
＜
o
お
梓
。
＝
き
σ
q
。
・
9
冨
）
」
（
§
幽
葺
．
）
だ
と
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
物
自
体
」
を
、

「
現
象
」
と
術
語
的
に
ペ
ア
を
な
す
・
カ
ン
ト
哲
学
固
窩
の
（
つ
ま
り
、
感
性
論
を
経
過
し
た
後
に
始
め
て
使
用
し
う
る
）
概
念
だ
と
の

み
狭
く
理
解
し
て
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
箇
所
は
辻
褄
が
合
わ
ぬ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
一
言
で
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
箇
所
に
お
け
る

「
物
自
体
」
は
、
現
象
の
（
不
可
知
の
）
相
関
者
と
い
う
意
味
を
持
た
ず
、
現
象
と
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
を
形
成
し
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ン
ト
が
「
物
自
体
」
と
い
う
学
的
な
概
念
を
、
学
以
前
の
段
階
へ
と
言
わ
ば
投
げ
戻
し
て
適
用
し
て
い
る
の
は
一

体
伺
の
た
め
な
の
か
。

　
そ
れ
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
論
述
に
お
い
て
、
学
的
な
「
物
自
体
」
と
、
こ
の
、
対
象
が
正
に
そ
れ
で
あ
る
も
の
と
し
て
の
「
物
自

体
」
と
の
問
に
、
何
ら
か
の
連
続
性
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
告
げ
る
た
め
な
の
で
あ
る
。
換
言
す
る
と
、
「
物
自
体
」
と
い
う
同
じ

語
句
が
異
な
る
意
味
に
お
い
て
使
用
さ
れ
る
こ
と
は
、
学
的
な
概
念
と
学
以
前
の
常
識
と
の
対
立
を
表
現
す
る
と
同
時
に
、
共
通
性
、
す

な
わ
ち
学
的
な
解
明
（
こ
こ
で
は
感
性
論
）
が
い
ま
だ
学
以
前
の
立
場
の
痕
跡
を
残
し
て
い
る
こ
と
を
も
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
の

み
な
ら
ず
、
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
物
自
体
」
概
念
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味
を
も
有
さ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
実
は
カ
ン
ト
が
「
超
越
論
的

（
＃
o
誘
N
①
巳
Φ
暮
春
）
」
と
い
う
言
葉
に
与
え
た
独
自
の
定
義
の
う
ち
に
既
に
含
意
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
が
「
超

越
論
的
」
と
定
義
し
て
い
る
考
察
と
は
、
対
象
そ
の
も
の
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
く
、
対
象
に
つ
い
て
の
我
々
の
（
ア
・
プ
リ
ォ
リ
に
可

能
で
あ
る
限
り
で
の
）
「
認
識
の
仕
方
（
国
界
Φ
口
冷
艶
ω
p
答
）
」
（
切
卜
・
α
）
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
空
間
と
時
間
と
は
ア
・

プ
リ
オ
リ
な
主
観
的
形
式
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
対
象
は
物
自
体
で
は
な
く
し
て
現
象
で
あ
る
と
い
う
解
明
は
、
ま
さ
に
対
象
に
つ
い
て
の

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

我
々
の
認
識
の
仕
方
を
考
察
し
た
成
果
で
あ
る
。
従
っ
て
、
超
越
論
的
な
考
察
の
第
一
段
階
（
感
性
論
）
が
終
了
す
る
ま
で
は
、
対
象
は

現
象
と
い
う
規
定
を
う
け
て
は
お
ら
ず
、
（
認
識
の
仕
方
が
究
明
さ
れ
て
は
い
な
い
、
と
い
う
意
味
で
）
物
そ
の
も
の
と
し
て
妥
当
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
も
ロ
ッ
ク
も
ヒ
ュ
ー
ム
も
、
物
を
物
自
体
と
の
み
見
な
し
た
と
餐
め
る

　
　
　
　
物
自
体
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
五
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折
θ
宇
研
究
　
　
第
五
吉
扁
四
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
　
一
六

理
由
も
ま
た
こ
こ
に
存
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
意
味
に
お
け
る
「
物
自
体
」
と
は
、
「
認
識
の
仕
方
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
持
た
ぬ
す

べ
て
の
学
的
及
び
前
学
問
的
な
立
場
か
ら
み
た
対
象
そ
の
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
は
、
こ
の
「
認
識
の
仕
方
」
に

つ
い
て
の
考
察
（
超
越
論
的
感
性
論
及
び
分
析
論
）
は
、
対
象
自
体
に
つ
い
て
の
考
察
（
存
在
論
）
の
た
め
の
序
論
で
も
一
部
門
で
も
な

く
、
寧
ろ
そ
れ
と
稲
互
に
排
除
し
合
う
関
係
に
立
つ
こ
と
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
o
や
　
〉
吋
無
難
”
切
ω
O
G
◎
）
言
い
換
え
る
と
、
「
認
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
仕
方
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
対
象
自
体
に
つ
い
て
の
考
察
を
さ
し
あ
た
り
は
排
除
す
る
の
で
あ
り
、
従
っ
て
他
方
で
は
、
考
察
さ
れ
な

ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
ま
ま
の
相
に
お
け
る
対
象
を
存
続
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
、
我
々
に
と
っ
て
の
対
象
そ
の
も
の
と
し
て
の
「
物
自
体
」
と
い
う
用
法
が
学
問
的
に
必
要
と
さ
れ
る
理
由
で
あ
る
。
こ
の
意

味
で
の
「
物
自
体
」
は
超
越
論
的
な
考
察
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
叙
述
と
し
て
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
な
か
で
常
に
、
学
的
な
反
省
（
す
な

わ
ち
、
現
象
性
の
解
明
）
が
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
事
実
と
い
う
資
格
に
お
い
て
保
持
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
う
し
た
「
物
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

体
」
を
考
え
て
い
る
立
場
へ
と
学
と
い
う
経
路
を
た
ど
っ
て
復
帰
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
超
越
論
哲
学
の
任
務
だ
と
さ
え
言
え
よ
う
。
カ
ン

ト
が
、
超
越
論
的
観
念
論
の
み
が
経
験
的
実
在
論
た
り
う
る
と
説
く
（
》
。
。
§
）
の
は
こ
の
た
め
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
を

我
々
の
文
脈
に
移
す
な
ら
ぽ
、
分
析
の
出
発
点
は
綜
合
の
終
了
点
だ
と
い
う
こ
と
へ
と
集
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
超
越
論
哲
学

が
一
つ
の
円
環
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
円
環
そ
の
も
の
が
「
物
自
体
」
と
い
う
概
念
に
よ
っ
て
な
り
た
た
し
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
か
く
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
発
端
に
は
一
つ
の
物
自
体
が
あ
る
。
こ
の
物
自
体
は
、
空
間
・
時
間
が
感
性
的
直
観
の
主
観
的
形
式

で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
感
性
論
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
正
に
感
性
論
の
結
論
と
し
て
物
に
現
象
と
い
う
規
定
が
与
え

ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
「
現
象
す
る
も
の
な
し
に
現
象
が
存
在
す
る
の
は
平
灰
が
合
わ
な
い
（
§
σ
q
o
器
ぎ
曹
）
」
（
じ
d
×
×
＜
H
）
と
い
う
推
論

を
招
き
、
第
二
の
、
但
し
今
度
は
現
象
の
根
底
に
存
す
る
「
物
自
体
」
が
導
き
入
れ
ら
れ
て
く
る
。
こ
の
「
物
自
体
」
に
対
し
て
配
当
さ

れ
た
認
識
能
力
が
悟
性
で
あ
り
、
悟
性
の
能
力
が
分
析
論
で
先
に
み
た
よ
う
に
限
界
規
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
第
二
の
「
物
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

体
」
も
ま
た
否
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
る
と
き
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
行
論
は
繰
り
返
し
ま
た
様
々
な
形
で
甦
る
「
物
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自
体
」
の
概
念
と
、
そ
れ
を
主
観
の
う
ち
に
取
り
込
ん
で
克
服
せ
ん
と
す
る
超
越
論
哲
学
と
の
闘
い
と
い
う
様
相
を
持
っ
て
い
る
こ
と
が

　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、

明
瞭
で
あ
ろ
う
。
「
全
体
の
理
念
」
に
と
っ
て
物
自
体
と
は
、
そ
れ
と
否
定
的
に
か
か
わ
る
こ
と
を
媒
介
と
し
て
順
次
自
ら
の
姿
を
あ
ら

わ
す
た
め
の
手
立
て
な
の
で
あ
る
。

　
「
全
体
の
理
念
」
の
あ
り
方
が
宿
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
と
と
も
に
、
そ
れ
に
達
す
る
た
め
の
方
法
と
し
て
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

「
分
析
」
の
内
容
も
一
段
と
具
体
化
さ
れ
う
る
。
「
分
析
」
は
論
述
の
進
行
の
た
め
に
異
論
を
必
要
と
し
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
物
自
体

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

を
否
定
す
る
超
越
論
哲
学
に
対
し
異
型
を
提
起
し
、
言
わ
ば
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
の
相
手
と
い
う
役
割
を
割
り
当
て
ら
れ
て
行
論
の
中

に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
ー
ヴ
ォ
ル
フ
哲
学
（
象
Φ
ピ
Φ
ま
巳
N
－
芝
9
｛
齢
。
ゴ
①
勺
ぼ
δ
ω
？

℃
ぼ
Φ
）
」
（
》
蒔
蒔
麗
b
d
①
昌
）
と
呼
ば
れ
て
い
る
立
場
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
は
、
そ
れ
と
名
指
す
場
合
も

名
指
さ
ぬ
場
合
も
、
こ
の
哲
学
と
の
絶
え
間
の
な
い
対
話
の
う
ち
に
論
述
が
進
行
し
、
従
っ
て
必
要
に
応
じ
て
ま
た
進
行
の
段
階
に
相
応

し
て
、
こ
の
立
場
自
体
が
叙
述
の
な
か
に
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
感
性
論
に
次
の
よ
う
な
文
言
が
あ
る
。
「
我
々
の
解
明
は
、
外
的
に
対
象
と
し
て
我
々
に
現
わ
れ
う
る
一
切
の
も
の
に
関
し

て
空
間
の
実
在
性
（
つ
ま
り
客
観
的
妥
当
性
）
を
教
え
る
が
、
し
か
し
圃
時
に
、
物
が
理
性
に
よ
っ
て
そ
れ
自
体
と
し
て
考
察
さ
れ
る
場

合
の
（
芝
①
き
。
。
δ
〔
仙
．
一
∪
ぎ
σ
q
Φ
〕
伽
母
。
げ
盛
Φ
＜
①
高
田
旨
津
鋤
昌
匹
。
ゴ
。
・
9
げ
。
・
け
Φ
N
毛
O
α
葭
Φ
昌
≦
Φ
a
o
口
）
、
つ
ま
り
我
々
の
感
性
の
性
質
を
顧

慮
す
る
こ
と
な
く
考
察
さ
れ
る
場
合
の
、
物
に
関
す
る
空
間
の
観
念
性
を
も
教
え
る
。
し
（
》
口
G
o
1
1
じ
d
蒔
心
）
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
こ
の
箇
所
を
、

カ
ン
ト
が
悟
性
に
よ
る
物
自
体
の
認
識
を
認
め
て
い
た
一
七
七
〇
年
の
所
謂
就
職
論
文
の
見
地
に
立
っ
て
い
た
時
期
の
草
稿
に
基
く
か
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

又
は
既
に
捨
て
て
い
た
見
地
が
紛
れ
込
ん
だ
も
の
と
考
え
る
他
は
な
い
と
解
釈
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
謡
わ
れ
る
「
そ
れ
自
体
と

し
て
考
察
す
る
」
は
「
我
々
の
感
性
の
性
質
に
つ
い
て
顧
慮
し
な
い
（
o
ゲ
昌
Φ
図
上
舞
巴
。
深
p
。
鳳
鎌
①
ヒ
d
Φ
。
・
。
ゲ
⇔
庸
①
鄭
げ
。
答
q
諺
Φ
冨
H
ω
一
μ
亭

ぎ
葬
Φ
詳
N
ロ
器
ゲ
ヨ
象
）
」
こ
と
と
等
置
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ソ
ジ
ヒ
ロ
ゼ
ル
プ
ス
ト

　
こ
の
箇
灰
に
か
ぎ
ら
ず
、
感
性
論
で
は
「
そ
れ
自
体
」
に
対
し
て
し
ば
し
ぽ
同
じ
よ
う
な
限
定
が
付
さ
れ
て
い
る
。
「
客
観
そ
の
も
の

　
　
　
　
物
自
体
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
七
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一
一
八

と
し
て
考
え
ら
れ
る
」
と
は
「
そ
れ
を
直
観
す
る
仕
方
を
顧
慮
し
な
い
（
§
碧
σ
q
霧
Φ
ゴ
魯
自
盛
》
罫
辞
。
・
二
面
器
〔
伍
ト
山
霧
○
ぼ
。
蓉
〕

鋤
震
器
。
ゲ
鍵
窪
）
」
（
諺
ω
o
o
π
ゆ
㎝
㎝
）
こ
と
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
我
々
の
直
観
の
感
性
を
、
従
っ
て
我
々
に
固
有
で
あ
る
表
象
の
仕
方
を
捨
象
す

る
（
〈
O
雌
住
Φ
H
ω
ぼ
巳
ざ
げ
犀
Φ
富
同
署
器
同
窪
田
ロ
の
O
げ
簿
β
‘
ロ
σ
q
リ
ヨ
騨
『
一
昌
山
Φ
ユ
①
巳
σ
q
①
口
く
O
誘
件
巴
ξ
ロ
σ
q
器
ほ
“
≦
巴
O
げ
①
q
ロ
。
。
9
σ
q
Φ
導
罵
O
『
δ
♂

餌
ぴ
ω
霞
筈
審
属
）
し
と
い
う
こ
と
は
、
「
物
一
般
（
U
ヨ
α
q
Φ
¢
げ
①
浮
鋤
¢
讐
）
」
に
つ
い
て
誘
る
こ
と
で
あ
る
（
》
ω
α
隠
し
d
臼
）
。
こ
の
よ
う
な
執
拗

さ
は
明
ら
か
に
意
識
的
な
も
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
の
細
心
な
配
慮
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
不
注
意
な
紛
れ
込
み
な
ど
と
解
す

る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
我
々
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
対
象
を
直
観
す
る
仕
方
を
顧
慮
す
る
、
と
は
正
に
「
認
識
の
仕
方
」
に
関
す
る
超
越

論
的
反
省
に
他
な
ら
ず
、
従
っ
て
「
直
観
す
る
仕
方
を
顧
慮
し
な
い
」
あ
る
い
は
「
表
象
の
仕
方
を
捨
象
す
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
超
越

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

論
的
反
省
に
先
立
っ
て
存
在
し
て
い
る
立
場
を
指
す
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
に
と
っ
て
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
ー
ヴ
ォ
ル
フ
哲
学
」
と

は
何
よ
り
も
ま
ず
、
我
々
の
「
認
識
の
仕
方
」
を
無
視
す
る
と
こ
ろ
の
学
説
で
あ
っ
た
、
具
体
的
に
は
、
感
性
と
悟
性
と
は
全
く
独
立
し

た
別
の
認
識
源
泉
で
あ
っ
て
「
悟
性
と
感
性
と
は
我
々
に
あ
っ
て
は
結
合
し
て
の
み
対
象
を
隈
廉
し
う
る
」
（
㌧
r
卜
◎
㎝
o
◎
1
1
し
d
G
Q
H
A
）
と
い
う
こ
と

を
無
視
す
る
学
説
で
あ
っ
た
。
こ
の
学
説
に
関
し
て
は
、
そ
れ
は
「
我
々
の
感
性
全
体
は
物
の
混
濁
し
た
表
象
（
色
①
〈
醇
芝
。
ほ
①
ロ
Φ

＜
o
融
け
①
一
ご
ロ
σ
q
山
興
U
ヨ
σ
q
①
）
に
他
な
ら
な
い
、
意
識
的
に
分
解
さ
れ
て
い
な
い
徴
表
や
部
分
徴
表
の
堆
積
の
も
と
に
で
あ
る
と
は
い
え
、

物
自
体
そ
の
も
の
に
属
す
る
も
の
の
み
を
含
む
」
（
》
心
ら
o
n
じ
d
㊦
O
）
と
考
え
る
、
と
言
う
こ
と
も
、
反
対
に
「
現
象
を
物
自
体
と
し
て
、
従
っ

て
叡
知
体
（
一
束
Φ
臣
σ
q
一
げ
白
鋤
）
と
し
て
、
つ
ま
り
純
粋
悟
性
の
対
象
と
し
て
考
え
た
」
（
》
卜
・
豊
・
b
ご
器
O
）
と
い
う
よ
う
に
言
う
こ
と
も
可
能
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
ー
ヴ
ォ
ル
フ
哲
学
」
は
、
そ
れ
が
そ
も
そ
も
我
々
の
「
認
識
の
仕
方
」
を
問
題
に
し
て
い
な
い
以
上
、

常
に
或
る
段
階
に
お
け
る
「
物
自
体
し
を
一
例
え
ぽ
感
性
論
で
第
一
の
物
自
体
が
否
定
さ
れ
た
後
で
も
、
悟
性
に
つ
い
て
は
「
認
識
の

仕
方
」
は
未
だ
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
の
だ
か
ら
i
主
張
す
る
立
場
と
し
て
、
論
述
の
な
か
に
、
誓
わ
ぽ
カ
ン
ト
に
異
論
を
唱
え
る

対
話
者
の
役
割
に
お
い
て
1
従
っ
て
こ
の
形
態
で
の
論
述
自
体
の
推
進
力
と
し
て
一
登
場
し
う
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
フ
ァ
イ
ヒ

ン
ガ
ー
が
批
判
期
の
立
場
と
相
容
れ
な
い
と
判
断
し
た
く
だ
ん
の
箇
飯
は
、
実
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
行
論
の
段
階
に
即
し
て
そ
の



　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
ど
そ
こ
に
醸
成
さ
れ
た
問
題
状
況
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
が
（
分
析
論
と
い
う
形
で
の
）
超
越
論
哲
学
の
叙
述
の
進

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

行
を
促
す
た
め
に
問
題
の
所
在
を
示
す
も
の
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

・
我
々
が
追
っ
て
き
た
「
分
析
」
の
、
経
験
的
現
実
を
部
分
に
分
け
て
考
察
す
る
と
い
う
規
定
は
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
右
の
よ
う
な
デ
ィ

ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
i
的
構
造
へ
と
具
体
化
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
1
）
　
分
析
論
の
物
肉
体
は
無
規
定
な
物
自
体
で
は
な
い
、
悟
性
の
対
象
で
し
か
あ
り
え
ぬ
も
の
と
い
う
規
定
を
持
っ
た
特
定
の
物
自
体
で
あ
り
、
悟

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
性
の
認
識
能
力
が
こ
の
物
自
体
に
関
し
て
否
定
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、
実
は
こ
の
物
自
体
は
思
惟
可
能
で
あ
っ
て
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に

　
他
な
ら
な
い
。

（
2
）
　
バ
…
ク
リ
に
つ
い
て
さ
え
、
空
間
を
物
自
体
に
属
す
る
性
質
だ
と
考
え
た
、
と
い
う
言
い
方
が
さ
れ
て
お
り
（
ゆ
ト
。
課
）
、
「
超
越
論
的
理
想
」

　
も
物
自
体
で
あ
り
（
》
㎝
刈
①
熊
団
W
①
O
淑
）
、
「
世
界
は
量
に
関
し
て
無
限
で
あ
る
、
及
び
、
世
界
は
量
に
関
し
て
有
限
で
あ
る
と
い
う
二
つ
の
命
題
が
相

　
互
に
矛
盾
対
当
す
る
と
考
え
る
な
ら
、
世
界
（
現
象
の
全
系
列
）
が
物
自
体
で
あ
る
と
想
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
」
（
》
㎝
O
心
閥
じ
σ
α
ω
卜
⊃
）
物
自
体
は
行

　
論
の
段
階
に
相
応
し
て
異
な
る
も
の
を
指
す
と
こ
ろ
の
、
全
く
正
紺
的
な
規
定
で
あ
る
。

（
3
）
　
笛
。
。
器
く
巴
露
口
ぴ
q
o
雛
凶
。
八
日
①
摸
碧
弩
開
山
冥
。
。
緊
葺
艶
自
費
雪
ぎ
。
コ
く
臼
β
償
黙
f
ゆ
F
悼
（
お
り
b
⊃
ソ
ψ
ω
㎝
幽
P
こ
の
箇
所
は
、
こ
の
段
階
で

　
は
超
越
論
的
観
念
性
を
説
く
た
め
に
は
物
自
体
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
頼
る
の
が
効
果
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
物

　
自
体
が
消
去
さ
れ
た
後
で
の
超
越
論
的
観
念
性
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
。
（
五
を
参
照
）
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四

　
次
に
我
々
は
、
物
自
体
を
消
去
す
る
と
い
う
否
定
的
な
動
向
に
あ
る
「
全
体
の
理
念
」
と
物
自
体
と
の
か
か
わ
り
を
ば
具
体
的
に
考
察

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
、
「
全
体
の
理
念
」
の
積
極
的
動
向
を
明
ら
か
に
す
る
準
備
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ソ
フ
ィ
ポ
り
じ

　
分
析
論
に
お
い
て
は
、
物
自
体
と
い
う
表
現
は
「
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
ー
メ
ナ
」
及
び
「
反
省
概
念
の
両
義
性
」
で
の
言
及
を
除
く
と
比

　
　
　
　
物
宙
体
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
九
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6
　
較
的
に
稀
で
あ
る
。
こ
こ
に
こ
そ
、
分
析
論
の
任
務
は
感
性
論
が
引
き
渡
し
た
課
題
を
解
く
こ
と
に
あ
る
と
い
う
我
々
の
主
張
の
根
拠
が

　
　
見
出
さ
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
感
性
論
が
ク
ロ
ー
ズ
・
ア
ッ
プ
し
た
「
物
自
体
」
は
、
我
々
の
主
観
的
な
直
観
形
式
に
は
依
存
し

　
　
な
い
と
こ
ろ
の
、
し
か
も
我
々
に
と
っ
て
の
対
象
の
そ
の
「
真
の
相
関
者
（
≦
⇔
］
P
N
⑦
ω
　
閑
O
H
H
Φ
一
四
一
織
目
P
）
」
（
》
ω
O
諭
b
d
ホ
）
で
あ
る
と
考
え
ら

　
　
れ
る
よ
う
な
、
そ
れ
自
体
と
し
て
の
物
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
第
一
版
に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
演
繹
に
際
し
て
は
同
じ
よ
う
に
性
格
付

　
　
け
ら
れ
る
概
念
が
現
わ
れ
た
が
、
そ
れ
は
物
自
体
と
は
呼
ば
れ
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
、
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
。
「
認
識

　
　
に
対
応
し
て
お
り
、
従
っ
て
認
識
と
は
区
鋼
さ
れ
た
対
象
に
つ
い
て
語
る
場
合
、
人
は
何
を
思
推
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
対
象
が
或
る
も

　
　
の
一
般
医
X
と
し
て
の
み
思
惟
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
こ
と
は
容
易
に
理
解
さ
れ
る
。
我
々
は
自
分
た
ち
の
認
識
以
外
に
は
こ
の
認
識
に
対
応

　
　
す
る
も
の
と
し
て
こ
れ
に
対
置
（
α
q
①
σ
q
⑦
巳
げ
Φ
誘
Φ
欝
窪
）
さ
せ
う
る
も
の
を
何
も
持
た
ぬ
か
ら
で
あ
る
。
」
（
》
δ
蒔
）
更
に
》
δ
⑩
で
は
「
と

　
　
こ
ろ
で
こ
れ
ら
の
現
象
は
物
自
体
で
は
な
く
、
そ
れ
自
体
、
表
象
に
す
ぎ
な
い
。
表
象
は
表
象
で
そ
の
対
象
を
も
つ
が
、
こ
の
対
象
を
我

　
　
我
は
も
は
や
直
観
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
非
経
験
的
な
対
象
、
つ
ま
り
超
越
論
的
対
象
・
X
と
名
付
け
ら
れ
よ
う
」

　
　
と
も
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
箇
所
が
教
え
る
よ
う
に
、
先
に
み
た
意
味
で
の
第
一
の
物
自
体
（
「
こ
れ
ら
の
現
象
は
物
自
体
で
は
な
い
」

　
　
と
言
わ
れ
た
場
合
の
「
物
自
体
」
）
は
こ
こ
で
も
物
自
体
で
あ
る
が
、
感
性
論
が
分
析
論
に
引
き
渡
し
た
方
の
物
自
体
は
今
や
「
超
越
論

　
　
的
対
象
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
我
々
の
解
釈
で
は
、
感
性
論
の
帰
結
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
の
物
自
体
に
対
し
、
か
く
の
如
き
命
名
を
お
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
な
う
こ
と
こ
そ
が
、
分
析
論
の
開
始
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
感
性
論
の
物
自
体
を
分
析
論
が
解
決
す
べ
き
課
題
と
し
て
受
け
取
っ

　
　
て
い
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
カ
ン
ト
が
な
す
べ
き
こ
と
は
食
餌
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
即
ち
、
感
性
論
の
「
物
自
体
し
の
真
相

　
　
が
具
体
的
に
は
「
超
越
論
的
対
象
」
に
他
な
ら
ぬ
所
以
を
論
証
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
㊥
え
、
「
超
越
論
的
対
象
し
及
び
そ
の
意
義

　
　
語
は
、
そ
れ
が
物
自
体
と
結
び
つ
き
う
る
地
点
が
最
終
的
に
到
来
す
る
ま
で
は
、
我
々
を
導
か
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
の
地
点
と

　
　
は
分
析
論
の
本
論
が
終
わ
っ
た
後
に
据
え
ら
れ
た
「
対
象
一
般
を
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
ー
メ
ナ
と
に
区
分
す
る
根
拠
に
つ
い
て
」
と
題
す
る

　
　
一
章
で
あ
り
、
我
々
は
こ
の
章
を
「
超
越
論
的
対
象
」
か
ら
の
「
物
自
体
」
の
生
成
と
し
て
、
或
い
は
逆
に
「
物
自
体
」
の
「
超
越
論
的



　
　
対
象
」
へ
の
解
消
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
以
下
で
は
こ
の
章
の
中
心
的
部
分
を
少
し
く
詳
細
に
検
討
し
、
従
来
さ
ま
ざ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
ま
に
指
摘
さ
れ
て
き
た
矛
盾
な
る
も
の
を
我
々
の
見
地
か
ら
解
釈
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
　
我
々
が
こ
れ
か
ら
取
り
上
げ
る
、
第
一
版
固
有
の
七
つ
の
段
落
（
》
・
。
畠
～
》
・
・
o
ω
）
が
矛
盾
に
満
ち
た
・
難
解
な
論
述
と
い
う
印
象
を
与

　
　
え
る
の
は
、
実
は
こ
の
部
分
が
ま
さ
し
く
右
の
課
題
を
は
た
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
ぬ
。
第
二
版
で
の
書
き
換
え
が
論
旨
の
変
更
を
意

　
　
味
し
な
い
こ
と
は
、
こ
の
七
段
落
全
体
の
不
可
欠
の
大
前
提
が
第
一
版
と
第
二
版
と
に
共
通
し
た
部
分
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
実

　
　
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
「
思
考
と
は
与
え
ら
れ
た
直
観
を
一
つ
の
対
象
に
関
係
付
け
る
働
き
で
あ
る
（
∪
器
U
窪
乳
離
蜂

　
　
象
Φ
頴
p
。
昌
亀
壽
σ
q
曽
α
q
Φ
σ
q
①
ぴ
窪
①
〉
⇔
の
。
ゴ
鍵
§
α
q
⇔
象
①
ぎ
Φ
昌
O
Φ
σ
q
①
昌
ω
富
注
N
¢
ぴ
Φ
N
δ
ゲ
Φ
戸
）
」
（
諺
　
卜
δ
蔭
¶
口
b
ご
ω
O
継
）
と
い
う
言
明
で
あ
る
。

　
　
こ
こ
で
「
与
え
ら
れ
た
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
あ
く
ま
で
も
直
観
の
ほ
う
で
あ
っ
て
、
対
象
で
は
な
い
。
し
か
し
、
思
惟
に
対
し
予
め

　
　
直
観
ぬ
き
に
対
象
の
存
在
が
与
え
ら
れ
て
い
て
、
そ
れ
と
「
与
え
ら
れ
た
」
直
観
と
を
思
惟
が
改
め
て
関
係
付
け
る
、
と
い
う
よ
う
に
解

　
　
釈
し
て
は
困
難
が
い
や
増
す
の
み
で
あ
る
。
我
々
は
結
局
、
こ
の
対
象
は
現
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
可
能
性
を
も
含
む
も
の
で
あ
る
と
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
し
、
全
体
と
し
て
上
の
言
明
は
、
思
考
は
与
え
ら
れ
た
直
観
を
関
係
付
け
る
べ
き
対
象
を
要
求
す
る
、
否
、
寧
ろ
措
定
す
る
と
い
う
意
味

　
　
を
持
つ
と
理
解
す
る
他
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
は
、
「
こ
の
直
観
と
い
う
仕
方
が
決
し
て
与
え
ら
れ
な
い
な
ら
ぽ
、
対
象
は

　
　
全
く
超
越
論
的
（
霞
雪
ω
N
Φ
匿
Φ
艮
p
。
一
）
で
あ
っ
て
、
悟
性
概
念
は
超
越
論
的
使
用
以
外
の
、
つ
ま
り
多
様
一
貫
目
思
惟
を
統
一
す
る
以
外
の

　
　
使
用
を
持
た
な
い
」
（
一
〇
〇
．
　
O
一
け
．
）
と
語
を
続
け
、
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
超
越
論
的
使
用
は
実
は
何
ら
使
用
で
は
な
く
、
規
定
さ
れ
た
い
か
な
る

　
　
村
象
も
、
ま
た
形
式
に
関
し
て
の
み
規
定
可
能
な
対
象
す
ら
持
た
な
い
」
（
圏
O
O
■
　
O
一
高
）
と
断
を
下
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
対
象
を

　
　
要
求
し
措
定
す
る
思
惟
1
そ
の
手
段
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
　
　
と
、
感
性
的
直
観
を
欠
く
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
何
ら
の
客
観
を
も
規
定
し

　
　
え
な
い
と
い
う
事
態
と
の
緊
張
関
係
を
、
「
感
性
と
い
う
形
式
的
制
約
を
欠
く
純
粋
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
超
越
論
的
意
味
を
持
つ
が
、
超
越
論

　
　
的
使
用
を
持
た
な
い
」
（
〉
昏
。
心
。
。
U
ゆ
ω
8
傍
点
は
引
用
者
）
と
カ
ン
ト
は
表
現
し
て
い
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
「
使
用
（
○
Φ
げ
轟
暮
犀
）
」
を
も
た

　
　
な
い
と
き
に
も
「
意
味
（
b
d
巴
。
三
毒
σ
q
）
」
を
も
っ
こ
と
が
、
以
下
第
一
撃
固
有
の
七
段
落
で
悟
性
に
帰
せ
ら
れ
て
い
る
働
き
で
あ
る
。

謝　
　
　
　
　
　
物
自
体
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ご
二
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哲
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七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
一
ご

　
ま
ず
第
一
段
落
で
は
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
ー
メ
ナ
と
が
説
明
さ
れ
る
。
フ
ェ
ノ
メ
ナ
は
現
象
に
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
統
一
に
従
っ
た
対
象
と

し
て
思
惟
さ
れ
る
」
（
b
N
蔭
o
o
）
と
い
う
規
定
が
追
加
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
ヌ
ー
メ
ナ
は
「
悟
性
の
単
な
る
対
象
」
で
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

感
性
的
直
観
で
は
な
い
一
種
の
直
観
の
対
象
で
は
あ
り
う
る
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
段
落
は
開
白
に
定
義
で
あ
り
、
以
下
の
論
議
の

輪
廓
を
設
定
し
た
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
れ
を
踏
ま
え
て
第
二
段
落
は
、
「
超
越
論
的
感
性
論
に
よ
っ
て
捌
限
さ
れ
た
現
象
概
念
は
既
に
そ
れ
だ
け
で
ヌ
ー
メ
ノ
ン
の
客
観
的

実
在
性
を
示
唆
も
て
お
り
、
対
象
を
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
ー
メ
ナ
と
に
区
分
し
、
従
っ
て
世
界
を
も
感
性
界
と
叡
知
界
へ
と
区
分
す
る
こ
と

を
正
当
化
す
る
」
（
諺
漣
O
）
と
述
べ
、
こ
の
区
別
は
同
じ
も
の
に
つ
い
て
の
明
晰
な
認
識
と
明
晰
で
な
い
認
識
の
そ
れ
で
は
な
い
と
注
意

し
て
い
る
。
こ
の
注
意
は
明
ら
か
に
感
性
論
が
否
定
し
た
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
ー
ヴ
ォ
ル
フ
哲
学
」
の
同
じ
区
劉
（
僻
心
蒔
葦
切
①
H
）
を
念
頭
に

置
い
て
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
そ
れ
に
先
立
つ
「
感
性
論
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
た
現
象
概
念
が
既
に
そ
れ
だ
け
で
」
生
み
出

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

す
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
は
、
我
々
が
先
に
み
た
と
こ
ろ
の
、
感
性
論
の
考
察
の
結
果
と
し
て
生
ま
れ
た
（
第
二
の
）
物
自
体
に
他
な
ら
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
現
象
か
ら
ヌ
！
メ
ノ
ン
を
、
剰
え
感
性
界
と
叡
知
界
と
い
う
区
別
ま
で
も
導
き
出
す
こ
の
箇
所
で
の
発
展
は
、
い
わ
ば
分
析
判

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

断
で
あ
っ
て
全
く
概
念
上
の
展
開
な
の
で
あ
る
。
続
い
て
、
「
感
官
が
我
々
に
対
し
て
或
る
も
の
を
そ
れ
が
現
象
す
る
相
に
お
い
て
提
示

す
る
と
し
て
も
、
こ
の
認
る
も
の
も
や
は
り
そ
れ
自
体
と
し
て
一
つ
の
物
で
な
く
て
は
な
ら
ず
、
非
感
性
的
直
観
の
、
即
ち
悟
性
の
対
象

で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
感
性
が
何
ら
関
与
し
な
い
認
識
が
可
能
で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
。
こ
の
認
識
は
絶
対
的
な
客
観
的
実
在
性

を
持
ち
、
そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
は
我
々
に
対
し
あ
る
が
ま
ま
の
相
（
朝
口
⑦
ω
一
Φ
o
α
一
昌
傷
）
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
し
（
》
卜
。
畠
）
と
い
う
言
明
も
、

同
様
に
し
て
感
性
論
の
結
論
に
の
み
立
脚
し
て
推
論
を
重
ね
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
こ
の
展
開
は
接
続
法
に
よ
っ
て
「
そ
れ
ゆ

え
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
経
験
的
使
用
（
そ
れ
は
感
性
的
制
約
に
欄
限
さ
れ
て
い
る
）
以
外
に
、
今
一
つ
、
純
粋
で
客
観
的
に
妥
当
す
る
使
用

が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
（
》
春
。
窃
O
）
と
結
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
も
し
以
上
の
推
論
が
正
し
け
れ
ば
「
今
ま
で
述
べ
て
き
た

こ
と
、
つ
ま
り
我
々
め
純
粋
な
理
性
認
識
は
現
象
解
明
の
原
理
以
上
の
何
も
の
で
も
な
い
、
そ
れ
ら
の
原
理
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
は
経
験



　
　
の
形
式
的
可
能
性
に
関
係
す
る
の
み
で
あ
る
」
（
一
。
p
葺
．
）
と
言
う
こ
と
は
不
可
能
と
な
ろ
う
。
こ
の
段
落
で
は
、
分
析
論
そ
の
も
の
か

　
　
ら
の
反
論
を
促
す
べ
く
、
感
性
論
の
結
論
か
ら
取
り
出
せ
る
限
り
の
も
の
を
最
大
限
に
拡
大
す
る
こ
と
が
意
図
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
我
々

　
　
は
読
み
と
ら
ね
ぽ
な
ら
ぬ
。

　
　
　
そ
し
て
第
三
段
落
は
先
に
み
た
前
提
的
部
分
及
び
》
μ
8
と
同
じ
内
容
、
つ
ま
り
分
析
論
の
成
果
を
ぽ
再
説
し
つ
つ
、
反
論
に
取
り

　
　
か
か
っ
て
い
る
。
「
我
々
の
一
切
の
表
象
は
た
し
か
に
悟
性
に
よ
っ
て
何
ら
か
の
客
観
に
関
係
付
け
ら
れ
る
が
、
現
象
は
表
象
に
外
な
ら

　
　
な
い
か
ら
、
悟
性
は
表
象
を
感
性
的
直
観
の
対
象
と
し
て
の
樵
る
も
の
に
関
係
付
け
る
け
れ
ど
も
、
し
か
し
こ
の
逸
る
も
の
は
そ
の
限
り

　
　
単
な
る
超
越
論
的
客
観
（
山
。
。
ω
藍
碧
ω
N
Φ
口
幽
①
馨
巴
Φ
○
げ
一
①
節
）
で
あ
る
」
。
（
》
・
。
㎝
O
）
悟
性
は
こ
の
よ
う
に
あ
く
ま
で
客
観
を
要
求
す
る
。
し

　
　
か
し
か
く
要
求
さ
れ
る
客
観
に
つ
い
て
我
々
が
言
い
う
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
「
感
性
的
直
観
に
お
け
る
多
様
の
統
一
に
対
す
る
、
統
覚
の

　
　
　
　
　
コ
レ
ラ
ミ
ト
ウ
ム
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

　
統
一
の
相
関
者
」
（
》
・
、
α
O
）
の
役
割
を
は
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
こ
の
超
越
論
的
客
観
を
焦
点
と
し
て
「
悟
性
は
多
様

　
　
を
緻
象
の
概
念
へ
と
結
合
す
る
」
（
一
。
ρ
辛
し
だ
け
で
あ
る
。
即
ち
、
悟
性
が
要
求
す
る
超
越
論
的
客
観
は
、
そ
の
機
能
に
関
し
て
み
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ぽ
、
多
様
を
結
合
す
る
た
め
の
手
段
で
あ
る
。
第
一
段
落
及
び
感
性
論
に
基
く
第
二
段
落
で
は
、
悟
性
が
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
を
対
象
と
し
て
持

　
　
つ
と
い
う
よ
う
に
論
ず
る
可
能
性
も
排
除
し
難
か
っ
た
こ
と
は
先
に
み
た
通
り
で
あ
る
。
こ
れ
は
し
か
し
、
感
性
論
で
は
悟
性
の
能
力
に

　
　
つ
い
て
ま
で
は
検
討
さ
れ
て
い
な
い
そ
の
故
に
の
み
、
悟
性
に
こ
の
よ
う
な
権
能
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
と
こ
ろ
が

　
　
分
析
論
に
基
く
第
三
段
落
で
は
、
こ
の
超
越
論
的
客
観
は
、
多
様
の
結
合
の
た
め
に
悟
性
が
要
求
し
且
つ
使
用
す
る
手
段
と
し
て
、
ヌ
ー

　
　
メ
ノ
ン
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
「
感
性
的
所
与
か
ら
全
く
切
り
離
し
得
な
い
」
（
》
悼
㎝
O
）
も
の
と
明
言
さ
れ
る
。
続
く
短
い
第
四
段
落
も
亦
、

　
　
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
悟
性
に
の
み
与
え
ら
れ
る
客
観
の
如
き
も
の
を
何
ら
表
わ
さ
ず
、
そ
れ
は
た
だ
超
越
論
的
客
観
を
「
感
性
に
与
え
ら
れ
る

　
　
も
の
に
よ
っ
て
規
定
す
る
」
（
》
帥
窪
）
の
に
役
立
つ
だ
け
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。
し
か
る
に
、
第
三
、
第
四
段
落
で
こ
の
よ
う
に

　
　
分
析
論
の
成
果
を
再
説
し
え
た
と
す
る
な
ら
ぽ
、
い
ま
や
、
第
一
、
第
二
段
落
で
は
思
惟
可
能
で
あ
っ
た
・
感
性
論
か
ら
の
敷
衛
に
対
し

　
　
反
論
す
る
だ
け
の
用
意
が
と
と
の
っ
て
い
る
、
と
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。

鯉　
　
　
　
　
　
物
自
体
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
三
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哲
学
研
究
第
五
百
四
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
四

　
勿
論
、
感
性
論
の
あ
と
に
分
析
論
が
置
か
れ
て
い
る
以
上
、
感
性
論
の
結
論
に
基
い
て
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
を
思
惟
す
る
可
能
性
は
、
分
析
論

の
結
論
に
背
馳
す
る
と
い
う
だ
け
で
既
に
片
付
く
で
は
な
い
か
と
も
言
え
る
。
し
か
し
、
完
全
な
解
決
の
た
め
に
は
、
何
故
そ
の
よ
う
な

可
能
性
が
生
じ
え
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
説
明
し
、
そ
の
必
然
性
・
不
可
避
性
を
「
全
体
の
理
念
」
の
も
と
で
理
解
す
る
こ
と
が
是
非
と

も
必
要
で
あ
ろ
う
。
第
五
、
第
六
、
第
七
段
落
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
こ
の
課
題
を
遂
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
五
段
落
は
、
端
的
に
「
人
が
感
性
の
基
体
で
は
満
足
せ
ず
に
、
フ
ェ
ノ
メ
ナ
に
対
し
て
純
粋
悟
性
の
み
が
思
考
し
う
る
ヌ
…
メ
ナ
を

附
加
し
た
」
（
》
卜
⊃
鰹
）
原
因
、
即
ち
第
一
、
第
二
段
落
で
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
考
え
方
が
何
故
生
じ
た
か
を
問
う
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
こ

こ
で
も
「
超
越
論
的
感
性
論
全
体
の
結
論
」
を
想
起
す
る
が
、
そ
れ
は
既
に
か
か
る
考
え
方
が
発
生
し
た
「
原
因
（
仙
一
①
　
¢
暦
ω
鋤
O
一
P
O
）
」
と

し
て
で
あ
る
。
第
二
段
落
で
は
、
「
超
越
論
的
感
性
論
に
よ
っ
て
糊
限
さ
れ
た
現
象
の
概
念
」
は
、
ヌ
ー
メ
ナ
の
客
観
的
実
在
性
及
び
ヌ
ー

メ
ナ
と
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
い
う
区
別
を
コ
が
唆
す
る
（
§
象
Φ
頃
p
。
注
α
q
④
げ
窪
）
」
と
か
「
正
当
化
す
る
（
げ
興
Φ
。
ゲ
嵩
α
q
①
p
）
」
と
か
表
現
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
れ
と
対
比
し
て
み
る
な
ら
ぽ
、
い
ま
や
カ
ン
ト
が
こ
の
表
現
を
、
そ
の
発
生
の
「
原
因
」
が
奏
上
さ
る
べ
き
類
い
の
概
念

と
し
て
主
題
化
す
る
地
点
に
ま
で
来
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
「
現
象
に
は
、
そ
れ
自
身
は
現
象
で
な
い
何
か
が
対
応
し
な
け
れ
ば

な
ら
ぬ
」
（
》
卜
。
蟄
）
と
い
う
主
張
は
、
「
現
象
一
般
の
概
念
」
（
》
・
。
黛
傍
点
は
引
用
者
）
に
基
く
も
の
で
あ
り
、
「
感
性
と
は
独
立
し
た
対
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

で
な
く
て
は
な
ら
ぬ
」
（
》
悼
締
）
何
か
と
の
関
係
と
は
、
「
現
象
と
い
う
語
（
仙
霧
芝
。
ヰ
図
諺
。
げ
Φ
言
言
σ
q
）
」
（
δ
ρ
鼻
・
傍
点
は
引
用
者
）
が

「
暗
示
す
る
（
勉
嶺
N
①
同
蝋
①
ロ
）
」
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
一
そ
う
カ
ン
ト
は
ひ
と
ま
ず
「
原
因
」
を
取
り
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ

も
何
故
に
「
現
象
」
と
い
う
言
葉
が
選
ば
れ
た
の
だ
ろ
う
か
。

　
第
六
段
落
は
こ
の
点
に
つ
い
て
問
題
を
絞
っ
て
い
る
。
「
現
象
」
と
い
う
概
念
か
ら
発
生
し
た
「
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
」
は
そ
の
語
義
上
、
「
感

性
的
直
観
の
あ
ら
ゆ
る
形
式
を
捨
象
」
（
》
船
改
）
し
て
い
る
が
、
感
性
的
直
観
以
外
の
直
観
は
我
々
に
と
っ
て
存
在
し
な
い
以
上
、
ヌ
；

メ
ノ
ン
は
何
ら
か
の
物
に
つ
い
て
の
規
定
さ
れ
た
認
識
で
は
な
く
、
「
概
念
の
単
な
る
形
式
」
（
一
。
ρ
簿
．
）
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
問
が

生
じ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
実
際
、
「
現
象
」
と
い
う
語
な
い
し
概
念
が
不
可
避
的
に
呼
び
こ
む
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
の
概
念
を
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「
単
な
る
形
式
」
に
ま
で
一
分
析
論
の
諸
概
念
、
と
り
わ
け
「
超
越
論
的
対
象
」
と
い
う
概
念
を
援
用
す
る
こ
と
な
し
に
一
追
い
込

ん
で
い
る
。
従
っ
て
、
こ
の
「
形
式
」
が
占
め
る
べ
き
位
置
を
超
越
論
哲
学
全
体
の
内
で
与
え
、
こ
れ
を
超
越
論
哲
学
の
概
念
と
な
し
得

た
と
き
が
、
カ
ン
ト
に
と
っ
て
ヌ
ー
メ
ノ
ン
の
克
服
が
成
就
す
る
と
き
で
あ
ろ
う
。

　
感
性
論
に
立
脚
す
る
第
一
、
第
二
段
落
と
、
分
析
論
を
再
説
す
る
第
三
、
第
四
段
落
と
の
間
の
、
言
わ
ば
途
道
が
第
五
、
第
六
段
落
に

お
い
て
前
者
か
ら
掘
り
進
め
ら
れ
、
ヌ
ー
メ
ノ
ン
は
「
形
式
」
に
ま
で
も
た
ら
さ
れ
た
。
第
七
段
落
は
分
析
単
側
、
つ
ま
り
「
超
越
論
的

対
象
」
の
側
か
ら
こ
の
途
道
を
打
通
す
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
七
段
落
は
留
意
、
「
私
が
現
象
一
般
を
関
係
付
け
る
客
観
は
、

超
越
論
的
対
象
、
つ
ま
り
或
る
も
の
一
般
の
全
く
無
規
定
な
思
考
で
あ
る
」
（
》
卜
⊃
器
）
と
述
べ
て
、
　
一
気
に
、
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
の
真
相
が
超

越
論
的
対
象
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
現
象
が
関
係
付
け
ら
れ
る
所
の
、
感
性
か
ら
は
独
立
し
た
（
と
表
象
さ
れ
る
）
客
観
と

は
「
超
越
論
的
対
象
」
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
第
一
段
落
が
定
義
し
た
よ
う
な
意
味
で
の

「
ヌ
ー
メ
ノ
ン
と
は
呼
び
得
な
い
」
（
一
〇
〇
．
　
O
山
鉾
）
の
で
あ
る
。
悟
性
は
多
様
を
対
象
に
ま
で
統
一
す
る
際
に
、
言
わ
ば
焦
点
と
し
て
、
「
全

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

く
無
規
定
的
な
思
考
」
（
〉
圏
ω
傍
点
は
引
用
老
）
を
要
求
す
る
が
、
こ
の
超
越
論
的
対
象
を
誤
っ
て
独
立
自
存
す
る
存
在
だ
と
考
え
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

と
が
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
と
い
う
概
念
を
発
生
せ
し
め
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
認
識
の
成
立
に
は
超
越
論
的
対
象
が
不
可
欠
だ
と
い
う
こ
の
こ

と
が
、
同
時
に
、
経
験
的
な
対
象
に
、
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
と
の
コ
ン
ト
ラ
ス
ト
に
お
い
て
、
「
現
象
」
1
こ
れ
は
「
現
象
す
る
も
の
」
を
予

想
し
た
言
葉
だ
か
ら
一
と
い
う
規
定
を
（
感
性
論
で
）
与
え
る
こ
と
の
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
よ
う
に
し
て
分
析
論

は
感
性
論
を
批
判
す
る
と
と
も
に
基
礎
付
け
、
「
全
体
の
理
念
」
の
う
ち
に
位
置
付
け
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
的
構
造
を
読
み
と
ろ
う
と
す
る
我
々
の
解
釈
に
よ
っ
て
、
難
解
と
さ
れ
て
き
た
箇
所

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ソ
フ
ィ
ボ
り
じ

が
透
明
な
も
の
と
な
り
う
べ
き
例
を
も
う
一
つ
あ
げ
よ
う
。
「
反
省
概
念
の
両
義
性
」
に
次
の
よ
う
な
箇
所
が
あ
る
。
「
従
っ
て
悟
性
は

自
分
の
領
野
を
拡
張
す
る
こ
と
な
し
に
、
感
性
を
制
限
す
る
。
そ
し
て
、
物
自
体
に
関
係
す
る
と
い
う
借
越
を
あ
え
て
せ
ず
、
単
に
現
象

に
の
み
か
か
わ
る
よ
う
に
、
感
性
に
対
し
て
警
告
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悟
性
自
身
は
対
象
そ
の
も
の
を
思
惟
す
る
。
し
か
し
そ
れ
は

　
　
　
　
物
自
体
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
五
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折
口
学
研
究
　
輪
二
五
甲
臼
四
十
七
口
写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
六

現
象
の
原
因
た
る
（
従
っ
て
そ
れ
自
身
は
現
象
で
は
な
い
）
超
越
論
的
客
観
と
し
て
の
み
思
惟
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
量
と
し
て
も
、
事

象
性
（
ω
簿
O
ゴ
び
Φ
岡
一
）
と
し
て
も
、
実
体
そ
の
他
と
し
て
も
考
え
ら
れ
得
な
い
（
何
故
な
ら
こ
れ
ら
の
概
念
は
、
そ
れ
ら
が
そ
こ
に
お
い
て

対
象
を
規
定
す
る
と
こ
ろ
の
感
性
的
形
式
を
常
に
必
要
と
す
る
か
ら
）
。
従
っ
て
超
越
論
的
客
観
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
が
我
々
の
内
に
あ

る
の
か
、
我
々
の
外
に
見
出
さ
れ
う
る
の
か
、
感
性
と
と
も
に
除
去
さ
れ
る
の
か
、
感
性
を
取
り
去
っ
て
も
猶
残
存
し
て
い
る
の
か
は
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

く
知
ら
れ
な
い
し
。
（
》
　
N
c
o
Q
o
H
じ
d
　
G
o
蔭
海
）
　
こ
の
箇
所
は
ア
デ
ィ
ッ
ケ
ス
に
よ
っ
て
解
釈
上
の
困
難
を
含
む
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
即

ち
こ
こ
で
は
物
自
体
と
同
義
で
あ
る
超
越
論
的
客
観
に
紺
し
て
、
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
排
除
さ
れ
な
が
ら
も
、
原
因
の
そ
れ
だ
け
は
適
用

さ
れ
て
お
り
、
形
式
的
に
は
矛
盾
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
般
に
、
超
越
論
的
対
象
を
現
象
の
原
因
だ
と
考
え
る
こ
と
自
体
が
独
断
論
的
見

地
に
他
な
ら
な
い
、
そ
う
指
摘
す
る
解
釈
者
も
存
在
す
る
。
し
か
し
、
我
々
の
見
方
に
お
い
て
は
、
こ
の
箇
所
は
何
の
困
難
も
矛
盾
も
含

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ま
な
い
。
物
自
体
に
は
関
係
し
な
い
よ
う
に
悟
性
が
感
性
に
警
告
す
る
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
し
く
感
性
論
の
結
論
そ
の
も
の
で
あ
る
。
か

く
警
告
を
発
し
な
が
ら
、
同
時
に
悟
性
が
自
分
自
身
で
は
一
つ
の
物
自
体
を
思
惟
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
感
性
論
が
分
析
論
へ
課
題
と
し

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
第
二
の
物
自
体
を
引
き
渡
し
た
結
果
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
る
に
、
こ
の
物
自
体
は
現
象
の
原
因
だ
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
（
先

に
み
た
よ
う
に
「
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
ー
メ
ナ
」
（
》
　

邸
G
◎
α
疑
u
ご
　
ト
⊃
O
蔭
～
》
　
も
⊃
O
O
日
H
じ
d
　

G◎

ﾚ
0
）
が
こ
の
こ
と
を
解
明
し
た
。
）
そ
し
て
分
析
論
の

結
論
に
お
い
て
、
こ
の
物
自
体
は
、
統
覚
の
統
一
の
相
関
老
で
あ
る
超
越
論
的
対
象
を
誤
っ
て
自
存
化
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か

に
な
っ
た
。
か
か
る
超
越
論
的
対
象
に
対
し
て
経
験
的
な
意
味
で
の
所
在
を
求
め
ら
れ
な
い
の
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
か
く
し
て
我
々

の
見
方
に
お
い
て
は
、
こ
の
箇
所
は
、
物
自
体
に
焦
点
を
合
わ
せ
た
・
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
行
論
の
歩
み
を
極
め
て
コ
ン
パ
ク
ト
に
概

観
し
た
場
所
と
し
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
最
後
に
、
こ
の
解
釈
の
も
と
で
一
層
明
晰
さ
を
ま
し
、
以
て
我
々
の
見
方
を
確
証
す
る
箇
所
を
「
反
省
概
念
の
両
義
性
」
の
末
尾
か
ら

も
う
　
つ
引
用
し
よ
う
。
こ
こ
で
は
超
越
論
的
対
象
が
物
自
体
と
な
り
、
カ
テ
．
隷
リ
ー
が
物
自
体
の
規
定
と
み
な
さ
れ
る
に
到
る
過
程
が

こ
の
上
な
い
明
瞭
さ
で
語
ら
れ
て
い
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
或
る
も
の
一
般
（
図
け
毒
⇔
。
。
⇔
げ
①
芸
窪
冥
）
を
思
惟
し
、
こ
れ
を
一
方
に
お



い
て
は
感
性
的
に
規
定
す
る
。
し
か
し
ま
た
こ
の
或
る
も
の
を
直
観
す
る
仕
方
と
、
　
一
般
的
な
・
抽
象
的
に
褒
象
さ
れ
た
対
象
（
締
ロ

曽一

ﾃ
①
ヨ
⑦
長
窪
§
山
事
p
訂
け
H
偉
。
0
8
〈
o
茜
。
ω
芭
犀
。
ロ
O
②
α
q
①
口
。
。
星
園
伽
）
と
を
区
別
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
負
る
も
の
を
全
く
思
惟
の
み
に

よ
っ
て
規
定
す
る
仕
方
が
残
る
が
、
こ
れ
は
内
容
な
き
論
理
的
形
式
で
し
か
な
い
の
に
、
我
々
に
は
、
我
々
の
感
性
へ
制
限
さ
れ
て
い
る

直
観
を
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
し
て
客
観
自
体
が
存
在
す
る
仕
方
（
ヌ
ー
メ
ノ
ン
）
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
L
（
》
卜
。
・
。
0
1
一
切

。。

普
_
①
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
う
し
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
全
体
の
理
念
」
の
否
定
的
側
面
と
は
、
物
自
体
の
段
階
的
解
消
一
1
こ
こ
に
物
自
体
の
多
面
性
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

あ
ら
わ
れ
る
一
と
、
そ
し
て
仮
象
と
し
て
の
そ
の
必
然
性
1
こ
こ
に
物
自
体
の
統
一
性
が
存
す
る
一
と
の
証
示
・
位
置
付
け
で
あ

る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
我
々
は
い
ま
漸
く
「
全
体
の
理
念
」
の
積
極
的
方
向
を
問
い
う
る
地
点
に
達
し
た
と
言
え
よ
う
。
物
自
体

を
取
り
除
く
と
い
う
仕
方
で
、
カ
ン
ト
は
積
極
的
に
何
を
開
示
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
。
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（
1
）
　
こ
の
点
に
関
し
、
バ
ー
ド
の
次
の
よ
う
な
解
釈
は
甚
だ
示
唆
的
で
あ
る
。
一
超
越
論
的
対
象
と
い
う
言
葉
は
「
未
だ
完
成
さ
れ
て
い
な
い
哲

　
学
的
課
題
を
表
現
す
る
符
牒
」
で
あ
っ
て
、
超
越
論
的
対
象
を
「
X
」
と
か
「
未
知
の
も
の
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
そ
れ
が
未
知
の
項
を
含
む
方
程
式

　
と
し
て
我
々
に
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
概
念
は
何
ら
か
の
領
域
を
指
す
わ
け
で
は
な
く
、
カ
ン
ト
は
こ
の
方
程
式
を
解

　
決
不
能
と
考
え
て
い
る
の
で
も
な
い
。
「
X
」
の
真
相
を
、
既
知
の
も
の
で
説
明
す
る
こ
と
が
、
超
越
論
的
演
繹
及
び
原
則
の
分
析
論
の
課
題
で
あ

　
る
。
（
O
話
熟
酢
臣
a
…
閤
2
・
彗
、
・
。
↓
ゲ
8
蔓
o
m
囚
コ
。
鼠
a
σ
q
ρ
一
り
①
P
℃
．
お
）
ま
た
ア
リ
ス
ン
も
超
越
論
的
対
象
は
真
理
の
対
応
説
か
ら
整
合
説

　
へ
の
移
行
の
た
め
の
耳
鉱
α
q
①
だ
と
述
べ
、
こ
の
概
念
の
過
渡
的
性
格
を
指
摘
し
て
い
る
。
（
踏
。
国
．
≧
一
冨
。
『
　
、
．
囚
⇔
巨
、
。
。
0
9
8
畑
鼠
浮
Φ

　
日
冨
諺
8
巳
撃
邑
○
菖
①
g
、
、
弘
コ
囚
§
け
－
ω
g
象
g
＄
（
一
㊤
①
c
。
ソ
唱
■
嵩
㎝
∴
c
。
①
）

（
2
）
　
我
々
が
あ
え
て
パ
ラ
グ
ラ
フ
ご
と
の
解
釈
を
試
み
る
の
は
、
こ
の
箇
所
、
特
に
第
五
段
落
が
物
自
体
の
実
在
性
を
主
張
す
る
も
の
だ
と
考
え
る

　
有
力
な
解
釈
論
（
ζ
舞
≦
§
α
け
”
囚
臼
。
巨
帥
『
竃
器
℃
ξ
鋒
g
お
ト
。
県
ω
．
卜
。
O
。
。
剛
●
）
が
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。
直
接
に
は
、
我
々
の
解
釈
は
ア

　
デ
ィ
ッ
ケ
ス
が
お
こ
な
っ
た
パ
ラ
グ
ラ
フ
ご
と
の
説
明
（
諺
象
。
ぎ
。
・
魍
8
■
葺
‘
ω
．
δ
帥
点
お
）
と
対
比
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
「
フ
ェ
ノ
メ
ナ
と
ヌ
ー
メ
ナ
」
の
章
が
「
物
自
体
の
超
主
観
的
存
在
を
自
明
の
こ
と
と
し
て
前
提
し
て
い
る
」
（
6
。
．
㊤
①
）
と
解
す
る
ア
デ
ィ
ッ
ヶ
ス

　
　
物
自
体
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
七
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に
と
っ
て
は
、
第
七
段
落
は
「
理
解
に
対
し
て
大
き
な
困
難
を
つ
き
つ
け
る
」
（
ω
’
一
8
）
も
の
で
あ
り
、
「
全
く
な
く
て
も
よ
い
」
（
o
。
．
睡
O
。
。
）
も

　
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
的
構
造
を
無
視
し
、
　
一
本
調
子
に
読
ん
だ
結
果
で
あ
る
。

（
3
）
　
ビ
ブ
リ
オ
テ
ー
ク
版
で
は
ω
」
謡
。
。
か
ら
ω
幽
。
。
O
同
に
か
け
て
下
段
に
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
心
乱
さ
れ
て
い
る
部
分
で
あ
る
。
第
一
段
落
の
冒
頭

　
は
国
笏
。
冨
ぎ
§
σ
Q
窪
で
あ
り
、
第
七
段
落
は
σ
Q
㊦
詠
。
葺
鼠
＆
で
終
わ
る
。

（
4
）
　
第
二
版
固
有
の
部
分
で
も
論
旨
は
同
じ
で
あ
る
。
。
臨
．
切
ω
0
9
ω
O
メ
第
一
版
で
の
超
越
論
的
対
象
の
役
割
を
は
た
す
の
が
、
「
消
極
的
意
味
に

　
お
け
る
ヌ
ー
メ
ノ
ソ
」
で
あ
る
。

（
5
）
　
諺
象
。
冨
。
。
”
8
●
簿
・
．
ω
」
心
㎝
’
ア
デ
ィ
ッ
ケ
ス
に
と
っ
て
は
こ
の
箇
所
も
ま
た
「
重
い
十
字
架
」
と
な
る
。

五

　
物
自
体
の
否
定
と
い
う
方
向
で
姿
を
あ
ら
わ
し
て
き
た
「
全
体
の
理
念
」
は
、
そ
れ
で
は
何
を
積
極
的
に
指
し
示
す
の
で
あ
ろ
う
か
。

こ
の
問
い
に
対
す
る
回
答
は
、
あ
る
意
味
で
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
が
、
「
い
か
に
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
は
可
能
か
」
と
い

う
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
中
心
的
な
問
い
へ
の
、
カ
ン
ト
の
そ
の
回
答
か
ら
、
自
ず
と
明
ら
か
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
我
々
は
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
し
を
カ
ン
ト
が
定
式
化
す
る
仕
方
に
ま
ず
注
目
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
序
論
に
お
い
て
は
次

の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
「
綜
合
判
断
で
は
主
語
概
念
の
外
に
今
一
つ
、
他
の
も
の
（
X
）
、
を
私
は
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
悟
性
は

主
語
概
念
の
内
に
は
な
い
「
つ
の
述
語
を
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
主
語
に
属
す
る
も
の
と
し
て
認
識
す
る
た
め
に
、
こ
の
他
の
も
の
を
拠
り

所
と
す
る
」
。
（
》
。
。
）
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
判
断
で
は
、
こ
の
他
の
も
の
（
X
）
は
「
私
が
或
る
概
念
A
に
よ
っ
て
思
惟
す
る
対
象
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

っ
い
て
の
完
全
な
経
験
」
（
§
．
。
搾
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
概
念
A
に
当
初
含
ま
れ
て
い
な
い
徴
表
を
も
た
ら
す
所
の
、
経
験
の
進
展
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

X
で
あ
る
。
し
か
し
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
に
お
け
る
X
が
右
の
意
味
で
の
経
験
で
あ
り
え
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
序

論
の
こ
の
X
を
、
カ
ン
ト
は
本
論
で
は
、
例
え
ば
「
我
々
が
あ
る
概
念
の
外
に
出
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
第
三
の
媒
介
的
な
認
識
が

必
要
で
あ
る
」
（
〉
　
刈
も
Q
卜
3
艮
ゆ
　
刈
①
O
）
と
い
う
よ
う
に
、
判
断
で
主
語
と
述
語
の
外
に
あ
り
・
且
つ
主
語
と
述
語
と
を
結
び
つ
け
る
「
第
三



　
　
の
も
の
（
似
β
。
の
U
誌
寓
Φ
）
」
と
呼
ん
で
、
こ
れ
を
様
々
に
規
定
し
て
い
る
。
我
々
は
こ
の
「
第
三
の
も
の
」
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
全

　
体
の
理
念
」
の
、
即
ち
分
析
と
し
て
の
『
純
粋
理
性
批
判
臨
の
頂
点
を
な
す
も
の
の
・
そ
の
全
貌
を
知
る
の
で
あ
る
。

　
　
》
蕊
ω
擁
切
奉
一
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
論
ず
る
。
“
生
起
す
る
こ
と
は
す
べ
て
原
因
を
も
つ
”
と
い
う
命
題
の
確
実
性
は
、

　
　
「
第
三
の
も
の
、
即
ち
一
つ
の
経
験
に
お
け
る
時
間
規
定
と
い
う
制
約
（
岳
⑦
b
d
巴
ド
σ
q
ロ
ロ
α
q
鳥
臼
N
①
算
ぴ
Φ
ω
臨
山
霧
外
罰
σ
q
ぢ
Φ
注
費

　
国
紘
p
ぼ
§
σ
q
）
の
方
へ
ふ
り
向
く
」
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
保
証
さ
れ
る
、
と
。
こ
れ
は
分
析
論
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
カ
テ
ゴ
リ
ー

　
　
の
図
式
化
と
い
う
事
態
に
他
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
因
果
律
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
確
実
性
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
化
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ

　
　
る
と
し
て
も
、
我
々
が
そ
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
確
実
性
を
ア
㌔
ブ
リ
オ
リ
に
知
る
こ
と
自
体
は
い
か
に
し
て
可
能
か
。
カ
ン
ト
は
次
の
よ

　
　
う
に
答
え
る
。
　
「
我
々
は
与
え
ら
れ
た
概
念
内
容
の
外
へ
直
接
に
越
え
出
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
し
か
し
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
、
第
三
の

　
　
も
の
、
つ
ま
り
可
能
的
経
験
と
の
関
連
に
お
い
て
（
ぎ
し
d
①
N
δ
ぴ
§
σ
q
碧
h
Φ
酔
気
け
浸
り
鼠
巨
陣
畠
ヨ
α
σ
q
ぽ
冨
国
H
融
毒
茸
α
。
）
、
従
っ

　
　
て
や
は
り
ア
㌔
ブ
リ
オ
リ
に
、
他
の
も
の
と
の
結
合
の
法
則
を
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
。
（
》
♂
①
“
b
d
謬
腿
）
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て

　
　
い
る
の
は
ふ
た
た
び
因
果
律
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
こ
こ
で
は
、
因
果
律
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
妥
当
性
そ
の
も
の
も
、
我
々
が
そ
の
妥
当
性

　
　
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
知
る
可
能
性
も
、
「
第
三
の
も
の
」
た
る
「
一
つ
の
経
験
に
お
け
る
時
間
規
定
」
、
あ
る
い
は
「
可
能
的
経
験
」
と
の

　
　
関
連
如
何
に
か
か
っ
て
い
る
、
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
序
論
で
は
「
X
」
は
経
験
で
は
あ
り
え
な
い
と
断
言
さ
れ
て
い
た
の

　
　
で
は
な
か
っ
た
か
。
単
な
る
経
験
と
二
つ
の
経
験
L
あ
る
い
は
「
可
能
的
経
験
」
と
は
ど
う
違
う
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
我
々
は
「
可
能
的
経
験
」
か
ら
始
め
よ
う
。
「
第
三
の
も
の
」
が
「
可
能
的
経
験
」
だ
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
に
対
し
て
の
対
象
が
物

　
　
自
体
で
は
な
く
現
象
だ
と
い
う
事
実
と
不
可
分
に
関
連
し
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
因
果
律
が
可
能
的
経
験
に
で
は
な
く
物
自
体
（
ヌ
ー
メ

　
　
ナ
）
に
妥
当
す
る
と
い
う
考
え
方
に
反
対
し
て
、
「
そ
の
場
合
、
何
ら
の
論
理
的
（
分
析
的
）
近
縁
性
を
持
た
ぬ
概
念
を
結
合
す
る
た
め

　
　
に
綜
合
命
題
に
お
い
て
常
に
必
要
な
、
第
三
の
も
の
（
儀
ρ
。
。
・
U
藝
8
）
は
、
一
体
ど
こ
に
存
在
し
て
い
る
の
か
」
（
》
b
・
＄
巨
ゆ
。
。
一
α
）
と

　
　
疑
問
を
呈
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
第
三
の
も
の
」
が
存
在
し
、
か
く
し
て
因
果
律
の
如
き
ア
・
プ
リ
オ
リ
の
綜
合
命
題
が
可
能
と
な
る

餅　
　
　
　
　
　
物
自
体
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
九



　
　
　
　
　
　
誓
学
研
究
　
第
五
百
四
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
〇

986　
　
た
め
に
は
、
対
象
は
物
自
体
で
は
な
く
現
象
で
あ
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
経
験
的
な
綜
合
命
題
に
お
い
て
は
「
第
三
の
も
の
」
は

　
　
経
験
の
進
展
に
他
な
ら
ず
、
こ
と
さ
ら
そ
れ
が
現
象
だ
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
理
由
は
な
か
っ
た
。
何
故
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
断
の
場
合
に
は
「
第
三
の
も
の
」
た
る
「
可
能
的
経
験
」
が
特
に
現
象
だ
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
感
性
論
の
結
論
は
、
空
間
・
時
間
が
物
自
体
の
性
質
を
表
わ
さ
な
い
、
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
は
な
い
。
寧
ろ
空
間
・
時
間
が
コ
切

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
感
性
的
直
観
の
純
粋
形
式
」
（
》
G
。
0
1
1
H
W
㎝
①
傍
点
は
引
用
者
）
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
積
極
的
主
張
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
「
形
式
」
に

　
　
関
し
て
「
反
省
概
念
の
両
義
性
」
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
“
純
粋
悟
性
の
概
念
”
（
1
こ
れ
は
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
ー
ヴ
ォ
ル
フ
哲
学
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
マ
テ
　
リ
エ

　
　
を
指
す
）
に
お
い
て
は
質
料
が
形
式
に
先
行
す
る
が
、
…
…
空
間
・
時
間
が
単
に
感
性
的
直
観
で
あ
っ
て
、
我
々
は
そ
こ
に
お
い
て
一
切

　
　
の
対
象
を
単
に
現
象
で
あ
る
と
規
定
す
る
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
直
観
の
形
式
は
（
感
性
の
主
観
的
性
質
と
し
て
）
あ
ら
ゆ
る
質
料
（
感
覚
）

　
　
に
先
行
す
る
。
従
っ
て
、
空
間
・
時
間
は
一
切
の
現
象
と
経
験
の
一
切
の
所
与
に
先
行
し
、
こ
れ
ら
を
始
め
て
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
で

　
　
あ
る
。
L
（
》
　
N
O
圃
口
b
ご
　
も
Q
卜
。
ω
）
逆
に
、
対
象
を
物
自
体
と
し
て
受
け
取
る
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
ー
ヴ
ォ
ル
フ
暫
学
」
の
諸
主
張
の
そ
の
源
泉
に

　
　
は
「
質
料
が
形
式
に
先
行
す
る
」
と
い
う
考
え
方
が
あ
る
と
カ
ン
ト
は
み
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
質
料
一
形
式
と
い
う
角
度
か
ら
言
う
な
ら

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

　
　
ぽ
、
現
象
性
と
は
質
料
に
対
す
る
形
式
の
先
行
性
、
「
形
式
は
そ
れ
自
体
と
し
て
単
独
に
与
え
ら
れ
て
い
る
」
（
》
鳴
①
c
o
縫
b
ご
Q
O
鱒
禽
）
と
い
う
可

　
　
能
性
に
他
な
ら
な
い
。
「
い
か
に
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
は
可
能
か
」
と
い
う
問
題
に
対
し
て
、
感
性
論
は
我
々
に
と
っ
て
の
対

　
　
象
が
物
自
体
で
は
な
く
現
象
で
あ
る
、
と
い
う
回
答
を
与
え
た
。
し
か
し
、
分
析
論
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
自
体
と
現
象
と
い

　
　
う
こ
の
対
立
は
、
質
料
と
形
式
の
い
ず
れ
が
先
行
し
い
ず
れ
が
他
方
を
規
定
す
る
の
か
と
い
う
問
題
へ
と
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ

　
　
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
展
開
す
る
と
き
、
物
自
体
と
現
象
と
は
も
は
や
、
不
可
知
の
或
る
も
の
と
そ
の
現
わ
れ
と
が
対
立
す
る
と
い
う
だ
け

　
　
の
問
題
に
と
ど
ま
ら
な
い
、
先
ず
物
が
存
在
し
て
し
か
る
の
ち
物
と
物
と
の
關
に
関
係
が
成
立
す
る
（
従
っ
て
、
こ
の
関
係
を
表
現
す
る

　
　
法
翔
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
は
認
識
で
き
な
い
）
の
か
、
そ
れ
と
も
物
（
質
料
）
が
与
え
ら
れ
る
の
に
先
立
っ
て
関
係
が
ア
・
プ
リ
ォ
リ
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
形
式
と
し
て
存
在
し
得
る
の
か
、
そ
の
ど
ち
ら
か
と
い
う
二
者
択
一
を
迫
る
問
い
へ
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
現
象
と
い
う
言



　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
し

　
　
葉
が
究
極
的
に
は
形
式
の
先
行
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
現
象
は
た
だ
そ
れ
だ
け
で
完
結
し
て
い
る
・
物
自
体
な
し
の
現
象
で
あ

　
　
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
象
の
こ
の
意
味
で
の
あ
り
方
を
明
確
に
す
る
た
め
、
カ
ン
ト
は
「
現
象
し
の
語
を
捨
て
、
よ
り
適
切
な
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
念
に
移
行
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
「
可
能
的
経
験
」
な
い
し
、
後
に
示
す
よ
う
に
、
よ
り
厳
密
に
は
「
一
つ
の
可
能
的
経
験
（
①
訂
⑦

　
　
ヨ
α
σ
q
一
8
ゴ
Φ
団
ほ
p
。
げ
顕
5
σ
q
）
」
に
他
な
ら
な
い
。
可
能
的
経
験
が
特
に
物
自
体
－
現
象
と
の
対
照
に
お
け
る
現
象
を
意
味
す
る
理
由
は
い
ま

　
　
や
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
　
物
自
体
な
し
の
現
象
に
お
い
て
形
式
が
先
行
す
る
こ
と
は
上
述
の
如
く
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
コ
つ
の
可
能
的
経
験
」
に
お
い
て
は
、

　
　
与
え
ら
れ
う
る
限
り
で
の
対
象
の
汎
獣
的
結
合
性
と
し
て
具
体
化
さ
れ
る
。
形
式
と
は
物
と
物
と
の
関
係
（
o
h
・
　
〉
節
O
“
剛
W
ω
蒔
）
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
従
っ
て
形
式
の
先
行
と
は
、
与
え
ら
れ
う
る
限
り
の
物
が
既
に
関
係
付
け
ら
れ
、
結
合
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
或
い
は
、
既
に
関
係
付
け
ら

　
　
れ
、
結
合
さ
れ
た
物
が
与
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
、
図
式
論
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
我
々
の

　
　
認
識
は
す
べ
て
、
一
切
の
可
能
的
経
験
と
い
う
全
体
の
内
に
存
在
す
る
。
そ
し
て
こ
の
可
能
的
経
験
に
対
す
る
普
遍
的
関
係
に
お
い
て
、

　
　
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
真
理
に
先
行
し
て
こ
れ
を
可
能
な
ら
し
め
る
超
越
論
的
真
理
が
成
立
す
る
。
（
H
口
締
ヨ
○
§
N
9
匿
興
ヨ
α
α
q
ぎ
ザ
魯

　
　
国
鳳
接
建
⇔
σ
q
冨
α
Q
窪
◎
げ
醇
餌
一
δ
鶴
翼
臼
Φ
合
蒔
隠
匿
巳
。
。
ω
Φ
”
鶴
⇒
仙
ぎ
侮
醇
跳
α
q
①
ヨ
Φ
言
魯
じ
d
Φ
獣
魯
¢
ロ
α
q
⇔
亀
虫
①
G
・
①
子
Φ
げ
Φ
ω
8
馨
象
①

　
　
窪
き
。
。
器
づ
牙
馨
9
。
冨
≦
p
。
ゲ
夢
①
置
象
Φ
＜
9
凌
雲
。
ヨ
℃
艮
ω
。
ゴ
窪
く
。
浮
2
σ
Q
畠
r
β
巳
段
①
日
α
α
q
ぽ
げ
日
ρ
。
馨
．
）
」
（
》
謀
①
一
1
ゆ
μ
。
。
α
）
即

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ち
、
「
超
越
論
的
真
理
」
、
従
っ
て
結
局
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
真
理
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
「
一
切
の
可
能
的
経
験
」
と
い
う
全
体
が
予
め

　
　
存
在
し
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
そ
う
カ
ン
ト
は
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
》
犀
O
で
は
、
「
唯
一
つ
の
経
験
の
み
が

　
　
存
在
し
、
こ
の
中
で
は
す
べ
て
の
知
覚
は
汎
通
的
か
つ
規
則
的
に
連
関
し
て
い
る
も
の
と
し
て
表
象
さ
れ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
唯
一
つ
の
空

　
　
間
・
時
間
だ
け
が
存
在
し
、
現
象
の
あ
ら
ゆ
る
形
式
と
存
在
・
非
存
在
の
す
べ
て
の
関
係
は
そ
の
中
で
生
起
す
る
よ
う
に
」
と
述
べ
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
経
験
の
全
体
性
と
唯
一
性
と
を
空
間
・
時
聞
の
そ
れ
に
準
え
て
さ
え
い
る
。
i
か
く
し
て
「
可
能
的
経
験
」
が
「
一
つ
の
可
能
的
経
験
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

996　
　
　
　
　
　
物
自
体
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
コ
＝
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ニ
ニ
ニ

　
我
々
は
今
や
、
既
に
関
係
付
け
ら
れ
結
合
さ
れ
た
物
が
二
つ
の
可
能
的
経
験
」
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
を
ば
解
明

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
「
一
つ
の
可
能
的
経
験
」
こ
そ
、
「
い
か
に
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
は
可
能
か
し
と
い
う

問
い
に
究
極
的
に
答
え
る
「
第
三
の
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
外
に
は
何
も
存
在
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
全
体
の
理
念
」
が

物
自
体
を
完
全
に
払
拭
し
つ
つ
積
極
的
に
指
し
示
す
方
向
に
見
出
さ
れ
た
も
の
に
、
そ
れ
は
他
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
は
対
象
が
物
自
体
で
あ
る
な
ら
ば
、
対
象
に
つ
い
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
綜
合
的
に
認
識
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
言
う
。

（
》
日
o
o
H
“
H
W
卜
」
卜
3
ω
）
し
か
し
面
面
が
物
自
体
で
あ
る
、
な
い
し
は
対
象
を
物
自
体
と
し
て
考
え
る
、
と
は
い
か
な
る
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
も

ち
ろ
ん
物
自
体
と
は
、
先
に
も
見
た
よ
う
に
、
「
認
識
の
仕
方
」
へ
の
反
省
を
欠
い
た
立
場
で
の
・
物
の
在
り
方
で
あ
り
、
何
ら
か
の
意

味
で
我
々
の
外
に
、
我
々
（
の
認
識
能
力
）
と
は
独
立
に
存
在
す
る
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
る
に
現
象
が
「
一
つ
の
可
能
的
経

験
」
へ
と
発
展
せ
し
め
ら
れ
た
今
、
物
自
体
に
対
し
て
も
も
う
一
歩
進
ん
だ
規
定
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
カ
ン
ト
は
経
験
の
唯
一
性
と

全
体
性
と
を
空
間
・
時
間
の
唯
一
性
と
全
体
性
に
準
え
て
い
た
。
諸
空
間
は
「
唯
一
同
一
な
る
空
間
」
の
「
構
成
要
素
（
】
W
Φ
の
け
⇔
U
画
け
Φ
一
一
Φ
）
」

で
は
な
く
、
「
唯
一
の
一
切
包
括
的
空
間
」
の
「
制
限
（
言
口
。
。
。
訂
ぎ
ざ
口
α
q
）
」
と
し
て
の
み
存
在
す
る
。
（
》
卜
。
α
“
切
G
。
㊤
）
ま
た
時
問
の
一
定

量
は
「
根
底
に
存
す
る
唯
一
の
時
評
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
」
（
》
8
疑
ω
ミ
）
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
空
間
・
時
間
の
唯

一
性
と
全
体
性
と
は
「
そ
れ
の
部
分
が
こ
の
全
体
に
お
い
て
の
み
可
能
で
あ
り
、
全
体
は
部
分
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
の
で
は
な
い
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

（
〉
心
ω
G
Q
雛
ヒ
d
戯
①
①
）
と
い
う
・
全
体
の
部
分
に
対
す
る
優
先
性
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
経
験
に
つ
い
て
も
カ
ン
ト
は
同
じ
よ
う
に
述

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
ス
ロ
レ
ア
　
レ

ベ
て
い
る
。
「
あ
ら
ゆ
る
現
象
に
実
在
性
を
そ
の
う
ち
に
お
い
て
与
え
る
と
こ
ろ
の
も
の
は
唯
一
の
一
切
包
括
的
経
験
（
曲
Φ
皿
巳
ひ
q
Φ

餌
昌
げ
①
鑓
ω
。
。
Φ
民
⑦
国
警
筈
嵩
⇒
α
q
）
で
あ
る
。
従
っ
て
感
官
の
あ
ら
ゆ
る
対
象
を
可
能
に
す
る
た
め
の
質
料
は
、
一
つ
の
綜
括
に
お
い
て
与

え
ら
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
経
験
的
対
象
の
す
べ
て
可
能
性
、
そ
の
相
互
の
区
別
及
び
そ
の
汎
通
的
規
定
は
、

こ
の
留
置
の
制
限
に
の
み
、
基
底
を
も
ち
う
る
の
で
あ
る
。
（
”
ω
o
ヨ
自
ゆ
象
①
ζ
讐
Φ
鼠
①
N
ξ
ζ
α
σ
q
獣
。
げ
犀
Φ
搾
⇔
＝
費
O
①
σ
Q
o
ロ
ω
一
餌
昌
山
①

伽
興
2
暮
ρ
p
。
『
ぎ
①
∬
Φ
ヨ
一
⇒
ぴ
⑦
α
q
甑
浮
α
q
罐
Φ
ぴ
g
ψ
く
。
嘱
目
。
。
σ
q
①
器
翼
≦
①
冠
g
噂
塁
h
審
ω
の
g
国
ぎ
の
。
蚕
齢
ざ
口
α
q
毘
魚
昌
臣
o
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護
α
α
q
ま
穿
Φ
津
①
ヨ
℃
三
ω
。
ぽ
同
O
Φ
α
q
g
ω
鼠
＆
Φ
＝
窪
q
暮
①
屋
。
窪
老
く
。
器
ぎ
ρ
。
巳
臼
毒
氏
窪
同
Φ
氏
ξ
警
α
q
ぎ
σ
q
凶
σ
q
①
ω
①
ω
ニ
景
雲
§
σ
q
“

σ
醇
爵
Φ
昌
慶
嘉
．
）
」
（
〉
㎝
G
Q
鱒
“
ゆ
①
H
O
）
　
か
く
し
て
経
験
の
唯
一
性
と
全
体
性
も
ま
た
、
全
体
が
先
ず
存
在
し
部
分
は
こ
の
全
体
の
制
限

に
よ
っ
て
の
み
可
能
だ
、
と
い
う
事
態
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
現
象
と
物
自
体
と
い
う
相
関
概
念
は
、
既
に
考
察
し
た
よ
う
に
、
形
式
の
先
行
か
質
料
の
先
行
か
と
い
う
二
者
択
一
的
課
題
へ
展
開
し

た
の
で
あ
る
が
、
今
や
こ
の
二
者
択
一
は
更
に
、
し
か
も
最
終
的
に
、
全
体
が
先
ず
存
在
し
て
部
分
は
そ
の
制
限
と
し
て
の
み
存
在
し
う

る
の
か
、
そ
れ
と
も
部
分
が
先
ず
存
在
し
て
全
体
は
部
分
の
複
合
と
し
て
の
み
存
在
し
う
る
の
か
、
と
い
う
問
い
に
展
開
す
る
に
い
た
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ソ
ロ
ジ
ツ
ヒ
ロ
ゼ
ル
ブ
ス
ト

た
。
そ
し
て
、
関
係
付
け
ら
れ
結
合
さ
れ
た
物
が
既
に
与
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
事
態
は
、
物
が
も
と
も
と
自
立
的
に
（
正
に
そ
れ
自
体

と
し
て
）
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
全
体
の
う
ち
に
、
そ
の
制
限
と
し
て
の
み
存
在
し
て
い
る
と
い
う
意
味
に
他
な
ら
な
か
っ

た
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
現
象
と
い
う
言
葉
で
示
そ
う
と
し
た
の
は
、
か
か
る
全
体
の
存
在
で
あ
り
、
こ
の
全
体
の
制
限
と
し
て
の
み
存

在
す
る
よ
う
な
・
物
の
在
り
方
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
ま
た
物
自
体
と
は
、
今
や
こ
れ
と
は
逆
に
、
相
互
に
関
係
付
け
ら
れ
る
に
先
立
っ
て

先
ず
単
独
に
「
自
ら
の
独
立
自
存
性
に
よ
っ
て
完
全
に
孤
立
し
て
い
る
物
（
∪
5
σ
q
ρ
ら
①
の
ざ
げ
Φ
ぢ
撤
仙
Φ
。
・
価
集
結
ω
Φ
言
Φ
ω
餌
げ
。
・
一
。
・
富
昌
N

〈
α
葺
σ
q
δ
o
一
二
お
昌
）
」
（
じ
d
8
ω
）
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
る
に
「
私
の
内
ヨ
邑
益
の
領
域
を
拡
大
す
る
と
い
う
方
向
に
よ
っ
て
、

反
面
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
い
ま
ま
で
斥
け
よ
う
と
し
て
き
た
も
の
は
物
の
か
か
る
在
り
方
で
あ
り
、
逆
に
積
極
的
な
意
味
で
の
「
全
体

の
理
念
」
と
は
、
部
分
に
先
行
し
部
分
を
可
能
な
ら
し
め
る
「
一
つ
の
可
能
的
経
験
」
と
い
う
全
体
の
存
在
を
開
示
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

物
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
な
存
在
論
的
主
張
を
も
持
つ
ゆ
え
に
こ
そ
、
カ
ン
ト
は
、
「
存
在
論
と
い
う
尊
大
な
名
称
は
、
純
粋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

理
性
の
単
な
る
分
析
論
と
い
う
謙
遜
な
名
称
と
代
え
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
ぬ
」
（
＞
N
ミ
貼
ゆ
ω
O
ω
）
と
述
べ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
物
自
体
を
完
全
に
消
去
し
「
一
つ
の
可
能
的
経
験
」
の
み
が
存
在
す
る
こ
と
を
示
し
て
、
分
析
が
終
了
す
る
な
ら
ば
、
次
の
段
階
で
あ

る
綜
合
は
、
こ
の
「
一
つ
の
可
能
的
経
験
」
か
ら
出
発
し
、
「
対
象
を
物
自
体
だ
と
受
け
取
っ
て
い
る
」
我
々
に
対
し
て
、
そ
の
経
験
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

現
実
を
再
建
す
る
こ
と
を
任
務
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
、
言
わ
ば
物
自
体
の
産
出
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
は
僅
か
に
弁
証
論
に
お
い

　
　
　
　
物
自
体
と
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
方
法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
三
三



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
第
五
百
四
十
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＝
二
四

隠
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

門
♂　

　
て
仮
象
発
生
の
原
因
と
し
て
の
「
実
体
化
（
撮
巻
○
ω
9
。
。
圃
Φ
再
製
σ
q
）
」
と
い
う
形
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
最
晩

　
　
年
の
努
力
で
あ
る
『
遺
稿
○
を
ω
勺
。
ω
ε
ヨ
餌
ヨ
』
で
は
、
そ
れ
は
正
面
か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
段
階
で
は
、
コ
つ
の
一
切

　
　
包
括
的
経
験
（
鈍
器
餌
ま
①
h
器
。
。
Φ
鑑
①
ヨ
α
σ
q
一
陣
。
冨
田
h
。
迂
§
σ
q
）
L
（
×
×
囲
い
ψ
㎝
。
。
鱒
）
は
既
に
出
発
点
に
お
い
て
前
提
さ
れ
（
×
×
H
ご
ψ

　
　
①
δ
で
は
「
公
理
》
臥
。
ヨ
」
と
さ
れ
て
い
る
）
、
「
可
能
的
経
験
の
統
一
」
の
中
か
ら
「
同
一
律
に
従
っ
て
分
析
的
に
」
、
「
熱
素
（
芝
警
ヨ
？

　
　
の
8
ゑ
）
」
の
存
在
が
導
き
出
さ
れ
て
く
る
（
×
V
（
剛
・
　
G
o
’
　
α
り
刈
　
　
　
　
噂
）
。
こ
の
「
熱
心
」
を
基
礎
と
し
て
「
物
質
の
運
動
力
（
げ
①
≦
①
σ
q
魯
脅
囚
贔
津
Φ

　
　
像
御
竃
暮
⑦
臨
①
）
」
（
一
。
ρ
簿
》
が
生
ま
れ
、
「
主
観
の
感
官
を
触
発
す
る
運
動
力
が
現
象
に
お
け
る
客
観
を
与
え
る
（
U
δ
山
窪
ω
ぢ
昌
儀
Φ
ω

　
　
ω
口
ど
Φ
葬
ω
鋤
臨
N
冨
お
民
①
げ
①
妻
①
σ
q
①
民
。
国
議
P
Φ
σ
q
①
び
窪
山
霧
0
9
①
聾
ぎ
蜘
雪
国
岩
組
Φ
訂
§
σ
q
●
）
」
（
V
（
）
ハ
H
固
…
　
ω
．
　
α
ω
刈
）
と
い
う
仕
方
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
コ
つ
の
可
能
的
経
験
」
の
中
か
ら
下
降
的
に
、
我
々
を
触
発
す
る
客
観
が
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
『
遺
稿
』
に
つ
い
て
詳
論
す
る
こ
と
は
他
日
を
期
さ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
我
々
は
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
「
一
つ
の
可
能

　
　
的
経
験
」
の
そ
の
重
要
性
を
明
ら
か
に
し
え
た
こ
と
、
ま
た
、
こ
の
概
念
こ
そ
が
『
遺
稿
』
理
解
の
鍵
と
な
る
こ
と
を
指
摘
し
え
た
こ
と

　
　
で
、
本
稿
の
課
題
の
大
半
を
は
た
し
た
も
の
と
し
て
欄
筆
し
た
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
九
八
二
．
六
．
十
七
）
（
了
）

（
1
）
　
こ
の
語
が
単
に
「
経
験
」
又
は
「
可
能
的
経
験
」
と
し
て
で
は
な
く
、
「
一
つ
の
可
能
的
経
験
」
と
い
う
プ
レ
！
ズ
と
し
て
、
自
覚
的
に
用
い

　
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
籔
所
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
》
H
c
。
㊤
匪
ヒ
d
b
⊃
ω
b
⊃
”
》
ω
O
G
。
ー
ー
b
d
ω
O
伊
》
き
0
1
1
ゆ
黛
。
。
讐
〉
お
O
酷
ゆ
総
G
。
”
》
遷
G
。
睦

　
ゆ
刈
㎝
一
．
そ
の
他
》
卜
。
H
曵
艮
切
ま
禽
で
は
、
「
対
象
の
表
象
が
我
々
に
対
し
て
客
観
的
実
在
性
を
持
つ
、
と
い
う
場
合
、
す
べ
て
の
対
象
が
そ
れ
に
お

　
い
て
結
局
は
我
々
に
与
え
ら
れ
得
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
一
つ
の
認
識
と
し
て
の
、
そ
う
い
う
経
験
の
可
能
性
」
が
こ
の
「
第
三
の
も
の
」
で
あ
る
、

　
と
い
わ
れ
て
い
る
。

（
2
）
　
こ
の
よ
う
な
全
体
を
カ
ン
ト
は
8
ε
ヨ
と
呼
ぶ
。
こ
れ
に
対
し
、
部
分
が
複
合
し
て
出
来
た
全
体
は
。
o
ヨ
℃
o
。
・
潔
q
ヨ
で
あ
る
。
（
諺
お
G
。
騨

　
b
ご
＆
①
）

（
3
）
　
存
在
論
と
し
て
の
分
析
論
は
「
一
つ
の
可
能
的
経
験
」
を
示
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
特
殊
形
而
上
学
と
し
て
の
弁
証
論
は
、
こ
れ
を
原
理



　
　
と
し
て
仮
象
を
否
定
す
る
。

（
4
）
》
ω
。
。
《
諺
ω
⑩
伊
》
欝
。
。
“
ゆ
刈
O
ド
》
①
露
睦
し
d
認
ρ
》
㎝
。
。
“
・
擁
し
d
露
ρ
》
①
8
諺
嵩
ヨ
」
1
1
ゆ
認
膳
b
5
§
；
》
①
お
”
ゆ
罐
8
等
を
参

　
　
照
。

〔
付
記
本
稿
の
内
容
の
一
部
は
、
昭
和
五
十
六
年
十
一
月
二
十
一
日
、
日
本
カ
ン
ト
協
会
の
第
六
回
学
会
に
お
い
て
口
頭
発
表
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
〕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
ふ
く
た
に
・
し
げ
る
　
京
都
大
学
文
学
部
〔
西
洋
近
世
哲
学
史
〕
助
手
）

次号論文豫告

フ
レ
ー
ゲ
に
お
け
る
論
理
哲
学
の
形
成
　
…
…
…
…
…
野
本

　
　
　
－
意
味
論
の
視
点
か
ら
1

緯
書
鄭
蘭
学
研
究
叙
説
…
…
…
・
…
…
…
・
…
・
…
…
…
…
池
田

探
究
と
倫
理
：
：
：
：
・
…
：
…
：
・
：
…
：
：
：
…
…
…
・
…
：
：
傍
藤

　
　
ー
パ
ー
ス
に
お
け
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ズ
ム
と

　
　
　
　
　
規
範
学
の
理
論
一

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

〔
討
議
e
〕
「
純
粋
実
践
理
性
の
批
判
」
と
は

　
　
　
　
　
　
　
何
を
意
味
し
う
る
か
…
…
…
…
…
…
森
口

〔
討
議
⇔
〕
品
川
嘉
也
氏
の
最
近
論
文
を
読
ん
で
…
…
山
崎

　
　
　
　
山
崎
教
授
の
疑
問
に
答
う
…
…
…
…
…
…
品
川

和
幸

邦秀
点差
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体
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純
粋
理
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批
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方
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三
五



acceptance　of　the　Ockhamistie　separation　of　theology　from　philosophy　in

his　eariy　lectures　and　some　of　his　academie　tracts　for　the　Reformation．

Next　we　must　consider　his　understanding　and　acceptance　of　the　nomina－

listic　covenant　theology．　The　word　covenant　（paetum）　means　that　on

which　the　relation　between　God　and　man　is　based．　lts　content　is　usually

ex．　pressed　in　the　following　technical　terms：　Facienti　quod　in　se　est，　deus

non　denegat　gratiam；　meritum　de　congruo　et　meritum　de　condigno．

Although　Luther　performed　such　preparatory　good　works　according　to

this　teaching，　he　found　his　own　inabiiity　and　sins．　Justification　by　faith

alone　is　the　new　Reforrnation　recognition　by　which　he　overcame　the

nominalistic　covenant　theology．　This　recognition　is　best　expressed　in　his

idea　of　free　will．　lf　we　compare　his　thought　with　the　traditional

Ockhamlstlc　interpretation　of　free　will，　it　becomes　especia11y　apparent

that　Luther’s　experience　and　thought　was　not　ethical　but　genuinely

religious．

　　　　　　Kants　Methode　in　der　，，Kritil〈　der　reinen

　　　　　　Vernunft“　und　das　Prob1em　der　Dinge　an　sich

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　von　Shigeru　Fukutani

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Assistent　bei皿．　Institut　fttr

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Geschichte　der　neueren　Philo－

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　sophle　an　der　Universitat　Kyoto

　　Dieser　Aufsatz　stelit　sich　die　Aufgabe，　vom　kantischen　Begriff　：　Dinge

an　sich　eine　neue　Auslegung　vorzulegen．

　　Mehrere　Textstellen　in　der　．Kritik　der　reinen　Vernunft“，　die　sich　oft

widersprechen，　haben　seither　dazu　gefUhrt，　daB　man　unter　diesem　Begriff

recht　Verschiedenes　versteht．　Bei　dieser　Versch三ede油eit　der　bisherigen

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4



Interpretationen　hat　man　sich　jedoch　immer　an　einer　Annahme　festgehal－

ten：　der　Begriff　．Dinge　an　sich“　mtisse　sich　eigentiich　auf　eine　und

dieselbe　Entitat　beziehen．　Diese　Annahme　gilt　immer　noch　a！s　die

unbezweifelbare　Voraussetzung．

　　Der　Verfasser　versucht　hier　dagegen，　die　Mehrdeutigkeit　des　Begriffs

als　eine　selbstbewuBte，　ja　sogar　methodisch　erforderte，　aufzuweisen．

　　Seine　lnterpretation　nimmt　ihren　Ausgangspunkt　darin，　daes　dieses

Hauptwerl〈　des　kantischen　Kritizismus　keine　systematische　Darste11ung

der　Erkenntnislehre　（Synthesis），　sondern　eine　graduelle　Annaherung　an

den　archimedischen　Punkt　des　Systems　（Analysis）　ist．

　　Wo　ist　aber　dieser　Punkt　zu　finden？　Gerade　auf　diese　Frage　antwortet

die　Mehrdeutigkeit　der　Dinge　an　s1ch．

　　Die　ailttigliche　Auffassung，　oder　mit　Kant　zu　sprechen，　．die　gew6hnli－

chste　Vorstellungsart“，　nimmt　die　uns　gegebenen　Dinge　flir　Dinge　an

sich．　Aber　die　transzendentale　Asthetik　lehrt　uns，　daB　diese　Dinge，　insofern

sie　sinnlich　sind，　keine　Dinge　an　sich，　sondern　nur　Erscheinungen　sind．　So

mUssen　die　Dlnge　an　sich　in　diesem　ersten　Sinne　verschwinden．

　　Nunmehr　werden　die　Dinge　an　sich　als　Gegenstande　des　Verstandes

（Noumena）　bestimmt．　Die　Asthetik，　die　die　Sinnlichkeit　isolierend　prttft，

latst　diese　Dinge　an　sich　im　zweiten　Sinne　unbertthrt．　Und　die　Analytik

wi！1　dann　die　Dinge　an　sich　in　diesem　zweiten　Sinne　1〈ritisieren，　indem

sie　die　reinen　Verstandesbegriffe，　die　sich　auf　Dinge　an　sich　zu　gehen

anmaBen，　auf　bloB　subjektive　Denkformen　reduziert．

　　Mit　dieser　Vertreibung　der　Dinge　an　sich　hat　Kant　wahrscheinlich　zu

zeigen　beabsichtigt，　’ р≠U　es　nur　eine　m6gliche　Erfahrung　（totum）　gibt，

innerhalb　deren　eine　alles　hypostasierende，　verdingliehende　Tendenz

herrscht，　d1e　ihrerseits　die　Erscheinungen　als　Dinge　an　sich　zu　gelten
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veranlaBt．

　　Der　Verfasser　versucht　se1ne　These　zu　bestatigen，　indem　er　sich　auf

das　Opus　Postumum　beruft，　in　dem　Kant　die　Existenz　der　Einen　m6g1ichen

Erfahrung　als　ein　．Axiom“　festste11t．
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