
体
験
と
形
而
上
学

ー
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
哲
学
の
理
解
の
試
み
i

林

愛
　
子

　
「
〔
ロ
ゴ
ス
的
な
知
に
は
〕
何
か
が
欠
け
て
い
る
が
、
何
も
『
欠
け
て
』
は
い
な
い
。
何
も
の
で
も
な
い
何
か
一
〔
ロ
ゴ
ス
的
に
は
〕

　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

無
で
あ
る
が
〔
形
而
上
学
的
に
は
〕
全
て
で
あ
る
よ
う
な
『
殆
ん
ど
無
』
i
が
、
そ
こ
に
は
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
匂
H
H
“
や
6
）
。

こ
の
言
明
に
は
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ヅ
チ
の
形
而
上
学
の
根
本
的
な
主
張
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。
彼
の
言
う
「
形
而
上
学
的
な
も
の
」
と

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
、
決
し
て
認
識
し
得
な
い
と
い
う
点
で
は
無
に
も
等
し
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
人
間
が
こ
の
無
と
の
何
ら
か
の
関
わ
り
を
持

つ
と
こ
ろ
に
彼
の
哲
学
の
骨
子
が
あ
り
、
ま
た
そ
の
点
に
、
こ
の
無
が
全
く
の
無
で
は
な
く
「
殆
ん
ど
無
し
で
あ
る
所
以
も
存
す
る
。
決

し
て
認
識
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
へ
の
関
係
を
考
慮
に
入
れ
な
が
航
我
々
の
体
験
を
探
究
す
る
な
ら
ぽ
、
単
に
認
識
論
的
な
視
点
か

ら
で
は
訴
え
ら
れ
な
か
っ
た
、
体
験
の
微
妙
な
消
息
を
も
、
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
の
可
能
性
を
ジ
ャ
ン

ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
哲
学
の
中
に
探
る
こ
と
が
本
論
文
の
目
的
で
あ
る
。
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本
論
に
先
立
っ
て
、
こ
こ
に
、
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ヅ
チ
（
事
2
凶
い
r
い
く
H
↓
O
押
≦
鼠
ぎ
一
域
）
の
経
歴
、
お
よ
び
本
論
文
の
性
格
に

つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

　
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
一
九
〇
三
年
ブ
ー
ル
ジ
ュ
に
生
れ
、
一
九
七
八
年
に
停
年
退
官
す
る
ま
で
三
十
年
近
く
の
間
パ
リ
大
学
で

教
鞭
を
執
り
、
現
在
も
な
お
健
在
の
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
で
あ
る
。
た
だ
し
、
彼
は
、
彼
自
身
の
非
フ
ラ
ン
ス
人
性
を
極
め
て
強
く
意

　
　
　
体
験
と
形
而
上
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
三
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六
四

必9　
　
　
識
し
て
い
る
。
彼
の
両
親
は
、
ロ
シ
ア
で
の
ユ
ダ
ヤ
人
虐
殺
の
難
を
逃
れ
て
来
署
し
た
ユ
ダ
ヤ
系
ロ
シ
ア
人
で
あ
り
、
彼
は
フ
ラ
ン
ス

　
　
　
語
と
同
時
に
ロ
シ
ア
語
を
母
語
と
し
て
育
っ
た
。
後
に
プ
ラ
ハ
に
職
を
得
て
過
し
た
数
年
の
聞
に
、
彼
の
ス
ラ
ヴ
的
激
養
は
、
い
よ
い

　
　
　
よ
深
め
ら
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
第
二
次
大
戦
中
に
は
、
ユ
ダ
ヤ
人
で
あ
る
が
故
に
大
い
に
辛
酸
を
嘗
め
た
。
独
軍
占
領
下
の

　
　
　
時
代
は
ト
ゥ
ル
ー
ズ
に
過
し
、
こ
の
地
で
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
運
動
に
参
加
し
て
い
る
。

　
　
　
　
こ
れ
ら
の
体
験
を
通
し
て
深
ま
っ
た
、
「
殆
ん
ど
フ
ラ
ン
ス
人
」
で
あ
る
（
ま
た
は
、
で
あ
る
に
過
ぎ
ぬ
）
自
己
に
つ
い
て
の
意
識

　
　
　
は
、
そ
の
深
い
部
分
で
、
彼
の
哲
学
的
主
題
に
通
じ
て
い
る
。
「
全
面
的
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
こ
の
「
殆
ん
ど
フ
ラ
ン
ス
人
」
と
を
分
つ

　
　
根
本
的
な
差
異
は
、
認
識
し
得
ぬ
「
プ
ネ
ウ
マ
的
」
差
異
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
論
理
的
に
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
と
同
様
、
彼

　
　
　
の
主
著
た
る
『
死
』
（
い
9
。
ヨ
。
洋
）
、
『
第
一
哲
学
隔
（
い
露
娼
緊
『
。
・
8
臣
Φ
℃
壇
。
ヨ
譲
器
）
、
b
お
よ
び
『
知
り
得
ざ
る
も
の
と
殆
ん
ど
無
』
（
い
Φ
U
？

　
　
コ
？
ω
鉱
甲
ρ
置
9
簿
δ
箕
小
聖
億
？
二
窪
）
等
で
追
究
さ
れ
て
い
る
「
形
而
上
学
的
な
も
の
」
も
ま
た
、
認
識
論
（
α
q
昌
畠
伶
o
H
o
σ
q
一
Φ
）
の
枠
組

　
　
　
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
る
も
の
、
乃
至
は
ロ
ゴ
ス
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
著
作
は
、
ロ
ゴ
ス
を
超
え
る
も
の
を
言
語
に
よ
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
タ
イ
ル

　
　
表
現
す
る
と
い
う
矛
盾
し
た
意
図
を
持
っ
て
い
る
。
解
消
し
得
ぬ
こ
の
矛
盾
を
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
彼
独
自
の
文
体
に
よ
っ

　
　
　
て
、
矛
盾
の
ま
ま
に
表
現
し
出
す
。
そ
れ
は
、
該
博
な
知
識
を
動
員
し
た
多
彩
な
文
章
表
現
の
中
に
、
鍵
と
な
る
語
を
、
様
々
な
言
い

　
　
方
で
執
拗
な
ほ
ど
繰
り
返
し
織
り
込
ん
で
い
く
と
い
う
表
現
の
仕
方
で
あ
る
。
本
論
文
で
手
掛
り
と
し
て
用
い
る
「
既
に
－
そ
こ
に
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
タ
イ
ル

　
　
　
「
常
に
－
彼
方
へ
」
と
い
っ
た
語
も
、
本
来
は
、
彼
独
自
の
こ
う
し
た
文
体
に
於
て
の
み
、
そ
の
生
き
生
き
と
し
た
価
値
を
持
つ
の
で

　
　
あ
る
。
少
く
と
も
そ
こ
に
於
て
は
、
そ
れ
ら
の
語
は
、
定
義
さ
れ
た
普
遍
的
な
意
味
を
担
う
概
念
語
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
事
情
か

　
　
ら
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
著
作
に
基
い
て
論
考
を
試
み
る
際
、
著
者
自
身
に
語
ら
せ
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
。
論
理
的
な
文
脈
は

　
　
忠
実
に
辿
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
心
心
的
な
文
脈
に
関
し
て
は
こ
の
限
り
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
故
、
本
論
文
で
は
、
彼
の
表
現
を
再
現
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
彼
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
を
受
け
取
り
直
し
、
私
の
理
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
し
得
た
形
に
於
て
呈
示
す
る
こ
と
を
試
み
た
。
た
と
え
ぽ
、
第
一
節
で
は
、
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
形
而
上
学
を
「
体
験
の
形
而
上
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学
」
と
区
別
し
、
第
三
節
で
は
、
彼
に
於
け
る
「
形
而
上
学
的
体
験
」
に
つ
い
て
述
べ
る
が
、
こ
こ
に
括
弧
を
付
し
た
言
い
方
は
、
私

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

自
身
の
拙
い
理
解
の
形
式
で
あ
っ
て
、
彼
自
身
に
よ
る
定
式
で
は
な
い
こ
と
を
断
っ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
彼
の
表
現

が
、
文
字
と
し
て
実
際
に
書
か
れ
て
あ
る
以
上
の
こ
と
の
理
解
を
要
求
し
て
い
る
こ
と
も
ま
た
確
か
で
あ
る
。
彼
は
、
概
念
、
論
理
に

対
し
て
非
常
に
慎
重
な
態
度
を
と
る
が
、
主
義
や
学
派
に
対
し
て
も
同
様
に
警
質
的
で
あ
り
、
現
象
学
や
実
存
主
義
等
の
よ
う
な
同
時

代
の
大
き
な
思
潮
を
も
、
表
面
的
に
は
無
視
し
て
い
る
。
し
か
し
、
文
字
の
上
で
の
こ
の
無
視
に
も
拘
ら
ず
、
彼
の
文
章
表
現
が
、
そ

れ
ら
の
思
潮
を
心
得
た
読
者
に
向
け
ら
れ
、
彼
ら
と
の
関
係
に
於
て
初
め
て
、
各
々
の
語
や
表
現
が
生
き
生
き
と
し
た
価
値
を
得
て
く

る
の
だ
と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
同
意
に
せ
よ
批
判
に
せ
よ
、
或
る
主
義
に
つ
い
て
言
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
主

義
と
同
じ
土
俵
に
立
つ
こ
と
を
肯
ん
じ
な
い
と
い
う
態
度
は
、
彼
の
場
合
、
自
己
を
曖
昧
に
す
る
こ
と
と
な
っ
て
は
い
な
い
。
人
は
彼

を
実
存
主
義
者
と
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
彼
の
哲
学
が
、
実
存
「
主
義
」
か
ら
は
独
立
に
、
実
存
的
な
性
格
を
持
つ
と
言
う
こ
と

は
で
き
る
。
ま
た
、
本
論
文
で
筆
者
が
「
既
に
－
そ
こ
に
」
の
哲
学
と
呼
ぶ
も
の
i
彼
が
第
二
哲
学
と
し
て
、
彼
自
身
の
第
一
哲
学

と
厳
し
く
区
溺
す
る
も
の
一
か
ら
は
、
現
象
学
が
容
易
に
想
像
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
彼
自
身
は
現
象
学
に
つ
い
て
全
く
と
言
っ
て
よ

い
ほ
ど
語
ら
ず
、
現
象
学
的
用
語
も
用
い
な
い
が
、
彼
の
意
図
的
な
沈
黙
の
内
に
認
識
論
と
し
て
の
現
象
学
の
限
界
を
読
み
と
る
こ
と

は
許
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
「
主
義
」
に
対
し
て
は
一
線
を
画
す
る
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
で
あ
る
が
、
単
独
の
哲
学
者

に
つ
い
て
は
好
ん
で
謡
る
。
彼
の
師
ベ
ル
グ
ソ
ソ
の
優
れ
た
解
釈
者
（
特
に
《
出
国
宕
菊
囲
ゆ
国
拶
O
。
。
0
2
》
（
H
霧
。
）
）
と
し
て
の
声
望
は
揺
る

ぎ
な
い
も
の
で
あ
る
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
、
ジ
ソ
メ
ル
へ
の
言
及
も
多
い
。
『
第
一
哲
学
』
で
の
思
索
は
、
と
り
わ
け
プ
β
チ
ノ
ス
に
多

く
を
負
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本
論
文
の
扱
う
範
囲
に
看
て
は
、
パ
ス
カ
ル
と
の
関
連
が
最
も
強
く
感
じ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
最
後
に
、
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
音
楽
を
め
ぐ
る
一
連
の
著
作
が
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
彼
が
音
楽
の
中
に
彼
の
哲
学
と
の
特
権
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

な
親
近
性
を
見
出
し
て
い
る
こ
と
を
言
い
添
え
て
お
こ
う
。
彼
に
よ
る
と
、
フ
ォ
ー
レ
の
レ
ク
イ
エ
ム
に
於
け
る
「
メ
ッ
セ
ー
ジ
」
は
、

言
葉
で
表
わ
さ
れ
る
の
で
な
く
、
「
ア
ル
ペ
ジ
オ
で
語
ら
れ
る
」
（
＝
軸
τ
．
O
①
）
の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
態
は
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
自

　
　
　
体
験
と
形
而
上
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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螂　
　
　
身
の
文
章
表
現
に
つ
い
て
も
次
の
点
で
認
め
ら
れ
る
。
即
ち
、
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
言
わ
ば
、
独
創
的
な
作
曲
家
で
あ
る
以
上

　
　
　
に
、
演
奏
に
於
て
自
己
を
表
現
す
る
優
れ
た
演
奏
家
で
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
彼
の
テ
キ
ス
ト
は
、
楽
譜
を
分
析
す
る

　
　
　
よ
う
に
で
は
な
く
、
演
奏
に
臨
む
よ
う
に
し
て
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
本
論
文
は
、
こ
の
よ
う
な
理
解
の
試
み
で
あ
る
。

「
既
に
－
そ
こ
に
」
を
拒
否
す
る
形
而
上
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

　
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
形
而
上
学
は
、
「
体
験
の
形
而
上
学
」
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
彼
に
と
っ
て
の
第
一
哲
学
と
し
て
の

形
而
上
学
は
、
体
験
と
形
而
上
学
的
な
も
の
と
の
両
義
的
な
、
い
な
、
矛
盾
を
さ
え
孕
ん
だ
動
的
な
関
係
に
於
て
成
立
し
て
い
る
。
「
体

験
と
形
而
上
学
」
と
題
し
た
本
論
の
考
察
で
は
こ
う
し
た
関
係
に
着
目
す
る
が
、
ま
ず
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
ジ
ャ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
形
而
上
学
が
「
体
験
の
形
而
上
学
」
と
単
に
異
な
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
と
対
立
す
る
も
の
で
も
あ
る
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
へ

と
で
あ
る
。
「
体
験
の
形
而
上
学
」
と
し
て
私
た
ち
が
こ
こ
に
理
解
す
る
立
場
で
は
、
体
験
と
形
而
上
学
的
な
も
の
一
た
と
え
ば
「
本

来
的
に
存
在
す
る
も
の
」
（
O
ヒ
蝿
e
り
O
℃
）
や
「
存
在
と
し
て
の
存
在
」
（
轡
顛
警
）
i
と
の
関
係
は
寧
ろ
一
義
的
静
態
的
で
あ
り
矛
盾
を

含
ま
な
い
。
こ
の
関
係
は
、
も
と
も
と
論
理
的
方
法
的
に
思
惟
さ
れ
た
関
係
（
話
賦
。
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ

ィ
ッ
チ
は
、
彼
に
と
っ
て
の
形
而
上
学
の
次
元
の
中
に
か
か
る
関
係
が
侵
入
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
彼
の
形
而
上
学
は
、
体
験
を
論
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

的
方
法
的
に
思
惟
す
る
よ
う
な
形
而
上
学
的
思
惟
、
即
ち
本
論
で
「
体
験
の
形
而
上
学
」
と
呼
ぶ
も
の
を
否
定
的
に
超
越
し
た
と
こ
ろ
に

こ
そ
成
り
立
つ
か
ら
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
哲
学
全
体
か
ら
眺
め
れ
ば
、
「
体
験
の
形
而
上
学
」
は
、
真
の
形

而
上
学
と
し
て
は
、
即
ち
第
一
哲
学
と
し
て
は
否
認
さ
れ
る
も
の
の
、
放
郷
さ
れ
る
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
こ
の
所
謂
形
而
上
学
的
な

思
惟
は
、
第
一
哲
学
と
の
区
瑚
、
な
い
し
対
立
に
於
け
る
第
二
哲
学
と
し
て
彼
の
哲
学
の
中
に
位
置
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
対

立
が
、
彼
の
哲
学
を
動
的
な
も
の
と
す
る
一
つ
の
契
機
と
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
ま
ず
、
通
常
「
形
而
上
学
」
と
し
て
理

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

解
さ
れ
て
い
る
が
、
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ヅ
チ
に
よ
れ
ぽ
真
の
形
而
上
学
で
は
あ
り
得
な
い
よ
う
な
思
惟
で
あ
る
「
体
験
の
形
而
上
学
」
に



　
　
つ
い
て
、
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
持
ち
、
ど
の
よ
う
な
点
で
真
の
形
而
上
学
と
異
な
る
の
か
を
眺
め
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
「
体
験
の
形
而
上
学
」
に
於
て
は
、
感
性
的
な
与
件
と
し
て
体
験
が
既
に
与
え
ら
れ
、
然
る
後
に
、
そ
の
体
験
ま
た
は
体
験
さ
れ
た
も

　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
の
の
本
質
、
そ
れ
の
真
理
、
そ
れ
の
イ
デ
ア
等
々
へ
至
る
道
が
方
法
と
し
て
思
惟
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
ら
本
質
、
真
理
、
イ
デ
ア
、

　
　
乃
至
は
「
本
来
的
に
存
在
す
る
も
の
」
や
「
存
在
と
し
て
の
存
在
」
は
、
そ
れ
ら
も
ま
た
既
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
体
験
を
可
能
な

　
　
ら
し
め
る
根
拠
と
し
て
常
に
既
に
前
提
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
根
拠
と
、
既
に
感
性
的
に
与
え
ら
れ
て
い
る
体
験
と
は
、
両
者
と
も

　
　
「
既
に
－
そ
こ
に
」
と
い
う
形
で
表
わ
さ
れ
得
る
。
つ
ま
り
両
老
は
、
各
々
存
在
の
段
階
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
共
に
方
法
的
思
惟
の
秩

　
序
な
い
し
は
次
元
に
契
機
と
し
て
内
在
す
る
。
こ
う
し
た
両
存
在
の
連
関
は
、
い
き
お
い
静
態
的
な
様
相
を
帯
び
て
こ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
　
　
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
そ
の
著
『
第
一
哲
学
』
の
冒
頭
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
に
触
れ
て
、
こ
の
「
既
に
－
そ
こ
に
」

　
　
（
一
。
U
馨
－
一
汁
）
と
い
う
語
を
用
い
て
い
る
。
彼
は
ま
ず
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
一
方
で
は
、
「
存
在
と
し
て
の
存
在
」
を
扱
う
根
本
的
な
学

　
　
と
他
の
諸
学
と
の
全
く
の
異
質
性
を
理
解
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
、
と
手
短
か
に
述
べ
た
後
、
「
し
か
し
な
が
ら
」
と
切
り
出
す
I
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
イ
ド

　
　
「
し
か
し
な
が
ら
、
本
質
性
を
ば
、
そ
う
で
在
り
続
け
た
存
在
（
残
留
普
昏
ミ
）
の
継
続
と
し
て
特
徴
づ
け
る
際
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

　
　
は
、
自
分
が
、
生
成
し
き
っ
て
完
成
さ
れ
た
存
在
の
次
元
、
即
ち
『
既
に
－
そ
こ
に
』
の
次
元
に
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の

　
　
で
あ
る
」
（
リ
ゲ
’
”
℃
．
H
）
。
か
く
語
る
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
言
葉
の
裏
に
は
、
「
既
に
－
そ
こ
に
」
の
次
元
に
留
ま
る
よ
う
な
「
形
而

　
　
上
学
」
へ
の
拒
否
が
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
形
而
上
学
は
「
定
義
論
」
と
し
て
の
側
面
を
持
つ
が
、
定
義
す
る
と
は
、
「
既
に
－
存

　
　
在
し
て
い
る
（
象
U
㌣
σ
富
寡
）
と
こ
ろ
の
存
在
の
、
ウ
ー
シ
ア
を
言
表
す
る
こ
と
」
（
聲
9
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、
定
義
を
扱
う
学

　
　
は
、
第
二
哲
学
で
は
あ
っ
て
も
、
「
第
一
哲
学
」
で
は
あ
り
得
な
い
、
と
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
考
え
る
。
逆
か
ら
言
え
ば
、
彼
自
身

　
　
の
形
而
上
学
は
、
ω
「
既
に
－
そ
こ
に
」
の
次
元
に
留
ま
る
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
②
定
義
の
学
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
も
っ
と
も
、
「
定
義
」
と
い
う
語
そ
の
も
の
を
彼
は
あ
ま
り
用
い
て
い
な
い
が
、
『
分
析
論
後
書
』
（
8
げ
一
ω
O
）
で
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
リ
テ
ィ
コ
エ
ス
テ
ィ

　
　
説
明
に
鑑
み
て
、
定
義
と
は
事
物
の
「
何
で
あ
る
か
」
、
即
ち
事
物
の
本
質
を
言
表
す
る
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ぽ
、
「
定
義
」
に
相

蜥　
　
　
　
　
　
体
験
と
形
而
上
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
七
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研
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六
八

螂　
　
当
す
る
語
は
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
諸
著
作
の
中
に
頻
出
し
て
い
る
。
そ
れ
は
書
中
と
い
う
語
、
即
ち
、
事
物
の
何
で
あ
る
か
を
表

　
　
わ
す
ρ
三
侮
と
い
う
語
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、
一
方
で
は
、
事
物
が
「
こ
れ
で
あ
る
」
、
「
あ
れ
で
あ
る
」
と
言
う
時
の
「
こ
れ
」
や
「
あ

　
　
れ
」
を
表
わ
し
、
他
方
で
は
、
そ
の
事
物
が
本
質
的
に
何
で
あ
る
か
を
、
即
ち
、
そ
れ
の
本
質
を
表
わ
す
。
従
っ
て
、
事
物
や
事
象
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
「
こ
れ
こ
れ
で
あ
る
」
と
し
て
理
解
す
る
特
殊
的
諸
学
も
、
ま
た
、
そ
れ
ら
事
物
や
事
象
の
本
質
を
一
そ
れ
ら
の
本
質
と
し
て
1
問

　
　
う
学
も
、
ρ
三
庫
的
な
知
に
関
わ
る
学
わ
る
学
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
同
じ
範
晒
に
属
す
る
。

　
　
　
前
者
は
、
既
に
与
え
ら
れ
既
に
存
在
し
て
い
る
経
験
的
な
所
与
を
、
経
験
的
に
や
は
り
既
知
の
事
柄
と
関
係
づ
け
、
後
者
は
、
感
性
的

　
　
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
、
そ
れ
の
認
識
が
既
に
前
提
し
て
い
る
本
質
的
な
、
或
い
は
叡
智
的
な
も
の
へ
と
関
係
づ
け
る
。
つ
ま
り
、
前
者

　
　
の
対
象
領
域
で
あ
る
経
験
的
次
元
が
感
性
的
な
「
既
に
－
そ
こ
に
」
（
δ
象
噺
㌣
雛
）
の
次
元
で
あ
る
の
と
同
様
、
後
者
が
扱
う
、
経
験
を

　
　
越
え
た
メ
タ
経
験
的
次
元
も
ま
た
、
「
既
に
－
そ
こ
に
」
（
げ
U
①
鞍
・
ε
の
次
元
で
あ
る
。
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ヅ
チ
は
、
経
験
的
次
元
お
よ

　
　
び
そ
こ
で
の
素
朴
な
生
の
経
験
を
総
称
し
て
「
ア
ン
ピ
リ
」
（
・
彗
℃
三
Φ
）
と
呼
び
、
メ
タ
経
験
的
次
元
と
そ
こ
に
於
け
る
メ
タ
経
験
的
な

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

　
　
も
の
に
は
「
メ
タ
ソ
ピ
リ
」
（
房
勲
。
営
喝
三
①
）
の
語
を
当
て
る
が
、
ア
ン
ピ
リ
と
歳
木
ン
ピ
リ
と
は
、
「
既
に
一
そ
こ
に
」
と
い
う
相
の
下

　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
で
は
同
質
的
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
於
て
も
こ
の
同
質
性
が
確
保
さ
れ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
彼
は
、
「
第
一
哲
学
」
と
他
の
特
殊

　
　
的
諸
学
と
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
異
質
性
を
、
（
た
し
か
に
一
方
で
は
了
解
し
て
い
た
よ
う
に
見
え
る
け
れ
ど
も
）
結
局
は
裏
切
っ
た
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
る
。
彼
が
事
物
の
本
質
、
或
い
は
「
既
に
－
存
在
し
て
い
る
存
在
の
ウ
！
シ
ア
」
を
思
惟
し
言
表
す
る
場
合
に
前
提
し
て
い
る
こ
の
同
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
性
は
、
言
表
、
即
ち
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
た
同
質
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
本
論
文
で
は
、
傍
点
を
施
し
た
「
の
」
に
よ
っ
て
、
そ

　
　
れ
が
結
ぶ
干
渉
の
思
惟
さ
れ
た
ロ
．
識
ス
的
な
同
質
性
を
理
解
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
同
質
性
が
成
立
し
得
る
の
も
、
両
項
が
共

　
　
に
、
ロ
ゴ
ス
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ
た
閉
じ
た
全
体
（
「
既
に
一
そ
こ
に
」
の
次
元
）
の
中
に
納
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
そ
れ
で
は
、
以
上
に
述
べ
た
よ
う
な
「
体
験
の
形
而
上
学
」
と
区
別
さ
れ
る
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
自
身
の
形
而
上
学
と
は
如
何
な
る

　
　
も
の
か
。
そ
れ
は
、
閉
じ
た
全
体
を
な
す
思
惟
の
次
元
に
納
ま
り
き
ら
な
い
ぽ
か
り
か
、
そ
う
い
う
思
惟
の
次
元
と
は
全
く
異
質
な
次
元
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を
開
く
も
の
で
あ
る
。
勿
論
そ
れ
は
経
験
を
越
え
る
メ
タ
経
験
的
な
学
で
は
あ
る
が
、
こ
の
学
が
開
く
次
元
は
、
思
惟
の
次
元
も
し
く
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
メ
　
　
タ
　
　
ソ
　
ビ
　
　
リ

第
二
哲
学
の
次
元
と
し
て
の
メ
タ
経
験
界
と
は
異
質
な
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
ば
、
彼
に
と
っ
て
の
形
而
上
学
的
な
も
の
は
、
メ
タ
経
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ゴ
ス

的
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
同
時
に
ま
た
「
メ
タ
論
理
的
」
（
ヨ
σ
邑
。
α
Q
5
器
）
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
彼
の
形

而
上
学
が
「
学
」
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
第
二
哲
学
が
そ
う
で
あ
る
の
と
同
様
の
意
味
で
の
論
理
的
理
性
的
な
学
、
エ
ピ
ス
テ
ー
メ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ピ
ス
テ
ド
メ
ほ

一
と
し
て
の
学
で
は
あ
り
得
な
い
。
予
知
は
臆
説
（
ド
ク
サ
）
の
蒙
昧
を
斥
け
る
点
で
は
逆
説
（
パ
ラ
ド
ク
ス
）
で
あ
る
が
、
単
に
メ

タ
経
験
的
な
、
三
聖
の
こ
の
逆
説
－
第
一
の
逆
説
1
を
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ヅ
チ
の
形
而
上
学
は
更
に
逆
転
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
だ
か

ら
、
彼
の
形
而
上
学
は
、
学
知
に
対
す
る
メ
タ
論
理
的
な
逆
説
－
第
二
の
逆
説
一
と
し
て
現
わ
れ
る
。

　
こ
の
第
二
の
逆
説
は
、
彼
の
言
葉
で
は
「
逆
論
理
」
（
冨
琶
同
。
σ
q
邑
で
あ
る
。
第
一
の
逆
説
が
論
理
の
力
を
警
み
と
し
て
臆
見
の
誤
謬
を

暴
く
の
と
は
違
っ
て
、
第
二
の
逆
説
の
方
は
論
理
の
力
そ
れ
自
体
の
無
力
を
露
呈
す
る
。
と
雷
う
の
も
、
論
理
や
思
惟
が
力
た
り
得
る
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ソ
ピ
リ

は
、
そ
れ
ら
の
固
有
の
次
元
で
あ
る
メ
タ
ソ
ピ
リ
に
於
て
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
於
て
は
、
論
理
が
経
験
の
一
切
を
互
い
に
関
係

づ
け
秩
序
立
て
、
思
惟
が
全
て
を
思
惟
し
尽
く
す
こ
と
も
、
少
く
と
も
理
念
的
に
は
可
能
で
あ
る
。
確
か
に
、
人
口
に
瞼
駕
し
た
パ
ス
カ

ル
の
断
篇
に
言
わ
れ
る
如
く
、
「
空
間
に
よ
っ
て
宇
宙
は
私
を
包
含
し
、
　
一
点
の
よ
う
に
私
を
呑
み
込
ん
で
し
ま
う
が
、
思
惟
に
よ
っ
て

は
私
が
宇
宙
を
包
含
す
る
（
8
葦
戸
①
＆
。
。
）
」
（
《
℃
窪
。
。
伶
。
・
》
”
守
慧
。
。
。
牙
け
σ
q
c
。
心
。
。
）
の
で
あ
っ
て
、
果
て
し
の
な
い
宇
宙
、
無
限
の
全
体
を
さ

え
認
識
し
得
る
思
惟
の
力
を
、
私
た
ち
は
決
し
て
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
「
逆
論
理
」
と
い
え
ど
も
、
こ
の
力
を
否
定
し
去
る
も

の
で
は
な
い
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
形
而
上
学
の
「
逆
論
理
」
性
は
、
た
だ
次
の
よ
う
な
こ
と
を
示
す
の
み
で
あ
る
。
即
ち
、
思
惟

に
と
っ
て
の
全
体
は
閉
じ
た
全
体
に
過
ぎ
ず
、
そ
れ
が
「
全
て
」
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
閉
じ
た
全
体
の
知
、
ま
た
は
そ
の
中
の

諸
々
の
事
物
や
事
象
の
知
（
o
口
O
掃
O
鵠
O
①
）
は
ど
れ
程
完
全
な
知
で
あ
ろ
う
と
も
必
ず
そ
の
裏
面
に
趨
る
不
知
（
器
吻
。
冷
旨
8
）
を
秘
め
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
の
不
知
と
は
、
人
間
の
認
識
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
性
か
ら
、
即
ち
認
識
す
る
人
間
が
必
然
的
に
或
る
視
点
に
拘
束
さ
れ

　
　
　
　
体
験
と
形
而
上
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
九
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七
〇

て
い
る
と
い
う
こ
と
か
ら
由
来
す
る
不
知
で
は
な
い
。
仮
に
無
限
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
の
一
切
を
動
員
し
て
完
全
な
知
を
造
り
あ
げ
た

と
こ
ろ
で
解
消
さ
れ
よ
う
の
な
い
不
知
が
、
こ
こ
で
は
問
題
に
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
完
全
な
知
で
さ
え
も
免
れ
得
な
い
制

約
と
は
、
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
と
い
う
語
が
含
意
す
る
「
視
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
筆
者
は
考
え
る
。
こ
こ
に
視
と
い
う
字
を
用
い

て
表
わ
す
「
視
」
は
、
視
ら
れ
る
も
の
を
必
然
的
に
持
つ
よ
う
な
作
用
で
あ
る
。
こ
の
作
用
に
於
て
視
ら
れ
る
も
の
は
、
こ
こ
に
在
る
こ

れ
、
あ
そ
こ
に
見
え
る
あ
れ
と
い
っ
た
具
体
的
な
事
物
や
事
象
で
も
よ
い
し
、
そ
れ
ら
の
本
質
、
エ
イ
ド
ス
、
イ
デ
ア
等
々
で
も
よ
い
。

何
れ
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
は
、
何
か
至
る
も
の
、
何
ら
か
の
仕
方
で
存
在
す
る
も
の
で
あ
り
、
先
に
挙
げ
た
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
語
で

言
え
ば
ぬ
三
畠
な
の
で
あ
る
。

　
私
た
ち
は
今
、
こ
の
盤
崔
を
、
視
る
こ
と
の
、
ま
た
は
視
る
と
い
う
認
識
的
な
働
き
を
な
す
限
り
に
於
け
る
意
識
の
、
そ
の
相
関
者

と
し
て
把
え
た
い
。
つ
ま
り
、
視
る
者
が
彼
の
前
に
一
即
ち
「
既
に
－
そ
こ
に
」
1
見
出
す
も
の
を
、
私
た
ち
は
、
そ
の
ま
ま
ρ
q
達

で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
。
視
が
そ
の
眼
前
に
ρ
三
厩
を
見
出
す
時
、
視
る
者
は
視
に
曾
て
メ
タ
経
験
的
な
「
既
に
－
そ
こ
に
」
の
次

元
、
即
ち
思
惟
と
論
理
の
次
元
に
ま
で
達
し
得
る
。
個
々
の
租
賦
を
、
或
い
は
本
質
的
な
ρ
島
侮
を
認
識
す
る
限
り
に
於
て
、
彼
は
自

ら
メ
タ
ン
ピ
リ
に
身
を
置
く
と
言
え
る
の
で
あ
る
。
無
論
、
有
限
な
人
間
存
在
と
し
て
の
彼
が
、
実
際
に
は
、
経
験
的
な
生
の
次
元
で
あ

る
ア
ソ
ピ
リ
を
一
歩
も
越
え
ら
れ
な
い
と
い
う
事
実
に
は
些
か
も
変
更
は
な
い
。
だ
が
彼
は
、
紺
象
的
租
茂
的
な
認
識
に
汲
汲
と
す
る

あ
ま
り
、
そ
の
事
実
に
気
づ
か
ず
、
そ
れ
を
問
題
に
し
ょ
う
と
も
し
な
い
。
も
し
、
そ
の
事
実
自
体
が
問
題
に
さ
れ
、
そ
の
事
実
と
は

「
何
」
で
あ
る
か
が
間
わ
れ
た
な
ら
、
そ
の
間
は
、
人
間
の
根
源
的
な
有
限
性
に
基
い
た
或
る
不
知
を
露
わ
に
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
間

へ
の
答
は
、
そ
れ
は
「
何
」
と
い
う
形
で
は
決
し
て
知
ら
れ
得
ぬ
と
い
う
意
味
で
の
2
。
。
。
g
8
三
儀
、
聡
き
？
轟
・
僧
す
程
9
で
し
か
あ
り
得

な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
不
知
は
、
八
戸
ソ
ピ
リ
に
身
を
置
い
た
（
と
信
じ
て
い
る
）
人
士
の
虐
苞
的
な
知
、
ω
。
ざ
虐
崔
、

｝
？
。
。
鉱
。
。
－
聲
。
卿
に
よ
っ
て
絶
え
ず
覆
い
隠
さ
れ
る
。

　
決
し
て
認
識
で
き
な
い
よ
う
な
金
達
（
即
ち
乞
霧
9
0
ρ
八
達
）
に
つ
い
て
の
、
こ
の
不
知
の
卓
越
し
た
例
と
し
て
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
ッ
チ
は
、
死
に
つ
い
て
の
不
知
を
挙
げ
る
。
「
死
と
は
何
か
」
と
い
う
問
へ
の
答
を
、
神
な
ら
ぬ
我
々
人
間
は
、
如
何
に
し
て
知
り
得
よ

　
　
う
か
。
我
々
の
日
常
の
生
の
中
に
突
如
と
し
て
介
入
し
て
く
る
メ
タ
経
験
的
な
も
の
で
あ
る
死
一
そ
れ
に
つ
い
て
語
れ
る
の
は
、
せ
い

　
　
ぜ
い
他
人
の
死
と
い
う
経
験
的
な
出
来
事
ま
で
で
あ
る
。
自
己
自
身
の
死
は
、
お
そ
ら
く
正
に
死
の
瞬
間
に
於
て
さ
え
、
謎
（
ヨ
《
ω
け
驚
・
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ス
テ
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か

　
　
の
ま
ま
に
留
ま
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ヅ
チ
が
「
謎
」
と
呼
ぶ
も
の
は
、
判
じ
物
の
謎
掛
け
で
も
な
け
れ
ぽ
、
秘
密
で

　
　
も
ス
フ
ィ
ン
ク
ス
の
謎
（
①
コ
戸
σ
Q
ヨ
O
）
で
も
な
い
。
そ
の
答
は
誰
も
知
ら
な
い
し
、
何
処
か
に
隠
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
死
と
は
、

　
　
答
が
決
し
て
わ
か
ら
ぬ
よ
う
な
謎
で
あ
る
。
生
き
て
い
る
我
々
は
、
死
そ
の
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
絶
対
に
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う

　
　
に
運
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
死
と
い
う
出
来
事
は
、
単
に
謎
と
し
て
で
あ
れ
、
日
常
に
も
体
験
し
得
る
。
換
言
す
れ
ば
、

　
　
死
は
、
ア
ソ
ピ
リ
に
居
な
が
ら
体
験
し
得
る
と
こ
ろ
の
、
メ
タ
経
験
的
且
つ
メ
タ
論
理
的
な
る
も
の
、
即
ち
形
而
上
学
的
な
も
の
で
あ

　
　
る
。

　
　
　
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
「
形
而
上
学
的
」
と
い
う
語
で
表
わ
す
も
の
を
、
私
た
ち
は
、
ミ
ス
テ
ー
ル
、
つ
ま
り
謎
の
ほ
か
不
可
解
、

　
　
不
可
思
議
、
神
秘
な
ど
の
意
味
を
含
む
ミ
ス
テ
ー
ル
と
い
う
語
と
同
義
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ミ
ス
テ
ー
ル
に
関
す
る
不
知

　
　
は
、
偶
然
的
な
諸
事
情
に
由
来
す
る
「
知
ら
な
い
」
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
有
限
的
人
格
を
深
く
浸
す
運
命
的
な
不
知
（
2
①
。
。
。
δ
ρ
鼠
伽
）
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
あ
る
。
こ
の
不
知
に
於
て
知
ら
れ
て
い
な
い
租
鉱
は
、
雑
な
ら
ぬ
人
間
に
は
絶
対
に
知
ら
れ
得
な
い
よ
う
な
剥
く
ぎ
億
ヨ
野
猿
、
即
ち

　
　
「
何
も
の
か
知
り
得
ざ
る
も
の
」
（
こ
れ
も
累
。
。
。
9
0
ρ
巳
臣
）
で
あ
る
。
こ
の
翼
＄
9
。
ρ
巳
自
も
ミ
ス
テ
ー
ル
と
共
に
、
形
而
上
学
的
な
も
の

　
　
の
同
義
語
だ
と
言
え
る
。
と
は
言
え
、
こ
れ
ら
漠
然
と
し
た
同
義
語
を
「
そ
れ
は
何
々
で
あ
る
」
式
の
言
表
に
よ
っ
て
形
而
上
学
的
な
も

　
　
の
に
適
用
し
て
も
、
そ
の
言
表
は
、
認
識
を
表
わ
す
も
の
と
は
な
り
え
な
い
。
大
体
、
「
そ
れ
は
何
々
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
筋
道
と
、

　
　
事
物
や
事
象
の
存
在
を
構
成
す
る
筋
道
と
が
一
致
す
る
の
は
、
論
理
の
次
元
に
於
て
の
み
で
あ
っ
て
、
形
而
上
学
的
な
も
の
に
関
わ
る

　
　
「
逆
論
理
」
の
次
元
で
は
、
言
わ
ば
文
理
と
事
理
と
の
そ
う
し
た
一
致
は
決
し
て
成
立
し
な
い
。
い
や
寧
ろ
、
そ
う
い
う
一
致
の
根
拠
で

　
　
あ
る
ロ
ゴ
ス
（
条
理
）
が
、
た
と
え
ぽ
死
の
謎
の
よ
う
な
、
表
現
し
難
い
逆
論
理
的
且
つ
メ
タ
論
理
的
な
も
の
と
衝
突
す
る
と
こ
ろ
に
ご

51

9
　
　
　
体
験
と
形
而
上
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
差
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七
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
ん
ち

そ
、
形
而
上
学
的
と
呼
べ
る
次
元
が
開
け
る
の
で
あ
る
。
こ
の
衝
突
を
、
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
時
に
「
聖
蹟
」
（
。
。
8
細
身
剛
Φ
蹟
き
覆
る

こ
と
）
と
い
う
語
で
表
わ
す
が
、
そ
れ
は
、
思
惟
が
決
し
て
思
惟
し
得
ぬ
も
の
と
ぶ
つ
か
り
、
条
理
が
そ
れ
の
矛
盾
者
と
衝
突
す
る
こ
と

で
あ
る
。

　
形
而
上
学
的
な
次
元
は
、
こ
う
い
う
三
蹟
、
郡
ち
条
理
と
不
条
理
と
の
衝
突
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
、
開
け
（
。
守

　
　
（
5
）

〈
。
艮
舞
⑦
）
に
先
立
っ
て
「
既
に
－
そ
こ
に
」
存
在
す
る
よ
う
な
次
元
で
は
な
い
。
「
そ
こ
に
」
は
何
も
な
い
の
だ
か
ら
、
厳
密
に
は
、
形
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

上
学
的
「
次
元
」
（
灯
ぎ
）
も
な
い
。
だ
が
、
人
闘
の
視
が
真
の
圏
を
照
し
串
す
認
識
的
な
光
と
な
り
得
ぬ
の
と
平
様
、
人
聞
の
言
語
も
、

非
存
在
や
死
を
語
る
に
適
し
な
い
こ
と
を
了
比
し
た
上
で
、
私
た
ち
は
、
な
お
か
つ
何
ら
か
の
言
い
方
（
書
。
口
島
・
藍
子
H
・
『
）
を
選
ぶ
こ
と

を
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
文
章
表
現
も
、
形
而
上
学
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
不
可
能
性
お
よ
び
言
語
表
現
の

無
力
を
熟
知
し
た
上
で
展
開
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
点
で
、
そ
れ
自
体
が
顧
蹟
を
経
由
し
た
も
の
で
あ
る
。
一
般
に
、
顯
蹟
は
、
条
理
、
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

理
を
蹟
か
せ
挫
折
さ
せ
る
と
共
に
、
不
条
理
、
逆
論
理
を
露
呈
し
、
更
に
メ
タ
論
理
の
可
能
性
を
開
く
。
思
惟
と
論
理
の
次
元
を
唯
一
ポ

ジ
テ
ィ
ヴ
な
も
の
と
な
す
限
り
、
顛
踵
と
は
単
な
る
挫
折
、
即
ち
二
三
畠
的
に
認
識
「
で
き
る
」
、
ω
。
δ
ρ
巳
q
か
ら
、
認
識
「
で
き
な
い
」
、

署
①
。
・
。
δ
ρ
三
伽
へ
の
転
換
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
と
っ
て
は
、
思
惟
の
次
元
の
（
従
っ
て
第
二
哲
学
の
）
ポ
ジ

テ
ィ
ヴ
な
性
格
は
二
次
的
で
あ
る
に
留
ま
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
に
と
っ
て
真
に
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
形
而
上
学
の
（
即
ち
第
一
哲
学
の
）
次
元

に
到
る
に
は
、
顯
蹟
に
よ
る
次
元
の
転
換
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
次
元
転
換
の
契
機
と
な
る
筆
蹟
は
、
同
じ
思
惟
の
次
元
内
で
の
、
共
に
相
対
的
な
「
で
き
る
」
か
ら
「
で
き
な
い
」
へ
の
移
行
で
は
な

く
、
相
対
的
な
「
で
き
る
」
か
ら
絶
対
的
な
「
で
き
な
い
」
へ
の
転
換
で
あ
る
。
そ
し
て
、
顧
蹟
に
於
け
る
絶
対
的
な
認
識
不
可
能
性
の

意
識
こ
そ
、
絶
対
的
に
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
形
而
上
学
的
次
元
を
開
く
も
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
の
認
識
不
可
能
性
乞
。
。
。
9
。
ρ
裸
山
は
、
単
に

　
プ
ロ
ス
の
へ
　
マ
ス

「
我
々
に
と
っ
て
」
1
即
ち
ア
ン
ピ
リ
に
於
け
る
感
覚
的
認
識
の
主
体
に
と
っ
て
一
の
劉
・
。
。
。
δ
自
乙
で
あ
る
だ
け
で
は
な
い
。
筆

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヵ
　
タ
　
　
ロ
　
フ
ユ
シ
ソ

老
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
用
語
を
補
足
し
て
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
こ
の
2
0
m
9
◎
ρ
忌
侮
は
ま
た
、
言
わ
ば
「
自
然
に
即
し
て
」
1



　
　
即
ち
、
メ
タ
ソ
ピ
リ
に
仮
に
身
を
置
き
、
自
体
的
客
観
的
本
質
の
視
点
を
取
る
人
間
に
と
っ
て
一
の
認
識
不
可
能
性
で
も
あ
る
。
こ
の

　
　
よ
う
な
Z
①
。
。
。
δ
農
凱
の
意
識
は
形
而
上
学
的
次
元
を
開
く
と
い
う
役
割
を
果
す
が
、
こ
の
次
元
は
、
開
か
れ
た
か
と
思
う
瞬
間
す
ぐ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
閉
じ
ら
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
人
間
は
、
こ
の
次
元
に
身
を
置
く
こ
と
は
勿
論
、
そ
れ
を
認
識
的
に
視

　
　
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
。
こ
の
点
で
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
形
而
上
学
的
次
元
の
開
け
を
「
半
開
」
（
①
⇔
け
目
》
O
償
く
①
H
梓
郎
円
①
）
で
あ
る
と

　
　
言
い
、
我
々
が
開
け
の
気
配
を
感
知
す
る
仕
方
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
倉
見
」
（
o
艮
話
く
賦
0
5
垣
間
見
る
こ
と
）
と
呼
ぶ
。
半
ば
と
か
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
間
の
意
の
「
曾
㌶
？
」
と
い
う
接
頭
辞
の
、
彼
に
於
け
る
意
味
に
つ
い
て
は
後
に
語
ろ
う
。
こ
こ
で
は
、
半
開
が
認
識
的
意
識
へ
の
開
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
で
は
な
く
、
ま
た
盗
見
が
認
識
的
な
視
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
て
お
き
た
い
。
こ
こ
に
筆
者
が
「
認
識
的
」
と
い
う
語
で
特
徴
づ
け
る

　
　
の
は
、
《
視
る
も
の
1
視
ら
れ
る
も
の
》
と
い
う
相
関
の
図
式
（
「
既
に
一
そ
こ
に
し
の
図
式
）
に
適
合
す
る
よ
う
な
、
ロ
ゴ
ス
的
ρ
巳
像

　
　
的
な
知
の
あ
り
方
の
こ
と
で
あ
る
。
形
而
上
学
的
な
も
の
に
関
わ
る
半
開
や
半
見
は
、
こ
の
よ
う
な
認
識
的
な
知
の
挫
折
を
経
て
ば
じ
め

　
　
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
で
は
、
半
見
と
は
一
体
如
何
な
る
知
の
あ
り
方
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
意
見
と
は
形
而
上
学
的
な
も
の
に
関
す
る
「
見

　
　
る
こ
と
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
と
っ
て
形
而
上
学
的
な
も
の
と
は
「
既
に
一
そ
こ
に
」
の
図
式
を
適
用
し
得
な

　
　
　
　
　
　
　
ネ
ス
キ
ナ
ク
イ
ド

　
　
い
よ
う
な
「
知
り
得
ざ
る
も
の
」
で
あ
り
、
従
っ
て
認
識
的
な
も
の
一
般
の
限
界
を
現
わ
し
出
す
も
の
で
あ
る
以
上
、
私
た
ち
は
半
見
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
イ
ド

　
　
「
形
而
上
学
的
な
も
の
の
（
認
識
的
な
）
視
」
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
換
言
す
れ
ぽ
、
こ
の
「
見
る
こ
と
」
と
は
何
か
を

　
　
視
る
作
用
で
は
な
く
、
見
ら
れ
る
も
の
も
「
既
に
一
そ
こ
に
」
在
る
対
象
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
身
舎
、
見
る
人
間
も
亦
、
視
て
と
ら

　
　
れ
た
ρ
巳
伽
の
桐
関
者
た
る
認
識
的
意
識
や
「
思
惟
ス
ル
モ
ノ
」
（
婦
①
ω
　
O
O
σ
Q
戸
貯
9
口
の
）
に
還
元
さ
れ
は
し
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
「
見
る
こ
と
」
は
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
ニ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
に
由
来
す
る
も
の
と
し
て
引
用
す
る
次
の
言
葉

　
　
の
よ
う
な
も
の
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
即
ち
、
「
真
に
神
を
見
る
こ
と
は
、
神
が
不
可
視
で
あ
る
と
見
る
こ
と
に
存
す
る
（
留
8
¢
息
3

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
弾
ぜ
轡
§
§
戴
嚇
℃
）
」
（
匂
H
H
”
℃
●
ミ
O
）
と
い
う
昌
　
口
和
で
あ
る
。
こ
こ
に
表
現
さ
れ
て
い
る
「
見
る
」
行
為
は
、
最
早
、
既
に
可
視
的
可

鵬　
　
　
　
　
　
体
験
と
形
而
上
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
三
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哲
学
研
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第
五
百
四
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
四

　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ソ
ビ
リ

知
的
で
あ
る
も
の
を
視
た
り
知
っ
た
り
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
経
験
を
真
に
超
越
す
る
も
の
1
象
鼠
言
ヨ
ρ
三
八
乃
至
窯
・
の
。
6
農
こ
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

が
不
可
視
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見
る
、
或
い
は
そ
れ
が
不
可
知
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
る
と
い
う
行
為
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ

ヅ
チ
に
於
け
る
こ
の
よ
う
な
行
為
の
体
験
を
、
私
た
ち
は
、
「
形
而
上
学
的
」
体
験
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

二
　
形
而
上
学
的
体
験
一
「
既
に
－
そ
こ
に
」
か
ら
の
解
放

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
第
一
節
で
は
、
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
形
而
上
学
が
「
既
に
一
そ
こ
に
」
の
枠
内
に
留
ま
る
「
体
験
の
形
而
上
学
」
で
は
な
い
と
い

う
こ
と
の
確
認
か
ら
出
発
し
、
彼
に
於
け
る
「
形
而
上
学
的
体
験
」
の
可
能
性
に
ま
で
立
ち
到
っ
た
。
本
節
で
は
、
筆
者
が
「
形
而
上
学

　
　
（
9
）

的
体
験
」
と
し
て
際
立
た
せ
る
体
験
が
、
認
識
的
ロ
ゴ
ス
的
な
体
験
と
は
対
立
す
る
性
格
を
持
つ
と
い
う
点
を
解
明
し
て
ゆ
き
た
い
。
こ

の
性
格
は
、
「
既
に
一
そ
こ
に
」
の
次
元
を
去
っ
て
知
り
得
ざ
る
も
の
へ
向
う
よ
う
な
、
意
識
の
真
の
超
越
の
動
き
の
内
に
見
出
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
私
た
ち
は
こ
れ
を
、
心
情
的
ま
た
は
「
プ
ネ
ウ
マ
」
的
な
性
格
と
し
て
特
徴
つ
げ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
ま
ず
、
第
一
節
で
の
区
別
（
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
形
而
上
学
と
「
体
験
の
形
而
上
学
」
と
の
区
別
）
と
同
様
の
鼠
別
を
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

即
ち
、
形
而
上
学
的
体
験
と
「
形
而
上
学
的
な
も
の
の
体
験
」
と
の
区
別
で
あ
る
。
も
と
よ
り
、
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
於
げ
る
形
而

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

上
学
的
体
験
は
、
虐
こ
的
認
識
に
関
わ
る
認
識
的
体
験
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
そ
れ
を
表
現
す
る
の
に
傍
点
付
き
の
「
の
し
を
用
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

こ
と
は
で
き
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
「
の
」
に
よ
っ
て
了
解
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
結
ぶ
二
項
の
ロ
ゴ
ス
的
同
質
性
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

両
項
が
同
じ
く
「
既
に
一
そ
こ
に
」
の
次
元
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
一
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
、
「
形
而
上
学
的
な
も
の
の
体
験
」
と
い

う
表
現
が
可
能
で
あ
る
の
は
、
「
体
験
」
と
「
形
而
上
学
的
な
も
の
」
と
が
両
方
と
も
、
思
惟
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
同
質
性
を
有
し
、

同
じ
く
思
惟
の
次
元
に
収
ま
る
べ
く
合
理
化
さ
れ
て
い
る
限
り
に
於
て
の
み
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
は
、
「
形
而
上
学
的
な
も
の
し
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
イ
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

思
惟
の
対
象
と
し
て
「
も
の
」
化
さ
れ
（
ρ
三
匹
昏
頴
）
、
或
い
は
「
モ
ノ
」
化
さ
れ
（
撤
跳
①
）
て
い
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
れ
ら
を
体
験

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
イ
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
イ
ド
　
　
　
　
　
　
　
レ
　
ス

す
る
人
間
の
方
も
、
体
験
さ
れ
る
「
も
の
」
の
そ
の
相
関
者
と
か
「
思
惟
ス
ル
モ
ノ
」
と
し
て
、
同
様
の
「
も
の
化
」
、
「
モ
ノ
化
」
を
蒙



　
　
っ
て
い
る
。
要
す
る
に
、
か
く
合
理
化
さ
れ
た
「
形
而
上
学
的
な
も
の
し
は
、
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
言
う
形
而
上
学
的
な
も
の
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ス
テ
ヒ
ル

　
　
全
く
異
な
る
の
で
あ
る
。
彼
に
あ
っ
て
は
、
形
而
上
学
的
な
も
の
と
は
、
「
何
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
へ
の
答
を
含
ま
な
い
謎
で
あ
る
。

　
　
ミ
ス
テ
ま
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ス
テ
ぱ
ル

　
　
「
（
謎
と
は
）
「
＄
で
は
な
く
…
…
何
も
の
と
も
知
り
得
ざ
る
も
の
（
累
⑦
。
・
9
。
ρ
巳
自
）
で
あ
る
」
（
℃
ゲ
．
”
や
日
鼠
）
。
つ
ま
り
、
謎
と
し
て
の
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
而
上
学
的
な
も
の
は
、
ρ
鼠
傷
で
は
な
く
Σ
Φ
。
。
9
。
ρ
9
匹
で
あ
り
、
お
ω
で
は
な
く
「
雪
亭
器
。
。
」
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
形
而
上
学
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ス
テ
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ニ
グ
ム

　
　
体
験
を
「
形
而
上
学
的
な
も
の
の
体
験
」
と
見
倣
す
立
場
に
あ
っ
て
は
、
本
来
は
謎
で
あ
る
筈
の
も
の
が
、
単
な
る
謎
解
き
の
謎
一
こ

　
　
の
謎
の
答
は
「
既
に
一
そ
こ
に
」
の
次
元
内
の
何
処
か
に
見
出
さ
れ
得
る
一
に
す
り
か
え
ら
れ
て
し
ま
う
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の

　
　
形
而
上
学
は
、
Z
。
。
。
9
。
ρ
三
侮
を
の
巳
師
化
す
る
こ
の
よ
う
な
立
場
の
断
乎
た
る
拒
否
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
　
ス
　
キ
　
オ
　
ク
　
イ
　
ド

　
　
　
そ
れ
で
は
、
ρ
三
畠
と
し
て
認
識
し
得
な
い
こ
の
「
知
り
得
ざ
る
も
の
」
に
対
し
て
は
、
如
何
に
接
近
し
た
ら
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヴ
イ
ア
。
ネ
ガ
テ
イ
ヴ
ア
（
1
1
）

　
　
私
た
ち
は
、
ま
ず
、
そ
れ
が
何
で
な
い
か
を
語
る
と
い
う
「
否
定
の
道
」
を
採
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
成
．
程
、
ン
①
。
。
。
δ
農
達
と

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

　
　
は
「
何
も
の
で
も
な
い
何
か
」
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
は
で
き
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
言
い
方
は
、
完
①
。
・
。
δ
ρ
巳
匙
が
ロ
ゴ
ス
的
認

　
　
識
す
な
わ
ち
ρ
巳
伽
化
の
作
用
に
於
て
取
り
逃
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
消
極
的
な
規
定
に
過
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
心
見
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
い
し
形
而
上
学
的
体
験
に
討
て
も
ま
た
、
「
何
も
の
で
も
な
い
何
か
」
の
認
識
が
得
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
こ
で
は
、
「
何
も

　
　
の
で
も
な
い
何
か
が
あ
る
H
芝
⇔
碧
①
5
器
畠
8
。
ρ
蕊
5
、
。
。
。
け
ユ
曾
）
」
（
H
v
げ
・
”
　
唱
・
　
ド
蔭
心
）
と
い
う
こ
と
が
心
情
的
に
感
知
さ
れ
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
リ
ヤ

　
　
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
そ
の
現
前
（
「
あ
る
」
）
が
感
知
さ
れ
る
限
り
に
於
け
る
形
而
上
学
的
な
も
の
の
牲
格
、
お
よ
び
こ
の
感
知
の
仕
方

　
　
を
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
「
プ
ネ
ウ
マ
的
」
（
や
μ
Φ
員
邑
P
⇔
捗
戸
ρ
口
Φ
）
と
い
う
語
で
表
現
し
て
い
る
。

　
　
　
プ
ネ
ウ
マ
建
＆
奏
と
い
う
ギ
リ
シ
ャ
語
は
、
風
や
空
気
、
気
息
や
息
吹
き
、
更
に
は
精
神
や
魂
や
霊
の
こ
と
を
意
味
す
る
が
、
ジ
ャ

　
　
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
こ
れ
ら
の
意
味
を
巧
み
に
活
か
し
て
こ
の
語
を
用
い
て
い
る
。
そ
の
際
に
は
常
に
、
プ
ネ
ウ
マ
と
ロ
ゴ
ス
の
対
立

　
　
が
前
提
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
心
情
と
理
性
と
の
パ
ス
カ
ル
的
な
対
立
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
形
容
詞
形
、
宕
窪
ヨ
①
け
5
器

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

　
　
は
、
し
ば
し
ぼ
、
文
字
上
の
、
字
義
上
の
と
い
う
意
味
の
α
q
三
型
ヨ
。
二
ρ
器
な
る
形
容
詞
と
の
対
立
に
於
て
も
用
い
ら
れ
て
い
る
。

鰯　
　
　
　
　
　
体
験
と
形
而
上
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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七
六

　
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
こ
の
プ
ネ
ウ
マ
と
い
う
語
に
よ
っ
て
、
と
り
わ
け
体
験
の
生
気
を
了
解
し
て
い
る
、
と
筆
者
は
考
え
る
。

そ
の
生
気
と
は
即
ち
、
我
々
が
正
に
生
き
つ
つ
あ
る
生
の
体
験
（
ア
ン
ピ
リ
）
の
生
き
生
き
と
し
た
性
格
で
あ
り
、
よ
り
深
い
意
味
で
は
、

こ
の
性
格
を
な
す
と
こ
ろ
の
原
理
で
あ
る
、
と
言
え
る
。
我
々
は
、
単
に
素
朴
に
生
き
て
い
る
最
中
に
は
、
こ
の
生
気
（
プ
ネ
ウ
マ
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

気
づ
か
な
い
。
ま
た
、
プ
ネ
ウ
マ
は
宕
Φ
。
・
。
δ
信
に
ゆ
え
、
「
何
々
の
体
験
」
と
し
て
傍
点
付
け
1
即
ち
合
理
化
盤
に
化
一
さ
れ
た

限
り
で
の
体
験
に
於
て
は
失
わ
れ
て
し
ま
う
。
た
だ
形
而
上
学
的
体
験
に
於
て
の
み
、
プ
ネ
ウ
マ
は
直
観
的
プ
ネ
ウ
マ
的
に
感
知
一
半

見
1
さ
れ
得
る
。
だ
か
ら
、
形
而
上
学
的
体
験
と
は
、
言
わ
ば
、
ア
ン
ピ
リ
に
本
来
充
翻
し
て
い
た
生
気
の
取
り
戻
し
（
即
ち
傍
点
外

し
の
成
就
）
な
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
プ
ネ
ウ
マ
的
な
体
験
と
し
て
の
形
而
上
学
的
体
験
に
関
し
て
は
、
次
の
こ
と
を
銘
記
し
て
お
か
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
体
験
に
於
て
肝
要
な
の
は
、
「
プ
ネ
ウ
マ
的
に
し
と
い
う
副
詞
形
で
蓑
わ
さ
れ
る
体
験
の
仕
方
、

体
験
す
る
人
間
の
心
情
的
な
態
度
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
以
上
の
記
述
だ
け
で
は
、
形
而
上
学
的
体
験
を
理
解
す
る
た
め
に
は
な
お
不
十
分
で
あ
り
、
幾
つ
か
の
疑
問
が
予
想
さ
れ
よ
う
。
第
一

に
、
ア
ン
ピ
リ
と
形
而
上
学
的
な
も
の
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
後
の
節
で
述
べ
よ
う
。
第
二
に
は
、
三

見
が
、
た
と
え
プ
ネ
ウ
マ
的
に
知
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
こ
か
ら
重
る
知
が
結
果
す
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
れ
は
依
然
と
し
て
《
視
る

者
i
視
ら
れ
る
も
の
》
と
い
う
図
式
の
枠
内
（
「
既
に
一
そ
こ
に
」
の
次
元
内
）
に
留
ま
る
も
の
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
イ
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
ナ
ギ

こ
の
疑
問
を
解
消
す
る
た
め
に
は
、
す
で
に
論
明
さ
れ
た
「
も
の
」
の
知
と
「
こ
と
」
の
知
と
の
峻
別
に
基
き
、
こ
れ
を
ロ
ゴ
ス
的
な
知

と
プ
ネ
ゥ
マ
的
な
知
と
の
寒
鯛
と
し
て
喪
え
よ
う
。
そ
う
す
る
な
ら
ば
、
半
見
の
成
り
立
つ
プ
ネ
ウ
マ
的
な
次
元
は
、
「
既
に
一
そ
こ

に
」
の
次
元
と
い
う
ロ
ゴ
ス
的
な
秩
序
と
「
全
く
一
異
な
る
も
の
」
（
一
①
　
　
8
0
偉
け
■
語
口
け
『
①
）
で
あ
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
先
に

条
理
と
不
条
理
と
の
衝
突
と
し
て
述
べ
た
顯
蹟
は
、
こ
こ
で
は
ロ
ゴ
ス
と
プ
ネ
ウ
マ
と
の
衝
突
と
し
て
把
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
。
事
蹟

に
於
け
る
逆
説
的
な
知
一
自
己
の
不
知
（
Z
o
。
・
9
0
盤
嵐
）
「
と
い
う
事
実
」
（
皇
鼠
）
の
知
一
は
、
半
信
に
於
け
る
プ
ネ
ウ
マ
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
真
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
ス
キ
オ
ク
ィ
ド

自
。
α
的
知
の
先
触
れ
と
な
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
鱗
雲
に
於
け
る
知
と
は
、
た
だ
一
瞬
「
垣
間
見
」
得
る
の
み
の
「
知
り
得
ざ
る
も
の
」



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
　
　
　
オ
　
　
　
ド

　
　
が
、
そ
れ
で
も
な
お
「
あ
る
」
（
媒
団
p
）
「
と
い
う
こ
と
」
の
知
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
と
い
う
こ
と
」
乃
至
「
と
い
う
事
実
」
の
知

　
　
（
ρ
8
匹
的
知
）
は
、
そ
れ
が
プ
ネ
ウ
マ
的
に
、
心
惜
に
於
て
感
知
せ
ら
れ
る
点
で
、
通
常
の
認
識
（
ρ
三
島
的
知
）
と
は
そ
の
様
相
を
全

　
　
く
異
に
し
、
そ
こ
に
は
書
に
的
に
知
ら
れ
る
も
の
は
何
も
な
い
。
顛
蹟
に
於
て
自
己
の
思
惟
の
無
力
を
痛
感
し
た
後
の
半
見
が
も
た
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
リ
ヤ

　
　
す
の
は
、
た
だ
、
思
惟
を
超
越
す
る
も
の
が
「
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
確
信
に
過
ぎ
な
い
。
彊
嬢
な
き
盤
＆
の
知
と
し
て
の
こ
う
し

　
　
た
確
信
は
、
半
知
（
伍
Φ
b
P
一
・
ω
O
同
Φ
箒
O
Φ
）
で
し
か
な
い
が
、
こ
れ
は
、
自
分
が
半
分
し
か
知
ら
ぬ
こ
と
を
知
る
知
と
し
て
は
、
パ
ス
カ
ル
の
語

　
　
る
人
間
の
逆
説
的
な
偉
大
さ
を
な
す
も
の
で
も
あ
る
。

　
　
　
プ
ネ
ウ
マ
的
で
ρ
8
匹
的
な
知
が
、
ロ
ゴ
ス
的
で
自
に
的
な
知
と
は
全
く
違
う
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
以
上
の
通
り
で
あ
る
が
、

　
　
こ
れ
だ
け
で
は
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ヅ
チ
が
、
何
故
、
プ
ネ
ウ
マ
と
い
う
語
を
好
ん
で
用
い
る
の
か
は
、
未
だ
明
ら
か
で
な
い
。
一
体
、

　
　
こ
の
語
は
「
心
情
」
と
置
換
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
私
た
ち
は
、
こ
の
語
の
原
義
が
、
風
や
空
気
の
鼻
溝
な
動
き
を
表
わ
し
て

　
　
い
た
こ
と
を
想
起
し
よ
う
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
プ
ネ
ウ
マ
の
語
を
、
単
な
る
心
情
で
は
な
く
、
心
情
の
動
き
、
も
し
く
は
動
き
と

　
　
し
て
の
心
情
を
表
わ
す
に
用
い
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
も
、
そ
こ
に
は
、
こ
の
動
き
の
幽
微
さ
も
含
懲
さ
れ
て
い
る
。

　
　
そ
れ
は
、
奮
え
ら
れ
ぬ
ま
ま
に
、
肌
を
掠
め
て
通
り
過
ぎ
て
ゆ
く
微
風
や
息
吹
の
幽
微
さ
で
あ
る
。
気
づ
い
た
時
に
は
も
う
、
あ
ま
り
に

　
　
も
幽
か
で
あ
っ
た
こ
の
空
気
の
動
き
を
証
拠
立
て
る
も
の
は
何
も
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
、
私
は
、
そ
の
動
ぎ
を
感
じ
た
と
断
言
で
き

　
　
る
。
こ
の
よ
う
に
、
決
し
て
ρ
高
冷
的
に
知
ら
れ
得
ず
立
証
不
可
能
で
は
あ
る
が
、
断
言
可
能
で
あ
る
よ
う
な
動
き
、
即
ち
、
「
既
に
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
そ
こ
に
」
存
在
す
る
対
象
の
み
を
狙
う
理
性
の
網
か
ら
は
脱
け
落
ち
る
が
、
心
情
の
繊
細
な
網
に
は
か
か
る
よ
う
な
幽
雑
な
動
き
こ
そ
、

　
　
そ
れ
自
体
が
幽
微
に
動
く
網
と
し
て
の
心
情
と
共
に
、
形
而
上
学
的
体
験
の
プ
ネ
ウ
マ
性
を
な
す
と
こ
ろ
の
も
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
次

　
　
に
、
エ
マ
オ
の
旅
人
た
ち
の
例
に
基
い
て
、
こ
の
体
験
の
相
を
眺
め
よ
う
。

　
　
　
こ
の
例
は
、
ル
カ
伝
（
卜
3
蔭
”
　
同
ら
0
1
G
◎
窃
）
の
、
エ
マ
オ
の
宿
で
の
ー
パ
ン
を
裂
く
、
そ
の
同
じ
一
瞬
の
問
の
一
神
の
出
現
と
消
散
の
記

　
　
事
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
福
音
書
の
記
述
と
は
別
箇
に
、
以
下
の
よ
う
に
旅
人
に
語
ら
せ
て
い
る
。

57
9
　
　
　
　
　
体
験
と
形
而
上
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
七
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ま
な
ざ

　
「
昨
晩
、
私
は
、
見
知
ら
ぬ
旅
の
方
と
一
緒
に
宿
で
食
事
を
と
り
ま
し
た
。
そ
の
方
の
眼
指
し
に
は
、
何
と
も
知
れ
ず
こ
の
世
な
ら
ざ

る
も
の
（
容
器
ω
鋤
貯
盤
9
曾
互
暮
。
一
昌
）
が
あ
り
ま
し
た
。
お
顔
は
穏
や
か
で
、
疲
れ
た
様
子
で
し
た
。
サ
ン
ダ
ル
に
は
道
中
の
埃
が

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

残
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
し
て
そ
の
見
知
ら
ぬ
方
は
神
的
な
方
だ
っ
た
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
見
知
ら
ぬ
方
は
神
だ
っ
た
の
で
す
」
（
賓
H
”
ロ
．

寄
。
傍
点
は
筆
者
の
附
加
）
。
こ
の
体
験
談
が
、
彼
の
意
図
す
る
と
お
り
プ
ネ
ゥ
マ
的
体
験
を
語
り
出
す
も
の
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

強
調
し
て
記
し
た
「
そ
し
て
」
と
い
う
接
続
詞
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
て
い
る
の
に
違
い
な
い
。
し
か
し
、
体
験
の
当
事
者
た
ら
ざ
る
聞
き

手
と
し
て
は
、
瞬
息
の
間
に
せ
よ
神
を
見
る
と
い
う
超
自
然
的
な
体
験
を
謡
る
の
に
、
疲
れ
汚
れ
た
見
知
ら
ぬ
旅
人
と
の
出
会
い
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

通
常
の
体
験
に
続
け
て
、
「
そ
し
て
」
と
単
純
に
繋
が
れ
た
の
で
は
、
唐
突
の
感
を
持
た
ざ
る
を
得
な
い
。
寧
ろ
、
「
と
こ
ろ
が
、
突
然
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

条
の
光
が
射
し
込
み
…
…
」
と
か
「
確
か
に
疲
れ
汚
れ
た
姿
で
は
あ
っ
た
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
方
は
神
だ
っ
た
…
…
」
と
い
っ
た
ふ
う
に
、

「
と
こ
ろ
が
」
、
「
そ
れ
で
も
」
等
の
逆
接
の
接
続
詞
が
欲
し
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
で
は
あ
る
が
、
以
下
に
述
べ
る
理
由
に
よ
っ
て
、
彼
は
、

旅
人
に
自
己
の
プ
ネ
ウ
マ
的
体
験
を
忠
実
に
語
ら
せ
る
限
り
、
や
は
り
「
そ
し
て
」
と
し
か
言
い
得
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
ず
、
エ
マ
オ
の
旅
人
が
「
と
こ
ろ
が
一
条
の
光
が
云
々
」
と
は
語
ら
ぬ
理
由
で
あ
る
が
、
プ
ネ
ウ
マ
的
に
体
験
さ
れ
た
神
の
出
現
と

消
散
は
二
期
」
の
内
に
な
さ
れ
、
そ
こ
に
場
面
の
変
化
が
な
か
っ
た
、
と
い
う
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。
旅
人
は
、
瞬
き
す
る
か
し
な
い
か

の
間
に
、
見
知
ら
ぬ
人
が
パ
ソ
を
裂
く
か
裂
か
な
い
か
の
間
の
「
消
散
す
る
出
現
」
（
碧
冒
円
三
。
跡
勘
気
⇔
邑
ω
。
。
§
邑
を
短
見
し
た
に
過
ぎ

な
い
。
歴
と
し
た
可
視
的
出
現
に
ま
で
到
ら
ぬ
「
消
散
す
る
出
現
」
、
ま
た
は
彼
を
照
ら
す
光
に
ま
で
到
ら
ぬ
「
閃
光
」
、
存
在
に
ま
で
到

ら
ぬ
「
不
在
の
現
前
」
（
箕
伽
。
・
窪
8
9
。
冨
①
韓
①
）
、
こ
の
よ
う
な
言
い
方
に
よ
っ
て
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
形
而
上
学
的
体
験
に
於
け
る

形
而
上
学
的
な
も
の
が
、
租
雛
と
し
て
卜
え
ら
れ
得
る
に
ま
で
到
ら
な
い
こ
と
を
表
わ
す
。
こ
う
し
た
も
の
の
存
在
は
決
し
て
証
拠
立
て

ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
理
性
的
に
顧
み
て
そ
の
存
在
が
如
何
に
疑
わ
し
く
と
も
、
そ
れ
で
も
、
エ
マ
オ
の
旅
人
は
、
神
を
見
た
と
確
信
す

る
Q

　
だ
が
、
旅
人
自
身
は
、
「
そ
れ
で
も
」
と
は
決
し
て
言
わ
な
い
。
通
常
の
ロ
ゴ
ス
的
文
脈
で
は
「
そ
れ
で
も
」
と
い
う
逆
接
の
接
続
詞



　
　
で
表
わ
さ
れ
る
筆
蹟
ー
ー
ロ
ゴ
ス
と
プ
ネ
ウ
マ
と
の
衝
突
お
よ
び
ロ
ゴ
ス
の
挫
折
と
い
う
事
態
i
は
、
旅
人
の
内
的
プ
ネ
ゥ
マ
的
文
脈

　
　
で
は
、
寧
ろ
非
論
理
的
な
「
そ
れ
故
」
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
さ
え
す
る
。
何
故
な
ら
ば
、
神
的
出
現
に
先
立
っ
て
、
旅
人
は
す
で
に
、
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ス
テ
エ
ル

　
　
知
ら
ぬ
人
の
「
何
と
も
知
れ
ず
こ
の
世
な
ら
ざ
る
」
雰
囲
気
（
p
。
け
ヨ
。
ω
冨
曾
①
）
を
謎
と
し
て
感
じ
始
め
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
「
（
彼
は
）
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ス
ギ
ス

　
　
そ
の
人
の
動
作
で
、
い
や
動
作
で
さ
え
な
い
、
動
作
の
素
描
で
、
即
ち
幽
か
な
身
震
い
や
瞬
き
や
見
交
す
眼
指
し
で
、
〔
そ
れ
が
神
だ
と
〕

　
　
わ
か
っ
た
」
（
臼
H
円
”
P
旨
。
。
）
。
動
作
の
素
描
と
言
わ
れ
る
の
は
、
そ
の
人
が
誰
で
あ
る
か
を
指
示
す
る
特
徴
（
㎝
凝
器
象
ω
砕
ぎ
。
無
）
と
し
て

　
　
の
可
視
的
な
所
作
や
癖
の
こ
と
で
は
な
い
。
「
素
描
」
と
は
、
可
視
的
弓
達
的
な
し
る
し
（
q
。
茜
昌
。
）
と
な
る
ま
で
に
到
ら
ぬ
プ
ネ
ウ
マ
的
動

　
　
き
を
い
う
語
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
旅
人
が
、
そ
の
人
を
特
徴
づ
け
る
し
る
し
に
よ
っ
て
、
即
ち
ロ
ゴ
ス
的
理
由
（
触
⇔
M
o
7
0
コ
）
に
よ
っ
て
、

　
　
そ
れ
が
「
誰
」
だ
か
わ
か
っ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
に
表
現
さ
れ
た
事
態
は
謎
で
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
旅
人
が
「
わ

　
　
か
っ
た
」
の
は
、
そ
の
人
が
「
誰
」
で
あ
る
か
は
決
し
て
知
り
得
な
い
「
と
い
う
こ
と
し
、
こ
の
見
知
ら
ぬ
人
（
一
、
営
。
9
謹
）
が
何
者
と
も

　
　
知
り
得
ざ
る
人
（
憎
一
コ
O
O
口
昌
⇔
一
し
ゅ
ω
掌
9
げ
一
〇
）
で
あ
る
「
と
い
う
こ
と
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
聲
鼠
的
知
は
、
ρ
三
蹟
的
知
が
有
す
る
よ

　
　
う
な
ロ
ゴ
ス
的
理
由
を
持
た
な
い
。

　
　
　
こ
の
点
を
理
解
す
る
た
め
に
、
エ
マ
オ
の
例
に
於
け
る
プ
ネ
ウ
マ
的
動
き
が
、
ρ
銭
幽
的
知
の
根
拠
と
な
り
得
る
対
象
的
な
も
の
で
な

　
　
い
こ
と
を
強
調
し
よ
う
。
た
し
か
に
、
こ
の
動
き
と
は
、
イ
エ
ス
の
側
の
、
確
と
し
た
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
与
え
る
ま
で
に
到
ら
ぬ
ほ

　
　
ど
幽
か
に
し
か
素
描
さ
れ
な
い
動
作
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
、
そ
の
気
配
が
プ
ネ
ゥ
マ
的
に
感
知
さ
れ
る
だ
け
の
不

　
　
可
視
的
動
き
で
あ
っ
て
、
鮒
象
的
な
特
徴
を
な
す
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
プ
ネ
ウ
マ
的
動
き
　
と
は
ま
た
、
旅
人
の
側
の
、
「
こ
の
見
知

　
　
ら
ぬ
方
は
、
こ
の
世
の
人
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
」
と
い
う
漠
と
し
た
予
感
（
℃
目
Φ
㎝
し
。
Φ
P
θ
μ
圏
P
O
三
口
）
の
、
心
情
に
於
け
る
高
ま
り
の
こ
と

　
　
を
も
、
同
時
に
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
私
た
ち
は
、
こ
れ
ら
二
つ
の
動
き
を
、
そ
れ
ぞ
れ
ρ
巳
庫
的
な
主
体
と
対
象
と
に

　
　
帰
着
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
況
ん
や
、
そ
の
ど
ち
ら
か
一
方
に
、
も
う
一
方
を
誘
起
し
た
原
因
を
見
出
す
こ
と
な
ど
で
き
は
し
な

　
　
い
。
何
故
な
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
動
き
は
、
常
に
相
互
的
に
働
き
、
両
者
の
「
共
働
」
（
笛
O
腔
O
　
O
O
b
9
昌
P
信
謬
）
に
於
て
ひ
と
つ
の
プ
ネ
ゥ
マ
的

鰯　
　
　
　
　
　
体
験
と
形
而
上
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九



　
　
　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
四
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
0

609
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
な
「
心
情
的
雰
囲
気
」
（
伽
§
o
ω
翼
翼
Φ
ヨ
。
量
。
）
を
創
り
あ
げ
る
よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
心
清
的
雰
囲
気
と
は
形
而
上
学
的
体
験

　
　
の
な
さ
れ
る
そ
の
場
の
空
気
で
あ
る
が
、
こ
の
雰
囲
気
は
、
二
つ
の
動
き
の
共
働
に
於
て
そ
こ
に
醸
成
さ
れ
る
、
と
言
え
る
。
だ
が
同
時

　
　
に
、
そ
れ
自
体
が
形
而
上
学
的
体
験
の
場
で
あ
る
こ
の
心
情
的
雰
囲
気
と
は
ま
た
、
体
験
を
な
す
人
格
の
内
的
プ
ネ
ウ
マ
的
文
脈
で
も
あ

　
　
り
、
こ
の
文
脈
上
に
あ
っ
て
は
じ
め
て
、
そ
う
い
う
相
互
的
な
動
き
が
生
れ
る
、
と
言
う
こ
と
も
で
き
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
体
験
で
は
、

　
　
心
情
的
雰
囲
気
形
成
の
動
き
と
、
こ
の
雰
囲
気
に
於
け
る
動
き
の
生
成
と
が
、
一
如
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な

　
　
「
動
き
全
体
は
、
視
る
主
体
と
視
ら
れ
る
対
象
と
の
盤
に
的
対
立
図
式
を
解
消
す
る
方
向
へ
向
う
。
こ
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
プ
ネ
ゥ

　
　
マ
そ
れ
自
体
の
働
き
に
於
て
、
形
而
上
学
的
体
験
が
成
り
立
つ
。
こ
の
プ
ネ
ウ
マ
こ
そ
、
形
而
上
学
的
体
験
に
於
け
る
「
理
性
の
知
ら
ぬ
、

　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
心
情
自
身
の
理
由
」
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
こ
の
体
験
の
プ
ネ
ウ
マ
性
を
「
半
開
」
（
O
⇒
二
月
℃
O
亡
く
Φ
穏
け
信
目
O
）
、
「
半
見
」
（
①
艮
話
く
臨
8
）
、
「
半
知
」
（
侮
①
鼠
－

　
　
吻
。
ぎ
8
）
等
の
語
で
語
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述
べ
て
来
た
。
こ
れ
ら
は
自
凱
な
き
盤
鼠
の
知
に
関
す
る
語
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ス
テ
ヒ
ル

　
　
ま
た
、
彼
は
、
　
謎
と
し
て
の
心
情
的
雰
囲
気
を
「
薄
明
」
（
O
一
同
一
『
5
0
び
の
O
q
同
）
に
喩
え
る
の
を
常
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
比
喩
も
、
ロ
ゴ

　
　
ス
習
知
の
「
暗
」
と
プ
ネ
ウ
マ
的
知
の
「
明
」
と
相
半
ば
す
る
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。
形
而
上
学
的
体
験
の
こ
の
半
ば
と
か
中
黒
と
か

　
　
い
う
性
格
は
、
彼
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
「
中
間
者
性
」
と
密
接
に
結
び
つ
い
た
性
格
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
性
格
と
は
如
何
な
る

　
　
も
の
で
あ
る
か
。
こ
こ
で
は
「
薄
明
」
と
い
う
比
喩
を
手
掛
り
と
し
つ
つ
考
察
し
よ
う
。

　
　
　
ま
ず
、
エ
マ
オ
の
体
験
の
背
景
は
薄
暮
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
こ
で
の
神
の
「
消
散
す
る
出
現
」
は
、
薄
明
の
内

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
一
瞬
閃
い
て
消
え
る
閃
光
に
喩
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
単
な
る
薄
暮
は
「
薄
明
」
と
は
異
な
る
。
薄
暮
と
は
日
常
的
な
ア
ソ
ピ
リ
の

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
相
で
あ
る
が
、
薄
明
に
煮
て
は
、
こ
の
薄
暮
は
、
そ
こ
に
プ
ネ
ウ
マ
が
働
い
て
い
る
限
り
で
、
生
気
を
帯
び
た
梢
で
現
わ
れ
る
。
形
而
上

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
学
的
体
験
は
単
な
る
薄
暮
が
薄
明
に
転
換
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
先
に
挙
げ
た
中
間
性
は
、
こ
の
よ
う
な
転
換

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
が
正
に
な
さ
れ
つ
つ
あ
る
こ
と
を
示
す
性
格
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。



　
　
　
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
比
較
的
初
期
の
著
作
『
二
者
択
一
』
（
剛
U
や
〉
引
け
①
『
旨
帥
仲
一
く
①
）
の
中
で
、
「
（
薄
暮
の
）
灰
色
は
、
或
る
麗
度
の

　
　
色
で
の
み
あ
る
と
は
限
ら
な
い
、
変
貌
し
つ
つ
あ
る
動
的
性
質
（
ρ
億
妙
な
身
器
邑
ρ
器
）
で
も
あ
る
」
（
》
”
o
．
ω
㎝
）
と
言
い
、
あ
ら
ゆ
る

　
　
性
質
を
「
何
々
で
あ
る
」
と
し
て
視
る
ロ
ゴ
ス
に
は
こ
の
動
性
が
把
え
ら
れ
な
い
、
と
嘆
い
て
い
る
。
こ
の
灰
色
は
、
昼
（
白
色
）
か
ら

　
　
夜
（
黒
色
）
へ
と
変
化
し
つ
つ
あ
る
そ
の
動
き
を
秘
め
て
い
る
限
り
に
猛
て
、
動
的
性
質
で
あ
る
。
然
る
に
、
ロ
ゴ
ス
は
こ
れ
を
、
白
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
も
黒
で
も
な
い
灰
色
と
し
て
し
か
把
え
ら
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
薄
暮
と
い
う
「
心
象
の
構
造
に
属
す
る
」
（
ヨ
0
6
ぎ
δ
σ
q
5
屋
）
と
こ
ろ

　
　
の
ρ
巳
山
的
性
質
1
と
し
て
し
か
把
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
次
に
、
私
た
ち
は
、
形
而
上
学
的
体
験
の
中
間
性
が
心
情
の
動
的
性
格
に
関
わ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
中
間
性
は
定
位
可
能
な
中
間
と

　
　
い
う
位
置
（
「
既
に
－
そ
こ
に
」
の
次
元
内
）
を
指
示
す
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
、
形

　
　
而
上
学
的
体
験
に
於
て
は
プ
ネ
ウ
マ
が
働
き
つ
つ
あ
る
、
即
ち
心
情
が
動
き
つ
つ
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
、
こ
の
動
ぎ
は
、
何

　
　
処
か
ら
何
処
へ
到
ろ
う
と
す
る
動
き
で
あ
ろ
う
か
。
「
既
に
－
そ
こ
に
」
の
次
元
か
ら
形
而
上
学
的
次
元
へ
の
動
き
で
あ
る
、
と
い
う
の

　
　
が
一
応
の
答
で
あ
る
。
だ
が
、
形
而
上
学
的
次
元
と
は
、
到
達
す
べ
き
目
標
と
し
て
定
位
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
乞
窃
9
β
誌
匹
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
つ
ま
り
、
名
箆
的
に
は
「
無
」
（
同
同
①
コ
）
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
次
元
へ
と
向
う
心
情
の
動
き
が
そ
こ
に
到
達
す
る
こ

　
　
と
は
決
し
て
な
い
。
中
間
性
は
、
こ
の
よ
う
な
非
到
達
性
を
も
表
わ
し
て
い
る
。

　
　
　
し
か
し
、
そ
こ
に
到
達
で
き
ず
、
「
そ
れ
は
何
」
と
し
て
も
知
り
得
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
乞
窃
。
δ
ρ
鳳
山
は
無
に
過
ぎ
な
い
、
と
の
み

　
　
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
こ
れ
を
「
殆
ん
ど
無
」
（
O
吋
①
ロ
自
繭
償
O
，
穏
囲
Φ
臣
）
と
呼
ん
で
い
る
が
、
プ
ネ
ゥ
マ
の
働
き
に

　
　
於
て
は
、
こ
の
無
は
、
「
殆
ん
ど
全
て
」
（
や
『
①
ロ
陰
ρ
信
①
5
け
O
鐸
酔
）
と
呼
べ
る
ほ
ど
の
重
要
な
価
値
を
持
つ
。
と
い
う
の
も
、
ロ
ゴ
ス
的
に
は
無
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
プ
ネ
ゥ
マ
的
に
は
全
て
で
あ
る
よ
う
な
こ
の
累
①
。
。
。
δ
ρ
に
巴
こ
そ
、
形
而
上
学
的
体
験
に
於
け
る
プ
ネ
ゥ
マ
の
働
き
の
、
そ
れ
と
は
意
識

　
　
さ
れ
な
い
目
標
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
働
き
の
原
理
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
働
き
は
、
「
既
に
－
そ
こ
に
」
の
次
元
か
ら
（
外

　
　
へ
）
の
動
き
に
於
て
な
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
次
元
な
い
し
「
既
に
－
そ
こ
に
」
と
い
う
構
造
そ
の
も
の
を
解
消
し
無
に
帰
す
る
よ

61
9
　
　
　
　
　
　
体
験
と
形
而
上
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一
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二

う
な
働
き
で
あ
る
、
と
筆
者
は
考
え
る
。
以
下
に
は
、
形
而
上
学
的
体
験
に
於
て
解
消
さ
れ
る
べ
き
「
既
に
－
そ
こ
に
」
の
構
造
と
は
如

何
な
る
も
の
か
を
述
べ
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
を
敷
饗
し
て
言
え
ば
、
「
既
に
－
そ
こ
に
」
の
「
そ
こ
に
」
（
一
山
）
と
は
、
ω
思
惟
す
る
者
の
馬
乃
至
は
認
識
的

に
作
用
す
る
志
向
的
意
識
の
そ
の
前
に
、
②
（
「
対
象
の
構
造
に
属
す
る
」
（
ヨ
。
6
ぴ
9
。
σ
Q
置
ま
）
も
の
と
し
て
、
）
思
惟
さ
れ
認
識
さ
れ
る

対
象
の
中
に
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ま
た
、
「
既
に
」
と
は
、
認
識
に
先
立
っ
て
ア
プ
リ
オ
リ
に
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
認
識
さ
れ
る
べ
き
ρ
巳
儀
と
は
、
「
前
－
存
在
（
寓
①
－
Φ
霞
①
）
の
カ
オ
ス
の
中
に
点
線
で
記
さ
れ
た
潜
在

性
」
（
℃
げ
．
”
ワ
ト
⊃
b
。
O
）
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
線
を
実
線
と
す
る
た
め
に
は
、
認
識
す
る
主
体
が
彼
の
眼
指
し
の
光
を
貸
し
与
え
て
や
れ
ぽ

よ
い
の
で
あ
る
。
ぞ
う
す
れ
ば
、
主
体
を
光
源
と
す
る
光
は
「
そ
こ
」
を
、
即
ち
対
象
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
構
造
を
照
し
出
す
で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
に
対
し
、
薄
明
は
、
そ
の
光
源
を
決
定
し
得
る
よ
う
な
照
明
で
は
あ
り
得
な
い
。
「
そ
こ
」
を
照
す
意
識
の
視
光
で
も
な
い
し
、

何
ら
か
の
形
で
実
体
化
の
三
聖
化
さ
れ
た
「
神
」
に
発
す
る
光
で
も
な
い
。
何
故
な
ら
、
薄
明
は
、
冬
夏
的
志
向
的
意
識
お
よ
び
「
既
に

冶
そ
こ
に
」
の
構
造
が
、
ρ
μ
匡
化
し
得
ざ
る
も
の
（
宕
⑦
。
・
9
0
程
嵐
）
に
出
会
っ
て
挫
折
し
た
後
の
、
即
ち
野
宮
を
経
験
し
た
後
の
心
情
の

三
位
を
表
わ
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
に
働
い
て
い
る
の
は
租
＆
的
「
意
向
」
的
意
識
－
第
四
節
で
は
「
心
情
的
意
識
」
（
8
冨
。
澄
旨
8

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ヨ
。
巨
・
）
と
し
て
考
察
す
る
も
の
一
で
あ
る
。
す
で
に
顯
蹟
自
体
が
自
己
の
蒙
昧
（
累
。
。
。
9
0
臼
こ
）
と
い
う
事
実
の
意
識
に
於
て
な
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
ス
キ
オ
ク
イ
ド
　
　
　
ヘ
ヘ
ヘ
ヘ
へ

れ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
意
識
の
内
に
は
、
知
り
得
ざ
る
も
の
が
あ
る
と
い
う
事
実
の
予
感
も
胚
胎
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
薄
明
の
内
に

一
瞬
閃
い
て
消
え
る
閃
光
と
い
う
比
喩
が
表
現
す
る
半
見
の
事
態
と
は
、
こ
う
し
た
予
感
に
満
ち
た
心
情
の
内
へ
の
堵
＄
9
。
盤
践
の
現

　
　
イ
リ
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
へ

前
（
あ
る
）
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
現
前
の
事
実
を
ρ
島
α
的
現
象
に
還
元
す
る
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
。

　
以
上
の
よ
う
な
書
箆
な
き
の
ロ
＆
の
意
識
の
動
き
を
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
，
「
意
向
」
（
巨
Φ
鼠
§
）
と
呼
ぶ
。
（
本
論
文
で
は

Ω
三
傷
的
意
識
の
作
用
を
「
志
向
」
（
語
言
銘
9
）
と
し
て
言
い
表
わ
し
て
い
る
が
、
彼
自
身
に
は
巨
窪
二
〇
p
と
い
う
語
の
こ
の
用
法
は
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

い
。
）
「
志
向
」
と
峻
別
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
「
意
向
」
の
特
性
は
、
先
に
中
間
性
と
し
て
考
察
し
た
性
格
、
即
ち
正
に
働
き
つ
つ
あ
る



と
い
う
性
格
の
内
に
見
出
さ
れ
る
。
志
向
と
、
即
ち
狙
っ
た
目
標
に
常
に
到
達
し
、
そ
れ
を
所
有
す
る
よ
う
な
意
識
の
作
用
と
対
比
す
れ

ば
、
意
向
の
こ
の
性
格
は
、
目
標
へ
の
非
到
達
性
、
鮒
象
の
箭
所
有
性
と
し
て
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
把
え
る
ほ
か
な
い
性
格
で
あ
る
。
実
際
、

ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
意
向
的
意
識
を
「
不
幸
な
」
「
貧
し
い
」
意
識
と
形
容
し
、
ρ
鼠
学
的
（
志
向
的
）
意
識
の
「
幸
福
さ
」
「
豊

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
サ
　
ニ
ヨ

か
さ
し
と
対
比
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
形
容
は
、
彼
一
流
の
反
語
法
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
成
程
、
豊
か
な
意
識
は
、
「
既
に
－
そ

こ
に
」
の
全
体
を
さ
え
も
少
く
と
も
理
念
的
に
は
所
有
し
得
る
の
だ
か
ら
、
本
論
文
冒
頭
の
言
明
を
想
起
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
に
は
「
何

も
『
欠
け
て
』
は
い
な
い
」
、
欠
け
て
い
る
の
は
「
無
」
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
こ
の
無
の
内
に
意
識
の

本
来
性
を
見
出
す
。
何
故
な
ら
、
こ
の
無
は
、
意
識
が
正
に
動
き
つ
つ
あ
る
と
い
う
生
き
生
き
と
し
た
性
格
の
原
理
（
「
心
情
の
理
由
」
）

で
あ
り
、
ま
た
、
心
情
に
於
け
る
こ
の
動
き
そ
の
も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
於
て
、
こ
の
無
は
「
全
て
」
な
の
で
あ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ビ
ス
テ
じ
メ
じ

　
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
形
而
上
学
は
、
先
に
は
　
学
　
な
ら
ざ
る
学
と
見
倣
さ
れ
た
が
、
今
や
積
極
的
に
「
心
情
の
冠
し
（
一
獅
目
P
◎
目
僧
尉
①
）

と
し
て
言
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

三
　
形
而
上
学
的
真
面
目
さ
i
「
常
に
－
彼
方
へ
」

963

　
「
既
に
一
そ
こ
に
」
の
次
元
に
囚
わ
れ
た
認
識
論
図
形
而
上
学
は
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ば
、
「
真
面
目
さ
」
に
欠
け
て
い

る
。
彼
が
「
形
而
上
学
的
真
面
目
さ
」
（
周
Φ
。
・
豊
。
舞
B
①
8
9
琶
自
①
）
と
呼
ぶ
も
の
は
、
形
而
上
学
に
於
け
る
彼
の
基
本
的
態
度
で
あ
り
、

彼
の
哲
学
全
体
を
生
気
づ
け
る
パ
ト
ス
で
も
あ
る
。
こ
の
態
度
は
、
「
彼
岸
に
」
（
評
7
α
⑦
押
伽
試
挺
ミ
）
と
い
う
語
句
の
表
わ
す
一
切
の

も
の
を
真
面
目
に
と
る
、
即
ち
「
此
岸
（
冨
9
－
び
器
）
と
彼
岸
（
一
、
9
邸
ご
霞
）
と
を
分
つ
、
眩
鍛
を
起
さ
せ
る
よ
う
な
断
層
の
尊
厳
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

正
し
く
認
め
る
」
（
℃
『
”
7
帥
）
の
で
あ
る
。
「
形
而
上
学
的
真
面
目
さ
は
、
ま
ず
第
一
に
、
全
く
一
鋼
の
1
秩
序
（
8
8
旨
・
賀
窪
①
6
乱
お
）

の
了
承
と
し
て
、
ま
た
此
岸
の
秩
序
と
“
翔
の
秩
序
”
と
の
性
質
上
の
絶
対
的
差
違
お
よ
び
根
本
的
異
質
性
を
…
…
程
度
差
に
還
元
す
る

　
　
　
　
体
験
と
形
而
上
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
三
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八
四

こ
と
の
拒
否
と
し
て
表
明
さ
れ
る
」
（
筐
P
）
と
も
言
わ
れ
る
。
「
此
岸
と
彼
岸
と
の
間
に
は
如
何
な
る
相
互
性
も
考
え
ら
れ
な
い
」
（
寓
●
“

Ψ
舘
O
）
と
い
う
彼
の
こ
の
確
信
は
、
認
識
で
き
る
も
の
と
認
識
で
き
な
い
も
の
と
の
絶
対
的
な
懸
隔
の
確
信
で
あ
る
。
半
開
に
予
て
半

ば
開
か
れ
る
と
同
時
に
閉
ざ
さ
れ
て
し
ま
う
形
而
上
学
的
次
元
は
、
生
き
て
い
る
我
々
に
と
っ
て
の
死
後
の
所
謂
世
界
と
同
様
、
本
来
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
　
ス
　
キ
　
オ
　
ク
　
イ
　
ド

次
元
、
秩
序
、
世
界
な
ど
の
言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
「
無
」
、
即
ち
知
り
得
ざ
る
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
「
真
面
目
な
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

態
度
は
、
累
Φ
。
。
。
ご
書
艮
を
琶
崖
化
し
て
足
れ
り
と
す
る
の
で
は
な
く
、
人
間
に
と
っ
て
の
認
識
不
可
能
性
（
裟
①
。
。
9
0
農
崔
）
と
い
う
事
実

を
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
に
把
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度
に
於
け
る
形
而
上
学
的
次
元
は
、
ρ
三
田
的
認
識
に
対
す
る
そ
の
絶
対
的
超
越

性
に
於
て
、
「
全
く
別
の
秩
序
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
リ
ヤ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
の
「
あ
る
」
は
、

　
「
全
く
別
の
秩
序
」
の
真
剣
な
確
信
と
は
、
し
か
し
、
そ
れ
が
「
あ
る
」
（
出
矯
9
）
と
い
う
こ
と
の
確
信
で
あ
る
。

論
証
し
得
る
存
在
の
「
在
る
」
と
は
異
な
っ
て
、
「
何
が
在
る
の
か
」
ど
い
う
問
へ
の
答
と
は
な
り
得
な
い
。
エ
マ
オ
の
旅
人
に
再
び
例

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
リ
ヤ

を
と
れ
ば
、
旅
人
は
、
神
を
プ
ネ
ウ
マ
的
に
半
訳
し
た
後
、
「
神
は
あ
る
」
と
い
う
こ
と
の
プ
ネ
ウ
マ
的
確
信
を
持
っ
た
、
と
ま
で
は
言

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ス
テ
じ
ル

え
よ
う
。
だ
が
、
そ
の
神
と
は
謎
で
は
な
か
っ
た
か
。
つ
ま
り
、
「
未
だ
そ
の
名
は
知
ら
な
い
が
既
に
存
在
し
て
い
る
何
か
」
で
あ
る

よ
う
な
秘
密
と
は
違
っ
て
、
「
我
々
が
単
に
そ
れ
の
不
在
や
現
前
だ
け
を
感
じ
る
と
こ
ろ
の
、
決
し
て
思
惟
し
得
な
い
無
」
（
℃
ゲ
噛
”
賢
云
。
。
）

　
　
ミ
ス
テ
じ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
リ
ヤ

た
る
謎
で
は
な
か
っ
た
ろ
う
か
。
旅
人
の
確
信
は
、
良
否
も
実
体
的
主
藷
を
も
持
た
ぬ
「
あ
る
」
に
よ
っ
て
の
み
辛
う
じ
て
表
現
さ
れ

る
が
、
神
ぞ
の
も
の
は
、
依
然
と
し
て
表
現
不
可
能
（
一
郎
①
頃
P
一
）
一
Φ
）
で
あ
る
。
否
定
神
学
に
於
け
る
如
く
、
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
あ
っ

て
も
、
神
に
つ
い
て
は
、
認
識
不
可
能
、
表
現
不
可
能
等
々
で
あ
る
と
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
に
述
弔
す
る
以
外
に
な
い
。
だ
が
、
表
現
不
可
能
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
リ
や

る
神
が
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
「
あ
る
」
と
確
信
さ
れ
る
場
合
、
確
信
す
る
そ
の
人
に
と
っ
て
神
は
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
価
値
を
持
つ
、
と
言
え
る
。

確
信
す
る
心
情
の
動
き
に
於
て
の
み
、
即
ち
プ
ネ
ウ
マ
的
に
の
み
、
と
い
う
条
件
付
き
で
な
ら
ば
、
神
が
「
存
在
す
る
」
と
言
う
こ
と
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
リ
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

え
誤
り
で
は
な
い
。
そ
の
現
前
（
あ
る
）
が
心
情
に
感
じ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
こ
の
神
を
、
筆
者
は
、
緬
値
的
な
存
在
と
し
て
理
解
す
る
。

　
ミ
ス
テ
ド
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

神
、
謎
、
2
0
。
・
9
。
ρ
嵐
山
…
…
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
用
い
て
も
、
形
而
上
学
的
な
も
の
が
認
識
的
に
は
無
で
あ
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
リ
ャ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
リ
ヤ

　
　
無
が
在
る
、
ま
た
は
あ
る
と
言
う
こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
。
し
か
し
、
「
神
が
あ
る
」
と
確
信
さ
れ
る
よ
う
な
事
態
に
於
て
は
、
無
は
単
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
エ
レ
　
ア
ブ
ス
コ
ソ
デ
イ
ト
ウ
ス

　
　
る
無
で
は
な
く
「
殆
ん
ど
無
」
で
あ
り
、
神
は
、
完
全
に
で
は
な
く
「
殆
ん
ど
隠
れ
て
い
る
」
神
な
の
で
あ
る
。
「
殆
ん
ど
無
」
と
は
即

　
　
ち
「
全
て
で
あ
る
と
こ
ろ
の
無
」
Q
H
H
“
℃
績
り
）
で
あ
る
が
、
筆
老
は
こ
れ
を
、
価
値
的
に
は
全
て
で
あ
る
と
こ
ろ
の
認
識
的
無
、
と
い
う

　
　
よ
う
に
解
釈
す
る
。
無
に
過
ぎ
ぬ
形
而
上
学
的
次
元
の
「
開
け
」
と
は
「
無
限
の
開
け
、
即
ち
〔
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
そ
れ
を
〕
定
義
し

　
　
限
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
」
（
写
冒
”
℃
」
・
。
⑩
）
で
あ
り
、
…
言
わ
ば
価
値
的
な
開
け
で
あ
る
。
こ
の
「
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
」

　
　
の
意
識
に
於
て
、
主
体
の
価
値
的
境
位
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
こ
で
、
私
た
ち
は
、
第
二
節
（
七
六
頁
）
で
疑
問
の
ま
ま
に
残
し
た
点
に
つ
い
て
考
察
し
よ
う
。
そ
れ
は
、
ア
ン
ピ
リ
と
形
而
上

　
　
学
的
な
も
の
と
が
如
何
に
関
わ
る
か
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
此
岸
と
彼
岸
と
の
絶
対
的
懸
隔
を
確
信
す
る
と
い
う
、
形
而
上
学
的
に
真
面

　
　
目
な
態
度
か
ら
す
れ
ば
、
此
岸
に
於
て
生
き
ら
れ
る
経
験
一
般
、
乃
至
そ
の
よ
う
な
経
験
の
場
を
表
わ
す
ア
ン
ピ
リ
と
形
而
上
学
的
な
も

　
　
の
と
の
間
に
は
、
何
の
連
関
も
な
い
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
－
確
か
に
、
両
者
の
間
に
は
、
ア
ソ
ピ
リ
と
メ
タ
ソ
ピ
リ
と
の
間
に
存

　
　
す
る
と
想
定
さ
れ
る
よ
う
な
同
質
性
や
連
続
性
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
述
べ
て
き
た
よ
う
な
意
味
で
、
形
而
上
学
的
な
も
の
は

　
　
体
験
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
形
而
上
学
的
体
験
も
体
験
で
あ
る
以
上
、
ア
ソ
ピ
リ
の
中
に
含
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
事
実
、
エ

　
　
マ
ナ
の
旅
人
の
体
験
談
は
、
夕
食
を
と
る
と
い
う
至
極
あ
り
ふ
れ
た
体
験
と
、
神
を
見
る
形
而
上
学
的
体
験
と
を
、
単
に
「
そ
し
て
」
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ソ
ビ
リ

　
　
並
列
さ
せ
て
述
べ
、
そ
こ
に
場
面
の
転
換
は
な
か
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
日
常
的
な
体
験
も
形
而
上
学
的
体
験
も
、
経
験
と
し
て
総
称
で

　
　
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
、
同
じ
ア
ン
ピ
リ
の
中
で
も
、
別
の
様
相
に
属
す
る
。
す
で
に
、
形
而
上
学
的
体
験
は
ア
ン
ピ
リ
本
来
の

　
　
プ
ネ
ウ
マ
の
取
り
戻
し
で
あ
る
と
見
徴
せ
る
、
と
述
べ
た
が
、
今
度
は
、
プ
ネ
ウ
マ
と
い
う
側
面
か
ら
、
ア
ソ
ピ
リ
の
三
つ
の
様
相
を
区

　
　
別
し
、
そ
れ
ら
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
ア
ン
ピ
リ
の
本
来
性
は
、
そ
れ
に
生
気
が
振
っ
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
つ
ま
り
そ
れ
が
プ
ネ
ウ
マ
を
そ
の
生
命
的
な
原
理
と
し
て

　
　
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
出
さ
れ
る
。
ア
ン
ピ
リ
と
は
、
本
来
、
正
に
生
き
つ
つ
あ
る
我
々
の
「
生
」
を
指
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
日

螂　
　
　
　
　
　
体
験
と
形
蒲
上
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
五
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八
六

常
の
素
朴
な
生
こ
そ
が
ア
ン
ピ
リ
な
の
で
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。
け
れ
ど
も
、
第
一
の
こ
の
様
相
に
於
て
は
、
プ
ネ
ウ
マ
は
、
身
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

生
に
埋
没
し
、
そ
れ
に
固
有
の
精
神
的
な
動
き
は
封
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
。

　
第
二
の
様
相
は
、
ア
ン
ピ
リ
の
プ
ネ
ウ
マ
性
が
捨
象
さ
れ
た
非
本
来
的
な
様
相
、
つ
ま
り
「
既
に
一
そ
こ
に
」
と
い
う
様
相
で
あ
る
。

こ
の
様
相
下
の
ア
ソ
ピ
リ
と
は
、
メ
タ
ン
ピ
リ
と
同
質
的
連
続
的
な
も
の
と
し
て
思
惟
さ
れ
た
限
り
で
の
次
元
で
あ
る
。
お
よ
そ
こ
こ
で

は
】
切
が
、
対
象
の
構
造
に
既
に
属
す
る
（
ヨ
。
H
喜
。
一
。
ぴ
q
5
器
）
も
の
と
し
て
、
ρ
・
嬢
に
特
有
の
「
受
動
の
過
去
分
詞
形
」
で
現
わ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
こ
こ
で
は
、
生
は
「
既
に
生
き
ら
れ
た
」
も
の
と
し
て
、
生
成
は
「
既
に
成
っ
た
」
も
の
と
し
て
盤
哉
化
さ
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
第
二
の
様
相
下
の
、
即
ち
そ
の
ρ
巳
餌
性
（
ρ
蝕
象
籏
）
に
於
け
る
ア
ン
ピ
リ
に
対
し
、
第
三
に
は
、
そ
の
虐
＆

性
（
租
。
亀
事
事
実
性
）
に
於
け
る
ア
ン
ピ
リ
が
現
わ
れ
て
く
る
。
第
三
の
こ
の
様
相
を
、
私
た
ち
は
、
第
二
の
認
識
的
様
相
と
は
全
く

異
な
る
価
値
的
様
相
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
価
値
的
と
は
、
絶
対
に
超
越
的
な
も
の
と
の
関
係
に
於
け
る
、
と
い
う
意
味
で

あ
り
、
こ
の
場
合
は
、
「
全
く
別
の
秩
序
」
と
の
プ
ネ
ウ
マ
的
関
係
が
ア
ソ
ピ
リ
を
価
値
的
た
ら
し
め
て
い
る
。
こ
の
関
係
を
成
り
立
た

せ
て
い
る
の
は
、
す
で
に
見
た
と
お
り
、
意
向
と
い
う
曾
＆
的
意
識
の
働
き
で
あ
る
。
意
向
は
生
を
「
生
と
い
う
事
実
」
と
し
て
意
識

す
る
、
い
な
意
識
し
直
す
。
と
い
う
の
も
、
意
向
は
、
自
凱
的
意
識
に
よ
る
「
傍
点
付
け
」
に
先
立
つ
と
こ
ろ
の
事
実
、
即
ち
自
己
自

身
が
現
に
生
き
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
実
を
、
改
め
て
意
識
す
る
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
意
向
の
こ
の
働
き
（
「
傍
点
外
し
」
）
に
於
で
は
じ
め

て
、
生
（
ア
ン
ピ
リ
）
と
い
う
事
実
は
、
「
既
に
－
そ
こ
に
」
の
拘
繋
か
ら
解
き
放
た
れ
る
と
と
も
に
、
（
単
に
生
き
ら
れ
る
だ
け
で
は
な

く
）
意
識
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ア
ソ
ピ
リ
の
こ
れ
ら
三
様
相
の
間
の
関
係
は
、
最
初
に
単
な
る
肯
定
、
次
に
そ
れ
の
否
定
、
最
後
に
二
重
の
否
定
と
こ
れ
に
伴
う
瓦
器

的
肯
定
、
と
い
う
弁
証
法
的
関
係
に
相
当
す
る
、
と
理
解
し
得
よ
う
。
第
二
の
規
定
的
否
定
に
対
す
る
高
次
の
否
定
と
し
て
の
二
重
の
否

定
と
は
、
顛
蹟
の
こ
と
で
あ
り
、
知
と
い
う
面
か
ら
見
れ
ば
ソ
ク
ラ
テ
ス
流
の
「
不
知
の
知
」
で
あ
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
「
。
M
貯
獣
ミ
。
薯

。M

^
私
は
私
が
知
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
し
と
言
う
時
、
あ
と
の
無
貯
が
虐
民
的
を
示
す
の
と
は
逆
に
、
最
初
の
無
題



　
　
は
、
不
知
「
と
い
う
事
実
」
（
ぎ
し
⑦
h
鋒
自
ρ
盤
＆
）
の
知
を
表
わ
し
て
い
る
。
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
賦
ミ
の
内
容
で
あ
る
不
知
に
は
、

　
　
そ
れ
が
ロ
ゴ
ス
的
な
理
由
を
全
く
持
た
ぬ
不
条
理
そ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
る
。
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
シ
ェ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

　
　
リ
ン
グ
に
示
唆
を
受
け
、
「
と
い
う
事
実
」
乃
至
「
事
実
性
」
と
い
う
語
に
於
て
、
不
条
理
性
（
σ
q
同
p
ε
ま
）
を
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ

　
　
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
賦
謎
は
、
「
既
に
一
そ
こ
に
」
の
次
元
内
で
の
単
な
る
不
知
の
事
実
（
た
と
え
ば
、
教
育
と
か
情
報
と
か
が
不

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
足
し
て
い
る
が
故
に
知
ら
な
い
と
い
う
事
実
）
を
導
く
も
の
で
は
断
じ
て
な
い
。
顧
蹟
に
於
て
意
識
さ
れ
る
よ
う
な
不
知
の
事
実
と
は
、

　
　
お
よ
そ
「
既
に
一
そ
こ
に
」
の
次
元
内
の
あ
ら
ゆ
る
知
に
つ
い
て
、
そ
の
窮
極
的
な
根
拠
を
知
る
こ
と
は
絶
対
に
で
き
な
い
と
い
う
事
実

　
　
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ぽ
、
こ
れ
は
、
合
理
的
な
思
惟
自
体
が
根
本
的
に
は
不
条
理
で
あ
る
と
い
う
事
実
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
事

　
　
実
は
、
第
三
様
相
下
の
ア
ン
ピ
リ
と
於
て
意
識
さ
れ
る
「
生
と
い
う
事
実
」
そ
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
か
く
し
て
、
ア
ソ
ピ
リ
の
固
有
性
で
あ
る
プ
ネ
ウ
マ
性
を
、
私
た
ち
は
、
そ
れ
が
ロ
ゴ
ス
性
と
対
立
す
る
限
り
に
於
て
、
不
条
理
性
と

　
　
し
て
漂
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
勿
論
、
思
惟
は
、
第
一
様
相
下
の
不
条
理
で
無
秩
序
な
ア
ソ
ピ
リ
に
論
理
と
秩
序
を
導
入
す
る
。
け
れ
ど

　
　
も
、
こ
う
し
て
秩
序
づ
け
ら
れ
合
理
化
さ
れ
た
第
二
の
様
相
下
の
ア
ン
ピ
リ
も
、
そ
の
基
底
に
於
て
、
決
し
て
合
理
化
し
得
ぬ
不
条
理
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ス
テ
じ
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ス
テ
ヒ
ル

　
　
に
浸
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
が
意
識
さ
れ
る
時
、
ア
ソ
ピ
リ
は
謎
と
い
う
様
相
（
第
三
の
様
相
）
を
呈
す
る
。
　
謎
と
は

　
　
不
条
理
な
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
謎
の
こ
の
不
条
理
性
は
メ
タ
論
理
的
な
不
条
理
性
で
あ
り
、
そ
の
限
り
に
於
て
、
第
一
様
相
に
於
け
る

　
　
ア
ソ
ピ
リ
の
前
論
理
的
不
条
理
性
と
は
異
な
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
れ
ぽ
、
「
否
定
の
否
定
は
、
最
初
の
否
定
が
な
し
た
（
出
聾
）

　
　
こ
と
を
悉
く
解
消
す
る
（
濠
霞
け
）
も
の
で
は
な
い
」
（
即
竃
．
”
Ψ
卜
。
ω
）
、
と
言
わ
れ
る
が
、
ロ
ゴ
ス
が
ア
ソ
ピ
リ
の
内
に
「
既
に
－
そ
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ミ
ス
テ
ヨ
ル

　
　
に
」
の
構
造
を
導
入
し
た
（
最
初
の
否
定
）
と
い
う
事
実
は
、
　
謎
の
出
現
に
よ
る
顛
蹟
（
否
定
の
否
定
）
を
経
て
も
解
消
さ
れ
な
い
。

　
　
し
た
が
っ
て
、
ア
ン
ピ
リ
の
第
三
様
稲
と
は
、
原
初
の
様
相
へ
の
単
な
る
還
帰
で
は
な
い
。
原
初
に
於
て
は
単
に
生
き
ら
れ
る
だ
け
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
つ
た
ア
ン
ピ
リ
が
、
こ
こ
で
は
事
実
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。
こ
の
た
め
に
は
、
ロ
ゴ
ス
に
よ
る
否
定
も
ま
た
、
不
可
欠
の
契
機
と
な
っ
て

　
　
い
る
の
で
あ
る
。

679　
　
　
　
　
　
体
験
と
形
而
上
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
七
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八
八

　
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
ロ
ゴ
ス
に
対
し
て
警
戒
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
は
、
ロ
ゴ
ス
が
2
二
二
。
租
畿
を
も
彊
転
化
す
る

傾
向
を
持
つ
限
り
に
於
て
で
あ
り
、
決
し
て
ロ
．
頴
ス
一
般
を
敵
視
し
て
の
こ
と
で
は
な
い
。
す
で
に
言
及
し
た
よ
う
に
、
思
惟
と
論
理
の

　
　
　
　
　
メ
　
　
　
タ
　
　
　
ソ
　
　
　
ピ
　
　
　
リ

次
允
で
あ
る
メ
タ
経
験
的
次
元
も
ま
た
、
第
二
哲
学
固
有
の
次
元
と
し
て
、
（
第
一
哲
学
に
於
て
超
脱
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
で
は
あ

る
が
、
）
彼
の
哲
学
の
中
に
組
み
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
メ
タ
ン
ピ
リ
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
メ
タ
ソ
ピ
リ
の
里
門
と
し
て
は
、
必
然
性
、
普
遍
性
、
永
遠
性
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
質
、
真
理
、
イ
デ
ア
等
は
、
こ
の
次
元
に
属
す
る
。

こ
れ
ら
メ
タ
経
験
的
な
も
の
が
思
惟
に
於
て
存
在
す
る
こ
と
を
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
否
定
し
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
も
の
を
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

而
上
学
的
な
も
の
そ
の
も
の
と
し
て
考
え
る
態
度
を
、
即
ち
「
体
験
の
形
而
上
学
」
の
態
度
を
拒
否
す
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
拒
否
の
基

準
と
な
る
「
既
に
－
そ
こ
に
」
と
い
う
性
格
は
、
メ
タ
ン
ピ
リ
に
撃
て
は
、
本
質
、
真
理
、
イ
デ
ア
等
の
「
永
遠
な
る
常
に
－
既
に
－
そ

こ
に
」
（
一
．
騨
①
讐
巴
↓
o
ε
。
賃
。
・
－
U
①
冨
－
ε
と
い
う
性
格
と
し
て
見
ら
れ
る
。
大
文
字
で
表
わ
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
「
既
に
－
そ
こ
に
」
と
、

ア
ソ
ピ
リ
に
於
け
る
諸
存
在
者
を
示
す
小
文
字
の
「
既
に
－
そ
こ
に
」
（
擢
ま
ぶ
富
冨
）
と
の
関
係
は
、
そ
れ
自
体
が
、
必
然
的
、
普
遍
的
、

　
　
　
　
　
　
　
ミ
ス
テ
　
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

永
遠
的
で
あ
り
、
　
謎
は
こ
の
関
係
の
中
に
は
な
い
。
本
質
は
以
る
事
物
の
本
質
と
し
て
そ
の
本
質
の
中
に
、
イ
デ
ア
感
性
的
な
存
在
者

の
イ
デ
ア
と
し
て
そ
の
存
在
者
の
中
に
、
構
造
と
し
て
（
ヨ
。
茜
ぎ
嗣
。
σ
q
5
器
日
・
巨
）
、
既
に
点
線
で
、
或
い
は
あ
ぶ
り
出
し
イ
ン
キ
で
記
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
方
法
的
に
顕
在
化
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
一
こ
れ
が
第
二
哲
学
の
考
え
方
で
あ
る
。
た
と
え
ぽ
、
プ
ラ
ト
ン

と
プ
ロ
チ
ノ
ス
に
あ
っ
て
は
、
「
こ
こ
と
あ
そ
こ
、
即
ミ
＆
貯
よ
鼠
は
、
模
像
の
中
に
原
型
を
読
み
取
る
す
べ
を
心
得
て
お
り
、
模
像
か

ら
原
型
へ
と
上
昇
す
べ
く
弁
証
法
の
梯
子
を
操
り
う
る
よ
う
な
哲
学
者
に
対
し
て
は
、
ひ
と
ま
と
め
と
な
っ
て
非
時
間
的
に
与
え
ら
れ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
ケ
　
イ

い
る
」
（
罫
“
宰
ω
零
）
。
し
た
が
っ
て
、
あ
そ
こ
に
存
す
る
原
型
に
達
し
た
な
ら
ば
、
上
昇
の
動
き
は
止
む
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ベ
ケ
イ
ナ

　
し
か
し
、
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
と
っ
て
形
而
上
学
的
次
元
は
、
決
し
て
「
あ
そ
こ
」
に
も
「
こ
こ
し
に
も
な
り
得
ぬ
彼
岸
で
あ

り
、
そ
ち
ら
へ
と
向
う
動
き
は
「
常
に
－
彼
方
へ
」
（
↓
o
ε
o
貰
。
。
呂
ム
Φ
蔵
）
と
希
求
し
て
到
達
点
を
持
た
な
い
よ
う
な
運
動
で
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
リ
や

な
ら
な
い
。
彼
岸
（
「
全
く
剃
の
秩
序
」
）
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
こ
の
運
動
に
於
て
意
識
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
彼
岸
は
、
運
動
が
ど
れ



ほ
ど
遠
く
ま
で
進
行
し
て
も
、
到
達
し
得
る
場
所
と
全
く
別
の
秩
序
と
し
て
、
「
動
的
彼
岸
」
（
跨
雫
山
Φ
下
翼
g
疑
自
①
）
で
あ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ソ
タ
ソ
シ
オ
ソ

よ
う
な
も
の
こ
そ
が
、
「
常
に
－
彼
方
へ
」
へ
と
動
く
プ
ネ
ゥ
マ
的
意
識
（
意
向
）
の
、
そ
の
動
き
の
原
動
力
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
、
彼
岸
の
こ
の
よ
う
な
動
的
性
格
を
見
失
っ
て
、
彼
岸
を
、
無
限
の
進
行
の
果
て
に
理
念
的
に
は
到
達
し
得
る
よ
う
な
メ
タ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

ビ
リ
の
極
に
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
、
言
わ
ば
「
極
大
主
義
」
（
ヨ
自
◎
騒
一
己
P
①
一
一
の
路
P
O
）
の
態
度
を
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
批
判
し
て
い
る
。

こ
う
い
う
態
度
は
プ
ラ
ト
ン
に
も
見
出
さ
れ
る
と
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
、
本
来
の
形
而
上
学
で
は
斥
け
ら
れ
る
態
度
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
　
オ
ド

極
大
主
義
者
た
ち
は
、
諸
々
の
自
学
の
頂
点
を
な
す
イ
デ
ア
や
本
質
に
到
っ
た
な
ら
ば
、
そ
れ
以
上
そ
れ
ら
の
根
源
や
事
実
性
を
問
お

う
と
せ
ず
、
メ
タ
ソ
ピ
リ
的
極
大
を
も
超
え
る
「
常
に
－
彼
方
へ
」
の
動
き
を
見
逃
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
彼
ら
の
よ
う
に
メ
タ
ソ
ピ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

リ
を
至
高
の
次
元
と
考
え
る
な
ら
、
形
而
上
学
は
、
な
お
内
在
的
な
認
識
論
的
「
形
而
上
学
」
（
「
体
験
の
形
而
上
学
」
）
に
過
ぎ
ず
、
遂

に
思
惟
と
論
理
の
次
元
を
超
え
る
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
形
而
上
学
に
於
け
る
「
常
に
一

彼
方
へ
」
の
動
き
と
は
、
ア
ソ
ピ
リ
と
メ
タ
ソ
ピ
リ
と
の
閲
に
思
惟
が
想
定
す
る
よ
う
な
、
既
に
引
か
れ
た
軌
道
上
の
動
き
な
ど
で
は
な

く
て
、
メ
タ
経
験
的
な
本
質
、
真
理
、
イ
デ
ア
を
も
更
に
超
越
す
る
動
き
な
の
で
あ
る
。

四
　
人
間
1
「
既
に
－
そ
こ
に
」
と
「
常
に
－
彼
方
」
と
の
間

　
　
　
「
〔
ロ
ゴ
ス
的
な
知
に
は
〕
何
か
が
欠
け
て
い
る
が
、
何
も
『
欠
け
て
』
は
い
な
い
。
何
も
の
で
も
な
い
何
か
一
〔
ロ
ゴ
ス
的
に
は
〕

　
　
無
で
あ
る
が
〔
形
而
上
学
的
に
は
〕
全
て
で
あ
る
よ
う
な
『
殆
ん
ど
無
』
一
が
、
そ
こ
に
は
欠
け
て
い
る
の
で
あ
る
」
。
冒
頭
に
掲

　
　
げ
た
こ
の
一
節
に
類
す
る
表
現
は
、
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
諸
著
作
の
中
に
た
び
た
び
現
わ
れ
る
が
、
そ
れ
ら
の
表
現
に
於
て
は
、

　
　
「
何
か
」
（
ρ
ロ
①
ざ
器
島
。
。
。
・
）
や
「
何
も
」
（
唖
冨
口
）
、
「
無
」
（
一
忠
寄
コ
）
や
「
全
て
」
（
δ
蓉
）
と
い
っ
た
語
が
両
義
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
い

　
　
な
、
む
し
ろ
、
彼
の
哲
学
自
体
が
人
間
と
そ
の
体
験
と
を
両
義
的
に
把
え
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
冒
頭
の
言
明
に

　
　
は
、
こ
の
両
義
性
が
よ
く
表
現
さ
れ
て
い
る
。
す
で
に
繰
り
返
し
確
認
し
た
よ
う
に
、
こ
の
両
義
性
は
、
衰
罷
と
自
。
q
、
ロ
ゴ
ス
と
プ

69
9
　
　
　
　
　
　
体
験
と
形
弼
上
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
九
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〇

蜘　
　
ネ
ウ
マ
、
志
向
と
意
向
な
ど
、
一
方
は
認
識
的
、
他
方
は
価
値
的
な
両
頂
の
そ
の
対
立
の
内
に
見
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、
両
面
が
如
何
に

　
　
対
立
し
、
或
い
は
矛
盾
し
合
お
う
と
も
、
人
間
の
体
験
に
於
て
は
両
者
は
契
機
と
し
て
併
益
す
る
。
先
に
は
（
八
一
頁
）
、
①
馨
昌
？
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
接
頭
辞
に
関
し
て
、
そ
れ
が
、
「
既
に
－
そ
こ
に
」
か
ら
形
而
上
学
的
次
元
へ
向
う
あ
の
動
き
に
於
て
の
中
聞
を
指
示
し
て
い
る
こ
と
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
見
た
。
本
節
で
は
、
半
分
と
い
う
も
う
ひ
と
つ
の
そ
の
性
格
を
、
冒
頭
の
言
明
に
於
け
る
「
欠
け
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
（
欠
如
）
と
の

　
　
関
連
に
出
て
、
実
存
的
側
面
か
ら
考
察
し
よ
う
。
中
間
と
か
半
分
と
か
い
う
性
格
は
、
有
限
的
な
人
間
存
在
そ
の
も
の
の
中
門
性
、
両
義

　
　
性
に
於
て
も
見
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
ま
ず
、
意
識
の
超
越
の
動
き
に
つ
い
て
、
そ
の
二
つ
の
側
面
を
整
理
し
て
お
こ
う
。
志
向
が
、
何
か
の
意
識
の
作
用
で
あ
る
の
に
対
し
、

　
　
意
向
の
方
は
、
無
の
意
識
の
、
「
常
に
－
彼
方
」
（
↓
。
ε
自
署
碧
・
昏
露
即
ち
動
的
彼
岸
）
へ
向
う
動
き
で
あ
る
。
前
者
は
、
そ
れ
が
狙
う

　
　
何
か
へ
と
到
達
し
そ
れ
を
所
有
し
得
る
と
い
う
意
味
で
「
豊
か
な
」
「
幸
福
な
」
と
形
容
さ
れ
る
認
識
的
な
意
識
で
あ
る
が
、
後
者
は
、

　
　
価
値
的
な
動
き
に
於
て
形
而
上
学
的
な
何
か
を
空
し
く
希
求
す
る
に
過
ぎ
ぬ
「
貧
し
い
」
意
識
で
あ
る
。
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
そ

　
　
の
著
『
疾
し
い
意
識
』
（
冒
建
議
く
駐
Φ
。
9
8
δ
誉
8
）
の
中
で
、
両
意
識
を
各
々
「
知
的
意
識
」
（
8
屋
。
ざ
鐸
8
葺
①
幕
g
に
①
濠
）
、
「
心
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
的
意
識
」
（
O
O
謬
ロ
励
O
一
Φ
旨
O
O
　
　
昌
P
O
「
P
一
①
）
と
呼
び
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
浮
魚
。
δ
ρ
三
餌
を
希
求
し
な
が
ら
結
局
は
無
力
た
ら
ざ
る
を
得
な
い
自

　
　
己
を
見
出
す
だ
け
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
「
不
幸
な
意
識
」
（
O
O
郎
ω
O
一
〇
嵩
O
①
　
ヨ
9
一
ゲ
O
郎
『
O
β
口
q
O
）
で
あ
る
と
も
言
っ
て
い
る
。
ど
ち
ら
の
意
識

　
　
も
、
人
間
の
意
識
が
意
識
し
得
る
も
の
の
半
分
し
か
意
識
し
な
い
と
い
う
点
で
は
、
同
様
に
「
半
意
識
」
（
画
⑦
ヨ
一
〇
駐
O
O
照
し
自
O
一
Φ
口
0
0
）
で
あ
る
。

　
　
つ
ま
り
、
知
的
意
識
は
自
暴
の
み
を
意
識
し
て
盤
＆
を
意
識
し
な
い
。
心
情
的
意
識
は
、
逆
に
聲
鑓
な
き
麓
＆
の
意
識
で
あ
る
。

　
　
け
れ
ど
も
、
自
己
へ
の
関
わ
り
に
あ
っ
て
は
、
二
つ
の
半
意
識
は
著
し
く
異
な
る
。
知
的
意
識
は
自
ら
が
半
意
識
で
あ
る
こ
と
を
意
識
し

　
　
て
い
な
い
が
、
心
情
的
意
識
は
、
、
自
己
が
半
意
識
で
し
か
な
い
と
い
う
事
実
を
知
っ
て
い
る
。
知
的
意
識
は
、
そ
れ
が
理
念
的
に
は
包
括

　
　
し
得
る
よ
う
な
「
既
に
－
そ
こ
に
」
の
全
体
（
一
・
8
葺
）
を
、
欠
け
る
と
こ
ろ
の
な
い
全
て
だ
と
信
じ
、
「
何
も
『
欠
け
て
』
は
い
な
い
」

　
　
と
言
い
き
る
。
こ
こ
に
は
、
欠
け
て
い
る
無
を
自
己
に
と
っ
て
の
全
て
（
紳
O
心
骨
）
と
し
て
求
め
る
心
情
的
意
識
の
動
き
は
生
れ
な
い
。



　
　
　
そ
れ
故
、
心
情
的
意
識
が
働
く
た
め
に
は
、
知
的
意
識
を
挫
折
さ
せ
る
よ
う
な
契
機
、
即
ち
顛
覆
に
相
当
す
る
契
機
が
必
要
で
あ
る
。

　
　
こ
の
顛
匿
は
ど
ん
な
意
識
に
於
て
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
「
疾
し
い
意
識
」
（
日
窪
悉
奮
。
§
。
。
。
冨
亭

　
　
8
）
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
意
識
で
あ
る
が
、
こ
の
意
識
は
、
自
己
の
知
的
意
識
が
な
し
た
こ
と
に
対
す
る
疾
し
さ
、
も
し
く
は
、
知
的
意
識
に

　
　
よ
る
ア
ン
ピ
リ
の
白
酒
化
の
際
に
切
り
捨
て
ら
れ
た
も
の
に
対
す
る
漠
然
と
し
た
苦
痛
、
と
い
う
よ
う
な
感
情
に
見
出
さ
れ
る
。
こ
の

　
　
意
識
は
、
「
何
も
『
欠
け
て
』
は
い
な
い
」
と
言
い
き
る
知
的
意
識
に
対
し
、
「
し
か
し
、
何
か
が
欠
け
て
い
る
」
と
囁
く
意
識
で
あ
り
、

　
　
自
己
の
知
的
意
識
が
半
意
識
に
過
ぎ
な
い
こ
と
に
気
づ
く
と
こ
ろ
の
意
識
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
識
に
於
て
な
さ
れ
る
顯
蹟
を
、
先
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ク
　
　
オ
　
　
ド

　
　
は
、
自
己
の
不
知
「
と
い
う
事
実
」
の
知
と
し
て
、
租
。
匹
と
い
う
点
に
重
き
を
置
い
て
述
べ
た
が
、
今
度
は
、
こ
れ
を
「
自
己
の
」
意

　
　
識
の
無
力
と
い
う
事
実
の
意
識
と
し
て
、
「
自
己
の
」
と
い
う
点
に
注
目
し
て
取
り
あ
げ
た
い
。
愚
老
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
疾
し

　
　
い
意
識
」
と
は
、
欠
如
の
実
存
的
な
自
己
意
識
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
　
た
だ
し
、
こ
の
場
合
の
「
自
己
」
は
、
知
的
意
識
の
主
体
で
は
な
く
、
ま
た
、
も
ち
ろ
ん
知
的
な
自
己
の
意
識
に
於
け
る
対
象
で
も
な

　
　
い
。
即
ち
ρ
9
飾
的
な
自
己
（
同
①
日
9
我
）
で
は
な
い
。
そ
の
欠
如
が
実
存
的
に
意
識
さ
れ
る
よ
う
な
自
己
と
は
、
ρ
償
。
私
的
自
己
（
ヨ
鼠

　
　
私
）
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
我
と
区
別
さ
れ
る
よ
う
な
「
私
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
我
の
方
は
、
自
己
を
、

　
　
現
実
的
、
理
念
的
、
社
会
的
、
歴
史
的
な
ど
の
「
状
況
」
（
ρ
葺
一
口
α
津
p
江
｛
）
の
内
に
在
る
も
の
と
し
て
視
る
。
こ
の
状
況
と
は
、
「
既
に
－
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
こ
に
」
の
書
罷
的
全
体
（
定
冠
詞
付
き
の
一
Φ
δ
葺
）
で
あ
る
が
、
言
わ
ば
擬
似
的
全
体
に
過
ぎ
な
い
。
何
故
な
ら
、
こ
の
全
体
の
内
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
在
る
は
ず
の
自
分
自
身
を
視
る
作
用
に
於
て
は
、
我
は
擬
似
的
に
こ
の
全
体
の
外
に
視
点
を
設
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
視
ら
れ
思
惟
さ

　
　
れ
た
も
の
と
し
て
の
こ
の
瀞
態
的
な
全
体
に
対
し
、
「
私
」
に
と
っ
て
の
全
体
は
動
的
自
。
畠
的
全
体
で
あ
り
、
こ
れ
は
無
冠
詞
の
↓
。
葺

　
　
　
パ
ー
ソ
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
　
バ
ー
ン

　
　
（
全
て
）
で
表
わ
さ
れ
る
。
「
全
て
」
と
は
、
「
私
」
が
自
分
自
身
に
と
っ
て
の
全
体
と
し
て
価
値
的
に
希
求
す
る
限
り
に
於
て
、
即
ち
心

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
イ
リ
ヤ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
パ
ド
ソ

　
　
情
的
意
識
の
動
き
が
そ
れ
へ
と
向
う
限
り
に
撃
て
、
「
あ
る
」
と
感
じ
ら
れ
る
よ
う
な
全
体
で
あ
る
。
こ
の
「
全
て
」
は
署
・
。
。
。
δ
ρ
巳
自
で

　
　
あ
る
か
ら
、
無
限
に
開
か
れ
た
こ
の
よ
う
な
全
体
の
中
に
自
己
（
私
）
を
見
出
す
と
い
う
体
験
は
、
何
か
眩
最
の
よ
う
な
も
の
と
な
る
。

71
9
　
　
　
　
体
験
と
形
而
上
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　九
一
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九
二

眩
蚤
を
起
さ
せ
る
の
は
、
此
岸
と
彼
岸
と
の
、
即
ち
「
既
に
－
そ
こ
に
」
と
形
而
上
学
的
次
元
と
の
間
の
断
層
（
八
三
頁
）
で
あ
る
。

「
私
」
を
、
即
ち
ρ
β
＆
的
な
自
己
を
「
見
る
」
と
い
う
こ
の
眩
髭
に
似
た
体
験
に
関
し
て
は
、
第
一
節
で
述
べ
た
ニ
ッ
サ
の
グ
レ
ゴ
リ

ウ
ス
の
言
葉
が
あ
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
「
私
」
を
見
る
と
い
う
体
験
は
、
今
ま
で
可
視
的
な
我
と
し
て
の
み
眺
め
て
き
た
自
己
自
身
が
ー
グ
レ
ゴ
リ
ウ
ス
の
言
葉
を
想
起
し

て
言
え
ば
i
「
不
可
視
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
見
る
」
体
験
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
こ
の
よ
う
に
租
。
山
的
に
「
見
る
」
の
は
心
情

　
　
　
　
（
2
9
）

的
意
識
の
働
き
で
あ
る
が
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
よ
る
と
、
「
心
情
的
意
識
に
撃
て
は
、
同
じ
も
の
が
同
時
に
主
体
で
あ
り
対
象
で

あ
る
」
（
竃
．
　
∩
ザ
”
　
や
●
ω
窃
）
と
言
わ
れ
る
。
そ
の
「
同
じ
も
の
」
と
は
、
こ
の
揚
合
「
私
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
私
」
と
は
、
半

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ネ
　
　
　
ス
　
　
　
キ
　
　
　
オ
　
　
　
ク
　
　
　
イ
　
　
　
ド

見
に
於
け
る
神
と
同
様
、
何
も
の
と
も
知
り
得
ざ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
の
「
私
」
の
体
験
は
形
而
上
学
的
体
験
そ

の
も
の
で
あ
る
。
形
而
上
学
的
体
験
の
特
性
と
し
て
考
察
し
た
中
間
性
、
即
ち
プ
ネ
ウ
マ
的
動
き
に
於
て
「
既
に
一
そ
こ
に
」
か
ら
「
常

に
一
彼
方
」
な
る
動
的
彼
岸
へ
と
到
る
、
そ
の
動
的
中
間
に
あ
る
と
い
う
性
格
は
、
生
き
つ
つ
あ
る
「
私
」
自
身
の
中
鷺
毒
性
で
も
あ
る
。

「
私
」
の
体
験
に
於
て
は
、
一
切
が
、
「
私
」
に
と
っ
て
の
事
実
と
し
て
体
験
さ
れ
る
。
誰
に
対
し
て
も
「
常
に
一
算
に
一
そ
こ
に
」
在
る

よ
う
な
合
理
的
本
質
も
、
「
私
」
に
と
っ
て
の
、
「
本
質
と
い
う
非
合
理
的
な
事
実
」
と
し
て
体
験
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
体
験
に
あ
っ

て
は
、
「
私
」
に
と
っ
て
の
事
実
も
、
「
私
」
と
い
う
事
実
も
区
別
し
難
い
。
「
私
」
に
と
っ
て
と
い
う
生
き
生
き
と
し
た
相
に
於
て
「
消

散
し
つ
つ
密
雲
」
し
て
く
る
も
の
は
、
「
私
」
が
正
に
生
き
つ
つ
あ
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
体
験
の
事
実
と
は
、
体
験

即
ち
生
と
い
う
ロ
ゴ
ス
三
根
拠
な
き
（
σ
Q
§
鼠
肯
）
事
実
な
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
こ
そ
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
於
け
る
真
に
形
而
上

学
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
さ
て
、
彼
の
言
う
形
而
上
学
的
な
も
の
は
、
「
不
可
知
で
あ
る
」
と
か
「
表
現
し
得
ぬ
」
と
い
う
よ
う
な
否
定
的
述
定
を
許
す
の
み
で

あ
り
、
認
識
的
に
は
、
こ
の
否
定
性
が
肯
定
性
に
転
じ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
そ
の
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
仔
細
に
辿
っ
て
き
た
通
り
で



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

あ
る
。
し
か
し
彼
の
形
而
上
学
の
関
心
は
寧
ろ
、
こ
こ
の
否
定
性
を
積
極
的
拒
否
に
転
じ
る
こ
と
、
即
ち
筆
者
の
理
解
す
る
と
こ
ろ
で
は
、

認
識
的
か
ら
価
値
的
と
い
う
人
間
の
内
的
な
境
位
の
転
換
（
O
O
雷
く
①
「
㎝
戸
O
凝
）
を
遂
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。
碧
属
を
扱
う
こ
と
の
で
き
な
い

彼
の
形
而
上
学
は
、
た
し
か
に
、
言
説
と
し
て
は
信
念
の
表
明
に
過
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
学
な
ら
ざ
る
学
が
、

盤
雛
を
扱
う
認
識
論
的
な
学
の
根
底
に
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
私
た
ち
は
、
本
来
虐
峯
た
り
得
ぬ
も
の
1
本
質
や
真
理

で
あ
れ
「
神
」
で
あ
れ
一
を
二
等
と
混
同
す
る
と
い
う
誤
っ
た
虐
蕊
化
の
傾
向
を
、
自
ら
に
戒
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
の
傾
向
は
人
間
に
と
っ
て
い
か
に
も
不
可
避
で
あ
り
、
哲
学
で
さ
え
何
ら
か
の
韓
観
化
を
イ
ド
ラ
化
（
一
山
O
一
餅
梓
目
一
①
）
に
ま
で
進
め
て
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
な
る
傾
向
を
免
れ
難
い
が
、
し
か
し
こ
の
傾
向
を
自
ら
に
意
識
し
て
い
る
の
と
、
意
識
し
て
い
な
い
と
の
間
に
は
、
全
て

と
無
と
を
分
つ
の
と
同
じ
ほ
ど
、
大
き
な
違
い
が
あ
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
了
）

　
注（

1
）
　
言
及
の
箇
所
は
、
参
照
原
著
の
書
名
の
後
に
記
し
た
（
　
）
内
の
略
記
に
準
じ
て
指
示
す
る
。

（
2
）
　
「
音
楽
は
何
も
蓑
現
し
な
い
。
も
し
く
は
表
現
し
得
な
い
も
の
を
表
現
す
る
：
…
」
（
句
H
”
喝
．
㎝
ω
）
一
こ
れ
は
、
ま
さ
し
く
彼
の
哲
学
の
性
格

　
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
　
　
　
ソ
　
　
　
ピ
　
　
　
リ

（
3
）
　
「
我
々
」
と
し
て
表
わ
し
た
の
は
、
経
験
的
生
の
次
元
に
生
き
る
具
体
的
な
人
間
で
あ
る
。

（
4
）
凄
・
”
℃
・
江
。
。
、
冒
“
7
α
お
や
δ
o
な
ど
。
山
三
窪
ヨ
甥
・
鼠
β
駄
傷
Q
同
”
o
．
⑩
ρ
㌘
o
。
。
）
と
も
言
わ
れ
る
。

（
5
）
　
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
用
語
に
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
を
思
い
起
さ
せ
る
も
の
が
少
く
な
い
。
事
実
、
ル
・
セ
ソ
ヌ
は
両
者
を
同
じ
実
存
主
義
的

　
思
潮
の
内
に
分
類
し
て
い
る
が
、
「
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
が
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
憎
し
て
少
し
も
好
感
を
抱
い
て
い
な
い
」
こ
と
を
付
言
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ン
ニ
ュ
イ

　
（
カ
①
幕
U
国
ω
国
Z
ズ
錦
《
ぎ
霞
。
翫
β
9
δ
コ
ψ
冨
℃
臣
δ
ω
o
℃
臣
①
》
℃
●
鱒
ω
O
）
。
一
九
三
八
年
に
出
版
さ
れ
た
『
ご
者
択
一
』
で
倦
怠
を
論
じ
る
際
に

　
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
O
o
≦
◎
猟
窪
ザ
①
津
と
い
う
語
を
用
い
、
こ
の
語
に
次
の
よ
う
な
皮
肉
な
註
を
つ
け
て
い
る
。
「
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
か
い
う

　
人
物
の
表
現
。
彼
は
現
在
パ
リ
の
サ
ロ
ン
で
熱
狂
的
に
流
行
中
。
こ
の
冬
も
人
気
は
続
く
見
込
み
」
（
㌧
r
●
㎝
　
℃
●
　
H
α
邸
）
。

（
6
）
　
鉢
℃
『
・
”
や
。
。
α
、
「
次
元
」
や
「
秩
序
」
を
厳
密
に
語
り
得
る
の
は
メ
タ
ン
ピ
リ
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
。

（
7
）
　
「
不
条
理
」
と
訳
し
た
語
は
、
σ
q
罠
言
冨
σ
、
鋤
び
。
・
9
象
器
お
よ
び
諄
9
謡
。
円
転
菰
（
非
合
理
性
）
で
あ
る
◎

973

体
験
と
形
而
上
学

九
三
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九
四

（
8
）
　
出
典
は
「
モ
イ
ゼ
の
生
涯
」
（
肉
。
鳶
8
0
漁
o
O
ミ
e
駄
e
の
）
Q
U
①
≦
直
訳
。
《
訟
。
。
．
ζ
の
●
×
穿
く
・
参
照
。

（
9
）
　
「
形
而
上
学
的
体
験
（
呂
o
o
昌
盆
窪
8
ヨ
傘
巷
ξ
・
。
恩
9
）
即
ち
半
見
の
、
瞬
間
的
閃
光
」
（
回
霞
”
℃
．
①
圃
）
！
一
他
の
箇
所
に
は
あ
ま
り
見

　
当
ら
ぬ
語
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
9
●
句
図
“
写
①
Q
o
・

（
1
1
）
　
o
や
勺
汀
O
・
8
～
娼
●
旨
心
．

（
1
2
）
圓
殴
．
”
や
①
メ
矧
『
”
℃
●
鵠
ρ
こ
れ
は
《
℃
o
ロ
縁
。
ω
》
b
ご
忠
。
。
で
の
、
「
文
字
通
り
に
」
（
毎
同
母
巴
①
ヨ
。
曇
）
と
「
精
神
的
に
」
（
・
。
営
ユ
嘗
Φ
＝
o
臼
Φ
簿
）

　
と
一
ど
ち
ら
か
一
方
の
解
し
方
に
限
る
こ
と
は
誤
り
で
あ
る
一
に
等
価
の
対
照
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

（
1
3
）
　
副
詞
は
、
不
可
視
で
表
現
し
得
ぬ
心
の
動
き
を
修
飾
す
る
が
、
こ
れ
と
、
馨
乙
を
述
定
す
る
形
容
詞
と
の
対
立
は
、
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ

　
に
あ
っ
て
は
、
人
間
に
於
け
る
自
由
と
必
然
と
い
う
対
立
に
由
来
す
る
。

（
1
4
）
　
形
伊
上
学
的
体
験
に
関
し
て
用
い
ら
れ
る
「
一
瞬
」
や
「
瞬
間
」
（
帥
霧
冨
三
）
の
語
は
、
経
験
的
な
三
間
の
継
続
（
ぎ
3
署
⇔
一
♂
）
に
属
す
る
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ウ
ゲ
ソ
プ
リ
ツ
ク

　
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
蒋
問
の
無
を
表
わ
す
。
そ
こ
に
於
て
時
間
と
永
遠
と
が
触
れ
あ
う
と
こ
ろ
の
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
的
「
瞬
間
」
が
想
起
さ
れ
る

　
か
も
知
れ
な
い
が
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
於
け
る
形
而
上
学
的
な
も
の
は
、
（
単
に
メ
タ
経
験
的
意
味
で
）
永
遠
的
で
は
な
い
。

（
1
5
）
　
「
繊
細
な
」
、
ま
た
は
「
繊
細
の
精
神
」
と
い
う
語
句
は
頻
出
す
る
。
「
（
繊
細
の
精
神
と
は
、
）
翼
①
。
。
鼠
。
ρ
コ
冠
の
非
合
理
的
知
覚
で
あ
る
」
（
男
ぴ
．
”

　
や
H
鼠
）
と
か
、
半
旗
に
去
て
は
二
つ
の
繊
細
な
る
動
き
が
一
瞬
触
れ
あ
い
、
一
つ
の
「
超
一
繊
細
」
（
。
・
ξ
①
で
響
霧
6
。
Φ
）
を
な
す
（
勺
『
”
Ψ
H
①
c
。
）

　
と
か
言
わ
れ
て
い
る
。

（
1
6
）
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
『
オ
デ
ュ
ッ
セ
イ
ア
』
に
例
を
と
り
、
乳
母
が
、
乞
食
に
身
を
や
つ
し
た
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
を
「
『
①
占
①
あ
臥
。
・
・

　
租
9
と
い
う
漠
と
し
た
予
感
に
よ
っ
て
」
見
抜
い
て
い
た
の
は
、
「
お
そ
ら
く
は
全
く
心
情
的
な
雰
囲
気
」
（
臼
H
囲
”
唱
．
嵩
刈
）
に
よ
っ
て
で
あ
ろ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
シ

　
と
述
べ
て
い
る
。
乳
母
は
結
局
、
古
い
傷
跡
に
よ
リ
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
を
決
定
的
に
確
認
す
る
が
、
そ
れ
に
先
立
つ
心
情
的
予
感
は
、
意
味
す
る
し

　
　
　
　
ニ
き

　
る
し
（
蕩
跡
）
と
意
味
さ
れ
る
も
の
（
オ
デ
ュ
ッ
セ
ウ
ス
）
と
い
う
指
示
関
係
で
は
決
し
て
会
誌
で
き
な
い
。

（
1
7
）
　
勺
Φ
蕊
①
0
9
切
b
o
刈
メ

（
1
8
）
　
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
作
の
「
エ
マ
オ
の
キ
ジ
ス
ト
」
に
は
薄
明
が
特
に
優
れ
て
描
出
さ
れ
て
い
る
と
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
評
価
し
て
い
る
。
彼

自
身
は
言
及
し
て
い
な
い
が
、
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
に
関
す
る
ジ
ン
メ
ル
の
次
の
よ
う
な
言
葉
は
、
た
し
か
に
薄
囲
の
本
質
的
性
格
に
的
中
す
る
で
あ
ろ

　
う
。
「
レ
ン
ブ
ラ
ン
ト
の
光
は
…
…
全
く
感
性
的
に
此
岸
に
属
し
、
そ
れ
の
彼
方
を
指
示
し
は
し
な
い
が
、
そ
の
ま
ま
超
経
験
的
な
も
の
（
d
ぴ
。
サ

①
ヨ
℃
三
ω
。
冨
。
・
）
で
あ
る
。
こ
の
光
は
、
直
観
的
存
在
の
形
而
上
学
的
な
浄
化
（
＜
下
馴
辱
色
σ
q
）
で
あ
り
、
宗
教
的
な
目
で
見
ら
れ
た
場
合
に
は
直
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観
的
存
在
自
体
が
即
ち
彼
岸
的
で
あ
る
こ
と
を
感
じ
さ
せ
る
」
（
O
o
O
同
σ
q
　
ω
H
竃
竃
国
】
ポ
　
《
図
。
白
げ
亀
節
b
島
け
》
”
ψ
ミ
ト
⊃
し
。

（
1
9
）
　
形
態
的
と
い
う
意
味
の
こ
の
語
は
、
感
性
的
ま
た
は
本
質
的
な
認
識
の
、
そ
の
対
象
の
性
格
を
褒
わ
す
。
た
と
え
ば
メ
ル
ロ
・
ポ
ソ
テ
ィ
の
言

　
　
　
　
　
へ

　
う
よ
う
な
色
、
即
ち
「
私
に
対
し
て
或
る
見
方
を
促
す
も
の
、
私
の
眼
指
し
の
規
定
さ
れ
た
運
動
に
よ
っ
て
自
己
を
把
え
さ
せ
る
も
の
」
（
《
℃
ま
コ
。
・

　
ヨ
曾
o
H
O
σ
q
同
。
富
蜀
℃
2
8
讐
一
〇
詳
℃
●
込
⊃
お
）
と
し
て
の
色
は
日
。
后
ゲ
。
一
〇
σ
q
5
器
で
あ
り
、
ま
た
、
意
味
（
。
・
Φ
諺
）
の
如
き
対
象
も
、
そ
れ
が
意

　
識
に
対
し
、
規
定
．
さ
れ
た
方
向
（
o
o
O
誹
ω
）
を
と
る
よ
う
促
す
限
り
に
曾
て
ヨ
。
愚
ケ
9
0
α
Q
5
9
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

（
2
0
）
　
「
（
意
向
は
）
存
在
の
視
覚
的
ま
た
は
形
態
的
（
ヨ
。
弓
ぴ
。
一
〇
σ
q
5
ρ
Φ
）
な
構
造
の
中
に
は
読
み
と
り
え
な
い
」
（
｝
H
H
“
℃
・
H
譲
）
。

（
2
1
）
　
こ
の
語
は
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
に
拠
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
団
耳
芝
§
二
巴
い
齢
く
H
宕
》
o
o
》
犀
鴫
⇔
（
U
Φ
蓉
裟
o
P
困
謹
ρ
幹
回
り
燭
。
置
G
。
）
。

（
2
2
）
　
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
は
、
「
（
プ
ラ
ト
ン
に
と
っ
て
）
善
は
、
そ
の
心
情
的
尊
厳
と
創
造
力
と
に
よ
っ
て
、
本
質
の
無
限
に
彼
方
に
あ
る

　
（
伽
隷
驚
ミ
寝
醜
凶
り
o
O
q
“
寄
り
笥
、
m
q
評
凝
哲
ミ
曽
鋤
q
ピ
黙
喰
巽
“
鵠
。
為
£
o
ヒ
N
o
り
）
」
（
男
ζ
∴
や
α
c
。
●
引
用
は
《
知
傷
℃
q
窪
β
¢
Φ
》
＜
押
㎝
8
ぴ
）
と
述
べ
、
「
プ
ラ

　
ト
ソ
は
、
善
が
も
の
の
一
つ
で
は
な
い
こ
と
を
暗
に
認
め
て
い
た
」
（
剛
剴
”
ワ
H
c
。
昌
。
｛
●
《
開
9
億
ぴ
剛
5
器
》
＜
押
α
O
α
P
α
O
O
げ
）
と
論
じ
て
、
プ

　
ラ
ト
ン
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
的
側
面
を
評
価
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
認
識
を
超
え
た
絶
対
者
た
る
「
善
」
に
対
す
る
人
間
の
係
わ
り
を
、
本
論
文

　
で
は
、
「
認
識
的
」
と
の
対
立
に
於
て
特
に
「
価
値
的
」
と
呼
ぶ
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
シ
ユ
ケ
ヒ

（
2
3
）
　
こ
の
よ
う
な
プ
ネ
ウ
マ
は
肉
体
を
司
る
塊
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
パ
ス
カ
ル
は
「
我
々
の
魂
（
画
室
。
）
は
身
体
の
中
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る

　
（
布
け
8
）
」
（
《
℃
①
霧
σ
⑦
。
。
》
ゆ
ト
。
ω
。
。
）
と
言
い
、
心
身
結
合
の
偶
然
性
を
示
唆
し
た
が
、
ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
と
っ
て
も
、
身
体
の
中
に
魂
が
在

　
る
こ
と
に
は
、
存
在
の
中
に
本
質
が
在
る
こ
と
と
同
様
、
究
極
的
に
は
必
然
性
が
な
い
。

（
2
4
）
　
シ
ェ
リ
ン
グ
の
「
α
薗
し
Q
」
に
つ
い
て
は
、
O
．
O
．
“
O
．
H
県
①
を
参
照
。

（
2
5
）
　
o
頃
・
℃
貫
”
ワ
H
①
・
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
「
ど
の
顕
在
性
（
》
簿
億
巴
謬
弩
）
も
、
そ
れ
自
身
の
潜
在
性
（
℃
0
8
p
自
著
津
鰹
⑦
跡
）
を
含
蓄
し
、
こ
の
潜
在

　
性
に
つ
い
て
は
、
…
…
現
在
の
体
験
自
体
の
内
に
志
向
的
に
予
め
そ
の
下
絵
が
描
か
れ
て
い
る
（
ぐ
o
H
σ
q
o
N
o
ざ
ぎ
無
Φ
）
」
（
《
0
9
二
〇
。
。
冨
艮
魯
。
ζ
巴
7

　
臼
瓜
。
器
P
ω
．
剃
①
）
と
述
べ
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

（
2
6
）
　
℃
『
”
℃
．
猛
メ
勺
」
≦
幽
Ψ
隷
●

（
2
7
）
　
特
に
　
ζ
．
O
．
“
ワ
。
。
卜
。
～
や
寒
『
疾
し
い
意
識
』
に
つ
い
て
は
、
　
ラ
ヴ
ェ
ル
に
次
の
興
味
深
い
論
文
が
あ
る
。
ピ
。
巳
ω
ピ
》
＜
国
い
U
煙
．
．
い
節

　
財
ぴ
2
菰
鎚
属
日
。
慣
、
（
《
一
〇
ヨ
。
一
無
8
巨
氏
①
ω
二
昌
》
研
収
）
。

（
2
8
）
　
℃
『
”
7
c
。
●

（
2
9
）
　
こ
の
働
き
は
プ
ロ
チ
ノ
ス
の
ヌ
ー
ス
の
働
き
と
類
似
の
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
両
者
と
も
、
「
自
分
自
身
を
見
る
光
で
あ
り
、

体
験
と
形
而
上
学

九
五
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折
口
学
研
究
　
第
五
百
｛
四
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
六

　
見
る
こ
と
で
あ
り
な
が
ら
何
も
見
な
い
、
ぜ
お
。
ぎ
e
瑞
＆
ミ
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
（
竃
●
O
．
輔
サ
塩
．
引
用
は
馬
丁
幕
良
筆
く
”
。
。
…
H
ド
。
P

　
伊
N
c
。
）

ジ
ャ
ン
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
の
著
作
（
本
論
文
で
参
照
し
た
も
の
、
お
よ
び
略
記
法
）

　
《
ピ
、
o
α
《
。
。
の
ひ
。
島
①
げ
8
霧
9
窪
。
①
山
§
の
す
匹
2
三
評
①
℃
ゲ
臨
。
ω
o
勺
駿
①
α
o
ω
畠
色
囲
ぎ
σ
q
》
（
ρ
ρ
）
（
お
ω
ω
）

　
《
目
し
繭
困
O
コ
一
〇
》
（
H
頃
●
）
（
目
O
ω
①
）
（
『
イ
ロ
ニ
ー
の
精
神
』
久
米
博
訳
　
紀
聞
国
屋
書
店
）

　
《
】
「
矧
恥
隔
偉
①
触
鵠
麟
け
凶
く
①
》
（
》
・
）
（
H
り
ω
o
。
）

　
《
勺
臣
ざ
。
。
o
噂
窪
。
領
。
ヨ
冷
器
》
（
勺
『
）
（
6
課
）

　
《
国
L
餌
　
ヨ
O
吋
帥
》
　
（
竃
。
）
（
お
Φ
0
）
（
『
死
』
仲
沢
紀
雄
訳
　
み
す
ず
書
房
）

　
《
】
「
餌
　
算
国
郎
く
帥
一
白
α
O
　
　
O
O
コ
ω
O
一
〇
口
O
O
》
（
竃
や
O
．
）
（
H
8
①
）
『
仕
事
と
日
々
・
夢
想
と
夜
々
』
（
印
b
ご
①
二
〇
謀
窟
が
、
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
と
の
対
話
を

　
も
と
に
し
て
編
ん
だ
哲
学
的
随
想
録
《
ρ
信
巴
ρ
昌
①
冨
二
母
霧
一
．
ご
き
冨
幕
》
（
お
刈
。
。
）
の
訳
）
仲
沢
紀
雄
訳
　
み
す
ず
霞
房

　
《
い
Φ
』
？
ロ
。
・
ω
鉱
ω
ゐ
自
。
圃
9
一
〇
窟
Φ
ω
ρ
葺
⑦
ー
ユ
。
跡
》
（
H
O
o
。
μ
）

　
　
た
だ
し
、
こ
れ
は
一
九
五
七
年
に
繊
版
さ
れ
た
同
名
の
著
作
を
全
面
的
に
書
き
改
め
、
新
た
に
第
二
部
を
書
き
加
え
て
三
部
作
と
し
た
も
の
で
あ

　
る
。
三
部
作
の
各
々
の
題
名
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

　
1
・
　
《
】
『
四
　
目
P
曽
ロ
一
〇
－
吐
O
　
⑦
け
　
一
9
0
0
0
9
ω
一
〇
旨
》
（
同
H
）

　
a
　
《
】
U
鋤
　
昌
P
価
O
O
冨
口
9
こ
陣
ω
ω
9
Ω
鵠
O
O
　
一
〇
　
讐
9
一
①
質
け
O
コ
山
口
》
（
匂
頃
）

　
a
　
《
一
ピ
四
　
ぐ
O
一
〇
づ
け
①
　
山
O
　
＜
O
“
一
〇
一
『
》
（
回
誤
H
）

　
《
り
。
冨
琴
丘
。
×
o
鳥
。
貯
ヨ
。
罠
一
〇
》
（
即
蜜
．
）
（
ド
リ
。
。
ド
）
な
お
、
ジ
ャ
ソ
ケ
レ
ヴ
ィ
ッ
チ
に
献
げ
ら
れ
た
論
文
集
と
し
て
、
《
陣
。
蜂
弓
。
葺
≦
9
。
山
ぎ
マ

　
冒
雛
犀
Φ
尿
泣
8
ゴ
》
（
6
鴫
c
Q
）
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
は
や
し
・
あ
い
こ
京
都
大
学
文
学
部
〔
美
学
〕
研
修
員
）



　　The　most　relevant　problem　for　the　comparative　biology　is　to　explain

why　the　living　beings　are　so　diverse．　Comparison　guided　by　the　concept

Df　homology　will　no　longer　be　effective　for　the　analysis　of　this　problem，

because　it　can　only　show　the　process　and　only　in　a　tentative　way　but

say　nothing　about　‘Why’．　We　should　now　rely　on　the　method　which　I

call　‘Comparison　by　analogy’．　Search　for　Prototype　is　no　more　than　a

dream　of　innocent　romantists．

　　　　　　　　　　　　　　　　　L，exp6r三ence　et　la　エ【i6taphys圭que

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　La　philosophie　de　Janke16vitch

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　par　Aiko　Hayashi

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Etudiante　de　recherche

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　a　i’Universit6　de　Kyoto

　　La　vraie　metaphysique，　d’apres　Jankelevitch，　doit　etre　la　philosophie

premiere　dans　son　opposition　avec　la　philosophie　seconde．　Celle－ci，

nous　1’appelons　“metaphysique　de　1’experience”　et　designons　par　1a　la

・pensee　discursive　qui　enferme　notre　exp6rience　vecue　dans　un　univers

logique　（le　“deja－la”）　en　ne　connaissant　que　ce　qui　est　quidditativement

・connaissable．　Janke16vitch　deboute　eette　science　quidditative　de　sa

pretention　d’atre　la　metaphysique，　parce　que　le　m6taphysique　pour　lui

・est　pr6cisement　le　Je－ne－sais－quoi　（Nescioquid），　ie　mystere　dont　1’homme

est　condamne　a　1’abso1ue　nescience．　Si　il　1’int6gre　dans　sa　philosophie

vue　dans　son　ensemble，　ce　n’est　que　pour　la　transcender　m6talogique“

ment．　Et　cette　transcendance　ou　la　conversion．de　la　philosophie　seconde　a

ユaphilosophie　pre皿iさre　y　figu■e　co皿1ne　le　molnent　d6cislf，

　　Or　ce　moment　peut　se　trouver　dans　notre　exp6riellce皿δme。　L’exemple
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privi16gi6　de　cette　exper1ence　est，　chez　Jank616vitch，　celle　de　1’apparition

disparaissante　dans　1’auberge　dEmmatts：　le　voyageur　a　seulement

pressenti　et　devin6　le　fait　qu’　11　y　a　le　Je－ne－sais－quoi；　le　“il　y　a”　ici　est

la　for舩ule　de　la　pr6sence　pneumatique　sans　sujet　substantiel，1aquelle

est　sensible　au　cceur　pascalien，　organe　de　la　connaissance　quodditative．

　　Pour　dire　ce　mouvement　du　cceur　qui　aspire　au　Je－ne－sais－quoi，　Ja　n－

k616viteh　emploie　des　fois　1e　mot　“intention”；　le　mGme　mot　d’ai　ll　eurs

que　celui　par　lequel　d6s1gnent　les　ph6nomenologues　1’acte　cognitif　d　e　la

conscience，　c’est－a－dire　1’acte　qui　vise　le　quia　qui　est　d6ja－la；　rnais

Janke！evitch　a　leur　encontre　comprend　par　1’intention　ce　mouvement　d　e

la　conscience　morale　（et　peut－6tre　axiologique，　ajoutons－nous）　qui　va

“toujours－au－dela”，　vers　！’　“Au－dela　dynamique”．　Tout　se　passe　comme

si　“toujours－au－dela”　represente　pour　lui　le　refus　de　la　quiddification　du

Nescioquid，　autrement　dit　de　la　r6ification　de　1’existence　humaine．　En

effet，　dans　la　phi！osophie　de　Jank616vitch，　1’existence　ou　la　vie　humaine

avec　tout　ce　qu’elle　cemporte　d’irrationnel　est　le　m6taphysique　par

excellence．
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