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構
想
力
と
超
越
の
問
題

長
　
谷
　
正
　
当

は
し
が
き

　
哲
学
の
出
発
点
に
は
往
々
に
し
て
「
疑
い
」
が
置
か
れ
て
き
た
が
、
J
・
ビ
ー
バ
ー
に
よ
れ
ぽ
、
誓
学
は
ブ
ラ
ト
ソ
が
言
う
よ
う
に
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

は
り
「
驚
き
」
か
ら
出
発
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
驚
き
は
、
哲
学
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
は
あ
り
な
が
ら
、

疑
い
が
う
ち
に
包
み
込
む
こ
と
の
出
来
な
い
要
素
、
つ
ま
り
、
不
可
思
議
な
も
の
に
関
る
能
力
を
含
ん
で
お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
人
間

を
実
在
の
根
源
へ
と
参
入
せ
し
め
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
哲
学
の
課
題
が
人
間
が
根
源
的
な
意
味
に
お
い
て
住
み
う
る
よ
う
な
実
在
の

よ
り
深
い
層
を
開
示
す
る
こ
と
で
あ
る
な
b
ば
、
先
ず
、
そ
の
よ
う
な
深
い
層
の
現
わ
れ
を
妨
げ
て
い
る
如
き
諸
々
の
覆
い
が
取
り
去
ら

れ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
哲
学
が
「
疑
い
」
か
ら
出
発
す
る
の
は
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
。
そ
の

際
、
疑
い
ほ
、
我
々
が
習
慣
や
不
注
意
か
ら
自
明
な
も
の
と
し
て
受
取
り
、
あ
る
い
は
弱
さ
か
ら
必
要
と
し
て
産
み
出
し
て
来
た
諸
々
の

毒
見
を
打
砕
く
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
脱
幻
想
で
あ
り
、
否
定
の
意
志
を
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
実
在
の
よ
り
深
い
層
を
把
握
す

る
た
め
に
は
単
な
る
否
定
の
意
志
を
越
え
た
或
る
積
極
的
な
働
き
、
つ
ま
り
、
実
在
の
深
い
根
源
を
探
り
当
て
る
と
い
う
肯
定
的
な
性
格

を
も
っ
た
働
き
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
否
定
と
肯
定
と
の
働
き
を
兼
具
え
た
能
力
が
「
驚
き
」
で
あ
る
。
驚
き
は
単
に
疑

い
に
終
る
の
で
は
な
く
、
神
秘
に
向
っ
て
開
か
れ
る
。
そ
れ
は
習
慣
化
さ
れ
、
日
常
化
さ
れ
て
自
明
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
実
在
の
覆

い
を
破
っ
て
、
そ
の
底
に
把
握
し
が
た
い
神
秘
と
し
て
実
在
を
感
受
す
る
。
驚
き
は
究
極
的
に
は
実
在
の
純
粋
な
受
容
に
到
る
「
観
想
」
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に
連
な
る
能
力
な
の
で
あ
る
。

　
驚
き
に
は
知
の
側
面
と
無
知
の
側
面
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
通
常
の
知
を
破
る
知
が
そ
こ
に
現
わ
れ
て
い
な
が
ら
、
し
か
も
、
そ
の
知

の
根
源
が
隠
さ
れ
て
い
る
と
い
う
知
の
有
り
様
が
驚
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
全
き
無
知
に
は
驚
き
は
な
く
、
又
、
完
全
な
知
や
絶
対

知
に
も
驚
き
は
な
い
。
無
知
と
知
と
の
「
中
間
」
に
あ
り
、
完
全
な
知
へ
の
「
途
上
」
に
あ
る
と
い
う
知
の
有
り
様
が
驚
き
な
の
で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
、
驚
き
は
極
め
て
人
間
的
な
も
の
で
あ
り
、
又
、
人
間
に
の
み
固
有
な
知
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
既
に
根
源
的
な
知
に
向
っ

て
開
か
れ
な
が
ら
、
未
だ
そ
の
知
に
は
完
全
に
到
達
し
て
お
ら
ず
、
未
だ
到
達
し
て
い
な
い
に
も
拘
ら
ず
、
既
に
根
源
的
知
の
方
向
に
開

か
れ
て
い
る
と
い
う
驚
き
の
構
造
は
、
ピ
ー
パ
ー
に
よ
れ
ぽ
「
希
望
」
の
構
造
で
も
あ
り
、
「
宗
教
的
信
偏
に
連
な
る
も
の
を
有
し
て
い

る
。
根
源
的
知
へ
と
向
う
人
間
の
探
究
を
成
立
せ
し
め
、
支
え
て
い
る
の
は
こ
の
よ
う
な
驚
き
の
構
造
な
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
「
驚
き
」
に
お
い
て
内
在
と
超
越
を
繋
ぐ
も
の
、
此
岸
と
彼
岸
と
の
往
来
を
可
能
に
す
る
も
の
、
要
す
る
に
、

我
々
の
超
越
を
成
り
立
た
し
め
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。
否
定
の
意
志
と
し
て
の
「
疑
い
」
に
お
い
て
我
々
は
彼
岸
を
目
ざ
し

な
が
ら
、
此
岸
を
越
え
得
な
い
の
に
対
し
て
、
「
驚
き
」
は
そ
の
よ
う
な
限
界
を
越
え
て
彼
岸
に
通
じ
る
道
を
我
々
に
開
く
の
で
あ
る
。

驚
き
に
み
ら
れ
る
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
世
界
の
中
間
に
あ
っ
て
両
者
を
媒
介
す
る
働
き
を
、
我
々
は
「
意
志
」
に
対
立
す
る
も
の
と
し

て
、
「
構
想
力
」
と
名
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
構
想
力
も
又
、
感
性
界
と
超
感
性
界
と
の
中
間
に
あ
っ
て
、
二
つ
の
世

界
を
繋
ぐ
働
き
だ
か
ら
で
あ
り
、
我
々
に
直
接
的
な
感
性
界
を
越
え
出
る
と
同
時
に
超
感
性
界
の
展
望
を
感
性
界
に
も
た
ら
す
も
の
と
し

て
、
人
間
存
在
に
お
い
て
根
本
的
な
位
置
を
占
め
る
働
き
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
我
々
は
驚
き
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
我
々
を
実
在

の
根
源
へ
と
導
く
働
き
の
根
本
に
あ
る
も
の
を
広
く
構
想
力
と
し
て
把
え
、
そ
の
構
想
力
の
有
り
様
を
人
間
存
在
の
う
ち
で
掘
り
下
げ
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
宗
教
的
超
越
の
場
を
開
く
も
の
を
把
え
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
一
　
知
覚
と
想
像
力

構
想
力
と
超
越
の
問
題

五
三
七
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（
1
）

　
想
像
力
の
本
質
が
そ
の
現
実
超
越
の
能
力
に
あ
る
こ
と
を
サ
ル
ト
ル
は
強
調
し
て
い
る
。
サ
ル
ト
ル
は
想
像
力
は
何
よ
り
も
先
ず
、
現

実
超
越
の
能
力
で
あ
り
、
現
実
の
状
況
に
よ
っ
て
規
舗
さ
れ
、
限
定
さ
れ
た
、
我
々
の
不
自
由
で
貧
し
い
有
り
様
を
越
え
て
、
無
限
定
な

可
能
性
の
世
界
を
開
く
能
力
で
あ
る
と
す
る
。
そ
の
不
透
明
性
と
纏
り
の
な
さ
に
よ
っ
て
我
々
を
脅
か
し
、
打
砕
く
現
実
世
界
は
我
々
に

と
っ
て
は
「
嘔
吐
」
の
対
象
で
し
か
な
い
が
、
我
々
が
そ
の
よ
う
な
現
実
世
界
を
我
々
の
住
み
う
る
世
界
と
な
す
の
は
、
そ
の
不
透
明
性

と
拡
散
性
を
越
え
そ
こ
に
何
ら
か
の
統
一
性
と
透
明
性
を
も
た
ら
す
想
像
力
の
働
き
を
介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
が
想

像
力
の
現
実
超
越
の
働
き
を
強
調
す
る
の
は
、
現
実
超
越
の
能
力
に
こ
そ
人
間
の
自
由
が
あ
り
、
意
識
の
本
質
が
あ
る
と
考
え
る
か
ら
で

あ
る
。
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
人
聞
の
意
識
は
現
実
超
越
の
能
力
と
し
て
本
質
的
に
自
由
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
想
像
力
を
も
た
な
い

よ
う
な
人
間
の
意
識
は
存
在
し
な
い
。
想
像
力
は
人
間
の
意
識
に
偶
々
付
け
加
わ
っ
た
偶
然
的
な
も
の
で
は
な
く
、
人
間
の
意
識
の
「
本

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

質
的
か
つ
超
越
論
的
条
件
」
な
の
で
あ
る
。

　
想
像
力
の
こ
の
よ
う
な
現
実
超
越
の
能
力
を
見
る
こ
と
を
妨
げ
て
き
た
の
は
、
サ
ル
ト
ル
に
よ
れ
ば
、
「
内
在
主
義
の
錯
覚
」
（
日
量
。
＝

　
　
　
　
（
3
）

傷、

ｬ
塁
§
窪
8
）
で
あ
る
。
感
覚
や
知
覚
対
象
の
存
在
様
態
と
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
対
象
の
存
在
様
態
と
の
間
に
本
質
的
な
違
い
を
見
ず
、
程
度

の
差
し
か
み
な
か
っ
た
こ
と
が
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
世
界
の
中
の
一
つ
の
受
動
的
な
心
的
存
在
物
と
す
る
錯
覚
を
産
み
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
か
ら

そ
の
世
界
を
超
越
す
る
能
動
的
な
働
き
を
奪
っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
感
覚
や
知
覚
の
紺
象
物
の
よ
う
に
決
し
て

世
界
の
中
に
あ
る
の
で
は
な
い
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
超
越
的
存
在
で
あ
り
、
世
界
を
越
え
て
世
界
の
外
に
出
て
い
る
。
想
像
力
の
現
実
超
越

の
働
き
を
見
る
に
は
、
内
在
主
義
の
錯
覚
を
打
破
っ
て
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
知
覚
と
の
明
確
な
差
異
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。　

両
者
の
違
い
は
、
簡
単
に
い
え
ぽ
、
知
覚
が
限
定
さ
れ
、
部
分
的
で
あ
り
、
時
間
の
支
配
の
も
と
に
置
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
イ

マ
ー
ジ
ュ
は
全
体
的
、
無
限
定
的
、
非
時
間
的
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
例
え
ば
、
私
が
眼
前
の
正
六
面
体
を
知
覚
す
る
場
合
を

考
え
て
み
る
と
、
私
の
目
に
見
え
る
の
は
三
つ
の
側
面
だ
け
で
他
の
側
面
は
隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
私
が
そ
の
知
覚
対
象
を
正
六
面
体
と



　
　
判
断
す
る
た
め
に
は
そ
の
隠
さ
れ
た
側
面
を
順
次
邉
っ
て
み
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
知
覚
に
お
け
る
対
象
物
の
特
質
は
、
そ
れ
が
無
数
の

　
　
側
面
な
い
し
、
射
映
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
知
覚
の
対
象
を
知
る
に
は
数
多
く
の
射
映
が
一
つ
に
堅
め
ら
れ
、
総

　
　
合
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
射
映
を
順
次
辿
っ
て
検
討
す
る
と
い
う
時
間
を
か
け
た
学
習
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

　
　
イ
マ
ー
ジ
ュ
は
そ
の
よ
う
な
時
間
を
か
け
た
学
習
を
必
要
と
は
し
な
い
。
正
六
面
体
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
は
現
わ
れ
た
部
分
と
隠
さ
れ
た
部

　
　
分
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
対
象
は
そ
こ
で
は
一
挙
に
全
体
的
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
知
覚
に
お
い
て
は
対
象
の
知
識
は

　
　
徐
々
に
形
成
さ
れ
る
が
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て
は
知
識
は
直
接
的
で
あ
り
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
う
ち
に
そ
の
知
識
が

　
　
具
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
対
象
の
も
っ
こ
の
よ
う
な
直
接
性
、
無
時
間
性
、
全
体
性
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
世
界
が
知
覚
の
世
界
を
抜
け
出
て
い
る
こ

　
　
と
、
或
い
は
、
超
越
し
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
サ
ル
ト
ル
が
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
も
う
一
つ
の
特
質
と
す
る
事
柄
、

　
　
つ
ま
り
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
対
象
は
知
覚
の
対
象
の
不
在
や
無
に
お
い
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
事
柄
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。
私
が

　
　
ピ
エ
ー
ル
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
思
い
浮
か
べ
る
と
い
う
こ
と
は
知
覚
の
対
象
と
な
る
ピ
エ
ー
ル
が
今
、
此
処
、
に
居
な
い
と
い
う
こ
と
を
あ

　
　
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
知
覚
の
世
界
の
外
に
出
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
、
知
覚
の
対
象
物
の

　
　
も
ち
え
な
い
全
体
性
と
統
一
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
知
覚
の
世
界
は
、
そ
の
対
象
物
が
無
数
の
射
映
を
も
つ
が
故
に
、
我

　
　
々
の
完
全
な
把
握
を
逃
れ
出
、
無
限
に
拡
散
し
ゆ
く
世
界
で
あ
る
。
し
か
し
、
知
覚
の
世
界
が
宿
命
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
の
よ
う
な
無
統

　
　
一
性
、
無
限
拡
散
性
の
超
越
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
想
像
力
は
、
そ
の
無
限
拡
散
性
に
よ
っ
て
我
々
を
超
過

　
　
し
、
不
透
明
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
現
実
を
逆
に
超
過
し
て
全
体
的
で
統
一
を
も
っ
た
透
明
な
世
界
を
開
く
の
で
あ
り
、
自
由
と
一

　
　
つ
に
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
は
そ
の
よ
う
な
想
像
力
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
場
が
何
ら
か
の
度
合
に
お
い
て
宗
教
的
超
越
の
場
に
連

　
　
な
る
も
の
を
も
っ
と
考
え
る
。
そ
こ
で
、
我
々
は
サ
ル
ト
ル
の
想
像
力
の
考
え
を
宗
教
的
超
越
の
場
を
把
え
る
た
め
の
最
初
の
手
が
か
り

39
@
と
し
よ
う
。

15　
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し
か
し
な
が
ら
、
宗
教
的
超
越
の
場
を
把
え
る
に
は
サ
ル
ト
ル
の
想
像
力
の
考
え
は
な
お
不
十
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
想
像
力
の
も

つ
現
実
超
越
の
働
き
は
、
サ
ル
ト
ル
に
お
い
て
は
ま
だ
消
極
的
に
し
か
把
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
想
像
力
の
現
実
超
越
の
働
き

が
積
極
的
な
も
の
と
な
る
の
は
、
そ
の
現
実
を
越
え
る
働
き
が
、
同
時
に
現
実
に
意
味
を
附
与
す
る
働
き
で
も
あ
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
現

実
の
う
ち
に
不
可
視
な
も
の
を
構
想
し
、
現
実
に
形
や
統
一
を
与
え
る
「
産
出
的
」
な
働
き
で
も
あ
る
と
き
で
あ
る
。
想
像
力
が
そ
の
産

出
的
性
格
を
欠
く
と
き
、
そ
の
現
実
超
越
の
働
き
は
消
極
的
と
な
り
、
現
実
逃
避
と
な
ろ
う
。
サ
ル
ト
ル
は
想
像
力
の
も
つ
産
出
的
な
性

格
を
考
え
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
後
に
は
「
状
況
」
の
概
念
に
お
い
て
積
極
的
に
取
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
少
く
と

も
、
想
像
力
の
諸
問
題
を
扱
っ
て
い
る
時
期
に
お
い
て
は
、
知
覚
と
は
異
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
特
質
を
明
ら
か
に
せ
ん
と
し
て
、
イ
マ
ー
ジ

ュ
が
現
実
と
は
別
の
有
り
様
を
も
つ
と
い
う
側
面
が
強
調
さ
れ
る
が
、
イ
マ
…
ジ
ュ
が
も
つ
現
実
に
意
味
を
附
与
す
る
働
き
の
側
面
は
十

分
に
は
展
開
さ
れ
て
は
い
な
い
。

　
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
知
覚
と
が
そ
の
有
り
様
を
本
質
的
に
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
見
失
な
わ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、

想
像
力
の
現
実
超
越
の
働
き
の
積
極
的
な
意
味
が
想
像
力
の
産
出
的
な
側
面
に
あ
り
、
想
像
力
が
現
実
界
の
部
分
性
、
無
統
一
性
、
雑
多

性
を
乗
越
え
て
そ
れ
に
意
味
や
統
一
性
や
全
体
性
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
な
ら
ぽ
、
そ
の
よ
う
な
想
像
力
の
働
き
は

サ
ル
ト
ル
が
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
は
異
る
と
す
る
知
覚
の
う
ち
に
お
い
て
も
既
に
働
い
て
い
る
の
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
知
覚

対
象
を
判
断
す
る
た
め
に
は
数
多
く
の
射
映
を
め
ぐ
る
時
間
を
か
け
た
学
習
が
必
要
と
さ
れ
た
が
、
対
象
が
何
で
あ
る
か
を
判
断
す
る
に

は
こ
れ
ら
の
射
映
の
綜
合
を
必
要
と
し
、
そ
し
て
そ
の
綜
合
が
な
り
た
っ
た
め
に
は
諸
々
の
射
映
の
差
異
を
乗
越
え
て
こ
れ
ら
を
全
体
と

し
て
一
挙
に
重
め
る
如
き
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
想
像
力
が
知
覚
に
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
も
た
ら
す
こ
と

に
よ
っ
て
知
覚
を
完
成
せ
し
め
る
働
き
と
さ
れ
る
と
き
、
「
想
像
力
」
は
む
し
ろ
「
構
想
力
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
、
知
覚
に
統
「
的
イ
マ
…
ジ
ュ
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
知
覚
を
知
覚
と
し
て
成
り
た
N
し
め
る
構
想
力
の
働
き
に
お
い
て

重
要
な
の
は
、
そ
こ
に
働
い
て
い
る
根
源
定
事
｝
の
働
き
で
あ
ろ
う
。
構
想
力
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
統
一
の
能
力
の
基
礎
を
超
越
論
的
な



　
　
方
向
に
辿
る
な
ら
ば
、
例
え
ば
、
カ
ン
ト
が
考
え
た
よ
う
な
悟
性
や
、
悟
性
の
働
き
の
場
と
し
て
の
統
覚
の
う
ち
に
そ
れ
は
求
め
ら
れ
る
。

　
　
し
か
し
、
ひ
る
が
え
っ
て
、
そ
の
統
一
の
原
初
的
形
態
と
も
い
う
べ
き
も
の
を
知
覚
そ
の
も
の
の
う
ち
に
探
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
既
に
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
共
通
感
覚
」
と
し
て
揮
え
た
も
の
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
と
い
え
よ
う
。
共
通
感
覚
は
感
覚
器
官
と
結
び
つ
い
た
諸
々

　
　
の
特
殊
感
覚
の
根
源
に
あ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
感
覚
を
特
殊
感
覚
と
し
て
成
立
せ
し
め
て
い
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
身
は
特
殊
感
覚

　
　
の
い
ず
れ
で
も
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
感
覚
を
相
互
に
区
別
し
な
が
ら
同
一
対
象
に
お
い
て
結
び
つ
け
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
働
き
と

　
　
し
て
諸
々
の
特
殊
感
覚
の
共
通
の
根
源
を
な
し
て
い
る
。
そ
の
共
通
感
覚
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
れ
が
感
覚
器
官
か
ら
独
立

　
　
し
て
い
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
個
々
の
特
殊
感
覚
の
基
礎
に
あ
り
な
が
ら
そ
の
特
殊
性
を
越
え
た
普
遍
性
、
な
い
し
一
般
性
の
契
機
を
も
つ

　
　
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
共
通
感
覚
が
特
殊
感
覚
の
限
定
を
越
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
特
殊
感
覚
の
受
動
を
受
け
と
り
、

　
　
感
覚
的
知
覚
を
成
立
せ
し
め
る
と
い
う
能
動
的
な
働
き
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。
知
覚
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
如
き
こ
の
よ
う
な
根
源

　
　
的
統
一
の
働
き
に
注
目
す
る
と
き
、
そ
の
統
一
の
働
き
そ
の
も
の
を
内
に
向
っ
て
一
層
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
て
く
る
。
そ
の
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
構
想
力
の
超
越
作
用
が
次
第
に
自
覚
化
さ
れ
具
体
化
さ
れ
て
く
る
道
が
開
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
共
通
感
覚
を
直
ち
に
構
想
力
と
考
え
た
わ
け
で
は
勿
論
な
い
。
構
想
力
は
感
覚
と
の
結
び
つ
き
を
離
れ
る
こ
と
に

　
　
よ
っ
て
共
通
感
覚
を
よ
り
一
層
内
化
し
た
と
こ
ろ
に
把
え
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
構
想
像
が
共
通
感
覚
の
受
動
に
お
い
て
成
立
す
る
と
さ

　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
窺
わ
れ
る
。
即
ち
共
通
感
覚
が
特
殊
感
覚
の
根
源
に
あ
っ
て
特
殊
感
覚
の
受
動
を
受
け
止
め
る
能
動
的
な
働
き
で

　
　
あ
っ
た
よ
う
に
、
構
想
力
は
共
通
感
覚
の
根
源
に
あ
っ
て
そ
の
受
動
を
受
け
止
め
る
能
動
的
な
働
き
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ

　
　
う
に
考
え
ら
れ
る
な
ら
ぽ
、
構
想
力
は
共
通
感
覚
が
特
殊
感
覚
に
対
し
て
も
つ
関
係
を
共
通
感
覚
に
対
し
て
も
っ
と
い
い
う
る
の
で
あ
っ

　
　
て
、
共
通
感
覚
が
特
殊
感
覚
の
根
源
に
あ
っ
て
一
般
性
、
普
遍
性
の
契
機
を
あ
ら
わ
す
な
ら
ぽ
、
そ
の
一
般
性
、
普
遍
性
の
契
機
は
構
想

　
　
力
に
お
い
て
は
よ
り
内
面
化
さ
れ
、
反
省
さ
れ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
い
い
う
る
。
共
通
感
覚
に
お
い
て
は
感
覚
的
知
覚
の
背
後
に
予
想

41
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さ
れ
、
い
わ
ば
単
な
る
超
越
論
的
性
格
の
も
の
と
し
て
生
え
ら
れ
て
い
た
統
一
性
、
普
遍
性
の
契
機
は
、
構
想
力
に
お
い
て
は
自
覚
化
、
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@
な
い
し
、
意
識
化
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
。
統
一
性
の
契
機
が
自
覚
化
さ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
れ
が
感
覚
の
次
元
を
離
れ
て

　
　
感
情
の
う
ち
で
把
え
ら
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
は
共
通
感
覚
や
構
想
力
に
含
ま
れ
た
一
面
を
大
雑
把
に
抽
出
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
こ
に
お
い
て
注

　
　
意
す
べ
き
こ
と
は
、
限
定
さ
れ
た
感
覚
的
知
覚
が
成
立
す
る
の
も
そ
の
底
に
限
定
を
越
え
る
働
き
が
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
と

　
　
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
そ
の
限
定
を
越
え
る
働
き
が
次
第
に
内
化
さ
れ
自
覚
化
さ
れ
て
く
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
知
覚
の
背
後
に
も
自
由
の

　
　
世
界
の
展
望
を
可
能
に
す
る
も
の
が
見
ら
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
共
通
感
覚
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
如
き
限
定
を
越
え

　
　
る
働
き
を
そ
の
根
源
へ
向
っ
て
掘
り
下
げ
る
こ
と
が
宗
教
的
自
由
の
世
界
に
由
る
も
の
を
あ
ら
わ
し
出
す
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
は
構
想
力
は
感
覚
的
知
覚
と
思
惟
と
の
中
間
に
あ
っ
て
そ
の
間
を
動
揺
し
て
い
る
も
の
と
し
て
把
え
ら
れ

　
　
て
い
る
。
そ
れ
故
、
既
に
共
通
感
覚
に
お
い
て
見
出
さ
れ
た
如
き
統
一
性
や
普
遍
性
の
契
機
は
構
想
力
に
お
い
て
は
ま
だ
十
分
に
展
開
さ

　
　
れ
ず
、
思
惟
へ
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
よ
り
明
確
に
あ
ら
わ
れ
て
く
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
道
と
は
別
に
、
そ
の

　
　
統
一
性
の
契
機
を
構
想
力
そ
の
も
の
の
う
ち
で
内
化
し
、
自
覚
化
す
る
と
い
う
道
を
選
ぶ
こ
と
も
出
来
よ
う
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
は
可

　
　
能
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
必
要
で
も
あ
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
統
一
性
の
契
機
を
樽
想
力
の
う
ち
で
掘
り
下
げ
る
と
い
う
こ
と

　
　
は
、
そ
れ
を
あ
く
ま
で
感
性
と
の
繋
り
の
う
ち
で
、
感
性
の
深
ま
り
の
方
向
に
庇
え
る
こ
と
で
あ
る
が
、
感
性
と
の
繋
り
を
離
れ
え
な
い

　
　
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
し
く
入
間
の
条
件
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
構
想
力
を
そ
の
よ
う
な
方
向
に
掘
り
下
げ
る
手
が
か
り
は
カ
ン
ト
の
構

　
　
想
力
の
考
え
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
と
い
え
よ
う
。

　
　
　
カ
ン
ト
も
又
、
対
象
の
知
覚
や
客
観
的
認
識
の
成
立
の
背
後
に
構
想
力
の
働
き
を
斎
え
て
い
る
。
我
々
の
対
象
の
知
覚
が
成
立
す
る
た

　
　
め
に
は
、
切
り
と
ら
れ
た
諸
々
の
多
様
な
射
映
の
背
後
に
そ
れ
ら
の
多
様
性
を
越
え
て
そ
れ
ら
を
一
つ
に
纏
め
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
な
け
れ

　
　
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
は
先
に
の
べ
た
が
、
カ
ン
ト
は
そ
の
よ
う
な
イ
マ
…
ジ
ュ
の
根
源
に
「
図
式
」
を
見
、
そ
の
図
式
の
成
立
を
「
産
出
的

　
　
溝
想
力
」
の
働
き
に
求
め
て
い
る
。
図
式
は
感
性
的
多
様
を
悟
姓
の
統
一
の
方
向
へ
と
高
め
た
も
の
と
も
言
い
う
る
し
、
又
逆
に
、
超
感



性
的
な
悟
性
を
感
性
の
方
向
へ
と
下
降
せ
し
め
た
も
の
と
も
言
い
う
る
が
、
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
図
式
の
成
立
す

る
場
が
構
想
力
で
あ
る
か
ら
、
構
想
力
は
感
性
と
悟
性
に
ま
た
が
り
、
両
者
を
媒
介
す
る
働
き
と
し
て
あ
る
。
構
想
力
は
一
方
で
は
感
性

界
に
属
し
て
い
る
が
、
他
方
で
悟
性
界
や
英
知
界
に
連
な
る
と
い
う
二
重
性
を
も
ち
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
れ
は
感
性
的
多
様
の
う
ち

に
悟
性
の
統
一
を
も
た
ら
す
働
き
と
し
て
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
溝
想
力
に
お
け
る
統
一
の
能
力
を
自
覚
化
の
方
向
に
掘
り
下
げ
る
に
は
認
識
の
次
元
か
ら
実
践
の
次
元
へ
と
移
ら
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
は
、
認
識
の
次
元
に
お
け
る
構
想
力
の
働
き
は
或
る
限
界
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ

で
は
構
想
力
の
統
一
の
働
き
は
想
定
さ
れ
て
も
、
そ
の
統
一
の
働
き
そ
の
も
の
は
知
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
構
想
力
は
そ
の
根
を
感
性

界
を
越
え
て
悟
性
界
に
置
い
て
い
る
が
故
に
、
悟
性
の
統
一
を
感
性
界
へ
と
も
た
ら
す
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
が
、
認
識
の
次
元
に
お

け
る
構
想
力
の
働
き
は
そ
の
働
き
の
成
果
を
対
象
の
上
に
実
現
し
て
い
て
、
そ
の
働
き
そ
の
も
の
を
意
識
化
し
た
り
自
覚
化
し
た
り
す
る

こ
と
は
出
来
な
い
。
認
識
の
次
元
に
お
け
る
構
想
力
の
働
き
は
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
あ
く
ま
で
「
魂
の
深
み
に
隠
さ
れ
た
術
」
な
の
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は
構
想
力
に
お
け
る
統
一
性
、
普
遍
性
の
契
機
に
着
目
し
、
そ
こ
に
英
知
界
に
つ
ら
な
る
も
の
を
見
て
も
、

認
識
の
次
元
に
お
い
て
直
接
、
英
知
界
へ
の
道
を
歩
む
こ
と
は
で
き
な
い
。
構
想
力
の
超
越
作
用
は
そ
こ
で
は
い
わ
ぽ
即
自
的
に
留
る
が

故
に
、
我
々
は
現
実
的
に
英
知
界
へ
の
道
を
踏
み
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
構
想
力
の
深
化
に
お
い
て
自
由
の

世
界
の
展
望
を
開
く
た
め
に
は
、
そ
の
働
き
を
認
識
を
越
え
た
次
元
に
お
い
て
追
求
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

二
　
構
想
力
の
超
越
作
用

　
　
　
構
想
力
の
働
き
が
認
識
の
次
元
に
お
い
て
は
対
自
化
さ
れ
ず
、
そ
れ
故
、
そ
こ
で
は
構
想
力
の
超
越
作
用
が
現
実
的
な
も
の
と
な
ら
な

　
　
い
な
ら
ぼ
、
如
何
な
る
次
元
に
お
い
て
そ
れ
は
自
覚
さ
れ
、
現
実
的
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
な
次
元
は
実
践
の
次
元
に
求
め

43

@
ら
れ
よ
う
。
構
想
力
の
超
越
作
用
は
実
践
の
次
元
に
お
い
て
自
覚
的
、
現
実
的
な
も
の
と
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
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構
想
力
の
超
越
作
用
が
現
実
的
と
な
る
次
元
を
求
め
る
と
い
う
問
題
は
、
カ
ン
ト
が
形
而
上
学
の
可
能
性
を
め
ぐ
っ
て
考
え
た
問
題
、

つ
ま
り
、
理
論
理
性
か
ら
実
践
理
性
へ
の
移
行
、
乃
至
、
理
性
の
実
践
的
拡
張
を
め
ぐ
っ
て
考
え
た
問
題
と
重
っ
て
い
る
。
形
而
上
学
は

無
渓
声
的
な
「
理
念
」
の
上
に
築
か
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
点
で
カ
ン
ト
は
伝
統
的
形
而
上
学
と
軌
を
一
に
す
る
が
、
し
か
し
、

そ
の
実
現
に
関
し
て
、
認
識
や
理
論
を
す
て
て
道
徳
の
立
場
に
立
た
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
と
主
張
し
た
点
で
カ
ン
ト
は
従
来
の
形
而
上
学

と
は
別
の
道
を
選
ん
だ
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
カ
ン
ト
が
道
徳
を
形
而
上
学
の
唯
一
の
道
と
す
る
の
は
、
理
論
理
性
に
よ
っ
て

「
理
念
」
は
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
出
来
て
も
、
認
識
さ
れ
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
現
実
性
を
も
ち
え
な
い
が
、
し
か
し
、
考
え
ら
れ
た
理

念
を
我
々
は
認
識
し
え
な
く
て
も
、
そ
れ
が
我
々
の
意
志
を
規
定
し
、
我
々
を
動
か
す
と
い
う
「
事
実
」
に
よ
っ
て
そ
の
現
実
性
を
示
し

う
る
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
形
而
上
学
の
可
能
は
、
理
念
が
現
実
性
を
も
つ
点
、
つ
ま
り
、
純
粋
理
性
が
実
践
的
で
あ
る
と

い
う
こ
と
、
或
い
は
、
純
粋
実
践
理
性
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
が
示
さ
れ
れ
ば
足
り
る
。
形
而
上
学
は
こ
の
純
粋
理
性
が
実
践
的
で
あ

る
と
い
う
事
実
の
上
に
築
か
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
事
実
を
具
現
す
る
も
の
が
道
徳
で
あ
る
か
ら
、
カ
ン
ト
は
形
而
上
学
の
入
口
を
認
識

の
道
と
は
異
っ
た
道
徳
の
道
に
求
め
た
の
で
あ
る
。
道
徳
法
が
直
接
に
我
々
の
意
志
を
規
定
す
る
と
き
、
我
々
は
経
験
界
に
お
い
て
経
験

界
を
越
え
て
、
英
知
界
、
乃
至
、
自
由
の
世
界
に
直
接
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
超
越
へ
の
入
口
を
構
想
力
と
い
う
道
を
通
っ
て
求
め
よ
う
と
す
る
こ
と
は
道
徳
法
に
立
脚
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
な

ぜ
な
ら
、
道
徳
法
は
一
切
の
感
性
的
な
質
料
を
混
じ
え
ず
に
、
理
性
の
形
式
そ
の
も
の
に
よ
っ
て
直
接
に
意
志
を
規
定
す
る
こ
と
、
つ
ま

り
、
感
性
を
出
て
理
性
に
立
脚
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
が
、
構
想
力
の
立
場
に
立
つ
こ
と
は
、
感
性
的
契
機
を
全
く
捨
て
去
る
の
で
は

な
く
、
感
性
と
理
性
と
の
中
間
に
歩
む
べ
き
道
を
開
こ
う
と
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
超
越
へ
の
道
を
構
想
力
を
介
し
て
求
め
る
際
に
我
々
が
繊
会
う
の
は
「
尊
敬
の
感
情
」
で
あ
る
。
実
践
理
性
の
次
元
に
お
い
て
感
性
的

契
機
を
考
慮
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
意
志
の
主
観
的
規
定
根
拠
、
つ
ま
り
、
意
志
の
「
動
機
」
を
問
題
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
道
徳
法
が

意
志
の
客
観
的
規
定
根
拠
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
に
対
応
し
て
カ
ン
ト
が
そ
の
主
観
的
規
定
根
拠
と
し
て
把
え
る
も
の
が
、
道
徳
的
心
情



　
　
と
し
て
の
「
尊
敬
の
感
情
」
で
あ
る
。
こ
の
尊
敬
の
感
風
は
意
志
規
定
の
客
観
的
側
面
に
対
応
し
て
、
そ
れ
を
補
う
も
の
と
し
て
の
主
観

　
　
的
側
面
で
あ
っ
て
、
第
一
義
的
な
位
置
を
も
つ
客
観
的
な
意
志
規
定
に
対
し
て
あ
く
ま
で
二
義
的
な
位
置
し
か
も
つ
も
の
で
は
な
い
。
し

　
　
か
し
、
こ
の
主
観
的
側
面
に
裏
打
ち
さ
れ
な
け
れ
ぽ
道
徳
法
は
真
に
人
間
の
心
の
う
ち
に
は
入
り
き
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
尊
敬
の
感
情

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
と
い
う
こ
の
主
観
的
動
機
は
や
は
り
不
可
欠
の
も
の
で
あ
る
と
カ
ン
ト
は
考
え
て
い
る
。
そ
こ
に
理
性
（
道
徳
法
）
の
道
と
並
ん
で
走
っ

　
　
て
は
い
る
が
そ
れ
と
は
鯛
の
構
想
力
の
道
を
我
々
が
歩
も
う
と
す
る
こ
と
の
理
由
が
あ
る
。
実
際
、
我
々
は
対
象
の
認
識
の
背
後
に
把
え

　
　
ら
れ
た
「
構
想
力
」
の
働
き
に
実
践
の
次
元
で
対
応
す
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
実
践
理
性
の
動
機
と
し
て
の
尊
敬
の
「
感
情
」
を
把
え
る

　
　
こ
と
が
で
き
る
。
尊
敬
の
感
情
を
構
想
力
と
し
て
把
え
る
こ
と
は
奇
異
の
感
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
対
象
認
識
の
背
後
に
感

　
　
性
的
な
も
の
と
悟
性
的
な
も
の
（
超
感
性
的
な
も
の
）
の
綜
合
が
あ
っ
た
よ
う
に
、
こ
こ
で
も
、
感
性
的
な
も
の
と
理
性
（
超
感
性
的
な

　
　
も
の
）
と
の
綜
合
の
働
き
が
あ
り
、
そ
の
働
き
が
今
や
対
象
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
で
は
な
い
が
、
人
格
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
成
立
し

　
　
て
い
る
が
故
に
、
な
お
構
想
力
と
い
っ
て
差
し
つ
か
え
な
い
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
尊
敬
の
感
情
は
独
自
な
構
想
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
感
情
で
あ
る
か
ぎ
り
、
感
性
的
制
約
を
も
つ
け
れ
ど
も
、
他
の
感
性
的
感
情
の

　
　
よ
う
に
そ
の
根
を
感
性
界
の
う
ち
に
も
つ
の
で
は
な
く
、
そ
の
根
を
英
知
界
に
置
い
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
他
の
諸
々
の
感
性

　
　
的
感
情
の
う
ち
に
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
と
は
融
合
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ら
と
絶
縁
し
、
そ
れ
ら
を
打
砕
く
こ
と
に
よ
っ
て
道
徳
心
が
人

　
　
間
の
心
に
適
合
す
る
た
め
の
妨
げ
を
取
除
く
役
割
を
は
た
す
の
で
あ
る
。
尊
敬
の
感
情
は
認
識
の
次
元
で
働
い
て
い
た
構
想
力
の
よ
う
に
、

　
　
人
間
の
心
の
深
み
に
隠
さ
れ
て
無
意
識
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
道
徳
法
が
感
性
的
感
情
に
加
え
た
否
定
や
暴
力
の
苦
痛
を
介

　
　
し
て
感
情
の
底
よ
り
新
し
く
目
醒
め
て
く
る
。
超
感
性
的
実
在
と
し
て
の
人
間
の
崇
高
性
を
我
々
に
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ

　
　
は
我
々
を
感
性
界
の
外
に
無
限
に
高
め
る
も
の
で
あ
る
。
尊
敬
に
お
い
て
構
想
力
の
も
つ
超
越
作
用
は
感
情
と
し
て
感
じ
ら
れ
て
く
る
。

　
　
即
ち
、
我
々
が
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
る
感
性
的
感
情
の
不
透
明
な
自
恕
性
や
、
閉
鎖
的
な
自
愛
の
環
を
破
っ
て
我
々
を
超
感
性
界
へ
と
導

45

@
く
感
情
と
し
て
そ
れ
は
自
覚
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
自
由
の
理
念
は
理
論
理
性
に
お
い
て
は
単
に
考
え
ら
れ
る
だ
け
で
実
在
性
を
も
た
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@
な
か
っ
た
が
実
践
理
性
に
お
い
て
実
在
性
を
も
ち
、
単
な
る
可
能
性
か
ら
現
実
性
へ
と
高
め
ら
れ
た
よ
う
に
、
認
識
の
次
元
に
お
い
て
単

　
　
に
考
え
ら
れ
た
に
す
ぎ
な
い
構
想
力
の
超
越
作
用
は
実
践
の
次
元
に
お
い
て
自
覚
的
、
現
実
的
な
も
の
と
な
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
構
想
力
の
超
越
作
用
が
主
体
に
真
に
内
的
、
自
覚
的
に
受
け
止
め
ら
れ
る
に
は
更
に
進
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

　
　
尊
敬
の
感
情
に
お
い
て
は
な
お
そ
の
自
覚
化
を
妨
げ
る
契
機
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
認
識
の
次
元
に
お
い
て
構
想
力

　
　
の
働
き
が
そ
の
所
産
と
し
て
の
対
象
の
上
に
投
射
さ
れ
、
働
き
そ
れ
自
体
は
そ
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
た
よ
う
に
、
尊
敬
の
里
馬
に
お
い

　
　
て
構
想
力
の
働
き
は
な
お
、
そ
れ
が
馨
る
道
徳
法
や
人
格
の
上
に
投
射
さ
れ
、
そ
の
背
後
に
隠
さ
れ
る
き
ら
い
が
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、

　
　
構
想
力
の
超
越
作
用
は
十
分
に
内
化
さ
れ
ず
、
主
体
の
意
識
の
全
幅
を
占
め
る
迄
に
は
い
た
ら
な
い
か
ら
、
そ
の
働
き
は
主
体
の
有
り
様

　
　
の
転
換
を
も
た
ら
す
よ
う
な
動
的
原
理
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
心
情
」
（
ω
①
響
け
一
山
Φ
づ
け
）
が
構
想
力
の
働
き
が
主
体
に
自
覚
的
に
把
え
ら
れ
る
次
元
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
心
情
」
の
次
元
は
人
間
に

　
　
最
も
内
的
な
次
元
と
い
い
う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
又
、
人
煙
が
認
識
の
次
元
に
お
け
る
「
意
識
一
般
」
や
、
道
徳
の
次
元
に
お
け
る

　
　
「
人
格
」
の
よ
う
な
抽
象
的
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
個
性
を
も
ち
、
生
き
た
具
体
的
人
間
と
し
て
あ
る
の
は
心
情
の
次
元
に
お
い
て
で

　
　
あ
る
か
ら
、
構
想
力
の
超
越
作
用
は
そ
こ
に
お
い
て
具
体
的
に
把
握
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
構
想
力
の
超
越
作
用
が
自
覚
的
に
把
え
ら
れ
る
次
元
を
心
情
の
う
ち
に
報
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
わ
ば
超
感
性
的
な
も

　
　
の
へ
と
向
う
心
の
動
き
が
我
々
の
魂
の
根
底
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
或
い
は
自
愛
に
彩
ら
れ
た
私
的
で
有
限
な
欲
望
を
破
る
如
き

　
　
無
限
で
無
償
な
欲
望
が
我
々
の
生
命
の
根
底
に
現
わ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
先
に
、
尊
敬
の
感
情
と
し
て
把
え
た
も
の
も
実
は

　
　
心
情
の
次
元
に
お
け
る
こ
の
よ
う
な
心
の
動
き
に
外
な
ら
な
い
。
た
黛
、
そ
れ
が
道
徳
や
人
格
と
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
た
め
に
そ
の

　
　
心
情
と
し
て
の
内
面
性
は
十
分
に
堀
り
下
げ
ら
れ
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
そ
れ
で
は
、
感
性
界
か
ら
超
感
性
界
へ
の
通
路
、
な
い
し
、
橋
渡
し
と
な
る
如
き
心
情
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
様
々
な
名
が
与
え
ら
れ
よ
う
。
「
尊
敬
」
の
感
情
に
心
情
の
次
元
に
お
い
て
匹
敵
す
る
も
の
に
カ
ン
ト
の
言
う
「
崇
高
」
の
感
情
が
挙
げ



　
　
ら
れ
よ
う
。
デ
カ
ル
ト
の
い
う
「
高
書
」
の
精
神
や
、
プ
ラ
ト
ン
の
い
う
「
気
概
」
（
テ
ユ
モ
ス
）
も
又
そ
の
う
ち
に
含
ま
れ
る
。
し
か

　
　
し
、
そ
れ
ら
は
そ
の
根
本
に
お
い
て
同
一
の
性
質
を
有
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
も
の
は
、
有
限
な
生
命
の
う
ち
に
あ

　
　
っ
て
そ
の
有
限
性
を
打
破
っ
て
無
限
性
へ
と
向
わ
ん
と
す
る
欲
求
で
あ
り
、
「
ビ
オ
ス
」
（
生
命
）
か
ら
「
ロ
ゴ
ス
」
（
理
性
）
へ
と
向
う

　
　
心
の
動
き
で
あ
る
。
「
エ
ロ
ー
ス
」
や
「
希
望
」
や
「
信
」
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
宗
教
的
心
の
根
幹
を
な
し
て
い
る
も
の
も
そ
れ
で
あ
る
。

　
　
そ
れ
ら
は
有
限
な
感
性
界
に
あ
っ
て
無
限
な
英
知
界
へ
の
展
望
を
開
く
も
の
で
あ
り
、
乱
逆
に
、
英
知
界
の
風
光
を
感
性
界
に
お
い
て
感

　
　
得
ぜ
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
れ
ら
は
二
つ
の
世
界
の
交
る
点
を
人
間
存
在
の
内
奥
に
お
い
て
把
握
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

　
　
構
想
力
の
超
越
作
用
は
そ
こ
に
お
い
て
真
に
自
覚
的
な
も
の
と
な
っ
て
い
る
と
言
い
う
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
　
し
か
し
、
心
情
に
お
け
る
構
想
力
の
働
き
の
直
接
的
な
自
覚
形
態
は
な
に
よ
り
も
先
ず
「
美
」
の
感
情
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る

　
　
か
ら
構
想
力
の
働
き
を
先
づ
美
に
つ
い
て
見
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
美
が
構
想
力
の
直
接
的
な
あ
ら
わ
れ
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
構
想
力

　
　
に
お
け
る
超
感
性
的
な
契
機
が
美
に
お
い
て
は
感
性
的
な
も
の
と
未
分
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
多
分
に
覆
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

　
　
意
味
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
主
観
的
で
自
愛
に
彩
ら
れ
た
我
々
の
快
、
不
快
の
感
情
の
中
に
あ
っ
て
、
や
は
り
同
じ
よ
う
に
快
、
不
快

　
　
の
感
情
で
あ
り
な
が
ら
主
観
の
特
殊
性
を
越
え
、
そ
の
意
味
で
普
遍
的
と
い
い
う
る
よ
う
な
感
情
が
存
在
す
る
こ
と
を
証
示
す
る
も
の
は

　
　
「
美
の
感
情
」
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ぽ
、
美
的
判
断
は
「
趣
味
判
断
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
基
礎
は
主
観
的
な
感
情
に
お
か
れ
て

　
　
い
る
。
し
か
し
、
美
的
判
断
の
特
質
は
、
そ
の
基
礎
が
概
念
で
は
な
く
、
主
観
的
感
情
に
お
か
れ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
概
念
に
通
じ
る

　
　
如
き
普
遍
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
。
私
に
と
っ
て
快
で
あ
る
も
の
は
他
者
に
と
っ
て
も
同
じ
よ
う
に
快
で
あ
る
と
は
か

　
　
ぎ
ら
な
い
が
、
私
に
と
っ
て
美
し
い
も
の
は
又
他
者
に
と
っ
て
も
美
し
い
の
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
普
遍
性
は
概
念
に
も
と
つ
く
も

　
　
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
感
情
に
基
く
も
の
で
あ
る
か
ら
、
客
観
的
に
は
証
明
し
え
ず
、
「
主
観
的
普
遍
性
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し

　
　
か
し
な
が
ら
、
美
が
主
観
的
普
遍
性
を
も
つ
と
い
う
こ
と
が
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
本
来
、
特
殊
的
で
他
に
不
可
通
約
的
で
あ
る
こ
と
を

47

@
本
性
と
す
る
如
き
我
々
の
感
性
的
感
情
の
う
ち
に
、
そ
の
よ
う
な
特
殊
性
を
破
っ
て
概
念
の
普
遍
性
に
通
じ
る
如
き
普
遍
的
な
感
情
、
そ

15　
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の
意
味
で
超
感
性
的
と
も
い
う
べ
き
感
情
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
美
に
お
け
る
そ
の
よ
う
な
普
遍
性
の
契
機
を
カ
ン
ト
は

例
え
ば
「
無
関
心
の
満
足
」
（
美
の
第
一
契
機
）
や
「
目
的
な
き
合
目
的
性
」
（
美
の
第
三
契
機
）
と
し
て
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
美
が
無
関

心
の
満
足
で
あ
り
、
目
的
な
き
合
目
的
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
美
が
感
性
的
欲
望
の
満
足
や
、
感
性
的
欲
望
と
結
び
つ
い
た
目
的
と

は
鋼
種
の
満
足
や
目
的
を
与
え
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、
感
性
的
欲
望
と
は
異
っ
た
英
知
的
欲
望
と
も
い
う
べ
き
も
の
に
美
が
関
る

と
い
う
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
美
は
感
性
的
な
も
の
に
結
び
つ
い
て
い
る
特
殊
性
を
破
っ
た
、
い
わ
ぽ
脱
自
的
な
場
に
お
い
て
出
会

わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
、
し
た
が
っ
て
、
感
性
的
欲
望
を
離
れ
え
な
い
者
に
と
っ
て
は
美
は
解
し
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
美
的
感
情
の
不
十
分
性
は
、
美
に
お
け
る
普
遍
性
な
い
し
、
超
感
性
的
な
契
機
が
何
処
ま
で
も
感
性
に
覆
わ
れ
て
あ
ら
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
美
は
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
「
構
想
力
と
悟
性
の
自
由
な
戯
れ
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

美
的
感
情
に
宿
る
普
遍
的
、
超
感
性
的
な
も
の
の
契
機
が
感
性
と
の
戯
れ
や
微
睡
を
破
っ
て
覚
醒
し
て
く
る
と
こ
ろ
に
「
崇
高
の
感
情
」

が
あ
る
。
「
崇
高
の
感
情
」
は
感
情
に
お
い
て
理
性
的
な
も
の
が
自
ら
を
自
覚
し
て
く
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

美
が
構
想
力
の
自
由
な
戯
れ
が
お
の
ず
か
ら
「
悟
性
」
に
合
致
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
な
ら
ぽ
、
崇
高
は
こ
の
構
想
力
の
自
由
な
戯
れ

が
否
定
さ
れ
、
そ
の
限
界
を
越
え
る
こ
と
を
強
い
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
つ
ま
り
、
崇
高
の
感
情
は
一
旦
否
定
さ
れ
た
構
想
力
が

自
己
否
定
的
に
拡
大
深
化
し
て
自
ら
を
「
理
性
」
と
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
再
び
見
出
す
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
美

が
無
関
心
の
快
感
で
あ
る
の
に
製
し
て
崇
高
は
不
快
に
媒
介
さ
れ
た
快
感
で
あ
る
。
細
波
の
抑
し
寄
せ
る
湖
水
は
美
し
い
も
の
と
感
じ
ら

れ
よ
う
が
、
賭
く
逆
巻
く
海
洋
が
崇
高
な
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
は
、
大
波
の
逆
巻
く
海
洋
の
没
形
式
が
構
想
力
の
運
動
を
打
ち
の

め
す
た
め
に
構
想
力
は
自
然
と
の
調
和
に
安
住
し
え
ず
、
自
然
を
越
え
て
我
々
の
う
ち
に
超
感
性
的
な
も
の
の
感
情
を
呼
び
さ
ま
す
か
ら

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
美
は
自
然
の
対
象
が
主
観
的
合
目
的
形
式
の
も
と
に
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
が
、
崇
高
は
自
然
の
対
象
の

没
形
式
に
よ
っ
て
否
定
さ
れ
た
構
想
力
が
無
限
な
る
も
の
の
直
観
、
理
性
的
な
る
も
の
の
直
観
を
我
々
の
う
ち
に
喚
起
す
る
と
こ
ろ
に
成

立
す
る
。
し
た
が
っ
て
崇
高
は
自
然
の
対
象
の
う
ち
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
我
々
の
心
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
の
心
の
う
ち



　
　
に
あ
る
理
念
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
崇
高
の
感
情
」
が
我
々
の
中
に
あ
る
超
感
性
的
な
も
の
の
感
情
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
そ
れ
は
先
に
み
た
道
徳
的
難
物
と
し
て
の
「
尊

　
　
敬
の
感
情
」
と
重
な
る
と
い
え
よ
う
。
た
父
、
後
者
が
理
性
か
ら
出
発
し
て
感
性
へ
と
下
降
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
前
者
は
感
性
か

　
　
ら
出
発
し
て
理
性
の
方
向
へ
と
高
ま
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
美
と
道
徳
と
が
触
れ
あ
う
点
が
そ
こ
に
あ
る
。
先
に
プ
ラ
ト
ン
の
「
気
概
」

　
　
の
う
ち
に
み
ら
れ
た
も
の
も
又
こ
の
「
崇
高
」
の
感
情
と
重
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
感
性
的
欲
望
と
悪
感
性
的
欲
望
と
の
切
れ
合
う
点
で
あ

　
　
り
、
「
ビ
オ
ス
」
と
「
ロ
ゴ
ス
」
の
相
入
す
る
点
で
あ
る
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
構
想
力
の
超
越
作
用
を
超
越
作
用
と
し
て
成
立
せ
し
め
て
い
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
感
性
的
な
も
の
の

　
　
世
界
を
乗
越
え
て
超
感
性
的
な
も
の
の
世
界
を
開
く
構
想
力
の
超
越
作
用
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
美
に
お
い
て
は
美
が
「
関
心
な
き
満

　
　
足
し
や
「
図
的
な
き
合
目
的
性
」
等
と
し
て
あ
る
こ
と
の
う
ち
に
み
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
は
美
が
我
々
の
感
性
的
欲
望
に
基
く
関
心
や

　
　
目
的
を
越
え
た
と
こ
ろ
で
開
か
れ
る
脱
自
的
な
空
間
に
お
い
て
成
立
す
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
美
が
成
立
す
る
そ
の

　
　
よ
う
な
脱
螺
髪
空
間
は
感
性
的
欲
望
の
対
象
を
欠
い
た
も
の
で
あ
る
か
ら
見
え
ざ
る
も
の
の
世
界
、
無
な
る
世
界
、
存
在
す
る
も
の
な
き

　
　
世
界
で
あ
り
、
「
真
空
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
空
な
る
開
け
が
保
持
さ
れ
る
こ
と
が
、
構
想
力
の
超
越

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
作
用
が
働
く
た
め
の
条
件
で
あ
る
。
欲
望
の
対
象
と
の
密
着
を
離
れ
、
空
な
る
開
け
を
魂
の
う
ち
に
保
持
す
る
働
き
は
「
注
意
力
」
で

　
　
あ
る
と
言
え
る
。
注
意
力
は
ヴ
ェ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
、
思
考
を
対
象
と
の
結
び
つ
き
か
ら
解
き
放
ち
、
一
切
の
対
象
に
浸
透
し
う
る
如
き
自

　
　
由
な
空
間
を
保
つ
能
力
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
自
由
な
空
間
に
お
い
て
「
見
え
ざ
る
も
の
」
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
故
、
構
想
力
の
超
越

　
　
作
用
を
超
越
作
用
た
ら
し
め
て
い
る
内
実
は
注
意
力
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
注
意
力
が
対
象
と
の
不
透
明
な
結
び
つ
き
や
執
着
を
絶
つ
こ

　
　
と
に
よ
っ
て
構
想
力
の
働
き
を
純
化
し
、
超
感
性
界
へ
の
向
う
運
動
を
捉
進
せ
し
め
る
。
注
意
力
の
凝
縮
し
た
形
が
「
祈
り
」
で
あ
り
、

　
　
宗
教
で
あ
る
と
ヴ
ェ
イ
ユ
は
言
う
。
構
想
力
の
働
き
が
祈
り
に
媒
介
さ
れ
て
透
徹
し
、
純
化
す
る
と
こ
ろ
に
美
と
道
徳
と
宗
教
と
が
重
り

49

@
合
う
場
が
開
か
れ
る
の
で
あ
る
。
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三
　
構
想
力
と
悪

　
我
々
が
感
性
的
世
界
を
越
え
て
超
感
性
的
な
自
由
の
世
界
へ
と
導
か
れ
る
こ
と
の
根
源
に
は
構
想
力
の
超
越
作
用
が
あ
り
、
そ
し
て
、

そ
の
構
想
力
の
超
越
作
用
は
構
想
力
が
感
性
的
な
も
の
と
超
感
性
的
な
も
の
と
の
中
間
に
位
置
し
て
両
者
を
媒
介
す
る
も
の
と
し
て
あ
る

こ
と
に
基
い
て
い
た
。
構
想
力
が
二
極
の
媒
介
者
と
し
て
あ
る
こ
と
に
そ
の
超
越
作
用
は
由
来
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
構
想
力
は
単

に
自
由
と
解
放
へ
向
け
て
働
く
だ
け
で
は
な
い
。
構
想
力
の
超
越
作
用
は
又
逆
の
方
向
に
向
っ
て
も
働
く
。
即
ち
、
感
性
界
を
乗
越
え
て

超
感
性
界
の
展
望
を
開
く
働
き
が
、
反
転
し
て
感
性
的
な
も
の
へ
と
屈
折
し
、
感
性
的
な
も
の
の
う
ち
に
超
感
性
的
な
も
の
の
代
理
を
求

め
る
こ
と
に
よ
っ
て
超
感
性
界
の
展
望
を
閉
し
て
し
ま
う
方
向
に
も
働
く
の
で
あ
る
。
構
想
力
の
超
越
作
用
は
そ
こ
で
は
人
間
を
超
越
へ

と
向
か
わ
し
め
る
代
り
に
、
逆
に
超
越
か
ら
遠
ざ
け
、
超
越
へ
の
道
を
塞
ぐ
と
い
う
具
合
に
働
く
。
構
想
力
が
こ
の
よ
う
に
二
義
性
を
有

し
て
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
超
越
の
問
題
の
複
雑
さ
が
あ
る
。
構
想
力
が
二
義
性
を
有
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
い
か
え
る
な
ら
ぽ
、

そ
れ
が
覚
醒
の
原
理
と
し
て
あ
る
と
同
時
に
、
欺
朧
と
迷
妄
の
原
理
と
し
て
も
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
の
う
ち
で
現
実
的
に
働

い
て
い
る
構
想
力
が
迷
妄
の
原
理
と
し
て
の
構
想
力
で
あ
る
な
ら
ば
、
超
越
が
現
実
的
な
も
の
と
な
る
に
は
単
に
覚
醒
へ
と
向
う
構
想
力

を
堀
り
下
げ
る
だ
け
で
は
な
く
、
更
に
、
迷
妄
の
原
理
と
し
て
の
転
倒
し
た
構
想
力
の
あ
り
よ
う
を
明
確
に
把
え
、
こ
れ
を
正
す
こ
と
が

必
要
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
こ
の
転
倒
し
た
構
想
力
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
さ
き
に
、
我
々
は
構
想
力
の
超
越
作
用
が
そ
れ
自
身
に
透
明
と
な
る
次
元
を
主
体
の
内
奥
の
「
心
情
」
に
見
た
。
「
美
」
や
「
崇
高
」
、

「
エ
ロ
ー
ス
」
、
「
希
望
」
、
「
信
」
等
と
い
っ
た
自
由
の
世
界
を
証
示
す
る
如
き
根
源
的
情
動
は
人
間
存
在
の
内
奥
に
把
握
さ
れ
た
超
感
性

的
欲
望
に
連
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
情
動
は
無
限
性
を
も
っ
た
「
英
知
的
欲
望
」
（
住
価
口
q
一
触
　
一
臣
段
①
一
一
⑦
O
け
¢
O
】
一
〇
）
が
有
限
な
生
命
を
乗
越
え

て
働
く
と
こ
ろ
、
「
ロ
ゴ
ス
」
が
「
ビ
オ
ス
」
を
破
っ
て
働
く
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
英
知
的
欲
望
が
「
生
命
的
欲

望
」
（
象
。
・
築
く
冨
一
Φ
）
を
破
り
、
そ
れ
を
乗
越
え
て
ゆ
く
か
わ
り
に
、
生
命
的
欲
望
に
附
着
し
、
そ
の
う
ち
で
自
ら
を
追
求
す
る
如
き
方
向



　
　
に
も
働
く
。
そ
の
と
き
、
構
想
力
の
超
越
作
用
は
逆
転
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
逆
転
は
英
知
的
欲
望
と
感
性
的
欲
望
と
の

　
　
間
に
ひ
そ
む
亀
裂
や
不
均
衡
が
主
体
に
「
幻
量
」
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
に
も
と
づ
い
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
て

　
　
も
、
そ
こ
で
は
英
知
的
欲
望
は
有
限
な
生
命
的
欲
望
の
う
ち
に
落
込
ん
で
自
己
自
身
に
不
透
明
と
な
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
有
限
な
生
命

　
　
的
欲
望
は
英
知
的
欲
望
の
無
限
性
を
帯
び
て
無
際
限
の
衝
動
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
構
想
力
の
働
き
は
そ
こ
で
は
超
越
へ

　
　
の
道
を
開
く
も
の
で
は
な
く
、
逆
に
閉
ざ
す
も
の
と
な
る
。
構
想
力
の
こ
の
よ
う
な
転
倒
し
た
あ
り
よ
う
を
あ
ら
わ
す
心
の
傾
動
は
「
情

　
　
念
」
（
℃
器
q
。
δ
鵠
）
と
し
て
把
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
転
倒
し
た
構
想
力
の
あ
ら
わ
れ
と
し
て
の
「
情
念
」
の
う
ち
に
み
ら
れ
る
も
の
は
、
カ
ン
ト
が
「
悪
」
と
し
て
食
え
た
心
の
構
造
に
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
悪
は
人
間
の
「
心
情
の
倒
錯
」
（
嵩
署
禽
。
。
冨
。
・
）
に
あ
り
、
道
徳
法
則
を
意
志
規
定
の
動
機
と
す
る
か
わ

　
　
り
に
感
性
的
傾
向
性
を
動
機
と
し
て
選
ぶ
、
格
率
に
お
け
る
「
道
徳
的
秩
序
の
転
倒
」
に
あ
る
。
カ
ン
ト
は
感
性
的
傾
向
性
に
よ
っ
て
規

　
　
定
さ
れ
た
意
志
を
「
バ
ト
ロ
ー
ジ
ー
的
」
（
完
ひ
。
曹
ω
。
冨
）
意
志
で
あ
る
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
意
志
を
乗
越
え
る
こ
と
を
実
践
理
性
な

　
　
い
し
、
道
徳
の
課
題
と
し
た
。
し
か
し
、
バ
ト
ロ
ー
ジ
ー
的
意
志
そ
の
も
の
を
カ
ン
ト
は
悪
と
し
た
の
で
は
な
い
。
道
徳
的
に
規
定
さ
れ

　
　
た
意
志
の
か
わ
り
に
バ
ト
ロ
ー
ジ
ー
的
に
規
定
さ
れ
た
意
志
を
優
先
す
る
如
き
格
率
、
つ
ま
り
「
性
癖
」
を
悪
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
た

　
　
が
っ
て
、
悪
し
き
格
率
の
背
后
に
は
或
る
積
極
的
な
も
の
、
つ
ま
り
、
そ
の
よ
う
な
格
率
を
選
ぶ
意
志
の
自
由
が
働
い
て
い
る
。
カ
ン
ト

　
　
が
悪
と
し
て
思
え
た
心
の
有
り
様
の
う
ち
に
転
倒
し
た
構
想
力
の
あ
ら
わ
れ
が
見
ら
れ
る
と
我
々
が
考
え
る
の
は
、
一
つ
に
は
そ
こ
に

　
　
或
る
積
極
的
な
も
の
、
つ
ま
り
、
「
選
択
意
志
の
自
由
」
が
（
≦
鰹
臣
円
）
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
り
、
も
う
一
つ
に

　
　
は
、
そ
の
選
択
意
志
の
自
由
が
「
意
志
の
自
由
」
（
≦
銭
。
）
を
奪
う
如
き
具
合
に
働
く
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
自
由
が
自
己
自
身
に
よ

　
　
っ
て
自
ら
を
喪
失
し
て
ゆ
く
と
い
う
機
構
が
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
ぽ
、
悪
を
格
率
に
お
け
る
道
徳
的
秩
序
の
転
倒

　
　
と
し
て
敵
え
、
そ
の
背
后
に
そ
の
よ
う
な
格
率
を
選
ぶ
選
択
意
志
の
自
由
を
見
る
際
に
、
そ
の
自
由
が
最
早
や
悪
を
選
ぶ
こ
と
も
選
ば
な

醐
い
．
」
と
も
同
じ
よ
う
に
叢
る
と
い
う
意
味
で
鉦
州
記
的
な
も
の
で
は
な
く
、
既
に
悪
へ
と
雛
づ
け
ら
れ
た
畠
だ
と
い
う
．
」
と
で
あ
る
。

1　
　
　
　
　
　
構
想
力
と
超
越
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
一
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五
五
二

そ
こ
に
は
選
択
意
志
の
自
由
の
抜
き
が
た
い
逆
説
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
道
徳
的
意
志
の
自
由
を
塞
ぐ
も
の
と
し
て
あ
る
根
源
悪
が
し
か

も
主
体
自
身
の
自
由
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
、
つ
ま
り
、
根
源
悪
が
主
体
の
根
源
か
ら
発
す
る
英
知
的
な
行
に
根
ざ
し
て

い
る
と
い
う
こ
と
の
う
ち
に
は
、
或
る
不
可
解
な
働
き
、
つ
ま
り
、
自
由
が
自
ら
に
刃
向
う
も
の
に
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
、

自
由
が
そ
の
自
由
で
あ
る
こ
と
の
な
か
で
自
ら
を
無
効
に
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
、
英
知
的
な
も
の
が
自
己
を
実
現
す
る
と
は
逆
に
喪
失

し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
、
「
心
情
の
倒
錯
」
と
し
て
の
悪
の
根
源
に
見
ら
れ
る
の
は
構
想
力
の
転
倒

し
た
有
り
様
な
の
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
は
『
宗
教
論
』
に
お
い
て
悪
の
根
源
を
堀
り
下
げ
て
根
源
悪
に
到
っ
た
が
、
こ
の
根
源
悪
の
具
体
的
な
あ
ら
わ
れ
を
『
人
爵

学
』
に
お
い
て
は
「
情
念
」
（
筍
ω
。
。
δ
雪
ぎ
卿
）
と
し
て
奮
え
た
と
い
え
る
。
情
念
の
本
質
を
な
す
も
の
は
カ
ン
ト
に
よ
れ
ぽ
、
自
由
の
傷

害
で
あ
り
、
自
由
が
自
ら
の
手
足
を
縛
っ
て
い
る
と
い
う
有
り
様
で
あ
る
。
惜
念
に
お
け
る
自
由
の
喪
失
は
如
何
に
し
て
生
じ
る
の
で
あ

ろ
う
か
。
そ
れ
を
見
る
た
め
に
は
先
ず
、
情
念
の
構
造
を
見
る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
情
念
を
カ
ン
ト
は
「
一
つ
の
傾
向
性
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

他
の
全
て
の
傾
向
性
を
犠
性
に
す
る
」
如
き
心
の
有
り
様
と
し
て
、
或
い
は
「
益
々
深
く
根
を
降
し
て
ゆ
く
表
象
を
思
い
つ
め
る
妄
想
」

と
し
て
耐
え
て
い
る
。
情
念
に
お
い
て
自
由
が
喪
失
さ
れ
て
い
る
の
は
、
そ
こ
で
は
意
志
が
叢
る
特
定
の
表
象
や
傾
向
性
に
解
き
放
ち
難

く
繋
ぎ
と
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
基
く
が
、
し
か
し
、
注
意
す
べ
き
こ
と
は
意
志
が
そ
れ
ら
に
繋
が
れ
て
い
る
有
り
様
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

そ
こ
に
は
、
そ
の
こ
と
を
介
し
て
意
志
が
自
ら
を
縛
っ
て
い
る
と
い
う
有
り
様
が
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
情
念
に
お
け
る
自
由
の
喪
失
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
カ
ン
ト
は
、
「
情
念
」
（
］
U
⑦
一
熊
Φ
β
ω
O
げ
P
｛
什
）
を
「
情
動
」
（
》
翠
黛
）
と
対
比
し
て

把
え
て
い
る
。
情
念
と
同
じ
よ
う
に
情
動
も
又
自
由
を
毅
損
し
、
理
性
の
支
配
を
不
可
能
に
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
両
者
は
共
に

「
心
の
病
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
由
を
殿
損
す
る
仕
方
や
度
合
は
両
者
に
お
い
て
は
金
く
異
っ
て
お
り
、
そ
の
点
で
両
者
は
別
種
の
も

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
驚
き
」
や
「
怒
り
」
と
い
っ
た
情
動
に
お
い
て
は
自
由
は
瞬
間
的
に
殿
損
さ
れ
、
不
能
に
さ
れ
る
が
、
発
作
が

過
ぎ
去
っ
た
後
に
は
自
由
は
再
び
息
を
吹
き
返
え
す
。
し
か
し
、
「
復
讐
心
」
や
「
野
心
」
や
「
嫉
妬
心
」
等
の
情
念
に
捉
え
ら
れ
た
者



　
　
に
と
っ
て
は
一
旦
直
な
わ
れ
た
自
由
は
再
び
園
復
さ
れ
な
い
。
そ
こ
で
は
手
足
を
繋
ぎ
止
め
る
鎖
は
い
わ
ぽ
手
足
に
癒
着
し
て
い
る
の
で

　
　
あ
っ
て
、
解
き
放
そ
う
と
し
て
も
解
き
放
つ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
心
の
動
き
の
違
い
は
意
志
と
、
傾
向
性
や
表
象

　
　
と
の
結
び
つ
き
方
の
違
い
に
あ
る
。
即
ち
、
構
動
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
は
意
志
の
外
に
留
る
の
に
画
し
て
、
情
動
に
お
い
て
は
そ
れ
ら
は

　
　
主
体
の
意
志
に
食
い
込
み
、
そ
れ
ら
と
合
体
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
体
が
如
何
に
激
し
い
驚
き
や
怒
り
に
襲
わ
れ
て
も
、
そ

　
　
れ
ら
は
彼
の
人
格
を
犯
さ
な
い
。
し
か
し
、
情
念
に
お
い
て
は
、
主
体
を
捉
え
る
表
象
や
傾
向
性
が
た
と
え
軽
少
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら

　
　
は
彼
の
人
格
に
食
込
み
、
そ
れ
を
そ
の
中
心
に
お
い
て
犯
し
、
変
質
せ
し
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
情
動
は
「
堤
防
を

　
　
　
　
　
（
4
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

　
　
つ
き
破
る
水
」
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
情
念
は
「
そ
の
河
床
を
ま
す
ま
す
深
く
捌
っ
て
ゆ
く
水
」
で
あ
る
。
或
い
は
、
情
動
は
「
卒
中
」

　
　
や
「
酩
酊
」
の
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
眠
れ
ば
頭
痛
は
残
っ
て
い
て
も
醒
め
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
情
念
は
「
肺
病
や
栄

　
　
養
失
調
か
ら
く
る
病
気
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
精
神
科
医
を
必
要
と
す
る
け
れ
ど
も
、
彼
と
て
も
根
本
的
な
薬
を
処
方
す
る
こ
と
は

　
　
　
　
（
6
）

　
　
で
き
な
い
」
と
さ
れ
る
の
で
あ
る

　
　
　
し
た
が
っ
て
、
清
聴
に
お
い
て
注
意
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
こ
に
お
い
て
一
つ
の
表
象
や
傾
向
性
が
主
体
の
意
志
と
結
び
つ
き
、
こ
れ
と

　
　
合
体
す
る
仕
方
で
あ
る
。
意
志
が
一
つ
の
表
象
や
傾
向
性
に
魅
か
れ
る
様
は
あ
た
か
も
一
つ
の
鉄
片
が
磁
石
に
吸
い
寄
せ
ら
れ
る
様
に
似

　
　
て
い
る
。
一
定
の
限
界
を
越
え
る
と
意
志
は
自
ら
の
自
由
を
喪
失
し
て
傾
向
性
へ
と
屈
折
し
、
そ
の
傾
向
性
そ
の
も
の
を
自
ら
の
意
志
と

　
　
化
し
て
あ
ら
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
一
つ
の
傾
向
性
に
ひ
き
寄
せ
ら
れ
た
意
志
は
、
又
、
杭
に
つ
な
が
れ
た
牛
に
た
と
え
ら
れ
よ
う
。
牛

　
　
は
綱
を
引
つ
張
っ
て
杭
の
周
辺
に
閉
じ
た
環
を
形
成
し
、
更
に
そ
の
環
を
縮
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
中
で
転
倒
す
る
。
そ
の
よ
う
な
具

　
　
合
に
意
志
の
自
由
は
喪
失
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
「
心
情
の
倒
錯
」
と
し
て
の
悪
の
具
体
的
な
形
態
が
情
念
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
と
言
う
の

　
　
は
、
情
念
が
、
意
志
の
規
定
根
拠
を
感
性
的
な
も
の
か
ら
引
き
離
す
こ
と
に
よ
っ
て
自
由
に
到
る
と
い
う
方
向
と
は
逆
に
、
自
由
に
お
い

　
　
て
到
達
さ
れ
る
筈
の
全
体
性
を
感
性
的
な
も
の
か
ら
期
待
さ
れ
る
快
に
求
め
、
そ
れ
を
意
志
の
唯
一
の
規
定
根
拠
と
す
る
か
ら
で
あ
り
、

詔
　
そ
の
結
果
と
し
て
自
由
を
喪
失
す
る
と
い
う
有
り
様
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
情
念
の
「
受
動
性
」
の
特
色
は
、
或

15　
　
　
　
　
　
構
想
力
と
超
越
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
三
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五
四

る
能
動
性
、
な
い
し
、
自
発
性
の
契
機
が
そ
こ
に
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
情
念
の
受
動
性
は
情
動
の
よ
う
な
単
に
魂

の
外
か
ら
課
せ
ら
れ
た
受
動
性
で
は
な
く
、
魂
が
自
己
自
身
に
課
す
る
受
動
性
で
あ
る
。
丁
度
、
牛
が
閉
ざ
さ
れ
た
環
の
中
で
転
倒
す
る

の
は
綱
を
引
く
牛
自
身
の
力
に
よ
っ
て
で
あ
る
よ
う
に
、
情
念
に
お
い
て
は
意
志
は
自
己
自
身
に
よ
っ
て
自
己
を
閉
じ
込
め
る
の
で
あ
る
。

そ
こ
に
情
念
の
受
動
性
の
独
自
な
性
質
が
あ
り
、
情
念
に
お
い
て
は
喪
な
わ
れ
た
自
由
は
回
復
さ
れ
難
い
こ
と
の
理
由
が
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
そ
こ
で
は
自
己
自
身
を
解
放
せ
ん
と
す
る
意
志
が
反
動
的
と
な
っ
て
逆
に
自
己
を
閉
じ
込
め
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

こ
う
し
て
、
情
念
の
原
理
は
リ
ク
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
「
魂
が
自
己
に
課
す
る
呪
縛
」
で
あ
る
。
そ
の
呪
縛
は
身
体
の
受
動
に
よ
る
も
の
で

は
な
く
、
魂
の
能
動
性
に
基
く
も
の
で
あ
る
点
で
情
念
は
「
精
神
的
な
も
の
」
で
あ
る
。
「
実
際
の
と
こ
ろ
、
情
念
は
意
志
の
領
域
そ
の

も
の
か
ら
生
じ
る
の
で
あ
っ
て
身
体
か
ら
生
じ
る
の
で
は
な
い
。
情
念
は
そ
の
誘
惑
や
き
っ
か
け
を
身
体
的
な
も
の
（
非
意
志
的
な
も

の
）
の
う
ち
に
見
出
す
が
、
魔
力
は
魂
か
ら
や
っ
て
来
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
情
念
は
意
志
そ
の
も
の
で
あ
る
。
情
念
は
入

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

間
の
全
体
性
を
首
根
の
と
こ
ろ
で
心
え
て
、
こ
れ
を
疎
外
さ
れ
た
全
体
性
と
化
す
る
の
で
あ
る
。
」
こ
の
・
よ
う
な
情
念
の
原
理
を
な
す

「
能
動
性
」
な
い
し
、
「
精
神
性
し
は
カ
ン
ト
が
根
源
悪
の
根
拠
に
抑
え
た
「
英
知
的
行
為
」
の
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
情
念

や
悪
に
お
い
て
は
そ
れ
が
い
わ
ば
転
倒
し
て
お
り
、
自
ら
に
刃
向
う
も
の
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
情
念
が
構
想
力
の
転
倒
し
た
有
り
様
で
あ
る
と
言
い
う
る
の
は
、
情
念
の
原
理
を
成
し
て
い
る
こ
の
能
動
性
、
精
神
性
の
契
機
が
、
構

想
力
の
無
限
性
、
超
感
性
的
な
る
も
の
の
極
に
相
当
し
、
こ
の
無
限
性
の
極
が
も
う
｝
方
の
極
で
あ
る
有
限
性
、
感
性
的
な
も
の
の
極
を

超
越
す
る
か
わ
り
に
逆
に
そ
の
有
限
性
の
極
に
附
着
し
て
内
に
屈
折
し
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
情
念
の
う
ち
に
見
ら
れ
る
こ

の
よ
う
な
構
想
力
の
転
倒
し
た
有
り
様
は
「
自
ら
の
う
ち
に
閉
じ
た
意
志
」
で
あ
り
、
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
言
う
よ
う
な
「
悪
魔
的
な
も
の
」

（
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
）
で
あ
る
。
内
に
向
け
ら
れ
自
ら
に
閉
じ
た
意
志
は
人
間
存
在
の
中
心
に
幡
り
、
「
河
床
を
挟
っ
て
ゆ
く
水
」
の
よ
う

に
そ
の
内
部
を
浸
蝕
し
、
破
壊
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
故
、
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
の
特
色
は
キ
ル
ケ
ゴ
…
ル
に
よ
れ
ぽ
、
「
閉
じ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

た
も
の
」
で
あ
る
こ
と
の
他
に
、
「
無
内
容
」
で
あ
り
、
「
突
発
的
な
も
の
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
は
「
善
」



　
　
に
対
し
て
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
善
と
の
交
り
の
み
が
も
た
ら
し
得
る
よ
う
な
開
放
性
や
内
容
や
連
続
性
を
欠
い
て
い
る
。
或
い
は
む

　
　
し
ろ
、
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
は
善
と
の
交
り
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
た
よ
う
な
内
容
を
自
己
の
存
在
の
内
部
で
次
第
に
破
壊
し
駆
遂

　
　
し
て
無
内
容
と
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
う
し
て
、
無
内
容
と
な
っ
た
存
在
は
そ
の
空
虚
な
部
分
を
「
毒
念
」
や
「
復
讐
心
」
で
埋
め
、
こ
う
し

　
　
て
「
連
続
性
」
の
代
り
に
「
突
発
性
」
を
置
き
か
え
る
。
ニ
ー
チ
ェ
は
「
弱
者
の
意
志
」
を
満
し
て
い
る
も
の
を
「
復
讐
心
」
と
し
て
把

　
　
え
、
そ
の
よ
う
な
復
讐
心
か
ら
脱
却
す
る
と
こ
ろ
に
「
強
者
の
意
志
」
と
「
大
い
な
る
健
康
」
を
見
た
が
、
こ
の
弱
者
の
意
志
こ
そ
ま
さ

　
　
に
生
の
カ
が
強
者
の
よ
う
に
肯
定
的
に
働
か
ず
に
内
に
向
っ
て
自
己
破
壊
的
に
働
く
意
志
で
あ
り
、
「
反
動
的
」
と
な
っ
た
意
志
の
有
り

　
　
様
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
生
の
力
が
自
己
自
身
に
刃
向
い
、
自
己
破
壊
的
に
働
く
生
の
有
り
様
の
う
ち
に
み
ら
れ
る
の
は
ま

　
　
さ
に
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
デ
モ
…
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
を
「
道
徳
の
病
理
」
と
し
て
、
こ
れ
を
諸
々
の
文
化
の

　
　
領
域
の
う
ち
で
発
く
こ
と
を
ニ
ー
チ
ェ
は
課
題
と
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
情
念
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
構
想
力
の
転
倒
し
た
有
り
よ
う
は
諸
々
の
偶
像
崇
拝
と
い
う
形
を
と
っ
て
外
に
あ
ら
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
れ
は
内
に
は
絶
望
や
不
幸
と
い
っ
た
目
に
み
え
な
い
形
の
も
と
で
も
あ
ら
わ
れ
る
。
S
・
ヴ
ェ
イ
ユ
が
「
不
幸
」
と
い
う
心
の
あ
り
よ
う

　
　
の
う
ち
に
把
え
て
い
る
も
の
も
そ
の
よ
う
な
転
倒
し
た
構
想
力
で
あ
る
。
不
幸
に
捉
え
ら
れ
た
魂
の
あ
り
よ
う
を
ヴ
ェ
イ
ユ
は
「
そ
の

　
　
頭
を
針
で
大
地
に
止
め
ら
れ
た
昆
虫
」
に
喩
え
て
い
る
。
本
来
、
自
由
で
あ
り
、
無
限
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
思
考
が
「
苦
」
と
い
う
表

　
　
象
に
つ
な
ぎ
と
め
ら
れ
て
屈
折
し
、
そ
の
ま
わ
り
を
廻
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
魂
の
全
的
屈
従
の
状
態
が
そ
こ
に
あ
る
。
不
幸

　
　
に
お
い
て
思
考
を
つ
な
ぎ
と
め
る
も
の
は
苦
の
表
象
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
苦
の
表
象
で
あ
る
か
、
快
の
表
象
で
あ
る
か
は
重
要
な
違
い
で

　
　
は
な
い
。
た
黛
、
思
考
を
最
も
強
く
つ
な
ぎ
と
め
る
も
の
は
苦
で
あ
る
と
い
う
に
す
ぎ
な
い
。
一
般
的
に
い
っ
て
、
情
念
は
快
の
表
象
に

　
　
思
考
が
捉
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
に
成
立
す
る
。
し
か
し
、
快
、
苦
は
同
一
な
る
も
の
の
両
面
に
外
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
快
に
せ
よ
、
苦
で
あ

　
　
る
に
せ
よ
、
思
考
が
特
定
の
表
象
に
捉
え
ら
れ
て
内
に
屈
折
し
、
閉
鎖
的
な
環
の
中
に
自
ら
を
閉
じ
込
め
る
あ
り
よ
う
を
「
情
念
」
と
す

55

@
る
な
ら
ぽ
、
不
幸
は
又
情
念
で
あ
り
、
そ
し
て
、
情
念
は
不
幸
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
内
に
閉
じ
て
お
り
、
自
己
自
身
に
不
透
明
で
あ
る
点

15　
　
　
　
　
　
構
想
力
と
超
越
の
問
題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
五
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写
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
六

に
お
い
て
い
ず
れ
も
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

　
デ
モ
ー
ニ
ッ
シ
ュ
な
も
の
に
み
ら
れ
る
の
は
魂
の
自
己
呪
縛
で
あ
り
、
そ
れ
が
古
来
か
ら
「
悪
」
と
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
。

「
謎
」
で
あ
り
、
不
可
解
な
の
は
こ
の
魂
の
自
己
呪
縛
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
我
々
に
外
的
な
も
の
が
我
々
を
限
定
し
、
否
定
し
て
く
る

こ
と
は
何
ら
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
よ
う
に
我
々
を
規
定
し
、
否
定
し
て
く
る
も
の
は
我
々
の
外
に
存
在
す
る
か
ら
で
あ
る
。

魂
が
そ
れ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
り
、
否
定
さ
れ
て
も
魂
そ
の
も
の
は
無
傷
で
あ
る
。
魂
を
外
か
ら
縛
る
も
の
が
取
除
か
れ
る
な
ら
ぽ
魂

も
又
解
放
さ
れ
る
。
し
か
し
、
魂
が
自
己
自
身
に
よ
っ
て
自
己
を
閉
じ
こ
め
る
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
理
解
を
越
え
た
出
来
事
で
あ
る
。

そ
こ
で
は
魂
は
無
傷
で
は
あ
り
え
ず
、
そ
の
閉
じ
た
環
か
ら
の
自
己
自
身
に
よ
る
解
放
は
も
は
や
あ
り
え
な
い
。
悪
が
神
秘
と
さ
れ
る
こ

と
の
理
由
は
そ
こ
に
あ
る
。
魂
が
自
己
の
自
由
を
喪
失
す
る
事
の
背
后
に
は
キ
ル
ケ
ゴ
…
ル
の
い
う
よ
う
な
「
自
由
の
幻
敵
し
が
あ
り
、

「
失
墜
」
が
あ
る
。
そ
の
幻
影
の
中
で
、
本
来
無
限
性
を
も
ち
、
有
限
な
も
の
を
越
え
た
存
在
が
如
何
に
し
て
有
限
な
も
の
に
捉
え
ら
れ

る
か
は
不
可
解
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
々
が
自
由
の
緊
急
の
中
で
有
限
性
に
捉
え
ら
れ
る
の
は
、
有
限
な
対
象
の
う
ち
に
無
限
な
も
の
、

つ
ま
り
、
世
界
や
全
体
性
を
狙
う
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
有
限
な
対
象
の
上
に
無
限
な
も
の
、
世
界
や
全
体
性
が
見
ら
れ
る
こ
と
の
う

ち
に
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
仮
構
機
能
し
（
融
げ
霞
⇔
島
9
μ
）
と
名
づ
け
た
如
き
転
倒
し
た
構
想
力
の
働
き
が
あ
る
。
真
の
超
越
は
そ
の
よ
う
な

構
想
力
の
転
倒
を
正
す
と
こ
ろ
に
あ
る
。

四
　
悪
と
超
越
の
問
題

　
構
想
力
の
転
倒
し
た
有
り
様
は
情
念
と
い
う
形
を
と
っ
て
あ
ら
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
な
転
倒
し
た
構
想
力
は
又
、
一
般
に
我
々

の
欲
望
そ
の
も
の
の
有
り
様
で
も
あ
る
と
言
え
る
。
情
念
の
原
理
は
無
限
性
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
情
念
は
無
限
へ
と
向
う
意
志
の
先
端

が
有
限
な
も
の
に
触
れ
て
反
転
し
、
そ
の
有
限
な
も
の
を
軸
と
し
て
閉
鎖
的
な
無
際
限
の
運
動
と
な
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
。
有
限
な
る

も
の
に
お
い
て
無
限
を
追
求
す
る
と
こ
ろ
に
情
念
の
無
際
限
の
運
動
が
生
じ
た
の
で
あ
る
。
人
聞
の
欲
望
も
又
そ
の
根
底
に
お
い
て
は
、



　
　
ブ
ラ
ト
ソ
の
言
う
よ
う
に
「
善
へ
の
欲
望
」
で
あ
り
、
無
限
な
も
の
、
無
制
約
的
な
も
の
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
直

　
　
接
に
善
そ
の
も
の
へ
と
向
わ
ず
、
善
で
は
な
い
諸
々
の
対
象
や
事
物
を
通
し
て
善
を
追
求
す
る
と
こ
ろ
に
人
間
の
欲
望
の
転
倒
が
あ
り
、

　
　
執
着
と
い
う
有
り
様
が
あ
る
。
欲
望
が
直
接
向
う
対
象
や
諸
事
物
は
善
で
は
な
い
が
故
に
、
そ
こ
に
お
い
て
は
欲
望
は
満
足
さ
れ
ず
、
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
就
さ
れ
な
い
様
は
、
M
・
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
そ
の
「
意
志
の
弁
証
法
」
に
お
い
て
く
わ
し
く
示
し
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
し
か
も
、
欲
望
が

　
　
そ
れ
ら
の
諸
事
物
や
対
象
の
う
ち
に
求
め
て
い
る
の
は
欲
望
の
根
源
を
な
す
善
で
あ
る
か
ら
、
欲
望
の
運
動
は
決
し
て
止
む
こ
と
が
な
い
。

　
　
善
で
な
い
も
の
に
お
い
て
善
を
求
め
る
如
き
、
或
い
は
、
有
限
な
も
の
に
お
い
て
無
限
な
も
の
を
追
求
す
る
如
き
「
欲
望
の
体
調
」
を
成

　
　
り
た
た
し
め
、
欲
望
を
止
む
こ
と
の
な
い
無
際
限
の
運
動
た
ら
し
め
て
い
る
も
の
は
欲
望
の
う
ち
に
働
い
て
い
る
構
想
力
で
あ
る
。
「
善

　
　
へ
の
欲
望
」
が
転
倒
し
た
構
想
力
に
よ
っ
て
「
情
念
」
と
な
っ
て
あ
ら
わ
れ
る
と
こ
ろ
に
人
間
の
欲
望
の
「
悲
惨
」
が
あ
り
、
満
た
さ
れ

　
　
る
こ
と
の
な
い
理
由
が
あ
る
。

　
　
　
欲
望
の
悲
惨
は
、
本
来
善
へ
と
向
け
ら
れ
て
い
る
も
の
が
そ
の
充
足
を
求
め
る
運
動
に
お
い
て
自
ら
の
根
源
を
な
す
善
へ
と
接
近
す
る

　
　
代
り
に
、
む
し
ろ
、
そ
れ
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
ゆ
く
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
欲
望
が
そ
の
悲
惨
か
ら
脱
し
、
善
に
そ
の
根
を

　
　
降
し
う
る
た
め
に
は
、
欲
望
が
現
に
そ
の
う
ち
で
働
い
て
い
る
如
き
転
倒
し
た
「
体
制
」
が
改
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
欲
望
が
対
象
と
の
結
び
つ
き
が
切
り
離
さ
れ
て
「
対
象
な
き
欲
望
」
（
激
ω
マ
。
。
塁
ω
。
三
Φ
牌
）
、
「
慾
な
き
欲
望
」
（
念
。
。
冒
。
・
碧
。
。
8
与
葺
）
と
な

　
　
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
欲
望
が
対
象
な
き
欲
望
と
な
る
た
め
に
は
欲
望
を
そ
の
対
象
か
ら
切
り
離
す
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は

　
　
十
分
で
は
な
い
。
善
で
な
い
も
の
を
通
し
て
善
を
求
め
る
と
い
う
体
制
の
根
源
に
働
い
て
い
る
転
倒
し
た
構
想
力
の
働
き
が
断
た
れ
な
け

　
　
れ
ば
な
ら
な
い
。
欲
望
を
そ
の
対
象
と
結
び
つ
け
て
い
る
も
の
は
、
先
に
み
た
よ
う
に
、
対
象
の
上
に
善
を
仮
樽
す
る
構
想
力
の
無
意
識

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

　
　
の
働
き
に
基
い
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
欲
望
の
体
鰯
」
を
転
換
す
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
よ
う
な
構
想
力
の
発
生
し
て
く
る
源
を
断

　
　
つ
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
玉
で
欲
望
の
体
制
の
転
換
と
い
う
角
度
か
ら
考
察
し
よ
う
と
す
る
問
題
は
古
来
か
ら
魂
の

57

@
転
換
や
回
心
の
問
題
と
し
て
考
察
さ
れ
て
き
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
回
心
の
問
題
は
一
般
に
悪
の
根
源
へ
の
遡
源
と
、
根
源
悪
か
ら
の

15　
　
　
　
　
　
雛
想
力
と
超
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の
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題
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
七
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脱
却
と
い
っ
た
問
題
と
切
り
離
し
え
な
い
。
そ
こ
で
こ
エ
で
は
、
回
心
の
問
題
を
転
倒
し
た
構
想
力
の
働
き
の
根
源
へ
の
遡
源
と
そ
の
根

源
か
ら
の
解
放
と
い
う
角
度
か
ら
考
察
し
よ
う
。

　
S
・
ヴ
ェ
イ
ユ
は
回
心
の
問
題
を
転
倒
し
た
構
想
力
を
養
う
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
、
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
質
の
転
換
と
い
う
角
度
か
ら
把
え

　
　
（
5
）

て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
問
題
を
よ
り
明
確
な
地
平
で
把
握
す
る
た
め
の
手
掛
り
と
し
て
「
聴
し
を
用
い
て
考
察
し
て
い
る
。
一
体
、
悪

へ
の
失
墜
が
説
明
を
拒
む
神
秘
な
出
来
事
で
あ
る
と
同
じ
よ
う
に
、
悪
か
ら
の
脱
却
も
又
説
明
を
越
え
た
不
可
思
議
な
出
来
事
で
あ
る
。

そ
れ
ら
は
概
念
に
よ
っ
て
は
そ
の
内
部
に
入
る
こ
と
の
不
可
能
な
出
来
事
で
あ
る
。
把
握
し
が
た
き
も
の
に
接
近
す
る
に
は
概
念
よ
り
も

む
し
ろ
讐
言
に
よ
る
方
が
有
力
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
我
々
は
こ
の
問
題
、
と
り
わ
け
悪
か
ら
の
脱
却
の
問
題
を
ヴ
ェ
イ
ユ
が
取
上
げ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

い
る
、
二
つ
の
讐
を
も
と
に
し
て
考
察
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
の
一
つ
は
「
放
蕩
息
子
の
帰
還
」
（
ル
カ
、
十
五
章
）
の
磐
で
あ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

も
う
一
つ
は
或
る
国
の
民
話
か
ら
採
ら
れ
た
「
森
を
越
え
る
靴
屋
」
の
讐
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
讐
は
い
ず
れ
も
回
心
の
出
来
事
に
か

か
わ
っ
て
お
り
、
と
り
わ
け
、
悪
か
ら
の
脱
却
の
問
題
を
め
ぐ
っ
て
、
そ
れ
を
転
倒
し
た
構
想
力
の
根
源
を
な
す
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
根
絶
な

い
し
、
そ
の
転
換
と
い
う
角
度
か
ら
考
察
し
て
い
る
。
た
だ
そ
の
際
、
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
こ
と
は
ヴ
ェ
イ
ユ
が
、
回
心

と
い
う
如
き
実
存
的
意
味
に
関
る
出
来
事
を
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
物
理
学
的
概
念
に
よ
っ
て
把
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
見
す

る
と
そ
の
よ
う
な
把
握
は
回
心
の
出
来
事
を
物
理
的
、
生
理
学
的
な
次
元
に
ひ
き
降
す
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
。
そ
の
時
、
回

心
の
出
来
事
は
全
く
無
意
味
な
も
の
に
変
え
ら
れ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
い
う
物
理
学
的
概
念
は
む
し
ろ
逆
に
、

回
心
の
出
来
事
に
物
理
的
、
生
理
学
的
図
式
を
与
え
る
も
の
と
し
て
受
取
る
こ
と
が
出
来
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
回
心
の
出
来
事
を
日
常

的
な
物
語
り
の
次
元
で
誘
っ
て
い
る
第
一
の
讐
に
対
し
て
、
物
理
的
、
生
理
的
学
次
元
で
語
る
も
う
一
つ
の
讐
、
な
い
し
モ
デ
ル
と
い
う

性
格
を
も
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
と
き
、
両
者
は
、
　
一
方
が
他
方
を
還
元
す
る
も
の
で
は
な
く
、
相
互
に
説
明
し
あ
う
こ
と
に

よ
っ
て
意
味
を
深
め
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

　
ω
　
　
「
放
蕩
息
子
の
帰
還
」
の
讐
が
語
る
の
は
、
財
産
の
分
け
前
を
要
求
し
て
家
出
し
た
息
子
が
そ
の
分
け
前
を
使
い
果
し
て
は
じ
め



　
　
て
我
に
還
り
、
父
の
許
に
戻
る
と
い
う
エ
ピ
ソ
ー
ド
で
あ
る
。
こ
の
讐
が
先
づ
我
々
に
注
意
す
る
よ
う
に
促
す
も
の
は
、
放
蕩
息
子
が
そ

　
　
れ
を
手
に
し
た
時
に
家
を
出
、
そ
れ
を
失
く
し
た
時
に
家
に
帰
る
と
さ
れ
る
「
財
産
の
分
け
前
」
が
何
を
指
示
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と

　
　
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
主
体
の
「
自
由
意
志
」
（
告
げ
話
9
。
円
玄
霞
①
）
、
な
い
し
、
主
体
の
意
志
や
行
為
に
原
動
力
を
与
え
る
如
き
「
意
志
的
エ
ネ

　
　
ル
ギ
ー
」
（
一
．
受
勲
α
q
δ
〈
9
。
彗
葺
①
）
で
あ
る
と
ヴ
ェ
イ
ユ
は
言
う
。
我
々
が
自
己
が
世
界
の
中
心
に
位
置
す
る
と
い
う
幻
想
を
も
ち
、
そ

　
　
の
よ
う
な
仮
構
さ
れ
た
自
我
を
中
心
と
し
て
そ
の
周
辺
に
一
切
の
諸
事
物
を
欲
求
の
対
象
と
し
て
配
置
す
る
の
は
我
々
が
「
自
由
意
志
」

　
　
を
有
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
世
界
の
中
心
と
し
て
の
自
我
の
幻
想
を
我
々
が
持
ち
う
る
の
は
、
我
々
が
自
己
の
う
ち
に
、
自
ら
の

　
　
思
い
の
儘
に
な
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
つ
ま
り
、
我
々
が
思
い
の
儘
に
欲
し
た
り
、
行
為
し
た
り
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
無

　
　
限
に
有
し
て
い
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
放
蕩
息
子
が
持
出
し
た
「
自
由
意
志
」
と
は
我
々
の
意
志

　
　
や
行
為
の
原
動
力
を
な
す
「
意
志
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
に
外
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
世
界
の
中
心
に
自
我
を
仮
構
し
、
そ
の
周
辺
に
欲
求
の

　
　
一
切
の
諸
対
象
を
配
置
す
る
の
が
構
想
力
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
構
想
力
を
養
っ
て
い
る
も
の
が
こ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
な
ら
ぽ
、
そ

　
　
の
構
想
力
の
根
を
断
つ
こ
と
は
、
こ
の
意
志
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
実
際
に
使
い
果
し
て
し
ま
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
と
こ
ろ
で
、
意
志
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
、
欲
望
と
対
象
と
の
間
に
緊
密
な
繋
り
を
た
て
る
構
想
力
と
は
相
互
に
支
え
あ
っ
て
お
り
、
前
者

　
　
は
後
者
を
養
う
と
同
時
に
後
者
に
よ
っ
て
前
者
は
養
わ
れ
て
い
る
。
そ
の
関
係
は
あ
た
か
も
預
金
者
と
銀
行
と
の
関
係
の
如
き
も
の
と
考

　
　
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
意
志
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
そ
の
も
の
は
そ
の
総
体
と
し
て
は
限
界
が
あ
り
、
そ
の
最
初
の
富
を
そ
れ
を
越

　
　
え
た
別
の
も
の
か
ら
受
取
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ヴ
ェ
イ
ユ
は
意
志
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
根
源
に
、
そ
れ
と
は
別
種
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
す
な

　
　
わ
ち
意
志
や
行
動
と
は
結
び
つ
か
ず
、
た
父
生
命
体
の
維
持
の
み
の
た
め
に
定
め
ら
れ
て
い
る
が
故
に
「
植
物
的
」
と
名
づ
け
ら
れ
る
根

　
　
源
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
言
え
て
い
る
。
意
志
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
そ
の
最
初
の
富
を
こ
の
「
植
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
」
（
一
、
9
Φ
西
①
忍
σ
q
ゆ
婁
貯
㊦
）

　
　
に
求
め
て
、
こ
れ
を
意
志
や
行
動
の
た
め
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
と
変
え
て
い
る
。
無
際
限
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
源
泉
は
こ
の
植
物
的
エ
ネ
ル
ギ

59

@
一
に
あ
る
が
、
意
志
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
は
限
界
が
あ
り
、
た
え
ず
補
充
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
で
、
意
志
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
「
補
充

15　
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6015

@
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
L
（
ま
器
目
σ
Q
冨
。
。
ξ
凱
σ
ヨ
①
幕
。
冨
）
と
も
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
補
充
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
植
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
の
関

　
　
係
は
、
筋
肉
を
動
か
す
熱
量
と
な
っ
て
血
液
中
に
放
出
さ
れ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
、
直
接
、
運
動
に
は
結
び
つ
か
ず
、
体
組
織
と
し
て

　
　
貯
わ
え
ら
れ
て
い
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
の
関
係
に
比
せ
ら
れ
よ
う
。
補
充
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
理
解
し
た
時
必
要
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
植
物
的
エ

　
　
ネ
ル
ギ
ー
か
ら
転
換
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
構
想
力
の
働
き
を
成
立
せ
し
め
て
い
る
の
は
こ
の
補
充
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
で
あ
る
か
ら
、
構
想
力
の
働
き
を
断
ち
、
欲
望
が
対
象
な
き
も

　
　
の
と
な
る
た
め
に
は
こ
の
補
充
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
使
い
果
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
補
充
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
再
生
し
な
い
迄
に

　
　
使
い
果
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
根
源
の
植
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
次
元
に
ま
で
降
り
て
い
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
通
常
は
、
補
充
的
エ

　
　
ネ
ル
ギ
ー
に
は
貯
え
が
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
植
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
覆
い
隠
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
植
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
「
剥
き
出

　
　
し
」
に
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
か
ぎ
り
、
我
々
は
「
自
律
的
」
（
一
℃
餌
麟
紳
O
路
O
ヨ
一
Φ
）
な
有
り
様
を
保
持
し
、
世
界
の
中
心
と
し
て
の
自
我

　
　
の
幻
想
は
破
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
欲
望
の
体
制
」
が
転
換
さ
れ
る
た
め
の
必
要
条
件
は
補
充
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
使
い

　
　
果
さ
れ
、
植
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
剥
き
出
し
に
な
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
時
、
我
々
の
自
律
的
な
在
り
様
が
危
機
に
瀕
し
、
我

　
　
々
は
自
己
の
限
界
に
直
面
す
る
。

　
　
　
補
充
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
使
い
果
さ
れ
て
植
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
剥
き
出
し
に
な
り
、
そ
れ
が
定
め
ら
れ
て
い
る
生
体
の
維
持
と
は
別
の

　
　
冒
的
の
た
め
に
使
わ
れ
は
じ
め
る
こ
と
に
魂
は
耐
え
ら
れ
な
い
。
魂
は
そ
こ
で
「
も
う
た
く
さ
ん
だ
」
と
叫
ば
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
の
「
た

　
　
く
さ
ん
だ
」
と
叫
ぶ
部
分
が
「
わ
た
し
」
と
い
う
幻
想
の
成
立
す
る
場
、
つ
ま
り
、
構
想
力
と
そ
れ
を
養
う
補
充
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
そ
の

　
　
カ
を
汲
み
と
っ
て
い
る
場
所
で
あ
る
。
そ
れ
は
魂
の
感
性
的
部
分
と
も
言
い
う
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
拒
絶
す
る
部
分
が
植
物
的
工

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
ネ
ル
ギ
ー
の
全
て
な
の
で
は
な
い
。
ヴ
ェ
イ
ユ
は
植
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
「
拒
絶
」
と
「
同
意
」
の
場
所
と
し
て
把
え
て
い
る
。
構
想
力
を

　
　
養
う
補
充
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
根
を
断
つ
こ
と
は
、
植
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
お
け
る
「
推
絶
」
の
部
分
を
露
わ
に
し
て
、
こ
れ
を
破
壊
す
る
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
と
で
あ
る
。
植
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
う
ち
に
は
極
め
て
僅
か
で
あ
る
が
「
私
は
こ
の
（
窮
乏
の
状
態
）
が
永
遠
に
続
く
こ
と
に
同
意
す
る
」



と
答
え
る
部
分
が
あ
る
。
魂
が
限
界
に
直
面
し
て
拒
絶
す
る
語
り
手
で
は
な
く
、
同
意
す
る
語
り
手
の
方
を
選
ぶ
と
ぎ
、
魂
は
二
分
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
魂
は
そ
の
感
性
的
部
分
を
出
て
、
魂
の
永
遠
の
部
分
に
移
る
こ
と
に
な
る
。
魂
は
そ
こ
で
「
自
己
自
身
の
外
に
出
る
」
の

で
あ
る
。
補
充
的
エ
ネ
ル
ギ
…
は
放
蕩
息
子
が
父
の
も
と
か
ら
持
出
し
た
遣
産
の
分
け
前
で
あ
っ
た
。
そ
れ
を
使
い
果
す
こ
と
が
息
子
が

父
の
も
と
に
帰
る
た
め
の
条
件
で
あ
る
。

註
　
我
々
は
ヴ
ェ
イ
ユ
の
こ
の
二
つ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
に
つ
い
て
の
考
え
に
、
例
え
ば
仏
教
の
唯
識
思
想
に
お
け
る
「
未
罰
点
」
と
「
阿
頼
耶
識
」
の
考

　
え
に
根
黙
す
る
も
の
を
見
出
す
こ
と
も
出
来
よ
う
。
虚
妄
分
別
の
働
き
と
し
て
の
未
那
識
の
根
が
、
阿
頼
耶
識
に
置
か
れ
て
い
る
無
始
爾
来
繰
返
さ

　
れ
た
虚
妄
分
別
の
種
子
に
由
来
す
る
が
、
し
か
し
、
阿
頼
耶
識
は
又
清
浄
な
種
子
が
置
か
れ
、
生
長
す
る
場
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
同
様

　
に
、
植
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
ま
た
自
執
性
の
根
拠
と
も
い
う
べ
き
「
拒
絶
」
の
根
と
、
自
執
性
を
離
れ
た
「
同
意
」
の
根
の
置
か
れ
た
場
所
で
あ
っ

　
て
、
魂
の
感
性
的
部
分
と
も
い
う
べ
き
意
志
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
発
生
し
て
く
る
源
で
あ
る
と
同
時
に
、
魂
の
永
遠
的
部
分
が
保
持
さ
れ
て
い
る
場
所

　
な
の
で
あ
る
、

　
　
又
、
ヴ
ェ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
、
意
志
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
時
間
上
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
植
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
時
間
の
次
元
を
以
前
に
、
あ
る
い
は

　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
越
え
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
そ
れ
は
未
那
識
が
時
間
の
次
元
に
置
か
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
　
一
切
を
流
し
去
る
激
流
に
た
と
え
ら
れ
る
阿
頼
耶
識
が

　
時
問
を
越
え
て
い
る
の
に
似
て
い
る
。
二
つ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
時
間
と
の
関
係
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
意
志
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
思
考
に
有
限
な
時
間
的

　
距
離
を
越
え
て
ゆ
く
こ
と
を
許
す
が
、
無
限
な
時
間
を
受
容
す
る
こ
と
を
許
さ
な
い
。
丁
度
マ
ラ
ソ
ン
ラ
ン
ナ
ー
の
忍
耐
が
里
程
表
に
も
と
づ
い
て

　
い
る
よ
う
に
、
意
志
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
窮
乏
の
状
態
を
「
こ
ん
な
こ
と
は
一
時
間
し
か
続
か
な
い
」
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
耐
え
う
る
が
、
そ
れ

　
が
「
永
遠
に
続
く
」
と
考
え
る
こ
と
に
は
耐
え
え
な
い
。
し
か
し
、
植
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
時
間
上
の
無
限
の
距
離
を
乗
越
え
て
ゆ
く
こ
と
が
可
能

　
で
あ
る
。
補
充
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
枯
渇
し
て
、
植
物
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
使
わ
れ
は
じ
め
る
と
、
そ
こ
で
は
「
十
五
分
間
は
永
遠
の
持
続
に
匹
敵
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
も
の
」
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
。
「
こ
の
十
五
分
間
は
現
実
の
意
志
的
努
力
の
永
遠
の
持
続
に
も
等
し
い
も
の
」
で
あ
る
。
し
か
し
、
魂
が
そ
の
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

分
に
同
意
し
、
こ
れ
を
受
容
す
る
と
き
、
彼
は
「
時
聞
上
の
無
限
の
距
離
を
越
え
て
時
間
の
彼
方
、
永
遠
へ
と
移
る
こ
と
に
な
る
。
」

1561

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
補
充
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
い
尽
く
す
と
い
う
こ
と
は
、
最
早
、
私
の
も
の
と
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
故
、
意

志
の
志
向
対
象
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
一
切
の
「
幸
い
」
、
つ
ま
り
、
快
が
欠
除
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
の
幸
い
の
欠

構
想
力
と
超
越
の
問
題

五
六
一



　
　
　
　
　
　
折
口
学
研
究
　
　
第
五
百
｝
九
十
鳳
弓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
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6215

@
除
に
同
意
す
る
こ
と
は
、
魂
の
感
性
的
部
分
に
死
す
る
こ
と
、
或
い
は
魂
の
永
遠
的
な
部
分
が
感
性
的
部
分
の
外
に
抜
け
出
る
と
い
う
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
と
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
ヴ
ェ
イ
ユ
に
よ
れ
ば
、
「
樹
液
そ
の
も
の
が
流
れ
出
て
枯
木
の
如
く
に
な
る
」
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
欲
望
が
力

　
　
を
失
い
、
欲
望
が
結
び
つ
け
ら
れ
て
い
た
諸
々
の
対
象
か
ら
剥
離
し
て
自
ら
の
う
ち
に
引
籠
る
。
欲
望
が
頬
紅
か
ら
剥
離
し
て
自
ら
の
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
ち
に
引
籠
る
と
き
、
対
象
と
欲
望
の
結
び
つ
き
か
ら
成
立
し
て
い
た
諸
々
の
「
複
合
体
」
が
解
消
し
、
「
原
初
の
混
沌
」
な
い
し
、
「
原
初

　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
の
水
」
が
再
現
す
る
。
つ
ま
り
、
「
高
い
と
こ
ろ
が
ら
霊
と
水
に
よ
っ
て
」
新
ら
た
に
生
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
条
件
が
そ
こ
に
成
立

　
　
す
る
。
そ
れ
は
欲
望
が
そ
の
根
源
に
お
い
て
善
に
触
れ
う
る
点
が
成
立
す
る
こ
と
、
或
い
は
、
欲
望
が
現
実
的
に
も
善
そ
の
も
の
の
欲
望

　
　
と
な
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
欲
望
が
対
象
か
ら
離
脱
し
て
自
己
の
中
に
引
籠
り
、
原
初
の
水
と
な
る
と
き
、
魂
の
う
ち
に
、

　
　
「
条
件
づ
け
ら
れ
な
い
純
粋
な
善
の
観
念
、
言
い
表
わ
し
え
な
い
善
の
観
念
が
入
っ
て
く
る
」
の
で
あ
る
。

　
　
　
欲
望
の
転
倒
し
た
体
欄
が
転
換
さ
れ
る
に
は
補
充
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
根
絶
さ
れ
、
欲
望
と
対
象
と
は
切
り
離
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
か

　
　
つ
た
。
し
か
し
、
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
補
充
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
使
い
尽
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
意
志
や
行
動
へ
向
う
一

　
　
切
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
消
滅
し
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
私
が
思
い
の
儘
に
使
用
し
う
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
し
た
が
っ
て
、
私
と
い
う
器
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
た
く
わ
え
ら
れ
、
私
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
最
早
や
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
一
切
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
私
か
ら
解
放
さ
れ
る
が

　
　
故
に
、
　
一
切
が
そ
の
根
源
か
ら
発
動
す
る
自
由
で
無
私
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
動
と
な
る
。
そ
こ
で
は
私
の
一
切
の
活
動
は
、
ヴ
ェ
イ
ユ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
警
に
よ
れ
ば
「
主
人
か
ら
買
物
を
す
る
よ
う
に
命
ぜ
ら
れ
た
奴
隷
」
の
活
動
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
奴
隷
に
お
い
て
は
一
切
の
活
動
は
無

　
私
で
あ
り
、
無
差
劉
で
あ
る
。
奴
隷
は
や
は
り
お
金
を
使
い
買
物
を
す
る
が
、
そ
の
た
め
に
感
謝
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
報
い
を
受
け
る
こ

　
　
と
も
な
い
。
又
、
奴
隷
に
と
っ
て
街
へ
行
っ
て
買
物
を
す
る
こ
と
は
野
原
へ
行
っ
て
畠
を
作
っ
て
過
す
こ
と
と
は
変
り
は
な
い
。
奴
隷
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
と
っ
て
は
一
切
の
行
為
は
私
な
き
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
一
切
は
本
質
的
に
同
一
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
私
は
補
充
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
使
い
尽
す
代
り
に
そ
れ
を
「
預
金
」
し
、
そ
の
「
利
息
」
に
よ
っ
て
生
活
す
る
道
を
選

　
　
ぶ
こ
と
が
出
来
る
。
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
私
は
自
己
の
限
界
に
直
面
せ
ず
、
自
己
の
自
律
性
を
危
険
に
さ
ら
す
事
か
ら
免
れ
う
る
。



し
か
し
、
そ
こ
で
は
自
我
の
幻
想
が
由
来
す
る
根
源
は
覆
い
隠
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
、
根
絶
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
か
ら
、
魂
が
永

遠
へ
と
向
う
道
は
閉
ざ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
よ
う
な
選
択
は
悪
し
き
選
択
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
選
択
を
し
た
者
は
、
ヴ
ェ
イ
ユ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

に
よ
れ
ぽ
、
「
湖
の
底
に
自
分
の
生
命
を
隠
し
て
お
い
た
巨
人
」
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
魂
は
「
永
久
に
自
分
の
生
命
に
函
下

る
」
こ
と
は
な
い
。

註
　
ヴ
ェ
イ
ユ
は
補
充
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
使
い
つ
く
さ
れ
る
こ
と
を
回
心
の
条
件
と
考
え
て
い
る
Q
「
放
蕩
息
子
」
が
自
分
の
持
ち
分
を
も
っ
て
い
る
か

　
ぎ
り
父
の
許
に
帰
る
こ
と
が
な
い
よ
う
に
、
補
充
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
使
い
尽
さ
れ
な
い
か
ぎ
り
魂
は
永
遠
の
方
向
に
向
う
こ
と
は
な
い
。
補
充
的
エ

　
ネ
ル
ギ
ー
が
使
い
尽
さ
れ
る
た
め
に
は
、
そ
れ
は
全
く
無
意
味
な
事
柄
に
使
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
が
価
値
あ
る
事
柄
の
た

　
め
に
使
わ
れ
て
い
る
と
見
え
る
と
き
、
そ
こ
か
ら
逆
に
新
し
い
エ
ネ
ル
ギ
ー
が
汲
み
と
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
ば
殉
教
者
や
革
命

　
家
の
場
合
の
よ
う
に
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
消
費
し
た
揚
句
に
得
ら
れ
た
も
の
が
何
の
価
値
も
な
い
も
の
に
見
え
て
来
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
て
、
放
蕩
息
子
は
自
分
の
持
ち
分
を
文
字
通
り
放
蕩
に
使
い
果
し
た
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
「
娼
婦
と
遊
ん
で
使
い
果
さ
れ
た
」
の
で

　
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
補
充
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
一
旦
使
い
果
さ
れ
た
か
ら
と
い
っ
て
永
久
に
消
滅
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
再
生
し

　
て
く
る
か
ら
、
そ
の
都
度
使
い
果
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
、
回
心
の
過
程
は
次
の
如
く
に
な
る
。
「
放
蕩
息
子
は
父
と
和
解
し
、
ま
た

　
あ
ら
た
に
金
を
も
ら
い
、
ま
た
出
奔
し
て
ゆ
き
、
再
び
ま
た
戻
っ
て
く
る
。
そ
れ
が
ま
た
ま
た
と
続
く
の
で
あ
る
。
そ
の
た
び
に
父
は
肥
え
た
子
牛

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

　
を
ほ
う
る
。
だ
が
息
子
の
留
守
の
期
間
は
だ
ん
だ
ん
次
第
に
短
く
な
っ
て
く
る
。
一
こ
の
よ
う
に
の
べ
れ
ば
正
確
だ
ろ
う
か
。
」

　
　
　
〔
2
〕
　
．
「
放
蕩
息
子
の
帰
還
し
の
讐
は
回
心
の
過
程
を
謂
わ
ば
、
意
識
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
悪
し
き
構
想
力
の
根
を
遮
り
起
す
こ

　
　
と
、
罪
や
悪
の
根
を
根
絶
す
る
と
い
う
角
度
か
ら
鎧
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
は
悪
を
根
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
善
へ
到
る
こ
と
を

　
　
め
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
な
が
ら
、
ヴ
ェ
イ
ユ
が
あ
げ
て
い
る
別
の
讐
は
悪
を
乗
越
え
る
も
う
一
つ
の
道
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
悪
を
根
絶
す
る

　
　
こ
と
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
善
を
目
指
す
こ
と
に
よ
っ
て
悪
を
超
過
す
る
道
で
あ
る
。
こ
の
道
は
或
る
意
味
で
前
老
と
相
補
的
で
あ
る
と

63

@
い
い
う
る
が
、
前
者
の
道
が
途
絶
え
、
不
可
能
と
な
っ
た
と
こ
ろ
で
出
会
わ
れ
る
第
二
の
道
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ヴ
ェ
イ
ユ
が

15　
　
　
　
　
　
構
想
力
と
超
越
の
問
題
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五
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挙
げ
て
い
る
の
は
「
森
を
横
切
る
靴
屋
」
の
比
喩
で
あ
る
。
一
人
の
靴
屋
が
結
婚
を
約
し
た
王
女
と
の
出
会
を
指
定
さ
れ
た
場
所
に
到
る

た
め
に
森
を
横
切
っ
て
ゆ
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
彼
は
斧
で
木
を
切
り
倒
し
て
進
む
が
、
そ
の
道
は
果
し
な
く
、
不
可
能
で
あ

る
こ
と
を
知
ら
し
め
ら
れ
る
。
し
か
し
彼
は
絶
望
の
揚
句
一
つ
の
方
法
に
思
い
当
る
。
そ
れ
は
木
の
梢
か
ら
梢
へ
と
渡
っ
て
森
を
越
え
て

ゆ
く
方
法
で
あ
る
。
靴
屋
が
横
切
る
森
は
「
悪
」
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
彼
は
悪
を
根
絶
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
善
へ
と
向
う
の

で
は
な
く
、
善
へ
と
向
う
こ
と
に
よ
っ
て
悪
を
の
り
こ
え
て
ゆ
く
道
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ヴ
ェ
イ
ユ
は
こ
の
道
の
み
が
悪
を

乗
越
え
る
際
の
唯
一
の
可
能
な
道
で
あ
る
と
言
う
。
「
神
に
追
い
、
つ
く
た
め
に
は
悪
を
横
切
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
悪
の
果
ま
で
ゆ
か

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
人
は
自
分
の
罪
を
攻
め
か
x
る
、
切
り
つ
け
、
た
ち
切
る
。
だ
が
、
そ
れ
よ
り
早
く
罪
は
ま
た
生
長
す
る
。
こ
の

方
法
に
よ
っ
て
は
ど
ん
な
望
み
も
な
い
。
罪
の
上
を
通
り
越
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
苦
し
く
、
遅
々
と
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

道
で
あ
る
が
、
唯
一
の
可
能
な
方
法
で
あ
る
。
」

　
悪
の
上
を
越
え
て
進
む
方
法
と
は
如
何
な
る
方
法
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
「
悪
そ
れ
自
体
を
な
く
し
よ
う
と
は
し
な
い
が
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

で
も
果
て
ま
で
行
こ
う
と
す
る
こ
と
」
、
「
あ
ら
ゆ
る
罪
の
中
に
あ
り
な
が
ら
善
を
考
え
る
こ
と
」
、
或
い
は
、
「
悪
を
破
壊
す
る
こ
と
を
考

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

え
な
い
で
善
を
考
え
る
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
悪
を
破
壊
し
、
断
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
悪
を
乗
越
え
る
の
で
は
な
く
、
悪
を
断

ぜ
ず
し
て
善
を
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
悪
を
乗
越
え
よ
う
と
す
る
道
は
、
先
の
、
悪
を
破
壊
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
善
へ
到
ろ
う
と
す
る
道

と
は
方
向
を
異
に
す
る
も
の
と
い
え
る
。
こ
の
違
い
は
構
想
力
の
働
き
の
如
何
な
る
面
に
重
点
を
置
く
か
に
よ
っ
て
生
ず
る
も
の
と
い
え

よ
う
。
悪
を
断
ず
る
こ
と
に
よ
っ
て
善
へ
と
到
ら
ん
と
す
る
道
は
、
構
想
力
の
否
定
的
な
側
面
に
目
を
注
ぐ
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
善
に

目
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
悪
を
断
ぜ
ず
し
て
悪
を
乗
越
え
ん
と
す
る
道
は
構
想
力
の
積
極
的
な
面
、
つ
ま
り
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い

る
超
越
作
用
に
乗
託
せ
ん
と
す
る
も
の
で
あ
る
と
誓
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
よ
う
な
構
想
力
の
超
越
作
用
は
具
体
的
に
は
「
恩
寵
」

と
し
て
、
あ
る
い
は
又
「
他
力
」
等
と
し
て
出
会
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。
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五
九
・
二
・
二
）
　
（
了
）
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　　As　a　result　of　this　study，　it　can　be　stated　that　the　underlying　foundat－

ion　of　the　figure　painting　of　Okyo　is　a　know！edge　of　the　human　anatomy；

a　final　polish，　subtle　in　nuance，　was　provided　by　hls　1〈nowledge　of　physi－

ognomy．　These　disciplines　formed　the　two　pillars　beneath　the　creation　of

Okyo’s　figure　style．　Through　these　means，　Okyo　gained　a　firm　grasp　of

the　human　structure，　and　synthesized　it　into　a　consolidated　approach　to

the　art　of　figure　painting．

Le　probleme　de　1’imagination　et de　la　transcendance

　　　　　　∫）αノ・Sh6t6　Hase

　　　　　　Professeur　adjoint　a

　　　　　　1，UniverSit64e　KyOtO，

　　　　　　Facult6　des　Lettres，

　　　　　　ノ
　　　　　　Etu（玉es　re1igieuses

　　Au　point　de　d6part　de　la　philosophie　est　pose　“1’etonnement”，　parce　qu’il

a　la　facult6　de　p6n6trer　dans　les　profondeurs　cach6es　de　1’existence，　de

donner　une　ouverture　vers　son　mystere．　en　dit　aussi　que　la　philosophie

commence　par玉e“doute”，　mais　pourtant，　dans　l’6tonnement，　il　y　a岨e

chose　qui　ne　se　trouve　pas　dans　le　doute，　c’est－a－dire　qu’on　y　trouve　une

operation　positive　dirigee　vers　le　fond　de　1’existence．　L’6tonnement　possede

une　structure　oti，　bien　que　nous　ne　puissions　pas　encore　atteindre　la

connaissance　suMsante，　nous　en　savons　pourtant　d6ja　quelquechose．　C’est

pour　cette　raison　que　nous　pouvons　1ier　la　transcendance　et　Pimmanence

dans　la　structure　de　1’etonnement，　d6couvrir　ce　qui　relie　1’ici－bas　et　1’au－

dela．　Yop6ration　qu1　relie　ces　deux　mondes　et　qui　nous　permet　de　nous

transcender，　est　aussi　gen6ralement　saisie　sous　la　forme　de　1’imagination．

C’est　pourquoi，　en　saisissant　largement，　dans　i’imagination，　ce　qui　est　a

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　25



1’origille　de　1’6tonnement，　et　en　apProfondissant　Ies　divers　aspects　des

op6rations　de　i’imagination，　nous　voulons　6呈uc玉der　ce　qui　permet　d’6tablir

Ie　lieU　de　la　tranSCendanCe　rel圭gieUSe．

　　Dans　cet　article，　tout　d’abord，　e皿consid6rant　les　divers　aspects　de

I’irnagination　dans　1es　trois　n圭veaux　de　‘‘la　percept圭on　，　de　‘‘1a　volont6”

et　de“1’6motion”，　nous　voyons　que　1’action　transcendantale　de　l’imagina・

tion　sa圭sit，　dans　P6motio獄，　le　nivau　Ie　plus　lnterieur　du　sujet．　E且suite

nous　sais圭ssons　en　tant　que　passion，　r6tat　renvers6　de　l’aetion　tra豆scendantale

de　I’irnagination　et　par　1’analyse　de　la　structure　de　ce至le－ci，　nous　consid6噂

rons　le　prob16me　du　mal．　L，oP6ration　v6ritablement　positive　de　l，action

transcex［daエ〕tale　se　situe　dans　ce　qu三　nous　apPorte　la　Iibert6　et　nous　sauve

de　la　passion　et　du　mal．　En　dernier　lieu，　nous　consid6rons　le　problさme　de

la　conversion　rel三9圭euse　en　examinant　celui　de　la　lib6ration　du　mai．　On

peut　imaginer　deux　voies　pour　6chapper　au　ma1．　Dans　I’u且e，　on　fait　face

au　mal　en　tant　que　tel，　on　le　dξ…truit，　on　en　ext三rpe　les　racines．　C’est

le　processus　de　la　conversion　qui　apParait　dans　la　parabole　du　‘‘retour　de

I’enfant　prod三gue”．王，’autエeロe　rompt　pas　avec　Ie　ma1，　ma圭s　se　tournant　vers　Ie

bien，　passe　au　dessus　du　mal．　Cette　fagon　d’6chapper　au　mal　fait　robje乞

de　nombreux　r6c三ts　populaires．　】しa　r6alit邑　de　i’action　transcendantale　de

Pimaginatio皿se　trouve　dans　cette　fagon　d’6chapper　en　se　concentrant　sur　le

bien　qui　d6passe王e　maL　Iぜa　foi　religieuse　se　const圭tue　dans　cette　op6ration．

　　　Le　sa－dhyasama，　un　prob1さme　de　logique　indo－tib6tain

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Par　Katsuml　Mimakl

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Professeur　adjoint　a　PUnivers量t6　de　Kyoto，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ノ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Facult6　des　Lettres，　Etudes　bouddhiques

　　Dans玉a　philosophie　indienne　i互yaune　longue　discussion　concerna豆t
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