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時
間
空
間
論
の
哲
学
の
目
的
は
も
ち
ろ
ん
「
時
間
空
間
と
は
何
か
」
、
「
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
な
性
格
を
持
ち
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
在
り

方
を
し
て
い
る
か
」
等
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
で
あ
る
。
我
々
が
こ
れ
か
ら
検
討
し
よ
う
と
す
る
規
約
主
義
（
A
G
O
”
〈
Φ
鵠
け
一
〇
昌
①
一
一
ω
ヨ
）
の
立

場
は
、
ご
く
大
雑
把
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
問
い
に
対
し
て
、
「
時
間
空
間
と
は
も
の
や
出
来
事
の
間
に
成
立
し
て
い
る
最
も
一
般
的
な

関
係
で
あ
る
」
、
「
時
問
空
間
は
、
も
の
や
出
来
事
が
存
在
す
る
と
言
わ
れ
る
の
と
同
じ
意
味
で
は
、
存
在
し
て
い
る
と
言
わ
れ
え
な
い
」
、

「
時
間
空
間
の
性
質
の
多
く
の
部
分
は
、
自
体
的
に
時
間
空
閥
に
備
わ
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
我
々
が
自
然
を
記
述
す
る
仕

方
に
依
存
し
て
決
ま
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
規
約
的
、
定
義
的
（
創
O
麟
⇒
即
け
一
〇
P
拶
一
）
で
あ
る
」
と
答
え
る
。
本
論
文
の
欝
欝
は
規
約
主

義
者
の
こ
の
よ
う
な
主
張
が
ど
の
よ
う
な
理
由
で
生
ま
れ
て
き
た
の
か
、
ま
た
、
ど
の
よ
う
な
論
拠
や
欠
点
を
持
つ
か
、
を
明
ら
か
に
す

る
こ
と
で
あ
る
。

　
時
間
空
間
論
は
古
代
ギ
リ
シ
ア
以
来
の
長
い
伝
統
を
持
つ
が
、
現
代
空
間
空
間
論
の
特
色
は
、
こ
れ
も
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
自
然
科

学
、
特
に
物
理
学
と
密
接
な
関
係
を
持
つ
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
時
間
空
聞
は
物
理
理
論
の
「
枠
組

み
」
と
し
て
機
能
す
る
の
で
あ
り
、
物
理
学
が
い
か
な
る
理
論
を
採
る
か
と
い
う
こ
と
と
、
蒔
聞
空
間
の
講
造
が
い
か
な
る
も
の
か
と
い

う
こ
と
と
に
は
必
然
的
な
連
関
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
特
に
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
発
見
や
ア
イ
ソ
シ



ユ
タ
イ
ソ
の
相
対
性
理
論
に
よ
る
劇
的
な
時
空
観
の
転
回
が
示
す
こ
と
で
あ
っ
て
、
規
約
主
義
の
立
場
も
こ
の
よ
う
な
一
九
世
紀
末
か
ら

二
〇
世
紀
初
頭
に
お
け
る
自
然
科
学
の
革
命
に
対
す
る
哲
学
者
の
側
の
応
答
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
他
方
、
時
間
空
間
は
単
な
る
科
学
に
お
け
る
理
論
的
存
在
者
（
菩
Φ
o
誘
貯
陣
。
巴
魯
昏
惑
）
で
は
な
い
。
我
々
は
日
常
的
世
界
を
時
閥

空
間
に
よ
っ
て
秩
序
付
け
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
行
動
す
る
。
科
学
の
描
く
世
界
と
日
常
的
常
識
的
世
界
が
相
互
に
全
く
関
係
の
な
い
二
つ

の
写
像
だ
、
と
す
る
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
黒
影
空
間
は
こ
れ
ら
二
つ
の
宗
像
を
な
ん
ら
か
の
仕
方
で
繋
ぎ
止
め
る
役
割
を
果
た
し
て
い
る

と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
役
割
に
着
馨
す
る
と
き
、
余
り
に
も
極
端
な
規
約
主
義
の
主
張
は
批
判
さ
れ
る
べ

き
で
あ
ろ
う
。
私
は
反
規
約
主
義
的
実
在
論
者
の
側
か
ら
の
批
判
の
ポ
イ
ン
ト
の
一
つ
が
こ
の
点
に
あ
る
と
考
え
る
。

　
以
下
で
は
う
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
、
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
、
と
い
う
時
間
空
問
丸
に
関
す
る
代
表
的
規
約
主
義
者
達
の
主
張
を
検
討
し
、
そ
れ

ら
に
対
す
る
反
論
を
考
察
す
る
。
次
に
、
規
約
主
義
的
立
憲
の
一
種
の
発
展
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン
の
主
張
を
考

察
す
る
。
た
だ
し
考
察
の
範
囲
は
、
筆
者
の
力
の
限
界
も
あ
っ
て
、
特
殊
相
対
論
ま
で
と
し
、
ま
た
実
在
論
者
の
側
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
主

張
も
扱
わ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
は
他
臼
を
期
し
た
い
。

一
　
規
約
主
義
の
起
源

　
　
　
時
問
空
間
は
物
理
理
論
の
枠
組
み
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
の
意
昧
を
も
う
少
し
明
確
に
し
て
お
こ
う
。
一
般
に
物
理
理
論
は
物
質
の
運

　
　
動
や
光
と
言
っ
た
物
理
現
象
を
記
述
し
説
明
す
る
。
特
に
物
質
の
運
動
を
記
述
す
る
の
は
運
動
論
（
察
器
零
露
。
ω
）
と
よ
ば
れ
、
そ
の
よ

　
　
う
に
記
述
さ
れ
た
運
動
を
基
本
的
な
法
則
か
ら
説
明
す
る
の
が
力
学
（
u
冒
p
邑
。
ω
）
で
あ
る
。
あ
る
系
（
こ
こ
で
は
慣
性
系
の
み
を
問
題

　
　
に
す
る
）
か
ら
み
た
運
動
の
記
述
を
他
の
系
か
ら
み
た
そ
れ
に
変
換
す
る
の
が
変
換
法
則
で
あ
る
。
よ
っ
て
同
一
の
運
動
が
異
な
っ
た
系

　
　
か
ら
見
て
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
る
か
は
、
変
換
法
則
に
よ
っ
て
定
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
変
換
法
則
が
現
に
成
立
し
て
い
る
か
は
、
時
問

　
　
空
間
の
構
造
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
一
方
力
学
理
論
が
ど
の
系
に
対
し
て
も
同
一
で
あ
る
と
き
、
す
な
わ
ち
、
各
系
で
記
述
さ
れ
た
運
動
が

魏　
　
　
　
　
　
時
間
空
間
論
に
お
け
る
規
約
主
義
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4
　
（
こ
れ
ら
は
も
ち
ろ
ん
変
換
法
則
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
て
い
る
）
同
一
の
力
学
理
論
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
理
論
は
こ

　
　
の
変
換
に
対
し
て
不
変
で
あ
る
と
雷
わ
れ
る
。
物
理
理
論
が
ど
の
慣
性
系
か
ら
見
て
も
同
一
で
あ
る
こ
と
を
要
請
す
る
の
が
相
対
性
原
理

　
　
で
あ
る
。
従
っ
て
、
時
間
空
間
の
構
造
が
異
な
れ
ば
、
各
系
で
の
記
述
の
閾
の
変
換
法
劉
が
異
な
り
、
そ
れ
故
、
相
対
性
原
理
を
仮
定
す

　
　
れ
ば
、
そ
の
変
換
に
関
し
て
不
変
な
物
理
法
則
も
異
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
時
間
空
間
が
ど
の
よ
う
な
構
造
を
し
て
い

　
　
る
か
が
、
ど
の
物
理
理
論
を
と
る
か
を
決
め
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
変
換
と
い
う
視
点
か
ら
網
対
性
理
論
の
誕
生
を
跡
づ
け
て
、
時
間
空
夢
に
関
す
る
規
約
主
義
の
主
張
が
生
じ
て

　
　
く
る
理
由
を
検
討
し
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

　
　
　
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
が
仮
定
す
る
蒔
閾
空
閥
（
こ
れ
を
ニ
ュ
ー
ト
ン
時
空
と
呼
ぼ
う
）
は
、
各
慣
性
系
を
ガ
リ
レ
イ
変
換
で
結
び
付
け
る
。

　
　
す
な
わ
ち
、
任
意
の
運
動
の
あ
る
系
で
の
記
述
は
、
そ
れ
を
ガ
リ
レ
イ
変
換
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
他
の
系
で
の
記
述
に
変
え
ら
れ
る
。

　
　
こ
れ
ら
各
系
に
お
い
て
異
な
っ
た
記
述
を
与
え
ら
れ
た
運
動
は
、
し
か
し
、
同
一
の
物
理
法
則
（
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
運
動
法
鋼
）
に
よ
っ
て

　
　
説
明
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
は
ガ
リ
レ
イ
変
換
に
対
し
て
不
変
で
あ
る
。
こ
れ
を
ガ
リ
レ
イ
の
（
あ
る
い
は
一
＝
｝
ー
ト

　
　
ソ
の
）
相
対
性
原
理
と
よ
ぶ
。

　
　
　
一
方
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
の
電
磁
気
学
の
法
劉
は
ガ
リ
レ
イ
変
換
不
変
で
は
な
く
、
こ
の
こ
と
か
ら
特
殊
な
慣
性
系
（
エ
ー
テ
ル
に
対
し

　
　
て
静
止
し
た
系
）
が
物
理
的
に
特
定
可
能
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
こ
れ
を
実
際
に
特
定
し
よ
う
と
し
た
実
験
の
一
つ
が
、
有
名
な

　
　
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
・
モ
：
リ
！
の
実
験
で
あ
る
。
そ
の
結
果
は
古
典
的
に
予
測
さ
れ
る
干
渉
縞
の
移
動
の
十
分
の
一
か
ら
百
分
の
…
程
度
し

　
　
か
観
察
さ
れ
な
か
っ
た
。
こ
こ
か
ら
古
典
的
な
ニ
ュ
ー
ト
ン
理
論
は
璽
大
な
修
正
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
こ
の
修
正
に
は
三
通
り
の
可
能
性
が
あ
っ
た
。
第
一
に
電
磁
気
学
を
修
正
し
て
、
光
の
速
度
が
光
源
の
速
度
に
依
存
す
る
よ
う
に
す
る

　
　
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
仮
説
は
一
一
重
星
の
観
察
や
フ
レ
ネ
ル
の
随
伴
係
数
に
関
す
る
フ
ィ
ゾ
ー
の
突
験
等
に
よ
っ
て
、
反
証
さ
れ
る
こ
と
と

　
　
な
っ
た
。
第
二
に
、
㍑
ー
レ
ン
ツ
や
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
に
よ
る
、
駁
縮
仮
説
と
よ
ば
れ
る
ニ
ュ
ー
ト
ン
カ
学
の
エ
ー
テ
ル
理
論
的
修



　
　
正
（
以
下
ロ
ー
レ
ン
ツ
、
フ
ィ
ッ
ツ
ジ
ェ
ラ
ル
ド
の
頭
文
字
を
と
っ
て
L
F
と
よ
ぶ
）
で
あ
る
。
第
三
が
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
特
殊
相

　
　
対
性
理
論
ω
冨
。
芭
↓
冨
。
蔓
。
h
幻
⊆
暮
一
翼
団
（
以
下
S
T
R
と
よ
ぶ
）
で
あ
る
。
我
々
は
こ
の
第
二
と
第
三
の
も
の
を
問
題
に
し
ょ
う
。
こ

　
　
の
二
つ
の
仮
説
は
と
も
に
、
エ
ー
テ
ル
系
に
対
し
て
速
度
v
で
運
動
し
て
い
る
物
差
し
．
の
長
さ
が
く
（
H
一
〈
・
。
＼
％
）
だ
け
収
縮
す
る
こ
と

　
　
を
予
測
し
、
マ
イ
ケ
ル
ソ
ン
・
モ
ー
り
一
の
実
験
の
結
果
を
よ
く
説
明
す
る
。
こ
れ
ら
の
仮
説
の
違
い
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

　
　
　
第
一
に
、
L
F
に
お
い
て
は
収
縮
が
原
子
構
造
に
関
す
る
物
理
理
論
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
S
T
R
に
お
い
て
は
物
理

　
　
理
論
の
枠
組
み
で
あ
る
時
空
論
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
L
F
に
お
い
て
は
収
縮
が
エ
ー
テ
ル
に
対
す
る
運
動
を

　
　
原
因
と
す
る
物
理
的
変
化
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
S
T
R
に
お
い
て
は
そ
れ
は
あ
る
系
に
お
い
て
記
述
さ
れ
た
運
動
が
他
の
系
に
お
い
て

　
　
い
か
に
記
述
さ
れ
る
の
か
に
関
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
は
物
理
法
則
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
べ
き
物
理
的
変
化
は
存
在
し
な
い
の
で

　
　
あ
る
。

　
　
　
よ
っ
て
第
二
に
、
L
F
は
時
空
と
し
て
は
相
変
わ
ら
ず
ガ
リ
レ
イ
変
換
に
し
た
が
う
ニ
ュ
ー
ト
ン
時
空
を
前
提
し
て
い
る
が
、
た
だ
し

　
　
エ
ー
テ
ル
系
に
対
し
て
運
動
し
て
い
る
系
に
お
け
る
運
動
の
記
述
は
、
一
貫
し
て
誤
っ
た
計
測
に
基
づ
く
、
誤
っ
た
記
述
な
の
で
あ
る
。

　
　
正
し
い
運
動
の
記
述
は
エ
ー
テ
ル
系
で
の
み
な
さ
れ
、
し
た
が
っ
て
物
理
法
則
は
エ
ー
テ
ル
系
で
の
み
運
動
の
正
し
い
説
明
を
与
え
る
。

　
　
し
か
し
、
ど
の
慣
性
系
に
い
る
観
察
者
も
、
自
分
が
運
動
の
正
し
い
記
述
を
与
え
て
い
る
の
か
誤
っ
た
記
述
を
与
え
て
い
る
の
か
は
、
い

　
　
か
な
る
実
験
に
よ
っ
て
も
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
一
方
S
T
R
で
は
、
各
慣
性
系
に
い
る
観
察
者
の
な
す
運
動
の
記
述
は
、
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
　
て
正
し
い
記
述
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
記
述
は
ガ
リ
レ
イ
変
換
で
は
な
く
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
変
換
に
よ
っ
て
結
び
付
け
ら
れ
る
。
そ
こ
か
ら
S

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

　
　
T
R
の
前
提
す
る
時
空
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
時
空
で
は
な
く
、
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
i
時
空
で
あ
る
こ
と
が
帰
結
す
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
古
典
的
な
理
論
と
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
の
分
か
れ
目
が
、
任
意
の
慣
性
系
の
観
察
者
に
よ
っ
て
行

　
　
わ
れ
る
運
動
の
記
述
が
、
正
し
い
計
測
に
基
づ
く
正
し
い
記
述
と
み
な
せ
る
か
否
か
に
か
か
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
と
な
る
。
そ
し
て

　
　
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
理
論
の
核
心
が
、
計
測
に
関
す
る
根
本
的
な
認
識
論
的
反
省
に
あ
っ
た
こ
と
も
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
さ
に
ご

714　
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724　
　
こ
に
、
実
証
主
義
者
達
は
彼
ら
の
「
検
証
原
理
」
の
実
際
的
適
用
を
見
、
規
約
主
義
者
達
は
、
計
測
に
ま
つ
わ
る
規
約
性
の
故
に
、
時
空

　
　
の
構
造
に
は
、
規
約
に
よ
っ
て
し
か
定
ま
ら
な
い
部
分
が
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
規
約
主
義
に
は
も
う
一
つ
の
源
泉
が
あ
る
。
そ
れ
は
ボ
ア
ソ
カ
レ
に
よ
る
幾
何
学
に
関
す
る
規
約
主
義
で
あ
る
。
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾

　
　
何
学
の
発
見
以
降
、
論
理
的
に
斑
能
で
か
つ
互
い
に
両
立
不
能
な
無
数
に
多
く
の
幾
何
学
が
存
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
、
そ
こ
か

　
　
ら
現
実
の
物
理
世
界
に
お
い
て
ど
の
幾
何
学
が
実
際
に
成
立
し
て
い
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
。
ボ
ア
ン
カ
レ
の
主
張
の
要
点
は
、
幾
何
学

　
　
の
選
択
が
経
験
的
問
題
で
は
な
い
こ
と
、
い
か
な
る
経
験
的
デ
ー
タ
の
も
と
で
も
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
が
擁
護
さ
れ
る
べ
き
こ
と
、
で

　
　
あ
る
。
ラ
イ
ヘ
ソ
バ
ッ
ハ
ら
の
主
張
は
、
こ
の
よ
う
な
ポ
ア
ン
カ
レ
の
主
張
に
対
す
る
応
答
と
み
な
せ
る
が
、
そ
の
議
論
は
、
幾
何
学
の

　
　
選
択
の
規
約
性
が
、
ま
さ
に
ど
の
点
に
見
出
さ
れ
る
べ
き
か
を
よ
り
限
定
し
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
規
約
性
が
な
ぜ
特
に
幾
何
学
（
お
よ

　
　
び
時
間
学
）
に
関
し
て
主
張
さ
れ
る
の
か
の
理
由
を
述
べ
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
関
し
て
は
そ
の
特
権
的
身
分
を
否
定
す
る
、
と
い

　
　
う
方
向
を
と
る
。

　
　
　
以
下
順
次
欄
々
の
規
約
主
義
者
の
主
張
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
。

ニ
　
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ

　
ラ
イ
ヘ
ソ
バ
ッ
ハ
は
相
対
性
理
論
の
哲
学
的
意
味
を
、
真
か
偽
で
あ
る
こ
と
が
論
証
可
能
と
見
な
さ
れ
て
い
た
多
く
の
雷
明
が
、
実
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

単
な
る
定
義
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
発
見
し
た
こ
と
に
あ
る
、
と
考
え
る
。
こ
の
よ
う
な
一
見
真
理
値
を
持
つ
事
実
的
主
張
と
晃
え
な
が
ら
、

実
は
真
偽
を
問
題
に
出
来
な
い
定
義
的
主
張
で
あ
る
と
み
な
さ
れ
る
も
の
の
中
に
は
、
も
の
の
長
さ
の
合
間
、
出
来
裏
の
同
時
単
性
等
の

主
張
が
あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
問
題
に
さ
れ
て
い
る
定
義
と
は
、
語
と
語
と
の
間
の
意
味
の
嗣
一
性
を
決
定
す
る
聖
帝
的
定
義
で
は
な
く
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

あ
る
語
を
ど
の
外
的
対
象
（
存
在
者
、
性
質
、
関
係
）
と
無
業
さ
せ
る
か
に
関
わ
る
、
対
応
的
定
義
（
8
0
a
貯
暮
ぞ
。
鳥
。
訪
乱
瓢
。
臣
）
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
に
よ
れ
ば
、
二
つ
の
（
空
間
的
に
離
れ
た
）
対
象
の
長
さ
の
等
不
等
を
主
張
す
る
言
明
は
、
対
象
の
側
に



　
　
成
立
し
て
い
る
客
観
的
関
係
を
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
長
さ
の
等
し
さ
（
合
同
）
と
い
う
こ
と
で
、
我
々
が
何
を
意
味
し
て
い
る

　
　
の
か
を
述
べ
る
、
規
約
約
定
に
関
す
る
言
明
な
の
で
あ
る
。
岡
様
に
、
二
つ
の
（
空
話
的
に
離
れ
た
）
出
来
事
の
同
時
刻
性
の
関
係
は
、

　
　
我
々
が
因
果
的
信
号
（
光
）
の
振
る
舞
い
に
基
づ
い
て
世
界
の
一
般
的
時
空
的
構
造
を
記
述
す
る
際
の
、
そ
の
記
述
の
仕
方
に
関
わ
る
に

　
　
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
主
張
の
論
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
、
長
さ
の
合
同
に
つ
い
て
考
え
よ
う
。
空
間
的
に
隣
接
し
た
二
つ
の
対

　
　
象
の
長
さ
の
等
不
等
は
、
我
々
に
直
接
観
察
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
「
検
証
原
理
」
を
保
持
す
る
実
証
主
義
者
に
と
っ
て
も
、
こ

　
　
れ
に
関
す
る
主
張
は
単
独
で
有
意
味
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
分
析
は
必
要
無
い
。
一
方
空
間
的
に
離
れ
た
二
つ
の
対
象
の
長
さ
の
関
係
は
、

　
　
一
般
的
に
直
接
に
は
観
察
不
能
で
あ
り
、
従
っ
て
こ
れ
に
対
す
る
主
張
が
有
意
味
で
あ
る
た
め
に
は
、
検
証
原
理
に
し
た
が
っ
て
、
観
察

　
　
さ
れ
う
る
出
来
事
に
関
す
る
主
張
の
系
列
に
分
析
還
元
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
主
張
は
、
第
三
の
対
象
（
物
差

　
　
し
）
を
空
間
的
に
移
動
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
対
象
の
長
さ
を
比
べ
る
、
と
い
う
こ
と
に
帰
着
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
と

　
　
き
、
物
差
し
と
二
つ
の
対
象
の
各
々
と
の
局
所
的
な
比
較
は
確
か
に
直
接
に
観
察
可
能
で
あ
る
が
、
空
間
的
に
移
動
す
る
物
差
し
の
自
己

　
　
合
同
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
移
動
の
も
と
で
物
差
し
が
長
さ
を
変
化
さ
せ
な
い
か
ど
う
か
が
問
題
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
、

　
　
空
間
的
に
離
れ
た
二
つ
の
対
象
の
長
さ
の
合
同
に
つ
い
て
の
主
張
が
有
意
味
で
あ
る
た
め
に
は
、
物
差
し
の
自
己
合
同
の
意
味
を
定
義
に

　
　
よ
っ
て
定
め
る
し
か
な
い
。
こ
れ
は
す
な
お
ち
、
物
差
し
の
剛
体
性
（
吋
凶
α
q
一
α
帥
肯
》
、
）
を
対
応
的
定
義
に
よ
っ
て
定
め
る
こ
と
に
他
な
ら
な

　
　
い
。

　
　
　
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
自
身
は
、
長
さ
の
合
同
の
規
約
性
を
「
普
遍
力
」
（
q
コ
一
く
Φ
『
ω
P
囲
　
暁
O
贋
O
①
）
と
い
う
概
念
を
用
い
て
説
明
し
て
い
る
。
普

　
　
遍
力
と
は
、
全
て
の
物
体
に
同
様
の
仕
方
で
作
用
し
、
か
つ
、
そ
れ
を
遮
る
い
か
な
る
遮
断
壁
も
存
在
し
得
な
い
よ
う
な
、
あ
る
種
の
カ

　
　
　
（
6
）

　
　
で
あ
る
。
普
遍
力
が
存
在
す
る
場
で
は
、
全
て
の
物
体
が
同
様
の
仕
方
で
変
形
し
、
そ
れ
故
、
そ
の
場
に
お
い
て
は
観
測
器
呉
を
用
い
て

　
　
な
さ
れ
る
い
か
な
る
計
測
も
一
貫
し
て
誤
っ
た
結
果
を
も
た
ら
す
。
正
し
い
計
測
値
を
出
す
た
め
に
は
、
普
遍
力
を
考
慮
に
い
れ
て
実
測

粥　
　
　
　
　
　
蒔
間
空
間
論
に
お
け
る
規
約
主
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
五
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姻　
　
値
を
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
普
遍
力
場
で
は
す
べ
て
の
物
体
が
同
様
に
変
形
す
る
の
だ
か
ら
、
ど
の
観
測
者
も
自
分
が

　
　
ど
の
よ
う
な
普
遍
力
場
に
い
る
の
か
を
、
観
察
に
よ
っ
て
は
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
よ
っ
て
、
あ
る
領
域
が
ど
の
よ
う
な
普
遍
力

　
　
場
に
あ
る
か
は
、
た
だ
規
約
に
よ
っ
て
し
か
定
ま
ら
な
い
。
一
度
規
約
（
紺
応
的
定
義
）
に
よ
っ
て
普
遍
力
場
を
決
定
す
れ
ば
、
物
差
し

　
　
の
変
形
を
考
慮
に
い
れ
る
実
測
値
の
訂
正
の
方
程
式
が
一
義
的
に
決
ま
り
、
長
さ
の
合
岡
の
意
味
が
一
義
的
に
確
定
す
る
。
逆
に
、
同
一

　
　
領
域
内
で
普
遍
力
に
関
す
る
異
な
っ
た
規
約
を
と
れ
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
異
な
っ
た
外
延
を
も
つ
異
な
っ
た
長
さ
の
合
陶
の
関
係
が
成
り

　
　
立
つ
こ
と
に
な
る
。
普
撃
力
に
関
し
て
異
な
っ
た
規
約
を
と
り
、
し
た
が
っ
て
、
異
な
っ
た
合
同
の
定
義
を
採
用
す
る
理
論
は
、
そ
れ
の

　
　
記
述
す
る
経
験
的
内
容
に
関
し
て
は
同
値
な
記
述
（
①
ρ
巳
く
巴
①
暮
出
置
9
．
首
里
。
コ
）
を
与
え
る
の
で
あ
り
、
単
に
記
述
の
仕
方
が
変
わ
る
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

　
　
ぎ
な
い
。
実
際
に
は
我
々
は
普
遍
力
涯
0
と
い
う
規
約
を
採
用
す
る
。
ラ
イ
ヘ
ソ
バ
ッ
ハ
は
こ
の
よ
う
に
論
じ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

　
　
　
こ
の
ラ
イ
ヘ
ソ
バ
ッ
ハ
の
普
遍
力
の
役
割
に
関
し
て
は
、
し
か
し
、
解
釈
が
工
通
り
に
わ
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
を
掌
義
通
り
に

　
　
解
釈
し
て
、
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
が
幾
何
学
と
物
理
学
と
の
区
分
が
規
約
的
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
る
と
と
る
か
、
あ
る
い
は
、
普
遍
力

　
　
の
想
定
が
全
く
不
要
か
単
な
る
比
喩
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
の
真
意
が
合
同
の
（
し
た
が
っ
て
計
量
的
諸
概
念
の
）
規

　
　
歯
性
を
端
的
に
主
張
す
る
こ
と
に
あ
る
と
と
る
か
、
の
一
一
つ
の
立
場
が
あ
る
。
こ
の
点
は
時
間
空
間
論
に
関
す
る
規
約
主
義
の
ポ
イ
ン
ト

　
　
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
明
瞭
に
す
る
一
助
と
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
や
や
詳
し
く
論
じ
た
い
。

　
　
　
第
一
の
立
場
は
、
幾
何
学
と
物
理
学
が
本
来
切
り
離
し
得
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
　
一
方
を
単
独
で
経
験
的
に
確
証
し
た
り
反
証
し
た
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

　
　
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
と
見
な
せ
る
。
グ
リ
ュ
ソ
バ
ゥ
ム
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
れ
は
、
物
理
学
と

　
　
幾
何
学
と
に
関
し
て
、
デ
ュ
エ
ム
、
ク
ワ
イ
ン
的
な
ホ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
（
全
体
論
的
）
な
見
方
を
と
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い

　
　
か
な
る
合
同
の
定
義
（
そ
れ
に
基
づ
い
て
ど
の
よ
う
な
幾
何
学
が
成
立
し
て
い
る
か
が
決
ま
る
）
を
取
る
と
し
て
も
、
物
理
法
搦
を
適
当

　
　
に
変
え
さ
え
ず
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
経
験
的
デ
ー
タ
に
撫
し
て
も
、
そ
の
定
義
は
保
持
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
経
験
的
に
反
証
で
き
る

　
　
の
は
、
物
理
学
と
幾
何
学
と
の
一
定
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
て
、
ど
ち
ら
か
一
方
単
独
で
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
な
組
み
合
わ
せ
の
う
ち
、



　
　
経
験
と
両
立
可
能
な
も
の
は
複
数
（
無
限
に
）
存
在
し
、
こ
れ
ら
は
世
界
に
対
す
る
同
値
な
記
述
を
与
え
る
。
こ
れ
ら
の
中
か
ら
特
定
の

　
　
一
つ
の
組
み
合
わ
せ
を
選
ぶ
の
は
、
経
験
の
問
題
で
は
な
く
規
約
、
す
な
わ
ち
、
記
述
の
仕
方
の
問
題
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
規
約
と
し

　
　
て
例
え
ば
普
遍
力
擁
0
と
い
う
条
件
が
取
ら
れ
る
。
こ
の
立
場
は
こ
う
主
張
す
る
。

　
　
　
し
か
し
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
の
（
そ
し
て
彼
自
身
の
）
規
約
主
義
の
ポ
イ
ン
ト
は
こ
こ
に
は
な
い
。
な
に

　
　
よ
り
も
、
デ
ュ
エ
ム
、
ク
ワ
イ
ン
の
テ
ー
ゼ
（
以
下
D
テ
ー
ゼ
と
呼
ぶ
）
は
、
一
般
的
テ
ー
ゼ
と
し
て
は
根
拠
が
な
く
、
時
間
空
間
論
に

　
　
関
し
て
は
誤
り
で
あ
る
。
D
テ
ー
ゼ
は
任
意
の
仮
説
H
と
経
験
的
デ
ー
タ
0
と
に
対
し
て
適
当
な
補
助
仮
説
A
が
存
在
し
て
、
国
・
》
U

　
　
O
（
H
と
A
と
か
ら
0
が
帰
結
す
る
）
と
す
る
こ
と
が
出
来
る
こ
と
を
主
張
す
る
。
し
か
し
こ
の
テ
ー
ゼ
は
補
助
仮
説
A
に
適
当
な
制
限

　
　
を
加
え
な
け
れ
ば
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
で
あ
る
。
た
と
え
ば
A
に
0
自
身
を
代
入
す
れ
ば
、
上
の
式
は
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
に
成
り
立
つ
。
何
が
ト

　
　
リ
ヴ
ィ
ア
ル
で
な
い
補
助
仮
説
で
あ
る
か
の
規
定
は
困
難
で
あ
り
場
合
に
よ
っ
て
異
な
る
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
よ
う
な
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
で

　
　
な
い
補
助
仮
説
を
特
定
で
き
た
と
し
た
と
き
、
こ
ん
ど
は
、
任
意
の
仮
説
と
経
験
的
デ
ー
タ
と
そ
れ
に
対
す
る
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
で
な
い
補

　
　
助
仮
説
に
関
し
て
、
D
テ
ー
ゼ
が
一
般
的
に
成
り
立
つ
か
否
か
は
決
し
て
自
明
で
な
い
。
そ
れ
に
は
単
純
な
D
テ
ー
ゼ
と
は
別
種
の
正
当

　
　
化
の
議
論
が
必
要
で
あ
ろ
う
が
デ
ュ
エ
ム
、
ク
ワ
イ
ン
は
そ
れ
を
与
え
て
い
な
い
。
一
方
時
間
空
間
論
に
お
い
て
は
、
合
同
の
定
義
を
端

　
　
的
に
（
普
遍
力
の
よ
う
な
物
理
理
論
を
介
さ
ず
に
）
与
え
て
し
ま
え
ば
、
計
測
に
よ
っ
て
時
間
空
間
の
構
造
を
、
ど
の
物
理
理
論
が
成
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
立
っ
て
い
よ
う
と
も
、
｝
義
的
に
決
定
す
る
手
続
き
が
存
在
す
る
。
そ
れ
故
、
時
間
空
間
の
構
造
は
、
合
壁
の
定
義
を
一
度
定
め
て
し
ま

　
　
え
ば
、
経
験
的
問
題
で
あ
っ
て
、
D
テ
ー
ゼ
の
主
張
す
る
よ
う
な
多
義
性
は
存
在
し
な
い
。

　
　
　
こ
う
し
て
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
は
ラ
イ
ヘ
ソ
バ
ッ
ハ
に
よ
る
普
遡
力
の
導
入
は
比
喩
に
過
ぎ
ず
、
規
約
主
義
の
中
心
的
主
張
は
合
同
の
定

　
　
義
の
規
約
性
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
物
理
学
と
幾
何
学
の
区
別
の
規
約
性
に
あ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
第
二
の
立
場
を
主
張
す
る
の
で

　
　
あ
る
。
実
際
に
ラ
イ
ヘ
ソ
バ
ッ
ハ
は
一
度
合
同
の
定
義
を
定
め
て
し
ま
え
ば
、
い
か
な
る
幾
何
学
が
現
実
に
成
立
し
て
い
る
か
は
経
験
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

　
　
問
題
に
な
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
の
で
、
普
遍
力
の
解
釈
に
関
し
て
は
グ
リ
ュ
ソ
バ
ウ
ム
が
正
し
い
と
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

妬　
　
　
　
　
　
時
間
空
間
論
に
お
け
る
規
約
主
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
七



　
　
　
　
　
　
∬
誓
学
研
一
究
㎝
　
第
五
｝
臼
五
山
－
七
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
［
八

764　
　
し
か
し
そ
う
す
る
と
次
に
、
な
ぜ
幾
何
学
に
関
し
て
の
み
こ
の
よ
う
な
規
約
性
が
主
張
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
が
問
題
と
な
る
で
あ

　
　
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
合
圃
の
規
約
性
と
は
、
あ
る
語
に
ど
の
対
象
を
関
係
付
け
る
か
に
関
わ
る
、
語
と
そ
の
指
示
対
象
と
の
間
の
ト
リ
ヴ

　
　
ィ
ア
ル
な
意
味
論
的
規
約
性
T
S
C
（
汁
ユ
≦
既
ω
o
ヨ
§
焦
0
8
ミ
①
昂
甑
。
奏
年
《
）
の
一
例
に
過
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
批
判
が
生

　
　
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
グ
リ
ュ
ソ
バ
ウ
ム
の
規
約
主
義
の
項
で
扱
う
こ
と
に
す
る
。

　
　
　
次
に
同
時
鷺
苔
の
問
題
に
移
る
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
有
名
な
一
九
〇
五
年
の
論
文
が
岡
時
刻
の
定
義
に
関
す
る
考
察
で
始
ま
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

　
　
い
る
こ
と
は
周
知
の
事
実
で
あ
り
、
こ
の
論
文
の
第
工
節
で
は
、
相
対
性
の
原
理
と
、
同
時
刻
の
定
義
に
基
づ
く
光
速
度
不
変
の
原
理
か

　
　
ら
ロ
ー
レ
ン
ツ
変
換
の
変
換
式
が
導
か
れ
る
。
こ
の
ロ
ー
レ
ン
ツ
の
変
換
式
か
ら
、
互
い
に
運
動
す
る
系
の
閥
で
の
同
蒔
刻
の
相
対
性
、

　
　
長
さ
の
収
縮
、
蒔
計
の
遅
れ
等
の
重
要
な
運
動
論
的
帰
結
が
導
出
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
ラ
イ
ヘ
ソ
バ
ッ
ハ
ら
の
規
約
主
義
者
が
、
特
殊

　
　
相
対
性
理
論
の
核
心
を
、
同
時
刻
の
概
念
の
定
義
的
、
規
約
的
姓
格
に
見
た
の
は
あ
る
意
味
で
は
当
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
　
　
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
定
義
は
、
あ
る
慣
性
系
に
お
い
て
静
止
し
て
い
る
二
つ
の
揚
翫
を
光
の
信
号
で
繋
ぐ
と
き
、
光
の
速
度
が
行
き

　
　
と
帰
り
で
同
じ
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
定
義
に
基
づ
い
て
こ
の
慣
性
系
の
各
点
で
の
時
計
が
合
わ
せ
ら
れ
（
ω
《
轟
O
同
O
路
掃
N
Φ
）
、

　
　
そ
の
系
か
ら
見
ら
れ
た
出
来
事
の
間
の
晴
關
的
関
係
が
一
義
的
に
決
定
さ
れ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
手
続
き
の
定
義
的
性
格
を
よ
り
明
確
に
す
る
た
め
に
、
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
は
こ
れ
を
次
の
よ
う
に

　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
　
定
式
化
し
た
。
あ
る
慣
性
系
に
お
い
て
静
止
し
て
い
る
空
間
的
に
離
れ
た
二
つ
の
場
所
を
a
、
b
と
す
る
。
a
、
b
に
付
属
す
る
時
計
を

　
　
合
わ
せ
る
た
め
に
、
a
か
ら
b
へ
光
の
信
号
を
お
く
る
。
a
に
お
け
る
信
号
の
発
僑
を
6
1
、
b
に
お
け
る
そ
の
反
鮒
を
6
2
、
a
に
お
け
る

　
　
そ
の
受
信
を
動
と
す
る
。
a
に
付
属
し
た
晧
計
で
6
1
の
蒔
刻
が
も
、
偽
の
時
刻
が
鎗
と
す
れ
ば
、
b
に
お
け
る
時
計
は
6
2
に
対
し
て
8
詐

　
　
焦
ρ
i
紳
一
）
、
恥
擁
ぐ
b
。
と
な
る
よ
う
に
合
わ
せ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
。
涯
H
鳶
と
い
う
規
定
が
光
の
速
度
が
行
き
と
帰
り

　
　
で
間
じ
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
こ
で
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
の
主
張
は
、
こ
の
。
擁
H
＼
b
。
と
い
う
値
が
い
か
に
し
て
定
ま
る
か
、
と

　
　
い
う
点
に
集
約
さ
れ
る
。
彼
の
解
答
は
、
光
の
速
度
が
因
果
的
信
号
の
最
高
の
速
度
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
れ
は
有
限
で
あ
る
と
い
う
物
理



　
　
的
事
実
に
基
づ
い
て
、
物
理
的
手
段
に
よ
っ
て
は
ε
の
値
は
O
〈
ρ
・
〈
目
の
範
囲
で
し
か
決
ま
ら
ず
、
そ
れ
に
あ
る
特
定
の
値
を
与
え
る

　
　
の
は
定
義
、
規
約
に
よ
る
し
か
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
は
Φ
”
H
鳶
と
い
う
規
約
を
と
っ
た
が
、
そ

　
　
れ
は
そ
の
値
が
物
理
的
に
必
然
的
で
あ
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
理
論
の
記
述
的
単
純
性
の
考
慮
に
よ
っ
て
で
あ
っ
た
、
と
う
イ
ヘ
ン
バ
ッ

　
　
ハ
は
論
ず
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
　
　
こ
の
よ
う
に
論
ず
る
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
の
論
拠
は
二
つ
あ
る
。
第
一
に
、
離
れ
た
場
所
で
の
同
時
性
の
関
係
を
決
め
る
手
続
き
に
は
循

　
　
環
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
離
れ
た
二
点
間
の
同
時
性
を
決
め
る
た
め
に
は
光
の
速
度
を
ま
ず
知
ら
な
け
れ
ば
な
ら

　
　
な
い
が
、
し
か
し
、
光
の
速
度
を
知
る
た
め
に
は
離
れ
た
二
点
に
付
属
す
る
時
計
が
合
わ
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
こ
と
は
離

　
　
れ
た
二
点
聞
の
同
時
性
の
関
係
が
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
経
験
的
手
段
に
よ
っ
て
同
時
靱
性
を
決
定

　
　
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
二
に
、
ε
の
値
と
し
て
ぐ
ト
⊃
以
外
の
0
と
一
の
間
の
任
意
の
値
を
と
っ
て
も
、
同
様
に
良
い
運
動
論
下
記

　
　
述
を
与
え
る
こ
と
が
出
来
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
場
合
、
変
換
法
則
は
よ
り
複
雑
な
形
を
と
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ

　
　
の
こ
と
は
理
論
の
記
述
的
単
純
性
に
関
わ
る
の
み
で
あ
っ
て
、
理
論
の
記
述
す
る
内
容
に
違
い
が
生
ず
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
　
　
現
在
で
は
、
ラ
イ
ヘ
ソ
バ
ッ
ハ
の
こ
の
ど
ち
ら
の
論
点
に
紺
し
て
も
、
実
在
論
詰
の
側
か
ら
反
論
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
第
一
に
、
同

　
　
時
刻
性
の
決
定
の
手
続
き
の
循
環
性
に
関
し
て
は
、
光
の
信
号
を
用
い
ず
、
ま
た
、
循
環
的
で
な
い
、
同
時
刻
関
係
の
決
定
の
方
法
が
考

　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

　
　
案
さ
れ
て
い
る
。
第
二
に
、
ε
の
値
に
関
し
て
は
、
ε
の
値
は
決
し
て
任
意
で
は
な
く
、
特
殊
相
対
性
理
論
が
真
で
あ
る
な
ら
ば
、
・
H

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
H
＼
b
。
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
こ
れ
ら
の
論
争
に
関
し
て
、
今
は
詳
び
ら
か
に
す
る
余
裕
は
な
い
が
、
次
の
点
は
明
ら
か
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
は
、

　
　
特
殊
相
対
性
理
論
に
よ
っ
て
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
な
絶
対
的
同
時
刻
性
の
概
念
（
す
な
わ
ち
、
す
べ
て
の
慣
性
系
に
お
い
て
同
一
の
同
時
刻
下

　
　
の
関
係
）
が
否
定
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
か
つ
、
各
慣
性
系
に
お
け
る
相
対
的
な
同
時
母
性
の
概
念
は
規
約
に
基
づ
く
非
実
在
的
な
も
の
で

　
　
あ
る
と
考
え
た
。
そ
の
根
拠
は
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
同
時
無
性
の
定
義
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
、
検
証
主
義
的
手
続
き
の
存
在
で
あ
っ
た
。

774　
　
　
　
　
　
蒔
間
空
間
論
に
お
け
る
規
約
主
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
九
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五
〇

し
か
し
、
同
時
刻
の
絶
対
性
を
否
定
し
、
そ
の
相
対
性
を
「
発
見
」
す
る
た
め
に
、
検
証
主
義
的
手
続
き
が
取
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
よ
う
な
概
念
に
基
づ
い
て
確
立
し
た
理
論
が
、
そ
の
概
念
に
贅
し
て
当
初
と
は
異
な
っ
た
解
釈
を
与
え
る
と
い
う
可
能
性
を
排
除
し

な
い
。
す
な
わ
ち
、
特
殊
相
対
性
理
論
の
主
張
す
る
同
時
刻
の
相
対
性
を
時
空
の
客
観
的
実
在
的
性
質
と
解
釈
す
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ

と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
の
主
張
（
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
グ
リ
ュ
ソ
バ
ウ
ム
の
主
張
も
ほ
ぼ
醐

じ
で
あ
る
）
は
、
特
殊
穣
対
性
理
論
と
い
う
物
理
理
論
の
論
理
的
帰
結
と
い
う
よ
り
も
、
同
時
刻
の
決
定
手
続
き
に
見
ら
れ
る
よ
う
な

（
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
内
に
も
あ
る
）
実
証
主
義
的
態
度
の
帰
結
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
よ
っ
て
問
題
は
、
概
念
の
意
味
や

科
学
的
探
究
に
関
す
る
実
証
主
義
の
立
場
の
哲
学
的
正
当
化
と
い
う
よ
り
広
い
文
脈
へ
と
連
な
る
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
反
実
証

主
義
的
実
在
論
的
立
場
を
と
る
人
々
に
と
っ
て
は
、
時
間
空
閥
の
規
約
性
に
対
す
る
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
の
議
論
は
決
定
的
論
証
と
は
考
え

ら
れ
な
い
。

　
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
の
時
間
空
間
論
に
は
、
実
証
主
義
的
哲
学
一
般
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
、
長
所
と
欠
点
が
あ
る
、
と
思
わ
れ
る
。
す

な
わ
ち
不
必
要
な
形
而
上
学
的
対
象
を
排
除
し
て
、
物
理
的
言
明
の
意
味
を
厳
密
、
明
確
に
し
ょ
う
と
す
る
態
度
と
、
華
々
の
発
明
を
理

論
全
体
あ
る
い
は
理
論
の
歴
史
的
な
脈
絡
か
ら
切
り
離
し
て
、
単
独
で
経
験
的
証
拠
と
突
き
合
わ
せ
よ
う
と
い
う
傾
向
で
あ
る
。
こ
の
点

に
留
意
し
な
が
ら
、
次
に
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
の
主
張
を
考
察
し
ょ
う
。

　ニ

@
ク
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム

　
前
節
で
長
さ
の
合
同
に
関
し
て
残
さ
れ
た
問
題
は
、
合
醐
の
規
約
性
が
単
な
る
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
意
味
論
的
規
約
性
T
S
C
と
ど
う
異

な
る
の
か
、
T
S
C
と
区
甥
さ
れ
る
幾
何
学
に
特
有
な
規
約
性
G
C
（
○
①
o
ヨ
Φ
窪
8
鐵
O
o
⇒
く
㊦
コ
爲
〇
四
三
毎
《
）
は
存
在
す
る
の
か
、
と
い
う
問

題
で
あ
っ
た
。
グ
リ
ュ
ソ
バ
ウ
ム
が
9
雪
ぴ
鍵
ヨ
〔
お
凝
〕
第
一
章
で
論
じ
て
い
る
計
量
の
問
題
は
、
こ
の
点
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。

　
グ
リ
ュ
ン
パ
ウ
ム
に
よ
れ
ば
、
時
間
空
聞
の
計
量
的
規
定
は
ホ
質
的
に
規
約
的
要
因
を
含
む
が
、
こ
の
こ
と
自
身
は
決
し
て
規
約
の
問



　
　
題
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
時
間
空
間
の
計
量
的
性
質
が
規
約
的
で
あ
る
こ
と
は
時
間
空
間
の
実
在
的
性
質
か
ら
の
帰
結
な
の
で
あ
る
。

　
　
こ
の
点
で
G
C
は
T
S
C
と
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
T
S
C
は
結
局
あ
る
語
と
あ
る
紺
象
と
の
指
示
関
係
に
ま
つ
わ
る

　
　
規
約
性
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
G
C
は
あ
る
語
（
例
え
ば
合
同
）
の
指
示
対
象
の
措
定
に
か
か
わ
る
規
約
性
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

　
　
そ
の
よ
う
な
措
定
以
前
に
は
対
象
は
客
観
的
に
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
計
量
概
念
に
対
し
て
は
規
約
的
措
定
以
前
に
指
示

　
　
対
象
は
客
観
的
に
は
存
在
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
時
間
空
間
の
実
在
的
な
（
規
約
に
よ
ら
な
い
）
性
質
に
由
来
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
が
ラ
イ
ヘ
ソ
バ
ッ
ハ
の
規
約
主
義
の
テ
ー
ゼ
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
論
拠
と
し
て
は
全

　
　
く
異
な
っ
た
論
点
を
展
開
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
ラ
イ
ヘ
ソ
バ
ッ
ハ
の
規
約
主
義
が
、
基
本
的
に
は
実
証
主
義
的

　
　
な
検
証
原
理
に
従
う
、
認
識
論
的
、
意
味
論
的
主
張
で
あ
っ
た
の
に
亡
し
て
、
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
は
そ
れ
を
存
在
論
的
主
張
へ
と
転
換
さ

　
　
せ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
こ
の
よ
う
な
主
張
は
ど
の
よ
う
に
し
て
出
て
く
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

　
　
　
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
が
G
C
を
主
張
す
る
根
拠
は
、
現
実
の
時
間
空
間
が
連
続
体
の
濃
度
を
持
つ
多
様
体
で
あ
る
と
い
う
点
に
存
す
る
。

　
　
離
散
的
空
間
に
お
い
て
は
、
そ
の
空
間
中
の
二
点
間
の
距
離
を
決
定
す
る
自
然
な
、
内
在
的
な
仕
方
が
存
在
す
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
二

　
　
点
心
に
存
在
す
る
要
素
の
最
小
の
数
を
そ
の
距
離
と
定
義
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
定
義
さ
れ
た
距
離
は
、
そ
の
空
閾
中
で
の
二

　
　
点
の
位
置
に
依
存
せ
ず
、
か
つ
、
そ
の
空
間
の
位
相
的
性
質
の
み
に
よ
っ
て
定
ま
っ
て
、
何
か
外
的
な
尺
度
を
持
ち
込
む
必
要
は
な
い
。

　
　
こ
の
よ
う
に
し
て
定
ま
る
空
間
の
計
量
を
内
的
計
量
（
帥
づ
酵
『
一
P
ω
陣
O
　
ヨ
Φ
け
吋
一
〇
）
と
い
う
。
こ
れ
に
虚
し
て
、
稠
密
あ
る
い
は
連
続
な
空
閥
に
お

　
　
い
て
は
、
上
の
よ
う
な
計
量
を
定
め
る
た
め
の
標
準
的
な
手
続
き
は
存
在
し
な
い
。
例
え
ば
連
続
的
空
間
で
は
、
二
点
を
結
ぶ
ど
の
線
分

　
　
を
と
っ
て
も
、
そ
れ
に
含
ま
れ
る
要
素
の
数
は
全
て
同
じ
で
あ
る
。
稠
密
あ
る
い
は
連
続
的
空
間
に
お
い
て
は
、
そ
の
空
間
の
い
か
な
る

　
　
位
相
的
性
質
も
あ
る
特
定
の
計
量
を
選
び
だ
す
根
拠
を
与
え
な
い
。
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
空
間
に
お
い
て
は
、
計
量
は
外
的
に
、
規
約

　
　
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
る
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
定
ま
る
計
量
を
外
的
計
量
（
①
×
酔
眼
川
口
の
一
〇
　
5
P
Φ
汁
屑
一
〇
）
と
い
う
。
現
実
の
時
閥
空
間
は

　
　
連
続
的
多
様
体
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
（
ど
の
物
理
理
論
も
そ
の
よ
う
に
前
提
し
て
い
る
）
、
時
間
空
間
の
計
量
的
性
質
は
外
的
計
最

痴檜　
　
　
　
　
時
間
空
問
論
に
お
け
る
規
約
主
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
一
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二

80
4
　
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
し
た
が
っ
て
、
規
約
主
義
の
テ
ー
ゼ
は
、
時
間
空
間
の
位
相
的
な
実
在
的
性
質
か
ら
の
必
然
的
帰
結
で
あ
る
。
す

　
　
な
わ
ち
、
時
間
空
間
そ
の
も
の
は
計
量
的
に
は
不
定
形
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
グ
リ
ュ
ン
パ
ウ
ム
の
主
張
の
大
略
で
あ
る
。

　
　
　
た
だ
し
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
は
、
計
量
的
不
定
形
性
が
連
続
多
様
体
一
般
の
性
質
で
あ
る
と
は
考
え
な
い
。
例
え
ば
色
の
ス
ペ
ク
ト
ル
の

　
　
よ
う
に
、
連
続
的
で
は
あ
る
が
、
そ
の
各
要
素
（
特
定
の
周
波
数
の
色
）
が
非
同
質
的
で
あ
れ
ば
、
そ
の
要
素
聞
の
距
離
（
色
の
違
い
）

　
　
を
決
め
る
内
在
的
な
手
続
き
が
存
在
し
う
る
（
例
え
ば
、
そ
の
周
波
数
の
違
い
を
距
離
と
す
る
）
。
時
間
空
間
の
場
合
は
各
要
素
（
点
）
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

　
　
同
質
的
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
連
続
性
か
ら
計
量
的
不
定
形
性
が
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
の
論
法
は
成
立
す
る
だ
ろ
う
か
。
多
く
の
論
者
は
そ
れ
に
疑
問
を
投
げ
か
け
て
い
る
。
ま
ず
、
内
的
計

　
　
量
と
外
的
計
量
と
の
区
別
は
有
意
味
な
言
書
で
あ
る
の
か
が
問
題
に
さ
れ
る
。
例
え
ば
皇
猷
鳥
葺
き
ロ
箋
ω
〕
で
は
以
下
の
よ
う
に
論
じ
ら

　
　
　
　
（
2
0
）

　
　
れ
て
い
る
。
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
が
時
間
空
間
の
内
的
性
質
と
よ
ぶ
も
の
は
、
上
の
要
約
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ま
ず
第
一
に
そ
の
士
爵
的

　
　
性
質
お
よ
び
そ
こ
か
ら
定
義
で
き
る
性
質
の
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
内
在
性
を
こ
の
意
味
で
と
る
と
、
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム

　
　
の
定
め
た
よ
う
な
離
散
的
空
閾
に
お
け
る
距
離
は
、
内
的
で
は
な
く
な
る
。
と
い
う
の
は
、
二
つ
の
同
相
な
離
散
的
位
相
空
閥
の
各
々
に

　
　
対
し
て
、
距
離
関
数
を
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
の
い
う
や
り
方
で
定
義
し
た
と
き
、
こ
れ
は
嗣
相
写
像
の
も
と
で
不
変
で
な
く
、
よ
っ
て
位
相

　
　
的
性
質
で
は
な
い
こ
と
が
容
易
に
示
せ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
グ
リ
ュ
ソ
バ
ウ
ム
の
い
う
内
的
性
質
と
は
、
位
糧
的
性
質
だ
け

　
　
で
な
く
、
少
な
く
と
も
順
序
構
造
を
考
慮
に
い
れ
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
内
的
の
意
味
を
こ
の
よ
う
に
変
更
し
た
と
し

　
　
た
と
し
て
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
示
せ
る
の
は
、
位
網
鳥
性
質
と
順
序
構
造
と
か
ら
計
量
的
性
質
は
導
畠
で
き
な
い
、
と
い
う
審
に
す
ぎ
な

　
　
い
。
な
ぜ
愈
々
的
性
質
を
、
位
心
的
性
質
や
順
序
構
造
と
同
様
に
、
空
間
の
原
初
概
念
に
属
し
、
そ
の
意
味
で
内
的
な
も
の
と
し
て
は
な

　
　
ら
な
い
の
か
、
そ
の
理
由
は
明
ら
か
で
な
い
。
よ
っ
て
、
連
続
的
か
離
散
的
か
と
い
う
空
間
の
濃
度
、
基
数
に
関
す
る
性
質
か
ら
内
的
外

　
　
的
の
区
別
を
立
て
る
試
み
は
成
功
し
て
い
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

　
　
　
同
様
の
批
判
は
局
ぎ
。
〔
お
お
〕
に
も
見
ら
れ
る
。
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
の
内
的
、
外
的
の
区
別
は
空
間
の
濃
度
、
基
数
と
結
び
付
い
て
い
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な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
す
な
わ
ち
、
二
点
問
を
結
ぶ
線
分
の
な
か
で
最
小
の
基
数
を
持
つ
線
分
が
存
在
し
、
か
つ
、
そ
の
線
分
の
基
数
の

一
意
的
な
関
数
と
し
て
二
点
間
の
距
離
が
定
義
さ
れ
る
時
、
こ
の
距
離
は
内
的
で
あ
る
）
が
、
こ
の
結
び
付
き
が
内
的
と
呼
ば
れ
る
理
由

は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
。
例
え
ば
、
離
散
的
空
間
に
お
い
て
は
線
分
に
含
ま
れ
る
要
素
の
数
を
数
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
、
二
つ

の
線
分
は
そ
れ
ら
の
要
素
の
間
の
一
対
一
頬
応
が
成
り
立
つ
時
合
同
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
手
続
ぎ
は
、
連
続
的
空
間
に
お
い
て
物
差
し
を

用
い
て
計
測
す
る
時
と
聞
様
、
空
間
自
身
に
と
っ
て
外
的
で
は
な
い
か
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
空
間
自
身
と
は
異
な
る
尺
度
（
一
方
で
は

物
差
し
の
振
る
舞
い
、
他
方
で
は
自
然
数
系
の
性
質
）
を
用
い
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
↓
方
を
外
的
他
方
を
内
的
と
す
る
理
由
は
な

い
。　

こ
れ
ら
の
指
摘
は
、
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
の
内
的
お
よ
び
外
的
計
量
の
区
別
の
不
十
分
さ
を
明
瞭
に
示
し
て
い
る
。
確
か
に
、
空
間
の
計

量
的
規
定
が
位
相
的
規
定
よ
り
も
よ
り
強
い
仮
定
を
置
く
も
の
で
あ
る
こ
と
は
事
実
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
距
離
の
定
義
さ
れ
た
計
量
空

間
は
位
相
空
間
で
あ
る
（
計
量
概
念
に
基
づ
い
て
、
開
集
合
、
近
傍
等
の
位
相
的
概
念
が
定
義
さ
れ
う
る
）
が
、
逆
に
位
相
空
間
は
必
ず

し
も
計
量
空
間
で
は
な
い
。
ま
た
、
（
同
じ
基
底
集
合
の
も
と
で
）
異
な
っ
た
距
離
の
定
義
を
持
つ
二
つ
の
異
な
っ
た
計
量
空
問
が
、
位

相
空
間
と
し
て
は
同
一
（
同
じ
開
集
合
を
与
え
る
）
で
あ
り
え
、
よ
っ
て
、
た
と
え
計
量
化
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
位
相
的
性
質
に
よ

っ
て
は
計
量
的
性
質
は
一
意
的
に
は
定
ま
ら
な
い
。
こ
れ
ら
は
位
相
空
閾
論
の
ご
く
初
歩
的
な
こ
と
が
ら
で
あ
る
。

　
し
か
し
こ
の
こ
と
か
ら
、
よ
り
弱
い
仮
定
は
よ
り
多
く
実
在
的
で
あ
り
、
よ
り
強
い
仮
定
は
よ
り
多
く
規
約
的
で
あ
る
、
と
主
張
す
る

こ
と
は
不
合
理
で
あ
る
。
し
か
し
お
そ
ら
く
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
の
真
意
は
こ
の
よ
う
な
不
合
理
な
主
張
を
す
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
の
で
は

な
い
で
あ
ろ
う
。
む
し
ろ
グ
リ
ェ
ン
バ
ウ
ム
（
そ
し
て
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
も
）
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
時
間
空
間
の
位
相
的
性
質
が
世

界
の
因
果
的
構
造
に
対
応
し
そ
れ
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
に
対
し
て
、
計
量
的
性
質
は
そ
う
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と

で
あ
ろ
う
。
計
量
的
性
質
が
位
相
的
性
質
（
お
よ
び
順
序
構
造
）
に
よ
っ
て
決
ま
る
な
ら
ば
、
後
者
は
因
果
的
構
造
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

る
の
だ
か
ら
、
結
局
前
者
も
世
界
の
因
果
的
構
造
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
。
「
内
的
」
と
は
こ
の
意
味
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
、
現

　
　
　
　
時
聞
空
間
論
に
お
け
る
規
約
主
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
幽
翠
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五
四

娚　
　
実
の
連
続
的
時
間
空
間
に
お
い
て
は
、
同
一
の
位
相
的
規
定
と
両
立
す
る
無
数
の
計
量
的
規
定
が
存
在
し
、
そ
れ
ら
は
ど
れ
も
世
界
の
因

　
　
果
的
溝
前
と
矛
盾
し
な
い
。
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
の
な
か
か
ら
物
理
理
論
の
記
述
の
た
め
に
一
つ
を
選
び
漏
す
こ
と
は
恣
意
的
な
選
択
で
あ

　
　
り
、
選
び
だ
さ
れ
た
計
量
は
世
界
に
と
っ
て
「
外
的
」
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
も
ち
ろ
ん
我
々
の
因
果
に
関
す
る
概
念
を
根
本
的
に
変
え
る
こ
と
を
許
せ
ば
、
位
相
的
性
質
を
も
規
約
的
と
見
な
す
こ
と
は
可
能
で
あ

　
　
る
。
例
え
ば
、
全
く
同
じ
性
質
を
も
つ
無
数
の
出
来
事
が
、
同
時
に
、
空
間
的
に
あ
る
聞
隔
を
お
い
て
周
期
的
に
、
生
起
す
る
こ
と
が
観

　
　
察
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
よ
う
な
世
界
の
内
部
に
佐
む
生
物
は
、
書
分
達
の
世
界
の
空
間
が
円
筒
の
表
面
よ
う
な
構
造
を
し
て
い
る
と
考
え

　
　
て
、
通
常
の
因
果
関
係
を
保
持
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
因
果
の
概
念
を
根
本
的
に
改
め
て
、
空
間
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
な
構
造
を
し
て

　
　
い
る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
そ
れ
故
、
感
覚
的
証
拠
か
ら
世
界
の
位
相
的
構
造
を
決
め
る
た
め
に
は
、
困
果
的
変
測
（
O
p
⊆
ψ
巴
〉
㌣

　
　
。
ヨ
9
鰐
）
を
排
除
す
る
、
と
い
う
制
約
を
付
け
加
え
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
制
約
の
身
分
を
定
義
的
、
規
約
的
な
も
の

　
　
と
見
な
す
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

　
　
　
し
か
し
、
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
や
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
の
議
論
の
大
筋
は
、
通
常
の
因
果
関
係
の
実
在
性
を
認
め
た
上
で
、
時
間
空
間
の
構

　
　
造
が
い
か
に
し
て
因
果
の
構
造
に
還
元
さ
れ
る
か
を
示
す
こ
と
に
あ
る
（
時
間
空
間
の
因
果
説
）
。
そ
れ
故
、
「
内
的
計
量
」
、
「
外
的
計

　
　
量
」
の
区
別
に
基
づ
く
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
の
幾
何
学
の
規
約
性
の
主
張
は
、
結
局
次
の
よ
う
な
主
張
に
帰
着
す
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

　
　
る
だ
ろ
う
。
物
理
幾
何
学
の
欝
明
の
う
ち
で
、
真
偽
を
問
題
に
で
き
る
部
分
は
世
界
の
因
果
的
構
造
に
関
す
る
需
明
へ
と
還
元
で
き
、
そ

　
　
れ
に
還
元
で
き
な
い
雷
明
は
、
定
義
あ
る
い
は
規
約
、
す
な
お
ち
、
我
々
の
側
の
記
述
の
仕
方
に
基
づ
く
の
で
あ
る
、
と
。

　
　
　
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
言
い
換
え
が
正
し
い
と
し
て
も
、
そ
れ
で
は
な
ぜ
因
果
に
関
す
る
主
張
の
み
が
真
偽
を
問
題
に
で
き
る
籍
実
的

　
　
主
張
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
か
が
示
さ
れ
な
い
う
ち
は
、
G
C
は
T
S
C
の
一
種
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反
論
に
答
え
た
こ

　
　
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
上
の
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
議
論
と
同
様
に
、
こ
こ
で
も
ま
た
示
さ
れ
た
こ
と
は
、
あ
る
種
の
特
聞

　
　
空
問
的
主
張
が
因
果
的
主
張
に
還
元
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
だ
け
だ
か
ら
で
あ
る
。
グ
リ
ュ
ソ
バ
ウ
ム
は
、
重
圏
空
間
に
関
す
る
あ
る



　
　
種
の
主
張
が
事
実
的
で
な
い
の
は
、
時
間
空
輪
が
内
的
計
童
を
持
た
な
い
か
ら
だ
、
と
論
じ
た
。
　
一
方
、
我
々
が
グ
リ
ュ
ン
バ
ウ
ム
を
解

　
　
釈
す
る
と
こ
ろ
で
は
、
時
間
空
間
が
内
的
計
量
を
持
た
な
い
の
は
、
計
貴
に
関
す
る
主
張
が
事
実
的
（
因
果
的
）
主
張
で
な
い
か
ら
な
の

　
　
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
循
環
が
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
少
な
く
と
も
、
因
果
的
書
明
に
還
元
で
き
な
い
計
量
的
言
明
に
つ
い
て
、
そ
の
真
偽

　
　
を
問
題
に
で
き
る
状
況
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

　
　
　
℃
三
爵
浅
口
Φ
謡
〕
は
次
の
よ
う
に
論
じ
た
。
計
量
に
関
す
る
規
約
主
義
者
の
テ
ー
ゼ
は
、
距
離
関
数
の
公
理
を
満
た
す
複
数
の
関
数
が

　
　
存
在
し
、
こ
れ
ら
か
ら
の
選
択
は
事
実
問
題
．
で
は
な
い
こ
と
を
主
張
す
る
。
し
か
し
、
任
意
に
選
び
だ
さ
れ
た
関
数
を
距
離
で
あ
る
と
主

　
　
張
す
る
こ
と
は
、
偽
で
あ
る
か
T
S
C
の
一
例
で
あ
る
か
の
ど
ち
ら
か
で
あ
る
。
我
々
が
現
に
採
用
し
て
い
る
距
離
関
数
を
d
と
す
る
。

　
　
空
閥
中
の
任
意
の
二
点
か
ら
実
数
へ
の
関
数
f
が
あ
っ
て
、
そ
れ
は
距
離
の
公
理
を
満
た
し
、
か
つ
、
あ
る
二
点
q
、
p
に
関
し
て
、

　
　
｛
（
℃
”
ρ
）
朴
伍
（
ワ
ρ
）
と
す
る
。
よ
っ
て
、
あ
る
実
数
n
に
対
し
て
、
条
件
州
（
図
襲
）
襲
爵
と
、
黛
詳
団
）
闘
づ
と
は
、
外
延
と
し
て
異
な
つ

　
　
た
点
の
順
序
対
の
集
合
を
与
え
る
。
（
す
な
わ
ち
、
異
な
っ
た
合
同
の
定
義
を
与
え
る
）
。
こ
の
と
き
、
ω
f
を
採
用
す
る
理
論
㌘
が
、

　
　
d
を
採
用
す
る
我
々
の
理
論
丁
に
比
べ
て
、
極
め
て
複
雑
な
も
の
と
な
る
な
ら
ば
、
㈲
f
は
距
離
を
意
味
し
、
か
つ
、
理
論
型
は
偽
で
あ

　
　
る
（
し
た
が
っ
て
、
f
に
基
づ
く
距
離
判
断
は
愚
な
判
断
で
あ
惹
）
か
、
ω
f
は
距
離
以
外
の
あ
る
量
を
意
味
し
、
f
を
「
距
離
」
と
呼

　
　
ぶ
こ
と
は
、
距
離
d
の
同
音
異
義
語
を
与
え
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
か
、
で
あ
る
。
②
7
が
T
に
比
べ
て
方
法
論
的
に
優
先
さ
れ
る
な
ら
ば
、

　
　
型
は
真
で
、
距
離
は
f
に
基
づ
い
て
あ
ら
わ
さ
れ
る
量
を
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
我
々
は
こ
れ
ま
で
距
離
を
d
で
あ
る
と
す
る
誤
っ
た
信

　
　
念
を
抱
い
て
い
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
f
と
d
と
の
選
択
は
、
事
実
的
な
（
真
偽
を
問
い
う
る
）
選
択
で
あ
っ
て
単
な
る
規

　
　
約
で
は
な
い
か
、
あ
る
い
は
、
「
合
同
」
と
い
う
語
に
ど
の
よ
う
な
関
係
を
外
延
と
し
て
選
ぶ
か
と
い
う
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
選
択
の
問
題

　
　
で
あ
る
か
、
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

　
　
　
周
ユ
巴
ヨ
零
〔
。
や
。
罫
〕
も
同
様
の
指
摘
を
し
て
い
る
。
手
元
の
シ
ャ
ー
プ
ペ
ン
シ
ル
と
エ
ヴ
ェ
レ
ス
ト
山
と
が
、
距
離
関
数
の
公
理
を

　
　
満
た
す
あ
る
関
係
に
関
し
て
等
し
い
（
「
合
同
」
で
あ
る
）
と
言
わ
れ
う
る
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
関
係
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は
「
長

834　
　
　
　
　
　
蒔
間
空
聞
論
に
お
け
る
規
約
主
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
五
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さ
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
量
の
計
測
は
、
い
か
な
る
意
味
で
も
「
長
さ
扁
の
計
測
で
は
な
い
。
「
長
さ
」
に
関

　
　
し
て
は
我
々
は
前
科
学
的
な
概
念
と
、
そ
れ
に
基
づ
く
計
測
の
手
続
き
と
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
い
か
な
る
科
学
理
論
も
そ
れ
に
恣

　
　
意
的
な
変
更
を
加
え
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

　
　
　
両
嚢
と
も
、
時
聞
空
間
の
構
造
が
、
あ
る
理
論
の
因
果
関
係
に
関
す
る
主
張
を
最
も
単
純
に
記
述
す
る
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
恣
意
的

　
　
に
採
用
で
き
、
そ
の
意
味
で
時
間
空
聞
に
関
す
る
あ
る
種
の
主
張
は
事
実
的
な
主
張
で
な
い
と
す
る
考
え
に
反
対
し
て
、
時
聞
空
聞
の
構

　
　
造
は
単
に
あ
る
理
論
内
部
の
問
題
と
し
て
決
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
決
定
に
は
他
の
理
論
や
前
科
学
的
経
験
等
が
関
与
し
て
い
る

　
　
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
そ
れ
が
恣
意
的
な
規
約
に
よ
っ
て
定
ま
る
と
い
う
主
張
は
誤
り
で
あ
る
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
フ
リ

　
　
ー
ド
マ
ン
も
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
前
科
学
的
な
経
験
に
基
づ
く
判
断
は
、
科
学
理
論
の
発
展
に
よ
っ
て
訂
正
さ
れ
て
い
く
も
の
で
は
あ

　
　
る
が
、
そ
の
訂
正
は
全
く
任
意
で
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
ど
の
よ
う
な
訂
正
が
許
さ
れ
る
か
は
、
前
科
学
的
な
経
験
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ

　
　
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
以
上
の
指
摘
は
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
。
よ
っ
て
、
全
く
無
制
限
の
規
約
主
義
の
テ
ー
ゼ
は
受
け
入
れ
難
い
と
結
論
さ
れ
る
べ
き

　
　
で
あ
る
。
我
々
は
全
く
任
意
の
計
量
的
構
造
を
現
実
の
時
間
空
間
の
構
造
と
し
て
採
用
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
、
計
量
に

　
　
関
す
る
言
明
に
は
端
的
に
偽
で
あ
る
と
主
張
で
き
る
需
明
が
存
在
す
る
。

　
　
　
し
か
し
こ
の
結
論
は
、
計
最
の
規
定
に
は
あ
る
程
度
盗
意
的
な
要
因
が
存
在
し
、
晴
間
空
罐
の
計
量
構
造
は
、
あ
る
範
久
山
で
、
規
約

　
　
的
に
定
ま
る
、
と
す
る
よ
り
穏
当
な
規
約
主
義
の
テ
ー
ゼ
を
否
定
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
。
前
科
学
的
、
黛
常
的
響
町
が
、
科
学
理
論
が

　
　
ど
の
よ
う
な
時
聞
空
間
構
造
を
採
用
す
べ
き
か
、
に
関
し
て
一
定
の
制
約
と
し
て
の
役
割
を
果
た
す
と
し
て
も
、
そ
れ
を
一
義
的
に
決
定

　
　
す
る
と
い
う
保
証
は
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン
を
論
じ
る
中
で
、
も
う
少
し
論
じ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
だ
が

　
　
そ
の
前
に
、
上
の
指
摘
を
我
々
が
妥
当
と
考
え
る
理
由
を
簡
単
に
論
じ
て
お
く
。



　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
時
間
空
間
と
日
常
的
経
験

　
　
　
我
々
は
前
節
で
、
科
学
理
論
に
お
い
て
い
か
な
る
時
間
の
概
念
を
採
用
す
る
か
は
、
前
科
学
的
な
時
間
法
問
的
概
念
に
よ
っ
て
綱
約
さ

　
　
れ
て
い
る
、
と
す
る
フ
リ
ー
ド
マ
ン
の
見
解
を
あ
げ
、
こ
れ
を
妥
当
な
見
解
と
認
め
た
が
、
フ
リ
ー
ド
マ
ン
は
な
ぜ
科
学
理
論
が
こ
の
よ

　
　
う
な
制
約
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て
は
論
じ
て
い
な
い
。
こ
の
理
由
を
考
察
し
て
み
よ
う
。

　
　
　
序
で
論
じ
た
よ
う
に
、
時
間
空
間
は
単
な
る
科
学
の
理
論
的
存
在
者
で
は
な
く
、
我
々
の
目
常
的
常
識
的
世
界
の
枠
組
み
で
も
あ
る
。

　
　
時
間
空
間
が
前
科
学
的
な
経
験
に
基
づ
く
規
定
を
有
し
て
い
る
と
い
う
の
は
こ
の
意
味
で
あ
る
。
だ
が
、
科
学
理
論
は
な
ぜ
こ
の
よ
う
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
規
定
に
拘
泥
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
科
学
と
常
識
が
同
じ
こ
の
世
界
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
か
ら
だ
、
と
我
々
は

　
　
主
張
し
た
い
。
す
な
わ
ち
、
科
学
理
論
は
我
々
が
経
験
し
て
い
る
こ
の
世
界
に
つ
い
て
何
事
か
を
語
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
我
々
が
経
験

　
　
し
て
い
る
こ
の
世
界
に
お
い
て
そ
の
勲
閥
空
活
的
位
置
を
特
定
可
能
な
あ
る
出
来
事
に
つ
い
て
何
ら
か
の
説
明
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
原
子
や
分
子
は
、
も
し
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
の
世
界
の
ど
こ
か
に
、
ま
た
あ
る
時
に
、
存
在
す
る
の
で
あ
っ
て
、
「
存
在
す
る
扁
に

　
　
は
こ
れ
以
外
の
意
味
は
な
い
、
そ
れ
故
に
、
我
々
に
経
験
さ
れ
る
マ
ク
ロ
な
知
覚
的
対
象
も
、
我
々
に
観
察
不
能
な
ミ
ク
ロ
な
理
論
的
紺

　
　
象
も
、
同
じ
時
間
空
間
的
秩
序
の
う
ち
に
あ
る
の
で
あ
み
。
例
え
ば
、
あ
る
原
子
の
直
径
が
他
の
原
子
の
直
径
の
約
3
倍
で
あ
る
、
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
う
の
は
、
こ
の
物
差
し
の
長
さ
が
あ
の
物
差
し
の
長
さ
の
約
3
倍
で
あ
る
、
と
い
う
の
と
國
じ
意
味
で
、
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、

　
　
科
学
的
対
象
と
知
覚
的
対
象
と
の
間
の
時
間
空
間
的
関
係
に
つ
い
て
も
有
意
味
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
。
テ
レ
ビ
の
ア
ン
テ
ナ
が
電
波
を

　
　
受
信
す
る
こ
と
は
テ
レ
ビ
の
画
像
を
我
々
が
見
る
こ
と
に
時
間
的
に
先
行
し
て
い
る
、
と
語
る
こ
と
は
有
意
味
で
あ
り
、
か
つ
、
ど
れ
だ

　
　
け
の
時
間
先
行
し
て
い
る
の
か
と
有
意
味
に
問
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
以
上
の
よ
う
に
論
じ
た
の
は
、
科
学
理
論
が
何
を
目
的
と
し
て
お
り
、
何
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
か
に
関
し
て
様
々
な
立
場
が
存
在

　
　
し
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
時
問
空
間
に
関
す
る
無
制
限
の
規
約
主
義
的
主
張
は
、
日
常
器
世
界
と
科
学
的
世
界
を
全
く
切
り
離
す
可
能
性

鰯　
　
　
　
　
　
時
間
空
間
論
に
お
け
る
規
約
主
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
七
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864　
　
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
だ
が
、
我
々
は
科
学
的
な
時
間
空
問
概
念
が
、
日
常
的
な
前
科
学
的
な
そ
れ
へ
と
還
元
さ
れ
る
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
後

　
　
者
が
前
者
を
一
義
的
に
規
定
し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
い
。
こ
の
世
界
の
霊
宝
空
間
の
講
造
に
は
、
経
験
的
証
拠
に
よ
っ

　
　
て
は
定
ま
ら
な
い
部
分
が
あ
り
、
科
学
理
論
が
ど
の
よ
う
な
時
空
の
構
造
を
採
用
す
る
か
に
は
あ
る
程
度
の
自
由
度
が
あ
る
、
と
考
え
ら

　
　
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
考
え
を
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン
の
主
張
の
中
心
に
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

五
　
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン

　
閃
≡
ω
口
り
。
。
巴
が
指
摘
し
、
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
1
セ
ン
自
身
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
〈
碧
指
込
霧
雪
〔
お
c
o
O
〕
で
展
開
さ
れ
る
構
成
的
経
験

論
（
O
O
影
ω
け
『
鴬
O
け
一
く
①
　
　
ω
誉
P
唱
困
「
一
〇
一
ω
コ
P
）
の
考
え
は
、
彼
の
時
關
空
間
に
関
す
る
考
え
を
科
学
一
般
に
発
展
さ
せ
た
も
の
と
見
な
す
こ
と
が
で

（
％
）

き
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
構
成
的
経
験
論
の
主
張
を
考
慮
し
な
が
ら
、
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン
が
時
間
空
間
に
関
す
る
規
約
主
義
の
テ
ー
ゼ

を
ど
の
よ
う
な
論
拠
か
ら
発
展
さ
せ
う
る
か
を
考
察
し
ょ
う
。

　
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
！
セ
ソ
に
よ
れ
ば
、
構
成
的
経
験
論
と
そ
の
対
立
物
で
あ
る
科
学
的
実
在
論
の
違
い
は
ま
ず
な
に
よ
り
も
、
科
学
の
醸

的
と
科
学
理
論
の
受
容
の
意
味
と
に
関
す
る
見
解
の
違
い
で
あ
る
。
科
学
的
実
在
論
が
、
科
学
は
こ
の
世
界
に
関
す
る
文
字
通
り
真
な
理

論
を
提
出
す
る
こ
と
を
目
釣
と
し
、
科
学
理
論
を
受
容
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
真
な
理
論
で
あ
る
と
い
う
信
念
を
含
む
、
と
主
張
す
る
の

　
　
（
2
5
）

に
紺
し
て
、
構
成
的
経
験
論
は
、
科
学
は
経
験
的
に
十
分
差
（
o
諺
℃
三
8
ξ
巴
8
葛
3
）
理
論
を
提
娼
す
る
こ
と
が
羅
的
で
あ
り
、
ま
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

科
学
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
、
と
説
く
。
後
者
の
主
張
は
前
者
の
主
張
よ
り
は
る
か
に
弱
い
主
張
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
科
学
的
実
在
論
の
立
場
で
は
あ
る
科
学
理
論
を
受
け
入
れ
る
と
き
、
そ
れ
と
同
時
に
、
そ
の
理
論
の
主
張
す
る
存
在
者
や
構

造
の
全
体
を
、
そ
れ
が
経
験
的
に
確
か
め
ら
れ
る
か
否
か
に
か
か
わ
ら
ず
、
実
在
し
真
な
も
の
と
し
て
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に

な
る
が
、
構
成
的
経
験
論
の
立
場
で
は
、
科
学
理
論
の
主
張
す
る
観
察
不
能
な
理
論
的
存
在
者
や
そ
れ
に
関
す
る
理
論
的
雷
明
に
つ
い
て



　
　
は
、
あ
く
ま
で
不
可
知
論
的
立
場
に
留
ま
り
、
た
だ
そ
の
理
論
が
、
我
々
に
観
察
可
能
な
対
象
や
そ
れ
ら
の
問
の
観
察
可
能
な
関
係
を
十

　
　
分
に
説
明
し
て
い
る
こ
と
の
み
が
要
求
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
構
成
的
経
験
論
の
立
場
で
は
、
科
学
理
論
は
実
在
そ
の
物
を

　
　
描
き
出
す
こ
と
を
目
指
す
の
で
は
な
く
、
我
々
に
観
察
可
能
な
も
の
の
全
体
（
こ
れ
を
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
三
下
ソ
は
現
象
（
碧
需
震
碧
8
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

　
　
よ
ぶ
）
を
部
分
構
造
と
し
て
埋
め
込
み
う
る
よ
う
な
、
あ
る
モ
デ
ル
を
提
出
す
る
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。

　
　
　
こ
の
よ
う
な
構
成
的
経
験
論
の
主
張
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
幾
つ
か
の
前
提
が
あ
る
。
ま
ず
、
観
察
可
能
と
観
察
不
能
と
の
区
別
が

　
　
有
意
味
な
区
別
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ソ
は
、
こ
の
区
別
の
境
界
が
曖
昧
な
こ
と
を
認
め
る
が
、

　
　
観
察
可
能
な
も
の
の
典
型
事
例
（
肉
眼
で
見
え
る
も
の
）
と
観
察
不
能
な
も
の
の
典
型
事
例
（
電
子
な
ど
）
を
指
摘
で
き
る
ゆ
え
に
、
有

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

　
　
意
味
な
区
別
で
あ
る
と
い
う
。
第
二
に
、
あ
る
特
定
の
理
論
は
現
象
に
と
っ
て
十
分
で
あ
っ
て
も
必
要
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
も
し
も

　
　
あ
る
理
論
が
現
象
に
と
っ
て
十
分
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
必
要
で
も
あ
れ
ば
、
現
象
に
よ
っ
て
理
論
は
一
義
的
に
決
ま
る
。
こ
の
場
合
に

　
　
は
経
験
的
に
十
分
な
理
論
は
端
的
に
真
な
理
論
で
あ
り
、
経
験
的
十
分
性
と
い
う
構
成
的
経
験
論
の
中
心
概
念
は
真
理
の
概
念
と
同
じ
も

　
　
の
に
な
っ
て
し
ま
う
。
｝
方
、
あ
る
理
論
が
現
象
に
と
っ
て
十
分
で
あ
る
が
必
要
で
な
け
れ
ば
、
同
じ
く
現
象
を
そ
の
モ
デ
ル
の
部
分
構

　
　
造
と
し
て
含
む
他
の
理
論
が
存
在
し
う
る
。
こ
れ
ら
現
象
に
と
っ
て
十
分
で
あ
る
が
必
要
で
は
な
い
複
数
の
理
論
は
、
経
験
的
に
等
値

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
　
（
Φ
欝
讐
ユ
雷
ξ
Φ
ρ
銭
く
鉱
2
げ
）
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ら
の
主
張
す
る
経
験
内
容
に
関
し
て
は
優
劣
が
存
在
せ
ず
、
逆
に
言

　
　
え
ば
、
そ
れ
ら
は
経
験
的
証
拠
に
よ
っ
て
不
完
全
決
定
的
（
賃
罫
飢
Φ
厭
α
①
什
Φ
峠
旨
P
一
コ
O
け
①
）
な
の
で
あ
る
。
第
三
に
、
経
験
的
証
拠
に
よ
っ
て
不
完

　
　
全
決
定
的
な
諸
理
論
は
、
そ
れ
自
身
が
指
定
す
る
経
験
的
部
分
構
造
に
関
し
て
通
約
不
能
（
一
⇒
O
O
旨
旨
①
づ
匂
α
¢
同
p
♪
一
）
畔
Φ
）
で
あ
っ
て
は
な
ら
な

　
　
い
。
な
ぜ
な
ら
、
経
験
的
に
等
値
な
二
つ
の
理
論
と
は
、
そ
の
提
出
す
る
モ
デ
ル
の
経
験
的
部
分
構
造
の
問
に
同
型
頬
応
が
成
り
立
っ
て

　
　
い
る
理
論
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
部
分
構
造
が
互
い
に
通
約
不
能
で
あ
れ
ば
理
論
の
経
験
内
容
を
比
較
す
る
こ
と
さ
え
不
可
能
に
な

　
　
り
、
不
完
全
決
定
的
と
い
う
こ
と
が
言
え
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ソ
は
、
観
察
可
能
な
も
の
ぞ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

　
　
れ
自
身
は
理
論
独
立
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
理
論
の
経
験
内
容
の
比
較
が
有
意
味
に
な
さ
れ
う
る
と
考
え
る
。

874　
　
　
　
　
　
蒔
問
空
間
論
に
お
け
る
規
約
主
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
九
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こ
の
よ
う
な
経
験
的
に
不
完
全
決
定
的
な
諸
理
論
の
存
在
が
な
ぜ
反
実
在
論
的
な
主
張
へ
と
導
く
か
と
い
え
ば
、
そ
う
し
た
諸
理
論
か

ら
ど
れ
か
｛
つ
の
理
論
を
選
択
し
受
容
す
る
際
に
な
さ
れ
る
考
察
一
理
論
の
単
純
性
、
形
式
的
な
エ
レ
ガ
ン
ス
さ
、
説
明
潮
菊
の
考
慮

！
は
、
そ
の
理
論
の
真
理
と
関
わ
り
無
く
、
単
に
そ
の
理
論
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
利
点
（
＜
マ
ε
④
）
に
関
わ
っ
て
お
り
、
こ
れ
ら

の
利
点
が
理
論
の
真
理
性
と
何
ら
か
の
仕
方
で
関
わ
り
が
あ
る
と
す
る
科
学
的
実
在
論
の
議
論
は
ど
れ
も
成
功
し
て
い
な
い
、
と
フ
ァ

ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン
は
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
構
成
的
経
験
論
の
主
張
を
背
景
に
お
い
て
、
く
碧
写
欝
の
魯
〔
む
。
。
巳
に
お
け
る
彼
の
時
間
顧
問
に
関
す
る
主
張
を
吟
殊

し
て
み
よ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

　
時
問
空
聞
に
関
す
る
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
～
セ
ン
の
主
張
は
前
掲
書
の
後
書
き
で
明
快
に
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
時
間
空

間
は
、
物
理
的
存
在
者
や
出
来
事
が
存
在
す
る
と
醤
わ
れ
る
の
と
同
じ
意
味
で
は
存
在
し
て
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
ら
の
存
在
者
や

出
来
事
は
時
問
空
聞
的
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
の
関
係
は
あ
る
数
学
的
構
造
物
に
よ
っ
て
様
々
に
表
現
さ
れ

る
こ
と
が
で
き
る
。
第
二
に
、
し
た
が
っ
て
「
時
々
空
間
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
に
対
す
る
最
善
の
答
え
は
、
「
そ
れ
は
蒔
空
関
係
を

表
現
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
数
学
的
構
造
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
は
本
文
で
は
「
論
理
空
閥
」
（
ざ
α
q
石
門
ω
冨
8
）

と
い
う
概
念
を
使
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
（
本
文
中
で
は
こ
の
考
え
は
時
閥
に
関
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
当
然
空
聞
あ
る
い
は
階
空
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

も
拡
張
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
）
。
論
理
空
間
と
は
、
性
質
あ
る
い
は
関
係
の
族
の
問
の
概
念
舶
相
互
食
盛
を
表
現
す
る
の
に
用
い
ら
れ

る
数
学
駒
構
造
で
あ
る
。
論
理
空
聞
と
し
て
の
時
聞
空
聞
は
出
来
纂
の
現
実
の
時
閥
空
間
的
関
係
を
十
分
野
（
鼠
。
曾
”
8
）
表
現
し
て
い

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
後
者
と
同
型
的
構
造
を
し
て
い
る
必
要
は
な
い
。
後
者
は
前
者
の
う
ち
に
埋
め
込
ま
れ
う
る
こ
と
が
必
要
な
だ

け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
れ
ば
、
こ
こ
で
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン
が
論
理
心
底
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
、
構
成
的
経
験
論
で
彼
が

モ
デ
ル
と
呼
ぶ
も
の
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
の
主
張
を
構
成
的
経
験
論
の
言
葉
で
匂
い
換
え
れ
ば
、
晴
間

空
間
は
理
論
の
提
出
す
る
モ
デ
ル
で
あ
り
、
そ
れ
は
経
験
的
部
分
溝
造
と
し
て
経
験
可
能
な
現
実
の
蒔
間
空
間
関
係
を
含
ん
で
い
る
が
、



　
　
そ
の
よ
う
な
モ
デ
ル
に
措
定
さ
れ
て
い
る
構
造
全
て
が
実
在
す
る
と
考
え
る
必
要
は
な
い
し
、
そ
う
考
え
る
根
拠
も
な
い
、
と
い
う
こ
と

　
　
に
な
る
だ
ろ
う
。
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン
の
主
張
は
、
時
問
空
間
を
概
念
的
構
造
物
と
し
て
思
考
の
対
象
と
は
認
め
る
が
、
そ
の
実
在
性

　
　
を
認
め
な
い
と
い
う
点
で
、
一
種
の
概
念
論
（
O
o
ま
ゆ
箕
轟
五
能
）
の
立
場
に
立
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン
の
立
場
は
、
物
理
的
世
界
を
記
述
す
る
た
め
の
枠
組
み
と
し
て
ど
の
よ
う
な
時
間
空
間
の
構
造
を
選
択
す
る
か

　
　
に
関
し
て
、
あ
る
程
度
の
恣
意
性
を
認
め
、
そ
の
選
択
が
真
理
、
実
在
へ
の
考
察
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
我
々
の
側
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ

　
　
ク
な
目
的
に
し
た
が
っ
て
な
さ
れ
る
、
と
す
る
点
で
、
広
い
意
昧
で
の
規
約
主
義
に
入
れ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
、
ラ
イ
ヘ
ン

　
　
バ
ッ
ハ
の
対
応
再
定
義
に
基
づ
く
規
約
主
義
と
ど
こ
が
違
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
は
、
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
の
い
う
「
等
値
な
記

　
　
述
」
と
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン
の
「
経
験
的
に
等
値
」
の
意
味
の
違
い
を
考
え
れ
ば
明
瞭
と
な
る
。

　
　
　
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
の
場
合
、
二
つ
の
理
論
が
等
値
な
記
述
を
与
え
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
理
論
は
そ
の
主
張
し
て
い
る
内
容
に
関
し
て
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
　
実
は
同
一
の
理
論
な
の
で
あ
り
、
単
に
こ
と
ば
の
使
い
方
が
異
な
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾

　
　
何
学
と
は
、
理
論
と
し
て
の
構
造
は
異
な
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
そ
れ
ら
が
適
当
な
物
理
学
と
結
び
付
け
ら
れ
た
時
物
理
的
世
界

　
　
に
関
し
て
完
全
な
記
述
を
与
え
る
な
ら
、
そ
れ
ら
は
同
じ
こ
と
を
こ
と
ば
を
変
え
て
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
ラ
イ

　
　
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
の
「
幾
何
学
の
相
対
性
」
の
主
張
で
あ
る
。
簡
単
に
言
え
ば
、
二
つ
の
解
釈
さ
れ
な
い
記
号
体
系
が
、
適
当
な
相
異
な
る
解

　
　
釈
の
も
と
で
、
物
理
世
界
の
適
切
な
記
述
を
与
え
る
と
き
、
そ
れ
ら
は
等
値
な
記
述
を
与
え
て
い
る
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

　
　
な
「
幾
何
学
の
相
対
性
」
の
主
張
が
、
反
規
約
主
義
者
の
側
か
ら
、
そ
れ
は
T
S
C
の
一
例
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
批
判
を
招
い
た
の
は

　
　
当
然
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
一
方
、
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン
の
い
う
経
験
的
に
等
値
な
二
つ
の
理
論
は
、
単
に
こ
と
ば
の
違
い
ば
か
り
で
な
く
、
そ
の
主
張
す
る
内

　
　
容
に
関
し
て
実
質
的
な
違
い
を
含
む
の
で
あ
る
。
た
だ
し
そ
の
違
い
は
、
観
察
不
能
な
構
造
に
関
わ
る
の
で
あ
り
、
理
論
の
提
出
す
る
モ

　
　
デ
ル
の
「
経
験
的
部
分
構
造
」
は
、
観
察
可
能
な
も
の
に
関
し
て
同
様
に
よ
い
記
述
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
二
つ
の
理
論

894　
　
　
　
　
　
時
間
空
間
論
に
お
け
る
規
約
主
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
一
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哲
学
研
一
一
　
幽
昂
五
百
五
十
七
口
苓
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
二

が
同
一
の
語
彙
か
ら
な
り
、
か
つ
、
観
察
不
能
な
も
の
に
関
し
て
論
理
的
に
両
立
し
な
い
主
張
を
含
む
揚
合
で
も
、
同
一
の
解
釈
の
も
と

で
、
そ
れ
ら
は
経
験
的
に
等
値
で
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
「
論
理
空
間
」
と
し
て
の
時
間
空
問
と
い
う
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン
の
考
え
は
、
言
謡
的
、
意
味
論
的
規
約
性
と
は
別

種
の
論
拠
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
ラ
イ
ヘ
ン
バ
ッ
ハ
ら
に
向
け
ら
れ
た
批
判
の
多
く
を
免
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、

フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン
に
よ
れ
ば
、
こ
の
考
え
は
時
閲
空
間
に
関
す
る
我
々
の
直
観
に
良
く
合
致
す
る
。
我
々
は
通
常
、
生
起
す
る
で
き

ご
と
の
間
の
関
係
に
よ
っ
て
隣
間
空
間
の
構
造
が
一
義
的
に
決
定
さ
れ
る
と
考
え
る
よ
り
も
、
現
実
の
で
き
ご
と
が
時
聞
空
間
申
に
生
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
あ
る
で
き
ご
と
は
他
の
で
き
ご
と
と
時
間
空
間
的
関
係
を
持
つ
よ
う
に
な
る
と
考
え
る
。
例
え
ば
、
こ
の
宇
宙

に
始
ま
り
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
を
た
だ
ち
に
膝
問
の
始
ま
り
と
は
み
な
さ
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
上
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン
の
主
張
は
、
理
論
の
経
験
的
証
拠
に
よ
る
不
完
全
決
定
性
と
い
う
一
般
的
テ
ー
ゼ
に

依
存
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ソ
の
議
論
の
強
み
と
も
、
弱
み
と
も
な
り
う
る
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
検
証
主
義

的
な
意
味
の
理
論
を
中
心
的
テ
ー
ゼ
と
す
る
初
期
の
実
証
主
義
者
に
と
っ
て
は
、
不
完
金
決
定
性
の
成
立
は
認
め
ら
れ
な
い
。
例
え
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

ラ
イ
ヘ
ソ
バ
ッ
ハ
の
対
応
的
定
義
は
そ
れ
を
排
除
し
よ
う
と
す
る
方
向
を
持
つ
。
し
か
し
、
定
義
の
規
約
性
と
い
う
こ
と
に
基
づ
い
た
時

間
空
間
の
規
約
主
義
の
主
張
は
、
そ
れ
は
言
語
一
般
に
ま
つ
わ
る
ト
リ
ヴ
ィ
ア
ル
な
規
約
性
と
異
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
反

論
を
招
い
た
の
で
あ
っ
た
。
一
方
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ソ
は
検
証
主
義
的
な
還
元
主
義
と
言
う
方
策
を
と
ら
ず
、
モ
デ
ル
の
概
念
を
用
い

た
一
種
の
概
念
論
の
立
揚
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、
不
完
全
決
定
性
を
規
約
主
義
の
主
張
の
論
拠
と
し
て
積
極
的
に
用
い
る
こ
と
が
で
き

た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
不
完
全
決
定
性
と
い
う
概
念
は
、
そ
れ
慮
身
多
く
の
議
論
の
ま
と
と
な
っ
て
い
る
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
こ
こ
で
論

ず
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
経
験
的
証
拠
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
る
か
、
ま
た
、
科
学
の
発
展
を
ア
プ
リ
オ
ジ
に
予
測
で
き
な
い
以
上
、

不
完
全
決
定
性
を
論
理
的
可
能
性
以
上
の
も
の
と
し
て
考
え
う
る
か
、
等
の
難
問
が
山
積
し
て
い
る
。
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン
の
妻
問
空



空
論
の
当
否
は
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
科
学
哲
学
上
の
問
題
の
検
討
を
通
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

結

語

　
序
で
述
べ
た
よ
う
に
、
我
々
の
研
究
は
、
一
般
相
対
論
と
、
実
在
論
の
側
の
ポ
ジ
テ
ィ
ヴ
な
主
張
の
検
討
と
が
抜
け
落
ち
て
い
る
ゆ
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

に
、
今
だ
不
完
全
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
限
ら
れ
た
範
囲
で
は
あ
る
が
、
時
間
空
問
に
関
す
る
規
約
主
義
の
議
論
の
展
開
に
一
定
の

見
通
し
を
つ
け
た
つ
も
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
特
殊
相
対
性
理
論
と
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
誕
生
が
規
約
主
義
に
ど
の
よ
う
な
イ

ン
パ
ク
ト
を
与
え
た
の
か
を
論
じ
、
規
約
主
義
の
主
張
が
、
ラ
イ
ヘ
ソ
バ
ッ
ハ
に
よ
る
言
語
的
、
音
脚
味
論
的
テ
ー
ゼ
か
ら
、
グ
リ
ュ
ソ
バ

ウ
ム
に
よ
る
存
在
論
的
テ
ー
ゼ
へ
、
さ
ら
に
、
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ソ
に
よ
っ
て
、
経
験
的
デ
ー
タ
に
よ
る
理
論
の
不
完
全
決
定
性
の
一

例
へ
と
転
化
さ
れ
て
い
く
過
程
を
、
実
在
論
者
の
反
論
を
考
慮
し
な
が
ら
、
跡
づ
け
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
議
論
の
展
開
は
、
し
か
し
、
時
間
空
間
論
の
哲
学
の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
現
代
科
学
哲
学
一
般
の
動
向
と
考

え
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
科
学
哲
学
の
非
言
語
哲
学
化
と
で
も
い
う
べ
き
動
向
で
あ
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
フ
ァ

ン
・
フ
ラ
三
編
ン
の
場
合
に
典
型
的
で
あ
る
よ
う
に
、
現
代
科
学
哲
学
の
多
く
の
議
論
が
、
時
間
空
間
論
を
巡
る
議
論
に
由
来
す
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

う
ほ
う
が
正
し
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
時
間
空
間
論
に
は
、
論
ず
べ
き
高
度
な
専
門
的
技
術
的
問
題
が
多
く
あ
る
。
こ
れ
ら
の
検
討
を
抜
き
に
し
て
は
我
々
の
研
究
は
十
分
な

実
質
を
備
え
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
し
か
し
こ
れ
も
ま
た
我
々
の
今
後
の
課
題
と
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
　
　
　
　
　
　
（
了
）

註

491

（
1
）
　
二
つ
の
慣
性
系
S
と
ぽ
の
原
点
0
、

　
す
る
。
こ
の
と
き
ガ
リ
レ
イ
変
換
は
、

　
　
時
間
空
間
論
に
お
け
る
規
約
主
義

01

ｪ
蒔
鋼
け
ー
ー
け
、
一
1
0
で
一
致
し
て
お
り
、
9
が
S
の
x
軸
の
正
の
方
向
へ
速
度
v
で
運
動
し
て
い
る
と

六
三
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哲
学
研
究
　
第
五
百
五
十
七
号

　
　
×
、
匿
×
十
≦

　
　
望
、
1
1
《

　
　
N
、
1
1
N

　
　
曳
1
1
け

　
　
で
表
さ
れ
る
。

（
2
）
　
註
ω
と
同
じ
条
件
で
、
ロ
ー
レ
ン
ツ
変
換
は

　
　
×
、
甕
（
メ
i
〈
貯
）
ン
＼
（
一
一
〈
・
。
＼
o
・
。
）

　
　
欧
1
1
《

　
　
賊
蛙
N

　
　
鴨
1
一
（
？
（
〈
＼
％
）
×
）
＼
＼
（
一
一
〈
閃
＼
o
国
）

　
　
で
表
さ
れ
る
。

．
（
3
）
　
ミ
ソ
コ
フ
ス
キ
ー
空
聞
の
特
徴
は
、
計
塗
が

　
　
畠
の
縛
1
1
匹
臨
十
α
㌔
十
α
臨
一
。
♂
嘔

　
　
で
衰
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

幻
蝕
。
ぴ
。
爵
冨
島
〔
お
鶏
〕
”
や
一
q
恥
殉
Φ
ざ
国
Φ
謎
ぴ
題
7
口
り
。
。
い
。
〕
｝
℃
．
卜
∂
O
ω

沁
Φ
ざ
ゲ
。
二
げ
9
0
ず
口
り
鵯
〕
”
ω
①
ρ
膳

ぴ
箆
こ
㍗
瞬
ω

ま
鐵
ご
ω
①
ρ
c
。
…
沁
風
象
⑦
冨
び
9
0
ず
口
3
昌
層
℃
O
曾
囲
器
第

○
目
¢
”
げ
p
。
煽
ヨ
ロ
㊤
圃
出
”
唱
O
．
o
Q
笛
鞘
・

ま
冠
こ
O
げ
鋤
唱
．
膳

一
び
一
α
‘
ウ
一
画
い
た
だ
し
こ
の
手
続
き
が
成
功
す
る
か
に
関
し
て
は
反
論
が
あ
る
。
。
楠
●
切
貯
。
口
Φ
お
〕
℃
や
b
。
銀
目
● 六

四
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（
1
1
）
寄
ざ
冨
菩
9
9
ロ
緩
ジ
，
ω
刈
…
幻
⑦
ざ
ぽ
窪
冨
9
ロ
⑩
呂
”
亭
お
ω
塗

（
1
2
）
　
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
言
葉
で
は
、
梢
対
性
原
理
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
物
理
的
系
の
変
化
に
関
す
る
法
劉
は
、
そ
れ
ら
の

　
　
状
態
の
変
化
が
、
互
い
に
一
様
な
並
進
運
動
に
あ
る
二
つ
の
座
標
系
の
ど
ち
ら
に
関
し
て
言
わ
れ
る
か
に
無
関
係
で
あ
る
」
国
ぎ
馨
Φ
ぎ
〔
お
認
〕

　
　
唱
．
ぬ

（
1
3
）
　
光
速
度
不
変
の
原
理
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
い
か
な
る
光
線
も
、
「
静
止
」
座
標
系
に
お
い
て
は
、
静
止
し
た
物
体
に
よ
っ
て
干
せ

　
　
ら
れ
た
場
合
で
も
運
動
す
る
物
体
に
よ
っ
て
発
せ
ら
れ
た
場
合
で
も
、
一
定
速
度
。
で
運
動
す
る
」
国
ぎ
の
8
旦
δ
。
・
o
搾

（
1
4
）
　
口
皿
9
9
げ
9
9
口
O
鵯
〕
噸
ゆ
団
b
⊃
8

（
1
5
）
　
ま
ご
．
O
O
．
這
O
歯
N

（
1
6
）
　
o
り
δ
≦
Q
o
昂
目
冨
霧
宮
答
と
呼
ば
れ
る
方
法
で
あ
る
。
。
h
．
国
霞
ω
p
巳
b
d
o
≦
ヨ
9
。
嵩
〔
お
①
Σ

（
1
7
）
　
司
ユ
a
ヨ
㊤
輝
〔
お
。
。
ω
〕
噛
や
ω
お
・

（
1
8
）
，
O
葺
菩
き
ヨ
「
o
や
9
£
℃
b
」
O
塗

（
1
9
）
　
ま
陣
2
℃
．
一
9

（
2
0
）
　
署
●
昏
。
b
。
㌣
ミ
．

（
2
1
）
　
竈
’
b
O
瀕
轟
メ

（
2
2
）
　
℃
O
・
一
①
腿
酔
お
よ
び
、
℃
ウ
一
①
甲
①
①
の
註
。

（
2
3
）
　
男
嵩
巴
ヨ
鋤
♪
8
●
o
罫
噂
ウ
悼
ω
b
。
・

（
2
4
）
　
瞬
房
℃
o
P
9
什
‘
や
㎝
c
。
…
〈
ゆ
爵
渾
畏
ω
9
ロ
Φ
Q
。
呂
℃
召
●
H
Φ
O
心
8
・

（
2
5
）
　
＜
碧
写
器
ω
2
口
り
G
。
O
〕
》
O
．
Q
。
．

（
2
6
）
　
管
ζ
”
㍗
結
’

（
2
7
）
　
一
鐸
2
や
忠
．

（
2
8
）
　
ま
陣
2
b
℃
．
δ
∴
o
。
・

　
　
　
時
間
窒
間
論
に
お
け
る
規
約
主
義
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
五
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五
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五
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号

六
六

（
2
9
）
　
ぎ
凶
画
¢
O
．
a
．

（
3
0
）
　
ま
ご
¢
勺
℃
●
㎝
？
o
◎
冒

（
3
1
）
　
唱
’
鱒
O
O
．

（
3
2
）
　
筈
鐸
”
℃
℃
・
H
O
劇
塗

（
3
3
）
　
菊
①
三
お
膨
げ
鋤
魯
口
雷
昌
噂
や
一
ω
Q
◎
巳

（
3
4
）
　
〈
p
p
男
雷
9
♪
器
蟄
。
㍗
9
r
勺
．
δ
9

（
3
5
）
　
o
h
．
Q
Q
臨
鶏
〔
お
謡
〕
u
O
ず
簿
ワ
剛
押
ω
Φ
9
国
・

（
3
6
）
　
一
般
絹
対
論
を
考
慮
に
い
れ
る
と
き
に
、
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
な
問
題
は
解
消
し
て
し
ま
う
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
に
簡
単
に

　
　
触
れ
て
お
き
た
い
。
　
一
般
絹
対
論
の
方
程
式
で
は
、
質
量
H
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
分
布
に
よ
っ
て
時
空
の
構
造
が
定
ま
る
。
し
た
が
っ
て
時
間
空
間
は

　
　
ま
さ
に
物
理
学
の
問
題
と
し
て
処
理
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
一
般
粗
対
論
が
真
で
あ
れ
ば
時
間
空
間
論
に
関
す
る
特
別
な
哲
学
的
聞
題
は
存
在
し

　
　
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
問
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
ω
鉱
£
・
け
〔
お
謡
〕
の
議
論
が
援
用
で
き
る
（
℃
・
b
。
卜
。
O
）
。
一
般
相
対
論
の
方
程
式

　
　
は
微
分
方
程
式
で
与
え
ら
れ
る
か
ら
、
そ
れ
を
解
く
た
め
に
は
質
量
の
分
布
だ
け
で
な
く
、
な
ん
ら
か
の
境
界
条
件
を
置
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
　
こ
の
境
界
条
件
と
し
て
は
、
隆
然
な
仮
定
と
し
て
、
無
限
遠
で
フ
ラ
ッ
ト
な
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
空
聞
に
な
る
、
と
い
う
よ
う
な
条
件
が
取
ら
れ
る
。

　
　
物
理
学
で
無
隈
遠
と
は
、
物
理
的
作
用
の
影
響
が
無
視
で
き
る
ほ
ど
小
さ
い
場
所
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
物
理
酌
影
響
を

　
　
受
け
な
い
隣
閥
空
間
そ
の
も
の
が
持
つ
特
性
が
仮
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
仮
定
に
対
し
て
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
様

　
　
々
な
議
論
が
起
こ
り
う
る
。
一
般
型
対
論
は
寝
た
な
哲
学
的
問
題
を
突
き
付
け
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
解
消
し
て
し
ま
う
こ
と
は
な
い
と

　
　
思
わ
れ
る
。

（
3
7
）
　
閃
試
。
臨
ヨ
鋤
轟
口
⑩
。
。
。
。
〕
”
ぎ
鍵
。
自
環
。
二
〇
⇔
は
、
網
対
性
理
論
が
論
理
実
証
主
義
の
科
学
哲
学
に
与
え
た
決
定
的
影
響
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
。
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Conventionalism　in　Space　and　Time　Theory

by　Koichi　Nakagama

Research　Fe！！ow

Faculty　of　Letters

Kyoto　University

　　The　conventlonalists　in　space　and　time　theory　assert　that　rnany　charac－

ters　of　space　and　time　are　not　their　real　properties　but　determined　by　the

way　we　describe　nature，　and　that　in　this　sense　they　are　conventional　or

definitional．　We　examine　the　origin　and　reason　of　this　assertioA　and　discuss

its　merits　and　fiaws．

　　Special　theory　of　relativity　by　Einsteln　and　the　thesis　o£　convention－

ality　in　geometry　by　Poincare　are　two　main　sources　of　conventionaiism．

They　are　concerned　with　the　measurement　and　the　coordination　between

geornetrical　concepts　and　physical　concepts．　Reichenbach　finds　that　the

philosophlcal　significance　of　them　ls　to　recognize　the　definitional　character

of　those　many　statements　concerning　space　and　t1me　which　were　consid－

ered　facttta！　before．　Especiaily　he　discusses　the　congruence　of　line　segments

and　the　simultaneity　of　the　distant　events．　According　to　Reichenbach，　these

re！ations　can　not　be　discovered　by　measurement　but　measurement　itseif

presupposes　these　relations．　so　that　the三r　meanings　mus重first　be　defined　by

the　“coordinative　definltion．”

　　The　anti－conventionalists　oppose　this　view．　however，　and　argue　that

Reichenbach’s　conventionalism　is　trivial　in　the　sense　that　lt　is　only　one

verslon　of　the　“trlvial　semantic　conventionality．”

　　GrUnbaum　defends　the　conventionalist’s　thesis　in　terms　of　his　distinction

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3



between　the　intrinsic　metric　and　the　extrinsic　metric．　He　argues　that

physicai　space　and　time　have　no　intrinsic　metric，　that　the　metrical　proper－

ties　of　space　and　time　must　be　determined　extrinsica！ly，　and　that　so　con－

ventionallsm　in　space　and　time　is　not　trivial　but　has　an　onto！ogical　basis．

　　But　the　distinction　between　the　intrinsic　and　extrinsic　metric　is　not　so

c！ear　as　it　rnay　seem，　and　we　find　that　GrUnbaum’s　approach　ls　not　fu11y

successful．　One　reason　of　our　crlticism　is　that　the　extreme　version　of

conventionalism，　which　seems　to　be　entailed　from　Reichenbach’s　and　Gr－

Unbaum’s　arguments，　may　wholly　separate　the　scientific　picture　from　our

ordinary　experience　of　space　and　time．

We　regard　van　Fraasen’s　position　as　one　possible　development　of　the

conventionalistic　approach．　He　considers　space　and　tirne　as　a　logical　space，

wh三ch圭s　a阻athematica夏construct圭on　and　wh三ch　embeds　the　actualiy　ob．

sevrable　space　and　time　relations．　His　argument　is　based　upon　a　general

philosophica1　thesis　of　“underdetermination　of　theories　by　the　empirical

data．”　But　this　latter　thesis　ltseif　is　a　serious　philosophical　problem　and　in

order　to　evaluate　van　Fraasen’s　position，　we　need　the　more　eiaborate

analysis　of　thls　thesis．

4


