
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
論
の
哲
学

　
　
　
l
G
・
G
・
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
哲
学
を
中
心
に
一

小
　
林
道
　
夫

初
　
め
　
に

　
「
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
論
の
哲
学
」
と
い
う
の
が
本
論
の
テ
ー
マ
で
あ
る
。
本
論
で
私
が
ま
ず
意
図
す
る
の
は
、
わ
が
国
に
お
い
て
は
、

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
は
と
い
う
と
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
、
メ
ル
ロ
ー
・
ポ
ン
テ
ィ
、
フ
ー
コ
ー
、
デ
リ
ダ
な
ど
に
代
表
さ
れ
が
ち
で
あ
る
が
、

フ
ラ
ン
ス
に
は
デ
カ
ル
ト
や
コ
ン
ト
以
来
の
認
識
論
や
科
学
哲
学
の
強
固
な
伝
統
が
あ
り
、
そ
れ
の
新
た
な
、
科
学
の
展
開
に
密
着
し
た
展

開
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
を
単
に
示
す
だ
け
で
は
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
の
一
つ
の
動
向
を
紹

介
し
よ
う
と
い
う
ロ
ー
カ
ル
な
話
し
に
終
わ
り
か
ね
ず
、
哲
学
上
の
議
論
の
提
起
と
い
う
こ
と
に
は
も
ち
ろ
ん
な
ら
な
い
。
本
論
で
私
が
主

眼
と
す
る
の
は
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
に
は
、
一
方
で
カ
ン
ト
主
義
の
哲
学
を
批
判
的
に
継
承
し
、
他
方
で
英
米
の
経
験
論
や
分
析
哲
学
の
動
向

を
踏
ま
え
た
上
で
の
独
自
で
大
規
模
な
認
識
論
の
哲
学
の
展
開
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
提
示
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
哲
学
は
、
単
に
現
代

の
フ
ラ
ン
ス
哲
学
の
有
力
な
展
開
と
い
う
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
哲
学
の
歴
史
と
諸
科
学
の
展
開
を
テ
ク
ニ
カ
ル
に
か
つ
広
範
囲
に

踏
ま
え
た
う
え
で
認
識
論
上
の
主
要
問
題
に
理
論
的
に
答
え
よ
う
と
い
う
普
遍
的
規
模
の
も
の
で
あ
る
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
そ
の
哲
学
を
理

解
し
検
討
す
る
こ
と
は
、
現
代
に
お
い
て
哲
学
（
特
に
認
識
論
や
科
学
哲
学
）
に
携
わ
る
も
の
に
大
き
な
刺
激
と
教
示
を
与
え
る
こ
と
に
な

る
。
そ
の
よ
う
な
哲
学
の
代
衷
と
し
て
ジ
ル
・
ガ
ス
ト
ン
・
グ
ラ
ン
ジ
ェ
（
○
≡
Φ
ω
－
O
器
8
昌
○
轟
轟
①
塊
）
の
哲
学
と
ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
イ
ユ
マ

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
論
の
哲
学

七
一
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ン
（
匂
⊆
一
Φ
o
o
～
N
蛋
凶
一
一
①
嵩
P
凶
質
）
の
哲
学
と
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

本
稿
で
は
特
に
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
哲
学
を
取
り
上
げ
る
。

七
二

第
1
節
　
カ
ン
ト
主
義
と
そ
の
問
題
点

　
上
で
触
れ
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
の
歴
史
に
は
、
元
々
、
デ
カ
ル
ト
以
来
の
ラ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
、
ダ
ラ
ン
ベ
ー
ル
や
コ
ン
ト
に
よ

る
実
証
主
義
と
い
っ
た
認
識
論
や
科
学
哲
学
の
強
固
な
伝
統
が
あ
る
。
前
世
紀
か
ら
今
世
紀
に
か
け
て
は
、
科
学
者
の
ボ
ア
ン
カ
レ
や
デ
ュ

エ
ム
が
科
学
論
を
著
わ
し
、
こ
れ
は
今
世
紀
に
お
い
て
大
き
な
影
響
力
を
行
使
し
た
。
デ
ュ
エ
ム
の
科
学
哲
学
は
、
現
在
で
は
、
デ
ュ
エ
ム

臓
ク
ワ
イ
ン
・
テ
ー
ゼ
の
場
合
の
よ
う
に
、
い
く
つ
か
の
有
力
な
理
説
の
源
泉
と
評
価
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
デ
ュ
エ
ム
や
A
・
コ
イ
レ
に

よ
っ
て
科
学
史
研
究
が
思
想
史
的
見
地
か
ら
大
規
模
に
推
進
さ
れ
、
現
在
で
は
、
科
学
史
は
科
学
を
論
じ
る
上
で
の
重
要
な
学
問
分
野
と
し

て
機
能
し
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
仕
事
は
文
字
ど
お
り
の
哲
学
の
土
俵
で
の
認
識
論
と
し
て
は
展
開
さ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
今
世
紀

の
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
界
で
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
哲
学
に
代
表
さ
れ
る
フ
ラ
ン
ス
・
ス
ピ
リ
チ
ュ
ア
リ
ズ
ム
が
大
き
な
位
置
を
占
め
、
科
学
論

が
哲
学
の
土
俵
で
本
格
的
な
認
識
論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
少
な
か
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
哲
学
は
、
今
世
紀
は
、
こ
の
領
域
で
大

き
な
イ
ン
パ
ク
ト
を
世
界
的
に
与
え
る
と
い
う
こ
と
は
少
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
点
、
例
外
的
な
存
在
は
あ
る
。
そ
れ
は
、

第
二
次
世
界
大
戦
前
の
傑
出
し
た
数
学
の
哲
学
者
J
・
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
（
｝
◆
　
O
Q
〈
曽
精
一
伽
ω
）
で
あ
る
。
彼
の
悲
劇
的
な
若
死
（
レ
ジ
ス
タ
ン
ス

運
動
で
ナ
チ
ス
に
捕
ら
え
ら
れ
銃
殺
さ
れ
た
）
が
な
け
れ
ば
戦
後
の
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
の
状
況
が
か
な
り
変
わ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
ら

（
2
）

れ
る
。
そ
の
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
教
え
を
受
け
、
そ
の
哲
学
を
ベ
ー
ス
と
し
て
独
自
の
哲
学
を
展
開
し
て
い
る
の
が
ジ
ル
・
ガ
ス
ト
ン
・
グ
ラ

ン
ジ
ェ
で
あ
る
（
彼
の
僚
友
の
ヴ
イ
ユ
マ
ン
も
同
じ
く
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
影
響
を
受
け
て
い
る
）
。
ま
ず
彼
の
哲
学
の
方
向
を
、
そ
の
カ
ン

ト
哲
学
批
判
と
経
験
論
批
判
に
お
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
そ
の
哲
学
の
方
向
と
は
、
予
め
一
言
い
っ
て
お
け
ば
、
科
学
的
認
識
に

お
け
る
形
式
的
思
考
な
い
し
記
号
的
数
学
的
認
識
の
役
割
と
生
産
性
を
重
視
し
、
そ
の
観
点
か
ら
カ
ン
ト
主
義
と
経
験
論
の
双
方
を
批
判
し

て
、
独
自
の
認
識
論
を
構
築
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。



　
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
カ
ン
ト
を
「
科
学
の
可
能
性
」
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
初
め
て
し
か
も
最
も
持
続
的
に
認
識
論
的
反
省
を
行
な
い
、
そ

の
こ
と
に
よ
っ
て
近
代
の
認
識
論
を
方
向
づ
け
た
と
評
価
す
る
。
カ
ン
ト
の
認
識
論
は
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
お
け
る
哲
学
の
構
築
の
重
要
な
素
地

で
あ
る
。
彼
は
、
後
に
見
る
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
見
地
を
独
自
の
仕
方
で
取
り
入
れ
、
自
分
の
認
識
論
の
体
系
の
一
つ
の
柱
と
し

て
い
る
。
し
か
し
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
認
識
論
に
は
致
命
的
な
限
界
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
企
画
全

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

体
が
、
入
間
の
知
覚
の
形
式
と
科
学
的
知
識
の
形
式
の
間
の
根
本
的
同
質
性
を
前
提
に
し
て
お
り
、
そ
こ
で
、
知
覚
の
不
変
な
様
式
が
科
学

的
認
識
の
唯
一
決
定
的
な
枠
組
み
を
構
成
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
し
か
し
維
持
で
き
な
い
。
そ
の
後
の

科
学
の
発
展
は
、
知
覚
と
科
学
の
乖
離
、
と
く
に
そ
の
間
の
言
語
様
式
の
違
い
を
ま
す
ま
す
大
き
く
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
ロ
㊤
①
O
］
。
。
山
ω

頁
）
。

　
こ
の
点
の
主
張
は
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
お
い
て
鮮
明
に
打
ち
出
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
が
彼
の
獄
中
で
の
書
『
論
理
学

と
学
知
の
理
論
に
つ
い
て
』
で
第
一
に
展
開
す
る
の
は
、
カ
ン
ト
の
直
観
主
義
の
認
識
論
に
対
す
る
批
判
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

カ
ン
ト
で
は
「
直
観
」
と
は
知
性
に
外
在
的
で
そ
れ
自
身
分
析
を
受
け
付
け
な
い
凝
固
し
た
原
初
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
よ

う
な
直
観
の
制
約
の
も
と
で
対
象
の
概
念
的
認
識
が
な
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
で
は
、
学
問
を
「
概
念
」
の
演
繹
体
系
へ
と
も

た
ら
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
れ
は
、
ゲ
ッ
チ
ン
ゲ
ン
に
お
い
て
ヒ
ル
ベ
ル
ト
と
エ
ミ
ー
：
不
ー
タ
ー
た
ち
の
「
概
念
的
数
学
（
じ
u
Φ
α
Q
『
漆
軍

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

o
冨
寓
讐
冨
ヨ
鋤
甑
匠
）
」
の
生
産
性
を
目
の
あ
た
り
に
し
て
い
た
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
と
っ
て
は
致
命
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
概

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

念
の
自
律
的
発
展
と
い
う
こ
と
が
学
問
（
特
に
数
学
）
の
展
開
の
本
質
な
の
で
あ
る
。
ま
た
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
認
識
の

軸
が
「
意
識
」
に
お
か
れ
て
い
る
こ
と
も
根
本
的
に
批
判
す
る
。
こ
の
学
問
的
認
識
の
軸
を
意
識
に
お
く
と
い
う
立
場
に
対
す
る
批
判
は
、

同
じ
書
物
の
後
半
部
に
お
け
る
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
的
現
象
学
の
学
問
論
と
く
に
『
形
式
論
理
学
と
超
越
論
的
論
理
学
』
の
検
討
に
お

い
て
展
開
さ
れ
て
い
る
。
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
に
よ
れ
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
の
学
問
論
は
、
学
問
的
対
象
の
内
容
に
と
っ
て
外
在
的
な
意

識
作
用
を
取
り
出
し
て
い
る
だ
け
で
、
そ
の
内
容
そ
の
も
の
の
基
礎
づ
け
や
そ
れ
の
産
出
の
説
明
に
な
っ
て
は
い
な
い
。
そ
の
よ
う
な
見
地

　
　
　
　
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
論
の
哲
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
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（
4
）

か
ら
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、
認
識
論
な
い
し
学
問
論
と
し
て
は
「
意
識
の
哲
学
」
を
排
し
、
「
概
念
の
哲
学
」
を
標
榜
し
た
の
で
あ
る
。

　
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
上
の
よ
う
な
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
カ
ン
ト
哲
学
に
対
す
る
批
判
に
さ
ら
に
次
の
点
を
加
え
る
、
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
主
義
に

お
い
て
は
コ
蘭
語
」
と
い
う
も
の
が
果
た
す
役
割
や
機
能
が
ま
っ
た
く
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
科
学
的
知
識
の
形
式

（
形
態
）
は
、
感
覚
内
容
に
直
接
的
に
関
わ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
言
語
に
関
わ
る
の
で
あ
り
、
知
覚
と
科
学
の
乖
離
は
、
本
質
的
に

「
言
語
の
介
在
」
に
起
因
す
る
の
で
あ
る
（
［
一
り
0
8
旨
山
ω
頁
）
。
「
言
語
的
活
動
」
が
そ
の
あ
ら
ゆ
る
面
で
「
カ
ン
ト
の
知
覚
」
に
と
っ
て

変
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
「
雷
序
は
思
考
の
単
な
る
衣
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
知
識
を
条
件
づ
け
る
根
本
的
な
活
動
」
な
の

で
あ
る
（
ロ
リ
①
G
。
］
一
一
ω
頁
）
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
「
超
越
論
的
感
性
論
」
は
「
超
越
論
的
記
号
論
（
鼠
慧
0
9
¢
①
鍾
窒
ω
8
亭

q
⑦
馨
巴
①
）
」
と
し
て
再
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
［
一
㊤
。
。
O
初
出
、
お
り
出
ω
㎝
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
や
彼
を
踏
襲
す

る
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
カ
ン
ト
主
義
に
お
い
て
感
性
や
直
観
や
意
識
が
固
定
的
に
原
初
的
な
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
る
点
を
批
判
し
、
そ
れ
を

「
概
念
」
や
「
記
号
言
語
」
で
取
っ
て
代
え
、
概
念
や
記
号
言
語
が
そ
れ
自
体
で
も
つ
自
律
性
や
生
産
性
を
強
調
す
る
の
で
あ
る
。

第
2
節
　
経
　
験
　
　
払
珊
一
そ
の
限
界
と
問
題
点
一

　
こ
の
よ
う
な
、
知
覚
と
科
学
と
を
着
意
し
概
念
や
記
号
的
認
識
の
自
律
性
や
生
産
性
に
注
目
す
る
見
地
か
ら
は
、
今
世
紀
の
英
米
の
論
理

的
経
験
論
や
論
理
実
証
主
義
の
哲
学
に
対
し
て
も
根
本
的
な
批
判
が
差
し
向
け
ら
れ
る
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
言
い
方
に
よ
れ
ば
、
「
経
験
論
」

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

と
は
、
経
験
と
い
う
も
の
の
完
全
な
（
完
備
な
、
8
ヨ
℃
聾
）
性
格
を
強
調
す
る
認
識
論
、
す
な
わ
ち
経
験
が
実
在
的
な
も
の
の
全
体
を
供

給
す
る
と
考
え
る
認
識
論
で
あ
る
。
し
か
し
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
経
験
論
は
何
ら
か
の
知
識
論
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
ま
ず

あ
る
困
難
に
直
面
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
経
験
を
あ
る
要
素
へ
と
還
元
し
、
そ
れ
を
記
号
的
表
現
に
組
み
入
れ
る

の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、
経
験
の
要
素
と
は
何
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
対
応
す
る
要
素
的
言
明
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
が
当

然
問
題
に
な
る
。
し
か
し
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
現
代
の
経
験
論
の
展
開
を
検
討
し
て
、
そ
の
哲
学
者
の
間
で
そ
の
問
題
に
つ
い
て
共
通
の
一
致



が
全
く
見
ら
れ
な
い
と
指
摘
す
る
。

　
例
え
ば
、
ラ
ッ
セ
ル
に
お
い
て
は
、
そ
の
初
期
の
経
験
論
の
立
場
に
お
い
て
は
、
心
的
実
在
と
し
て
の
「
感
覚
（
ω
①
屋
誤
差
）
」
と
は
区

別
さ
れ
、
客
観
的
で
か
つ
特
殊
な
も
の
（
℃
錠
什
8
魚
錠
ω
）
と
し
て
の
「
セ
ン
シ
ビ
リ
ア
（
ω
雪
ω
筐
欝
）
」
と
い
う
も
の
が
認
識
の
根
本
的
感
覚

的
要
素
と
み
な
さ
れ
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
「
自
己
中
心
的
特
殊
工
（
Φ
ぴ
q
8
2
9
0
B
a
o
巳
鉾
ω
）
」
す
な
わ
ち
主
観
性
の
標
識
語
の
問
題

に
直
面
し
、
こ
れ
を
乗
り
越
え
る
試
み
が
な
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
「
ヒ
ュ
ー
ム
の
一
般
的
見
地
と
近
代
の
論
理
学
に
発
す
る
い
く
つ
か
の
方

法
と
を
結
合
す
る
試
み
の
結
実
」
と
い
う
著
作
（
『
意
味
と
真
理
の
探
究
（
一
逡
O
）
』
）
に
お
い
て
は
、
今
度
は
、
自
己
中
心
的
特
殊
語
を
中
立

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

化
し
消
去
す
る
た
め
に
、
「
私
が
現
に
経
験
し
て
い
る
こ
と
の
す
べ
て
を
構
成
す
る
質
の
全
体
的
複
合
体
（
W
ご
と
い
う
全
体
的
経
験
の
概

念
が
呈
示
さ
れ
、
こ
れ
が
経
験
的
認
識
の
基
礎
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
「
こ
れ
は
熱
い
」
と
い
う
言
明
は
「
熱
さ
が
W
の
部
分
で
あ
る
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

と
翻
訳
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
口
㊤
㊤
卜
。
］
真
金
嚇
ロ
㊤
。
。
。
。
］
ω
甲
ω
O
頁
）
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
他
方
、
論
理
実
証
主
義
の
グ
ル
ー
プ
に
つ
い
て
は
次
の

点
、
す
な
わ
ち
、
彼
等
の
問
で
は
、
い
わ
ゆ
る
プ
ロ
ト
コ
ル
命
題
を
め
ぐ
っ
て
多
く
の
議
論
が
彼
等
の
機
関
誌
『
エ
ア
ケ
ン
ト
ニ
ス
（
甲
－

ざ
呂
臼
芭
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
心
人
物
の
カ
ル
ナ
ッ
プ
に
見
解
の
変
遷
が
あ
り
、
ノ
イ
ラ
ー
ト
は
、
純
粋
の
原
子
命
題

か
ら
構
成
さ
れ
る
理
想
言
語
と
い
う
の
は
形
而
上
学
的
な
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
さ
え
認
め
て
い
る
、
と
指
摘
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
経

験
論
者
の
問
で
、
何
が
基
本
的
言
明
な
の
か
と
い
う
点
の
見
解
の
一
貫
性
や
一
致
が
な
い
。
こ
れ
は
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
完
全
な

（
完
備
な
）
実
在
と
し
て
の
経
験
を
、
あ
る
規
格
言
語
の
う
ち
で
定
式
化
さ
れ
指
定
さ
れ
る
要
素
へ
と
画
…
的
か
つ
体
系
的
に
還
元
し
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
い
う
経
験
論
の
試
み
は
恣
意
性
な
い
し
矛
盾
な
し
に
は
遂
行
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
（
［
一
8
b
。
］
㎝
緊
総
頁
）
。

　
以
上
は
し
か
し
、
経
験
論
に
よ
る
知
識
論
の
構
築
の
難
点
を
指
摘
す
る
議
論
で
あ
る
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
さ
ら
に
立
ち
入
っ
て
経
験
論
の
基

本
的
見
地
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
よ
り
根
本
的
な
批
判
を
差
し
向
け
る
。
経
験
論
の
基
本
的
見
地
と
は
、
カ
ン
ト
的
に
い
え
ば
、
超
越
論
的

な
も
の
を
そ
の
あ
ら
ゆ
る
形
態
に
お
い
て
排
除
し
よ
う
と
い
う
こ
と
、
ま
た
、
知
識
に
お
い
て
ア
プ
リ
オ
リ
と
し
て
認
め
ら
れ
る
よ
う
な
要

素
を
可
能
な
限
り
削
減
し
、
そ
れ
を
（
意
味
論
的
機
能
を
果
た
さ
な
い
）
計
算
と
し
て
制
定
し
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
論
の
哲
学

七
五



哲
学
研
究
　
第
五
百
六
十
九
号

七
六

見
地
を
科
学
的
知
識
の
理
解
に
お
い
て
貫
徹
し
う
る
か
、
ま
た
、
そ
れ
は
数
学
や
物
理
学
の
進
展
に
照
ら
し
て
み
て
妥
当
な
見
解
と
考
え
ら

れ
る
か
、
こ
の
こ
と
が
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
と
っ
て
は
ま
さ
に
経
験
論
の
根
本
的
問
題
で
あ
る
（
O
憾
ロ
㊤
c
。
c
。
］
G
。
N
頁
）
。
そ
こ
で
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は

再
び
ラ
ッ
セ
ル
を
取
り
上
げ
て
、
彼
が
騨
人
間
の
知
識
（
一
隅
Q
。
）
幅
に
お
い
て
経
験
論
を
放
棄
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
そ
の
限
界
を
認
め
、

帰
納
と
因
果
性
の
原
理
を
、
経
験
か
ら
論
理
的
に
推
論
で
き
な
い
が
科
学
的
認
識
に
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
承
認
す
る
に
至
っ
た
こ
と
を
確

認
す
る
。
ラ
ッ
セ
ル
に
お
い
て
は
、
最
終
的
に
は
、
「
超
越
論
的
な
も
の
」
が
復
活
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
と
経
験
論
と
の
和
解
が
試
み
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

て
い
る
の
で
あ
る
（
ロ
㊤
。
。
。
。
］
ω
㎝
頁
）
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
他
方
、
こ
の
よ
う
な
い
わ
ば
「
穏
や
か
な
経
験
論
」
と
は
違
っ
て
、
形
式
的
・
操

作
的
な
も
の
と
認
識
対
象
の
内
容
と
を
二
分
し
、
前
者
を
あ
く
ま
で
後
者
に
直
接
的
に
参
与
し
な
い
構
文
的
な
も
の
と
み
な
す
、
「
論
理
実

証
・
王
義
」
の
展
開
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う
な
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
経
験
論
」
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
批
判
、
す
な
わ
ち
、
こ
の
立
場
は
、

認
識
の
あ
ら
ゆ
る
レ
ヴ
ェ
ル
で
操
作
と
対
象
と
は
分
離
不
可
能
な
関
係
（
こ
れ
を
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
後
で
論
述
す
る
よ
う
に
「
双
対
性
」
と

言
い
表
す
）
に
あ
る
と
い
う
こ
と
を
晃
落
と
し
て
い
る
と
い
う
批
判
を
呈
す
る
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ぽ
、
「
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
認
識
に
お
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ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
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ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

い
て
、
思
考
作
用
の
操
作
的
体
系
（
超
ω
識
ヨ
の
8
財
葺
。
冨
）
と
不
変
項
の
相
の
も
と
に
出
現
す
る
対
象
の
宇
宙
（
§
蠕
く
興
ω
α
d
σ
寅
ω
）
と
は

相
関
的
で
あ
り
不
分
離
」
な
の
で
あ
り
、
こ
の
点
を
認
め
な
い
と
こ
ろ
に
経
験
論
の
最
も
深
刻
な
否
定
的
側
面
が
あ
る
（
ロ
①
。
。
。
。
］
細
網
。

傍
点
筆
者
）
。
こ
の
点
は
グ
ラ
ン
ジ
ェ
が
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
・
踏
張
を
踏
襲
し
発
展
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
後
で
見
る
よ
う
に
彼
の
認
識

論
の
基
本
的
テ
ー
ゼ
の
一
つ
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
も
っ
ぱ
ら
数
学
の
哲
学
の
領
域
で
議
論
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
が
、
彼
に
よ
れ
ば
、
科
学
的
知
識
を
構
成
す
る
「
規
則

の
体
系
」
と
「
内
容
（
対
象
）
の
体
系
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
最
も
重
要
な
の
は
、
「
構
文
論
（
規
則
の
体
系
）
な
し
に
形
式
体
系
（
対

象
の
体
系
）
は
存
在
せ
ず
、
ま
た
、
構
文
論
を
展
開
す
る
他
の
形
式
体
系
な
し
に
は
構
文
論
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
グ
ラ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

ン
ジ
ェ
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
操
作
（
8
騨
巴
○
巳
と
対
象
（
。
蕊
①
け
）
の
相
関
性
（
双
対
性
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
ロ
リ
。
。
G
。
］
c
。
O
頁
）
。
こ
の

操
作
と
対
象
と
の
相
関
性
と
い
う
こ
と
を
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
は
、
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
（
轟
轟
＆
α
Q
ヨ
Φ
と
と
「
テ
ー
マ
化
（
け
瀬
ヨ
鋤
け
凶
ω
匿
§
）
」
と
い



う
概
念
に
訴
え
て
説
明
す
る
。
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
は
、
「
理
想
化
（
置
0
斉
一
の
巴
。
づ
）
」
と
も
呼
ば
れ
、
あ
る
操
作
に
関
し
て
、
そ
の
多
様
な
適
用

の
な
か
で
不
変
な
一
般
的
形
式
を
抽
出
す
る
こ
と
で
あ
る
。
テ
ー
マ
化
と
は
、
操
作
の
一
般
形
式
そ
の
も
の
を
主
題
化
し
て
、
そ
れ
を
高
次

の
操
作
領
域
の
対
象
へ
と
変
容
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
テ
ー
マ
化
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
、
グ
ラ
ン
ジ

ェ
や
H
・
シ
ナ
サ
ー
（
譲
．
ω
ぎ
p
8
母
）
の
説
明
を
援
用
し
な
が
ら
二
つ
の
事
例
に
従
っ
て
見
て
お
こ
う
。

　
第
一
の
例
は
「
円
錐
曲
線
」
と
い
う
も
の
の
発
展
史
で
あ
る
。
こ
れ
は
初
め
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
人
に
お
い
て
、
頂
点
に
お
け
る
開
き
が
そ

れ
ぞ
れ
鋭
角
、
直
角
、
鈍
角
と
な
る
三
つ
の
異
な
る
円
錐
か
ら
得
ら
れ
て
い
た
が
、
ア
ポ
ロ
ニ
ウ
ス
に
よ
っ
て
、
同
じ
円
錐
か
ら
そ
の
切
断

面
を
変
化
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
。
そ
こ
で
三
つ
の
円
錐
曲
線
は
、
一
つ
の
切
断
と
い
う
操
作
の
相
関
項
と

し
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
、
異
な
る
円
錐
曲
線
を
生
み
だ
す
同
じ
操
作
形
式
の
明
示
化
、
こ
れ
が
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
へ
の

移
行
」
の
簡
単
な
例
で
あ
る
。
こ
の
後
、
近
代
に
入
っ
て
デ
カ
ル
ト
は
、
円
錐
曲
線
を
代
数
的
に
二
次
曲
線
と
表
現
し
た
の
み
な
ら
ず
、
円

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

錐
曲
線
の
構
成
の
代
数
的
な
過
程
を
考
察
し
、
そ
れ
の
形
式
そ
の
も
の
を
可
変
的
内
容
と
見
な
し
て
、
「
二
次
曲
線
（
円
錐
曲
線
）
」
と
い
う

対
象
に
「
代
数
曲
線
」
と
い
う
高
次
の
対
象
を
重
ね
合
せ
た
。
そ
う
し
て
円
錐
曲
線
を
代
数
曲
線
と
い
う
高
次
の
領
域
の
対
象
へ
と
変
容
し

た
。
こ
こ
に
、
操
作
形
式
そ
の
も
の
を
主
題
化
し
、
そ
れ
を
高
次
の
操
作
領
域
の
対
象
（
内
容
）
へ
と
変
容
す
る
と
い
う
「
テ
ー
マ
化
」
が

見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
テ
ー
マ
化
の
運
動
に
お
い
て
、
操
作
か
ら
対
象
へ
、
あ
る
い
は
形
式
か
ら
内
容
へ
の
移
行
と
い
う

こ
と
が
生
じ
る
の
で
あ
る
（
こ
の
よ
う
な
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
概
念
の
説
明
に
つ
い
て
は
ロ
Φ
。
。
。
。
］
圃
㌣
鳶
頁
参
照
）
。

　
第
二
の
例
は
「
群
論
」
の
形
成
史
で
あ
り
、
そ
れ
に
続
く
「
抽
象
代
数
学
」
の
形
成
で
あ
る
。
算
術
の
加
法
の
第
一
の
段
階
は
い
う
ま
で

も
な
く
整
数
に
対
す
る
操
作
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
操
作
は
ベ
ク
ト
ル
や
角
や
行
列
な
ど
に
任
意
に
適
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
適

用
対
象
が
必
ず
し
も
特
定
化
さ
れ
な
い
極
め
て
一
般
的
で
抽
象
的
な
操
作
形
式
と
な
っ
た
。
こ
こ
に
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
」
の
手
法
が
認
め
ら
れ

る
。
次
い
で
関
心
は
そ
の
よ
う
な
一
般
的
か
つ
抽
象
的
な
操
作
形
式
そ
の
も
の
に
向
か
い
、
そ
れ
の
形
式
的
属
性
が
主
題
化
さ
れ
る
。
そ
こ

で
、
そ
の
操
作
形
式
は
、
加
法
と
も
乗
法
と
も
解
釈
可
能
な
「
算
法
（
演
算
）
」
と
し
て
把
握
さ
れ
、
そ
れ
の
形
式
的
属
性
が
抽
出
さ
れ
る

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
論
の
哲
学
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こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
結
合
性
や
単
位
元
の
存
在
、
逆
元
の
存
在
、
と
い
う
属
性
が
取
り
出
さ
れ
、
「
群
の
公
理
」
（
〈
I
V
結
合
法
則
、

（
9
曇
ぴ
）
静
。
山
開
鱒
（
ぴ
蔚
。
）
、
〈
H
V
単
位
元
の
存
在
、
①
柴
鋤
疑
鋤
韓
①
ほ
鋤
、
〈
m
＞
逆
元
の
存
在
、
σ
鱒
鋤
1
1
四
四
σ
1
1
①
）
が
定

式
化
さ
れ
て
「
群
論
」
が
構
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
加
法
や
乗
法
と
い
う
操
作
規
則
が
高
次
の
群
の
公
理
体
系
を
満
た
す
一
形
態

（
対
象
）
と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
「
テ
ー
マ
化
」
の
手
法
の
展
開
が
見
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
群
と
い
う

代
数
的
構
造
を
解
明
す
る
手
法
が
さ
ら
に
複
数
の
算
法
に
関
し
て
も
推
進
さ
れ
た
結
果
、
「
環
」
や
「
体
」
と
い
う
代
数
的
構
造
が
抽
出
さ

れ
「
抽
象
代
数
学
」
が
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
数
学
的
記
号
的
思
考
に
お
い
て
は
、
操
作
と
対
象
と
は
連
動
し
て
お
り
、
操

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

作
が
対
象
に
変
容
し
、
そ
こ
で
さ
ら
に
高
次
の
操
作
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
操
作
の
体
系
」
は
そ
れ
自
身
空
虚
な
抽

象
的
規
則
で
あ
る
ど
こ
ろ
か
、
「
対
象
の
措
定
」
そ
の
も
の
に
関
わ
り
、
そ
れ
を
推
進
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
以
上
の
よ

う
な
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
洞
察
を
科
学
的
認
識
の
本
質
の
理
解
に
と
っ
て
決
定
的
な
こ
と
と
考
え
る
。
こ
の
点
が
経
験
論
の
認
識
論
に
は
ま
さ

に
欠
落
し
て
い
る
の
で
あ
る
（
［
6
。
。
。
。
］
き
－
。
。
一
頁
）
。

　
次
に
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
る
経
験
論
の
認
識
論
に
対
す
る
批
判
と
し
て
、
言
語
学
的
観
点
か
ら
の
主
張
に
も
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
知
覚
と
科
学
の
乖
離
は
雷
語
の
介
在
と
い
う
こ
と
に
起
因
す
る
。
そ
こ
で
そ
の
乖
離
は

知
覚
認
識
に
お
け
る
言
語
形
態
と
科
学
的
認
識
の
言
語
形
態
の
違
い
に
起
因
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
日
常
の
知
覚

認
識
の
言
語
形
式
で
あ
る
日
常
言
語
の
本
質
を
な
す
の
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
目
的
と
す
る
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
（
語
用
論
）
な
機

能
で
あ
る
。
そ
こ
で
彼
は
日
常
言
語
の
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ク
ス
を
特
に
特
質
づ
け
る
も
の
と
し
て
次
の
三
つ
を
挙
げ
る
。
第
一
は
、
「
枠
組
み

（
8
儀
鑓
ぴ
q
Φ
〉
」
の
設
定
と
い
う
こ
と
で
、
こ
れ
は
、
言
明
を
発
話
（
曾
9
回
。
舜
δ
コ
）
自
体
に
多
少
と
も
緊
密
に
依
存
す
る
基
準
高
の
う
ち
に

位
置
づ
け
る
も
の
で
あ
る
（
例
え
ば
、
「
し
か
し
（
∋
鋤
一
ω
）
」
と
い
う
の
は
、
こ
れ
と
と
も
に
あ
る
事
柄
が
発
話
さ
れ
る
場
合
、
当
の
発
話
の

内
容
を
そ
の
前
に
発
話
さ
れ
た
内
容
に
関
係
づ
け
、
そ
の
も
と
に
位
置
付
け
る
働
き
を
す
る
。
こ
の
特
質
を
持
つ
も
の
に
は
日
本
語
の

「
は
」
や
「
が
」
も
挙
げ
ら
れ
る
）
。
第
二
は
、
陳
謝
の
言
明
の
よ
う
に
、
言
明
が
発
話
行
為
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
事
態
そ
の
も
の
を
指



示
す
る
「
行
為
遂
行
（
冨
猟
。
「
ヨ
田
無
）
表
現
」
で
あ
る
。
第
三
は
、
言
明
に
お
け
る
発
話
者
の
現
前
を
示
す
「
投
錨
性
（
き
q
農
Φ
）
」
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
私
」
や
「
こ
れ
」
と
い
っ
た
指
示
詞
や
指
標
詞
の
機
能
の
こ
と
で
あ
る
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
こ
の
よ
う
に
日
常
言

語
の
特
質
を
な
す
も
の
を
あ
げ
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
が
科
学
言
語
に
よ
る
言
説
に
登
場
す
る
か
ど
う
か
を
問
題
に
す
る
。
そ
こ
で
彼
は
直
ち

に
次
の
三
点
を
指
摘
す
る
。
第
一
は
、
科
学
の
言
説
に
お
い
て
は
発
話
者
の
「
投
錨
性
」
は
い
つ
さ
い
排
除
さ
れ
、
そ
こ
で
は
言
明
の
発
話

者
か
ら
の
独
立
性
は
完
金
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
「
枠
組
み
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
、
科
学
の
言
説
に

お
い
て
は
、
発
話
の
軸
か
ら
引
き
離
さ
れ
、
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
側
面
を
ま
っ
た
く
持
つ
こ
と
な
く
、
文
字
通
り
の
「
座
標
系
」
と
し
て

設
定
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
三
に
、
「
行
為
遂
行
表
現
」
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
は
科
学
の
言
明
に
お
い
て
、
そ
の
記
号
的
表
現

の
伝
達
の
補
助
手
段
と
し
て
登
場
す
る
も
の
の
、
そ
の
行
為
遂
行
的
要
素
は
ま
っ
た
く
効
力
の
な
い
も
の
に
と
ど
ま
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
科
学
の
形
式
体
系
や
記
号
体
系
に
は
、
日
常
雷
語
の
特
質
を
な
す
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
要

素
が
ま
っ
た
く
登
場
し
な
い
か
（
「
発
話
に
依
存
し
た
枠
組
み
」
、
「
発
話
者
の
投
錨
性
」
）
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
登
場
せ
ず
（
「
行
為
遂
行
表

現
」
）
、
む
し
ろ
、
科
学
の
体
系
は
ま
さ
に
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
ロ
O
お
］
寒
α
頁
昌
這
8
］
ミ
凸
O
頁
）
。
こ
う

し
て
、
言
語
形
態
の
考
察
と
い
う
こ
と
か
ら
し
て
も
、
日
常
言
語
に
よ
る
知
覚
認
識
と
科
学
的
認
識
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
点
で

も
、
科
学
的
知
識
を
知
覚
認
識
に
引
き
戻
し
、
そ
れ
を
基
盤
と
し
て
捉
え
よ
う
と
い
う
経
験
論
の
認
識
論
は
、
科
学
認
識
論
と
し
て
は
承
認

し
難
い
の
で
あ
る
。第

3
節
　
「
双
対
性
」
と

「
形
式
的
内
容
」
一
数
学
の
認
識
論
一

　
さ
て
、
こ
れ
ま
で
は
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
哲
学
を
カ
ン
ト
主
義
や
経
験
論
へ
の
批
判
に
お
い
て
、
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
哲
学
に
言
及
し
な
が
ら

追
究
し
た
。
次
に
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
自
身
の
哲
学
に
立
ち
入
っ
て
、
そ
の
積
極
的
な
テ
ー
ゼ
を
取
り
上
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
第
一
は
、

彼
が
科
学
的
認
識
の
軸
と
考
え
る
形
式
的
・
記
号
的
認
識
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
概
念
と
し
て
の
「
双
対
性

　
　
　
　
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
論
の
哲
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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（山

W
心
⑩
）
」
と
「
形
式
的
内
容
（
8
9
の
玉
代
三
菱
①
一
）
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、

カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
思
想
を
踏
襲
し
て
、
「
操
作
」
と
「
対
象
」
と
の
相
関
関
係
と
い
う
も
の
が
科
学
的
認
識
（
特
に
数
学
的
認
識
）
の
根
本

的
特
質
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
関
係
を
最
近
の
数
学
の
展
開
か
ら
借
用
し
て
改
め
て
「
双
対
性
」
と
言
い
表
す
。
こ
の
双
対

性
と
い
う
こ
と
が
「
科
学
的
認
識
の
根
本
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
、
数
学
上
の
双
対
性
の
概
念
が
持
つ
二

つ
の
特
性
を
反
映
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。

　
第
一
は
「
あ
る
属
性
な
い
し
体
系
を
他
の
属
性
な
い
し
体
系
に
よ
っ
て
、
観
点
の
転
換
と
い
う
方
法
で
翻
訳
す
る
と
い
う
考
え
」
で
あ
る
。

こ
の
考
え
の
モ
デ
ル
は
、
射
影
幾
何
学
の
「
パ
ス
カ
ル
の
定
理
」
と
「
ブ
リ
ア
ン
シ
ョ
ン
の
定
理
」
と
の
関
係
か
ら
と
ら
れ
る
。
「
パ
ス
カ

ル
の
定
理
㎏
と
は
門
円
錐
曲
線
に
内
接
す
る
六
角
形
の
相
対
す
る
辺
（
の
延
長
）
の
交
点
は
一
直
線
上
に
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ

こ
で
「
点
」
を
「
直
線
」
に
置
き
換
え
、
「
点
が
直
線
上
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
「
直
線
が
一
点
に
会
す
る
」
こ
と
に
、
さ
ら
に
「
円
錐

曲
線
上
の
点
扁
を
「
そ
の
点
で
の
接
線
」
に
対
搭
づ
け
る
と
い
う
操
作
を
施
す
と
、
こ
の
操
作
に
よ
っ
て
「
円
錐
曲
線
に
外
接
す
る
六
角
形

の
相
対
す
る
頂
点
を
通
る
直
線
（
対
角
線
）
は
［
点
に
会
す
る
」
と
い
う
「
ブ
リ
ア
ン
シ
ョ
ン
の
定
理
」
が
得
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
「
双
対

の
原
理
」
の
適
用
例
で
あ
り
、
ブ
リ
ア
ン
シ
ョ
ン
の
定
理
は
パ
ス
カ
ル
の
定
理
の
双
対
（
9
巴
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
射
影

幾
何
学
の
一
つ
の
定
理
に
こ
の
よ
う
な
操
作
を
施
す
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
射
影
幾
何
学
の
他
の
定
理
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
操
作

の
行
使
と
対
象
（
定
理
）
の
産
出
は
相
関
的
な
の
で
あ
る
。

　
第
二
は
、
「
対
象
の
体
系
と
そ
れ
に
適
罵
さ
れ
る
操
作
の
体
系
と
の
間
の
置
換
と
い
う
考
え
」
で
あ
る
。
こ
の
場
合
に
グ
ラ
ン
ジ
ェ
が
取

り
上
げ
る
数
学
上
の
モ
デ
ル
は
「
双
対
空
間
」
で
あ
る
。
数
学
者
が
「
双
対
空
間
」
と
呼
ぶ
の
は
、
「
あ
る
基
と
な
る
体
K
上
の
任
意
の
ベ

ク
ト
ル
空
間
を
V
と
し
て
、
そ
の
ベ
ク
ト
ル
空
間
V
の
ベ
ク
ト
ル
を
体
K
の
要
素
へ
と
写
像
す
る
線
型
形
式
を
考
え
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
線

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ホ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み

型
形
式
が
つ
く
る
空
間
V
」
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
作
用
素
（
○
℃
財
簿
Φ
霞
ω
）
の
空
聞
V
は
そ
れ
自
身
ベ
ク
ト
ル
空
間
で
あ
り
、
有
限
の
場
合

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

に
は
、
（
初
め
の
ベ
ク
ト
ル
で
あ
る
）
対
象
（
。
ぼ
無
。
。
）
の
空
間
V
と
同
型
で
あ
る
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
こ
こ
に
門
操
作
」
と
「
対
象
」
と



の
相
関
関
係
が
典
型
的
に
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（
［
初
出
一
り
。
。
メ
6
罐
］
罐
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
に
数
学
上
の
双
対
性
は
、
操
作
の
体
系
と
対
象
の
体
系
と
は
不
可
分
で
あ
っ
て
、
二
つ
の
体
系
は
、
前
者
が
後
者
を
も
た
ら
す

と
同
時
に
後
者
が
前
者
を
支
持
す
る
と
い
う
関
係
に
あ
る
、
と
い
う
事
態
を
理
解
さ
せ
て
く
れ
る
。
そ
こ
で
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
こ
の
理
解
を

基
礎
に
、
哲
学
上
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
双
対
性
を
「
思
考
の
対
象
の
体
系
全
体
と
そ
れ
に
知
的
に
結
び
付
く
操
作
の
体
系
と
の
相
互
規

定
の
必
然
性
の
原
理
」
と
定
式
化
す
る
。
換
言
す
れ
ば
、
双
対
性
と
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
対
象
思
考
の
構
成
的
規
則
」
で
あ
り
、
「
記
号
的
認
識

の
根
本
的
可
能
性
の
条
件
」
な
の
で
あ
る
。
こ
の
双
対
性
の
原
理
の
行
使
に
よ
っ
て
、
現
象
の
知
覚
的
把
握
は
、
対
象
の
措
定
と
い
う
働
き

と
操
作
体
系
へ
と
二
重
化
さ
れ
、
対
象
は
そ
の
操
作
体
系
の
支
持
体
で
あ
る
と
同
時
に
そ
の
産
出
物
と
な
る
の
で
あ
る
（
［
お
㊤
出
誤
－
宅

頁
）
。

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
対
象
思
考
の
根
本
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
の
「
操
作
と
対
象
の
双
対
性
」
の
展
開
に
は
様
々
な
段
階
と
形
態
が
あ
る
。

ま
ず
、
そ
の
極
限
の
ケ
ー
ス
と
し
て
「
命
題
論
理
」
の
場
合
が
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
論
理
の
操
作
規
則
の
形
式
体
系
が
対
象
を
完
全
に
支

配
し
、
対
象
（
命
題
）
は
、
操
作
規
則
の
体
系
に
よ
っ
て
厳
密
に
規
定
さ
れ
る
も
の
以
外
の
属
性
を
持
た
な
い
。
命
題
論
理
は
、
無
矛
盾
性
、

完
全
性
、
決
定
可
能
性
を
満
た
し
、
こ
こ
で
は
、
操
作
と
対
象
の
相
関
性
は
完
全
で
あ
り
、
対
象
は
操
作
体
系
を
反
映
す
る
の
み
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
「
第
一
階
述
語
論
理
」
に
な
る
と
、
　
般
的
に
「
決
定
可
能
性
」
を
満
た
さ
ず
、
操
作
形
式
に
よ
る
対
象
の
支
配
と
い
う
性
格

は
弱
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
文
字
ど
お
り
の
数
学
に
移
行
す
る
と
、
そ
こ
で
は
、
導
入
さ
れ
る
対
象
は
、
よ
り
複
雑
な
操
作
体
系
の
相
関
項
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で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
は
な
い
が
、
対
象
を
も
と
も
と
構
成
す
る
操
作
体
系
の
内
に
は
直
接
読
み
と
る
こ
と
の
で
き
な
い
属
性
が
出
現
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
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ヘ
　
　
　
へ

そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
領
域
が
豊
か
な
も
の
と
な
る
。
数
学
に
お
い
て
は
、
操
作
体
系
の
形
式
的
組
織
化
と
い
う
こ
と
だ
け
で
経
験
世
界
と
は

独
立
に
新
し
い
内
容
が
対
象
に
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
経
験
世
界
か
ら
借
り
ら
れ
る
の
で
は
な
い
、
形
式
体
系
そ
の
も
の

が
自
ら
を
は
み
出
し
て
（
瓢
⑩
σ
O
「
α
O
「
）
生
み
だ
す
内
容
を
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
「
形
式
的
内
容
（
8
暮
①
遷
8
弓
9
」
と
よ
ぶ
。
こ
の
「
形
式
的

内
容
」
と
い
う
概
念
が
「
双
対
性
」
の
概
念
と
と
も
に
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
数
学
の
哲
学
の
支
柱
を
な
す
。
そ
れ
は
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
な
ご

　
　
　
　
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
論
の
哲
学
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八
二

と
か
、
い
く
つ
か
の
事
例
に
従
っ
て
み
て
み
よ
う
。

　
ま
ず
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
が
分
か
り
や
す
い
例
と
し
て
好
ん
で
挙
げ
る
の
は
、
「
虚
数
」
の
出
現
と
ガ
ウ
ス
に
よ
る
「
複
素
数
の
理
論
（
お
よ

び
複
素
平
面
の
理
論
）
」
の
形
成
で
あ
る
。
虚
数
の
出
現
は
、
一
六
世
紀
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
、
三
次
方
程
式
に
つ
い
て
の
い
わ
ゆ
る
「
カ

ル
ダ
ー
ノ
の
解
法
」
の
定
式
化
に
遡
る
。
こ
の
解
法
は
、
ま
ず
与
え
ら
れ
た
方
程
式
を
標
準
型
（
篭
＋
℃
×
＋
ρ
腫
O
）
に
直
し
、
つ
い
で
そ

れ
の
係
数
を
移
す
二
次
方
程
式
（
・
・
＋
ρ
で
半
。
）
を
作
っ
て
、
・
の
二
次
方
程
式
の
解
の
立
方
根
を
求
め
・
・
い
う
操
作
か
ら
な
・
．

と
こ
ろ
が
こ
こ
で
、
こ
の
二
次
方
程
式
の
判
別
式
（
b
。
刈
息
＋
含
ω
）
が
マ
イ
ナ
ス
の
場
合
、
そ
の
解
は
実
数
で
な
く
虚
数
と
な
ら
ざ
る
を
え

な
い
が
、
そ
れ
で
も
そ
の
操
作
に
よ
っ
て
当
の
三
次
方
程
式
の
三
つ
の
実
数
解
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
は
実
数
の
存
在
し
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か
認
め
ら
れ
て
い
ず
、
そ
の
よ
う
な
虚
数
の
存
在
を
許
容
す
る
操
作
（
マ
イ
ナ
ス
の
数
の
平
方
根
を
求
め
る
操
作
）
は
い
わ
ば
規
則
違
反
で

あ
り
大
き
な
理
論
上
の
問
題
と
な
っ
た
。
こ
れ
は
、
古
典
的
代
数
の
操
作
形
式
の
体
系
が
、
そ
の
形
式
の
う
ち
で
は
合
法
的
に
処
理
で
き
な

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
が
正
当
な
対
象
を
そ
れ
自
身
が
も
た
ら
す
と
い
う
事
情
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
が
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
い
う
、
形
式
自
身
が
自
ら
を
は
み
出
し

て
生
み
だ
す
と
い
う
「
形
式
的
内
容
」
の
端
的
な
例
で
あ
る
。
そ
の
後
お
よ
そ
二
世
紀
た
っ
て
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
み
、
そ
れ
に
解
決
を

与
え
た
の
が
ガ
ウ
ス
で
あ
る
。
彼
は
、
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
公
式
に
妥
当
性
を
与
え
る
操
作
体
系
、
す
な
わ
ち
「
複
素
数
の
理
論
」
と
そ
れ
の
幾

何
学
表
象
の
体
系
と
し
て
の
「
ガ
ウ
ス
平
面
の
理
論
」
を
作
り
上
げ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
新
し
い
数
学
の
対
象
領
域
を
設
定
し
た
。
そ
こ
で
実

数
は
、
複
素
数
（
鋤
十
σ
一
）
に
お
い
て
係
数
げ
が
0
で
あ
る
場
合
と
し
て
複
素
数
の
体
系
の
一
部
と
な
る
。
こ
こ
で
、
操
作
体
系
の
変
容
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

新
た
な
よ
り
広
い
対
象
領
域
の
創
造
と
相
関
的
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
虚
数
」
に
つ
い
て
の
歴
史
は
、
操
作
規
則
の
一
般
的
定
式
化

（
カ
ル
ダ
ー
ノ
の
公
式
）
が
そ
れ
自
身
、
数
学
上
の
問
題
（
虚
数
の
出
現
）
す
な
わ
ち
「
形
式
的
内
容
」
を
産
出
し
、
そ
の
問
題
の
解
決
が

新
た
な
よ
り
広
い
数
学
上
の
領
域
の
設
定
（
複
素
数
の
理
論
）
す
な
わ
ち
「
操
作
と
対
象
の
相
関
性
の
回
復
」
を
も
た
ら
す
と
い
う
、
数
学

の
自
律
的
発
展
の
模
様
を
典
型
的
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
（
捲
り
。
。
刈
初
出
、
一
8
出
①
？
①
頁
一
［
一
8
G
。
〕
①
ω
ふ
㎝
頁
一
撃
も
詳
し
く
は
ロ
8
G
。
］
日

為
。
。
頁
）
。



　
さ
ら
に
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
「
形
式
的
内
容
」
の
出
現
を
示
す
比
較
的
最
近
の
最
も
端
的
な
例
は
「
ゲ
ー
デ
ル
の
不

完
全
性
定
理
」
で
あ
る
。
ゲ
ー
デ
ル
は
、
自
然
数
の
ペ
ア
ノ
の
公
理
系
に
よ
る
形
式
的
体
系
に
お
い
て
は
、
そ
の
体
系
が
無
矛
盾
で
あ
る
と

仮
定
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
肯
定
も
否
定
も
論
証
で
き
な
い
よ
う
な
対
象
の
属
性
す
な
わ
ち
命
題
を
構
成
し
う
る
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
。
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こ
れ
は
愛
い
換
え
れ
ば
、
論
理
規
則
と
結
合
し
た
諸
公
理
か
ら
な
る
形
式
体
系
は
、
そ
れ
に
相
関
的
な
対
象
の
属
性
を
産
出
す
る
の
で
あ
る
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が
、
そ
の
産
出
は
論
証
の
手
続
き
に
は
還
元
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
形
式
的
対
象
の
世
界
が
操
作
の
形
式
に
よ
っ

て
は
支
配
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
こ
こ
に
「
対
象
的
な
も
の
が
操
作
的
な
も
の
を
超
え
出
る
（
一
、
。
9
①
9
巴
濫
げ
。
a
Φ
一
”
。
冨
錘
－

8
冨
）
」
と
い
う
事
態
が
出
現
し
て
い
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
経
験
に
な
に
も
の
も
負
う
こ
と
な
く
「
形
式
的

内
容
」
が
出
現
す
る
と
い
う
数
学
に
特
有
の
事
態
の
典
型
的
な
例
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
数
学
の
展
開
の
特
質
を
な
す
の
は
、
操
作
の
形

式
体
系
の
組
織
化
が
、
一
方
で
そ
れ
と
相
関
的
な
対
象
領
域
を
設
定
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
そ
の
体
系
が
支
配
で
き
な
い
対
象
を
産
出
す

る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
（
［
お
。
。
刈
初
出
、
H
㊤
㊤
出
8
頁
、
黛
頁
“
ロ
㊤
8
］
臣
。
。
頁
“
ロ
㊤
㊤
ω
］
露
ふ
㎝
頁
）
。

　
以
上
の
よ
う
な
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
主
張
は
一
言
で
い
え
ば
、
「
形
式
が
あ
る
特
定
の
本
性
を
備
え
た
内
容
を
生
み
だ
し
、
こ
の
産
出
が
形
式

的
思
考
の
ト
ー
ト
ロ
ジ
カ
ル
で
な
い
性
格
を
説
明
す
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
こ
の
よ
う
な
主
張
に
よ
っ
て
、
内
容
は
知

覚
経
験
か
ら
の
み
与
え
ら
れ
、
操
作
形
式
の
類
は
い
っ
さ
い
認
識
対
象
の
内
容
の
創
造
に
与
ら
な
い
と
す
る
「
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
経
験
論
」
を

退
け
る
（
［
一
り
。
。
刈
初
出
、
一
㊤
⑩
出
①
O
頁
）
。
形
式
的
思
考
は
そ
れ
自
身
で
、
そ
れ
の
操
作
体
系
に
は
還
元
で
き
な
い
形
式
的
内
容
を
う
み
出
す

の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が
さ
ら
に
、
そ
の
よ
う
な
形
式
的
内
容
と
の
相
関
関
係
を
設
定
す
る
あ
ら
た
な
操
作
の
体
系
の
形
成
を
喚
起
す
る
の
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ヘ
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で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
形
式
的
思
考
は
経
験
と
は
独
立
の
自
律
的
発
展
を
示
す
の
で
あ
る
。
経
験
論
は
、
形
式
的
思
考
が
も
つ
操
作
と
対
象

と
の
「
双
対
性
」
、
お
よ
び
そ
れ
が
展
開
す
る
「
形
式
的
内
容
」
の
産
出
と
い
う
生
産
性
を
根
本
的
に
見
逃
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
以
上
は
も
っ
ぱ
ら
数
学
と
い
う
科
学
的
・
記
号
的
認
識
の
特
質
に
関
す
る
議
論
で
あ
る
。
こ
こ
で
し
か
し
、
議
論
が
こ
の
段
階
に

と
ど
ま
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
な
問
題
が
改
め
て
提
起
さ
れ
る
に
違
い
な
い
。
そ
れ
は
、
「
純
粋
に
形
式
的
な
内
容
は
経
験
に
つ
い
て
の
知

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
論
の
哲
学

八
三
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識
の
源
泉
た
り
う
る
の
か
」
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
も
し
、
形
式
的
内
容
は
経
験
に
つ
い
て
の
知
識
の
源
泉
た
り
え
な
い
な
ら
ば
、
以
上
の

よ
う
な
形
式
的
思
考
の
特
性
と
い
う
の
は
た
だ
数
学
の
領
域
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
経
験
に
つ
い
て
の
学
問
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
場
合
は
、
認
識
論
は
、
経
験
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
知
識
と
形
式
的
思
考
の
レ
ヴ
ェ
ル
の
二
分
と
い
う
事
態
に
戻
る

こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
問
題
は
、
よ
り
正
確
に
は
、
「
も
し
、
形
式
的
内
容
の
源
泉
が
も
っ
ぱ
ら
形
式
的
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、

い
か
に
し
て
、
広
い
意
味
で
の
数
学
の
、
経
験
的
に
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
可
能
な
（
例
え
ば
）
物
理
学
の
対
象
に
対
す
る
適
用
の
生
産
性
と
い
う

も
の
を
正
当
化
で
き
る
か
」
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
「
超
越
論
的
演
繹
」
の
問
題
の
現
代
的
定
式
化
と
考
え
る
こ
と

が
で
き
る
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
答
え
は
、
そ
れ
は
「
認
識
論
上
の
事
実
（
謬
0
9
ヨ
9
同
ω
菰
ヨ
。
｝
o
ひ
q
δ
g
Φ
）
」
に
基
づ
く
、
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
認
識
論
的
事
実
と
は
、
「
経
験
は
、
そ
れ
が
科
学
的
知
識
の
対
象
と
さ
れ
る
限
り
、
そ
の
出
発
点
か
ら
、
記
号
体

系
の
宇
宙
に
移
し
変
え
ら
れ
る
も
の
と
し
て
し
か
与
え
ら
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
記
号
体
系
の
宇
宙
を
構
成
す
る
の
が
数
学

で
あ
り
、
数
学
は
「
（
科
学
的
に
）
可
能
な
対
象
の
形
式
の
一
般
理
論
（
昏
伽
9
Φ
ひ
q
曾
盛
装
Φ
号
ω
暁
○
§
Φ
ω
α
げ
9
魯
ω
℃
o
ω
ω
晒
三
Φ
ω
と
な
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
、
科
学
的
知
識
は
、
記
号
体
系
の
中
で
型
ど
ら
れ
、
そ
の
形
式
的
内
容
を
そ
こ
に
取
り
込
ま
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
り
、
し
た

が
っ
て
、
数
学
と
い
う
記
号
体
系
が
も
つ
生
産
性
は
、
そ
の
体
系
が
物
理
学
に
適
用
さ
れ
る
聡
達
に
当
然
、
そ
こ
で
も
発
揮
さ
れ
る
の
で
あ

る
。
た
だ
し
、
そ
こ
で
、
数
学
の
世
界
の
生
産
性
が
も
た
ら
す
す
べ
て
の
内
容
が
、
経
験
の
知
識
を
構
成
す
る
超
越
論
的
な
役
割
を
果
た
す

の
で
は
な
い
。
数
学
の
自
由
な
想
像
力
が
与
え
る
客
観
性
の
可
能
な
形
式
の
な
か
で
、
あ
る
形
式
だ
け
が
、
経
験
を
概
念
的
に
枠
づ
け
る
の

に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
で
あ
る
（
ロ
Φ
。
。
刈
初
出
、
お
逡
］
鵯
よ
¢
頁
昌
お
り
ω
］
9
頁
）
。
そ
こ
で
次
に
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
、

経
験
科
学
と
く
に
物
理
学
の
認
識
論
に
立
ち
入
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
4
節
　
物
理
学
と
基
準
系
（
一
①
噌
伽
h
α
『
O
コ
け
凶
①
一
）

上
述
の
よ
う
に
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
経
験
は
、
そ
れ
が
科
学
的
知
識
の
対
象
と
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
記
号
体
系
の
宇
宙
に
移
し
変
え



ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
い
え
ば
、
経
験
は
、
記
号
的
認
識
の
枠
組
み
の
も
と
で
把
握
さ
れ
る
の
で
な
い
限
り
、
科
学
的
知
識
と
は

な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
感
覚
与
件
の
外
見
上
の
過
剰
な
性
質
的
要
素
は
嗣
減
さ
れ
、
知
覚
対
象
の
豊
か
さ
は
意
図
的
に
捨
象
さ
れ
る
。
科
学

的
作
業
の
第
一
歩
は
、
現
象
に
対
す
る
＝
疋
の
記
号
的
認
識
の
枠
組
み
の
設
定
と
そ
の
も
と
で
の
現
象
の
切
断
（
α
O
O
O
d
【
唱
鋤
ひ
q
Φ
）
な
の
で
あ

る
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
物
理
学
に
関
し
て
、
そ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
設
定
と
切
断
が
行
な
わ
れ
、
物
理
学
が
対
象
と
す
る
も
の
（
≦
ω
0
Φ
）
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

定
め
ら
れ
た
の
は
一
七
世
紀
の
ガ
リ
レ
オ
や
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
で
あ
り
、
そ
れ
ま
で
は
自
然
探
究
は
前
科
学
期
の
状
態
に
あ
っ
た
と
考

（
1
0
）

え
る
。
物
理
学
は
、
例
え
ば
、
ガ
リ
レ
オ
に
お
け
る
、
物
体
の
落
下
速
度
の
変
化
を
、
落
下
距
離
と
落
下
時
間
と
い
う
一
一
つ
の
要
因
の
み
に

着
目
し
て
抽
象
的
・
図
式
的
に
記
述
す
る
と
い
う
手
続
き
に
お
い
て
発
進
し
た
の
で
あ
る
（
ロ
8
・
。
］
お
－
運
筆
）
。
次
い
で
、
そ
れ
は
、
ニ

ュ
ー
ト
ン
に
お
い
て
、
自
然
現
象
の
記
述
と
解
明
の
た
め
の
明
確
な
「
枠
組
み
」
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
体
系
化
さ
れ
た
。
そ
の
枠

組
み
と
は
、
物
質
量
、
運
動
量
、
（
物
体
の
静
止
あ
る
い
は
一
様
運
動
の
状
態
を
変
え
る
）
外
力
、
（
向
心
力
が
引
き
起
こ
す
）
加
速
度
な
ど

の
定
義
と
、
絶
対
時
間
、
絶
対
空
間
の
概
念
、
お
よ
び
三
つ
の
運
動
法
則
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
力
学
に
よ
っ
て
、
自
然
現
象
は
こ
れ
ら

の
抽
象
的
・
数
学
的
枠
組
み
の
も
と
で
究
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
は
、
こ
の
枠
組
み
の
も
と
に
、
運
動
に
つ
い

て
の
「
因
果
的
記
述
」
を
目
指
し
、
「
運
動
現
象
か
ら
自
然
の
諸
々
の
力
を
究
明
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
他
の
現
象
を
論
証
し
よ
う
」
（
二

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

ユ
ー
ト
ン
『
プ
リ
ン
キ
ピ
ア
』
序
文
）
と
い
う
「
力
学
」
を
展
開
し
た
の
で
あ
る
（
ロ
藤
衣
起
為
。
。
頁
）
。

　
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
物
理
学
の
作
業
の
た
め
の
、
抽
象
的
・
図
式
的
（
数
学
的
）
枠
組
み
の
設
定
す
な
わ
ち
「
記
号
的
認
識
の
枠
組
み

の
設
定
」
と
は
よ
り
正
確
に
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
、
ま
た
そ
れ
は
物
理
学
の
よ
り
発
展
し
た
段
階
で
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
な
の
か
、
そ

の
こ
と
を
さ
ら
に
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
グ
ラ
ン
ジ
ェ
が
提
示
す
る
概
念
が
「
基
準
系
（
基
準
集
合
、
基
準
座
標
系
、
み
欲
7

0
薮
Φ
一
と
と
い
う
概
念
で
あ
る
。
こ
の
概
念
も
数
学
や
力
学
か
ら
引
き
出
さ
れ
援
用
さ
れ
る
。
ま
ず
、
力
学
に
お
い
て
注
目
さ
れ
る
基
本
的

特
質
と
は
、
そ
こ
で
は
有
限
の
数
の
パ
ラ
メ
ー
タ
が
与
え
ら
れ
れ
ば
対
象
は
（
理
論
的
に
）
完
全
に
規
定
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
例
え
ば
、
「
ベ
ク
ト
ル
代
数
」
の
形
式
的
枠
組
み
に
お
い
て
運
動
物
体
を
時
間
的
・
空
間
的
に
規
定
す
る
「
座
標
」
で
あ
り
、
系

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
論
の
哲
学

八
五
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十
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号

入
六

の
力
学
で
の
系
の
運
動
や
物
理
的
変
化
を
表
現
す
る
「
位
相
空
間
」
に
お
け
る
「
座
標
」
で
あ
る
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
が
基
準
墨
と
い
う
こ
と
で

考
え
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
、
あ
る
形
式
的
枠
組
み
に
お
け
る
あ
る
数
の
パ
ラ
メ
ー
タ
に
よ
っ
て
対
象
が
完
全
に
位
置
づ
け
ら
れ
規
定
さ
れ

る
と
い
う
性
格
で
あ
る
（
ロ
8
α
］
一
8
頁
）
。

　
さ
ら
に
彼
が
こ
の
概
念
を
よ
り
明
確
に
表
わ
す
も
の
と
し
て
提
示
す
る
の
が
「
ベ
ク
ト
ル
空
間
」
の
理
論
に
お
け
る
「
基
準
系
（
基
準
集

合
）
」
で
あ
る
。
こ
の
理
論
に
よ
れ
ば
、
（
加
法
に
関
し
て
可
換
群
を
な
す
）
ベ
ク
ト
ル
空
間
（
V
）
の
基
準
系
（
基
準
集
合
）
と
し
て
「
基

底
（
げ
聾
ω
①
）
」
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
、
そ
の
基
底
と
は
（
も
し
存
在
す
る
な
ら
ば
）
次
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
生
成
元
（
紛
）
の
集
合
、

す
な
わ
ち
、
当
の
ベ
ク
ト
ル
空
間
の
す
べ
て
の
元
を
、
ス
カ
ラ
ー
の
体
（
K
）
の
元
を
係
数
と
す
る
そ
れ
ら
の
元
の
一
意
的
な
線
型
結
合
と

し
て
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
、
線
型
独
立
で
あ
る
よ
う
な
生
成
元
の
集
合
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
ス
カ
ラ
ー
の
係
数
（
a
）
は
そ
れ
ら

が
規
定
す
る
ベ
ク
ト
ル
空
聞
の
元
（
κ
）
の
「
座
標
」
と
呼
ば
れ
る
。
そ
こ
で
、
対
象
は
、
　
意
的
か
つ
完
全
に
そ
れ
の
座
標
す
な
わ
ち
係

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
V

数
に
よ
っ
て
標
定
さ
れ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
基
底
の
元
の
線
型
結
合
と
し
て
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
ロ
㊤
8
］
H
O
O
頁
）
。
こ
こ
で
重
要
な
の

は
、
ベ
ク
ト
ル
空
間
の
任
意
の
対
象
（
元
）
が
あ
る
基
準
の
集
合
（
生
成
元
の
集
合
）
と
あ
る
形
式
操
作
（
線
型
独
立
に
お
け
る
線
型
結

合
）
の
も
と
で
（
逡
目
嘆
き
＋
鋤
“
。
詩
＋
…
…
＋
2
挙
と
し
て
）
確
定
的
に
規
定
さ
れ
る
と
い
う
、
こ
の
対
象
領
域
の
構
造
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
「
基
準
系
」
の
概
念
を
数
学
や
力
学
か
ら
取
り
出
す
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
肝
要
な
の
は
、
そ
れ
ら
の

個
々
の
形
態
で
は
な
く
、
そ
れ
に
共
通
す
る
構
造
で
あ
る
。
そ
の
構
造
と
は
、
経
験
科
学
の
（
仮
想
的
・
潜
在
的
〉
対
象
が
そ
こ
に
位
置
づ

け
ら
れ
う
る
「
概
念
の
基
準
体
系
（
。
・
湊
節
田
①
＄
き
三
ρ
器
号
o
o
琴
⑦
冥
ω
）
の
設
定
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
ロ
リ
8
］
δ
一
頁
）
。
経
験
の
対
象

は
、
そ
れ
が
概
念
の
基
準
系
、
と
く
に
数
学
的
記
号
体
系
と
し
て
構
成
さ
れ
る
基
準
系
の
枠
組
み
の
も
と
で
把
握
さ
れ
て
初
め
て
、
科
学
の

確
定
的
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
そ
の
よ
う
な
基
準
系
の
設
定
に
よ
っ
て
、
そ
の
枠
組
み
の
も
と
に
は
、
「
実
際
の
事
実
（
h
舞

鷲
2
の
じ
」
の
み
な
ら
ず
、
「
理
論
的
事
実
」
（
こ
れ
を
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
後
で
詳
し
く
雷
及
す
る
よ
う
に
、
「
仮
想
的
・
潜
在
的
事
実
」
と
い

う
）
が
取
り
込
ま
れ
る
。
基
準
系
の
設
定
は
、
そ
の
対
象
領
域
に
、
実
際
の
事
実
だ
け
で
な
く
理
論
的
事
実
を
不
可
避
的
に
取
り
入
れ
る
こ



と
に
な
る
。
む
し
ろ
、
基
準
系
の
設
定
の
も
と
で
は
、
ま
ず
は
理
論
的
事
実
が
完
全
に
規
定
さ
れ
、
実
際
の
事
実
は
不
完
全
に
し
か
規
定
さ

れ
な
い
。
し
か
し
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
科
学
理
論
は
一
般
に
、
実
際
の
事
実
を
直
接
に
扱
う
の
で
は
な
く
、
理
論
の
概
念
の
網
（
す

な
わ
ち
基
準
系
）
の
も
と
で
完
全
に
規
定
さ
れ
る
が
、
今
・
こ
こ
の
経
験
に
お
い
て
現
実
化
さ
れ
る
も
の
と
し
て
は
不
完
全
に
し
か
規
定
さ

れ
な
い
理
論
的
図
式
的
事
実
を
扱
う
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
物
体
の
落
下
の
現
象
は
、
初
等
力
学
の
理
論
の
概
念
枠
の
も
と
で
は
完
全
に
規

定
さ
れ
る
が
、
こ
の
理
論
は
現
実
の
現
象
を
完
金
に
は
規
定
し
な
い
。
そ
の
完
全
な
規
定
の
た
め
に
は
、
抵
抗
の
理
論
や
地
球
の
中
心
か
ら

の
距
離
の
考
慮
、
さ
ら
に
は
観
測
に
介
入
す
る
個
別
的
歴
史
的
状
況
の
統
制
が
必
要
で
あ
る
（
［
お
Φ
ω
］
お
頁
）
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
科
学

的
作
業
に
お
い
て
は
、
基
準
系
の
設
定
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
構
成
す
る
記
号
空
間
の
う
ち
に
経
験
の
対
象
が
位
置
づ
け
ら
れ
記
述
さ
れ
る
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
な
基
準
系
と
い
う
も
の
は
、
単
に
現
象
の
「
表
象
の
枠
組
み
」
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ

は
、
座
標
系
と
し
て
変
化
す
る
場
合
に
、
表
象
の
変
化
を
規
定
す
る
「
変
換
（
需
塁
臥
。
§
豊
。
コ
）
の
規
則
」
と
組
み
合
わ
さ
れ
て
お
り
、

そ
の
変
換
は
群
を
な
す
。
そ
こ
で
重
要
な
の
は
、
座
標
系
の
変
換
と
と
も
に
衰
象
体
系
全
体
が
変
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
変
換

に
お
い
て
、
表
象
さ
れ
る
対
象
の
あ
る
属
性
な
い
し
関
係
が
「
不
変
（
ぎ
く
鋤
ユ
鋤
暮
）
」
な
ま
ま
に
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
、
座

標
系
の
変
換
に
お
け
る
あ
る
不
変
的
性
質
の
存
在
と
い
う
こ
と
の
直
観
的
イ
メ
ー
ジ
を
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
「
射
影
幾
何
学
」
に
訴
え
て
提
示
す

る
。
射
影
幾
何
学
で
は
、
図
形
の
、
様
々
な
射
影
と
切
断
（
変
換
）
の
も
と
で
変
わ
ら
な
い
属
性
と
い
う
も
の
に
着
目
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な

不
変
的
性
質
の
究
明
が
推
進
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
こ
の
よ
う
な
、
変
換
の
も
と
で
の
不
変
的
性
質
の
存
続
と
い
う
こ
と
が
、

物
理
学
に
お
け
る
基
準
系
と
い
う
も
の
の
本
質
を
な
す
と
考
え
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
科
学
的
知
識
が
目
ざ
す
対
象
の
客
観
的
固
定
と
い
う
こ

と
が
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
（
ロ
Φ
8
］
G
。
G
。
ゐ
Φ
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
な
変
換
と
不
変
性
と
い
う
関
係
の
、
物
理
学
に
お
け
る
最
も
古
典
的
な
ケ
ー
ス
は
、
古
典
力
学
に
お
け
る
ガ
リ
レ
オ
変
換
と
力

学
法
則
と
の
関
係
で
あ
る
。
古
典
力
学
は
、
一
方
で
、
二
つ
の
慣
性
系
の
問
で
は
運
動
と
静
止
は
相
対
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
教
え
る
が
、

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
論
の
哲
学

八
七
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入
入

他
方
で
、
二
つ
の
慣
性
系
の
間
の
座
標
変
換
は
い
わ
ゆ
る
ガ
リ
レ
オ
変
換
の
規
則
に
従
い
、
そ
の
変
換
の
も
と
で
物
理
法
則
（
運
動
方
程

式
）
は
不
変
で
あ
る
と
教
え
る
。
ま
た
、
同
時
刻
で
の
二
点
間
の
距
離
は
二
つ
の
座
標
系
で
不
変
で
あ
る
。
こ
の
、
基
準
系
を
構
成
す
る
座

標
変
換
と
不
変
性
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
グ
ラ
ン
ジ
ェ
が
特
に
取
り
上
げ
る
の
が
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
特
殊
相
対
性
理
論
」
で
あ
る
。

こ
の
変
換
と
不
変
性
と
の
関
係
と
い
う
の
は
、
特
殊
相
対
性
理
論
の
構
成
に
お
い
て
は
っ
き
り
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
の
理
論
の
画
期
的
な
所
以
は
、
マ
ッ
ク
ス
ウ
ェ
ル
の
電
磁
気
学
と
古
典
力
学
と
の
問
の

（
古
典
力
学
の
枠
組
み
の
も
と
で
は
電
磁
気
学
の
方
程
式
が
不
変
で
な
い
と
い
う
）
理
論
的
不
統
｝
の
事
態
に
対
し
て
、
そ
の
二
つ
の
理
論

が
と
も
に
そ
の
な
か
で
規
定
さ
れ
う
る
新
し
い
基
準
法
（
基
準
概
念
枠
）
を
設
定
し
た
こ
と
で
あ
る
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
一
方
で
電

磁
気
学
の
方
程
式
が
不
変
に
保
た
れ
る
こ
と
と
光
速
度
の
不
変
性
と
を
原
理
と
し
て
立
て
、
他
方
、
力
学
の
方
は
そ
の
基
本
概
念
を
変
容
し

て
、
岡
時
性
の
相
対
性
と
（
運
動
物
体
の
）
長
さ
の
相
対
性
と
を
措
定
し
た
。
そ
こ
で
古
典
力
学
の
ガ
リ
レ
イ
変
換
に
変
わ
る
薪
た
な
変
換

規
則
（
ロ
ー
レ
ン
ツ
変
換
）
を
定
め
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ロ
ー
レ
ン
ツ
変
換
の
も
と
で
不
変
な
相
対
論
的
力
学
の
運
動
方
程
式
を
導

い
た
。
そ
こ
で
距
離
に
関
し
て
も
不
変
な
の
は
巳
・
。
H
受
、
＋
e
、
＋
山
蟻
1
0
虚
犠
と
な
る
。
こ
う
し
て
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
電
磁
気
学
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と
力
学
と
を
と
も
に
取
り
込
む
、
あ
ら
た
な
変
換
形
式
と
不
変
性
（
不
変
形
式
、
不
変
量
、
保
存
則
）
と
を
軸
と
し
た
基
準
系
を
設
定
し
た

の
で
あ
る
。
こ
こ
で
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
特
殊
相
対
性
理
論
」
の
基
準
系
（
概
念
枠
）
は
単
に
基
本
概
念
枠
に
と
ど
ま
る
の
で
は
な
い
。

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
以
上
の
よ
う
な
概
念
的
・
理
論
的
基
準
系
か
ら
、
例
え
ば
、
細
謹
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
の
等
価
性
を
引
き
出
し
た
。
こ

れ
は
理
論
か
ら
導
き
だ
さ
れ
た
形
式
的
帰
結
で
あ
る
が
物
理
的
経
験
的
内
容
を
も
つ
。
こ
の
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
基
準
系

（
機
仙
h
村
居
Φ
コ
け
圃
Φ
一
）
の
概
念
は
、
ま
ず
は
経
験
あ
る
い
は
現
実
の
事
実
に
対
す
る
「
記
述
枠
（
＄
臼
Φ
審
濠
ω
。
暑
甑
。
誉
）
砿
と
し
て
設
定
さ
れ
る

の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ま
た
と
り
わ
け
、
現
に
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
仮
想
的
・
潜
在
的
事
実
や
関
係
を
完
全
に
規
定
す
る
「
操
作
的
概
念

の
体
系
（
。
。
拳
繕
∋
の
島
①
。
9
ざ
⑦
冥
ω
o
℃
曾
9
。
8
解
①
ω
）
」
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
基
準
系
の
体
系
の
形
式
的
属
性
は
、
究
明
さ
れ
る
べ

き
（
仮
想
的
・
潜
在
的
）
事
実
自
体
の
本
性
に
関
す
る
帰
結
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
物
理
学
に
お
け
る
基
準
系
は
、
前
述



の
よ
う
な
、
数
学
に
お
け
る
、
「
操
作
体
系
」
が
「
対
象
」
を
規
定
し
「
形
式
的
内
容
」
を
産
出
す
る
と
い
う
の
と
同
様
の
事
態
を
も
た
ら

す
の
で
あ
る
（
［
ら
㊤
。
。
］
。
。
甲
き
頁
“
ロ
Φ
⑩
α
］
δ
ω
山
9
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
な
、
物
理
学
に
お
け
る
基
準
系
の
理
論
と
い
う
も
の
の
特
質
、
す
な
わ
ち
基
準
系
の
設
定
が
対
象
領
域
に
「
形
式
的
内
容
」
を

導
入
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
の
「
超
越
論
的
な
も
の
」
の
あ
る
仕
方
で
の
反
映
と
考
え
ら
れ
る
。
と
い
う

の
も
、
以
上
の
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
物
理
学
の
領
域
を
構
成
す
る
（
現
実
の
も
の
で
な
い
仮
想
的
・
潜
在
的
）
対
象
は
、
思
惟
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
構
成
は
、
そ
の
対
象
が
現
実
の
対
象
の
単
な
る
投
影
で
は
な
く
基
準
系
の
理
論
に
よ
っ
て
措
定
さ
れ
る
も
の
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
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の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
意
味
で
ア
プ
リ
オ
リ
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
対
象
の
構
成
は
決
し
て
最
終
的
な
も
の
で
は
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

そ
の
よ
う
な
対
象
は
、
進
展
中
の
科
学
に
と
っ
て
の
企
画
内
容
で
あ
り
設
計
図
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
現
実
の
対
象
と
照
舎
さ
れ
る
べ
き

も
の
な
の
で
あ
る
（
［
一
〇
㊤
㎝
］
H
O
駆
頁
）
。

　
こ
の
、
物
理
学
の
基
準
系
が
も
つ
ア
プ
リ
オ
リ
な
性
格
と
い
う
も
の
を
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
他
の
と
こ
ろ
で
次
の
よ
う
な
二
つ
の
特
質
と
し
て

説
明
し
て
い
る
。
第
一
は
、
そ
れ
か
ら
の
帰
結
の
あ
る
も
の
が
、
現
象
を
記
述
す
る
与
え
ら
れ
た
体
系
の
な
か
で
規
定
さ
れ
る
に
し
て
も
、

そ
れ
自
身
は
経
験
に
よ
っ
て
は
厳
密
に
は
規
定
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
そ
れ
は
、
経
験
的
知
識
を
獲
得
し
定
式
化
す
る

た
め
の
統
制
的
な
も
の
と
し
て
措
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
点
は
、
物
理
学
の
基
本
原
理
を
な
す
も
の
は
経

験
上
の
判
断
に
直
接
委
ね
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
い
わ
ば
経
験
を
記
述
す
る
対
象
言
語
に
対
し
て
メ
タ
雷

語
に
位
置
す
る
も
の
で
あ
り
、
経
験
は
メ
タ
言
語
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
も
の
を
厳
密
に
か
つ
直
接
的
に
は
反
証
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
し

か
し
、
第
二
の
点
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
原
理
の
価
値
は
、
経
験
事
実
の
整
備
に
お
け
る
組
織
化
の
度
合
い
に
よ
っ
て
試
験

さ
れ
る
。
経
験
的
知
識
の
獲
得
や
組
織
化
に
お
い
て
十
分
に
機
能
し
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
原
理
や
基
準
系
は
改
訂
さ
れ
ね
ば
な
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

な
い
の
で
あ
る
（
［
一
Φ
逡
（
初
出
一
〇
。
。
駆
）
］
・
。
露
ゐ
濠
頁
）
。
こ
の
よ
う
な
、
物
理
学
の
基
準
を
構
成
す
る
原
理
の
特
質
を
端
的
に
示
す
の
は
、

古
典
力
学
に
お
け
る
「
慣
性
法
則
」
で
あ
る
。
「
慣
性
の
法
則
」
と
は
、
外
的
原
因
の
な
い
限
り
物
体
は
静
止
状
態
あ
る
い
は
等
速
直
線
運

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
論
の
哲
学

八
九
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動
を
続
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
外
的
原
因
の
な
い
限
り
、
と
い
う
条
件
は
厳
密
に
は
物
理
的
に
実
現
不
可
能
な
こ
と
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
慣
性
の
法
則
は
そ
れ
自
体
と
し
て
単
独
に
は
経
験
的
に
検
証
も
反
証
も
な
し
え
な
い
原
理
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
は
古
典
力
学
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

統
制
す
る
原
理
で
あ
り
、
古
典
力
学
と
い
う
理
論
が
有
効
な
限
り
に
お
い
て
物
理
学
的
価
値
を
も
つ
の
で
あ
る
（
9
ロ
8
ω
］
お
頁
）
。
し

か
し
、
そ
れ
は
、
「
相
対
性
理
論
」
と
い
う
よ
り
広
い
物
理
学
の
理
論
に
よ
っ
て
乗
り
越
え
ら
れ
、
そ
の
限
界
と
妥
当
条
件
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
科
学
の
現
段
階
に
お
い
て
、
「
ア
プ
リ
オ
リ
で
総
合
的
」
と
い
う
も
の
は
、

そ
れ
が
、
科
学
の
企
画
が
持
つ
超
越
論
的
統
制
と
い
う
側
面
を
指
示
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
意
味
を
保
持
す
る
と
考
え
る
。
し
か
し
、
こ

こ
で
グ
ラ
ン
ジ
ェ
が
超
越
論
的
と
い
う
こ
と
で
い
お
う
と
す
る
の
は
、
直
接
的
に
把
握
で
き
最
終
的
な
言
語
の
も
と
で
表
現
可
能
な
実
在
の

特
質
と
い
う
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
超
越
論
的
主
観
性
に
よ
っ
て
課
せ
ら
れ
る
必
然
的
か
つ
不
変
の
形
式
と
い
う
も
の
で
も
な
い
。
彼
が
い

お
う
と
す
る
の
は
、
基
本
的
概
念
枠
組
み
と
し
て
の
「
基
準
系
」
が
「
形
式
的
内
容
」
を
も
た
ら
し
、
こ
れ
が
現
象
の
把
握
に
介
入
す
る
と

い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
が
経
験
論
的
認
識
論
に
お
い
て
は
根
本
的
に
見
逃
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
5
節
　
物
理
学
に
お
け
る
「
仮
想
的
・
潜
在
的
な
も
の
（
一
①
＜
凶
講
¢
9
」

　
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
こ
の
よ
う
に
、
「
基
準
系
」
と
い
う
も
の
が
物
理
学
に
お
い
て
持
つ
（
彼
の
い
う
意
味
で
の
）
超
越
論
的
機
能
と
い
う
も

の
を
強
調
す
る
。
次
に
、
こ
の
基
準
系
が
規
定
す
る
対
象
領
域
に
関
す
る
重
要
な
概
念
と
し
て
「
仮
想
的
・
潜
在
的
な
も
の
（
δ
≦
7

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

ε
①
囲
）
」
の
概
念
を
と
り
あ
げ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
概
念
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
論
述
で
何
度
か
触
れ
た
が
、
こ
れ
は
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の

科
学
認
識
論
に
お
い
て
科
学
の
対
象
領
域
と
は
何
か
と
い
う
問
題
に
関
わ
る
重
要
な
概
念
で
あ
り
、
こ
こ
で
改
め
て
取
り
上
げ
明
解
に
し
て

お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
こ
の
「
仮
想
的
・
潜
在
的
」
と
い
う
概
念
は
、
「
非
実
在
的
」
あ
る
い
は
「
想
像
上
の
」
と
い
う
こ
と
と
等
価
な
も
の
で
は
な
い
。

以
下
で
見
る
よ
う
に
、
仮
想
的
・
潜
在
的
事
実
と
い
う
も
の
が
科
学
的
思
考
に
お
い
て
機
能
す
る
の
は
、
否
定
的
に
、
「
実
現
さ
れ
な
い
も



の
」
と
し
て
の
限
り
で
は
な
い
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
「
実
在
（
δ
み
Φ
三
は
「
現
実
（
3
9
器
三
を
は
み
だ
す
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

「
仮
想
的
・
潜
在
的
な
も
の
」
を
含
む
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
さ
し
あ
た
っ
て
い
え
ば
、
「
基
準
系
に
お
い
て
一
般
的
に
定
義
可
能
な
事
実
」

（
ロ
㊤
㊤
卜
。
〕
お
ω
頁
闘
ロ
リ
㊤
㎝
］
。
。
一
頁
）
で
あ
り
、
こ
れ
が
物
理
学
の
対
象
領
域
に
含
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
も
ち
ろ
ん
、

グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
い
う
「
仮
想
的
・
潜
在
的
な
も
の
」
と
い
う
こ
と
は
判
明
で
な
い
。
こ
れ
は
、
簡
単
な
例
と
し
て
は
、
先
に
言
及
し
た
、
古

典
力
学
が
示
す
、
実
際
上
で
は
な
し
に
理
想
化
さ
れ
た
状
況
で
理
解
さ
れ
る
「
物
体
の
落
下
夏
期
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
特
質
な
の
で
あ
る

が
、
よ
り
正
確
に
は
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
こ
の
概
念
を
と
く
に
「
解
析
力
学
」
と
「
量
子
力
学
」
を
取
り
上
げ
て
説

明
す
る
。

　
ま
ず
、
そ
の
形
成
を
特
に
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
に
負
う
解
析
力
学
に
よ
れ
ば
、
L
を
ラ
グ
ラ
ン
ジ
ュ
ア
ン
関
数
と
し
、
時
間
妬
か
ら
時
間
ち

・
で
露
に
そ
・
て
・
を
醤
積
分
す
・
・
の
、
す
な
わ
ち
作
用
募
ト
。
．
罫
を
考
え
・
・
、
・
れ
は
二
点
間
の
任
意
の
仮
想
覇

（
ヨ
。
瓜
く
⑦
ヨ
①
続
く
葺
g
9
を
特
質
づ
け
る
も
の
と
な
り
、
こ
れ
を
最
小
に
す
る
も
の
と
し
て
現
実
の
運
動
を
規
定
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
こ

の
作
用
募
が
灌
を
と
る
と
い
う
条
件
（
点
．
ド
α
工
）
の
も
と
で
、
そ
の
径
路
を
決
め
る
・
グ
ラ
ン
ジ
・
の
蕩
方
程
式
寧

（
蹄
Y
昨
芸
え
ら
れ
・
．
こ
・
で
の
特
徴
的
か
つ
生
驕
な
重
は
、
（
多
・
）
の
並
行
で
、
三
・
・
に
よ
っ
て
完
書

規
定
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
仮
想
的
運
動
の
な
か
か
ら
、
極
値
の
規
則
（
変
分
原
理
）
に
よ
っ
て
、
現
実
の
運
動
を
決
定
す
る
と
い
う
考
え
で
あ

る
（
［
一
匹
α
］
一
〇
①
山
O
。
。
頁
）
。
こ
こ
で
現
実
の
運
動
は
、
「
般
化
座
標
（
ぬ
7
ρ
ジ
…
…
曽
Q
コ
）
と
い
う
基
準
系
（
座
標
系
）
の
設
定
が
も
た

ら
す
無
数
の
仮
想
運
動
（
径
路
）
の
な
か
か
ら
変
分
原
理
に
従
っ
て
摘
出
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
析
力
学
に
よ
れ
ば
、
現
実
の
運
動
は
仮

想
運
動
を
地
平
と
し
て
把
握
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
ま
ず
こ
こ
に
「
仮
想
的
・
潜
在
的
な
も
の
」
が
物
理
学
の
対
象
領
域
を
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

成
す
る
端
的
な
例
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

　
グ
ラ
ン
ジ
ェ
が
次
に
「
仮
想
的
・
潜
在
な
も
の
」
を
説
明
す
る
の
に
取
り
上
げ
る
の
が
「
量
子
力
学
」
の
場
合
で
あ
る
。
こ
れ
は
彼
に
よ

れ
ば
、
「
仮
想
的
・
潜
在
的
な
も
の
」
が
そ
の
領
域
を
構
成
す
る
最
も
典
型
的
な
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
こ
の
力
学
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
レ
ヴ

　
　
　
　
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
論
の
哲
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
一
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九
二

エ
ル
で
「
仮
想
的
・
潜
在
的
存
在
」
が
特
徴
的
か
つ
不
可
避
的
に
現
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
量
子
力
学
で
は
、
量
子
力
学
的
純
粋
状
態
ψ
（
波
動
関
数
）
は
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
空
間
と
い
う
抽
象
ベ
ク
ト
ル
空
間
に
お
い
て
状
態

ベ
ク
ト
ル
と
し
て
表
現
さ
れ
、
こ
の
空
間
は
複
素
数
の
聖
上
に
あ
り
無
限
次
元
か
ら
な
る
。
そ
こ
で
状
態
ベ
ク
ト
ル
が
、
あ
る
物
理
量
A
に

対
応
す
る
演
算
子
の
固
有
ベ
ク
ト
ル
で
な
い
場
合
に
は
、
こ
れ
は
、
基
準
ベ
ク
ト
ル
の
（
状
態
）
と
複
素
数
Q
の
係
数
と
の
線
型
結
合
す
な

わ
ち
「
重
ね
合
わ
せ
（
息
目
図
9
§
」
と
な
る
。
そ
こ
で
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
ヒ
ル
ベ
ル
ト
空
間
の
ベ
ク
ト
ル
と
し
て
表
現
さ
れ
る
量
子
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凡
u
一

学
的
純
粋
状
態
に
お
け
る
、
物
理
量
（
オ
ブ
ザ
ー
バ
ブ
ル
）
A
の
実
際
に
観
測
さ
れ
て
い
な
い
固
有
値
と
い
う
も
の
が
、
ま
ず
、
盤
子
力
学

の
「
仮
想
的
・
潜
在
的
事
実
」
を
構
成
す
る
と
考
え
る
。
こ
の
重
ね
合
わ
せ
の
状
態
と
は
、
観
測
の
前
の
文
字
ど
お
り
仮
想
的
・
潜
在
的
状

態
を
表
す
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
量
子
力
学
的
純
粋
状
態
は
無
数
の
仮
想
的
事
実
の
存
在
を
想
定
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
重
ね
合
わ
せ
の
線
型
結
合
の
係
数
α
の
絶
対
値
の
二
乗
【
o
㌔
は
、
状
態
ψ
に
お
け
る
物
理
量
A
の
測
定
に
お
い
て
対

応
す
る
固
有
値
恥
が
得
ら
れ
る
確
率
を
示
す
と
解
釈
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、
物
理
量
A
の
観
測
が
お
こ
な
わ
れ
る
と
、
そ
の
観
測
の
す
ぐ
後
の

系
の
状
態
は
、
そ
の
観
測
結
果
に
対
応
す
る
固
有
ベ
ク
ト
ル
と
な
り
、
そ
の
場
合
は
、
そ
の
直
後
に
再
び
観
測
す
れ
ば
な
お
も
同
じ
結
果
が

得
ら
れ
る
。
し
か
し
、
測
定
の
前
で
は
、
異
な
る
固
有
値
が
得
ら
れ
る
確
率
が
知
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
状
態
の
決
定
は
、
測
定

の
前
に
は
予
見
不
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
波
束
の
収
縮
」
と
云
わ
れ
る
事
態
で
あ
る
。
こ
の
波
束
の
収
縮
の
事
態
、
す
な
わ
ち
、
測
定
の

後
の
波
動
関
数
は
、
測
定
の
前
の
波
動
関
数
に
よ
っ
て
は
一
義
的
に
決
定
さ
れ
な
い
が
、
測
定
に
よ
っ
て
知
ら
れ
る
結
果
に
全
面
的
に
規
定

さ
れ
る
形
態
（
固
有
状
態
）
に
帰
着
す
る
と
い
う
事
態
が
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
量
子
力
学
的
事
実
の
本
質
的
な
「
仮
想
的
・
潜
在
的

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

性
格
」
を
示
す
。
こ
こ
で
、
事
実
の
現
実
化
と
は
、
仮
想
的
・
潜
在
的
事
実
の
内
の
一
つ
を
検
出
す
る
と
い
う
形
を
と
る
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
こ
の
仮
想
性
・
潜
在
性
は
、
接
近
不
評
能
な
隠
さ
れ
た
実
在
と
見
な
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
「
実
在
の
表
象
の
必
要
条
件
」

な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
ま
た
、
経
験
を
思
考
す
る
主
体
に
よ
る
全
く
の
人
工
物
（
霞
8
貯
9
曾
ω
ε
Φ
け
）
と
考
え
ら
れ
て
も
な
ら
な
い
。
「
波

束
の
収
縮
」
は
、
単
に
、
現
象
に
つ
い
て
の
主
体
の
情
報
の
変
容
を
意
味
す
る
と
い
う
よ
う
な
解
釈
に
対
し
て
は
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
観
測



　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
引
き
続
い
て
生
じ
る
現
実
の
事
実
が
わ
れ
わ
れ
の
思
考
内
容
の
変
化
の
結
果
で
あ
り
う
る
な
ど
ど
う
し
て
考
え
ら
れ
よ
う
か
、
と
い
う
。

測
定
操
作
は
全
く
実
在
的
な
物
理
操
作
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
現
象
へ
の
介
入
」
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
量
子
力
学
に
お
け
る
も
う
一
つ
の
「
仮
想
性
・
潜
在
性
」
の
側
面
を
指
摘
す
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
力
学
に
お
け

る
物
理
量
の
測
定
に
は
確
率
解
釈
が
伴
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
関
係
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
実
際
の
測
定
は
、
確
か
に
常
に
一
個
の
固

有
値
を
与
え
る
が
、
そ
の
測
定
結
果
に
は
、
そ
れ
以
外
の
無
数
の
、
そ
の
現
実
化
に
関
す
る
確
率
を
伴
う
仮
想
的
で
潜
在
的
な
固
有
値
が
関

わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
検
証
は
、
同
じ
量
子
力
学
的
状
態
の
も
と
で
の
現
象
の
生
起
に
対
し
て
な
さ
れ
る
、
岡
じ
物
理
量
に
関
す
る
甚
大
な

数
の
測
定
の
統
計
的
試
験
と
し
て
し
か
あ
り
え
な
い
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、
量
子
力
学
は
、
現
実
の
も
の
で
な
い
仮
想
的
・
潜
在
的
事
態
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

本
質
的
に
そ
の
対
象
領
域
に
取
り
入
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
［
6
8
］
隠
一
山
一
。
。
頁
“
ロ
8
㎝
］
脚
質
山
b
。
O
頁
）
。
量
子
力
学
に
お
い
て

は
、
そ
の
理
論
が
も
た
ら
す
「
仮
想
的
・
潜
在
的
な
も
の
」
が
そ
の
対
象
領
域
の
構
成
部
分
と
な
り
、
「
現
実
の
事
実
」
は
そ
れ
と
の
関
係

に
お
い
て
の
み
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

第
6
節
　
物
理
学
に
お
け
る
理
論
性
（
叶
7
α
O
融
一
〇
一
け
α
）
・
検
証
・
進
歩
の
問
題

　
以
上
で
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
物
理
学
の
認
識
論
の
支
柱
を
な
す
「
基
準
系
」
の
概
念
と
「
仮
想
的
・
潜
在
的
な
も
の
」
の
概
念
に
つ
い
て
論

述
し
た
。
そ
こ
で
な
お
、
こ
れ
ら
の
概
念
に
関
わ
る
こ
と
と
し
て
二
つ
の
問
題
に
言
及
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
第
一
は
、
物
理
学
の

体
系
に
関
す
る
い
わ
ゆ
る
「
ホ
ー
リ
ズ
ム
（
び
。
一
δ
ヨ
）
」
の
問
題
で
あ
る
。
第
二
は
、
物
理
理
論
と
そ
の
検
証
の
問
題
で
あ
る
。

　
ま
ず
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
以
上
述
べ
た
よ
う
に
、
物
理
学
に
お
け
る
対
象
認
識
に
お
い
て
は
、
「
基
準
系
」
と
い
う
も
の
が
彼
の
い
う
意

味
で
の
（
最
終
的
で
不
変
的
な
も
の
と
し
て
で
な
し
に
）
超
越
論
的
な
機
能
を
も
ち
、
そ
れ
が
対
象
認
識
に
お
い
て
構
成
的
な
役
割
を
果
た

す
と
考
え
る
。
ま
た
、
そ
の
基
準
系
が
仮
想
的
・
潜
在
的
事
実
の
次
元
を
も
た
ら
し
、
こ
れ
が
現
実
の
事
実
の
地
平
を
構
成
す
る
と
考
え
る
。

そ
う
す
る
と
、
経
験
が
示
す
現
実
の
事
実
や
経
験
法
則
の
類
い
の
理
解
に
基
準
系
が
構
成
す
る
物
理
学
の
理
論
的
部
分
が
本
質
的
に
介
入
す

　
　
　
　
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
論
の
哲
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
三
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写

九
四

る
こ
と
に
な
り
、
そ
こ
で
は
経
験
的
部
分
と
理
論
的
部
分
と
の
厳
密
な
工
分
は
原
理
的
に
不
可
能
に
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
実
験
の
観
点
か

ら
い
え
ば
、
あ
る
物
理
理
論
に
基
づ
く
帰
結
が
実
験
的
に
反
証
さ
れ
た
場
合
に
、
そ
れ
は
、
物
理
体
系
の
う
ち
の
、
基
準
系
が
構
成
す
る
理

論
的
部
分
の
改
訂
を
迫
る
の
か
経
験
的
部
分
の
改
訂
を
迫
る
の
か
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る

「
デ
ュ
エ
ム
・
ク
ワ
イ
ン
・
テ
ー
ゼ
」
の
ホ
ー
リ
ズ
ム
の
問
題
で
あ
る
。
ク
ワ
イ
ン
の
有
名
な
・
聖
心
に
よ
れ
ば
、
科
学
的
言
明
は
個
々
独
立

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
で
な
く
、
一
つ
の
全
体
（
団
体
）
と
し
て
の
み
感
覚
経
験
の
審
判
に
面
す
る
の
で
あ
り
、
物
理
学
の
体
系
を
構
成
す
る
も
の
は
す
べ
て
、

経
験
の
反
証
に
よ
る
改
訂
の
候
補
者
と
な
る
。
ク
ワ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
の
な
か
に
論
理
学
も
含
ま
れ
る
。
そ
こ
で
彼
に
よ
れ
ば
、
論
理
学

を
含
め
て
、
科
学
理
論
の
体
系
を
構
成
す
る
も
の
の
な
か
で
、
経
験
の
反
証
に
よ
る
改
訂
を
迫
ら
れ
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
の
種
類

の
心
象
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
こ
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
ホ
ー
リ
ズ
ム
の
主
張
を
ど
う
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
こ
の
ホ
ー
リ
ズ
ム
の
問
題
を
物
理
理
論
内
部
の
問
題
と
古
典
論
理
の
改
訂
可
能
性
や
科
学
の
根
本
的
特
性
の
問
題
の
二

つ
の
レ
ヴ
ェ
ル
に
分
け
て
考
え
、
前
者
に
関
し
て
は
、
「
穏
健
な
ホ
ー
リ
ズ
ム
（
ぎ
房
ヨ
Φ
首
Φ
ヨ
℃
騨
0
）
」
を
と
り
、
後
者
に
関
し
て
は
は
っ
き

り
と
否
定
的
見
解
を
提
示
す
る
。
ま
ず
、
第
一
に
、
物
理
体
系
に
関
し
て
は
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
あ
る
物
理
体
系
の
言
明
が
反
証
さ
れ
た
場

合
に
、
そ
れ
が
物
理
体
系
の
最
も
理
論
的
な
部
分
を
構
成
す
る
「
基
準
系
」
の
変
容
の
起
源
と
な
り
う
る
こ
と
を
認
め
る
。
こ
れ
は
、
上
述

し
た
よ
う
な
、
基
準
系
が
も
つ
経
験
の
対
象
の
認
識
や
組
織
化
に
お
け
る
構
成
的
で
あ
る
が
最
終
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
性
格
か
ら
し

て
当
然
で
あ
る
。
基
準
系
は
、
そ
れ
の
超
越
論
的
機
能
の
ゆ
え
に
経
験
に
よ
っ
て
直
接
的
に
反
証
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
が
、
間
接
的
に
反
証

さ
れ
う
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
物
理
学
の
体
系
を
構
成
す
る
も
の
が
す
べ
て
反
証
的
実
験
に
よ
る

改
訂
の
候
補
と
な
る
と
い
う
説
に
は
反
対
す
る
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
物
理
体
系
に
は
二
つ
の
極
が
あ
り
、
そ
の
二
つ
の
極
の
間
に

諸
々
の
概
念
が
配
置
さ
れ
て
あ
る
。
そ
の
極
の
一
つ
は
、
「
純
粋
に
理
論
的
な
も
の
扁
で
あ
り
、
数
学
上
の
補
助
的
概
念
の
よ
う
な
、
そ
れ

が
導
入
さ
れ
る
理
論
の
対
象
と
は
本
来
関
係
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
。
も
う
一
つ
の
極
は
、
「
（
問
題
の
理
論
に
と
っ
て
は
）
ま
っ
た
く
理

論
的
で
な
い
も
の
」
で
あ
り
、
そ
れ
は
理
論
が
表
象
す
る
経
験
世
界
の
対
象
な
い
し
操
作
の
（
ま
っ
た
く
理
論
が
介
入
し
な
い
）
「
名
前
」



の
ご
と
き
も
の
で
あ
る
。
物
理
体
系
を
構
成
す
る
諸
概
念
は
、
こ
の
二
つ
の
極
の
間
に
配
置
さ
れ
て
あ
り
、
そ
れ
ら
は
し
た
が
っ
て
「
理
論

性
（
昏
①
o
「
同
。
羅
）
の
程
度
」
と
い
う
も
の
を
示
す
。
そ
れ
ら
の
な
か
に
「
（
当
の
理
論
に
）
固
有
の
理
論
的
な
も
の
」
が
あ
り
、
グ
ラ
ン
ジ

ェ
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
が
特
に
、
そ
の
理
論
に
関
す
る
反
証
的
実
験
に
よ
る
改
訂
の
対
象
と
な
る
。
そ
の
こ
と
を
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
プ
ト
レ
マ

イ
オ
ス
の
「
天
動
説
の
体
系
」
と
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
特
殊
相
対
性
理
論
」
を
例
と
し
て
説
明
す
る
。

　
ま
ず
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
体
系
に
つ
い
て
い
え
ば
、
問
題
の
理
論
に
と
っ
て
「
ま
っ
た
く
理
論
的
で
な
い
概
念
」
と
は
、
不
動
の
中
心

と
見
ら
れ
る
地
球
、
惑
星
と
そ
れ
の
位
置
で
あ
る
（
こ
の
位
置
の
観
測
に
は
も
ち
ろ
ん
三
角
法
な
ど
が
適
用
さ
れ
る
が
、
こ
れ
は
理
論
に
と

っ
て
外
在
的
な
も
の
で
あ
る
）
。
次
に
、
「
純
粋
に
理
論
的
な
概
念
」
と
は
、
円
周
上
の
運
動
を
記
述
す
る
の
に
適
用
さ
れ
る
幾
何
学
と
数
論

で
あ
る
。
こ
れ
は
観
察
さ
れ
る
現
象
に
依
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
の
妥
当
性
は
問
題
の
理
論
の
検
証
と
は
関
わ
り
が
な
い
。
そ
こ
で

プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
天
動
説
の
体
系
に
お
け
る
「
固
有
の
理
論
的
概
念
」
と
は
、
惑
星
の
軌
道
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
「
煮
転
円
」
と
周
転
円

の
中
心
の
軌
道
と
し
て
の
（
地
球
を
中
心
と
し
た
）
「
大
円
」
、
お
よ
び
そ
れ
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
惑
星
の
運
動
の
角
速
度
や
直
線
上
の
速

度
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
が
ま
さ
に
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
体
系
を
構
成
す
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
相
互
に
関
係
し
て
お
り
、
し
か
も
経

験
的
実
在
と
対
応
し
な
い
文
字
ど
お
り
理
論
上
の
概
念
で
あ
る
（
ロ
8
卜
。
］
器
甲
・
。
①
。
。
頁
）
。
こ
れ
ら
の
概
念
が
全
体
と
し
て
「
天
動
説
」
に
対

す
る
反
証
と
と
も
に
排
除
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
次
に
グ
ラ
ン
ジ
ェ
が
挙
げ
る
の
が
「
特
殊
相
対
性
理
論
」
の
ケ
ー
ス
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
場
合
の
「
ま
っ
た
く
理
論
的
で
な
い
概
念
」

と
は
「
真
空
中
の
光
の
速
度
。
」
で
あ
る
。
こ
の
光
の
速
度
と
い
う
の
は
理
論
的
概
念
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
古
典
電
磁
気
学
の
理
論
に
固
有

の
概
念
で
あ
り
、
特
殊
相
対
性
理
論
は
そ
れ
を
自
ら
の
理
論
に
取
り
入
れ
、
そ
れ
が
不
変
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理
論
の
支
柱
と
し
た
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
し
た
が
っ
て
、
こ
の
理
論
の
他
の
概
念
と
は
独
立
の
与
件
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
こ
の
理
論
の
体
系
の
な
か
で
は
「
理
論
的

で
な
い
概
念
」
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
「
純
粋
に
理
論
的
な
補
助
的
要
因
」
と
は
、
疑
似
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
、
群
論
、
テ
ン
ソ
ル
算
な

ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
道
具
と
し
て
理
論
の
一
部
を
な
し
て
お
り
、
理
論
の
検
証
の
手
続
き
に
お
い
て
、
そ
れ
の
使
用
の
適
宜
さ
が
問
題
に

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
論
の
哲
学

九
五
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な
る
に
し
て
も
、
そ
の
妥
当
性
そ
の
も
の
が
問
題
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
理
論
の
他
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
概
念
は

「
固
有
の
理
論
性
」
を
撫
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
理
論
に
お
い
て
は
、
位
置
、
時
点
、
長
さ
、
時
間
は
、
古
典
力
学
で
の
場
合
と
違
っ
て
、

基
本
的
概
念
枠
に
強
く
依
存
す
る
理
論
的
な
も
の
と
な
る
。
ま
た
運
動
量
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
、
電
場
、
磁
場
と
い
っ
た
概
念
は
、
古
典
力
学
や

そ
れ
と
並
ぶ
電
磁
気
学
の
場
合
と
異
な
っ
て
、
新
た
に
、
極
め
て
緊
密
な
概
念
の
網
を
構
成
す
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
の
妥
当
性
は
、
特
殊
相

対
性
理
論
の
検
証
あ
る
い
は
反
証
と
不
可
分
で
あ
る
（
［
一
り
旨
］
ま
。
。
幽
8
頁
）
。
こ
の
よ
う
に
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
物
理
体
系
は
一
つ

の
全
体
と
し
て
機
能
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
構
成
要
素
に
は
、
そ
の
体
系
に
固
有
の
理
論
的
な
も
の
と
そ
う
で
な
い
も
の
と
が
あ
り
、
経
験

の
反
証
は
、
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
ホ
ー
リ
ズ
ム
が
主
張
す
る
よ
う
に
体
系
の
全
体
に
及
ぶ
の
で
は
な
く
、
そ
の
体
系
に
固
有
の
も
の
に
関
わ
る
の

で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
「
穏
健
な
ホ
ー
リ
ズ
ム
」
を
採
用
す
る
の
で
あ
る
。

　
次
に
、
ホ
ー
リ
ズ
ム
の
第
二
の
論
点
に
関
す
る
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
見
解
を
見
て
お
こ
う
。
ク
ワ
イ
ン
の
ホ
ー
リ
ズ
ム
は
、
経
験
の
審
判
は
、

知
識
の
体
系
の
最
も
原
理
的
な
部
分
す
な
わ
ち
論
理
学
に
も
及
ぶ
と
い
う
。
こ
の
主
張
の
背
景
に
は
、
量
子
力
学
の
形
成
に
伴
う
量
子
論
理

の
出
現
（
こ
れ
は
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
グ
の
「
不
確
定
性
原
理
」
は
古
典
論
理
の
「
分
配
則
」
を
満
た
さ
な
い
と
い
う
認
識
に
基
づ
く
）
が
あ

る
。
こ
の
点
を
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
ど
う
考
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
ま
ず
、
量
子
力
学
の
物
理
学
者
は
、
推
論

そ
の
も
の
に
関
し
て
は
、
量
子
論
理
の
規
則
に
従
っ
て
お
ら
ず
、
古
典
的
に
真
と
偽
と
を
操
作
し
て
い
る
と
指
摘
す
る
。
た
だ
、
物
理
学
者

が
定
式
化
す
る
言
明
は
「
（
量
子
力
学
の
）
特
定
の
形
式
的
属
性
を
備
え
た
対
象
」
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
言
明
の
構
造
を
表
す

「
量
子
論
理
」
は
、
量
子
力
学
の
新
し
い
「
対
象
」
の
形
式
的
属
性
、
す
な
わ
ち
そ
の
形
式
的
内
容
を
描
写
す
る
も
の
で
あ
る
。
言
い
換
え

れ
ば
、
量
子
論
理
と
は
、
す
で
に
認
定
さ
れ
た
量
子
力
学
の
対
象
の
一
般
的
特
性
を
描
出
す
る
、
い
わ
ば
抽
象
物
理
学
な
の
で
あ
り
、
特
定

の
領
域
の
構
造
に
関
わ
る
も
の
な
の
で
あ
る
（
こ
の
点
は
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
直
観
主
義
の
論
理
に
つ
い
て
も
、
そ
れ
は
「
論
証
さ
れ
る
言

明
」
と
い
う
「
意
味
」
を
持
っ
た
対
象
の
属
性
を
描
写
す
る
も
の
と
し
て
、
同
様
で
あ
る
、
と
考
え
る
）
。
こ
れ
に
対
し
て
、
書
典
命
題
論

理
は
、
前
述
の
よ
う
に
、
そ
の
対
象
が
そ
の
操
作
の
体
系
の
完
全
な
相
関
物
に
他
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
て
、
何
ら
か
の
特
定
の
対
象
領
域



に
関
わ
り
そ
の
性
質
を
反
映
す
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
ゆ
え
に
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
古
典
論
理
は
、
推
論
の
「
操
作
の
規
範
（
昌
。
村
ヨ
Φ
仙
、

。
o
曾
豊
8
）
」
と
し
て
機
能
し
、
特
定
の
対
象
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
思
考
に
対
す
る
「
メ
タ
規
則
（
ヨ
蝉
g
。
み
α
q
δ
ヨ
劇
壇
け
δ
コ
）
」
、
あ
る
い
は

あ
ら
ゆ
る
体
系
に
対
す
る
普
遍
的
な
「
メ
タ
体
系
（
ヨ
0
8
昌
ω
け
α
ヨ
Φ
）
」
と
し
て
の
唯
一
の
特
権
的
な
役
割
を
果
た
す
と
考
え
る
。
こ
れ
は
し

た
が
っ
て
経
験
に
よ
っ
て
反
証
さ
れ
る
性
質
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
（
ロ
リ
8
］
・
。
頴
山
雲
頁
一
［
お
。
。
刈
初
出
、
一
8
五
爵
よ
ω
頁
）
。

　
こ
の
よ
う
な
、
経
験
の
反
証
の
坪
外
に
あ
る
と
い
う
性
質
は
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
科
学
一
般
の
基
本
的
特
性
に
つ
い
て
も
言
え
る
。

グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
科
学
に
は
も
ち
ろ
ん
多
様
な
領
域
が
あ
り
様
々
な
科
学
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
お
よ
そ
科
学
で
あ
る
か
ぎ
り
（
人

間
科
学
や
社
会
科
学
を
含
め
て
）
次
の
三
つ
の
特
性
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
第
一
に
、
「
実
在
を
対
象
と
す
る
と
い
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
と
（
わ
れ
わ
れ
の
自
由
な
空
想
に
抗
す
る
も
の
の
記
述
と
組
織
化
を
目
指
す
と
い
う
こ
と
こ
で
あ
る
。
第
二
は
、
「
説
明
を
求
め
る
と
い

う
こ
と
（
こ
れ
は
、
あ
る
概
念
の
体
系
を
そ
の
形
態
を
規
定
す
る
よ
り
広
い
概
念
の
体
系
の
う
ち
に
取
り
込
む
と
い
う
こ
と
）
」
で
あ
る
。

第
三
は
、
「
妥
当
化
（
検
証
）
の
明
確
な
基
準
に
服
す
る
と
い
う
こ
と
」
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
い
わ
ば
当
然
の
こ
と
で
も
あ
る
が
、
あ
る

作
業
が
科
学
的
作
業
た
り
う
る
た
め
の
基
本
条
件
で
あ
り
、
科
学
を
「
超
越
論
的
」
に
規
定
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
超
越
論
的
規
定
は
、

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

そ
れ
の
個
々
の
内
容
は
暫
定
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
の
一
般
的
形
態
は
恒
常
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
（
ロ
リ
。
。
。
。
］
一
。
。
㎝
山
高
頁
“
口
8
ω
］

歳
望
ミ
頁
）
。

　
さ
て
、
以
上
の
論
述
は
も
っ
ぱ
ら
物
理
理
論
を
中
心
と
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
「
基
準
系
の
設
定
」
と
そ
れ
に
よ
る
「
仮
想
的
地
平
の
産

出
」
と
い
う
こ
と
を
軸
と
す
る
物
理
理
論
は
、
も
ち
ろ
ん
、
実
験
に
よ
る
審
査
に
服
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
上
記
の
、
科
学
的
作
業
の
三

つ
の
条
件
の
う
ち
第
三
の
も
の
が
物
理
学
に
お
い
て
は
特
に
重
要
で
あ
る
。
そ
の
点
に
関
し
て
グ
ラ
ン
ジ
ェ
が
指
摘
す
る
の
は
、
次
の
よ
う

な
こ
と
で
あ
る
。
ま
ず
、
実
験
の
手
続
き
は
、
明
確
な
基
準
を
満
た
さ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
は
、
実
験
結
果
が
い
か
に
し
て
与
え
ら
れ

た
の
か
と
い
う
こ
と
の
報
告
と
、
そ
れ
が
再
現
さ
れ
る
た
め
の
条
件
の
指
示
と
を
提
示
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、

物
理
学
に
お
け
る
検
証
に
お
い
て
は
、
「
検
証
さ
れ
る
べ
き
対
象
に
つ
い
て
の
理
論
」
に
加
え
て
、
「
検
証
の
手
続
き
に
つ
い
て
の
理
論
」
が

　
　
　
　
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
論
の
哲
学
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
七
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必
要
で
あ
り
、
そ
れ
は
特
に
、
達
成
し
う
る
近
似
の
限
界
や
信
頼
し
う
る
測
定
範
囲
を
指
示
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
理
学
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

お
け
る
実
験
は
、
日
常
の
知
覚
経
験
に
お
け
る
事
実
の
確
認
と
は
違
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
二
重
の
意
味
の
理
論
に
従
う
も
の
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
最
終
的
に
は
、
】
定
の
規
則
に
従
う
も
の
の
、
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
の
レ
ヴ
ェ
ル
で
行
わ
れ
る
操
作
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
知
覚
言
語
に
関
す
る
規
則
化
さ
れ
た
意
味
論
が
与
え
ら
れ
て
あ
り
、
そ
れ
は
知
覚
的
言
明
が
意
味
を
も
つ
た

め
の
条
件
を
規
定
す
る
基
本
言
明
を
含
む
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
科
学
的
命
題
を
展
開
す
る
た
め
に
使
わ
れ
る
形
式
体
系

の
も
と
で
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
命
題
な
い
し
命
題
群
か
ら
、
知
覚
的
言
明
と
照
合
す
る
こ
と
が
可
能
な
少
な
く
と
も
一
つ
の
帰
結
が
引
き

出
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
る
と
、
あ
る
物
理
理
論
の
実
験
的
検
証
に
お
い
て
は
、
そ
の
理
論
か
ら
帰
結
す
る
も
の
で
、
知
覚
の

レ
ヴ
ェ
ル
に
登
場
す
る
も
の
が
少
な
く
と
も
一
つ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
ま
た
そ
の
知
覚
的
表
現
の
意
味
を
確
定
す
る
意
味
論
が
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
（
冨
。
。
。
。
］
お
㌣
置
O
頁
“
ロ
8
ω
］
ミ
頁
、
お
山
O
頁
）
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
よ
れ
ば
、
物
理
学
に
お
け
る
検
証
の
手
続
き
は
こ

の
よ
う
な
性
質
を
も
つ
。
そ
こ
で
、
物
理
理
論
は
、
こ
の
よ
う
な
検
証
の
手
続
き
に
服
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
そ
れ
は
、
上
述
し

た
よ
う
な
「
穏
健
な
ホ
ー
リ
ズ
ム
」
の
も
と
で
検
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
、
理
論
を
検
証
す
る
こ
と
は
、
一
言
で
い
え
ば
、
「
経

験
と
概
念
的
探
究
に
よ
っ
て
対
象
の
体
系
に
対
す
る
操
作
体
系
の
十
全
性
（
国
差
料
蝕
8
）
と
限
界
（
一
冒
圃
δ
蝕
。
旨
）
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
」
と
定
式
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
（
冨
8
］
卜
。
G
。
卜
。
頁
）
。

　
さ
て
、
最
後
に
、
「
科
学
の
進
歩
」
と
い
う
、
科
学
論
上
し
ば
し
ば
取
り
上
げ
ら
れ
る
論
点
に
つ
い
て
グ
ラ
ン
ジ
ェ
が
ど
う
考
え
て
い
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
に
触
れ
て
お
こ
う
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
科
学
（
物
理
学
）
の
進
展
を
経
験
的
知
識
の
累
積
と
は
見
な
さ
ず
、
上
述
の
よ

う
に
、
「
基
準
系
（
み
隷
『
o
暮
鴎
①
三
の
設
定
と
そ
の
変
遷
と
が
そ
の
節
冒
を
な
す
と
考
え
る
の
で
、
基
準
系
と
い
う
基
本
的
な
概
念
枠
組
み

の
変
遷
を
科
学
の
進
歩
と
解
し
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
り
、
こ
の
論
点
に
つ
い
て
は
是
非
と
も
答
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
。
こ
の
論
点
は
、
あ
る
基
準
系
を
基
礎
と
す
る
理
論
と
そ
れ
と
異
な
る
基
準
系
を
基
礎
と
す
る
理
論
と
の
問
の
「
翻
訳
」
が
潜

血
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
、
特
に
二
つ
の
理
論
の
間
で
同
名
の
概
念
の
解
釈
の
問
題
に
帰
着
す
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
古



典
力
学
と
特
殊
相
対
論
と
の
間
の
関
係
を
例
に
し
て
次
の
よ
う
な
議
論
に
よ
っ
て
肯
定
を
も
っ
て
答
え
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
で
は
質
量
は

物
体
に
固
有
の
定
数
と
さ
れ
る
が
、
相
対
論
で
は
、
質
量
は
静
止
質
量
と
運
動
中
の
質
量
と
に
二
重
化
さ
れ
、
物
体
の
速
度
と
と
も
に
増
大

し
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
概
念
と
等
価
の
も
の
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
古
典
力
学
と
相
対
論
と
で
は
質
量
概
念
の
意
味
は
変
わ
る
。
し
か
し
、
そ

の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
再
編
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
間
の
対
応
関
係
の
設
定
は
可
能
で
あ
る
。
古
い
概
念
は
新
し
い
理
論
に
お
い
て
も
存

続
す
る
の
で
あ
り
、
た
だ
そ
れ
は
、
新
し
い
理
論
が
増
加
さ
せ
た
レ
ヴ
ェ
ル
の
う
ち
の
一
つ
に
お
い
て
存
続
す
る
の
で
あ
る
。
新
た
な
理
論

は
、
よ
り
豊
か
で
階
層
化
さ
れ
た
仮
想
的
・
潜
在
的
事
実
の
世
界
で
そ
の
仮
説
を
展
開
し
そ
の
概
念
を
定
義
す
る
。
そ
こ
に
は
古
い
理
論
に

よ
っ
て
は
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
レ
ヴ
ェ
ル
の
概
念
が
導
入
さ
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
新
し
い
概
念
を
古
い
概
念
へ
と
翻
訳
す
る
と
い
う

こ
と
は
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
よ
う
な
レ
ヴ
ェ
ル
を
括
弧
に
い
れ
無
効
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
で
き
な
い
。
つ
ま
り
、
坐
し
い
理
論
は
古

い
理
論
を
あ
・
意
味
で
そ
の
「
極
限
：
・
・
量
・
し
て
持
つ
の
で
あ
・
．
・
う
し
て
相
対
論
的
昏
睡
岸
＼
魚
）
は
、
物

体
の
速
度
が
光
の
速
度
に
対
し
て
十
分
に
小
さ
い
と
き
に
は
、
静
止
質
量
ヨ
。
す
な
わ
ち
古
典
力
学
の
質
量
へ
と
移
行
し
測
定
さ
れ
る
。
ま

た
、
プ
ラ
ン
ク
定
数
7
を
、
記
述
さ
れ
る
現
象
に
介
入
す
る
作
用
に
対
し
て
無
限
小
と
見
な
し
う
る
場
合
に
は
、
量
子
力
学
の
法
則
は
古

典
力
学
の
法
則
に
移
行
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
異
な
る
理
論
の
間
で
も
、
そ
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
再
編
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
両
者
の
あ
い
だ

の
翻
訳
は
可
能
と
な
り
、
科
学
の
進
歩
を
合
理
的
に
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
で
あ
る
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
こ
の
点
を
ま
た
次
の
よ
う
な
仕

方
で
説
明
す
る
。
す
な
わ
ち
、
古
い
理
論
に
代
わ
る
理
論
は
、
古
い
理
論
に
対
し
て
「
メ
タ
理
論
的
役
割
（
脱
2
Φ
ヨ
0
欝
け
菰
。
ユ
ρ
器
）
」
を
果

た
し
、
先
行
す
る
理
論
を
、
そ
れ
の
妥
当
な
適
用
条
件
の
限
界
を
定
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
含
み
表
現
で
き
る
。
例
え

ば
、
特
殊
相
対
性
理
論
は
、
古
典
力
学
は
物
体
の
速
度
が
十
分
に
小
さ
い
時
に
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
の
意
味
で
、

よ
り
良
い
理
論
と
は
、
単
に
事
実
を
よ
り
多
く
説
明
す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
取
っ
て
代
わ
る
理
論
が
ど
の
点
ま
で
現
象
の
説
明
に
成

功
し
、
そ
れ
も
最
大
限
ど
の
近
似
ま
で
で
き
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
う
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
新
し
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ヘ
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い
よ
り
良
い
理
論
と
は
、
古
い
理
論
に
足
し
て
メ
タ
理
論
的
役
割
を
果
た
し
、
そ
の
妥
当
性
の
限
界
を
定
め
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
論
の
哲
学

九
九



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
笛
叩
五
百
六
十
九
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〇
〇

っ
て
そ
れ
自
身
の
科
学
的
進
歩
を
証
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
こ
の
よ
う
な
議
論
に
よ
っ
て
い
わ
ゆ
る

性
」
の
概
念
に
基
づ
く
「
科
学
的
相
対
・
王
義
」
を
退
け
る
の
で
あ
る
。

結

課口口

「
通
約
不
可
能

　
以
上
、
G
・
G
・
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
認
識
論
の
哲
学
、
と
く
に
数
学
と
物
理
学
に
関
す
る
科
学
的
認
識
論
の
主
要
な
ポ
イ
ン
ト
を
論
及
し
て

み
た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
哲
学
の
視
野
の
広
さ
と
透
徹
さ
の
少
な
く
と
も
一
面
が
知
ら
れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
そ
れ
が
現
代
の
理
論
的
哲
学
の
状
況
に
対
し
て
大
き
な
刺
激
と
イ
ン
パ
ク
ト
を
与
え
う
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
感
得
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
仕
事
は
以
上
の
よ
う
な
純
粋
の
科
学
認
識
論
上
の
も
の
に
つ
き
な
い
。
彼
は
、
以
上
の
よ
う
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ヘ
　
　
　
へ

な
科
学
的
知
識
の
内
容
の
構
造
面
を
対
象
と
す
る
認
識
論
に
加
え
て
、
科
学
的
活
動
の
実
践
的
側
面
を
対
象
と
し
、
そ
れ
の
隠
れ
た
生
き
ら

れ
る
構
造
化
の
面
を
扱
う
「
様
式
（
ω
琶
Φ
）
の
哲
学
」
を
も
展
開
す
る
。
ま
た
他
方
、
数
学
や
自
然
科
学
と
違
っ
て
「
意
味
（
ω
一
α
q
三
｛
8
甲

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

菖
o
p
）
を
負
蕎
」
し
た
人
間
的
事
実
を
対
象
と
す
る
入
間
科
学
や
社
会
科
学
の
認
識
論
も
提
示
す
る
。
さ
ら
に
は
、
科
学
的
知
識
の
次
元
と

は
違
っ
て
、
「
生
き
ら
れ
る
も
の
（
一
①
〈
⑩
o
¢
）
」
や
「
言
語
の
使
用
」
と
い
う
こ
と
が
・
王
軸
と
な
る
人
間
の
「
個
人
（
冨
9
≦
含
）
」
と
し
て
の

在
り
方
の
考
察
を
提
示
す
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
稿
を
改
め
て
論
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

注

（
1
）
　
ジ
ル
・
ガ
ス
ト
ン
・
グ
ラ
ン
ジ
ェ
は
、
エ
ッ
ク
ス
・
ア
ン
・
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
大
学
教
授
、
プ
リ
ン
ス
ト
ン
高
等
研
究
所
客
員
教
授
、
コ
レ
…
ジ
ュ
・

　
ド
・
フ
ラ
ン
ス
教
授
を
経
て
、
現
在
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス
名
誉
教
授
。
そ
の
活
動
領
域
は
、
認
識
論
（
エ
ピ
ス
テ
モ
ロ
ジ
ー
）
を
核
と
し
て
、

　
数
学
か
ら
物
理
学
さ
ら
に
言
語
学
か
ら
経
済
学
方
法
論
に
及
び
、
哲
学
史
の
領
域
の
仕
事
と
し
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
学
問
論
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
翻
訳
と
研
究
（
彼
は
現
代
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
研
究
の
指
導
的
存
在
で
も
あ
る
）
、
さ
ら
に
タ
ル
ス
キ
論
文
集
全
二



巻
の
監
修
が
あ
る
。
彼
の
詳
し
い
経
歴
に
つ
い
て
は
、
『
フ
ラ
ン
ス
哲
学
・
思
想
事
典
』
（
弘
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
所
収
の
拙
文
「
ジ
ル
・
ガ
ス
ト
ン
・

グ
ラ
ン
ジ
ェ
」
を
み
ら
れ
た
い
。
そ
の
主
要
著
作
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
本
文
で
の
引
用
や
参
照
に
つ
い
て
は
本
文
中
に
著
作
の
年
で
示
す
。
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ト
ン
・
グ
ラ
ン
ジ
ェ
論
文
集
γ
ζ
餌
昏
Φ
ω
吐
く
「
β
お
濠
■

卜
鳴
暦
ミ
貯
ミ
魯
貯
層
8
鴇
呼
む
ミ
貯
唱
ミ
§
N
（
『
確
率
・
可
能
性
・
潜
在
性
』
γ
○
ロ
一
一
Φ
冨
8
ρ
一
㊤
㊤
9

　
卜
、
帖
壽
職
§
蕊
災
（
隅
非
命
理
的
な
も
の
』
）
り
O
象
δ
回
頭
o
o
げ
一
お
Φ
。
。
6

　
　
な
お
本
稿
執
筆
の
翌
日
に
グ
ラ
ン
ジ
ェ
教
授
よ
り
、
卜
賢
廿
§
恥
魯
§
N
、
鳴
愚
§
鳴
（
『
空
間
の
思
考
』
γ
O
儀
凶
δ
冨
o
o
ダ
　
同
O
㊤
り
、
が
送
ら
れ
て
き
た
。
こ

　
れ
は
、
そ
の
内
容
に
は
も
ち
ろ
ん
言
及
で
き
な
か
っ
た
が
、
彼
の
数
学
の
哲
学
に
関
す
る
も
っ
と
も
本
格
的
か
つ
テ
ク
ニ
カ
ル
な
書
物
で
あ
る
。

（
2
）
　
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
経
歴
と
そ
の
思
想
の
概
略
に
つ
い
て
は
、
弘
文
堂
『
フ
ラ
ン
ス
哲
学
・
思
想
事
典
聴
所
収
の
拙
文
「
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
」
を
参
照
さ

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
論
の
哲
学

一
〇
一



哲
学
研
究
　
第
五
百
六
十
九
号

～
〇
二

　
れ
た
い
。
彼
は
哲
学
と
数
学
と
を
フ
ラ
ン
ス
と
ド
イ
ツ
で
学
び
、
「
集
合
論
の
形
成
史
」
と
「
数
学
の
基
礎
の
問
題
」
（
ミ
沸
き
。
§
§
ご
§
ミ
§
ミ
ミ
誉
壌

　
§
ミ
詠
§
魯
頃
興
彗
霧
P
ち
ω
。
。
）
で
車
止
し
た
仕
事
を
残
し
た
。
ま
た
抽
象
代
数
学
の
創
始
者
の
一
人
エ
ミ
ー
・
ネ
ー
タ
ー
の
協
力
の
も
と
に
『
カ
ン
ト

　
ー
ル
・
デ
デ
キ
ン
ト
往
復
書
簡
集
画
を
出
版
し
て
い
る
。
そ
の
思
想
の
コ
ン
パ
ク
ト
に
し
て
最
も
的
確
な
紹
介
と
し
て
、
踏
■
Q
Q
ぎ
餌
8
霞
”
　
S

　
9
§
ミ
騨
、
ミ
ミ
8
愚
ミ
軸
§
ミ
ミ
ミ
ミ
尽
墨
勺
．
¢
．
濁
一
㊤
Φ
心
を
参
照
。

（
3
）
　
旨
0
⇔
〈
鋤
籠
伽
ρ
の
ミ
ミ
、
亮
鳶
匿
恥
ミ
ミ
ミ
駄
S
爵
§
ミ
の
織
§
ら
恥
M
　
＜
臨
詳
お
刈
◎
O
P
ω
∴
ω
凸
ヒ
ル
ベ
ル
ト
と
ネ
ー
タ
ー
の
b
ご
Φ
ひ
q
ユ
暁
h
＝
o
げ
①

　
ζ
簿
プ
①
ヨ
m
艶
（
と
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
搾
ω
ぎ
9
。
o
Φ
霞
噂
．
．
0
9
。
＜
鉱
＝
0
ω
簿
δ
ω
ヨ
簿
げ
0
ヨ
簿
昼
器
ω
，
」
5
卜
湧
》
ミ
ご
⑭
愚
ミ
題
ミ
、
8

　
ミ
ミ
、
～
駄
ミ
ミ
§
ミ
勲
伽
創
．
O
費
国
■
b
ご
費
げ
ぎ
簿
】
≦
．
〇
四
く
①
ぎ
ぴ
q
℃
閃
＝
言
ω
Φ
ρ
お
㊤
9
P
ω
同
伊
を
参
照
。

（
4
）

（
5
）

（
6
）

（
7
）

（
8
）

　
は
生
産
性
に
つ
い
て
の
カ
ヴ
ァ
イ
エ
ス
の
論
述
に
つ
い
て
は
、

（
9
）

門
臨
、

　
（
1
2
）
の

（
1
0
）

　
§
S
黛
ミ
、
ミ
劃

（
1
1
）

　
牢
Φ
ω
ρ
＜
〇
一
こ
押
お
§
も
」
①
参
照
。

（
1
2
）
　
こ
こ
で
ベ
ク
ト
ル
空
間
V
と
は
次
の
よ
う
な
性
質
を
持
つ
集
合
で
あ
る
。

い
O
餌
く
餌
≡
⑪
ω
」
σ
剛
匹
．
－
℃
℃
．
ホ
為
。
。
■
拙
論
門
現
象
学
批
判
試
論
」
、
『
現
象
学
年
報
1
3
』
、
一
九
九
七
年
、
P
お
参
照
。

じ
む
’
知
二
ω
ω
①
算
》
蕊
詮
Q
ミ
建
帖
ミ
。
§
貸
ミ
博
蒔
籍
謡
織
§
ミ
勘
（
一
逡
O
）
’
○
．
〉
一
δ
鵠
讐
益
C
コ
三
ジ
お
①
一
堕
O
．
刈
”
や
一
N
。
。
．

b
ご
．
力
二
。
。
ω
①
＝
－
恕
§
§
嵩
映
嵩
。
ミ
貯
暗
恥
（
一
気
○
。
）
響
O
．
》
＝
2
四
譜
畠
¢
瓢
≦
ヨ
し
O
露
一
〇
℃
■
6
や
一
り
朝
■

旨
0
9
ゆ
く
巴
＝
α
ω
”
愚
こ
ら
蝕
ロ
℃
．
ω
。
。
る
O
．

旨
0
9
。
〈
帥
一
一
一
α
ρ
愚
こ
ら
鋒
署
．
ω
一
－
。
。
も
。
■
頃
曜
ω
ぎ
霧
①
二
さ
愚
こ
ら
鈍
署
．
㊤
？
O
ρ
特
に
九
八
頁
参
照
。
な
お
ヒ
ル
ベ
ル
ト
の
記
号
理
論
の
重
要
性
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
§
ぎ
§
§
帖
。
ミ
ミ
§
ミ
ミ
誉
ミ
蓉
駐
ミ
食
。
℃
。
鳩
。
芦
。
劉
同
心
参
照
。

以
上
の
「
双
対
空
間
」
の
説
明
は
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
表
現
を
ベ
ー
ス
に
し
て
次
の
書
を
参
考
に
し
て
記
し
た
も
の
で
あ
る
。
松
坂
和
夫
『
代
数
系
入

岩
波
書
店
、
一
九
九
〇
年
。
ベ
ク
ト
ル
空
間
、
線
型
写
像
、
線
型
形
式
、
双
対
空
間
の
定
義
に
つ
い
て
は
、
一
七
〇
1
一
八
八
頁
参
照
。
な
お
注

　
「
ベ
ク
ト
ル
空
間
」
の
注
釈
を
参
照
さ
れ
た
い
。

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
O
．
○
．
○
惹
昌
ぴ
q
Φ
び
、
噂
。
霞
§
Φ
9
蜂
働
づ
巳
。
ひ
q
δ
島
二
管
鋤
く
日
戸
｝
の
。
δ
コ
賦
脇
δ
器
ぎ
　
ヨ
ト
貸
篭
ミ
、
8
愚
“
N
凡
鳴
職
題
的
竃
§
ら
禽

　
　
　
　
ω
o
⊆
ω
貯
臼
屋
。
甑
§
塵
㊦
旨
国
国
ヨ
げ
。
ξ
ひ
毎
⑦
び
○
雲
昏
δ
で
≦
一
一
輿
ω
，
一
㊤
。
。
①
も
℃
」
雛
－
這
一
参
照
。

ニ
ュ
ー
ト
ン
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
Z
Φ
≦
8
コ
ー
、
嵐
ミ
嘗
貯
ミ
ミ
“
～
免
ミ
ミ
篤
ミ
b
①
隼
σ
く
》
■
筥
O
入
み
餌
ヨ
リ
O
d
●
O
O
冨
P
O
七
三
σ
「
益
磯
①
¢
三
く
■

〈
1
＞
加
法
に
関
す
る
可
換
群
と
な
る
（
結
食
法
則
、
単
位
元
1
0
ベ
ク



　
ト
ル
ー
の
存
在
、
逆
元
一
逆
ベ
ク
ト
ル
ー
の
存
在
、
交
換
法
則
を
満
足
す
る
）
。
〈
2
＞
K
を
体
と
し
て
、
V
の
任
意
の
元
κ
（
ベ
ク
ト
ル
）
と
K
の
任
意

　
の
元
a
（
ス
カ
ラ
ー
）
に
対
し
て
、
x
の
畏
倍
と
呼
ば
れ
る
V
の
元
p
。
逡
が
定
義
さ
れ
、
次
の
条
件
が
満
た
さ
れ
る
。
（
1
）
任
意
の
鴛
訣
と
任
意
の

き
旨
く
に
対
し
て
、
9
。
（
逡
＋
ヒ
）
1
一
畏
＋
9
。
ざ
（
2
）
任
意
の
島
。
”
げ
①
閑
と
任
意
の
溢
く
に
対
し
て
、
（
〇
＋
げ
ζ
目
自
。
逡
＋
び
き
（
3
）
任
意
の
P
σ
侮
区
と
任

意
の
誘
く
に
対
し
て
（
餌
ぴ
ζ
窪
田
（
げ
逡
γ
（
4
）
K
の
単
位
元
1
と
任
意
の
溢
く
に
対
し
て
黒
目
き
こ
の
と
き
V
は
K
上
の
ベ
ク
ト
ル
空
間
と
呼
ば
れ

　
　
　
　
　
　
フ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ

　
る
。
な
お
、
】
増
辱
（
鋤
為
図
）
で
？
目
p
。
㈹
一
1
…
…
1
1
蝉
コ
到
O
の
と
き
に
限
り
図
鋤
き
目
O
の
場
合
に
、
娩
ご
討
…
…
㌧
室
が
線
型
独
立
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
暁
1
1
一
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
執
1
1
一

本
文
の
「
ベ
ク
ト
ル
空
間
の
基
準
系
」
の
叙
述
は
も
ち
ろ
ん
グ
ラ
ン
ジ
ェ
に
（
一
部
変
形
の
上
）
従
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
理
解
と
叙
述
、
お
よ
び
上

記
の
「
ベ
ク
ト
ル
空
間
」
の
注
釈
に
際
し
て
次
の
書
物
を
参
考
に
し
た
。
松
坂
和
夫
、
前
掲
書
、
一
七
〇
一
一
八
｝
頁
。
『
物
理
学
辞
典
』
（
培
風
館
）
、

　
お
8
（
改
訂
版
）
、
「
ベ
ク
ト
ル
空
間
」
の
項
、
『
岩
波
数
学
辞
典
』
、
｝
九
八
五
年
（
第
三
版
）
、
「
線
形
空
間
」
の
項
。

（
1
3
）
　
こ
の
、
物
理
学
上
の
ア
プ
リ
オ
リ
と
い
う
こ
と
の
二
つ
の
特
質
に
つ
い
て
の
論
述
は
、
［
お
逡
］
に
所
収
の
、
、
U
Φ
紹
簿
単
二
Ω
器
轟
篭
篭
。
篭
魯
一
p

ω
o
δ
昌
8
ヨ
。
匹
Φ
毎
Φ
．
、
と
い
う
論
文
で
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
は
初
出
が
一
九
八
四
年
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
ま
だ
み
欲
話
簿
凶
2
の
概
念
は
前
面
に
で

　
て
お
ら
ず
、
そ
の
代
わ
り
に
不
変
性
を
措
定
す
る
「
保
存
（
o
o
霧
堆
く
p
け
5
原
理
」
と
い
う
概
念
が
登
場
す
る
。
し
か
し
、
こ
の
概
念
が
そ
の
あ
と

　
「
基
準
系
」
の
概
念
へ
と
洗
練
さ
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
な
お
、
こ
の
論
文
で
、
経
験
科
学
で
、
こ
の
保
存
則
以
外
に
、
ア
プ
リ
オ
リ
で
総
合
的
な
も

　
の
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
が
、
確
率
論
の
経
験
現
象
へ
の
適
用
で
あ
り
、
特
に
「
大
数
の
法
則
」
の
適
用
で
あ
る
。
そ
の
問
題
は
、
口
㊤
O
㎝
］

　
の
第
六
章
と
第
七
章
と
で
本
格
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
1
4
）
　
慣
性
の
法
則
に
つ
い
て
、
こ
の
点
を
指
摘
し
た
の
は
デ
ュ
エ
ム
で
あ
る
。
デ
ュ
エ
ム
に
よ
れ
ば
、
慣
性
の
法
則
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
経
験
的
意
味

を
も
た
な
い
が
、
有
機
的
全
体
を
な
す
理
論
の
原
理
な
の
で
あ
り
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
経
験
的
意
味
を
持
ち
、
し
た
が
っ
て
経
験
に
よ
る
反
証
の
対

象
と
な
る
の
で
あ
る
。
デ
ュ
エ
ム
『
物
理
理
論
の
目
的
と
構
造
』
（
小
林
道
夫
・
熊
谷
陽
一
・
安
孫
子
信
訳
、
勤
草
書
房
、
一
九
九
　
年
、
二
八
八
－
二

　
八
九
頁
）
参
照
。
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
デ
ュ
エ
ム
開
ク
ワ
イ
ン
・
テ
ー
ゼ
の
例
で
あ
る
。

（
1
5
）
　
こ
の
く
葺
二
面
と
い
う
の
は
、
物
理
学
上
で
は
以
下
で
も
触
れ
る
よ
う
に
「
仮
想
変
位
」
や
「
仮
想
運
動
」
の
「
仮
想
」
に
あ
た
る
が
、
こ
こ
で
使

　
わ
れ
て
い
る
意
味
か
ら
す
る
と
「
仮
想
的
」
と
い
う
軽
い
表
現
に
は
尽
く
さ
れ
な
い
、
「
潜
在
的
」
と
い
う
意
味
も
含
む
。
従
っ
て
、
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に

応
じ
て
「
仮
想
的
・
潜
在
的
」
と
訳
し
た
り
、
単
に
「
仮
想
的
」
と
訳
す
こ
と
に
す
る
。

現
代
フ
ラ
ン
ス
の
認
識
論
の
哲
学

一
〇
三



哲
学
研
究
　
第
五
百
六
十
九
号

〇
四

（
1
6
）
　
以
上
の
門
解
析
力
学
」
に
お
け
る
「
仮
想
的
な
も
の
」
に
関
す
る
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
議
論
の
提
示
は
も
ち
ろ
ん
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
テ
キ
ス
ト
に
よ
っ
た
が
、

次
の
書
物
に
よ
っ
て
理
解
を
補
い
、
一
部
表
現
を
変
え
た
。
菅
野
礼
司
『
物
理
学
の
論
理
と
方
法
』
（
上
）
、
大
月
書
店
、
一
九
八
三
年
、
六
〇
1
七
八
頁
。

田
中
正
『
物
理
学
的
世
界
像
の
発
展
㎞
、
岩
波
書
店
、
一
九
八
八
年
、
五
九
－
六
八
頁
。

（
1
7
）
　
以
上
の
叙
述
は
、
先
の
「
解
析
力
学
」
の
場
合
と
同
様
に
、
も
ち
ろ
ん
、
グ
ラ
ン
ジ
ェ
の
論
述
に
従
っ
た
が
、
そ
の
理
解
と
叙
述
に
お
い
て
次
の
書

物
を
参
考
に
し
、
一
部
表
現
を
変
え
た
。
田
中
正
、
前
掲
書
（
岩
波
書
店
）
、
一
七
六
一
　
九
六
頁
、
同
隅
物
理
学
と
自
然
の
哲
学
㎞
、
新
日
本
出
版
社
、

　
　
九
九
五
年
、
｝
九
四
1
二
二
五
頁
。

　
　
な
お
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
物
理
学
の
田
中
正
先
生
（
京
大
）
と
数
学
の
村
上
信
吾
先
生
（
阪
大
）
に
い
く
つ
か
の
質
問
に
答
え
て
い
た
だ
く
と

　
と
も
に
、
関
連
の
箇
所
を
検
討
し
て
い
た
だ
き
筆
者
の
無
知
を
正
し
た
。
厚
く
お
礼
申
し
上
げ
る
。
な
お
不
備
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
筆
者
の

　
責
任
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

　
ハ
追
記
〕
　
村
上
儒
吾
先
生
は
、
筆
者
が
質
問
さ
せ
て
頂
い
た
蒋
に
は
お
元
気
だ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
興
し
ば
ら
く
し
て
御
体
調
に
急
変
が
あ
り
、
そ

　
の
ニ
ケ
月
後
に
逝
去
さ
れ
た
。
痛
恨
の
極
み
で
あ
る
。
本
稿
執
筆
と
の
関
わ
り
か
ら
、
こ
の
場
を
借
り
て
心
よ
り
御
冥
福
を
お
祈
り
す
る
次
第
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
筆
者
　
こ
ば
や
し
・
み
ち
お
　
大
阪
甫
立
大
学
文
学
部
〔
哲
学
〕
教
授
）
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Par　Michio　KOBAYASHI

Professeur　de　philosophie

Universite　de　la　Ville　d’Osaka

　　Au　Japon　oR　considere　souvent　la　philosophie　frangaise　contemporaine　soit

comme　une　philesophie　spiritualiste　soit　comme　une　philosophie　litt6raire．　1！　est

vrai　que　c’est　surtout　dans　ces　courants　que　la　philosophie　frangaise　du　xxe　siele

ont　fait　montre　de　competence　et　d’originalite．　Mais　il　ne　faudrait　pas　oublier

qu’il　existe　en　France　depuis　Descartes　et　A．Comte　une　forte　tradition　de

philosophie　de　la　coRnaissance　qui　traite　des　mathematiques　et　des　sciences

empiriques　en　s’attachant　toujours　a　leur　actualite．　Cette　tradition　a　connu

recemment　un　nouveau　developpemeRt　qui　est　remarquable　tant　du　point　de

vue　de　Ia　technicit6　scientifique　que　de　celui　de　1’envergure　philosophique．　II　a

et6　effectue　par　des　philosophes　tels　que　Gilles－Gaston　Granger　et　Jules　Vuil－

lemin．　Cet　article　a　pour　objet　de　pr6senter　quelques　id6es　de　ce　mouvement

philosophique　afin　de　combier　un　vide　dans　les　6tudes　de　philosophie　frangaise

au　Japon　et　aussi　d’attirer　1’attention　de　ceux　qui　s’occupent　chez　nous　de

philosophie　des　sciences　sans　s’int6resser　suffisamment　aux　actMtes　frangaises

en　ce　domaine　qui　me　paraissent　avoir　une　valeur　universelle．　Dans　cet　article，

je　traiterai　particulierement　de　la　philosophie　de　G－G．Granger．　Dans　la　premiere

section，　je　presenterai　les　critiques　que　Granger，　d6velopant　les　idees　de　son

maitre，　」．Cavailles，　adresse　a　la　fois　a　la　philosophie　kantienne　et　a　1’empirisme

contemporain．　Ensuite　je　traiterai　de　sa　philosophie　du　symbolisme　qui　se　base

sur　les　notions　de　dualite’　et　de　contenu　formel．　Ces　notions　constituent　le　coeur

de　sa　phi｝osophie　de　la　connaissance．　Dans　la　section　suivante，　je　passerai　a　la

philosophie　de　la　physique　chez　Granger，　qui　a　pour　pivots　les　idees　du　re’fe’r－

entiel　et　du　vir彦uel．　Enfin，　je　mentionnerai　son　holisme’θ吻6葱et　ses　id6es　sur
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Ia verification en physique et sur le progres scientifique. 

"Mental Cognition" (manasa) in Kamalasila's 

Theory of Direct Perception 

by Toru FUNAYAMA 

Associate Professor of Indian Philosophy 

Kyushu University 

This article is an investigation into how Kamalaslla, an eminent Indian 

Buddhist scholar in the eighth century, uses the word "manasa" in his 

Tattvasat;lgrahapaiijika, especially in the commentary on the stanzas 1329 and 

3380-88 of the Tattvasat;lgraha by his teacher Santara~sita. The result of this 

research reveals that manasa, meaning "mental cognition" (mtinasan:- jnanam), 

is used in the sense of either "mental perception" (manasapratyak~a), "yogic 

perception" (yogipratyak~a) or "conceptual cognition" (vikalpajnana) according 

to the context where the word in question is used. As such, mtinasa is a synonym 

of manovijFitina and an antonym of indriyajtltina (sensory cognition). In particu

lar, Kamalasna states that "mental cognition" in stanza 1329 should be con

strued either in the sense of mental perception or yogic perception. However, 

this does not mean that the notion of mental perception and that of yogic 

perception are the same in Kamalaslla's theory of perception, but means that 

both of these different types of perception belong to mental cognition. Com

menting on stanzas 3380-88, Kamalaslla explains what the Buddha's omniscient 

cognition is. He takes it to be a type of yogic perception, but it cannot be the 

same as mental perception defined by Dharmakirti. Also, the usages of the 

above-mentioned technical terms in the Bhavanakrama, another important 

work by Kamalaslla, as well as those in Dharmakirti's works, are partially 

examined in this article. In conclusion, Kamalaslla's view on the types of 

perceptual cognition is shown by the following diagram: 
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