
J心

ム」

は

何

か

木

曽

好

言言

序

論

人
間
の
心
的
(
精
神
的
、
心
理
的
)
な
状
態
や
活
動
と
、

人
語
の
身
捧
の
物
理
的
生
理
的
な
状
態
や
活
動
が
、
ど
う
い
う
関
係
に
あ
る
か
と
い

う
、
心
身
問
題
に
関
し
て
、

心
的
な
領
域
と
物
理
的
な
領
域
を
別
担
な
存
在
領
域
と
す
る
心
去
の
二
元
論
は
、
も
は
や
採
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ

る
。
心
的
な
領
域
ほ
、
物
理
的
な
領
域
の
一
部
分
と
、
何
ら
か
の
意
味
で
司
じ
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、

心
的
な
事
象
が
物
理
的
生

理
的
な
事
象
に
完
全
に
還
元
さ
れ
て
し
ま
う
か
と
い
う
と
、
問
題
は
そ
れ
ほ
ど
簡
単
で
は
な
い
。

こ
の
論
文
で
は
、
あ
る
人
に
お
け
る
心
的
な
事

象
が
、

そ
の
当
人
が
体
験
す
る
内
的
な
質
的
体
験
の
側
面
と
、
他
人
が
外
か
ら
観
察
で
き
る
、
身
誌
に
お
け
る
物
理
的
生
理
的
な
側
面
と
の
、
両

面
を
、
本
質
的
に
錆
え
た
も
の
で
あ
る
こ
と
、
従
っ
て
、
当
人
が
内
的
に
体
験
し
て
い
る
も
の
と
、
他
人
が
外
か
ら
観
察
で
き
る
も
の
と
が
、
同

じ
一
つ
の
心
的
事
象
で
あ
る
こ
と
を
、
主
張
し
た
い
。

こ
の
考
え
は
、
心
的
事
象
を
身
体
的
過
程
と
司
一
視
す
る
点
で
、
唯
物
論
的
な
一
元
論
で

あ
る
が
、
心
的
事
象
の
内
的
側
面
を
、
身
体
的
側
面
に
は
還
元
で
き
な
い
、
身
体
的
側
面
と
は
別
個
な
、
富
有
の
保
面
と
し
て
保
持
す
る
と
い
う

点
で
、
心
身
の
二
側
面
説

(FO
門戸。三
)
}
0
2
明
言
三
号
。
。
ミ
)
と
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
心
身
二
側
面
説
に
対
し
て
は
、

た
だ
ち
に
異
論
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
二
側
面
説
は
、

心
身
一
元
論
で
あ
る
と
称
し
な



が
ら
、
心
身
二
元
論
の
二
つ
の
存
在
領
域
に
対
志
す
る
よ
う
な
内
外
の
二
つ
の
鶴
苗
の
存
在
を
認
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
異
論
で
あ

る。

こ
の
異
論
に
対
し
て
は
、
心
的
事
象
は
身
体
的
事
象
と
同
一

の
事
象
で
あ
り
、
そ
の
内
的
側
面
と
外
的
側
面
と
は
、

同
一
か
つ
単
一
の
精
神

的
か
つ
身
体
的
な
事
象
(
完
全
な
意
味
で
の
心
的
事
象
)

の
単
な
る
二
部
面
で
あ
っ
て
、
別
居
な
存
在
領
域
で
は
な
い
、
と
一
応
答
え
る
こ
と
が

で
き
る
。
し
か
し
、

こ
れ
は
、

心
的
事
象
の
内
的
側
面
を
、

物
理
的
身
体
的
な
事
象
の
単
な
る
随
律
現
象

(3srogBgm)
と
見
な
す
こ
と

に
な
ち
な
い
で
あ
ろ
う
か
。

乙
の
問
題
は
、
難
し
い
開
題
で
あ
る
が
、

こ
の
問
題
に
も
か
か
わ
ち
ず
、

心
身
二
側
面
説
は
、
も
っ
と
も
妥
当
な
立

場
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

註(
1
)
 
単
な
る
詰
伴
現
象
は
、
身
体
的
行
動
を
間
引
き
起
こ
す
よ
う
な
、
密
果
的
な
作
用
む

能
力
を
持
た
な
い
と
、
想
定
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
心
的
事
象
で
あ
る
欲
求
や
決

意
は
、
少
な
く
と
も
部
分
的
に
は
、
そ
の
内
的
側
面
で
あ
る
意
識
を
介
し
て
、
身

体
的
行
動
を
引
き
起
こ
す
よ
う
に
見
え
、
欲
求
や
決
意
の
内
的
側
面
が
、
因
果
的

効
力
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
た
と
え
ば
、
視
野
を
左
右
の
方

向
に
ず
ら
せ
る
プ
リ
ズ
ム
を
通
し
て
外
界
を
知
覚
す
る
と
き
、
子
む
運
動
を
呂
で

知
覚
し
な
が
ら
、
手
を
目
的
の
対
象
に
導
く
と
と
が
で
き
る

(
2・
戸
出
。
長
き
込

2
・
∞
・
出
ミ
号
¥
〈
玄

3

8込
斗
き
の
弓
)
が
、
乙
の
場
合
、
手
の
運
動
の
視
覚

的
知
覚
は
、
身
体
内
的
に
体
性
的
(
き
ヨ
ω立
の
)
に
知
覚
さ
れ
る
随
意
運
動
の
、
な

か
ば
意
志
に
反
す
る
随
伴
的
な
結
果
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
手
の
運
動
を
視

覚
的
に
誘
導
す
る
の
に
有
効
な
椿
報
を
与
え
て
い
る
(
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
現
象
)
。

欲
求
や
決
意
の
内
的
意
識
を
、
ち
ょ
う
ど
こ
の
場
合
の
プ
ヲ
ズ
ム
に
よ
る
視
覚
的

な
知
覚
の
よ
う
な
、
随
伴
現
象
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら

に
、
幼
児
が
随
意
的
身
体
運
動
の
能
力
を
獲
得
す
る
の
も
、
ち
ょ
う
ど
こ
む
よ
う

に
し
て
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
(
の
円
斗
・
。
・
戸
田
。
t

唱え・
k

声
、
之
さ
問
、
。
、
宮
LP
と

むき出向。
b
き
均
三
宅
・
斗
切

1
2・
宅

-CHIE--
し
か
し
地
方
、
手
む
運
動
の
視
覚

的
知
覚
が
、
手
の
運
動
を
誘
導
す
る
た
め
に
必
要
な
情
報
を
与
え
る
と
い
う
こ
と

は
、
手
の
運
動
の
読
覚
的
知
覚
が
因
果
的
効
力
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
な

い
で
あ
ろ
う
か
。

第
一
章

心
は
身
体
と
は
別
の
も
の
か
(
デ
カ
ル
ト
の
心
身
二
元
論
)

心
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
物
体
や
生
物
の
よ
う
な
物
で
あ
ろ
う
か
、

そ
れ
と
も
物
の
あ
り
方
(
性
賞
、
状
態
、
活
動
、
機
能
等
)
で
あ
ろ

う
か
。



デ
カ
ル
ト

(巴

2
2円
Z
9
尽
き
i
H
8
0
)

は、

心
を
物
の
一
一
檀
で
あ
る
と
考
え
た
。

彼
は
、
真
理
の
考
察
の
場
に
お
い
て
、
少
し
で
も
疑
い
得

る
も
の
を
す
べ
て
偽
と
み
な
し
て
も
、

そ
の
際
に
疑
い
考
え
て
い
る
自
分
(
「
私
」
)
が
存
在
す
る
こ
と
は
、

疑
い
得
な
い
と
し
、

「
私
は
考
え
て

い
る
、

ゆ
え
に
私
は
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
、
最
初
の
握
実
な
真
理
と
見
な
し
た
。

そ
し
て
、
考
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
存
在
し
て
い
る

「
私
」
と
は
向
か
と
関
い
、

「
私
と
は
、

鼓
密
に
言
え
ば
、

考
え
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

す
な
わ
ち
精
神

(
B
g
m
)
、

(
『
第
二
省
察
』
、
〉
寸
〈
戸
ミ
一
回
》
ハ
l
Y
N
H
)
。

す
な
わ
ち
魂
、

す

な
わ
ち
知
性
、
す
な
わ
ち
理
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
」
と
答
え
た

そ
し
て
、

こ
の
考
え
る
も
の
、

「
な
」
の
精
神
を
、
「
私
」
む
身
体
か
ら
独
立
の
存
在
者
と
し
た
。

「
・
・
・
忍
は
、

(
1
)
私
が
明
断
か
つ
判
明
に
理
解
す
る
も
の
は
す
べ
て
、

私
の
理
解
す
る
と
お
り
に
神
に
よ
っ
て
造
ち
れ
得
る
、

と

う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

(
2
)
一
つ
の
も
の
を
も
う
一
つ
の
も
の
な
し
に
明
新
か
っ
判
明
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
さ
え
す
れ

ば

そ
れ
だ
け
で
、

乙
の
二
つ
の
も
の
が
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
得
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
ら
は
、
少
な
く
と
も
神

に
よ
っ
て
、
別
々
に
さ
れ
得
る
は
ず
で
あ
る
か
ち
。

-
・
従
っ
て
、
私
が
、
忍
は
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い
る
こ
と
、

そ
し
て
、

そ
の
題

(
3
)
忍
が
、
私
の
本
性
あ
る
い
は
本
質
に
属
す
る
と
は
っ
き
り
認
め
得
る
と
と
は
た
だ
、
私
が
思
惟
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

だ
け
で
あ
る
こ
と
、

こ
の
こ
と
か
ら
し
て
私
は
、

(
4
)
忍
の
本
質
が
、

こ
の
一
つ
の
と
と
、

す
な
わ
ち
、

私
は
思
推
す
る
も
の
で
あ
る
と
い

う
こ
と
に
存
す
る
の
だ
、
と
結
論
し
て
正
し
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
お
そ
ら
く
は
・
・
・
私
は
身
体
を
も
っ
て
お
り
、

こ
れ
が
私
と
き
わ
め
て
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
に
し
て
も
、
し
か
し
私
は
、

方
で
、

(
5
)
私
が
た
だ
思
惟
す
る
も
の
で
あ
っ
て
延
長
(
空
間
的
広
が
り
)

を
も
つ
も
の
で
な
い
限
り
に
お
い
て
、
私
自
身
の
明
噺
で
判
明

な
観
念
を
も
っ
て
い
る
し
、

抱
方
で
は
、

(
6
)
身
体
が
た
だ
延
長
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
思
慢
す
る
も
の
で
な
い
限
り
に
お
い
て
、
身
体
の

判
明
な
観
念
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

(
7
)
私
が
私
の
身
誌
か
ち
実
際
に

(
実
在
的
に
)
分
か
た
れ
た
も
の
で
あ
り
、
身
体
な
し
に

存
在
し
得
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
」
(
『
第
六
省
察
』
、
誌
一
定
)



四

註(
1
)
 
色
ミ

S
h出

向

b
h
M
q
a
ミ
2
・
三
σ一広

2
唱
言
。
z・
〉
含

5

2

司・

2
5
2予

↓
。
ョ
。
〈
口
・
単
品
「
由
民
吉
見
守
ミ
伯
母
、
之
さ
R
H

』

v
p
叫向。的名

vs・
-
Y
N
J
ご
、
H
，C
5
0
H
}
ハl
H

・

ミ
ミ
ξ

目

N
o
g
-
}
u
・N
H
・
以
下
同
様
。
訳
文
は
、
野
田
又
夫
編
『
世
界
の
名
著
、

n

デ
カ
ル
ト
』
(
中
央
公
論
社
、
巴
ミ
)
の
井
上
庄
七
、
森
啓
訳
に
頼
っ
た
。

こ
の
議
論
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
は
、

(
3
)
「
私
が
、
私
の
本
性
あ
る
い
は
本
質
に
罵
す
る
と
は
っ
き
り
認
め
得
る
こ
と
は
た
だ
、
私
が
思

世
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
乙
と
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
か
ら
、

(
4
)
「
私
の
本
質
は
、

乙
の
一
つ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
私
が
思
惟
す
る

も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
」
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、

(
5
)
「
私
は
、
私
が
た
だ
思
惟
す
る
も
の
で
あ
っ
て
延
長
を
も
つ
も
の
で
な

い
限
り
に
お
い
て
、
私
自
身
の
明
噺
で
判
明
な
観
念
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
導
出
し
て
い
る
が
、

そ
の
た
め
に
は
、
少
く
と
も
、

(
3
)
 

を、

(
3
1
1
)
 
「
私
は
、
私
が
思
惟
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
む
何
も
私
の
本
質
に
属
さ
な
い
こ
と
を
、

正
し
い
推
論
で
は
な
い
。

は
っ
き
り
と
認
め
得
る
」

と
読
み
変
え
な
け
れ
誌
な
ら
な
い
。

し
か
し
、

こ
の
読
み
変
え
は
、

こ
れ
は
、
す
で
に
ア
ル
ノ
ー

(
〉
・
〉
『
ロ
hwgEW

Hasigま
)
が
デ
カ
ル
ト
に
直
接
指
矯
し
た
こ
と
で
あ
る
。
「
い
か
に
し
て
、
彼
(
デ
カ
ル
ト
)
が
、
彼
が
考
え
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以

外
の
何
も
彼
の
本
賞
に
罵
す
る
こ
と
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
(

(

3

)

)

か
ら
、

そ
れ
以
外
の
何
も
実
際
に
彼
の
本
質
に
属
さ
な
い
と
い
う
こ
と

(

(

4

)

あ
る
い
は
(

7

)

)

〔
を
知
る
と
い
う
こ
と

(
(
3
i
l
)
)
]
が
帰
結
す
る
の
か
。
」
(
『
第
四
論
駁
』
、

gu
…
5
3
1私
は
、
物
体
が
存
在

す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
な
ん
ら
か
の
延
長
し
た
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
が
そ

れ
を
否
定
す
る
か
あ
る
い
は
そ
れ
を
考
え
て
い
る
閤
は
、
私
は
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
は
、
故
然
と
し
て
確
か
で
あ
る
。

-・
L

し
か
し
、

-
こ
の
こ
と
か
ら
帰
結
す
る
唯
一
の
こ
と
は
、
私
が
、
物
体
に
つ
い
て
の
知
識
な
し
に
、
私
自
身
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
知
識
を
得
る
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
こ
と
(

(

3

)

)

だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
知
識
が
、
完
全
で
十
全
な
も
の
で
あ
り
、
私
の
本
質
か
ら
物
体
を
除
い
て
も
誤

り
で
は
な
い
こ
と
(

(

4

)

あ
る
い
は
(

7

)

)

を
私
に
確
信
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
は
ま
だ
明
瞭
で
は
な
い
こ

3
2
ニ
ミ
)

で
は
、

デ
カ
ル
ト
の
推
論
が
誤
り
で
あ
り
、

(
7
)
「
私
が
、
私
の
身
体
か
ら
実
擦
に
(
実
在
的
に
)
分
か
た
れ
た
も
の
で
あ
り
、
身
体
な
し
に
存



在
し
得
る
」
と
い
う
こ
と
が
確
か
で
な
い
と
す
れ
ば
、
「
私
」
す
な
わ
ち
「
私
」

の
精
神
は
、

ど
の
よ
う
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
か
。

ア
ル
ノ

i
は
、
「
物
体
の
精
神
に
対
す
る
関
係
は
、
類
の
種
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
」
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
し
、

「
た
と
え
ば
、
私
が
、
「
図

形
」
と
い
う
類
を
、

{
そ
の
一
つ
の
覆
で
あ
る
]
円
に
固
有
な
ど
の
属
性
の
理
解
と
も
別
個
に
、

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
よ
う
に
、

物
体
と

い
う
類
を
、

そ
の
一
つ
の
種
で
あ
る
精
神
を
理
解
す
る
こ
と
な
く
、

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
う

(
N
C
H

一
同
史
民
・
)
。

従
っ
て
、

円
を
理
解

す
る
擦
に
は
そ
れ
の
類
で
る
る
図
形
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
よ
う
に
、
精
神
と
い
う
種
を
理
解
す
る
際
に
は
、

そ
れ
の
類
で
あ
る
物

体
を
理
解
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、

「
す
べ
て
の
考
え
る

(
思
位
す
る
)
も
の

は
、
ま
た
、

延
長
し
て
い
る
も
り
で
る
る
、
す
な
わ
ち
、

そ
れ
が
告
の
延
長
し
て
い
る
も
の
と
共
有
す
る
形
や
運
動
の
よ
う
な
属
性
の
ほ
か
に
、

思
惟
と
い
う
酉
有
の
能
力
を
も
っ
、

延
長
す
る
も
の
で
る
る
」
と
考
え
得
る
と
言
う

(
h
w
C
ω

戸
一

]
5
m
w
)

。

註(
Z
)
 

(
2
)
 

『
省
察
』
の
「
論
較
』
と
『
答
弁
』
の
訳
文
は
、
守
宮
市
E
N
s
e芝
naN
モミ・

九
九
三
官
。
h
a
U
2
q
Q唱え
2
・
H
，

S
門
戸
川
山
宮
言
内
山
吉
可

H
O
C円
江
口
問

}
E
S
-
-
N・
2
0
E
F
O
R
何回一口円山

口
・
三
三
品
。
与
に
頼
っ
た
。

同
じ
批
判
が
、
〉
・
問
。
ロ
ロ
ヲ

b
s
sミ
2
・
み
匂
吉
弘
、
。
¥
司
令
M
V
注
目
。
切
も
と
・
官
・
∞
む

に
見
ら
れ
る
。

以
上
の
論
駁
に
関
し
て
、

デ
カ
ル
ト
の
『
省
察
』
本
論
の
議
論
お
よ
び
「
第
四
答
弁
』

こ
斗
品
、

二
通
り
の
議
論
の
筋
が
読
み
取
れ
る
。
し

か
し
、

ま
ず
、
答
弁
の
全
体
を
一
一
握
り
の
も
の
と
し
て
述
べ
る
と
、
彼
は
、

(
8
)
「
[
忍
の
気
づ
い
て
い
な
い
、
考
え
る
と
い
う
こ
と
以
外
の
、
〕

他
の
属
性
は
、
精
神
の
本
質
に
罵
さ
な
い
」
と
い
う
こ
と
(

(

4

)

)

が
確
実
で
あ
る
と
晴
合
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
精
神
と
物
体
の

「
実
在
的
区
則
的
」

(
一
方
の
存
在
が
抱
方
の
存
在
か
ら
独
立
で
あ
る
こ
と
)
(

(

7

)

)

を
結
論
し
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る

(NS
二三
)

G

彼
は
、

(
9
)
 

「
[
二
つ
の
も
の
の
題
の
実
在
的
反
一
別
〕
を
堆
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

伊

』

ゃ

串

』

、

J
j
ふ
/

わ
れ
わ
れ
が
一
方
の
も
の
を
、
他
方
の
も
の
と
は
別
個
に

完
全
に
、
す
な
わ
ち
完
全
な
も
の
と
し
て
、
理
解
す
る
場
合
に
限
る
」

(
N
N
O
L
2
)

と
言
い
、
「
完
全
な
も
の
と
は
、

そ
れ
が
実
体
で
あ
る
こ
と

を
私
が
認
識
す
る
こ
と
を
可
龍
な
ら
し
め
る
よ
う
な
形
相
ま
た
は
罵
性
を
も
っ
、

実
体
の
こ
と
で
あ
る
」

(
N
N
N
L
芯
)
と
言
う
。

延
長
し
て
い

五



-L... 

ノ¥

る
こ
と
、
分
割
可
能
で
あ
る
こ
と
、
形
を
も
つ
こ
と
等
(
一
殻
に
、
延
長
し
て
い
る
こ
と
)
が
、
物
体
的
実
体
を
認
識
さ
せ
る
属
性
で
あ
ち
、
理

解
す
る
こ
と
、
意
志
す
る
こ
と
、
疑
う
こ
と
等
(
一
般
に
、
思
惟
す
る
こ
と
)
が
、

精
神
と
い
う
実
体
を
認
識
さ
せ
る
属
性
と
さ
れ
る

(
M
M
ω
 

〕ミ
ω)
。
そ
し
て
、
(
日
)
「
精
神
は
、
物
誌
が
実
体
で
あ
る
こ
と
を
認
識
さ
せ
る
形
桓
ま
た
は
属
性
(
物
体
的
属
性
)
な
し
に
、
明
断
に
、
か
つ
完

全
に
、
す
な
わ
ち
精
神
を
完
全
な
も
の
と
見
な
す
の
に
十
分
な
ほ
ど
に
、
知
覚
さ
れ
得
る
」
(

(

5

)

)

と
主
張
す
る

(
N
N
ω

二
言
)
。
従
っ
て
、

ア

ル
ノ

i
が
可
誌
で
あ
る
と
考
え
た
、

「
物
捧
の
精
神
に
対
す
る
関
係
は
、
類
の
撞
に
対
す
る
関
係
で
あ
る
」
と
い
う
考
え
は
、
退
け
ら
れ
る
。
な

ぜ
な
ら
、

「
種
は
類
な
し
に
考
え
る
こ
と
が
決
し
て
で
き
な
い
」

の
に
対
し
て
、

精
神
は
物
体
な
し
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
ち
で
あ
る
。

(
N
N
ω

一H

J
可

ω
)

デ
カ
ル
ト
は
、

こ
の
議
論
の
過
程
で
、

(
8
)
「
考
え
る
と
い
う
こ
と
以
外
の
属
性
は
、
精
神
の
本
質
に
罵
さ
な
い
」
(

(

4

)

)

と
い
う
主
張
を
、

(
日
)
「
物
体
に
属
す
る
属
性
の
す
べ
て
を
精
神
に
つ
い
て
否
定
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
」

(
U
W
M
W
J
可
一
H
U
1
G
)

と
言
い
換
え
て
い
る
。

そ
し
て
、

(
立
)
「
二
つ
の
も
の
の
ど
ち
ら
を
吟
味
し
て
も
、

一
方
に
見
出
さ
れ
る
も
の
が
ど
れ
も
、

他
方
に
見
出
さ
れ
る
も
の
と
相
違
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
、
二
つ
の
も
の
む
間
の

〔
実
在
的
]
区
別
の
た
め
の
も
っ
と
も
優
れ
た
証
拠
で
あ
る
」
と
し
て
い
る

(
N
N
U
1
一
回
吋
合
)
。

こ
れ
が
、

第
一
の

議
論
む
第
で
あ
る
。
し
か
し
、
次
節
で
見
る
よ
う
に
、

こ
の
よ
う
な
議
論
に
よ
っ
て
は
、
精
神
と
物
体
の
実
在
的
一
送
別
を
結
論
す
る
こ
と
は
で
き

2
f
h

、。
手
h
'
u
w四

わ
れ
わ
れ
が
、

物
体
あ
る
い
は
物
品
体
的
罵
性
の
こ
と
を
考
え
ず
に
、

精
神
的
状
態
や
精
神
的
活
動
を
意
識
で
き
る
と
い
う
こ
と
、

さ
ら

に
、
わ
れ
わ
れ
の
考
察
の
現
段
措
で
は
、
精
神
ま
た
は
精
神
的
活
動
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
す
べ
て
の
物
体
的
属
性
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き

る
(
(
日
)
)
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
実
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
事
実
は
、
精
神
的
な
も
の
と
物
体
的
な
も
の
が
論
理
的
に
独
立
で
あ
る

こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
す
な
わ
ち
、

そ
れ
ら
の
一
方
の
存
在
は
、
他
方
の
存
在
ま
た
は
非
存
在
を
、
論
理
的
に
合
意
す
る
わ
け



で
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
問
題
は
、
精
神
的
な
も
の
が
、
論
理
的
に
で
は
な
く
、
事
実
に
お
い
て
、
物
品
体
的
な
も
の
な
し
に
存
在
で

き
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
が
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
「
知
る
」
た
め
に
は
、
物
体
が
存
在
す
る
こ
と
を
考
え
る
必
要
誌
な
い

カま

こ
の
こ
と
は
、

私
が
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
「
事
実
で
あ
る
」

た
め
に
、

物
体
の
存
在
が
必
要
で
な
い
と
い
う
こ
と
を
、

含
意
し
な

し、

一
般
に
、
認
識
摂
拠
と
存
在
根
拠
と
は
、

一
致
す
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

こ
の
間
題
に
つ
い
て
デ
カ
ル
ト
は
、
す
で
に
『
第
六
省
察
』
で
、

「
お
そ
ら
く
は
・
・
・
私
は
身
誌
を
も
っ
て
お
り
、

こ
れ
が
私
と

き
わ
め
て
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
・
・
・
」
と
述
べ
て
お
り
、
「
第
四
答
弁
』
に
お
い
て
は
、
(
臼
)
日
現
実
の
人
間
に
お
け
る
精
神
と
身
体
の
〕

実
捧
と
し
て
の
結
合
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
完
全
な
も
の
(
独
立
の
実
体
)
と
し
て
の
精
神
自
体
の
明
顕
で
判
明
な
観
念
を
も
つ
こ
と
(
(
印
)
)
を
、

妨
げ
る
も
の
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る

(
N
N
∞
一
見
吋
)
。
す
な
わ
ち
、

デ
カ
ル
ト
は
、

現
実
の
人
間
の
精
神
が
、

そ
の
存
在
に
お
い
て
で
は
な

、ze

号、局、
し
カ

そ
の
活
動
に
お
い
て
、
彼
の
身
体
に
事
実
に
お
い
て
結
合
し
て
い
る
(
因
果
的
に
依
存
し
て
い
る
)

こ
と
[
及
び
、
身
体
が
精
神
に
同
様

に
依
存
し
て
い
る
こ
と
〕
を
、
可
能
で
あ
る
と
認
め
、

『
第
六
省
察
』

で
は
、
神
の
誠
実
を
根
拠
に
し
て
、

そ
れ
が
事
実
で
あ
る
と
と
を
わ
れ
わ

れ
が
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
認
め
て
い
る
の
で
る
る
。

そ
こ
で
、
問
題
は
、
精
神
の
身
体
に
対
す
る
こ
の
よ
う
な
事
実
に
お
け
る
依
存
が
、
精
神
と
物
体
と
の
「
実
在
的
な
区
別
」
に
、

反
し
な
い
の

か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
私
は
、

ら
れ
得
る
、
と
い
う
と
と
を
知
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、

(
1
)
私
が
明
麟
か
つ
判
明
に
理
解
す
る
も
の
は
す
べ
て
、
私
の
理
解
す
る
と
お
り
に
神
に
よ
っ
て
造

(
2
)
 
一
つ
の
も
の
を
も
う
一
つ
の
も
の
な
し
に
明
軟
か
つ
判
明
に
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
さ
え
す
れ
ば
、

こ
の
二
つ
の
も
の
が
異
な
っ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
得
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
は
、

少
な
く
と
も
神
に
よ
っ
て
、
別
々
に
さ
れ
得
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
」
と
い
う
原
文
か
ら
も
知
ら
れ
る
よ
う
に
、
精
神
と
物
体
と
の
実
在
的
区
別
と

そ
れ
だ
け
で
、

は
、
神
が
精
神
と
物
体
と
を
「
別
々
に
す
る
」
こ
と
が
「
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
は
、
精
神
と
身
体
は
、
現
実
の

人
間
に
お
い
て
「
実
誌
的
に
結
合
さ
れ
て
い
る
」
に
も
か
か
わ
ち
ず
、
現
に
別
個
な
実
体
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
7
)
「
弘
が
、
私

七



j¥. 

の
身
体
か
ち
実
際
に

(
実
在
的
に
)
分
か
た
れ
た
も
の
で
あ
り
、
身
体
な
し
に
存
在
し
得
る
こ
と
は
、
確
か
で
あ
る
。
」

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
現

実
の
人
間
に
お
い
て
は
精
神
の
活
動
は
身
体
の
活
動
あ
る
い
は
状
態
に
菌
果
的
に
依
存
し
て
い
る
が
、
精
神
の
存
在
は
身
体
の
存
在
に
、
事
実
に

お
い
て
、
依
存
し
て
い
な
い
と
い
う
ζ

と
を
意
味
す
る
。
精
神
と
身
掠
は
そ
の
存
在
が
独
立
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
す
な
わ
ち
、
神
が
精
神
と
身
体

を
、
事
実
に
お
い
て
別
掴
な
存
在
者
(
実
体
)
と
し
て
、
造
っ
た
か
ら
こ
そ
、
現
実
の
人
間
に
お
い
て
そ
れ
ら
が
そ
れ
ら
の
活
動
に
お
い
て
因
果

的
に
結
合
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
神
が
そ
れ
ら
を
「
別
々
に
す
る
」
こ
と
が
、

事
実
に
お
い
て
「
可
能
で
あ
る
」
、

す
な
わ
ち
実
際
に
あ

る、

の
で
あ
る
。

そ
こ
で
問
題
は
、
デ
カ
ル
ト
が
考
え
て
い
る
よ
う
に
、
精
神
の
存
在
が
身
体
の
存
在
か
ら
事
実
に
お
い
て
独
立
で
あ
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

そ
れ
ら
の
存
在
が
事
実
に
お
い
て
独
立
で
な
け
れ
ば
、
神
が
そ
れ
ら
を
「
別
々
に
す
る
可
能
性
」
は
、
現
実
に
は
成
立
し
て
い
な
い

単
な
る
論
理
的
な
可
能
性
と
な
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
デ
カ
ル
ト
が
、
精
神
の
存
在
と
物
体
の
存
在
の
単
に
論
理
的
な
独
立
性
、
す
な
わ
ち
精
神

が
物
体
な
し
に
存
在
す
る
こ
と
が
単
に
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
(
考
え
得
る
)
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
れ
ち
の
存
在
の
事
実
に
お
け
る
独
立
性
、

す
な
わ
ち
、
精
神
が
物
体
な
し
に
存
在
す
る
こ
と
が
事
実
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
導
出
す
る
と
い
う
誤
り
を
犯
し
た
こ
と
が
、
明

ら
か
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、

(
3
)
「
私
が
、
私
の
本
質
に
属
す
る
と
は
っ
き
り
認
め
得
る
こ
と
は
た
だ
、
私
が
思
堆
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
勿
論
、

(
3
1
1
)
か
ろ
得
ら
れ
る
(

4

)

(

あ
る
い
辻
(

8

)

)

「
私
の
本
質
は
、
た
だ
私
が
思
惟
す
る
も
の
で

あ
る
と
い
う
こ
と
に
の
み
存
す
る
」
と
い
う
こ
と
も
、

「
私
」
が
物
律
的
罵
性
を
実
擦
に
も
っ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
否
定
し
て

い
ず
、

た
だ
、
た
と
え
「
私
」
が
物
体
的
罵
牲
を
実
擦
に
も
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
私
が
そ
れ
ら
を
も
た
ず
物
体
の
存
在
に
依
存
せ
ず
に
存
在
す

る
こ
と
が
論
理
的
に
可
能
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
し
か
意
味
し
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
精
神
が
事
実
に
お
い
て
物
体
(
身
体
)
な
し
に
存
在
し
得

る
か
ど
う
か
は
、
精
神
の
概
念
と
物
体
の
観
念
の
間
の
単
に
認
識
ま
た
は
意
味
の
上
で
の
関
孫
し
か
含
ん
で
い
な
い
、

「
私
」
の
思
考
や
意
識
の

事
実
か
ち
は
、

決
定
で
き
な
い
問
題
で
あ
る
。

二
つ
の
も
の
の
毘
の
論
理
的
、

意
味
論
的
、

あ
る
い
は
認
識
論
的
な
区
別
(
相
違
、
独
立
性
)



十
品
、

そ
れ
ら
二
つ
の
も
の
の
間
の
実
在
的
区
別
(
そ
れ
も
り
の
存
在
が
事
実
に
お
い
て
互
い
に
独
立
で
あ
る
こ
と
)
を
合
意
し
な
い
の
で
あ
る
。

五

デ
カ
ル
ト
の
第
二
の
議
論
の
筋
は
、

(
5
)
寸
私
は
、
私
が
た
だ
思
惟
す
る
も
の
で
あ
っ
て
廷
長
を
も
つ
も
の
で
な
い
限
り
に
お
い
て
、
私

自
身
の
明
断
で
判
明
な
観
念
を
も
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
、

(
印
)
「
精
神
は
、
物
体
的
属
性
な
し
に
明
断
に
完
全
に
知
覚
さ
れ
得

る
」
と
い
う
こ
と
を
、
前
提
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

(
5
)
も、

(
ぬ
)
も
、

(
5
i
1
)
「
私
の
本
質
は
、
私
が
思
惟
す
る
も
の
で
£
り
、
私
が

延
長
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

(
5
i
2
)
「
私
が
思
惟
す
る
も
の
で
あ
れ

J

、
延
長
す
る
も
の
で
は

な
い
乙
と
が
、
必
然
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
単
に

(
日
)

「
物
体
に
属
す
る
属
性
の
ど
れ
も
精
神
に
は
属
さ
な
い
」

と
い
う
主
張

よ
り
も
強
い
主
張
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
或
る
こ
と
に
つ
い
て
明
麟
か
つ
判
明
な
観
念
を
も
っ
、
す
な
わ
ち
そ
の
こ
と
を

明
新
か
つ
判
明
に
知
覚
す
る

(
理
解
す
る
、
考
え
る
)
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
こ
と
が
必
然
的
な
真
理
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
実
擦
彼
は
、

最
初
の
確
実
な
真
理
と
し
て
、
「
私
は
考
え
て
い
る
、
そ
れ
ゆ
え
私
は
存
在
し
て
い
る
」
と
い
う
必
然
的
な
真
理
を
認
識
し
た
の
ち
に
、
「
私
が
〔
こ

の
真
理
と
同
程
度
に
〕

き
わ
め
て
明
断
か
つ
判
明
に
知
覚
す
る
こ
と
は
す
べ
て
真
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
を
一
殻
規
開
と
し
て
立
て

(
『
第
三
省

察』、

ω
∞一
N

吋)、

こ
の
規
則
に
基
い
て
、

神
の
存
在
を
必
然
的
な
真
理
で
あ
る
と
考
え

(
『
第
三
省
察
』
)
、

さ
ら
に
乙
の
規
期
と
神
の
誠
実
を
根

拠
に
し
て
、
数
学
の
真
理
が
必
然
的
真
理
で
あ
る
こ
と
を
認
め
た
の
で
あ
る

(
「
第
五
省
察
』
)
。

で
は
、

(
5
1
1
)
「
忍
の
本
質
は
、
私
が
患
怪
す
る
も
の
で
あ
勺
、
私
が
延
長
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
あ
る
」
と
い
う
こ
と
、
す

な
わ
ち

(
5
1
2
)
「
私
が
思
堆
す
る
も
の
で
あ
り
延
長
す
る
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、

必
然
的
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

い
か
に
し

て
知
ち
れ
る
の
か
。

こ
れ
る
の
命
題
は
、

(
3
)
「
私
が
、
私
の
本
性
あ
る
い
は
本
賞
に
罵
す
る
と
は
っ
き
り
認
め
得
る
こ
と
は
た
だ
、
私
が
忌
惟

す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
勿
論
、

(

4

)

(

ま
た
は
(

8

)

)

 

「
私
の
本
質
は
、

こ
の
一
つ
の
こ
と
、

す
な
わ

ち
、
私
は
思
堆
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
」
と
い
う
命
題
よ
り
も
強
く
、

そ
れ
ら
の
命
題
か
ら
は
導
出
で
き
な
い
。

(
5
1
1
)
 

九



O 

お
よ
び

(
5
i
2
)
は
、
(
日
)
よ
り
も
強
い

を
意
味
す
る
。
そ
し
て
こ
の
命
題
は
、
(
日
i
2
) (

H
・a・
-
)
「
物
体
的
属
性
の
ど
れ
も
精
神
に
属
さ
な
い
こ
と
が
、

必
然
的
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と

「
精
神
に
物
体
的
属
性
を
帰
す
こ
と
、
あ
る
い
は
、
精
神
的
属
性
と
物
体
的
属
性
を
同
じ
一
つ

の
も
の
に
帰
す
こ
と
が
、
論
理
的
な
矛
盾
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
し
か
し
、

こ
の
命
題
が
真
で
あ
る
こ
と
は
、

い
か
に
し
て
知
ら

れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

(
5
1
1
)
、
(
5
1
2
)
、
(
日
i
1
)

、
(
江
i
2
)

は
ま
さ
に
、

精
神
と
物
体
と
の
実
在
的
区
別
そ
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ

を
前
提
す
れ
ば
、
精
神
と
物
体
と
の
実
在
的
区
別
が
掃
結
す
る
こ
と
は
、

当
然
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

デ
カ
ル
ト
は
、

証
明
さ
れ
る
べ
き
こ
と

を
、
前
提
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。

註(
1
)
 
国
・
毛
昌
吉
呂
ω
-
U
2
S三
塁
~
吋
言
、
唱
、
ミ
.
岳
町
。
¥
』
U
H
h

芸
L

玄
室
町
、
予
匂
H
Y
M
N
ω
l
H
廷

に
、
同
じ
解
釈
が
晃
ち
れ
る
。

(
2
)
 
者
E
Z
S少
さ
・
立
了
℃
-
H
H

斗・号
O
H
)

号
宣
言
(
切
出
)
花
、
毘
む
解
釈
が
見
ち
れ

る。

-'-
ノ、

以
上
の
議
論
に
よ
っ
て
、

精
神
(
心
)

を
物
体
の
存
在
か
ら
独
立
に
存
在
す
る
実
律

(
一
覆
の
物
)

で
あ
る
と
す
る
デ
カ
ル
ト
の
主
張

は
、
成
功
し
て
い
な
い
と
結
論
さ
れ
る
。
精
神
と
物
捧
と
を
存
在
に
お
い
て
独
立
の
実
捧
と
す
る
心
身
二
元
論
に
は
、
再
実
体
の
間
の
現
実
の
関

係
を
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
因
果
的
相
互
作
用
と
す
る
心
身
相
互
作
用
論
の
ほ
か
に
、
両
実
体
が
因
果
的
に
も
独
立
で
あ
り
、
た
だ
併
存
す
る
だ
け

で
あ
る
と
す
る
、

心
身
並
行
論
が
あ
る
が
、
心
身
並
行
論
も
、
先
ず
精
神
を
物
体
か
ら
独
立
な
実
体
で
あ
る
こ
と
を
、
立
論
せ
ね
ば
な
ら
ず
、

そ

の
た
め
に
デ
カ
ル
ト
の
議
論
以
上
に
強
力
な
議
論
は
見
当
た
ら
な
い
の
で
、
実
体
二
一
元
論
的
心
身
並
行
論
の
考
察
は
、
省
く
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
章

人
と
は
何
か
(
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
「
人
」
の
観
念
と
心
身
の
二
側
面
)

前
章
で
見
た
よ
う
に
、
心
(
精
神
)
が
物
律
や
生
物
の
よ
う
な
物
の
一
一
種
で
あ
る
実
体
(
独
立
の
存
在
者
)

で
は
な
い
と
す
る
と
、

そ
れ
は
、



物
体
や
生
物
の
よ
う
な
物
の
あ
り
方
で
あ
り
、
特
に
人
間
の
よ
う
な
生
物
の
能
力
、
あ
る
い
は
そ
の
機
能
、
あ
る
い
は
そ
の
現
実
の
活
動
で
あ
る

と
考
え
ち
れ
る
。

そ
こ
で
次
に
、

意
識
の
主
体
で
あ
る
「
私
」
を
精
神
と
し
た
デ
カ
ル
ト
の
考
え
を
批
判
し
、

「
私
」
を
心
身
の
二
側
面
を
も
っ

「
人
」
(
人
慈
、

人
間
)

で
あ
る
と
考
え
た
、

ス
ト

2
1
ソ
ン

(
司
・
司
・
∞
可
m
H
a

宅
ω
。ロ)

の
主
張
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

七

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
に
よ
れ
ば

(3・
お
C
i
ω

己
)
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身
に
属
性
と
し
て
掃
す
事
柄
に
は
、
第
一
に
、

わ
れ
わ
れ
が
物

持
述
語
(
「
M
述
語
」
、
℃
・

2N)
に
よ
っ
て
物
体
に
も
掃
す
類
の
事
柄
が
あ
る
。

第
二
に
、
わ
れ
わ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
に
、
行
為
や
意
図
、

言己

壊
、
想
録
、

思
考
、
信
念
な
ど
の
認
識
活
動
を
掃
す
が
、

こ
れ
ち
は
人
述
語
(
「

p
述
語
」
、
同
》
・

ω
h
p
N
)

に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ
に
回
帰
さ
れ
る
。
人
述
語

は
、
す
べ
て
が
意
識
状
態
を
掃
す
述
語
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
が
、

そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
す
べ
て
の
個
体
が
意
識
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、

合
意
す
る

(℃
-
h
w
品川
W

)

。
し
か
し
、

わ
れ
わ
れ
は
、

物
体
に
は
、

わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身
に
人
述
語
に
よ
っ
て
掃
す
事
柄
を
帰
そ
う
と
は
、

夢
に
も
思
わ
な
い
。
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
は
一

つ
の
物
律
で
あ
る

(℃・

8H)
。
以
上
が
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
議
論
の
前
提
で
あ
る
。

ス
ト

ロ
i
ソ
ン
が
論
じ
よ
う
と
す
る
問
題
は
、

(
関
一
)
な
ぜ
、
あ
る
者
の
意
識
状
態
は
、
あ
る
蓮
の
物
的
特
徴
が
帰
さ
れ
る
の
と
同
じ
も
の
(
人
)
に
帰

さ
れ
る
の
か
、
ま
た
、

(
時
二
)
な
ぜ
、
あ
る
者
の
意
識
状
態
は
、

そ
も
そ
も
何
か
に
出
期
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

(
間
二
)

に
対
す

る
答
は
、

(
朱
三
三
個
々
の
意
識
状
態
を
居
々
の
意
識
状
態
と
し
て

(
詔
別
的
な
も
の
と
し
て
)
知
る
た
め
に
辻
、

そ
れ
ら
を
、

す
で
に
担
々
の

対
象
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
対
象
の
意
識
状
態
と
し
て
、
知
る
ほ
か
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

註(
1
)
 
同》・
p
m円円相W
巧

ω
。p
t旬。円
ω
。ロ
ω
.
J
H
者・
ωωoiω
日

ω
一
の
門
的
門
司
何
回
巧
∞
0
5
・L

『
可
え
を
九
九
ミ

AMP
・

み
お
恩
師
ミ
言
句
号
、
宣
言
ミ
号
、
ど
に
号
(
冨
Z
F
5
5
h
w
の
o
E
p
z
m
g・

の
}
f
ω

・

l¥ 

ス
ト
ロ

i
ソ
ン
に
よ
れ
ば
(
℃
同
γ
ω
お
l
S
C
)
、

二

(
1
)
意
識
状
態
や
意
識
体
験
の
、
個
別
的
な
も
の
と
し
て
の
、
同
一
性
(
そ
れ
が
他
の
意
識
状
態
や
体
験
と
は
別
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
自



身
と
は
同
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
)

は
、
そ
れ
ら
の
所
有
者
で
あ
る
入
(
人
格
)

む
毘
一
性
(
彼
が
他
の
人
と
は
別
の
人
で
あ
ち
、
彼
自
身
と
は

間
一
人
で
あ
る
こ
と
)

に
、
依
存
し
て
い
る

8
・
8
5
〔
(
答
二
)

に
依
る
〕
。
す
な
わ
ち
、
現
実
の
意
識
状
態
を
そ
れ
と
し
て
認
識
す
る
た
め
に

は
、
そ
れ
が
ど
の
人
の
意
識
状
態
で
あ
る
か
を
認
識
で
き
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。

三

(
1
)
し
か
し
、
す
べ
て
の
私
的
な
体
験
、
す
べ
て
の
私
的
な
意
識
状
態
は
、
私
だ
け
の
も
の
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
、
誰
の
も
の
で
も
な
い
。

私
的
な
体
験
に
つ
い
て
は
、
あ
る
者
自
身
の
観
点
か
ら
、

そ
れ
が
彼
巨
身
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
、
あ
り
得
な
い

(
可
龍
性
、
余
地
、
意

味
が
な
い
)
。

そ
れ
ゆ
え
、

そ
れ
が
他
者
の
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
も
、
あ
り
得
な
い
(
M
U

℃・

ω
ω
m
y
ω
A
F
C
-
ω
A
F
H
)
。

こ
こ
に
窺
わ
れ
る
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
考
え
は
、

「
私
が
体
験
す
る
私
的
な
意
識
状
態
は
す
べ
て
必
然
的
に
私
の
も
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
を
誰

か
に
属
性
と
し
て
帰
す
必
要
が
な
い
。
私
が
或
る
意
識
状
惑
を
私
自
身
に
掃
す
必
要
が
生
じ
る
の
は
、

そ
れ
が
他
人
の
意
識
状
態
で
な
い
こ
と
を

述
べ
る
必
要
が
あ
る
場
合
で
あ
れ

J

、
そ
の
際
に
は
、

そ
の
意
識
状
態
ほ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
他
人
に
も
罵
し
得
る
よ
う
な
、
私
的
で
な
い
客
観
的

な
事
象
と
見
な
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る

G

従
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
が
哲
学
的
懐
疑
の
過
程
で
見
出
し
た
、

「
私
は
考

え
て
い
る
」
と
い
う
事
実
も
、
も
し
そ
れ
が
、
私
的
な
意
識
の
体
験
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
「
私
の
」
体
験
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
無
意
味

で
あ
り
、
従
っ
て
「
私
は
考
え
て
い
る
」
と
一
一
一
口
う
こ
と
も
無
意
味
で
あ
る
。
逆
に
、
も
し
そ
れ
を
「
私
の
」
体
験
で
あ
る
と
言
う
こ
と
、
従
っ
て

「
私
が
考
え
て
い
る
」
と
言
う
こ
と
が
有
意
味
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
た
め
に
は
、
す
で
に
、
「
私
」
の
存
在
す
る
こ
と
の
み
な
ら
ず
、
「
私
」

と
区
別
さ
れ
た
抱
人
の
存
在
す
る
こ
と
〔
あ
る
い
は
存
在
し
た
こ
と
〕
が
、
知
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
批

判
は
、
妥
当
な
批
判
で
あ
る
と
言
え
る
。

そ
こ
で
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
、

(
2
)
あ
る
者
が
意
識
状
態
や
体
験
を
彼
自
身
に
帰
す
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
彼
が
そ
の
種
の
意
識
状
態
を
他
者
に
も
帰
す
こ
と
が
で
き
る
場

合
に
誤
ら
れ
る
、
と
言
う
(
沼
田
γω

ミ
ig∞U
8
5
0

し
か
し
、

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
、
自
我
の
概
念
の
成
立
を
他
我
の
概
念
の
成
立
に
基
い
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
デ
カ
ル
ト
的
な
説
を
、
次
の
よ
う



に
批
判
す
る

(℃℃・

ωSi20)
。
自
我
に
つ
い
て
の
こ
の
デ
カ
ル
ト
的
な
説
誌
、

「
わ
れ
わ
れ
は
、

次
の
よ
う
な
仕
方
で
、
他
者
を
体
験
の
主
体

と
し
て
同
定
す
る
(
同
一
性
を
決
定
す
る
)
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
物
誌
と
し
て
の
身
体
の
同
定
は
、
容
易
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
地
者
を
、

私
の
体
験
が
物
体
M

(
私
の
身
体
)

に
対
し
て
持
っ
て
い
る
特
別
の
呂
果
的
関
係
と
毘
種
の
特
別
の
西
果
的
関
係
を
、
物
体
N

(
他
者
の
身
体
)

に
対
し
て
持
っ
て
い
る
よ
う
な
体
験
の
主
体
と
し
て
、
同
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、

こ
の
主
張
は
、

無
効

で
る
る
。
な
ぜ
な
ら
、

こ
の
主
張
は
、

そ
も
そ
も
私
の
体
験
を
「
私
の
」
体
験
と
し
て
語
り
得
る
根
拠
を
説
明
す
べ
き
で
あ
る
の
に
、
忍
が
す
で

に
「
私
の
」
体
験
が
物
体
M
に
特
別
の
関
係
を
持
っ
て
い
る
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
こ
と
を
、
前
提
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
ほ
他
方
、
意
識
状
態
に
は
い
か
な
る
意
味
で
も
主
体
が
存
在
し
な
い
と
す
る
、
主
我
に
よ
る
意
識
状
態
の
「
非
所
有
説
」
(
己
5

ロ
。
ー
。
者
ロ
2
m
r
f
門
目
。
2
ユロ
0

0

片
手
o
m
O
R
)
を
も
、
退
け
て
い
る

(
3・
ω
8
1
8∞
)
。
彼
に
よ
る
と
、

う
「
幻
想
」
を
生
み
だ
す
も
の
と
見
な
す
偶
然
的
事
実
を
述
べ
る
た
め
に
、
「
す
べ
て
の
私
の
意
識
体
験
は
、

[
事
実
の
上
で
、
調
然
的
に
]
所
有
さ
れ
て
い
る
」
と
述
べ
る
沼
か
な
い
。
な
ぜ
な
与
、
「
す
べ
て
の
意
識
体
験
は
、
身
誌
E
に
よ
っ
て
所
有
さ

(
身
捧
2
の
状
態
に
因
果
的
に
抜
存
し
て
い
る
こ
と
い
う
の
は
、
偽
で
あ
る
。
ま
た
、
「
す
べ
て
の
私
の
意
識
体
験
」
は
、

非
所
有
説
論
者
は
、

彼
が
「
自
我
」
と
い

あ
る
身
体
(
物
体
)

B
に
よ
っ
て

れ
て
い
る

寸
身
体
主

に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
意
識
体
験
」
を
意
味
で
き
な
い
。
さ
も
な
く
ば
、

最
初
の
文
は
、

「
身
体
B
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る

す
べ
て
の
意
識
体
験
は
、
身
体
B
に
よ
っ
て
所
有
さ
れ
て
い
る
」
と
い
う
、
分
析
的
な
命
題
と
な
り
、
偶
然
的
な
事
実
に
関
す
る
命
題
で
な
く
な

る
。
そ
れ
ゆ
え
、
非
所
有
説
は
、
す
べ
て
の
私
の
意
識
体
験
が
、
そ
し
て
私
む
意
識
体
験
の
み
が
、
或
る
身
棒
(
私
の
身
抹
)
に
よ
っ
て
、
事
実

的
に
偶
然
的
に
所
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
を
、
表
現
で
き
な
い
の
で
る
る
。

九

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
議
論
の
全
体
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
を
℃
・

ωお
ふ
怠
)
。

四
(
1
)
或
る
者
が
彼
自
身
の
意
識
状
態
や
体
験
を
或
る
も
の
に
帰
す
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、

彼
は
、

そ
れ
ち
を
、

そ
の
或
る
も
の
と
同
じ



四

タ
イ
プ
の
他
の
個
体
に
も
、
帰
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ち
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
或
る
者
が
彼
自
身
を
こ
れ
ち
の
捧
験
を
帰
す
述
語
の
主
体
と

見
な
し
得
る
た
め
に
は
、
彼
は
、
抱
者
を
こ
れ
ら
の
述
語
の
主
体
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
な
け
れ
誌
な
ら
な
い

(三
(

2

)

)

(

℃・

ω
h
p
N
)

。

四
(
2
)
こ
の
こ
と
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、

彼
は
、

こ
れ
ら
の
述
語
の
主
誌
、
す
な
わ
ち
、
彼
自
身
と
詞
じ
タ
イ
プ
の
抱
の
語
体
を
、
識
別

し
詞
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
け
れ
、
ば
な
ら
な
い

(
M
Y
ω
A
F
N
)

。

自

(
3
)
純
粋
に
私
的
な
律
験
に
は
、
主
体
が
な
い

〔三

(
1
)
に
依
る
〕
。

そ
れ
ゆ
え
、

こ
れ
ら
の
述
語
の
主
体
は
、
純
粋
に
私
的
な
体
験
の
み

の
主
捧
で
は
あ
り
得
な
い
。
純
粋
な
意
識
僧
体
、
純
粋
な
自
我
、

純
粋
な
主
体
は
、

あ
り
得
な
い

(℃・

ω
A
F
H
)

。

西

(
4
)
純
粋
な
体
験
主
捧
は
同
定
で
き
な
い
[

(

3

)

〕。

四
(
5
)
毘
定
で
き
る
も
の
は
、
物
体
的
特
徴
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〔
(

4

)

]

。

四
(
6
)
(
2
)
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
体
験
の
主
体
は
物
体
的
特
徴
を
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

[
(
2
)
、

(
5
)
〕。

四
(
7
)
(
2
)
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、

こ
れ
ら
の
僧
体
は
、

独
巨
の
タ
イ
プ
の
も
の
、

す
な
わ
ち
、

意
識
状
態
と
物
体
的
特
徴
の
両
方
を

〔
そ
れ
ぞ
れ
、
入
述
語
と
物
体
述
語
に
よ
っ
て
]
帰
す
こ
と
の
で
き
る
も
の
、
す
な
わ
ち
人
、

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(ヲ
ω
h
H
N
)
〔

(
2
)
、
(
6
)
〕。

西

(
8
)
「
人
」
の
概
念
公

r
o
gロ
g
玄
え
岱
℃

2
8ロ
)
は
、

そ
の
タ
イ
プ
の
個
体
に
、
意
識
状
態
を
帰
す
述
語
と
物
体
的
特
徴
を
帰
す
述
語
の

両
方
が
、
同
等
に
適
用
で
き
る
よ
う
な
タ
イ
プ
の
存
在
者
の
域
念
で
あ
る
(

(

7

)

)

(

℃
M
Y
ω
仏
戸

ω
A
P
S
O

四
(
S
)
「
人
」
の
概
念
は
、
根
源
的
(
芝
山
言

rzo)
な
概
念
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

よ
り
単
純
な
概
念
に
分
析
で
き
な
い
。

そ
れ
は
、

純
粋
に
私

的
な
体
験
の
み
の
主
捧
(
純
粋
な
意
識
主
体
)
と
物
棒
的
特
徴
の
み
の
主
捧
(
身
捧
)
と
か
ら
な
る
複
合
物
で
は
な
い

(
℃
℃
・

ω
九
日
い

w
i
ω
A
F
M
F
ω
九
戸
(
)
)
。

「
人
」
の
概
念
は
、
〔
純
粋
な
]
意
識
揺
捧
の
概
念
に
、
論
理
的
に
先
行
す
る

(
同

γ
ω
h
p
H
)

。

四
(
ぬ
)
人
述
語
は
、

す
べ
て
が
意
識
状
態
を
掃
す
述
語
で
あ
る
わ
け
で
誌
な
い
が
、

そ
れ
が
適
用
さ
れ
る
す
べ
て
の
担
体
が
意
識
を
持
つ
も
の

で
あ
る
こ
と
を
、
合
意
す
る

(℃・

ω
h
p
ω
)

。



四
(
日
)
物
体
述
語
と
人
述
語
の
南
方
が
適
用
さ
れ
る
タ
イ
プ
の
個
体
(
人
)

に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
有
意
味
で
あ
る
た
め
に
は
、

そ
の
タ
イ
プ

の
任
意
の
個
体
と
任
意
の
人
述
語
に
つ
い
て
、

そ
の
個
体
に
そ
の
述
語
が
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
方
法
が
、
原
理
的
に
存
在
し
な
け

れ
ば
な
ち
な
い

(℃・

ω九
六
凶
)
。

四
(
ロ
)

そ
れ
ゆ
え
、
少
な
く
と
も
或
る
人
述
語
に
つ
い
て
は
、

或
る
個
体
に
そ
の
人
述
語
が
適
用
で
き
る
か
ど
う
か
の
判
定
方
法
が
、

そ
の
人

述
語
を
適
用
す
る
た
め
に
論
理
的
に
十
分
な
基
準
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(℃・ωhpω)
。

四
(
お
)
わ
れ
わ
れ
は
人
述
語
を
、
他
者
に
、

そ
の
行
動
の
観
察
に
基
い
て
帰
す
が
、

そ
の
際
の
行
動
的
基
準
は
、

人
述
語
を
適
用
す
る
た
め
の

論
理
的
に
十
分
な
基
準
で
あ
る
(
℃
・

2
5
[
(辺)〕。

四
(
V
H
)

わ
れ
わ
れ
は
人
述
語
を
、

わ
れ
わ
れ
自
身
に
、

行
動
の
観
察
に
基
か
ず
に
適
用
す
る
が
、

そ
の
際
に
清
い
与
れ
て
い
る
基
準
は
、

人
述

語
を
連
用
す
る
た
め
の
論
理
的
に
十
分
な
基
準
で
あ
る
(
同

γ
ω
A
F
臼
)
〔
(
辺
)
〕
。

一
人
称
的
用
法
と
三
人
称
的
活
法
の
両
方
を
持
つ
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

行
動
の
観
察
に
よ
ら
ず
に
自
分
自
身
に
、

ま
た
行

西
(
お
)
人
述
語
は
、

動
の
観
察
に
よ
っ
て
他
者
に
、
適
用
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
を
、

そ
の
富
有
の

(
本
質
的
な
)
論
理
的
特
徴
と
す
る
(
℃
・
定
。
)
[
(
答
二
)
、

一一
(
1
)
、
四

(
1
)

(
す
な
わ
ち
一
二
(

2

)

)

、

(
2
)
、
(
7
)
、
(ロ)〕。

四
(
路
)

一
つ
の
人
述
語
の
意
味
は
、

一
人
称
的
に
使
用
さ
れ
る
際
も
、
三
人
称
的
に
使
用
さ
れ
る
擦
も
、
同
じ
で
あ
る

〈

MYωω
∞)。

四
(
刀
)
或
る
人
が
自
ち
の
体
験
に
基
い
て
彼
自
去
に
人
述
語
を
用
い
て
帰
す
事
柄
(
意
識
状
態
、

体
験
)
iま

後
の
行
動
の
観
察
に
基
い
て
彼

に
抱
者
が
そ
の
人
述
語
を
用
い
て
掃
す
事
柄
と
、
同
一
の
も
の
で
あ
る
を
・
怠
∞
)
[
(
日
)
]
。

ス
ト
口

i
ソ
ン
は
、

わ
れ
わ
れ
が
人
の
概
念
を
い
か
に
し
て
持
ち
得
る
の
か
を
理
解
さ
せ
る
よ
う
な
事
実
を
、

次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る

(℃℃・ωhp∞iω向山い山)。

五
(
1
)

入
述
語
に
は
、

担
体
に
行
動
を
揮
す
も
の

(
行
為
述
語
)
が
あ
ち
、

こ
れ
ら
は
個
体
の
感
覚
や
体
験
を
は
っ
き
り
と
指
し
示
す
も
の
で

一五



一六

は
な
い
が
、
個
体
の
意
図
や
精
神
状
態
や
意
識
一
般
を
合
意
し
て
い
る
(
四
(
印
)
)
。
人
は
、
行
為
述
語
を
、

人
述
語
と
し
て
、

観
察
に
基
か
ず

に
彼
自
身
に
適
用
し
、
観
察
に
基
い
て
他
者
に
適
用
す
る

(
四
(
お
)
)
。
行
為
述
語
の
場
合
に
は
、

わ
れ
わ
れ
は
、

こ
れ
ら
二
つ
の
異
な
る
仕
方

で
帰
さ
れ
る
も
の
が
同
じ
も
の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
を
、
露
蕗
し
な
い

(
ぇ
・
四
(
汀
)
)
(
℃
・
怠
匂
)
。

五
(
2
)
わ
れ
わ
れ
は
、
観
察
さ
れ
る
抱
者
の
運
動
を
、
行
為
と
み
な
し
、
〔
彼
ら
の
〕
意
図
に
よ
っ
て
解
釈
し
、
わ
れ
わ
れ
と
詞
じ
タ
イ
プ
の
個

体
(
人
)

の
運
動
と
見
な
す
。
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
は
、
抱
者
を
、
わ
れ
わ
れ
が
観
察
に
基
い
て
彼
ら
託
掃
す
事
柄
を
、
観
察
に
基
か
ず
に
自

ち
に
掃
す
も
の
で
あ
る
と
見
な
す
の
で
あ
る

(
M
Y
ω
A
F
匂
)
。

五

(
3
)
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
行
為
し
、

た
が
い
に
対
し
て
行
為
し
、
共
通
の
人
間
本
性
に
従
っ
て
行
為
す
る
と
い
う
事
実
を
考
え
れ
ば
、

わ
れ
わ
れ
が
い
か
に
し
て
わ
れ
わ
れ
自
身
を
た
が
い
に
人
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
の
か
を
、
よ
り
容
易
に
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る

S
・
8
3
0

註
(
1
)

(
5
)
と

(
8
)
は
、
推
論
を
形
式
的
に
完
全
に
す
る
た
め
に
、
筆
者
が
補
っ
た
。

十

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
が
「
人
(
人
格
こ
の
概
念
が
根
源
的
で
あ
る
」
と
主
張
す
る
際
、
「
根
源
的
」
(
宮
町

B
E
g
)
と
い
う
こ
と
で
何
を
意
味

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
彼
は
、

そ
れ
が
、
「
何
ち
か
の
仕
方
で
分
析
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
と
し
、
「
た
と
え
ば
、
わ
れ

わ
れ
は
、

そ
れ
(
入
)
を
、
二
つ
の
一
次
的
な
種
類
の
存
在
者
、
す
な
わ
ち
特
定
の
意
識
と
特
定
の
人
体
、

に
対
す
る
二
次
的
な
蓮
類
の
存
在
者

と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る

((四
(

9

)

)

(

同

y
S
ω
)
。
ま
た
、

「
人
の
概
念
は
、
掴
掠
と
し
て
の
意
識
の
概
念
に
、

論
理
的
に
先

行
す
る
。
人
の
額
念
は
、
霊
魂
に
よ
っ
て
生
か
さ
れ
た
身
捧
、
あ
る
い
は
身
体
に
入
っ
た

(
肉
体
化
さ
れ
た
)
霊
魂
の
概
念
と
し
て
、
分
析
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
い
」
と
述
べ
て
い
る

(
℃
・
怠
H
)

。
ま
た
、
人
は
、
「
意
識
捧
験
の
主
捧
(
結
粋
意
識
や
純
粋
自
我
)

と
物
品
体
的
罵
性
の
主
律
と
い

う
二
謹
類
の
主
誌
か
ら
な
る
複
合
物
」
(
℃
・
玄
C
)

と
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
は
な
い
、
と
も
述
べ
て
い
る

(西
(

9

)

)

。

乙
れ
ち
の
こ
と
は
、

人
を
理
性
的
魂
を
持
つ
動
物
と
す
る
類
の
説
明
や
定
義
を
、

彼
が
意
味
す
る

「
分
析
」

と
は
認
め
な
い
こ
と
を
意
味
す



る
。
人
は
、
特
殊
な
(
た
と
え
ば
、
理
性
的
な
、
理
性
的
言
語
を
使
用
す
る
、
あ
る
い
は
P
述
語
(
人
述
語
)
が
適
用
さ
れ
る
)
動
物
で
あ
る
。

「
動
物
」
の
概
念
は
、
「
人
」
の
観
念
よ
り
、
内
包
(
意
味
内
容
)
が
よ
り
少
な
く
、
外
延
(
そ
れ
が
妥
当
す
る
個
体
の
範
屈
)
が
よ
り
広
い
(
人

関
を
含
む
す
べ
て
の
招
々
の
動
物
に
妥
当
す
る
)
と
い
う
意
味
で
、
「
人
」
の
概
念
よ
り
単
純
で
あ
り
、
「
人
」
の
概
念
は
、
あ
る
意
味
で
、
あ
る

特
殊
性
と
「
動
物
」
の
概
念
に
分
析
で
き
る
と
言
え
る
。
「
人
間
」
[
で
あ
る
こ
と
]

の
概
念
を
、

こ
の
よ
う
に
、
「
動
物
」
(
人
間
が
属
す
る
類
の

成
員
)
〔
で
あ
る
こ
と
〕
と
「
理
性
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
」
(
動
物
と
い
う
類
に
関
し
て
人
間
と
い
う
種
を
規
定
す
る
種
差
)

の
援
念
に
よ
っ

て
説
明
す
る
よ
う
な
分
析
を
、
概
念
の
説
明
的
(
定
義
的
)
分
析
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ
う
。

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
、

「
人
」
の
概
念
が
根
源
的
で
あ

り
、
そ
れ
以
上
の
分
析
を
許
さ
な
い
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、

彼
が
ニ
一
一
日
う
「
分
析
」
は
、

こ
の
よ
う
な
説
明
的
分
析
で
は
な
い
。

で
は
、

そ
れ

は
、
ど
の
よ
う
な
分
析
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

十

説
明
的
分
析
誌
、
わ
れ
わ
れ
が
実
際
に
持
っ
て
い
る
概
念
と
他
の
諸
概
念
と
の
論
理
的
関
係
の
理
解
に
関
わ
る
と
い
う
意
味
で
、
認
識

論
的
な
分
析
の
一
つ
で
あ
る
が
、
認
識
論
的
な
分
析
に
は
、

況
か
に
、
認
識
発
生
的
な
分
析
が
考
え
ら
れ
る
。

こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
僧
体
と
し
て

の
人
関
が
、
何
を
時
詩
的
に
よ
り
先
詑
認
識
す
る
か
と
い
う
こ
と
の
分
析
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
個
体
と
し
て
は
、
多
く
の
概
念

を
、
自
ら
作
り
出
す
の
で
は
な
く
、
養
育
者
か
ら
学
ぶ
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
養
育
者
は
、

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
言
う
「
分
析
不
可
能
」
な
「
根
源

的
概
念
」
と
し
て
の
「
入
」
の
概
念
を
、
子
供
に
教
え
る
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
、

養
育
者
が
も
っ
て
い
る

「
人
」

の
説
念
を
「
分
析
不
可
能

な
」
も
の
と
す
れ
ば
、

そ
れ
を
学
ん
だ
わ
れ
わ
れ
の
「
人
」

の
概
念
は
、

認
識
発
生
論
的
に
、

分
析
不
可
龍
な
域
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
説
明
は
、
養
育
者
の
「
人
」
の
概
念
が
ど
う
い
う
意
味
で
「
分
析
不
可
詑
」
で
あ
る
の
か
を
説
明
し
て
い
な
い
。
従

っ
て
、
認
識
発
生
論
的
な
分
析
に
つ
い
て
ほ
、
わ
れ
わ
れ
は
、
人
が
掴
体
と
し
て
、
養
育
者
が
教
え
よ
う
と
す
る
「
人
」
の
概
念
を
、
実
擦
に
い

か
に
し
て
習
得
す
る
の
か
を
、
思
弁
的
に
せ
よ
、
考
察
せ
ね
ば
な
ち
な
い
。

七
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と
こ
ろ
で
、
人
間
は
、
物
体
的
身
体
を
持
ち
、
動
物
で
あ
り
、
理
性
的
で
あ
り
、

P
述
語
が
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、

「
人
間
」
と
い
う

概
念
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
物
体
的
身
体
を
持
つ
こ
と
や
動
物
で
あ
る
こ
と
を
用
い
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
り
、
、
ど
う
し
て
も
、
理
性
的
で

あ
る
こ
と
か

P
述
語
を
適
用
さ
れ
る
こ
と
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
「
理
性
的
で
あ
る
」
こ
と
も
、
「

p
述
語
を
適
用
さ
れ
る
」

こ
と
も
、
人
聞
に
言
及
せ
ず
に
誌
、
十
分
説
明
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
、
人
間
を
知
る
擦
に
、

そ
れ
を
、

P
述
語
を
連
用
さ
れ
る
も

の
と
し
て
知
る
の
で
あ
り
、

P
述
語
を
学
ぶ
擦
に
、

そ
れ
を
、
人
間
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、

学
ぶ
の
で
あ
る
。

「
人
」
の
概
念
が
「
根
源

的
」
な
概
念
で
あ
る
と
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、

「
入
」
の
模
念
が
独
自
で
無
類
の
も
の

(
m
w
C
F
m刷
。
ロ
⑦
片
山

ω)

で
あ
る
と
い
う
乙
と
に
ほ
か
な
ら
な
い

と
思
わ
れ
る
。

そ
し
て
、
「
人
」
の
概
念
が
無
類
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

人
に
適
用
さ
れ
る
P
述
語
が
、

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
号
一
口
う
、

独
特
の
論

理
的
性
格
(
己
MOS--35-o包
s
-
o
F
2
2
S
F
℃・

2
3
を
有
す
る
こ
と
に
帰
着
す
る
と
思
わ
れ
る
(
宇
誌
ω)
。
P
述
語
の
独
特
の
論
理
的
性
格

と
は
、

そ
れ
ら
が
、
話
者
が
そ
れ
ら
を
彼
自
身
に
適
用
す
る
一
人
称
的
用
法
と
、
話
者
が
そ
れ
ら
を
他
者
に
適
用
す
る
三
人
称
的
用
法
と
の
、
南

用
法
を
本
質
的
(
必
然
的
)

に
備
え
て
お
り
、
前
の
用
法
に
お
い
て
は
、
自
身
に
、

そ
の
行
動
の
観
察
に
基
か
ず
に
、
後
の
用
法
に
お
い
て
は
、

抱
者
に
、

そ
の
行
動
に
基
い
て
、
ま
っ
た
く
同
じ
特
徴
を
、

ま
っ
た
く
同
じ
正
当
性
を
も
っ
て

安
全
w《
室
内
伊
丹

oq)
、
掃
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
(
(
西
(
ロ

)
J
(
日
)
)
(
ヲ

ga)。
P
述
語
は
、

こ
れ
ち
二
つ
の
用
法
の
ど
ち
ら
を
欠
く
こ
と
も
で
き
な
い

(ヲω
会
)
。
乙
れ
に
対
し

て
、
物
体
述
語

(
M
述
語
)
は
、
客
観
的
三
人
称
的
用
法
だ
け
を
持
つ
と
い
う
こ
と
が
、
十
分
可
能
で
あ
り
、
私
的
な
意
識
抹
験
の
純
粋
に
現
象

的
な
記
述
は
、

た
と
え
あ
り
得
た
と
し
て
も
、
非
人
称
的
で
あ
る
に
留
ま
る

(三

(
l
)
、
四
(

3

)

)

。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
人
」
の
概
念
の
「
根

源
性
」
、
「
分
析
不
可
能
性
」
、
独
自
性
は
、
人
に
の
み
適
用
さ
れ
る

P
述
語
が
、

一
人
称
的
自
帰
的

(mORigozgzo)
用
法
と
三
人
称
的
他
帰

的
(
。
吾
2
1
2
0
E
Z
E
O
)
用
法
の
両
方
を
持
つ
こ
と
を
、
不
可
欠
の
本
質
的
特
徴
と
し
、

M
述
語
の
三
人
称
的
用
法
、

純
粋
に
私
的
な
意
識
体

験
の
記
述
の
非
人
称
的
用
法
、
あ
る
い
法
そ
れ
ら
両
用
法
の
複
合
の
、

い
ず
れ
に
よ
っ
て
も
説
明
で
き
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。



十

な
る
ほ
ど
、

「
人
」
の
概
念
、

P
述
語
、
お
よ
び

p
述
語
が
人
に
揮
す
特
徴
は
、

一
人
称
的
剖
面
と
三
人
呑
的
側
面
の
両
方
を
不
可
欠

の
も
の
と
し
て
備
え
て
い
る
点
で
、
独
自
の
も
む
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、

こ
の
こ
と
は
、

そ
れ
ら
の
諜
念
が
認
識
発
生
論
的
に
分
析
不

可
龍
な
神
秘
的
な
概
念
で
あ
る
こ
と
を
、

意
味
す
る
訳
で
は
な
い
。

ス
ト
ロ

i
ソ
ン
自
身
、

「
わ
れ
わ
れ
が
そ
も
そ
も
こ
の
域
念
(
「
人
」
の
概

念
)
を
持
つ
と
い
う
こ
と
を
理
解
さ
せ
る
よ
う
な
自
然
の
事
実
は
何
か
」

と
い
う
問
題
を
立
て

(℃・
ω
h
F
M
W
)

、
答
え
の
手
掛
か
り
を
、

わ
れ
わ
れ

が
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
行
為
に
伴
な
う
身
徐
運
動
に
似
た
運
動
が
他
の
物
体
(
他
人
の
身
体
)

に
も
生
じ
る
の
を
観
察
し
、

こ
れ
ら
の
運
動
を
、

わ
れ
わ
れ
自
身
の
行
為
司
様
に
意
図
を
伴
な
っ
た
行
為
と
解
釈
し
、
わ
れ
わ
れ
自
身
と
同
じ
タ
イ
プ
の
個
体
す
な
わ
ち
人
の
行
為
と
見
な
す
と
い

う
、
認
識
発
生
論
的
な
事
実
に
求
め
て
い
る

((五

(
1
)
J
(
3
)
)
。

「
人
」
の
概
念
の
実
擦
の
成
立
の
条
件
を
、
思
弁
的
に
せ
よ
、
も
っ
と
一
般
的
に
、
考
え
る
な
ら
ば
、
「
人
」
の
概
念
を
獲
得
す
る
よ
り
前
に
、

幼
児
は
、

環
境
に
お
る
他
の
物
体
(
地
入
の
身
体
を
含
む
)

と
彼
自
身
の
身
体
と
を
区
別
で
き
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
区
別
は
、

ネ莞

覚
、
聴
覚
、
嘆
覚
、
触
覚
、
味
覚
等
の
外
的
感
覚
知
覚
詑
力
(
外
宮
)

の
対
象
(
外
的
対
象
)
と
、
身
体
内
的
(
自
己
受
容
的
)
感
覚
知
覚
詑
力

(
体
制
知
覚
能
力
、
身
体
知
覚
能
力
、
内
的
知
覚
能
力
)

の
対
象
(
彼
自
身
の
身
捧
お
よ
び
そ
の
状
態
)

の
、
お
そ
ら
く
生
得
的
な
区
別
に
基
く

で
あ
ろ
う
。
自
己
の
身
体
の
状
態
は
、

そ
れ
の
十
分
大
き
な
異
常
や
変
化
は
つ
ね
に
意
識
に
の
ぼ
り
得
る
も
の
で
あ
り
、
大
き
な
変
化
や
異
常
が

な
け
れ
ば
、
注
意
に
倍
す
る
変
化
や
異
常
の
な
い
身
体
と
し
て
、
ち
ょ
う
ど
視
覚
に
お
け
る
中
心
視
に
対
す
る
昂
辺
視
の
対
象
の
よ
う
に
、

ーコ
ね

に
意
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
自
己
の
身
体
は
、
現
に
痛
み
が
感
じ
ら
れ
て
い
な
く
て
も
、

い
わ
ば
痛
み
の
生
じ
得
る
場
所
と
し
て
、

つ
ね
に

注
意
を
向
け
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
自
己
受
容
的
知
覚
能
力
の
対
象
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
自
己
の
身
誌
を
、
内
的
身
誌
と
呼
ぶ
な
ち
ば
、

内
的
身
誌
と
、
外
的
知
覚
能
力
の
対
象
で
あ
る
外
的
世
界
(
外
的
対
象
の
全
体
)
と
は
、
同
時
に
意
識
さ
れ
る
た
が
い
に
別
語
な
対
象
と
し
て
、

区
別
さ
れ
る
。

し
か
し
、

こ
の
段
階
で
は
、

外
的
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
は
外
的
に
知
覚
さ
れ
る
だ
け
で
論
理
的
に
外
的
世
界
の
対
象
で
あ
る
と

見
な
さ
れ
、
内
的
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
誌
内
的
に
知
覚
さ
れ
る
だ
け
で
論
理
的
に
〔
非
人
称
的
な
]
内
的
身
体
の
状
態
で
あ
る
と
見
な
さ
れ
る
か

一九



ニ
O

ち
、
外
的
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
を
わ
ざ
わ
ざ
外
的
世
界
に
帰
す
心
的
作
用
も
、
内
的
に
知
覚
さ
れ
る
も
の
を
わ
ざ
わ
ざ
内
的
身
体
に
掃
す
心
的
作

用
も
、
不
必
要
で
あ
る
。

-r-
、

ふ
J
ナ
'

外
的
知
覚
対
象
の
間
で
、

一
つ
の
知
覚
様
相
(
感
覚
知
覚
能
力
)
(
た
と
え
ば
触
覚
)

に
現
わ
れ
る
あ
る
対
象

を
、
異
な
る
知
覚
様
相
(
た
と
え
ば
視
覚
)

に
現
わ
れ
る
諸
対
象
の
う
ち
の
ど
れ
と
同
一
視
す
べ
き
で
あ
る
か
、
と
い
う
問
題
が
あ
る
だ
け
で
あ

る。

一
般
的
に
、
あ
る
罵
性
を
あ
る
対
象
に
帰
す
心
的
活
動
が
必
要
と
な
る
の
は
、

そ
の
属
牲
を
ど
の
対
象
に
婦
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
間
違
う

可
能
性
が
あ
る
場
合
だ
け
で
あ
り
、
あ
る
対
象
を
あ
る
対
象
と
同
一
視
す
る
心
的
活
動
が
必
要
と
な
る
の
は
、

そ
の
対
象
を
ど
の
対
象
と
毘
一
一
視

す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
間
違
う
可
能
性
が
あ
る
場
合
だ
け
で
あ
る
、
と
言
え
る
。

さ
ら
に
、
自
己
の
身
体
は
、
私
が
私
自
身
の
身
体
を
見
た
り
触
れ
た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
、
外
官
の
対
象
(
外
的
対
象
)
の
一
つ
で

も
あ
る
。
そ
こ
で
、
外
的
対
象
の
一
つ
が
、
彼
の
[
非
人
称
的
〕
内
的
身
体
と
同
一
視
さ
れ
る
。

乙
の
同
一
視
の
手
掛
か
り
の
一
つ
は
、
幼
児
が

内
的
に
感
じ
ら
れ
る
彼
の
手
と
外
的
に
見
ち
れ
る
彼
の
手
と
の
司
一
一
性
を
確
認
し
て
い
る
活
動
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
手
の
凝
視

(FS仏

5
官
三
)

に
お
い
て
、
彼
の
注
意
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
、
内
的
に
感
じ
ら
れ
る
手
の
運
動
と
外
的
に
見
ち
れ
る
手
の
運
動
と
の
同
時
的
連
関

で
あ
ろ
う
。
内
的
身
体
と
外
的
身
体
の
こ
の
よ
う
な
同
時
的
運
動
連
関
の
確
認
は
、
最
終
的
に
は
、
単
一
の
自
己
の
身
体
の
運
動
の
語
意
的
支
配

に
発
達
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
内
的
身
体
と
外
的
身
捧
の
毘
一
視
の
も
う
一
つ
の
手
掛
か
り
は
、
内
的
な
身
体
の
部
分
と
、
触
覚
に
よ
っ
て
外

的
に
知
覚
さ
れ
る
外
的
対
象
と
の
、
感
じ
ら
れ
る
接
触
と
、
と
も
に
視
覚
に
よ
っ
て
外
的
に
知
覚
さ
れ
る
身
体
の
部
分
と
外
的
対
象
の
関
の
見
ら

れ
る
接
触
と
の
、
開
時
的
運
動
連
関
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
手
掛
か
り
を
用
い
て
、
自
己
の
外
的
身
誌
と
砲
の
外
的
対
象
と
の
一
区
別
が
始
ま
る

で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、

乙
の
段
階
で
・
初
め
て
、
内
的
に
知
覚
さ
れ
る
[
非
人
称
的
な
}
身
体
お
よ
び
身
体
部
分
の
状
態
を
、
外
的
に
知
覚
さ
れ
る

諸
対
象
の
一
つ

(
す
な
わ
ち
自
身
の
外
的
身
体
)

に
帰
す
心
的
活
動
が
必
要
と
な
る
。

さ
ち
に
、
幼
児
辻
、
彼
の
外
的
身
体
と
毘
様
の
形
と
振
舞
い
を
持
っ
た
外
的
対
象
(
養
育
者
の
身
体
)
が
、
幸
い
に
も
、
彼
の
不
快
を
除
き
、

快
を
促
進
し
て
く
れ
る
と
い
う
事
実
を
き
っ
か
け
に
し
て
、

そ
の
対
象
を
注
意
し
て
観
察
す
る
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
あ
る
い
は
同
時



に
、
幼
児
は
、

彼
の
身
体
的
苦
痛
(
痛
み
)
と
そ
れ
に
伴
な
う
身
体
の
状
態
(
傷
)
及
び
そ
の
振
舞
い
と
の
全
誌
に
、

あ
る

P
述
語
(
「
痛
い
」
、

「
熱
い
」
な
ど
)
が
適
用
さ
れ
る
の
を
聞
き
、

こ
の
述
語
を
傷
と
痛
み
に
、
特
に
痛
み
む
体
験
に
、
観
念
連
合
的
に
結
合
す
る
よ
う
誌
な
る
で
あ

ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
「
痛
い
」
と
い
う
述
語
は
、
特
に
痛
み
の
[
非
人
称
的
]
内
的
体
験
に
結
び
つ
い
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
段
階
で
辻
、
「
痛

い
」
と
い
う
述
語
は
、
論
理
的
に
彼
の
内
的
身
体
の
諸
部
分
に
結
び
つ
い
て
い
る
か
ら
、

そ
れ
を
内
的
身
体
の
諸
部
分
に
帰
す
心
的
作
用
は
不
必

要
で
あ
る
。
た
だ
、

そ
れ
を
彼
の
外
的
尭
体
お
よ
び
そ
の
特
定
の
部
分
に
帰
す
心
的
活
動
だ
け
が
、
必
要
と
さ
れ
る
。

し
か
し
、
幼
見
は
、
ま
た
、
彼
の
身
体
以
外
の
外
的
対
象
の
中
で
特
に
注
意
に
伍
す
る
対
象
(
他
の
外
的
身
体
体
)

の
毘
じ
よ
う
な
毎
や
振
舞
い

に
も
、
同
じ
「
痛
い
」
と
い
う
P
述
語
が
適
用
さ
れ
る
の
を
聞
き
、
「
痛
い
」
と
い
う
述
語
が
、
痛
み
の
体
験
を
伴
な
わ
な
い
が
、
痛
み
の
体
験
を

伴
な
う
際
の
設
の
身
体
の
傷
や
振
舞
い
と
同
様
な
、
外
的
対
象
の
傷
や
振
舞
い
に
も
結
び
つ
け
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、

そ
の
擦
、
痛
み
の

仏
体
験
誌
実
擦
に
は
生
じ
て
い
な
い
が
、

こ
の
述
語
と
痛
み
の
体
験
と
の
先
の
観
念
連
合
的
結
合
に
よ
っ
て
、
痛
み
の
想
録
が
伴
な
っ
て
い
る
で
あ

ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
他
の
外
的
身
捧
に
も
、
意
識
体
験
が
伴
な
う
こ
と
が
、
想
録
さ
れ
る
と
、

「
自
分
」
と
「
他
人
」
の
区
別
が
、

従
っ

て
、
「
自
分
」
と
「
他
人
」
の
援
念
の
形
成
が
始
ま
る
で
あ
ろ
う
。

乙
の
段
階
で
初
め
て
、
「
痛
い
」
と
い
う
述
語
は
、
論
理
的
自
動
的
に
彼
の
内

的
身
体
に
[
非
人
称
的
に
〕
妥
当
す
る
こ
と
、

そ
し
て
そ
れ
と
同
一
視
さ
れ
る
唯
一
の
外
的
対
象
(
彼
の
外
的
身
体
)

に
論
理
的
に
で
は
な
く
事

実
的
に
妥
当
す
る
こ
と
を
止
め
、
彼
の
身
体
の
み
な
ら
ず
、
彼
の
内
的
身
体
と
は
同
一
視
さ
れ
な
い
抱
の
外
的
身
体
、

お
よ
び
こ
れ
と
同
一
視
さ

れ
想
像
さ
れ
る
他
の
内
的
身
体
に
も
、
事
実
的
に
妥
当
し
得
る
も
の
と
な
り
、
世
界
の
う
ち
に
併
存
し
た
が
い
に
区
別
さ
れ
る
客
観
的
存
在
者
と

し
て
の
「
自
分
」
と
「
他
人
」
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
共
に
客
観
的
な
、

一
人
称
的
自
婦
的
用
法
と
三
人
称
的
抱
掃
的
用
法
を
獲
得
す
る

で
あ
ろ
う
。

註
(
1
)

↓・
0
・戸田

w
o
z
n
h
g
g
安
定
ξ
ミミ・

3
・5
H
i
H
O
N
-



十

き
て
、
も
し
以
上
の
思
弁
的
考
察
が
概
念
の
実
擦
の
形
成
の
過
程
に
反
し
な
い
と
す
れ
ば
、
出
来
上
が
っ
た
「
痛
い
」
と
い
う
よ
う
な

P
述
語
の
多
く
は
、
自
分
の
〔
客
観
的
な

(
世
界
に
併
存
す
る
客
観
的
な
存
在
者
の
一
つ
と
し
て
の
「
自
分
」
に
現
実
に
生
じ
て
い
る
)
事
象
と

見
な
さ
れ
た
〕
意
識
体
験
に
基
き
、
自
分
の
身
体
の
運
動
の
観
察
に
は
基
か
な
い
、
自
局
的
用
法
と
、
他
者
の
運
動
の
観
察
に
基
き
、
抱
者
の
意

識
体
験
の
知
覚
に
基
か
な
い
、
他
帰
的
用
法
と
を
、

そ
の
不
可
欠
の
本
質
的
用
法
と
し
て
い
る
が
、
自
帰
的
用
法
の
適
用
の
手
掛
か
り
は
、
内
的

に
感
じ
与
れ
る
〔
客
観
的
な
事
象
と
見
な
さ
れ
た
]
特
定
の
意
識
体
験
で
あ
り
、
他
帰
的
用
法
の
適
用
の
手
掛
か
り
は
、
外
的
に
知
覚
さ
れ
る
特

定
の
身
体
的
振
舞
い
で
あ
り
、

こ
れ
ら
二
つ
の
手
掛
か
り
は
、
も
と
も
と
別
詔
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、

P
述
語
の
適
用
の
手
掛

か
ち
は
、
認
識
発
生
論
的
に
、
二
つ
の
別
個
な
、
毘
じ
く
十
全
(
包

2
5
Z
)
な
、
手
掛
か
り
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
「
十
全
な
」
手
掛
か
り
と
は
、

そ
の
手
掛
か
り
に
基
い
た
P
述
語
の
適
用
が
常
に
正
し
い
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
「
痛
い
」
と
い
う

よ
う
な

P
述
語
に
お
い
て
は
、

内
的
な
意
識
体
験
は
と
も
か
く
も
、

外
的
な
身
体
的
振
舞
い
は
、

P
述
語
が
意
味
す
る
事
態
そ
の
も
の
で
は
な

く
、
そ
れ
の
単
な
る
結
果
で
あ
る
。
従
っ
て
、

こ
の
よ
う
な
述
語
に
お
い
て
は
、
意
識
体
験
が
長
体
的
振
舞
い
を
伴
な
わ
な
い
こ
と
も
、
身
体
的

振
舞
い
が
意
識
体
験
を
伴
な
わ
な
い
こ
と
も
、
あ
り
得
る
。
し
か
し
、

P
述
語
の
他
帰
的
用
法
は
、
特
定
の
[
客
観
的
な
事
象
と
見
な
さ
れ
た
}

意
識
体
験
と
特
定
の
身
体
的
振
舞
い
が
一
般
に
高
い
確
率
で
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
、
仮
定
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
る
が
修
正
さ
れ
る
必
要
(
反

証
)
が
生
じ
な
か
っ
た
経
験
的
事
実
に
基
い
て
、
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
(
十
九
節
)
。

そ
れ
ゆ
え
、

特
定
の
身
体
的
振
舞
い
に
基
い
て
特
定

の
P
述
語
を
適
用
す
る
こ
と
に
は
、
十
分
な
正
当
性
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
、

そ
の
身
体
体
的
振
舞
い
辻
、

そ
の

P
述
語
の
適
用
の
「
十
全
な
」
外

的
手
掛
か
り
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

P
述
語
の
適
用
の
内
的
手
掛
か
り
は
と
も
か
く
、
外
的
手
掛
か
り
は
、

P
述
語
の
妥
当
性
の
検
証
方
法
で
は
あ
る
が
、

P
述
語
の
意

味
そ
の
も
の
で
は
な
い
。

P
述
語
の
意
味
誌
、
さ
し
あ
た
ち
は
、

P
述
語
の
内
的
手
掛
か
り
で
あ
る
〔
客
観
的
な
事
象
と
見
な
さ
れ
た
〕
特
定
の

意
識
体
験
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
種
々
の
経
験
的
事
実
か
ら
、
意
識
体
験
は
常
に
脳
あ
る
い
は
身
体
の
神
経
過
程
[
あ
る
い



は
身
体
内
的
過
程
]
を
伴
な
っ
て
お
り
、
意
識
体
験
は
神
経
過
程
な
く
し
て
は
成
立
し
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
特
定
の
神
経
過
程
の
成

立
は
、
特
定
の

P
述
語
の
単
な
る
遥
吊
の
手
掛
か
り
で
は
な
く
、

ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

〔
客
観
的
な
事
象
と
見
な
さ
れ
た
〕

そ
の

P
述
語
の
意
味
す
る
特
定
の
意
識
体
験
の
成
立
そ
の
も
の
で
あ
る
と
考
え

特
定
の
意
識
体
験
の
成
立
を
意
味
す
る

P
述
語
は
、
同
時
に
事
実
に
お
い
て
特
定
の

神
経
過
程
の
成
立
を
意
味
し
て
お
り
、

そ
の
意
識
徐
験
と
そ
の
神
経
過
程
と
は
同
一
の
事
態
で
あ
る
と
考
え
§
れ
る
。

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

意
識
体
験
は
そ
の
体
験
の
主
体
が
そ
れ
を
外
的
知
覚
を
介
さ
ず
に
内
的
に
体
験
で
き
、

そ
れ
と
毘
一
損
さ
れ
る
神
経
過
程
は
外
的
知
覚
を
介
し
て

の
み
そ
れ
に
接
近
で
き
る
の
で
あ
り
、
両
者
に
対
す
る
接
近
法
は
別
揺
の
も
の
で
る
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

「
痛
い
」
と
い
う
よ
う
な

P
述
語
は
、
さ

し
あ
た
り
[
客
観
的
な
事
象
と
見
な
さ
れ
た
〕
或
る
意
識
体
験
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
意
識
体
験
と
或
る
神
経
過
程
と
が
同
一
視
さ
れ

る
に
至
る
な
ら
ば
、
事
実
に
お
い
て
そ
の
神
経
過
程
を
も
意
味
す
る
。
従
っ
て
、

P
述
語
の
意
味
は
、
こ
う
い
う
仕
方
で
、
認
識
発
生
論
的
に
分

析
さ
れ
る
と
言
い
得
る
。

P
述
語
む
主
体
で
あ
る
「
人
」
の
概
念
も
、

P
概
念
と
同
様
な
分
析
が
可
能
で
あ
る
。

第
三
章

人
は
身
体
か
(
ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
の
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
批
判
)

十
四

前
章
で
見
た
ス
ト
ヨ

i
ソ
ン
の
議
論
辻
、
以
下
の
三
命
題
を
そ
の
前
提
の
う
ち
に
含
ん
で
い
た

(
七
蔀
)
。
す
な
わ
ち
、

一
(
1
)
人
に
適
用
さ
れ
る
述
語
の
う
ち
、
あ
る
も
の
は
M
述
語
(
物
体
述
語
)

で
あ
り
、
あ
る
も
の
は

P
述
語
(
人
述
語
)

で
島
る
。

一(
2
)
話
述
語
は
、
物
誌
に
も
有
意
味
に
適
用
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
人
に
適
用
さ
れ
る
M
述
語
は
、

物
棒
と
し
て
の
そ
の
人
の
身
体
に
有
意

味
に
連
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
入
に
も
有
意
味
に
適
用
さ
れ
る

(
2
5
4弓
g
p
M
Y
ω
ω
同
)
。

一(
3
)
P
述
語
は
物
体
に
は
適
用
さ
れ
な
い

(
「
・
・
・
そ
れ
ら
物
棒
に
、
わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
自
身
に
帰
す
他
の
事
柄

(
p
述
語
に
よ
っ
て

帰
す
事
柄
)
を
沼
帰
そ
う
と
は
、

わ
れ
わ
れ
法
夢
に
も
忌
わ
な
い
で
あ
ろ
う
。
」

(∞可
mwa
宅
m
o
p
同

γω
出
)

)

G



二
酉

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

(
民
・
者
忌
E
S
m
)
は、

一
(
3
)
は
二
通
れ

J

に
解
釈
で
き
る
と
言
日
。
す
な
わ
ち
、

一(
3
1
1
)
P
述
語
は
物
体
に
は
有
意
味
に
は
適
用
で
き
な
い
、
あ
る
い
は
、

一(
3
1
2
)

p
述
語
は
、
物
体
に
宥
意
味
に
適
用
で
き
る
が
、

そ
の
場
合
、
単
な
る
物
誌
記
つ
い
て
は
事
実
に
お
い
て
常
に
偽
で
あ
る
、

と
解
釈
で
き
る
と
言
う
。

そ
し
て
、

(
3
1
1
)
 
の
解
釈
を
採
れ
ば
、

P
述
語
は
、
身
体
を
も
つ
も
の
で
あ
る
人
語
に
有
意
味
に
適
用
で
き
な
い
乙

(
3
i
2
)
 
の
解
釈
を
採
れ
ば
、
「
人
」

ス
ト
ロ
ー
・
ソ
ン
の
言
う
よ
う
に
根
源
的
な
も
の
で
は
な
く
、
人
は
物
体
の
一
種
、

こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
の
第
一
の
角
は
、

(
3
i
1
)
と

(
2
)
と
が
両
立
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
示

と
に
な
り
、

の
概
念
は
、

す
な
わ
ち
彼
の
身
律
そ
の
も
の
に
な
る
と
言
う
。

し
て
い
る
が
、

M
M

述
語
が
人
に
適
用
で
き
る
こ
と
(

(

2

)

)

は
否
定
で
き
な
い
か
ら
、

(
3
1
1
)
が
偽
で
あ
る
、
す
な
わ
ち
P
述
語
は
物
体
に
有

意
味
に
適
用
で
き
る
こ
と
に
な
り
、
従
っ
て
、

P
述
語
の
主
体
で
あ
る
人
は
、

一
つ
の
物
体
す
な
わ
ち
そ
の
人
の
身
体
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に

な
る
(
十
六
節
)
。
デ
ィ
レ
ン
マ
の
第
二
の
角
は
、

人
が
彼
の
身
体
外
そ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
直
接
示
し
て
い
る

(
十
七
節
)
。

(
1
)
と

(
2
)

は
真
で
あ
ろ
う
か
ら
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
、

い
ず
れ
に
し
て
も
人
は
彼
の
身
体
そ
の
も
の
で
あ
る
と
結
論
し
て
い
る
。
以
下
で
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ

の
議
論
を
検
討
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
一
つ
り
可
能
な
議
論
を
樟
成
し
、

ス
ト
ロ

i
ソ
ン
の
主
張
が
含
む
菌
難
を
明
ら
か
に
す
る
。

註
(
1
)

出
・
毛
ロ
-ESω
・
喝
さ
2
3
3
4
臼
ミ
司
君
九
宣
伝
の
z
-
m・
E
〉

3
-
V
0
3
0
5
ぎ込山
2
1・
2
y
a品
1
2・

十
五

ウ
ィ
リ
ア
ム
ズ
は
次
の
よ
う
に
論
乙
て
い
る
(
ヲ

S)。
ま
ず
、

一(
3
)
の
意
味
を
一

(
3
i
l
)
と
解
釈
し
(
ヲ
ミ
)
、

一(
3
i
1
)
を

一
(
3
1
3
)
「
そ
れ
ち
の
連
言
(
そ
れ
ら
を
「
か
つ
」
(
き
仏
)

で
繋
い
だ
も
の
)
が
妥
当
す
る
事
倒
的
(
対
象
)

を
一
つ
の
物
体
に
す
る
よ
う
な
班

述
語
の
連
言
と
、
あ
る
P
述
語
と
の
連
言
は
、
無
意
味
で
あ
る
」

と
い
う
意
味
に
解
す
る
(
ヲ
∞
∞
)
。
さ
て
、

一一

(
1
)
「
人
聞
の
身
体

(
s
r
C
5
2
g
ξ
)
の
諸
属
性
だ
け
を
も
っ
一
つ
の
対
象
が
あ
る
と
せ
よ
。

こ
の
対
象
は
、
入
閣
の
身
体
で
あ
る
と
し



て
も
よ
い
が
、
た
だ
し
、

人

(
9
℃

2
2ロ)
の
身
体
体
で
は
な
い
と
す
る
。
」

「
人
間
の
身
体
体
」
が
「
人
」
の
身
捧
で
な
い
と
は
、
何
を
言
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

人
の
死
体
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
、
意
識
の
囲
復
す

る
こ
と
の
な
い
「
植
物
人
関
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

二
(
2
)
「
そ
の
対
象
に
は
い
か
な
る

P
述
語
も
当
て
は
ま
ら
な
い
。
」

そ
の
対
象
が
一
つ
の
物
体
で
あ
る
「
人
間
の
身
体
」
で
あ
る
と
い
う
の
だ
か
ら
、

そ
れ
に
は

P
述
語
は
当
て
は
ま
ら
な
い

〔一

(
3
i
l
)
〕
、
と
言

う
の
で
あ
ろ
う
。

一一

(
3
)
「
こ
の
よ
う
な
対
象
が
存
在
し
得
る
こ
と
は
、
問
題
の
説
(
一

(
3
1
1
)
)

に
よ
っ
て
は
排
除
で
き
な
い
。

な
ぜ
な
色
、

そ
れ
が
排
除
さ

れ
る
の
は
、

そ
れ
ち
こ
の
対
象
の
諸
属
性
を
同
時
に
充
足
す
る
事
例
が
必
ず
P
述
語
を
充
足
す
る
事
例
で
あ
る
よ
う
な
場
合
だ
け
で
あ
る
が
、

こ

の
こ
と
は
問
題
の
説
に
よ
っ
て
排
除
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
か
ら
で
あ
る
。
」

そ
の
よ
う
な
「
入
閣
の
身
体
」
が
必
ず
P
述
語
を
充
足
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
人
間
の
身
体
」
は
必
然
的
に
「
人
」
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
「
人
」

は
彼
の
身
体
で
は
な
い
と
す
る
ス
ト
ロ

i
ソ
ン
の
主
張
に
反
す
る
、
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

二
(
4
)
「
し
か
し
、

P
述
語
は
い
か
な
る
物
体
に
も
有
意
味
に
は
掃
さ
れ
な
い

(一

(
3
i
l
)
)
。
す
な
わ
ち
、

P
述
語
は
、
物
体
で
あ
る
或
る
も

の
を
十
分
特
定
す
る
よ
う
な
諸
述
語
の
集
合
(
連
言
)
と
辻
、
有
意
味
な
連
言
を
形
成
で
き
な
い

(

一

(
3
i
3
)
)
。」

二
(
5
)
「
し
か
し
、
問
題
の
物
体
(
「
人
間
の
身
体
」
)
は
物
体
で
あ
る
か
ら
、
問
題
の
物
体
を
特
定
す
る
諸
述
語
は
、
物
棒
で
あ
る
も
の
を
十
分

特
定
す
る
よ
う
な
諸
述
語
の
集
合
で
あ
る
c
」

二
(
5
)

「
従
っ
て
、

こ
れ
ら
の
諸
述
語
は
、

P
述
語
と
有
意
味
な
連
言
を
形
成
で
き
な
い
。
」

一一

(
7
)
「
そ
れ
ゆ
え
、
少
な
く
と
も
、
人
間

(
y
g
s
g
g
zぬ
)

は
、
人
で
は
な
い
。

な
ぜ
な
与
、

も
し
人
間
が
人
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、

間

題
の
物
体
を
〔
十
分
]
特
定
す
る
諸
述
語
と

P
述
語
と
の
連
言
が
そ
の
人
間
に
妥
当
し
た
で
あ
ろ
う
。
」

二
五



一一六

も
し
「
人
間
の
身
体
」
を
も
っ
人
間
が
「
入
」
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
「
人
需
の
身
捧
」
を
物
体
と
し
て
特
定
す
る
諸
述
語
の
連
言
が
、
「
人
間
の

身
体
」
に
妥
当
し
、
従
っ
て
「
入
誌
の
身
体
」

を
も
っ
人
間
に
妥
当
し
、

従
っ
て
「
人
」
に
妥
当
し
、

(
4
)
す
な
わ
ち
一

(
3
i
3
)
に
反
す
る

こ
と
に
な
る
、
と
言
う
の
で
あ
ろ
う
。

二
(
8
)
「
さ
ら
に
、

こ
の
議
論
は
、

人
の
身
体
と
想
定
さ
れ
た
他
の
任
意
の
物
体
に
つ
い
て
も
、

そ
う
し
よ
う
と
思
え
ば
、
繰
り
返
す
乙
と
が
で

き
た
で
あ
ろ
う
。
」

二
(
9
)
「
そ
れ
ゆ
え
、

い
か
な
る
人
も
存
在
し
な
い
己

ウ
ィ
ワ
ア
ム
ズ
の
以
上
の
議
論
は
、
「
人
の
身
体
で
な
い
人
聞
の
身
体
」
と
い
う
も
の
の
理
解
が
困
難
で
あ
る
の
で
、

そ
の
ま
ま
で
は
、

当
否

不
明
で
あ
る
。

そ
こ
で
、

(
8
)
 
の
示
唆
に
従
っ
て
、
「
人
間
の
身
体
」

に
「
人
の
身
捧
」
を
置
き
換
え
、

「
人
の
身
体
」
に
「
人
」
を
置
き
換
え

て、

一
つ
の
議
論
を
構
成
し
て
み
よ
う
。

十
六

ニ
(
1
)
人
の
身
体
は
物
体
で
あ
る

(
七
節
一
日
出
可
。
毛

g
p
℃・

ω
出)。

一一一

(
2
)
あ
る
人
の
身
体
に
[
有
意
味
に
〕
適
用
で
き
る

M
述
語
(
物
体
述
語
)

iま

そ
の
人
に
も
〔
有
意
味
に
〕

適
用
で
き
る

(
当
日
5
5少

同】・

8
一
十
四
節
一

(
2
Y
2
5
4司
g
p
℃・

ωω
回
一
色
・
一
ニ
(

1

)

)

。

三
(
3
)
為
る
対
象
を
そ
む
謹
む
対
象
と
し
て

〔
十
分
に
〕
特
定
す
る
述
語
の
連
言
は
、

そ
の
対
象
に
適
用
で
き
る
。

一一一

(
4
)
あ
る
人
の
身
体
を
一
人
の
る
る
入
の
身
体
と
し
て

〔
十
分
に
〕

特
定
す
る

M
述
語
む
連
言
は
、

そ
の
人
の
身
体
を
一
つ
の
物
体
と
し
て

〔
十
分
に
]
特
定
す
る
〔
(
1
)
に
依
る
}
(
ぇ
・
二
(

5

)

)

。

一二

(
5
)
あ
る
人
の
身
体
を
一
人
の
あ
る
人
の
身
体
と
し
て
特
定
す
る

M
述
語
の
連
言
は
、

一
つ
の
物
体
に
適
用
で
き
る
〔
(
4
)
、

(
3
)
〕。

三
(
6
)
あ
る
入
の
身
体
を
一
人
の
あ
る
人
の
身
体
と
し
て
特
定
す
る

M
述
語
の
連
言
は
、

そ
の
人
の
身
体
に
適
用
で
き
る
か
ら
、

そ
の
人
に
も



遺
用
で
き
る
[

(

3

)

、

(
2
)
〕。

三
(
7
)

一
つ
の
物
体
を
特
定
す
る

M
述
語
の
連
言
が
、

P
述
語
(
人
述
語
)
と
と
も
に
、
有
意
味
に
、
あ
る
人
に
適
用
で
き
る
[

(

5

)

、

(
5
)
、

(

1

)

]

。

三
(
8
)
あ
る
人
に
適
用
で
き
、

一
つ
の
物
体
を
特
定
す
る

M
述
語
の
連
言
は
、

そ
の
人
を
一
つ
の
物
体
と
し
て
特
定
す
る
。

三
(
9
)
P
述
語
が
、
物
体
に
、
有
意
味
に
連
用
で
き
る
〔

(
7
)
、

(
8
)
〕。

以
上
が
、

ウ
ィ
ワ
ア
ム
ズ
の
議
論
に
示
唆
さ
れ
て
構
成
さ
れ
る
一
つ
の
可
能
な
議
論
で
あ
る
が
、

(
9
)
 
は
一

(
3
!
1
)
「
p
述
語
は
物
体
に
は

有
意
味
に
適
用
で
き
な
い
」
に
矛
窟
す
る
。
も
し

(
9
)
が
偽
で
あ
る
な
ら
、

(
7
)
か

(
8
)
が
偽
で
あ
る
が
、

(
8
)
 
は
真
で
あ
る
か
ら
、

(
7
)
が
偽
で
あ
る
。

(
7
)
が
偽
で
あ
る
な
ら
、

(
6
)
か

(
5
)
か
一

(
1
)
が
偽
で
あ
る
。

(
6
)
が
偽
で
あ
る
な
ら
、

(
3
)
か

(
2
)
が
偽

で
あ
る
が
、

(
3
)
「
あ
る
対
象
を
そ
の
蓮
の
対
象
と
し
て
特
定
す
る
述
語
の
連
言
は
、

そ
の
対
象
に
適
用
で
き
る
」
は
真
で
あ
る
か
ち
、

(
2
)
 

が
偽
で
あ
る
。

(
5
)
「
£
る
人
の
身
体
を
一
人
の
あ
る
人
の
身
掠
と
し
て
特
定
す
る

M
述
語
の
連
言
法
、

一
つ
の
物
体
に
適
用
で
き
る
」
は
真
で

あ
る
〔

(
1
)
が
真
で
る
る
と
す
る
と
、

(
4
)
が
真
で
あ
り
、

(
3
)
も
真
で
あ
る
か
ち
〕
。

そ
れ
ゆ
え
、

(
9
)
が
偽
で
あ
る
な
ち
ば
、

(
2
)
か

一
(
1
)
が
偽
で
あ
る
が
、

一(
1
)

「
人
に
適
用
さ
れ
る
述
語
の
う
ち
、
あ
る
も
の
は

M
述
語
で
あ
り
、
あ
る
も
の
は

P
述
語
で
あ
る
」
は
真
で

あ
ろ
う
か
ち
、
結
局
、

(
1
)
か

(
2
)
が
偽
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

(
1
)
が
真
で
あ
る
と
す
る
と
、

(
2
)
「
あ
る
人
の
身
捧
に
有

意
味
に
適
用
で
き
る

M
述
語
は
、

そ
の
人
に
も
有
意
味
に
適
用
で
き
る
」
が
偽
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
人
の
身
体
に
適
用
さ
れ
る

M

述
語
は
人
に
は
有
意
味
に
は
適
用
で
き
な
い
。
従
っ
て
、
人
に
は

P
述
語
し
か
適
用
で
き
な
い
。
し
か
し
、

こ
の
結
論
は
、

デ
カ
ル
ト
的
二
元
論

に
ほ
か
な
ら
な
い

(
五
節
、
特
に

(
5
1
1
)
、
(
5
i
2
)
、
(江

l
I
)
、
(日

i
2
)
)
。
そ
し
て
、

デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
は
、

第
一
章
で
見
た
通
り
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え

(
2
)
は
真
で
あ
ろ
う
か
ち
、

(
1
)
が
真
で
あ
る
と
す
る
と
、

(
9
)
も
真
で
あ
り
、

そ
れ
ゆ
え
、

(
3
i
1
)
「
P
述
語
は
物
体
に
は
有
意
味
に
適
用
で
き
な
い
」
が
偽
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、

P
述
語
は
、
物
体
に
有
意
味
に
適
用
で
き

二
七



二
八

る
。
ゆ
え
に
、

(
3
)
は
自
明
で
あ
る
か
ら
、

(
1
)
が
真
で
あ
る
な
ち
ば
、

(
2
)
、
一
(
1
)
、
お
よ
び
一

(
2
)
を
真
と
す
る
と
き
、

(
9
)
「
p

述
語
は
物
体
に
有
意
味
に
適
用
で
き
る
」
。

す
な
わ
ち
、

P
述
語
が
適
用
さ
れ
る
人
に
、
彼
の
身
体
を
身
体
と
し
て

(
従
っ
て
物
体
と
し
て
)
特

定
す
る

M
述
語
の
連
言
が
有
意
味
に
適
用
で
き
る

〔

(
6
)
、
(

7

)

]

 

カま

こ
の
連
言
は
、

人
と
し
て
の
彼
を
彼
の
身
体
と
し
て
特
定
し
て
い
る

(
従
っ
て
、
人
と
し
て
の
彼
を
一
つ
の
物
体
と
し
て
特
定
し
て
い
る
)
。

す
な
わ
ち
、

P
述
語
の
主
体
で
あ
る
人
は
、

一
つ
の
物
体
す
な
わ
ち
そ

の
人
の
身
体
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
議
論
は
、
要
す
る
に
、

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
む
議
論
の
前
提
の
う
ち
、

(
1
)
を
真
と
す
れ
ば
、

(
2
)
、

一(
1
)
、

一(
2
)
の
連
言
と
一

(
3
i
1
)
と
が
矛
虐
す
る
乙
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

(
1
)
「
入
の
身
体
は
物
体
で
あ
る
」
は
自
明
で
あ

る
と
は
一
言
え
ず
、
未
だ
検
討
の
余
地
が
あ
る
。

十
七

と
こ
ろ
で
、
前
二
節
で
は
、

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
一

(
3
)

「
p
述
語
(
人
述
語
)
は
物
体
に
は
適
用
さ
れ
な
い
」
と
い
う
前
提
を
一

(
3

i
1
)
「
p
述
語
は
物
体
に
は
有
意
味
に
適
用
で
き
な
い
」
と
解
し
て
い
た
。
し
か
し
、
ス
ト

2
1
ソ
ン
は
、

も
そ
も
何
も
の
か
に
帰
さ
れ
る
(
何
も
の
か
の
状
態
で
あ
る
、
あ
る
い
は
伺
も
の
か
に
属
す
る
、
と
言
わ
れ
る
) 「

な
ぜ
あ
る
者
の
意
識
状
惑
は
、

そ

の
で
あ
る
か
」
と
い
う
彼
の
間

し1

(
七
節
(
間
一
一
)
、

M
Y
ω

包
)
に
見
ち
れ
る
よ
う
に
、

一
(
3
)
「
P
述
語
は
物
体
に
適
用
さ
れ
な
い
」
と
い
う
こ
と
を
一

(
3
i
2
)
「
P
語
述
は
、

物
体
に
有
意
味
に
適
用
で
き
る
が
、
単
な
る
物
体
に
つ
い
て
は
事
実
に
お
い
て
常
に
誌
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
と
理
解
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、

ウ
ィ
ワ
ア
ム
ズ
は
、

そ
の
場
合
に
は
、
「
人
」
の
概
念
辻
、

ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
考
え
た
よ
う
な

「
根
源
的
な
概
念
」
で
は
な
く
な
る

と
言
う
(
℃
℃

-sー
さ
)
。
す
な
わ
ち
、

そ
の
場
合
、

P
述
語
は
、

有
意
味
に
物
体
に
適
用
で
き
る
が
、
単
な
る
物
捧
に
つ
い
て
は
経
験
的
事
実
と

し
て
偽
と
な
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
場
合
、
多
く
の
物
体
に
は
、
経
験
的
事
実
と
し
て

P
述
語
が
妥
当
せ
ず
、

そ
の
砲
の
物
体
に
は
、

経
験
的
事
実
と
し
て

P
述
語
が
妥
当
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

P
述
語
が
妥
当
す
る
物
体
が
人
で
あ
る
こ
と
に
な
り
、
人
の
概
念

は
、
分
析
不
可
詑
な
根
源
的
な
域
念
宮
古
片
山

S
E
g
o
oロ
g
玄
)
と
言
え
な
く
な
る
と
言
う
。
「
そ
の
場
合
、

わ
れ
わ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
お
よ
び



ス
ト
ロ

i
ソ
ン
と
並
ん
で
三
角
形
の
第
三
の
隅
に
達
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

〔
デ
カ
ル
ト
の
よ
う
に
]

人
が
身
体
を
も
っ
精
神
で
あ
る
と
言
う
の

で
も
な
く
、
〔
ス
ト
ロ
ー
・
・
・
ソ
ン
の
よ
う
に
〕
人
が
精
神
述
語
(
人
述
語
)
と
物
体
述
語
と
の
分
析
不
可
能
な
主
体
で
あ
る
と
言
う
の
で
も
な
く
、

人

と
は
考
え
る
物
体
で
あ
る
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
。
」
(
℃
・
さ
)

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、

前
章
で
の
わ
れ
わ
れ
の
議
論
を
思
い
起
こ
す
。

そ
こ
で
は
、
「
痛
い
」
と
い
う
よ
う
な
意
識
体
験
を
伴
な
う
P
述
語
が

そ
れ
ら
の
述
語
が
自
抱
の
外
的
身
誌
に
適
用
さ
れ
る
可
能
性
を
獲
得
し
て
い
く
過

そ
の
完
全
な
意
味
を
獲
得
し
て
い
く
認
識
発
生
論
的
過
程
が
、

程
で
あ
る
こ
と
を
見
た
の
で
あ
る

(
十
二
節
)
。

そ
し
て
、

完
成
し
た

P
述
語
の
概
念
は
、

M
述
語
の
概
念
や
私
的
な
意
識
捧
験
の
概
念
に
よ
っ

て
は
説
明
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
、
無
類
の
概
念
で
あ
り
(
十
一
節
)
、

こ
の
意
味
で
、

P
述
語
お
よ
び
そ
れ
ら
が
適
用
さ
れ
る
主
体
で
あ
る

「
人
」
の
概
念
が
、
「
根
源
的
な
概
念
」
と
言
え
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、

P
述
語
は
、

共
に
客
観
的
な
一
人
称
的
意
味
と
三
人
称
的
意
味
と

を
、
本
来
的
に
別
個
な
構
成
要
素
と
し
て
も
つ
も
の
で
あ
っ
た
(
十
三
節
)
。

そ
し
て
、

P
述
語
を
人
に
適
用
す
る
必
要
は
、

P
述
語
の
意
味
す

る
客
観
的
な
も
の
と
し
て
の
一
人
称
的
お
よ
び
三
人
称
的
な
意
識
体
験
を
、
外
的
に
知
覚
さ
れ
る
外
的
対
象
と
し
て
の
外
的
身
体
の
ど
れ
か
に
帰

す
必
要
で
あ
っ
た

(
十
二
節
)
。

そ
れ
ゆ
え
、
も
し
本
節
の
議
論
が
正
し
け
れ
ば
、
人
が
そ
の
身
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

一
つ
の
可
能
性
と

し
て
十
分
考
慮
に
話
す
る
と
思
わ
れ
る
。

申

-
J
-
J

、

手
J
J
j
?
L

人
が
彼
の
身
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
人
の
心
が
彼
の
身
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
人
の
心
は
、
彼
す
な
わ
ち
彼
の
身
体
の
機
龍
あ
る
い
は
そ
の
活
動
と
見
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
四
章

心
は
身
体
の
泣
た
ら
き
か
(
機
能
主
義
的
心
身
同
一
説
)

十
l¥ 

ル
イ
ス

(己防三門戸

F
O考
古
)
は
、

一
つ
の
心
的
状
態

(
M
)
を、

そ
の
機
設
す
な
わ
ち
菌
果
的
役
割
り

(
R
)
に
よ
っ
て
定
義
す
る
。

従
っ
て
、

一
つ
の
心
的
状
態

(
M
)
は

定
義
に
よ
っ
て
、

あ
る
特
定
の
菌
果
的
役
誤
り

(
R
)
の
担
い
手
(

f

)

で
あ
る
。

あ
る
い
は
む
し

二
九



O 

ろ
、
特
定
の
菌
果
的
役
割
り

(
R
)
を
果
た
す
事
象
(

r

)

が
、
定
義
に
よ
っ
て
、
特
定
の
心
的
状
態

(
M
)
な
の
で
あ
る

G

次
記
彼
は
、

そ
の

菌
果
的
役
割
り

(
R
)
を
果
た
す
も
の
(

r

)

が
、
事
実
に
お
い
て
、
脳
の
神
経
過
程
の
一
つ

(
N
)
 
で
あ
る
と
言
う
。
以
上
の
二
つ
の
前
提
か

ら
、
心
的
状
態
は
、
事
実
に
お
い
て
、
脳
の
神
経
過
程
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、

(
I
)
定
義
に
よ
り
、

れ
れ

r
(菌
果

M
H
H
N
(戸
。
考
古

(

ω

)

ψ

古
-
N
C
U
1
)

。
こ

M 

(
心
的
状
態
)

的
役
割
の
担
い
手
)
、

(
2
)
事
実
に
お
い
て
、

rれ
れ

N
(神
経
過
程
)
、
ゆ
え
に
、

(
3
)
事
実
に
お
い
て
、

れ
ら
の
等
式
は
、

そ
れ
ぞ
れ
普
遍
的
な
タ
イ
プ
と
し
て
の
心
的
状
態
、
国
果
的
機
能
の
担
い
手
、
神
経
過
程
等
に
当
て
は
ま
る
と
考
え
ら
れ
て
い

る
。
従
っ
て
、
当
然
こ
れ
ら
の
等
式
が
、

そ
れ
ら
の
タ
イ
プ
の
掴
別
的
事
例
の
特
定
の
対
に
当
て
は
ま
る
。

ル
イ
ス
の
機
能
主
義
に
対
し
て
は
、

い
ろ
い
ろ
疑
問
が
出
る
で
あ
ろ
う

G

第
一
に
、
心
的
状
態
が
そ
の
国
果
的
機
能
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
と

す
れ
ば
、
多
く
の
心
的
状
態
の
本
質
と
通
常
見
な
さ
れ
て
い
る
内
的
な
質
的
体
験
(
た
と
え
ば
、
身
体
的
苦
痛
に
伴
な
う
痛
み
の
感
じ
)
が
、

J乙、

的
状
態

(
す
な
わ
ち
、
単
な
る
痛
み
の
感
じ
で
は
な
く
、
痛
み
の
感
じ
を
伴
い
か
つ
因
果
的
役
割
り
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え
ち
れ
る
客
観
的
事

象
と
し
て
の
(
十
二
、
十
三
節
)
身
体
的
苦
痛
る
る
い
は
「
痛
み
」
)
に
、
偶
然
的
に
し
か
結
び
つ
か
な
い
こ
と
に
な
ち
は
し
な
い
か
。
第
二
託
、

ル
イ
ス
は
、

(
1
)
「

M

(
心
的
状
態
)
H

T

(
因
果
的
機
能
の
担
い
手
こ
を
常
識
的
知
識
の
定
式
化
と
見
な
し
て
い
る
が
、
常
識
に
よ
っ
て
定
式

化
さ
れ
る
菌
果
的
機
能

(
R
)
の
担
い
手
(

T

)

に
ち
ょ
う
ど
合
致
す
る
よ
う
な
神
経
過
程
が
、

(
2
)
「

r
H
N
(
神
経
過
程
こ
で
主
張
さ
れ
る

よ
う
に
常
に
見
つ
か
る
と
は
限
ら
な
い
と
も
考
え
ち
れ
る
。

註(
1
)
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十
九

先
ず
第
一
の
疑
問
に
つ
い
て
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
と
、

ル
イ
ス
は
、

(
1
)
「

M

(
心
的
状
態
)
自
主
(
因
果
的
機
能
の
担
い
手
こ
に

お
い
て
、

一
つ
の
心
的
状
態
(
た
と
え
ぼ
、
「
痛
み
」
)

は
特
定
の
典
型
的
な
京
国
お
よ
び
結
果
を
持
つ
も
の
と
し
て
定
義
さ
れ
る
が
、

そ
の
原
因



iま

特
定
の
物
理
的
刺
激
や
身
体
的
条
件
の
ほ
か
に
、

他
の
特
定
の
心
的
状
態
を
含
み
、

そ
の
結
果
も
、

特
定
の
身
体
的
状
態
や
行
動
の
ほ
か

に
、
他
の
特
定
の
心
的
状
態
を
含
む
と
し
て
い
る
。

そ
し
て
、

そ
う
し
た
の
は
、
経
験
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
「
内
観
的
接
近
の
可
詑
性
」
(
宮
可
ct

(
F
O
耳目
ω
(ぬ
)

ψ

℃
-
H
C
ω
)

。
な
る
ほ
ど
、

も
し
心
的
状
態
M
を
定
義
す

∞
℃

mwの
丘
〈
⑦

sooommw己
)
己
目
円
U
N
)

の
可
能
性
を
確
保
す
る
た
め
で
あ
る
と
言
う

る
原
因
や
結
果
に
含
ま
れ
る
佑
の
心
的
状
態
が
種
々
の
質
的
体
験
で
あ
れ
ば
、
心
的
状
態
M
も
何
与
か
の
質
的
体
験
を
当
然
伴
な
う
も
の
と
期
待

そ
れ
ら
の
因
果
的
機
能
に
よ
っ
て
の
み
定
義
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
こ

さ
れ
る
。
し
か
し
、
心
的
状
態
M
を
定
義
す
る
他
の
心
的
状
態
も
、

れ
ら
が
質
的
徐
験
を
伴
な
う
と
い
う
保
証
が
な
い
限
ち
、
心
的
状
態

M
が
質
的
体
験
を
伴
な
う
と
は
限
ち
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
わ
れ
わ

れ
は
、

心
的
状
態
を
、

一
方
で
、
当
人
お
よ
び
抱
人
か
ち
見
て
、
あ
る
因
果
的
機
能
を
果
た
す
も
の
、
す
な
わ
ち
、
特
定
の
条
件
の
も
と
で
或
る

原
因
(
刺
激
を
含
む
)

に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
、
か
つ
あ
る
結
果
(
行
動
を
含
む
)
を
生
み
だ
す
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
他
方
で
、

そ
の
心

的
状
態
に
忘
る
当
人
が
感
じ
る
よ
う
な
何
ら
か
の
質
的
体
験
を
、
必
ず
持
つ
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

ク
リ
ソ
プ
キ

(∞・
M

ハユ℃
r
o
)

に
よ
れ
ば
、
心
的
状
態
の
質
的
捧
験
た
と
え
ば
痛
み
[
の
感
じ
〕
と
、
脳
の
神
経
過
程
と
を
同
一
視
す
る
な
ら
ば
、

様
相
論
理
学
の
定
理
に
基
い
て
、
痛
み
と
神
経
過
程
は
、
必
然
的
に
同
一
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、

そ
の
痛
み
が
そ
の
神
経
過
程
を
伴
な

わ
ず
に
存
在
す
る
こ
と
も
、
ま
た
そ
の
神
経
過
程
が
そ
の
痛
み
を
伴
な
わ
ず
に
存
在
す
る
こ
と
も
、
と
も
に
十
分
考
え
ら
れ
る
か
ら
、

そ
の
痛
み
と
そ
の
神
経
過
程
は
同
一
の
事
象
で
は
な
い
、
と
言
う
。

そ
の
痛
み

と
そ
の
神
経
過
程
の
対
応
は
偶
然
的
で
あ
ち
、
従
っ
て
、

ル
イ
ス
の
考
え
で
は
、
痛
み
は
そ
れ
が
実
際
に
果
た
し
て
い
る
因
果
機
能
に
よ
っ
て
痛
み
と
さ
れ
る
の
で
あ
り
、

そ
の
同
じ
菌
果
的
機
龍
を
果

た
す
神
経
過
程
ほ
必
ず
し
も
一
種
類
と
は
限
ら
ず
、

い
ろ
い
ろ
で
あ
り
得
る

(
F
O
者
古

(

N

)

頃

℃

-
H
C
H
ロ)。

こ
の
こ
と
は
、

痛
み
を
定
義
す
る
因

果
的
機
龍
の
担
い
子
が
、
論
理
的
に
必
然
的
に
特
定
の
神
経
過
程
と
同
一
で
あ
る
の
で
は
な
い
こ
と
を
、
意
味
す
る
。

こ
の
こ
と
に
は
さ
し
あ
た

り
問
題
は
な
い
と
し
よ
う
。
し
か
し
抱
方
、
痛
み
は
因
果
的
機
能
の
み
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
て
い
る
か
ち
、

感
じ
)
を
伴
な
う
こ
と
も
必
然
的
で
は
な
く
な
る
は
ず
で
あ
る
。

ル
イ
ス
も
、

の
ち
に
は
、

そ
れ
が
痛
み
の
笠
的
体
験
(
痛
み
の

こ
の
こ
と
を
は
っ
き
り
認
め
た
。
し
か
し
、
日
常
言



語
で
は
、
痛
み
は
、
特
定
の
因
果
的
機
能
の
担
い
手
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
痛
み
を
持
つ
当
人
に
痛
み
の
惑
じ
を
与
え
る
も
の
と
し
て
理
解
さ

れ
て
い
る
。
む
し
ろ
、
当
人
が
痛
み
を
感
じ
な
け
れ
ば
、
た
と
え
普
通
は
痛
み
を
引
き
起
こ
す
よ
う
な
外
毎
が
あ
っ
て
も
、
痛
み
が
な
い
も
の
と

見
な
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
傷
に
対
し
て
痛
み
を
感
じ
な
い
特
殊
な
身
体
体
的
欠
拍
が
実
擦
に
も
存
在
す
る
。

し
か
し
、
他
方
、
心
的
状
態
は
そ
の
因
果
的
機
能
か
ら
切
り
離
せ
る
で
あ
ろ
う
か
。
痛
み
は
、
通
常
そ
れ
の
漂
密
で
あ
る
よ
う
な
刺
激
や
外
傷
、

通
常
そ
れ
の
結
果
で
あ
る
よ
う
な
痛
が
る
振
舞
い
か
ら
、
切
り
離
せ
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
人
が
、
痛
い
の
に
痛
い
素
振
り
を
ま
っ
た
く
見
せ
な

い
こ
と
や
、
痛
く
も
な
い
の
に
痛
が
っ
て
見
せ
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
る
。
し
か
し
、

こ
れ
ら
は
、
入
が
痛
み
を
感
じ
る
と
き
に
は
特
別
の
理

由
が
な
け
れ
ば
痛
が
る
も
の
で
あ
り
、
人
が
痛
が
る
と
き
に
は
普
通
は
実
擦
に
痛
み
を
感
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
知
っ
て
い
る
者
、
す

な
わ
ち
痛
み
の
概
念
を
持
っ
て
い
る
者
が
す
る
こ
と
で
あ
る
。
生
ま
れ
た
と
き
か
ら
痛
み
を
感
じ
た
こ
と
が
な
く
、
従
っ
て
痛
が
る
振
舞
い
を
し

た
こ
と
が
な
い
人
は
、
携
を
受
け
た
抱
人
が
ど
の
よ
う
に
振
舞
う
(
痛
が
る
)
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
て
も
、

そ
の
人
が
ど
の
よ
う
な
痛
み
を
感
む

て
い
る
か
を
知
る
こ
と
は
で
き
ず
、
彼
は
痛
み
の
完
全
な
概
念
を
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
痛
み
の
概
念
が
、
痛

み
の
感
じ
と
、
痛
み
の
原
因
で
あ
る
刺
激
や
外
傷
や
そ
の
他
の
身
体
的
状
態
お
よ
び
痛
み
の
結
果
で
あ
る
よ
う
な
振
舞
い
と
が
、

た
い
て
い
の
場

合
に
相
伴
な
う
と
い
う
、
仮
定
さ
れ
た
も
り
で
は
あ
る
が
修
正
さ
れ
る
必
要
(
反
証
)
の
生
じ
な
か
っ
た
事
実
を
、
前
提
に
し
て
成
り
立
っ
て
い

る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
が
痛
み
の
概
念
を
持
っ
て
い
る
(
獲
得
し
得
た
)
と
い
う
事
実
は
、
痛
み
と
一
定
の
原
国
や
結
果
と
は
、
掴
々

の
場
合
に
桔
伴
わ
な
い
こ
と
は
あ
り
得
る
が
、

一
般
に
は
高
い
確
率
で
結
合
し
て
い
る
こ
と
を
、
論
理
的
に
合
意
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

(
2
)
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l
は
、
心
的
事
象
の
質
的
体
験
の
側
面
そ
の
も
の
を
機
能
主
義
的
に
定

(
3
)
 

(
4
)
 

(
5
)
 

義
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
定
義
が
機
能
主
義
的
で
あ
る
限
り
、
心
的
事
象
の

定
義
に
質
的
体
験
の
側
面
が
含
ま
れ
る
保
証
は
な
い
。
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二
十

わ
れ
わ
れ
の
持
っ
て
い
る
痛
み
の
概
念
に
よ
れ
ば
、
痛
み
の
概
念
を
持
っ
て
い
る
者
が
痛
み
で
あ
る
と
感
じ
る
精
神
的
状
態
は
痛
み
で

あ
る
が
、
あ
る
人
が
痛
み
を
感
じ
て
い
る
こ
と
を
他
人
が
知
る
の
は
、
し
か
る
べ
き
原
因
が
認
め
ち
れ
る
場
合
に
、

そ
の
人
が
、
言
語
的
行
動
を

含
む
し
か
る
べ
き
振
舞
い
を
す
る
こ
と
に
よ
る
。
す
な
わ
ち
、
抱
人
は
、

そ
の
人
の
痛
み
を
、

そ
の
痛
み
の
園
果
的
機
能
の
一
部
を
証
拠
と
す
る

乙
と
に
よ
っ
て
の
み
、
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
言
葉
を
長
う
こ
と
の
で
き
な
い
幼
児
や
動
物
に
痛
み
を
掃
す
場
合

に
も
、
当
て
は
ま
る
。

こ
の
よ
う
な
仕
方
で
わ
れ
わ
れ
が
拙
者
に
痛
み
の
知
覚
を
掃
す
擦
に
は
、
誤
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の
可
能
性

は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
た
い
て
い
の
場
合
に
は
誤
ら
な
い
と
い
う
、
保
証
の
上
に
立
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
痛
み
と
い
う
心
的
状
態
の
菌
果
的
機
能
の
物
理
的
担
い
手
と
し
て
、
身
体
に
生
じ
て
い
る
神
経
過
程
を
見
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

他
者
の
痛
み
を
よ
り
確
実
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
あ
る
人
が
彼
の
あ
る
身
体
部
位
に
あ
る
強
さ
の
痛
み
を
惑
じ
て
い
る
こ
と

と
、
彼
の
身
体
全
体
が
一
定
の
条
件
を
満
足
し
て
お
り
、

か
つ
、
特
定
の
神
経
過
程
が
特
定
の
部
位
に
関
係
し
て
生
じ
て
い
る
こ
と
と
は
、
き
わ

め
て
正
確
に
対
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
で
、
痛
み
と
そ
れ
に
対
応
す
る
身
体
の
神
経
生
理
的
過
程
と
を
同
一
視

す
る
こ
と
は
、
自
然
科
学
の
手
続
き
一
般
に
照
与
し
て
、

ご
く
自
然
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
か
し
、

こ
の
よ
う
な
痛
み
と
神
経
過
程
と
を
同
一
視
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
痛
み
を
感
じ
る
主
体
を
一
個
の
人
間
と
見
な
す
こ
と

に
対
応
し
て
、
神
経
過
程
を
、
生
物
担
捧
と
し
て
の
一
個
の
人
間
に
対
し
て
生
じ
て
い
る
過
程
と
見
な
す
必
要
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
人
間
が
、
彼

の
高
度
の
精
神
的
活
動
に
よ
っ
て
、
痛
み
の
強
さ
あ
る
い
は
質
を
変
え
得
る
と
い
う
事
実
に
対
志
し
て
、

そ
の
高
度
の
精
神
的
活
動
と
同
一
視
さ

れ
れ
る
彼
の
神
経
過
程
が
、
痛
み
を
感
じ
る
と
い
う
神
経
過
程
に
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
、
神
経
過
程
を
考
え
る
必
要
が
生
じ
る
。
痛
み
の
知
覚

の
複
雑
さ
を
論
じ
た
メ
ル
ザ
ッ
ク
(
戸
玄
巳
S
兵
)
は
、
あ
き
ら
か
に
そ
の
よ
う
に
考
え
、
実
擦
に
惑
じ
ち
れ
る
痛
み
を
、

に
も
、
「
僧
体
全
体
の
関
数
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

心
理
的
に
も
生
理
的

さ
ち
に
、
人
間
の
高
度
の
精
神
活
動
が
合
理
性
と
自
由
を
含
む
こ
と
に
対
応
し
て
、
生
物
語
体
と
し
て
の
入
関
の
神
経
過
程
や
生
理
過
程
の
全
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体
が
、
あ
る
種
の
合
理
性
と
自
由
を
含
む
も
の
と
し
て
、
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
心
身
同
一
説
の
採
用
に
よ
っ
て
、
単
に
わ

れ
わ
れ
の
精
神
的
な
状
態
と
活
動
の
概
念
を
拡
張
す
る
こ
と
だ
け
で
は
な
く
、
身
体
的
な
状
慧
と
活
動
の
概
念
を
も
拡
張
す
る
こ
と
が
、
必
要
と

な
る
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
心
身
同
一
説
を
採
れ
ば
、

心
的
状
態
と
神
経
生
理
過
程
と
の
同
一
性
が
、
単
に
事
実
の
上
で
の
偶
然
的
な
同
一
性
で
な

く
、
強
い
論
理
的
な
同
一
性
と
な
る
と
い
う
こ
と
は
、

ク
リ
プ
キ
の
言
う
通
り
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
の
こ
と
が
特
に
困
難
な
問
題

と
な
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
心
的
状
態
に
対
応
す
る
神
経
過
程
を
知
ら
な
い
摂
り
、
そ
の
心
的
状
態
が
そ
の
神
経

過
程
と
司
一
の
事
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
偶
然
的
事
実
的
な
命
題
に
留
ま
る
が
、
わ
れ
わ
れ
が
心
的
状
態
が
神
経
過

程
と
同
一
の
事
象
で
あ
る
こ
と
を
知
り
、
信
々
の
心
的
過
程
と
詔
一
の
事
象
で
あ
る
倍
々
の
神
経
過
程
を
知
る
な
ら
ば
、
両
者
が
同
一
の
事
象
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
然
的
な
命
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
私
が
今
身
体
の
あ
る
部
位
に
あ
る
特
定
の
痛
み
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
と
、
私
を
謂

べ
て
い
る
医
師
が
知
覚
し
て
い
る
私
の
身
体
が
あ
る
生
理
過
程
に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
同
一
の
事
象
で
あ
る
こ
と
は
、
私
が
今
見
て
い
る
あ
る

物
体
が
、
別
の
人
が
今
見
て
い
る
あ
る
物
体
と
同
一
の
物
体
で
あ
る
乙
と
と
、
何
ら
変
わ
ち
な
い
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。

註
(
1
)

河
・
富
。
宮
ξ
F
J，
y
m
w
H
M
2
2
1
-
s
c同

】

MOz---

第
五
章

心
は
法
則
に
従
う
か
(
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
非
法
則
的
一
元
論
)

わ
れ
わ
れ
は
前
章
(
十
八
節
)

で、

ル
イ
ス
の
機
能
主
義
的
一
元
論
に
対
す
る
第
二
の
問
題
と
し
て
、
心
的
状
慈
M
に
つ
い
て
常
識
が

考
え
る
菌
果
的
機
龍
R
の
担
い
手
T

に
ち
ょ
う
ど
合
致
す
る
よ
う
な
神
経
過
謹
が
、

ル
イ
ス
の
等
式

(
2
)
「

F
1
N

(
神
経
過
程
こ
で
主
張
さ

れ
る
よ
う
に
常
に
見
つ
か
る
と
は
誤
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
と
述
べ
た
が
、

デ
ィ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン

(
0
・u
s
-
ι
gロ
)
は
、

い
か
な
る
心
的
事
象
に



つ
い
て
も
、

そ
れ
に
法
則
的
に
対
応
す
る
よ
う
な
物
理
的
生
理
的
な
事
象
は
存
在
し
な
い
、
と
主
張
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
厳
密
な
、
決
定
論
的

か
つ
数
量
的
な
、

心
理
物
理
的
法
則
(
精
神
物
理
学
的
法
則
、
官
U10r。
℃
ご

ω-gご
mg)
は
、
あ
り
得
な
い
。

デ
ィ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
あ
る
行
為
者
の
あ
る
信
念
や
、
欲
求
や
、
行
為
を
説
明
す
る
場
合
、
わ
れ
わ
れ
は
、

念
や
役
求
か
ら
成
る
心
理
的
体
系
に
言
及
せ
ざ
る
を
得
な
い
。
(
ロ
ミ
正

g
D
(仏
)
?
?
自
C
)
。

そ
の
行
為
者
の
多
く
の
信

こ
れ
は
、
行
為
の
説
明
(
合
理
化
、
解
釈
)

に
てコ

い
て
の
彼
の
理
論
を
一
般
化
し
た
も
の
で
あ
る
。

彼
に
よ
る
と
、

あ
る
人
が
あ
る
行
為
を
行
な
っ
た
こ
と
の
説
明
は
、

一
般
に
次
の
形
式
を
と

る
。
ま
ず
、

そ
の
人
が
あ
る
蓮
の
行
為
に
対
し
て
肯
定
的
な
慧
度

(
言
。
三
件
伊
丹
己
《
目
。
頃
欲
求
(
者

S
Z
H
6

内
同

om山片足
w

)

)

を
持
っ
て
い
た
こ
と
、

次

に
、
彼
が
、
自
分
の
行
為
が
そ
の
撞
の
行
為
で
あ
る
と
い
う
、

ロ
信
念
を
持
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。

こ
れ
ち
の
肯
定
的
態
度
(
欲
求
)

と
信
念

は
、
行
為
者
の
実
擦
の
行
為
に
関
す
る
「
一
次
的
な
理
由
」

(丹}耳目】ユ
5
9
H
U
1
3
2
0ロ
)
と
呼
ば
れ
る
。
最
後
に
、

の
ゆ
え
に
(
そ
れ
を
原
因
と
し
て
)

そ
の
行
為
を
行
な
っ
た
と
い
う
と
と
が
、

知
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

ロ
j:l) 

2. 行
宏為
g 者
(が
ミ22こ
三 の

次
的
理
由

こ
の
よ
う

に
、
行
為
に
関
す
る
一
次
的
な
理
由
を
行
為
の
原
国
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

そ
の
行
為
の
一
志
の
説
明
が
つ
く
が
、

よ
り
よ
く
そ
の
行

為
を
理
解
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
行
為
の
一
次
的
理
由
に
含
ま
れ
る
欲
求
と
信
念
を
行
為
者
が
な
ぜ
持
つ
に
至
っ
た
か
を
知
る
必
要
が
あ
る
。

そ
の

欲
求
と
信
念
は
そ
れ
ぞ
れ
、

行
為
者
が
そ
れ
を
持
つ
に
至
っ
た
と
き
に
彼
が
持
っ
て
い
た
信
念
と
欲
求
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ち
な

い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
「
信
念
や
欲
求
が
行
動
を
生
み
だ
す
の
は
、
他
の
信
念
や
欲
求
、

媒
介
さ
れ
る
と
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
」
(
む
2
E
m。ロ

(
ω
)
ψ

ヲロ
ω

)

、

態
度
や
注
意
な
ど
に
よ
っ
て
、

際
摂
な
く
変
容
さ
れ

ま
た
、

あ
る
人
の
行
動
や
心
理
的
状
態
を
正
確
に
説
明
し
よ
う
と
す

れ
ば
、
「
そ
の
行
為
者
の
信
念
や
動
機
の
体
系
の
全
体
を
ま
す
ま
す
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
」
(
(
品
)
よ
γ
民
ご
と
言
い
、

こ
の
事
惑
を

心
理
的
領
域
の
「
全
捧
性
」

(
Z
-
2
5
)
と
呼
ん
で
い
る

(
(
e
w
M
Y
N
2

一
(ω)@
℃・

=
ω
)
。

し
か
し
、
心
理
的
領
域
の
こ
の
全
体
性
は
、

そ
れ
だ

け
で
は
、
必
ず
し
も
心
理
物
理
的
法
則
の
不
可
能
な
こ
と
を
、
意
味
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
考
慮
す
べ
き
す
べ
て
の
心
理
的
事
象
が
物

理
的
生
理
的
に
説
明
さ
れ
る
可
能
性
が
、
残
っ
て
い
る
か
き
で
あ
る
。

五
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し
か
し
、

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
よ
る
と
、
行
為
者
の
信
念
や
欲
求
む
全
体
系
を
推
理
し
理
解
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
行
為
者
を
、
わ
れ

わ
れ
自
身
と
同
様
に
理
性
的
な
行
為
者
と
見
な
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

(
(
A
F
)
暗
唱
℃

-
N
ω

〕

f
N
ω
パア

一wωタ
N
A
F
H

…
 
(

ω

)

暗
唱
同
y
H
H
a
i
H
H
吋
)
。

こ
の
事
態

を
彼
は
、
「
合
理
性
と
い
う
講
或
的
理
念
」

(
己
回
。
。
。
ロ
ω昨
日
同
信
江
〈
mw

山門目。巳

o-h
同州立目。ロ包伊丹川、)

が
わ
れ
わ
れ
の
心
理
的
説
明
を
統
制
し
て
い
る
こ
と

と
見
な
し
て
い
る

((品)唱古田
y
u
w
ミ・
u
w
g

一
(ω)ψ
同

γ
己
斗
)
。
他
人
の
行
為
や
信
念
や
欲
求
を
、
彼
の
そ
の
抱
の
信
念
や
欲
求
の
体
系
か
ら
理
解
す

る
た
め
に
は
、

彼
の
信
念
欲
求
体
系
を
わ
れ
わ
れ
自
身
の
信
念
欲
求
体
系
に
翻
訳
し
、

理
解
さ
る
べ
き
行
為
や
需
念
や
欲
求
を
、

わ
れ
わ
れ
自

身
の
信
念
欲
求
体
系
か
ら
了
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
た
め
に
は
、

彼
の
信
念
欲
求
体
系
が
椙
々
の
宿
念
、

欲
求
、

行
為
を
生
み
だ
す

過
程
が
、

わ
れ
わ
れ
の
信
念
欲
求
体
系
が
そ
の
種
の
屠
念
、

欲
求
、

行
為
を
生
み
だ
す
過
程
と
司
程
度
に
合
理
的
で
あ
る
と
見
な
す
ほ
か
な
い

(
(
A
F
)
曽

田

y
h
w
ω

∞i
N
ω
m
v
)

。
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
対
象
が
、
心
理
的
事
象
の
よ
う
に
、

合
理
性
を
そ
の
講
成
契
機
と
す
る
こ
と
は
、

物
理
的
理
論

の
場
合
に
は
な
い
こ
と
で
あ
る
と
言
う
(
(
品
)
よ
γ

ぉ
3
0

関
題
は
、

こ
の
こ
と
が
「
証
拠
を
〔
合
理
性
の
〕
枠
に
合
う
よ
う
に
歪
め
る
」

こ
と

を
余
儀
な
く
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
、
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る

Q
・
8
3
0

し
か
し
、

た
だ
そ
れ
だ
け
の
こ
と
で
あ
れ
ば
、

問
題
は
、

人
閣
の
心
理
は
複
雑
で
あ
り
、

抱
人
が
わ
れ
わ
れ
と
同
じ
考
え
方
、

感
じ
方
を
持
っ
て
い
る
と
性
急
に
決
め
て
か
か
る
と
理
解
を
誤

る
、
と
い
う
問
題
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。

註(
1
)
 
ロ・む
mw〈
丘
一

m
o
ロ
(
S
H
E
-
ν
m
w
}『

門
日
目

Ho-o拘
可
凶
川
町

MUF--oωO市
町
山
1
J

日
ロ
ロ
mw〈
山
内
山

ω
。
ロ
(
戸
)
日

容
器
苦
言

k
f
S
5
Q
a
n叫
与
さ
F-u・M
ω
0
・

(
2
)
 

(
3
)
 

口
問
者
E
M
W
C
ロ
(
ぬ
)
日
ま
〉
2
Zロ
mr

河
Awm的。ロ
mw
・
mwH戸
与

の

ωcmom---

ロM
W
4
5
窓
口

(ω)Haazss二
w
S三
九
・
吉
田
一
c
o
w
(
E
U
-
-
Y
H
H
U・

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
真
の
開
題
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
行
為
者
の
信
念
や
欲
求
を
、

一
つ
一
つ
漸
進
的
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と

い
う
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
次
々
と
与
え
ち
れ
る
個
々
の
行
為
を
手
掛
か
り
に
し
つ
つ
、
行
為
者
の
言
念
と
欲
求
の
捧
系
に

つ
い
て
む
仮
説
的
理
論
を
構
成
し
修
正
し
て
行
く
と
同
時
に
、

こ
の
理
論
に
基
い
て
、

そ
れ
ら
の
個
々
の
行
為
に
潜
む
行
為
者
の
個
々
の
信
念
や



欲
求
の
意
味
を
、
仲
修
正
し
つ
つ
暫
定
的
に
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
そ
う
す
る
た
め
に
は
、
わ
れ
わ
れ
は
で
き
る
限
り
行
為
者
を
合
理

的
基
準
に
合
致
す
る
理
性
的
な
行
為
者
で
あ
る
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
個
々
の
心
理
的
事
象
の
意
味
と
、

そ
の
説
明
背
景
と
な
る
行
為
者
の

信
念
欲
求
体
系
に
つ
い
て
の
夜
説
と
の
間
の
、

こ
の
循
環
的
構
造
こ
そ
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
が
心
理
的
領
域
の
「
全
体
性
」
と
い
う
表
現
で
意
向
凶

し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
再
様
む
こ
と
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
物
理
的
自
然
科
学
に
お
け
る
事
実
と
理
論
の
間
の
関
係
に
も
当
て
は

ま
る
で
あ
ろ
う
。

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
行
為
者
の
行
為
や
信
念
や
欲
求
な
ど
の
心
理
的
事
象
を
一
つ
一
つ
漸
進
的
に
決
定
す
る
こ
と
を
妨
げ
る
重
要
な
一
つ
の

要
因
と
し
て
、
現
在
の
心
理
的
事
象
に
関
与
し
て
い
る
現
在
の
心
理
的
諸
条
件
の
複
雑
さ
不
透
明
き
を
考
え
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、

あ
る
信
念
と
欲
求
が
そ
の
他
の
信
念
と
欲
求
に
打
ち
勝
っ
て
特
定
の
行
為
を
生
み
出
す
よ
う
な
条
件
が
満
足
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
あ
ち
か

じ
め
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る

(
(
品
)
、
下
ぬ

ωω)
。
こ
の
こ
と
は
、

種
々
の
心
理
的
要
国
を
分
離
し
孤
立
さ
せ
た
理
想
的
な
実

験
的
状
況
を
考
え
た
り
作
っ
た
り
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
い
う
乙
と
で
あ
り
、
彼
は
こ
の
こ
と
を
、

心
理
物
理
的
法
射
の
あ
り
得
な
い
こ
と
の
理

由
の
一
つ
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
心
理
的
要
因
を
分
離
し
孤
立
さ
せ
て
理
想
的
実
験
を
行
な
う
乙
と
が
困
難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
必
ず
し

も
心
理
的
事
象
が
無
法
則
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
同
じ
よ
う
な
困
難
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
物
理
的
自
然
科
学
に
お
い
て
も

認
め
ら
れ
る
と
思
わ
れ
る
。

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
に
よ
れ
ば
、

行
為
者
の
行
為
や
、

信
念
や
、

欲
求
な
ど
の
心
理
的
事
象
を
、

一
つ
一
つ
漸
進
的
に
決
定
す
る
こ
と

を
、
妨
げ
る
も
の
は
、
第
一
に
、
心
理
的
領
域
の
非
完
結
性
(
二
三
節
)
で
あ
り
、
第
二
に
、

心
理
的
説
明
の
際
限
の
な
さ
(
心
理
的
領
域
の
第
一

の
全
体
性
)

で
あ
り
、
第
三
に
、

こ
り
擦
援
の
な
さ
を
補
い
笥
約
的
理
解
を
可
能
認
す
る
た
め
の
合
理
的
説
明
に
伴
な
う
、
事
実
の
歪
曲
の
危
険

で
あ
り
、
第
四
に
、
事
象
の
確
定
と
、

そ
れ
を
説
明
す
る
た
め
の
行
為
者
の
語
念
欲
求
抹
系
に
つ
い
て
の
合
理
的
仮
説
と
の
閣
の
、
循
環
的
構
造

(
心
理
的
領
域
の
第
二
の
全
体
性
)

で
あ
り
、
第
五
に
、
現
在
の
心
理
的
事
象
に
関
与
し
て
い
る
現
在
の
心
理
的
諸
条
件
の
不
透
明
き
で
あ
る
。

七



/¥、

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、

こ
れ
ら
の
理
由
か
与
、

一
つ
の
行
為
の
必
要
か
つ
十
分
な
条
件
を
挙
げ
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
言
う

((sw同

γ
お
ど
。

同
じ
こ
と
は
心
理
的
事
象
一
般
に
当
て
は
ま
る
は
ず
で
あ
り
、

こ
の
こ
と
ほ
、
心
理
的
事
象
に
つ
い
て
は
厳
密
な
意
味
で
の
法
尉
が
成
り
立
た
な

い
こ
と
を
意
味
す
る
と
言
う
。
「
[
も
し
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
行
為
の
十
分
条
件
を
手
に
入
れ
た
と
す
る
と
、
〕

わ
れ
わ
れ
は
、

あ
る
人
が
こ
れ
こ
れ

の
信
念
と
欲
求
を
持
っ
て
お
り
、

こ
れ
こ
れ
の
条
件
が
成
り
立
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
彼
は
こ
れ
こ
れ
の
行
為
を
行
う
で
あ
ろ
う
と
、
言
え
る
は
ず

で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
種
の
真
の
法
則
は
存
在
し
な
い
。
真
の
法
尉
は
、
た
ん
に
統
計
的
な
一
般
化
以
上
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

-
・
真
の
法
則
は
、

そ
の
適
用
を
制
摂
す
る
但
し
書
き
が
あ
る
と
し
て
も
、
法
則
適
用
の
条
件
が
濡
た
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
、
あ
ら
か
じ
め

決
定
す
る
こ
と
を
、
許
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
(
(
品
)
十
℃
・
民
ω)

あ
る
人
が
あ
る
行
為
を
す
る
こ
と
を
欲
求
し
て
い
る
な
ち
ば
、

そ
の

欲
求
を
満
足
さ
せ
る
機
会
が
存
在
す
る
と
き
、

他
の
欲
求
が
優
先
し
な
い
限
ち
、

彼
は
そ
の
行
為
を
行
う
、

と
い
う
命
題
は
真
で
あ
る
。

し
か

し
、
こ
の
命
題
は
、
人
の
実
際
の
行
為
の
予
言
に
役
立
つ
こ
と
は
ま
れ
で
、
む
し
ろ
個
々
の
行
為
の
事
後
に
、

そ
の
行
為
を
了
解
す
る
た
め
に
使

わ
れ
て
い
る
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、

こ
の
命
題
が
実
際
に
行
為
の
予
言
に
使
え
な
い
の
は
、

こ
の
命
題
の
適
用
条
件
が
知
ら
れ
て
い
ず
、

た
と
え
そ
れ
が
知
ら
れ
た
と
し
て
も
、

そ
の
条
件
が
実
際
に
満
足
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
が
、

正
確
に
は
知
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
、

デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、

そ
れ
の
適
用
条
件
が
知
与
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
命
題
が
真
の
法
則
で
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
と
考
え
て
い

る
。
し
か
し
、
同
じ
く
予
測
が
困
難
な
地
震
に
つ
い
て
現
在
形
成
さ
れ
て
い
る
理
論
や
法
則
が
、
現
実
の
桓
々
の
地
震
に
対
す
る
そ
り
適
用
条
件

が
完
全
に
は
知
ち
れ
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
理
論
や
法
則
と
し
て
の
妥
当
性
を
失
う
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
か
。

厳
密
な
心
理
物
理
的
法
期
は
存
在
し
な
い
と
い
う
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
の
議
論
は
、
以
上
の
よ
う
に
、

一
つ
に
は
、
心
理
的
態
度
の
解
釈
の

重
の
意
味
で
の
全
体
性
に
基
き
、

一
つ
に
は
、
心
理
的
デ

i
タ
に
合
理
性
を
読
み
こ
む
必
要
性
に
基
い
て
い
る

(
(
A
F
)
糧

問

】

℃

-
N
ω

一「

N
A
F
H
)

。
し
か

し
、
第
一
の
菌
難
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
物
理
的
自
然
科
学
に
も
共
通
の
も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
心
理
的
事
象
に
お
け
る
合
理
性
の
関
与

と
い
う
第
二
む
菌
難
は
、
心
理
的
事
象
に
対
応
す
る
身
体
的
過
程
を
、
環
境
の
あ
り
様
を
認
識
し
意
志
を
備
え
て
行
動
す
る
生
物
的
個
体
と
し
て



の
一
個
の
人
間
全
体
の
活
動
の
具
体
的
あ
り
方
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
除
か
れ
る
で
あ
ろ
う
(
二
十
節
)
。

一一一一一
さ
て
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、
以
上
む
結
論
を
含
む
三
つ
の
前
提
か
ら
、
少
な
く
と
も
心
理
的
事
象
の
う
ち
の
あ
る
も
の
は
物
理
的
事

象
で
あ
る
、
と
結
論
す
る

(
一
元
論
)
。
彼
の
第
一
の
前
提
は
、
心
理
的
事
象
は
、

亘
接
的
あ
る
い
は
毘
接
的
に
、

物
理
的
事
象
と
因
果
的
に
相

互
作
用
を
行
う
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
前
提
か
ら
、
心
理
的
事
象
は
〔
西
果
的
に
〕
関
じ
た
捧
系
を
或
さ
な
い
と
い
う
こ
と
が
導
き
出
さ

れ
る

(
心
理
的
領
域
の
非
完
結
性
)
。

な
ぜ
な
ら
、
心
理
的
事
象
は
し
ば
し
ば
、

心
理
的
で
な
い
物
理
的
事
象
と
因
果
的
相
互
作
用
を
行
う
か
ち

で
あ
る
。

従
っ
て
、

心
理
的
事
象
を
純
粋
に
心
理
的
な
法
則
だ
け
で
説
明
す
る
こ
と
は
不
可
能
と
さ
れ
る

(
(
仏
)
よ

y
h
N
S
)
。
第
二
の
前
提
は
、

二
つ
の
詔
別
的
事
象
が
相
互
作
用
を
行
い
原
因
結
果
の
関
係
に
あ
る
と
き
は
、
も
し
両
事
象
を
適
当
に
記
述
す
れ
ば
両
者
に
適
合
す
る
よ
う
な
、

荷
ら
か
の
法
則
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

こ
の
前
提
は
、
二
つ
の
事
象
が
因
果
関
係
に
あ
る
こ
と
が
、
た
だ
ち
に
特
定

の
茜
果
法
別
を
含
意
す
る
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
何
ら
か
の
法
則
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
だ
け
を
合
意
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
第
三
の

前
提
は
、
上
に
見
た
、
厳
密
な
、
決
定
論
的
か
つ
数
量
的
な
、
心
理
物
理
的
法
則
は
、
あ
り
得
な
い
、
と
い
う
前
提
で
あ
る
。

第
一
の
前
提
に
よ
り
、
少
な
く
と
も
あ
る
心
理
的
事
象
は
、
あ
る
物
理
的
な
事
象
の
京
国
ま
た
は
結
果
で
あ
る
。
従
っ
て
、
第
二
の
前
提
に
よ

り
、
そ
の
心
理
的
事
象
と
そ
の
物
理
的
事
象
は
、
適
当
に
記
述
さ
れ
れ
ば
、
あ
る
一
つ
の
法
則
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し

か
し
、
第
一
の
前
提
に
よ
り
、
心
理
的
事
象
は
、
完
結
し
た
体
系
を
或
さ
ず
、
純
粋
な
心
理
的
法
制
別
ほ
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
第
三
の
前
提
に
よ

り
、
心
理
物
理
的
な
法
則
も
存
在
し
な
い
。
他
方
、
物
理
的
事
象
は
、
完
結
し
た
体
系
を
成
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
適
当
な
記
述
の
も
と
で
心
理

的
事
象
と
物
理
的
事
象
を
結
合
す
る
法
則
は
、
物
理
的
法
尉
以
外
に
あ
り
得
な
い
。
従
っ
て
、

そ
の
心
理
的
事
象
は
、
純
粋
に
物
理
的
に
記
述
さ

れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、

そ
の
心
理
的
事
象
は
、
あ
る
物
理
的
な
事
象
で
あ
る

(
(
5・
M
Y
=
3
0
こ
の
よ
う
な
立
場
を
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、

一寸

非

法
期
的
一
元
論
」
(
言
。
5
と。
5
2
0ロ
2
5
)
と
呼
ん
で
い
る

(
(
S
L
Y
8
T
(
ω
)
よ
γ
己
同
)
。
「
一
元
論
」
と
言
う
の
は
、

心
理
的
事
象
を
物
理

九



四
O 

的
事
象
と
見
な
す
か
ら
で
あ
り
、

「
非
法
則
的
」
と
言
う
の
は
、

事
象
が
心
理
的
に
記
述
さ
れ
た
場
合
は
厳
密
な
法
則
に
従
わ
な
い
と
主
張
す
る

か
ら
で
あ
る
。

註
(
1
)

。
門
口
町
四
三
円
同
窓
口
(
出
)
H
E
の
mrHω
弘
知
己
主
吉
H
g
J
Z
む
mF
三
amwC門
戸

(

戸

)

・

ニ
四

以
上
の
議
論
に
よ
っ
て
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
は
、

ル
イ
ス
の
命
題

(
1
)

に
対
忘
す
る
「
極
々
の
心
理
的
事
象
は
因
果
的
機
能
の
担
い
手

で
あ
る
」
と
い
う
命
題
と
、

ル
イ
ス
の
命
題

(
3
)

に
対
忘
す
る
「
極
々
の
心
理
的
事
象
は
物
理
的
事
象
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
と
を
肯
定
し
て

い
る
が
、

ル
イ
ス
の
命
題

(
2
)
に
対
志
す
る
「
タ
イ
プ
と
し
て
の
心
理
的
事
象
の
因
果
的
機
能
の
法
則
的
な
担
い
手
で
あ
る
、

タ
イ
プ
と
し
て

の
物
理
的
事
象
が
存
在
す
る
」

と
い
う
命
題
を
否
定
し
て
い
る
と
言
え
る
。

し
か
し
、

心
理
的
事
象
を
あ
る
物
理
的
事
象
と
同
一
読
し
、

そ
れ

が
、
物
理
的
事
象
と
し
て
は
あ
る
法
則
に
従
う
と
し
な
が
ら
、
心
理
的
事
象
と
し
て
は
そ
の
法
則
に
従
わ
な
い
と
す
る
の
は
、
明
ら
か
に
一
つ
の

逆
説
(
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
)

で
あ
る
。
し
か
し
、
彼
は
、
法
則
や
法
則
的
説
明
は
、
事
象
を
直
接
(
外
延
的
に
)
扱
う
の
で
は
な
く
、
特
定
の
佳
方

で
記
述
さ
れ
た
事
象
の
み
を
(
内
包
的
に
、
志
向
的
に
)
扱
う
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
た
と
え
ば
、

a
と
b
と
い
う
事
象
を
結
合
す
る
あ
る
国

果
法
射
が
存
在
し
、

a
と

c
と
が
同
一
の
事
象
で
あ
っ
て
も
、
必
ず
し
も

c
と
b
と
い
う
事
象
を
結
合
す
る
国
果
法
則
が
存
在
す
る
と
は
撮
ら
な

い
と
言
う

((5
・一ヲピ

M
W
)

。

な
る
ほ
ど
、
法
則
的
文
採
は
内
包
的
文
脈
で
あ
り
、
同
一
物
を
指
示
す
る
別
の
指
示
表
現
を
代
入
し
た
場
合
、
真
理
値
(
真
偽
)
が
保
存
さ
れ

る

(
元
の
ま
ま
で
あ
る
)
と
は
限
ち
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
は
、
対
象
を
指
示
す
る
表
現
(
「

c
」
)
が
、
対
象
を
一
義
的
に
指
示
す
る
た
め
に
は

十
分
で
あ
る
が
、
対
象
そ
の
も
の
を
十
分
詳
し
く
記
述
す
る
に
ほ
多
く
の
場
合
不
十
分
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
十
分
詳
し
い
記
述
旬
で
あ
れ
ば
、

そ
れ
を
詞
一
の
対
象
を
指
示
す
る
抱
の
癌
抹
表
現
(
「

a
」)

に
代
入
し
て
も
、
真
理
植
を
変
え
る
と
と
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
上
の
議
論
に
お
い

て
、
「

a
と
詞
一
で
あ
り
か
つ

c
と
詔
一
で
あ
る
対
象
」
(
(
詩
)
(
凶
行

n
m
g門

戸

M

引
の
)
)
と
い
う
記
述
句
を
代
入
し
て
も
、
も
と
の
命
題
の
真
理
笹



は
保
存
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、

一
つ
の
心
理
的
事
象
が
一
つ
の
物
理
的
事
象
と
毘
一
の
事
象
で
あ
る
場
合
、

そ
の
事
象
を
、

そ
の
心
理
的

特
徴
と
そ
の
物
理
的
特
徴
を
か
ね
備
え
た
事
象
と
し
て
理
解
し
記
述
す
れ
ば
、

そ
う
記
述
さ
れ
た
事
象
は
、
物
理
的
事
象
と
し
て
そ
れ
が
従
う
法

則
に
従
う
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
の
論
点
を
後
(
二
六
節
)

に
述
べ
る
。

し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
こ
の
議
論
は
、
心
理
的
事
象
の
分
節
が
、
物
理
的
事
象
の
分
節
と
ぴ
っ
た
り
一
致
し
得
る
と
い
う
こ
と
を
前
提
し
て
い

る
。
と
こ
ろ
が
、
心
理
的
事
象
の
主
体
は
つ
ね
に
人
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
受
体
の
物
理
生
理
的
事
象
の
主
体
は
人
で
あ
る
と
は
隈
ら
な
い
。
し

か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に

(
二
十
節
)
、

生
理
的
事
象
を
、

生
物
個
体
と
し
て
の
人
間
に
生
じ
る
事
象
と
考
え
直
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ

う
。
そ
う
す
れ
ば
、

心
理
的
事
象
の
分
節
と
物
理
的
事
象
の
分
節
を
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

第
六
章

心
理
学
的
説
明
(
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ラ
ッ
セ
ル
の
心
理
学
的
一
元
込
調
)

二
五

心
理
学
者
の
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
ラ
ッ
セ
ル

(
T
s
g

同

NEmo--)
は
、
刺
激
や
報
僕
に
よ
る
行
動
の
誘
発
や
維
持
と
い
う
考
え
に
基
く
動
物

の
学
習
理
論
の
心
理
学
的
概
念
は
、
生
理
学
的
概
念
に
完
全
に
還
元
で
き
る
が
、
入
閣
の
欝
病
や
高
度
の
精
神
的
機
能
の
心
理
学
的
理
論
や
概
念

は
、
生
理
学
的
理
論
や
概
念
に
完
全
に
は
還
元
で
き
な
い
と
主
張
す
お
。

ネ
ズ
ミ
の
内
部
前
脳
束
(
言
。
訟
と

rzσszσgロ
色
。
(
玄
司
一
切
)
)

に
電
極
を
剥
り
込
ん
で
、

う
に
し
て
お
く
と
、

ネ
ズ
ミ
は
自
分
で
ペ
ダ
ル
を
踏
ん
で
自
分
の
脳
を
刺
激

(
自
己
刺
激
)

ペ
ダ
ル
を
踏
む
と
脳
が
電
流
で
刺
激
さ
れ
る
ょ

す
る
よ
う
に
な
る
。

こ
の
こ
と
の
心
理
学
的
説
明

は

「
電
握
が
ネ
ズ
ミ
の
自
然
報
積
機
構
を
作
動
さ
せ
、
抱
の
本
能
的
反
応
の
場
合
と
同
様
に
、
ネ
ズ
ミ
が
ペ
ダ
ル
を
潜
む
薙
率
が
高
ま
る
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
説
明
は
、

「
報
償
」

(54匂

号

門

戸

)

が
快
惑
を
意
味
し
、

快
感
が
そ
れ
を
誘
発
す
る
よ
う
な
行
動
へ
の
領
自
を

高
め
る
も
り
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、

ほ
と
ん
ど
詞
語
反
復
的
で
あ
っ
て
、

真
の
説
明
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
見
え
る

(
m
g
E
Z
W
官・

2)。
こ

四



四

れ
に
対
し
て
、
生
理
学
的
説
明
は
、

「
ネ
ズ
ミ
が
自
己
刺
激
を
続
け
る
の
は
、

電
流
が
内
側
前
脳
束
中
に
ド

l
パ
ミ
ン
を
放
出
さ
せ
る
か
ち
で
あ

る
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
素
人
は
、

こ
の
説
明
に
対
し
て
、
な
ぜ
内
側
前
脳
束
中
へ
の
ド

l
パ
ミ
ン
の
放
出
が
ネ
ズ
ミ
の
自
己
刺
激

行
動
を
引
き
起
こ
す
の
か
と
、
さ
ち
に
説
明
を
求
め
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
内
側
前
脳
束
へ
の
ド

l
パ
ミ
ン
の
放
出
が
ネ
ズ
ミ
に
強
い
快
感
を

与
え
る
か
ち
だ
と
説
明
さ
れ
て
、
初
め
て
納
得
す
る
で
あ
ろ
う
。

こ
の
事
態
は
、
常
識
に
お
け
る
心
理
的
説
明
の
性
格
に
関
し
て
も
、

心
理
的
説
明
と
生
理
学
的
説
明
の
関
係
に
関
し
て
も
、
非
常
に
示
唆
的
で

あ
る
。
快
の
概
念
に
つ
い
て
は
、
痛
み
の
概
念
の
場
合
(
十
九
節
)
と
司
様
の
事
態
が
成
り
立
つ
。
す
な
わ
ち
、
抱
の
要
因
が
憂
先
し
な
い
摂
り
、

人
間
が
快
を
獲
得
し
そ
れ
を
維
持
す
る
よ
う
に
行
動
す
る
と
い
う
の
は
、
経
験
的
な
事
実
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
人
間
の
快
の
概
念
誌
、

こ
の
経
験

的
な
事
実
を
基
盤
に
し
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
決
の
観
念
は
、
快
が
当
人
に
と
っ
て
或
る
質
的
な
捧
験
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
、
地
の
要
国
が
護

先
し
な
い
誤
り
快
誌
そ
れ
を
獲
得
し
そ
れ
を
維
持
す
る
よ
う
な
行
動
を
引
き
起
こ
す
も
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
論
理
的
に
合
意
し
て
い
る
。

抱
の
要
因
が
擾
先
し
な
い
限
り
、
現
在
享
受
さ
れ
て
い
る
決
に
つ
い
て
は
、
快
の
感
覚
が
、

そ
れ
を
維
持
す
る
よ
う
な
行
動
の
原
因
で
あ
り
、
現

在
享
受
さ
れ
て
い
な
い
快
に
つ
い
て
は
、
快
の
想
像
ま
た
は
欲
求
が
、

そ
れ
を
獲
得
す
る
よ
う
な
行
動
の
原
密
で
あ
る
。
し
か
し
、
快
の
欲
求
や

感
覚
は
、
論
理
的
に
必
然
的
に
快
の
獲
得
や
維
持
の
行
動
を
引
き
起
こ
す
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
現
実
の
個
々
む
場
合
に
、
現
実
の
特
定
の

快
の
欲
求
ま
た
は
感
覚
が
現
実
の
特
定
の
行
動
を
引
き
起
こ
し
た
と
い
う
説
明
は
、
ま
っ
た
く
の
局
語
反
復
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
特
定
の
行
動

の
原
因
が
、
他
の
要
冨
で
は
な
く
、
快
む
欲
求
ま
た
は
感
覚
で
あ
っ
た
こ
と
、
従
っ
て
、
快
の
欲
求
ま
た
は
感
覚
に
優
先
し
、

そ
れ
が
直
接
に
行

動
を
引
き
起
こ
す
こ
と
を
妨
げ
る
よ
う
な
要
因
が
、
存
在
し
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
実
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
事
実
に
情
報
倍
鐘
が
あ

る
の
は
、
快
に
優
先
す
る
他
の
要
因
が
行
動
を
決
定
す
る
こ
と
が
、
十
分
あ
り
得
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
常
識
に
お
け
る
心
理
的
説
明
は
、
事
後
的
説
明
で
あ
り
、
ま
た
各
人
の
質
的
体
験
へ
の
暗
黙
の
言
及
を
介
し
て
い
る
点
で
、

一
人
称

的
説
明
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
む
し
ろ
、
三
人
称
的
客
観
的
説
明
が
欠
如
し
て
い
る
こ
と
に
、
注
意
を
喚
起
す
る
。
そ
し
て
、
三
人
称
的
客
観
的
説



明
の
最
終
形
態
は
、
快
の
体
験
が
ど
ん
な
生
理
的
過
程
に
基
い
て
お
り
、

そ
れ
が
ど
う
い
う
生
理
的
過
珪
を
介
し
て
ど
う
い
う
身
律
的
行
動
を
引

き
起
こ
す
の
か
と
い
う
、
生
理
学
的
説
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
生
理
学
的
説
明
だ
け
で
は
、

一
連
の
生
理
的
な
過
程
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
示
さ
れ
る

だ
け
で
あ
っ
て
、
人
間
の
行
動
の
説
明
と
は
言
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
行
動
の
概
念
は
、
心
理
的
概
念
の
一
つ
と
し
て
、
客
観
的
三
人
称
的
要
素

と
と
も
に
、
主
観
的
一
人
称
的
要
素
を
本
賞
的
に
含
ん
で
い
る
か
主
で
あ
る
。
快
に
よ
る
他
人
の
行
動
の
説
明
を
了
解
す
る
際
に
は
、
わ
れ
わ
れ

は
、
他
人
の
快
が
、
単
に
生
理
的
な
事
象
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
て
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
快
と
同
様
に
、
主
観
的
な
質
的
体
験
と
し
て
決
特
有

の
駆
動
力
(
仏
己
4
0
)

の
惑
覚
を
伴
な
っ
て
い
る
も
の
と
、
考
え
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、

行
動
の
原
国
と
し
て
の
生
理
的
事
象
と
、

主
観
的
に

も
体
験
さ
れ
る
快
と
を
、
開
一
視
す
る
こ
と
が
、
常
識
に
お
い
て
も
そ
れ
迂
ど
不
自
然
で
な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
と
言
え
る
。

以
上
の
考
察
に
基
い
て
最
初
の
開
題
を
考
え
る
と
、
ネ
ズ
ミ
が
電
流
に
よ
る
自
己
刺
激
を
維
持
す
る
行
動
に
つ
い
て
、

「
快
感
の
報
償
」

と
い

う
概
念
に
基
く
心
理
学
的
説
明
は
、
わ
れ
わ
れ
人
間
ζ

お
け
る
一
人
称
的
な
快
感
の
概
念
を
ネ
ズ
ミ
に
も
拡
張
し
て
通
用
し
て
お
り
、

そ
の
占
…
で

一
人
称
的
了
解
的
な
説
明
で
あ
る
。

そ
れ
は
、

そ
れ
だ
け
で
は
不
完
全
な
説
明
で
あ
る
が
、
客
観
的
三
人
称
的
説
明
に
先
駆
し
て
そ
れ
を
誘
導
す

る
と
い
う
点
で
、
発
見
促
進
的
(
『

2
ユω
立
の
)
な
説
明
で
あ
る
と
言
え
る
。
他
方
、
内
側
前
脳
束
中
へ
の
ド

l
パ
ミ
ン
の
放
出
に
始
ま
る
生
理
過

程
に
よ
る
説
明
は
、
新
た
に
発
見
さ
れ
た
経
験
的
事
実
に
基
く
客
観
的
で
因
果
法
則
的
な
説
明
で
あ
る
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
体
験
的
了
解
を
欠
く

機
械
論
的
な
説
明
に
留
ま
り
、

十
全
な
説
明
と
は
言
え
な
い
。

心
理
的
概
念
が
一
般
に
、

一
人
称
的
仏
体
験
の
側
面
と
、

三
人
称
的
機
能
的
因
果

連
関
の
側
面
と
を
、

と
も
に
本
質
的
な
要
素
と
し
て
含
む
の
と
毘
様
に
、

心
理
的
事
象
の
心
理
的
な
説
明
と
生
理
学
的
な
説
明
と
は
、

相
補
的

(
8
5℃
-050ロ
E
ミ
)
で
あ
り
、
十
全
な
意
味
で
の
心
理
学
的
説
明
は
、
再
者
を
統
合
し
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
の
際
、

心
理
的
事

象
と
生
理
的
事
象
を
罰
一
視
で
き
る
可
能
性
は
、
十
分
あ
る
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、
心
理
的
事
象
の
主
掠
と
生
理
的
事
象
の
主
誌
を
十
分
正
確
に

対
応
さ
せ
る
必
要
が
あ
る
こ
と
辻
、
す
で
に
述
べ
た
通
ち
で
あ
る
(
二
十
節
、
二
四
節
)
。

以
上
の
議
論
に
よ
れ
ば
、
心
理
的
事
象
は
、
対
象
と

し
て
は
、
生
理
的
過
程
と
詞
一
の
も
の
で
あ
る
が
、
心
理
的
概
念
や
心
理
学
的
理
論
は
、
生
理
的
概
念
や
生
理
学
的
理
論
に
よ
っ
て
不
要
に
な
る

四



呂
田

こ
と
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、

そ
れ
を
生
理
学
的
概
念
や
理
論
に
還
元
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。

註(
1
)
E
S
2
E
g
o
-
-
-
N
W
H喜
ま
是
窓
辺
司
令
N
F
ミ
グ
句
。
送
時
三
位
。
ミ
芝
町
三

Hag言

M
M
師
、
内
ぎ
な
竜

-
S・M
・

(
2
)

一
フ
ウ
テ
ン
パ

i
グ
(
〉

-HN213ZS)
「
脳
の
報
償
系
と
記
篭
」
。

一一六

ラ
ッ
セ
ル
は
、
デ
イ
ヴ
ィ
ド
ソ
ン
に
従
っ
て
、
人
間
の
高
度
な
精
神
的
活
動
は
、

心
理
物
理
的
な
法
則
に
従
わ
な
い
と
主
張
す
る
。
あ

る
人
が
、
テ

i
プ
ル
の
上
に
オ
リ

i
ヴ
が
あ
る
の
を
見
て
、

そ
の
中
の
一
つ
を
食
べ
る
決
心
を
し
、

そ
れ
を
手
に
取
っ
た
と
し
よ
う
。
ラ
ッ
セ
ル

は
、
そ
の
人
が
知
覚
し
た
テ

i
ブ
ル
と
実
在
す
る
テ
ー
ブ
ル
の
問
、
ま
た
、

そ
の
人
が
食
べ
よ
う
と
決
め
て
手
に
取
っ
た
オ
リ

i
ヴ
と
そ
れ
に
対

応
す
る
実
在
の
オ
リ

i
ヴ
の
関
に
は
、

物
理
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
、

て
、
記
述
と
は
別
個
の
対
象
が
、
存
在
す
る
が
、
精
神
的
な
も
の
に
つ
い
て
は
、
精
神
的
な
記
述
に
加
え
て
、
記
述
と
は
別
居
な
対
象
が
、
存
在

法
則
的
対
応
は
な
い
と
言
う
。

そ
の
理
由
は
、

物
理
的
な
記
述
に
加
え

し
な
い
か
ら
で
あ
る
と
言
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、

精
神
的
な
記
述
に
お
い
て
は
、

わ
れ
わ
れ
が
記
述
に
擦
し
て
払
う
注
意
(
仏
2
2
f片

山

g
巳
窓
口
a

神
戸

O
ロ
)
と
、

こ
の
注
意
の
対
象
と
は
、

一
つ
な
の
で
あ
る

(℃

M
Y

∞∞
i
aむ
)
。

知
覚
や
信
念
の
物
理
的
対
象
は
、

公
共
的
に
誰
で
も
接
近
す
る
こ
と

が
で
き
、

い
ろ
い
ろ
な
物
理
的
記
述
と
は
別
に
存
在
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
精
神
的
対
象
は
、
現
に
存
在
し
な
い
乙
と
も
可
能
な
志
向
的
対
象

で
・
あ
っ
て
、
本
来
対
象
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、

物
理
的
対
象
に
お
い
て
は
、

そ
む
対
象
と
、

あ
る
人
の
知
覚
や
信
念
と
の
間
に

は
、
[
現
実
の
〕
二
項
関
係
が
成
立
す
る
が
、
精
神
的
対
象
の
場
合
に
は
、

そ
り
人
の
そ
れ
に
対
す
る
精
神
的
態
度
そ
の
も
の
が
、

そ
の
精
神
的
対

象
を
成
す

(
。
。
口
三
宮
口
件
。
)

の
で
る
り
、

精
神
的
事
象
の
内
容
は
、

当
人
が
そ
の
内
容
に
つ
い
て
信
じ
て
い
る
こ
と
に
尽
き
る
の
で
あ
る
(
℃
℃
・

ご
i

芯
)
。
従
っ
て
、
精
神
的
状
態
に
つ
い
て
の
当
人
の
記
述
に
は
、
客
観
的
な
内
容
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
当
人
が
自
分
の
精
神
的
事
象
に
つ

い
て
語
じ
て
い
る
こ
と
に
加
え
て
、

そ
れ
と
は
別
に
、
信
念
や
知
識
の
対
象
が
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
各
人
の
精
神
的
状
態
が
、

個
別
的
に
、

そ
の
と
き
ど
き
の
あ
る
魁
過
程
と
同
一
で
あ
る
と
い
う
一
元
論
は
、
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
精
神
的
対
象
に
は
、
客
観
的
に
は



荷
も
対
志
し
て
い
な
い
の
だ
か
ら
、
司
一
人
に
お
い
て
も
異
な
る
人
に
お
い
て
も
、
毘
じ
タ
イ
プ
の
精
神
状
態
に
、
同
じ
タ
イ
プ
の
脳
過
程
が
対

応
す
る
わ
け
で
は
な
い
。

そ
れ
ゆ
え
、
ラ
ッ
セ
ル
は
、

タ
イ
プ
と
し
て
む
精
神
的
事
象
と
脳
過
程
を
結
合
す
る
よ
う
な
、
厳
密
な
心
理
物
理
的
法

期
は
存
在
し
な
い
と
、
結
論
す
る
。

以
上
の
ラ
ッ
セ
ル
の
議
論
は
、

第
一
に
、

物
理
的
事
象
に
対
応
さ
せ
る
べ
き
精
神
的
事
象
の
分
節
の
仕
方
を
誤
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
、

第

iと

マ
ク
ロ
な

(
粗
大
な
)
事
象
に
つ
い
て
の
因
果
律
を
無
視
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
ま
ず
第
一
の
点
に
つ
い
て
、
あ
る
人
が
テ
ー
ブ
ル
の
上

に
あ
る
オ
リ
i
ヴ
を
見
る
と
い
う
場
合
、
物
理
的
事
象
と
し
て
は
、
テ
ー
ブ
ル
と
オ
リ
i
ヴ
で
は
な
く
、

(
1
)
 
テ
i
プ
ル
と
そ
の
上
に
あ
る
オ

ワ
l
ヴ
の
全
体
か
ら
始
ま
り
知
覚
者
の
脳
通
産
に
終
る
因
果
系
列
を
採
る
べ
き
で
あ
り
、
精
神
的
事
象
と
し
て
は
、
テ
ー
ブ
ル
と
オ
ワ
l
ヴ
の
表

象
で
は
な
く
、
感
覚
的
事
象
と
し
て
、

(
2
)
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
オ
リ

i
ヴ
が
あ
る
と
い
う
物
理
的
事
態
が
、

知
覚
者
に
、
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
オ

リソ

i
ヴ
が
あ
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
こ
と
を
、
採
る
べ
き
で
あ
れ

J

、
知
覚
的
事
象
と
し
て
、

(
3
)
こ
の
こ
と
(

(

2

)

)

i乙

よ
っ
て
、
知
覚
者
が
、
テ

i
プ
ル
の
上
に
オ
リ

i
ヴ
が
あ
る
と
い
う
物
理
的
事
態
を
、
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
オ
リ

i
ヴ
が
あ
る
と
い
う
事
態
で
あ
る

と
語
じ
る
と
い
う
こ
と
を
、
採
る
べ
き
で
あ
る
。

(
1
)
が
感
覚
お
よ
び
知
覚
の
物
理
的
側
面
で
あ
り
、

(
2
)
が
惑
覚
の
主
観
的
鶴
面
で
あ
り
、

(
3
)
が
こ
れ
ら
の
南
側
面
を
含
む
惑
覚
を
原
国
と
す
る
知
覚
、
す
な
わ
ち
テ
ー
ブ
ル
の
上
に
オ
ザ

i
ヴ
が
あ
る
こ
と
の
知
覚
で
あ
る
。
感
覚
と

は
、
知
覚
者
が
、
物
理
的
事
象
が
惑
覚
的
に
ど
う
見
え
る
か
を
、

感
知
す
る
こ
と
で
あ
り
、

知
覚
と
は
、

知
覚
者
が
、

惑
覚
を
通
し
て
彼
に
現

わ
れ
て
い
る
物
理
的
事
象
が
ど
う
あ
る
か
を
、
言
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
惑
覚
的
事
象
も
知
覚
的
事
象
も
、
知
覚
者
の
記
述
に
加
え
て
そ
れ
と
は
別

に
存
在
し
て
い
る
、
客
観
的
な
事
象
で
あ
る
(
十
三
節
)
。
ま
た
、
感
覚
の
対
象
も
知
覚
の
対
象
も
と
も
に
、
テ

i
ブ
ル
の
上
に
オ
リ

i
ヴ
が
あ
る

と
い
う
客
観
的
な
事
態
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
対
象
が
感
覚
的
に
ど
う
見
え
る
か
と
い
う
感
覚
内
容
は
、
主
観
的
側
面
と
物
理
的
側
面
の
両
面
か
ら

成
る
一
つ
の
完
全
な
感
覚
的
事
象
が
、
知
覚
者
当
人
に
体
験
さ
れ
る
仕
方
で
あ
る
。
知
覚
者
が
対
象
を
ど
う
あ
る
と
信
じ
る
か
と
い
う
知
覚
内
容

は
、
物
理
的
国
果
系
列
を
構
成
要
素
と
し
て
含
む
一
つ
の
完
全
な
知
覚
的
事
象
が
、
知
覚
者
当
人
に
体
験
さ
れ
る
仕
方
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
の
主

四
五



四
六

張
は
、
感
覚
内
容
と
知
覚
内
容
が
客
観
的
対
象
で
な
い
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、

こ
れ
は
、
感
覚
内
容
と
知
覚
内
容
が
、

そ
れ
ぞ
れ
客
観
的

な
感
覚
的
事
象
と
知
覚
的
事
象
の
抽
象
的
一
面
に
過
ぎ
な
い
こ
と
か
ら
、
当
然
の
こ
と
で
あ
り
、
感
覚
的
事
象
と
知
覚
的
事
象
が
単
に
主
観
的
な

事
象
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
わ
け
で
も
、
感
覚
と
知
覚
の
対
象
が
感
覚
内
容
と
知
覚
内
容
か
ら
別
個
に
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
、
意
味
す
る
わ

け
で
も
な
い
。
知
覚
的
信
念
以
外
の
一
般
の
信
念
に
つ
い
て
も
、
生
理
的
通
程
に
対
応
す
る
精
神
的
事
象
と
し
て
は
、
信
念
の
内
容
で
は
な
く
、

あ
る
こ
と
を
信
じ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
信
念
作
用
か
、
あ
る
こ
と
信
じ
て
い
る
と
い
う
信
念
状
態
を
、
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
信
念
の
対
象
が

架
空
の
も
の
で
あ
る
場
合
で
も
、
信
念
作
用
と
信
念
状
態
と
は
、
信
念
内
容
と
い
う
抽
象
的
側
面
を
備
え
た
客
観
的
な
事
象
で
あ
る
(
十
三
節
)
。

第
二
に
、
ラ
ッ
セ
ル
が
、

そ
れ
ぞ
れ
個
別
的
ト
ウ
ク
ン

(
Z
Zロ
)
と
し
て
の
精
神
的
事
象
と
生
理
的
事
象
と
の
間
に
同
一
性
を
認
め
な
が
ら
、

タ
イ
プ
と
し
て
の
心
理
的
事
象
と
生
理
的
事
象
と
の
聞
に
同
一
性
を
認
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
が
マ
ク
立
な
事
象
を
対
象
と
す
る
す

べ
て
の
経
験
的
科
学
に
お
い
て
前
提
し
て
い
る
、
因
果
律
を
無
視
す
る
こ
と
で
あ
る
。
因
果
律
と
は
、
経
験
的
に
知
ら
れ
る
個
々
の
因
果
的
法
側

の
と
と
で
は
な
く
て
、
「
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、
詞
じ
条
件
の
も
と
で
辻
、
同
じ
タ
イ
プ
の
事
象
は
、
同
じ
タ
イ
プ
の
事
象
を
原
因
と
し
、

関
じ
タ
イ
プ
の
事
象
を
結
果
と
す
る
」
と
い
う
前
提
で
あ
る
。

こ
の
前
提
は
、
ど
う
い
う
も
の
を
「
同
じ
条
件
」
と
か
「
毘
じ
タ
イ
プ
」
と
見
な

し
得
る
か
を
何
も
特
定
し
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
ど
ん
な
場
合
に
も
妥
当
し
て
い
る
と
見
な
せ
る
の
で
、
経
験
的
な
内
容
の
あ
る
も
の
で
は
な
い
。

し
か
し
、

こ
の
前
提
は
、
経
験
的
科
学
に
お
い
て
、
あ
る
事
象
の
原
因
や
、
事
象
が
従
っ
て
い
る
具
体
的
な
法
期
を
、
見
つ
け
だ
そ
う
と
す
る
動

機
を
な
し
て
お
り
、

い
わ
ば
、
発
見
促
進
的
な
法
期
な
り
で
あ
る
。
同
一
一
性
に
つ
い
て
も
因
果
律
と
同
様
の
規
即
が
成
り
立
つ
と
考
え
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
わ
れ
わ
れ
は
、
二
つ
の
信
別
的
な
事
象
が
ト
ウ
ク
ン

(
現
実
の
個
別
的
事
象
)
と
し
て
同
一
で
あ
る
場
合
、
条
件
が
十
分
類
似
し
た
他

の
場
合
に
も
、

一
方
の
事
象
に
十
分
類
似
し
た
事
象
は
他
方
の
事
象
に
類
似
し
た
事
象
と
同
一
で
あ
ろ
う
と
、

期
待
す
る
。

生
物
の
異
な
る
種

の
間
や
、
地
球
上
の
生
物
と
地
球
外
生
物
の
簡
で
は
、
同
じ
よ
う
な
心
理
的
状
態
が
異
な
る
生
理
的
状
態
に
対
応
し
て
い
る
こ
と
は
、
論
理
的
に

は
十
分
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
と
も
に
人
間
で
あ
る
二
人
の
人
の
間
で
、
同
種
の
心
理
的
機
能
や
活
動
を
担
っ
て
い
る
脳
の
部
位
や
活
動
の
状
態



お
F

臨依ねt{ð
JJ
ベ
J
~
iW!~

~SI-k t{d
o

 
，...) -R"'

Y
'
 JJ ~~SI G

 勝。
以
~
I
'
士
~
~
I
'

，
.
~
間
宮
跡
事
訴
Q
販
ミ
~
G
日出並区

12m犬<trr¥' 
~
州
問
主
将
類
巡
記
'
1
Q
t
{
ð

ニ
岱
州
問
活
跡
事
訴

Q
蝶三五

Q
日出生ぱ日

E司
令
¥
'
~
，
.
~
閤
沼
棚
，
~
経
Q
賊
議
制
~
'
将
~
駅
宍
時

J....)い
rも
ト
O
G
:
f
ミ
'
別
総
下

Jね
ニ
~
ト
(
\
小
イ
ミ
。

iト
ャ
b

γ
 

:ム
h

入
u

ム-6
t
{
ð
'
い
て
い
G
"
~
間
沼
跡
暗
殺
Q
株
湖
沼
割
Q
刷
出
~
'

11
'
¥
ト
中
公

12
ム-6

t{d 
l' 

1 0][制
Q
粧
定
信
i
j
Q
繭
Q
株
利
~
記
Q
刷
出
~
'

r
1Qt{d 

堀
田
上
d
.
~
ニ
い
ì
!
'
士
出
直
記
長
崎
心
耽
ね
ニ

J
ベ

jニ
小

F
部
い
ら
れ
)
I
'
Q
盗
~
f
J
1
Q
心
'
官
瞭
沼
町
ト
ヰ
ア
綬
~
+
H
~
勝
沼
判
部
下
)
~
 t{ð..L6小

12回
Q
~
-k

t{d
o
 

i
W
(
~
)
 

特
別
除
制
「
側
鞠
$
<
判
長
株
$
<
料
品
J

4秘
術

、
や

(
種

Block，
 Ne
d，

 (ed.)
，

 Readings 
in 

Philos
ゆ
hy

0
1
 Psychology，

 Vol.1，
 1980 

(Harvard U. P.). 

B
o
w
e
r，

 T. G. R.，
 (1) 

A
 P
r
i
m
e
r
 
01 

Inlant 
Development，

 1977 
(
F
r
e
e
m
a
n
 

a
n
d
 Co.). 

(2) 
H
u
mα

n
 Development

，
 1979 

(
F
r
e
e
m
a
n
 a
n
d
 C
oふ

Davidson，
 D.，

 (1) 
Essays o

n
 Actions α

n
d
 Events，

 1980 
(Oxford 

U. P.). 

(2)
“Actions，

 Reasons，
 and
 Causesぺ

1963，
in 

(1). 

(3)
“MentaI Events"

，
 1970

，
 in 

(1) 
a
n
d
 Block 

(edふ

(4)
“Psychology as 

Philosophy"
，

 1974
，

 in 
(1). 

(5)
“CausaI 

Relations"
，

 1967
，

 in 
(1). 

Descartes，
 (1) 

Meditationes 
de
ρ
rima 

philosoPhia.'
伍

uvres
de 

Descartes，
 

publiees 
par Ch. 

A
d
a
m
 et 

P. T
a
n
n
e
r
y
，
 To
m
e
，
 VII. 

(2) 
Meditations.' A

d
a
m
 et 

T
a
n
n
e
r
y
 
(ed.)

，
 To
m
e
 I
X
-
1. 

(3) 
T
h
e
 PhilosoPhical 

Writings 0
1
 Descartes，

 Translated by ]. 
Cotting-

h
a
m，

 R. Stoothoff，
 and

 D. M
u
r
d
o
c
h，

 1985 
(Cambridge U. P.). 

K
e
n
n
y，

 A.，
 Descartes，

 A S
t
u
d
y
 0
1
 His Philosophy，

 1968 
(
R
a
n
d
o
m
 House). 

4モ
郡
出
制
，

It
副
戦
思
料
品
株
JR
料
品

J
(
回
判
事
n~ゆ司~

r相キト
J
~
 a)T' 

1982)
。

(
*
m
~
)
 

K
r
i
p
k
e，

 S.，“
Identity 

a
n
d
 Necessity"，

 1971，
 in 
Identity 

α
n
d
 Individua-

tion，
 Edited 

by M
.
 K. M

u
n
i
t
z
，
 1971 

(
N
e
w
 Y
o
r
k
 U. P.). 

Lewis ，
 David，

 (1) 
PhilosoPhical Papers，

 VoI. 
1，

 1983 
(Oxford 

U. P.). 

(2)
“A

n
 A
r
g
u
m
e
n
t
 for 

the 
Identity 

T
h
e
o
r
y
"
，

 1966
，

 in 
(1). 

(3)
“
Psychophysical a

n
d
 Theoretical Identificationsぺ

1972，
in 

(1) 
a
n
d
 

Block 
(ed ふ

(4)
“
M
a
d
 Pain a

n
d
 Martian Painぺ

1980
，
in 

(1) 
a
n
d
 Block(ed.). 

Melzack，
 R.，“

T
h
e
 Perception 

of 
Pain"，

 in 
Scient伊

c
A
m
e
r
i
c
a
n，

 Februa-

ry 
196

1. 

R
o
c
k，

 1. 
a
n
d
 Ch. 

S. 
Harris，“

Vision 
a
n
d
 T
o
u
c
h
"，

 in 
Scientific 

A
m
e
r
i
c
a
n
 

M
a
y
 1967. 

Routtenberg
，

 A.
，

 r認
Q
騨
部

1指
心
同
盟

J'
総
田
徳
川

1爆
『
認
w

時l'Q
J'

1982 
(凹

組
*
'
‘
ヤ
吋
入

rく
“

T
h
e
R
e
w
a
r
d
 System of 

the 
Brain"

，
 in 

Scientific 

A
m
e
r
i
c
a
n
，
 No
v
e
m
b
e
r
 1978. 

Russell，
 Jam
e
s，

 Exp
lα
ining M

e
n
t
a
l
 Lile，

 1984 
(MacMillan Press). 

S
h
a町'er，

J
.
A

吋
Philosoρ

hy
0
1
 M
i
n
d，

 1968，
 (Prentice-Hall). 

S
h
o
e
m
a
k
e
r，

 S.，“
Functionalism a

n
d
 Qualiaぺ

1975，
in 

Block 
(ed.) 

国
4
J



Strawson
，
 P. F.，“

Personsぺ
in

Concetts，
 Theories，

α
n
d
 
the 

M
i
n
d

由Body

Problem
，
 Edited 

b
y
 H. Feigl. 

M
.
 Scriven，

 an
d
 G. M

a
x
w
el1， 

1958(Uni-

versity 
of 

Minnesota P
ふ

Williams，
 

B.，
 (1) 

Descartes. 
The Project 01 Pure Inquiry. 

1978 
(Penguin 

国
く

Books). 

(2)
“A
r
e
 Persons Bodies?". 

1970: Problems 01 the 
Self， 

1973 
(
C
a
m

輔

bridge U. P.)，
 Ch.5. 


