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ハ
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合

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

 
彼
の
哲
学
に
と
っ
て
は
事
象
必
然
的
に
、
「
現
象
学
1
1
存
在
論
」
、
そ
し
て
「
超
越
論
哲
学
1
1

 
 
 
 
 

存
在
論
」
と
い
う
等
式
が
成
立
す
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
し
た
が
っ

て
彼
の
い
う
存
在
論
は
実
は
、
超
越
論
的
現
象
学
な
の
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し

て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
超
越
論
的
現
象
学
が
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
そ
れ
と
ど

の
よ
う
な
点
で
異
同
が
あ
る
の
か
、
そ
れ
に
は
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
根
本
的
な
相
違
が
認
め
ら
れ

る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
は
次
序
(
両
者
の
比
較
検
討
)
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
て
、
さ
し
あ

た
り
わ
れ
わ
れ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
宣
言
す
る
こ
の
等
式
に
し
た
が
っ
て
、
こ
の
等
式
が
ど

の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
立
て
ら
れ
て
い
る
の
か
に
目
を
向
け
な
が
ら
、
議
論
を
進
め
て
ゆ
く

こ
と
に
し
た
い
。
そ
れ
ゆ
え
わ
れ
わ
れ
が
目
ざ
す
の
は
、
存
在
を
「
超
越
論
的
現
象
」
と
し
て

把
握
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
錯
綜
し
た
現
象
(
現
出
)
概
念
が
判
然
と
な
り
、
ま

た
同
時
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
そ
の
理
解
と
の
異
同
も
お
の
ず
か
ら
明
か
と
な
ろ
う
。

 
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
『
存
在
と
時
間
』
の
全
体
の
構
成
と
そ
の
根
本
企
図
を
示
す
序
論
で
、
現
象

(
℃
鼠
づ
○
∋
Φ
巳
概
念
の
中
に
一
括
さ
れ
て
い
る
、
類
似
し
て
は
い
る
が
、
し
か
し
異
質
な
仮
象

(ω

盾
ｷ
①
一
⇒
)
お
よ
び
現
わ
れ
(
国
笏
。
ゴ
Φ
ぎ
§
ひ
q
)
と
現
象
概
念
自
身
と
を
峻
別
し
て
い
る
。
こ
こ
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

は
こ
の
問
題
に
立
ち
入
ら
な
い
が
、
前
二
者
は
い
ず
れ
も
、
自
己
自
身
を
示
す
も
の
と
し
て
の
朋

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

現
象
概
念
の
欠
如
態
も
し
く
は
Y
そ
れ
に
基
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
て
い
る
。
こ
畔

の
区
別
を
行
な
っ
た
上
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
形
式
的
な
現
象
概
念
を
提
示
し
、
そ
の
中
で
さ
ら
㈱

に
通
俗
的
な
現
象
概
念
と
現
象
学
的
な
そ
れ
と
を
区
別
し
よ
う
と
す
る
。
形
式
的
な
現
象
概
念
号

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 
 
 
 
 

は
「
己
れ
を
己
れ
自
身
に
即
し
て
示
す
も
の
」
、
「
あ
ら
わ
な
も
の
」
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
ハ
靴

イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
両
者
の
意
義
の
相
違
を
カ
ン
ト
の
超
越
論
哲
学
の
術
語
を
援
用
し
つ
つ
明
ら
告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
報

か
に
し
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
通
俗
的
な
日
日
一
味
で
の
現
象
と
は
「
経
験
的
直
観
」
を
階

通
し
て
近
づ
き
う
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
現
象
学
的
な
意
味
で
の
そ
れ
は
「
直
観
の
形
徽

式
」
に
他
な
ら
な
い
と
さ
豪
・
こ
・
で
ハ
エ
ア
か
ふ
カ
ン
ト
を
援
用
し
て
い
る
の
は
全
体
幣

の
論
調
か
ら
す
れ
ば
・
や
や
唐
突
な
印
象
を
与
え
る
が
・
そ
れ
は
、
カ
ン
ト
が
直
観
の
形
式
を
線

空
間
と
並
ん
で
臨
機
能
と
し
て
規
定
し
て
い
る
点
に
あ
る
の
は
少
く
と
も
疑
い
を
容
れ
な
い
。
噺

さ
て
こ
の
置
観
し
と
は
何
を
意
味
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
・
カ
ン
ト
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
梛

に
お
い
て
は
、
直
観
的
な
表
象
は
、
普
遍
的
な
表
象
を
介
し
て
間
接
的
に
対
象
に
関
係
す
る
概

念
か
ら
区
別
さ
れ
て
、
直
接
的
に
対
象
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
れ
は

 
 
 
 
 
 
 
 

個
別
的
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
「
認
識
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
で
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
媒
介
に
よ
っ

て
対
象
に
関
係
す
る
に
せ
よ
、
認
識
が
そ
れ
を
通
じ
て
対
象
に
直
接
に
関
係
す
る
当
の
通
路
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ま
た
す
べ
て
の
思
考
が
媒
介
と
し
て
目
ざ
す
も
の
は
、
直
観
で
あ
る
」
。
し
た
が
っ
て
認
識
す
る

と
は
第
一
次
的
に
直
観
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
自
身
と
し
て
は

い
ま
だ
認
識
で
な
い
思
拶
は
直
観
に
依
存
し
・
奉
仕
す
る
に
す
ぎ
饅
.
 
・
の
直
観
は
空
間
お
，
、

よ
び
時
間
と
い
う
形
式
を
も
つ
。
ま
ず
空
間
に
か
ん
し
て
言
え
ば
、
上
下
、
前
後
、
並
列
等
の

空
間
的
関
係
そ
の
も
の
は
、
何
ら
か
の
特
定
の
事
物
に
属
す
る
性
質
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
そ

れ
は
、
そ
の
よ
う
な
存
在
者
が
そ
も
そ
も
特
定
の
空
間
的
な
関
係
の
中
で
自
己
を
示
し
う
る
た
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め
の
制
約
と
し
て
あ
り
、
し
か
も
あ
ら
ゆ
る
空
間
的
な
事
物
の
存
在
に
先
ん
じ
て
存
在
す
る
。

し
た
が
っ
て
直
観
と
し
て
の
空
間
が
与
え
る
も
の
は
、
つ
ま
り
あ
ら
か
じ
め
空
間
的
に
直
観
さ

れ
る
も
の
は
、
あ
れ
こ
れ
の
眼
前
に
存
在
す
る
事
物
で
は
な
い
。
む
し
ろ
空
間
は
、
存
在
者
が
.
 

そ
の
中
で
は
じ
め
て
自
己
を
し
か
じ
か
に
示
し
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
容
さ
れ
る
た
め

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
)
(
1
)

に
先
行
的
に
表
象
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
-
そ
れ
ゆ
え
空
間
は
外
官
の
形
式
で
あ
り
、

直
観
の
対
象
と
し
て
の
経
験
的
な
事
物
の
中
に
は
決
し
て
見
出
さ
れ
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
そ
の
よ
う
な
直
観
と
し
て
の
空
間
は
、
空
間
内
に
実
在
す
る
事
物
に
よ
っ
て
は
説

明
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
空
間
的
な
事
物
経
験
が
そ
こ
か
ら
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
当
の
超
越
論

的
な
根
拠
な
い
し
存
在
と
し
て
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
直
観
と
し
て
規
定
さ
れ
る
空
間
は
こ

の
よ
う
な
も
の
と
し
て
自
己
を
示
す
存
在
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
時
間
と
し
て
の
直
観
は
、

「
内
官
の
形
式
、
す
な
わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
自
身
お
よ
び
わ
れ
わ
れ
の
内
的
な
状
態
の
直
親
団
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
時
間
は
、
形
態
や
位
置
等
の
外
的
現
象
に
属
す
る
規
定
を
ま
っ
た
く
受
け
な

い
。
空
間
的
直
観
の
場
合
と
同
様
、
直
観
と
し
て
の
時
間
も
あ
ら
ゆ
る
内
時
間
的
な
対
象
、
時

間
内
的
に
生
起
す
る
経
過
一
般
の
先
行
的
な
規
定
根
拠
と
し
て
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
時
間
と

し
て
の
直
観
は
あ
ら
ゆ
る
時
間
的
な
経
験
一
般
に
先
行
す
る
制
約
者
と
し
て
自
己
を
示
す
超
越

論
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
右
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
自
己
を
示
す
空
間
お
よ

び
時
間
と
し
て
の
直
観
形
式
は
も
は
や
空
間
的
一
時
間
的
に
規
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
自
己
を

示
す
内
世
界
的
事
物
存
在
と
同
類
で
は
な
い
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

 
直
観
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
考
え
が
上
述
の
如
く
で
あ
れ
ば
、
制
約
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の

現
象
(
経
験
的
直
観
の
対
象
)
と
、
こ
の
現
象
が
そ
れ
に
お
い
て
の
み
現
象
と
な
る
、
つ
ま
り

自
己
を
示
し
う
る
よ
う
に
な
る
、
あ
ら
ゆ
る
現
象
の
制
約
者
(
直
観
の
形
式
)
と
は
、
並
列
さ

れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
時
間
の
内
に
、
ま
た
空
間
の
内
に
存
在
す
る

も
の
の
存
在
と
、
こ
れ
ら
が
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
は
じ
め
て
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
え
う

る
よ
う
に
な
る
当
の
存
在
と
は
原
理
的
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
後
者
は
前
者
と
並
ん
で

あ
る
現
象
中
の
一
存
在
者
で
は
決
し
て
な
く
、
前
者
は
後
者
か
ら
の
み
説
明
可
能
に
な
る
の
で

あ
り
、
後
者
は
前
者
に
対
し
て
規
定
根
拠
と
し
て
の
先
行
的
な
存
在
と
い
う
制
約
関
係
に
立
つ
。

こ
の
よ
う
に
し
て
時
間
の
内
に
存
在
す
る
も
の
と
、
空
間
の
内
に
存
在
す
る
も
の
と
が
し
か
じ

か
に
規
定
可
能
に
な
る
当
の
直
観
様
式
が
、
通
俗
的
な
理
解
を
打
破
し
て
明
る
み
の
中
に
取
り

出
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
直
観
様
式
そ
れ
自
身
は
、
対
象
の
認
識
に
直
線
的
に
向

か
う
経
験
的
な
直
観
に
と
っ
て
は
依
然
と
し
て
非
主
題
的
な
も
の
と
し
て
隠
さ
れ
続
け
ざ
る
を

え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
先
述
し
た
よ
う
に
、
直
観
さ
れ
た
も
の
と
同
じ
し
か
た
で
、
つ

ま
り
現
象
と
し
て
の
対
象
と
し
て
自
己
を
示
す
こ
と
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
直
観
形
式
は
直
観

対
象
か
ら
峻
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
対
象
領
域
の
中
に
は
決
し
て
見
出
さ

れ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
経
験
的
な
直
観
の
対
象
と
し
て
の
存
在
者
へ
直
進
的
に
、
す
な

わ
ち
非
反
省
的
に
向
か
う
「
存
在
的
認
識
」
 
(
o
葺
同
ω
0
7
①
国
爵
①
ヨ
辞
三
ω
)
に
代
わ
っ
て
、
今
や

そ
の
よ
う
な
認
識
を
一
般
に
可
能
に
し
て
い
る
も
の
へ
の
反
省
、
す
な
わ
ち
「
存
在
論
的
認
識
」
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2
)

(
〇
三
〇
一
〇
ひ
q
δ
6
げ
①
隠
妻
Φ
昌
三
コ
一
ω
)
が
要
求
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
術
語
で
語
れ
ば
、
「
超

 
 
 
 
へ
1
3
)

越
論
的
認
識
」
が
必
要
に
な
る
の
で
あ
る
。
直
観
様
式
と
し
て
の
存
在
は
、
直
観
対
象
と
同
列

に
置
か
れ
ず
、
か
え
っ
て
そ
れ
を
超
え
る
も
の
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
先
立
つ
も
の
で
あ
る
が
ゆ

え
に
、
そ
の
よ
う
な
存
在
に
か
か
わ
る
認
識
は
、
存
在
論
的
-
超
越
論
的
認
識
と
し
て
特
徴
づ

け
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
日
常
的
な
経
験
の
直
接
性
に
お
い
て
は
、
直
観
的
に
与
え
ら

れ
る
事
物
の
存
在
が
自
己
を
示
し
つ
つ
い
わ
ば
眼
前
を
占
有
し
、
そ
の
よ
う
な
事
物
の
客
観
性

が
熟
知
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
第
一
義
的
な
意
味
を
付
与
さ
れ
る
の
に
対
し
、
右
に
述
べ
た
、

制
約
す
る
超
越
論
的
な
存
在
(
直
観
形
式
)
に
は
不
当
に
も
ま
っ
た
く
気
づ
か
れ
る
こ
と
が
な

い
。
し
か
し
今
や
超
越
論
的
な
認
識
が
遂
行
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
空
間
内
的
-
時
問
内
的

事
物
の
存
在
と
、
こ
の
事
物
が
そ
れ
に
お
い
て
は
じ
め
て
自
己
を
示
し
う
る
よ
う
に
な
る
当
の

存
在
と
の
問
に
、
存
在
意
味
の
逆
転
が
不
可
避
と
な
る
。
こ
の
転
回
点
に
気
づ
か
れ
る
こ
と
な

し
に
は
、
個
別
経
験
科
学
、
あ
ら
ゆ
る
実
証
主
義
か
ら
原
理
的
に
区
別
さ
れ
る
哲
学
固
有
の
領

域
は
形
成
さ
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
現
象
と
し
て
の
存
在
者
は
ま
ず
も
っ
て
直
観
を
通
路
と
し
、
直
観
的
に
の
み
与
え
ら
れ
る
直

観
対
象
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
直
観
的
所
与
の
存
在
と
直
観
様
式
自
身
の
存
在
と
は
、
な

る
ほ
ど
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
両
者
の
こ
の
不
可
分
性
は
、
両

者
が
実
在
的
な
世
界
に
お
け
る
実
在
的
な
連
関
を
な
す
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
は
し
な
い
。
む

し
ろ
後
者
は
前
者
に
対
し
、
い
わ
ば
そ
の
意
味
と
根
拠
を
与
え
る
も
の
と
し
て
、
存
在
秩
序
を

異
に
す
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
は
両
者
は
不
可
同
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

と
い
う
の
は
、
も
し
か
り
に
後
者
が
実
在
の
一
部
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
つ
ま
り
同
一
の
存

在
(
実
在
と
し
て
の
)
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
存
在
者
の
す
べ
て
が
可
能
的
な
対
象
と
し
て
自
己

を
示
す
た
め
に
、
少
く
と
も
直
観
(
お
よ
び
思
考
)
を
有
す
る
存
在
者
 
 
現
存
在
と
し
て
の

わ
れ
わ
れ
 
 
が
前
提
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
そ
れ
以
外
の
他
の
仕
方
で
は
そ
れ
は
現
象
に
な
り

え
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
つ
い
に
理
解
不
可
能
に
な
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。
内
世
界
的
存
在
者
が

置
か
れ
て
い
る
、
自
然
的
な
実
在
連
関
の
中
に
は
編
入
さ
れ
な
い
独
自
の
存
在
領
域
が
、
そ
れ

と
は
別
個
に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
見
地
に
立
て
ば
、
不
可
分
な
も
の
は
同
一
で

あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
逆
に
必
然
的
に
不
可
同
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
の
み
な
ら
ず
、
右

に
述
べ
た
存
在
意
味
の
逆
転
は
、
そ
の
両
者
が
さ
ら
に
不
可
逆
な
順
序
を
も
つ
こ
と
を
示
し
て
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出」の諸問題(二)「現3

も
い
る
。
こ
の
不
可
逆
と
い
う
事
態
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
に
よ
れ

ば
、
も
と
も
と
直
観
は
神
的
な
無
限
の
直
観
か
ら
区
別
さ
れ
、
対
象
を
自
己
産
出
し
え
な
い
も

の
と
し
て
、
有
限
な
受
容
的
直
観
を
意
味
す
る
。
直
観
は
そ
の
対
象
を
自
ら
与
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
が
ゆ
え
に
、
直
観
に
対
し
直
観
外
か
ら
対
象
が
ま
ず
与
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
対
象
の
認
識
が
成
り
立
つ
た
め
に
は
、
直
接
的
に
対
象
関
係
的
な
直
観
の
み
な
ら
ず
、
こ
の

直
観
が
そ
れ
と
綜
合
化
さ
れ
る
べ
き
比
量
的
な
悟
性
が
な
ん
と
い
っ
て
も
必
要
に
な
る
。
つ
ま

り
直
観
的
所
与
が
概
念
に
よ
る
思
考
と
綜
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
対
象
の
経
験

が
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
綜
合
、
超
越
論
的
視
点
で
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
の
可
能
性

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
4
)

を
問
う
こ
と
が
、
最
大
の
関
心
事
に
な
る
。
全
批
判
の
帰
趨
は
一
に
そ
れ
に
か
か
っ
て
い
る
。

問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
存
在
論
的
綜
合
の
本
質
可
能
性
で
あ
る
。
そ
れ
を
定
式
化
す
れ
ば
、
「
有

限
な
人
間
の
現
存
在
は
、
自
ら
創
造
し
た
の
で
は
な
い
の
み
な
ら
ず
、
自
ら
現
存
在
と
し
て
存

在
し
う
る
た
め
に
、
そ
れ
に
依
存
し
て
さ
え
も
い
る
存
在
者
を
、
ど
の
よ
う
に
し
て
前
も
っ
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
5
)

超
出
(
超
越
)
し
う
る
の
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
は
、
こ
こ

で
は
さ
し
あ
た
り
、
「
存
在
者
は
有
限
性
を
本
質
と
す
る
者
に
と
っ
て
は
、
先
行
的
に
対
向
し
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
6
)

つ
対
立
さ
せ
る
作
用
に
も
と
づ
い
て
の
み
近
づ
.
 
き
う
る
も
の
と
な
る
」
と
見
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
7
〕

答
え
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
て
お
こ
う
。
こ
の
問
い
お
よ
び
答
え
に
お
い
て
重
要
な
の
は
、
各
々
、

「
前
も
っ
て
」
と
「
先
行
的
」
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は

現
存
在
に
お
け
る
こ
の
先
行
的
な
体
制
を
、
そ
の
先
行
性
の
ゆ
え
に
、
前
述
し
た
不
可
逆
的
な

も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
さ
て
上
述
し
て
き
た
と
こ
ろ
が
ら
理
解
さ
れ
る
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
現
象
概
念
を
説
明

し
よ
う
と
し
て
カ
ン
ト
の
二
つ
の
術
語
 
 
経
験
的
直
観
の
対
象
お
よ
び
直
観
の
形
式
一
を

援
用
し
た
そ
の
意
義
が
次
の
三
つ
の
点
で
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ω
前
者
は
後
者
に
お
い
て
、
ま

た
後
者
を
通
じ
て
の
み
自
己
を
示
す
、
つ
ま
り
、
対
象
は
直
観
の
対
象
と
し
て
の
み
与
え
ら
れ

る
と
い
う
意
味
で
、
両
者
不
可
分
で
あ
る
こ
と
、
㈲
こ
の
不
可
分
の
関
係
は
、
両
者
が
同
一
の

存
在
意
味
を
も
つ
の
で
な
い
と
き
に
の
み
、
本
来
的
に
理
解
さ
れ
る
(
超
越
的
な
存
在
と
超
越

論
的
な
存
在
と
の
差
異
と
し
て
)
と
い
う
意
味
で
は
、
両
者
不
可
同
で
あ
る
こ
と
、
鋤
同
時
に
、

後
者
は
前
者
に
対
し
、
つ
ね
に
す
で
に
先
ん
じ
て
あ
る
と
い
う
意
味
で
不
可
逆
な
順
序
を
も
つ

こ
と
、
右
の
三
点
が
以
上
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
。
さ
て
し
か
し
、
カ
ン
ト
の
直
観
概
念
の
検

討
を
通
じ
て
取
り
出
さ
れ
た
以
上
の
三
つ
の
意
義
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
規
定
し
て
い
る
現
象
概

念
自
身
の
中
に
見
出
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
次
の
二
箇
所
で
現
象
概
念
を
以

下
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
現
わ
れ
(
卑
ω
畠
Φ
言
二
づ
ひ
q
)
に
お
い
て
、
つ
ま
り
通
俗
的
に
理
解

さ
れ
た
現
象
に
お
い
て
、
た
と
え
非
主
題
的
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
つ
ど
先
行
的
に
、
ま
た
同

伴
的
に
自
己
を
す
で
に
示
し
て
い
る
も
の
は
、
主
題
図
に
自
己
示
現
に
も
た
ら
さ
れ
う
る
の
で

あ
り
、
自
己
を
こ
の
よ
う
に
自
己
自
身
に
即
し
て
示
す
こ
の
も
の
(
「
直
観
の
形
式
」
)
が
現
象

 
 
 
 
 
(
1
8
)

学
の
現
象
で
あ
る
」
。
他
の
箇
所
で
は
「
明
ら
か
に
そ
れ
(
現
象
学
的
な
意
味
で
の
現
象
)
は
、

さ
し
あ
た
り
た
い
て
い
は
お
の
れ
を
ま
さ
し
く
示
さ
な
い
も
の
、
つ
ま
り
、
さ
し
あ
た
り
た
い

て
い
お
の
れ
を
示
す
も
の
に
対
し
て
秘
匿
さ
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
同
時
に
、
さ
し
あ
た
り

た
い
て
い
お
の
れ
を
示
す
も
の
に
本
質
上
属
し
、
し
か
も
そ
の
意
味
と
根
拠
と
を
な
す
と
い
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
9
)

よ
う
に
属
し
て
い
る
上
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
」
、
と
記
述

さ
れ
て
い
る
。
右
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
内
容
は
、
そ
れ
だ
け
を
と
っ
て
み
れ
ば
、
あ
た
か
も
謎

め
い
た
神
託
の
よ
う
に
聞
こ
え
も
し
よ
う
が
、
し
か
し
先
述
の
所
論
で
得
ら
れ
た
三
つ
の
意
義

を
手
が
か
り
に
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
ず
、

「
先
行
的
」
(
＜
○
薦
磐
ぴ
q
一
ひ
q
)
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
は
、
直
観
が
受
容
的
な
も
の
と
し
て
有
限
月

で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
に
あ
ら
か
じ
め
開
か
れ
て
あ
り
う
る
た
め
に
、
す
で
に
年

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
翻

つ
ね
に
必
要
に
な
る
機
制
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
を
不
可
逆
的
な
順
序
を
表
現
す
る
も
の
捌

と
し
て
と
ら
え
た
も
の
に
相
当
す
る
。
さ
ら
に
、
「
同
伴
的
」
(
ヨ
詳
ひ
q
ぎ
瞭
題
と
は
、
対
象
的
な
ナ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9
5

存
在
者
(
通
俗
的
に
解
さ
れ
た
現
象
)
に
お
い
て
、
さ
し
あ
た
り
そ
れ
と
分
離
さ
れ
え
ず
、
し
襯

か
も
直
線
的
な
存
在
的
認
識
に
お
い
て
認
識
さ
れ
た
対
象
に
属
す
る
も
の
と
し
て
自
己
を
秘
匿
㌣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
砒

し
(
＜
Φ
門
げ
Φ
薦
Φ
⇒
)
、
そ
の
よ
う
な
直
線
的
な
視
線
に
対
し
ど
こ
ま
で
も
非
主
題
的
に
(
二
⇒
葺
Φ
ヨ
鋤
ニ
ー
究

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研

ω
o
げ
)
と
ど
ま
る
と
こ
ろ
の
も
の
を
意
味
し
て
い
る
。
影
の
形
に
寄
り
そ
う
如
く
、
こ
の
同
伴
す
校

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学

る
も
の
は
し
か
し
、
対
象
的
に
あ
ら
わ
に
な
る
も
の
に
対
し
、
自
己
を
隠
す
も
の
と
し
て
非
主
門

題
的
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
二
つ
の
も
の
が
互
い
に
分
離
や
区
別
が
な
さ
れ
え
な
い
と
い
等

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
高

う
こ
と
は
、
「
方
が
自
己
現
出
し
う
る
た
め
に
は
、
他
方
が
自
己
を
隠
す
こ
と
が
必
要
条
件
に
業

す
ら
な
っ
て
い
る
三
在
方
で
の
不
可
分
の
事
態
を
さ
し
示
し
て
い
る
・
と
受
け
と
っ
て
濡

い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
対
象
は
第
一
次
的
に
直
観
の
対
象
と
し
て
の
み
与
え
ら
れ
る
が
、
直

観
様
式
そ
れ
自
身
は
再
び
直
観
対
象
と
し
て
与
え
ら
れ
ず
、
遂
行
さ
れ
た
対
象
の
も
と
に
あ
る

も
の
と
し
て
、
両
者
が
相
即
不
離
の
不
可
分
な
関
係
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
と
一
致
す
る
。
し
か

の
み
な
ら
ず
、
対
象
的
に
あ
ら
わ
な
も
の
に
同
伴
し
つ
つ
、
そ
れ
に
対
し
て
意
味
と
根
拠
と
を

さ
ず
け
る
も
の
は
、
決
し
て
そ
れ
自
身
対
象
的
に
あ
ら
わ
な
も
の
と
同
一
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ

え
、
両
者
は
そ
の
存
在
意
味
上
、
混
同
さ
る
べ
き
で
は
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
前
述

し
た
「
綜
合
」
の
問
題
が
も
っ
と
も
尖
鋭
化
さ
れ
て
い
る
の
は
、
カ
ン
ト
の
掲
げ
た
あ
の
最
高

原
則
、
す
な
わ
ち
「
経
験
一
般
の
可
能
性
の
制
約
は
、
同
時
に
、
経
験
の
対
象
の
可
能
性
の
制

約
で
あ
る
」
に
お
い
て
で
あ
る
。
経
験
を
可
能
に
す
る
も
の
が
、
同
時
に
経
験
可
能
な
も
の
、

経
験
さ
れ
る
も
の
を
可
能
に
す
る
。
こ
の
よ
う
な
経
験
の
対
象
の
可
能
な
制
約
は
、
そ
れ
自
身
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再
び
経
験
の
対
象
と
同
じ
で
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
こ
に
は
経
験
を
制
約
す
る
も

の
と
、
経
験
の
対
象
と
の
根
本
的
な
差
異
(
不
可
同
)
が
存
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ
の
不
可

同
の
契
機
を
さ
ら
に
徹
底
化
し
て
い
け
ば
、
い
わ
ゆ
る
存
在
論
的
差
異
(
〇
三
〇
一
〇
ぴ
q
一
ω
o
げ
¢
U
一
律
①
「
？

量
の
思
想
に
到
達
す
る
こ
と
に
な
る
と
下
心
わ
鞍
置

 
さ
て
以
上
の
論
究
を
通
じ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
象
概
念
の
意
味
も
多
少
な
り
と
も
判
然
と

な
っ
た
か
と
思
わ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
現
象
学
的
な
意
味
で
の
現
象
概
念
は
存
在

者
(
直
観
対
象
)
を
表
示
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
、
「
存
在
者
の
存
在
、
こ
の
存
在
の

意
味
こ
の
存
在
の
諸
変
様
や
諸
派
生
瑞
巳
さ
し
示
し
三
る
・
存
在
は
存
在
者
に
属
す
る

あ
ら
ゆ
る
可
能
的
な
規
定
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
存
在
者
か
ら
全
面
的
に
区
別
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
存
在
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
存
在
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
を
超
え
出

て
お
の
着
た
が
っ
て
、
「
存
在
を
超
越
者
と
し
て
開
示
す
る
・
と
は
い
ず
れ
も
、
超
越
論
的
認

識
で
あ
る
」
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
ら
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
存
在
は
鐙
幽
論
的
魁
町
象
と
し

て
の
み
把
握
さ
れ
る
と
い
う
の
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
探
究
の
根
本
企
図
を
な
し
て
い
る
の
は
ま
っ

た
く
疑
い
な
い
で
あ
ろ
う
。
存
在
の
意
味
を
問
う
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
視
野
の
中
に
は
、
超
越
論
的

現
象
と
し
て
の
存
在
が
主
題
的
に
目
ざ
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
超
越
論
的
認
識
と
は
、
よ
り

詳
し
く
は
、
「
存
在
者
そ
の
も
の
を
で
は
な
く
、
先
行
的
な
存
在
理
解
の
可
能
性
を
探
究
す
る
」

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
存
在
者
へ
の
関
係
を
先
行
的
に
樹
立
す
る
も
の
と
し
て
、
存
在
者

へ
の
影
印
(
超
越
)
に
か
か
わ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
「
浄
裡
樹
海
全
期
悔
を
陽
題
裳
か

と
い
う
こ
と
は
、
存
在
理
解
の
こ
の
超
越
の
可
能
性
、
本
質
を
問
う
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
趨

、
 
、
 
、
 
、
 
・
 
…
 
 
 
 
 
 
 
(
3
2
)

越
論
的
に
哲
学
す
る
こ
と
で
あ
る
」
(
傍
点
筆
者
)
。
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
べ
も
ま
た
こ
の
現
象
概
念

を
、
経
験
の
う
ち
に
直
接
与
え
ら
れ
る
存
在
者
と
し
て
で
は
な
く
、
経
験
の
可
能
性
の
制
約
と

し
て
、
す
な
わ
ち
存
在
者
の
存
在
な
い
し
超
越
論
的
な
存
在
と
し
て
と
ら
え
る
べ
き
で
あ
る
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ぬ
 

と
き
わ
め
て
的
確
に
説
明
し
て
み
せ
て
い
る
。
内
世
界
的
-
事
実
臨
監
「
現
象
ー
エ
ア
シ
ャ
イ

ヌ
ン
グ
」
に
対
し
、
超
越
論
的
な
「
現
象
1
ー
フ
ァ
イ
ノ
メ
ノ
ン
」
は
そ
の
意
味
と
根
拠
と
を
な

す
も
の
と
し
て
、
そ
れ
か
ら
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
本
質
的
な
理
由
も
、
以
上
か
ら
お
お
よ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
5
)

そ
理
解
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
現
象
と
し
て
の
存
在
と
は
、

非
現
存
在
的
な
存
在
者
の
存
在
(
カ
テ
ゴ
リ
ア
ー
ル
な
も
の
)
か
ら
区
別
さ
れ
る
現
存
在
自
身

の
存
在
構
造
(
エ
ク
シ
ス
テ
ン
チ
ア
ー
ル
な
も
の
)
に
他
な
ら
な
い
。
存
在
お
よ
び
存
在
者
に

つ
い
て
語
る
こ
と
の
一
切
が
有
意
味
に
な
る
の
は
、
こ
の
現
存
在
な
い
し
そ
の
存
在
理
解
を
お

い
て
他
に
な
い
か
ら
で
あ
る
。
「
存
在
と
い
う
よ
う
な
も
の
は
、
し
か
も
そ
れ
に
含
ま
れ
る
ま
っ

た
く
曲
豆
か
な
分
節
や
関
連
と
共
に
、
ど
こ
か
ら
そ
も
そ
も
把
握
さ
れ
る
べ
き
で
あ
論
『
と
い

う
存
在
の
問
い
に
対
し
て
、
唯
一
つ
可
能
な
答
は
実
に
、
「
人
間
は
存
在
理
解
に
も
と
づ
い
て
現

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ガ
 

で
あ
り
、
こ
の
現
の
存
在
と
と
も
に
、
開
示
し
つ
つ
存
在
者
へ
侵
入
す
る
こ
と
が
生
起
す
る
」

と
い
う
根
本
事
態
を
挙
げ
る
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
超
越
論
的
な
現
象
と
し
て
の
、
現

存
在
の
存
在
の
意
味
へ
の
問
い
は
、
序
論
に
引
き
続
い
て
な
さ
れ
た
現
存
在
の
実
存
論
的
分
析

論
を
手
引
き
に
し
つ
つ
、
基
礎
存
在
論
へ
と
結
実
す
る
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
3
 
両
者
の
比
較
検
討

 
前
節
の
一
お
よ
び
2
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
出
(
現
象
)
理

解
を
個
別
に
検
討
し
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
こ
の
結
果
を
も
と
に
両
者
の
微
妙
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
決
定
的
な
相
違
を
別
平
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
前
に
ま
ず
最
初
に
、
わ
れ
わ
れ

は
両
者
の
間
に
一
致
点
を
見
出
し
う
る
か
ど
う
か
か
ら
、
考
察
を
始
め
る
こ
と
に
し
た
い
。

 
前
節
2
(
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
場
合
)
で
示
し
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
現
象
概
念
の
二
義
性

を
め
ぐ
っ
て
、
存
在
と
存
在
者
と
の
根
本
差
異
を
指
摘
し
て
い
た
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
差
異
(
不

可
同
)
と
あ
わ
せ
て
、
不
可
分
・
不
可
逆
の
二
つ
の
契
機
か
ら
も
考
察
を
加
え
た
。
あ
ら
ゆ
る

存
在
者
は
現
存
在
の
存
在
に
お
い
て
の
み
自
己
を
示
す
(
不
可
分
)
の
で
は
あ
る
が
、
し
か
し

現
存
在
の
存
在
は
先
行
的
な
存
在
理
解
の
超
越
と
し
て
、
存
在
者
が
可
能
的
な
経
験
の
対
象
と

し
て
わ
れ
わ
れ
に
出
会
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
地
平
を
独
自
に
形
成
し
て
お
り
(
不
可
逆
)
、
し
た

が
っ
て
存
在
者
が
何
で
あ
る
か
は
、
再
び
存
在
者
へ
還
帰
す
る
(
存
在
的
な
認
識
)
こ
と
に
よ
っ

て
は
ま
っ
た
く
答
え
ら
れ
ず
、
存
在
は
存
在
者
に
か
ん
す
る
全
て
の
規
定
を
超
え
出
て
い
る
(
不

可
同
)
が
ゆ
え
に
、
存
在
者
に
か
か
わ
る
知
を
排
除
し
て
、
そ
の
よ
う
な
根
本
的
な
視
線
転
回

の
も
と
に
、
は
じ
め
て
自
己
を
示
す
現
存
在
の
存
在
意
味
を
解
明
す
る
(
超
越
論
的
な
認
識
)

こ
と
に
、
す
べ
て
が
か
か
っ
て
い
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
象
学
的
存
在
論
は
実
に
、
こ
の
よ
う

な
意
味
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
を
、
超
越
論
的
な
現
象
と
し
て
の
存
在
か
ら
解
明
す
る

こ
と
を
第
一
の
課
題
と
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

 
こ
れ
に
対
し
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
現
出
と
現
出
者
と
の
間
に
厳
格
な
区
別
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
彼
の
超
越
論
的
現
象
学
の
本
来
的
な
課
題
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
た
と
え
ば
知
覚
的
な

経
験
に
お
い
て
は
、
現
出
者
(
9
ω
卑
ω
0
7
①
5
Φ
a
Φ
)
と
は
知
覚
さ
れ
る
事
物
自
身
の
こ
と
で
あ

り
、
こ
れ
に
対
し
現
出
な
い
し
現
出
作
用
(
創
霧
卑
ω
∩
げ
Φ
ぎ
Φ
包
と
は
、
そ
の
事
物
が
パ
ー
ス
ペ

ク
テ
ィ
ブ
性
に
お
い
て
射
映
的
に
立
ち
現
わ
れ
る
こ
と
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
。
知
覚
さ
れ
た

も
の
、
つ
ま
り
現
出
物
は
、
そ
れ
が
知
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
お
い
て
自
己
を
示
す
、
つ
ま
り

現
出
す
る
。
同
様
に
考
え
れ
ば
、
想
像
さ
れ
る
も
の
は
想
像
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
ま
た
予

期
さ
れ
た
も
の
は
予
期
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
し
か
た
で
自
己
を
示
し
、
現
出

す
る
。
経
験
し
判
断
し
評
価
し
行
為
す
る
も
の
と
し
て
、
自
然
的
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
、
当
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出」の諸問題(二)「現5

然
か
つ
自
明
の
こ
と
な
が
ら
、
知
覚
さ
れ
た
も
の
、
想
像
さ
れ
た
も
の
、
予
期
さ
れ
た
も
の
へ

直
進
的
に
注
意
を
ふ
り
向
け
て
い
る
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
超
越
論
的
な
視
点
の
も
と
に
、
こ

う
し
た
注
意
の
方
向
を
向
け
か
え
て
、
知
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
想
像
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
予

期
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
定
位
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
、
知
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
自

身
は
、
知
覚
さ
れ
る
事
物
が
対
象
的
に
現
出
す
る
よ
う
に
は
、
現
出
し
な
い
と
い
う
注
目
す
べ

き
事
態
が
あ
ら
わ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
た
え
ず
事
物
知
覚
の
前
景
を
占
め
、
わ
れ
わ
れ
の
眼

前
を
占
有
し
つ
つ
現
出
す
る
の
は
事
物
で
あ
り
、
し
か
も
事
物
の
み
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
た

め
に
、
事
物
知
覚
な
い
し
知
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
事
物
の
客
観
的
な
存
在
の
方
が

さ
し
あ
た
り
自
明
な
も
の
と
し
て
確
信
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
で
あ
る

な
ら
、
こ
の
知
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
自
身
は
ど
う
扱
う
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
は
客
観
的
一
対
象

的
な
方
向
を
辿
っ
て
見
出
さ
れ
る
こ
と
が
決
し
て
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
何
か
無
と
い
っ
て

よ
い
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
出
し
な
い
も
の
は
ま
た
存
在
し
な
い
と
い
う
べ
き
な

の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
疑
い
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
や
は
り
そ
の
よ
う
な
も
の
も
、

な
る
ほ
ど
眼
前
に
存
在
す
る
対
象
に
比
べ
れ
ば
全
く
異
っ
て
は
い
る
に
せ
よ
、
何
ら
か
存
在
し

て
い
る
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
、
知
覚
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
あ
る
い
は
知
覚
的
な

現
出
そ
の
も
の
は
対
象
的
に
現
出
し
な
い
と
は
い
っ
て
も
、
や
は
り
そ
れ
は
意
識
の
う
ち
に
生

じ
て
い
る
か
ぎ
り
、
意
識
さ
れ
、
体
験
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
疑
い
よ
う
が
な
い
。
デ
カ
ル
ト
の

よ
う
に
こ
と
さ
ら
に
体
験
の
不
可
疑
性
、
心
証
性
を
強
調
す
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
体
験
さ
れ

た
の
で
な
け
れ
ば
、
つ
ま
り
体
験
の
事
実
が
な
け
れ
ば
何
も
知
ら
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、

体
験
領
域
は
き
わ
め
て
根
源
的
な
意
義
を
帯
び
て
く
る
。
問
題
は
、
事
物
的
存
在
者
を
ど
う
規

定
す
る
か
で
は
な
く
、
逆
に
そ
の
よ
う
な
存
在
者
が
そ
こ
に
お
い
て
現
出
し
て
く
る
よ
う
に
な

る
体
験
の
根
本
特
徴
を
ど
う
把
握
す
る
か
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
わ
れ
わ
れ
は
、
わ
れ

わ
れ
の
眼
前
を
占
有
す
る
事
物
に
か
ん
し
て
確
信
を
も
つ
だ
け
で
な
し
に
、
そ
の
よ
う
な
体
験

や
意
識
の
存
在
1
そ
れ
は
も
は
や
決
し
て
眼
前
に
見
出
さ
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
が
一
を

考
察
の
対
象
と
す
る
こ
と
は
で
き
る
し
、
ま
た
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
否
、
む
し

ろ
眼
前
存
在
者
は
知
覚
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
ま
た
そ
の
内
部
で
の
み
そ
の
よ
う
な
も
の
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

し
て
現
出
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
先
の
自
明
な
確
信
を
ひ
と
ま
ず
保
留
し
て
、
眼

前
に
あ
る
事
物
か
ら
、
こ
の
体
験
の
存
在
へ
と
視
線
を
反
射
的
(
一
反
省
的
)
に
転
向
す
る
こ

と
こ
そ
ま
ず
も
っ
て
必
要
に
な
る
、
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
の
知
覚
さ
れ

て
い
る
こ
と
は
事
物
そ
の
も
の
に
属
す
る
契
機
で
は
決
し
て
な
く
、
か
え
っ
て
そ
れ
は
体
験
に
、

つ
ま
り
指
向
的
な
体
験
自
身
に
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
対
象
そ
れ
自
身
は
知

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

覚
さ
れ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
体
験
さ
れ
て
も
、
意
識
さ
れ
て
も
い
な
い
」
と
語
ら
れ
る
の
で

あ
る
。
右
に
述
べ
た
よ
う
に
、
体
験
さ
れ
て
い
る
の
は
事
物
で
は
な
く
、
事
物
が
知
覚
さ
れ
て

い
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
事
物
は
体
験
で
は
な
い
。
事
物
の
存
在
は
客
観
的
な
諸
性
質
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
う
る
が
、
体
験
に
は
こ
の
よ
う
な
性
質
は
全
く
見
出
さ
れ
な
い
。
事
物
は
事
物
知

覚
と
同
じ
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
事
物
そ
の
も
の
の
構
成
契
機
は
色
彩
、
形
態
、
重
さ
、
堅
さ

等
、
何
ら
か
空
間
的
一
物
理
的
な
諸
性
質
で
あ
り
、
結
局
の
と
こ
ろ
レ
ア
ー
ル
な
も
の
で
あ
る

が
、
事
物
知
覚
そ
の
も
の
は
そ
の
よ
う
な
事
物
な
ら
ざ
る
意
識
体
験
に
と
っ
て
構
成
的
な
も
の

で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
感
覚
.
 
与
件
や
回
心
な
ど
が
「
知
覚
の
実
的
(
お
Φ
ε
成
道
」
を
形
成
し
て
い

 
 
 
 
 
 
ヨ
 

る
の
で
あ
る
。
指
向
的
体
験
を
構
成
す
る
実
的
成
素
に
は
、
こ
の
よ
う
な
感
覚
与
件
や
統
握
が

属
し
て
お
り
、
感
覚
与
件
が
統
宰
に
よ
っ
て
生
気
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
与
件
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
浸
る
も
の
の
現
出
」
と
い
う
呈
示
機
能
を
果
た
す
。
こ
れ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
統
覚
理
論
の
骨

格
で
あ
り
、
そ
れ
は
感
覚
の
生
化
的
統
握
の
う
ち
に
対
象
の
現
出
作
用
の
成
立
を
み
る
わ
け
で
朔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
亀

あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
蹴

 
と
も
あ
れ
、
聞
か
れ
た
音
と
音
を
聞
く
こ
と
、
見
ら
れ
た
色
と
色
を
見
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
 
昭

現
出
す
る
立
.
 
や
色
と
立
.
 
や
色
の
現
出
自
身
、
。
の
両
者
は
、
以
上
述
べ
た
本
質
的
な
理
由
か
ら
、
蝪

各
々
レ
ア
ー
ル
で
あ
る
か
レ
ー
ル
で
あ
る
か
と
い
う
相
違
に
従
っ
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
観

換
言
す
れ
ば
、
射
映
(
色
彩
射
映
、
形
態
射
映
、
音
響
射
映
等
)
は
体
験
と
し
て
の
み
可
能
で
告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
報

あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
射
映
さ
れ
て
く
る
事
物
自
身
か
ら
は
明
確
に
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
究

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研

な
い
。
た
と
え
ば
、
形
態
射
映
そ
の
も
の
を
何
か
空
間
的
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
は
背
理
で
あ
校

ろ
鳶
三
角
形
の
形
態
知
覚
は
そ
れ
量
一
角
形
で
は
な
い
し
・
赤
の
感
覚
そ
れ
自
身
も
赤
で
轍

は
な
い
。
体
験
自
身
が
三
角
形
と
い
う
特
定
の
形
状
を
と
っ
た
り
、
赤
い
色
に
染
ま
っ
た
り
す
欝

る
・
と
は
明
ら
か
に
決
し
て
あ
り
え
な
い
・
と
だ
か
ら
で
あ
る
.
 
感
覚
は
つ
ね
に
、
感
覚
と
は
隙

全
く
異
な
る
或
る
別
の
も
の
の
感
覚
で
あ
り
、
そ
の
さ
い
感
覚
自
身
は
感
覚
さ
れ
て
は
い
な
い
蹄

し
、
ま
た
さ
れ
え
な
い
。
.
 
対
象
は
感
覚
さ
れ
る
が
、
感
覚
す
る
こ
と
は
感
覚
さ
れ
ず
、
そ
れ
は

体
験
さ
れ
て
い
る
と
表
現
す
る
他
な
い
で
あ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
語
る
。
「
私
が
見
る
の
は
色

彩
感
覚
で
は
な
く
、
色
の
つ
い
た
事
物
で
あ
り
、
私
が
聞
く
の
は
音
響
感
覚
で
は
な
く
、
歌
手

 
 
 
 
 
ら
 

の
歌
で
あ
る
」
。

 
こ
う
し
て
わ
取
わ
れ
は
、
こ
の
小
論
の
冒
頭
に
掲
げ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
命
題
、
「
物
の
現
出
(
体

験
)
は
現
出
す
る
物
で
は
な
い
…
…
。
現
出
そ
の
も
の
は
現
出
し
な
い
、
そ
れ
は
体
験
さ
れ
る

 
 
 
 
 
 

の
で
あ
る
」
を
理
解
す
る
用
意
が
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
客
観
が
そ
の
中
で

現
出
す
る
体
験
」
、
つ
ま
り
知
覚
体
験
と
し
て
の
現
出
ば
か
り
で
は
な
く
、
「
現
出
す
る
客
観
そ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ア
 

の
も
の
」
、
つ
ま
り
現
出
者
ま
で
も
現
出
と
呼
ん
で
い
る
「
曖
昧
さ
」
を
厳
し
く
指
弾
し
て
い
る
。

彼
に
よ
れ
ば
、
体
験
は
「
意
識
の
連
関
」
に
属
す
る
が
、
事
物
は
「
現
象
界
の
連
関
」
に
属
す
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't' 堰n

る
。
こ
の
区
別
の
う
え
に
立
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
体
験
と
し
て
の
存
在
と
、
事
物
と
し
て
の

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

存
在
と
の
間
に
は
、
一
つ
の
根
本
本
質
的
な
相
違
の
あ
る
こ
と
」
を
際
立
た
せ
よ
う
と
す
る
。

こ
の
相
違
は
、
「
お
よ
そ
存
在
す
る
中
で
最
も
枢
要
な
る
相
違
、
す
な
わ
ち
意
識
と
実
在
と
の
間

 
 
(
9
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
0
)

の
相
違
」
と
し
て
も
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
「
存
在
様
式
の
原
理
的
相
違
」
を
告

げ
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
あ
ら
ゆ
る
存
在
区
別
の
な

か
で
も
っ
と
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
区
別
i
意
識
と
し
て
の
存
在
と
、
意
識
に
お
い
て
自
己
を
告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
1
)

知
す
る
も
の
と
し
て
の
存
在
と
の
区
別
 
 
」
に
か
か
わ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
現
象
学
的

な
探
究
の
根
本
領
野
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
者
の
中
に
こ
の
よ
う
な
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
存
在
区
別
を
も

た
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
が
超
越
論
的
現
象

学
と
な
る
の
も
、
そ
の
関
心
が
区
別
さ
れ
た
一
方
の
存
在
、
す
な
わ
ち
超
越
的
な
存
在
に
で
は

な
く
、
超
越
論
的
な
存
在
と
し
て
の
意
識
体
験
と
い
う
根
本
現
象
に
か
か
わ
る
か
ら
で
あ
る
の

は
、
言
う
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
さ
て
以
上
の
所
論
か
ら
以
下
の
こ
と
が
判
明
す
ろ
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
場
合
と
同
様
、
二
つ
の
存
在
者
に
か
ん
す
る
二
様
の
異
っ
た
存
在
把
握
 
 
体
験
と
し
て
の

存
在
と
事
物
と
し
て
の
存
在
i
が
中
心
問
題
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
現
出
と
し

て
の
体
験
と
現
出
者
と
し
て
の
事
物
と
が
「
存
在
様
式
の
原
理
的
相
違
」
に
お
い
て
、
絶
対
に

不
可
同
的
な
も
の
と
し
て
立
て
ら
れ
る
。
事
物
は
経
験
的
-
実
在
的
な
連
関
の
う
ち
に
あ
る
も

の
と
し
て
、
他
方
意
識
は
そ
の
よ
う
な
連
関
の
う
ち
に
あ
る
何
ら
か
の
自
然
物
と
は
み
な
さ
れ

え
な
い
固
有
の
独
立
し
た
圏
域
を
形
づ
く
る
も
の
と
し
て
、
両
者
は
深
淵
を
も
っ
て
隔
て
ら
れ

る
。
し
た
が
っ
て
、
消
極
的
に
は
体
験
領
域
は
非
実
在
、
非
自
然
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が

で
き
る
。
体
験
は
再
び
実
在
的
な
自
然
世
界
へ
編
入
さ
れ
る
何
か
(
た
と
え
ば
眼
前
存
在
者
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
2
)

い
っ
た
)
で
は
な
く
て
、
か
え
っ
て
非
実
在
的
な
も
の
と
し
て
の
二
つ
の
新
し
い
存
在
領
域
」

を
な
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
超
越
論
的
現
象
学
は
、
か
か
る
非
実
在
的
な
存
在
と
い
う
原
現
象

を
探
究
す
る
こ
と
を
第
一
の
、
ま
た
本
来
的
な
課
題
と
す
る
哲
学
な
の
で
あ
る
。
か
く
て
超
越

論
的
な
も
の
と
し
て
の
体
験
と
、
た
ん
に
意
識
超
越
的
な
事
物
と
は
そ
の
存
在
意
味
に
か
ん
し

て
不
可
同
な
も
の
と
し
て
峻
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
両
者
が
誤
っ
て
混
同
さ
れ
る
と
き
、

真
正
の
哲
学
の
息
の
根
を
と
め
る
あ
ら
ゆ
る
類
の
実
証
主
義
、
実
在
論
、
経
験
論
、
科
学
主
義

が
胚
胎
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
超
越
論
的
な
現
象
に
向
か
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
視
座
と
し

て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
的
差
異
の
思
想
と
同
様
、
も
っ
と
も
根
本
的
な
存
在
区
別
(
不
可

同
)
が
中
心
的
な
役
割
り
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
、
ま
た
そ
の
理
由
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

 
さ
て
し
か
し
そ
れ
と
同
時
に
、
こ
の
不
可
同
と
い
う
契
機
に
必
然
的
に
含
ま
れ
て
い
る
不
可

分
と
い
う
関
係
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
否
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
こ
の
点
に
こ
そ
フ
ッ
サ
ー

ル
現
象
学
の
根
本
概
念
を
な
す
指
向
性
の
問
題
と
そ
の
謎
が
伏
在
す
る
の
で
あ
る
。
先
述
し
た

よ
う
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
意
識
自
身
と
、
こ
の
意
識
に
お
い
て
自
己
を
告
知
す
る
も
の
と
を
原

理
的
に
区
別
し
た
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
よ
く
注
意
す
れ
ば
、
意
識
に
お
い
て
意
識
な
ら
ざ

る
も
の
が
自
己
を
告
知
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
現
出
者
の
現
出
と
は
、
対

象
の
指
向
的
現
出
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
指
向
性
は
意
識
超
越
的
な
事
物
と
内
在

的
な
体
験
と
の
不
可
分
の
関
係
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
指
向
的

現
出
は
超
越
と
内
在
と
を
つ
な
ぐ
通
路
の
役
割
り
を
果
た
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ

う
。
た
と
え
ば
、
色
は
体
験
と
し
て
実
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
す
な
わ
ち
実
的
に
含

ま
れ
て
い
な
い
が
、
「
し
か
し
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
」
こ
の
色
に
は
体
験
の
中
で
、
す
な
わ
ち
知
覚

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
う
一
)

現
出
の
中
で
何
ら
か
の
体
験
の
実
言
成
素
が
対
応
し
て
い
る
、
と
言
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
自

我
が
「
世
界
の
一
部
分
」
で
な
い
の
と
同
様
、
世
界
も
ま
た
「
わ
た
し
の
自
我
の
一
部
分
」
で

 
(
1
4
)

は
な
い
。
世
界
に
は
超
越
性
と
い
う
固
有
の
意
味
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
が
、
「
し
か
し
そ
れ
に
も

拘
ら
ず
」
意
識
は
下
る
も
の
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
り
、
究
極
的
に
は
世
界
に
つ
い
て
の
意
識

で
あ
り
、
指
向
的
意
識
は
み
ず
か
ら
の
意
識
対
象
を
そ
れ
自
身
の
内
に
有
す
る
の
で
あ
る
。
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
5
)

ま
り
、
「
わ
れ
わ
れ
は
世
界
を
意
識
対
象
と
し
て
保
持
し
て
い
る
」
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
指
向

的
な
意
識
体
験
は
「
あ
ら
ゆ
る
世
界
的
超
越
物
を
お
の
れ
の
内
に
蔵
し
、
そ
れ
を
お
の
れ
の
う

 
 
 
 
(
1
6
)

ち
で
構
成
す
る
」
も
の
と
し
て
、
超
越
と
内
在
と
の
不
即
不
離
、
つ
ま
り
不
可
同
に
し
て
不
可

分
一
体
の
関
係
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
容
易
に
看
取
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

 
さ
ら
に
し
か
し
右
に
述
べ
た
指
向
性
の
不
可
同
・
不
可
分
の
構
造
、
す
な
わ
ち
不
即
不
離
の

構
造
は
、
不
可
逆
の
構
造
を
共
に
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
指
向
性
は
全
体
的
に
解
明
さ
れ
う
る
。
と
い
う
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
「
超
越
論

的
自
我
の
存
在
」
は
、
「
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
な
存
在
に
先
行
す
る
」
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て

 
 
 
 
 
(
1
7
)

い
る
か
ら
で
あ
る
。
意
識
の
存
在
は
、
「
そ
こ
で
超
越
的
な
も
の
と
し
て
定
位
さ
れ
証
示
さ
れ
て

く
る
一
切
の
も
の
に
先
行
し
、
し
た
が
っ
て
そ
の
つ
ど
世
界
と
い
う
名
目
の
も
と
に
私
に
と
つ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
8
)
 
 
 
 
 
D

て
意
味
と
存
在
妥
当
を
も
っ
て
く
る
も
の
に
対
し
て
も
先
行
的
」
な
関
係
と
凶
て
あ
ら
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
右
の
引
用
か
ら
も
直
ち
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
先
行
的
な
も
の
と
し
て
の
意
識

-
存
在
、
体
験
一
存
在
は
あ
ら
ゆ
る
客
観
的
な
存
在
-
実
在
的
な
も
の
で
あ
れ
、
理
念
的
な

も
の
で
あ
れ
一
に
対
し
て
有
す
る
そ
の
先
行
性
の
ゆ
え
に
、
ど
こ
ま
で
も
不
可
逆
的
な
も
の

と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
出
と
現
出
者
、
体
験
と
事
物
と
は
、
先
述
し
た
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
先
駆
的
な
地
平
形
成
の
場
合
と
同
様
、
こ
の
不
可
逆
的
な
先
行
性
の
秩
序
、
な
い
し
は

先
行
的
な
制
約
関
係
を
も
っ
て
は
じ
め
て
正
し
く
理
解
さ
れ
う
る
も
の
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
意
味
で
の
不
可
逆
性
を
念
頭
に
お
く
な
ら
ば
、
世
界
が
「
た
ん
な
る
指
向
的
現
出
」
で
あ
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出」の諸問題(二)「現7

り
、
意
識
に
と
っ
て
の
存
在
と
い
う
「
た
ん
な
る
二
次
的
相
対
的
意
味
」
し
か
も
た
な
い
、
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロ
 

い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
主
張
も
、
何
ら
奇
異
に
感
ぜ
ら
れ
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
奇
異
P
 
断
じ
て

否
！
こ
の
点
に
こ
そ
存
在
意
味
の
決
定
的
な
逆
転
が
生
ず
る
こ
と
に
盲
目
で
さ
え
な
け
れ
ば
。

さ
し
あ
た
り
た
い
て
い
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
も
っ
と
も
身
近
で
あ
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
、

わ
れ
わ
れ
の
眼
前
を
占
有
す
る
事
物
的
な
も
の
や
、
実
在
的
な
も
の
が
熟
知
さ
れ
て
い
る
が
、

し
か
し
こ
れ
ら
は
、
い
ず
れ
も
実
の
と
こ
ろ
、
事
柄
そ
の
も
の
の
順
序
か
ら
い
っ
て
二
次
的
相

対
的
な
意
味
で
の
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
そ
の
よ
う
な
存
在
は
、
意
識
や
体
験
領
域
か

ら
切
り
離
さ
れ
て
は
、
つ
ま
り
「
そ
れ
を
超
え
出
れ
ば
何
も
の
で
も
な
い
(
無
に
他
な
ら
な
い
)
」

よ
う
な
存
在
だ
か
ら
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
宣
言
す
る
。
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
第
一
の
も
の

で
あ
る
よ
う
な
存
在
は
、
本
当
は
自
体
的
に
は
、
第
二
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
う

し
た
存
在
は
第
一
の
も
の
へ
の
『
関
係
』
の
中
で
の
み
、
そ
れ
が
そ
れ
で
あ
る
も
の
で
あ
り
う

 
 
 
(
2
0
)

る
の
で
あ
る
」
と
。
こ
の
『
関
係
』
と
は
、
先
に
示
し
た
不
可
同
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
不
可

分
.
 
不
可
逆
的
な
構
造
を
も
つ
指
向
性
、
な
い
し
指
向
的
現
出
を
さ
し
て
い
る
こ
と
は
、
付
け

加
え
る
ま
で
も
な
い
で
あ
ろ
う
。
不
可
逆
的
な
順
序
が
、
こ
う
し
た
存
在
意
味
の
逆
転
を
必
然

的
に
招
来
す
る
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
が
そ
の
解
明
を
目
ざ
す
本
来
の
現
象
と
は
、

自
然
的
な
態
度
に
直
接
与
え
ら
れ
る
客
体
的
な
存
在
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
そ
の
よ
う
な
存
在

が
そ
こ
に
お
い
て
与
え
ら
れ
う
る
よ
う
に
な
る
第
一
次
的
な
存
在
領
域
と
し
て
の
体
験
な
の
で

あ
る
。
「
さ
ま
ざ
ま
な
体
験
様
式
は
、
わ
れ
わ
れ
が
関
係
し
て
い
る
す
べ
て
の
も
の
が
、
そ
こ
に

お
い
て
自
己
を
示
す
、
も
し
く
は
現
出
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
と
し
て
露
呈
さ
れ
る
。
体
験
は
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
れ
 

そ
れ
ゆ
え
現
象
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
」
。
こ
の
体
験
が
、
上
述
し
た
不
可
分
・
不
可
同
・
不

可
逆
の
三
つ
の
契
機
を
通
し
て
現
出
者
の
現
出
領
域
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
き
、
現
象
学
の
固

有
の
探
究
領
野
が
獲
得
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
超
越
論
的
現
象
学
と
い
う
呼
称
が
用
い

ら
れ
る
の
は
、
こ
め
現
出
領
域
が
ふ
た
た
び
も
ろ
も
ろ
の
超
越
的
な
対
象
と
並
ん
で
あ
る
一
つ

の
超
越
と
し
て
現
出
せ
ず
、
む
し
ろ
あ
ら
ゆ
る
超
越
を
措
定
し
つ
つ
構
成
す
る
も
の
と
し
て
超

越
論
的
な
次
元
の
う
ち
に
置
か
れ
る
か
ら
で
あ
る
の
は
・
周
知
の
如
く
で
詳
解
そ
れ
ゆ
え

フ
ッ
サ
ー
ル
が
あ
る
手
稿
の
中
で
い
み
じ
く
も
語
っ
て
い
る
通
り
、
「
超
越
論
的
現
象
学
は
構
成

的
意
識
の
現
象
学
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
(
意
識
な
ら
ざ
る
諸
対
象
に
関
す
る
)
客
観
的
な
公

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
3
)

理
は
何
一
つ
こ
の
学
に
は
含
ま
れ
て
い
な
い
」
と
い
う
言
明
は
、
実
証
的
諸
科
学
の
曲
豆
か
さ
に

対
す
る
こ
の
哲
学
の
空
虚
さ
、
あ
る
い
は
抽
象
性
を
言
う
の
で
は
な
く
、
逆
に
諸
学
に
対
す
る

哲
学
の
根
源
性
と
自
立
性
を
物
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
さ
て
以
上
論
述
し
て
き
た
と
こ
ろ
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
不
可
分
・
不
可
同
・
不
可
逆
と
い
う

三
つ
の
不
可
欠
の
視
点
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
象
概
念
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
出
概
念
と
の
問

に
基
本
的
な
一
致
点
を
確
認
で
き
た
こ
と
に
な
る
。
両
者
の
こ
の
一
致
点
は
あ
の
『
ブ
リ
タ
ニ

カ
論
文
』
の
草
稿
を
め
ぐ
る
両
者
の
対
応
に
目
を
向
け
て
も
浮
き
ぼ
り
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
、
次
の
よ
う
な
洞
察
に
か
ん
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
間
に
一
致
が
あ
る
こ
と

を
す
す
ん
で
承
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
次
の
点
に
つ
い
て
は
一
致
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、

あ
な
た
が
世
界
と
名
づ
け
て
い
る
も
の
の
意
味
で
の
存
在
者
は
そ
の
超
越
論
的
構
成
に
か
ん
し

て
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
存
在
様
式
の
存
在
者
へ
還
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
解
明
さ
れ
え
な

 
 
 
 
 
 
 
れ
 

い
、
と
い
う
点
で
す
」
。
換
言
す
れ
ば
そ
れ
は
、
超
越
的
な
世
界
は
超
越
論
的
な
次
元
に
お
い
て

の
み
は
じ
め
て
正
当
に
問
題
と
な
る
と
い
う
意
味
で
、
存
在
者
が
何
で
あ
る
か
は
、
素
朴
か
つ

無
反
省
に
、
ふ
た
た
び
存
在
者
へ
還
幸
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
解
明
さ
れ
え
な
い
、
と
い
う
見
解

に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
か
ん
し
て
示
さ
れ
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
の
見
解
は
、
「
超
越
論
的
現

象
と
は
何
か
」
を
め
ぐ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
お
よ
び
ハ
イ
デ
ガ
ー
両
者
の
一
致
点
を
検
討
し
て

き
た
前
述
の
わ
れ
わ
れ
の
議
論
の
全
体
と
完
全
に
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

 
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
右
の
］
致
点
を
確
認
し
た
す
ぐ
後

に
つ
づ
け
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
し
て
次
の
よ
う
な
決
定
的
な
異
議
を
唱
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
「
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
超
越
論
的
な
も
の
の
場
を
形
づ
く
っ
て
い
る

も
の
が
そ
も
そ
も
存
在
者
で
は
な
い
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
言
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り

ま
せ
ん
。
か
え
っ
て
ま
さ
し
く
そ
こ
に
問
題
が
生
じ
る
の
で
す
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
に
お
い
て

世
界
が
構
成
さ
れ
駒
存
在
者
の
存
在
様
式
は
ど
の
よ
・
つ
な
も
の
で
あ
る
か
・
と
い
う
問
題
嘉
レ

と
い
う
一
点
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
人
間
的
存
在
者
は
一
世
界
的
存
在

者
で
あ
る
と
同
時
に
、
世
界
構
成
者
で
も
あ
る
も
の
と
し
て
、
そ
の
矛
盾
を
ど
う
克
服
す
る
か

に
彼
は
苦
慮
し
、
つ
ま
り
は
彼
を
久
し
く
奔
命
し
た
心
理
主
義
と
論
理
主
義
と
の
調
停
を
目
ざ
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し
、
そ
の
結
果
発
見
さ
れ
た
還
元
の
思
想
を
そ
こ
へ
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
の
問
題
を
切
摘

り
抜
け
よ
う
と
試
み
た
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
還
元

の
全
面
的
な
遂
行
に
よ
っ
て
も
依
然
と
し
て
、
「
構
成
す
る
者
自
身
の
存
在
様
式
へ
の
問
い
は
避

 
 
 
 
め
 

け
え
な
い
」
も
の
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
還
元
は
端
的
に
言
っ
て
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
2
7
)

実
証
的
一
措
定
的
6
0
ω
凶
瓜
く
)
、
つ
ま
り
実
在
的
-
事
実
的
な
も
の
か
ら
、
超
越
論
的
-
形
相
的

な
も
の
へ
の
還
元
を
意
味
す
る
が
、
し
か
し
人
間
的
現
存
在
は
も
と
も
と
そ
の
存
在
に
お
い
て
、

こ
う
し
た
意
味
を
も
つ
還
元
の
実
施
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
な
何
か
実
証
的
一
措
定
的
な
も
の

で
あ
る
の
で
は
断
じ
て
な
い
、
と
い
う
考
え
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
の
分
析
論
の
う
ち
に

は
じ
め
か
ら
確
定
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
実
際
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
事
実
的

(
♂
ζ
一
ω
o
ど
と
い
う
術
語
が
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
意
味
で
の
事
実
三
一
実
在
的
な
も
の
を
ま
っ
た
く

 
 
(
2
8
)

意
味
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
れ
は
謄
史
的
一
一
投
的
な
現
存
在
の
被
制
約
性
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
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〔
2
9
)

は
、
ま
っ
た
く
理
解
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
事

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
3
0
)

実
的
一
実
在
的
一
1
対
象
1
1
存
在
と
い
う
等
式
が
ひ
そ
か
に
前
提
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
つ
ま

り
そ
の
よ
う
な
形
で
の
存
在
論
的
な
先
決
定
が
下
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
先
決
定
に
対

し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
「
存
在
の
問
い
を
改
め
て
立
て
る
」
と
い
う
原
則
的
な
批
判
を
試
み
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
今
や
わ
れ
わ
れ
に
課
さ
れ
て
い
る
こ
の
問
題
-
存
在
を
め
ぐ

る
、
微
妙
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
決
定
的
な
両
者
の
相
違
点
は
ど
こ
に
あ
る
か
一
に
つ
い
て
、

以
下
に
検
討
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
右
に
挙
げ
た
こ
の
問
題
を
わ
れ
わ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
超
越
論
哲
学
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー

が
加
え
た
批
判
的
な
注
解
を
手
が
か
り
に
し
て
、
明
ら
か
に
し
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
は
す
で
に
一
九
二
五
年
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
大
学
講
義
夏
期
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
(
全
集
二
〇
巻
、

『
時
間
概
念
の
歴
史
序
論
』
)
で
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
純
粋
意
識
の
四
つ
の
規
定
(
『
イ
デ
ー

ン
』
に
あ
ら
わ
れ
た
)
を
批
判
的
に
論
究
し
て
い
る
。
そ
の
規
定
と
し
て
、
ω
純
粋
意
識
は
内

在
的
な
存
在
で
あ
る
、
ω
こ
の
内
在
的
存
在
は
絶
対
的
に
与
え
ら
れ
る
と
い
う
仕
方
で
絶
対
的

な
存
在
で
あ
る
、
㈹
絶
対
的
に
与
え
ら
れ
る
こ
の
存
在
は
、
あ
ら
ゆ
る
実
在
性
を
構
成
す
る
と

い
う
意
味
で
も
ま
た
絶
対
的
で
あ
る
、
ω
こ
う
し
た
存
在
は
具
体
的
-
事
実
的
な
も
の
を
排
除

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
3
1
)

し
た
純
粋
な
存
在
で
あ
る
、
と
い
う
四
点
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
挙
示
し
て
い
る
。
以
下
順
次
わ
れ

わ
れ
は
こ
れ
ら
の
四
点
を
追
跡
し
て
み
よ
う
。
そ
の
さ
い
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
主
導
的
な
関

心
は
、
「
純
粋
意
識
の
領
域
は
指
向
性
の
根
本
領
野
と
し
て
そ
の
存
在
に
お
い
て
規
定
さ
れ
て
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
3
2
)

る
で
あ
ろ
う
か
、
ま
た
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
」
と
い
う
一
点
に

向
け
ら
れ
て
い
る
。

 
ま
ず
最
初
に
「
内
在
的
存
在
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
内
在
と
は
反

省
的
な
作
用
と
反
省
さ
れ
る
も
の
と
の
問
に
成
立
す
る
可
能
な
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
反
省
的

な
考
察
に
お
い
て
、
私
は
事
物
知
覚
の
う
ち
に
直
接
生
き
る
の
で
は
な
く
、
つ
ま
り
事
物
の
存

在
措
定
を
共
に
行
っ
た
り
せ
ず
、
む
し
ろ
私
は
事
物
知
覚
の
作
用
そ
の
も
の
を
、
そ
の
作
用
の

対
象
と
も
ど
も
内
在
的
一
反
省
的
に
主
題
化
す
る
と
い
う
特
定
の
態
度
の
う
ち
に
生
き
る
。
直

進
的
な
事
物
知
覚
か
ら
の
こ
う
し
た
視
線
の
変
更
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
る
も
の
は
、
反
省
と
そ

の
対
象
と
が
同
じ
体
験
流
の
な
か
に
実
的
に
含
ま
れ
る
と
い
う
し
か
た
で
の
、
両
者
の
「
実
的

 
 
 
(
3
3
∀

な
共
存
在
」
で
あ
る
。
内
在
と
は
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
「
実
的
な
相
互
性
」
の
こ
と
で
あ
り
、

 
 
 
 
 
 
 
 
(
3
4
)

反
省
は
「
内
在
的
知
覚
」
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
事
物
知
覚
に
あ
っ
て
は
事

情
は
ま
っ
た
く
異
な
り
、
そ
こ
に
お
い
て
は
知
覚
は
体
験
と
し
て
事
物
を
実
的
に
含
み
は
し
な

い
か
ら
、
つ
ま
り
事
物
と
の
統
一
を
欠
く
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
「
内
在
」
は
語
り
え
ず
、

反
対
に
「
超
越
的
」
と
い
う
性
格
が
そ
れ
に
帰
せ
ら
れ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
「
質
料
的
な
世
界
は

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
3
5
)

体
験
領
域
に
対
し
て
異
質
の
も
の
、
他
者
で
あ
る
」
が
、
反
省
の
対
象
は
内
在
的
知
覚
と
し
て

の
反
省
作
用
と
同
じ
体
験
流
に
共
属
す
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
内
在
と
し
て
の
体
験

領
域
に
対
し
て
他
の
す
べ
て
の
存
在
者
(
実
在
、
超
越
)
が
区
別
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
そ
れ

は
先
述
し
た
「
も
っ
と
も
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
存
在
区
別
」
な
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
フ
ッ

サ
ー
ル
が
与
え
て
い
る
内
部
知
覚
、
内
在
の
説
明
を
右
の
よ
う
に
示
し
な
が
ら
、
こ
の
内
在
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
は
二
つ
の
存
在
者
(
反
省
的
な
体
験
と
反
省
の
対
象
と
の
)
の
存

在
関
係
に
す
ぎ
ず
、
存
在
そ
の
も
の
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
、
と
批
判
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
フ
ッ

サ
ー
ル
が
、
反
省
と
そ
の
対
象
と
が
実
的
に
相
互
に
内
含
さ
れ
る
と
い
う
と
き
、
そ
の
「
実
的

性
」
「
実
的
な
相
互
存
在
」
自
身
に
つ
い
て
は
語
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の

看
取
す
る
と
こ
ろ
結
局
、
内
在
は
反
省
の
対
象
に
な
り
う
る
か
ぎ
り
で
の
体
験
に
つ
い
て
語
ら

れ
る
に
す
ぎ
ず
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
存
在
者
そ
の
も
の
を
そ
の
存
在
に
か
ん
し
て
規
定
し

た
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

 
次
に
意
識
が
絶
対
的
な
所
与
と
い
う
意
味
で
絶
対
的
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
命
題
に
つ
い
て

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
超
越
的
な
事
物
知
覚
の
も
つ
一
面
性
、
不
十
全
性
、
つ
ま
り
射
映
的
な
現

出
に
伴
な
う
不
完
全
性
と
い
う
在
り
方
に
対
し
、
体
験
は
そ
の
よ
う
な
し
か
た
で
間
接
的
、
一

面
的
に
自
己
を
呈
示
し
た
り
せ
ず
、
か
え
っ
て
そ
れ
自
身
に
お
い
て
原
発
に
与
え
ら
れ
る
と
い

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
〔
3
6
)

う
在
り
方
に
も
と
づ
い
て
絶
対
的
で
あ
る
、
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
呼
ん
で
い
る
。
し
か
し
ハ
イ
デ

ガ
ー
に
よ
れ
ば
こ
こ
に
言
う
「
絶
対
的
所
与
」
は
、
反
省
さ
れ
る
一
方
の
体
験
が
反
省
す
る
他

方
の
体
験
に
対
し
て
対
象
に
な
る
そ
の
特
定
の
仕
方
(
与
え
ら
れ
方
)
に
か
ん
し
て
規
定
さ
れ

た
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
も
内
在
の
と
き
と
同
様
、
存
在
者
が
そ
れ
自

身
に
お
い
て
規
定
さ
れ
ず
、
む
し
ろ
た
だ
反
省
の
可
能
な
対
象
に
な
り
う
る
か
ぎ
り
で
の
存
在

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
3
7
)

者
が
主
題
に
な
る
に
す
ぎ
な
い
。

 
第
三
に
、
意
識
は
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
実
在
性
を
構
成
す
る
存
在
と
し
て
絶
対
的
な
存
在
で
あ

る
と
い
う
フ
ッ
サ
ー
ル
の
規
定
を
と
り
あ
げ
よ
う
。
実
在
的
な
存
在
は
別
様
に
も
存
在
し
う
る

し
、
或
い
は
そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
が
、
意
識
の
方
は
、
実
在
性
と
い
う
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
3
8
)

の
が
そ
れ
に
も
と
づ
い
て
己
れ
を
告
知
し
う
る
当
の
「
存
在
前
提
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、

意
識
は
絶
対
的
で
あ
る
。
実
在
性
と
し
て
の
他
の
存
在
は
意
識
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
、
ま

た
意
識
と
相
関
的
に
の
み
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
超
越
的
な
存
在
は
ま
さ
し
く
指
向
性
の
対
象
と

し
て
の
み
己
れ
を
呈
示
す
る
。
実
在
的
な
も
の
が
己
れ
を
告
知
し
う
る
た
め
に
は
前
提
さ
れ
て

い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
す
で
に
そ
こ
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
の
こ
の
第
一
の
存

在
は
、
そ
れ
が
実
在
性
を
必
要
と
せ
ず
、
か
え
っ
て
実
在
性
こ
そ
そ
れ
を
必
要
と
す
る
と
い
う

 
 
 
 
 
 
 
(
3
9
)

優
位
を
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
す
べ
て
の
意
識
は
あ
ら
ゆ
る
実
在
性
に
比
し
て
絶
対
的
で
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あ
る
。
意
識
は
そ
れ
が
存
在
す
る
た
め
に
他
の
何
も
の
を
も
必
要
と
し
な
い
実
体
と
い
う
意
味

に
お
い
て
絶
対
的
な
存
在
な
の
で
あ
る
。
他
の
存
在
は
す
べ
て
こ
の
よ
う
な
意
識
に
お
い
て
己

れ
を
告
知
し
う
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
意
味
で
二
次
的
相
対
的
な
性
格
し
か
与
え
る
こ
と
が
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
如
)

き
な
い
。
こ
う
し
て
意
識
は
内
在
的
な
存
在
と
し
て
、
「
そ
れ
自
身
で
閉
じ
ら
れ
た
存
在
連
関
」

を
な
す
の
で
あ
る
。
意
識
は
「
存
在
前
提
」
と
し
て
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
り
、
デ
カ
ル
ト
ー

カ
ン
ト
的
な
意
味
で
の
ア
プ
リ
オ
リ
と
し
て
も
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
フ
ッ
サ
…
ル

の
主
張
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
絶
対
的
な
存
在
と
し
て
の
意
識
が
あ
ら
ゆ
る
客
観
性
に
対

す
る
主
観
性
の
優
位
を
意
味
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
現
象
学
の
中
へ
観
念
論
を
招
来
す
る
こ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
む
 

と
に
な
っ
た
、
と
批
判
す
る
。
彼
に
よ
れ
ば
こ
の
第
三
の
規
定
も
、
前
述
し
た
二
つ
の
規
定
と

同
様
、
存
在
者
を
そ
の
存
在
に
か
ん
し
て
規
定
す
る
も
の
で
は
な
く
、
意
識
の
領
域
を
構
成
と

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
4
2
)

い
う
秩
序
(
理
性
の
理
論
地
平
)
で
と
ら
え
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
さ
れ
る
。

 
最
後
に
、
意
識
は
個
別
的
-
事
実
的
な
も
の
を
排
除
し
た
純
粋
な
存
在
で
あ
る
と
い
う
フ
ッ

サ
ー
ル
の
規
定
を
み
よ
う
。
意
識
は
今
1
こ
こ
に
あ
る
実
在
的
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
私
の

意
識
で
も
な
く
、
問
題
に
さ
れ
る
の
は
、
意
識
自
身
の
イ
デ
ア
ー
ル
な
本
質
存
在
で
あ
る
。
あ

ら
ゆ
る
実
在
性
や
実
在
化
を
捨
象
し
た
と
い
う
意
味
で
、
意
識
は
そ
の
本
質
内
容
に
し
た
が
っ

て
純
粋
な
の
で
あ
る
。
意
識
は
イ
デ
ア
ー
ル
な
存
在
と
し
て
純
粋
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ

れ
ば
こ
の
第
四
の
規
定
に
お
い
て
は
、
前
三
つ
の
規
定
の
場
合
に
比
べ
て
も
、
存
在
規
定
は
ほ

と
ん
ど
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
つ
ま
り
指
向
性
と
い
う
構
造
を
も
つ
存
在
者
の
存
在
規
定
は
問
題

に
な
ら
ず
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
切
り
離
さ
れ
た
構
造
そ
の
も
の
の
存
在
規
定
が
取
り
あ
げ
ら

 
 
 
 
 
(
4
3
)

れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
存
在
へ
の
問
い
の
唯
一
の
出
発
点
と
な
る
現
存
在
が
具
体
的
-
事
実
的
な

実
存
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
こ
の
批
判
も
首
肯
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
現

存
在
の
事
実
性
は
、
そ
れ
に
対
し
て
純
粋
化
が
必
要
と
さ
れ
る
よ
う
な
実
在
性
を
ま
っ
た
く
意

味
し
な
い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
事
実
性
の
規
定
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
的
な
意
味
で
の
「
純
粋
」

馬
形
質
的
と
い
う
性
格
を
も
ち
は
し
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
紛
れ
も
な
く
、
現
存
在
の
コ

存
在
規
定
」
な
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
し
た
道
を
辿
ら
ず
、
ひ
た
す
ら
認
識
の
純
粋

化
へ
向
か
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
個
別
的
-
事
実
的
な
も
の
は
実
在
的
な
も
の
で
あ
り
、

意
識
も
そ
の
心
理
的
な
面
か
ら
い
え
ば
自
然
実
在
的
な
経
過
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
ら

に
つ
き
ま
と
う
偶
然
性
や
可
変
性
を
捨
象
す
る
操
作
が
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ

う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識
の
現
実
存
在
自
身
の
本
質
も
共
に
見
失
わ
れ
る
で
あ

ろ
う
。

 
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
純
粋
意
識
に
か
ん
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
四
つ
の
存
在
規
定
を
総
括
し
て
以
下

の
よ
う
に
批
判
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
四
つ
の
規
定
は
存
在
者
自
身
か
ら
汲
み
と
ら
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
特
定
の
観
点
の
も
と
に
純
粋
な
意
識
と
し
て
立
て
ら
れ
た
か
ぎ
り
で
の
意
識
に
適
合

す
る
に
す
ぎ
な
い
。
意
識
を
把
握
さ
れ
た
も
の
と
し
て
み
れ
ば
、
そ
れ
は
内
在
的
と
い
う
こ
と

に
な
り
、
そ
の
与
え
ら
れ
方
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
絶
対
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
構
成
す
る
存
在
と
し
て
の
意
識
の
役
割
り
 
 
そ
の
構
成
的
な
存
在
に
お
い

て
、
そ
の
他
の
あ
ら
ゆ
る
実
在
性
が
己
れ
を
告
知
す
る
一
に
か
ん
し
て
い
え
ば
、
そ
れ
は
実

体
と
い
う
意
味
で
絶
対
的
な
存
在
に
な
る
し
、
そ
の
本
質
に
か
ん
し
て
は
イ
デ
ア
ー
ル
な
純
粋

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
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)

存
在
一
あ
ら
ゆ
る
実
在
的
な
個
別
化
を
も
た
な
い
 
 
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
フ
ッ

サ
ー
ル
に
よ
る
四
つ
の
規
定
に
あ
ら
わ
れ
た
こ
の
よ
う
な
存
在
概
念
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ

ば
、
特
定
の
観
点
、
つ
ま
り
理
論
的
-
観
想
的
、
学
的
な
認
識
に
と
っ
て
真
と
い
う
意
味
で
の

存
在
、
つ
ま
り
客
観
性
を
意
味
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
場
合
、
意
識
の
存
在
は
問
わ
れ
ず
、

「
客
観
的
な
学
に
と
っ
て
対
象
に
な
る
存
在
」
が
問
わ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
フ
ッ
月

サ
ー
ル
の
い
う
存
在
と
は
、
先
与
さ
れ
た
客
観
的
な
も
の
の
存
在
で
あ
り
、
結
局
は
考
察
(
反
省
)
癬

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
肪

の
対
象
に
な
る
と
い
う
意
味
で
の
客
観
性
と
し
て
の
存
在
だ
け
が
つ
ね
に
問
題
と
さ
れ
て
き
た
翫

 
 
 
(
4
5
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
日

に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
よ
う
な
フ
ッ
サ
ー
ル
の
存
在
把
ナ

握
が
デ
カ
ル
ト
以
来
の
近
代
哲
学
を
主
導
す
る
「
絶
対
的
な
学
の
理
念
」
に
つ
き
動
か
さ
れ
て
観

 
 
 
 
 
 
 
(
4
6
)

い
る
こ
と
も
指
摘
す
る
。
こ
の
こ
と
は
、
純
粋
意
識
が
事
象
そ
の
も
の
へ
還
帰
す
る
こ
と
に
よ
っ
告

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
報

て
得
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
伝
統
的
な
形
而
上
学
へ
立
ち
か
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
究

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研

得
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
、
そ
の
格
率
に
相
反
校
」

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
4
7
)
 
 
 
 
 
 
 
 
学

し
て
「
非
現
象
学
的
」
で
あ
る
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
断
言
し
て
揮
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
し
輔

た
が
っ
て
言
え
ば
、
「
存
在
者
に
お
け
る
カ
テ
ゴ
リ
ア
ー
ル
な
根
本
区
別
(
意
識
と
実
在
性
)
が
、
僻

そ
れ
に
従
っ
て
区
別
さ
れ
る
当
の
主
導
的
な
観
点
、
す
な
わ
ち
ま
さ
し
く
存
在
が
そ
の
意
味
を
策

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
4
8
)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
旧

解
明
さ
れ
る
こ
と
は
お
ろ
か
、
問
わ
れ
も
し
な
い
で
与
え
ら
れ
る
」
の
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
蹄

如
く
、
右
の
よ
う
な
事
情
の
た
め
に
、
学
的
な
取
り
上
げ
に
先
ん
じ
て
あ
る
固
有
の
意
味
を
も

つ
存
在
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
あ
っ
て
存
在
1
1
対
象
と
い
う
先
決
定
、
先
入
主
に
よ
っ
て
不
問
に

付
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
は
十
分
納
得
の
い
く
、
内
在
的
な
批

判
た
り
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 
こ
う
し
て
わ
れ
わ
れ
は
、
同
じ
現
象
学
を
標
榜
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
間
に
容

易
に
架
橋
の
で
き
な
い
大
き
な
疎
隔
が
横
た
わ
っ
て
い
る
の
を
見
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
指
摘
に
よ
れ
ば
、
存
在
の
問
い
に
つ
い
て
こ
の
よ
う
な
「
怠
慢
」
が
生
じ
る
の
に
は

二
つ
の
理
由
が
あ
る
。
一
つ
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
問
い
も
答
え
も
事
物
性
の
存
在
論

の
伝
統
に
組
み
こ
ま
れ
て
い
る
こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
現
存
在
自
身
の
生
起
(
(
Ψ
①
ω
∩
ゴ
Φ
ゴ
Φ
『
r
)
様

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
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式
と
し
て
の
頽
落
(
＜
Φ
瓜
⇔
一
一
魯
)
、
こ
の
二
つ
が
怠
慢
の
原
因
を
な
し
て
い
る
。
存
在
の
問
い
の



1
0

和jl. 橋高

怠
慢
、
な
い
し
忘
却
と
は
近
代
哲
学
の
伝
統
の
支
配
と
い
う
事
実
ば
か
り
で
な
く
、
現
存
在
自

身
の
本
質
の
う
ち
に
避
け
が
た
く
含
ま
れ
て
い
る
出
来
事
な
の
で
も
あ
る
。

 
そ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
最
初
に
取
り
あ
げ
た
現
出
な
い
し
現
象
概
念
の
真
に
根
源
的
な
理
解

と
い
う
も
の
が
、
近
代
哲
学
と
は
別
の
始
源
か
ら
発
す
る
存
在
論
の
歴
史
の
ど
こ
か
に
生
じ
て

い
な
い
か
ど
う
か
を
、
次
章
に
お
い
て
探
究
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
の
探
究
を
通
じ
て
わ
れ

わ
れ
は
、
フ
ァ
イ
ノ
メ
ノ
ン
の
真
に
根
源
的
な
理
解
と
し
て
の
現
象
学
の
一
つ
の
本
質
可
能
性

を
見
出
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
双
極
性
(
主
観
-
客
間
分
裂
)
の
廃
棄
へ
向
け
て
実
り
あ
る
一
歩

を
踏
み
だ
す
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

三
、
「
現
象
」
概
念
を
め
ぐ
る
古
代
の
論
争

 
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
わ
れ
わ
れ
は
フ
ッ
サ
ー
ル
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
出
お
よ
び
現
象
概

念
の
検
討
を
通
し
て
両
者
の
間
に
基
本
的
な
一
致
点
(
不
可
分
・
不
可
同
・
不
可
逆
)
を
見
出

す
と
と
も
に
、
他
方
、
そ
れ
ら
の
一
致
点
が
確
認
さ
れ
る
そ
の
同
じ
地
点
で
決
し
て
克
服
す
る

こ
と
の
で
き
な
い
本
質
的
な
相
違
点
の
存
す
る
こ
と
を
認
め
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
わ
れ
わ
れ

は
前
章
で
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
現
象
」
の
も
と
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
現
出
者
の
現
出
」
を
理
解

し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
存
在
規
定
を
め
ぐ
っ
て
両
者
の
問
に
本
質
的
な

差
異
が
生
じ
て
い
る
こ
と
は
、
た
っ
た
今
記
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
し
か
し
現
出
と
い
う
事
象

の
根
源
的
な
理
解
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
実
は
あ
の
不
可
分
と
い
う
モ
メ
ン
ト
を
も
う
一
度

立
ち
入
っ
て
考
察
し
直
す
必
要
が
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
け
だ
し
、
こ
の
契
機
こ
そ
フ
ッ
サ
ー

ル
の
現
象
学
の
根
本
概
念
と
し
て
の
指
向
性
の
機
能
に
不
可
欠
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

考
察
を
も
っ
て
、
現
象
概
念
を
め
ぐ
る
古
代
の
論
争
点
の
中
心
へ
踏
み
入
る
助
走
に
し
た
い
。

 
さ
て
指
向
性
は
形
式
的
に
は
、
現
出
者
の
現
出
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
現
出
と
現

出
者
と
の
不
可
分
の
相
関
関
係
を
表
わ
す
術
語
で
あ
り
、
こ
の
相
関
性
が
現
象
学
の
分
析
テ
ー

マ
で
あ
っ
た
。
現
象
学
的
探
究
の
根
本
領
野
は
「
現
出
者
の
指
向
的
現
出
」
と
し
て
取
り
だ
す

こ
と
が
で
き
る
。
現
象
学
は
、
現
出
者
(
事
物
)
が
何
で
あ
る
か
に
か
か
わ
る
の
で
は
な
く
、

そ
れ
の
指
向
的
現
出
(
体
験
領
域
)
に
か
か
わ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
現
象
学
は
た
ん
に
客

観
的
で
あ
る
諸
学
と
並
ん
で
あ
る
一
つ
の
学
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
れ
ら

の
諸
学
か
ら
原
理
的
に
区
別
さ
れ
る
も
の
と
な
る
。
現
象
学
は
あ
ら
ゆ
る
客
観
性
、
対
象
性
、

実
在
性
を
超
え
て
、
か
え
っ
て
そ
れ
ら
が
そ
こ
に
お
い
て
自
己
を
示
し
、
対
象
的
に
な
り
う
る

超
越
論
的
な
地
平
の
解
明
へ
向
か
う
。
こ
う
し
た
超
越
論
的
な
も
の
を
そ
の
本
質
に
ふ
さ
わ
し

く
そ
れ
と
し
て
見
え
う
る
よ
う
に
す
る
に
は
、
客
観
性
を
措
定
す
る
働
き
を
エ
ポ
ケ
ー
し
、
定

立
さ
れ
た
世
界
を
括
弧
に
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
私
が
判
断
中
止
せ
ず
に
こ
の

よ
う
な
作
用
遂
行
そ
の
も
の
の
内
に
直
接
生
き
る
と
き
に
は
、
私
が
発
見
す
る
の
は
、
眼
前
を

支
配
す
る
事
物
的
な
存
在
者
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
か
ら
。
し
か
る
に
超
越
論
的
な
も
の
は
非
実

在
的
な
も
の
と
し
て
、
そ
の
よ
う
な
事
物
的
な
も
の
か
ら
原
理
的
に
区
別
さ
れ
、
そ
の
よ
う
な

も
の
と
し
て
、
実
在
的
-
資
料
的
な
世
界
の
内
部
に
発
見
さ
れ
る
こ
と
が
全
く
で
き
な
い
も
の

で
あ
る
こ
と
は
、
先
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
に
立
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、

現
出
を
外
部
世
界
に
対
し
て
全
く
異
質
の
内
在
領
域
と
し
て
、
あ
る
い
は
そ
れ
自
身
事
物
を
要

せ
ず
、
か
え
っ
て
事
物
こ
そ
そ
れ
を
必
要
と
す
る
と
い
う
意
味
で
、
絶
対
的
な
存
在
と
し
て
規

定
す
る
に
至
っ
た
こ
と
も
、
既
述
し
た
と
お
り
で
あ
る
。

 
し
か
し
、
こ
こ
に
提
示
さ
れ
て
い
る
内
在
一
超
越
、
体
験
-
事
物
、
超
越
論
的
i
実
在
的
等
々

の
対
概
念
を
通
じ
て
、
自
我
-
対
象
、
主
観
-
客
観
と
い
う
伝
統
的
に
周
知
の
図
式
が
、
再
び

フ
ッ
サ
ー
ル
の
な
か
で
再
現
さ
れ
て
い
る
の
は
、
容
易
に
看
取
さ
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー

ル
は
現
出
を
内
在
と
し
て
と
ら
え
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
超
越
的
な
対
象
へ
の
脱
出
が
可
能

に
な
る
の
か
と
い
う
認
識
論
的
問
題
を
自
ら
提
出
し
な
が
ら
、
現
出
が
「
現
出
す
る
対
象
の
指

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

向
的
現
出
と
し
て
露
呈
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
、
い
そ
い
で
強
調
す
る
」
か
の
よ
う
で
あ
る
。

対
象
は
現
出
遂
行
の
彼
岸
に
立
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
「
指
向
的
-
内
在
的
超
越
」
と
し
て
見

出
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
エ
ポ
ケ
ー
は
、
世
界
を
指
向
性
の

側
か
ら
、
す
な
わ
ち
内
在
領
域
に
も
と
づ
い
て
解
明
す
る
と
い
う
役
割
り
を
に
な
わ
さ
れ
る
に

至
る
。

 
し
か
し
な
が
ら
は
た
し
て
、
現
出
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
よ
う
に
、
「
内
在
」
を
意
味
す
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
現
出
は
私
な
ら
ざ
る
現
出
者
の
現
出
で
あ
る
と
と
も
に
、
私
に
と
っ
て
の
、
ま

た
私
へ
の
そ
れ
の
現
出
で
も
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
現
出
は
意
識
的
-
対
象
的
な
二
面
性
を
も
っ

て
い
る
。
し
か
し
現
出
そ
の
も
の
は
こ
の
二
面
性
の
統
一
の
う
ち
に
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な

い
か
。
現
出
は
た
ん
に
主
観
的
な
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
た
ん
に
客
観
的
な
も
の
で
あ
る
と
も

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

言
え
ず
、
い
わ
ば
主
観
と
客
観
と
の
あ
る
「
間
」
(
N
≦
尻
。
ゴ
①
⇒
)
の
次
元
を
切
り
開
い
て
い
る
と

で
も
言
え
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
「
間
」
は
私
に
属
し
て
い
る
と
も
、
或
い
は
物
に
属

し
て
い
る
と
も
み
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
む
し
ろ
相
即
不
可
分
に
或
る
も
の
が
現
出
す
る
固
有

の
圏
域
を
な
す
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
意
味
で
現
出

は
い
わ
ゆ
る
自
我
と
対
象
と
の
二
極
的
な
対
立
な
い
し
分
裂
と
い
っ
た
事
態
を
さ
し
示
し
て
い

る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
分
裂
態
が
そ
こ
か
ら
派
生
し
て
く
る
当
の
根
源
的
な
統

一
態
と
し
て
あ
る
、
と
言
う
べ
き
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
現
出
者
は
ま
だ
実
体
-
属
性

的
な
規
定
性
を
も
つ
対
象
と
し
て
現
出
し
て
は
い
な
い
し
、
そ
れ
に
応
じ
て
現
出
も
ま
た
、
そ
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出」の諸問題(二)現1
1

の
よ
う
な
対
象
措
定
的
な
、
い
わ
ゆ
る
能
動
的
自
我
作
用
で
も
な
い
。
現
出
者
の
現
出
と
い
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヨ
 

統
一
態
は
、
自
我
と
対
象
、
主
観
と
客
観
と
い
う
習
慣
的
 
哲
学
的
な
区
別
以
前
の
「
無
差
別
」

の
う
ち
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
前
述
し
た
不
可
分
と
い
う
モ
メ
ン
ト
は
、
こ
の
よ

う
な
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
出
者
の
現
出
は
対
峠
す
る
二
つ
の
極
へ
そ

れ
ぞ
れ
割
り
当
て
ら
れ
る
ど
こ
ろ
か
、
そ
れ
は
こ
う
し
た
分
極
化
に
先
ん
じ
て
つ
ね
に
無
差
別

的
な
同
一
性
と
し
て
見
出
さ
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
意
味
に
お
け
る
不
可
分
的
な
無
差
別
性
は
、

自
然
的
-
習
慣
的
な
態
度
に
お
い
て
は
現
出
者
に
魅
入
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
眼
前
を
支
配

す
る
も
の
へ
と
直
進
し
つ
つ
対
象
方
向
へ
解
消
さ
れ
、
哲
学
的
-
反
省
的
な
態
度
に
お
い
て
は
、

フ
ッ
サ
ー
ル
が
そ
う
し
た
よ
う
に
、
逆
に
対
象
性
は
残
ら
ず
括
弧
に
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
完
結
自
存
す
る
内
在
領
域
を
発
見
し
つ
つ
、
自
我
方
向
へ
解
消
さ
れ
る
。
両
者
の
態
度
に
は

各
々
、
直
進
的
一
反
省
的
と
い
う
方
向
の
ち
が
い
は
あ
れ
、
い
ず
れ
に
お
い
て
も
あ
の
「
問
」

か
ら
の
遁
走
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
素
朴
な
経
験
者
が
右
の
統
］
的
な
現
出
次
元
を
乗
り
越
え
つ
つ
、
眼
前
に
見

出
さ
れ
る
も
の
を
即
自
存
在
と
し
て
措
定
す
る
作
用
を
禁
止
す
る
、
つ
ま
り
エ
ポ
ケ
ー
す
る
必

要
性
を
洞
察
し
、
超
越
的
な
即
自
を
、
そ
の
よ
う
な
乗
り
越
え
が
看
過
し
て
し
ま
う
現
出
多
様

に
再
び
関
連
づ
け
て
と
ら
え
る
こ
と
を
超
越
論
的
構
成
の
問
題
と
し
て
確
立
し
た
。
超
越
的
な

即
自
の
同
一
性
は
、
現
出
多
様
の
綜
合
を
媒
介
に
し
て
は
じ
め
て
構
成
さ
れ
た
産
物
に
す
ぎ
な

い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
構
成
に
お
い
て
、
現
出
多
様
の
綜
合
と
い
う
し
か
た
で
そ
の
よ
う
な

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

多
様
性
を
取
り
集
め
る
「
同
一
性
へ
の
意
志
性
」
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ら
 

か
く
て
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
現
出
は
「
本
質
的
に
意
志
的
」
な
も
の
と
し
て
立
ち
現
わ
れ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 

「
指
向
性
の
意
志
性
」
は
現
出
超
越
的
な
同
】
性
の
措
定
を
狙
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う

の
も
即
自
的
な
同
一
性
は
現
出
多
様
そ
の
も
の
の
中
に
直
接
与
え
ら
れ
て
は
い
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
う
し
て
現
出
者
は
対
象
的
同
一
性
の
極
と
し
て
、
ま
た
現
出
は
そ
の
よ
う
な
同
一
性
を

予
想
し
つ
つ
機
能
す
る
意
志
的
な
指
向
性
と
し
て
、
分
極
化
が
不
可
避
と
な
る
。
現
出
者
が
、

構
成
さ
れ
る
対
象
極
に
置
か
れ
る
の
に
対
し
、
現
出
は
構
成
す
る
自
我
極
と
し
て
そ
れ
に
対
置

さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

 
し
か
し
な
が
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
の
こ
の
よ
う
な
現
出
理
解
は
、
あ
の
無
差
別
的
統
一
と
い
う
事

態
を
忘
却
し
た
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
出
次
元
そ
の
も
の
は
「
問
」
の
次
元
と
し
て
、

対
象
的
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
も
は
や
た
ん
に
自
我
的
な
も
の
で
も
な
い
。
む

し
ろ
現
出
者
の
現
出
と
い
う
統
一
態
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
自
我
と
対
象
と
の
差
別
が
生
み
だ
さ

れ
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
自
我
の
統
一
に
よ
る
対
象
の
統
一
の
構
成
は
、
あ
ら
ゆ
る
構
成

に
先
立
っ
て
す
で
に
統
一
さ
れ
て
い
る
現
出
次
元
に
基
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
現
出
領
野

は
、
指
向
性
の
意
志
性
に
よ
る
自
我
と
対
象
と
の
区
別
の
不
可
欠
の
前
提
で
あ
る
。
そ
う
で
あ

れ
ば
、
現
出
次
元
は
「
前
意
志
的
」
、
あ
る
い
は
「
前
指
向
的
」
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
(
碑
)
フ
ッ
サ
ー
ル
の
構
成
的
分
析
は
結
局
、
意
志
性
に
も
と
つ
く
、
客
観
化
的
認
識
、

な
い
し
綜
合
的
同
一
化
と
し
て
指
向
性
の
分
析
に
他
な
ら
ず
、
そ
れ
が
依
拠
し
て
い
る
前
意
志

的
な
現
出
次
元
か
ら
背
走
し
て
お
り
、
そ
の
解
明
は
行
な
わ
れ
て
い
な
い
、
と
言
わ
ざ
る
を
え

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

な
い
。
超
越
論
的
エ
ポ
ケ
ー
は
、
同
一
性
の
即
自
を
狙
う
指
向
性
の
「
意
志
性
の
遮
断
」
を
本

来
意
味
す
る
の
で
あ
り
、
こ
の
遮
断
に
よ
っ
て
、
現
出
状
況
を
た
え
ず
飛
び
超
し
て
し
ま
う
直

線
的
な
視
線
に
徹
底
的
な
変
更
を
加
え
、
そ
の
よ
う
な
視
線
に
対
し
自
己
秘
匿
的
な
現
出
の
統

一
を
主
題
化
す
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
統
一
そ
の

も
の
か
ら
出
発
せ
ず
に
、
こ
の
統
一
の
分
裂
態
に
す
ぎ
な
い
も
の
に
分
析
を
定
位
す
る
こ
と
か

ら
始
め
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

 
と
こ
ろ
で
し
か
し
、
右
の
よ
う
な
フ
ッ
サ
ー
ル
の
把
握
に
対
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
も
自

覚
し
な
か
っ
た
エ
ポ
ケ
ー
の
歴
史
系
譜
を
辿
り
な
お
し
て
、
こ
の
問
題
を
は
じ
め
て
明
確
に
し

た
の
は
、
K
・
ヘ
ル
ト
(
囚
一
隅
霧
＝
巴
島
)
で
あ
ろ
う
。
彼
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
、
後
期

ピ
ロ
ン
的
懐
疑
派
と
ス
ト
ア
的
主
意
主
義
と
の
間
で
戦
か
わ
れ
た
、
エ
ポ
ケ
ー
と
フ
ァ
イ
ノ
メ

ノ
ン
に
か
ん
す
る
論
争
状
況
の
継
承
、
な
い
し
再
摂
取
で
あ
る
と
し
て
、
き
わ
め
て
大
胆
な
じ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ド

か
し
傾
聴
に
値
す
る
説
を
展
開
し
て
み
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
こ
の
問
題
に
立
ち
入
る
こ
と
は

で
き
な
い
が
、
先
の
問
題
(
現
出
次
元
の
統
一
)
と
の
関
連
に
お
い
て
、
「
現
出
を
意
志
性
に
よ
っ

 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
0
)

て
定
義
し
な
か
っ
た
哲
学
」
が
少
く
と
も
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
思
想
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
、
と

い
う
ヘ
ル
ト
の
所
説
に
言
及
す
る
こ
と
に
と
ど
め
よ
う
。

 
周
知
の
如
く
通
常
の
教
科
書
風
の
哲
学
史
の
叙
述
で
は
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
に
は
長
ら
く
、
西

欧
二
千
年
の
形
而
上
学
の
創
始
者
と
目
さ
れ
る
プ
ラ
ト
ン
の
敵
対
者
の
役
割
り
し
か
与
え
ら
れ

て
こ
な
か
っ
た
。
な
る
ほ
ど
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
命
題
「
人
間
は
万
物
の
尺
度
で
あ
る
。
あ
る
も

の
に
つ
い
て
は
あ
る
こ
と
の
、
あ
ら
ぬ
も
の
に
つ
い
て
は
あ
ら
ぬ
こ
と
の
」
を
耳
に
す
れ
ば
、

人
は
相
対
主
義
の
典
型
を
そ
こ
に
見
出
し
た
と
思
い
こ
む
で
も
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
よ
う
な

見
方
は
、
ヘ
ル
ト
の
主
張
に
従
が
え
ば
、
不
当
な
評
価
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
実
際
ハ
イ

デ
ガ
ー
も
、
プ
区
議
ゴ
ラ
ス
の
こ
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
的
命
題
は
、
い
わ
ゆ
る
主
観
主
義
的
な
立
場

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

の
表
明
と
は
何
の
関
係
も
な
い
、
と
ヘ
ル
ト
と
同
じ
見
解
の
上
に
立
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ギ

リ
シ
ア
の
ソ
フ
ィ
ス
ト
主
義
で
は
、
近
世
の
哲
学
の
よ
う
に
、
人
間
を
存
在
す
る
も
の
へ
の
中

心
点
へ
と
押
し
あ
げ
て
、
ω
⊆
9
Φ
∩
ε
ヨ
(
主
体
)
と
し
て
把
握
す
る
道
は
閉
ざ
さ
れ
て
い
る
か
ら

 
 
ね
 

で
あ
る
。
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
の
右
の
尺
度
人
間
論
は
、
近
代
の
人
間
中
心
主
義
と
は
全
く
無
縁
で

あ
り
、
か
え
っ
て
そ
の
反
対
に
、
存
在
と
の
関
わ
り
の
う
ち
に
巻
き
こ
ま
れ
て
い
る
人
間
を
、
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つ
ま
り
存
在
が
あ
ら
わ
に
な
る
場
へ
の
人
間
の
帰
属
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ

わ
れ
が
本
論
の
冒
頭
に
掲
げ
た
彼
の
命
題
、
つ
ま
り
「
各
人
に
現
わ
れ
て
い
る
そ
の
も
の
は
、

そ
れ
が
現
わ
れ
て
い
る
そ
の
人
に
と
っ
て
、
ま
た
あ
り
も
す
る
」
と
い
う
命
題
も
、
真
理
を
主

観
主
義
的
な
仕
方
で
葬
り
去
る
も
の
で
は
な
く
、
真
な
る
も
の
を
現
出
者
の
彼
岸
に
求
め
る
こ

と
を
禁
止
し
て
、
現
出
次
元
が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
真
で
あ
る
こ
と
を
見
さ
せ
よ
う
と
す
る
も

の
で
あ
る
。
ヘ
ル
ト
の
解
釈
に
し
た
が
え
ば
右
の
命
題
は
「
前
述
語
的
現
出
」
に
つ
い
て
語
っ

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
同
一
の
物
的
基
体
が
あ
る
と
き
に
は
冷
た
く
、
ま
た
あ
る
と
き

に
は
温
か
く
現
出
す
る
か
ど
う
か
が
人
間
に
依
存
す
る
と
主
張
す
る
の
で
は
な
く
、
冷
た
さ
、

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
3
)

あ
る
い
は
温
か
さ
が
現
出
す
る
か
ど
う
か
が
、
人
間
に
依
存
し
て
い
る
、
と
言
っ
た
の
で
あ
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

現
出
は
あ
ら
ゆ
る
判
断
に
先
立
つ
前
述
定
的
な
経
験
で
あ
り
、
主
-
述
構
造
を
も
つ
言
表
に
依

拠
し
た
、
実
体
1
属
性
と
い
う
方
式
で
の
事
物
経
験
は
、
二
次
的
、
あ
る
い
は
派
生
的
な
も
の

に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
考
え
が
拒
否
さ
れ
る
と
き
に
の
み
、
右
の
よ
う
な
ヘ
ル
ト
の
解
釈
が
支
持

さ
れ
え
な
く
な
る
に
す
ぎ
な
い
。

 
事
実
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
を
論
駁
す
る
プ
ラ
ト
ン
は
、
そ
の
つ
ど
変
化
す
る
現
出
状
況
を
乗
り

越
え
て
、
現
出
の
彼
岸
に
イ
デ
ア
を
立
て
、
現
出
と
イ
デ
ア
を
峻
別
し
つ
つ
、
現
出
を
イ
デ
ア

に
基
づ
け
て
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
イ
デ
ア
は
可
変
的
・
偶
然
的
な
現
出
状
態
か
ら
全
く
独
立

の
自
同
的
な
存
在
で
あ
り
、
こ
の
双
極
化
に
立
っ
て
、
フ
ァ
イ
ノ
メ
ノ
ン
と
し
て
の
現
出
は
、

真
実
在
を
求
め
て
乗
り
越
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
仮
象
と
い
う
性
格
を
与
え
ら
れ
る
。
同
様
に

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
も
、
変
化
す
る
現
出
を
越
え
て
、
あ
ら
ゆ
る
述
語
的
規
定
性
を
そ
れ
自
身
の

う
ち
に
担
う
独
立
自
存
の
存
在
を
、
主
語
1
述
語
一
実
体
-
属
性
と
い
う
区
別
に
も
と
づ
い
て

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

把
握
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
イ
デ
ア
も
実
体
も
、
そ
の
規
定
が
現
出
超
越
的
な
即

…
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
4
)

自
存
在
で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
同
じ
傾
向
の
も
と
に
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

 
し
か
し
な
が
ら
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
は
、
右
の
よ
う
な
プ
ラ
ト
ン
ー
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
な
思
考

か
ら
決
定
的
に
隔
た
っ
て
お
り
、
む
し
ろ
彼
ら
が
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
真

な
る
も
の
を
発
見
し
う
る
と
信
じ
た
現
出
次
元
か
ら
、
彼
は
決
し
て
離
脱
し
よ
う
と
し
な
い
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
な
る
ほ
ど
、
ヘ
ル
ト
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
「
変
化
す
る
経
験
状
況
の
偶

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
5
)

然
性
に
お
け
る
そ
の
つ
ど
の
現
出
に
満
足
」
す
る
か
の
よ
う
な
先
入
主
を
、
人
に
植
え
つ
け
や

す
い
の
は
事
実
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
現
出
と
そ
れ
を
超
え
る
も
の
と
の
区
別
は
ま
た
、
感

覚
物
(
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
)
と
思
惟
物
(
ロ
ゴ
ス
)
と
の
区
別
に
も
か
か
わ
っ
て
い
る
か
ら
、

一
方
の
現
出
へ
の
制
限
は
、
こ
の
区
別
を
無
意
味
な
も
の
に
す
る
恐
れ
と
な
っ
て
現
わ
れ
る
か

ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
に
お
け
る
現
出
へ
の
制
限
は
、
こ
の
区
別
を
無
効
に
す

る
の
で
は
な
く
、
か
え
っ
て
こ
の
区
別
が
そ
こ
か
ら
の
み
発
現
し
て
く
る
現
出
の
根
源
的
統
一

へ
の
還
帰
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
前
述
定
的
な
現
出
の
も
つ
確
か
さ
は
、
な
る
ほ
ど
、
イ
デ

ア
や
実
体
と
い
っ
た
存
在
が
与
え
て
く
れ
る
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
の
確
実
性
を
も
ち
は
し
な
い
で

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヘ
 
 
 
ヘ
 
 
 
へ

あ
ろ
う
。
そ
の
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
ド
ク
サ
的
な
も
の
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
は
仮
象
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
を
意
味
す
る
の
で
は
断
じ
て

な
い
。
現
出
次
元
へ
の
制
限
と
い
う
思
想
に
よ
っ
て
、
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー
に
対
す
る
「
ド
ク
サ

 
(
1
6
)

擁
護
」
の
必
要
性
が
、
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
と
と
も
に
洞
察
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ

に
つ
い
て
は
、
い
わ
ゆ
る
後
期
フ
ッ
サ
ー
ル
の
、
生
活
世
界
へ
の
沈
潜
が
、
エ
ピ
ス
テ
ー
メ
ー

的
な
も
の
か
ら
逆
に
、
先
構
成
的
、
先
主
観
的
な
次
元
の
ド
ク
サ
性
に
関
心
を
集
中
さ
せ
る
こ

と
に
な
っ
た
経
緯
を
思
い
あ
わ
せ
れ
ば
、
十
分
で
あ
ろ
う
。

 
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
は
、
非
意
志
的
な
現
出
の
根
源
的
統
一
の
う
ち
に
安
ら
っ
て
い
る
か
ら
、
い

わ
ゆ
る
自
我
一
対
象
、
主
観
一
客
観
と
い
う
双
極
性
は
、
彼
に
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
。
彼
は
、

意
志
的
な
指
向
性
が
働
く
前
の
、
世
界
の
根
源
的
な
湧
出
1
1
現
出
に
身
を
委
ね
る
か
の
よ
う
で

あ
る
。
人
間
的
な
も
ろ
も
ろ
の
不
幸
、
不
安
は
「
こ
の
現
出
領
域
を
超
え
る
も
の
を
求
め
よ
う

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
り
 
 

と
努
力
す
る
こ
と
か
ら
生
ず
る
」
で
も
あ
ろ
う
。
人
間
の
生
の
確
か
さ
(
幸
福
)
は
、
先
述
し

た
懐
疑
派
と
ス
ト
ア
派
と
の
論
争
が
示
す
よ
う
に
、
現
出
次
元
の
確
か
さ
を
倫
理
的
に
ど
う
と

ら
え
る
か
に
か
か
わ
っ
て
い
る
、
こ
と
を
ヘ
ル
ト
は
鮮
や
か
に
描
き
出
し
て
い
る
。
プ
ロ
タ
ゴ

ラ
ス
は
現
出
領
域
へ
自
己
放
下
し
つ
つ
、
泰
然
自
若
と
し
て
語
る
。
さ
す
が
に
ソ
ク
ラ
テ
ス
も

そ
れ
を
称
賛
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
も
ち
ろ
ん
神
々
に
つ
い
て
何
か
を
知
る
こ
と
は
、
私
に

は
で
き
な
い
。
神
々
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も
、
神
々
が
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
神
々
の
見
え
姿

(
イ
デ
ア
)
が
ど
う
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
も
。
な
ぜ
な
ら
存
在
す
る
も
の
そ
の
も
の
を
受
け

と
る
こ
と
を
妨
げ
る
も
の
は
多
い
か
ら
。
す
な
わ
ち
存
在
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
で
な
い
こ
と
(
秘

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(
1
8
 
)

匿
さ
れ
て
い
る
こ
と
)
も
、
ま
た
人
間
の
歴
史
の
歩
み
の
短
か
さ
も
」
。

四
、
双
極
性
の
廃
棄
に
向
け
て

 
わ
れ
わ
れ
は
本
稿
の
結
び
と
し
て
「
双
極
性
の
廃
棄
」
に
つ
い
て
何
が
し
か
の
こ
と
を
述
べ

る
に
あ
た
り
、
な
お
語
ら
れ
る
べ
き
こ
と
の
多
さ
に
比
べ
て
、
語
ら
れ
た
こ
と
の
乏
し
さ
、
貧

し
さ
を
痛
感
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
上
述
の
行
論
を
簡
略
に
ふ
り
か
え
っ
て
み
れ
ば
、
ま
ず
最
初

に
わ
れ
わ
れ
は
、
日
常
的
な
事
物
経
験
に
定
位
し
な
が
ら
、
そ
れ
に
か
ん
す
る
習
慣
的
！
哲
学

的
i
科
学
的
な
も
ろ
も
ろ
の
区
別
立
て
を
提
示
し
、
そ
の
中
に
い
く
つ
か
の
疑
い
を
抱
い
た
。

そ
れ
ら
は
主
語
一
述
語
の
言
語
上
の
区
別
に
照
応
さ
せ
つ
つ
、
事
物
-
性
質
、
実
体
一
属
性
、

原
子
と
い
う
物
的
基
体
知
覚
性
質
、
等
の
存
在
区
別
を
導
入
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
世
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出」の諸問題 (二)「現1
3

界
経
験
の
な
か
で
出
会
わ
れ
る
も
の
は
、
主
述
的
な
分
肢
化
が
行
わ
れ
る
以
前
の
も
の
で
あ
り
、

そ
れ
は
実
体
-
属
性
と
い
う
事
物
の
構
造
を
示
し
は
し
な
い
。
「
こ
の
椅
子
は
固
い
」
と
い
う
言

表
で
す
ら
も
、
事
物
の
固
体
性
、
凝
固
性
と
い
っ
た
客
観
的
な
性
質
を
物
語
る
も
の
で
は
な
く
、

不
都
合
、
不
適
当
、
不
快
と
い
っ
た
生
の
意
義
に
直
接
関
係
し
て
い
る
。
主
観
的
な
も
の
か
ら

区
別
さ
れ
対
置
さ
れ
る
客
観
的
な
諸
性
質
な
る
も
の
は
、
知
覚
体
験
の
直
接
性
(
現
出
次
元
)

の
う
ち
に
は
さ
し
あ
た
り
ど
こ
に
も
み
あ
た
ら
な
い
。
し
か
し
右
の
よ
う
な
双
極
的
分
割
に
も

と
つ
く
存
在
区
別
は
い
ず
れ
も
、
超
越
的
な
客
体
の
措
定
に
向
か
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の

点
で
は
共
通
の
傾
向
の
も
と
に
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
先
述
し
た
如
く
、
こ
う
し
た

措
定
は
、
主
観
的
な
現
出
の
多
様
を
こ
え
て
、
そ
れ
を
貫
く
超
越
の
同
一
性
を
予
想
し
つ
つ
、

い
わ
ば
意
志
的
に
機
能
す
る
の
で
な
け
れ
ば
遂
行
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
、
右
に
述

べ
た
双
極
性
が
意
志
性
の
体
制
の
も
と
に
現
わ
れ
で
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
諸
学
を
形
成
し
て
い

る
根
本
概
念
の
諸
区
別
も
、
純
粋
経
験
の
豊
か
な
沃
野
か
ら
生
み
だ
さ
れ
る
で
も
あ
ろ
う
。
し

か
し
そ
う
で
は
あ
る
が
、
超
越
的
な
即
自
を
狙
っ
て
双
極
化
を
は
か
る
こ
の
意
志
的
な
機
能
は
、

そ
の
機
能
前
提
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
純
粋
な
現
出
次
元
を
た
え
ず

必
要
と
し
て
い
る
こ
と
を
忘
却
し
て
は
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
現
出
者
の
現
出
と
い
う
純
粋
な
統

一
は
、
も
は
や
人
間
の
意
志
性
が
関
与
し
え
な
い
も
の
と
い
う
意
味
で
、
前
1
意
志
的
、
無
-
意

志
的
な
も
の
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
内
外
・
王
客
の
区
別
を
も
た
な
い
前

述
定
的
な
純
粋
な
現
象
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
先
主
観
的
な
領
野
の
開
け
を
指
し

示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

 
現
象
学
の
探
究
領
野
で
あ
る
純
粋
現
出
は
、
あ
ら
ゆ
る
双
極
的
な
原
理
の
「
問
」
の
次
元
を

す
で
に
つ
ね
に
先
行
的
に
切
り
開
く
も
の
と
し
て
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
現
出
自
身

は
、
自
己
を
示
す
現
出
者
に
対
し
現
出
せ
ず
に
、
ど
こ
ま
で
も
非
主
題
的
に
と
ど
ま
り
(
フ
ッ

サ
ー
ル
)
、
現
象
は
自
己
を
示
す
存
在
者
に
対
し
秘
匿
的
で
あ
る
(
ハ
イ
デ
ガ
ー
)
。
だ
が
、
現

出
が
そ
の
よ
う
に
自
己
秘
匿
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
対
象
的
な
現
出
が
可
能
と
な
る
。
と

い
う
の
も
、
現
出
が
事
物
と
同
じ
仕
方
で
、
お
し
つ
け
が
ま
し
く
眼
前
を
占
有
す
る
と
き
に
は
、

そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
対
象
の
現
出
と
い
う
役
割
り
を
果
た
す
こ
と
は
決
し
て
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
か
ら
。
現
出
が
眼
前
に
見
出
さ
れ
る
と
い
う
事
物
的
な
存
在
様
式
を
も
た
ず
、
目
だ
た
ず
に

自
か
ら
隠
れ
、
る
こ
と
そ
の
こ
と
に
お
い
て
、
あ
の
「
間
」
の
領
域
が
開
か
れ
る
。
現
出
は
現
出

者
に
対
し
立
つ
一
方
の
極
に
位
置
す
る
の
で
は
な
く
、
現
出
者
へ
い
わ
ば
自
己
を
明
け
渡
す
こ

と
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
存
在
す
る
も
の
が
あ
ら
わ
と
な
る
場
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し

そ
れ
は
、
い
わ
ゆ
る
自
我
の
能
動
的
・
自
発
的
な
あ
ら
ゆ
る
関
与
な
し
に
生
起
す
る
根
源
的
な

出
来
事
、
驚
嘆
す
べ
き
出
来
事
と
言
う
の
他
な
い
で
あ
ろ
う
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ユ
 

 
「
自
然
は
人
間
よ
り
古
い
、
し
か
し
人
間
は
自
然
科
学
よ
り
も
古
い
」
と
す
れ
ば
、
自
然
科

学
を
人
間
の
ひ
と
つ
の
存
在
可
能
性
と
し
て
と
ら
え
、
人
間
を
自
然
の
ひ
と
つ
の
展
開
と
し
て

と
ら
え
る
こ
と
こ
そ
肝
要
で
あ
ろ
う
。
自
然
と
人
間
を
め
ぐ
る
こ
の
円
環
を
断
ち
切
る
の
で
な

し
に
、
そ
の
中
に
お
い
て
こ
の
円
環
を
思
索
す
る
こ
と
が
、
哲
学
の
本
来
の
課
題
と
な
る
べ
き

で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
考
察
も
、
も
は
や
い
か
な
る
意
志
性
も
入
り
こ
ん
で
い
な
い
純
粋
な
現

出
領
野
を
明
る
み
に
と
り
だ
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
根
源
的
に
自
然
的
な
も
の
に
逢
着
し
た
と
言

え
る
で
あ
ろ
う
か
。
語
ら
れ
る
べ
き
困
難
な
多
く
の
こ
と
が
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
も
愛
属
し
て
や
ま
な
い
、
暗
い
人
と
呼
ば
れ
た
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
断
片
を
思
い

起
こ
さ
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
。

 
「
自
然
は
み
ず
か
ら
隠
れ
る
こ
と
を
好
む
…
…
」
。
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霧
Q
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象
学
と
し
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の
み
可
能
で
あ
る
こ
と
、
現
象
学
が
存
在
者
で
は
な
く
、
そ
の
存
在
に
つ
い
て
の
学
、
号

 
 
 
 
つ
ま
り
存
在
論
で
あ
る
こ
と
が
・
方
法
と
主
題
と
の
連
関
か
皇
叩
ら
れ
て
い
る
。
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く
ひ
q
ピ
ω
」
①
 
存
在
論
の
可
能
性
を
問
題
に
す
る
こ
と
は
、
す
な
わ
ち
超
越
論
的
に
問
腔

 
 
 
 
う
・
と
に
他
な
ら
な
い
・
と
の
本
質
的
な
理
由
が
そ
・
に
示
さ
れ
て
い
る
。
 
湘

(
3
)
拙
稿
『
ハ
イ
デ
ギ
に
よ
る
存
在
と
存
在
者
と
の
区
別
に
か
ん
す
る
著
塞
(
研
認
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全
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本
来
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そ
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綜
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た
め
に
あ
る
」
。 宇部工業'高
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凶
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Q
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●
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曽

囲
≦
ω
鳥
G
。

現
存
在
の
超
越
の
脱
走
的
…
地
平
的
性
格
の
解
明
、
そ
し
て
こ
れ
が
感
性
お
よ
び
悟

性
の
共
通
の
未
知
の
根
と
し
て
の
超
越
論
的
構
想
力
の
機
能
に
他
な
ら
ぬ
こ
と
、
さ

ら
に
は
こ
の
構
想
力
を
そ
の
内
的
な
時
間
性
格
に
お
い
て
示
す
こ
と
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

に
よ
る
カ
ン
ト
解
釈
の
中
心
問
題
に
位
置
す
る
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
こ
で

は
割
愛
し
た
。

ω
N
・
ω
●
翫

ω
N
Q
り
.
 
ω
㎝

拙
稿
前
掲
論
文
を
参
照
。

Qり
m
ω
.
 
し
。
㎝

Qり
m
.
 
Q
り
●
G
。
。
。

訳
ζ
・
Q
o
」
①

ラ
ン
ト
グ
レ
ー
べ
『
現
象
学
の
道
』
(
山
崎
他
訳
)
、
四
三
頁
以
下
を
参
照
。

山
崎
庸
佑
『
現
象
学
と
歴
史
の
基
礎
論
』
の
第
一
章
「
現
象
学
の
根
本
問
題
」
を
参

照
。
著
者
は
、
経
験
の
三
つ
の
構
造
契
機
と
し
て
、
乏
Φ
一
亘
ζ
凶
⑦
Φ
同
戸
N
Φ
剛
二
圃
魯
開
Φ
騨

を
挙
げ
、
そ
れ
ら
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
語
る
超
越
論
的
な
「
現
象
1
ー
フ
ァ
イ
ノ
メ
ノ
ン
」

で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

室
≦
ψ
日
。
。

内
ζ
・
ω
.
 
・
。
・
。
鱒
人
間
の
実
存
と
と
も
に
、
存
在
者
が
存
在
者
と
し
て
あ
ら
わ
に
な
る

と
い
う
し
か
た
で
、
存
在
者
の
全
体
へ
の
侵
入
が
生
起
す
る
(
・
。
曽
)
の
で
は
あ
る
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
存
在
理
解
は
忘
却
の
う
ち
に
あ
る
(
・
。
凹
①
)
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

語
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
現
出
次
元
に
伏
在
す
る
本
質
的
な
事
柄
で
も
あ
る
。
こ
の

点
に
つ
い
て
は
次
章
以
下
を
参
照
。

ニ
ー
3

(
1
)
拙
稿
『
現
出
の
諸
問
題
の
』
(
前
号
)
十
五
頁
以
下
を
参
照
。
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
は
、

 
 
遂
行
さ
れ
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
経
験
や
学
的
認
識
を
停
止
(
エ
ポ
ケ
i
)
し
て
、
そ

 
 
 
れ
ら
を
超
越
論
的
現
象
へ
と
変
換
せ
し
め
、
そ
れ
ら
が
そ
こ
に
お
い
て
可
能
に
な
る

 
 
純
粋
な
現
出
(
体
験
)
次
元
へ
還
帰
す
る
と
い
う
意
味
で
、
現
出
理
論
な
の
で
あ
る
。

(
2
)
国
●
＝
二
ω
。
。
Φ
二
曽
［
o
ひ
q
♂
o
ゴ
①
⊂
三
臼
ω
⊆
o
ぎ
コ
鵬
Φ
コ
(
以
下
、
ぴ
C
と
略
記
)
自
＼
据
Q
り
℃
逡
。
。

 
 
 
(
同
、
立
松
訳
、
一
四
四
一
五
頁
)

(
3
)
＝
二
ω
ω
嘆
＝
9
ρ
轟
.
 
¢
σ
鋤
＆
一
一
一
(
冠
Φ
Φ
コ
じ
(
以
下
、
包
Φ
窪
一
と
略
記
)
Q
D
・
引
(
同
、
渡

 
 
辺
訳
、
一
九
七
頁
)

(
4
)
包
Φ
Φ
三
ψ
誤
く
働
q
憎
ピ
¢
」
一
＼
ピ
Q
e
'
ω
旬
＝
｛
・
ω
。
。
淫
噛

(
5
)
［
⊂
」
一
＼
滑
ω
●
ω
起
と
い
う
の
も
、
「
わ
れ
わ
れ
は
も
っ
ぱ
ら
諸
作
用
の
う
ち
に
現
出

 
 
す
る
対
象
的
な
も
の
に
向
か
っ
て
い
る
」
(
Q
∩
●
お
9
か
ら
で
あ
る
。
作
用
の
こ
の
遂

 
 
行
態
が
、
現
出
理
解
の
ひ
と
つ
の
鍵
で
あ
る
。

(
6
)
ピ
落
目
＼
ド
ψ
ω
零
(
立
松
訳
、
一
四
六
頁
)

(
7
)
［
9
目
＼
埋
ω
.
 
ω
お
｛

(
8
)
置
①
①
⇒
州
ω
鳥
①
(
渡
辺
訳
、
一
八
一
頁
)

(
9
)
置
Φ
Φ
p
一
・
Q
。
.
 
謡
(
渡
辺
訳
、
一
八
二
頁
)

(
1
0
)
一
α
①
Φ
5
炉
ω
■
謡
(
同
右
)

(
1
1
)
包
①
Φ
⇒
炉
ω
］
自
も
ろ
も
ろ
の
超
越
的
存
在
を
構
成
す
る
も
の
は
、
超
越
論
的
主
観

 
 
 
性
と
呼
称
さ
れ
る
。

(
1
2
)
置
Φ
窪
一
曽
Q
っ
■
一
ホ

.
 
(
1
3
)
＜
鋤
q
ピ
ピ
¢
目
＼
ど
Q
D
●
逡
・
。
噛

(
1
4
)
フ
ッ
サ
ー
ル
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
(
細
谷
訳
、
二
〇
六
頁
)
を
参
照
。

(
1
5
)
同
右
、
細
谷
訳
、
二
一
八
頁
。

(
1
6
)
匡
①
①
コ
一
下
Q
っ
●
逡
(
渡
辺
訳
、
一
＝
五
頁
)
「
無
一
物
中
無
尽
蔵
、
花
有
月
有
楼
台
有
」

 
 
 
と
い
う
東
洋
的
真
性
と
内
的
に
照
応
す
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

(
1
7
)
『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』
(
細
谷
訳
、
二
〇
八
頁
)
超
越
論
的
自
我
の
存
在
は
、
あ
ら
ゆ

 
 
 
る
超
越
的
即
自
、
超
越
的
対
象
性
が
そ
こ
に
お
い
て
措
定
さ
れ
う
る
よ
う
に
な
る
と

 
 
 
い
う
意
味
で
の
認
識
根
拠
と
し
て
先
行
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

(
1
8
)
包
Φ
Φ
づ
炉
O
o
」
O
ω
(
渡
辺
訳
、
二
三
三
頁
)

(
1
9
)
包
Φ
Φ
コ
炉
Q
o
.
 
㊤
。
。
(
渡
辺
訳
、
二
＝
二
頁
)

(
2
0
)
置
①
①
コ
炉
ω
・
ゆ
ω
(
渡
辺
訳
、
二
一
四
頁
)
こ
の
存
在
意
味
の
逆
転
へ
の
洞
察
は
、
現

 
 
象
学
、
ひ
い
て
は
哲
学
一
般
の
存
立
に
か
か
わ
る
、
き
わ
め
て
重
い
意
義
を
帯
び
て

 
 
 
い
る
。
そ
れ
は
実
践
的
な
生
活
者
の
眼
か
ら
見
れ
ば
、
「
逆
立
ち
し
た
意
識
」
(
へ
一

 
 
 
ゲ
ル
)
と
し
て
映
ず
る
で
も
あ
ろ
う
。

(
2
1
)
寓
二
ω
。
。
①
「
＝
①
コ
P
じ
¢
餌
⇒
α
目
×
(
℃
げ
叫
コ
。
ヨ
①
⇒
○
δ
伽
q
凶
ω
∩
げ
Φ
勺
。
。
》
δ
7
0
δ
ひ
q
凶
Φ
！
Q
り
●
N
ω
刈
い
わ

 
 
 
ゆ
る
ブ
リ
タ
ニ
カ
論
文
の
第
二
草
稿
の
中
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

(
2
2
)
課
率
ρ
超
越
的
と
超
越
論
的
の
内
的
な
連
関
と
差
異
が
示
さ
れ
る
。

(
2
3
)
フ
ッ
サ
ー
ル
『
現
象
学
の
理
念
』
(
立
松
訳
、
四
1
五
頁
)

(
2
4
)
＝
二
ω
ω
臼
一
壁
⇒
ρ
し
O
鋤
⇒
山
一
×
.
 
ω
.
 
①
O
一
(
一
九
二
七
年
十
月
二
二
日
、
フ
ッ
サ
ー
ル
宛
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出」の諸問題(二)「現1
5

 
 
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
私
信
)

(
2
5
)
＝
二
ω
ω
①
島
9
⇒
P
し
U
鋤
⇒
α
一
×
・
Q
っ
●
①
巳

(
2
6
)
七
二
ω
ω
Φ
島
鋤
コ
ρ
じ
ご
p
⇒
鎚
一
×
曽
G
∩
●
①
8

(
2
7
)
「
実
証
的
」
一
「
措
定
的
」
(
O
o
ω
為
重
〈
)
に
つ
い
て
は
、
山
崎
庸
佑
『
現
象
学
か
ら
歴
史

 
 
哲
学
へ
』
、
三
二
頁
以
下
を
参
照
。
措
定
的
と
は
措
定
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
あ
り
、

 
 
措
定
さ
れ
た
も
の
は
何
ら
か
、
事
実
的
、
実
証
的
と
い
っ
た
性
格
を
も
つ
。

(
2
8
)
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
べ
『
現
象
学
の
道
』
(
山
崎
他
訳
、
五
五
頁
)
を
参
照
。
ハ
イ
デ
ガ
ー

 
 
の
い
う
事
実
性
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
う
事
実
一
存
在
(
内
世
界
的
な
事
実
)
で
は

 
 
な
い
。
そ
れ
は
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
時
熟
す
る
。
そ
れ
は
時
間
形
成
的
で
あ
る

 
 
と
同
時
に
世
界
形
成
的
で
あ
り
、
事
実
的
、
実
証
的
な
も
の
が
そ
れ
に
お
い
て
措
定

 
 
さ
れ
る
超
越
論
的
な
根
拠
と
し
て
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
べ

 
 
は
説
明
し
て
み
せ
る
。

(
2
9
)
.
 
同
右
、
(
山
崎
他
訳
、
五
六
頁
)
。
「
現
存
在
の
事
実
性
を
告
げ
る
諸
体
験
は
、
フ
ッ
サ
ー

 
 
 
ル
の
意
味
で
の
指
向
的
分
析
に
は
明
ら
か
に
な
じ
ま
な
い
」
。

(
3
0
)
同
右
、
(
山
崎
他
国
、
五
七
頁
、
三
二
五
頁
)
。
「
存
在
一
対
象
」
(
五
七
頁
〉
、
「
存
在

 
 
と
対
象
的
同
一
性
と
の
等
置
の
テ
…
ゼ
」
(
三
二
五
頁
)
は
、
わ
れ
わ
れ
の
い
う
存
在

 
 
論
的
弓
決
定
に
他
な
ら
な
い
。

(
3
1
)
］
≦
■
国
蝕
9
ひ
q
ひ
q
①
メ
の
Φ
ω
餌
ヨ
δ
餌
二
ω
ひ
q
呂
ρ
じ
Q
餌
a
N
ρ
牢
2
Φ
ぴ
q
o
ヨ
①
き
N
霞
○
①
ω
〇
三
〇
茸
①

 
 
戯
①
ω
N
①
潔
σ
①
ゆ
q
ユ
頃
ω
(
以
下
、
℃
O
N
と
略
記
)
Q
っ
」
邑

(
3
2
)
鋤
・
①
.
 
ρ

(
3
3
)
鋤
.
 
①
.
 
ρ
ω
.
 
お
ト
。

(
3
4
)
置
Φ
9
押
ψ
①
刈
自

(
3
5
)
勺
O
N
Q
o
」
ω
ω

(
3
6
)
＜
α
q
憎
置
Φ
2
一
吻
念

(
3
7
)
勺
Ω
N
Q
∩
.
 
＝
ω

(
3
8
)
℃
O
N
曽
ω
」
髭

(
3
9
)
「
Ω
N
曽
Q
o
」
念

(
4
0
)
置
①
①
ロ
一
・
ω
幽
㊤
ω

(
4
1
)
℃
の
N
ω
」
ホ

(
4
2
)
℃
O
N
唱
Q
り
」
念
桃

(
4
3
)
℃
O
N
曽
Q
り
.
 
＝
①

(
4
4
)
＜
ぴ
q
憎
℃
O
N
曽
ω
」
お

(
4
5
)

            

49 48 47 46
   )   )   )

＜
ひ
q
ピ
℃
O
N
ω
」
刈
ρ
ω
］
密
こ
の
点
、
ラ
ン
ト
グ
レ
ー
べ
の
当
該
註
を
参
照
。
フ
ッ

サ
ー
ル
は
領
域
の
規
定
に
向
か
う
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
領
域
に
属
し
て
い
る
も
の
の

存
在
が
い
っ
し
ょ
に
明
ら
か
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、
数
学
者
は
数
学

的
な
領
野
を
限
界
づ
け
て
そ
の
対
象
に
あ
る
種
の
定
義
を
与
え
る
こ
と
も
で
き
る
が
、

そ
の
場
合
彼
は
、
数
学
的
な
諸
対
象
の
存
在
様
式
へ
の
問
い
を
立
て
た
り
し
な
く
て

も
よ
い
で
あ
ろ
う
(
＜
ひ
q
憎
℃
O
N
・
Q
o
・
一
お
ご
。

℃
O
N
∂
Q
∩
噸
一
念

℃
O
N
'
Q
6
'
嵩
O
c

℃
O
N
・
も
∩
●
笥
。
c

℃
O
N
'
'
Q
∩
.
 
笥
㊤
噛

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
騨

三 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
榔

(
1
)
ク
ラ
ウ
ス
・
ヘ
ル
ト
『
フ
ッ
サ
ー
ル
の
、
「
フ
ァ
イ
ノ
メ
ノ
ン
」
へ
の
復
帰
』
(
『
思
想
』
昭

 
 
 
一
九
七
八
年
十
月
号
、
児
島
訳
)
、
(
以
下
、
ヘ
ル
ト
論
文
と
略
記
)
壬
二
九
頁
。
へ
暢

 
 
 
ル
ト
の
こ
の
指
摘
は
、
た
と
え
ば
フ
ッ
サ
ー
ル
の
『
論
理
学
研
究
』
(
特
に
ピ
d
・
二
＼
魏

 
 
 
一
・
ω
』
縄
h
)
の
論
述
と
つ
き
あ
わ
せ
て
み
る
と
興
味
深
い
。
フ
ッ
サ
ー
ズ
に
朗
負
、
.
 
.
 
.
 

  

@
雍
指
向
作
用
に
と
っ
て
超
越
的
で
あ
る
と
言
い
つ
つ
、
そ
の
対
象
は
指
向
的
弓
㈱

 
 
 
象
と
し
て
の
み
与
え
ら
れ
、
指
向
は
対
象
へ
の
指
向
と
し
て
の
み
示
さ
れ
る
と
、
「
い
辮

 
 
 
そ
い
で
強
調
す
る
」
か
に
み
え
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
㍗

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナ
ッ
 
ハ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ナ
ツ
 
ハ

(
2
)
ヘ
ル
ト
『
フ
ッ
サ
ー
ル
以
後
の
(
フ
ッ
サ
ー
ル
に
拠
ろ
)
時
間
の
現
象
学
』
(
『
理
想
』

 
 
 
天
八
○
年
＋
二
月
号
・
小
川
訳
)
ニ
ゴ
一
頁
・
ヘ
ル
ト
に
よ
れ
ば
、
現
出
と
い
う
諜

 
 
 
根
本
領
野
は
客
観
的
外
的
世
界
と
主
観
的
内
的
世
界
と
の
デ
カ
素
子
我
的
な
二
元
簿

 
 
 
論
を
破
り
開
く
或
る
問
を
形
成
し
て
い
る
(
同
二
頁
)
。
し
か
し
そ
れ
は
、
フ
ッ
サ
ー

 
 
 
ル
の
デ
カ
ル
ト
主
義
的
自
己
解
釈
に
よ
っ
て
、
時
間
は
内
的
時
間
意
識
と
し
て
、
分

 
 
 
析
は
超
越
的
な
対
象
に
つ
い
て
の
意
識
に
定
位
す
る
も
の
と
し
て
取
り
あ
げ
ら
れ
て
、

 
 
 
間
か
ら
の
後
退
が
生
ず
る
。
こ
れ
に
対
し
ヘ
ル
ト
は
「
生
け
る
現
在
」
(
ピ
①
げ
①
コ
象
7
q
①

 
 
 
O
①
ひ
q
Φ
ロ
≦
碧
こ
の
う
ち
に
内
在
と
超
越
と
の
問
を
見
よ
う
と
す
る
。

(
3
)
ヘ
ル
ト
論
文
、
二
三
八
頁
。
純
粋
な
現
出
は
、
現
出
と
現
出
者
と
の
状
況
的
無
差
別

 
 
 
性
の
う
ち
に
あ
る
が
、
こ
の
状
況
性
を
乗
り
超
え
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
現
出
は
自

 
 
 
我
的
遂
行
と
し
て
、
現
出
者
は
即
自
的
な
対
象
と
し
て
受
け
と
ら
れ
、
双
極
化
が
避

 
 
 
け
が
た
く
な
る
。

(
4
)
ヘ
ル
ト
論
文
、
二
四
〇
頁
。
指
向
性
に
よ
る
対
象
構
成
の
う
ち
に
、
意
志
性
が
機
能



1
6

和正橋r，il

 
 
し
て
い
る
こ
と
を
見
逃
さ
な
か
っ
た
ヘ
ル
ト
の
こ
の
指
摘
は
、
た
い
へ
ん
示
唆
に
富

 
 
む
卓
見
で
あ
る
。

(
5
)
ヘ
ル
ト
論
文
、
二
四
〇
頁
。

(
6
)
ヘ
ル
ト
論
文
、
二
五
六
頁
。

(
7
)
ヘ
ル
ト
論
文
、
二
四
一
頁
。
こ
う
し
た
前
意
志
的
、
前
指
向
的
な
も
の
に
対
し
て
は
、

 
 
も
は
や
自
我
、
エ
ゴ
、
主
観
性
と
い
っ
た
呼
称
は
不
適
当
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
い

 
 
わ
ば
「
外
化
さ
れ
た
自
己
」
、
「
脱
自
的
な
も
の
」
と
で
も
表
現
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。

(
8
)
ヘ
ル
ト
論
文
、
二
四
～
頁
。

(
9
)
ヘ
ル
ト
論
文
、
二
五
五
頁
。
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
か
ら
懐
疑
派
、
ス
ト
ア
派
に
至
る
ま
で

 
 
の
古
代
ギ
リ
シ
ア
思
想
を
、
フ
ァ
イ
ノ
メ
ノ
ン
を
軸
に
し
て
解
釈
す
る
ヘ
ル
ト
の
卓

 
 
越
し
た
見
解
に
つ
い
て
は
、
二
四
一
一
二
五
五
頁
を
参
照
。

 
 
ヘ
ル
ト
論
文
、
二
四
一
頁
。

 
 
ヌ
＝
Φ
己
①
α
q
α
q
⑦
メ
9
①
N
Φ
詳
9
ω
壽
一
け
σ
ま
Φ
ρ
ぎ
＝
○
一
N
宅
Φ
ゆ
Q
ρ
Q
り
●
㊤
窃

 
 
ρ
餌
.
 
○
.
 
ω
.
 
㊤
O
o

                            

17 16 15 14 13 12  11 10
       )   )   )   )   )   )

ヘ
ル
ト
論
文
、

ヘ
ル
ト
論
文
、

ヘ
ル
ト
論
文
、

ヘ
ル
ト
論
文
、

ヘ
ル
ト
論
文
、

二
四
六
頁
。

二
四
五
一
二
四
九
頁
。

二
五
八
頁
。

二
四
二
頁
。
二
四
五
、
二
五
八
頁
を
も
参
照
。

二
四
九
頁
。
ヘ
ル
ト
の
指
摘
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、

す
ぐ
れ
て
実

 
 
践
的
…
倫
理
的
な
も
の
に
も
か
か
わ
る
広
遠
な
射
程
距
離
を
、
こ
の
現
出
次
元
は
も
つ

 
 
て
い
る
。

(
1
8
)
O
δ
N
①
詳
α
霧
≦
Φ
斥
σ
一
匡
Φ
。
・
'
ω
。
竃
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
訳
出
に
従
が
う
。
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   ＿ 四

2 1

ヴ
ァ
イ
ツ
ゼ
カ
ー
『
自
然
の
統
一
』
(
斎
藤
・
河
井
訳
)
六
頁
。

ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
、
断
片
一
二
三
。
］
≦
。
寓
①
乙
Φ
ひ
q
ひ
q
①
メ
≦
、
①
ひ
q
∋
⇔
美
⑦
P
ω
.
 
ω
刈
O
に
お

け
る
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
試
訳
に
従
が
う
。
こ
の
純
粋
な
現
出
領
野
は
、
前
意
志
的
な

も
の
と
し
て
、
た
ん
に
自
我
的
、
主
観
的
な
も
の
と
は
も
は
や
合
致
し
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
は
、
人
間
の
自
然
的
本
性
、
或
い
は
そ
う
言
っ
て
よ
け
れ
ば
何
か
原
初
的

に
自
然
的
な
も
の
と
で
も
言
い
表
わ
し
う
る
で
あ
ろ
う
か
。
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昭
和
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十
七
年
九
月
十
六
日
受
理
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宇
部
工
業
高
等
専
門
学
校
社
会
教
室
)


