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第
一
五
章

時
間
の
知
覚

　

第
三
三
六
節

　

私
た
ち
の
〈
時
間
（T

im
e

）〉
概
念
と
〈
空
間
（Space

）〉
概
念
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
は
、
現
在
の
さ
ま
ざ
ま
な
言
い
回
し

の
う
ち
に
暗
示
さ
れ
て
い
る
。a great space of tim

e 

と
い
う
フ
レ
ー
ズ
で
は
、
一
方
〔
空
間
〕
の
大
き
さ
が
、
他
方
〔
時
間
〕
の

大
き
さ
を
示
す
た
め
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
反
対
に
、
ス
イ
ス
に
い
る
旅
行
者
は
、
距
離
に
つ
い
て
尋
ね
る
と
、
シ
ュ
ト
ゥ
ン
デ
ン
、

つ
ま
り
時
間
で
答
え
ら
れ
る
こ
と
で
、
未
開
人
は
、
古
代
ヘ
ブ
ラ
イ
人
と
同
様
、
あ
る
場
所
を
幾
日
も
の
旅
が
必
要
な
も
の
と
し
て
説

明
さ
れ
る
こ
と
で
、
時
間
が
空
間
を
表
現
す
る
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
く
。
こ
う
し
た
象
徴
の
相
互
作
用
は
、
科
学
に
お

い
て
も
生
じ
て
い
る
。
一
秒
が
振
り
子
の
長
さ
の
関
数
で
あ
る
こ
と
や
、
私
た
ち
の
時
間
が
文
字
盤
上
の
空
間
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る

と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
は
な
い
。
一
度
と
は
、
元
来
、
黄
道
上
の
太
陽
の
一
日
の
行
路
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
が
〔
そ
の
ま
ま
〕
角

度
の
間
隔
の
名
称
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

前
章
の
議
論
と
併
せ
て
考
え
る
な
ら
、
こ
れ
ら
の
事
実
に
は
大
き
な
意
義
が
あ
る
。
遠
い
昔

4

4

4

、
文
明
化
さ
れ
て
い
な
い
国
々
に
お
い

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

て4

、人
は

4

4

〈
空
間

4

4

〉
を4

〈
時
間

4

4

〉
に
よ
っ
て
表
現
し
て
い
た
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、ま
た
そ
の
後

4

4

4

4

4

、進
歩

4

4

〔
一
〕
の
結
果
と
し
て

4

4

4

4

4

4

、〈
時4

間4

〉
を4

〈
空
間

4

4

〉
に
よ
っ
て
表
現
す
る
よ
う
に
な
っ
た
に
違
い
な
い
と
い
う
こ
と

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4　
　

こ
う
し
た
こ
と
は
、
先
に
展
開
さ
れ
た
さ
ま
ざ
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ま
な
見
解
に
対
し
強
力
な
支
持
を
与
え
る
事
情
で
あ
る
。
そ
う
し
た
事
情
は
、
共
存
（coexistence

）
の
現
象
と
継
起
（sequence

）

の
現
象
が
、
実
際
に

4

4

4

精
神
の
内
で
互
い
を
表
す
よ
う
に
で
き
て
い
る
こ
と
を
決
定
的
な
仕
方
で
示
し
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ば
か
り
で

な
く
、
先
ほ
ど
〔
前
章
に
お
い
て
〕
私
た
ち
が
〈
空
間
〉
認
知
を
獲
得
す
る
際
の
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
説
明
さ
れ
た
、
精
神
的
な
継
起
は

そ
れ
と
等
価
な
共
存
に
よ
っ
て
次
第
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
い
う
あ
の
事
態
を
も
、
よ
り
高
い
水
準
に
お
い
て
、
改
め
て
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
運
動
（m

otion

）
を
伴
う
意
識
状
態
の
系
列
（series

）
が
、
そ
の
運
動
の
間
に
踏
破
さ
れ
た
同
時
的
な
位
置
（
な
い
し

空
間
）
に
つ
い
て
の
ほ
と
ん
ど
単
一
な
意
識
へ
と
統
合
さ
れ
、
そ
の
単
一
の
意
識
が
、
そ
の
後
で
、
自
ら
の
等
価
物
で
あ
っ
た
系
列
を

精
神
に
対
し
て
表
現
す
る
よ
う
に
な
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
に
、「
一
日
の
旅
程
」〔
と
い
う
表
現
〕
が
含
意

す
る
意
識
状
態
の
系
列
は
、踏
破
さ
れ
（
マ
イ
ル
や
リ
ー
グ
に
よ
っ
て
計
測
さ
れ
）
た
共
存
的
位
置
に
つ
い
て
の
意
識
へ
と
統
合
さ
れ
、

そ
の
実
質
的
に
単
一
の
意
識
状
態
が
、
思
考
や
言
葉
の
上
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
状
態
の
系
列
に
取
っ
て
代
わ
っ
た
の
だ
と

い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
精
神
に
よ
る
置
き
換
え
の
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
さ
ら
に
別
の
例
を
求
め
る
な
ら
、〔
時
計
を
見

る
な
ど
し
て
〕
想
定
し
て
い
た
時
間
よ
り
も
自
分
が
三
〇
分
遅
れ
て
い
る
の
が
わ
か
っ
た
と
き
、〔
体
感
と
し
て
は
〕
針
が
示
し
て
い

る
印
を
全
く
超
え
て
お
ら
ず
、
自
分
が
ど
れ
ほ
ど
、
そ
の
三
〇
分
を
持
続
に
お
い
て
表
象
し
て
い
な
か
っ
た
か
、
自
分
が
ど
れ
ほ
ど
習

慣
的
に
、
文
字
盤
上
の
間
隔
が
表
す
期
間
の
代
わ
り
に
、
文
字
盤
上
の
間
隔
〔
そ
の
も
の
〕
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の

か
と
い
う
こ
と
に
気
付
く　
　

そ
う
し
た
例
が
見
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
実
例
に
よ
っ
て
、
継
起
を
象
徴
す
る
た
め
に
共
存

を
用
い
る
こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
複
雑
な
事
例
に
お
い
て
は
と
て
も
習
慣
的
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
最
も
単
純
な
事
例
に
お

い
て
は
、
有
機
的
な
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
事
態
が
、
容
易
に
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
。

　

私
た
ち
の
〈
時
間
〉
認
知
と
〈
空
間
〉
認
知
の
こ
う
し
た
相
互
性
は
、
原
始
的
な
形
態
に
お
い
て
も
、
最
も
発
展
し
た
形
態
と
同
様

で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
、
ま
た
そ
の
結
果
、
そ
の
い
ず
れ
か
を
完
全
に
単
独
で
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
示
唆
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さ
れ
る
に
至
っ
た
と
こ
ろ
で
〈
時
間
〉
に
つ
い
て
よ
り
詳
細
に
論
じ
て
い
く
こ
と
と
し
よ
う
。

　

第
三
三
七
節

　
〈
空
間
〉
と
〈
共
存
〉
の
概
念
が
不
可
分
で
あ
る
の
と
同
様
に
、〈
時
間
〉
と
〈
継
起
（Sequence

）〉
の
概
念
も
不
可
分
で
あ
る
。

何
ら
か
の
継
起
（succession

）
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
な
く
、〈
時
間
〉
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、〈
時
間
〉
に
つ

い
て
考
え
る
こ
と
な
く
、
何
ら
か
の
継
起
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
も
ま
た
不
可
能
で
あ
る
。〈
時
間
〉
は
、〈
空
間
〉
と
同
様
、
少
な
く

と
も
二
つ
の
意
識
的
な
要
素
の
間
で
関
係
を
確
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
思
考
さ
れ
得
な
い
。
両
者
の
相
違
は
、〈
空
間
〉
の
場
合
、

そ
れ
ら
二
つ
の
要
素
は
一
緒
に
現
前
し
て
い
る
、
あ
る
い
は
現
前
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、〈
時
間
〉
の
場
合
、
そ

れ
ら
は
一
緒
に
は
現
前
し
て
い
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。

　
〈
時
間
〉
は
私
た
ち
の
精
神
の
諸
状
態
の
継
起
に
よ
っ
て
の
み
知
ら
れ
得
る
と
い
う
主
張
は
、
ほ
と
ん
ど
説
明
を
要
さ
な
い
ほ
ど
に

確
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
必
要
な
の
は
た
だ
そ
れ
を
、
前
述
の
さ
ま
ざ
ま
な
主
張
と
調
和
す
る
よ
う
な
形
で
言
い
直
す
こ
と

だ
け
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
ま
ず
、
認
識
と
は
全
く
も
っ
て
相
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
思
い
起
こ
し

て
お
く
の
が
良
い
だ
ろ
う
。「〈
関
係
〉
の
〈
相
対
性
〉（Relativity of Relations

）」（
第
九
一
節
）
を
扱
っ
た
際
、
継
起
の
見
か
け

上
の
長
さ
は
、「
生
物
の
構
造
や
そ
の
大
き
さ
、
年
齢
、
身
体
の
状
態
、
そ
れ
が
受
け
取
る
印
象
の
数
と
鮮
明
さ
、
そ
し
て
そ
れ
ら
印

象
の
意
識
に
お
け
る
相
対
的
位
置
」
と
共
に
変
化
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

種
の
違
い
に
伴
う
変
異
の
原
因
は
目
下
の
探
究
に
関
連
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
省
略
す
る
と
す
れ
ば
、
あ
る
時
間
の
期
間
に
つ
い

て
の
私
た
ち
の
概
念
は
、
そ
の
間
に
経
験
し
、
想
起
さ
れ
た
意
識
状
態
の
系
列
の
長
さ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ

ろ
う
。
想
起
さ
れ
た

4

4

4

4

4

（rem
em

bered

）
意
識
状
態
と
言
っ
た
の
は
、
意
図
が
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
い
か
な
る
意
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識
状
態
の
系
列
も
た
だ
記
憶
の
働
き
に
よ
っ
て
し
か
知
ら
れ
得
ず
、
ま
た
す
で
に
生
じ
て
は
い
た
が
記
憶
に
お
い
て
表
象
さ
れ
て
は
い

な
い
状
態
と
い
う
の
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
れ
そ
の
系
列
の
構
成
要
素
と
は
成
り
得
え
な
い
以
上
、
想
起
さ
れ
た
状
態
の
系
列
だ
け

が
、あ
る
過
去
の
状
態
と
あ
る
現
在
の
状
態
の
間
で
尺
度
の
役
割
を
果
た
し
得
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
か
ら
、

子
ど
も
に
よ
っ
て
振
り
返
ら
れ
た
ど
ん
な
期
間
も
、
大
人
に
よ
っ
て
振
り
返
ら
れ
た
同
じ
期
間
よ
り
も
長
く
思
わ
れ
る
と
い
っ
た
よ
う

な
類
の
あ
ら
ゆ
る
事
実
に
つ
い
て
の
説
明
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
同
一
の
経
験
の
系
列
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
多

く
は
、
子
ど
も
に
は
新
鮮
で
あ
る
が
ゆ
え
に
深
い
印
象
を
与
え
て
も
、
大
人
に
と
っ
て
は
、
ほ
と
ん
ど
印
象
を
残
さ
な
い
ほ
ど
に
馴
染

み
の
あ
る
も
の
な
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
、
意
識
の
想
起
さ
れ
た
諸
状
態
の
系
列
の
長
さ
が
私
た
ち
の
時
間
の
尺
度
で
あ
る

と
す
れ
ば
、
非
常
に
素
早
く
次
か
ら
次
へ
と
現
れ
る
鮮
明
な
観
念
に
よ
っ
て
一
晩
が
百
年
で
あ
る
よ
う
に
思
え
た
り
、
溺
れ
て
い
る
人

に
起
こ
る
よ
う
に
、
数
分
が
一
生
を
表
現
し
た
り
す
る
と
い
っ
た
事
例
は
、
容
易
く
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

と
は
い
え
、
二
つ
の
出
来
事
の
間
の
時
間
は
介
在
す
る
想
起
さ
れ
た
意
識
状
態
の
系
列
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
と
述
べ
る
と
き
、
私

た
ち
は
、
よ
り
正
確
に
言
っ
て
何
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
二
つ
の
出
来
事
は
、
そ
れ
ら
が
生
み
出
し
た
意
識
状
態
に
よ
っ
て

私
た
ち
に
知
ら
れ
る
。
二
つ
の
う
ち
最
初
の
出
来
事
の
前
に
は
、
無
数
の
他
の
意
識
状
態
が
あ
っ
た
。
後
の
出
来
事
以
降
に
も
他
の
意

識
状
態
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
の
間
に
も
他
の
意
識
状
態
が
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
私
た
ち
は
そ
れ
ら
二
つ
の
出
来
事
を
、
自
ら
の
人

生
の
間
に
経
験
さ
れ
た
意
識
状
態
の
系
列
の
全
体
に
お
い
て
特
定
の
場
所

4

4

（places

）
を
有
す
る
も
の
と
し
て
知
る
。
二
つ
の
出
来
事

の
そ
れ
ぞ
れ
が
生
じ
た
時
間
〔
時
点
〕
は
、
そ
の
系
列
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
位
置

4

4

（positions

）
と
し
て
私
た
ち
に
知
ら
れ
る
。
そ
し

て
そ
れ
ら
の
間
の
時
間
と
い
う
こ
と
で
、
私
た
ち
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
系
列
に
お
け
る
そ
れ
ら
の
相
対
的
な
位
置

4

4

4

4

4

4

（relative 
positions

）
で
あ
る
。
い
か
な
る
共
存
的
位
置
の
関
係　
　

空
間
の
い
か
な
る
部
分　
　

も
、
そ
れ
ら
が
私
た
ち
に
そ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
思
考
さ
れ
る
の
は
、
介
在
す
る
そ
の
他
の
位
置
の
数
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
様
に
、
い
か
な
る
継
起
的
位
置
の
関
係
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時
間
の
い
か
な
る
部
分　
　

も
そ
れ
ら
が
私
た
ち
に
思
考
さ
れ
る
の
は
、
介
在
す
る
そ
の
他
の
位
置
の
数
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
あ
る
特
定
の
時
間
〔
の
期
間
〕
と
い
う
の
は
、
意
識
状
態
の
系
列
に
お
け
る
二
つ
の
特
定
の
状
態
の
間
の
位
置
関
係
で
あ
る
。

そ
し
て
ま
た
、
私
た
ち
に
知
ら
れ
る
〈
時
間
〉
一
般
と
は
、
意
識
の
継
起
的
諸
状
態
の
間
の
位
置
の
全
て
の
関
係
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の4

で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、〈
時
間
〉
一
般
と
は
、
そ
の
中
で
そ
う
し
た
継
起
的
状
態
が
現
前
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
表
象

4

4

＝
再
現
前
化
さ
れ
る
よ
う

4

4

4

4

4

4

4

4

4

な
空
白
の
用
紙

4

4

4

4

4

4

＝
形
式

4

4

（blank form

）
で
あ
り
、
こ
れ
は
ど
の
状
態
に
対
し
て
も
同
様
に
機
能
す
る
が
ゆ
え
に

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
ど
の
状
態
に
も
依

4

4

4

4

4

4

4

存
し
て
は
い
な
い
も
の

4

4

4

4

4

4

4

4

4

で
あ
る
。

　
〔
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
の
か
。〕
そ
れ
は
、〈
空
間
〉
を
扱
っ
た
際
に
指
摘
し
た
の
と
同
様
に
、
私
た
ち
の
意
識
状
態
の
系
列
に

お
い
て
諸
々
の
同
じ
位
置
は
、
過
ぎ
去
り
つ
つ
あ
る
状
態
か
ら
の
距
離
に
よ
っ
て
見
積
も
ら
れ
る
が
ゆ
え
に
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
状
態

に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
き
た
結
果
、
各
々
の
特
定
の
種
類
の
状
態
か
ら
独
立
し
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
事
実
こ

そ
、
こ
こ
で
も
指
摘
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
私
の
一
連
の
思
考
を
一
定
の
距
離
だ
け
遡
っ
た
と
こ
ろ
に
、
常

に
あ
る
色
の
感
じ
（feeling

）
が
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
そ
の
場
所
と
そ
の
感
じ
の
間
に
は
確
立
さ
れ
た
連
合
が
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
し
か
し
、
そ
の
同
じ
場
所
は
、
あ
る
時
に
は
触
覚
的
感
覚
に
よ
っ
て
、
あ
る
時
に
は
聴
覚
的
感
覚
に
よ
っ
て
、
ま
た
別
の
時
に
は
、

口
蓋
や
鼻
孔
、
内
臓
か
ら
や
っ
て
く
る
感
覚
に
よ
っ
て
満
た
さ
れ
る
の
だ
か
ら
、
結
果
と
し
て
、
そ
の
場
所
は
、
特
定
の
感
覚
や
特
定

の
感
覚
の
種
類
か
ら
分
離
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
同
じ
こ
と
が
、
よ
り
近
か
っ
た
り
遠
か
っ
た
り
す
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る

他
の
あ
ら
ゆ
る
場
所
に
つ
い
て
も
起
こ
っ
た
こ
と
で
、
こ
れ
ら
の
場
所
の
系
列
の
全
体
が
、
そ
の
内
に
存
在
し
得
る
諸
々
の
感
じ
と
は

別
の
も
の
と
見
做
さ
れ
た
り
、あ
る
い
は
〔
そ
も
そ
も
〕
感
じ
に
よ
っ
て
占
め
ら
れ
て
い
な
い
も
の
と
見
做
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
ひ
と
つ
の
〈
時
間
〉
意
識
へ
と
寄
せ
集
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
う
し
た
〈
時
間
〉
が　
　

ち
ょ
う
ど
〈
空
間
〉
意
識
が
、
共

存
の
全
関
係
か
ら
成
る
空
白
用
紙
と
し
て
生
じ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
の
と
同
じ
よ
う
に　
　

継
起
の
全
関
係
か
ら
成
る
空
白
用
紙
と
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見
做
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
三
八
節

　

カ
ン
ト
の
仮
説
の
擁
護
者
た
ち
は
、
お
そ
ら
く
次
の
よ
う
に
反
論
す
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、〈
時
間
〉
意
識
は
最
初
に
経
験
さ
れ

る
継
起
と
共
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
そ
の
継
起
は
継
起
と
し
て
知
ら
れ
得
な
い
だ
ろ
う
、
と
。
こ
れ
に
対

し
て
私
は
こ
う
答
え
た
い
。
継
起
は
最
初
か
ら
継
起
と
し
て
は
知
ら
れ
ず
、
継
起
が
継
起
と
し
て
完
全
に
意
識
さ
れ
、〈
時
間
〉
が
そ

の
形
式
と
し
て
完
全
に
意
識
さ
れ
る
と
い
う
事
態
は
、
同
一
の
経
験
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
生
じ
る
こ
と
な
の
だ
、
と
。

　

な
る
ほ
ど
た
し
か
に
、
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
意
識
に
お
い
て
さ
え
、
継
起
的
諸
状
態
は
そ
の
そ
れ
ぞ
れ
が
互
い
に
一
定
の
位
置
関
係

に
あ
る
も
の
と
し
て　
　

一
方
が
他
方
に
続
い
て
生
じ
る
も
の
と
し
て
、
あ
る
い
は
介
在
す
る
状
態
に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
た
も
の
と
し

て　
　

認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
結
論
に
至
る
必
要
は
あ
る
。
最
初
の
う
ち
は
お
そ
ら
く
、
一
度
に
観
照
さ
れ
得
る
状
態

の
系
列
の
部
分
は
多
く
は
な
く
、
ま
た
そ
の
系
列
の
〔
互
い
に
〕
隔
た
っ
た

4

4

4

4

要
素
が
関
係
を
も
つ
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
だ
が
、
最
も

単
純
な
認
識
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
系
列
の
い
く
つ
か
の
〔
互
い
に
〕
近
接
し
た

4

4

4

4

要
素
は
秩
序
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
各
々
の
位
置
が

　
　

幾
分
曖
昧
な
仕
方
で
は
あ
れ　
　

知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
定
の
相
対
的
位
置
関
係
に
あ

る
ど
ん
な
二
つ
の
意
識
状
態
を
観
照
す
る
こ
と
も
、そ
れ
ら
の
位
置
関
係
を
他
の
位
置
関
係
に
類
似
し
た
も
の
と
し
て
考
え
る
こ
と
も
、

そ
れ
自
体
で
は
、〈
時
間
〉
の
概
念
を
も
た
ら
す
こ
と
は
な
い
（
そ
う
し
た
こ
と
は
時
間
概
念
が
構
成
さ
れ
る
際
の
素
材
で
は
あ
る
の

だ
が
）。〈
時
間
〉と
は
、私
た
ち
が
理
解
す
る
意
味
に
お
い
て
は
、系
列
に
お
け
る
位
置
関
係
の
う
ち
の
ど
れ
か
ひ
と
つ
で
も
な
け
れ
ば
、

そ
う
し
た
位
置
関
係
の
う
ち
の
二
つ
の
間
の
関
係
で
も
な
く
、
そ
れ
ら
の
位
置
関
係
の
全
て
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ

ら
の
位
置
関
係
の
多
く
が
知
ら
れ
、比
較
さ
れ
る
ま
で
は
決
し
て
思
考
さ
れ
得
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
解
明
す
る
た
め
に
、
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あ
る
類
似
事
例
を
考
え
て
み
よ
う
。
赤
色
の
二
つ
の
同
等
な
印
象
を
受
け
取
る
生
ま
れ
た
て
の
知
性
が
あ
る
と
し
よ
う
。
そ
れ
ら
以
外

に
ま
だ
何
の
経
験
も
受
け
取
ら
れ
て
い
な
い
の
で
、
そ
れ
ら
二
つ
の
印
象
の
間
の
関
係

4

4

は
ど
の
よ
う
に
し
て
も
思
考
さ
れ
得
な
い
。
と

い
う
の
も
、
そ
こ
に
は
、
そ
の
関
係
を
そ
こ
へ
と
分
類
し
得
る
関
係
や
、
そ
の
関
係
か
ら
区
別
さ
れ
得
る
関
係
が
存
在
し
な
い
の
だ
か

ら
。〔
そ
こ
で
、
上
記
の
二
つ
の
印
象
と
は
〕
別
の
二
つ
の
同
等
の
赤
色
の
印
象
が
受
け
取
ら
れ
る
と
し
よ
う
。
ま
だ
そ
れ
ら
の
印
象

の
間
に
は
い
か
な
る
関
係
の
観
念
も
存
在
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
に
は
以
前
に
経
験
さ
れ
た
関
係
の
反
復
は
あ
る
も
の
の
、
何

も
の
も
何
ら
か
の
種
類
に
属
す
る
も
の
と
し
て
以
外
に
は
認
識
さ
れ
得
ず
、
種
類
と
い
う
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
本
性
に
よ
っ
て
、
差
異

の
確
立
を
含
意
す
る
以
上
、
た
っ
た
ひ
と
つ
の
水
準
の
関
係
し
か
経
験
さ
れ
て
い
な
い
間
は
、
い
か
な
る
関
係
の
知
識
、
い
か
な
る
関

係
の
思
考
も
あ
り
得
な
い
の
だ
か
ら
。
そ
こ
で
、
赤
色
の
二
つ
の
、
同
等
で
な
い
印
象
が
受
け
取
ら
れ
る
と
し
よ
う
。
二
種
目
の
関
係

が
経
験
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
後
も
、
そ
う
し
た
ペ
ア
が
数
多
く
現
れ
る
の
な
ら
、
そ
れ
ら
の
構
成
部
分
は
類
似
し
て
い

た
り
し
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
新
た
な
ペ
ア
の
構
成
要
素
が
、
類
似
し
て
い
た
り
し
て
い
な
い
も
の
と
し
て
思
考

さ
れ
た
り
、
以
前
の
関
係
と
類
似
し
て
い
た
り
し
て
い
な
い
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
曖
昧
な
仕
方
で
思
考
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
可

能
と
な
る
。
曖
昧
な
仕
方
で
思
考
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
赤
色
の
印
象
だ
け
が
唯
一
の
知
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
間
は
、
そ

れ
ら
の
類
似
（likeness

）
や
非
類
似
（unlikeness

）
の
認
識
は
印
象
そ
の
も
の
と
明
確
に
は
区
別
さ
れ
得
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
強
度
の
緑
色
の
ペ
ア
の
よ
う
に
、〔
赤
色
と
は
〕
別
の
何
ら
か
の
種
に
属
す
る
印
象
の
ペ
ア
が

受
け
取
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
ペ
ア
の
中
か
ら
も
、
い
く
つ
か
類
似
し
た
も
の
と
類
似
し
て
い
な
い
も
の
が
生
じ
る
こ

と
で
、
そ
れ
ら
の
〔
類
似
や
悲
類
似
の
〕
関
係
は
、
緑
色
や
赤
色
〔
そ
の
も
の
〕
か
ら
分
離
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
次

第
に
、
経
験
の
蓄
積
に
よ
っ
て
、
類
似
し
て
い
た
り
し
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
音
や
味
、
匂
い
、
大
き
さ
、
形
、
手
触
り
が
見
出
さ
れ

る
よ
う
に
な
る
と
、
私
た
ち
が
類
似
や
悲
類
似
と
い
っ
た
言
葉
に
よ
っ
て
示
す
関
係
性
は
、
部
分
的
に
は
、
特
定
の
印
象
〔
そ
の
も
の
〕
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か
ら
思
考
に
お
い
て
分
離
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
類
似

4

4

や
非
類
似

4

4

4

と
い
っ
た
観
念
が
生
じ
始
め
、
類
似
や
非
類
似
を
示

す
印
象
の
種
類
が
増
え
る
に
つ
れ
て
、
こ
れ
ら
の
観
念
は
よ
り
判
明
で
よ
り
抽
象
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
明

ら
か
に
、
多
く
の
事
物
が
類
似
し
て
い
た
り
し
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
も
の
と
し
て
思
考
さ
れ
る
ま
で
は
、
類
似
や
非
類
似
の
観
念
は

不
可
能
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
目
下
問
題
に
し
て
い
る
事
例
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
意
識
の
諸
状
態
の
間
の
さ
ま
ざ
ま

な
位
置
関
係
が
観
照
さ
れ
、
比
較
さ
れ
、
馴
染
み
あ
る
も
の
と
な
っ
た
後
に
、
そ
し
て
ま
た
異
な
る
位
置
関
係
に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま

な
経
験
が
蓄
積
さ
れ
、
関
係
の
観
念
を
あ
ら
ゆ
る
特
定
の
位
置
か
ら
分
離
す
る
ま
で
に
至
っ
た
後
に
、
そ
う
し
た
と
き
、
そ
れ
も
そ
の

時
に
な
っ
て
初
め
て
、
意
識
の
諸
状
態
の
間
の
位
置
の
関
係
性

4

4

4

4

4

4

と
い
う
抽
象
概
念　
　

こ
れ
が
、
そ
れ
ら
の
状
態
の
時
間
に
お
け
る
位

置
の
概
念
を
構
成
す
る　
　

が
、
そ
し
て
ま
た
寄
せ
集
め
ら
れ
た
相
対
的
な
位
置

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
い
う
抽
象
概
念　
　

こ
れ
が
、〈
時
間
〉
一
般
の

観
念
を
構
成
す
る　
　

が
生
じ
得
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
三
九
節

　
〈
時
間
〉
意
識
が
、
ど
の
程
度
、
そ
の
一
般
的
な
性
格
に
お
い
て
、〈
空
間
〉
意
識
と
同
じ
よ
う
に
遺
伝
的
構
造
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ

て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
、
興
味
深
い
問
い
で
あ
る
。
あ
る
種
の
先
行
決
定
が
存
在
す
る
こ
と
は
、
非
常
に
確
実
な
こ
と
で
あ
る
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
先
行
決
定
は
、
私
た
ち
が
こ
こ
で
そ
れ
と
比
較
し
て
い
る
も
の
〔
空
間
意
識
〕
に
比
べ
、

具
体
的
な
も
の
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
「〈
関
係
〉
の
〈
相
対
性
〉」（
第
九
一
節
）
を
扱
っ
た
際
、
次
の
こ
と
を
指
摘
し
て
お
い
た
。〈
時
間
〉
意
識
は
、
大
き
さ
や
構
造
、

機
能
的
働
き
と
共
に
変
化
す
る
も
の
だ　
　

と
い
う
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
に
適
し
た
時
間
ス
ケ
ー
ル
は
、
第
一
に
そ
の
生
命
機
能

の
さ
ま
ざ
ま
な
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
そ
の
生
物
の
意
識
へ
と
刻
ま
れ
る
印
（m

ark
）
に
よ
っ
て
、
ま
た
第
二
に
、
移
動
の
機
能
の
さ
ま
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ざ
ま
な
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
そ
の
意
識
へ
と
刻
ま
れ
る
印
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
い
ず
れ
の
リ
ズ
ム
の
集
合
も
種
の
違
い

応
じ
て
非
常
に
大
き
く
異
な
る
も
の
な
の
だ
か
ら
、
と
。
そ
の
結
果
、
祖
先
か
ら
受
け
継
い
だ
組
成
は
意
識
の
一
般
的
な
性
格
を
お

お
よ
そ
の
範
囲
内
に
留
め
る
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
〔
人
間
〕
の
場
合
、
例
え
ば
、
時
間
に
対
す
る
尺
度
の
私
た
ち
の
単
位
（units

）

が
収
ま
る
に
違
い
な
い
一
定
の
幅
＝
両
極
（extrem

es

）
が
存
在
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
原
始
的
な
尺
度
の
役
割
を
果
た
す

鼓
動
や
呼
吸
の
働
き
は
適
度
な
範
囲
で
し
か
そ
の
速
度
を
変
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
脚
の
交
互
の
動
き
は
、
あ
る
一
定
の
遅
さ
以
下

で
は
意
識
で
き
な
い
し
、
あ
る
一
定
の
速
さ
以
上
で
は
押
し
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
私
た
ち
の
外
に
あ
る
感
覚
的
な
運
動
が
も
た
ら

す
時
間
の
尺
度
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
私
た
ち
の
知
覚
に
は
速
す
ぎ
る
運
動
も
あ
れ
ば
、
遅
す
ぎ
る
運
動
も
あ
り
、
客
観
的
運
動

を
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
よ
う
な
時
間
意
識
は
、
そ
れ
ら
両
極
の
間
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

よ
り
広
い
〈
時
間
〉
意
識
が
ど
の
程
度
予
め
決
ま
っ
て
い
る
の
か
、
ど
の
程
度
、
個
々
の
経
験
が
決
め
る
も
の
な
の
か
と
い
っ
た
こ

と
に
つ
い
て
も
ま
た
、
何
も
明
確
な
こ
と
を
言
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
意
識
が
そ
の
範
囲
を
把
握
で
き
る
よ
う
な
期
間
の
長

さ
は
、
遺
伝
的
な
神
経
構
造
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
限
定
さ
れ
て
い
る
、
と
結
論
付
け
る
た
め
の
根
拠
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
る
か
も
し
れ
な

い
。
と
い
う
の
も
、
数
時
間
や
数
日
の
間
隔
を
見
積
も
る
た
め
の
力
は
、
そ
の
経
過
の
間
に
起
こ
っ
た
出
来
事
を
表
象
す
る
力
に
依
存

し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
老
人
が
、
自
分
が
二
日
前
に
何
を
し
て
い
た
か
を
思
い
出
せ
な
い
こ
と
が
示
し
て
い
る
の
は
、
最
近
受

け
取
ら
れ
た
印
象
の
系
列
を
表
象
す
る
こ
と
が
難
し
く
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
直
近
の
長
い
間
隔
を
見
積
も
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
る
、

と
い
う
事
態
で
あ
る
。
こ
の
事
例
は
、
機
能
不
全
の
結
果
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
私
が
こ
の
例
を
引
き
合
い
に
出
す
の
は
、
た

だ
時
間
意
識
と
表
象
能
力
の
結
び
つ
き
を
示
す
た
め
に
す
ぎ
な
い
。
そ
れ
を
終
え
た
の
で
、
残
る
は
、
次
の
指
摘
を
す
る
こ
と
だ
け
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、構
造
が
（
一
定
の
程
度
の
構
造
に
は
一
定
量
を
超
え
る
表
象
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
限
り
に
お
い
て
）
表
象
に
と
っ

て
の
第
一
の
条
件
で
あ
る
以
上
、
よ
り
広
範
囲
の
時
間
意
識
も
、
潜
在
的
に
は
、
そ
の
全
般
的
性
格
を
組
織
に
よ
っ
て
固
定
さ
れ
て
い
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る
は
ず
で
あ
る
、
と
。

　

第
三
四
〇
節

　
〈
時
間
〉
意
識
の
生
成
と
本
性
は
一
般
に
以
上
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
で
、
な
お
残
さ
れ
て
い
る
の
は
、
た
だ
時
間
を
知
覚
す
る

プ
ロ
セ
ス
の
本
質
と
は
何
か
を
問
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

　

厳
密
に
言
え
ば
、
知
覚
（perception

）
は
こ
こ
で
概
念
（conception

）
に
な
る
寸
前
の
段
階
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
通
常
の

知
覚
に
お
い
て
、
意
識
の
構
成
要
素
の
多
く
、
あ
る
い
は
ほ
と
ん
ど
が
現
前
す
る
一
方
、
い
く
つ
か
が
表
象
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、

時
間
の
あ
る
部
分
の
知
覚
の
場
合
、
ほ
ぼ
全
て
の
構
成
要
素
が
表
象
さ
れ
て
い
る　
　

過
ぎ
去
り
つ
つ
あ
る
感
じ
だ
け
が
鮮
明
な
仕
方

で
与
え
ら
れ
、
残
り
の
全
て
は
不
鮮
明
な
仕
方
で
与
え
ら
れ
て
い
る　
　

か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
留
保
を
し
た
と
し
て
も
、

時
間
の
あ
る
部
分
の
知
覚
に
つ
い
て
は
た
だ
、
そ
の
部
分
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
観
照
さ
れ
る
継
起
的
位
置
の
関
係
を
、
一
定
の
既

知
の
諸
関
係
へ
と
分
類
す
る
こ
と　
　

そ
の
部
分
を
そ
の
よ
う
な
既
知
の
関
係
と
同
様
の
も
の
と
し
て
認
識
す
る
こ
と　
　

、
そ
れ
が

そ
の
本
質
だ
と
さ
え
言
っ
て
お
け
ば
十
分
で
あ
る
。
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第
十
六
章

運
動
の
知
覚

　

第
三
四
一
節

　

こ
れ
ま
で
の
議
論
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
私
た
ち
の
〈
運
動
〉
と
〈
時
間
〉、
そ
し
て
〈
空
間
〉
の
観
念
は
、
密
接
な
結
び
つ
き

を
有
す
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
れ
ら
を
切
り
離
す
こ
と
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
一
方
で
、
私
が
明
ら
か
に
な
っ
た
と
考
え
て
い
る

の
は
、〈
空
間
〉
と
〈
時
間
〉
は
〈
運
動
〉
を
通
じ
て
知
ら
れ
得
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
で
、〈
運
動
〉
は
〈
空
間
〉
お

よ
び
〈
時
間
〉
の
下
に
あ
る
も
の
と
し
て
し
か
知
ら
れ
得
な
い
も
の
な
の
だ
か
ら
、〈
空
間
〉
お
よ
び
〈
時
間
〉
の
概
念
は
〔
運
動
よ

り
も
〕
先
に
存
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
者
も
お
り
、
こ
れ
も
非
常
に
尤
も
ら
し
く
見
え
る
。
こ
れ
ら
の
立
場
を
併

せ
て
考
え
る
な
ら
、
カ
ン
ト
の
仮
説
を
採
用
し
、〈
時
間
〉
と
〈
空
間
〉
は
、〈
運
動
〉
が
知
覚
さ
れ
る
際
の
働
き
に
お
い
て
顕
に
な
る

感
性
の
形
式
で
あ
る
と
結
論
す
る
他
に
道
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
よ
り
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
、
別
の
選
択
肢
が
存
在
す
る

こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。

　

と
い
う
の
も
、
発
達
し
た
精
神
に
と
っ
て
は
、〈
空
間
〉
と
〈
時
間
〉
の
意
識
が
伴
わ
な
け
れ
ば
、〈
運
動
〉
の
意
識
が
形
成
さ
れ
る

こ
と
は
あ
り
得
な
い
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
未4

発
達
の
精
神
に
お
け
る
〈
運
動
〉
の
意
識
に
も
そ
れ
ら
が
伴
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
上
述
の
諸
概
念
の
結
合
が
現
在
解
消
不
能
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
が
常
に
そ
う
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
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に
は
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
混
乱
は
、
諸
感
官
に
よ
っ
て
受
け
取
ら
れ
る
印
象
は
、
元
か
ら
、
数
多
く
の
経
験
の
蓄
積
を
経
て
〔
現
在
〕

理
解
さ
れ
て
い
る
の
と
ち
ょ
う
ど
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
理
解
さ
れ
て
い
た
の
だ
と
い
う
根
拠
の
な
い
想
定　
　

心
理
学
の
確
立
さ
れ
た

諸
事
実
と
一
致
し
な
い
想
定　
　

か
ら
生
じ
た
も
の
で
あ
る
。
子
ど
も
は
幼
児
に
は
で
き
な
い
よ
う
な
仕
方
で
家
の
形
を
理
解
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
、
未
開
人
と
天
文
学
者
と
で
は
全
く
異
な
る
仕
方
で
毎
日
の
日
の
出
と
日
の
入
り
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
と
い
う
こ

と
、
物
理
学
者
は
、
音
や
光
、
熱
に
つ
い
て
道
化
師
と
は
全
く
違
う
仕
方
で
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
は
知
ら
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
さ
ら
に
言
え
ば
、
リ
ン
ゴ
を
掴
む
と
き
、
そ
れ
を
球
状
の
も
の
だ
と
考
え
な
く
な
る
ほ
ど
に
触
覚
の
〔
二
〕
感
覚
に
意
識
を
集
中

す
る
こ
と
に
大
き
な
困
難
を
覚
え
ず
に
は
い
ら
れ
ず
、
近
く
に
あ
る
物
を
見
る
と
き
、
距
離
に
つ
い
て
の
全
て
の
思
考
を
排
除
し
て
視

覚
的
感
覚
だ
け
に
注
意
を
向
け
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
感
じ
ら
れ
る
と
い
っ
た
場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
私
た
ち
が
獲

得
し
た
知
識
の
多
く
は
、
そ
の
諸
要
素
を
〔
互
い
に
〕
分
離
す
る
こ
と
が
不
可
能
な
ほ
ど
に
ひ
と
つ
に
統
合
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と

い
う
こ
と
が
認
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
二
つ
の
一
般
的
な
事
実　
　

精
神
は
自
ら
の
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
を
組
み
合
わ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
元
々
持
っ
て
い
た
も
の
と
は
非
常
に
異
な
る
概
念
を
獲
得
す
る
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
の
経
験
の
う
ち
変
わ
ら
ず
い

つ
も
組
み
合
わ
せ
ら
れ
る
も
の
は
、
内
省
に
よ
っ
て
は
分
割
不
可
能
な
概
念
へ
と
融
合
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と　
　

を
総
合
す

る
な
ら
、
発
達
し
た
知
性
に
伴
う
〈
運
動
〉
の
観
念
は
未
発
達
の
知
性
が
抱
く
〈
運
動
〉
の
観
念
か
ら
は
本
質
的
に
区
別
さ
れ
る
と
い

う
こ
と
、
そ
し
て
ま
た
、
発
達
し
た
知
性
は
、
未
発
達
な
知
性
の
よ
う
な
仕
方
で
〈
運
動
〉
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
に
と
っ
て
の
思
考
に
欠
か
せ
な
い
も
の
が
、
理
論
的
な
思
考

に
と
っ
て
も
欠
か
せ
な
い
も
の
だ
と
い
う
の
は
誤
っ
た
想
定
な
の
で
あ
る
。

　
「
し
か
し
、
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
の
と
は
異
な
る
形
で
知
ら
れ
る
〈
運
動
〉
を
論
じ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
可
能
な
の
か
、

私
た
ち
が
自
分
で
持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
概
念
を
、
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
扱
う
べ
き
な
の
か
」
と
問
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
非
常
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に
容
易
い
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
私
た
ち
大
人
の
〈
運
動
〉
の
意
識
に
は
、〈
空
間
〉
と
〈
時
間
〉
の
観
念
が
解
き
難
い
ほ
ど

に
絡
ん
で
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
意
識
の
内
に
は
〈
空
間
〉
と
〈
時
間
〉
の
観
念
が
欠
け
て
い
た
と
し
て
も
残
存
す
る
で
あ
ろ
う
、
別

の
要
素
の
存
在
が
見
出
さ
れ
得
る
か
ら
で
あ
る
。
腕
を
動
か
す
と
き
、
私
は
暗
闇
に
お
い
て
さ
え
、
踏
破
さ
れ
る
一
定
の
空
間
と
踏
破

〔
の
動
作
〕
が
占
め
る
一
定
の
時
間
と
を
同
時
に
意
識
せ
ず
に
は
、
運
動
を
意
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
私
に
と
っ
て
そ
の
運
動

に
伴
う
筋
肉
感
覚
が
、
そ
れ
に
結
び
つ
い
て
い
る
〈
空
間
〉
お
よ
び
〈
時
間
〉
の
観
念
と
本
性
上
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、

明
白
な
こ
と
で
あ
る
。
私
が
筋
肉
感
覚
を
〔
空
間
と
時
間
の
観
念
か
ら
〕
分
離
す
る
こ
と
に
困
難
を
感
じ
な
い
の
は
、
そ
れ
ら
の
意
識

が
、
私
の
〈
空
間
〉
お
よ
び
〈
時
間
〉
の
観
念
が
消
失
し
た
と
し
て
も
、
残
存
す
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
さ
ら
に
私
は
、〈
運
動
〉
は
生
ま
れ
た
ば
か
り
の
知
性
に
は
筋
肉
感
覚
か
ら
出
来
て
い
る
も
の
と
し
て
思
考
可
能
で
あ
る
が
、
そ

こ
で
は
ま
だ
〈
空
間
〉
お
よ
び
〈
時
間
〉
の
概
念
は
発
達
し
て
い
な
い
の
だ
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
の
に
も
、
何
の
困
難
も
見
出
さ

な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、〈
運
動
〉
の
原
始
的
な
意
識
を
、運
動
の
意
識
の
内
に
最
終
的
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
諸
要
素
の
う
ち
の
ひ
と
つ
〔
筋

肉
感
覚
〕
し
か
含
ん
で
い
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
な
の
だ
か
ら
、
当
然
、
私
た
ち
が
現
在
有
し
て
い
る

〈
運
動
〉
の
意
識
は
、
そ
う
し
た
原
始
的
意
識
か
ら
発
達
し
得
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
も
良
い
だ
ろ
う
。

　

第
三
四
二
節

　

こ
の
問
い
に
体
系
的
に
取
り
組
み
始
め
る
た
め
、
ま
ず
は
こ
れ
ま
で
の
章
で
得
ら
れ
た
事
実
を
見
て
お
こ
う
。

　
〔
空
間
に
つ
い
て
〕
私
た
ち
が
確
認
し
た
の
は
、
以
下
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
私
た
ち
の
〈
空
間
〉
意
識
は
、
共
存
的
位
置
の
間
の
全

て
の
関
係
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
意
識
の
原
初
的
要
素
は
二
つ
の
共
存
的
位
置
の
間
の
関
係
で
あ
り
、
二
つ
の
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共
存
的
位
置
の
間
の
い
か
な
る
関
係
も
〔
触
れ
る
〕
主
体
と
触
れ
ら
れ
る
対
象
の
間
の
共
存
的
な
位
置
関
係
へ
と
分
解
可
能
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
主
体
と
対
象
の
間
の
共
存
的
位
置
の
間
の
そ
う
し
た
関
係
は
、
筋
肉
に
よ
っ
て
あ
る
一
定
の
姿
勢
へ
と
調
節
さ
れ
て
い

る
と
き
の
身
体
の
二
つ
の
部
分
の
間
の
共
存
的
位
置
の
関
係
と
等
価
な
も
の
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、私
た
ち
は
い
か
に
し
て
自
ら
の〈
空

間
〉
認
知
を
獲
得
す
る
に
至
っ
た
の
か
と
い
う
問
い
は
、
私
た
ち
は
い
か
に
し
て
私
た
ち
の
表
面
の
二
つ
の
感
覚
点
の
間
の
共
存
的
位

置
の
関
係
を
見
出
す
の
か
と
い
う
問
い
に
還
元
可
能
で
あ
る
。

　

確
認
し
た
と
お
り
、
私
た
ち
の
〈
時
間
〉
意
識
と
は
、
私
た
ち
の
意
識
の
諸
状
態
の
系
列
に
お
け
る
継
起
的
位
置
の
間
の
全
て
の
関

係
か
ら
抽
象
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
確
認
し
た
の
は
、
そ
こ
か
ら
時
間
概
念
が
発
達
し
て
く
る
原
初
的
要
素
と
は
二
つ
の
意

識
状
態
の
間
の
位
置
の
関
係
で
あ
り
、
ま
た
二
つ
の
意
識
状
態
の
間
の
ど
の
位
置
関
係
も
、
介
在
す
る
想
起
さ
れ
た
状
態
の
数
に
よ
っ

て
知
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
〈
運
動
〉
に
関
し
て
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
意
識
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
が
新
し
く
生
じ
る
が
ゆ

え
に
、
運
動
に
よ
っ
て
の
み
意
識
の
継
起
的
諸
状
態
の
間
の
位
置
関
係
が
顕
に
な
る
こ
と
が
で
き
、
同
じ
理
由
で
、
運
動
に
よ
っ
て
の

み
、
諸
々
の
共
存
の
間
の
位
置
関
係
が
顕
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
私
た
ち
は
、〈
運
動
〉
は

　
　

そ
れ
が
他
の
何
ら
か
の
仕
方
で
最
初
か
ら
認
識
可
能
で
あ
る
の
か
、
そ
う
で
は
な
い
の
か
は
措
く
と
し
て
も　
　

そ
れ
が
生
み
出

す
意
識
の
さ
ま
ざ
ま
な
変
化
を
通
じ
て
〔
で
あ
れ
ば
〕
初
め
か
ら
認
識
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
知
っ
て
い
る
。
腕
の
運
動
の
よ
う

な
主
観
的
な
運
動
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
精
神
に
対
し
て
、
連
続
的
で
は
あ
る
が
変
化
す
る
筋
肉
の
緊
張
感
覚
の
系
列
と
し
て
現
前
す
る
。

身
体
表
面
を
踏
破
す
る
も
の
や
目
の
前
を
通
過
す
る
も
の
の
よ
う
な
客
観
的
運
動
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は
精
神
に
対
し
て
、
連
続
的
な

感
覚
の
系
列
と
し
て
現
前
す
る
。
前
者
の
場
合
、
感
覚
と
は
皮
膚
の
諸
点
へ
の
継
起
的
な
接
触
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
の
場

合
、
そ
れ
は
網
膜
の
諸
点
の
継
起
的
な
刺
激
か
ら
生
じ
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
身
体
の
あ
る
部
分
が
別
の
部
分
の
上
で
引
か
れ
る
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と
き
や
腕
が
目
の
前
で
伸
ば
さ
れ
る
と
き
の
よ
う
に
、
運
動
が
主
観
的
か
つ
客
観
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
精
神
に
対
し
て
、
二
重

の
感
覚
系
列
と
し
て
現
前
す
る　
　

前
者
に
お
い
て
は
、
筋
肉
感
覚
の
系
列
に
そ
れ
と
同
時
的
な
触
覚
的
感
覚
の
系
列
が
加
わ
り
、
後

者
に
お
い
て
は
、
筋
肉
感
覚
の
系
列
に
そ
れ
と
同
時
的
な
視
覚
的
感
覚
の
系
列
が
加
わ
る
。
最
後
に
、
手
が
視
界
の
内
で
身
体
の
上
を

動
か
さ
れ
る
と
き
、
運
動
は
精
神
に
対
し
て
同
時
的
に
生
起
す
る　
　

筋
肉
的
感
覚
、
触
覚
的
感
覚
、
視
覚
的
感
覚
と
い
う　
　

三
重

の
感
覚
の
系
列
と
し
て
現
前
す
る
。

　

視
覚
的
な
現
象
は
ひ
と
ま
ず
措
く
と
し
て
、
私
た
ち
の
〈
運
動
〉、〈
空
間
〉、〈
時
間
〉
の
観
念
の
生
成
に
つ
い
て
の
全
論
争
が
集
中

す
る
問
題
に
取
り
組
む
と
し
よ
う
。
そ
の
問
題
と
は
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
は
い
か
に
し
て
身
体
表
面
上
の
二
点
の
相
対
的
な
位
置
を
認

識
す
る
よ
う
に
な
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
う
し
た
二
つ
の
点
は
、
共
存
的
な
も
の
と
見
做
さ
れ
る
場
合
、〈
空
間
〉
の
原

初
的
観
念
を
も
た
ら
す
。
そ
う
し
た
二
つ
の
点
は
、
二
つ
の
継
起
的
な
触
覚
的
感
覚
に
よ
っ
て
意
識
へ
と
顕
に
さ
れ
る
場
合
、〈
時
間
〉

の
原
初
的
観
念
を
も
た
ら
す
。
そ
し
て
、筋
肉
感
覚
は
、そ
れ
が
生
じ
る
際
に
そ
れ
ら
二
つ
の
触
覚
的
感
覚
を
分
離
す
る
場
合
、〈
運
動
〉

の
原
初
的
観
念
を
も
た
ら
す
。
と
す
れ
ば
、
検
討
さ
れ
る
べ
き
は
、
こ
れ
ら
の
原
初
的
観
念
は
ど
の
よ
う
な
順
序
で
生
じ
る
の
か
、
そ

し
て
そ
れ
ら
は
ど
の
よ
う
に
発
達
す
る
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　　

第
三
四
三
節

　

視
覚
的
延
長
（
第
三
二
七
節
）
と
空
間
の
視
覚
的
知
覚
（
第
三
三
一
節
）
に
つ
い
て
論
じ
、
意
識
の
継
起
的
な
諸
状
態
が
い
か
に
し

て
同
時
的
諸
状
態
へ
と
統
合
さ
れ
、
そ
れ
ら
の
等
価
物
と
化
す
の
か
を
示
し
た
際
、
す
で
に
こ
れ
ら
の
問
題
に
応
じ
る
方
途
は
用
意
さ

れ
て
い
た
。
網
膜
の
印
象
に
部
分
的
に
適
用
さ
れ
て
い
た
分
析
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
今
度
は
よ
り
完
全
な
仕
方
で
、
身
体
全
体
の
印
象
に

適
用
す
べ
き
で
あ
る
。
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そ
の
た
め
に
、
被
験
体
と
し
て
、
部
分
的
に
発
達
し
た
生
物　
　

認
識
の
た
め
の
デ
ー
タ
を
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
神
経
構
造
は

有
し
て
い
る
が
、
そ
の
中
で
ま
だ
デ
ー
タ
の
整
理
が
行
わ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
生
物　
　

を
取
り
上
げ
、
そ
の
身
体
上
の
二
点
を
Ａ
お

よ
び
Ｚ
と
呼
び
、
こ
れ
ら
の
間
で
ひ
と
つ
の
関
係
が
こ
れ
か
ら
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
し
よ
う
（
１
）。
こ
れ
ら
の
二
点
は
〔
こ
の

生
物
の
〕
腕
が
届
く
範
囲
の
ど
こ
か
に
あ
る
と
す
る
。
仮
定
に
よ
り
、
目
下
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
は
何
も
知
ら
れ
て
い

な
い
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
が
〈
空
間
〉
に
お
い
て
共
存
し
て
い
る
の
か
、〈
時
間
〉
に
お
い
て
継
起
的
な
感
覚
を
与
え
て
い
る
の
か
、

そ
れ
と
も
〈
運
動
〉
に
よ
っ
て
関
係
付
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
も
の
な
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
何
も
わ
か
っ
て
い
な
い
。

今
、
こ
の
生
物
が
何
に
も
触
れ
な
い
よ
う
な
仕
方
で
腕
を
動
か
す
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
識
に
は
あ
る
漠
然
と
し
た
反
応
、
つ
ま
り
は
筋

肉
の
緊
張
感
覚
が
あ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
感
覚
の
特
徴
は
、
そ
の
始
ま
り
も
終
わ
り
も
そ
の
間
の
変
化
も
明
確
な
境
界
を
持
た
な
い

（indefinite

）
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
感
覚
の
強
さ
は
、収
縮
の
度
合
い
に
比
例
す
る
た
め
、次
の
こ
と
が
帰
結
す
る
。
す
な
わ
ち
、腕
は
、

収
縮
が
な
い
状
態
か
ら
動
き
始
め
、
最
高
度
の
収
縮
が
必
要
と
な
る
位
置
へ
と
、
そ
れ
ら
の
間
に
あ
る
さ
ま
ざ
ま
な
程
度
の
収
縮
を
要

す
る
位
置
を
通
過
す
る
だ
け
で
到
達
で
き
、
ま
た
収
縮
の
度
合
い
は
そ
れ
ゆ
え
に
、
ゼ
ロ
か
ら
徐
々
に
増
え
て
い
く
系
列
を
構
成
す
る

た
め
、
緊
張
の
感
覚
も
ま
た
そ
う
し
た
系
列
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
に
続
く
全
て
の
運
動
に
伴
う
諸

感
覚
も
同
じ
よ
う
に
増
加
す
る
か
減
少
す
る
系
列
を
構
成
す
る
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
筋
肉
が
あ
る
状
態
か
ら
別
の
状
態
へ
と

移
行
す
る
際
に
、
そ
れ
ら
の
間
に
あ
る
全
て
の
状
態
を
経
由
し
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
の
だ
か
ら
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
す

る
と
、
そ
の
生
物
が
、
腕
を
後
ろ
や
前
へ
何
に
も
触
れ
る
こ
と
な
く
動
か
す
際
に
有
す
る
意
識
は
、
複
数
の
状
態
へ
と
明
確
に
分
割
可

能
な
も
の
で
は
な
く
、
大
小
の
波
の
よ
う
に
、
一
方
か
ら
他
方
へ
と
感
知
不
能
な
仕
方
で
変
化
す
る
よ
う
な
意
識
だ
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
明
ら
か
に
そ
う
し
た
意
識
は
、生
ま
れ
た
ば
か
り
の
意
識
に
過
ぎ
な
い
。
そ
の
諸
状
態
は
、そ
の
よ
う
に
不
明
瞭
な
仕
方
で
は
〔
相

互
に
〕
分
た
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
ら
を
明
確
に
比
較
す
る
こ
と
や
、
分
類
す
る
こ
と
、
本
来
の
意
味
で
思
考
す
る
こ
と
は
不
可
能
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で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
ま
た
そ
こ
に
は
、
私
た
ち
が
理
解
す
る
よ
う
な
意
味
で
の
〈
運
動
〉
や
〈
時
間
〉、〈
空
間
〉
の
観
念
も
あ
り
得

な
い
の
で
あ
る
。
腕
が
何
か
に
触
れ
る
と
し
よ
う
。
あ
る
急
激
な
変
化
が
意
識
に
生
じ
る
。
そ
の
変
化
の
開
始
は
鋭
く
、
腕
が
移
動
さ

れ
る
な
ら
、
そ
の
終
わ
り
も
鋭
い
も
の
で
あ
る
。
漠
然
と
強
ま
っ
た
り
弱
ま
っ
た
り
す
る
筋
肉
の
緊
張
の
連
続
的
な
感
じ
の
只
中
に
突

然
、〔
そ
れ
ま
で
の
感
じ
と
は
〕
別
種
の
、あ
る
特
徴
的
な
感
じ
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
感
じ
は
、急
に
始
ま
り
急
に
終
わ
る
た
め
、

ひ
と
つ
の
明
確
な
境
界
を
持
っ
た
（definite

）
意
識
状
態
を
形
成
し
、
言
っ
て
み
れ
ば
、
意
識
に
お
け
る
ひ
と
つ
の
印4

（m
ark

）
と

な
る
。
そ
の
他
に
も
こ
れ
と
同
様
の
印
が
そ
の
他
の
似
た
よ
う
な
行
為
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
、
そ
う
し
た
印
の
数
が
増
え
る
に
つ
れ

て
、そ
れ
ら
を
そ
の
強
さ
と
相
対
的
な
位
置
の
双
方
に
つ
い
て
比
較
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、筋
肉
の
緊
張
の
諸
々

の
感
じ
も
、
言
わ
ば
、
そ
れ
ら
に
重
ね
ら
れ
た
印
に
よ
っ
て
い
く
つ
か
の
長
さ
へ
と
分
割
さ
れ
る
の
で
、
同
じ
よ
う
に
比
較
可
能
な
も

の
と
な
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
、
思
考
の
単
純
な
順
序
に
と
っ
て
の
素
材
が
獲
得
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
多
く
の
〔
外
的
な
〕

事
物
が
継
起
的
に
触
れ
る
と
き
、
そ
れ
ら
の
触
覚
的
感
覚
は
、（
介
在
す
る
筋
肉
感
覚
に
よ
っ
て
分
離
さ
れ
た
）
継
起
的
な
印
を
意
識

に
も
た
ら
す
一
方
で
、
腕
の
先
端
が
あ
る
表
面
に
沿
っ
て
引
か
れ
る
場
合
の
よ
う
に
、
諸
々
の
筋
肉
感
覚
と
共
起
的
と
な
る
こ
と
が
あ

る
こ
と
に
注
意
し
よ
う
。
そ
し
て
ま
た
、
腕
の
先
端
が
そ
の
上
で
引
か
れ
る
と
こ
ろ
の
表
面
が
、
外
的
な
物
体
で
は
な
く
、
そ
の
生
物

自
身
の
身
体
の
一
部
で
あ
る
と
き
、
上
記
の
筋
肉
感
覚
と
、
そ
れ
に
加
わ
っ
た
連
続
的
な
触
覚
的
感
覚
に
は
、
そ
の
上
で
腕
が
引
か
れ

る
皮
膚
の
部
分
に
由
来
す
る
触
覚
的
感
覚
の
系
列
が
伴
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
も
注
意
さ
れ
た
い
。

　

で
は
こ
こ
で
は
何
が
起
き
て
い
て
、そ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
を
見
て
い
こ
う
。こ
の
生
物
が
腕
の
先
端
を
そ
の
身
体
表
面
に
沿
っ

て
Ａ
か
ら
Ｚ
へ
と
動
か
す
と
き
、
そ
の
意
識
に
は
、
三
つ
の
感
覚
の
集
合
が
同
時
に
与
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
働
い
て
い
る
筋
肉
か

ら
生
じ
る
感
覚
の
変
化
す
る
系
列
と
、
Ａ
か
ら
Ｚ
の
間
で
継
起
的
に
触
れ
ら
れ
る
皮
膚
の
諸
点
か
ら
生
じ
る
触
覚
的
感
覚
の
系
列
、
そ

し
て
腕
の
先
端
か
ら
や
っ
て
く
る
触
覚
の
連
続
的
な
感
覚
の
三
つ
で
あ
る
。
す
る
と
、
こ
う
主
張
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
共
存
概
念
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と
空
間
概
念
は
共
通
の
起
源
を
有
し
て
い
る　
　

感
覚
の
二
元
性
な
い
し
多
数
性
を
意
識
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ら
の
感
覚
が
含
意
す
る

空
間
上
の
諸
点
の
二
元
性
な
い
し
多
数
性
を
意
識
す
る
に
至
る
た
め
の
第
一
歩
で
あ
る　
　

以
上
、
こ
う
し
た
感
覚
の
同
時
的
な
受
容

　
　

こ
れ
ら
の
感
覚
を
共
存
的
な
も
の
と
し
て
観
照
す
る
こ
と　
　

に
お
い
て
は
、
空
間
概
念
に
向
け
た
、
い
く
ら
か
の
進
展
が
見
ら

れ
る
の
だ
、
と
。
あ
る
い
は
こ
う
主
張
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
腕
が
Ｚ
か
ら
Ａ
ヘ
と
戻
さ
れ
る
と
き
、
継
起
的
感
覚
は
逆
順
で
生
じ

る
の
で
、
空
間
概
念
の
生
成
へ
の
さ
ら
な
る
一
歩
が
踏
み
出
さ
れ
る　
　

と
い
う
の
も
、
共
存
的
事
物
だ
け
が
ど
ん
な
順
序
で
も
等
し

い
鮮
明
さ
で
も
っ
て
意
識
に
印
象
を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
か
ら
、
と
。
だ
が
、
こ
れ
ら
の
主
張
に
つ
い
て
は
示
唆
す
る
だ
け
に

留
め
、
本
質
的
な
論
点
へ
移
る
と
し
よ
う
。
先
の
運
動
の
後
に
続
く
、
Ａ
か
ら
Ｚ
へ
の
、
腕
の
表
面
上
の
運
動
は
い
ず
れ
も
、
似
た
よ

う
な
同
時
的
感
覚
の
集
合
を
帰
結
す
る
た
め
、
時
間
の
経
過
と
共
に
、
そ
れ
ら
の
集
合
は
、
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
に
結
び

つ
く
こ
と
に
な
る
。
Ａ
か
ら
Ｚ
へ
の
触
覚
的
感
覚
の
系
列
は
、
外
的
な
物
体
が
同
じ
表
面
を
動
く
こ
と
で
も
生
じ
得
る
た
め
、
他
の
系

列
か
ら
分
離
可
能
な
も
の
で
は
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
表
面　
　

頭
に
あ
る
と
し
よ
う　
　

が
頭
の
動
作
に
よ
っ
て
引
っ
込
め
ら
れ
〔
触

れ
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
〕
る
と
、
筋
肉
感
覚
を
伴
う
〔
そ
れ
ま
で
と
〕
同
じ
腕
の
運
動
が
、
い
か
な
る
触
覚
の
感
覚
も
な
し
に
生
じ

る
こ
と
も
あ
り
得
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
腕
の
先
端
に
由
来
す
る
触
覚
的
感
覚
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
る
と
き
、
こ
れ
ら
二
つ
の
系
列
は

必
然
的
に
一
緒
に
生
じ
、
思
考
に
お
い
て
不
可
分
な
仕
方
で
結
合
さ
れ
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、
Ａ
か
ら
Ｚ
へ
の
触
覚
的
感

覚
の
系
列
と
、
自
然
に
生
じ
る
際
に
常
に
そ
れ
に
伴
う
筋
肉
感
覚
の
系
列
は
、〔
互
い
に
〕
等
価
物
と
し
て
機
能
し
、
同
じ
経
験
の
二

つ
の
側
面
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、意
識
に
お
い
て
互
い
を
示
唆
し
合
う
こ
と
に
な
る
。
皮
膚
上
で
継
起
的
な
感
じ
が
喚
起
さ
れ
る
こ
と
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、

連
合
は
腕
に
お
い
て
習
慣
的
に
相
関
し
て
い
る
感
じ
の
諸
観
念
を
も
た
ら
し

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
さ
ら
に
そ
の
感
じ
が
喚
起
さ
れ
る
こ
と
で

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
連
合
は
皮

4

4

4

4

膚
に
お
い
て
習
慣
的
に
相
関
し
て
い
る
感
じ
の
諸
観
念
を
も
た
ら
す
よ
う
に
な
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

。こ
の
事
実
に
十
分
な
注
意
が
払
わ
れ
た
と
こ
ろ
で
、

何
か
が
同
時
に
Ａ
か
ら
Ｚ
ま
で
の
表
面
全
体
に
触
れ
た
と
き
に
何
が
起
こ
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
考
察
し
て
行
こ
う
。
こ
の
表
面
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は
一
連
の
独
立
し
た
神
経
繊
維
を
備
え
て
い
て
、
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
皮
膚
の
特
定
の
範
囲
内
の
印
象
か
ら
別
々
に
影
響
を
受
け
、

別
々
の
意
識
状
態
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
の
表
面
に
沿
っ
て
指
を
引
く
と
、
そ
れ
ら
の
神
経
繊
維A

, B, C, D
, 

…, Z

は
、
継
起
的

に
刺
激
さ
れ
る　
　

つ
ま
り
、
継
起
的
な
意
識
状
態
を
生
み
出
す
。
し
か
し
、
何
か
が
Ａ
か
ら
Ｚ
の
間
の
表
面
全
体
を
覆
う
な
ら
、
そ

れ
ら
の
神
経
繊
維
は
同
時
に
刺
激
さ
れ
、
単
一
の
意
識
状
態
と
化
す
こ
と
に
な
る
も
の
を
生
み
出
す
。
す
で
に
私
は
、
似
た
よ
う
な
事

例
に
お
い
て
（
第
三
三
一
節
）、
元
々
は
相
次
い
で
生
じ
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た
諸
印
象
が
一
度
に
生
じ
る
と
き
、
元
々
の
印

象
の
継
起
的
な
位
置
は
共
存
的
位
置
へ
と
変
換
さ
れ
、
後
者
は
頻
繁
に
現
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
ひ
と
つ
に
統
合
さ
れ
思
考
に
お
い
て
継

起
的
な
位
置
の
等
価
物
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
、
そ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
は
説
明
し
た
の
で
、
こ
こ
で
そ
れ
を
繰
り

返
す
必
要
は
な
い
。
私
た
ち
の
目
下
の
関
心
事
は
次
の
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
識
に
お
い
て
継
起
的
な
位
置

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

を
有
す
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
る
Ａ
か
ら
Ｚ
の
触
覚
的
な
感
じ
の
系
列
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
そ
れ
に
伴
う
筋
肉
の
感
じ
の
系
列
の
等
価
物
で
あ
り

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
ま4

た
そ
の
同
じ
触
覚
的
系
列
は

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

、
共
存
的
位
置
に
お
い
て
現
前
す
る
Ａ
か
ら
Ｚ
の
同
時
的
な
触
覚
的
感
じ
の
等
価
物
で
も
あ
る
と
い
う
こ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

と
が
判
明
し
た
以
上

4

4

4

4

4

4

4

4

、
後
の
二
つ

4

4

4

4

〔
筋
肉
の
感
じ
の
系
列
と
同
時
的
な
触
覚
的
感
じ
〕
は
互
い
に
等
価
物
で
あ
る
こ
と
が
判
明
す
る

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

の

だ
、
と
。
あ
る
筋
肉
感
覚
の
系
列
が
、
あ
る
共
存
的
位
置
の
系
列
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
、
習
慣
的
に
そ
れ
に
加
わ
る
よ
う

に
な
る
と
、
最
終
的
に
そ
れ
は
共
存
的
位
置
の
系
列
な
し
で
は
思
考
不
可
能
な
も
の
と
化
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
Ａ

点
と
Ｚ
点
（
ま
た
結
果
的
に
、
介
在
す
る
全
て
の
点
）
の
間
の
共
存
的
位
置
の
関
係
は
、
必
然
的
に
、
諸
経
験
の
比
較
に
よ
っ
て
顕
に

な
る　
　

つ
ま
り
、〈
空
間
〉、〈
時
間
〉、
そ
し
て
〈
運
動
〉
の
観
念
は
一
緒
に
発
展
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
Ａ
か
ら
Ｚ
へ
の
継
起

的
意
識
状
態
が
相
対
的
位
置
を
有
す
る
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
と
き
、〈
時
間
〉
の
概
念
が
生
ま
れ
始
め
る
。
そ
れ
ら
の
意
識
状
態

が
同
時
に
生
じ
る
と
き
、
以
前
は
継
起
的
な
も
の
で
あ
っ
た
そ
れ
ら
の
相
対
的
位
置
は
共
存
的
に
な
り
、
そ
の
と
き
原
初
的
な
〈
空
間
〉

意
識
が
生
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
共
存
的
位
置
の
関
係
と
継
起
的
位
置
の
関
係
と
い
う
二
つ
の
関
係
が
、
筋
肉
の
緊
張
感
覚
の
系
列
と
共
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に
意
識
に
現
前
す
る
と
き
、
原
初
的
な
〈
運
動
〉
の
観
念
が
帰
結
す
る
の
で
あ
る
。

　

経
験
が
さ
ら
に
蓄
積
し
、
比
較
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
う
し
た
原
初
的
観
念
が
発
達
し
て
い
く
こ
と
を
理
解
す
る
の
は
容
易
い

こ
と
だ
ろ
う
。
ひ
と
つ
の
共
存
的
位
置
関
係
に
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
諸
々
の
共
存
的
位
置
か
ら
成
る
ひ
と
つ
の
線
系
列
に
起
こ
る
こ

と
と
し
て
説
明
さ
れ
た
事
態
は
、
同
じ
期
間
の
内
に
、
身
体
の
〔
表
面
〕
の
全
方
向
に
走
る
無
数
の
線
系
列
に
も
起
こ
っ
て
い
る
。
あ

る
共
存
的
な
触
覚
の
印
象
の
系
列
と
あ
る
継
起
的
な
触
覚
の
印
象
の
系
列
、
そ
し
て
筋
肉
の
継
起
的
な
印
象
の
系
列
、
こ
れ
ら
の
系
列

の
間
に
あ
る
の
と
同
様
の
等
価
性
が
、
四
肢
の
動
作
に
よ
っ
て
容
易
に
関
連
付
け
ら
れ
得
る
諸
点
の
全
て
の
ペ
ア
の
間
に
確
立
さ
れ
る

よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

第
三
四
四
節

　

だ
が
こ
こ
で
、
批
判
に
応
え
、
修
正
を
施
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
あ
る
論
点
が
存
在
す
る
。
私
た
ち
が
扱
っ
て
い
る
複
雑
な
プ
ロ
セ

ス
は
、
そ
の
全
部
分
を
常
に
同
時
に
考
慮
す
る
よ
う
な
仕
方
で
は
説
明
不
可
能
で
あ
る
た
め
、
議
論
を
簡
潔
に
し
よ
う
と
、〈
運
動
〉、

〈
時
間
〉、
そ
し
て
〈
空
間
〉
と
い
う
こ
の
三
重
の
意
識
の
発
達
に
つ
い
て
、
私
は
あ
た
か
も
こ
れ
ら
の
う
ち
い
く
つ
か
が
、
そ
れ
以
外

の
も
の
以
前
に
十
分
に
、
し
か
も
そ
れ
以
外
の
も
の
か
ら
独
立
し
て
組
織
さ
れ
る
か
の
よ
う
な
説
明
を
与
え
て
い
た
。
し
か
し
実
際
の

と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
三
つ
の
概
念
は
共
働
的
に
発
達
し
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
い
く
つ
か
の
要
素
の
発
達
は
、
そ
の
他
の
要
素
の
発
達
に

幾
分
先
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

と
い
う
の
も
、
事
柄
を
慎
重
に
検
討
す
る
な
ら
、
意
識
に
対
し
て
Ａ
か
ら
Ｚ
ま
で
の
全
て
の
別
々
の
感
じ
を
生
じ
さ
せ
る
の
に
必
要

な
神
経
繊
維
を
備
え
た
皮
膚
表
面
に
よ
っ
て
議
論
を
し
よ
う
と
す
る
場
合
、
説
明
を
要
す
る
多
く
の
仮
定
が
置
か
れ
て
い
る
こ
と
が
明

ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
し
た
多
く
の
互
い
に
独
立
し
た
神
経
繊
維
と
、
そ
れ
ら
に
接
続
さ
れ
た
多
く
の
互
い
に
独
立
し
た
中
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枢
的
な
要
素　
　

こ
れ
ら
が
神
経
繊
維
に
よ
っ
て
刺
激
さ
れ
る
こ
と
で
互
い
に
区
別
さ
れ
る
諸
状
態
が
意
識
に
生
じ
る　
　

と
が
予
め

存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
Ａ
か
ら
Ｚ
ま
で
の
位
置
の
潜
在
的
な
意
識　
　

何
か
が
Ａ
か
ら
Ｚ
ま
で
の
表
面
全

体
に
同
時
に
触
れ
る
な
ら
そ
れ
ら
の
位
置
が
共
存
的
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
点
で
潜
在
的
な
意
識　
　

が
予

め
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
直
ち
に
次
の
よ
う
な
問
題
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
終
端
を
抹
消
と
中
枢
に
別
々
に
有

す
る
そ
う
し
た
一
連
の
神
経
繊
維
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
う
し
た
構
造
が
予
め
存

在
す
る
こ
と
を
当
然
の
こ
と
と
見
做
し
て
し
ま
う
の
は
、
論
点
先
取
で
は
な
い
の
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
問
題
に
対
し
て
、
私
は
こ
う
答
え
る
。
す
な
わ
ち
、〔
運
動
、
時
間
、
空
間
の
観
念
の
〕
生
成
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
器
官
の

生
成
一
般
の
プ
ロ
セ
ス
と
同
様
の
仕
方
で　
　

つ
ま
り
相
互
の
支
援
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち
、
あ
る
働
き
の
発
達
の
程
度
が
増
大
す
る

こ
と
で
そ
れ
以
外
の
働
き
の
発
達
の
程
度
も
増
大
す
る
と
い
う
よ
う
な
、
作
用
と
反
作
用
に
よ
っ
て　
　

進
行
す
る
も
の
な
の
だ
、
と
。

も
し
仮
に
消
化
器
系
や
血
管
系
、
呼
吸
器
系
の
進
化
を
、
胃
が
生
ま
れ
た
の
で
吸
収
し
た
栄
養
を
運
ぶ
た
め
に
心
臓
が
生
ま
れ
、
さ
ら

に
そ
の
栄
養
を
純
化
す
る
役
割
を
果
た
す
肺
が
生
ま
れ
た
と
い
っ
た
仕
方
で
説
明
し
て
し
ま
え
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
事
実
を
そ
う
し
た
単

純
で
連
続
的
な
順
序
で
並
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
進
化
の
過
程
を
大
い
に
歪
曲
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
上
位
の
消
化
器
官

は
血
液
を
循
環
さ
せ
酸
素
と
結
合
さ
せ
る
た
め
の
上
位
器
官
な
し
に
は
形
成
さ
れ
得
ず
、
循
環
器
官
の
発
達
は
非
常
に
発
達
し
た
呼
吸

器
官
が
無
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
、
相
互
依
存
が
至
る
と
こ
ろ
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
あ
る
の

だ
が
、
つ
ま
り
そ
う
し
た
相
互
支
援
は
不
可
欠
で
は
あ
る
の
だ
が
、
こ
れ
ら
の
機
能
の
う
ち
一
方
が
他
方
を
可
能
に
す
る
の
は
、
先
に

名
前
を
挙
げ
た
順
序
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
点
は
依
然
と
し
て
真
理
で
あ
り
続
け
る
。
吸
収
さ
れ
た
栄
養
の
供
給
が
あ
る
ま
で
は
、

そ
れ
を
分
配
す
る
た
め
の
器
官
は
機
能
を
持
ち
得
ず
、
そ
れ
を
分
配
す
る
た
め
の
器
官
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
る
ま
で
は
、
吸
収
さ
れ

た
栄
養
を
酸
素
と
結
合
さ
せ
る
器
官
は
機
能
を
持
ち
得
な
い
。
そ
れ
ら
の
進
化
の
過
程
に
お
い
て
、〔
栄
養
の
〕
吸
収
は
循
環
に
先
行
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し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
循
環
は
呼
吸
に
先
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
う
し
た
順
序
は
維
持
さ
れ
る
た
め
、
そ
れ
ら
器
官
の
進
化

は
足
並
み
を
揃
え
て
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
目
下
考
察
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
プ
ロ
セ
ス
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ

れ
ら
の
器
官
は
、
い
ず
れ
も
独
立
し
て
発
達
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
点
で
互
い
に
役
立
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
必

要
が
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
ま
た
、
第
一
の
ス
テ
ッ
プ
が
踏
み
出
さ
れ
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
第
二
の
ス
テ
ッ
プ
は
可
能
と
は
な
ら
ず
、
第

二
の
ス
テ
ッ
プ
が
踏
み
出
さ
れ
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
第
三
の
ス
テ
ッ
プ
は
可
能
と
は
な
ら
な
い
と
い
う
関
係
を
維
持
し
て
い
る
も
の
と

し
て
も
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
い
は
、
よ
り
明
確
に
述
べ
る
な
ら
、
皮
膚
の
隣
接
し
た
部
分
か
ら
や
っ
て
く
る
別
々
の

印
象
を
意
識
に
与
え
る
構
造
が
一
段
階
発
達
し
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
腕
が
そ
う
し
た
部
分
の
上
を
動
く
こ
と
で
そ
れ
ら
の
位
置
を
触

覚
的
・
筋
肉
〔
感
覚
〕
的
な
継
起
と
し
て
意
識
に
与
え
る
構
造
の
さ
ら
な
る
発
達
は
あ
り
得
ず
、
こ
れ
ら
二
つ
の
構
造
が
共
に
一
段
階

発
達
し
て
か
ら
で
な
け
れ
ば
、
諸
部
分
の
位
置
を
共
存
的
な
も
の
と
し
て
意
識
さ
せ
る
と
共
に
、
そ
れ
ら
の
位
置
を
、
一
方
か
ら
他
方

へ
の
経
過
を
伴
う
継
起
的
な
触
覚
的
お
よ
び
筋
肉
的
な
感
じ
と
い
う
形
で
知
ら
れ
る
距
離
を
も
つ
も
の
と
し
て
意
識
さ
せ
る
構
造
の
さ

ら
な
る
発
達
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
こ
れ
ま
で
の
説
明
は
、〈
運
動
〉、〈
時
間
〉、
そ
し
て
〈
空
間
〉
と
い
う
三
つ
の
意
識
は
、
身
体
全
般
の
進
化
に
伴
っ

て
進
化
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
修
正
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
身
体
全
般
の
進
化
と
は
、
体
の
大
き
さ
の
進
化　
　

こ
れ
に
よ
り
、

別
々
の
神
経
繊
維
を
持
ち
得
る
よ
り
多
く
の
個
別
的
部
分
か
ら
成
る
広
い
表
面
が
得
ら
れ
る　
　

、
構
造
の
進
化　
　

こ
れ
に
よ
り
四

肢
が
発
達
し
、
運
動
と
移
動
の
た
め
の
よ
り
強
く
変
化
に
富
ん
だ
能
力
が
獲
得
さ
れ
る　
　

、
そ
し
て
こ
れ
ら
の
進
化
に
付
随
す
る
さ

ま
ざ
ま
な
神
経
と
神
経
中
枢
の
進
化
の
こ
と
で
あ
る
。
生
物
と
そ
の
環
境
の
間
の
交
流
、
生
物
の
諸
部
分
間
の
（
相
互
探
索
に
よ
る
）

交
流
に
よ
っ
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
意
識
は　
　

神
経
系
そ
の
も
の
が
ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
神
経
や
細
胞
か
ら
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
と

同
じ
よ
う
に　
　

ひ
と
つ
ひ
と
つ
の
要
素
か
ら
作
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
の
だ
と
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
ま
た
、
い
か
な
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る
水
準
の
新
し
い
構
造
的
単
位
（
と
そ
れ
が
生
み
出
し
そ
れ
に
伴
う
意
識
の
機
能
的
単
位
）
も
、
そ
れ
が
他
の
水
準
の
新
し
い
単
位
を

生
み
出
す
た
め
に
協
力
し
始
め
る
と
同
時
に
確
立
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

い
く
つ
か
の
生
理
学
的
実
験
に
よ
っ
て
、
身
体
の
表
面
上
の
そ
う
し
た
相
互
探
索
が
そ
れ
自
体
、
個
別
的
感
覚
領
域
の
数
の
増
大
を

促
進
す
る
と
同
時
に
そ
う
し
た
領
域
の
間
の
関
係
の
意
識
を
発
達
さ
せ
る
と
い
う
信
念
に
対
し
て
、強
固
な
支
持
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

ヴ
ェ
ー
バ
ー
に
よ
っ
て
確
か
め
ら
れ
た
事
実
に
よ
れ
ば
、
任
意
の
部
分
の
触
覚
に
よ
る
弁
別
能
の
程
度
は
、
そ
の
部
分
自
体
の
他
の
部

分
に
よ
る
習
慣
的
な
探
索
へ
の
曝
露
に
比
例
し
て
い
る
ほ
ど
に
は
、
そ
の
部
分
と
周
囲
の
物
体
と
の
数
多
く
の
接
触
〔
の
機
会
〕
に
は

比
例
し
て
い
な
い
。
例
え
ば
、
顔
の
表
面
は
、
物
体
を
触
覚
的
に
探
索
す
る
こ
と
に
は
全
く
使
わ
れ
な
い
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
相
対

的
な
位
置
を
区
別
す
る
能
力
に
富
ん
で
い
る
。
頬
は
手
の
ひ
ら
と
同
じ
く
ら
い
大
き
な
知
覚
力
を
持
っ
て
お
り
、
額
の
下
部
は
手
の
甲

よ
り
も
大
き
な
知
覚
力
を
有
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
手
と
顔
の
間
に
は
絶
え
間
な
い
交
流
が
存
在
す
る
か
ら
だ
と
解
釈
で
き
る
。
こ

の
こ
と
を
理
解
す
る
に
は
、
前
腕
の
中
央
部
や
大
腿
の
中
央
部
、
首
の
後
の
中
央
部
や
背
中
の
中
央
部
は
、
手
に
よ
っ
て
最
も
探
索
さ

れ
る
こ
と
が
な
い
表
面
で
あ
る
た
め
に
、
頬
の
六
分
の
一
の
触
覚
的
な
弁
別
能
し
か
有
し
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
す
る
だ
け
で
良
い
だ

ろ
う　
　

こ
れ
は
目
的
論
的
な
仕
方
で
は
全
く
説
明
不
可
能
な
事
実
な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
い
ま
や
私
た
ち
は
、
以
下
の
信
念

に
対
す
る
帰
納
的
な
根
拠
を
手
に
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
凸
文
字
を
読
む
の
に
慣
れ
て
い
る
盲
人
の
指
に
お
い
て
、
知
覚

力
の
増
大
に
よ
っ
て
示
唆
さ
れ
る
あ
の
神
経
繊
維
の
増
加
が
生
じ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
、
一
般
的
な
進
化
の
過
程
に
お
い
て
も
、
任
意

の
表
面
で　
　

そ
れ
が
身
体
以
外
の
物
体
に
よ
る
探
索
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
自
己
探
索
に
よ
っ
て
生
み
出
さ

れ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と　
　

個
別
的
な
接
触
の
数
の
多
さ
に
比
例
す
る
形
で
神
経
繊
維
の
数
の
増
加
が
生
じ
る
の
だ
と
い
う
信
念
、
そ

し
て
ま
た
自
己
探
索
に
よ
る
場
合
に
は
、
上
述
し
た
よ
う
な
同
時
的
な
発
達
も
生
じ
る
の
だ
と
い
う
信
念
で
あ
る
。

　

あ
と
は
こ
う
し
た
解
釈
か
ら
得
ら
れ
る
ひ
と
つ
な
い
し
二
つ
の
一
般
的
な
帰
結
を
一
瞥
し
て
お
き
さ
え
す
れ
ば
良
い
だ
ろ
う
。
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第
三
四
五
節

　

各
々
の
個
別
の

4

4

4

筋
肉
の
系
列
と
、
そ
れ
が
行
為
に
お
い
て
連
合
す
る
各
々
の
個
別
の

4

4

4

（
継
起
的
お
よ
び
同
時
的
な
）
触
覚
的
系
列
と

の
間
の
思
考
に
お
け
る
接
続
の
確
立
、
ま
た
そ
れ
に
伴
っ
て
生
じ
る
、
各
々
の
特
定
の
部
分
に
触
れ
る
た
め
に
必
要
な
特
定
の
筋
肉
の

調
整
に
つ
い
て
の
知
識
の
確
立
に
加
え
、
さ
ら
に
、
筋
肉
の
系
列
一
般
と
継
起
的
お
よ
び
共
存
的
位
置
の
系
列
一
般
の
間
の
接
続
を
決

定
的
な
仕
方
で
確
立
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
〔
最
後
の
〕
接
続
は
全
て
の
個
別
的
な
経
験
に
お
い
て
反
復
さ

れ
る
も
の
な
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
経
験
が
無
限
に
反
復
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
な
ぜ
、
手
が
暗
闇
の
中
で
何
に
も

触
れ
る
こ
と
な
く
動
か
さ
れ
る
と
き
で
さ
え
、そ
こ
で
手
が
動
か
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
継
起
的
お
よ
び
共
存
的
位
置　
　
〈
時
間
〉
と
〈
空

間
〉　　

を
意
識
す
る
こ
と
な
く
筋
肉
感
覚
を
意
識
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
ほ
ど
に
そ
う
し
た
経
験
の
構
成
要
素
は
ひ
と
つ
に
統

合
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
の
に
困
難
は
な
い
だ
ろ
う
。

　

再
び
次
の
こ
と
に
注
意
を
向
け
て
お
こ
う
。先
に
示
し
た
よ
う
な
連
続
的
探
索
に
よ
っ
て
、皮
膚
上
の
各
点
は
、一
方
向
だ
け
で
な
く
、

全
方
向
へ
と
広
が
っ
て
い
る
無
数
の
点
と
関
係
を
持
つ
こ
と
に
な
る
た
め
、
あ
る
大
き
さ
の
対
象
が
皮
膚
の
上
に
置
か
れ
る
と
、
覆
わ

れ
た
領
域
の
全
部
分
か
ら
の
印
象
は
同
時
に
意
識
に
現
前
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
う
し
た
印
象
は
、
意
識
の
下
で
共
存
的
な
位
置
を
占

め
る
こ
と
に
な
る　
　

こ
こ
か
ら
、
身
体
の
そ
の
部
分
の
表
面
の
延
長
の
観
念
が
帰
結
す
る
。
こ
う
し
た
延
長
の
観
念
は
、
そ
の
部
分

が
含
む
多
数
の
点
に
由
来
す
る
全
印
象
の
同
時
的
な
現
前
で
し
か
な
く
、
そ
れ
ら
多
数
の
点
は
、
そ
れ
以
前
か
ら
、
そ
れ
ら
を
分
離
す

る
印
象
の
系
列
に
よ
っ
て
測
定
さ
れ
る
多
数
の
相
対
的
な
位
置
を
有
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結
論
を
認
め
る
気
に
な
ら
な
い
者
で

あ
っ
て
も
、
頬
に
本
を
押
し
付
け
る
際
に
得
ら
れ
る
知
覚
に
つ
い
て
批
判
的
に
考
え
、
そ
の
知
覚
は
、
そ
の
全
て
を
一
緒
に
思
考
す
る

こ
と
が
不
可
能
な
多
数
の
要
素
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
触
れ
ら
れ
た
表
面
全
体
の
う
ち
の
一
部
は
つ
ね
に
他
の
ど
の
部
分

よ
り
も
判
明
に
意
識
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
、
さ
ら
に
は
そ
の
他
の
部
分
に
つ
い
て
十
全
な
意
識
を
持
つ
に
至
る
た
め
に
は
思
考
に
お
い
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て
介
在
す
る
部
分
を
踏
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い　
　

こ
れ
ら
の
部
分
の
相
対
的
位
置
に
つ
い
て
思
考
す
る
た
め
に
は
、
皮
膚
上
の
あ

る
点
か
ら
別
の
点
へ
と
運
動
が
も
た
ら
し
得
る
意
識
状
態
の
系
列
を
漠
然
と
で
あ
れ
喚
起
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い　
　

こ
と
、
こ
れ
ら

の
事
実
に
気
付
け
ば
、
上
述
の
結
論
を
採
用
す
る
だ
ろ
う
と
、
私
は
思
う
。

　

視
覚
経
験
が
触
覚
的
お
よ
び
筋
肉
的
経
験
に
統
合
さ
れ
る
際
に
生
じ
る
こ
と
に
な
る
、
こ
れ
ら
の
〔
運
動
・
時
間
・
空
間
と
い
う
〕

根
本
的
な
観
念
の
発
達
に
つ
い
て
こ
こ
で
詳
述
す
る
必
要
な
い
。
同
じ
プ
ロ
セ
ス
が
さ
ら
に
複
雑
に
な
る
だ
け
の
こ
と
に
過
ぎ
な
い
の

で
、
上
述
の
説
明
に
、
視
覚
的
延
長
と
空
間
を
扱
っ
た
際
に
与
え
た
説
明
を
加
え
れ
ば
、
容
易
に
そ
の
概
略
を
示
せ
る
だ
ろ
う
。
こ
こ

で
私
が
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
る
の
は
、
次
の
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
の
精
神
の
内
に
主
観
的
運
動
と
客
観
的
運
動

の
同
一
性
を
確
立
す
る
の
に
明
ら
か
に
役
立
つ
が
ゆ
え
に
、
視
覚
に
よ
っ
て
私
た
ち
は
、〈
運
動
〉
を
ほ
ぼ
完
全
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て

運
動
が
私
た
ち
に
最
初
に
知
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
筋
肉
感
覚
か
ら
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、
そ
し
て
ま
た
そ
の
よ
う

に
し
て
私
た
ち
の
〈
運
動
〉
の
観
念
を
、〈
時
間
〉
に
お
け
る
継
起
的
な
位
置
を
占
め
る
空
間
に
お
け
る
共
存
的
な
位
置
の
観
念
へ
と

還
元
す
る
こ
と
で
、
視
覚
は
、
こ
れ
ら
の
観
念
の
間
に
見
か
け
上
の
必
然
的
な
接
続
を
生
み
出
し
て
い
る
の
だ
、
と
。

　

第
三
四
六
節

　

そ
こ
で
こ
う
結
論
し
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
元
々
は
筋
肉
感
覚
の
系
列
と
い
う
形
で
現
前
し
て
い
た
〈
運
動
〉
の
意
識
は
、
触
覚
的
経

験
と
結
合
す
る
こ
と
で
、
私
た
ち
に
〈
時
間
〉
と
〈
空
間
〉
を
顕
に
す
る
役
割
を
果
た
し
、
そ
れ
ら
を
顕
に
す
る
働
き
に
お
い
て
、〈
運

動
〉
の
意
識
は
、〈
時
間
〉
お
よ
び
〈
空
間
〉
の
観
念
に
覆
わ
れ
、
最
終
的
に
は
そ
れ
ら
の
観
念
な
し
に
は
思
考
不
可
能
な
も
の
と
化

し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
、
と
。

　

最
後
に
述
べ
て
お
け
ば
、
私
た
ち
が
理
解
し
て
い
る
意
味
で
の
〈
運
動
〉
の
知
覚
と
は
、
二
つ
の
関
係　
　
〈
空
間
〉
に
お
け
る
共



28

存
的
位
置
の
関
係
お
よ
び
〈
時
間
〉
に
お
け
る
継
起
的
位
置
の
関
係　
　

の
間
に
ひ
と
つ
の
同
時
的
関
係
の
意
識
を
確
立
す
る
こ
と
を
、

そ
の
本
質
と
す
る
も
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
こ
れ
ら
に
加
え
、
そ
こ
に
は
当
然
、
こ
れ
ら
の
位
置
を
継
起
的
に
占
め
る
何
か
に
つ
い
て

の
意
識
が
生
じ
て
い
る
）。
そ
し
て
ま
た
、
知
覚
の
働
き
に
お
い
て
、
結
合
さ
れ
た
状
態
で
現
前
す
る
そ
う
し
た
諸
々
の
関
係
は
、
そ

れ
ぞ
れ
が
既
知
の
類
似
し
た
諸
関
係
へ
と
同
化
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
大
き
な
速
度
の
知
覚
は
、
二
つ
の
共
存
的
な
位
置
を
離
れ
た

4

4

4

も
の
と
し
て
、
ま
た
二
つ
の
継
起
的
な
位
置
を
近
い

4

4

も
の
と
し
て
、
同
時
に
思
考
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
。
と
い
う
の

も
、
遠
い
や
近
い
と
い
う
言
葉
は
、
二
つ
の
関
係
を
以
前
に
経
験
さ
れ
た
関
係
へ
と
分
類
す
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
の
だ
か
ら
。
同

様
の
こ
と
は
、
運
動
の
種
類
の
知
覚
や
運
動
の
方
向
の
知
覚
に
つ
い
て
も
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

原　

注

　
（
１
） 

第
一
版
の
こ
の
箇
所
で
は
新
生
児
の
例
を
用
い
て
い
た
の
で
、
説
明
す
べ
き
経
験
の
組
織
化
は
、
あ
る
個
体
の
生
の
間
に
生

じ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
い
た
。
こ
の「
特
殊
分
析（Special A

nalysis

）」〔
本
書
第
六
部
の
表
題
〕は
、元
（々
第

一
版
の
順
序
が
示
し
て
い
る
と
お
り
）「
特
殊
総
合
（Special Synthesis

）」
の
前
に
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
、
そ

の
結
論
は
、「
特
殊
総
合
」
に
お
い
て
〈
進
化
〉
仮
説
に
よ
っ
て
導
か
れ
た
結
論
と
は
十
分
な
調
和
に
至
っ
て
い
な
い
。
し
か

し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
章
の
修
正
さ
れ
た
議
論
が
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
扱
わ
れ
る
こ
れ
ら
の
関
係
は
、
新

生
児
に
よ
っ
て
遺
伝
的
に
継
承
さ
れ
た
神
経
構
造
に
お
い
て
も
、
潜
在
的
に
は
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
は
ず

で
あ
る
。
新
生
児
が
経
験
し
た
胎
児
期
の
変
容
は
す
で
に
、
祖
先
に
あ
た
る
さ
ま
ざ
ま
な
種
の
計
り
知
れ
な
い
期
間
に
渡
る
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経
験
に
よ
っ
て
徐
々
に
生
み
出
さ
れ
た
変
容
を
、
短
い
時
間
で
反
復
し
て
い
る
。
だ
が
、
漸
進
的
な
変
化
が
、
経
験
に
よ
っ

て
生
み
出
さ
れ
た
変
容
が
次
々
と
伝
達
さ
れ
る
と
い
う
仕
方
で
長
期
に
渡
っ
て
一
連
の
個
体
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
考

え
る
場
合
で
も
、
ひ
と
つ
の
連
続
的
に
存
在
す
る
個
体
に
お
い
て
も
た
ら
さ
れ
る
と
考
え
る
場
合
で
も
、
議
論
は
本
質
的
な

点
で
同
じ
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。
こ
こ
で
想
定
さ
れ
て
い
る
部
分
的
に
発
達
し
た
生
物
は
、
そ
れ
ゆ
え
、
連
続
的

に
存
在
す
る
個
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
通
常
は
さ
ま
ざ
ま
な
種
や
属
や
目
の
生
を
通
じ
て
の
み
受
け
取
ら

れ
る
よ
う
な
変
容
を
、
そ
の
生
物
の
生
の
間
に
お
い
て
受
け
取
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。

訳　

注

　
〔
一
〕 

原
文
で
は progress, evolution, advance, developm

ent 

と
い
っ
た
語
彙
が（
動
詞
の
場
合
も
含
め
）多
用
さ
れ
て
い
る
が
、

必
ず
し
も
明
確
な
使
い
分
け
が
行
わ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
た
た
め
、
こ
れ
ら
の
語
彙
に
つ
い
て
は
訳
文

で
も
訳
語
に
厳
密
な
対
応
関
係
を
与
え
て
い
な
い
。

　
〔
二
〕 

訳
文
だ
け
で
は
把
握
し
づ
ら
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
補
足
し
て
お
く
と
、
本
稿
で
「
触
覚
」
と
い
う
語
彙
が
単
独
で
用

い
ら
れ
る
場
合
の
原
語
は touch 

で
あ
り
、「
触
覚
的
」
と
い
う
語
彙
が
用
い
ら
れ
る
場
合
の
原
語
は tactual 

な
い
し 

tactually 

で
あ
る
。
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凡　

例

　

・　

訳
者
に
よ
る
補
足
部
分
は
〔　

〕
で
示
し
た
。

　

・　

原
文
で
大
文
字
で
始
ま
る
単
語
に
は
〈　

〉
を
、
イ
タ
リ
ッ
ク
の
箇
所
に
は
傍
点
を
付
し
た
。

　

・　

 

訳
文
中
の
ダ
ッ
シ
ュ
と（　

）は
必
ず
し
も
原
文
に
忠
実
に
従
っ
た
も
の
で
は
な
い
。
ま
た（　

）は
原
語
を
併
記
す
る
際
に
も
用
い
て
い
る
。

訳
者
付
記

　

本
稿
は
、
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
『
心
理
学
原
理
』
の
第
二
巻
第
六
部
「
特
殊
分
析
」
の
第
一
五
章
「
時
間
の
知
覚
」
お
よ

び
第
十
六
章
「
運
動
の
知
覚
」
の
全
訳
で
あ
る
。
底
本
と
し
て
は
、
ウ
ェ
ブ
上
で
参
照
可
能
な
も
の
の
中
で
最
も
発
行
年
の
遅
い
、
次

を
用
い
た
。T

he Principles of Psychology, vol. II, D
. A

ppleton and Com
pany, 1920. 

本
書
の
初
版
は
一
八
五
五
年
に
、
大

幅
な
改
訂
が
行
わ
れ
た
第
二
版
は
一
八
七
〇
年
（
第
一
巻
）
と
一
八
七
二
年
（
第
二
巻
）
に
、
寄
せ
ら
れ
た
批
判
へ
の
応
答
を
含
む

新
た
な
区
分
が
加
え
ら
れ
た
第
三
版
は
一
八
八
〇
年
に
そ
れ
ぞ
れ
出
版
さ
れ
、
版
を
改
め
る
ご
と
に
新
し
い
序
文
が
付
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
後
の
版
に
は
序
文
の
追
加
は
認
め
ら
れ
な
い
も
の
の
、
第
二
巻
に
つ
い
て
は
少
な
く
と
も
一
八
九
九
年
ま
で
加
筆
が
行
わ
れ
て

い
た
こ
と
が
、
該
当
箇
所
（
底
本
五505 π

）
へ
の
著
者
に
よ
る
執
筆
年
の
記
載
か
ら
確
認
で
き
る
。
ス
ペ
ン
サ
ー
の
著
作
集
に
は
、

Collected W
ritings

（12 vols., Routledge, 1996

）
と T

he W
orks of H

erbert Spencer

（21vols., O
snabrück, 1966-1967

）

が
あ
り
、
後
者
は
そ
の
一
八
八
九
年
の
版
の
リ
プ
リ
ン
ト
で
あ
る
た
め
、
原
文
が
気
に
な
っ
た
場
合
な
ど
は
、
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
も
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ら
っ
て
も
構
わ
な
い
（
少
な
く
と
も
訳
出
箇
所
に
関
し
て
異
同
は
確
認
で
き
な
か
っ
た
）。
た
だ
し
前
者
所
収
の
第
一
版
と
第
二
版
以

降
の
版
と
の
間
に
は
相
当
量
の
異
同
が
あ
る
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
。

　

ジ
ョ
ン
・
ス
チ
ュ
ア
ー
ト
・
ミ
ル
と
の
論
争
を
引
き
起
こ
し
、
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ジ
ェ
イ
ム
ズ
や
ヒ
ュ
ー
リ
ン
グ
ス
・
ジ
ャ
ク
ソ
ン
と
い
っ

た
ビ
ッ
グ
ネ
ー
ム
へ
と
そ
の
内
容
が
批
判
的
に
継
承
さ
れ
る
な
ど
、
ス
ペ
ン
サ
ー
を
世
に
知
ら
し
め
る
に
至
っ
た
最
初
の
著
作
で
あ

る
（
１
）
本
書
『
心
理
学
原
理
』
は
、
哲
学
や
心
理
学
、
神
経
学
等
の
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
に
多
大
な
影
響
を
与
え
な
が
ら
も
、
現
在
で
は

ほ
と
ん
ど
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
文
字
通
り
歴
史
の
波
に
埋
も
れ
て
し
ま
っ
た
大
著
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。
二
巻
合
わ
せ

て
一
三
〇
〇
頁
以
上
と
い
う
ボ
リ
ュ
ー
ム
の
せ
い
も
あ
っ
て
か
、
明
治
か
ら
昭
和
初
期
に
か
け
て
主
に
社
会
学
や
教
育
論
の
分
野
で
ス

ペ
ン
サ
ー
の
思
想
が
輸
入
さ
れ
た
際
に
も
本
書
は
訳
さ
れ
て
お
ら
ず
、
日
本
語
で
は
そ
の
概
要
を
把
握
す
る
こ
と
す
ら
難
し
い
と
い
う

の
が
現
状
で
あ
る
（
２
）。
も
っ
と
も
、
こ
う
し
た
状
況
は
国
内
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
知
覚
や
記
憶
、
時
間
や
空
間
に
関
す
る
現

代
的
な
議
論
の
ル
ー
ツ
が
遡
ら
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
も
本
書
の
内
容
が
参
照
さ
れ
る
こ
と
は
（
と
り
わ
け
哲
学
に
お
い
て
は
）
稀
だ
か

ら
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
本
来
は
ス
ペ
ン
サ
ー
の
も
の
で
あ
っ
た
着
想
が
、
い
つ
の
間
に
か
後
世
に
活
躍
し
た
心
理
学
者
・
哲
学
者

に
帰
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
っ
た
ケ
ー
ス
が
多
々
あ
る
の
で
は
な
い
か　
　

訳
者
が
本
書
に
取
り
組
み
始
め
た
の
は
、
ま
さ
に
そ

う
し
た
観
点
か
ら
で
あ
り
、
と
り
わ
け
「
時
間
の
知
覚
」
と
「
運
動
の
知
覚
」
の
二
つ
の
章
は
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
『
心
理
学
原
理
』
や

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』、
あ
る
い
は
彼
ら
と
同
時
代
の
思
想
家
た
ち
に
と
っ
て
重
要
な

リ
ソ
ー
ス
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
た
め
、
ま
ず
は
こ
れ
ら
を
訳
出
対
象
に
選
ん
だ
次
第
で
あ
る
。

　

き
っ
か
け
は
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
の
だ
が
、
翻
訳
を
進
め
て
い
く
う
ち
に
、
そ
れ
ま
で
リ
ボ
ー
に
よ
る
紹
介
（
３
）
を
読
ん
で

知
っ
た
気
に
な
っ
て
い
た
基
本
的
な
主
張
と
は
別
に
、
個
々
の
議
論
や
記
述
の
ス
タ
イ
ル
そ
の
も
の
の
魅
力
に
気
付
き
、
本
書
は
、
単

に
歴
史
的
資
料
と
し
て
扱
わ
れ
る
の
で
は
な
く
、そ
れ
自
体
と
し
て
広
く
読
ま
れ
る
べ
き
著
作
だ
と
い
う
よ
う
に
認
識
が
改
め
ら
れ
た
。



32

い
く
つ
か
の
章
の
翻
訳
作
業
は
、
今
後
何
回
か
に
分
け
て
継
続
し
て
行
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
の
で
、
解
題
は
あ
る
程
度
の
量

の
翻
訳
が
完
了
し
て
か
ら
行
う
こ
と
と
し
た
い
。
ま
た
、
訳
者
が
専
門
と
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
と
本
書
の
関
係
に
つ
い
て
は
別
稿
で

詳
細
に
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

　

今
回
訳
出
し
た
テ
ク
ス
ト
の
多
く
の
部
分
は
、
二
〇
二
二
年
度
の
大
学
院
の
演
習
で
用
い
た
も
の
で
あ
る
。
受
講
生
で
あ
っ
た
、
山

田
太
朗
、
遠
山
裕
茉
、
佐
々
木
健
人
の
各
氏
と
の
議
論
を
通
じ
て
テ
ク
ス
ト
の
理
解
を
深
め
る
こ
と
が
で
き
た
。
こ
こ
に
記
し
て
感
謝

し
た
い
。

 

岡
嶋 

隆
佑
（
お
か
じ
ま
・
り
ゅ
う
す
け
／
新
潟
大
学
人
文
学
部
准
教
授
）

注
（
訳
者
付
記
）

　　
（
１
） Collected W

ritings 

の
第
四
巻
へ
の
編
者
テ
イ
ラ
ー
に
よ
る
序
文
（pp. xviii-xix

）
を
参
照
。

　
（
２
） 

例
外
的
に
、
田
中
治
六
『
心
理
学
史
』（
哲
学
館
、
一
九
〇
〇
年
、
一
一
一　

一
六
三
頁
）
で
は
ま
と
ま
っ
た
紹
介
が
行
わ
れ

て
い
る
（
国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
か
ら
閲
覧
可
能
）。
ま
た
訳
者
が
こ
の
田
中
の
著
作
に
つ
い
て
の
情
報

を
得
た
以
下
の
論
考
は
、
感
情
論
を
主
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
本
書
の
概
要
や
関
連
文
献
を
知
る
上
で
も
非
常
に

有
用
な
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
ぜ
ひ
併
せ
て
参
照
さ
れ
た
い
。
本
間
栄
男
「
ハ
ー
バ
ー
ト
・
ス
ペ
ン
サ
ー
の
感
情
論
」、『
桃

山
学
院
大
学
社
会
学
論
集
』、
第
四
八
巻
第
二
号
、
二
〇
一
五
年
、
六
三　

一
〇
四
頁
。
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（
３
） Cf. T

h. Ribot, La psychologie anglaise contem
poraine, 3

e edition, Librairie Germ
er Baillière et Cie, 1881, 

pp. 161-247. 

テ
オ
デ
ュ
ー
ル
・
リ
ボ
ー
は『
心
理
学
原
理
』の
仏
訳
者
で
も
あ
る（
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
エ
ス
ピ
ナ
ス
と
の
共
訳
）。

ス
ペ
ン
サ
ー
に
限
ら
ず
、
英
国
の
心
理
学
を
積
極
的
に
紹
介
し
て
い
た
彼
の
存
在
に
よ
っ
て
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
比
較
的
早
い

時
期
か
ら
ス
ペ
ン
サ
ー
心
理
学
が
受
容
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
リ
ボ
ー
の
著
作
も
そ
の
一
部
に
含
ま
れ
る
セ
ル
ジ
ュ
・
ニ
コ
ラ

に
よ
る
叢
書 Encyclopédie psychologique 

に
収
め
ら
れ
た
『
心
理
学
原
理
』
の
仏
訳
版
（Principes de psychologie, 

2 tom
es, LʼH

arm
attan, 2007

）
に
は
、
ギ
ヨ
ー
ム
・
ド
・
グ
レ
ー
フ
に
よ
っ
て
一
八
八
二
年
に
書
か
れ
た
本
書
の
詳
細
な

要
約
も
再
録
さ
れ
て
い
る
。


