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ま

え

が

き

本
書
は
、
一
九
九
一
年
秋
に
桃
山
学
院
大
学
人
間
科
学
会
と
山
川
偉
也
を
チ
ー
フ
と
す
る
共
同
研
究

「
こ
と
ば
と
論
理
」
共
催
の
下
に
行
な
わ
れ
、
一
九
九
二
年
三
月
に
桃
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所
『
人
間

科
学
』
第
三
号
に
収
録
さ
れ
た
「
鼎
談

エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
、
そ
の
光
と
影
：
西
欧
思
想
史
上
の
ゼ
ノ
ン

（Z
eno

of
E

lea
in

the
H

istory
of

the
E

uropean
T

hought

）」
の
改
訂
復
刻
版
で
あ
る
。

鼎
談
者
は
、
当
時
の
文
学
部
特
任
教
授
で
わ
が
国
フ
ラ
ン
ス
文
学
・
フ
ラ
ン
ス
思
想
学
会
に
大
き
な
業

績
を
残
さ
れ
た
平
井
啓
之
氏
、
同
じ
く
当
時
の
文
学
部
特
任
教
授
で
科
学
史
・
数
学
史
学
会
に
お
い
て
指

導
的
か
つ
傑
出
し
た
仕
事
を
さ
れ
た
村
田
全
氏
、
な
ら
び
に
ギ
リ
シ
ア
哲
学
研
究
者
で
当
時
の
文
学
部
教

授
（
現
法
学
部
教
授
）
の
山
川
偉
也
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
三
名
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
違
っ
た
視
点
か
ら
で
は

あ
る
が
、
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
、
と
り
わ
け
そ
の
運
動
逆
理
に
深
い
関
心
を
払
っ
て
き
た
。

本
鼎
談
は
、
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
、
数
学
者
、
哲
学
者
と
い
う
専
攻
分
野
を
ま
っ
た
く
異
に
す
る
三
者
が
、

ゼ
ノ
ン
の
運
動
逆
理
に
焦
点
を
求
め
つ
つ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
蘊
蓄
を
傾
け
て
語
り
あ
っ
た
珍
し
い
記
録
で
あ

る
。
そ
の
切
り
口
の
ユ
ニ
ー
ク
さ
・
斬
新
さ
、
発
言
内
容
の
レ
ベ
ル
、
異
色
あ
る
問
題
提
起
、
啓
発
的
創

見
等
々
に
は
見
る
べ
き
も
の
が
あ
り
、
現
時
点
と
な
っ
て
も
な
お
、
識
者
の
間
で
話
題
に
上
る
こ
と
が
あ



る
も
の
で
あ
る
。

最
近
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
の
ギ
リ
シ
ア
哲
学
者
へ
の
関
心
が
と
み
に
高
ま
っ
て
き
て
い
て
、
種
々
の
国

際
学
会
等
が
相
次
い
で
創
設
さ
れ
て
い
る
。と
り
わ
け
注
目
に
値
す
る
の
は
エ
レ
ア
学
派
の
哲
学
者
た
ち
、

特
に
ゼ
ノ
ン
の
運
動
逆
理
へ
の
関
心
が
従
来
に
も
ま
し
て
高
ま
っ
て
き
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
内
外
に
お

け
る
こ
の
よ
う
な
諸
状
況
に
照
ら
し
て
、
改
訂
復
刻
版
「
鼎
談
」
を
桃
山
学
院
大
学
研
究
叢
書
の
一
冊
と

し
て
上
梓
す
る
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
意
義
あ
る
こ
と
、
時
宜
に
適
し
た
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
改
訂
復
刻
版
の
編
集
に
当
た
っ
て
は
、
原
本
テ
ク
ス
ト
の
内
容
を
一
字
一
句
復
元
す
る
こ
と
を

原
則
と
し
た
。
た
だ
し
、
明
ら
か
な
誤
植
等
は
是
正
し
、
必
要
不
可
欠
だ
と
考
え
ら
れ
る
注
記
を
加
え
る

と
と
も
に
、
巻
末
に
「
あ
と
が
き
」
を
兼
ね
た
本
文
「
解
題
」
を
付
し
た
。

二
〇
〇
九
年
一
月
三
日

編
著
者

山
川
偉
也



第
一
話

平
井
啓
之

﹇
は
じ
め
に
﹈

山
川

平
井
先
生
、
村
田
先
生
そ
れ
に
私
―
私
は
、

両
先
生
に
比
較
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
年
齢
の
点

で
は
一
世
代
以
上
、
仕
事
の
点
で
も
格
段
に
落
ち
ま
す

か
ら
、
番
外
の
余
興
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
―
平
井
先
生
が

フ
ラ
ン
ス
文
学
・
フ
ラ
ン
ス
思
想
、
村
田
先
生
が
数
学

史
・
数
学
思
想
、
そ
し
て
私
が
ギ
リ
シ
ア
哲
学
お
よ
び

そ
の
周
辺
領
域
と
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
志
向
も
専
攻
も
異

な
る
わ
け
で
す
。
が
、
奇
し
く
も
三
人
と
も
に
共
通
し

て
、
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
に
関
心
を
払
っ
て
ま
い
り
ま
し
た（
一
）
。
実
を
申
し
ま
す
と
私
は
、
ゼ
ノ
ン
よ
り
も

む
し
ろ
、
ゼ
ノ
ン
の
先
生
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
こ
そ
が
哲
学
者
と
し
て
偉
大
だ
と
思
っ
て
き
ま
し
た
し
、
そ
の

気
持
は
現
在
も
変
わ
っ
て
い
ま
せ
ん
。

し
か
し
エ
レ
ア
学
派
へ
の
関
心
と
い
う
点
で
は
、
私
た
ち
を
共
通
に
括
る
も
の
が
確
か
に
あ
る
わ
け
で

し
て
、
も
う
数
年
前
に
も
な
り
ま
し
ょ
う
か
、
ゼ
ノ
ン
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
に
つ
い
て
両
先
生
に
相
談
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さ
せ
て
い
た
だ
い
た
こ
と
が
ご
ざ
い
ま
す
。
が
、
そ
れ
ぞ
れ
多
忙
を
き
わ
め
る
身
。
そ
の
約
束
も
反
故
同

然
に
な
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
、
そ
う
こ
う
す
る
う
ち
、
五
年
と
い
う
歳
月
が
い
つ
し
か
過
ぎ
、
平
井

先
生
の
本
学
で
の
定
年
が
ま
ぢ
か
に
迫
る
な
ど
と
い
う
、
理
不
尽
か
つ
途
方
も
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま

い
ま
し
た
。

秋
来
ぬ
と
目
に
は
さ
や
か
に
見
え
ね
ど
も
風
の
音
に
ぞ
驚
か
れ
ぬ
る

と
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
し
ょ
う
。
颯
々
た
る
無
常
の
風
に
胸
ふ
た
ぐ
思
い
を
新
た
に
し
た
わ
け
で
ご
ざ

い
ま
す
。
ち
ょ
う
ど
そ
の
折
、
文
学
部
三
学
会
主
催
研
究
会
関
係
世
話
人
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
林
陸
雄

先
生
と
、
平
井
先
生
が
会
長
を
な
さ
っ
て
お
ら
れ
る
人
間
科
学
会
編
集
委
員
の
生
瀬
克
己
先
生
が
、
そ
ん

な
こ
と
考
え
て
る
の
な
ら
一
つ
鼎
談
を
や
れ
、
掲
載
の
便
を
図
っ
て
や
ろ
う
、
と
好
意
あ
る
申
出
を
し
て

下
さ
い
ま
し
た
。
人
問
科
学
会
な
ら
び
に
総
合
研
究
所
を
母
体
と
す
る
共
同
研
究
「
こ
と
ば
と
論
理
」
共

催
と
い
う
か
た
ち
で
、
今
日
と
明
日
の
２
回
に
わ
た
り
、《
西
欧
思
想
史
上
の
ゼ
ノ
ン
―
ゼ
ノ
ン
の
残
し

た
も
の
―
》
と
い
う
テ
ー
マ
で
の
鼎
談
が
実
現
す
る
運
び
と
な
っ
た
の
は
、
ひ
と
え
に
そ
の
お
蔭
だ
と
大

い
に
感
謝
致
し
て
お
り
ま
す
。

さ
て
本
日
は
、
平
井
先
生
に
話
題
提
供
を
お
願
い
し
、
広
義
フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
の
文
学
・
思
想
、
ヴ

ァ
レ
リ
ー（
二
）
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
（
三
）
、
パ
ス
カ
ル
（
四
）
と
い
っ
た
人
々
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
ゼ
ノ
ン
を
取
り
上
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げ
て
い
た
だ
き
、
明
日
は
村
田
先
生
の
ほ
う
か
ら
「
こ
と
ば
と
論
理
―
そ
のD

iscreteness

―
」
と
い
う

テ
ー
マ
で
、
数
学
思
想
史
を
舞
台
と
し
て
、
ゼ
ノ
ン
を
め
ぐ
る
話
題
を
展
開
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。
過
密
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
で
す
。
が
、
明
日
に
は
、
さ
ら
に
、
両
先
生
の
議
論
を
踏
ま
え
、
私
も

ま
た
、
な
に
が
し
か
の
意
見
を
開
陳
さ
せ
て
い
た
だ
く
、
そ
う
い
う
こ
と
に
致
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
平
井
先
生
に
御
発
題
い
た
だ
く
番
で
す
が
、
先
生
と
ゼ
ノ
ン
と
の
関
わ
り
に
つ
き
、
私
の
管
見

さ
せ
て
い
た
だ
い
た
か
ぎ
り
で
の
素
描
の
よ
う
な
も
の
を
や
ら
せ
て
い
た
だ
き
、
さ
ら
に
、
今
日
は
初
日

で
あ
り
ま
す
か
ら
、
鼎
談
全
体
の
イ
ン
ト
ロ
ダ
ク
シ
ョ
ン
に
当
た
る
も
の
と
し
て
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
に
つ

い
て
簡
単
な
解
説
を
や
っ
て
お
く
の
が
話
の
展
開
上
好
都
合
な
の
で
は
な
い
か
、
と
思
い
ま
す
。

先
生
は
、
最
近
、
ご
翻
訳
・
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ（
五
）
『
差
異
に
つ
い
て
』（
青
土
社
、
一
九
八
九
）を
出

さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
末
尾
に
先
生
が
付
せ
ら
れ
た
重
要
な
解
説
「
解
題
＊

〈
差
異
〉
と
新
し
い
も
の
の
生

産
」
を
読
ま
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
そ
の
冒
頭
近
く
、
す
で
に
ゼ
ノ
ン
の
名
前
が
出
て
ま
い
り
ま
す
。

そ
れ
は
、
サ
ル
ト
ル（
六
）
の
『
存
在
と
無
』
第
二
部
「
対
自
存
在
」
第
三
章
「
超
越
」
!
「
世
界
の
時
間
」

に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
ゼ
ノ
ン
の
「
不
動
の
矢
」
と
の
関
連
に
お
い
て
で
あ
り
ま
す
。
―
ゼ
ノ
ン
の
逆
理

に
つ
い
て
あ
ま
り
ご
存
知
な
い
方
が
お
ら
れ
る
か
も
分
か
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
こ
で
最
低
限
必
要
な
こ
と

だ
け
解
説
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
お
い
た
ほ
う
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。

ゼ
ノ
ン
の
書
き
物
の
断
片
の
い
く
つ
か
は
、
不
完
全
な
伝
承
に
お
い
て
で
は
あ
り
ま
す
が
、
今
日
も
な

お
読
む
こ
と
が
出
来
ま
す
。
け
れ
ど
も
、
普
通
、「
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
」
の
名
前
で
ひ
と
が
想
い
浮
か
べ
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る
の
は
、「
運
動
」
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
ほ
う
で
し
ょ
う
。
残
念
な
が
ら
、
ゼ
ノ
ン
自
身
が
直
接
に
書
い

た
も
の
は
残
っ
て
お
ら
ず
、
間
接
的
「
報
告
」
の
か
た
ち
で
し
か
伝
わ
っ
て
お
り
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
そ

れ
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス（
七
）
の
『
自
然
学
』
第
六
巻
九
章
に
―
お
そ
ら
く
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
流
の
解
説

言
語
に
よ
っ
て
濾
過
さ
れ
た
う
え
で
―
出
て
く
る
の
で
す
。
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
報
告

自
体
は
ど
れ
も
短
い
も
の
で
す
か
ら
、
全
文
を
掲
げ
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
た
だ
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

注
釈
な
い
し
批
判
の
言
葉
は
省
く
こ
と
に
し
ま
す
。

第
一
逆
理
「
二
分
割
」〔
二
三
九
Ｂ
一
一
〜
一
三
〕「
移
動
す
る
も
の
は
、
目
的
地
に
達
す
る
よ
り
も
ま
え

に
、
そ
の
半
分
の
点
に
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
運
動
し
な
い
。」

第
二
逆
理
「
ア
キ
レ
ウ
ス
」〔
二
三
九
Ｂ
一
五
〜
一
八
〕「
走
る
こ
と
の
最
も
遅
い
も
の
で
す
ら
、
最
も
速

い
も
の
に
よ
っ
て
追
い
つ
か
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
追
う
も
の
は
、
追
い
つ
く
ま
え
に
、
逃

げ
る
も
の
が
走
り
始
め
た
点
に
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
し
た
が
っ
て
、
よ
り
遅
い
も
の
が
い
く
ら

か
は
つ
ね
に
先
ん
じ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。」

第
三
逆
理
「
飛
矢
（
静
止
）」〔
二
三
九
Ｂ
五
〜
七
〕「
ど
ん
な
も
の
も
、
自
身
に
等
し
い
場
所
を
占
め
て

い
る
と
き
に
は
つ
ね
に
静
止
し
て
お
り
、
移
動
す
る
も
の
は
今
に
お
い
て
つ
ね
に
自
身
に
等
し
い
場

所
を
占
め
て
い
る
か
ら
、
移
動
す
る
矢
は
動
か
な
い
。」

第
四
逆
理
「
競
技
場
」〔
二
三
九
Ｂ
三
三
〜
二
四
〇
Ａ
一
〕「
競
技
場
に
お
い
て
一
列
の
等
し
い
物
塊
の
か

8



た
わ
ら
を
、
反
対
方
向
に
、
一
方
は
競
技
場
の
終
点
か
ら
、
他
方
は
そ
の
折
り
返
し
点
か
ら
等
し
い

速
度
で
運
動
す
る
二
列
の
等
し
い
物
塊
に
関
す
る
も
の
。
こ
の
議
論
で
は
、
ゼ
ノ
ン
は
、
半
分
の
時

間
が
そ
の
二
倍
の
時
間
に
等
し
い
と
い
う
結
論
に
な
る
と
思
っ
て
い
る
。」

第
一
、
第
二
…
と
い
っ
た
枚
挙
の
仕
方
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
も
の
で
す
。
が
、
ゼ
ノ
ン
自
身
が

こ
の
順
序
で
「
運
動
の
逆
理
」
を
四
つ
、
そ
し
て
四
つ
に
か
ぎ
っ
て
、
定
式
化
し
た
か
ど
う
か
、
ま
た
、

そ
れ
ら
運
動
の
逆
理
が
、
ゼ
ノ
ン
の
「
多
」
の
論
駁
に
関
す
る
書
物（
こ
れ
に
は
約
四
〇
篇
の
論
文
が
収

録
さ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
）と
は
独
立
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
定
式
化
し
た
よ
う
な
言
葉

づ
か
い
、
た
と
え
ば
「
矢
」
と
か
「
走
る
こ
と
の
最
も
速
い
者
」
と
か
「
競
技
場
」
と
か
い
っ
た
、
イ
メ

ー
ジ
喚
起
的
な
言
葉
を
用
い
て
定
式
化
さ
れ
た
か
ど
う
か
と
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
、
大
い
に
議
論
の

余
地
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
に
立
ち
入
る
必
要
は
今
は
な
い
で
し
ょ
う
。
要
す
る
に
、
ゼ
ノ

ン
の
運
動
論
駁
に
関
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
報
告
の
第
三
番
目
の
も
の
が
、
平
井
先
生
が
言
及
な
さ
っ

て
お
ら
れ
る
「
不
動
の
矢
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

こ
の
逆
理
に
関
し
て
は
、
実
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
二
度
に
わ
た
っ
て
言
及
し
て
お
り
、
そ
の
一
度

目
の
言
及
が
、
い
ま
先
ほ
ど
訳
し
て
お
い
た
も
の
で
す
。
つ
ま
り
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、『
自
然
学
』
第

六
巻
九
章
に
お
け
る
ゼ
ノ
ン
の
運
動
論
駁
に
つ
い
て
の
報
告
・
解
説
・
批
判
を
始
め
る
に
際
し
て
、「
と

こ
ろ
が
、
ゼ
ノ
ン
は
、
誤
謬
推
論
を
や
っ
て
い
る
の
だ
。
な
ぜ
な
ら
・
・
・
」
と
い
う
言
葉
で
は
じ
め
、
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た
だ
ち
に
、
さ
き
ほ
ど
紹
介
し
ま
し
た
「
飛
矢
静
止
」
の
逆
理
を
述
べ
る
わ
け
で
す
。
つ
ま
り
、
ゼ
ノ
ン

の
運
動
論
駁
に
つ
い
て
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
紹
介
の
順
序
は
、
「
導
入
・
飛
矢
静
止
、
第
一
・
二
分
割
、

第
二
・
ア
キ
レ
ス
、
第
三
・
飛
矢
静
止
、
第
四
・
競
技
場
」
と
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
し
て
、
飛
矢

静
止
に
つ
い
て
の
二
度
目
の
言
及
は
、「
と
こ
ろ
で
第
三
は
い
ま
し
が
た
述
べ
ら
れ
た
も
の
で
、《
運
動
す

る
矢
は
静
止
し
て
い
る
》
と
い
う
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
、
き
わ
め
て
短
い
言
葉
で
紹
介
さ
れ
て
お
り
ま

す
。と

も
か
く
も
、
そ
の
第
三
逆
理
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
、
平
井
先
生
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
内
的
時
間
」

や
「
持
続
」
の
本
質
を
問
題
に
な
さ
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
す
な
わ
ち
、「
自
己
と
の
関
係
に
お
い
て
差

異
を
生
ず
る
も
の
」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
）と
し
て
の
持
続
の
意
義
を
説
か
れ
る
な
か
で
、
先
生
は
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
の

「
…
わ
れ
わ
れ
の
知
性
が
そ
れ
を
表
象
す
る
よ
う
な
運
動
と
変
化
、
に
内
在
す
る
諸
矛
盾
を
、
エ
レ

ア
の
ゼ
ノ
ン
が
示
し
て
み
せ
た
ま
さ
に
そ
の
日
か
ら
、
形
而
上
学
は
は
じ
ま
る
の
だ
」

と
い
う
言
葉
を
挙
げ
ら
れ
る
と
と
も
に
、
こ
れ
を
嚆
矢
と
し
て
、
縷
縷
、
以
下
数
ぺ
ー
ジ
に
わ
た
り
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
の
意
義
を
論
じ
て
お
ら
れ
ま
す
。

振
り
返
っ
て
み
ま
す
と
、
先
生
の
ゼ
ノ
ン
へ
の
言
及
は
一
再
に
と
ど
ま
ら
な
い
わ
け
で
あ
り
ま
し
て
、
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す
で
に
そ
の
こ
と
は
御
訳
業
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
時
間
と
自
由
』（
白
水
社
、
一
九
七
五
年
）の
「
解
説
」
に
見

ら
れ
、
そ
こ
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
出
発
点
と
し
て
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
が
い
か
に
重
大
な
意
味
を
も
っ

た
か
が
、
ク
レ
ル
モ
ン
・
フ
ェ
ラ
ン
の
ブ
レ
ー
ズ
・
パ
ス
カ
ル
高
校
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
教
鞭
を
と
っ
て
い

た
と
き
の
原
体
験
と
も
い
う
べ
き
も
の
の
逸
話
に
始
ま
り
、
数
ペ
ー
ジ
に
わ
た
っ
て
述
べ
ら
れ
て
い
ま
す

―
た
だ
し
、
同
じ
白
水
社
の
『
ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集
』
第
一
巻
、
こ
れ
に
は
学
位
論
文
『
時
間
と
自
由
』（『
意

識
に
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
」
が
原
題
）と
そ
の
副
論
文（
原
ラ
テ
ン
語
論
文
）

『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
場
所
論
』
が
収
録
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
う
ち
『
時
間
と
自
由
』
が
平
井
先
生

の
御
訳
業
、
そ
の
「
解
説
」
は
一
九
六
五
年
三
月
末
日
の
も
の
で
す
が
、
そ
こ
に
は
ゼ
ノ
ン
へ
の
言
及
は

あ
り
ま
せ
ん
。
が
、
こ
れ
ら
の
ゼ
ノ
ン
へ
の
言
及
は
、
先
生
の
『
ラ
ン
ボ
オ
か
ら
サ
ル
ト
ル
へ
―
フ
ラ
ン

ス
象
徴
主
義
の
問
題
―
』（
弘
文
堂
一
九
五
八
年
初
版
、
一
九
八
九
年
講
談
社
文
庫
に
収
録
）に
す
で
に
顕

れ
て
い
た
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
第
二
章
「
ヴ
ァ
レ
リ
ー
論
」
第
一
節
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
ヴ
ァ
レ
リ
ー
」

の
な
か
の
「
ツ
ェ
ノ
ン
の
詭
弁
を
廻
っ
て
」
の
中
で
は
、
先
ず
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
ゼ
ノ
ン
が
、
次
い

で
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
長
詩
『
海
辺
の
墓
』
に
お
け
る
「
不
動
の
矢
」
に
関
わ
る
詩
句
、
そ
し
て
同
じ
く
ヴ
ァ

レ
リ
ー
の
『
ユ
ー
パ
リ
ノ
ス
或
い
は
建
築
家
』
に
お
け
る
ソ
ク
ラ
テ
ス
と
フ
ァ
イ
ド
ロ
ス
の
対
話
の
中
で

の
「
ア
キ
レ
ス
と
亀
」
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
問
題
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
御
論
考
の
趣
旨
な
ら
び
に
歩
み
は
、
ど
う
や
ら
最
近
の
『
差
異
に
つ
い
て
』「
解
題
」
の
そ
れ
と

軌
を
一
に
し
て
い
る
よ
う
で
あ
り
ま
し
て
、
先
生
が
『
ラ
ン
ボ
オ
か
ら
サ
ル
ト
ル
へ
』「
文
庫
本
の
読
者
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へ
」
末
尾
に
書
い
て
お
ら
れ
る
、

「
と
も
か
く
、
私
の
フ
ラ
ン
ス
文
学
者
と
し
て
の
仕
事
を
、
こ
う
し
た
形
で
更
め
て
世
に
送
る
機
会

を
得
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
少
な
く
と
も
私
の
内
部
で
は
、
ほ
と
ん
ど
四
〇
年
後
の
最
近
の
仕
事
に
直

結
し
て
い
る
の
で
、
特
に
う
れ
し
い
こ
と
な
の
で
あ
る
。」

と
い
う
言
葉
を
、
そ
の
ま
ま
実
証
す
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
あ
た
か

も
、『
思
想
と
動
く
も
の
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
一
九
一
一
年
四
月
十
日
に
ボ
ロ
ー
ニ
ァ
哲
学
会
で
行
な

っ
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
講
演
「
哲
学
的
直
観
」
に
お
け
る
哲
学
者
の
仕
事
に
つ
い
て
の

「
哲
学
者
と
い
う
名
に
値
す
る
哲
学
者
は
、
未
だ
か
つ
て
た
だ
一
つ
の
こ
と
し
か
言
わ
な
か
っ
た
の

で
す
。
い
や
、
見
た
と
い
う
よ
り
も
触
れ
た
の
で
す
。
そ
し
て
こ
の
接
触
が
衝
動
を
与
え
、
こ
の
衝

動
が
運
動
を
与
え
た
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
運
動
は
あ
る
特
殊
な
形
を
し
た
旋
風
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
道
す
が
ら
掻
き
集
め
た
も
の
を
通
し
て
し
か
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
眼
に

は
見
え
な
い
と
す
れ
ば
、ほ
か
の
ほ
こ
り
も
ま
た
同
じ
よ
う
に
巻
き
上
げ
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、

そ
れ
で
も
そ
れ
は
や
は
り
同
じ
旋
風
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
は
や
は
り
正
し
い
の
で
あ
り

ま
す
。
同
様
に
し
て
、
何
か
新
し
い
も
の
を
こ
の
世
に
も
た
ら
す
思
想
は
、
そ
れ
が
た
ま
た
ま
出
会
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い
、
自
分
の
運
動
の
中
に
引
き
込
む
既
成
の
観
念
を
通
じ
て
、
自
分
を
表
明
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で

す
。
こ
う
し
て
こ
の
思
想
は
、
こ
の
哲
学
者
の
生
き
た
時
代
に
相
対
的
な
も
の
と
し
て
現
れ
ま
す
。

し
か
し
、
そ
れ
は
し
ば
し
ば
見
せ
か
け
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。
こ
の
哲
学
者
は
何
世
紀
か
前
に
生
ま
れ
た

こ
と
も
で
き
た
で
し
ょ
う
。
そ
の
と
き
彼
は
他
の
哲
学
者
と
他
の
科
学
を
相
手
に
し
、
他
の
問
題
を

自
分
に
課
し
、
他
の
命
題
に
よ
っ
て
自
分
の
思
想
を
表
現
し
た
こ
と
で
し
ょ
う
。
そ!

れ!

に!

も!

か!

か!

わ!

ら!

ず!

彼!

は!

同!

じ!

こ!

と!

を!

言!

っ!

た!

で!

あ!

り!

ま!

し!

ょ!

う!

。（
白
水
社
「
ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集
」
第
七
巻
、
矢
内
原
伊

作
訳
、
傍
点
に
よ
る
強
調
は
山
川
）

と
い
う
言
葉
の
正
し
さ
を
傍
証
す
る
も
の
で
す
ら
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
す
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
の

講
演
の
な
か
で
、
い
ま
挙
げ
た
言
葉
に
す
ぐ
続
け
て
、
ス
ピ
ノ
ザ（
八
）
哲
学
の
本
質
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る

の
で
す
が
、
そ
こ
で
彼
は
こ
ん
な
こ
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。

「
ス
ピ
ノ
ザ
の
話
を
し
ま
す
と
あ
ま
り
に
も
長
く
な
る
で
し
ょ
う
か
ら
、
こ
れ
に
は
触
れ
な
い
つ
も

り
で
す
。
し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
『
エ
チ
カ
』
の
よ
う
に
、
本
の
形
式
と
本
の
根
底
に
あ
る
も
の

と
の
対
照
ほ
ど
教
訓
的
な
も
の
を
私
は
知
り
ま
せ
ん
、
つ
ま
り
一
方
に
あ
る
も
の
は
、
実
体
、
属
性
、

様
態
と
呼
ば
れ
る
巨
大
な
も
の
で
あ
り
、
も
つ
れ
合
っ
た
定
義
、
系
、
注
を
従
え
た
定
理
の
恐
る
べ

き
行
列
で
あ
り
、
ド
レ
ド
ノ
ー
ト
型
の
戦
艦
を
目
前
に
見
た
と
き
と
同
じ
よ
う
に
『
エ
チ
カ
』
に
取
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り
か
か
っ
た
初
学
者
の
心
を
、
感
嘆
と
恐
怖
で
も
っ
て
動
転
さ
せ
る
複
雑
な
か
ら
く
り
と
威
圧
的
な

力
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
他
方
に
あ
る
の
は
、
な!

に!

か!

微!

妙!

な!

、!

た!

い!

へ!

ん!

軽!

い!

ほ!

と!

ん!

ど!

空!

気!

の!

よ!

う!

な!

も!

の!

で!

あ!

り!

、
そ
れ
に
接
近
す
る
と
逃
げ
去
り
、
そ
れ
を
遠
く
か
ら
で
も
眺
め
よ
う
と
す

れ
ば
、
そ
の
他
の
い
っ
さ
い
の
も
の
に
さ
え
、
肝
心
な
こ
と
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
に
さ
え
、
実
体

と
属
性
の
区
別
に
さ
え
、
思
惟
と
延
長
の
二
元
性
に
さ
え
拘
泥
し
て
は
お
れ
な
く
な
る
の
で
あ
り
ま

す
。
そ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
と
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
に
結
び
つ
い
た
概
念
の
重
い
塊
の
背
後
に

あ
る
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
の
直
観
で
あ
り
ま
す
。
ど
の
よ
う
に
単
純
な
命
題
で
も
こ
の
直
観
を
表
現
で
き

る
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。」（
白
水
社
『
ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集
」
第
七
巻
、
矢
内
原
伊
作
訳
、

強
調
は
山
川
）

な
に
か
こ
う
し
た
、
「
微
妙
な
、
た
い
へ
ん
軽
い
、
ほ
と
ん
ど
空
気
の
よ
う
な
も
の
」、
つ
ま
り
直
観
が
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
と
っ
て
最
重
要
な
要
石（
キ
ー
・
ス
ト
ー
ン
）の
位
置
を
占
め
る
も
の
で
あ
っ
た
こ

と
、
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
そ
の
哲
学
構
築
に
関
わ
っ
て
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
哲
学
的
思
惟
が
発

動
す
る
そ
も
そ
も
の
始
発
点
・
原
点
に
関
わ
っ
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
場
合
に
は
ゼ
ノ
ン
の
一
連
の
逆
理
が

あ
り
、
そ
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
理
解
、
さ
ら
に
は
一
般
に
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
や
プ
ル
ー
ス
ト（
九
）
を
含
む
フ
ラ

ン
ス
象
徴
主
義
の
人
々
の
思
想
の
重
要
な
一
側
面
の
理
解
に
関
わ
っ
て
、
平
井
先
生
の
場
合
に
は
、
エ
レ

ア
の
ゼ
ノ
ン
が
あ
る
。
そ
う
い
う
気
が
し
て
な
り
ま
せ
ん
。
ま
ち
が
っ
て
お
り
ま
し
ょ
う
か
。
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﹇
ゼ
ノ
ン
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
﹈

平
井

ま
ち
が
っ
て
い
ま
せ
ん
。
私
に
と
っ
て
も
、
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
が
年
来
の
気
が
か
り
で
あ
り
つ

づ
け
て
き
た
こ
と
、
そ
の
こ
と
は
確
か
で
す
。
た
だ
し
、
ゼ
ノ
ン
に
対
す
る
私
の
関
心
と
い
う
の
は
、
い

わ
ば
勝
手
気
ま
ま
な
フ
ラ
ン
ス
思
想
・
文
学
の
読
み
手
の
そ
れ
で
、
ギ
リ
シ
ア
哲
学
史
研
究
家
と
し
て
の

山
川
先
生
や
西
欧
科
学
史
・
数
学
史
に
き
わ
め
て
ひ
ろ
い
知
見
を
お
持
ち
の
村
田
先
生
の
そ
れ
と
は
、
お

の
ず
と
違
っ
た
も
の
で
す
。
そ
の
こ
と
は
予
め
言
っ
て
お
か
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。
日
頃
考
え
て
い
る
こ
と

を
話
す
機
会
を
与
え
て
い
た
だ
い
た
の
は
僥
幸
で
す
。
が
、
私
の
話
と
い
う
の
は
一
種
の
妄
言
で
す
。
そ

う
い
う
も
の
と
し
て
、
お
聞
き
い
た
だ
け
れ
ば
結
構
だ
と
思
い
ま
す
。

〈
数
〉・〈
言
語
〉・〈
像
〉
と
、
密
接
に
関
連
し
あ
う
内
容
を
も
つ“

énoncé
”

（
言
表
）に
関
わ
っ
て
、

ベ
ル
ク
ソ
ン
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
、
パ
ス
カ
ル
を
と
り
あ
げ
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
か
ら
始
め
ま
す
。
ア
ン
リ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
が
成
立
す
る
そ
も
そ
も
の
端
緒

と
し
て
、
エ
レ
ア
学
派
の
鬼
才
ゼ
ノ
ン
の
論
証argum

ents

が
特
別
の
意
味
を
も
っ
た
こ
と
は
、
よ
く
知

ら
れ
て
い
ま
す
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
一
八
八
三
〜
八
八
年
の
五
年
間
を
ク
レ
ル
モ
ン
・
フ
ェ
ラ
ン
の
ブ
レ
ー
ズ
・
パ
ス
カ
ル

高
校
で
教
鞭
を
取
っ
て
い
ま
し
た
。
哲
学
者
と
し
て
の
彼
の
最
初
の
仕
事
で
も
あ
り
博
士
論
又
で
も
あ
っ

た
『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』（L’

E
ssai

sur
les

donnes
im

m
ediate
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de
la

conscience

）
が
書
き
上
げ
ら
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
間
の
こ
と
で
し
た
。
当
時
、
ブ
レ
ー
ズ
・

パ
ス
カ
ル
高
校
で
彼
の
教
え
子
で
あ
っ
た
ド
ゥ
ゼ
イ
マ
ー
ル（D
esaym

ard

）は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
講
義
の

最
中
に
エ
レ
ア
学
派
の
ゼ
ノ
ン
の
論
証
を
説
明
し
て
い
る
最
中
に
、
は
た
と
考
え
こ
む
場
面
が
あ
り
、
そ

れ
を
機
と
し
て
彼
の
講
義
が
急
に
生
彩
を
帯
び
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
い
う
回
想
を
と
ど
め
て
い
ま
す
。

こ
の
伝
説
的
事
実
に
つ
い
て
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
教
え
子
で
も
あ
り
、
高
名
な
文
芸
評
論
家
で
も
あ
っ
た

シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
・
ボ
ス（
一
〇
）
の
日
記
の
中
に
、
彼
が
哲
学
者
自
身
の
口
か
ら
引
き
出
し
た
貴
重
な
証
言

が
残
っ
て
い
ま
す
。
デ
ュ
・
ボ
ス
は
、
一
九
二
二
年
二
月
二
二
日
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
の
対
談
の
機
を
得

た
折
に
、「
持
続
に
つ
い
て
の
直
観
が
到
来
し
た
の
は
エ
レ
ア
学
派
の
詭
弁
を
解
説
し
て
い
た
講
義
中
の

こ
と
で
あ
っ
た
と
す
る
ド
ゥ
ゼ
イ
マ
ー
ル
の
主
張
は
真
実
な
の
か
」
と
直
接
に
質
問
し
て
み
ま
し
た
。
デ

ュ
・
ボ
ス
に
対
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
答
え
は
大
略
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
し
た
。

ま
ず
彼
は
、「
当
時
の
ソ
ル
ボ
ン
ヌ
大
学
で
は
、
カ
ン
ト
批
判
哲
学
を
全
面
的
に
信
奉
す
る
多
数
派
と

ス
ペ
ン
サ
ー
の
進
化
論
学
説
に
与
す
る
少
数
派
が
あ
っ
て
、
自
分
は
ス
ペ
ン
サ
ー
派
に
属
し
て
い
た
」
と

語
り
ま
す
。「
ク
レ
ル
モ
ン
・
フ
ェ
ラ
ン
時
代
、
つ
ま
り
一
八
八
三
〜
八
四
年
ご
ろ
に
は
、
特
に
ス
ペ
ン

サ
ー
の
『
第
一
原
理
』
の
は
じ
め
に
み
ら
れ
る
時
間
に
つ
い
て
の
考
え
方
に
注
目
し
た
が
、
一
方
で
彼
は

科
学
の
諸
観
念
、
特
に
数
学
と
力
学
の
諸
観
念
に
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
。
時
間
に
つ
い
て
承
認
ず
み

の
観
念
を
検
討
し
て
み
る
と
、
ど
の
よ
う
な
見
方
を
と
っ
て
み
て
も
、
の
り
こ
え
不
可
能
な
難
点
に
逢
着

し
て
し
ま
う
。
そ
れ
で
、
時
間
は
従
来
語
ら
れ
た
よ
う
な
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
だ
ろ
う
。
何
か
別
の
も
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の
が
そ
こ
に
は
ひ
そ
む
だ
ろ
う
と
見
て
と
っ
て
い
た
が
、
未
だ
は
っ
き
り
と
は
見
え
て
い
な
か
っ
た
」、

と
い
う
意
味
の
こ
と
を
語
り
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

「
あ
る
日
私
は
黒
板
に
向
か
っ
て
エ
レ
ア
学
派
の
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
を
生
徒
た
ち
に
説
明
し
て
い
た
と

き
、
私
に
は
ど
ん
な
方
向
に
探
究
を
な
す
べ
き
か
が
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
と
見
え
は
じ
め
た
。
ド
ゥ
ゼ

イ
マ
ー
ル
が
語
っ
た
こ
と
の
真
相
は
結
局
こ
れ
だ
け
の
こ
と
に
帰
す
る
。『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』
の
本
質
的
な
部
分
、
す
な
わ
ち
第
二
章
と
、
そ
れ
か
ら
自
由
に
関
す
る

第
三
章
―
そ
れ
は
初
稿
で
は
、
は
る
か
に
詳
し
か
っ
た
―
は
、
一
八
八
四
〜
八
六
年
に
か
け
て
ク
レ
ル

モ
ン
で
書
か
れ
た
。・
・
・
」

こ
こ
に
は
、
は
っ
き
り
と
、『
時
間
と
自
由
』（
こ
れ
は
本
書
が
Ｆ
・
Ｌ
・
ポ
グ
ソ
ン
に
よ
っ
て
英
訳
さ

れ
た
と
き
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
に
よ
っ
て
承
認
さ
れ
た
呼
称
で
あ
り
、
通
り
も
よ
い
の
で
以
下
こ
れ
を
使
い

ま
す
）の
本
質
的
な
部
分
が
第
二
章
で
あ
る
こ
と
が
明
言
さ
れ
て
い
ま
す
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
さ
ら
に
、
カ

ン
ト（
一
一
）
は
決
し
て
自
分
の
精
神
に
大
き
い
影
響
を
も
っ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
が
、
当
時
流
行
の
カ
ン
ト

に
触
れ
ず
に
は
論
文
が
大
学
内
で
評
価
さ
れ
る
見
込
み
が
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の
方
向
に
第
三
章
を
書
き

改
め
た
の
だ
、
と
語
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
か
ら
、
一
般
に
『
時
間
と
自
由
』
の
主
要
な
論
証
と
み
な
さ
れ

て
い
る
フ
ェ
ヒ
ナ
ー（
一
二
）
そ
の
他
の
精
神
物
理
学
の
批
判
の
部
分
も
ま
た
、
そ
れ
が
当
時
流
行
の
主
題
で
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あ
っ
た
た
め
、
読
み
手
を
ひ
き
つ
け
る
効
果
も
考
え
て
選
ば
れ
た
こ
と
を
告
白
し
て
い
ま
す
。
こ
の
ベ
ル

ク
ソ
ン
の
計
算
は
当
た
っ
て
、
論
文
の
公
開
審
査
の
席
上
で
、
審
査
員
た
ち
の
注
目
は
も
っ
ぱ
ら
第
一
章

の
実
験
心
理
学
的
、
精
神
物
理
学
的
な
部
分
に
集
中
し
、
審
査
員
た
ち
は
賛
辞
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
、
と

い
う
こ
と
で
す
。

山
川

そ
れ
で
、
審
査
員
た
ち
の
反
応
に
つ
い
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
は
、
そ
の
と
き
ど
う
思
っ
た
の

で
し
ょ
う
か
。

平
井

「
私
は
腹
立
た
し
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
第
二
章
だ
け
が
私
に
は
大
切
だ
っ
た
か
ら
・
・
・
」
と

言
っ
て
い
る
ん
で
す
。
彼
は
ま
た
、「
私
の
出
発
点
は
時
間
に
つ
い
て
の
科
学
的
な
考
え
方
で
あ
り
、
心

理
学
で
は
ま
っ
た
く
な
か
っ
た
こ
と
が
お
分
か
り
だ
ろ
う
」
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
『
時
間
と
自
由
』
の
眼
目
が
第
二
章
に
あ
り
、
第
二
章
以
外
に
は
な
い
こ
と
を
、
い
さ
さ
か
シ
ョ

ッ
キ
ン
グ
な
言
葉
で
明
言
し
て
い
る
の
で
す
。

山
川

ほ
ん
と
う
に
重
要
な
の
は
第
二
章
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

平
井

ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
、
最
初
の
決
定
的
な
主
著
で
あ
る
『
時
間
と
自
由
』
の
本
質
的
な
問
題

が
そ
の
第
二
章
に
集
約
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
、
こ
れ
ほ
ど
明
瞭
に
著
者
自
身
が
語
る
か
ら
に
は
、
こ
の
第

二
章
の
解
明
が
『
時
間
と
自
由
』
の
理
解
の
た
め
に
、
ま
た
体
系
的
な
ベ
ル
ク
ソ
ン
思
想
全
体
の
了
解
の

た
め
に
貴
重
な
キ
ー
・
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
こ
と
を
信
じ
て
も
よ
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

山
川

そ
れ
で
第
二
章
、
そ
の
肝
心
要
の
議
論
は
何
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
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平
井
「
意
識
の
諸
状
態
の
多
様
性
―
持
続
の
観
念
」
と
題
さ
れ
た
こ
の
第
二
章
は
、
十
章
節
に
分
か
れ

て
い
ま
す
が
、
そ
の
冒
頭
の
「
数
的
多
様
性
と
空
間
」
と
い
う
節
で
は
、
独
特
の
数
論
が
展
開
さ
れ
て
い

る
こ
と
、
ま
た
「
エ
レ
ア
学
派
の
錯
覚
」
と
題
さ
れ
る
第
五
節
で
は
、
駿
足
の
英
雄
ア
キ
レ
ス
も
先
行
す

る
鈍
足
の
亀
に
未
来
永
劫
に
追
い
つ
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
す
る
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
が
検
討
さ
れ
て
い
て
、

純
粋
持
続
に
つ
い
て
の
第
二
章
全
体
の
議
論
の
要
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
注
目
に
価
す
る
で
し
ょ
う
。

山
川

ゼ
ノ
ン
の
逆
理
は
、
そ
れ
で
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
、
何
を
意
味
し
た
の
で
し
ょ
う
か
。

平
井

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
想
に
と
っ
て
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
と
の
出
会
い
は
、
い
わ
ば
原
体
験
と
い
う
に

近
い
意
味
を
も
つ
も
の
だ
っ
た
の
で
す
。『
時
間
と
自
由
』
以
降
、
半
世
紀
に
わ
た
っ
て
展
開
さ
れ
る
ベ

ル
ク
ソ
ン
の
仕
事
、『
物
質
と
記
憶
』（
一
八
九
六
）の
独
創
的
な
心
身
関
係
論
に
も
、『
創
造
的
進
化
』（
一

九
〇
七
）の
進
化
論
的
世
界
像
に
も
、
最
後
の
大
作
『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』（
一
九
三
二
）の
価
値
論
に

さ
え
も
、
ま
る
で
自
己
の
思
考
の
原
点
を
た
し
か
め
る
よ
う
な
形
で
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
へ
の
論
及
が
く
り

返
し
て
み
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
し
か
も
、
敢
え
て
い
え
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
ゼ
ノ
ン
の

逆
理
は
、
自
分
に
先
立
つ
プ
ラ
ト
ン（
一
三
）
か
ら
カ
ン
ト
ま
で
、
つ
ま
り
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
哲
学
の
す
べ
て
の

営
為
の
白
紙
還
元
（tabula

rasa

）
の
根
拠
と
も
な
っ
た
の
で
す
。
一
九
一
一
年
に
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド

大
学
で
な
さ
れ
た
「
変
化
の
知
覚
」
と
題
さ
れ
た
講
演
は
き
わ
め
て
重
要
な
も
の
で
す
が
、
そ
の
中
に
は

次
の
よ
う
な
思
い
き
っ
た
明
言
も
み
ら
れ
る
の
で
す
。
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「
・
・
・
形
而
上
学
は
、
じ
っ
さ
い
、
変
化
と
運
動
に
関
す
る
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
の
議
論
か
ら
生
ま

れ
た
の
で
す
。彼
が
運
動
と
変
化
と
呼
ん
だ
も
の
の
背
理
性
に
注
意
を
ひ
き
つ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

す
べ
て
の
哲
学
者
た
ち
―
と
り
わ
け
プ
ラ
ト
ン
を
筆
頭
に
―
を
み
ち
び
い
て
、
変
化
し
な
い
も
の
の

中
に
首
尾
一
貫
し
た
真
の
実
在
を
求
め
る
よ
う
に
さ
せ
た
の
は
、
ゼ
ノ
ン
な
の
で
あ
り
ま
す
。」

山
川

な
る
ほ
ど
、
ゼ
ノ
ン
以
降
の
西
欧
形
而
上
学
、
ひ
い
て
は
ま
た
哲
学
的
営
為
の
全
般
的
オ
リ
エ

ン
テ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
が
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
が
投
げ
か
け
た
強
力
な
イ
ン
パ
ク
ト
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ

て
し
ま
っ
た
、
そ
う
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
は
見
え
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
を
洞
察
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
自
身
が
進
む
方
向
も
ま
た
、
お
の
ず
と
定
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

平
井

ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
存
在
論
と
し
て
の
体
系
は
『
創
造
的
進
化
』
を
も
っ
て
一
応
の
整
い
を
示

す
の
で
す
が
、
そ
の
第
四
章
つ
ま
り
終
章
で
は
、
ま
た
し
て
も
「
ゼ
ノ
ン
の
論
証
」
と
い
う
章
節
が
あ
り
、

そ
れ
に
つ
づ
い
て
、
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
デ
カ
ル
ト（
一
四
）
、
ス
ピ
ノ
ザ
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（
一
五
）
、

カ
ン
ト
、
ス
ペ
ン
サ
ー
と
、
要
す
る
に
西
欧
哲
学
史
を
飾
る
自
分
に
先
立
つ
哲
学
者
た
ち
を
、
時
間
、
運

動
、
変
化
と
い
う
生
の
実
相
を
捉
え
る
点
で
、
す
べ
て
根
本
的
に
誤
り
を
お
か
し
て
い
る
と
断
じ
て
ペ
ン

を
擱
い
て
い
ま
す
。
世
界
の
実
相
を
〈
持
続
〉（D

urée

）の
一
語
に
ま
で
追
い
つ
め
た
生
の
哲
学
者
ベ
ル
ク

ソ
ン
の
怖
そ
る
べ
き
ラ
デ
ィ
カ
リ
ス
ム
が
、
こ
こ
に
は
見
て
と
れ
る
の
で
す
。

山
川

西
欧
形
而
上
学
の
父
祖
た
ち
の
根
本
的
誤
謬
を
糺
す
方
向
、
つ
ま
り
〈
運
動
〉〈
変
化
〉
の
真
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正
の
復
権
へ
、
そ
し
て
結
局
は
〈
持
続
〉
を
焦
点
化
す
る
方
向
へ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思
索
は
徹
底
し
て
い

っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。

平
井

前
に
触
れ
た
デ
ュ
・
ボ
ス
へ
の
言
明
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
ブ
レ
ー
ス
・
パ
ス
カ
ル
高
校
で
の
講

義
の
一
日
に
、「
ど
ん
な
方
向
に
探
究
を
な
す
べ
き
か
が
い
っ
そ
う
は
っ
き
り
と
見
え
は
じ
め
た
」
と
す

れ
ば
、
こ
の
覚
醒
は
、
も
う
そ
れ
が
ほ
と
ん
ど
そ
の
ま
ま
、
純
粋
持
続
の
直
観
的
把
握
へ
と
進
化
す
る
べ

き
必
然
性
を
も
っ
た
性
質
の
も
の
だ
っ
た
よ
う
で
す
。
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
と
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
こ

の
よ
う
に
彼
の
哲
学
者
と
し
て
の
生
涯
の
上
に
、
一
種
フ
ェ
ー
タ
ル
な
天
啓
と
し
て
現
れ
て
い
る
と
言
え

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
や
は
り
上
に
引
用
の
デ
ュ
ボ
ス
と
の
談
話
の
な
か
で
、
次
の
よ
う

な
言
葉
を
残
し
て
い
ま
す
。「
・
・
・
持
続
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
観
念
が
私
に
は
じ
め
て
到
来
し
た
と

き
、
私
は
幕（
と
ば
り
）が
お
ち
る
た
め
に
は
そ
れ
を
言
表
す
れ
ば
十
分
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
た
し
、
こ
の

問
題
に
関
し
て
は
、
人
間
は
そ
の
こ
と
を
告
げ
ら
れ
る
こ
と
だ
け
が
必
要
な
の
だ
と
信
じ
て
い
た
。
そ
の

後
、
私
は
事
情
は
大
い
に
別
な
風
に
進
む
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
だ
。」

こ
の
よ
う
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
思
想
に
お
け
る
ゼ
ノ
ン
の
論
証
は
、
そ
の
発
足
に
あ
り
、
そ
の
進
化
に
つ
ね

に
伴
い
、
そ
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ス
ム
の
根
拠
を
支
え
つ
づ
け
た
も
の
で
あ
る
以
上
、
そ
の
つ
な
が
り
の
全
容

を
説
き
明
か
そ
う
と
す
れ
ば
、
そ
れ
こ
そ
ベ
ル
ク
ソ
ン
思
想
の
歩
み
の
跡
を
そ
の
ま
ま
辿
り
直
す
こ
と
に

な
り
か
ね
な
い
の
で
す
が
、
私
は
、
こ
こ
で
は
、『
時
間
と
自
由
』
の
訳
者
と
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身

が
自
著
の
精
髄
だ
と
明
言
す
る
そ
の
第
二
章
を
手
が
か
り
に
、
ゼ
ノ
ン
の
論
証
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
思
想
の
本
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質
に
か
か
わ
る
と
思
わ
れ
る
問
題
提
起
を
敢
え
て
し
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。

『
時
間
と
自
由
』
の
第
二
章
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
よ
う
に
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
が
契
機
と
な
っ
て
形
を

な
し
た
も
の
で
あ
り
、「
・
・
・
わ
れ
わ
れ
の
意
見
で
は
、
運
動
と
運
動
体
が
通
過
し
た
空
間
と
の
こ
の

よ
う
な
混
同
か
ら
、エ
レ
ア
学
派
の
詭
弁
も
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
」
と
あ
っ
て
、「
ア
キ
レ
ス
」「
二
分
割
」

「
矢
」
等
の
逆
理
が
、
結
局
は
運
動
そ
の
も
の
と
運
動
体
が
空
間
に
残
す
軌
跡
と
の
認
識
の
混
同
の
上
に

成
り
立
つ
こ
と
を
主
張
し
て
い
ま
す
。
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
が
運
動
の
不
可
分
な
一
体
性
と
、
空
間
に
残
さ
れ

た
運
動
体
の
軌
跡
の
無
限
分
割
可
能
性
と
の
認
識
上
の
混
乱
か
ら
生
ず
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ベ

ル
ク
ソ
ン
は
そ
の
後
、
彼
の
哲
学
的
生
涯
を
通
じ
て
執
拗
に
言
及
す
る
の
で
す
が
、
こ
の
章
で
は
、
ゼ
ノ

ン
の
逆
理
に
触
れ
る
に
先
立
っ
て
、〈
数
〉
に
つ
い
て
の
独
特
の
立
論
が
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
特
徴
的

で
あ
り
重
要
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。「
数
と
は
一
般
に
単
位
の
集
ま
り
、
あ
る
い
は
も
っ
と
精
確
に
言

う
な
ら
、
一
と
多
と
の
綜
合
と
定
義
さ
れ
る
」
と
い
う
言
葉
で
始
ま
る
こ
の
数
論
を
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
思

考
の
脈
絡
に
沿
っ
て
追
う
こ
と
は
今
の
場
合
、
私
の
主
旨
で
も
な
い
し
、
必
要
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は

た
だ
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
数
論
が
数
論
と
し
て
も
つ
最
も
普
遍
的
な
真
理
性
で
あ
り
、
し
か
も
ゼ
ノ
ン
の
逆

理
に
つ
い
て
も
、
そ
の
逆
理
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
可
能
性
も
ひ
そ
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
あ
る
一

節
を
問
題
に
し
た
い
の
で
す
。
そ
れ
は
「
数
的
多
数
性
と
空
間
」
と
小
見
出
し
の
あ
る
部
分
で
す
。
そ
こ

で
は
二
種
類
の
多
数
性（m

ultiplicité

）、
す
な
わ
ち
「
直
観
的
に
数
を
形
成
す
る
物
質
的
対
象
の
多
数
性

と
、
必
ず
空
間
が
介
入
し
て
く
る
な
ん
ら
か
の
記
号
的
表
象
の
介
在
な
し
に
は
数
の
相
を
と
る
こ
と
の
で
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き
な
い
よ
う
な
、
意
識
事
象
の
多
数
性
」
と
が
問
題
に
さ
れ
て
い
ま
す
。

論
旨
の
展
開
の
た
め
に
最
小
限
の
引
用
を
許
し
て
い
た
だ
き
ま
し
ょ
う
。

「
事
実
、
二
つ
の
物
体
は
同
時
に
同
じ
場
所
を
占
め
る
こ
と
は
で
き
ぬ
は
ず
だ
、
と
い
う
命
題
に
結

び
つ
い
て
い
る
も
の
は
、
物
理
的
秩
序
の
も
つ
必
然
性
で
は
な
く
て
、
論
理
的
必
然
な
の
だ
。
逆
の

こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
は
、
考
え
ら
れ
る
ど
ん
な
実
験
も
消
散
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
す
る
は
ず
の
な

い
不
条
理
を
ひ
そ
め
て
お
り
、
つ
ま
り
矛
盾
を
含
む
も
の
で
あ
る
。
し!

か!

し!

こ!

の!

こ!

と!

は!

、!

２!

と!

い!

う!

数!

の!

観!

念!

そ!

の!

も!

の!

、!

あ!

る!

い!

は!

よ!

り!

一!

般!

的!

に!

は!

、!

任!

意!

の!

数!

の!

観!

念!

そ!

の!

も!

の!

が!

空!

間!

の!

中!

の!

並!

置!

の!

観!

念!

を!

内!

に!

ひ!

そ!

め!

て!

い!

る!

こ!

と!

、
を
認
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
は
な

い
か
。
不
可
入
性
が
た
い
て
い
の
場
合
物
質
の
一
性
質
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
数
の
観
念

が
空
間
の
観
念
か
ら
独
立
し
て
い
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ
で
人
々
は
二
つ

の
あ
る
い
は
数
個
の
対
象
が
同
一
の
場
所
を
占
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

れ
ら
の
対
象
の
表
象
に
何
も
の
か
を
つ
け
加
え
る
こ
と
に
な
る
と
思
い
こ
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
で
は

ま
る
で
、
２
と
い
う
数
の
表
象
が
す
で
に
、
抽
象
的
な
数
と
し
て
さ
え
、
前
に
示
し
た
よ
う
に
、
空

間
の
中
の
二
つ
の
異
な
る
位
置
の
表
象
で
あ
る
こ
と
を
認
め
な
い
よ
う
な
ぐ
あ
い
で
あ
る
。そ
れ
で
、

物
質
の
不
可
入
性
を
措
定
す
る
こ
と
は
、
単
に
数
と
空
間
と
の
観
念
の
連
帯
関
係
を
認
め
る
こ
と
で

あ
り
、
物
質
よ
り
も
む
し
ろ
数
の
特
性
を
言
い
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
…
」（
強
調
は
平
井
に
よ
る
）
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以
上
の
引
用
文
か
ら
、
私
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
問
題
に
し
て
い
る
、
物
理
的
秩
序
に
属
す
る
物
質
の
不

可
入
性
と
数
の
観
念
と
の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
い
の
で
す
。
そ
う
で
は
な
く
て
、

「
し
か
し
そ
の
こ
と
は
、
２
と
い
う
数
の
観
念
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
よ
り
一
般
的
に
は
、
任
意
の
数
の

観
念
そ
の
も
の
が
、
空
間
の
中
の
並
置
の
観
念
を
内
に
ひ
そ
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
」
と
い
う
部
分
を
手

が
か
り
に
、
こ
こ
で
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
数
論
か
ら
読
み
と
れ
る
一
つ
の
特
徴
を
指
摘
し
た
い
の
で
す
。
そ

し
て
そ
の
特
徴
は
、
私
に
は
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
に
つ
い
て
も
、
そ
の
構
造
の
本
質
に
つ
い
て
一
つ
の
示
唆
を

与
え
る
性
質
の
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
す
。

山
川

〈
２
〉
と
い
う
数
が
あ
ら
ゆ
る
〈
数
〉
の
原
型
と
し
て
読
み
取
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

平
井

ベ
ル
ク
ソ
ン
が
時
間
と
空
間
に
か
か
わ
る
人
間
の
認
識
機
能
に
か
か
わ
る
最
も
根
底
的
な
問
題

と
し
て
論
究
の
対
象
と
し
て
い
る
〈
数
〉
一
般
、
つ
ま
り
任
意
の
数
の
問
題
性
は
、
じ
つ
は
２
と
い
う
最

も
簡
単
な
〈
数
〉
の
内
に
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

山
川

〈
数
〉
一
般
だ
け
で
は
な
く
、〈
時
間
〉〈
空
間
〉
の
全
体
に
関
わ
り
、
延
長
性
と
か
質
料
性
ま

で
を
も
包
括
す
る
原
理
と
し
て
の
意
味
を
も
つ
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。

平
井

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
〈
数
〉
論
の
眼
目
は
、「
数
に
つ
い
て
の
あ
ら
ゆ
る
は
っ
き
り
し
た
観
念
は
空

間
の
中
の
視
覚
像（
ヴ
ィ
ジ
ョ
ン
）を
含
ん
で
い
る
」
と
い
う
み
じ
か
い
言
葉
に
よ
っ
て
、
ほ
ぼ
尽
く
さ
れ

て
い
ま
す
。
彼
の
論
証
に
よ
れ
ば
、
数
の
も
つ
記
号
性
は
、
人
間
の
認
識
の
な
か
に
ど
う
し
て
も
空
間
性

24



を
呼
び
こ
ん
で
し
ま
う
原
罪
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
純
粋
持
続
の
直
観
を
さ
ま
た
げ
、
分
割
不
可
能

な
運
動
に
、
無
限
分
割
の
可
能
な
、
そ
の
運
動
の
軌
跡
と
し
て
の
空
間
を
と
っ
て
替
わ
ら
せ
て
し
ま
う
の

で
す
。
と
こ
ろ
で
、
運
動
に
、
そ
の
運
動
が
通
過
し
た
軌
跡
の
空
間
を
と
っ
て
替
わ
ら
せ
た
瞬
間
か
ら
、

ゼ
ノ
ン
の
逆
理
は
絶
対
的
な
呪
縛
の
力
を
発
揮
す
る
の
で
す
。

亀
の
百
倍
の
ス
ピ
ー
ド
を
も
つ
ア
キ
レ
ス
も
、
自
分
の
運
動
が
残
し
た
軌
跡
の
百
分
の
一
ず
つ
先
へ
行

く
亀
に
追
い
つ
く
術
は
、永
久
に
な
い
の
で
す
。〈
ア
キ
レ
ス
〉
の
逆
理
を
成
り
立
た
せ
る
も
の
が
、〈
数
〉

の
呼
び
こ
む
無
限
分
割
可
能
性
へ
の
抽
象
的
な
信
憑
性
に
あ
る
こ
と
は
見
易
い
道
理
で
す
が
、
一
方
、
経

験
的
事
実
に
し
た
が
え
ば
、
ゼ
ノ
ン
の
論
証
は
不
条
理
そ
の
も
の
で
、
ア
キ
レ
ス
が
ま
た
た
く
間
に
亀
に

追
い
つ
く
こ
と
は
、
三
歳
の
幼
児
で
も
了
解
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
の
か
ら
く

り
を
〈
ア
キ
レ
ス
〉
以
上
に
明
示
し
て
い
る
の
は
、〈
二
分
割
〉
で
す
。
こ
の
逆
理
は
、
先
程
も
紹
介
が

あ
っ
た
よ
う
に
、「
移
動
す
る
も
の
は
、
目
的
地
に
達
す
る
よ
り
も
ま
え
に
、
そ
の
半
分
の
地
点
に
達
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
運
動
し
な
い
」、
と
な
っ
て
い
ま
す
。
私
見
に
よ
れ
ば
、
こ
の
〈
二
分
割
〉

の
逆
理
は
、〈
ア
キ
レ
ス
と
亀
〉〈
矢
〉〈
競
技
場
〉
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
を
一
切
介
入
さ
せ

ず
、
２
と
い
う
数
記
号
に
の
み
関
わ
っ
て
そ
の
言
表
を
成
立
さ
せ
て
い
る
点
が
特
徴
的
で
す
。
素
人
考
え

で
す
が
、
そ
の
内
容
を
数
式
で
次
の
よ
う
に
書
く
こ
と
も
可
能
で
あ
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

１
／２
１＋
１
／２
２＋
１
／２
３＋
・
・
・
＋
１
／２

n
＜
１

25



ベ
ル
ク
ソ
ン
は
こ
の
章
で
、
結
局
、〈
数
〉
記
号
の
介
入
が
根
本
的
に
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
か
ら
、
運

動
・
変
化
・
持
続
を
逸
失
さ
せ
て
し
ま
う
こ
と
を
説
く
こ
と
に
力
を
つ
く
し
て
い
る
の
で
す
が
、
そ
の
論

証
は
実
は
、「〈
２
〉
と
い
う
観
念
そ
の
も
の
」
に
つ
い
て
成
り
立
て
ば
、「
よ
り
一
般
的
に
は
、
任
意
の

数
の
観
念
そ
の
も
の
」
に
も
妥
当
す
る
こ
と
を
明
言
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
こ
の
点
に
つ
い
て
、
数
学
の

歴
史
に
全
く
無
知
の
私
は
、
無
知
な
る
が
ゆ
え
に
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
は
〈
数
〉
が
〈
２
〉
か
ら
始

ま
る
、
と
い
う
耳
学
問
に
ち
か
い
知
識
に
関
係
づ
け
て
考
え
た
く
な
る
の
で
す
。

山
川

〈
数
〉
に
つ
い
て
の
ギ
リ
シ
ア
人
の
定
義
は
一
様
で
は
決
し
て
あ
り
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
ユ
ー

ク
リ
ッ
ド
（
一
六
）

は
『
原
論
』
第
七
巻
定
義
二
に
お
い
て
、
数
と
は
「
単
位（
モ
ナ
ス
）か
ら
組
み
立
て
ら
れ

た
多
」
と
定
義
し
て
い
ま
す
が
、
タ
レ
ス
に
帰
せ
ら
れ
る
定
義
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
「
単
位
の
集
ま
り
」

で
あ
り
、
エ
ウ
ド
ク
ソ
ス
に
よ
れ
ば
「
一
定
の
多
」
で
あ
る
等
々
、
た
く
さ
ん
の
定
義
が
あ
り
ま
す
。
が
、

し
か
し
、
お
っ
し
ゃ
る
と
お
り
、
そ
れ
ら
の
定
義
を
一
貫
し
て
、
ギ
リ
シ
ア
人
に
と
っ
て
〈
１
〉
な
い
し

〈
単
位
〉
は
〈
数
〉
で
は
な
く
、〈
数
〉
が
そ
れ
か
ら
成
り
立
つ
と
こ
ろ
の
ア
ル
ケ
ー
〔
元
、
始
原
〕
で

あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
り
ま
し
た
。
す
な
わ
ち
〈
１
〉
は
数
で
は
な
く
、
数
は
〈
２
〉
か
ら
始
ま
る
と
い

う
こ
と
で
す
。

平
井

た
い
へ
ん
好
都
合
な
こ
と
で
す
。
少
な
く
と
も
、
こ
こ
で
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
必
要
と
し
て
い
る

〈
数
〉
に
つ
い
て
の
論
証
は
、〈
２
〉
に
つ
い
て
妥
当
す
れ
ば
、
そ
れ
以
上
の
整
数
一
般
に
つ
い
て
妥
当
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す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
、
引
用
箇
所
が
明
示
す
る
と
こ
ろ
で
す
。
言
い
か
え
る
な
ら
ベ
ル

ク
ソ
ン
が
、〈
数
〉
記
号
が
わ
れ
わ
れ
の
認
識
機
能
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
、
運
動
否
定
の
ア
ポ
リ
ア
を
成

立
さ
せ
る
と
主
張
す
る
た
め
に
必
要
な
論
拠
は
、
２
と
い
う
最
も
単
純
な
最
初
の
数
の
中
に
す
べ
て
含
ま

れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
で
し
ょ
う
か
。

村
田

な
る
ほ
ど
、
こ
れ
は
面
白
い
こ
と
に
な
っ
て
き
た
。

平
井

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
第
二
章
の
冒
頭
で
、
前
に
触
れ
た
よ
う
に
、「
数
と
は
一
般
に
単
位
の
集
ま

り
、
あ
る
い
は
も
っ
と
精
確
に
言
う
な
ら
、
一
と
多
と
の
綜
合
と
規
定
さ
れ
る
」
と
言
い
、
ま
た
「
実
際
、

あ
ら
ゆ
る
数
は
一
で
あ
る
」
と
も
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
、〈
２
〉
と
い
う
最
初
の
数
に
関
し
て
彼
が

論
述
し
た
主
題
は
「
他
の
任
意
の
数
に
つ
い
て
も
妥
当
す
る
」
と
明
言
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
逆
に
、

以
上
の
数
に
つ
い
て
の
定
義
は
そ
の
ま
ま
、
最
初
の
数
〈
２
〉
に
つ
い
て
も
あ
て
は
ま
る
は
ず
で
あ
り
ま

す
。〈
２
〉
は
単
位
と
し
て
の
１
の
二
つ
分
で
あ
り
、
同
時
に
そ
れ
は
、
一
方
で
、「
精
神
の
単
一
な
直
観

に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
」、
ま
た
そ
れ
に
は
２
と
い
う
「
単
一
の
名
が
与
え
ら
れ
る
」
の
だ
か
ら
、
１
で
も

あ
り
ま
す
。
そ
れ
で
〈
２
〉
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
〈
数
〉
の
定
義
に
必
要
か
つ
十
分
に
妥
当
し
、
そ
れ
ゆ
え

に
〈
任
意
〉
の
い
か
な
る
整
数
と
も
対
等
に
〈
数
〉
な
の
で
す
が
、
私
は
こ
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
に
示

唆
を
受
け
な
が
ら
、〈
２
〉
と
い
う
数
を
め
ぐ
っ
て
少
し
異
な
る
説
を
立
て
て
み
た
い
の
で
す
。

ギ
リ
シ
ア
人
の
よ
う
に
〈
１
〉
を
単
位
と
し
て
数
か
ら
省
く
こ
と
も
で
き
ま
す
が
、
も
し
も
ベ
ル
ク
ソ

ン
の
数
に
つ
い
て
の
定
義
の
中
で
の
「
あ
ら
ゆ
る
数
は
１
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
精
神
の
単
一
の
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直
観
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
、
ま
た
そ
れ
に
は
、
単
一
の
名
が
与
え
ら
れ
る
」
と
い
う
言
表
を
重
視
す
れ
ば
、

〈
１
〉
と
は
、
単
位
で
あ
る
よ
り
も
〈
全
一
〉、
つ
ま
り
〈
全
体
〉
を
指
示
す
る
記
号
で
あ
る
と
も
考
え

ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
精
神
の
単
一
な
直
観
は
、
対
象
を
単
位
と
し
て
よ
り
も
、
全
体
と
し
て
把
え

る
は
ず
で
す
。
し
か
し
そ
の
場
合
〈
２
〉
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。
単
位
２
個
の
集
ま
り
で
あ
る
と
い
う
よ

り
は
、〈
全
一
〉
な
る
も
の
が
二
つ
に
分
か
れ
る
、
つ
ま
り
〈
分
割
〉
と
い
う
こ
と
の
記
号
表
現
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

山
川

「
精
神
の
単
一
な
直
観
」
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
の
ゆ
え
に
、「
あ
ら
ゆ
る
数
が
一
で
あ

る
」
と
い
う
こ
と
は
よ
く
理
解
で
き
ま
す
。〈
２
〉
で
あ
れ
〈
３
〉
で
あ
れ
〈
５
０
０
０
〉
で
あ
れ
、
そ

れ
ら
が
直
観
的
対
象
と
し
て
把
握
さ
れ
る
と
き
に
は
、
か
な
ら
ず
一
つ
の
数
と
し
て
直
観
さ
れ
る
わ
け
で

す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
を
〈
全
一
〉
と
呼
ん
で
悪
い
わ
け
は
少
し
も
あ
り
ま
せ
ん
。
で
す
か
ら
、〈
１
〉

と
〈
２
〉
の
双
方
に
つ
い
て
も
、
私
た
ち
は
、
と
も
に
そ
れ
ら
を
直
観
的
対
象
と
し
て
「
全
一
で
あ
る
」

と
言
う
こ
と
が
で
き
る
わ
け
で
す
が
、〈
分
割
可
能
〉
な
も
の
と
し
て
の
〈
全
一
〉
が
問
題
で
あ
る
場
合
、

そ
の
〈
分
割
可
能
〉
か
つ
〈
全
一
〉
な
る
も
の
の
ク
ラ
ス
の
う
ち
に
、〈
１
〉
自
身
は
含
ま
れ
る
の
で
し

ょ
う
か
、
含
ま
れ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。・
・
・
つ
ま
り
私
の
質
問
は
、
何
物
か
が
そ
れ
に
よ
っ
て
、
あ

る
い
は
そ
れ
あ
る
ゆ
え
に
「
一
つ
で
あ
る
」（
あ
る
い
は
「
全
一
で
あ
る
」）と
言
わ
れ
る
と
こ
ろ
の
〈
１
〉

と
、
そ
の
〈
１
〉
あ
る
ゆ
え
に
「
一
つ
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
も
の
ど
も
の
両
者
に
あ
っ
て
、
後
者
―
こ

れ
は
元
来
が
〈
多
〉
な
の
で
す
か
ら
〈
分
割
可
能
〉
で
あ
る
の
は
当
然
で
し
ょ
う
が
―
前
者
も
ま
た
〈
分
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割
可
能
〉
な
も
の
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
な
の
で
す
。

平
井

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
論
述
は
、
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
、
数
記
号
が
何
よ
り
も
ま
ず
、
連
続
不
可
分

の
運
動
に
そ
れ
が
空
間
内
に
残
す
軌
跡
を
置
き
換
え
て
、
そ
の
軌
跡
の
上
に

〈
分
割
〉
を
成
り
立
た
せ
る
意
識
作
用
を
呼
び
こ
ん
で
し
ま
う
点
に
力
点
が
置

か
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、〈
２
〉
と
い
う
「
最
初
の
数
」
が
す

で
に
す
べ
て
を
引
き
受
け
る
仕
掛
け
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

し
た
が
っ
て
、〈
数
〉
で
あ
り
・
か
つ
・〈
一
で
あ
る
〉
か
ぎ
り
の
も
の
に
限

定
し
て
議
論
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
そ
し
て
そ
の

こ
と
は
、〈
数
〉
の
原
型
と
し
て
の
〈
２
〉
に
つ
い
て
語
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

〈
２
〉
と
い
う
数
記
号
を
呼
び
こ
ん
だ
瞬
間
か
ら
〈
全
一
〉
の
意
識
は
〈
分

割
〉
と
か
か
わ
り
を
も
つ
の
で
す
。
し
か
し
〈
分
割
〉
と
い
う
こ
と
に
意
識
作

用
の
力
点
が
移
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
〈
全
一
〉
は
単
位
二
つ
に
分
か
れ
る
の
で

は
な
く
て
、
二
つ
に
分
か
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
で
し

ょ
う
。
例
え
ば
、〈
全
一
〉
を
円
Ａ
で
表
わ
せ
ば
、〈
二
分
割
〉
は
次
の
よ
う
な

ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
と
思
わ
れ
ま
す
〔
黒
板
を
使
用
〕。

お
分
か
り
の
よ
う
に
、〈
全
一＝

Ａ
〉
は
、
Ａ
１

か
ら
Ａ
ｎ

に
い
た
る
ま
で
、
い
ず
れ
も
二
つ
に
分
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か
れ
る
と
言
え
ま
す
が
、
そ
の
分
か
れ
方
は
ま
さ
に
〈
多
〉
で
あ
り
ま
す
。

私
の
考
え
で
は
、〈
２
〉
を
〈
分
割
〉
の
記
号
表
現
と
見
た
瞬
間
か
ら
〈
全
一
〉
の
意
識
は
す
で
に

〈
多
性
〉（m

ultiplicité

）
を
潜
在
的
に
呼
び
こ
ん
で
い
る
の
で
す
。

村
田

〈m
ultiplicité

〉
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
こ
れ
は
ま
さ
に
カ
ン
ト
ル
（
一
七
）
で
す
ね
。
ベ
ル
ク
ソ
ン

は
〈
数
〉
を
「
一
と
多
の
綜
合
」
と
定
義
し
た
ん
で
し
た
か
。

平
井

そ
う
で
す
。

村
田

今
の
話
の
文
脈
で
の
そ
の
定
義
は
、
字
義
ど
お
り
、
カ
ン
ト
ル
の
〈M

annigfaltigkeit

〉
つ
ま

り
〈
多
者
〉
に
あ
て
は
ま
り
ま
す
。
そ
し
て
〈M

annigfaltigkeit

〉
と
は
〈M

enge

〉
つ
ま
り
〈
集
合
〉

の
こ
と
で
す
。
カ
ン
ト
ル
に
と
っ
て
〈
集
合
〉
と
は
、「
一
者
と
み
な
さ
れ
た
多
者
」
だ
っ
た
の
で
す
。

山
川

カ
ン
ト
ル
は
「
一
者
と
み
な
さ
れ
た
多
者
」
と
し
て
の
〈M

annigfaltigkeit

〉
を
プ
ラ
ト
ン
の

『
フ
ィ
レ
ボ
ス
』
篇
に
出
て
く
る
「
ミ
ク
ト
ン
」（
混
合
体
）に
な
ぞ
ら
え
て
い
ま
す
ね
。
プ
ラ
ト
ン
晩
年

の
著
作
で
あ
る
こ
の
『
フ
ィ
レ
ボ
ス
』
篇
で
は
い
つ
か
お
話
し
し
た
こ
と
が
あ
る
と
思
う
の
で
す
が
、

「
お
よ
そ
〈
有
る
〉
と
い
つ
も
言
わ
れ
て
い
る
も
の
は
〈
一
〉
と
〈
多
〉
か
ら
出
来
て
い
て
、〈
限
〉
と

〈
無
限
〉
と
を
生
ま
れ
つ
い
て
の
同
伴
者
と
し
て
自
己
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
」（
一
六
Ｃ
）と
い
う
存
在

論
的
前
提
の
下
に
「
混
合
」
の
問
題
を
論
ず
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
場
合
の
〈
無
限
〉
と
い
う
の
は
、
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
形
而
上
学
』
に
お
い
て
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
数
論
に
関
連
づ
け
て
論
ず
る
と
こ
ろ
の

〈
よ
り
大
・
よ
り
小
〉
あ
る
い
は
〈
不
定
の
二
〉
と
本
質
的
に
異
な
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
思
い
ま
す
。
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そ
し
て
、
こ
の
〈
不
定
の
二
〉
の
〈
二
〉
と
い
う
の
は
、
古
ピ
ュ
タ
ゴ
ラ
ス
学
派
の
数
学
者
た
ち
に
と
っ

て
は
、
元
来
、〈
偶
数
〉
を
意
味
し
、
そ
し
て
〈
偶
〉
は
ま
た
図
形
数
と
し
て
は
〈
長
方
形
数
〉
を
意
味

し
、そ
し
て
〈
長
方
形
数
〉
は
〈
正
方
形
数
〉
と
の
対
比
に
お
い
て
〈
無
限
〉
な
る
も
の（＝

他＝

多
）を
、

し
た
が
っ
て
ま
た
〈
不
定
の
二
〉
と
は
、〈
差
異
性
原
理
〉
を
も
意
味
し
た
よ
う
で
す
。

平
井

な
る
ほ
ど
、
〈
不
定
の
二
〉
と
は
言
い
え
て
妙
で
す
ね
。
と
も
か
く
も
、
私
の
考
え
に
よ
れ
ば
、

〈
２
〉
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る（
或
い
は
記
号
化
さ
れ
る
）〈
分
割
〉
は
、
量
的
な
多
数
性
の
み
で
は
な
く

質
的
な
多
様
性
を
も
呼
び
こ
む
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

こ
の
こ
と
は
殊
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
、〈
全
一
〉
が
、『
創
造
的
進
化
』
の
段
階
に
到
る
ま
で
、
結

局
〈
持
続
〉（durée

）と
い
う
言
葉
に
包
摂
さ
れ
る
、〈
変
化
〉
す
る
連
続
体
で
あ
る
こ
と
を
考
量
す
れ
ば

明
ら
か
で
す
。
そ
の
世
界
像
は
創
造
、
創
出
の
場
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
流
に
言
う
な

ら
、
ま
さ
に
無
限
の
〈
差
異
化
〉
な
の
で
、〈
２
〉
が
呼
び
こ
む
〈
多
性
〉
と
は
数
的
多
で
あ
り
、
量
的

多
で
あ
り
、
質
的
多
で
あ
り
、
要
す
る
に
多
様
性
そ
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
わ
け
で
す
。

山
川

ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
が
そ
う
い
う
趣
旨
の
発
言
を
し
て
い
る
の
で
す
か
。

平
井

い
や
、〈
２
〉
つ
ま
り
〈
数
〉
が
〈
全
一
〉
な
る
も
の
の
〈
分
割
〉
を
呼
び
こ
む
と
き
、
そ
れ

は
す
で
に
〈
多
性
〉、
す
な
わ
ち
、〈
多
数
〉、
量
的
〈
多
〉、
質
的
〈
多
〉
を
呼
び
こ
む
可
能
性
を
秘
め
て

い
る
、
と
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
は
明
言
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
い
ま
ま
さ
に
あ
な
た
が

言
わ
れ
た
こ
と
、
つ
ま
り
以
前
に
プ
ラ
ト
ン
の
『
ピ
レ
ボ
ス
』
の
中
の
〈
無
限
〉
と
〈
限
度
〉
と
い
う
二
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項
対
立
か
ら
〈
混
合
体
〉
が
生
ず
る
と
示
唆
さ
れ
た
こ
と
が
現
在
の
私
の
考
え
の
根
拠
に
な
っ
て
い
ま

す
。私

は
、
こ
の
示
唆
に
も
と
づ
き
、
プ
レ
イ
ヤ
ッ
ド
版
の
レ
オ
ン
・
ロ
バ
ン
に
よ
る
プ
ラ
ト
ン
著
作
集
の

仏
訳
と
岩
波
版
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
の
田
中
美
知
太
郎（
一
八
）
訳
『
ピ
レ
ボ
ス
』
を
の
ぞ
い
て
み
た
の
で
す

が
、「
数
の
導
入
に
よ
っ
て
」
二
つ
の
対
立
物
か
ら
或
る
種
の
生
成
物
が
出
て
く
る
と
い
う
記
述
の
あ
た

り
に
、
〈
分
割
〉
が
多
様
性
を
生
む
と
い
う
、
私
の
考
え
に
通
ず
る
も
の
を
見
届
け
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

し
か
し
『
ピ
レ
ボ
ス
』
篇
は
き
わ
め
て
難
解
な
テ
ク
ス
ト
な
の
で
、
今
後
も
な
お
慎
重
に
考
察
す
る
必
要

を
感
じ
て
い
ま
す
。

山
川

そ
う
で
す
ね
。『
フ
ィ
レ
ボ
ス
』
篇
に
お
い
て
プ
ラ
ト
ン
は
、
彼
自
身
の
哲
学
上
の
な
に
か
大

き
な
重
心
移
動
の
よ
う
な
も
の
を
背
景
に
し
て
思
索
し
て
い
ま
す
。
尋
常
な
対
話
篇
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

平
井

と
も
か
く
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
哲
学
の
意
味
と
は
、〈
純
粋
持
続
〉
に
ほ
か
な
ら
な
い

不
可
分
の
〈
全
一
〉
と
し
て
の
〈
存
在
〉
の
直
観
的
把
握
な
の
で
す
か
ら
、〈
分
割
〉
を
呼
び
こ
む
数
記

号
の
最
初
の
も
の
で
あ
る
〈
２
〉
に
は
、
哲
学
的
認
識
者
が
陥
る
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル（
根
源
的
）な
錯
迷
の

原
点
と
し
て
の
意
味
が
あ
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
『
時
間
と
自
由
』
の
第
二
章
で
、
ま
さ
に
そ
の
こ
と
を
明

晰
な
言
葉
で
語
っ
て
い
る
の
で
す
。

さ
て
、
以
上
の
よ
う
に
、『
時
間
と
自
由
』
第
二
章
の
数
論
に
私
が
か
か
ず
ら
っ
た
理
由
は
、
今
度
の

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
主
題
で
あ
る
《
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
》
に
つ
い
て
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
対
応
が
、
じ
つ
は
こ
の
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数
論
に
そ
の
精
髄
を
集
約
さ
せ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
前
に
も
触
れ
た
よ
う
に
第
二

章
に
は
「
エ
レ
ア
学
派
の
錯
覚
」
と
い
う
小
見
出
し
の
あ
る
小
節
が
あ
り
、
そ
こ
で
は
次
の
よ
う
に
明
言

さ
れ
て
い
ま
す
。

「
わ
れ
わ
れ
の
意
見
で
は
、
運
動
と
運
動
体
が
通
過
し
た
空
間
と
の
こ
の
よ
う
な
混
同
か
ら
、
ま
さ

に
、
エ
レ
ア
学
派
の
詭
弁
も
生
ま
れ
た
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
二
つ
の
点
を
分
か
っ
て
い
る
間
隔
は

無
限
に
分
割
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
で
も
し
も
運
動
が
間
隔
そ
の
も
の
の
部
分
の
よ
う
な
諸
部
分
か
ら

構
成
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
間
隔
は
決
し
て
越
え
ら
れ
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ

る
。」

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
自
然
学
』
が
伝
え
る
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
は
、
言
表
と
し
て
四
つ
の
か
た
ち
を
と
っ

て
い
ま
す
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
に
対
す
る
批
判
の
根
拠
は
、
そ
の
四
つ
の
か
た
ち
の
言
表

の
い
ず
れ
に
対
し
て
も
、
変
化
、
差
異
化
と
し
て
の
運
動
を
そ
れ
が
空
間
に
残
す
軌
跡
と
混
同
し
た
こ
と

に
よ
る
、
と
い
う
同
一
の
論
点
に
置
か
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
首
尾
一
貫
性
は
徹
底
し
た
も
の
で
あ
り
、
こ

の
こ
と
は
村
田
先
生
あ
た
り
に
お
教
え
い
た
だ
け
る
と
思
う
の
で
す
が
、
少
な
く
と
も
「
飛
矢
」
や
「
競

技
場
」
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
逆
理
の
成
立
の
根
拠
を
区
別
す
る
論
客
も
あ
っ
た
は
ず
で
す
。

前
に
引
用
し
た
文
章
の
後
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
「
ア
キ
レ
ス
」
の
逆
理
に
触
れ
て
論
じ
て
い
ま
す
が
、

33



四
つ
の
逆
理
の
う
ち
で
「
ア
キ
レ
ス
」
と
「
二
分
割
」
と
が
同
系
統
の
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
が
運
動
体
が

空
間
に
残
す
軌
跡
の
無
限
分
割
性
に
か
か
わ
る
こ
と
は
容
易
に
見
て
と
れ
ま
す
。
し
か
し
私
は
、『
時
間

と
自
由
』
第
二
章
の
、〈
２
〉
と
い
う
数
に
収
斂
す
る
、
数
記
号
の
、
人
間
の
認
識
作
用
へ
の
影
響
に
つ

い
て
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
を
、
以
上
の
よ
う
に
分
析
記
述
し
た
後
で
は
、〈
二
分
割
〉
を
例
と
し
て
取

り
上
げ
る
ほ
う
が
、
問
題
の
所
在
が
い
っ
そ
う
明
確
に
な
る
と
考
え
ま
す
。
つ
ま
り
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
ゼ
ノ

ン
の
逆
理
に
関
わ
る
議
論
の
精
髄
で
あ
り
、
そ
の
上
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
全
哲
学
の
構
成
に
も
、
一
貫
し
て

関
わ
る
思
考
の
ポ
イ
ン
ト
は
、〈
二
分
割
〉
の
中
に
原
理
的
に
見
出
さ
れ
う
る
と
言
え
る
よ
う
で
す
。

山
川

そ
う
で
す
ね
、
実
際
、
多
く
の
研
究
者
た
ち
が
「
ア
キ
レ
ス
」
と
「
二
分
割
」
を
本
質
的
に
同

趣
旨
の
も
の
と
し
て
扱
っ
て
お
り
ま
す
し
、
こ
れ
ら
二
つ
の
逆
理
を
報
告
し
て
い
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自

身
、
こ
れ
ら
を
原
理
的
に
同
一
の
も
の
だ
と
し
て
い
ま
す
。

平
井

と
も
か
く
私
の
考
え
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
の
哲
学
の
発
足
の
時
期
に
、
そ
の
直
観
に
よ
っ

て
、〈
２
〉
と
い
う
最
も
単
純
な
、
ギ
リ
シ
ア
人
が
数
の
最
初
に
置
い
た
整
数
の
中
に
〈
数
〉
そ
の
も
の

の
本
質
を
す
べ
て
見
出
し
う
る
と
考
え
た
、
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
一
方
で
は
、
ゼ
ノ
ン
の
ア
ポ
リ

ア
は
そ
の
第
一
の
形
式
で
あ
る
〈
二
分
割
〉
の
中
に
す
べ
て
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
彼
は
信
じ
た
は
ず
だ

と
思
わ
れ
る
の
で
す
。
言
い
か
え
れ
ば
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
、
人
間
の
認
識
作
用
に
〈
数
記
号
〉
が

介
入
し
た
こ
と
の
意
味
は
、
何
を
措
い
て
も
〈
全
一
〉
の
分
割
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
は
最
初
の
数

で
あ
る
〈
２
〉
が
ま
さ
に
分
割
を
呼
び
こ
む
記
号
と
し
て
、
必
要
か
つ
十
分
な
条
件
を
す
べ
て
含
ん
で
い
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る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
存
在
論
に
お
い
て
は
、
ひ
た
す
ら
〈
純
粋
持
続
〉
の
直
観
的
把
握
が
哲
学
の
意
味
を
な

す
の
で
す
か
ら
、
そ
れ
に
分
割
を
も
ち
こ
む
〈
２
〉
に
始
ま
る
数
記
号
、
お
よ
び
数
記
号
と
同
系
統
の
記

号
表
現（
そ
れ
は
数
記
号
―
言
語
―
観
念
と
相
関
性
を
成
り
立
た
せ
ま
す
）は
、
す
べ
て
の
現
象
か
ら
、
運

動
―

変
化
を
取
り
去
る
こ
と
で
体
系
を
成
り
立
た
せ
て
い
て
、
そ
う
し
た
記
号
表
現
に
依
拠
し
た
哲
学
体

系
は
、
根
源
的
に
否
定
さ
れ
る
べ
き
は
当
然
な
の
で
す
。

以
上
、
き
わ
め
て
忽
忽
の
う
ち
に
跡
づ
け
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
ゼ
ノ
ン
の
論
証
へ
の
こ
だ
わ
り
の

根
拠
に
ひ
そ
む
〈
２
〉
の
問
題
は
、
ま
さ
に
そ
の
原
理
性
と
単
純
性
の
た
め
に
、
世
の
中
の
哲
学
体
系
一

般
、
結
局
は
〈
記
号
―

言
語
‐
観
念
〉
の
集
積
で
あ
る
プ
ラ
ト
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
の
西
欧
の
全

哲
学
の
白
紙
還
元
に
ま
で
立
ち
到
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
徹
底
し
た
ラ
デ
ィ
カ
リ
ス
ム
を
了
解
可
能
に
す
る
鍵

で
あ
る
、
と
い
う
の
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
ゼ
ノ
ン
の
論
証
と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
る
私
の
考
え
の
粗
描
き
な

の
で
す
。

﹇
ゼ
ノ
ン
と
ヴ
ァ
レ
リ
ー
﹈

山
川

有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
こ
れ
で
一
つ
の
山
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
い
う
巨
峰
を
と
も
か
く
も
越

え
た
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
仕
事
の
中
の
ゼ
ノ
ン
と
な
り
ま
す
と
、
い
っ

た
い
ど
ん
な
ふ
う
に
評
価
し
た
ら
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。
た
し
か
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
『
カ
イ
エ
』
に
は
、
十
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五
な
い
し
六
篇
く
ら
い
の
、
ゼ
ノ
ン
を
め
ぐ
る
断
章
が
残
さ
れ
て
い
た
と
思
う
の
で
す
が
。

平
井

こ
の
コ
ミ
ュ
ニ
カ
シ
オ
ン
に
先
立
っ
て
、
山
川
先
生
は
、
私
の
過
去
に
発
表
し
た
仕
事
の
中
で

の
ゼ
ノ
ン
の
論
証
へ
の
言
及
に
つ
い
て
、
簡
単
で
す
が
正
確
な
紹
介
を
し
て
下
さ
い
ま
し
た
。
そ
の
と
き
、

私
の
論
文
集
『
ラ
ン
ボ
オ
か
ら
サ
ル
ト
ル
へ
』
収
録
の
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
ヴ
ァ
レ
リ
ー
」
と
い
う
文
章
に

つ
い
て
も
言
及
が
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
論
文
は
、
雑
誌
『
詩
学
』
一
九
五
〇
年
八
月
号
に
掲
載

さ
れ
た
も
の
で
、
上
記
の
論
文
集
で
は
発
表
時
期
の
最
も
早
い
も
の
で
す
。
自
分
自
身
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
弟

子
で
あ
り
、同
時
に
『
新
フ
ラ
ン
ス
評
論
』
つ
ま
り
Ｎ
Ｒ
Ｆ
誌
の
代
表
的
評
論
家
で
あ
っ
た
ア
ル
ベ
ー
ル
・

チ
ボ
ー
デ
は
、
そ
の
『
ヴ
ァ
レ
リ
ー
論
』
の
冒
頭
に
近
く
、「
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
お
互
い

に
知
り
合
う
こ
と
な
く
、
同
様
な
直
観
を
、
二
つ
の
異
質
の
言
語
、
す
な
わ
ち
詩
句
と
哲
学
と
に
よ
っ
て

そ
れ
ぞ
れ
表
明
し
た
の
だ
」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

私
は
今
度
こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
先
だ
っ
て
四
〇
年
前
の
こ
の
文
章
を
読
み
返
し
て
み
て
、
そ
れ
が
結

局
、
チ
ボ
ー
デ
の
言
葉
に
約
言
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
二
人
の
天
才
の
関
係
を
、
両
者
の
ゼ
ノ
ン
の
論
証
と

の
関
わ
り
方
を
手
が
か
り
と
し
て
証
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
今
さ
ら
の
よ
う
に
思
い
当

た
り
ま
し
た
。
私
な
り
に
ゼ
ノ
ン
の
論
証
と
の
つ
き
合
い
も
古
い
も
の
だ
な
あ
と
い
う
思
い
も
あ
り
ま
し

た
。昔

の
論
文
は
そ
れ
な
り
に
ま
と
ま
っ
て
い
て
、
あ
の
本
は
一
昨
年
、
講
談
社
の
学
術
文
庫
に
も
入
っ
た

の
で
み
な
さ
ん
の
お
手
の
と
ど
く
と
こ
ろ
に
あ
り
ま
す
か
ら
同
じ
論
旨
を
く
り
返
す
こ
と
は
避
け
よ
う
と

36



思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
当
時
は
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
著
作
は
プ
レ
イ
ヤ
ッ
ド
版
に
も
収
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
私

は
東
大
フ
ラ
ン
ス
文
学
研
究
室
の
Ｎ
Ｒ
Ｆ
版
の
白
い
仮
綴
じ
本
で
読
み
え
た
ば
か
り
で
、
彼
の
〈
暁
〉
の

断
想
的
思
考
の
集
成
で
あ
る
『
カ
イ
エ
』
に
つ
い
て
は
、
そ
の
片
鱗
を“

Tel
Q

uel”

（
あ
る
が
ま
ま
）な

ど
の
白
表
紙
本
で
う
か
が
う
の
み
で
し
た
。
し
か
し
今
で
は
、
私
の
手
許
に
も（
二
十
九
冊
に
お
よ
ぶ
そ

の
複
製
本
も
、
そ
れ
を
内
容
別
に
整
理
し
た
プ
レ
イ
ヤ
ッ
ド
叢
書
の
二
冊
本
も
揃
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に

日
本
以
外
に
は
見
ら
れ
な
い
筑
摩
書
房
の
全
集
カ
イ
エ
篇
九
冊
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
プ
レ
イ
ヤ
ッ
ド
版

を
底
本
と
し
て
日
本
の
ヴ
ァ
レ
リ
ー
研
究
者
を
動
員
し
て
訳
出
さ
れ
た
も
の
で
す
。
こ
う
し
た
文
献
は
四

〇
数
年
前
に
私
が
あ
の
論
文
を
書
い
た
当
時
は
、
そ
の
存
在
が
時
に
噂
話
に
語
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
か

ど
う
か
の
幻
の
資
料
で
し
た
。

『
カ
イ
エ
』
の
文
章
は
、
朝
型
人
間
で
あ
っ
た
ら
し
い
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
午
前
四
時
頃
か
ら
七
、
八
時
ま

で
、
そ
の
〈
暁
の
思
念
〉
を
ま
っ
た
く
気
侭
に
、
時
に
は
水
彩
画
な
ど
も
混
じ
え
て
書
き
つ
い
だ
、
抽
象

的
、
内
面
的
な
精
神
の
日
録
で
す
が
、
一
八
九
四
年
か
ら
一
九
四
五
年
の
死
の
直
前
ま
で
、
大
小
さ
ま
ざ

ま
な
ノ
ー
ト
・
ブ
ッ
ク
二
六
一
冊
に
残
さ
れ
た
断
章
的
記
述
に
は
、
ゼ
ノ
ン
の
論
証
に
つ
い
て
の
考
察
も

か
な
り
出
て
い
ま
す
。
私
は
、
こ
こ
で
、
約
二
十
箇
所
に
渡
る
ゼ
ノ
ン
へ
の
言
及
か
ら
、
比
較
的
重
要
と

思
わ
れ
る
章
節
を
い
く
つ
か
取
り
上
げ
て
ヴ
ァ
レ
リ
ー
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
る
こ
と
を
試
み
て
み
ま
し
ょ

う
。
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Ｐ
Ｌ
・
Ｉ
・
５
５
６

ゼ
ノ
ン
。
私
の
直
観
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
だ
―
私
は
現
実
の
運
動
を
想
像
さ
れ
た
運
動
か
ら
区

別
す
る
。

前
者
に
は
問
題
な
し
。
そ
れ
は
在
る
。
後
者
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
二
つ
の
想
像
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ

る
。連

続（
限
界
の
あ
る
、
限
ら
れ
た
）の
想
像
と
―
分
割
の（
そ
し
て
延
長
の
）そ
れ
。

飛
ぶ
矢
を
考
え
る
こ
と
は
、
第
一
に
飛
ば
な
い
矢
を
、
第
二
に
、
矢
の
な
い
飛
翔
、
つ
ま
り
し
か
じ

か
の
方
向
を
も
っ
た
運
動
を
思
う
こ
と
。
こ
の
運
動
は
動
体
を
欠
い
て
い
る
。
そ
れ
は
分
割
不
可
能

か
、
そ
れ
と
も
た
だ
い
く
つ
か
の
終
了
し
た
運
動
―
拍
動
―
と
し
て
は
分
割
可
能
で
あ
り
―
そ
れ
に

ま
た
そ
の
分
割
は
後
か
ら
の
も
の
で
、
同
時
生
成
的
で
は
な
い
。

一
つ
の
運
動
を
考
え
る
こ
と
は
、
一
つ
の
線
と
は
別
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
、
も
っ
と
も

そ
れ
は
ま
た
一
本
の
線
を
考
え
る
こ
と
で
も
あ
る
。
つ
い
で
線
は
分
割
可
能
で
は
あ
る
が
、
し
か
し

私
が
す
で
に
言
っ
た
よ
う
に
、
そ
れ
は
人
為
的
な
一
種
の
ま
と
め
に
よ
っ
て
そ
う
な
の
で
あ
る
。
副

次
的
な
こ
と
だ
。

―
し
か
し
線
を
考
え
る
者
は
、
運
動
を
考
え
る
。
そ
れ
で
運
動
に
異
議
申
立
を
す
る
た
め
に
線
の
分

割
を
利
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
も
し
も
運
動
が
不
可
能
な
ら
、
線
は
な
い
。
も
し
も
線
が
な
い

と
し
て
も
〔
運
動
の
〕
不
可
能
性
は
な
い
。
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ゼ
ノ
ン
の
論
証
の
明
白
な
結
果
は
、
言
語
活
動
に
お
け
る
混
乱
の
証
明
だ
。
も
し
も
人
が
こ
の
諸

問
題
に
一
役
買
っ
て
い
る
心
理
的
諸
契
機
や
、
構
成
要
素
を
注
意
ぶ
か
く
識
別
す
る
な
ら
、
問
題
は

霧
消
す
る
の
が
見
ら
れ
る
。
そ
し
て
別
の
諸
問
題
が
み
ら
れ
る
。

こ
の
断
章
は
〈
飛
ぶ
矢
〉
に
言
及
し
て
い
て
、
連
続
と
分
割
と
の
意
識
像
の
う
ち
、
ま
ず
連
続
が
、
つ
い

て
分
割
が
可
能
に
な
る
こ
と
が
焦
点
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
結
局
、
運
動
を
そ
れ
が
残
す

軌
跡
と
取
り
違
え
て
、
そ
れ
に
分
割
を
打
ち
こ
む
と
い
う
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
見
ら
れ
た
基
本
構
造
と
別
の

こ
と
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
こ
の
断
章
の
末
尾
に
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
が
結
局
「
言
語
活
動
に
お
け
る
混
乱
」

を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
付
言
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
べ
き
で
し
ょ
う
。
こ
の
運
動
の

意
識
像
の
二
重
性（
こ
こ
で
は
連
続
と
分
割
）は
、
次
に
引
用
す
る
断
章
で
は
、
別
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン

を
提
出
し
て
い
ま
す
。

Ｐ
Ｌ
・
Ｉ
・
５
７
８

お
ぞ

ゼ
ノ
ン
の
ト
リ
ッ
ク
は
怖
ま
し
い
ば
か
り
に
単
純
で
あ
る
。そ
れ
は
巧
妙
に（
あ
る
い
は
巧
妙
で
な

し
に
）動
体
が
動
き
つ
く
す
べ
き
長
さ
を
ご
ま
か
す
こ
と
―
そ
し
て
そ
れ
に
分
割
を
―
あ
る
い
は
む

し
ろ
長
さ
の
分
割
可
能
性
を
―
代
置
す
る
こ
と
、
に
存
す
る
。
分
割
と
か
あ
る
い
は
む
し
ろ
無
限
の
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求
和
を
取
り
行
う
べ
き
も
の
は
、
そ
の
た
め
に
多
く
の
時
間
を
失
い
、
そ
れ
を
二
度
と
や
ろ
う
と
は

せ
ず
、ま
た
し
ま
い
に
は
二
度
と
は
じ
め
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
は
分
か
り
き
っ
た
こ
と
だ
。

ゼ
ノ
ン
は
わ
れ
わ
れ
の
計
測
と
分
割
の
行
為
を
計
測
さ
れ
る
も
の
に
代
置
し
て
、
こ
の
行
為
は
長

さ
と
独
立
し
て
い
る
と
記
す
。

部
分
が
全
体
に
先
行
す
る
が
、
し
か
も
部
分
は
全
体
か
ら
推
論
さ
れ
る
の
だ
。
人
は
無
意
識
の
う

ち
に
運
動
が
分
割
を
実
現
す
る
の
だ
と
想
定
す
る
が
、
一
方
分
割
と
は
停
止
で
あ
り
、
運
動
を
前
提

と
し
て
い
る
。

人
は
線
な
り
道
な
り
を
運
動
に
先
立
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
想
定
す
る
が
、
線
も
道
も
運
動
の
一

面
に
す
ぎ
な
い
。

結
局
―
第
一
に
Ａ
↓
Ｂ
の
線
と
軌
道
の
イ
メ
ー
ジ
、第
二
に
線
に
代
置
さ
れ
た
定
規
の
イ
メ
ー
ジ
、

第
三
に
人
は
こ
の
定
規
は
無
限
に
区
分
さ
れ
る
と
言
う
。

そ
し
て
じ
じ
つ
分
割
で
き
る
―
い
や
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。
人
は
同
一
的
で
あ
り
ま
た
す
べ
て
の

分
割
か
ら
独
立
し
た
行
為
で
あ
る
こ
の
分
割
を
導
入
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
通
過
行
為
と
計
測
行

為
と
の
間
に
は
両
立
不
可
能
性
が
あ
る
。〈
飛
ぶ
矢
〉
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
イ
メ
ー
ジ
の
、
合
成

不
可
能
な
、
区
別
の
あ
る
二
つ
の
契
機
で
あ
る
。
人
は
矢
を
見
る
た
め
に
そ
れ
を
と
ど
め
る
。
反
運

動
の
論
証
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
反
数
学
的
論
証
で
あ
る
。
私
は
、
ゼ
ロ
・
タ
イ
ム
に
は
ど
こ
に
も

矢
は
な
い
、
と
言
お
う
。
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ゼ
ノ
ン
の
逆
理
批
判
と
し
て
、
特
に
卓
抜
な
も
の
と
も
思
わ
れ
ま
せ
ん
が
、
結
局
、
運
動
が
あ
っ
て
、

そ
の
結
果
意
識
に
上
る
線
、
軌
跡
の
分
割
と
い
う
行
為
が
呼
び
こ
ま
れ
る
、
と
い
う
点
で
は
、
前
に
引
用

の
断
章
と
同
じ
筋
道
の
も
の
で
あ
る
と
言
え
ま
す
。

さ
ら
に
断
章
の
引
用
を
つ
づ
け
ま
す
。

Ｐ
Ｌ
・
Ｉ
・
６
５
９

ゼ
ノ
ン

あ
る
空
間
を
渡
り
行
く
こ
と
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
結
果
と
し
て
の
渡
り
行
き
を
伴
い
な
が
ら
動
く

こ
と
は
、
そ
れ
を
分
割
す
る
こ
と（
Ａ
）と
は
別
の
こ
と
で
あ
る
。
渡
り
行
き
は
各
瞬
間
に
お
い
て
、

間
隔
の
全
長
か
ら
独
立
し
て
い
る
。
後
に
な
っ
て
か
ら
渡
り
行
っ
た
こ
と
が
判
る（
Ｂ
）。
一
方
分
割

す
る
こ
と
は
間
隔
の
全
体
に
か
か
わ
る
操
作
を
想
定
し
て
い
る
。

同
様
に
ア
キ
レ
ス
に
お
い
て
、
ア
キ
レ
ス
の
運
動
は
、
亀
の
運
動
か
ら
独
立
し
て
い
る
。

わ
れ
わ
れ
は
移
動
を
想
い
描
く
と
き
、
部
分
を
想
い
描
き
は
し
な
い
。
運
動
は
停
止
と
両
立
し
な

い
。（

Ａ
）人
は
そ
れ
と
気
づ
か
ず
―
だ
が
、
そ
れ
と
気
づ
か
ず
に
は
分
割
し
な
い
。

（
Ｂ
）そ
し
て
運
動
は
任
意
で
あ
る
。
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こ
の
断
章
は
み
じ
か
い
が
冴
え
て
い
ま
す
。
や
は
り
運
動（
渡
り
行
き
）が
先
で
分
割
は
後
に
く
る
、
と

い
う
こ
と
だ
が
、
全
長
と
過
程
と
い
う
方
向
へ
の
手
が
か
り
も
入
っ
て
い
ま
す
し
、
ア
キ
レ
ス
と
亀
が
別

箇
の
、
つ
ま
り
異
質
の
、
運
動
を
行
う
の
に
、
そ
れ
を
同
質
の
も
の
と
考
え
る
こ
と
や
、
部
分
を
移
動
そ

の
も
の
よ
り
も
先
に
思
い
浮
か
べ
が
ち
で
あ
る
こ
と
な
ど
、
ゼ
ノ
ン
の
詭
弁
を
成
り
立
た
せ
る
意
識
構
造

に
つ
い
て
の
さ
ま
ざ
ま
に
本
質
的
な
言
及
の
片
鱗
が
ふ
く
ま
れ
て
い
る
よ
う
で
す
が
、『
カ
イ
エ
』
の
テ

キ
ス
ト
の
特
微
と
し
て
そ
れ
を
さ
ら
に
徹
底
し
て
演
繹
す
る
と
い
う
点
は
全
く
欠
け
て
い
ま
す
。

原
注（
Ａ
）は
運
動
と
分
割
に
つ
い
て
の
意
識
の
機
能
に
つ
い
て
寸
言
の
う
ち
に
言
い
得
て
い
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
の
で
す
が
、
い
か
が
な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

山
川

こ
れ
は
、
本
質
的
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
「
可
能
的
無
限
」
と
「
現
実
的
無
限
」
の
区

別
と
パ
ラ
レ
ル
な
発
言
と
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
ね
。

平
井

同
系
統
の
反
論
は
次
の
断
章
に
は
、
よ
り
明
瞭
に
し
か
し
や
や
平
凡
な
言
表
と
な
っ
て
出
て
い

ま
す
。

Ｐ
Ｌ
・
Ｉ
・
６
９
４
―
６
９
５

ゼ
ノ
ン
の
逆
理
は
観
察
の
あ
や
ま
り
か
あ
る
い
は
む
し
ろ
観
察
行
為
の
中
の
無
秩
序
の
せ
い
だ
。

―
そ
れ
が
人
を
し
て
何
も
の
か
の
分
割
の
操
作
を
そ
の
も
の
の
存
在
の
以
前
に
ま
た
そ
の
も
の
に
よ
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っ
て
予
想
さ
れ
た
も
の
と
し
て
置
く
よ
う
に
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
人
は
線
が
・
・
・
そ
れ
が
存
在
す

る
前
に
部
分
を
も
つ
と
考
え
、
ま
た
こ
の
部
分
を
線
の
上
の
運
動
に
対
置
さ
せ
る
―
そ
の
運
動
と
は

そ
の
線
自
体
な
の
に
。

人
は
い
く
つ
か
の
点
を
線
上
に
置
く
。
し
か
し
線
は
そ
れ
ら
の
点
に
関
わ
り
な
く
、
点
も
ま
た
線

に
属
し
は
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
私
は
線
Ａ
Ｂ
を
い
く
つ
か
の
点
に
よ
っ
て
分
割
す
る
と
、
そ
の
線
Ａ

Ｂ
を
消
滅
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
、
私
が
点
々
な
し
に
線
を
引
く
こ
と
が
出
来
た
と
同
様
に
。

『
カ
イ
エ
』
に
お
け
る
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
ゼ
ノ
ン
へ
の
言
及
を
す
べ
て
検
討
す
る
余
裕
は
あ
り
ま
せ
ん

し
、
そ
の
必
要
も
あ
る
ま
い
と
考
え
ま
す
。
し
か
し
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
と
っ
て
も
ゼ
ノ
ン
の
論
証
が
運
動
と

そ
の
軌
跡
と
の
分
割
と
い
う
行
為
を
め
ぐ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
た
こ
と
は
以
上
の

引
用
か
ら
も
は
っ
き
り
と
う
か
が
え
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
も
し
も
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
と
っ
て
も
〈
分
割
〉

の
一
語
に
ゼ
ノ
ン
の
論
証
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
点
に
つ
い
て
は
、〈
分
割
〉
が
ま
さ
に
最
初
の
数

〈
２
〉
と
と
も
に
純
粋
持
続
―
純
粋
連
続
で
あ
る
存
在
界
に
持
ち
こ
ま
れ
た
も
の
で
あ
り
、そ
こ
に
こ
そ
、

世
の
中
の
〈
記
号
↓
言
語
↓
観
念
〉
と
し
て
あ
る
哲
学
全
般
の
白
紙
還
元
の
た
め
の
原
点
が
あ
る
と
し
た

ベ
ル
ク
ソ
ン
と
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
き
わ
め
て
近
い
立
場
に
あ
っ
た
と
言
え
る
よ
う
に
思
う
の
で
す
。

ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
お
い
て
、
ゼ
ノ
ン
は
世
の
哲
学
者
た
ち
の
営
為
に
つ
い
て
の
き
わ
め
て
皮
肉
な
否
定
的

言
説
の
根
拠
で
も
あ
る
の
で
す
。
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Ｐ
Ｌ
・
Ｉ
・
７
０
２
―
７
０
３

ゼ
ノ
ン
の
件
一
切
は
以
下
の
哲
学
的
・
・
・
や
じ
馬
根
性
に
も
と
づ
い
て
い
る
。

不
断
の
平
俗
な
観
察
の
現
象（
飛
ぶ
矢
そ
の
他
）を
不
可
能
と
想
像
し
よ
う
と
努
力
す
る
こ
と
。

ア
キ
レ
ス
を
中
途
で
と
ど
め
矢
を
空
中
で
動
け
な
く
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
―
矢
を
は

っ
き
り
と
思
念
す
れ
ば
十
分
な
の
だ
。

人
が
そ
れ
に
成
功
す
る
の
は
手
品
師
の
す
り
替
え
に
よ
っ
て
な
の
だ
・
・
・
人
は
運
動
で
は
な
い

《
運
動
》
を
、―
分
割
可
能
な
対
象（
も
の
）に
変
わ
り
、つ
い
で
ふ
た
た
び
時
間
に
成
り
変
わ
る
《
時

間
》
を
う
ま
く
使
う
わ
け
だ
。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
次
の
や
り
方
を
利
用
す
る
こ
と
で
そ
う
な
る
。
そ
の
や
り
方
と
は
、
も
し
も

そ
の
諸
特
性
が
同
時
性
の
も
の
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
出
現
さ
せ
る
操
作
に
よ
っ
て
同
時
的

に
表
明
さ
れ
る
と
確
言
で
き
る
場
合
に
だ
け
矛
盾
的
で
あ
る
よ
う
な
諸
特
性
―
ｔ
期
に
お
い
て
可
能

で
あ
る
分
割
可
能
性
と
＊ｔ
期
に
お
い
て
可
能
で
あ
る
不
分
割
の
よ
う
な
―
を
矛
盾
的
と
し
て
対
立

さ
せ
る
こ
と
に
存
す
る
。
か
く
て
は
人
は
開
か
れ
た
扉
を
閉
め
ら
れ
た
扉
自
体
に
対
立
さ
せ
る
こ
と

に
な
る
だ
ろ
う
。

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
哲
学
嫌
い
は
徹
底
し
て
い
て
、
ゼ
ノ
ン
の
論
証
の
背
理
性
は
、
哲
学
と
い
う
言
語
的
営
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為
一
般
の
不
条
理
の
突
出
し
た
例
と
し
て
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
眼
に
は
映
じ
て
い
た
も
の
の
よ
う
で
す
。
次

の
断
章
は
そ
の
こ
と
を
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
示
す
で
し
ょ
う
。

Ｐ
Ｌ
・
Ｉ
・
６
２
１

前
文
―
私
は
こ
こ
で
お
そ
ら
く
新
し
い
仕
方
で
ゼ
ノ
ン
の
論
証
を
論
じ
て
み
よ
う
。
私
は
そ
れ
ら

の
論
証
が
そ
れ
の
本
質
的
な
結
果
で
あ
り
、し
た
が
っ
て
ま
た
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
す
べ
て
の
説
明
、

す
べ
て
の
注
釈
と
推
論
あ
る
い
は
反
論
が
出
て
く
る
混
乱
を
説
明
し
て
み
た
い
。
そ
し
て
単
に
こ
れ

ら
の
展
開
は
、
そ
の
き
っ
か
け
と
同
様
に
、
一
つ
の
混
乱
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
の
み
で
な
く
、
さ
ら

に
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
の
哲
学
は
―
こ
の
混
乱
な
の
だ
。
私
は
、
す
べ
て
が
霧
消
し
、
も
は
や
、
テ
ー

ゼ
も
ア
ン
チ
・
テ
ー
ゼ
も
、
難
点
も
な
く
な
る
、
と
言
お
う
。
も
し
も
、
人
が
こ
れ
ら
の
問
題
を
、

純
粋
な
言
語
で
、
す
な
わ
ち
意
識
の
現
実
の
諸
領
域
を
分
か
ち
、
は
っ
き
り
と
区
別
の
あ
る
も
の
と

し
て
保
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
不
知
不
識
の
う
ち
に
一
方
か
ら
別
の
方
へ
と
移
行
す
る
の
を
、
ま
た
イ
メ

ー
ジ
、
確
認
事
項
、
記
号
表
現
の
属
性
を
お
互
い
に
取
り
替
え
る
の
を
妨
げ
る
言
語
の
中
で
、
書
く

か
書
き
た
い
と
望
む
か
、
書
こ
う
と
つ
と
め
る
気
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
だ
。

こ
の
種
の
混
乱
か
ら
身
を
守
る
た
め
に
は
、
思
考
さ
れ
あ
る
い
は
観
察
さ
れ
、
こ
こ
あ
る
い
は
か

し
こ
で
、
見
ら
れ
た
り
、
ま
た
抽
象
さ
れ
あ
る
い
は
推
論
さ
れ
て
い
る
事
物
の
本
性
あ
る
い
は
領
域

の
明
示
を
諸
定
義
に
加
え
る
か（
そ
れ
と
も
諸
定
義
の
要
素
と
み
な
す
か
）す
れ
ば
十
分
で
あ
る
。
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ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
と
っ
て
は
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
は
言
語
の
使
用
の
仕
方
に
お
い
て
、
諸
定
義
の
間
の
領
域

の
侵
犯
、
混
乱
を
う
ま
く
手
玉
に
と
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
「
ほ
と

ん
ど
す
べ
て
の
哲
学
は
こ
の
混
乱
な
の
だ
」
と
い
う
の
で
す
。
こ
こ
で
も
ま
た
、
世
の
い
わ
ゆ
る
〈
哲
学
〉

な
る
も
の
の
白
紙
還
元
を
ゼ
ノ
ン
を
手
が
か
り
に
叫
ぶ
と
い
う
点
で
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
一

致
す
る
よ
う
で
す
。
そ
れ
な
ら
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、
現
に
自
分
の
当
代
の
哲
学
者
で
あ
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の

こ
と
を
ど
う
考
え
て
い
た
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
ま
た
一
つ
の
研
究
テ
ー
マ
な
の
で
す
が
、
私
は
や
は
り

『
カ
イ
エ
』
の
「
哲
学
」
篇
か
ら
の
引
用
に
よ
っ
て
、
そ
の
点
に
つ
い
て
の
手
か
が
り
を
引
き
出
し
ま
し

ょ
う
。

Ｐ
Ｌ
・
Ｉ
・
６
７
１

エ
ラ
ン
・
ヴ
ィ
タ
ー
ル
〔
生
の
飛
躍
〕
の
観
念（
イ
デ
ー
）の
よ
う
な
イ
デ
ー
は
詩
形
式
の
想
像
力

に
よ
っ
て
だ
け
存
在
す
る
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
見
な
い
こ
と
は
私
に
は
不
可
能
だ
。
し
か
し
も
し

も
私
が
詩
の
内
に
自
分
を
見
出
す
な
ら
、
そ
の
と
き
私
は
詩
人
の
う
ち
に
自
分
を
発
展
さ
せ
る
―
そ

し
て
も
は
や
組
織
化
す
る
楽
し
み
以
外
の
問
題
で
は
な
く
な
る
。

こ
の
文
章
は
私
に
は
貴
重
で
す
。
言
う
ま
で
も
な
く
エ
ラ
ン
・
ヴ
イ
タ
ー
ル
は
生
哲
学
者
ベ
ル
ク
ソ
ン
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の
本
質
を
一
語
に
集
約
し
て
い
る
言
葉
な
の
で
す
が
、
こ
こ
で
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
の
原

質
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
、
本
質
的
に
詩
の
世
界
の
も
の
で
あ
り
、
創
る
人
と
し
て
の
詩
人
の
用
語
に

よ
っ
て
語
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
そ
し
て
ゼ
ノ
ン
の
問
題
は
言
語
の
使
用
法
の
問

題
へ
と
還
元
さ
れ
る
べ
き
こ
と
が
主
張
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。
詩
の
言
語
は
記
号
で
あ
る
ば
か
り
で
は

な
く
、〈im

age

〉（
像
）
で
も
あ
り
ま
す
。
ゼ
ノ
ン
の
論
証
は
、
私
に
と
っ
て
〈
数
‐
言
語
‐
像
〉
と
い

う
内
容
を
も
つ
言
表
の
本
質
に
つ
い
て
示
唆
的
な
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
こ
と
に
深
く
立
ち
入
る
こ

と
は
で
き
ま
せ
ん
。

﹇
二
つ
の
無
限
―
パ
ス
カ
ル
﹈

平
井

次
に
、
ゼ
ノ
ン
に
関
係
が
あ
る
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
パ
ス
カ
ル
の
あ
る
テ
ク
ス
ト
に
つ
い
て
、

〈
数
‐
言
語
‐
像
〉＝

言
表
と
い
う
構
造
性
の
一
端
に
触
れ
て
お
き
た
い
と
考
え
ま
す
。

引
用
す
る
の
は
パ
ス
カ
ル
の
残
し
た
重
要
な
テ
ク
ス
ト
「
幾
何
学
的
精
神
に
つ
い
て
」
の
末
尾
に
近
い

一
節
で
あ
り
ま
す
。
訳
は
人
文
書
院
全
集
の
前
田
陽
一
に
よ
り
ま
す
。

「
ま
た
空
間
に
お
い
て
も
、
同
様
な
関
係
が
そ
の
二
つ
の
相
対
す
る
無
限
の
あ
い
だ
に
見
ら
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
あ
る
空
間
が
無
限
に
延
長
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
無
限
に
短
縮
さ
れ
う
る

と
い
う
こ
と
が
導
き
だ
さ
れ
る
。
そ
れ
は
次
の
例
に
見
ら
れ
る
と
お
り
で
あ
る
。
も
し
人
が
た
え
ず
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ま
っ
す
ぐ
に
遠
ざ
か
っ
て
い
く
船
を
、
一
枚
の
ガ
ラ
ス
を
と
お
し
て
眺
め
る
と
し
た
ら
、
次
の
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
透
明
体
の
中
の
任
意
の
船
の
一
点
は
、
船
が
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
て
、
た
え

ず
上
昇
し
つ
つ
常
に
高
く
な
っ
て
い
く
。
だ
か
ら
、
船
の
航
行
が
た
え
ず
進
み
、
無
限
に
進
む
な
ら

ば
、
こ
の
点
も
不
断
に
高
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
決
し
て
、
目
か
ら
ガ
ラ
ス
へ
引

か
れ
た
水
平
軸
が
落
ち
る
で
あ
ろ
う
点
に
ま
で
は
達
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
初
め
の
点

は
後
の
点
に
つ
ね
に
近
づ
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
達
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
く
、
こ
の
水
平
点
の
下

に
起
こ
る
で
あ
ろ
う
空
間
を
た
え
ず
縮
め
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
達
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
船
の
航
行
の
拡
が
り
が
無
限
に
延
長
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
水
平
点
の
下

に
残
る
小
さ
い
空
間
が
、
無
限
に
、
そ
し
て
無
限
に
小
さ
い
部
分
に
分
割
さ
れ
る
と
い
う
必
然
的
な

帰
結
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」

私
は
か
つ
て
こ
の
テ
ク
ス
ト
を
立
教
の
大
学
院
で
講
じ
て
い
て
、
こ
の
章
句
が
ど
う
し
て
も
了
解
で
き

ず
閉
口
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
「
も
し
人
が
た
え
ず
ま
っ
す
ぐ
に
遠
ざ
か
っ
て
い
く
船
を
、
一

枚
の
ガ
ラ
ス
を
と
お
し
て
眺
め
る
と
し
た
ら
、
次
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
」
と
い
う
記
述
で
あ
り
ま
し

た
。
そ
の
よ
う
な
記
述
に
し
た
が
っ
て
、
遠
ざ
か
っ
て
行
く
船
を
眺
め
た
場
合
、
そ
れ
以
下
の
記
述
の
よ

う
な
こ
と
に
は
決
し
て
な
る
ま
い
、
と
い
う
の
が
、
私
を
混
迷
さ
せ
た
理
由
で
す
。
た
し
か
に
船
は
遠
ざ

か
る
に
つ
れ
て
、
は
じ
め
は
「
た
え
ず
上
昇
し
つ
つ
常
に
高
く
な
っ
て
い
く
」
で
し
ょ
う
。
し
か
し
眼
と

48



同
じ
高
さ
の
水
平
線
に
達
し
た
と
き
、
船
は
そ
れ
を
越
え
て
、
や
が
て
そ
の
彼
方
に
姿
を
消
す
は
ず
で
す
。

「
目
か
ら
ガ
ラ
ス
へ
引
か
れ
た
水
平
軸
が
落
ち
る
で
あ
ろ
う
点
に
ま
で
は
決
し
て
達
し
な
い
」
と
い
う
よ

う
な
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
す
。

柳
父
章

パ
ス
カ
ル
は
地
球
が
ま
る
い
と
い
う
こ
と
知
ら
な
か
っ
た
？

平
井

え
？

そ
ん
な
こ
と（
一
同
、
笑
い
）・
・
・
。
で
、
だ
い
ぶ
ん
頭
を
悩
ま
せ
た
果
て
に
私
は
ハ

ッ
と
気
づ
い
た
の
で
す
。
こ
の
パ
ス
カ
ル
の
言
表
で
は
、
船
も
水
平
線
も
、
現
実
の
海
や
空
と
何
の
関
係

も
な
く
、
元
来
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
公
理
で
あ
る
「
平
行
線
は
交
わ
ら
ず
」
に
い
う
幾
何
学
的
点
で

あ
り
、
線
で
あ
る
べ
き
も
の
な
の
で
す
。
ガ
ラ
ス
に
対
し
て
眼
か
ら
水
平
に
引
か
れ
る
線
と
見
る
人
の
足

元
か
ら
真
っ
直
ぐ
に
直
線
を
描
く
点
と
し
て
の
船
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
世
界
で
は
決
し
て
交
わ

ら
ず
、
従
っ
て
そ
れ
に
つ
づ
く
記
述
は
、
む
し
ろ
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
世
界
内
で
の
約
束
事
と
し
て

成
り
立
つ
も
の
な
の
で
す
。

ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム（
一
九
）
を
信
奉
す
る
護
教
神
学
者
パ
ス
カ
ル
は
、
数
学
的
無
限（
こ
れ
は
言
う
ま
で
も
な

く
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
の
最
大
の
武
器
で
す
）と
神
の
無
限
と
を
う
ま
く
な
い
ま
ぜ
に
し
て
、
神
学
的
説
得
術

の
一
大
体
系
を
築
き
上
げ
る
計
画
を
も
っ
て
い
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
す
が
、
私
が
ゼ
ノ
ン
の
論
証

を
め
ぐ
っ
て
今
ま
で
に
追
っ
て
き
た
問
題
性
に
関
し
て
い
え
ば
、
上
の
パ
ス
カ
ル
の
一
節
は
、
ヴ
ァ
レ
リ

ー
が
ゼ
ノ
ン
の
論
証
の
中
に
見
届
け
た
言
葉
の
諸
定
義
の
混
乱
と
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
詐
術
と
い
う
こ

と
の
、
実
に
壮
大
と
も
い
え
る
一
例
と
も
言
え
る
で
し
ょ
う
。
パ
ス
カ
ル
の
言
表
の
中
で
は
、
記
号
と
言
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語
と
イ
マ
ー
ジ
ュ（
像
）と
が
、
抽
象
と
現
実
と
の
全
く
異
な
る
領
域
の
間
を
行
き
つ
戻
り
つ
し
て
、
そ
の

か
げ
に
は
護
教
神
学
者
の
下
心
が
見
え
透
き
ま
す
。
周
知
の
よ
う
に
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
パ
ス
カ
ル
の
執
拗
な

批
判
者
で
し
た
が
、
彼
に
は
パ
ス
カ
ル
の
言
表
の
こ
の
よ
う
な
言
葉
の
使
用
法
の
ほ
と
ん
ど
意
識
的
な
混

乱
が
許
し
が
た
い
も
の
に
見
え
た
の
で
し
ょ
う
。
ゼ
ノ
ン
の
詭
弁
に
も
、
じ
つ
は
こ
の
種
の
言
表
と
し
て

の
詐
術
性
は
あ
っ
て
、
元
来
は
〈
二
分
割
〉
の
数
的
記
号
と
意
識
の
関
わ
り
を
そ
の
根
底
と
し
な
が
ら
、

〈
ア
キ
レ
ス
〉〈
飛
ぶ
矢
〉〈
競
技
場
〉
と
、
現
実
に
見
う
る
も
の
、
思
い
描
け
る
も
の
、
つ
ま
り
イ
マ
ー

ジ
ュ（
像
）の
比
重
の
増
し
て
ゆ
く
、〈
数
記
号
↓
言
語
↓
像
〉
が
も
つ
問
題
性
は
、
ゼ
ノ
ン
の
論
証
に
思

想
史
上
の
広
が
り
を
与
え
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の
問
題
の
所
在
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
ま

す
。
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第
二
話

村
田

全

﹇
は
じ
め
に
﹈

山
川

村
田
先
生
に
お
話
し
い
た
だ
く
番
で
す
。が
、

な
に
し
ろ
先
生
は
博
学
多
識
の
人
。
お
書
き
に
な
っ
た

も
の
は
多
方
面
に
わ
た
り
、
こ
れ
を
追
跡
す
る
こ
と
は

容
易
で
あ
り
ま
せ
ん
。
息
切
れ
し
ま
す
。
お
ま
け
に
先

生
は
警
句
〔
そ
し
て
連
句（
二
〇
）
も
〕
の
達
人
。
と
き
ど

き
、
コ
ワ
イ
こ
と
・
辛
辣
な
こ
と
を
お
っ
し
ゃ
る
。
そ

の
言
説
に
は
ど
う
や
ら
近
寄
り
が
た
い
も
の
が
あ
り
ま

す
。
先
程
う
か
が
い
ま
す
と
、
昨
夜
は
一
睡
も
な
さ
ら

ず
ゼ
ノ
ン
に
つ
い
て
の
考
え
を
詰
め
ら
れ
ま
し
た
そ
う
で
、
こ
れ
は
い
よ
い
よ
、
怖
い
こ
と
に
な
っ
た
な

あ
、
と
思
い
ま
す
。

先
生
の
お
話
に
先
立
っ
て
少
し
だ
け
、
先
生
の
学
問
上
の
お
立
場
を
紹
介
さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
と
存

じ
ま
す
。
先
生
の
御
著
書
は
汗
牛
充
棟
。
そ
の
中
に
、『
日
本
の
数
学
、
西
洋
の
数
学
―
比
較
数
学
史
の

51



試
み
』（
中
公
新
書
）と
い
う
好
著
が
ご
ざ
い
ま
す
。
そ
の
「
は
し
が
き
」
に
こ
う
い
う
言
葉
が
ご
ざ
い
ま

す
。

「
私
が
こ
の
本
の
中
で
、
具
体
的
に
は
過
去
の
数
学
を
比
較
し
な
が
ら
、
実
は
つ
ね
に
未
来
に
つ
い

て
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
は
、
明
言
し
て
お
い
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
い
さ
さ
か
誇
大
妄
想
め
く
こ

と
を
承
知
で
言
え
ば
、
私
が
そ
こ
で
考
え
て
い
た
未
来
と
は
、
直
接
に
は
数
学
史
と
い
う
学
問
の
今

後
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
究
極
的
に
は
、
そ
れ
と
の
関
連
の
も
と
で
捉
え
ら
れ
た
日
本
（
な
い
し
人
間
）

の
文
化
の
未
来
で
あ
っ
た
。」

と
。
い
い
言
葉
だ
と
思
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
先
生
は
ま
た
、
い
ま
述
べ
ら
れ
た
こ
と
に
関
わ
っ
て
、
厳
し

い
現
状
批
判
・
憂
慮
の
言
葉
を
も
口
に
さ
れ
ま
す
。

「
最
近
こ
の
国
で
は
一
種
の
国
民
的
自
信
の
よ
う
な
も
の
が
現
れ
始
め
て
い
る
。
ま
た
そ
れ
と
相
携

え
て
、
こ
の
国
に
対
す
る
国
外
か
ら
の
関
心
も
高
ま
っ
て
き
て
い
る
。
こ
れ
は
本
来
、
結
構
な
こ
と

で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
自
信
や
関
心
の
裏
付
け
に
は
、
経
済
や
政
治
の
要
素
の
み
が
先
行
し
て
、
よ
り

根
底
的
な
裏
付
け
で
あ
る
は
ず
の
学
問
や
思
想
と
い
う
要
素
が
欠
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
戦
前

の
例
を
持
ち
出
す
ま
で
も
な
く
、
こ
の
よ
う
な
成
り
行
き
に
は
、
卑
屈
が
尊
大
に
移
行
し
、
狂
気
が
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理
性
を
圧
殺
す
る
と
い
う
大
き
な
危
険
が
潜
ん
で
い
る
よ
う
に
思
う
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
こ
に

欠
け
た
要
素
を
埋
め
る
仕
事
は
、
自
ら
の
伝
統
の
長
短
を
明
確
に
弁
え
、
他
に
学
ぶ
べ
き
は
学
び
、

伝
え
る
べ
き
は
伝
え
る
と
い
う
、
謙
虚
さ
と
自
主
性
と
を
兼
ね
備
え
た
形
で
、
息
長
く
地
道
に
続
け

て
ゆ
く
他
な
い
で
あ
ろ
う
。」

先
生
が
こ
こ
で
念
頭
に
置
か
れ
懸
念
し
て
お
ら
れ
る
事
柄
は
、
わ
れ
わ
れ
自
身
の
生
き
方
や
文
化
の
、

な
ん
と
も
形
容
し
が
た
い
浮
薄
さ
で
あ
り
、
根
底
の
な
さ
で
す
。
日
本
の
経
済
的
繁
栄
、
技
術
立
国
と
し

て
の
一
応
の
成
功
の
底
に
透
け
て
見
え
る
精
神
の
浅
薄
さ
・
軽
挑
浮
薄
さ
と
い
っ
た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

そ
の
こ
と
を
た
と
え
ば
先
生
は
い
っ
そ
う
具
体
的
に
、
日
本
人
の
輝
か
し
い
数
学
的
創
造
の
一
例
と
し
て

賞
賛
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
和
算
、
そ
の
底
流
を
な
す
精
神
構
造
に
つ
い
て
、『
数
学
史
の
世
界
』
収
録
の

「
数
学
的
創
造
の
底
流
」
に
お
い
て
こ
ん
な
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
れ
る
。

「
和
算
と
い
う
と
す
ぐ
思
い
浮
か
ぶ
の
は
関
孝
和（
二
一
）
で
あ
る
が
、
彼
が
ニ
ュ
ー
ト
ン
（
二
二
）
や
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
と
ほ
と
ん
ど
同
時
に
微
分
積
分
学
を
創
っ
た
と
い
う
説
に
は
、
ま
ず
根
拠
は
な
い
と
思
わ
れ

る
。・
・
・
関
を
は
じ
め
と
す
る
日
本
の
和
算
の
伝
統
の
中
に
は
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
に
そ
の
例
を
見

る
よ
う
な
、
公
理
に
始
ま
る
証
明
と
い
う
概
念
は
、
最
後
ま
で
自
覚
的
に
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
ら

し
い
。・
・
・
関
の
記
号
代
数
創
造
に
対
す
る
『
底
流
』
の
中
に
は
、
少
な
く
と
も
デ
カ
ル
ト
に
見
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ら
れ
た
よ
う
な
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
対
抗
し
て
新
し
い
価
値
の
あ
る
論
証
体
系
を
創
ろ
う
と

す
る
程
の
壮
大
な
意
欲
は
そ
れ
を
生
む
べ
き
地
盤
か
ら
し
て
、
既
に
存
在
し
な
か
っ
た
と
言
わ
ね
ば

な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
問
題
は
ひ
と
り
哲
学
思
想
と
の
間
に
だ
け
あ
る
の
で
は
な
い
。
戦
国
時
代

か
ら
徳
川
時
代
初
期
に
か
け
て
日
本
の
あ
ち
こ
ち
に
あ
っ
た
採
鉱
、
冶
金
、
潅
概
な
ど
の
多
く
の
優

れ
た
技
術
と
の
間
に
も
、
あ
る
い
は
気
象
天
測
の
よ
う
な
、
よ
り
数
学
的
な
技
術
な
ど
と
の
間
に
さ

え
も
、
和
算
は
つ
い
に
何
の
関
連
を
も
も
た
な
か
っ
た
し
、
そ
も
そ
も
そ
う
い
う
こ
と
を
発
想
さ
せ

る
思
想
自
身
も
生
ま
れ
な
か
っ
た
。
デ
カ
ル
ト
が
生
ま
れ
な
か
っ
た
よ
う
に
、
数
理
的
自
然
科
学
の

開
拓
者
と
し
て
の
ガ
リ
レ
イ（
二
三
）
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
も
ま
た
生
ま
れ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。
と
い
う

よ
り
、
そ
の
人
た
ち
を
生
む
だ
け
の
基
盤
が
、
歴
史
的
に
も
社
会
的
に
歴
史
的
に
も
社
会
的
に
も
熟

し
て
は
い
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。・
・
・
結
局
、
和
算
は
遊
芸
の
一
種
と
し
て
、
今
日
の
茶
道
や
華

道
、
あ
る
い
は
囲
碁
や
将
棋
の
よ
う
な
競
技
の
形
で
栄
え
、
そ
の
よ
う
な
知
的
遊
戯
を
支
え
た
有
閑

階
級
の
没
落
し
た
維
新
前
後
の
動
乱
の
中
で
衰
退
し
、
最
後
に
明
治
初
年
の
洋
算
採
用
を
決
め
た
新

し
い
教
育
制
度
の
確
立
と
共
に
、
本
当
に
急
速
に
亡
び
去
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
っ
た
。」

と
。「
数
学
的
創
造
の
底
流
」
と
い
う
論
文
は
、
集
合
論
の
形
成
に
偉
大
な
貢
献
を
な
し
た
Ｇ
・
カ
ン
ト

ル
の
仕
事
の
意
義
に
つ
い
て
の
叙
述
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
が
、
和
算
に
つ
い
て
回
顧
し
た
う
え
で
、
改

め
て
先
生
は
カ
ン
ト
ル
の
厖
大
な
古
典
引
用
、
そ
の
学
識
の
恐
る
べ
き
深
遠
さ
に
言
及
さ
れ
、
古
い
知
識
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の
伝
統
と
の
た
ゆ
ま
ざ
る
巨
人
的
な
格
闘
が
カ
ン
ト
ル
に
と
っ
て
何
を
意
味
し
た
か
に
つ
い
て
、
こ
う
言

わ
れ
る
。

「
或
る
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
集
合
論
と
い
う
新
し
い
数
学
の
展
開
に
古
い
思
想
的
伝
統
は
邪
魔
に
な

っ
た
だ
け
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
に
対
し
て
は
勿
論
別
の
見
方
が
あ
り
う
る
。
単

に
カ
ン
ト
ル
の
場
合
に
限
ら
ず
、
超
克
す
べ
き
相
手
が
巨
大
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
そ
れ
を
超
克
す

る
側
の
創
り
上
げ
る
も
の
も
ま
た
巨
大
に
な
る
道
理
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
間
の
動
き
を
一
段
と
高

い
歴
史
的
視
野
か
ら
見
る
と
き
、
思
想
的
伝
統
の
枠
を
や
ぶ
る
仕
事
自
身
は
、
た
と
え
思
想
性
が
標

榜
さ
れ
て
い
な
い
場
合
で
も
、別
の
次
元
で
は
一
つ
の
新
し
い
思
想
的
動
き
と
見
う
る
も
の
で
あ
り
、

こ
の
新
旧
の
動
き
全
体
こ
そ
人
類
の
思
想
的
伝
統
を
形
成
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。・
・
・
こ
の

よ
う
に
考
え
て
く
る
と
、
今
日
の
日
本
の
思
想
的
風
土
の
状
況
が
改
め
て
問
題
と
し
て
意
識
さ
れ
て

く
る
。・
・
・
私
自
身
の
考
え
を
言
え
ば
、
私
は
日
本
の
思
想
的
伝
統
は
、
こ
う
し
た
理
論
的
方
面

―
必
ず
し
も
数
学
や
自
然
科
学
に
限
る
の
で
な
く
、
哲
学
や
宗
教
な
ど
の
理
論
的
側
面
ま
で
を
含
む

―
に
お
い
て
、
著
し
く
貧
困
で
あ
る
と
見
て
い
る
た
め
、
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
そ
れ
ら
の
西
欧
的
学
問

を
止
揚
総
合
す
べ
き
母
胎
た
り
う
る
、
と
考
え
る
ほ
ど
甘
く
は
な
れ
な
い
。
ま
た
真
に
創
造
の
名
に

値
す
る
ほ
ど
の
仕
事
が
、
そ
こ
に
到
る
思
想
的
伝
統
ぬ
き
で
、
む
し
ろ
そ
れ
を
振
り
棄
て
る
だ
け
で

始
ま
り
、
あ
と
は
単
に
そ
の
学
問
の
専
門
的
技
法
で
済
む
な
ど
と
は
、
到
底
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
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い
。」

つ
ま
り
は
、『
数
学
と
歴
史
の
は
ざ
ま
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る
「
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
」
と

い
う
文
章
の
中
で
の
先
生
の
お
言
葉
を
そ
の
ま
ま
使
わ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、「
今
日
の
進
歩
の
表
面

だ
け
を
見
て
、
そ
の
底
に
あ
る
過
去
の
蓄
積
・
・
・
学
問
以
前
の
哲
学
と
か
思
想
と
か
と
呼
ば
れ
る
或
る

契
機
的
な
も
の
、
そ
う
い
う
も
の
に
目
を
覆
っ
て
は
な
ら
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、「
今
日
の
日
本
の
学
問
」

が
「
ま
だ
ま
だ
十
分
に
根
を
下
ろ
さ
ぬ
移
植
文
化
」
だ
と
言
わ
れ
る
の
も
、
そ
れ
が
伝
統
と
の
本
格
的
な

格
闘
を
経
て
き
て
い
な
い
か
ら
だ
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
う
し
た
憂
慮
な
い
し
御
関
心
が
、
先
生
を
し
て
数
学
史
の
方
向
に
向
か
わ
し
め
た
の
で
あ
ろ
う
と
思

い
ま
す
。
数
学
史
な
ん
て
や
っ
て
い
る
連
中
は
、
要
す
る
に
本
来
の
数
学
が
出
来
な
い
か
ら
だ
な
ど
と
い

う
、
批
評
者
自
身
の
お
里
の
知
れ
る
評
価
の
仕
方
も
ご
ざ
い
ま
す
が
、
先
生
御
自
身
は
、
数
学
史
研
究
に

独
特
の
意
義
を
認
め
ら
れ
、
一
種
の
使
命
感
の
よ
う
な
も
の
を
も
っ
て
仕
事
を
な
さ
っ
て
こ
ら
れ
た
こ
と

を
、
私
は
よ
く
知
っ
て
お
り
ま
す
。
若
い
人
達
向
け
に
書
か
れ
た
先
生
の
ご
著
書
の
類
に
は
、
そ
う
し
た

使
命
感
が
最
も
よ
く
あ
ら
わ
れ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
、
こ
の
国
の
思
想
的
・
文
化
的
風
土
の
貧

困
さ
が
災
い
し
て
か
、
実
際
に
は
、
若
い
人
達
に
先
生
の
御
意
向
が
充
分
に
伝
わ
り
に
く
い
状
況
も
あ
る

の
で
は
な
い
か
、
と
推
察
い
た
し
て
お
り
ま
す
。

と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
ご
関
心
こ
そ
が
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
公
理
系
の
起
源
・
形
成
に
関
わ
っ
て
エ
レ
ア
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学
派
が
果
た
し
た
か
も
し
れ
な
い
役
割
に
つ
い
て
の
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
数
学
史
家
ア
ル
パ
ッ
ド
・
サ
ボ
ー
の

業
績
へ
の
い
ち
は
や
い
注
目
へ
と
先
生
を
誘
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
と
も
考
え
ま
す
。

サ
ボ
ー
の
仕
事
に
つ
い
て
の
評
価
は
、
先
生
と
私
と
で
は
微
妙
に
異
な
り
ま
す（
二
四
）
。
が
、
そ
れ
は
お

そ
ら
く
末
梢
的
な
こ
と
で
す
。
大
事
な
の
は
《
数
学
と
哲
学
の
交
渉
》
と
い
う
事
態
が
、
ギ
リ
シ
ア
思
想

史
上
に
お
い
て
起
こ
っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
思
想
全
体
に
甚
大
な
影
響
を
与
え
る
こ
と

に
な
っ
た
事
実
に
関
わ
っ
て
、
一
大
雄
渾
な
仮
説
を
サ
ボ
ー
が
打
ち
立
て
た
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。

サ
ボ
ー
の
仕
事
を
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
ふ
う
に
評
価
し
た
ら
い
い
の
か
。
意
見
は
区
々
に
分
か
れ
ま
し
ょ

う
。
し
か
し
そ
れ
が
、
日
本
人
で
は
お
そ
ら
く
到
底
な
し
え
な
か
っ
た
仕
事
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
は

確
か
だ
と
思
い
ま
す
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
学
問
の
堅
実
で
長
い
伝
統
の
な
か
に
直
接
に
身
を
置
き
、
た
え
ま

な
い
研
鑽
を
積
ん
だ
者
の
み
が
は
じ
め
て
、
こ
う
し
た
仕
事
を
な
し
え
た
の
だ
と
い
う
こ
と
を
、
私
は
一

種
の
感
慨
を
も
っ
て
思
わ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
他
方
で
は
し
か
し
、
日
本
の
学
問
の
伝
統
の
浅
さ
を
思
い
、

日
本
の
大
学
に
お
け
る
専
門
教
育
な
る
も
の
の
お
粗
末
さ
、
学
生
た
ち
の
意
識
の
低
さ
を
も
―
も
ち
ろ
ん

な
に
よ
り
も
教
育
者
と
し
て
の
自
戒
の
念
を
こ
め
て
で
あ
り
ま
す
が
―
想
い
起
こ
さ
ざ
る
を
え
な
い
の
で

す
。脱

線
し
か
か
り
ま
し
た
が
サ
ボ
ー
の
業
績
は
、
古
典
文
献
学
・
哲
学
史
・
科
学
史
・
数
学
史
等
の
深
い

造
詣
を
も
つ
者
の
み
が
な
し
え
た
希
有
の
仕
事
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
も
、
そ
う
し
た
造
詣
を
持
つ
者
を

大
切
な
も
の
と
し
て
守
り
育
て
培
う
伝
統
は
、
日
本
で
は
、
悲
し
い
か
な
、
未
だ
に
な
い
と
言
っ
て
よ
い
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の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

サ
ボ
ー
の
仕
事
と
の
関
連
に
お
け
る
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
へ
の
先
生
の
言
及
と
な
れ
ば
、
枚
挙
に
い
と
ま

が
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
ゼ
ノ
ン
へ
の
先
生
の
御
関
心
は
、
な
に
も
サ
ボ
ー
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
喚
起

さ
れ
た
と
い
っ
た
底
浅
い
も
の
で
は
ど
う
も
な
さ
そ
う
で
あ
り
ま
し
て
、『
数
学
と
歴
史
の
は
ざ
ま
』
に

収
め
ら
れ
て
い
る
「
折
に
ふ
れ
て
」
の
う
ち
「
私
が
影
響
を
う
け
た
一
冊
の
本
―
『
零
の
発
見
』」
に
は
、

旧
制
中
学
時
代
の
読
書
経
験
に
関
連
し
て
吉
田
洋
一（
二
五
）
の
『
零
の
発
見
』
に
言
及
し
て
、
こ
ん
な
こ
と

を
お
っ
し
ゃ
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。

「
・
・
・
特
に
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
の
あ
た
り
は
何
度
読
ん
で
も
つ
い
ぞ
釈
然
と
は
し
な
か
っ
た
が
、
そ

れ
が
ま
た
一
つ
の
魅
力
で
あ
っ
た
こ
と
も
争
え
な
い
。
そ
し
て
そ
の
第
二
話
も
終
わ
ろ
う
と
い
う
と

こ
ろ
で
、
ゼ
ノ
ン
が
吉
田
先
生
の
懐
疑
主
義
に
か
つ
が
れ
て
再
登
場
し
、『
ツ
ェ
ノ
ン
の
捲
き
お
こ

し
た
問
題
は
今
に
至
る
も
謎
で
あ
っ
て
、
デ
デ
キ
ン
ト
の
数
学
的
連
続
の
概
念
に
よ
っ
て
こ
れ
を
解

明
し
得
よ
う
と
は
ど
う
し
て
も
思
わ
れ
な
い
』
な
ど
と
い
わ
れ
て
い
る
の
を
見
る
と
、
私
は
い
つ
も

何
か
し
ら
新
し
い
あ
る
種
の
感
銘
を
受
け
る
の
で
あ
っ
た
。・
・
・
そ
し
て
―
実
を
い
え
ば
、
ゼ
ノ

ン
の
逆
理
と
い
う
奇
妙
な
も
の
に
対
し
て
闘
志
に
似
た
心
を
か
き
立
て
ら
れ
た
こ
と
で
も
あ
っ
た
。

二
〇
余
年
も
前
の
話
で
あ
る
。
・
・
・
吉
田
先
生
は
あ
の
本
を
お
書
き
に
な
っ
た
と
き
、
若
い
ド
ン
・

キ
ホ
ー
テ
の
柔
ら
か
い
頭
に
、
無
限
や
連
続
に
添
え
て
ゼ
ノ
ン
の
名
を
叩
き
込
む
こ
と
の
罪
の
深
さ
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を
、
は
た
し
て
考
え
て
み
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。」

つ
ま
り
ゼ
ノ
ン
に
対
す
る
先
生
の
ご
関
心
は
、
こ
の
よ
う
に
相
当
に
年
季
の
入
っ
た
奥
深
い
も
の
で
あ

る
よ
う
で
し
て
、
そ
の
奥
深
さ
の
な
か
か
ら
、
今
日
は
、
数
学
で
鍛
え
抜
か
れ
た
ゼ
ノ
ン
が
登
場
す
る
わ

け
で
す
。
楽
し
み
に
い
た
し
た
い
と
存
じ
ま
す
。

妄
言
を
重
ね
ま
し
た
。
ど
う
か
お
許
し
下
さ
い
。
そ
れ
か
ら
先
生
、
黒
板
は
で
き
る
だ
け
お
使
い
に
な

ら
な
い
で
下
さ
い
。
先
生
の
お
話
は
テ
ー
プ
に
取
ら
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、
な
に
し
ろ
黒
板
は
テ
ー
プ

に
入
ら
な
い
ハ
ー
ド
な
構
造
体
で
あ
り
ま
す
か
ら
。

村
田

た
だ
い
ま
は
私
の
本
を
よ
く
お
読
み
く
だ
さ
っ
た
上
で
の
過
大
評
価
的
な
御
紹
介
を
い
た
だ
き
ま

し
て
、
有
り
難
う
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
っ
そ
く
始
め
ま
す
。
最
初
に
史
料
に
つ
い
て
話
し
、
私
の
守
備
範
囲
を
示
し
て
お
き
ま
す
。
次
に
、

数
学
者
た
ち
が
ゼ
ノ
ン
を
ど
ん
な
ふ
う
に
見
て
き
た
か
を
概
観
し
ま
す
。
そ
し
て
最
後
に
、
数
学
思
想
史

を
専
門
と
す
る
私
の
ゼ
ノ
ン
解
釈
を
お
聞
き
い
た
だ
く
。そ
う
い
う
順
序
で
話
を
進
め
た
い
と
思
い
ま
す
。

〔
史
料
に
つ
い
て
〕

ま
ず
平
井
先
生
の
『
ラ
ン
ボ
オ
か
ら
サ
ル
ト
ル
へ
』、
先
生
御
翻
訳
の
『
時
間
と

自
由
』（
白
水
社
）訳
注
お
よ
び
解
説
、
そ
し
て
山
川
先
生
の
『
哲
学
と
科
学
の
源
流
』（
世
界
思
想
社
）を
挙
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げ
ま
す
。
私
の
本
と
し
て
は
『
数
学
史
の
世
界
』
第
二
部
「
ギ
リ
シ
ア
数
学
史
に
お
け
る
ゼ
ノ
ン
」
を
挙

げ
て
お
き
ま
す
。
私
の
守
備
範
囲
の
文
献
は
大
体
そ
こ
に
引
用
し
て
あ
り
ま
す
。
実
は
そ
の
と
き
〔
一
九

六
四
年
〕
ゼ
ノ
ン
論
を
書
き
か
け
た
ん
で
す
が
、
下
手
に
手
を
つ
け
た
ら
抜
き
さ
し
な
ら
な
く
な
り
そ
う

な
気
が
し
た
の
で
結
局
や
め
に
し
、
さ
き
ほ
ど
話
の
あ
り
ま
し
た
サ
ボ
ー
の
論
文
を
中
心
に
、
ゼ
ノ
ン
研

究
史
の
一
断
面
を
解
説
す
る
に
止
め
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
で
し
た
。
な
お
、
そ
の
章
末
に
二
つ
の
「
付
記
」

を
付
け
て
お
き
ま
し
た
。「
付
記
１
」
で
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
時
間
と
自
由
』『
物
質
と
記
憶
』
や
『
零

の
発
見
』
な
ど
を
特
に
重
要
な
も
の
と
し
て
挙
げ
て
い
ま
す
。
ま
た
、「
付
記
２
」
に
は
「
無
責
任
な
放

言
の
程
度
と
し
て
筆
者
の
頭
に
あ
る
一
つ
の
ゼ
ノ
ン
解
釈
」
な
る
も
の
を
添
え
て
い
ま
す
。
ま
と
も
な
ゼ

ノ
ン
論
を
書
け
な
い
欲
求
不
満
の
挙
句
の
果
て
の
窮
余
の
一
策
と
い
う
と
こ
ろ
で
す
。

い
ま
述
べ
た
も
の
以
外
の
文
献
と
し
て
は
、
数
学
史
関
係
の
も
の
と
し
て

F.
C

ajori:T
he

H
istory

of
Z

eno’s
A

rgum
ent

on
M

otion,
A

m
erican

M
athem

atical
M

onthly,

vol.
22,

1915

が
あ
り
ま
す
。
さ
ほ
ど
深
い
も
の
と
は
言
え
ま
せ
ん
が
、
一
九
一
五
年
現
在
の
平
均
的
ゼ
ノ
ン
論
史
を
概

観
す
る
に
は
便
利
で
し
ょ
う
。

哲
学
史
と
の
関
わ
り
と
な
る
と
、
文
字
ど
お
り
汗
牛
充
棟
で
す
が
、
私
は
最
初
長
澤
信
寿
訳
の
プ
ラ
ト

ン
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
篇
（
旧
版
・
一
九
四
四
）の
解
説
で
勉
強
し
ま
し
た
。
最
近
読
み
直
し
て
い
な
い

の
で
、
現
在
こ
れ
に
ど
の
程
度
の
意
味
が
あ
る
か
は
知
り
ま
せ
ん
が
、
私
に
は
忘
れ
難
い
本
で
す
。
た
し
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か
、
そ
こ
で
知
っ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
が
、
ゼ
ノ
ン
概
観
で
非
常
に
要
領
よ
く
ま
と
ま
っ
て
い
る
の
は
、

ロ
ス
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
自
然
学
』
の
解
説
で
し
ょ
う
。

W
.

D
.R

oss,
A

ristotle’s
P

hysics,
A

R
evised

Text
w

ith
Introduction

and
C

om
m

entary,
O

xford,

1936,
pp.

83-85.
集
合
論
に
関
す
る
記
述
も
あ
り
、し
か
も
そ
の
新
奇
さ
に
目
を
奪
わ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
が
立
派
で
す
。

長
澤
さ
ん
の
本
で
知
っ
た
文
献
に
は
こ
の
他
に
も
、
今
で
は
あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
が
一
読
に
値
す
る

も
の
が
あ
り
ま
す
。
例
え
ば

V
.

B
rochard,

(I)
L

es
argum

ents
de

Z
énon

d’
E

lée
contre

le
m

ovem
ent;

(II)
L

es
prétendus

sophism
s

de
Z

énon
d’

E
lée,

E
tudes

de
philosophie

ancienne
et

de

philosophie
m

oderne,
1912

(L
ib.V

rin,
1926)

G
.

N
oël,

L
e

m
ovem

ent
et

les
argum

ents
de

Z
énon

d’
E

lée,
R

evue
de

M
etaphysique

et
de

M
orale,

t.
1,

1893

G
.

M
ilhaud,

L
e

concept
du

nom
bre

chez
les

Pythagoriciens
et

les
E

léates,
R

evue
de

M
eta

physique
et

de
M

orale,
t.

1,
1893

こ
れ
ら
は
当
時
で
き
つ
つ
あ
っ
た
集
合
論
の
刺
激
に
よ
る
も
の
で
し
ょ
う
。
別
に
、
一
九
世
紀
フ
ラ
ン

ス
の
ル
ヌ
ヴ
ィ
エ
に
も
長
い
論
文
、

C
.

R
enouvier,

L
es

labyrinths
de

la
m

étaphysique-l’
infini

et
le

continu,
L

a
C

ritique
P

hiloso-
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phique,
t.

10-12,
1876-78

が
あ
り
ま
す
。「
形
而
上
学
の
迷
宮
」
な
ど
と
い
う
と
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
を
連
想
さ
せ
る
表
題
で
す
が
、

こ
の
記
述
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
彼
は
新
カ
ン
ト
学
派
の
人
で
、
眼
目
は
カ
ン
ト
の
二
律

背
反
に
あ
る
よ
う
で
す
。

同
じ
頃
の
フ
ラ
ン
ス
で
、
も
う
ひ
と
り
取
上
げ
た
い
の
は
Ｐ
・
タ
ン
ヌ
リ
と
い
う
古
典
学
者
で
す
。
こ

れ
は
非
常
に
優
れ
た
在
野
の
学
者
で
、
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
デ
ィ
オ
パ
ン
ト
ス
の
著
作
集
、
デ
カ
ル
ト
全
集

そ
の
他
の
編
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
自
分
で
も
一
七
巻
か
ら
な
る
著
作
集
を
残
し
て
お
り
、
ゼ

ノ
ン
に
つ
い
て
の
論
文
も
あ
り
ま
す
。
一
方
、
数
学
者
と
し
て
も
数
学
史
家
と
し
て
も
一
流
の
ヴ
ァ
ン
・

デ
ア
・
ヴ
ァ
ル
デ
ン
が
こ
れ
を
批
判
し
て
い
ま
す
が
、
次
の
二
つ
の
論
文
は
な
か
な
か
大
切
で
、
両
者
の

関
係
は
上
記
の
私
の
ゼ
ノ
ン
に
関
す
る
文
章
の
大
事
な
論
点
の
一
つ
な
の
で
す
。

P.
Tannery,

L
e

concept
scientique

du
continu.

Z
énon

d’
E

lée
et

G
eorg

C
antor,

R
evue

P
hilosophique

de
la

F
rance

et
d’E

tranger,
1885

B
.

L
.

van
der

W
aerden,

Z
enon

und
die

G
rundlagenkrise

der
M

athem
atik,

M
athem

atische

A
nnalen

,
B

d.
117,

1940

タ
ン
ヌ
リ
の
こ
と
は
後
で
ま
た
少
し
触
れ
る
と
し
て
、
ヴ
ァ
ン
・
デ
ア
・
ヴ
ァ
ル
デ
ン[

フ
ァ
ン
・
デ

ル
・
ワ
ル
デ
ン
（
二
六
）]

教
授
の
論
文
に
は
多
少
の
因
縁
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
、
吉
田
洋
一
先
生
が
模
範
的

な
数
学
史
の
論
文
と
呼
ん
で
お
ら
れ
た
も
の
で
、「『
零
の
発
見
』（
一
九
四
一
）を
書
い
た
と
き
に
は
知
ら
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な
か
っ
た
が
、
あ
れ
を
見
て
い
た
ら
書
き
方
が
少
し
変
わ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
」
と
言
っ
て
お
ら
れ
た
ほ

ど
の
も
の
で
す
が
、
他
方
、
ヴ
ァ
ン
・
デ
ア
・
ヴ
ァ
ル
デ
ン
教
授
は
、
そ
の
後
『
数
学
の
黎
明
』（
一
九
五

四
）と
い
う
優
れ
た
古
代
数
学
史
に
関
す
る
本
〔
拙
訳
、
一
九
八
四
〕
を
書
い
て
い
な
が
ら
、
こ
の
論
文

の
内
容
を
ど
う
い
う
わ
け
か
載
せ
て
い
ま
せ
ん
。
数
年
前
に
彼
に
会
っ
た
と
き
訊
ね
て
み
ま
し
た
が
、
な

ん
と
な
く
言
葉
を
濁
さ
れ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
彼
自
身
ど
こ
か
気
に
な
る
点
が
あ
る
よ
う
で
、
実
は
こ
の

あ
た
り
に
サ
ボ
ー
教
授
と
の
論
争
も
絡
ん
で
い
る
ら
し
い
の
で
す
が
、
よ
く
分
か
り
ま
せ
ん
。

〔
ゼ
ノ
ン
に
対
す
る
数
学
者
た
ち
の
態
度
〕

史
料
の
話
は
以
上
で
す
。
次
に
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
を
め
ぐ
る
最
近
の
数
学
者
た
ち
の
見
解
を
ち
ょ
っ
と
整

理
し
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ま
ず
、
多
数
派
を
占
め
る
第
一
の
グ
ル
ー
プ
は
、
無
関
心
な
い
し
拒
否
派
で
し
ょ
う
。
数
学
者
に
は
意

外
に
哲
学
嫌
い
が
多
く
、
ま
た
、
そ
れ
も
も
っ
と
も
だ
と
思
わ
せ
る
ほ
ど
い
い
加
減
な
数
理
哲
学
者
も
多

い
の
で
す
ね
。
も
つ
と
も
、
こ
れ
は
私
に
は
自
戒
の
資
で
す
。

第
二
の
グ
ル
ー
プ
は
懐
疑
派
で
す
。『
零
の
発
見
』
の
吉
田
先
生
な
ど
も
そ
う
で
す
が
、
こ
の
人
達
は

ゼ
ノ
ン
の
恐
ろ
し
さ
・
深
さ
を
よ
く
知
っ
て
い
て
、
関
心
は
あ
る
が
、
数
学
を
や
る
と
き
に
は
ゼ
ノ
ン
に

目
を
つ
む
る
。
私
に
は
、
い
ち
ば
ん
よ
く
共
感
で
き
る
タ
イ
プ
で
す
。

第
三
グ
ル
ー
プ
と
し
て
は
、
な
に
か
数
学
の
理
論
を
も
っ
て
き
て
、
そ
れ
で
ゼ
ノ
ン
を
解
決
し
た
つ
も
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り
に
な
る
人
達
が
い
る
。
こ
れ
は
い
わ
ば
下
手
な
介
入
派
で
、
例
え
ば
集
合
論
の
議
論
の
盛
ん
だ
っ
た
今

世
紀
初
め
に
は
、
集
合
論
に
よ
っ
て
ゼ
ノ
ン
は
解
決
さ
れ
た
よ
う
な
見
方
を
し
た
人
が
何
人
か
い
た
よ
う

で
す
。
新
し
い
集
合
論
に
目
を
奪
わ
れ
た
結
果
で
し
ょ
う
が
、
今
と
な
っ
て
は
、
誰
も
そ
ん
な
こ
と
は
考

え
て
い
ま
せ
ん
。

第
四
に
、
同
じ
介
入
派
で
も
、
た
ん
に
既
成
の
数
学
的
知
識
を
押
し
つ
け
る
の
で
は
な
く
、
新
し
い
数

学
的
手
法
や
考
え
方
を
創
り
出
し
て
、
ゼ
ノ
ン
の
問
題
に
新
展
開
を
も
た
ら
す
人
々
が
い
る
。
ラ
ッ
セ
ル

な
ど
が
そ
の
例
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
一
見
、
ゼ
ノ
ン
に
ソ
ッ
ポ
を
向
い
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
そ

の
創
っ
た
理
論
が
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
に
深
く
繋
が
っ
て
い
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
こ
か
ら
新
し
い
ゼ
ノ
ン

解
釈
が
生
ま
れ
る
き
っ
か
け
を
作
っ
た
よ
う
な
創
造
的
な
人
達
が
い
る
。
一
七
〜
一
八
世
紀
に
微
分
積
分

学
を
創
り
出
し
た
人
達
や
、
現
代
で
は
実
数
論
や
集
合
論
、
あ
る
い
は
測
度
論
〔
点
集
合
の
長
さ
・
面
積

な
ど
に
関
す
る
一
般
的
理
論
〕
な
ど
を
開
拓
し
た
人
々
は
、
だ
い
た
い
、
こ
の
ど
ち
ら
か
に
入
り
ま
す
。

こ
れ
ら
を
一
ま
と
め
に
し
て
第
四
グ
ル
ー
プ
と
呼
ん
で
お
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

以
上
の
よ
う
に
分
類
し
て
み
ま
し
た
が
、
一
般
に
数
学
者
は
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
の
よ
う
な
怪
力
乱
神
に
属

す
る
こ
と
は
語
り
た
が
り
ま
せ
ん
。
こ
れ
は
大
な
り
小
な
り
ど
の
グ
ル
ー
プ
に
も
共
通
し
て
言
え
る
こ
と

で
、
第
一
グ
ル
ー
プ
が
多
数
派
だ
と
い
う
の
も
、
も
っ
と
も
と
言
え
ば
も
っ
と
も
な
こ
と
な
の
で
す
。

〔
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
へ
の
数
学
的
導
入
〕

さ
て
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
、
特
に
「
ア
キ
レ
ス
と
亀
」
の
問
題
に
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つ
い
て
は
、
一
七
世
紀
頃
か
ら
無
限
等
比
級
数
を
用
い
て
解
決
し
よ
う
と
い
う
考
え
が
あ
り
ま
す
。
近
年

で
も
、
ラ
ッ
セ
ル
な
ど
が
そ
う
で
す
。

ア
キ
レ
ス
が
亀
を
追
い
か
け
る
。
そ
し
て
、
亀
の
出
発
点
に
着
く
の
に
た
と
え
ば
一
分
か
か
っ
た
と
す

る
。
次
に
、
そ
の
時
点
ま
で
に
亀
が
進
ん
だ
位
置
に
ア
キ
レ
ス
が
着
く
の
に
１
／
２
分
、
そ
の
次
が
１
／

４
分
、
そ
の
次
が
１
／
８
分
、
・
・
・
と
い
っ
た
ふ
う
に
事
が
進
行
す
る
と
き
、
初
項
が
１
、
公
比
が
１
／

２
の
無
限
等
比
級
数
の
和
は
２
だ
か
ら
、
ア
キ
レ
ス
は
２
分
で
亀
に
追
い
つ
く
は
ず
だ
と
い
う
わ
け
で

す
。こ

の
こ
と
の
証
明
は
、
数
式
を
使
っ
て
も
よ
い
が
、
公
比
１
／
２
の
場
合
に
は
、
む
し
ろ
図
で
示
し
た

方
が
分
か
り
や
す
い
で
し
ょ
う
。
つ
ま
り
長
さ
が
２
の
線
分
を
と
り
、
前
半
の
線
分
１
の
あ
と
に
１
／
２
、

１
／
４
、
１
／
８
・
・
・
と
加
え
て
い
く
と
、
そ
の
和
は
つ
ね
に
２
よ
り
小
さ
い
が
、
ど
こ
ま
で
も
２
に

接
近
し
、
そ
れ
を
無
限
に
続
け
る
と
「
和
」
は
２
に
な
り
そ
う
だ（
！
）と
い
う
わ
け
で
す
。

実
は
、
こ
の
話
は
、
ア
キ
レ
ス
と
亀
よ
り
も
時
計
の
長
針
と
短
針
の
ほ
う
が
い
い
ん
で
、
例
え
ば
い
ま

六
時
で
長
針
が
短
針
を
追
う
、
い
つ
重
な
る
か
と
い
う
問
題
に
す
る
と
中
学
生
む
き
の
問
題
に
な
っ
て
、

無
限
等
比
級
数
な
ど
使
わ
な
く
て
も
答
え
が
出
る
。
と
こ
ろ
が
ゼ
ノ
ン
は
、
上
の
「
・
・
・
」
は
無
限
に

続
く
の
だ
か
ら
、
ア
キ
レ
ス
あ
る
い
は
長
針
は
ほ
ん
と
う
に
追
い
つ
く
の
か
、
と
訊
ね
て
い
る
。
こ
れ
が

問
題
の
本
質
で
す
。

ち
ょ
っ
と
私
見
を
は
さ
み
ま
す
が
、
私
は
無
限
等
比
級
数
に
よ
る
こ
の
解
決
は
好
き
じ
ゃ
な
い
。
無
限
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級
数
の
「
和
」
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
約
束
事
な
ん
で
す
ね
。
つ
ま
り
有
限
個
の
数
の
和
、
こ
れ
は
普
通

の
和
の
こ
と
で
す
が
、
そ
の
結
果
に
極
限
算
法‘lim

’

な
る
も
の
を
施
す
。‘lim

’

と
い
う
の
は
、
先
に
《
そ

の
和
は
つ
ね
に
２
よ
り
小
さ
い
が
、
ど
こ
ま
で
も
２
に
接
近
し
、
そ
れ
を
「
無
限
に
続
け
る
」
と
「
和
」

は
２
に
な
り
そ
う
だ
》
と
言
っ
た
と
き
の
「
２
」
を
呼
び
出
す
算
法
で
、
要
す
る
に
、
そ
の
結
果
を
無
限

級
数
の
「
和
」
と
名
付
け
た
だ
け
の
こ
と
で
す
。
そ
う
い
う
数
学
的
規
約
を
も
ち
こ
ん
で
、
し
か
も
ゼ
ノ

ン
の
も
ち
だ
し
た
問
題
の
主
旨
を
す
り
替
え
た
の
で
は
、
こ
れ
が
本
当
の
解
決
だ
な
ど
と
言
え
た
も
の
で

は
な
い
。
む
し
ろ
ゼ
ノ
ン
の
本
来
の
問
題
に
は
、
例
え
ば
運
動
あ
る
い
は
変
化
と
そ
の
記
述
、
ひ
い
て
は

時
間
や
空
間
、
言
語
、
思
考
作
用
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
こ
と
が
絡
む
は
ず
な
の
に
、
そ
れ
を
無
視
し
て
ポ

ン
と
数
学
的
規
約
を
も
ち
だ
す
。
こ
れ
は
、
私
に
は
賛
成
で
き
な
い
。

さ
っ
そ
く
断
っ
て
お
き
ま
す
が
、
私
は
、
ラ
ッ
セ
ル
が
こ
ん
な
単
純
な
こ
と
に
気
づ
か
な
か
っ
た
、
な

ど
と
言
っ
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
無
限
に
つ
い
て
、
こ
の
他
に
も
い
ろ
い
ろ
考
え
さ
せ
る
こ

と
の
多
い
こ
と
を
書
い
て
お
り
、
ゼ
ノ
ン
に
つ
い
て
も
単
純
に
数
学
的
解
釈
を
押
し
つ
け
た
わ
け
で
は
な

い
の
で
す
。
彼
を
第
四
の
グ
ル
ー
プ
に
入
れ
る
の
も
こ
の
た
め
で
、
例
え
ば
彼
は
こ
う
い
う
こ
と
を
言
っ

て
い
ま
す
。
い
ま
、
停
ま
っ
て
い
る
無
限
に
長
い
列
車
が
あ
っ
て
、
そ
の
連
結
部
分
に
ち
ょ
っ
と
ず
つ
遊

び
が
あ
る
と
す
る
。
―
ま
あ
こ
れ
も
、
規
約
で
す
ね
。
無
限
に
長
い
列
車
な
ん
か
あ
り
っ
こ
な
い
。
し
か

し
そ
の
こ
と
は
し
ば
ら
く
問
わ
な
い
こ
と
に
し
て
、
彼
が
言
う
の
は
、
こ
こ
で
ピ
ー
ッ
と
機
関
車
が
走
り

出
す
と
き
、
果
た
し
て
「
列
車
」
全
体
は
動
く
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
い
う
こ
と
で
す（
二
七
）
。
つ
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ま
り
先
頭
の
車
が
動
く
。ち
ょ
っ
と
遅
れ
て
次
の
車
が
動
く
。ま
た
遅
れ
て
次
が
動
く
。
次
が
動
く
、・
・
・

要
す
る
に
車
両
が
自
然
数
全
体
と
同
じ
だ
け
並
ん
で
い
て
、
ど
の
車
両
も
い
つ
か
は
動
く
が
、
い
つ
見
て

も
未
だ
動
き
出
さ
な
い
車
両
が
残
っ
て
い
る
。
果
た
し
て
全
体
は
い
つ
動
き
出
す
の
か
、
と
い
う
わ
け
で

す
。
こ
れ
は
「
無
限
」
な
る
「
こ
と
」
あ
る
い
は
「
も
の
」
の
本
質
を
突
い
て
い
る
。
少
な
く
と
も
無
限

と
有
限
の
間
に
本
質
的
な
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
り
、
現
代
の
数
学
的
無
限
論
で
あ
る
集
合
論
を
も
っ
て
し
て
も

そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
埋
め
ら
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
彼
は
示
唆
し
て
い
る
の
で
す
。
集
合
論
と
は
、
自
然

数
の
全
体
を
、
こ
と
も
な
げ
に（
！
）一
個
の
も
の
と
す
る
見
方
に
立
つ
理
論
で
す
。

こ
の
例
は
「
ア
キ
レ
ス
と
亀
」
と
違
っ
て
、
無
限
等
比
級
数
の
和
を
も
ち
こ
め
ば
処
理
で
き
る
と
い
う

も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
ラ
ッ
セ
ル
は
別
に
そ
う
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、

あ
え
て
脇
道
を
し
ま
す
と
、
こ
れ
に
は
い
ろ
い
ろ
な
数
学
的
な
条
件
が
付
け
ら
れ
る
の
で
す
。
例
え
ば
、

前
の
よ
う
に
無
限
級
数
を
使
っ
て
、
最
初
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
一
分
遅
れ
で
動
く
、
そ
の
次
は
１
／
２
分
遅
れ
、

三
つ
目
は
１
／
４
分
遅
れ
、
四
つ
目
は
１
／
８
分
遅
れ
、・
・
・
と
仮
定
す
る
と
、
全
体
は
二
分
で
動
き

出
す
と
い
う
結
論
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
し
か
し
、
各
ギ
ャ
ッ
プ
が
一
分
遅
れ
と
い
う
場
合
は
も
と
よ
り
、

最
初
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
一
分
遅
れ
、・
・
・
そ
の
次
は
１
／
２
分
遅
れ
、
三
つ
目
は
１
／
３
分
遅
れ
、
四
つ

目
は
１
／
４
分
遅
れ
、・
・
・
一
般
に
ｎ
番
目
は
１
／
ｎ
分
遅
れ
、・
・
・
と
し
て
も
、
列
車
全
体
は
い
つ

ま
で
待
っ
て
も
動
き
出
さ
な
い
こ
と
が
数
学
的
に
分
か
る
の
で
す
。
要
す
る
に
、

1+
1/2+

1/3+
1/4+

・
・
・+

1/n

67



を
、1+

1/2+
(1/3+

1/4)+
(1/5+

1/6+
1/7+

1/8)+

・
・
・

と
、
括
弧
の
中
が
す
べ
て
１
／
２
よ
り
大
き
く
な
る
よ
う
に
、
括
弧
の
中
の
項
の
数
を
倍
々
に
増
や
し
て

や
る
の
で
す
。
す
る
と
、
こ
れ
は
、

1+
1/2+

1/2+
1/2+

1/2+
1/2+

1/2+

・
・
・

と
な
り
、
ど
ん
な
大
き
な
数
も
い
つ
か
は
越
え
る
、
つ
ま
り
数
学
用
語
で
「
無
限
大
に
発
散
」
し
て
し
ま

う
わ
け
で
す
。
列
車
で
言
え
ば
、
車
両
の
ブ
ロ
ッ
ク
を
倍
々
に
く
く
っ
て
や
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
ん
な

に
長
い
時
間
待
っ
て
み
て
も
列
車
全
体
は
動
き
出
さ
な
い
こ
と
が
分
か
る
と
い
う
次
第
で
す
。
以
上
、
余

談
で
す
が
、
無
限
概
念
の
底
知
れ
ぬ
恐
ろ
し
さ
を
示
す
た
め
と
、
数
学
の
議
論
で
は
ち
ょ
っ
と
の
違
い
で

も
無
視
で
き
な
い
こ
と
が
あ
る
例
と
し
て
挙
げ
て
み
た
わ
け
で
す
。

も
う
少
し
脇
道
を
続
け
ま
す
。
こ
れ
に
似
た
こ
と
で
、
誰
か
が
言
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
私
自
身
が
気

に
し
て
い
る
こ
と
で
、
こ
こ
に
右
、
左
に
無
限
に
延
び
た
数
直
線
、
つ
ま
り
物
差
し
の
よ
う
に
目
盛
り
の

つ
い
た
直
線
が
あ
る
と
し
て
、
そ
の
０
以
上
１
以
下
の
部
分
に
注
目
し
て
み
ま
す
。
数
学
者
は
こ
れ
を
両

端
の
閉
じ
た
〈
閉
区
間﹇0,1

﹈〉
と
呼
び
ま
す
が
、
と
も
か
く
問
題
は
境
界
で
あ
っ
て
、
い
ま
、
マ
イ
ナ

ス
の
無
限
の
か
な
た
か
ら
Ｐ
と
い
う
点
が
動
い
て
き
て
区
間
を
通
過
し
、
プ
ラ
ス
の
無
限
の
か
な
た
に
去

っ
て
ゆ
く
と
し
ま
す
。
さ
て
こ
の
と
き
、
Ｐ
は
い
つ﹇0,1

﹈の
中
へ
入
っ
て
、
い
つ
出
た
の
か
、
―
「
ま

だ
０
の
手
前
だ
、
ま
だ
入
ら
な
い
、
ま
だ
入
ら
な
い
、
あ
、
入
っ
た
！
・
・
・
ま
だ
入
っ
て
い
る
、
ま
だ
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入
っ
て
い
る
、0.9,

0.99,
0.999

・
・
・
、
１
、
あ
、
出
ち
ゃ
っ
た
！
」
―
入
っ
た
・
出
た
、
と
気
づ
い

た
と
き
に
は
、
も
う
完
全
に
入
っ
て
し
ま
い
、
出
て
し
ま
っ
て
い
て
、
０
に
到
達
す
る
瞬
間
、
１
か
ら
脱

出
す
る
瞬
間
は
、
な
ん
と
も
記
述
の
仕
様
が
な
い
。
私
に
し
て
も
数
学
者
と
し
て
や
っ
て
い
る
間
は
、
そ

う
い
う
こ
と
に
こ
だ
わ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
れ
、
結
局
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
と
似
た
よ
う
な
話
で
し
ょ
う
。

山
川

そ
う
で
す
？

村
田

は
い
、
私
は
そ
う
思
っ
て
い
ま
す
が
・
・
・
。
い
ま
、
動
く
点
が
閉
区
間
に
入
る
・
出
る
と
い
う

と
き
に
、
境
界
が
問
題
だ
と
言
い
ま
し
た
が
、
そ
う
い
う
と
き
の
〈
点
〉
は
数
学
的
な
点
、
つ
ま
り
大
き

さ
が
な
い
〈
点
〉
な
の
で
、
そ
れ
を
通
過
す
る
の
に
時
間
は
要
ら
な
い
と
い
う
言
い
方
も
可
能
で
す
。
し

か
し
そ
う
な
る
と
、
そ
の
よ
う
な
〈
点
〉
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
、
ど
う
や
っ
て
認
識
で
き
る
の
だ
、
と
い

う
疑
問
が
出
て
き
ま
す
。
ゼ
ノ
ン
と
の
関
連
で
言
え
ば
、
そ
の
よ
う
な
〈
点
〉
あ
る
い
は
〈
瞬
間
〉
を
無

数
に
集
め
れ
ば
〈
長
さ
〉
や
〈
時
間
〉
が
出
来
る
の
か
、
そ
れ
が
問
題
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
数
学
者
は
こ

の
問
題
に
ま
と
も
に
答
え
て
は
く
れ
ま
せ
ん
。
と
い
う
よ
り
、
正
直
に
言
え
ば
答
え
ら
れ
な
い
か
ら
答
え

な
い
の
で
す
。
せ
い
ぜ
い
、
或
る
対
象
の
集
合
と
そ
の
集
合
の
測
度
と
は
別
物
だ
、
そ
れ
が
数
学
的
現
実

な
の
だ
、
と
答
え
る
ぐ
ら
い
で
し
ょ
う
。
大
き
さ
の
な
い
〈
点
〉
を
ど
れ
ぐ
ら
い
、
ど
の
よ
う
に
集
め
た

ら
長
さ
や
時
間
に
な
る
の
か
。
こ
れ
は
数
学
者
に
聞
い
て
も
無
駄
な
の
で
す
。
要
す
る
に
、
そ
う
い
う
設

問
は
数
学
の
問
題
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
数
学
に
測
度
論
と
い
う
理
論
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ

は
、
こ
れ
こ
れ
こ
う
い
う
測
り
方
を
す
れ
ば
こ
ん
な
結
果
に
な
る
、
し
か
し
こ
れ
こ
れ
の
集
合
は
そ
れ
で
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は
測
れ
な
い
、
そ
れ
じ
ゃ
あ
測
り
方
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
拡
張
し
て
結
果
が
出
る
よ
う
に
し
よ
う
。
こ
う

い
う
理
論
で
し
て
、
或
る
意
味
で
は
無
味
乾
燥
で
す
が
、
そ
の
代
わ
り
、
言
っ
て
い
る
こ
と
は
確
実
で
す
。

こ
れ
が
今
日
の
数
学
者
一
般
の
態
度
な
の
で
、
彼
ら
は
事
ほ
ど
左
様
に
、
怪
力
乱
神
を
語
る
の
を
避
け
る

の
で
す
。

集
合
と
測
度
に
関
し
て
、
も
う
一
つ
脇
道
し
て
自
分
の
こ
と
を
挟
ま
せ
て
頂
き
ま
す
と
、
私
が
数
学
を

始
め
た
の
は
旧
制
大
学
の
終
わ
り
の
三
年
生
に
な
っ
た
時
で
す
が
、
吉
田
洋
一
先
生
に
弟
子
入
り
し
て
、

最
初
に
集
合
論
に
関
す
る
或
る
哲
学
的
論
争
を
読
ん
だ
の
で
す
。
こ
れ
は
有
名
な
カ
ン
ト
ル
の
集
合
論
に

対
し
て
、
当
時
フ
ラ
ン
ス
の
若
手
数
学
者
ボ
レ
ル
（E

.
B

orel

）、
ベ
ー
ル
（R

.
B

aire

）、
ル
ベ
ー
グ
（H

.

L
ebesgue

）な
ど
が
試
み
た
批
判
と
、
そ
れ
に
対
す
る
別
の
フ
ラ
ン
ス
人
か
ら
の
反
論
か
ら
な
る
も
の
で

し
た
が
、
そ
れ
が
一
段
落
し
た
と
こ
ろ
で
解
析
集
合
論
を
始
め
ま
し
た
。
解
析
集
合
論
と
い
う
の
は
、
測

度
つ
ま
り
大
き
さ
が
零
で
あ
る
と
こ
ろ
の
〈
点
〉、
区
間
の
長
さ
そ
の
も
の
を
測
度
と
す
る
〈
区
間
〉
な

ど
か
ら
出
発
し
て
、
種
々
の
複
雑
な
点
集
合
を
組
み
立
て
、
そ
れ
ら
の
測
度
や
性
質
を
研
究
す
る
も
の
で
、

い
ま
挙
げ
た
人
達
が
そ
の
開
拓
者
に
な
り
ま
す
。
つ
ま
り
先
ほ
ど
の
、
点
を
集
め
て
線
に
な
る
と
か
と
い

っ
た
よ
う
な
問
題
に
い
ち
ば
ん
近
い
分
野
な
ん
で
す
。
こ
の
分
野
で
最
初
に
読
ん
だ
ル
ー
ジ
ン（N

.

L
usin

）と
い
う
人
の
本
の
初
め
に
ル
ベ
ー
グ
が
序
文
を
寄
せ
て
、「
我
々
の
若
か
っ
た
頃
、
セ
ミ
ナ
ー
の

後
で
喫
茶
店
に
皆
で
集
ま
っ
て
は
、
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
が
ど
う
し
た
と
か
、
エ
ピ
メ
ニ
デ
ス
〔《
ク
レ
タ

島
の
人
の
言
う
こ
と
み
ん
な
嘘
》
と
言
っ
た
と
い
う
ク
レ
タ
島
の
人
〕
だ
と
か
、
あ
る
い
は
数
学
的
存
在
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の
所
在
を
論
じ
て
は
「
真
に
存
在
す
る
の
は
俺
だ
け
だ
」
と
か
、
毎
日
、
飽
き
も
し
な
い
で
議
論
し
た
も

の
だ
が
、
そ
の
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
の
話
が
こ
う
い
う
恰
好
で
数
学
的
に
定
式
化
さ
れ
、
こ
こ
ま
で
に
な
っ

た
の
は
非
常
に
嬉
し
い
」
と
い
う
よ
う
な
文
句
に
接
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
私
は
、
数
学
者
に

な
り
か
け
た
途
端
に
、
ゼ
ノ
ン
と
つ
な
が
っ
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
す
。

こ
う
し
た
雰
囲
気
は
当
時
か
ら
百
年
近
く
経
っ
た
現
在
、
日
本
は
も
と
よ
り
フ
ラ
ン
ス
で
も
、
若
い
連

中
の
中
か
ら
消
え
去
っ
た
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
こ
れ
は
数
学
が
足
を
地
に
着
け
て
き
た
と
い
う
こ
と
な

の
か
も
知
れ
な
い
が
、
ま
た
、
数
学
者
の
気
宇
が
矮
小
に
な
っ
た
現
れ
か
な
と
、
い
さ
さ
か
淋
し
い
気
が

し
な
い
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ
と
も
ボ
レ
ル
達
の
場
合
に
は
そ
れ
だ
け
の
理
由
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
の
で
、
実
を
言
う
と
、
彼
ら
の
出
身
校E

cole
N

orm
ale

Superieur

〔
高
等
師
範
大
学
、
フ
ラ
ン
ス

の
名
門
校
の
一
つ
〕
で
彼
ら
を
指
導
し
た
数
学
の
主
任
教
授
Ｊ
・
タ
ン
ヌ
リ（Jules

Tannery

）は
、
前
に

触
れ
た
古
典
学
・
哲
学
の
碩
学
ポ
ー
ル
・
タ
ン
ヌ
リ
の
弟
で
、
兄
弟
の
間
に
は
か
な
り
深
い
知
識
の
交
流

が
あ
っ
た
ら
し
い
の
で
す
。
実
際
、
兄
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
な
ど
と
も
親
交
が
あ
り
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
がC

ollége

de
France

を
や
め
た
と
き
、
そ
の
後
任
に
補
せ
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
そ
の
直
後
に
亡
く
な
っ
た
と
い
う
気

の
毒
な
学
者
で
す
が
、
そ
の
一
方
で
、（
多
少
粗
忽
な
も
の
な
が
ら
）集
合
論
の
専
門
論
文
ま
で
書
い
て
い

る
人
で
す
。
し
て
み
る
と
、
そ
の
兄
の
影
響
は
弟
を
介
し
て
ボ
レ
ル
達
に
ま
で
伝
わ
っ
て
い
た
か
も
し
れ

な
い
の
で
す
。
そ
の
時
代
の
フ
ラ
ン
ス
の
学
問
的
雰
囲
気
は
、
結
局
、
指
導
者
の
資
質
と
そ
の
背
後
に
あ

っ
た
文
化
的
・
思
想
的
伝
統
の
問
題
に
帰
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
か
。
日
本
で
の
同
様
の
伝
統
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の
有
無
を
考
え
さ
せ
ら
れ
る
よ
う
な
こ
と
だ
と
、
私
に
は
思
え
て
な
り
ま
せ
ん
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
、
一
見
し
て
ゼ
ノ
ン
に
ソ
ッ
ポ
を
向
い
て
い
る
よ
う
で
い
て
、
そ
の
創
っ
た
理
論
が

ゼ
ノ
ン
の
逆
理
に
深
く
繋
が
っ
て
い
て
、
場
合
に
よ
っ
て
は
そ
こ
か
ら
新
し
い
ゼ
ノ
ン
解
釈
が
生
ま
れ
る

き
っ
か
け
を
作
っ
た
よ
う
な
創
造
的
な
人
達
が
い
る
と
い
う
こ
と
を
申
し
ま
し
た
が
、
解
析
集
合
論
と
共

に
、
デ
デ
キ
ン
ト（
二
八
）
の
自
然
数
論
・
無
理
数
論
・
連
続
論
な
ど
は
、
そ
う
し
た
例
の
う
ち
の
顕
著
な
も

の
で
し
ょ
う
。
デ
デ
キ
ン
ト
の
連
続
論
に
つ
い
て
は
、
吉
田
洋
一
先
生
の
『
零
の
発
見
』
に
優
れ
た
解
説

が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
、
こ
の
連
続
論
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
さ
っ
き
私
の
言
っ
た
、
動
く
点
が
閉
区
間
の

中
へ
い
つ
入
り
・
い
つ
出
る
か
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
を
知
ろ
う
と
し
て
も
得
る
と
こ
ろ
は
な
い
し
、
ま

た
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
の
解
決
に
も
何
の
役
に
も
立
た
な
い
。
む
し
ろ
デ
デ
キ
ン
ト
自
身
が
、
そ
う
い
う
哲
学

的
な
思
弁
を
期
待
し
た
ら
裏
切
ら
れ
る
だ
ろ
う
と
い
う
意
味
の
こ
と
を
書
い
て
い
ま
す
。
し
か
し
そ
れ
が

現
在
、
微
積
分
学
を
初
め
と
す
る
多
く
の
数
学
理
論
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
、
こ
れ
は
否
め
な
い
事
実
な

の
で
す
。
何
度
も
言
い
ま
す
が
、
数
学
で
は
怪
力
乱
神
は
敬
遠
さ
れ
る
の
で
す
。

山
川

い
つ
ま
で
経
っ
て
も
〔M

urata

（0

）,Z
enon

（1

）〕
と
い
う
名
の
閉
区
間
に
入
っ
て
い
た
だ
け
な
い

と
い
う
の
も
、
こ
れ
ま
た
一
種
の
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
な
の
で
し
ょ
う
ね
。

村
田

い
や
、
一
旦
入
る
と
動
け
な
く
な
る
領
域
で
す
か
ら
ネ
！

と
は
い
え
、
ペ
リ
パ
ト
ス
的
説
教
の

度
が
過
ぎ
ま
し
た
か
し
ら
。
で
も
も
う
少
し
、
つ
い
で
で
す
か
ら
、
デ
デ
キ
ン
ト
の
自
然
数
論
の
場
を
逍

遥
さ
せ
て
く
だ
さ
い
。
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こ
こ
に
テ
レ
ビ
が
あ
り
、
そ
の
画
面
の
一
隅
に
そ
の
テ
レ
ビ
自
身
が
映
っ
て
い
る
状
態
を
考
え
る
。
す

る
と
、
こ
の
画
面
に
は
無
数
の
テ
レ
ビ
が
入
れ
篭
に
な
っ
て
現
れ
ま
す
ね
。
た
だ
し
、
テ
レ
ビ
の
光
点
は

大
き
さ
の
な
い
数
学
的
点
で
、
ど
こ
ま
で
も
精
密
に
映
る
理
想
的
テ
レ
ビ
だ
と
し
た
ら
、
そ
ん
な
〈
点
〉

が
見
え
る
か
し
ら
な
ど
と
は
言
わ
な
い
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
デ
デ
キ
ン
ト
は
無
限
集
合
な
る
も
の
を
、

こ
の
よ
う
に
、
自
分
自
身
を
自
分
の
一
部
に
映
し
出
す
こ
と
の
で
き
る
も
の（
自
己
相
似
）と
定
義
す
る
の

で
す
。
こ
の
定
義
は
、
当
然
、
規
約
・
約
束
事
で
す
が
、
こ
の
画
面
に
例
え
ば
人
間
が
映
っ
て
い
る
と
し

て
、
そ
の
人
の
目
と
そ
の
目
の
第
一
の
像
に
注
目
し
て
み
ま
す
。
両
者
の
間
に
は
テ
レ
ビ
の
第
一
の
映
像

が
仕
切
り
に
な
っ
て
二
つ
の
目
を
分
離
し
ま
す
が
、
以
下
順
を
追
っ
て
次
々
に
別
個
の
〈
目
〉
が
分
離
さ

れ
て
現
れ
る
は
ず
で
す
。
こ
の
こ
と
を
数
学
的
用
語
に
よ
っ
て
厳
密
に
組
み
立
て
て
い
っ
た
の
が
デ
デ
キ

ン
ト
の
自
然
数
論
の
原
型
で
、
そ
の
後
は
大
小
相
等
の
関
係
や
、
加
減
乗
除
な
ど
の
演
算
を
適
宜
に
定
義

し
て
や
る
、
こ
れ
が
彼
の
自
然
数
論
の
全
て
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
で
し
ょ
う
。
単
純
な
よ
う
で
す
が
、

そ
の
構
成
は
非
常
に
正
確
で
、
現
代
数
学
へ
の
影
響
の
極
め
て
大
き
い
議
論
で
す
。
そ
し
て
、
現
代
の
数

学
者
が
組
み
立
て
る
理
論
と
い
う
の
は
、
大
体
こ
う
し
た
も
の
な
の
で
す
。

数
学
者
の
ゼ
ノ
ン
に
対
す
る
態
度
に
は
他
に
も
色
々
あ
り
ま
し
ょ
う
け
れ
ど
も
、
私
が
こ
こ
で
挙
げ
た

い
の
は
こ
の
く
ら
い
で
す
。
ま
あ
、
結
論
的
に
言
え
ば
、
ゼ
ノ
ン
に
つ
い
て
本
気
で
根
底
か
ら
考
え
よ
う

と
い
う
場
合
に
は
、
ま
っ
た
く
新
し
い
数
学
理
論
を
創
造
し
よ
う
な
ど
と
い
う
ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
的
な
決

心
を
す
る
な
ら
と
も
か
く
、
集
合
論
や
測
度
論
、
そ
の
他
の
数
学
的
知
識
を
い
か
に
動
員
し
て
み
て
も
、
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た
い
し
た
結
果
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
そ
れ
よ
り
は
む
し
ろ
、
人
間
の
営
む
数
学
な
る
知
的
行
為
が

ゼ
ノ
ン
の
逆
理
に
或
る
関
係
を
も
つ
こ
と
は
確
か
な
の
だ
か
ら
、
数
学
そ
の
も
の
の
根
本
に
ま
で
遡
っ
て

事
を
考
え
直
し
て
み
る
ほ
う
が
、
正
道
な
の
で
は
な
い
か
。
私
は
そ
ん
な
ふ
う
に
思
う
の
で
す
。・
・
・

た
だ
し
、
そ
れ
は
並
大
抵
の
こ
と
で
は
な
い
。
さ
て
こ
れ
か
ら
が
難
破
船
の
船
長
の
気
持
で
し
て
。（
笑

い
）・
・
・
休
み
ま
す
か
、
ち
ょ
っ
と
。

〔
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
を
数
学
史
家
と
し
て
ど
う
見
る
か
〕

い
よ
い
よ
数
学
史
家
と
し
て
の
私
が
ゼ
ノ
ン

を
ど
う
見
る
か
と
い
う
話
に
入
り
ま
す
。
私
は
す
で
に
既
成
の
数
学
的
知
識
に
よ
っ
て
ゼ
ノ
ン
を
処
理
す

る
こ
と
を
断
念
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
事
柄
が
極
め
て
根
本
的
で
あ
る
た
め
で
す
が
、
し
か
も
他
方
で
は

す
で
に
数
学
的
概
念
に
事
が
絡
ん
で
く
る
以
上
、
こ
れ
も
無
視
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
こ
で
、
時
間

と
空
間
、
運
動
と
不
動
、
連
続
と
不
連
続
、
な
い
し
数
学
と
は
何
か
、
数
学
的
存
在
、
数
学
的
真
理
の
所

在
は
ど
こ
か
な
ど
、
事
柄
を
根
底
か
ら
考
え
直
し
て
み
よ
う
と
い
う
覚
悟
で
、
と
も
か
く
も
始
め
る
こ
と

に
致
し
ま
す
。

だ
が
、
ど
こ
か
ら
始
め
る
か
。
事
が
そ
こ
ま
で
根
底
的
で
あ
る
以
上
、
私
は
こ
れ
を
私
の
生
の
現
実
、

い
わ
ば
《
永
遠
の
今
》
か
ら
始
め
て
み
よ
う
と
思
い
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
い
ま
口
に
し
た
ば
か
り
の
《
永

遠
の
今
》
を
め
ぐ
っ
て
は
、
た
だ
ち
に
《
私
》
だ
の
、
こ
れ
に
絡
む
意
識
や
知
識
が
介
入
し
て
来
ま
す
。

が
、
そ
れ
で
は
困
る
。
そ
ん
な
判
断
の
入
る
前
の
、
ぱ
っ
と
無
心
の
、
自
分
も
い
な
い
誰
も
い
な
い
と
い
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う
、
そ
う
い
う
《
今
》、
し
か
も
一
方
で
は
、
そ
の
《
今
》
の
中
に
私
の
一
切
の
現
実
、
私
の
経
験
も
知

識
も
、
そ
し
て
私
に
反
映
し
て
い
る
世
界
の
全
体
も
潜
在
的
に
存
在
し
て
い
る
、
そ
う
い
う
《
今
》、
そ

れ
を
私
の
出
発
点
に
し
た
い
と
い
う
わ
け
で
す
。
平
井
先
生
の
言
わ
れ
る
「
純
粋
持
続
」、
西
田
幾
多
郎

の
「
純
粋
直
観
」、
フ
ッ
サ
ー
ル
（
二
九
）
の
「
現
象
学
的
時
間
」、
あ
る
い
は
も
っ
と
直
接
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ

ス
の
《
今
》
と
い
っ
た
も
の
を
持
ち
出
し
た
の
で
は
大
袈
裟
に
な
り
ま
し
ょ
う
か
。
私
が
言
う
《
永
遠
の

今
》
は
、
少
な
く
と
も
、
そ
の
狙
い
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
と
あ
ん
ま
り
違
っ
て
い
な
い
つ
も
り
で
す
が
。

た
だ
、
こ
れ
ら
と
私
の
考
え
て
い
る
こ
と
と
、
ど
こ
が
違
う
か
、
そ
れ
が
自
分
で
も
は
っ
き
り
し
な
い
た

め
に
仮
に
そ
う
言
っ
て
い
る
だ
け
で
、
名
前
は
ど
う
で
も
い
い
ん
で
す
。
要
す
る
に
、
我
も
な
く
、
汝
も

な
く
、彼
も
な
い
、知
識
も
経
験
も
、ま
た
過
去
の
歴
史
も
未
来
の
展
望
も
な
い
、何
も
な
い
と
い
う
《
今
》、

そ
の
く
せ
そ
れ
ら
一
切
を
包
摂
し
て
い
る
《
今
》、
私
が
死
ぬ
と
き
、
一
切
が
空
無
に
帰
す
る
よ
う
な
「
眼

前
一
個
ノ
無
縫
塔
」、
し
か
し
私
が
死
ん
だ
後
も
万
物
は
残
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
も
重
々
承
知
の
つ
も

り
で
い
る
、
そ
ん
な
《
今
》
で
す
。
判
断
を
停
止
し
て
一
切
を
忘
れ
た
よ
う
な
有
無
を
超
え
た
今
、
し
か

も
そ
れ
は
つ
ね
に
流
れ
て
い
る
。
漢
代
の
詩
人
崔
恵
童
の
詠
ん
だ
「
眼
ノ
ア
タ
リ
ニ
看
ル
、
春
色
、
流
水

ノ
如
キ
ヲ（
眼
看
春
色
如
流
水
）」
の
感
じ
で
、
流
れ
る
水
を
流
れ
る
と
す
ら
見
て
い
な
い
。
た
だ
、
す
う

ー
っ
と
移
っ
て
い
る
。
そ
の
移
り
行
き
を
無
意
識
に
目
に
し
て
い
る
。
要
す
る
に
自
他
の
差
別
、
時
間
や

空
間
の
差
別
、
連
続
と
不
連
続
、
変
化
と
不
変
、
運
動
と
不
動
な
ど
の
差
別
、
そ
れ
ら
一
切
の
差
別
以
前

の
或
る
無
意
識
な
流
れ
、
流
れ
と
す
ら
言
え
な
い
流
れ
―
何
故
な
ら
不
動
が
な
け
れ
ば
流
れ
も
な
い
わ
け
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で
す
か
ら
―
そ
の
よ
う
な
流
れ
を
、
私
は
こ
こ
で
《
永
遠
の
今
》
と
呼
び
、
そ
し
て
、
い
わ
ば
不
動
の
流

れ
で
あ
る
そ
の
《
今
》
か
ら
出
発
し
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

も
ち
ろ
ん
、
そ
こ
か
ら
ゼ
ノ
ン
ま
で
は
延
々
と
道
が
あ
り
ま
す
。《
永
遠
の
今
》
か
ら
の
出
発
と
い
う

の
は
極
度
の
ア
ポ
リ
ア
で
、
こ
れ
は
結
局
、
独
我
論
か
ら
の
脱
出
で
し
ょ
う
。
哲
学
の
人
が
よ
く
お
っ
し

ゃ
る
よ
う
に
、
独
我
論
と
い
う
の
は
難
攻
不
落
の
城
だ
け
れ
ど
、
そ
れ
を
迂
回
し
て
戦
争
を
や
っ
て
も
別

に
そ
れ
で
困
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
た
だ
、
そ
れ
か
ら
の
脱
出
と
な
る
と
、
こ
れ
は
大
変
で
す
。
一

歩
出
た
と
思
っ
た
ら
、
何
の
こ
と
は
な
い
、
千
歩
も
万
歩
も
そ
こ
か
ら
離
れ
て
い
て
、《
永
遠
の
今
》
な

ん
て
ど
こ
か
へ
吹
き
飛
ん
で
し
ま
い
、
泰
山
鳴
動
し
て
気
が
つ
い
た
ら
元
の
普
通
の
現
実
で
し
か
な
い
と

言
う
ん
じ
ゃ
あ
何
に
も
な
ら
な
い
。“E

lan
de

l’
esprit”

と
で
も
言
う
の
で
し
ょ
う
か
。
た
だ
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
で
あ
れ
誰
で
あ
れ
、
そ
ん
な
飛
躍
的
離
脱
が
、
言
葉
に
よ
っ
て
本
当
に
実
現
あ
る
い
は
説
明
で
き
る
と

思
っ
て
い
た
の
か
と
さ
え
思
い
ま
す
。
む
し
ろ
こ
の
問
題
は
本
当
は
棚
上
げ
に
す
べ
き
も
の
な
の
で
し
ょ

う
。
た
だ
、
そ
れ
で
は
ま
た
話
が
進
ま
な
い
。
し
ば
ら
く
蟷
螂
の
斧
を
振
る
う
こ
と
に
し
ま
す
。

或
い
は
こ
う
言
う
ほ
う
が
い
い
。
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
を
論
ず
る
と
き
、
私
達
は
ど
ん
な
先
入
観
を
以
て
そ

れ
に
対
し
、
し
か
も
無
意
識
の
う
ち
に
そ
の
下
で
動
い
て
い
る
か
、
そ
う
し
た
要
素
を
能
う
か
ぎ
り
勘
定

し
て
ゆ
こ
う
、
そ
し
て
そ
こ
に
洩
れ
た
要
素
が
あ
っ
た
ら
教
え
て
い
た
だ
こ
う
、
そ
う
い
う
つ
も
り
で
す
。

さ
て
、
私
は
ま
ず
、
連
続
・
不
連
続
と
い
う
観
念
が
そ
の
《
今
》
の
中
か
ら
生
ま
れ
る
状
況
を
内
観
し

て
み
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
《
連
続
》
は
、
結
局
は
数
学
的
観
念
と
し
て
表
現
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ
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れ
を
支
え
、
そ
の
母
胎
と
な
っ
て
い
る
或
る
種
の
素
朴
で
根
元
的
な
観
念
を
指
す
つ
も
り
で
す
。
こ
の
意

味
で
の
連
続
性
の
原
初
の
現
れ
は
、
時
間
的
連
続
と
空
間
的
連
続
の
意
識
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
時
空
の
未

分
化
の
状
態
の
も
つ
連
続
、
流
れ
の
感
覚
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
私
は
こ
の
連
続
の
意
識
あ
る
い
は
感
覚
を

人
間
の
生
得
の
も
の
と
考
え
、
こ
の
後
述
べ
る
よ
う
に
、
そ
の
源
を
人
間
の
も
つ
不
思
議
な
能
力
で
あ
る

記
憶
と
期
待
の
能
力
に
求
め
ま
す
。
た
だ
し
、
記
憶
と
期
待
に
は
心
の
働
き
に
お
い
て
似
た
と
こ
ろ
が
あ

り
、
期
待
は
未
然
の
形
の
記
憶
と
言
っ
て
も
よ
い
よ
う
な
気
が
す
る
の
で
、
多
少
乱
暴
で
す
が
、
こ
れ
か

ら
は
記
憶
と
期
待
と
を
ひ
っ
く
る
め
て
記
憶
と
呼
ん
で
し
ま
い
ま
し
ょ
う
。

今
度
は
同
じ
く
《
今
》
の
中
か
ら
、
こ
れ
ま
た
人
間
の
も
つ
不
思
議
な
能
力
で
あ
る
言
語
あ
る
い
は
概

念
作
用（conception

）の
生
じ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
、
特
に
そ
の
な
か
で
数
学
に
焦
点
を
置
き
ま
す
。

問
題
が
数
学
的
概
念
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
こ
れ
は
当
然
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
こ

で
も
そ
の
発
生
な
ど
は
問
わ
な
い
こ
と
に
し
、
こ
の
た
び
は
そ
れ
が
《
連
続
》
の
、
あ
る
い
は
よ
り
一
般

的
に
《
今
》
の
表
現
に
、
ど
こ
ま
で
迫
り
う
る
か
を
問
題
に
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。

そ
こ
で
ま
ず
、
連
続
の
感
覚
で
す
が
、
あ
の
時
空
の
流
れ
は
一
瞬
も
留
ま
る
こ
と
な
く
、
私
が
こ
の
話

を
始
め
た
と
き
の
こ
と
は
も
は
や
記
憶
以
外
の
何
処
に
も
残
っ
て
い
な
い
し
、
こ
れ
が
八
時
頃
ま
で
に
は

終
わ
る
だ
ろ
う
と
い
う
の
も
、
予
想
あ
る
い
は
期
待
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
そ
の
記
憶
と
予
想
を
一
瞬

止
め
た
つ
も
り
に
な
っ
て
そ
の
映
像
を
《
空
間
》
と
呼
び
、
一
方
、
そ
の
流
れ
を
《
時
間
》
と
呼
び
、
多

く
の
場
合
に
は
こ
れ
を
時
計
の
文
字
盤
の
上
に
投
影
し
て
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
に
空
間
化
し
て
、
分
か
っ
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た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
な
ん
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
そ
の
記
憶
と
期
待
の
中
か
ら
、
場
所
は

連
続
的
に
広
が
り
、
時
は
連
続
的
に
流
れ
る
と
い
う
信
念
が
生
ま
れ
て
く
る
も
の
ら
し
い
。
違
う
で
し
ょ

う
か
。

こ
う
い
う
悟
っ
た
よ
う
な
言
い
方
を
す
る
と
、
過
去
も
未
来
も
現
在
の
記
憶
と
期
待
に
な
っ
て
し
ま
い

ま
す
が
、
そ
の
前
に
既
に
、
時
空
の
流
れ
か
ら
時
間
と
空
間
と
の
分
離
と
い
う
大
き
な
飛
躍
を
冒
し
て
し

ま
い
ま
し
た
。
し
か
し
こ
れ
も
、
棚
上
げ
に
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
ら
の
能
力
の
発
生
過
程
、
そ
れ
が
ア
プ

リ
オ
リ
か
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
か
な
ん
て
難
問
に
は
敢
え
て
立
ち
入
り
ま
せ
ん
。
そ
の
間
の
千
歩
万
歩
は
あ

え
て
黙
認
し
よ
う
と
い
う
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
昆
虫
の
巣
作
り
や
鳩
の
帰
巣
能

力
の
正
体
が
分
か
ら
ぬ
の
と
同
様
に
、
自
分
の
記
憶
能
力
の
正
体
で
す
ら
分
か
っ
て
い
な
い
ん
で
す
ね
。

と
こ
ろ
で
、
時
間
あ
る
い
は
空
間
の
連
続
性
に
関
す
る
わ
れ
わ
れ
の
信
念
の
根
元
は
時
間
感
覚
の
ほ
う

な
の
か
、
そ
れ
と
も
空
間
感
覚
の
ほ
う
な
の
か
。
こ
れ
は
い
ろ
い
ろ
議
論
の
あ
る
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
が
、

私
は
こ
れ
を
時
間
感
覚
に
置
き
、
そ
の
発
端
を
時
間
的
記
憶
に
求
め
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
が
人
問
生

得
の
能
力
な
の
か
ど
う
か
等
の
こ
と
は
、
時
空
の
分
離
の
問
題
と
も
絡
ん
で
い
て
、
議
論
の
種
に
事
欠
か

な
い
わ
け
で
す
が
、
こ
れ
も
目
を
つ
ぶ
っ
て
先
を
急
ぎ
ま
す
。

私
が
空
間
の
連
続
性
よ
り
も
時
間
の
連
続
性
を
よ
り
根
元
的
と
考
え
る
の
は
、
例
の
《
記
憶
》
と
い
う

不
思
議
な
作
用
を
最
も
根
元
的
と
見
て
い
る
た
め
で
す
。
な
る
ほ
ど
、
昨
日
見
た
景
色
が
今
日
も
眼
前
に

あ
る
と
い
っ
た
記
憶
に
よ
る
連
続
性
じ
ゃ
な
く
て
、
眼
前
の
風
景
の
も
つ
態
の
空
間
的
連
続
の
感
覚
を
先
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立
て
る
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
こ
で
忘
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、
こ
の
空
間
的
連
続

の
感
覚
の
ほ
う
は
、
人
間
の
側
の
、
先
天
的
か
も
し
れ
な
い
が
一
種
の
思
い
込
み
の
よ
う
な
も
の
で
は
な

い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
人
間
の
視
覚
、
つ
ま
り
網
膜
に
映
る
画
像
は
テ
レ
ビ
の
画
像
と
同
じ
よ

う
に
、
小
さ
い
が
大
き
さ
の
あ
る
点
で
出
来
て
い
る
ん
で
す
ね
。
だ
か
ら
、
非
常
に
小
さ
い
距
離
は
、
同

じ
視
神
経
細
胞
の
中
へ
落
ち
て
識
別
で
き
な
い
。
二
点
識
別
の
限
界
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
こ
れ

を
そ
の
ま
ま
表
現
し
て
空
間
を
量
子
化
し
よ
う
な
ど
と
考
え
る
と
、
私
達
の
思
考
の
上
で
極
め
て
大
き
な

不
都
合
が
生
じ
ま
す
。そ
も
そ
も
空
間
を
完
全
な
粒
状
構
造
に
し
て
し
ま
う
と
、そ
の
中
に
位
置
す
る
「
も

の
」
が
Ａ
の
粒
か
ら
Ｂ
の
粒
へ
動
く
と
い
う
の
は
、
ど
ん
な
こ
と
に
な
る
の
で
し
ょ
う
。「
も
の
」
は
Ａ

で
一
旦
世
界
か
ら
消
滅
し
て
Ｂ
で
再
び
出
現
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
は
極
め
て
「
奇
怪
」
な
こ
と
で

す
。
最
近
も
大
森
荘
蔵
さ
ん
が
「
刹
那
仮
説
と
ア
キ
レ
ス
お
よ
び
観
測
問
題
―
そ
し
て
時
間
は
流
れ
な
い

―
」（『
現
代
思
想
』
特
集＝

教
育
に
何
が
で
き
る
か
〔
状
況
論
的
ア
プ
ロ
ー
チ
〕
一
九
九
一
、
六
月
号
、

一
九
三
〜
二
〇
〇
ペ
ー
ジ
）と
い
う
論
文
を
お
書
き
に
な
っ
て
、
こ
の
奇
怪
な
仮
説
に
敢
え
て
挑
戦
し
て

お
ら
れ
ま
す
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
最
後
に
ち
ょ
っ
と
批
評
し
ま
す
。

要
す
る
に
、
し
ば
し
ば
空
間
の
基
本
的
性
質
と
さ
れ
る
連
続
性
は
、
実
は
視
覚
か
ら
の
超
越
に
よ
る
理

想
化
の
結
果
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
そ
し
て
私
は
そ
の
連
続
性
の
原
型
を
、
記
憶
を
含
む
人
間
の

精
神
作
用
の
ほ
う
に
求
め
る
わ
け
で
す
。
い
ま
私
は
「
記
憶
」
と
言
い
切
ら
ず
に
「
記
憶
な
い
し
記
憶
を

含
む
精
神
作
用
」
と
口
を
濁
し
ま
し
た
が
、
ど
う
も
、
記
憶
と
期
待
、
時
間
空
間
の
分
離
、
概
念
形
成
の
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問
題
な
ど
な
ど
が
頭
か
ら
吹
っ
切
れ
て
い
な
い
よ
う
で
す
。
こ
こ
は
ス
パ
ッ
と
、
私
達
の
記
憶
な
る
も
の

は
概
念
形
成
の
作
用
と
と
も
に
深
く
人
間
精
神
の
根
底
に
喰
い
入
っ
て
い
る
ら
し
い
と
い
う
く
ら
い
で
満

足
す
る
こ
と
に
し
て
、
ち
ょ
う
ど
話
の
き
っ
か
け
も
出
来
た
こ
と
だ
し
、
こ
の
へ
ん
で
言
語
に
よ
る
表
現
、

特
に
数
学
と
い
う
特
殊
言
語
に
入
っ
て
い
く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。〔
こ
の
鼎
談
が
あ
っ
た
後
に
、
私
は

生
化
学
を
専
門
と
す
る
旧
友
川
出
由
巳
氏（
三
〇
）
に
会
っ
て
、
記
憶
作
用
の
生
化
学
的
現
況
を
訊
ね
て
み
た
。

彼
に
よ
る
と
、
記
憶
作
用
の
本
当
の
と
こ
ろ
は
も
ち
ろ
ん
分
か
っ
て
い
な
い
が
、
人
間
の
脳
は
事
柄
を
デ

ィ
ジ
タ
ル
化
し
て
、
つ
ま
り
デ
ィ
ス
ク
リ
ー
ト
な
信
号
と
し
て
「
記
憶
」
す
る
も
の
ら
し
い
。〕

ま
ず
最
初
に
、
最
も
基
本
的
な
《
数
》、
つ
ま
り
自
然
数
に
つ
い
て
一
言
し
ま
す
。
こ
れ
は
連
続
で
は

な
く
、
跳
び
跳
び
の
構
造
を
も
つ
こ
と
、
ま
た
そ
れ
が
本
来
、
目
に
見
え
る
も
の
で
な
い
こ
と
、
は
言
う

ま
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
目
に
見
え
る
の
は
個
々
の
数
の
例
に
す
ぎ
ず
、
数
詞
は
そ
れ
を
呼
び
出
す
た
め
の

象
徴
に
す
ぎ
な
い
の
で
す
か
ら
。
し
か
し
特
に
注
意
す
べ
き
は
、
こ
れ
も
ま
た
記
憶
と
深
い
繋
が
り
を
も

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
実
際
、
自
然
数
の
意
識
は
何
処
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
か
。
全
く
不

思
議
な
も
の
で
す
が
、
と
も
か
く
基
本
的
役
割
と
し
て
順
序
と
個
数
の
二
つ
を
表
わ
し
ま
す
。
と
こ
ろ
が
、

順
序
に
し
て
も
個
数
に
し
て
も
、
そ
れ
が
記
憶
に
基
づ
く
こ
と
は
疑
う
余
地
が
あ
り
ま
せ
ん
。
連
続
的
な

意
識
の
中
に
リ
ズ
ミ
ッ
ク
に
刻
ま
れ
る
記
憶
列
が
順
序
で
あ
り
、
連
続
的
な
視
野
あ
る
い
は
空
間
の
中
に

概
念
化
の
助
け
を
借
り
て
立
て
ら
れ
た
区
別
の
記
憶
が
個
数
な
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
そ
れ
ば
か
り
じ

ゃ
な
い
。
自
然
数
は
数
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
る
と
考
え
る
人
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、
例
え
ば
一
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か
ら
一
億
ま
で
の
数
を
順
に
数
え
て
ご
ら
ん
な
さ
い
。
ど
の
く
ら
い
の
時
間
が
か
か
る
か
。
概
算
で
分
か

る
こ
と
で
す
が
、
一
生
か
か
っ
て
も
駄
目
で
す
。
十
、
百
、・
・
・
と
、
違
っ
た
数
を
一
括
し
て
組
に
す

る
と
い
う
、
ま
た
し
て
も
記
憶
の
助
け
を
借
り
た
手
段
を
使
う
の
で
な
け
れ
ば
、
一
億
ど
こ
ろ
か
、
十
万
、

百
万
で
も
手
に
負
え
な
い
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
自
然
数
と
連
続
と
は
、
古
代
か
ら
現
代

に
至
る
ま
で
、
数
学
の
最
も
本
質
的
な
対
象
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
ゼ
ノ
ン
の
問
題
に
も
基
本
的
な

役
割
を
し
ま
す
。

多
少
と
も
理
論
的
な
言
葉
の
場
合
で
す
が
、「
言
葉
」
っ
て
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
を
他
の
概
念

か
ら
切
り
離
し
て
固
定
し
、
各
概
念
を
或
る
場
所
に
存
在
さ
せ
る
、
な
い
し
存
在
す
る
気
に
さ
せ
る
も
の

な
ん
で
す
ね
。
言
葉
の
象
微
作
用（sym

bolisation

）と
言
っ
て
も
よ
い
し
、
指
示
作
用

（denotation/désignation

）と
言
っ
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。
数
学
者
は
こ
ん
な
場
合
に
対
応

（correspondance

）と
い
う
言
葉
を
使
い
ま
す
が
、「
対
応
」
と
い
う
と
相
手
は
す
で
に
存
在
し
て
い
る
感

じ
な
の
に
、「
象
徴
」
は
未
だ
存
在
せ
ぬ
も
の
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
あ
る
よ
う
で
す
。

も
っ
と
も
言
語
に
は
概
念
と
論
理
で
処
理
で
き
る
面
の
他
に
詩
的
象
徴
な
ど
と
い
う
面
も
あ
り
ま
す
か

ら
、
多
少
の
留
保
は
必
要
で
し
ょ
う
。
た
だ
、
目
下
の
話
は
理
論
的
な
も
の
で
す
か
ら
、
こ
の
配
慮
は
省

略
し
て
も
よ
い
で
し
ょ
う
。

さ
て
そ
こ
で
、「
概
念
」
の
存
在
す
る
世
界
、
言
葉
と
論
理
の
世
界
を
、
以
下
で
は
仮
に
「
理
論
的
世

界
」
と
呼
び
ま
し
ょ
う
。
こ
の
世
界
は
、
そ
の
所
在
は
と
も
か
く
、
本
質
的
に
跳
び
跳
び
バ
ラ
バ
ラ
構
造
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（une
structure

discréte

）の
も
の
で
す
が
、
そ
こ
に
お
い
て
各
概
念
は
内
包
と
外
延
の
関
係
で
重
層
的
な

繋
が
り
を
も
っ
て
お
り
、
私
達
は
、
そ
の
繋
が
り
に
よ
っ
て
三
段
論
法
そ
の
他
の
論
理
を
操
る
こ
と
が
出

来
る
わ
け
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
い
ま
も
言
っ
た
と
お
り
、
言
葉
と
い
う
の
は
概
念
を
固
定
す
る
も
の
で
流

れ
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
さ
ら
に
言
葉
の
合
理
的
処
置
と
し
て
の
論
理
な
る
も
の
、
こ
れ
が
ま
た
、

バ
ラ
バ
ラ
構
造
を
そ
の
本
質
と
し
て
い
る
の
で
す
。
こ
れ
は
し
ご
く
当
た
り
前
の
こ
と
で
す
が
、
数
学
に

焦
点
を
置
い
て
い
ま
少
し
説
明
を
加
え
る
こ
と
に
し
ま
す
。

理
論
的
世
界
の
典
型
例
は
跳
び
跳
び
の
《
数
》（
実
は
自
然
数
）と
《
点
》
や
《
線
》
な
ど
の
数
学
的
図

形
で
す
ね
。
こ
れ
ら
に
は
大
き
さ
や
太
さ
が
な
い
。
だ
か
ら
、
見
え
る
は
ず
が
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
数

学
の
世
界
で
は
厳
然
と
存
在
し
、
こ
れ
ら
を
め
ぐ
っ
て
超
経
験
的
な
真
理
が
語
ら
れ
る
。
考
え
て
み
る
と

お
か
し
な
も
の
で
す
。
だ
か
ら
、
数
学
教
育
を
受
け
始
め
た
最
初
に
は
抵
抗
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
の
で

す
が
、
そ
の
う
ち
に
何
と
な
く
馴
れ
て
し
ま
う
の
で
す
か
ね
、
不
思
議
と
も
思
わ
な
く
な
る
ら
し
い
。
作

図
さ
れ
た
点
を
、
ひ
と
は
、
そ
の
位
置
に
あ
っ
て
だ
ん
だ
ん
小
さ
く
な
っ
た
極
限
状
態
と
し
て
、
心
の
眼

で
見
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
ま
す
が
。
要
す
る
に
数
学
的
対
象
に
は
、
強
い
て
言
え
ば
人
間
の
作
っ
た
擬

制
と
い
う
面
が
あ
る
。
が
、
そ
の
一
方
で
、
人
間
の
外
の
実
在
世
界
に
し
っ
か
り
と
足
を
据
え
て
も
い
る
。

数
学
と
い
う
学
問
に
つ
い
て
ま
ず
言
う
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
二
重
構
造
性
で
す
。
例
え
ば
数
学
的
な
《
点
》

を
、
人
間
の
感
覚
能
力
に
合
わ
せ
て
或
る
限
界
的
な
大
き
さ
を
も
つ
も
の
と
定
義
し
ま
す
と
、
早
速
、
例

え
ば
点
と
点
の
相
等
性
に
つ
い
て
差
し
障
り
が
出
て
き
ま
す
。
大
き
さ
の
あ
る
二
点
は
、
完
全
に
重
な
り
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合
っ
た
と
き
に
相
等
し
い
と
言
い
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
そ
の
と
き
に
は
、
点
の
《
縁
》
と
い
う
、
限
界

的
大
き
さ
を
下
回
る
も
の
を
持
ち
込
む
こ
と
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
両
者
が
或
る
程
度
重
な
っ
て
い
る
状
態

を
「
相
等
」
と
決
め
て
も
同
じ
こ
と
で
す
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
等
し
か
っ
た
も
の
が
ち
ょ
っ
と
角
度
を

変
え
て
み
る
と
等
し
く
な
く
な
っ
た
り
す
る
の
み
な
ら
ず
、
Ａ
と
Ｂ
が
或
る
程
度
重
な
っ
て
「
相
等
」、

Ｂ
と
Ｃ
も
同
じ
く
「
相
等
」
で
あ
る
け
れ
ど
、
Ａ
と
Ｃ
と
は
「
相
等
」
に
な
ら
ぬ
程
度
に
離
れ
て
い
る
こ

と
も
起
こ
り
え
ま
す
。
数
学
で
使
う
点
に
大
き
さ
が
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
れ
が
、
こ
う
い
う
意
味
で
、

視
覚
を
超
越
し
た
作
り
も
の
の
世
界
、
擬
制
的
世
界
の
も
の
だ
か
ら
で
す
。

と
こ
ろ
で
、
擬
制
に
せ
よ
何
に
せ
よ
、
数
学
は
人
類
の
創
り
え
た
最
初
の
理
論
的
世
界
と
し
て
、
し
ば

し
ば
普
遍
的
・
絶
対
的
な
真
理
の
体
系
な
ど
と
呼
ば
れ
ま
す
。
こ
の
こ
と
の
当
否
や
根
拠
づ
け
は
と
も
か

く
、
ひ
と
つ
確
か
な
こ
と
と
し
て
、
数
学
の
対
象
と
そ
の
構
造
が
そ
の
よ
う
に
整
理
で
き
る
、
或
る
意
味

で
単
純
な
も
の
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
言
え
ま
し
ょ
う
。
要
す
る
に
、
数
学
が
最
初
に
で
き
た
理
論
的
世

界
で
他
の
学
問
に
な
い
普
遍
的
真
理
を
扱
え
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
単
純
性
に
由
来
す
る
と
も
言
え
る
わ

け
で
す
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
た
の
は
実
に
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
の
重
さ
は

十
二
分
に
評
価
さ
れ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
の
こ
と
の
実
現
に
つ
い
て
は
、
ま
た
一
つ
重
大
な
条
件
が
あ
る
。
そ
れ
は
今
日
の
立
場
で
言
え
ば
、

公
理
的
構
成
と
い
う
こ
と
で
す
。
例
え
ば
《
点
》
の
定
義
を
追
求
す
る
と
、
無
限
背
進
に
陥
る
。
そ
れ
を

ど
こ
か
で
納
得
す
る
か
、
約
束
事
と
割
り
切
っ
て
、
そ
の
無
限
背
進
を
ど
こ
か
で
ポ
ン
と
断
ち
切
っ
た
も
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の
、
こ
れ
が
今
日
、
数
学
者
が
物
事
の
「
定
義
」、
物
事
の
関
係
た
る
「
公
理
」
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
っ
て
、

そ
こ
か
ら
概
念
の
環
を
辿
っ
て
ゆ
く
ス
テ
ッ
プ
が
論
理
的
理
論
的
体
系
で
あ
る
わ
け
で
す
。
現
代
数
学
に

お
い
て
「
定
義
」「
公
理
」
は
決
し
て
自
明
の
説
明
や
真
理
で
は
な
く
、
一
部
の
用
語
を
意
識
的
に
無
定

義
の
ま
ま
に
し
て
読
者
の
自
由
な
解
釈
の
余
地
を
残
し
た
一
種
の
約
束
事
と
解
さ
れ
て
い
ま
す
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
論
理
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ま
た
本
質
的
に
例
の
ス
テ
ッ
プ
・
バ
イ
・
ス
テ
ッ
プ
の
バ

ラ
バ
ラ
構
造
を
も
っ
て
い
ま
す
。
と
い
う
意
味
は
、
例
え
ば
三
段
論
法
で
言
い
ま
す
と
、

「
Ａ
」（
か
つ
）「
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
」、（
故
に
）「
Ｂ
」

と
い
う
ふ
う
に
跳
び
跳
び
に
進
行
す
る
。「
Ａ
で
あ
る
」
や（
か
つ
）や
「
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
」
を
見
守
っ
て
い

る
う
ち
に
、
流
れ
る
よ
う
に
そ
れ
ら
が
融
合
し
て
、（
故
に
）や
「
Ｂ
で
あ
る
」
が
出
現
す
る
わ
け
じ
ゃ
な

い
。「
Ａ
で
あ
る
」
の
と
こ
ろ
で
、
い
わ
ば
時
計
が
止
ま
る
。
次
に
ポ
ン
と
時
計
の
針
が
跳
ん
で
、（
か
つ
）

「
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
で
あ
る
」
で
、
も
う
一
度
時
計
が
止
ま
る
。
そ
し
て
ま
た
ポ
ン
と
、（
故
に
）「
Ｂ
で
あ
る
」

に
飛
躍
す
る
。
こ
れ
は
概
念
の
ポ
ツ
ポ
ツ
性（discreteness

）と
同
根
の
こ
と
で
、「
言
語
表
現
の
本
質
的

ポ
ツ
ポ
ツ
性
」
を
規
定
す
る
も
の
、
と
私
は
考
え
て
い
ま
す
。

問
題
は
例
の
《
永
遠
の
今
》
を
人
間
の
言
語
は
表
現
し
き
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
第
一
に
言
語
表

現
自
身
が
そ
の
《
今
》
の
中
を
流
れ
て
ゆ
く
の
だ
か
ら
、
そ
こ
に
絶
対
的
な
無
理
が
あ
り
ま
す
。
第
二
に

言
語
の
本
質
的
な
デ
ィ
ス
ク
リ
ー
ト
ネ
ス
を
考
慮
す
る
と
、
無
理
が
二
重
に
な
り
ま
す
。
私
は
こ
こ
で
ジ

ョ
イ
ス（
三
一
）
の
『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
の
こ
と
と
、
特
に
『
荘
子
』（
三
二
）
に
い
う
渾
沌
の
話
を
考
え
て
い
ま
す
。
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こ
れ
は
『
荘
子
内
篇
』
最
後
の
「
応
帝
王
篇
」
の
一
番
最
後
の
章
に
出
て
く
る
も
の
で
、
渾
沌
さ
ん
に
厚

し
ゅ
く

こ
つ

遇
さ
れ
た
!
さ
ん
と
忽
さ
ん
が
渾
沌
さ
ん
に
自
分
達
み
た
い
な
目
耳
鼻
口
の
七
つ
の
ア
ナ
が
な
い
の
を
見

あ
な

て
、
お
礼
の
つ
も
り
で
毎
日
一
つ
ず
つ
竅
を
開
け
た
ら
、「
七
日
ニ
シ
テ
渾
沌
死
ス
」
と
い
う
話
で
す
。

し
ゅ
く

こ
つ

!
も
忽
も
「
た
ち
ま
ち
」
の
意
味
。
私
は
こ
れ
を
《
今
・
こ
こ
》
と
解
釈
し
て
、「
流
れ
る
《
今
》」
が
そ

れ
に
よ
っ
て
静
止
さ
せ
ら
れ
る
と
と
も
に
そ
の
本
質
が
殺
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
読
ん
で
い
る
の
で
す
。

さ
て
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
に
つ
い
て
考
え
る
場
合
、
こ
の
第
二
の
条
件
が
決
定
的
に
利
い
て
く
る
こ
と
は

十
分
推
測
で
き
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
に
は
事
柄
が
論
理
的
に
進
め
ら
れ
る
の
で
、
詩
的
象
徴
な

ど
に
関
わ
る
留
保
は
要
り
ま
せ
ん
。
幾
何
学
で
は
線
分
の
存
在
を
「
定
義
」
と
し
て
前
提
あ
る
い
は
仮
定

し
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
、
ゼ
ノ
ン
の
運
動
否
定
論
を
配
慮
し
た
「
仮
定
」
で
あ
ろ
う
と
す
る
説
さ
え
あ

る
く
ら
い
で
、
こ
れ
を
軽
々
に
運
動
の
軌
跡
と
は
言
え
な
い
で
し
ょ
う
。
前
に
言
っ
た
よ
う
な
そ
こ
へ
の

点
の
出
入
り
な
ど
、
記
述
で
き
な
く
て
当
然
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
《
永
遠
の
今
》
を
言
語
的
記
述
が
繋
ぎ

と
め
ら
れ
な
い
と
言
う
と
き
の
第
二
の
理
由
と
同
質
の
こ
と
に
す
ぎ
ま
せ
ん
。

さ
て
、
今
度
は
数
学
に
つ
い
て
二
、
三
の
注
意
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ま
ず
、
数
学
の
モ
デ
ル
性
で

す
。
数
学
で
理
論
モ
デ
ル
と
い
う
の
は
、
経
験
的
現
実
に
つ
い
て
一
つ
の
数
学
的
解
釈
を
施
し
、
そ
れ
を

数
学
の
理
論
に
よ
っ
て
表
現
し
た
も
の
を
指
し
ま
す
。
理
論
モ
デ
ル
の
展
開
や
検
討
は
純
理
論
的
に
行
な

わ
れ
ま
す
が
、
そ
れ
が
本
当
に
現
実
世
界
の
モ
デ
ル
に
な
っ
て
い
る
か
は
、
要
所
要
所
で
理
論
的
帰
結
と

経
験
的
現
実
と
が
合
う
か
ど
う
か
、
チ
ェ
ッ
ク
し
ま
す
。
そ
れ
で
モ
デ
ル
が
改
良
さ
れ
る
場
合
が
あ
る
か
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と
思
う
と
、
モ
デ
ル
の
つ
も
り
が
空
理
空
論
だ
っ
た
と
い
う
こ
と
も
あ
る
わ
け
で
す
。
し
か
し
実
は
、
こ

れ
は
理
論
的
学
問
一
般
の
本
質
的
な
性
格
で
あ
っ
て
、
数
学
的
な
《
点
》
な
ど
も
感
覚
的
点
の
モ
デ
ル
で

す
し
、「
定
義
」
や
「
公
理
」
を
理
論
体
系
の
前
提
的
規
約
あ
る
い
は
仮
定
と
す
る
考
え
も
、
ま
さ
に
こ

の
線
の
も
の
な
の
で
す
。
数
学
が
理
論
的
学
問
の
典
型
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
の
も
、
こ
の
割
り
切
り
方
が

う
ま
く
行
っ
て
い
る
か
ら
で
、
そ
の
原
因
は
数
学
の
対
象
が
元
来
そ
の
よ
う
に
割
り
切
り
や
す
い
も
の
だ

っ
た
た
め
と
言
え
る
。
こ
れ
は
す
で
に
注
意
し
ま
し
た
。

数
学
の
モ
デ
ル
的
性
格
か
ら
の
帰
結
と
し
て
、
数
学
に
は
心
の
内
と
外
、
理
論
界
と
経
験
界
の
つ
な
ぎ

と
し
て
種
々
の
可
能
的
関
係
の
現
れ
る
余
地
が
生
じ
ま
す
。
幾
何
学
を
例
と
し
て
説
明
し
ま
し
ょ
う
。
私

達
の
よ
く
知
っ
て
い
る
普
通
の
幾
何
学
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
呼
ば
れ
、
一
直
線
と
そ
の
外
の
一
点

に
対
し
、
そ
の
点
を
通
る
平
行
線
は
一
本
だ
け
引
け
る
こ
と
を
公
理
と
し
て
要
請
し
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ

が
、
こ
の
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
他
の
公
理
は
そ
の
ま
ま
に
し
な
が
ら
、
平
行
線
が
一
つ
も
引
け
な
い

と
い
う
公
理
を
立
て
た
幾
何
学
や
、
そ
れ
が
無
数
に
引
け
る
と
い
う
公
理
を
立
て
た
幾
何
学
が
作
ら
れ
ま

し
た
。
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
呼
ば
れ
ま
す
。
十
九
世
紀
の
こ
と
で
、
一
つ
の
経
験
的
現
実
に
対
し

て
三
種
類
の
理
論
が
現
れ
た
わ
け
で
す
。
ど
れ
が
正
し
い
か
、
こ
の
答
は
理
論
的
に
は
得
ら
れ
ま
せ
ん
で

し
た
。
現
に
、
一
直
線
に
伸
び
た
レ
ー
ル
を
思
い
お
こ
す
と
、「
平
行
線
な
し
」
と
い
う
「
公
理
」
も
一

応
も
っ
と
も
に
聞
こ
え
ま
す
し
、
事
実
、
三
者
は
一
蓮
托
生
の
関
係
に
あ
り
、
ど
れ
か
に
矛
盾
が
現
れ
た

ら
、
そ
の
矛
盾
は
他
の
二
つ
に
も
現
れ
る
と
い
う
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
か
ら
で
す
。
し
か
し
現
実
と
の
関
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係
と
な
る
と
、
三
者
三
様
の
意
味
が
あ
り
ま
す
。
早
い
話
が
、
家
を
建
て
る
の
に
は
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何

学
が
い
ち
ば
ん
有
効
で
す
。
し
か
し
二
つ
の
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
ほ
う
も
け
っ
こ
う
利
用
の
道
は

あ
り
ま
し
て
、
例
え
ば
相
対
性
理
論
の
舞
台
と
し
て
は
、
局
面
に
よ
っ
て
、
そ
の
ど
ち
ら
か
が
適
切
に
使

わ
れ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
話
は
、
理
論
モ
デ
ル
の
例
に
な
る
と
と
も
に
、
今
日
の
数
学
で
い
う
「
メ
タ
理
論
」
の
よ
い
例
に

も
な
り
ま
す
。
メ
タ
理
論
と
い
う
の
は
、
数
学
の
一
つ
ま
た
は
い
く
つ
か
の
理
論
を
対
象
と
す
る
、
い
わ

ば
高
次
の
理
論
で
す
。「
メ
タ
」
と
い
う
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
〈M

etaphysics

〉（
形
而
上
学
）の

〈m
eta

〉
で
、「
〜
の
後
の
」「
〜
に
つ
づ
く
」「
〜
に
つ
い
て
」
と
い
う
意
味
で
す
。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾

何
学
が
矛
盾
を
含
ま
な
い
、
つ
ま
り
、
そ
の
体
系
に
お
い
て
は
矛
盾
の
導
か
れ
る
可
能
性
が
全
く
な
い
、

と
い
う
よ
う
な
主
張
は
、こ
の
幾
何
学
の
中
の
命
題
で
は
あ
り
え
ま
せ
ん
ね
。こ
れ
は
こ
の
幾
何
学
に
〈
つ

い
て
〉
の
定
理
だ
か
ら
、
メ
タ
定
理
で
あ
り
、
そ
の
際
の
証
明
は
メ
タ
証
明
、
そ
し
て
こ
の
理
論
は
一
つ

の
メ
タ
理
論
と
い
う
わ
け
で
す
。
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
二
種
類
の
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
が
「
一

蓮
托
生
」
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
主
張
も
、
も
ち
ろ
ん
、
メ
タ
定
理
で
す
。

数
学
の
話
が
続
き
ま
し
た
が
、
こ
れ
は
脇
道
で
は
な
く
、
要
す
る
に
「
泥
棒
の
昼
寝
」
で
、
当
て
の
あ

る
話
な
の
で
す
。

Ｘ
氏

だ
れ
か
さ
ん
も
昼
寝
な
さ
っ
て
る
よ
う
で
す
が
・
・
・

村
田

え
？

い
や
、「
泥
棒
」
は
こ
れ
か
ら
出
発
だ
か
ら
、
い
い
ん
で
す
。
と
も
か
く
私
の
意
図
は
、
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モ
デ
ル
理
論
と
メ
タ
理
論
を
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
の
考
察
に
使
え
な
い
だ
ろ
う
か
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の

で
す
。
メ
タ
理
論
は
な
か
な
か
有
効
で
す
が
、
一
つ
間
違
う
と
パ
ラ
ド
ク
ス
を
惹
き
起
こ
し
か
ね
ま
せ
ん
。

例
え
ば
有
名
な
エ
ピ
メ
ニ
デ
ス
の
逆
理
、「
ク
レ
タ
人
の
言
う
こ
と
み
ん
な
嘘
」
と
い
う
の
は
、
言
っ
た

本
人
が
ク
レ
タ
人
だ
か
ら
生
じ
た
パ
ラ
ド
ク
ス
で
す
。「
私
の
言
う
こ
と
み
ん
な
嘘
」
と
私
が
言
え
ば
、

も
っ
と
簡
明
で
す
。
本
人
は
こ
の
言
葉（
メ
タ
言
語
）を
普
通
の
言
葉（
対
象
言
語
）か
ら
切
り
離
し
て
口
に

し
た
つ
も
り
で
し
ょ
う
が
、「

」
の
中
の
言
葉
が
本
当
な
ら
、
そ
の
言
葉
自
体
が
そ
の
内
容
を
裏
切
っ

て
い
る
わ
け
だ
し
、「

」
の
中
ま
で
が
嘘
な
ら
ば
、「
そ
れ
じ
ゃ
嘘
で
な
い
こ
と
も
言
う
の
だ
な
」
と
い

う
こ
と
に
な
り
、
ど
っ
ち
に
転
ん
で
も
救
わ
れ
ま
せ
ん
。
こ
の
混
乱
は
、
メ
タ
の
は
ず
の
言
葉
が
対
象
言

語
の
中
に
自
己
引
照
さ
れ
て
生
じ
た
も
の
と
説
明
さ
れ
ま
す
。

も
っ
と
も
、
私
は
別
に
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
が
自
己
引
照
的
矛
盾
を
含
ん
で
い
る
と
思
っ
て
い
る
の
で
は

あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
逆
理
の
文
言
自
身
を
、
な
い
し
は
逆
理
を
も
と
に
し
て
作
っ
た
数
学
的
モ
デ
ル

を
対
象
言
語
と
し
て
、
そ
こ
に
メ
タ
的
吟
味
を
加
え
て
み
て
は
ど
う
か
と
考
え
て
い
る
の
で
す
。
た
だ
し
、

ま
だ
十
分
に
固
ま
っ
た
議
論
で
は
な
い
の
で
、
あ
ち
こ
ち
に
ア
ナ
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
点

は
お
許
し
下
さ
い
。
そ
こ
で
、
と
も
か
く
本
論
に
入
り
ま
す
。

ま
ず
、
こ
れ
は
言
わ
ず
も
が
な
の
こ
と
で
す
が
、《
永
遠
の
今
》
と
の
関
連
に
お
い
て
〈
飛
矢
〉
の
パ

ラ
ド
ク
ス
の
一
つ
の
処
理
法
に
つ
い
て
一
言
し
ま
し
ょ
う
。
そ
れ
は
実
は
簡
単
で
す
。
矢
は
そ
の
《
今
》

に
お
い
て
「
止
ま
っ
て
い
る
」
と
言
え
る
の
で
す
か
ら
。
少
な
く
と
も
、
《
今
》
が
不
動
で
あ
る
か
ぎ
り
、
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矢
も
「
不
動
」
な
わ
け
で
す
か
ら
。

山
川

し
か
し
先
生
は
さ
き
ほ
ど
、「
自
他
の
差
別
、
時
間
や
空
間
の
差
別
、
連
続
と
不
連
続
、
変
化
と

不
変
、
運
動
と
不
動
な
ど
の
差
別
、
そ
れ
ら
一
切
の
差
別
以
前
の
或
る
無
意
識
な
流
れ
」
を
先
生
の
《
永

遠
の
今
》
で
あ
る
と
言
わ
れ
ま
し
た
。
す
る
と
、
そ
の
《
今
》
は
、《
動
》
と
《
不
動
》
を
と
も
に
超
越

し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、
そ
の
《
永
遠
の
今
》
に
お
い
て
、
矢
は
「
動
」
い
て
い
る
と
も
「
不
動
」
で
あ

る
と
も
言
え
な
い
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。

村
田

こ
れ
は
ま
ず
い
！

―
こ
の
脈
絡
で
は
、「
今
が
動
い
て
い
る
な
ら
、
矢
も
動
い
て
い
る
」
と

い
う
選
択
肢
が
い
り
ま
す
ね
。
―
し
か
し
そ
れ
じ
ゃ
〈
飛
矢
〉
を
処
理
し
た
こ
と
に
な
ら
な
い
。「
不
動

ノ
矢
ハ
我
ヲ
貫
キ
ヌ
！

」
か
。
こ
れ
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
で
し
た
か
ね
。

山
川

ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
「
海
辺
の
墓
地
」。

村
田

墓
地
か
、
象
徴
的
だ
な
ア
。
放
た
れ
た
矢
、
放
た
れ
た
言
葉
は
回
収
す
る
こ
と
不
可
能
で
す

が
・
・
・
。「《
今
》
に
お
い
て
矢
は
流
れ
る
と
と
も
に
止
ま
っ
て
い
る
」
と
で
も
言
い
ま
す
か
。
そ
れ
と

も
こ
の
一
件
、
な
か
っ
た
こ
と
に
し
ま
す
か
ネ
。

山
川

「
流
れ
る
と
と
も
に
止
ま
っ
て
い
る
」
と
は
、
ま
さ
に
逆
説
の
極
み
で
す
ね
。
そ
れ
こ
そ
ゼ
ノ
ン

の
逆
理
の
罠
に
軟
着
陸
し
た
こ
と
に
な
り
ま
せ
ん
で
し
ょ
う
か
。
お
そ
ら
く
ゼ
ノ
ン
な
ら
、
間
接
証
明
の

行
儀
作
法
に
し
た
が
っ
て
こ
う
言
う
で
し
ょ
う
。「
矢
、
そ
れ
は
、
あ
な
た
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
流
れ
る

と
と
も
に
止
ま
っ
て
い
る
」「
こ
れ
は
矛
盾
で
あ
る
」「
し
た
が
っ
て
、
流
れ
る
と
仮
定
さ
れ
た
矢
は
止
ま
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っ
て
い
る
」
と
。
む
し
ろ
「
矢
は
《
動
》・《
不
動
》
以
前
の
も
の
と
し
て
あ
る
」
と
言
っ
て
い
た
だ
け
る

な
ら
、
分
か
り
ま
す
。
禅
の
公
案
に
言
う
「
父
母
未
生
以
前
」
み
た
い
な
も
の
で
す
。
そ
う
す
れ
ば
、
先

生
が
先
に
言
わ
れ
た
「
流
れ
る
《
今
》」
と
の
整
合
性
も
保
た
れ
ま
し
ょ
う
。
つ
ま
り
、「
飛
矢
」
に
つ
い

て
は
、
ゼ
ノ
ン
の
よ
う
に
「
飛
矢
は
静
止
し
て
い
る
」
と
立
論
す
る
こ
と
も
、
ま
た
、「
飛
矢
は
動
い
て

い
る
」
と
立
論
す
る
こ
と
も
、
と
も
に
、「
不
立
文
字
」
な
る
超
越
的
領
域
に
あ
る
《
永
遠
の
今
》
に
あ

っ
て
は
無
意
味
で
あ
る
、
と
突
っ
放
す
の
で
す
。

村
田

あ
り
が
と
う
。
私
の
言
い
た
か
っ
た
こ
と
を
、
う
ま
く
言
っ
て
も
ら
っ
た
感
じ
で
す
。《
永
遠

の
今
》
に
あ
っ
て
は
、
矢
に
つ
い
て
動
・
不
動
を
あ
げ
つ
ら
う
こ
と
は
無
意
味
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
、

は
ぐ
ら
か
し
に
聞
こ
え
ま
し
ょ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
こ
う
し
た
答
え
は
、
数
学
な
り
物
理
学
な
り
の
枠

組
み
の
中
で
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
に
答
え
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
ね
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
枠
組
み

自
体
、
す
で
に
述
べ
ま
し
た
よ
う
に
、《
永
遠
の
今
》
か
ら
隔
た
る
こ
と
、
す
で
に
千
歩
万
歩
な
の
で
す

か
ら
。
た
だ
し
、
物
理
で
い
う
「
時
刻
ｔ
に
お
け
る
動
点
の
位
置
を
Ｓ（
ｔ
）と
し
、・
・
・
」
な
ど
と
い

っ
た
表
現
は
、
案
外
こ
れ
に
近
い
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
。
た
だ
し
こ
の
場
合
も
、
他
の
三
つ
の
逆
理
を

処
理
し
て
お
か
な
い
と
、
「
点
が
集
ま
っ
て
線
に
な
る
か
」
と
い
う
、
例
の
難
問
が
攻
め
寄
せ
て
き
ま
す
。

た
だ
、
こ
れ
に
近
い
説
を
立
て
た
人
が
い
ま
す
。
イ
タ
リ
ア
の
カ
ロ
ジ
ェ
ロ（
三
三
）
と
い
う
古
典
学
者
で

す
。
彼
は
、
時
間
を
或
る
長
さ
か
ら
な
る
と
見
な
い
で
も
、
そ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
処
理
で
き
る
と
考
え
ま

し
た
。
要
す
る
に
彼
は
、
エ
レ
ア
学
派
の
基
本
原
理
を
「
不
動
の
存
在
、
即
、
現
存
」
と
解
釈
し
、〈
飛
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ぶ
矢
〉
に
関
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
章
句
を
、「
今
と
い
う
瞬
間
に
存
在
す
る
か
ら
不
動
」
な
の
で
は

な
く
、「
現
に
存
在
す
る
か
ら
不
動
の
存
在
」
な
の
だ
と
説
こ
う
と
し
た
の
で
す
。

山
川

カ
ロ
ジ
ェ
ロ
の
こ
と
は
私
も
い
く
ぶ
ん
か
知
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
「
現
存
」
と
い
う
の
は
何
の

こ
と
で
す
か
。「
エ
オ
ン（

）」
に
つ
い
て
言
っ
て
い
る
の
で
す
か
。

村
田

「
エ
オ
ン
」
だ
と
思
い
ま
す
。
実
は
、「
飛
矢
」
の
章
句
の
解
釈
に
は
い
ろ
い
ろ
問
題
が
あ
る
よ

う
で
、
こ
の
解
釈
も
案
外
、
的
を
射
た
も
の
か
も
し
れ
な
い
の
で
す
が
、
以
下
、
こ
の
解
釈
は
無
視
し
ま

す
。
な
お
、
カ
ロ
ジ
ェ
ロ
の
説
に
つ
い
て
は
、
前
に
挙
げ
た
拙
論
「
ギ
リ
シ
ア
数
学
史
に
お
け
る
ゼ
ノ
ン
」

に
少
し
書
い
て
あ
り
ま
す
。

さ
て
、
今
度
は
、
運
動
と
い
う
普
通
の
経
験
的
現
実
に
対
置
さ
れ
た
数
学
的
モ
デ
ル
を（
表
現
）と
い
う

形
で
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
を
考
え
る
こ
と
に
し
ま
す
。
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
は
、
と
も
か
く
も
概
念
化
さ
れ
た
理
論

で
す
。
そ
こ
で
、
こ
れ
を
運
動
の
数
学
的
モ
デ
ル
と
見
た
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
「
現

実
」
と
合
い
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
現
実
の
「
運
動
」
に
対
す
る
理
論
モ
デ
ル
と
し
て
不
適
切
で
す
。
し
た
が

っ
て
こ
れ
を
運
動
モ
デ
ル
に
す
る
訳
に
は
行
か
な
い
。
こ
れ
は
堂
々
た
る
議
論
で
す
が
、
昔
に
も
あ
っ
た

と
い
う
「
立
っ
て
歩
い
て
み
せ
る
と
い
う
か
た
ち
で
ゼ
ノ
ン
を
論
破
し
た
」
の
と
少
し
も
違
っ
て
い
ま
せ

ん
、
た
だ
、
今
日
の
モ
デ
ル
論
を
傘
に
着
て
開
き
直
れ
ば
、
ゼ
ノ
ン
の
運
動
不
能
論
も
、
そ
の
上
に
辻
褄

の
合
う
理
論
が
で
き
る
の
な
ら
ば
、
運
動
に
関
す
る
一
つ
の
理
論
モ
デ
ル
と
し
て
な
ら
ば
許
さ
れ
る
で
し

ょ
う
。
勿
論
、
現
実
と
合
う
、
合
わ
ぬ
、
は
論
外
と
し
て
の
話
。
む
し
ろ
そ
ん
な
理
論
モ
デ
ル
を
で
っ
ち
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上
げ
る
方
が
問
題
で
す
が
・
・
・
。「
な
る
ほ
ど
、
そ
う
い
う
モ
デ
ル
も
で
き
ま
す
な
。
あ
ま
り
役
に
立

ち
そ
う
も
な
い
け
れ
ど
」
と
言
え
ば
済
む
こ
と
で
す
。
こ
こ
で
少
し
憎
ま
れ
口
を
き
き
ま
す
と
、
今
日
の

数
学
に
だ
っ
て
そ
の
種
の
空
理
空
論
は
あ
り
そ
う
に
思
え
る
く
ら
い
で
す
。
本
音
を
言
う
と
、
私
は
こ
の

解
決
は
シ
ャ
レ
て
い
る
と
思
い
ま
す
。
た
だ
し
、
今
日
は
こ
れ
で
は
許
し
て
も
ら
え
な
い
で
し
ょ
う
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
線
に
は
な
お
一
つ
言
う
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
ゼ
ノ
ン
自
身
、
運
動
を
認
め
て

い
た
じ
ゃ
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
実
際
、
彼
の
運
動
否
定
論
は
、「
ア
キ
レ
ス
が
追
い
つ
け
ば
」
と

か
「
競
技
場
で
す
れ
違
え
ば
」
と
か
、
運
動
と
い
う
現
象
を
見
た
経
験
の
上
で
、
そ
れ
を
承
認
し
て
も
の

を
言
っ
て
い
る
と
解
さ
れ
ま
す
。
昨
日
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
つ
い
て
平
井
先
生
が
お
っ
し
ゃ
っ
た
と
こ
ろ
に
よ

る
と
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
も
そ
う
い
う
こ
と
を
指
摘
し
た
と
い
う
こ
と
で
す
か
ら
、
こ
の
解
釈
、
必
ず
し
も
独

り
よ
が
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
こ
れ
だ
け
で
は
何
と
い
う
こ
と
も
な
い
。「
だ
か
ら
ど
う
な
ん

だ
」
と
言
わ
れ
る
の
が
落
ち
で
し
ょ
う
。
そ
こ
で
い
よ
い
よ
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
を
、
現
実
の
「
運
動
」
を
先

立
て
な
い
形
で
、
つ
ま
り
一
つ
の
理
論
的
な
運
動
否
定
論
と
い
う
形
で
、
問
題
に
し
て
考
え
て
ゆ
き
ま
し

ょ
う
。

ゼ
ノ
ン
の
逆
理
は
四
つ
あ
り
、
そ
の
ど
れ
も
が
連
続
的
運
動
に
関
係
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
前
に
言
っ

た
よ
う
に
、
も
し
連
続
的
運
動
の
原
型
が
《
今
》
と
そ
の
記
憶
に
あ
る
と
し
ま
す
と
、《
今
》
が
言
葉
で

表
現
で
き
な
い
と
い
う
事
情
は
、
こ
の
連
続
的
運
動
の
場
合
に
も
或
る
程
度
再
現
さ
れ
ま
し
ょ
う
。
前
に

言
っ
た
こ
と
を
繰
り
返
し
ま
す
と
、
言
葉
そ
の
も
の
が
《
今
》
の
中
で
発
せ
ら
れ
て
、
い
わ
ば
《
今
》
の
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後
を
追
う
だ
け
と
い
う
事
情
が
あ
り
、
そ
れ
を
し
ば
ら
く
お
く
と
し
て
も
、
本
来
、discrete

な
概
念
し

か
扱
え
な
い
言
葉
な
る
も
の
は
、《
今
》
の
流
れ
、
或
い
は
む
し
ろ
《
流
れ
ゆ
く
今
》
を
静
止
さ
せ
る
こ

と
に
よ
っ
て
し
か
、
そ
れ
を
自
分
の
世
界
、
つ
ま
り
私
の
言
う
理
論
的
世
界
に
写
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

言
葉
で
静
止
さ
せ
ら
れ
て
言
葉
の
世
界
に
映
し
出
さ
れ
て
し
ま
う
と
、
運
動
は
殺
さ
れ
、
数
学
的
点
か
ら

の
連
続
者
の
生
成
、
つ
ま
り
時
刻
か
ら
の
時
間
の
生
成
、
空
間
的
拡
が
り
の
生
成
、
そ
う
い
っ
た
こ
と
は

出
来
な
く
な
る
。

山
川

〔
独
白
ぎ
み
に
〕
や
は
り
《
今
》
は
動
い
て
い
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
の
か
な
・
・
・
。

村
田

え
？

あ
あ
、
連
続
的
運
動
の
原
型
が
《
今
》
と
そ
の
記
憶
に
あ
る
と
す
る
と
、
と
い
う
話
で
す
。

意
識
が
、
と
い
う
か
、
む
し
ろ
記
憶
作
用
自
身
が
記
憶
の
「
流
れ
」
を
見
て
い
る
と
で
も
言
い
ま
し
ょ
う

か
、
渾
沌
に
、
も
う
眼
鼻
を
付
け
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
要
す
る
に
、
概
念
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
理
論

的
モ
デ
ル
に
は
、
連
続
者
の
表
現
に
本
質
的
に
無
理
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
が
理
論
的
モ
デ
ル
と
い
う

視
点
か
ら
見
た
と
き
の
私
の
一
般
的
結
論
で
す
が
、
こ
う
言
い
切
る
と
、
何
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん

ね
。
平
井
先
生
の
指
摘
さ
れ
た
と
お
り
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
も
そ
れ
く
ら
い
の
こ
と
は
言
っ
て
い
る
そ
う
で
す

し
、
私
に
し
て
も
、
こ
れ
が
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
議
論
の
埒
内
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
承
知
し
て
い
ま
す
。
た

だ
、
せ
っ
か
く
数
学
の
中
か
ら
モ
デ
ル
理
論
な
ど
持
ち
出
し
た
の
で
す
か
ら
、
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
メ

タ
理
論
的
吟
味
を
加
え
る
こ
と
に
致
し
ま
す
。

メ
タ
言
語
で
の
議
論
の
要
点
は
、
ふ
だ
ん
使
っ
て
い
る
な
ん
ら
か
の
意
味
で
具
体
的
な
言
語（
対
象
言
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語
）と
、
そ
の
言
語
に
つ
い
て
述
べ
る
一
段
高
い
立
場
の
言
語（
メ
タ
言
語
）と
を
区
別
し
、
そ
れ
ら
の
混

用
に
よ
っ
て
混
乱
が
起
こ
ら
ぬ
よ
う
気
を
付
け
よ
う
と
い
う
点
に
あ
り
ま
す
。
前
に
自
己
引
証
が
パ
ラ
ド

ク
ス
を
生
む
例
を
説
明
し
ま
し
た
が
、
こ
こ
で
は
対
象
言
語
と
メ
タ
言
語
と
の
区
別
を
も
っ
と
細
か
く
し

て
、
そ
れ
が
ゼ
ノ
ン
の
四
つ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
の
吟
味
に
使
え
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
を
注
意
し
ま
す
。
―
あ

る
い
は
メ
タ
言
語
と
言
う
の
は
大
袈
裟
で
、
も
っ
と
よ
い
呼
び
名
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
し
ば
ら

く
こ
の
ま
ま
続
け
ま
す
。

こ
の
視
点
か
ら
、
先
ず
「
ア
キ
レ
ス
」
を
取
上
げ
ま
す
。
こ
れ
は
、
有
限
の
ス
テ
ッ
プ
で
止
め
る
場
合

に
は
パ
ラ
ド
ク
ス
に
な
ら
な
い
。
ア
キ
レ
ス
を
Ａ
、
亀
を
Ｔ
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
最
初
の
位
置
を
Ａ
０

、

Ｔ
０

と
し
ま
す
。
で
、
Ａ
が
Ａ
０

か
ら
Ｔ
０

ま
で
行
く
と
、
Ｔ
は
Ｔ
０

か
ら
少
し
先
の
Ｔ
１

ま
で
行
く
。

Ａ
が
Ｔ
１

ま
で
行
く
と
、
Ｔ
は
Ｔ
２

ま
で
行
く
・
・
・
。
こ
れ
を
一
〇
〇
回
と
か
二
〇
〇
回
と
か
、
有
限

回
で
止
め
れ
ば
何
も
問
題
は
起
こ
ら
な
い
。
Ａ
が
Ｔ
２

へ
行
っ
た
と
き
、
Ｔ
０

に
い
た
こ
と
は
も
は
や
記

憶
で
あ
り
、
Ｔ
２

、
Ｔ
３

へ
行
っ
た
と
き
も
同
様
で
す
。
事
は
記
憶
の
積
み
重
ね
、《
今
》
の
中
に
ど
ん

ど
ん
記
憶
が
刻
ま
れ
て
ゆ
く
と
い
う
だ
け
の
こ
と
で
、
こ
れ
は
「
運
動
」
で
は
な
く
て
記
憶
の
列
の
話
で

す
。
そ
れ
で
は
、
ど
こ
で
躓
く
の
か
、
そ
れ
は
こ
の
〈and

〉
の
列
で
す
。

「
Ａ
が
Ｔ
０

へ
行
く
、（and

）Ｔ
１

へ
行
く
、（and

）Ｔ
２

へ
行
く
、（and

）・
・
・
」
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こ
の“and”

が
有
限
で
終
わ
ら
な
い
と
こ
ろ
で
躓
く
の
で
す
ね
。
ラ
ッ
セ
ル
の
無
限
に
長
い
列
車
の
話
を

思
い
出
し
て
下
さ
い
。
列
車
は
動
き
出
す
の
か
出
さ
ぬ
の
か
。
同
じ
よ
う
に
、
こ
の“and”

の
列
も
終
わ

る
の
か
終
わ
ら
な
い
の
か
。
実
際
は
、
「
Ａ
が
Ｔ
０

へ
行
く
、（and

）Ｔ
１

へ
行
く
、（and

）Ｔ
２

へ
行
く
、

（and
）・
・
・
」
の
最
後
に
現
れ
る
「
・
・
・
」
は
、“and”

が
無
限
に
現
れ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
見
渡
し

て
同
じ
言
葉
で
表
現
で
き
る
過
程
だ
か
ら
、同
様
に
了
解
で
き
る
も
の
と
思
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う
ね
。

本
当
に
見
え
て
い
る
の
は
記
憶
の
中
の
い
く
つ
か
の
刻
み
目
で
あ
っ
て
、「
運
動
」
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
し
て
そ
の
刻
み
目
が
、
ど
こ
ま
で
も
「
同
じ
よ
う
に
」
続
く
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
す
。

こ
の
議
論
は
前
に
無
限
等
比
級
数
の
「
和
」
を
説
明
し
た
と
き
の
も
の
と
同
じ
で
す
。
有
限
個
の
数
の

和
は
ど
う
と
い
う
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
が
、
個
数
を
無
限
に
大
き
く
し
た
と
き
に
は
極
限
値
と
い
う
も
の

が
介
在
し
て
き
て
性
質
が
変
わ
る
の
で
す
、
和
は
和
で
も
、“lim

it”

算
法
を
使
う
と
い
う
規
約
が
、
そ
こ

に
入
っ
て
い
る
。
ゼ
ノ
ン
を
論
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
区
別
を
立
て
る
こ
と
が
必
要
だ
と
言
い
た
い

の
で
す
。

山
川

肝
心
要
の
点
を
お
伺
い
し
ま
す
。
い
ま
先
生
が
お
話
し
の
こ
と
は
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
の
メ
タ
理
論

的
考
察
で
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
の
な
か
に
メ
タ
言
語
が
混
入
し
て
い
る
と
お
っ
し
ゃ
る
わ
け
で
す
ね
？

村
田

は
い
。

山
川

で
は
、
い
ま
の
「
ア
キ
レ
ウ
ス
」
を
定
式
化
し
た
言
葉
の
う
ち
、
ど
れ
が
メ
タ
言
語
に
当
る
の
で

す
か
。「
そ
し
て
」
が
、
そ
れ
だ
と
お
っ
し
ゃ
る
の
で
す
か
。
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村
田

そ
し
て
、そ
し
て
、そ
し
て
・
・
・
と
限
り
な
く
繰
り
返
す
、そ
れ
を
「
メ
タ
言
語
」
と
い
う
・
・
・
。

山
川

し
か
し
、
た
と
え
ば
先
生
が
さ
き
ほ
ど
論
理
の
バ
ラ
バ
ラ
性
に
つ
い
て
説
明
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
使

わ
れ
た
モ
ド
ゥ
ス
・
ポ
ー
ネ
ン
ス（
分
離
式
）の
例
を
使
え
ば
、（（
Ａ
）そ
し
て（
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
））な
ら
ば

（
Ｂ
）と
言
う
場
合
、
こ
の
式
の
「
そ
し
て
」
は
、
別
段
メ
タ
言
語
で
は
あ
り
ま
せ
ん
ね
。
さ
ら
に
、

（（
Ａ
）そ
し
て（
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
））な
ら
ば（
Ｂ
））

そ
し
て
（
１
）（（
Ａ
）そ
し
て（
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
））な
ら
ば（
Ｂ
））

そ
し
て
（
２
）（（
Ａ
）そ
し
て（
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
））な
ら
ば（
Ｂ
））

そ
し
て
（
３
）（（
Ａ
）そ
し
て（
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
））な
ら
ば（
Ｂ
））

と
限
り
な
く
繰
り
返
さ
れ
る
場
合
の
「
そ
し
て
」
も
、
私
に
は
別
段
特
異
な
メ
タ
言
語
の
よ
う
に
は
見
え

ま
せ
ん
が
。

村
田

い
や
・
・
・

山
川

で
は
、

（（
Ａ
）そ
し
て（
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
））な
ら
ば（
Ｂ
））

そ
し
て
（
１
）（（
Ａ
）そ
し
て（
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
））な
ら
ば（
Ｂ
））

そ
し
て
（
２
）（（
Ａ
）そ
し
て（
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
））な
ら
ば（
Ｂ
））
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そ
し
て
（
３
）（（
Ａ
）そ
し
て（
Ａ
な
ら
ば
Ｂ
））な
ら
ば（
Ｂ
））

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
な
ら
ば
Ｘ

と
い
う
場
合
の
「
な
ら
ば
」
が
メ
タ
言
語
な
の
で
す
か
。

村
田

い
や
、「
な
ら
ば
」
で
は
な
い
な
。
そ
の
よ
う
な
も
の
の
繰
り
返
し
・
・
・
。
ち
ょ
っ
と
考
え

が
不
十
分
だ
っ
た
で
す
か
ね
。
―
い
や
、
そ
う
じ
ゃ
な
い
。
私
の
言
い
た
い
の
は
、“and,

and,
and,

・
・
・

と
続
い
て
有
限
の
と
こ
ろ
ま
で
は
よ
ろ
し
い
。
ｎ
番
目
の“and”

に
ｎ
＋
１
番
目
の“and”

を
追
加
す
る
の

も
同
様
に
出
来
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
か
ら
の
類
推
で
無
限
に
跳
ぶ
こ
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

伝
え
た
ゼ
ノ
ン
の
元
の
形（
前
回
の
初
め
に
山
川
先
生
が
挙
げ
ら
れ
た
も
の
）で
い
う
と
、「
従
っ
て
」
と

い
う
部
分
、
な
い
し
そ
の
背
後
に
隠
さ
れ
て
い
る
考
え
、
こ
れ
は
「
広
い
意
味
で
の
」
メ
タ
で
あ
る
。
各

ス
テ
ッ
プ
の“and”

の
振
る
舞
い
を
対
象
に
し
て
、
そ
れ
に
関
す
る
高
次
の
解
釈
を
導
入
し
よ
う
と
い
う

の
だ
か
ら
、
と
言
い
た
い
の
で
す
が
ね
・
・
・
。
こ
れ
を
メ
タ
言
語
と
呼
ん
だ
の
は
、
や
は
り
ち
ょ
っ
と

ま
ず
か
っ
た
か
ナ
。

実
は
、
こ
の
問
題
は
、
言
葉
の
陰
に
無
限
に
関
す
る
二
つ
の
意
味
が
隠
れ
て
い
て
、
そ
れ
が
微
妙
に
影

響
し
て
い
る
の
で
す
。
つ
ま
り
、
ど
こ
ま
で
も
果
て
し
な
く
続
く
潜
勢
的（potential

）な
無
限
と
、
無
限

を
完
結
し
た
も
の
と
見
て
、
そ
の
果
て
ま
で
見
据
え
る
よ
う
な
現
勢
的（actual

）な
無
限
と
の
二
つ
で
す
。

ア
キ
レ
ス
が
亀
を
追
い
か
け
て
行
く
過
程
―
そ
の
記
憶
の
列
―
は
あ
く
ま
で
潜
勢
的
無
限
で
す
。
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ゼ
ノ
ン
は
こ
こ
で
は
、
こ
の
形
の
無
限
し
か
考
え
て
い
な
い
―
そ
の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
一
方
、
現
実

の
運
動
に
お
い
て
ア
キ
レ
ス
が
亀
に
追
い
つ
く
と
こ
ろ
を
見
る
と
き
、
こ
の
言
い
方
の
線
だ
と
現
勢
的
無

限
を
持
ち
出
さ
な
く
ち
ゃ
い
け
な
い
。
少
な
く
と
も
持
ち
出
し
た
く
な
る
。
私
は
、
こ
の
飛
躍
を
、
言
葉

の
上
で
は
メ
タ
の
立
場
と
い
う
こ
と
を
導
入
し
、
か
つ
そ
の
飛
躍
を
認
め
る
か
否
か
は
、「
運
動
」
の
数

学
的
モ
デ
ル
と
し
て
ゼ
ノ
ン
と
そ
う
で
な
い
の
と
、
ど
ち
ら
を
採
用
す
る
か
の
問
題
だ
と
し
て
処
理
し
よ

う
と
し
て
い
る
の
で
す
が
、
こ
の
辺
に
は
な
お
、
概
念
の
整
理
、
論
理
の
整
理
が
必
要
で
す
。
―

や
は
り

今
日
も
挫
折
で
す
か
…
。

山
川

え
え
、
で
も
…
変
だ
な
あ
・
・
・
。「
ア
キ
レ
ス
」
の
逆
理
に
お
い
て
ゼ
ノ
ン
は
、「
ア
キ
レ
ス
は

（
い
つ
ま
で
た
っ
て
も
）亀
に
追
い
つ
か
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
「
ア
キ
レ
ス
が
亀
に
追
い
つ

く
と
こ
ろ
は
・
・
・
」
な
ど
と
い
う
こ
と
は
一
切
言
っ
て
い
な
い
の
で
す
が
・
・
・
。

村
田

え
？

い
や
、
私
は
い
ま
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
を
、「
運
動
」
を
論
ず
る
一
つ
の
理
論
モ
デ
ル
と
い
う

見
方
で
扱
っ
て
い
る
の
で
す
。
こ
の
場
合
、
ゼ
ノ
ン
は
潜
勢
的
無
限
し
か
考
え
て
い
な
い
よ
う
だ
が
、
果

た
し
て
そ
う
な
の
か
。
そ
し
て
、
現
実
の
「
運
動
」
の
数
学
的
モ
デ
ル
と
し
て
そ
れ
が
不
適
切
な
の
は
、

そ
の
せ
い
な
の
か
。
そ
う
か
と
い
っ
て
、
現
勢
的
無
限
を
持
ち
込
め
ば
事
は
終
わ
る
の
か
、
約
言
す
れ
ば
、

ラ
ッ
セ
ル
の
列
車
は
走
り
出
す
の
か
、
そ
こ
の
所
へ
問
題
を
も
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
で
す
が
。
―

や
っ
ぱ
り
整
理
不
足
で
す
ね
。
し
か
し
と
も
か
く
続
け
ま
し
ょ
う
。

「
競
技
場
」
の
場
合
も
同
じ
よ
う
な
こ
と
で
す
。
こ
れ
に
は
い
ろ
ん
な
解
釈
が
あ
り
ま
す
。
あ
る
長
さ
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と
そ
の
長
さ
の
二
倍
が
等
し
い
と
か
、
あ
る
時
間
と
二
倍
が
等
し
い
と
か
、
あ
る
い
は
割
れ
な
い
は
ず
の

原
子
や
瞬
間
的
時
刻
が
分
割
さ
れ
る
で
は
な
い
か
、
と
か
。
た
だ
、
そ
の
い
ず
れ
で
あ
っ
て
も
、
こ
れ
を

何
処
か
有
限
の
段
階
で
止
め
て
や
れ
ば
何
も
困
ら
な
い
。原
子
な
ど
と
言
わ
な
い
で
考
え
て
い
る
分
に
は
、

単
な
る
相
対
速
度
の
問
題
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
そ
の
分
割
を
無
限
に
細
か
く
し
、
そ
こ
で
も
そ
れ

ま
で
の
議
論
と
同
じ
に
議
論
が
出
来
る
と
想
像
す
る
と
、
パ
ラ
ド
ク
ス
に
な
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。
そ

の
「
そ
れ
ま
で
の
議
論
と
同
じ
に
・
・
・
」
と
言
う
と
こ
ろ
を
、
私
は
メ
タ
の
議
論
と
呼
び
、
メ
タ
の
議

論
に
委
ね
た
こ
と
を
頬
か
ぶ
り
す
る
と
、
分
割
で
き
な
い
は
ず
の
も
の
が
分
割
で
き
る
な
ど
の
お
か
し
い

こ
と
が
生
ず
る
と
言
っ
て
い
る
だ
け
で
、
実
質
的
に
は
新
し
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
ね
。

「
ア
キ
レ
ス
」
と
「
競
技
場
」
は
、
こ
う
し
て
と
も
か
く
も
、
ゼ
ノ
ン
の
脳
裏
に
あ
る
メ
タ
の
議
論
が

潜
勢
的
無
限
の
形
で
あ
る
ら
し
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
来
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
「
飛
矢
」
の
方
は
そ
う

は
い
か
な
い
。
こ
こ
で
は
ま
ず
「
瞬
間
」
が
考
察
さ
れ
ま
す
―
瞬
間
的
《
今
》
の
記
憶
―
。
と
こ
ろ
が
こ

れ
を
、
い
っ
そ
う
数
学
的
な
モ
デ
ル
に
直
そ
う
と
す
る
と
、
潜
勢
的
無
限
大
で
な
く
て
、
む
し
ろ
現
勢
的

無
限
小
―
時
間
を
か
ぎ
り
な
く
小
さ
く
し
た
極
限
―
の
方
が
な
じ
み
ま
す
。
そ
れ
で
は
ゼ
ノ
ン
は
、
そ
の

背
後
に
あ
る
メ
タ
的
考
察
に
お
い
て
、
或
る
局
面
で
は
潜
勢
的
、
他
の
局
面
で
は
現
勢
的
と
い
う
二
種
の

無
限
を
、
巧
み
に
使
い
分
け
て
い
た
、
そ
れ
が
彼
の
手
品
の
種
だ
と
言
い
切
れ
る
で
し
ょ
う
か
。
実
は
す

ぐ
後
で
お
話
し
す
る
よ
う
に
、
事
は
そ
う
簡
単
に
は
運
ば
な
い
の
で
す
が
。
そ
れ
に
加
え
て
、
一
旦
、
現
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勢
的
無
限
小
ま
で
来
て
し
ま
う
と
、
そ
こ
か
ら
元
の
「
運
動
」
を
復
元
す
る
の
が
、
数
学
的
に
は
相
当
に

む
ず
か
し
い
と
い
う
事
情
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
こ
の
話
の
初
め
の
辺
り
で
お
話
し
ま
し
た
。
私
が
「
飛

矢
」
に
つ
い
て
、「《
今
》
は
動
か
つ
不
動
」
な
ど
と
、
禅
問
答
の
よ
う
な
こ
と
を
口
走
っ
た
背
後
に
は
、

こ
う
し
た
事
情
も
あ
っ
た
の
で
す
。

「
二
分
割
」
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
二
、
三
付
け
加
え
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
あ
れ
は
、
運
動
体
が
Ａ

か
ら
Ｂ
に
到
逮
し
な
い
と
も
取
れ
る
が
、
Ａ
か
ら
足
を
踏
み
出
せ
な
い
と
取
る
方
が
本
筋
で
し
ょ
う
。
中

点
を
取
る
の
に
、
Ａ
Ｂ
の
中
点
Ｍ
、
Ｍ
Ｂ
の
中
点
Ｍ
１

、
Ｍ
１

Ｂ
の
中
点
・
・
・
と
、
Ｂ
の
方
向
へ
進
ん

で
い
け
ば
Ｂ
に
届
か
な
い
が
、
Ｍ
の
次
に
Ａ
Ｍ
の
中
点
Ｎ
１

、
Ａ
Ｎ
１

の
中
点
・
・
・
と
、
Ａ
の
方
向
へ

進
め
ば
、
そ
も
そ
も
Ａ
か
ら
の
出
発
が
で
き
ま
せ
ん
、
つ
ま
り
完
全
な
運
動
。不
能
論
で
す
。

今
度
の
問
題
は
、
記
憶
と
い
う
よ
り
も
期
待
―
前
に
未
然
形
の
記
憶
と
仮
称
し
た
も
の
―
が
作
用
し
て

き
ま
す
。
つ
ま
り
Ａ
に
い
て
Ｂ
ま
で
動
く
こ
と
を
期
待
す
る
、
そ
の
期
待
の
中
で
、
そ
の
「
前
」
に
Ｍ
ま

で
行
く
こ
と
を
期
待
す
る
・
・
・
。
こ
う
し
て
期
待
を
次
々
に
《
今
》
の
中
に
刻
ん
で
い
る
と
、
現
実
の

運
動
な
ど
、
ど
こ
か
へ
行
っ
て
し
ま
い
、
頭
の
中
で
は
手
も
足
も
で
な
い
。
そ
う
い
う
ふ
う
に
受
取
れ
ま

し
ょ
う
。
こ
れ
は
例
の
潜
勢
的
無
限
過
程
で
す
が
、
同
時
に
こ
こ
に
は
、〈
点
〉
と
い
う
現
勢
的
無
限
小

と
呼
び
た
く
な
る
も
の
も
現
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
考
え
て
み
る
と
、〈
点
〉
に
関
す
る
こ
と
は
「
ア
キ

レ
ス
」
に
も
「
競
技
場
」
に
も
隠
さ
れ
て
い
る
の
で
す
。

要
す
る
に
、
ゼ
ノ
ン
は
潜
勢
的
無
限
と
現
勢
的
無
限
を
な
い
ま
ぜ
の
形
で
巧
み
に
使
い
分
け
、
ど
う
だ
、
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ど
う
だ
と
迫
っ
て
来
る
感
じ
で
す
ね
。
―
こ
こ
ま
で
は
よ
い
と
し
て
、
そ
の
か
ら
く
り
を
理
論
的
に
暴
く

こ
と
は
、
私
に
は
ま
だ
で
き
ま
せ
ん
。
こ
う
な
っ
て
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
流
に
、
連
続
的
運
動
は
点
を
数
え

て
進
む
の
で
は
な
い
、
と
で
も
言
う
他
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
敢
え
て
私
流
に
言
え
ば
、
流
れ
る
も
の

を
流
れ
る
と
認
め
た
上
で
、
そ
の
記
憶
の
中
に
数
と
い
うdiscrete

な
概
念
に
よ
っ
て
印
を
つ
け
て
い
る

だ
け
の
話
で
、
そ
の
よ
う
な
理
論
モ
デ
ル
が
創
り
た
け
れ
ば
創
っ
て
み
れ
ば
よ
い
だ
ろ
う
、
と
考
え
る
だ

け
で
す
。
私
に
は
、
意
識
の
流
れ
に
発
し
記
憶
に
支
え
ら
れ
た
あ
の
連
続
感
、
な
い
し
そ
れ
に
結
局
は
由

来
す
る
連
続
の
数
学
的
イ
メ
ー
ジ
を
、
や
は
り
記
憶
に
支
え
ら
れ
て
い
る
が
そ
の
連
続
に
切
れ
目
を
入
れ

る
も
の
で
あ
る
「
数
」
な
い
し
概
念
作
用
、
な
い
し
そ
の
象
徴
た
る
言
語
に
よ
っ
て
表
現
し
尽
く
す
こ
と

は
、
所
詮
無
理
だ
と
い
う
気
持
ち
が
常
に
つ
き
ま
と
い
ま
す
。

「
二
分
割
」
に
つ
い
て
は
、
昨
日
の
、
二
分
割
が
事
の
本
質
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
平
井
先
生
の
議

論
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
は
私
に
は
未
だ
よ
く
分
か
ら
な
い
の
で
す
が
、
先
生
の
中
に
、
ア
キ
レ
ス
だ
の
亀

だ
の
、
矢
、
競
技
場
だ
の
と
い
う
具
体
物
の
議
論
よ
り
も
、「
二
つ
」
と
い
う
抽
象
的
思
考
だ
け
で
進
め

ら
れ
る
と
こ
ろ
に
事
の
本
質
を
見
る
と
い
う
お
考
え
が
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
に
は
な
お
疑
問
を
感
じ
ま

す
。〈
２
〉
と
い
う
の
が
数
の
本
質
に
繋
が
る
か
ら
、
と
い
う
お
考
え
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、
ア
キ
レ
ス

と
亀
は
２
対
１
の
動
点
、
矢
は
動
点
の
瞬
聞
の
位
置
、
競
技
場
は
二
つ
の
線
分
の
反
対
方
向
へ
の
等
速
運

動
と
言
い
直
せ
ば
、
数
学
の
世
界
の
も
う
一
つ
の
本
質
的
対
象
た
る
《
連
続
》
が
現
れ
て
お
り
、〈
２
〉

ば
か
り
を
強
調
す
る
の
は
片
手
落
ち
の
よ
う
に
も
思
う
の
で
す
が
。
た
だ
し
、〈
２
〉
の
強
調
に
つ
い
て
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は
、
二
〇
世
紀
の
数
学
基
礎
論
学
者
ブ
ロ
ウ
エ
ル
（
三
四
）
の
考
え
に
通
ず
る
と
こ
ろ
が
あ
る
か
も
知
れ
ま
せ

ん
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
も
う
少
し
お
話
を
伺
っ
て
か
ら
の
事
に
な
り
ま
し
ょ
う
。
ブ
ロ
ウ
ェ
ル
は
「
二

に
し
て
一
な
る
も
の
／
こ
と（tw

o-oneness

）」
で
、
数
に
つ
い
て
も
連
続
に
つ
い
て
て
も
、
お
よ
そ
数
学

的
直
観
の
本
筋
だ
と
述
べ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
た
だ
し
彼
は
そ
の
考
え
を
そ
の
後
、
発
展
さ
せ
た
形
跡

は
あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
よ
う
な
差
異
は
あ
る
に
せ
よ
、
先
生
と
私
と
の
一
番
の
一
致
点
は
、「
運
動
体
の
軌
跡
と
運
動
そ

の
も
の
と
を
一
緒
に
す
る
の
は
運
動
の
空
間
化
で
あ
っ
て
運
動
を
理
解
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
」
と
い

う
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
を
妥
当
だ
と
思
っ
て
い
る
点
で
、
こ
の
共
通
の
基
盤
が
あ
る
か
ら
、
多
少
の
食
い

違
い
は
あ
っ
て
も
、
お
互
い
に
話
が
通
ず
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
以
上
の
こ
と
は
後
日
の
こ
と
に
委

ね
ま
し
ょ
う
。

平
井
先
生
と
の
こ
と
で
、
も
う
一
つ
付
け
加
え
た
い
話
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
ゼ
ノ
ン
と
い
う
よ
り

無
限
に
関
す
る
パ
ス
カ
ル
の
章
句
の
こ
と
で
、
先
生
と
桃
山
学
院
大
学
で
初
め
て
一
緒
に
食
事
を
し
た
三

年
前
の
こ
と
で
す
が
、
パ
ス
カ
ル
の
論
文
「
幾
何
学
的
精
神
」
の
中
の
、「
船
が
無
限
の
彼
方
へ
遠
ざ
か

る
に
つ
れ
て
、
船
を
見
る
視
線
と
窓
ガ
ラ
ス
と
の
交
わ
り
は
上
昇
し
て
或
る
一
点
に
限
り
な
く
近
づ
く
」

と
い
う
と
こ
ろ
に
、
二
人
と
も
前
々
か
ら
深
い
関
心
を
持
っ
て
い
た
こ
と
を
知
っ
た
の
で
す
。
そ
の
後
だ

ん
だ
ん
分
か
っ
た
の
は
、
こ
こ
で
も
双
方
に
多
少
の
食
い
違
い
が
あ
っ
た
ら
し
い
こ
と
で
す
。
先
生
は
そ

こ
に
言
語
に
お
け
る
象
徴
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
考
え
て
お
ら
れ
た
ら
し
い
の
で
す
が
、
私
は
む
し
ろ
パ
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ス
カ
ル
に
お
け
る
「
神
」
の
数
学
的
象
徴
と
い
う
ふ
う
に
そ
れ
を
見
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
か
ら
、
大
森
荘
蔵（
三
五
）
さ
ん
の
刹
那
仮
説
に
つ
い
て
は
、《
刹
那
》
と
い
う
、
短
い
が
数
学
的
点
で

は
な
い
時
間
単
位
を
取
っ
て
、
ゼ
ノ
ン
の
運
動
不
能
論
を
却
下
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。
刹
那
仮
説
も
運

動
不
能
論
も
と
も
に
グ
ロ
テ
ス
ク
だ
が
、
両
立
は
し
な
い
。
だ
か
ら
、
ど
っ
ち
か
い
い
方
を
取
れ
。
自
分

は
前
者
を
取
る
、
と
い
う
話
で
す
。
刹
那
仮
説
に
よ
れ
ば
時
間
・
空
間
は
「
跳
び
跳
び
モ
デ
ル
」
に
な
り

ま
す
。
も
っ
と
も
、
そ
の
跳
び
跳
び
時
間
の
背
後
に
は
、
ど
う
や
ら
連
続
的
時
間
が
流
れ
て
い
る
ら
し
い
。

そ
う
読
み
取
れ
る
箇
所
が
少
な
く
と
も
一
箇
所
は
あ
り
ま
す
。い
ず
れ
に
し
て
も
刹
那
仮
説
と
い
う
の
は
、

一
つ
間
違
う
と
、
時
々
刻
々
物
が
生
ま
れ
、
時
々
刻
々
物
が
消
滅
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
す

か
ら
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
連
続
の
原
理
な
ん
て
破
れ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
。
た
だ
、
ま
あ
言
葉
の
上
で

ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
巻
き
込
ま
れ
る
の
を
避
け
よ
う
と
す
る
と
、
そ
ん
な
こ
と
に
も
な
る
の
で
し
ょ

う
が
、
大
森
さ
ん
は
、
量
子
力
学
で
い
う
観
測
問
題
ま
で
視
野
に
置
い
て
い
る
と
こ
ろ
が
工
夫
な
の
で
し

ょ
う
。
正
直
に
言
う
と
、
こ
れ
、
何
か
ち
ょ
っ
と
、
う
ま
く
す
り
替
え
ら
れ
た
と
い
う
感
じ
が
す
る
。
彼

は
物
理
の
造
詣
が
深
い
の
で
、
人
は
傾
聴
す
る
の
で
し
ょ
う
が
、
ど
う
も
そ
の
つ
な
ぎ
方
は
気
に
入
ら
な

い
で
す
ね
。
そ
も
そ
も
量
子
力
学
で
よ
く
使
う
シ
ュ
レ
ジ
ン
ガ
ー
の
方
程
式
と
い
う
の
は
連
続
的
な
時
間

を
本
質
的
に
前
提
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
辺
も
気
に
な
り
ま
す
。
ま
あ
面
白
い
説
だ
と
は
思
う
け
れ
ど
も
、

そ
れ
は
そ
れ
な
り
に
や
は
り
苦
し
い
で
す
ね
。

私
の
「
ギ
リ
シ
ア
数
学
史
に
お
け
る
ゼ
ノ
ン
」
の
「
付
記
２
」
は
、
書
い
た
当
時
は
多
少
本
気
で
考
え
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て
い
た
ん
で
す
が
、
今
度
読
ん
で
み
た
ら
、
や
っ
ぱ
り
こ
れ
は
感
心
し
ま
せ
ん
。
し
か
し
一
応
紹
介
し
ま

す
と
、
そ
れ
は
、
例
の
逆
理
を
ゼ
ノ
ン
の
冗
談
と
見
る
、
そ
う
い
う
作
業
仮
説
の
も
と
で
検
討
し
て
み
て

は
ど
う
か
と
い
う
考
え
で
す
。
エ
レ
ア
の
対
話
弁
証
の
方
法（
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
）が
パ
ル
メ
ニ
デ
ス

に
そ
の
例
を
見
る
よ
う
な
、
あ
る
形
式
を
も
っ
た
帰
謬
法
で
あ
っ
た
と
い
う
の
は
事
実
で
す
が
、
こ
の
四

つ
の
逆
理
は
そ
ん
な
恰
好
に
も
な
っ
て
い
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
深
遠
な
意
味
に
使
っ
た

「
運
動
」
と
い
う
言
葉
を
使
っ
て
言
葉
の
洒
落
じ
み
た
逆
説
を
立
て
て
み
た
と
か
、
あ
る
い
は
相
手
が
幾

何
学
者
だ
っ
た
と
し
て
幾
何
学
の
揚
足
取
り
を
言
葉
の
洒
落
で
や
っ
て
み
た
と
か
、
そ
う
い
う
話
で
始
ま

っ
た
の
が
幾
何
学
と
の
関
連
で
瓢
箪
か
ら
駒
が
出
た
の
だ
、こ
う
い
う
解
釈
で
何
処
ま
で
や
れ
る
か
な
と
、

そ
の
時
は
思
っ
た
ん
で
す
。
し
か
し
こ
れ
は
、
ど
う
や
ら
、
本
気
で
や
る
仕
事
で
は
な
さ
そ
う
で
す
ね
。

最
後
に
、
私
と
パ
ラ
ド
ク
ス
と
の
縁
の
深
さ
を
示
す
よ
う
な
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
い
ま
思
い
出
し
た
の
で
、

そ
れ
を
お
話
し
て
全
体
の
エ
ピ
ロ
ー
グ
に
代
え
さ
せ
て
頂
き
ま
す
。
恥
ず
か
し
い
話
で
す
が
、
私
は
、
結

構
、
駄
々
っ
子
だ
っ
た
ら
し
い
の
で
す
。
こ
の
間
亡
く
な
っ
た
母
が
よ
く
こ
ぼ
し
て
い
ま
し
た
が
、
小
学

校
へ
行
く
前
ぐ
ら
い
の
こ
と
で
し
ょ
う
か
、
よ
く
「
行
か
な
い
で
行
く
」
と
言
っ
て
駄
々
を
こ
ね
た
ら
し

い
。
こ
れ
、
ま
さ
に
パ
ラ
ド
ク
ス
で
す
よ
ね
。
こ
う
い
う
経
験
が
あ
っ
た
か
ら
、
ゼ
ノ
ン
を
見
て
も
冗
談

と
か
、
駄
々
を
こ
ね
て
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
か
、
余
計
な
こ
と
考
え
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
し
か
し
ゼ

ノ
ン
は
高
貴
な
人
物
だ
っ
た
と
言
い
ま
す
か
ら
、
私
な
ん
か
と
は
大
い
に
違
っ
て
い
た
ん
で
し
ょ
う
ね
。

「
行
か
な
い
で
行
く
」
と
い
う
の
は
、
せ
い
ぜ
い
論
理
的
パ
ラ
ド
ク
ス
に
す
ぎ
ま
せ
ん
が
、
ゼ
ノ
ン
の
ほ
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う
は
人
間
の
理
論
的
考
察
に
ま
つ
わ
る
本
質
的
な
と
こ
ろ
を
突
い
て
い
て
、
い
つ
ま
で
経
っ
て
も
多
く
の

人
に
物
を
思
わ
せ
る
、
偉
い
も
の
だ
と
い
う
想
い
を
禁
じ
え
ま
せ
ん
。
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第
三
話

山
川
偉
也

﹇
は
じ
め
に
﹈

山
川

私
見
を
述
べ
る
番
に
な
り
ま
し
た
。
私
は
、

パ
ス
カ
ル
の
言
説
を
モ
デ
ル
と
し
て
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
を

読
解
し
、
こ
れ
に
関
連
し
て
、
若
干
の
発
言
を
さ
せ
て

い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
を
思
い
つ
い
た
の

は
、
両
先
生
が
と
も
に
、
パ
ス
カ
ル
の
例
の
言
説
に
言

及
な
さ
っ
た
か
ら
で
す
。
平
井
先
生
と
村
田
先
生
の
御

発
言
は
、
微
妙
に
違
っ
て
い
ま
し
た
。
平
井
先
生
は
、

「
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
ゼ
ノ
ン
の
論
証
の
中
に
み
と
ど
け

た
、
言
葉
の
諸
定
義
の
混
乱
と
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
詐
術
と
い
う
こ
と
の
、
実
に
壮
大
と
も
い
え
る
一

例
」
と
し
て
そ
れ
に
言
及
な
さ
い
ま
し
た
。
が
、
村
田
先
生
は
む
し
ろ
そ
れ
を
、「
パ
ス
カ
ル
に
お
け
る

神
の
数
学
的
象
徴
」
と
見
ら
れ
た
の
で
し
た
。
趣
向
は
み
な
違
っ
て
い
た
ほ
う
が
楽
し
い
と
患
い
ま
す
の

で
、
私
は
、
同
じ
言
説
で
《
パ
ス
カ
ル
風
の
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
》
な
る
パ
ロ
デ
ィ
ー
を
つ
く
っ
て
み
よ
う
と

思
い
ま
す
。
即
興
の
域
を
出
る
も
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
パ
ロ
デ
ィ
ー
と
は
し
か
し
、
ま
あ
、
そ
ん
な
も
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の
で
す
。

パ
ス
カ
ル
の
言
説
を
ゼ
ノ
ン
の
四
つ
の
逆
理
そ
れ
ぞ
れ
に

対
応
さ
せ
ま
す
。
そ
の
主
要
コ
ー
ド
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
で
す
。

が
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
、
カ
ン
ト
ル
、
大
森
荘
蔵
そ
の
他
の
人
々

に
も
言
及
す
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

﹇
第
二
逆
理

ア
キ
レ
ウ
ス
﹈

さ
て
、
議
論
の
都
合
上
、
第
二
逆
理
「
ア
キ
レ
ウ
ス
」
か

ら
始
め
ま
す
。
こ
の
逆
理
に
つ
い
て
英
国
の
哲
学
者
ギ
ル
バ

ー
ト
・
ラ
イ
ル（
三
六
）
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
ヴ
ァ
レ
リ
ー
に
近

い
こ
と
を
言
っ
て
お
り
ま
す
。

「
彼
（
ア
キ
レ
ス
）が
選
ん
だ
方
針
は
、
彼
が
走
り
ぬ
く

こ
と
に
な
っ
た
全
行
程
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
あ
ら
か
じ
め
想
定
し
て
い
る
。）（G

.R
yle,

D
ilem

m
as,

C
am

bridge,
1962,

p.46

）

こ
の
発
言
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
や
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
言
説
同
様
、
気
の
利
い
た
も
の
で
す
が
、
テ
ク
ス
ト
は
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そ
の
正
し
さ
を
な
ん
ら
保
証
し
て
い
ま
せ
ん
。
第
二
逆
理
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
報
告
は
、
ご
自
分

で
検
討
な
さ
っ
た
ら
直
ち
に
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
走
る
こ
と
の
最
も
遅
い
者
」〔
亀
〕
に
追
い
つ
く
た

め
に
「
走
る
こ
と
の
最
も
速
い
者
」〔
ア
キ
レ
ウ
ス
〕
が
通
過
し
終
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
全
行
程
に
つ

い
て
は
、
ま
っ
た
く
触
れ
て
い
ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、
私
は
、
右
方
向
に
無
限
に
開
い
た
二
本
の
平
行
線
を

描
き
ま
す
〔
黒
板
に
図
を
描
く＝

第
二
逆
理
ア
キ
レ
ス
（
１
）〕。

ア
キ
レ
ス
〔
Ａ
〕
は
亀
〔
Ｔ
〕
に
対
し
て
ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
を
負
っ
て
い
ま
す
。
Ａ
が
地
点
Ａ
０

で

ス
タ
ー
ト
し
よ
う
と
す
る
と
き
、Ｔ
は
地
点
Ｔ
０

で
ス
タ
ー
ト
し
か
か
っ
て
い
ま
す
。Ａ
が
地
点
Ａ
１

〔
Ｔ
０

〕

に
到
達
し
た
と
き
、
Ｔ
は
Ｔ
１

に
行
っ
て
い
ま
す
。
Ａ
が
Ａ
２

に
到
達
し
た
と
き
に
は
、
Ｔ
は
Ｔ
２

に
行
っ

て
い
ま
す
。
以
下
、
同
様
で
す
。
Ａ
０

と
Ｔ
０

、
Ａ
１

と
Ｔ
１

、
Ａ
２

と
Ｔ
２

・
・
・
を
そ
れ
ぞ
れ
直
線
で
結
び
、

そ
れ
ら
の
直
線
を
上
方
へ
延
長
し
て
下
さ
い
。
す
る
と
そ
れ
ら
の
延
長
線
が
交
わ
る
一
つ
の
点
が
得
ら
れ

ま
す
。
そ
の
点
を
Ｐ
０

と
し
ま
し
ょ
う
。
Ｐ
０

か
ら
二
本
の
平
行
線
に
ま
た
が
る
垂
線
を
下
ろ
し
て
下
さ
い
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
描
か
れ
た
図
は
、
Ｐ
０

と
い
う
一
つ
の
原
点
を
元
に
し
た
、
二
本
の
平
行
線
上

の
各
点
の
一
対
一
対
応
を
表
し
て
お
り
ま
す
。

さ
て
、
こ
の
図
を
次
の
よ
う
に
変
形
す
る
こ
と
に
は
何
の
問
題
も
あ
り
ま
せ
ん
〔「
第
二
逆
理
ア
キ
レ

ウ
ス
（
２
）」〕。

い
ま
や
、
お
分
か
り
の
よ
う
に
、
こ
の
第
二
の
図
に
お
け
る
Ｐ
０

は
、
パ
ス
カ
ル
の
「
幾
何
学
的
精
神
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に
つ
い
て
」
の
言
説
の
《
目
》
に
相
当
す
る
も
の
な
の
で
す
。
そ
こ
で
、
今
後
は
、
こ
の
Ｐ
０

を
《
パ
ス

カ
ル
の
目
》
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

さ
て
、
平
井
先
生
の
お
話
の
と
き
に
い
っ
し
ょ
に
読
ん
だ
文
章
を
、
い
ま
一
度
、
新
た
な
眼
で
い
っ
し

ょ
に
読
ん
で
み
る
こ
と
に
い
た
し
ま
し
ょ
う
。

「
そ
の
透
明
体
の
中
の
任
意
の
一
点
は
、
船
が
遠
ざ
か
る
に
つ
れ
て
、
た
え
ず
上
昇
し
つ
つ
常
に
高

く
な
っ
て
い
く
。
だ
か
ら
、
船
の
航
行
が
た
え
ず
進
み
、
無
限
に
進
む
な
ら
ば
、
こ
の
点
も
不
断
に

高
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
と
は
い
え
、
そ
れ
は
決
し
て
、
目
か
ら
ガ
ラ
ス
へ
引
か
れ
た
水
平
軸
が
落
ち

る
で
あ
ろ
う
点
に
ま
で
は
達
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
初
め
の
点
は
後
の
点
に
つ
ね
に
近

づ
き
な
が
ら
も
、
そ
れ
に
達
す
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
船
の
航
行
の

拡
が
り
が
無
限
に
延
長
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
水
平
線
の
下
に
残
る
小
さ
い
空
間
が
、
無
限
に
、

そ
し
て
無
限
に
小
さ
い
部
分
に
分
割
さ
れ
る
と
い
う
必
然
的
な
帰
結
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」

「
船
」
を
「
ア
キ
レ
ス
」
に
読
み
替
え
、「
透
明
体
の
中
の
」「
た
え
ず
上
昇
し
つ
つ
常
に
高
く
な
っ
て

い
く
」「
任
意
の
一
点
」、
し
か
し
「
目
か
ら
ガ
ラ
ス
へ
引
か
れ
た
水
平
軸
が
落
ち
る
で
あ
ろ
う
点
に
ま
で

は
」
決
し
て
「
達
し
な
い
」、
そ
の
「
任
意
の
一
点
」
を
、
「
亀
」
に
読
み
替
え
て
下
さ
い
。
そ
う
す
れ
ば
、

も
う
す
っ
か
り
、
こ
の
パ
ス
カ
ル
の
言
説
が
、
ゼ
ノ
ン
の
第
二
逆
理
が
言
っ
て
い
る
こ
と
と
そ
っ
く
り
同
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じ
こ
と
を
言
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
、
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
な
る
は
ず
で
す
。

さ
て
、
こ
の
図
で
示
さ
れ
た
よ
う
な
ゼ
ノ
ン
の
第
二
逆
理
が
、
ベ
ル

ク
ソ
ン
が
「
ア
キ
レ
ス
」
に
つ
い
て
言
っ
た
こ
と
と
ど
ん
な
に
ぴ
っ
た

り
符
合
す
る
も
の
で
あ
る
か
を
、
次
に
示
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
ベ
ル
ク

ソ
ン
は
『
時
間
と
自
由
』（
平
井
啓
之
訳
、同
書
に
つ
い
て
は
以
下
同
様
）

に
お
け
る
「
エ
レ
ア
学
派
の
錯
覚
」
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い

ま
す
。

「
エ
レ
ア
派
の
連
中
の
錯
覚
は
、
彼
ら
が
こ
の
不
可
分
で
独
自
の
一
連

の
行
為
を
そ
の
下
に
横
た
わ
っ
て
い
る
等
質
の
空
間
と
同
一
視
す
る
こ

と
か
ら
由
来
す
る
。
こ
の
空
間
は
任
意
の
法
則
に
し
た
が
っ
て
分
割
さ

れ
た
り
再
構
成
さ
れ
た
り
で
き
る
の
で
、
彼
ら
は
ア
キ
レ
ス
の
運
動
全

体
を
、
も
は
や
ア
キ
レ
ス
の
歩
み
に
よ
っ
て
で
は
な
く
亀
の
歩
み
に
よ

っ
て
再
構
成
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
る
と
思
い
込
む
の
で
あ
る
。
亀

の
あ
と
を
追
い
か
け
る
ア
キ
レ
ス
の
代
わ
り
に
、
彼
ら
は
実
は
、
お
互

い
に
規
制
し
あ
っ
て
い
る
二
匹
の
亀
、
決
し
て
追
い
つ
か
ぬ
よ
う
に
宣
告
さ
れ
て
い
る
二
匹
の
亀
を
置
き

換
え
て
い
る
。」（
強
調
は
山
川
に
よ
る
）
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第
二
の
図
に
お
い
て
、
ア
キ
レ
ス
の
そ
れ
ぞ
れ
の
歩
み
Ａ
１

、
Ａ
２

・
・
・
は
亀
の
歩
み
Ｔ
１

、
Ｔ
２

・
・
・

に
一
対
一
に
対
応
し
て
お
り
ま
す
。
そ
れ
ら
は
互
い
に
「
規
制
し
あ
っ
て
い
る
」
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か

し
、
何
故
、
ア
キ
レ
ス
と
亀
は
、「
同
じ
種
類
の
同
時
性
の
歩
み
あ
る
い
は
行
為
を
行
な
う
よ
う
に
宣
告

さ
れ
て
い
る
」
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
こ
と
の
原
因
を
私
達
は
、《
パ
ス
カ
ル
の
目
》
に
求
め
る
こ
と
が

で
き
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
《
パ
ス
カ
ル
の
目
》
こ
そ
、
ア
キ
レ
ス
と
亀
の
歩
み
の
「
同
時
性
」
が
そ
こ
か

ら
出
て
く
る
根
源
な
の
で
す
。

と
こ
ろ
で
パ
ス
カ
ル
は
、「
船
の
航
行
」
が
描
く
軌
跡
と
「
ガ
ラ
ス
」
に
よ
っ
て
、
明
ら
か
に
、
二
本

の
直
線
、
そ
れ
ら
の
各
自
が
無
数
に
多
く
の
点
を
含
む
と
こ
ろ
の
連
続
体
と
し
て
の
直
線
、
す
な
わ
ち
無

限
分
割
可
能
な
直
線
の
こ
と
を
考
え
て
い
ま
す
。
だ
と
す
れ
ば
、
二
本
の
直
線
上
の
そ
の
つ
ど
の
二
点
を

一
対
一
に
対
応
づ
け
る
原
点
と
し
て
の
《
パ
ス
カ
ル
の
目
》
は
、
そ
の
つ
ど
の
《
今
》
が
時
間
の
う
え
の

一
つ
の
点
し
か
も
た
だ
一
つ
の
点
に
対
応
す
る
そ
れ
で
あ
る
の
に
応
じ
て
、
そ
れ
ら
の
《
今
》
が
そ
れ
に

よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
「
原
型
的
《
今
》」、
恒
常
的
な
《
今
》
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
で
あ
る
こ

と
が
お
分
か
り
に
な
る
で
し
ょ
う
。《
パ
ス
カ
ル
の
目
》
は
、
あ
た
か
も
「
メ
ー
ト
ル
原
器
」
が
一
メ
ー

ト
ル
の
基
準
尺
度
で
あ
る
よ
う
に
、
瞬
間
に
消
え
去
る
そ
の
つ
ど
の
《
今
》
に
対
し
て
基
準
尺
度
の
意
味

を
も
つ
も
の
な
の
で
す
。
こ
の
《
パ
ス
カ
ル
の
目
》
が
す
る
仕
事
に
、
よ
く
注
目
し
て
お
か
ね
ば
な
り
ま

せ
ん
。
と
い
う
の
は
、
こ
の
「
原
型
的
《
今
》」
す
な
わ
ち
《
パ
ス
カ
ル
の
目
》
の
ゆ
え
に
、
個
々
の
《
今
》
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と
一
直
線
上
の
一
点
と
は
、
一
対
一
に
対
応
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

さ
て
こ
こ
で
、
い
ま
見
た
ば
か
り
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
考
え
と
軌
を
一
に
す
る
よ
う
に
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が

次
の
よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
こ
う
言
っ
て
い
ま
す
。

「
そ
れ
か
ら
ま
た
例
の
ア
キ
レ
ス
、（
こ
れ
も
幻
想
だ
が
）―
彼
は
こ
う
自
分
の
考
え
を
表
明
す
る
。

〈
速
い
も
の
が
或
る
一
点
に
達
す
る
そ
の
つ
ど
、
遅
い
も
の
も
動
き
の
連
続
の
力
に
よ
っ
て
、
他
の

一
点
に
行
っ
て
い
る
。〉
こ
の
例
で
は
、
ひ
と
は
わ
れ
に
も
あ
ら
ず
、
一
方
の
働
き
を
他
方
の
働
き

の
関
数
に
し
て
い
る
。」（『
ヴ
ァ
レ
リ
ー
全
集
カ
イ
エ
篇
２
』
!
筑
摩
書
房
、
二
八
一
）

﹇
第
四
逆
理

競
技
場
﹈

さ
て
、
第
二
逆
理
を
こ
う
い
う
ふ
う
に
読
解
し
ま
す
と
、
第
四
逆
理
〔
競
技
場
〕
の
解
釈
も
ま
た
、
手

近
か
な
と
こ
ろ
に
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
逆
理
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
流
の
解
釈

に
し
た
が
え
ば
、
第
二
逆
理
の
些
細
な
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
は
、「
こ
の
議
論
で
、
ゼ
ノ
ン
は
、
半
分
の
時
間
が
そ
の
二
倍
の
時
間
に
等
し
い
と
い
う
結

論
に
な
る
も
の
と
思
っ
て
い
る
」
と
言
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
報
告
に
も
と
づ
き
、
さ

ら
に
、
一
直
線
上
の
一
点
に
対
し
一
つ
し
か
も
一
つ
に
か
ぎ
っ
て
、
時
点
と
し
て
の
《
今
》
が
対
応
す
る

こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
第
四
逆
理
を
見
て
み
ま
す
と
、
そ
れ
が
、「
ア
キ
レ
ス
（
１
）」
の
特
殊
ケ
ー
ス
で
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あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

さ
て
、
ア
キ
レ
ス
が
、
仮
に
い
ま
、
も
し
も
彼
が
亀
に
追
い
つ

い
た
と
し
た
場
合
の
地
点
Ψ
か
ら
測
っ
て
二
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地

点
Φ
に
お
り
、
そ
の
と
き
ち
ょ
う
ど
亀
の
ほ
う
は
、
Ψ
（＝

ψ
）

か
ら
測
っ
て
一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
地
点
に
い
る
と
し
ま
し
ょ
う
。

す
る
と
、地
点
Ψ
か
ら
ア
キ
レ
ス
の
い
る
地
点
Φ
ま
で
の
距
離
は
、

ψ
か
ら
亀
の
い
る
地
点
φ
ま
で
の
距
離
の
二
倍
あ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。
こ
の
よ
う
に
仮
定
し
ま
す
と
、
亀
と
同
じ
歩
み
を
強
い
ら

れ
て
い
る
ア
キ
レ
ス
が
地
点
Ψ
に
到
達
す
る
ま
で
に
要
す
る
時
間

は
―
時
間
が
時
点
《
今
》
の
集
合
だ
と
考
え
ら
れ
、
し
か
も
ア
キ

レ
ス
が
亀
と
「
同
時
性
の
歩
み
あ
る
い
は
行
為
を
お
こ
な
う
よ
う

宣
告
さ
れ
て
い
る
」
か
ぎ
り
―
亀
の
そ
れ
の
二
倍
だ
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
し
ょ
う
。
と
い
う
の
も
、
一
直
線
上
の
一
つ
の
点
に
は

一
つ
の
時
点
《
今
》
が
対
応
す
る
か
ら
で
す
。

さ
て
そ
の
間
に
も
、
ア
キ
レ
ス
は
亀
を
追
跡
し
つ
づ
け
て
い
ま
す
。
一
瞬
一
瞬
に
両
者
の
位
置
は
変
わ

り
、
差
は
ど
ん
ど
ん
縮
ま
っ
て
い
ま
す
。
と
こ
ろ
で
し
か
し
、
そ
の
今
、
今
、
今
、・
・
・
の
そ
の
つ
ど
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に
お
い
て
、
ア
キ
レ
ス
の
位
置
と
亀
の
そ
れ
は
一
対
一
に
対
応
づ
け
ら
れ
、
し
か
も
、
二
本
の
直
線
上
に

は
、
一
対
一
に
対
応
づ
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
い
か
な
る
点
も
存
在
し
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
、
逆
説
的
で
は

あ
り
ま
す
が
、
両
者
、
つ
ま
り
「
二
匹
の
亀
」
が
要
す
る
時
間
は
、
結
局
、
等
し
い
こ
と
に
な
り
、
し
た

が
っ
て
、「
半
分
の
時
間
が
そ
の
二
倍
の
時
間
に
等
し
い
」
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
こ
れ
は
、
カ
ン
ト
ル

が
述
べ
た
よ
う
な
無
限
集
合
に
ま
つ
わ
る
逆
説
で
す
。

﹇
第
一
逆
理

二
分
割
﹈

さ
て
、「
二
分
割
」
が
第
二
逆
理
と
同
趣
旨
の
も
の
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
自

身
が
指
摘
し
て
い
ま
す
。
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
平
井
先
生
と
の
対
談
の
な
か
で
述
べ
て
お
き
ま
し
た
。

こ
の
逆
理
は
第
二
逆
理
を
単
純
に
し
た
も
の
な
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
第
四
逆
理
が
第
二
逆
理
の

特
殊
ケ
ー
ス
で
あ
る
か
ぎ
り
、
第
一
逆
理
は
第
四
逆
理
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
読
解
さ
れ
ま
す
。

『
音
を
視
る
、
時
を
聴
く
―
哲
学
講
義
―
』（
朝
日
出
版
社
、
一
九
八
二
年
）の
坂
本
龍
一
と
の
対
談
の
な

か
で
、
大
森
荘
蔵
さ
ん
が
面
白
い
こ
と
を
言
っ
て
い
ま
す
。

「
と
こ
ろ
が
、現
在
ま
で
ま
っ
た
く
解
決
が
つ
い
て
い
な
い
ゼ
ノ
ン
の
も
う
一
つ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
、

ア
キ
レ
ス
と
亀
で
す
ね
。
ご
存
じ
の
よ
う
に
ア
キ
レ
ス
が
走
る
。
亀
は
ア
キ
レ
ス
の
前
を
ノ
ロ
ノ
ロ

動
く
。
な
の
に
ア
キ
レ
ス
は
亀
に
追
い
つ
け
な
い
と
い
う
話
で
す
。
こ
れ
を
簡
単
に
す
る
た
め
に
亀
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の
ス
ピ
ー
ド
と
同
じ
で
逆
向
き
に
動
く
ベ
ル
ト
・
コ
ン
ベ
ア
の
上
に
両
方
と
も
乗
せ
る
。
そ
う
す
る

と
亀
は
静
止
し
て
し
ま
い
ま
す
ね
。
で
す
か
ら
亀
は
動
か
な
く
て
も
い
い
ん
で
す
ね
。
結
局
、
あ
る

目
標
が
あ
る
と
き
、
ア
キ
レ
ス
で
も
な
ん
で
も
い
い
の
で
す
が
、
こ
の
目
標
に
決
し
て
到
達
で
き
な

い
と
い
う
こ
と
で
す
。
到
達
で
き
な
い
理
由
は
、
目
標
ま
で
の
間
の
限
り
な
い
点
を
通
過
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
現
在
ま
で
誰
も
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
、
解
い
て
な
い
ん
で
す
。」

大
森
さ
ん
は
第
二
逆
理
に
つ
い
て
だ
け
語
っ
て
い
る
。
そ
う
思
う
人
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
が
、

そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
座
標
系
の
原
点
を
亀
に
設
定
す
る
と
、
ア
キ
レ
ス
を
、
原
点
に
向
か
っ
て
単
位

時
問
ご
と
に
何
分
の
一
か
ず
つ
近
づ
い
て
く
る
動
点
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

で
す
か
ら
、
第
四
逆
理
の
図
の
下
半
分
を
削
っ
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ゴ
ー
ル
を
見
守
っ
て
い

る
《
パ
ス
カ
ル
の
目
》
に
御
注
意
下
さ
い
。
そ
れ
が
、
ゴ
ー
ル
に
接
近
し
て
く
る
動
点
の
そ
の
つ
ど
の

《
今
》
の
原
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。
も
し
仮
に
、
動
点
が
ゴ
ー
ル
イ
ン
で
き
た
な
ら
、
そ
の
瞬
間
に
、
ゴ

ー
ル
上
の
一
点
と
動
点
は
重
な
り
あ
い
、
動
点
が
通
過
す
べ
き
で
あ
っ
た
距
離
は
完
全
に
ゼ
ロ
に
な
る
。

そ
の
瞬
間
を
、《
パ
ス
カ
ル
の
目
》
は
見
極
め
る
は
ず
で
す
。

し
か
し
、
ゼ
ノ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
ん
な
こ
と
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。

何
故
な
ら
、
動
点
は
、
全
距
離
１
の
１
／
２
を
通
過
し
終
え
た
と
し
て
も
、
次
に
は
そ
の
半
分
の
１
／
４

を
通
過
し
終
え
ね
ば
な
ら
ず
等
々
で
あ
っ
て
、
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
プ
ロ
セ
ス
が
終
わ
り
に
達
す
る
こ
と
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は
決
し
て
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
す
。

第
一
逆
理
に
つ
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン（『
物
質
と
記
憶
』
第
四
章
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
限
定
と
固
定
に
つ
い
て

―
知
覚
と
物
質
、
心
と
身
体
―
」、
そ
の
「
知
覚
と
物
質
」
の
う
ち
「
Ｉ

あ
ら
ゆ
る
運
動
は
、
一
つ
の

静
止
か
ら
他
の
静
止
へ
の
通
過
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
絶
対
に
分
割
不
可
能
で
あ
る
」
白
水
社
、『
ベ

ル
ク
ソ
ン
全
集
２
』
田
島
節
夫
訳
）は
、
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
す
。

「
第
一
の
議
論（
二
分
法
）は
、
運
動
体
を
静
止
し
て
い
る
と
仮
定
す
る
結
果
、
そ
れ
が
通
過
す
べ
き

線
上
に
、
も
は
や
無
数
の
諸
段
階
し
か
見
な
い
こ
と
に
な
る
。
運
動
体
が
ど
う
し
て
間
隔
を
と
び
こ

え
る
に
い
た
る
か
は
、
追
求
し
て
も
む
だ
だ
と
い
う
の
だ
。
し
か
し
こ
う
し
て
証
明
さ
れ
る
の
は
、

た
だ
運
動
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
不
動
な
諸
部
分
で
組
み
立
て
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ

ず
、
こ
れ
は
未
だ
か
つ
て
だ
れ
ひ
と
り
疑
わ
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。」

こ
の
発
言
は
、《
パ
ス
カ
ル
の
目
》
の
本
性
を
見
極
め
る
の
に
教
え
る
と
こ
ろ
多
い
も
の
で
す
。
ベ
ル

ク
ソ
ン
は
、
ゼ
ノ
ン
が
「
運
動
体
を
静
止
し
て
い
る
と
仮
定
」
し
て
い
る
、
と
言
っ
て
い
ま
す
。
そ
れ
で

は
、
動
体
は
い
っ
た
い
、
ど
こ
で
静
止
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
か
。
そ
の
答
え
は
、《
パ
ス
カ
ル
の
目
》

の
視
線
が
触
れ
る
す
べ
て
の
点
に
お
い
て
静
止
し
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
す
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
断
言
し

ま
す
、こ
の
よ
う
な
運
動
理
解
は
「
運
動
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
不
動
な
諸
部
分
で
組
み
立
て
る
」
に
等
し
い
、
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と
。

﹇
第
三
逆
理

飛
矢
﹈

私
達
は
こ
こ
で
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
期
せ
ず
し
て
「
飛
矢
」〔
第
三
逆
理
〕
の
本
性
の
機
微
に
触
れ
る
発

言
を
し
て
い
る
の
に
注
目
せ
ざ
る
を
え
ま
せ
ん
。
第
三
逆
理
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
報
告
に
よ
れ
ば
、

「
ど
ん
な
も
の
も
自
身
に
等
し
い
場
所
を
占
め
て
い
る
と
き
に
は
つ
ね
に
静
止
し
て
お
り
、
移
動
す
る
も

の
は
今
に
お
い
て
つ
ね
に
自
身
に
等
し
い
場
所
を
占
め
て
い
る
か
ら
、
移
動
す
る
矢
は
動
か
な
い
」
と
な

っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
逆
理
を
理
解
す
る
決
定
的
ポ
イ
ン
ト
は

一
、
自
身
に
等
し
い
場
所
を
占
め
て
い
る
も
の
は
静
止
し
て
い
る
。

二
、《
今
》
に
お
い
て
任
意
の
も
の
は
自
身
に
等
し
い
場
所
を
占
め
て
い
る
。

と
い
う
二
つ
の
命
題
を
ど
の
よ
う
に
関
連
づ
け
る
か
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
お
り
ま
す
。
飛
ん
で
い

る
一
本
の
矢
を
想
像
し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
直
線
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
さ
れ
る
一
定
距
離
を
も
想
定
し
て
く

だ
さ
い
。
矢
は
、
そ
の
直
線
上
を
通
過
し
て
い
き
ま
す
。
矢
は
、
当
然
な
が
ら
長
さ
を
も
っ
て
い
ま
す
が
、

い
ま
、
そ
の
最
先
端
の
点
を
Ｘ
と
し
ま
す
と
、
矢
の
飛
翔
は
、
動
点
Ｘ
の
直
線
上
の
運
動
と
同
じ
こ
と
に

な
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
矢
の
飛
翔
と
は
、
動
点
Ｘ
が
直
線
と
し
て
想
定
さ
れ
た
一
定
距
離
上
の
点
Ｔ
の
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系
列
ｔ
１

、
ｔ
２

、
ｔ
３

、・
・
・
ｔ
ｎ

、・
・
・
に
次
々
と
触
れ
て
い
く
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ

で
、「
次
々
と
」
と
は
、「
今
、
今
、・
・
・
と
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、「
今
、

今
、・
・
・
」
と
動
点
Ｘ
が
点
Ｔ
の
系
列
ｔ
１

、
ｔ
２

、
ｔ
３

、・
・
・
ｔ
ｎ

、・
・
・
に
触
れ
て
い
く
と
い
う

こ
と
は
、
距
離
上
の
点
系
列
ｔ
１

、
ｔ
２

、
ｔ
３

、
・
・
・
ｔ
ｎ

・
・
・
に
対
し
、
《
今
》（
Ｎ
）の
系
列
ｎ
１

、
ｎ
２

、

ｎ
３

・
・
・
ｎ
ｎ

、・
・
・
が
洩
れ
な
く
厳
密
に
対
応
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
り
ま
せ
ん
。
さ

て
、
矢
の
最
先
端
点
と
し
て
理
解
さ
れ
た
動
点
Ｘ
は
、
距
離
上
の
ど
の
ｔ
ｎ

と
も
一
対
一
に
対
応
づ
け
ら

れ
ま
す
。
動
点
Ｘ
の
場
合
に
は
、
こ
れ
が
、「
自
身
に
等
し
い
場
所
を
占
め
る
」
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な

り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
で
、「
自
身
に
等
し
い
場
所
を
占
め
て
い
る
も
の
は
静
止
し
て
い
る
」
と
定
義
さ
れ

ま
し
た
。《
今
》（
Ｎ
）の
系
列
ｎ
１

、
ｎ
２

、
ｎ
３

、・
・
・
ｎ
ｎ

、・
・
・
と
、
動
点
Ｘ
が
触
れ
て
い
く
点（
Ｔ
）

の
系
列
ｔ
１

、
ｔ
２

、
ｔ
３

、
・
・
・
ｔ
ｎ

、
・
・
・
と
は
、
厳
密
に
一
対
一
に
対
応
す
る
の
で
し
た
。
ゆ
え
に
、

動
点
Ｘ
が
「
自
身
に
等
し
い
場
所
を
占
め
る
」
と
い
う
こ
と
と
、
そ
れ
が
「
い
ま
、
ｎ
ｎ

に
あ
る
」
と
い

う
こ
と
と
は
同
値
な
の
で
す
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
す
で
に
十
分
お
分
か
り
の
よ
う
に
、「
任
意
の
ｘ

が
、
い
ま
、
任
意
の
Ｔ
に
お
い
て
あ
る
」
と
い
う
命
題
と
、「
任
意
の
ｘ
が
、
任
意
の
Ｔ
に
お
い
て
静
止

し
て
い
る
」
と
い
う
命
題
が
、
相
互
に
、
必
要
か
つ
十
分
な
条
件
を
な
す
と
い
う
こ
と
で
す
。
し
た
が
っ

て
、
任
意
の
も
の
ｘ
は
、
そ
れ
が
《
今
》《
あ
る
》
か
ぎ
り
、
定
義
か
ら
し
て
、《
静
止
》
し
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
の
で
す
。

お
よ
そ
時
間
な
る
も
の
が
《
今
》
か
ら
な
り
、
そ
の
飛
翔
の
全
行
程
を
通
じ
て
、
矢
は
つ
ね
に
《
今
》
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《
あ
り
》
つ
づ
け
る
の
だ
と
い
た
し
ま
す
と
、
矢
は
ど
う
し
て
も
、
永
久
停
止
の
状
態
に
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
わ
け
で
す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
逆
説
的
状
況
が
出
来
し
た
の
は
、
ひ
と
え
に
、
あ
の
《
パ
ス
カ

ル
の
目
》
の
仕
業
な
の
で
す
。
ま
こ
と
に
《
パ
ス
カ
ル
の
目
》
は
、
す
べ
て
の
も
の
を
石
化
す
る
メ
ド
ゥ

サ
の
視
線
に
類
す
る
も
の
だ
と
言
わ
ね
ば
な
り
ま
せ
ん
。

﹇《
パ
ス
カ
ル
の
目
》
の
本
性
﹈

で
は
、《
パ
ス
カ
ル
の
目
》、
そ
の
本
性
は
何
で
あ
る
か
と
問
い
ま
し
ょ
う
。
す
で
に
お
分
か
り
の
こ
と

と
思
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
、『
物
質
と
記
憶
』（
第
四
章
「
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
限
定
と
固
定
に
つ
い
て
知
覚
と

物
質
、
心
と
身
体
」「
延
長
と
ひ
ろ
が
り
」）に
お
い
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
、「
感
覚
的
諸
性
質
の
連
続
す
な
わ

ち
具
体
的
延
長
物
の
下
に
」「
限
り
な
く
変
形
可
能
で
縮
小
可
能
な
目
を
も
っ
た
網
」、
つ
ま
り
任
意
か
つ

無
限
な
「
分
割
可
能
性
」
の
ま
っ
た
く
「
観
念
的
な
図
式
」
と
し
て
の
《
等
質
空
間
》、
お
よ
び
、「
現
実

の
固
定
に
よ
っ
て
え
ら
れ
た
継
起
的
諸
瞬
間
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
る
継
起
一
般
の
抽
象
的
図
式
」
と
し
て
の

《
等
質
時
間
》
を
張
り
渡
す
も
の
で
あ
る
と
主
張
し
た
、
あ
の
、
分
析
的
知
性
に
等
価
な
も
の
だ
っ
た
の

で
す
。
そ
し
て
、
こ
の
分
折
的
知
性
こ
そ
、
す
べ
て
の
も
の
を
石
化
す
る
メ
ド
ゥ
サ
の
視
線
に
私
が
な
ぞ

ら
え
た
と
こ
ろ
の
も
の
、
す
な
わ
ち
《
パ
ス
カ
ル
の
目
》、
実
は
パ
ス
カ
ル
の
い
う
《
幾
何
学
的
精
神
》

に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
の
で
す
。

ベ
ル
ク
ソ
ン
の
数
論
に
か
か
わ
る
言
説
を
検
討
さ
れ
る
な
か
で
平
井
先
生
は
、「
空
間
の
中
の
並
置
の
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観
念
を
内
に
ひ
そ
め
て
い
る
」《
２
》
と
い
う
数
の
観
念
に
つ
い
て
、「
純
粋
持
続
の
直
観
を
さ
ま
た
げ
、

分
割
不
可
能
な
運
動
に
、
無
限
分
割
可
能
な
、
そ
の
運
動
の
軌
跡
と
し
て
の
空
間
を
と
っ
て
替
わ
ら
せ
て

し
ま
う
」《
原
罪
の
よ
う
な
も
の
》
な
い
し
「
哲
学
的
認
識
者
が
陥
る
最
も
ラ
デ
ィ
カ
ル（
根
源
的
）な
錯

迷
の
原
点
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
の
こ
と
が
大
き
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
の
は
、
ま
さ

に
こ
の
文
脈
に
お
い
て
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
れ
と
精
確
に
同
じ
文
脈
に
お
い
て
、
村
田
先
生
も
ま

た
、『
荘
子
』
内
篇
収
録
の
「
応
帝
王
篇
」
に
現
れ
る
「
渾
沌
」
譚
に
言
及
さ
れ
、
こ
の
ミ
ュ
ト
ス
に
お

け
る
《
渾
沌
の
殺
害
》
な
る
原
型
的
犯
罪
行
為
が
告
げ
る
も
の
は
、
跳
び
跳
び
・
バ
ラ
バ
ラ
構
造
を
も
つ

時
空
の
原
初
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
と
し
て
の
《
今
・
こ
こ
》
に
よ
る
、「
流
れ
る
《
今
》」
が
有
す
る
本
性
の
固

定
化
・
解
体
と
い
う
事
態
で
あ
る
と
い
う
デ
ィ
ス
ク
ー
ル
を
展
開
な
さ
っ
た
の
で
す
。

﹇「
錯
迷
の
原
点
」
と
二
律
背
反
的
パ
ラ
ド
ク
ス
﹈

で
は
、「
錯
迷
の
原
点
」
が
ま
さ
に
錯
迷
で
あ
る
ゆ
え
ん
、「
渾
沌
殺
害
」
が
ま
さ
に
犯
罪
行
為
で
あ
る

ゆ
え
ん
は
、
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
結
局
、
私
達
は
ふ
た
た
び
、
例
え
ば
『
時
間
と
自
由
』
第

三
章
最
終
節
に
お
い
て
「
自
由
」
の
問
題
に
関
し
て
み
ず
か
ら
が
立
て
た
問
い
〈
時
間
は
空
間
に
よ
っ
て

十
全
に
あ
ら
わ
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
〉
に
対
し
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
が
答
え
て
言
っ
た
言

葉
、「
流
れ
去
っ
た
時
間
が
問
題
な
ら
ば
、
そ
の
と
お
り
だ
が
、
流
れ
つ
つ
あ
る
時
間
に
つ
い
て
言
う
の

な
ら
、
そ
う
で
は
な
い
。」
を
挙
げ
、
分
割
不
可
能
な
も
の
を
分
割
し
う
る
と
錯
覚
し
、
空
間
で
も
っ
て
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《
持
続
》
の
模
造
品
を
架
構
し
な
が
ら
、
し
か
も
そ
れ
に
気
づ
か
な
い
で
い
る
、
そ
の
こ
と
が
、
錯
迷
の

原
点
な
の
だ
と
言
う
ほ
か
は
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。

し
か
し
な
が
ら
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
り
ま
す
と
、
私
達
を
「
第
四
次
元
の
空
間
」
す
な
わ
ち
「
等
質
的
時

間
」、「《
等
質
の
内
的
持
続
》
と
い
う
あ
や
ま
っ
た
観
念
」（
第
二
章
「
意
識
の
諸
状
態
の
多
数
性
に
つ
い

て
―
持
続
の
観
念
」「
持
続
は
計
測
で
き
る
か
」）へ
と
導
い
て
し
ま
う
力
は
、
ほ
と
ん
ど
「
宿
命
的
」
と

い
っ
て
よ
い
ほ
ど
の
も
の
な
の
で
す
。
そ
こ
で
数
学
に
は
、
結
局
、
真
の
持
続
を
把
握
す
る
こ
と
は
不
可

能
で
あ
り
ま
し
て
、「
不
動
の
も
の
で
運
動
を
つ
く
り
出
し
た
り
、
空
間
で
時
間
を
つ
く
っ
た
り
は
で
き

な
い
こ
と
を
、
数
学
は
思
い
知
ら
さ
れ
る
」（
第
二
章
の
う
ち
「
エ
レ
ア
派
の
錯
覚
」）は
ず
な
の
で
す
。
し

か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
が
分
か
っ
て
い
る
の
だ
と
し
ま
す
と
、
い
っ
た
い
誰
が
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
を
、
「
数

学
的
言
葉
」
を
用
い
て
「
解
決
す
る
」
な
ど
と
自
負
す
る
こ
と
が
出
来
ま
し
ょ
う
か
。
け
だ
し
、
ゼ
ノ
ン

の
逆
理
の
定
式
化
そ
の
も
の
が
、
す
で
に
、
こ
う
し
た
考
え
に
よ
り
ま
す
と
、
真
の
持
続
を
「
第
四
次
元

の
空
間
」
で
置
き
換
え
る
錯
誤
を
犯
し
て
い
る
の
で
す
か
ら
、「
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
の
《
数
学
的
》
解
明
」

な
る
も
の
は
、
こ
の
錯
誤
の
う
え
に
新
た
な
る
錯
誤
を
重
ね
、
錯
迷
の
自
己
引
照
的
パ
ラ
ド
ク
ス
の
う
ち

に
、
好
ん
で
み
ず
か
ら
を
巻
き
込
ん
で
し
ま
う
、
そ
う
い
っ
た
愚
を
、
敢
え
て
す
る
に
等
し
い
こ
と
に
な

っ
て
し
ま
う
か
ら
で
す
。

し
か
し
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
《
純
粋
持
続
》
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
ど
う
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
自
身
が
、《
内
的
自
我
》
が
体
験
す
る
純
粋
持
続
の
時
間
意
識
は
、「
漠
然
と
し
て
い
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て
、
無
限
に
流
動
し
、
し
か
も
言
葉
に
あ
ら
わ
せ
な
い
も
の
で
あ
る
」〔
第
二
章
の
う
ち
「
自
我
の
二
つ

の
様
相
」）と
言
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
れ
に
呼
応
す
る
か
の
よ
う
に
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
も
『
カ
イ
エ
』
に
お
い

て
次
の
よ
う
に
言
っ
て
お
り
ま
す
。

「
持
続
に
関
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
氏
に
よ
る
と（
私
に
把
握
で
き
る
範
囲
で
は
）

《
私
は
一
つ
の
手
続
き
を
、
一
つ
の
考
え
を
見
出
し
た
―
ひ
と
に
伝
え
て
共
有
す
る
こ
と
の
出
来
な

い
も
の
で
、
私
自
身
に
も
難
し
く
、
私
以
外
の
も
の
は
、
従
っ
て
、
自
分
が
そ
れ
を
同
一
の
か
た
ち

で
所
有
し
て
い
る
と
い
う
確
信
の
も
て
な
い
も
の
だ
。
―
こ
れ
こ
そ
が
『
真
理
』
だ
。》
成
果
は
ど

こ
に
あ
る
か
。

こ
の
主
観
的
手
続
き
が
Ｘ
と
Ｙ
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
と
い
う
証
明
を
な
し
う
る
も
の
は
、
一
つ
も

な
い
。」〔
!
、
二
八
一
筑
摩
書
房
『
ヴ
ァ
レ
リ
ー
全
集
カ
イ
エ
篇
２
』
寺
田
透
訳
）

「
人
口
に
膾
炙
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
《
持
続
》
は
感
覚
に
分
類
さ
れ
る
か
、
知
覚
に
分
類
さ
れ
る
か

―
表
現
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
象
徴
乃
至
知
見
に
か
―
そ
れ
と
も
凝
縮
さ
れ
た
観
察
に
か
―
そ
れ
と

も
暗
喩
に
か
、
私
は
か
つ
て
理
解
で
き
た
た
め
し
が
な
い
。
精
確
な
定
義
が
な
い
な
ら
現
実
的
有
効

性
は
な
い
。」（
同
前
Ｘ
Ｖ
、
二
八
七
）

つ
ま
り
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
眼
に
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
《
持
続
》
は
、
き
わ
め
て
曖
昧
か
つ
不
得
要
領
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な
も
の
に
映
っ
て
い
た
よ
う
な
の
で
す
。
そ
れ
は
分
類
す
る
こ
と
困
難
で
あ
り
、
共
同
主
観
的
対
象
と
な

り
え
ず
、「
Ｘ
と
Ｙ
に
お
い
て
同
一
で
あ
る
」
こ
と
を
保
証
し
え
な
い
も
の
だ
、
と
見
え
た
の
で
す
。
ヴ

ァ
レ
リ
ー
は
さ
ら
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
つ
い
て
こ
う
も
言
っ
て
お
り
ま
す
。

「
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
問
題
を
更
新
し
な
か
っ
た
。
そ
れ
こ
そ
哲
学
に
と
っ
て
も
っ
と
も
急
を
要
す
る
必

要
事
だ
っ
た
の
に
。
か
れ
は
伝
統
的
課
題
に
か
れ
流
に
答
え
た
だ
け
だ
。

か
れ
は
教
授
と
し
て
自
分
に
問
い
訊
し
、
そ
し
て
―
詩
人
と
し
て
答
え
た
の
だ
。」（
Ｘ
Ｉ
Ｖ
、
七
三

七
）

﹇
思
考
の
映
画
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
﹈

す
る
と
科
学
的
知
性
は
、
ふ
た
た
び
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
『
創
造
的
進
化
』
第
四
章
に
お
い
て
《
思
考
の

映
画
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
》（m

ecanism
e

cinem
atographique

de
l’intelligence

）と
呼
ん
だ
も
の
に
舞
い
も
ど

り
、
真
の
《
持
続
》
に
代
え
る
に
、
あ
の
「
生
成
の
模
造
品
」
を
も
っ
て
甘
ん
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
し
ょ
う
か
。

《
思
考
の
映
画
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
》
が
何
か
、
て
っ
と
り
早
く
分
か
っ
て
い
た
だ
く
た
め
に
、
ち
ょ
っ
と

し
た
比
喩
を
ま
じ
え
た
話
を
い
た
し
ま
す
。
み
な
さ
ん
は
、
き
わ
め
て
素
早
い
運
動
を
見
た
後
、
そ
の
残

像
が
瞼
に
し
ば
ら
く
残
る
の
を
経
験
し
た
こ
と
が
あ
る
は
ず
で
す
。『
ふ
し
ぎ
の
国
の
ア
リ
ス
』
を
読
ん
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で
み
ま
す
と
、
そ
の
残
像
が
、
あ
の
チ
ェ
シ
ャ
ー
猫
に
な
っ
て
出
て
き
ま
す
。
こ
ん
な
具
合
に
で
す
。
樹

の
枝
の
う
え
で
だ
し
ぬ
け
に
現
れ
た
り
消
え
た
り
す
る
猫
に
、
ア
リ
ス
が
、「
そ
ん
な
に
だ
し
ぬ
け
に
現

れ
た
り
消
え
た
り
し
な
い
で
ち
ょ
う
だ
い
、
目
が
ま
わ
っ
て
し
ま
う
も
の
」
と
言
い
ま
す
と
、「
よ
う
し

き
た
」
と
猫
が
、

「
こ
ん
ど
は
、
ご
く
ゆ
っ
く
り
と
消
え
て
ゆ
き
ま
し
た
。
ま
ず
、
し
っ
ぽ
の
さ
き
か
ら
消
え
は
じ
め
、

に
や
に
や
笑
い
で
お
し
ま
い
に
な
っ
た
の
で
す
が
、
に
や
に
や
笑
い
は
、
か
ら
だ
や
顔
が
す
っ
か
り

消
え
て
し
ま
っ
た
の
ち
も
、
し
ば
ら
く
そ
こ
に
残
っ
て
い
ま
し
た
。
」（
生
野
幸
吉
訳
、
福
音
館
書
店
、

一
九
七
一
年
）

こ
れ
は
、運
動
体
が
す
で
に
そ
こ
に
な
い
の
に
イ
メ
ー
ジ
だ
け
が
残
る
例
で
す
が
、ベ
ル
ク
ソ
ン
が
《
思

考
の
映
画
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
》
と
い
う
の
は
、
逆
に
、
不
動
の
イ
メ
ー
ジ
を
つ
な
ぎ
あ
わ
せ
て
贋
の
運
動
を

合
成
す
る
こ
と
に
相
当
す
る
も
の
で
す
。
こ
う
し
て
、
フ
ィ
ル
ム
の
一
コ
マ
一
コ
マ
に
焼
付
け
ら
れ
た
一

連
の
不
動
の
イ
メ
ー
ジ
に
す
ぎ
な
い
も
の
が
、
映
写
機
に
か
け
ら
れ
て
回
転
さ
せ
ら
れ
る
と
、
ス
テ
ッ
キ

を
振
り
ふ
り
向
こ
う
の
ほ
う
へ
立
ち
去
っ
て
い
く
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
の
姿
と
な
っ
て
ス
ク
リ

ー
ン
上
に
映
し
出
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
す
。
チ
ェ
シ
ャ
ー
猫
の
場
合
に
は
、
そ
の
猫
の
素
早
い
運
動
が

「
に
や
に
や
笑
い
」
を
置
き
去
り
に
し
て
行
っ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
が
、
映
画
の
場
合
に
は
、
映
写
機
が
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与
え
て
く
れ
る
運
動
の
お
か
げ
で
、
チ
ャ
ー
リ
ー
・
チ
ャ
ッ
プ
リ
ン
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
に
、
自
分
の
不
動
の

イ
メ
ー
ジ
の
な
か
を
突
き
抜
け
て
、
立
ち
去
っ
て
い
く
の
で
す
。

「
こ
の
や
り
方
は
、
要
す
る
に
、
す
べ
て
の
像（
フ
ィ
ギ
ュ
ー
ル
）に
固
有
な
す
べ
て
の
動
作
か
ら
、

一
つ
の
非
人
称
的
で
抽
象
的
で
単
純
な
運
動
、
い
わ
ば
運
動
一
般
を
抽
き
出
し
て
、
そ
れ
を
映
写
機

の
中
に
入
れ
、
こ
の
無
名
運
動
と
個
々
の
姿
勢
の
組
成
に
よ
っ
て
個
別
的
な
各
運
動
の
個
性
を
再
構

成
す
る
こ
と
、
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
。」（
平
井
啓
之
訳
）

ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
プ
ラ
ト
ン
の
イ
デ
ア
論
か
ら
ス
ペ
ン
サ
ー
の
実
証
科
学
に
至
る
西
欧
の
一
大
精
神
的

伝
統
が
、
こ
う
し
た
《
思
考
の
映
画
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
》（『
創
造
的
進
化
』
第
四
章
。
な
お
、《
思
考
の
映
画

的
メ
カ
ニ
ズ
ム
》
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
に
お
け
る
意
味
に
つ
い
て
は
平
井
先
生
の
御
訳
業
、
ジ
ル
・
ド
ゥ

ル
ー
ズ
『
差
異
に
つ
い
て
』「
解
題*

〈
差
異
〉
と
新
し
い
も
の
の
生
産
」
を
参
照
し
て
下
さ
い
。
そ
の
解

題
の
な
か
で
先
生
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
〈
映
画
論
の
原
理
的
根
拠
は
ゼ
ノ
ン
の
詭
弁
以
外
の
も
の
で
は
な

い
〉
と
い
う
こ
と
も
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。）を
共
有
し
て
お
り
、「
流
れ
つ
つ
あ
る
時
間
」
を
「
流
れ
て

し
ま
っ
た
時
間
」
と
す
る
錯
覚
を
科
学
と
思
い
誤
ら
せ
る
の
に
力
を
貸
し
て
き
た
、と
言
っ
て
お
り
ま
す
。

こ
う
し
て
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
近
代
に
至
っ
て
も
、
例
え
ば
、
「
力
学
が
理
解
す
る
物
質
点
」
は
、

つ
ね
に
《
永
遠
の
現
在
》
で
あ
る
に
と
ど
ま
り（『
時
間
と
自
由
』
第
三
章
の
「
物
理
的
決
定
論
」）、
運
動
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体
の
「
変
速
運
動
の
分
析
」
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
の
は
「
一
た
び
通
過
さ
れ
た
空
間
と
、
ひ
と
た
び

到
達
さ
れ
た
同
時
的
な
位
置
」（
第
二
章
の
う
ち
「
速
度
と
同
時
性
」）に
す
ぎ
な
い
も
の
に
な
っ
て
い
る
と

い
う
の
で
す
。つ
ま
り
「
力
学
は
・
・
・
運
動
そ
の
も
の
か
ら
も
不
動
性
し
か
保
有
し
な
い
」
の
で
あ
り
、

真
の
持
続
が
問
題
で
あ
る
の
に
、
継
起
す
る
同
時
性
し
か
扱
う
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
む
ろ
ん

「
た
し
か
に
、
ひ
と
た
び
時
間
が
流
れ
た
と
き
に
も
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
継
起
す
る
各
瞬
間
を
互
い
に

外
在
的
な
も
の
と
し
て
思
い
う
か
べ
、
そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
空
間
を
横
切
る
線
を
思
う
権
利
」
を
も

っ
て
は
い
る
の
だ
が
、「
こ
の
線
が
記
号
と
し
て
あ
ら
わ
す
も
の
が
、
流
れ
つ
つ
あ
る
時
間
で
は
な
く
、

流
れ
去
っ
た
時
間
で
あ
る
こ
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
変
わ
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
」（「
真
の
持
続
と
偶
然
性
」）

と
い
う
わ
け
で
す
。

﹇
ゼ
ノ
ン
の
錯
覚
か
﹈

し
か
し
科
学
が
描
く
世
界
像
と
い
う
の
が
、
結
局
、
こ
う
し
た
「
生
成
の
模
造
品
」
な
の
だ
と
致
し
ま

す
と
、
そ
れ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
生
涯
を
通
じ
て
対
決
し
た
、
あ
の
、
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
の
《
錯
覚
》
な

る
も
の
と
、
ど
こ
が
違
っ
て
お
り
ま
し
ょ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
れ
ば
、
エ
レ
ア
の
ゼ

ノ
ン
は
「
不
可
分
で
独
自
の
一
連
の
行
為
を
そ
の
下
に
横
た
わ
っ
て
い
る
等
質
の
空
間
と
同
一
視
」（「
エ

レ
ア
派
の
錯
覚
」）し
た
、
そ
こ
に
彼
の
《
錯
覚
》
が
あ
っ
た
と
、
飽
く
こ
と
な
く
指
弾
し
つ
づ
け
る
わ
け

で
す
が
、
そ
の
《
錯
覚
》
を
、
い
ま
や
、
数
と
記
号
と
イ
マ
ー
ジ
ュ
に
依
拠
し
て
実
在
に
迫
る
、
す
べ
て
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の
哲
学
的
・
科
学
的
思
考
が
共
有
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
す
。

こ
こ
に
意
外
な
、
そ
れ
こ
そ
パ
ラ
ド
ク
シ
カ
ル
な
事
態
が
出
現
し
て
ま
い
り
ま
す
。
す
で
に
見
て
ま
い

り
ま
し
た
よ
う
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
は
、
私
が
《
パ
ス
カ
ル
の
目
》
と
呼
ん
だ
、

あ
の
《
分
析
的
知
性
》
の
元
祖
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
と
こ
ろ
が
実
際
に
は
、
ゼ
ノ
ン
は
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
の
言
う
《
等
質
空
間
》
や
《
等
質
時
間
》
を
擁
護
し
た
ど
こ
ろ
か
、
ま
っ
た
く
反
対
に
、
無
限
分
割
を

許
す
時
空
連
続
体
を
仮
定
す
る
と
手
酷
い
矛
盾
に
導
か
れ
る
こ
と
を
、
情
け
容
赦
の
な
い
論
理
の
力
に
よ

っ
て
明
ら
か
に
し
た
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
。

ゼ
ノ
ン
の
逆
理
に
つ
い
て
語
る
人
々
が
、
ほ
と
ん
ど
例
外
な
く
、
そ
れ
を
自
明
の
「
錯
誤
」
で
あ
る
と

み
な
し
、熟
慮
し
さ
え
す
る
な
ら
ば
自
分
た
ち
の
《
常
識
》
の
線
に
合
わ
せ
て
解
決
す
る
こ
と
の
出
来
る
、

た
か
だ
か
一
種
の
パ
ズ
ル
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
る
様
子
を
、
私
は
つ
ね
づ
ね
奇
異
な
こ
と
と
感
じ
て

き
ま
し
た
。

何
故
な
ら
、
ゼ
ノ
ン
が
全
力
を
挙
げ
て
否
定
し
た
の
は
、
ま
さ
に
そ
の
、
世
間
一
般
の
人
々
が
そ
の
上

に
安
住
し
て
い
る
《
常
識
》
と
、
そ
の
《
常
識
》
に
合
わ
せ
て
型
抜
き
さ
れ
た
当
時
の
科
学
理
論
―
そ
の

根
底
に
あ
っ
た
の
が
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
流
の
言
葉
に
置
き
直
し
て
言
え
ば
《
等
質
時
間
》
で
あ
り
《
等
質
空

間
》
で
あ
っ
た
の
で
す
が
―
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
す
。
彼
が
否
定
し
た
「
場
所
」
や
「
運
動
」

は
、
彼
の
論
敵
が
抱
い
て
い
た
《
常
識
》
の
一
部
だ
っ
た
の
で
す
。
ゼ
ノ
ン
は
結
局
の
と
こ
ろ
「
世
界
」

の
存
在
そ
の
も
の
さ
え
否
定
し
よ
う
と
し
た
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
「
世
界
」（
コ
ス
モ
ス
）は
、
彼
の
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論
敵
の
《
常
識
》
が
思
い
描
い
た
そ
れ
だ
っ
た
の
で
す
。
す
な
わ
ち
ゼ
ノ
ン
の
攻
撃
は
、《
常
識
》
に
立

脚
し
た
当
時
の
人
々
の
世
界
《
像
》、
そ
の
根
底
に
あ
る
《
思
惑
》《
臆
見
》（
ド
ク
サ
）
の
あ
り
方
に
向

け
ら
れ
た
の
で
す
。

少
し
意
地
わ
る
い
や
り
方
に
な
り
ま
す
が
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
言
葉
を
挙
げ
て
、
事
柄
を
こ
ん
な
ふ
う
に

解
説
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

「
…
矢
を
空
中
で
動
け
な
く
す
る
に
は
ど
う
し
た
ら
よ
い
か
。
―
矢
を
は
っ
き
り
と
思
念
す
れ
ば
十

分
な
の
だ
」（『
カ
イ
エ
』
Ｐ
Ｌ
・
Ｉ
・
七
〇
二
〜
七
〇
三
。
平
井
啓
之
訳
）

ヴ
ァ
レ
リ
ー
は
、
こ
の
言
葉
で
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
が
「
手
品
師
の
す
り
替
え
」
に
類
す
る
も
の
で
あ
る

こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
の
で
す
。
が
、
別
の
観
点
か
ら
す
る
と
、
こ
の
言
葉
は
、
ゼ
ノ
ン
以
外
の
人
々
に

も
あ
て
は
ま
り
ま
す
。

ひ
と
は
「
思
念
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、見
た
り
触
わ
っ
た
り
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
《
点
》
や
《
線
》

の
存
在
を
確
信
し
ま
す
。《
世
界
》
な
ど
と
い
う
も
の
を
見
た
者
は
誰
も
い
な
い
は
ず
で
す
が
、「
思
念
す

る
」
こ
と
に
よ
っ
て
人
は
《
世
界
》
の
存
在
を
も
確
信
で
き
る
の
で
す
。
そ
し
て
《
万
物
は
流
転
す
る
》

と
い
う
確
信
で
す
ら
が
、「
思
念
」
に
よ
る
も
の
な
の
で
す
。
ゼ
ノ
ン
が
否
定
し
た
の
は
、
彼
が
ド
ク
サ

で
あ
る
と
信
じ
た
《
常
識
》
の
擁
護
す
る
「
思
念
」
の
形
態
で
あ
り
、
そ
の
常
識
的
「
思
念
」
に
も
と
づ
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く
《
多
》
と
、
そ
の
総
体
と
し
て
の
《
世
界
》
で
あ
っ
た
の
で
す
。
し
か
し
ゼ
ノ
ン
は
、
頭
ご
な
し
に
そ

れ
ら
を
否
定
し
た
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
れ
ら
を
エ
ポ
ケ
ー
〔
方
法
的
判
断
中
止
〕
に
入
れ
、
そ
れ
ら

の
身
分
を
論
理
的
吟
味
に
か
け
て
精
査
す
る
と
い
う
方
針
を
取
り
ま
し
た
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
後
に
採
用
す

る
こ
と
と
な
っ
た
「
エ
レ
ン
コ
ス
」（
論
理
的
吟
味
・
反
駁
）、
そ
れ
が
ゼ
ノ
ン
の
方
法
で
し
た
。
ゼ
ノ
ン

に
と
っ
て
《
多
》
の
存
在
は
、
こ
う
し
て
、
ま
ず
、
疑
わ
し
い
も
の
・
精
査
を
要
す
る
も
の
・
問
題
的
な

も
の
で
あ
っ
た
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
し
ま
す
と
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
の
よ
う
に
、

「
部
分
が
全
体
に
先
行
す
る
が
、
し
か
も
部
分
は
全
体
か
ら
推
論
さ
れ
る
の
だ
。
人
は
無
意
識
の
う

ち
に
運
動
が
分
割
を
実
現
す
る
の
だ
と
想
定
す
る
が
、
一
方
分
割
と
は
停
止
で
あ
り
、
運
動
を
前
提

し
て
い
る
。」（『
カ
イ
エ
』
Ｐ
Ｌ
・
Ｉ
・
五
七
八
、
平
井
啓
之
訳
）

と
い
う
よ
う
に
批
評
す
る
の
は
、
二
重
に
的
を
射
外
し
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
何
故
な
ら
、
ま
ず

第
一
に
、
全
体
を
部
分
に
先
行（
実
は
、
そ
の
こ
と
で
す
ら
が
ゼ
ノ
ン
に
よ
っ
て
矛
盾
に
導
か
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
す
が
）さ
せ
ず
、
部
分
を
全
体
に
先
行
さ
せ
た
の
は
ゼ
ノ
ン
の
論
敵
で
あ
っ
て
、
そ
の
論
敵

の
前
提
を
ゼ
ノ
ン
は
否
定
し
た
か
ら
で
あ
り
、
第
二
に
、
ゼ
ノ
ン
は
「
運
動
」
の
実
在
を
肯
定
し
て
い
て
、

そ
れ
を
前
提
し
な
が
ら
運
動
を
否
定
し
た
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
ゼ
ノ
ン
は
、
運
動
の
現
象
を
見
、
そ
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の
経
験
を
承
認
し
た
う
え
で
、
そ
れ
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
も
し
ア
キ
レ
ス
が
追
い

つ
く
な
ら
ば
・
・
・
」
と
発
言
す
る
こ
と
で
、
彼
は
、『
鏡
の
国
』
の
ア
リ
ス
の
よ
う
に
、「
仮
に
、
も
し

も
よ
・
・
・
」
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ア
キ
レ
ス
が
亀
に
追
い
つ
く
こ
と
に
承
認
を
与
え
、
そ
れ

を
前
提
に
し
て
、
運
動
を
否
定
し
て
い
る
の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
Ｘ
を
承
認
し
・
同
時
に
・
Ｘ
を
否
定
す

る
。
そ
れ
は
い
っ
た
い
何
の
こ
と
で
す
か
。
私
は
、
ゼ
ノ
ン
を
、
哲
学
者
で
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
哲
学
者
で
あ
る
こ
と
の
最
低
条
件
は
、
み
ず
か
ら
の
言
説
の
矛
盾
に
敏
感
な
こ
と
で
あ
る
、
と
考

え
て
お
り
ま
す
。「
運
動
」
と
呼
ば
れ
る
現
象
を
見
る
経
験
が
、
万
人
に
そ
の
実
在
性
を
承
認
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
た
の
な
ら
、
ゼ
ノ
ン
を
反
駁
す
る
た
め
に
そ
の
周
囲
を
ぐ
る
ぐ
る
歩
い
て
み
せ
た
と
い
う
人
物

は
、
ず
い
ぶ
ん
お
節
介
な
こ
と
を
し
た
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す（
三
七
）
。
と
い
う
の
も
、
ゼ
ノ
ン
が

そ
う
し
た
現
象
を
見
た
の
は
初
め
て
で
は
な
か
っ
た
は
ず
で
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
と
お
の
昔
に
運
動
実
在
論

者
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
は
ず
だ
か
ら
で
す
。

﹇『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
篇
に
見
ら
れ
る
ゼ
ノ
ン
の
論
文
の
意
図
の
説
明
﹈

そ
れ
で
は
、
ゼ
ノ
ン
の
論
文
は
、
い
っ
た
い
何
を
狙
い
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
ま
た
、

そ
の
言
説
の
根
底
を
な
す
哲
学
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
の
問
題
は
、
パ
ル
メ

ニ
デ
ス
と
ゼ
ノ
ン
と
の
関
係
を
明
ら
か
に
し
な
い
か
ぎ
り
は
、
答
え
ら
れ
な
い
も
の
で
す
。

プ
ラ
ト
ン
の
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
篇
冒
頭
部
分
を
読
ん
で
み
ま
す
と
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
ま
だ
二
十
歳
前
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後
の
頃
、
パ
ン
ア
テ
ナ
イ
ア
大
祭
が
あ
っ
た
時
期
に
ゼ
ノ
ン
と
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
連
れ
立
っ
て
ア
テ
ナ
イ

に
や
っ
て
き
た
、
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
の
と
き
す
で
に
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
、
か
な
り
高

齢
で
、
髪
も
白
く
な
っ
て
お
り
、
齢
の
頃
は
六
五
歳
く
ら
い
の
品
の
い
い
人
、
ゼ
ノ
ン
は
と
い
う
と
四
〇

歳
く
ら
い
で
、
丈
高
く
、
み
る
か
ら
に
す
っ
き
り
と
し
て
、
姿
か
た
ち
の
い
い
人
で
あ
っ
た
と
語
ら
れ
て

い
ま
す
。
そ
う
い
う
冒
頭
部
分
か
ら
始
ま
っ
て
、
や
が
て
、
若
い
ソ
ク
ラ
テ
ス
た
ち
の
前
で
、
ゼ
ノ
ン
の

論
文
が
読
み
あ
げ
ら
れ
る
シ
ー
ン
に
な
り
ま
す
。
朗
読
が
終
わ
る
と
二
、
三
の
質
疑
応
答
が
あ
り
、
そ
の

後
で
ソ
ク
ラ
テ
ス
が
、
ゼ
ノ
ン
の
論
文
の
意
図
を
推
測
す
る
発
言
を
し
ま
す
。
つ
ま
り
ソ
ク
ラ
テ
ス
は
、

ゼ
ノ
ン
が
そ
の
論
文
の
な
か
で
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
彼
の
哲
学
詩
『
ペ
リ
・
フ
ュ
セ
オ
ー
ス（
自
然
本
性

に
つ
い
て
）』
の
な
か
で
述
べ
た
の
と
同
じ
こ
と
を
、
別
の
角
度
か
ら
言
お
う
と
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い

の
で
あ
っ
て
、「
万
物
は
一
で
あ
る
」
と
い
う
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
主
張
に
対
し
、「
万
物
は
多
で
は
な
い
」

と
主
張
す
る
こ
と
に
よ
り
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
説
を
擁
護
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
だ
、
と
述
べ
る
わ
け
で
す
。

す
る
と
、
こ
れ
を
聴
い
て
い
た
ゼ
ノ
ン
が
、
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
観
察
は
な
か
な
か
穿
っ
た
も
の
で
は
あ
る
け

れ
ど
も
、
自
分
の
書
い
た
も
の
の
本
質
を
必
ず
し
も
突
い
て
は
い
な
い
と
言
っ
て
、
こ
う
述
べ
ま
す
。

「
実
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
ら
は
、
も
し
も
《
一
で
あ
る
》
と
い
う
説
が
成
り
立
つ
と
す
れ
ば
、
そ
の
説

が
、
多
く
の
お
か
し
な
こ
と
を
被
っ
て
、
自
分
自
身
を
反
駁
す
る
羽
目
に
な
る
の
だ
と
し
て
、
パ
ル

メ
ニ
デ
ス
を
笑
い
も
の
に
し
よ
う
と
す
る
連
中
に
対
し
、
彼
の
説
を
擁
護
し
よ
う
と
す
る
も
の
な
の
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だ
。
つ
ま
り
、
こ
の
書
き
物
は
、
多
を
主
張
す
る
ひ
と
び
と
に
対
抗
し
て
反
論
を
行
な
い
、
も
し
も

ひ
と
が
十
分
に
検
討
を
加
え
る
な
ら
ば
、
彼
ら
の
《
多
で
あ
る
》
と
い
う
仮
定
の
ほ
う
が
、《
一
で

あ
る
》
と
い
う
仮
定
よ
り
も
ず
っ
と
お
か
し
な
こ
と
を
許
容
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
だ

ろ
う
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
、
彼
ら
が
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
加
え
た
と
同
じ
だ
け

の
、
い
や
も
っ
と
多
く
の
こ
と
を
し
っ
ぺ
返
し
し
て
や
ろ
う
と
す
る
も
の
な
の
だ
。」（
一
二
八
Ｃ
〜

Ｄ
）

こ
こ
で
プ
ラ
ト
ン
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い
る
よ
う
な
事
柄
が
、
歴
史
的
人
物
と
し
て
の
ゼ
ノ
ン
の
仕
事

が
意
図
し
た
こ
と
に
、
そ
の
ま
ま
的
中
し
て
い
る
か
ど
う
か
、「
万
物
は
一
で
あ
る
」
と
い
う
学
説
が
、

ス
ト
レ
ー
ト
に
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
哲
学
の
本
質
を
突
く
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
多
少
の
疑

問
が
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
学
者
た
ち
は
お
お
む
ね
、
ゼ
ノ
ン
の
論
文
の
意
図
を
そ
の

よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。
他
方
で
は
、『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
篇
の
伝
え
る
ゼ

ノ
ン
の
第
一
論
文
第
一
仮
定
と
し
て
述
べ
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
、「
存
在
す
る
も
の
が
も
し
多
で
あ
る
な
ら
、

そ
れ
ら
は
類
似
し
て
い
る
と
と
も
に
類
似
し
て
い
な
い
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
類
似
し
て

お
り
か
つ
類
似
し
て
い
な
い
と
い
う
の
は
矛
盾
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
多
で
あ
る
と
い
う
仮
定
は
成
り

立
た
な
い
。」（
一
二
七
Ｅ
以
下
）と
い
う
論
証
の
あ
り
よ
う
が
、
残
存
ゼ
ノ
ン
断
片
の
実
際
に
吻
合
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
は
、
確
か
で
す
。
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﹇
ゼ
ノ
ン
断
片
な
ら
び
に
そ
の
論
理
﹈

便
宜
上
、
こ
こ
で
は
、
シ
ン
プ
リ
キ
オ
ス
伝
承
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
形
態
で
は
一
続
き
に
な
っ
て
い
る
文

章
を
、（
Ａ
）（
Ｂ
）
に
訳
し
分
け
ま
す
が
、
例
え
ば
、
ゼ
ノ
ン
断
片
三（
Ｄ
Ｋ
二
九
Ｂ
三
）は
、
こ
ん
な
ふ

う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

〈
も
し
多
が
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ら
が
あ
る
ち
ょ
う
ど
そ
れ
だ
け
あ
っ
て
、
よ
り
多
く

あ
る
こ
と
も
、
よ
り
少
な
く
あ
る
こ
と
も
な
い
。
と
こ
ろ
で
し
か
し
、
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
ら
が
あ
る

ち
ょ
う
ど
そ
れ
だ
け
あ
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
有
限
で
あ
る
だ
ろ
う
。〉（
Ａ
）

〈
も
し
多
が
あ
る
な
ら
ば
、
あ
る
も
の
ど
も
は
無
限
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
も
の
ど
も
の
間
に

は
つ
ね
に
他
の
も
の
が
あ
り
、
そ
し
て
ふ
た
た
び
、
そ
れ
ら
の
も
の
ど
も
の
間
に
他
の
も
の
ど
も
が

あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
あ
る
も
の
ど
も
は
無
限
で
あ
る
。〉（
Ｂ
）

こ
の
断
片
に
は
、
二
つ
の
仮
定
の
帰
結
相
互
を
結
び
あ
わ
せ
、
そ
の
矛
盾
を
言
う
ス
テ
ッ
プ
は
現
れ
て

い
ま
せ
ん
が
、
も
し
完
全
な
か
た
ち
で
保
存
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
形
式
を
も
つ
も

の
だ
っ
た
で
し
ょ
う
。
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「《
多
》
で
あ
る
」
と
仮
定
す
る
。

《
多
》
で
あ
る
な
ら
ば
有
限
で
あ
る
。（
Ａ
）

《
多
》
で
あ
る
な
ら
ば
無
限
で
あ
る
。（
Ｂ
）

《
多
》
で
あ
る
な
ら
ば
有
限
か
つ
無
限
で
あ
る
。

有
限
か
つ
無
限
と
い
う
の
は
不
合
理
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、「《
多
》
で
あ
る
」
と
い
う
仮
定
は
却
下
さ
れ
る
。

こ
れ
は
帰
謬
法
に
よ
る
証
明
に
な
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
論
証
形
式
は
後
件
否
定
式
で
、
論
敵
の
前
提

を
完
璧
に
破
壊
す
る
も
の
に
な
っ
て
い
ま
す
。
一
般
に
Ｘ
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
Ｙ
で
あ
り
・
か
つ
・
Ｙ

で
な
い
、
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
」
と
主
張
し
う
る
た
め
に
は
、
そ
の
Ｘ
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
「
Ｙ

で
あ
る
か
・
そ
れ
と
も
・
非
Ｙ
で
あ
る
か
」
で
あ
る
、
と
言
え
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
、
後

件
否
定
式
を
用
い
て
の
ゼ
ノ
ン
の
聞
接
証
明
の
根
底
に
は
、
選
言
三
段
論
法
が
ひ
か
え
て
い
た
と
思
わ
れ

ま
す
が
、
こ
の
選
言
三
段
論
法
こ
そ
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
か
ら
ゼ
ノ
ン
に
譲
り
渡
さ
れ
た
貴
重
な
遺
産
で
あ

っ
た
の
で
す
。
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
断
片
二
は
、
探
究
の
道
と
し
て
た
だ
二
つ
の
も
の
が
あ
る
と
言
い
ま
す
。

そ
の
二
つ
の
道
と
は
、「
あ
る
、そ
し
て
あ
ら
ぬ
こ
と
は
不
可
能
」
と
す
る
「
説
得
の
道
」
と
、「
あ
ら
ぬ
、

そ
し
て
、
あ
ら
ぬ
こ
と
が
必
然
」
と
す
る
、
お
よ
そ
探
究
す
る
べ
か
ら
ざ
る
道
で
し
た
。
こ
の
、
排
中
的

に
対
立
す
る
二
つ
の
道
の
表
象
は
、
第
八
断
片
に
お
け
る
生
成
消
滅
の
否
定
の
論
証
の
な
か
で
は
、
い
っ
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そ
う
鋭
く
排
中
論
理
そ
の
も
の
の
定
式
化
と
な
っ
て
現
れ
て
い
ま
す
。
す
な
わ
ち
、「
こ
れ
ら
に
つ
い
て

の
判
定（
ク
リ
シ
ス
）は
次
の
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
《
あ
る
か
、
あ
ら
ぬ
か
》、
と
。
パ
ル

メ
ニ
デ
ス
の
論
理
は
、
排
中
論
理
で
し
た
。
そ
し
て
、
ゼ
ノ
ン
の
論
理
も
ま
た
排
中
論
理
で
あ
っ
た
、
と

私
は
考
え
て
い
ま
す
。
実
際
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
が
伝
え
残
す
オ
リ
ジ
ナ
ル
だ
と
考
え

ら
れ
て
い
る
ゼ
ノ
ン
断
片
四
は
、
ま
さ
に
排
中
的
表
現
と
な
っ
て
い
て

〈
運
動
す
る
も
の
は
、
そ
れ
が
あ
る
場
所
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
あ
ら
ぬ
場
所
に
お
い
て
も
、
動
か

な
い
。〉（
Ｄ
Ｋ
・
断
片
四
）

と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
断
片
四
に
は
、
お
そ
ら
く
後
代
の
人
の
手
が
入
っ
て
い
る
と
思

わ
れ
ま
す
が
、
エ
ピ
フ
ァ
ニ
オ
ス
に
よ
る
異
伝
も
あ
っ
て
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。

〈
運
動
す
る
も
の
は
、
そ
れ
が
あ
る
場
所
に
お
い
て
動
く
か
、
そ
れ
が
あ
ら
ぬ
場
所
に
お
い
て
動
く

か
で
あ
る
。
し
か
る
に
そ
れ
は
、
そ
れ
が
あ
る
場
所
に
お
い
て
も
、
そ
れ
が
あ
ら
ぬ
場
所
に
お
い
て

も
動
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
動
く
こ
と
が
な
い
。〉（L

ee,
N

o.18

）

﹇「
飛
矢
」
の
復
元
﹈
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さ
て
、
こ
こ
で
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
に
お
け
る
排
中
論
理
の
意
味
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

そ
の
た
め
に
、
ま
ず
、
い
ま
見
た
ば
か
り
の
ゼ
ノ
ン
断
片
四
の
二
つ
の
伝
承
形
態
を
勘
案
し
、
私
が
ゼ
ノ

ン
の
運
動
否
定
論
の
な
か
で
い
ち
ば
ん
根
本
的
で
重
要
だ
と
考
え
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
飛
矢
静
止
」

の
論
を
、
そ
の
言
語
表
現
に
注
意
を
払
い
、
さ
ら
に
、
ゼ
ノ
ン
が
用
い
そ
う
な
ギ
リ
シ
ア
語
の
あ
り
方
を

想
定
し
た
う
え
で
、
そ
の
原
型
は
こ
う
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
「
飛
矢
静
止
」
の
一
つ
の
か

た
ち
を
、
か
り
そ
め
の
試
み
と
し
て
、
復
元
し
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。
こ
こ
で
は
、
そ
の
復
元
過
程
を

こ
ま
か
く
報
告
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
私
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
は
楽
し
い
仕
事
で
あ
っ
た
に
も
せ
よ
、

話
と
し
て
は
聴
く
に
耐
え
な
い
も
の
に
な
り
ま
し
ょ
う
。

私
は
第
三
逆
理
を
次
の
よ
う
に
復
元
し
ま
す
。

〈
動
く
矢
は
、
そ
れ
が
あ
る
場
所
に
お
い
て
動
く
か
、
あ
る
い
は
、
そ
れ
が
あ
ら
ぬ
場
所
に
お
い
て

動
く
か
で
あ
る
。
し
か
る
に
矢
は
、
そ
れ
が
あ
る
場
所
に
お
い
て
は
動
き
え
ず
、
そ
し
て
ま
た
、
そ

れ
が
あ
ら
ぬ
場
所
に
お
い
て
も
動
き
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
で
矢
は
、
今
そ
れ
が
あ
る
同
じ
場

所
に
お
い
て
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
そ
し
て
、
ど
の
今
に
あ
っ
て
も
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
、

他
方
で
矢
は
、
今
そ
れ
が
あ
ら
ぬ
他
の
場
所
で
は
動
き
え
ず
、
そ
し
て
、
ど
の
今
に
あ
っ
て
も
、
そ

う
で
あ
る
か
ら
。
そ
れ
ゆ
え
、
動
く
矢
は
不
動
で
あ
る
。〉
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さ
て
、
こ
の
よ
う
に
復
元
さ
れ
た
「
飛
矢
静
止
」
は
、「
あ
る
」
と
「
あ
ら
ぬ
」
を
排
中
的
選
言
肢
と

し
て
も
つ
完
璧
な
デ
ィ
レ
ン
マ（
両
刀
論
法
）に
な
っ
て
い
ま
す
。
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
す
が
、
こ
の

場
合
の
デ
ィ
レ
ン
マ
は
、
後
件
否
定
式
を
二
つ
組
み
合
わ
せ
た
も
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
復

元
さ
れ
た
歴
史
的
人
物
ゼ
ノ
ン
の
も
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
「
飛
矢
静
止
」
は
、私
が
先
に
パ
ス
カ
ル
・

モ
デ
ル
を
用
い
て
解
釈
し
た
「
飛
矢
静
止
」
よ
り
ず
っ
と
複
雑
で
す
。
そ
れ
は
二
者
択
一
的
な
二
つ
の
運

動
像
の
双
方
を
両
腕
に
抱
え
こ
ん
で
い
る
の
で
す
。

こ
こ
で
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
が
《
常
識
》
的
世
界
観
の
破
砕
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
も
う
一

度
思
い
起
こ
し
て
お
く
こ
と
は
無
駄
な
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
彼
は
ま
ず
、「
運
動
」
が
人
々
に
ど
の

よ
う
な
印
象
を
与
え
る
か
と
い
う
事
実
を
注
視
し
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
た
の
で
す
。「
運
動
」
に
つ
い
て

人
々
が
抱
く
第
一
印
象
は
、
そ
れ
が
眩
惑
的
な
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
飛
ん
で
い

る
矢
は
、
そ
の
「
ど
こ
に
」
を
定
め
が
た
い
も
の
で
す
。
矢
を
見
定
め
よ
う
と
し
て
も
、
矢
は
す
で
に
そ

こ
に
「
あ
ら
ぬ
」
の
で
す
。
他
方
、
矢
が
「
あ
る
」
場
所
を
強
い
て
特
定
し
よ
う
と
し
ま
す
と
、
運
動
し

て
い
る
矢
で
は
な
く
て
、
静
止
し
て
い
る
矢
を
し
か
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
眩
惑
的

な
事
実
こ
そ
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
が
「
飛
矢
」
に
つ
い
て
、

「
飛
ぶ
矢
を
考
え
る
こ
と
は
、
第
一
に
飛
ば
な
い
矢
を
、
第
二
に
、
矢
の
な
い
飛
翔
、
つ
ま
り
し
か

じ
か
の
方
向
を
も
っ
た
運
動
を
思
う
こ
と
。
こ
の
運
動
は
動
体
を
欠
い
て
い
る
。
そ
れ
は
分
割
不
可
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能
か
、
そ
れ
と
も
た
だ
い
く
つ
か
の
終
了
し
た
運
動
―
拍
動
―
と
し
て
は
分
割
可
能
で
あ
り
―
そ
れ

に
ま
た
そ
の
分
割
は
後
か
ら
の
も
の
で
、
同
時
生
成
的
で
は
な
い
。

一
つ
の
運
動
を
考
え
る
こ
と
は
、
一
つ
の
線
と
は
別
の
こ
と
を
考
え
る
こ
と
で
あ
る
。」

（
Ｐ
Ｌ
・
Ｉ
・
五
五
六

平
井
啓
之
訳
）

と
か
、
あ
る
い
は
、

「
ゼ
ノ
ン
。
瞬
間
と
い
う
も
の
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
は
分
離
し
た
形
で
、
一
方
に
動
く
も
の
を
考
え（
―
こ
の
と
き
そ
れ
は
不
動
だ
）、
他
方
に

動
き
を
考
え
る
―（
こ
の
と
き
動
く
も
の
は
も
う
な
い
）。」（
一
三
・
六
四
三
、
筑
摩
書
房
『
ヴ
ァ
レ

リ
ー
全
集
カ
イ
エ
篇
２
』）

と
か
言
っ
た
理
由
で
す
。
す
な
わ
ち
「
運
動
」
と
い
う
現
象
は
、
そ
れ
を
思
考
の
対
象
に
し
よ
う
と
す
る

と
「
分
離
し
た
形
で
」、
つ
ま
り
互
い
に
相
容
れ
な
い
両
極
端
の
イ
メ
ー
ジ
、「
飛
ば
な
い
矢
」
と
「
矢
の

な
い
飛
翔
」、「
分
割
可
能
で
」「
終
了
し
た
運
動
」
と
「
分
割
不
可
能
」
で
「
動
体
を
欠
い
て
い
る
」
運

動
、「
一
つ
の
線
」
と
「
一
つ
の
運
動
」
と
い
っ
た
も
の
に
分
解
さ
れ
て
し
ま
い
、
そ
の
結
果
、「
動
き
を

考
え
る
」
と
き
に
は
「（
動
く
も
の
は
も
う
な
い
）」
し
、「
動
く
も
の
を
考
え
」
る
「（
と
き
そ
れ
は
不
動
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だ
）」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。
こ
の
事
実
こ
そ
ま
さ
に
、
ゼ
ノ
ン
が
、
排
中
的
選
言
肢

「
あ
る
」
と
「
あ
ら
ぬ
」
を
も
つ
デ
ィ
レ
ン
マ
に
よ
っ
て
「
飛
矢
静
止
」
を
構
成
し
た
理
由
で
す
。
つ
ま

り
ゼ
ノ
ン
は
、《
常
識
》
が
思
念
す
る
全
体
的
運
動
像
を
、〈
あ
る
〉
と
〈
あ
ら
ぬ
〉
の
二
つ
の
成
素
に
分

解
し
、
そ
の
よ
う
に
分
解
さ
れ
て
し
ま
っ
た
う
え
は
、
そ
れ
ら
の
成
素
の
ど
ち
ら
か
一
つ
で
も
っ
て
し
て

は
、
い
か
に
し
て
も
運
動
を
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
こ
と
を
、
各
個
撃
破
の
か
た
ち
で
示
し
た
の
で

す
。
そ
し
て
第
二
に
、
そ
れ
ら
い
ず
れ
の
場
合
に
も
運
動
は
不
可
能
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
全
体
と
し
て
も

運
動
は
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
説
い
た
の
で
す
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
ま
さ
に
、「
飛
矢

静
止
」
の
大
前
提
が
排
中
的
選
言
と
な
っ
て
い
る
理
由
で
す
。

で
す
か
ら
、
も
し
も
《
常
識
》
が
ゼ
ノ
ン
に
抗
し
て
《
運
動
》
を
擁
護
し
よ
う
と
思
う
な
ら
ば
、
ど
う

し
て
も
、
ゼ
ノ
ン
が
前
提
し
た
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
譲
り
の
命
題
《
あ
る
か
・
あ
ら
ぬ
か
》
の
否
定
、
す
な
わ

ち
《
あ
り
・
か
つ
・
あ
ら
ぬ
》
を
救
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
す
。
と
こ
ろ
で
、《
あ
り
・
か
つ
・

あ
ら
ぬ
》
と
は
ま
さ
に
矛
盾
命
題
そ
の
も
の
で
す
。
つ
ま
り
《
常
識
》
が
抱
く
《
運
動
》
概
念
は
、「
矛

盾
」
概
念
そ
の
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
す
。
ゼ
ノ
ン
は
、
お
そ
ら
く
、
そ
の
こ
と
を
見
越
し

た
う
え
で
、
彼
の
逆
理
を
構
成
し
た
の
で
し
ょ
う
。「
運
動
す
る
も
の
は
運
動
し
な
い
」
と
い
う
、
あ
か

ら
さ
ま
な
逆
説
と
も
み
え
る
帰
結
が
導
き
出
さ
れ
た
と
し
て
も
致
し
方
な
い
条
件
が
、
そ
も
そ
も
、
常
識

的
《
運
動
》
概
念
の
う
ち
に
は
内
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
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﹇
エ
レ
ア
学
派
へ
の
応
答
﹈

だ
か
ら
と
い
っ
て
、
人
々
は
、《
運
動
》
に
見
切
り
を
つ
け
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ど
う

し
て
も
ゼ
ノ
ン
の
方
が
間
違
っ
て
い
て
、
自
分
た
ち
の
ほ
う
は
正
し
い
。
そ
う
考
え
ま
し
た
。
エ
レ
ア
の

連
中
は
気
が
ふ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
考
え
ま
し
た
。
実
際
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
『
生
成
消
滅

論
』
第
一
巻
八
章
に
お
い
て
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
「
真
理
の
道
」
に
お
け
る
教
説
を
検
討
し
た
あ
げ
く
、
な

に
か
太
い
溜
め
息
が
聞
こ
え
て
き
そ
う
な
調
子
で
、「
理
論
の
う
え
で
は
、
こ
れ
ら
の
見
解
は
論
理
の
当

然
の
帰
結
で
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
が
、
し
か
し
、
実
際
問
題
と
し
て
、
こ
う
い
う
考
え
方
を
す
る

と
い
う
の
は
、
狂
気
の
沙
汰
に
近
い
も
の
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
」（
三
二
四
Ａ
）、
と
言
っ
て
お
り
ま
す
。

そ
し
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
こ
の
発
言
に
呼
応
す
る
よ
う
に
、
誰
も
が
、「
運
動
は
事
実
、
エ
レ
ア

の
連
中
ウ
ソ
ツ
キ
、
そ
し
て
絶
対
そ
の
こ
と
ホ
ン
ト
！
」「
事
実
は
ね
え
、
尊
重
し
て
く
れ
な
き
ゃ
困
る

よ
、
ゼ
ノ
ン
君
」「
僕
が
歩
い
て
る
の
見
え
る
？
あ
ん
た
、
目
つ
い
て
ん
の
か
？
」「
エ
レ
ア
の
連
中
ノ
シ

ち
ゃ
え
！
《
現
象
》
救
済
せ
よ
！
」
と
、
ま
あ
、
こ
ん
な
ふ
う
な
反
応
を
示
し
た
の
で
す
。

《
現
象
の
救
済
》（
ソ
ー
ゼ
イ
ン
・
タ
・
フ
ァ
イ
ノ
メ
ナ
）と
い
う
言
葉
は
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
以
降
の
自

然
学
の
流
れ
を
決
定
す
る
キ
ャ
ッ
チ
フ
レ
ー
ズ
と
な
り
ま
し
た
。そ
し
て
、こ
う
し
た
大
騒
動
の
末
の
「
え

え
い
、
も
う
仕
様
が
な
い
。
矛
盾
で
も
な
ん
で
も
い
い
や
。《
あ
り
・
か
つ
・
あ
ら
ぬ
》
を
認
め
て
し
ま

お
う
」
と
い
う
居
直
り
が
、
要
す
る
に
、
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
原
子
論
の
形
成
と
い
う
画
期
的
な
出
来
事

で
あ
っ
た
の
で
す
。
レ
ウ
キ
ッ
ボ
ス
や
デ
モ
ク
リ
ト
ス
の
原
子
論
は
、〈
あ
る
〉
も
の
と
し
て
の
原
子（
ア
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ト
マ
）と
〈
あ
ら
ぬ
〉
も
の
と
し
て
の
空
虚（
ケ
ノ
ン
）の
組
合
せ
に
よ
っ
て
自
然
的
世
界
を
救
済
し
よ
う

と
す
る
理
論
で
あ
っ
た
の
で
す
が
、
そ
の
際
、〈
あ
ら
ぬ
〉
も
の
で
あ
る
空
虚
は
、「〈
あ
ら
ぬ
〉
も
の
も

ま
た
〈
あ
る
〉
の
だ
よ
」、
と
い
う
苦
し
い
言
い
訳
の
下
に
、
導
入
さ
れ
た
の
で
し
た
。

と
こ
ろ
で
し
か
し
、《
変
化
》
や
《
運
動
》
と
い
う
概
念
そ
の
も
の
の
論
理
的
な
分
析
は
、
パ
ル
メ
ニ

デ
ス
や
ゼ
ノ
ン
が
提
起
し
た
問
題
の
難
解
さ
の
ゆ
え
に
―
と
い
う
の
も
そ
れ
は
、「《
運
動
》
を
擁
護
し
た

い
の
な
ら
〈
あ
り
、
か
つ
、
あ
ら
ぬ
〉
と
い
う
矛
盾
命
題
そ
の
も
の
を
擁
護
し
て
み
よ
」
と
い
う
、「
論

理
を
放
棄
せ
よ
」
と
い
う
に
等
し
い
無
理
難
題
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
が
―
と
う
て
い
一
筋
縄
で
は
太
刀
打

ち
で
き
な
い
も
の
で
し
た
。
こ
れ
に
敢
然
と
挑
ん
だ
の
は
、
や
は
り
プ
ラ
ト
ン
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。

プ
ラ
ト
ン
は
後
期
対
話
篇
の
ひ
と
つ
『
ソ
フ
ィ
ス
テ
ス
』
に
お
い
て
「
父
親
殺
し
」
を
や
る
よ
う
な
覚
悟

で
、〈
あ
ら
ぬ
も
の
は
あ
ら
ぬ
〉
と
い
う
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
命
題
に
挑
戦
し
、〈
あ
ら
ぬ
も
の
が
あ
る
〉
こ

と
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
の
で
す
。『
ソ
フ
ィ
ス
テ
ス
』
篇
に
お
け
る
プ
ラ
ト
ン
の
〈
あ
る
‐
あ
ら
ぬ
〉

の
意
味
論
的
・
存
在
論
的
分
析
の
な
か
に
は
《
動
》
の
イ
デ
ア
を
め
ぐ
る
重
要
な
議
論
が
出
て
き
ま
す

が
、
い
ま
私
達
が
か
か
わ
っ
て
い
る
問
題
に
直
接
関
係
し
て
く
る
の
は
、
や
は
り
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
篇

で
あ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

こ
の
対
話
篇
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
そ
の
冒
頭
部
分
を
紹
介
い
た
し
ま
し
た
が
、
そ
の
第
二
部
第
二
仮

定
の
系
、
な
い
し
、
第
二
仮
定
か
ら
第
三
仮
定
へ
の
移
行
部
分
に
相
当
す
る
と
こ
ろ
に
出
て
く
る
《
忽
如
》

（
エ
ク
サ
イ
プ
ネ
ー
ス

〉
と
い
う
概
念
は
、
た
ぶ
ん
、
ゼ
ノ
ン
の
運
動
逆
理
を
意
識
し
た
う
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え
で
、
こ
れ
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
提
出
さ
れ
た
も
の
な
の
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
思
わ
れ
ま
す
。

﹇《
忽
如
》
の
問
題
﹈

《
忽
如
》
の
概
念
は
、〈
動
い
て
い
る
も
の
〔
一
〕
が
そ
れ
に
お
い
て
静
止
し
、
静
止
し
て
い
た
も
の

〔
一
〕
が
そ
れ
に
お
い
て
動
く
、
そ
ん
な
時
が
あ
り
う
る
の
か
〉
と
い
う
問
い
と
と
も
に
、
第
一
仮
定
の

諸
帰
結
な
い
し
第
二
仮
定
の
諸
帰
結
の
い
ず
れ
と
も
直
接
の
関
係
を
も
た
な
い
ま
ま
、そ
れ
こ
そ
《
忽
如
》

と
し
て
、
登
場
し
て
ま
い
り
ま
す
。

問
題
は
こ
う
で
す
。〈
一
〉
で
も
何
で
も
よ
い
の
で
す
が
、
い
ま
Ｘ
が
あ
っ
て
、
先
に
は
止
ま
っ
て
い

た
が
後
に
な
っ
て
動
き
だ
す
と
か
、
逆
に
、
先
に
は
動
い
て
い
た
が
後
に
な
っ
て
静
止
す
る
と
い
っ
た
場

合
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
た
ん
な
る
《
運
動
》
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
こ
と
に
注
意
し
て

く
だ
さ
い
。
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
〈
静
〉
か
ら
〈
動
〉
へ
の
、
ま
た
〈
動
〉
か
ら
〈
静
〉
へ
の
〈
変

化
〉〈
転
化
〉〔
メ
タ
ボ
レ
ー
〕
で
す
。
変
化
す
る
も
の
は
、
と
に
も
か
く
に
も
、
な
ん
ら
か
の
時
に
お
い

て
変
化
す
る
に
ち
が
い
あ
り
ま
せ
ん
。
と
こ
ろ
が
、〈
静
〉
と
〈
動
〉
の
中
間
を
占
め
る
な
に
も
の
も
あ

り
ま
せ
ん
。
静
止
し
て
い
な
い
も
の
は
動
い
て
い
る
し
、
動
い
て
い
な
い
も
の
は
静
止
し
て
い
る
の
で
す
。

そ
れ
ら
は
た
が
い
に
、
矛
盾
関
係
に
あ
る
の
で
ず
。
つ
ま
り
、〈
静
〉
と
〈
動
〉
は
、
た
が
い
に
、〈
静
〉

を
〈
あ
る
〉
に
対
応
す
る
も
の
と
す
る
と
、〈
動
〉
の
ほ
う
は
〈
あ
ら
ぬ
〉
に
対
応
し
て
お
り
、
そ
し
て

逆
も
ま
た
し
か
り
、
と
い
う
関
係
に
あ
る
の
で
す
。
す
る
と
、
Ｘ
が
〈
静
〉
か
ら
〈
動
〉
へ
変
化
す
る
と
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か
、
あ
る
い
は
ま
た
、〈
動
〉
か
ら
〈
静
〉
へ
変
化
す
る
と
い
っ
た
場
合
の
変
化
は
、
い
か
な
る
意
味
で

の
時
間
過
程
に
お
け
る
そ
れ
で
も
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
し
か
も
、
動
い
て
い
る
Ｘ
が
静
止
し
、
静
止

し
て
い
る
Ｘ
が
動
き
ま
す
。
で
は
、
Ｘ
は
、
い
つ
〈
動
〉
か
ら
〈
静
〉
へ
と
、
ま
た
〈
静
〉
か
ら
〈
動
〉

へ
と
転
化
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。

こ
の
問
い
に
対
し
て
、こ
の
対
話
篇
に
登
場
す
る
老
哲
学
者
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
は
次
の
よ
う
に
答
え
ま
す
。

「《
忽
如
》
だ
。・
・
・
も
の
が
ま
だ
静
止
し
て
い
る
あ
い
だ
は
、
静
止
か
ら
の
ど
ん
な
変
化
も
生
じ

な
い
し
、
も
の
が
ま
だ
動
い
て
い
る
あ
い
だ
も
動
き
か
ら
の
ど
ん
な
変
化
も
生
じ
な
い
か
ら
だ
。
と

こ
ろ
が
、
こ
の
《
忽
如
》
と
い
う
の
が
、
な
に
か
し
ら
奇
妙
な
代
物
で
、
動
と
静
の
あ
い
だ
に
座
を

占
め
て
い
な
が
ら
、
い
か
な
る
時
の
う
ち
に
も
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
も
の
へ
と
、

ま
た
こ
の
も
の
か
ら
、
動
い
て
い
る
も
の
は
静
止
へ
、
静
止
し
て
い
る
も
の
は
動
へ
と
変
化
す
る
の

だ
。・
・
・
こ
う
し
て
、
一
も
ま
た
、・
・
・
そ
れ
が
変
化
す
る
と
き
、
い
か
な
る
時
の
う
ち
に
も
な

く
、
動
い
て
も
い
な
け
れ
ば
、
静
止
し
て
も
い
な
い
だ
ろ
う
。・
・
・
そ
し
て
、
あ
る
の
で
も
な
け

れ
ば
、
あ
ら
ぬ
の
で
も
な
く
、
ま
た
な
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
な
く
な
る
の
で
も
な
い
・
・
・
」（
一

五
六
Ｄ
二
〜
一
五
七
Ａ
三
）

《
忽
如
》
と
い
う
概
念
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
自
然
学
』
第
四
巻
第
一
四
章
二
二
二
Ｂ
一
五
に
も
出
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て
き
ま
す
。
そ
の
《
忽
如
》
は
し
か
し
、「
速
い
が
た
め
に
知
覚
さ
れ
な
い
時
間
の
う
ち
に
前
の
状
態
か

ら
逸
脱
し
た
物
事
に
つ
い
て
言
わ
れ
る
」
も
の
で
す
。
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
、
名
前
は
同
じ
で
も
『
パ
ル

メ
ニ
デ
ス
』
篇
の
そ
れ
と
は
違
い
ま
す
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
い
う
《
忽
如
》
は
、
極
小
の
持
続
と
で
も

言
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
に
、
時
の
「
な
か
に
」
あ
り
、
時
の
「
一
部
」
な
の
で
す
。
こ
う

し
た
《
忽
如
》
は
、
無
限
分
割
が
可
能
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
変
化
過
程
の
始
ま
り
で
あ
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。
何
故
な
ら
、
そ
の
始
ま
り
自
身
が
限
り
な
く
分
割
さ
れ
る
か
ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
、『
パ
ル

メ
ニ
デ
ス
』
篇
の
《
忽
如
》
は
「
い
か
な
る
時
の
う
ち
に
も
な
い
」
そ
れ
で
す
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
れ
は

「
あ
る
の
で
も
な
け
れ
ば
、
あ
ら
ぬ
の
で
も
な
い
」
時
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。

ど
う
や
ら
プ
ラ
ト
ン
は
、『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
篇
第
二
部
の
こ
の
《
忽
如
》
と
い
う
概
念
を
、
ゼ
ノ
ン

の
先
生
で
あ
る
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
に
語
ら
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
エ
レ
ア
の
両
刀
論
法
を
封
じ
こ
め
よ
う
と

意
図
し
た
も
の
の
よ
う
で
す
。

そ
れ
は
さ
て
お
き
、
プ
ラ
ト
ン
の
《
忽
如
》
の
概
念
は
、
基
本
的
に
〈
あ
る
〉
か
ら
〈
あ
ら
ぬ
〉
へ
の
、

ま
た
〈
あ
ら
ぬ
〉
か
ら
〈
あ
る
〉
へ
の
変
化
・
転
化
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
始
発
点
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。
で
す
か
ら
、
そ
れ
が
含
意
す
る
変
化
な
い
し
転
化
は
、
そ
の
本
性
に
お
い
て
断
続
的
か
つ
非
連
続
的

で
す
。
ま
た
、
ひ
と
つ
の
状
態
が
忽
然
と
他
の
状
態
に
変
わ
る
と
い
う
の
は
、
そ
の
ひ
と
つ
の
状
態
が
そ

の
も
の
と
し
て
「
完
結
」
す
る
こ
と
を
予
想
し
ま
す
か
ら
、
こ
れ
は
ま
た
《
実
無
限
》
概
念
を
も
含
意
し

て
い
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
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﹇
終
わ
り
に
﹈

こ
こ
で
《
忽
如
》
と
し
て
私
の
話
を
終
え
た
い
と
こ
ろ
で
す
が
、
一
言
だ
け
、
《
忽
如
》
と
の
関
係
で
、

村
田
先
生
が
言
及
な
さ
っ
た
大
森
荘
蔵
さ
ん
の
「
刹
那
仮
説
と
ア
キ
レ
ス
及
び
観
測
問
題
―
そ
し
て
時
間

は
流
れ
な
い
―
」
に
つ
い
て
述
べ
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
あ
の
、
世
界
が
刹
那
刹
那
に
生
滅
す
る
と
い

う
「
ト
ン
デ
モ
ナ
イ
」
仮
説
は
、
ど
こ
や
ら
、
プ
ラ
ト
ン
の
《
忽
如
》
仮
説
に
似
通
っ
て
い
ま
す
。
し
か

し
、
考
え
て
み
る
と
そ
れ
も
当
然
な
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
大
森
さ
ん
は
、
も
と
も
と
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理

を
回
避
す
る
た
め
に
こ
れ
を
思
い
つ
か
れ
た
の
で
す
か
ら
。
量
子
力
学
に
お
け
る
「
観
測
問
題
」
ま
で
を

舞
台
装
置
に
し
た
大
森
さ
ん
の
大
掛
か
り
な
仮
説
が
、
は
た
し
て
適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
、
私

に
は
速
断
で
き
ま
せ
ん
。
が
、
量
子
飛
躍
（
ク
ァ
ン
タ
ム
・
ジ
ャ
ン
プ
）
な
ど
と
い
う
《
常
識
》
の
裏
切

り
者
現
象
が
、
ゼ
ノ
ン
好
み
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
す
。
し
か
し
、
も
し
も
ゼ
ノ
ン
が
、
ハ
イ
ゼ

ン
ベ
ル
ク
の
不
確
定
性
原
理
を
知
っ
た
な
ら
ば
、
お
お
い
に
こ
れ
に
親
近
感
を
も
つ
と
と
も
に
、
他
方
で

は
こ
れ
に
闘
志
を
か
き
た
て
ら
れ
て
、
こ
の
新
た
な
《
多
》
の
理
論
を
破
壊
す
る
別
の
逆
理
を
創
っ
た
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

も
ち
ろ
ん
し
か
し
、〈
あ
り
・
か
つ
・
あ
ら
ぬ
〉
方
向
で
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
を
回
避
し
よ
う
と
す
る
試
み

は
、
刹
那
刹
那
に
世
界
が
出
没
す
る
と
い
っ
た
儚
く
も
セ
ツ
ナ
イ
方
向
に
の
み
追
求
し
う
る
の
で
は
な
く

て
、《
フ
ァ
ジ
ー
時
空
論
》
の
方
向
に
も
追
及
さ
れ
う
る
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
《
瞬
間
》
と
か
《
今
》
と
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か
を
点
的
な
も
の
と
考
え
ず
に
、
雲
・
霧
の
た
ぐ
い
と
い
う
か
、
な
に
か
輪
郭
の
ボ
ケ
ー
っ
と
し
た
も
の

と
考
え
る
方
向
で
す
。
大
森
さ
ん
自
身
『
音
を
視
る
、
時
を
聴
く
』
の
な
か
で
は
、《
ボ
ケ
》
と
か
《
に

じ
み
》
現
象
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
用
い
て
、
そ
う
い
う
方
向
を
追
求
し
て
い
ま
す
。
要
す
る
に
、
ど
こ
で
最

初
の
瞬
間
が
終
わ
り
次
の
瞬
間
が
始
ま
っ
た
の
か
分
か
ら
な
い
よ
う
な
時
空
を
も
っ
て
よ
し
、
と
す
る
わ

け
で
す
。
こ
う
い
う
時
空
の
コ
ン
セ
プ
ト
で
す
と
、「
ゼ
ノ
ン
的
時
空
世
界
」
で
は
人
は
嫌
で
も
不
死
で

あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
に
対
し
、
ボ
ケ
ー
っ
と
し
た
ま
ま
往
生
で
き
る
わ
け
で
し
て
、「
不
死
」
な
ど
と

い
う
不
気
味
な
概
念
を
相
手
に
し
な
く
て
も
い
い
の
で
助
か
り
ま
す
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
う
時
空
世
界

で
は
、
厳
密
な
意
味
で
の
排
中
律
は
利
き
ま
せ
ん
。

し
か
し
、
こ
れ
ま
で
に
見
て
き
た
時
間
論
は
、
い
ず
れ
も
が
、〈
あ
る
〉〈
あ
ら
ぬ
〉
を
線
形
（
リ
ニ
ア

ル
）
に
配
列
し
て
い
ま
す
。
時
系
列
を
〈
直
線
〉
的
な
も
の
と
し
て
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
は
、
ど
う
も
、

わ
た
し
た
ち
人
間
た
ち
の
抜
き
が
た
い
ウ
ア
・
ド
ク
サ
（
根
源
的
先
入
見
）
と
な
っ
て
い
る
よ
う
で
す
。

で
も
、
別
の
方
向
も
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
は
《
時
》
を
、「
流
れ
る
」
も
の
と
し
て
で

は
な
く
、
捻
華
薇
笑
す
る
菩
薩
の
笑
み
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
、
寒
風
に
花
ひ
ら

く
一
輪
の
白
梅
の
蕾
の
よ
う
に
と
で
も
申
し
ま
し
ょ
う
か
、
な
に
か
こ
う
心
の
奥
処
か
ら
湧
い
て
く
る

《
泉
》
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
、
直
観
す
る
方
向
で
す
。
華
厳
の
時
間
論
に
お
け
る
「
一
念
」（
瞬
間
）は
、

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
見
ら
れ
う
る
、
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
も
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
リ
ニ
ア

ル
な
発
想
に
執
し
て
い
て
、
私
の
考
え
と
は
少
し
違
う
。
ア
ナ
ク
サ
ゴ
ラ
ス
的
連
続
体
論
と
「
九
世
論
」
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を
合
体
さ
せ
た
よ
う
な
方
向
で
自
分
の
時
空
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
を
展
開
す
る
。
そ
れ
が
エ
レ
ア
学
派
、
と
り

わ
け
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
《
有
》
の
形
而
上
学
と
の
対
決
に
お
け
る
、
哲
学
者
と
し
て
の
私
の
応
答
の
基
礎

と
な
り
ま
し
ょ
う
。
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
ま
だ
十
分
な
詰
め
が
で
き
て
い
ま
せ
ん
。
終
わ
り
ま
す
。
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注（
一
）
ギ
リ
シ
ア
人
で
ゼ
ノ
ン
と
い
う
名
前
の
人
は
珍
し
く
な
い
。
著
名
人
に
か
ぎ
っ
て
も
ゼ
ノ
ン
と
い
う
名
の
人
は
、

古
代
ギ
リ
シ
ア
文
化
圏
に
三
十
二
名
ほ
ど
い
た
。そ
の
う
ち
五
名
が
哲
学
者
で
、
な
か
で
も
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
は
、
ス
ト

ア
学
派
の
祖
と
な
っ
た
キ
テ
ィ
オ
ン
の
ゼ
ノ
ン
と
並
ん
で
最
も
高
名
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
生
涯
に
つ
い
て
は
僅
か
の
こ

と
し
か
知
ら
れ
て
い
な
い
。
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
ゼ
ノ
ン
伝
と
し
て
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
『
ギ
リ
シ

ア
哲
学
者
列
伝
』
の
そ
れ
が
あ
る
。

デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
に
よ
れ
ば
、「
ゼ
ノ
ン
の
産
み
の
親
は
テ
レ
ウ
タ
ゴ
ラ
ス
だ
っ
た
が
ピ
ュ
レ
ス
の
子
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の

養
子
」
で
あ
っ
た
。
が
、
別
の
文
脈
で
は
ゼ
ノ
ン
は
「
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
忠
実
な
弟
子
で
パ
イ
デ
ィ
カ
（
稚
児
）で
あ
っ

た
」
と
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
成
人
し
た
ゼ
ノ
ン
が
す
ら
り
と
し
た
長
身
だ
っ
た
こ
と
、
プ
ラ
ト
ン
の
『
フ
ァ
イ
ド
ロ

ス
』
篇
で
「
エ
レ
ア
の
パ
ラ
メ
デ
ス
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
「
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
ィ
ケ
ー
の
発
見

者
」
と
呼
ん
だ
こ
と
を
報
告
し
た
後
、
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
ゼ
ノ
ン
の
性
格
描
写
に
移
り
、
ゼ
ノ
ン
の
性
た
る
や
ヘ
ラ
ク
レ

イ
ト
ス
に
劣
ら
ぬ
ほ
ど
傲
岸
不
遜
で
、
偉
大
な
も
の
は
す
べ
て
見
下
そ
う
と
し
た
た
め
、
都
市
国
家
ア
テ
ナ
イ
の
勢
威
を

知
り
つ
つ
こ
れ
に
背
を
向
け
、
一
生
を
小
国
エ
レ
ア
に
蝿
鋸
し
て
過
ご
し
た
、
と
言
っ
て
い
る
。
ゼ
ノ
ン
が
長
身
で
あ
っ

た
云
々
は
プ
ラ
ト
ン
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
篇
冒
頭
の
記
述
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
が
、
当
の
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』

篇
で
は
、
エ
レ
ア
を
離
れ
た
こ
と
が
な
い
は
ず
の
ゼ
ノ
ン
が
、
パ
ン
・
ア
テ
ナ
イ
ア
大
祭
の
と
き
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
と
連
れ

立
っ
て
ア
テ
ナ
イ
を
訪
問
し
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ど
う
や
ら
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
は
、
ア
テ
ナ
イ
滞
在
中
の
ゼ
ノ
ン
に
つ

い
て
の
プ
ラ
ト
ン
の
報
告
か
ら
長
身
の
ゼ
ノ
ン
だ
け
を
抜
き
出
し
、
そ
の
身
体
が
そ
こ
に
留
ま
っ
た
は
ず
の
都
市
国
家
ア

テ
ナ
イ
の
ほ
う
は
捨
象
し
て
し
ま
っ
た
よ
う
だ
。
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史
的
ゼ
ノ
ン
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
第
一
に
参
考
に
す
べ
き
な
の
は
プ
ラ
ト
ン
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
篇
の
記
述
で
あ

る
。
こ
れ
は
ゼ
ノ
ン
に
つ
い
て
の
最
古
の
証
言
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
そ
こ
で
報
告
さ
れ
て
い
る
ゼ
ノ
ン
の
第
一
論
文
第

一
仮
定
の
内
容
は
ゼ
ノ
ン
の
真
正
の
断
片
三
と
細
部
ま
で
よ
く
合
致
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
だ
。
プ
ラ
ト
ン
は
ゼ
ノ
ン
自

身
の
書
物
に
精
通
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
篇
を
基
準
に
す
る
と
、
ゼ
ノ
ン
は
前
四
九
〇
年
頃
に
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
生

没
年（
前
四
七
〇
／
四
六
九
〜
三
九
九
年
）を
ス
ケ
ー
ル
に
し
て
『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
篇
に
登
場
す
る
「
非
常
に
若
か
っ

た
」（
二
七
Ｃ
）ソ
ク
ラ
テ
ス
を
一
八
〜
二
〇
歳
頃
で
あ
っ
た
と
す
る
と
、
プ
ラ
ト
ン
が
設
定
し
た
エ
レ
ア
学
派
の
哲
学
者

た
ち
と
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
会
談
は
、
前
四
五
二
／
四
五
〇
年
頃
に
行
な
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
。
す
る
と
そ
の
と
き
「
六
五
歳

く
ら
い
」
の
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
と
「
四
〇
歳
く
ら
い
」
の
ゼ
ノ
ン
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
、
前
五
一
七
／
五
一
五
年
（
パ
ル
メ
ニ

デ
ス
）お
よ
び
四
九
二
／
四
九
〇
年
頃
（
ゼ
ノ
ン
）に
生
ま
れ
た
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

ゼ
ノ
ン
の
死
は
、
ど
う
も
尋
常
の
も
の
で
は
な
か
っ
た
よ
う
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
古
来
、
一
種
の
英
雄
伝
説
の
よ

う
な
も
の
が
形
成
さ
れ
て
い
て
、
こ
れ
が
ま
た
ゼ
ノ
ン
の
人
間
像
を
分
か
り
に
く
い
も
の
に
し
て
い
る
。
そ
の
伝
説
に
よ

れ
ば
ゼ
ノ
ン
は
、
国
家
権
力
に
よ
っ
て
捕
ら
え
ら
れ
、
激
し
い
拷
問
を
受
け
た
末
に
死
ん
だ
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
ゼ
ノ

ン
は
い
っ
た
い
何
を
し
、
そ
の
拷
問
は
何
の
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た
か
。
あ
る
人
は
国
家
転
覆
計
画
を
、
あ
る
人
は
僭
主

（
独
裁
君
主
）暗
殺
計
画
の
露
顕
を
示
唆
す
る
。
そ
し
て
僭
主
の
名
と
し
て
ネ
ア
ル
コ
ス
や
デ
ィ
オ
メ
ド
ン
や
デ
ミ
ュ
ロ

ス
を
、
あ
る
い
は
ア
ク
ラ
ガ
ス
の
僭
主
フ
ァ
ラ
リ
ス
や
シ
ュ
ラ
ク
サ
イ
の
有
名
な
僭
主
デ
ィ
オ
ニ
ュ
シ
オ
ス
一
世
の
名
を

挙
げ
る
。

ゼ
ノ
ン
の
最
期
は
壮
絶
な
も
の
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
様
々
な
報
告
の
う
ち
の
一
つ
に
よ
れ
ば
、
ゼ
ノ
ン
は
広
場
に
引
き

出
さ
れ
公
衆
の
面
前
で
激
し
い
拷
問
を
受
け
た
が
、
こ
れ
を
遠
巻
き
に
し
て
見
物
し
て
い
た
市
民
た
ち
の
怯
儒
を
激
し
く
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な
じ
り
煽
動
し
た
。
そ
の
結
果
、
市
民
た
ち
は
誰
か
ら
と
も
な
く
僭
主
め
が
け
て
投
石
を
始
め
、
つ
い
に
こ
れ
を
死
に
至

ら
し
め
た
と
い
う
。
ま
た
別
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
共
謀
者
の
名
を
自
白
せ
よ
と
責
め
さ
い
な
ま
れ
た
ゼ
ノ
ン
は
、
僭
主
の

腹
心
の
者
た
ち
の
名
を
一
々
克
明
に
列
挙
し
た
と
い
う
。
疑
心
暗
鬼
に
駆
ら
れ
た
僭
主
は
こ
れ
ら
の
者
た
ち
を
次
々
と
殺

し
、
た
め
に
自
分
の
最
良
の
宝
を
奪
わ
れ
、
孤
立
無
援
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
。
あ
る
い
は
ま
た
い
う
、
拷
問
が
極

点
に
達
し
、
も
は
や
そ
れ
以
上
耐
え
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
き
ゼ
ノ
ン
は
、
共
謀
者
の
名
を
教
え
る
と
い
っ
て
自
分
を
僭
主

の
側
近
く
連
れ
て
ゆ
か
せ
、
何
事
か
を
さ
さ
や
く
態
で
そ
の
耳
に
噛
み
つ
き
、
近
衛
兵
に
よ
っ
て
刺
殺
さ
れ
る
ま
で
離
さ

な
か
っ
た
、
と
。
ま
た
別
の
伝
に
よ
れ
ば
、
自
白
に
よ
っ
て
仲
間
が
逮
捕
さ
れ
る
こ
と
を
未
然
に
防
ぐ
た
め
、
彼
は
、
自

分
の
舌
を
噛
み
切
っ
て
、
こ
れ
を
僭
主
の
顔
に
吐
き
か
け
た
と
も
い
う
。

デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
・
ラ
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
の
「
ゼ
ノ
ン
伝
」
は
、
こ
れ
ら
さ
ま
ざ
ま
な
報
告
を
一
つ
に
し
て
ゼ
ノ
ン
最
期
の

模
様
を
次
の
よ
う
に
叙
述
し
て
い
る（
九
・
二
六
〜
二
七
）。

「
そ
の
お
り
彼
は
、
彼
の
共
謀
者
た
ち
並
び
に
彼
が
リ
パ
ラ
に
運
搬
し
よ
う
と
し
た
兵
器
類
に
つ
い
て
拷
問
を
受

け
た
が
、
僭
主
を
孤
立
さ
せ
よ
う
と
、
彼
の
友
で
あ
る
す
べ
て
の
者
ど
も
の
名
を
挙
げ
て
告
発
し
た
。
そ
れ
か
ら
、

あ
る
人
々
に
関
し
て
何
事
か
を
僭
主
に
耳
打
ち
す
る
態
で
耳
に
噛
み
つ
き
、
僭
主
殺
害
者
ア
リ
ス
ト
ゲ
イ
ト
ン
と
同

じ
目
に
会
い
な
が
ら
、
刺
し
殺
さ
れ
る
ま
で
離
さ
な
か
っ
た
。

と
こ
ろ
で
デ
メ
ト
リ
オ
ス
は
『
同
名
人
た
ち
に
つ
い
て
』
の
な
か
で
、
彼
が
喰
ら
い
つ
い
た
の
は
鼻
だ
、
と
言
っ

て
い
る
。
し
か
し
ア
ン
テ
ィ
ス
テ
ネ
ス
は
『
後
継
者
た
ち
』
の
な
か
で
、
彼
は
、
僭
主
の
友
た
ち
の
名
を
告
発
し
た

後
、「
他
に
も
誰
か
い
る
か
」
と
僭
主
に
よ
っ
て
詰
問
さ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
「
汝
、
都
市
の
汚
れ
が
！
」
と

言
っ
た
、
と
主
張
し
て
い
る
。
で
、
こ
の
様
子
を
取
り
巻
き
見
物
し
て
い
た
連
中
に
対
し
て
は
、「
呆
れ
た
も
の
だ
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な
、
き
み
た
ち
の
臆
病
さ
た
る
や
。
わ
た
し
が
い
ま
耐
え
忍
ん
で
い
る
こ
ん
な
こ
と
〔
拷
問
〕
が
怖
い
た
め
に
、
独

裁
者
の
前
に
這
い
つ
く
ば
っ
て
い
る
と
は
」、
と
言
っ
た
。
そ
し
て
最
後
に
舌
を
噛
み
切
り
、
彼
〔
僭
主
〕
に
む
か

っ
て
そ
れ
を
吐
き
か
け
た
。
で
、
こ
れ
に
煽
ら
れ
た
市
民
た
ち
は
、
た
だ
ち
に
石
を
投
げ
て
僭
主
を
殺
害
し
た
。
さ

て
、
上
に
述
べ
た
事
柄
に
つ
い
て
は
、
大
方
の
人
の
同
意
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
ヘ
ル
ミ
ッ
ポ
ス
は
、
彼
〔
ゼ
ノ

ン
〕
は
石
臼
の
な
か
に
投
げ
こ
ま
れ
、
め
っ
た
突
き
に
さ
れ
て
死
ん
だ
、
と
言
っ
て
い
る
。」

ゼ
ノ
ン
の
最
期
に
か
か
わ
っ
て
、
こ
う
い
う
類
の
た
く
さ
ん
の
証
言
が
残
さ
れ
て
い
る
、
だ
か
ら
、
ゼ
ノ
ン
が
な
に
か

僭
主
暗
殺
計
画
と
か
政
治
的
抵
抗
運
動
と
か
に
連
座
し
て
捕
ら
え
ら
れ
、
拷
問
を
受
け
た
末
に
最
期
を
遂
げ
た
ら
し
い
こ

と
は
疑
え
な
い
。
し
か
し
そ
の
事
件
は
、
い
つ
、
ど
こ
で
、
ど
う
い
う
社
会
・
政
治
的
文
脈
の
な
か
で
起
こ
っ
た
こ
と
な

の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
と
、
確
実
な
こ
と
は
何
も
言
え
な
い
。
多
く
の
人
が
、
ゼ
ノ
ン
は
祖
国
エ
レ
ア
を
独
裁
政
治
体

制
か
ら
解
放
し
よ
う
と
し
て
僭
主
暗
殺
計
画
を
立
て
た
の
だ
、
と
主
張
し
て
い
る
。
が
、
エ
レ
ア
の
僭
主
に
ネ
ア
ル
コ
ス
、

デ
ィ
オ
メ
ド
ン
、
デ
ミ
ュ
ロ
ス
と
い
っ
た
名
前
は
記
録
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
ネ
ア
ル
コ
ス
の
名
前
を
シ
ュ
ラ
ク
サ

イ
の
僭
主
や
ミ
ュ
シ
ア
の
僭
主
に
結
び
つ
け
て
面
白
お
か
し
い
話
を
捏
造
す
る
人
々
も
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
デ
ィ
テ
ー

ル
の
大
方
は
、
歴
史
的
に
は
不
可
能
な
想
定
の
下
で
の
も
の
で
あ
る
。

ゼ
ノ
ン
自
身
が
書
い
た
も
の
は
ご
く
僅
か
の
も
の
が
残
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
失
わ
れ
た
ゼ
ノ
ン
の
書
物

に
つ
い
て
の
報
告
、
ま
た
そ
の
書
物
に
即
し
て
の
ゼ
ノ
ン
の
議
論
の
引
用
な
い
し
報
告
、
そ
れ
ら
の
引
用
な
い
し
報
告
の

注
釈
と
い
っ
た
も
の
を
合
わ
せ
る
と
、
ち
ょ
っ
と
し
た
分
量
に
な
る
。
そ
れ
ら
は
デ
ィ
ー
ル
ス
・
ク
ラ
ン
ツ（D

iels
&

K
ranz

）の

F
ragm

ente
der

Vorsokratiker

﹇D
K

﹈
な
ら
び
に
Ｈ
・
Ｄ
・
Ｐ
・
リ
ー（H

.D
.P.L

ee

）のZ
eno

of
E

lea

﹇L
ee

﹈

の
い
ず
れ
か
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
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ゼ
ノ
ン
関
係
第
一
次
史
料
は
二
群
に
分
か
れ
る
。
第
一
群
は
ゼ
ノ
ン
自
身
の（
あ
る
い
は
ゼ
ノ
ン
自
身
の
も
の
で
あ
る

と
い
う
申
し
立
て
の
下
で
の
）議
論
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
な
い
し
事
実
上
の
引
用
か
ら
な
る
。
第
二
群
は
ゼ
ノ
ン
の
生
涯
・

著
作
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
。

第
一
群
に
属
す
る
も
の
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス（
前
四
世
紀
）、
テ
ミ
ス
テ
ィ
オ
ス（
後
四
世
紀
）、
フ
ィ
ロ
ポ
ノ
ス（
後
六

世
紀
）、
シ
ム
プ
リ
キ
オ
ス
（
後
六
世
紀
）に
よ
る
報
告
な
い
し
事
実
上
の
引
用
か
ら
な
る
文
章
に
よ
っ
て
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ

る
。
こ
の
う
ち
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
る
報
告
以
外
は
、
す
べ
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
自
然
学
』
注
釈
書
類
か
ら
採
ら
れ

た
史
料
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
シ
ム
プ
リ
キ
オ
ス
の
も
の
が
最
も
重
要
で
あ
る
。
シ
ム
プ
リ
キ
オ
ス
は
、
た
ぶ
ん
、「
多
」

の
論
駁
に
関
わ
る
ゼ
ノ
ン
自
身
の
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
著
作
を
手
元
に
有
し
て
い
た
。
そ
し
て
、
彼
が
ゼ
ノ
ン
に
関
し
て
保
有

し
て
い
た
情
報
の
少
な
く
と
も
一
部
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
独
立
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
判
断
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と

は
し
か
し
「
運
動
」
の
論
駁
に
つ
い
て
は
言
い
え
な
い
。
彼
が
「
運
動
」
論
駁
に
関
し
て
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
彼
自
身
に

先
行
す
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
注
釈
家
た
ち
か
ら
独
立
し
た
情
報
を
保
有
し
て
い
た
か
ど
う
か
を
確
証
す
る
こ
と
は
不
可
能

で
あ
る
。

第
一
群
史
料
は
、（
１
）「
多
の
論
駁
」
に
関
す
る
も
の
、（
２
）「
場
所
の
論
駁
」
に
関
す
る
も
の
、（
３
）「
運
動
の
論

駁
」
に
関
す
る
も
の
、（
４
）「
粟
粒
の
パ
ラ
ド
ク
ス
に
関
す
る
も
の
に
分
類
さ
れ
る
が
、
そ
の
う
ち
「
多
」
の
論
駁
に
関

す
る
も
の
が
十
三
、「
場
所
」
の
論
駁
に
関
す
る
も
の
が
四
、「
運
動
」
論
駁
に
関
す
る
も
の
が
二
十
二
〔
そ
の
う
ち
「
場

所
と
運
動
」
に
関
す
る
も
の
が
二
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
『
自
然
学
』
第
六
巻
九
章
に
お
け
る
四
つ
の
「
運
動
論
駁
」
に
関

す
る
も
の
が
二
十
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
二
分
割
」
九
、「
ア
キ
レ
ス
」
二
、「
矢
」
七
、「
競
技
場
」
二
）、「
粟
粒
」
の
パ

ラ
ド
ク
ス
に
関
す
る
も
の
が
二
で
、
こ
れ
ら
を
全
部
合
わ
せ
る
と
四
十
一
と
な
る
。

本
書
で
使
わ
れ
る
ゼ
ノ
ン
の
四
つ
の
運
動
逆
理
の
名
称
「
二
分
割
」「
ア
キ
レ
ス
」「（
飛
）
矢
（
静
止
）」「
競
技
場
」
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に
つ
い
て
一
言
し
て
お
く
。
伝
統
的
に
は
、
い
ま
挙
げ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
呼
称
が
使
わ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
古
典
学
者

Ｇ
・
ヴ
ラ
ス
ト
ス
は
、
第
一
逆
理
を
「
レ
ー
ス
・
コ
ー
ス
（
競
技
場
）」
と
呼
ぶ
べ
き
だ
と
し
て
い
る
。
詳
論
す
る
わ
け

に
は
い
か
な
い
が
、
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
に
は
そ
れ
な
り
の
ち
ゃ
ん
と
し
た
理
由
が
あ
る
。
が
、
そ
の
提
案
に
従
う
と
無
用

の
混
乱
を
生
じ
か
ね
な
い
。
と
い
う
の
は
、
伝
統
的
に
は
第
四
逆
理
も
ま
た
「
競
技
揚（
ス
タ
デ
ィ
オ
ン
）」
と
呼
び
慣
わ

さ
れ
て
き
た
か
ら
だ
。『
競
技
場
』
が
二
つ
も
あ
っ
て
は
困
る
。
そ
こ
で
本
書
で
は
一
貫
し
て
第
一
逆
理
を
「
二
分
割
」

の
名
で
通
す
。﹇
以
上
、
本
注
は
山
川
偉
也
『
ゼ
ノ
ン

４
つ
の
逆
理
』
講
談
社
一
九
九
六
年
、
二
六
九
〜
二
七
〇
ペ
ー

ジ
に
基
づ
く
。﹈

（
二
）
ア
ン
ブ
ロ
ワ
ズ＝
ポ
ー
ル＝

ト
ゥ
サ
ン＝

ジ
ュ
ー
ル
・
ヴ
ァ
レ
リ
ー
（A

m
broise-Paul-Toussaint-Jules

V
alery

）

フ
ラ
ン
ス
の
作
家
、
詩
人
、
小
説
家
、
評
論
家
。
一
八
七
一
年
一
〇
月
三
〇
日
〜
一
九
四
五
年
七
月
二
〇
日
。
コ
ル
シ
カ

人
の
父
と
ジ
ェ
ノ
ア
生
ま
れ
の
母
と
の
間
に
南
仏
地
中
海
沿
い
の
村
セ
ー
ト
に
生
ま
れ
る
。
モ
ン
ペ
リ
エ
で
育
ち
、
そ
こ

の
大
学
で
法
律
を
学
び
、
卒
業
後
パ
リ
に
出
て
、
軍
務
省
に
勤
め
た
。
そ
の
頃
ス
テ
フ
ァ
ヌ
・
マ
ラ
ル
メ
（Stephane

M
al-

larm
e

1842-1898

）に
出
会
い
、
強
い
影
響
を
受
け
る
。
著
作
と
し
て
、
山
田
九
郎
訳
『
序
説

レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ

ィ
ン
チ
の
方
法
』
岩
波
文
庫
一
八
九
五
年
、
清
水
徹
訳
『
ム
ッ
シ
ュ
ー
・
テ
ス
ト
』
岩
波
文
庫
一
八
九
六
年
、
中
井
久
夫

訳
・
注
『
若
き
パ
ル
ク
』
み
す
ず
書
房
一
九
一
七
年
、
清
水
徹
訳
『
ユ
ウ
パ
リ
ノ
ス
』
岩
波
文
庫
一
九
二
一
年
、『
ヴ
ァ

レ
リ
ー
全
集
』（
全
十
二
巻
、補
巻
二
巻
）
筑
摩
書
房
一
九
七
七
〜
一
九
七
八
年
、『
ヴ
ァ
レ
リ
ー
全
集

カ
イ
エ
篇
』（
全

九
巻
）
筑
摩
書
房
一
九
八
〇
〜
一
九
八
三
年
等
。

（
三
）
ア
ン
リ＝

ル
イ
・
ベ
ル
ク
ソ
ン
（H

enri-L
ouis

B
ergson

）
一
八
五
九
年
一
〇
月
一
八
日
〜
一
九
四
一
年
一
月
四
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日
。
パ
リ
生
ま
れ
の
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
。
著
作
と
し
てE

ssai
sur

les
donnees

im
m

ediates
de

la
conscience,

1889

（『
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
に
つ
い
て
の
試
論
』：

英
訳
名
『
時
間
と
自
由
意
志
』）、M

atiere
et

M
em

oire,
1896

（『
物
質
と
記
憶
』）、L

e
rire,

1900

（『
笑
い
』）、L’evolution

creatrice,
1907

（『
創
造
的
進
化
』）、L’energie

spirituelle,

1919
（『
精
神
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
』）、D

uree
et

sim
ultaneite,

1922

（『
持
続
と
同
時
性
』）、L

es
deux

sources
de

la
m

orale

et
de

la
religion,

1932

（『
道
徳
と
宗
教
の
二
源
泉
』）、L

a
pensee

et
le

m
ouvant,

1934

（『
思
想
と
動
く
も
の
』）等
。
邦

訳
『
ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集
』
全
九
巻

白
水
社
一
九
七
〇
年
が
あ
る
。
平
井
啓
之
訳
『
時
間
と
自
由
』
は
白
水
社
版
全
集
第

一
巻
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
四
）
ブ
レ
ー
ズ
・
パ
ス
カ
ル
（B

laise
Pascal

）
一
六
二
三
年
六
月
一
九
日
〜
一
六
六
二
年
八
月
一
九
日
。
フ
ラ
ン
ス

の
数
学
者
、
物
理
学
者
、
哲
学
者
、
思
想
家
、
宗
教
家
。
前
田
陽
一
、
由
木
康
訳
『
パ
ン
セ
』
中
公
文
庫
、
パ
ス
カ
ル
の

「
幾
何
学
的
精
神
に
つ
い
て
（
前
田
陽
一
訳
）」
は
中
央
公
論
社
『
世
界
の
名
著

パ
ス
カ
ル
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。

（
五
）
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ（G

llles
D

eleuze
）一
九
二
五
〜
一
九
九
五
年
。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
。
邦
訳
さ
れ
た
主
著
と

し
て
『
ス
ピ
ノ
ザ
と
表
現
の
問
題
』、『
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
哲
学
』、『
差
異
と
反
復
』、『
意
味
の
論
理
学
』、『
プ
ル
ー
ス
ト
と

シ
ー
ニ
ュ
』、『
シ
ネ
マ
（
１
）、（
２
）』
等
が
あ
る
。
ま
た
精
神
分
析
学
者
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
と
の
共
著
と
し
て

『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
ブ
ス
』、『
カ
フ
カ
』、『
千
の
ブ
ラ
ト
ー
』
が
あ
る
。
平
井
啓
之
訳
『
差
異
に
つ
い
て
』
青
土
社
一

九
八
九
年
はL

es
E

tudes
B

ergsoniennes
V

ol.IV
,

P.U
.F.

1956,
pp.77-112

に
発
表
さ
れ
たG

illes
D

eleuze,
’L

a
con-

ception
de

la
difference

ches
B

ergson’

を
訳
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
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（
六
）
ジ
ャ
ン＝

ポ
ー
ル
・
シ
ャ
ル
ル
・
エ
マ
ー
ル
・
サ
ル
ト
ル
（Jean-Paul
C

harles
A

ym
ard

Sartre

）
一
九
〇
五
年

六
月
二
一
日
〜
一
九
八
〇
年
四
月
一
五
日
。
フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
、
小
説
家
、
劇
作
家
、
評
論
家
。
人
文
書
院
か
ら
『
サ

ル
ト
ル
全
集
』
が
出
て
い
る
。
そ
の
う
ち
平
井
啓
之
の
訳
業
に
つ
い
て
は
本
書
巻
末
の
鼎
談
者
平
井
啓
之
の
紹
介
の
項
を

参
照
。
ま
た
、
サ
ル
ト
ル
に
つ
い
て
は
平
井
啓
之
『
ラ
ン
ボ
オ
か
ら
サ
ル
ト
ル
へ：

フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
の
問
題
』
講
談

社
学
術
文
庫
一
九
八
九
年
、『
テ
キ
ス
ト
と
実
存：

ラ
ン
ボ
ー

マ
ラ
ル
メ

サ
ル
ト
ル

中
原
と
小
林
』
講
談
社
学
術

文
庫
一
九
九
二
年
が
あ
る
。

（
七
）
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
（Α

ριστοτ!λη

）
前
三
八
四
年
〜
三
二
二
年
。
プ
ラ
ト
ン
の
弟
子
。
世
界
最
大
の
哲
学
者
の

一
人
。「
万
学
の
祖
」
と
も
呼
ば
れ
る
。『
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
全
集
』（
全
十
七
巻
、
一
九
六
八
〜
一
九
七
三
年
）
岩
波
書

店
が
あ
る
。
第
一
巻
『
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
、
命
題
論
、
分
析
論
前
書
、
分
析
論
後
書
』（
山
本
光
雄
、
井
上
忠
、
加
藤
信
朗

訳
）、
第
二
巻
『
ト
ピ
カ
、
詭
弁
論
駁
論
』（
村
治
能
就
、
宮
内
璋
訳
）、
第
三
巻
『
自
然
学
』（
出
隆
、
岩
崎
允
胤
訳
）、

第
四
巻
『
天
体
論
、
生
成
消
滅
論
』（
村
治
能
就
、
戸
塚
七
郎
訳
）、
第
五
巻
『
気
象
論
、
宇
宙
論
』（
泉
治
典
、
村
治
能

就
訳
）、
第
六
巻
『
霊
魂
論
、
自
然
学
小
論
集
、
気
息
に
つ
い
て
』（
山
本
光
雄
、
副
島
民
雄
訳
）、
第
七
巻
『
動
物
誌
（
上
）』

（
島
崎
三
郎
訳
）、
第
八
巻
『
動
物
誌
（
下
）、
動
物
部
分
論
』（
島
崎
三
郎
訳
）、
第
九
巻
『
動
物
運
動
論
、
動
物
進
行
論
、

動
物
発
生
論
』（
島
崎
三
郎
訳
）、
第
十
巻
『
小
品
集
』（
副
島
民
雄
、
福
島
保
夫
訳
）、
第
十
一
巻
『
問
題
集
』（
戸
塚
七

郎
訳
）、
第
十
二
巻
『
形
而
上
学
』（
出
隆
訳
）、
第
十
三
巻
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』（
加
藤
信
朗
訳
）、
第
十
四
巻
『
大

道
徳
学
、
エ
ウ
デ
モ
ス
倫
理
学
、
徳
と
悪
徳
に
つ
い
て
』（
茂
手
木
元
蔵
訳
）、
第
十
五
巻
『
政
治
学
、
経
済
学
』（
山
本

光
雄
、
村
川
堅
太
郎
訳
）、
第
十
六
巻
『
弁
論
術
、
ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
に
贈
る
弁
論
術
』（
山
本
光
雄
、
斎
藤
忍
随
、
岩

田
靖
夫
訳
）、
第
十
七
巻
『
詩
学
、
ア
テ
ナ
イ
人
の
国
制
、
断
片
集
』（
今
道
友
信
、
村
川
堅
太
郎
、
宮
内
璋
、
松
本
厚
訳
）
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（
八
）
バ
ー
ル
ー
フ
・
デ
・
ス
ピ
ノ
ザ
（B

aruch
D

e
Spinoza

）
一
六
八
二
年
一
一
月
二
四
日
〜
一
六
七
七
年
二
月
二
一

日
。
オ
ラ
ン
ダ
の
哲
学
者
。
邦
訳
主
要
著
書
と
し
て
畠
中
尚
志
訳
『
知
性
改
善
論
』
岩
波
文
庫
、
畠
中
尚
志
訳
『
デ
カ
ル

ト
の
哲
学
原
理
』
岩
波
文
庫
、
畠
中
尚
志
訳
『
神
学
・
政
治
論
』
岩
波
文
庫
、
畠
中
尚
志
訳
『
エ
チ
カ
』
岩
波
文
庫
、
畠

中
尚
志
訳
『
国
家
論
』
岩
波
文
庫
等
が
あ
る
。

（
九
）
ヴ
ァ
ラ
ン
タ
ン＝

ル
イ＝

ジ
ョ
ル
ジ
ュ＝

ウ
ジ
ェ
ー
ヌ＝

マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト（V

alentin-L
ouis-G

eorges-

E
ugene-M

arcel
Proust

）一
八
七
一
〜
一
九
二
二
年
。
フ
ラ
ン
ス
の
作
家
、
エ
ッ
セ
イ
ス
ト
、
批
評
家
。『
失
わ
れ
た
時
を

求
め
て
』
は
二
〇
世
紀
文
学
史
上
の
最
も
重
要
な
作
品
の
一
つ
。

（
一
〇
）
シ
ャ
ル
ル
・
デ
ュ
・
ボ
ス
（C

harles
D

u
B

os

）
一
八
八
二
〜
一
九
三
九
年
。
二
〇
世
紀
前
半
の
フ
ラ
ン
ス
の

批
評
家
。

（
一
一
）
イ
マ
ヌ
エ
ル
・
カ
ン
ト
（Im

m
anuel

K
ant

）
一
七
二
四
年
四
月
二
二
日
〜
一
八
〇
四
年
二
月
一
二
日
。
ド
イ

ツ
の
大
哲
学
者
。『
カ
ン
ト
全
集
』（
全
二
二
巻
）
岩
波
書
店
が
あ
る
。

（
一
二
）
グ
ス
タ
フ
・
テ
オ
ド
ー
ル
・
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
（G

ustav
T

heodor
Fechner

）
一
八
〇
一
〜
一
八
八
七
年
。
ド
イ

ツ
の
物
理
学
者
、
哲
学
者
。
彼
は
、
精
神
と
物
質
は
ひ
と
つ
で
あ
る
と
見
た
。

157



（
一
三
）
プ
ラ
ト
ン
（Π

λ!τω
ν

）
前
四
二
七
〜
三
四
七
年
。
ア
テ
ナ
イ
の
哲
学
者
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弟
子
で
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
師
。
訳
書
と
し
て
『
ソ
ー
ク
ラ
テ
ー
ス
の
弁
明
・
ク
リ
ト
ー
ン
・
パ
イ
ド
ー
ン
』
田
中
美
知
太
郎
訳
・
新
潮
文

庫
、
田
中
美
知
太
郎
訳
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
岩
波
書
店
第
一
巻
、
三
嶋
輝
夫
・
田
中
享
英
訳
『
ソ
ク
ラ
テ
ス
の
弁
明
・
ク

リ
ト
ン
』
講
談
社
学
術
文
庫
、『
カ
ル
ミ
デ
ス
』
山
野
耕
治
訳
・
岩
波
書
店
「
プ
ラ
ト
ン
全
集
」
第
七
巻
、『
ク
リ
ト
ン
』

田
中
美
知
太
郎
訳
・
岩
波
書
店
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
１
巻
、『
エ
ウ
チ
ュ
プ
ロ
ン
』
今
林
万
里
子
訳
・
岩
波
書
店
『
プ

ラ
ト
ン
全
集
』
第
一
巻
、『
ヒ
ッ
ピ
ア
ス
（
小
）』
戸
塚
七
郎
訳
・
岩
波
書
店
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
一
〇
巻
、『
イ
オ
ン
』

鈴
木
照
雄
訳
・
田
中
美
知
太
郎
編
『
プ
ラ
ト
ン
名
著
集
』
新
潮
社
、『
ラ
ケ
ス
』
生
島
幹
三
訳
・
岩
波
書
店
「
プ
ラ
ト
ン

全
集
」
第
七
巻
、『
プ
ロ
タ
ゴ
ラ
ス
』
藤
沢
令
夫
訳
・
岩
波
書
店
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
八
巻
、『
エ
ウ
チ
ュ
デ
モ
ス
』
山

本
光
雄
訳
・
岩
波
書
店
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
八
巻
、『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
加
来
彰
俊
訳

田
中
美
知
太
郎
・
加
来
彰
俊
訳

注
解
『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
岩
波
書
店
、『
ゴ
ル
ギ
ア
ス
』
加
来
彰
俊
訳
・
岩
波
文
庫
、
岩
波
書
店
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
加
来

彰
俊
訳
・
第
九
巻
、『
ヒ
ッ
ピ
ア
ス
（
大
）』
北
島
美
雪
訳
・
岩
波
書
店
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
一
〇
巻
、『
リ
ュ
シ
ス
』

生
島
幹
三
訳
・
岩
波
書
店
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
七
巻
、『
メ
ネ
ク
セ
ノ
ス
』
加
来
彰
俊
訳
・
田
中
美
知
太
郎
編
『
プ
ラ

ト
ン

!
』（『
世
界
古
典
文
学
全
集
一
四
』）
筑
摩
書
房
、『
メ
ノ
ン
』
藤
沢
令
夫
訳
・
岩
波
文
庫
、『
ク
ラ
チ
ュ
ロ
ス
』

村
治
能
就
・
廣
川
洋
一
訳
・
勁
草
書
房
、
水
地
宗
明
訳
・
岩
波
書
店
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
二
巻
、『
パ
イ
ド
ン
』
松
永

雄
二
訳
・
岩
波
書
店
版
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
一
巻
、『
パ
イ
ド
ン
―
―
魂
の
不
死
に
つ
い
て
』
岩
田
靖
夫
訳
・
岩
波
文

庫
、『
饗
宴
』
鈴
木
照
雄
訳
・
岩
波
書
店
版
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
五
巻
、『
国
家
』（
上
・
下
）
藤
沢
令
夫
訳
・
岩
波
文

庫
、『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
田
中
美
知
太
郎
・
藤
沢
令
夫
訳
注
解
『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
岩
波
書
店
、『
パ
イ
ド
ロ
ス
』
藤
沢
令
夫

訳
・
岩
波
文
庫
、
田
中
美
知
太
郎
編
『
プ
ラ
ト
ン
名
著
集
』
加
来
彰
俊
訳
・
新
潮
社
、『
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
』
田
中
美
知
太

郎
訳
・
岩
波
書
店
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
四
巻
、『
テ
ア
イ
テ
ト
ス
』
田
中
美
知
太
郎
訳
・
岩
波
書
店
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
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第
二
巻
、『
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
』
種
山
恭
子
訳
・
岩
波
書
店
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
一
二
巻
、『
ク
リ
テ
ィ
ア
ス
』
田
之
頭
安

彦
訳
・
岩
波
書
店
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
一
二
巻
、『
ソ
ピ
ス
テ
ス
』
加
来
彰
俊
訳
・『
プ
ラ
ト
ン
著
作
集
１
』
勁
草
書

房
、
藤
沢
令
夫
訳
・
岩
波
書
店
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
三
巻
、『
ポ
リ
テ
ィ
コ
ス
』
水
野
有
庸
訳
・
岩
波
書
店
『
プ
ラ
ト

ン
全
集
』
第
三
巻
、『
ピ
レ
ボ
ス
』
田
中
美
知
太
郎
訳
・
岩
波
書
店
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
四
巻
、『
法
律
』
森
進
一
・
池

田
美
恵
・
加
来
彰
俊
訳
・
岩
波
書
店
『
プ
ラ
ト
ン
全
集
』
第
一
三
巻
、
森
進
一
・
池
田
美
恵
・
加
来
彰
俊
訳
・
岩
波
文
庫

（
上
・
下
）

（
一
四
）
ル
ネ
・
デ
カ
ル
ト
（R

ene
D

escartes

）
一
五
九
六
年
三
月
三
一
日
〜
一
六
五
〇
年
二
月
一
一
日
。
フ
ラ
ン
ス

の
大
哲
学
者
。
近
代
哲
学
の
祖
。
思
惟
主
体
と
し
て
の
「
自
己
」（
精
神
）
の
存
在
を
定
式
化
し
た
「
わ
れ
思
う
、
ゆ
え

に
わ
れ
あ
り（C

ogito
ergo

sum
コ
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
）
は
哲
学
史
上
最
も
有
名
な
命
題
の
一
つ
。『
デ
カ
ル
ト
著
作

集
』（
全
四
巻
）
白
水
社
が
あ
る
。

（
一
五
）
ゴ
ッ
ト
フ
リ
ー
ト
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
（G

ottfried
W

ilhelm
L

eibniz

）
一
六
四
六
年
七
月
一

日
〜
一
七
一
六
年
一
一
月
一
四
日
。
ド
イ
ツ
の
哲
学
者
・
数
学
者
。「
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
」「
予
定
調
和
説
」
を
唱
え
た
。
そ

の
思
想
は
哲
学
・
形
而
上
学
に
と
ど
ま
ら
ず
、
論
理
学
、
記
号
学
、
心
理
学
、
数
学
、
自
然
科
学
な
ど
き
わ
め
て
広
い
領

域
に
わ
た
る
も
の
で
あ
っ
た
。彼
は
「
普
遍
学
を
唱
導
し
た
。『
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
著
作
集
』（
一
―
一
〇
）
工
作
舎
が
あ
る
。

（
一
六
）
「
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
」（E

uclid

）
は
英
語
読
み
。
ギ
リ
シ
ア
の
数
学
者
エ
ウ
ク
レ
イ
デ
ス
（
前
三
世
紀
頃
）。
そ

の
編
著
『
原
論
』（Στοιχε!α

,
E

lem
ents

は
、
論
証
的
学
問
と
し
て
の
数
学
の
地
位
を
確
立
し
た
も
の
と
一
般
に
認
め
ら
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れ
て
い
る
。

（
一
七
）
ゲ
オ
ル
ク
・
フ
ェ
ル
デ
ィ
ナ
ン
ト
・
ル
ー
ト
ウ
ィ
ッ
ヒ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
・
カ
ン
ト
ー
ル
（G

eorg
Ferdinand

L
udw

ig
Philipp

C
antor

）
一
八
四
五
〜
一
九
一
八
年
。
ロ
シ
ア
の
サ
ン
ク
ト
・
ペ
テ
ル
ブ
ル
ク
生
ま
れ
の
ド
イ
ツ
人
数

学
者
。
現
代
集
合
論
の
基
礎
を
確
立
し
た
。
訳
書
と
し
て
カ
ン
ト
ル
『
超
限
集
合
論
』
功
力
金
二
郎
・
村
田
全
訳
、
共
立

出
版
〈
現
代
数
学
の
系
譜
８
〉
一
九
七
九
年
が
あ
る
。

（
一
八
）
田
中
美
知
太
郎
（
た
な
か
み
ち
た
ろ
う
）
一
九
〇
二
年
一
月
一
日
〜
一
九
八
五
年
一
二
月
一
八
日
。
日
本
の
哲

学
者
。
ソ
ク
ラ
テ
ス
・
プ
ラ
ト
ン
研
究
の
第
一
人
者
と
し
て
知
ら
れ
る
。

（
一
九
）
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
（Jansenism

e

）
は
、
ネ
ー
デ
ル
ラ
ン
ド
出
身
の
神
学
者
コ
ル
ネ
リ
ウ
ス
・
ヤ
ン
セ
ン
（
一

五
八
五
〜
一
六
三
八
年
）
の
著
作
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
』
の
影
響
に
よ
っ
て
一
七
世
紀
以
降
流
行
し
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教

会
に
よ
っ
て
異
端
的
と
さ
れ
た
キ
リ
ス
ト
教
思
想
。「
ア
ベ
・
ド
・
サ
ン
・
シ
ラ
ン
」
の
名
前
で
知
ら
れ
た
ヤ
ン
セ
ン
の

盟
友
ジ
ャ
ン
・
デ
ュ
ヴ
ェ
ル
ジ
ェ
・
ド
・
オ
ラ
ン
ヌ
が
ヤ
ン
セ
ン
の
著
作
『
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
』
を
パ
リ
で
一
六
四
一

年
に
出
版
し
た
（
一
六
四
一
年
）。
こ
れ
が
フ
ラ
ン
ス
の
上
流
階
級
の
間
で
反
響
を
呼
ん
だ
。
サ
ン
・
シ
ラ
ン
は
パ
リ
郊

外
に
あ
っ
た
女
子
修
道
院
ポ
ー
ル
・
ロ
ワ
ヤ
ル
修
道
院
の
指
導
者
と
な
っ
て
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
活
動
の
拠
点
と
し
た
。
そ

し
て
イ
エ
ズ
ス
会
攻
撃
を
行
っ
た
。
ブ
レ
ー
ズ
・
パ
ス
カ
ル
は
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
の
熱
心
な
擁
護
者
で
あ
っ
た
。
彼
の
著

書
『
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
シ
ア
ル
』（
一
六
五
六
年
）
は
ジ
ャ
ン
セ
ニ
ス
ム
批
判
へ
の
反
論
で
あ
る
。
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（
二
〇
）
村
田
全
に
は
「
未
全
」
と
い
う
俳
名
で
の
執
筆
「
連
句
へ
の
お
誘
い
」
と
い
う
文
章
が
あ
る
（
社
会
福
祉
法
人

新
生
会
『
こ
か
げ
』
第
四
九
〜
五
一
号
（
二
〇
〇
六
年
一
二
月
〜
二
〇
〇
七
年
二
月
）
掲
載
）。

（
二
一
）
関
孝
和
（
せ
き
た
か
か
ず
）
寛
永
一
七
年
（
一
六
四
二
年
）
三
月
〜
宝
永
五
年
一
〇
月
二
四
日
（
一
七
〇
八
年

一
二
月
五
日
）。
江
戸
時
代
の
和
算
家
（
数
学
者
）。

（
二
二
）
ア
イ
ザ
ッ
ク
・
ニ
ュ
ー
ト
ン
（Isaac
N

ew
ton

）
一
六
四
二
年
一
二
月
二
五
日
〜
一
七
二
七
年
三
月
二
〇
日
。

英
国
の
科
学
者
。
古
典
力
学
の
確
立
者
。
近
代
物
理
学
の
祖
。

（
二
三
）
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
（G

alileo
G

alilei

）
一
五
六
四
年
二
月
一
五
日
〜
一
六
四
二
年
一
月
八
日
。
イ
タ
リ
ア

の
物
理
学
者
、
天
文
学
者
、
哲
学
者
。
近
代
天
文
学
の
父
。

（
二
四
）
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
数
学
史
家
ア
ル
パ
ッ
ド
・
サ
ボ
ー（A

.
Szabo

）の
業
績
に
関
す
る
村
田
全
の
評
価
に
つ
い
て

は
、
ブ
ル
バ
キ
『
数
学
史
』
に
付
せ
ら
れ
た
「
基
礎
の
歴
史
」
を
め
ぐ
っ
て（
Ｉ
）―
―
ギ
リ
シ
ア
数
学
、
特
に
サ
ボ
ー
説

と
の
比
較
（
初
出
『
ブ
ル
バ
キ
数
学
史
』（
東
京
図
書
一
九
七
〇
）付
録
「
訳
者
覚
え
が
き
」。
後
に
筑
摩
書
房
『
ブ
ル
バ
キ

数
学
史

下
』「
訳
者
覚
え
が
き
」
と
し
て
再
録
）
に
詳
し
い
。
そ
の
要
点
を
以
下
に
述
べ
て
お
く
。
ブ
ル
バ
キ
は
古
代

ギ
リ
シ
ア
数
学
、
特
に
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
の
数
学
の
特
質
お
よ
び
そ
の
形
成
に
つ
い
て
、（
１
）論
理
学
の
形
式
化
を
導
い
た

の
は
、
古
代
以
来
つ
ね
に
数
学
で
あ
っ
た
。（
２
）ギ
リ
シ
ア
公
理
論
は
経
験
論
的
起
源
を
持
つ
。（
３
）ギ
リ
シ
ア
数
学
に
お

け
る
数
学
的
存
在
の
基
本
的
性
格
は
作
図
可
能
性
で
あ
る
と
い
う
三
点
を
強
調
す
る
が
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
の
数
学
史
・
哲
学
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史
の
専
門
家
で
あ
る
サ
ボ
ー
は
、『
数
学
の
あ
け
ぼ
の
』
東
京
図
書
一
九
七
六
年
、
中
村
幸
四
郎
、
伊
東
俊
太
郎
、
村
田

全
訳
、『
ギ
リ
シ
ア
数
学
の
始
原
』
玉
川
大
学
出
版
部
一
九
七
八
年
、
中
村
幸
四
郎
、
中
村
清
、
村
田
全
訳
）、
等
に
お
い

て
、
史
料
原
典
に
お
け
る
術
語
の
変
遷
の
吟
味
な
ど
の
新
し
く
客
観
的
手
法
に
訴
え
て
以
下
の
よ
う
に
主
張
し
た
。（
１
）

ギ
リ
シ
ア
数
学
に
お
け
る
数
学
的
存
在
の
本
質
は
、
帰
謬
法
な
ど
の
間
接
証
明
法
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
反
経

験
的
・
理
念
的
性
格
に
あ
る
。
例
え
ば
『
原
論
』
に
お
け
る
素
数
の
存
在
証
明
に
お
け
る
「
存
在
」
は
、
作
図
可
能
性
と

い
う
こ
と
で
は
説
明
で
き
な
い
。（
２
）『
原
論
』
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
仮
説
法
的
公
理
論
は
、ブ
ル
バ
キ
の
「
経
験
主
義
」

に
よ
っ
て
は
説
明
し
が
た
い
要
素
で
あ
る
。（
３
）
ギ
リ
シ
ア
の
演
繹
論
的
公
理
論
的
数
学
は
、
プ
ラ
ト
ン
よ
り
も
い
っ

そ
う
古
い
時
代
の
エ
レ
ア
学
派
の
影
響
下
に
成
り
立
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
エ
レ
ア
起
源
で
あ
る
。（
４
）『
原
論
』

に
お
け
る
「
定
義
」「
公
準
」「
公
理
」
の
原
義
は
す
べ
て
「
仮
定
」
な
い
し
「
要
請
」
の
意
味
を
も
つ
。
こ
れ
ら
は
、
エ

レ
ア
学
派
の
対
話
弁
証
法
で
の
「
仮
定
」
な
い
し
「
要
請
」
と
い
う
意
味
を
母
胎
と
し
、
や
が
て
次
第
に
「
原
理
」
の
意

味
を
獲
得
し
て
ゆ
き
な
が
ら
、
そ
の
過
程
に
お
い
て
そ
れ
ぞ
れ
今
日
の
意
味
の
「
定
義
」
と
か
「
公
理
」
に
変
わ
っ
て
い

っ
た
も
の
で
あ
る
。「
サ
ボ
ー
の
説
の
説
得
力
は
圧
倒
的
で
あ
る
。・
・
・
私
自
身
は
、
結
論
的
に
ブ
ル
バ
キ
よ
り
も
サ
ボ

ー
の
業
績
を
選
ぶ
。
そ
れ
は
、
サ
ボ
ー
の
歴
史
構
想
―
―
も
ち
ろ
ん
史
料
に
よ
る
裏
付
け
を
含
め
て
―
―
が
、
ブ
ル
バ
キ

よ
り
も
広
汎
深
刻
で
あ
り
、
従
っ
て
説
得
力
も
強
い
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。・
・
・
サ
ボ
ー
の
説
に
は
、
今
日
の
仮

言
法
的
公
理
論
の
原
型
が
す
で
に
ギ
リ
シ
ア
の
数
学
の
中
に
あ
っ
た
と
い
う
示
唆
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
も
し
ブ
ル
バ
キ

の
側
が
そ
の
古
代
史
の
筋
を
書
き
直
す
こ
と
さ
え
い
と
わ
な
け
れ
ば
、
そ
の
示
唆
は
ブ
ル
ハ
キ
に
は
む
し
ろ
歓
迎
さ
れ
る

べ
き
筋
合
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
修
史
の
基
本
に
も
関
連
す
る
問
題
と
い
う
の
は
、
公
理
の
仮
言
的
性
格
や
、

対
象
の
論
理
性
・
反
経
験
性
と
い
う
よ
う
な
こ
と
―
―
サ
ボ
ー
の
意
味
で
の
―
―
が
、
古
代
に
お
い
て
実
際
に
あ
っ
た
こ

と
か
、
そ
れ
と
も
現
代
的
思
想
の
古
代
へ
の
投
影
に
過
ぎ
な
い
こ
と
か
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
こ
の
種
の
問
題
の
具
体
的
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な
判
定
は
極
め
て
困
難
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
に
は
、
ブ
ル
バ
キ
的
数
学
観
に
そ
の
一
面
を
示
し
て

い
る
現
代
数
学
の
側
か
ら
の
サ
ボ
ー
に
対
す
る
隠
在
的
影
響
の
吟
味
、
あ
る
い
は
、
よ
り
一
般
に
、
一
つ
の
数
学
史
編
纂

の
仕
事
に
対
す
る
、
そ
の
時
点
で
の
数
学
観
の
顕
在
的
ま
た
は
隠
在
的
な
影
響
の
吟
味
と
い
う
重
大
な
問
題
が
潜
ん
で
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。」

こ
の
よ
う
な
主
張
に
対
し
て
山
川
偉
也
は
、「Á

.
Szábó

の
ギ
リ
シ
ア
演
繹
数
学＝

エ
レ
ア

起
原
説
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
点
」
日
本
科
学
史
学
会
『
科
学
史
研
究
』
第
二
期
一
八
巻
一
二
九
号
、
一
九
七
九
年
に
お

い
て
、
サ
ボ
ー
に
よ
る
エ
レ
ア
学
派
の
年
代
学
的
設
定
の
問
題
、
と
り
わ
け
ギ
リ
シ
ア
演
繹
数
学
の
「
反
経
験
論
的
・
反

図
解
的
性
格
」
が
、
は
た
し
て
エ
レ
ア
学
派
の
影
響
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
た
も
の
で
あ
る
か
否
か
を
検
討
し
、
サ
ボ
ー
説

を
批
判
す
る
見
解
を
展
開
し
た
。

（
二
五
）
吉
田
洋
一（
よ
し
だ
よ
う
い
ち
）一
八
九
八
〜
一
九
八
九
年
。
数
学
者
。「
零
の
発
見
」
岩
波
新
書
の
著
者
。

（
二
六
）
邦
訳
と
し
て
村
田
全
・
佐
藤
勝
造
共
訳
『
数
学
の
黎
明
』
み
す
ず
書
房
が
あ
る
。

（
二
七
）
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、村
田
全
「
数
学
史
に
お
け
る
逆
説
の
役
割
」（『
数
学
と
哲
学
の
間
』

一
九
九
八
年
一
二
月
、
玉
川
大
学
出
版
部
所
収
）
に
お
い
て
い
っ
そ
う
詳
し
く
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
二
八
）
ユ
リ
ウ
ス
・
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
・
リ
ヒ
ャ
ル
ト
・
デ
ー
デ
キ
ン
ト
（Julius

W
ilhelm

R
ichard

D
edekind

）
一
八

三
一
年
一
〇
月
六
日
〜
一
九
一
六
年
二
月
一
二
日
。
ド
イ
ツ
の
数
学
者
。
代
数
学
・
数
論
を
専
門
分
野
と
し
た
。〈
デ
デ

キ
ン
ト
環
〉、〈
デ
デ
キ
ン
ト
切
断
〉
な
ど
の
概
念
で
知
ら
れ
て
い
る
。
邦
訳
著
書
と
し
て
河
野
伊
三
郎
訳
『
数
に
つ
い
て
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―
連
続
性
と
数
の
本
質
―
』
岩
波
文
庫
一
九
六
一
年
が
あ
る
。

（
二
九
）
エ
ト
ム
ン
ト
・
グ
ス
タ
フ
・
ア
ル
ブ
レ
ヒ
ト
・
フ
ッ
サ
ー
ル
（E

dm
und

G
ustav

A
lbrecht

H
usserl

）
一
八
五

九
年
四
月
八
日
〜
一
九
三
八
年
四
月
二
七
日
。オ
ー
ス
ト
リ
ア
の
数
学
者
・
哲
学
者
。著
書
と
し
て
『
論
理
学
研
究
』、『
現

象
学
の
理
念
』『
純
粋
現
象
学
、
及
び
現
象
学
的
哲
学
の
た
め
の
考
案
（
イ
デ
ー
ン
）』『
デ
カ
ル
ト
的
省
察
』『
間
主
観
性

の
現
象
学
』『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
等
が
あ
る
。

（
三
〇
）
分
子
生
物
学
者
。
京
都
大
学
。『
現
代
思
想
』
第
二
二
巻
一
〇
号
一
九
九
四
年
に
「
生
命
系
に
お
け
る
記
号
機

能
体
と
し
て
の
分
子
―
―

分
子
生
物
学
を
と
ら
え
な
お
す（
時
間
と
生
命
〈
特
集
〉）」（
青
土
社
）
が
あ
る
。

（
三
一
）
ジ
ェ
イ
ム
ズ
・
オ
ー
ガ
ス
テ
ィ
ン
・
ア
ロ
イ
ジ
ア
ス
・
ジ
ョ
イ
ス
（Jam

es
A

ugustine
A

loysius
Joyce

）
一

八
八
二
年
二
月
２
月
二
日
〜
一
九
四
一
年
一
月
一
三
日
。
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
の
小
説
家
・
詩
人
。『
ユ
リ
シ
ー
ズ
』
一
九
二

二
年
で
知
ら
れ
る
。

（
三
二
）
荘
子
（
そ
う
し
）
前
三
六
九
年
〜
二
八
九
年
頃
。
中
国
戦
国
時
代
の
宋
（
現
在
の
河
南
省
）
の
国
の
人
。
老
子

と
並
ん
で
道
教
の
始
祖
の
一
人
と
さ
れ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。『
荘
子
』
は
そ
の
著
書
。こ
れ
は
「
内
篇
」
七
篇
、「
外
篇
」

十
五
篇
、「
雑
篇
」
十
一
篇
か
ら
成
る
が
、「
内
篇
」
の
み
が
荘
子
本
人
の
手
に
な
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

（
三
三
）G

.
C

alogero,
Studi

sull,
eleatism

o,
Firenze,

1977.
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（
三
四
）
ラ
イ
ツ
ェ
ン
・
エ
ヒ
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
ヤ
ン
・
ブ
ラ
ウ
ワ
ー
（L

uitzen
E

gbertus
Jan

B
rouw

er

）
一
八
八
一
〜

一
九
六
六
年
。
オ
ラ
ン
ダ
の
数
学
者
。
ブ
ロ
ー
ウ
ェ
ル
と
も
表
記
さ
れ
る
。
ト
ポ
ロ
ジ
ー
に
お
け
る
不
動
点
定
理
を
は
じ

め
と
す
る
多
大
な
業
績
を
残
す
。
数
学
基
礎
論
に
お
け
る
直
観
主
義
数
学
の
創
始
者
。

（
三
五
）
大
森
荘
蔵
（
お
お
も
り
し
ょ
う
ぞ
う
）
一
九
二
一
年
八
月
一
日
〜
一
九
九
七
年
二
月
一
七
日
。
科
学
哲
学
者
。

著
書
と
し
て
『
言
語
・
知
覚
・
世
界
』、『
物
と
心
』、『
流
れ
と
よ
ど
み
―
哲
学
断
章
』、『
新
視
覚
新
論
』、『
知
の
構
築
と

そ
の
呪
縛
』、『
時
間
と
自
我
』、『
時
間
と
存
在
』、『
時
は
流
れ
ず
』
等
が
あ
る
。

（
三
六
）
ギ
ル
バ
ー
ト
・
ラ
イ
ル
（G

.
R

yle

）
一
九
〇
〇
〜
一
九
七
八
年
。
イ
ギ
リ
ス
の
哲
学
者
。
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー

ド
大
学
で
古
典
学
を
学
び
、
一
九
二
四
年
ク
ラ
イ
ス
ト
・
チ
ャ
ー
チ
・
カ
レ
ッ
ジ
の
講
師
と
な
る
。
一
九
四
五
〜
六
八
年

オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
教
授
。
一
九
四
七
〜
七
一
年
『
マ
イ
ン
ド
』
誌
の
編
集
長
を
務
め
る
。
日
常
言
語
学
派
の
形
成

と
発
展
に
指
導
的
な
役
割
を
果
た
し
た
。
著
書
と
し
て
坂
本
百
大
・
井
上
治
子
・
服
部
裕
幸
邦
訳
『
心
の
概
念
』
み
す
ず

書
房
一
九
八
七
年
、
篠
澤
和
久
訳
『
ジ
レ
ン
マ
』
勁
草
書
房
一
九
九
七
年
等
が
あ
る
。

（
三
七
）
山
川
偉
也
『
ゼ
ノ
ン

４
つ
の
逆
理
』
講
談
社
一
九
九
六
年
、
第
二
章
「
飛
ぶ
矢
は
飛
ば
ず
」、
特
に
四
九
〜

五
一
ペ
ー
ジ
を
参
照
。
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解

題

―
「
あ
と
が
き
」
を
兼
ね
て
―

山

川

偉

也

鼎
談
『
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
』
改
訂
復
刻
版
が
桃
山
学
院
大
学
「
研
究
叢
書
」
の
一
冊
と
し
て
上
梓
さ
れ

る
こ
と
は
、
二
〇
〇
九
年
三
月
末
を
も
っ
て
定
年
退
職
す
る
わ
た
し
に
と
っ
て
、
ひ
と
し
お
感
慨
深
い
こ

と
で
あ
る
。
桃
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所
な
ら
び
に
関
係
諸
氏
、
と
り
わ
け
矢
伏
正
睦
氏
に
対
し
深
く
感

謝
申
し
上
げ
る
。

本
書
の
元
に
な
っ
た
鼎
談
が
行
な
わ
れ
た
の
は
一
九
九
一
年
秋
の
こ
と
。
そ
れ
か
ら
す
で
に
十
七
年
が

経
過
し
た
。
そ
の
間
に
、
鼎
談
者
の
お
ひ
と
り
平
井
啓
之
先
生
は
、
桃
山
学
院
大
学
を
退
職
な
さ
っ
て
一

年
も
経
た
な
い
一
九
九
二
年
一
二
月
二
七
日
に
亡
く
な
ら
れ
、い
ま
お
ひ
と
り
の
鼎
談
者
村
田
全
先
生
も
、

二
〇
〇
八
年
七
月
六
日
に
逝
去
さ
れ
た
。

「
月
日
は
百
代
の
過
客
に
し
て
、
行
き
か
ふ
年
も
又
旅
人
也
」
と
は
、『
奥
の
細
道
』
序
文
冒
頭
に
お

け
る
芭
蕉
の
句
で
あ
る
が
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
、
過
ぎ
ゆ
く
先
達
た
ち
は
か
く
も
迅
速
に
、
一
切
の
衣

鉢
を
後
に
遺
し
、
わ
が
身
ひ
と
つ
と
な
っ
て
旅
立
っ
て
行
か
れ
る
。
そ
の
衣
鉢
と
い
う
こ
と
に
関
わ
っ
て

言
っ
て
お
き
た
い
こ
と
が
あ
る
。
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﹇
一
﹈

お
よ
そ
あ
る
主
題
に
つ
い
て
何
事
か
を
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
ひ
と
は
、
あ
れ
こ
れ
の
言
葉
を

選
び
、
表
現
の
形
を
整
え
る
。
ま
さ
に
そ
の
と
き
、
選
ば
れ
た
言
葉
と
裏
合
わ
せ
に
な
っ
て
、
背
後
に
引

き
退
き
姿
を
隠
し
て
し
ま
う
物
・
事
が
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
物
・
事
こ
そ
が
、
実
は
、
重
要
か
つ
本

質
的
な
事
柄
で
あ
る
場
合
が
あ
る
。「
も
の
ご
と
の
本
質
は
隠
れ
る
こ
と
を
好
む
」（
断
片
一
二
三
）
と
い

う
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
言
葉
は
、
こ
う
い
う
事
態
を
い
う
の
で
あ
ろ
う
。

わ
た
し
た
ち
の
鼎
談
も
例
外
で
は
な
い
。
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
に
お
け
る
〈
分
割
〉
の
問
題
を
焦
点
化
し
た

と
き
、
姿
を
隠
し
て
し
ま
っ
た
ト
ポ
ス
が
あ
る
。〈
全
一
の
不
可
分
割
性
〉
と
い
う
ト
ポ
ス
が
そ
れ
だ
。

し
か
も
、
こ
の
ト
ポ
ス
は
、
鼎
談
の
な
か
で
浮
上
し
て
こ
な
か
っ
た
わ
け
で
は
決
し
て
な
い
。
そ
の
最
初

の
き
っ
か
け
は
、平
井
先
生
が
、「〈
２
〉
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
〈
数
〉
の
定
義
に
必
要
か
つ
十
分
に
妥
当
し
、

そ
れ
ゆ
え
に
〈
任
意
〉
の
い
か
な
る
整
数
と
も
対
等
に
〈
数
〉
な
の
で
す
が
、
私
は
こ
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の

考
え
に
示
唆
を
受
け
な
が
ら
、〈
２
〉
と
い
う
数
を
め
ぐ
っ
て
少
し
異
な
る
説
を
立
て
て
み
た
い
」
と
言

わ
れ
た
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
そ
の
「
異
説
」
な
る
も
の
は
、
十
二
分
に
は
開
陳
さ
れ
ず
、
未
発
の
ま

ま
に
留
ま
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
。

で
は
、
そ
の
異
説
な
る
も
の
は
、
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
か
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
〈
持
続
〉
を
め
ぐ
る

言
説
の
新
た
な
読
み
に
か
か
わ
っ
て
、平
井
先
生
は
、「〈
全
一
〉
の
意
識
は
す
で
に
〈
多
性
〉（m

ultiplic-

ité

）
を
潜
在
的
に
呼
び
こ
ん
で
い
る
」
と
言
わ
れ
た
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
平
井
先
生
に
よ
れ
ば
、
「
ベ

ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
、〈
全
一
〉
が
、『
創
造
的
進
化
』
の
段
階
に
到
る
ま
で
、
結
局
〈
持
続
〉（durée

）と
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い
う
言
葉
に
包
摂
さ
れ
る
、〈
変
化
〉
す
る
連
続
体
で
あ
る
こ
と
を
考
量
す
れ
ば
明
ら
か
」
で
あ
っ
て
、

「
そ
の
世
界
像
は
創
造
、
創
出
の
場
そ
の
も
の
で
あ
り
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
流
に
言
う
な
ら
、
ま
さ
に

無
限
の
〈
差
異
化
〉
な
の
で
、〈
２
〉（
と
い
う
数
）
が
呼
び
こ
む
〈
多
性
〉
と
は
・
・
・
要
す
る
に
多
様

性
（m

ultiplicité

）
そ
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
」
と
い
う
方
向
へ
と
展
開
さ
れ
て
い
く
は

ず
で
あ
っ
た
の
だ
。

〈
持
続
〉
を
め
ぐ
る
こ
の
「
異
説
」
な
る
も
の
の
展
開
は
し
か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
、「
運
動
と
運
動

体
が
通
過
し
た
空
間
と
の
混
同
か
ら
エ
レ
ア
学
派
の
詭
弁
が
生
ま
れ
た
」
と
す
る
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
に
つ

い
て
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
基
本
的
観
点
を
再
確
認
す
る
方
向
へ
と
ベ
ク
ト
ル
化
さ
れ
、
結
局
、
潜
在
的
文
脈

に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
当
の
「
異
説
」
と
い
う
こ
と
で
平
井
先
生
が
具
体
的
に
何
を
念
頭
に
置
か
れ
て
い
た
か

は
、
所
詮
、
確
認
し
よ
う
の
な
い
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
い
ま
し
が
た
引
用
し
た
先
生
の
発
言
の
な
か

で
の
〈
持
続
〉（durée

）に
包
摂
さ
れ
る
〈
全
一
〉
と
か
、〈
変
化
〉
す
る
連
続
体
と
し
て
の
〈
全
一
〉
と

い
う
言
葉
で
表
明
さ
れ
よ
う
と
し
た
も
の
が
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
展
開
し
た
〈
差
異
〉
を
め
ぐ
る
言

説
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
の
こ
と
に
は
い
さ
さ
か
の
疑
い
も
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、『
物
質
と
記
憶
』
に
お
い
て
独
自
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
論
を
展
開
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
着
目
し
、

二
冊
の
『
シ
ネ
マ
』
論
に
お
い
て
真
正
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
哲
学
の
復
興
を
図
っ
た
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
を
、

平
井
先
生
は
き
わ
め
て
高
く
評
価
さ
れ
、
そ
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
を
こ
そ
、
こ
こ
で
は
念
頭
に
置
い
て
お
ら
れ
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た
に
ち
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
先
生
は
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
訳
書
『
差
異
に
つ
い

て
』
青
土
社
一
九
八
九
年
の
「
解
題
＊
〈
差
異
〉
と
新!

し!

い!

も!

の!

の
生
産
」
に
お
い
て
、『
シ
ネ
マ
１

運
動
イ
メ
ー
ジ
』
序
文
に
お
け
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の

「
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
一
八
九
六
年
に
『
物
質
と
記
憶
』
を
書
い
た
。・
・
・
わ
れ
わ
れ
は
も
は
や
運
動

を
外
部
世
界
の
物
理
的
現
実
と
し
て
、
そ
し
て
像
を
意
識
の
な
か
の
心
的
現
実
と
し
て
対
立
さ
せ
る

こ
と
は
で
き
な
く
な
っ
た
の
だ
。
運
動＝

像
に
つ
い
て
の
、
そ
し
て
さ
ら
に
深
く
は
時
間＝

像
に
つ

い
て
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
発
見
は
、
今
日
も
な
お
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
す
べ
て
の
結

果
を
引
出
し
了
え
た
と
は
確
信
で
き
な
い
程
の
豊
饒
性
を
蔵
し
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
そ
の
少
し

後
に
映
画
に
つ
い
て
す
る
こ
と
に
な
る
あ
ま
り
に
も
大
ざ
っ
ぱ
な
批
判
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
彼
が
考

察
し
て
い
る
よ
う
な
運
動＝

像
と
、
映
画
的
像
と
の
結
び
つ
き
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
は
何

も
な
い
。」

と
い
う
言
葉
を
引
用
さ
れ
る
と
と
も
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
「﹇『
物
質
と
記
憶
』
に
お
け
る
﹈
ベ
ル
ク
ソ
ン

本
来
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
論
を
、
運
動＝

像
か
ら
時
間＝

像
へ
と
徹
底
的
に
フ
ォ
ロ
ー
す
る
」
こ
と
に
よ
り
、

時
間＝

像
を
通
じ
て
、「〈
時＝

空
合
一
〉
と
し
て
の
コ
ス
モ
ロ
ギ
ー
が
成
立
す
る
境
域
に
ま
で
到
達
し

た
」
こ
と
を
「
前
世
紀
末
か
ら
現
在
ま
で
の
フ
ラ
ン
ス
文
芸
・
思
想
の
、〈
差
異
〉
の
生
産
の
た
め
の
潜
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流
」
に
関
連
づ
け
ら
れ
、

「
そ
の
潜
流
は
、〈
時
〉
を
主
人
公
と
し
た
小
説
を
書
い
た
プ
ル
ー
ス
ト
と
、
時
間＝

像
に
よ
っ
て

世
界
を
、〈
差
異
〉
の
生
産
の
場
、
創
造
的
進
化
の
場
と
し
て
把
え
得
た
〈
時
〉
の
哲
学
者
ベ
ル
ク

ソ
ン
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
生
産
性
、
そ
の
創
造
性
を
大
き
く
顕
在
化
さ
せ
た
、
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

そ
の
こ
と
の
証
し
を
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
み
ご
と
に
や
っ
て
の
け
た
の
だ
。
何!

と!

い!

う!

偉!

大!

な!

そ!

の!

〈
時!

〉
！
」

と
絶
賛
し
て
お
ら
れ
る
か
ら
だ
。

わ
た
し
た
ち
が
行
な
っ
た
鼎
談
の
な
か
で
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
強
調
し
た
ベ
ル
ク
ソ
ン
思
想
の
こ
の
側

面
を
積
極
的
に
展
開
す
る
こ
と
は
、
つ
い
に
未
発
の
ま
ま
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
な

が
ら
、
も
し
も
こ
の
側
面
が
正
面
切
っ
て
議
論
さ
れ
た
な
ら
ば
、
こ
と
の
成
り
行
き
は
ず
い
ぶ
ん
と
違
っ

た
も
の
に
な
っ
て
い
た
こ
と
だ
ろ
う
。

と
い
う
の
も
、ご
く
最
近
邦
訳
さ
れ
た
『
叢
書
ウ
ニ
ベ
ル
シ
タ
ス

シ
ネ
マ
１

運
動
イ
メ
ー
ジ
』（
財

津
理
・
斎
藤
範
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
二
〇
〇
八
年
）
に
お
い
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
次
の
よ
う
に
主
張
し

て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
要
点
だ
け
を
引
用
す
る
。
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「
総
体
は
、
つ
ね
に
諸
部
分
の
総
体
で
あ
る
。
し
か
し
、
ひ
と
つ
の
全
体
は
、
閉
じ
ら
れ
た
も
の
で

は
な
く
、
開
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
全
体
は
、
た
い
へ
ん
特
殊
な
意
味
で
言
わ
れ
る
場
合
を
除
い

て
、
部
分
を
も
た
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
全
体
は
、
分
割
さ
れ
て
し
ま
え
ば
、
必
ず
そ
の
分
割
の
各
段

階
で
本
性
を
変
え
る
か
ら
で
あ
る
。
実
在
的
な
全
体
は
、
ま
さ
に
、
分
割
不
可
能
な
連
続
性
で
あ
り

う
る
だ
ろ
う
。・
・
・
正
確
に
言
う
な
ら
総
体
は
空
間
の
な
か
に
あ
り
、
全
体
な
る
も
の
、
そ
し
て

諸
全
体
は
持
続
の
な
か
に
あ
る
。
全
体
な
る
も
の
、
諸
全
体
は
、
持
続
が
絶
え
ず
変
化
す
る
か
ぎ
り

に
お
い
て
、
持
続
そ
の
も
の
で
あ
る
。・
・
・
運
動
は
、
そ
れ
自
体
が
、
持
続
の
動
く
切
断
面
な
の

で
あ
る
。
い
ま
や
、
わ
た
し
た
ち
は
、『
物
質
と
記
憶
』
第
一
章
の
か
く
も
深
き
テ
ー
ゼ
を
理
解
で

き
る
。（
１
）
瞬
間
的
な
イ
メ
ー
ジ
す
な
わ
ち
運
動
の
動
か
な
い
切
断
面
が
存
在
す
る
だ
け
で
は
な

い
。（
２
）
持
続
の
動
く
切
断
面
で
あ
る
運
動
イ
メ
ー
ジ
が
存
在
す
る
。（
３
）
最
後
に
、
時
間
イ
メ

ー
ジ
が
、
す
な
わ
ち
、
持
続
イ
メ
ー
ジ
、
変
化
イ
メ
ー
ジ
、
関
係
イ
メ
ー
ジ
、
ボ
リ
ュ
ー
ム
イ
メ
ー

ジ
が
、
運
動
そ
の
も
の
の
か
な
た
に
、
存
在
す
る
。」

こ
こ
で
対
比
さ
れ
て
い
る
の
は
、
諸
部
分
か
ら
成
り
・
閉
じ
ら
れ
た
〈
総
体
〉
と
、
部
分
を
も
た
ず
・

開
か
れ
た
〈
全
体
〉
で
あ
る
。
ゼ
ノ
ン
の
無
限
分
割
が
関
わ
る
の
は
、
部
分
を
も
つ
〈
総
体
〉
と
し
て
の

空
間
内
で
の
〈
瞬
間
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
り
、
運
動
の
動
か
な
い
切
断
面
〉
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
〈
持

続
の
動
く
切
断
面
で
あ
る
運
動
イ
メ
ー
ジ
〉
が
存
在
し
、
こ
れ
は
、〈
全
一
〉
と
し
て
の
〈
持
続
〉
そ
の
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も
の
の
〈
時
間
イ
メ
ー
ジ
〉
の
下
に
理
解
さ
れ
る
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、〈
総
体
〉
と
〈
全
体
〉
の
こ
の
対
比
は
、「
動
か
な
い
諸
切
断
面
／
運
動＝

動

く
切
断
面
と
し
て
の
運
動
／
質
的
変
化
」
と
い
う
類
比
と
し
て
表
現
さ
れ
、
こ
の
類
比
に
お
け
る
一
方
の

項
で
あ
る
「
動
か
な
い
諸
切
断
面
／
運
動
」
の
方
は
「
錯
覚
」
を
、
そ
し
て
他
方
の
項
で
あ
る
「
動
く
切

断
面
と
し
て
の
運
動
／
質
的
変
化
」
の
方
は
実
在
を
表
現
す
る
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、

平
井
先
生
の
「
異
説
」
な
る
も
の
は
、
こ
う
し
た
方
向
へ
の
踏
み
込
み
の
必
要
性
な
ら
び
に
そ
の
重
要
性

を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
っ
た
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
あ
く
ま
で
も
推
測
に
す
ぎ
な
い
。
か
て
て
加
え
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
意

見
が
即
ち
平
井
先
生
の
意
見
で
あ
っ
た
と
は
一
概
に
言
え
な
い
わ
け
だ
。
さ
ら
に
ま
た
、
上
に
管
見
し
た

よ
う
な
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
物
質
と
記
憶
』
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
る
新
し
い
読
解
が
、
は
た
し
て
実
際
に
正

鵠
を
射
た
も
の
で
あ
る
か
自
体
も
、
今
後
も
な
お
検
討
に
値
す
る
課
題
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

﹇
二
﹈

た
だ
、〈
持
続
〉
と
い
う
こ
と
に
か
け
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
、
質
的
な
〈
全
一
〉
と
し
て
の
連
続

体
の
本
性
を
問
題
に
し
た
こ
と
自
体
は
確
か
で
あ
っ
て
、
こ
れ
と
軌
を
一
に
す
る
か
の
よ
う
に
村
田
先
生

が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
は
ま
っ
た
く
無
関
係
に
、〈
全
一
〉
と
し
て
の
《
永
遠
の
今
》
か
ら
出
発
さ
れ
よ
う

と
し
た
こ
と
は
、
ま
こ
と
に
興
味
深
い
こ
と
だ
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
《
永
遠
の
今
》
に
つ
い
て
村
田
先
生
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。「
判
断
を
停
止
し
て
一
切
を
忘
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れ
た
よ
う
な
、
有
無
を
超
え
た
今
・
・
・
漢
代
の
詩
人
崔
恵
童
の
詠
ん
だ
『
眼
ノ
ア
タ
リ
ニ
看
ル
、
春
色
、

流
水
ノ
如
キ
ヲ（
眼
看
春
色
如
流
水
）』
の
感
じ
で
、
流
れ
る
水
を
流
れ
る
と
す
ら
見
て
い
な
い
。
た
だ
、

す
う
ー
っ
と
移
っ
て
い
る
。
そ
の
移
り
行
き
を
無
意
識
に
目
に
し
て
い
る
。
要
す
る
に
自
他
の
差
別
、
時

間
や
空
間
の
差
別
、
連
続
と
不
連
続
、
変
化
と
不
変
、
運
動
と
不
動
な
ど
の
差
別
、
そ
れ
ら
一
切
の
差
別

以
前
の
或
る
無
意
識
な
流
れ
、
流
れ
と
す
ら
言
え
な
い
流
れ
」、
と
。

数
学
者
と
し
て
の
村
田
先
生
の
ご
関
心
は
、
も
っ
ぱ
ら
〈
連
続
性
〉
の
問
題
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
絶

筆
と
な
っ
た
「
連
続
性
の
問
題
へ
の
こ
だ
わ
り
」
に
よ
れ
ば
、
先
生
は
〈
連
続
性
〉
の
問
題
を
、
下
村
寅

太
郎
の
示
唆
に
基
づ
き
、「Z

enon

の
逆
理
か
ら
始
め
て
連
続
論
の
思
想
史
を
検
討
し
、
そ
れ
が
数
学
的

に
整
理
さ
れ
て
一
般
の
思
想
史
に
新
生
面
を
開
く
様
相
を
明
ら
か
」
に
す
る
こ
と
を
み
ず
か
ら
の
ラ
イ
フ

ワ
ー
ク
と
自
覚
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
先
生
に
よ
る
と
、
こ
の
構
想
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る

か
も
し
れ
な
い
要
因
が
、「
連
続
論
」
そ
の
も
の
の
う
ち
に
胚
胎
し
て
い
た
の
で
あ
る
。「
連
続
性
の
問
題

の
厄
介
さ
」
と
い
う
一
節
の
な
か
で
、
先
生
は
こ
の
点
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
お
ら
れ
る
。

「
今
日
、
連
続
論
は
し
ば
し
ば
無
限
論
と
結
び
つ
け
て
数
学
の
問
題
と
考
え
ら
れ
る
。
私
も
こ
の
数

学
的
見
方
か
ら
出
発
し
た
が
、
そ
も
そ
も
無
限
と
連
続
を
一
括
す
る
と
こ
ろ
に
、
数
学
の
側
か
ら
見

て
も
最
初
の
疑
問
が
生
じ
た
。
無
限
は
数
え
る
こ
と
に
始
ま
り
、
主
と
し
て
悟
性
（
考
え
る
こ
と
）

の
問
題
だ
が
、
連
続
は
直
線
を
引
い
た
り
コ
ン
パ
ス
を
回
し
た
り
の
、
本
来
、
感
性
、
あ
る
い
は
む

174



し
ろ
体
認
す
る
こ
と
の
問
題
で
、
両
者
が
決
定
的
に
つ
な
が
っ
た
の
は
集
合
論
以
後
の
こ
と
だ
と
思

わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。・
・
・〈
連
続
〉
は
理
論
哲
学
に
お
け
る
千
古
の
難
問
で
、〈
運
動
〉
の
み
で

な
く
〈
存
在
〉、〈
空
虚
〉、〈
実
体
〉、等
々
に
も
関
係
が
あ
り
、『
形
而
上
学
の
迷
宮
（labyrinthe

de

m
etaphysique

）』（
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
）
の
称
さ
え
あ
る
。
そ
の
根
拠
を
一
言
で
言
え
ば
、
直
線
上
の

〈
点
〉
に
隣
の
〈
点
〉
が
な
く
、〈
瞬
間
〉
の
す
ぐ
隣
の
〈
瞬
間
〉
が
な
い
こ
と
と
言
っ
て
よ
い
で

あ
ろ
う
。〈
運
動
〉
の
み
に
着
目
し
て
も
、
連
続
運
動
や
連
続
的
変
化
を
ど
の
よ
う
に
分
析
す
べ
き

か
、
或
る
瞬
間
か
ら
次
の
瞬
間
へ
の
移
行
を
ど
う
把
握
す
べ
き
か
、
そ
も
そ
も
そ
の
よ
う
な
分
析
や

把
握
は
可
能
か
、
ま
た
妥
当
か
な
ど
の
問
題
が
こ
こ
か
ら
生
じ
、
果
て
は
時
間
や
空
間
の
連
続
性
の

根
拠
へ
の
疑
問
に
ま
で
及
び
う
る
。
そ
の
上
に
実
体
や
虚
無
の
問
題
と
な
る
わ
け
だ
か
ら
、
そ
の
厄

介
さ
は
一
通
り
で
は
な
い
。」

こ
の
き
わ
め
て
難
解
・
深
遠
な
問
題
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
に
あ
た
っ
て
、
村
田
先
生
は
「
連
続
性
は
人
間

の
外
界
に
あ
る
の
か
精
神
の
中
に
あ
る
の
か
」
と
問
い
、「
精
神
の
中
」
と
い
う
考
え
を
と
ら
れ
る
。
そ

し
て
、「

人
間
が
連
続
の
観
念
を
獲
得
し
た
の
は
天
与
の
能
力
に
因
る
の
で
あ
り
、
そ
の
直
接
の
発
現
は

〈
運
動
〉
あ
る
い
は
〈
変
化
〉
に
あ
る
と
考
え
る
。・
・
・
こ
の
考
え
は
時
間
、
空
間
を
ア
プ
リ
オ
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リ
な
直
観
形
式
と
し
た
カ
ン
ト
の
考
え
と
矛
盾
し
な
い
。
む
し
ろ
私
は
〈
連
続
性
〉
こ
そ
人
間
の
意

識
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
根
元
的
な
与
件
の
一
つ
で
あ
る
と
し
て
連
続
性
を
吟
味
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、『
連
続
性
』
の
意
識
は
人
間
に
先
天
的
に
内
在
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
運
動
あ
る

い
は
変
化
の
自
覚
に
よ
っ
て
呼
び
覚
ま
さ
れ
る
と
し
、〈
時
間
〉、〈
空
間
〉
が
自
覚
さ
れ
る
の
も
運

動
、
変
化
か
ら
で
あ
り
、
時
間
、
空
間
を
連
続
と
す
る
の
も
、
そ
れ
ぞ
れ
が
運
動
、
ひ
い
て
は
そ
の

連
続
性
に
発
す
る
が
故
だ
と
し
て
、
そ
の
こ
と
を
可
能
に
す
る
先
天
的
条
件
を
探
ろ
う
と
し
て
い

る
。」

と
み
ず
か
ら
の
立
場
を
表
明
さ
れ
る
。そ
し
て
、こ
の
よ
う
な
天
与
の
も
の
と
し
て
の
〈
連
続
性
〉
は
「
直

接
的
」
な
も
の
で
あ
っ
て
、「〈
数
学
〉
で
あ
れ
何
で
あ
れ
、
一
般
に
言
語
に
よ
る
説
明
は
こ
の
分
析
に
は

向
か
な
い
。
思
う
に
言
語
な
い
し
論
理
と
は
本
来
、
対
象
を
固
定
し
不
動
化
し
て
行
う
非
連
続
的
な
表
現

手
殺
で
あ
り
、
む
し
ろ
分
析
す
る
立
場
に
与
え
ら
れ
る
与
件
と
い
う
の
が
相
応
し
く
、
固
定
し
が
た
い
こ

と
、
特
に
運
動
を
説
明
す
る
の
は
本
来
の
任
で
は
な
い
」
と
断
言
さ
れ
る
。

村
田
先
生
の
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、
い
っ
そ
う
詳
し
く
言
え
ば
、
先
生
自
身
が
表
明
さ
れ
て
い
る
と
お

り
、
一
部
は
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
影
響
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
、
ベ
ル
グ
ソ
ン
の
〈
純
粋
持
続
〉
の
説
を
超

え
て
、
ま
た
無
理
数
論
に
お
い
て
連
続
の
問
題
を
解
決
し
た
デ
デ
キ
ン
ト
を
も
超
え
て
「
数
学
以
前
的
考

察
に
ま
で
」
遡
り
、「
デ
デ
キ
ン
ト
的
連
続
の
上
に
日
常
の
時
間
・
空
間
を
先
ず
設
定
し
、
そ
の
上
に
現
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代
数
学
の
〈
世
界
〉
を
新
た
に
悟
性
的
に
構
築
し
よ
う
」
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
〈
今
〉
の

考
察
を
通
じ
て
「
言
語
以
前
の
感
性
の
世
界
」
の
実
相
を
切
り
拓
き
、
こ
れ
を
「
悟
性
の
世
界
」
に
繋
ご

う
と
い
う
の
が
、
村
田
先
生
の
立
脚
点
で
あ
っ
た
。

こ
れ
は
、
き
わ
め
て
大
胆
不
敵
な
企
図
で
あ
っ
て
、
も
し
こ
れ
が
実
現
さ
れ
て
い
た
な
ら
ば
、
理
論
数

学
の
歴
史
は
そ
の
根
底
か
ら
大
き
く
書
き
換
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
。
残
念
な
が
ら
先
生
の

ご
逝
去
に
よ
り
、
こ
の
企
図
は
中
断
の
や
む
な
き
に
至
っ
た
。
先
生
ご
自
身
が
〈
今
〉
に
つ
い
て
書
か
れ

た
も
の
も
、
次
の
よ
う
な
絶
筆
の
言
葉
で
終
わ
っ
て
い
る
。

「
私
は
こ
こ
ま
で
我
々
の
連
続
感
の
根
元
が
精
神
の
中
に
あ
る
ら
し
い
と
し
て
き
た
が
、
そ
の
根
拠

を
明
ら
か
に
す
る
た
め
、
深
く
精
神
の
底
を
探
ろ
う
と
思
う
。
そ
の
と
き
意
識
さ
れ
る
の
が
、
で
き

る
だ
け
先
入
観
を
振
り
捨
て
た
現
実
存
、〈
永
遠
の
今
〉
ま
た
は
単
に
〈
今
〉
と
呼
ば
れ
る
状
態
で

あ
る
。・
・
・
こ
れ
は
理
論
的
と
い
う
よ
り
は
混
沌
の
支
配
す
る
世
界
で
、Bergson

の
「
純
粋
持
続
」

や
西
田
哲
学
の
「
純
粋
直
観
」
と
似
て
、
数
学
な
ど
の
理
論
的
学
問
な
ど
の
議
論
に
は
あ
ま
り
馴
染

ま
な
い
。
私
は
こ
の
混
沌
の
中
に
理
論
的
学
問
の
成
立
す
る
契
機
を
求
め
、
混
沌
か
ら
理
論
へ
の
脱

出
を
計
る
が
、
勿
論
こ
こ
が
一
番
難
し
く
、
単
な
る
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
述
べ
る
こ
と
に
な
る
。・
・
・

先
入
観
を
捨
て
て
考
え
る
た
め
、
試
み
に
嬰
児
の
精
神
状
態
に
感
情
移
入
し
て
み
る
。
・
・
・
先
ず
、

〈
今
〉
を
つ
な
ぎ
つ
つ
区
切
る
能
力
、〈
原
記
憶
〉
お
よ
び
〈
原
分
別
〉
が
挙
げ
ら
れ
る
。〈
原
記
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憶
〉
は
、
そ
れ
が
ず
っ
と
続
い
て
い
る
と
い
う
意
味
で
我
々
の
連
続
感
の
原
型
で
あ
り
、〈
原
分
別
〉

は
そ
こ
に
お
け
る
目
印
的
な
非
連
続
要
素
の
導
入
の
契
機
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
合
理
的
な
根
拠
に
よ

っ
て
導
入
し
た
と
い
う
よ
り
、〈
今
〉
を
内
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
も
の
で
、
必
ず
し
も

論
理
的
な
性
格
で
は
な
く
、
例
え
ば
矛
盾
律
の
成
立
な
ど
は
期
待
し
な
い
。
次
に
、
そ
れ
ら
一
切
を

意
識
し
、
分
類
し
、
表
現
し
よ
う
と
す
る
客
観
化
の
能
力
（〈
原
表
現
〉）
を
認
め
る
。〈
原
表
現
〉

は
そ
こ
に
生
じ
た
対
象
を
理
性
の
世
界
に
概
念
化
し
、
定
着
す
る
た
め
の
契
機
で
あ
る
。〈
原
表
現
〉

は
ま
たexpression

（
表
出
）
とrepresentation

（
再
現
）
の
二
つ
の
契
機
に
分
け
て
も
よ
い
。
前
者

は
想
念
以
前
的
な
想
念
か
ら
の
〈
表
出
〉、
即
ち
混
沌
か
ら
の
脱
出（faire

sortir

）の
方
に
重
点
が
あ

り
、〈
再
現
〉
は
脱
出
後
の
表
現
か
ら
原
想
念
を
現
前
さ
せ
る
（rendre

present

）
方
に
重
点
が
あ

る
。
相
互
に
、
ま
た
〈
原
記
憶
〉
や
〈
原
分
別
〉
と
も
重
な
る
面
は
あ
る
が
、
そ
れ
は
重
要
で
は
な

い
。〈
原
表
現
〉
の
結
果
は
絵
画
、
音
楽
、
特
に
音
声
や
文
字
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
〈
概
念
〉
を
形

成
す
る
。
私
は
〈
原
表
現
〉
―
―
表
出
と
再
現
―
―
を
、
混
沌
た
る
〈
今
〉
か
ら
合
理
的
な
理
念
の

世
界
へ
の
離
脱
、
転
換
の
鍵
と
し
て
使
お
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
最
後
に
、〈
今
〉
に
は
見
て

い
る
こ
と
を
見
、
考
え
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
、
と
い
う
〈
自
己
観
照
〉
の
契
機
を
加
え
る
。
こ
れ

は
、
自
分
に
あ
る
上
記
の
原
能
力
を
対
象
と
し
て
見
、
或
い
は
考
え
る
潜
在
能
力
で
、
い
わ
ば
哲
学

的
思
考
を
促
す
契
機
の
つ
も
り
で
あ
る
。
勿
論
、〈
今
〉
に
潜
在
す
る
契
機
的
能
力
が
こ
れ
で
足
り

る
か
は
問
題
で
あ
る
。
以
上
は
あ
く
ま
で
当
座
の
分
析
と
お
考
え
頂
き
た
い
。
そ
れ
よ
り
も
、
混
沌
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か
ら
の
脱
出
の
む
ず
か
し
さ
は
、
こ
の
よ
う
な
分
析
が
〈
今
〉
か
ら
脱
出
し
た
と
思
っ
た
途
端
に

〈
今
〉
を
殺
し
、〈
今
〉
で
な
く
し
て
し
ま
う
処
に
あ
る
。
こ
の
間
の
移
行
は
こ
の
試
論
の
核
心
だ

が
、
禅
の
悟
り
や
荘
子
の
思
想
に
似
た
想
念
の
飛
躍
の
処
理
を
含
む
の
で
、
概
念
的
な
言
葉
で
は
表

現
し
に
く
い
。
し
か
も
一
切
の
知
的
活
動
は
〈
今
〉
か
ら
の
脱
出
後
で
な
い
と
始
ま
ら
な
い
の
で
、

ほ
と
ほ
と
困
惑
す
る
が
、
と
も
か
く
も
先
を
急
ぐ
こ
と
に
す
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
も
う
一
度
強
調
す

る
が
、
私
は
、
我
々
の
連
続
感
、
非
連
続
感
が
「
今
」
に
潜
む
能
力
、
特
に
「
原
記
憶
」
と
「
原
分

別
」
か
ら
来
る
と
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
〈
今
〉
に
つ
い
て
は
言
語
を
超
え
た
飛
躍
的
議
論

を
避
け
が
た
い
と
い
う
こ
と
を
以
て
、
我
々
が
連
続
運
動
を
言
葉
で
表
現
で
き
な
い
こ
と
の
最
奥
の

根
拠
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
う
言
っ
て
し
ま
え
ば
特
に
新
し
い
見
方
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い

が
、
私
と
し
て
は
精
一
杯
の
結
論
で
、K

ant

が
「
超
越
論
的
（transzendental

）」
と
名
付
け
た
一

連
の
議
論
、L
eibniz

が
『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』
に
潜
在
さ
せ
た
「
連
続
律
」、
そ
の
他
こ
の
種
の
多
く

の
議
論
に
も
類
似
の
精
神
が
働
い
て
い
る
と
、
ひ
そ
か
に
考
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
も
し
こ
の

試
み
に
何
ら
か
の
新
味
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
脱
出
後
の
考
察
に
、「
数
学
」
を
「
言
語
」
と
考
え
、

言
語
と
し
て
の
「
数
学
」
の
成
果
を
、
人
間
の
理
論
的
思
考
の
モ
デ
ル
と
し
て
意
識
的
に
用
い
る
こ

と
で
あ
る
。
連
続
、
非
連
続
の
問
題
をD

edekind

の
無
理
数
論
、
自
然
数
論
を
手
懸
か
り
と
し
て
扱

っ
た
の
は
そ
の
例
だ
が
、
こ
こ
で
触
れ
な
か
っ
たK

ant

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
論
に
つ
い
て
も
、
感
性
と
悟

性
の
関
係
を
め
ぐ
っ
て
数
学
的
階
層
の
理
論
を
導
入
で
き
な
い
か
、
を
考
慮
中
で
あ
る
。」
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﹇
三
﹈

不
可
分
割
的
〈
全
一
〉
と
い
う
主
題
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
、
ヴ
ァ
レ
リ
ー
、
カ
ン
ト
ル
等
々
を
解

読
コ
ー
ド
と
し
、
パ
ス
カ
ル
の
言
説
を
モ
デ
ル
と
し
て
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
を
読
解
し
よ
う
と
し
た
山
川
偉
也

の
発
言
に
あ
っ
て
も
底
流
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
も
そ
も
こ
の
鼎
談
に
お
け
る
山
川
の
発
題
は
、
後

に
村
田
全
『
学
問
の
中
の
私
』
玉
川
大
学
出
版
部
一
九
九
五
年
に
「
エ
レ
ア
学
派
の
哲
学
と
現
代
思
想
」

と
し
て
収
録
さ
れ
、
さ
ら
に
山
川
偉
也
著
『
ゼ
ノ
ン
―
４
つ
の
逆
理
』
講
談
社
一
九
九
六
年
と
し
て
発
展

し
て
ゆ
く
考
え
の
根
拠
と
な
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
当
の
鼎
談
そ
の
も
の
に
お
い
て
す
で
に
、
ベ
ル
ク
ソ

ン
に
よ
る
「
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
」
理
解
の
仕
方
が
問
題
に
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
を
詭
弁

と
断
じ
、
そ
れ
を
近
代
科
学
の
錯
覚
の
元
凶
で
あ
る
と
解
す
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
理
解
は
、
実
の
と
こ
ろ
、

事
の
真
相
を
捉
え
そ
こ
な
う
も
の
で
あ
っ
て
、「
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
と
っ
て
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
は
、私
が
《
パ

ス
カ
ル
の
目
》
と
呼
ん
だ
、
あ
の
《
分
析
的
知
性
》
の
元
祖
で
あ
っ
た
わ
け
で
す
が
、
と
こ
ろ
が
実
際
に

は
、
ゼ
ノ
ン
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
言
う
《
等
質
空
間
》
や
《
等
質
時
間
》
を
擁
護
し
た
ど
こ
ろ
か
、
ま
っ

た
く
反
対
に
、
無
限
分
割
を
許
す
時
空
連
続
体
を
仮
定
す
る
と
手
酷
い
矛
盾
に
導
か
れ
る
こ
と
を
、
情
け

容
赦
の
な
い
論
理
の
力
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
し
た
人
物
で
あ
っ
た
か
ら
で
す
」、
と
山
川
は
指
摘
し
て
い

る
。こ

れ
は
、
山
川
が
「
エ
レ
ア
学
派
の
哲
学
と
現
代
思
想
」
に
お
い
て
「
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
る
《
ゼ
ノ
ン

の
体
系
的
誤
解
》」
と
呼
ん
だ
事
態
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ゼ
ノ
ン
が
擁
護
し
た
の
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は
彼
の
先
生
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
〈
エ
オ
ン
〉（〈
全
一
・
連
続
・
不
可
分
割
〉
な
有
）
で
あ
っ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
生
涯
を
通
じ
て
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
そ
の
こ
と
に
気
付
か
な
か
っ
た
と
い
う
指
摘
で
あ
っ
た
。

山
川
に
よ
る
こ
の
指
摘
に
か
か
わ
る
論
点
は
、『
ゼ
ノ
ン
―
４
つ
の
逆
理
』
で
は
、
ゼ
ノ
ン
と
ベ
ル
ク

ソ
ン
の
議
論
の
骨
格
の
〈
同
型
性
〉
に
か
か
わ
っ
て
「
何
を
、
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
眼
が
見
た
の
か
」
を
問

題
に
す
る
方
向
で
い
っ
そ
う
明
確
・
尖
鋭
な
仕
方
で
追
及
さ
れ
た
。
そ
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
も
の
の

「
ひ
と
つ
」
は
、「
ゼ
ノ
ン
が
第
三
逆
理
『
飛
矢
静
止
』
の
論
に
お
い
て
〈
時
―
間
〉
の
存
在
を
却
下
し

た
と
き
、
彼
は
そ
の
こ
と
を
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
断
片
八
・
五
〜
六
に
現
れ
る
《
今
現
在
》（
ニ
ュ
ー
ン
）
に

依
拠
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
な
し
え
た
は
ず
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し
て
い
ま
ひ
と
つ
は
、

パ
ル
メ
ニ
デ
ス
が
、そ
の
哲
学
詩
『
ペ
リ
・
フ
ュ
セ
オ
ー
ス
』
の
謎
多
い
『
真
理
の
道
』
と
『
思
惑
の
道
』

の
連
関
を
、た
だ
『
時
』
の
モ
チ
ー
フ
に
よ
っ
て
の
み
一
貫
さ
せ
え
た
は
ず
だ
」
と
い
う
主
張
に
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
そ
の
《
今
現
在
》
と
い
う
『
時
』
に
関
し
て
言
え
ば
、
そ
れ
が
「
現
れ
る
の
は
『
真
理
の
道
』

に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
の
道
に
お
い
て
告
げ
ら
れ
る
事
柄
は
す
べ
て
過
去
―
現
在
―
未
来
の
範
疇
と
し
て

の
『
時
間
』
を
超
え
て
い
る
」
こ
と
、
し
た
が
っ
て
、「《
今
現
在
》
は
時
を
超
え
た
時
、〈
絶
対
現
在
〉

で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
」
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
。そ
し
て
、さ
ら
に
、「
そ
の
絶
対
現
在
に
止
住
す
る
《
有
》

の
完
全
性
・
連
続
性
・
一
性
が
、・
・
・
区
分
・
区
別
・
差
異
化
の
原
理
と
し
て
の
〈
有
ラ
ヌ
〉
に
依
拠

す
る
〈
人
間
〉
ど
も
の
原
行
為
〈
命
名
作
用
〉
に
よ
っ
て
相
対
化
さ
れ
破
ら
れ
た
と
き
、
お
の
ず
と
、[

パ

ル
メ
ニ
デ
ス
に
よ
っ
て]

〈
ま
ど
か
な
る
球
〉
に
た
ぐ
え
ら
れ
た
《
有
》
の
根
源
性
と
完
結
性
は
見
え
な
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く
な
り
、〈
も
の
が
生
ま
れ
て
き
、
現
に
あ
り
、
生
長
し
、
死
ん
で
い
く
で
あ
ろ
う
〉
世
界
が
立
ち
現
わ

れ
て
く
る
」
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
解
明
さ
れ
、
そ
の
機
制
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
「
自
己
時
間
化
」
に
関
す
る
議

論
や
メ
ル
ロ＝

ポ
ン
テ
ィ
、
さ
ら
に
は
ジ
ャ
ッ
ク
・
デ
リ
ダ
に
よ
る
「
時
間
」
や
「
自
我
」
の
発
生
を
め

ぐ
る
言
説
と
一
脈
相
通
ず
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
た
の
で
あ
っ
た
。

﹇
四
﹈

こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
き
、
わ
た
く
し
が
書
い
た
部
分
は
と
も
か
く
と
し
て
、
こ
の
鼎
談
が

潜
在
的
に
秘
め
て
い
る
豊
饒
性
は
、
未
だ
十
分
に
汲
み
つ
く
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
の
で
は
あ
る
ま

い
か
、
と
い
う
感
を
深
く
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
両
先
生
亡
き
今
と
い
う
時
点
で
復
刻
改
訂
版
を
出

版
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ま
り
に
遅
き
に
失
し
た
措
置
で
は
な
い
か
と
叱
責
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

が
、
も
っ
と
早
い
時
期
に
こ
れ
を
出
版
す
る
こ
と
は
、
実
際
に
は
不
可
能
で
あ
っ
た
。

そ
の
事
情
に
つ
い
て
は
、
鼎
談
後
三
年
ほ
ど
し
て
出
版
さ
れ
た
村
田
全
編
著
『
学
問
の
中
の
私
』（
玉

川
大
学
出
版
部
一
九
九
五
年
）
に
収
録
さ
れ
た
「
数
学
と
哲
学
の
は
ざ
ま
で
」
の
村
田
先
生
の
ご
発
言
を

読
ん
で
い
た
だ
く
し
か
な
い
。
村
田
先
生
は
桃
山
学
院
大
学
文
学
部
教
授
時
代
に
お
け
る
自
ら
の
仕
事
を

回
顧
し
な
が
ら
、
次
の
よ
う
に
述
懐
さ
れ
て
い
る
。

「
上
に
述
べ
た
よ
う
な
次
第
で
私
は
文
学
部
で
の
生
活
を
始
め
た
わ
け
だ
が
、
仕
事
の
面
か
ら
言
う

と
、
そ
こ
で
の
五
年
間
は
何
ほ
ど
の
成
果
も
な
く
瞬
く
間
に
過
ぎ
た
。
そ
の
間
、
特
筆
し
た
い
の
は
、
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平
井
啓
之
、
山
川
偉
也
両
氏
と
親
交
を
結
ぶ
こ
と
が
で
き
、
そ
の
友
情
の
印
と
し
て
ゼ
ノ
ン
の
逆
理

に
つ
い
て
の
鼎
談
を
と
も
か
く
も
纏
め
え
た
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
し
こ
の
『
と
も
か
く
も
』
と
い
う

の
に
は
万
感
が
こ
も
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
お
二
人
の
部
分
は
別
と
し
て
、
私
の
話
が
メ
ロ
メ
ロ
だ

っ
た
こ
と
に
よ
る
。
活
字
に
し
た
く
な
い
記
事
が
ご
両
所
の
力
作
に
挟
ま
っ
た
の
だ
か
ら
、
私
と
し

て
は
つ
ら
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
も
う
一
度
初
め
か
ら
考
え
直
し
て
次
の
機
会
を
待
と
う
と
思
い
、
か

ろ
う
じ
て
そ
の
意
図
だ
け
を
文
末
に
表
明
し
た
の
だ
が
、
平
井
さ
ん
は
定
年
後
一
年
も
せ
ず
に
亡
く

な
ら
れ
、
折
角
の
『
共
著
』
が
あ
ん
な
形
で
残
っ
た
の
は
残
念
極
ま
り
な
い
。・
・
・
た
だ
し
、
ゼ

ノ
ン
の
問
題
は
昔
か
ら
常
に
私
の
哲
学
的
思
考
の
根
底
に
横
た
わ
っ
て
い
る
も
の
で
、
離
れ
よ
う
に

も
離
れ
ら
れ
な
い
、
い
わ
ば
自
分
の
影
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
私
は
こ
れ
を
、
前
に
触
れ

た
歴
史
の
問
題
や
、
さ
ら
に
は
物
質
と
記
憶
、
ひ
い
て
は
『
永
遠
の
今
』
に
纏
わ
る
人
間
存
在
の
実

存
に
引
き
寄
せ
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
こ
の
先
も
ゆ
る
ゆ
る
考
え
て
い
く
他
な
い
が
、

所
詮
、
答
は
得
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。」

肝
心
な
の
は
村
田
先
生
が
、
こ
の
鼎
談
に
お
け
る
ご
自
身
の
発
表
を
「
失
敗
」
作
と
認
め
ら
れ
た
こ
と

に
あ
る
。
わ
た
く
し
の
胸
に
わ
だ
か
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
ま
さ
に
こ
の
事
実
の
ゆ
え
に
、
当
の
鼎
談
の
司

会
進
行
役
を
務
め
、
と
き
に
辛
辣
と
受
け
取
ら
れ
た
か
も
し
れ
な
い
質
問
を
さ
せ
て
頂
い
た
わ
た
く
し
と

し
て
は
、
自
ら
の
不
明
を
恥
じ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
の
ゆ
え
に
、
こ
の
鼎
談
を
書
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物
と
し
て
復
刻
す
る
こ
と
を
躊
躇
し
て
き
た
。

し
か
し
そ
の
間
に
あ
っ
て
も
、
わ
た
し
は
、
こ
の
鼎
談
を
何
度
も
読
み
返
し
て
き
た
。
そ
し
て
、
実
に

そ
の
つ
ど
、
村
田
先
生
の
発
言
の
中
に
、
不
敏
に
し
て
従
来
は
充
分
に
気
付
か
な
か
っ
た
数
々
の
創
見
を

見
出
し
て
驚
く
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
ら
の
発
言
が
、
現
時
点
か
ら
み
て
も
、
ま
こ
と
に
質
の
高

い
も
の
で
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。

た
ぶ
ん
、
村
田
先
生
が
漏
ら
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
、
ご
自
身
の
発
表
に
対
す
る
不
満
の
言
葉
は
、
そ
の
端
々

か
ら
察
す
る
に
、
先
生
が
最
期
ま
で
考
え
続
け
ら
れ
た
「
連
続
性
の
問
題
」
自
体
が
内
包
す
る
、
言
語
に

絶
す
る
ほ
ど
の
奥
深
さ
・
微
妙
さ
と
難
し
さ
に
関
わ
る
も
の
だ
っ
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

先
に
は
言
及
し
忘
れ
た
の
で
あ
る
が
、
迂
闊
な
こ
と
に
最
近
ま
で
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
に
「
科
学
図
書
館
」
と
い
う
の
が
あ
る
こ
と
を
わ
た
く
し
は
知
ら
な
か
っ
た
。
と
こ
ろ
が
そ
こ
に
「
村

田
全
の
部
屋
」
な
る
も
の
が
設
け
ら
れ
て
い
て
、
先
生
の
主
要
著
作
の
多
く
は
、
そ
の
「
部
屋
」
で
閲
覧

で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ど
う
や
ら
先
生
の
お
弟
子
さ
ん
の
一
人
が
、
先
生
が
生
前
に
残

さ
れ
た
業
績
を
こ
つ
こ
つ
と
Ｐ
Ｄ
Ｆ
化
し
て
い
る
ら
し
い
の
だ
。
ま
こ
と
に
奇
特
な
方
が
お
ら
れ
る
も
の

で
あ
る
。
た
ま
た
ま
そ
の
「
部
屋
」
で
、
わ
た
し
は
、
未
完
の
ま
ま
残
さ
れ
た
先
生
の
絶
筆
「
連
続
性
の

問
題
へ
の
こ
だ
わ
り
」
を
み
つ
け
た
の
だ
っ
た
。
そ
の
「
発
端：

吉
田
洋
一
と
下
村
寅
太
郎
」
に
次
の
よ

う
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
た
。
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「
私
は
こ
こ
十
年
余
り
、
も
っ
ぱ
ら
連
続
性
の
問
題
を
考
え
て
い
る
が
、
顧
み
る
と
こ
の
問
題
へ
の

こ
だ
わ
り
は
私
の
学
問
生
活
の
初
め
に
ま
で
遡
る
。
勿
論
、
こ
の
六
十
年
の
あ
い
だ
一
貫
し
て
こ
の

問
題
を
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
い
わ
ば
私
の
学
問
生
活
を
通
ず
る
通
奏
低
音
で
あ

る
。
私
は
中
学
時
代
に
吉
田
洋
一
『
零
の
発
見
』（
一
九
四
〇
）
で
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
を
知
り
、
そ
の

後
、
北
大
の
吉
田
先
生
の
下
で
「
数
学
と
哲
学
と
の
間
」
を
求
め
て
、
解
析
集
合
論
か
ら
基
礎
論
の

研
究
に
入
っ
た
。解
析
集
合
論
は
点
集
合
の
理
論
と
し
て
測
度
論
や
積
分
論
に
つ
な
が
る
理
論
だ
が
、

ゼ
ノ
ン
の
逆
理
を
運
動
に
関
す
る
逆
理
で
な
く
、
連
続
体
の
点
分
解
に
ま
つ
わ
る
逆
理
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
ま
た
連
続
体
を
可
測
部
分
集
合
に
分
解
し
て
、
そ
こ
か
ら
「
連
続
体
問
題
」
に
迫
ろ
う
と
し

た
試
み
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
」。

こ
れ
を
読
ん
で
い
て
ハ
タ
と
腑
に
落
ち
て
分
か
っ
た
こ
と
が
あ
る
。
生
涯
の
課
題
と
し
て
の
「
ゼ
ノ
ン

の
逆
理
」
へ
の
村
田
先
生
の
ア
プ
ロ
ー
チ
の
仕
方
・
関
心
は
、「
通
奏
低
音
」
と
し
て
の
〈
連
続
性
問
題
〉

に
よ
っ
て
つ
ね
に
規
定
さ
れ
て
い
て
、「
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
」
の
逆
理
性
は
、「
連
続
体
の
点
分
解
に
ま
つ
わ

る
」
問
題
圏
内
で
解
決
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
鼎
談
中
、
先
生
が
メ
タ
理
論
に
拘
泥
さ
れ
た
の
も
、
こ
う
い
う
事
情
に
起
因
す
る
こ
と
大
で
あ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
こ
う
い
う
理
解
に
基
づ
い
て
改
め
て
見
直
す
な
ら
ば
、
鼎
談
に
お
け
る

先
生
の
ご
発
表
は
、「
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
」
を
通
じ
て
「
連
続
体
問
題
」
の
急
所
へ
と
肉
薄
し
よ
う
と
す
る
、
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実
に
貴
重
な
示
唆
・
提
言
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
村
田
先
生
亡
き
今
、
あ
ら
た
め
て
こ
れ
を
世
に
問
う
こ
と
は
、
わ
た
し
と
い
う
人

間
に
課
せ
ら
れ
た
「
責
務
」
だ
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

二
〇
〇
九
年
一
月
三
日
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１９９２年

鼎
談
者
・
編
著
者
の
略
歴
・
業
績

平
井
啓
之
（
一
九
二
一
年
四
月
一
〇
日
生
、
一
九
九
二
年
一
二
月
二
七
日
没
）

京
都
市
に
生
ま
れ
る
。
第
三
高
等
学
校
卒
業
後
東
京
帝

国
大
学
フ
ラ
ン
ス
文
学
科
に
入
学
す
る
。
在
学
中
の
一
九

四
三
年
に
学
徒
出
陣
す
る
。
戦
後
に
復
員
し
、
四
八
年
に

東
大
を
卒
業
す
る
。
仏
文
科
助
手
を
へ
て
五
二
年
に
新
制

東
京
大
学
教
養
学
部
専
任
講
師
と
な
る
。
五
四
年
に
助
教

授
。
教
授
を
経
て
、
六
九
年
に
大
学
紛
争
に
よ
り
辞
職
す

る
。
そ
の
後
、
立
教
大
学
教
授
を
務
め
る
が
、
八
七
年
に

創
設
さ
れ
た
桃
山
学
院
大
学
文
学
部
教
授
と
な
る
。
九
一
年
末
に
、
桃
山
学
院
大
学
を
退
職
。「
わ
だ
つ

み
会
」
発
足
当
時
よ
り
の
会
員
で
、
後
に
常
任
理
事
を
務
め
る
。
一
貫
し
て
戦
争
と
天
皇
制
を
批
判
し
続

け
た
。

著
書
と
し
て
『
ラ
ン
ボ
オ
か
ら
サ
ル
ト
ル
へ
―
フ
ラ
ン
ス
象
徴
主
義
の
問
題
』
弘
文
堂
一
九
五
八
年

（
後
に
講
談
社
学
術
文
庫
に
入
る
）。『
文
学
と
疎
外
』
竹
内
書
店
一
九
六
九
年
、『
あ
る
戦
後
―
わ
だ
つ

み
大
学
教
師
の
四
十
年
』
筑
摩
書
房
一
九
八
三
年
、『
テ
キ
ス
ト
と
実
存
―
ラ
ン
ボ
ー
、
マ
ラ
ル
メ
、
サ

ル
ト
ル
、
中
原
と
小
林
』
青
土
社
一
九
八
八
年
（
後
に
講
談
社
学
術
文
庫
に
入
る
）。
ま
た
編
集
・
翻
訳
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書
と
し
て
ア
ン
ド
レ
・
モ
ロ
ワ

井
上
究
一
郎
共
訳
『
マ
ル
セ
ル
・
プ
ル
ー
ス
ト
を
求
め
て
』
新
潮
社

一
九
五
二
年
、
プ
ル
ー
ス
ト
『
あ
る
少
女
の
告
白
』
第
三
書
房
一
九
五
六
年
、
サ
ル
ト
ル

白
井
浩
司
共

訳
『
殉
教
と
反
抗
』
新
潮
社
一
九
五
八
年
、
Ｐ
・
Ｈ
・
シ
モ
ン
『
現
代
フ
ラ
ン
ス
文
学
史
』
紀
伊
国
屋
書

店
一
九
六
〇
年
、
サ
ル
ト
ル
『
方
法
の
問
題
―
サ
ル
ト
ル
全
集
第
二
五
巻
』
人
文
書
院
一
九
六
二
年
、
ベ

ル
グ
ソ
ン
『
時
間
と
自
由
―
ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集

第
一
』
白
水
社
一
九
六
五
年
、
サ
ル
ト
ル
・
森
本
和
夫

共
訳
『
弁
証
法
的
理
性
批
判
―
サ
ル
ト
ル
全
集

第
二
七
巻
』
人
文
書
院
一
九
六
五
年
、
サ
ル
ト
ル
・
白

井
浩
司
共
訳
『
聖
ジ
ュ
ネ
―
サ
ル
ト
ル
全
集
』
人
文
書
院
一
九
六
六
年
（
後
に
新
潮
文
庫
）、
サ
ル
ト
ル
・

田
中
仁
彦
共
訳
『
反
戦
の
原
理

ア
ン
リ
・
マ
ル
タ
ン
事
件
の
記
録
』
弘
文
堂
一
九
六
六
年
、
サ
ル
ト
ル

他
『
文
学
は
何
が
で
き
る
か
』
弘
文
堂
一
九
六
六
年
、
サ
ル
ト
ル
『
サ
ル
ト
ル
と
構
造
主
義
』
竹
内
書
店

一
九
六
八
年
、
ア
ン
リ
・
シ
ャ
リ
エ
ー
ル
『
パ
ピ
ヨ
ン
』
タ
イ
ム
ラ
イ
フ
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
一
九
七

〇
（
後
に
河
出
文
庫
）、
サ
ル
ト
ル
・
足
立
和
浩
共
訳
『
弁
証
法
的
理
性
批
判

第
一
巻

実
践
的
総
体

の
理
論
３
―
サ
ル
ト
ル
全
集

第
二
八
巻
』
人
文
書
院
一
九
七
三
年
、
サ
ル
ト
ル
『
家
の
馬
鹿
息
子

ギ

ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
論（
一
八
二
一
―
一
八
五
七
）１
』
人
文
書
院
一
九
八
三
年
、
サ
ル
ト
ル
・

渡
辺
守
章
共
訳
『
マ
ラ
ル
メ
論
』
中
央
公
論
社
一
九
八
三
年
（
後
に
ち
く
ま
学
芸
文
庫
に
入
る
）、
ピ
エ

ー
ル
・
プ
チ
フ
ィ
ス
・
野
村
喜
和
夫
共
訳
『
ポ
ー
ル
・
ヴ
ェ
ル
レ
ー
ヌ
』
筑
摩
書
房
一
九
八
八
年
、ジ
ル
・

ド
ゥ
ル
ー
ズ
『
差
異
に
つ
い
て
』
青
土
社
一
九
八
九
年
、
デ
ィ
ア
ー
ヌ
・
ド
ゥ
リ
ア
ー
ズ
・
梅
比
良
真
史

共
訳
『
恋
す
る
空
中
ブ
ラ
ン
コ
乗
り

私
は
翔
ん
だ
、
空
を
、
詩
を
シ
ュ
ー
ル
レ
ア
リ
ス
ト
た
ち
に
愛
さ
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１９９２年

れ
た
あ
る
女
性
の
回
想
』
筑
摩
書
房
一
九
九
一
年
、『
ラ
ン
ボ
ー
全
詩
集
』
青
土
社
一
九
九
四
年
、
サ
ル

ト
ル
・
鈴
木
道
彦
、
海
老
坂
武
、
蓮
實
重
彦
共
訳
『
家
の
馬
鹿
息
子

ギ
ュ
ス
タ
ー
ヴ
・
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル

論
（
一
八
二
一
年
よ
り
一
八
五
七
年
ま
で
）』
人
文
書
院
二
〇
〇
六
年
、
湯
浅
博
雄
、
中
地
義
和
、
川
那

部
保
明
共
訳
『
ラ
ン
ボ
ー
全
集
』
青
土
社
二
〇
〇
六
年
。

村
田

全
（
一
九
二
四
年
生
、
二
〇
〇
八
年
七
月
六
日
没
）

神
戸
市
に
生
ま
れ
る
。
神
戸
一
中
、
北
海
道
大
学
予
科

を
経
て
、
北
海
道
大
学
理
学
部
数
学
科
卒
業
。
北
海
道
大

学
助
手
、
高
崎
短
大
助
教
授
を
経
て
、
一
九
五
六
年
立
教

大
学
助
教
授
、
一
九
七
一
年
教
授
と
な
る
。
そ
の
間
、
在

職
の
ま
ま
フ
ラ
ン
ス
国
立
セ
ン
タ
ー
（
Ｃ
Ｎ
Ｒ
Ｓ
）
研
究

員
、
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
交
換
教
授
、
フ
ラ
ン
ス
高
等
科
学

研
究
所
（
Ｉ
Ｈ
Ｅ
Ｓ
）
研
究
員
を
歴
任
。
一
九
八
九
年
立

教
大
学
定
年
退
職
。
同
年
四
月
に
桃
山
学
院
大
学
文
学
部
教
授
に
就
任
。
一
九
九
四
年
に
退
職
す
る
。
立

教
大
学
名
誉
教
授
。
文
学
博
士
。D

octrur
en

L
ogique

（
フ
ラ
ン
ス
）。
国
際
科
学
史
学
士
院
（
Ａ
Ｉ
Ｈ

Ｓ
）
会
員
。
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著
書
と
し
て
『
数
学
の
思
想
』（
共
著
）
Ｎ
Ｈ
Ｋ
ブ
ッ
ク
ス
一
九
六
六
年
、『
数
学
史
散
策
』
ダ
イ
ヤ
モ

ン
ド
社
一
四
年
、『
数
学
史
』（
共
著
）
筑
摩
書
房
一
九
七
五
年
、『
数
学
と
歴
史
の
は
ざ
ま
』
玉
川
選
書

一
九
七
六
年
、『
数
学
史
の
世
界
』
玉
川
大
学
出
版
部
一
九
七
七
年
、『
学
問
の
中
の
私
』（
編
著
）
玉
川

学
園
出
版
部
一
九
九
五
年
、『
日
本
の
数
学

西
洋
の
数
学
―
比
較
思
想
史
の
試
み
』
中
公
新
書
一
九
八

一
年
（
後
に
ち
く
ま
学
芸
文
庫
二
〇
○
八
年
に
入
る
）、『
数
学
と
哲
学
と
の
間
』
玉
川
学
園
出
版
部
一
九

九
八
年
な
ど
が
あ
る
。
ま
た
翻
訳
書
と
し
て
ブ
ル
バ
キ
『
数
学
史
（
上
・
下
）』
共
訳
、
東
京
図
書
一
九

七
〇
年
、
後
に
「
ち
く
ま
学
芸
文
庫
」
二
〇
〇
六
年
に
入
る
）、
ボ
ホ
ナ
ー
『
科
学
史
に
お
け
る
数
学
』

み
す
ず
書
房
一
九
七
〇
年
、
サ
ボ
ー
『
ギ
リ
シ
ア
数
学
の
始
原
』
共
訳
、
玉
川
大
学
出
版
部
一
九
七
八
年
、

フ
ァ
ン
・
デ
ア
・
ヴ
ァ
ル
デ
ン
『
数
学
の
黎
明
』
共
訳
み
す
ず
書
房
二
〇
〇
二
年
な
ど
が
あ
る
。

な
お
、
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
に
関
係
す
る
論
文
と
し
て
、「
数
学
史
に
お
け
る
逆
説
の
役
割
」（『
数
学
と
哲

学
と
の
間
』
所
収
論
文
）、「『
基
礎
の
歴
史
』」
を
め
ぐ
っ
て（
Ｉ
）―
―
ギ
リ
シ
ア
数
学
、
特
に
サ
ボ
ー
説

と
の
比
較
」（
ブ
ル
バ
キ
『
数
学
史
（
下
）』
解
説
）、集
合
論
の
背
景
」（『
数
学
史
の
世
界
』
所
収
）、「
私

論
「
連
続
性
の
問
題
」
の
梗
概
」（
数
理
解
析
研
究
所
講
究
録
一
二
五
七
巻
二
〇
〇
二
年
一
四
二
―

一
四
九

所
収
）、「
数
学
に
お
け
る
無
限
と
有
限
の
弁
証
法
」（『
数
学
と
哲
学
と
の
間
』
収
―
こ
れ
の
原
型
は
竹
内

啓
編
『
東
京
大
学
教
養
講
座
１

無
限
と
有
限
』
東
京
大
学
出
版
会
一
九
八
〇
年
所
収
「
数
学
に
お
け
る

無
限
と
有
限（
２
）―
カ
ン
ト
ル
か
ら
コ
ー
ヘ
ン
ま
で
―
」
論
文
）、「
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
と
理
論
数
学
の
形

成
」（
広
重
徹
編
『
学
問
の
す
す
め
』
シ
リ
ー
ズ
第
十
八
巻
『
科
学
史
の
す
す
め
』
筑
摩
書
房
所
収
「
論
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２００８年

証
的
学
問
の
成
立
」）
等
が
あ
る
。

山
川
偉
也
（
一
九
三
八
年
生
〜
）

徳
島
市
に
生
ま
れ
る
。
同
志
社
大
学
文
学
部
文
化
学
科

哲
学
専
攻
、
同
志
社
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
哲
学
専
攻

修
士
・
博
士
課
程
を
経
て
、
桃
山
学
院
大
学
経
済
学
部
助

教
授
・
教
授
、
文
学
部
教
授
、
大
学
院
文
学
研
究
科
教
授

を
歴
任
し
、
現
在
法
学
部
お
よ
び
大
学
院
文
学
研
究
科
教

授
。
ア
テ
ネ
大
学
名
誉
哲
学
博
士
。
ギ
リ
シ
ア
・
ピ
ュ
タ

ゴ
リ
オ
ン
市
名
誉
市
民
。

著
書
と
し
て
『
人
間
と
イ
デ
ア
』
法
律
文
化
社
一
九
七
七
年
、『
ギ
リ
シ
ア
人
の
哲
学
と
世
界
観
』
玉

川
大
学
出
版
部
一
九
八
六
年
、『
哲
学
と
科
学
の
源
流
』
世
界
思
想
社
一
九
八
七
年
、『
人
間
―
そ
の
生
死

の
位
相
』（
山
川
偉
也
編
）世
界
思
想
社
一
九
八
八
年
、『
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
』
講
談
社
学
術
文
庫
一
九

九
三
年
、『
ゼ
ノ
ン
―
４
つ
の
逆
理
』
講
談
社
一
九
九
六
年
、G

reek
P

hilosophy
and

the
M

odern

W
orld

,
Studies

in
G

reek
Philosophy

Series,
International

C
enter

for
G

reek
Philosophy

and
C

ul-

ture

一
九
九
八
年
、『
哲
学
者
デ
ィ
オ
ゲ
ネ
ス
―

世
界
市
民
の
原
像
』
講
談
社
学
術
文
庫
二
〇
〇
八
年
、Vis-
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ible
and

Invisible
in

G
reek

P
hilosophy,

U
niversity

Press
of

A
m

erica

二
〇
〇
八
年
等
が
あ
る
。

訳
書
と
し
て
ア
ン
ド
レ
ア
ス
・
シ
ュ
パ
イ
ザ
ー
『
プ
ラ
ト
ン
弁
証
法
の
研
究
―
「
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
」
注

釈
』
法
律
文
化
社
一
九
七
五
年
、
Ａ
・
ウ
ェ
ド
ベ
リ
『
プ
ラ
ト
ン
の
数
理
哲
学
』
法
律
文
化
社
一
九
七
五

年
、
Ａ
・
コ
ー
エ
ン
『
二
次
元
的
人
間
―
複
合
社
会
に
お
け
る
権
力
と
象
徴
の
人
類
学
』（
辰
巳
浅
嗣
と

共
訳
）
法
律
文
化
社
一
九
七
六
年
、
Ｄ
・
Ｃ
・
メ
イ
キ
ン
ソ
ン
『
現
代
論
理
学
の
地
平
』（
丸
岡
英
之
と

の
共
訳
）
法
律
文
化
社
一
九
七
九
年
、
Ｋ
・
Ｉ
・
ブ
ド
ウ
リ
ス
『
正
義
・
愛
・
政
治
』
勁
草
書
房
一
九
九

一
年
、
オ
デ
ュ
ッ
セ
ア
ス
・
エ
リ
テ
ィ
ス
『
ア
ク
シ
オ
ン
・
エ
ス
テ
ィ
讃
え
ら
れ
よ
』
人
文
書
院
二
〇
〇

六
年
な
ど
が
あ
る
。

な
お
、
エ
レ
ア
学
派
関
連
の
哲
学
・
論
理
・
数
学
に
関
す
る
論
文
と
し
て
、「
ギ
リ
シ
ア
演
繹
数
学
の

起
原
」（『
ギ
リ
シ
ア
人
の
哲
学
と
世
界
観
』
所
収
）、「
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
の
挑
戦
」「
ゼ
ノ
ン
の
逆
理
」

（『
古
代
ギ
リ
シ
ア
の
思
想
』
所
収
）、‘T

he
M

athem
atical

Structure
of

Z
eno’s

Paradoxes
of

M
o-

tion’,
‘H

enri
B

ergson
and

Z
eno

of
E

lea’
（G

reek
P

hilosophy
and

the
M

odern
W

orld

所
収
）、「
ゼ

ノ
ン
の
逆
理
と
連
続
体
」（
同
志
社
大
学
『
文
化
学
年
報
』
二
〇
号
所
収
）、「A

.
Szábo

の
ギ
リ
シ
ア
演
繹

数
学＝

エ
レ
ア
起
原
説
を
め
ぐ
る
若
干
の
問
題
点
」（
日
本
科
学
史
学
会
『
科
学
史
研
究
』
第
二
期
一
八
巻

一
二
九
号
所
収
）、‘Ο

Ζ ′νω
ν

π
υθαγορ!ζει’

（P
ythagorean

P
hilosophy,

B
oudouris

(ed.),
Interna-

tional
A

ssociation
for

G
reek

Philosophy.

所
収
）、「
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
―
そ
の
『
多
』
の
否
定
の
論

証
」（
桃
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所
『
国
際
文
化
論
集
』
第
九
号
所
収
）、「H

eiberg

版
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
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『
原
論
』
第
Ｘ
巻
最
終
定
理（
付
録
二
七
）の
証
明
構
造
に
つ
い
て
（
桃
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所
『
総
合

研
究
所
紀
要
』
第
一
九
号
第
一
所
収
）、「
エ
レ
ア
学
派
の
哲
学
と
現
代
思
想
」（
村
田
全
編
『
学
問
の
中

の
私
』
所
収
）、「
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン：

そ
の
《
多
》
の
否
定
の
論
証（
Ｉ
の
１
）」（
桃
山
学
院
大
学
総
合
研

究
所
『
国
際
文
化
論
集
』
第
九
号
所
収
）、「
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン：

そ
の

《
多
》
の
否
定
の
論
証（
Ｉ
の

２
）桃
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所
『
国
際
文
化
論
集
』
第
一
〇
号
所
収
」、「
正
方
形
の
対
角
線
と
辺
の
線

形
通
約
不
能
性
に
関
す
る
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
以
前
の
ア
ル
カ
イ
ッ
ク
な
証
明
に
つ
い
て
」（
桃
山
学
院
大
学

『
総
合
研
究
所
紀
要
』
第
二
一
号
第
一
所
収
）、「
エ
レ
ア
の
ゼ
ノ
ン
―
そ
の
著
作
、
運
動
論
駁
に
関
す
る

史
料
」（
桃
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所
『
人
間
科
学
』
第
一
二
号
所
収
）、「
エ
レ
ア
学
派
の
哲
学
と
ゼ
ノ

ン
の
逆
理：

無
限
と
連
続
」（
桃
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所
『
総
合
研
究
所
報
』
第
二
三
号
第
一
所
収
）、

「
パ
ル
メ
ニ
デ
ス
と
ゼ
ノ
ン
」（
桃
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所
『
国
際
文
化
論
集
』
第
一
五
号
所
収
）、

「
ブ
ロ
ト
ス
（Β

Ρ
Ο

ΤΟ
Σ

）」（
桃
山
学
院
大
学
総
合
研
究
所
『
国
際
文
化
論
集
』
第
一
六
号
所
収
）、

‘T
he

M
athem

atical
Structure

of
Z

eno’s
Paradoxes

of
M

otion’

（G
reek

P
hilosophy

and
the

M
od-

ern
W

orld
,

Studies
in

G
reek

Philosophy
Series,

the
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この「研究叢書」は、所員の推進する学際的共

同研究および個人研究の成果を継続的に刊行す

ることにより、もって、新たな文化の創造と学

術の進歩に寄与しようとするものである。
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