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１ 

人
の
思
考
の
枠
組
は
な
か
な
か
変
わ
ら
な
い
も
の
だ
。
視
点
を
若
干
変
え
れ
ば
新
し
い
展
望
も
開
け
る
の
に
、
そ
れ
を
怠
っ
た
た
め

に
み
す
み
す
新
し
い
事
態
を
見
逃
す
こ
と
も
あ
る
。
思
考
の
枠
組
の
転
換
と
い
っ
て
も
別
に
大
そ
れ
た
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の

で
は
な
い
。
ふ
だ
ん
の
も
の
の
見
方
を
改
め
て
、
少
し
角
度
を
変
え
て
み
た
ら
ど
う
な
る
か
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
歴
史
上
の
新

し
い
思
想
と
い
っ
て
も
、
旧
い
思
想
を
す
っ
か
り
捜
し
た
な
ど
と
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
こ
に
乗
つ
か
り
な
が
ら
た
だ
旧
来
の
も
の
の

考
え
方
を
ほ
ん
の
少
し
変
え
て
み
た
こ
と
に
す
ぎ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
そ
の
新
し
い
も
の
の
見
方
が
た
だ
ち
に
思
想
の
進
歩
と
い
う

こ
と
に
は
な
ら
な
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
旧
来
の
枠
に
と
ど
ま
っ
て
い
て
は
少
な
く
と
も
新
し
い
展
開
も
な
い
。

思
考
の
枠
組
転
換
と
い
っ
て
も
、
思
想
の
画
期
を
つ
く
っ
て
以
後
の
一
般
の
も
の
の
考
え
方
を
規
定
す
る
ほ
ど
の
大
き
な
変
革
も
あ

＊
 

れ
ば
、
そ
の
中
に
埋
没
す
る
無
数
の
小
さ
な
改
変
も
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
ど
ち
ら
か
で
も
、
わ
ず
か
に
で
も
も
つ
｝
）
と

が
、
知
的
制
作
物
に
存
在
意
義
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

＊
科
学
史
の
立
場
か
ら
「
パ
ラ
ダ
イ
ム
Ｌ
概
念
を
導
入
し
て
、
あ
る
時
代
に
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
科
学
理
論
を
。
ハ
ラ
ダ
イ
ム
と
名
づ
け
、
そ
の

〈
自
己
言
及
性
〉
試
論

ｌ
知
の
枠
組
転
換
の
た
め
に
Ｉ

１ 
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こ
こ
で
考
え
る
こ
と
は
、
ク
ー
ン
説
の
一
拡
張
解
釈
」
あ
る
い
は
「
俗
用
・
誤
用
」
と
い
わ
れ
れ
ば
そ
う
か
も
知
れ
な
い
し
、
そ
れ

で
も
か
ま
わ
な
い
が
、
し
か
し
言
葉
の
言
い
回
し
を
借
用
し
た
ま
で
で
あ
っ
て
、
そ
の
目
論
み
は
彼
の
説
と
は
直
接
は
関
係
な
く
、
そ

れ
と
は
別
の
と
こ
ろ
に
あ
る
。

こ
こ
で
「
自
己
言
及
性
」
と
い
う
の
は
、
ふ
つ
う
の
意
味
で
新
し
い
も
の
の
見
方
の
枠
組
の
一
つ
の
こ
と
と
み
な
さ
れ
る
。
た
だ
そ

れ
が
大
き
な
枠
組
転
換
な
の
か
、
小
さ
な
そ
れ
な
の
か
は
、
こ
の
論
考
全
体
か
ら
判
定
す
る
し
か
な
い
。
と
も
か
く
そ
う
し
た
枠
組
が

新
し
い
展
望
を
開
く
可
能
性
が
あ
る
か
ど
う
か
を
吟
味
し
よ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

自
己
言
及
性
と
は
、
も
と
も
と
は
数
理
論
理
学
で
い
わ
れ
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
例
が
、
エ
ピ
メ
ニ
デ
ス
の
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
と
い
わ
れ
て
い
る
も
の
で
、
ク
レ
タ
の
哲
学
者
エ
ピ
メ
ニ
デ
ス
が
「
ク
レ
タ
人
は
嘘
つ
き
だ
」
と
言
っ
た
と
い
う
も
の
で

あ
る
。
こ
の
言
明
が
本
当
だ
と
す
る
と
、
エ
ピ
メ
ニ
デ
ス
の
言
っ
て
い
る
こ
と
は
嘘
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
で
は
こ
の
言
明

自
体
が
嘘
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
こ
の
言
明
が
嘘
な
ら
、
エ
ピ
メ
ニ
デ
ス
の
言
明
は
嘘
で
は
な
い
こ
と
、
す
な
わ
ち

こ
の
言
明
は
本
当
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
嘘
と
も
本
当
と
も
決
定
で
き
な
い
こ
の
種
の
命
題
は
、
論
理
的
に
は
無
意
味
な

文
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
一
般
的
に
は
、
例
え
ば
「
私
の
言
う
こ
と
は
す
べ
て
偽
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
と
同
じ
で
あ
る
が
、

こ
の
命
題
は
何
を
言
明
し
て
い
る
の
か
。
も
し
こ
の
命
題
が
真
な
ら
、
私
の
言
う
こ
と
の
う
ち
少
な
く
と
も
一
つ
は
真
で
あ
る
か
ら
、

こ
の
命
題
は
偽
と
な
る
。
し
か
し
こ
の
命
題
が
偽
な
ら
、
こ
の
命
題
は
真
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
命
題
は
真

（
１
）
 

転
換
に
よ
っ
て
新
し
い
科
学
理
論
の
枠
組
が
も
た
ら
さ
れ
る
と
し
、
科
学
革
命
の
構
造
を
説
い
た
の
が
‐
ｒ
マ
ス
・
ク
ー
ン
で
あ
る
。
た
だ
し

ク
ー
ン
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
概
念
は
そ
の
定
義
が
多
義
で
、
そ
の
影
響
は
、
概
念
が
多
義
な
ま
ま
に
、
む
し
ろ
彼
自
身
の
説
を
離
れ
て
一
人
歩
き
し

て
広
ま
っ
て
し
ま
っ
た
趣
が
あ
る
。
’
「
ト
マ
子
ク
ー
ン
が
〈
パ
ラ
ダ
イ
ム
》
概
念
を
ひ
っ
さ
げ
て
論
蝋
に
議
場
し
て
か
ら
、
も
う
二
十

年
以
上
の
歳
月
が
経
過
し
た
。
そ
の
あ
い
だ
に
い
ろ
い
ろ
な
こ
と
が
あ
っ
た
。
ま
ず
こ
の
新
概
念
は
は
げ
し
い
攻
撃
の
十
字
砲
火
に
さ
ら
さ
れ
、

つ
い
に
は
提
唱
者
ク
ー
ン
自
身
が
撤
回
す
る
に
い
た
っ
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
提
唱
者
と
は
な
れ
た
と
こ
ろ
で
。
ハ
ラ
ダ
イ
ム
概
念
は
使
い
つ
づ

け
ら
れ
、
拡
張
解
釈
さ
れ
、
あ
る
い
は
俗
用
・
誤
用
さ
れ
、
い
ま
に
い
た
る
も
、
学
術
論
文
や
一
般
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ズ
ム
で
引
用
さ
れ
つ
づ
け
て
、

衰
え
を
見
せ
る
気
配
が
な
い
」
（
中
山
輝
）
。
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３ 

で
あ
り
、
か
つ
偽
で
も
あ
る
こ
と
に
な
り
、
矛
盾
す
る
。
「
例
外
の
な
い
規
則
は
な
い
」
「
〈
こ
の
括
弧
内
に
書
い
て
あ
る
こ
と
は
偽
で

あ
る
ど
も
同
種
の
命
題
で
あ
る
。

こ
う
し
た
矛
盾
な
い
し
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
命
題
の
真
偽
を
そ
の
命
題
自
身
の
な
か
で
論
じ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
生
ず
る
。
あ
る

命
題
が
そ
れ
自
身
を
偽
と
判
定
す
れ
ば
、
そ
の
命
題
は
自
己
否
定
に
な
り
、
自
己
矛
盾
に
お
ち
い
る
の
で
あ
る
。
「
私
の
言
う
こ
と
は

す
べ
て
偽
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
の
場
合
で
い
え
ば
、
私
が
自
分
自
身
の
言
う
こ
と
を
偽
と
し
て
否
定
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
が
自

ら
の
言
明
を
打
ち
消
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
っ
て
自
己
矛
盾
を
生
ず
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
う
し
た
矛
盾
の
根
拠
は
、
命
題
が
そ

の
命
題
自
身
に
一
一
一
一
口
及
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
構
造
を
も
つ
命
題
は
一
目
己
言
及
的
」
（
⑩
畠
‐
円
の
｛
の
『
の
員
巨
）
な
命
題
と
も
、

「
自
己
引
用
的
一
な
命
題
と
も
、
場
合
に
よ
っ
て
は
「
自
己
述
語
的
」
（
、
巳
・
」
○
四
８
」
）
な
命
題
と
も
い
わ
れ
る
。

そ
も
そ
も
自
己
言
及
性
と
は
、
数
理
論
理
学
で
は
矛
盾
な
い
し
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
源
で
、
そ
の
解
消
が
こ
の
分
野
で
の
課
題
の
一

つ
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
自
己
言
及
性
を
論
理
そ
の
も
の
の
問
題
と
し
て
考
え
る
と
、
必
然
的
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
迷
路
に
入
り
込

＊
 

む
｝
」
と
に
な
る
が
、
論
理
問
題
と
離
れ
て
も
っ
と
建
設
的
な
構
造
を
見
出
す
｝
」
と
は
で
き
な
い
か
、
も
し
そ
れ
が
可
能
な
ら
、
さ
ま
ざ

ま
な
分
野
で
こ
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
機
能
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
の
種
々
相
を
吟
味
し
て
み
よ
う
と
い
う
の
が
こ
の
論
考
の
主

眼
で
あ
る
。

＊
例
え
ば
、
哲
学
の
根
本
問
題
の
一
つ
で
あ
る
自
由
意
志
を
、
科
学
の
問
題
と
し
て
科
学
法
則
か
ら
論
ず
れ
ば
論
理
的
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
陥
ら

ざ
る
を
え
な
い
が
、
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
こ
の
剛
遡
が
哲
学
的
な
意
味
塗
失
っ
た
わ
け
で
は
な
い
．
Ｉ
「
凹
山
意
志
の
概

念
は
別
の
領
域
、
つ
ま
り
科
学
の
基
礎
法
則
と
は
別
の
領
域
の
問
題
で
す
。
も
し
人
間
の
振
舞
い
を
科
学
法
則
か
ら
演
採
し
よ
う
と
す
る
と
、

自
己
言
及
系
と
い
う
論
理
的
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
（
］
・
頭
】
８
］
で
日
巳
ｏ
浜
・
『
醜
の
一
一
．
‐
『
の
『
の
『
の
：
一
己
、
ご
晩
冨
曰
⑪
）
に
陥
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
つ
ま
り
、

行
動
が
基
本
的
な
法
則
か
ら
予
言
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
予
言
を
し
た
と
い
う
事
実
が
、
何
が
起
こ
る
か
を
変
え
て
し
ま
い
得
る
と
い
う
こ
と
で

す
。
そ
れ
は
時
間
旅
行
が
可
能
だ
と
し
て
（
私
個
人
と
し
て
は
、
時
間
旅
行
が
可
能
だ
と
は
思
い
ま
せ
ん
が
）
、
時
間
旅
行
を
し
た
人
が
直
面
す

る
問
題
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
も
し
将
来
何
が
起
こ
る
か
分
か
っ
た
な
ら
、
そ
れ
を
変
え
て
し
ま
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
」
「
科
学
の
基
本
法

則
の
探
究
と
人
間
の
行
動
の
研
究
は
分
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
先
に
説
明
し
ま
し
た
よ
う
に
、
人
間
の
行
動
を
演
縛
す
る
の
に
基

本
法
則
は
使
え
ま
せ
ん
・
け
れ
ど
も
自
然
淘
汰
に
よ
っ
て
発
展
さ
せ
て
き
た
知
性
と
論
理
的
思
考
力
は
使
い
た
い
と
思
い
ま
す
ス
ホ
ー
キ
ユ
殖
。
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４ 
引
用
に
際
し
て
、
こ
の
文
献
の
《
付
録
・
英
文
オ
リ
ジ
ナ
ル
テ
キ
ス
ト
》
に
よ
っ
て
翻
訳
文
を
一
部
補
足
・
変
更
し
た
）
。

自
己
言
及
性
が
積
極
的
に
論
じ
ら
れ
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
の
は
、
現
代
物
理
学
、
と
く
に
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
不
確
定
性
原
理
の

登
場
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
理
論
は
、
彼
が
一
九
二
七
年
に
量
子
力
学
の
基
本
原
理
と
し
て
提
唱
し
た
も
の
で
あ
る
。
古
典
物

理
学
で
は
、
主
観
と
客
観
が
互
い
に
独
立
し
て
い
て
、
主
観
と
し
て
の
観
測
者
が
客
観
と
し
て
の
観
測
対
象
に
影
響
を
与
え
る
と
考
え

る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
の
不
確
定
性
原
理
に
よ
っ
て
、
観
測
作
用
そ
の
も
の
が
観
測
さ
れ
る
も
の
に
影
響
を

与
え
る
と
さ
れ
て
以
来
、
原
子
物
理
学
の
微
視
的
世
界
に
お
い
て
は
因
果
法
則
に
よ
る
決
定
論
が
崩
れ
る
と
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
観

測
者
自
身
を
取
り
込
ん
だ
場
所
を
無
視
で
き
な
い
状
況
が
生
じ
た
。
観
測
者
が
同
時
に
観
測
さ
れ
る
側
に
取
り
込
ま
れ
、
し
た
が
っ
て

自
分
自
身
に
も
言
及
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
を
自
己
言
及
性
と
い
う
な
ら
、
こ
う
し
た
考
え
が
一
一
○
世
紀
の
科
学
思
想
を
支
え
る
重
要

（
『
Ｉ
）

概
念
に
な
っ
た
ば
か
り
で
な
く
、
も
っ
と
広
く
、
一
般
に
現
代
田
凹
想
の
共
通
の
認
識
‐
実
践
基
盤
を
形
成
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考

（
８
）
 

え
る
の
が
こ
こ
で
の
立
場
で
あ
る
。

主
観
と
客
観
は
分
離
さ
れ
て
い
て
、
主
観
自
ら
は
客
観
の
外
に
い
て
、
そ
れ
を
ｇ
８
Ｈ
旨
す
る
と
い
う
図
式
が
、
科
学
理
論
に
限
ら

ず
、
概
ね
古
代
か
ら
近
代
思
想
を
支
配
し
て
き
た
思
考
の
枠
組
で
あ
る
。
こ
れ
を
デ
カ
ル
ト
的
な
二
元
論
的
世
界
観
と
い
う
な
ら
、
こ

の
古
典
的
な
思
考
の
枠
組
が
近
代
科
学
の
基
礎
づ
け
を
な
し
た
ば
か
り
か
、
一
般
思
想
の
根
底
を
形
成
し
て
き
た
。
し
か
し
こ
の
デ
カ

ル
ト
的
な
二
元
論
の
見
直
し
も
、
い
ま
や
自
然
・
人
文
・
社
会
科
学
の
全
体
を
貫
く
現
代
思
想
の
趨
勢
で
あ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
他

方
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
と
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
に
由
来
す
る
絶
対
空
間
な
い
し
は
普
遍
空
間
と
い
う
考
え
が
つ
い
先
頃
ま
で
支
配
し

て
き
た
。
し
か
し
一
九
世
紀
前
半
の
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
成
立
以
来
、
観
念
上
の
普
遍
空
間
が
、
さ
ら
に
今
世
紀
の
初
頭
に
い

た
っ
て
、
量
子
力
学
と
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
相
対
性
理
論
に
よ
っ
て
物
理
的
な
絶
対
空
間
が
、
そ
の
成
立
基
盤
を
失
う
こ
と
に
な
っ

＊
 

た
。
こ
う
し
て
空
間
概
念
は
相
対
化
さ
れ
、
空
間
は
関
係
の
相
互
性
、
す
な
わ
ち
関
与
者
の
相
互
交
渉
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
と

し
て
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。

鶚
こ
こ
で
用
い
た
一
関
係
の
相
互
性
」
と
い
う
概
念
は
、
中
村
雄
醜
の
鯛
籍
を
、
若
干
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
変
え
て
臘
鬮
し
て
い
る
．
’
に
一

般
的
に
い
っ
て
、
近
代
科
学
が
無
視
し
、
軽
視
し
、
果
て
は
見
え
な
く
し
て
し
ま
っ
た
〈
現
実
〉
あ
る
い
は
リ
ァ
リ
テ
ィ
と
は
、
い
っ
た
い
な
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新
し
い
知
の
枠
組
と
い
う
場
合
、
そ
れ
に
よ
っ
て
転
換
さ
れ
る
べ
き
従
来
の
枠
組
と
は
何
か
を
ま
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
し
か
し
そ
う
は
い
っ
て
も
、
こ
と
は
そ
う
単
純
で
は
な
く
、
人
の
考
え
方
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
枠
組
が
輻
撰
し
て
は
た
ら
い
て
と

り
と
め
が
な
く
、
無
方
針
で
は
そ
の
見
取
り
図
を
作
る
こ
と
さ
え
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
一
つ
の
新
し
い
枠
組
を
吟
味
す
る

場
合
な
ら
、
そ
れ
に
対
応
す
る
と
み
ら
れ
る
も
の
を
吟
味
す
れ
ば
済
み
、
し
た
が
っ
て
検
討
す
べ
き
旧
来
の
枠
組
は
限
定
さ
れ
る
。
目

ん
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
も
い
ま
こ
の
〈
序
文
〉
で
は
、
大
ざ
っ
ぱ
に
言
っ
て
お
く
し
か
な
い
が
、
そ
の
一
つ
は
〈
生
命
現
象
〉
そ
の
も
の
で
あ

り
、
も
う
一
つ
は
対
象
と
の
〈
関
係
の
相
互
性
〉
（
あ
る
い
は
相
手
と
の
交
流
）
で
あ
る
」
（
序
文
）
。

い
ま
上
に
「
観
測
者
自
身
を
取
り
込
ん
だ
場
所
」
と
言
っ
た
が
、
そ
う
し
た
状
況
が
不
可
避
で
あ
る
限
り
、
主
観
は
も
は
や
超
然
と

し
て
い
る
こ
と
は
許
さ
れ
ず
、
そ
の
場
所
に
参
加
せ
ざ
る
を
え
な
い
事
態
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
場
所
と
い
っ
て
も
、
そ
れ
は
す
で

に
主
観
の
は
た
ら
き
か
け
以
前
の
普
遍
空
間
で
は
あ
り
え
ず
、
関
係
の
相
互
性
に
よ
っ
て
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
。
「
空
間
」
で
は
な

く
「
場
所
」
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
に
、
す
で
に
そ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。
主
観
を
あ
る
事
態
に
関
与
さ
せ
て
、
関
係
の
相
互
性

と
し
て
の
場
所
を
成
立
さ
せ
る
機
能
こ
そ
、
こ
こ
に
い
う
自
己
言
及
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
自
己
言
及
性
を

場
所
を
成
立
さ
せ
る
原
理
と
解
す
る
。
自
己
言
及
性
に
よ
っ
て
場
所
が
成
立
し
、
そ
の
場
所
は
や
が
て
環
境
と
い
う
具
体
的
な
相
を
と

る
と
考
え
る
。
こ
こ
で
は
背
後
に
場
所
の
枠
組
を
構
想
し
、
さ
ら
に
は
そ
の
先
に
環
境
問
題
を
遠
望
し
つ
つ
、
そ
の
根
本
原
理
と
し
て

の
自
己
言
及
性
の
可
能
性
を
論
ず
る
。

そ
の
た
め
に
、
次
章
で
は
、
い
ま
こ
の
章
の
終
結
部
分
で
見
通
し
と
し
て
あ
ら
ま
し
取
り
上
げ
た
こ
と
を
や
や
詳
し
く
論
じ
て
、
自

己
言
及
性
の
生
じ
た
と
考
え
る
歴
史
的
な
流
れ
を
吟
味
し
、
自
己
言
及
性
と
い
う
も
の
の
認
識
Ⅲ
実
践
構
造
の
見
取
り
図
を
明
ら
か
に

す
る
。
そ
の
う
え
で
、
さ
ら
に
第
３
章
で
は
各
分
野
で
の
自
己
言
及
性
の
現
れ
、
あ
る
い
は
分
野
ご
と
に
お
け
る
そ
の
可
能
性
を
検
討

す
る
。

２ 
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６ 
己
言
及
性
の
場
合
な
ら
そ
れ
と
対
立
す
る
考
え
方
を
考
慮
す
れ
ば
よ
く
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
は
主
観
‐
客
観
分
離
状
態
あ
る
い
は
デ
カ

ル
ト
的
な
二
元
論
、
そ
し
て
そ
う
い
う
客
観
の
在
処
と
し
て
の
一
一
一
次
元
の
場
所
あ
る
い
は
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
な
絶
対
空
間
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
こ
で
と
る
仮
説
は
、
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
か
ら
一
自
己
言
及
性
」
へ
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
的
絶
対
空
間
か
ら
関
係
の
相
互
性
と
し
て
の

「
場
所
」
へ
、
と
転
換
し
、
両
者
の
総
合
に
よ
っ
て
「
環
境
」
が
成
立
す
る
、
と
い
う
構
想
で
あ
る
。
先
に
も
言
っ
た
と
お
り
、
こ
こ

で
の
直
接
の
課
題
は
自
己
言
及
性
に
限
定
さ
れ
、
場
所
と
環
境
に
関
し
て
は
、
自
己
言
及
性
の
位
置
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
そ
れ

に
接
続
す
る
問
題
と
し
て
間
接
的
に
言
及
さ
れ
る
。

二
元
論
の
再
検
討
は
、
す
で
に
あ
ら
ま
し
述
べ
た
よ
う
に
、
現
代
物
理
学
を
起
点
と
し
て
、
お
よ
そ
人
間
の
知
識
全
体
に
関
わ
る
こ

と
に
な
り
、
人
文
科
学
・
社
会
科
学
も
そ
の
流
れ
に
逆
ら
う
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
流
れ
は
、
哲
学
で
は
現
象
学
の
基
本

的
な
考
え
方
に
示
さ
れ
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
、
し
た
が
っ
て
こ
の
よ
う
な
動
き
は
全
体
と
し
て
現
象
学
的
な
潮
流
と
呼
ん
で
も

＊
 

差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

＊
こ
』
フ
ー
し
た
可
翠
圦
孝
と
諭
剛
罰

（
Ⅶ
）
 

＊
こ
う
し
た
図
式
を
繭
潔
に
伝
え
る
の
は
Ａ
・
ベ
ル
ク
で
あ
る
・
’
一
二
沁
論
（
す
な
わ
ち
主
体
／
容
体
と
い
う
二
分
法
）
の
再
検
討
は
人

間
の
知
識
総
体
に
関
わ
っ
て
き
て
、
そ
の
中
に
は
物
理
学
も
含
ま
れ
る
（
特
に
問
題
に
な
る
の
は
還
子
力
学
に
お
け
る
い
わ
ゆ
る
波
動
関
数
の

不
可
分
性
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て
実
験
の
中
立
性
と
い
う
こ
と
に
疑
問
が
抱
か
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
）
。
し
か
し
と
り
わ
け
影
響
を
蒙
っ
た
の

は
人
文
科
学
で
あ
り
、
そ
し
て
当
然
の
こ
と
な
が
ら
哲
学
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
動
き
は
全
体
と
し
て
現
象
学
的
潮
流
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き

よ
う
。
こ
の
流
れ
の
中
心
的
な
思
想
は
、
デ
カ
ル
ト
が
公
準
化
し
た
の
と
は
逆
に
、
客
体
か
ら
独
立
し
た
主
体
の
存
在
を
前
提
と
し
て
考
え
る

わ
け
に
は
い
か
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
環
境
か
ら
独
立
し
た
人
間
の
存
在
を
措
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
と
相
関
し

て
、
環
境
を
単
な
る
客
体
と
し
て
扱
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
客
体
は
、
主
観
的
な
価
値
を
そ
こ
に
し
み
込
ま
せ
る
さ
ま
ざ
ま
な
関
係
の
織
り
目

に
取
り
込
ま
れ
る
の
だ
。
／
こ
れ
と
平
行
し
て
現
象
学
的
潮
流
は
、
集
団
的
主
観
性
と
し
て
各
文
化
に
固
有
の
相
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
世
界
観

を
ま
す
ま
す
重
視
す
る
方
向
に
進
ん
で
い
っ
た
。
こ
う
し
て
世
界
観
と
し
て
の
近
代
西
洋
の
古
典
的
パ
ラ
ダ
イ
ム
は
そ
れ
自
体
相
対
化
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
次
第
に
明
ら
か
に
な
っ
た
の
で
あ
る
一
（
４
章
）
・
中
村
雄
一
一
躯
も
同
じ
よ
う
に
、
近
代
科
学
を
見
な
お
し
、
そ
の

原
理
で
あ
る
「
普
遍
性
」
「
論
理
性
」
「
客
観
性
」
を
脱
却
す
る
可
能
性
を
現
象
学
に
求
め
て
い
る
。

デ
カ
ル
ト
の
知
的
枠
組
と
し
て
の
二
元
論
の
根
拠
が
〈
８
四
ｓ
》
の
Ｈ
ｍ
ｏ
⑫
巨
日
・
〉
に
あ
る
こ
と
は
す
で
に
広
く
周
知
の
事
実
で
、
こ
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こ
に
改
め
て
検
討
す
る
ま
で
も
な
い
。
し
か
し
、
デ
カ
ル
ト
の
〈
の
ｍ
ｏ
８
四
ｓ
〉
と
、
そ
れ
に
よ
っ
て
発
展
し
た
近
代
科
学
。
技
術
を

単
に
否
定
す
る
の
で
は
何
の
解
決
に
も
な
ら
な
い
。
人
間
が
自
己
言
及
す
る
存
在
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
こ
と
自
体
人
間
が
「
思
う
」
存

在
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
主
体
と
し
て
の
「
思
う
わ
れ
」
、
す
な
わ
ち
い
わ
ば
メ
タ
存
在
と
し
て
の
自
我
と
、
関
係
の
相
互

性
と
し
て
の
場
所
の
中
で
、
他
の
存
在
と
関
係
し
つ
つ
共
存
し
て
い
て
か
つ
自
己
言
及
さ
れ
る
客
体
と
し
て
の
「
思
わ
れ
る
わ
れ
」
と

は
、
依
然
と
し
て
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
デ
カ
ル
ト
の
こ
こ
で
の
問
題
点
は
実
は
そ
こ
に
で
は
な
く
、
別
の
と
こ

（
皿
）

ろ
に
あ
る
と
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
む
し
ろ
こ
の
方
向
で
の
デ
カ
ル
ト
の
真
骨
頂
は
つ
ぎ
の
引
用
に
認
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
の
論
旨
は
明
白
で
実
体
と
し
て
の
、
す
な
わ
ち
考
え
る
本
性
と
し
て
の
私
は
場
所
（
｝
国
』
）
と
は
関
わ
り
な
く
存
在
し
、

そ
の
実
体
が
あ
る
た
め
に
は
い
か
な
る
場
所
も
必
要
と
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
い
う
場
所
と
は
、
も
ち
ろ
ん
古
典
的

な
意
味
で
の
普
遍
的
な
三
次
元
空
間
の
こ
と
に
違
い
な
い
が
、
し
か
し
少
な
く
と
も
、
そ
の
意
味
で
の
場
所
と
の
関
係
性
が
否
定
さ
れ

れ
ば
、
い
か
な
る
意
味
で
の
場
所
ｌ
そ
の
ヴ
ァ
リ
ェ
ー
シ
薑
ン
と
し
て
の
場
所
ｉ
と
の
関
わ
り
も
否
定
さ
れ
る
．
デ
カ
ル
ト
的
な

二
元
論
の
根
拠
は
む
し
ろ
こ
こ
に
求
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
考
え
る
実
体
と
し
て
の
私
の
存
在
は
場
所
と
は
関
わ
り
な

「
そ
れ
か
ら
、
自
分
が
何
で
あ
る
か
を
注
意
ぶ
か
く
検
討
し
、
そ
し
て
自
分
に
は
ど
ん
な
体
も
な
く
、
ま
た
ど
ん
な
世
界
も
、
自
分

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

が
い
る
ど
ん
な
場
所
も
な
い
と
仮
想
す
る
｝
）
と
は
で
き
て
も
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
自
分
が
無
い
と
仮
想
す
る
一
」
と
は
で
き
な
い
し
、

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
ほ
か
の
い
ろ
い
ろ
な
も
の
が
ほ
ん
と
う
で
あ
る
か
ど
う
か
を
疑
お
う
と
考
え
て
い
る
こ
と
自
体
か
ら
、
私
が
有
る

と
い
う
こ
と
が
き
わ
め
て
明
白
確
実
に
出
て
く
る
の
に
た
い
し
て
、
｜
方
で
は
、
た
だ
私
が
考
え
る
こ
と
を
や
め
さ
え
し
た
ら
、
た

と
え
私
が
か
つ
て
想
像
し
た
も
の
の
残
り
ぜ
ん
ぶ
が
ほ
ん
と
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
私
に
は
自
分
が
有
っ
た
と
信
じ
る
ど
ん
な
理

由
も
な
く
な
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
見
て
、
私
は
そ
こ
か
ら
、
自
分
が
ひ
と
つ
の
実
体
で
あ
り
、
そ
の
実
体
の
本
質
な
り
本
性
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

り
は
考
え
る
こ
と
だ
け
に
つ
き
る
し
、
ま
た
そ
の
実
体
は
有
る
た
め
に
ど
ん
な
場
所
も
必
要
と
し
な
け
れ
ば
、
ど
ん
な
物
質
的
な
も

の
に
も
依
存
し
な
い
こ
と
を
認
識
し
た
の
で
す
」
（
第
四
部
。
引
用
は
訳
書
に
よ
り
、
傍
点
強
調
は
引
用
者
に
よ
る
）
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く
、
延
長
と
し
て
の
物
体
は
普
遍
空
間
と
し
て
の
場
所
に
規
定
さ
れ
て
存
在
し
、
し
た
が
っ
て
両
者
は
互
い
に
独
立
な
存
在
な
の
で
あ

８
 

る
。
こ
｝
」
に
典
型
的
な
一
一
元
論
の
枠
組
と
し
て
の
主
観
‐
客
観
分
離
の
図
式
を
見
て
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
デ
カ
ル
ト
の
場
合
、
私
は
実
体
そ
れ
自
体
と
し
て
は
、
場
所
は
も
ち
ろ
ん
そ
れ
に
規
定
さ
れ
て
存
在
す
る
い
か
な
る
他

者
と
も
相
互
関
係
を
も
た
ず
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
自
己
言
及
性
の
成
立
す
る
余
地
は
な
い
。
自
己
言
及
性
と
は
、
意
識
的
自
我

が
、
身
体
を
介
し
て
他
者
ｌ
自
然
的
な
物
体
お
よ
び
他
人
の
す
べ
て
ｌ
に
関
与
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
場
所
を
形
成
す
る
機
能
だ
か

ら
で
あ
る
。
意
識
的
自
我
は
、
自
己
言
及
性
の
ほ
か
に
、
も
ち
ろ
ん
自
己
意
識
も
す
る
。
デ
カ
ル
ト
の
い
う
実
体
と
し
て
の
私
は
、
自

己
意
識
す
る
自
我
で
あ
る
。
自
我
は
、
す
べ
て
を
疑
い
、
そ
の
結
果
目
ら
を
思
惟
す
る
存
在
と
意
識
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と

こ
そ
、
自
己
意
識
な
い
し
自
覚
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
に
い
う
自
己
言
及
性
は
、
そ
の
意
味
で
の
自
己
意
識
、

あ
る
い
は
自
覚
・
反
省
と
は
異
な
る
。
両
者
と
も
広
く
は
自
己
を
対
象
と
す
る
点
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
自
己
意
識
と
は
自
我
が
自
己

の
外
に
は
出
ず
に
、
そ
の
内
部
に
と
ど
ま
っ
て
自
己
内
観
照
す
る
こ
と
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
自
己
言
及
性
と
は
、
自
己
が
自
ら
を

い
っ
た
ん
向
こ
う
に
置
い
て
客
体
視
し
、
他
者
と
の
相
互
関
係
の
な
か
に
組
み
込
ん
で
そ
の
総
体
の
な
か
で
の
自
己
の
あ
り
方
を
確
認

す
る
こ
と
で
、
そ
の
総
体
が
場
所
で
あ
り
、
ま
た
も
っ
と
具
体
的
に
把
握
さ
れ
れ
ば
環
境
と
な
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
自
己
言
及
性
は

回
己
投
彫
を
つ
う
じ
て
場
所
を
形
成
す
る
機
能
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
る
。

こ
う
し
て
、
デ
カ
ル
ト
の
自
己
意
識
が
近
代
の
自
我
を
確
立
す
る
一
」
と
に
よ
っ
て
、
一
方
で
は
そ
の
還
元
主
義
を
基
盤
と
す
る
近
代

科
学
の
流
れ
が
形
成
さ
れ
、
他
方
で
は
そ
う
し
た
科
学
の
客
観
主
義
、
す
な
わ
ち
機
械
的
・
力
学
的
自
然
観
を
批
判
し
否
定
す
る
哲
学

説
が
さ
ま
ざ
ま
に
出
現
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
一
八
世
紀
末
か
ら
一
九
世
紀
初
頭
に
か
け
て
現
れ
た
ロ
マ
ン
主
義
、
ま
た
そ
の
流
れ
を

肯
定
的
に
踏
襲
し
た
生
の
哲
学
、
否
定
的
に
受
け
た
実
存
哲
学
、
等
は
み
な
そ
の
潮
流
に
数
え
ら
れ
よ
う
・
現
象
学
も
ま
た
そ
う
し
た

流
れ
を
に
な
う
大
き
な
要
素
の
一
つ
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ
で
は
デ
カ
ル
ト
的
な
思
考
の
枠
組
を
転
換
す
る
可
能
性
を
も
つ

も
の
と
し
て
、
現
象
学
に
限
定
し
て
吟
味
す
る
。
そ
の
た
め
に
広
い
流
域
を
も
つ
現
象
学
と
い
う
大
河
を
遠
望
す
る
と
、
も
っ
ぱ
ら

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
、
こ
と
に
「
生
活
世
界
」
の
現
象
学
に
焦
点
が
定
ま
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
デ
カ
ル
ト
の
枠
組
か
ら
の
脱
却
と
い
う
構
図
で
み
る
た
め
に
は
、
ま
ず
彼
の
「
超
越
論
的
」
と
い
う
言
葉
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９ 

の
意
味
を
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
つ
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
そ
の
箸
『
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
諸
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象

学』（一九一一一一坐鍵）でこう言う。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
超
越
論
的
な
主
観
主
義
と
い
う
場
合
の
一
超
越
論
的
」
と
は
、
こ
の
引
用
に
よ
れ
ば
、
「
あ
ら
ゆ
る
認
識
形
成
の
究

極
的
な
始
元
へ
と
立
ち
帰
っ
て
そ
れ
に
問
い
か
け
ん
と
す
る
動
機
」
「
認
識
者
が
自
己
自
身
な
ら
び
に
自
己
の
認
識
す
る
生
…
…
へ
の

自
己
省
察
を
加
え
ん
と
す
る
動
機
一
を
も
つ
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
動
機
、
す
な
わ
ち
と
く
に
「
認
識
者
が
自
己
自
身
な
ら
び
に
自
己
の

認
識
す
る
生
へ
の
自
己
省
察
を
加
え
ん
と
す
る
動
機
」
こ
そ
、
こ
こ
で
い
う
自
己
言
及
性
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

「
わ
た
し
自
身
は
、
こ
の
〔
カ
ン
ト
哲
学
の
〕
〈
超
越
論
的
〉
と
い
う
こ
と
ば
を
、
最
も
広
い
意
味
に
と
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
を
通
じ
て

あ
ら
ゆ
る
近
代
哲
学
に
意
味
を
与
え
る
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
い
っ
て
み
れ
ば
そ
こ
で
自
覚
さ
れ
、
真
正
で
純
粋
な
課
題
の
形
態
を

と
り
、
体
系
的
に
展
開
さ
れ
よ
う
と
す
る
、
あ
の
上
述
し
た
原
初
的
な
動
機
に
対
す
る
名
称
と
し
て
用
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る

認
識
形
成
の
究
極
的
な
始
元
へ
と
立
ち
帰
っ
て
そ
れ
に
問
い
か
け
ん
と
す
る
動
機
で
あ
り
、
認
識
者
が
自
己
自
身
な
ら
び
に
自
己
の

認
識
す
る
生
－
－
－
そ
こ
で
は
、
彼
に
と
っ
て
妥
当
す
る
学
的
形
成
体
が
、
合
目
的
的
に
生
起
し
、
獲
得
さ
れ
た
も
の
と
し
て
保
存
さ

れ
、
過
去
お
よ
び
未
来
に
わ
た
っ
て
目
‐
田
に
使
い
こ
な
さ
れ
る
－
‐
ｌ
‐
へ
の
自
己
省
察
を
加
え
ん
と
す
る
動
機
な
の
で
あ
る
。
こ
の
動

機
は
、
徹
底
的
に
実
現
さ
れ
る
な
ら
ば
、
純
粋
に
こ
の
源
泉
か
ら
基
礎
づ
け
ら
れ
た
、
す
な
わ
ち
究
極
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
普
遍

、
、
、
、
、

的
哲
学
の
動
機
と
な
る
・
こ
の
源
泉
は
、
わ
た
し
自
身
と
い
う
名
称
を
も
っ
て
い
る
が
、
｝
」
の
わ
た
し
自
身
は
、
わ
た
し
の
現
実
的

な
ら
び
に
可
能
的
認
識
生
活
の
全
体
、
さ
ら
に
究
極
的
に
は
わ
た
し
の
具
体
的
生
活
一
般
を
伴
っ
て
い
る
。
超
越
論
的
問
題
の
全
体

、
、
イ
ツ
ヒ
エ
ゴ

は
、
こ
の
わ
た
し
の
私
‐
－
－
‐
「
自
我
」
－
－
１
の
、
わ
た
－
）
の
心
１
－
－
さ
し
あ
た
っ
て
は
当
然
な
こ
と
の
よ
う
に
こ
の
自
我
の
代
わ
り

イ
ツ
ヒ

に
定
立
さ
れ
る
ｌ
に
対
す
る
関
係
を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ら
に
は
こ
の
私
と
そ
の
蕊
生
活
と
の
、
世
界
ｌ
‐
わ
だ
‐
）
が
懲
識
‐
）
て
お

り
、
わ
た
し
が
わ
た
し
自
身
の
認
識
形
成
体
に
お
い
て
そ
の
真
の
存
在
を
認
識
し
て
い
る
世
界
－
１
に
対
す
る
関
係
を
め
ぐ
っ
て
展

開
す
る
」
（
第
一
一
六
節
。
引
用
は
訳
書
に
よ
り
、
字
句
を
一
部
補
足
・
変
更
し
た
。
以
下
同
様
）
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１０ 
超
越
論
的
と
い
う
動
機
は
、
そ
の
源
泉
と
し
て
の
私
自
身
と
い
う
名
称
を
も
ち
、
こ
の
私
と
自
己
自
身
（
自
我
）
に
対
す
る
「
関
係
」

を
め
ぐ
っ
て
、
さ
ら
に
そ
の
意
識
生
活
と
の
世
界
に
対
す
る
一
関
係
」
を
め
ぐ
っ
て
展
開
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
い
う
関

係
を
「
関
係
の
相
互
性
」
と
言
い
か
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
機
能
こ
そ
自
己
言
及
性
で
あ
る
。

｝
」
の
引
用
に
い
う
、
私
に
必
然
的
に
と
も
な
う
一
具
体
的
生
活
一
般
」
「
わ
た
し
が
意
識
し
て
お
り
、
わ
た
し
が
わ
た
し
自
身
の
認

識
形
成
体
に
お
い
て
そ
の
真
の
存
在
を
認
識
し
て
い
る
世
界
」
は
、
改
め
て
「
生
活
世
界
」
概
念
と
し
て
展
開
す
る
。

「
生
活
世
界
」
（
旧
の
ワ
の
ロ
、
弓
鼻
）
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
後
期
哲
学
を
構
成
す
る
主
要
概
念
で
あ
る
。
も
と
も
と
こ
の
概
念
は
、
ガ
リ
レ

イ
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
、
な
い
し
は
デ
カ
ル
ト
以
来
の
近
代
科
学
の
物
理
学
的
な
客
観
主
義
の
世
界
か
ら
、
そ
れ
に
よ
っ
て
蔽
い
隠
さ
れ

忘
却
さ
れ
て
き
た
世
界
、
す
な
わ
ち
人
間
が
人
格
と
し
て
生
き
る
世
界
を
復
権
さ
せ
る
た
め
に
提
起
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
概
念

の
萌
芽
は
一
九
二
○
年
代
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
主
題
と
し
て
展
開
さ
れ
る
に
い
た
る
の
は
、
三
○
年
代
の
著
作
、
こ
と
に
前

（
腿
）

掲
書
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

生
活
世
界
の
復
権
を
言
う
た
め
に
は
、
ま
ず
そ
れ
が
科
学
的
な
客
観
的
世
界
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
そ
し
て
後
者
が
前

者
を
ど
の
よ
う
に
し
て
蔽
い
隠
し
て
き
た
か
、
を
み
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
両
者
の
関
係
に
つ
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
著

作
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
．
’

「
自
然
科
学
的
方
法
の
総
体
的
な
意
味
に
従
っ
て
、
学
以
前
の
生
活
世
界
の
直
接
経
験
し
つ
つ
あ
る
直
観
や
お
よ
そ
可
能
な
経
験
認

も
、
、
、
、
、
、
、
、

識
の
領
域
を
超
え
た
、
体
系
的
に
秩
序
づ
け
ら
れ
た
一
定
の
予
見
を
、
な
ん
の
苦
も
な
く
可
能
に
す
る
決
定
的
作
業
は
、
数
学
的
な

、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、

理
念
性
を
実
際
に
整
序
す
る
｝
」
と
で
あ
る
」
（
同
．
ｆ
）

一
数
学
は
、
経
験
的
直
観
的
な
多
様
な
形
態
が
そ
の
中
に
は
い
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
空
間
と
時
間
と
い
う
生
活
世
界
の
漠
然
と

、
、
、
も

し
た
一
般
的
な
形
式
か
ら
、
こ
と
ば
の
本
来
の
意
味
で
の
客
観
的
な
世
界
を
は
じ
め
て
つ
く
り
出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
方
法
的
に
、

、
、
、
、
、
、
、

か
つ
す
べ
て
の
人
に
と
っ
て
一
般
的
に
、
一
義
的
に
規
定
さ
れ
う
る
理
念
的
な
対
象
性
の
無
限
の
総
体
を
つ
く
り
出
し
た
の
で
あ

る
」
（
第
九
節
．
ｂ
）
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１１ 

ガ
リ
レ
イ
は
、
「
こ
の
書
〔
宇
宙
と
い
う
巨
大
な
書
物
〕
は
数
学
の
言
語
で
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
文
字
は
三
角
形
、
円
、
そ
の
他

（
価
）

の
幾
何
学
図
形
で
あ
る
」
と
一
一
一
一
口
い
、
幾
何
学
と
い
う
手
段
が
な
け
れ
ば
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
、
自
然
界
の
真
理

は
数
学
的
で
あ
る
と
し
た
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
も
そ
の
事
実
を
念
頭
に
入
れ
て
論
じ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
そ
の
ガ
リ
レ
イ
を
代
表
者
と
し
て
、
生
活
世
界
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
近
代
科
学
が
誕
生
し
て
そ
の
世
界
観

が
構
築
さ
れ
た
か
を
明
ら
か
に
し
、
科
学
的
客
観
世
界
が
生
活
世
界
を
隠
蔽
し
そ
こ
か
ら
離
反
し
た
経
緯
を
伝
え
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
私
（
私
た
ち
）
は
こ
の
生
活
世
界
で
は
ど
ん
な
存
在
な
の
か
。

「
す
で
に
ガ
リ
レ
イ
の
も
と
で
、
数
学
的
な
基
底
を
与
え
ら
れ
た
理
念
性
の
世
界
が
、
私
た
ち
の
日
常
的
な
生
活
世
界
に
、
す
な
わ

ち
そ
れ
だ
け
が
た
だ
一
つ
の
現
実
的
な
世
界
で
あ
り
、
現
実
の
知
覚
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
、
そ
の
つ
ど
経
験
さ
れ
、
ま
た
経
験
さ
れ

う
る
世
界
と
し
て
の
生
活
世
界
に
、
す
り
か
え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
き
わ
め
て
重
要
な
こ
と
と
し
て
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
す
り
か
え
は
、
た
だ
ち
に
そ
の
後
継
者
た
ち
、
つ
ま
り
引
き
つ
づ
く
数
世
紀
間
の
物
理
学
者
た
ち
に
よ
っ
て
相
続
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
」
（
同
。
ｈ
）

、
、
、
、
、
、

、
、
、
、
、
、

「
ガ
リ
レ
イ
は
、
発
見
す
る
天
才
で
あ
る
と
同
時
に
隠
蔽
す
る
天
才
で
も
あ
る
」
（
同
）

「
私
た
ち
も
生
活
世
界
の
立
場
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
世
界
の
う
ち
の
諸
対
象
と
な
ら
ぶ
対
象
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
こ
こ

に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、
そ
れ
が
生
理
学
、
心
理
学
、
社
会
学
な
ど
何
に
よ
る
確
認
で
あ
ろ
う
と
、
と
に
か
く
い
っ
さ
い
の
科
学

的
確
認
に
先
だ
っ
て
、
端
的
な
経
験
的
確
実
性
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
対
象
な
の
で
あ
る
。
他
方
私
た
ち
は
、
こ
の
世
界
に
対
す

る
主
観
で
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
世
界
を
経
験
し
、
考
察
し
、
評
価
し
、
そ
れ
に
合
目
的
に
は
た
ら
き
か
け
る
自
我
主
観
で
あ
り
、
こ

の
自
我
主
観
に
と
っ
て
こ
の
環
境
は
、
私
た
ち
の
経
験
、
私
た
ち
の
思
想
、
私
た
ち
の
評
価
な
ど
が
そ
の
つ
ど
与
え
て
き
た
存
在
意

味
し
か
も
っ
て
い
な
い
一
（
第
一
一
八
節
）
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1２ 

前
者
で
は
、
私
が
生
活
世
界
に
お
い
て
居
合
わ
せ
る
他
の
存
在
と
身
体
を
介
し
て
関
係
の
相
互
性
を
も
つ
状
況
が
、
後
者
で
は
、

「
自
我
Ⅱ
主
観
」
（
目
：
１
，
号
］
の
ご
）
が
一
自
我
Ⅱ
人
間
」
（
弓
呂
‐
二
の
句
‐
三
の
口
切
：
）
を
直
観
・
知
覚
・
意
識
の
対
象
と
し
て
そ
れ
に
は
た

ら
き
か
け
る
関
係
、
す
な
わ
ち
自
己
言
及
す
る
自
我
が
、
説
か
れ
て
い
る
と
読
む
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
よ
う
な
生
活
世
界
で
人
間
は
ど
の
よ
う
な
精
神
活
動
を
な
し
、
そ
し
て
そ
の
結
果
、
人
間
は
生
活
世
界
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と

み
な
し
て
い
る
か
。

生
活
世
界
で
は
、
私
は
主
観
で
あ
り
客
観
で
あ
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
私
は
、
生
活
世
界
で
他
の
存
在
者
と
関
係
を
も

ち
、
同
時
に
そ
の
世
界
の
状
況
を
主
観
と
し
て
経
験
・
考
察
・
評
価
し
、
そ
れ
に
合
目
的
に
は
た
ら
き
か
け
る
存
在
で
あ
る
。
す
る
と

そ
の
意
味
で
の
生
活
世
界
は
、
他
者
と
関
係
の
相
互
性
を
も
つ
場
所
で
あ
り
、
私
が
主
観
と
し
て
「
世
界
に
合
目
的
に
は
た
ら
き
か
け

る
」
と
は
、
自
我
の
自
己
言
及
の
こ
と
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
同
じ
こ
と
は
つ
ぎ
の
引
用
に
も
説
か
れ
る
。

「
生
活
世
界
に
お
け
る
対
象
は
、
そ
れ
が
自
己
固
有
の
存
在
を
示
す
ば
あ
い
に
は
、
な
る
ほ
ど
必
然
的
に
物
体
性
と
し
て
自
己
を
示

す
が
、
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
単
に
物
体
的
な
も
の
と
し
て
の
み
自
己
を
示
す
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
私
た
ち
は
、
私
た
ち

に
対
し
て
存
在
す
る
対
象
の
す
べ
て
の
も
と
に
つ
ね
に
身
体
的
に
居
合
わ
せ
て
は
い
る
が
、
し
か
し
単
に
身
体
的
に
の
み
居
合
わ
せ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
だ
。
知
覚
野
の
対
象
が
存
在
す
る
ば
あ
い
に
は
、
私
た
ち
も
と
も
に
知
覚
し
つ
つ
そ
の
領
野
に
あ
る
の
で

あ
り
、
同
じ
く
そ
れ
ぞ
れ
の
直
観
的
領
野
に
お
い
て
も
、
さ
ら
に
進
ん
で
は
非
直
観
的
領
野
に
お
い
て
も
、
そ
れ
な
り
に
変
様
さ
れ

な
が
ら
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
第
一
一
八
節
）

「
私
た
ち
は
、
具
体
的
に
身
体
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
た
だ
単
に
身
体
的
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
ま
る
ご
と
の
自
我
１
主
観
と
し

て
、
つ
ま
り
、
そ
の
つ
ど
知
覚
野
ｌ
ど
れ
ぽ
ど
底
く
と
っ
て
も
意
識
野
Ｉ
の
う
ち
に
あ
る
ま
る
ご
と
の
自
我
‐
人
間
と
し
て
身

体
的
な
の
で
あ
る
貝
同
）
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1３ 

人
は
何
を
す
る
に
も
生
活
世
界
を
前
提
し
て
い
て
、
科
学
者
が
科
学
に
よ
っ
て
「
客
観
的
な
一
世
界
を
つ
く
る
の
も
、
人
が
生
活
世

界
の
中
で
す
る
こ
と
の
精
神
活
動
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
。
そ
う
し
て
結
局
、
そ
う
い
う
活
動
に
関
し
て
は
、
人
は
生
活
世
界
を
環
境
と

み
な
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
生
活
世
界
を
環
境
と
み
な
す
こ
と
こ
そ
、
自
己
言
及
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
考
え
る
。
こ
こ
で
「
生

活
世
界
」
概
念
は
新
た
な
発
展
を
し
、
「
生
活
環
境
世
界
一
（
旧
呂
の
ロ
⑪
ロ
ョ
葛
の
」
←
）
、
「
環
境
」
（
□
日
冒
島
）
と
い
う
概
念
が
使
わ
れ
る

が
、
し
か
し
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
概
念
は
ほ
と
ん
ど
同
義
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
生
活
世
界
と
科
学
の
描
く
世
界
と
の
関
係
は
本
来
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
そ
れ
を
吟
味
す
る
た
め
に
は
、
両
者
の
対
比
的

な
特
性
を
見
定
め
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
生
活
世
界
の
主
観
的
性
格
と
、
〈
客
観
的
で
〉
〈
真
の
〉
世
界
と
の
対
比
は
、
い
ま
や
次
の
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
後
者
は
理
論

的
Ⅱ
論
理
的
構
築
物
で
あ
り
、
原
理
的
に
は
決
し
て
知
覚
で
き
ず
、
ま
た
原
理
的
に
そ
の
固
有
の
自
体
存
在
に
つ
い
て
経
験
で
き
な

い
も
の
の
世
界
で
あ
る
が
、
他
方
、
生
活
世
界
的
に
主
観
的
な
も
の
は
、
す
べ
て
の
点
に
お
い
て
ま
さ
し
く
現
実
に
経
験
し
う
る
、

と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
、
と
い
う
点
で
あ
る
」
（
第
三
四
節
．
ｄ
）

「
学
は
人
間
の
精
神
の
作
業
で
あ
っ
て
、
そ
の
作
業
は
歴
史
的
に
み
て
も
、
ま
た
そ
れ
ぞ
れ
の
学
ぶ
も
の
に
と
っ
て
も
、
存
在
す
る

も
の
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
共
通
に
与
え
ら
れ
て
い
る
直
観
的
な
生
活
環
境
世
界
か
ら
の
出
発
を
前
提
し
て
い
る
し
、
ま
た
そ
の
作
業

は
さ
ら
に
引
き
つ
づ
い
て
そ
れ
を
遂
行
し
継
続
す
る
に
あ
た
っ
て
も
、
学
者
に
と
っ
て
そ
の
つ
ど
与
え
ら
れ
て
い
る
が
ま
ま
の
こ
の

環
境
を
た
え
ず
前
提
し
て
い
る
、
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
た
と
え
ば
物
理
学
者
に
と
っ
て
は
、
彼
が
そ
の
中
で
自
分
の
計

測
器
を
見
た
り
、
拍
節
器
の
音
を
聞
い
た
り
、
趾
を
見
な
が
ら
測
っ
た
り
な
ど
し
て
い
る
環
境
で
あ
り
、
し
か
も
そ
の
中
で
彼
自
身

も
い
ろ
い
ろ
行
動
し
た
り
、
理
論
的
な
思
考
を
し
た
り
し
な
が
ら
、
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
意
識
し
て
い
る
よ
う
な
環
境
な

の
で
あ
る
」
（
第
三
三
節
）
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１４ 
要
す
る
に
、
生
活
世
界
は
「
原
理
的
に
直
観
可
能
な
世
界
と
し
て
の
世
界
」
で
あ
り
、
科
学
の
世
界
は
「
原
理
的
に
非
直
観
的
な

く
論
理
的
〉
構
築
物
と
し
て
の
〈
客
観
的
に
真
の
〉
世
界
」
（
こ
の
引
用
項
の
標
題
に
よ
る
）
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
世
界
は
こ
の
よ
う

に
二
分
さ
れ
た
ま
ま
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
人
の
生
き
る
世
界
は
一
つ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
あ
る
べ
き
、
す
な
わ
ち
還

帰
す
べ
き
世
界
と
し
て
生
活
世
界
が
提
示
さ
れ
た
以
上
、
人
の
本
来
住
む
世
界
は
こ
れ
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
他
方
で
は
、

生
活
世
界
は
前
学
的
な
あ
る
い
は
学
に
先
だ
つ
（
第
二
八
、
三
三
節
）
性
格
を
も
ち
、
し
た
が
っ
て
反
省
以
前
の
世
界
で
も
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
生
活
世
界
は
、
一
方
で
は
現
象
学
的
還
元
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
べ
き
根
源
的
な
世
界
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
還
元

（
旧
）

が
施
さ
れ
る
べ
き
存
在
者
全
体
と
し
て
の
自
然
的
世
界
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
生
活
世
界
の
一
一
義
性
の
ア
ポ
リ
ア
、
あ
る
い
は
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
が
生
ず
る
．
こ
の
二
義
性
に
つ
い
て
は
、
フ
ッ
サ
「
ル
自
身
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
う
。
Ｉ

「
私
た
ち
は
こ
こ
で
、
ま
こ
と
に
や
っ
か
い
な
状
況
に
お
ち
い
る
こ
と
に
な
る
。
私
た
ち
が
必
要
な
慎
重
さ
を
も
っ
て
対
比
し
た
と

き
に
は
、
私
た
ち
は
生
活
世
界
と
客
観
的
Ⅲ
学
的
世
界
を
、
む
ろ
ん
あ
る
関
係
に
あ
る
も
の
と
し
て
で
は
あ
る
が
、
別
々
に
も
っ
て

い
た
。
客
観
的
Ⅶ
学
的
世
界
に
つ
い
て
の
知
識
は
、
生
活
世
界
の
明
証
性
に
〈
も
と
づ
い
て
い
る
〉
・
生
活
世
界
は
、
学
的
研
究

者
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
共
同
し
て
研
究
す
る
も
の
に
と
っ
て
、
基
盤
と
し
て
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
そ
の
基
盤

の
上
に
建
て
ら
れ
て
い
な
が
ら
、
と
に
か
く
そ
の
建
造
物
は
新
し
く
、
ち
が
っ
た
も
の
で
あ
る
。
私
た
ち
が
自
分
の
学
的
思
考
に
沈

潜
す
る
こ
と
を
や
め
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
研
究
者
も
結
局
は
人
間
で
あ
り
、
と
も
に
生
活
世
界
と
い
う
、
つ
ね
に
私
た
ち
に
と
っ
て

存
在
し
、
つ
ね
に
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
あ
る
世
界
の
構
成
分
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
、
私
た
ち
は
気
が
つ
く
。

そ
し
て
、
全
学
間
も
私
た
ち
も
と
も
に
ｌ
単
に
〈
主
観
的
「
相
対
的
〉
な
Ｉ
ｌ
生
活
世
界
へ
と
は
い
り
込
ん
で
し
ま
う
．
そ
う
な

る
と
、
客
観
的
世
界
そ
の
も
の
は
ど
う
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
」
（
第
三
四
節
．
ｅ
）

「
具
体
的
な
生
活
世
界
は
、
〈
学
的
に
真
の
〉
世
界
に
対
し
て
は
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
基
盤
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
同
時
に
、
生
活
世
界

独
自
の
普
遍
的
具
体
相
に
お
い
て
は
学
を
包
括
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
か
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
生
活
世
界
の

こ
の
よ
う
な
背
理
的
に
み
え
る
す
べ
て
を
包
括
す
る
よ
う
な
あ
り
方
を
体
系
的
に
、
す
な
わ
ち
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
学
問
性
に
お
い
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1５ 

こ
こ
で
は
明
ら
か
に
、
生
活
世
界
を
、
認
識
の
明
証
性
を
与
え
る
基
盤
と
し
て
の
知
覚
的
経
験
の
世
界
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
の
知

覚
的
・
主
観
的
世
界
と
科
学
的
・
客
観
的
世
界
と
を
と
も
に
包
括
す
る
全
体
的
な
世
界
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
「
謎
め
い
た
二
逆

説
的
な
相
互
関
係
」
の
解
決
を
論
ず
る
の
は
第
三
五
～
五
五
節
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
超
越
論
的
判
断
中
止
（
＆
の
可
目
印
瞳
の
。
：
貝
巴
の

国
で
。
●
葱
）
と
い
う
い
わ
ば
切
り
札
が
用
意
さ
れ
、
そ
れ
に
も
と
づ
く
超
越
論
的
還
元
（
＆
の
←
『
目
印
頃
の
己
自
国
｝
の
訶
○
目
冨
。
□
）
に

よ
っ
て
、
結
局
は
あ
る
べ
き
生
活
世
界
が
蘇
生
さ
れ
る
、
と
い
う
図
式
が
構
想
さ
れ
る
。
こ
の
判
断
中
止
、
す
な
わ
ち
エ
ポ
ヶ
ー
は
デ

カ
ル
ト
に
由
来
す
る
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
デ
カ
ル
ト
の
こ
の
手
続
き
を
、
方
法
的
懐
疑
か
ら
エ
ポ
ケ
ー
に
よ
っ
て
超
越
論
的
自
我
に
直

行
す
る
も
の
と
み
な
し
て
｜
デ
カ
ル
ト
の
道
」
と
呼
び
、
そ
の
手
続
き
が
超
越
論
的
自
我
を
無
内
容
な
も
の
に
し
そ
の
議
論
に
欠
陥
を

も
た
ら
し
た
と
批
判
す
る
（
第
四
三
節
）
。
そ
れ
を
踏
ま
え
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
科
学
の
客
観
的
な
世
界
か
ら
具
体
的
な
生
活
世
界
へ
の

還
帰
を
う
な
が
す
「
新
し
い
道
」
を
提
唱
し
、
さ
ら
に
そ
の
生
活
世
界
を
「
手
引
き
」
と
し
て
超
越
論
的
主
観
性
へ
と
た
ち
帰
る
第
二

段
階
の
還
元
を
要
求
し
、
こ
う
し
て
結
局
、
こ
の
二
段
階
の
還
元
を
つ
う
じ
て
、
本
来
の
生
活
世
界
に
お
け
る
主
観
性
の
自
己
理
解
が

完
成
す
る
の
で
あ
る
。

生
活
世
界
の
二
義
性
と
そ
の
ア
ポ
リ
ア
の
解
決
に
つ
い
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
所
論
を
追
っ
て
そ
の
あ
ら
ま
し
を
吟
味
し
た
が
、
結
局

こ
の
二
義
性
は
、
自
己
言
及
性
に
も
と
も
と
必
然
的
に
伴
う
。
ハ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
よ
る
も
の
と
考
え
れ
ば
納
得
で
き
よ
う
。
す
で
に
検
討

し
た
よ
う
に
、
｜
生
活
世
界
一
概
念
の
根
底
に
は
自
己
言
及
性
が
機
能
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
活
世

て
回
復
す
る
に
は
、
い
か
に
す
れ
ば
よ
い
の
で
あ
ろ
う
か
三
同
）

「
私
た
ち
の
提
起
す
る
問
い
は
、
そ
れ
に
対
す
る
明
快
な
解
答
が
手
も
と
に
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
も
の
で
は
決
し
て
な
い
。
生
活

世
界
と
客
観
的
科
学
と
が
対
比
を
な
し
な
が
ら
離
れ
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
事
情
は
、
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
私
た
ち

を
、
ま
す
ま
す
苦
し
い
困
難
に
ま
き
込
ま
ず
に
は
お
か
な
い
。
〈
客
観
的
に
真
の
世
界
〉
と
〈
生
活
世
界
〉
と
の
逆
説
的
な
相
互
依

存
関
係
は
、
両
者
の
存
在
様
式
を
謎
め
い
た
も
の
に
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
私
た
ち
自
身
を
も
含
め
て
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
の

真
の
世
界
は
、
こ
の
存
在
の
意
味
に
関
し
て
謎
と
な
る
一
（
同
）
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1６ 

界
そ
の
も
の
が
「
基
礎
づ
け
る
も
の
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
基
礎
づ
け
ら
れ
る
も
の
｜
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
こ
ん
ど
は
、
自
己
言
及

性
の
視
点
か
ら
こ
の
二
義
性
に
つ
い
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

そ
の
た
め
に
若
干
図
式
化
し
て
整
理
し
て
み
れ
ば
、
左
端
に
前
学
的
な
日
常
の
自
然
的
世
界
と
し
て
の
生
活
世
界
、
そ
し
て
中
央
に

客
観
的
な
科
学
の
世
界
、
さ
ら
に
右
端
に
還
元
後
の
新
し
い
主
観
的
な
世
界
と
し
て
の
生
活
世
界
、
と
世
界
を
三
段
階
分
け
て
み
る
こ

と
が
で
き
る
。
い
ま
仮
に
、
こ
れ
を
共
時
的
で
は
な
く
、
歴
史
的
な
過
程
と
み
て
、
さ
ら
に
歴
史
は
左
か
ら
右
へ
推
移
す
る
と
し
て
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
の
は
、
中
央
の
現
在
世
界
か
ら
左
の
生
活
世
界
へ
の
還
帰
が
還
元
の
第
一
段
階
、
さ
ら
に
そ
れ
を
手
引
き
と
し
て

右
の
生
活
世
界
の
実
現
が
還
元
の
第
二
段
階
、
と
い
う
図
式
で
あ
る
。
そ
う
考
え
て
敢
え
て
解
釈
し
な
お
し
て
み
れ
ば
、
左
の
生
活
世

界
を
「
最
初
に
与
え
ら
れ
る
も
の
」
、
右
の
生
活
世
界
を
「
最
後
に
与
え
ら
れ
る
も
の
」
、
あ
る
い
は
前
者
を
「
あ
る
も
の
」
、
後
者
を

「
あ
る
べ
き
の
も
の
」
、
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
な
ら
、
そ
の
統
一
の
機
能
が
自
己
言
及
性
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
己
言

及
性
の
場
所
と
し
て
の
、
新
し
い
還
元
さ
れ
た
生
活
世
界
が
確
立
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
統
一
と
は
、
両
者
に
ｌ
各
々
の
特
性
は

そ
の
ま
ま
に
１
１
自
我
が
自
己
言
及
に
よ
っ
て
関
与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る
場
所
の
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
結
局
、
本
来
の

あ
る
べ
き
生
活
世
界
と
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
１
１

「
生
活
世
界
は
、
そ
の
世
界
の
中
に
目
ざ
め
っ
っ
生
き
て
い
る
私
た
ち
に
と
っ
て
、
い
つ
も
す
で
に
そ
こ
に
あ
り
、
あ
ら
か
じ
め
私

た
ち
に
と
っ
て
存
在
し
、
理
論
的
で
あ
れ
理
論
以
外
で
あ
れ
、
す
べ
て
の
実
践
の
た
め
の
〈
基
盤
〉
と
な
る
。
世
界
は
目
ざ
め
つ
っ

つ
ね
に
何
ら
か
の
仕
方
で
実
践
的
な
関
心
を
い
だ
い
て
い
る
主
体
と
し
て
の
私
た
ち
に
、
た
ま
た
ま
あ
る
と
き
に
与
え
ら
れ
た
と
い

う
も
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
現
実
的
お
よ
び
可
能
的
実
践
の
領
野
と
し
て
、
地
平
と
し
て
、
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
。
生

と
は
、
た
え
ず
〈
世
界
確
信
の
中
に
生
き
る
〉
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
〈
目
ざ
め
て
生
き
て
い
る
〉
と
は
世
界
に
対
し
て
目
ざ
め
て

、
、
、

い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
た
え
ず
現
実
的
に
、
世
界
と
そ
の
世
界
の
中
に
生
き
て
い
る
自
分
自
身
と
を
〈
意
識
し
て
い
る
〉
と
い

う
こ
と
で
あ
り
、
世
界
の
存
在
確
実
性
を
真
に
体
験
し
、
現
に
遂
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
第
三
七
節
）
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1７ 

こ
こ
で
は
、
生
活
世
界
は
、
と
り
も
な
お
さ
ず
自
己
言
及
性
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
と
み
て
差
し
支
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
「
生
活
世
界
の
中
に
目
ざ
め
つ
つ
生
き
て
い
る
私
た
ち
」
「
目
ざ
め
つ
つ
つ
ね
に
何
ら
か
の
仕
方
で
実
践
的
な
関
心
を
い

だ
い
て
い
る
主
体
と
し
て
の
私
た
ち
」
「
世
界
と
そ
の
中
に
生
き
て
い
る
自
分
自
身
と
を
意
識
し
て
い
る
〔
私
た
ち
ビ
と
は
、
す
べ

て
自
己
言
及
す
る
自
我
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
人
間
は
、
そ
の
生
活
世
界
の
中
で
本
来
の
姿
と
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
生
き
る
の
で

あ
る
。
Ｉ

こ
こ
に
い
た
っ
て
は
も
は
や
賛
言
を
要
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
、
世
界
の
中
で
「
自
ら
を
知
っ
た
り
し
て
い
る
人
間
」
と

は
、
自
己
言
及
す
る
自
我
で
あ
り
、
そ
の
人
間
が
、
世
界
の
中
で
「
は
た
ら
き
か
け
た
り
、
は
た
ら
き
を
受
け
た
り
し
て
い
る
」
と

は
、
関
係
の
相
互
性
を
も
つ
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
場
所
こ
そ
が
生
活
世
界
な
の
で
あ
る
。

結
局
生
活
世
界
と
は
、
絶
対
空
間
や
二
元
論
の
枠
組
に
よ
っ
て
隠
蔽
さ
れ
忘
却
さ
れ
て
き
た
世
界
、
す
な
わ
ち
人
間
が
人
格
と
し
て

他
者
や
事
物
と
交
わ
っ
て
自
然
的
な
態
度
で
生
き
る
場
所
の
こ
と
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
の
意
図
は
、
物
理
学
的
な
客
観
主
義
の
世
界

か
ら
そ
う
し
た
生
活
世
界
、
す
な
わ
ち
超
越
論
的
な
主
観
主
義
の
世
界
へ
の
還
帰
で
あ
っ
た
。
世
界
に
対
す
る
こ
う
し
た
超
越
論
的
な

態
度
が
、
自
己
言
及
性
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
関
係
の
相
互
性
が
場
所
を
可
能
に
し
、
そ
れ
が
こ
こ
で
生
活
世
界
と
い
わ

態
度
が
、
自
己
一
一
一＊ 

れ
た
の
で
あ
る
。

「
生
活
世
界
の
対
象
の
う
ち
に
、
私
た
ち
は
人
間
、
す
な
わ
ち
人
間
的
な
行
動
や
営
み
を
し
た
り
、
は
た
ら
き
か
け
た
り
、
は
た
ら

き
を
受
け
た
り
、
ま
た
そ
の
時
ど
き
の
社
会
的
結
合
に
お
い
て
共
同
し
て
世
界
地
平
の
中
に
生
き
た
り
、
そ
の
中
で
み
ず
か
ら
を

知
っ
た
り
し
て
い
る
人
間
を
も
見
出
す
」
（
第
一
一
一
八
節
）

＊
フ
ッ
サ
ー
ル
の
所
論
を
自
己
言
及
性
に
ひ
き
つ
け
て
解
釈
し
、
そ
れ
を
論
証
す
る
た
め
に
は
も
っ
と
詳
し
い
分
析
を
必
要
と
す
る
が
、
こ
こ
で

は
そ
れ
が
主
題
で
は
な
い
の
で
Ｐ
と
り
あ
え
ず
問
題
提
起
の
場
所
と
し
、
詳
論
は
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

以
上
で
吟
味
し
た
こ
と
を
論
点
を
ま
と
め
る
た
め
に
敢
え
て
図
式
化
し
て
み
る
と
、
デ
カ
ル
ト
が
近
代
科
学
の
基
盤
で
あ
る
物
理
学
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1８ 

こ
う
し
た
流
れ
を
経
て
、
自
己
言
及
性
は
広
く
現
代
思
想
の
共
通
の
認
識
Ⅱ
実
践
基
盤
に
な
っ
た
と
い
う
の
が
こ
こ
で
の
立
場
で
あ

る
が
、
そ
れ
で
は
そ
の
状
況
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。
現
代
思
想
と
い
っ
て
も
荘
漠
と
し
て
と
り
と
め
が
な
い
。
そ
こ
で
視
野
を
狭

め
て
現
代
の
哲
学
理
論
に
限
定
し
、
自
己
言
及
性
は
そ
の
各
分
野
の
課
題
に
ど
の
よ
う
に
現
れ
ど
の
よ
う
に
機
能
し
て
い
る
か
、
そ
し

て
そ
れ
に
よ
る
新
し
い
理
論
構
成
の
枠
組
に
ど
ん
な
可
能
性
が
あ
る
か
、
と
い
っ
た
こ
と
を
考
え
る
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
さ
ら
に
哲

＊
 

学
の
課
題
を
絞
っ
て
、
さ
し
あ
た
り
「
有
る
」
「
ふ
る
ま
う
一
「
感
動
す
る
」
の
問
題
に
焦
点
を
合
わ
せ
て
、
自
己
言
及
性
と
い
う
共
通

の
メ
ス
で
こ
れ
ら
の
課
題
を
脇
分
け
し
て
み
る
。

＊
哲
学
を
自
我
の
学
と
す
れ
ば
、
哲
学
の
各
分
野
は
、
自
我
の
精
神
能
力
に
即
し
て
こ
の
よ
う
に
動
詞
表
現
で
分
類
さ
れ
る
が
、
そ
れ
に
も
と
づ

く
哲
学
全
体
の
構
想
の
試
み
に
つ
い
て
は
、
文
献
（
８
）
参
照
。

自
己
言
及
性
の
そ
も
そ
も
の
源
泉
は
現
代
物
理
学
に
あ
る
と
い
う
事
情
は
す
で
に
考
え
た
。
そ
れ
に
近
接
す
る
の
は
現
代
の
宇
宙
論

で
あ
る
が
、
そ
の
流
れ
の
な
か
に
は
、
こ
の
自
己
言
及
性
の
枠
組
を
足
場
に
理
論
展
開
し
て
い
る
と
み
ら
れ
る
も
の
が
あ
る
。
そ
こ
で

ま
ず
そ
こ
に
注
目
し
て
現
代
の
宇
宙
論
に
お
け
る
そ
の
機
能
を
検
討
し
、
そ
こ
に
一
有
る
」
、
す
な
わ
ち
も
の
の
あ
り
方
、
あ
る
い
は

そ
の
根
拠
に
関
す
る
新
し
い
問
題
点
を
見
出
し
、
新
し
い
形
而
上
学
の
可
能
性
を
探
る
。
「
ふ
る
ま
う
」
、
す
な
わ
ち
人
の
生
き
方
、
あ

る
い
は
行
為
に
は
必
然
的
に
自
己
言
及
性
が
関
与
す
る
と
考
え
れ
ば
、
道
徳
・
倫
理
の
問
題
が
浮
上
す
る
。
そ
の
分
野
で
の
自
己
言
及

性
の
可
能
性
を
吟
味
す
る
の
が
つ
ぎ
の
段
階
で
、
そ
こ
で
は
新
し
い
倫
理
学
の
原
理
が
考
察
さ
れ
る
。
人
は
ま
た
一
感
動
す
る
」
存
在

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
広
く
は
人
の
行
為
に
属
す
る
精
神
能
力
の
一
つ
で
あ
り
、
そ
れ
が
関
わ
る
精
神
活
動
は
美
。
芸
術
の
分
野
で
あ

的
な
客
観
主
義
を
形
成
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
そ
の
批
判
を
つ
う
じ
て
生
の
復
権
の
哲
学
を
構
想
し
て
超
越
論
的
な
主
観
主
義
を
唱
え

た
、
と
い
う
構
図
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
し
て
結
局
こ
こ
に
、
す
な
わ
ち
デ
カ
ル
ト
の
道
か
ら
フ
ッ
サ
ー
ル
の
道
へ
の
流

れ
の
な
か
に
、
自
己
言
及
性
と
い
う
枠
組
が
完
成
し
た
と
み
る
の
が
こ
こ
で
の
仮
説
で
あ
る
。

３ 
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1９ 

（
９
）
 

す
で
に
一
一
一
一
口
及
し
た
（
本
稿
第
２
章
の
注
）
よ
う
に
、
中
村
雄
一
一
郎
は
、
近
代
科
学
の
原
理
の
特
性
を
「
普
遍
性
」
「
論
理
性
」
｜
客
観

性
Ｌ
の
三
つ
と
し
、
そ
れ
が
排
除
し
て
き
た
現
実
の
側
面
を
と
ら
え
な
お
す
重
要
な
原
理
と
し
て
一
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
Ⅱ
固
有
世
界
」

「
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
Ⅱ
事
物
の
多
義
性
」
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
「
身
体
性
を
そ
な
え
た
行
為
‐
一
の
三
つ
を
設
定
し
、
こ
れ
ら
を
「
〈
臨
床
の

知
〉
の
モ
デ
ル
」
と
名
づ
け
た
。
そ
し
て
そ
の
目
的
は
、
個
々
の
場
所
や
時
間
の
な
か
で
、
対
象
の
多
義
性
を
十
分
に
考
慮
に
入
れ
な

が
ら
、
そ
れ
と
の
交
流
の
な
か
で
事
象
を
と
ら
え
る
こ
と
だ
、
と
し
て
い
る
。
も
し
こ
の
構
想
を
こ
こ
で
の
議
論
の
足
場
と
し
て
援
用

す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
｜
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
｜
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
「
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
Ｌ
の
方
向
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
こ
こ
で
い
う

自
己
言
及
性
に
も
と
づ
く
新
し
い
形
而
上
学
、
新
し
い
倫
理
学
、
新
し
い
美
学
の
可
能
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
知
れ
な
い
。

｜
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
と
は
、
中
村
に
よ
れ
ば
、
宇
宙
論
的
な
考
え
方
の
こ
と
で
、
場
所
や
空
間
を
、
普
遍
主
義
の
場
合
の
よ
う
に
無

性
格
で
均
質
的
な
広
が
り
で
は
な
く
て
、
一
つ
一
つ
が
有
機
的
な
秩
序
を
も
ち
、
意
味
を
も
っ
た
領
界
と
み
な
す
立
場
の
こ
と
を
い
い
、

し
た
が
っ
て
ま
た
そ
こ
で
は
個
々
の
場
合
や
場
所
が
重
要
に
な
る
と
い
う
（
Ⅳ
）
。
そ
う
な
ら
、
ヨ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
に
よ
っ
て
と
ら
え

ら
れ
た
宇
宙
と
は
、
物
理
学
的
な
客
観
主
義
の
宇
宙
像
か
ら
転
換
し
た
自
己
言
及
性
に
も
と
づ
く
世
界
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

そ
の
よ
う
な
宇
宙
は
、
人
間
と
他
人
と
、
さ
ら
に
出
来
事
と
し
て
の
自
然
現
象
と
が
相
互
に
関
わ
り
合
う
場
所
と
み
な
さ
れ
、
そ
れ

は
、
人
間
が
関
与
し
そ
の
関
与
し
て
い
る
事
態
を
そ
の
人
間
自
身
が
見
る
こ
と
が
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
よ
う

な
場
所
は
、
人
間
が
自
ら
を
対
象
か
ら
分
離
し
て
客
観
的
に
眺
め
る
あ
る
い
は
観
察
す
る
、
と
い
う
の
で
は
な
く
、
自
ら
が
具
体
的
に

関
与
し
か
つ
そ
れ
を
主
観
的
に
意
識
し
て
は
じ
め
て
出
現
す
る
。
こ
の
主
観
的
な
意
識
と
は
、
自
己
意
識
で
は
な
く
て
、
自
己
投
影
、

す
な
わ
ち
自
己
言
及
性
の
こ
と
で
あ
る
。

（
Ⅳ
）
 

Ｆ
・
カ
プ
ラ
は
、
現
代
の
原
子
物
理
学
に
お
い
て
は
デ
カ
ル
ト
的
な
主
観
Ｉ
客
観
の
一
一
項
対
立
は
成
り
立
た
ず
、
観
測
者
の
意
識
が

観
測
対
象
の
性
質
を
決
定
す
る
、
し
た
が
っ
て
私
た
ち
が
自
然
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
必
ず
自
分
自
身
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
（
第

３
章
・
４
）
、
と
い
う
考
え
を
基
本
的
な
立
場
と
し
、
そ
れ
を
宇
宙
論
に
も
援
用
す
る
（
こ
こ
で
「
自
分
自
身
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い

る
。
｝

き
る
。

こ
こ
に
も
自
己
言
及
性
が
関
与
す
る
余
地
が
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
新
し
い
美
学
な
い
し
は
芸
術
哲
学
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
が
で
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2０ 

機
械
論
的
な
宇
宙
観
を
宇
宙
原
理
の
宇
宙
論
と
呼
ぶ
な
ら
、
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
宇
宙
観
は
人
間
原
理
の
宇
宙
論
と
い
う
こ
と
が
で
き

（
８
）
 

る
。
そ
う
し
て
い
ま
や
こ
の
人
間
原
理
の
宇
宙
論
が
、
現
代
の
宇
宙
拳
輌
の
新
し
い
視
点
に
な
っ
た
。
宇
宙
原
理
は
平
凡
性
原
理
と
も
い

わ
れ
、
宇
宙
空
間
が
有
限
か
無
限
か
に
か
か
わ
り
な
く
、
一
様
か
つ
等
方
で
、
ど
こ
に
も
特
別
な
点
は
な
く
、
人
間
は
中
心
的
な
役
割

を
も
た
な
い
と
す
る
考
え
方
で
、
た
と
え
ば
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
太
陽
中
心
説
や
ブ
ル
ー
ノ
の
宇
宙
像
、
あ
る
い
は
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

（
旧
）

の
一
般
相
対
》
噸
に
よ
る
宇
宙
論
な
ど
で
あ
る
。
人
間
原
理
と
は
、
ホ
ー
キ
ン
グ
に
よ
れ
ば
「
も
し
生
命
に
と
っ
て
宇
宙
が
適
し
た
も
の

る
」
と
は
、
も
ち
ろ
ん
自
己
言
及
性
の
こ
と
で
あ
る
）
。
こ
の
よ
う
な
現
代
物
理
学
に
も
と
づ
く
自
己
言
及
性
を
前
提
す
れ
ば
、
宇
宙

を
機
械
と
み
る
考
え
方
は
転
換
さ
れ
て
、
宇
宙
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
有
機
的
な
全
体
と
み
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
有
機
体
と
は
生
き
た
シ
ス
テ
ム
、
す
な
わ
ち
生
命
体
の
こ
と
で
、
自
己
を
組
織
化
す
る
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
カ
プ
ラ
に
よ
れ
ば
、

生
命
シ
ス
テ
ム
は
、
自
立
能
力
を
も
ち
自
ら
の
体
制
内
部
の
原
理
に
従
っ
て
自
己
を
組
織
化
し
つ
つ
、
環
境
と
た
え
ず
相
互
作
用
を
し

て
い
る
組
織
で
あ
る
。
そ
う
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
生
命
体
の
機
能
に
前
提
さ
れ
て
い
る
の
は
、
自
己
言
及
能
力
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

＊
 

（
旧
）

い
。
Ｊ
・
一
フ
ヴ
ロ
ッ
ク
、
ｂ
は
、
地
球
全
体
を
一
個
の
生
命
体
と
み
な
し
て
ガ
イ
ア
仮
説
を
提
唱
し
た
が
、
そ
れ
を
宇
宙
に
ま
で
広
げ

（
卿
）

て
、
宇
宙
ガ
イ
ア
説
を
試
み
る
動
き
も
あ
る
。
化
学
者
・
生
物
物
理
学
者
の
一
フ
ヴ
ロ
ッ
ク
は
、
地
球
に
は
生
命
が
満
ち
て
い
る
だ
け
で

な
く
、
独
自
の
生
き
た
存
在
で
あ
る
と
い
う
仮
説
を
、
堅
実
な
科
学
研
究
に
よ
っ
て
検
証
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

＊
自
己
薔
及
性
を
学
笛
規
模
で
実
際
に
初
体
験
し
た
の
は
、
寧
宙
飛
行
士
で
あ
ろ
う
．
カ
プ
ラ
は
言
っ
。
１
入
蝋
の
艫
史
上
初
め
て
、
宇

宙
飛
行
士
が
外
宇
宙
か
ら
わ
れ
ら
の
惑
星
を
眺
め
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
時
、
過
去
の
文
化
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
、
地

球
を
生
き
て
い
る
と
み
な
す
意
識
が
劇
的
に
甦
っ
た
の
で
あ
る
。
宇
宙
飛
行
士
た
ち
が
見
た
地
球
は
、
宇
宙
の
深
い
暗
闇
の
な
か
に
浮
か
ぶ
白

と
青
と
か
ら
な
る
球
の
よ
う
に
燦
然
と
輝
い
て
い
た
。
そ
の
姿
に
彼
ら
は
い
た
く
心
を
う
た
れ
た
。
そ
れ
が
地
球
に
対
す
る
彼
ら
の
関
係
を
永

久
に
変
え
て
し
ま
う
深
遠
な
稲
神
的
体
験
で
あ
っ
た
こ
と
を
、
彼
ら
の
多
く
が
言
明
し
て
き
た
一
（
第
９
章
・
４
）
。
も
し
宇
宙
飛
行
士
た
ち
に
、

い
ま
見
て
い
る
天
体
が
、
自
分
が
本
来
住
む
地
球
、
あ
る
い
は
自
分
が
ま
た
そ
こ
に
帰
っ
て
生
活
す
る
場
所
な
の
だ
、
と
い
う
意
識
が
な
け
れ

ば
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
自
ら
の
姿
を
投
影
す
る
の
で
な
け
れ
ば
、
そ
の
よ
う
な
神
秘
体
験
は
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
（
な
お
宇
宙
飛
行
士
の
さ

ま
ざ
ま
な
具
体
的
な
体
験
に
つ
い
て
は
、
文
献
（
別
）
に
詳
し
い
）
。
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2１ 

で
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
宇
耐
が
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
調
節
さ
れ
て
い
る
理
由
を
、
私
た
ち
が
問
い
か
け
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
と
い
う

（
６
）
 

目
明
の
事
実
に
も
と
づ
い
て
」
い
る
原
理
、
あ
る
い
は
一
宇
宙
は
〈
丁
の
姿
で
あ
る
べ
き
だ
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
私

（
５
）
＊
 

た
ち
が
こ
こ
に
い
て
宇
宙
を
観
測
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
ら
」
と
す
る
税
の
こ
と
で
あ
る
。

識
さ
ら
に
謙
し
く
い
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
考
え
方
で
あ
る
．
ｌ
刊
人
悶
原
理
宇
宙
が
人
間
の
襟
在
に
適
し
た
物
理
条
件
を
徽
え
て
い
る

の
は
偶
然
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
。
人
間
が
現
に
こ
う
し
て
存
在
し
て
い
る
事
実
が
、
そ
れ
を
偶
然
で
は
な
く
必
然
の
も
の
と
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
も
つ
宇
宙
論
を
、
人
間
原
理
宇
宙
論
と
い
う
・
結
果
が
原
因
を
求
め
る
論
理
で
、
一
九
七
四
年
、
イ
ギ
リ
ス
の
物

（
６
）
 

理
学
者
ブ
ー
フ
ン
ド
ン
・
カ
ー
タ
ー
が
名
づ
け
た
」
（
第
一
一
章
・
注
）
。

葱
お
ま
た
こ
の
原
理
は
強
い
人
間
臓
畷
と
鋤
い
人
剛
原
理
に
分
け
ら
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
性
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
繊
馴
さ
れ
る
．
ｌ
強
い

人
間
原
理
人
間
原
理
宇
宙
論
の
強
い
立
場
に
立
つ
論
理
で
、
宇
宙
は
宇
宙
の
歴
史
の
あ
る
段
階
で
生
命
・
人
緬
を
は
ぐ
く
む
よ
う
な
性
質
を

も
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
。
し
か
し
、
〈
人
間
の
存
在
の
た
め
に
宇
宙
が
作
ら
れ
た
〉
と
か
〈
人
間
の
意
志
が
人
間
の
生
存
可
能
な
宇
宙

の
臓
史
に
確
定
さ
せ
た
〉
と
い
う
よ
う
に
極
端
に
本
来
の
主
張
を
砿
大
し
て
主
張
す
る
場
合
も
あ
る
」
（
同
）
．
ｌ
「
職
い
人
間
廠
醗
穏
便

な
立
場
の
論
理
で
、
生
命
や
人
類
が
宇
宙
で
発
生
す
る
た
め
に
は
、
物
理
学
の
定
数
や
宇
宙
の
物
理
量
は
、
偶
然
の
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
範

囲
に
選
ば
れ
た
値
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
主
張
」
（
同
）
。

要
す
る
に
人
間
原
理
の
宇
宙
論
と
は
、
宇
宙
が
現
に
あ
る
よ
う
な
姿
で
見
え
る
の
は
、
も
し
宇
宙
が
別
の
姿
で
あ
っ
た
な
ら
、
私
た

ち
人
間
が
存
徹
し
て
こ
の
よ
う
に
宇
宙
を
観
測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
だ
、
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
の
よ
う

な
観
測
す
る
人
間
が
存
在
す
る
ゆ
え
に
、
私
た
ち
は
宇
宙
が
こ
の
よ
う
な
形
で
あ
る
こ
と
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
す
る
人
間
中
心
の

説
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
宇
宙
を
観
測
す
る
人
間
は
、
そ
の
中
に
自
ら
を
も
投
影
し
て
見
ざ
る
を
え
ず
、
し
た
が
っ
て
こ
の
考
え
方
の

原
理
は
自
己
言
及
性
で
あ
る
。

ホ
ー
キ
ン
グ
自
身
は
、
人
間
原
理
の
強
い
形
式
は
あ
ま
り
満
足
す
べ
き
も
の
で
は
な
い
と
し
、
し
か
し
宇
宙
原
理
に
つ
い
て
も
、
他

の
宇
宙
が
私
た
ち
の
宇
宙
と
分
離
し
て
い
る
な
ら
、
そ
こ
で
起
こ
る
現
象
は
ど
の
よ
う
に
私
た
ち
の
宇
宙
に
影
響
す
る
の
か
と
疑
問
を

呈
し
て
、
弱
い
人
間
原
理
を
採
用
す
る
。
こ
こ
で
も
ホ
ー
キ
ン
グ
の
見
解
に
従
っ
て
、
弱
い
人
間
原
理
に
も
と
づ
く
宇
宙
論
に
限
定

（
６
）
 

し
て
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
強
い
人
間
原
理
の
さ
ら
に
極
端
な
｜
い
か
に
も
軽
薄
な
観
念
老
柵
的
な
拡
大
解
釈
」
（
佐
藤
勝
彦
《
解
説
と
総
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2２ 
論
》
）
は
ま
っ
た
く
不
要
で
、
「
人
間
原
理
は
何
も
人
間
が
唯
一
の
知
的
生
命
体
な
ど
と
主
張
し
て
い
る
わ
け
で
も
な
く
、
事
実
と
し
て

宇
宙
を
認
識
で
き
る
知
的
生
命
体
と
し
て
人
間
が
存
在
し
て
い
る
と
い
う
主
張
」
局
）
だ
と
考
え
て
十
分
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
こ
で
転
換
す
べ
き
宇
宙
論
と
し
て
人
間
原
理
を
主
張
し
て
も
、
そ
れ
は
弱
い
人
間
原
理
の
宇
宙
論
で
あ
り
、
そ
の
基
本
的
な
考
え
方

の
原
理
と
し
て
自
己
言
及
性
を
仮
説
と
し
て
立
て
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
自
己
言
及
性
に
も
と
づ
く
、
新
し
い
、
い
わ
ば
人
間
原
理
の
形
而
上
学
の
可
能
性
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
で
あ
ろ
う

か
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
よ
う
な
形
而
上
学
は
、
科
学
と
対
立
す
る
、
あ
る
い
は
科
学
に
よ
っ
て
排
斥
さ
れ
る
従
来
の
も
の
と
は
異
な
り
、

こ
こ
に
検
討
し
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
原
理
を
科
学
も
検
証
す
る
よ
う
な
、
し
た
が
っ
て
科
学
に
接
続
す
る
よ
う
な
原
理
に
も
と
づ
か

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
れ
が
可
能
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
新
し
い
形
而
上
学
は
、
そ
の
原
理
を
科
学
と
共
有
す
る
こ
と
が
で
き
、

し
た
が
っ
て
諸
科
学
を
先
導
す
る
原
理
と
し
て
の
役
割
も
も
つ
こ
と
に
な
る
。

す
る
と
こ
の
よ
う
な
新
し
い
形
而
上
学
に
は
、
カ
ン
ト
の
も
く
ろ
ん
だ
形
而
上
学
、
す
な
わ
ち
一
お
よ
そ
学
と
し
て
現
れ
う
る
か
ぎ

り
の
将
来
の
形
而
上
学
一
と
の
接
点
が
み
ら
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
カ
ン
ト
の
企
て
は
、
「
独
断
」
の
微
睡
み
を
打
ち
破
り
二
批
判
Ｌ

に
よ
る
目
覚
め
を
経
た
地
盤
の
し
っ
か
り
し
た
形
而
上
学
の
構
築
で
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
新
し
い
構
想
は
、
従
来

の
形
而
上
学
と
い
う
建
物
の
改
築
な
ど
で
は
な
く
て
、
形
而
上
学
と
い
う
考
え
方
そ
の
も
の
の
転
換
で
あ
っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き

る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
Ｓ
８
口
い
の
対
象
と
し
て
の
超
越
者
の
把
握
か
ら
、
人
間
原
理
の
立
場
に
も
と
づ
く
、
形
而
上
学
へ
の
転
換

＊
 

で
あ
る
。

（
別
）

＊
そ
の
た
め
に
は
別
に
詳
し
い
論
証
を
必
要
と
す
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
の
容
凪
を
超
え
る
の
で
、
つ
ぎ
の
所
論
を
借
用
す
る
に
と
ど
め
る
。

ｌ
「
今
ま
で
の
形
而
上
学
は
鱸
限
者
的
立
場
に
立
っ
て
物
自
体
の
世
界
を
槌
鍵
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
．
こ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
の

形
而
上
学
は
む
し
ろ
人
間
的
立
場
に
止
ま
り
そ
の
立
場
か
ら
人
間
的
事
実
に
注
目
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
／
そ
れ
〔
カ
ン
ト

の
形
而
上
学
の
転
回
〕
は
物
自
体
の
学
と
し
て
の
形
而
上
学
の
新
た
な
基
礎
づ
け
な
の
で
は
な
く
、
形
而
上
学
そ
の
も
の
の
立
場
の
転
換
で

あ
っ
た
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
無
限
者
的
立
場
の
形
而
上
学
か
ら
人
間
的
立
場
へ
の
形
而
上
学
へ
の
転
換
で
あ
り
、
物
自
体
の
学
と

し
て
の
形
而
上
学
か
ら
人
間
的
事
実
と
し
て
の
道
徳
界
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
へ
の
転
換
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
」
（
第
３
章
・
３
）
。
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2３ 

要
す
る
に
カ
ン
ト
は
、
人
間
が
自
ら
の
立
場
、
あ
る
い
は
自
ら
の
理
性
能
力
を
超
え
た
と
こ
ろ
に
形
而
上
学
を
構
築
し
よ
う
と
し
た

の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
人
間
の
立
場
で
の
可
能
な
形
而
上
学
を
求
め
た
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
カ
ン
ト
の
新
し
い
形
而
上
学

は
、
自
分
自
身
を
論
ず
る
形
而
上
学
、
す
な
わ
ち
自
己
言
及
性
の
形
而
上
学
と
み
な
し
て
差
し
支
え
な
い
で
あ
ろ
う
。

つ
ぎ
に
、
自
己
言
及
性
に
よ
る
新
し
い
倫
理
学
の
可
能
性
を
、
中
村
の
い
う
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
に
対
応
さ
せ
て
考
え
て
み
よ

う
・
彼
に
よ
れ
ば
、
「
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
」
と
は
身
体
的
行
為
の
重
視
の
こ
と
で
、
。
ハ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
で
あ
る
た
め
に
は
、
行
為
す
る

当
人
と
、
そ
れ
を
見
る
相
手
や
、
そ
こ
に
立
ち
合
う
相
手
と
の
間
に
相
互
作
用
が
成
立
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
（
前
掲

書
、
Ⅳ
）
・
そ
こ
に
は
従
来
の
狭
い
意
味
で
の
対
人
関
係
と
し
て
の
倫
理
学
か
ら
、
関
係
の
相
互
性
を
取
り
入
れ
た
新
し
い
行
為
論
と

し
て
の
倫
理
学
の
方
向
を
垣
間
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

佐
倉
繩
は
、
人
間
と
自
然
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
自
然
の
中
で
は
人
間
は
一
つ
の
要
素
に
す
ぎ
な
い
が
、
そ
の
自
然
は
人
間
の
中
の

一
つ
の
要
素
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
そ
し
て
人
間
‐
自
然
と
い
う
一
一
項
対
立
で
は
な
く
て
、
人
間
を
含
ん
だ
形
で
自
然
を
理
解
す
る
こ

と
、
し
か
も
そ
の
人
間
の
中
に
は
自
然
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
知
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
さ
ら
に
こ
の
自
然
は
、
唯
一
客
観
的
な

存
在
で
は
な
く
て
、
佐
倉
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
生
物
の
体
制
に
よ
る
環
境
世
界
（
ｊ
・
ｖ
ｏ
ユ
ク
ス
キ
ュ
ル
の
概
念
を
援
用
）
の

こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
人
間
が
「
人
間
を
含
ん
だ
形
で
の
自
然
を
理
解
す
る
」
と
は
自
己
言
及
性
の
こ
と
で
、
そ
の
よ
う
な
原
理
は
関

係
の
相
互
性
に
よ
る
場
所
を
形
成
す
る
。
し
か
も
人
間
の
中
に
含
ま
れ
る
自
然
と
は
、
具
体
的
に
は
遺
伝
子
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ

の
情
報
伝
達
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
場
所
は
重
層
構
造
を
な
す
。
そ
う
な
ら
、
こ
の
自
然
と
人
間
と
の
相
互
関
係
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
重

層
構
造
の
場
所
を
そ
の
よ
う
に
認
識
す
る
人
間
は
、
メ
タ
存
在
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
メ
タ
存
在
と
し
て
の
人
間
が
重
層
構
造

と
し
て
の
場
所
に
関
与
す
る
こ
と
こ
そ
、
こ
こ
に
い
う
自
己
言
及
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

こ
の
よ
う
な
自
然
環
境
を
も
人
間
の
行
為
の
場
に
取
り
込
ん
だ
倫
理
学
を
、
今
道
丸
儲
は
「
エ
コ
エ
テ
ィ
カ
」
（
の
８
‐
Ｃ
言
目
）
と

名
づ
け
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
エ
コ
エ
テ
ィ
カ
と
は
、
「
人
類
の
生
息
圏
の
規
模
で
考
え
る
倫
理
」
の
学
の
こ
と
で
、
今
道
は
、
こ
の

よ
う
な
新
し
い
事
態
が
現
れ
た
原
因
を
人
間
の
技
術
の
高
度
な
発
達
に
求
め
る
。
す
な
わ
ち
、
技
術
が
未
熟
で
そ
れ
ほ
ど
環
境
に
影
響

を
与
え
ず
に
環
境
と
し
て
の
自
然
が
自
然
の
ま
ま
で
あ
っ
た
時
代
は
、
倫
理
学
は
対
人
倫
理
と
し
て
自
然
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
す
な
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2４ 
わ
ち
字
義
ど
お
り
目
の
苗
１
℃
ご
⑪
冒
画
と
し
て
成
立
し
た
。
し
か
し
技
術
が
発
達
し
て
環
境
と
し
て
の
自
然
に
大
き
な
影
響
を
与
え

る
よ
う
に
な
る
と
、
環
境
は
素
朴
な
自
然
環
境
か
ら
技
術
環
境
に
転
化
せ
ざ
る
を
え
ず
、
こ
こ
に
技
術
に
対
す
る
反
省
と
し
て
の

日
の
国
’
一
の
呂
已
８
が
必
要
と
な
り
、
新
た
な
対
物
倫
理
と
し
て
の
新
し
い
考
察
が
要
請
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

も
と
の
意
味
で
の
曰
の
ｇ
‐
己
耳
巴
日
の
視
点
は
、
自
然
と
人
間
と
を
切
り
離
し
て
、
前
者
に
つ
い
て
は
科
学
に
よ
る
客
観
主
義
・

普
遍
主
義
を
成
立
さ
せ
、
後
者
に
つ
い
て
は
自
然
を
超
え
た
と
こ
ろ
で
対
人
倫
理
と
し
て
の
倫
理
学
を
基
礎
づ
け
た
。
し
か
し
い
ま

や
、
自
然
と
人
間
と
を
相
互
に
無
関
係
な
も
の
、
あ
る
い
は
相
互
対
立
者
と
み
て
、
そ
れ
を
対
象
と
し
て
客
観
的
に
認
識
す
る
と
い
う

の
で
は
な
く
て
、
自
然
の
描
き
手
と
し
て
の
人
間
自
ら
を
も
描
か
れ
る
当
の
自
然
の
側
に
取
り
込
ん
で
、
人
間
と
そ
の
行
為
の
場
所
と

し
て
の
自
然
環
境
を
有
機
的
に
か
つ
総
合
的
に
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る
。
描
き
手
が
自
ら
を
描

か
れ
る
側
に
取
り
込
ん
で
み
る
こ
と
を
自
己
言
及
性
を
い
え
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
の
は
関
係
の
相
互
性
と
し
て
の
場
所
で
あ

る
。
そ
の
場
所
を
構
成
す
る
の
は
「
自
己
Ⅲ
人
間
・
自
然
・
他
者
Ⅱ
人
間
」
の
三
者
で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
こ
に
メ
タ
存
在
と
し
て
の
人

間
が
自
己
言
及
す
る
と
い
う
構
図
が
で
き
あ
が
る
。
そ
う
な
ら
こ
の
よ
う
な
新
し
い
倫
理
学
は
、
場
所
の
倫
理
学
な
い
し
は
三
次
元
倫

（
８
）
 

理
学
と
呼
ぶ
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

中
村
の
い
う
「
シ
ン
ボ
リ
ズ
ム
」
は
象
徴
表
現
の
立
場
の
こ
と
で
、
物
事
を
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
か
ら
、
一
義
的
に
で
は
な
く
多

義
的
に
と
ら
え
て
表
す
立
場
、
す
な
わ
ち
物
事
に
は
多
く
の
側
面
と
意
味
が
あ
る
の
を
自
覚
的
に
と
ら
え
、
表
現
す
る
立
場
の
こ
と
だ

と
い
う
（
鰄
掲
普
耐
）
．
そ
う
な
ら
こ
れ
を
ｌ
誉
者
の
本
来
の
意
図
は
ど
う
で
あ
れ
Ｉ
自
己
言
及
性
に
よ
る
新
し
い
美
学
へ
の
道

標
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
る
。

（
別
）

芸
術
鑑
賞
の
新
し
い
傾
向
に
関
し
て
、
菅
原
教
夫
の
報
告
に
こ
う
い
う
。
ゲ
イ
リ
ー
・
ヒ
ル
の
『
一
局
い
船
』
（
’
九
九
二
年
）
の
ヴ
ィ

デ
オ
ァ
ー
ト
に
つ
い
て
そ
の
内
容
を
あ
ら
ま
し
紹
介
し
た
あ
と
、
「
こ
の
作
品
は
、
映
し
だ
さ
れ
た
人
物
た
ち
の
後
戻
り
が
ど
う
い
う

シ
ス
テ
ム
で
起
こ
る
か
を
知
る
と
き
に
も
っ
と
興
味
深
い
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
観
衆
が
当
の
映
像
に
注
目
し
た
と

き
に
、
こ
ち
ら
を
向
い
た
り
、
背
を
む
け
た
り
の
動
作
が
始
ま
る
の
で
あ
る
。
こ
の
部
屋
に
は
ど
う
や
ら
見
る
者
の
動
き
を
探
知
す
る

装
置
が
備
わ
っ
て
お
り
、
そ
の
反
応
に
従
っ
て
方
向
転
換
は
起
こ
っ
て
い
る
の
だ
。
／
こ
う
し
た
作
品
で
は
、
観
衆
が
一
方
的
に
作
品
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を
受
容
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
観
衆
も
作
品
の
あ
り
か
た
に
参
加
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
双
方
的
、
ツ
ー
ゥ
ェ
ィ
で
あ

る
」
（
第
１
章
・
６
）
・
観
衆
も
作
品
の
あ
り
方
に
参
加
し
て
い
る
、
と
は
自
己
言
及
性
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
従
来
の
鑑
貧
者
と

対
時
す
る
作
品
で
は
な
く
、
関
係
の
相
互
性
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
場
所
と
し
て
の
芸
術
作
品
が
可
能
な
の
で
あ
る
。

現
代
美
術
で
は
、
最
近
と
く
に
注
目
を
集
め
て
い
る
イ
ン
ス
タ
レ
ー
シ
ョ
ン
（
旨
、
←
巴
］
：
。
ご
）
や
環
境
芸
術
（
の
日
－
５
口
目
目
且

＊
 

日
（
）
、
ミ
ニ
マ
ル
ア
ー
ト
（
白
目
日
色
一
四
『
←
）
も
、
や
は
り
同
じ
方
向
を
示
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
い
ず
れ
も
原
理
は
自

己
言
及
性
で
あ
り
、
作
品
は
関
係
の
相
互
性
に
よ
る
場
所
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
旧
来
の
美
術
館
の
あ
り
方
も
問

わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
場
所
は
そ
こ
に
あ
る
制
作
者
の
精
神
と
モ
ノ
と
鑑
賞
者
が
有
機
的
な
関
係
を
も
た
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
に
、
今
ま
で
の
美
術
館
は
無
機
的
な
入
れ
物
の
意
味
し
か
も
た
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

＊
ミ
ニ
マ
ル
ア
ー
ト
に
つ
い
て
、
菅
原
は
、
こ
こ
で
も
や
は
り
現
象
学
と
の
関
係
を
論
じ
て
、
メ
ル
ロ
ー
ポ
ン
テ
ィ
の
『
知
覚
の
現
象
学
』
を
援

用
し
つ
つ
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
解
釈
す
る
。
ｌ
「
「
そ
れ
〔
ミ
ニ
マ
ル
ァ
ー
ト
〕
は
む
し
ろ
作
品
の
外
部
に
意
味
を
も
っ
て
い
る
。
外
部
と
は
作

品
の
置
か
れ
た
空
間
と
、
作
品
を
見
る
人
、
そ
れ
に
当
の
作
品
と
が
関
係
す
る
場
を
意
味
す
る
。
そ
こ
に
で
き
て
い
る
の
は
、
見
る
者
と
見
ら

れ
る
作
品
と
の
知
覚
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
だ
。
そ
の
仕
組
み
を
問
題
に
し
て
い
る
の
が
ミ
ニ
マ
ル
ァ
ー
ト
の
重
要
な
性
格
な
の
で
あ
る
」
（
第
Ⅲ

こ
の
よ
う
に
新
し
い
視
点
で
見
て
く
る
と
、
こ
れ
ら
の
一
一
一
分
野
に
は
、
い
ず
れ
も
認
識
と
実
践
と
が
不
可
分
に
総
合
さ
れ
る
と
い
う

共
通
点
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
が
、
結
局
そ
れ
が
新
し
い
知
の
枠
組
と
し
て
の
自
己
言
及
性
の
特
性
と
み
な
さ
れ
る
。
（
了
）

あ
る
。

こ
の
よ
う
な
新
し
い
芸
術
の
方
向
を
自
己
言
及
性
に
依
拠
す
る
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
意
義
を
論
ず
る
方
法
が
見
つ
か
れ
ば
、
新
し

い
美
学
・
芸
術
哲
学
の
可
能
性
も
拓
け
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
い
ま
は
問
題
提
起
と
し
て
、
そ
の
ほ
ん
の
さ
わ
り
を
吟
味
し
た
の
み
で

》
鼎
。
ｏ
』
）
。
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（
１
）
【
：
Ｐ
二
○
ヨ
ロ
、
、
．
“
望
の
鱒
昌
ｎ
日
『
⑩
旦
切
鳥
貝
冨
句
罵
已
。
（
§
§
“
・
ｍ
ｏ
８
己
図
三
。
。
》
の
己
日
、
◎
。
》
乞
皀
へ
『
Ｐ
弓
冨
ロ
コ
ー
こ
の
「
‐

⑩
】
ご
Ｃ
鳧
○
豆
・
偶
・
勺
局
○
ｍ
⑪
．
『
科
学
革
命
の
構
造
』
中
山
茂
訳
、
一
九
七
一
／
七
六
年
、
み
す
ず
書
房

（
２
）
中
山
茂
「
・
ハ
ラ
ダ
ィ
ム
論
の
展
開
」
、
同
編
著
『
パ
ラ
ダ
イ
ム
再
考
』
１
．
１
、
’
九
八
四
／
八
五
年
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房

（
３
）
中
村
秀
吉
『
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
ー
論
理
分
析
へ
の
招
待
ｌ
」
中
公
新
書
、
一
九
七
一
一
／
七
四
年
、
中
央
公
論
社

（
４
）
末
木
剛
博
「
論
理
学
の
基
礎
」
、
同
．
坂
井
秀
壽
・
大
出
晁
『
現
代
論
理
学
』
第
１
章
、
一
九
七
八
年
、
弘
文
堂

（
５
）
Ｓ
・
Ｗ
・
ホ
ー
キ
ン
グ
『
時
間
順
序
保
護
仮
説
」
佐
藤
勝
彦
監
訳
・
解
説
、
一
九
九
一
年
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版

（
６
）
同
『
室
蘭
に
お
け
る
生
命
』
佐
藤
勝
彦
監
訳
・
解
説
、
一
九
九
三
年
、
Ｎ
Ｔ
Ｔ
出
版

（
７
）
西
島
建
男
「
宇
宙
論
を
よ
む
（
５
）
」
一
九
九
○
年
七
月
一
○
日
、
朝
日
新
聞
夕
刊

（
８
）
竹
内
昭
一
哲
学
の
基
本
問
題
一
、
同
・
山
口
誠
一
『
哲
学
』
第
一
部
、
一
九
九
四
年
、
法
政
大
学
通
信
教
育
部

（
９
）
中
村
雄
｜
一
郎
『
臨
床
の
知
と
は
何
か
』
岩
波
新
書
、
一
九
九
二
年
、
岩
波
書
店

（
Ⅶ
）
Ａ
・
ベ
ル
ク
『
都
市
の
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
」
篠
田
勝
英
訳
、
講
談
社
現
代
新
瀞
、
一
九
九
三
年
、
識
談
社

（
ｕ
）
ど
の
鮠
８
１
の
⑪
壹
勾
の
ロ
⑩
ｗ
門
罫
の
８
便
、
②
Ｑ
⑮
冒
日
⑤
ｓ
ｏ
烏
．
ご
弓
○
二
口
○
一
】
○
口
の
一
コ
。
扇
⑪
己
閏
固
一
】
の
ロ
：
○
』
」
⑪
。
Ｐ
」
迺
霊
》
ロ
ケ
『
臼
１
の

で
菖
○
、
。
ご
言
Ｃ
Ｅ
Ｃ
」
・
ぐ
１
口
・
「
方
法
序
説
』
三
宅
徳
嘉
・
小
池
健
男
沢
、
｜
デ
カ
ル
ト
著
作
集
』
１
、
一
九
七
三
年
、
白
水
社

（
⑫
）
｛
冑
⑪
⑪
の
１
・
回
□
日
目
ｓ
Ｃ
』
⑩
肉
寸
冒
韓
烏
司
の
５
Ｃ
ｂ
ｇ
ｍ
３
目
三
の
②
曾
鋺
Ｓ
ｅ
印
§
§
ａ
ｓ
ミ
ミ
ョ
周
目
：
ミ
ミ
の
、
冒
再
Ｃ
ョ
目
。
（
○
四
の
》

四
口
、
、
。
『
冒
目
昏
且
『
「
・
］
①
ｕ
』
》
菖
閂
ご
目
、
Ｚ
言
。
｛
．
「
・
『
・
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
渚
学
の
危
機
と
超
越
論
的
現
象
学
』
細
谷
恒
夫
・
木
田
元
訳
、
一

九
七
四
年
、
中
央
公
論
社
／
細
谷
恒
夫
訳
、
『
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
フ
ッ
サ
ー
ル
』
中
公
パ
ッ
ク
ス
・
世
界
の
名
著
館
、
一
九
八
○
／
八
一
一
一
年
、
中

央
公
論
社

文
献

木
田
元
・
野
家
啓
一
・
村
田
純
一
・
鷲
田
清
一
編
『
現
象
学
事
典
』
一
九
九
四
年
、
弘
文
堂

木
田
元
『
現
象
学
』
岩
波
新
書
、
一
九
七
○
／
七
一
年
、
岩
波
書
店

新
田
義
弘
『
現
象
学
』
岩
波
全
書
、
一
九
七
八
年
、
岩
波
書
店

Ｇ
・
ガ
リ
レ
イ
『
偽
金
鑑
識
官
』
山
田
慶
児
・
谷
泰
訳
、
『
ガ
リ
レ
オ
』
世
界
の
名
著
、
、
一
九
七
三
年
、
中
央
公
論
社

Ｆ
・
カ
プ
ラ
『
タ
ー
ー
ー
ン
グ
・
ポ
イ
ン
ト
・
』
吉
福
伸
逸
・
田
中
三
彦
・
上
野
圭
一
・
菅
靖
彦
訳
、
一
九
八
四
／
九
○
年
、
工
作
舎

ｊ
・
ラ
ヴ
ロ
ッ
ク
『
地
球
生
命
圏
ｌ
ガ
イ
ァ
の
科
学
・
一
Ｓ
．
Ｐ
．
プ
ラ
ブ
ッ
ダ
訳
、
一
九
八
四
／
九
一
年
、
工
作
舎

松
田
卓
也
『
人
間
原
理
の
宇
宙
論
』
科
学
精
神
の
冒
険
３
、
一
九
九
○
年
、
培
風
館

立
花
陸
『
宇
宙
か
ら
の
帰
還
』
中
公
文
庫
、
一
九
七
七
／
九
二
年
、
中
央
公
論
社
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２４２３２２２１ 
閏.ゴミン、＝、￣

岩
崎
武
雄
『
カ
ン
ト
』
思
想
学
説
全
書
、
一
九
五
八
／
六
三
年
、
勁
草
書
房

佐
倉
統
『
現
代
思
想
と
し
て
の
環
境
問
題
』
中
公
新
書
、
一
九
九
二
年
、
中
央
公
論
社

今
道
友
信
ヨ
コ
エ
テ
ィ
カ
ー
生
圏
倫
理
学
入
門
』
識
談
社
学
術
文
庫
、
一
九
九
○
年
、
識
談
社

菅
原
教
夫
『
現
代
ア
ー
ト
と
は
何
か
』
丸
善
ラ
イ
ブ
ラ
リ
ー
、
一
九
九
四
年
、
丸
善
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