
実
在
論
の
二
つ
の
顔

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ボ
ー
ア

藤
　
田

晋
　
吾

　
実
在
論
に
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
顔
が
あ
る
。
一
つ
は
素
朴
実
在
論
で
あ
り
、

い
ま
一
つ
は
科
学
者
の
モ
ラ
ル
と
し
て
の
実
在
論
で
あ
る
。
前
者
は
、
知
覚
行

為
か
ら
物
的
対
象
へ
の
推
論
と
い
う
論
理
の
飛
躍
を
含
む
と
は
い
え
、
最
終
的

に
は
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
行
為
か
ら
独
立
し
た
た
だ
一
つ
の
宇
宙
の
実
在
へ
の
信

仰
に
ま
で
到
達
す
る
。
後
者
は
、
ど
の
科
学
理
論
も
実
在
論
的
で
あ
る
べ
し
！

ど
の
理
論
も
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
行
為
か
ら
独
立
に
実
在
す
る
世
界
に
っ
い
て
の

真
な
る
記
述
で
あ
る
べ
し
！
　
と
い
う
モ
ラ
ル
と
し
て
表
明
さ
れ
る
。
こ
の
二

つ
の
実
在
論
の
最
も
際
立
っ
た
特
徴
は
、
素
朴
実
在
論
が
物
的
対
象
、
物
的
世

界
を
主
語
に
と
る
の
に
対
し
、
モ
ラ
ル
と
し
て
の
実
在
論
の
主
語
は
概
念
、
言

明
、
理
論
だ
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
も
し
も
科
学
の
進
歩
の
理
想
的
極
限
に
お

い
て
は
た
だ
一
つ
の
完
全
で
真
な
る
理
論
が
存
在
す
る
と
の
想
定
が
許
さ
れ
る

な
ら
ば
、
こ
の
二
つ
の
実
在
論
は
、
独
立
し
た
二
つ
の
顔
で
は
な
く
、
一
つ
の

顔
の
二
っ
の
プ
ロ
フ
ィ
ル
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
、
現
代
哲
学
に

お
け
る
実
在
論
論
争
に
お
い
て
実
在
論
者
か
ら
最
先
に
見
離
さ
れ
た
テ
ー
ゼ
こ

そ
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
想
定
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
て
、
上
述
の
二
つ
の
実
在

論
は
、
そ
の
両
者
を
結
合
さ
せ
る
大
前
提
を
失
い
、
そ
れ
ぞ
れ
独
一
⊥
に
実
在
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

擁
護
の
二
つ
の
論
陣
を
張
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
量
子
力
学
が
出
現
し
、
量
子
力
学
の
解
釈
問
題
が
実
在
論
論
争
の
最
前
線
に

押
し
出
さ
れ
る
ま
で
は
、
二
つ
の
実
在
論
は
と
も
に
科
学
に
と
っ
て
の
強
力
な

同
盟
軍
で
あ
り
得
た
。
相
異
な
る
場
所
で
の
同
時
性
が
慣
性
系
に
相
対
的
で
あ

る
こ
と
が
判
明
し
て
も
、
時
－
空
の
実
在
性
は
か
え
っ
て
強
靱
さ
を
増
し
た
。

力
学
法
則
と
統
計
的
法
則
と
の
軋
櫟
が
因
果
律
に
対
す
る
疑
念
を
煽
っ
て
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

個
別
系
が
力
学
法
則
に
従
わ
な
い
こ
と
が
立
証
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
と

こ
ろ
が
量
子
力
学
は
、
理
論
と
観
測
と
の
、
法
則
と
事
実
と
の
分
離
を
要
求
し

た
が
た
め
に
、
二
つ
の
実
在
論
は
た
ん
に
切
り
離
さ
れ
た
だ
け
で
な
く
、
あ
る

種
の
量
子
力
学
解
釈
の
も
と
で
は
た
が
い
に
衝
突
す
る
と
い
う
事
態
さ
え
も
招

く
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
2
一

　
ボ
ー
ア
を
素
朴
実
在
論
者
と
見
傲
し
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
そ
の
敵
対
者

と
し
て
理
解
す
る
こ
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
相
異
な
る
理
由
に
よ
っ
て
、
と
も
に
正

し
く
な
い
。
し
か
し
、
上
に
述
べ
た
実
在
論
の
二
つ
の
顔
の
輪
郭
を
描
く
た
め

に
は
恰
好
の
手
引
き
に
な
る
と
思
わ
れ
る
の
で
、
一
で
は
、
認
識
論
に
お
け
る

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ボ
ー
ア
の
一
般
的
な
対
比
を
描
く
。
し
か
し
、
か
れ
ら

1 ';+:~i~~'=i'm'a) I O ~)r･'_~ij 



の
哲
学
的
対
立
が
よ
り
具
体
的
に
鮮
か
に
浮
き
出
て
く
る
た
め
に
は
、
量
子
力

学
論
争
に
お
け
る
両
者
の
対
立
を
侯
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
二
で
は
、
量
子
力
学

解
釈
に
お
け
る
か
れ
ら
の
対
立
を
通
し
て
二
つ
の
実
在
論
の
働
き
方
を
調
べ

る
。
最
後
に
三
に
お
い
て
、
量
子
力
学
の
き
わ
め
て
特
殊
な
解
釈
一
多
世
界
解

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
3
一

釈
一
の
も
と
で
、
二
つ
の
実
在
論
が
衝
突
す
る
こ
と
を
示
す
。

ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ボ
ー
ア

　
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
認
識
論
の
際
立
っ
た
特
徴
は
、
概
念
的
世
界
と
感
覚

的
世
界
と
の
峻
別
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
の
認
識
論
を
論
じ
た
短
い
論
文
の
中
で
、

か
れ
は
概
A
，
心
と
感
覚
体
験
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
次
の
よ
う
に
描
写
し
て
い
る
。

　
「
わ
れ
わ
れ
の
思
考
や
わ
れ
わ
れ
の
言
語
表
現
に
現
わ
れ
る
諸
概
念
は
す
べ

　
て
　
　
論
理
的
に
見
れ
は
　
　
思
考
の
自
由
な
創
造
物
で
あ
り
、
感
覚
体

　
験
か
ら
帰
納
的
に
獲
得
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
こ
と
が
容
易
に
気
づ

　
か
れ
な
い
の
は
、
た
だ
た
ん
に
あ
る
種
の
概
念
や
概
念
結
合
；
口
明
一
を
あ

　
る
種
の
感
覚
体
験
に
あ
ま
り
に
も
堅
固
に
結
び
っ
け
る
習
慣
を
わ
れ
わ
れ
が

　
持
っ
て
い
る
た
め
、
感
覚
体
験
の
世
界
を
概
念
や
言
明
の
世
界
か
ら

　
論
理
的
に
橋
わ
た
し
不
．
列
能
な
仕
方
で
　
　
分
断
す
る
と
こ
ろ
の
裂
け
目

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
一

　
を
意
識
す
る
に
到
ら
な
い
か
ら
に
他
な
ら
な
い
」
。

　
右
の
引
用
に
見
ら
れ
る
概
念
的
世
界
と
感
覚
体
験
の
世
界
と
の
亀
裂
は
、
科

学
と
認
識
論
と
の
関
係
に
つ
い
て
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
表
明
し
た
謂
う
と
こ

ろ
の
便
宜
主
義
一
〇
署
o
言
；
一
彗
一
に
も
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
。
あ
ま
り
に

有
名
な
文
章
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
か
れ
の
認
識
論
の
最
も
簡
潔
な
要
約
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
の
で
、
煩
を
い
と
わ
ず
引
用
し
て
お
き
た
い
。

　
「
科
学
者
は
体
系
的
な
認
識
論
者
の
眼
に
は
節
操
の
な
い
一
種
の
便
宜
主
義

者
の
よ
う
に
映
る
に
違
い
な
い
。
か
れ
は
知
覚
行
為
か
ら
独
立
の
世
界
を
記

述
し
よ
う
と
努
め
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
実
在
論
者
に
見
え
る
で
あ
ろ
う
し
、

概
念
や
理
論
を
人
間
精
神
の
自
由
な
一
経
験
的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
か
ら
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

理
的
に
導
き
得
な
い
一
発
明
と
見
傲
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
観
念
論
者
に
、
そ

　
し
て
、
概
念
や
理
論
は
そ
れ
ら
が
感
覚
的
経
験
の
間
の
関
係
に
論
理
的
表
現

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
を
提
供
す
る
範
囲
で
の
み
正
当
化
さ
れ
る
と
考
え
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
実

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
証
主
義
者
に
、
見
え
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
論
理
的
単
純
さ
と
い
う
観
点
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

　
自
ら
の
研
究
の
不
可
欠
で
有
効
な
道
具
と
考
え
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
は
プ
ラ

　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
凸
一
■
ー

　
ト
ン
主
義
者
な
い
し
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
主
義
者
と
さ
え
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
L
。

　
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
こ
こ
で
要
約
し
て
い
る
か
れ
の
認
識
論
は
、
か
れ
の

最
も
古
い
友
人
ソ
ロ
ヴ
ィ
ー
ヌ
に
宛
て
た
書
簡
で
は
、
左
の
よ
う
な
図
解
を
挿

，「二丁．一一…一一「

，
I
i
：
一
」

　
　
　
　
　
　
　
S
一

　
　
　
　
　
　
　
　
9
「
．
申

　
　
　
　
　
　
　
王

　
　
　
　
　
　
　
　
　
「
1
申

　
　
　
　
　
　
　
S
一

　
　
　
　
　
　
　
　
」
、



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

入
し
て
、
も
っ
と
分
か
り
や
す
く
解
説
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
図
で
、
記
号
E
と

印
さ
れ
た
箇
所
に
は
「
多
種
多
様
な
一
感
覚
一
体
験
」
と
書
か
れ
、
A
の
箇
所

に
は
η
公
理
系
し
、
S
，
9
、
，
S
の
右
側
に
は
「
導
出
さ
れ
た
諸
命
題
」
と
記

さ
れ
て
い
る
。
A
と
S
，
3
、
，
S
を
含
む
こ
の
領
域
を
私
が
勝
手
に
破
線
で
方

形
に
囲
ん
だ
の
は
、
そ
れ
が
構
築
さ
れ
た
概
念
的
世
界
で
あ
る
こ
と
を
特
記
す

る
た
め
で
あ
る
。
J
は
感
覚
体
験
の
世
界
E
か
ら
公
理
系
A
へ
の
飛
躍
一
ジ
ャ

ン
プ
一
を
表
わ
し
、
こ
れ
は
人
間
精
神
の
自
由
な
創
造
一
遊
び
、
あ
る
い
は
思

弁
一
と
い
う
科
学
者
の
観
念
論
的
側
面
に
該
当
す
る
。

　
以
上
三
つ
の
引
用
を
比
較
し
て
み
れ
ば
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
認
識
論
を

際
立
た
せ
て
い
る
も
の
が
、
か
れ
の
謂
う
と
こ
ろ
の
η
実
在
論
L
や
「
実
証
主

義
」
な
ど
で
は
な
く
、
ま
さ
に
「
概
念
や
理
論
を
人
間
精
神
の
自
由
な
一
経
験

的
に
与
え
ら
れ
た
も
の
か
ら
論
理
的
に
導
き
得
な
い
一
発
明
と
見
傲
す
し
観
念

論
の
契
機
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
か
れ
が
断
固
と
し
て
退
け
て
い
る
の
は
、

E
か
ら
帰
納
法
や
抽
象
に
よ
っ
て
S
，
3
、
，
S
に
到
達
し
、
さ
ら
に
A
へ
と
到

ら
ん
と
す
る
方
法
に
他
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
も
し
S
，
9
、
ぷ
を
E
に
結

び
っ
け
る
何
ら
か
の
関
係
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
科
学
者
に
課
せ
ら
れ
て
く

る
外
的
条
件
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
全
概
念
的
機
構
が
「
実
在
の
把
握
し

に
と
っ
．
て
役
に
立
た
な
く
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
S
、
“
、
ぷ
は
ど
う
し
て
も

E
に
関
係
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
S
、
ぶ
、
，
S
は
A
か
ら
の
厳

密
な
論
理
的
導
出
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
A
自
体
が
人
間
精
神
の
自
由
な
発
明
に

由
来
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
関
係
づ
け
の
「
手
続
き
は
論
理
の
世
界
の
外

で
一
直
観
的
に
一
行
な
わ
れ
る
」
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

に
お
い
て
は
「
〔
認
識
論
の
〕
核
心
は
思
考
の
中
に
あ
る
も
の
と
体
験
で
き
る

も
の
一
感
覚
経
験
一
と
の
閥
の
関
係
と
い
う
永
遠
の
問
題
で
あ
る
」
こ
と
に
な

る
。　

私
に
は
右
に
引
用
し
た
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
的
議
論
が
す
べ
て
素
朴

実
在
論
に
対
す
る
反
論
の
よ
う
に
見
え
る
。
デ
カ
ル
ト
が
実
体
形
相
を
追
放
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
物
心
分
離
に
到
っ
た
よ
う
に
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
素
朴

実
在
論
を
解
体
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
概
念
的
世
界
と
感
覚
的
世
界
の
分
離
に
到

る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
素
朴
実
在
論
と
は
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
厳
密

な
定
義
が
与
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
湯
川
秀
樹
氏
の
観
察
、
「
素
朴

実
在
論
と
は
人
間
が
ほ
と
ん
ど
無
意
識
の
う
ち
に
獲
得
し
た
も
の
で
あ
る
。
－

…
人
間
以
外
の
比
較
的
高
等
な
哺
乳
動
物
も
ま
た
潜
在
的
な
素
朴
実
在
論
を

持
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
動
物
的
信
仰
一
竃
一
竃
二
叫
葦
）
と
い
う
よ
う
な
言
葉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
一

で
表
わ
す
こ
と
も
で
き
そ
う
に
思
わ
れ
る
」
と
い
う
観
察
は
、
自
然
で
は
あ
る

が
、
そ
の
ゆ
え
に
却
っ
て
素
朴
実
在
論
の
定
義
を
難
し
く
し
て
い
る
。
し
か
し

素
朴
実
在
論
が
少
な
く
と
も
n
事
物
は
そ
れ
が
見
え
る
と
お
り
に
あ
る
し
あ
る

い
は
「
事
物
は
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
に
知
覚
さ
れ
る
と
お
り

に
あ
る
」
と
い
う
主
張
を
含
意
す
る
か
ぎ
り
、
そ
れ
は
感
覚
体
験
か
ら
概
念
的

世
界
へ
の
無
造
作
な
論
理
の
飛
躍
を
犯
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
概
念

的
世
界
と
感
覚
的
世
界
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
強
調
す
る
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
立
場

か
ら
は
到
底
承
認
さ
れ
得
な
い
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
た
と
い
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
素
朴
実
在
論
が
幻
想
に
す
ぎ

な
い
と
し
て
も
、
か
れ
自
身
主
張
す
る
よ
う
に
「
こ
の
幻
想
が
人
間
と
動
物
の

日
常
生
活
を
支
配
し
、
ま
た
、
あ
ら
ゆ
る
科
学
と
く
に
自
然
科
学
の
出
発
点
で

あ
る
」
。
す
る
と
、
自
然
科
学
は
ど
の
段
階
で
素
朴
実
在
論
と
い
う
幻
想
を
捨

て
る
の
か
。
そ
れ
と
も
、
い
つ
ま
で
も
こ
の
幻
想
の
中
で
成
長
し
続
け
る
の
か
。

か
牝
に
お
い
て
は
、
そ
の
い
ず
れ
で
も
な
い
、
と
私
は
思
う
。
素
朴
実
在
論
は

3 'j~i4i**~~) Ocl)Ii~ 



感
覚
体
験
か
ら
概
念
的
世
界
へ
と
い
う
不
当
な
論
理
的
飛
躍
を
犯
し
て
い
る
の

だ
か
ら
、
必
要
な
の
は
こ
の
不
当
な
「
素
朴
さ
し
を
捨
て
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
。

だ
か
ら
こ
そ
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
叩
物
理
学
と
実
在
㎏
に
お
い
て
も
、
物
体

　
　
　
、
　
　
、

と
い
う
概
念
の
形
成
こ
そ
が
「
実
在
す
る
外
部
世
界
」
の
想
定
の
第
一
段
階
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

あ
り
、
㍗
そ
れ
〔
物
体
と
い
う
概
念
〕
は
人
間
一
あ
る
い
．
は
動
物
一
の
心
の
自

　
　
　
　
　
　
一
呂
一

由
な
創
造
物
で
あ
る
L
と
注
意
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
れ
に
お
い

て
は
、
感
覚
体
験
と
概
念
と
の
論
理
的
ギ
ャ
ッ
プ
の
ゆ
え
に
素
朴
実
在
論
が
洗

練
さ
れ
て
唯
物
論
に
な
る
の
で
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
現
象
主
義
に
な
る
の
で
も

な
い
。
人
間
精
神
の
自
由
な
創
造
物
の
結
果
と
し
て
唯
物
論
が
主
張
さ
れ
る
と

す
れ
ば
、
こ
れ
ほ
ど
奇
妙
な
話
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
現
象
主
義
が
生
の

感
覚
的
素
材
か
ら
構
成
で
き
な
い
よ
う
な
概
念
一
た
と
え
ば
物
体
と
い
う
概
念
一

を
す
べ
て
「
形
而
上
学
的
」
と
し
て
退
け
よ
う
と
す
る
か
ら
こ
そ
、
逆
に
、
「
概

念
は
体
験
か
ら
く
抽
象
V
に
よ
っ
て
、
つ
ま
り
体
験
内
容
の
二
部
を
落
と
す
こ

と
に
よ
っ
て
、
生
ま
れ
る
と
の
見
方
〔
素
朴
実
在
論
〕
が
宿
命
的
な
も
の
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
』

て
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
必
要
な
こ
と
は
、
概
念
体
系

の
十
分
多
く
の
命
題
が
感
覚
体
験
と
信
頼
に
足
る
ほ
ど
強
固
に
結
び
っ
け
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
っ
て
、
「
物
体
」
「
物
的
対
象
」
と
い
う
概
念
が
そ
の

結
合
を
固
定
す
る
第
一
段
階
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
「
こ
の
こ
と
は
、
日
常

の
思
考
に
も
、
よ
り
意
識
的
・
体
系
的
に
構
成
さ
れ
た
科
学
の
思
考
に
も
、
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
一

じ
よ
う
に
同
じ
仕
方
で
妥
当
す
る
」
。
素
朴
実
在
論
が
「
自
然
科
学
の
出
発
点

で
あ
る
」
の
は
こ
の
意
味
に
お
い
て
で
あ
る
。

　
素
朴
実
在
論
が
科
学
の
出
発
点
だ
と
す
る
点
に
お
い
て
は
、
ボ
ー
ア
も
ア
イ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
軌
を
一
に
す
る
。
「
ボ
ー
ア
は
日
常
的
事
物
の
現
存
に
非
常

に
強
い
執
着
を
示
し
、
そ
れ
を
感
覚
印
象
の
束
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
望
ま

　
一
m
一

な
い
L
と
い
う
シ
モ
ニ
i
の
評
は
ま
っ
た
く
正
し
い
。
し
か
し
、
日
常
生
活
に

お
い
て
は
誰
も
が
素
朴
実
在
論
者
で
あ
る
で
あ
ろ
う
か
ら
、
シ
モ
ニ
ー
の
評
は

む
し
ろ
「
物
理
学
の
記
述
が
臼
常
的
事
物
の
記
述
か
ら
い
か
に
遠
く
隔
っ
て
い

よ
う
と
、
わ
れ
わ
れ
は
物
理
学
に
お
い
て
も
臼
常
言
語
に
固
執
せ
ざ
る
を
得
な

い
」
と
い
う
意
味
で
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ボ
ー
ア
が
「
言
語
の
ど
の
語

も
わ
れ
わ
れ
の
日
常
的
知
覚
に
依
拠
し
て
い
る
と
い
う
事
実
」
を
不
可
疑
の
も

　
　
　
　
　
　
一
H
一

の
と
見
倣
す
か
ぎ
り
、
確
か
に
か
れ
は
素
朴
実
在
論
に
同
調
し
て
い
る
よ
う
に

見
え
る
。
だ
が
、
か
れ
の
力
点
は
わ
れ
わ
れ
が
徹
頭
徹
尾
η
一
言
語
に
係
留
さ
れ

て
い
る
L
ど
い
う
と
こ
ろ
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
ペ
テ
ル
セ
ン
の
伝
え
る
ボ
ー

ア
の
折
に
触
れ
て
の
寸
評
は
、
こ
の
こ
と
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
示
し
て
い
る
。

た
と
え
ば
、
㍗
物
理
学
の
仕
事
が
自
然
が
ど
の
よ
う
に
あ
る
か
を
発
見
す
る
こ

と
だ
と
考
え
る
の
は
間
違
い
だ
。
物
理
学
は
わ
れ
わ
れ
が
自
然
に
つ
い
て
何
を

語
り
得
る
か
を
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
L
。
「
わ
れ
わ
れ
は
何
が
上
で
何
が
下
で

あ
る
か
を
語
れ
な
い
よ
う
な
仕
方
で
言
語
に
係
留
さ
れ
て
い
る
。
〈
実
在
〉
と

い
う
語
も
一
っ
の
言
葉
、
わ
れ
わ
れ
が
正
し
く
使
う
こ
と
を
学
ば
ね
ば
な
ら
ぬ

一
つ
の
言
葉
で
あ
る
」
。
ま
た
、
こ
う
も
述
べ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
人
間
が
最
後
に

依
拠
す
る
も
の
は
何
か
。
わ
れ
わ
れ
の
言
葉
に
依
拠
す
る
の
だ
。
わ
れ
わ
れ
は

言
語
に
係
留
さ
れ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
の
任
務
は
経
験
や
考
え
を
〔
客
観
的
に
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎜
一

陵
味
さ
な
く
〕
伝
達
す
る
こ
と
で
あ
。
る
」
と
。

　
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
ボ
ー
ア
も
素
朴
実
在
論
か
ら
そ
の
論
理
的
難
点
で
あ

る
と
こ
ろ
の
、
感
覚
体
験
か
ら
概
念
へ
と
い
う
論
理
の
飛
躍
の
部
分
を
落
と
し

た
。
こ
れ
に
よ
っ
て
「
事
物
は
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
に
見
え
る
よ
う
に
存
在
す
る
」

と
い
う
主
張
は
放
棄
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
も

ボ
ー
ア
に
と
っ
て
も
、
認
識
論
を
論
ず
る
か
ぎ
り
「
物
的
対
象
が
わ
れ
わ
れ
か



ら
独
立
に
客
観
的
に
存
在
す
る
か
否
か
L
は
、
不
毛
な
間
題
で
あ
る
。
問
題
に

な
る
の
は
概
念
や
理
論
の
出
自
と
資
格
の
み
で
あ
る
。
ボ
ー
ア
に
あ
っ
て
は
、

日
常
言
語
と
そ
れ
の
洗
練
で
あ
る
古
典
物
理
学
の
言
語
が
、
陵
味
さ
な
く
客
観

的
伝
達
が
可
能
で
あ
る
た
め
の
必
要
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
イ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
に
あ
っ
て
は
、
日
宮
言
語
や
古
典
物
理
学
の
言
語
も
ま
た
、
一
般

に
概
念
や
理
論
が
人
間
精
神
の
自
由
な
創
造
物
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
必
要
と
あ

ら
ば
い
っ
で
も
取
り
替
え
ら
れ
る
べ
き
代
物
で
あ
る
。
言
語
は
、
ボ
ー
ア
に
と
っ

て
は
「
所
与
」
で
あ
り
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
は
㍗
創
造
物
L
で
あ

る
。
両
者
に
お
け
る
認
識
論
上
の
こ
の
違
い
が
量
子
力
学
解
釈
に
い
か
な
る
効

果
を
も
た
ら
す
か
、
こ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
次
の
課
題
で
あ
る
。

二
　
量
子
力
学
の
解
釈

　
素
朴
実
在
論
が
素
朴
で
あ
る
の
は
「
事
物
は
そ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
感
覚
的
知

覚
に
現
わ
れ
る
よ
う
に
存
在
す
る
」
と
の
主
張
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
も
し
素
朴

実
在
論
か
ら
こ
の
素
朴
さ
を
脱
落
さ
せ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
物
的
対
象
や
物
的

世
界
に
つ
い
て
の
主
張
と
概
念
や
理
論
に
つ
い
て
の
主
張
と
に
分
離
す
る
。
ア

イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ボ
ー
ア
が
か
れ
ら
の
違
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
共
有
す
る
の

は
、
認
識
論
的
議
論
の
主
題
を
、
世
界
で
は
な
く
、
そ
れ
に
つ
い
て
記
述
す
る

概
念
や
理
論
へ
と
変
換
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
が
前
節
で
わ
れ
わ
れ
が
導
い

た
結
論
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
実
在
論
の
主
題
を
物
的
対
象
や
物
的
世
界
か
ら

概
念
や
理
論
へ
と
変
換
し
て
も
、
概
念
や
理
論
は
世
界
の
あ
り
方
に
つ
い
て
の

も
の
で
あ
る
か
ら
、
概
念
や
理
論
と
そ
れ
ら
が
記
述
す
る
実
在
世
界
と
の
間
に

何
ら
か
の
関
係
が
つ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
関
係
を
ど
の
よ
う

に
設
定
す
べ
き
か
が
、
他
な
ら
ぬ
解
釈
の
問
題
で
あ
る
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

と
ボ
ー
ア
が
最
も
鋭
く
対
立
し
争
っ
た
の
は
量
子
力
学
に
関
し
て
で
あ
り
、
そ

れ
を
通
し
て
は
じ
め
て
前
者
は
実
在
論
者
と
し
て
、
そ
し
て
後
者
は
実
在
論
か

ら
の
離
反
者
と
し
て
現
わ
れ
る
の
が
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
か
れ
ら
の
量
子
力
学

解
釈
に
お
け
る
違
い
を
見
て
お
く
こ
と
が
不
可
欠
で
あ
る
。

　
量
子
力
学
の
解
釈
問
題
は
、
対
象
系
の
状
態
を
完
全
に
記
述
す
る
と
さ
れ
る

ψ
関
数
が
、
実
際
に
わ
れ
わ
れ
が
知
り
得
る
と
こ
ろ
の
観
測
結
果
を
、
た
ん
に

確
率
的
に
し
か
与
え
て
く
れ
な
い
、
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
生
じ
る
。
一
前
に
「
量

子
力
学
に
よ
っ
て
理
論
と
観
測
、
法
則
と
事
実
が
分
離
し
た
し
と
述
べ
た
の
は
、

こ
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
一
。
だ
か
ら
問
題
は
、
ψ
関
数
に
よ
っ
て
表
示
さ
れ

る
と
こ
ろ
の
系
の
状
態
一
こ
れ
を
量
子
状
態
と
呼
ぶ
一
と
、
当
の
関
数
か
ら
は

確
率
的
に
し
か
知
り
得
な
い
観
測
結
果
、
と
い
う
二
種
類
の
実
在
を
措
定
す
る

点
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
種
類
の
実
在
を
措
定
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
ち
ょ
う

ど
「
普
遍
と
個
物
」
「
心
と
物
質
」
と
い
う
二
種
類
の
措
定
物
が
普
遍
論
争
や

心
身
間
題
の
発
生
源
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
量
子
力
学
の
解
釈
問
題
の
大
枠
を
形

成
す
る
の
で
あ
る
。
い
ま
量
子
状
態
と
観
測
結
果
と
い
う
二
種
類
を
一
ψ
、
X
一

と
い
う
組
で
表
記
す
る
こ
と
に
す
れ
ば
、
量
子
力
学
の
解
釈
は
次
の
三
種
に
類

別
で
き
る
。

一
・
－
一
　
観
測
結
果
X
の
み
が
わ
れ
わ
れ
に
知
り
得
る
具
体
的
実
在
で
あ
り
、

ψ
関
数
は
種
々
の
観
測
結
果
の
確
率
を
算
出
す
る
た
め
の
計
算
メ
カ
ニ
ズ
ム

の
一
部
を
提
供
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

一
h
一
　
量
子
状
態
ψ
も
観
測
結
果
X
も
、
と
も
に
実
在
す
る
。
問
題
は
ψ
↓

X
の
変
化
を
量
子
力
学
に
し
た
が
っ
て
証
明
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
二
種

類
の
実
在
を
二
兀
化
す
る
こ
と
に
こ
そ
あ
る
。
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一
山
一
　
量
子
状
態
ψ
は
言
う
な
れ
ば
「
本
質
」
で
あ
っ
て
、
観
測
結
果
X
は

人
間
と
い
う
粗
大
な
観
測
者
に
と
っ
て
の
み
有
用
な
付
随
的
「
現
象
し
で
あ

る
に
す
ぎ
な
い
。

　
こ
の
分
類
を
普
遍
論
争
に
な
ぞ
ら
え
れ
ば
、
一
・
↓
は
、
普
遍
は
〈
個
物
の

後
に
〉
に
あ
る
と
い
う
唯
名
論
に
、
一
h
一
は
、
普
遍
は
〈
個
物
の
う
ち
に
〉

あ
る
と
い
う
概
念
論
に
、
一
一
m
一
は
、
普
遍
は
〈
個
物
に
先
立
っ
て
〉
あ
る
と

い
う
実
在
論
一
実
念
論
一
、
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。
他
方
、
近
代
の
心
身
間

題
に
対
す
る
種
々
の
解
決
法
に
比
べ
る
な
ら
ば
、
一
i
一
は
行
動
主
義
的
立
場
に
、

一
一
ど
は
心
身
相
互
作
用
説
に
、
一
山
一
は
必
ず
し
も
行
動
と
し
て
表
に
出
な

い
心
的
特
性
の
実
在
を
主
張
す
る
立
場
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の

比
較
に
お
い
て
ア
ナ
ロ
ジ
ー
が
成
り
立
つ
の
は
、
観
察
可
能
な
も
の
と
観
察
不

可
能
な
も
の
と
の
対
比
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
心
的
か
物
的
か
と
い
う
こ

と
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
量
子
力
学
の
解
釈
問
題
が
心
と
物
質
の
二
元
論

と
は
無
関
係
で
あ
り
、
普
遍
問
題
の
一
変
種
で
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
よ

う
に
思
え
る
。
す
な
わ
ち
、
直
接
的
に
は
決
し
て
観
測
に
か
か
る
こ
と
の
な
い

量
子
状
態
と
い
う
理
論
的
存
在
者
ψ
と
、
理
論
だ
け
か
ら
で
は
決
し
て
導
き
出

し
得
な
い
個
別
的
な
観
測
結
果
X
と
の
、
い
ず
れ
に
優
位
を
与
え
る
べ
き
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
、
と
。

　
と
こ
ろ
が
、
量
子
問
題
に
つ
い
て
の
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
見
解
は
右
の
分

類
の
い
ず
れ
に
も
属
さ
な
い
。
か
れ
の
全
論
点
は
「
物
理
的
実
在
の
量
子
力
学

的
記
述
は
不
完
全
で
あ
る
」
と
い
う
点
に
あ
る
の
だ
か
ら
、
ψ
関
数
が
個
別
系

の
状
態
を
完
全
に
記
述
す
る
こ
と
を
仮
定
し
た
先
の
分
類
の
外
に
あ
る
こ
と
は

当
然
で
あ
る
。
実
は
、
こ
の
点
に
こ
そ
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
実
在
論
の
眼
目

が
潜
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
か
の
有
名
な
「
神
は
サ
イ
コ
ロ
遊
び
を
し
な
い
」

と
い
う
比
瞼
的
な
言
明
も
か
れ
の
実
在
論
の
表
明
以
外
の
も
の
で
は
な
い
。
紙

面
の
節
約
の
た
め
に
、
い
く
分
独
断
的
に
、
量
子
力
学
に
対
す
る
ア
イ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
態
度
を
要
約
す
れ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
一
a
J
　
　
確
率
的
言
明
を
最
終
的
な
も
の
と
見
倣
す
理
論
は
す
べ
て
不
完

　
全
で
あ
る
。
神
は
サ
イ
コ
ロ
を
振
ら
な
い
。

　
一
a
2
一
　
ψ
関
数
は
確
率
的
言
明
以
上
の
も
の
を
与
え
な
い
か
ら
、
そ
れ

　
は
個
別
系
の
状
態
を
記
述
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
統
計
集
団
E
に
対

　
応
し
て
い
る
。

　
一
b
一
　
遅
延
選
択
一
時
間
的
に
後
に
な
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
、
ど
の
物
理
量

　
を
測
定
す
べ
き
か
の
選
択
一
に
よ
っ
て
、
そ
れ
以
前
の
系
の
状
態
が
乱
さ
れ

　
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。

こ
れ
に
対
し
て
、
量
子
力
学
が
そ
の
結
果
と
し
て
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
よ
う
な

実
在
論
的
な
理
論
一
統
一
場
の
理
論
一
は
、
次
の
こ
と
を
要
請
す
る
。

　
一
A
J
物
理
学
の
理
論
は
個
別
系
に
つ
い
て
原
理
上
確
実
な
予
測
を
許
す

　
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
一
A
2
一
個
別
系
に
つ
い
て
確
実
な
予
測
を
可
能
な
ら
し
め
る
理
論
は
「
隠

　
れ
た
変
数
」
を
要
求
す
る
。

　
一
B
一
　
物
理
学
の
理
論
は
後
向
き
因
果
一
g
艮
奏
a
ω
8
易
註
8
一
を

　
要
求
す
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

　
一
A
J
は
因
果
性
の
要
請
で
あ
り
、
旦
里
子
力
学
は
こ
れ
を
満
た
さ
な
い
。

一
A
2
一
は
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
ド
・
ブ
ロ
ー
イ
ー
ボ
ー
ム
の
「
隠
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
H
一

た
変
数
の
理
論
」
を
「
安
易
に
過
ぎ
る
」
と
評
す
る
の
で
、
疑
わ
し
く
思
わ
れ

る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
そ
の
理
由
を
述
べ
る
こ
と
は
控
え
る
が
、



量
子
力
学
に
対
す
る
「
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
統
計
的
解
釈
し
を
首
尾
一
貫
さ

せ
る
た
め
に
は
何
ら
か
の
「
隠
れ
た
変
数
」
が
不
可
欠
で
あ
る
と
思
う
。
も
し

そ
う
で
な
い
と
す
る
と
、
個
別
系
の
ど
の
物
理
量
も
確
定
値
を
持
っ
と
き
、
い

か
に
し
て
統
計
的
な
不
確
定
性
関
係
が
成
立
し
得
る
の
か
分
か
ら
な
く
な
る
か

　
　
　
一
H
一

ら
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
一
A
2
一
は
、
か
れ
の
認
識
論
を
同
時
に
考
慮
に
入
れ

る
べ
き
な
の
で
あ
っ
て
、
か
れ
の
主
張
は
「
心
の
自
由
な
創
造
に
よ
っ
て
ま
っ

た
く
新
し
い
概
念
を
っ
く
り
出
す
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
量
子
力
学
に
た
ん
に
隠

れ
た
変
数
を
つ
け
加
え
て
も
理
論
の
内
的
完
成
は
得
が
た
い
し
と
い
う
こ
と
で

あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
見
れ
ば
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
実
在
論
者
で
あ
る
の

は
、
か
れ
が
実
在
論
的
な
理
論
を
要
求
す
る
か
ぎ
り
で
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
い

か
に
逆
説
的
に
聞
え
よ
う
と
、
認
識
論
に
お
け
る
か
れ
の
観
念
論
者
と
し
て
の

側
面
こ
そ
が
そ
の
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
〔
最
後
に
挙
げ
た
一
B
）

と
そ
の
一
部
と
し
て
の
一
b
）
は
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
も
ボ
i
ア
に
も
共

通
の
前
提
で
あ
る
、
か
ら
、
最
近
の
解
釈
論
争
の
焦
点
で
は
あ
る
が
、
こ
こ
で
は

　
　
　
一
冊
一

論
じ
な
い
〕
。

　
ボ
ー
ア
の
相
補
性
解
釈
は
わ
れ
わ
れ
の
分
類
で
は
一
・
↓
の
立
場
に
属
す
る
。

と
こ
ろ
が
一
・
↓
の
立
場
は
文
字
通
り
に
読
め
ば
実
証
主
義
と
区
別
が
っ
か
な

い
。
た
し
か
に
「
ボ
ー
ア
は
日
常
的
事
物
の
現
存
に
強
い
執
着
を
示
し
、
そ
れ

を
感
覚
印
象
の
東
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
を
望
ま
な
い
」
。
が
、
ミ
ク
ロ
の
対

象
に
対
し
て
な
ら
ば
、
か
れ
は
実
証
主
義
に
与
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
疑

わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
ミ
ク
ロ
の
対
象
に
つ
い
て
実
証
主
義
を
、
マ
ク
ロ
の
対
象

に
つ
い
て
実
在
論
を
と
る
立
場
を
仮
に
マ
ク
ロ
客
観
主
義
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

う
。
ボ
ー
ア
が
決
し
て
こ
の
意
味
で
の
マ
ク
ロ
客
観
主
義
者
で
な
い
こ
と
は
、

か
れ
が
ミ
ク
ロ
系
と
マ
ク
ロ
系
の
区
別
を
示
唆
す
る
こ
と
さ
え
し
な
か
っ
た
こ

と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。
相
補
性
解
釈
を
マ
ク
ロ
客
観
主
義
の
一
種
と
見
倣

す
誤
謬
の
も
と
は
、
古
典
的
記
述
と
量
子
的
記
述
と
い
う
記
述
様
式
上
の
二
元

論
を
、
対
象
に
お
け
る
マ
ク
ロ
／
ミ
ク
ロ
の
二
元
論
へ
と
誤
っ
て
投
影
す
る
と

こ
ろ
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
古
典
的
／
量
子
的
と
い
う
記
述
様
式
に
お
け
る
特
徴

づ
け
が
マ
ク
ロ
／
ミ
ク
ロ
と
い
う
対
象
の
性
質
に
つ
い
て
の
実
在
的
区
別
へ
と

摺
り
替
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
観
測
装
置
は
マ
ク
ロ
系
で
あ
り
、
マ

ク
ロ
系
は
古
典
的
に
記
述
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
し
て
も
、
そ
の
言
わ
ん

と
し
て
い
る
こ
と
は
「
観
測
装
置
は
古
典
的
に
記
述
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と

い
う
こ
と
の
み
で
あ
っ
て
、
中
間
項
の
「
マ
ク
ロ
系
し
と
い
う
言
葉
は
不
要
で

あ
る
。
相
補
性
解
釈
に
と
っ
て
不
可
欠
な
の
は
、
臼
常
的
な
一
あ
る
い
は
そ
れ

の
洗
練
と
し
て
の
古
典
的
な
一
記
述
様
式
で
あ
っ
て
、
ミ
ク
ロ
と
マ
ク
ロ
の
区

別
で
は
な
い
。

　
マ
ク
ロ
客
観
主
義
の
安
易
さ
と
は
反
対
に
、
ボ
ー
ア
が
か
れ
の
相
補
性
の
哲

学
に
要
求
し
た
い
ま
一
つ
の
条
件
は
、
主
観
－
客
観
の
一
意
的
分
離
の
不
可
能

性
で
あ
る
。
主
観
－
客
観
分
離
を
も
っ
と
限
定
し
て
、
こ
れ
を
観
測
装
置
と
対

象
系
と
の
分
離
と
言
い
換
え
る
な
ら
ば
、
ボ
ー
ア
の
主
張
は
、
観
測
者
と
対
象

系
と
の
一
意
的
分
離
は
不
可
能
だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
ミ
ク
ロ
と
マ

ク
ロ
の
区
別
に
固
執
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
か
れ
の
主
張
は
、
ミ
ク
ロ
と
マ
ク

ロ
の
一
意
的
分
離
は
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
仁
な
る
。
す
る
と
こ
れ
は
、
対
象

に
お
げ
る
ミ
ク
ロ
／
マ
ク
ロ
の
区
別
の
完
全
撤
去
を
も
た
ら
し
、
二
兀
的
実
在

を
要
求
す
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
そ
う
な
る
と
、
今
度
は
逆
に
ボ
ー
ア
の

相
補
性
と
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
謂
う
と
㌧
」
ろ
の
「
物
心
並
行
論
の
原
理
」
と

の
混
同
が
生
じ
る
。
後
者
の
「
物
心
並
行
論
」
と
は
㍗
対
象
系
と
観
測
者
と
の

切
断
は
ど
こ
に
入
れ
て
も
よ
い
L
と
い
う
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
極
端
な
場
合
を

7 'J'<~j~<-'-~~'-',']a)IllO~)j~_~ 



と
れ
ば
、
人
間
で
あ
る
観
測
者
の
脳
ま
で
含
め
て
す
べ
て
が
量
子
力
学
的
に
記

述
さ
れ
る
べ
き
こ
と
に
な
る
。
量
子
力
学
の
妥
当
領
域
か
ら
は
み
出
す
の
は
η
抽

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
m
一

象
的
自
我
L
の
み
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
見
地
が
相
補
性
解
釈
と
決
定
的
に
違
う

点
は
、
前
者
が
（
i
）
の
立
場
を
（
h
）
の
立
場
へ
、
す
な
わ
ち
ψ
関
数
を
計

算
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
一
部
と
見
傲
す
立
場
か
ら
観
測
過
程
の
量
子
論
を
要
求
す
る

立
場
へ
と
、
舞
台
を
回
転
さ
せ
て
し
ま
う
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
か
れ
の
見

方
に
し
た
が
う
な
ら
ば
、
ミ
ク
ロ
の
対
象
系
の
み
な
ら
ず
観
測
装
置
や
人
間
の

知
覚
器
官
と
い
っ
た
マ
ク
ロ
な
系
に
も
量
子
力
学
が
妥
当
し
得
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
す
る
と
、
同
じ
マ
ク
ロ
系
に
対
し
て
古
典
的
記
述
も
量
子
的
記
述
も
可

能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
同
一
の
対
象
に
つ
い
て
相
異

な
る
二
種
類
の
記
述
様
式
が
可
能
な
の
な
ら
ば
、
一
方
か
ら
他
方
へ
の
記
述
様

式
上
の
変
換
が
量
子
力
学
禽
体
に
よ
っ
て
正
当
化
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し

て
こ
れ
が
観
測
理
論
の
解
決
す
べ
き
課
題
一
い
わ
ゆ
る
「
観
測
間
題
」
一
と
な
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
ボ
ー
ア
の
相
補
性
の
特
長
は
こ
の
種
の
観
測
間
題
を
生
じ
さ

せ
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
。
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
謂
う
「
切
断
の
任
意
移
動

可
能
性
し
と
は
、
同
じ
一
つ
の
実
験
に
お
け
る
そ
れ
で
あ
る
が
、
ボ
ー
ア
の
謂

う
「
主
観
－
客
観
分
離
の
非
一
意
性
」
と
は
、
同
じ
一
つ
の
対
象
系
に
つ
い
て

入
手
で
き
る
最
大
限
の
情
報
は
た
が
い
に
排
他
的
な
相
異
な
る
二
つ
の
実
験
を

要
求
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
対
象
系
と
観
測
装
置
と
の
相
異
な
る
二
つ
の
箇
所

で
の
切
断
を
要
求
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
排
他
的
な
二
種
類
の
実
験
に

よ
っ
て
相
補
的
な
二
種
類
の
観
測
結
果
が
獲
得
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
観
測

装
置
の
二
様
の
記
述
様
式
な
ど
と
い
う
こ
と
は
不
必
要
で
あ
る
か
ら
、
ボ
ー
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
〃
一

に
お
い
て
は
そ
も
そ
も
観
測
聞
題
な
る
も
の
は
生
じ
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
私
は
、
一
方
で
、
ボ
ー
ア
の
相
補
性
が
マ
ク
ロ
客
観
主
義
で
は
な
い
こ

と
、
他
方
で
、
マ
ク
ロ
／
ミ
ク
ロ
の
区
別
の
撤
去
か
ら
生
じ
る
よ
う
に
見
え
る

「
切
断
の
任
意
移
動
可
能
性
し
が
ボ
ー
ア
の
い
う
主
観
－
客
観
の
非
一
意
的
分

離
と
は
ま
っ
た
く
異
な
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
を
指
摘
し
た
。
も
し
相
補
性
解
釈

を
ボ
ー
ア
流
の
述
べ
方
で
表
現
す
る
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

対
象
系
の
完
全
な
記
述
の
た
め
に
は
排
他
的
・
相
補
的
な
二
様
の
古
典
的
記
述

様
式
が
必
要
で
あ
る
。
も
し
観
測
に
よ
っ
て
系
の
時
間
－
空
聞
的
性
質
を
知
り

た
い
の
で
あ
れ
ば
、
系
は
観
測
行
為
か
ら
切
り
離
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が

他
方
、
系
の
状
態
を
定
義
し
得
る
た
め
に
は
、
有
限
の
作
用
量
子
の
存
在
に
よ
っ

て
対
象
系
と
観
測
装
置
を
一
体
の
も
の
と
見
傲
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
作
用
量
子

の
存
在
に
よ
り
系
と
装
置
を
含
む
実
験
に
「
個
体
性
」
「
全
体
性
」
一
す
な
わ
ち

分
割
不
可
能
性
）
が
要
求
さ
れ
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
観
測
と
い
う
こ
と
が

意
味
を
な
す
た
め
に
は
、
系
は
装
置
か
ら
分
離
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
¶
こ
の
「
定

義
」
と
「
観
測
」
と
い
う
た
が
い
に
排
他
的
な
二
つ
の
理
想
の
衝
突
を
解
決
す

る
た
め
に
は
、
観
測
結
果
を
系
禽
体
の
持
つ
性
質
と
し
て
系
自
体
に
帰
属
せ
し

め
る
の
で
は
な
く
、
特
定
の
観
測
が
な
さ
れ
た
実
験
条
件
を
含
め
て
系
の
物
理

的
性
質
を
語
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
対
象
が
そ
れ
自
体
と
し
て

持
つ
、
観
測
か
ら
独
立
の
、
客
観
的
な
物
理
的
性
質
し
を
語
る
こ
と
は
無
意
味

　
　
一
㎎
一

で
あ
る
。
相
補
性
の
哲
学
が
実
在
論
か
ら
の
離
反
で
あ
る
の
は
こ
の
意
味
に
お

い
て
で
あ
る
。三

　
実
在
論
の
デ
ィ
レ
ン
マ

　
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
お
い
て
は
、
ψ
関
数
が
個
別
系
の
状
態
を
完
全
に
記

述
す
る
も
の
で
は
な
い
が
ゆ
え
に
、
量
子
力
学
的
記
述
は
不
完
全
で
あ
り
、
量



子
力
学
は
暫
定
的
な
間
に
合
わ
せ
理
論
に
と
ど
ま
ら
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。

ボ
ー
ア
に
お
い
て
は
、
ψ
関
数
は
個
別
系
の
状
態
を
記
述
す
る
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
観
測
条
件
を
込
み
に
し
て
は
じ
め
て
個
別
系
の
物
理
的
性
質
を
有
意
味
に

語
り
得
る
の
で
あ
る
か
ら
、
系
自
体
が
観
測
か
ら
独
立
に
有
す
る
で
あ
ろ
う
よ

う
な
物
理
的
性
質
の
実
在
性
が
否
認
さ
れ
た
。
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
実
在
論

者
で
あ
る
の
は
、
新
し
い
概
念
を
導
入
し
基
本
概
念
自
体
の
変
更
を
要
求
す
る

点
に
お
い
て
で
あ
っ
た
。
ボ
i
ア
が
実
在
論
か
ら
の
離
反
者
で
あ
る
の
は
、
か

れ
が
古
典
的
概
念
の
不
可
欠
性
に
固
執
し
、
そ
の
た
め
、
観
測
か
ら
独
立
に
系

が
そ
れ
自
体
と
し
て
持
つ
物
理
的
性
質
を
語
る
余
地
を
な
く
し
た
か
ら
で
あ
っ

た
。
だ
が
、
も
し
そ
う
だ
と
す
る
と
「
量
子
力
学
を
実
在
論
的
に
解
釈
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
」
と
す
る
点
で
、
両
者
は
一
致
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
両
者
と
も
に
マ
ク
ロ
／
ミ
ク
ロ
の
区
別
を
拒
否
し
、
両
者
と
も
に
「
分
離

　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
一

可
能
性
」
を
前
提
す
る
。
か
れ
ら
の
対
立
は
、
ボ
ー
ア
が
相
補
性
と
い
う
新
し

い
哲
学
を
唱
導
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
量
子
力
学
を
擁
護
し
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
が
新
し
い
理
論
を
つ
く
る
こ
と
以
外
に
実
在
論
の
要
求
は
満
た
さ
れ
な
い
と

観
じ
た
こ
と
に
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
量
子
力
学
が
実
在
論
の
要
求
を
満
た
さ
な

い
と
認
め
る
か
否
か
で
対
立
し
た
の
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
の
次
の
課
題
は
、

も
し
量
子
力
学
を
実
在
論
的
に
解
釈
す
る
な
ら
ば
い
か
な
る
不
都
合
が
生
じ
る

か
、
を
検
討
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
こ
こ
で
量
子
力
学
の
実
在
論
的
解
釈
と
い
う
と
き
、
私
は
、
一
ア
イ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
に
逆
っ
て
一
ψ
関
数
が
個
別
系
の
状
態
を
完
全
に
記
述
し
、
し
か
も

一
ボ
i
ア
に
逆
っ
て
一
量
子
力
学
の
適
用
領
域
が
無
制
限
で
あ
る
、
と
仮
定
す
．

る
立
場
を
意
味
す
る
。
こ
の
二
つ
の
仮
定
を
、
量
子
状
態
の
実
在
性
の
仮
定
と

量
子
力
学
の
全
面
的
妥
当
性
の
仮
定
と
呼
ん
で
お
く
。
実
際
こ
の
よ
う
な
仮
定

こ
そ
、
前
節
で
掲
げ
た
分
類
一
一
川
一
の
代
表
た
る
多
世
界
解
釈
の
前
提
で
あ
る
。

そ
の
解
釈
に
し
た
が
え
ば
、
量
子
力
学
は
マ
ク
ロ
／
ミ
ク
ロ
の
区
別
な
く
、
ま

た
物
質
／
心
の
区
別
も
な
く
、
ど
ん
な
対
象
に
も
、
あ
ら
ゆ
る
対
象
を
含
む
宇

宙
全
体
に
も
、
妥
当
す
る
。
そ
れ
に
対
し
て
一
h
一
の
立
場
は
、
た
し
か
に
量

子
状
態
の
実
在
性
を
前
提
す
る
が
、
量
子
力
学
が
大
字
宙
に
適
用
で
き
る
と
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
㎝
一

見
傲
し
て
い
な
い
、
と
思
わ
れ
る
一
た
と
え
ば
町
田
－
並
木
理
論
一
。
私
が
本

節
で
論
じ
た
い
の
は
、
も
し
多
世
界
解
釈
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
二
つ
の
実
在

論
－
た
だ
一
つ
の
完
全
で
真
な
る
理
論
が
存
在
す
る
と
の
大
前
提
を
失
う

こ
と
に
よ
っ
て
二
極
分
解
し
た
物
的
世
界
に
つ
い
て
の
実
在
論
と
、
理
論
一
あ

る
い
は
、
そ
の
解
釈
一
に
つ
い
て
の
実
在
論
　
　
が
テ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
る
こ

と
に
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
多
世
界
解
釈
と
は
何
を
意
味
す
る
か
に
つ
い
て
そ
の
擁
護
者
た
ち
の
問
で
も

見
解
が
分
か
れ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
次
の
三
つ
の
条
件
す
べ
て
を
要

求
す
る
も
の
と
し
て
理
解
す
る
。

一
－
一
　
系
の
状
態
変
化
は
す
べ
て
シ
ュ
レ
ー
デ
ィ
ン
ガ
i
方
程
式
の
み
に
従

　
い
一
し
た
が
っ
て
波
東
の
収
縮
は
存
在
し
な
い
一
、
そ
れ
は
ミ
ク
ロ
系
に
も

　
マ
ク
ロ
系
に
も
同
等
に
適
用
可
能
で
あ
る
。
と
く
に
、
観
測
に
お
け
る
対
象

　
系
と
装
置
と
の
相
互
作
用
を
対
象
系
ど
う
し
の
相
互
作
用
か
ら
区
別
す
る
い

　
か
な
る
理
由
も
存
在
し
な
い
。

一
2
一
　
系
S
を
二
つ
の
部
分
系
S
－
と
S
2
か
ら
な
る
合
成
系
だ
と
す
る
と
、

　
S
の
状
態
一
戸
V
は
次
の
よ
う
に
分
解
さ
れ
る
。

一
尽
岨
V
”
M
二
3
V
⑧
一
ζ
（
P
）

9 ･f+]~~-i4i~~(7) Oa)~~ 



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
こ
の
と
き
一
黒
一
醐
一
一
V
は
、
S
ー
の
状
態
T
V
に
相
対
的
な
S
2
の
状
態

　
と
呼
ば
れ
る
。

一
3
一
　
ψ
関
数
は
個
別
系
の
現
実
の
客
観
的
事
態
を
表
示
し
、
ど
ん
な
対
象

　
で
も
記
述
で
き
る
。

多
世
界
解
釈
は
こ
の
三
つ
の
条
件
す
べ
て
を
要
求
す
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て

一
ユ
一
一
2
）
の
み
に
立
脚
す
る
立
場
を
私
は
相
対
状
態
解
釈
と
呼
び
、
両
者

を
明
確
に
区
別
し
て
扱
う
。
条
件
一
3
一
の
存
否
が
決
定
的
な
違
い
で
あ
る
か

ら
、
一
3
）
の
効
果
が
何
で
あ
る
か
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
相
対
状
態
解
釈
に
一
3
）
を
追
加
す
る
こ
と
の
効
果
は
、
「
S
－
の
物
理
量

A
が
値
a
、
を
持
つ
な
ら
ば
、
S
2
の
物
理
量
M
は
ζ
一
巴
の
値
を
持
つ
」

と
い
う
条
件
文
の
真
を
「
S
ー
の
物
理
量
A
の
値
は
a
、
、
で
あ
り
、
か
つ
、
S

2
の
物
理
量
M
の
値
は
薫
正
）
で
あ
る
し
と
い
う
連
言
文
の
真
に
変
え
る
こ

と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
分
離
不
可
能
で
あ
っ
た
一
P
V
と
一
竃
一
こ
V
と

の
「
絡
ま
り
し
を
解
い
て
、
状
態
一
｝
V
と
一
ζ
亙
）
V
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立

に
存
在
す
る
こ
と
を
保
証
す
る
こ
と
、
こ
れ
が
量
子
状
態
の
実
在
性
を
仮
定
す

る
こ
と
の
効
果
で
あ
る
。
一
し
た
が
っ
て
、
相
対
状
態
解
釈
に
お
け
る
条
件
文

は
真
理
関
数
的
で
は
な
い
。
ま
た
相
対
状
態
解
釈
自
体
も
何
ら
特
別
な
解
釈
で

は
な
く
、
量
子
力
学
の
数
学
的
形
式
論
に
属
す
る
一
。
と
こ
ろ
が
、
も
し
一
3
一

の
効
果
が
そ
の
よ
う
な
も
の
だ
と
す
る
と
、
多
世
界
解
釈
は
、
物
理
量
の
あ
り

得
べ
き
可
能
な
値
一
生
の
す
べ
て
が
実
在
す
る
、
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

そ
し
て
、
可
能
な
値
が
現
実
の
値
だ
と
い
う
無
理
を
押
し
通
す
た
め
に
、
そ
れ

ら
の
値
は
わ
れ
わ
れ
の
観
測
す
る
宇
宙
に
お
い
て
で
は
な
く
、
分
岐
し
て
い
く

そ
れ
ぞ
れ
の
枝
宇
宙
に
お
い
て
真
な
の
だ
、
と
主
張
す
る
。
だ
か
ら
、
理
想
的

な
観
測
条
件
下
で
観
測
結
果
が
つ
ね
に
た
だ
一
つ
の
確
定
値
を
与
え
る
も
の
と

す
れ
ば
、
観
測
さ
れ
な
か
っ
た
そ
の
他
の
値
は
す
べ
て
O
艘
賢
峯
a
匿
に
存
在

す
る
の
だ
、
と
。

　
多
世
界
解
釈
は
、
量
子
力
学
を
厳
格
に
実
在
論
的
に
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
「
わ
れ
わ
れ
が
観
測
す
る
宇
宙
が
唯
一
の
宇
宙
だ
」
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の

直
観
を
放
棄
せ
し
め
る
。
つ
ま
り
、
多
数
の
相
異
な
る
字
宙
を
要
請
す
る
、
と

い
う
存
在
論
の
膨
脹
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
実
在
論
を
貫
徹
す
る
。
と
こ
ろ
が
、

こ
の
存
在
論
の
膨
脹
は
、
逆
に
、
「
も
し
も
人
間
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、

宇
宙
は
そ
れ
が
現
在
あ
る
よ
う
な
姿
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
の

人
間
中
心
主
義
を
要
求
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
「
強
い
人
間
原
理
」

は
、
相
異
な
る
多
数
の
字
宙
の
存
在
を
仮
定
し
、
そ
の
な
か
の
僅
か
の
宇
宙
で

の
み
知
的
生
命
の
進
化
が
可
能
で
あ
っ
た
、
と
主
張
す
る
。
だ
か
ら
こ
こ
か
ら
．
、

「
も
し
字
宙
が
現
在
あ
る
よ
う
な
姿
で
存
在
し
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
人
間
は

存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
と
推
論
で
き
る
。
と
こ
ろ
が
、
多
世
界
解
釈
は

因
果
的
・
決
定
論
的
な
状
態
変
化
の
み
を
認
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ

の
観
測
す
る
と
こ
ろ
の
宇
宙
で
の
人
間
の
存
在
は
物
理
的
必
然
に
よ
る
存
在
な

の
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
人
間
の
存
在
し
な
い
よ
う
な
そ
の
他
の
ど
の
宇
宙
も
、

す
べ
て
o
旨
撃
き
「
戻
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
観
測
す
る
こ
の
宇
宙
の
初

期
状
態
が
人
間
の
存
在
と
現
に
あ
る
こ
の
宇
宙
の
姿
と
を
必
然
た
ら
し
め
る
が

ゆ
え
に
、
「
も
し
人
間
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
わ
れ
わ
れ
の
宇
宙
は

そ
れ
が
現
在
あ
る
よ
う
な
姿
で
は
存
在
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
し
が
真
に
な
る

の
で
あ
る
。
こ
の
人
間
申
心
主
義
は
、
実
在
論
の
定
義
を
ど
の
よ
う
に
変
え
て

み
て
も
、
そ
れ
に
対
す
る
裏
切
り
で
あ
る
と
思
え
る
。

　
多
世
界
解
釈
は
量
子
力
学
を
実
在
論
的
に
解
釈
す
る
－
量
子
状
態
の
実

在
性
を
仮
定
す
る
ー
－
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
間
中
心
主
義
を
要
求
す
る
。
こ

10



れ
は
、
ノ
イ
マ
ン
ー
ウ
ィ
グ
ナ
ー
の
い
わ
ゆ
る
正
統
派
解
釈
が
量
子
力
学
に
物

心
並
行
論
を
外
挿
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
主
観
が
物
理
的
世
界
に
反
作
用
を
及

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
引
一

ぼ
す
」
と
の
主
観
主
義
を
招
来
す
る
の
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
。
ノ
イ
マ
ン
ー

ウ
ィ
グ
ナ
ー
に
と
っ
て
は
観
測
過
程
だ
け
が
問
題
で
あ
っ
た
か
ら
、
観
測
に
関

与
す
る
系
が
、
意
識
を
除
い
て
、
す
べ
て
量
子
力
学
的
に
記
述
さ
れ
る
べ
き
で

あ
っ
た
が
、
多
世
界
解
釈
に
お
い
て
は
全
宇
宙
が
自
我
を
も
含
め
て
量
子
力
学

の
運
動
方
程
式
に
服
す
る
と
見
傲
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
代
償
と
し
て
、
多
重
宇

宙
と
い
う
存
在
論
が
要
求
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
人
問
を
含
め
て
森
羅
万
象
が
た

だ
一
つ
の
宇
宙
波
動
関
数
で
記
述
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
シ
ュ

レ
i
デ
ィ
ン
ガ
ー
の
猫
と
と
も
に
宇
宙
と
い
う
鉄
箱
に
閉
じ
込
め
ら
れ
、
そ
の

鉄
箱
全
体
が
た
だ
一
つ
の
ψ
関
数
で
記
述
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
正
統
派
解
釈

も
多
世
界
解
釈
も
物
心
並
行
論
を
前
提
す
る
が
、
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
責
は
、

物
心
並
行
論
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
ひ
と
え
に
関
与
す
る
系
の
全
体
が
「
た
だ

一
つ
の
ψ
関
数
」
に
よ
っ
て
記
述
で
き
る
、
と
想
定
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
実

際
、
前
の
分
類
一
h
一
に
属
す
る
町
田
－
並
木
理
論
が
連
続
的
な
多
ヒ
ル
ベ
ル

ト
空
間
の
導
入
に
よ
っ
て
波
束
の
収
縮
を
導
く
の
も
、
こ
の
点
に
対
す
る
不
満

か
ら
で
あ
っ
て
、
物
心
並
行
論
自
体
は
余
分
な
仮
定
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
そ
れ
で
は
、
多
世
界
解
釈
の
も
と
で
二
つ
の
実
在
論
一
量
子
力
学
の
実
在
論

的
解
釈
と
「
わ
れ
わ
れ
が
観
測
す
る
宇
宙
が
唯
一
の
宇
宙
だ
」
と
い
う
実
在
論
一

が
デ
ィ
レ
ン
マ
に
陥
る
と
い
う
上
の
結
論
は
、
た
と
え
ば
町
田
－
並
木
理
論
に

よ
っ
て
回
避
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
、
量
子
力
学
を
大
宇
宙
に
適
用
す

る
こ
と
を
断
念
す
る
一
宇
宙
の
量
子
状
態
を
断
念
す
る
一
こ
と
を
除
い
て
は
、
・

そ
の
回
避
は
不
可
能
と
思
え
る
。
一
般
に
一
h
一
の
立
場
に
お
い
て
は
、
波
束

の
収
縮
の
実
現
を
量
子
力
学
の
内
部
か
ら
物
理
的
に
証
明
す
る
こ
と
だ
け
が
間

題
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
証
明
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
こ
と
は
、
観
測
装

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

置
の
よ
う
な
マ
ク
ロ
系
は
古
典
的
に
記
述
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
「
要
請
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

を
、
そ
の
よ
う
な
マ
ク
ロ
系
は
古
典
的
に
記
述
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
と
い
う

「
証
明
」
に
、
変
え
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
も
し
町
田
－
並
木
理
論
の

よ
う
に
そ
の
「
証
明
」
が
連
続
的
多
ヒ
ル
ベ
ル
ト
空
間
の
導
入
に
よ
っ
て
得
ら

れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
宇
宙
の
量
子
状
態
を
想
定
す
る
こ
と
自
体
が
無
意
味
に
な

る
と
思
わ
れ
る
。
だ
か
ら
、
観
測
問
題
の
こ
の
種
の
解
決
は
量
子
力
学
を
宇
宙

に
適
用
で
き
る
こ
と
を
い
さ
さ
か
も
保
証
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
ん
に
量
子

力
学
の
適
用
範
囲
を
ミ
ク
ロ
系
か
ら
た
か
だ
か
マ
ク
ロ
の
観
測
装
置
に
ま
で
拡

張
す
る
に
す
ぎ
な
い
。

　
要
約
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
結
論
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
一
i
一
、
一
h
一
の

解
釈
に
し
た
が
う
か
ぎ
り
量
子
宇
宙
論
は
断
念
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ボ
ー
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
ご

が
語
っ
た
と
お
り
㍗
量
子
的
世
界
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
L
の
で
あ
る
。
他

方
、
一
一
m
一
の
解
釈
は
量
子
的
世
界
を
想
定
す
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
、
理
論

の
実
在
論
的
解
釈
は
ど
こ
か
で
人
問
中
心
主
義
な
い
し
主
観
主
義
を
要
求
せ
ざ

る
を
得
な
い
。
こ
れ
が
、
㍗
世
界
に
つ
い
て
の
完
全
で
真
な
る
た
だ
一
つ
の
理

論
が
存
在
す
る
L
と
い
う
実
在
論
の
大
前
提
を
見
捨
て
た
こ
と
に
よ
っ
て
わ
れ

わ
れ
が
陥
っ
た
デ
ィ
レ
ン
マ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
デ
ィ
レ
ン
マ
は
わ
れ
わ

れ
が
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
逆
い
ボ
ー
ア
に
反
発
し
た
が
た
め
に
生
ま
れ
た
の

で
あ
る
か
ら
、
も
し
実
在
論
を
擁
護
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
ア
イ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ボ
ー
ア
か
に
帰
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

1ユ実在論の二つの顔



　
　
　
　
注

一
1
）
た
と
え
ば
神
野
慧
一
郎
編
『
現
代
哲
学
の
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
』
一
勤
草
書
房
、

　
　
一
九
九
〇
一
の
第
二
章
η
知
覚
と
実
在
L
と
第
三
章
η
科
学
的
実
在
論
L

　
　
で
擁
護
さ
れ
て
い
る
「
実
在
論
」
は
、
相
異
な
る
二
つ
の
実
在
論
で
あ
る
。

　
　
本
稿
は
京
都
科
学
哲
学
コ
ロ
キ
ア
ム
の
例
会
で
同
書
の
書
評
の
前
置
き
と

　
　
し
て
報
告
し
た
部
分
を
敷
桁
し
た
も
の
で
あ
る
。

一
2
一
ボ
ル
ン
「
物
理
的
実
在
に
つ
い
て
」
に
次
の
文
が
あ
る
。
「
現
代
自
然

　
　
科
学
の
哲
学
に
他
の
誰
よ
り
も
貢
献
し
た
二
ー
ル
ス
・
ボ
ー
ア
は
、
日
常

　
　
の
言
語
や
素
朴
実
在
論
的
概
念
を
使
用
す
る
こ
と
な
し
に
、
実
際
の
実
験

　
　
を
記
述
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
、
繰
返
し
力
強
く
言
明
し
た
」
。
門
物

　
　
理
学
の
変
革
を
め
ぐ
っ
て
』
一
三
木
忠
夫
訳
、
東
京
図
書
、
一
九
七
三
一
、

　
　
一
紅
紅
ぺ
ー
い
ン
。
．

一
3
一
こ
れ
と
同
じ
論
点
は
以
前
に
も
論
じ
た
。
拙
稿
「
観
測
と
宇
宙
－
多

　
　
世
界
解
釈
の
哲
学
」
、
科
学
基
礎
論
研
究
、
第
7
6
号
。
拙
著
閉
相
補
性
の

　
　
哲
学
的
考
察
』
一
多
賀
出
版
、
．
一
九
九
一
一
終
章
。

一
4
一
岡
募
置
P
戸
、
黒
驚
・
ぎ
暴
窒
昌
じ
o
①
尋
竃
α
穿
秦
濠
卑
ζ
§
巨
ω
－

　
　
臼
馬
◎
ユ
㈹
．
一
ぎ
勺
．
ω
o
ヨ
ε
o
（
①
p
）
『
ぎ
～
、
ぎ
｛
ざ
吻
魯
ぎ
㌧
県
㎏
吋
ミ
§
ミ
」
完
ミ
ω
い
ミ
戸

　
　
茅
峯
ぺ
o
「
ダ
H
Φ
宣
ら
、
N
0
。
①
。
こ
の
よ
う
な
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
認
識
論

　
　
に
対
す
る
ラ
ッ
セ
ル
の
反
論
は
、
㍗
も
し
も
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
が
冬
に
河

　
　
が
凍
結
す
る
北
方
の
国
に
住
ん
で
い
た
な
ら
ば
、
か
れ
の
哲
学
を
つ
く
り

　
　
出
し
は
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
も
の
。

一
5
一
曽
葦
ぎ
’
＞
j
、
カ
量
二
〇
〇
葦
・
一
竃
、
二
目
勺
．
ω
o
；
署
ζ
．
こ
き
軸
ミ
撃
†

　
　
吻
膏
｛
き
－
、
ぎ
｛
ざ
ω
§
ぎ
～
『
・
い
〔
｛
§
ζ
ご
F
z
①
峯
k
o
『
ダ
H
⑩
紅
⑩
一
℃
－
①
o
o
紅
．

一
6
）
ホ
ル
ト
ン
「
科
学
理
論
の
形
成
に
関
す
る
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
モ
デ

　
　
ル
L
、
ア
イ
ヘ
ル
ブ
ル
ク
ほ
か
編
判
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
一
亀
井
理
ほ
か

　
　
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
九
一
か
ら
の
重
引
。

一
7
一
湯
川
秀
樹
「
実
在
論
と
時
間
論
」
、
岩
波
講
座
現
代
物
理
学
の
基
礎
門
量

　
　
子
力
学
1
』
一
第
二
版
、
一
九
七
七
）
、
㎝
轟
ぺ
ー
ジ
。

一
8
一
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
「
物
理
学
と
実
在
し
一
岩
ω
3
、
世
界
の
名
著
判
現

　
　
代
の
科
学
n
』
一
申
央
公
論
社
、
一
九
七
〇
一
、
S
o
ぺ
i
ジ
。

一
9
一
し
つ
ま
冨
’
ア
§
雨
、
ミ
一
〇
喜
ξ
県
津
ミ
§
這
き
萎
一
戸
署
．
轟
9
轟
。
。
1

一
m
一
旨
目
o
ξ
＞
j
．
思
黒
；
§
竃
茅
姜
一
〇
ω
名
ξ
艮
雰
耳
患
一
ω
撃

　
　
σ
Φ
『
σ
q
叫
箏
α
0
つ
o
『
h
α
α
甘
箏
町
q
ω
『
一
一
｛
箏
　
刃
．
O
o
ぼ
Φ
箏
ω
け
巴
1
〈
①
ρ
ω
‘
）
ふ
　
、
o
ミ
↓
9
ま
県

　
　
『
§
軸
ミ
ξ
－
、
泣
志
ざ
Q
葛
一
U
o
「
α
『
Φ
o
プ
戸
H
①
o
o
ω
一
p
ω
o
べ
‘

一
u
じ
。
O
亨
戸
，
婁
③
O
竃
旨
昌
勺
・
ω
董
箒
叫
箏
α
薫
窓
・
竃
；
Φ
至
O
葛
竃
一
．

　
　
O
｛
ξ
・
邑
・
箏
§
二
H
竃
ご
’
一
ヲ
き
§
一
・
§
§
Q
§
二
ぎ
掌
§
一
ミ
§
県

　
　
＞
ざ
ぎ
｛
§
一
〇
｝
冒
σ
ユ
α
σ
q
P
｝
①
ω
仁
一
℃
1
①
｝
1

一
1
2
一
軍
婁
竃
レ
．
」
一
掌
Φ
勺
；
・
ω
ε
ξ
艮
婁
募
㊦
o
葦
．
』
き
き
一
県
一
き
－

　
　
ぎ
〔
い
き
芝
｛
募
L
①
二
二
つ
の
引
用
は
順
に
、
署
．
曽
。
H
戸
H
O
、

一
1
3
一
ボ
ル
ン
門
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
ー
ボ
ル
ン
往
復
書
簡
集
』
1
一
三
修
社
、

　
　
一
九
八
一
）
ω
ω
ω
ぺ
ー
ジ
。

一
1
4
）
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
不
確
定
性
関
係
を
統
計
的
に
解
釈
し
、
そ
の
妥

　
　
当
性
を
認
め
る
。
し
か
し
、
も
t
こ
れ
が
「
不
確
定
性
関
係
は
個
別
系
に

　
　
つ
い
て
は
妥
当
し
な
い
」
を
含
意
す
る
の
な
ら
ば
、
個
別
系
に
っ
い
て
ど

　
　
の
物
理
量
も
確
定
値
を
持
つ
と
き
い
か
に
し
て
統
計
的
不
確
定
性
関
係
が

　
　
生
じ
得
る
の
か
、
分
か
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
私
は
フ
ァ
イ
ン
の
次
の
よ
う

　
　
な
解
釈
に
し
た
が
う
。
す
な
わ
ち
、
ψ
関
数
は
あ
る
統
計
集
団
E
に
対
応

　
　
す
る
が
、
不
確
定
性
関
係
に
立
つ
二
つ
の
物
理
量
A
，
B
の
測
定
は
E
に

12



　
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
系
に
適
合
す
る
の
で
は
な
く
、
A
測
定
に
適
合
す
る

　
系
は
部
分
集
団
E
A
を
、
B
測
定
に
適
合
す
る
系
は
部
分
集
団
E
B
を
形

　
成
す
る
に
す
ぎ
な
い
一
こ
の
と
き
、
言
う
ま
で
も
な
く
E
A
，
E
B
に
対

　
応
す
る
ψ
関
数
は
存
在
し
な
い
一
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
抑
止
は
「
現
実

　
の
実
験
的
偶
然
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
物
理
的
メ
カ

　
ニ
ズ
ム
〔
隠
れ
た
変
数
－
引
用
者
〕
に
よ
っ
て
系
自
体
に
組
み
込
ま
れ

　
て
い
る
」
。
ヨ
尾
一
＞
j
．
オ
ぎ
叶
H
ω
ヨ
易
箒
｝
一
ω
ω
鼠
¢
ω
饒
8
一
H
鼻
撃
召
①
け
甲

　
㌫
o
己
一
9
↓
ぎ
い
ぎ
雪
o
s
§
軸
一
嚢
§
膏
｛
き
完
§
葦
§
§
辻
き
“
o
§
s
、
ミ
§

　
↓
ぎ
“
o
Q
一
〇
σ
ざ
｝
σ
q
〇
一
H
⑩
o
o
g
P
㎝
N
．

一
乃
一
拙
著
『
相
補
性
の
哲
学
的
考
察
』
第
三
章
に
お
い
て
、
私
は
遅
延
選
択

　
実
験
か
ら
ボ
ー
ア
の
相
補
性
を
擁
護
す
る
と
同
時
に
、
遅
延
選
択
と
E
P

　
R
の
遠
距
離
相
関
の
異
同
を
論
じ
た
。

一
蝸
一
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
の
謂
う
「
摘
象
的
自
我
」
は
ど
う
見
て
も
時
空
的

　
な
存
在
者
で
は
な
い
が
、
本
文
の
以
下
の
議
論
で
は
「
意
識
の
、
物
理
的

　
世
界
へ
の
反
作
用
」
を
云
々
す
る
通
俗
的
解
釈
に
し
た
が
う
。

一
！
7
一
観
測
間
題
は
フ
ォ
ン
・
ノ
イ
マ
ン
に
よ
る
定
式
化
か
ら
生
じ
、
そ
し
て

　
そ
の
定
式
化
は
、
ハ
イ
ゼ
ン
ベ
ル
ク
が
ボ
ー
ア
の
相
補
性
を
ψ
関
数
と
系

　
　
。
の
時
聞
的
空
間
的
記
述
と
の
「
相
補
性
」
だ
と
、
一
意
図
的
に
？
一
誤
解

　
し
た
こ
と
に
由
来
す
る
。

（
1
8
）
デ
ス
パ
ー
ニ
ア
の
「
強
客
観
性
」
と
「
弱
客
観
性
」
と
い
う
区
別
に
し

　
た
が
う
な
ら
ば
、
ボ
ー
ア
の
相
補
性
は
後
者
の
み
を
認
め
る
立
場
で
あ
る
。

　
デ
ス
パ
ー
ニ
ア
『
量
子
力
学
に
お
け
る
観
測
の
理
論
』
一
町
田
茂
訳
、
岩

　
波
書
店
、
一
九
八
〇
一
塞
⑦
ぺ
i
ジ
。
『
現
代
物
理
学
に
と
っ
て
実
在
と
は

　
何
か
』
一
柳
瀬
睦
男
、
丹
治
信
春
訳
、
培
風
舘
、
一
九
八
八
一
〇
。
仁
ぺ
ー
ジ
。

（
1
9
）
こ
こ
で
い
う
「
分
離
可
能
性
し
と
は
遠
距
離
相
関
の
実
在
性
の
否
定
を

　
意
味
す
る
。
ボ
ー
ア
は
観
測
に
お
け
る
対
象
系
と
装
置
と
の
分
離
不
可
能

　
性
を
主
張
す
る
が
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
と
も
に
遠
距
離
相
関
の
実
在

　
性
を
認
め
な
い
。

（
2
0
一
町
田
－
並
木
理
論
に
つ
い
て
の
私
見
は
、
拙
著
『
意
味
と
実
在
』
一
勤

　
草
書
房
、
一
九
八
四
一
第
三
章
一
節
「
観
測
と
実
在
－
町
田
－
並
木
理

　
論
の
哲
学
」
で
述
べ
た
。
観
測
理
論
が
人
聞
に
よ
る
観
測
だ
け
を
論
じ
て

　
い
る
か
ぎ
り
、
ど
の
観
測
理
論
も
量
子
力
学
が
大
宇
宙
に
適
用
で
き
る
こ

　
と
を
保
証
し
な
い
と
思
わ
れ
る
。

一
2
ユ
一
高
林
武
彦
氏
の
「
ノ
イ
マ
ン
ー
ウ
ィ
グ
ナ
ー
の
主
観
的
で
あ
る
と
同
時

　
に
人
間
機
械
論
的
な
つ
ま
り
物
心
並
行
論
的
な
解
釈
」
と
い
う
評
に
し
た

　
が
う
。
高
林
武
彦
「
観
測
の
問
題
」
、
『
量
子
物
理
学
の
展
望
』
一
江
沢
洋

　
ほ
か
編
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
八
一
、
㎝
違
ぺ
ー
ジ
。

一
2
2
一
浮
け
撃
需
P
戸
号
ミ
ー
ら
．
旨
－

一
ふ
じ
た
・
し
ん
ご
　
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
学
系
教
授
一
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