
カ
ン
ト
に
お
け
る
「
現
象
の
混
乱
」

と
「
演
緯
論
」

の
原
理
に
つ
い
て

森
本
　
義

谷ネ

　
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
「
演
緯
論
」
の
第
一
節
一
＞
巨
9
鼻
巳
に
お
い
て
カ
ン

ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
…
…
諸
現
象
は
、
そ
れ
ら
が
悟
性
の

統
一
の
諸
条
件
に
は
全
然
従
わ
な
い
こ
と
を
悟
性
が
見
い
出
す
よ
う
な
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
、

質
の
も
の
で
あ
り
、
だ
か
ら
す
べ
て
が
混
乱
（
く
胃
三
；
…
①
・
）
の
内
に
あ

、る
の
で
、
た
と
え
ば
諸
現
象
の
系
列
の
中
に
は
、
綜
合
の
規
則
を
手
渡
し

て
く
れ
る
も
の
は
何
ひ
と
っ
と
し
て
現
れ
ず
、
し
た
が
っ
て
原
因
と
結
果

と
い
う
概
念
に
対
応
す
る
も
の
も
何
ひ
と
つ
と
し
て
現
れ
ず
、
そ
れ
ゆ
え

に
こ
の
概
念
は
、
全
く
空
虚
で
、
無
効
で
、
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
－
一

が
、
も
し
か
す
る
と
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
」
一
呂
竃
一
。
「
演
緯
論
」
・

は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
現
象
へ
の
適
用
の
権
利
根
拠
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
で

あ
る
が
、
も
し
も
こ
の
文
章
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
現
象
が
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
全
く
適
合
し
な
い
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
「
演
緯
論
」
は
そ
の
問

題
設
定
の
枠
組
を
失
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
カ
ン
ト
に
よ

れ
ば
感
性
と
悟
性
は
別
個
の
能
力
で
あ
り
、
悟
性
は
感
性
に
対
し
て
物
申

す
こ
と
は
で
き
ず
、
感
性
が
悟
性
に
逆
ら
う
な
ら
ば
、
悟
性
が
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
現
象
へ
の
適
用
を
主
張
す
る
こ
と
は
最
初
か
ら
無
意
味
な
も
の
と
な
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
こ
の
文
章
は
解
釈
者
達
に
極
め
て
重
大
な
疑

惑
を
ポ
た
ら
し
て
来
た
の
で
あ
る
。
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
セ
オ
リ
ー
を
取
る

N
・
K
・
ス
ミ
ス
は
、
こ
の
文
章
を
書
い
た
時
の
カ
ン
ト
は
ま
だ
次
の
よ

う
な
見
解
に
到
達
し
て
い
な
か
っ
た
と
見
て
い
る
。
そ
の
見
解
と
は
、
対

象
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
感
官
表
象
は
把
捉
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
様
々
な
表
象
の
中
で
或
る
対
象
を
構
成
し
得
る
も
の
だ
け

が
心
の
内
に
取
り
入
れ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
先
の
文

章
に
お
い
て
「
す
べ
て
の
現
象
が
混
乱
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ

て
い
た
が
、
そ
れ
は
先
の
文
章
を
書
い
た
時
の
カ
ン
ト
が
、
す
べ
て
の
表
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象
が
把
捉
さ
れ
る
と
考
え
て
い
た
か
ら
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

諸
表
象
の
中
の
或
る
も
の
が
選
択
さ
れ
て
把
捉
さ
れ
る
な
ら
ば
整
合
的
足

り
得
る
も
の
を
、
す
べ
て
が
把
捉
さ
れ
る
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
カ
ン

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
2
一

ト
は
現
象
の
混
乱
の
可
能
性
を
想
定
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
G
・
プ
ラ
ウ
ス
は
、
カ
ン
ト
が
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
単
な

る
論
理
的
可
能
性
だ
け
で
あ
り
、
実
際
に
は
カ
ン
ト
は
そ
の
よ
う
な
こ
と

を
全
く
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
論
理
的
可
能

性
は
現
象
の
所
与
性
か
ら
の
必
然
的
帰
結
で
あ
り
、
現
象
は
悟
性
と
は
独

立
に
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
、
カ
ン
ト
の
推
定
は
論
理
的
に
は

十
分
に
可
能
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
現
象
の
対
象
性
と
い
う
テ
ー
マ
を
喚
起

す
る
た
め
に
先
の
文
章
を
書
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
現
象
が

意
識
の
対
象
と
な
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
現
象
が
意
識
の
綜
合
的
統

一
を
満
足
さ
せ
る
よ
う
な
条
件
を
最
初
か
ら
備
え
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
カ
ン
ト
は
そ
の
こ
と
を
喚
起
す
る
た
め
に
教
育
的
配
慮
か
ら
現
象

の
混
乱
を
想
定
し
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
プ
ラ
ウ
ス
に
よ
れ
ば
、
す

べ
て
の
現
象
は
必
ず
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
適
合
す
る
よ
う
に
現
れ
ね
ば
な
ら
な

一
ヨ
〕

い
。
確
か
に
カ
ン
ト
は
「
も
し
か
す
る
と
あ
り
得
る
か
も
し
れ
な
い
一
8

ぎ
…
箒
峯
O
巨
竺
昌
邑
尻
一
旨
、
…
…
一
」
と
い
う
形
で
現
象
の
混
乱
を
説

い
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
プ
ラ
ウ
ス
の
言
う
よ
う
に
真
面
目

に
は
考
え
て
い
な
か
っ
た
と
も
言
い
得
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
ス
ミ
ス
の
言

う
よ
う
に
現
象
の
中
の
或
る
も
の
が
選
択
さ
れ
て
把
捉
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
も
現
象
の
混
乱
を
回
避
す
る
有
力
な
手
段
と
は
成
り
得
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

た
と
え
ば
カ
ン
ト
は
、
「
私
は
考
え
る
、
と
い
う
表
象
は
、
あ
ら
ゆ
る
私

、
　
　
、
　
　
、

の
表
象
に
伴
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
一
呂
竃
一
と
述

べ
て
、
或
る
表
象
が
「
私
の
表
象
」
で
あ
る
た
め
に
は
「
私
は
考
え
る
」

と
い
う
表
象
が
伴
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
た
上
で
、
「
私
に
と
っ

て
は
無
」
で
あ
る
表
象
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
（
呂
竃
）
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
先
の
文
章
に
対
し
て
解
釈
者
達
は
様
々
な
解
釈
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
〕

示
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
結
局
問
題
は
次
の
一
点
に
帰
す
る
と
い
う
こ

と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
、
な
ぜ
現
象
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
う
か
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
ス
ミ
ス
の
言
う
よ
う
に
、
す
べ
て
の
現
象
が
混
乱
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
カ
ン
ト
の
成
熟
し
た
思
索
で
は
な
い
と
し
て
も
、
プ
ラ

ウ
ス
の
言
う
よ
う
に
論
理
的
に
は
可
能
で
あ
る
。
こ
の
論
理
的
可
能
性
が

最
も
問
題
な
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
が
い
か
に
し
て
こ
の
論
理
的
可
能
性
を

論
理
的
不
可
能
性
へ
と
変
改
し
た
の
か
、
と
い
う
こ
と
を
解
く
こ
と
が
肝

要
で
あ
る
。
も
し
も
カ
ン
ト
が
「
演
緯
論
」
に
お
い
て
こ
の
問
題
に
何
ら

言
及
し
て
い
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
「
演
緯
論
」
は
最
初
か
ら
存
在
意
義

を
持
た
な
い
。
感
性
と
悟
性
を
別
個
の
能
力
で
あ
る
と
前
提
し
た
上
で
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
現
象
へ
の
適
用
の
権
利
根
拠
を
求
め
る
「
演
緯
論
」
は
、
終

局
に
お
い
て
こ
の
前
提
を
く
つ
が
え
さ
な
い
こ
と
に
は
現
象
の
混
乱
を
解

消
し
得
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
カ
ン
ト
が
現
象
の
混
乱
の
可
能
性
を

述
べ
る
の
は
一
度
立
て
ら
れ
た
「
演
緯
論
」
の
前
提
一
感
性
の
悟
性
か
ら

の
独
立
）
を
崩
壊
さ
せ
る
た
め
の
前
哨
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
内
実

は
、
「
演
緯
論
」
内
部
で
展
開
さ
れ
て
い
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
演
緯
論
」
を
カ
ン
ト
が
最
初
に
立
て
た
前
提
の
上
で
解
釈
す
る
試
み
は
、

結
局
は
行
き
詰
ま
り
に
陥
る
以
外
に
な
い
の
で
あ
り
、
我
々
は
も
っ
と
根

本
的
な
解
決
を
見
い
出
す
よ
う
努
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
本
稿
の
課
題
は
、

「
演
緯
論
」
の
根
底
に
存
す
る
で
あ
ろ
う
根
本
原
理
を
見
つ
け
出
す
こ
と
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に
よ
っ
て
現
象
の
混
乱
の
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
の
手
順
と

し
て
、
先
ず
次
節
で
カ
ン
ト
の
現
象
概
念
の
基
本
的
な
意
味
を
明
ら
か
に

し
、
第
三
節
以
下
で
今
述
べ
た
課
題
を
遂
行
す
る
こ
と
に
す
る
。

二

　
周
知
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
の
現
象
概
念
は
多
義
的
で
あ
り
、
容
易
に
整

理
し
が
た
い
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
本
稿
で
は
、
そ
の
最
も
基
本
的
な

意
味
を
明
確
に
す
る
に
止
め
る
。
と
い
う
の
は
、
本
稿
に
お
い
て
は
、
そ

れ
以
外
の
現
象
概
念
は
現
れ
な
い
と
い
う
事
か
ら
で
あ
る
。
「
感
性
論
」

初
め
の
第
二
・
第
三
・
第
四
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
お
い
て
現
象
の
基
本
的
意
味

は
説
か
れ
て
い
る
。

　
「
我
々
が
或
る
対
象
に
触
発
さ
れ
る
限
り
、
そ
の
対
象
の
表
象
能
カ
ヘ

の
作
用
は
感
覚
で
あ
る
。
感
覚
を
通
じ
て
対
象
と
関
わ
る
直
観
は
経
験
的

と
呼
ば
れ
る
。
経
験
的
直
観
の
無
規
定
な
対
象
は
現
象
と
呼
ば
れ
る
」

一
墨
と
。
こ
の
第
ニ
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
文
章
か
ら
次
の
こ
と
が
わ
か
る
。

（
1
一
、
現
象
は
感
覚
と
直
観
か
ら
成
り
立
つ
。
一
2
一
、
現
象
を
表
象
す
る

直
観
は
経
験
的
直
観
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
経
験
的

直
観
は
純
粋
直
観
一
空
間
と
時
間
）
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
」

（
竃
o
①
）
。
こ
れ
ば
つ
ま
り
、
感
覚
に
対
し
て
適
用
さ
れ
た
純
粋
直
観
が

経
験
的
直
観
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
－
一
と
一
2
一

よ
り
、
（
3
）
、
現
象
は
感
覚
と
純
粋
直
観
か
ら
成
り
立
つ
。
さ
て
、
こ
こ

で
我
々
は
次
の
重
要
な
区
別
を
導
入
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、

純
粋
直
観
は
「
直
観
の
形
式
」
と
「
形
式
的
直
観
」
と
の
二
つ
に
分
け
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
直
観
の
形
式
は
単
に
多
様
を
与
え
、
形
式

的
直
観
は
表
象
の
統
一
を
与
え
る
」
一
胃
8
。
＞
目
目
．
一
。
「
直
観
の
形
式
」

と
し
て
の
空
時
は
、
各
々
三
次
元
と
一
次
元
を
持
つ
が
、
そ
こ
に
は
い
か

な
る
線
や
形
態
も
引
か
れ
て
お
ら
ず
、
感
覚
に
拡
が
り
を
与
え
る
に
す
ぎ

な
い
。
感
覚
は
い
か
な
る
外
延
量
も
持
た
な
い
（
電
冨
）
も
の
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
拡
が
り
を
持
た
な
い
。
「
直
観
の
形
式
」
と
し
て
の
空
間
が

感
覚
に
拡
が
り
を
与
え
て
「
現
象
の
多
様
」
一
墨
仁
）
と
す
る
の
で
あ
る
。
「
現

象
に
お
い
て
一
巨
α
害
宰
ω
〔
訂
巳
昌
轟
）
私
は
、
感
覚
に
対
応
す
る
も
の

一
3
ω
。
§
ω
ま
『
両
昌
呂
巨
…
町
q
汗
昌
冨
名
昌
昌
き
一
を
現
象
の
質
料
と
名
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

け
る
が
、
し
か
し
、
現
象
の
多
様
を
或
る
種
の
諸
関
係
に
お
い
て
秩
序
づ

け
ら
れ
得
る
よ
う
に
す
る
も
の
一
…
…
O
星
竃
雷
一
秦
一
〇
ぎ
ω
冨
9
け
』
も

α
畠
ζ
竃
己
σ
q
歓
三
α
q
①
忌
『
同
『
ω
o
ま
巨
仁
■
α
q
巨
①
q
①
峯
尻
ω
昌
＜
①
｝
堅
ヨ
尿
ω
竃

①
・
8
『
旨
9
秦
三
旨
ぎ
昌
）
を
、
現
象
の
形
式
と
名
づ
け
る
」
（
墨
仁
）
。
こ

の
第
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
文
章
に
お
い
て
、
「
現
象
の
形
式
」
は
「
現
象
の

多
様
」
を
「
或
る
種
の
諸
関
係
に
お
い
て
秩
序
づ
け
ら
れ
得
る
よ
う
に
す

る
も
の
」
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、
形
式
が
後
か
ら
現
象
の

多
様
を
秩
序
づ
け
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
現
象
」
と
い
う
も
「
多
様
」

と
い
う
も
事
態
的
に
は
同
義
で
あ
り
、
「
経
験
的
直
観
の
無
規
定
な
対
象
」

の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
「
無
規
定
な
」
と
は
形
式
を
与
え
ら
れ
て
い
な

い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
形
式
は
多
様
を
後
か
ら
「
秩
序
づ
け
ら
れ
得
る

よ
う
に
す
る
」
の
で
あ
っ
て
「
秩
序
づ
け
ら
れ
て
、
直
観
さ
れ
る
」
（
＞
昌
）

よ
う
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
「
直
観
の
形
式
」
に
よ
っ
て
多
様
は
す
で

に
直
観
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
形
式
は
単
に
多
様
を
秩
序
づ
け
る
だ

け
で
あ
る
。
形
式
は
「
現
象
に
お
い
て
一
ざ
忌
『
宰
ω
9
9
昌
潟
）
」
現
象

51



に
付
け
加
わ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
の
は
、
カ
ン

ト
が
形
式
に
つ
い
て
述
べ
る
時
に
、
o
昼
雪
雷
一
秦
一
9
8
と
い
う
言
い

方
を
し
、
3
ω
一
姜
ω
と
は
言
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
現
象
に

お
い
て
質
料
と
形
式
が
最
初
か
ら
備
っ
て
い
る
な
ら
ば
、
質
料
に
つ
い
て

は
監
ω
。
ξ
易
…
と
始
め
、
形
式
に
つ
い
て
は
ρ
置
g
冨
一
秦
斥
思
ω
…
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
一

始
。
め
る
の
は
奇
怪
で
あ
る
。
質
料
と
形
式
は
成
立
事
情
が
異
な
る
の
で
あ

る
。
質
料
一
感
覚
）
は
先
ず
「
直
観
の
形
式
」
と
し
て
の
純
粋
直
観
に
よ
っ

て
拡
が
り
と
持
続
の
中
に
入
れ
ら
れ
現
象
の
多
様
と
な
り
、
次
に
形
式
に

よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
形
式
は
「
そ
れ
自
身
ま
た

一
彗
9
）
純
粋
直
観
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
」
一
墨
自
）
と
第
四
パ
ラ
グ
ラ

フ
に
お
い
て
宣
言
さ
れ
る
が
、
形
式
が
ま
た
一
彗
9
一
純
粋
直
観
で
あ
る
の

は
、
形
式
が
依
然
「
直
観
の
形
式
」
と
し
て
の
純
粋
直
観
の
中
で
働
く
か

ら
で
あ
る
。
形
式
は
「
直
観
の
形
式
」
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の

規
定
は
依
然
と
し
て
直
観
の
中
で
行
な
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
形
式
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
た
「
直
観
の
形
式
」
が
「
形
式
的
直
観
」
で
あ
り
、
こ
の
規

定
は
「
直
観
の
形
式
」
が
線
や
形
態
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。

形
式
が
「
そ
れ
自
身
ま
た
純
粋
直
観
と
呼
ば
れ
る
」
の
は
、
結
局
、
形
式

が
「
形
式
的
直
観
」
を
生
み
出
す
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
「
形
式
的
直
観
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
一

が
純
粋
直
観
一
「
直
観
の
形
式
」
一
の
中
で
形
成
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
に
し
て
形
式
は
ま
た
一
書
昌
一
、
「
直
観
の
形
式
」
と
並
ん
で
純
粋
直

観
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
形
式
は
「
直
観
の
形
式
」
の
規

定
と
同
時
に
多
様
の
秩
序
づ
け
を
行
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
現
象
の
多

様
は
形
式
の
中
で
「
或
る
種
の
諸
関
係
に
お
い
て
直
観
さ
れ
る
」
一
墨
と

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
形
式
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
純
粋
直
観
（
「
形
式
的

直
観
L
一
は
拡
が
り
以
外
に
線
や
形
態
も
含
ん
で
い
る
の
で
、
カ
ン
ト
は
形

式
が
「
そ
れ
自
身
ま
た
純
粋
直
観
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
た
直

後
に
「
だ
か
ら
一
ω
O
）
」
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
だ
か
ら
、

…
…
拡
が
り
と
形
態
は
純
粋
直
観
に
属
す
る
」
一
毘
3
。

　
以
上
を
簡
単
に
ま
と
め
る
と
、
第
ニ
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
「
直
観
の
形
式
」

が
感
覚
に
適
用
さ
れ
て
「
経
験
的
直
観
の
無
規
定
な
対
象
」
で
あ
る
現
象

が
生
じ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
、
第
三
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
、
未
だ
無
規
定
一
無

秩
序
）
で
あ
り
単
な
る
多
様
で
あ
る
現
象
が
形
式
に
よ
っ
て
秩
序
づ
け
ら

れ
得
る
可
能
性
が
述
べ
ら
れ
、
第
四
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
な
る
と
、
「
形
式
的

直
観
」
が
成
立
し
て
お
り
、
「
拡
が
り
と
形
態
は
純
粋
直
観
に
属
す
る
」

と
結
論
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
現
象
の
基
本
的
な
意
味

も
同
時
に
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
本
節
で
示
し
た
意
味
で
の

「
経
験
的
直
観
の
無
規
定
な
対
象
」
で
あ
る
。

　
な
お
、
本
節
で
は
形
式
と
純
粋
直
観
の
関
係
が
あ
ま
り
明
確
で
は
な
い
。

本
節
で
形
式
と
言
っ
て
来
た
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
現
象
の
形
式
で
あ
る

が
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
現
象
の
形
式
と
純
粋
直
観
と
は
同
義
で
あ
る
。

本
節
で
は
、
そ
の
形
式
が
「
形
式
的
直
観
」
と
同
義
足
り
得
る
所
以
は
示

さ
れ
た
が
、
形
式
と
「
直
観
の
形
式
」
が
同
義
で
あ
る
と
は
述
べ
ら
れ
な

か
っ
た
。
こ
れ
は
確
か
に
同
義
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
「
直
観

の
形
式
」
は
「
形
式
的
直
観
」
の
根
底
に
存
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
現

象
の
形
式
の
根
底
に
存
す
る
も
の
な
の
で
あ
り
、
形
式
の
一
要
素
と
考
え

ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
通
常
「
形
式
的
直
観
」
を
純
粋
直

観
と
呼
ん
で
い
る
の
で
形
式
即
純
粋
直
観
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
こ

に
は
す
で
に
「
直
観
の
形
式
」
が
一
要
素
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
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る
。

三

　
前
節
の
考
察
に
よ
っ
て
次
の
こ
と
が
導
か
れ
る
。
拡
が
り
が
純
粋
直
観

に
属
す
る
限
り
、
現
象
は
認
識
主
観
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
、
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
純
粋
直
観
が
認
識
主
観
に
属
す
る
こ
と
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
、
こ
の
認
識
主
観
が
感
覚
を
拡
が
り
の
中
に
入
れ
現

。
象
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
こ
の
主
観
は
た
と
え
ば
「
青
」
と
い
う
色
の

感
覚
を
大
き
く
も
小
さ
く
も
す
る
こ
と
が
で
き
、
大
き
な
拡
が
り
を
与
え

　
て
「
青
空
」
に
す
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
小
さ
な
拡
が
り
を
与
え
、
さ
ら

　
に
バ
ケ
ツ
の
形
態
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
「
青
い
ポ
リ
バ
ケ
ツ
」
に
す

　
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。
「
感
覚
に
は
…
…
い
か
な
る
外
延
量
も
帰

　
せ
ら
れ
な
い
」
一
電
冨
一
。
「
感
覚
は
…
…
い
か
な
る
外
延
量
も
持
た
な
い
」

　
一
電
8
）
。
主
観
は
何
も
の
か
に
触
発
さ
れ
そ
こ
に
感
覚
が
生
ず
る
が
、

感
覚
白
体
は
全
く
外
延
量
を
持
た
ず
、
つ
ま
り
拡
が
り
を
持
た
な
い
。
こ

れ
に
拡
が
り
を
与
え
る
の
は
主
観
の
側
な
の
で
あ
る
。
容
易
に
洞
察
さ
れ

　
る
こ
と
は
、
今
こ
こ
に
述
べ
た
こ
と
が
「
演
緯
論
」
の
根
本
原
理
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
よ
り
詳
し
く
言
え
ば
、
現
象
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従

う
の
は
、
主
観
が
、
カ
テ
ゴ
リ
i
に
適
合
す
る
よ
う
に
現
象
を
生
み
出
し

　
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
カ
ン
ト
は
こ

　
の
こ
と
を
「
演
緯
論
」
の
第
一
版
で
も
第
二
版
で
も
述
べ
て
い
る
。
「
こ

　
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
可
能
性
は
、
い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
必
然
性
さ
え
、
全

感
性
が
、
し
た
が
っ
て
す
べ
て
の
可
能
的
現
象
が
根
源
的
統
覚
に
対
し
て

持
っ
て
い
る
連
関
に
基
、
づ
い
て
い
る
。
こ
の
根
源
的
統
覚
に
お
い
て
は
、

す
べ
て
の
も
の
が
必
然
的
に
自
己
意
識
の
あ
ま
ね
き
統
一
の
諸
条
件
に
適

合
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
言
い
か
え
れ
ば
、
綜
合
の
普
遍
的
な
諸

機
能
に
、
す
な
わ
ち
、
統
覚
が
そ
こ
で
の
み
己
れ
の
あ
ま
ね
き
必
然
的
同

一
性
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
証
明
し
得
る
も
の
と
し
て
の
、
概
念
に
従
う
綜

合
に
、
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
一
と
声
）
。
「
自
然
に
お
け
る
諸
現
象

の
諸
法
則
が
、
悟
性
と
そ
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式
と
に
、
言
い
か
え
れ

ば
、
多
様
一
般
を
結
合
す
る
悟
性
の
能
力
に
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

と
い
う
こ
と
は
奇
怪
な
こ
と
で
は
な
い
が
、
そ
れ
は
、
諸
現
象
自
身
が
感

性
的
直
観
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式
に
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
こ
と
が
奇
怪
で
は
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
諸
法
則
は
諸

現
象
の
内
に
現
存
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
主
観
が
悟
性
を
持
っ
て
い
る

限
り
で
の
、
そ
れ
ら
の
諸
現
象
が
内
属
し
て
い
る
そ
の
主
観
と
の
相
対
的

関
係
に
お
い
て
の
み
現
存
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
諸
現
象
が
そ
れ
自
体
で

現
存
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
主
観
が
感
官
を
持
っ
て
い
る
限
り
で
の
、

そ
の
同
一
の
主
観
と
の
相
対
的
関
係
に
お
い
て
の
み
現
存
す
る
と
い
う
こ

と
と
、
同
じ
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
」
（
呂
窪
一
。
後
に
あ
げ
た
第
二
版
の
文

章
で
は
、
認
識
主
観
が
悟
性
と
感
性
と
を
媒
介
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が

明
瞭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
感
性
が
属
す
る
主
観
と
悟
性
の
属
す
る
主
観

は
「
同
一
の
主
観
」
で
あ
る
。
ま
た
、
前
に
あ
げ
た
第
一
版
の
文
章
で
は
、

そ
の
媒
介
的
主
観
に
現
象
が
従
う
も
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で

あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
第
一
版
の
「
演
緯
論
」
は
概
ね
主
観
的
演
緯
で
あ
り
、
第

二
版
の
「
演
緯
論
」
は
概
ね
客
観
的
演
緯
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
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・
主
観
的
演
緯
と
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
現
象
へ
の
適
用
を
事
態
的
に
説
い
た
も

　
の
で
あ
り
、
極
め
て
具
体
的
で
あ
り
、
心
理
学
的
要
素
が
混
入
し
て
い
る
。

　
客
観
的
演
緯
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
現
象
へ
の
適
用
の
権
利
根
拠
を
提
示
す
る

　
も
の
で
あ
り
、
単
に
そ
の
適
用
を
提
示
す
る
に
す
ぎ
な
い
が
、
こ
ち
ら
の

　
方
が
本
来
の
演
緯
で
あ
り
、
主
観
的
演
緯
は
二
次
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。

　
カ
ン
ト
は
第
一
版
の
序
文
で
、
そ
の
「
演
緯
論
」
を
主
観
的
演
緯
で
あ
る

　
と
し
、
そ
れ
は
彼
の
主
要
目
的
で
は
な
い
と
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず

　
第
一
版
に
も
客
観
的
演
緯
が
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
上
で
、
第
一
版
の
九
二

　
頁
か
ら
九
三
頁
一
第
二
版
で
は
二
一
四
頁
か
ら
二
エ
ハ
頁
）
を
読
め
ば
「
演

　
緯
論
」
の
目
的
・
一
客
観
的
演
緯
）
は
果
た
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る

　
（
＞
×
く
＝
）
。
そ
こ
で
そ
の
九
二
頁
か
ら
九
三
頁
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と

　
を
要
約
し
て
み
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
我
々
の
認
識
の
成
立
す
る
可
能

　
性
は
二
つ
し
か
な
く
、
対
象
が
表
象
を
可
能
な
ら
し
め
る
か
、
表
象
が
対

　
象
を
可
能
な
ら
し
め
る
か
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
は
認
識
は
単
に
経
験
的

　
な
も
の
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
後
者
の
場
合
の
み
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
認

　
識
を
可
能
な
ら
し
め
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
後
者
に
は
直
観
と
概
念
と
い

　
う
二
つ
の
条
件
が
必
要
で
あ
る
。
直
観
は
そ
の
も
と
で
現
象
が
現
象
す
る

　
条
件
で
あ
る
。
こ
れ
は
「
感
性
論
」
に
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
。
問
題
は
概

　
念
の
方
で
あ
る
が
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
概
念
が
対
象
に
先
行
す
る
こ
と
は
、

　
そ
れ
な
く
し
て
は
経
験
が
可
能
と
な
り
得
な
い
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ

　
る
。
直
観
に
与
え
ら
れ
た
表
象
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
諸
概
念
に
従
っ
て
綜

　
合
さ
れ
る
か
ら
こ
そ
対
象
が
可
能
と
な
り
ま
た
経
験
が
可
能
と
な
る
の
で

　
あ
る
。
以
上
の
要
約
を
さ
ら
に
短
く
ま
と
め
る
と
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
諸

　
概
念
が
先
行
し
な
け
れ
ば
、
い
か
な
る
対
象
も
可
能
で
な
い
し
、
し
た
が
っ

て
ま
た
い
か
な
る
経
験
も
可
能
で
は
な
い
ゆ
え
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
現
象
に

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
条
件
と
し
て
適
合
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
う

し
て
、
経
験
の
可
能
性
が
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
客
観
的
演
緯
を
遂
行
す
る
の

で
あ
る
。
こ
こ
に
見
た
九
二
頁
か
ら
九
三
頁
の
文
章
に
は
認
識
主
観
が
現

象
と
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
を
媒
介
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
説
か
れ
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
一
見
経
験
の
可
能
性
だ
け
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
演
鐸
の
原
理
で

あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
し
、
事
実
そ
う
解
釈
さ
れ
て
来
た
。
け
れ
ど
も
カ

ン
ト
は
続
く
九
四
頁
に
お
い
て
次
の
重
大
な
発
言
を
行
な
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
次
の
文
章
は
、
九
三
頁
の
終
わ
り
で
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
経
験
を
可
能

な
ら
し
め
る
と
述
べ
た
直
後
に
来
る
も
の
で
あ
る
。
「
し
た
が
っ
て
、
す

べ
て
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
概
念
の
超
越
論
的
演
緯
は
、
後
の
全
探
究
が
そ

れ
に
向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
つ
の
原
理
を
持
っ
て
、
い
る
。
そ
の

原
理
と
は
す
な
わ
ち
、
そ
れ
ら
の
概
念
は
経
験
の
可
能
性
の
ア
・
プ
リ
オ

リ
な
条
件
と
し
て
認
識
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
一
そ
れ
が
、
経
験
に
お

い
て
見
い
出
さ
れ
る
直
観
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
で
あ
ろ
う
と
、
あ
る

い
は
思
考
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
で
あ
ろ
う
と
一
、
と
い
う
原
理
で
あ

る
」
一
＞
遣
一
。
こ
の
原
理
に
よ
れ
ば
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
直
観
の
可
能
性
の

条
件
で
も
あ
る
。
こ
の
原
理
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
経
験
の
可
能
性
の
条
件

で
あ
る
、
と
い
う
命
題
一
こ
れ
は
客
観
的
演
緯
の
命
題
で
あ
る
が
一
の
下
に
、

直
観
ま
で
も
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
う
と
い
う
こ
と
を
内
包
し
て
い
る
の
で

あ
り
、
す
な
わ
ち
感
性
と
悟
性
の
調
停
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し

て
こ
と
こ
と
は
、
カ
ン
ト
が
、
先
の
原
理
を
あ
げ
た
す
ぐ
後
に
、
経
験
の

可
能
性
の
条
件
と
し
て
の
魂
の
三
能
力
一
感
官
・
構
想
力
・
統
覚
一
を
あ
げ

て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
裏
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
経
験
の
可
能
性
は
具
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体
的
に
は
こ
の
三
能
力
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
り
、
単
に
「
カ
テ
ゴ
リ
ー

が
経
験
を
可
能
に
す
る
」
と
言
っ
た
だ
け
で
は
話
に
な
ら
な
い
。
「
演
緯
論
」

第
一
節
は
『
批
判
』
第
二
版
の
項
目
付
け
に
従
え
ば
第
士
二
項
と
第
十
四

項
に
分
け
ら
れ
る
が
、
カ
ン
ト
は
第
十
三
項
に
お
い
て
感
性
と
悟
性
其
其

の
独
立
自
存
と
そ
れ
に
伴
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
現
象
へ
の
適
用
の
問
題
性

一
い
か
な
る
権
利
を
も
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
適
用
さ
れ
る
の
か
）
を
述
べ
、

さ
ら
に
本
稿
最
初
に
あ
げ
た
現
象
の
混
乱
の
可
能
性
を
あ
げ
て
「
演
緯
論
」

の
最
も
根
本
的
な
問
題
を
提
示
し
そ
れ
に
よ
っ
て
感
性
と
悟
性
の
独
立
自

存
を
く
つ
が
え
す
前
哨
と
な
し
、
第
十
四
項
に
至
っ
て
「
演
緯
論
」
の
根

本
原
理
を
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
感
性
と
悟
性
と
を
調
停
す
る
方
向
を
示
唆

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
感
性
と
悟
性
と
は
確
か
に
我
々
人
間
に
お
い
て
は

別
個
の
能
力
で
あ
る
が
、
人
間
の
根
底
に
あ
る
魂
の
次
元
に
お
い
て
は
別

個
に
働
く
も
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
第
十
四
項
に
お
い
て
第
士
二
項
に

そ
の
ま
ま
受
け
っ
が
れ
て
い
る
「
感
性
論
」
と
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
形
而
上

学
的
演
緯
」
の
前
提
一
感
性
と
悟
性
の
分
裂
）
を
く
つ
が
え
す
準
備
を
な
し

て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
具
体
的
内
実
は
「
演
緯
論
」
の
第
二
節
以
下
が

扱
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
魂
の
三
能
力
を
中
心
と
し
て
そ
の
内
容

を
概
観
し
て
み
た
い
。

　
感
官
は
多
様
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
通
観
す
る
能
力
で
あ
り
、
構
想
力
は

こ
の
多
様
を
綜
合
す
る
能
力
で
あ
り
、
統
覚
は
こ
の
綜
合
を
統
一
す
る
能

力
で
あ
る
一
＞
違
）
。
こ
の
三
能
力
は
其
其
経
験
的
使
用
と
超
越
論
的
使
用

と
い
う
二
種
の
使
用
方
法
を
持
っ
て
お
り
、
超
越
論
的
使
用
は
形
式
に
関

わ
り
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
可
能
で
あ
る
一
＞
貨
一
。
感
官
の
経
験
的
使
用
と
は

感
覚
を
受
容
す
る
こ
と
で
あ
ヶ
、
超
越
論
的
使
用
と
は
そ
の
受
容
の
直
中

で
空
時
を
感
覚
に
投
げ
入
れ
る
こ
と
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
に

よ
っ
て
質
料
一
感
覚
）
は
形
式
を
与
え
ら
れ
現
象
が
生
じ
る
の
で
あ
る
一
こ

の
「
形
式
」
は
単
な
る
「
直
観
の
形
式
」
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
）
。
げ
れ

ど
も
こ
の
段
階
で
は
未
だ
現
象
は
把
捉
さ
れ
て
は
い
な
い
。
現
象
が
把
捉

さ
れ
る
た
め
に
は
、
「
私
は
考
え
る
」
と
い
う
自
己
意
識
の
表
象
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
表
象
は
常
に
存
在
し
て
い
る
と
は
限
ら
ず
、
し

た
が
っ
て
把
捉
さ
れ
な
い
現
象
も
あ
り
得
る
の
で
あ
る
。
こ
の
血
思
識
は
超

越
論
的
統
覚
で
あ
る
が
、
我
々
の
認
識
活
動
に
不
可
欠
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
統
覚
は
認
識
の
発
端
に
お
い
て
は
経
験
的
意
識
一
感
覚
を
含
ん
だ
意

識
一
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
純
然
と
自
己
を
確
立
し
て
お
ら
ず
微
弱
な
意

識
で
あ
る
が
、
構
想
力
の
綜
合
を
通
じ
て
次
第
に
自
己
を
自
覚
す
る
に
至

る
。
つ
ま
り
「
綜
合
の
意
識
」
一
呂
竃
）
を
通
じ
て
白
己
の
不
変
的
同
一
性

　
　
　
　
　
　
　
、

を
知
り
、
自
己
を
私
と
知
り
、
そ
こ
に
至
っ
て
感
覚
と
分
離
し
純
化
さ
れ
、

純
粋
意
識
一
純
粋
統
覚
）
と
し
て
自
己
を
自
覚
す
る
に
至
る
の
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
構
想
力
の
綜
合
な
く
し
て
は
自
己
意
識
の
純
化
は
な
く
ま
た

我
々
の
認
識
も
成
立
し
な
い
。
と
こ
ろ
で
構
想
力
の
綜
合
と
は
何
か
と
言

え
ば
、
こ
れ
に
も
経
験
的
使
用
と
超
越
論
的
使
用
の
二
種
が
あ
る
。

　
経
験
的
綜
合
は
一
度
把
捉
さ
れ
た
印
象
を
再
生
産
す
る
も
の
で
あ
り
、

こ
れ
は
構
想
力
の
再
生
産
的
能
力
が
行
な
う
も
の
で
あ
る
。
純
粋
綜
合
は

構
想
力
が
線
や
形
態
を
印
象
に
投
げ
入
れ
て
ゆ
く
行
為
で
あ
り
、
こ
れ
は

構
想
力
の
生
産
的
綜
合
で
あ
る
が
、
構
想
力
は
一
方
に
お
い
て
諸
印
象
を

55



再
生
産
し
つ
つ
そ
の
中
に
線
や
形
態
を
引
い
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
「
形

象
」
を
生
み
出
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
具
体
的
に
述
べ
る
と
、
た
と
え
ば

部
屋
の
形
象
が
で
き
る
た
め
に
は
、
再
生
産
的
構
想
力
が
諸
印
象
を
再
生

産
し
て
持
続
的
た
ら
し
め
る
一
方
、
生
産
的
構
想
力
が
窓
や
机
な
ど
の
形

態
を
そ
こ
に
投
げ
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
明
確
な
直
観
一
形
象
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
一

し
て
の
部
屋
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
生
産
的
構
想
力
の
投
げ
入
れ

は
や
や
複
雑
で
あ
り
、
た
と
え
ば
机
の
形
態
を
投
げ
入
れ
る
時
に
構
想
力

は
一
点
か
ら
始
め
て
順
次
に
線
を
引
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
が
、
そ
の
際
線

の
先
行
す
る
部
分
を
再
生
産
し
て
ゆ
か
な
け
れ
ば
机
の
純
粋
形
象
は
生
ま

れ
な
い
。
こ
の
再
生
産
は
純
粋
再
生
産
で
あ
っ
て
再
生
産
的
構
想
力
の
そ

れ
と
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
純
粋
再
生
産
に
よ
っ
て
線
の
諸
部
分
が
綜

合
さ
れ
一
付
け
加
え
ら
れ
一
机
の
純
粋
形
象
が
生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
純
粋
綜
合
で
あ
る
。
こ
の
純
粋
綜
合
が
行
な
わ
れ
て
い
る
と
同
じ
時
に

再
生
産
的
構
想
力
が
次
々
と
再
生
産
的
表
象
を
付
け
足
し
て
持
続
的
な
表

象
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
一
経
験
的
綜
合
一
、
こ
の
持
続
的
な
表
象

に
純
粋
形
象
が
溶
け
込
み
一
体
と
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
机
の
形
象
が
生
み

　
　
　
　
　
　
　
一
呂
一

出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
構
想
力
の
生
産
的
綜
合
は
「
直
観
の
形

式
」
を
「
形
式
的
直
観
」
足
ら
し
め
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ
て

質
料
一
感
覚
一
が
十
全
な
意
味
で
形
式
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
感
官
、
構
想
力
、

統
覚
と
い
う
三
能
力
は
継
時
的
に
働
く
の
で
は
な
く
、
同
時
に
働
く
も
の

で
あ
る
。
感
官
は
通
観
作
用
を
持
つ
が
、
多
様
は
一
瞬
問
の
も
の
と
し
て

は
、
「
絶
対
的
統
一
体
」
一
＞
竃
一
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
多
様
が
多
様

と
し
て
認
識
さ
れ
る
た
め
に
は
時
間
が
か
か
る
の
で
あ
り
、
そ
の
時
問
は

瞬
間
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
一
瞬
の
も
の
で
は
あ
り
得
ず
、
そ
の
時
間
の

間
に
構
想
力
の
綜
合
が
行
な
わ
れ
、
そ
の
綜
合
の
間
に
個
々
の
意
識
が
統

一
さ
れ
「
私
は
考
え
る
」
と
い
う
表
象
が
経
験
的
意
識
か
ら
純
化
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
よ
う
に
か
の
三
能
力
が
同
時
に
働
く
の
は
現

象
が
把
捉
さ
れ
る
場
合
で
あ
っ
て
、
現
象
が
経
験
的
意
識
の
内
に
取
り
入

れ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
感
官
だ
け
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
感

官
は
経
験
的
意
識
と
関
わ
り
が
な
い
た
め
単
な
る
外
的
感
官
で
あ
る
が
、

し
か
も
そ
の
形
式
と
し
て
「
直
観
の
形
式
」
だ
け
を
持
つ
外
的
感
官
で
あ

る
。
こ
の
場
合
の
現
象
は
我
々
に
と
っ
て
は
無
で
あ
る
ゆ
え
再
生
産
も
あ

り
得
な
い
が
、
も
し
も
そ
の
よ
う
な
現
象
が
消
え
去
ら
ず
に
残
る
な
ら
ば

「
全
体
的
な
感
性
」
が
可
能
と
な
る
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
一
＞
H
竃
一
。
人
間
の
感
性
は
意
識
と
の
関
係
な
く
し
て
は
問
題
と
な

り
得
ず
、
現
象
が
把
捉
さ
れ
る
場
合
に
の
み
、
そ
の
把
捉
に
お
い
て
感
官
、

構
想
力
、
統
覚
の
三
者
が
共
同
す
る
の
で
あ
る
。
構
想
力
は
感
官
と
統
覚

と
を
媒
介
す
る
も
の
で
あ
り
、
感
性
と
悟
性
の
両
者
に
属
す
る
が
、
そ
れ

ゆ
え
人
間
的
認
識
を
深
く
考
察
す
る
な
ら
ば
感
性
と
悟
性
は
全
く
分
離
し

た
も
の
で
は
な
い
。
「
形
式
的
直
観
」
が
感
官
の
形
式
と
な
る
場
合
に
す

で
に
構
想
力
が
、
し
た
が
っ
て
悟
性
が
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
感
性
論
」

に
お
い
て
カ
ン
ト
は
「
形
式
的
直
観
」
と
し
て
の
純
粋
直
観
を
考
察
し
て

い
る
が
、
そ
の
際
悟
性
が
全
く
考
察
の
対
象
と
な
ら
な
い
の
は
意
図
的
な

抽
象
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
て
感
性
と
悟
性
は
構
想
力
に
よ
っ
て
媒
介
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
さ
ら
に
深
く
根
本
か
ら
考
え
て
み
る
な

ら
ば
、
感
官
が
現
象
を
現
象
さ
せ
る
際
す
で
に
悟
性
と
合
致
す
る
よ
う
に

さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
「
直
観
の
形
式
↑
が
そ
れ
に
帰
属
す
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る
と
こ
ろ
の
魂
一
認
識
主
観
一
の
な
せ
る
技
で
あ
る
。
魂
は
す
べ
て
の
現
象

を
整
合
的
足
ら
し
め
る
の
で
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
把
捉
さ
れ
る
現
象

に
は
そ
れ
が
整
合
的
足
り
得
る
よ
う
感
覚
に
対
し
て
変
幻
自
在
に
拡
が
り

を
与
え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
現
象
の
経
験
的
親
和
性
が
可
能

と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
親
和
性
は
魂
が
意
図
す
る
超
越
論
的
親
和
性
の

帰
結
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
我
々
に
は
こ
の
魂
の
企
て
を
知
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
我
々
の
意
識
は
綜
合
の
後
に
し
か
自
覚
さ
れ
ず
そ
れ
以
前
に
は
微

弱
で
あ
る
た
め
、
魂
の
能
力
を
十
分
に
意
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
綜

合
一
般
は
魂
の
不
可
欠
で
は
あ
る
が
盲
目
的
な
機
能
で
あ
り
、
我
々
が
こ

れ
を
意
識
す
る
こ
と
は
稀
で
あ
る
一
胃
8
一
。
し
た
が
っ
て
我
々
が
自
分

に
気
づ
い
た
時
に
は
た
と
え
ば
部
屋
の
形
象
が
す
で
に
成
立
し
て
い
る
の

で
あ
り
、
い
か
に
し
て
形
象
が
成
立
し
た
の
か
を
我
々
が
知
る
こ
と
は
ほ

　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
一

と
ん
ど
な
い
の
で
あ
る
。

　
以
上
は
カ
ン
ト
が
『
批
判
』
第
二
版
の
「
演
緯
論
」
で
「
形
象
的
綜
合

一
ω
着
亭
邑
ω
名
巴
o
色
」
一
匝
H
呂
一
と
呼
ぶ
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
形
象
的

綜
合
に
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
け
で
行
な
わ
れ
る
「
知
性
綜
合
一
ω
着
庄
邑
ω

巨
①
＝
賢
§
房
）
」
一
呂
㎝
H
）
が
同
時
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
多
様
が

把
捉
さ
れ
経
験
的
意
識
一
内
的
感
官
）
の
内
に
入
る
と
、
構
想
力
が
働
い
て

「
直
観
の
形
式
」
と
し
て
の
空
間
の
内
に
線
や
形
態
な
ど
の
純
粋
多
様
を

描
出
す
る
が
、
そ
の
際
同
時
に
「
単
な
る
直
観
の
形
式
」
一
呂
邊
一
と
し
て

の
時
聞
が
図
式
一
時
間
に
お
け
る
純
粋
多
様
一
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
、
こ
の

図
式
は
意
識
が
統
一
さ
れ
る
と
概
念
化
さ
れ
る
。
概
念
は
カ
ン
ト
に
お
い

て
綜
合
の
統
一
の
意
識
の
内
に
生
ず
る
も
の
で
あ
る
が
一
＞
H
o
串
）
、
カ

テ
ゴ
リ
ー
は
経
験
に
先
立
っ
て
魂
の
内
に
崩
芽
的
に
存
在
し
て
い
る
も
の

で
あ
り
、
構
想
力
の
綜
合
に
お
い
て
再
び
概
念
化
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
図
式
が
構
想
力
に
よ
っ
て
描
出
さ
れ
る
一
方
、
統
覚

の
内
部
に
お
い
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
綜
合
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

結
論

　
カ
ン
ト
の
「
演
緯
論
」
の
原
理
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
う
よ
う
魂
が
現

象
を
作
り
出
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
原
理
な
く
し
て
は
現

象
の
混
乱
を
解
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

注

一
－
一
カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
は
す
べ
て
『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
も
の
で

　
　
あ
り
、
第
一
版
を
A
、
第
二
版
を
B
と
し
て
頁
数
を
示
し
た
。
た
だ

　
　
し
、
第
一
版
と
第
二
版
に
共
通
の
文
章
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て

　
　
第
二
版
の
頁
数
だ
け
を
示
し
て
あ
る
。
ま
た
、
引
用
文
中
の
傍
点
は

　
　
筆
者
の
も
の
で
あ
る
。

一
2
一
ら
2
1
声
ω
邑
旨
＞
o
旨
竃
旦
印
・
二
〇
ζ
昌
．
ω
O
・
一
亘
篶
o
｛
～
亮

　
宛
g
ω
o
月
H
⑩
N
ω
一
巾
l
N
N
ド

一
3
一
く
。
・
一
．
ρ
？
曽
ω
ω
』
嚢
ぼ
一
昌
轟
麦
5
昇
H
竃
ゴ
ω
．
H
畠
．

（
4
）
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
た
と
え
ば
、
プ
ラ
ウ
ス
の
同
書
一
一
四
～
一

　
　
一
八
頁
を
参
照
。

（
5
）
た
と
え
ば
フ
ァ
イ
ヒ
イ
ガ
ー
は
、
カ
ン
ト
が
3
凸
8
耐
ρ
峯
色
9
8

　
　
と
言
っ
た
の
を
カ
ン
ト
の
好
み
に
よ
る
転
換
一
悪
5
g
①
峯
①
邑
冒
o
・
）
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で
あ
る
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
説
明
が
つ
か
な
い
と
思
わ

　
　
れ
る
。
く
県
甲
く
讐
巨
■
①
q
實
一
穴
o
昌
目
8
冨
『
昌
丙
彗
房
丙
．
p
「
く
．
一

　
匝
戸
F
ω
．
蜆
㊤
．

（
6
）
「
直
観
の
形
式
」
と
「
形
式
的
直
観
」
が
い
ず
れ
も
純
粋
直
観
で
あ

　
■
る
と
い
う
一
」
と
は
、
量
義
治
教
授
も
言
及
さ
れ
て
い
る
。
量
義
治
「
カ

　
　
ン
ト
と
形
而
上
学
の
検
証
」
一
九
八
四
、
四
〇
一
頁
、
注
↑
）
参
照
。

　
　
け
れ
ど
も
両
直
観
に
対
す
る
量
教
授
の
解
釈
は
本
稿
の
そ
れ
と
は
基

　
　
本
的
に
異
な
っ
て
い
る
。
同
書
一
六
六
頁
以
下
及
び
四
〇
一
頁
以
下

　
　
を
参
照
。

（
7
）
形
象
は
単
な
る
直
観
と
は
違
っ
て
持
続
的
な
表
象
で
あ
る
。
直
観
は

　
　
一
瞬
一
瞬
流
れ
去
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
何
も
残
ら
ず
、
し
た

　
　
が
っ
て
直
観
だ
け
で
は
い
か
な
る
形
象
も
可
能
で
は
な
い
。
机
が
机

　
　
と
し
て
表
象
さ
れ
る
た
め
に
は
印
象
の
再
生
産
が
必
要
な
の
で
あ

　
　
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
が
形
象
と
言
う
の
は
一
般

　
　
的
に
は
形
観
一
＞
昌
；
艮
）
を
意
味
し
て
い
る
。
く
胴
一
・
冨
．
患
巨
品
σ
q
①
「

　
穴
印
目
け
自
目
o
o
印
ω
～
『
o
σ
斥
昌
o
①
『
－
≦
①
叶
四
〇
す
＜
色
斤
H
⑩
べ
ω
一
〇
つ
ー
o
o
⑩
’
一
つ

　
　
の
形
観
が
生
ま
れ
る
た
め
に
は
、
そ
の
形
観
が
大
き
く
な
れ
ば
な
る

　
　
ほ
ど
そ
れ
だ
け
再
生
産
的
構
想
力
が
駆
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

　
　
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
部
屋
の
形
観
の
内
、
我
々
の
視
覚
に
正
確
に

　
　
入
っ
て
く
る
の
は
ほ
ん
の
一
部
分
に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
形
象
の

　
成
立
の
た
め
に
は
現
象
の
一
部
分
の
再
生
産
が
必
要
な
場
合
一
た
と

　
　
え
ば
消
し
ゴ
ム
の
形
象
の
場
合
、
そ
れ
ほ
ど
大
き
な
枠
組
の
再
生
産

　
　
は
必
要
で
は
な
い
）
と
さ
ら
に
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
の
再
生
産
を
必
要

　
　
と
す
る
場
合
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。

一
8
一
「
形
象
は
生
産
的
構
想
力
の
経
験
的
能
力
の
産
物
で
あ
る
」
一
胃
o
．
H
）

　
　
と
カ
ン
ト
は
言
っ
て
い
る
が
、
こ
の
「
経
験
的
能
力
」
に
は
二
つ
の

　
　
意
味
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
生
産
的
構
想
力
の
再
生
産
的

　
能
力
一
こ
れ
を
カ
ン
ト
は
再
生
産
的
構
想
力
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
一
が
印

　
象
を
再
生
産
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
感
覚
あ
る

　
　
い
は
印
象
と
い
う
経
験
的
な
も
の
に
生
産
的
構
想
力
が
線
や
形
態
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

　
　
ど
の
純
粋
形
象
を
溶
け
込
ま
せ
る
能
力
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

（
9
）
新
し
い
も
の
や
珍
奇
な
も
の
を
見
る
時
注
意
作
用
が
促
さ
れ
る
が

　
　
（
穴
竃
け
＞
目
艘
g
名
〇
一
〇
〇
q
一
p
o
っ
．
H
竃
一
＞
ζ
p
＞
易
岬
）
、
そ
の
よ
う
に

　
　
注
意
が
促
さ
れ
る
時
、
構
想
力
の
綜
合
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　
　
こ
の
場
合
に
は
、
形
象
成
立
以
前
の
形
態
を
描
く
生
産
的
構
想
力
の

　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

　
　
把
捉
の
純
粋
綜
合
が
こ
と
ご
と
く
意
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
（
も
り
も
と
・
よ
し
ひ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
・
思
想
研
究
科
在
学
中
）
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