
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
付
る
対
象
の
問
題

鈴
　
木

康
　
文

　
超
越
論
的
現
象
学
は
、
自
然
的
態
度
か
ら
現
象
学
的
態
度
も
し
く
は
超

　
　
　
　
（
ユ
）

越
論
的
態
度
と
い
う
態
度
変
更
に
お
い
て
始
め
て
、
そ
の
学
が
学
と
し
て

位
置
づ
け
ら
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
現
象
学
は
、
何
か
特
殊
な

対
象
と
か
状
態
を
学
の
主
題
と
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
題
材
は
あ
く
ま
で

も
目
の
前
の
机
で
あ
り
ま
た
球
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
の
対
象
に
対
す
る
見

方
と
か
態
度
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
現
象
学
的
態
度
に
対
立
す
る
態
度
と

し
て
は
、
自
然
主
義
的
態
度
や
自
然
的
態
度
が
挙
げ
ら
れ
る
。
自
然
主
義

的
態
度
は
い
わ
ゆ
る
客
観
学
を
遂
行
す
る
際
の
態
度
と
し
て
自
已
理
解
さ

れ
る
態
度
で
あ
り
、
ま
た
自
然
的
態
度
は
日
常
的
に
生
き
て
い
る
際
の
見

方
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
態
度
に
お
い
て
は
見
ら
れ
た
も
の
が

主
題
と
な
っ
て
い
る
が
常
に
そ
こ
に
留
ま
っ
て
い
る
』
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
ら

の
態
度
に
お
い
て
十
分
に
問
わ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
こ
と
、
つ
ま
り

諸
対
象
の
主
観
に
対
す
る
与
え
ら
れ
か
た
、
主
観
の
側
か
ら
い
う
な
ら
ば
、

与
え
ら
れ
か
た
を
通
し
て
与
え
ら
れ
た
も
の
を
見
る
と
い
う
こ
と
、
ま
さ

に
そ
う
し
た
事
態
を
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
我
々
は
「
見
る
こ

と
」
を
学
ば
な
け
れ
ば
カ
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
こ
こ
で
は
、
自
体
存
在
で

あ
る
客
観
が
な
に
ゆ
え
主
観
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
を
間

う
手
が
か
り
で
あ
る
超
越
論
的
態
度
を
、
主
題
化
し
て
い
く
こ
と
を
試
み

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ
デ
ル

る
も
の
で
あ
る
。
本
論
に
お
い
て
は
対
象
知
覚
を
原
型
に
論
を
進
め
て
い

く
が
、
そ
の
こ
と
も
あ
っ
て
本
論
で
は
超
越
論
的
な
次
元
の
全
景
は
と
て

も
論
じ
得
な
い
。
し
か
し
例
え
ば
現
象
学
に
お
い
て
身
体
が
な
に
ゆ
え
問

題
化
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
世
界
と
い
う
テ
ー
マ
に
お
い
て
何
を
論
じ
よ

う
と
し
て
い
る
の
か
と
い
う
間
わ
れ
る
べ
き
問
題
を
問
題
と
し
て
語
る
た

め
の
序
論
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
特
に
本
論
に
お
い
て
は
単
に
自
然
的
態
度

と
超
越
論
的
態
度
の
差
異
を
規
定
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
自
然
的
態
度
を

超
越
論
的
に
論
じ
る
た
め
の
最
初
の
手
が
か
り
を
得
た
い
と
思
う
。
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以
上
を
考
察
す
る
た
め
に
、
ま
ず
フ
ッ
サ
ー
ル
の
ア
プ
リ
オ
リ
概
念
を

規
定
し
て
、
そ
こ
に
お
い
て
現
象
学
が
本
来
主
題
と
し
て
い
る
こ
と
に
形

式
的
な
枠
組
み
を
与
え
る
。
次
に
対
象
の
知
覚
を
範
例
と
し
て
論
を
展
開

す
る
が
、
そ
の
前
に
知
覚
を
中
心
と
す
る
理
由
を
明
証
論
に
お
い
て
示
し
、

知
覚
の
権
利
源
泉
を
明
ら
か
に
す
る
。
そ
れ
を
も
と
に
し
て
対
象
知
覚
を

い
わ
ゆ
る
静
態
的
に
記
述
し
、
そ
れ
を
手
引
き
に
し
て
発
生
的
に
「
意
味

の
地
平
構
造
」
を
論
じ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
以
上
の
事
象
の
記
述
か
ら

あ
ら
た
め
て
、
対
象
そ
の
も
の
の
規
定
を
め
ぐ
る
自
然
的
態
度
や
超
越
論

的
態
度
と
い
う
態
度
の
問
題
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
し
た
い
。

　
　
　
　
一
　
ア
プ
リ
オ
リ
の
規
定

　
さ
し
あ
た
り
ま
ず
フ
ッ
サ
ー
ル
の
ア
プ
リ
オ
リ
概
念
の
区
分
を
記
述
し

て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
象
学
本
来
の
主
題
を
位
置
づ
け
る
こ
と
に
着
手
す

る
こ
と
に
す
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
概
念
を
大
き
く
二
つ
に
、

細
か
く
見
れ
ば
三
つ
に
区
分
し
た
。
そ
の
具
体
的
内
容
は
彼
の
思
想
の
展

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

開
の
中
で
変
化
し
て
い
っ
た
が
、
枠
組
み
そ
の
も
の
は
変
わ
っ
て
い
な
い
。

『
危
機
』
を
例
に
す
れ
ば
、
「
客
観
的
・
論
理
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
、
「
生
活

世
界
の
ア
プ
リ
オ
リ
」
1
（
≦
．
鵠
）
、
お
よ
び
そ
れ
ら
に
対
立
す
る
と
と

も
に
そ
れ
ら
両
者
を
構
成
す
る
「
普
遍
的
相
関
の
ア
プ
リ
オ
リ
」
一
く
－
1

ま
）
が
そ
れ
で
あ
る
。

　
「
客
観
的
・
論
理
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
は
、
数
学
や
論
理
学
で
代
表
さ
れ
、

ま
た
そ
れ
に
基
づ
く
諸
科
学
の
ア
プ
リ
オ
リ
で
、
形
式
存
在
論
を
形
成
し

て
い
る
。
そ
れ
は
単
に
形
式
の
み
を
主
題
と
し
て
お
り
、
そ
れ
以
外
の
こ

と
は
捨
象
し
て
い
る
。
そ
れ
に
対
立
し
、
ま
た
そ
れ
に
先
立
つ
普
遍
的
ア

プ
リ
オ
リ
が
、
「
生
活
世
界
の
ア
プ
リ
オ
リ
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
ア
プ

リ
オ
リ
は
『
イ
デ
ー
ン
』
に
お
い
て
は
、
領
域
存
在
論
と
し
て
規
定
さ
れ

る
本
質
で
あ
る
。
例
え
ば
記
述
的
本
質
と
し
て
、
事
物
一
般
や
意
識
、
一
般

あ
る
い
は
価
値
的
内
容
一
般
と
い
う
よ
う
な
各
々
の
領
域
の
内
に
成
立
す

る
本
質
を
対
象
と
し
て
主
題
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
事
物
の
実
在

と
い
う
事
実
か
ら
延
長
せ
る
も
の
と
い
う
本
質
を
み
た
り
、
心
的
事
実
と

し
て
の
意
識
の
中
に
思
惟
と
い
う
本
質
を
見
た
り
す
る
。
ま
た
価
値
に
つ

い
て
は
類
や
種
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
か
ら
高
い
価
値
と
か
よ
り
普
遍
的
価
値
と

い
っ
た
そ
の
段
階
性
が
規
定
さ
れ
た
り
す
る
。
こ
れ
ら
の
諸
領
域
相
互
の

区
別
は
明
確
で
あ
り
、
原
理
的
に
相
異
な
っ
た
本
質
法
則
性
が
成
立
す
る
。

そ
れ
ゆ
え
例
え
ば
事
物
の
本
質
法
則
で
あ
る
因
果
性
を
意
識
の
法
則
で
あ

る
動
機
づ
け
と
す
り
か
え
る
よ
う
に
、
そ
れ
ら
を
混
同
す
る
こ
と
は
い
わ

ゆ
る
メ
タ
バ
シ
ス
を
招
く
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
本
質
が
生
活
世
界
の

ア
プ
リ
オ
リ
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
諸
領
域
の
総
体
と
し
て
さ
し
あ
た

り
一
つ
の
世
界
概
念
が
規
定
さ
れ
普
遍
的
構
造
を
も
っ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
客
観
的
科
学
の
ア
プ
リ
オ
リ
は
、
こ
の
生
活
世
界
の
ア
プ
リ
オ
リ
か

ら
の
派
生
態
で
あ
り
、
理
念
化
と
い
う
操
作
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
の
で

　
一
3
一

あ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
本
質
を
規
定
す
る
態
度
は
、
事
実
を
「
本
質
直

観
」
し
て
事
実
と
い
う
意
味
と
し
て
捉
え
て
い
る
が
、
そ
の
世
界
へ
と
素

朴
に
直
進
的
に
向
か
っ
て
い
る
自
然
的
態
度
で
あ
る
（
く
H
、
崖
胃
）
。
そ

こ
で
は
、
一
方
で
は
事
物
の
世
界
が
あ
り
、
他
方
で
は
心
的
世
界
が
あ
る

と
い
う
よ
う
に
二
元
論
を
形
成
し
て
い
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
本
質
直

観
に
よ
っ
て
見
ら
れ
た
も
の
相
互
の
関
係
が
問
わ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ

り
、
「
見
る
こ
と
」
が
主
題
と
な
っ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
た
と
え
心
的
な
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も
の
で
あ
れ
、
見
ら
れ
た
も
の
と
い
う
意
味
で
客
観
的
な
も
の
と
し
て
対

象
化
さ
れ
て
語
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
対
象
化
す
る
に
当
た
っ
て
の
主

観
性
の
機
能
が
問
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
見
ら
れ
た
も
の
は

我
々
が
見
て
い
る
こ
と
以
上
一
罵
～
芸
）
の
も
の
で
あ
る
（
く
⑰
・
一
．
H
・

o
。
卜
）
。
例
え
ば
我
々
は
、
目
の
前
に
あ
る
机
を
見
て
い
る
の
だ
が
、
現
実

に
見
て
い
る
の
は
単
に
机
の
前
面
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
を
通
し
て
当
の
も

の
を
机
と
し
て
見
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
う
し
た
机
と
い
う
現
出
者

（
宰
ω
o
ぼ
一
①
邑
色
と
そ
の
現
出
者
の
現
出
一
宰
ω
序
9
昌
潟
）
と
い
う
差
異
性

を
明
示
し
、
現
出
の
多
様
性
を
総
合
的
に
統
一
す
る
意
識
の
構
成
能
作
に

よ
っ
て
、
当
の
も
の
を
眼
の
前
に
あ
る
机
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
い
う
こ

と
を
主
題
化
す
る
こ
と
が
、
さ
し
あ
た
り
の
現
象
学
の
課
題
な
の
で
あ
る
。

過
剰
思
念
（
く
9
昌
9
昌
鍔
）
と
表
現
さ
れ
る
こ
の
「
よ
り
以
上
」
と
い
う

事
象
が
、
自
然
的
態
度
に
は
隠
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
現
象
学
が

い
う
「
現
象
」
と
は
、
こ
の
現
出
者
が
現
出
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
（
く
①
・
一
・

F
宝
）
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
場
合
ど
ん
な
対
象
で
あ
れ
そ
れ
を
直
進
的
に

観
察
し
た
り
記
述
し
た
り
す
る
の
で
な
く
、
対
象
の
主
観
に
対
す
る
与
え

ら
れ
方
に
眼
差
し
を
向
け
か
え
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
第
三

の
ア
プ
リ
オ
リ
概
念
で
あ
る
「
相
関
ア
プ
リ
オ
リ
」
と
は
こ
の
よ
う
な
事

態
を
主
題
と
し
て
扱
う
た
め
の
名
称
で
、
全
く
形
式
的
に
は
「
自
我
－
意

識
作
用
－
意
識
対
象
」
（
晶
O
－
O
轟
一
け
O
－
8
σ
・
ま
旨
目
）
と
い
う
よ
う
に
規
定
さ

れ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
意
識
の
普
遍
的
な
相
関
関
係
を
表
わ
す

総
称
が
志
向
性
と
呼
ば
れ
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
は
「
意
識
と
は
何
も
の

か
に
つ
い
て
の
意
識
で
あ
り
、
意
識
作
用
と
し
て
み
ず
か
ら
の
意
識
対
象

を
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
有
し
て
い
る
」
一
H
・
富
）
と
い
う
意
識
の
根
本
構

造
の
こ
と
で
あ
る
。
志
向
性
は
意
識
対
象
を
構
成
す
る
能
作
と
し
て
機
能

し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
さ
し
あ
た
り
示
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
は
、
志
向
性
は
心
的
実
在
に
関
す
る
本
質
領
域
と
実
在
的
対
象
と
い
う

領
域
と
の
い
わ
ば
橋
わ
た
し
を
表
わ
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
意
識
に

お
い
て
す
で
に
意
味
構
成
さ
れ
た
諸
領
域
の
関
係
を
考
え
る
こ
と
は
、
い

わ
ば
白
然
的
態
度
に
お
け
る
論
議
に
留
ま
っ
で
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に

お
い
て
は
構
成
さ
れ
た
領
域
に
直
進
的
に
向
か
っ
て
お
り
、
構
成
機
能
と

し
て
の
志
向
性
そ
の
も
の
は
無
記
名
な
ま
ま
に
留
ま
っ
て
い
る
。
「
現
象

学
の
真
の
テ
ー
マ
は
、
一
方
に
お
い
て
世
界
、
他
方
に
お
い
て
そ
れ
と
対

立
す
る
よ
う
な
超
越
論
的
主
観
性
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
世
界
が
超
越
論

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
4
〕

的
主
観
性
の
構
成
の
う
ち
に
生
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
こ
の
場

合
意
識
は
領
域
で
は
な
く
、
諸
領
域
の
源
泉
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ

の
第
三
の
ア
プ
リ
オ
リ
概
念
で
あ
る
「
普
遍
的
相
関
の
ア
プ
リ
オ
リ
」
は
、

第
二
の
領
域
に
関
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
に
対
立
し
、
し
か
も
そ
れ
を
ア
プ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
5
）

オ
リ
た
ら
し
め
る
根
拠
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
我
々
は
事
物
知
覚
を
例
に
し
て
意
識
に
お
け
る
対
象
の
構
成
を
記
述
し

て
経
験
の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
が
、
そ
の
準
備
と
し
て
現
象
学
の
現
象

を
開
示
さ
せ
る
方
法
で
あ
る
現
象
学
的
還
元
を
記
述
し
て
、
そ
れ
か
ら
現

象
学
に
お
け
る
知
覚
の
意
義
を
明
証
の
問
題
と
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　
　
　
　
二
　
現
象
を
み
る
こ
と

　
現
象
学
は
、
白
然
的
態
度
や
そ
の
態
度
に
お
い
て
成
立
し
て
い
る
学
に

お
い
て
は
隠
さ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
「
現
象
」
を
見
る
こ
と
を
主
題

と
す
る
学
で
あ
る
。
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自
然
的
態
度
は
例
え
ば
『
イ
デ
ー
ン
』
に
お
い
て
は
、
ご
く
自
然
に
普

通
に
生
き
て
い
る
人
間
の
あ
り
方
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
つ
ま
り
私
は
一

つ
の
世
界
を
意
識
し
て
い
て
、
そ
の
中
で
私
は
生
き
て
お
り
、
諸
々
の
物

体
は
私
に
と
っ
て
端
的
に
現
に
そ
こ
に
存
在
す
る
と
い
う
よ
う
に
。
こ
の

よ
う
に
実
在
的
な
周
囲
世
界
が
現
に
そ
こ
に
存
在
す
る
「
現
実
」
と
し
て

意
識
さ
れ
る
の
は
、
自
然
的
態
度
の
な
す
一
般
定
立
（
o
g
①
邑
旨
邑
ω
）
に

よ
る
（
自
．
胃
）
。
現
象
学
が
方
法
と
す
る
還
元
は
こ
の
一
般
定
立
を
い
わ

ば
「
作
用
の
外
に
お
き
働
か
さ
な
い
で
お
い
て
」
、
「
括
弧
に
い
れ
る
」
の

で
あ
る
（
戸
竃
）
。
そ
れ
は
自
然
的
態
度
の
な
す
世
界
に
対
す
る
態
度
決

定
を
妥
当
さ
せ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
現
象
学
エ

ポ
ケ
ー
は
、
何
か
を
否
定
し
た
り
疑
っ
た
り
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

何
か
を
否
定
し
た
り
疑
っ
た
り
す
る
こ
と
は
否
定
し
た
り
疑
う
と
い
う
あ

り
か
た
に
お
い
て
定
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
自
然
的
態
度
に

お
け
る
態
度
決
定
で
あ
る
。
そ
の
場
合
我
々
は
定
立
さ
れ
た
も
の
に
目
を

奪
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
現
象
学
的
還
元
は
、
白
然
的
態
度
に
よ
っ
て

妥
当
さ
れ
た
内
容
を
、
そ
の
ま
ま
保
持
し
な
が
ら
変
様
し
現
象
学
的
な
意

味
で
の
「
現
象
」
と
化
す
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
定
立
を
差
し
控
え
る

こ
と
は
定
立
を
捨
て
去
る
こ
と
で
は
な
い
。
「
そ
れ
は
ま
さ
に
そ
こ
に
あ

り
本
質
的
に
現
象
に
と
も
に
属
す
る
」
（
目
』
8
）
。
我
々
は
そ
の
定
立

を
現
象
の
成
素
一
思
ω
冨
邑
ω
昌
鼻
①
）
と
み
な
す
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え

こ
の
定
立
そ
の
も
の
が
現
象
学
の
主
題
た
り
え
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
に

よ
っ
て
単
に
自
然
的
態
度
と
現
象
学
的
態
度
が
区
別
さ
れ
る
ば
か
り
で
な

く
、
自
然
的
態
度
の
超
越
論
的
な
規
定
が
な
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
し
か

し
こ
の
課
題
は
、
超
越
論
的
次
元
の
開
示
を
通
じ
て
始
め
て
問
い
得
る
の

で
、
後
に
触
れ
る
こ
と
に
し
て
、
現
象
学
が
言
う
意
味
で
の
「
現
象
を
見

る
こ
と
」
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

　
現
象
学
は
現
象
を
見
る
こ
と
に
お
い
て
成
立
す
る
学
で
あ
る
が
、
現
象

学
の
い
う
「
見
る
こ
と
」
と
は
「
た
だ
単
に
、
感
性
的
に
経
験
し
つ
つ
見

る
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
く
て
、
ど
ん
な
種
類
の
も
の
で
あ
れ
本
源
的

に
与
え
る
働
き
を
す
る
意
識
で
あ
る
か
ぎ
り
の
見
る
こ
と
一
般
」
を
意
味

し
、
そ
れ
は
「
全
て
の
理
性
的
主
題
の
究
極
の
正
当
性
の
源
泉
で
あ
る
」

（
目
．
お
）
。
す
な
わ
ち
フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
見
る
こ
と
」
を
「
感
性
的
直
観
」

に
限
定
し
て
お
ら
ず
、
全
て
の
意
識
に
共
通
の
名
称
と
し
て
規
定
し
て
い

る
。
そ
し
て
こ
の
「
見
る
こ
と
」
そ
れ
自
身
が
理
性
的
源
泉
と
し
て
探
求

さ
れ
る
べ
き
主
題
で
あ
る
。
知
の
根
源
的
通
路
と
し
て
な
る
ほ
ど
見
る
こ

と
は
精
確
さ
を
欠
き
不
完
全
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
見
る
こ
と

に
よ
っ
て
の
み
、
こ
う
し
た
不
完
全
性
を
是
正
す
る
こ
と
が
で
き
う
る
の

で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
見
る
こ
と
は
的
は
ず
れ
を
お
こ
し
た
り
見
違
え
た

り
す
る
が
、
そ
れ
も
さ
ら
に
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
反
駁
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
し
か
も
こ
う
し
た
事
態
は
、
何
か
偶
然
に
そ
う
な
の
で
は
な
く
、

原
理
的
に
そ
う
な
の
で
あ
り
、
こ
の
見
る
こ
と
の
原
理
も
や
は
り
見
る
こ

と
を
通
し
て
の
み
確
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
見
る
と
い
う

本
源
的
に
与
え
る
働
き
を
す
る
直
観
が
、
認
識
の
権
利
源
泉
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
に
示
さ
れ
た
本
源
的
意
識
が
明
証
と
言
わ
れ
、
存
在
者
が
有
体
的
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
6
）

（
匡
暮
9
）
現
在
に
お
い
て
、
自
ら
を
与
え
る
意
識
様
態
の
こ
と
で
あ
る
。

我
々
は
直
観
（
巨
鼻
一
昌
）
に
お
い
て
本
源
的
に
存
在
者
を
、
そ
れ
が
自
ら

を
与
え
て
く
る
と
お
り
の
ま
ま
に
、
端
的
に
受
け
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い

（
目
．
胃
）
。
存
在
者
に
か
か
わ
る
認
識
は
、
そ
れ
が
正
し
い
も
の
で
あ
れ
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誤
っ
た
も
の
で
あ
れ
、
こ
う
し
た
本
源
的
所
与
性
に
そ
の
源
泉
を
も
つ
の

で
あ
り
、
そ
の
真
偽
も
ま
た
そ
こ
か
ら
問
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え

見
る
こ
と
の
背
後
に
遡
行
し
て
問
う
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
問
わ
れ
る
べ

き
こ
と
は
、
見
る
こ
と
の
志
向
的
分
析
な
の
で
あ
る
。
志
向
性
は
意
識
さ

れ
た
存
在
者
と
意
識
と
の
相
関
関
係
を
表
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
明
証
の

問
題
が
展
開
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
想
起
や
期
待
の
よ
う
な
現
前

化
的
意
識
も
本
源
的
意
識
の
原
型
で
あ
る
知
覚
一
現
在
化
意
識
）
の
い
わ
ば

転
化
様
態
と
し
て
規
定
さ
れ
る
。
例
え
ば
前
日
知
覚
さ
れ
た
家
は
、
今
は

有
体
的
に
与
え
ら
れ
て
い
な
い
が
、
過
去
に
お
い
て
本
源
的
に
知
覚
さ
れ

た
が
故
に
想
起
し
う
る
の
で
あ
っ
て
、
知
覚
の
派
生
様
態
と
し
て
知
覚
に

そ
の
明
証
的
基
盤
を
も
つ
こ
と
に
。
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
本
源
的
意
識
の
変
様

と
し
て
の
派
生
的
意
識
は
逆
に
自
身
の
中
に
本
源
的
意
識
を
指
し
示
し
て

い
る
。
そ
こ
で
次
節
に
お
い
て
は
知
覚
を
原
型
に
、
対
象
の
経
験
に
か
ん

し
て
論
を
す
す
め
る
が
、
ま
ず
『
イ
デ
ー
ン
』
に
お
け
る
統
覚
理
論
を
図

式
的
に
記
述
し
、
そ
れ
を
手
引
き
に
し
て
意
味
の
地
平
構
造
を
探
求
す
る

こ
と
に
す
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
派
生
的
意
識
の
位
置
が
よ
り
明
ら
か

に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
三
　
対
象
憲
味
の
構
成

　
ま
ず
、
知
覚
を
範
例
に
し
て
志
向
的
体
験
の
構
造
を
記
述
し
て
み
よ
う
。

こ
こ
で
は
知
覚
と
い
う
最
低
次
の
能
動
性
に
論
を
限
定
し
、
受
動
性
の
次

元
は
そ
れ
に
関
わ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
触
れ
る
こ
と
に
す
る
。
す
で
に
示

さ
れ
た
よ
う
に
志
向
的
体
験
と
し
て
の
意
識
は
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
意

識
で
あ
り
、
意
味
を
自
身
の
中
に
内
蔵
し
て
い
る
一
目
1
H
湯
）
。
例
え
ば
、

今
目
の
前
の
机
を
み
て
い
る
も
の
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
見
ら
れ
た
机

は
同
一
の
物
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
、
机
は
意
味
的
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
知
覚
そ
の
も
の
は
そ
の
本
性
上
常
に
意
識
の
絶
え
ざ
る

流
れ
の
う
ち
に
あ
り
、
同
一
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
つ
ま
り
机
は

統
一
的
な
も
の
と
し
て
現
出
す
る
が
、
机
の
現
出
そ
れ
自
身
は
、
連
続
的

に
変
化
す
る
の
で
あ
る
。
同
一
の
机
は
机
の
射
映
の
連
続
的
な
多
様
に
お

い
て
現
出
す
る
の
で
あ
る
（
目
、
o
。
芹
）
。
こ
こ
で
知
覚
さ
れ
た
机
は
知
覚

に
対
し
て
超
越
的
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
が
机
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
が

ゆ
え
に
志
向
的
対
象
で
あ
る
。
こ
う
し
た
意
識
の
対
象
面
が
ノ
エ
マ
、
意

識
の
作
用
面
が
ノ
エ
シ
ス
と
言
わ
れ
る
。
知
覚
そ
の
も
の
は
意
識
に
内
在

す
る
が
ゆ
え
に
「
志
向
的
」
に
対
立
す
る
「
実
的
」
成
素
と
呼
ば
れ
る
。

こ
こ
で
体
験
の
実
的
成
素
は
、
感
覚
的
ヒ
ュ
レ
ー
と
ノ
エ
シ
ス
と
い
う
二

層
を
も
つ
。
ヒ
ュ
レ
ー
は
感
覚
的
内
容
、
あ
る
い
は
感
覚
与
件
と
も
呼
ば

れ
る
が
、
そ
れ
は
そ
れ
自
身
と
し
て
は
な
ん
ら
対
象
的
関
係
を
も
た
な
い
。

ヒ
ュ
レ
ー
は
知
覚
の
具
体
的
統
一
に
お
い
て
統
握
に
よ
っ
て
生
化

（
悪
ω
邑
竃
）
さ
れ
、
対
象
の
現
出
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ヒ
ュ

レ
ー
は
ノ
エ
シ
ス
的
契
機
に
よ
っ
て
対
象
関
係
が
成
立
し
、
対
象
が
統
覚

さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ヒ
ュ
レ
ー
や
ノ
エ
シ
ス
と
し
て
の
そ
の
統
覚
は
実
的

成
素
と
し
て
体
験
に
属
す
る
の
に
対
し
、
ヒ
ュ
レ
ー
的
な
も
の
な
も
の
の

う
ち
で
自
ら
を
射
映
し
て
く
る
も
の
は
、
ノ
エ
マ
に
属
す
る
。
ノ
エ
マ
自

身
そ
の
意
味
的
規
定
に
関
し
て
「
対
象
そ
の
も
の
」
と
「
そ
の
ノ
エ
マ
的

規
定
の
相
に
お
け
る
対
象
」
と
い
う
二
重
性
を
保
持
し
て
い
る
。
後
者
は

対
象
そ
の
も
の
の
意
味
的
規
定
で
あ
り
、
例
え
ば
あ
る
も
の
が
机
と
し
て
、
・

茶
色
と
し
て
、
わ
た
し
の
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
対
象
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そ
の
も
の
は
こ
う
し
た
意
味
的
規
定
の
統
一
点
、
意
味
の
担
い
手
で
あ
り
、

「
全
て
の
述
語
を
捨
象
し
た
純
然
た
る
X
」
な
の
で
あ
る
。

　
『
イ
デ
ー
ン
』
に
即
し
て
、
い
た
っ
て
簡
単
に
図
式
的
に
記
述
し
た
対

象
の
統
覚
理
論
で
あ
る
が
、
フ
ッ
サ
i
ル
は
一
九
二
〇
年
代
“
」
．
ろ
か
ら
統

覚
を
新
た
に
意
識
の
深
層
次
元
か
ら
問
い
直
し
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、

そ
れ
以
前
の
現
象
学
が
静
態
的
と
言
わ
れ
る
の
に
た
い
し
、
発
生
的
現
象

学
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
統
覚
は
「
あ
ら
ゆ
る
自
己
能
与
的
意
識
、

あ
ら
ゆ
る
直
観
的
意
識
を
包
括
す
る
概
念
」
一
－
×
。
ω
彗
）
と
規
定
さ
れ
、

単
に
そ
う
し
た
意
識
に
よ
っ
て
完
結
さ
れ
る
と
は
み
な
さ
れ
な
く
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
7
）

意
識
は
流
れ
と
し
て
の
み
意
識
な
の
で
あ
り
、
知
覚
は
来
る
べ
き
も
の
を

期
待
す
る
未
来
把
持
（
？
o
冨
ま
昌
）
と
た
っ
た
今
過
ぎ
去
っ
た
も
の
を
な

お
把
捉
し
て
い
る
過
去
把
持
（
寄
8
昌
旨
一
と
い
う
位
相
を
自
身
に
含
む

い
わ
ば
幅
の
あ
る
現
在
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
決
し
て
点
的
な
今
が
連
続

す
る
の
で
は
な
く
、
「
流
れ
つ
つ
立
ち
止
ま
る
現
在
」

（
ω
R
◎
罵
邑
－
g
g
8
忌
o
晶
①
■
考
胃
叶
）
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
我
々
が
目

の
前
の
机
を
知
覚
し
て
い
る
ば
あ
い
、
そ
の
知
覚
対
象
の
実
際
に
知
覚
し

て
い
る
核
に
は
、
一
方
で
は
今
後
知
覚
さ
れ
る
も
の
と
し
て
予
測
さ
れ
る

面
、
他
方
で
は
す
で
に
知
覚
さ
れ
た
が
な
お
保
持
さ
れ
て
い
る
面
を
指
示

す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
直
接
直
観
す
る
対
象
そ

の
も
の
を
明
確
に
規
定
す
る
内
容
は
、
そ
れ
自
身
の
中
に
そ
れ
以
上
の
知

を
指
し
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
全
て
の
顕
在
性
は
潜
在
性
を
含
蓄
し
て

お
り
」
、
し
か
も
こ
の
潜
在
性
は
そ
の
つ
ど
の
顕
在
的
体
験
自
身
の
中
に

志
向
的
に
予
描
さ
れ
、
自
我
に
よ
っ
て
現
実
化
し
う
る
も
の
で
あ
る
（
H
．

o
。
岸
）
。
こ
う
し
た
意
識
の
地
平
は
意
識
の
流
れ
に
お
い
ぞ
変
化
し
、
そ

の
変
化
の
過
程
を
み
ず
か
ら
の
内
に
含
蓄
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て

来
る
べ
き
も
の
は
た
ん
に
到
来
す
る
の
で
は
な
く
、
必
然
的
な
「
発
生
」

の
法
則
に
従
っ
て
生
起
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
統
覚
は
「
完
結
し
た

も
の
と
し
て
喚
起
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
は
る
か
以
前
の
〈
歴
史
〉
を
も
っ

て
い
る
」
（
H
．
ω
仁
㎝
）
。

　
知
覚
を
例
に
と
れ
ば
事
物
は
常
に
一
面
的
に
の
み
現
出
し
、
一
挙
に
全

面
的
に
現
れ
な
い
。
事
物
を
多
面
的
に
規
定
し
よ
う
と
す
る
過
程
に
お
い

一
8
。
一

て
、
事
物
の
射
映
体
は
現
在
野
か
ら
次
々
に
流
れ
去
っ
て
い
く
が
、
単
に

消
え
去
る
の
で
は
な
く
過
去
把
持
的
に
な
お
意
識
に
と
ど
ま
り
、
こ
う
し

た
連
続
的
な
射
映
を
通
し
て
一
つ
の
事
物
が
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
体

験
は
連
続
的
連
関
と
し
て
、
調
和
的
一
致
性
一
里
易
巨
目
昌
耐
ぎ
巳
を
形
成

し
て
い
る
。
対
象
の
知
覚
に
お
い
て
本
源
的
に
は
核
と
し
て
そ
の
一
側
面

の
み
が
現
出
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
直
観
的
内
容
は
他
の
側

面
を
指
示
し
、
指
示
さ
れ
た
側
面
は
ま
だ
単
に
思
念
さ
れ
た
も
の
と
し
て

な
る
ほ
ど
未
指
定
だ
が
規
定
性
の
構
造
と
し
て
類
型
性
を
備
え
て
い
る
。
例

え
ば
机
と
し
て
把
握
さ
れ
た
目
の
前
に
あ
る
も
の
が
、
見
ら
れ
て
い
な
い

背
面
に
か
ん
し
て
色
や
型
と
い
う
よ
う
な
知
が
、
あ
ら
か
じ
め
予
描
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
背
面
に
関
す
る
予
測
は
無
規
定
的
な
一
般
性
で
は

あ
る
が
類
型
的
な
規
定
性
を
保
持
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
フ
ッ
サ
ー
ル
に

お
い
て
は
「
未
知
性
は
い
つ
も
常
に
既
知
性
の
一
様
態
で
あ
る
」
（
同
自
．

買
）
。
こ
う
し
て
知
覚
対
象
に
は
類
型
的
な
地
平
が
常
に
伴
っ
て
い
る
の

で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
と
直
観
的
所
与
と
が
一
つ
に
な
っ
て
対
象
性
が
構

成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
直
観
は
直
接
的
で
あ
る
が
、
「
そ
れ
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
9
〕

身
の
う
ち
に
間
接
性
や
媒
介
を
含
ん
で
い
る
直
接
性
」
な
の
で
あ
り
、
対
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象
の
構
成
は
そ
の
意
識
の
地
平
志
向
性
の
ゆ
え
に
可
能
な
の
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
類
型
性
と
し
て
の
地
平
を
「
あ
ら
か
じ
め
予
描
さ
れ
た
潜

在
性
」
と
も
規
定
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
単
に
潜
在
的
な
の
で
は
な
く
、

流
れ
去
っ
た
知
の
沈
澱
に
依
存
し
、
そ
れ
自
身
の
内
に
歴
史
性
を
保
持
し

て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
対
象
意
味
の
構
造
は
、
既
に
『
イ
デ
ー
ン
』
に
お
い

て
ア
ナ
ロ
ジ
ー
と
し
て
入
れ
子
式
は
め
込
み
構
造
の
層

（
ω
o
巨
o
巨
9
昌
①
・
窒
巨
｛
①
）
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ば
か
り
で
な
く

そ
の
層
は
歴
史
の
沈
澱
と
し
て
形
成
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
四
　
対
象
そ
の
も
の
の
機
能

　
我
々
は
対
象
の
構
成
に
つ
い
て
論
じ
て
き
た
が
、
以
上
の
よ
う
な
考
察

か
ら
対
象
そ
の
も
の
を
機
軸
に
現
象
学
に
お
け
る
態
度
の
問
題
を
考
え

て
、
対
象
そ
の
も
の
の
中
に
あ
ら
わ
に
な
る
機
能
を
問
う
て
み
た
い
。

　
ま
ず
問
題
と
な
る
こ
と
は
、
意
味
な
ら
ざ
る
実
在
的
対
象
と
そ
の
対
象

意
味
（
非
実
在
的
対
象
）
と
の
差
異
で
あ
る
。
例
え
ば
目
の
前
に
あ
る
当
の

も
の
が
机
と
し
て
規
定
さ
れ
る
場
合
、
そ
の
実
在
的
対
象
自
身
は
意
味
な

ら
ざ
る
も
の
で
あ
り
、
対
象
の
認
識
が
な
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の

対
象
の
意
味
的
規
定
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ワ
ル
デ
ン
フ
ェ

ル
ス
は
こ
こ
に
み
ら
れ
る
「
実
在
と
意
味
の
差
異
」
を
「
意
味
的
差
異
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
元
）

（
色
①
q
邑
津
註
き
冒
患
『
①
冒
）
と
も
表
現
し
て
い
る
が
、
こ
の
差
異
は
他
の

も
の
に
置
き
換
え
る
こ
と
の
で
き
な
い
絶
対
的
区
別
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
こ
と
か
ら
た
だ
ち
に
二
元
論
を
想
定
し
て
は
な
ら
な
い
。
さ
し
あ
た
り

そ
れ
は
単
に
認
識
に
お
け
る
意
味
の
媒
介
を
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
。
素
朴

な
実
在
論
に
た
つ
か
ぎ
り
、
対
象
の
認
識
に
関
し
て
こ
の
意
味
の
媒
介
が

い
わ
ば
素
通
り
し
て
し
ま
い
、
主
題
と
な
ら
な
い
。
し
か
し
自
然
的
態
度

に
お
け
る
反
省
に
お
い
て
も
、
こ
の
意
味
的
差
異
は
主
題
化
し
う
る
し
ま

た
無
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り
対
象
の
直
接
的
な
認
識
は
成
立

し
え
な
い
。
我
々
は
机
を
目
の
中
に
い
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
机
を
知
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
の
差
異
は
絶
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
逆

に
こ
の
主
題
化
に
よ
っ
て
初
め
て
二
元
論
的
分
裂
も
、
一
方
を
他
方
に
解

消
す
る
還
元
主
義
か
ら
も
免
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
ず
こ
の
差
異
は
ま
さ
に

「
意
味
的
」
差
異
で
あ
り
、
意
味
の
側
か
ら
規
定
さ
れ
る
意
味
な
ら
ざ
る

実
在
と
の
差
異
な
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
「
実
在
」
と
い
う
意
味
は
さ
し

あ
た
り
こ
の
事
態
か
ら
規
定
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
実
在
」
の
領
域
と
「
非

実
在
」
の
領
域
と
の
区
別
は
、
こ
の
意
味
的
規
定
か
ら
の
本
質
に
お
け
る

相
関
関
係
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
そ
こ
か
ら
二
元
論
が
形
成
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
ま
た
こ
の
差
異
を
、
意
味
が
実
在
の
一
部
分
で
あ
る
と
か
実
的
成

素
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
一
向
⊂
。
竃
自
）
。
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ

と
は
無
隈
後
退
に
陥
る
。
な
ぜ
な
ら
（
本
来
、
非
実
在
的
な
意
味
で
）
意
味

を
対
象
化
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
意
味
的
対
象
の
意
味
と
い
う
新

し
い
対
象
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
逆
に
実
在
を
意
味
の
一
契
機
と

考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
実
在
を
そ
の
よ
う
に
捉
え
る
な
ら

ば
、
我
々
は
任
意
に
全
て
を
創
造
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
ま
た
こ
れ
ら
と
並
ん
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
批
判
し
て
い
る
思
想
と
し
て
次

の
よ
う
な
考
え
が
あ
る
一
目
．
お
も
o
）
。
我
々
は
事
物
自
体
に
決
し
て
近

づ
く
こ
と
が
で
き
な
い
。
事
物
そ
の
も
の
は
そ
れ
自
体
で
存
在
し
、
そ
の

自
体
存
在
に
お
い
て
は
我
々
に
与
え
ら
れ
な
い
。
我
々
に
与
え
ら
れ
る
の

は
事
物
そ
の
も
の
も
の
で
は
な
く
、
単
に
そ
の
写
像
も
し
く
は
記
号
だ
け
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で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
考
え
は
、
す
で
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ

う
に
多
く
の
背
理
を
招
く
。
例
え
ば
、
「
事
物
そ
の
も
の
と
そ
の
写
像
と

の
関
係
」
と
い
う
写
像
と
い
う
よ
う
に
無
限
後
退
に
陥
る
。
我
々
は
事
物

の
現
象
を
見
て
い
る
の
で
は
な
く
、
事
物
そ
の
も
の
を
見
て
い
る
の
で
あ

る
。
な
る
ほ
ど
、
我
々
は
事
物
を
一
挙
に
全
面
的
に
見
る
こ
と
は
で
き
ず
、

射
映
と
い
う
あ
り
か
た
に
お
い
て
し
か
知
覚
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
本

質
的
に
避
け
ら
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
知
覚
の
本
質
に
属
す
る
有
限
性

や
制
約
性
を
、
別
の
有
限
性
に
す
り
替
え
る
一
す
な
わ
ち
知
覚
を
写
像
に
）

こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

　
以
上
「
意
味
的
差
異
」
を
簡
単
に
素
描
し
た
が
、
現
象
学
が
そ
の
態
を

な
す
の
は
い
わ
ば
こ
の
自
明
な
意
味
的
差
異
を
構
成
さ
れ
た
意
味
と
し
て

主
題
化
す
る
こ
と
で
あ
り
、
白
明
性
を
確
認
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
自
明

性
が
獲
得
さ
れ
た
自
明
性
と
し
て
問
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

現
象
学
は
い
わ
ば
こ
の
自
明
な
る
意
味
的
差
異
の
起
源
を
問
う
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
は
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
中
で
も
お
そ
ら
く
は
最
も
自
明
な
も
の
で

あ
ろ
う
が
、
そ
れ
が
自
明
で
あ
る
由
縁
を
探
求
す
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で

次
に
こ
う
し
た
意
味
的
差
異
を
、
前
節
で
規
定
さ
れ
た
「
対
象
そ
の
も
の
」

と
し
て
の
「
純
然
た
る
λ
」
と
の
関
わ
り
か
ら
問
う
こ
と
に
し
よ
う
。
こ

れ
は
自
然
的
態
度
に
対
す
る
現
象
学
の
対
象
そ
の
も
の
の
位
置
づ
け
が
問

わ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
現
象
学
的
態
度
の
問
題
が
顕

在
化
し
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
問
題
と
な
る
の
は
、
フ
ィ
ン
ク
も
言

う
よ
う
に
、
『
イ
デ
ー
ン
』
は
自
然
的
態
度
に
お
け
る
志
向
的
心
理
学
と

本
来
的
意
味
で
の
超
越
論
的
現
象
学
の
区
別
が
詳
細
に
論
究
さ
れ
な
い
ま

ま
放
置
し
て
お
り
、
し
か
も
『
イ
デ
ー
ン
』
の
記
述
が
自
然
的
態
度
か
ら

現
象
学
的
態
度
へ
と
流
動
的
な
論
述
を
な
し
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
そ

こ
で
な
さ
れ
た
諸
分
析
が
双
方
の
態
度
に
共
に
妥
当
し
う
る
か
ら
で
あ

る
。
も
ち
ろ
ん
こ
の
両
者
の
差
異
は
十
分
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
り
、

「
ノ
エ
マ
に
固
有
な
対
象
へ
の
関
係
」
に
つ
い
て
心
理
学
的
概
念
あ
る
い

は
超
越
論
的
概
念
に
し
た
が
っ
て
そ
の
っ
ど
論
述
す
る
こ
と
を
試
み
る
こ

　
　
　
　
｛
u
）

と
に
す
る
。

　
ま
ず
自
然
的
態
度
の
一
つ
で
あ
る
志
向
的
心
理
学
か
ら
ノ
エ
マ
の
対
象

へ
の
関
係
を
み
て
み
る
と
、
こ
の
心
理
学
的
ノ
エ
マ
は
対
象
の
意
味
的
規

定
と
し
て
な
る
ほ
ど
す
で
に
示
し
た
よ
う
に
外
在
的
な
対
象
に
対
す
る
内

在
的
な
写
像
で
は
な
い
に
し
て
も
、
心
的
な
も
の
を
超
越
す
る
自
体
存
在

に
充
実
化
の
歩
み
の
中
で
近
づ
き
う
る
も
の
で
あ
る
。
先
の
規
定
に
も
と

づ
く
な
ら
ば
、
「
純
然
た
る
X
」
で
あ
る
対
象
そ
の
も
の
は
意
味
な
ら
ざ
る

実
在
的
対
象
を
指
し
、
心
理
学
的
ノ
エ
マ
は
そ
の
対
象
に
つ
い
て
の
意
味

的
規
定
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
「
心
理
学
的
ノ
エ
マ
は
そ
の
う
ち

に
自
身
を
告
知
し
明
示
す
る
そ
れ
と
は
独
立
の
対
象
を
指
示
す
る
の
で
あ

　
一
1
2
）

る
」
。
す
な
わ
ち
心
理
学
的
ノ
エ
マ
と
対
象
そ
の
も
の
と
は
、
先
に
示
し

た
意
味
と
意
味
な
ら
ざ
る
実
在
的
対
象
と
い
う
意
味
的
差
異
の
構
造
そ
の

も
の
な
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
こ
の
心
理
的
ノ
エ
マ
は
超
越
的
で
は
な
い

の
で
射
映
し
な
い
。
「
超
越
的
知
覚
の
対
象
が
多
様
な
ノ
エ
マ
的
意
味
成

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
些

素
に
お
い
て
射
映
す
る
の
で
あ
る
」
　
つ
ま
り
こ
の
場
合
対
象
そ
の
も
の

の
意
味
規
定
に
お
い
て
対
象
の
地
平
構
造
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

意
味
の
超
越
論
的
構
成
が
主
題
と
な
っ
て
い
な
い
た
め
に
意
味
の
地
平
構

造
に
つ
い
て
は
問
わ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
態
度

は
世
界
の
存
在
を
あ
ら
か
じ
め
素
朴
に
前
提
と
し
て
い
る
自
然
的
態
度
な
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＾
1
4
一

の
だ
。
世
界
は
現
象
学
的
態
度
に
お
い
て
は
「
現
実
と
し
て
妥
当
性
を

も
た
ず
、
現
実
の
現
象
と
し
て
妥
当
性
が
あ
る
に
す
ぎ
な
い
」
（
H
。
芦
）
。

　
そ
れ
ゆ
え
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
「
純
然
た
る
X
」
を
こ
の
よ
う
に
は
規
定

し
て
い
な
い
。
現
象
学
的
態
度
に
お
い
て
「
純
然
た
る
X
」
で
あ
る
対
象

そ
の
も
の
も
ま
た
ノ
エ
マ
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
ノ
エ
マ
そ
れ
自
身
が
「
対

象
」
と
そ
の
意
味
的
規
定
で
あ
る
「
内
容
」
と
に
区
別
さ
れ
る
わ
け
で
あ

る
（
声
轟
⑩
）
。
こ
の
超
越
論
的
ノ
エ
マ
は
先
の
心
理
学
的
ノ
エ
マ
と
は

異
な
り
、
無
限
の
同
一
化
作
用
に
お
い
て
も
「
こ
の
無
限
の
彼
岸
の
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
1
5
一

と
は
独
立
な
存
在
者
を
指
示
す
る
わ
け
で
は
な
い
」
。
こ
の
無
限
の
同

一
化
作
用
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
理
念
的
な
対
象
極
が
ま
さ
に
対
象
そ
の

も
の
な
の
で
あ
る
。
対
象
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
自
身
は
意
味
的
規
定
か
ら

身
を
退
け
な
が
ら
、
意
味
の
担
い
手
と
し
て
や
は
り
ノ
エ
マ
の
一
契
機
な

の
で
あ
る
。
こ
の
構
造
は
先
の
「
意
味
的
差
異
」
と
直
ち
に
重
な
ら
な
い
。

ノ
エ
マ
自
身
の
構
造
を
意
味
的
に
捉
え
直
し
た
の
が
意
味
的
差
異
で
あ

る
。
超
越
論
的
に
見
る
か
ぎ
り
こ
の
意
味
的
差
異
は
、
意
味
の
側
か
ら
規

定
さ
れ
た
差
異
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
超
越
論
的
主
観
性
に
よ
っ
て
構

成
さ
れ
た
意
味
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
自
然
的
態
度
に
お
い
て
は
実
在

が
素
朴
に
前
提
さ
れ
、
そ
れ
が
そ
の
意
味
的
規
定
を
担
っ
て
い
る
と
み
な

さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
現
象
学
的
還
元
は
実
在
の
妥
当
性
を
排
除
し
、
意

味
的
差
異
に
立
ち
還
え
っ
て
主
題
化
し
て
そ
の
妥
当
性
の
構
成
を
問
う
も

の
で
あ
る
。
そ
れ
は
実
在
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
否
定
す
れ

ば
意
味
的
差
異
は
消
失
す
る
で
あ
ろ
う
。
意
味
的
差
異
は
解
消
さ
れ
る
の

で
は
な
く
、
超
越
論
的
な
意
識
生
の
流
れ
の
中
で
そ
。
の
多
様
性
を
通
し
て

構
成
さ
れ
た
意
味
な
の
で
あ
る
。
逆
に
自
然
的
態
度
に
お
い
て
は
こ
の
意

味
的
差
異
が
構
成
の
所
産
で
あ
る
こ
と
が
意
識
の
流
れ
の
中
で
隠
さ
れ
る

の
で
自
体
的
な
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
差
異
化
さ
れ
た
実
在
が
独
立
な
存

在
者
と
な
っ
て
対
立
す
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
お
い
て
、
「
全
て
の
述
語
を
捨
象
し
た
純
然
た
る
X
」
は
二
重

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
”
）

の
機
能
を
果
た
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
X
に
関
す
る
別
の
表
現

で
あ
る
「
規
定
可
能
な
X
」
と
「
意
味
の
担
い
手
と
し
て
の
X
」
に
お
い

て
示
さ
れ
て
い
る
。
前
者
は
発
生
的
に
み
れ
ば
い
わ
ば
意
味
の
源
泉
と
し

て
類
型
性
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
る
。
対
象
そ
の
も
の
は
そ
の
つ
ど
意
味

的
に
規
定
さ
れ
つ
つ
も
、
常
に
規
定
し
つ
く
し
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
「
X
」
は
意
味
的
規
定
か
ら
身
を
し
り
ぞ
け
つ
つ
そ
れ
自
身
規
定

の
源
泉
と
し
て
、
規
定
可
能
な
未
規
定
性
と
い
う
構
造
を
も
つ
。
そ
れ
は

「
常
に
新
た
な
も
の
の
た
め
の
予
描
す
る
枠
、
更
に
詳
し
い
規
定
の
た
め

の
X
」
（
曽
、
べ
）
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
「
X
」
が
意
味
の
担
い
手

と
も
表
現
さ
れ
る
と
き
そ
れ
は
別
の
様
相
を
呈
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な

わ
ち
そ
れ
は
意
識
流
の
多
様
性
を
貫
く
同
一
性
の
極
を
表
現
し
て
い
る
。

た
だ
し
そ
れ
は
や
は
り
対
象
知
覚
と
い
う
事
象
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
、
一
前

述
の
機
能
と
絡
み
合
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
知
覚
の
あ
ら
ゆ
る
位
相
は

意
味
を
も
つ
が
、
「
こ
の
意
味
は
流
動
し
て
お
り
、
全
て
の
位
相
に
お
い

て
新
し
い
」
の
で
あ
る
。
し
か
し
調
和
的
一
致
性
を
も
つ
知
覚
は
こ
の
よ

う
に
変
転
す
る
意
味
と
と
も
に
そ
れ
を
貫
く
同
一
な
意
味
（
対
象
と
い
う

意
味
）
を
保
持
し
て
い
る
。
知
覚
の
プ
ロ
セ
ス
が
対
象
を
規
定
に
も
た
ら

す
も
の
と
し
て
、
「
X
」
と
い
う
統
一
性
が
流
れ
る
意
味
に
現
れ
て
い
る

（
曽
．
昌
）
。
こ
こ
で
は
流
れ
つ
つ
調
和
的
一
致
性
を
示
す
意
識
の
機
能
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｛
η
）

同
一
の
極
で
あ
る
「
X
」
の
中
に
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
前
述
の
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類
型
性
と
し
て
の
地
平
意
識
に
含
ま
れ
つ
つ
そ
れ
が
成
立
す
る
条
件
と
し

て
働
い
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
結

　
我
々
は
具
体
的
な
対
象
の
知
覚
を
め
ぐ
っ
て
多
様
な
見
方
を
規
定
し
て

き
た
。
本
論
に
お
い
て
は
そ
の
つ
ど
自
然
的
態
度
と
現
象
学
的
態
度
と
を

規
定
し
て
き
た
が
、
自
然
的
態
度
に
お
い
て
は
意
識
が
意
味
を
内
蔵
し
て

い
る
こ
と
を
論
じ
え
て
も
、
意
味
と
は
構
成
さ
れ
た
意
味
で
あ
る
こ
と
に

つ
い
て
は
主
題
化
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
現
象
学
は
意
味
を
構
成
す
る
超

越
論
的
主
観
性
の
機
能
を
論
じ
る
も
の
で
あ
る
が
、
本
論
に
お
い
て
は
最

低
次
の
能
動
性
で
あ
る
知
覚
を
通
し
て
意
味
の
歴
史
性
を
確
認
し
た
。
そ

こ
に
お
い
て
我
々
は
、
現
象
学
に
お
け
る
対
象
そ
の
も
の
の
規
定
か
ら
そ

こ
に
現
わ
れ
る
類
型
的
な
地
平
性
と
そ
の
成
立
の
た
め
の
条
件
で
あ
る
調

和
的
一
致
性
と
い
う
二
重
の
機
能
を
示
し
た
。
そ
れ
は
能
動
的
次
元
か
ら

そ
れ
を
触
発
す
る
受
動
性
の
次
元
へ
導
く
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
よ
っ
て
現

象
学
的
な
意
味
で
の
世
界
の
問
題
が
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
本
論
に
お
い

て
は
そ
れ
を
露
呈
し
た
に
過
ぎ
な
い
。

　
　
　
　
註

　
フ
ッ
サ
ー
ル
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
フ
ッ
サ
ー
リ
ア
ー
ナ
に
つ
い
て

は
巻
数
と
頁
数
を
示
す
。
ま
た
宰
旨
マ
昌
σ
・
昌
o
⊂
箒
－
に
っ
い
て
は

同
o
の
略
号
を
使
用
す
る
。

（
1
）
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
現
象
学
的
態
度
と
超
越
論
的
態
度
と
は
、

　
　
九
二
〇
年
代
ご
ろ
世
界
地
平
の
問
題
が
顕
在
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

　
　
て
明
確
に
区
別
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
く
σ
。
「
自
、
崖
胃
一
。
し
か

　
　
し
本
論
に
お
い
て
は
世
界
の
問
題
を
主
題
的
に
論
じ
る
こ
と
は
・
し
な

　
　
い
の
で
、
さ
し
あ
た
り
両
者
を
『
イ
デ
ー
ン
』
期
に
な
ら
っ
て
同
義

　
　
と
し
て
使
用
す
る
。

一
2
一
「
経
験
対
象
と
与
え
ら
れ
方
と
の
普
遍
的
な
相
関
ア
プ
リ
オ
リ
と
い

　
う
最
初
の
打
開
一
U
昌
o
夢
；
9
）
は
一
　
…
ほ
ぼ
一
八
九
八
年
ご

　
　
ろ
　
　
…
）
私
を
深
く
動
か
し
、
以
来
私
の
全
生
涯
の
労
作
は
こ
の

　
　
相
関
ア
プ
リ
オ
リ
の
体
系
的
完
成
に
支
配
さ
れ
た
」
一
声
H
8
一
と

　
　
フ
ッ
サ
ー
ル
が
自
ら
の
生
涯
を
振
り
返
っ
て
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、

　
　
こ
の
「
相
関
ア
プ
リ
オ
リ
」
が
現
象
学
固
有
の
主
題
と
し
て
規
定
さ

　
　
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
相
関
ア
プ
リ
オ
リ
の
規
定
が
い
わ
ゆ
る
静
態

　
　
的
現
象
学
か
ら
発
生
的
現
象
学
へ
と
彼
の
思
想
の
中
で
展
開
し
て
い

　
　
く
中
で
、
そ
れ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
ア
プ
リ
オ
リ
の
内
容
も
変
化

　
　
し
て
い
く
。
例
え
ば
『
イ
デ
ー
ン
』
に
お
い
て
そ
れ
は
領
域
的
な
公

　
　
理
と
し
て
普
遍
性
を
も
つ
と
さ
れ
た
が
、
い
わ
ゆ
る
後
期
の
『
形
式

　
　
論
理
学
と
超
越
論
的
論
理
学
』
で
は
偶
有
的
一
ぎ
昌
潟
竃
け
）
ア
プ
リ

　
　
オ
リ
と
表
現
さ
れ
、
ヒ
ュ
レ
ー
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る

　
　
（
×
く
目
■
彗
津
一
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
一
こ
れ
が
本
論
第
三
節
で

　
　
示
さ
れ
る
意
味
の
歴
史
性
の
問
題
に
重
な
る
の
で
あ
る
。
）

一
3
一
「
生
活
世
界
の
ア
プ
リ
オ
リ
」
と
「
客
観
的
・
論
理
的
ア
プ
リ
オ
リ
」

　
　
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
フ
ッ
サ
i
ル
に
お
け
る
科
学
の
方

　
法
の
問
題
」
、
『
哲
学
・
思
想
論
叢
』
（
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想
学
会
）

　
第
四
号
、
一
九
八
六
年
を
参
照
さ
れ
た
い
。
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一
4
一
ヨ
昇
戸
』
庁
昌
旨
o
罵
邑
カ
σ
・
一
邑
二
；
8
o
旨
①
冒
昌
仁
邑
旨
ω
．

　
ω
弩
－
ω
巨
急
『
潟
①
q
竃
峯
腎
巨
⑰
q
竃
内
ま
声
巨
O
O
旨
巳
冒
N
■
『
｝
冨
－

　
昌
目
竃
o
－
o
σ
q
訂
H
竃
o
－
H
⑩
ω
p
巾
ブ
岬
昌
目
竃
o
－
o
①
q
｛
8
｝
p
胃
一
彗
－
ぎ
芦

　
　
H
⑩
①
ρ
ω
．
H
ω
⑩
一

（
5
）
Ω
弟
ω
σ
q
8
一
〇
∴
同
o
目
自
■
o
｝
自
烏
二
ω
↓
思
o
ユ
①
忌
『
宛
嘗
』
昌
斤
o
目
ω
饒
ゴ
』
－

　
　
巨
冒
．
巾
冨
昌
目
雪
o
－
o
α
q
－
8
団
o
l
H
p
書
旨
o
員
畠
①
戸
胃
－

（
6
）
こ
こ
で
は
対
象
に
つ
い
て
そ
の
対
象
そ
の
も
の
を
与
え
る
よ
う
な
意

　
　
識
を
明
証
と
規
定
し
て
い
て
、
そ
れ
が
十
全
で
あ
る
か
否
か
は
問
う

　
　
て
い
な
い
。
す
な
わ
ち
明
証
の
問
題
と
、
一
つ
の
学
問
上
の
動
機
づ

　
　
け
で
あ
る
デ
カ
ル
ト
的
な
十
全
的
明
証
を
求
め
る
こ
と
と
は
、
直
接

　
　
関
わ
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
7
）
意
識
は
流
れ
と
し
て
の
み
意
識
で
あ
る
の
で
、
例
え
ば
「
意
識
流
の

　
　
〈
始
ま
り
〉
に
お
い
て
た
て
ら
れ
う
る
原
統
覚
は
存
在
す
る
の
か
」

　
　
（
曽
』
竃
）
と
い
う
問
題
は
考
慮
す
る
必
要
は
な
い
。

（
8
）
こ
う
し
た
事
物
の
多
様
な
側
面
の
現
出
の
体
系
が
相
関
的
に
身
体
の

　
　
能
力
性
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
論
で
は
主
題
と
し
え
な

　
　
い
。

一
9
一
宕
巨
罵
レ
ー
ら
S
易
・
8
o
冒
邑
昌
腎
冒
昌
o
冨
ぎ
げ
睾
肉
き
昌
曽
ω
－

　
　
旨
ω
」
P
害
彗
。
目
竃
。
冨
一
。
む
P
鼻
ξ
巨
二
①
鼻
。
つ
．
H
鼻

（
！
0
）
峯
φ
巨
8
匡
9
ω
∴
く
o
σ
q
巨
巨
忍
岸
9
罵
『
o
患
目
旨
冒
巴
①
巨
｝
〆
」
冒
O
胃

　
　
○
つ
冨
ぎ
旨
忌
・
く
胃
巨
8
目
ω
一
し
つ
暮
｝
§
P
H
竃
P
ω
．
旨
①
ド

　
　
た
だ
し
ワ
ル
デ
ン
フ
ェ
ル
ス
は
こ
の
差
異
を
彼
の
論
文
の
最
初
の
規

　
　
定
と
し
て
取
り
上
げ
て
い
る
こ
と
も
あ
っ
て
、
’
以
下
の
フ
ィ
ン
ク
が

　
　
い
う
志
向
的
心
理
学
と
超
越
論
的
現
象
学
と
の
差
異
を
主
題
的
に
取

　
り
扱
っ
て
い
な
い
。

（
ー
ユ
）
ヨ
寿
』
I
P
○
」
o
つ
．
H
竃
．

（
1
2
）
9
昌
旨
I
o
つ
」
ω
ω
．

（
1
3
）
ぎ
竃
3
．
し
つ
I
H
ω
H
．

一
1
4
）
こ
の
場
合
こ
う
し
た
態
度
で
超
越
論
的
な
課
題
を
論
議
す
る
こ
と
は

　
循
環
論
に
陥
る
こ
と
に
な
る
（
×
く
H
H
．
塞
O
）
。

（
1
5
）
ヨ
寿
』
』
．
○
’
o
つ
．
H
ω
ω
1

一
1
6
）
シ
ュ
ー
マ
ン
は
、
「
全
て
の
述
語
を
捨
象
し
た
純
然
た
る
X
」
を
さ

　
し
あ
た
り
感
覚
与
件
と
同
一
視
し
、
そ
こ
か
ら
全
て
を
捨
象
し
た
な

　
ら
結
局
も
は
や
何
も
残
ら
な
い
の
で
、
そ
れ
は
現
象
学
的
に
は
証
示

　
不
可
能
で
あ
る
と
み
な
し
て
い
る
。
し
か
し
本
来
「
X
」
が
始
め
て

　
　
「
X
」
と
規
定
さ
れ
る
の
は
能
動
的
な
判
断
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ

　
れ
を
た
だ
ち
に
感
覚
与
件
へ
と
適
用
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
「
X
」
は
全
て
の
述
語
を
捨
象
し
た
も
の
と
し
て
「
自
ら
の
可
能
的

　
諸
述
語
の
主
語
、
し
か
も
規
定
可
能
な
主
語
」
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ

　
　
て
い
る
が
、
こ
れ
は
「
主
語
－
述
語
」
と
い
う
分
節
化
し
た
判
断
成

　
立
に
お
い
て
主
語
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
述
語
的
判

断
以
前
の
前
述
語
的
経
験
に
そ
の
構
造
を
あ
て
は
め
て
規
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
ま
た
逆
に
感
覚
与
件
に
対
し
そ
れ
が
主

語
で
あ
る
の
か
述
語
で
あ
る
の
か
を
問
う
の
は
問
題
と
し
て
意
味
を

な
さ
な
い
。
我
々
が
「
X
」
に
お
い
て
問
う
て
い
る
の
は
、
そ
も
そ

も
判
断
が
可
能
と
な
る
条
件
が
「
X
」
と
い
う
表
現
の
中
で
露
呈
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
機
能
を
主
題
化
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
特
に
間
題
と
な
る
の
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
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指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
前
述
語
的
（
受
容
的
一
経
験
で
あ
る
知
覚
か
ら

判
断
へ
移
行
す
る
に
は
あ
る
眼
差
し
の
向
け
か
え
（
こ
れ
は
も
ち
ろ

ん
現
象
学
的
還
元
と
は
性
格
が
異
な
る
）
が
必
要
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
（
同
⊂
．
ω
o
ω
）
。
我
々
が
知
覚
し
て
い
る
の
は
対
象
そ
の
も
の
で
は

な
く
そ
の
現
わ
れ
で
あ
り
（
向
o
．
ω
o
H
）
、
そ
の
現
出
を
通
し
て
現
出

者
を
見
て
い
る
。
そ
の
場
合
同
一
の
も
の
で
あ
る
対
象
そ
の
も
の
を

主
題
化
し
て
み
る
と
、
主
題
化
さ
れ
た
対
象
そ
の
も
の
は
そ
れ
自
身

と
し
て
は
知
覚
さ
れ
て
お
ら
ず
、
単
に
思
念
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
対
象
そ
の
も
の
の
気
づ
き
が
問
題
と
な
る
。
つ
ま
り

同
一
の
「
対
象
そ
の
も
の
」
と
そ
の
意
味
的
規
定
と
い
う
分
節
化
し

た
判
断
に
お
い
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
思
念
さ
れ
る
だ
け
の
対
象

そ
の
も
の
の
気
づ
き
が
問
題
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
フ
ィ

ン
ク
は
「
構
成
な
る
も
の
は
受
容
的
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
産
出

的
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
の
ど
ち
ら
で
も
な
い
の
か
」
と
問
い

か
け
つ
つ
、
「
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
、
〈
超
越
論
的
構
成
〉
の
意

味
が
意
味
形
成
と
創
造
の
問
を
動
揺
し
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、

そ
れ
は
こ
の
よ
う
な
事
態
を
さ
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
一
く
①
・
一
、

同
O
、
畠
ω
）
。
こ
一
」
。
に
判
断
へ
の
眼
差
し
の
向
け
か
え
か
ら
の
態
度

決
定
の
問
題
が
開
示
す
る
が
そ
れ
は
な
お
討
議
を
要
す
も
の
で
あ

る
。○

つ
9
旨
目
曽
貝
内
－
一
g
①
同
昌
o
竃
竃
邑
思
R
害
軍
；
σ
・
o
①
『
勺
冨
－

昌
罵
昌
5
⑰
・
一
①
．
冒
目
ミ
①
吾
『
o
耳
竃
巨
忌
『
雲
旨
o
昌
庁
向
o
目
昌
o

籟
畠
ω
胃
－
ω
．
～
冨
昌
昌
8
o
－
o
α
q
μ
s
｝
p
心
ド
；
旨
o
H
h
H
①
胃
一
ω
．
↓
N
．

ヨ
自
F
向
∴
冒
①
μ
旦
昌
饒
o
■
φ
5
＞
目
竺
く
ω
①
■
目
o
o
竃
巾
『
〇
一
U
－
①
昌
忌
ω

　
名
呉
巨
き
く
8
∪
實
忍
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（
1
7
）
こ
こ
で
は
我
々
は
「
世
界
の
全
知
覚
に
お
け
る
調
和
的
一
致
性
」
，
（
声

　
　
H
竃
）
の
方
向
に
進
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
を
、
定
立
と
い
う
同

　
　
一
の
存
在
意
味
を
確
証
す
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
性
と
し
て
論
じ
る

　
　
こ
と
に
な
る
が
、
本
論
で
は
対
象
知
覚
に
論
を
限
定
し
て
い
る
の
で
、

　
　
別
に
討
議
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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（
す
ず
き
・
こ
う
ぶ
ん
筑
波
大
学
大
学
院
哲
学
・
思
想
研
究
科
在
学
中
）
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