
カ
ン

ト
に
お
け
る
直
観
と
概
念

森
　
本
　
義

谷辛

　
「
こ
れ
ま
で
人
は
、
我
々
の
す
べ
て
の
認
識
は
対
象
に
従
わ
な
げ
れ
ぱ
な
ら

な
い
と
想
定
し
た
。
げ
れ
ど
も
、
我
々
の
認
識
が
そ
れ
に
よ
っ
て
拡
張
さ
れ
る

よ
う
な
何
も
の
か
を
、
対
象
に
関
」
て
ア
一
ブ
リ
オ
リ
に
概
念
を
通
じ
て
見
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

け
る
す
べ
て
の
試
み
は
、
一
」
の
前
提
の
も
と
で
は
失
敗
に
終
わ
っ
た
」
。
認
識

が
対
象
に
従
う
た
ら
ば
、
い
か
な
る
ア
。
プ
リ
オ
リ
で
総
合
的
な
認
識
も
得
ら

れ
な
い
と
カ
ソ
ト
が
考
え
る
に
至
っ
た
の
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
っ
て
独
断
の
ま

ど
ろ
み
を
破
ら
れ
た
た
め
で
あ
り
、
そ
れ
以
後
カ
ソ
ト
は
、
認
識
間
題
を
根
本

的
に
覆
す
よ
う
な
態
度
（
い
わ
ゆ
る
カ
ソ
ト
の
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
的
転
回
）
を
も

っ
て
、
ア
。
プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
認
識
の
存
す
る
沖
」
と
を
主
張
す
る
に
至
っ

た
。
そ
の
根
本
的
に
転
回
的
な
態
度
と
は
、
直
観
な
ら
び
に
概
念
が
ア
。
プ
リ

オ
リ
に
我
々
の
内
に
存
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
対
象
が
従
う
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
我
々
の
認
識
が
ア
。
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
成
立
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ぱ
、

そ
の
認
識
は
普
遍
性
や
必
然
性
を
持
ち
得
な
い
。
あ
る
い
は
ま
た
、
我
々
の
内

に
ア
。
ブ
リ
オ
リ
た
認
識
が
存
し
て
い
る
と
L
て
も
、
対
象
が
経
験
的
に
与
え

ら
れ
る
な
ら
ぱ
、
認
識
と
対
象
の
一
致
の
根
拠
を
見
出
す
｝
」
と
が
で
き
た
い
。

カ
ソ
ト
は
、
ア
。
プ
リ
オ
リ
な
直
観
や
概
念
に
よ
っ
て
対
象
そ
の
も
の
が
初
め

て
成
立
す
る
の
で
あ
る
と
説
く
｝
」
と
に
よ
っ
て
、
普
遍
的
で
必
然
的
な
ア
。
プ

リ
オ
リ
な
認
識
を
客
観
的
に
妥
当
的
な
も
の
と
し
た
。
L
か
も
そ
の
際
、
ア
。

　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、

プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
認
識
の
客
観
的
妥
当
性
を
力
説
し
、
対
象
構
成
の
総
合
的

性
格
な
ら
び
に
経
験
構
成
一
般
の
総
合
的
性
格
を
説
い
て
い
る
。
こ
れ
は
、
経

験
そ
の
も
の
が
、
ア
。
ブ
リ
オ
リ
に
、
そ
し
て
総
合
的
に
成
立
し
て
い
る
と
い

う
ご
と
で
あ
り
、
我
々
の
ア
。
プ
リ
オ
リ
な
認
識
が
拡
張
的
に
経
験
に
妥
当
す

る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
ア
一
プ
リ
オ
リ
な
認
識
と
い
え
ど
も
、
分
析
的
で

あ
る
な
ら
ば
、
我
々
の
認
識
を
拡
張
す
る
こ
と
は
な
い
。
総
合
的
で
あ
る
場
合

に
我
々
の
認
識
は
拡
張
さ
れ
る
と
カ
ソ
ト
は
述
べ
て
い
る
。
純
粋
数
学
や
純
粋

幾
何
学
、
そ
し
て
純
粋
自
然
科
学
の
諸
命
題
を
ア
。
ブ
リ
オ
リ
で
純
粋
な
総
合

的
命
題
で
あ
る
と
し
た
カ
ソ
ト
が
、
そ
れ
ら
の
命
題
を
客
観
的
に
妥
当
的
で
あ

る
と
認
め
た
こ
と
は
周
知
の
｝
」
と
で
あ
る
。
げ
れ
ど
も
、
そ
の
よ
う
に
認
め
た

根
底
に
は
、
経
験
の
世
界
そ
の
も
の
が
ア
。
プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
認
識
に
よ
っ

て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
思
想
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
こ
こ
に
述
べ
た
よ
う
な
カ
ソ
ト
の
認
識
論
の
思
想
は
、
未
だ
根
本
的
に
は
理

解
さ
九
て
い
た
い
と
思
わ
れ
る
。
直
観
と
概
念
が
い
か
に
し
て
対
象
を
構
成
す
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る
の
か
。
冒
頭
の
引
用
で
カ
ソ
ト
が
「
ア
。
ブ
リ
オ
リ
に
概
念
を
通
じ
て
」
と

言
う
時
、
直
観
ま
で
も
が
結
局
は
概
念
的
に
認
識
さ
れ
る
－
」
と
が
含
意
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
は
対
象
は
い
か
に
し
て
概
念
的
に
認
識
さ
れ
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
本
稿
の
意
図
は
、
直
観
と
概
念
に
関
す
る
カ
ソ
ト
の
思
想
を
再

考
L
、
カ
ソ
ト
の
認
識
論
の
基
本
的
観
点
を
理
解
す
る
｝
」
と
に
あ
る
。

　
「
…
…
感
性
を
介
」
て
我
々
に
は
対
象
が
与
え
ら
れ
、
感
性
の
み
が
我
々
に

直
観
を
提
供
す
る
。
L
か
し
悟
性
に
よ
っ
て
は
対
象
は
思
考
さ
れ
、
悟
性
か
ら

　
　
　
　
（
2
）

概
念
が
生
ず
る
」
。
カ
ソ
ト
に
お
い
て
感
性
と
悟
性
は
「
人
間
的
認
識
の
二
つ

（
3
）

の
幹
」
で
あ
り
、
感
性
は
直
観
を
、
悟
性
は
概
念
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
け

れ
ど
も
、
｝
」
の
二
つ
が
全
く
別
個
に
働
く
も
の
で
な
い
｝
」
と
は
誰
も
が
認
め
る

と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
「
感
性
を
介
」
て
我
々
に
与
え
ら
れ
る
」
対
象
は
感
覚
印

象
に
す
ぎ
な
い
が
、
　
「
悟
性
に
よ
っ
て
思
考
さ
れ
る
」
対
象
は
必
ず
し
も
感
覚

印
象
で
あ
る
と
は
隈
ら
な
い
。
感
性
と
悟
性
の
間
に
は
、
構
想
力
と
い
う
媒
介

項
が
存
す
る
。
構
想
力
の
総
合
に
よ
っ
て
生
の
感
覚
印
象
は
よ
り
高
次
な
対
象

へ
と
形
成
さ
れ
て
ゆ
く
｝
」
と
に
な
り
、
｝
」
の
総
合
は
統
覚
に
よ
る
統
一
に
よ
っ

て
我
々
に
概
念
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
。
構
想
力
は
悟
性
に
も
属
す
る
も
の
で

あ
る
た
め
、
構
想
カ
の
作
用
そ
の
も
の
が
悟
性
の
作
用
で
あ
る
と
も
言
い
得
る

が
、
　
「
悟
性
か
ら
概
念
が
生
ず
る
」
と
い
う
場
合
、
す
で
に
統
覚
に
よ
る
統
一

を
経
た
悟
性
が
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
構
想
カ
と
は
区
別
し
て
考
え
ら

れ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
｝
」
の
よ
う
に
し
て
、
カ
ソ
ト
の
場
合
、
感
性
と
悟
性

は
一
応
区
別
し
て
考
え
る
｝
」
と
が
で
き
る
が
、
事
態
的
に
は
区
別
L
得
な
い
面

が
あ
る
圭
言
う
｝
」
と
が
で
き
よ
う
。
本
稿
で
は
、
統
覚
の
統
一
を
要
す
る
概
念

の
間
題
は
後
に
ゆ
ず
る
こ
と
に
し
て
、
構
想
カ
を
中
心
に
直
観
の
間
題
か
ら
考

察
す
る
こ
と
と
し
た
い
。
本
節
で
は
空
間
に
っ
い
て
、
次
節
で
は
時
問
に
っ
い

て
論
ず
る
。

　
「
我
々
が
あ
る
対
象
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
限
り
、
そ
の
対
象
の
表
象
能
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

へ
の
作
用
の
結
果
は
、
感
覚
で
あ
る
」
。
こ
こ
で
我
々
を
触
発
す
る
対
象
と
い

う
の
は
、
た
と
え
ぼ
ス
ミ
ス
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
物
自
体
の
こ
と
で
あ
る
と
考

　
　
（
5
）

え
ら
れ
る
。
表
象
能
カ
（
く
o
易
邑
H
昌
σ
q
ω
欧
竃
σ
q
訂
6
す
な
わ
ち
心
（
Ω
①
誉
幕
）

が
触
発
さ
れ
た
結
果
、
感
覚
が
生
ず
る
と
い
う
時
の
感
覚
は
、
単
な
る
感
覚
印

象
で
あ
っ
て
、
何
ら
の
規
定
も
受
げ
て
い
な
い
も
の
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
、
赤

の
印
象
は
単
な
る
赤
で
あ
り
、
形
や
大
き
さ
の
あ
る
赤
で
は
な
い
。
「
経
験
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

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

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

象
で
あ
り
、
感
覚
印
象
に
直
接
的
に
関
わ
る
。
感
性
は
「
印
象
の
受
容
性
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

で
あ
り
、
空
間
は
「
感
性
的
直
観
一
般
の
純
粋
形
式
」
で
あ
る
か
ら
、
空
間
は

印
象
と
直
接
的
に
関
わ
り
、
こ
・
」
に
感
覚
を
含
ん
だ
直
観
と
し
て
の
経
験
的
直

観
が
生
ず
る
。
こ
の
経
験
的
直
観
に
含
ま
れ
る
対
象
が
「
現
象
」
と
呼
ば
れ
る

も
の
で
あ
る
が
、
未
だ
無
規
定
で
あ
り
、
諾
感
覚
が
雑
多
に
含
ま
れ
て
い
る
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

す
ぎ
な
い
。
｝
」
の
状
態
を
ヵ
ソ
ト
は
「
現
象
の
多
様
」
と
呼
ん
で
い
る
。
現
象

に
お
い
て
感
覚
は
現
象
の
質
料
で
あ
り
、
空
間
は
現
象
の
形
式
で
あ
る
。
現
象

の
形
式
は
、
感
覚
に
対
し
て
「
心
の
内
に
ア
。
プ
リ
オ
リ
に
用
意
さ
れ
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

り
、
す
べ
て
の
感
覚
と
は
区
別
さ
れ
て
考
察
さ
れ
得
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
」
。

感
覚
と
直
観
は
起
源
か
ら
見
て
異
な
る
も
の
で
あ
り
、
感
覚
が
経
験
的
に
生
ず

る
の
に
対
L
て
直
観
は
ア
画
プ
リ
オ
リ
に
生
ず
る
の
で
あ
る
。
現
象
の
形
式
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
皿
）

し
て
の
空
間
は
「
そ
れ
自
身
純
粋
直
観
と
呼
ぱ
れ
る
」
が
、
こ
れ
は
ペ
イ
ト
ソ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

の
言
う
よ
う
に
感
覚
を
方
法
的
に
捨
象
し
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
純
粋
直
観
が
そ
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れ
自
体
だ
げ
で
表
象
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。
純
粋
直
観
は
経
験
的
直
観

の
根
底
に
あ
る
直
観
で
あ
り
、
空
間
は
、
純
粋
直
観
で
あ
る
と
同
時
に
「
感
性

　
　
　
　
（
1
4
）

の
単
た
る
形
式
」
で
あ
り
、
童
た
、
直
観
の
形
式
で
あ
り
、
現
象
の
形
式
で
も

あ
る
。

　
げ
れ
ど
も
、
空
間
に
は
二
重
の
構
造
が
あ
る
と
カ
ソ
ト
は
考
え
て
い
る
。

「
感
性
的
直
観
一
般
の
純
粋
形
式
」
で
あ
る
と
か
「
現
象
の
形
式
」
で
あ
る
と

か
、
空
問
が
「
そ
れ
自
身
純
粋
直
観
と
呼
ぼ
れ
る
」
と
い
う
よ
う
な
表
現
の
中

に
は
、
す
で
に
そ
の
二
重
構
造
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
　
「
経
験
的
直
観
の
無
規

定
な
対
象
」
と
L
て
の
現
象
は
、
未
だ
秩
序
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
が
、
現
実
の

空
間
は
整
序
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
つ
い
て
カ
ソ
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。
　
「
対
象
と
し
て
表
象
さ
れ
る
空
間
（
幾
何
学
に
お
い
て
我
々
が
実
際
に
必

要
と
す
る
よ
う
な
）
は
、
単
な
る
直
観
の
形
式
以
上
の
も
の
を
含
ん
で
い
る
。

す
な
わ
ち
、
感
性
の
形
式
に
し
た
が
っ
て
与
え
ら
れ
た
多
様
を
、
一
つ
の
直
観

的
表
象
に
お
い
て
総
括
す
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
観
の
形
式

（
堅
①
旬
9
冒
尉
『
＞
塞
O
匿
昌
謁
）
は
単
に
多
様
を
与
え
、
形
式
的
直
観
（
庄
⑭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

｛
暮
竃
巴
Φ
＞
婁
争
§
昌
σ
q
）
は
表
象
の
統
一
を
与
え
る
」
。
「
直
観
の
形
式
」
と

し
て
の
空
間
は
無
規
定
な
空
問
で
あ
り
、
感
覚
（
多
様
）
も
無
規
定
な
ま
ま
そ
の

中
に
含
凌
れ
て
い
る
。
空
間
に
お
い
て
、
「
対
象
の
形
態
（
Ω
鴉
邑
け
）
、
大
き
さ
、

相
互
関
係
は
規
定
さ
れ
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
規
定
可
能
（
σ
窃
叶
ぎ
曇
σ
賞
）

　
（
1
6
）

で
あ
る
」
が
、
規
定
可
能
な
状
態
（
未
だ
規
定
さ
れ
て
い
な
い
状
態
）
が
あ
る

の
で
あ
る
。
　
「
直
観
の
形
式
」
の
中
で
は
、
た
と
え
ぱ
赤
と
い
う
色
は
形
も
大

き
さ
も
な
く
、
ま
た
他
の
色
と
も
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
く
っ
っ
い
て
い
て
相
互

の
関
係
を
持
た
な
い
。
　
「
形
式
的
直
観
」
は
、
そ
の
よ
う
な
雑
多
た
多
様
を
秩

序
づ
げ
統
一
す
る
直
観
で
あ
る
。
で
は
「
形
式
的
直
観
」
は
い
か
に
し
て
生
ず

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
形
や
大
き
さ
の
な
い
赤
に
た
と
え
ぱ
バ
ラ
の
形
（
形
態
）

や
大
き
さ
を
与
え
る
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
「
対
象
を
、
そ
の
現
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

（
Ω
Φ
σ
q
g
峯
弩
冷
）
な
し
で
さ
え
直
観
に
お
い
て
表
象
す
る
能
力
」
す
な
わ
ち
構
想

力
で
あ
る
。
こ
の
構
想
カ
は
自
発
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
生
産
的
構
想
力
（
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珊
）

下
、
本
稿
で
は
構
想
カ
と
略
す
）
と
呼
ぱ
れ
て
い
る
。
構
想
力
は
自
発
性
で
あ

る
限
り
悟
性
に
も
属
す
る
が
、
「
直
観
に
お
い
て
表
象
す
る
」
す
な
わ
ち
直
観

を
描
出
す
る
（
針
邑
竺
g
）
も
の
で
あ
る
限
り
感
性
に
も
属
す
る
と
言
い
得

（
1
9
）

る
。
さ
ら
に
、
構
想
力
は
直
観
を
描
出
す
る
限
り
に
お
い
て
、
単
た
る
想
像
の

能
力
す
な
わ
ち
再
生
産
的
構
想
力
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な

い
。
再
生
産
的
構
想
カ
は
自
発
性
を
持
た
ず
、
単
に
連
想
の
法
則
に
従
う
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

で
あ
り
、
心
理
学
に
属
す
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
構
想
力
は
再
生
産
的
構
想

カ
と
異
な
り
、
あ
る
対
象
を
思
い
出
す
能
カ
で
は
な
く
、
こ
の
世
に
初
め
て
あ

る
対
象
を
生
み
出
す
能
力
で
あ
る
。
構
想
カ
は
た
と
え
ぱ
四
足
獣
の
形
態
を
、

「
経
験
が
私
に
提
示
す
る
何
ら
か
の
唯
一
の
特
殊
た
形
態
や
、
私
が
具
体
的
に

描
与
す
る
こ
と
の
で
き
る
す
べ
て
の
可
能
的
た
形
態
に
制
限
さ
れ
る
こ
と
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脳
）

く
、
普
遍
的
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
」
。
つ
ま
り
、
経
験
が
こ
れ
ま
で
我
々
に

提
示
し
て
き
た
四
足
獣
の
形
態
と
、
我
々
が
思
い
出
L
た
り
創
作
L
た
り
す
る

あ
ら
ゆ
る
可
能
的
な
形
態
を
越
え
て
さ
ら
に
描
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
、
構
想
カ
が
初
め
て
我
々
に
あ
る
物
体
の
形
態
を
与
え
る
こ
と
を
示
し

て
い
る
。
我
々
自
身
の
身
体
も
同
様
で
あ
る
。
構
想
力
の
作
用
は
「
盲
目
的
」

で
あ
る
た
め
、
稀
に
L
か
気
づ
か
れ
な
い
が
、
悟
性
の
感
性
へ
の
「
最
初
の
適

（
2
2
）

用
」
で
あ
り
、
残
余
の
適
用
の
根
拠
で
あ
る
。
こ
の
「
最
初
の
適
用
」
に
お
い

て
、
構
想
力
は
純
粋
空
間
を
描
出
し
、
そ
の
空
問
を
感
覚
に
適
用
す
る
。
構
想

力
は
純
粋
空
間
を
描
出
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
際
様
々
な
形
態
を
描
出
L
、
色
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に
形
や
大
き
さ
を
与
え
、
ま
た
、
色
と
色
と
の
間
に
空
問
を
は
さ
む
｝
」
と
に
よ

っ
て
色
を
分
離
し
、
前
後
。
左
右
一
上
下
た
ど
の
空
間
的
相
互
関
係
の
申
に
置
く

の
で
あ
る
。
色
に
限
ら
ず
、
そ
の
他
の
感
覚
も
空
間
的
諸
関
係
の
中
に
置
か
れ

る
と
一
冒
え
よ
う
。
構
想
力
に
よ
る
感
覚
へ
の
純
粋
空
問
の
適
用
は
す
な
わ
ち
把

捉
（
＞
電
轟
冨
易
一
暮
）
で
あ
り
、
把
捉
の
総
合
に
よ
っ
て
感
覚
は
形
象
（
里
ε

た
ら
し
め
ら
れ
る
が
、
こ
れ
と
同
時
に
構
想
力
は
「
直
観
の
形
式
」
を
規
定
L

て
い
る
。
「
我
々
は
、
外
的
な
ら
び
に
内
的
な
感
性
的
直
観
の
形
式
を
ア
一
ブ

リ
オ
リ
に
空
間
と
時
間
の
表
象
に
お
い
て
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
現
象
の
多
様

の
把
提
の
総
合
は
い
つ
で
も
こ
れ
ら
の
表
象
に
適
合
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
。

た
ぜ
な
ら
こ
の
総
合
自
体
が
サ
」
れ
ら
の
形
式
に
従
っ
て
の
み
生
じ
得
る
か
ら
で

（
2
3
）

あ
る
し
。
構
想
力
の
総
合
が
「
直
観
の
形
式
」
に
従
う
た
ら
ぱ
、
「
直
観
の
形
式
」

は
す
で
に
三
次
元
の
窒
間
で
な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
。
「
…
…
空
聞
の
三
次
元
は
、

同
一
の
点
か
ら
三
本
の
線
を
互
い
に
垂
直
に
置
く
こ
と
た
し
に
は
全
く
表
象
で

　
（
2
4
）

き
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
時
、
す
で
に
三
次
元
で
あ
る
「
直
観
の
形
式
」
に

構
想
力
が
三
本
の
直
線
を
引
く
｝
」
と
に
よ
っ
て
、
「
直
観
の
形
式
」
の
三
次
元
性

を
認
識
せ
し
め
る
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
面
は
空
間
の
限
界
で
あ
り
、
線

は
面
の
限
界
で
あ
り
、
点
は
線
の
限
界
で
あ
る
か
ら
、
空
間
な
く
L
て
は
面
も

線
も
点
も
な
い
。
構
想
力
が
純
粋
空
問
の
描
出
過
程
に
お
い
て
面
や
線
や
点
を

描
出
L
、
そ
れ
に
よ
っ
て
「
直
観
の
形
式
し
は
規
定
さ
れ
、
規
定
さ
れ
た
空
間

す
な
わ
ち
「
形
式
的
直
観
」
へ
と
成
長
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
構
想
力
の
総
合

に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
統
一
さ
れ
た
空
問
を
カ
ソ
ト
は
「
感
性
論
」
に
お
い
て
は

　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

「
感
性
を
孤
立
さ
せ
る
」
た
め
に
構
想
力
の
作
用
を
捨
象
L
て
説
い
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
「
感
性
論
」
に
お
げ
る
空
間
は
構
想
カ
の
感
性
的
側
面
（
結
果

と
し
て
の
産
出
さ
れ
た
空
間
）
だ
け
を
含
ん
で
お
り
、
空
間
の
成
立
過
程
は
論

じ
ら
れ
て
い
な
い
。
「
形
式
的
直
観
」
は
、
純
粋
空
間
で
あ
る
「
直
観
の
形
式
」

と
L
て
の
空
間
が
構
想
力
の
描
出
す
る
純
粋
空
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
結
果

生
じ
た
純
粋
空
間
で
あ
り
、
　
「
直
観
の
形
式
」
と
「
形
式
的
直
観
」
は
い
ず
れ

も
「
現
象
の
形
式
」
で
あ
り
「
感
性
の
形
式
」
で
あ
り
「
感
性
的
直
観
の
形

式
」
で
あ
り
「
純
粋
直
観
」
で
あ
る
と
言
い
得
る
。
構
想
力
に
よ
る
秩
序
づ
げ

は
「
直
観
の
形
式
」
に
従
っ
て
、
ま
た
そ
の
申
で
行
わ
れ
る
た
め
、
．
「
形
式
的

直
観
」
に
対
L
て
言
わ
れ
る
事
柄
は
「
直
観
の
形
式
」
に
も
ほ
ぽ
妥
当
す
る
こ

と
と
た
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
空
問
に
は
二
重
の
構
造
が
あ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ

と
か
ら
空
聞
の
特
性
が
幾
つ
か
理
解
さ
れ
る
。
｝
ご
」
で
は
空
間
の
無
限
性
、
唯

一
性
、
外
延
性
、
連
続
性
に
つ
い
て
述
べ
る
。
空
問
の
無
限
性
と
唯
一
性
と
は

カ
ソ
ト
に
お
い
て
同
一
の
事
態
で
あ
り
、
一
言
で
表
わ
せ
ぱ
空
間
は
唯
一
無
限

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

空
間
で
あ
る
。
「
空
間
は
無
限
の
与
え
ら
れ
た
大
き
さ
と
」
て
表
象
さ
れ
る
」

が
、
こ
の
無
限
量
と
L
て
の
空
問
は
裁
々
に
直
ち
に
知
ら
れ
る
の
で
は
な

い
。
「
直
観
の
進
行
に
お
い
て
無
際
限
（
9
竃
黒
巳
◎
ω
ポ
訂
6
と
い
う
・
」
と
が
な

か
っ
た
ら
、
諸
関
係
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
概
念
も
無
限
性
の
原
理
を
と
も
た

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

う
こ
と
は
た
い
で
あ
ろ
う
」
。
直
観
の
進
行
に
お
い
て
際
限
が
な
い
た
め
に
無

限
性
が
認
識
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
ぼ
、
そ
の
た
め
に
は
際
限
が
な
い

と
い
う
｝
」
と
が
そ
れ
以
前
に
認
識
さ
れ
な
け
れ
ぱ
た
ら
た
い
。
こ
の
際
限
の
な

い
こ
と
は
い
く
ら
空
間
が
進
行
L
て
も
さ
ら
に
そ
の
外
に
空
間
が
存
L
て
い
る

と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
は
唯
一
の
空
間
が
あ
る
｝
」
と
に
よ
っ
て
知
ら

れ
る
で
あ
ろ
う
。
空
間
が
唯
一
で
な
け
れ
ぼ
限
界
を
持
つ
空
間
が
分
立
す
る
か

ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
唯
一
の
空
閻
が
根
源
的
表
象
と
し
て
存
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
。
「
…
…
第
一
に
、
人
は
唯
一
の
空
間
を
表
象
」
得
る
に
す
ぎ
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ず
、
だ
か
ら
多
く
の
空
間
に
つ
い
て
語
る
時
に
は
同
一
の
唯
一
の
空
間
の
講
部

分
を
理
解
し
て
い
る
に
す
ぎ
た
い
。
｝
」
れ
ら
の
諾
部
分
は
ま
た
、
す
べ
て
を
包

括
す
る
唯
一
の
空
間
の
言
わ
ぱ
構
成
要
素
（
そ
れ
か
ら
｝
」
の
空
間
の
合
成
が
可

能
で
あ
る
よ
う
な
）
と
し
て
、
こ
の
唯
一
の
空
間
に
先
行
す
る
の
で
は
な
く
、

む
し
ろ
こ
の
唯
一
の
空
閻
の
中
で
思
考
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
空
問
は
本
質
的

に
唯
一
で
あ
り
、
窒
間
に
お
げ
る
多
様
、
L
た
が
っ
て
ま
た
講
空
間
一
般
に
つ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

い
て
の
一
般
的
概
念
も
、
た
だ
・
」
の
唯
一
の
空
間
の
制
限
に
基
づ
い
て
い
る
」
。

こ
こ
に
、
空
間
が
ま
ず
第
一
に
唯
一
の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
嬰
言
さ
れ
て
い

る
。
カ
ソ
ト
は
こ
の
唯
一
性
を
空
間
の
ア
。
プ
リ
オ
リ
な
こ
と
と
純
粋
性
の
根

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

拠
と
し
て
も
用
い
て
い
る
が
、
唯
一
性
に
よ
っ
て
カ
ソ
ト
が
主
と
し
て
言
明
し

た
い
沖
」
と
は
、
部
分
空
間
と
し
て
の
諾
空
問
が
唯
一
の
空
問
の
制
限
（
艘
湧
o
甲

＄
鼻
暮
σ
q
）
に
基
づ
い
て
成
立
し
て
い
る
と
い
う
｝
」
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

空
問
の
進
行
の
無
際
限
も
唯
一
の
空
間
が
存
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
、

そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ら
に
空
間
の
無
限
性
も
認
識
さ
れ
る
。
こ
の
無
限
性
と
L
て

認
識
さ
れ
る
空
間
は
言
う
ま
で
も
な
く
先
の
唯
一
の
空
間
で
あ
り
、
進
行
し
ゆ

く
空
問
が
無
限
旦
里
な
の
で
は
な
い
。
い
く
ら
進
行
し
て
も
際
隈
が
な
く
そ
の
外

に
空
間
が
存
す
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
ア
。
プ
リ
オ
リ
な
根
源
的
表
象
と
し
て

最
初
か
ら
存
す
る
唯
一
の
空
間
が
無
隈
量
と
し
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
さ

ら
に
、
空
間
の
唯
一
性
も
ま
た
、
進
行
L
て
ゆ
く
空
問
が
な
お
そ
の
外
に
空
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、

を
残
す
と
い
う
｝
」
と
に
よ
っ
て
初
め
て
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
唯
一
性
と

い
う
｝
」
と
が
始
め
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
唯
一
の
窒
間
は
当

初
単
に
直
観
さ
れ
て
い
る
だ
げ
で
あ
る
。
｝
」
の
よ
う
に
し
て
、
カ
ソ
ト
に
お
い

て
空
問
の
唯
一
性
と
無
限
性
と
は
別
個
に
知
ら
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
同
一
の

事
態
に
お
い
て
認
識
さ
れ
る
も
の
と
言
い
得
る
。
残
さ
れ
た
間
題
は
、
部
分
空

間
と
は
一
体
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
唯
一
の
根
源
的
な
包
括
的
全
体
空
問

と
、
部
分
空
間
と
は
同
一
の
空
問
で
な
い
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
両
老
は
別
種

の
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
部
分
空
間
は
い
か
に
L
て
生
ず
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
の
起
源
は
構
想
カ
に
あ
る
と
し
か
考
え
ら
れ
な
い
。
唯
一
の
空
間
は
「
直
観

の
形
式
」
と
し
て
の
純
粋
空
間
で
あ
り
、
部
分
空
問
は
構
想
カ
の
描
出
す
る
純

粋
空
間
で
あ
る
。
後
老
の
空
間
は
「
外
延
量
」
で
あ
り
、
外
延
量
と
は
「
部
分

の
表
象
が
全
体
の
表
象
を
可
能
に
す
る
（
し
た
が
っ
て
部
分
の
表
象
が
全
体
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

表
象
に
必
然
的
に
先
行
す
る
）
」
量
で
あ
る
。
こ
の
外
延
的
空
間
は
、
全
体
が

都
分
に
先
行
す
る
唯
一
の
空
間
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
。
構
想
力
は
把
捉
の
総

合
に
お
い
て
順
次
に
部
分
空
間
を
生
み
出
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
に
よ
っ

て
唯
一
の
空
問
が
規
定
さ
れ
、
「
形
式
的
直
観
」
と
、
た
る
。
構
想
カ
の
総
合
は

絶
え
ず
に
続
く
も
の
で
は
在
く
、
申
断
を
と
も
な
う
も
の
で
あ
り
、
た
と
え

ぱ
、
全
く
形
を
持
た
な
い
赤
と
い
う
印
象
に
空
間
を
適
用
し
て
バ
ラ
の
形
態
を

赤
に
与
え
る
と
そ
こ
で
中
断
す
る
。
そ
の
後
バ
ラ
の
周
辺
の
空
間
を
生
み
出

し
、
ま
た
中
断
し
て
石
の
形
態
を
描
く
と
い
う
よ
う
に
し
て
進
行
す
る
。
物
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
ユ
）

の
「
拡
が
り
と
形
態
は
純
粋
直
観
に
属
す
る
」
と
言
わ
れ
る
時
の
純
粋
直
観
は

構
想
力
の
描
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
バ
ラ
の
形
態
を
描
く
時
に
す
で
に
把
捉
の

総
合
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
間
空
間
は
連
続
的
に
産
出
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
後
総
合
が
中
断
し
、
ま
た
総
合
が
再
開
さ
れ
バ
ラ
の
周
辺
の
空
間
が

描
出
さ
れ
る
が
、
バ
ラ
と
周
辺
の
空
間
は
分
離
し
て
は
い
な
い
。
バ
ラ
の
表
象

は
面
や
線
や
点
を
と
も
な
う
が
、
こ
れ
ら
は
単
な
る
限
界
で
あ
り
周
り
の
空
間

と
分
離
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
外
延
的
空
問
は
連
続
量
で
あ
り
、
間
隙

を
持
た
な
い
。
我
々
は
そ
の
こ
と
を
構
想
力
の
総
合
を
通
じ
て
認
識
し
、
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

に
ょ
っ
て
ま
た
唯
一
の
空
問
の
連
続
性
を
も
認
識
す
る
こ
と
に
な
る
。
外
延
的
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空
間
は
常
に
唯
一
の
空
間
の
制
限
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、
外
延
的
空
間

は
集
合
（
＞
σ
q
σ
Q
s
σ
q
黒
）
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
唯
一
の
空
間
は
そ
う
で
は
た
い

と
い
う
押
」
と
は
注
意
し
な
げ
れ
ぼ
た
ら
た
い
｝
」
と
で
あ
る
。
唯
一
の
空
間
は
最

初
か
ら
連
続
量
で
あ
り
、
構
想
カ
の
描
出
す
る
い
か
な
る
空
問
も
全
方
向
か
ら

限
界
づ
げ
ら
れ
る
が
、
外
延
的
空
問
は
集
合
と
し
て
数
々
の
時
間
点
を
通
遇
し

て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
総
合
が
中
断
さ
れ
る
と
い
っ
て
も
空
間
的
に
中
断

さ
れ
る
と
い
う
・
」
と
で
あ
り
、
一
つ
の
外
延
的
空
間
が
形
成
さ
れ
る
場
合
に
は

時
間
的
に
中
絶
す
る
こ
と
の
な
い
一
つ
の
大
き
な
総
合
が
必
要
で
あ
る
。
外
延

的
空
間
は
一
つ
の
総
合
を
必
要
と
す
る
も
の
と
L
て
集
合
と
呼
ぱ
れ
、
多
く
の

時
間
を
持
つ
一
つ
の
時
間
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
。

二

　
構
想
力
の
総
合
は
細
か
く
考
察
す
る
と
様
々
な
場
合
が
考
え
ら
れ
る
。
人
類

の
歴
史
を
考
え
る
こ
と
も
総
合
で
あ
る
し
、
庭
の
僑
景
（
バ
ラ
や
石
肢
ど
）
を

提
え
る
の
も
総
合
で
あ
る
。
重
た
、
一
つ
の
バ
ラ
を
描
出
す
る
場
合
で
も
、
一

つ
一
つ
の
バ
ラ
を
丹
念
に
注
視
す
る
場
合
と
バ
ラ
全
体
を
一
挙
に
提
え
る
場
合

と
で
は
空
間
の
描
出
の
さ
れ
方
が
全
く
違
う
の
で
あ
る
。
総
合
は
様
々
で
あ

り
、
ま
た
多
重
構
造
に
な
っ
て
い
る
場
合
も
多
い
。
そ
の
よ
う
な
複
雑
な
総
合

の
有
り
方
を
探
る
こ
と
は
時
間
の
考
察
た
く
し
て
は
不
可
能
で
あ
る
。
カ
ソ
ト

は
時
閻
と
い
う
も
の
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
節
で
は

時
問
の
考
察
を
中
心
に
し
て
構
想
カ
の
総
合
に
つ
い
て
も
若
干
の
立
ち
入
っ
た

考
察
を
し
て
み
た
い
。
た
お
、
構
想
力
と
い
う
語
は
以
前
と
し
て
生
産
的
構
想

力
の
意
で
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
生
産
的
構
想
カ
と
い
う
語
は
多
義
で
あ
り
、

自
発
性
を
持
つ
構
想
力
は
生
産
的
構
想
力
と
総
称
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々

は
時
間
の
考
察
を
す
る
場
合
に
も
生
産
的
構
想
力
に
出
会
う
こ
と
に
な
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）

　
「
時
問
の
三
様
態
は
、
持
続
性
、
継
続
（
司
◎
H
σ
q
⑦
）
、
同
時
存
在
で
あ
る
」
。

持
続
性
、
継
続
、
同
時
存
在
の
三
つ
の
様
態
の
内
、
根
本
に
あ
る
も
の
は
持
続

性
で
あ
る
。
同
時
存
在
は
あ
る
時
間
点
を
必
要
と
す
る
が
、
時
問
点
と
い
う
も

の
は
継
起
的
（
竃
ぎ
①
色
く
）
な
時
閻
す
た
わ
ち
継
続
し
て
一
つ
の
系
列
を
成
す

時
間
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
さ
ら
に
、
こ
の
継
起
的
な
時
問
は
持
続
的

な
時
問
な
く
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
。
「
人
が
時
間
自
身
に
継
起
的
た
継
続
と

い
う
も
の
を
付
与
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ぱ
、
｝
」
う
し
た
継
続
が
そ
の
中
で
可
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）

と
な
る
よ
う
な
も
う
一
つ
別
の
時
問
を
考
え
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
」
。

時
問
そ
れ
自
身
が
継
起
的
に
進
行
す
る
な
ら
ぱ
、
我
々
は
そ
の
進
行
す
る
時
間

が
そ
の
中
で
進
行
す
る
時
間
を
考
え
な
げ
れ
ぱ
た
ら
な
い
が
、
そ
の
時
間
が
ま

た
進
行
す
る
も
の
で
あ
る
た
ら
ぱ
、
さ
ら
に
も
う
一
っ
別
の
時
間
を
考
え
な
げ

れ
ぼ
た
ら
た
く
な
り
、
そ
の
よ
う
に
し
て
無
限
に
多
く
の
時
間
が
必
要
と
さ
れ

る
。
持
続
す
る
不
動
の
時
間
な
く
し
て
は
我
々
は
決
L
て
流
れ
て
ゆ
く
継
起
的

次
時
間
さ
え
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
時
間
継
起
そ
の
も
の
が
表
象
さ
れ
得

な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
継
起
的
な
時
聞
な
く
し
て
は
時
間
点
と
い
う
も
の

が
生
ず
る
こ
と
は
あ
り
得
た
い
。
時
間
点
す
な
わ
ち
瞬
間
と
い
う
も
の
は
時
間

と
時
間
と
の
限
界
で
あ
り
、
持
続
す
る
時
間
の
中
で
継
起
す
る
時
間
が
生
じ
た

時
に
初
め
て
生
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
我
々
が
同
時
存
在
を
表
象
し
得
る
の
は
、
■

継
起
す
。
る
時
問
の
中
で
幾
つ
か
の
物
を
表
象
L
、
そ
れ
ら
の
内
の
或
る
物
を
再

生
産
し
て
（
思
い
出
し
て
）
別
の
或
る
物
が
存
す
る
時
問
点
た
い
し
は
時
問
に

重
複
さ
せ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
操
作
を
要
す
る
。
そ
の
よ
う
た
操
作
あ
る
い
は

手
続
き
の
在
り
方
は
様
々
で
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
同
時
存
在
は
時
問
継
続

の
申
で
初
め
て
表
象
さ
れ
る
と
言
い
得
る
。
継
起
す
る
時
間
な
く
L
て
は
時
間
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点
と
い
う
も
の
が
生
じ
得
ず
、
ま
た
同
一
の
時
間
点
に
二
つ
の
物
が
同
時
に
表

象
さ
れ
る
と
い
う
｝
」
と
は
時
問
的
に
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
、
同
時
存
在
や
継
続
と
い
う
時
間
の
様
態
は
持
続
す
る
時

問
を
根
本
に
L
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
持
続
的
た
時
間
は

継
起
す
る
時
間
と
は
異
な
る
時
間
で
あ
る
。
で
は
持
続
的
な
時
間
と
は
一
体
何

で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
継
起
し
っ
っ
継
続
す
る
時
間
は
ど
の
よ
う
に
し
て
生
ず
る

の
で
あ
ろ
う
か
。
我
々
は
｝
」
こ
で
も
ま
た
「
直
観
の
形
式
」
と
「
形
式
的
直
観
」

と
の
区
別
を
見
出
す
こ
と
に
な
る
。
時
間
も
二
重
構
造
を
持
つ
の
で
あ
る
。

　
「
す
ぺ
て
の
現
象
は
時
間
に
お
い
て
存
在
す
る
。
基
体
（
望
げ
弩
算
）
と
し
て

の
（
内
的
直
観
の
持
続
的
形
式
と
し
て
の
）
こ
の
時
問
に
お
い
て
の
み
、
同
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

存
在
も
継
続
も
表
象
さ
れ
得
る
」
。
「
直
観
の
形
式
」
と
L
て
の
時
間
は
「
内
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

直
観
の
持
続
的
形
式
」
で
あ
り
、
「
留
ま
っ
て
い
て
（
匡
⑫
岸
竃
）
転
変
」
な
い
」
。

畑
」
の
不
動
の
時
間
は
基
体
で
あ
り
、
　
「
継
起
存
在
な
い
」
は
同
時
存
在
が
そ
｝
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

で
時
間
の
規
定
と
し
て
の
み
表
象
さ
れ
得
る
」
も
の
で
あ
る
。
・
」
の
時
間
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

「
そ
れ
自
体
で
は
…
…
知
覚
さ
れ
得
な
い
」
。
時
問
が
純
粋
形
式
で
あ
り
、
純

粋
直
観
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
空
間
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。
持
続
的
た
時

間
は
ア
一
プ
リ
オ
リ
な
根
源
的
表
象
で
あ
り
、
唯
一
の
全
体
で
あ
る
。
「
時
間

の
無
限
性
は
、
時
間
の
あ
ら
ゆ
る
規
定
さ
れ
た
大
き
さ
は
そ
の
根
底
に
あ
る
唯

一
の
時
問
の
制
限
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
声
」
と
以
外
の
何
も
の
も

　
　
　
　
　
（
3
9
）

意
味
L
て
い
な
い
」
。
空
問
の
場
合
と
同
様
、
時
問
は
根
源
的
に
唯
一
で
あ
り
、

そ
の
中
で
部
分
時
間
が
継
起
的
に
産
出
さ
れ
る
｝
」
と
に
な
る
。
そ
の
部
分
時
間

は
外
延
的
な
時
閻
で
あ
り
、
都
分
か
ら
全
体
へ
と
進
行
し
て
ゆ
く
量
と
し
て
の

時
間
で
あ
る
が
、
や
は
り
構
想
力
の
描
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
構
想
力
は
量
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
如
）

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
と
し
て
時
間
を
産
出
す
る
が
、
そ
れ
は
「
直
観
の
形
式
」
、

と
し
て
の
持
続
的
時
問
を
規
定
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
継
起
的
な

時
間
が
生
ず
る
。
部
分
時
問
は
産
出
さ
れ
た
当
初
か
ら
「
直
観
の
形
式
」
に
両

側
か
ら
限
界
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
時
間
点
と
い
う
も
の
が
生
ず

る
が
、
構
想
カ
の
継
起
的
な
時
問
産
出
が
進
む
に
つ
れ
て
時
問
点
は
多
く
な

り
、
無
限
に
そ
れ
が
続
く
。
こ
れ
に
よ
っ
て
我
々
は
時
間
の
無
限
性
を
認
識
す

る
こ
と
に
な
る
。
け
れ
ど
も
、
無
限
性
の
認
識
の
根
底
に
は
唯
一
性
の
認
識
が

あ
り
、
そ
れ
は
部
分
時
間
が
常
に
同
一
の
一
つ
の
時
間
の
部
分
で
あ
る
レ
」
と
に

よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
。
多
く
の
時
間
が
あ
る
な
ら
ぱ
無
限
性
を
認
識
す
る
｝
」
と

は
不
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
た
ら
、
そ
の
場
合
時
問
の
進
行
が
途
中
で
停
止
L
、

新
た
な
時
間
の
中
で
部
分
時
間
が
産
出
さ
れ
る
｝
」
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
時
問
の
唯
一
性
は
時
間
の
無
限
性
の
根
拠
で
あ
る
。
外
延
量
と
し

て
の
時
間
は
唯
一
で
も
無
限
で
も
な
い
が
、
部
分
空
間
相
互
の
間
に
間
隙
が
な

か
っ
た
よ
う
に
部
分
時
間
相
互
の
間
に
も
限
界
と
し
て
の
瞬
聞
が
あ
る
だ
け
で

間
隙
が
な
い
声
」
と
か
ら
連
続
量
で
あ
る
こ
と
が
認
識
さ
れ
る
。
い
」
れ
は
集
合
で

あ
り
、
構
想
カ
の
総
合
（
時
間
の
産
出
）
の
結
果
生
じ
た
連
続
性
で
あ
る
。
江
」

れ
に
対
L
て
「
直
観
の
形
式
」
と
し
て
の
唯
一
の
時
問
は
、
部
分
時
問
が
常
に

そ
れ
の
制
隈
で
あ
る
こ
と
か
ら
連
続
量
で
あ
る
と
認
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
の
場
合
に
も
、
唯
一
性
の
認
識
が
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
構
想
カ

の
総
合
は
時
間
の
場
合
に
お
い
て
は
連
続
的
で
あ
り
、
時
間
の
産
出
自
体
が
中

断
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
一
つ
の
総
合
に
お
い
て
は
あ
り
得
な
い
。
瞬
間
は
唯

一
の
時
間
の
制
限
と
し
て
の
部
分
時
間
と
唯
一
の
時
間
と
の
接
点
で
あ
り
、
部

分
時
問
は
連
続
的
に
産
出
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
カ
ソ
ト
は
構
想
力
に
よ

っ
て
規
定
さ
れ
た
時
問
を
「
形
式
的
直
観
」
で
あ
る
と
し
、
童
た
純
粋
直
観
で

　
　
　
　
　
　
（
狐
）

あ
る
と
L
て
い
る
が
、
■
時
間
は
「
直
観
の
形
式
」
と
し
て
の
純
粋
時
聞
が
構
想
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力
の
描
出
す
る
純
粋
時
間
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
切
」
と
に
よ
っ
て
「
形
式
的
直

観
」
へ
と
生
成
す
る
の
で
あ
る
。
　
「
直
観
の
形
式
」
も
「
形
式
的
直
観
」
も
い

ず
れ
も
「
純
粋
直
観
」
で
あ
り
、
ま
た
「
感
性
の
形
式
」
で
あ
り
「
感
性
的
直

観
の
形
式
し
で
あ
り
「
現
象
の
形
式
」
で
あ
る
。

　
｝
」
の
よ
う
な
二
重
構
造
の
上
に
継
起
的
時
問
は
成
立
L
て
い
る
。
時
間
継
起

は
一
次
元
的
に
の
み
行
な
わ
れ
、
我
々
は
そ
れ
に
よ
っ
て
唯
一
の
持
続
的
時
間

の
一
次
元
性
を
も
認
識
す
る
加
」
と
に
た
る
。
構
想
力
の
総
合
は
時
間
の
場
合
に

も
「
直
観
の
形
式
」
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
構
想
力
の
総
合
は
時

間
の
場
合
に
お
い
て
も
把
捉
の
総
合
で
あ
り
、
部
分
時
間
が
「
直
観
の
形
式
」

を
順
次
に
把
提
し
て
ゆ
く
（
規
定
し
て
ゆ
く
）
こ
と
に
な
る
。
我
々
は
構
想
力

の
総
合
の
一
次
元
性
を
通
じ
て
唯
一
の
時
間
の
一
次
元
性
を
認
識
す
る
・
」
と
に

な
る
の
で
あ
る
。
げ
れ
ど
も
、
時
問
の
一
次
元
や
空
間
の
三
次
元
は
、
時
間
と

空
間
の
唯
一
性
、
無
限
性
、
連
続
性
、
外
延
性
と
は
別
の
次
元
の
事
柄
で
あ

り
、
｝
」
の
両
者
は
相
互
の
認
識
の
根
拠
と
は
な
り
得
な
い
。
そ
れ
は
、
時
問
と

空
間
の
純
粋
性
、
形
式
性
、
直
観
性
、
そ
し
て
ア
。
プ
リ
オ
リ
な
も
の
で
あ
る

こ
と
が
、
唯
一
性
、
無
限
性
、
連
続
性
、
外
延
性
と
は
別
個
に
説
か
れ
て
い
る

の
と
同
様
で
あ
る
。
カ
ソ
ト
は
唯
一
性
を
純
粋
性
や
直
観
性
、
そ
L
て
ア
。
プ

リ
オ
リ
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
と
し
て
用
い
て
い
る
場
合
も
あ
る
け
れ
ど
も
、
一

方
で
純
粋
性
や
直
観
性
、
そ
L
て
ア
画
プ
リ
オ
リ
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
独
断

的
に
説
く
こ
と
も
多
い
。
カ
ソ
ト
の
時
問
空
間
論
は
そ
の
歴
史
的
成
立
事
構
を

考
慮
す
る
た
ら
ば
、
唯
一
性
を
根
拠
と
す
る
だ
け
で
は
尽
せ
な
い
も
の
で
あ

り
、
唯
一
性
は
時
間
と
空
間
の
無
限
性
や
連
続
性
の
認
識
の
根
拠
と
は
た
り
得

て
も
、
そ
の
他
の
も
の
の
認
識
の
根
拠
と
は
な
り
得
な
い
と
言
わ
な
け
れ
ぱ
な

ら
た
い
。

　
持
続
的
な
時
間
は
、
一
方
で
継
統
や
同
時
存
在
の
基
体
と
言
わ
れ
て
い
る

が
、
他
方
で
は
持
続
性
は
時
間
の
三
様
態
の
一
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
｝
」
の
よ
う

な
事
態
は
時
間
が
一
つ
し
か
な
い
と
し
た
ら
考
え
ら
れ
な
い
｝
」
と
で
あ
る
。
一

つ
の
時
間
が
、
継
続
や
同
時
存
在
の
基
体
と
さ
れ
な
が
ら
同
時
に
そ
れ
ら
と
同

列
に
置
か
れ
る
と
い
う
こ
止
は
あ
り
得
な
い
。
げ
れ
ど
も
、
持
続
的
た
時
間
と

継
起
的
な
時
間
を
区
別
す
る
な
ら
ば
、
持
続
的
な
時
間
は
、
時
問
一
般
と
い
う

観
点
か
ら
見
る
な
ら
ば
時
聞
の
様
態
の
一
つ
で
あ
り
、
時
間
の
構
造
と
い
う
観

点
か
ら
見
る
な
ら
ぼ
継
起
的
な
時
間
の
基
体
と
。
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

コ
ー
ヘ
ソ
の
よ
う
に
持
続
性
を
時
間
の
内
容
と
し
て
の
実
体
の
持
続
性
と
し
て

捉
え
、
時
間
そ
れ
自
体
の
持
続
性
あ
る
い
は
基
体
性
を
認
め
な
い
意
見
も
あ
る

（
4
2
）

が
、
時
間
そ
れ
自
体
が
持
続
し
て
い
な
け
れ
ぱ
分
離
し
た
多
く
の
時
間
が
存
す

る
こ
と
に
な
り
時
間
の
統
一
が
と
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
持
続
的
で
不
動
の
時
問

は
「
直
観
の
形
式
」
と
し
て
根
源
的
に
存
し
て
お
り
、
そ
の
中
で
そ
れ
を
規
定

す
る
継
起
的
た
時
間
が
産
出
さ
れ
、
　
「
直
観
の
形
式
」
は
「
形
式
的
直
観
」
へ

と
生
成
す
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
た
時
間
の
考
察
か
ら
、
我
々
は
構
想
力
の
総
合
を
時
問
と
空
間

の
両
面
か
ら
同
時
に
捉
え
る
・
」
と
が
で
き
る
。
「
直
観
の
形
式
」
で
あ
る
時
問

と
空
間
は
我
々
の
表
象
能
力
に
感
覚
が
生
じ
た
当
初
か
ら
存
し
て
い
る
。
感
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

は
そ
れ
ら
の
時
問
と
空
問
と
は
関
わ
り
な
く
生
じ
て
い
る
か
ら
直
観
さ
れ
て
も

何
ら
の
時
間
的
空
間
的
規
定
も
持
た
な
い
。
色
、
硬
さ
、
音
、
温
か
さ
、
痛
み
、

味
、
匂
い
な
ど
が
一
緒
に
な
っ
て
く
っ
つ
い
て
い
る
。
カ
ン
ト
は
沖
」
の
状
態
を

　
　
　
　
　
（
4
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

「
絶
対
的
統
一
体
」
と
呼
び
、
そ
の
直
観
の
仕
方
を
「
共
観
（
c
o
竜
◎
湯
一
ω
）
」

と
呼
ん
で
い
る
。
和
」
の
状
態
で
は
時
聞
と
空
間
は
不
動
で
あ
り
、
感
覚
を
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

中
に
含
ん
で
は
い
る
が
感
覚
と
関
わ
り
な
く
存
し
て
い
る
。
も
L
も
こ
の
状
態
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が
続
く
た
ら
ば
、
感
覚
は
不
動
の
時
間
と
空
間
の
申
を
そ
れ
ら
に
関
わ
り
な
く

う
ご
め
く
こ
と
に
な
る
。
忘
我
の
状
態
に
近
い
で
あ
ろ
う
。
げ
れ
ど
も
大
抵
は

構
想
力
が
す
ぐ
に
働
く
の
で
あ
る
。
構
想
力
は
時
間
と
空
間
を
同
時
に
産
出
し

て
感
覚
を
把
捉
し
、
把
捉
を
総
合
す
る
－
」
と
に
よ
っ
て
形
象
を
作
る
。
色
や
硬

さ
な
ど
は
形
態
を
与
え
ら
れ
物
体
と
な
り
、
音
も
秩
序
づ
げ
ら
れ
て
旋
律
を
奏

で
る
。
把
捉
の
総
合
は
同
時
に
「
直
観
の
形
式
」
を
規
定
す
る
沖
」
と
で
も
あ

り
、
諸
感
覚
を
「
直
観
の
形
式
」
の
中
に
配
置
す
る
こ
と
に
な
る
。
部
分
空
聞

は
一
緒
に
な
っ
て
い
る
諾
感
覚
を
ひ
き
ち
ぎ
っ
て
入
り
こ
み
、
奥
行
き
そ
の
他

の
空
間
的
諾
関
係
の
中
に
入
れ
る
。
色
や
匂
い
や
音
な
ど
は
く
っ
つ
い
て
い
る

が
ひ
き
ち
ぎ
ら
れ
唯
一
の
全
体
空
聞
の
ど
こ
か
に
押
し
や
ら
れ
る
。
色
と
色
も

ひ
き
は
な
さ
れ
ま
た
形
態
を
与
え
ら
れ
て
全
体
空
間
の
ど
沖
」
か
の
部
分
に
配
置

さ
れ
る
。
も
っ
と
も
、
ひ
き
は
な
さ
れ
な
い
諸
感
覚
も
あ
る
。
部
分
時
間
は
諸

感
覚
を
継
続
の
中
に
入
れ
て
静
止
や
運
動
と
い
っ
た
状
態
を
作
り
出
す
。
生
成

や
消
滅
、
変
化
な
ど
も
時
間
継
続
の
中
で
の
み
表
象
可
能
で
あ
る
。
構
想
カ
の

総
合
は
我
々
が
忘
我
的
な
状
態
に
た
ら
な
い
隈
り
時
間
的
に
は
申
断
さ
れ
る
こ

と
が
な
い
。
部
分
時
間
と
都
分
時
間
の
間
は
瞬
間
で
あ
っ
て
区
切
り
で
は
あ
る

け
れ
ど
も
時
間
の
流
れ
が
中
断
す
る
の
で
は
な
い
。
空
間
や
時
間
の
描
出
は
大

き
く
も
小
さ
く
も
あ
り
得
、
任
意
で
あ
る
が
、
そ
の
大
き
さ
の
尺
度
も
任
意
で

あ
っ
て
、
物
理
的
な
測
定
値
と
は
異
な
る
主
観
的
な
も
の
で
あ
る
。

　
把
捉
の
総
合
は
再
生
産
の
総
合
を
と
も
な
っ
て
い
る
。
把
捉
が
直
観
の
把
捉

と
感
覚
の
把
捉
に
分
げ
ら
れ
る
よ
う
に
、
再
生
産
も
純
粋
な
も
の
と
経
験
的
な

も
の
に
分
け
ら
れ
る
。
時
聞
と
空
間
の
再
生
産
は
純
粋
で
あ
り
構
想
力
の
作
用

で
あ
っ
て
、
こ
の
作
用
に
よ
っ
て
時
間
と
空
間
の
純
粋
形
象
が
作
ら
れ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
感
覚
印
象
の
再
生
産
は
再
生
産
的
構
想
力
に
よ
っ
て
連
想
の
法
則

に
従
っ
て
行
わ
れ
る
が
漢
然
と
L
た
も
の
で
あ
る
。
再
生
産
さ
れ
た
諸
印
象
と

生
の
印
象
が
、
純
粋
形
象
の
中
に
。
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
象
が
生
ず
る
。
把
捉

と
再
生
産
の
二
重
の
総
合
は
、
形
象
の
他
に
経
験
を
も
作
り
出
す
。
幾
つ
か
の

総
合
が
総
合
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
現
在
こ
・
」
に
た
い
も
の
を
含
む
複
合
的
な

表
象
が
作
り
出
さ
れ
統
一
あ
る
経
験
が
生
ず
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
の

際
、
過
去
に
た
さ
れ
た
総
合
は
漠
然
と
L
た
再
生
産
的
表
象
と
な
っ
て
し
ま
う

ソ
」
と
が
多
く
、
そ
の
時
の
時
間
と
空
間
は
純
粋
表
象
と
は
言
え
な
い
も
の
で
あ

る
。
つ
ま
り
単
な
る
記
憶
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
げ
れ
ど
も
、
そ
の
よ

う
な
記
憶
を
入
れ
て
経
験
を
構
成
す
る
総
合
は
、
形
象
を
作
る
時
よ
り
も
広
大

な
ス
ケ
ー
－
ル
を
持
た
さ
れ
た
唯
一
の
時
間
と
空
間
の
申
で
把
捉
の
純
粋
総
合
を

行
い
、
記
憶
に
対
し
て
純
粋
た
部
分
時
問
な
ら
び
に
部
分
空
間
を
適
用
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

三

　
構
想
カ
の
総
合
は
、
さ
ら
に
概
念
に
お
げ
る
再
認
の
総
合
を
と
も
な
っ
て
い

る
。
直
観
に
お
け
る
把
捉
の
総
合
は
構
想
に
お
け
る
再
生
産
の
総
合
を
と
も
な

い
、
再
生
産
の
総
合
は
概
念
に
お
け
る
再
認
の
総
合
を
と
も
な
う
。
こ
れ
が
い

わ
ゆ
る
三
重
の
総
合
で
あ
り
、
三
者
は
一
体
と
な
っ
て
お
り
、
一
つ
で
も
欠
け

る
と
経
験
は
成
立
し
な
い
。
で
は
概
念
に
お
け
る
再
認
の
総
合
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
直
観
や
構
想
が
経
験
的
な
も
の
と
純
粋
な
も
の
に
分
け
ら
れ
、
把
捉
や
再
生

産
が
経
験
的
な
も
の
と
純
粋
な
も
の
に
分
げ
ら
れ
た
よ
う
に
、
概
念
も
経
験
的

概
念
と
純
粋
概
念
に
分
け
ら
れ
、
再
認
も
経
験
的
な
も
の
と
純
粋
た
も
の
に
分

げ
ら
れ
る
。
経
験
的
概
念
は
経
験
か
ら
抽
象
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
犬
、
馬
、
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赤
な
ど
の
概
念
で
あ
る
。
純
粋
概
念
は
、
純
粋
感
性
的
概
念
、
純
粋
悟
性
概
念

（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
、
純
粋
理
性
概
念
（
理
念
）
の
三
つ
に
分
げ
ら
れ
る
。
純
粋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
妬
）

感
性
的
概
念
は
「
感
性
の
純
粋
形
象
に
」
そ
の
起
源
を
持
っ
て
い
る
と
言
わ
れ

て
い
る
が
、
加
」
の
純
粋
形
象
は
単
に
数
学
的
形
象
を
意
味
す
る
だ
げ
で
は
な

い
。
幾
何
学
的
図
形
や
数
の
形
象
は
数
学
的
形
象
で
あ
る
が
、
押
」
れ
以
外
に
、

明
確
な
名
辞
を
与
え
ら
れ
な
い
形
態
が
あ
り
、
ま
た
、
そ
の
概
念
が
あ
る
。
円

や
三
角
形
や
一
、
二
、
三
…
…
と
い
っ
た
名
辞
を
与
え
ら
れ
て
い
る
数
学
的
形

象
の
他
に
、
四
足
獣
や
人
間
な
ど
の
一
般
的
形
態
が
あ
り
、
そ
の
概
念
が
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

「
あ
る
種
の
普
遍
概
念
」
と
呼
ぼ
れ
て
い
る
も
の
が
そ
れ
で
あ
り
、
｝
」
の
概
念

は
数
学
的
概
念
と
異
な
り
特
殊
な
名
辞
を
付
げ
難
い
複
雑
な
形
態
の
概
念
で
あ

る
。
純
粋
感
性
的
概
念
は
、
形
態
に
関
し
て
は
、
幾
何
学
的
形
態
の
普
遍
概
念

の
他
に
何
ら
か
の
明
確
に
名
付
げ
ら
れ
て
い
な
い
形
態
の
普
遍
概
念
を
含
ん
で

（
奴
）

い
る
。
ま
た
、
形
態
と
な
り
得
た
い
形
象
の
概
念
と
し
て
は
数
概
念
と
時
間
概

念
と
空
間
概
念
、
そ
L
て
時
間
と
空
間
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
概
念
を
含
ん
で
い

る
が
、
加
」
れ
ら
は
概
念
で
あ
る
以
上
や
は
り
普
遍
概
念
で
あ
る
（
数
概
念
は
時

問
に
関
す
る
概
念
で
あ
る
）
。
時
間
と
空
間
は
直
観
と
し
て
は
個
別
的
表
象
で

あ
る
が
概
念
と
し
て
は
普
遍
的
表
象
で
あ
る
と
言
わ
な
げ
れ
ぱ
な
ら
な
い
。
純

粋
感
性
的
概
念
は
経
験
的
概
念
の
根
底
に
潜
ん
で
い
る
加
」
と
も
あ
り
、
た
と
え

ぱ
犬
や
人
間
た
ど
は
経
験
的
な
要
素
を
多
く
含
む
た
め
に
経
験
的
概
念
と
呼
ぱ

れ
る
が
、
形
態
に
関
し
て
は
純
粋
感
性
的
概
念
で
あ
る
。
感
性
の
経
験
的
表
象

の
根
底
に
は
純
粋
形
象
が
存
し
て
お
り
、
そ
れ
に
は
純
粋
概
念
が
対
応
す
る
。

赤
や
寒
さ
と
い
っ
た
概
念
は
純
然
た
る
経
験
的
概
念
で
あ
る
が
、
江
」
れ
ら
は
極

め
て
主
観
的
な
概
念
で
あ
り
人
に
よ
っ
て
意
味
内
容
が
大
き
く
異
な
る
も
の
で

あ
る
。
経
験
的
概
念
と
純
粋
感
性
的
概
念
は
い
ず
れ
も
経
験
か
ら
獲
得
さ
れ
た

概
念
で
あ
り
直
観
が
先
行
す
る
が
、
純
粋
悟
性
概
念
（
カ
テ
ゴ
リ
ー
）
は
そ
の

起
源
を
悟
性
そ
れ
自
体
の
内
に
持
っ
て
い
る
。
純
粋
理
性
概
念
（
理
念
）
は
カ

テ
ゴ
リ
ー
か
ら
推
論
を
通
じ
て
生
ず
る
概
念
で
あ
る
が
、
江
」
れ
に
つ
い
て
は
本

稿
で
は
触
れ
る
必
要
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
概
念
に
お
げ
る
再
認
の
総
合
と
は
以

前
に
把
捉
さ
れ
た
表
象
と
現
在
再
生
産
さ
れ
て
い
る
表
象
と
が
同
一
の
も
の
で

あ
る
｝
」
と
が
概
念
に
お
い
て
再
確
認
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ぱ
一
本
の

線
の
表
象
は
、
線
の
諾
部
分
が
順
次
に
描
出
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
ず
る

が
、
前
に
描
出
さ
れ
た
部
分
が
連
続
的
に
再
生
産
さ
れ
続
け
な
げ
れ
ぼ
一
本
の

線
に
は
た
ら
な
い
。
そ
し
て
再
生
産
さ
れ
た
部
分
が
以
前
に
引
か
れ
た
も
の
と

同
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
な
け
れ
ぱ
次
々
と
新
L
い
部
分
が
生
産
さ

れ
て
い
る
｝
」
と
に
な
り
い
か
な
る
全
体
的
表
象
も
生
じ
な
い
－
」
と
に
た
る
。
以

前
に
引
か
れ
た
部
分
が
消
え
て
ゆ
く
｝
」
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
再

生
産
さ
れ
た
表
象
が
以
前
の
表
象
と
同
一
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
成
立

す
る
た
め
に
は
概
念
が
必
要
で
あ
る
。
線
の
諸
部
分
に
付
与
せ
ら
れ
る
意
識
は

ぽ
ら
ぼ
ら
に
分
散
し
て
お
り
一
つ
の
意
識
に
お
い
て
統
一
さ
れ
て
い
な
い
。
線

と
い
う
概
念
は
分
散
さ
れ
た
意
識
を
一
つ
の
意
識
に
お
い
て
統
一
す
る
が
、
切
」

れ
に
よ
っ
て
線
の
諸
部
分
は
す
べ
て
私
の
表
象
と
な
り
線
の
表
象
に
お
い
て
統

一
さ
れ
る
。
再
生
産
的
表
象
は
私
の
同
一
の
作
用
に
よ
っ
て
再
生
産
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
た
め
、
以
前
の
表
象
と
同
一
の
晃
の
で
あ
る
と
意
識
さ
れ
る
畑
」
と
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

な
る
の
で
あ
る
。
統
覚
の
分
析
的
統
一
が
総
合
的
統
一
を
前
提
と
す
る
よ
う
に

線
の
諾
部
分
も
一
度
総
合
的
に
統
一
さ
れ
た
後
分
析
的
に
捉
え
ら
れ
同
一
性
を

確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
概
念
は
通
常
総
合
の
規
則
を
意
味
し
、
概
念
に
従
っ
て
総
合
が
行
わ
れ
る

が
、
あ
る
概
念
が
未
だ
獲
得
さ
れ
て
い
な
い
場
合
は
総
合
の
後
に
概
念
が
生
ず
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（
4
9
）

る
。
そ
れ
ら
の
概
念
は
当
初
「
あ
る
も
の
一
般
u
×
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
に

す
ぎ
な
い
が
、
や
が
て
名
辞
を
与
え
ら
れ
る
も
の
も
あ
る
。
一
度
概
念
が
獲
得

さ
れ
る
と
総
合
の
規
則
と
L
て
働
く
が
、
我
々
は
最
初
か
ら
概
念
を
明
確
に
意

識
し
て
い
る
の
で
は
た
い
。
総
合
作
用
自
体
が
魂
の
盲
昌
的
た
作
用
で
あ
り
意

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

識
さ
れ
る
｝
」
と
さ
え
稀
で
あ
る
と
冒
わ
れ
て
い
る
。
総
合
の
当
初
意
識
は
非
常

に
徴
弱
で
あ
り
何
か
の
概
念
を
と
も
た
っ
て
い
な
い
。
絶
対
的
統
一
体
で
あ
る

感
覚
印
象
に
直
面
し
た
時
、
構
想
力
に
総
合
の
規
則
を
手
渡
す
の
は
概
念
の
図

式
で
あ
る
。
概
念
は
直
観
の
構
成
か
ら
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
作
図
の
手

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
1
）

順
あ
る
い
は
順
序
を
意
味
す
る
が
、
図
式
は
「
モ
ノ
グ
ラ
ム
」
　
（
略
図
）
で
あ

っ
て
思
考
の
内
に
の
み
存
L
、
感
覚
印
象
に
向
げ
ら
れ
る
。
こ
の
図
式
は
概
念

に
変
わ
っ
て
総
合
の
規
則
を
意
味
L
構
想
力
を
指
導
す
る
の
で
あ
る
。
こ
・
」
で

は
経
験
的
概
念
と
純
粋
感
性
的
概
念
に
つ
い
て
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
形

象
は
、
純
粋
感
性
的
概
念
の
図
式
を
介
し
て
初
め
て
可
能
と
た
り
、
ま
た
概
念

　
　
　
　
（
駆
）

と
連
結
さ
れ
る
。
た
ぜ
な
ら
形
象
は
概
念
の
普
遍
性
を
表
現
し
な
い
か
ら
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

る
。
我
々
が
概
念
を
持
つ
の
は
「
総
合
の
意
識
」
を
経
た
統
覚
の
統
一
に
お
い

て
で
あ
り
、
ま
た
概
念
に
よ
っ
て
統
覚
が
統
一
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
概
念
は

意
識
内
容
で
あ
っ
て
純
然
た
る
普
遍
的
表
象
で
あ
る
。
図
式
は
、
形
象
で
は
な

い
が
形
象
的
な
も
の
で
あ
り
、
概
念
と
形
象
を
媒
介
す
る
働
き
を
す
る
の
で
あ

る
。
形
象
が
純
粋
感
性
的
概
念
の
図
式
を
介
し
て
可
能
と
な
る
と
い
う
の
は
、

経
験
的
概
念
も
そ
の
形
態
に
関
L
て
は
純
粋
感
性
的
概
念
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
純
粋
感
性
的
概
念
の
図
式
は
ア
。
プ
リ
オ
リ
た
純
粋
構
想
力
の
産
物
で
あ

（
脳
）

る
が
、
｝
」
の
概
念
と
図
式
は
い
ず
れ
も
後
天
的
に
経
験
を
経
て
生
じ
た
も
の
で

あ
る
。
｝
」
れ
に
対
し
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
ア
。
プ
リ
オ
リ
な
起
源
を
持
っ
て
い

る
。
構
想
カ
の
総
合
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
y
」
と
は
周
知
の
こ
と

で
あ
る
が
、
カ
テ
ゴ
リ
i
も
図
式
化
さ
れ
る
。
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
は
超
越
論

的
時
間
規
定
で
あ
る
。
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
は
時
問
自
身
の
産
出
で
あ

り
、
そ
の
他
の
カ
テ
ゴ
リ
i
の
図
式
も
多
く
の
場
合
重
複
し
て
畑
」
の
産
出
さ
れ

た
時
間
の
申
に
同
時
に
産
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　
時
間
と
空
問
の
概
念
は
構
想
カ
の
総
合
を
通
じ
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ

る
。
時
間
と
空
間
は
唯
一
の
根
源
的
表
象
で
あ
る
が
、
江
」
の
唯
一
性
は
総
合
を

経
な
げ
れ
ぼ
概
念
的
に
は
認
識
さ
れ
た
い
。
無
限
性
、
連
続
性
、
外
延
性
も
同

様
で
あ
る
。
ま
た
、
前
後
、
左
右
、
上
下
、
継
起
、
同
時
存
在
等
も
同
様
に
総

合
を
通
じ
て
概
念
化
さ
れ
る
。
ま
た
、
時
間
の
一
次
元
や
継
起
は
、
純
粋
空
間

の
描
出
に
お
い
て
一
本
の
直
線
が
引
か
れ
る
時
我
々
が
内
的
感
官
の
働
き
に
注

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脆
）

意
す
る
｝
」
と
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
カ
ソ
ト
に
お
い
て
認

識
は
直
観
と
概
念
の
両
者
を
必
要
と
す
る
が
、
時
間
と
空
閻
も
概
念
な
く
し
て

は
認
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
本
稿
で
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
つ
い
て
は
詳
論
L
得

な
か
っ
た
が
、
こ
れ
は
別
の
機
会
に
譲
り
た
い
と
思
う
。
時
間
と
空
間
の
概
念

そ
し
て
直
観
に
つ
い
て
も
大
綱
を
示
L
得
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス

的
転
回
と
言
わ
れ
る
カ
ソ
ト
の
認
識
論
の
基
本
的
な
観
点
は
示
し
得
た
と
思
わ

れ
る
。　

　
　
注

※
カ
ソ
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
か
ら
の
引
用
は
第
一
版
を
A
、

と
し
て
頁
数
を
ア
ラ
ピ
ア
数
字
で
記
す
。

（
1
）
ω
×
声
　
　
　
　
　
（
2
）
＞
員
墨
ω
．

（
3
）
と
9
電
㊤
．
　
　
　
（
4
）
と
浮
一
仁
b
ω
ト

（
5
）
Z
．
声
ω
邑
芦
》
O
§
嚢
算
印
q
8
竃
員
．
ω
、
。

第
二
版
を
B

○
ユ
弐
ぬ
自
①
　
c
什
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噌
ぱ
h
⑯
　
顯
Φ
陣
ω
o
箏
、
、
山
　
H
㊤
M
ω
u
勺
I
o
o
～
．

（
6
）
＞
8
も
置
．
　
　
　
（
7
）
＞
員
b
O
べ
紅
1

（
8
）
＞
員
雪
紅
1
　
　
　
（
9
）
＞
員
じ
O
・
。
紅
．

（
1
0
）
　
＞
～
◎
一
団
ω
紅
．
　
　
　
　
　
（
u
）
　
＞
も
o
P
b
O
ω
紅
1

（
1
2
）
》
曽
一
霧
宗

（
1
3
）
声
卜
霊
叶
富
一
内
竃
吋
、
ω
竃
黒
老
耳
ω
ぎ
o
｛
向
お
艮
Φ
箏
8
し
8
9

ぎ
二
ら
．
岩
岸
た
だ
L
、
ペ
イ
ト
ソ
の
空
間
解
釈
は
本
稿
の
そ
れ
と
は

全
く
異
な
っ
て
い
る
。

（
皿
）
　
　
＞
N
H
｝
饒
ω
㎝
．
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

（
珊
）
　
　
＞
N
N
u
仁
o
ω
べ
ー
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

（
㎎
）
　
　
固
H
㎝
～
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

（
m
…
）
　
　
固
H
㎝
N
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肌
）

（
η
）
　
　
固
H
㎝
M
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

（
別
）
　
　
節
H
㎝
紅
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帆
ω
）

（
％
）
　
　
b
0
ω
⑩
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

（
o
o
仰
）
　
　
曽
㎝
”
o
o
o
o
⑩
‘
　
　
　
　
　
　
　
　
（
つ
o
…
）

（
3
0
）
　
　
＞
｝
Φ
～
｝
　
む
o
N
◎
ω
．
　
　
　
　
　
　
（
班
）

（
3
2
）
　
　
》
H
①
⑩
｛
　
　
固
N
H
一
｛
．
　
　
　
　
（
3
3
）

（
跳
）
　
　
》
H
o
o
ω
－
　
o
竈
～
～
①
．
　
　
　
　
　
　
（
叶
δ
o
）

（
髄
）
　
　
団
～
～
①
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
帥
）

（
鍋
）
　
　
飼
N
N
㎝
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

（
如
）
　
　
》
H
紅
㎝
u
　
む
o
H
c
o
紅
．
　
　
　
　
　
　
（
川
杣
）

（
4
2
）
　
饒
l
O
o
ぽ
Φ
貝
内
o
冒
昌
①
箏
爵
『
N
■

　
H
Φ
川
⇔
Φ
い
　
ノ
、
Φ
H
箏
ρ
¢
｛
戸
　
H
①
］
ー
べ
u
　
m
…
．
O
O
O
O
｛
．

蘭
H
①
◎
1

固
H
賢
．

団
H
胃
一

＞
｝
紅
H
u
　
⑳
H
c
o
◎
．

困
H
Φ
◎
一

＞
N
～
阯
固
ω
①
．

＞
N
α
．

＞
N
紅
｛
．
u
　
固
ω
⑩
．

＞
N
H
u
　
節
ω
Φ
．

＞
｝
ベ
ベ
u
　
射
～
H
⑩
，

b
d
～
～
紅
．

蘭
～
N
9

》
ω
M
u
　
頃
紅
べ
沽
．

む
b
N
◎
べ
■

　
H
冒
昌
印
】
〕
一
』
Ω
－

｝
（
陣
賞
甘
ω
　
　
楡
（
『
｝
け
｝
斤

尉
『

（
姐
）
　
　
＞
㊤
Φ
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
必
）
　
　
＞
㊤
べ
．

（
蝸
）
　
　
＞
ω
M
0
u
籟
c
o
ベ
ベ
．
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）
　
　
＞
H
紅
H
｝
ω
H
o
o
◎
－

（
4
7
）
　
ペ
イ
ト
ソ
も
こ
の
よ
う
な
考
え
を
示
し
て
い
る
。
印
ト
蟹
片
o
員

　
㎞
（
與
賞
叫
”
ω
　
竃
⑦
吋
卿
り
｝
｝
ω
－
o
　
o
沽
向
×
勺
Φ
『
｝
㈹
箏
o
⑫
｝
－
①
ω
①
u
　
く
◎
H
．
　
－
ポ
　
り
ー
ω
㎝
｝
　
づ
o
け
⑭

　
①
．

（
蝸
）
　
　
団
H
ω
ω
｛
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犯
）
　
　
＞
一
◎
仁
．

（
m
w
）
　
　
＞
べ
o
o
－
　
b
b
H
o
ω
．
　
　
　
　
　
　
（
刷
）
　
　
＞
H
伽
～
｝
　
ω
－
o
0
H
．

（
5
2
）
　
　
＞
H
杜
H
｛
二
c
o
H
c
0
H
　
　
　
　
　
　
（
蘭
）
　
　
団
H
c
o
紅
．

（
眺
）
　
　
＞
H
牡
H
｛
1
｝
　
o
〇
一
c
0
H
．
　
　
　
　
　
（
．
π
o
o
）
　
　
固
H
㎝
紅
｛
．

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
も
り
も
と
。
よ
し
ひ
ろ
　
放
送
大
学
非
常
勤
講
師
）
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