
シ
エ

リ
ン
グ
に
お
け
る
飾
的
直
観
と
そ
の
閥
題
点

高
　
尾

由
　
子

は
じ
め
に

　
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
、
知
の
基
礎
と
な
る
も
の
は
す
で
に
「
自
由
に
産
出

し
、
産
出
す
る
こ
と
と
産
出
さ
れ
た
も
の
が
同
一
で
あ
る
よ
う
な
知
」
、
す
な

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

わ
ち
知
的
直
観
で
あ
る
。
「
反
省
」
で
は
な
く
、
こ
の
よ
う
な
「
知
的
直
観
」

が
知
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
働
き
そ
の
も
の
と
そ
の
働
き
の
対
象
が

ま
っ
た
く
同
一
で
あ
る
よ
う
な
作
用
、
主
観
性
と
客
観
性
相
互
の
ダ
イ
ナ
ミ
ッ

ク
な
関
係
が
哲
学
の
前
提
と
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
か
し
最
初
に

知
的
直
観
に
つ
い
て
詳
述
さ
れ
た
『
哲
学
の
原
理
と
し
て
の
自
我
に
つ
い
て

く
◎
§
同
艮
巴
ω
軍
｛
竃
仔
宗
『
勺
氏
H
8
ε
副
①
乱
蟹
夢
蟹
針
ω
o
箏
ぴ
乱
ぎ
σ
q
8

歓
冒
窪
8
震
艮
竃
寒
一
窪
竃
』
（
ミ
観
以
下
『
白
我
に
つ
い
て
』
）
で
い
わ

れ
る
よ
う
に
、
主
観
と
客
観
と
い
う
規
定
そ
の
も
の
は
、
知
の
内
部
で
の
相
互

規
定
で
あ
り
（
戸
H
留
申
）
、
単
に
知
に
お
い
て
そ
の
両
者
が
結
び
つ
け
ら
れ

る
と
す
る
だ
け
で
は
、
知
も
知
が
捉
え
る
何
か
も
説
明
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら

な
い
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
、
こ
の
相
互

規
定
の
克
服
こ
そ
、
ま
ず
哲
学
の
第
一
の
課
題
で
あ
る
。

　
シ
ェ
リ
ン
グ
が
フ
ィ
ヒ
テ
の
賛
同
者
と
し
て
そ
の
思
索
を
開
始
し
た
こ
と
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
『
知
識
学
の
新
叙
述
の
試
み
く
蟹
竃
臣
宗
『
■
g
竃

◎
ゆ
易
箒
－
ざ
箏
㈹
窪
宗
『
峯
｝
留
⑯
易
亭
昆
邑
臣
轟
』
（
ミ
竃
）
で
、
フ
ィ
ヒ
テ
は

知
的
直
観
を
次
の
よ
う
に
簡
潔
に
定
義
し
て
い
る
。
「
知
性
は
自
己
自
身
を
単

に
知
性
と
し
て
、
あ
る
い
は
純
粋
知
性
と
し
て
直
観
す
る
。
ま
さ
に
こ
の
自
己

直
観
に
お
い
て
知
性
の
本
質
が
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
直
観
は
、
他
種

の
直
観
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
と
の
区
別
に
お
い
て
、
知
的
直
観
と
正
当
に

　
　
　
　
（
2
）

名
づ
け
ら
れ
る
」
。
こ
の
よ
う
な
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
的
直
観
が
シ
ェ
リ
ン
グ
に
引

き
継
が
れ
て
い
る
こ
と
は
い
う
を
侯
た
な
い
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
知
的
直
観
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

よ
り
大
き
な
影
響
を
与
え
た
の
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
シ
ェ
リ

ン
グ
の
知
的
直
観
は
、
純
粋
知
性
の
内
在
的
な
問
題
で
は
な
く
、
常
に
、
神
な

い
し
絶
対
者
と
の
緊
張
関
係
を
伴
っ
た
働
き
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
有
名
な
一
九
七
五
年
二
月
四
日
づ
け
の
へ
ー
ゲ
ル
宛
書

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

簡
で
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
者
に
な
っ
た
と
自
称
し
て
い
る
か
、
そ
れ
は
彼
の
生
涯
を

通
じ
て
変
わ
っ
て
は
い
な
い
。
H
・
ツ
ェ
ル
ト
ナ
ー
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
と
ス
ピ

ノ
ザ
と
の
思
想
的
な
関
連
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
同
一
哲
学
、
特
に
そ
の
方
法
的
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前
提
と
し
て
の
知
的
直
観
に
最
も
よ
く
現
わ
れ
て
い
る
と
し
て
、
知
的
直
観
に

関
し
て
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
追
随
者
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
ス
ピ
ノ
ザ
の
改
良

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

者
と
し
て
の
シ
ュ
リ
ン
グ
と
い
う
側
面
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の

「
改
良
」
の
あ
と
を
辿
っ
て
み
る
と
、
む
し
ろ
「
逆
転
」
と
い
っ
て
も
よ
い
ほ

ど
の
修
正
が
行
な
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
周
知
の
と
お
り
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
認
識
を
、
イ
マ
ギ
ナ
チ
オ
、
理
性
的
認
識
、

直
観
知
の
三
種
に
分
類
し
た
が
、
そ
の
中
で
、
事
物
の
永
遠
の
本
質
を
、
直
接

神
の
本
質
の
内
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
も
の
と
し
て
把
握
す
る
直
観
知
は
、
シ
ェ

リ
ン
グ
の
思
想
に
多
大
の
影
響
を
与
え
、
初
期
の
み
な
ら
ず
、
ほ
と
ん
ど
終
生

に
わ
た
っ
て
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
想
を
特
徴
づ
け
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ツ
ェ
ル

ト
ナ
ー
の
い
う
よ
う
な
方
法
的
前
提
で
あ
る
と
い
う
よ
り
は
、
む
し
ろ
シ
ェ
リ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

ン
グ
思
想
の
隠
さ
れ
た
主
題
と
も
い
う
べ
き
内
容
と
な
っ
て
い
る
。

　
本
稿
で
は
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
直
観
知
を
批
判
的
に
踏
襲
し
た
様

子
を
ま
ず
概
観
し
、
そ
の
直
観
知
が
シ
ェ
リ
ン
グ
思
想
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な

意
味
を
持
っ
て
い
る
か
を
述
べ
た
う
え
で
、
シ
ェ
リ
ン
グ
が
そ
れ
を
自
ら
の
思

想
に
導
入
し
た
意
図
が
果
し
て
達
成
さ
れ
て
い
る
か
否
か
を
吟
味
し
た
い
。

知
的
直
観
と
有
限
者

　
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
者
に
な
っ
た
と
い
う
書
簡
と
同
じ
年
の
著
作
『
独
断
主
義
と

批
判
主
義
に
つ
い
て
の
哲
学
的
書
簡
勺
圧
H
8
o
島
ぎ
ぼ
卑
｛
臥
③
鮎
げ
費
o
晶
－

冒
陣
ま
冒
竃
竃
山
肉
H
庄
o
ぱ
嚢
饒
ω
』
（
竃
湯
以
下
『
書
簡
』
）
で
シ
ュ
リ
ン
グ

は
、
表
題
の
と
お
り
、
独
断
主
義
の
代
表
た
る
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
と
、
批
判
主
義

の
代
表
と
し
て
フ
ィ
ヒ
テ
の
思
想
を
取
り
扱
っ
て
い
る
。
こ
の
著
作
の
目
的
自

体
は
、
実
在
性
の
あ
る
知
を
獲
得
す
る
た
め
に
、
観
念
論
と
し
て
の
批
判
主
義

と
実
在
論
と
し
て
の
独
断
主
義
と
い
う
二
つ
の
等
し
く
妥
当
性
を
も
っ
体
系
が

い
ず
れ
も
最
終
貿
標
と
す
る
絶
対
者
を
、
知
の
対
象
で
は
な
く
行
為
の
対
象
と

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
二
つ
の
体
系
を
統
一
し
、
高
次
の
体
系
を
作
ろ
う
と
す

る
も
の
だ
っ
た
。
絶
対
者
を
知
の
対
象
と
し
て
し
ま
え
ば
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
い

う
独
断
至
上
主
義
o
◎
σ
q
昌
註
量
竃
富
に
陥
り
、
生
き
た
体
系
と
は
な
り
え
な

い
か
ら
で
あ
る
（
ガ
O
O
S
）
。

　
こ
の
中
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
絶
対
者
が
有
隈
者
の
知
に
よ
っ
て
、
あ
る
い
は

行
為
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
み
な
す
こ
と
は
独
断
至
上
主
義
、
な
い
し
は
、

熱
狂
ω
臣
オ
琴
冒
簑
臥
に
ほ
か
な
ら
ず
、
無
隈
な
る
も
の
か
ら
有
限
な
る
も
の

へ
の
移
行
は
な
い
と
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
こ
そ
が
唯
一
正
当
な
考
え
方
で
あ

る
と
述
べ
る
。
「
彼
〔
ス
ピ
ノ
ザ
〕
は
、
無
隈
な
も
の
か
ら
有
限
な
も
の
へ
の

い
か
な
る
移
行
を
も
、
一
切
の
推
移
的
原
因
o
婁
竈
葺
竃
ω
岸
艮
鶴
を
も
斥

け
、
世
界
の
流
出
的
原
理
の
か
わ
り
に
内
在
的
原
理
を
、
内
在
的
で
自
己
の
う

ち
で
永
遠
に
普
遍
の
原
因
を
措
定
し
た
」
（
ポ
胃
ω
）
。
絶
対
者
か
ら
有
限
者
へ

の
連
続
的
な
移
行
は
い
か
な
る
仕
方
で
も
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
の
主
張
こ

そ
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
の
要
点
で
あ
り
、
今
後
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の

哲
学
を
貫
く
主
張
と
な
る
。
こ
の
解
釈
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
蜴
第
一
部
定

理
一
八
「
神
は
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
内
在
的
原
因
o
婁
蟹
ぎ
冒
§
竃
ω
で
あ
っ

て
推
移
的
な
原
因
o
竃
竃
津
竃
阻
竃
ω
で
は
な
い
」
を
承
げ
て
語
ら
れ
た
も
の

で
あ
り
、
後
年
の
『
近
世
哲
学
吏
講
義
』
（
H
o
。
ω
ω
＼
震
）
に
よ
れ
ば
、
シ
ェ
リ
ン
グ

の
解
釈
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
無
隈
な
る
実
体
で
あ
る
神
と
有
限
な
個
物
の

間
の
媒
介
項
と
し
て
ス
ピ
ノ
ザ
は
ま
ず
無
隈
な
る
延
長
と
無
限
な
る
思
惟
を
あ

げ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
各
々
に
、
運
動
と
静
止
、
意
志
と
悟
性
と
い
う
様
態
を

従
属
さ
せ
る
。
現
実
的
個
物
は
、
こ
の
媒
介
項
を
通
じ
て
、
無
限
な
る
実
体
か
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ら
の
変
様
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
無
隈
な
る
実
主
の
中
に
ど
の
よ

う
に
し
て
そ
の
変
様
が
生
じ
る
か
は
、
つ
い
に
ス
ピ
ノ
ザ
は
述
べ
る
こ
と
が
な

か
っ
た
（
戸
亀
串
）
。
そ
こ
で
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
神
が
世
界
か
ら
超
越
し
て
い
る

こ
と
を
否
定
し
た
こ
の
定
理
を
、
神
と
各
個
物
の
間
に
は
、
場
を
同
じ
く
す
る

も
の
ど
う
し
の
因
果
関
係
が
あ
る
の
み
で
、
移
行
と
い
う
関
係
は
い
っ
さ
い
な

い
、
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
こ
の
「
無
限
な
も
の
か
ら
有
隈
な
も
の
へ
の
移
行
は
い
っ
さ
い
な

い
し
を
受
け
継
ぎ
な
が
ら
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
構
想
を
決
定
的
に
修

正
し
て
ゆ
く
。
ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
唯
一
の
実
体
で
あ
る
神
と
現
実
的
個
物
と

の
関
係
は
、
三
角
形
の
本
性
と
個
々
の
三
角
形
と
の
関
係
と
同
様
、
必
然
的
な

連
関
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
、
そ
こ
に
い
か
な
る
自
由
な
交
渉
も
な
い
（
〆

ω
竃
。
）
。
だ
が
、
当
初
か
ら
「
あ
ら
ゆ
る
哲
学
の
最
初
と
最
後
は
自
由
で
あ
る
し

（
戸
｝
ミ
）
あ
る
い
は
「
自
我
の
本
質
は
自
由
で
あ
る
」
（
戸
H
お
）
と
い
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
課
題
は
、
独
断
論
の
体
系

性
と
批
判
主
義
の
自
由
を
両
立
さ
せ
、
し
か
も
自
由
を
体
系
の
要
と
し
て
導
入

す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
の
自
由
の
徴
表
が
絶
対
者
と
有
隈
者
の
自
由
な
関
係

で
あ
り
、
さ
ら
に
そ
の
自
由
な
関
係
と
は
知
的
直
観
な
の
で
あ
る
。

　
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
こ
の
知
的
直
観
を
、
「
わ
れ
わ
れ
す
べ
て
の
者
に
備
わ
っ

た
驚
嘆
す
ぺ
き
能
力
」
（
一
〇
。
H
o
。
）
と
し
て
、
こ
れ
を
、
「
あ
る
も
の
が
本
来
的

な
意
味
で
存
在
す
る
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
」
直
観
、
「
た
だ
自
由
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
る
」
直
観
と
い
う
（
岡
臣
・
）
。
知
的
直
観
と
い
う
、
有
限
者
と
絶
対

者
の
ひ
と
つ
の
関
係
が
、
自
我
、
す
な
わ
ち
主
観
の
自
由
な
働
き
で
な
く
て
は

な
ら
な
い
こ
と
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
こ
の
点
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
直
観
知
を
決
定

　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

的
に
修
正
し
て
い
る
。

　
さ
て
、
こ
の
直
観
に
お
い
て
は
、
「
わ
れ
わ
れ
は
自
分
自
身
に
対
し
て
客
観

で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
」
（
戸
ω
屋
）
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
、
直
観
す
る
自
我
と

直
観
さ
れ
る
自
我
は
同
一
で
あ
る
。
し
か
し
問
題
は
ま
さ
に
こ
の
「
自
我
」
で

あ
る
。
知
的
直
観
が
ま
ず
自
我
の
行
為
、
す
な
わ
ち
主
観
の
行
為
で
あ
り
な
が

ら
、
自
我
に
関
し
て
主
客
対
立
が
な
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
絶
対
者

に
対
し
て
知
的
直
観
を
行
な
う
も
の
も
、
自
我
性
あ
る
い
は
主
観
性
を
ど
こ
か

で
棄
却
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

　
有
隈
者
が
絶
対
者
を
自
己
自
身
の
う
ち
に
直
観
す
る
と
き
、
絶
対
者
は
有
限

者
の
外
な
る
客
観
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
。
す
る
と
、
こ
の
と
き
、
「
自
己
」

の
う
ち
で
、
有
限
的
な
も
の
と
、
絶
対
者
と
の
関
係
の
解
釈
は
、
二
様
に
可
能

で
あ
る
（
戸
ω
お
）
。
ま
ず
、
①
有
限
的
な
自
己
が
絶
対
者
と
同
一
に
な
る
、
す

な
わ
ち
わ
た
し
が
超
越
的
に
絶
対
者
と
な
る
と
い
う
事
態
。
こ
の
と
き
、
知
的

直
観
は
目
己
と
絶
対
的
客
観
と
の
同
一
性
の
直
観
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
独
断
主

義
の
解
釈
す
る
知
的
直
観
で
あ
り
、
R
ニ
フ
ウ
ト
の
分
類
に
よ
れ
ば
、
客
観
的

知
的
直
観
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
②
絶
対
者
が
有
隈
的
な

自
己
と
同
一
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
絶
対
者
が
内
在
的
に
わ
た
し
と
な
る
と
い

う
事
態
で
あ
り
、
こ
の
場
合
自
己
と
絶
対
的
主
観
（
フ
ィ
ヒ
テ
の
絶
対
的
自

我
）
と
の
同
一
性
の
直
観
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
批
判
主
義
の
解

釈
す
る
知
的
直
観
で
あ
り
、
客
観
的
直
観
に
対
し
て
、
主
観
的
知
的
直
観
と
い

　
　
　
（
8
）

っ
て
よ
い
。

　
い
ず
れ
も
、
何
を
絶
対
的
と
み
な
す
か
に
お
い
て
は
、
ま
っ
た
く
相
反
す
る

体
系
で
あ
る
と
は
い
え
、
二
つ
の
体
系
は
、
同
じ
帰
結
を
も
た
ら
す
。
す
な
わ

ち
、
独
断
主
義
の
知
的
直
観
は
有
限
的
な
自
己
を
無
限
な
絶
対
的
客
観
に
還
元

す
る
と
い
う
仕
方
で
、
ま
た
批
判
主
義
の
知
的
直
観
は
有
限
的
な
自
己
を
絶
対
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的
主
観
の
無
隈
な
活
動
性
に
還
元
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
有
隈
な
自
己
、
有
隈

な
主
観
は
絶
対
者
の
前
に
消
失
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
要
求
を
掲
げ
て

い
る
の
で
あ
る
（
H
も
墨
串
）
。

　
し
か
し
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
実
践
の
領
域
に
お
い
て
、
二
つ
の
体
系
は
異
な
つ

た
要
求
を
す
る
と
考
え
る
。
独
断
主
義
は
、
絶
対
的
客
観
、
つ
ま
り
神
の
絶
対

的
因
果
性
に
よ
っ
て
、
自
我
固
有
の
因
果
性
を
廃
棄
し
、
絶
対
的
因
果
性
に
対

し
て
端
的
に
受
動
的
に
ふ
る
ま
う
よ
う
に
要
求
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
有
隈

者
は
自
己
の
自
由
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
対
し
て
批
判
主
義

は
、
自
ら
の
自
由
な
活
動
を
通
し
て
、
絶
対
者
を
自
己
の
う
ち
に
実
現
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
（
押
巳
。
c
。
い
｛
）
。
そ
れ
は
、
主
観
が
客
観
の
目
同
性

の
う
ち
へ
と
自
己
自
身
を
解
消
し
て
ゆ
く
客
観
方
向
で
の
同
一
化
、
あ
る
い
は

客
観
へ
の
溶
解
と
、
客
観
を
主
観
の
自
同
性
の
う
ち
に
解
消
す
る
主
観
方
向
で

の
同
一
化
、
あ
る
い
は
主
観
へ
の
溶
解
と
の
違
い
で
あ
る
。

　
独
断
主
義
と
批
判
主
義
を
総
合
す
べ
く
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
フ
ィ
ヒ
テ
を
批
判
し

な
が
ら
、
し
か
し
シ
ェ
リ
ン
グ
は
両
体
系
の
共
通
点
と
し
て
知
的
直
観
を
支
持

し
続
け
た
。
シ
ェ
リ
ン
グ
は
そ
こ
で
、
客
観
的
知
的
直
観
か
主
観
的
知
的
直
観

で
あ
る
絶
対
的
自
我
の
「
自
我
あ
り
」
と
い
う
原
理
か
の
い
ず
れ
か
を
優
位
と

す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
双
方
を
統
合
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
客

観
方
向
で
の
同
一
性
と
、
主
観
方
向
で
の
同
一
性
を
統
一
し
な
く
て
は
な
ら
な

い
こ
と
に
な
る
。

　
し
か
し
、
絶
対
者
と
有
限
者
の
断
絶
と
い
う
主
張
が
、
批
判
主
義
に
対
し
て

も
効
力
を
も
つ
か
ぎ
り
、
批
判
主
義
は
絶
対
者
を
現
実
に
実
現
可
能
な
も
の
で

あ
る
と
み
な
す
こ
と
は
で
き
ず
、
絶
対
者
は
、
自
由
な
活
動
の
永
遠
の
目
標
に

留
ま
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
（
一
c
。
観
）
。
し
た
が
っ
て
、
独
断
主
義
の
客
観
的

知
的
直
観
と
、
批
判
主
義
の
主
観
的
知
的
直
観
を
統
一
す
る
た
め
に
は
、
自
我

は
、
客
観
的
知
的
直
観
に
よ
っ
て
有
限
的
な
自
己
を
否
定
す
る
と
い
う
傾
向
を

必
然
的
に
も
ち
、
無
限
性
の
内
へ
と
自
己
を
解
消
し
よ
う
と
す
る
が
、
主
観
的

知
的
直
観
に
よ
っ
て
自
己
自
身
を
無
限
化
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
有
限
性
の
う

ち
に
と
ど
ま
り
、
有
限
的
な
自
己
で
あ
り
続
け
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ

と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
な
有
限
者
の
あ
り
方
は
、
知
的
直
観
を
軸
に
し
て
シ
ェ
リ
ン
グ
思

想
を
考
え
る
際
に
、
ど
こ
ま
で
も
尾
を
ひ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ

で
次
に
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
知
的
直
観
の
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
は
た
ら
き
を
あ
ら
た

め
て
確
認
し
な
が
ら
、
こ
の
有
限
者
の
あ
り
方
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
を
明

ら
か
に
し
て
ゆ
く
こ
と
に
す
る
。

二
　
知
的
直
観
と
有
限
的
認
識
の
自
巳
否
定

　
一
八
〇
二
年
の
『
わ
が
哲
学
体
系
の
再
叙
述
黒
冒
胃
巴
∪
弩
ω
邑
匡
品
①
■
竃
ω

宗
冒
ω
湯
冨
冒
宗
H
勺
臣
－
8
畠
｝
庁
』
で
は
、
知
的
直
観
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

い
わ
れ
て
い
る
。
「
〔
絶
対
者
の
真
の
認
識
は
〕
思
惟
と
存
在
が
絶
対
的
に
等
置

さ
れ
る
直
観
に
お
い
て
の
み
あ
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
直
観
は
絶
対
者
を
形
式
的

に
表
現
し
、
同
時
に
絶
対
者
の
本
質
の
表
現
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
が
こ
の
直
観

を
知
的
と
名
づ
け
る
の
は
、
そ
れ
が
理
性
直
観
だ
か
ら
で
あ
り
、
同
時
に
認
識

と
し
て
認
識
の
対
象
と
絶
対
的
に
ひ
と
つ
だ
か
ら
で
あ
る
」
（
H
メ
ω
竈
）
。
こ

の
よ
う
な
、
思
惟
と
存
在
の
絶
対
的
等
置
と
し
て
の
直
観
と
は
、
ま
ず
第
一

に
、
『
自
我
に
つ
い
て
』
で
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
「
思
惟
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

存
在
し
、
存
在
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
思
惟
す
る
」
（
戸
ト
賢
）
自
我
の
自
己
認
識

で
あ
っ
て
、
自
我
が
あ
る
こ
と
を
知
る
は
た
ら
き
と
、
「
自
我
が
あ
る
」
と
い

32



う
知
と
の
絶
対
的
な
統
一
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ

こ
で
の
知
的
直
観
と
は
、
す
で
に
認
識
と
い
う
場
面
を
越
え
て
、
自
己
自
身
を

客
体
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
思
惟
す
る
主
体
と
し
て
存
在
す
る
と
い
う
不
断
の

二
重
化
に
よ
っ
て
存
在
し
う
る
自
我
が
、
そ
の
よ
う
な
目
我
と
し
て
端
的
に
存

在
す
る
は
た
ら
き
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
シ
ュ
リ
ン
グ

は
、
二
方
向
の
知
的
直
観
を
統
一
し
た
と
考
え
た
と
思
わ
れ
る
。
す
る
と
、
こ

の
は
た
ら
き
は
、
無
制
約
的
で
は
あ
っ
て
も
、
無
媒
介
的
な
は
た
ら
き
で
は
な

く
、
絶
え
ず
自
己
自
身
を
客
観
化
し
、
表
現
し
て
ゆ
く
主
体
の
富
己
産
出
の
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

た
ら
き
で
も
あ
る
こ
と
に
な
る
。
知
的
直
観
が
有
限
的
主
体
の
行
為
で
あ
れ
、

絶
対
的
主
体
の
行
為
で
あ
れ
、
存
在
す
る
こ
と
が
そ
の
ま
ま
絶
対
的
な
自
己
表

現
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
が
悟
性
に
よ
っ
て
概
念
的
に
表
現
さ
れ
、
す
な
わ
ち
言
語
化

さ
れ
る
と
き
、
ひ
と
つ
の
ず
れ
が
生
じ
て
く
る
。
ζ
れ
は
、
と
く
に
『
哲
学
と

宗
教
勺
圧
一
8
8
ぼ
①
曇
胆
閃
⑫
H
曾
O
昌
（
H
O
。
冒
）
の
前
半
で
な
さ
れ
る
議
論
で

あ
る
。
「
絶
対
者
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
記
述
は
、
非
絶
対
的
な
も
の
へ
の
対

立
に
お
い
て
の
み
行
わ
れ
う
る
。
そ
れ
は
、
非
絶
対
的
な
も
の
の
本
質
を
構
成

す
る
す
べ
て
の
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
完
全
な
反
対
を
絶
対
者
の
理
念
に
帰

す
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
記
述
は
単
に
消
極
的
な
も
の
で
あ
っ

て
、
絶
対
者
そ
の
も
の
を
現
出
さ
せ
る
の
で
は
な
い
」
（
閂
く
し
岸
）
、
と
い
わ

れ
る
よ
う
に
、
絶
対
的
な
も
の
を
ひ
と
つ
の
命
題
と
し
て
記
述
す
る
と
い
う
こ

と
は
、
絶
対
的
な
も
の
を
悟
性
に
よ
っ
て
隈
定
し
、
非
絶
対
化
し
よ
う
と
す
る

こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
先
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
張
ど
お
り
、
絶
対
的
な
も
の
を

有
限
的
な
も
の
に
移
行
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
確
か
に
、
絶
対
者
、
あ
る

い
は
神
に
つ
い
て
の
言
表
は
可
能
で
あ
る
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
『
哲
学
と
宗

教
』
で
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
中
で
行
っ
た
三
つ
の
理
性
推
理
に

倣
っ
て
、
無
制
約
者
の
表
現
を
検
討
し
て
い
る
（
く
戸
轟
申
）
。
そ
し
て
、
カ

ン
ト
が
そ
れ
ら
の
無
制
約
者
を
主
観
の
制
約
を
客
観
の
側
へ
投
影
し
た
に
す
ぎ

な
い
先
験
的
仮
象
と
し
て
、
理
性
の
限
界
を
あ
ら
わ
に
す
る
の
と
同
様
、
シ
ェ

リ
ン
グ
も
こ
こ
で
、
有
限
的
認
識
の
消
極
性
を
明
ら
か
に
す
る
の
で
あ
る
。

「
観
念
的
で
あ
っ
て
直
接
に
実
在
的
で
あ
る
も
の
の
本
質
そ
の
も
の
は
、
説

明
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
直
観
に
よ
っ
て
の
み
認
識
さ
れ
う
る
。
な
ぜ
な
ら
、

合
成
さ
れ
た
も
の
だ
け
が
記
述
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
単
純

な
も
の
は
直
観
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
か
ら
で
あ
る
」
（
＜
戸
旨
内
）
、
と
い

わ
れ
る
よ
う
に
、
悟
性
、
す
な
わ
ち
記
述
に
よ
る
有
限
的
認
識
は
、
知
的
直

観
に
よ
っ
て
積
極
的
に
認
識
さ
れ
た
内
容
を
説
明
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で

あ
る
。

　
記
述
と
い
わ
れ
て
い
る
の
は
、
表
現
さ
れ
た
有
隈
的
認
識
、
い
わ
ゆ
る
反
省

的
認
識
で
あ
る
。
記
述
は
、
主
語
と
述
語
の
同
一
性
以
前
に
、
主
語
の
同
一
性

と
述
語
の
同
一
性
を
前
提
と
す
る
が
、
そ
れ
は
、
客
観
の
内
部
で
の
同
一
律
と

主
観
の
内
部
で
の
同
一
偉
を
そ
れ
ぞ
れ
別
に
原
理
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の

二
つ
の
同
一
律
の
同
一
性
は
、
カ
ン
ト
に
従
え
ば
、
主
観
の
形
式
に
よ
る
同
一

性
に
す
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
反
省
と
い
う
図
式
で
み
る
か
ぎ
り
、
客
観
の

側
の
同
一
律
は
積
極
的
に
主
観
の
同
一
性
と
一
致
す
る
根
拠
が
何
も
な
い
こ
と

に
な
る
。

　
し
か
し
、
シ
ェ
リ
ン
グ
は
有
限
的
認
識
を
単
に
消
極
的
な
も
の
と
し
て
切
り

捨
て
る
の
で
は
な
い
。
神
は
何
々
で
は
な
い
、
と
い
う
無
限
判
断
か
ら
、
逆
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
！
0
）

神
そ
の
も
の
へ
と
至
ろ
う
と
す
る
否
定
神
学
者
た
ち
と
軌
を
一
に
し
て
、
有
隈

な
記
述
は
自
己
自
身
を
否
定
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
に
先
行
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す
る
自
同
性
の
命
題
、
す
な
わ
ち
主
客
そ
れ
ぞ
れ
の
方
向
へ
の
知
的
直
観
と
、

そ
の
知
的
直
観
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
絶
対
者
を
指
し
示
す
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
絶
対
的
な
存
在
の
は
た
ら
き
と
し
て
の
知
的
直
観
を
有
隈
的
思

惟
に
よ
っ
て
記
述
す
る
際
に
、
有
限
的
思
惟
は
そ
の
有
限
性
を
あ
ら
わ
に
せ
ざ

る
を
え
な
い
と
い
え
る
。
つ
ま
り
同
書
簡
』
で
い
わ
れ
て
い
た
「
有
限
的
な
知

は
無
限
な
も
の
を
実
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、
有
限
的
な

知
は
、
そ
の
つ
ど
無
限
な
も
の
と
自
己
自
身
と
の
絶
対
的
差
異
を
発
見
せ
ざ
る

を
え
な
い
、
と
い
い
替
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
ま
た
逆
に
、
有
限
的
思
惟
に
よ
る
記
述
に
よ
っ
て
初
め
て
有
限
性
の

否
定
性
と
絶
対
者
の
絶
対
性
が
あ
ら
わ
に
な
る
と
す
れ
ば
、
絶
対
者
は
、
ま
ず

何
よ
り
も
有
限
性
を
通
し
て
こ
そ
理
解
さ
れ
う
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
有
隈
的
認
識
は
、
常
に
絶
対
者
を
有
限
者
の
相
関
概
念
へ
と
引

き
下
ろ
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
概
念
化
そ
の
も
の
の
無
力
さ
を
自
覚
す
る
認

識
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
自
覚
は
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
絶
対
者
を
外

的
な
客
観
と
し
て
立
て
た
う
え
で
そ
れ
を
認
識
不
可
能
と
す
る
よ
う
な
、
外
的

な
制
約
に
よ
る
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
も
ま
た
、
自
ら
を
無
制
約
者
と

の
対
立
の
う
ち
に
置
く
反
省
の
は
た
ら
き
で
あ
る
か
ら
、
認
識
は
無
制
約
者
と

の
相
互
規
定
に
陥
り
、
そ
の
循
環
か
ら
抜
け
出
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
こ

で
、
絶
対
者
を
一
切
客
観
化
せ
ず
、
し
か
し
絶
対
者
へ
の
何
ら
か
の
志
向
性
を

保
持
し
て
い
る
と
い
う
仕
方
で
、
有
隈
的
認
識
の
自
己
否
定
は
な
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
。

　
結
局
の
と
こ
ろ
、
問
題
は
、
客
観
化
と
い
う
は
た
ら
き
そ
の
も
の
、
な
い
し

は
、
主
観
－
客
観
関
係
と
い
う
あ
ま
り
に
古
典
的
な
図
式
で
あ
る
。
知
的
直
観

に
逆
照
射
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
省
を
手
段
と
す
る
有
限
的
認
識
は
、
知

的
直
観
に
支
え
ら
れ
て
い
る
が
た
め
に
、
わ
た
し
を
主
観
と
し
て
定
立
し
、
絶

対
者
を
客
観
と
し
て
定
立
せ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
こ
で

シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
や
は
り
知
的
直
観
を
手
が
か
り
に
し
て
、
主
観
と
し
て
規
定

さ
れ
た
わ
た
し
と
い
う
も
の
を
、
別
の
仕
方
で
捉
え
直
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ

の
図
式
の
克
服
に
向
か
お
う
と
す
る
。
そ
れ
は
つ
ま
り
、
わ
た
し
、
あ
る
い
は

人
間
と
は
何
で
あ
る
の
か
、
と
い
う
有
限
者
の
実
在
的
な
あ
り
方
の
問
題
で
あ

る
。

三
　
超
越
論
的
自
由
の
行
為
と
し
て
の
知
的
直
観

　
聞
題
は
、
す
で
に
、
認
識
の
制
約
性
で
は
な
く
、
有
限
的
な
存
在
の
制
約
性

を
有
限
者
が
内
在
的
に
自
覚
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
『
書
簡
』
で
述
べ
ら

れ
て
い
た
、
有
限
者
の
行
為
に
よ
っ
て
絶
対
者
を
実
現
し
て
は
な
ら
な
い
と
い

う
主
張
に
関
し
て
、
こ
の
有
隈
性
に
対
す
る
自
覚
の
議
論
を
貫
く
た
め
に
、
シ

ェ
リ
ン
グ
は
、
有
隈
者
の
行
為
と
い
う
領
域
を
扱
わ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
そ

れ
が
、
そ
の
主
張
か
ら
十
年
以
上
後
の
自
由
論
の
時
期
で
あ
る
。

　
シ
ェ
リ
ン
グ
の
自
然
哲
学
z
算
買
勺
彗
8
o
吾
ポ
す
な
わ
ち
、
存
在
者
の
本

　
　
　
　
　
（
u
）

性
寅
黒
胃
の
学
の
体
系
で
は
、
自
己
と
し
て
の
実
現
を
目
指
し
て
進
む
根
源

的
な
一
性
が
、
自
己
を
客
観
化
す
る
と
い
う
産
出
行
為
を
繰
り
返
し
、
そ
の
週

程
の
最
後
に
こ
の
一
性
が
完
全
に
自
已
自
身
を
客
観
化
し
て
初
め
て
絶
対
者
と

し
て
成
立
し
た
瞬
間
に
、
絶
対
者
の
自
己
写
像
と
し
て
人
問
が
成
立
す
る
と
さ

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
人
間
は
絶
対
者
と
等
し
い
可
能
的
存
在
を
も
っ
て
い
る
と

い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
人
間
の
本
性
の
規
定
に
し
た
が
え
ば
、
人
間
は
、
絶
対
者
と
等

し
い
自
己
産
出
の
自
由
を
も
っ
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
、
個
々
の
自
己
で
あ

脳



る
た
め
に
、
個
々
の
わ
た
し
と
し
て
の
一
な
る
存
在
を
求
め
て
自
己
を
産
出
す

る
意
志
の
自
由
で
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
根
源
的
な
一
者
の
写
像
と
し
て
の
あ
り

方
と
、
自
ら
一
な
る
存
在
で
あ
る
よ
う
な
あ
り
方
と
の
緊
張
関
係
が
生
ま
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
唯
一
の
一
な
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
す
る
主
体
が
こ
こ
で
絶
対

者
と
人
間
と
の
二
つ
に
分
離
す
る
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
絶
対
者
の
う
ち
な
る
存
在
者
、
絶
対
者
の
自
己
写
像
と
し
て

の
人
間
の
可
能
的
存
在
は
、
常
に
、
絶
対
者
の
う
ち
に
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
自

己
の
み
を
一
な
る
も
の
と
し
よ
う
と
し
て
、
絶
対
者
の
意
志
な
い
し
、
実
存
の

根
底
の
必
然
性
と
は
独
立
に
、
自
己
の
み
を
求
め
る
意
志
を
働
か
せ
る
か
の
根

源
的
な
選
択
を
常
に
迫
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
が
、
実
在
的

原
理
と
観
念
的
原
理
は
神
の
う
ち
で
は
統
一
し
て
い
な
げ
れ
ば
な
ら
な
い
が
、

人
間
の
う
ち
で
は
分
離
可
能
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
と
き
、
そ
れ

を
、
人
間
は
常
に
自
己
の
あ
り
方
を
選
択
し
、
決
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ

う
な
存
在
者
と
し
て
は
じ
め
か
ら
生
ま
れ
て
い
る
、
と
い
う
意
味
に
捉
え
る

と
、
人
間
の
あ
り
方
と
い
う
こ
と
が
、
き
わ
め
て
分
か
り
や
す
く
な
る
。
す
な

わ
ち
、
「
彼
〔
人
間
〕
の
う
ち
な
る
両
原
理
の
紐
帯
は
、
必
然
的
な
紐
帯
で
は

な
く
、
自
由
な
紐
帯
で
あ
る
。
〔
両
原
理
の
〕
ど
ち
ら
を
選
ぷ
の
で
あ
れ
、
そ

れ
は
彼
の
行
H
算
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
彼
は
未
決
定
の
ま
ま
で
い
る
こ
と
は

で
き
な
い
」
（
＜
月
ω
肩
）
。
そ
し
て
こ
の
、
人
間
は
未
決
定
の
ま
ま
で
は
い
ら

れ
な
い
と
い
う
シ
ュ
リ
ン
グ
の
主
張
は
、
世
界
の
主
体
を
神
か
ら
人
問
に
転
換

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

し
、
観
念
的
世
界
と
歴
史
的
世
界
と
の
価
値
づ
け
を
逆
転
す
る
。

　
絶
対
者
と
等
し
い
も
の
と
し
て
生
ま
れ
て
き
た
人
間
は
、
根
源
的
に
は
、
絶

対
者
の
普
遍
的
な
意
志
の
う
ち
に
あ
っ
て
絶
対
者
と
等
し
い
自
由
な
圏
己
産
出

の
行
為
を
繰
り
返
す
。
人
間
の
自
由
な
自
己
産
出
は
、
『
哲
学
と
宗
教
』
で
は
、

ま
さ
に
否
定
的
な
意
味
で
、
自
己
自
身
絶
対
的
で
あ
ろ
う
と
し
て
絶
対
者
と
同

じ
産
出
を
繰
り
返
す
が
、
そ
の
自
ら
絶
対
的
で
あ
ろ
う
と
す
る
こ
と
が
絶
対
者

か
ら
の
分
離
を
招
き
、
か
え
っ
て
有
限
性
へ
と
陥
っ
て
ゆ
く
と
い
う
、
堕
落
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犯
）

構
造
に
捉
え
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
『
哲
学
と
宗
教
』
の
段
階
で
の
歴
史
的
世

界
と
は
、
絶
対
者
に
背
い
て
絶
対
界
か
ら
放
逐
さ
れ
た
と
い
う
意
味
の
有
限
的

な
世
界
で
あ
り
、
イ
デ
ア
界
と
し
て
の
絶
対
界
の
堕
落
し
た
写
像
と
い
う
意
義

し
か
持
ち
え
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
は
、
現
実
性
や
歴
史
性
は
、
絶
対
界
の
観
念

性
に
対
し
て
あ
く
ま
で
二
次
的
な
も
の
で
し
か
な
く
、
本
来
的
な
世
界
は
絶
対

界
で
あ
っ
た
。

　
し
か
し
『
人
間
的
自
由
の
本
質
』
で
は
、
同
じ
く
絶
対
界
の
構
造
か
ら
語
り

は
じ
め
は
す
る
が
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
思
索
が
、
そ
の
タ
ィ
ト
ル
ど
お
り
、
現
実

的
な
人
間
の
側
に
定
位
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
対
象
が
自
ら
絶
対
的
で
あ
ろ
う

と
す
る
か
否
か
と
い
う
自
由
を
主
題
化
す
る
以
上
、
そ
の
自
由
が
発
動
さ
れ
る

場
面
、
す
な
わ
ち
現
実
に
堕
落
が
起
こ
る
と
い
う
場
面
を
間
題
に
せ
ざ
る
を
え

ず
、
そ
し
て
自
由
と
は
、
そ
れ
が
発
動
さ
れ
る
局
面
で
し
か
理
解
で
き
な
い
た

め
で
あ
る
。
後
に
シ
ュ
リ
ン
グ
は
、
『
シ
ュ
ト
ゥ
ッ
ト
ガ
ル
ト
私
講
義
ω
冨
苧

σ
q
弩
叫
蟹
軍
写
黒
く
邑
霧
旨
σ
q
⑮
昌
（
畠
岩
）
や
、
『
世
代
良
⑦
オ
隼
染
胃
』

（
H
c
。
芦
H
c
。
員
H
c
。
崖
＼
崖
）
で
は
、
神
の
自
由
を
世
界
一
般
の
創
造
の
自
由
に

　
　
　
　
　
　
（
μ
）

ま
で
遡
ら
せ
る
が
、
観
念
的
な
可
能
的
存
在
と
し
て
の
人
間
に
と
っ
て
の
自
由

が
発
動
さ
れ
る
局
面
は
、
観
念
的
世
界
か
ら
堕
落
し
、
現
実
的
な
世
界
を
つ
く

り
出
す
そ
の
一
瞬
、
っ
ま
り
、
自
己
自
身
を
の
み
唯
一
の
一
な
る
者
と
し
て
選

択
し
た
と
い
う
一
瞬
か
ら
し
か
理
解
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
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四
　
歴
吏
的
行
為
と
し
て
の
知
的
直
観

　
こ
う
し
て
、
間
題
圏
は
現
実
的
世
界
の
主
体
と
し
て
の
人
間
の
側
に
移
り
、

そ
れ
と
と
も
に
、
知
的
直
観
の
提
え
方
も
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ

ち
、
有
隈
者
と
し
て
の
人
間
の
歴
史
的
世
界
に
お
け
る
自
己
産
出
、
つ
ま
り
、

根
源
的
な
選
択
の
自
由
に
基
づ
く
歴
吏
的
な
経
験
的
行
為
が
、
自
由
論
に
お
け

る
知
的
直
観
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
人
間
は
、
絶
対
者
の
富
己
写
像
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
絶
対
者
と

等
し
い
自
由
な
自
已
産
出
の
は
た
ら
き
を
も
つ
。
と
こ
ろ
で
、
こ
の
自
己
産
出

と
し
て
の
知
的
直
観
と
、
自
己
認
識
と
し
て
の
知
的
直
観
を
重
ね
合
わ
せ
て
考

え
る
と
き
、
ひ
と
つ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
生
じ
て
い
る
こ
と
に
注
意
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
自
己
自
身
の
存
在
す
る
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
、
自
己

自
身
を
措
定
す
る
わ
た
し
に
と
っ
て
、
そ
の
自
己
を
認
識
し
た
と
き
に
は
、
す

で
に
そ
れ
は
わ
た
し
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
っ
ま
り
、
自
己
自
身
の
存
在
に
向

か
う
超
越
論
的
な
志
向
性
に
と
っ
て
、
そ
の
志
向
性
に
よ
っ
て
自
ら
の
存
在

○
島
が
成
立
し
た
と
き
に
は
、
自
分
自
身
が
何
と
し
て
存
在
し
て
い
る
か

事
竃
は
、
す
で
に
与
え
ら
れ
た
も
の
、
先
だ
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ

て
く
る
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
、
絶
対
者

は
、
こ
の
章
鶴
を
、
自
ら
の
う
ち
に
あ
っ
て
自
ら
で
は
な
い
も
の
と
し
て
、

自
己
自
身
の
う
ち
に
統
一
し
て
も
っ
て
い
る
と
さ
れ
る
が
、
人
間
に
お
い
て

は
、
自
分
自
身
が
成
り
来
た
っ
た
週
程
と
現
在
の
o
島
は
必
然
的
に
分
離
し

て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
人
間
は
、
可
能
的
存
在
、
つ
ま
り
、
オ
蕩
の
ま
ま
で

は
あ
く
ま
で
も
未
決
定
の
状
態
に
置
か
れ
て
お
り
、
常
に
決
断
し
、
自
ら
の

章
豊
を
実
現
化
す
る
と
い
う
仕
方
で
、
自
己
産
出
、
す
な
わ
ち
自
己
実
現
し

な
く
て
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
す
る
と
こ
こ
で
現
わ
れ
て
く
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
、
人
間
の
自
己
産
出
と
し

て
の
歴
史
的
な
行
為
に
お
い
て
は
、
未
だ
客
観
化
さ
れ
ず
、
表
現
さ
れ
て
い
な

い
本
質
、
す
な
わ
ち
未
だ
実
現
さ
れ
て
い
な
い
本
質
が
、
常
に
す
で
に
、
と
い

う
形
で
、
時
間
的
に
先
な
る
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
人
間
の
自
己
産
出
と
し
て
の
知
的
直
観
に
お

い
て
、
絶
対
者
の
う
ち
な
る
可
能
的
存
在
者
で
あ
る
人
間
と
、
現
実
的
な
時
間

的
存
在
者
で
あ
る
人
間
と
の
差
異
が
実
在
的
に
成
立
す
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
（
自
己
自
身
の
う
ち
に
あ
る
統
一
と
絶
対
者
の
う
ち
に
あ
る
統
一
の
）
一
方
の

統
一
〔
絶
対
者
の
う
ち
に
あ
る
統
こ
か
ら
引
き
離
さ
れ
た
自
己
内
存
在
は
、

現
実
性
と
可
能
性
と
の
差
異
を
も
つ
存
在
（
真
の
存
在
の
否
定
）
を
直
接
に
合

ん
で
い
る
。
こ
の
差
異
の
一
般
的
形
式
は
時
間
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
存

在
の
完
全
な
可
能
性
が
自
己
自
身
の
う
ち
に
は
な
く
、
な
ん
ら
か
他
の
も
の
の

う
ち
に
あ
る
よ
う
な
す
べ
て
の
も
の
は
時
間
的
で
あ
り
…
…
」
（
く
戸
畠
）
と

あ
る
よ
う
に
、
可
能
的
存
在
と
現
実
的
存
在
が
分
離
し
た
存
在
者
と
し
て
生
み

出
さ
れ
た
人
問
は
、
神
の
う
ち
な
る
絶
対
者
と
し
て
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら

未
だ
自
ら
の
可
能
性
を
実
現
し
て
い
な
い
時
間
的
な
存
在
者
と
し
て
現
わ
れ
て

く
る
。
人
間
が
有
限
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
も
は
や
絶
対
者
に
よ
っ
て
制

約
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
、
時
間
的
な
制
約
の
う
ち
に
生
み
出
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
て
よ
い
。

　
そ
こ
で
、
観
念
界
か
ら
の
堕
落
に
よ
る
現
実
的
世
界
の
産
出
、
と
い
っ
た
考

え
方
は
も
は
や
切
り
捨
て
ら
れ
、
は
じ
め
か
ら
時
問
的
な
存
在
者
と
し
て
生
ま

れ
て
き
た
人
間
が
、
根
源
的
な
自
由
を
も
っ
て
、
自
ら
の
あ
り
方
を
決
断
し
、

そ
の
決
断
に
従
っ
て
、
多
く
の
他
者
で
満
ち
た
経
験
的
世
界
に
お
け
る
行
為
を

36



遂
行
す
る
と
い
う
世
界
観
、
つ
ま
り
、
自
ら
の
経
験
的
行
為
の
根
底
で
常
に
根

源
的
な
選
択
を
行
い
な
が
ら
、
そ
の
内
的
必
然
性
に
従
っ
て
自
由
な
自
己
産
出

を
行
い
つ
つ
歴
史
を
形
成
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
世
界
観
に
変
わ
っ
て
ゆ
く
こ
と

に
な
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
さ
ら
に
整
合
的
に
考
え
る
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
根

源
的
な
自
已
産
出
に
よ
っ
て
自
ら
の
あ
り
方
を
選
ぷ
こ
と
が
知
的
直
観
の
新
た

な
意
味
で
あ
る
と
い
え
る
。
し
か
し
同
時
に
こ
の
知
的
直
観
は
、
有
限
的
認
識

の
有
限
性
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
人
問
の
存
在
の
可
能
性
、
存
在

の
根
拠
は
、
経
験
的
行
為
と
し
て
の
知
的
直
観
に
よ
っ
て
常
に
新
た
に
実
現
さ

れ
つ
つ
、
人
間
の
知
が
そ
こ
に
向
か
う
た
び
に
、
そ
の
知
の
有
隈
性
の
暴
露
と

し
て
し
か
現
わ
れ
て
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
。
人
間
は
、
基
本
的

に
、
自
ら
の
存
在
の
根
拠
が
隠
蔽
さ
れ
た
存
在
者
で
あ
り
、
絶
対
的
な
も
の
か

ら
有
限
化
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
は
じ
め
か
ら
有
隈
的
な
も
の
と
し
て
生
ま

れ
、
そ
の
有
隈
性
を
生
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

五
　
知
的
直
観
の
問
題
点
と
意
味

　
自
由
論
に
お
い
て
も
、
シ
ュ
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
人
間
の
歴
吏
的
な
行
為

は
、
常
に
根
源
的
な
選
択
、
つ
ま
り
、
絶
対
者
か
有
限
者
か
と
い
う
選
択
、
自

己
自
身
を
絶
対
的
な
も
の
と
す
る
か
、
そ
れ
と
も
有
限
性
に
と
ど
ま
る
か
、
と

い
う
選
択
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
『
哲
学
と
宗
教
』
で
は
、
自
己
絶
対
化
と
い

う
堕
落
に
よ
っ
て
現
実
世
界
が
造
ら
れ
、
自
己
自
身
を
根
源
的
な
絶
対
者
で
は

な
い
と
し
て
自
己
を
否
定
し
て
お
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
観
念
的
な
絶
対
界
の
中

に
と
ど
ま
り
う
る
、
と
い
う
二
つ
の
可
能
性
が
立
て
ら
れ
た
が
、
自
由
論
で

も
、
そ
の
自
由
の
発
動
の
場
面
は
完
全
に
現
実
界
へ
と
移
行
し
て
い
る
も
の

の
、
人
間
の
目
由
を
、
自
己
の
み
が
唯
一
の
一
な
る
も
の
、
絶
対
的
な
も
の
で

あ
る
こ
と
を
否
定
し
、
生
命
の
体
系
と
し
て
の
神
の
う
ち
に
真
の
生
命
を
得
る
一

か
、
あ
る
い
は
自
己
自
身
を
絶
対
化
し
、
生
命
の
秩
序
・
存
在
の
秩
序
と
し
て

の
体
系
を
覆
し
て
、
死
、
な
い
し
無
に
い
た
る
か
、
と
い
う
選
択
と
し
て
規
定

し
て
い
る
。
し
か
し
、
間
題
は
、
自
由
の
発
動
の
場
面
が
完
全
に
現
実
界
へ
と

移
行
し
た
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
そ
の
た
め
、
自
由
論
は
必
然
的
に
、
絶
対
的
な
も
の
、
無
限
な
も
の
は
歴
史

的
経
験
を
通
し
て
し
か
現
わ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
結
論
に
到
達
す

る
。
W
・
シ
ュ
ル
ツ
は
「
神
は
外
的
経
験
の
中
に
現
わ
れ
な
い
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

が
、
後
期
シ
ェ
リ
ン
グ
の
根
本
法
則
で
あ
る
」
と
い
う
が
、
ご
く
初
期
の
思
想

か
ら
整
合
的
に
見
て
ゆ
く
と
、
そ
れ
が
当
然
の
帰
結
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

さ
ら
に
こ
の
シ
ュ
ル
ツ
の
見
解
は
、
根
拠
の
隠
蔽
と
い
う
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、

人
間
の
理
性
に
と
っ
て
は
有
限
性
と
い
う
制
約
性
の
外
的
な
基
礎
づ
け
は
存
在

し
な
い
、
と
い
い
替
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
人
間
の
自
由
の
メ
ル

ク
マ
ー
ル
と
し
て
、
神
に
対
す
る
背
き
と
い
う
規
定
か
ら
出
発
し
た
悪
は
、
現

象
と
し
て
は
現
実
的
な
他
者
に
対
す
る
行
為
で
し
か
あ
り
え
な
い
こ
と
に
な

る
。
し
か
し
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
こ
の
具
体
的
な
現
実
世
界
に
お
け
る
多
く
の
主

体
閻
の
関
係
を
、
ふ
た
た
び
絶
対
者
と
い
う
主
体
と
わ
た
し
と
い
う
主
体
と
の

一
対
一
関
係
に
帰
着
さ
せ
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
彼
は
き
わ
め
て

宗
教
的
な
、
な
い
し
は
、
キ
リ
ス
ト
教
的
な
人
間
観
を
提
出
し
た
が
、
そ
れ
は

結
局
シ
ェ
リ
ン
グ
が
、
有
限
者
に
と
っ
て
自
由
な
行
為
の
対
象
た
る
他
者
と
し

て
絶
対
者
だ
け
を
考
え
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
自
我
主
体

に
と
っ
て
自
分
自
身
に
還
元
で
き
な
い
他
者
と
は
、
絶
対
的
な
客
観
で
し
か
あ

り
え
な
い
と
い
う
枠
組
の
中
に
未
だ
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
、
人
問
の
認
識
に
と
っ
て
の
絶
対
者
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が
逆
に
内
在
化
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
事
態
が
惹
き
起
こ
さ
れ
る
。
行
為
の
永

遠
の
対
象
と
し
て
神
を
規
定
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
歴
吏
的
世
界
は
、
神
に
よ

っ
て
造
ら
れ
た
人
間
が
構
成
し
、
神
に
よ
っ
て
閉
じ
ら
れ
る
目
的
論
的
な
世
界

と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
人
間
の
根
底
に
あ
る
は
ず
の
絶
対
者
は
、
時

間
的
な
存
在
者
と
し
て
の
人
間
の
認
識
に
と
っ
て
、
か
つ
て
世
界
を
創
造
し
た

神
、
将
来
世
界
を
救
済
す
る
神
と
し
て
、
永
遠
の
過
去
と
未
来
に
遠
の
い
て
ゆ

く
。
し
か
し
そ
の
永
遠
も
、
時
間
的
に
無
際
限
と
い
う
意
味
で
し
か
な
い
。
シ

ェ
リ
ン
グ
は
か
つ
て
『
歴
吏
の
哲
学
は
可
能
か
＞
事
竃
呂
竃
σ
q
臣
竃
庄
①

軍
晶
9
げ
乱
屋
勺
聾
◎
召
庄
①
宗
・
Ω
窃
・
匡
・
ぎ
Φ
冒
α
σ
・
H
｛
序
ω
旺
』
（
ミ
鵠
）

で
、
歴
史
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
理
論
構
成
が
不
可
能
な
、
時
間
灼
存
在
者
と
し

て
の
人
間
の
行
為
に
よ
っ
て
そ
の
つ
ど
造
ら
れ
て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
こ
と
を
主

張
し
た
が
、
自
由
論
に
よ
っ
て
そ
の
主
張
が
さ
ら
に
深
め
ら
れ
、
後
づ
け
ら
れ

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
歴
史
的
な
世
界
を
、
人
間
が
絶
対
者
の
意
志
を
実

現
し
て
ゆ
く
こ
と
に
よ
っ
て
神
が
一
切
中
一
切
と
な
る
こ
と
を
圓
指
す
救
済
史

の
中
に
閉
じ
込
め
て
し
ま
っ
た
。
そ
の
と
き
、
絶
対
者
は
、
人
間
の
理
性
が
到

達
で
き
る
か
ぎ
り
で
の
無
際
隈
な
時
間
の
彼
方
に
、
理
性
の
無
制
約
的
な
自
発

性
に
と
っ
て
の
限
界
概
念
と
し
て
の
み
、
要
求
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ

う
o　

こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
絶
対
者
は
、
理
性
自
身
の
内
在
的
な
自
己
隈
定
の

た
め
に
、
理
性
の
中
に
引
き
込
ま
れ
、
徹
底
的
に
内
在
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
主
観
的
知
的
直
観
と
客
観
の
知
的
直
観
と
の
統
一
は
、
絶
対
者
の
有

隈
者
へ
の
内
在
化
と
そ
れ
に
よ
る
有
隈
者
の
自
己
否
定
と
い
う
形
で
行
な
わ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
際
、
知
的
直
観
に
よ
る
有
限
者
の
圏
己
否
定

は
、
ど
こ
ま
で
も
絶
対
者
を
媒
介
と
し
た
自
己
の
有
隈
性
の
自
覚
で
あ
り
、
認

識
と
し
て
の
知
的
直
観
と
は
、
理
性
の
外
な
る
絶
対
性
の
直
観
で
は
な
く
、
理

性
の
う
ち
な
る
無
制
約
的
な
自
発
性
の
主
張
に
他
な
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
う
の

で
あ
る
。

　
こ
の
後
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
知
的
直
観
を
別
の
形
で
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

人
間
を
主
体
と
し
て
の
自
己
と
い
う
規
定
か
ら
解
放
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

そ
れ
も
必
ず
し
も
当
初
の
目
的
を
貫
く
こ
と
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
知
的
直
観
は
、
時
間
的
な
経
験
を
支
え
る
、
い
わ
ば
先
験
的
自
由
に
よ
る
自

己
決
定
で
あ
っ
た
が
、
そ
れ
は
、
時
間
的
存
在
者
と
し
て
の
人
間
が
常
に
オ
豊

か
ら
◎
島
へ
と
自
己
を
実
現
し
て
ゆ
く
行
為
で
あ
っ
た
。
す
る
と
そ
の
行
為

は
、
歴
吏
の
中
で
、
o
畠
で
あ
る
い
ま
あ
る
自
己
を
脱
し
、
オ
第
で
あ
る
未

だ
な
い
自
己
へ
と
自
ら
を
投
げ
出
し
て
ゆ
く
行
為
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
し

か
し
シ
ェ
リ
ン
グ
に
と
っ
て
人
間
の
オ
豊
は
、
絶
対
者
の
内
な
る
観
念
的
存

在
者
と
し
て
の
人
間
で
あ
る
。
こ
の
有
限
的
な
自
己
自
身
を
投
げ
出
し
て
行
く

先
は
、
絶
対
的
な
客
観
か
ら
絶
対
的
な
主
観
と
な
っ
た
神
で
あ
り
、
歴
史
の
終

極
で
待
ち
受
け
て
い
る
主
な
る
神
（
〆
墨
◎
）
で
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。
有
隈
者
の
章
豊
が
時
間
的
に
先
立
っ
て
、
常
に
す
で
に
与
え
ら
れ

た
も
の
と
し
て
現
わ
れ
て
く
る
の
に
対
応
し
て
、
そ
れ
を
与
え
た
主
が
現
わ
れ

て
く
る
の
は
、
む
し
ろ
当
然
の
帰
結
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
同
学
と
し
て
の
哲
学
の
本
性
に
つ
い
て
⇔
げ
9
氏
Φ
乞
茸
賃
宗
・
勺
匡
O
ω
◎
－

吾
ポ
崇
事
穿
蟹
8
臣
‡
』
（
｝
・
。
胃
）
で
は
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
「
知
的
直

観
を
表
現
す
る
な
ら
ば
、
主
観
が
感
覚
的
に
直
観
す
る
こ
と
の
中
に
、
現
実
的

な
客
観
の
中
に
失
わ
れ
る
こ
と
で
は
な
く
、
ま
っ
た
く
客
観
で
は
あ
り
え
な
い

も
の
の
中
に
自
己
を
放
棄
し
つ
つ
失
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
む
し
ろ
こ
の
よ
う

な
状
況
は
一
脱
自
向
駈
訂
器
と
い
う
呼
び
方
を
す
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
つ
ま
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り
、
わ
れ
わ
れ
の
自
我
が
、
自
ら
の
外
に
、
す
な
わ
ち
自
ら
の
場
所
の
外
に
定

立
さ
れ
る
の
で
あ
る
L
（
黒
L
8
）
。
し
か
し
シ
ェ
リ
ン
グ
は
、
こ
れ
に
続
け

て
「
わ
れ
わ
れ
の
自
我
の
場
所
と
は
、
主
観
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い

ま
や
、
そ
れ
は
、
絶
対
的
主
観
に
対
し
て
、
主
観
で
は
あ
り
え
な
い
。
」
（
岡
臣
．
）

と
述
べ
る
。
さ
き
に
挙
げ
た
よ
う
に
、
主
客
分
離
を
克
服
す
る
た
め
に
は
、
シ

ェ
リ
ン
グ
は
、
わ
た
し
を
主
観
と
し
て
定
立
し
、
か
つ
絶
対
者
を
客
観
と
し
て

定
立
す
る
有
限
的
認
識
を
内
在
的
に
否
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
か
っ
た
。
し
か

し
シ
ェ
リ
ン
グ
は
「
わ
た
し
を
定
立
」
と
「
絶
対
者
を
定
立
」
に
つ
い
て
は
十

分
検
討
を
重
ね
た
が
、
「
主
観
と
し
て
」
「
客
観
と
し
て
」
を
そ
の
ま
ま
残
し
、

わ
た
し
が
非
－
主
観
と
さ
れ
る
の
に
と
も
な
っ
て
、
絶
対
者
を
絶
対
的
主
観
に

変
更
す
る
に
と
ど
ま
っ
た
、
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
主
客
の
対
立

図
式
は
ど
こ
ま
で
も
効
力
を
失
わ
な
い
。

　
本
来
、
絶
対
的
な
は
た
ら
き
と
し
て
、
絶
対
者
以
外
の
い
っ
さ
い
を
相
対
化

し
、
絶
対
的
同
一
性
に
到
達
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
主
客
の
二
分
を
廃
棄
す
べ
き

知
的
直
観
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
絶
対
者
を
限
界
概
念
へ
と
押
し
や
り
、
体
系

の
要
を
人
間
の
有
隈
性
の
自
覚
と
い
う
超
越
論
的
な
思
惟
へ
と
押
し
戻
し
て
し

ま
っ
た
。
主
客
対
立
を
必
然
的
に
引
き
起
こ
す
反
省
的
思
惟
を
克
服
す
る
た
め

に
前
提
さ
れ
た
知
的
直
観
は
、
反
省
的
思
惟
を
有
限
的
思
惟
と
し
て
あ
ら
わ
に

す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
隈
な
絶
対
者
を
主
題
化
し
、
反
省
的
思
惟
以
上
に
当

の
主
客
対
立
を
先
鋭
化
す
る
。
理
性
の
経
験
的
な
制
約
性
と
は
、
理
性
自
身
が

内
な
る
非
我
と
し
て
絶
対
者
を
立
て
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
点
に
あ
る
こ
と

を
、
シ
ェ
リ
ン
グ
の
知
的
直
観
は
明
ら
か
に
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
　
　
注

　
シ
ェ
リ
ン
グ
の
引
用
は
以
下
に
よ
り
、
本
文
中
に
ロ
ー
マ
数
字
で
巻
数
、
・

ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
ぺ
ー
ジ
数
を
示
し
た
。
本
文
の
引
用
文
申
〔
　
〕
内
は
引

用
者
の
補
足
。

　
寧
皆
寺
“
き
薫
§
＆
§
㌧
婁
母
“
e
§
字
ざ
§
§
篶
い
～
§
§
ま
“
事
碁
“
一

賦
易
σ
q
．
く
9
ド
声
＞
．
ω
臣
邑
甘
b
σ
q
一
ヒ
O
實
」
†
属
H
く
一
望
具
碍
脳
H
叶
崖
割
1
H
C
O
胃
－

（
1
）
　
冒
・
ω
観
申
引
用
部
は
臼
一
ω
竃

（
2
）
卜
ρ
雲
争
員
く
§
§
導
良
§
§
嵩
§
§
b
§
寒
§
轟
き
『

　
§
畠
§
｝
き
曳
芝
導
ミ
し
三
㌧
o
ぎ
§
Ω
艮
嵩
＆
黒
事
箒
、
い
吻
～
§
ミ
き
“

　
薫
喜
ぶ
賦
轟
α
q
一
＜
竃
』
1
声
曽
O
げ
亘
ω
P
ポ
ω
．
艶
◎
1

（
3
）
　
フ
ィ
ヒ
テ
と
シ
ェ
リ
ン
グ
の
知
的
直
観
の
比
較
は
、
す
で
に
ヤ
コ
ブ

　
・
バ
リ
オ
ン
が
行
な
っ
て
い
る
が
、
バ
リ
オ
ン
の
射
程
は
、
フ
ィ
ヒ
テ
を

　
そ
の
ま
ま
受
け
継
い
だ
か
ぎ
り
で
の
シ
ェ
リ
ン
グ
の
知
的
直
観
に
留
ま

　
り
、
同
一
哲
学
期
ま
で
の
方
法
的
前
提
と
し
て
こ
そ
評
価
さ
れ
て
は
い
る

　
も
の
の
、
シ
ェ
リ
ン
グ
自
身
の
知
的
直
観
概
念
の
発
展
は
ほ
と
ん
ど
無
視

　
さ
れ
て
い
る
。
宗
8
げ
じ
o
費
川
◎
ダ
b
訂
“
ミ
き
落
H
§
§
“
江
§
＄
§
§
的

　
ざ
“
卜
Q
句
“
事
箒
§
§
～
い
〔
ざ
N
N
ぎ
的
§
§
～
き
ミ
ミ
竈
良
§
魯
淳
“
N
8
s
ミ
・

　
ξ
ざ
黒
昏
ミ
§
恥
章
守
N
ざ
H
げ
q
H
竃
⑩
・
『
ブ
ル
ー
ノ
』
（
H
o
．
s
）
以
降
、

　
シ
ェ
リ
ン
グ
の
知
的
直
観
は
絶
対
者
の
直
接
的
認
識
と
い
う
性
格
を
強
め

　
て
く
る
が
、
バ
リ
オ
ン
に
よ
る
評
価
は
次
の
通
り
で
あ
る
。
「
か
っ
て
は

　
知
的
直
観
に
よ
っ
て
の
み
解
決
さ
れ
た
神
の
間
題
が
、
宗
教
哲
学
の
最
も

　
重
要
な
問
題
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
今
や
悟
性
を
神
認
識
へ
と
導
く
こ
と

　
が
強
調
さ
れ
る
。
神
は
い
っ
そ
う
世
界
か
ら
超
越
し
た
も
の
と
し
て
捉
え

　
ら
れ
、
そ
の
認
識
に
と
っ
て
、
知
的
直
観
は
も
は
や
意
味
を
持
た
な
い
」
．
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（
ω
・
零
）
。
し
か
し
、
知
的
直
観
が
絶
対
者
の
直
接
的
認
識
と
い
う
意
味

　
に
尽
き
て
は
い
な
い
こ
と
は
、
す
で
に
本
稿
で
述
べ
た
。

（
4
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湊
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導
§
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q
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．
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．
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⑦
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＼
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P
H
⑩
富
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ρ
富
串

（
6
）
　
た
と
え
ば
、
大
橋
良
介
『
放
下
・
瞬
間
・
場
所
』
（
創
文
杜
、
　
一
九

　
八
六
）
の
シ
ェ
リ
ン
グ
に
関
す
る
論
述
は
、
こ
の
知
的
直
観
を
き
わ
め
て

　
重
視
し
た
も
の
で
あ
る
。

（
7
）
　
こ
こ
に
、
フ
ィ
ヒ
テ
の
知
的
直
観
の
影
響
、
さ
ら
に
は
、
自
由
の
主

　
題
化
と
い
う
点
で
敷
術
す
れ
ば
、
フ
ラ
ン
ス
革
命
の
理
念
の
影
響
を
見
る

　
こ
と
が
で
き
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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）
肉
①
オ
影
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ま
ダ
掌
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導
§
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§
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貫
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畠
豪
．

　
ω
」
o
o
べ
．

（
9
）
自
己
産
出
と
し
て
の
知
的
直
観
は
、
特
に
『
先
験
的
観
念
論
の
体
系

　
身
g
①
嘗
～
窃
気
§
竃
㈹
己
窪
け
良
竃
ぼ
窪
茅
昌
易
』
H
c
。
胃
を
参
照
の
こ

　
と
。

（
1
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）
　
た
と
え
ば
、
ニ
コ
ラ
ウ
ス
・
ク
ザ
ー
ヌ
ス
の
『
隠
さ
れ
た
神
に
つ
い

　
て
の
対
話
』
員
H
O
－
蟹
ま
た
、
そ
の
中
で
ク
ザ
ー
ヌ
ス
が
行
な
っ
て
い

　
る
の
と
ほ
と
ん
ど
同
様
の
論
述
が
、
『
学
と
し
て
の
哲
学
の
本
性
に
つ
い

　
て
』
（
H
o
。
胃
）
に
見
ら
れ
る
。
只
一
ト
⊃
H
浮
参
照
。
シ
ュ
リ
ン
グ
と
否
定
神

　
学
の
関
係
を
主
．
題
的
に
扱
っ
た
研
究
は
な
い
が
、
ク
ザ
…
ヌ
ス
の
影
響
に

　
つ
い
て
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、
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（
u
）
　
『
自
然
哲
学
の
理
念
崖
①
9
豊
乱
罵
H
勺
肇
O
ω
8
才
庁
宗
『
Z
苧

　
叶
賃
』
（
岩
お
）
で
は
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
て
い
る
。
「
そ
れ
ゆ
え
、
哲

学
は
、
わ
れ
わ
れ
の
精
神
の
本
性
の
理
論
2
娑
ξ
一
①
軍
①
に
ほ
か
な
ら
な

　
い
」
（
賞
一
ω
⑩
）
。

（
！
2
）
　
こ
の
よ
う
な
逆
転
は
、
近
代
哲
学
の
特
徴
で
は
あ
る
が
、
さ
ら
に
神

　
の
写
像
－
似
姿
1
と
い
う
中
世
神
学
の
概
念
を
残
し
た
ま
ま
、
人
閥

　
の
実
存
、
歴
吏
的
な
存
在
と
い
う
局
面
を
開
い
た
と
い
う
点
で
、
き
わ
め

　
て
ユ
ニ
ー
ク
な
も
の
と
言
え
る
。
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、
『
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ェ
リ
ン
グ
に
お
け
る
堕
落
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』
筑
波
大
学
哲
学
・
思
想

　
論
叢
第
8
号
、
竃
8
参
照
。
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）
　
神
が
そ
の
絶
対
的
自
由
を
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っ
て
、
自
分
だ
け
で
あ
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と
を
否
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し
、
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界
を
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す
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い
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こ
と
。
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、
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§
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。
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（
た
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う
こ
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波
大
学
大
学
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哲
学
・
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想
研
究
科
）
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