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は
じ
め
に

本
稿
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
哲
学
に
お
け
る

〈
真
理
そ
れ
自
体�������������〉
と
い
う
も
の
の
位
置
づ
け
を
、
主
と
し
て

『

知
覚
の

現
象
学』

第
三
部

｢

時
間
性｣

の
章
を
手
が
か
り
に
、
探
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
自
体
が
真
理
に
他
な
ら
な
い
時
間
の
合
理
性
現
象

��������������������������
に
、
真
理
と
誤
謬
と
い
う
二
つ
の
あ
り
方
を
超
え
る

〈

真
理〉

と
の
繋
が
り
を
見
る
こ
と
で
、
人
間
存
在
の

表
現
の
努
力
が
な
に
を
根
拠
に
な
さ
れ
る
と
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
信
じ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
本
稿
の
課
題
で
あ
る
。
と
い

・
・
・

う
の
も
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
真
理
論
と
は
、
決
し
て
人
間
存
在
の
認
識
論
的
な
判
断
の
あ
り
方
を
構
造
的
に
解
明
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
む
し
ろ
な
ぜ
わ
れ
わ
れ
は
飽
く
な
き
表
現
の
努
力
を
試
み
る
の
か
と
い
う
、
い
わ
ば
実
存
主
義
的
な
視
角
か
ら
の
表
現
論
に
他
な
ら
ず
、
広

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

い
意
味
で
の
芸
術
制
作
へ
の
根
源
的
意
志
の
源
泉
こ
そ
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
真
の
問
題
で
あ
り
、
そ
の
存
在
は
メ

・
・
・
・
・
・
・
・

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
生
涯
に
わ
た
る
信
念

(

の
一
つ)

で
あ
っ
た
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
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『

知
覚
の
現
象
学』

に
真
理
論
な
る
部
門
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
論
敵
は
現
象
を
介
さ
ず
に
存
在
へ
と
向
か
う
独
断
論
的
形
而
上
学
と
、
現

象
と
存
在
と
を
切
り
離
し
現
象
を
単
な
る
み
か
け
に
貶
め
る
懐
疑
論
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
同
時
に
乗
り
越
え
る
こ
と
で
真
理
に
つ
い
て
の
あ
る
見

方
を
示
す
こ
と
に
目
的
が
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
の
生
の
彼
方
に
あ
っ
て
そ
れ
を
主
導
す
る
絶
対
知
な
い
し
絶
対
的
存
在
を
ひ
と
た

び
前
提
し
て
し
ま
え
ば
、
そ
れ
を
独
断
的
に
信
じ
る
に
せ
よ
、
そ
れ
を
疑
う
に
せ
よ
、
真
理
と
わ
れ
わ
れ
と
の
か
か
わ
り
は
そ
こ
で
失
わ
れ
て
し

ま
う
。

現
象
と
独
立
に
自
存
す
る
絶
対
的
な
唯
一
の
真
理
と
い
う
も
の
は
な
い
が
、｢

さ
ま
ざ
ま
な
真
理｣

(��
452)

が
あ
り
、
そ
れ
ら
は
わ
れ
わ

・
・
・

れ
を
介
し
て
、
お
の
れ
の
存
亡
を
か
け
た
争
い
を
続
け
て
い
る
。
真
理
は
わ
れ
わ
れ
同
様
に
生
成
消
滅
し
、
誤
謬
や
修
正
の
可
能
性
を
免
れ
な
い
。

・
・
・
・
・

こ
れ
が
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
描
く
わ
れ
わ
れ
の
真
理
論
的
状
況
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
状
況
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
真
の
論
敵
と
も

言
う
べ
き
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
を
呼
び
込
み
は
し
な
い
か
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
真
理
が
無
意
味
で
あ
る
可
能
性
を
排
除
で
き
な

い
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
わ
れ
わ
れ
の
生
を

｢

真
理
へ
の
接
近｣

(����)
と
し
て
捉
え
、｢

知
覚
は
真
理
そ
れ
自

体
を
目
指
す｣

(��
66)

と
も
語
る
。
こ
こ
で
の

〈

真
理
そ
れ
自
体

(

１)〉

は
、
誤
謬
可
能
性
と
不
可
分
の
真
理
と
い
う
よ
り
も
、
わ
れ
わ
れ
を
常

に
変
わ
ら
ず
導
く
も
の
で
あ
り
、
こ
の
点
で
わ
れ
わ
れ
の
生
は
無
意
味
で
は
な
く
、
全
体
と
し
て
は
合
理
性�����������
に
満
ち
て
い
る
の
で
あ

・
・
・
・
・
・

る
。
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。

序
論
の

｢

現
象
野｣

の
章
に
お
い
て
、
真
理
は
知
覚
が
暗
黙
裡
に
想
定
す
る
根
源
的
信
念��������������������������
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
る

(��
66)

。
つ
ま
り
、
各
瞬
間
は
そ
れ
に
先
立
つ
瞬
間
お
よ
び
そ
れ
に
続
く
瞬
間
と
調
整
さ
れ
、
私
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
は
他
者
の
パ
ー

ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
と
調
整
さ
れ
、
い
ま
は
私
に
と
っ
て
未
決
定
な
事
で
あ
っ
て
も
や
が
て
は
決
定
的
な
事
と
し
て
現
れ
て
く
る
は
ず
で
あ
る
、
と
い

う
知
覚
の
信
念
と
し
て
、
真
理
そ
れ
自
体
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
生
は
、
各
瞬
間
が
相
互
に
断
絶
し
た
り
、
私

と
他
者
の
知
覚
が
相
互
に
連
絡
不
可
能
と
な
っ
た
り
、
全
的
な
誤
謬
や
純
粋
偶
然
事
に
曝
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

こ
こ
に
、
真
偽
の
判

・
・
・

定
基
準
と
し
て
機
能
す
る
わ
け
で
は
な
い
も
の
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
真
理
の
原
型�����������
で
あ
る
よ
う
な
根
源
的
合
理
性
が
あ
り
、
こ
れ
こ
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そ
が
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
へ
の
あ
る
種
の
対
抗
装
置
と
し
て
機
能
し
、
人
間
的
な
あ
ら
ゆ
る
表
現
が
た
と
え
終
わ
り
の
な
い
努
力
で
あ
る
と
し
て
も
徒

労
で
は
な
い
と
、
わ
れ
わ
れ
に
信
じ
さ
せ
る
根
拠
と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

・
・
・
・
・

そ
の
た
め
に
も
ま
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
真
理
と
そ
れ
を
実
現
さ
せ
る
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
身
体
性

(

第
一
節)

を
、
そ
の
後
、
あ
ら
ゆ
る
合
理

性
現
象
の
原
型
で
あ
る
時
間
的
現
象
と
時
間
性

(

第
二
節)

を
検
討
す
る
。

第
一
節

身
体
性
と
真
理
――
私
の
身
体
は
真
理
の
中
に
住
む
――

１

永
遠
化
さ
れ
た
真
理
の
批
判

｢

三
角
形
の
内
角
の
総
和
は
二
直
角
に
等
し
い｣

と
い
っ
た
諸
特
性
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
三
角
形
の
理
念
は
そ
れ
が
そ
う
信
じ
ら
れ
て
い
る

よ
う
な
永
久
不
変
性
を
備
え
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
第
三
部

｢

コ
ギ
ト｣

の
章
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
問
い
か
け
て
い
る
。
た
し
か

に
、
普
通
わ
れ
わ
れ
は
三
角
形
の
定
義
を
疑
い
は
し
な
い
し
、
こ
の
種
の
定
義
は
理
性
的
思
考
を
持
つ
も
の
な
ら
ば
誰
も
が
妥
当
だ
と
認
め
る
真

理
だ
ろ
う
と
考
え
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
幾
何
学
的
真
理
は
た
と
え
人
間
的
世
界
が
失
わ
れ
た
と
し
て
も
永
遠
に
存
在
し
続
け
る
と
さ
え
主
張
さ
れ

る
。
理
念
は
、
第
九
交
響
曲
や
教
会
や
鉛
筆
と
い
っ
た
文
化
的
獲
得
物
や
、
そ
れ
ら
が
わ
れ
わ
れ
に
示
す
意
味
や
イ
メ
ー
ジ
と
い
っ
た
存
在
者
と

は
存
在
仕
方
が
異
な
る
の
で
あ
っ
て
、
後
者
が
歴
史
的
に
も
地
理
的
に
も
文
化
的
に
も
限
界
を
も
つ
の
に
対
し
、
前
者
は
そ
れ
ら
を
超
え
た
普
遍

妥
当
的
な
真
理
で
あ
る
と
思
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
か
ら
理
念
や
真
理
を
峻
別
す
る
思
考
は
、
そ
れ
が
基
づ
く
可
能
性
の
条

件
を
忘
却
し
て
お
り
、
そ
れ
自
体
が
偽
善
的
で
あ
る
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
断
じ
て
い
る
。
理
念
や
真
理
も
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
と
同
様
に
特
定

の
歴
史
的
地
理
的
な
限
界
を
持
つ
。
と
い
う
の
も
、
建
物
や
鉛
筆
が
消
え
う
せ
、
そ
の
全
楽
譜
と
そ
れ
を
聴
い
た
人
の
記
憶
が
失
わ
れ
れ
ば
、
文

化
的
獲
得
物
が
も
た
ら
す
意
味
も
ま
た
消
失
す
る
よ
う
に
、
イ
ン
ク
や
紙
と
い
っ
た
事
物
や
そ
れ
を
表
現
す
る
記
号
な
ど
の
文
化
装
置
、
そ
れ
を

理
解
し
そ
の
媒
介
者
と
な
っ
て
き
た
人
間
が
存
在
し
な
く
な
れ
ば
、
理
念
も
ま
た
消
滅
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
神
や
精
神
、

メルロ＝ポンティの真理論
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善
や
正
義
と
い
っ
た
理
念
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
あ
る
種
の
理
念
が
永
遠
の
価
値
を
伴
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
も
、
実
際
の
祈
り
の
仕

草
や
勇
敢
な
判
断
と
い
っ
た
そ
れ
を
表
現
す
る
人
間
の
行
為
が
、
あ
る
時
に
特
定
の
価
値
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
創
造
さ
れ
、
そ
れ
以
後
伝
統

と
し
て
引
き
継
が
れ
て
き
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
理
念
や
真
理
は
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
と
本
性
を
異
に
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
が
そ
こ
に

お
い
て
表
現
さ
れ
る
事
物
や
記
号
と
い
っ
た
経
験
的
実
在
物
に
そ
の
存
在
を
全
面
的
に
預
け
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
無
数
の
組
み
合
わ
せ
の
中
か
ら

選
び
出
し
て
配
列
さ
せ
る
こ
と
で
表
現
さ
せ
る
人
間
の
実
際
の
行
為
に
拠
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
こ
そ
が
理
念
の
み
な
ら
ず

あ
ら
ゆ
る
意
味
的
な
も
の
の
絆
だ
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

２

さ
ま
ざ
ま
な
真
理
表
現
の
可
能
性
の
条
件
と
し
て
の
身
体
性

①

実
際
の
行
為
と
し
て
の
身
体
活
動
が
真
理
を
生
む

身
体
を
用
い
た
表
現
行
為
こ
そ
が
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
や
真
理
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
。
三
角
形
の
作
図
を
例
に
と
る
と
、
三
角
形
に
つ
い
て

の
定
義
や
意
味
を
理
解
し
た
思
惟
が
ペ
ン
を
動
か
す
手
に
命
令
を
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
作
図
は
可
能
と
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
は
な
い
と
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
考
え
る
。
空
間
上
に
お
け
る
線
の
あ
り
方
や
、
そ
れ
が
示
す

｢

上｣

や

｢

下｣

と
い
っ
た
方
向
や
、
線
を
延
ば
す
た
め
の
手

や
ペ
ン
の
動
か
し
方
を
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
い
る
手
が
、
そ
れ
ら
を
利
用
す
る
こ
と
で
、
三
角
形
の
作
図
が
実
現
し
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
後
、

思
惟
に
よ
る
定
義
化
が
行
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。
あ
る
と
き
、
偉
大
な
手
が
最
初
の
三
角
形
の
作
図
に
成
功
し
、
そ
れ
以
降
わ

れ
わ
れ
が
三
角
形
を
作
図
で
き
る
の
も
、
そ
の
定
義
化
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
経
験
の
中
で
身
に
つ
け
た
空
間
把
握
能
力
や
運
動
能

力
を
参
照
し
利
用
す
る
こ
と
で
可
能
な
の
で
あ
っ
て
、
三
角
形
の
定
義
は
そ
の
表
現
の
成
否
を
確
認
す
る
た
め
に
あ
と
か
ら
思
惟
に
よ
っ
て
用
い

ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。
幾
何
学
的
な
真
理
は
空
間
性
と
運
動
性
の
担
い
手
で
あ
る
身
体
を
条
件
と
し
て
表
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

②

身
体
図
式
の
基
本
機
能

｢

わ
れ
わ
れ
の
身
体
は
、
単
に
幾
何
学
的
総
合
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
表
現
的
作
業
の
、
文
化
的
世
界
を
構
成
す
る
あ
ら
ゆ
る
獲
得
物
の
、
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可
能
性
の
条
件
で
あ
る｣

(��
445)

。
身
体
と
り
わ
け
各
器
官
の
位
置
に
つ
い
て
わ
れ
わ
れ
の
も
つ
統
合
イ
メ
ー
ジ
を
表
す
心
理
学
用
語
で
あ
っ

た
身
体
図
式

(��
114�115)

を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
積
極
的
に
改
変
し
お
の
れ
の
哲
学
に
取
り
込
ん
で
い
る
。
身
体
図
式
と
は
ま
ず
何
よ

り
も
、
私
の
身
体
が

｢

こ
こ｣

に
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
か
な
る
介
在
も
な
く
直
接
に
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
自
明
性
を
意
味
す
る

(��
106�

108)

。
ま
た
、
そ
の

｢

こ
こ｣

を
中
心
に
し
て
、
身
体
の
各
部
位
に
方
向
と
し
て
の

｢

そ
こ｣

が
与
え
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
っ
て
空
間
が
切
り
開
か

れ
る
。
身
体
は
、
考
え
ず
と
も
、
お
の
れ
の
体
の
ど
ち
ら
が
上
で
ど
ち
ら
が
下
か
を
知
っ
て
お
り
、
こ
れ
は

(

特
殊
な
病
や
実
験
的
環
境
下
を
除

け
ば)

混
同
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
。
手
を
伸
ば
し
て
物
を
取
る
と
い
う
簡
単
な
行
為
に
お
い
て
も
、
そ
こ
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
筋
肉
運
動
や
微
妙
な

バ
ラ
ン
ス
感
覚
が
総
動
員
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
を
一
挙
に
成
し
遂
げ
る
の
が
身
体
図
式
の
役
割
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
身
体
図
式
の
最
も
根
本

的
な
機
能
は
、
異
な
る
身
体
部
位
を
協
働
さ
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
何
ら
か
の
意
味
や
意
図
を
目
指
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
知
覚
や
行
為
や
表
現
が
実
現

可
能
な
よ
う
に
、
眼
や
手
に
そ
れ
ら
に
適
し
た
配
置
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。

③

共
通
性
の
基
盤
と
し
て
の
身
体
性

身
体
図
式
は
お
の
れ
の
体
内
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
の
身
体
が
住
む
自
然
的
環
境
や
人
間
的
状
況
、
そ
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
自
然
物
や
文
化

物
に
ま
で
拡
張
さ
れ
る
。
身
体
図
式
の
実
質
的
な
内
容
は
、
知
覚
や
行
為
の
実
現
の
た
め
に
、
身
体
の
向
か
う
先
と
し
て
の
事
物
が
い
か
な
る
構

造
を
持
ち
、
身
体
と
の
か
か
わ
り
方
や
特
定
の
状
況
下
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
反
応
す
る
か
に
つ
い
て
の
膨
大
な
経
験
の
蓄
積
で
あ
る
。
眼
や
手

は
、
黒
い
点
や
鋭
い
角
が
身
体
に
い
か
な
る
反
応
を
も
た
ら
し
、
ど
う
す
れ
ば
ど
う
な
る
か
を
あ
ら
か
じ
め
知
っ
て
お
り
、
す
ば
や
く
正
確
に
、

そ
れ
を
利
用
し
、
こ
の
積
み
重
ね
に
よ
っ
て
、
き
わ
め
て
複
雑
な
行
動
を
も
可
能
に
す
る
。
図
式
の
形
成
自
体
は
各
人
の
接
す
る
状
況
に
左
右
さ

れ
る

(

そ
れ
に
よ
っ
て
個
性
が
も
た
ら
さ
れ
る)

が
、
同
じ
世
界
に
属
す
る
限
り
、
身
体
図
式
は
わ
れ
わ
れ
の
共
通
性
の
基
盤
を
な
す
。

④

意
味
の
絆
と
し
て
の
身
体

わ
れ
わ
れ
は
、
自
然
物
の
う
ち
に
意
味
や
隠
さ
れ
た
真
理
を
見
出
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
身
体
の
新
し
い
使
い
方
を
身
に
着
け
、
そ
の
よ
う
に
し

て
え
た
身
体
の
使
い
方
を
利
用
し
て
、
無
数
の
事
物
の
組
み
合
わ
せ
の
中
か
ら
特
定
の
効
果
を
も
た
ら
す
組
み
合
わ
せ
を
選
ぶ
こ
と
で
、
そ
れ
ま
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で
に
存
在
し
な
か
っ
た
意
味
を
実
現
し
、
文
化
物
を
作
り
出
す
。
こ
の
過
程
を
循
環
的
に
経
て
、
自
然
的
環
境
や
文
化
的
状
況
を
お
の
れ
の
利
用

で
き
る
住
居
と
し
て
身
体
化
し
て
ゆ
き
、
そ
の
こ
と
で
も
っ
て
、
そ
こ
に
住
む
お
の
れ
の
あ
り
方
を
も
見
出
す
。
自
然
物
や
文
化
物
と
い
っ
た
経

験
的
実
在
物
と
そ
れ
が
表
現
す
る
意
味
は
身
体
に
よ
っ
て
つ
な
が
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
身
体
こ
そ
が
、
そ
れ
自
体
も
経
験
的
実

在
物
で
あ
る
眼
や
手
と
い
っ
た
お
の
れ
の
異
な
る
器
官
を
協
働
さ
せ
る
こ
と
で
、
手
や
眼
自
体
と
は
別
の
も
の
を
と
し
て
扱
わ
れ
る
意
味
や
意
図

を
、
知
覚
や
行
為
と
い
っ
た
仕
方
で
実
現
さ
せ
る
か
ら
で
あ
り
、
こ
れ
を
拡
張
し
て
自
然
物
や
文
化
物
の
う
ち
に
も
、
そ
れ
と
は
別
の
も
の
と
し

・
・
・
・
・
・
・

て
扱
わ
れ
る
意
味
や
真
理
を
見
出
し
た
り
、
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

３

諸
真
理
の
生
存
闘
争

さ
ま
ざ
ま
な
意
味
や
真
理
を
生
み
出
す
こ
と
で
、
そ
れ
ら
を
定
着
さ
せ
、
そ
れ
を
基
盤
に
ま
た
新
た
な
意
味
を
実
現
し
て
い
く
と
い
う
皆
で
す

る
際
限
の
な
い
運
動
を
わ
れ
わ
れ
の
身
体
は
繰
り
広
げ
て
い
る
。
自
ら
の
生
み
出
し
た
特
定
の
意
味
や
真
理
を
永
遠
化
し
、
そ
れ
ら
を
真
実
在
と

し
て
偶
像
的
に
信
仰
し
、
そ
れ
を
軸
に
し
た
文
化
や
行
動
様
式
を
作
る
こ
と
さ
え
可
能
で
あ
る
の
も
、
こ
の
身
体
が
す
る
際
限
の
な
い
運
動
を
基

礎
に
し
て
で
あ
る
。
た
し
か
に
、
表
現
さ
れ
た
真
理
は
経
験
的
実
在
物
か
ら
解
き
放
た
れ
て

｢

一
種
の
永
遠
性｣

(��
475)

・｢

永
遠
性
の
感
情｣

(��
484)

を
帯
び
る
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
特
定
の
真
理
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
く
、
何
で
あ
れ
実
現
さ
れ
た
意
味
で
あ
れ
ば
、
こ

の
種
の
永
遠
性
を
保
有
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
永
遠
性
と
は
、
こ
れ
ま
で
変
わ
ら
ず
真
理
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
か
ら
、
未

来
は
お
ろ
か
人
間
の
い
な
い
世
界
に
お
い
て
さ
え
存
在
可
能
で
あ
る
と
偽
善
的
に
も
推
定
さ
れ
た
も
の
が
帯
び
る｢

時
間
の
雰
囲
気｣

(��
451)

に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
永
遠
性
の
可
能
性
の
条
件
は
わ
れ
わ
れ
の
行
為
で
あ
り
、
行
為
の
担
い
手
と
し
て
の
そ
れ
自
体
経
験
的
実
在
物
で
も

あ
る
私
の
身
体
で
あ
り
、
身
体
が
有
限
で
あ
る
以
上
、
永
遠
性
も
有
限
で
あ
る
。
虚
偽
や
幻
想
ま
で
も
が
、
そ
れ
が
一
度
実
現
さ
れ
れ
ば
、
そ
れ

に
ふ
さ
わ
し
い
装
置
や
言
葉
の
組
み
合
わ
せ
に
宿
っ
て
、
お
の
れ
の
存
続
を
目
指
す
。
そ
れ
ゆ
え
、
真
理
と
誤
謬
と
の
相
違
は
、
内
的
相
違
で
は

な
く
、
そ
れ
が
現
実
に
お
け
る
捉
え
直
し
に
耐
え
て
き
た
と
い
う
こ
と
に
あ
り
、
他
の
真
理
と
の
協
調
を
保
て
る
か
と
い
う
こ
と
に
あ
る

(�����)
。
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意
味
は
、
そ
れ
が
真
理
で
あ
れ
誤
謬
で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
の
身
体
を
介
し
て
、
お
の
れ
の
存
続
を
謀
る
べ
く
闘
争
を
繰
り
広
げ
て
お
り
、
こ
れ
は

決
定
的
な
解
決
の
な
い
、
わ
れ
わ
れ
の
置
か
れ
た
状
況
な
の
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の
根
を
絶
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
と
い
う
の
も
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
と
真
理
は
わ
れ
わ
れ
の
身
体
を
可
能
性

の
条
件
に
し
、
そ
の
身
体
が
有
限
で
あ
る
以
上
、
わ
れ
わ
れ
の
生
に
は
そ
れ
を
主
導
す
る
永
遠
の
真
理
な
ど
な
い
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら

ず
、｢

さ
ま
ざ
ま
な
外
観
が
合
致�����������
し
、
物
や
観
念
や
真
理
へ
と
寄
り
集
ま
る｣

・｢

わ
れ
わ
れ
の
落
ち
着
き
の
な
い
思
惟
や
、
わ
れ

わ
れ
の
生
に
お
け
る
出
来
事
や
、
集
団
の
歴
史
に
お
け
る
出
来
事
が
、
少
な
く
と
も
あ
る
程
度
の
時
を
お
け
ば
、
共
通
の
意
味
と
方
向
を
も
ち
、

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

ひ
と
つ
の
観
念
の
も
と
に
把
握
さ
れ
る｣

(��
467：

強
調
部
分
は
筆
者
に
よ
る
。)

と
い
っ
た
合
理
性
現
象��������������������������

(��
468)

が
、
わ
れ
わ
れ
の
生
の
根
源
的
な
あ
り
方
で
あ
る
と
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
語
る
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
節

時
間
性
と
真
理
――
時
間
は
私
で
は
な
い
が
、
私
こ
そ
が
時
間
で
あ
る
――

１

真
の
時
間
直
観

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は

｢

コ
ギ
ト｣

の
章
の
結
論
部
に
お
い
て
、
合
理
性
の
基
礎
を

｢

世
界
自
体｣

な
い
し

｢

絶
対
精
神｣

と
し
て
の
コ
ギ
ト

に
求
め
る
古
典
思
想
を
退
け
た
上
で
、
む
し
ろ

｢

合
理
性
の
現
象
自
体｣

が
こ
れ
ら
の
基
礎
を
な
す
の
だ
か
ら
、
こ
の
現
象
を
た
だ
認
め
さ
え
す

れ
ば
よ
い
と
結
論
づ
け
、
次
章

｢

時
間
性｣

へ
と
つ
な
げ
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
は
、
時
間
性
も
し
く
は
時
間
現
象
を
読
み
解
く

こ
と
は
合
理
性
の
問
題
に
つ
な
が
り
を
も
つ
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
み
な
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、｢

時
間
性｣

の

章
は
、
わ
れ
わ
れ
に
移
行
や
変
化
の
意
味
を
教
え
る
真
の
時
間
と
は
何
か
と
い
う
時
間
論
を
通
じ
て
主
観
性
の
具
体
的
構
造
を
論
じ
る
こ
と
に
費

や
さ
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
お
い
て
合
理
性
の
問
題
は
わ
ず
か
一
度
採
り
上
げ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る

(��
492)

。
こ
こ
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、

主
観
性
と
切
り
離
し
え
な
い
世
界
こ
そ
が

｢

す
べ
て
の
合
理
性
の
出
生
地｣

で
あ
る
と
結
論
づ
け
て
い
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
結
論
に
至
る
た
め
に
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も
、
真
の
時
間
は
わ
れ
わ
れ
が
流
れ
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
時
間
の
中
心
に
は

｢

誰
か｣

・｢

唯
一
の
推
力｣

が
い
る
、
と
い
う

｢

時
間
そ
れ
自
体｣

の
考
察
と
、
そ
の
そ
れ
自
体
と
し
て
の
時
間
が
同
時
に
主
観
性
で
も
あ
る
、
と
い
う
主
張
の
理
解
に
務
め
よ
う
。

２

時
間
性
と
し
て
の
移
行
の
総
合

①

構
成
さ
れ
た
時
間

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は

｢

時
間
性｣

の
章
を
始
め
る
に
あ
た
り
、
因
果
性
に
基
づ
く
時
間
論
を
批
判
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
時
間
が
流
れ
る

と
は
時
間
単
位
な
い
し
時
間
契
機
Ａ
が
原
因
と
な
っ
て
Ｂ
を
結
果
と
し
て
惹
き
起
こ
す
こ
と
で
あ
り
、
時
間
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
時
間
部
分
が
因
果

的
に
連
鎖
し
た
莫
大
な
系
列
全
体
で
あ
っ
て
、
時
間
は
因
果
性
に
基
づ
く
線
的
な
運
動
で
あ
る
と
す
る
考
え
を
批
判
す
る
。
時
間
全
体
を
通
覧
的

に
統
一
し
な
が
ら
、
そ
れ
自
体
は
特
権
的
に
時
間
の
外
に
あ
る
無
時
間
的
主
観
性
の
、
時
間
性
の
内
的
形
式
化
と
さ
ま
ざ
ま
な
時
間
契
機
の
内
的

対
象
化
に
よ
っ
て
、
こ
の
考
え
は
補
完
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
よ
う
な
意
識
は
現
在
と
過
去
と
未
来
と
を
内
的
対
象
と
し
て
の
時
間
契

機
に
当
て
は
め
る
こ
と
で
時
間
全
体
を
成
立
さ
せ
て
お
り
、
時
間
契
機
そ
れ
自
体
と
し
て
見
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
は
こ
の
意
識
か
ら
い
わ
ば
等
距
離

に
置
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
契
機
は
そ
れ
ぞ
れ
の

｢

今｣

で
し
か
な
く
、
無
時
間
的
主
観
性
と
の
関
係
で
、
未
来

な
り
過
去
な
り
現
在
な
り
の
位
置
づ
け
を
い
わ
ば
空
間
的
に
与
え
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の

｢

構
成
さ
れ
た
時
間｣

・｢

水
平
化
さ
れ
た
時
間｣

は

｢

時
間
の
最
終
的
な
記
録｣

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、｢
そ
こ
か
ら
私
が
移
行�������
や
通
過�������
が
そ
れ
自
体
な
に
か
を
学
ぶ
よ
う

な
、
そ
れ
と
は
別
の
真
の
時
間
が
あ
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い｣

(��
475)

。

②

移
行
す
る
と
は

現
前
野
と
地
平
性

そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
ど
こ
で
移
行
と
い
う
こ
と
を
学
ぶ
の
か
。
現
在
の
野
と
し
て
の
現
前
野
に
お
い
て
、
私
は
時
間
と
接
触
し
、
時
間
の

流
れ
を
学
び
知
る
。
現
前
野
は
、
単
に
現
に
与
え
ら
れ
て
い
る
現
在
の
広
が
り
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
背
後
に
過
ぎ
去
っ
た
過
去
の
地
平
を
も
ち
、

そ
の
前
方
に
い
ま
だ
到
来
し
て
い
な
い
未
来
の
地
平
を
伴
っ
て
い
る
。
こ
の
地
平
性
こ
そ
が
過
去
の
想
起
や
未
来
へ
の
期
待
を
可
能
に
す
る
。
例
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え
ば
、
机
の
傷
跡
か
ら
過
去
の
あ
る
出
来
事
を
思
い
出
す
と
い
う
場
合
、
そ
れ
は
大
脳
な
り
心
な
り
に
保
存
し
た
記
憶
を
そ
の
傷
跡
に
当
て
は
め

る
か
ら
思
い
出
す
の
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
傷
跡
が
そ
の
出
来
事
の
傷
跡
と
し
て
私
に
認
め
る
こ
と
を
許
す
何
か
が
そ
の
傷
跡
に
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
が
、
傷
跡
自
体
に
は
そ
の
記
憶
を
喚
起
す
る
い
か
な
る
し
る
し
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
思
い
出
す
こ
と
が
で
き
る

の
は
、
い
ま
だ
私
が
そ
の
過
去
の
出
来
事
と
直
接
の
つ
な
が
り
を
持
ち
、
そ
の
傷
跡
に
過
去
の
出
来
事
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

す
べ
て
の
時
間
は
私
が
生
ま
れ
た
と
同
時
に
私
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
は
決
し
て
な
く
な
る
こ
と
な
く
、
現
在
に
地
平
と
し
て
付
き
従
っ

て
お
り
、
わ
れ
わ
れ
は
今
で
も
昨
日
の
あ
の
時
や
、
未
来
の
来
る
べ
き
時
へ
と
直
接
に
そ
の
身
を
お
い
て
い
る
。
た
だ
思
い
出
す
だ
け
で
わ
れ
わ

れ
は
そ
の
あ
っ
た
が
ま
ま
の
過
去
に
到
達
で
き
る
。
私
が
現
在
に
い
る
限
り
あ
ら
ゆ
る
時
間
は
決
し
て
な
く
な
る
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
。
た
だ

し
過
去
や
未
来
の
地
平
は

｢

私
が
そ
の
正
面
を
見
て
い
る
家
の
裏
面
の
よ
う
に｣

(��
476)

現
在
と
と
も
に
あ
る
だ
け
で
、
現
在
と
は
違
う
仕

・
・
・
・
・
・
・

方
で
与
え
ら
れ
て
お
り
、
全
時
間
を
現
在
に
あ
る
よ
う
に
全
体
と
し
て
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
現
在
も
ま
た
、
次
の
瞬
間
が
来
れ
ば
前
の
瞬

・
・

間
は
移
り
変
わ
っ
て
過
去
へ
と
向
か
い
、
ま
だ
現
在
と
の
つ
な
が
り
は
も
つ
が
次
第
に
遠
の
い
て
ゆ
く
。
時
間
の
中
で
の
移
行
も
、
単
に
物
が
Ａ

点
か
ら
Ｂ
点
に
移
動
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
移
行
と
は
、
在
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の
か
ら
、
も
は
や
在
ら
ぬ
も
の
へ
と
む
け
て
、
在
り
つ
つ
在
る

こ
と
、
で
あ
り
、
時
間
の
中
に
お
い
て
は
存
在
す
る
こ
と
は
移
行
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

③

唯
一
の
推
力
と
し
て
の
時
間
性

車
窓
か
ら
眺
め
る
風
景
は
列
車
の
移
動
に
よ
っ
て
そ
の
形
を
変
え
て
ゆ
く
。
近
景
に
在
る
も
の
は
あ
わ
た
だ
し
く
姿
を
変
え
る
が
、
遠
景
に
在

る
も
の
は
そ
の
距
離
に
応
じ
た
仕
方
で
ゆ
っ
く
り
と
形
を
変
え
る
。
し
か
し
近
景
に
あ
ろ
う
が
遠
景
に
あ
ろ
う
が
そ
こ
に
在
る
も
の
す
べ
て
は
、

時
間
の
経
過
に
よ
っ
て
も
そ
れ
と
し
て
の
個
体
性
を
保
ち
続
け
、
決
し
て
絶
対
的
に
分
裂
し
た
り
、
そ
の
前
の
瞬
間
と
の
関
係
を
断
絶
さ
せ
る
と

い
う
こ
と
が
な
い
。
そ
う
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
も
変
化
で
あ
っ
て
、
そ
う
変
化
す
る
こ
と
が
予
定
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
変
化
で
あ
る
。
時
間
・
・

は
こ
う
し
た
仕
方
で
、
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
す
べ
て
の
も
の
を
時
間
的
に
前
後
に
配
列
さ
せ
、
そ
れ
ら
に
そ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
過
去
と
現
在
と
未

・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

来
を
配
分
す
る
。
す
べ
て
の
在
ろ
う
と
し
て
い
る
も
の
を
も
は
や
在
ら
ぬ
も
の
へ
と
在
ら
せ
る
と
い
う
移
行
を
全
面
的
に
遂
行
す
る
。
こ
れ
は
い

・
・
・
・
・
・
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わ
ば
世
界
の
創
造
と
解
体
と
を
一
挙
に
成
し
遂
げ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
全
体
的
な
調
整
は
、
途
切
れ
る
こ
と
も
終
わ
る
こ
と
も

な
く
、
細
部
に
至
る
ま
で
遺
漏
が
な
い
。
こ
れ
が
時
間
が
流
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
知
覚
が
暗
黙
裡
に
想
定
す
る
根
源
的
信
念
と
は
こ
の
時

間
的
な
合
理
性
現
象
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
時
間
が
配
分
す
る
三
つ
の
次
元
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
働
き
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。

｢

新
た
な
現
在
の
湧
出
が
過
去
の
沈
下
と
未
来
の
動
揺
を
引
き
起
こ
す
の
で
は
な
く
、
新
た
な
現
在
と
は
未
来
の
現
在
へ
の
、
古
い
現
在
の
過
去

へ
の
移
行
で
あ
り
、
た
だ
ひ
と
つ
の
運
動
に
よ
っ
て
時
間
が
端
か
ら
端
ま
で
揺
れ
動
き
始
め
る｣

(��
479)

。
未
来
か
ら
の
圧
力
に
よ
っ
て
現

在
が
出
現
す
る
こ
と
と
新
し
い
現
在
が
古
い
現
在
を
過
去
へ
と
追
い
や
る
こ
と
と
が
同
じ
こ
と
の
別
の
表
現
に
他
な
ら
ず
、
こ
の
時
間
化
の
働
き

は
た
だ
ひ
と
つ
の
推
力
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
が
時
間
性
な
の
で
あ
る
。

３

対
象
時
間
――
お
の
れ
に
お
の
れ
を
与
え
る
光
の
ご
と
き
時
間
そ
れ
自
体
――

①

時
間
は
私
で
は
な
い
誰
か
で
あ
る

以
上
の
こ
と
か
ら
、｢

時
間
性｣

の
章
の
冒
頭
で
こ
の
章
の
方
針
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た

｢

時
間
を
そ
れ
自
体
と
し
て
考
察
す
る｣

(��
470)

と
い
う
こ
と
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
。｢

私
が
時
間
の
作
者
で
な
い
こ
と
は
、
私
が
私
の
心
臓
の
鼓
動
の
作
者
で
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
明
ら

か
で
あ
る｣

(��
488)

。
時
間
性
に
よ
る
諸
次
元
の
統
一
は

｢

自
然
的
に
し
て
原
初
的
統
一｣

(��
479)

で
あ
る
と
語
ら
れ
る
が
、
車
窓
か
ら

見
え
る
風
景
を
一
挙
に
調
整
す
る
の
が
私
で
は
な
い
よ
う
に
、
時
間
性
は
、
原
初
的
に
は
主
観
性
の
内
的
構
造
で
は
な
く
、
い
わ
ば
人
間
的
な
も

・
・
・
・
・

の
を
超
え
た
、
み
ず
か
ら
お
の
れ
を
構
成
す
る
時
間
な
の
で
あ
る
。
時
間
そ
れ
自
体
が
時
間
の
う
ち
に
在
る
す
べ
て
の
も
の
を
そ
れ
に
適
し
た
仕

・
・
・
・
・
・
・

方
で
全
体
的
に
調
整
し
続
け
て
い
る
。
む
ろ
ん
、
時
間
は
、
常
識
が
そ
れ
を
擬
人
化
す
る
よ
う
に
は
、
主
題
化
さ
れ
た
り
客
観
化
さ
れ
て
は
な
ら

な
い
。｢

ち
ょ
う
ど
、
あ
る
人
が
そ
の
言
葉
の
そ
れ
ぞ
れ
に
全
面
的
に
現
前
す
る
よ
う
に
、
そ
の
表
出
の
そ
れ
ぞ
れ
に
全
面
的
に
現
前
し
て
い
る

唯
一
の
具
体
的
存
在
が
あ
る｣

(��
482)

の
だ
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し

｢
時
間
は
誰
か���������
で
あ
る｣

(��
482)

。

― 106 ―



②

時
間
の
未
完
成
性
と
全
体
性

そ
れ
自
体
と
し
て
の
時
間
は
そ
の
全
体
性
が
決
し
て
完
全
に
は
構
成
さ
れ
な
い
構
成
体
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、｢

時
間
と
い
う
も
の
は
、
そ

れ
が
完
全
に
は
展
開
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
、
つ
ま
り
過
去
と
未
来
と
現
在
と
が
同
じ
意
味
で
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
き
に
し
か
、
あ
り

え
な
い｣

(��
474)

か
ら
で
あ
り
、
つ
ね
に
地
平
を
伴
う
た
め
に
、
そ
れ
を
全
体
と
し
て
通
覧
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
時
間
は
そ
の
外
か
ら
時
間
な
ら
ざ
る
も
の
の
介
入
が
不
可
能
な
仕
方
で
そ
の
全
体
性
が
構
成
さ
れ
て
い
る
。
時
間
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
瞬
間
の
個
体
性
さ
え
も
失
わ
れ
る
よ
う
な
絶
対
的
崩
壊

(

２)

と
い
う
こ
と
が
な
く
、
現
在
か
ら
過
去
へ
の
時
間
の
分
解
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
分
解
に

お
い
て
解
体
す
る
も
の
は
未
来
か
ら
現
在
の
移
行
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の
に
限
ら
れ
て
い
る

(��
480)

。
お
の
れ
が
あ
ら
か
じ
め
含
ん
で

お
い
た
も
の
の
み
を
分
解
す
る
の
だ
か
ら
、
か
か
わ
り
の
な
い
も
の
に
よ
っ
て
取
っ
て
代
わ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
な
い
。
こ
れ
は
、
ど
の
よ
う

な
突
発
的
出
来
事
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
が
時
間
の
中
で
生
じ
る
限
り
、
そ
の
出
生
地
や
向
か
う
先
が
見
出
さ
れ
て
、
初
め
か
ら
そ
の
内
に
あ
っ
た

も
の
と
し
て
、
時
間
の
う
ち
に
回
収
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
時
間
は
い
つ
も
完
全
に
は
構
成
さ
れ
て
い
な
い

の
だ
か
ら
そ
の
限
界
が
な
く
、
そ
の
外
部
が
存
在
し
な
い

(

３)

。
時
間
と
は
、
そ
の
内
で
絶
え
ざ
る
内
部
分
解
と
再
構
成
を
繰
り
返
す
が
決
し
て
全
体

的
に
は
崩
壊
せ
ず
、
そ
の
外
部
と
い
う
も
の
が
な
い
た
め
に
あ
ら
か
じ
め
そ
の
内
に
在
る
も
の
に
と
っ
て
し
か
近
づ
き
え
な
い
、
未
完
成
の
全
体

的
構
成
体
な
の
で
あ
る
。

③

時
間
と
は
意
味
の
意
味
で
あ
る

そ
れ
自
体
と
し
て
の
時
間
は
何
を
し
て
い
る
の
か
。
車
窓
か
ら
見
え
る
風
景
の
変
化
が
単
な
る
風
景
の
再
配
置
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
、
時
間
に

そ
の
時
間
展
開
を
導
く
よ
う
な
唯
一
の
目
的
は
な
く
、
た
だ
お
の
れ
を
無
動
機
的
に
湧
出
す
る
の
み
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
時
間
自
身
に
他
な
ら
な

い
現
在
を
未
来
か
ら
過
去
へ
と
移
行
さ
せ
る
推
力
で
あ
り
、
お
の
れ

(

現
在
と
し
て
の
時
間
／
未
来
と
し
て
の
時
間)

を
お
の
れ
な
ら
ざ
る
も
の

(

過
去
と
し
て
の
時
間
／
現
在
と
し
て
の
時
間)

へ
と
移
行
さ
せ
る
こ
と
で
お
の
れ
に
合
致
す
る

(

時
間
が
流
れ
る)

と
い
う
こ
と
以
外
何
も
し

な
い

｢

循
環
す
る
リ
ズ
ム｣

(��
484)

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
こ
そ
、
時
間
は
そ
の
全
展
開
を
通
じ
て
、
そ
の
内
な
る
す
べ
て
の
も
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の
を
媒
体
物
に
し
て
、｢

す
べ
て
の
意
味
の
意
味

(

４)｣
(��

492)

と
し
て
、
お
の
れ
を
全
体
的
に
表
現
し
て
お
り
、
こ
れ
は
私
が
身
体
で
す
る
意

味
表
現
の
原
型
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
意
味
化
と
は
、
あ
る
も
の

(

イ
ン
ク
の
塊)

が
そ
れ
自
身
と
は
別
の
も
の

(

意
味)

と
し
て
、
そ
れ
自

身
の
代
理
な
い
し
表
現
と
し
て
存
在
す
る
と
き
に
成
立
す
る
か
ら
で
あ
り
、
時
間
こ
そ
は
、
未
来
を
現
在
と
し
て
、
そ
の
現
在
を
過
去
と
し
て
、

そ
れ
自
身
と
は
別
の
も
の
へ
と
め
が
け
て
移
行
さ
せ
る
全
体
的
表
現
だ
か
ら
で
あ
り
、
全
時
間
の
推
移
に
よ
っ
て
時
間
そ
れ
自
体
と
い
う
意
味
を

示
そ
う
と
す
る
全
体
だ
か
ら
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
時
間
の
全
体
的
移
行
の
う
ち
に
そ
の
存
在
を
感
じ
取
る
こ
の
よ
う
な
時
間

(

５)

は

｢

そ
の
全
本
質

が
、
光
の
そ
れ
の
よ
う
に
、
見
せ
る
と
い
う
こ
と
に
あ
る
よ
う
な
存
在
者｣

(��
487)

で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
間
的
展
開
を
通
じ

て
の
時
間
に
よ
る
お
の
れ
の
表
現
は
、
時
間
そ
れ
自
体
に
と
っ
て
は
、
お
の
れ
を
展
開
す
る
こ
と
で
お
の
れ
に
お
の
れ
を
与
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

｢

お
の
れ
を
知
る
時
間｣

(�����)
で
も
あ
る
。
時
間
そ
れ
自
体
は
、
時
間
の
う
ち
に
在
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
時
間
的
に
調
整
し
時
間
を
展
開
す
る

こ
と
で
、
そ
の
展
開
の
う
ち
に
お
の
れ
の
意
味
を
読
み
取
る
の
で
あ
る
。

４

時
間
性
の
根
源
的
獲
得

①

現
在
の
特
権
性

と
は
い
え
、
こ
の
よ
う
な

｢

時
間
そ
れ
自
体｣

も
私
に
取
り
込
ま
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
砦
と
な
る
の
が
、
現
在
で
あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て

流
れ
る
こ
と
な
く
留
ま
り
続
け
る
私
の
身
体
で
あ
る
。｢

私
が
ひ
と
つ
の
現
在
を
持
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
私
に
と
っ
て
時
間
が
あ
る｣

(��
484)

。
変
化
し
な
が
ら
も
つ
ね
に
現
在
に
留
ま
り
続
け
る
私
の
身
体
の
有
限
な
視
角
こ
そ
が
、
ま
だ
見
え
な
い
も
の
や
ま
だ
届
き
え
な
い
も
の
の

次
元
と
し
て
未
来
を
、
も
は
や
見
え
な
い
も
の
や
も
は
や
届
き
え
な
い
も
の
の
次
元
と
し
て
過
去
を
、
現
在
と
は
異
な
る
次
元
と
し
て
、
成
立
さ

せ
る
。
流
れ
る
こ
と
な
く
現
在
に
と
ど
ま
り
続
け
る
私
の
身
体
こ
そ
が
、
自
己
循
環
す
る
時
間
自
体
に
始
ま
り

(

と
し
て
の
終
わ
り)

と
終
わ
り

(

と
し
て
の
始
ま
り)

と
い
う
分
節
を
も
た
ら
し
、
未
来
や
過
去
の
地
平
を
切
り
開
く
の
だ
か
ら
、
時
間
は
現
在
の
私
の
身
体
を
そ
の
構
成
契
機

と
す
る
こ
と
で
永
遠
で
あ
る
こ
と
か
ら
免
れ
る
の
で
あ
る

(

６)

。
現
在
と
は
、
こ
こ
を
経
る
こ
と
で
存
在
者
が
、
決
定
的
な
一
度
を
手
に
入
れ
、｢

消
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し
難
い
個
体
性｣

(�����)
を
獲
得
す
る
場
で
も
あ
る
。
そ
の
お
か
げ
で
そ
れ
は
そ
の
後
も
時
間
と
と
も
に
歩
む
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
だ
か
ら
、

現
在
は
あ
ら
ゆ
る
存
在
す
る
も
の
が
目
指
す
存
在
の
頂
点

(

７)

で
も
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
時
間
自
体
で
さ
え
も
、
現
在
化
し
て
は
じ
め
て
、
お
の

れ
の
過
去
・
現
在
・
未
来
と
い
う
循
環
す
る
リ
ズ
ム
の
う
ち
に
お
の
れ
の
存
在
を
確
認
で
き
る
。

②

私
が
時
間
で
あ
る

私
は
時
間
に
お
い
て
現
在
と
い
う
位
置
を
占
め
る
だ
け
で
は
な
い
。
時
間
は
私
で
あ
る
と
し
て
、
私
は
時
間
で
あ
る
と
し
て
、
了
解
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
な
ぜ
主
観
性
と
し
て
の
私
が
時
間
的
な
の
か
と
い
う
こ
の
章
の
中
心
課
題
に
対
し
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
些
か
奇
妙
で
は
あ
る
が
、

プ
ル
ー
ス
ト
が
描
く
、
ス
ワ
ン
の
オ
デ
ッ
ト
へ
の
愛
を
例
に
採
り
上
げ
て
説
明
し
て
い
る
。
ス
ワ
ン
の
オ
デ
ッ
ト
へ
の
愛
と
は
、
は
じ
め
は
愛
で

あ
っ
た
感
情
が
嫉
妬
の
感
情
を
因
果
的
に
惹
起
し
た
こ
と
で
は
な
い
。
ス
ワ
ン
の
オ
デ
ッ
ト
へ
の
愛
は
、
は
じ
め
か
ら
嫉
妬
だ
っ
た
の
で
あ
り
、

オ
デ
ッ
ト
か
ら
の
疎
外
を
感
じ
た
が
た
め
に
、
そ
れ
を
全
的
に
支
配
し
た
い
と
思
う
愛
し
方
だ
っ
た
の
で
あ
り
、
ス
ワ
ン
の
愛
し
方
は
い
ず
れ
嫉

妬
へ
と
変
わ
る
こ
と
の
避
け
ら
れ
な
い
仕
方
で
の
愛
し
方
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
主
観
性
と
時
間
性
に
共
通
す
る
本
性
が
示
さ
れ
て
い
る
。

主
観
性

(

ス
ワ
ン
の
愛
し
方)

は
、
そ
れ
自
身
の
う
ち
に
あ
ら
か
じ
め
す
べ
て
を
含
ん
で
い
る
が
、
そ
れ
を
通
じ
て
お
の
れ
を
展
開
す
る
そ
の
身

体
や
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
行
為

(

ス
ワ
ン
が
そ
の
と
き
に
抱
い
た
愛
や
嫉
妬
の
感
情)

が
な
け
れ
ば
お
の
れ
が
何
者
か
も
知
り
え
な
い

(

嫉
妬
へ
と

変
わ
っ
た
こ
と
で
オ
デ
ッ
ト
へ
の
お
の
れ
の
愛
し
方
を
知
っ
た)

の
だ
か
ら
、
そ
の
身
体
や
そ
の
行
為
こ
そ
が
主
観
性
で
も
あ
る
。
同
様
に
、
時

間
性
は
、
時
間
そ
れ
自
体
と
し
て
の
時
間
の
推
力
で
あ
る
が
、
そ
れ
を
通
じ
て
お
の
れ
を
展
開
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
現
在
が
な
け
れ
ば
何
者
で
も
な

く
、
時
間
も
ま
た
流
れ
な
い
の
だ
か
ら
、
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
現
在
こ
そ
が
時
間
性
で
も
あ
る
。
現
在
へ
と
お
の
れ
を
展
開
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
お

の
れ
を
表
現
し
て
お
の
れ
を
知
る
主
観
性
と
時
間
性
は
同
一
の
構
造
を
も
つ
の
で
あ
る

(

８)

。
現
在
こ
そ
が
時
間
そ
れ
自
体
と
主
観
性
が
出
会
う
場
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
主
観
は
時
間
と
し
て
、
時
間
は
主
観
と
し
て
、
了
解
さ
れ
る
。

③

時
間
性
の
獲
得

し
か
し
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
主
観
性
と
時
間
性
は
単
に
同
一
な
の
で
は
な
い
。
そ
こ
に
は
時
間
性
の
獲
得
と
い
う
段
階
が
あ
る
。｢

現
在
の
未
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来
へ
の
炸
裂
な
い
し
裂
開
こ
そ
自
己
の
自
己
へ
の
関
係
の
原
型
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
内
面
性
な
い
し
自
己
性
を
素
描
す
る｣

(��
487)

と
さ

れ
る
よ
う
に
、
時
間
性
は
主
観
性
の
原
型
な
い
し
起
源
で
あ
る
。
時
間
性
の
構
造
を
主
観
性
が
お
の
れ
の
も
の
と
し
て
引
き
受
け
る
こ
と
で
主
観

性
が
成
立
す
る
。
主
観
性
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
の
時
間
の
中
に
、
お
の
れ
の
意
志
に
あ
ら
ず
受
動
的
に
生
を
受
け
る
。
し
か
し
ひ
と
た
び
生
ま

れ
れ
ば
、
現
在
に
特
権
的
に
留
ま
り
続
け
る
身
体
と
い
う
資
格
で
時
間
と
と
も
に
あ
っ
て
、(

現
在
へ
と
お
の
れ
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
で
お
の
れ

を
知
る
と
い
う
時
間
性
の
構
造
を
原
型
と
し
て)

私
の
身
体
を
展
開
さ
せ
る
こ
と
で
お
の
れ
を
表
現
し
、
お
の
れ
の
あ
り
方
を
知
る
。
こ
れ
が
時

間
性
の
獲
得
で
あ
る
。
時
間
は
す
べ
て
を
流
れ
さ
せ
る
こ
と
で
そ
れ
ぞ
れ
の
現
在
に
お
い
て
お
の
れ
を
表
現
し
て
お
の
れ
を
知
る
が
、
私
は
時
間

・
・
・
・

を
ま
ね
て
、
私
の
身
体
に
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
行
為
を
さ
せ
て
、
そ
れ
に
よ
っ
て
お
の
れ
の
意
味
を
知
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
意
志
や
悟
性

・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

に
お
い
て
は
、
お
の
れ
の
生
み
出
し
た
意
味
を
永
遠
化
さ
せ
る
こ
と
で
、
時
間
を
越
え
る
と
思
い
込
む
こ
と
さ
え
も
可
能
で
あ
り
、
さ
ら
に
は
、

時
間
を
生
み
出
す
の
は
私
だ
と
思
う
こ
と
さ
え
で
き
る
。
し
か
し
そ
れ
も
、
時
間
性
が
さ
ま
ざ
ま
な
時
間
展
開
を
通
じ
て
お
の
れ
を
表
現
す
る
根

源
的
な
自
発
性
で
あ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
時
間
性
を
お
の
れ
の
原
型
と
す
る
か
ら
こ
そ
、
そ
の
な
か
で
受
動
的
に
生
を
受
け
た
主
観
性
も
自
発
性

を
も
ち
、
そ
れ
を
基
盤
に
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
を
能
動
的
に
表
現
す
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る

(��
489)

。

お
わ
り
に

わ
れ
わ
れ
の
生
に
お
い
て
は
そ
れ
を
導
く
永
遠
の
真
理
は
存
在
し
な
い
。
と
い
う
の
も
、
真
理
や
意
味
は
、
事
物
と
そ
れ
自
体
も
経
験
的
実
在

物
で
あ
る
私
の
身
体
と
が
、
そ
の
可
能
性
の
条
件
だ
か
ら
で
あ
る
。
事
物
や
身
体
が
生
成
消
滅
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
意
味
や
真
理
も
永
遠
性

を
も
た
な
い
。
し
か
も
身
体
は
誤
謬
さ
え
も
生
み
出
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
に
、
永
遠
の
真
理
の
不
在
を
理
由
に
、
人
間
的
な
表
現
の
努
力
は
無
意

味
で
あ
る
と
い
う
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
が
生
じ
る
。
し
か
し
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、
そ
れ
で
も
、
わ
れ
わ
れ
の
生
は
合
理
性
に
満
ち
て
い
て
、
真
理

へ
と
向
か
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
な
ぜ
そ
う
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
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こ
の
根
源
的
合
理
性
こ
そ
が
、
時
間
的
な
合
理
性
現
象
で
あ
り
、
時
間
性
で
あ
る
。
時
間
は
そ
の
内
に
存
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
を
移
行
さ
せ
、

そ
れ
に
適
し
た
配
分
で
一
挙
に
全
体
を
調
整
す
る
。
こ
の
働
き
に
は
い
か
な
る
遺
漏
も
な
い
。
時
間
は
敢
え
て
言
え
ば
つ
ね
に
こ
の
世
界
全
体
を

創
造
し
て
は
破
壊
す
る
と
い
う
絶
え
間
な
い
努
力
な
の
で
あ
る
。
こ
の
時
間
の
働
き
は
私
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
し
て
時
間
は
時

間
を
流
れ
さ
せ
る
こ
と
で
時
間
の
内
な
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
時
間
そ
れ
自
体
と
し
て
の
お
の
れ
を
表
現
す
る
自
発
性
で
も
あ
る
。
こ
こ
に
身
体
に

よ
っ
て
意
味
や
真
理
を
生
み
出
す
人
間
的
な
表
現
の
働
き
の
原
型
が
あ
る
。

た
し
か
に
、
時
間
の
展
開
で
さ
え
も
そ
の
つ
ど
の
現
実
化
と
い
う
試
練
を
経
ね
ば
そ
の
恒
存
的
リ
ズ
ム
を
確
証
し
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
正
し

い
。
次
の
瞬
間
が
実
現
さ
れ
な
い
限
り
、
時
間
が
続
く
と
い
う
保
障
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
時
間
的
な
合
理
性
現
象
は
永
続
す
る
真
理

(

９)

と
は
言
い
え

な
い
。
ま
た
、
時
間
的
な
合
理
性
現
象
が
根
源
的
で
あ
る
と
認
め
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
は
い
か
な
る
目
的
も
な
く
た
だ
現
象
を
そ
れ
に
応
じ
た
仕

方
で
時
間
的
に
配
分
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
真
理
の
真
偽
判
定
が
可
能
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

の
真
理
は
、
誤
謬
や
衰
亡
を
含
ん
だ
さ
ま
ざ
ま
な
真
理
と
し
て
、
相
変
わ
ら
ず
時
間
の
う
ち
に
と
ど
ま
り
続
け
る
。
そ
の
点
で
は
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
の

根
は
絶
て
な
い
。

し
か
し
、
時
間
は
、
そ
れ
固
有
の
テ
ン
ポ
で
お
の
れ
を
展
開
し
、
唯
一
の
意
味
へ
と
向
け
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
前
後
関
係
を
見
失
う
こ
と
な

く
現
象
を
配
列
し
、
時
間
的
な
隙
間
を
作
る
こ
と
な
く
、
見
事
な
仕
方
で
全
体
を
調
整
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
お
の
れ
の
意
味
を
表
現
し
つ
づ
け
て

い
る
。
し
か
も
そ
れ
は
私
が
す
る
の
で
は
な
い
、
あ
る
種
の
人
間
性
の
排
除
さ
え
感
じ
さ
せ
る
原
初
的
な
時
間
で
あ
り
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ

の
受
託
こ
そ
が
わ
れ
わ
れ
の
自
己
性
と
生
の
基
礎
を
形
作
っ
て
い
る
。
私
の
身
体
を
用
い
て
お
の
れ
の
意
味
を
表
現
す
る
と
い
う
わ
れ
わ
れ
の
自

発
性
さ
え
も
、
わ
れ
わ
れ
は｢

す
べ
て
の
意
味
の
意
味｣

・｢

合
理
性
の
出
生
地｣
で
あ
る
こ
の
時
間
か
ら
学
ぶ
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
こ
の
私
が
す
る
の

・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・

で
は
な
い
時
間
こ
そ
が
私
の
時
間
な
の
だ
と
し
て
、
新
た
に
人
間
的
な
表
現
の
努
力
を
始
め
て
ゆ
く
意
志
が
湧
く
の
で
は
な
い
か
。
こ
こ
か
ら
、

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・

お
の
れ
を
淡
々
と
た
だ
作
り
上
げ
て
は
壊
し
て
ゆ
く
全
時
間
的
な
調
整
の
働
き
に
学
ぶ
こ
と
で
、
人
間
的
な
表
現
の
努
力
は
徒
労
で
は
な
い
と
い

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・

う
信
念
、
新
た
に
わ
れ
わ
れ
の
真
理
を
打
ち
立
て
て
ゆ
こ
う
と
い
う
意
志
を
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
わ
れ
わ
れ
の
生
が
真
理
へ
の
接
近
で
あ

・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
・
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る
と
語
る
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
わ
れ
わ
れ
が
出
会
う
の
も
、
こ
こ
な
の
で
あ
る
。

付

記

以
下
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
引
用
略
符
合
と
頁
数
を
本
文
に
組
み
入
れ
た
。

��������������������������������������������������������
1945�

註

(

１)

結
局
は
、
こ
の

｢
真
理｣

は
信
念
で
し
か
な
い
。

(

２)

し
か
し
そ
う
な
ら
ば
な
ぜ
仮
想
的
と
は
い
え
こ
の
よ
う
な
時
間
の
絶
対
的
崩
壊
と
い
う
こ
と
を
イ
メ
ー
ジ
は
出
来
る
の
だ
ろ
う
か
。

(

３)

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は

『

見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の』

に
お
け
る
内
部
存
在
論
の
原
型
に
出
会
う
。

(

４)

意
味
の
意
味
と
し
て
の
時
間
そ
れ
自
体
と
は
、
あ
え
て
言
う
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
人
間
と
自
然
の
歩
ん
で
き
た
、
こ
れ
か
ら
歩
む
で
あ
ろ
う
歴
史
全
体

で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
、
私
と
は
何
で
あ
る
か
が
実
際
に
生
き
て
み
な
け
れ
ば
私
に
は
わ
か
ら
な
い
の
と
同
様
に
、
そ
の
中
に
生
き
る
わ
れ
わ
れ
に

ほ
の
め
か
さ
れ
る
に
過
ぎ
な
い
。

(

５)

こ
れ
こ
そ
が

｢

す
べ
て
の
合
理
性
の
出
生
地｣
と
し
て
の
原
初
的
世
界
に
他
な
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
や
合
理
性
と
い
う
こ

と
を
学
ぶ
。

(

６)
『

眼
と
精
神』

で
は
、
世
界
そ
の
も
の
で
あ
る
よ
う
な
見
え
る
身
体
の
生
地
が
お
の
れ
に
折
り
返
す
こ
と
で
見
る
身
体
を
発
生
さ
せ
、
そ
の
見
る
身
体

に
よ
っ
て
見
え
る
身
体
が
見
ら
れ
る
も
の
に
分
化
す
る
過
程
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

(

７)

し
か
し
、
現
在
は
な
ぜ
存
在
の
充
実
な
の
か
。

(

８)

し
か
し
な
が
ら
、
主
観
性
と
時
間
性
が
同
一
の
存
在
構
造
を
も
つ
こ
と
が
な
ぜ
、
私
が
時
間
で
あ
る
こ
と
な
の
か
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
疑
問
は
残
る
。

(

９)

そ
の
よ
う
な
も
の
は
、
な
に
も
な
い
。

※
本
稿
は
、
九
州
大
学
哲
学
会
平
成
二
十
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
に
お
け
る
筆
者
の
提
題
に
基
づ
い
て
制
作
し
た
、
日
本
現
象
学
会
第
三
十
回
研
究
大

会
に
お
け
る
発
表
原
稿
を
、
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。

(

平
成
十
八
年
本
学
大
学
院
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
退
学
・
九
州
大
学
文
学
部
非
常
勤
講
師)
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