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『
千
の
プ
ラ
ト

l
』

に
お
け
る
内
在
平
面

ー
ド
ゥ
ル

l
ズ

『
ス
ピ
ノ
ザ
ム
夫
践
哲
学
』
と
の
関
係
か
ら

l

大

崎

晴

美

は
じ
め
に

『
干
の
プ
ラ
ト
l
』
は
、
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
l
ズ
と
フ
エ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
の
一
九
八

O
年
の
共
著
で
あ
り
、
同
じ
く
二
人
の
共
著
で

あ
る
一
九
七
二
年
の
『
ア
ン
チ
・
エ
デ
ィ
プ
ス
』
と
と
も
に
、
『
資
本
主
義
と
分
裂
症
』
と
い
う
連
作
を
形
成
す
る
。
『
干
の
プ
ラ
ト
l
』

で
は
、
前
作
の
『
ア
ン
チ
・
エ
デ
ィ
プ
ス
』
に
は
な
い
多
く
の
概
念
が
導
入
さ
れ
る
が
、
そ
の
内
で
最
も
重
要
な
も
の
の
一
つ
に
、
「
内
在

平
面
」
（
1
8
5
B
g
g
g
B）
が
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
、
「
存
立
平
面
」
（
1
2
母
8
5
2
E
5
0）
と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
内
在
平
面

は
、
『
千
の
プ
ラ
ト
！
』
と
い
う
著
作
の
成
立
様
式
を
規
定
す
る
中
心
概
念
で
あ
る
「
リ
ゾ
l
ム
」
（
円
ENOBO）
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
。

実
際
、
ド
ゥ
ル
l
ズ
は
、
ジ
ャ
ン
・
ク
レ
・
マ
ル
タ
ン
宛
の
手
紙
で
、
多
な
る
も
の
と
し
て
の
多
な
る
も
の
の
肯
定
と
い
う
こ
の
著
作
の

企
図
に
と
っ
て
最
良
の
も
の
と
し
て
、
リ
ゾ
l
ム
の
概
念
に
言
及
し
て
い
る
。

「
そ
れ
自
身
と
し
て
の
諸
々
の
多
様
体
（
ヨ
巳
己
主
互
広
印
）
に
捧
げ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
『
干
の
プ
ラ
ト
1
』
で
あ
る
。
」
（
〈
－
U
・∞）

「
《
リ
ゾ
l
ム
》
は
、
諸
々
の
多
様
体
を
指
し
示
す
た
め
に
最
良
の
語
で
あ
る
。
」
（
〈
・
匂
・
∞
）

し
か
し
、
実
は
こ
の
リ
ゾ
l
ム
が
確
立
さ
れ
る
た
め
に
必
要
不
可
欠
な
の
が
、
内
在
平
面
、
あ
る
い
は
、
存
立
平
面
な
の
で
あ
る
。
次
の

箇
所
は
、
『
千
の
プ
ラ
ト
1
』
で
、
存
立
平
面
と
い
う
用
語
の
説
明
に
当
て
ら
れ
た
部
分
で
の
言
明
で
あ
る
。
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一O
四

『干のプラトー』における内在平面

「
存
立
性
は
、
（
中
略
）
リ
ゾ
l
ム
型
の
諸
々
の
多
様
体
の
強
化
を
確
実
な
も
の
に
す
る
。
」
（
宮
戸
匂
・

8
M）

ま
た
、
内
在
平
面
の
概
念
は
、
『
干
の
プ
ラ
ト
l
』
の
内
に
見
出
さ
れ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
晩
年
へ
と
至
る
そ
の
後
の
ド
ゥ
ル
l
ズ
H
ガ

タ
リ
あ
る
い
は
ド
ゥ
ル

1
ズ
の
著
作
の
中
で
よ
り
重
要
性
を
増
し
て
い
く
。
事
実
、
内
在
平
面
は
、
一
九
九
一
年
の
ド
ゥ
ル
l
ズ
リ
ガ
タ

リ
の
共
著
『
哲
学
と
は
何
か
』
で
は
、
こ
の
本
の
主
題
で
あ
る
哲
学
の
三
つ
の
要
素
の
一
つ
と
し
て
の
地
位
を
占
め
る
（
CHM・
匂
・
記
）
の

み
な
ら
ず
、
ド
ゥ
ル
l
ズ
の
最
後
の
論
文
で
あ
る
一
九
九
五
年
の
「
内
在
性
一
あ
る
一
つ
の
生
」
で
は
、
生
そ
の
も
の
と
同
一
視
さ
れ
も

す
る

Q
P
℃・

6
0
従
っ
て
、
こ
の
概
念
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
『
干
の
プ
ラ
ト
l
』
と
い
う
著
作
を
理
解
す
る
端
緒
と
な
る
と
同
時
に
、

こ
の
著
作
を
ド
ゥ
ル
l
ズ
H
ガ
タ
リ
あ
る
い
は
ド
ゥ
ル
l
ズ
の
そ
の
後
の
著
作
と
の
連
関
で
位
置
付
け
る
こ
と
へ
の
可
能
性
を
開
く
。
そ

し
て
、
そ
の
こ
と
は
、
ド
ゥ
ル
l
ズ
H
H
ガ
タ
リ
の
哲
学
観
、
ひ
い
て
は
、
哲
学
と
不
可
分
に
結
び
付
い
た
も
の
で
あ
る
限
り
で
の
ド
ゥ
ル
ー

ズ
に
と
っ
て
の
生
を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
射
程
の
広
が
り
を
持
つ
。

さ
て
、
こ
れ
ら
の
著
作
に
お
け
る
内
在
平
面
の
概
念
を
貫
い
て
い
る
の
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
の
関
わ
り
で
あ
る
。
『
千
の
プ
ラ
ト
l
』
に
お

け
る
内
在
平
面
の
着
想
は
、
彼
等
に
よ
っ
て
独
自
の
仕
方
で
理
解
さ
れ
る
限
り
で
の
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
に
由
来
す
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、

『
哲
学
と
は
何
か
』
で
も
、
「
内
在
性
｜
あ
る
一
つ
の
生
」
で
も
、
内
在
平
面
は
ス
ピ
ノ
ザ
と
結
び
付
け
て
言
及
さ
れ
る
。

「
ス
ピ
ノ
ザ
、
無
限
の
哲
学
者
ー
ー
へ
の
生
成
変
化
。
彼
は
、
《
最
良
の
》
、
す
な
わ
ち
、
最
も
純
粋
な
内
在
平
面
を
示
し
、
作
成
し
、
思

考
し
た
。
」
（
心
同
J

U
・包）

「
哲
学
的
な
作
業
の
最
も
深
い
所
に
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
を
再
導
入
す
る
真
の
内
在
平
面
」

9
P
匂・

6

更
に
、
内
在
平
面
の
着
想
が
ス
ピ
ノ
ザ
に
由
来
す
る
こ
と
は
、
一
九
七
O
年
初
版
、
一
九
八
一
年
再
版
の
ド
ゥ
ル
l
ズ
の
ス
ピ
ノ
ザ
論
『
ス

ピ
ノ
ザ

l
実
践
哲
学
』
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
こ
の
著
作
の
再
版
で
の
加
筆
部
分
で
は
、
『
干
の
プ
ラ
ト
l
』
と
ほ
ぼ
同
じ
仕
方
で
、
ス
ピ

ノ
ザ
に
即
し
て
内
在
平
面
に
つ
い
て
言
及
さ
れ
る
。
の
み
な
ら
ず
、
内
在
平
面
を
定
義
す
る
枠
組
み
は
、
初
版
か
ら
あ
る
部
分
の
内
に
既

ド
ゥ
ル
l
ズ
の
こ
の
ス
ピ
ノ
ザ
論
が
内
在
平
面
の
着
想
を
方
向
付
け
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に

に
最
初
か
ら
見
出
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
、



な
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
の
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
を
手
が
か
り
に
し
て
、
『
千
の
プ
ラ
ト
l
』
で
の
内
在
平
面
の
概
念
と
、
こ
の
著
作
の
成
立
様
式

を
理
解
す
る
可
能
性
が
聞
か
れ
る
。

本
論
は
、
ド
ゥ
ル
l
ズ
の
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
と
の
関
係
で
、
『
干
の
プ
ラ
ト
l
』
で
の
内
在
平
面
の
概
念
を
解
明
す
る
と
と
も
に
、
そ
こ
か

ら
、
こ
の
著
作
の
成
立
様
式
の
持
つ
意
味
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
ま
ず
、
こ
の
著
作
に
お
い
て
、
内
在
平
面
の
概
念
が
ど
の

よ
う
な
も
の
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
か
を
考
察
し
、
そ
の
こ
と
が
ス
ピ
ノ
ザ
と
の
結
び
付
き
で
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
（
1
）
。
次

に
、
こ
の
著
作
に
お
い
て
彼
等
が
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
に
見
出
す
枠
組
み
が
、
ド
ゥ
ル
l
ズ
の
『
ス
ピ
ノ
ザ
上
実
践
哲
学
』
の
内
に
、
初
版
部

分
と
再
版
部
分
の
区
別
な
く
、
一
貫
し
て
存
続
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
（
2
）
。
更
に
、
こ
の
枠
組
み
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ

カ
』
の
ど
の
部
分
に
基
づ
い
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
着
想
さ
れ
た
の
か
を
検
討
す
る
（
3
）
。
ま
た
、
こ
の
検
討
か
ら
明
ら

か
に
な
る
、
ド
ゥ
ル
l
ズ
の
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
の
前
提
に
着
目
し
て
、
再
び
内
在
平
面
の
概
念
を
と
ら
え
直
す
（
4
）
。
最
後
に
、
内
在
平
面

の
概
念
の
こ
の
と
ら
え
直
し
を
手
が
か
り
に
し
て
、
『
千
の
プ
ラ
ト
l
』
と
い
う
著
作
の
成
立
様
式
の
持
つ
意
味
を
考
え
る
（
5
）。

『千のプラトー』における内在平面

1
．
内
在
平
面
と
ス
ピ
ノ
ザ
的
枠
組
み

『
干
の
プ
ラ
ト
l
』
に
お
い
て
、
内
在
平
面
は
、
「
超
越
平
面
」
（

1
8
号
可
自
民

g
母ロ
B
）
の
対
概
念
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
両
者

は
と
も
に
、
所
与
と
し
て
の
多
な
る
も
の
を
与
え
る
も
の
が
属
す
る
次
元
、
も
し
く
は
、
こ
の
次
元
に
つ
い
て
の
考
え
方
と
し
て
着
想
さ

れ
、
両
者
を
区
別
す
る
の
は
、
こ
の
次
元
が
所
与
そ
の
も
の
の
内
に
あ
る
か
ど
う
か
、
ま
た
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
所
与
と
し
て
の
多

な
る
も
の
が
多
な
る
も
の
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

一
方
で
、
超
越
平
面
と
は
、
所
与
を
与
え
る
も
の
の
属
す
る
次
元
が
所
与
の
内
に
は
な
い
場
合
に
、
こ
の
次
元
を
指
す
。
そ
の
場
合
に

は
、
所
与
と
し
て
の
多
な
る
も
の
は
、
所
与
の
外
に
あ
る
こ
の
次
元
に
よ
っ
て
統
一
性
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
で
、
多
な
る
も
の
と
し
て
肯

定
さ
れ
る
こ
と
が
不
可
能
に
な
る
。

0 
五



一O
六

『干のプラ卜－Jにおける内在平面

「
平
面
は
、
人
が
見
る
も
の
を
見
え
さ
せ
、
理
解
す
る
も
の
を
理
解
さ
せ
る
：
・
等
と
い
っ
た
よ
う
に
、
何
ら
か
の
状
態
の
下
で
、
何
ら

か
の
瞬
間
に
お
い
て
、
絶
え
ず
所
与
が
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
す
る
、
隠
さ
れ
た
原
理
で
あ
り
得
る
。
し
か
し
、
平
面
は
そ
れ
自
身
で
は
与

え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
は
本
性
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
い
る
。
平
面
は
、
平
面
が
与
え
る
も
の
か
ら
出
発
し
て
推
論
し
、
導
出
し
、
結
論
さ
れ

得
る
に
す
ぎ
な
い
（
中
略
）
。
実
際
、
そ
の
よ
う
な
平
面
は
、
展
開
の
平
面
で
あ
る
と
同
様
に
、
組
織
化
の
平
面
で
も
あ
る
。
（
中
略
）
い

ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
よ
う
に
着
想
さ
れ
た
、
あ
る
い
は
、
作
り
上
げ
ら
れ
た
平
面
は
、
諸
々
の
形
態
の
展
開
と
諸
々
の
主
体
の
組
織
化
に

関
わ
る
。
（
中
略
）
と
す
れ
ば
、
平
面
が
そ
れ
自
身
で
は
与
え
ら
れ
な
い
の
も
や
む
を
得
な
い
。
実
際
、
平
面
は
、
そ
れ
が
与
え
る
も
の
に

対
し
て
補
足
的
な
次
元
に
お
い
て
し
か
存
在
し
な
い
（
中
略
）
。
こ
の
こ
と
の
故
に
、
そ
れ
は
神
学
的
な
平
面
、
意
図
、
心
的
な
原
理
で
あ

る
。
そ
れ
は
超
越
性
の
平
面
で
あ
る
。
（
中
略
）
諸
々
の
形
態
と
そ
れ
ら
の
発
展
、
諸
々
の
主
体
と
そ
れ
ら
の
形
成
は
、
超
越
的
な
統
一
性

あ
る
い
は
隠
さ
れ
た
原
理
と
し
て
働
く
平
面
を
指
し
示
す
。
」
（
宮
司
・
℃
－

sm）

超
越
平
面
は
、
所
与
を
与
え
は
す
る
が
、
そ
れ
自
身
は
所
与
と
し
て
は
与
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
そ
れ
は
、
所
与
に
対
し
て
付
け

加
え
ら
れ
る
補
足
的
な
次
元
と
し
て
、
所
与
を
超
越
し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
、
こ
の
次
元
は
超
越
平
面
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
は
、
所
与
と

し
て
の
多
な
る
も
の
か
ら
推
論
に
よ
っ
て
導
出
さ
れ
る
し
か
な
い
よ
う
な
一
者
と
し
て
想
定
さ
れ
る
。
更
に
、
こ
の
よ
う
な
一
者
と
し
て

の
超
越
平
面
が
、
多
な
る
も
の
に
対
し
て
超
越
的
な
統
一
性
を
付
与
す
る
こ
と
で
、
多
な
る
も
の
が
統
合
さ
れ
、
各
々
と
し
て
の
固
定
的

，e 

な
同
一
性
を
持
つ
主
体
や
対
象
と
し
て
成
立
す
る
。
つ
ま
り
、
主
体
や
対
象
の
成
立
は
、
超
越
平
面
と
い
う
一
者
の
想
定
に
よ
っ
て
可
能

と
な
る
の
で
あ
る
。

他
方
で
、
内
在
平
面
と
は
、
所
与
を
与
え
る
も
の
の
属
す
る
次
元
が
所
与
そ
の
も
の
の
内
に
あ
る
場
合
に
、
こ
の
次
元
を
指
す
。
そ
の

場
合
に
は
、
所
与
と
し
て
の
多
な
る
も
の
は
、
そ
の
外
か
ら
統
一
性
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
多
な
る
も
の
と
し
て
肯
定
さ
れ
る
こ
と

が
可
能
に
な
る
。

「
更
に
、
全
く
別
の
平
面
、
あ
る
い
は
、
平
面
に
つ
い
て
の
全
く
別
の
着
想
が
存
す
る
。
そ
こ
に
は
、
諸
々
の
形
態
も
そ
れ
ら
の
発
展



「千のプラトー』における内在平面

も
、
諸
々
の
主
体
も
そ
れ
ら
の
形
成
も
、
も
は
や
全
く
存
し
な
い
。
（
中
略
）
た
だ
、
形
態
を
持
た
な
い
、
少
な
く
と
も
、
相
対
的
に
は
形

態
を
持
た
な
い
諸
要
素
、
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
分
子
や
微
粒
子
の
聞
の
、
運
動
と
静
止
、
速
さ
と
遅
さ
の
聞
の
関
係
の
み
が
存
す

る
。
た
だ
、
諸
々
の
集
団
的
な
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
を
構
成
す
る
、
諸
々
の
此
性
、
情
動
、
主
体
な
き
個
体
化
の
み
が
存
す
る
。
（
中
略
）
諸
々

の
経
度
や
緯
度
、
諸
々
の
速
さ
や
此
性
し
か
知
ら
な
い
こ
の
平
面
を
、
我
々
は
、
（
組
織
化
と
展
開
の
平
面
と
の
対
立
に
お
い
て
）
存
立
あ

る
い
は
構
成
の
平
面
と
呼
ぶ
。
そ
れ
は
必
然
的
に
、
内
在
性
あ
る
い
は
一
義
性
の
平
面
で
あ
る
。
」
（
宮
司
己
－

se

内
在
平
面
は
、
所
与
を
与
え
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
自
身
も
ま
た
所
与
と
し
て
与
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
所
与
に
対
し
て
補
足
的
な

次
元
を
付
け
加
え
る
こ
と
な
く
、
所
与
そ
の
も
の
の
内
に
あ
り
、
そ
こ
に
一
貫
し
て
存
す
る
こ
と
の
故
に
、
そ
れ
は
内
在
も
し
く
は
存
立

平
面
と
呼
ば
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
超
越
的
な
一
者
の
不
在
に
よ
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
、
固
定
的
な
同
一
性
を
割
り
振
ら
れ
た
主
体
や

対
象
と
し
て
で
は
な
く
、
各
々
が
此
性
と
し
て
し
か
規
定
さ
れ
な
い
絶
対
的
に
特
異
な
個
体
と
し
て
出
現
す
る
。
ま
た
、
各
々
の
個
体
が

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
出
現
す
る
の
は
、
そ
れ
ら
を
構
成
す
る
分
子
や
微
粒
子
等
の
諸
要
素
の
運
動
と
静
止
の
関
係
と
、
そ
れ
に
対
応

す
る
情
動
が
、
そ
の
都
度
絶
対
的
に
特
異
な
も
の
で
あ
る
こ
と
の
故
に
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
個
体
と
い
う
所
与
の
内
に
あ
る
、
所
与
を
与

え
る
も
の
と
は
、
個
体
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
運
動
と
静
止
の
関
係
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
情
動
の
こ
と
で
あ
り
、
内
在
平
面
と
は
、
あ

ら
ゆ
る
個
体
の
内
に
あ
る
こ
の
関
係
と
情
動
の
両
者
が
累
積
さ
れ
た
総
体
な
の
で
あ
る
。

さ
て
、
内
在
平
面
に
つ
い
て
の
こ
う
し
た
着
想
は
、
『
千
の
プ
ラ
ト
l
』
の
別
の
箇
所
で
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
の
結
び
付
き
に
お
い
て
言
及
さ

れ
て
い
る
。
こ
の
著
作
に
は
、
「
あ
る
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
者
の
思
い
出
」
と
い
う
表
題
の
付
い
た
二
つ
の
節
が
あ
り
、
ま
ず
、
そ
の
一
つ
目
の

世
即
で
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
世
界
観
の
一
側
面
が
次
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
。

「
人
は
、
諸
々
の
本
質
的
あ
る
い
は
実
体
的
形
相
を
非
常
に
様
々
な
仕
方
で
批
判
し
て
き
た
。
し
か
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
は
そ
れ
を
徹
底
的

に
行
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
も
は
や
形
相
も
機
能
も
持
た
な
い
よ
う
な
、
従
っ
て
、
そ
の
意
味
で
は
、
完
全
に
実
在
的
で
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
抽
象
的
で
あ
る
よ
う
な
諸
要
素
へ
と
到
達
す
る
こ
と
。
そ
れ
ら
の
諸
要
素
は
た
だ
、
運
動
と
静
止
、
遅
さ
と
速
さ
の
み
に
よ
っ
て

。
七
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区
別
さ
れ
る
。
（
中
略
）
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ら
が
そ
の
内
に
入
る
と
こ
ろ
の
、
速
さ
の
度
合
い
、
あ
る
い
は
、
運
動
と
静
止
の
関
係
に
従
っ

て
、
あ
れ
こ
れ
の
個
体
に
帰
属
す
る
。
ま
た
、
こ
の
個
体
そ
れ
自
身
が
、
よ
り
複
雑
な
他
の
関
係
の
下
で
は
、
他
の
個
体
の
部
分
で
あ
り

得
る
の
で
あ
り
、
以
下
こ
う
し
た
こ
と
が
無
限
に
続
く
。
（
中
略
）
各
々
の
個
体
は
、
無
限
の
多
様
体
で
あ
り
、
ま
た
、
自
然
全
体
は
、
諸
々

の
多
様
体
か
ら
な
る
、
完
全
に
個
体
化
さ
れ
た
多
様
体
で
あ
る
。
」
（
冨
H
J
U
－
Eciω
＝）

こ
の
箇
所
で
は
、
諸
要
素
が
運
動
と
静
止
の
一
定
の
関
係
の
下
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
々
の
個
体
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
更
に
、
あ
ら
ゆ
る
個
体
の
総
体
で
あ
る
自
然
全
体
も
ま
た
、
同
じ
仕
方
で
各
々
の
個
体
を
部
分
と
し
て
構
成
さ
れ
る
。
こ
の
箇

所
で
は
、
個
体
と
自
然
全
体
の
両
者
は
、
「
多
様
体
」
（

g
z
－21
E
H
b）
と
い
う
同
じ
語
に
よ
っ
て
形
容
さ
れ
る
。
多
様
体
と
は
、
多
が
実

調
と
し
て
扱
わ
れ
た
も
の
（
宮
司
己
－

E
）
、
つ
ま
り
、
多
な
る
も
の
が
多
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
肯
定
さ
れ
た
も
の
の
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
具
体
的
に
は
、
多
く
の
諸
要
素
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
集
合
体
を
指
し
、
こ
れ
ら
の
諸
要
素
の
関
係
の
変
化
に
応
じ
て
そ
れ
自
体

も
ま
た
多
く
の
仕
方
で
変
化
す
る
。
こ
の
意
味
で
は
、
自
然
全
体
も
ま
た
一
つ
の
多
様
体
で
あ
り
、
そ
の
資
格
に
お
い
て
、
各
々
の
個
体

を
要
素
と
す
る
一
つ
の
個
体
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
個
体
の
集
合
体
と
し
て
の
自
然
も
ま
た
、
そ
れ
ら
の
個
体
の
関
係
の
変

化
に
応
じ
て
そ
れ
自
体
も
ま
た
多
く
の
仕
方
で
変
化
す
る
。

こ
の
箇
所
で
語
ら
れ
て
い
る
、
諸
要
素
の
運
動
と
静
止
の
関
係
の
下
で
の
個
体
の
構
成
は
、
前
に
内
在
平
面
上
で
生
じ
る
事
態
と
し
て

語
ら
れ
て
い
た
も
の
と
同
じ
で
あ
り
、
更
に
、
こ
の
箇
所
で
は
、
こ
の
事
態
を
規
定
す
る
枠
組
み
が
ス
ピ
ノ
ザ
に
由
来
す
る
こ
と
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
。
実
際
、
こ
の
箇
所
の
直
後
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
体
の
総
体
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
れ
自
体
も
ま
た
一
つ
の
個
体
で
あ
る
よ

う
な
自
然
が
、
自
然
の
存
立
平
面
と
呼
ば
れ
、
次
の
よ
う
な
仕
方
で
言
及
さ
れ
て
い
る
。

「
自
然
の
存
立
平
面
は
、
抽
象
的
な
、
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
在
的
か
つ
個
体
的
な
巨
大
な
機
械
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
諸
々

の
部
品
は
、
様
々
な
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
や
個
体
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
や
個
体
の
各
々
が
、
多
か
れ
少
な
か
れ
構
成
さ
れ

た
も
の
で
あ
る
無
限
に
多
く
の
関
係
の
下
に
、
無
限
に
多
く
の
徴
粒
子
を
集
め
る
。
」
（
宮
司
・
匂
・

2
H）



ま
た
、
そ
の
少
し
後
で
は
、
こ
の
自
然
の
存
立
平
面
が
、
内
在
平
面
と
言
い
換
え
ら
れ
で
も
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
、
個
体
も
自
然

全
体
も
同
じ
く
多
く
の
要
素
か
ら
な
る
多
様
体
で
あ
る
と
い
う
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
に
見
出
さ
れ
た
世
界
観
の
一
側
面
と
の
結
び
付
き
で
、

『干のプラトー』における内在平面

内
在
平
面
が
語
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
先
で
は
、
諸
要
素
の
運
動
と
静
止
の
関
係
と
、
こ
の
関
係
に
対
応
す
る
情
動
と
い
う
こ
つ
の
様
相
に
よ
っ
て
、
内
在
平
面
が
規

定
さ
れ
る
と
言
わ
れ
て
い
た
。
そ
れ
ら
の
内
で
、
前
者
に
つ
い
て
は
ス
ピ
ノ
ザ
と
の
結
び
付
き
で
の
言
及
は
あ
る
と
し
て
、
後
者
に
つ
い

て
は
ど
う
な
の
か
。
後
者
に
つ
い
て
の
言
及
が
な
さ
れ
る
の
は
、
「
あ
る
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
者
の
思
い
出
」
と
い
う
表
題
の
二
つ
目
の
節
で
あ

る
。
次
の
箇
所
は
、
こ
の
節
の
冒
頭
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

「
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
、
も
う
一
つ
の
様
相
が
存
す
る
。
無
限
に
多
く
の
諸
部
分
を
集
め
る
、
運
動
と
静
止
、
速
さ
と
遅
さ
の
各
々

の
関
係
に
、
力
能
（
℃

E
g
g
g）
の
あ
る
度
合
い
が
対
応
す
る
。
個
体
を
構
成
し
、
分
解
し
、
あ
る
い
は
、
変
様
さ
せ
る
諸
関
係
に
、
諸
々

の
強
度
が
対
応
す
る
。
（
中
略
）
力
能
の
あ
れ
こ
れ
の
度
合
い
に
従
っ
て
、
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
こ
の
力
能
の
諸
限
界
に
従
っ
て
、
あ
る
身

体
に
可
能
な
諸
々
の
情
動
を
、
人
は
こ
の
身
体
の
緯
度
と
呼
ぶ
だ
ろ
う
。
経
度
が
、
あ
る
関
係
の
下
で
の
外
延
的
な
諸
部
分
か
ら
な
る
の

と
同
じ
く
、
緯
度
は
、
あ
る
能
力
の
下
で
の
強
度
的
な
諸
部
分
か
ら
な
る
。
」
（
冨
戸
匂
匂
・
臼

ω
1
2品）

こ
の
箇
所
で
は
、
個
体
を
構
成
す
る
諸
部
分
の
運
動
と
静
止
の
関
係
に
、
各
々
の
個
体
が
自
分
の
力
能
と
し
て
感
じ
る
情
動
が
対
応
す
る

こ
と
が
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
世
界
観
の
も
う
一
つ
の
側
面
と
し
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
前
者
が
経
度
、
後
者
が
緯
度
と
呼
ば
れ
る
。
ま
た
、
こ

の
箇
所
で
は
、
経
度
と
し
て
の
運
動
と
静
止
の
関
係
の
下
に
あ
る
諸
部
分
が
外
延
的
、
緯
度
と
し
て
の
情
動
に
一
致
す
る
諸
部
分
が
強
度

的
と
呼
ば
れ
て
も
い
る
。
一
方
で
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
な
、
個
体
を
構
成
す
る
諸
要
素
は
、
そ
れ
ら
自
身
の
本
性
を
保
っ
た
ま
ま

で
よ
り
大
き
な
別
の
個
体
を
構
成
す
る
こ
と
の
故
に
、
外
延
量
に
属
す
る
外
延
的
な
諸
部
分
と
見
な
さ
れ
る
。
何
故
な
ら
、
外
延
量
と
は
、

距
離
、
面
積
、
体
積
等
の
よ
う
に
、
空
間
に
お
け
る
拡
が
り
を
持
ち
、
量
的
に
加
算
可
能
な
、
従
っ
て
、
性
質
を
変
え
る
こ
と
な
く
分
割

可
能
な
量
を
指
す
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
強
度
量
と
は
、
温
度
、
速
度
、
明
る
さ
等
の
よ
う
に
、
感
覚
さ
れ
る
強
さ
の
度
合
い

。
九
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二
O

の
み
を
持
ち
、
量
的
に
は
加
算
不
可
能
な
、
従
っ
て
、
性
質
を
変
え
る
こ
と
な
し
に
は
分
割
不
可
能
な
量
を
指
す
。
そ
こ
か
ら
、
各
々
の

個
体
の
各
々
の
状
態
に
応
じ
て
様
々
な
性
質
を
持
つ
力
能
あ
る
い
は
情
動
が
、
強
度
量
に
属
す
る
強
度
的
な
諸
部
分
と
見
な
さ
れ
る
訳
で

あ
る
。更

に
、
こ
の
節
で
は
、
各
々
の
個
体
が
こ
う
し
た
緯
度
と
経
度
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
あ
ら
ゆ
る
個
体
か
ら
な
る
自
然

全
体
も
ま
た
こ
れ
ら
の
二
つ
の
様
相
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
再
び
ス
ピ
ノ
ザ
と
の
結
び
付
き
に
お
い
て
言
及
さ

れ
る
。「

身
体
か
ら
こ
れ
ら
の
二
つ
の
次
元
を
取
り
出
し
、
総
体
と
し
て
の
自
然
の
平
面
を
純
粋
な
経
度
と
緯
度
に
よ
っ
て
定
義
し
た
功
績

は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
帰
せ
ら
れ
る
。
」
（
宮
司
・
匂
・

ω冨〉

こ
の
箇
所
で
、
「
自
然
の
平
面
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
明
ら
か
に
内
在
平
面
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
内
在
平
面
が
、
自
然
全

体
に
含
ま
れ
る
あ
ら
ゆ
る
個
体
を
構
成
す
る
、
諸
要
素
の
関
係
と
そ
れ
に
対
応
す
る
情
動
、
つ
ま
り
、
緯
度
と
経
度
の
総
体
と
し
て
前
に

理
解
さ
れ
た
こ
と
と
も
符
号
す
る
。

そ
こ
か
ら
、
個
体
を
構
成
す
る
諸
要
素
の
運
動
と
静
止
の
関
係
、
こ
の
関
係
に
対
応
す
る
情
動
と
し
て
の
個
体
の
力
能
、
つ
ま
り
、
経

度
と
緯
度
と
い
う
内
在
平
面
の
二
つ
の
様
相
、
そ
れ
に
加
え
て
、
経
度
と
し
て
の
関
係
か
ら
不
可
分
な
諸
要
素
と
い
う
、
内
在
平
面
を
成

立
さ
せ
る
三
つ
の
契
機
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
と
結
び
付
け
ら
れ
る
枠
組
み
に
基
づ
い
て
着
想
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
枠
組
み
は
、

実
は
ド
ゥ
ル
l
ズ
の
『
ス
ピ
ノ
ザ
ム
夫
践
哲
学
』
に
由
来
す
る
。
次
に
、
こ
の
ス
ピ
ノ
ザ
論
を
考
察
し
よ
う
。

2
．
『
ス
ピ
ノ
ザ
｜
実
践
哲
学
』
の
一
貫
性

『
ス
ピ
ノ
ザ
｜
実
践
哲
学
』
の
初
版
は
一
九
七
O
年
、
再
版
は
一
九
八
一
年
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
の
再
版
は
『
干
の
プ
ラ
ト
！
』
の

出
版
の
一
年
後
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
再
版
で
の
加
筆
部
分
は
、
『
千
の
プ
ラ
ト
l
』
で
の
ス
ピ
ノ
ザ
理
解
を
直
接
的
に
反
映
し
て
い
る
。
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し
か
し
、
実
は
そ
の
ス
ピ
ノ
ザ
理
解
の
基
本
的
な
骨
格
は
、
初
版
部
分
で
既
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
ち
な
み
に
、
再
版
の
第
一
章
、
第
二

章
、
ま
た
、
『
エ
チ
カ
』
の
主
要
概
念
の
解
説
で
あ
る
第
四
章
の
ほ
と
ん
ど
の
項
目
が
、
初
版
か
ら
の
継
続
部
分
で
あ
り
、
第
三
章
、
第
五

章
、
第
六
章
と
、
第
四
章
の
中
の
四
項
目
が
、
再
版
で
の
加
筆
部
分
で
あ
る
。

ま
ず
、
次
の
箇
所
は
、
再
版
で
加
筆
さ
れ
た
第
六
章
か
ら
の
引
用
で
あ
る
。

「
我
々
は
、
諸
々
の
微
粒
子
、
言
い
換
え
れ
ば
、
形
を
持
た
な
い
諸
要
素
の
聞
の
、
速
さ
と
遅
さ
、
運
動
と
静
止
の
諸
関
係
の
総
体
を
、

あ
る
任
意
の
身
体
の
経
度
と
呼
ぶ
。
そ
れ
ら
の
微
粒
子
は
、
こ
う
し
た
観
点
か
ら
こ
の
身
体
を
構
成
す
る
。
我
々
は
、
各
々
の
瞬
間
に
身

体
を
充
た
す
諸
々
の
情
動
の
総
体
、
言
い
換
え
れ
ば
、
無
名
の
力
（
存
在
す
る
力
、
変
様
さ
れ
る
能
力
）
の
諸
々
の
強
度
的
な
状
態
を
、

緯
度
と
呼
ぶ
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
我
々
は
身
体
に
つ
い
て
の
地
図
を
作
成
す
る
。
諸
々
の
経
度
と
緯
度
の
総
体
は
、
自
然
を
、
内
在
あ

る
い
は
存
立
の
平
面
を
形
作
る
。
そ
れ
は
、
常
に
可
変
的
で
あ
り
、
諸
々
の
個
体
や
集
団
に
よ
っ
て
、
絶
え
ず
再
編
さ
れ
、
構
成
さ
れ
、

再
構
成
さ
れ
て
い
る
。
」
（
ω司－
u・口同）

こ
の
箇
所
で
は
、
経
度
と
緯
度
、
つ
ま
り
、
外
延
的
な
諸
要
素
の
運
動
と
静
止
の
関
係
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る
強
度
的
な
状
態
に
よ
る
、

個
体
と
自
然
の
両
者
の
構
成
が
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
場
合
の
自
然
が
、
内
在
平
面
あ
る
い
は
存
立
平
面
と
い
う
言
葉
で
言
い
表
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
枠
組
み
は
、
『
千
の
プ
ラ
ト
l
』
の
内
に
存
し
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
こ
の
箇
所
が
『
干
の
プ
ラ
ト
！
』

で
の
ス
ピ
ノ
ザ
理
解
を
直
接
的
に
反
映
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

だ
が
、
再
版
に
見
ら
れ
る
こ
う
し
た
枠
組
み
は
、
初
版
で
の
主
題
の
延
長
線
上
に
位
置
付
け
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
第
四
章
の
初
版

部
分
に
あ
る
次
の
箇
所
を
見
れ
ば
明
白
で
あ
る
。

「
従
っ
て
、
個
体
は
常
に
、
特
徴
的
な
関
係
の
下
で
様
態
の
特
異
な
本
質
に
属
す
る
限
り
で
の
、
無
限
に
多
く
の
外
延
的
な
諸
部
分
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
」

GMJ
℃・＝。）

こ
の
箇
所
は
、
個
体
が
外
延
的
な
諸
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
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「
し
か
し
、
あ
ら
ゆ
る
出
会
い
に
お
い
て
、
永
遠
の
真
理
と
し
て
の
諸
関
係
が
常
に
存
す
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
秩
序
に
従
え
ば
、
人

は
自
然
全
体
を
、
あ
ら
ゆ
る
関
係
を
構
成
す
る
よ
う
な
、
ま
た
、
異
な
る
度
合
い
を
持
つ
外
延
的
な
諸
部
分
の
あ
ら
ゆ
る
無
限
集
合
を
所

有
す
る
よ
う
な
、
一
つ
の
個
体
と
し
て
理
解
す
る
だ
ろ
う
。
」
（
ω戸
匂
・
＝

3

こ
の
箇
所
は
、
個
体
と
同
様
に
外
延
的
な
諸
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
で
、
自
然
全
体
も
ま
た
一
つ
の
個
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る

こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
二
つ
の
箇
所
の
内
に
は
、
個
体
と
自
然
全
体
を
と
も
に
諸
要
素
の
集
合
体
と
し
て
考
え
る
着
想
が
表
れ
て
い
る
が
、

こ
の
同
じ
着
想
は
、
再
版
で
の
加
筆
部
分
と
『
干
の
プ
ラ
ト
l
』
を
貫
い
て
存
続
し
て
い
た
も
の
に
他
な
ら
な
い
。

更
に
、
個
体
と
自
然
全
体
を
構
成
す
る
外
延
的
な
諸
部
分
、
そ
れ
ら
の
運
動
と
静
止
の
関
係
、
ま
た
、
こ
の
関
係
に
対
応
す
る
強
度
的

な
諸
部
分
と
い
う
三
つ
の
も
の
は
、
『
ス
ピ
ノ
ザ
↓
夫
践
哲
学
』
の
第
四
章
の
初
版
部
分
で
、
様
態
の
三
つ
の
契
機
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い

る。
「
r様
態
は
、
力
能
の
度
合
い
、
あ
る
い
は
、
強
度
的
な
部
分
、
永
遠
の
部
分
で
あ
る
よ
う
な
個
別
的
な
本
質
を
持
ち
、
各
々
の
本
質

は
絶
対
的
に
単
純
で
あ
り
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
本
質
と
一
致
す
る
。

T
こ
の
本
質
は
、
そ
れ
自
身
が
存
在
に
関
わ
る
永
遠
の
真
理
で
あ
る
よ

う
な
特
徴
的
な
関
係
の
内
で
自
ら
を
表
現
す
る
（
例
え
ば
、
延
長
に
お
け
る
運
動
と
静
止
の
一
定
の
関
係
）

o
y様
態
は
、
そ
の
関
係
が
無

限
に
多
く
の
外
延
的
な
諸
部
分
を
現
実
的
に
包
摂
す
る
時
、
存
在
へ
と
移
行
す
る
。
」

3
H
u
b－
E
C）

こ
の
箇
所
は
、
緯
度
と
経
度
と
い
う
言
葉
は
使
っ
て
い
な
い
も
の
の
、
個
体
と
し
て
の
様
態
を
形
成
す
る
三
つ
の
契
機
と
し
て
、
第
一
に
、

様
態
の
存
在
を
な
す
外
延
的
な
諸
部
分
、
第
二
に
、
そ
れ
ら
の
運
動
と
静
止
の
関
係
、
第
三
に
、
こ
の
関
係
に
対
応
し
、
様
態
の
本
質
を

な
す
強
度
的
な
部
分
を
挙
げ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
契
機
は
、
若
干
の
用
語
の
違
い
を
除
け
ば
、
再
版
で
の
加
筆
部
分
と
『
千
の
プ
ラ
ト
l
』

の
両
者
に
お
い
て
、
内
在
平
面
を
成
立
さ
せ
る
三
つ
の
契
機
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
『
干
の
プ
ラ
ト
l
』
の
内
に
存
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
的
枠
組
み
は
、
『
ス
ピ
ノ
ザ
ム
夫
践
哲
学
』
の
初
版
に
由
来
し
、
「
千

の
プ
ラ
ト
l
』
の
執
筆
後
に
、
再
版
で
再
び
新
た
な
用
語
に
よ
っ
て
定
式
化
し
直
さ
れ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
こ



の
点
に
関
し
て
は
、
『
ス
ピ
ノ
ザ
上
実
践
哲
学
』
を
、
初
版
部
分
と
再
版
部
分
で
一
貫
し
た
一
つ
の
著
作
と
し
て
扱
う
こ
と
が
可
能
と
な

る
。
ま
た
、
そ
れ
と
同
時
に
、
『
ス
ピ
ノ
ザ
ム
夫
践
哲
学
』
で
の
ド
ゥ
ル
l
ズ
の
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
が
『
千
の
プ
ラ
ト
l
』
の
内
在
平
面
の
概

念
を
方
向
付
け
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

た
だ
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
枠
組
み
、
つ
ま
り
、
外
延
的
な
諸
部
分
と
強
度
的
な
諸
部
分
の
並
存
、
こ
れ
ら
の
部
分
に

よ
る
個
体
と
自
然
全
体
の
構
成
と
い
う
主
題
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
に
即
し
て
必
ず
し
も
自
明
で
あ
る
訳
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
今
度

は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
に
立
ち
戻
り
、
そ
こ
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
れ
ら
の
主
題
が
引
き
出
さ
れ
る
の
か
を
考
察
す
る
必
要
が

あ
る
。

3
．
『
エ
チ
カ
』
に
お
け
る
背
景
の
考
察

『
ス
ピ
ノ
ザ
ム
夫
践
哲
学
』
か
ら
『
千
の
プ
ラ
ト
l
』
へ
と
受
け
継
が
れ
た
、
前
述
の
ス
ピ
ノ
ザ
的
な
枠
組
み
は
、
『
エ
チ
カ
』
の
ど
の

よ
う
な
部
分
に
基
づ
い
て
語
ら
れ
る
の
か
。
そ
の
こ
と
を
、
『
ス
ピ
ノ
ザ
ム
夫
践
哲
学
』
に
よ
る
参
照
箇
所
の
指
示
に
従
っ
て
見
て
い
こ

『千のプラトー』における内在平面

・つ。
ま
ず
、
外
延
的
な
諸
部
分
に
よ
る
個
体
と
自
然
の
構
成
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
『
エ
チ
カ
』
第
二
部
定
理
一
三
以
下
の
補
助
定
理
群

が
参
照
さ
れ
る
。
こ
の
部
分
は
、
外
延
的
な
諸
部
分
に
よ
る
個
体
の
構
成
を
語
る
前
章
で
の
引
用
箇
所

3MM・H
V

・＝o）
の
末
尾
で
指
示
さ

れ
て
い
る
。
実
際
、
そ
れ
ら
の
補
助
定
理
群
に
お
い
て
は
、
物
体
（

8
召
m
H身
体
〉
が
、
運
動
と
静
止
の
一
定
の
関
係
の
下
に
あ
る
諸
部

分
か
ら
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
に
前
提
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
補
助
定
理
三
定
義
で
の
次
の
よ
う

な
言
明
で
あ
る
。

「
同
じ
あ
る
い
は
異
な
る
大
き
さ
の
一
定
数
の
物
体
が
、
他
の
物
体
に
よ
っ
て
、
相
互
に
接
合
し
合
う
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
場
合
、
あ

る
い
は
、
そ
れ
ら
の
一
定
数
の
物
体
が
同
一
の
あ
る
い
は
異
な
る
速
さ
に
よ
っ
て
運
動
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
定
の
関
係
に
従
っ
て
そ
れ

一
一一一一
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ら
の
運
動
を
相
互
に
伝
達
し
合
う
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
場
合
、
我
々
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
こ
れ
ら
の
物
体
が
そ
れ
ら
の
聞
で
統
合
さ
れ
、

そ
れ
ら
が
全
体
で
唯
一
の
同
じ
身
体
を
構
成
す
る
、
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
物
体
の
こ
の
統
合
に
よ
っ
て
他
の
諸
々
の
個
体
か
ら
区
別

さ
れ
る
、
一
つ
の
個
体
を
構
成
す
る
。
」
（
戸
匂
・
当
日
）

そ
れ
に
加
え
て
、
補
助
定
理
七
の
注
解
で
は
、
最
も
単
純
な
諸
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
諸
個
体
が
、
よ
り
大
き
な
別
の
個
体
を
構
成

す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
場
合
に
、
よ
り
小
さ
な
個
体
を
諸
部
分
と
し
て
構
成
さ
れ
る
複
合
的
な
個
体
は
、
各
々
の
部
分
の

運
動
と
他
の
部
分
へ
の
そ
の
伝
達
が
以
前
と
同
じ
状
態
に
保
持
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
の
本
性
を
保
持
し
た
ま
ま
で
多
く
の
仕
方
で
変
化
す

る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
同
じ
こ
と
が
以
下
無
限
に
続
い
た
結
果
、
自
然
全
体
が
一
つ
の
個
体
と
な
る
に
至
る
。

「
も
し
今
我
々
が
、
異
な
る
本
性
の
多
く
の
個
体
か
ら
構
成
さ
れ
た
他
の
個
体
を
理
解
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
そ
の
個
体
が
全
く
そ

の
本
性
を
保
持
し
た
ま
ま
で
他
の
多
く
の
仕
方
で
変
様
さ
れ
得
る
と
い
う
こ
と
を
見
出
す
。
実
際
、
各
々
の
部
分
は
多
く
の
物
体
か
ら
構

成
さ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
の
部
分
は
（
中
略
）
、
そ
の
本
性
に
お
け
る
変
化
を
伴
う
こ
と
な
く
、
あ
る
時
は
よ
り
遅
く
、
ま
た
あ
る
時
は
よ

り
速
く
運
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
し
、
従
っ
て
、
よ
り
速
く
あ
る
い
は
よ
り
遅
く
、
そ
の
諸
々
の
運
動
を
他
の
諸
部
分
へ
と
伝
達

す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
」
（
戸
匂
・
自
己

「
も
し
我
々
が
こ
の
よ
う
に
無
限
に
続
け
る
な
ら
ば
、
そ
の
全
体
性
に
お
け
る
自
然
が
唯
一
の
個
体
で
あ
り
、
そ
の
諸
部
分
、
す
な
わ

ち
、
あ
ら
ゆ
る
物
体
が
、
全
体
的
な
個
体
の
変
化
を
伴
う
こ
と
な
く
、
無
限
に
多
く
の
仕
方
で
変
化
す
る
と
い
う
こ
と
を
、
我
々
は
容
易

に
理
解
す
る
。
」
（
戸
匂
・
自
己

『
干
の
プ
ラ
ト
l
』
と
『
ス
ピ
ノ
ザ
ム
夫
践
哲
学
』
に
共
通
す
る
、
諸
部
分
に
よ
る
個
体
と
自
然
の
構
成
と
い
う
着
想
が
こ
こ
に
由
来
す

る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

次
に
、
外
延
的
な
諸
部
分
と
強
度
的
な
諸
部
分
の
並
存
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
だ
が
、
実
は
外
延
的
、
強
度
的
と
い
う
区
別
そ
の
も
の

は
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
用
語
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
二
種
類
の
諸
部
分
の
区
別
に
関
し
て
、
『
ス
ピ
ノ
ザ
ム
夫
践
哲
学
』
は
、
第
五
部
定
理
三
八
、
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三
九
、
四

O
を
指
示
し
て
い
る
（
ω司
・
℃
・

5
3
0
第
五
部
定
理
三
八
は
、
精
神
が
、
第
二
種
あ
る
い
は
第
三
種
の
認
識
、
つ
ま
り
、
十
全
な

認
識
に
お
い
て
事
物
を
認
識
す
る
に
従
っ
て
、
悪
い
感
情
か
ら
働
き
か
け
を
受
け
な
く
な
り
、
死
を
恐
れ
な
く
な
る
こ
と
を
述
べ
る
。
こ

こ
で
言
わ
れ
る
第
二
種
の
認
識
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
し
く
は
複
数
の
事
物
に
共
通
で
あ
り
、
全
体
の
内
に
あ
る
の
と
同
じ
よ
う
に
部
分
の

内
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
を
指
し
（
第
二
部
定
理
三
八
、
三
九
）
、
そ
の
こ
と
の
故
に
、
共
通
概
念
と
も
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
に
対
し

て
、
第
三
種
の
認
識
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
本
質
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の
認
識
を
指
す
（
第
二
部
定
理
四

O
注
解
二
）
。
第
五
部
定
理
三

八
注
解
で
は
、
精
神
の
内
で
、
第
三
種
の
認
識
を
持
つ
こ
と
で
、
身
体
が
滅
び
て
も
存
続
す
る
よ
う
に
な
る
部
分
と
、
身
体
と
と
も
に
滅

び
る
部
分
が
区
別
さ
れ
る
。
定
理
三
九
は
、
多
く
の
こ
と
を
な
し
得
る
身
体
を
持
つ
者
の
精
神
の
大
部
分
は
永
遠
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

そ
の
注
解
で
は
、
こ
う
し
た
精
神
が
、
少
し
の
こ
と
し
か
な
し
得
な
い
者
の
精
神
と
対
比
さ
れ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
な
し
得
る
こ
と
の

内
に
は
、
自
己
と
神
と
事
物
を
意
識
す
る
こ
と
も
含
ま
れ
る
。
定
理
四
O
は
、
よ
り
多
く
の
完
全
性
を
持
つ
精
神
は
、
そ
れ
だ
け
よ
り
多

く
働
き
か
け
を
行
い
、
逆
も
ま
た
真
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
そ
の
系
で
は
、
精
神
の
内
で
、
存
続
す
る
部
分
が
よ
り
完
全
で
あ
り
、
働

き
か
け
を
行
う
こ
と
が
、
身
体
と
と
も
に
滅
び
る
部
分
が
よ
り
不
完
全
で
あ
り
、
働
き
か
け
を
受
け
る
こ
と
と
対
比
さ
れ
る
。
従
っ
て
、

こ
れ
ら
の
定
理
に
お
い
て
提
示
さ
れ
る
区
別
と
は
、
精
神
の
内
で
、
第
三
種
の
認
識
を
得
る
こ
と
に
よ
っ
て
永
遠
に
存
続
す
る
よ
う
に
な

る
よ
り
完
全
な
部
分
と
、
そ
れ
ら
の
認
識
を
得
る
こ
と
な
く
身
体
と
と
も
に
滅
び
る
よ
り
不
完
全
な
部
分
の
聞
の
区
別
な
の
で
あ
る
。
そ

し
て
、
定
理
四
O
注
解
で
は
、
精
神
の
前
者
の
部
分
が
、
他
の
精
神
の
同
様
の
部
分
と
と
も
に
、
神
の
無
限
知
性
を
構
成
す
る
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る
。

「
我
々
の
精
神
は
、
理
解
す
る
限
り
に
お
い
て
、
思
惟
す
る
永
遠
の
様
態
で
あ
る
。
こ
の
様
態
は
、
他
の
思
惟
す
る
永
遠
の
様
態
に
よ
っ

て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
こ
の
他
の
様
態
は
、
今
度
は
更
に
他
の
様
態
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
よ
う
に
し
て
無
限
に
続

く
。
こ
う
し
て
、
す
べ
て
の
思
惟
す
る
永
遠
の
様
態
は
全
体
で
、
神
の
永
遠
か
つ
無
限
の
知
性
を
構
成
す
る
。
」
白

b－
g
e

こ
の
よ
う
な
部
分
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
っ
て
強
度
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
こ
の
定
理
四
O
注
解
は
、
人
間
の
精
神
の
部
分
が
神

一
一
五
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の
無
限
知
性
の
一
部
を
な
す
こ
と
を
述
べ
る
が
、
た
と
え
そ
の
内
に
永
遠
の
部
分
を
含
む
と
し
て
も
、
人
間
の
知
性
は
神
の
無
限
知
性
と

は
本
性
上
異
な
る
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
一
貫
し
て
説
明
す
る
た
め
に
は
、
知
性
は
、
性
質
を
変
え
る
こ
と
な
し
に
は
分
割
不
可
能
な
、
つ

ま
り
、
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
性
質
を
変
え
る
強
度
量
と
し
て
理
解
さ
れ
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
強
度
的
な
部
分

と
し
て
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
お
い
て
、
様
態
で
あ
る
人
間
の
知
性
が
、
神
の
知
性
と
は
異
な
り
つ
つ
も
、
そ
の
一
部
と
し
て
そ
れ
を
構
成

す
る
こ
と
が
矛
盾
な
く
両
立
可
能
と
な
る
。

そ
れ
に
対
し
て
、
外
延
的
な
諸
部
分
に
つ
い
て
言
及
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
は
、
前
述
の
第
二
部
定
理
二
ニ
補
助
定
理
七
注
解
で

あ
る
。
そ
こ
で
は
、
最
も
単
純
な
諸
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
諸
個
体
が
、
よ
り
大
き
な
別
の
個
体
を
構
成
し
、
同
じ
こ
と
が
以
下
無

限
に
続
い
た
結
果
、
自
然
全
体
が
一
つ
の
個
体
と
な
る
に
至
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
こ
の
場
合
に
、
個
体
を
構
成
す
る
最
も
単
純

な
諸
部
分
が
、
外
延
的
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
実
際
、
こ
れ
ら
の
諸
部
分
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
個
体
が
そ
の
本
性
を
変
え
る
こ
と
は

あ
っ
て
も
、
こ
れ
ら
の
諸
部
分
そ
の
も
の
は
、
そ
れ
ら
自
体
の
本
性
を
変
え
る
こ
と
な
く
、
集
合
に
よ
っ
て
あ
ら
ゆ
る
個
体
を
構
成
す
る
。

そ
こ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
諸
部
分
は
、
性
質
を
変
え
る
こ
と
な
く
分
割
可
能
な
外
延
量
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た
外
延
的
な

諸
部
分
の
各
々
に
対
応
す
る
精
神
の
部
分
が
、
身
体
と
と
も
に
滅
び
る
不
完
全
な
部
分
に
相
当
す
る
。

で
は
、
『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
二
種
類
の
諸
部
分
の
聞
に
は
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
か
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
語
ら
れ
る

文
脈
か
ら
考
え
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
外
延
的
な
諸
部
分
に
つ
い
て
語
る
補
助
定
理
群
の
大
前
提
に
あ
る
、
第
二
部
定
理
二
ニ
そ
の
も
の
は
、

人
間
の
精
神
の
観
念
の
対
象
が
、
身
体
、
も
し
く
は
、
現
実
に
存
在
す
る
延
長
の
様
態
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。

「
人
間
の
精
神
を
構
成
す
る
観
念
の
対
象
は
身
体
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
現
実
に
存
在
す
る
延
長
の
何
ら
か
の
様
態
で
あ

り
、
そ
れ
以
外
の
何
物
で
も
な
い
。
」
（
同
七
・

8
3

次
に
、
強
度
的
な
諸
部
分
に
つ
い
て
語
る
第
五
部
定
理
三
八
で
前
提
と
さ
れ
る
、
第
五
部
定
理
二
九
は
、
精
神
が
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
永
遠

の
相
の
下
で
認
識
す
る
の
は
、
身
体
の
本
質
を
永
遠
の
相
の
下
で
認
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。



「
精
神
は
、
そ
れ
が
永
遠
の
相
の
下
で
認
識
す
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
、
身
体
の
現
実
的
な
存
在
を
把
握
す
る
こ
と
の
故
に
認
識
す
る
の

で
は
な
く
、
身
体
の
本
質
を
永
遠
の
相
の
下
で
認
識
す
る
こ
と
の
故
に
認
識
す
る
。
」
（
開
・
℃
－

g
s

こ
こ
で
言
わ
れ
る
、
永
遠
の
相
の
下
で
認
識
さ
れ
る
も
の
と
は
、
第
三
種
の
認
識
の
対
象
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
外
延
的
な
諸
部
分
と
強

度
的
な
諸
部
分
の
聞
の
関
係
が
理
解
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
の
二
種
類
の
諸
部
分
は
、
様
態
の
内
で
最
初
か
ら
並
存
し
て
い
る
訳

で
は
な
く
、
外
延
的
な
諸
部
分
が
、
精
神
に
よ
っ
て
、
永
遠
の
相
の
下
で
、
つ
ま
り
、
第
三
種
の
認
識
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
初
め
て
、
強
度
的
な
諸
部
分
が
獲
得
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
の
第
三
種
の
認
識
に
先
行
す
る
第
二
種
の
認
識
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い

る
の
か
。

「
存
在
す
る
各
々
の
身
体
は
、
運
動
と
静
止
の
一
定
の
関
係
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
一
一
つ
の
身
体
に
対
応
す
る
諸
関
係
が
相
五

に
構
成
さ
れ
る
時
、
二
つ
の
身
体
は
、
よ
り
高
次
の
力
能
を
持
つ
一
つ
の
集
合
、
そ
の
諸
部
分
の
内
に
現
前
す
る
一
つ
の
全
体
を
形
成
す

る
。
（
中
略
）
共
通
概
念
と
は
、
二
つ
あ
る
い
は
複
数
の
身
体
の
構
成
の
、
ま
た
、
こ
の
構
成
の
統
一
の
表
象
で
あ
る
。
」
（
ω司
己
匂
・

5
0
1
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こ
こ
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
と
っ
て
の
第
二
種
の
認
識
、
つ
ま
り
、
共
通
概
念
と
は
、
各
々
が
運
動
と
静
止
の
一
定
の
関

係
の
下
に
あ
る
複
数
の
身
体
が
一
つ
の
全
体
を
形
成
す
る
時
、
こ
れ
ら
の
関
係
が
相
互
に
構
成
さ
れ
て
出
現
す
る
、
運
動
と
静
止
の
新
た

な
関
係
に
つ
い
て
の
観
念
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
各
々
の
身
体
に
お
け
る
運
動
と
静
止
の
一
定
の
関
係
は
、
そ
れ
ら
の
集
合
体
で
あ
る

よ
り
大
き
な
身
体
に
お
け
る
運
動
と
静
止
の
関
係
を
対
象
と
す
る
、
共
通
概
念
と
し
て
の
第
二
種
の
認
識
が
成
立
す
る
た
め
の
起
点
と
な

る
。
あ
る
い
は
、
ど
ん
な
身
体
も
よ
り
小
さ
な
身
体
の
集
合
体
で
あ
る
と
い
う
観
点
か
ら
す
れ
ば
、
各
々
の
身
体
に
お
け
る
こ
の
関
係
は

そ
れ
自
体
で
既
に
第
二
種
の
認
識
な
の
で
あ
る
。

と
す
れ
ば
、
ド
ゥ
ル

1
ズ
の
見
解
に
従
え
ば
、
精
神
は
、
身
体
に
お
け
る
外
延
的
な
諸
部
分
の
運
動
と
静
止
の
関
係
の
認
識
を
獲
得
し

一
一
七
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た
後
、
身
体
の
本
質
で
あ
る
強
度
的
な
諸
部
分
の
認
識
を
獲
得
す
る
と
い
う
道
筋
を
辿
り
、
こ
の
進
行
が
、
第
二
種
の
認
識
か
ら
第
三
種

の
認
識
へ
の
進
前
に
一
致
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
の
内
に
は
、
先
に
様
態
を
形
成
す
る
三
つ
の
契
機
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
た
、

外
延
的
な
諸
部
分
と
、
そ
れ
ら
の
運
動
と
静
止
の
関
係
と
、
強
度
的
な
諸
部
分
の
関
係
と
い
う
三
つ
の
も
の
の
聞
の
関
係
が
集
約
さ
れ
て

い
る
。
つ
ま
り
、
外
延
的
な
諸
部
分
は
、
そ
れ
ら
の
運
動
と
静
止
の
一
定
の
関
係
の
下
で
把
握
さ
れ
る
こ
と
で
、
強
度
的
な
諸
部
分
を
伴

う
も
の
と
し
て
と
ら
え
直
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
契
機
は
、
こ
う
し
た
認
識
の
進
行
を
経
過
し
た

後
に
の
み
並
置
さ
れ
得
る
。
あ
る
い
は
、
逆
に
言
え
ば
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
契
機
が
並
置
さ
れ
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
認
識
の
進
行
を
前

提
と
し
て
初
め
て
可
能
と
な
る
の
で
あ
る
。

だ
が
、
そ
の
こ
と
を
語
る
前
述
の
引
用
箇
所
で
は
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
も
の
は
全
く
逆
の
順
序
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
た
。
同
じ

箇
所
を
次
に
も
う
一
度
引
用
し
て
み
よ
う
。

1
1
様
態
は
、
力
能
の
度
合
い
、
あ
る
い
は
、
強
度
的
な
部
分
、
永
遠
の
部
分
で
あ
る
よ
う
な
個
別
的
な
本
質
を
持
ち
、
各
々
の
本
質

は
絶
対
的
に
単
純
で
あ
り
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
本
質
と
一
致
す
る
。

f
こ
の
本
質
は
、
そ
れ
自
身
が
存
在
に
関
わ
る
永
遠
の
真
理
で
あ
る
よ

う
な
特
徴
的
な
関
係
の
内
で
自
ら
を
表
現
す
る
（
例
え
ば
、
延
長
に
お
け
る
運
動
と
静
止
の
一
定
の
関
係
）

o
y様
態
は
、
そ
の
関
係
が
無

限
に
多
く
の
外
延
的
な
諸
部
分
を
現
実
的
に
包
摂
す
る
時
に
、
存
在
へ
と
移
行
す
る
。
」
（
ω司
・
℃
－

E
S

こ
の
箇
所
で
は
、
様
態
の
強
度
的
な
本
質
か
ら
外
延
的
な
存
在
へ
と
向
か
う
、
存
在
の
根
拠
付
け
の
序
列
が
語
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
を
参
照
す
る
こ
と
か
ら
分
か
る
の
は
、
実
は
こ
こ
に
は
、
外
延
的
な
存
在
か
ら
強
度
的
な
本
質
へ
と
向
か
う
、

認
識
の
進
行
の
道
筋
が
前
提
と
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
は
こ
の
認
識
の
進
行
は
、
ド
ゥ
ル
l
ズ
の
『
ス
ピ
ノ
ザ
ム
夫
践
哲

学
』
に
お
い
て
、
独
自
の
仕
方
で
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
こ
の
独
自
の
解
釈
を
検
討
し
よ
う
。
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で
は
、
『
ス
ピ
ノ
ザ
｜
実
践
哲
学
』
に
お
い
て
、
外
延
的
な
存
在
か
ら
強
度
的
な
本
質
へ
と
向
か
う
認
識
の
進
行
は
、
ど
の
よ
う
な
仕
方

で
理
解
さ
れ
て
い
る
の
か
。
前
に
見
た
よ
う
に
、
様
態
の
存
在
を
構
成
す
る
外
延
的
な
諸
部
分
が
、
運
動
と
静
止
の
一
定
の
関
係
の
下
で
、

ひ
い
て
は
、
第
二
種
の
認
識
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
を
経
て
、
様
態
の
本
質
を
構
成
す
る
強
度
的
な
諸
部
分
、
つ
ま
り
、
第
三
種
の

認
識
が
獲
得
さ
れ
る
。
こ
の
認
識
の
進
行
を
、
『
ス
ピ
ノ
ザ
ム
夫
践
哲
学
』
に
即
し
て
考
察
し
て
み
よ
う
。

ま
ず
、
共
通
概
念
と
し
て
の
第
二
種
の
認
識
は
、
複
数
の
事
物
の
構
成
の
統
一
を
表
す
、
運
動
と
静
止
の
一
定
の
関
係
の
認
識
か
ら
始

ま
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
共
通
な
も
の
の
認
識
、
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
が
そ
の
内
に
あ
り
、
か
っ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る

よ
う
な
神
の
観
念
へ
と
至
る
。
こ
の
観
念
の
獲
得
に
よ
っ
て
、
神
の
内
に
あ
り
、
か
っ
、
神
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
、

今
度
は
そ
の
よ
う
な
神
の
力
能
あ
る
い
は
本
質
を
分
有
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
直
さ
れ
る
。
そ
れ
が
第
三
種
の
認
識
で
あ
る
。
そ
し
て
、

こ
の
第
三
種
の
認
識
に
お
い
て
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
は
、
そ
れ
ら
に
共
通
す
る
構
成
の
統
一
の
下
に
で
は
な
く
、
各
々
の
特
異
な
本
質
相
互

の
連
関
の
下
に
把
握
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

「
諸
々
の
共
通
概
念
は
必
然
的
に
、
我
々
に
神
の
観
念
を
与
え
る
。
神
の
観
念
は
、
最
も
一
般
性
の
大
き
い
共
通
概
念
と
し
て
さ
え
妥

当
す
る
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
は
更
に
、
存
在
す
る
あ
ら
ゆ
る
様
態
に
共
通
に
存
す
る
も
の
、
つ
ま
り
、
そ
れ
ら
が
神
の
内
に
あ
り
、
か

っ
、
神
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
表
現
す
る
か
ら
で
あ
る
。
（
中
略
）
従
っ
て
、
諸
々
の
共
通
概
念
が
我
々
を
必

然
的
に
神
の
観
念
へ
と
導
く
時
、
そ
れ
ら
の
共
通
概
念
は
我
々
を
、
す
べ
て
が
ひ
っ
く
り
返
る
よ
う
な
地
点
へ
と
、
ま
た
、
第
三
種
の
認

識
が
、
神
の
観
念
の
新
た
な
意
味
と
、
こ
の
第
三
種
の
認
識
か
ら
構
成
さ
れ
た
諸
々
の
新
た
な
感
情
の
意
味
と
と
も
に
、
神
の
本
質
と

諸
々
の
実
在
的
な
存
在
の
特
異
な
諸
本
質
の
相
闘
を
、
我
々
に
発
見
さ
せ
る
よ
う
に
な
る
地
点
へ
と
至
ら
せ
る
よ

S
H
Y
3・
5
0
1
5
H）

第
二
種
の
認
識
か
ら
第
三
種
の
認
識
へ
の
こ
の
よ
う
な
進
行
に
関
す
る
ド
ゥ
ル
l
ズ
の
解
釈
の
独
自
性
は
、
神
の
観
念
を
、
こ
の
進
行

二
九
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の
出
発
点
で
も
到
達
点
で
も
な
く
、
そ
の
途
中
の
単
な
る
通
過
点
と
し
て
見
な
す
こ
と
の
内
に
あ
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
、
神
の
観
念
の
意

義
を
、
第
二
種
の
認
識
か
ら
第
三
種
の
認
識
へ
の
移
行
、
特
に
、
後
者
の
内
で
も
、
神
の
本
質
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
の
本
質
に
つ

い
て
の
認
識
へ
の
移
行
を
可
能
に
す
る
こ
と
の
内
に
認
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
第
二
種
の
認
識
か
ら
第
三
種
の
認
識
に
か
け
て
、
本
性
の
差
異
が
存
す
る
。
（
中
略
）
我
々
を
一
方
か
ら
他
方
へ
と
移
行
さ
せ
る
の

は
、
神
の
観
念
で
あ
る
。
（
中
略
）
神
の
観
念
は
、
神
の
本
質
を
含
み
、
こ
の
新
た
な
様
相
の
下
で
我
々
を
第
三
種
の
認
識
へ
と
移
行
さ
せ

る
よ
う
に
強
い
る
。
」

3
－JHM・∞己

「
神
の
観
念
は
、
諸
々
の
共
通
概
念
と
、
共
通
概
念
の
使
用
と
深
く
結
び
付
い
て
い
る
が
、
そ
れ
自
体
は
共
通
概
念
で
は
な
い
。
す
な

わ
ち
、
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
一
般
性
を
払
拭
し
、
我
々
を
神
の
本
質
か
ら
実
在
的
で
特
異
な
存
在
と
し
て
の
諸
事
物
の
本
質
へ
と
移
行
さ

せ
る
能
力
を
持
つ
の
で
あ
る
よ

3
H
J
E
Y
H
H
o
i
z
d

こ
う
し
た
解
釈
は
、
本
質
あ
る
い
は
力
能
に
つ
い
て
の
ド
ゥ
ル
l
ズ
の
理
解
に
基
づ
い
て
語
ら
れ
る
。
実
際
、
神
の
無
限
の
力
能
は
、

そ
れ
が
無
限
に
多
く
の
も
の
を
無
限
に
多
く
の
仕
方
で
産
出
す
る
こ
と
な
し
に
は
、
そ
れ
と
し
て
行
使
さ
れ
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ

の
こ
と
に
つ
い
て
述
べ
る
の
が
、
『
エ
チ
カ
』
第
四
部
定
理
四
証
明
の
次
の
箇
所
で
あ
る
。

「
人
間
の
力
能
は
、
そ
の
現
実
的
な
本
質
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、
神
あ
る
い
は
自
然
の
無
限
の
力
能
の
、
す
な
わ
ち
、

そ
の
本
質
の
一
部
で
あ
る
。
」
（
戸
℃
・
邑
品
）

と
す
れ
ば
、
各
々
の
様
態
の
本
質
が
絶
対
的
に
特
異
な
も
の
と
し
て
出
現
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
そ
れ
ら
を
産
出
す
る
神
の
力
能
あ
る

い
は
本
質
の
発
現
を
指
し
示
す
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
点
で
、
各
々
の
様
態
の
絶
対
的
に
特
異
な
本
質
の
出
現
と
、
そ
れ
ら
が

す
べ
て
そ
の
内
に
あ
り
、
か
っ
、
そ
こ
か
ら
産
出
さ
れ
る
よ
う
な
神
の
本
質
の
発
現
は
、
区
別
さ
れ
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル
l
ズ

は
、
『
エ
チ
カ
』
の
こ
の
箇
所
を
解
説
し
な
が
ら
、
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。

「
そ
の
時
、
様
態
の
力
能
は
、
強
度
的
な
部
分
あ
る
い
は
神
の
絶
対
的
な
力
能
の
度
合
い
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
度
合
い
は



神
の
内
で
一
致
す
る
が
、
こ
の
一
致
は
ど
ん
な
混
同
も
含
ま
な
い
。
（
中
略
）
す
な
わ
ち
、
諸
様
態
の
力
能
は
神
の
力
能
の
一
部
分
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
神
の
本
質
が
様
態
の
本
質
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
限
り
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
。
」
（
ω戸匂－

Eω
）

従
っ
て
、
各
々
の
様
態
の
本
質
が
絶
対
的
に
特
異
な
も
の
と
し
て
出
現
す
る
に
至
っ
て
、
そ
の
本
質
が
そ
も
そ
も
神
の
も
の
で
あ
っ
た

か
ど
う
か
は
問
題
で
は
な
く
な
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
神
の
存
在
と
本
質
に
つ
い
て
の
認
識
、

介
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
可
能
と
は
な
ら
な
い
。
こ
の
限
り
に
お
い
て
、
神
の
観
念
は
、
一
旦
到
達
し
、
か
っ
、
経
過
す
る
こ
と
が
必

要
な
通
過
点
と
し
て
の
意
義
を
認
め
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
解
釈
の
帰
結
と
し
て
、
各
々
の
事
物
は
、
一
度
神
の
観
念
を
通
過
す

る
こ
と
で
、
逆
に
も
は
や
神
と
い
う
一
者
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
異
な
本
質
あ
る
い
は
力
能
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
相

つ
ま
り
、
神
の
観
念
を
媒

互
の
連
関
の
下
で
把
握
さ
れ
直
す
こ
と
に
な
る
。

『千のプラトー』における内在平面

さ
て
、
以
上
の
よ
う
な
、
第
二
種
か
ら
第
三
種
の
認
識
へ
の
、
神
の
観
念
を
媒
介
と
し
た
進
行
と
の
対
応
関
係
に
お
い
て
、
『
千
の
プ
ラ

ト
l
』
で
の
内
在
平
面
を
成
立
さ
せ
る
三
つ
の
契
機
を
と
ら
え
直
し
て
み
よ
う
。
外
延
的
な
諸
部
分
の
運
動
と
静
止
の
関
係
、
つ
ま
り
、

経
度
は
、
第
二
種
の
認
識
の
対
象
に
、
ま
た
、
こ
の
関
係
に
対
応
す
る
力
能
あ
る
い
は
本
質
と
し
て
の
強
度
的
な
諸
部
分
、
つ
ま
り
、
緯

度
は
、
第
三
種
の
認
識
の
対
象
に
、
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
こ
と
は
前
に
見
た
。
で
は
、
前
者
と
後
者
を
媒
介
す
る
神
の
観
念
の
対
象
は
、

何
に
対
応
す
る
の
か
。
そ
れ
は
、
実
は
内
在
平
面
そ
の
も
の
で
あ
る
。

実
際
、
『
千
の
プ
ラ
ト
l
』
の
別
の
文
脈
で
は
、
内
在
平
面
は
、
あ
ら
ゆ
る
属
性
か
ら
構
成
さ
れ
る
総
体
と
し
て
の
唯
一
の
実
体
に
一
致

す
る
も
の
と
し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
。

「
あ
ら
ゆ
る
属
性
に
と
っ
て
の
唯
一
の
実
体
の
問
題
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
ら
ゆ
る
器
官
な
き
身
体
の
総
体
は
存
す

る
か
。
」
（
宮
戸
匂
・

5
0）

「
存
立
平
面
、
そ
れ
は
、
あ
ら
ゆ
る
器
官
な
き
身
体
の
総
体
で
あ
り
、
内
在
性
の
純
粋
な
多
様
体
で
あ
る
。
」
（
冨
H
U

－－u
・
5
8

こ
の
箇
所
に
出
て
く
る
「
器
官
な
き
身
体
」
（

8
号印

g
ロ印
O
『

m
g
M）
と
は
、
『
資
本
主
義
と
分
裂
症
』
に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
概
念
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『干のプラトー』における内在平面

で
あ
る
が
、
今
は
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
る
余
地
は
な
い
。
た
だ
、
こ
の
箇
所
か
ら
分
か
る
こ
と
は
、
こ
の
器
官
な
き
身
体
が
属
性
と

同
一
視
さ
れ
て
お
り
、
あ
ら
ゆ
る
器
官
な
き
身
体
つ
ま
り
属
性
の
総
体
と
し
て
の
実
体
が
、
存
立
平
面
、
す
な
わ
ち
、
内
在
平
面
と
同
一

視
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
内
在
性
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
、
あ
ら
ゆ
る
属
性
か
ら
構
成
さ
れ
る
唯
一
の
実
体
と
い
う
概

念
は
、
明
ら
か
に
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
け
る
神
を
想
定
し
て
い
る
。

更
に
、
内
在
平
面
は
、
第
二
種
か
ら
第
三
種
の
認
識
へ
の
進
行
の
途
中
で
現
れ
る
神
の
観
念
の
対
象
で
あ
る
よ
う
な
神
と
同
じ
性
格
を

持
つ
。
そ
こ
で
は
、
神
の
観
念
と
は
、
最
も
一
般
性
の
大
き
い
共
通
概
念
と
し
て
も
妥
当
す
る
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
に
共
通
な
も
の
の
認
識

の
こ
と
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
観
念
の
対
象
で
あ
る
神
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
が
そ
の
内
に
あ
り
、
か
っ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
よ

う
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
た
。
と
こ
ろ
で
、
『
干
の
プ
ラ
ト
l
』
に
お
い
て
、
内
在
平
面
は
、
あ
ら
ゆ
る
個
体
を
部
分
と
し
て
構
成
さ
れ

る
総
体
で
あ
る
自
然
全
体
と
し
て
理
解
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
の
内
に
あ
り
、
か
っ
、
そ
こ
か
ら
産
出
さ
れ
る
と
い
う

点
で
は
、
こ
う
し
た
自
然
全
体
と
し
て
の
内
在
平
面
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
神
は
同
じ
性
格
を
持
つ
の
で
あ
る
。
そ
れ
以
前
に
、
ス
ピ
ノ
ザ
自
身

が
神
と
自
然
を
同
一
視
し
て
い
た
こ
と
は
、
「
神
即
自
然
」
と
い
う
有
名
な
言
い
方
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
、
『
干
の
プ
ラ
ト
l
』
に
お
い
て
、
内
在
平
面
の
着
想
が
ス
ピ
ノ
ザ
と
の
結
び
付
き
で
言
及
さ
れ
た
際
の
論
述
の
順
序
を
、
神

の
観
念
を
媒
介
と
し
た
、
第
二
種
か
ら
第
三
種
の
認
識
へ
の
進
行
の
道
筋
を
踏
ま
え
た
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
論

述
の
順
序
を
振
り
返
っ
て
み
る
と
、
ま
ず
、
「
あ
る
ス
ピ
ノ
ザ
主
義
者
の
思
い
出
」
と
い
う
表
題
の
一
つ
目
の
節
で
は
、
第
一
に
、
運
動
と

静
止
の
一
定
の
関
係
の
下
で
の
外
延
的
な
諸
要
素
に
よ
る
個
体
の
構
成
が
語
ら
れ
、
第
二
に
、
そ
う
し
た
個
体
を
部
分
と
す
る
自
然
全
体

と
し
て
の
内
在
平
面
の
構
成
が
語
ら
れ
た
。
次
に
、
同
じ
表
題
の
二
つ
目
の
節
で
は
、
第
三
に
、
外
延
的
な
諸
部
分
の
運
動
と
静
止
の
関

係
と
、
個
体
の
力
能
と
し
て
の
強
度
的
な
諸
部
分
の
並
存
が
語
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
三
つ
の
段
階
が
、
第
二
種
の
認
識
、
神
の
観
念
、
第

三
種
の
認
識
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
す
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
個
体
を
構
成
す
る
外
延
的
な
諸
部
分
の
運
動
と
静
止
の
関
係
は
、
共
通
概

念
と
し
て
の
第
二
種
の
認
識
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
。
第
二
に
、
あ
ら
ゆ
る
個
体
の
総
体
と
し
て
の
内
在
平
面
は
、
最
も
一
般
性
の
大
き



『干のプラトー』における内在平面

い
共
通
概
念
と
し
て
妥
当
す
る
神
の
観
念
、
つ
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
が
そ
の
内
に
あ
り
、
か
っ
、
そ
れ
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
よ
う
な

も
の
の
認
識
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
。
第
三
に
、
各
々
の
個
体
の
力
能
あ
る
い
は
本
質
に
一
致
す
る
強
度
的
な
諸
部
分
は
、
神
の
観
念
を

経
過
し
て
初
め
て
到
達
さ
れ
る
、
第
三
種
の
認
識
に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
外
延
的
な
諸
要
素
、
そ
れ
ら
の
運
動
と
静
止
の
関
係
、
こ
の
関
係
に
対
応
す
る
強
度
的
な
諸
部
分

と
い
う
、
内
在
平
面
を
成
立
さ
せ
る
三
つ
の
契
機
が
、
第
二
種
か
ら
第
三
種
の
認
識
へ
の
進
行
を
踏
ま
え
て
着
想
さ
れ
て
い
る
の
み
な
ら

ず
、
内
在
平
面
そ
の
も
の
も
ま
た
、
こ
の
進
行
の
途
中
で
現
れ
る
神
の
観
念
の
対
象
に
一
致
さ
せ
ら
れ
る
。
そ
の
こ
と
の
帰
結
と
し
て
、

内
在
平
面
と
い
う
概
念
の
内
に
は
、
複
数
の
も
の
に
共
通
す
る
も
の
の
認
識
か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
の
総
体
と
し
て
の
自
然
全
体
の
認
識

へ
、
そ
こ
か
ら
、
個
々
の
も
の
の
力
能
の
認
識
へ
と
い
う
進
行
が
含
意
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
つ
ま
り
、
内
在
平
面
に
一
致
す
る
、
あ

ら
ゆ
る
も
の
の
総
体
の
認
識
は
、
神
の
観
念
と
同
じ
く
、
一
旦
到
達
し
、
か
っ
、
経
過
す
る
こ
と
が
必
要
な
通
過
点
で
あ
り
、
一
度
そ
こ

を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
各
々
の
個
体
の
本
質
あ
る
い
は
力
能
を
そ
れ
ぞ
れ
の
特
異
性
に
お
い
て
許
容
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
個
体
を
構
成
す
る
外
延
的
な
諸
要
素
の
関
係
に
絶
え
ず
生
じ
る
変
化
に
応
じ
て
、
そ
こ
か
ら
出
発
し
て
認
識
さ
れ
る
、

そ
れ
ら
の
総
体
と
し
て
の
内
在
平
面
、
ひ
い
て
は
、
各
々
の
個
体
の
強
度
的
な
諸
部
分
も
、
そ
の
都
度
絶
え
ず
変
化
す
る
。
「
干
の
プ
ラ

ト
1
』
で
、
内
在
平
面
が
、
多
な
る
も
の
を
、
そ
の
外
か
ら
統
一
性
を
付
与
す
る
こ
と
な
く
、
多
な
る
も
の
と
し
て
肯
定
す
る
こ
と
を
可

能
に
す
る
次
元
と
し
て
着
想
さ
れ
て
い
た
の
は
、
こ
う
し
た
事
態
を
前
提
と
し
て
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

5
．
干
の
プ
ラ
ト
ー
と
し
て
の
『
干
の
プ
ラ
ト
l
』

前
章
で
検
討
し
た
、
内
在
平
面
の
内
に
含
意
さ
れ
て
い
る
事
態
は
、
『
千
の
プ
ラ
ト
l
』
と
い
う
著
作
の
成
立
様
式
を
理
解
す
る
た
め
の

手
が
か
り
と
な
る
。
何
故
な
ら
、
内
在
平
面
の
概
念
は
、
こ
の
著
作
の
成
立
様
式
を
言
い
表
す
、
プ
ラ
ト
l
、
ま
た
、
リ
ゾ
l
ム
の
概
念

と
密
接
な
関
係
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

一
一
一
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「
諸
々
の
表
現
や
行
動
を
、
そ
れ
ら
の
そ
れ
ら
自
身
に
お
け
る
価
値
に
従
っ
て
内
在
平
面
上
で
評
価
す
る
代
わ
り
に
、
外
的
あ
る
い
は

超
越
的
な
諸
目
標
に
関
係
付
け
る
の
は
、
西
洋
的
精
神
の
厄
介
な
性
格
で
あ
る
。
例
え
ば
、
一
冊
の
本
が
諸
々
の
章
か
ら
作
ら
れ
て
い
る

限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
は
、
そ
の
諸
々
の
頂
点
、
そ
の
諸
々
の
終
着
点
を
も
っ
。
逆
に
、
脳
の
場
合
の
よ
う
に
、
微
細
な
亀
裂
を
通
っ
て

相
互
に
連
携
し
合
う
諸
々
の
プ
ラ
ト
ー
か
ら
作
ら
れ
た
本
の
場
合
に
は
、
何
が
起
こ
る
の
か
。
我
々
は
、
リ
ゾ
l
ム
を
形
成
し
拡
張
す
る

よ
う
な
仕
方
で
、
諸
々
の
表
層
的
な
地
下
茎
に
よ
っ
て
、
他
の
諸
々
の
多
様
体
と
連
結
可
能
な
あ
ら
ゆ
る
多
様
体
を
、
《
プ
ラ
ト
l
》
と
呼

ぶ
。
我
々
は
こ
の
本
を
リ
ゾ
l
ム
と
し
て
書
い
て
い
る
。
我
々
は
こ
の
本
を
諸
々
の
プ
ラ
ト
ー
に
よ
っ
て
構
成
し
た
。
」
（
宮
間
J
円

y
u
g

こ
の
箇
所
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ド
ゥ
ル
l
ズ
リ
ガ
タ
リ
に
と
っ
て
望
ま
し
い
思
考
様
式
が
、
内
在
平
面
に
結
び
付
け
ら
れ
る
と
い

う
こ
と
、
こ
の
内
在
平
面
が
、
プ
ラ
ト
l
、
ま
た
、
リ
ゾ
l
ム
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
よ
っ
て
形
作
ら
れ
て
お
り
、
『
干
の
プ
ラ
ト
1
』
と
い

う
著
作
も
ま
た
、
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

で
は
、
プ
ラ
ト
l
、
ま
た
、
リ
ゾ
l
ム
と
は
何
か
。
こ
の
箇
所
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
多
様
体
、
つ
ま
り
、
多
な
る
も
の
が
多
で
あ
る

こ
と
そ
れ
自
体
が
肯
定
さ
れ
た
、
多
く
の
要
素
の
集
合
体
の
内
で
、
「
あ
る
任
意
の
点
を
他
の
任
意
の
点
に
連
結
す
る
」
（
宮
司
七
・
巴
）
よ

う
な
仕
方
で
、
他
の
多
様
体
と
自
由
に
連
結
可
能
で
あ
る
よ
う
な
も
の
が
、
プ
ラ
ト
！
と
呼
ば
れ
る
。
従
っ
て
、
プ
ラ
ト
l
は
、
常
に
他

の
プ
ラ
ト
！
と
連
結
可
能
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
、
不
可
避
的
に
複
数
的
な
諸
々
の
プ
ラ
ト
ー
で
あ
る
。
実
際
、
そ
の
よ
う
な
プ
ラ
ト
ー

の
み
が
、
多
な
る
も
の
が
多
で
あ
る
こ
と
を
全
面
的
に
肯
定
す
る
、
真
の
意
味
で
の
多
様
体
と
な
り
得
る
。
更
に
、
こ
の
よ
う
な
プ
ラ
ト
ー

を
要
素
と
し
て
構
成
さ
れ
る
よ
り
大
き
な
集
合
体
が
、
リ
ゾ
l
ム
と
呼
ば
れ
る
。

ち
な
み
に
、
リ
ゾ
l
ム
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
根
の
生
え
る
拠
点
と
な
る
多
く
の
塊
茎
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
塊
茎
か
ら
多

く
の
根
が
多
方
向
に
分
岐
し
、
錯
綜
す
る
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
等
の
植
物
で
あ
る
。
こ
う
し
た
塊
茎
の
あ
り
方
が
、
あ
る
任
意
の
点
を
他
の
任

意
の
点
に
連
結
す
る
よ
う
な
仕
方
で
、
相
互
に
自
由
に
連
結
さ
れ
る
多
様
体
の
集
合
体
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
（
富
岡
J

U
・

日

ω）。



『干のプラトー』における内在平面

だ
が
、
こ
う
し
た
プ
ラ
ト
l
や
リ
ゾ
l
ム
は
、
『
干
の
プ
ラ
ト
l
』
と
い
う
書
物
に
即
し
て
言
え
ば
、
具
体
的
に
何
を
指
す
の
か
。
こ
の

書
物
は
、
年
代
通
り
に
で
は
な
く
並
べ
ら
れ
た
年
号
や
日
付
の
付
い
た
多
く
の
ま
と
ま
り
か
ら
構
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
相
互
に
独

立
に
読
ま
れ
得
る
も
の
と
し
て
提
示
し
て
い
る
。
こ
の
書
物
に
関
し
て
は
、
こ
れ
ら
の
ま
と
ま
り
が
、
プ
ラ
ト
！
と
呼
ば
れ
る
。

「
こ
の
本
は
、
諸
々
の
章
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
《
諸
々
の
プ
ラ
ト
l
》
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
。
（
中
略
）
こ
れ
ら
の
プ
ラ
ト
ー

は
、
最
後
に
し
か
読
ま
れ
る
べ
き
で
は
な
い
結
論
を
除
い
て
は
、
あ
る
程
度
は
相
五
に
独
立
に
読
ま
れ
得
る
。
」
（
冨
戸
℃
・
∞
）

こ
の
よ
う
に
し
て
、
独
立
に
読
ま
れ
得
る
多
く
の
ま
と
ま
り
が
、
あ
る
任
意
の
点
を
他
の
任
意
の
点
に
連
結
す
る
よ
う
な
仕
方
で
、
相
互

に
自
由
に
連
結
さ
れ
る
多
様
体
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
そ
し
て
、
多
く
の
プ
ラ
ト
ー
か
ら
な
る
集
合
体
で
あ
る
リ
ゾ
l
ム

と
は
、
こ
の
書
物
そ
の
も
の
を
指
す
。
先
の
引
用
箇
所
（
宮
司
・
℃
・
ωω
）
で
、
「
我
々
は
こ
の
本
を
リ
ゾ
l
ム
と
し
て
書
い
て
い
る
。
我
々
は

こ
の
本
を
諸
々
の
プ
ラ
ト
ー
に
よ
っ
て
構
成
し
た
。
」
と
言
わ
れ
て
い
た
の
は
、
そ
う
い
う
意
味
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
、
『
干
の

プ
ラ
ト
l
』
と
い
う
表
題
の
意
味
が
理
解
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
表
題
は
、
こ
の
書
物
が
多
く
の
プ
ラ
ト
ー
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
し
て
、
相
互
に
自
由
に
連
結
さ
れ
る
多
様
体
を
提
示
す
る
こ
と
が
、
多
な
る
も

の
が
多
で
あ
る
こ
と
そ
れ
自
体
を
肯
定
す
る
た
め
の
彼
等
の
戦
略
な
の
で
あ
る
。

「
各
々
の
プ
ラ
ト
l
は
、
ど
ん
な
場
所
で
も
読
ま
れ
得
る
し
、
他
の
ど
ん
な
プ
ラ
ト
！
と
の
関
係
の
内
に
も
置
か
れ
得
る
。
多
に
関
し

て
は
、
そ
れ
を
実
際
に
作
り
出
す
方
法
が
必
要
で
あ
る
。
（
中
略
）
活
字
上
の
、
語
鷺
の
、
あ
る
い
は
、
統
辞
法
の
諸
々
の
創
造
が
必
要
な

の
は
、
そ
れ
ら
が
隠
さ
れ
た
統
一
性
の
表
現
形
式
に
属
す
る
こ
と
を
や
め
、
考
察
さ
れ
た
多
様
体
の
諸
次
元
に
そ
れ
ら
自
身
が
な
る
場
合

に
の
み
で
あ
る
。
」
（
呂
田
v
・℃・

ωω
）

た
だ
、
こ
の
こ
と
に
関
し
て
は
、
こ
の
箇
所
で
結
論
が
最
後
に
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
相
互
に
自
由
に
連

結
さ
れ
る
多
様
体
を
提
示
し
よ
う
と
す
る
ド
ゥ
ル

l
ズ
H
ガ
タ
リ
の
意
図
に
反
し
、
彼
等
自
身
が
批
判
す
る
目
標
や
頂
点
を
再
び
導
入
す

る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
反
論
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
室
易
の
結
論
は
、
通
常
の
よ
う
な
議
論
全
体
の
総

五
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括
で
は
な
く
、
そ
こ
に
出
て
く
る
用
語
の
説
明
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
こ
の
場
合
の
結
論
は
、
目
標
あ
る
い
は
頂
点
と
は
決
し
て
同
一
視

さ
れ
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
れ
は
、
そ
こ
か
ら
読
解
が
始
め
ら
れ
る
べ
き
出
発
点
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
で
は
、
本
来
は
最
初
に
置

か
れ
る
は
ず
の
も
の
が
結
論
と
し
て
最
後
に
置
か
れ
て
お
り
、
結
論
が
最
後
に
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
そ
れ
自
体
が
既
に
、

読
ま
れ
る
べ
き
順
序
に
お
け
る
転
倒
を
含
ん
で
い
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
結
論
が
最
後
に
読
ま
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る

こ
と
は
、
自
由
に
連
結
さ
れ
る
多
様
体
の
提
示
と
い
う
彼
等
自
身
の
意
図
と
矛
盾
し
な
い
。

そ
れ
で
は
、
こ
の
よ
う
な
多
様
体
と
し
て
の
プ
ラ
ト
l
や
リ
ゾ
l
ム
は
、
内
在
平
面
、
あ
る
い
は
、
存
立
平
面
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に

あ
る
の
か
。
前
述
の
よ
う
に
、
内
在
あ
る
い
は
存
立
平
面
と
は
、
各
々
が
多
様
体
で
あ
る
よ
う
な
あ
ら
ゆ
る
個
体
の
総
体
で
あ
っ
た
。
そ

れ
と
同
じ
く
、
内
在
あ
る
い
は
存
立
平
面
は
、
あ
ら
ゆ
る
プ
ラ
ト
ー
か
ら
な
る
あ
ら
ゆ
る
リ
ゾ
1
ム
の
総
体
な
の
で
あ
る
。

「
存
立
平
面
（
中
略
）
は
、
あ
ら
ゆ
る
多
様
体
の
外
で
あ
る
。
逃
走
線
は
、
多
様
体
が
実
際
に
充
た
す
有
限
な
諸
次
元
の
数
の
実
在
性

を
示
す
と
同
時
に
、
（
中
略
）
あ
ら
ゆ
る
こ
れ
ら
の
多
様
体
を
、
そ
れ
ら
の
諸
々
の
次
元
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
、
存
立
性
あ
る
い
は

外
部
性
の
一
つ
の
閉
じ
平
面
の
上
に
平
た
く
す
る
可
能
性
と
必
然
性
を
示
す
。
本
の
理
想
は
、
あ
ら
ゆ
る
事
物
を
そ
の
よ
う
な
外
部
性
の

平
面
上
に
、
唯
一
の
頁
の
上
に
、
一
つ
の
同
じ
面
の
上
に
広
げ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
体
験
さ
れ
た
出
来
事
、
歴
史
的
な
規
定
、

思
惟
さ
れ
た
概
念
、
個
人
、
社
会
的
な
集
団
や
組
織
を
。
」
（
冨
H
Y
U
・
5
）

こ
の
箇
所
は
、
リ
ゾ
l
ム
を
多
様
体
と
等
置
し
た
（
富
田
J
匂・

5
）
後
、
そ
れ
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
逃
走
線
と
言
わ
れ
て
い

る
の
は
、
あ
る
多
様
体
が
そ
の
外
に
あ
る
他
の
多
様
体
と
連
結
さ
れ
る
場
合
に
聞
か
れ
る
回
路
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
あ
る
任
意
の

点
を
他
の
任
意
の
点
に
連
結
す
る
よ
う
な
仕
方
で
、
相
互
に
自
由
に
連
結
さ
れ
る
多
様
体
と
し
て
の
リ
ゾ
l
ム
は
、
そ
こ
か
ら
引
か
れ
る

逃
走
線
に
よ
っ
て
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
リ
ゾ
l
ム
と
連
結
さ
れ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
リ
ゾ
l
ム
は
、
あ
ら
ゆ
る
多
様
体
つ
ま
り
リ
ゾ
l

ム
の
総
体
と
し
て
の
存
立
あ
る
い
は
内
在
平
面
を
開
示
す
る
。

こ
の
こ
と
は
、
本
の
内
だ
け
で
な
く
、
そ
の
外
で
あ
る
世
界
を
も
巻
き
込
ん
だ
形
で
語
ら
れ
る
。
こ
の
箇
所
で
、
思
惟
さ
れ
た
概
念
の



み
な
ら
ず
、
体
験
さ
れ
た
出
来
事
や
歴
史
的
な
規
定
、
個
人
、
社
会
的
な
集
団
や
組
織
ま
で
も
が
、
存
立
平
面
上
に
広
げ
ら
れ
る
も
の
と

し
て
言
及
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
は
、
単
に
そ
れ
ら
を
題
材
と
す
る
と
い
う
こ
と
に
と
ど
ま

ら
な
い
。

「
根
強
い
信
念
に
従
え
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
本
は
世
界
の
イ
マ
l
ジ
ュ
な
の
で
は
な
い
。
本
は
世
界
と
と
も
に
リ
ゾ
l
ム
に
な
る
。

本
と
世
界
の
非
平
行
的
進
化
が
存
す
る
。
本
は
世
界
の
脱
領
土
化
（
a
E
R
5
0ユ丘町印昨日
0ロ
）
を
確
実
な
も
の
に
す
る
が
、
世
界
は
本
の
再

領
土
化
（
8
H
2
E
oユ
丘
町
己
目
。
ロ
）
を
行
い
、
今
度
は
こ
の
本
が
世
界
の
内
で
自
ら
自
身
に
お
い
て
自
ら
を
脱
領
土
化
す
る
。
」
（
冨
HJ

℃－

H

∞）
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本
が
単
に
世
界
を
題
材
と
す
る
そ
の
イ
マ
l
ジ
ュ
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
考
え
方
は
、
ド
ゥ
ル
l
ズ
H
ガ
タ
リ
に
よ
っ
て
こ
こ
で
は
っ
き
り

否
定
さ
れ
る
。
そ
う
で
は
な
く
、
本
と
世
界
は
、
相
互
に
作
用
し
合
う
こ
と
で
、
各
々
が
別
々
の
仕
方
で
変
化
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
世
界
の
イ
マ

I
ジ
ュ
と
し
て
の
本
と
い
う
考
え
方
の
範
囲
内
で
さ
え
妥
当
す
る
。
一
方
で
、
本
が
世
界
を
脱
領
土
化
す
る

と
は
、
本
を
読
む
こ
と
が
世
界
の
と
ら
え
方
を
変
え
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
脱
領
土
化
と
は
、
非
常
に
簡
略
化
し
て
言
え
ば
、
領
土
の
よ

う
に
境
界
線
を
限
定
さ
れ
た
、
事
物
の
既
存
の
形
態
か
ら
の
脱
出
を
指
す
。
他
方
で
、
世
界
が
本
を
再
領
土
化
す
る
と
は
、
読
ま
れ
た
本

が
世
界
の
中
の
一
つ
の
事
物
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
で
、
世
界
の
と
ら
え
方
を
変
え
る
力
を
失
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
再
領
土
化
と
は
、
再

び
簡
略
化
す
れ
ば
、
一
旦
既
存
の
形
態
か
ら
脱
出
し
た
事
物
の
、
既
存
の
形
態
へ
の
回
帰
を
指
す
。
こ
れ
ら
の
二
つ
の
こ
と
は
、
本
に
つ

い
て
の
従
来
の
考
え
方
に
基
づ
い
て
語
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
が
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
本
と
世
界
が
相
互
に
作
用
し
合
う
こ
と
が
既

に
前
提
と
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
お
い
て
、
世
界
の
イ
マ
l
ジ
ュ
と
し
て
の
本
と
い
う
考
え
方
は
、
そ
れ
自
身
の
内
部

か
ら
解
体
さ
れ
る
。
本
が
自
ら
自
身
に
お
い
て
自
ら
を
脱
領
土
化
す
る
と
は
、
そ
の
よ
う
な
事
態
に
お
い
て
、
本
が
世
界
の
中
の
一
つ
の

事
物
で
あ
る
こ
と
を
超
え
て
、
世
界
そ
の
も
の
と
一
体
を
な
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
リ
ゾ
l
ム
は
、
そ
れ
ら
の
相
互
の
自
由
な
連
結
の

実
現
に
お
い
て
、
本
と
世
界
の
こ
の
一
体
化
を
実
現
す
る
。
こ
う
し
て
、
あ
ら
ゆ
る
リ
ゾ
l
ム
の
連
結
の
内
で
、
自
然
全
体
と
し
て
の
内

一
二
七
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在
平
面
が
開
示
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
、
本
を
読
む
こ
と
は
、
世
界
を
そ
の
認
識
に
よ
っ
て
創
造
す
る
こ
と
、
ひ
い
て
は
、
両
者
を
包
括
す

る
自
然
全
体
を
そ
の
認
識
に
よ
っ
て
創
造
す
る
こ
と
を
も
巻
き
込
ん
で
い
る
。
ま
た
、
本
だ
け
で
は
な
く
、
他
の
す
べ
て
の
リ
ゾ
l
ム
に

つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
一
言
守
え
る
。

こ
こ
に
お
い
て
、
各
々
の
リ
ゾ
1
ム
は
、
内
在
平
面
の
一
部
分
を
な
す
こ
と
で
、
あ
ら
ゆ
る
リ
ゾ
l
ム
を
産
出
す
る
内
在
平
面
の
力
能

を
分
有
す
る
も
の
と
し
て
と
ら
え
直
さ
れ
る
。
そ
の
時
、
リ
ゾ
l
ム
、
ま
た
、
そ
れ
を
構
成
す
る
プ
ラ
ト
l
は
、
分
割
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
そ
の
性
質
を
変
え
る
、
強
度
的
な
諸
部
分
を
そ
の
力
能
と
し
て
持
つ
も
の
と
し
て
現
れ
る
。
実
際
、
リ
ゾ
1
ム
は
、
「
そ
の
諸
要
素
が
本

性
を
変
え
る
こ
と
な
し
に
は
、
あ
る
一
定
の
闘
以
下
に
も
以
上
に
も
分
割
さ
れ
ず
、
増
大
も
減
少
も
し
な
い
よ
う
な
、
相
対
的
に
分
割
不

可
能
な
も
の
」
（
宮
戸
匂
・

8
）
と
し
て
、
「
強
度
的
な
特
徴
」
（
富
岡
J

匂－

t）
を
持
つ
と
言
わ
れ
る
。
更
に
、
リ
ゾ
l
ム
を
構
成
す
る
プ
ラ

ト
1
は
、
リ
ゾ
1
ム
そ
れ
自
体
が
、
外
延
的
な
諸
部
分
と
そ
れ
ら
の
関
係
に
生
じ
る
変
化
に
応
じ
て
、
無
限
に
多
く
の
仕
方
で
変
化
す
る

こ
と
か
ら
、
「
頂
点
へ
と
至
る
、
あ
る
い
は
、
外
的
な
目
標
へ
と
向
か
う
、
あ
ら
ゆ
る
方
向
付
け
を
回
避
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
る

よ
う
な
、
諸
々
の
強
度
の
連
続
的
な
地
帯
」
（
富
田
y
u・
ωN
）
と
し
て
言
及
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
、
リ
ゾ
l
ム
あ
る
い
は
プ
ラ

ト
l
が
強
度
的
な
性
格
を
持
つ
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
リ
ゾ
l
ム
の
総
体
と
し
て
の
内
在
平
面
の
開
示
を
前
提
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
の
で

ホ
り
ヲ
。
。さ

て
、
前
に
見
た
よ
う
に
、
『
千
の
プ
ラ
ト
l
』
で
の
内
在
平
面
の
概
念
の
内
に
は
、
個
体
を
構
成
す
る
外
延
的
な
諸
要
素
の
運
動
と
静

止
の
関
係
か
ら
始
ま
り
、
あ
ら
ゆ
る
個
体
の
総
体
と
し
て
の
内
在
平
面
を
経
て
、
各
々
の
個
体
の
力
能
と
し
て
の
強
度
的
な
諸
部
分
へ
と

至
る
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
由
来
す
る
認
識
の
進
行
が
合
意
さ
れ
て
い
た
。
そ
れ
自
体
が
一
つ
の
リ
ゾ
l
ム
と
し
て
、
そ
の
固
有
の
内
在
平
面
を

開
示
す
る
『
干
の
プ
ラ
ト
1
』
と
い
う
著
作
そ
の
も
の
も
、
こ
の
認
識
の
進
行
に
即
し
て
理
解
さ
れ
る
。

ま
ず
、
こ
の
著
作
の
形
態
に
関
し
て
、
外
延
的
な
諸
部
分
に
相
当
す
る
の
は
、
著
作
中
に
含
ま
れ
る
各
々
の
活
字
、
あ
る
い
は
、
そ
れ

ら
の
活
字
の
配
置
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
、
プ
ラ
ト
！
と
呼
ば
れ
る
各
々
の
ま
と
ま
り
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
外
延
的
な
諸
部
分
が
運
動
と



静
止
の
一
定
の
関
係
の
下
で
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
、
各
々
の
活
字
が
一
定
の
仕
方
で
結
び
付
け
ら
れ
、
プ
ラ
ト
！
と
い
う
ま
と
ま
り
が
構

成
さ
れ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
、
各
々
の
プ
ラ
ト
l
が
一
定
の
仕
方
で
結
び
付
け
ら
れ
、
リ
ゾ
l
ム
と
し
て
の
著
作
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
を

指
す
。
こ
の
リ
ゾ
l
ム
は
、
単
に
本
の
内
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
外
の
世
界
に
属
す
る
あ
ら
ゆ
る
リ
ゾ
l
ム
と
も
連
結
す
る
こ
と
に
お
い

て
、
そ
れ
ら
の
総
体
と
し
て
の
自
然
全
体
の
認
識
を
可
能
に
し
、
内
在
平
面
を
開
示
す
る
。
更
に
、
強
度
的
な
諸
部
分
に
相
当
す
る
の
は
、

こ
う
し
た
リ
ゾ
1
ム
と
し
て
の
本
に
よ
っ
て
分
有
さ
れ
た
、
自
然
全
体
の
力
能
の
一
部
分
で
あ
る
。
こ
の
力
能
は
、
活
字
や
プ
ラ
ト
l
が

一
定
の
仕
方
で
結
び
付
け
ら
れ
、
リ
ゾ
l
ム
と
し
て
の
本
が
構
成
さ
れ
る
こ
と
が
、
自
然
全
体
の
認
識
と
創
造
を
巻
き
込
ん
で
い
る
際
に

生
じ
る
、
あ
る
種
の
情
動
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
。

『千のプラトー』における内在平面

た
だ
、
リ
ゾ
l
ム
と
し
て
の
こ
の
著
作
に
お
け
る
活
字
や
プ
ラ
ト
1
は
、
特
定
の
結
び
付
き
を
前
提
す
る
こ
と
を
極
力
排
除
す
る
よ
う

な
仕
方
で
は
あ
る
が
、
既
に
あ
る
決
ま
っ
た
配
置
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
何
ら
か
の
一
定
の
関
係
の
下
で
与
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ

れ
ら
の
活
字
や
プ
ラ
ト
l
は
、
ド
ゥ
ル
l
ズ
H
ガ
タ
リ
自
身
の
内
で
は
、
そ
れ
ら
を
結
び
付
け
て
、
こ
の
著
作
を
リ
ゾ
l
ム
と
し
て
構
成

す
る
際
に
生
じ
る
情
動
を
既
に
伴
う
よ
う
な
仕
方
で
提
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
著
作
に
お
い
て
、
リ
ゾ
1
ム
と
プ
ラ
ト
l
が
強
度
的
な
性

質
を
持
つ
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
そ
の
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
等
に
と
っ
て
、
こ
の
著
作
を
構
成
す
る
各
々
の
プ
ラ

ト
l
、
あ
る
い
は
、
リ
ゾ
l
ム
と
し
て
の
こ
の
著
作
そ
の
も
の
は
、
最
初
の
時
点
か
ら
既
に
、
外
延
的
な
諸
部
分
の
運
動
と
静
止
の
関
係

の
認
識
と
、
内
在
平
面
の
認
識
を
経
た
後
で
得
ら
れ
る
、
各
々
の
個
体
の
強
度
的
な
力
能
の
認
識
に
お
い
て
把
握
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
こ
の
著
作
を
形
作
る
、
彼
等
自
身
に
よ
る
プ
ラ
ト
l
の
結
合
と
、
リ
ゾ
l
ム
と
し
て
の
本
の
構
成
は
そ
れ
自
体
で
、
彼
等
固
有

の
仕
方
で
の
、
自
然
全
体
の
認
識
と
創
造
、
ま
た
、
自
然
全
体
の
力
能
の
一
部
分
を
な
す
本
の
特
異
な
力
能
の
創
出
を
苧
ん
で
い
る
。

し
か
し
、
読
者
に
と
っ
て
は
事
態
は
異
な
る
。
何
故
な
ら
、
読
者
は
、
著
者
と
同
じ
く
、
こ
の
著
作
に
お
け
る
各
々
の
活
字
や
プ
ラ
ト
ー

を
、
決
ま
っ
た
配
置
に
お
い
て
、
つ
ま
り
、
一
定
の
関
係
の
下
で
与
え
ら
れ
は
す
る
も
の
の
、
そ
れ
ら
を
結
び
付
け
て
リ
ゾ
l
ム
を
構
成

す
る
際
に
生
じ
る
情
動
を
最
初
の
時
点
か
ら
感
じ
て
い
る
訳
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
読
者
は
、
自
分
に
こ
う
し
た
情
動
が

九



。

『千のプラ卜ー』における内在平面

生
じ
る
よ
う
な
仕
方
で
、
自
分
自
身
で
活
字
や
プ
ラ
ト
ー
を
結
び
付
け
て
、
自
然
全
体
の
認
識
と
創
造
を
巻
き
込
ん
だ
、
リ
ゾ
l
ム
と
し

て
の
本
を
構
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
時
初
め
て
、
リ
ゾ
l
ム
や
プ
ラ
ト
l
は
、
読
者
自
身
に
と
っ
て
も
ま
た
強
度
的
な
性
格
を

持
つ
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
、
本
来
の
意
味
で
の
リ
ゾ
｜
ム
や
プ
ラ
ト
！
と
し
て
現
れ
る
。
こ
の
場
合
、
外
延
的
な
諸
部
分
と
し
て
与
え

ら
れ
て
い
る
活
字
や
プ
ラ
ト
l
の
そ
も
そ
も
の
配
置
は
同
じ
で
も
、
そ
こ
か
ら
リ
ゾ
l
ム
と
し
て
の
本
を
構
成
す
る
仕
方
、
こ
の
本
を
包

括
す
る
自
然
全
体
を
認
識
し
創
造
す
る
仕
方
、
そ
し
て
、
こ
の
自
然
全
体
の
一
部
分
と
し
て
の
こ
の
本
の
強
度
的
な
力
能
を
感
じ
る
仕
方

は
、
各
人
に
よ
っ
て
そ
の
都
度
全
く
異
な
る
も
の
と
な
る
。
こ
こ
か
ら
、
リ
ゾ
1
ム
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
構
成
す
る
各
々
の
プ
ラ
ト
ー

も
ま
た
、
絶
え
ず
新
た
な
情
動
を
伴
う
も
の
と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

従
っ
て
、
『
干
の
プ
ラ
ト
1
』
と
い
う
表
題
は
、
二
つ
の
意
味
に
お
い
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
前
に
、
こ
の
表
題
は
、
こ
の

著
作
に
含
ま
れ
る
外
延
的
な
諸
部
分
と
し
て
の
、
千
の
、
つ
ま
り
、
多
く
の
プ
ラ
ト
ー
を
意
味
す
る
こ
と
で
、
こ
の
著
作
の
あ
り
方
を
言

い
表
し
て
い
る
も
の
と
し
て
説
明
さ
れ
た
。
だ
が
、
実
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
の
著
作
の
読
者
が
創
出
す
る
強
度
的
な
諸
部
分
と
し

て
の
、
干
の
、
つ
ま
り
、
無
数
の
プ
ラ
ト
l
を
意
味
す
る
こ
と
で
、
こ
の
著
作
の
多
様
な
読
解
の
可
能
性
を
も
言
い
表
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
ま
た
、
こ
の
第
二
の
意
味
を
付
与
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
、
こ
の
著
作
は
、
そ
こ
に
既
に
含
ま
れ
て
い
る
プ
ラ
ト
l
の
数
を

は
る
か
に
超
え
て
、
文
字
通
り
の
「
干
の
」
プ
ラ
ト
ー
と
な
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
著
作
は
、
我
々
読
者
が
そ
こ
に
参

与
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
無
限
に
展
開
さ
れ
得
る
書
物
な
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
に
お
い
て
、
こ
の
書
物
は
、
我
々
自
身
に
よ
る
新
た
な
実

践
へ
と
常
に
聞
か
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
実
践
は
、
各
々
の
プ
ラ
ト
l
と
、
そ
れ
ら
を
含
む
リ
ゾ
l
ム
と
し
て
の
こ
の
書
物
だ
け
で

は
な
く
、
自
然
全
体
を
、
そ
こ
か
ら
逆
に
こ
の
書
物
の
持
つ
固
有
の
力
能
を
、
各
人
自
身
が
そ
の
都
度
自
由
に
創
出
す
る
こ
と
へ
と
我
々

を
導
く
も
の
で
も
あ
る
。

最
後
に
、
本
論
で
の
議
論
を
振
り
返
っ
て
お
こ
う
。
『
干
の
プ
ラ
ト
l
』
に
お
け
る
内
在
平
面
は
、
外
延
的
な
諸
部
分
と
、
そ
れ
ら
の
運

動
と
静
止
の
関
係
と
、
こ
の
関
係
に
対
応
す
る
強
度
的
な
部
分
か
ら
な
る
（
1
）
。
こ
れ
ら
の
一
一
一
つ
の
も
の
は
、
『
ス
ピ
ノ
ザ
ム
夫
践
哲
学
』



に
お
い
て
は
、
様
態
を
形
成
す
る
三
つ
の
契
機
と
し
て
言
及
さ
れ
る
（
2
）
。
こ
れ
ら
の
契
機
の
内
で
、
外
延
的
な
諸
部
分
の
運
動
と
静
止

の
関
係
は
、
『
エ
チ
カ
』
の
第
二
種
の
認
識
の
対
象
に
、
強
度
的
な
諸
部
分
は
、
第
三
種
の
認
識
の
対
象
に
対
応
す
る
た
め
、
三
つ
の
契
機

は
、
第
二
種
か
ら
第
三
種
へ
の
認
識
の
進
行
を
前
提
と
す
る
（
3
）
。
ま
た
、
内
在
平
面
は
、
第
二
種
と
第
三
種
の
認
識
を
媒
介
す
る
神
の

観
念
に
対
応
す
る
（
4
）
。
『
干
の
プ
ラ
ト

l
』
と
い
う
著
作
は
、
こ
の
本
を
構
成
す
る
外
延
的
な
諸
部
分
と
し
て
の
プ
ラ
ト
ー
を
、
内
在

平
面
の
開
示
を
経
た
強
度
的
な
諸
部
分
と
し
て
と
ら
え
直
す
こ
と
を
読
者
に
要
求
す
る
。
そ
の
こ
と
は
、
第
二
種
か
ら
第
三
種
の
認
識
へ

の
進
行
を
指
し
示
す
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
過
程
で
、
こ
の
進
行
を
媒
介
す
る
神
あ
る
い
は
自
然
全
体
を
認
識
に
よ
っ
て
創
造
す
る
こ
と
を

も
巻
き
込
ん
で
い
る
（
5
）。

註

『千のプラトー』における内在平面

（
1
）
『
資
本
主
義
と
分
裂
症
』
で
の
枠
組
み
を
様
々
な
分
野
に
適
用
し
つ
つ
展
開
す
る
試
み
と
し
て
は
、
∞
ユ
g
g
B
E
E
F－
h
g同
ユ
官
＆
向

s
p
b
E－

寄
遣
問

SRHωSSEJ3gsuhHseH帆。君、
d
s
u
S露両
b
s
a
b
g
E立
・
宮
司
同
MBmpHus－
が
あ
る
。

（
2
）
『
哲
学
と
は
何
か
』
の
哲
学
の
一
一
一
つ
の
要
素
に
は
、
「
内
在
平
面
」
に
加
え
て
、
「
概
念
」
と
「
概
念
的
人
物
」
（
匂
叩
円
8
ロロ白伺
m
gロ
n
8
z
a）
が
あ
る
。

本
文
中
で
後
に
挙
げ
る
箇
所
か
ら
も
分
か
る
よ
う
に
、
内
在
平
面
が
ス
ピ
ノ
ザ
と
の
密
接
な
関
係
の
内
に
あ
る
の
に
対
し
て
、
概
念
と
概
念
的
人
物
は
、

ニ
l
チ
ェ
と
不
可
分
に
結
び
付
け
ら
れ
る
（
ρ司
b
p
己

I
R
S－
g）
。
従
っ
て
、
ド
ゥ
ル
l
ズ
H
ガ
タ
リ
の
哲
学
観
の
内
に
は
、
ニ
l
チ
ェ
と
ス
ピ
ノ

ザ
の
結
合
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
、
ド
ゥ
ル
l
ズ
は
、
一
九
八
八
年
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
で
、
自
分
の
初
期
の
哲
学
研
究
を
ス
ピ
ノ
ザ
と
ニ
l
チ
ェ
の
結
合

を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
と
語
っ
て
い
る

9
・u・
5
3
0
そ
こ
か
ら
、
『
哲
学
と
は
何
か
』
の
哲
学
観
を
、
ド
ゥ
ル
l
ズ
の
初
期
の
留
学
研
究
の
延
長
線
上

に
位
置
付
け
る
こ
と
へ
の
展
望
が
関
か
れ
る
。
ド
ゥ
ル
1
ズ
の
初
期
に
お
け
る
二
人
の
哲
学
者
の
同
一
性
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
お
け
る

ス
ピ
ノ
ザ
と
ニ
l
チ
ェ
の
同
一
性
｜
哲
学
に
お
け
る
実
践
と
批
判
の
結
合
の
試
み
」
、
九
州
大
学
哲
学
会
『
哲
学
論
文
集
』
第
三
O
輯
、
一
九
九
四
年
、
五

九
1
七
五
頁
を
参
照
。
ま
た
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
お
け
る
両
者
の
同
一
性
を
そ
の
内
部
か
ら
解
体
す
る
試
み
と
し
て
は
、

E
m
q
o
N白
OE－－
H
白《伺円

g
e

E
g
E
b》

Z
E
N
R
Z・ω立ロ
O
E
S
E
m－－
z
a
g
E
S
J
旬。・

3
・
2
1
E・
が
あ
る
。

（3
）
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
次
の
二
つ
の
箇
所
を
参
照
。

「
人
が
内
在
平
面
に
つ
い
て
語
り
得
る
の
は
、
内
在
性
が
も
は
や
自
ら
以
外
の
も
の
へ
の
内
在
性
で
は
な
い
場
合
に
で
あ
る
。
」
旬
。
・
匂
・

6

一一一一
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一

『千のプラトー』における内在平面

「
何
物
の
内
に
も
な
い
内
在
性
は
、
そ
れ
自
身
が
生
で
あ
る
。
生
と
は
、
内
在
性
の
内
在
性
、
絶
対
的
な
内
在
性
で
あ
る
。
」
（
句
。
－

u－
e

（
4
）
プ
ラ
ド
は
、
『
哲
学
と
は
何
か
』
に
お
け
る
内
在
平
面
を
、
現
象
学
、
フ
l
コ
1
の
考
古
学
、
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
語
ゲ
l
ム
と
い
う
三

つ
の
も
の
と
の
関
係
で
理
解
し
よ
う
と
し
、
特
に
実
践
の
重
視
と
い
う
点
に
関
し
て
、
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
の
近
接
性
を
強
調
す
る
。
回

g
g

胃
邑
o可
・
必
耳
目
白
《
立
白
ロ

E
g
g
g
g口問》
J
g
h』S
N
E
b
s
p・
5
阻
害
、
注
目
2
0品

VES居間－
E
－
官
同
開
ユ
ロ
〉
＝

5
・
ω
百円
F
b
u
g－
HU由∞・

3
・目白日
t
ム∞∞・

た
だ
、
そ
こ
で
は
、
最
良
の
内
在
平
面
を
作
成
し
た
哲
学
者
と
し
て
の
ス
ピ
ノ
ザ
に
つ
い
て
は
、
実
践
に
お
い
て
は
複
数
の
哲
学
の
作
成
す
る
複
数
の
内

在
平
面
が
出
現
す
る
と
い
う
理
由
で
、
言
及
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
o
S注・℃・
ω戸
確
か
に
、
こ
の
著
作
と
こ
れ
ら
の
三
つ
の
も
の
の
聞
に
何
ら
か
の
関
係

が
あ
る
こ
と
は
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
ら
は
す
べ
て
、
プ
ラ
ド
自
身
も
意
識
し
て
い
る
よ
う
に
、
ド
ゥ
ル

l
ズ
の
著
作
に
対
し
て
外

的
な
観
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
観
点
か
ら
は
、
ド
ゥ
ル

l
ズ
（
あ
る
い
は
ガ
タ
リ
）
の
思
想
の
内
部
か
ら
内
在
平
面
の
概
念
が
着
想
さ
れ
た
経

緯
も
、
こ
の
概
念
を
援
用
す
る
彼
等
の
幾
つ
か
の
著
作
の
聞
の
連
関
も
明
ら
か
に
な
ら
な
い
と
い
う
難
点
が
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
注
目

す
れ
ば
、
内
在
平
面
の
概
念
が
最
初
に
登
場
す
る
『
千
の
プ
ラ
ト
l
』
以
前
の
ド
ゥ
ル

l
ズ
の
著
作
、
ま
た
、
『
千
の
プ
ラ
ト
l
』
以
後
の
ド
ゥ
ル
l
ズ
H

ガ
タ
リ
あ
る
い
は
ド
ゥ
ル

l
ズ
の
著
作
と
の
一
貫
性
に
お
い
て
、
こ
の
概
念
を
理
解
す
る
こ
と
へ
の
展
望
が
聞
か
れ
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。
内
在
平
面

と
ス
ピ
ノ
ザ
の
関
係
は
、

e
ケ
イ
ト
ウ
ン
ズ
に
よ
っ
て
も
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
冨

o－g
の曲目叩

HM印
・
斗
耳

OZ同
町
曲
目
匂

EON－師二叩ロ回一
m
s
a
o同司－
e
R
R’

g
n
p
旬。老町吋

J
b悶
守
器
内
白
町
立
な

qESQR同時可－
a
・
σ司句白ロ－
P
E
o
p
∞－

R
－2
5－－－
Hug－
2u－
H
S
1
5叶－
g
℃－

L
2
1
5
4・
た
だ
、

e
ケ
イ
ト
ウ
ン
ズ
は
、

内
在
平
面
の
概
念
そ
の
も
の
を
検
討
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
内
に
見
出
さ
れ
る
着
怨
を
用
い
て
、
ド
ゥ
ル

l
ズ
が
初
期
に
発
表
し
た
ミ
シ
ェ
ル
・
ト
ゥ

ル
ニ
エ
論
（
町
立
民
Q
R
R

呂
田
斗
に
初
出

O
E－－
g
u
m－2
8・
ト
ロ
包
室
町
民
民
的

S
F
宮
古

E
F
呂
田
由
に
修
正
さ
れ
て
再
録
。
）
で
扱
わ
れ
る
、
ト
ゥ
ル
ニ
エ
に

よ
る
ロ
ビ
ン
ソ
ン
・
ク
ル

l
ソ
l
の
物
語
『
フ
ラ
イ
デ
l
あ
る
い
は
太
平
洋
の
冥
界
』
を
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
、
ス
ピ
ノ
ザ
へ
の
言
及
は
な
い
が
、
同

様
の
仕
方
で
、
内
在
平
面
を
含
む
『
干
の
プ
ラ
ト
l
』
で
の
着
想
を
用
い
て
、
教
会
芸
術
と
そ
こ
に
表
れ
た
記
号
の
体
制
を
分
析
す
る
試
み
と
し
て
は
、

』
g
ロ・

2
2
冨
釦
吋

t
p
d
R
H
O句
者
耳
0
『
同
町
四
百
白
『

5
0
9
2ユ
由
江

Oロ印

Oロ
白
斗

Zog印
白
ロ
色
句
Z
Z
E印
J
g
h
h
a
b間
食
器
時

S
R叫

HE悶
HESH司、
oh

hu旨民
h
a
e
－H－
moロ己叩品開叩・
Huup
苦・

N
8
1
N∞
∞
・
が
あ
る
。

（
5
）
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
は
、
一
九
六
八
年
に
出
版
さ
れ
た
『
ス
ピ
ノ
ザ
と
表
現
の
問
題
』
と
い
う
も
う
一
つ
の
ス
ピ
ノ
ザ
論
が
あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
の
内
に

決
し
て
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
表
現
と
い
う
主
題
を
ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
引
き
出
す
ド
ゥ
ル

l
ズ
の
手
法
の
特
色
と
そ
の
問
題
点
に
つ
い
て
は
、

虫
2
5
三
宮
宮
門
司
・
斗
宮
町
ロ

8
z
z
q
d
i
s
s
g
o
N白
Jphb宮
内
白

3
．H
E
N
s
a問、．
a
・
5

2
己
2

5ロ・回
EnrdSロ・
5
g－同
MU－－
u由
1

5・本

論
が
、
二
つ
の
ス
ピ
ノ
ザ
論
の
内
で
、
『
ス
ピ
ノ
ザ
と
表
現
の
問
題
』
で
は
な
く
、
『
ス
ピ
ノ
ザ
｜
実
践
哲
学
』
と
の
関
係
で
内
在
平
面
の
概
念
を
理
解
し

よ
う
と
す
る
の
は
、
本
文
中
で
も
後
述
す
る
よ
う
に
、
こ
の
著
作
に
対
し
て
は
、
『
千
の
プ
ラ
ト
1
』
の
執
筆
直
後
に
、
内
在
平
面
を
含
む
そ
こ
で
の
概
念

を
援
用
し
た
加
筆
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
こ
れ
ら
の
著
作
の
聞
の
連
続
性
は
明
白
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
実
は
こ
の
こ
と
は
、
二
つ
の
ス
ピ
ノ
ザ
論



の
聞
の
関
係
に
つ
い
て
の
問
題
に
も
関
わ
る
。
通
常
、
『
ス
ピ
ノ
ザ
｜
実
践
哲
学
』
は
、
単
に
『
ス
ピ
ノ
ザ
と
表
現
の
問
題
』
の
実
践
的
な
側
面
を
取
り
出

し
て
要
約
す
る
だ
け
の
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。
例
え
ば
、

S
＆－

b
－
E
印
・
広
吋
・
ま
た
、
こ
の
こ
と
に
基
づ
い
て
、
内
在
平
面
の
概
念
は
、
二
つ
の
ス
ピ
ノ
ザ

論
を
区
別
な
く
用
い
て
論
じ
ら
れ
る
か
、
あ
る
い
は
、
『
ス
ピ
ノ
ザ
｜
実
践
哲
学
』
に
対
し
て
理
論
的
な
基
盤
を
与
え
る
と
さ
れ
る
『
ス
ピ
ノ
ザ
と
表
現
の

問
題
』
と
の
関
係
で
論
じ
ら
れ
る
。
前
者
の
例
と
し
て
は
、
富
a
g
の曲

HEm－
S
R
後
者
の
例
と
し
て
は
、

g
o
a－o
〉
伺
曲
ヨ

σ
g－
H
－
吉
田
自

8
8

曲
Z
o
Z巾
J
A
U

た
な
臼
匂
田
町
時
寝
間
片
足
諮
問
号
』
V
E
g
－￥
s
s・
a
－
宮
吋
開
ユ

n〉
E
R－
m
M
B
5
2
$
0・
5
由∞
bMM・岡田町
i
H
g－
g
p－句－
H4N・
本
論
で
は
、
こ
れ

ら
の
二
つ
の
ス
ピ
ノ
ザ
論
の
聞
の
関
係
に
つ
い
て
は
全
く
検
討
で
き
な
か
っ
た
が
、
こ
う
し
た
問
題
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
に
と
ど
め
、
今
後
の
課
題

と
し
た
い
。

（6
）
ゲ
イ
ト
ゥ
ン
ズ
は
、
超
越
平
面
と
内
在
平
面
の
以
上
の
よ
う
な
対
比
の
背
景
に
、
ホ
ッ
プ
ズ
の
『
リ
ウ
ァ
イ
ア
サ
ン
』
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
国
家
論
』
の

両
者
に
見
ら
れ
る
政
治
哲
学
の
対
比
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
冨
O
町
田
の
同
窓
口

F
S
H．a・－問者
H
2
I
H
S－
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
は
、
こ
の
こ
と
を
更
に
分

析
し
、
ホ
ッ
プ
ズ
の
構
想
す
る
、
個
人
の
自
然
権
を
す
べ
て
委
託
さ
れ
た
絶
対
的
な
権
力
を
持
つ
国
家
と
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
構
想
す
る
、
個
人
の
自
然
権
の

自
発
的
な
統
合
に
よ
っ
て
成
立
す
る
市
民
社
会
の
対
比
を
、
超
越
的
な
一
者
が
多
な
る
も
の
に
統
一
一
性
を
与
え
る
超
越
平
面
と
、
多
な
る
も
の
が
自
ら
自

身
を
肯
定
す
る
内
在
平
面
の
対
比
の
着
想
の
起
源
と
し
て
位
置
付
け
る
。
ま
た
、

7
1
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
は
、
内
在
平
面
に
定
位
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
践
哲

学
を
も
、
こ
の
観
点
か
ら
理
解
す
る
。
〉
号
己
目
白
〉
吋
呂
田
可
O
口問－

d
o
g
m
S
2
2
z
oロ
O
ロ
ロ
巴

2
8．曲
ω
H
U
E
S
R
g昌
吉
田
5
0ロ
自
色
白
岡
g
n司
J
U帽
守
宮
帽

SRM
喝さ
g
o
b
E
W
S砲
丸
弘
、

s
s
a
S偏見意同
F
E－
耳
目
内
O
R
F
〉ロ曲叩－－

2
白『国
O
ロ・
m
O
C
己包旬。・戸田国叶・

3
・主

1日
4・
2
？
怠
1
ぉ・

（7
）
『
ス
ピ
ノ
ザ
｜
実
践
哲
学
』
の
再
版
の
章
立
て
は
、
次
の
通
り
。
第
一
章
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
生
」
、
第
二
章
「
道
徳
と
倫
理
の
差
異
に
つ
い
て
」
、
第
三
章

「
悪
に
つ
い
て
の
手
紙
」
（
プ
レ
イ
エ
ン
ベ
ル
フ
と
の
往
復
書
簡
）
、
第
四
章
「
『
エ
チ
カ
』
主
要
概
念
索
引
」
、
第
五
章
「
ス
ピ
ノ
ザ
の
思
想
的
発
展
」
（
『
知

性
改
善
論
』
の
未
完
成
に
つ
い
て
て
第
六
章
「
ス
ピ
ノ
ザ
と
私
達
」
。
初
版
と
再
版
に
共
通
す
る
部
分
に
つ
い
て
だ
が
、
初
版
で
「
生
」
、
「
哲
学
」
と
い

う
表
題
が
付
け
ら
れ
て
い
た
二
つ
の
部
分
が
、
再
版
で
の
第
一
章
と
第
二
章
に
な
り
、
そ
れ
ら
の
後
に
、
テ
ク
ス
ト
の
抜
粋
と
一
緒
に
小
さ
な
活
字
で
組

ま
れ
て
い
た
『
エ
チ
カ
』
主
要
概
念
索
引
が
、
四
項
目
を
加
え
ら
れ
、
再
版
で
の
第
四
章
と
な
っ
た
。
初
版
と
再
版
の
聞
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
雅

大
訳
『
ス
ピ
ノ
ザ
｜
実
践
の
哲
学
』
、
平
凡
社
、
一
九
九
四
年
、
二
四
五
、
二
四
九
頁
を
参
照
。
再
版
で
加
筆
さ
れ
た
三
つ
の
章
に
つ
い
て
だ
が
、
第
三
章

は
、
悪
の
問
題
を
、
第
五
章
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
に
よ
る
『
知
性
改
善
論
』
の
放
棄
と
『
エ
チ
カ
』
へ
の
着
手
を
、
い
ず
れ
も
、
共
通
概
念
、
ま
た
、
そ
の
対

象
で
あ
る
、
複
数
の
個
体
の
伺
の
構
成
の
統
一
と
の
連
関
で
論
じ
て
い
る
。
そ
の
前
提
と
な
る
の
が
、
外
延
的
な
諸
部
分
の
関
係
と
、
そ
れ
に
対
応
す
る

強
度
的
な
諸
部
分
と
い
う
、
本
文
中
で
問
題
に
し
て
い
る
枠
組
み
で
あ
る
が
、
第
六
章
で
は
、
そ
れ
が
、
経
度
と
緯
度
、
内
在
あ
る
い
は
存
立
平
面
と
い

う
『
干
の
プ
ラ
ト
l
』
と
同
じ
用
語
を
使
い
、
ま
た
、
そ
れ
と
同
じ
題
材
を
用
い
つ
つ
語
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
、
こ
れ
ら
の
主
題
の
基
本
的
な
部
分
は
す

べ
て
、
初
版
部
分
で
既
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。

『千のプラトー』における内在平面
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四

『干のプラトー』における内在平面

（8
）
近
年
、
『
干
の
プ
ラ
ト
l
』
に
お
け
る
ガ
タ
リ
の
影
響
を
重
視
す
る
傾
向
が
顕
著
に
な
っ
て
き
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
こ
の
著
作
の
重
要
概
念
を
ド
ゥ

ル
ー
ズ
の
『
ス
ピ
ノ
ザ
｜
実
践
哲
学
』
が
方
向
付
け
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
そ
こ
で
の
思
想
の
大
枠
を
ド
ゥ
ル
l
ズ
が
規
定
し
て
い
る
と
い
う
こ
と

は
動
か
し
難
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
だ
、
こ
の
ス
ピ
ノ
ザ
論
の
初
版
は
一
九
七
O
年
、
ド
ゥ
ル
l
ズ
と
ガ
タ
リ
が
出
会
っ
た
の
は
一
九
六
九
年
で
あ
る

た
め
、
こ
の
ス
ピ
ノ
ザ
論
そ
の
も
の
が
ガ
タ
リ
か
ら
の
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
に
つ
い
て
は
完
全
に
は
否
定
で
き
な
い
。

（9
）
こ
の
認
識
の
進
行
は
、
非
十
全
な
第
一
種
の
認
識
か
ら
十
全
な
第
二
種
の
認
識
へ
、
そ
こ
か
ら
、
同
じ
く
十
全
で
あ
る
が
よ
り
高
次
の
第
三
種
の
認
識

へ
と
い
う
進
行
の
一
部
を
な
す
。
『
ス
ピ
ノ
ザ
｜
実
践
哲
学
』
で
は
、
こ
う
し
た
進
行
は
、
悲
し
み
か
ら
喜
び
へ
、
受
動
か
ら
能
動
へ
、
ま
た
、
能
動
の
内

で
も
最
高
の
至
福
の
感
情
へ
と
い
う
感
情
の
転
換
を
目
的
と
す
る
手
段
と
見
な
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
認
識
の
進
行
の
結
果
と
し
て
、
神
の
存
在
証
明

が
可
能
と
な
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
で
は
、
存
在
論
、
認
識
論
、
感
情
論
と
い
う
通
常
の
優
位
性
の
序
列
が
、
感
情
論
、
認
識
論
、
存
在
論
と
い
う
仕
方
で

転
倒
さ
れ
る
。
そ
の
こ
と
の
内
に
は
、
一
見
ス
ピ
ノ
ザ
自
身
に
反
す
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
無
神
論
と
い
う
契
機
が
読
み
取
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
仕
方
で

理
解
さ
れ
る
無
神
論
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
実
践
哲
学
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
お
け
る
実
銭
哲
掌

1
無
神
論
者
と
し
て
の
ス
ピ
ノ
ザ
」
、
九
州
大
学

『
哲
学
年
報
』
第
五
七
輯
、
一
九
九
八
年
、
一
七
七

1
二
O
五
頁
を
参
照
。

（
叩
）
た
だ
、
神
の
観
念
そ
れ
自
体
は
共
通
概
念
で
は
な
い
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
ド
ゥ
ル
l
ズ
自
身
も
言
及
し
て
お
り
、
両
者
の
区
別
に
関
し
て
、
『
エ

チ
カ
』
第
二
部
定
理
四
七
注
解
を
指
示
し
て
い
る
（
ω司－
H
V
H
Y
H
U
－
－
呂
田
）
。

（U
）
こ
う
し
た
事
態
は
、
註
9
で
言
及
し
た
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
内
に
見
出
さ
れ
る
無
神
論
の
、
認
識
論
の
次
元
で
の
一
つ
の
現
れ
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
が
で

品
目
ヲ
句
。

（
ロ
）
器
官
な
き
身
体
と
い
う
着
想
は
、
現
代
フ
ラ
ン
ス
の
俳
優
で
あ
り
劇
作
家
で
も
あ
る
ア
ン
ト
ナ
ン
・
ア
ル
ト
l
の
、
未
発
表
に
終
わ
っ
た
晩
年
の
ラ
ジ

ォ
・
ド
ラ
マ
脚
本
『
神
の
裁
き
と
訣
別
す
る
た
め
に
』
に
由
来
す
る
。
ア
ル
ト
l
に
と
っ
て
、
器
官
（

0
8自
己
と
は
、
有
機
体
（

oaszgm）
と
い

う
全
体
の
一
部
分
で
あ
り
、
こ
の
全
体
の
統
一
性
を
支
え
る
機
能
を
担
う
。
こ
の
よ
う
に
、
身
体
に
器
官
を
割
り
当
て
る
こ
と
で
、
身
体
を
有
機
体
へ
と

組
織
化
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
、
質
料
に
形
相
を
与
え
る
こ
と
が
、
神
の
裁
き
と
呼
ば
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
器
官
な
き
身
体
と
は
、
有
機
体
へ
と
組
織

化
不
可
能
な
身
体
、
あ
る
い
は
、
形
相
か
ら
解
放
さ
れ
た
質
料
の
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
身
体
を
創
出
す
る
こ
と
は
、
文
字
通
り
神
の
裁
き
と
訣
別
す

る
た
め
の
実
践
と
い
う
意
味
を
持
つ
。
ア
ル
ト
1
に
お
け
る
器
官
な
き
身
体
に
つ
い
て
は
、
〉
ロ
同
O
Eロ
〉
『
g
z
p
・司
0
5
2
P同町白
4
2
Z
吉
岡
冊
目
叩
ロ
円

借

ug－－

Q
aミ
g
n
o
s三
宮
略
的
局
－
。
包
ロ

E
E－－
2
・P
H

O

砕
い
∞
叶
・
を
参
照
。

（
日
）
脱
領
土
化
、
一
再
領
土
化
は
、
領
土
化
（
H
R
ユ帥
oa色
町
田
白
神
宮
ロ
）
と
と
も
に
、
『
ア
ン
チ
・
エ
デ
ィ
プ
ス
』
に
お
い
て
提
示
さ
れ
、
『
干
の
プ
ラ
ト
l
』
に
お

い
て
も
使
用
さ
れ
る
概
念
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
概
念
に
つ
い
て
、
こ
こ
で
詳
し
く
論
じ
る
余
地
は
な
い
が
、
大
ま
か
に
言
え
ば
、
領
土
化
と
は
、
共
同
性

の
成
立
と
同
時
に
、
言
語
の
成
立
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
ま
、
言
語
に
よ
っ
て
分
節
化
さ
れ
、
そ
の
形
態
を
固
定
化
さ
れ
る
よ
う
な
事
物
の
出
現



『干のプラトー』における内在平面

で
も
あ
る
。
脱
領
土
化
と
は
、
領
土
化
の
逆
の
作
用
で
あ
り
、
一
再
領
土
化
と
は
、
脱
領
土
化
し
た
も
の
を
再
び
領
土
化
す
る
作
用
で
あ
る
。
な
お
、
『
ア
ン

チ
・
エ
デ
ィ
プ
ス
』
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
三
つ
の
作
用
の
各
々
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
、
原
始
土
地
社
会
体
、
専
制
君
主
国
家
、

資
本
主
義
国
家
と
い
う
三
つ
の
社
会
体
が
区
分
さ
れ
る
。
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