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一

、

は

じ

め

に

前
期
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
の
知
覚
理
論
は
、
基
本
的
に
は
次
の
定
句
（
ス

l
ト
ラ
）
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。

a
「
知
覚
と
は
、
感
覚
器
官
と
対
象
と
の
接
触
か
ら
生
じ
た
認
識
で
あ
る
。
」
（
Zω
・
f
r
h
H
）

b

「
鼻
、
舌
、
眠
、
皮
膚
、
耳
が
感
覚
器
官
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ら
は
そ
れ
ぞ
れ
［
別
個
の
］
元
素
よ
り
な
る
。
」
（
Zω
・
円
r
H
N
）

c
「
地
、
水
、
火
、
風
、
虚
空
と
い
う
［
五
つ
の
］
も
の
が
、
そ
の
元
素
で
あ
る
。
」
（
Zω
－

H

・M

－

E
）

d

「
香
、
味
、
色
、
触
、
音
・
声
と
い
う
、
そ
れ
ぞ
れ
地
、
水
、
火
、
風
、
虚
空
の
属
性
で
あ
る
も
の
が
、
感
覚
器
官
の
対
象
で
あ

る
。
」
（
Zω
・］［・
r
H
K
H
）

」
の
、
っ
ち
、

a
に
示
さ
れ
る
定
義
は
、
感
覚
器
官
は
そ
の
対
象
に
接
触
H
到
達
し
て
は
じ
め
て
認
識
と
い
う
結
果
を
生
み
出
す
も
の

（－u『
帥

3
、mw
宵
帥
ユ
ロ
）

で
あ
る
と
い
う
主
張
、
す
な
わ
ち
「
到
達
作
用
説
」
と
し
て
、
以
後
の
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
で
論
じ
ら
れ
、
ま
た
他
学
派

に
よ
っ
て
昌
一
白
及
批
判
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
学
説
の
根
本
に
あ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

b
、
c
、
d
の
定
義
は
、
各
感
覚
器
官
は
そ
れ
ぞ

れ
別
の
元
素
か
ら
構
成
さ
れ
る
も
の

（

σE白
戸
国
巴
宵
白
）

で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ぞ
れ
の
構
成
元
素
の
属
性
が
そ
れ
ぞ
れ
の
対
象
の
特
性

を
決
定
し
て
い
る
こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
感
官
物
質
説
」
と
し
て
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
の
知
覚
理
論
を
特
徴
づ
け
る
こ
と
に
な
る

五



ムノ、

も
の
で
あ
る
。

本
論
文
は
、
こ
の
「
到
達
作
用
説
」
と
「
感
官
物
質
説
」
と
い
う
こ
つ
の
原
理
を
基
礎
に
し
て
展
開
さ
れ
る
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
の
知
覚
理

論
を
、
資
料
を
提
示
し
つ
つ
思
想
史
的
に
跡
づ
け
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

外
界
の
対
象
を
認
識
す
る
た
め
の
身
体
器
官
と
し
て
、
眼
（
視
覚
器
官
）

・
耳
（
聴
覚
器
官
）

・
鼻
（
嘆
覚
器
官
）

・
舌
（
味
覚
器

｛昌）

－
身
体
（
度
膚
感
覚
器
官
）

の
五
器
官
を
認
め
る
こ
と
に
お
い
て
は
、
イ
ン
ド
の
哲
学
伝
統
を
形
成
し
て
い
る
い
ず
れ
の
学
派
も
、

基
本
的
に
は
一
致
し
て
い
る
。
さ
ら
に
そ
れ
ら
の
対
象
と
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
色
、
音
・
声
、
香
、
味
、
触
感
を
あ
げ
る
点
で
も
一
致
し
て

い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
問
題
は
、
両
者
の
い
か
な
る
関
わ
り
が
、
知
覚
と
い
う
認
識
を
生
み
出
す
の
か
、
さ
ら
に
、
「
眼
」
や
「
舌
」
と

一
般
に
呼
ば
れ
て
い
る
器
官
の
ど
の
部
位
が
、
あ
る
い
は
い
か
な
る
性
質
・
機
能
が
、
実
際
の
感
覚
器
官
と
し
て
働
い
て
い
る
の
か
、
す

な
わ
ち
「
も
の
を
見
」
、
「
味
を
味
わ
っ
て
い
る
」
の
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
問
題
に
対
す
る
回
答
が
、
各
学
派
の
知
覚
理
論
を
構
成

す
る
主
題
の
ひ
と
つ
と
な
る
。
先
に
示
し
た
よ
う
に
、
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
の
根
本
教
典
で
あ
る
『
ニ
ヤ
l
ヤ
・
ス

1
ト
ラ
』
（
紀
元
後
五
O

ー
三
五

O
年
頃
の
間
に
体
系
化
さ
れ
編
纂
さ
れ
た
）

は
、
知
覚
と
い
う
認
識
が
生
起
す
る
契
機
と
し
て
、
感
覚
器
官
と
対
象
と
の
「
接

触
」
（
的
自
己

E
Z同
）
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
考
え
は
、
最
も
原
型
的
な
感
覚
で
あ
る
皮
膚
感
覚
を
考
え
る
場
合
に
は
妥
当
な
も
の
と

し
て
わ
れ
わ
れ
に
も
受
け
入
れ
る
こ
と
が
出
来
る
。
ま
た
舌
に
よ
る
味
の
知
覚
に
つ
い
て
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
鼻
に
よ
る
香
の
知

覚
に
な
る
と
や
や
疑
問
が
湧
い
て
く
る
。
金
木
犀
の
香
は
眼
の
前
に
金
木
犀
の
木
が
な
く
て
も
鼻
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

も
っ
と
も
、
鼻
の
対
象
は
金
木
犀
の
木
で
は
な
く
て
金
木
犀
の
香
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
香
が
鼻
腔
と
接
触
し
て
香
の
知
覚
が
起
こ
る
と
説

明
す
る
こ
と
は
で
き
る
だ
ろ
う
。
少
な
く
と
も
香
の
知
覚
は
隔
た
り
の
観
念
と
明
確
に
は
結
び
つ
い
て
い
な
い
。
そ
れ
で
は
耳
に
よ
る
音

の
知
覚
は
ど
う
か
。
遠
く
で
打
ち
鳴
ら
さ
れ
た
太
鼓
の
音
は
、
距
離
や
方
角
の
観
念
と
と
も
に
知
覚
さ
れ
る
。
そ
の
場
合
「
接
触
」
が
起

こ
っ
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
は
ど
こ
に
お
い
て
起
こ
っ
て
い
る
の
か
。
耳
に
お
い
て
で
あ
る
の
か
、
太
鼓
が
あ
る
場
所
に
お
い
て
で
あ
る



の
か
。
眼
に
よ
る
色
や
形
の
知
覚
に
お
い
て
、
同
じ
問
題
が
よ
り
直
接
的
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
場
合
の
対
象
は
明
確
に
あ

る
場
所
を
占
め
、
は
っ
き
り
と
し
た
姿
で
た
ち
現
れ
て
い
る
モ
ノ
で
あ
る
。
眼
と
い
う
器
官
と
対
象
で
あ
る
モ
ノ
と
の
聞
に
明
ら
か
に
隔

た
り
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
聞
に
「
接
触
」
が
あ
る
こ
と
を
い
か
に
し
て
説
明
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
か
く
し
て
、
耳
に
よ

る
音
の
知
覚
と
眼
に
よ
る
モ
ノ
の
知
覚
に
つ
い
て
の
議
論
が
、
イ
ン
ド
哲
学
諸
学
派
閥
に
お
い
て
、
「
接
触
説
」
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ

る
知
覚
理
論
論
争
の
主
題
と
し
て
現
れ
て
く
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

イ
ン
ド
哲
学
諸
学
派
の
内
で
、
正
統
バ
ラ
モ
ン
の
思
想
圏
に
属
す
る
も
の
は
、

い
ず
れ
も
全
感
覚
器
官
に
つ
い
て
「
接
触
説
」
を
保
持

し
よ
う
と
す
る
が
、
と
り
わ
け
認
識
論
と
論
理
学
に
つ
い
て
の
研
究
を
学
派
の
存
在
理
由
と
す
る
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
に
お
い
て
は
こ
の
問
題

は
熱
心
に
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
れ
ら
は
、
耳
に
よ
る
音
の
知
覚
に
つ
い
て
は
、
対
象
か
ら
発
せ
ら
れ
る
音
波
を
聴
覚
器
官
の
対

象
と
す
る
。
し
た
が
っ
て
「
接
触
」
は
耳
（
よ
り
厳
密
に
は
耳
の
空
洞
中
に
あ
る
虚
空
の
部
分
）
に
お
い
て
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

一
方
、
眼
に
よ
る
モ
ノ
の
知
覚
に
関
し
て
は
、

ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
は
一
見
特
異
な
学
説
を
立
て
る
こ
と
に
な
る
。
か
れ
ら
は
、
「
接
触
説
」

を
保
持
す
る
た
め
に
、
「
眼
が
対
象
に
到
達
し
て
そ
こ
で
作
用
を
な
す
結
果
、
知
覚
と
い
う
認
識
が
起
こ
る
」
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
の
「
到
達
作
用
説
」

の
根
本
に
あ
る
考
え
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
の
視
覚
器
官
と
し
て
の
「
眼

前期ニヤーヤ学派の知覚理論

（g
Z
5）
」
を
、
眼
球

G
O
E
r
p
可
自
由
回
即
日
）
で
は
な
く
、
眼
球
を
基
座
（
向
島

E
E
E）
と
す
る
光
線
（
「
阻
害
』
）
と
す
る
の
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
眼
と
い
う
感
覚
器
官
と
対
象
と
の
接
触
を
、
眼
球
か
ら
出
た
光
線
に
よ
る
対
象
へ
の
到
達
と
し
て
説
明
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
光
線
と
は
光
輝
U
火
（
五
目
的
）
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
、
こ
の
点
に
お
い
て
先
の
ス

l
ト
ラ
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
、
「
眼
は

火
と
い
う
元
素
よ
り
な
り
、
火
の
属
性
で
あ
る
色
を
そ
の
対
象
と
す
る
」
と
い
う
こ
と
と
も
矛
盾
し
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
の
知
覚
理
論
に
対
し
て
は
、
特
に
仏
教
と
サ
l
ン
キ
ヤ
学
派
か
ら
反
論
が
提
起
さ
れ
た
。
前
者
に
お
い
て

は
、
耳
と
眼
と
い
う
二
つ
の
感
覚
器
官
は
対
象
に
接
触
H
到
達
す
る
こ
と
な
く
、
そ
れ
を
知
覚
す
る
と
主
張
さ
れ
る
。
ま
た
後
者
は
、

「
到
達
作
用
説
」
を
認
め
る
が
、
そ
の
た
め
に
は
感
覚
器
官
は
、
物
質
的
な
も
の

（

σ
F
E
E
S）

 

で
は
な
く
、
「
自
我
意
識
よ
り
開
展
し

七



J¥ 

た
も
の
」
（
帥

g
s
E『
符
白
）
、
す
な
わ
ち
精
神
主
体
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
の
で
あ
る
。
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
の
知
覚
理
論
は
、

最
初
期
の
ス

l
ト
ラ
の
段
階
か
ら
こ
の
両
派
か
ら
の
批
判
を
意
識
し
て
お
り
、
そ
れ
ら
に
再
反
論
を
試
み
る
と
い
う
や
り
方
で
展
開
さ
れ

て
い
る
。
そ
こ
で
以
下
に
お
い
て
は
、
そ
の
争
点
が
最
も
典
型
的
な
形
で
現
れ
て
く
る
、
眼
に
よ
る
対
象
認
識
に
関
連
す
る
部
分
を
中
心

に
議
論
の
展
開
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。

二
、
『
ニ
ヤ
l
ヤ
・
ス
l
ト
ラ
』
（
Zω
・
巳

r
N
∞l
合）

ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
の
根
本
教
典
で
あ
る
、
『
ニ
ヤ
l
ヤ
・
ス

i
ト
ラ
』
に
見
ら
れ
る
議
論
を
、
先
ず
見
る
こ
と
に
す
る
。

［
疑
問
］
「
［
完
全
な
］
眼
球
が
あ
れ
ば
、
［
対
象
の
］
認
識
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
［
眼
球
が
感
覚
器
官
で
あ
る
。
］

ま
た
し
か
し
、
［
眼
球

か
ら
対
象
が
］
遠
く
離
れ
て
存
在
し
て
い
て
も
、
［
そ
の
対
象
に
つ
い
て
の
］
認
識
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
［
も
し
感
覚
器
官
が
対
象
を
認
識

感
覚
器
官
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
、
そ
れ
ゆ
え
］

す
る
た
め
に
は
そ
の
対
象
と
接
触
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
眼
球
が
対
象
と
直
接
接
触
す
る
こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら
、
眼
球
は

い
っ
た
い
眼
球
は
感
覚
器
官
な
の
か
、
そ
れ
と
も
そ
う
で
は
な
い
の
か
と
い
う
疑
念
が

生
じ
る
。
」
（
二
人
）

［
反
論
者
の
主
張
A
］
「
［
眼
球
よ
り
も
］
大
き
い
も
の
を
も
小
さ
い
も
の
を
も
認
識
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
［
（
サ
l
ン
キ
ヤ
学
派
）
眼

は
、
元
素
よ
り
な
る
も
の
で
は
な
い
。
（
仏
教
学
派
）
眼
は
対
象
に
接
触
し
て
そ
れ
を
知
覚
す
る
も
の
で
は
な
い
。
］
」
（
二
九
）

［
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
の
主
張
］
「
眼
光
線
と
対
象
と
の
特
殊
な
接
触
に
基
づ
い
て
そ
の
よ
う
な
［
対
象
の
］
認
識
が
あ
る
の
だ
。
」
（
三

O
）

［
反
論
］
「
そ
の
よ
う
な
眼
光
線
は

［
わ
れ
わ
れ
に
は
］
知
覚
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
論
拠
と
は
な
ら
な
い
。
」
さ
二
）

［
答
論
］
「
推
論
に
よ
っ
て

［
そ
の
存
在
が
］
知
ら
れ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
な
い

H
見
ら
れ
な
い
）
と

い
う
こ
と
は
、
［
そ
の
も
の
の
］
非
存
在
を
立
証
す
る
論
拠
と
は
な
ら
な
い
。
」
（
三
二
）



［
実
体
や
属
性
が
持
つ
特
性
の
区
別
に
基
づ
い
て
、
［
そ
れ
ら
が
］
認
識
さ
れ
る
か
否
か
の
確
定
が
あ
る
。
」
（
三
一
二
）

［
付
論
2
］
「
真
昼
の
松
明
の
光
輝
が
認
識
さ
れ
な
い
よ
う
に
、
そ
れ

［
付
論
1
］

（H
眼
光
線
）

も
認
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
三
四
）

［
反
論
］
「
そ
れ
は
違
う
。
［
眼
光
線
は
］
夜
で
も
認
識
さ
れ
な
い
の
だ
か
ら
。
」
（
三
五
）

［
答
論
l
］
「
外
か
ら
の
照
明
と
い
う
補
助
が
あ
る
か
ら
、
［
眼
は
］
対
象
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
［
夜
の
眼
光
線
は
、

他
か
ら
の
照
明
に
よ
っ
て
］
照
ら
し
出
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
か
ら
、
認
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。
」
（
三
六
）

［
答
論
2
］
「
そ
の
上
、
［
昼
間
に
も
眼
光
線
は
認
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
、
な
ぜ
な
ら
、
昼
間
の
太
陽
光
線
に
よ
っ
で
］
照
ら
し
出
さ

れ
て
い
る
場
合
は
、
［
そ
れ
に
よ
っ
て
］
圧
倒
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
」
（
一
一
一
七
）

［
答
論
3
］
「
あ
る
い
は
ま
た
、
夜
行
性
動
物
の
眼
か
ら
の
光
線
は
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
［
眼
光
線
が
認
識
さ
れ
な
い
と
い
う
反

論
者
の
主
張
は
妥
当
で
は
な
い
。
］
」
（
三
八
）

［
反
論
者
の
主
張
B
］
「
［
視
覚
器
官
で
あ
る
眼
は
］
対
象
に
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
［
対
象
を
］
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
。
ガ
ラ
ス
、

雲
母
の
板
、
水
晶
に
遮
ら
れ
た
対
象
の
認
識
が
あ
る
の
だ
か
ら
。
」
（
三
九
）

［
答
論
1
］
「
壁
に
遮
ら
れ
た
対
象
を
認
識
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
［
そ
の
反
論
は
］
わ
れ
わ
れ
の
主
張
を
拒
斥
す
る
も
の

前期ニヤーヤ学派の知覚理論

で
は
な
い
。
」
（
四
O
）

［
答
論
2
］
「
［
眼
が
ガ
ラ
ス
な
ど
に
よ
っ
て
対
象
へ
の
到
達
を
］
妨
げ
ら
れ
る
こ
と
が
な
い
と
い
う
こ
と
か
ら
、

と
対
象
と
の
］
接
触
が
妥
当
な
も
の
と
し
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
」
（
四
一
）

［
む
し
ろ
感
覚
器
官

［
例
示
］
「
た
と
え
ば
、
太
陽
光
線
は
、
た
と
え
水
晶
に
よ
っ
て
遮
ら
れ
て
い
て
も
、
温
め
る
べ
き
対
象
に
対
し
て
妨
げ
ら
れ
る
こ
と

が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
」
（
四
一
一
）

［
反
論
］
「
そ
れ
は
違
う
。
な
ぜ
な
ら
、
［
壁
に
よ
っ
て
対
象
へ
の
到
達
が
妨
げ
ら
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
水
晶
に
よ
っ
て
も
妨
げ
ら
れ
る

で
あ
ろ
う
し
、

も
し
水
晶
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
壁
に
よ
っ
て
も
妨
げ
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
よ
う
に
、
］

方

二
一
九



。

に
当
て
は
ま
る
性
質
は
他
方
に
も
適
用
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
だ
か
ら
。
」
（
四
一
ニ
）

［
答
論
1
］
「
た
と
え
ば
鏡
や
水
は
、
そ
れ
に
固
有
の
性
質
で
あ
る
透
明
性
に
基
づ
い
て
、
［
眼
光
線
を
反
射
さ
せ
て
］
影
像
の
認
識
を

も
た
ら
す
。
そ
れ
と
同
様
に
、
［
水
晶
な
ど
を
通
し
て
の
場
合
も
、
そ
こ
に
介
在
す
る
も
の
の
性
質
に
応
じ
た
］
対
象
の
認
識
が
あ
る
の

で
あ
る
。
」
（
四
四
）

［
総
括
］
「
実
際
に
経
験
さ
れ
た
事
柄
や
、
正
し
く
推
論
さ
れ
た
事
柄
に
つ
い
て
は
、

一
方
的
に
決
め
つ
け
た
り
、
否
認
し
た
り
す
る

」
と
は
正
し
く
な
い
。
」
（
四
五
）

以
上
の
一
連
の
ス

l
ト
ラ
に
示
さ
れ
た
論
争
が
、
実
際
に
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
と
他
の
学
派
と
の
聞
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ

と
も
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
内
部
で
論
じ
ら
れ
た
想
定
反
論
で
あ
る
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
後
の
注
釈
者
た
ち
は
、
こ
こ
に
出
る
反
論

を
サ
1
ン
キ
ヤ
学
説
と
仏
教
学
説
に
帰
し
て
い
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
の
知
覚
理
論
を
基
礎
づ
け
る
原
理
は
、
「
接
触
説
」
H
「
到
達
作
用
説
」
と
「
感
官
物
質
説
」

で
あ
っ
た
。
ス
ー
ト
ラ
（
二
八
）
で
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
二
原
理
の
両
立
可
能
性
で
あ
る
。
反
論
者
は
こ
の
二
原
理
が
両
立

不
可
能
で
あ
る
こ
と
を
立
証
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ニ
ヤ
l
ヤ
の
知
覚
理
論
の
欠
陥
を
示
そ
う
と
一
す
る
。
そ
の
た
め
の
論
拠
を
示
す
の
が
、

ス
ー
ト
ラ
（
二
九
）
と
ス
ト
！
ラ
（
三
九
）
で
あ
る
。

A
「
よ
り
大
き
い
も
の
や
よ
り
小
さ
い
も
の
を
認
識
す
る
か
ら
」
（
呂
田
町
邑
l
g
E
l
笥
各
自
律
）
（
二
九
）

「
到
達
作
用
説
」
を
と
る
な
ら
ば
、
眼
が
元
素
よ
り
な
る
物
質
的
な
も
の

S
E
E
－E
）
で
あ
る
こ
と
は
放
棄
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
、
眼
が
物
質
的
な
も
の
で
あ
る
限
り
、
対
象
と
眼
と
の
接
触
は
、
常
に
眼
の
大
き
さ
の
範
囲
に
限
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
眼

よ
り
大
き
な
山
ゃ
、
よ
り
小
さ
な
米
粒
を
認
識
で
き
な
い
と
い
う
不
合
理
に
陥
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
眼
は
「
元
素

（

H
眼
球
）



よ
り
な
る
も
の
」
で
は
な
い
。
サ
l
ン
キ
ヤ
学
派
が
、
こ
の
論
拠
A
を
提
示
し
て
ニ
ヤ
l
ヤ
学
説
を
批
判
す
る
場
合
は
、
こ
の
よ
う
に

「
感
官
物
質
説
」
批
判
と
な
る
。
一
方
、
「
成
叫
官
物
質
説
」
を
と
る
な
ら
ば
、
同
じ
論
拠
に
よ
っ
て
、
眼
に
よ
る
対
象
認
識
の
場
合
に
は
、

感
覚
器
官
と
対
象
と
の
接
触
な
し
に
知
覚
が
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
を
認
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
が
、
仏
教
学
派
に
よ
る

論
拠
A
を
使
つ
て
の
「
到
達
作
用
説
」
批
判
で
あ
る
。

B
「
ガ
ラ
ス
な
ど
に
遮
ら
れ
た
対
象
の
認
識
が
あ
る
か
ら
」
（

E
$
5
3
3玄白
l
帥
同

MEm
－Eロ
g
ユg
冒

zzzq）
（
三
九
）

こ
の
ス

l
ト
ラ
（
三
九
）
は
、
全
体
と
し
て
は
「
到
達
作
用
説
」
に
対
す
る
批
判
で
あ
っ
て
、
仏
教
側
か
ら
の
反
論
と
考
え
て
よ
い
。
対

象
へ
の
到
達
は
ガ
ラ
ス
な
ど
に
よ
っ
丈
妨
げ
ら
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ガ
ラ
ス
の
向
こ
う
に
あ
る
対
象
は
認
識
さ
れ
る
、
だ
か
ら

眼
は
対
象
に
到
達
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
を
認
識
す
る
の
だ
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
論
拠
B
は
、
先
の
A
同
様
「
感
官
物
質

説
」
批
判
に
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
眼
と
い
う
視
覚
器
官
を
、
精
神
的
な
作
用
そ
れ
自
体
と
認
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
な
る
ほ
ど
物
質
は
物

質
に
よ
っ
て
妨
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
が
、
精
神
的
な
作
用
は
妨
げ
ら
れ
な
い
か
ら
ガ
ラ
ス
を
通
過
し
て
の
対
象
へ
の
到
達
は
可
能
で
あ
る

と
論
じ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

前期ニヤーヤ学派の知覚理論

こ
の
A
、
B
の
二
つ
を
論
拠
と
し
た
反
論
に
一
挙
に
答
え
る
も
の
と
し
て
、
ニ
ヤ
！
ヤ
学
派
は
「
眼
光
線
」
を
持
ち
出
す
。
視
覚
器
官

と
し
て
の
「
眼
」
と
は
、
眼
球
の
こ
と
で
は
な
く
、
眼
球
を
基
座
と
す
る
光
線
で
あ
る
と
す
る
の
で
あ
る
。
眼
を
光
と
し
て
捉
え
る
観
念

は
、
神
話
的
な
観
念
と
し
て
古
く
よ
り
あ
っ
た
。
ま
た
眼
が
火
元
素
よ
り
な
る
も
の
と
す
る
の
も
、
ニ
ヤ
1
ヤ
学
派
の
発
明
で
は
な
く
、

イ
ン
ド
に
よ
り
古
く
か
ら
あ
る
神
話
的
世
界
観
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
神
話
的
観
念
に
加
え
て
、
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
は
、
灯
火
の
光
と
そ
れ

に
よ
る
対
象
の
照
明
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
に
基
づ
い
て
、
「
眼
光
線
」
の
考
え
を
作
り
出
し
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
「
眼
光
線
」
こ
そ
、
「
到
達

作
用
説
」
と
「
感
官
物
質
説
」
の
両
方
を
同
時
に
可
能
に
す
る
も
の
に
他
な
ら
な
い
。
光
は
ど
の
様
な
大
き
さ
の
接
触
面
で
あ
れ
、
そ
れ

を
完
全
に
覆
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
の
論
拠
A
は
無
効
と
な
る
。
ま
た
「
眼
光
線
」
は
、
火
元
素
（
丹
市
』
曲
目
）

よ
り
な
る
物
質

一一一一
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で
あ
る
。
「
眼
光
線
」
が
物
質
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
た
と
え
ば
壁
な
ど
に
よ
っ
て
遮
ら
れ
た
場
合
に
は
、
対
象
に
到
達
で
き
ず
、
壁
の
向

こ
う
に
あ
る
も
の
を
見
る
こ
と
が
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
か
り
に
、
論
拠
B
に
よ
っ
て
反
論
者
が
言
う
よ
う
に
、
「
眼
は
対
象
に
到

達
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
を
認
識
す
る
」
の
で
あ
れ
ば
、
ガ
ラ
ス
に
よ
っ
て
遮
ら
た
も
の
の
み
な
ら
ず
壁
の
向
こ
う
に
あ
る
も
の
を
も
認
識

で
き
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
サ
l
ン
キ
ヤ
学
派
の
言
う
よ
う
に
、
眼
が
「
精
神
的
な
作
用
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
れ
ば
な
お
さ
ら

対
し
て
は
、

そ
う
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
の
ほ
う
は
、
論
拠
A
に
対
し
て
は
「
眼
光
線
」
の
考
え
を
提
示
し
、
さ
ら
に
論
拠
B
に

ス
1
ト
ラ
（
四
O
）
が
示
す
よ
う
に
、
反
論
者
の
立
場
に
立
つ
限
り
、
壁
な
ど
に
よ
っ
て
遮
ら
れ
た
対
象
が
認
識
さ
れ
な
い
こ

と
が
、
逆
に
説
明
し
え
な
く
な
る
こ
と
を
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。

知
覚
理
論
に
関
す
る
ニ
ヤ
l
ヤ
学
説
は
、
『
ニ
ヤ
l
ヤ
・
ス
l
ト
ラ
』
に
よ
っ
て
こ
こ
に
示
さ
れ
た
争
点
を
中
心
に
以
後
展
開
す
る
こ

と
に
な
る
。

、
デ
ィ
グ
ナ
l
ガ
に
よ
る
ニ
ヤ
l
ヤ
学
説
批
判

は
主
著
「
プ
ラ
マ

l
ナ
・
サ
ム
ッ
チ
ャ
ヤ
（
知
識
論
集
成
）
』
第
一
章
「
知
覚
章
」

の
後
段
に
お
け
る
ニ
ヤ
l
ヤ
学
説
批
判
の
部
分
で
、
上
に
み
た
「
到
達
作
用
説
」
を
批
判
し
て
い
る
。
仏
教
学
派
か
ら
の
批
判
と
し
て
は

代
表
的
な
も
の
で
あ
り
、
後
の
ニ
ヤ
1
ヤ
学
派
の
論
書
に
お
い
て
常
に
言
及
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
の
で
、
次
に
見
て
お
き
た
い
。
こ
こ
で

デ
ィ
グ
ナ
l
ガ

（

E
mロ
副
官
四
八

O
l
五
四

O）

lま

一
O
世
紀
後
半
に
活
躍
し
た
ヴ
ァ

l
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
・
ミ
シ
ュ
ラ

（〈帥

g
呂
田
巴
冨
広
『
白
）
が
著
し
た
注
釈
書
で
あ
る
『
ニ
ヤ
i
ヤ

ヴ
ァ

I
ル
テ
ィ
カ
・
タ
l
ト
パ
リ
ヤ
テ
ィ
l
ヵ
l』
（
Z
〈
寸
寸
（
冨
）
・
匂
・
N
5
・＝’
N
H
H
Z〈
寸
寸
（
の
）
・
－
Y
E
N－
N
O
’N
a）
に
デ
ィ
グ
ナ
l
ガ

の
説
と
し
て
引
用
さ
れ
る
サ
ン
ス
ク
リ
ッ
ト
原
文
を
訳
出
し
て
お
く
。

デ
ィ
グ
ナ
l
ガ
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。



［
知
覚
と
い
う
］
認
識
が
到
達
（
胃

S
C
接
触
）
［
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
る
も
の
］

認
識
（
凶
宮

gz，四日
E
E）
も
な
け
れ
ば
、
［
眼
球
］
よ
り
大
き
な
も
の

［
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
が
］
、
感
覚
器
官
は

で
あ
る
限
り
、
［
対
象
が
］
離
れ
て
あ
る
と
い
う

（
白
色

Ermw）

の
認
識
も
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

も

し

［
対
象
と
接
触
す
る
た
め
に
、
そ
の
身
体
的
基
座
を
離
れ
て
］
外
部
へ
と
出
て
行
く
も
の

で
あ
る
か
ら
、
離
れ
て
あ
る
と
い
う
認
識
は
正
し
く
成
立
す
る
、
と
こ
の
よ
う
に
言
う
な
ら
ば
、
次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
る
。

眼
は
身
体
的
基
座
（
包
F
U
S
Eと
か
ら
離
れ
て
外
部
に
あ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
の
基
座
の
部
分
こ
そ
が
感
覚
器
官
に
他
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ば
、
医
学
的
な
治
療
が
な
さ
れ
る
の
は
ま
さ
に
そ
の
部
分
で
あ
る
か
ら
だ
。

ま
た
た
と
え
［
視
覚
器
官
で
あ
る
眼
が
］
外
部
へ
と
出
て
行
く
も
の
で
あ
る
と
し
て
も
、
［
そ
の
よ
う
な
眼
は
］
対
象
を
認
識
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
も
し
そ
れ
で
も
認
識
す
る
こ
と
が
出
来
る
な
ど
と
い
う
の
な
ら
ば
、

一
旦
大
き
く
見
開
い
た
後
で
、
閉
じ
ら

れ
た
［
眼
に
よ
っ
て
対
象
が
］
見
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
も
し
［
外
部
へ
と
出
て
行
っ
た
眼
に
よ
っ
て
］
認
識
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
る
な
ら
ば
、
大
き
く
見
開
か
れ
た
後

に
閉
じ
ら
れ
た
眼
に
よ
っ
て
も
、
対
象
の
色
や
形
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。

一
度
大
き
く
見
開
か
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
視
覚

器
官
は
外
部
に
出
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

前期ニヤーヤ学派の知覚理論

以
上
の
デ
ィ
グ
ナ
1
ガ
に
よ
る
批
判
に
よ
っ
て
、
「
到
達
作
用
説
」
に
対
す
る
反
論
の
二
つ
の
論
拠
が
明
確
に
定
式
化
さ
れ
た
と
言
え

る。
別
「
離
れ
て
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
か
ら
」

Z
E
S
E－
賞
与
自
営
）

回
「
よ
り
大
き
な
も
の
を
認
識
す
る
か
ら
」
（
包
V

－E－m『
与
店
営
）

こ
の
う
ち
凶
は
、
前
述
の
ス

l
ト
ラ
（
二
九
）
に
示
さ
れ
た
論
拠
A
と
同
主
旨
で
あ
る
。

一一一一



四

四
、
『
ニ
ヤ
l
ヤ
・
ヴ
ァ

l
ル
テ
ィ
カ
』
（
Z
〈
（
富
）
・
℃
－
N
O
－－む
lNOω
－N
N
H
Z
〈
（
0
・－
V

－
E
－∞
l
H
ミ・印）

ウ
ッ
デ
ィ
ヨ

l
タ
カ
ラ
（
C
E
U
B
S
E
E
六
世
紀
）

は
、
そ
の
書
『
ニ
ヤ
l
ャ
・
ヴ

7
1
ル
テ
ィ
カ
』
に
お
い
て
、
先
の
デ
ィ
グ
ナ
｜

ガ
に
よ
る
批
判
に
対
す
る
反
批
判
を
試
み
て
い
る
。
か
れ
は
、
前
述
の

Z
ω
H

－
A
F

お
よ
び

Zω

圏
一
民
l
白
に
対
す
る
注
釈
に
お
い

て
知
覚
理
論
を
論
述
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、

Z
ω
H

－
h
H

に
対
す
る
注
釈
部
分
に
出
る
か
れ
の
主
張
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
す
る
。

そ
こ
で
の
主
た
る
関
心
は
「
到
達
作
用
説
」
の
護
持
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。

（N
O
－
－
匂
）
［
対
論
者
の
主
張
］
「
［
知
覚
と
は
］
感
覚
器
官
と
対
象
と
の
接
触
か
ら
生
じ
た

わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
正
し
く
な
い
。
感
覚
器
官
は
、
［
対
象
に
］
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
作
用
を
な
す
も
の

［
認
識
］

で
あ
る

（

Zω
－
H

・r

A

F
）

と
言

（
昌
『
帥
宮
、
白
冨
『
百
）

で

あ
る
か
ら
。
」

あ
る
者
た
ち

（H
仏
教
徒
）
は
言
う
。
「
眼
と
耳
と
は
、

［
対
象
に
］
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
と
。
そ
し
て

そ
れ
に
つ
い
て
の
論
証
を
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

［
主
張
命
題
］
眼
は
対
象
に
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
（
白
望
者
百

l
Eコ
g
r
g
F）0

［
理
由
一
（
旧
）
］
離
れ
て
あ
る
も
の
を
認
識
す
る
か
ら
（
印
E
S
Z
t匂
田
町
田
口
忠
）
。

［
理
由
二
（
m
H
M
）
］
よ
り
大
き
な
も
の
を
認
識
す
る
か
ら
（
耳
門
吉
丹
田
『
月
賞
与
自
営
）
。

［
眼
か
ら
の
］
隔
た
り
（

g
g『
由
）
を
も
っ
対
象
に
つ
い
て
の
、
す
な
わ

｛
す
な
わ
ち
、
理
由
一
は
次
の
こ
と
を
言
う
も
の
で
あ
る
。
］

ち
［
眼
か
ら
］
離
れ
た
場
所
に
存
在
す
る
対
象
に
つ
い
て
の
、
認
識
が
一
般
に
経
験
さ
れ
る
。
し
か
し
眼
が
そ
の
対
象
に
直
接
到
達
（
H

接
触
）
す
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
特
殊
な
物
質
（
耳
目
仲
間
三
段

g
）
が
感
覚
器
官
な
の
で
あ
る
か
ら
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
眼
球
と

い
う
特
徴
を
も
っ
特
殊
な
物
質
は
、
外
界
の
特
殊
な
物
質
で
あ
る
光
輝
に
補
助
さ
れ
て
、
そ
れ

（
対
象
）

へ
の
欲
求
を
先
行
要
素
と
す
る



行
為
に
期
待
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
「
眼
」
（

S
E
5）
と
呼
ば
れ
る
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
「
い
ろ
・
か
た
ち

の
認
識
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
［
対
象
］

（
吋
回
目
V

白）

へ
の
欲
求
に
先
行
さ
れ
て
い
る
行
為
に
よ
っ
て
、
眼
は
［
対
象
に
向
け

て
］
働
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
［
眼
は
］

い
ろ
・
か
た
ち
の
認
識
の
た
め
の
原
因
H
道
具
（
冨
『
き
と
な
の
で
あ
る
」
と
。

他
の
感
覚
器
官
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
そ
し
て
、
［
光
輝
と
い
う
］
特
殊
な
物
質
に
補
助
さ
れ
て
は
い
て
も
、
眼
球
が
対
象
に
到

達
（
H
接
触
）
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
離
れ
て
あ
る
も
の
を
認
識
す
る
か
ら
、
［
眼
は
対
象
に
］
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
作
用

を
な
す
も
の
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

ま
た
他
の
者
た
ち

H
デ

ィ

グ

ナ

1
ガ）

は
、
「
［
そ
れ
（
対
象
）

は
眼
か
ら
］

離
れ
て
あ
る
」

と
い
う
認
識
（
帥
E
S
E
E

間

E
E
E
S）
を
、
［
眼
は
対
象
に
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
作
用
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
証
す
る
た
め
の
］
理
由
（
別
）

て
い
る
。
実
際
、
た
と
え
ば

と
し
て
挙
げ

［
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
鼻
［
と
い
う
感
覚
器
官
］
な
ど
に
お
い
て
は
、
「
［
そ
れ

（
対
象
）

は
］
離
れ
て
あ
る
」
と
い
う
認
識
は
経
験
さ
れ
な
い
。
し
か
し
、
眼
に
お
い
て
は
経
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
［
そ
れ
ゆ
え
、
眼

は
対
象
に
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
か
れ
ら
は
考
え
る
の
で
あ
る
。
］

［
理
由
二
（
U
H
凶
）
］
ま
た
、
「
よ
り
大
き
い
も
の
を
認
識
す
る
か
ら

［
眼
は
対
象
に
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
は
な
い
］
」
。
た

前期ニヤーヤ学派の知覚理論

と
え
ば
、
大
地
や
森
と
い
っ
た
大
き
な
も
の
が

［
そ
の
ま

［
眼
に
よ
っ
て
］
認
識
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
眼
に
そ
の
よ
う
な
大
き
な
も
の
が

ま
］
顕
現
す
る
こ
と
は
な
い
、
と
言
わ
れ
る
。

［
理
由
三
（
閃
）
］

さ
ら
に
、
「
方
向
や
場
所
を
明
示
す
る
か
ら
」
（
任
問
ム
巾

E
1
4告
白
色
広
忠
）
。
も
し
、
眼
が

［
対
象
に
］
到
達
し
て

作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
方
向
や
場
所
の
明
示
は
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で

あ
る
鼻
な
ど
に
お
い
て
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
と
言
わ
れ
る
。

（
山
ニ

［
理
由
四

「
近
く
に
あ
る
も
の
も
遠
く
に
あ
る
も
の
も
同
時
に
認
識
す
る
か
ら
」

さ
ら
に
ま
た
、

（凹曲目白存『回円曲ー

は
、
そ
の
進
行
を
中
断
す
る
こ
と
な
く
、
近
く
に
あ
る

三
官
白

r
z
g句
02E寄
与
帥
｝
白
l

問
『
田
町
自
民
）
。
実
際
、
進
行
す
る
も
の

（
伺
白
色

i
g巳）

五



二
ニ
ム
ハ

も
の
に
は
す
ぐ
に
到
達
し
、
遠
く
に
あ
る
も
の
に
は
後
に
到
達
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
［
眼
は
］
木
の
枝
も
月
も
同
時
に
認
識
す
る
こ

と
が
経
験
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
［
眼
は
対
象
に
］
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
。

（

N
O
H

・N
m）

［
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ

l
タ
カ
ラ
の
答
論
］

［
理
由
一
に
対
す
る
批
判
］
最
初
に
「
離
れ
て
あ
る
も
の
を
認
識
す
る
か
ら
」
と

い
。
次
に
示
す
よ
う
に
選
択
肢
が
い
ず
れ
も
不
成
立
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

［
い
う
理
由
が
］
言
わ
れ
た
が
、
こ
れ
は
正
し
く
な

の
認
識
」
（
帥
宮

gz，
同
『
各
自
陣
）
と
は
、
ど
ん
な
意
味
か
。
（
1
）
「
離
れ
て
あ
る
も
の
の
認
識
」
、
す

な
わ
ち
［
眼
に
よ
っ
て
］
到
達
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
認
識
と
い
う
の
が
、
そ
の
意
味
な
の
か
。
そ
れ
と
も
、
（
2
）
「
隔
た
り
と
と
も
に

［
対
象
を
］
認
識
す
る
」
と
い
う
の
が
そ
の
意
味
な
の
か
。

「
離
れ
て
あ
る
も
の

（
こ
と
）

ま
ず
、
（
1
）
「
［
眼
に
よ
っ
て
］
到
達
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
認
識
」
と
い
う
の
が
そ
の
意
味
だ
と
し
て
み
よ
う
。
こ
れ
は
、
「
［
眼
は

対
象
に
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
］
主
張
命
題
が
言
い
表
し
て
い
る
こ
と
そ
の
も
の
で
は
な
い
か
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
れ
は
［
主
張
命
題
を
根
拠
づ
け
る
］
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
理
由
に
よ
っ
て
言
い
表
さ
れ
る
こ
と
が
、
す
で
に

主
張
命
題
の
内
に
合
意
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
す
な
わ
ち
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
眼
は
［
対
象
に
］
到
達
す
る
こ
と

な
し
に
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
［
対
象
に
］
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
認
識
す
る
の
で
あ
る
か
ら
」
。
こ
れ
で
は
、
［
理
由
が
三
言
い
表
し

て
い
る
こ
と
は
］
主
張
命
題
が
言
い
表
し
て
い
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
（
2
）
「
隔
た
り
と
と
も
に
［
対
象
を
］
認
識
す
る
」
と
い
う
意
味
だ
と
言
う
か
も
知
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
、
眼
に
よ
っ
て

対
象
と
と
も
に
認
識
さ
れ
る
「
隔
た
り
」
（

g
g『白）
と
は
何
で
あ
る
の
か
。
虚
空
な
の
か
、
非
存
在
な
の
か
、
別
の
実
体
な
の
か
。
も

し
、
虚
空
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
眼
の
対
象
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
虚
空
は
眼
に
よ
っ
て
は
認
識
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
。

虚
空
は
無
色
無
形
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
色
・
形
を
も
っ
た
別
の
実
体
が
、
「
隔
た
り
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い



る
の
か
。
［
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
］

そ
の
よ
う
な
も
の
は
障
害
を
な
す
も
の
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
そ
れ
と
と
も
に
［
対
象
の
］
認
識
が
あ

る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
あ
る
い
は
、
非
存
在
が
、
「
隔
た
り
」
と
い
う
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
の
か
。
し
か
し
、
そ

は
単
独
で
は
眼
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
対
象
と
は
な
ら
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
れ
と
と
も
に
［
対
象
の
］
認
識
が
あ
る
か
ど

う
か
は
確
定
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以
上
述
べ
た
他
に
別
の
解
釈
の
可
能
性
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
離
れ
て
あ
る
も
の

れ
（
非
存
在
）

（ 、
、ーー

と
）
を
認
識
す
る
か
ら
」
と
い
う
［
理
由
の
］
言
明
は
無
意
味
な
も
の
で
あ
る
。

一
方
、
「
離
れ
て
あ
る
も
の

の
認
識
」
と
は
、
「
［
そ
れ
（
対
象
）
は
眼
か
ら
］
離
れ
て
あ
る
」
と
い
う
認
識
で
あ
る
と
、
賢

（
こ
と
）

者
（
H
デ
ィ
グ
ナ

l
ガ
）
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
正
し
く
な
い
。
「
離
れ
て
あ
る
」
と
い
う
認
識
は
［
眼
が
対
象
に
到

達
し
な
い
と
い
う
こ
と
と
は
］
別
の
原
因
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
か
ら
。
す
な
わ
ち
、
「
離
れ
て
あ
る
」
と
い
う
認
識
は
、
［
眼
が

対
象
に
到
達
し
な
い
と
い
う
こ
と
と
は
］
別
の
様
態
に
お
い
で
あ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
身
体
と
い
う
境
界
を
原
因
と
し
て

生
じ
て
く
る

［
認
識
］

で
あ
る
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、
「
離
れ
て
あ
る
」
と
か
「
離
れ
て
な
い
」
と
か

［
の
認
識
］
は
、
身
体
を
境
界
と

し
て
生
じ
て
く
る
も
の
で
あ
っ
て
、
感
覚
器
官
が
［
対
象
に
］
到
達
（
H
接
触
）
し
て
い
る
と
か
到
達
（
H
接
触
）
し
て
い
な
い
と
か
に

関
係
す
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
身
体
と
感
覚
器
官
の
両
方
が
対
象
と
結
合
（
H
接
触
）
し
て
い
る
場
合
に
は
、
「
離

前期ニヤーヤ学派の知覚理論

れ
て
な
い
」
と
い
う
認
識
が
生
じ
る
。
し
か
し
、
感
覚
器
官
に
お
い
て
の
み
結
合
（
H
接
触
）
が
あ
る
場
合
に
は
、
「
離
れ
て
あ
る
」
［
と

い
う
認
識
］
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
［
以
上
述
べ
た
よ
う
に
］
「
離
れ
て
あ
る
」
と
い
う
認
識
は
、
［
眼
が
対
象
に
到
達
し
な
い

と
い
う
こ
と
と
は
］
別
の
原
因
か
ら
生
じ
て
く
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
離
れ
て
あ
る
と
い
う
認
識
が
あ
る
か
ら
、
［
眼
は
対
象
に
］
到

達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
は
な
い
」
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

［
理
由
二
に
対
す
る
批
判
］

ま
た
、
「
よ
り
大
き
い
も
の
を
認
識
す
る
か
ら
」
と
言
わ
れ
た
が
、
こ
れ
も
ま
た
正
し
く
な
い
。
な
ぜ
な

ら
、
［
眼
と
対
象
と
の
］
結
合
（
H
接
触
）

だ
け
に
よ
っ
て
、
大
き
い
も
の
の
認
識
も
小
さ
い
も
の
の
認
識
も
あ
る
の
だ
か
ら
。
す
な
わ

ち
、
た
だ
結
合
だ
け
に
よ
っ
て
、
大
き
い
も
の
あ
る
い
は
小
さ
い
も
の
に
対
し
て
、
［
そ
の
よ
う
な
］
対
象
の
区
別
に
臨
順
す
る
観
念
が

七



J¥ 

生
じ
て
く
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
の
理
由
も
ま
た

［
わ
れ
わ
れ
の
主
張
に
対
す
る
］
批
判
と
は
な
ら
な
い
。

［
理
由
三
に
対
す
る
批
判
］

さ
ら
に
ま
た
、
「
方
向
や
場
所
を
明
示
す
る
か
ら
」
と
言
わ
れ
た
が
、
こ
れ
も
ま
た

［
さ
き
に
述
べ
た
］

「
身
体
と
い
う
境
界
を
原
因
と
し
て
生
じ
て
く
る
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
反
論
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
感
覚
器
官
と
身
体
と
が
対
象

と

［
直
接
］
結
合
（
H
接
触
）

し
て
い
る
場
合
に
は
、
方
向
や
場
所
の
明
示
は
な
い
。
ま
た
、
遠
い
と
か
近
い
と
か
と
い
っ
た
観
念
も
な

ぃ
。
し
か
し
、
感
覚
器
官
だ
け
が

［
対
象
と
］
結
合
（
H
接
触
）

し
て
い
る
場
合
に
は
、
身
体
を
境
界
と
し
て

［
そ
こ
か
ら
の
］
距
離

（回目
aqロ
w
g
l
g
g
a伺
白
）
の
大
小
に
依
存
し
て
い
る
者
に
、
方
向
や
場
所
の
観
念
、
「
近
く
に
あ
る
」
と
か
「
離
れ
て
あ
る
」
と
か
の
観

念
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

［
理
由
四
に
対
す
る
批
判
］
さ
ら
に
ま
た
、
「
［
近
く
に
あ
る
］
木
の
枝
も
［
遠
く
に
あ
る
］
月
も
同
時
に
認
識
す
る
か
ら
」
と
言
わ
れ

た
が
、
こ
れ
も
ま
た
正
し
く
な
い
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
ま
と
も
な
人
聞
の
一
体
誰
が
、
木
の
枝
と
月

と
を
同
時
に
認
識
す
る
な
ど
と
い
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
時
間
の
区
別
を
認
識
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
誤
っ
た
観
念
に
他

な
ら
な
い
。
そ
れ
は
・
ち
ょ
う
ど
蓮
の
花
の
百
枚
の
花
弁
が
区
別
さ
れ
な
い
の
と
同
じ
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
で
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
、
こ
の
「
［
木
の
枝
と
月
と
が
］
同
時
に
認
識
さ
れ
る
と
い
う
観
念
は
、
時
間
の
区

別
を
認
識
し
な
い
こ
と
か
ら
起
こ
っ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
同
時
的
な
認
識
が
そ
こ
に
働
い
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
が
理
解
さ
れ
る
の
か
。

づ
く
の
］

「
［
対
象
を
］
遮
る
と
い
う
こ
と
（
雪
印
『
自
白
）
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
」
と
い
う
、
こ
の
よ
う
な
推
論
［
に
基

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
眼
が
［
対
象
に
］
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
壁
や
木
の
板
に
遮

る
も
の
と
し
て
の
能
力
が
な
い
こ
と
に
な
り
、
遮
る
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
た
な
い
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
実
際

は

［
壁
な
ど
に
］
遮
ら
れ
た
対
象
の
認
識
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
［
眼
は
対
象
に
］
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
作
用
を
な
す
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。



さ
ら
に
ま
た
、
認
識
さ
れ
な
い
も
の
に
つ
い
て
の
「
遠
い
」
と
い
っ
た
観
念
や
、
認
識
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
の
「
近
い
」
と
い
っ
た

観
念
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
［
反
論
者
の
見
解
に
し
た
が
え
ば
、
］
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
眼
は
対

象
を
認
識
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
あ
る
対
象
が
遠
く
に
あ
れ
ば
認
識
さ
れ
ず
、
近
く
に
あ
れ
ば
認
識
さ
れ
る
と
い
う
、
こ
の
二
つ
の
事
実

が
と
も
に
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
実
際
に
経
験
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
［
眼
は
対
象
に
］
到
達
す
る

」
と
な
し
に
作
用
を
な
す
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

［
反
論
］
［
認
識
さ
れ
る
か
さ
れ
な
い
か
は
、
］

そ
れ
が
対
象
と
な
る
か
な
ら
な
い
か
に
よ
っ
て
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

［
答
論
］

な
し
に
は
、
「
対
象
と
な
る
こ
と
」
は
認
め
ら
れ
な
い
の
で

そ
れ
は
そ
う
で
は
な
い
。
［
眼
と
対
象
と
の
］
結
合
（
H
接
触
）

あ
る
か
ら
。

［
反
論
］
次
の
よ
う
に
も
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
眼
の
対
象
と
な
る
も
の
が
認
識
さ
れ
る
。
し
か
し
な
ら
な
い
も
の
は
認
識
さ
れ
な
い
。

そ
し
て

［
障
害
物
に
］
遮
ら
れ
た
も
の
や
遠
く
に
存
在
し
て
い
る
も
の
は
、
眼
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
ら
は
認
識

さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

［
答
論
］

そ
れ
も
ま
た
そ
う
で
は
な
い
。
［
眼
と
対
象
と
の
］
結
合
（
H
接
触
）
な
し
に
は
、
「
対
象
と
な
る
こ
と
」
は
認
め
ら
れ
な
い

前期ニヤーヤ学派の知覚理論

の
で
あ
る
か
ら
。
［
眼
と
対
象
と
の
］
結
合
（
H
接
触
）
な
し
に
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
「
対
象
と
な
る
こ
と
」
が
あ
り
う
る
の
か
。
あ
な

た
方
に
お
い
て
は
、
た
だ
名
称
だ
け
が
［
わ
れ
わ
れ
と
］
区
別
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
実
際
に
そ
れ
が
指
示
す
る
事
柄
が
区
別
さ
れ

て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
［
同
じ
事
柄
が
］
私
に
よ
っ
て
は
「
結
合
（
H
接
触
こ
と
言
わ
れ
、
あ
な
た
に
よ
っ
て
は
「
対
象
と

な
る
こ
と
」
と
表
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
に
い
か
な
る
違
い
も
な
い
。

そ
れ
で
は
、
眼
が
［
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
の
根
拠
は

何
か
と
い
え
ば
、
［
眼
は
］
感
覚
器
官
で
あ
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
［
論
証
式
で
示
せ
ば
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
］

（

N
O
ω
－
Hω
）
 

［
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ

l
タ
カ
ラ
の
主
張
］

九



。

［
主
張
命
題
］
眼
は
［
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

［
理
由
］
感
覚
器
官
で
あ
る
か
ら
。

［
喰
例
］
鼻
な
ど
の
よ
う
に
。
鼻
な
ど
の
感
覚
器
官
は
、
［
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
経
験
的
に
知
ら
れ

て
い
る
。

［
適
用
］

そ
し
て
眼
も
そ
う
（
感
覚
器
官
）

で
あ
る
。

［
結
論
］
そ
れ
ゆ
え
、
［
眼
は
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
も
し
、
す
べ
て
の
感
覚
器
官
が
「
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
」
で
あ
る
こ
と
は

す
べ
て

［
そ
れ
で
は
］
理
解
さ
れ
な
い
、
と
言
う

な
ら
ば
。

達
成
手
段
で
あ
る
か
ら
」

（E
E
E芝
忠
）
と
［
い
う
理
由
が
］
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
斧
な
ど
の
道
具
（
H
切
る
と
い
う
作
用
の
達
成
手
段
）
が
、
［
対
象
で
あ

る
木
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
経
験
的
に
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
す
べ
て
の
感
覚
器
官
も
ま
た
そ
う
（
達
成

そ
の
場
合
は
、

［
の
感
覚
器
官
］

を
主
張
命
題
の
主
辞
と
し
て
、
「
［
作
用
の
］

手
段
）

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
［
す
べ
て
の
感
覚
器
官
は
、
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
頑
固
さ
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
も
の
は

［
対
象
に
］
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
、
と
考
え
る
者
が
い
る

が
、
そ
の
場
合
は
い
っ
た
い
ど
う
な
る
の
か
、
と
一
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
能
力
が
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
原
因
で
も
、
必
ず
し
も
常
に
結
果

を
生
み
出
す
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
考
え
も
批
判
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
実
際
、
も
し
こ
れ
ら
の
原
因
が
、

［
他
の
も
の
と
の
］
相
互
接
触
に
依
存
す
る
こ
と
な
く
、
付
随
的
に
生
み
出
さ
れ
た

［
別
の
］
能
力
を
も
つ
こ
と
も
な
し
に
、
そ
れ
自
身

だ
け
で
結
果
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、

い
っ
た
い
ど
う
し
て
結
果
が
い
つ
で
も
ど
こ
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
の
か
、

と
問
わ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
［
な
ん
ら
か
の
作
用
の
］
達
成
手
段
（
r
R吉
田
）
で
あ
っ
て
、
し
か
も

す
る
こ
と
な
し
に
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
よ
う
な
も
の
は
、
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
、
世
間
に
は

［
対
象
に
］
達
成

［
そ
の
こ
と
を
示
す
］
多
く
の
喰
例
、

た
と
え
ば

［
壷
作
り
が
使
う
］

へ
ら
や
ろ
く
ろ

［
の
よ
う
な
道
具
H
達
成
手
段
］
が
あ
る
の
で
あ
る
と
［
わ
れ
わ
れ
は
］
答
え
る
。



以
上
述
べ
て
き
た
理
由
か
ら
、
「
［
知
覚
と
は
、
］
感
覚
器
官
と
対
象
と
の
接
触
か
ら
生
じ
た

｛
認
識
］
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
が
確
立

さ
れ
た
。

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
『
ニ
ヤ
l
ャ
・
ヴ

7
1
ル
テ
ィ
カ
』
に
お
い
て
反
論
者
が
提
示
す
る
論
拠
は
、
前
出
の
デ
ィ
グ
ナ
l
ガ
の
も

の
に
加
え
て
さ
ら
に
二
つ
、
あ
わ
せ
て
次
の
四
種
で
あ
る
。

引

U
U
H
n
u

「
離
れ
て
あ
る
こ
と
／
も
の
を
認
識
す
る
か
ら
」

Z
E
S
E－
匂
岳
店
営
）

U2 
｜｜ 

D2 

「
よ
り
大
き
な
も
の
を
認
識
す
る
か
ら
」
（
司
「
§
ロ
g
g
l伺
E
F
g
g）

「
方
向
や
場
所
を
明
示
す
る
か
ら
」
（
E
m
l号
E
’
ミ
告
白
色
忠
営
）

U3 U4 

「
近
く
に
あ
る
も
の
も
遠
く
に
あ
る
も
の
も
同
時
に
認
識
す
る
か
ら
」

（目白ロロ－
r
ペ混血｝〈回目】同・回宵ベ

A

混血可
O
M

－FE
－可国
lw帥－白・
6

阿『田町田ロ旧同）

こ
の
四
種
の
論
拠
は
、
以
後
の
議
論
に
お
い
て
も
反
論
者
の
説
と
し
て
常
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

玉
、
『
ニ
ヤ
l
ヤ
・
マ
ン
ジ
ャ
リ
l
』（
Z
芦
田
・
℃
－

S
・
中
回
目
）

前期ニヤーヤ学派の知覚理論

次
に
わ
れ
わ
れ
は
、
ジ
ャ
ヤ
ン
タ
・
バ
ッ
タ

『
ニ
ヤ
l
ヤ
・
マ
ン
ジ
ャ
リ
l
』
の
論
述
を
見
る

C
ミ

g
g
g白
E
九
世
紀
後
半
）
の

こ
と
に
し
た
い
。
「
到
達
作
用
説
」
に
対
す
る
反
論
と
し
て
か
れ
が
主
と
し
て
取
り
上
げ
る
の
は
、
サ
l
ン
キ
ヤ
学
派
の
も
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、
以
下
に
訳
出
す
る
一
文
の
冒
頭
に
み
ら
れ
る
所
説
が
、
『
サ
l
ン
キ
ヤ
・
カ
l
リ
カ
l
」
の
注
釈
書
で
あ
り
、
サ
l
ン
キ

ヤ
学
派
の
論
書
の
内
で
も
特
に
す
ぐ
れ
た
も
の
で
あ
る
『
ユ
ク
テ
ィ
・
デ
ィ

l
ピ
カ

l
』
（
ベ
ロ
）

の
う
ち
に
見
ら
れ
る
、

か
な
り
長
文
の

所
説
と
ほ
ぽ
完
全
に
一
致
す
る
こ
と
か
ら
も
容
易
に
み
て
と
る
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
か
れ
は
、
自
派
の
主
張
と
し
て
は
、

『
ニ
ヤ
1
ヤ
・
ス

1
ト
ラ
』
と
『
ニ
ヤ
l
ヤ
・
バ

i
シ
ュ
ヤ
」

（

Z

∞F）
 

の
論
述
に
忠
実
に
従
っ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。

一



一一一一一

（

kg－
m）

 

［サ
l
ン
キ
ヤ
学
派
の
主
張
］

サ
l
ン
キ
ヤ
学
派
の
者
た
ち
は
実
に
次
の
よ
う
に
声
高
に
語
る
。

「
自
我
意
識
か
ら
開
展
し
て
き
た
も
の

（
帥

F
邑ー｝内同ユ
W
白）

で
あ
る
諸
感
覚
器
官
が
、
［
認
識
の
］
対
象
を
あ
ら
し
め
る
こ
と
が
出
来
る

の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
以
外
［
の
あ
り
方
で
あ
る
も
の
が
そ
う
な
の
］

で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
感
覚
器
官
（

E
Z
E）
は
な
ん
ら
か
の
作

用
を
な
す
も
の

（rm
p
H
・白｝内白）

で
あ
る
が
ゆ
え
に
こ
そ
、
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の

8
5
3美
智
百
）

で
あ
る
の
だ
。
そ
し
て
、
［

ヤ
l
ヤ
学
派
が
言
う
よ
う
に
、
も
し
］
諸
感
覚
器
官
が
元
素
よ
り
な
る
も
の

（

σ
Z
E
E
S）

 

で
あ
る
な
ら
ば
、
遠
く
に
離
れ
て
存
在
し
て

い
る
対
象
に
対
し
て
、

い
っ
た
い
ど
う
し
て
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
り
え
ょ
う
か
。
し
か
し
、
［
わ
れ
わ
れ
サ
1
ン
キ
ヤ
学
派

が
一
言
う
よ
う
に
、
］

そ
れ
ら
諸
感
覚
器
官
が
自
我
意
識
か
ら
開
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
ら
は

［
対
象
を
］
覆
い
つ
く
す

も
の

（〈】芯回目】白宵白）

で
あ
る
の
だ
か
ら
、
対
象
の
す
が
た
と
大
き
さ
を
も
っ
働
き
が

［
そ
れ
ら
に
は
］
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ

の
よ
う
な
働
き
を
も
つ
も
の
［
で
あ
る
感
覚
器
官
］
と
そ
の
働
き
そ
れ
自
体
と
は
別
個
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
［
わ
れ
わ
れ

の
説
で
は
、
］
「
［
諸
感
覚
器
官
は
、
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
正
し
い
言
明
と
な
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
［
諸
感
覚
器
官
は
］
自
我
意
識
か
ら
開
展
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
ら
は

［
そ
れ
自
身
］

よ
り
大

（
包
同
町
白
色
l
g
ロl
m
湾
各
自
白
）

言
う
よ
う
に
、
］
元
素
よ
り
な
る
と
す
る
場
合
に
は
そ
う
は
い
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
元
素
よ
り
な
る
場
合
に
は
、
あ
る
大
き
さ
の
認
識

［
こ
と
が
で
き
る
］

と
考
え
ら
れ
う
る
が
、
［
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
の

き
い
も
の
や
よ
り
小
さ
い
も
の
を
認
識
す
る

器
官
（
問
『
白
F
S
R
ペロ・匂－

H
8・N

∞
一
宮
『
呂
田
）

る
。
［
し
か
し
実
際
に
は
、
］
眼
球
よ
り
も
大
き
な
布
や
ポ
ッ
ト
な
ど
の
認
識
も
あ
れ
ば
、
よ
り
小
さ
い
米
粒
や
穀
粉
な
ど
の
認
識
も
あ
る

は
そ
れ
と
同
じ
大
き
さ
の
認
識
対
象
し
か
認
識
し
え
な
い
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ

の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
理
由
か
ら
も
、
諸
感
覚
器
官
が
元
素
よ
り
な
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
が
一
一
一
一
口
え
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
ま
た
、

元
素
よ
り
な
る
も
の
で
あ
る
灯
火
な
ど
は
、
他
の
も
の
を
照
ら
し
だ
し
つ
つ
自
分
自
身
を
も
照
ら
し
出
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
経
験
的
に



［
わ
れ
わ
れ
に
は
］
知
ら
れ
て
い
る
。
［
も
し
感
覚
器
官
が
元
素
よ
り
な
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
］
感
覚
器
官
も
ま
た
、
［
灯
火
と
］
同

ま様
うに
で、

あ布
ろな
うど
012の
し）色
かを
し照
実ら
際し
にだ
はし

（H
認
識
し
）

つ
つ
そ
れ
自
身
の
色
を
も
照
ら
し
だ
す
（
H
認
識
す
る
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し

［
眼
は
眼
自
身
の
色
を
］
照
ら
し
出
さ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
理
由
か
ら
も
ま
た
、
［
諸
感
覚
器
官

は
、
］
元
素
よ
り
な
る
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
」

（色・

5
）
［
ジ
ャ
ヤ
ン
タ
の
答
論
］

こ
れ
に
対
し
て
、
次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
る
。
ま
ず
、
「
［
諸
感
覚
器
官
が
］
元
素
よ
り
な
る
も
の
で
あ
る
と
主
張
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ

前期ニヤーヤ学派の知覚理論

ら
が
［
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
、
君
は
言
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
私
は
考
え
る

の
だ
が
、
君
は
き
っ
と
眼
球
（
向
。
－
易
担
）
が
眼
（

g
r
g乙
で
あ
る
と
心
の
内
で
理
解
し
て
い
る
に
違
い
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
ど
う
し

て
そ
ん
な
風
に
言
う
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
れ
は
あ
な
た
様
の
大
き
な
勘
違
い
で
あ
る
。
眼
球
（
可

g
g匂
白
）
は
決
し
て
［
視

覚
器
官
と
し
て
の
］
眼
で
は
な
い
。
眼
と
は
眼
球
を
基
座
（
邑
E
r
R吉
田
）
と
す
る
光
輝
（
互
即
日
）
を
言
う
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ

（H
光
輝
）
は
迅
速
性
（
〈
巾
四
回
）
を
も
っ
実
体
で
あ
る
か
ら
、
遠
く
［
に
あ
る
対
象
］
に
で
も
拡
散
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ

の
よ
う
な
も
の
［
で
あ
る
眼
］
が
、
［
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
ど
ん
な
過
失
が
あ
ろ
う
か
。

（邑－
N
H
）
［
反
論
］
（
1
）
眼
球
に
対
し
て
医
学
的
な
治
療
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
し
て
対
象
の
認
識
は
眼
球
の
よ
し
あ
し
に

左
右
さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
眼
球
こ
そ
が
眼
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
（
2
）
そ
し
て

［
眼
球
か
ら
の
］
光
輝
は
認
識
さ
れ
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、

い
っ
た
い
ど
う
し
て
そ
れ
が
感
覚
器
官
と
言
わ
れ
ょ
う
か
。
（
3
）
ま
た
、
た
と
え
光
輝
が
迅
速
性
を
も
つ
も
の
で
あ
っ
て
も
、

眼
を
大
き
く
見
開
い
た
と
き
に
、
数
百
数
千
ヨ

l
ジ
ャ
ナ

［
も
遠
く
に
］
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
月
や
太
陽
や
星
な
ど
が
、

い
っ
た
い
ど

う
し
て
一
瞬
の
内
に
認
識
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
（
4
）
あ
る
い
は
ま
た
、
量
的
に
も
［
太
陽
光
線
よ
り
も
］
少
な
く
力
の
弱
い
、
眼

か
ら
の
光
輝
は
、
四
方
八
方
か
ら
流
出
し
て
く
る
全
世
界
に
遍
満
す
る
光
輝
を
も
ち
、
［
眼
か
ら
の
光
輝
よ
り
は
］
ず
っ
と
力
の
強
い
も

の
で
あ
ろ
う
太
陽
の
輝
き
に
よ
っ
て
、
そ
の
進
行
が
妨
げ
ら
れ
る
は
ず
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
［
も
し
眼
と
は
光
輝
の
こ
と
で
あ
る
な
ら

一一一
一



四

ば、］

わ
れ
わ
れ
が
太
陽
を
見
た
場
合
に
、
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
起
こ
ら
な
い
こ
と
が
あ
ろ
う
か
。
（
5
）
ま
た
、
光
輝
説
に
お

い
て
は
、
ガ
ラ
ス
や
雲
母
の
板
や
水
晶
に
遮
ら
れ
た
も
の
の
認
識
が
ど
う
し
て
可
能
性
と
な
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
妨

げ
ら
れ
た
光
輝
が
そ
の
ま
ま
で
あ
り
続
け
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
［
眼
と
は
、
］
特
定
の
能
力
と
結
び
つ
い
た
眼
球
に
他
な
ら
な
い
と
す
る
方
が
、
［
光
輝
だ
と
す
る
よ
り
は
］
ず
っ
と
す
ぐ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
ぐ
れ
た
お
方
ょ
。
［
こ
の
よ
う
に
］
眼
を
お
認
め
あ
れ
。

（
色
・
包
）
［
答
論
］
こ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
あ
な
た
の
御
指
摘
に
よ
っ
て
も
、
［
自
分
た
ち
の
主
張
が
］
道
理
に
反
し
た
主
張
で
あ
る
と
は
認
め
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、

感
覚
器
官
が

［
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
は
経
験
的
に
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
し
か
し
、
［
視
覚
器

官
と
し
て
の
眼
と
は
］
眼
球
の
こ
と
で
あ
る
と
す
る
場
合
に
は
、
そ
れ
が

［
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
ど
う

し
て
言
え
よ
う
か
。
ま
た
た
と
え
［
特
定
の
］
能
力
が
そ
こ
で
想
定
さ
れ
う
る
と
し
て
も
、
拠
り
所
を
も
た
な
い
も
の
と
し
て
そ
れ
が
想

定
さ
れ
る
こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
の
拠
り
所
が
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
眼
球

そ
の
も
の
が
拠
り
所
と
な
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
［
し
か
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
結
局
眼
球
が
対
象
に
到
達
す
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の

で
あ
る
か
ら
、
眼
は
対
象
に
］
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ

（凶）

［
と
考
え
る
方
が
よ
い
］
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

H
眼
球
）
を
基
座
と
す
る
光
輝
こ
そ
が

［
特
定
の
］
能
力
の
拠
り
所
で
あ
る

［
反
論
］

［
感
覚
器
官
は
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
［
こ
こ
で
］
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

実
に
世
間
で
は
、
舌
と
度
腐
だ
け
が
［
対
象
に
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
］
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
眼
と
耳
と
は
、

遠
く
に
存
在
す
る
対
象
を
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
う
し
て
［
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
り
え
ょ
う
か
。
ま
た

鼻
は
、
た
と
え
ば
す
ぐ
側
に
置
か
れ
た
ひ
ま
し
油
の
匂
い
を
も
認
識
す
る
し
、
ま
た
吹
き
渡
る
風
の
力
で
揺
さ
ぶ
ら
れ
た
満
開
の
ジ
ャ
ス

ミ
ン
な
ど
の
か
ぐ
わ
し
い
香
を
、
遠
く
か
ら
で
も
認
識
す
る
。
そ
し
て
、
ひ
ま
し
油
な
ど

［
鼻
の
］
側
に
近
づ
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て



も
、
鼻
と
の
接
触
が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
鼻
も
ま
た

い
。
そ
れ
ゆ
え
、
感
覚
器
官
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
別
々
の
能
力
を
限
定
要
素
と
し
て
も
つ
身
体
的
基
座
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な

［
対
象
に
］
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
作
用
を
な
す
も
の
に
他
な
ら
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
［
だ
か
ら
、
感
覚
器
官
は
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
説
は
捨
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。

眼
は
月
や
太
陽
や
星
々
を
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
｛
そ
れ
ら
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
お
っ
し
ゃ
る
と
は
、
こ

れ
ま
た
な
ん
と
ず
ば
抜
け
た
お
考
え
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
。

（印
0

・
∞
）
［
答
論
］
こ
れ
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
る
。

わ
れ
わ
れ
は
、
［
す
べ
て
の
感
覚
器
官
は
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
、
捨
て
る
わ
け
に
は
い
か
な

ぃ
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
す
れ
ば
、
そ
れ
ら
［
す
べ
て
の
感
覚
器
官
は
］
作
用
を
な
す
（
H
認
識
を
生
み
出
す
）
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ

と
ま
で
捨
て
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
［
対
象
に
対
し
て
］
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
［
対
象
に
｝
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
作
用
を
な

す
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
ま
っ
た
く
奇
妙
な
考
え
で
は
な
い
か
。
た
と
え
［
認
識
作
用
の
］
原
因
［
が
対
象
に
対
し
て
直
接
作
用
し

て
い
る
こ
と
］

は
見
ら
れ
て
な
く
て
も
、
そ
の
本
性
は
［
対
象
に
対
し
て
作
用
を
な
し
］
必
ず
認
識
と
い
う
結
果
を
生
み
出
す
も
の

な
の
だ
か
ら
、
［
認
識
と
い
う
結
果
が
あ
る
限
り
、
そ
の
作
用
の
原
因
も
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
］
そ
の
よ
う
な

（〈〕弘℃田宮）

前期ニヤーヤ学派の知覚理論

作
用
を
特
性
と
し
て
も
つ
基
体
［
そ
れ
自
体
］
が
、
［
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ

う
。
そ
れ
に
ま
た
、
現
に
見
ら
れ
て
い
る
眼
な
ど
が
、
ど
う
し
て

［
認
識
と
い
う
］
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
り
え
ょ
う
か
。
そ
し
て
、
も

［
眼
が
対
象
に
］
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
能
力
（
E
Z
F）
に
区
別
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

壁
な
ど
に
遮
ら
れ
た
対
象
で
あ
っ
て
も
眼
に
よ
っ
て
見
ら
れ
う
る
で
あ
ろ
う
。

し

［
反
論
］

そ
の
よ
う
な
場
合
は
、
［
認
識
と
い
う
］
結
果
が
認
識
さ
れ
な
い

H
存
在
し
な
い
）

の
で
あ
る
か
ら
、

［
そ
の
原
因
で
あ

る
］
能
力
も
そ
こ
で

［
働
い
て
い
る
こ
と
］

は
想
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

［
答
論
］

［
眼
に
よ
る
対
象
認
識
の
場
合
に
作
用
し
て
い
る
も
の
と
し
て
、
］
能
力
（
駒
田
歪
）

が
想
定
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
、
そ
れ
と

五



」ー
ノ、

も
光
輝
（
丹
市
』
目
印
）
が
想
定
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
察
す
る
な
ら
ば
、
光
輝
は
実
体
（
色

E
4と
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
［
同

じ
く
実
体
で
あ
る
壁
な
ど
に
よ
っ
て
］
遮
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
形
質
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
能
力
に
対
し
て
は
、
［
壁
な
ど

の
］
遮
る
も
の
も

［
そ
の
進
行
を
］
妨
げ
る
も
の
と
は
な
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
感
覚
器
官
と
し
て
想
定
さ
れ
る
べ
き
も
の

は
、
光
輝
で
あ
っ
て
、
能
力
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
光
輝
が
能
力
を
も
つ
も
の
で
あ
り
、
あ
る
い
は

［
能
力
の
］
拠
り
所

で
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

［
中
略
（
印
0

・
E
’E
）
耳
の
場
合
は
、

ひ
と
続
き
の
同
種
の
音
声
が
連
続
的
に
聞
こ
え
る
の
だ
と
い
う
こ
と
、
鼻
の
場
合
は
、
花
な
ど

か
ら
発
散
さ
れ
る
原
子
の
集
合
体
を
基
体
と
す
る
香
が
認
識
さ
れ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
両
者
も
と
も
に
対
象
に
到
達
し
て
作

用
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
一
言
う
。
］

3
0
・
5
）
眼
は

［
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
光
輝
を
発
散
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
光
輝
［
が
実
際
に
眼

か
ら
で
て
い
る
こ
と
］
は
認
識
さ
れ
な
い
で
は
な
い
か
と
一
宮
口
う
な
ら
ば
。

た
い
］
。
実
際
の
と
こ
ろ
、
存
在
物
は
直
接
知
覚
に
よ
っ
て
常
に
認
識
さ
れ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
推
論
な
ど
に
よ
っ
て

一
体
月
の
裏
側
や
地
面
の
下
側
は
認
識
さ
れ
る
の
か

［
と
聞
い

も
そ
れ
ら
が

［
存
在
す
る
こ
と
は
］
認
識
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
次
の
よ
う
な
推
論
が
な
さ
れ
る
。
色
の
認
識
と
い
う
結
果
に
よ
っ
て
、

眼
が
光
輝
よ
り
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
推
理
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
色
を
照
ら
し
出
す
（
H
認
識
さ
せ
る
）

火
な
ど
は
、
光
輝
よ
り
な
る
実
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
経
験
的
に
知
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

も
の
で
あ
る
灯

［
中
略
（
目
。
－

E
1巴
・
叶
）
眼
か
ら
発
散
さ
れ
る
光
輝
が
な
ぜ
直
接
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
な
い
の
か
と
い
う
聞
い
に
対
し
て
、
実
体

を
挙
げ
て
論
じ
る
。

zω
・園－

rωω

お
よ
び
そ
れ
に
対
す
る
『
ニ
ヤ
l
ャ
・
パ

l
シ
ュ
ヤ
』

や
属
性
が
も
っ
特
性
の
区
別
に
応
じ
て
、
そ
れ
が
認
識
さ
れ
る
場
合
も
あ
れ
ば
、
認
識
さ
れ
な
い
場
合
も
あ
る
こ
と
を
、

｛幻）

の
論
述
に
し
た
が
う
。
」

い
く
つ
か
の
例

ま
た
、
眼
光
線
（

E
3
s
’
zz－）

は
ど
の
よ
う
な
場
合
で
も
認
識
さ
れ
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
夜
に
漆
黒
の
闇

に
包
ま
れ
た
家
の
中
を
歩
き
回
る
猫
を
は
じ
め
と
す
る
夜
行
性
動
物
た
ち
の
眼
の
光
輝
は
、
輝
き
を
発
し
て
い
る
の
が
遠
く
か
ら
で
も
認



識
さ
れ
る
。
し
か
し
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
か
ら
で
る
眼
光
線
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
真
昼
の
松
明
の
明
り
の
よ
う
に
、
そ
れ
は
認
識
さ
れ
な

－g｝
 

い
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
［
真
昼
の
松
明
の
明
り
と
わ
れ
わ
れ
の
人
間
の
眼
光
線
と
で
は
、
］
次
の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
。
真
昼
の
松
明
の

光
は
、
太
陽
の
光
の
威
力
に
圧
倒
さ
れ
る
か
ら
認
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
が
、
眼
光
線
の
場
合
は
、
そ
の
色
が
感
覚
器
官
に
よ
っ
て
知
覚

で
あ
る
。

さ
れ
な
い

（
自
己
内
回
目

u
F
E白）

か
ら
［
認
識
さ
れ
な
い
の
］

ま
た
、
ガ
ラ
ス
や
雲
母
の
板
や
水
晶
に
よ
っ
て
遮
ら
れ
た
対
象
は
［
眼
に
よ
っ
て
］
認
識
さ
れ
る
が
、
こ
の
場
合
は
、
ガ
ラ
ス
な
ど
の

あ
る
も
の
は
極
め
て
透
明
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
ま
た
別
の
あ
る
も
の
は
空
隙
が
あ
る
ゆ
え
に
、
［
そ
れ
ら
に
は
］
眼
か
ら
発
散
さ
れ
る
光

輝
の
拡
散
を
妨
害
す
る
能
力
が
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
以
上
見
て
き
た
理
由
か
ら
、
眼
は

［
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も

の
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
ど
う
し
て
眼
光
線
に
は
、
大
気
中
を
通
過
し
、
太
陽
に
触
れ
、
し
か
も
太
陽
の
迅
速
性
を
も
っ
光
輝
に
よ
っ
て
も
妨
害
さ
れ
る

こ
と
が
な
い
と
い
っ
た
、
こ
の
よ
う
な
進
行
が
あ
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
［
『
ニ
ヤ
l
ヤ
・
ス

I
ト
ラ
』
（
Zω
・
国
・
ケ
品
目
）
で
、
］

「
実
際
に
経
験
さ
れ
た
事
柄
ゃ
、
正
し
く
推
理
さ
れ
た
事
柄
に
つ
い
て
は
、
一
方
的
に
決
め
つ
け
た
り
、
否
認
し
た
り
す
る
こ
と
は
正
し

く
な
い
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
結
果
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
遠
く
へ
で
も
拡
散
し
て
行
き
、
拡
散
し
て
も
他

前期ニヤーヤ学派の知覚理論

の
も
の
に
よ
っ
て
妨
害
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
よ
う
な
原
因
［
の
存
在
］
が
想
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
フ
ラ
イ
パ
ン
な
ど
で
調

理
さ
れ
る
も
の
に
火
に
よ
っ
て
熱
が
加
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
り
、
ま
た
水
壷
な
ど
に
注
ぎ
込
ま
れ
た
水
の
冷
た
き
は
、
外
側
か
ら
触
れ
て

も
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
［
火
の
熱
や
水
の
冷
た
き
の
伝
わ
る
こ
と
が
］
妨
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
同
じ
こ
と
は
眼
光

線
に
つ
い
て
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
眼
球
そ
れ
自
体
に
能
力
と
し
て
想
定
さ
れ
る
迅
速
性
が
あ
る
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
。

［
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
え
ば
、
感
覚
器
官
と
し
て
の
眼
が
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し

ま
う
の
で
あ
る
か
ら
。
ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
す
べ
て
の
感
覚
器
官
は
［
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
は
っ
き
り
と
見
て
い
た
、

一ヤ
l
ヤ
学
説
の
権
威
者
（
話
回
可
曲
。
』
目
白
）

［
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ

l
タ
カ
ラ
］

は
、
感
覚
器
官
と
対
象
と
の
接
触

二
三
七
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（幻）

に
六
種
類
の
様
態
が
あ
る
こ
と
を
説
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
眼
球
は

［
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
。

そ
れ

や
目
薬
を
塗
る
棒

（お）

（E
Z
E）
な
ど
を
認
識
し
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
［
視
覚
器
官
と
し
て
の
］
眼
は
、
眼
球
そ
れ
自
体
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

（
眼
球
）

と
接
触
す
る
こ
と
の
な
い
山
な
ど
を
認
識
し
、
反
対
に
そ
れ
と
接
触
し
て
い
る
目
薬
（
白
旦
告
白
）

（巴－
N
m
）
［
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
］

「
し
か
し
、
医
学
的
な
治
療
は
眼
球
に
対
し
て
な
さ
れ
る
。
［
だ
か
ら
眼
球
こ
そ
が
視
覚
器
官
で
は
な
い
の
か
と
い
う
な
ら
ば
。
］
こ
の

［
医
学
的
な
治
療
］

は
、
［
見
る
と
い
う
こ
と
の
］
基
体
［
で
あ
る
眼
球
］
を
完
全
な
も
の
と
す
る
も
の

り
、
［
そ
の
基
体
に
よ
っ
て
］
保
持
さ
れ
る
も
の

（
帥
島
市
苫
）
［
で
あ
る
見
る
こ
と
］
を
補
助
す
る
も
の
（
＝
℃
島
町
白
宮
）

出0
0. 
::,-
11)1 
『
白

CA 

で昌
あ~
る母
」 iると
え）で

あ

ま
さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
確
か
に
対
象
認
識
は
眼
球
の
よ
し
あ
し
に
左
右
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
正
し
い
の
だ
け
れ
ど
も
、
そ
の
よ
し
あ

し
と
い
う
の
は
、
実
際
に
は
基
体
［
で
あ
る
眼
球
］

を
通
じ
て
、
そ
れ

（
基
体
）
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
も
の
に
こ
そ
属
す
る
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
到
達
さ
れ
な
い

（
接
触
し
な
い
）
対
象
の
認
識
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
仏
教
徒
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
て
い
る

「
眼
球
が
［
視
覚
器
官
と
し
て
の
］
眼
で
あ
る
」
と
い
う
説
が
、
思
慮
あ
る
人
々
の
心
に
安
住
す
る
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、

［
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
光
輝
こ
そ
が
眼
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
確
立
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
に
「
感
官
物

質
説
」

S
E
E
－rz
aユ
苫
l

品
含
）
に
お
い
て
も
、
［
感
覚
器
官
は
、
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
成
立
す
る

の
で
あ
る
か
ら
、

サ
l
ン
キ
ヤ
学
派
（

E
Z白
）
に
よ
っ
て
説
か
れ
る
、
「
諸
感
覚
器
官
は
自
我
意
識
か
ら
展
開
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
」

と
い
う
説
は
正
し
く
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

六
、
『
ニ
ヤ
l
ヤ
・
ブ
l
シ
ャ
ナ
』
吉
田
町
ロ
・
匂
－

E
－己
l
U
叶・

5
）

前
述
の
ジ
ャ
ヤ
ン
タ
・
バ
ッ
タ
よ
り
や
や
時
代
が
下
る
が
、
同
じ
く
カ
シ
ュ
ミ
l
ル
の
地
で
活
躍
し
た
ニ
ヤ
1
ヤ
学
派
の
哲
学
者
に



パ
1
サ
ル
ヴ
ア
ジ
ユ
ニ
ヤ

（回

g
z
z
a
E
一
O
世
紀
中
ご
ろ
）
が
い
る
。
か
れ
は
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
の
伝
統
の
中
で
は
特
異
な
位
置
を
占

め
、
そ
の
学
説
は
独
創
的
で
あ
る
と
同
時
に
、
異
端
的
で
も
あ
る
。
次
に
わ
れ
わ
れ
は
か
れ
が
そ
の
主
著
『
ニ
ヤ
l
ャ
・
プ
l
シ
ャ
ナ
』

で
論
じ
た
「
到
達
作
用
説
」
を
見
る
こ
と
に
し
た
い
。
か
れ
が
批
判
の
対
象
と
す
る
の
は
、
仏
教
学
説
で
あ
る
。

（
宮
・
口
）
［
仏
教
学
派
の
主
張
］

［
主
張
］
眼
と
耳
は
［
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。

［
理
由
一
（

m
H
m）
］
［
対
象
が
］
離
れ
て
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
か
ら
（
帥
宮

g
g’
句
各
自
営
）
。

す
な
わ
ち
、
も
し
［
眼
と
耳
が
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
眼
と
対
象
物
と
の
間
に
あ
る
、
そ
し
て
耳
と
音
声
と

の
間
に
あ
る
、
隔
た
り
（
白
黒
田
『
包
曲
）
を
認
識
す
る
こ
と
が
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
と
え
ば

［
斧
で
木
を
切
る
と
い
う
場
合
、
］
斧
と

［
切
断
作
用
が
及
ぶ
］
木
［
と
の
聞
に
は
隔
た
り
が
な
い
］

の
よ
う
に
。

ま
た
、
［
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
が
考
え
る
］
「
到
達
（
H
接
触
）
」
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
（
1
）
対
象
物
が
眼
の
所
に
ま
で
や

っ
て
来
て
、
［
眼
に
］
結
合
さ
れ
る
の
か
。
そ
れ
と
も
（
2
）
眼
が
対
象
物
の
所
ま
で
行
っ
て
、
［
対
象
物
に
］
結
合
さ
れ
る
の
か
。

（1
）
の
場
合
、
「
到
達
」
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
す
る
。
そ
れ
に
、
た
と
え
ば
火
を
見
る
場
合
、
眼
な
ど
が
焼
け
る
と
い
う
あ
り
え
な
い

前期ニヤーヤ学派の知覚理論

結
論
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。

（2
）
の
場
合
も
、
「
到
達
」
と
い
う
こ
と
と
矛
盾
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
眼
が
ち
ょ
う
ど
矢
の
よ
う
に
対
象
物
［
の
所
ま
で
飛
ん
で
行
つ

て
、
そ
れ
］

と
結
合
し
て
い
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
何
人
に
よ
っ
て
も
認
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。

「
［
眼
は
］
微
細
で
あ
る
か
ら
認
識
さ
れ
な
い
の
だ
］
と
言
う
な
ら
ば
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
。
眼
球
こ
そ
が
眼
で
あ
る
と
、
す

べ
て
の
世
間
の
人
々
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
、
そ
れ

（
眼
球
）
が
破
壊
さ
れ
た
場
合
に
は
、
対
象
を
見
る
こ
と

が
出
来
な
く
な
る
の
で
あ
る
か
ら
。

ま
た
、
た
と
え
［
眼
が
］
微
細
な
も
の
で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
に
し
て
も
、

い
っ
た
い
そ
れ
は
、
（
1
）
虚
空
の
よ
う
に
形
体
を
も
た
な

九



二
四
O

い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
微
細
で
あ
る

［
と
言
わ
れ
る
］

の
か
。
そ
れ
と
も
（
2
）
量
的
に
小
さ
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
か
。

（l
）
の
場
合
、
［
眼
が
］
あ
ら
ゆ
る
対
象
と

［
一
度
に
］
結
合
（
H
接
触
）
す
る
こ
と
な
ど
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ

な
ら
、
形
体
を
も
た
な
い
実
体
［
で
あ
る
虚
空
な
ど
］

は
遍
在
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
、
［
君
た
ち
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
の
者
た
ち
は
］
認

め
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

（2
）
量
的
に
小
さ
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
［
眼
は
］
微
細
な
の
で
あ
る
と
言
う
な
ら
ば
、
そ
れ
は
正
し
く
な
い
。

［
理
由
二
（
凶
H
U
）
］
［
眼
は
］
よ
り
大
き
い
も
の
を
認
識
す
る
か
ら

f
t
E
S
E－
同

E
E包
乙
。

す
な
わ
ち
、
た
と
え
ば
爪
切
り
な
ど
は
、
そ
れ
が
結
合
し
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
限
り
の
範
囲
の
場
所
で
し
か
そ
の
作
用
を
な
さ
な

い
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
［
結
合
に
よ
る
作
用
の
場
合
に
は
、
作
用
の
及
ぶ
範
囲
は
作
用
主
体
の
大
き
さ
に
よ
っ
て
制
限

さ
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
］
量
的
に
小
さ
い
眼
が
、
［
そ
れ
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
い
］
山
な
ど
を
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え

な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

ま
た
次
の
理
由
か
ら
も
、
眼
は
［
対
象
に
］
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。

［
理
由
三
（
凶
）
］
木
の
枝
と
月
と
を
同
時
に
認
識
す
る
か
ら
（
帥
詳

Z
1
2
E
E
g
g
a
g－苫

lz－
？
賞
与
自
民
）
。

す
な
わ
ち
、
［
対
象
に
向
か
っ
て
］
進
行
し
て
行
く
眼
は
、
［
対
象
と
の
距
離
に
応
じ
て
］
段
階
的
に
結
合
す
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
る
か

ら
、
必
ず
順
番
に
［
対
象
を
］
認
識
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
が
、
［
君
た
ち
の
主
張
に
よ
る
限
り
］
正
し
い
こ
と
に
な
る
。
し
か
し

そ
の
よ
う
な
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
、
［
眼
は
］
迅
速
な
も
の
で
あ
る
か
ら

［
木
の
枝
と
月
と
を
あ
た
か
も
］
同
時
に
認
識
し

て
い
る
か
の
よ
う
に
人
が
思
い
こ
ん
で
い
る
だ
け
な
の
だ
と
い
う
こ
と
も
で
き
な
い
。
月
は
非
常
に
遠
く
離
れ
て
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

［
眼
と
月
と
の
］
結
合
は
、
必
ず
長
い
時
間
間
隔
を
お
い
て
後
に
あ
る
は
ず
で
あ
る
か
ら
だ
。

ま
た
、
「
連
続
的
な
流
れ
を
形
作
っ
て
到
来
し
て
き
た
音
・
声
が
耳
と
結
合
（
H
接
触
）
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

［
音
・
声
の
］
認
識
が

あ
る
に
ち
が
い
な
い
」
と
言
わ
れ
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
［
耳
に
よ
る
音
・
声
の
認
識
は
］
方
角
と
場
所
を
明
示
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。



実
際
、
も
し
［
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
の
者
た
ち
が
主
張
す
る
よ
う
に
、
］
耳
の
場
所
に
お
い
て
音
・
声
が
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
「
こ
れ
は

東
か
ら
の
音
」
、
「
こ
れ
は
西
か
ら
の
音
」
と
い
っ
た
方
角
の
明
示
ゃ
、
「
こ
れ
は
村
か
ら
の
声
」
、
「
こ
れ
は
森
か
ら
の
声
」
と
い
っ
た
場

所
の
明
示
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
、
耳
は
［
対
象
に
］
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
の

で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
、
以
上
見
て
き
た
例
に
よ
っ
て
、
「
す
べ
て
の
感
覚
器
官
は
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
［
と
い
う
ニ
ヤ
l
ヤ
学

派
の
主
張
］
は
、
否
定
さ
れ
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

SAP－
ω
。
）
［
パ

l
サ
ル
ヴ
7
ジ
ュ
ニ
ャ
の
答
論
］

先
ず
最
初
に
、
「
［
対
象
が
］
離
れ
て
あ
る
こ
と
を
認
識
す
る
か
ら
」
と
い
う
理
由
が
述
べ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
［
主
張
命
題
の
主
題
で

あ
る
眼
に
お
い
て
」
成
立
し
な
い
証
因
（
白
色
住
吉
）

で
あ
る
か
ら
、
正
し
い
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
眼
な
ど

［
各
感
覚
器

官
］
は
、
そ
れ
ぞ
れ
感
覚
器
官
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
は
認
識
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
眼
か
ら
対
象
物
が
離
れ
て

あ
る
こ
と
な
ど
い
っ
た
い
ど
う
し
て
直
接
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
ょ
う
か
。
し
か
し
、
推
論
に
よ
っ
て
は
、
対
象
と
結
び
つ
い
た
眼
な

前期ニヤーヤ学派の知覚理論

の
で［
あの
る感
。員覚

器
官

が
、
灯
火
な
ど
の
喰
例
に
基
づ
い
て
、
対
象
を
照
ら
し
出
す
も
の

で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る

（
認
識
す
る
も
の
）

ど
さ
ら
に
ま
た
、
さ
き
に
［
反
論
者
に
よ
っ
て
］
「
到
達
（
H
接
触
）

と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
」
と
言
わ
れ
た
が
、
こ
れ
に
対
し
て
は

次
の
よ
う
に
答
え
ら
れ
る
。
眼
は
眼
光
線
を
通
じ
て
対
象
の
場
所
ま
で
い
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
灯
火
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
［
対
象
と
］

結
び
つ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
眼
光
線
は
そ
の
色
が
知
覚
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
見
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
、
と
。
「
そ
の
色
が
知
覚

き
れ
な
い
よ
う
な
も
の
が
、
対
象
を
照
ら
し
出
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
の
は
正
し
く
な
い
」
と
一
言
ロ
う
な
ら
ば
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
。

［
外
界
の
］
光
な
ど
に
よ
る
照
明
に
よ
っ
て
補
助
さ
れ
た
［
眼
光
線
］
に
お
い
て
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
か
ら
。
ま

二
四



二
四
二

さ
に
そ
れ
ゆ
え
に
、
動
物
の
中
に
は
、
わ
れ
わ
れ
に
は
未
知
の
能
力
に
基
づ
い
て
、
そ
の
色
が
知
覚
さ
れ
る
眼
光
線
を
具
え
た
も
の
が
い

る
が
、
そ
れ
ら
の
動
物
の
眼
光
線
は
、
外
界
の
光
の
照
明
と
は
無
関
係
に
対
象
を
照
ら
し
出
す
。
た
と
え
ば
夜
行
性
動
物
［
の
眼
光
線
］

が
そ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
あ
る
種
の
夜
行
性
動
物
の
眼
光
線
は
［
わ
れ
わ
れ
の
］
直
接
知
覚
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
次
の
よ

う
に
説
明
す
る
こ
と
が
出
来
る
。
［
外
界
の
］
光
の
一
部
分
と
結
合
し
た
眼
の
一
部
分
か
ら
は
、
常
に
そ
の
色
が
知
覚
さ
れ
る
眼
光
線
が

［
実
際
に
は
］
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
実
際
、
光
輝
（
丹
市
』

g
）
が
も
っ
、

一
瞬
の
内
に
生
滅
を
繰
り
返
す
［
輝
き
と
い
う
］
色
と
［
熱

さ
と
い
う
］
感
触
は
、
時
に
は
［
感
覚
器
官
に
よ
っ
て
］
知
覚
さ
れ
、
時
に
は
知
覚
さ
れ
な
い
と
い
う
択
一
的
な
性
質
を
具
え
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
色
が
知
覚
さ
れ
る
も
の
と
し
て
生
じ
て
き
た
眼
光
線
で
あ
っ
て
も
、
他
［
の
光
線
］
と
混
じ
り
あ
う
こ
と
か
ら
、

別
個
に
は
認
識
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
多
く
の
灯
火
の
光
線
が
ひ
と
つ
の
対
象
と
結
合
し
て
い
る
と
き
［
に
は
、

そ
の
ひ
と
つ
ひ
と
つ
が
区
別
し
て
認
識
さ
れ
な
い
の
］

と
同
様
で
あ
る
。

「
よ
り
大
き
い
も
の
を
認
識
す
る
か
ら
」
と
い
う
理
由
が
述
べ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
は
不
確
定
な
証
因
（
曲
目
白
符
宮
E
S）
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
あ
る
大
き
さ
の
灯
火
は
、
ち
ょ
う
ど
そ
れ
と
同
じ
大
き
さ
の
対
象
を
照
ら
し
出
す
な
ど
と
い
う
こ
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
、
［
灯
火
は
対
象
に
到
達
し
て
そ
れ
を
照
ら
し
出
す
も
の
で
あ
る
が
、
］
光
線
を
通
じ
て
、
は
る
か
に
大
き
い
対
象
を
も
全
体
的

に
く
ま
な
く
照
ら
し
出
す
も
の
で
あ
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
ら
に
ま
た
、
「
木
の
枝
と
月
と
を
同
時
に
認
識
す
る
か
ら
」
と
い
う
理
由
が
述
べ
ら
れ
た
が
、
こ
れ
も
ま
た

［
主
張
命
題
の
主
題
で

あ
る
眼
に
お
い
て
］
成
立
し
な
い
証
因
で
あ
る
か
ら
、
正
し
い
理
由
と
は
な
ら
な
い
。
［
眼
は
］

あ
た
か
も
同
時
に
認
識
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
い
こ
ん
で
い
る
こ
と
に
よ
る
か
ら
で
あ
る
。
月
は
非
常
に
遠
く
離
れ
て
い
る
か
ら

一
瞬
の
内
に
進
む
も
の
で
あ
る
か
ら
、

同

時
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
い
こ
む
こ
と
は
な
い
］
と
言
う
な
ら
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
迅
速
性
と
い
う
卓
越
性
に
よ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
太

陽
光
線
の
よ
う
に
眼
光
線
は
超
高
速
で
進
行
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
。
実
際
、
い
ろ
い
ろ
な
も
の
と
結
び
つ
い
て
い
る
各
太
陽
光
線
が
、

［
そ
れ
ぞ
れ
別
々
に
］
順
番
に
認
識
さ
れ
る
な
ど
と
い
う
こ
と
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



［
省
略
（
句
。
・
中
見
）
「
到
達
作
用
説
」
を
と
っ
て
も
、
耳
に
よ
る
音
・
声
の
認
識
の
場
合
に
あ
る
方
角
・
場
所
の
明
示
が
説
明
可
能
で

あ
る
こ
と
を
述
べ
る
。
］

と
い
う
こ
と
な
し
に
［
対
象
認
識
が
］
あ
る
の
で
あ
れ
ば
、
す
べ
て
の
も
の
の
認
識
が
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

な
ぜ
な
ら
、
も
し
［
対
象
へ
の
］
到
達
（
H
接
触
）
が
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
認
識
可
能
な
場
所
に
存
在
す
る
も
の
の
み
の
認
識
が
あ
る
と

も
し
到
達
（
H
接
触
）

い
う
こ
と
を
説
明
可
能
に
す
る
要
因
が
、
他
に
は
何
も
な
い
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

『お｝

「
磁
石
な
ど
の
よ
う
に
［
眼
は
対
象
に
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
作
用
を
な
す
の
だ
］
」
と
言
う
な
ら
ば
、
そ
う
で
は
な
い
。
比
職
だ
け

で
は
次
の
よ
う
な
疑
問
を
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
す
な
わ
ち
、
磁
石
な
ど
の
よ
う
に
諸
感
覚
器
官
は
［
対
象
に
］

到
達
す
る
こ
と
な
し
に
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
剣
な
ど
の
よ
う
に
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
の
か
と
い
う

疑
問
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
に
つ
い
て
特
定
の
理
由
が
言
わ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
磁
石
と
結
合
し
た
も
の
は
、
特
定

の
風
実
体
を
具
え
る
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
身
体
中
に
気
息
が
あ
る
よ
う
に
。
そ
し
て
そ
れ
が
鉄
に
到
達
し
て
は
じ
め
て
、
ち
ょ
う
ど
気

息
の
よ
う
に
、
水
や
大
気
を
引
き
つ
け
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
と
の
接
触
は
知
覚
さ
れ
な
く
て
も
、
他
な
ら
ぬ
そ
の
結
果
に
よ
っ
て
、
そ
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
そ
れ
の
生
起
が
存
在
す
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

マ
ン
ト
ラ
（
呪
文
）

も
ま
た
、
関
係
あ
る
神
格
を
崇
拝

前期ニヤーヤ学派の知覚理論

さ
せ
る
。
そ
し
て
特
定
の
神
格
を
も
っ
マ
ン
ト
ラ
は
、
到
達
し
て
は
じ
め
て
呪
文
を
唱
え
る
者
が
望
む
目
的
を
な
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

ぇ
、
な
に
も
の
も
［
対
象
に
］
到
達
す
る
こ
と
な
し
に
作
用
を
な
す
も
の
で
は
な
い
。

（＠叶・叶
l
H

∞）

［
「
到
達
作
用
」
の
新
解
釈
］

［
反
論
］
言
葉
や
内
的
器
官
（
S
S
E－内田

E
E
マ
ナ
ス
、
思
考
器
官
）
な
ど
は
、
過
去
［
や
未
来
］
な
ど
の
対
象
に
到
達
（
H
接
触
）

す
る
こ
と
は
な
く
て
も
、
そ
れ
ら
に
つ
い
て
の
認
識
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
か
ら
、
［
そ
れ
ら
が
］

い
っ
た
い
ど
う
し
て

［
対
象
に
］

到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
り
え
ょ
う
か
。

二
四
三



四
四

［
答
論
］
そ
う
で
は
な
い
。
［
わ
れ
わ
れ
の
主
張
を
］
理
解
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
。
「
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
」
と

は
、
［
あ
る
結
果
を
生
み
出
す
た
め
の
］
共
働
因
に
到
達
（
H
接
触
）

し
て
、
原
因
が
結
果
を
生
み
出
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
と
［
わ
れ
わ
れ
は
］
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
言
葉
や
内
的
器
官
な
ど
に
も
あ
る
の
で
あ
る
。

方
、
過
去
［
や
未
来
］
の
対
象
が

［
認
識
を
生
み
出
す
直
接
の
］
原
因
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
言
わ
れ
て
い
る
。
だ
か
ら
そ

れ
ら
［
過
去
や
未
来
の
対
象
］
が
［
言
葉
や
内
的
器
官
を
］
到
達
さ
せ
る
も
の

8
5
3
5）
で
な
く
て
も
、
［
言
葉
や
内
的
器
官
が
］
到

達
す
る
こ
と
な
し
に
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
と
同
様
に
、
眼
に
か
か
わ
る
も
の

も
ま
た

［
認
識
を
］
生
み
出
す
原
因
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
ち
ょ
う
ど
光
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
肯
定
的
因

果
関
係
（
同
三
毛
田
）

と
否
定
的
因
果
関
係
（
〈
百
号
岳
白
）
に
よ
っ
て
、
原
因
で
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

さ
ら
に
ま
た
、
［
眼
に
よ
っ
て
］
到
達
（
H
接
触
）

さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
も
、
目
薬
な
ど
は
［
眼
に
よ
っ
て
］
認
識
さ
れ
な
い
、
［
だ

と
い
う
、
こ
れ
も
ま
た
正
し
く
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
「
感
覚
器
官
に
よ
っ
て

か
ら
眼
は
対
象
に
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
は
な
い
］

到
達
さ
れ
た
も
の
は
必
ず
認
識
さ
れ
る
」
と
は
決
定
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
「
外
的
な
感
覚
器
官
に
よ
っ
て

認
識
さ
れ
る
も
の
は
必
ず
［
感
覚
器
官
に
よ
っ
て
］
到
達
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」
と
い
う
必
然
関
係
が
あ
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、

［
五
つ
の
］
外
的
感
覚
器
官
は
［
そ
れ
ぞ
れ
地
、
水
、
火
、
風
、
虚
空
の
｝
元
素
よ
り
な
る
も
の

S
E
E
－E）
で
あ
る
か
ら
、
ち
ょ
う

ど
灯
火
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
到
達
し
た
対
象
を
照
ら
し
出
す
（
認
識
す
る
）
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
［
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
に
よ
れ
ば
］
内
的
器
官
も
ま
た
感
覚
器
官
で
あ
る
の
だ
か
ら
、

［
反
論
］

［
そ
れ
も
ま
た
対
象

に
到
達
し
て
作
用
を
な
す
も
の
で
あ
る
と
い
う
］
不
合
理
な
結
論
が
導
か
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

［
答
論
］
あ
る
場
合
［
た
と
え
ば
自
己
（
帥

g
g）
の
認
識
の
場
合
］
に
は
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
る
の
だ
か
ら

［
別
に
不
合
理
で

は
な
い
］
。
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
論
じ
る
の
は
無
駄
で
あ
る
。
た
だ
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
必
ず
あ
る
と
い
う
な
ら
ば
、

そ
れ
は
先
に
言
わ
れ
た
よ
う
に
、
過
去
［
や
未
来
］

の
対
象
の
場
合
と
矛
盾
す
る
こ
と
に
な
る
。



さ
ら
に
ま
た
、
肯
定
的
因
果
関
係
と
否
定
的
因
果
関
係
に
よ
っ
て
、
外
的
感
覚
器
官
と
一
緒
に
な
っ
て

［
認
識
を
］
生
み
出
す
原
因
が
、

存
在
し
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
た
と
え
ば
壷
［
と
い
う
ひ
と
つ
の
結
果
］
を
生
み
出
す
諸
原
因
［
で
あ
る
査

職
人
や
、
粘
土
ゃ
、

［
認
識
を
］
生
み
出
す
諸
原
因
は
、
ま
さ
し
く
ひ

ろ
く
ろ
な
ど
］
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
相
互
に
関
係
し
あ
っ
て

と
つ
の
同
じ

［
認
識
と
い
う
］
結
果
を
生
み
出
す
原
因
な
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
「
接
触
」

F
E
E
E
Zと
が
あ
り
、
そ
の

［
接
触
か

ら
｝
認
識
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
成
立
し
た
。

七

、

ま

と

め

「
接
触
」
と
は
、
本
来
、
知
覚
の
直
接
性
を
具
体
的
か
つ
象
徴
的
に
表
現
す
る
た
め
に
考
え
つ
か
れ
た
、
あ
る
意
味
で
素
朴
な
概
念
で

あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
れ
が
五
世
紀
頃
よ
り
イ
ン
ド
思
想
界
に
お
い
て
認
識
論
や
論
理
学
が
次
第
に
重
要
な
ト
ピ
ァ
ク
と
し
て
論
じ
は

じ
め
ら
れ
、
知
覚
理
論
が
よ
り
精
綴
に
体
系
化
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
と
、
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
に
お
い
て
は
、
「
接
触
」
は
感
覚
器
官
に
よ
る

対
象
認
識
の
生
起
に
決
定
的
な
役
割
を
果
た
す
要
因
と
考
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
眼
に
よ
る

認
識
を
中
心
と
し
た
「
到
達
作
用
説
」
を
め
ぐ
る
議
論
の
展
開
は
、
そ
の
こ
と
を
典
型
的
に
示
す
も
の
で
あ
る
。
眼
に
よ
る
認
識
に
お
い

前期ニヤーヤ学派の知覚理論

て
は
、
対
象
は
最
も
明
瞭
な
す
が
た
を
と
っ
て
、
直
接
的
に
立
ち
現
れ
て
く
る
。
そ
の
一
方
で
そ
こ
に
対
象
と
の
簡
た
り
が
あ
る
こ
と
も

ま
た
厳
然
た
る
事
実
で
あ
る
。
こ
こ
で
な
お
旧
来
の
ま
ま
の
「
到
達
作
用
説
」
を
と
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
な
立
場
で
あ
っ
た
に
違
い
な

ぃ
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
な
に
ゆ
え
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
は
こ
れ
ほ
ど
ま
で
に
「
到
達
作
用
説
」
に
こ
だ
わ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ

は
、
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ

I
タ
カ
ラ
以
後
の
議
論
の
展
開
の
内
に
読
み
と
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う
に
、
か
れ
ら
に
と
っ
て
は
、
「
到
達
作
用
説
」

と
は
、
も
は
や
感
覚
器
官
に
よ
る
認
識
の
生
起
を
説
明
す
る
原
理
に
と
ど
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
ら
ゆ
る
「
作
用
」
を
説
明
す
る
原
理

と
し
て
理
解
し
は
じ
め
ら
れ
た
か
ら
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、
作
用
主
体
は
そ
の
対
象
に
直
接
到
達
し
て
は
じ
め
て
そ
の
作
用
の
結
果

を
生
み
出
す
こ
と
が
出
来
る
と
い
う
考
え
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
認
識
作
用
が
、
対
象
へ
と
働
き
か
け
る
作
用
で
あ
る
限
り
、
そ
れ
は
対

四
五
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O
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S
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G
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E
a
q
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〈
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ロ
昌
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吉
白
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市
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－
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玄
・
。
・
国
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同
三
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・
（
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白
唱
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同

u
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〈
∞ 〈】『

O

前期ニヤーヤ学派の知覚理論

註

（1
）
『
ニ
ヤ
l
ャ
・
ス

l
ト
ラ
』
を
根
本
教
典
と
し
て
、
そ
れ
へ
の
注
釈
の
形
で
ニ
ヤ
l
ヤ
学
説
を
展
開
し
た
、
ヴ

7
1
ツ
ヤ
l
ヤ
ナ

（
〈
営
団
『
帥
苫
E
四
世
紀
後
半
）
、
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ

l
タ
カ
ラ
（
C
E
U
S
E
E
E
六
世
紀
）
、
ヴ

7
l
チ
ャ
ス
パ
テ
ィ
・
ミ
シ
ュ
ラ
（
〈
帥
n
g宮
巴
富
山
常
国

一
O
世
紀
後
半
）
、
ウ
ダ
ヤ
ナ
（
C内Z
E
B
－
－
世
紀
前
半
）
、
お
よ
び
ジ
ャ
ヤ
ン
タ
・
バ
ッ
タ

C
ミ
g
g
回
E
岬
官
九
世
紀
後
半
）
と
パ

l
サ
ル

ヴ
7
ジ
ュ
ニ
ヤ
（
回
Z
gミ
＆
宮
一

O
世
紀
中
ご
ろ
）
を
、
こ
こ
で
は
「
前
期
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。

（2
）

Z凶・同－
rHω
一司
4
5
Z『
8
8
H
a
o〈
S
E『帥
E
E自
由
丘
町
宮
田
g
回
目
・
こ
の
ス

l
ト
ラ
が
、
も
と
も
と
か
ら
こ
の
位
置
に
あ
っ
た
ス

l
ト
ラ
か
ど
う

か
は
疑
わ
し
い
。

Q
・4
〈－

m
z
z
p
司－

a
除司・

Ha－〉・
8
・
し
か
し
な
が
ら
、
『
ヴ
ア
イ
シ
ェ

l
シ
カ
・
ス

l
ト
ラ
』
に
お
い
て
九
つ
の
実
体

ε
3
4と
が
列
挙
さ
れ
る
際
の
ス

1
ト
ラ
（
〈
∞
－

H・
H－
弁
湾
円
E
ミ
e
g
互
O〈
S
E『帥
r
a白自
W
包

O
E同
帥
富
帥
自
曲
目
白
豆
島
『
S
E
E）
と
極
め

て
類
似
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
文
体
か
ら
も
容
易
に
理
解
で
き
る
。
た
だ
し
ヴ
7
イ
シ
ェ

l
シ
カ
学
派
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
地
、

水
、
火
、
風
、
虚
空
の
五
つ
の
実
体
が
元
素
（
F
Z
g）
で
あ
り
、
鼻
・
舌
・
眼
・
皮
膚
・
耳
の
感
覚
器
官
の
構
成
要
素
（
宮
島
ユ
ヨ
ー
司
『
呉
『
丹
乙
で

あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
感
覚
器
官
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る
べ
き
香
・
味
・
色
・
触
・
音
声
を
特
定
の
属
性
と
し
て
も
つ
も
の

（E
Z巴－
S
Z
E
Z
E
l句
筈
苫
l三
宮
g
，2
2
g乙
で
あ
る
と
い
う
規
定
が
明
確
に
述
べ
ら
れ
る
の
は
『
プ
ラ
シ
ャ
ス
タ
パ

l
ダ
・
パ

l
シ
ュ

ヤ
』
（

E
F官－
NN－
NN
’Nω
）
以
後
で
あ
る
。

（3
）
ち
な
み
に
、
ニ
ヤ
l
ヤ
学
派
の
姉
妹
学
派
と
考
え
ら
れ
る
ヴ
ァ
イ
シ
ェ

l
シ
カ
学
派
の
論
書
で
は
、
次
の
も
の
に
「
到
達
作
用
説
」
と
「
感
官

物
質
説
」
を
め
ぐ
る
議
論
が
見
い
だ
せ
る
。
〈
】
『
0・唱・
5
∞－

HN
’g
o－－
r
z同・司－
Nω
・
介
在
『
・
司
－

mo－－∞
Im－－
H∞
・
い
ず
れ
も
本
稿
固
に
見
る
ウ
ッ
デ

ィ
ヨ

l
タ
カ
ラ
の
所
説
に
従
っ
て
い
る
が
、
前
二
者
に
お
け
る
反
論
者
の
主
張
は
、
仏
教
説
と
サ
l
ン
キ
ヤ
説
を
折
衷
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

詳
細
な
研
究
と
し
て
は
、
冨
－
国
同
門
ぢ
『
即
日

b
F町
民
事
。
語
、
号
、
ミ
言
・
呂
田
∞
の
曲
目
FZ島常－
v
h
a
g
n
E
g
a
z－署・
ωア
ω∞
hw
苦－

HN十回
N叶－
EORgω
・

4 

四
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四
人

N
N
1
8
．
が
あ
る
。

（5
）
「
到
達
作
用
説
」
を
め
ぐ
る
論
争
の
仏
教
側
の
前
史
を
形
作
る
も
の
と
し
て
、
ヴ
7

ス
パ
ン
ド
ゥ
の
『
倶
舎
論
』

E
E凶

F

包
〉
貝

H

－
R
司・

ω
0
・H
N
4
N
H

お
よ
び
〉
目
白
町
田
且
〉
関
門
会
a

己
主
白
C
－唱・
ω
N
－N
t
a
－
広
）
に
見
え
る
議
論
が
あ
る
。
そ
こ
で
の
議
論
の
主
題
は
次
の
四
点
で
あ

る
。
（
二
眼
が
色
を
見
る
の
で
あ
っ
て
、
眼
識
が
見
る
の
で
は
な
い
。
（
二
）
眼
と
耳
と
意
は
対
象
と
接
触
し
な
い
。
（
三
）
鼻
、
舌
、
身
は
対
象
と

接
触
す
る
。
「
接
触
」
（
司
『
帥
豆
）
と
は
感
覚
器
官
と
対
象
と
が
間
隔
を
お
か
ず
に
生
起
す
る
こ
と
（
巴
「

g
g
g
G巳
円
乙
で
あ
る
。
（
四
）
鼻
、
舌
、

身
は
自
ら
の
大
き
さ
と
等
し
い
大
き
さ
の
も
の
を
対
象
と
し
て
捉
え
る
。
眼
と
耳
は
、
様
々
な
大
き
さ
の
も
の
を
対
象
と
し
て
捉
え
る
。
こ
こ
で

の
議
論
が
後
の
「
到
達
作
用
説
」
を
め
ぐ
る
論
争
の
展
開
に
あ
る
程
度
の
枠
組
み
を
与
え
た
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
同
じ
用
語
や
た
と
え
が
後
の
論

舎
の
中
で
用
い
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
み
て
も
、
明
ら
か
で
あ
る
。

（6
）
他
に
、
デ
ィ
グ
ナ

1
ガ
の
説
を
直
接
取
り
上
げ
て
批
判
し
て
い
る
者
と
し
て
、
ミ
l
マ
l
ン
サ

1
学
派
の
ク
マ

l
リ
ラ
が
い
る

o
m
Z
E
S『寸

zz－
耳
目
円
宮
古
田
M
R
E
S－存－

A
F
C

’
巴
・
お
よ
び
、
そ
れ
に
対
す
る
諸
注
釈
、
特
に
宍
脚
色
冨
参
照
。

（7
）
以
下
の
翻
訳
は
、
頁
数
の
指
示
と
と
も
に

Z
〈
（
冨
）
に
よ
る
。

（8
）
〈
包
三
月
白
〉
と
い
う
詩
の
意
味
は
、
「
隔
た
り
（

g
g『
国
）
を
も
っ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
隔
た
り
を
も
つ
も
の
」

H

「
離
れ
て
あ

る
も
の
」
と
、
「
隔
た
り
を
も
つ
こ
と
」

H
「
離
れ
て
あ
る
こ
と
」
の
い
ず
れ
を
も
意
味
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
先
の
デ
ィ
グ
ナ
l
ガ
の
所

説
（
引
）
に
お
い
て
は
、
後
者
の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
た
が
、
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ

l
タ
カ
ラ
は
以
下
に
お
い
て
そ
の
両
方
の
可
能
性
を
と
も
に
検
討
し

て
、
批
判
を
加
え
て
い
る
。

（9
）
ウ
ッ
デ
ィ
ヨ

l
タ
カ
ラ
は
、
対
象
を
見
る
人
の
身
体
と
対
象
と
の
聞
に
連
続
的
結
合
（

g昌
吉
－

e
p
g昌
吉
岡
白
）
を
想
定
し
た
上
で
、
そ
の
数
量

的
な
大
小
に
応
じ
て
「
遠
い
」
と
か
「
近
い
」
と
か
の
空
間
的
隔
た
り
の
観
念
が
生
じ
て
く
る
と
考
え
る
。
こ
の
考
え
は
、
「
あ
ち
ら
」
と
か
「
こ

ち
ら
」
と
か
の
観
念
の
原
因
と
し
て
、
「
あ
ち
ら
性
」
（

E
E雪
印
）
、
「
こ
ち
ら
性
」

2
3
5吉
田
）
と
い
う
属
性
を
想
定
し
、
そ
の
発
生
の
プ
ロ
セ

ス
を
論
じ
た
ヴ
ア
イ
シ
ー

l
シ
カ
学
派
の
議
論
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
る
。

Q
・
2WE－－】－
H

E
・由
I
H
少

z－P
司－
H
町田・
ω
t
N
0
・

（
叩
）
【
U

同・
Z
田町（

0
・司・吋由
u－N
I
W

『gBMT同『円
F
白l
帥曲目ロ宗国『咽白山
w
n
m
吉田『白
AVMHI
－－D
岡田一｝・円包ロ吉田日明白玄『白砂田
S
F
2
4司脚色－
F

E
『
帥
〈
川
丹
曲
目
白
『
丹
『
同
信
国
同
官
『
白
骨
帥
・

mv

白可由巳山、白押『帥官同・白《同同門》白
t
『同九世田園町田円「

（
日
）
こ
こ
ま
で
が
、
『
ユ
ク
テ
ィ
・
デ
ィ
l
ピ
カ
l
』
に
お
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