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問
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「
実
体
的
紐
帯
」
守
山
口

E
E
B
Z
Z
Z
E
E
－o）
の
問
題
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
晩
年
（
一
七

O
六
年
l
一
七
一
六
年
）
ジ
ェ
ズ
イ
ッ

ト
派
の
神
学
者
デ
・
ボ
ス
（

U
g
ω
g
m
g）
と
の
聞
に
交
し
た
神
学
的
な
ら
び
に
哲
学
的
論
争
の
中
心
主
題
で
あ
っ
た
。

ζ

の
デ
・
ボ

ス
と
の
文
通
以
外
で
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
実
体
的
紐
帯
に
つ
い
て
は
全
く
語
っ
て
い
な
い
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
乙
の
デ
・
ボ
ス
と
の
文
通

（件吋釦ロ回

E
Z
Z
E
S江
O
）
の
教
義
と
如
何
に
し
て

に
お
い
て
彼
の
単
子
論
的
形
市
上
学
説
が
ロ

l
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
「
実
体
変
化
」

融
和
し
得
る
か
を
示
そ
う
と
努
め
た
。
乙
の
よ
う
な
論
義
の
過
程
に
お
い
て
実
体
的
紐
帯
の
説
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た

M・プロンデル研究（→

の
で
あ
る
。

従
来
の
大
部
分
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
研
究
者
は
、
晩
年
に
唐
突
に
持
ち
出
さ
れ
た
と
の
実
体
的
紐
帯
論
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
べ
き
か
に

つ
い
て
戸
惑
い
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
と
の
新
た
な
主
張
は
専
ら
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
形
市
上
学
的
立
場
に
対
す
る
神
学
者
デ
・
ポ
ス
の
疑

念
を
回
避
す
る
た
め
の
一
つ
の
手
立
て
に
す
ぎ
ぬ
も
の
と
解
し
、
そ
れ
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
の
本
来
の
立
場
と
は
整
合
的
に
一
致
せ
し

め
得
ぬ
「
謎
」
（
宮
山
m
g
o）
と
見
倣
し
て
来
た
。
け
れ
ど
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
晩
年
に
繰
返
し
執
鋤
な
ま
で
に
追
求
し
た
乙
の
問
題

七



J¥ 

を
、
神
学
上
の
特
殊
な
聞
に
対
す
る
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
そ
の
場
限
り
の
答
弁
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
る
と
と
は
困
難
で
あ
ろ
う
。

Y
・ベ

が
注
目
さ
れ
て
お
り
、

ラ
ヴ
ァ
ル
（
門
図
。
】
ω
4旦
）
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
に
、
近
年
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
研
究
者
連
の
間
で
は
、
あ
ら
た
め
て
ζ

の
問
題
の
重
要
性

乙
の
「
謎
」
に
対
す
る
様
々
な
解
釈
の
試
み
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
再
検
討
の
先
鞭
を
つ
け
た
の
が
、

ほ
か
な
ら
ぬ

M
・
ブ
ロ
ン
デ
ル
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

さ
て

M
・
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
一
八
九
三
年
の
学
位
請
求
論
文
「
行
為
」
（
F
がの昨日
0
ロ
）
の
副
論
文
と
し
て
、
「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
実

体
的
紐
帯
及
び
合
成
実
体
に
つ
い
て
」
を
公
け
に
し
た
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
乙
の
実
体
的
紐
帯
の
問
題
の
う
ち
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
の

解
釈
に
関
す
る
一
つ
の
特
殊
な
問
題
を
見
出
し
た
の
み
な
ら
ず
、
そ
と
に
よ
り
根
本
的
に
哲
学
そ
の
も
の
の
本
質
に
関
わ
る
難
聞
が
存
在

す
る
乙
と
を
洞
察
し
た
。
そ
れ
は
直
接
に
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
単
子
論
的
形
而
上
学
に
お
け
る
単
純
者
と
合
成
体
の
閣
の
ア
ン
チ
ノ
ミ

哲
学
的
ア
ン
チ
ノ
ミ
l
一
般
の
い
わ
ば
「
原
型
」
（

m
E広
々
宮
）
と
も
言
う
ベ

ー
の
問
題
で
あ
る
が
、

プ
ロ
ン
デ
ル
は

a

そ
の
根
抵
に
、

き
も
の
が
存
す
る
こ
と
を
指
摘
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
。

即
ち
プ
ロ
ン
デ
ル
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
的
紐
帯
の
説
に
関
し
て
、

忠
実
に
従
っ
て
、
そ
れ
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
体
系
に
お
い
て
如
何
に
整
合
的
に
位
置
づ
け
ら
れ
得
る
か
の
解
明
に
努
め
た
。
け
れ
ど
も
他

方
、
一
八
九
三
年
の
実
体
的
紐
帯
論
の
背
後
に
既
に
、
「
行
為
」
（
円
8
2
0
P
H
S
ω
）
及
び
、

一
方
で
は
あ
く
ま
で
も
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
言
説
に
可
能
な
限
り

そ
れ
以
後
体
系
的
に
展
開
さ
れ
て
行
く
べ

き
ブ
ロ
ン
デ
ル
自
身
の
独
自
の
思
想
が
、
彼
の
考
察
を
導
く
根
本
的
理
念
と
し
て
は
た
ら
い
て
い
た
乙
と
は
疑
い
な
い
。

ブ
ロ
ン
デ
ル
は
一
八
九
三
年
以
降
彼
の
独
創
的
考
察
を
漸
次
成
熟
さ
せ
、
豊
か
に
展
開
し
た
後
、
三
十
数
年
後
の
一
九
三

O
年
に
再
び

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
に
立
ち
回
帰
り
、
所
謂
第
二
の
紐
帯
論
、
即
ち
「
歴
史
的
謎
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
『
実
体
的
紐
帯
』
と
高
次
の

実
在
論
の
品
配
」
を
公
け
に
す
る
。
そ
乙
で
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
、
彼
自
身
の
哲
学
的
思
索
の
努
力
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
い
て
茄
芽
的
に

含
ま
れ
て
い
た
「
高
次
の
実
在
論
」
の
確
立
を
目
指
す
も
の
で
あ
っ
た
乙
と
を
認
め
て
い
る
。
乙
の
ζ

と
か
ら
も
我
々
は
、
ブ
ロ
ン
デ
ル

彼
の
思
想
形
成
に
と
っ
て
如
何
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
ら
れ
た
か
を
如
実
に
知
る
と
と
が

が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
的
紐
帯
説
か
ら
、



出
来
る
の
で
あ
る
。

我
々
の
当
面
の
課
題
は
、
プ
ロ
ン
デ
ル
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
解
釈
が
妥
当
で
あ
っ
た
か
否
か
の
検
討
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
プ
ロ
ン
デ
ル

思
想
を
解
明
す
る
一
つ
の
重
要
な
手
懸
り
が
、
プ
ロ
ン
デ
ル
の
紐
帯
論
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
得
る
と
と
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
に
あ
る
。

そ
と
で
以
下
に
ま
ず
一
八
九
三
年
の
プ
ロ
ン
デ
ル
の
紐
帯
論
の
所
説
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
る
べ
き
点
を
検
討
し
、
次
い
で
そ
れ
が
プ

ロ
ン
デ
ル
自
身
の
思
想
の
う
ち
に
ど
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
発
展
せ
し
め
ら
れ
た
か
の
概
略
を
明
ら
か
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。

M・フ’ロンデル研究（→

デ
・
ボ
ス
と
の
論
争
に
お
け
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
主
張
の
「
真
実
性
」
令
。
ユ
Z
＆
は
疑
い
得
な
い
乙
と
、
即

ち
プ
ロ
ン
デ
ル
の
努
力
は
、
ジ
ェ
ズ
イ
ッ
ト
派
の
デ
・
ボ
ス
に
対
す
る
、
更
に
よ
り
広
く
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
側
に
対
す
る
迎
合
的
意
図

に
も
と
づ
く
と
い
う
解
釈
は
根
拠
の
な
い
と
と
を
明
ら
か
に
し
た
後
、
実
体
的
紐
帯
の
問
題
は
、
神
学
上
の
困
難
、
即
ち
「
実
体
変
化
」

（仲

E回目
g
σ
E
m
E
E氏
。
）
に
の
み
関
わ
る
問
題
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
哲
学
そ
の
も
の
の
根
本
的
ア
ポ
リ
ア
に
深
く
根
ざ
し
て
い
る

乙
と
を
主
張
す
る
。
そ
れ
と
共
に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
ζ

の
実
体
的
紐
帯
論
を
提
唱
す
る
ζ

と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
体
系

の
爾
余
の
部
分
と
の
聞
に
何
ら
の
不
整
合
を
も
生
ぜ
し
め
る
も
の
で
な
い
乙
と
を
力
説
す
る
。
結
論
か
ら
言
え
ば
、
「
体
系
の
連
鎖
を
保

持
し
な
が
ら
、
そ
の
一
環
を
取
り
除
く
と
と
は
不
可
能
で
あ
る
：
：
：
」
（
の
・
同
・

8
H
l
g
s
の
で
あ
っ
て
、
む
し
ろ
実
体
的
紐
帯
と
そ

が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
体
系
の
頂
点
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
プ
ロ
ン
デ
ル
は
考
え
る
の
で
あ
る
。

プ
ロ
ン
デ
ル
は
ま
ず
、

明
ら
か
に
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
物
体
の
実
在
性
を
根
拠
づ
け
る
た
め
に
統
一
性
の
原
理
が
不
可
欠
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
知
覚
す
る
主

体
の
外
部
に
あ
る
物
体
的
現
象
に
実
在
性
を
付
与
す
る
ζ

と
の
出
来
る
原
理
と
し
て
、
結
局
我
々
は
何
を
想
定
し
得
る
か
に
あ
る
。
「
合
成

的
物
体
を
実
体
的
な
も
の
に
せ
ね
ば
な
ら
な
い
」
（
の
－

P
A
g
e
と
す
れ
ば
、
ζ

の
と
と
は
如
何
に
し
て
な
さ
れ
得
る
か
。
物
体
を
実
体
的

二
九



。

な
も
の
に
す
る
乙
と
は
、
物
体
が
そ
れ
自
身
の
内
部
で
、
本
質
的
に
一
に
し
て
不
可
分
で
あ
り
、

統
一
的
で
あ
り
「
活
動
的
」
（
ω丘
言
$

で
あ
る
よ
う
に
す
る
乙
と
で
あ
る
。

問
題
は
、
感
覚
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
多
様
な
る
も
の
即
ち
現
象
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
又
モ
ナ
ド
的
実
体
聞
の
観
念
的
な
調
和
に
あ

る
の
で
も
な
い
。
知
覚
さ
れ
る
物
体
の
内
的
統
一
性
、
又
は
有
機
的
物
質
の
真
の
実
在
性
が
導
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
の
は
、
一
に
し
て

根
源
的
な
結
合
の
原
理
か
ら
で
あ
る
。

即
ち
第
一
に
、
外
的
事
物
の
無
限
の
多
様
か
ら
出
発
し
て
、
金
宇
宙
を
表
出
す
る
唯
一
の
点
、
即
ち
モ
ナ
ド
が
決
定
さ
れ
る
よ
う
に
、

各
々
の
有
機
的
合
成
体
に
「
浸
透
す
る
」
（

E
E
E
B）
諸
モ
ナ
ド
の
無
限
の
系
列
か
ら
、
「
唯
一
の
合
成
」
（
ロ

5
8
8吉田
E
O）
が
形

成
さ
れ
る
。
そ
れ
故
単
純
実
体
の
原
初
的
統
一
が
関
わ
る
の
が
外
的
「
多
様
」
（
自
己

tze）
で
あ
る
よ
う
に
、
物
体
の
有
機
的
合
成

の
実
体
性
が
関
わ
る
の
は
、
内
的
多
様
で
あ
る
。
前
者
は
「
観
念
的
」
関
係
で
あ
り
、
後
者
は
「
実
在
的
」
関
係
で
あ
る
。
一
方
は
感
覚
、

想
像
、
及
び
悟
性
に
ぞ
く
し
、
他
方
は
人
間
悟
性
の
「
比
量
的
」
（

emgB吉
ω）
は
た
ら
き
と
そ
の
判
明
な
表
象
を
越
え
る
次
元
に
ぞ

く
す
る
。
前
者
は
「
鏡
の
う
ち
に
」
（
百

8
0
2
－o）
の
如
く
、
精
神
の
う
ち
に
あ
り
、
後
者
は
「
実
効
的
」
（

O
B
S
M）
は
た
ら
き
で

あ
る
限
り
の
実
在
の
う
ち
に
あ
る
。
前
者
は
神
の
知
性
に
依
存
す
る
事
物
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
可
能
性
の
み
を
証
明
す
る
。
後
者
は
神
の

意
志
の
は
た
ら
き
の
結
果
で
あ
る
「
現
実
存
在
」
（
O
邑
丘
g
t
S
と
そ
の
実
体
性
を
表
わ
す
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
自
身
が
用
い
て
い
る
「
乙
だ
ま
」
（
開
。
V
O
）
の
比
輸
に
従
え
ば
、
合
成
さ
れ
た
実
体
は
諸
モ
ナ
ド
の
「
乙
だ
ま
」
で
あ

る
。
」
（
の
－
w

同・
M
M

・
臼
吋
）
「
と
だ
ま
」
の
現
象
に
お
い
て
我
々
は
第
一
に
、
「
音
を
発
す
る
も
の
」
即
ち
諸
モ
ナ
ド
を
有
す
る
。
第
二
に
、

「
音
を
反
響
さ
せ
る
も
の
」
、
例
え
ば
岩
墜
を
有
す
る
。

乙
れ
が
。
ウ
イ
ン
ク
ル
ム
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
第
三
に
、
我
々
は
「
ζ

だ
ま
」
即

ち
「
合
成
さ
れ
た
も
の
の
様
態
（
5
0岳
民
自
己

0
8
5
3回

目

g
o）
」
を
有
す
る
。
と
だ
ま
も
岩
壁
も
、
音
を
発
す
る
も
の
、
即
ち
モ
ナ
ド

に
は
直
接
に
は
た
ら
き
を
及
ぼ
さ
な
い
。

か
く
て
モ
ナ
ド
の
独
立
性
が
保
た
れ
る
。
反
対
に
乙
だ
ま
は
、
音
を
発
す
る
も
の
に
依
拠
し
、

そ
の
音
声
に
従
っ
て
変
化
す
る
。

ζ

の



よ
う
に
し
て
「
合
成
さ
れ
た
も
の
の
諸
様
態
」
は
モ
ナ
ド
に
依
存
す
る
。
し
か
し
こ
だ
ま
は
又
「
音
を
反
響
さ
せ
る
も
の
」
に
依
拠
し
、

そ
の
形
式
と
共
に
変
化
す
る
。
他
方
、
乙
の
「
音
を
反
響
さ
せ
る
も
の
」
即
ち
紐
帯
は
、
モ
ナ
ド
の
様
態
で
は
な
い
。
紐
帯
は
そ
れ
自
体

で
存
在
し
、
作
用
す
る
。
（
の
・
同
－

wgω
）
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
こ
だ
ま
は
他
の
乙
だ
ま
の
基
礎
で
あ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。
〈
の
・

同・・印
H
C
）
け
れ
ど
も
乙
だ
ま
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
本
質
か
ら
見
ら
れ
た
限
り
の
個
々
の
モ
ナ
ド
に
と
っ
て
は
必
然
的
で
は
な
い
。

ド
は
実
体
的
紐
帯
が
な
く
と
も
互
い
に
独
立
に
存
在
し
得
る
で
あ
ろ
う
。

ベ
ラ
ヴ
ァ
ル
も
言
う
よ
う
に
、
か
か
る
乙
だ
ま
の
比
輸
に
よ
っ
て
は
紐
帯
の
本
性
は
必
ず
し
も
十
分
に
解
明
さ
れ
得
な
い
。
我
々
は
知

モ
ナ

性
に
よ
っ
て
は
紐
帯
の
本
質
が
那
辺
に
存
す
る
か
を
把
握
し
得
な
い
。
我
々
に
知
ら
れ
得
る
の
は
、
紐
帯
が
合
成
体
の
諸
モ
ナ
ド
を
知
解

性
を
超
え
て
関
係
づ
け
る
と
い
う
と
と
の
み
で
あ
る
。
要
す
る
に
紐
帯
に
関
す
る
根
本
の
問
題
は
、
合
成
体
を
構
成
す
る
諸
モ
ナ
ド
を
結

合
す
る
実
在
的
関
係
｜
実
体
的
紐
帯
l
は
本
質
的
関
係
の
如
く
知
性
に
よ
っ
て
は
把
握
さ
れ
得
な
い
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
不
可
欠
に

要
請
さ
れ
る
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
腐
心
し
た
の
も
正
に
そ
乙
に
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

（二）

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
研
究
者
は
し
ば
し
ば
実
体
的
紐
帯
を
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
「
支
配
的
モ
ナ
ド
」
（
E
O
D自
己
O
B
E
m
H
H帥
）
と
称
す
る
も

M• プロンデル研究（寸

の
と
同
一
視
し
た
。
し
か
し
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
実
体
的
紐
帯
を
支
配
的
モ
ナ
ド
と
混
同
す
る
と
と
を
き
び
し
く
い
ま
し
め
る
。
「
『
現
象
を

実
在
化
す
る
』
（
吋

g
ロ
NSBHUEgoggmむ
と
の
原
理
［
実
体
的
紐
帯
］
は
、
モ
ナ
ド
に
加
え
ら
れ
て
、
合
成
体
を
し
て
実
体
的
な
あ

と
い
う
の
は
、
「
そ
れ
が
措
定
さ
れ
て

る
も
の
た
ら
し
め
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
の
・
円
臼
己
実
体
的
紐
帯
は
モ
ナ
ド
の
様
態
で
は
な
い
。

も
そ
れ
が
除
か
れ
で
も
、

モ
ナ
ド
の
う
ち
に
は
何
ら
の
変
化
も
生
じ
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
デ
・
ボ
ス
が
右
の
如
き
混

聞
を
犯
し
た
の
に
対
し
て
、
以
上
の
よ
う
に
可
能
な
限
り
彼
自
身
の
立
場
に
立
脚
し
な
が
ら
答
弁
を
試
み
て
い
る
。
（
の
－

P
臼也）



更
に
プ
ロ
ン
デ
ル
は
実
体
的
紐
帯
が
知
覚
さ
れ
る
も
の
の
究
極
の
根
拠
で
あ
る
と
い
う
理
由
か
ら
、
実
体
的
紐
帯
そ
の
も
の
が
物
体
の

う
ち
に
知
覚
さ
れ
る
と
判
断
し
て
は
な
ら
な
い
と
主
張
す
る
。
又
多
く
の
解
釈
者
は
合
成
実
体
を
単
純
者
の
「
和
」
（
由
民
B
B
S
と
見
倣

し
た
が
、
合
成
実
体
は
構
成
要
素
の
総
和
で
も
な
く
、
「
要
素
か
ら
帰
結
す
る
或
る
種
の
統
こ
で
も
に
円
。
そ
れ
は
要
素
に
加
え
ら
れ
、

そ
れ
ら
を
実
在
化
し
連
続
体
た
ら
し
め
る
「
き
ず
な
」
で
あ
る
。
実
体
的
紐
帯
を
除
く
な
ら
ば
、
物
体
は
虹
の
如
き
単
な
る
現
象
に
す
ぎ

な
く
な
る
。
そ
の
場
合
に
は
延
長
は
「
同
時
的
並
列
的
あ
ら
わ
れ
」
以
外
の
も
の
で
は
な
く
な
り
、
連
続
の
合
成
に
つ
い
て
の
議
論
も
意

味
を
失
な
う
で
あ
ろ
う
。
（
の
・
同
－

E
3

反
対
に
実
体
的
紐
帯
を
た
て
る
な
ら
ば
、
単
に
「
集
合
体
」
（
m
m
m
g
m
m
Z
S〉
で
あ
っ
た
「
有
機
的
存
在
」
（
OHmm旦
2
8）
は
真
の

実
体
と
な
る
。
実
体
的
紐
帯
は
知
覚
さ
れ
る
合
成
体
に
「
か
く
さ
れ
た
実
在
性
」
（
円

S
5
2
0
0
2
1
S
を
付
与
す
る
。
か
く
し
て
「
あ

ら
わ
れ
る
も
の
」
と
「
存
在
す
る
も
の
」
と
は
、
認
識
の
次
元
で
は
全
く
異
な
り
な
が
ら
、
唯
一
の
同
一
の
実
在
を
構
成
仁
討
。

デ
・
ボ
ス
は
就
中
、
物
体
の
本
性
に
関
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
説
に
十
分
な
理
解
を
示
さ
な
か
っ
た
。
デ
・
ボ
ス
は
合
成
実
体
に
関
し

て
あ
る
種
の
困
難
が
生
ず
る
と
と
、
実
体
的
紐
帯
が
ζ

の
問
題
の
解
決
に
と
っ
て
有
益
で
あ
り
必
要
で
あ
る
と
と
に
気
付
か
な
か
っ
た
。

極
め
て
し
ば
し
ば
デ
・
ボ
ス
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
形
市
上
学
的
意
味
に
お
い
て
示
唆
し
て
い
る
ζ

と
を
、
物
理
学
的
意
味
に
解
し
た
の

で
あ
る
。

先
に
述
べ
た
よ
う
に
プ
ロ
ン
デ
ル
に
と
っ
て
「
実
体
変
化
」
を
め
ぐ
る
神
学
的
論
議
は
、
よ
り
根
本
的
に
、
哲
学
の
基
礎
そ
の
も
の
に

か
か
わ
あ
ア
ポ
リ
ア
を
取
り
扱
う
機
会
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
合
成
実
体
に
関
す
る
彼
の
考
察
を
、
「
聖
体
の
秘
義
」
の

そ
れ
を
拡
張
し
て
哲
学
的
困
難
一
般
の
問
題
に
適
用
し
よ
う
と
試
み
た
の
で
あ

教
理
と
彼
の
教
説
と
の
融
和
の
試
み
の
み
に
と
ど
め
ず
、

る。ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
所
調
「
迷
宮
」

即
ち
実
体
的
紐
帯
に
つ
い
て
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
考
察
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
哲
学
が
不
可
避
的
に
直
面
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
難
問
、

に
根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
－
m
H
M
M
弓
目
白
神
宮
口
回
一
）

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
よ
れ
ば
、

人
聞
が
迷
い
込
む



つ
の
迷
宮
が
あ
る
。
第
一
は
、

連
続
体
と
そ
の
無
限
分
割
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
は
、

人
聞
の
自
由
と

「
予
定
説
」

（

UH1ωol 

円
同

mmZHgto）
に
関
わ
る
。
第
一
の
迷
宮
に
つ
い
て
言
え
ば
、

プ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、

数
に
お
い
て
無
限
な
る
単
一
者
か
ら
は
、
「
集

現
象
を
構
成
す
る
こ
と
は
な
く
、

合
」
に
よ
る
存
在
し
か
帰
結
し
な
い
。
真
の
単
一
者
は
現
象
を
基
礎
づ
け
忍
が
、

如
何
な
る
変
化
を
も
生
ぜ
し
め
な
い
。
「
現
実
的
な
も
の
に
お
い
て
は
、
単
純
な
る
も
の
が
集
合
体
よ
り
先
な
る
も
の
で
あ
る
o
」（間口

ω
2
5
－5
5
色
目
立
互
ω
g
E
S
H
O江
O包
括
唱
。
官
江
田
・
）
「
観
念
的
な
も
の
に
あ
っ
て
は
全
体
は
部
分
に
先
立
つ
o
」（
E
E
g
－5
5

又
現
象
の
う
ち
に

g
z
g
g仲
耳
目
5
3
2叩・）（
F
2
8
「
偶
然
的
な
る
も
の
の
分
析
」
（
g
色
吋
白
山
田
口
O
E
E
m
o
E
E
S）
は
、
本
性
上
「
後
な
る
も
の
」

か
ら
、
本
性
上
「
第
一
の
も
の
」
へ
、
無
限
に
進
行
す
る
。
他
方
、
本
質
の
綜
合
は
無
限
に
進
み
終
極
に
達
し
な
い
が
、
実
在
的
存
在
の

合
成
又
は
そ
れ
ら
の
「
生
け
る
綜
合
」
（
4
2
m
aロ
吾

g目
的
）
は
完
成
に
至
り
得
る
。
（
の
－

p
g
N）

第
二
の
迷
宮
即
ち
、
人
間
の
自
由
を
神
の
予
知
や
最
善
の
も
の
へ
の
決
定
と
如
何
に
し
て
合
致
さ
せ
得
る
か
の
難
聞
に
関
し
て
は
、
我

々
は
次
の
よ
う
に
言
う
の
み
で
は
十
分
で
は
な
い
。
人
間
の
知
性
と
神
の
知
性
と
の
聞
に
は
如
何
な
る
共
通
の
尺
度
も
存
在
し
な
い
故
、

継
起
す
る
事
象
の
秩
序
は
神
的
直
知
（

4EO）
に
と
っ
て
は
、
そ
の
全
体
が
「
総
体
と
し
て
」
（
与
吉
Z
m
g）
現
前
す
る
の
に
対
し
て
、

人
間
の
有
限
な
認
識
に
は
、
そ
れ
ら
が
「
継
時
的
に
」
部
分
の
連
続
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
の
で
あ
る
、
と
。
又
入
閣
の
有
限
な
計
算
の
及

び
得
な
い
偶
然
的
な
事
象
も
、
神
の
無
限
な
知
性
に
よ
る
計
算
を
免
れ
る
と
と
は
な
い
。

「
神
が
計
算
す
る
限
り
に
お
い
て
、
世
界
は
創

M・プロンテール研究（寸

造
さ
れ
る
。
」
（
ロ
ロ
宮
口
g
m
g
－2］

E
L
Z
Sロロ仏
5
・
）
従
っ
て
必
然
的
な
も
の
と
自
由
な
る
も
の
、
可
能
な
る
も
の
と
実
在
的
な
る

も
の
は
、
我
々
に
と
っ
て
は
「
不
可
通
約
的
」
（
百
g
B
B叩ロ田口
B
E
E
S
で
あ
る
が
、
神
に
あ
っ
て
は
ご
種
の
卓
越
せ
る
形
市
上
学

的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
」
（
B
S
F
m旦
回
目
0

0
ロ
O円

E
g
o
B
E
O口
氏
。
HBEmHUFu邑
g
）
結
合
さ
れ
て
い
る
、
と
。
け
れ
ど
も
ラ
イ
プ

ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
は
神
の
知
性
と
人
間
の
知
性
と
は
、
有
限
と
無
限
と
の
違
い
は
認
め
ね
ば
な
ら
ぬ
と
し
て
も
、
質
的
に
で
は
な
く
程
度

に
お
い
て
異
な
る
に
す
ぎ
な
い
。

即
ち
本
質
の
認
識
と
実
在
の
把
握
と
は
、

く
、
神
と
人
間
と
に
共
通
し
て
自
体
的
に
区
別
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

人
間
知
性
の
有
限
性
に
相
対
的
に
区
別
さ
れ
る
の
で
は
な



四

さ
て
こ
の
二
種
の
迷
宮
に
共
通
す
る
障
碍
は
、
次
の
点
に
存
す
る
。
ど
ち
ら
に
お
い
て
も
迷
宮
か
ら
脱
出
す
る
こ
と
の
困
難
は
、
神
の

知
性
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
る
本
質
と
神
の
意
志
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
実
在
、
即
ち
充
足
理
由
に
よ
っ
て
、
知
解
は
き
れ
な
い
が
、
肯
定

さ
れ
る
実
在
と
の
聞
の
「
飛
躍
」
（
E
E
g）
が
、
如
何
に
し
て
越
え
ら
れ
得
る
か
、

に
あ
る
。

ブ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
迷
宮
か
ら
の
脱

出
の
道
は
次
の
点
に
求
め
ら
れ
得
る
。
必
然
性
及
び
偶
然
性
に
関
し
て
二
種
の
概
念
が
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
一
に
論
理
的
観
点

現
実
的
存
在
は
偶
然
的
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、

か
ら
見
れ
ば
、

そ
れ
ら
の
概
念
の
反
対
概
念
は
論
理
的
に
矛
盾
を
含
ま
ぬ
の
で
あ
る
か

ら
。
し
か
し
そ
れ
ら
の
存
在
が
可
能
的
で
あ
っ
た
限
り
に
お
い
て
、

そ
れ
ら
は
必
然
的
連
結
に
従
う
。
可
能
な
る
も
の
の
次
元
は
本
質
的

必
然
の
領
域
で
あ
る
。

他
方
道
徳
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
現
実
的
存
在
は
必
然
的
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、
常
に
最
善
な
る
も
の
を
選
択
す
る
と
い
う
と
と
が
神

の
特
性
で
あ
る
か
ら
。
す
べ
て
の
事
実
は
道
徳
的
に
必
然
な
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
現
実
的
存
在
は
、
そ
れ
ら
の
反
対
が
論
理
的
に
可

能
的
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
絶
対
的
必
然
性
を
免
れ
る
。
そ
れ
故
実
在
的
な
も
の
の
次
元
は
、
最
善
に
よ
る
決
定
と
い
う
道
徳
的
必
然

性
と
、
反
対
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
論
理
的
偶
然
性
と
を
あ
わ
せ
含
む
と
乙
ろ
の
道
徳
的
自
由
の
領
域
で
あ
る
。

我
々
の
行
為
は
、
可
能
で
あ
る
限
り
、
神
の
予
知
と
計
算
に
も
と
づ
き
必
然
性
に
従
う
。
し
か
し
実
在
的
で
あ
る
限
り
、

そ
れ
ら
は
自

由
で
あ
り
、
神
の
予
知
に
依
存
し
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
神
の
予
知
が
そ
れ
ら
の
可
能
的
行
為
の
選
択
に
依
拠
す
る
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら

実
在
化
さ
れ
る
べ
き
も
の
に
関
し
て
は
、
適
合
の
原
理
に
も
と
づ
く
「
可
能
的
選
択
」
が
予
知
の
前
提
と
な
る
の
で
あ
る
。
即
ち
プ
ロ
ン

デ
ル
に
よ
れ
ば
、
最
善
を
選
択
す
る
神
の
決
定
は
、
単
に
可
能
的
な
も
の
の
聞
の
論
理
的
関
係
に
で
は
な
く
、
実
在
化
さ
れ
る
べ
き
も
の

の
聞
の
適
合
の
関
係
に
関
わ
る
の
で
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
最
善
の
可
能
的
な
世
界
と
し
て
選
ば
れ
た
現
実
の
世
界
の
調
和
は
神
の
意
志
に
も
と
づ
く
。
全
体
の
こ
の
調
和
は
各
々

の
単
純
実
体
の
可
能
的
で
あ
る
限
り
の
ア
・
プ
リ
オ
な
系
列
に
は
依
存
し
な
い
。
他
方
、
個
々
の
モ
ナ
ド
の
内
的
自
発
的
展
開
は
神
の
知

性
に
も
と
づ
き
、
最
善
の
世
界
の
「
普
遍
的
概
念
」
（
g
E
4叩
吋

g
o
H
u
t
s
F
5
5
M
E
gロ口
a
t
o）
に
は
依
拠
し
な
い
。
そ
と
に
ブ
ロ
ン



デ
ル
に
お
け
る
「
系
列
」
と
「
体
系
」
の
区
別
の
独
自
性
が
あ
る
。

さ
て
プ
ロ
ン
デ
ル
は
以
上
の
如
く
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
区
別
す
る
二
種
の
迷
宮
に
共
通
す
る
困
難
を
指
摘
し
た
後
、
と
れ
ら
の
困
難
を
克

服
す
る
方
途
を
、
ほ
か
な
ら
ぬ
「
実
体
的
紐
帯
」
の
う
ち
に
求
め
る
。
重
要
な
乙
と
は
、
ど
の
よ
う
な
「
内
密
の
共
同
性
」
（
吉
江

g
m

g自
白
ロ
旦
富
田
）
が
、
神
自
身
に
お
い
て
、
知
性
と
意
志
を
結
び
つ
け
る
か
を
知
る
と
と
に
あ
る
。
即
ち
本
質
と
実
存
と
の
、
認
識
さ
れ
る

も
の
と
実
在
的
な
も
の
と
の
、
真
な
る
も
の
と
最
善
な
る
も
の
と
の
、
合
致
が
問
題
で
あ
る
。
神
の
知
性
と
意
志
は
、
一
方
無
差
別
に
混

濁
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
他
方
或
る
種
の
合
致
が
要
請
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
神
の
知
性
が
最
善
な
る
も
の
を
必
然
的

に
認
識
す
る
と
し
て
も
、
神
が
乙
の
最
善
な
る
も
の
を
選
択
す
る
の
は
自
由
な
る
意
志
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
知
性
と
意
志
は
完
全
に
適
合

す
る
が
、
ど
ち
ら
に
も
優
位
は
な
い
。
「
ヴ
イ
ン
ク
ル
ム
」
の
う
ち
に
と
そ
、
分
割
さ
れ
得
る
も
の
の
不
可
分
の
統
て
限
り
な
い
多
様

性
の
唯
一
の
真
な
る
綜
合
の
源
泉
が
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
神
と
そ
が
、
物
理
的
力
学
的
調
和
の
源
泉
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
又
道

徳
的
形
而
上
学
的
調
和
の
源
泉
で
あ
る
。

精
神
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る

「
知
性
的
合
成
」
（

g
g
U
2
5
0
E
Z
E
m
－Eロ
目
）
は
、
そ
の
根
拠
と
そ
の
基
礎
を
「
実
体
的
結
合
」

の
う
ち
に
有
す
る
。
乙
の
実
体
的
結
合
は
た
だ
単
に
精
神
の
表
象
又
は
対
象
で
は
な
く
、
「
肯
定
さ
れ
る
対

象
の
実
在
性
そ
の
も
の
」
（

o
z
o
o
S
2
8耳
目
吋

g
E
g
e
g〉
で
あ
る
。

（ロロ同
o
mロ
σ目白押印口氏釦】山師〉

M・プロンデル研究（→

要
す
る
に
ず
イ
ン
ク
ル
ム
の
問
題
は
、
本
質
の
合
成
と
実
体
の
合
成
、
又
は
可
能
的
存
在
者
の
関
係
と
実
在
的
存
在
者
の
関
係
、
更
に

は
「
共
可
能
的
で
あ
る
と
と
」
と
「
合
成
さ
れ
て
い
る
と
と
」
と
の
聞
の
根
本
的
な
区
別
と
そ
れ
に
劣
ら
ず
重
要
な
「
き
ず
な
」
、
言
い

換
え
れ
ば
「
媒
介
」
に
関
わ
る
。
知
性
が
分
析
的
に
一
者
に
お
け
る
多
様
の
表
象
と
し
て
把
握
す
る
も
の
、
そ
れ
は
他
方
に
お
い
て
、
綜

合
的
実
存
に
お
け
る
「
紐
帯
」
で
あ
る
。

か
く
し
て
両
者
の
根
本
的
な
差
違
に
も
拘
ら
ず
、
実
在
的
な
も
の
と
認
識
さ
れ
る
も
の
と
は
、
統
一
的
、
同
一
的
な
あ
る
も
の
の
う
ち

で
接
合
す
る
。
そ
と
に
二
種
類
の
存
在
連
闘
の
区
別
と
そ
の
統
一
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
我
々
は
次
の
よ
う
に
言
い
得
る
。
認

五



六

識
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、

実
在
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
、

「
実
効
因
の
秩
序
に
従
っ
て
」
（
回
目
2
ロ門
E
5
2岳
D
O
S
S
C
8
2
5）

モ
ナ
ド
と
モ
ナ
ド
の
「
観
念
的
合
成
」
（

8
8吉
田
広
Z
E
E－
山
田
）
に
よ
っ
て

構

成

さ

れ

、

ァ

・

プ

リ

オ

リ

に

把

握

さ

れ

る

。

他

方

、

実

在

の

観
点
か
ら
見
れ
ば
、
我
々
に
認
識
さ
れ
る
一
切
は
、
あ
る
「
形
而
上
学
的
結
合
」
（
ロ
旦

0
5
2
8
v
u忌
g
）
に
よ
っ
て
、
即
ち
「
綜
合
的

紐
帯
」
（
4
E
g－ロ
B
a
E
Z
Z
2
5）
に
よ
っ
て
接
合
さ
れ
る
。
我
々
は
そ
れ
を
目
的
因
の
秩
序
に
従
っ
て
、

言
い
換
え
れ
ば
最
善
の

根
拠
に
よ
っ
て
、
普
遍
的
調
和
の
立
場
に
お
い
て
、
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
肯
定
す
る
。
綜
合
自
身
は
如
何
な
る
場
合
に
も
単
純
な
る
構

成
要
素
に
は
還
元
さ
れ
得
な
い
。
全
体
は
諸
部
分
の
集
合
と
は
全
く
異
な
る
。
知
性
に
よ
っ
て
予
め
決
定
さ
れ
る
も
の
は
、
観
念
的
実
在

性
し
か
有
し
な
い
の
に
対
し
て
、
最
蓄
の
理
由
に
依
存
す
る
も
の
は
実
体
的
で
あ
り
、
真
に
活
動
す
る
も
の
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
と
れ
ら

の
互
い
に
還
元
さ
れ
難
い
両
者
の
閣
の
完
全
な
適
合
は
、
我
々
の
判
明
な
理
解
を
超
え
る
無
限
な
る
も
の
の
絶
対
的
統
一
の
う
ち
に
深
く

根
ざ
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（三）

さ
て
ブ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
実
体
的
紐
帯
の
教
説
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学
の
う
ち
に
少
な
く
と
も
蔚
芽
的
に
含
ま
れ
て
い
る
観

念
的
な
る
も
の
と
実
在
的
な
る
も
の
と
を
統
一
す
る
根
源
的
な
調
和
の
思
想
を
意
義
深
く
示
唆
す
る
。
実
体
的
紐
帯
を
認
め
な
け
れ
ば
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
体
系
は
観
念
論
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
又
、
実
体
的
紐
帯
を
認
め
る
と
と
が
妥
当
で
は
な
い
と
し
て
も
、
と
の
実
体
的
紐

帯
の
問
題
の
考
察
か
ら
逆
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
観
念
論
と
言
わ
れ
る
も
の
の
特
質
が
よ
り
よ
く
解
明
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
実
際
、
も
し

我
々
が
実
体
的
紐
帯
を
斥
け
る
な
ら
ば
、
モ
ナ
ド
は
も
は
や
「
位
置
」
（
包
苫
印
）
を
有
せ
ず
、
又
延
長
は
「
同
時
的
な
並
列
さ
れ
た
あ
ら

わ
れ
か
ら
帰
結
す
る
現
象
」

Q
v
m
g
o
g
g
oロ
吋
m
g－Z
ロ
m
2
8
3吋
g
g白
色

g
巳
冨
ロ
包
田
町

O
O
E
Z
E
Z）
に
す
ぎ
ぬ
と
と
に
な

る
で
あ
ろ
う
。



も
し
実
体
的
紙
帯
が
斥
け
ら
れ
れ
ば
、
即
ち
モ
ナ
ド
の
み
が
実
在
す
る
と
す
れ
ば
、
次
の
二
つ
の
帰
結
の
何
れ
か
一
つ
が
避
け
難
く
な

る
で
あ
ろ
う
。
即
ち
第
一
に
、
モ
ナ
ド
の
観
念
的
調
和
を
除
い
て
は
何
物
も
存
在
し
な
い
か
、
又
は
第
二
に
、
真
に
実
在
す
る
も
の
は
モ

ナ
ド
の
表
象
及
び
知
覚
と
は
何
ら
の
関
係
を
も
持
た
ぬ
こ
と
に
な
る
。
即
ち
、
「
差
異
性
な
き
単
一
性
」
（
ロ
旦
富
田
即
日
号
岳
4
0
目
立

m
g）

か
、
「
交
通
な
き
二
元
性
」
（
仏
ロ
州
H
5
2
包ロ
0
0
0
8
g
c
巳
g
z
oロ
叩
）
か
の
何
れ
か
が
帰
結
す
る
。
し
か
る
に
も
し
我
々
が
実
体
的
紐
帯
を

認
め
る
な
ら
ば
、
両
者
の
合
致
が
可
能
と
な
り
、
「
二
元
性
」
と
「
統
一
性
」
が
共
に
生
か
さ
れ
る
。
即
ち
一
方
「
『
実
在
的
連
続
性
』

（
g
E
Eロ
m
t
o
吋

g
z印
）
は
実
体
的
き
ず
な
の
み
か
ら
生
じ
得
る
」
（
の
－

F
E
3
0
他
方
「
乙
の
き
ず
な
は
、
［
モ
ナ
ド
の
］
知
覚
に
関

し
て
、
何
事
を
も
変
化
さ
せ
な
い
」
（
F
E・）。

と
の
と
と
は
何
を
意
味
す
る
か
。

そ
れ
は
実
体
的
紐
都
そ
の
も
の
は
我
々
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
と
と
な
く
、

然
も
我
々
の
知
覚
の

「
形
相
的
基
礎
」
（
E
ロ仏釦
g
g
Z
B
t円
B
巴
O
）
で
あ
る
、

と
い
う
と
と
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
「
あ
ら
わ
れ
に
適
合
せ
る
基
体
」
（

8HMl

R
Oロ
注
目
印
田
口
σ巳
g
z
g
o
oロ
m
gロ
B
）
を
、
言
い
換
え
れ
ば
、
我
々
の
精
神
に
よ
る
肯
定
に
形
相
的
根
拠
を
提
供
す
る
の
で
あ
る
。

ブ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
形
而
上
学
的
結
合
は
、
単
な
る
予
定
調
和
よ
り
高
次
の
調
和
、
即
ち
は
た
ら
き
に
も
と
づ
く
調
和
に
結
び
つ

い
て
い
る
。
我
々
は
そ
れ
故
全
く
真
実
に
次
の
よ
う
に
主
張
し
得
る
。
実
体
的
紐
帯
は
乙
の
高
次
の
調
和
に
結
び
つ
い
た
「
き
ず
な
」
そ

の
も
の
で
あ
る
。
単
に
そ
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
無
数
の
単
純
要
素
の
結
合
が
実
現
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
又
そ
の
影
響
に
よ
っ
て
実
体

M・フーロンテ‘ル研究（ー）

的
紐
帯
は
、
矛
盾
の
原
理
と
充
足
理
由
の
原
理
と
の
合
致
を
成
り
立
た
せ
、
又
精
神
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
分
析
的
認
識
と
ア
・
ポ
ス
テ
リ

オ
リ
な
綜
合
的
認
識
と
の
合
致
を
、
更
に
知
性
に
よ
っ
て
予
知
さ
れ
る
観
念
的
調
和
と
、
単
純
諸
実
体
の
実
在
的
結
合
と
の
合
致
を
、
成

り
立
た
せ
る
の
で
あ
る
。

我
々
は
以
上
か
ら
次
の
よ
う
に
結
論
し
得
る
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
的
紐
帯
の
教
説
は
、
専
ら
信
仰
の
秘

義
に
関
わ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
根
本
的
に
合
成
的
存
在
者
の
実
在
性
に
向
け
ら
れ
た
形
而
上
学
的
問
い
に
関
わ
る
、
と
考
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
実
体
的
紐
帯
は
、

そ
れ
が
措
定
さ
れ
る
と
否
と
に
か
か
わ
り
な
く
、

第
一
に
、

現
象
に
は
如
何
な
る
変
化
も
生
ぜ
し
め
な

七



｝＼ 

モ
ナ
ド
の
内
部
に
も
如
何
な
る
変
化
も
惹
き
起
こ
さ
れ
な
い
。
合
成
的
実
体
性
は
現
象
の
秩
序
に
も
、
モ
ナ
ド
の
秩
序
に

も
ぞ
く
さ
な
い
。
実
体
的
紐
帯
の
実
在
性
は
よ
り
高
次
の
秩
序
に
ぞ
く
し
、
よ
り
深
き
探
究
を
必
要
と
す
る
の
で
あ
る
。

我
々
が
実
体
的
合
成
に
つ
い
て
問
わ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
事
実
は
何
を
意
味
す
る
か
。
そ
れ
は
我
々
が
物
質
的
集
合
体
を
現
象
と
し

て
把
握
す
る
こ
と
に
満
足
し
得
ず
、
又
そ
れ
を
悟
性
的
洞
察
に
も
と
づ
く
単
純
者
の
観
念
的
調
和
の
関
係
に
還
元
す
る
と
と
に
も
困
難
が

ぃ
。
第
二
に
、

存
す
る
と
い
う
と
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
知
覚
さ
れ
る
現
象
と
は
全
く
異
な
り
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
そ
の
現
象
の
実
在
性
の
基
礎
を
な
す

或
る
形
而
上
学
的
基
底
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
、
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
デ
カ
ル
ト
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
原
理
を
モ
ナ
ド
に
内
在
す
る
力
の
う
ち
に
見
出
し
た
後
、

モ
ナ
ド
聞
の
「
力
動
的
調
和

の
源
泉
」
（
身

S
E
g
o
g吋
HUg
－S
F
己
g
）

よ
り
高
次
の
原
理
か
ら
導
出
せ
ね
ば
な
ら
な
い
と
考
え
た
の
で
あ

そ
れ
が
ひ
と
た
び
そ
れ
ら
の
観
念
的
本
性
に
還
元
さ
れ
た
後
、
次
い
で
よ
り
根
源
的
に
根
拠
づ
け
ら
れ
ね

そ
の
も
の
を
、

る
。
即
ち
現
象
の
実
在
性
は
、

ば
な
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
実
体
的
紐
帯
と
は
「
見
え
得
る
も
の
の
見
え
ざ
る
実
体
（
吉
i
包

σ口
広

告

Z
Z♀
s

i
包

E

－E
B）
」
で
あ
り
、
分
析
的
多
様
性
の
綜
合
的
統
一
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（四）

さ
て
我
々
は
最
後
に
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
哲
学
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
的
紐
帯
論
か
ら
、
更
に
は
そ
れ
を
必
然
的
帰
結
と
す
る
、
と
ブ

ロ
ン
デ
ル
の
主
張
す
る
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
体
系
か
ら
ど
の
よ
う
な
影
響
を
受
け
取
っ
た
か
に
つ
い
て
言
及
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
し

ζ

乙
で
は
そ
の
一
端
に
触
れ
得
る
の
み
で
、
よ
り
根
本
的
な
検
討
は
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
哲
学
の
そ
の
後
の
展
開
に
つ
い
て
全
般
的
な
究
明
が

な
さ
れ
た
後
に
、
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

ブ
ロ
ン
デ
ル
は
「
行
為
」
（
H
U
R
t
oる
と
い
う
総
体
的
な
精
神
的
経
験
か
ら
出
発
す
る
。
プ
ロ
ン
デ
ル
は
、
そ
こ
か
ら
知
的
エ
ネ
ル
ギ



！
と
意
志
的
運
動
と
が
発
出
す
る
精
神
の
源
泉
そ
の
も
の
へ
さ
か
の
ぼ
る
。
第
二
次
的
派
生
的
区
別
の
も
と
に
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
「
活
動

の
多
様
」
（
E
E
4
0
2広
骨
内
田

2

2
件
。
与
を
生
気
づ
け
る
よ
り
深
き
統
一
を
把
握
せ
ん
と
努
め
る
。
思
惟
と
行
為
を
、
知
性
と
意
志
を
、

対
立
せ
し
め
る
見
地
の
根
抵
に
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
は
両
者
が
相
互
に
内
含
し
あ
う
の
を
見
る
。
大
切
な
と
と
は
、
源
泉
の
統
一
へ
常
に
立
ち

帰
る
乙
と
で
あ
る
。
行
為
と
は
、
作
用
し
活
動
す
る
思
惟
で
あ
り
、
思
惟
さ
れ
る
活
動
で
あ
る
。
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
発
出
の
普
遍
的
中
心
と

し
て
、
行
為
は
人
間
的
活
動
の
全
体
に
あ
ま
ね
く
拡
が
る
。
そ
の
は
た
ら
き
の
主
要
な
も
の
を
あ
げ
れ
ば
、
第
一
に
行
為
は
、
観
念
を
具

体
化
す
る
べ
く
、
行
為
者
の
は
た
ら
き
に
よ
っ
て
外
的
素
材
に
形
を
与
え
、
観
念
と
実
在
の
統
一
を
目
指
す
。
第
二
に
行
為
は
、
行
為
者

そ
れ
故
こ
の
よ
う
に
し
て
生
命
的

の
道
徳
的
意
図
を
生
か
し
め
る
べ
く
、
彼
の
身
体
的
諸
機
能
と
そ
の
習
慣
的
特
性
を
導
く
乙
と
に
、

は
た
ら
き
そ
の
も
の
を
精
神
化
す
る
こ
と
に
存
す
る
。
第
三
に
行
為
は
、
思
惟
に
含
ま
れ
る
普
遍
的
な
も
の
、
永
遠
な
る
も
の
を
実
在
化

す
る
ζ

と
に
存
す
る
。
第
一
の
場
合
に
一
見
す
る
と
、
行
為
は
観
念
と
融
和
し
難
く
対
立
す
る
と
思
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
行
為
は
た
し
か

に
、
質
料
を
支
配
す
る
た
め
に
そ
の
抵
抗
を
克
服
す
る
べ
く
余
儀
な
く
さ
れ
る
。
し
か
し
行
為
は
終
局
的
に
は
と
の
争
い
を
有
効
に
用

い
、
表
現
の
手
段
を
共
に
は
た
ら
か
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
豊
か
に
さ
れ
得
る
の
で
あ
る
。
第
二
の
場
合
に
、
行
為
は
通
常
意
図
に
対
立

す
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
実
際
に
は
反
対
に
、
行
為
は
意
図
を
明
確
に
し
豊
か
に
し
完
成
す
る
乙
と
に
資
す
る
。
第
三
の
場
合
に
、
永

遠
な
る
も
の
の
観
想
は
実
践
の
歩
み
に
対
立
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
む
し
ろ
行
為
は
、
両
者
の
完
全
な
統
一
に
お
い
て
は
じ
め
て

成
就
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
活
動
す
る
と
は
本
源
的
に
は
、
己
れ
に
対
立
す
る
外
な
る
も
の
に
は
た
ら
き
か
け
る
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
は

M• プロンデル研究（→

内
な
る
も
の
と
外
な
る
も
の
と
の
合
致
に
お
い
て
、
絶
対
と
の
交
わ
り
に
参
与
す
る
こ
と
で
あ
る
。

本
来
的
に
は
、
「
如
何
に
し
て
主
体
は
自
己
自
身
と
等
し
く
な
り
得
る
か
」
の
問

「
如
何
に
し
て
『
反
省
的
運
動
』

0
0
5
0ロ
4
0
B
g
H
芯
巴
宮
宮
）
と
『
自
発
的
運

動』

Q
0
5
8
4
3
0ロ
；
uoロ
首
忠
）
と
が
一
つ
に
な
り
得
る
か
」
を
解
明
す
る
こ
と
に
あ
出
。
即
ち
行
為
と
は
、
「
経
験
的
決
定
論
」

と
自
由
な
る
「
精
神
的
要
求
」
（
て
O
対
日
常
日
開
的
立
立
苫
色
】
O
）
と
の
接
合
G
O
S
H
U
官
g
z
s
g
C
に
お
い
て
成
り
立
つ
。
「
純
粋
な
事

ブ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、

行
為
を
究
め
る
乙
と
は
、

に
答
え
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
そ
れ
は
、

九



四
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実
性
」
（
E
F
0
2
0去
る
R
O）
な
る
も
の
も
、
「
純
粋
な
論
理
性
」
（
】
知
。
ロ
吋

tom－a忠
）
な
る
も
の
も
存
在
し
な
い
。
存
在
す
る
の
は
、

自
発
的
エ
ネ
ル
ギ
ー
と
反
省
的
思
惟
と
の
、
絶
え
間
な
き
緊
張
の
う
ち
に
あ
る
「
動
的
合
成
体
」
（
ロ
ロ

g
g
u
o
m
p
B
o
z
－o）
で
あ
る
。

我
々
は
通
常
自
由
と
必
然
を
対
立
さ
せ
る
。
し
か
し
プ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
自
由
と
必
然
と
は
互
い
に
斥
け
あ
う
の
で
は
な
い
。
む

し
ろ
両
者
は
相
互
に
求
め
あ
い
、
補
い
あ
う
。
行
為
と
は
、
逆
説
的
に
言
え
ば
、
「
自
由
の
必
然
的
生
成
」
〔

E
m
g
g
o
忌
8
8包
Ho

e
－－
5
0
3
3
で
あ
り
、
「
自
由
の
必
然
的
行
使
」

0
．2
R
a
g
ロ
b
o
g
s
－Ba
o

－－
5
0
2
3
で
あ
ー
か
。

（五）

プ
ロ
ン
デ
ル
哲
学
に
お
け
る
「
き
ず
な
」
（
民
自
）
、
も
し
く
は
「
媒
介
」
（
白
骨
a
S
2
0ロ
）
と

い
う
観
念
の
重
要
性
を
強
調
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
的
紐
帯
の
「
謎
」

0
．
宮
山
問
自
己
E
S〉
に
つ
い
て
の
考
察
が
、
プ
ロ
ン
デ
ル
を

「
実
在
論
的
形
而
上
学
」
（
ロ
S
E
E
S
F
ヨE
S
B色
町
宮
）

J
・
パ
リ
ア

i
ル

Q
・M

M

包

E
E）
は
、

の
道
へ
向
か
わ
し
め
る
の
に
決
定
的
役
割
を
果
し
た
と
主
張
す

し
て

円

叫

》
る
。
乙
の
問
題
を
め
ぐ
る
プ
ロ
ン
デ
ル
と
パ
リ
ア
l
ル
と
の
密
接
な
関
係
に
つ
い
て
は
後
に
あ
ら
た
め
て
論
ぜ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
と
と

で
は
プ
ロ
ン
デ
ル
自
身
が
「
行
為
」
（
一
八
九
三
年
）
に
お
い
て
、
「
紐
帯
」
の
問
題
を
ど
の
よ
う
に
意
義
づ
け
よ
う
と
試
み
て
い
る
か
の

端
緒
を
示
す
に
と
ど
め
る
。
プ
ロ
ン
デ
ル
は
言
う
、
「
世
界
と
我
々
と
の
聞
に
、
他
の
主
体
と
我
々
と
の
聞
に
、
そ
し
て
自
我
と
自
我
自

身
と
の
聞
に
す
ら
、
『
深
淵
』

0
．m
z
s
o）
が
あ
る
。

ζ

の
深
測
は
無
限
な
る
『
媒
介
者
』

C
O
S注目丘
g
与
に
よ
っ
て
超
え
ら
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
乙
の
「
無
限
な
る
も
の
の
媒
介
」

c
m
g
p
a
s
t
oロ
色
。
て
阿
見
宮
山
）
が
行
為
の
究
極
の
根
拠
で
あ
る
。

に
よ
っ
て
一
切
の
「
分
離
」
（
宮
内
出
旦
O
ロ
♀
E
る
は
超
え
ら
れ
得
る
。
我
々
は
思
惟
か
ら
行
為
へ
、

と
の
永
続
的
媒
介

そ
し
て
行
為
か
ら
思
惟
へ
、

乙
の

媒
介
に
よ
っ
て
回
帰
す
る
。
と
の
媒
介
に
よ
っ
て
主
体
と
客
体
、
欲
す
る
は
た
ら
き
と
欲
せ
ら
れ
る
対
象
は
究
極
的
に
融
和
せ
し
め
ら
れ

る。



別
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、

プ
ロ
ン
デ
ル
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
的
紐
帯
説
か
ら
学
び
と
っ
た
最
も
重
要
な
示
唆
の
一
つ
は
、

「
具
体

的
な
る
も
の
へ
の
方
向
」
で
あ
っ
た
。
具
体
的
存
在
は
、
思
惟
と
行
為
の
「
は
ざ
ま
」
（
叩
三
日

lrロ
ろ
か
ら
出
現
す
る
。
も
し
我
々
が

乙
の
具
体
的
な
も
の
の
実
在
性
を
発
見
し
な
い
な
ら
ば
、

ぅ
。
思
弁
と
行
為
と
を
、
観
想
と
実
践
と
を
分
離
す
べ
き
で
は
な
い
。
「
行
為
は
常
に
思
惟
に
新
た
な
『
糧
』

0
．由民自

gH）
を
も
た
ら

し
、
思
惟
は
又
常
に
行
為
に
新
た
な
『
光
」
色
”
の
－

R
S
を
も
た
ら
村
」
。
思
惟
と
行
為
と
は
互
い
に
排
除
し
あ
う
乙
と
も
出
来
ず
、
直

思
惟
は
空
虚
と
な
り
、

行
為
は
不
動
な
る
も
の
で
あ
る
に
と
ど
ま
る
で
あ
ろ

接
に
合
致
す
る
と
と
も
出
来
な
い
。
認
識
と
活
動
と
の
相
関
を
断
ち
切
る
乙
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
本
質
の
理
論
的
観
点
を
そ
れ
だ
け
で

分
離
し
て
絶
対
化
す
る
こ
と
も
、
実
存
の
実
践
的
観
点
の
み
を
究
極
ま
で
お
し
進
め
る
こ
と
も
、
共
に
空
し
い
。
区
別
の
う
ち
に
連
帯
が
あ

り
、
結
合
の
う
ち
に
異
質
性
が
あ
る
。
か
く
し
て
認
識
す
る
と
と
と
欲
す
る
こ
と
と
は
共
に
、

よ
り
根
源
的
な
「
要
請
」
0
6位
向
8
0
0〉

に
深
く
根
ざ
す
の
で
あ
る
。
「
存
在
は
決
し
て
行
為
か
ら
分
離
さ
れ
た
観
念
の
う
ち
に
は
存
し
な
い
」
。
我
々
は
存
在
を
ア
ト
ム
化
す
る
こ

と
は
出
来
な
い
。
し
か
し
又
、
存
在
は
「
経
験
的
集
合
体
」
（
ロ
ロ
印
ぬ
一
門
誌
丘
四
日
吉
江
門
官
。
）
に
は
還
一
見
さ
れ
得
な
い
。
存
在
は
「
生
け
る

綜
合
」
（
宮
唱

E
E
g
i
s
E
O）

M• ブロンテツレ研究（→

で
あ
り
、
断
片
化
さ
れ
得
な
い
統
一
体
で
あ
る
。

か
く
し
て
行
為
は
、
認
識
と
意
欲
の
交
文
す
る
点
に
お
い
て
「
媒
介
的
」
（
自
注
広
可
－

8
〉
役
割
を
演
ず
る
。
行
為
を
媒
介
的
な
も
の

た
ら
し
め
る
根
本
の
意
義
は
、
行
為
に
お
け
る
「
選
択
」
つ
が
宮
山
O
ロ
）
の
役
割
に
存
す
る
。
選
択
の
必
然
性
は
、
「
系
列
」
（
冨
忠
ユ
ω）

即
ち
諸
部
分
の
必
然
的
連
鎖
と
「
体
系
」
（
】
O
唱
E
O
B叩
）
即
ち
全
体
を
支
配
す
る
調
和
と
の
二
重
の
統
一
に
も
と
づ
く
。
言
い
換
え
れ

ば
、
系
列
と
は
必
然
的
諸
条
件
の
連
関
で
あ
る
。
体
系
と
は
実
在
的
真
理
の
綜
合
で
あ
り
、
全
体
的
理
念
に
も
と
づ
く
調
和
で
あ
る
。
両

者
は
「
実
効
性
」
（
］
正
2
0
2
H
H
P）
と
「
目
的
性
」
（
宮
内
古
色
広
恥
）
の
区
別
と
且
つ
又
適
合
と
を
表
わ
す
。

各
々
の
行
為
と
各
々
の
思
惟
と
に
お
い
て
、

緊
密
に
結
び
つ
い
た
二
つ
の
「
歩
み
」
（

g
e
s
m
R
E）
が
存
す
る
。
第
一
の
歩
み
は

多
様
性
を
理
念
の
統
一
へ
結
び
つ
け
る
た
め
に
、
「
高
き
も
の
へ
」
（

g
a
z
E
E）
方
向
づ
け
ら
れ
る
。
第
二
の
歩
み
は
、
理
念
を
、

全
体
を
構
成
す
る
各
部
分
に
行
き
わ
た
ら
せ
る
た
め
に
、
「
高
き
と
と
ろ
か
ら
」
（
円

g
E己
）
下
降
す
る
。
「
因
果
的
き
づ
な
」
（
Z
ロ
g

四
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g
g
m】
）
の
本
性
を
把
握
す
る
た
め
に
、

ぼ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
」
。
し
か
し
も
し
我
々
が
乙
の
絶
対
そ
の
も
の
の
地
点
に
ま
で
は
至
り
得
ぬ
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
我
々

「
我
々
の
思
惟
の
分
析
的
使
用
と
綜
合
的
使
用
と
の
統
一
が
開
示
さ
れ
る
地
点
に
ま
で
さ
か
の

は
「
因
果
性
」
（
－
m
g
g
m
E
P）
を
可
能
な
ら
し
め
る
も
の
、
即
ち
上
昇
的
及
び
下
降
的
な
二
つ
の
運
動
の
相
互
的
合
致
を
垣
間
見
る
と

と
は
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
行
為
が
純
粋
な
演
緯
の
み
に
も
、
客
観
的
な
関
係
の
み
に
も
も
と
づ
く
の
で
は
な
く
、
よ
り
根
源
的
な
綜
合
に

綜
合
的
進
展
の
歩
み
の
「
裏
返
し
」
0
．8
4
2印
）
と
し
て
の
み
理
解
さ
れ
得

も
と
づ
く
と
い
う
こ
と
は
、
分
析
的
背
進
の
諸
段
階
は
、

る
と
い
う
ζ

と
を
意
味
す
る
。

系
列
の
諸
段
階
が
思
惟
の
根
源
的
は
た
ら
き
の
う
ち
に
す
っ
か
り
と
り
こ
ま
れ
る
時
、
同
一
の
中
心
的
理
念
か
ら
出
発
し
て
自
己
を
展

開
す
る
の
は
、
「
統
合
的
」
（
吉
芯
m
g
C
体
系
で
あ
る
。
従
っ
て
行
為
に
お
け
る
選
択
は
、
決
定
論
と
自
由
と
の
二
つ
の
世
界
を
つ
な
ぐ

「
連
結
点
」
（
z
o
v
R
E身
。
）
で
あ
る
。
系
列
と
体
系
は
共
に
、
「
絶
対
」
（
て

m
g
o
Z）
を
軸
と
し
て
回
転
し
、

そ
れ
ら
の
共
通
の
位

置
は
、

乙
の
絶
対
に
対
す
る
関
係
に
よ
っ
て
条
件
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
前
者
即
ち
系
列
に
関
し
て
は
、
「
感
覚
的
実
在
性
」
（
宮
芯
巴
立
b
m
g
m
F－o）
は
二
重
の
問
題
を
提
起
す
る
。
第
一
に
、
「
外

面
性
」

0

．0
M
芯
己
O
門
戸
忌
）
の
機
能
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
問
わ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
第
二
に
、
感
覚
的
現
象
の
固
有
の
実
在
性
と

は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
が
解
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
外
面
性
は
広
義
に
は
、
「
欲
す
る
意
志
」
（
E
4
0－o
己
骨
4
0巳
m丘
四
）
と
「
欲
せ
ら

れ
る
意
志
」
（
－
m
g－oロ
尽
き
巳

5
）
と
の
聞
の
「
不
均
衡
」
（

S
E
8
5
3
2芯
ロ
）
、
又
は
、
我
々
の
我
々
自
身
へ
の
「
へ
だ
た
り
」

（
z
e印宮口
8
）
で
あ
る
。
主
体
は
、
自
己
の
う
ち
に
立
ち
帰
る
た
め
に
、
「
外
面
的
な
も
の
」

Q
W
O
M
a
b
立
o
g与
に
よ
っ
て
媒
介
さ
れ

ね
ば
な
ら
な
い
。
決
定
論
が
、
行
為
に
対
し
て
踏
み
越
え
ら
れ
る
べ
き
段
階
の
系
列
と
し
て
、
又
は
用
い
ら
れ
る
べ
き
手
段
の
連
鎖
と
し

て
、
不
可
避
的
で
あ
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。

我
々
は
我
々
の
行
為
に
必
然
的
に
現
前
す
る
も
の
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
い
。

そ
れ
は

そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
我
々
に
と
っ
て
外
的
な
対
象
と
し
て

た
ち
あ
ら
わ
れ
る
。
こ
の
決
定
論
の
役
割
は
、
正
し
く
、
行
為
に
「
交
互
性
」
（
ロ
ロ
o
m
Z
R
S
H
2
0）
を
課
す
る
乙
と
で
あ
る
。
我
々
は

方
、
主
体
に
よ
る
最
も
内
密
の
産
出
に
も
と
づ
く
け
れ
ど
も
、
他
方
そ
れ
は
、



M・ブロンデル研究←）

一
方
、
我
々
に
現
前
す
る
も
の
が
、
思
惟
の
自
発
的
所
産
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
確
か
に
「
我
々
の
も
の
」
（
忌
可
。
）
で
あ
る
と
と
を

さ認
れめ
るね
のば
でな
あn ら
るとな
0 （，、

が

他
方

向
時
iζ 

そ
れ
は
欲
す
る
作
用
に
現
前
す
る
対
象
と
し
て
、
即
ち
我
々
の
外
な
る
何
物
か
と
し
て
経
験

我
々
の
有
限
な
精
神
は
、

思
惟
し
欲
す
る
た
め
に
、

所
与
を
受
け
入
れ
、
「
印
象
」
（
コ
呂
田

u
z
g
gロ
）
を
蒙
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
「
外

面
性
」
（
－
vouabzoユ
忠
）
と
は
こ
こ
で
は
ほ
か
で
も
な
く
合
成
体
で
あ
り
現
象
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
我
々
の
観
点
の
相
対
性
と
絶
対

的
観
点
と
の
聞
の
「
ず
れ
」
（
て
古
包

2
ロ
己
目
。
ロ
）
で
あ
る
。
主
体
が
欲
す
る
も
の
と
、
彼
が
あ
る
べ
き
と
こ
ろ
の
も
の
と
の
閣
の
乙
の

「
へ
だ
た
り
」
0
．
百
件
。

2
m
z
o）
が
、
厳
密
に
現
象
の
客
観
的
実
在
性
を
成
り
立
た
し
め
る
の
で
あ
る
。

「
理
性
は
感
覚
的
な
も
の
に
内
在
し
、
感
覚
的
な
も
の
は
理
性
に
内
在
す
る
」
。
対
象
を
精
神
の
内
面
そ
の
も
の
に
お
い
て
、
欠
く
こ
と

の
出
来
な
い
「
媒
介
」
（
－
m
B
E
S
Z
oロ
）
と
し
て
た
て
る
こ
と
、
と
の
こ
と
は
、
主
体
が
「
自
然
と
の
共
同
」

0
0
8ロ
g
g
g
仏

O
E

口
町
三
口
円
。
）
な
し
に
は
自
己
自
身
に
等
し
く
な
り
得
な
い
と
い
う
と
と
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。
ブ
ロ
ン
デ
ル
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
哲
学

の
う
ち
に
見
出
し
た
合
成
体
と
実
体
的
紐
帯
の
問
題
の
有
す
る
意
義
は
、

み
入
れ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
形
で
ブ
ロ
ン
デ
ル
自
身
の
哲
学
的
考
察
の
う
ち
へ
組

以
上
に
我
々
は
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
紐
帯
論
に
も
と
づ
い
て
、
「
行
為
」
論
に
始
ま
る
彼
の
思
索
の
豊
か
な
発
展
の
端
緒
の
み
に
ふ
れ
た
。

そ
こ
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
に
と
っ
て
所
詮
「
媒
介
」
の
問
題
乙
そ
が
、
彼
の
哲
学
を
解
く
根
本
の
鍵
を
我
々
に
与
え
る
で

あ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
媒
介
」
の
問
題
を
一
つ
の
重
要
な
手
懸
り
と
し
て
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
汲
み
尽
し
難
い
思
想
の
展
開
を
、

「
行
為
」
論
以
後
の
諸
著
作
の
検
討
に
も
と
づ
い
て
、
更
に
よ
り
包
括
的
に
解
明
し
、
統
一
的
な
ブ
ロ
ン
デ
ル
思
想
の
理
解
に
近
づ
く
こ

と
が
我
々
に
残
さ
れ
た
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

（
一
九
七
九
年
九
月
）
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「
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体
変
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」
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化
体
）
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義
即
ち
、
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一
餐
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て
パ
ン
と
ブ
ド
i
酒
が
キ
リ
ス
ト
の
身
体
と
血
に
変
化
せ
し
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
教
義
に

関
す
る
論
点
と
は
、
司
祭
が
パ
ン
と
プ
ド
l
酒
を
聖
別
す
る
時
、
こ
れ
ら
の
物
質
は
キ
リ
ス
ト
の
身
体
と
血
に
変
ぜ
ら
れ
る
が
、
そ
の
場
合
に
こ
れ

ら
の
物
質
の
実
体
性
及
び
偶
有
的
性
質
は
モ
ナ
ド
ロ
ジ
l
の
立
場
か
ら
ど
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
べ
き
か
、
と
い
う
問
題
で
あ
る
。

（
3
〉
例
え
ば
ラ
ッ
セ
ル
の
批
判
（
の
ユ
広
口
丘
一
切
M
6
8
5
0
P
H
V・
5
3

〈
4
〉
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近
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F冊目
σロ
F

8
曲
。
ユ
包
ロ
g
y
E
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ρロ
冊
タ
呂
田
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等
が
注
目
さ
れ
る
。
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目
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（7
）
例
え
ば
E
・プ
l
ト
ル
｜
は
次
の
よ
う
に
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
解
釈
を
批
判
す
る
。
「
M
・
ブ
ロ
ン
デ
ル
の
誤
り
は
、
疑
い
も
な
く
、
予
定
調
和
の
う

ち
に
抽
象
的
表
象
の
調
和
、
観
念
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
し
か
見
な
か
っ
た
点
に
あ
る
。
」
（
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g
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。
仏
ロ
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町
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色
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寸
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口
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〈
8
）
実
体
的
紐
帯
の
説
は
、
自
説
を
カ
ト
リ
ッ
ク
の
教
義
に
適
合
さ
せ
る
た
め
に
考
え
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
「
形
而
上
学
の
根
本
原
理
と
は
全
く

無
縁
の
方
策
」
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
見
方
は
、
従
来
一
般
的
で
あ
っ
た
。
例
え
ば
ク
l
ノ
l
・
フ
ィ
ッ
シ
ャ
l
「
近
世
哲
学
史
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第
二
巻
」
、
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六
頁
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八
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良
）

（
9
）
口
四
〈
山
口
口
巳
0
・匂－

mN

〈
叩
〉
プ
ロ
ン
デ
ル
に
よ
れ
ば
、
あ
る
事
象
を
解
明
す
る
た
め
の
三
つ
の
指
標
が
あ
る
。
第
一
に
、
事
物
は
「
輿
え
ら
れ
る
」

2
0ロ
ロ
②
も
の
で
あ
る
か

第
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「
要
求
さ
れ
る
」
（
吋

2
邑
田
）
も
の
で
あ
る
か
、
第
三
に
「
要
請
さ
れ
る
」
（
叩
弘
maw）
も
の
で
あ
る
か
、
の
何
れ
か
で
あ
る
。
第
一
の
も
の

は
感
覚
的
経
験
に
も
と
づ
き
、
第
二
の
も
の
は
論
理
的
必
然
性
に
も
と
づ
く
。

ζ

れ
に
対
し
て
第
三
の
も
の
乙
そ
が
、
実
体
的
紐
帯
の
問
題
を
め
ぐ
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て
論
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ら
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形
而
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結
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原
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も
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れ
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一
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る
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あ
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単
純
諸
実
体
が
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わ
ば
実
体
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紐
帯
に
よ
っ
て
相
互
に
一
箇
の
全
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結
合
さ
れ
る
乙
と
に
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て
、
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す
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）
二
つ
の
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」
（
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三
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）
に
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、
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神
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」
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留
回
目
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ロ
寸
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m印
）
に
お
い
て
明
確
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

〈
げ
）
ベ
ラ
ヴ
7

ル
は
人
閣
の
知
性
と
神
の
知
性
と
が
全
く
異
質
的
で
あ
る
乙
と
を
主
張
す
る
デ
カ
ル
ト
の
立
場
に
対
し
て
、
両
者
は
、
「
可
能
な
る
も

の
」
（
ぽ
匂
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Z〉
の
認
識
に
関
し
て
一
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し
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張
す
る
点
に
、
ラ
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プ
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ツ
ツ
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合
理
主
義
の
独
自
性
が
存
す
る
乙
と
を
力
説
す
る
。
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」
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す
る
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か
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れ
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じ
れ
ば
、
ブ
ロ
ン
デ
ル
に
お
け
る
「
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同
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田
田
口
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H
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）
の
把
握
の
不
十
分
さ
が
問
題
に
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

（
印
〉
調
和
思
想
を
め
ぐ
る
「
体
系
」
（
白
河
田
芯
自
由
）
と
「
系
列
」
（
怠
ユ
叩
）
の
関
連
の
重
要
性
に
関
し
て
は
、
ベ
ラ
ヴ
ァ
ル
の
最
新
の
著
作
「
ラ
イ
プ
ニ

ツ
ツ
研
究
」
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骨
邑
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目
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れ
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ろ
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。
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