
九州大学学術情報リポジトリ
Kyushu University Institutional Repository

概念について : 知識論的観点から・カントの場合

岩隈, 敏

https://doi.org/10.15017/2328687

出版情報：哲學年報. 33, pp.123-151, 1974-03-30. 九州大学文学部
バージョン：
権利関係：



概

念

に

つ

し、

て

ー
知
識
論
的
観
点
か
ら
・
カ
ン
ト
の
場
合

l

l-U 

石

隈

敏

私
は
乙
乙
で
、
「
概
念
」
（
切
認
可
由
民
）
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
考
え
を
、
「
純
粋
理
性
批
判
」
、
「
論
理
学
」
等
を
基
に
し
て
明
確
に
し
た

い
と
思
う
。
特
に
概
念
の
形
成
、
ま
た
そ
れ
の
対
象
に
対
す
る
一
般
的
適
用
可
能
性
、
即
ち
客
観
的
実
在
性
の
証
明
に
考
察
を
集
中
し
た

ぃ
。
経
験
的
（
O
B立
民
m
n
v）
で
あ
れ
純
粋
（
円
何
日
ロ
）
で
あ
れ
、

お
よ
そ
概
念
に
つ
い
て
の
か
か
る
考
察
の
重
要
性
ま
た
困
難
さ
と
い
う
の

あ
る
い
は
経
験
の
対
象
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
考
察
と
密
接
不
可
分
に
、
否
同
一
の
場
に
お
い
て
な
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
こ
と
に
起
因
す
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
わ
れ
る
。
事
実
、
純
粋
悟
性
概
念
の
演
体
鮮
に
お
け
る
乙
の
概
念
の
客
観
的
実
在

は
、
乙
の
考
察
が
経
験
、

性
に
つ
い
て
の
聞
が
、
同
時
に
ま
た
経
験
の
可
能
性
に
つ
い
て
の
聞
で
も
あ
る
こ
と
が
、

乙
の
乙
と
を
示
し
て
い
る
。
従
っ
て
、

乙
の
小

論
は
ま
た
演
緯
論
に
関
す
る
一
つ
の
解
釈
の
試
み
で
も
あ
る
。
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円
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初
版
を
A
、
第
二
版
を
B
と
略
記
し
、
原
版
の
頁
数
を
示
す
。
）
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概
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概
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カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
言
葉
（
巧

0
5
と
概
念
（
窓
唱
毘
）
と
は
区
別
さ
れ
て
い
お
v

そ
れ
で
は
、
言
葉
に
と
っ
て
概
念
と
は
何
で
あ

り
、
ま
た
何
で
あ
る
時
に
概
念
の
客
観
的
実
在
性
に
つ
い
て
の
聞
が
生
ず
る
の
か
。

あ
る
箇
所
に
お
い
て
は
、
概
念
は
私
達
の
認
識
に
対
し
て
規
則
〈
河
omoO
と
し
て
役
立
つ
も
の
と
語
ら
れ
て
い
る
。
乙
乙
で
は
、
概
念
と

は
言
葉
を
対
象
に
適
用
し
、
そ
れ
を
一
つ
の
対
象
と
し
て
認
識
す
る
た
め
の
規
則
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
一
般
論

理
学
が
取
扱
う
限
り
で
の
純
粋
悟
性
概
念
の
場
合
に
は
、
言
葉
の
概
念
は
た
だ
単
に
思
惟
の
論
理
的
形
式
会
o
m
u
n
Z
司

2
5）
あ
る
い

は
規
則
を
表
現
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。
と
乙
ろ
が
ま
た
、
あ
る
言
葉
に
対
応
す
る
対
象
が
与
え
ら
れ
よ
う
と
与
え
ら
れ
ま
い
と
、
ま
た

そ
の
言
葉
が
如
何
な
る
も
の
と
し
て
使
用
さ
れ
よ
う
と
、
た
だ
そ
れ
が
広
く
一
般
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
と
と
だ
け
か
ら
し

〈

3
）

て
、
言
葉
の
概
念
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
も
す
る
。
従
っ
て
最
も
一
般
的
に
は
、
概
念
と
は
私
達
が
言
葉
を
語
り
使
用
す
る
際
に
、
あ
る

言
葉
を
他
の
言
葉
か
ら
区
別
し
て
い
る
と
乙
ろ
の
言
葉
の
規
定
（
ぎ
三
宮
注
目

E
れて

つ
ま
り
言
葉
の
単
な
る
使
用
の
た
め
の
表
徴

（
冨
巾
円

W
B
m】）、

あ
る
い
は
規
別
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
言
葉
は
常
に
あ
る
規
則
と
共
に
使
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、

ま
た
こ
の
規
則
は
正
に
言
葉
の
使
用
規
則
な
の
で
あ
る
か
ら
、
言
葉
に
つ
い
て
語
る
乙
と
と
概
念
に
つ
い
て
語
る
ζ

と
と
の
聞
に
は
さ
ほ

ど
の
相
異
は
な
い
と
も
言
え
る
。
事
実
、

カ
ン
ト
も
ほ
と
ん
ど
の
場
合
区
別
し
て
い
な
い
。

他
方
カ
ン
ト
は
、
限
定
さ
れ
た
本
来
的
な
意
味
で
の
概
念
と
は
、

あ
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
」
と
こ
ろ
の
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
し
て
い
る
。

や
は
り
経
験
ま
た
経
験
の
対
象
に
関
わ
り
、

「
そ
れ
に
よ
っ
て
何
か

つ
ま
り
あ
る
言
葉
の
概
念
の
概
念
た
る
所
以
は
、
本



来
そ
の
言
葉
を
対
象
に
対
し
て
適
用
可
能
な
ら
し
め
る
一
般
的
規
別
で
あ
る
と
乙
ろ
に
存
す
る
。
乙
の
規
定
か
ら
す
る
と
、
か
か
る
概
念

が
見
出
さ
れ
な
い
と
乙
ろ
の
言
葉
は
、
「
ま
っ
た
く
空
無
で
意
義
が
な
バ
ピ
（
哲
ロ
N
Z
2・
E
n
v昨

日

m
g品
。

g
o
F仏
0
5
5
m）
乙
と
に

な
る
。
従
っ
て
、

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
倍
性
概
念
が
、
も
し
経
験
ま
た
経
験
の
対
象
に
関
係
し
な
い
な
ら
ば
、

そ
れ
は
思
惟
の
論
理
的

規
則
で
は
あ
っ
て
も
、
本
来
的
な
意
味
で
の
概
念
か
ら
は
除
外
さ
れ
、
ま
た
可
能
的
経
験
の
う
ち
に
そ
の
対
象
が
如
何
な
る
仕
方
で
も
見

出
当
れ
な
い
よ
う
な
言
葉
の
概
念
も
す
べ
て
空
無
な
も
の
と
し
て
排
除
虫
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

以
上
の
如
く
、
概
念
に
つ
い
て
広
義
、
狭
義
の
意
味
が
区
別
さ
れ
る
そ
の
乙
と
か
ら
、
純
粋
悟
性
概
念
に
対
す
る
演
緯
（

U
E
Z
E
－op）

の
不
可
欠
で
あ
る
乙
と
も
理
解
で
き
よ
う
。
純
粋
倍
性
概
念
は
未
だ
思
惟
の
論
理
的
規
則
で
し
か
な
く
、

に
よ
っ
て
何
か
あ
る
も
の
が
考
え
ら
れ
る
と
乙
ろ
の
概
念
」
で
は
な
い
。
そ
れ
故
、
か
か
る
概
念
は
如
何
に
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
対
象

に
関
係
す
る
の
か
、
即
ち
か
か
る
概
念
の
対
象
に
対
す
る
「
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
使
用
」

S
2
5
Eゅ
の
ゆ
σ
E
Z島
知
官
向
。
江
）
、
あ
る

「
概
念
そ
の
も
の
、

即
ち
そ
れ

い
は
適
用
の
合
法
性
（

m
2
Z
B
m
－w－mwo
－C
は
如
何
な
る
根
拠
に
基
づ
く
の
か
、
と
い
う
問
題
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
空
間
、
時
間
と
い
う

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
概
念
の
場
合
に
は
、
そ
れ
の
客
観
的
実
在
性
は
、
対
象
が
空
間
、
時
聞
を
通
し
て
の
み
私
達
に
現
わ
れ
（
o
g
n
E巳口市民）

こ
れ
ら
の
概
念
が
現
象
と
し
て
の
対
象

3
0
m
g
m
S
E叩
包

印

開

門

的

n
Z宮
富
山
町
何
回
）
を
可
能
な
ら
し
め
る

得
る
と
い
う
こ
と
、
従
っ
て
、

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
条
件
で
あ
る
と
い
う
乙
と
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
た
。
し
か
し
純
粋
悟
性
概
念
は
確
か
に
思
惟
の
論
理
的
規
別
で
あ
る
に

し
て
も
、
対
象
が
現
わ
れ
、
私
達
に
与
え
ら
れ
る
乙
と
の
条
件
で
は
な
い
か
ら
、
対
象
は
必
然
的
に
純
粋
悟
性
概
念
に
関
係
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
乙
と
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
純
粋
悟
性
概
念
は
如
何
に
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
対

象
に
関
係
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
る
わ
け
で
あ
る
が
、

こ
の
間
は
、
ま
た
次
の
よ
う
に
置
き
換
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
即
ち
、

概

念

に

ザコ

L、

て

一
二
五



概
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「量」、

「
実
体
」
、

「
因
果
」
等
の
言
葉
の
概
念
は
、
如
何
に
し
て
か
か
る
一
言
葉
を
対
象
に
対
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
適
用
可
能
な
ら
し
め

る
よ
う
な
一
般
的
規
別
で
あ
り
得
る
か
、
ま
た
、
そ
の
適
用
の
範
囲
と
限
界
は
何
か
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
純
粋
悟
性
概
念
の
純
粋
使
用

の
「
客
観
的
妥
当
性
と
限
界
」
（
色
。
与
す
宮
町
ゅ
の
B
E
m
w
o
X
ロロ色

ωの
E
S
P－
お
ロ
）
に
関
す
る
考
察
が
、
そ
れ
の
先
験
的
演
緯
（
号
。

5
・

な
の
で
あ
る
。

Nm出
品
g
H
H
m
w

－ou
o円四

Z
W昨
日

0
ロ）

カ
ン
ト
に
お
い
て
一
般
的
に
演
緯
と
は
、
概
念
が
対
象
に
関
わ
り
、
対
象
に
対
し
て
意
味
と
意
義
（
盟

B

S仏
軍
骨
E
E
m）
を
持

ち
、
客
観
的
実
在
性
を
有
す
る
乙
と
の
証
明
で
あ
る
。
従
っ
て
、
あ
る
概
念
が
意
味
と
意
義
を
持
つ
と
い
う
と
と
は
、
そ
れ
が
対
象
に
関

わ
る
と
い
う
こ
と
と
同
義
で
あ
る
乙
と
に
な
る
。
私
は
か
か
る
演
縄
が
経
験
的
概
念
に
つ
い
て
も
必
要
で
あ
る
と
思
う
。
な
る
ほ
ど
「
私

達
は
、
多
く
の
経
験
的
概
念
を
誰
か
ら
の
異
議
も
な
し
に
使
用
し
、
ま
た
か
か
る
演
繰
を
経
も
し
な
い
で
、

こ
れ
ら
の
経
験
的
概
念
に
一

つ
の
意
味
と
臆
測
的
な
意
義
（
包
ロ
耳
目

E
Z
E
a口問。
E
E
2
0
回
包

g
Zロ
飼
）
を
与
え
る
資
格
が
あ
る
と
思
っ
て
い
る
、
そ
れ
は
私
達

が
そ
れ
ら
の
客
観
的
実
在
性
を
証
明
す
る
経
験
を
常
に
手
も
と
に
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
」

し
か
し
、

そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
「
臆
測

的
な
意
義
」
で
し
か
な
い
。
と
い
う
の
も
、
例
え
ば
、
「
犬
」
の
概
念
の
客
観
的
実
在
性
は
、
私
達
が
犬
に
つ
い
て
の
経
験
を
持
っ
て
い
る

乙
と
、
あ
る
い
は
犬
が
現
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
証
明
さ
れ
る
と
言
っ
て
も
、
問
題
は
し
か
し
、
そ
れ
が
正
に
犬
に
つ
い
て

の
経
験
で
あ
る
こ
と
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
犬
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う
し
て
言
え
る
の
か
、
ま
に
、
こ
の
こ
と
が
き
口
い
得
る
場
に
「
犬
」

の
概
念
は
如
何
な
る
仕
方
で
関
係
す
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
先
の
説
明
は
、
経
験
的
概
念
が
対
象
に
関
わ
る
と

い
う
と
と
、
ま
た
そ
れ
が
二
定
の
ク
ラ
ス
に
属
す
る
対
象
に
一
般
的
に
適
用
可
能
で
あ
る
乙
と
の
証
明
で
は
あ
り
得
な
い
。
そ
れ
で
、
純

粋
で
あ
れ
経
験
的
で
あ
れ
、

お
よ
そ
概
念
は
如
何
に
し
て
対
象
に
関
わ
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。



（注）

（1
）
K
F
N
K
F
誌
記
－
H
回
吋
明
日
同
・
言
葉
と
概
念
と
が
区
別
さ
れ
る
時
、
私
は
言
葉
を
記
号
（

Nanzg）
と
し
て
理
解
し
て
い
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、

任
意
に
指
示
的
な
意
図
で
作
ら
れ
た
記
号
（
例
え
ば
、
熔
印
等
の
目
印
し
）
、
つ
ま
り
フ
ッ
セ
ル
の
い
う
指
標
（
〉
ロ
N
a
n
Z
S
と
し
て
の
記
号

で
は
な
く
、
常
に
概
念
を
伴
う
記
号
で
あ
る
（
乙
の
乙
と
は
後
に
述
べ
る
。
）
。
〈
拘
】
・
・
同
・
出
口
回
目
巾
門
戸

U
F
O
m山田
n
v
m
C己
2
2
n
F
Z回
m
g－

A
F

〉ロ
2
・

（富田
M
Z
O
B
4
0ア
H
由
自
∞
）
回
己
・
周
回
寸
帽
子

ω－
N
R

（

2
）

K
F
H
C
由
〈
m

F

－
K
F
H
C

∞

（3
）
〉

E
H回
口
叶
思
惟
の
論
理
的
規
別
で
あ
る
限
り
の
純
粋
悟
性
概
念
を
考
察
す
る
一
般
論
理
学
は
、
認
識
の
一
切
の
内
容
と
認
識
の
対
象
の
差
異

と
を
度
外
視
す
る
し
、
ま
た
幸
運
（
の
－
位
nw）
、
運
命
（
ω
n
z
n
E回
目
）
な
ど
の
言
葉
、
あ
る
い
は
任
意
に
考
え
ら
れ
た
言
葉
の
場
合
に
は
、
こ
れ
ら

に
対
応
す
る
対
象
が
あ
り
、
客
観
的
実
在
性
を
持
っ
か
ど
う
か
解
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
ζ
れ
ら
の
言
葉
に
対
応
す
る
概
念
は
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し

「
言
葉
に
対
応
す
る
対
象
」
と
言
う
時
、
乙
れ
は
何
も
感
覚
的
に
与
え
ら
れ
る
も
の
だ
け
を
意
味
し
は
し
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
言
葉
あ
る
い
は
概
念

が
客
観
的
実
在
性
を
持
つ
た
め
に
関
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
何
か
あ
る
も
の
で
あ
り
、
経
験
的
概
念
と
純
粋
悟
性
概
念
の
場
合
で
は
異
な
り
得
る

し
、
ま
た
各
々
の
問
題
領
域
に
お
い
て
も
異
な
り
得
る
。
〈
m了
切
M
M詞
・
拙
稿
「
カ
ン
ト
に
お
け
る
理
論
的
領
域
と
実
践
的
領
域
の
パ
ラ
レ
リ

ズ
ム
に
つ
い
て
」
（
九
州
大
学
哲
学
会
発
行
・
哲
学
論
文
集
第
七
輯
所
載
岩
出
）
ヲ
宮
町

（4
）
〉
叶
N
∞
H
即日『町田

（

5
）

k
r
g
 

（

6
）

K
F也
（
）

H
回
H
N
ω

（

7
）

k
p
g
 

（8
）
K
F
∞回目切］｛］戸吋

（9
）
k
p
∞∞
H
切］｛
N
］広・

（叩）

k
p
∞∞
H
切］｛
N
C
同・

（
日
）
カ
ン
ト
は
純
粋
悟
性
概
念
に
つ
い
て
そ
の
使
用
法
を
論
じ
る
。
概
念
の
有
意
味
性
の
問
題
は
、
一
般
的
に
使
用
法
の
問
題
で
あ
る
と
も
畳
一
一
口
え
る
。

し
か
し
そ
れ
は
、
事
実
と
し
て
「
如
何
に
使
用
さ
れ
て
い
る
か
」
と
い
う
日
常
的
使
用
法
の
問
題
で
は
な
く
、
「
如
何
に
使
用
さ
れ
る
べ
き
か
」
、

ま
た
「
使
用
の
権
利
は
何
に
基
づ
く
か
」
と
い
う
権
利
問
題
（
直
正
弘
吉
江
田
）
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
先
験
的
演
経
論
の
問
題
は
純
粋
悟
性
概
念
の
使

用
法
で
あ
る
と
い
う
暖
昧
な
言
い
方
よ
り
、
そ
れ
が
私
遥
の
経
験
に
お
い
て
占
め
る
特
殊
な
身
分
（
ω
Z
E田
）
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
と
言

っ
た
方
が
よ
い
で
あ
ろ
う
。

n
F
”
の
・
回
目
邑
日
岡
田
ロ
ペ
回
吋
宮
市
O弓
O片
岡
ロ
0項目
mam叩
（
同
05Hmamo
除
問
。
関
同
国
司

g
－
F
丘－

M
由由。）喝－

g・

概

念

に

’コ

L、
て

一一一七



概

念

に

っ

し、

て

一ニ八

3
・ロ
H
u
k
p
w
包・回円同・
H
〈

MMHo－o
m
O
B
O
B
（
以
下
p
o－
－
と
略
記
す
る
。
）

ω－N
g
R－

（ロ）
K
F
∞mHH
回
］
戸
吋
〈
包
・
・
〉
∞
AHH
回
H
M
P

〉
H
m
m
H
切］［申品目

（日）
k
v
∞A
F
H
W］

戸
］
戸
町

II 

一
つ
は
対
象
、
あ
る
い
は
同
じ
乙
と
で
あ
る
が
経
験
が
概
念
を
可

能
に
す
る
場
合
で
あ
り
、
他
方
は
概
念
が
対
象
巻
、
従
っ
て
ま
た
経
験
を
可
能
に
す
る
場
合
で
あ
る
。
前
者
の
場
合
、
概
念
と
対
象
と
の

概
念
と
対
象
と
が
必
然
的
に
一
致
す
る
仕
方
は
二
つ
考
え
ら
れ
る
。

関
係
は
経
験
的
で
あ
り
、
概
念
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
は
可
能
に
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
ま
た
、
も
し
概
念
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
対
象
に
関
わ
る

と
す
る
な
ら
ば
、

そ
れ
は
後
者
の
場
合
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
概
念
が
対
象
を
可
能
に
す
る
と
言
っ
て
も
、
勿
論
概
念
自
体
が
対

そ
の
「
現
実
的
存
在
に
関
し
て
」
（
骨
B

U虫
色
ロ
ロ
仰
の
ぽ
）
産
出
し
得
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
対
象
の

象
を
、

現
実
的
存
在
は
常
に
経
験
的
直
観
が
現
に
与
え
ら
れ
て
い
る
か
否
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、

し
か
も
こ
の
直
観
は
常
に
受
動
的
（
官
印
印
守
）

円

3
）

で
し
か
あ
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
概
念
だ
け
で
「
何
か
あ
る
も
の
を
一
つ
の
対
象
と
し
て
認
識
す
る
」
（
伯
仲
当

g
m
z
a回
。
回

。ao
g
S
E
E
R
Z
E
g）
乙
と
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
概
念
は
対
象
を
、

そ
れ
の
「
何
で
あ
る
か
」
、
即
ち
「
形
式
に
関
し
て
」

2
2

司

R
E
S
h
－

H

）
規
定
す
る
と
言
わ
れ
る
。
か
く
し
て
カ
ン
ト
は
、
純
粋
悟
性
概
念
が
ア
＠
プ
リ
オ
リ
に
対
象
に
関
係
し
、
意
味
と
意
義
を
持

っ
か
否
か
と
い
う
こ
と
の
考
察
に
あ
た
っ
て
、
乙
れ
が
何
か
あ
る
も
の
を
一
つ
の
対
象
と
し
て
認
識
し
得
る
た
め
の
必
然
的
条
件
で
あ
り
、

対
す
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
関
係
の
問
題
は
、

か
か
る
概
念
を
前
提
し
な
け
れ
ば
、
何
一
つ
経
験
の
対
象
と
は
な
り
得
な
い
か
ど
う
か
を
吟
味
す
る
。
す
る
と
純
粋
悟
性
概
念
の
対
象
に

「
可
能
的
経
験
と
そ
れ
の
対
象
の
純
粋
で
か
つ
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
条
件
」
の
探

そ
れ
自
体
、



求
そ
の
も
の
と
同
一
の
場
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
と
言
え
る
。

し
か
し
乙
乙
で
、
経
験
的
概
念
、
純
粋
悟
性
概
念
の
各
々
が
対
象
に
関
係
す
る
そ
の
仕
方
は
、
先
に
区
別
さ
れ
た
、
概
念
の
対
象
に
関

係
す
る
こ
つ
の
仕
方
の
各
々
に
該
当
す
る
と
単
純
に
考
え
る
乙
と
が
で
き
る
か
、
特
に
経
験
的
概
念
の
場
合
に
、
対
象
あ
る
い
は
経
験
が

概
念
を
可
能
に
す
る
と
い
う
乙
と
は
自
明
の
と
と
な
の
か
、
ま
た
そ
の
よ
う
に
言
え
る
場
合
が
あ
る
に
し
て
も
、
そ
の
時
と
の
対
象
あ
る

円

5
V

い
は
経
験
と
は
如
何
な
る
も
の
か
と
い
う
こ
と
が
間
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

概
念
の
経
験
的
起
源
官
自
立
民
R
V
R
C
B胃

gm）
を
主
張
す
る
立
場
は
、

発
生
説
」
（
州
内
O
B
B巴
O
B
G
E
4
0
n
m）
で
あ
る
と
言
わ
れ
が
r

私
達
の
認
識
能
力
は
、
個
々
の
知
覚
的
経
験
か
ら
出
発
し
、
か
か
る
「
経

験
と
経
験
に
対
す
る
反
省
〈
同
州
民
ぽ
也
oロ
）
」
、
ま
た
抽
象
（
k
r
σ
2
5
2
2ロ
）
あ
る
い
は
帰
納
（
同
P
a
z

－azロ
）
に
よ
っ
て
一
般
的
概
念
に
達

対
象
が
概
念
を
可
能
に
す
る
と
考
え
、

一
種
の
「
偶
然

一
切
の
概
念
の
経
験
的
導
出
〈
ぬ
居
間

VERvohrzagお
）
を
詰
み
る
ロ
ッ
ク
、
ヒ
ュ

l
ム
の
立
場
は
偶
然
発
生
説
の

一
つ
の
形
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ヵ
ン
ト
は
か
か
る
立
場
の
説
明
が
、
概
念
の
獲
得
（
開
ヨ

S
）
ま
た
「
概
念
の
所
有
（
切

2
5）
を

発
生
せ
し
め
た
事
震
に
関
す
る
説
明
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
、
経
験
的
概
念
に
対
し
て
は
勿
論
の
と
と
、

ま
た
有
益
で
あ
る
乙
と
を
認
め
る
。
「
一
切
の
認
識
は
経
験
と
共
に
（

B
S
は
じ
ま
れ
噌

し
得
る
と
し
て
、

一
切
の
概
念
に
対
し
て
可

能
で
あ
り
、

純
粋
悟
性
概
念
に
つ
い
て
も
、

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
概
念
を
可
能
に
す
る
原
理
で
は
な
い
が
、

（
官
官
凶
）
な
ら
ば
、
乙
れ
を
経
験
の
う
ち
に
求
め
る
乙
と
が
で
き
匂
」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
乙
の
立
場
に
よ
っ
て
詰
み
ら
れ
る
経
験

内

nv

的
導
出
は
元
来
事
実
問
題
（
ρ
巳向田

E
2
3
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
「
純
粋
認
識
を
所
有
し
て
い
る
乙
と
の
説
明
」
を
与
え
は
し
て
も
、

経
験
か
ら
何
も
の
も
借
り
る
乙
と
な
く
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
対
象
を
規
定
す
る
乙
と
が
で
き
、
そ
れ
故
対
象
は
必
然
的
に
（
ロ
O
H
4『

g色拘）

し
か
し
、
か
か
る
概
念
を
産
出
せ
し
め
る
機
因

「
一
切
の
認
識
と
同
じ
く
、

概

念

に

つ

い

て

一
二
九



概

念

に

つ

い

て

一三
O

己
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
権
利
要
求
（
同

R
V
Z
E唱
gnV）
を
し
て
い
る
純
粋
情
性
概
念
に
対
す
る
、
そ
の
要
求
の
適
法

性
に
関
す
る
演
緯
で
は
あ
り
得
な
い
と
さ
れ
る
。

経
験
は
比
較
的
な
（

g
B宮
E
広
司
）
普
遍
性
を
与
え
る
と
と
は
で
き
て
も
、

厳
密
な

（
m
R何
回
伺
）
普
遍
性
、
必
然
性
を
与
え
る
乙
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、

純
粋
悟
性
概
念
の
経
験
的
導
出
が
決
し
て
そ
れ
の

演
緯
で
あ
る
乙
と
は
で
き
ず
、

た
だ
そ
れ
の
獲
得
に
至
る
過
程
の
説
明
で
し
か
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
経
験
あ
る
い
は
経
験
の
対

象
が
予
め
純
粋
悟
性
概
念
を
適
用
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
と
な
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、

で
あ
る
と
い
う
乙
と
が
証
明
さ
れ
な
け
れ
ば
言
え
な
い
乙
と
で
は
あ
稔

こ
れ
か
ら
そ
の
概
念
を
導
出
で
き
る
の

そ
れ
で
は
、
概
念
の
経
験
的
導
出
を
試
み
る
乙
の
立
場
は
、
経
験
的
概
念
に
関
し
て
は
有
効
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
経
験
的

概
念
に
関
し
て
は
、
概
念
の
形
成
そ
の
も
の
、
ま
た
か
か
る
概
念
が
対
象
に
関
わ
る
と
い
う
と
と
、
さ
ら
に
は
そ
れ
が
一
定
の
ク
ラ
ス
に

属
す
る
対
象
に
一
般
的
に
適
用
可
能
で
あ
る
乙
と
の
説
明
を
な
し
得
る
で
あ
ろ
う
か
。
か
か
る
立
場
に
よ
る
経
験
的
概
念
の
導
出
が
如
何

な
る
結
末
広
終
る
か
を
見
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
乙
と
を
示
し
た
い
と
思
う
。

経
験
的
直
接
所
与
を
比
較
す
る
（

g
B宮
門
戸
市
話
回
〉
ζ

と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ら
が
相
互
に
区
別
さ
れ
る
乙
と
を
観
察
す
る

2
0旨
2
w
g）、

つ
い
で
そ
れ
ら
に
属
す
る
あ
る
一
つ
の
、
あ
る
い
は
幾
つ
か
の
共
通
で
同
一
の
特
徴
を
反
省
し
（
円
。
出
on昨
日
冊
目
ロ
）
、
同
時
に
与
え
ら
れ
た

他
の
異
一
な
る
特
徴
を
抽
象
す
る
（
与
え

E
E
2
2）
と
い
う
悟
性
の
三
つ
の
論
理
的
作
用
（

Z
E
R
Z
。
宮

g
a
g）
に
よ
っ
て
、
す
べ
て

か
概
念
の
形
成
を
説
明
し
得
る
と
い
う
立
鞠
に
従
え
ば
「
赤
」
の
概
念
を
経
験
か
ら
引
き
出
す
（

mEovg）
と
言
う
時
、
概
念
が
引
き

出
さ
れ
る
基
盤
と
な
る
と
の
経
験
は
、
少
な
く
と
も
当
の
「
赤
」
の
概
念
を
適
用
す
る
こ
と
な
く
成
立
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

し
か
も
ζ
の
立
場
は
、
す
べ
て
の
概
念
形
成
を
と
れ
ら
の
作
用
に
よ
っ
て
の
み
説
明
し
よ
う
と
し
、

そ
の
た
め
、
言
語
的
に
無
規
定
な
直



接
所
与
を
概
念
形
成
の
基
盤
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
、
乙
の
基
盤
の
確
定
の
た
め
に
、
如
何
な
る
概
念
も
適
用
さ
れ
て
は
な
ら
な

し、。

そ
れ
で
も
な
お
、

「赤」

の
概
念
の
形
成
の
基
盤
で
あ
る
直
接
所
与
か
ら
こ
の
概
念
を
引
き
出
す
た
め
に
は
、

乙
の
基
盤
は
正
に

「
赤
」
の
概
念
の
形
成
の
基
盤
で
あ
っ
て
、
他
の
概
念
、
例
え
ば
「
色
」
や
「
形
」
の
概
念
の
そ
れ
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
し
、
ま
た
乙

れ
ら
の
直
接
所
与
に
共
通
で
同
一
の
特
徴
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
る
と
こ
の
立
場
は
循
環
を
犯
さ
ぎ
る
を
得
な
く
な
る
。
何

故
な
ら
A

「
色
」
や
「
形
」
の
概
念
の
形
成
の
基
盤
か
ら
区
別
さ
れ
た
、
「
赤
」
の
概
念
の
形
成
基
様
で
あ
る
間
接
所
与
を
確
定
す
る
こ
と

は
、
「
色
」
や
「
形
」
の
概
念
の
み
な
ら
ず
、
当
の
「
赤
」
の
概
念
そ
の
も
の
を
既
に
密
か
に
適
用
し
、

こ
れ
ら
の
直
接
所
与
を
「
赤
」
の

概
念
の
実
例
と
す
る
の
で
な
け
れ
ば
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
直
接
所
与
と
さ
れ
た
も
の
は
、

そ
の
資
格
を
失
う
こ
と
に
な
る
。

乙
の
立
場
に
よ
る
概
念
形
成
の
説
明
が
循
環
を
犯
さ
ざ
る
を
得
な
い
と
い
う
ζ

と
は
、
「
赤
」
の
如
く
感
覚
的
性
質
を
表
示
す
る
概
念
の
場

合
だ
け
で
は
な
く
、

「
柳
」
等
の
所
謂
複
合
的
な
概
念
の
場
合
に
も
、

zm門
店
同
）
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
も
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
か
ら
次
の
こ
と
が
帰
結
す
る
。

「緒」、

ま
た
寝
概
念
（
〉

3zm門
戸
内
向
）
か
ら
類
概
念
（
の
忠
吉
田
岡
田

つ
ま
り
、
三
つ
の
悟
性

作
用
に
よ
る
概
念
の
経
験
的
導
出
が
循
環
を
犯
さ
ざ
る
を
得
な
い
も
の
で
あ
る
限
り
、

そ
れ
は
経
験
的
概
念
に
関
し
て
も
概
念
形
成
の
説

明
で
は
あ
り
得
な
い
し
、
経
験
的
概
念
が
対
象
に
関
わ
る
こ
と
、
ま
た
一
定
の
ク
ラ
ス
に
属
す
る
対
象
に
一
般
的
に
適
用
可
能
で
あ
る
ζ

と
の
証
明
で
も
あ
り
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
は
、
言
語
的
に
無
規
定
な
直
接
所
与
か
ら
の
概
念
の
導
出
が
不

可
能
で
あ
る
と
い
う
そ
の
こ
と
は
、
経
験
的
概
念
の
場
合
に
、
対
象
あ
る
い
は
経
験
が
概
念
を
可
能
に
す
る
と
言
い
得
る
場
合
が
あ
る
に

し
で
も
吋

こ
の
対
象
ま
た
経
験
は
、
言
語
的
に
無
規
定
な
も
の
で
は
あ
り
得
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
乙
と
で
あ
る
。

す
べ
て
の
概
念
に
関
し
て
、
そ
の
質
料
（
富
山
件
。
片
山
ぬ
）
と
形
式

2
2
5）
と
が
区
別
さ
れ
、
「
概
念
の
質
料
は
対
象
で
あ
り
、
そ
の
形
式

概

念

に

ザコ
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て
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概

念

i乙

マコ

L、

一
一一一一一

て

は
一
般
性
（
在
百
o
g
o官
Z
S
で
あ
日
v

」
と
い
う
こ
と
が
「
論
理
学
」
に
お
い
て
述
べ
ら
れ
る
。
乙
れ
と
関
連
し
て
、
ヵ
ン
ト
が
質
料
に
関

し
て
の
概
念
の
起
源
（
C
B胃
E
巴
と
形
式
に
関
し
て
の
概
念
の
起
源
と
を
区
別
す
る
時
、
上
の
乙
と
を
は
っ
き
り
と
認
識
し
て
い
た
。

前
者
に
つ
い
て
問
う
と
と
は
ま
た
、
「
表
象
と
し
て
の
概
念
は
如
何
に
し
て
生
ず
る
か
（

g
g胃
E
m
g）
」
、
「
概
念
は
如
何
に
し
て
表
徴
に

よ
っ
て
対
象
を
規
定
す
る
か
」
、

つ
ま
り
概
念
の
形
成
過
程
（
乙
れ
の
考
察
は
ま
た
、
概
念
の
対
象
に
対
す
る
一
般
的
適
用
可
能
性
に
つ
い

て
の
説
明
も
与
え
る
で
あ
ろ
う
。
）
と
、

か
く
し
て
形
成
さ
れ
た
概
念
が
あ
る
特
定
の
対
象
を
規
定
す
る
そ
の
仕
方
を
考
察
す
る
乙
と
で
も

あ
る
。
乙
れ
に
対
し
後
者
に
つ
い
て
の
聞
は
、
表
象
と
し
て
の
概
念
が
如
何
に
し
て
生
ず
る
か
、
ま
た
そ
の
源
泉
（
ozo
－－o）
は
何
か
と
い
う

こ
と
を
不
聞
に
付
す
、
換
言
す
る
と
、
概
念
が
す
で
に
対
象
へ
の
一
般
的
適
用
可
能
性
を
持
つ
も
の
と
し
て
教
え
ら
れ
（
想
ぽ
町
立
）
、
与
え
ら

れ
て
い
る
（
官
官

Z
P）
乙
と
を
容
認
す
る
、
そ
し
て
た
だ
、
「
与
え
ら
れ
た
表
象
が
如
何
に
し
て
思
惟
の
中
で
概
念
と
な
丸
問
」
、
ま
た

「
概
念
は
如
何
に
し
て
多
く
の
対
象
に
関
係
し
得
る
か
」
と
い
う
乙
と
を
考
察
す
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
に
お
い
て
、
情
性
の
三
つ
の
論
理

的
作
用
が
種
概
念
か
ら
類
概
念
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
て
、
概
念
の
起
源
と
さ
れ
る
の
は
、

一
つ
に
は
乙
の
形
式
に
関
し
て

の
概
念
の
起
源
を
問
う
場
に
お
い
て
で
あ
り
、
他
方
は
私
達
が
幼
時
以
来
概
念
を
教
え
ら
れ
、
獲
得
す
る
に
至
る
過
程
の
考
察
に
お
い
て

で
あ
っ
て
、
質
料
に
関
し
て
の
概
念
の
起
源
を
問
う
場
に
お
い
て
で
は
な
い
。
私
達
は
、

あ
る
経
験
的
概
念
が
適
用
さ
れ
る
諸
々
の
対
象

を
比
較
し
、
そ
れ
ら
の
対
象
に
共
通
で
同
一
の
特
徴
を
反
省
し
、
異
な
る
他
の
特
徴
を
抽
象
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
概
念
を
学
び
獲

得
す
る
。
こ
の
過
程
で
は
た
ら
く
抽
象
作
用
は
「
普
通
の
抽
臨
〕
（
m
g
o
z
o
k
r
σ
S
E
R
E
m）
と
よ
ば
れ
る
。
し
か
し
ζ

の
よ
う
に
し

て
獲
得
さ
れ
た
概
念
は
、
必
ら
ず
し
も
論
理
的
に
明
断
で
あ
る

2
2
2
W
V）
わ
け
で
は
な
い
。
形
式
に
関
し
て
の
概
念
の
起
源
に
つ
い
て

の
考
察
が
意
図
す
る
乙
と
は
、
種
概
念
か
ら
類
概
念
が
生
ず
る
過
程
を
示
す
乙
と
を
通
じ
、
与
え
ら
れ
た
概
念
の
す
べ
て
の
表
徴
を
明
断



に
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
「
概
念
を
完
全
に
し
、
概
念
を
そ
の
規
定
さ
れ
た
限
界
に
と
り
囲
む
（
包
ロ
忠
臣
ぽ
回

g－
）
乙
と
」
で
あ
る
。
こ
の

こ
と
は
ま
た
、
類
種
と
い
う
概
念
の
論
理
的
従
属
関
係

csunvoω
与
o
E
E
E
Z
P）
を
整
理
す
る
と
と
に
よ
っ
て
、
概
念
を
定
義
す
る

《お
v

（
門
問
。
出
回
目
。
話
回
）
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
以
上
の
乙
と
か
ら
し
て
、
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
、
比
較
、
反
省
、
抽
象
と
い
う
悟
性
の
論
理
的
作

用
に
よ
る
一
切
の
概
念
の
経
験
的
導
出
を
詰
み
る
立
場
は
、
概
念
の
獲
得
、
所
有
に
至
る
過
程
、
ま
た
か
く
し
て
獲
得
さ
れ
た
概
念
の
論

理
的
明
断
化
の
過
程
の
考
察
で
あ
る
限
り
で
は
有
効
で
あ
る
が
、
決
し
て
概
念
（
純
粋
で
あ
れ
経
験
的
で
あ
れ
）
の
形
成
、
ま
た
対
象
に

対
す
る
一
般
的
適
用
可
能
性
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
と
れ
を
容
認
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
も
の
と
さ

円
棺
叫
〉

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
経
験
的
概
念
で
あ
れ
純
粋
悟
性
概
念
で
あ
れ
、
お
よ
そ
概
念
は
如
何
に
し
て
対
象
に
関
わ
り
、
対
象
に
対
す
る
一
般
的
適
用

可
能
性
を
持
つ
の
で
あ
ろ
う
料
v

経
験
的
概
念
の
場
合
に
、
言
語
的
に
無
規
定
な
対
象
あ
る
い
は
経
験
か
ら
の
導
出
が
不
可
能
で
あ
る
と

い
う
乙
と
は
、
乙
の
概
念
に
関
し
て
も
、
概
念
だ
け
で
「
何
か
あ
る
も
の
を
一
つ
の
対
象
と
し
て
認
識
す
る
」
乙
と
を
可
能
に
す
る
乙
と

に
よ
っ
て
、
概
念
が
対
象
を
規
定
す
る
と
言
い
得
る
場
面
が
何
ら
か
の
仕
方
で
あ
り
は
し
な
い
か
と
い
う
こ
と
を
暗
に
示
し
て
い
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。（注）

（1
）
乙
れ
は
次
の
三
箇
所
で
述
べ
ら
れ
る
。
①
切
凶
函
②
〉
詔
H
目
隠
③
回
忌
即
時
・
な
お
対
象
と
言
っ
て
も
経
験
と
言
っ
て
も
結
局
は
同
じ
ζ

と
に
な
る
の
は
、
「
対
象
（
与
え
ら
れ
た
対
象
と
し
て
の
）
は
経
験
に
お
い
て
の
み
認
識
さ
れ
る
」
（
回
以
百
）
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
②
の
笛
所
で
は
、

「
概
念
」
で
は
な
く
「
綜
合
的
表
象
」
（
印
可
丘
町
丘
町
n
F
O
〈
O
H民
自
己

gm）
と
な
っ
て
い
る
。
ペ
イ
ト
ン
は
乙
れ
を
、
例
え
ば
色
の
直
観
と
は
対
立
す

る
も
の
と
し
て
の
椅
子
の
直
観
の
ご
と
く
複
合
的
な
直
観
〈
g
B玄
m
M
S
E
E
g
m）
、
つ
ま
り
綜
合
の
概
念
で
あ
る
よ
う
な
概
念
と
取
っ
て
い
る
。
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念
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概

念

に

ザっ

し、

て

一
三
回

し
か
し
私
は
感
覚
的
性
質
を
表
示
す
る
概
念
も
含
め
て
、
お
よ
そ
一
切
の
概
念
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
感
覚
的
性

質
を
表
示
す
る
概
念
も
あ
る
仕
方
で
、
つ
ま
り
零
か
ら
そ
の
都
度
与
え
ら
れ
た
経
験
的
意
識
ま
で
増
大
し
て
い
く
内
包
量
（
吉
宮
留
守
冊
。
呂
田
叩
〉

に
関
す
る
綜
合
の
概
念
と
考
え
る
乙
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

n
F
祖
国
・
』
－
H
M

田仲
O
R
関白口一ぺ田富由什曲目】
H
H
M可
即
日

n
o同
開
M
6
0
ユ冊目
no
（の
0
0『
何
回

krロ
自
国
侍
白
回
調
H

ロ
F
E－］忘
ω由
）
〈
o－・］「℃・
ωω
叶

（

2
）
〉
也
M
H切
HNm

（3
）匝・白・。・

（4
）
〉
由
由

（5
）
概
念
と
対
象
と
が
必
然
的
に
一
致
す
る
仕
方
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
る
先
の
三
箇
所
（
註
（
1
）
参
照
）
の
②
の
箇
所
は
、
綜
合
的
表
象
と
対
象
と
の
関

ー
係
の
仕
方
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
が
、
乙
乙
で
対
象
が
表
象
を
可
能
に
す
る
場
合
の
例
と
し
て
、
現
象
に
お
い
て
感
覚
に
属
す
る
も
の
に
つ
い
て
言

え
ば
、
現
象
が
そ
う
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
乙
れ
に
よ
っ
て
は
ま
だ
、
感
覚
的
性
質
を
表
示
す
る
概
念
が
対
象
に
よ
っ
て
可
能
に
な
る
の
か

ど
う
か
は
明
ら
か
で
は
な
い
。
感
覚
は
あ
く
ま
で
直
観
的
表
象
で
あ
り
、
概
念
と
は
区
別
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
感
覚
と
感
覚
的

性
質
を
表
示
す
る
概
念
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
後
に
ふ
れ
る
。

（

6
）
切
H
O吋

（7
）
〉
∞
m
H
切
回
目

（8
）
〈
関
目
・
・
〉
∞
白
HH
切
口
∞
同
・
・
〉
由
H
H
切］
FNωF
・
回
HN誌－－

KFH由民－
H
切
M
A
R
K
－
－
〉
凶
吋
H
H
切
ωN吋

（9
）
〉
∞
m
H
回
口
叶
カ
ン
ト
は
乙
の
事
実
に
関
す
る
説
明
を
経
験
的
演
鰐
（
冊
目
立
江
田

nzuaロ宮山
O
ロ
）
と
よ
ぶ
が
、
演
鐸
が
権
利
要
求
の
正
当
性

を
説
明
し
、
概
念
の
客
観
的
実
在
性
を
証
明
す
る
も
の
で
あ
る
限
り
（
K
F
2
H
回
口
白
）
、
ま
た
後
で
示
す
よ
う
に
概
念
の
所
有
を
発
生
せ
し
め
た
事
実

に
関
す
石
説
明
は
経
験
的
概
念
に
関
し
て
も
、
そ
れ
の
客
観
的
実
在
性
を
証
明
す
る
も
の
で
は
な
い
の
だ
か
ら
、
乙
の
事
実
に
関
す
る
説
明
は
如
何

な
る
意
味
で
も
演
縛
と
よ
ば
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
か
。

（
叩
）
切
H

（
日
凶
〉
∞
由
H
回口一『

（臼）

kr∞吋
H
切
H
H
由

（
臼
）
も
し
一
切
の
概
念
を
適
用
す
る
乙
と
な
く
対
象
あ
る
い
は
経
験
と
い
う
乙
と
が
語
り
得
、

ζ

れ
か
ら
一
切
の
概
念
を
増
帯
出
す
る
乙
と
が
可
能
で
あ

る
な
ら
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
純
粋
信
性
概
念
と
思
わ
れ
て
い
る
も
の
は
実
は
経
験
的
概
念
に
他
な
ら
ず
、
単
に
主
観
的
必
然
性
し
か
持
た
な
い
の
に



客
観
的
必
然
性
を
持
つ
か
の
ご
と
く
誤
想
さ
れ
て
い
る
と
し
て
、
対
象
に
対
し
て
客
観
的
必
然
性
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
ζ

の
概
念
の
権
利
要
求
を

却
下
し
て
い
る
ζ

と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（M
）
そ
の
古
典
的
形
体
を
ロ
ッ
ク
に
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
乙
の
立
場
を
、
黒
田
亘
氏
は
「
拙
象
説
」
（
白
σ巳
B
R
E
E凹
B
）
と
よ
ば
れ
る
。
黒
田

亘
「
抽
象
」
に
つ
い
て
（
九
州
大
学
哲
学
会
発
行
・
哲
学
論
文
集
第
二
積
所
載
、
同
唱
曲
目
）

そ
の
場
合
、
「
抽
象
」
と
い
う
こ
と
に
は
私
が
乙
乙
で
述
べ
る
三
つ
の
論
理
的
作
用
の
す
べ
て
が
含
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
カ
ン
ト
の
用
語
法

に
従
え
ば
、
抽
象
は
異
な
る
特
徴
を
無
視
す
る
と
い
う
忠
明
白
色
4

な
作
用
で
あ
り
、
吉
田
庄
司
な
作
用
は
比
較
と
反
省
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
か
ら

（F
o
m跨・

ω－um）
、
乙
の
立
場
を
抽
象
説
と
よ
ぶ
の
は
差
控
え
た
。
カ
ン
ト
は
乙
の
立
場
を
「
ノ
オ
ゴ
ニ

l
」（
Z
o
o
m
o
E
m）
と
よ
ぶ
が
、
カ
ン
ト

自
身
そ
う
言
っ
て
い
る
よ
う
に
、
乙
の
よ
ぴ
名
が
適
切
な
も
の
か
ど
う
か
、
私
に
も
解
ら
な
い
（
k
r
N

ロH
切
符
叶
）
。
だ
が
乙
の
立
場
に
対
す
る
批
判

は
黒
田
氏
の
教
え
に
従
っ
た
も
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
章
で
の
私
の
意
図
は
、
カ
ン
ト
自
身
の
こ
の
立
場
に
対
す
る
批
判
を
見
る
こ
と
に
あ
る
。

（
お
）
「
木
」
の
概
念
の
形
成
の
基
盤
と
し
て
檎
、
柳
等
を
蒐
集
す
る
乙
と
は
、
や
は
り
こ
れ
ら
の
も
の
が
「
木
」
の
概
念
の
下
に
含
ま
れ
る
こ
と
が
予

め
理
解
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
不
可
能
で
あ
る
。

（日）

F
Oぬ
Mr
・
ω－
S

（げ）

5
日仏・・

ω・
由
民
・
カ
ン
ト
は
質
料
に
関
し
て
の
概
念
の
起
源
を
問
う
の
は
形
而
上
学
で
あ
り
、
形
式
に
関
し
て
の
概
念
の
起
源
を
問
う
の
を
一

般
論
理
学
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

（
時
）
白
・
田
・
。
・

（mw）同・担・。・

（
却
）
カ
ン
ト
の
論
理
学
講
義
は
、
「
G
・
F
・
7

イ
ヤ
！
の
論
理
学
か
ら
の
抜
粋
」
（
の
g
話
叩
司
ユ
色
E
m
冨
色
町
g
k
r
g
N
E随一

mg田
骨
円
〈
冊
目
ロ
昆
マ

－冊目岡崎♂国曲目戸叩

σ冊
目
。

ovg－R
H吋
mN

乙
れ
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
第
十
六
巻
に
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
）
を
教
科
書
と
し
て
な
さ
れ
た
。
ヵ
ン
ト
は
マ
イ

ャ
ー
が
「
教
え
ら
れ
た
概
念
」
と
す
る
も
の
を
「
与
え
ら
れ
た
概
念
」
と
し
て
い
る
。
〈
m－－－

F
O向日
w－
ω・由
ωu
図。同－
mH－o口四口一
N
ロ吋一
F
o
m－－
P

M
∞包

（k
r
w
白
色
・
切
手
対
話
）
U

宮町
W
B
J可
申

g
z民
2
0
F
B
由

N
8・
N
E－
Nm叶

（幻）円、
o
m－F
ω
・
由
民
・
カ
ン
ト
は
こ
の
聞
を
、
「
悟
性
の
如
何
な
る
作
用
が
概
念
を
形
成
す
る
か
（

2
m
g
R吉
田
）
」
と
い
う
問
と
同
じ
も
の
と
し
て

語
る
。
し
か
し
乙
の
場
合
、
形
成
と
は
後
に
述
べ
る
よ
う
に
概
念
の
論
理
的
明
断
性
の
獲
得
を
意
味
す
る
の
で
あ
っ
て
、
表
象
と
し
て
の
概
念
そ
の

も
の
の
発
生
を
意
味
し
て
は
い
な
い
。

（
忽
）
帥
・
白
・
。
，

概

念

に

ザコ

L、

て

一
三
五



概

念

に

つ

い

て

一
三
六

（お
V
H凶
0
2
・
N
E叫

F
o
m－F
N
g
N
U
呂
町
四
四
円
聞
く

o
E
Z民
己
岳
同
0
・
帥

Mm申（
k
r
w邑－
w
色－

M
4
H
・
ω－E
U）
概
念
の
論
理
的
明
断
化
の
過
程
に
お
け
る

抽
象
作
用
は
、
「
論
理
的
拍
離
」
（
－
om山

田

n
Z一〉
Z
o昆－
O
吋
ロ
ロ
ぬ
）
と
よ
ば
れ
る
。
一
般
論
理
学
で
は
乙
の
作
用
が
考
察
さ
れ
る
。

（
鈍
）
岡
、
。
色
w－
ω－uh山

（お
V

J
『

mr
・k

F叶

N叶
uH回一可
m
m
U
F
O
m
－Fω
・］広
N
・H

A
F
R
・

（
お
）
〈
ぬ
了

krH由民－
H
国
営
毘
・
乙
の
こ
と
か
ら
私
は
、
経
験
的
概
念
の
場
合
に
は
、
経
験
的
演
鰐
が
実
際
に
そ
れ
に
対
し
て
施
さ
れ
得
る
雌
一
の

演
緑
、
正
当
化
の
方
法
で
あ
る
と
言
う
ペ
イ
ト
ン
に
は
閲
意
し
か
ね
る
。

n
p
－出－
F
司巳
O
ロ
U
O
M
M
－
n
F
－
ぐ
O
H
・H
・－
u
・
白
区
註
（
9
）
参
照
。

（
幻
）
既
に
述
べ
た
ご
と
く
（
註
（
臼
）
）
、
乙
の
聞
は
質
料
に
関
し
て
の
概
念
の
起
源
に
つ
い
て
の
問
に
属
し
、
形
而
上
学
が
考
察
す
る
も
の
と
さ
れ
て

い
る
。

m 

「
何
か
あ
る
も
の
を
一
つ
の
対
象
と
し
て
認
識
す
る
」
、

あ
る
い
は
「
対
象
を
認
識
し
て
い
る
」
と
は
如
何
な
る
事
態
で
あ
り
、

L
9
4
R

，
回
円

H

4吋
d
み

t・引
M
F

何
な
る
根
拠
に
基
づ
い
て
そ
う
言
う
乙
と
が
で
き
る
の
か
。

ら
、
そ
こ
に
－
お
い
て
は
「
認
識
と
対
象
と
の
一
致
」
の
場
、
ま
た
そ
の
根
拠
が
間
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
真
理
の
一
般
的

こ
れ
は
ま
た
認
識
の
真
理
性
（

4
5宵
Z
X）
の
問
題
で
も
あ
る
。
伺
故
な

な
言
葉
の
説
明
（
唱
。
2
2
W
E
E
P
m）
、
あ
る
い
は
定
義
は
、
「
認
識
の
真
理
を
表
示
す
る
確
実
な
普
遍
的
表
徴
（
宮
ω品
目
色
）
」
、

基
準
（
同
ユ
芯
江
戸
吉
）
で
は
あ
り
得
に
川
。
真
理
の
定
義
に
従
え
ば
、
認
識
が
真
で
あ
る
た
め
に
は
対
象
と
比
較
さ
れ
一
致
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
戸
が
、
認
識
の
比
較
さ
れ
る
そ
の
対
象
は
、
ふ
た
た
び
そ
れ
を
認
識
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
し
か
与
え
ら
れ
な
い
が
放
に
、
お
よ
そ

か
か
る
比
較
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
勺
こ
の
こ
と
は
、
対
象
を
認
識
し
て
い
る
と
言
い
得
る
そ
の
根
拠
が
、
認
識
、
あ
る
い
は
も
っ
と

一
般
的
に
言
え
ば
表
象
そ
の
も
の
の
う
ち
に
お
い
て
確
定
志
れ
る
他
は
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
こ
と
は
カ
ン
ト
も
十
分
に
承
知
し

ま
た



（

3
）
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o

M
1
2
U
J
I
 

そ
れ
で
は
、
概
念
だ
け
で
何
か
あ
る
も
の
を
一
つ
の
対
象
と
し
て
認
識
す
る
乙
と
が
で
き
る
と
言
い
得
る
場
合
が
あ
る
と
し
た
ら
、
概

念
の
適
用
が
捨
象
さ
れ
た
そ
の
場
に
お
け
る
私
達
の
表
象
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
描
き
出
さ
れ
る
の
か
。
か
か
る
表
象
は
、
概
念
が

悟
性
の
自
発
性
（

S
0
5
8日
常
伊
丹
）
に
基
づ
く
限
り
、
受
容
性
（

HNON8a己
片
的
伊
丹
）
の
能
力
で
あ
る
感
性
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
表
象
、
即

ち
直
観
（
〉
出
回
口
町
但
ロ
ロ
ロ
伺
）
で
あ
る
と
言
え
る
。

つ
ま
り
私
達
に
与
え
ら
れ
る
最
初
の
も
の
は
、
ま
っ
た
く
受
動
的
（
℃
忠
弘
司
）
に
受
け
容

れ
ら
れ
る
他
は
な
い
経
験
的
直
観
の
「
未
規
定
な
対
象
」
（
骨
ご
旨
宮
由
民

B
Eゅ
の
叩

m
m
E
E
E）
と
し
て
の
現
象
な
の
で
あ
幻
戸
現
象
は

そ
の
質
料
（
冨
釦
件
。
巴
ぬ
）
と
し
て
、

感
覚
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
の
多
様
な
も
の

2
2
冨
B
E
R
m－
己
的
。
）
を
含
む
。

ま
た
そ
の
形
式
は

空
間
、
時
間
で
あ
る
と
言
わ
れ
、

乙
れ
自
体
ま
た
純
粋
直
観
で
あ
る
と
さ
れ
る
が
、
先
験
的
感
性
論
が
明
ら
か
に
す
る
乙
の
空
間
、
時
間

も
、
ァ
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
で
は
あ
っ
て
も
未
だ
多
様
な
も
の
で
し
か
に
ぱ
。
従
っ
て
注
意
す
べ
き
は
、
経
験
的
で
あ
れ
ア
・
プ
リ
オ
リ

で
あ
れ
、

お
よ
そ
直
観
は
多
様
な
表
象
で
あ
り
、
受
容
さ
れ
る
他
は
な
い
現
象
と
し
て
の
対
象
と
は
思
惟
を
欠
い
た
、

つ
ま
り
未
だ
如
何

な
る
概
念
の
適
用
も
受
け
て
い
な
い
未
規
定
な

「
何
か
あ
る
も
の
」

（明言、
mg）
で
し
か
な
い
乙
と
で
あ
る
。
経
験
的
直
観
が
単
に
受
け

容
れ
ら
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
の
な
ら
、
そ
れ
は
受
け
容
れ
る
私
達
の
状
態
（

N
g
gロ
仏
）
の
変
化
と
共
に
変
佑
し
、
他
の
表
象
と
は
無
縁

で

Q
B
s
e孤
立
し
（
2
0ロ
R
C、
ま
っ
た
く
変
転
し
て
止
ま
な
い
「
流
れ
」
（
司

z
g
の
う
ち
に
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
か
る
も
の

は
卦
掛
か
骨
朴
で
は
あ
っ
て
も
、
決
し
て
一
う
か
認
識
で
は
あ
り
得
ず
、
私
達
に
と
っ
て
は
無
（
Z
E
M
Z）
以
外
の
何
も
の
で
も
な
ぱ
P

対
象
を
認
識
し
て
い
る
と
言
い
得
る
根
拠
を
問
う
場
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、

か
か
る
表
象
の
多
様
な
も
の
だ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
状
況
に
あ
っ
て
認
識
は
対
象
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
時
、

「
対
象
」

ま
た
「
対
象
に
関
わ
る
」
と
い
う
こ
と
に
よ

概

念

に

ザコ

L、
て

一
三
七



概

念

に
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て

一
三
八

っ
て
何
が
理
解
注
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
現
象
は
表
象
で
あ
る
限
り
、
伺
か
あ
る
も
の
の
表
象
と
し
て
、
あ
る
対
象
に
対
す
る
関
係

を
指
示
し
て
い
る
。
し
か
し
現
象
と
は
異
な
り
、
現
象
一
般
に
対
応
す
る
と
こ
ろ
の
対
象
は
、
も
は
や
乙
れ
に
つ
い
て
は
－
定
の
直
観
を

持
つ
こ
と
が
で
き
な
い
「
何
か
あ
る
も
の
一
般
、
《
X
》
」
、
即
ち
先
験
的
対
象
（
宕
円

Rm呂田
N
g
e
E
m
Z
の

a
g由

E
E－
）
と
し
て
し

か
考
え
ら
れ
な
川
町
私
達
の
表
象
が
真
な
る
も
の
で
あ
る
た
め
に
は
、
確
か
に
か
か
る
対
象
に
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

一
切
の
表
象
と
は
独
立
の
乙
の
対
象
巻
一
つ
の
対
象
と
し
て
同
定
す
る
（
日
常
巳
は

E
O話回）
ζ

と
は
如
何
な
る
仕
方
に
よ
っ
て

も
不
可
能
で
あ
る
以
お
〉
対
象
に
関
わ
る
と
い
う
乙
と
は
、
そ
れ
と
比
較
さ
れ
一
致
す
る
と
い
う
乙
と
で
は
あ
り
得
な
い
。
一
切
の
認
識

は
そ
の
対
象
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
、
事
実
そ
う
語
る
時
に
理
解
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
こ
の
こ
と
で
は
な
く
、
お
よ
そ
認
識
が

一
つ
の
対
象
に
関
係
す
べ
き
で
あ
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
は
任
意
に
S
o

－－o玄
関
）
規
定
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
乙
の
対
象
に
関
し
て
必
然
的
に

し
か
し
、

相
互
に
一
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

つ
ま
り
必
然
的
統
一
性
（
ロ
♀
4
2ロ
門
出
向
。
開
E
V
O
X）
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
と
と
だ
け
で

あ
る
。
そ
れ
故
ま
た
対
象
に
関
し
て
は
、
「
対
象
は
、
私
達
の
認
識
が
無
階
や
た
ら
に
（
ωロ
訟
の
∞

g
g
d『
O
E）
、
即
ち
任
意
に
規
定
さ
れ

る
と
と
に
反
対
す
る
も
の
、
む
し
ろ
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
あ
る
仕
方
で
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
る
」
と
い
う
乙
と
だ
け

で
あ
る
。
対
象
を
認
識
し
て
い
る
と
言
い
得
る
根
拠
が
、

あ
く
ま
で
も
認
識
あ
る
い
は
表
象
そ
の
も
の
の
う
ち
に
お
い
て
確
定
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
以
上
、
対
象
へ
の
関
係
即
ち
客
観
的
実
在
性
は
、
認
識
、
表
象
の
必
然
的
統
一
性
と
し
て
し
か
理
解
で
き
な
い
。
従
っ
て
先

験
的
対
象
に
言
及
す
る
乙
と
は
、
私
達
の
認
識
あ
る
い
は
表
象
が
対
象
に
関
係
す
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
あ
る
特

徴
を
表
現
す
る
一
般
的
な
仕
方
で
あ
り
、
先
験
的
対
象
の
概
念
が
関
係
す
る
の
は
、
「
認
識
に
含
ま
れ
て
い
る
多
様
な
も
の
に
お
い
て
1
l
l

こ
の
多
様
な
も
の
が
対
象
に
関
係
す
る
限
り
｜
｜
見
出
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
統
一
性
だ
け
で
あ
る
。
」

そ
こ
で
与
え
ら
れ
た
直



観
の
多
様
な
も
の
に
お
い
て
必
然
的
統
一
性
を
主
ぜ
し
め
た
時
、
私
達
は
「
対
象
を
認
識
す
る
」
と
言
う
乙
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
に
お
い
て
概
念
が
登
場
し
て
来
る
の
は
正
に
か
か
る
考
察
の
脈
絡
に
お
い
て
で
あ
る
。
私
達
は
認
識
が
対
象
に
関
わ
る
た
め
に

持
た
ね
ば
な
ら
な
い
必
然
的
統
一
性
を
可
能
に
す
る
規
則
ま
た
原
理
（
P
E
N
S）
を
ど
こ
に
求
め
た
ら
よ
い
の
か
。
既
に
述
べ
た
如
く
先

験
的
対
象
は
無
で
あ
り
、

こ
れ
に
つ
い
て
は
「
何
か
あ
る
も
の
」
と
い
う
未
規
定
な
思
考
し
か
な
い
限
り
、

そ
れ
を
対
象
か
ら
取
り
出
す
こ

概
念
を
必
要
と
す
る
、

と
は
で
き
な
い
。
す
る
と
私
達
の
手
も
と
に
あ
っ
て
か
か
る
統
一
性
を
生
ぜ
し
め
得
る
の
は
た
だ
概
念
だ
け
で
あ
る
。
「
お
よ
そ
認
識
は

と
に
か
く
概
念
を
必
要
と
す
る
。
」
何
故
な
ら
、

た
と
え
そ
の
概
念
が
如
何
に
不
完
全
で
陵
昧
で
あ
ろ
う
と
も
、

「
概
念
は
、

そ
の
形
式
に
関
し
て
は
常
に
何
か
一
般
的
な
も
の
（
2
4『
B

E
－mmgaBm）
で
あ
り
」
、
私
達
の
認
識
に
対
し
て
「
規
則
と

し
て
役
立
つ
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
経
験
的
概
念
も
概
念
で
あ
る
限
り
、
あ
る
条
件
の
も
と
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
乙
の
概

念
に
つ
い
て
も
言
え
る
。
例
え
ば
、
何
か
あ
る
も
の
を
「
赤
い
も
の
」
と
し
て
認
識
す
る
場
合
、

こ
の
よ
う
に
認
識
さ
れ
る
に
先
立
っ
て

与
え
ら
れ
る
直
接
所
与
は
、

単
に
主
観
の
状
態
の
変
容
と
し
て
常
に
う
つ
り
変
る
乙
と
を
止
め
な
い
何
か
あ
る
も
の
で
し
か
な
く
、

乙

れ
は
決
し
て
認
識
と
言
え
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
乙
に
は
対
象
の
概
念
を
な
す
と
乙
ろ
の
統
一
性
が
欠
け
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

ζ

の
未

規
定
な
何
か
あ
る
も
の
が
一
つ
の
対
象
と
し
て
意
識
さ
れ
、

認
識
さ
れ
る
こ
と
は
、

「
赤
」
の
概
念
を
適
用
し
、

そ
れ
を
「
赤
い
も
の
」

「
物
体
の
概
念
は
、
そ
の
概
念
に
よ
っ
て
思
惟
さ
れ
る
多
様
な
も
の

を
統
一
す
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
外
的
現
象
に
対
す
る
私
達
の
認
識
に
と
っ
て
規
則
と
し
て
役
立
つ
。
」

と
し
て
規
定
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
。

ま
た
、

つ
ま
り
そ
れ
は
、

私
達
の

そ
と
に
あ
る
何
か
あ
る
も
の
に
関
し
て
、
延
長
、
形
態
等
の
表
象
を
必
然
的
な
ら
し
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
何
か
あ
る
も
の
を
物
体

と
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

一
般
的
に
言
え
ば
、
経
験
的
概
念
に
つ
い
て
も
、
未
規
定
で
多
様
な
伺
か
あ
る
も
の
に
統
一
性

概

念

に

っ

し、

て

一
三
九



概
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に

’コ

L、

て

一四
O

を
生
ぜ
し
め
る
規
別
で
あ
り
、

そ
れ
を
一
つ
の
対
象
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
言
え
る
場
が
あ
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、

乙
の
乙
と
を
主
張
し
得
る
た
め
に
は
一
つ
の
条
件
が
あ
る
。
私
達
が
対
象
を
認
識
し
て
い
る
と
言
い
得
る
の
は
、
直
観
の
多

様
な
表
象
に
お
い
て
必
然
的
統
一
性
が
生
ぜ
じ
め
ら
れ
た
時
で
あ
っ
た
。

す
る
と
内
感

G
E
R
R
臼
E
）
の
規
定
、

即
ち
主
観
の
状
態

の
種
々
の
規
定
に
基
づ
き
、
表
象
の
連
想
（
k
r
g
o
N
E氏
。
ロ
）
に
よ
っ
で
現
象
に
関
係
す
る
と
こ
ろ
の
主
観
的
統
一
に
よ
っ
て
は
、
私
達
は

対
象
を
認
識
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
か
か
る
統
一
に
よ
っ
て
は
多
様
な
も
の
を
同
時
的
〔
自
同
町
豆
島
）
も
し
く
は
継
起
的

に
（
ロ
mwnvaロ
g－
e円
）
在
在
す
る
も
の
と
し
て
経
験
的
に
意
識
し
得
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
都
度
の
事
情
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
ま
っ
た
く

偶
然
的
（
N

丘
町
ロ
ロ
巴
だ
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
経
験
的
概
念
に
よ
っ
て
何
か
あ
る
も
の
を
一
つ
の
対
象
と
し
て
認
識
す
る
と
言
う
時
、

乙
の
概
念
の
も
と
に
考
え
ら
れ
る
諸
表
象
は
、
必
然
的
統
一
を
生
ぜ
し
め
得
る
と
乙
ろ
の
、

つ
ま
り
認
識
と
な
り
得
る
限
り
の
あ
ら
ゆ
る

表
象
を
規
定
す
る
原
理
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
か
る
必
然
的
統
一
の
原
理
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
悟
性
概

念
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
何
か
あ
る
も
の
を
「
物
体
」
の
概
念
に
従
っ
て
物
体
と
し
て
認
識
す
る
、
あ
る
い
は
「
物
体
で
あ
る

0
2）」

と
言
い
得
る
に
は
、
「
物
体
」
の
概
念
の
も
と
に
考
え
ら
れ
る
諸
表
象
が
常
に
同
時
的
に
存
在
す
る
も
の
と
し
て
、
実
体
の
純
粋
悟
性
概

【

mv

念
に
従
っ
て
必
然
的
に
統
一
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
に
。
「
で
あ
る
」
と
い
う
繋
辞
（
〈
叩
吾
位
E
2
4急
三
n
v
g）
は
、
経
験
的

概
念
の
も
と
に
考
え
ら
れ
る
多
様
な
表
象
が
必
然
的
統
一
の
原
理
に
従
っ
て
統
一
き
れ
て
い
る
こ
と
を
表
示
し
て
お
り
（

Z
N白
山
口
百
四

5
v

対
象
の
自
己
同
一
性

3
0
－Z片

山
内
田

g同
店
伊
丹
）
は
か
か
る
原
理
に
よ
っ
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。
以
上
の
如
く
、
経
験
的
概
念
に
よ
っ
て

何
か
あ
る
も
の
を
一
つ
の
対
象
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
言
い
得
る
根
底
に
は
、
必
然
的
統
一
の
原
理
と
し
て
の
純
粋
悟
性
概

【

nv

念
が
先
験
的
条
件
（
件

B
E
N
g
a
g
g
z
∞
注
目
ロ

m
Eぬ
）
と
し
て
存
す
る
の
で
あ
る
。



先
験
的
対
象
の
概
念
が
、
認
識
に
含
ま
れ
て
い
る
多
様
な
も
の
に
お
い
て
｜
｜
乙
の
多
様
な
も
の
が
対
象
に
関
係
す
る
限
り
｜
｜
見
出

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
乙
ろ
の
統
一
性
だ
け
に
関
係
す
る
も
の
で
あ
り
、
か
か
る
統
一
性
を
可
能
に
す
る
の
が
純
粋
悟
性
概
念
で
あ

る
な
ら
ば
、
純
粋
悟
性
概
念
は
先
験
的
対
象
の
概
念
そ
の
も
の
を
な
す
と
言
え
泌
r
す
る
と
私
は
乙
乙
に
、
「
乙
の
先
験
的
対
象
（
乙
れ
は

実
際
に
私
達
の
一
切
の
認
識
に
お
い
て
、
常
に
同
一
の
《
X
》
で
あ
る
）
の
純
粋
概
念
が
、
私
達
の
す
べ
て
の
経
験
的
概
念
一
般
に
対
象
に

対
す
る
関
係
、
即
ち
客
観
的
実
在
性
を
与
え
得
る
も
の
で
あ

M
r」
ま
た
「
私
達
の
経
験
的
認
識
の
先
験
的
対
象
に
対
す
る
闘
係
、
即
ち
客

観
的
実
在
性
は
、
次
の
よ
う
な
先
験
的
法
則
、
即
ち
す
べ
て
の
現
象
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
私
遥
に
対
象
が
与
え
ら
れ
る
限
り
、
経
験
的
直

観
に
お
け
る
現
象
の
関
係
を
そ
れ
の
み
が
可
能
な
ら
し
め
る
規
別
で
あ
る
、
現
象
の
綜
合
統
一
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
規
則
に
従
わ
な
け
れ

（お
v

と
い
う
法
則
に
基
づ
く
こ
と
に
な
る
。
」
と
い
う
カ
ン
ト
の
言
明
を
明
ら
か
に
で
き
た
よ
う
に
思
う
。

ば
な
ら
な
い
（
中
略
）
、

概
念
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
以
上
の
よ
う
な
考
察
を
ふ
り
返
る
時
、
私
は
一
つ
の
重
要
な
乙
と
に
気
づ
く
。
そ
れ
は
、

お
よ
そ
概
念
の
対

象
へ
の
関
係
、
即
ち
客
観
的
実
在
性
の
問
題
が
、
先
ず
も
っ
て
は
対
象
の
自
己
同
一
性
の
確
定
の
場
に
お
い
て
考
察
さ
れ
て
い
る
乙
と
で

あ
る
対
象
に
つ
い
て
の

あ
る
。
こ
の
こ
と
の
重
要
性
は
、
次
の
事
情
か
ら
理
解
で
き
る
。
私
達
が
普
通
、
経
験
的
認
識
と
よ
ぶ
も
の
は
、

観
察
的
経
験
で
あ
り
、

乙
れ
は
綜
合
的
判
断
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
。
し
か
し
か
か
る
判
断
を
下
し
、
ま
た
そ
の
真
偽
を
判
定
し
得
る
た

め
に
は
、
如
何
な
る
も
の
が
乙
の
判
断
の
主
語
の
も
と
に
捉
え
ら
れ
る
の
か
が
解
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
換
言
す
る
と
、
主
語
が
指

示
す
る
と
こ
ろ
の
対
象
の
自
己
同
一
性
が
確
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
経
験
的
対
象
を
指
示
す
る
言
葉
の
概
念
は
、

乙
の
言
葉
の
対
象
に
対
す
る
適
用
の
一
般
的
規
則
で
あ
り
、
ま
た
こ
の
規
則
は
分
析
的
判
断
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
言
葉
が
指
示
す
る
対

象
に
つ
い
て
の
経
験
へ
と
出
て
行
く
（
N

再
開
『
な
宵

E
m
山
内
各
自
）
前
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
定
ま
っ
て
い
る
。
か
か
る
経
験
的
概
念
、
ま

概

念

に

マコ

L、

て

四



一
回
二

た
こ
の
概
念
の
対
象
に
対
す
る
適
用
の
先
験
的
条
件
で
あ
る
純
粋
悟
性
概
念
が
、
何
か
あ
る
も
の
を
一
つ
の
対
象
と
し
て
認
識
す
る
乙
と

概

念

』1'..

つ

L、
て

を
可
能
に
し
、
対
象
の
自
己
同
一
性
を
確
定
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
す
る
と
こ
の
対
象
の
自
己
同
一
性
を
確
定
す
る
経
験
（
あ
る
い
は

対
象
の
自
己
同
一
性
の
認
識
）
は
、
観
察
的
経
験
に
先
立
ち
、
乙
れ
を
可
能
に
す
る
よ
り
基
礎
的
な
経
験
（
あ
る
い
は
経
験
的
認
識
）
で

あ
る
と
言
え
〔
ヤ
経
験
的
概
念
の
客
観
的
実
在
性
は
、
乙
の
基
礎
的
経
験
を
可
能
に
す
る
と
乙
ろ
に
存
す
る
。
事
実
カ
ン
ト
は
、
概
念
の

使
用
可
能
性

asznzg『

wac、
ま
た
は
一
般
的
適
用
可
能
性
の
根
拠
を
、
概
念
が
そ
の
も
と
に
（
ロ
E
0
6
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
対
象

に
関
し
て
、
こ
れ
ら
の
も
の
の
認
識
根
拠
（
開
吋

E
S
E－
田
恒
音
色
）
で
あ
る
乙
と
に
求
め
て
い
持
。
乙
の
意
味
で
は
経
験
的
概
念
も
何
ら

か
の
E
h
F
℃
江
O
同
日
早
仲
＝
を
持
つ
と
言
え
る
。

し
か
し
、
何
か
あ
る
も
の
を
一
つ
の
対
象
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
乙
と
に
よ

っ
て
概
念
は
対
象
を
規
定
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
経
験
的
概
念
一
般
が
客
観
的
実
在
性
を
持
つ
た
め
に
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
対
象

（

m
a
v
 

に
つ
い
て
、
そ
れ
の
「
何
で
あ
る
か
」
即
ち
形
式
を
表
現
す
る
（

gaBowg）
乙
と
に
よ
っ
て
、
か
か
る
概
念
の
対
象
に
対
す
る
関
係

〈

mv

を
可
能
に
し
、
「
現
象
に
対
し
て
対
象
一
般
を
考
え
る
た
め
の
根
本
概
念
（
の

E
P仏
σ伺
肉
ユ
止
命
）
」
で
あ
る
と
こ
ろ
の
純
粋
悟
性
概
念
に
つ

い
て
の
み
十
全
的
な
意
味
で
語
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
純
粋
悟
性
概
念
は
か
か
る
概
念
で
あ
る
乙
と
に
よ
っ
て
対
象
に
必
然
的

に
関
係
し
、

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
客
観
的
妥
当
性
官
耳
目
。
ュ

oσ
］
岳
民
認
の
邑
巴
m
w
o
p）
を
持
ち
得
る
の
で
あ
る
。
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K
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仲
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区
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・
〈
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国
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H
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内
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・4

『∞

（U
）
K

E

g
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〈
包
・
・
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H

8

・
h
F
H
S
H
回
N
A
F
N

（お）
K
F
H
g

（

M
C
K
F
H
c
m
 

（口）国－
P
0・

（路）同・同・
0
・

（m
U
）
切
民
由
同
・
〈
m
F

－
K
F
H
H
N
F

－
K戸
H
N
岡
崎
・
冶
同
O
H
・
・
申
H

∞B
N
O

（
却
）
乙
の
と
と
は
感
覚
的
表
象
に
つ
い
て
色
い
え
る
。
感
覚
的
表
象
は
、
主
観
の
状
態
の
変
容
と
し
て
考
え
ら
れ
る
限
り
、
常
に
う
つ
り
変
る
－
－
も
の
で

あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
感
覚
的
表
象
が
「
赤
い
も
の
」
と
よ
ば
れ
、
他
の
も
の
が
「
青
い
も
の
」
と
よ
ば
れ
る
乙
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
ら
の
表
象

は
常
に
う
つ
り
変
り
な
が
ら
も
あ
る
一
定
の
内
包
量
を
有
す
る
も
の
で
あ
り
、
と
れ
に
従
っ
て
他
の
も
の
か
ら
区
別
さ
れ
る
と
と
が
容
認
さ
れ
て
い

る
。
つ
ま
り
、
何
か
あ
る
も
の
を
「
赤
」
の
概
念
に
よ
っ
て
「
赤
い
も
の
」
と
し
て
規
定
し
認
識
す
る
と
と
は
、
そ
の
何
か
あ
る
も
の
が
一
定
の
内

包
量
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
と
と
に
よ
っ
て
可
能
な
の
で
あ
る
。
〈
何
回
二
〉
扇
町
民
－

H
回一
N

S

R
・
ま
た
数
学
的
概
念
に
つ
い
て
は
、
〈
m

F
・
h
v
］F
D自
U

M
M
H
o
－－－叩
N
O

（担）切］区一民・

（
匁
）
〉
呂
田

（
お
）
先
験
的
対
象
が
一
切
の
認
識
と
は
異
な
り
、
乙
れ
に
対
応
す
る
未
規
定
な
何
か
あ
る
色
の
で
し
か
な
い
限
り
、

ζ

の
対
象
が
従
っ
て
い
る
原
理
そ

〈包－－
K
V
H
D
O

概

念

に

つ

い

て

一
回
三



概

念

に

ずコ

L、
て

一
四
四

の
も
の
を
直
接
的
に
認
識
す
る
ζ

と
は
で
き
な
い
こ
三
九
貞
参
照
）
。
す
る
と
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
多
様
な
表
象
に
必
然
的
統
一
を
生
ぜ
し

め
、
そ
れ
を
－
つ
の
認
識
た
ら
し
め
る
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
原
理
（
即
ち
純
粋
悟
性
概
念
）
を
取
り
出
す
（

Z
E各
自

g）
こ
と
に
よ
っ
て
、
先
験

的
対
象
の
原
理
を
表
現
す
る
（

S
E
E
n
w
g）
こ
と
だ
け
で
あ
る
（
ぐ
m了
〉
呂
町
）
。
カ
ン
ト
は
言
う
、
「
私
達
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
、
即
ち
与

え
ら
れ
た
対
象
に
先
立
っ
て
、
こ
れ
ら
の
対
象
に
関
す
る
経
験
が
そ
れ
の
も
と
に
お
い
て
の
み
可
能
と
な
る
と
と
ろ
の
条
件
を
認
識
す
る
乙
と
は
で

き
る
が
、
し
か
し
対
象
が
可
能
的
経
験
と
は
無
関
係
に
そ
れ
自
身
如
何
な
る
法
則
に
従
っ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
、
と
い
う
乙
と
は
決
し
て
認
識
で

き
な
い
が
故
に
、
私
達
が
物
の
性
質
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
知
る
乙
と
が
で
き
る
の
は
、
経
験
と
し
て
の
か
か
る
認
識
が
単
な
る
形
式
に
関
し
て
、
そ

れ
の
も
と
に
お
い
て
の
み
可
能
と
な
る
と
乙
ろ
の
条
件
お
よ
び
普
遍
的
（
主
観
的
で
は
あ
る
が
）
法
則
を
採
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
経
験
の
対
象
と
し

て
の
物
の
可
能
性
を
規
定
す
る
よ
り
他
は
な
い
。
」
百

B
了

明
H

叶
）
。
ま
た
自
然
と
は
普
通
的
法
則
に
従
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
限
り
で
の
物
の
脊

在
で
あ
る
が
公
E
a－
－
由
民
）
、
か
か
る
「
自
然
結
合
の
法
則
は
、
私
遥
の
内
な
る
表
象
結
合
の
法
則
か
ら
、
即
ち
経
験
の
可
能
性
を
な
す
と
乙
ろ

の
、
一
つ
の
意
識
に
お
け
る
必
然
的
統
一
の
条
件
か
ら
取
り
出
す

2
2
5
F
B
S）
よ
り
他
は
な
い
。
」
（
5Fa－－由
ω
∞）。

私
は
、
す
べ
て
の
綜
合
的
判
断
の
最
高
原
則
と
さ
れ
る
、
「
経
験
一
般
を
可
能
な
ら
し
め
る
条
件
は
、
同
時
に
ま
た
経
験
の
対
象
を
可
能
な
ら
し

め
る
条
件
で
あ
る
。
」
（
K
F
H
m
∞
H
回
H

S

－
〈
肉
？
”
〉
口
同
）
と
い
う
命
題
も
、
カ
ン
ト
の
考
察
の
か
か
る
脈
絡
に
お
い
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
考

え
る
。
〈
mF
・
MM『
O
「
・
明
H
∞l
H由

（川品）
K
F
H
S

（お）

k
r
H
O
R

（
お
）
切
H
N
－
〈
mr
・】
V

円。－－－

m
N

（
幻
）
経
験
的
概
念
の
定
義
が
困
難
で
あ
る
乙
と
、
ま
た
分
析
性
（
自
由
】
可

a
a
q）
、
同
義
性
宏
司
ロ
o
E
B
X
M『
）
の
概
念
あ
る
い
は
そ
の
基
準
（
ロ
ュ
ー

件。江
O
口
）
が
不
明
で
あ
る
と
ζ

ろ
か
ら
、
言
葉
の
使
用
規
則
の
確
定
が
不
可
能
で
あ
る
ζ

と
を
根
拠
に
、
分
析
的
判
断
と
綜
合
的
判
断
の
厳
密
な
区

別
を
無
効
と
す
る
議
論
が
あ
る
。
し
か
し
、
あ
る
経
験
的
概
念
に
関
す
る
分
析
的
判
断
と
綜
合
的
判
断
の
峻
別
不
可
能
性
は
、
か
か
る
判
断
そ
の
も

の
の
区
別
を
無
効
に
す
る
も
の
で
は
な
い
。
カ
ン
ト
は
経
験
的
概
念
が
定
義
不
可
能
で
あ
る
乙
と
を
認
め
る
。
乙
の
概
念
に
関
す
る
定
義
ら
し
き
も

の
は
、
実
は
言
葉
の
規
定
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
が
変
り
得
る
も
の
で
あ
る
乙
と
、
つ
ま
り
あ
る
判
断
が
分
析
的
と
な
っ
た
り
綜
合
的
と
な
っ
た
り
す
る

と
と
が
あ
る
乙
と
を
認
め
る
（
〈
肉
了
〉
詰
∞
H
凶
呂
田
）
。
し
か
し
、
私
達
の
経
験
が
判
断
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
、
主
語
概
念
に
よ
っ
て
一
つ
の
対
象

と
し
て
同
定
さ
れ
た
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
何
ご
と
か
を
認
識
す
る
と
い
う
形
を
と
る
限
り
、
い
か
に
暖
昧
で
あ
ろ
う
と
も
、
分
析
的
判
断
と
綜
合

的
判
断
と
の
区
別
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
丘
二
宮
・
の
・

4
5
5
H
寸
宮
〉
ロ
丘
三
日
n
g
a
忌叩

ω可ロ
H
F
a
k－
E

C
ロ
S
E
E
o
u
g宕
B



3
2
5巴
n
m
g
a
吾
0
3ロ
o
g
Z司
O同
宮
口
問

E
9
a－
S
F－
E
E
5・
J
E
0
5
5
H即日々

O片岡日ロロ
O
U
H
V
H
8
1由
白
N

・
3
・
Mgu

d
『・

4
・
0
臣
官
。
u

吋
4

『
o
a
o
m
E
g
a
g
S
E
a曲
目
（
司
『

O旨
曲
目
。
色

g－
宮
山
口
同
丘
三
冊
4

3

国
由
吋
司
一
同
昆
ロ
包
括
同
国
広
司

P
・0
8
忌
包
・
署
－

N
O
〉
私
の
理
解
す
る
限
り
で
は
、
黒
田
亘
氏
は
次
の
論
文
に
お
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
知
識
論
の
分
析
を
還
し
て
、
主
語
に
よ
っ
て
指
示
さ

れ
同
定
さ
れ
た
一
つ
の
対
象
に
つ
い
て
、
伺
こ
と
か
を
経
験
し
叙
述
す
る
と
い
う
乙
と
、
そ
れ
故
ま
た
分
析
的
判
断
と
綜
合
的
判
断
の
区
別
は
経
験

的
知
識
の
成
立
の
基
本
的
な
枠
組
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。
黒
田
亘
「
形
相
認
識
と
経
験
」
（
講
座
哲
学
1

「
哲
学
の
基
本

概
念
」
山
本
信
編
東
京
大
学
出
版
会
昌
司
｝

3
・S
1
8

（
咽

g
F
O偏向
W
W
ω
・
田
町

（mm
）
R
E
a
H凶
nwoHM苫
に
つ
い
て
は
註
（
お
）
参
照

（却）

kr
ロド一

〈

mr
－
K
F
呂
田

IV 

カ
ン
ト
は
一
確
か
に
経
験
的
概
念
に
つ
い
て
も
、

あ
る
一
つ
の
条
件
、
即
ち
先
験
的
条
件
の
も
と
に
お
い
て
で
は
あ
っ
て
も
、

何
か
あ

る
も
の
を
一
つ
の
対
象
と
し
て
認
識
し
、

乙
の
対
象
に
つ
い
て
の
経
験
へ
と
出
て
行
く
ζ

と
を
可
能
に
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
概
念
が
対

象
を
規
定
す
る
と
言
え
る
場
が
あ
る
乙
と
を
認
め
て
い
る
。

Nomo白
書
邑
g
）
と
言
っ
て
い
る
乙
と
も
事
実
で
ふ
川
針
。
す
る
と
残
怠
れ
て
い
る
い
ま
一
つ
の
問
題
、
即
ち
経
験
的
概
念
は
そ
も
そ
も
如

し
か
し
、

か
か
る
経
験
的
概
念
は
経
験
か
ら
「
引
き
出
さ
れ
る
」
（
釦
σm0
・

何
に
し
て
生
ず
る
の
か
、
ま
た
乙
の
概
念
が
引
き
出
さ
れ
て
来
る
と
こ
ろ
の
経
験
と
は
如
何
な
る
も
の
か
、
と
い
う
乙
と
が
考
察
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
な
わ
。
悟
性
の
三
つ
の
論
理
的
作
用
に
よ
っ
て
、
言
語
的
に
無
規
定
な
経
験
的
直
接
所
与
か
ら
概
念
の
形
成
を
説
明
し
よ
う

と
す
る
立
場
が
成
立
し
得
な
い
乙
と
は
先
に
示
し
た
。
私
は
、

乙
の
立
場
の
誤
ま
り
を
指
摘
す
る
乙
と
に
よ
っ
て
、
ま
た
前
章
で
の
考
察

を
基
に
し
て
、

乙
の
問
題
の
解
決
に
対
す
る
何
ら
か
の
方
途
を
示
し
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

概

念
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念

に
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概
念
の
形
成
の
際
、
少
な
く
と
も
当
の
概
念
を
適
用
す
る
こ
と
な
く
、
概
念
形
成
の
基
盤
と
な
る
所
与
を
蒐
集
し
、
そ
乙
に
お
い
て
共

通
で
同
一
の
特
徴
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
乙
と
は
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、

一
切
の
概
念
が
適
用
さ
れ
て
い
な
い
、

つ
ま
り

ま
っ
た
く
言
語
的
に
無
規
定
な
所
与
に
お
い
て
は
、

こ
の
こ
と
が
な
し
得
な
い
乙
と
も
確
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

何
故
な
ら
、

「
同
こ
、

「
相
異
」

と
い
う
乙
と
が
知
何
な
る
場
合
に
語
ら
れ
得
る
か
と
い
う
乙
と
を
考
え
て
み
る
な
ら
ば
、
次
の
乙
と
が
明
ら
か
に
な

る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
私
達
に
何
ら
か
の
も
の
が
与
え
ら
れ
て
、

乙
れ
ら
が
同
一
で
あ
る
か
否
か
と
い
う
こ
と
が
端
的
に
、
何
の
場

面
の
限
定
も
な
し
に
問
わ
れ
で
も
何
も
答
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
換
言
す
る
と
、
「
同
一
」
と
か
「
相
異
」
と
い
う
乙
と
は
、

あ
る
一
定

の
場
面
の
限
定
の
も
と
に
お
い
て
の
み
語
り
得
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
乙
と
で
あ
る
。
概
念
形
成
に
関
す
る
先
の
立
場
の
誤
ま
り
は
、

こ
の
こ
と
を
見
失
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
経
験
的
概
念
の
形
成
の
際
そ
の
基
盤
と
な
る
所
与
に
お
い

て
共
通
で
同
一
の
特
徴
を
反
省
す
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
に
、

こ
の
同
一
の
特
徴
に
関
す
る
聞
の
場
面
を
限
定
す
る
概
念
は
何
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
は
、
形
成
さ
れ
る
概
念
を
種
概
念
と
す
る
よ
り
一
般
的
な
類
概
念
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
れ
故
ま
た
、
そ
れ
ら
の
所
与
に
お
い

て
反
省
さ
れ
る
同
一
の
特
徴
と
い
う
の
も
、

表
一
慌
に
関
す
る
同
一
の
特
徴
な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
あ
る
所
与
が
、
幾
つ
か
の
共
通
で
同
一
の
特
徴
を
持
つ
乙
と
に
よ
っ
て
「
柳
」
と
よ

こ
の
一
般
的
な
概
念
に
関
す
る
、

換
言
す
る
と
、

こ
の
概
念
の
う
ち
に
考
え
ら
れ
て
い
る

ば
れ
る
に
至
る
な
ら
ば
、

そ
れ
ら
の
所
与
は
「
木
」
に
関
す
る
同
一
の
特
徴
、

つ
ま
り
同
じ
形
の
葉
、
同
じ
大
き
さ
の
幹
等
を
持
っ
て
い

た
の
で
あ
る
l

同
一
の
特
徴
に
関
す
る
聞
の
場
面
を
限
定
す
る
概
念
が
か
か
る
も
の
で
あ
る
限
り
、
あ
る
概
念
に
関
す
る
種
概
念
が
形
成

さ
れ
る
基
盤
と
な
る
所
与
を
蒐
集
す
る
た
め
の
必
要
条
件
は
、
そ
れ
ら
の
所
与
が
、
乙
の
類
概
念
の
う
ち
に
考
え
ら
れ
て
い
る
表
徴
を
持

ち
、
そ
れ
を
さ
ら
に
限
定
あ
る
い
は
規
定
し
得
る
も
の
、
従
っ
て
ま
た
、
他
の
所
与
と
比
較
さ
れ
た
場
合
に
こ
の
表
徴
に
関
す
る
特
徴
の



同
異
を
聞
い
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
す
る
と
乙
乙
で
、
同
じ
類
概
念
に
属
す
る
限
り
、

あ
る
種
概
念
が
形
成
さ
れ
る
基
盤
と
な

る
所
与
も
他
の
種
概
念
の
そ
れ
も
、
先
ず
も
っ
て
は
同
じ
く
、

乙
の
類
概
念
の
う
ち
に
考
え
ら
れ
て
い
る
表
徴
を
持
ち
、
そ
れ
を
さ
ら
に

規
定
し
得
る
も
の
と
い
う
身
分
し
か
持
た
な
い
と
と
に
注
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
に
円
。
そ
れ
で
も
な
お
、
あ
る
概
念
が
形
成
さ
れ
る
基

乙
の
場
合
私
達
に
は
、
形
成
さ
れ

盤
と
な
る
所
与
を
蒐
集
す
る
た
め
の
必
要
条
件
と
し
て
は
、

乙
れ
で
十
分
な
の
で
あ
る
。
何
故
な
ら
、

る
当
の
概
念
を
適
用
す
る
乙
と
な
く
、

そ
の
概
念
が
形
成
さ
れ
る
基
盤
と
な
る
所
与
を
蒐
集
す
る
こ
と
が
で
き
、

し
か
も
そ
ζ

に
お
い
て

共
通
で
同
一
の
特
徴
は
何
か
と
い
う
乙
と
を
聞
い
得
る
地
平
が
聞
け
て
来
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
私
達
に
と
っ
て
問
題
な
の
は
、

た
だ
そ
れ
ら
の
所
与
が
有
す
る
、

そ
の
類
概
念
の
う
ち
に
考
え
ら
れ
て
い
る
表
徴
に
関
す
る
特
徴
の
同
異
だ
け
で
あ
り
、
私
達
は
こ
れ
を

そ
れ
ら
の
所
与
を
各
々
の
種
概
念
が
形
成
さ
れ
る
基
盤
と
な
る
一
定
の
ク
ラ
ス
の
も
の
に
区
分
す
る
乙
と
が

観
察
す
β
乙
と
に
よ
っ
て
、

で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
、
概
念
が
形
成
さ
れ
得
る
可
能
性
は
、
あ
る
類
概
念
が
、
換
言
す
る
と
、

こ
の
概
念
の
う
ち
に
考
え
ら
れ

て
い
る
表
徴
が
、

そ
れ
自
身
に
お
い
て
未
規
定
な
も
の
を
残
し
て
い
る
と
い
う
そ
の
こ
と
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
だ
乙
の
際
、
同
異
の
識
別
が
問
題
に
な
る
そ
の
特
徴
は
、
類
概
念
の
う
ち
に
考
え
ら
れ
て
い
る
表
徴
の
何
に
つ
い
て
か
と
い
う
こ
と

は
、
数
に
お
い
て
も
種
類
に
お
い
て
も
（
例
え
ば
量
的
規
定
、
質
的
規
定
、
時
間
的
空
間
的
規
定
、
等
々
）
、

各
々
の
場
合
に
お
い
て
異

な
り
得
る
も
の
で
あ
る
。
そ
乙
で
私
は
、
識
別
す
べ
き
特
徴
が
も
っ
と
も
単
純
な
場
合
、

成
さ
れ
る
場
に
考
察
を
限
定
し
、
経
験
的
概
念
が
如
伺
に
し
て
形
成
主
れ
、
生
ず
る
か
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
と
思
う
。

つ
ま
り
「
色
」
の
概
念
に
関
す
る
種
概
念
が
形

「
色
」
の
概
念
に
関
す
る
種
概
念
が
形
成
さ
れ
る
基
盤
を
な
す
所
与
は
何
か
。

そ
れ
は
、

「
色
」
の
概
念
の
う
ち
に
考
え
ら
れ
て
い
る

表
徴
を
持
ち
、

そ
れ
を
規
定
し
得
る
も
の
、

つ
ま
り
端
的
に
言
え
ば
、

同
語
反
覆
的
に
な
る
が
、

「
色
を
も
つ
も
の
」
あ
る
い
は
「
色
あ

概

念
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概
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る
も
の
」
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
こ
れ
は
、
如
何
な
る
表
徴
に
関
し
て
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
如
何
な
る
特
徴
の
同
異
に
従

っ
て
他
の
も
の
か
ら
識
別
さ
れ
得
る
の
か
。
カ
ン
ト
は
そ
れ
を
明
確
に
述
べ
る
、
｜
｜

「
す
べ
て
の
現
象
に
お
い
て
、
感
覚
の
対
象
で
あ
る
と
こ
ろ
の
実
在
的
な
も
の

2
2
m
g
Z）
は
内
包
量
、
即
ち
度
（
骨
円
。

E
門戸）を

有
す
る
。
」

従
っ
て
、
伺
か
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、

そ
れ
が
如
何
な
る
内
包
量
、

つ
ま
り
今
の
場
合
に
は
如
何
な
る
明
度
、
彩
度
を
持
っ
か
を
聞
い
、

規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
ま
た
他
の
も
の
と
比
較
さ
れ
た
場
合
に
、

乙
れ
の
同
異
を
問
う
乙
と
が
で
き
る
限
り
、

そ
れ
は
「
色
あ
る
も

の
」
な
の
で
あ
り
、
「
色
あ
る
も
の
」
と
は
、

こ
れ
以
上
の
乙
と
も
以
下
の
乙
と
も
意
味
し
て
は
い
な
い
。
そ
し
て
、
「
色
あ
る
も
の
」
と

言
わ
れ
る
限
り
に
お
い
て
、

そ
れ
は
こ
の
内
包
量
と
い
う
表
徴
に
関
し
て
未
規
定
で
あ
り
、

そ
れ
故
ま
た
、

「
色
」
の
概
念
も
乙
れ
に
関

し
て
は
未
規
定
な
の
で
あ
る
。

(1) 

私
達
は
先
ず
「
色
あ
る
も
の
L

と
よ
ば
れ
る
も
の
を
内
包
量
に
関
し
て
比
較
し
、

あ
る
も
の
は
相
互
に
異
な
り
、
あ
る
も
の
は
類

似
し
、
一
ま
た
同
一
で
あ
る
乙
と
を
観
察
す
る
。

(2) 

そ
れ
ら
の
一
う
ち
で
同
一
の
も
の
、
あ
る
い
は
類
似
の
も
の
を
、
他
の
も
の
と
は
異
な
る
も
の
と
し
て
一
定
の
ク
ラ
ス
に
区
分
す
る
。

し
か
し

ωの
と
と
を
な
す
時
に
は
、
同
時
に
ま
た
、

一
定
の
ク
ラ
ス
に
属
す
る
も
の
は
単
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、

(3) 
内
包
量
に
関
し
て
そ
れ
ら
が
有
す
る
特
徴
の
相
異
は
抽
象
さ
れ
、
あ
る
一
定
の
内
包
量
を
有
す
る
同
一
の
も
の
と
し
て
見
倣
さ
れ
て
い
る

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、

一
般
に
量
が
連
続
性
（
問
。

E
E巳
S
C
を
な
し
、
感
覚
に
対
応
す
る
実
在
的
な
も
の
が
連
続
的

な
量

S
E
E－g
n
o昇
宮

E
）
を
有
す
る
限
り
、
各
々
の
も
の
は
隣
接
す
る
も
の
と
類
似
し
、
類
似
す
る
と
い
う
こ
と
に
留
ま
る
限
り
、



定
の
ク
ラ
ス
の
も
の
へ
の
区
分
は
不
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。

か
く
し
て
区
分
さ
れ
た
各
々
の
ク
ラ
ス
の
も
の
が
「
赤
」
と
か
「
青
」
と
名
づ
け
ら
れ
、
各
々
の
ク
ラ
ス
の
も
の
を
他
の
ク
ラ
ス
の
も
の

か
ら
区
別
し
た
と
乙
ろ
の
そ
の
特
徴
の
相
異
が
、
そ
の
言
葉
の
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
概
念
は
こ
の
よ
う
に
し
て
一
定
の
ク

ラ
ス
に
属
す
る
対
象
に
対
す
る
一
般
的
適
用
可
能
性
を
持
つ
に
至
る
の
で
あ
る
。

一
般
的
に
量
が
連
続
的
で
あ
る
乙
と
は
、
確
か
に
あ
る

特
定
の
「
色
あ
る
も
の
」
が
い
ず
れ
の
種
概
念
の
も
と
に
属
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
の
判
定
が
困
難
で
あ
る
事
態
を
生
ぜ
し
め
る
。
し
か

し
そ
の
こ
と
は
ま
た
、

「
色
」
と
い
う
概
念
の
種
化
（

ω宮
N
E
E
2
E
m）
が
私
達
の
関
心
の
相
異
に
従
っ
て
多
様
で
あ
り
得
る
こ
と
、

換
言
す
る
と
、
「
使
用
と
の
関
係
で
た
だ
比
較
的
に
（

g
B宮
店
巳
『
）
の
み
最
低
次
の
概
念
（

ao
旦
包
巴
官
芯
回
目
m
E民
O
）
は
存
在
す
る

の
で
あ
り
、

乙
れ
よ
り
深
く
は
た
ち
入
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
一
致
す
る
限
り
で
、

【

7
V

つ
で
か
か
る
意
義
を
持
つ
に
至
っ
た
の
で
あ
る
。
」
と
一
一
一
一
ロ
う
乙
と
を
可
能
に
す
る
も
の
で
も
あ
る
。

乙
の
概
念
は
、

い
わ
ば
約
束
（

n
o
P
2
E芯
回
）
に
よ

非
常
に
粗
雑
で
不
十
分
で
は
あ
る
が
、
以
上
の
分
析
か
ら
私
が
確
認
し
た
い
こ
と
は
、
た
だ
次
の
乙
と
だ
け
で
あ
る
。
経
験
的
概
念
が

経
験
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
、

あ
る
い
は
経
験
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
の
字
義
か
ら
言
つ
で
も
あ
る
意
味
で
自
明
の
乙

と
で
あ
る
。

し
か
し
、
私
達
は
「
経
験
か
ら
」
と
い
う
ζ

と
を
、

「
言
語
的
に
無
規
定
な
直
接
所
与
か
ら
」
と
い
う
よ
う
に
は
考
え
る
と

と
が
で
き
な
い
。
概
念
の
形
成
は
、

乙
れ
の
基
盤
と
な
る
所
与
の
有
す
る
特
徴
の
同
異
の
識
別
を
不
可
欠
の
も
の
と
す
る
が
、
同
異
に
関

す
る
聞
が
あ
る
一
定
の
場
面
の
限
定
を
必
要
と
す
る
以
上
、

乙
の
識
別
を
行
な
う
比
較
、
反
省
、
抽
象
と
い
う
倍
性
の
論
理
的
作
用
は
、

か
か
る
条
件
の
も
と
で
は
は
た
ら
く
こ
と
が
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。

す
る
と
、

「
経
験
か
ら
」
引
き
出
さ
れ
る
、

「
経
験
に
よ
っ
て
」

形
成
さ
れ
る
と
言
わ
れ
る
場
合
、

乙
の
経
験
に
は
、
形
成
さ
れ
る
概
念
を
種
概
念
と
す
る
よ
り
一
般
的
な
類
概
念
と
、

乙
の
概
念
に
関
係

概

念

に

ザコ

L、

て

一
四
九



概

念

に

ザコ

い

て

一五
O

す
る
純
粋
悟
性
概
念
が
、
何
ら
か
の
仕
方
で
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
「
類
概
念
は
種
概
念
の
認
識

根
拠
（
町
宮

E
E
m
m
E
E）
で
あ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
種
概
念
を
自
己
の
も
と
に
（

E
S
S含
勺
〕
と
言
え
る
し
、
概
念
の
形
成
過
程

は
、
種
概
念
の
類
化
（
の

S
O
B－山即日巾
E
ロ
m）
と
し
て
で
は
な
く
、
類
概
念
の
種
化
（

ω目
指
江
巳

E
2
2ロ
m）
と
し
て
据
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

以
上
私
は
、
概
念
が
如
何
に
し
て
対
象
に
関
わ
る
か
と
い
う
と
と
に
関
守
る
カ
ン
ト
の
考
え
を
、
対
象
が
概
念
を
可
能
に
す
る
場
合
と
、

慨
念
が
対
象
を
珂
能
に
す
る
場
合
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
来
た
。

し
か
し
、

私
に
は
ま
だ
多
く
の
問
題
が
残
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
一
一
つ
は

A

概
念
と
対
象
と
の
関
係
を
考
察
す
る
場
合
に
、
対
象
の
自
己
同
一
性
の
確
定
と
い
う
こ
と
と
並
行
し
て
登
場
し
、

乙

れ
と
同
時
的
に
、
ま
た
相
互
依
容
的
に
語
ら
れ
る
と
乙
ろ
の
自
我
の
同
一
性
、

つ
ま
り
先
験
的
統
覚
（
色
。
可
創
出
向
店
内
田

g
g
Z
〉
宅
再
E

N
O
宮
山
。
ロ
）
の
問
題
で
あ
る
。
私
は
、
概
念
と
対
象
と
の
関
係
の
仕
方
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
意
図
的
に
と
れ
に
つ
い
て
の
考
察
を
省
略

し
て
来
た
。
ま
た
先
験
的
演
緯
論
の
中
心
的
課
題
は
、
純
粋
悟
性
概
念
が
如
何
に
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
対
象
に
関
わ
る
か
、
換
言
す
る

と

「
実
体
L

、
「
因
果
」
等
の
言
葉
の
概
念
は
、
如
何
に
し
て
か
か
る
言
葉
を
対
象
に
対
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
適
用
可
能
な
ら
し
め
る

よ
う
な
一
般
的
規
別
で
あ
り
得
る
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
「
如
何
に
し
て
」
（
項
目
巾
）
と
い
う
聞
の
あ
と
に
は
、
当
然
の

乙
と
な
が
ら
、
－
か
か
る
一
般
的
規
則
は
「
伺
か
」
（
巧
何
回
）
と
い
う
聞
が
生
ず
る
。
乙
れ
は
「
図
式
論
」
ま
た
「
原
則
の
分
析
論
」
の
課
題

で
あ
る
が
、
と
れ
ら
の
も
の
に
つ
い
て
の
考
察
は
別
の
機
会
に
ゆ
ず
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1 

・－～ ゐ注
切）
ドー‘
N 



（2
）
乙
乙
で
表
徴
（
宮
叩
円
w
g包
）
と
い
う
の
は
、
私
が
概
念
と
は
、
あ
る
言
葉
を
他
の
一
言
葉
か
ら
区
別
す
る
と
乙
ろ
の
、
言
葉
の
使
用
の
た
め
の
表
徴

で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
言
葉
を
対
象
に
対
し
て
適
用
可
能
な
ら
し
め
る
と
こ
ろ
の
表
徴
、
ま
た
一
般
的
規
則
で
あ
る
、
と
い
っ
た
あ
の
表
徴
を
意
味

し
て
い
る
こ
二
四

l
五
頁
参
照
）
。

（3
）
同
一
の
特
徴
に
関
す
る
問
の
場
面
を
限
定
し
て
い
る
類
概
念
と
同
じ
概
念
が
、
異
な
る
特
徴
に
関
す
る
聞
の
場
面
を
も
限
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
さ
も
な
い
と
、
概
念
が
形
成
さ
れ
る
基
盤
と
な
る
所
与
の
自
己
同
一
性
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
、
概
念
形
成
の
基
盤
と
な
る

所
与
に
お
い
て
同
一
の
特
徴
を
反
省
し
、
異
な
る
特
徴
を
抽
象
す
る
と
い
う
乙
と
が
語
ら
れ
る
そ
の
仕
方
は
、
概
念
形
成
に
関
す
る
先
の
立
場
と
は

非
常
に
違
っ
た
も
の
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
す
ぐ
後
に
示
す
つ
も
り
で
あ
る
。

（4
）切回（）吋
w

〈

m－
－
－
〉
］
戸
田
町

（5
）
循
環
を
犯
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
先
の
立
場
の
説
明
に
よ
る
と
、
例
え
ば
「
赤
」
の
概
念
は
、
口
紅
、
ホ
ス
ト
等
を
こ
の
概
念
が
形
成
さ
れ
る

基
盤
と
し
、
そ
こ
に
お
け
る
赤
と
い
う
同
一
の
特
徴
を
反
省
し
（
こ
と
に
お
い
て
す
で
に
「
赤
」
と
い
う
一
言
葉
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と
は
、
乙

の
立
場
が
循
環
を
犯
し
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
）
、
異
な
る
特
徴
と
し
て
の
口
紅
で
あ
る
乙
と
、
ポ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
等
を
抽
象
す
る
こ
と

に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
と
言
う
。
し
か
し
私
の
説
明
に
よ
る
と
、
「
赤
」
の
概
念
が
形
成
さ
れ
る
場
合
乙
れ
ら
の
所
与
に
お
い
て
反
省
さ
れ
て
い
る

同
一
の
特
徴
は
明
度
、
彩
度
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
こ
れ
ら
の
所
与
は
先
ず
も
っ
て
は
、
そ
こ
に
お
い
て
如
何
な
る
明
度
、
彩
度
を
持

っ
か
を
闘
い
、
規
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
、
つ
ま
り
「
色
あ
る
も
の
」
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
（
こ
の
点
に
関
す
る
限
り
、
「
青
」

の
概
念
が
形
成
さ
れ
る
基
盤
と
な
る
所
与
も
同
じ
で
あ
る
。
）
、
口
紅
、
ポ
ス
ト
等
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
抽
象
さ
れ
る

異
な
る
特
徴
が
口
紅
で
あ
る
こ
と
、
ポ
ス
ト
で
あ
る
こ
と
等
で
あ
ろ
う
は
ず
が
な
い
。
抽
象
さ
れ
る
の
は
、
こ
れ
ら
の
所
与
相
互
の
聞
の
明
度
、
彩

度
に
関
す
る
特
徴
の
相
異
な
の
で
あ
る
（
註
（
3
）
参
照
）
。

（

6
）
〉
H
O
m
v
u
H
回
N
］戸

（

7
）

F
o
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申
吋

（

8
）
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