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性
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的
疎
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と
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連
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性

5　

言
語
以
前

「
バ
タ
イ
ユ
の
魅
力
は
、
独
断
的
な
概
念
を
起
源
に
し
な
が
ら
、
道
の
な
い
道
を
た
ど
た
ど
し
く
、
根
底
的
に
歩
み
、
歩
む
よ
う
に

考
え
ぬ
き
、
踏
み
つ
け
た
足
の
あ
と
を
新
し
い
道
に
し
て
し
ま
い
、
は
じ
め
独
断
と
み
え
た
も
の
が
、
比
類
な
い
独
創
に
ま
で
し
み
と
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お
っ
て
ゆ
く
と
こ
ろ
だ
。
知
識
が
い
ま
到
達
し
て
い
る
共
通
概
念
が
は
じ
め
に
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
踏
み
だ
し
て
ほ
ん
の
す
こ
し
ス

マ
ー
ト
に
歩
い
て
み
せ
た
と
い
っ
た
現
代
共
通
の
思
想
や
学
問
の
つ
く
ら
れ
方
と
、
根
底
か
ら
ち
が
っ
て
い
る
」（92.09=337 （1
）

）

│
こ
れ
は
、
吉
本
隆
明
が
バ
タ
イ
ユ
の
思
想
に
つ
い
て
語
っ
た
も
の
だ
が
、
そ
の
ま
ま
吉
本
の
思
想
に
も
当
て
は
ま
る
。
自
己
表
出

（
自
動
表
出
）、
指
示
表
出
、
対
幻
想
、
関
係
の
絶
対
性
、
大
衆
の
原
像
、
原
生
的
疎
外
、
純
粋
疎
外
、
ベ
ク
ト
ル
変
容
、
ハ
イ
・
イ
メ
ー

ジ
、
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
、
世
界
視
線
、
存
在
倫
理

│
こ
う
し
た
独
特
の
概
念
を
使
っ
て
、
そ
の
思
想
は
構
築
さ
れ
て
い
る
。
し

か
も
、
そ
れ
ら
の
概
念
は
相
互
に
共
鳴
し
あ
っ
て
お
り
、
そ
の
思
想
の
全
体
像
の
な
か
に
お
か
れ
な
け
れ
ば
、
こ
れ
ら
の
概
念
を
充
分
に

理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
吉
本
の
思
想
が
難
解
な
も
の
と
さ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
こ
う
し
た
用
語
に
つ
い
て
「
奇
怪
な
造
語
癖
」
な

ど
と
揶
揄
す
る
向
き
も
あ
っ
た
が
（
2
）

、
既
成
の
概
念
が
存
在
し
な
い
未
知
の
領
域
に
踏
み
込
も
う
と
し
て
い
る
以
上
、
造
語
も
や
む
を
え
ま

い
。
ま
し
て
や
、
奇
を
衒
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
必
要
な
造
語
で
あ
る
。

難
解
さ
は
ま
た
次
の
よ
う
に
云
う
こ
と
も
で
き
る
。
既
成
の
概
念
を
借
り
て
済
ま
せ
ら
れ
る
の
な
ら
ば
そ
れ
に
越
し
た
こ
と
は
な
い
。

だ
が
、
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
吉
本
は
も
ち
ろ
ん
マ
ル
ク
ス
や
フ
ロ
イ
ト
、
さ
ら
に
は
親
鸞
な
ど
か
ら
多
く
の
発
想
、
概
念
を
借
り
て
き

て
は
い
る
の
だ
。
そ
れ
を
吉
本
な
り
の
解
釈
を
も
っ
て
、
そ
こ
に
新
し
い
意
味
や
価
値
を
賦
活
さ
せ
る
。
共
同
幻
想
（
マ
ル
ク
ス
）
や
エ

ス
（
フ
ロ
イ
ト
）、
還
相
（
親
鸞
）
な
ど
が
そ
れ
に
当
た
る
。
も
ち
ろ
ん
、
一
般
的
な
用
語
に
し
て
も
同
様
だ
。
例
え
ば
転
向
に
は
「
転
向

論
」
で
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う
に
、
通
常
の
使
用
と
は
違
っ
た
意
味
が
そ
こ
か
ら
導
か
れ
る
。
そ
れ
は
概
念
の
新
た
な
拡
大
に
他
な
ら
ず
、

ひ
と
つ
の
思
想
に
他
な
ら
な
い
。

吉
本
は
こ
う
し
た
独
特
の
概
念
を
使
い
な
が
ら
、
比
類
な
い
体
系
性
と
恐
る
べ
き
厳
密
な
論
理
を
も
っ
て
、
そ
の
思
想
を
構
築
し
て
み
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せ
た
。
本
稿
で
は
、
そ
う
し
た
吉
本
の
体
系
的
思
想
の
基
本
に
あ
る
考
え
方
を
、
特
に
言
語
論
と
そ
の
拡
大
過
程
に
焦
点
を
当
て
て
明
る

み
に
出
し
た
い
。

1　

内
在
的
歴
史
の
構
想

│
始
原
と
連
続
性

人
類
の
歴
史
を
考
え
る
と
き
、
政
治
現
象
や
社
会
現
象
の
変
遷
な
ど
の
外
在
的
な
動
き
を
と
ら
え
る
、
私
た
ち
が
よ
く
知
っ
て
い
る
歴

史
が
一
方
に
あ
る
。
様
々
な
現
象
の
間
に
は
、
直
接
的
・
間
接
的
な
因
果
関
係
が
認
め
ら
れ
、
そ
う
し
た
関
係
に
よ
っ
て
連
続
性
が
保
持

さ
れ
る
。
個
体
と
し
て
の
人
間
に
即
し
て
見
た
場
合
、
歴
史
に
ど
の
よ
う
な
大
き
な
足
跡
を
残
し
た
者
で
あ
れ
、
歴
史
の
中
の
一
コ
マ
と

し
て
登
場
し
、
た
か
だ
か
七
十
年
か
そ
こ
ら
を
生
き
て
去
っ
て
い
く
だ
け
の
非
連
続
的
な
存
在
で
あ
る
。
だ
が
、
個
体
と
し
て
の
人
間
が

非
連
続
的
な
存
在
だ
と
し
て
も
、
類
と
し
て
の
人
間
は
個
人
を
超
え
て
続
い
て
い
く

│
い
わ
ば
個
人
を
超
え
て
人
類
と
い
う
概
念
が
成

り
た
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
ど
う
理
解
さ
れ
る
べ
き
な
の
か
。
不
思
議
な
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
こ
う
し
た
問
い
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
は
少

な
い
。
し
か
し
、
こ
の
問
い
こ
そ
が
重
要
な
の
だ
。
吉
本
は
こ
う
し
た
問
い
に
執
着
し
て
い
る
。

吉
本
の
思
想
形
成
に
最
も
大
き
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
は
マ
ル
ク
ス
だ
が
、
マ
ル
ク
ス
を
論
じ
た
文
章
で
、
マ
ル
ク
ス
の
次
の
言
葉
を

（
好
ん
で
）
と
り
あ
げ
て
い
る
、「
死
は
、
個
人
に
た
い
す
る
類
の
冷
酷
な
勝
利
の
よ
う
に
み
え
、
ま
た
そ
れ
ら
の
統
一
に
矛
盾
す
る
よ
う

に
み
え
る
。
し
か
し
特
定
の
個
人
と
は
、
た
ん
に
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
類
的
存
在
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
死
ぬ
べ
き
も
の

で
あ
る
」（66.12=107 （3
）

）。
こ
こ
に
、
次
の
よ
う
な
マ
ル
ク
ス
の
言
葉
を
加
え
れ
ば
事
態
は
も
っ
と
は
っ
き
り
す
る
。
曰
く
「
諸
個
人
は
い

つ
で
も
自
分
自
身
か
ら
出
発
し
」
て
い
る
が
「
も
ち
ろ
ん
あ
た
え
ら
れ
た
歴
史
的
諸
条
件
お
よ
び
諸
関
係
の
内
部
に
あ
る
自
分
自
身
か
ら

で
あ
っ
て
、
イ
デ
オ
ロ
ー
グ
た
ち
が
い
う
よ
う
な
『
純
粋
な
』
個
人
と
し
て
の
自
分
自
身
か
ら
で
は
な
い
（
4
）

」。
ま
た
曰
く
、
世
界
（
環
界
）
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か
ら
分
離
さ
れ
た
「
意
識
」
な
る
も
の
は
、
観
念
論
者
の
頭
の
な
か
に
棲
息
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、「
意
識
﹇das 

B
ew
usstsein

﹈
と
は
意
識
さ
れ
た
存
在
﹇das bew

usste S
ein

﹈
以
外
の
も
の
で
は
け
っ
し
て
あ
り
え
ず
、
そ
し
て
人
間
の
存
在
と
は

か
れ
ら
の
現
実
的
生
活
過
程
の
こ
と
（
5
）

」
で
あ
り
「
そ
の
現
実
性
に
お
い
て
は
、
社
会
的
諸
関
係
の
総
和
（ensem

ble

）
（
6
）」

で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
関
係
と
し
て
の
連
続
性
・
全
体
性
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

人
間
を
「
社
会
的
諸
関
係
の
総
体
」
で
あ
る
と
す
る
マ
ル
ク
ス
の
定
義
は
「
外
側
か
ら
」
の
か
な
り
包
括
的
な
も
の
だ
が
、
正
鵠
は
射

ら
れ
て
い
る
。
社
会
的
諸
関
係
の
総
体
の
な
か
に
は
、
空
間
的
な
関
係
の
総
体
だ
け
で
は
な
く
時
間
的
（
歴
史
的
）
な
厚
み
を
宿
し
た
関

係
の
総
体
も
意
味
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
関
係
の
総
体
（
全
体
性
）
は
、
い
ま
こ
こ
に
い
る
具
体
的
な
個
人
に
よ
っ
て
生
き
ら
れ
て

も
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
個
体
と
し
て
の
人
間
と
全
体
（
類
と
し
て
の
人
間
）
と
の
連
続
性
が
主
張
さ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
が
現
実
に

活
動
す
る
と
い
っ
た
と
き
に
、
こ
の
よ
う
な
関
係
の
総
体
を
背
負
っ
て
し
か
活
動
し
え
な
い
し
、
活
動
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
は

新
た
な
何
か
を
こ
の
関
係
に
付
け
加
え
て
い
く
。
そ
う
し
た
関
係
と
し
て
類
と
し
て
の
人
間
は
連
続
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
し
、
個
体
と

し
て
の
人
間
は
こ
の
類
と
し
て
の
人
間
に
参
加
し
て
い
く
。

社
会
が
歴
史
的
な
負
荷
を
背
負
っ
て
し
か
存
在
し
え
な
い
の
と
同
様
に
、
個
人
も
ま
た
、
そ
の
身
体
や
観
念
に
お
い
て
時
間
的
な
（
歴

史
的
な
）
負
荷
を
背
負
っ
て
し
か
存
在
し
え
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
が
、
も
ち
ろ
ん
こ
れ
ま
で
議
論
に
の
ぼ
ら
な
か
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。

と
い
う
よ
り
、
頻
繁
に
議
論
は
さ
れ
て
き
た
。
近
代
哲
学
・
思
想
の
主
流
を
形
成
し
た
合
理
主
義
や
科
学
主
義
に
反
意
を
唱
え
た
保
守
主

義
、
歴
史
主
義
、
ロ
マ
ン
主
義
と
い
っ
た
思
想
系
譜
は
、
伝
統
や
文
化
に
沈
殿
し
た
歴
史
的
な
重
み
を
強
調
し
、
そ
れ
が
私
た
ち
の
観
念

の
な
か
に
も
自
然
に
根
づ
い
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
た
。
ま
た
、
近
年
、
流
行
し
て
い
る
サ
ン
デ
ル
ら
の
コ
ミ
ュ
ニ
タ
リ
ア
ン
が
「
負
荷

な
き
自
我
」
を
批
判
し
て
い
る
こ
と
も
同
型
の
議
論
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
伝
統
や
自
我
が
保
持
し
て
い
る
負
荷
と
は
な
に
か
。
そ
う
い
う

四
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も
の
が
あ
る
よ
う
だ
と
、
そ
の
存
在
に
つ
い
て
経
験
的
に
主
張
さ
れ
て
き
た
。
だ
が
、
こ
れ
が
心
的
に
何
を
意
味
す
る
の
か
等
に
つ
い
て
、

厳
密
な
理
論
と
し
て
考
察
し
た
も
の
は
少
な
い
。
だ
が
、
こ
こ
の
と
こ
ろ
こ
そ
が
肝
腎
な
の
だ
。

お
そ
ら
く
吉
本
は
こ
う
し
た
視
点
を
徹
底
さ
せ
て
、
外
在
的
な
歴
史
に
対
し
て
内
在
的
な
歴
史
の
よ
う
な
も
の
を
構
想
し
て
い
る
。
つ

ま
り
、「
個
々
の
人
間
が
そ
れ
ぞ
れ
の
身
体
性
の
な
か
に
ふ
く
ん
で
い
る
人
類
史
」（12.06=70 （7
）

）
で
あ
る
。
単
純
化
を
お
そ
れ
な
け
れ
ば
、

歴
史
の
中
に
産
み
落
と
さ
れ
た
あ
る
個
人
は
、
そ
の
身
体
や
観
念
や
心
的
領
域
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
人
類
の
全
歴
史
（
時
間
）
過
程

を
体
現
し
て
い
る
と
、
吉
本
は
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
全
生
命
の
歴
史
過
程
を
体
現
し
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
の
内
的
な
意
味
に
お

い
て
も
、
個
人
は
人
類
に
接
続
す
る
の
で
あ
る
。
後
の
議
論
を
先
取
り
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
吉
本
が
言
語
の
自
己
表
出
の
連
続
性
を
指

摘
し
た
と
き
、
こ
の
内
在
的
な
歴
史
が
考
え
ら
れ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
し
、
吉
本
が
そ
の
関
心
を
注
ぐ
の
は
こ
の
内
在
的
な
歴
史
、
観
念

の
歴
史
性
（
時
間
性
）
で
あ
る
。

で
は
、
こ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
可
能
に
な
る
か
。
吉
本
は
起
源
な
い
し
始
原
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
み
ら
れ
る
基
本
的
な
構
造
を
手
離

さ
ず
に
保
持
し
な
が
ら
、
自
然
的
な
過
程
を
見
て
い
く
。
始
原
に
あ
る
基
本
的
な
構
造
、
原
型
は
変
わ
ら
な
い
。
構
造
の
不
変
性
が
、
連

続
性
の
も
と
に
な
る
。
吉
本
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、「
初
期
論
的
方
法
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に
な
る
が
、

こ
う
し
た
方
法
に
よ
っ
て
類
と
し
て
の
人
間
は
具
体
的
な
個
人
に
体
現
さ
れ
、「
私
」
の
問
題
は
類
と
し
て
の
人
間
の
問
題
と
も
な
る
。

も
っ
と
い
え
ば
、
吉
本
は
人
間
を
生
物
の
な
か
に
位
置
づ
け
、
さ
ら
に
生
物
（
有
機
的
自
然
）
を
自
然
全
体
の
な
か
で
捉
え
返
す
と
こ
ろ

ま
で
、
思
想
を
拡
大
し
て
い
る
。
壮
大
な
射
程
の
も
と
に
人
間
が
論
じ
ら
れ
て
い
く
。
そ
こ
で
は
人
間
は
徹
底
的
に
相
対
化
さ
れ
て
捉
え

ら
れ
る
こ
と
に
も
な
る
（
8
）

。
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2　

言
語
の
自
己
表
出
と
対
自
的
意
識
（
9
）

吉
本
の
体
系
的
思
想
の
出
発
点
に
お
か
れ
る
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
』（
以
下
『
言
美
』）
は
、
作
品
の
印
象
批
評
で
は
な
く
、

文
体
論
と
し
て
文
芸
批
評
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
は
、
当
然
、
言
語
の
本
質
が
問
題
と
な
る
。
言
語
を
自

明
の
存
在
と
見
な
す
と
こ
ろ
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
存
在
を
本
質
論
的
に
問
い
、
そ
の
発
生
の
機
序
を
俎
上
に
あ
げ
る
と
き
、

意
識
の
発
生
と
の
関
連
が
問
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
（
10
）

。
な
ぜ
、
ひ
と
は
言
語
を
発
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
文
学
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
な

ぜ
コ
ト
バ
を
発
し
て
文
学
な
る
も
の
が
成
立
す
る
の
か
、
そ
の
際
の
コ
ト
バ
と
は
な
に
か
が
、
本
質
的
な
次
元
で
問
題
と
さ
れ
る
こ
と
に

な
る
。

他
の
生
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
人
間
の
独
自
性
は
、
い
わ
ゆ
る
人
間
的
と
呼
ば
れ
る
意
識
領
域
（
自
己
意
識
の
領
域
）
を
も
つ
と
こ
ろ
に
あ

る
が
、
こ
の
人
間
固
有
の
意
識
（
自
己
意
識
）
と
は
な
に
か
。
そ
れ
は
い
か
に
し
て
発
生
し
た
の
か
、
可
能
と
な
っ
た
の
か
、
如
何
な
る

性
格
を
も
つ
の
か
、
そ
れ
が
存
在
す
る
よ
う
に
な
っ
て
人
間
の
「
こ
こ
ろ
」
の
中
は
ど
の
よ
う
な
変
容
を
受
け
た
の
か
、
等
の
問
い
は
さ

ら
に
遡
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
い
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。

吉
本
に
よ
れ
ば
、
自
己
意
識
は
〈
脳
髄
が
脳
髄
に
つ
い
て
考
え
る
〉
と
い
う
作
用
だ
が
、
こ
の
作
用
に
は
①
〈
脳
髄
が
脳
髄
の
作
用
を

直
接
に
（
自
体
的
に
）
識
知
す
る
〉
と
い
う
過
程
と
、
②
〈
脳
髄
が
脳
髄
を
あ
た
か
も
自
体
の
外
に
あ
る
か
の
よ
う
に
識
知
す
る
〉
と
い

う
二
つ
の
経
路
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
②
の
過
程
（
的
矛
盾
）
は
人
間
に
だ
け
可
能
な
「
心
的
領
域
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
「
前
者

の
自
体
的
な
識
知
は
、
あ
き
ら
か
に
生
理
過
程
の
〈
変
容
〉
そ
の
も
の
で
あ
り
、
信
号
、
反
応
、
刺
戟
、
伝
播
と
い
う
概
念
で
記
述
で
き

る
〈
状
態
〉」
で
あ
る
が
、「
後
者
の
対
象
的
識
知
は
、
生
理
（
自
然
）
過
程
の
自
己
矛
盾
で
あ
り
、〈
観
念
化
〉
と
い
う
概
念
を
与
え
る

四
六
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以
外
に
、
理
解
の
方
法
は
な
い
か
ら
」（72.05=6

）
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
観
念
化
」
の
根
幹
に
言
語
、
と
り
わ
け
（
後
述
す
る
）
自

己
表
出
と
し
て
の
言
語
（
言
語
の
自
己
表
出
の
側
面
）
を
措
く
こ
と
に
な
る
。

人
間
は
な
ぜ
言
語
を
発
す
る
の
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、「
何
ご
と
か
を
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
っ
た
」
現
実
の
必
要
性
（
も
ち

ろ
ん
こ
れ
は
実
用
の
面
に
限
る
わ
け
で
は
な
い
）
が
人
間
の
内
部
に
累
積
さ
れ
て
き
た
と
い
う
他
な
い
。「
自
己
表
出
」（
自
動
表
出
（
11
）

）
の
概
念

で
捉
え
て
ゆ
く
の
は
こ
の
事
態
で
あ
る
。
通
常
、
私
た
ち
は
言
語
の
も
つ
、
何
も
の
か
を
指
示
す
る
機
能
（
吉
本
の
用
語
で
云
え
ば
指
示
表

出
）、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
機
能
に
ま
ず
着
目
す
る
き
ら
い
が
あ
る
が
、
言
語
は
自
己
表
出
と
指
示
表
出
の
二
つ
の
局
面
を
含
む
も
の

で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
そ
の
発
生
の
場
面
に
お
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
自
己
表
出
の
役
割
の
重
要
性
を
強
調
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
こ
の
人
間
が
何
ご
と
か
を
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
ま
で
に
な
っ
た
現
実
の
条
件
と
、
そ
の
条
件
に
う
な
が
さ
れ
て
自
発
的
に
言
語
を

表
出
す
る
こ
と
の
あ
い
だ
に
あ
る
千
里
の
距
た
り
を
、
言
語
の
自
己
表
出
（S

elbstausdrückung

）
と
し
て
想
定
で
き
る
。
自
己
表
出

は
現
実
的
な
与
件
に
う
な
が
さ
れ
た
現
実
的
な
意
識
の
体
験
が
つ
み
重
な
っ
て
、
意
識
の
う
ち
に
幻
想
の
可
能
性
と
し
て
か
ん
が
え
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
で
、
こ
れ
が
人
間
の
言
語
が
現
実
を
離
脱
し
て
ゆ
く
水
準
を
き
め
て
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
あ
る
時
代
の

言
語
の
水
準
を
し
め
す
尺
度
に
な
っ
て
い
る
。
言
語
は
こ
の
よ
う
に
、
対
象
に
た
い
す
る
指
示
と
、
対
象
に
た
い
す
る
意
識
の
自
動
的

水
準
の
表
出
と
い
う
二
重
性
と
し
て
言
語
本
質
を
つ
く
っ
て
い
る
」（65.05=29

）。

吉
本
は
次
の
よ
う
な
例
を
挙
げ
て
い
る
。
海
を
み
た
こ
と
の
な
い
狩
猟
人
が
、
あ
る
日
海
岸
に
迷
い
で
て
、
ひ
ろ
び
ろ
と
し
た
青
い
海

を
み
た
と
す
る
。
こ
の
と
き
狩
猟
人
が
、
海
が
視
覚
に
反
映
し
た
と
き
の
叫
び
を
と
し
て
〈
う
〉
と
い
う
有
節
音
を
発
し
た
と
す
る
。
し

四
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か
し
、
表
面
的
に
は
同
じ
だ
と
し
て
も
、
こ
の
〈
う
〉
と
い
う
叫
び
が
ど
の
よ
う
な
意
識
の
段
階
で

発
せ
ら
れ
て
い
る
の
か
は
様
々
で
あ
る
。
吉
本
は
三
段
階
に
分
け
て
原
理
的
に
考
察
し
て
い
る
。

①　

人
間
の
意
識
が
動
物
的
な
段
階
に
あ
る
と
す
れ
ば
、〈
う
〉
と
い
う
叫
び
は
、
対
象
に
対
す

る
現
実
反
射
と
い
う
意
味
し
か
持
た
な
い
。
例
え
ば
、
無
言
語
原
始
人
の
場
合
が
こ
れ
に
あ
た

る
。（
図
1
）

②　

人
間
の
意
識
が
さ
わ
り

0

0

0

の
段
階
に
あ
る
と
す
れ
ば
、〈
う
〉
と
い
う
有
節
音
に
は
さ
わ
り

0

0

0

が

込
め
ら
れ
、
意
識
の
自
己
表
出
と
し
て
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
一
定
の
対
象
を

指
示
で
き
、
指
示
さ
れ
た
も
の
の
象
徴
と
し
て
の
機
能
を
も
つ
よ
う
に
な
る
段
階
で
あ
り
、
こ

の
と
き
「
類
概
念
を
象
徴
す
る
間
接
性
と
い
っ
し
ょ
に
、
指
定
の
ひ
ろ
が
り
や
厚
さ
を
手
に
入

れ
る
こ
と
に
な
る
」（65.05=39

）。（
図
2
）

③　
「
音
声
は
つ
い
に
眼
の
ま
え
に
対
象
を
み
て
い
な
く
て
も
、
意
識
と
し
て
自
発
的
に
指
示
表

出
が
で
き
る
よ
う
な
」（65.05=39

）
段
階
。「
自
己
表
出
の
で
き
る
意
識
を
獲
取
し
て
い
る
と

す
れ
ば
〈
海う

〉
と
い
う
有
節
音
は
自
己
表
出
と
し
て
発
せ
ら
れ
て
、
眼
前
の
海
を
直
接
的
に
で

0

0

0

0

0

は
な
く
象
徴
的

0

0

0

0

0

0

（
記
号
的
）
に
指
示
す
る
こ
と
に
な
る
」（65.05=31

）
段
階
で
あ
り
、
こ
こ
に

お
い
て
、
言
語
と
し
て
の
最
小
条
件
を
も
っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
有
節
音

0

0

0

は
そ
れ
を
発
し
た
も
の
に
と
っ
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
じ
ぶ
ん
を
ふ
く
み
な
が
ら
じ
ぶ
ん
に
た
い
す
る
音
声
に
な

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

る0

。
ま
た
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
他
に
た
い
す
る
音
声
と
な
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
反
対
に

0

0

0

、
他
の
た
め
に
あ
る
こ

0

0

0

0

0

0

0

0

現
実
界

音
声

反射意
識
（
ま
た
は
半
意
識
）

図 1

現
実
対
象

自
己
表
出

指示表出

意
識

有節（半有節）音声

図 2
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と
で
じ
ぶ
ん
に
た
い
す
る
音
声
に
な
り

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
は
じ
ぶ
ん
自
身
を
は
ら
む
と
い
っ
て
も
よ
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」

（65.05=31

、
傍
点
引
用
者
）（
図
3
）。

③
の
段
階
が
可
能
に
な
る
の
は
、
自
己
表
出
と
し
て
発
せ
ら
れ
た
有
節
音
声
が
「
意
識
に
反
作
用

を
お
よ
ぼ
し
心
の
構
造
を
強
化
し
て
い
っ
た
」（65.05=40

）
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
言
語
の

発
生
は
器
官
的
・
生
理
的
過
程
へ
と
解
消
す
る
わ
け
に
は
ゆ
か
ず
、
観
念
そ
れ
自
体
の
矛
盾
の
構
造

に
お
い
て
把
握
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
言
語
問
題
に
お
い
て
は
「
身
体
の
生
理
感
覚
器
官
の
発

達
（
こ
れ
は
労
働
の
発
達
に
と
も
な
う
、
自
然
と
し
て
の
人
間
存
在
の
発
達
で
あ
る
）
と
、
意
識
の
強
化
・

発
達
（
こ
れ
は
意
識
の
自
己
表
出
性
の
発
達
に
と
も
な
う
自
己
を
対
象
化
し
う
る
能
力
の
発
達
で
あ
る
）
と
を

区
別
し
て
あ
つ
か
う
べ
き
」（65.05=40
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

有
節
音
声
が
言
語
と
し
て
の
条
件
を
も
っ
た
と
き
、「
言
語
は
現
実
の
対
象
と
一
義
的
（eindeutig

）
な
関
係
を
も
た
な
く
な
っ
た
」

（65.05=41

）。
つ
ま
り
「
自
己
表
出
と
し
て
〈
海う

〉
と
い
っ
た
と
き
、〈
う
〉
と
い
う
有
節
音
声
は
、
い
ま
眼
の
ま
え
に
み
え
て
い
る
海
で

あ
る
と
と
も
に
、
ま
た
他
の
ど
こ
か
の
海
を
も
類
概
念
と
し
て
抽
出
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
」（65.05=41

）。
こ
の
こ
と
は
、
逆
に
い
え
ば
、

人
間
は
言
語
を
使
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
動
物
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
は
対
象
そ
の
も
の
に
到
達
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
こ
と

も
意
味
す
る
。「
有
節
音
声
は
自
己
表
出
さ
れ
た
と
き
に
、
現
実
に
あ
る
対
象
と
の
一
義
的
な
む
す
び
つ
き
を
は
な
れ
、
言
語
と
し
て
の

条
件
を
ぜ
ん
ぶ
そ
な
え
た
。
表
出
さ
れ
た
有
節
音
声
は
あ
る
水
準
の
類
概
念
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
。
ま
た
自
己
表
出
は
つ
み
か
さ

ね
ら
れ
て
意
識
を
つ
よ
め
、
そ
れ
は
ま
た
逆
に
類
概
念
の
う
え
に
、
ま
た
ち
が
っ
た
類
概
念
を
う
み
だ
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

お
そ
ら
く
な
が
い
年
月
の
あ
い
だ
こ
の
過
程
は
つ
づ
く
の
だ
」（65.05=42

）。

現
実
対
象

対
象
像自

己
表
出

指示表出

意
識

有節音声

図 3
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吉
本
は
言
語
の
対
他
的
側
面
（
指
示
表
出
）
だ
け
を
強
調
す
る
一
般
的
な
見
解
に
対
し
て
、
対
自
的
な
側
面
す
な
わ
ち
自
己
表
出
の
側

面
を
見
て
、
そ
の
錯
合
で
あ
る
こ
と
を
強
調
す
る
。
既
に
で
き
あ
が
っ
た
言
語
の
機
能
的
な
側
面
だ
け
を
表
面
だ
け
で
見
た
場
合
、
こ
の

自
己
表
出
（
自
動
表
出
）
の
側
面
は
な
か
な
か
読
み
取
る
こ
と
が
難
し
い
。
吉
本
は
言
語
の
発
生
論
を
本
質
論
的
に
展
開
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
対
自
的
側
面
を
見
い
だ
し
、
さ
ら
に
自
己
意
識
の
発
生
の
問
題
へ
と
関
連
づ
け
る
こ
と
が
で
き
た
。
い
わ
ば
、
人
間
の
意
識

（
自
己
意
識
）
は
言
語
か
ら
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
ず
意
識
が
あ
っ
て
、
し
か
る
後
に
意
識
に
よ
っ
て
言
語
が
行
使
さ
れ
る
の
で

は
な
い
。
言
語
と
意
識
は
根
源
的
な
次
元
で
結
び
あ
っ
て
い
る
。

3　

自
己
表
出
の
連
続
性

そ
し
て
、
こ
こ
ま
で
き
て
、「
言
語
は
、
ふ
つ
う
の
と
り
か
わ
さ
れ
る
コ
ト
バ
で
あ
る
と
と
も
に
、
人
間
が
対
象
に
す
る
世
界
と
関
係

し
よ
う
と
す
る
意
識
の
本
質
」
で
あ
り
、「
こ
の
関
係
の
仕
方
の
な
か
に
言
語
の
現
在
と
歴
史
の
結

び
目
が
あ
ら
わ
れ
る
」（65.05=44

）
と
云
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

言
語
は
時
代
を
経
る
に
し
た
が
っ
て
、
指
示
表
出
お
よ
び
自
己
表
出
の
度
合
を
強
め
て
ゆ
き
、
対

象
の
類
概
念
の
範
囲
を
広
げ
て
ゆ
く
こ
と
に
な
る
（
図
4
）。
指
示
表
出
は
、
時
代
や
個
人
と
共
に

死
滅
し
た
り
生
存
し
た
り
す
る
側
面
を
も
つ
。
一
方
、
自
己
表
出
は
発
生
の
当
初
か
ら
の
連
続
的
累

積
で
あ
り
、
こ
の
こ
と
は
「
あ
る
時
代
の
人
間
の
意
識
が
、
意
識
発
生
の
と
き
か
ら
つ
み
か
さ
ね
ら

れ
た
強
度
を
も
つ
こ
と
に
対
応
」（65.05=46

）
し
て
い
る
。
こ
の
観
点
か
ら
「
あ
る
時
代
の
個
々
の

人
間
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ち
が
っ
た
意
識
体
験
と
そ
の
つ
よ
さ
を
も
っ
て
い
て
、
天
才
も
い
れ
ば
白
痴
も

現
実
対
象

時
代

意
識

自
己

  

表
出

指示表出 対象領域

図 4
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い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
あ
る
時
代
の
人
間
は
、
意
識
発
生
い
ら
い
そ
の
時
代
ま
で
に
つ
み
か
さ
ね
ら
れ
た
意
識
水
準
を
、
生
ま
れ

た
と
き
に
約
束
さ
れ
て
い
る
」（65.05=46

）
と
云
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
言
語
は
自
己
表
出
と
指
示
表
出
の
綯
い
交
ぜ
ら
れ
た
錯
合
と
し

て
あ
ら
わ
れ
、
指
示
表
出
の
部
分
に
関
し
て
は
個
別
性
が
大
き
く
関
与
す
る
が
、
自
己
表
出
に
は
、
意
識
発
生
以
来
そ
の
時
代
ま
で
の
連

続
性
が
保
持
さ
れ
て
い
る
か
ら
、
個
々
の
人
間
は
そ
の
意
識
水
準
を
約
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

吉
本
は
、
言
語
の
自
己
表
出
の
面
を
言
語
の
「
価
値
」
に
、
指
示
表
出
の
面
を
言
語
の
「
意
味
」
に
結
び
つ
け
て
い
る
。
吉
本
に
よ
れ

ば
、
私
た
ち
が
あ
る
（
文
学
的
な
）
文
章
を
読
む
と
き
、
そ
こ
に
単
に
概
念
的
な
意
味
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
を
一
定
の
〈
含
み
〉
の
あ

る
文
章
と
し
て
理
解
す
る
。
吉
本
は
「
彼
は
ま
だ
年
若
い
夫
で
あ
っ
た
」
と
い
う
単
純
な
文
章
を
取
り
上
げ
、
仮
り
に
「〈
彼
〉
と
か

〈
夫
〉
と
か
い
う
言
葉
の
意
味
を
し
っ
た
ば
か
り
の
小
学
生
を
想
定
し
て
み
れ
ば
、
か
れ
は
こ
の
文
章
を
意
味
と
し
て
し
か
う
け
と
れ
な

い
」（65.05=109

）
で
あ
ろ
う
が
、
一
定
の
水
準
を
も
っ
た
読
者
で
あ
れ
ば
、
こ
の
文
章
を
単
に
文
法
的
・
意
味
的
に
で
は
な
く
、
一
定

の
〈
含
み
〉
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
、
つ
ま
り
「
自
己
表
出
を
ふ
く
ん
だ
価
値
」
と
し
て
読
む
（
12
）

。
こ
う
し
た
言
語
の
価
値
を
辿
れ
る
と
い

う
こ
と
は
、
価
値
が
連
続
性
の
も
と
に
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

個
々
の
具
体
的
な
文
学
作
品
を
と
り
あ
げ
た
と
き
、
そ
れ
は
独
自
な
も
の
と
し
て
他
の
作
品
と
は
異
質
な
中
心
を
も
つ
こ
と
が
容
易
に

見
て
取
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
指
示
表
出
の
観
点
か
ら
で
あ
っ
て
、
自
己
表
出
の
観
点
か
ら
は
全
く
逆
の
結
論
を
同
じ
論
拠
に
よ
っ
て

導
き
出
す
こ
と
が
で
き
る
。
つ
ま
り
、「
あ
る
ひ
と
つ
の
作
品
は
、
た
ん
に
お
な
じ
時
代
の
お
な
じ
社
会
の
お
な
じ
個
性
が
う
ん
だ
作
品

に
た
い
し
て
ば
か
り
で
は
な
く
、
ち
が
っ
た
時
代
の
ち
が
っ
た
社
会
の
ち
が
っ
た
個
性
に
た
い
し
て
も
、
ま
っ
た
く
の
類
似
性
や
共
通
性

の
中
心
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
」（65.05=169

）、
で
あ
る
。
こ
の
「
類
似
性
や
共
通
性
の
中
心
は
、
言
語
の
自
己
表
出
の
歴
史
と

し
て
時
間
的
に
連
続
し
て
」（65.05=169

）
お
り
、
言
語
の
指
示
表
出
性
が
「
外
皮
で
は
対
他
的
な
関
係
に
あ
り
な
が
ら
中
心
で
孤
立
し

五
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て
い
る
」（65.05=169

）
の
に
対
し
「
言
語
の
自
己
表
出
性
は
、
外
皮
で
は
対
他
的
関
係
を
拒
絶
し
な
が
ら
そ
の
中
心
で
連
帯
し
て
い
る
」

（65.05=169

）
と
考
え
る
こ
と
が
可
能
な
の
だ
。

そ
し
て
、
こ
の
「
自
己
表
出
と
し
て
の
言
語
の
表
現
史
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
抽
出
す
る
こ
と
で
（
文
学
の

│
註
）
必
然
史
」

（65.05=176

）
が
可
能
に
な
る
。「
ひ
と
つ
の
作
品
か
ら
、
作
家
の
個
性
を
と
り
の
け
、
環
境
や
性
格
や
生
活
を
と
り
の
け
、
作
品
が
う
み

出
さ
れ
た
時
代
や
社
会
を
と
り
の
け
た
う
え
で
、
作
品
の
歴
史
を
、
そ
の
転
移
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
か
」（65.05=175

）
と
い
う
問

題
は
、「
文
学
作
品
を
自
己
表
出
と
し
て
の
言
語
と
い
う
面
で
と
り
あ
げ
」、「
自
己
表
出
か
ら
み
ら
れ
た
言
語
表
現
の
全
体
を
自
己
表
出

と
し
て
の
言
語
か
ら
時
間
的
に
あ
つ
か
う
」（65.05=175

）
場
合
に
お
い
て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
方
に
お
い
て
は
「
環

境
や
人
格
や
社
会
は
想
像
力
の
根
源
と
し
て
表
出
自
体
の
な
か
に
凝
ぎ
ょ
う

縮
し
ゅ
く

さ
れ
」（65.05=175

）
た
も
の
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

│
こ
れ
が
「
文
学
」
に
対
し
て
『
言
美
』
が
提
出
し
た
客
観
的
な
視
点
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
こ
の
文
学
固
有
の
問
題
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
こ
の
自
己
表
出
の
連
続
性
は
同
時
に
観
念
の
連
続
性
も
意
味
し
て
お
り
、

こ
の
と
き
、
文
学
を
超
え
て
、
哲
学
や
思
想
の
一
般
的
問
題
に
出
会
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
自
己
表
出
の
連
続
性
の
な
か
に
、
個
体
と
し

て
の
人
間
と
類
と
し
て
の
人
間
の
統
一
を
見
て
い
く
。
こ
う
し
て
、
個
体
と
し
て
の
人
間
は
、
言
語
の
全
歴
史
過
程
を
そ
の
観
念
の
な
か

に
内
包
す
る
こ
と
に
な
る
。
自
己
表
出
の
連
続
性
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
、
お
そ
ら
く
私
た
ち
は
、
言
語
と
い
う
観
点
か
ら
観
念
領
域

（
上
部
構
造
／
幻
想
領
域
）
の
歴
史
と
構
造
を
本
質
論
的
に
扱
う
方
法
を
手
に
い
れ
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
の
歴
史
は
政
治

現
象
や
社
会
現
象
と
い
っ
た
外
在
的
な
歴
史
で
は
な
く
、
い
わ
ば
内
在
的
な
歴
史
を
指
し
て
い
る
。

『
言
美
』
で
は
文
体
論
と
い
う
性
格
上
、
言
語
表
現
そ
れ
自
体
を
中
心
に
扱
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
言
語
を
発
す
る
主
体
の
内
部
（
心

的
構
造
）
は
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
、
文
学
作
品
は
個
体
と
し
て
の
人
間
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
が
、
人
間
は
個
体
と
し
て
以
外
に
ど
の

五
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よ
う
な
態
度
を
取
り
う
る
の
か
、
と
い
っ
た
問
題
は
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
は
、『
言
美
』
で
得
ら
れ
た
基
本
的
な
方
法

や
成
果
を
拡
張
し
て
い
く
よ
う
に
し
て
、
そ
の
後
の
『
心
的
現
象
論
』（
以
下
『
心
的
』
と
略
記
）
や
『
共
同
幻
想
論
』、
さ
ら
に
一
連
の
イ

メ
ー
ジ
論
な
ど
で
論
じ
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

4　

原
生
的
疎
外
と
エ
ス
の
連
続
性

『
言
美
』
で
は
意
識
（
人
間
的
意
識
）
の
発
生
が
、
言
語
の
成
立
と
結
び
付
け
ら
れ
、
言
語
の
自
己
表
出
面
の
連
続
性
が
意
識
（
人
間
的

意
識
）
の
連
続
性
へ
と
結
び
つ
け
ら
れ
た
。
そ
れ
ら
の
現
象
の
台
座
に
な
っ
て
い
る
心
は
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
か
。
こ
こ
で
も
、

私
た
ち
は
連
続
性
を
見
出
す
こ
と
が
可
能
な
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
意
識
（
人
間
的
意
識
）
の
連
続
性
が
あ
れ
ば
、
心
的
領
域
全
体
も
変
容

を
受
け
る
か
ら
、
連
続
性
を
保
持
す
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
心
的
領
域
そ
れ
自
体
と
し
て
連
続
性
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。

『
心
的
』
で
は
心
の
総
合
的
把
握
を
問
題
と
し
て
い
る
が
、
こ
こ
で
も
心
と
人
間
的
意
識
の
関
係
、
さ
ら
に
心
の
発
生
と
い
っ
た
こ
と
か

ら
根
本
的
に
問
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
、
通
常
「
心
」
に
対
し
て
、
意
識
、
自
己
意
識
、
無
意
識
、
精
神
、
理
性
、
感
情
、

自
我
な
ど
の
概
念
を
用
い
て
踏
み
込
も
う
と
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
概
念
自
体
が
、
実
は
明
瞭
な
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
根
本
的

に
問
お
う
と
す
れ
ば
、
心
の
存
在
や
そ
れ
を
説
明
す
る
概
念
を
、
最
初
か
ら
自
明
の
前
提
と
し
て
議
論
を
進
め
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

吉
本
は
心
的
現
象
を
大
雑
把
に
「
わ
た
し
が
〈
心
的
〉
と
い
う
と
き
上
層
で
は
〈
意
識
〉
そ
の
も
の
を
意
味
す
る
が
、
下
層
で
は
情
動

や
ま
つ
わ
り
つ
く
心
的
雰
囲
気
を
も
ふ
く
ん
で
い
る
」（71.09=13

）
と
定
義
し
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
に
捉
え
た
心
の
問
題
に
つ
い
て
、

も
っ
と
も
根
本
的
な
地
点
か
ら
考
察
を
く
わ
え
た
の
は
フ
ロ
イ
ト
で
あ
っ
た
。
吉
本
は
、
フ
ロ
イ
ト
の
問
題
意
識
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に

書
い
て
い
る
、「
フ
ロ
イ
ド
に
あ
る
も
っ
と
も
原
理
的
な
問
題
意
識
は
、
類
と
し
て
の
人
間
が
、
世
代
を
つ
う
じ
て
〈
永
続
〉
的
に
生
き

五
三



政
経
研
究　

第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
五
七
〇
）

つ
づ
け
る
の
に
、
種
と
し
て
の
人
間
は
、
な
ぜ
死
ぬ
か
、
と
い
う
問
い
に
あ
っ
た
。
こ
の
問
い
は
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
い
は
、

類
と
し
て
の
人
間
の
心
的
内
容
は
遺
伝
と
心
的
な
影
響
（
親
と
子
の
）
に
よ
っ
て
、
世
代
を
つ
う
じ
て
〈
永
続
〉
す
る
の
に
、
個
体
と
し

て
の
心
的
内
容
は
な
ぜ
死
ぬ
か
と
い
う
問
い
を
は
ら
ん
で
い
る
」（71.09=21-2

）。
先
に
も
見
た
通
り
、
個
と
類
の
連
続
性
を
め
ぐ
る
こ

の
問
い
は
、
マ
ル
ク
ス
に
も
共
通
し
て
い
る
。
吉
本
が
フ
ロ
イ
ト
や
マ
ル
ク
ス
の
ど
こ
に
思
想
的
な
感
銘
を
受
け
て
い
る
か
を
示
し
て
い

る
。
個
体
と
し
て
の
人
間
と
類
と
し
て
の
人
間
の
あ
い
だ
に
連
続
性
を
つ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
、
個
人
の
問
題
は
人
類
の
問
題
と
は
な
ら
な

い
し
、
人
類
の
問
題
は
個
人
の
問
題
と
は
な
ら
な
い
。
マ
ル
ク
ス
が
「
外
側
か
ら
」
こ
の
連
続
性
の
道
筋
を
つ
け
た
と
こ
ろ
は
見
て
き
た

と
お
り
だ
。
こ
の
問
い
に
対
し
て
フ
ロ
イ
ト
は
内
側
か
ら
答
え
よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
そ
し
て
吉
本
が
フ
ロ
イ
ト
に
最
初
に

固
執
す
る
の
も
こ
こ
で
あ
る
。

フ
ロ
イ
ト
の
、
こ
の
原
理
的
な
問
い
に
対
し
て
、
吉
本
は
「
も
ち
ろ
ん
理
由
は
単
純
な
こ
と
で
あ
り
、
生
殖
に
よ
っ
て
一
対
の
男
女
か

ら
子
が
産
ま
れ
、
子
は
青
年
期
に
い
た
る
ま
で
、
親
（
ま
た
は
そ
の
代
理
者
）
の
庇
護
と
影
響
の
も
と
に
生
成
し
、
や
が
て
庇
護
を
必
要
と

し
な
く
な
っ
た
と
き
、
み
ず
か
ら
一
対
の
男
ま
た
は
女
と
し
て
生
殖
し
、
子
を
産
む
と
い
う
こ
と
が
繰
返
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」

（71.09=22

）
と
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
自
体
に
は
何
の
疑
問
を
さ
し
は
さ
む
こ
と
も
で
き
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
は
心
的
に
は
何
を
意
味
す

る
の
か
。
さ
ら
に
翻
っ
て
、
心
的
な
領
域
と
は
な
に
か
。
言
語
に
対
す
る
考
察
と
同
様
に
、
吉
本
は
心
的
な
領
域
の
発
生
か
ら
問
題
に
し

て
い
く
。
吉
本
は
フ
ロ
イ
ト
の
エ
ス
の
概
念
に
示
唆
を
受
け
な
が
ら
、
原
生
的
疎
外
と
い
う
概
念
を
つ
か
っ
て
、
こ
の
事
態
を
説
明
す
る
。

「
ま
ず
、
生
命
体
（
生
物
）
は
そ
れ
が
高
等
で
あ
れ
原
生
的
で
あ
れ
、
た
だ
生
命
体
で
あ
る
と
い
う
存
在
自
体
に
よ
っ
て
無
機
的
自

然
に
た
い
し
て
ひ
と
つ
の
異
和
を
な
し
て
い
る
。
こ
の
異
和
を
仮
に
原
生
的
疎
外
と
呼
ん
で
お
け
ば
、
生
命
体
は
ア
メ
ー
バ
か
ら
人
間

五
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に
い
た
る
ま
で
、
た
だ
生
命
体
と
い
う
理
由
で
、
原
生
的
疎
外
の
領
域
を
も
っ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
の
疎
外
の
打
消
し
と
し
て
存

在
し
て
い
る
。
こ
の
原
生
的
疎
外
は
フ
ロ
イ
ド
の
概
念
で
は
生
命
衝
動
（
雰
囲
気
を
も
含
め
た
広
義
の
性
衝
動
）
で
あ
り
、
こ
の
疎
外
の

打
消
し
は
無
機
的
自
然
へ
の
復
帰
の
衝
動
、
い
い
か
え
れ
ば
死
の
本
能
で
あ
る
と
か
ん
が
え
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
い
ず
れ
の
意
味
で
も
生
命
体
は
、
外
側
を
無
機
的
自
然
に
開
き
、
内
側
を
〈
身
体
〉
に
開
く
ひ
と
つ
の
混
沌
と
し
た
心
的
領
域

を
形
成
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
原
生
動
物
で
は
、
こ
の
心
的
領
域
は
、
心
的
と
い
う
よ
り
も
、
た
ん
に
外
界
へ
の
触
知
に
と
も
な
う

無
定
形
な
反
謝
運
動
に
す
ぎ
な
い
が
、
人
間
で
は
心
的
領
域
と
い
い
う
る
不
可
触
の
あ
る
ひ
ろ
が
り
を
も
っ
た
領
域
を
形
成
し
て
い
る
。

フ
ロ
イ
ド
が
〈
エ
ス
〉
と
名
づ
け
た
も
の
は
、
こ
の
原
生
的
な
疎
外
の
心
的
内
容
で
あ
る
と
か
ん
が
え
ら
れ
る
」（71.09=23

）

原
生
的
疎
外
の
領
域
を
提
示
し
た
と
き
、
全
生
物
と
心
的
な
連
続
性
の
も
と
に
人
間
が
お
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
無
機
的
自
然

が
先
に
あ
り
、
そ
れ
に
対
し
て
有
機
的
自
然
が
異
和
と
し
て
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
有
機
的
自
然
そ
れ
自
体
が
無
機
的
自
然
か
ら
の
「
疎

外
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。（
自
然
の
自
己
疎
外
と
し
て
有
機
的
自
然
が
措
定
さ
れ
る
。）
こ
う
し
た
弁
証
法
的
な
認
識
で
は
、
自
然
の

も
と
に
無
機
的
自
然
と
有
機
的
自
然
が
関
連
づ
け
ら
れ
る
（
連
続
性
を
も
っ
て
捉
え
ら
れ
る
）
こ
と
に
な
り
、（
人
間
に
即
し
て
い
う
な
ら
ば
）

自
然
の
全
体
性
の
な
か
で
人
間
が
捉
え
ら
れ
そ
の
意
味
が
内
在
的
に
確
定
さ
れ
る
道
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
視
点
の
も
た

ら
す
意
味
は
大
き
い
。

だ
が
「
原
生
的
な
疎
外
の
心
的
内
容
」
と
さ
れ
る
エ
ス
と
は
な
に
か
。
フ
ロ
イ
ト
は
エ
ス
の
存
在
を
明
ら
か
だ
と
し
な
が
ら
も
、
そ
れ

に
つ
い
て
多
く
を
語
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

│
と
い
う
よ
り
、
語
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
（
13
）

。
そ
れ
は
た
だ
「
在
る
」
と
し
か
云
い

よ
う
が
な
い
と
こ
ろ
が
あ
る
か
ら
だ
。
問
題
は
「
在
る
」
こ
と
の
重
要
性
だ
。

五
五
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「
人
間
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
自
体
が
、
そ
の
存
在
に
と
っ
て
心
的
世
界
を
あ
た
え
る
と
い
う
領
域
を
考
え
ざ
る
を
え
な
い
ば
あ

い
に
は
、〈
エ
ス
〉
を
想
定
す
る
こ
と
は
す
で
に
な
に
も
の
か
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
を
実
体
と
し
て
と
り
だ
す
こ
と
は
で
き

な
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
存
在
す
る
こ
と
自
体
（
の
心
的
現
象
）
だ
か
ら
で
あ
る
。
時
間
│
空
間
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
ず
、
因
果
律
も
、

可
逆
的
な
ま
た
不
可
逆
的
な
心
的
過
程
も
想
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
存
在
す
る
こ
と
自
体
の
心
的
な
反
映
で
あ
り
、
生

命
体
が
生
命
体
で
あ
る
と
い
う
理
由
自
体
だ
か
ら
で
あ
る
」（71.09=26

）

さ
ら
に
エ
ス
に
と
も
な
う
時
間
と
空
間
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。「
も
し
〈
エ
ス
〉
に
と
も
な
う
時
間
が
、
実
体
と
し
て
想
定
さ

れ
る
よ
う
な
ら
ば
、
た
だ
個
体
が
存
在
す
る
（
い
い
か
え
れ
ば
個
体
の
生
誕
と
死
）
と
い
う
ば
あ
い
だ
け
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
こ
の
ば
あ
い

で
も
空
間
は
想
定
さ
れ
な
い
。
個
体
の
存
在
の
心
的
な
反
映
は
ど
の
よ
う
な
空
間
も
残
さ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
つ
ね
に
現
在
で
あ
り
な
が

ら
滞
留
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」（71.09=26
）。
エ
ス
は
存
在
す
る
こ
と
自
体
の
心
的
反
映
な
の
だ
か
ら
、
存
在
に
寄
り
添
う
よ
う
に
、

心
的
領
域
の
台
座
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
存
在
す
る
他
な
い
。
だ
か
ら
具
体
性
を
も
た
ず
に
、「
つ
ね
に
現
在
で
あ
り
な
が
ら
滞
留
す
る

こ
と
が
で
き
な
い
」
の
で
あ
る
。

こ
の
引
用
文
に
続
け
て
、
エ
ス
に
と
も
な
う
時
間
の
永
続
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
し
か
し
、
人
間
の
存
在
は
心
的
現
象
と
し
て
の
〈
性
〉
が
〈
身
体
〉
に
あ
た
え
る
反
作
用
に
よ
っ
て
生
理
的
な
性
行
為
を
う
な
が

し
、
こ
れ
が
個
体
の
死0

を
こ
え
て
次
の
世
代
の
〈
身
体
〉
に
相
続
さ
れ
、
そ
れ
は
ふ
た
た
び
心
的
現
象
に
か
え
る
と
い
う
迂
回
し
た
路

を
と
お
っ
て
〈
永
続
〉
化
さ
れ
る
と
み
て
よ
い
。
こ
の
意
味
で
〈
エ
ス
〉
に
と
も
な
う
幻
想
的
時
間
は
〈
永
続
〉
的
な
も
の
で
あ
る
。

五
六
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フ
ロ
イ
ド
の
〈
エ
ス
〉
は
〈
身
体
〉
と
し
て
断
続
的
で
あ
り
、
幻
想
的
な
時
間
と
し
て
〈
永
続
〉
的
で
あ
る
と
い
う
理
由
で
、
ひ
と
つ

の
心
的
矛
盾
の
現
象
と
し
て
の
み
想
定
さ
れ
る
」（71.09=26-7

）。

心
的
領
域
の
永
続
性
に
関
し
て
、
フ
ロ
イ
ト
は
「
心
的
現
象
と
し
て
の
〈
性
〉」
と
い
う
考
え
方
を
も
っ
て
解
決
を
あ
た
え
よ
う
と
し

た
。
も
ち
ろ
ん
「
心
的
現
象
と
し
て
の
〈
性
〉」
は
広
義
の
生
命
衝
動
（
リ
ビ
ド
ー
）
に
属
す
る
も
の
で
あ
り
、
生
命
そ
れ
自
体
の
存
在
根

拠
で
あ
る
。
心
的
現
象
と
し
て
の
〈
性
〉
が
身
体
の
非
連
続
性
を
媒
介
に
し
な
が
ら
、
永
続
し
て
い
く
仕
組
み
を
解
明
し
て
い
る
。〈
性
〉

の
衝
動
は
連
続
性
へ
の
欲
求
で
あ
り
、
心
的
な
永
続
性
が
個
体
と
し
て
の
人
間
を
こ
え
て
、
い
か
に
し
て
保
障
さ
れ
る
の
か
を
、
こ
う
し

た
内
在
的
な
論
理
に
即
し
て
云
い
き
っ
た
の
を
、
私
は
こ
れ
ま
で
見
た
こ
と
が
な
い
。

原
生
動
物
か
ら
脊
椎
動
物
ま
で
、
さ
ら
に
は
人
間
ま
で
進
化
し
て
い
く
と
き
、
原
生
的
疎
外
の
ど
う
変
わ
っ
て
い
く
の
か
。
そ
れ
は
何

に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
の
か
。
吉
本
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
に
対
す
る
フ
ロ
イ
ト
の
回
答
は
「
心
的
な
領
域
を
徹
底
的
に
生
物
体
と
し
て
の

〈
身
体
〉
へ
還
元
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
え
ら
れ
」（71.09=33

）
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
単
純
化
を
お
そ
れ
な
け
れ
ば
、
フ
ロ
イ
ド
は
、
人
間
が
生
物
体
と
し
て
胎
外
に
（
つ
ま
り
外
界
に
）
で
る
ま
で
の
一
〇
ヵ
月
余
の
あ

い
だ
に
、
原
生
動
物
か
ら
も
っ
と
も
高
度
な
哺
乳
動
物
に
い
た
る
系
統
的
な
全
進
化
の
過
程
を
す
ば
や
く
と
お
る
と
か
ん
が
え
た
。
つ

ぎ
に
、
胎
外
に
で
た
乳
幼
児
か
ら
、
青
春
期
ま
で
に
い
た
る
過
程
で
、
人
類
史
が
は
じ
ま
っ
て
以
来
、
人
間
が
体
験
し
て
き
た
生
物
体

と
精
神
体
と
し
て
の
全
過
程
を
と
お
る
と
か
ん
が
え
た
。
生
物
体
と
し
て
の
完
成
は
、
は
じ
め
の
数
年
に
ほ
ぼ
完
了
す
る
が
、
生
物
体

と
精
神
体
と
の
複
合
と
し
て
の
身
体
の
完
成
は
青
春
期
ま
で
を
必
要
と
す
る
。
青
春
期
に
い
た
っ
て
、
人
間
は
は
じ
め
て
生
物
体
と
し

五
七
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て
完
成
さ
れ
る
と
と
も
に
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
〈
身
体
〉
と
現
実
的
環
界
の
双
方
か
ら
疎
外
さ
れ
た
原
生
的
疎
外
の
領
域
を
自
己
分

離
し
、
確
定
す
る
こ
と
に
な
る
」（71.09=33

）

確
か
に
単
純
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
で
は
あ
ろ
う
が
、
こ
の
連
続
性
・
永
続
性
に
よ
っ
て
、
心
的
に
も
、
個
体
と
し
て
の
人
間
が
類
と
し
て

の
人
間
を
含
み
こ
ん
で
い
る
こ
と
、
逆
に
類
と
し
て
の
人
間
も
個
体
と
し
て
の
人
間
を
含
み
こ
ん
で
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

関
係
の
全
体
性
を
心
的
な
領
域
に
お
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
た
、
個
人
の
心
的
世
界
の
形
成
の
歴
史

と
人
類
が
経
験
し
て
き
た
共
同
体
の
歴
史
が
対
応
づ
け
ら
れ
る
こ
と
も
示
唆
す
る
。
吉
本
や
フ
ロ
イ
ト
の
立
場
で
は
、
心
的
領
域
は
器
質

的
な
も
の
に
還
元
で
き
ず
、
そ
れ
自
体
と
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
（
14
）

、
こ
れ
を
認
め
る
な
ら
ば
、
心
の
「
異
常
」
や
「
病
的
」
な

形
態
は
、
人
類
が
か
つ
て
体
験
し
た
段
階
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。

以
上
の
議
論
は
、『
心
的
』
の
ほ
ん
の
出
発
点
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
か
ら
吉
本
は
心
的
現
象
に
分
け
入
り
、
壮
大
な
思
想
を
展
開
す
る

（
そ
こ
に
は
フ
ロ
イ
ト
へ
の
批
判
も
含
ま
れ
る
（
15
）

）
こ
と
に
な
る
が
、
本
稿
で
は
そ
こ
に
は
立
ち
入
ら
ず
、
言
語
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
こ
の
問
題

が
さ
ら
に
心
的
な
領
域
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
拡
大
さ
れ
て
い
っ
た
か
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

5　

言
語
以
前

『
言
美
』
で
は
言
語
の
発
生
か
ら
解
き
起
こ
し
て
そ
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
成
果
を
つ
か
っ
て
、
文
字
で
書
か
れ
た
芸
術
作
品

を
手
が
か
り
に
文
学
理
論
の
構
築
を
試
み
た
。
逆
に
い
え
ば
、
こ
こ
で
は
文
字
以
前
の
言
葉
や
「
言
語
」
以
前
の
言
語
の
世
界
は
問
題
に

さ
れ
て
い
な
い
。
文
字
以
前
、「
言
語
」
以
前
の
世
界
は
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
か
。
ど
の
よ
う
な
入
射
角
が
あ
る
の
か
。

五
八
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①　

一
つ
は
人
類
史
の
過
程
に
お
い
て
、
こ
の
期
間
を
扱
う
こ
と
だ
。
人
類
史
を
顧
み
る
と
き
、
文
字
は
云
う
ま
で
も
な
く
、
言
葉
が

言
葉
と
し
て
成
立
す
る
ま
で
も
膨
大
な
時
間
を
要
し
て
お
り
、
当
然
こ
の
期
間
を
無
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

現
在
、
私
た
ち
は
様
々
な
民
族
語
、
種
族
語
を
も
っ
て
い
る
（
時
代
を
遥
か
に
下
れ
ば
「
国
語
」
の
よ
う
に
人
為
的
に
作
り
上
げ
ら
れ
た
も

の
も
あ
る
）
が
、
そ
う
し
た
も
の
に
分
か
れ
る
以
前
の
言
語
（
そ
れ
が
完
全
な
言
語
と
は
云
え
な
い
と
し
て
も
）
は
ど
う
な
っ
て
い
た
の

か
、
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

②　

も
う
一
つ
は
、
個
体
と
し
て
の
人
間
の
発
達
史
・
成
育
史
に
お
い
て
、
言
語
を
獲
得
す
る
ま
で
の
期
間
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
る
。

言
語
獲
得
す
る
以
前
の
、
あ
る
い
は
獲
得
し
つ
つ
あ
る
乳
胎
児
を
見
る
と
き
、
完
全
な
言
語
を
も
っ
て
い
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

あ
き
ら
か
に
母
親
（
ま
た
は
そ
の
代
理
）
と
の
間
に
何
ら
か
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
（
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
）
が
成
立
し
て
い
る

こ
と
が
わ
か
る
。
言
葉
以
前
の
、
完
全
な
人
間
的
意
識
が
可
能
に
な
っ
て
い
な
い
段
階
の
世
界
は
、
格
別
の
重
要
性
を
も
た
な
い
と

す
る
向
き
も
あ
ろ
う
が
、
内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
存
在
を
考
え
る
と
事
態
は
そ
う
単
純
に
は
な
ら
な
い
。

吉
本
は
①
②
の
い
ず
れ
に
つ
い
て
も
『
心
的
現
象
論
本
論
』
で
論
じ
て
い
る
が
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
個
体
と
し
て
の
人
間
と
類
と
し

て
の
人
間
と
の
関
連
か
ら
考
え
れ
ば
、
①
②
は
別
の
こ
と
で
は
な
く
対
応
し
合
っ
て
い
る
と
解
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
吉
本
自
身

そ
の
よ
う
な
取
り
扱
い
を
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
特
に
②
に
焦
点
を
絞
っ
て
、
吉
本
の
言
語
論
の
拡
張
の
様
相
を
見
て
み
た
い
。

文
字
以
前
、「
言
語
」
以
前
の
段
階
は
、
言
語
と
ま
っ
た
く
関
係
が
な
い
と
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
否
。
喃
語
の
段
階
で
内
コ
ミ
ュ

ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
成
立
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
む
し
ろ
言
語
以
前
の
「
言
語
」
過
程
と
し
て
、
言
語
に
関
連
づ
け
て
考
え
る
べ
き
だ
ろ
う
。

と
す
れ
ば
、
吉
本
の
言
語
論
か
ら
す
れ
ば
、
自
己
表
出
と
指
示
表
出
と
い
う
二
つ
の
表
出
局
面
を
、
こ
の
言
語
以
前
の
「
言
語
」
過
程
に

ど
う
関
連
づ
け
る
か
が
問
題
と
な
る
。
こ
う
し
た
問
題
意
識
に
対
し
て
、
決
定
的
に
重
要
な
示
唆
を
与
え
た
の
が
解
剖
学
者
・
三
木
茂
夫

五
九
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の
業
績
だ
っ
た
。

三
木
の
思
想
に
対
す
る
吉
本
の
感
応
の
仕
方
は
、
マ
ル
ク
ス
（
場
合
に
よ
っ
て
は
フ
ロ
イ
ト
）
に
対
す
る
感
応
の
仕
方
に
似
て
い
る
。
つ

ま
り
、
三
木
の
思
想
が
始
原
（
起
源
）
を
踏
ま
え
た
一
貫
性
か
ら
な
る
壮
大
な
射
程
を
も
つ
と
い
う
視
点
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
。
吉
本

は
三
木
の
基
本
的
な
発
想
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
生
物
と
い
う
の
は
、
宇
宙
の
写
し
な
ん
だ
と
い
う
考
え
が
根
本
に
あ

る
ん
で
す
。
植
物
は
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
受
け
入
れ
て
い
ま
す
が
、
人
間
な
ど
は
個
体
の
リ
ズ
ム
と
い
う
か
、
自
我
と
い
う
か
、
そ
う
い
う

も
の
を
持
と
う
と
す
る
、
そ
れ
も
生
物
発
展
の
段
階
な
ん
だ
と
い
う
こ
と
で
す
。
宇
宙
は
リ
ズ
ム
と
螺
旋
構
造
を
基
本
に
し
て
い
ま
す
が
、

生
物
が
や
っ
て
き
た
こ
と
は
、
こ
の
宇
宙
の
写
し
と
そ
の
変
形
だ
と
、
三
木
さ
ん
は
云
わ
れ
て
い
ま
す
」（93.11a=176

）。

三
木
が
使
っ
て
い
る
方
法
は
、
先
に
も
言
及
し
た
「
初
期
論
的
な
方
法
」
と
で
も
云
う
べ
き
も
の
で
あ
り
、
原
型
的
な
も
の
、
初
期
の

枠
組
み
を
考
え
、「
そ
の
内
部
の
構
造
と
、
展
開
の
方
向
と
、
反
復
の
仕
方
の
組
み
合
わ
せ
と
し
て
、
事
象
が
膨
ら
ん
で
い
く
過
程
を
位

置
づ
け
」
て
い
く
（
16
）

。
三
木
は
、
具
体
的
に
は
「
性
」
と
「
食
」
の
相
を
基
本
に
据
え
、
そ
れ
が
さ
ま
ざ
ま
な
条
件
を
加
味
さ
れ
た
と
き

に
、
ど
の
よ
う
に
変
わ
っ
て
い
く
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
生
物
の
最
も
初
期
の
段
階
か
ら
高
度
な
深
化
を
遂
げ
た
人
間
ま
で
、
全
生

物
を
連
続
性
の
も
と
に
お
く
視
点
を
提
示
し
て
み
せ
た
（
17
）

。
い
わ
ば
「
こ
の
著
者
（
三
木

│
註
）
に
は
ふ
つ
う
わ
た
し
た
ち
が
断
層
と
し

て
み
て
い
る
植
物
と
動
物
と
人
間
と
の
構
成
の
あ
い
だ
に
、
進
化
の
連
続
性
の
流
れ
が
み
え
て
」
お
り
、「
な
ぜ
あ
る
有
機
体
は
植
物
に

な
り
、
ま
た
別
の
有
機
体
は
動
物
に
な
り
、
ま
た
人
間
に
な
っ
て
い
る
の
か
が
、
内
臓
や
筋
肉
や
神
経
の
成
り
立
ち
や
構
造
に
即
し
て
、

つ
な
が
り
や
相
違
や
対
応
性
と
し
て
は
っ
き
り
と
つ
か
ま
れ
て
」（92.08=126

）
い
る
。
さ
ら
に
「
環
境
と
し
て
の
宇
宙
の
リ
ズ
ム
と
生

物
体
の
体
内
の
リ
ズ
ム
と
が
照
応
し
、
呼
応
す
る
関
係
に
あ
る
こ
と
ま
で
認
識
の
触
手
が
及
ん
で
い
る
」（92.08=130

）
の
で
あ
る
。
三

木
は
、
人
間
を
全
生
物
と
の
連
続
性
に
お
い
て
、
さ
ら
に
は
宇
宙
と
の
連
続
性
を
も
っ
て
捉
え
て
み
せ
た
。
生
物
は
「
地
球
誌
的
な
生
命

六
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記
憶
」
と
で
も
云
う
べ
き
も
の
を
も
っ
て
お
り
、
た
と
え
ば
人
間
は
胎
児
の
時
期
に
お
い
て
、
こ
れ
ま
で
生
物
が
辿
っ
た
全
歴
史
過
程
を

辿
り
か
え
す
。
母
親
の
胎
内
で
胎
児
は
魚
類
の
顔
か
ら
、
両
生
類
の
顔
へ
、
さ
ら
に
爬
虫
類
の
顔
へ
、
最
終
的
に
人
間
の
顔
へ
と
変
貌
を

と
げ
、
地
球
誌
的
な
生
命
記
憶
を
再
現
し
て
い
く
こ
と
を
、『
胎
児
の
世
界
』
で
明
ら
か
に
し
て
い
る
（
18
）

。
そ
う
し
た
連
続
性
、
関
係
の
総

体
と
し
て
理
解
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

マ
ル
ク
ス
は
「
外
側
か
ら
」
こ
の
全
体
性
・
連
続
性
・
関
係
性
に
つ
い
て
語
っ
て
見
せ
た
。
フ
ロ
イ
ト
は
「
心
的
領
域
」
に
つ
い
て
、

そ
の
連
続
性
を
語
っ
て
見
せ
た
。
対
し
て
三
木
は
、
生
物
を
そ
の
「
身
体
性
」
に
お
い
て
、
そ
の
連
続
性
を
語
っ
て
見
せ
た
の
で
あ
る
。

こ
の
三
木
の
考
察
は
吉
本
の
思
想
の
拡
大
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
与
え
る
の
か
。
吉
本
は
『
言
美
』
以
降
、
人
間
の
こ
こ
ろ
の
分
析
と

し
て
「
心
的
現
象
論
」
へ
と
向
か
っ
た
が
、
吉
本
に
よ
れ
ば
「
こ
こ
ろ
」
と
は
何
か
、「
そ
の
働
き
は
ど
の
よ
う
な
身
体
生
理
の
働
き
と

か
か
わ
っ
て
い
る
の
か
、
ま
た
わ
た
く
し
た
ち
が
感
覚
作
用
と
か
知
覚
と
か
呼
ん
で
い
る
も
の
と
ど
こ
が
ち
が
う
の
か
」（92.08=132

）

が
不
分
明
で
あ
っ
た
。
だ
が
、
三
木
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
示
唆
を
与
え
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、

「
こ
の
著
者
は
内
臓
の
発
生
と
機
能
と
動
き
を
腸
管
系
の
植
物
神
経
に
、
感
覚
の
作
用
を
体
壁
系
の
動
物
神
経
に
、
は
っ
き
り
と
分

け
て
む
す
び
つ
け
て
い
ま
す
。
そ
し
て
肺
の
呼
吸
作
用
が
体
壁
系
の
筋
肉
や
神
経
作
用
に
む
す
び
つ
い
て
い
る
側
面
を
も
つ
こ
と
、
ま

た
腸
管
系
の
入
口
で
あ
る
口
腔
と
出
口
で
あ
る
肛
門
の
両
端
は
、
体
壁
系
の
感
覚
に
む
す
び
つ
い
て
脳
の
働
き
に
依
存
し
て
い
る
が
、

そ
の
両
端
を
除
く
と
脳
と
の
む
す
び
つ
き
は
ぼ
や
け
て
し
ま
い
、
た
だ
肉
体
の
奥
の
ほ
う
で
厚
ぼ
っ
た
く
、
ず
し
り
と
し
た
無
明
の
情

感
や
情
念
の
動
き
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
こ
の
指
摘
と
洞
察
は
、
と
り
わ
け
わ
た
し
に
は
眼
か
ら
鱗
が
お
ち
る
気

分
で
し
た
。
つ
ま
り
、
わ
た
し
が
は
じ
め
て
、
長
い
あ
い
だ
も
や
も
や
膜
を
隔
て
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
〈
こ
こ
ろ
〉
と
そ
の
働
き
が
わ

六
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か
っ
た
と
お
も
え
た
の
で
す
。」（92.08=132

）

誰
で
も
体
験
す
る
と
こ
ろ
だ
が
、
頭
で
は
理
解
で
き
て
も
心
が
納
得
し
な
い
と
い
っ
た
こ
と
が
起
こ
る
。
こ
の
と
き
、
私
た
ち
は

「
頭
」
と
「
心
」
は
別
の
も
の
、
系
統
の
違
う
も
の
と
漠
然
と
考
え
て
い
る
が
、
そ
の
根
拠
は
は
っ
き
り
し
な
い
。
だ
が
「
内
臓
の
発
生

と
機
能
と
動
き
を
腸
管
系
の
植
物
神
経
に
、
感
覚
の
作
用
を
体
壁
系
の
動
物
神
経
」
に
結
び
つ
け
ら
れ
る
と
す
る
三
木
の
見
解
は
、
こ
の

「
頭
」
と
「
心
」
の
違
い
を
考
え
る
際
に
、
大
き
な
手
が
か
り
を
与
え
る
。
と
り
わ
け
、
自
己
表
出
と
指
示
表
出
の
概
念
を
手
ば
な
さ
ず

に
言
語
論
の
拡
張
を
め
ざ
す
吉
本
に
は
。

「〈
こ
こ
ろ
〉
と
わ
た
し
た
ち
が
呼
ん
で
い
る
も
の
は
内
臓
の
う
ご
き
と
む
す
び
つ
く
こ
と
を
第
一
義
と
し
た
あ
る
ひ
と
つ
の
表
出
で

す
。
ま
た
知
覚
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
感
覚
器
官
や
体
壁
系
の
筋
肉
や
神
経
の
う
ご
き
と
、
脳
の
回
路
に
む
す
び
つ
い
た
表
出
と
み
な

せ
ば
よ
い
わ
け
で
す
。
わ
た
し
は
こ
の
著
者
か
ら
そ
の
示
唆
を
う
け
と
っ
た
と
き
、
い
ま
ま
で
文
字
以
後
の
表
現
理
論
と
し
て
展
開
し

て
き
た
自
分
の
言
語
の
理
念
が
、
言
語
以
前
の
音
声
や
音
声
以
前
の
身
体
的
な
動
き
の
と
こ
ろ
ま
で
、
拡
張
で
き
る
見
と
お
し
が
得
ら

れ
ま
し
た
。
も
ち
ろ
ん
内
臓
系
の
〈
こ
こ
ろ
〉
の
う
ご
き
は
わ
た
し
の
定
義
し
て
い
る
自
己
表
出
の
根
源
で
あ
り
、
体
壁
系
の
感
覚
器

官
の
は
た
ら
き
は
指
示
表
出
の
根
源
を
つ
く
っ
て
い
ま
す
」（92.08=132

）

自
己
表
出
と
指
示
表
出
が
、
そ
れ
ぞ
れ
内
臓
系
と
体
壁
系
に
対
応
づ
け
ら
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
が
、
言
語
の
自
己
表
出
や
指
示
表
出
を

拡
大
し
て
言
語
以
前
に
適
用
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
で
、
自
己
表
出
や
指
示
表
出
の
概
念
が
、
身
体
構
造
の
な
か
に
位
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置
づ
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
が
重
要
な
の
だ
。
人
間
の
初
期
（
原
型
）
に
既
に
、
自
己
表
出
や
指
示
表
出
の
構
造
が
あ
り
、
そ
れ
が
進
化

の
過
程
で
言
語
と
し
て
表
出
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
だ
。
い
か
に
も
言
語
的
な
認
識
が
あ
る
。
言
語
は
人
間
に
固
有
の
高
度
な
認
識
を
可
能

に
す
る
。
だ
が
、
言
語
に
備
わ
っ
て
い
る
基
本
的
な
構
造
は
、
人
間
に
備
わ
っ
て
い
る
基
本
的
構
造
を
引
き
延
ば
し
た
も
の
で
あ
り
、
逆

で
は
な
い
。
こ
こ
ま
で
き
て
、
言
語
は
人
間
の
心
的
発
生
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。

内
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
能
力
は
、
母
親
の
胎
内
に
い
る
受
胎
後
五
、
六
ヵ
月
の
と
き
か
ら
、
一
歳
未
満
く
ら
い
の
間
に
形
成
さ
れ

る
。
受
胎
後
五
、
六
ヵ
月
と
い
う
の
は
、
ち
ょ
う
ど
胎
児
の
感
覚
能
力
が
整
い
始
め
る
時
期
で
あ
り
、
一
歳
頃
に
は
言
語
を
覚
え
始
め
る

時
期
に
あ
た
っ
て
い
る
。
こ
の
期
間
、
乳
胎
児
に
と
っ
て
、
母
親
（
ま
た
は
そ
の
代
理
）
が
環
境
の
す
べ
て
で
あ
り
、
乳
胎
児
は
そ
の
圧
倒

的
な
影
響
の
も
と
に
心
の
核
が
形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
「
母
と
子
の
物
語
」
が
ど
の
よ
う
な
も
の
か
に
よ
っ
て
、
そ
の
ひ
と
の

心
の
在
り
方
も
大
き
く
左
右
さ
れ
る
。
心
の
異
常
や
病
気
と
い
う
も
の
が
あ
り
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
根
源
は
こ
の
「
母
と
子
の
物
語
」

の
異
常
や
病
気
に
起
因
す
る
と
さ
え
い
い
う
る
（
18
）

。
吉
本
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
つ
い
て
細
か
く
論
じ
て
い
る
が
、
そ
の
検
討
は
稿
を
改
め

た
い
。

（
1
） 

吉
本
の
著
作
か
ら
の
引
用
、
該
当
箇
所
、
等
に
関
し
て
は
文
中
に
略
号
、
頁
数
の
順
に
示
し
た
。
略
号
は
数
字
の
最
初
の
二
桁
が
発
表
年
（
例

え
ば
69
の
場
合
は
一
九
六
九
年
）
で
あ
り
、
次
の
二
桁
は
発
表
月
で
あ
る
。
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
は
同
月
に
二
本
以
上
の
論
文
等
が
あ
る
場
合
の
識
別

で
あ
る
。
引
用
文
献
は
以
下
の
通
り
。
本
稿
に
お
け
る
引
用
文
中
の
傍
点
、
ゴ
チ
ッ
ク
等
は
、
こ
と
わ
り
が
な
い
か
ぎ
り
、
す
べ
て
原
著
者
の
も
の

で
あ
る
。
尚
、
参
考
に
し
た
が
引
用
に
は
至
ら
な
か
っ
た
論
文
に
つ
い
て
も
あ
げ
て
あ
る
。

65.05　

  『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
Ⅰ
』
勁
草
書
房
（
但
し
、
本
稿
で
は
『
定
本　

言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
Ⅰ
』（
角
川
書
店
、

一
九
九
〇
年
）
を
使
っ
た
）
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66.12　

  『
カ
ー
ル
・
マ
ル
ク
ス
』（
所
収
『
吉
本
隆
明
全
著
作
集
一
二
』
勁
草
書
房
、
一
九
六
九
年
）

71.09　

  『
心
的
現
象
論
序
説
』（
所
収
『
吉
本
隆
明
全
著
作
集
一
〇
』
勁
草
書
房
、
一
九
七
三
年
）

72.05　
  「

思
想
の
基
準
を
め
ぐ
っ
て

│
い
く
つ
か
の
本
質
的
な
問
題
」（
所
収
『
ど
こ
に
思
想
の
基
準
を
お
く
か
』
筑
摩
書
房
、
一
九
七
二
年
）

75.10　
  「

フ
ロ
イ
ト
お
よ
び
ユ
ン
グ
の
人
間
把
握
の
問
題
点
に
つ
い
て
」（
所
収
『
知
の
岸
辺
へ
』
弓
立
社
、
一
九
七
六
年
）

79.06　

 
 ｢

障
害
者
問
題
と
心
的
現
象
論
」（
所
収
『
心
と
は
何
か

│
心
的
現
象
論
入
門
』
弓
立
社
、
二
〇
〇
一
年
）

85.10　

  「
身
体
論
を
め
ぐ
っ
て
」（
所
収
前
掲
『
心
と
は
何
か
』）

86.04　

  「
受
け
身
」
の
精
神
病
理
に
つ
い
て
」（
所
収
前
掲
『
心
と
は
何
か
』）

90.10　

  『
ハ
イ
・
エ
デ
ィ
プ
ス
論
』
言
叢
社

92.02a　

  「
異
常
の
分
散

│
母
の
物
語
」（
所
収
前
掲
『
心
と
は
何
か
』）

92.02b　

  「
言
葉
以
前
の
心
に
つ
い
て
」（
所
収
前
掲
『
心
と
は
何
か
』）

92.08　

  「
三
木
成
夫
に
つ
い
て
」（
所
収
『
心
と
は
何
か
』）

92.09　

  『
新
・
書
物
の
解
体
学
』
メ
タ
ロ
ー
グ

93.04　

  「
胎
児
と
い
う
時
間
」

93.11A

　

  『
こ
こ
ろ
か
ら
言
葉
へ
』
弘
文
堂
、
北
山
修
と
の
対
談
集
。

93.11a　

  「
三
木
成
夫
の
方
法
と
前
古
代
言
語
論
」（
所
収
『
新
・
死
の
位
相
学
』
春
秋
社
、
一
九
九
七
年
）

99.03　

  『
詩
人
・
評
論
家
・
作
家
の
た
め
の
言
語
論
』
メ
タ
ロ
ー
グ

08.07　

  『
心
的
現
象
論
本
論
』
文
化
科
学
高
等
研
究
院
出
版
局

11.11　

  『
完
本　

情
況
へ
の
発
言
』
洋
泉
社

12.06　

  『「
す
べ
て
を
引
き
受
け
る
」
と
い
う
思
想
』
光
文
社
、
茂
木
健
一
郎
と
の
対
談
集
。

（
2
） 

た
と
え
ば
、
精
神
医
学
者
宮
本
忠
雄
は
、
吉
本
の
『
心
的
現
象
論
序
説
』
に
つ
い
て
「
奇
怪
な
造
語
癖
」
と
批
判
し
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て

吉
本
は
「
ど
う
し
て
も
、
じ
ぶ
ん
の
原
理
的
な
考
察
の
必
要
上
、
必
要
な
概
念
が
ほ
し
い
と
こ
ろ
で
し
か
〈
造
語
〉
し
て
い
な
い
と
断
言
で
き
る
。

六
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こ
の
先
生
が
「
奇
怪
な
造
語
」
と
い
っ
て
い
る
例
を
具
体
的
に
指
摘
し
て
く
れ
た
ら
、
必
ず
、
そ
れ
が
な
ぜ
必
要
で
あ
っ
た
か
、
そ
れ
が
だ
れ
の

〈
造
語
〉
し
た
も
の
か
ら
概
念
を
借
り
た
か
根
拠
を
説
明
し
て
あ
げ
る
よ
」（11.11=106

、
発
言
自
体
は
一
九
七
二
年
）
と
応
え
て
い
る
。

（
3
） 
こ
の
部
分
が
吉
本
氏
私
訳
か
出
典
が
あ
る
の
か
は
不
明
。
三
浦
和
男
訳
「
経
済
学
―
哲
学
手
稿
」（
所
収
『
マ
ル
ク
ス　

経
済
学
・
哲
学
論
集
』

河
出
書
房
、
一
九
六
七
年
）
で
は
一
三
九
頁
。

（
4
） 

マ
ル
ク
ス
（
エ
ン
ゲ
ル
ス
）「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」（
中
野
雄
策
訳
、
所
収
『
マ
ル
ク
ス　

経
済
学
・
哲
学
論
集
』）
二
五
二
頁
。

（
5
） 

同
前
、
二
一
一
頁
。

（
6
） 

マ
ル
ク
ス
「
フ
ォ
イ
エ
ル
バ
ッ
ハ
に
つ
い
て
の
十
一
の
テ
ー
ゼ
」（
高
島
善
哉
・
他
訳
、
所
収
『
マ
ル
ク
ス　

経
済
学
・
哲
学
論
集
』）
一
九
六
頁
。

（
7
） 

晩
年
の
、
茂
木
健
一
郎
と
の
対
談
で
の
控
え
目
な
発
言
だ
が
、
こ
れ
は
吉
本
の
思
想
展
開
の
最
初
か
ら
構
想
さ
れ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
吉
本

の
仕
事
が
す
べ
て
を
証
明
し
て
い
る
。

（
8
） 

吉
本
の
主
著
の
一
つ
と
さ
れ
る
『
共
同
幻
想
論
』
を
と
り
あ
げ
て
も
い
い
。
こ
の
著
作
は
一
般
に
国
家
（
共
同
性
の
観
念
あ
る
い
は
共
同
幻
想

と
し
て
の
国
家
）
論
の
試
み
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
数
百
年
の
時
間
の
単
位
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
語
を
と
り
あ
げ
た
と
き
も

同
じ
だ
が
、
国
家
の
存
在
を
自
明
で
あ
る
と
せ
ず
に
、
そ
の
起
源
を
論
じ
る
。
ま
た
、
そ
こ
で
は
数
十
万
年
と
い
う
人
類
の
歴
史
を
踏
ま
え
て
国
家

を
位
置
づ
け
よ
う
と
す
る
。
同
じ
こ
と
は
、
次
章
で
触
れ
る
が
、『
心
的
現
象
論
』
に
お
い
て
も
事
情
は
同
じ
だ
。

（
9
） 

本
章
と
次
章
は
、
拙
稿
「
思
想
と
言
語

│
吉
本
隆
明
『
言
語
に
と
っ
て
美
と
は
な
に
か
』
の
言
語
本
質
論
を
中
心
に
」（
所
収
『
湘
南
工
科

大
学
紀
要
』
第
二
六
巻
第
一
号
、
一
九
九
二
年
三
月
）
と
重
複
す
る
記
述
が
あ
る
。
と
は
い
え
、
本
稿
で
は
か
な
りabridge

し
て
あ
る
の
で
、
併

せ
て
お
読
み
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

（
10
） 

こ
れ
は
通
常
の
言
語
学
に
お
け
る
言
語
の
取
り
扱
い
と
は
異
な
る
。
言
語
学
は
既
に
出
来
上
が
っ
た
言
語
の
体
系
の
存
在
を
自
明
の
前
提
と
し

て
、
そ
こ
か
ら
出
発
す
る
。
言
語
と
意
識
、
さ
ら
に
は
文
化
が
密
接
な
関
係
に
あ
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
に
し
て
も
、
そ
こ
で
は
、
す
で
に
存
在
す

る
意
識
と
す
で
に
存
在
す
る
言
語
と
の
あ
い
だ
の
関
係
が
問
わ
れ
る
だ
け
だ
。
外
面
的
な
関
係
が
主
と
し
て
問
題
に
な
る
だ
け
で
、
内
的
な
関
係
は

度
外
視
さ
れ
て
し
ま
う
。

（
11
） 

後
に
な
っ
て
、
自
己
表
出
以
外
に
「
自
動
表
出
」
と
い
う
表
現
も
つ
か
っ
て
い
る
。
自
分
の
内
部
に
感
情
の
澱
を
堰
き
止
め
き
れ
ず
に
、
自
然

六
五
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第
五
十
巻
第
三
号
（
二
〇
一
四
年
三
月
）

（
五
八
二
）

の
う
ち
に
外
化
（
疎
外
）
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
を
強
調
す
れ
ば
自
動
表
出
の
方
が
よ
く
そ
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
伝
え
る
と
も
い
え
る
。

（
12
） 

こ
の
〈
含
み
〉
は
私
た
ち
が
知
ら
ず
知
ら
ず
の
う
ち
に
お
も
い
描
い
て
い
る
像
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
て
お
り
、「
像
を
う
か
べ
る
と
き
、
わ

た
し
た
ち
は
、
こ
の
表
現
を
単
に
意
味
と
し
て
で
は
な
く
、
価
値
と
し
て
た
ど
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」（65.05=110

）
と
さ
れ
て
い
る
。「
像
」
の

問
題
は
、
そ
の
後
最
も
大
き
な
主
題
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
く
。

（
13
） 

吉
本
が
引
用
し
て
い
る
、
フ
ロ
イ
ト
自
身
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
「
そ
れ
に
つ
い
て
我
々
の
知
つ
て
い
る
僅
か
な
こ
と
は
、
夢
の
仕
事
と
神
経
症

の
症
状
形
成
と
の
研
究
に
よ
つ
て
我
々
の
経
験
し
た
こ
と
で
あ
り
ま
し
て
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
大
概
の
こ
と
は
消
極
的
性
格
を
も
つ
て
お
り
、「
自

我
」
の
対
立
者
と
し
て
記
述
さ
れ
得
る
に
す
ぎ
ま
せ
ん
」（71.09=24

）。『
続
精
神
分
析
入
門
』（
古
沢
平
作
訳
、
日
本
教
文
社
、
一
九
六
九
年
）

一
〇
一
頁
。

（
14
） 

『
心
的
現
象
論
序
説
』
の
最
初
の
部
分
で
、
心
的
領
域
が
何
か
に
還
元
す
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
自
体
と
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

と
を
縷
々
論
じ
て
い
る
。
拙
稿
「
共
同
幻
想
論
の
振
幅
三

│
機
能
的
論
理
批
判
」（
所
収
『
研
究
紀
要
』
第
八
六
号
、
二
〇
一
三
年
九
月
、
日
本

大
学
文
理
学
部
人
文
科
学
研
究
所
）
で
も
、
こ
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。

（
15
） 

吉
本
に
よ
れ
ば
、
フ
ロ
イ
ト
の
理
論
が
妥
当
す
る
の
は
対
幻
想
の
領
域
（
性
を
媒
介
と
す
る
関
係
領
域
）
に
つ
い
て
の
み
な
の
だ
が
、
フ
ロ
イ

ト
は
そ
こ
で
得
ら
れ
た
原
理
を
共
同
幻
想
の
領
域
ま
で
無
頓
着
に
拡
大
し
て
し
ま
っ
た
と
批
判
を
く
わ
え
て
い
る
。『
心
的
現
象
論
序
説
』
四
八
│

九
頁
参
照
。

（
16
） 

こ
う
し
た
認
識
の
仕
方
、
方
法
論
は
「
価
値
形
態
論
に
お
け
る
マ
ル
ク
ス
、
国
文
学
研
究
に
お
け
る
折
口
信
夫
と
お
な
じ
だ
」（93.11a=175

）

と
吉
本
は
述
べ
、
驚
嘆
し
て
い
る
。

本
章
で
は
字
数
の
関
係
で
三
木
茂
夫
の
著
作
か
ら
の
直
接
の
引
用
を
控
え
、
吉
本
に
よ
る
要
約
を
つ
か
っ
た
。
三
木
成
夫
の
思
想
の
吉
本
に
よ
る

要
約
は
、「
三
木
成
夫
に
つ
い
て
」（92.08

）
の
特
に
一
二
七
│
一
三
一
頁
だ
が
、
こ
れ
は
た
い
へ
ん
み
ご
と
な
も
の
で
、
本
当
は
こ
の
部
分
を
す

べ
て
引
用
し
た
い
く
ら
い
だ
。
な
お
、
こ
の
文
章
は
三
木
成
夫
『
海
・
呼
吸
・
古
代
形
象
』（
う
ぶ
す
な
書
院
、
一
九
九
二
年
）
に
付
さ
れ
た
「
解

説
」
を
、
後
に
「
で
す
ま
す
調
」
に
変
え
て
『
心
と
は
何
か
』
に
収
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
三
木
の
思
想
に
つ
い
て
、
吉
本
は
『
心
的
現
象
論
本

論
』
四
三
〇
│
四
四
三
頁
で
も
論
じ
て
い
る
。

六
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言
語
本
質
論
の
思
想
的
拡
張
（
石
川
）

（
五
八
三
）

（
17
） 

だ
が
、
こ
れ
は
ダ
ー
ウ
ィ
ン
流
の
進
化
論
と
は
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
異
な
る
。
三
木
の
場
合
は
、
人
間
に
何
ら
の
特
権
的
な
地
位
を
与
え
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
し
、
否
、
先
の
吉
本
の
引
用
に
あ
る
よ
う
に
（「
生
物
が
や
っ
て
き
た
こ
と
は
、
こ
の
宇
宙
の
写
し
と
そ
の
変
形
だ
」）、
む
し
ろ
生
物

に
対
し
て
宇
宙
を
優
位
に
お
い
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
拡
大
し
て
し
ま
え
ば
、
三
木
は
エ
コ
ロ
ジ
ス
ト
で
あ
り
、
反
文
明
の
立
場
に
立
つ
こ

と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
陳
腐
な
「
倫
理
的
自
然
主
義
」
者
で
あ
る
は
ず
が
な
い
に
し
て
も
。

（
18
） 

三
木
茂
夫
『
胎
児
の
世
界

│
人
類
の
生
命
記
憶
』（
中
公
新
書
、
一
九
八
三
年
）。
本
章
の
、
吉
本
の
要
約
は
、
こ
の
著
作
を
も
と
に
し
て
い

る
。

（
19
） 

た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。「
人
間
の
心
の
異
常
さ
と
か
病
気
と
か
い
う
も
の
は
、
そ
の
人
の
身
体
器
官
の
問
題
で
い
え
ば
、
そ
の

人
の
植
物
性
の
神
経
器
官
あ
る
い
は
内
臓
器
官
の
神
経
的
な
作
用
と
、
そ
れ
か
ら
感
覚
器
官
の
神
経
的
な
作
用
と
の
あ
い
だ
に
、
何
ら
か
の
意
味
で

ず
れ
が
あ
っ
た
り
、
わ
だ
か
ま
り
が
あ
っ
た
り
、
そ
れ
か
ら
こ
の
ば
あ
い
は
並
行
関
係
で
す
け
ど
、
並
行
関
係
が
あ
っ
た
り
と
い
う
の
は
、
そ
の
両

者
の
境
目
の
と
こ
ろ
で
、
何
ら
か
の
意
味
の
正
常
で
な
い
要
素
が
起
こ
っ
た
り
あ
っ
た
り
す
れ
ば
、
そ
れ
は
心
の
異
常
と
か
心
の
病
気
と
か
の
一
つ

の
大
雑
把
な
根
拠
に
な
り
う
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
お
も
わ
れ
る
の
で
す
」（92.02b=98-9

）。

六
七




