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ー
ー
ー
カ
ン
ト
超
越
論
的
感
性
論
第
七
節
に
お
け
る
反
論
と
応
答

城

戸

淳

カ
ン
ト
は
一
七
七

O
年
の
教
授
就
任
論
文
『
感
性
界
と
叡
知
界
の
形
式
と
原
理
』
に
お
い
て
、
空
間
と
時
間
の
絶
対
的
実
在
性
を
拒

否
し
て
、
批
判
哲
学
へ
の
端
緒
を
ひ
ら
い
た
。
と
こ
ろ
が
こ
の
う
ち
時
間
に
つ
い
て
だ
け
は
、
た
て
つ
づ
け
に
ラ
ン
ベ
ル
ト

R
H
S
R）、

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
（
同
回
目
凶
己
、
シ
ュ
ル
ツ
か
ら
の
反
論
が
寄
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
時
間
は
現
象
の
秩
序
化
の
た
め
の
主
観
的

で
観
念
的
な
法
則
に
す
ぎ
ず
、
魂
な
ど
の
叡
知
的
な
も
の
に
適
用
し
て
は
な
ら
な
い
と
す
る
カ
ン
ト
の
立
論
に
対
し
て
、
そ
れ
ら
の
反

論
は
異
口
同
音
に
、
魂
の
内
的
な
変
化
の
現
実
性
を
論
拠
に
し
て
、
時
間
の
絶
対
的
な
現
実
性
を
主
張
し
て
い
た
。
有
名
な
一
七
七
二

年
の
ヘ
ル
ツ
宛
書
簡
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
こ
の
反
論
は
「
ラ
ン
ベ
ル
ト
氏
が
私
に
向
け
た
」
釘
ロ
ち
も
の
だ
と
特
定
し
つ
つ
、
こ

れ
を
「
〔
私
の
〕
学
説
に
対
し
て
向
け
ら
れ
う
る
も
っ
と
も
本
質
的
な
反
論
」

C
E
F）
と
し
て
認
め
て
、
最
初
の
応
答
を
試
み
て
い
る
。

ま
ず
は
一
七
七

O
年
九
月
十
三
日
付
の
ラ
ン
ベ
ル
ト
の
カ
ン
ト
宛
書
簡
か
ら
、
反
論
の
骨
子
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

「
変
化
が
実
在
的
で
あ
れ
ば
、
時
間
は
：
：
実
在
的
で
あ
る
。
：

i
し
か
し
な
が
ら
私
が
思
う
に
は
、
た
と
え
観
念
論
者
で
あ
ろ

う
と
も
、
す
く
な
く
と
も
み
ず
か
ら
の
表
象
に
お
い
て
は
、
表
象
の
始
ま
り
ゃ
終
わ
り
と
い
っ
た
変
化
が
現
実
的
に
生
じ
て
存
在
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し
て
い
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
れ
ゆ
え
、
時
間
は
な
に
か
実
在
的
で
な
い
も
の
と
見
な
さ
れ
る
こ

200 

と
は
で
き
な
い
。
」
（
H
5
3

こ
の
よ
う
な
反
論
は
ご
く
自
然
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
原
型
は
す
で
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
自
然
学
』
に
見
出
さ
れ
る
。
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ス
に
よ
れ
ば
、
時
間
と
は
「
前
と
後
に
か
ん
し
て
の
運
動
の
数
」
で
あ
る
か
ら
、
魂
が
運
動
を
知
覚
し
て
、
そ
の
前
と
後
を

数
え
な
け
れ
ば
、
時
間
は
経
過
し
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
、
た
と
え
宇
宙
の
運
動
が
停
止
し
た
り
、
あ
る
い
は
感
覚
的
に
知
覚
さ
れ
な
く

な
っ
た
と
し
て
も
、
ま
だ
み
ず
か
ら
の
魂
の
運
動
だ
け
は
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

「
た
と
え
そ
れ
が
暗
闇
で
あ
っ
て
、
肉
体
〔
感
官
〕
を
介
し
て
は
な
に
も
の
も
わ
れ
わ
れ
に
感
じ
ら
れ
な
い
よ
う
な
場
合
で
も
、

な
ん
ら
か
の
動
き
〔
運
動
〕
が
わ
れ
わ
れ
の
霊
魂
の
う
ち
に
起
こ
り
古
え
す
れ
ば
、
た
だ
ち
に
ま
た
そ
れ
と
一
緒
に
〔
同
時
に
〕
な

ん
ら
か
の
時
間
も
経
過
し
た
と
思
わ
れ
目
。
」

外
的
な
運
動
が
ま
っ
た
く
知
覚
さ
れ
な
い
状
況
で
も
、
み
ず
か
ら
の
魂
の
動
き
は
た
だ
ち
に
知
覚
さ
れ
、
数
え
ら
れ
て
、
時
間
が
経
過

す
る
。
そ
れ
ゆ
え
魂
は
、
時
間
の
存
立
を
最
終
的
に
担
う
特
権
的
な
場
所
な
の
で
あ
る
。

あ
る
い
は
近
世
か
ら
一
例
を
あ
げ
れ
ば
、
「
有
名
な
ロ
ッ
ク
」
の
『
人
間
知
性
論
』
に
よ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
み
ず
か
ら
の
心
の
な

か
に
現
わ
れ
て
は
消
え
る
観
念
の
系
列
を
内
省
に
よ
っ
て
見
出
し
、
こ
こ
か
ら
継
起
の
観
念
を
得
る
ロ
そ
の
よ
う
な
観
念
の
系
列
を
心

に
う
み
だ
す
に
は
、
た
し
か
に
た
い
て
い
は
素
朴
に
物
体
の
運
動
を
観
察
す
る
の
が
好
適
で
あ
る
う
。

「
け
れ
ど
も
、
周
囲
の
物
が
す
べ
て
静
止
し
て
、
人
が
運
動
を
す
こ
し
も
知
覚
し
な
い
場
合
で
も
、
こ
の
静
寂
の
時
閣
の
あ
い
だ

に
思
考
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
い
つ
も
そ
の
人
は
自
分
自
身
の
心
の
な
か
に
自
分
自
身
の
思
考
の
多
様
な
観
念
が
つ
ぎ
つ
ぎ
と
現

わ
れ
る
の
を
知
覚
す
る
だ
ろ
う
し
、
己
れ
に
よ
っ
て
な
ん
の
運
動
も
観
察
で
き
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
継
起
を
観
察
し
、
見
出
す
だ

ろ一九。」



こ
う
し
て
ロ
ッ
ク
の
観
念
モ
デ
ル
の
経
験
主
義
に
お
い
て
時
間
は
、
外
で
運
動
す
る
実
在
的
な
物
体
そ
の
も
の
か
ら
で
は
な
く
、
精
神

の
う
ち
で
継
起
す
る
観
念
の
系
列
か
ら
経
験
的
に
獲
得
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
観
念
モ
デ
ル
の
時
間
論
に
、
近
代
の
宿
病
と

も
い
う
べ
き
「
観
念
論
」
の
懐
疑
が
出
会
う
と
き
、
た
と
え
外
の
世
界
の
運
動
の
い
っ
古
い
が
幻
覚
で
も
、
こ
の
魂
の
う
ち
な
る
観
念

の
継
起
の
時
間
だ
け
は
確
実
に
現
実
的
だ
と
す
る
、
具
眼
の
土
た
ち
の
反
論
が
醸
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
一
七
八
一
年
の
『
純
粋
理
性
批
判
』
（
H
『
批
判
』
）
の
超
越
論
的
感
性
論
の
第
七
節
「
解
明
」
の
前
半
に
お
い
て
、
あ
ら

た
め
て
こ
の
反
論
を
と
り
あ
げ
て
、
十
年
越
し
の
返
答
を
書
き
と
め
て
い
る
。
と
は
い
え
、
そ
れ
自
体
と
し
て
考
察
さ
れ
た
主
観
は
感

性
的
な
時
間
に
は
服
さ
な
い
と
す
る
そ
の
応
答
は
、
当
時
の
反
論
者
に
と
っ
て
だ
け
で
な
く
、
お
そ
ら
く
今
日
の
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て

も
呑
み
こ
み
ゃ
す
い
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
他
方
、
演
緯
論
に
お
け
る
立
ち
留
ま
る
自
我
と
し
て
の
超
越
論
的
統
覚
や
、
第
三
ア
ン

チ
ノ
ミ
l
解
決
に
お
け
る
理
性
の
叡
知
的
な
原
因
性
な
ど
、
ま
さ
に
カ
ン
ト
哲
学
の
核
心
に
触
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
に
お
い
て
、
こ

の
第
七
節
に
お
け
る
時
間
と
自
我
を
め
ぐ
る
考
察
は
生
き
て
い
る
だ
ろ
う
。
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
は
、
呪
文
の
よ
う
に
唱
え
ら
れ
る
超
越
論

的
主
観
の
非
時
間
性
と
い
う
ド
グ
マ
は
「
い
か
な
る
基
準
に
お
い
て
も
理
解
可
能
性
の
限
界
を
踏
み
こ
え
て
い
日
」
と
、
く
り
か
え
し

断
定
し
て
い
る
。
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
の
よ
う
に
カ
ン
ト
哲
学
の
核
心
を
意
味
の
限
界
の
外
に
放
榔
す
る
な
ら
ば
と
も
か
く
、
や
は
り
そ
れ

を
理
解
し
よ
う
と
す
る
の
な
ら
ば
、
こ
の
第
七
節
の
解
釈
が
ま
ず
は
最
初
の
里
程
標
に
な
ろ
う
。
原
書
で
わ
ず
か
二
ペ
ー
ジ
強
の
テ
ク

ス
ト
で
は
あ
る
が
、
そ
こ
に
か
け
ら
れ
た
賭
け
金
は
意
外
な
ほ
ど
重
い
と
い
っ
て
よ
い
。

さ
て
、
こ
の
第
七
節
に
つ
い
て
は
、
お
よ
そ
一
世
紀
も
前
に
7
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
l
が
周
到
な
註
怖
を
の
こ
し
て
以
後
は
主
題
的
に
論
じ

ら
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
が
、
近
年
7
ァ
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
の
新
た
な
感
性
論
の
コ
メ
ン
タ
リ
l
が
ふ
た
た
び
口
火
を
切
っ
て
、
カ

ン
ト
研
究
者
の
注
目
を
集
め
る
と
こ
ろ
と
な
っ
た
。
と
は
い
え
、

7
ァ
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
の
第
七
節
の
解
釈
は
、
た
し
か
に
現
代
的
に

も
理
解
し
や
す
い
テ
ク
ス
ト
の
解
釈
を
提
示
し
て
は
い
る
も
の
の
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
哲
学
の
本
質
的
な
洞
察
を
破
壊
し
か
ね
な
い
、
か
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な
り
問
題
的
な
解
釈
で
あ
る
よ
う
に
私
に
は
お
も
わ
れ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
こ
の
フ
ァ
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
解
釈
を
批
判
的
に
検
討

し
つ
つ
、
第
七
節
に
お
け
る
反
論
と
応
答
を
追
跡
し
、
あ
り
う
べ
き
解
釈
の
方
向
性
を
模
索
し
た
い
。
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1 

ラ
ン
ベ
ル
ト
か
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ

l
ン
か
ー
ー
フ
ァ
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
解
釈
の
検
討
（
1
）

超
越
論
的
感
性
論
の
第
七
節
「
解
明
」
に
お
い
て
、
カ
ン
ト
は
「
具
眼
の
土
た
ち
」
（
〉
凶
旦
回
出
）
か
ら
異
口
同
音
に
寄
せ
ら
れ
た

と
い
う
反
論
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
定
式
化
し
て
い
る
。

「
変
化
は
現
実
的
で
あ
る
（
こ
れ
は
わ
れ
わ
れ
自
身
の
諸
表
象
の
変
移
が
証
明
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
た
と
え
す
べ
て
の
外
的

な
現
象
を
そ
の
変
化
と
と
も
に
否
認
し
よ
う
と
し
て
も
同
じ
こ
と
で
あ
る
）
。
さ
て
、
変
化
は
た
だ
時
間
に
お
い
て
の
み
可
能
で

あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
時
間
は
な
に
か
現
実
的
な
も
の
で
あ
る
。
」
（
〉
以
内
面
白
〉

こ
こ
で
ま
ず
関
わ
れ
る
べ
き
は
、
こ
の
カ
ン
ト
の
定
式
は
ラ
ン
ベ
ル
ト
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
、
シ
ュ
ル
ツ
か
ら
の
反
論
を
正
確
に
再

現
し
て
い
る
か
、
と
い
う
点
で
あ
ろ
う
。
一
読
し
て
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
定
式
は
先
に
引
い
た
ラ
ン
ベ
ル
ト
の
反
論
を
踏
ま
え
た

も
の
で
あ
り
、
カ
ン
ト
は
こ
の
ラ
ン
ベ
ル
ト
式
の
論
証
を
反
論
の
範
裂
と
見
な
し
て
、
定
式
化
を
試
み
た
こ
と
が
覗
わ
れ
る
。
じ
っ
さ

カ
ン
ト
は
ベ
ル
ヌ
l
イ
に
宛
て
て
、
『
批
判
』
の
こ
の
箇
所
で
ラ
ン
ベ
ル
ト
の
書
簡
に
お
け
る
異
義
に
回
答

い
『
批
判
』
出
版
の
後
、

し
た
、
と
明
言
し
て
い
る
釘
出
品
。

だ
が
フ
ァ
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
ラ
ン
ベ
ル
ト
や
シ
ュ
ル
ツ
の
反
論
と
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
1
ン
の
反
論
と
は
、
私
の
も
つ
諸
表

象
の
変
化
か
ら
時
間
の
実
在
性
へ
と
到
る
と
い
う
点
で
は
似
て
い
る
も
の
の
、
し
か
し
そ
の
途
中
の
道
行
き
は
ま
る
で
異
な
っ
て
い
目
。

こ
こ
で
は
シ
ュ
ル
ツ
は
措
く
と
す
れ
ば
、
ラ
ン
ベ
ル
ト
は
「
た
と
え
観
念
論
者
で
あ
ろ
う
と
も
」
疑
い
え
な
い
内
的
経
験
の
確
実
性
を



根
拠
に
し
て
、
私
の
う
ち
で
表
象
が
変
化
し
て
い
る
と
経
験
さ
れ
る
か
ら
に
は
、
表
象
の
変
化
は
現
実
的
に
成
立
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ

え
時
間
は
実
在
的
だ
と
論
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
立
論
な
ら
ば
、
す
で
に
カ
ン
ト
が
一
七
七
二
年
の
ヘ
ル
ツ
宛
書
簡
で
試
み
た
よ
う

に
公
ロ
ム
）
、
時
間
の
観
念
性
を
コ
ギ
ト
に
も
適
用
し
、
内
的
知
覚
に
か
ん
す
る
デ
カ
ル
ト
的
な
確
実
性
を
破
棄
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

突
き
返
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
た
と
え
表
象
が
時
間
的
に
変
化
し
て
い
る
よ
う
に
現
わ
れ
て
い
て
も
、
そ
れ

ら
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
て
い
る
対
象
と
し
て
の
私
の
魂
そ
の
も
の
が
変
化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
時
間
は
や
は
り
た
ん

に
観
念
的
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

だ
が
こ
れ
に
対
し
て
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
は
、
お
な
じ
く
私
の
諸
表
象
の
変
化
か
ら
、
逆
向
き
に
、
そ
れ
ら
を
表
象
し
て
い
る
主
観

と
し
て
の
私
の
魂
の
変
化
へ
と
推
理
す
る
の
で
あ
る
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
は
こ
の
推
理
を
、
神
の
観
点
の
よ
う
な
外
在
的
な
視
角
か

ら
の
観
察
と
い
う
想
定
に
よ
っ
て
導
入
し
て
い
る
。

「
継
起
は
す
く
な
く
と
も
有
限
な
精
神
の
諸
表
象
の
必
然
的
な
制
約
で
あ
る
。
さ
て
有
限
な
精
神
は
表
象
の
主
観
で
あ
る
だ
け
で

な
く
、
神
や
〔
わ
れ
わ
れ
白
〕
仲
間
の
精
神
の
客
観
で
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
あ
い
つ
ぐ
連
な
り
は
客
観
的
な
も
の
と
も
見
な

さ
れ
う
る
。
」

Q

－5

た
し
か
に
私
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
、
私
の
う
ち
な
る
表
象
の
時
間
的
な
継
起
は
、
た
ん
な
る
現
象
に
す
ぎ
ず
、
ヌ
l
メ
ノ
ン
と
し
て
の

魂
に
は
及
ば
な
い
と
い
う
応
答
も
成
り
立
つ
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
こ
で
視
角
を
か
え
て
、
そ
の
よ
う
に
時
間
的
に
継
起
す
る
表
象

と
そ
の
表
象
主
体
を
外
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
表
象
が
継
起
す
る
の
に
合
わ
せ
て
、
表
象
し
て
い
る
主
体
の
状
態
も
ま
た
変
化
し
て
い
る

こ
と
が
観
察
で
き
る
は
ず
で
あ
る
。
た
と
え
表
象
の
時
間
的
継
起
が
ヌ
l
メ
ノ
ン
的
な
客
観
に
は
妥
当
し
な
い
現
象
だ
と
し
て
も
、
そ

の
現
象
が
表
象
と
し
て
現
実
に
時
間
的
に
継
起
し
て
い
る
な
ら
ば
、
す
く
な
く
と
も
そ
れ
を
表
象
し
て
い
る
主
体
の
ほ
う
は
時
間
に
巻

品
。
》
」
L

ま
h
u
V
A
V

。
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カ
ン
ト
に
よ
る
反
論
の
定
式
は
も
っ
ぱ
ら
ラ
ン
ベ
ル
ト
式
に
準
拠
し
た
も
の
で
、
メ
ン
デ
ル

ス
ゾ
l
ン
式
の
反
論
の
威
力
を
十
分
に
考
慮
し
て
い
な
い
、
と
論
難
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
や
は
り
第
七
節
に
つ
い
て
鋭

利
な
分
析
と
解
釈
を
示
し
た
フ
ァ
ン
・
ク
レ
1
内
が
適
切
に
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
こ
の
論
難
は
『
批
判
』
の
カ
ン
ト
に
は
当
て
は

ま
ら
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
さ
き
の
定
式
で
カ
ン
ト
は
「
変
移
（
巧
R
E
o－
〕
」
と
「
変
化
（
〈
耳
目
骨
日
高
）
」
と
を
慎
重
に
区

別
し
て
い
る
（
こ
の
区
別
は
も
と
の
ラ
ン
ベ
ル
ト
の
反
論
に
は
見
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
）
。
も
ち
ろ
ん
「
第
一
類
推
」

F
Z喧
回

M
E
R）
が
教
え
る
よ
う
に
、
実
体
が
持
続
し
つ
つ
、
そ
の
状
態
ー
ー
あ
る
い
は
ラ
ン
ベ
ル
ト
の
反
論
を
想
起
古
せ
る
言
い
方
で
は
「
終

わ
る
こ
と
も
始
ま
る
こ
と
も
で
き
る
規
定
」
（
〉
戸
当
面

Mus
－
－
が
「
変
移
」
す
る
こ
と
で
、
実
体
が
「
変
化
」
す
る
、
と
い
う
の
が

『
批
判
』
の
用
語
法
で
あ
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
「
わ
れ
わ
れ
自
身
の
諸
表
象
の
変
移
が
証
明
し
て
い
る
」
と
い
う
「
変
化
」
と
は
、
そ
れ

ら
の
変
移
す
る
表
象
の
基
体
と
な
る
精
神
実
体
の
変
化
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
て
カ
ン
ト
は
、
表
象
か
ら
表
象
す
る
精
神
へ
と
遡
る
メ
ン

デ
ル
ス
ゾ
l
ン
式
の
反
論
を
も
射
程
に
収
め
て
い
る
の
で
あ
る
。
じ
っ
古
い
カ
ン
ト
は
ま
た
、
の
ち
に
も
触
れ
る
よ
う
に
、
「
他
の
存

在
者
が
私
を
・
・
：
直
観
し
う
る
な
ら
ば
」
タ
当
面
宮
）
と
い
う
仮
想
状
況
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
外
の
観
点
か
ら
表
象
主
体
の
時
間

性
を
観
察
す
る
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
式
の
反
論
に
は
っ
き
り
と
言
及
し
て
い
る
。

と
は
い
え
も
ち
ろ
ん
、
表
象
の
変
移
と
精
神
実
体
の
変
化
と
い
う
こ
の
構
図
は
、
ラ
ン
ベ
ル
ト
式
の
反
論
の
定
式
と
し
て
も
役
立
ち

う
る
。
す
な
わ
ち
、
私
の
諸
表
象
が
変
移
し
て
い
る
か
ら
に
は
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
精
神
実
体
と
し
て
の
私
が
変
化
し
て

い
る
こ
と
は
確
実
だ
、
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
第
七
節
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
応
答
は
、
大
筋
で
は
ヘ
ル
ツ
宛
書
簡
と
同
様
に
、

や
は
り
ラ
ン
ベ
ル
ト
式
の
反
論
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
具
眼
の
士
た
ち
は
、
空
間
的
な
外
的
対
象
の
現
実
性
を
疑
い
つ
つ

も
、
内
的
対
象
は
時
間
的
な
も
の
と
し
て
直
接
的
に
認
識
さ
れ
て
い
る
と
信
じ
て
い
る
が
、
し
か
し
時
間
と
は
自
己
を
直
観
す
る
さ
い

の
主
観
の
感
性
的
形
式
に
す
ぎ
ず
、
客
観
そ
の
も
の
と
し
て
の
自
我
に
妥
当
す
る
も
の
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
そ
の
応
答
の
骨
子
で

こ
う
し
て
フ
ァ
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
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あ
る
（
〉
路
面
白
）
。
だ
と
す
れ
ば
カ
ン
ト
は
、

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
式
の
反
論
を
射
程
に
収
め
つ
つ
も
、
ラ
ン
ベ
ル
ト
式
の
反
論
を

そ
れ
に
応
え
る
こ
と
で
、
両
者
の
反
論
に
と
も
に
答
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
ヵ
ン
ト
の
応
答
に
つ
い
て
の
フ
ア
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
の
解
純
と
も
一
見
す
る
と
符
合
す
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。

そ
の
解
釈
に
よ
れ
ば
、
一
七
七
二
年
の
ヘ
ル
ツ
宛
書
簡
は
も
っ
ぱ
ら
ラ
ン
ベ
ル
ト
式
の
反
論
に
対
し
て
、
時
間
は
物
自
体
と
し
て
の
魂

に
は
関
わ
ら
な
い
と
答
え
て
い
た
の
だ
が
、
こ
れ
に
対
し
て
『
批
判
』
で
は
、
反
論
の
定
式
は
や
は
り
ラ
ン
ベ
ル
ト
式
で
あ
り
、
ま
た

範
型
と
し
て
、

応
答
も
お
お
よ
そ
ヘ
ル
ツ
宛
書
簡
の
路
線
を
引
き
ず
っ
て
い
る
も
の
の
、
し
か
し
そ
の
な
か
に
は
（
後
述
す
る
よ
う
に
）
メ
ン
デ
ル
ス

ゾ
1
ン
式
の
反
論
に
答
え
る
ま
っ
た
く
新
た
な
批
判
的
分
析
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
解
釈
は
、
い
わ
ば
語
る
に
落

ち
る
と
い
う
と
こ
ろ
だ
ろ
う
。
総
じ
て
い
え
ば
、
『
批
判
』
の
論
述
を
新
旧
の
洞
察
の
つ
ぎ
は
ぎ
細
工
の
よ
う
に
読
む
の
は
、
不
適
切

な
解
釈
視
角
の
徴
候
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。
『
批
判
』
で
の
カ
ン
ト
の
応
答
は
、
む
し
ろ
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
式
の
反
論
を
ラ
ン
ベ
ル

ト
式
の
反
論
の
な
か
に
位
置
づ
け
て
、
ま
と
め
て
答
え
て
い
る
と
解
釈
す
る
ほ
う
が
自
然
で
あ
る
。

そ
の
自
然
な
解
釈
を
見
出
す
に
は
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
式
の
反
論
を
ラ
ン
ベ
ル
ト
式
の
反
論
か
ら
抽
出
で
き
る
こ
と
を
示
す
の
が

よ
い
だ
ろ
う
。
『
批
判
』
で
定
式
化
さ
れ
た
か
た
ち
で
の
ラ
ン
ベ
ル
ト
式
の
反
論
は
、
第
一
に
、
内
的
な
自
己
認
識
に
お
け
る
絶
対
的

な
不
可
謬
性
を
頼
み
の
綱
に
し
て
、
表
象
の
変
移
か
ら
表
象
さ
れ
る
私
の
変
化
へ
と
進
む
。
そ
し
て
第
二
に
、
そ
の
よ
う
に
表
象
さ
れ

る
客
観
と
し
て
の
私
は
、
ほ
か
な
ら
ぬ
こ
の
私
、
す
な
わ
ち
表
象
す
る
主
観
と
し
て
の
私
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
論
点
は
明
示

さ
れ
て
は
な
い
が
、
内
的
な
認
識
が
ま
さ
に
自
己
認
識
で
あ
る
た
め
に
は
も
ち
ろ
ん
不
可
欠
の
要
件
で
あ
る
。
ラ
ン
ベ
ル
ト
式
の
反
論

は
ほ
ん
ら
い
、
こ
の
よ
う
な
二
つ
の
段
階
を
へ
る
論
証
で
あ
る
と
解
し
う
る
。
す
な
わ
ち
、
私
の
表
象
の
変
移
に
も
と
づ
い
て
時
間
的

に
変
化
し
て
い
る
と
確
実
に
表
象
さ
れ
て
い
る
私
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
に
表
象
し
て
い
る
こ
の
私
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ゆ
え
に
私
が

変
化
し
て
い
る
こ
と
は
確
実
な
の
で
あ
る
。
だ
が
こ
こ
で
、
第
一
の
内
的
認
識
の
不
可
謬
性
を
端
か
ら
自
明
視
し
て
、
さ
ら
に
第
二
の
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自
己
認
識
に
お
け
る
主
客
の
同
一
性
を
前
提
し
て
お
け
ば
、
変
移
す
る
表
象
に
よ
っ
て
表
象
さ
れ
る
私
と
い
う
途
中
経
過
を
返
ら
ず
に
、

私
の
表
象
の
変
移
か
ら
た
だ
ち
に
表
象
す
る
私
の
変
化
へ
と
遡
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
式
の
反
論
は
、

ラ
ン
ベ
ル
ト
式
の
反
論
を
構
成
す
る
こ
つ
の
要
件
を
素
通
り
し
て
、
始
点
と
終
点
と
を
短
絡
す
る
こ
と
で
成
立
す
る
の
で
あ
る
。

逆
に
い
え
ば
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
式
の
反
論
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
立
論
の
認
識
論
的
な
条
件
を
欠
い
て
お
り
、
そ
れ
を
補
え
ば
ラ

ン
ベ
ル
ト
式
の
反
論
と
同
じ
に
な
る
。
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ

1
ン
式
の
反
論
に
対
し
て
、
だ
が
私
は
私
の
変
化
を
い
か
に
し
て
知
る
の
か
、

と
問
う
て
み
よ
う
。
こ
の
間
い
に
は
も
ち
ろ
ん
、
ラ
ン
ベ
ル
ト
と
同
じ
く
、
私
は
ま
ず
は
私
の
表
象
の
変
移
を
認
め
て
、
そ
こ
か
ら
変

化
す
る
私
じ
し
ん
へ
と
認
識
を
及
ぼ
す
の
だ
、
と
答
え
る
ほ
か
な
い
。
ラ
ン
ベ
ル
ト
が
確
信
し
て
い
る
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
内
的
な

感
官
の
対
象
（
私
じ
し
ん
と
私
の
状
態
）
の
現
実
性
は
意
識
に
よ
っ
て
直
接
的
に
明
ら
か
で
あ
る
」
（
〉
凶
器
出
）
と
い
う
、
コ
ギ
ト

領
域
で
の
直
接
的
な
確
実
性
で
あ
る
。
ほ
ん
ら
い
は
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ

1
ン
も
ま
た
、
こ
の
コ
ギ
ト
の
確
信
を
ラ
ン
ベ
ル
ト
と
共
有
し
な

け
れ
ば
、
私
の
状
態
の
変
移
に
も
と
づ
い
て
私
じ
し
ん
の
変
化
を
認
識
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ー
ー
そ
れ
ゆ
え
カ

ン
ト
に
と
っ
て
は
、
こ
の
デ
カ
ル
ト
的
な
確
信
を
根
こ
そ
ぎ
に
し
て
、
ラ
ン
ベ
ル
ト
式
の
反
論
を
封
じ
さ
え
す
れ
ば
、
そ
も
そ
も
メ
ン

デ
ル
ス
ゾ
l
ン
式
の
反
論
が
成
立
す
る
余
地
は
な
く
、
あ
ら
た
め
て
反
駁
の
労
を
と
る
必
要
も
な
か
っ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
な
が
ら
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
に
し
て
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
自
己
認
識
に
か
ん
す
る
認
識
論
的
な
考
慮
な
ど
、
じ
つ
の
と
こ

ろ
ま
る
で
重
要
で
は
な
い
。
私
の
表
象
が
継
起
し
て
い
る
以
上
、
私
が
知
ろ
う
が
知
る
ま
い
が
、
私
の
精
神
を
外
か
ら
観
察
す
る
「
神

や
〔
わ
れ
わ
れ
の
〕
仲
間
の
精
神
」
に
と
っ
て
は
、
私
の
変
化
は
明
ら
か
だ
か
ら
で
あ
る
。
『
朝
の
時
間
』
で
も
い
わ
れ
る
よ
う
に
、

「
い
か
な
る
変
化
（
〉

g昆
何
言
回
開
）
も
変
化
さ
せ
ら
れ
る
も
の
を
前
提
し
て
」
お
り
、
ま
古
に
「
私
は
た
ん
に
変
様
で
は
な
く
、
変
様

《細】

さ
れ
る
物
そ
の
も
の
で
あ
っ
て
」
、
そ
し
て
「
私
じ
し
ん
、
こ
の
変
化
の
主
体
は
現
実
性
を
も
っ
」
の
だ
か
ら
、
変
化
は
現
実
的
な
の

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
の
表
象
の
変
移
さ
え
確
保
で
き
れ
ば
、
あ
と
は
精
神
実
体
と
そ
の
属
性
と
し
て
の
表
象
と
い
う
存
在
論
的
な
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構
図
が
、
た
だ
ち
に
私
そ
の
も
の
の
現
実
的
な
変
化
を
証
明
し
て
く
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
神
の
観
点
か
ら
私
の
魂
を
存
在
論
的
に
観
察
す
る
立
場
を
、
カ
ン
ト
は
こ
こ
第
七
節
で
は
、
自
己
認
識
に
か
ん
す
る
独

断
的
な
認
識
論
と
並
べ
て
導
入
し
て
い
る
。
さ
き
に
引
い
た
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
式
の
反
論
に
言
及
し
た
箇
所
を
、
こ
ん
ど
は
一
文
を

省
略
せ
ず
に
引
用
し
て
お
こ
う
一
。

「
し
か
し
私
じ
し
ん
が
、
あ
る
い
は
他
の
存
在
者
が
、
感
性
の
こ
の
条
件
な
し
に
私
を
直
観
し
う
る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
い
ま

変
化
と
し
て
表
象
し
て
い
る
の
と
ま
さ
に
同
じ
諸
規
定
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
認
識
に
は
、
時
間
の
表
象
が
、
か
く
て
ま
た
変
化

の
表
象
が
ま
っ
た
く
畳
場
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
」
タ
当
面
出
）

「
私
じ
し
ん
が
」
私
の
諸
規
定
を
感
性
的
な
障
壁
ぬ
き
に
自
己
認
識
し
う
る
と
い
う
想
定
が
、
「
あ
る
い
は
」
を
挟
ん
で
、
「
他
の
存
在

者
」
に
よ
る
私
の
魂
の
理
想
的
な
観
察
と
い
う
想
定
と
並
置
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
い
い
か
え
れ
ば
、
も
し
ラ
ン
ベ
ル
ト
式
に
私
が
あ

り
の
ま
ま
の
私
じ
し
ん
を
ま
っ
た
く
透
明
に
知
り
う
る
な
ら
ば
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
式
に
神
の
目
か
ら
み
た
私
の
魂
の
真
理
を
語
る

こ
と
が
可
能
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
独
断
的
な
認
識
論
と
尊
大
な
存
在
論
の
出
所
は
同
じ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ら
二
つ

の
反
論
は
い
っ
け
ん
異
な
る
視
角
か
ら
攻
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
が
、
し
か
し
そ
の
じ
っ
人
間
的
認
識
の
「
感
性
の
条
件
」
を
考
慮

し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
は
選
ぶ
と
こ
ろ
が
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
カ
ン
ト
は
こ
れ
ら
の
反
論
を
ま
と
め
て
、
時
間
は
内
的
直
観
の
感
性
的

な
形
式
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
認
識
批
判
的
な
論
拠
に
よ
っ
て
斥
け
る
の
で
あ
る
。

2 

時
間
と
内
的
経
験
フ
ァ
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
解
釈
の
検
討
（
2）

メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
式
の
反
論
を
範
型
と
し
て
解
釈
す
る
7
ァ
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
の
見
立
て
は
、
以
上
の
よ
う
に
第
七
節
に
お
け
る

207 

時
間
と
自
我



べ
つ
の
論
点
に
も
歪
み
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
フ
ァ

ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
そ
も
そ
も
反
論
は
、
具
眼
の
士
た
ち
ゃ
カ
ン
ト
の
思
惑
に
反
し
て
、
内
的
感
官
の
確
実
性
と
は
無
関
係

な
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
運
動
す
る
外
的
感
官
の
対
象
の
表
象
が
継
起
的
に
現
わ
れ
れ
ば
、
そ
れ
に
あ
わ
せ
て
意
識
の
表
象
的
状

態
も
ま
た
変
化
し
て
ゆ
く
、
と
い
う
こ
と
で
反
論
の
論
拠
と
し
て
は
十
分
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
ま
ず
、
こ
れ
は
具
眼
の
士
た
ち
に
は
受
け
容
れ
が
た
い
（
と
カ
ン
ト
が
見
な
し
て
い
る
〕
反
論
の
立
て
方
で
あ
る
。

か
れ
ら
は
「
外
的
な
対
象
の
現
実
性
は
厳
密
な
証
明
が
で
き
な
い
」
タ
凶
器
包
と
い
う
「
観
念
論
」
（
ま
と
に
取
り
滋
か
れ
て
お

り
、
だ
か
ら
た
と
え
外
の
物
体
が
空
間
・
時
間
的
に
運
動
す
る
の
を
表
象
し
て
い
て
も
、
そ
の
空
間
・
時
間
の
表
象
は
錯
覚
か
も
し
れ

な
い
と
怖
れ
る
。
け
れ
ど
も
目
を
閉
じ
て
お
の
れ
の
こ
と
を
思
う
と
き
、
こ
の
内
的
な
領
域
は
「
意
識
に
よ
っ
て
直
接
的
に
明
ら
か
」

S
E）
な
親
密
圏
で
あ
り
、
そ
こ
で
だ
け
は
私
の
表
象
の
変
移
が
、
そ
れ
ゆ
え
表
象
さ
れ
る
私
の
変
化
が
ま
ち
が
い
な
く
確
保
で
き
て
、

時
間
は
確
実
に
成
立
す
る
。
も
ち
ろ
ん
外
的
な
経
験
を
し
て
い
る
と
き
に
、
あ
ら
た
め
て
内
面
性
の
領
域
へ
と
目
を
向
け
れ
ば
、
外
的

経
験
に
応
じ
て
表
象
そ
の
も
の
が
内
的
に
変
移
し
て
い
る
こ
と
が
観
察
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
変
移
も
や
は
り
、
内
省
的
な
観

察
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
確
実
に
保
証
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
具
眼
の
士
た
ち
の
反
論
の
核
心
に
あ
る
の
は
、
表
象
一
般
の

表
象
そ
の
も
の
と
し
て
の
変
移
で
は
な
く
、
内
的
な
表
象
に
よ
っ
て
直
接
的
に
表
象
さ
れ
る
も
の
の
特
権
的
な
確
実
性
な
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
カ
ン
ト
そ
の
ひ
と
は
、
フ
ァ
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
の
い
う
外
的
な
知
覚
か
ら
主
観
の
変
化
へ
の
推
理
を
是
認
す
べ
き
だ
っ
た

の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
、
外
的
に
運
動
す
る
物
体
を
知
覚
す
る
の
に
応
じ
て
私
の
内
な
る
諸
表
象
そ
の
も
の
が
継
起
す
る
の
で
あ
れ

ば
、
こ
の
推
理
は
否
み
が
た
い
だ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
つ
ぎ
の
脚
註
は
、
こ
の
間
い
に
真
っ
向
か
ら
答
え
る
も
の
で
あ
る
。

「
も
ち
ろ
ん
私
は
、
私
の
表
象
は
あ
い
つ
い
で
継
起
す
る
、
と
言
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
た
だ
、
わ
れ
わ

れ
は
そ
れ
ら
の
表
象
を
、
あ
る
時
間
継
起
の
な
か
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
内
的
な
感
官
の
形
式
に
即
し
て
意
識
す
る
、

反
論
と
応
答
の
構
成
を
読
み
ま
ち
が
え
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
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と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
」
タ
当
面
宮
己

さ
ま
ざ
ま
な
表
象
は
私
に
継
起
的
に
現
わ
れ
て
く
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
表
象
が
そ
れ
自
体
と
し
て
継
起
し
て
い
る
か
ら
で
は
な
く
、

た
ん
に
表
象
が
継
起
し
て
い
る
よ
う
に
表
象
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
私
の
う
ち
に
あ
る
の
は
、
表
象
の
継
起
で
は
な
く
、
継

起
の
表
象
に
す
ぎ
な
い
。
プ
ル
ッ
ク
が
引
用
を
重
ね
て
示
す
よ
う
に

P
S泊
Z
F
〉

u
s
a・
国
島
戸
〉
苫
・
回
目
ね
む
、
表
象
そ
の

も
の
は
時
間
的
に
継
起
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
ん
に
時
間
の
形
式
に
お
い
て
現
わ
れ
て
く
る
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
立
場
（
こ
れ
を
プ

《ロ》

ル
ッ
ク
は
「
表
象
の
時
間
順
序
の
観
念
論
」
と
い
う
）
は
、
批
判
哲
学
に
お
い
て
確
定
的
だ
と
い
っ
て
よ
い
。

円
四
日

し
か
し
な
が
ら
フ
ァ
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
こ
の
立
場
に
は
「
望
み
が
な
い
」
と
し
て
斥
け
る
。
表
象
A
が
表
象
B
に
時
間
的
に
先

行
す
る
と
表
象
す
る
と
き
、
そ
の
時
間
順
序
の
表
象
の
根
拠
は
、
表
象
す
る
主
観
の
な
か
で
、
時
間
的
に
先
行
す
る
A
の
表
象
状
態
が

後
続
す
る
B
の
表
象
状
態
へ
と
移
行
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
し
か
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
一
般
に
は
、
表
象
そ
の
も
の

が
表
象
さ
れ
る
も
の
の
性
質
を
共
有
す
る
必
要
は
な
い
（
た
と
え
ば
円
の
表
象
は
円
く
な
く
て
よ
い
）
。
し
か
し
時
間
順
序
を
表
象
す

る
場
合
は
、
主
観
の
内
な
る
直
観
的
な
表
象
状
態
そ
の
も
の
が
そ
の
時
間
順
序
に
即
し
て
変
わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し

て
フ
ァ
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
は
、
じ
っ
さ
い
こ
れ
こ
そ
が
「
内
的
直
観
の
形
式
」
と
し
て
の
時
間
と
い
う
カ
ン
ト
の
テ
l
ゼ
の
意
味
す
る

と
こ
ろ
だ
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
こ
の
解
釈
は
、
さ
き
に
引
い
た
脚
註
で
ま
さ
に
カ
ン
ト
が
封
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
時
間
論
と
し
て
も
体

を
成
し
て
い
な
い
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
そ
れ
は
、
時
間
に
つ
い
て
問
い
か
け
る
先
を
、
外
か
ら
内
へ
と
振
り
か
え
る
だ

け
だ
か
ら
で
あ
る
。
外
に
ひ
ろ
が
る
物
体
の
運
動
の
時
間
性
か
ら
撤
退
し
て
、
主
観
の
内
な
る
表
象
の
継
起
に
縮
小
し
て
時
間
性
を
再

現
し
て
も
、
時
間
へ
の
洞
察
を
一
歩
も
進
め
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
演
の
な
か
で
展
開
さ
れ
る
表
象
の
時
間
的
継
起
を
前
に
し
て
、
内

な
る
ホ
ム
ン
ク
ル
ス
は
ふ
た
た
び
時
間
と
は
何
か
と
自
問
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
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か
え
り
み
れ
ば
、
「
時
間
は
な
ん
ら
か
の
経
験
か
ら
引
き
だ
さ
れ
た
経
験
的
概
念
で
は
な
い
」
タ
凶
oh固
ま
）
と
し
た
時
間
概
念
の
形

而
上
学
的
究
明
の
第
一
論
証
は
ま
さ
に
、
表
象
の
継
起
か
ら
こ
の
よ
う
に
経
験
的
に
時
聞
を
獲
得
し
う
る
と
い
う
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
H
ロ
ッ

ク
的
な
想
定
を
否
定
し
た
も
の
だ
っ
た
。
第
一
論
証
の
カ
ン
ト
に
い
わ
せ
れ
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
表
象
が
線
形
の
系
列
を
な
す
と
し
て
も
、

時
間
に
特
有
の
継
起
性
（
〉
見
。
自
由
門
町
民
0
日
開
。
乙
は
知
覚
さ
れ
な
い
。
表
象
A
と
表
象
B
の
系
列
的
関
係
の
な
か
に
は
、
表
象
A
が
消

え
て
つ
ぎ
に
表
象
B
が
現
わ
れ
て
く
る
と
い
う
動
性
は
含
ま
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
一
七
七

O
年
の
論
文
で
い
わ
れ
て
い

た
よ
う
に
、
「
時
間
の
観
念
を
す
で
に
前
提
し
な
け
れ
ば
、
〈
つ
ぎ
に
（
唱
。
包
〉
と
い
う
言
葉
が
何
を
意
味
す
る
の
か
を
私
は
理
解
で

き
な
い
」
宙

S
S
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
マ
ク
タ
ガ
l
ト
風
に
い
い
か
え
れ
ば
、
た
と
え
表
象
が
C
系
列
を
な
し
て
い
て
も
、
そ
こ
に

未
来
、
現
在
、
過
去
と
い
う
A
特
性
を
読
み
こ
ま
な
い
か
ぎ
り
、
時
間
的
な
先
後
か
ら
な
る
B
系
列
は
成
立
し
な
い
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
未
だ
来
な
い
も
の
が
、
現
に
在
り
、
そ
し
て
過
ぎ
去
っ
て
ゆ
く
と
い
う
A
系
列
に
独
特
の
動
き
は
、
わ
れ
わ
れ
の
感
性
的
な
内

的
直
観
の
形
式
が
表
象
の
系
列
に
「
投
影
」
古
れ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
投
影
に
よ
っ
て
継
起
の
表
象
も
成
り
立
つ
。

主
観
の
内
側
の
領
域
に
表
象
そ
の
も
の
の
時
間
的
継
起
を
再
現
す
る
7
ァ
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
の
解
釈
は
、
主
観
の
感
性
的
形
式
の
投

影
を
超
越
論
的
に
反
省
す
る
カ
ン
ト
の
視
角
と
は
相
容
れ
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
フ
ァ
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
は
む
し
ろ
超
越
的
な
観
点

か
ら
主
観
の
真
理
を
語
っ
て
お
り
、
己
れ
は
あ
た
か
も
ミ
イ
ラ
取
り
が
ミ
イ
ラ
に
な
る
よ
う
に
、
神
の
ご
と
き
外
在
的
な
視
点
か
ら
魂

の
変
化
を
見
と
お
す
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
式
の
反
論
の
存
在
論
的
な
視
角
を
、
な
か
ば
共
有
し
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
こ
の
疑
い
は
さ
ら
に
、
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
l
ン
式
の
反
論
に
対
す
る
第
七
節
の
カ
ン
ト
の
新
た
な
応
答
を
再
構
成
す
る
フ
ァ
ル
ケ
ン

ス
タ
イ
ン
の
解
釈
に
も
向
け
ら
れ
る
。
そ
の
再
構
成
の
手
捌
き
に
は
、
巧
妙
に
偽
装
さ
れ
た
存
在
論
的
な
視
角
が
隠
さ
れ
て
い
る
よ
う

に
お
も
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

7
7
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
が
着
目
す
る
の
は
、
「
現
象
」
に
は
「
客
観
そ
れ
自
体
と
し
て
考
察
さ
れ
る
」
（
〉
凶
器
包
側
面
と
、
「
こ
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の
対
象
を
直
観
す
る
形
式
に
注
目
す
る
」
（
ま
と
側
面
が
あ
る
と
さ
れ
る
箇
所
で
あ
る
。
こ
れ
は
ひ
と
ま
ず
は
、
内
的
感
官
の
対
象
と

し
て
の
魂
に
つ
い
て
、
ヌ
l
メ
ノ
ン
と
し
て
の
魂
そ
れ
自
体
と
、
そ
の
感
性
的
な
表
象
と
を
区
別
す
る
も
の
で
あ
る
う
。
こ
れ
は
か
つ

て
の
ヘ
ル
ツ
宛
書
簡
で
も
語
ら
れ
た
内
的
経
験
の
二
側
面
の
区
別
で
あ
る
。
し
か
し
フ
ァ
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
に
よ
れ
ば
、
前
の
段
落
で

の
「
他
の
存
在
者
」
に
よ
る
私
の
観
察
と
い
う
想
定
を
鑑
み
る
と
き
、
こ
の
区
別
は
こ
こ
で
は
さ
ら
に
、
さ
き
の
二
側
面
の
区
別
と
垂

直
に
交
わ
る
よ
う
に
適
用
さ
れ
て
、
表
象
と
そ
の
主
観
と
を
ま
と
め
て
二
層
に
分
か
つ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
外
の
観
察
者
が
感
性

的
直
観
の
形
式
に
即
し
て
私
を
見
る
な
ら
、
私
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
象
は
変
移
し
て
現
わ
れ
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
主
観
と
し
て
要
請
さ
れ
る

現
象
的
な
自
我
も
ま
た
時
間
的
に
変
化
し
て
現
象
す
る
こ
と
だ
ろ
う
。
だ
が
観
察
者
が
私
を
客
観
そ
の
も
の
と
し
て
考
察
す
る
の
で
あ

れ
ば
、
私
の
古
ま
ざ
ま
な
表
象
そ
の
も
の
は
物
自
体
と
し
て
非
時
間
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
主
観
と
し
て
の
私
も
ま
た
時
間
に
は

関
わ
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
に
し
て
カ
ン
ト
は
、
感
性
的
表
象
と
そ
の
現
象
的
自
我
と
い
う
現
象
の
層
に
か
ん
し
て
は
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
1

二
点
で
、
表
象
そ
れ
自
体
と
叡
知
的
自
我
と
い
う
物
自
体
の
層
か
ら
は
変
移
や
変

ン
の
「
論
証
の
す
べ
て
を
認
め
る
」

P
3泊
出
）

化
を
ま
る
ご
と
切
り
離
す
の
だ
、
と
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
な
再
構
成
は
し
か
し
、
ほ
ん
ら
い
一
人
称
的
な
自
覚
に
立
脚
す
る
は
ず
の
私
を
、
こ
と
さ
ら
外
か
ら
物
の
よ
う
に
観
察
し

て
肺
分
け
す
る
こ
と
で
可
能
に
な
っ
た
も
の
で
あ
り
、
私
の
観
点
か
ら
み
れ
ば
余
計
な
要
素
を
含
ん
で
い
る
。
ま
ず
、
私
の
感
性
的
表

象
か
ら
区
別
し
て
現
象
的
自
我
を
導
入
す
る
の
は
無
駄
で
あ
る
。
た
し
か
に
「
経
験
的
思
考
一
般
の
要
請
」
で
語
ら
れ
る
と
お
り
、
外

的
経
験
の
場
合
は
、
た
と
え
ば
鉄
粉
の
動
き
か
ら
磁
気
物
質
の
存
在
を
割
り
出
す
よ
う
に

F
N
N
m泊
出
己
、
さ
ま
ざ
ま
な
現
わ
れ
か

ら
そ
の
根
底
に
存
す
る
物
の
現
実
性
を
要
請
し
う
る
。
し
か
し
内
的
経
験
に
お
い
て
は
、
内
的
に
現
わ
れ
て
く
る
私
の
諸
表
象
を
超
え

て
、
私
と
い
う
現
象
的
事
物
を
立
て
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
第
二
版
で
ま
さ
に
こ
の
要
請
論
に
挿
入
さ
れ
た
「
観
念
論
論
駁
」
が
教
え

る
よ
う
に
、
私
の
う
ち
に
は
内
的
な
諸
表
象
の
基
体
と
な
る
よ
う
な
持
続
的
な
物
が
な
い
か
ら
で
あ
る
〔
回
出
凶
同
）
。
『
自
然
科
学
の
形
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而
上
学
的
原
理
』
の
序
文
で
強
調
さ
れ
る
と
お
り
、
時
間
と
い
う
一
次
元
で
展
開
さ
れ
る
内
的
経
験
に
お
い
て
は
、
変
移
す
る
私
の
さ

ま
ざ
ま
な
表
象
を
自
然
誌
的
に
記
述
し
う
る
だ
け
で
、
変
化
す
る
魂
に
つ
い
て
の
自
然
科
学
と
し
て
の
経
験
的
心
理
学
は
成
り
立
た
な

い
（
ヨ
当
日
）
。
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古
ら
に
、
物
自
体
の
層
に
導
入
さ
れ
る
、
客
観
そ
の
も
の
と
し
て
考
察
さ
れ
た
表
象
と
は
、
私
が
表
象
し
て
い
な
い
私
の
表
象
と
い

う
こ
と
で
あ
っ
て
、
「
私
は
考
え
る
」
が
伴
い
え
な
い
表
象
と
お
な
じ
く
、
「
不
可
能
で
あ
る
か
、
す
く
な
く
と
も
私
に
と
っ
て
は
無
で

あ
る
」
宙
ロ
巴
。
た
し
か
に
カ
ン
ト
は
「
他
の
存
在
者
」
に
よ
っ
て
外
か
ら
私
の
表
象
状
態
の
諸
規
定
が
知
性
的
に
直
観
さ
れ
る
場

合
を
想
定
し
て
は
い
る
が
、
こ
れ
は
接
続
法
第
二
式
で
括
ら
れ
た
架
空
の
想
定
で
あ
り
、
具
眼
の
士
た
ち
の
反
論
に
答
え
る
み
ず
か
ら

の
立
場
を
記
述
す
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
フ
ァ
ン
・
ク
レ
l
ヴ
の
勇
み
足
に
も
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
外
的
に
は
物
自
体
に
よ
っ

て
触
発
さ
れ
て
物
体
の
表
象
が
う
み
だ
さ
れ
る
の
と
並
行
し
て
、
内
的
に
は
主
観
の
規
定
と
し
て
の
表
象
そ
の
も
の
が
触
発
の
根
拠
と

《
刀
》

な
っ
て
私
の
表
象
が
成
立
す
る
、
と
語
っ
て
も
よ
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
そ
の
よ
う
に
語
る
な
ら
、
こ
の
表
象
そ
の
も
の
と
は
、

第
二
版
の
演
緒
論
で
内
的
感
官
の
パ
ラ
ド
ク
ス
と
し
て
分
析
さ
れ
る
よ
う
に
、
「
想
像
力
の
超
越
論
的
総
合
」
の
名
の
も
と
で
内
的
感

宮
を
触
発
し
規
定
す
る
「
悟
性
」
の
こ
と
で
あ
る
宙
ロ

ue。
こ
の
よ
う
に
悟
性
と
し
て
思
考
す
る
私
の
概
念
的
作
用
の
ほ
か
に
、

私
の
さ
ま
ざ
ま
な
表
象
が
物
自
体
の
よ
う
に
内
的
領
域
を
漂
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

こ
う
し
て
余
計
な
部
分
を
削
ぎ
落
と
し
て
い
え
ば
、
時
間
的
に
展
開
古
れ
る
内
的
表
象
と
悟
性
的
に
思
考
す
る
私
そ
の
も
の
が
残
り
、

こ
う
し
て
内
的
経
験
の
二
側
面
に
つ
い
て
の
当
初
の
素
直
な
読
み
方
に
戻
る
こ
と
に
な
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
二
側
面
は
、
同
じ
一
つ
の

私
が
感
性
と
悟
性
と
い
う
私
の
異
な
る
二
つ
の
認
識
様
式
を
介
し
て
登
場
し
た
姿
で
あ
る
。
こ
れ
を
さ
ら
に
外
側
か
ら
現
象
と
物
自
体

へ
と
二
層
化
す
る
の
は
、
み
ず
か
ら
に
出
会
う
私
の
内
的
な
観
点
を
手
放
す
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ー
ー
こ
う
し
て
、
つ
ま
る
と
こ

ろ
フ
ァ
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
の
精
鍛
な
再
構
成
は
無
駄
骨
だ
っ
た
わ
け
だ
が
、
と
は
い
え
そ
こ
に
は
現
代
的
な
カ
ン
ト
解
釈
に
特
徴
的
と



も
い
え
る
、
客
観
主
義
的
な
視
野
狭
窄
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
た
の
で
、
あ
え
て
道
草
を
食
っ
て
分
析
を
試
み
た
次
第
で
あ

る。

3 

論
理
的
虚
構
と
超
越
論
的
反
省

以
上
の
よ
う
に
フ
ァ
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
の
解
釈
を
解
体
し
た
と
し
て
も
、
こ
れ
で
具
眼
の
士
た
ち
の
反
論
の
深
刻
さ
が
軽
く
な
る
わ

け
で
は
な
い
。
閉
じ
私
の
な
か
で
さ
ま
ざ
ま
に
異
な
る
表
象
が
過
ぎ
ゆ
く
と
い
う
内
的
経
験
は
、
素
朴
だ
が
際
立
っ
た
力
強
さ
で
、
私

が
変
化
し
て
い
る
こ
と
を
訴
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
訴
え
に
対
し
て
、
時
間
の
超
越
論
的
観
念
性
を
盾
に
、
叡
知
的
な

思
考
体
と
し
て
の
私
そ
の
も
の
を
感
性
的
な
時
間
の
流
れ
か
ら
免
除
し
て
し
ま
う
カ
ン
ト
の
応
答
の
ほ
う
が
、
時
織
的
に
は
理
解
し
が

た
い
も
の
で
あ
ら
ざ
る
を
え
な
い
。
そ
れ
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
哲
学
的
な
視
角
か
ら
捉
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
カ
ン
ト
の
応
答

を
理
解
し
、
そ
の
洞
察
の
射
程
を
測
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
の
視
角
に
迫
る
た
め
に
、
表
象
作
用
と
表
象
内
容
に
つ
い
て
再
考
す
る
と
こ
ろ
か
ら
着
手
し
よ
う
。
時
間
の
外
に
あ
る
表
象
す
る

私
は
、
時
間
的
に
表
象
さ
れ
る
内
的
な
現
象
に
い
か
に
関
わ
り
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
聞
い
に
答
え
る
べ
く
フ
ァ
ン
・
ク
レ
1
ヴ
は
、

内
的
な
現
象
は
思
考
的
な
表
象
作
用
の
作
り
だ
す
「
論
理
的
虚
構
（
宮
恒
o巳
出

asm）
」
で
あ
る
と
す
る
解
釈
を
提
案
し
て
い
る
。
も

し
内
的
現
象
が
表
象
作
用
に
「
随
伴
（
呂
宮
司
自
O
）
」
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
内
的
現
象
が
時
間
的
に
変
移
す
れ
ば
、
そ
れ
に
合
わ
せ

て
基
体
と
な
る
表
象
作
用
も
変
移
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
論
理
的
虚
構
で
あ
れ
ば
、
た
と
え
ば
あ
る
小
説
の
主
人
公

が
目
ま
ぐ
る
し
く
有
為
転
変
を
体
験
す
る
と
い
う
場
合
、
こ
の
主
人
公
の
体
験
は
論
理
的
虚
構
と
し
て
小
説
の
書
か
れ
た
内
容
に
基
づ

く
と
は
い
え
、
な
に
も
小
説
の
紙
冊
子
が
同
じ
よ
う
に
ド
ラ
マ
チ
ッ
ク
に
変
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
同
様
に
論
理
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的
虚
構
と
し
て
の
内
的
な
現
象
は
、
た
と
え
時
間
的
に
現
象
す
る
に
し
て
も
、
思
考
的
な
表
象
作
用
が
同
じ
く
時
間
的
に
変
移
す
る
こ

《謁》

と
を
必
要
と
し
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
論
理
的
虚
構
の
モ
デ
ル
は
、
表
象
作
用
と
表
象
内
容
と
の
関
わ
り
を
、
す
く
な
く
と
も
そ
の
時

間
性
の
局
面
に
つ
い
て
は
、
う
ま
く
定
式
化
し
て
い
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
が
考
え
る
と
い
う
こ
と
は
経
験
な
の
か
と
い
う
聞
い
に
対
す
る
答
え
」
と
題
さ
れ
た
一
七
八

0
年
代
末
の
遺
稿
（
岡
京
＝

日
〈
国
凶
同
∞
山
包
］
）
は
、
思
考
と
内
的
経
験
の
時
間
性
へ
の
聞
い
に
真
正
面
か
ら
答
え
よ
う
と
し
た
断
片
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

と
は
い
え
や
は
り
第
七
節
と
同
様
に
、
い
わ
ば
そ
の
浮
き
世
離
れ
し
た
論
法
を
省
め
ら
れ
る
こ
と
も
あ
っ
た
が
、
そ
こ
に
託
さ
れ
た
洞

察
の
一
部
は
こ
の
論
理
的
虚
構
の
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
読
み
解
き
う
る
よ
う
に
お
も
わ
れ
る
。
こ
の
断
片
の
例
で
い
え
ば
正
方
形
を
考
え

る
場
合
、
た
し
か
に
想
像
力
に
よ
っ
て
心
の
な
か
に
四
角
形
を
え
が
く
な
ら
ば
、
そ
の
辺
や
角
の
感
性
的
な
描
出
は
時
間
的
に
展
開
し
、

私
は
そ
れ
を
経
験
的
に
意
識
す
る
だ
ろ
う
。

「
こ
れ
は
、
思
考
に
よ
っ
て
私
の
状
態
を
時
間
に
お
い
て
規
定
す
る
こ
と
を
経
験
的
に
意
識
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
思
考
そ

の
も
の
は
、
た
と
え
そ
れ
が
時
間
の
な
か
で
生
じ
る
と
し
て
も
、
い
つ
図
形
の
諸
特
性
が
考
え
ら
れ
る
べ
き
か
と
い
う
時
間
に
つ

い
て
、
ま
っ
た
く
考
慮
す
る
も
の
で
は
な
い
よ
宕
広
只
〈
回
出
包
〕

小
説
に
そ
れ
が
読
ま
れ
る
べ
き
日
付
や
所
要
時
聞
が
書
か
れ
て
い
な
い
よ
う
に
、
私
の
正
方
形
の
概
念
的
な
思
考
に
は
感
性
的
な
三
角

形
の
描
出
の
時
点
や
速
度
な
ど
の
指
定
は
含
ま
れ
て
い
な
い
。
ま
た
逆
に
、
正
方
形
の
経
験
が
時
間
的
に
実
現
さ
れ
る
と
し
て
も
、
そ

れ
に
応
じ
て
正
方
形
の
概
念
が
変
わ
っ
て
ゆ
く
わ
け
で
は
な
い
。

さ
き
の
引
用
中
の
、
「
た
と
え
そ
れ
〔
H
思
考
〕
が
時
閣
の
な
か
で
生
じ
る
と
し
て
も
」
と
い
う
譲
歩
に
注
目
し
た
い
。
カ
ン
ト
は
な

に
も
、
思
考
は
現
世
の
時
聞
か
ら
イ
デ
ア
論
的
に
超
越
し
て
い
る
な
ど
と
主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
じ
っ
さ
い
メ
ン
デ
ル
ス
ゾ
ー

ン
式
に
外
か
ら
私
を
見
と
お
し
う
る
な
ら
ば
、
正
方
形
が
感
性
的
に
作
図
さ
れ
て
い
る
そ
の
時
に
、
正
方
形
が
概
念
的
に
思
考
さ
れ
て
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い
る
こ
と
を
同
時
に
観
察
す
る
こ
と
が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
う
。
だ
が
そ
れ
に
よ
っ
て
、
私
の
経
験
の
成
り
立
ち
に
お
け
る
、
正
方
形

の
概
念
的
思
考
と
時
閣
の
な
か
で
の
そ
の
感
性
的
描
出
と
の
位
相
の
差
が
拭
い
さ
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
し
か
に
、
物
語
の
時
間

が
展
開
す
る
と
き
に
は
同
時
に
読
み
手
が
ベ

1
ジ
を
め
く
っ
て
お
り
、
読
書
の
時
間
が
流
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
の
時
間

は
物
語
世
界
で
流
れ
る
時
間
と
は
異
な
る
位
相
に
属
し
て
お
り
、
お
な
じ
時
間
の
名
で
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
。

つ
づ
け
て
カ
ン
ト
が
帰
謬
法
に
よ
っ
て
示
す
よ
う
に
、
こ
の
位
相
の
落
差
を
無
視
し
て
、
両
者
を
ひ
と
し
く
「
時
間
」
と
見
な
す
な

ら
ば
、
現
実
の
時
間
と
は
「
別
の
時
間
」

S
E）
が
さ
ら
に
流
れ
て
い
て
、
あ
た
か
も
読
書
の
時
間
が
物
語
の
時
間
を
包
摂
す
る
か
の

よ
う
に
、
そ
の
別
の
メ
タ
時
聞
が
「
そ
の
下
に
（

E
R同
盟
岳
）
」
現
実
の
時
聞
を
包
摂
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
が
、
こ
れ
は
不
合
理
で

あ
る
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
む
し
ろ
概
念
的
思
考
は
「
超
越
論
的
意
識
」
富
山
色
白
〉
と
し
て
、
時
間
的
な
「
経
験
」
を
展
開
す
る
純
粋
な
根
拠

な
の
で
あ
り
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
時
間
的
に
変
化
す
る
と
も
無
時
間
的
に
持
続
す
る
と
も
い
え
ず
、
た
ん
に
時
間
的
で
な
い
と
い
う

べ
き
な
の
で
あ
る
（
広
岡
ロ
声
）
。
注
意
す
べ
き
こ
と
に
、
と
こ
ろ
が
逆
に
そ
う
し
て
成
立
し
た
経
験
の
ほ
う
か
ら
見
れ
ば
、
思
考
は

い
つ
で
も
そ
の
経
験
と
同
時
に
生
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
超
越
論
的
意
識
は
経
験
的
な
時
間
の
な
か
を
流
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
。

私
の
思
考
は
、
経
験
的
な
観
点
で
は
経
験
と
同
時
に
時
閣
の
な
か
で
生
じ
る
が
、
し
か
し
経
験
を
根
拠
づ
け
る
べ
き
概
念
的
次
元
と

し
て
は
非
時
間
的
に
機
能
す
る
。
か
え
り
み
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
視
角
の
違
い
を
尊
重
せ
ず
、
ひ
と
し
な
み
に
外
か
ら
私
の
思
考
と
経

験
を
捉
え
よ
う
と
し
た
の
が
フ
ァ
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
の
蹟
き
の
石
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
た
し
か
に
、
思
考
と
経
験
と
を
経
験
的
な

直
観
の
場
面
に
並
べ
て
お
い
て
、
一
方
が
時
間
的
に
進
行
し
て
い
る
の
に
、
他
方
は
無
時
間
的
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
い
か
に
も
理
解

の
限
界
を
超
え
て
い
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
私
の
思
考
と
経
験
は
、
悟
性
と
感
性
と
い
う
異
な
る
認
識
能
力
に
対
し
て
開
示

さ
れ
る
。
そ
し
て
悟
性
と
感
性
と
は
、
た
ん
判
明
性
の
程
度
に
よ
っ
て
論
理
的
に
区
別
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
認
識
の
起
源
に
よ
っ
て

215 

時
間
と
自
我



超
越
論
的
に
区
別
さ
れ
〔
〉
主
面
巴
己
、
自
発
性
と
受
容
性
と
い
う
強
い
対
照
を
な
す
タ
凶
R
国
豆
己
。
感
性
的
な
直
観
が
時
間
的

に
受
容
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
悟
性
は
時
間
的
な
現
わ
れ
を
自
発
的
に
思
考
す
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
能
力
の
対
照
が
、
時
間
に
対
す

る
私
の
あ
り
か
た
を
根
底
的
に
分
割
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
感
性
的
な
次
元
で
は
私
は
時
間
的
な
流
れ
と
し
て
受
動
的
に
感
じ

ら
れ
る
の
に
た
い
し
て
、
悟
性
的
に
思
考
す
る
私
は
み
ず
か
ら
を
時
間
的
な
現
わ
れ
に
能
動
的
に
対
処
す
る
働
き
と
し
て
意
識
す
る
。

第
七
節
に
お
け
る
カ
ン
ト
の
応
答
を
支
え
て
い
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
認
識
能
力
へ
の
こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
反
省
に
立
脚
す
る
、
自

我
と
時
間
の
究
明
で
あ
る
ロ
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逆
に
い
え
ば
、
第
七
節
の
理
解
を
限
ん
で
い
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
超
越
論
的
反
省
を
経
ず
に
、
あ
ら
か
じ
め
時
間
的
な
内
的
現
象

と
無
時
間
的
な
純
粋
自
我
と
い
う
二
つ
の
系
列
を
据
え
て
お
い
て
、
い
か
に
し
て
そ
の
あ
い
だ
を
触
発
や
規
定
な
ど
に
よ
っ
て
繋
ぐ
か

を
考
え
る
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
論
的
な
思
考
様
式
で
あ
る
。
ス
ト
ロ
ー
ソ
ン
を
困
惑
に
陥
れ
た
よ
う
に
、
こ
の
よ
う
な
素
朴
だ
が
独
断

的
で
も
あ
る
手
順
で
考
え
る
と
、
た
ち
ま
ち
行
き
詰
ま
る
の
は
当
然
で
あ
る
。
演
緯
論
や
誤
謬
推
理
論
で
論
じ
ら
れ
る
と
お
り
、
し
か

し
超
越
論
的
に
反
省
す
る
な
ら
ば
、
純
粋
な
意
味
で
の
私
と
は
、
所
与
の
叡
知
的
な
存
在
者
で
は
な
く
、
む
し
ろ
私
の
さ
ま
ざ
ま
な
経

験
の
さ
な
か
か
ら
、
そ
れ
ら
を
貫
く
悟
性
的
な
自
発
性
と
し
て
自
覚
さ
れ
て
く
る
も
の
で
あ
る
う
。
そ
れ
が
時
間
の
流
れ
を
免
れ
て
い

る
の
は
、
超
時
間
的
に
存
在
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
一
般
概
念
の
よ
う
に
、
た
ん
に
時
間
的
な
要
素
を
捨
象
し
て
成
立
す
る
か
ら
に
す

ぎ
な
い
。
そ
れ
が
現
象
と
関
わ
っ
て
機
能
す
る
と
き
に
時
間
的
で
あ
る
の
は
当
然
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
時
間
的
な
経
験
の
諸
相
に

【細】

臨
在
し
つ
つ
私
は
、
時
間
へ
の
言
及
を
捨
象
し
て
、
私
は
私
で
あ
る
と
分
析
的
に
意
識
し
う
る
の
で
あ
る
。

く
り
か
え
す
な
ら
、
こ
の
よ
う
に
自
覚
さ
れ
る
私
は
、
超
感
性
的
な
物
自
体
と
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
時
間
と
多
様
を
排
除

し
た
純
粋
な
自
己
表
象
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
「
単
純
な
表
象
と
し
て
の
私
」
宙
ロ
む
が
表
象
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ

う
な
論
理
的
主
観
性
の
立
場
に
対
し
て
は
、
阜
く
も
ピ
ス
ト
リ
ウ
ス
が
、
も
し
現
象
が
「
た
ん
に
論
理
的
な
、
す
な
わ
ち
仮
象
的
な
主



観
」
に
現
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
現
象
は
現
象
に
対
し
て
現
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
現
象
は
堅
固
な
実
体
的
な
基
盤
を
欠
い
た
ま
ま
、

A
m
M
 

「
無
限
へ
の
背
進
」
に
陥
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、
と
カ
ン
ト
を
非
難
し
て
い
る
ロ
こ
の
よ
う
な
非
難
の
背
景
に
あ
る
の
が
ラ
イ
プ
ニ
ッ

ツ
的
な
モ
ナ
ド
ロ
ジ

l
に
立
脚
し
た
独
断
論
で
あ
る
こ
と
は
容
易
く
見
て
と
れ
る
が
、
や
は
り
こ
の
無
限
背
進
の
批
判
を
、
第
七
節
の

解
釈
に
さ
い
し
て
フ
ァ
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
や
フ
ァ
ン
・
ク
レ

l
ヴ
が
異
口
同
音
に
意
気
揚
々
と
反
復
し
て
い
る
さ
ま
を
見
る
と
き
、
批

判
哲
学
の
精
神
に
即
し
て
テ
ク
ス
ト
を
読
み
解
く
と
い
う
道
の
意
外
な
険
し
さ
に
、
お
も
わ
ず
嘆
息
が
も
れ
る
の
を
禁
じ
え
な
い
。

古
て
、
こ
の
よ
う
な
批
判
的
な
考
察
は
、
第
七
節
の
隠
れ
た
文
脈
で
あ
る
「
観
念
論
論
駁
」
へ
の
展
開
を
捉
え
る
た
め
に
も
重
要
で

あ
る
こ
と
を
最
後
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
す
で
に
第
七
節
の
カ
ン
ト
は
、
反
論
の
根
底
に
は
「
観
念
論
」
（
〉
凶
器
邑
が
あ
る
と

看
破
し
て
い
る
が
、
そ
の
射
程
は
第
二
版
の
観
念
論
論
駁
を
待
っ
て
明
ら
か
に
な
る
。
観
念
論
者
は
、
世
界
か
ら
分
離
し
た
コ
ギ
ト
の

内
側
で
も
経
験
的
な
自
己
認
識
が
成
り
立
つ
と
信
じ
て
い
る
。
た
し
か
に
、
た
ん
な
る
自
我
実
体
が
持
続
し
っ
て
そ
の
表
象
が
変
移

す
る
の
で
あ
れ
ば
、
精
神
と
し
て
の
私
は
そ
れ
だ
け
で
時
間
的
に
変
化
す
る
こ
と
に
な
り
、
そ
の
変
化
に
つ
い
て
の
経
験
的
な
認
識
が

可
能
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
第
七
節
は
、
純
粋
な
私
そ
の
も
の
か
ら
時
間
的
な
持
続
を
剥
奪
し
て
、
私
の
内
側
に
は
表
象
の
た

ん
な
る
変
移
だ
け
を
残
す
。
目
を
閉
じ
た
私
は
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
現
わ
れ
て
は
消
え
る
表
象
を
意
識
し
う
る
ば
か
り
で
あ
る
。
こ
れ
を
承

け
て
観
念
論
論
駁
は
、
変
化
し
て
ゆ
く
私
を
経
験
的
に
認
識
す
る
た
め
の
持
続
物
を
求
め
て
、
新
た
に
空
間
的
な
対
象
へ
と
転
回
す
る

の
で
あ
る
。
観
念
論
論
駁
は
第
二
版
に
お
け
る
増
補
で
あ
る
が
、
そ
の
構
想
は
す
で
に
第
一
版
の
第
七
節
「
解
明
」
に
お
け
る
時
間
と

《

E
V

内
的
経
験
に
つ
い
て
の
洞
察
の
な
か
に
苧
ま
れ
て
い
た
。
念
の
た
め
に
付
言
し
て
お
く
な
ら
、
こ
れ
に
対
し
て
、
変
移
す
る
表
象
か
ら

現
象
的
な
自
我
を
要
請
す
る
フ
ァ
ル
ケ
ン
ス
タ
イ
ン
の
解
釈
は
、
変
化
す
る
自
我
の
経
験
的
認
識
を
容
認
す
る
こ
と
で
、
の
ち
の
観
念

論
論
駁
の
論
証
を
封
じ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
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