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二
一

生
の
統
一
的
全
体
性
と
分
散
的
多
様
性
（
そ
の
二
）

│
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
対
す
る
ミ
ッ
シ
ュ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
（
山
本
）

生
の
統
一
的
全
体
性
と
分
散
的
多
様
性
（
そ
の
二
）

│
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
対
す
る
ミ
ッ
シ
ュ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護

山

本

幾

生

前
稿
（
そ
の
一
）
の
目
次

一
．
本
稿
の
意
図
と
従
来
の
研
究

二
．
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ミ
ッ
シ
ュ
が
目
指
す
「
同
じ
も
の
」
に
し
て
「
似
て
非
な
る
も
の
」

三
． 

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
ミ
ッ
シ
ュ
の
対
決
の
根
か
ら
対
決
の
争
点
へ 

│ 

生
の
存
在
論
的
無
差
別
か
ら
超
越
へ

　

デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
、
そ
し
て
ミ
ッ
シ
ュ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
当
時
の
時
代
状
況
の
中
で
「
同
じ
も
の
」
を
目
指
し
て
い
た
。

し
か
し
ミ
ッ
シ
ュ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
対
決
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
の
分
析
論
に
よ
る
基
礎
存
在
論
を
批
判
す
る
ミ
ッ
シ
ュ
の
第
一
・

二
論
考
、
そ
し
て
こ
れ
に
対
し
て
現
存
在
の
形
而
上
学
か
ら
反
論
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
二
九
年
講
義
、
か
く
し
て
こ
れ
を
フ
ッ
サ
ー
ル
と

デ
ィ
ル
タ
イ
の
対
決
に
遡
及
し
て
批
判
す
る
ミ
ッ
シ
ュ
の
第
三
論
考
、
と
い
う
具
合
に
、
批
判
と
反
論
の
視
点
が
推
移
し
て
い
く
。
こ
の

推
移
の
ゆ
え
に
、
議
論
が
複
雑
化
し
、
し
た
が
っ
て
ま
た
噛
み
合
わ
ず
、
こ
の
ゆ
え
に
重
要
な
論
点
が
伏
蔵
さ
れ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ



二
二

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
六
十
六
巻
第
一
号

と
も
あ
ろ
う
。
本
章
で
は
、（
一
）
対
決
の
根
と
な
っ
て
い
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
（
存
在
論
的
無
差
別
）
へ
遡
り
、（
二
〜

四
）
そ
し
て
そ
こ
か
ら
ミ
ッ
シ
ュ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
争
点
（
超
越
）
へ
的
を
絞
り
な
が
ら
、（
五
）
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
ミ
ッ
シ
ュ
に
至
る

生
の
概
念
を
輪
郭
づ
け
、（
六
）
そ
こ
に
伏
蔵
さ
れ
て
い
る
問
題
（
全
体
の
把
握
）
を
見
出
そ
う
。

（
一
）
存
在
論
的
無
差
別
、
そ
し
て
実
存
論
的
無
差
別

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
が
不
十
分
と
さ
れ
る
事
柄
は
、
二
つ
挙
げ
ら
れ
る
。
一
つ
は
、「
デ
ィ
ル
タ
イ
が
「
生
」
を
存
在

論
的
に
無
差
別
な
ま
ま
に
放
置
し
て
い
る
」（SZ,209

）こ
と
、
も
う
一
つ
は
、
ヨ
ル
ク
伯
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
棹
さ
し
て（SZ,399ff.

）、

ヨ
ル
ク
伯
の
デ
ィ
ル
タ
イ
宛
書
簡
を
引
用
し
た
も
の
、
す
な
わ
ち
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
は
「
存
在
者
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と

の
種
的
区
別
が
強
調
さ
れ
る
の
が
少
な
す
ぎ
る
」（BW

,191

）) 1

(

こ
と
、
以
上
の
二
つ
で
あ
る
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
か
ら
す
れ
ば
二
つ
の
批
判
は『
存
在
と
時
間
』で
自
身
が
展
開
す
る
二
つ
の
論
点
、
す
な
わ
ち
、
存
在
と
存
在
者
の
区
別
、

そ
し
て
存
在
を
理
解
し
て
い
る
現
存
在
と
そ
う
で
な
い
存
在
者
の
区
別
、
こ
れ
ら
に
対
応
し
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』

に
お
い
て
、
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
問
い
を
仕
上
げ
る
基
礎
存
在
論
を
目
指
し
て
、
存
在
を
理
解
し
て
い
る
現
存
在
（
実
存
）
の
分
析
論

か
ら
出
発
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
二
つ
の
批
判
は
、
彼
の
存
在
論
的
実
存
論
的
分
析
の
道
程
に
関
わ
り
、
こ
の
意
味
で
『
存
在
と
時
間
』
の

方
法
論
そ
の
も
の
に
関
わ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
批
判
は
、
こ
の
道
程
か
ら
デ
ィ
ル
タ
イ
に
対
し
て
、
生
の
概
念
を
存
在
論
的
に
無
差
別
な

ま
ま
に
し
て
い
る
、「
歴
史
性
の
問
題
に
つ
い
て
」（SZ,

§37,S.397ff.
）
も
実
存
と
他
の
存
在
の
区
別
を
し
て
い
な
い
、
と
批
判
し
て
い

る
わ
け
で
あ
る
。
前
者
が
、
存
在
と
存
在
者
の
区
別
を
顧
慮
し
て
「
存
在
論
的
無
差
別
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
後
者
は
、
実
存
と

他
の
存
在
の
区
別
の
無
差
別
と
い
う
意
味
で
、
本
稿
で
「
実
存
論
的
無
差
別
」
と
呼
ん
で
も
よ
か
ろ
う
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

は
存
在
論
的
実
存
論
的
分
析
の
道
か
ら
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
道
を
存
在
論
的
実
存
論
的
に
無
差
別
な
道
だ
と
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。



二
三

生
の
統
一
的
全
体
性
と
分
散
的
多
様
性
（
そ
の
二
）

│
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
対
す
る
ミ
ッ
シ
ュ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
（
山
本
）

　

と
り
わ
け
後
者
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
は
、
ヨ
ル
ク
伯
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
を
援
用
し
て
い
た
。
こ
れ
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時

間
』
の
実
存
論
的
分
析
で
行
っ
た
「
歴
史
の
実
存
論
的
起
源
が
現
存
在
の
歴
史
性
に
あ
る
こ
と
」（SZ,

§76,S.397ff.

）
が
、「
デ
ィ
ル
タ

イ
の
仕
事
を
自
家
薬
籠
中
の
も
の
と
す
る
こ
と
か
ら
生
じ
」、「
デ
ィ
ル
タ
イ
宛
の
手
紙
に
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
ヨ
ル
ク
伯
の
主
張
に
よ

っ
て
確
証
さ
れ
る
と
同
時
に
強
固
な
も
の
と
さ
れ
た
」（SZ,

§77,S.397

）
こ
と
に
由
来
し
て
い
る
。
し
か
も
こ
こ
で
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
前

章
で
見
た
よ
う
に
、
次
の
よ
う
に
注
記
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

「
・
・
・
わ
れ
わ
れ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
に
つ
い
て
の
具
体
的
で
中
心
的
意
図
を
捉
え
た
叙
述
を
ミ
ッ
シ
ュ
に
負
っ
て
い
る
。
こ
の
叙
述

な
し
に
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
著
作
と
の
対
決
は
あ
り
え
な
い
で
あ
ろ
う
」（SZ,399 A

nm
.1

）。

つ
ま
り
、
私
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
）
の
デ
ィ
ル
タ
イ
と
の
対
決
は
ミ
ッ
シ
ュ
の
叙
述
に
負
っ
て
い
る
、
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
言
う
の
で
あ
る
。

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
や
り
方
か
ら
す
れ
ば
、『
存
在
と
時
間
』
公
刊
直
後
に
お
け
る
ミ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の

対
決
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
自
身
の
「
叙
述
」
が
指
示
さ
れ
て
い
る
こ
と
へ
の
逆
批
判
で
あ
り
、
適
切
な
デ
ィ
ル
タ
イ

理
解
を
求
め
た
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
で
あ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
ミ
ッ
シ
ュ
が
第
一
・
二
論
考
で
展
開
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
は
、
議
論
が
錯

綜
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
と
し
て
読
む
と
争
点
が
は
っ
き
り
し
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
現
存
在

の
分
析
論
か
ら
基
礎
存
在
論
へ
の
道
筋
は
通
じ
て
い
な
い
と
い
う
ミ
ッ
シ
ュ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
は
、『
存
在
と
時
間
』
の
方
法
論
へ
の

批
判
、
す
な
わ
ち
存
在
者
か
ら
存
在
を
区
別
し
て
人
間
存
在
と
他
の
存
在
者
の
存
在
を
区
別
す
る
こ
と
へ
の
批
判
と
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー

に
よ
る
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
（
存
在
論
的
実
存
論
的
無
差
別
）
へ
の
逆
批
判
に
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
ミ
ッ
シ
ュ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲
学
と
の
対
決
を
自
ら
企
て
た
と
い
う
よ
り
も
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
対
し
て
デ
ィ



二
四

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
六
十
六
巻
第
一
号

ル
タ
イ
を
擁
護
す
る
こ
と
が
、
同
時
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
道
へ
の
批
判
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
分
節
し
て
整
理
す
れ
ば
次
の

よ
う
に
な
ろ
う
。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
を
擁
護
し
て
存
在
論
的
実
存
論
的
無
差
別
と
い
う
批
判
は
成
立
し
な
い
こ
と
を
示
す
た
め
に
は
、
①
実
存
論
的
差
別
（
実

存
と
そ
れ
以
外
の
存
在
の
区
別
）
を
し
た
ら
実
存
か
ら
哲
学
へ
の
道
は
通
じ
な
い
こ
と
、
言
い
換
え
れ
ば
、
実
存
論
的
無
差
別
こ
そ
生
に

基
づ
い
て
哲
学
を
構
築
で
き
る
こ
と
、
②
し
た
が
っ
て
ま
た
、
存
在
論
的
無
差
別
に
こ
そ
生
の
積
極
的
肯
定
的
意
義
が
あ
る
こ
と
、
③
消

極
的
否
定
的
に
言
え
ば
、
も
し
存
在
論
的
実
存
論
的
差
別
を
す
る
と
生
を
十
分
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
生
の

現
象
を
逸
脱
し
て
し
ま
う
こ
と
、以
上
の
点
を
示
せ
ば
よ
い
の
で
あ
る
。そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ミ
ッ
シ
ュ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
し
て
、

逆
に
、
存
在
論
的
実
存
論
的
差
別
の
必
要
性
と
根
拠
を
問
い
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
先
に
見
た
よ
う
な
対
決
の
推
移
に
伴
う
視
点
の
食
い
違
い
も
、
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ッ
シ

ュ
の
第
一
・
二
論
考
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
（
存
在
論
的
実
存
論
的
無
差
別
）
に
対
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
で
あ
る
と
同
時

に
ハ
イ
デ
ガ
ー
へ
の
問
い
（
存
在
論
的
実
存
論
的
差
別
の
必
要
性
と
根
拠
へ
の
問
い
）
で
あ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
二
九
年
講
義
は
、
ミ

ッ
シ
ュ
の
こ
の
問
い
に
現
存
在
の
形
而
上
学
を
も
っ
て
答
え
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
回
答
に
対
し
て
ミ
ッ
シ
ュ
が
も
う
一
度
デ
ィ
ル
タ
イ

と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
に
遡
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
批
判
し
た
の
が
、
ミ
ッ
シ
ュ
の
第
三
論
考
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
で
は
、

存
在
論
的
実
存
論
的
差
別
の
根
拠
を
め
ぐ
っ
て
「
現
存
在
の
形
而
上
学
」
に
お
け
る
「
超
越
」
が
対
決
の
争
点
と
し
て
浮
き
上
が
っ
て
く

る
の
で
は
な
い
か
。

　

か
く
し
て
本
稿
も
こ
の
推
移
に
従
っ
て
、
ミ
ッ
シ
ュ
の
第
一
・
二
論
考
に
お
け
る
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
に
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
を
、
上

記
の
①
（
以
下
（
二
））
か
ら
②
（
以
下
（
三
））、
そ
し
て
③
（
以
下
（
四
））
の
順
で
立
ち
入
ろ
う
。
そ
の
さ
い
の
本
稿
の
視
点
は
も
と

よ
り
、
対
決
や
批
判
の
当
否
を
判
定
す
る
こ
と
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
各
々
が
批
判
し
な
が
ら
ど
の
よ
う
な
道
の
上
で
自
身
の
哲
学
を
形



二
五

生
の
統
一
的
全
体
性
と
分
散
的
多
様
性
（
そ
の
二
）

│
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
対
す
る
ミ
ッ
シ
ュ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
（
山
本
）

成
し
て
い
る
の
か
、
相
互
の
位
置
関
係
を
浮
き
立
た
せ
、
そ
の
中
で
何
が
埋
も
れ
た
論
点
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
を
見
出
す
こ
と
に

あ
る
。

（
二
）
実
存
論
的
無
差
別
と
哲
学
の
構
築

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
は
実
存
と
他
の
存
在
を
区
別
し
、
実
存
の
誕
生
か
ら
死
ま
で
の
間
の
伸
張
の
生
起
を
歴
史
性
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ

て
歴
史
の
問
題
の
存
在
論
的
実
存
論
的
起
源
を
実
存
に
求
め
る
（SZ,

§74

）。
実
存
と
他
の
存
在
の
区
別
は
、
歴
史
性
と
そ
れ
を
持
た
な

い
他
の
存
在
の
区
別
に
な
る
。
こ
れ
が
ち
ょ
う
ど
、
ヨ
ル
ク
伯
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
の
主
張
「
存
在
者
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
の

種
的
区
別
が
強
調
さ
れ
る
の
が
少
な
す
ぎ
る
」
と
い
う
主
張
に
重
な
り
合
い
、
か
く
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
ヨ
ル
ク
伯
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判

を
援
用
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
も
と
も
と
の
デ
ィ
ル
タ
イ
と
ヨ
ル
ク
伯
の
書
簡
で
は
、
歴
史
の
問
題
を
巡
っ
て
歴
史
を
人
間
の
生
に

基
づ
け
る
か
否
か
が
議
論
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

　
「
存
在
者
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
の
種
的
区
別
」
が
語
ら
れ
て
い
る
一
八
九
五
年
一
〇
月
二
一
日
付
け
の
ヨ
ル
ク
伯
の
書
簡

（BW
,188ff.

）は
、
同
月
一
三
日
付
け
の
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
の
書
簡
に
答
え
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
書
簡
に
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
私（
デ

ィ
ル
タ
イ
）
は
現
在
、
比
較
心
理
学
の
仕
事
を
し
て
お
り
、
そ
れ
を
「
比
較
心
理
学
。
歴
史
と
文
学
と
精
神
科
学
の
研
究
へ
の
寄
与
」
と

し
て
出
版
す
る
予
定
で
あ
り
、
そ
の
一
部
分
（
第
四
章
ま
で
）
を
あ
な
た
（
ヨ
ル
ク
伯
）
に
贈
っ
た
、
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す

る
ヨ
ル
ク
伯
の
返
信
は
、「
比
較
心
理
学
」
の
一
部
分
を
読
ん
で
の
応
答
に
な
っ
て
い
る
。
問
題
の
文
面
は
、
そ
の
前
後
の
文
脈
も
含
め

て
引
用
す
る
と
次
の
通
り
で
あ
る
。

「〔
比
較
心
理
学
の
〕
第
四
章
、
叙
述
と
し
て
の
技
術
は
、
ま
さ
し
く
、
卓
越
し
て
い
る
。
・
・
・
類
型
と
い
う
概
念
が
、
最
も
繊



二
六

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
六
十
六
巻
第
一
号

細
で
困
難
な
匿
わ
れ
た
も
の
を
開
く
鍵
に
な
る
。
こ
の
新
た
な
原
理
〔
類
型
の
概
念
〕
に
は
、
論
文
〔
比
較
心
理
学
〕
の
第
一
〜
三

〔
章
〕が
主
張
し
て
い
る
以
上
に
、自
然
科
学
の
傲
慢
な
要
求
を
一
層
鋭
く
拒
絶
す
る
こ
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。私
に
は
第
一
〜
三〔
章
〕

は
存
在
者
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
の
種
的
区
別

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

│
私
は
こ
の
区
別
に
立
ち
返
る
の
だ
が
│
が
強
調
さ
れ
る
の
が
少
な
す
ぎ
る
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

で
あ
る

0

0

0

」（BW
,191

）。

　

こ
こ
で
話
題
に
な
っ
て
い
る
「
比
較
心
理
学
」
は
、「﹇
比
較
心
理
学
に
つ
い
て
﹈
個
性
の
研
究
へ
の
寄
与
」
と
し
て
一
九
二
四
年
に
ミ

ッ
シ
ュ
の
「
編
者
緒
言
」
が
付
さ
れ
て
公
刊
さ
れ
た
全
集
第
五
巻
に
収
録
さ
れ
た
論
考
で
あ
る
。
そ
の
第
一
〜
三
章
で
は
、
自
然
科
学
と

精
神
科
学
が
区
別
さ
れ
、
後
者
に
お
け
る
個
性
研
究
に
と
っ
て
人
物
の
類
型
と
い
う
概
念
が
、
そ
し
て
そ
れ
を
捉
え
る
た
め
の
方
法
と
し

て
比
較
が
提
示
さ
れ
、
第
四
章
で
は
、
類
型
的
に
見
な
が
ら
叙
述
す
る
こ
と
が
探
求
の
技
術
と
し
て
提
示
さ
れ
る
。
ヨ
ル
ク
伯
は
類
型
概

念
そ
し
て
こ
の
第
四
章
で
の
探
求
の
技
術
を
高
く
評
価
し
て
い
る
が
、
第
一
〜
三
章
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、「
存
在
者

的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
の
種
的
区
別
」
を
す
る
こ
と
が
少
な
す
ぎ
る
、
と
い
う
理
由
か
ら
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
現
存
在
の
歴
史

性
に
関
連
づ
け
て
引
用
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
箇
所
で
あ
る
。
し
か
し
ヨ
ル
ク
伯
に
と
っ
て
こ
の
区
別
は
、
同
じ
書
簡
で
、
次
の
よ
う
に

も
言
わ
れ
て
い
る
。

「
人
か
ら
人
へ
の
歴
史
的
影
響
は
、同
時
代
人
や
個
人
的
な
知
り
合
い
の
間
で
も
生
じ
る
よ
う
に
、存
在
者
的
で
な
い
だ
け
で
な
く
、

身
体
的
で
も
な
い
し
、
被
制
約
的
で
も
な
い
」。「
類
型
の
概
念
は
徹
底
的
に
内
的
な
概
念
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
性
格
が
扱
わ
れ
る
の

で
あ
っ
て
、
形
態
で
は
な
い
の
だ
」。
こ
れ
に
対
し
て
、「
比
較
は
常
に
感
性
的
で
あ
り
、
常
に
形
態
を
離
れ
な
い
の
で
あ
る
」。
し

た
が
っ
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
氏
は
「
精
神
科
学
の
方
法
と
し
て
」
の
「
比
較
と
い
う
や
り
方
」
を
採
用
し
て
い
る
が
、「
こ
こ
で
は
あ
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な
た
と
私
は
異
な
る
」、
と
ヨ
ル
ク
伯
は
言
う
の
で
あ
る
（BW

,193

）。

　

ヨ
ル
ク
伯
の
主
張
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
歴
史
的
な
も
の
や
人
間
個
人
の
性
格
な
ど
は
、
存
在
者
的
、
形
態
的
、
身
体
的
、

し
た
が
っ
て
被
制
約
的
、
で
は
な
く
、
無
形
的
、
精
神
的
、
内
的
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
比
較
と
い
う
方
法
は
、
存
在
者
的
形
態
的
な

も
の
を
扱
う
の
で
、
個
性
の
研
究
の
方
法
と
し
て
は
相
応
し
く
な
く
、
む
し
ろ
自
然
科
学
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
ヨ
ル
ク
伯
は
デ

ィ
ル
タ
イ
の
「
比
較
心
理
」
に
関
し
て
、
内
的
な
も
の
を
扱
う
類
型
概
念
と
類
型
的
に
見
る
技
術
を
提
示
す
る
第
四
章
を
絶
賛
し
、
自
然

科
学
と
精
神
科
学
を
区
別
し
て
後
者
の
方
法
と
し
て
比
較
を
提
示
す
る
第
一
〜
三
章
は
「
存
在
者
的
な
も
の
と
歴
史
的
な
も
の
と
の
種
的

区
別
が
少
な
す
ぎ
る
」
と
批
判
す
る
の
で
あ
る（

２
）。

　

こ
の
よ
う
に
ヨ
ル
ク
伯
の
言
う
「
存
在
者
的
／
歴
史
的
」
と
い
う
「
種
的
区
別
」
は
、
有
形
的
／
無
形
的
、
物
体
的
／
精
神
的
、
外
的

／
内
的
、
と
い
う
区
別
で
あ
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
う
よ
う
な
、
人
間
存
在
と
他
の
存
在
の
区
別
が
こ
こ
に
重
な
り
合
う
わ
け
で
は
な

い
。
ヨ
ル
ク
伯
の
区
別
で
は
、
人
間
の
身
体
も
有
形
的
な
も
の
と
し
て
存
在
者
的
な
も
の
に
含
ま
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
歴
史
的
な
も
の
と

し
て
の
ゲ
ー
テ
の
文
学
や
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
遺
跡
は
、
単
に
存
在
者
的
に
探
求
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
精
神
的
な
も
の
と
し
て
精
神
科
学
の

対
象
に
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ヨ
ル
ク
伯
の
区
分
は
、
そ
の
源
を
辿
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
的
な
物
質
／
精
神
、
自
然
学
／
形
而

上
学
と
い
う
区
別
に
遡
る
。
か
り
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
実
存
と
他
の
存
在
の
区
分
を
ヨ
ル
ク
伯
の
歴
史
的
精
神
的
／
存
在
者
的
物
質
的
と
い

う
区
分
に
重
ね
合
わ
せ
、
し
か
も
こ
の
歴
史
的
精
神
的
を
人
間
存
在
に
限
定
し
て
語
る
な
ら
ば
、
こ
れ
は
デ
カ
ル
ト
的
区
分
の
延
長
線
上

に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
歴
史
の
問
題
の
源
を
現
存
在
の
歴
史
性
に
求
め
た
こ
と
の
「
確
証
」

を
ヨ
ル
ク
伯
の
「
種
的
区
別
」
に
求
め
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
う
な
ろ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
概
念
は
、
こ
れ
ら
の
い
ず
れ
の
区
別
も
適
用
で
き
な
い
立
場
か
ら
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
区
別
を
拒



二
八

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
六
十
六
巻
第
一
号

む
と
こ
ろ
か
ら
語
ら
れ
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
彼
が
生
の
統
一
体
を
当
時
の
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
心
理
学
の
「
精
神
物
理
的
」
と
い
う

語
を
使
っ
て
「
精
神
物
理
的
統
一
体
」
と
し
て
語
る
の
も
、
生
は
、〈
物
質
的
身
体
的
／
精
神
的
〉
あ
る
い
は
〈
外
的
／
内
的
〉
と
い
う

デ
カ
ル
ト
的
二
分
法
を
前
提
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
た) 3

(

。
ミ
ッ
シ
ュ
は
こ
れ
を
受
け
て
、『
存
在
と
時
間
』
公
刊
一
年

前
の
一
九
二
六
年
、「
生
の
哲
学
の
理
念
」
の
な
か
で
「
人
間
は
心
身
的
な
生
統
一
体
で
あ
る
」（IL,546

）
と
語
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ

う
に
デ
ィ
ル
タ
イ
が
ヨ
ル
ク
伯
と
異
な
り
生
を
〈
外
的
物
質
的
／
内
的
精
神
的
〉
と
い
う
枠
組
み
で
捉
え
て
い
な
い
こ
と
は
、
ハ
イ
デ
ガ

ー
が
『
存
在
と
時
間
』
で
批
判
（SZ,205f.,209f.

）
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
外
界
の
実
在
性
論
考
」
で
す
で
に
明
瞭
に
さ
れ
て
い
た
こ
と

で
は
な
か
っ
た
の
か
。
そ
こ
で
は
、〈
物
質
的
外
的
／
精
神
的
内
的
〉
を
枠
に
し
て
外
界
が
問
題
に
な
っ
た
の
で
は
な
く
、
現
象
性
の
原

理
を
出
発
点
に
し
て
〈
心
身
的
な
生
統
一
体
〉
と
し
て
の
〈
自
己
〉
と
〈
他
者
〉
の
区
別
の
発
現
が
問
題
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ

の
現
象
性
の
原
理
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
た
。

「
私
が
私
の
う
ち
で
体
験
し
て
い
る
も
の
が
意
識
の
事
実
と
し
て
私
に
と
っ
て
存
在
す
る
の
は
、
私
が
そ
れ
を
覚
知
し
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
意
識
の
事
実
と
は
、
私
が
覚
知
し
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（GS

1,394

）。「
実
在
性
は
覚
知
の
中
で
与
え
ら
れ
、

覚
知
は
確
実
性
の
最
終
審
で
あ
る
」（GS

19,177

）。

　

た
と
え
ば
、
私
は
い
ま
パ
ソ
コ
ン
で
論
文
を
書
い
て
い
る
、
あ
る
い
は
、
昨
日
の
楽
し
か
っ
た
思
い
が
湧
き
上
が
っ
て
き
た
、
な
ど
、

こ
れ
ら
は
自
分
で
覚
知
し
て
い
る
「
事
実
」
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
「
私
に
と
っ
て
の
事
実
」、
端
的
に
は
「
意
識
の
事
実
」
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
「
事
実
」
に
、
内
的
／
外
的
、
物
質
的
／
精
神
的
と
い
う
区
別
は
な
い
。
私
が
い
ま
パ
ソ
コ
ン
で
論
文
を
書
い
て
い
る
と
い

う
事
実
は
、
内
的
で
も
外
的
で
も
、
精
神
的
で
も
物
質
的
で
も
な
い
。
そ
れ
は
事
実
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
実
在
で
あ
る
。
し
か
し
こ
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の
事
実
が
「
私
の
う
ち
で
体
験
し
て
い
る
も
の
」
と
い
う
こ
と
か
ら
内
的
な
反
省
に
よ
っ
て
内
的
／
外
的
に
区
分
さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は

ま
た
こ
の
事
実
が
、
パ
ソ
コ
ン
に
触
れ
る
私
の
指
先
の
感
覚
を
媒
介
に
し
た
意
志
的
抵
抗
体
験
に
基
づ
い
て
、
私
と
外
界
に
区
分
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
で
あ
っ
て
も
、
私
と
外
界
の
区
分
は
、
心
身
的
統
一
体
と
し
て
の
私
と
他
者
の
区
分
で
あ
っ
て
、
精
神
と

し
て
の
私
と
身
体
を
も
含
め
た
物
体
と
の
間
の
デ
カ
ル
ト
的
区
分
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
意
識
の
事
実
」
も
、
精

神
的
／
物
質
的
と
区
分
さ
れ
た
限
り
で
の
精
神
活
動
と
し
て
の
「
私
の
存
在
」
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
誤
解
を
避
け

る
た
め
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
自
己
意
識
に
代
え
て
生
と
い
う
概
念
を
使
っ
た
よ
う
に
、「
意
識
の
事
実
」
を
心
身
的
な
「
生
の
事
実
」
と

言
い
換
え
て
も
よ
か
ろ
う
。
し
か
も
こ
れ
は
ま
た
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

「
私
の
意
識
は
、
か
く
も
計
り
知
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
こ
の
外
界
全
体
を
も
包
み
込
ん
で
い
る
場
所
で
あ
り
、
外
界
の
中
で
互
い

に
押
し
除
け
あ
っ
て
い
る
す
べ
て
の
客
体
を
織
り
上
げ
て
い
る
材
料
で
あ
る
」（GS

19,59

）。

　

こ
れ
に
従
え
ば
、
意
識
は
、
つ
ま
り
生
は
、
い
わ
ゆ
る
自
然
の
事
実
を
も
意
識
の
事
実
と
し
て
包
含
し
た
「
場
」
で
あ
り
、
私
や
客
体

が
統
一
体
と
し
て
形
成
さ
れ
る
た
め
の
「
材
料
」
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
の
よ
う
な
生
と
し
て
の
場
を
、
生
き
生
き
と
営
ま
れ
て
統
一

体
を
形
成
し
た
り
ま
た
分
散
し
た
り
す
る
「
場
」
と
し
て
性
格
づ
け
て
も
よ
か
ろ
う
。
生
は
生
を
場
に
し
て
自
ら
を
統
一
し
た
り
分
散
し

た
り
す
る
の
で
あ
る
。
主
体
と
客
体
、
私
と
他
者
、
内
と
外
、
こ
れ
ら
の
対
置
は
、
こ
う
し
た
場
か
ら
生
じ
て
く
る
の
で
あ
っ
て
、
場
の

事
実
と
し
て
存
在
し
て
い
る
者
・
物
や
出
来
事
な
ど
に
は
、
こ
れ
ら
の
二
分
法
は
適
用
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
二
分
法
は
そ
の
場
か
ら
内

的
な
反
省
と
共
に
生
じ
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
生
の
「
材
料
」
を
二
分
法
的
に
分
節
で
き
て
も
、
二
つ
の
独
立
実
体
が
存

在
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
各
分
節
が
相
互
に
連
関
し
あ
う
統
一
体
が
、
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
場
と
し
て
の
生
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は
、
そ
の
よ
う
な
連
関（

４
）と

し
て
の
生
と
も
言
い
換
え
ら
れ
よ
う
。
生
は
連
関
を
場
と
し
て
統
一
体
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
心
身

的
統
一
体
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
体
験
・
表
現
・
理
解
と
い
う
解
釈
学
の
方
法
概
念
も
、
内
的
体
験
と
外
的
表
現
、
そ
し
て
後
者
か
ら

前
者
へ
向
か
う
理
解
、
と
い
う
具
合
に
二
分
法
的
に
分
節
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
、
各
々
が
独
立
に
存
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
相

互
に
作
用
し
合
っ
て
一
方
な
し
に
他
方
は
存
在
し
え
な
い
連
関
か
ら
成
る
統
一
体
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
デ
ィ
ル
タ
イ
の
方
向
づ
け
か
ら
す
る
と
き
、
ミ
ッ
シ
ュ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
が
デ

ィ
ル
タ
イ
宛
の
ヨ
ル
ク
伯
の
書
簡
を
引
い
て
き
た
の
に
応
じ
て
、
ヨ
ル
ク
伯
宛
の
デ
ィ
ル
タ
イ
の
書
簡
の
引
用
を
も
っ
て
な
さ
れ
る
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ッ
シ
ュ
は
次
の
一
文
を
デ
ィ
ル
タ
イ
の
書
簡
か
ら
引
用
す
る
こ
と
を
も
っ
て
、
哲
学
の
「
出
発
点
」
を
指
摘
す
る

と
と
も
に
、「
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
「
生
」
は
「
存
在
論
的
に
無
差
別
」
な
ま
ま
で
あ
る
と
し
て
消
極
的
否
定
的
に
し

か
受
け
取
ら
な
か
っ
た
こ
と
の
積
極
的
肯
定
的
な
意
味
」（LP,66

）
を
提
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
体
系
的
哲
学
の
基
礎
づ
け
は
、
人
間
が
自
身
の
現
実
の
中
に
あ
っ
て
連
関
の
中
で
生
き
て
い
る
、
・
・
・
そ
う
し
た
連
関
の
権
利

根
拠
と
な
る
内
的
な
生
の
連
関
を
自
己
省
察
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
生
の
連
関
の
構
造
を
知

り
、
分
析
す
る
こ
と
が
出
発
点
を
形
成
す
る
。
さ
ら
に
哲
学
す
る
こ
と
は
す
べ
て
こ
の
生
の
連
関
を
よ
り
詳
細
に
意
識
に
も
た
ら
し

て
分
析
す
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
哲
学
を
始
め
る
と
き
に
関
わ
り
う
る
問
題
は
た
だ
、
根
本
的
な
諸
特
徴
が
ど
の
よ
う
に
し
て
内
的

経
験
の
中
で
省
察
を
通
し
て
連
関
と
し
て
把
握
さ
れ
う
る
の
か
、
そ
れ
を
確
定
す
る
こ
と
で
あ
る
」（
ヨ
ル
ク
伯
宛
、
二
二
〇
頁
）」

（LP,66

）。

　

こ
こ
で
言
わ
れ
る
現
実
の
中
に
あ
る
連
関
と
は
、
人
間
や
事
物
そ
し
て
出
来
事
な
ど
、
そ
れ
ら
が
あ
る
社
会
の
中
に
せ
よ
、
あ
る
い
は



三
一

生
の
統
一
的
全
体
性
と
分
散
的
多
様
性
（
そ
の
二
）

│
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
対
す
る
ミ
ッ
シ
ュ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
（
山
本
）

過
去
か
ら
現
在
そ
し
て
未
来
に
向
け
て
で
あ
れ
、
社
会
的
歴
史
的
に
相
互
に
作
用
し
あ
っ
て
い
る
連
関
で
あ
り
、
そ
う
し
た
現
実
の
中
に

生
き
生
き
と
作
用
し
て
い
る
連
関
に
よ
っ
て
生
が
規
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が「
生
の
連
関
」で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
生
は
、

意
識
の
事
実
と
し
て
、
存
在
論
的
に
区
別
で
き
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
し
て
や
人
間
の
生
を
連
関
か
ら
切
り
取
っ
て
実
存
論
的
に
区
別
で

き
る
も
の
で
も
な
く
、
む
し
ろ
こ
の
生
の
連
関
を
分
析
す
る
こ
と
こ
そ
哲
学
の
構
築
の
「
出
発
点
」
に
な
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
が

存
在
論
的
実
存
論
的
差
別
に
従
っ
て
他
の
存
在
者
か
ら
現
存
在
の
存
在
を
区
別
し
て
、
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
存
在
一
般
へ
向
け
て
基
礎
存
在

論
の
構
築
へ
向
か
う
の
に
対
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
生
の
連
関
の
中
に
留
ま
っ
て
精
神
科
学
の
基
礎
づ
け
を
す
る
。
ミ
ッ
シ
ュ
も
同
様
に

そ
こ
に
留
ま
り
論
理
学
の
構
築
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
生
の
連
関
か
ら
す
れ
ば
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
道
程
は
そ
も
そ
も
不
可
能
な
の
で
あ
る
。

（
三
）
存
在
論
的
実
存
論
的
無
差
別
の
積
極
的
意
味

①
歴
史
的
出
来
事
の
産
出

　

し
か
も
ミ
ッ
シ
ュ
は
こ
の
道
程
で
「
生
の
連
関
」
に
「
産
出
的
緊
張
」
を
見
出
し
、
こ
れ
を
存
在
論
的
無
差
別
の
「
積
極
的
意
味
」
と

し
て
提
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
を
擁
護
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
生
は
そ
も
そ
も
存
在
論
的
に

規
定
さ
れ
え
ず
、
分
節
可
能
な
分
枝
・
部
分
の
相
互
作
用
的
連
関
に
よ
っ
て
統
一
的
に
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
存
在
論
的

無
差
別
な
生
の
連
関
に
こ
そ
、「
産
出
的
緊
張
」
と
い
う
「
積
極
的
意
味
」
が
あ
る
と
し
て
、「
生
の
連
関
は
・
・
・
産
出
的
緊
張
を
孕
ん

で
い
る
」
と
語
る
の
で
あ
る
（LP,66

）。
こ
こ
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
方
向
づ
け
の
中
で
ミ
ッ
シ
ュ
が
捉
え
る
生
の
概
念
、
生
の
哲
学
が
あ

る
。

　
「
産
出
的
緊
張
」
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
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「
構
造
分
析
が
出
発
点
と
し
た
（「
生
・
全
体
」）
生
の
連
関
は
・
・
・
産
出
的
緊
張
を
孕
ん
で
い
る
。
そ
れ
が
露
わ
に
な
っ
て
く
る

の
は
、
歴
史
の
出
来
事
が
事
実
性
か
ら
精
神
的
な
も
の
へ
向
か
う
途
上
で
獲
得
す
る
連
関
の
す
べ
て
が
生
じ
て
く
る
と
き
、
あ
る
い

は
む
し
ろ
生
じ
る
の
で
は
な
く
生
み
出
さ
れ
て
く
る
と
き
で
あ
る
」（LP,66

）。

よ
り
具
体
的
に
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

「
・
・
・
デ
ィ
ル
タ
イ
は
生
の
中
に
、
あ
の
関
係
を
見
出
す
・
・
・
。
す
な
わ
ち
、
一
方
で
は
、
最
も
純
粋
に
は
世
界
の
法
則
的
秩

序
の
認
識
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
よ
う
な「
思
考
適
合
性
」、「
有
意
義
性
」、
あ
る
い
は
個
別
化
さ
れ
特
殊
化
さ
れ
た
見
方
の
中
で「
最

も
深
く
開
か
れ
る
」「
世
界
の
意
味
」（GS

5,271

）、
他
方
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
謎
と
し
か
言
い
よ
う
の
な
い
究
め
難
き
も
の
、
こ
れ

ら
両
者
の
関
係
で
あ
る
」（LP,50

）。

　

こ
こ
で
鍵
括
弧
が
付
さ
れ
て
い
る
「
思
考
適
合
性
」「
有
意
義
性
」「
世
界
の
意
味
」
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
『
個
性
の
研
究
』
か
ら
の
引
用

で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
語
ら
れ
て
い
る
の
は
、
宇
宙
や
世
界
だ
け
で
な
く
「
人
間
そ
し
て
歴
史
の
個
別
化
を
捉
え
る
た
め
」
の
「
普
遍
的
な

視
点
」
を
求
め
て
「
類
型
」
と
い
う
概
念
が
提
示
さ
れ
る
節
で
あ
り
（GS

5,269ff.

「
Ⅲ
．
人
間
の
個
別
化
に
関
す
る
普
遍
的
な
視
点
」『
個

性
の
研
究
』）、
こ
こ
で
は
、
ミ
ッ
シ
ュ
の
引
用
で
は
鍵
括
弧
が
付
さ
れ
て
い
な
い
「
謎
」
と
い
う
用
語
も
使
わ
れ
て
お
り
、
ミ
ッ
シ
ュ
は

そ
れ
を
自
身
の
用
語
と
し
て
「
究
め
難
き
も
の
」
と
言
い
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
も
デ
ィ
ル
タ
イ
に
遡
っ
て
み
よ
う
。
と
い

う
の
も
、
有
意
義
化
と
究
め
難
き
も
の
の
「
関
係
」
が
語
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
は
、
先
に
見
た
よ
う
な
従
来
の
枠
組
み
に
対
す
る
新
た

な
枠
組
み
が
提
示
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
従
来
の
〈
個
物
／
普
遍
（
特
殊
／
類
）〉
に
対
す
る
〈
個
体
／
類
型
〉
で
あ
る
。
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│
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
対
す
る
ミ
ッ
シ
ュ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
（
山
本
）

「
現
実
の
も
の
の
個
体
化
に
と
っ
て
本
質
的
な
こ
と
は
、
あ
る
種
の
根
本
的
諸
形
式
が
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
を
こ
こ
で
さ
し
あ
た
り

類
型
と
表
示
し
た
い
が
、
そ
の
根
本
的
な
諸
形
式
が
諸
変
形
の
戯
れ
の
中
で
再
三
再
四
反
復
す
る
こ
と
に
あ
る
。
そ
う
し
た
類
型
の

一
つ
の
中
に
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
徴
標
、
部
分
、
あ
る
い
は
機
能
が
、
規
則
的
に
一
緒
に
結
合
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
特
徴
が
結
び

つ
い
て
類
型
を
形
成
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
相
互
的
に
関
係
し
て
お
り
、
一
つ
の
特
徴
が
現
前
す
る
と
他
の
特
徴
の
現
前
が

閉
ざ
さ
れ
た
り
、
一
つ
の
変
形
が
他
の
変
形
を
閉
ざ
し
た
り
す
る
の
で
あ
る
」（GS

5,270

）。

デ
ィ
ル
タ
イ
は
こ
れ
を
「
類
型
の
原
理
」（GS

5,270

）
と
し
て
提
示
し
、
個
体
化
は
、「
そ
の
成
分
の
均
質
性
、
そ
の
経
過
の
同
型
性
」

（GS
5,270

）
に
基
づ
き
な
が
ら
「
類
型
の
原
理
」
に
よ
っ
て
成
り
立
つ
と
す
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
ぜ
、
個
体
化
の
原
理
が
類
型
の
原
理
に
求
め
ら
れ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
も
デ
ィ
ル
タ
イ
は
、
こ
の
引
用
文
の
直
前
に

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
「
不
可
識
別
者
同
一
の
原
理
」
を
あ
げ
、「
人
間
の
生
の
単
位
が
こ
の
原
理
の
最
高
の
適
用

0

0

0

0

0

を
受
け
る
」
と
し
て
、「
不

可
識
別
者
同
一
の
原
理
」
の
代
わ
り
に
「
類
型
の
原
理
」
を
提
示
す
る
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
個
体
の
捉
え
方
が
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
も
含
め
た
従
来
の
捉
え
方
と
根
本
的
に
違
う
点
を
見
出
さ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
へ
の
伝
統
的
な
流
れ
の
中
で
個
体
を
特
定
し
、
そ
の
知
を
形
成
す
る
の
は
、
個
物
を
主
語
と
し

た
述
語
づ
け
に
よ
り
、
述
語
づ
け
は
ま
た
普
遍
（
種
と
類
）
か
ら
形
成
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
「
こ
の
山
本
は
性
格
が
悪
い
」
で
あ
れ
ば
、

こ
の
山
本
は
性
質
と
い
う
類
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
の
種
別
化
（
種
差
）
に
よ
っ
て
特
定
さ
れ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
あ
の
山
本
と
比
べ

て
こ
の
種
別
化
に
よ
る
違
い
が
何
も
な
け
れ
ば
、
両
者
は
同
一
人
物
と
し
て
特
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
両
者
が
同
一
で
あ
れ
ば
区
別
が
見

出
さ
れ
ず
、
区
別
が
あ
れ
ば
同
一
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
同
一
と
区
別
は
相
反
し
排
斥
し
合
う
概
念
で
あ
り
、
こ
の
排
斥
性

に
基
づ
い
て
個
々
の
個
物
が
他
の
個
物
を
排
斥
し
て
自
己
の
同
一
性
を
確
保
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
こ
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の
原
理
の
最
高
の
適
用

0

0

0

0

0

例
を
人
間
の
生
の
統
一
体
に
求
め
た
こ
と
は
、
生
の
統
一
体
は
同
一
と
区
別
が
最
高
に
排
斥
し
合
う
適
用

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

例
と
さ

れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
す
な
わ
ち
、「
同
一
性
は
、
現
実
の
、
そ
し
て
徐
々
に
段
階
づ
け
が
可
能
な
事
物
に
つ
い
て
表
現

さ
れ
る
場
合
に
は
、
各
々
の
違
い
が
全
く
消
滅
す
る
こ
と
へ
の
接
近

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
表
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」（GS

5,270

）。
言
い
換

え
れ
ば
、
生
の
統
一
体
に
お
い
て
は
、
現
実
に
は
、
同
一
性
は
存
在
し
え
ず
、
区
別
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。

　

し
か
し
二
つ
の
も
の
を
区
別
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
違
い
を
違
い
と
し
て
特
定
す
る
こ
と
は
同
時
に
、
そ
の
中
で
類
似
を
想
定
し
て
い
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
類
似
の
特
徴
を
見
出
す
こ
と
は
そ
れ
と
は
違
う
特
徴
を
想
定
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
も
な
け
れ
ば
、

比
較
に
は
な
り
え
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
言
う
「
類
型
」
は
、
こ
の
よ
う
な
比
較
を
方
法
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
の
違
い
と
類
似
を
見

出
し
て
い
く
な
か
で
形
成
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
形
成
は
同
時
に
そ
の
「
変
形
の
戯
れ
」
の
中
に
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で

は
、
区
別
と
同
一
の
排
斥
関
係
の
な
か
で
の
個
体
と
普
遍
の
関
係
と
違
っ
て
、
個
体
は
個
体
化
と
類
型
化
の
な
か
で
特
定
さ
れ
、
同
一
性

の
原
理
は
類
型
の
原
理
に
代
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
類
型
化
と
個
体
化
は
排
斥
関
係
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
あ
る
も
の
を
類
型

化
す
る
こ
と
は
そ
の
な
か
で
あ
る
も
の
を
個
体
化
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
逆
も
そ
う
な
の
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
「
類
型
の
原

理
」
は
同
時
に
個
体
化
の
原
理
な
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
普
遍
の
な
か
で
も
最
も
普
遍
的
な
概
念
と
さ
れ
た
存
在
を
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
意
味
を
問
う
必
要
が
あ
る
と
し
た
ハ
イ

デ
ガ
ー
が
、「
存
在
は
端
的
な
超
越
者
で
あ
る
」（SZ,38

）
と
し
て
、
存
在
を
存
在
者
か
ら
区
別
す
る
こ
と
は
、
伝
統
的
な
〈
個
物
／
普
遍
〉

の
枠
組
み
の
中
を
動
い
て
い
る
、
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
が
生
を
〈
個
体
／
類
型
〉
と
し
て
捉
え
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
た
し
か
に
生
の
概
念
は
存
在
論
的
に
無
差
別
に
使
わ
れ
て
い
る
が
、
枠
組
み
の
違
い
に
注
意
す
れ
ば
、
生
を
存
在
論
的

に
区
別
す
る
こ
と
自
体
が
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
以
っ
て
批
判
す
る
こ
と
自
体
が
、
意
味
を
な
さ
な
い
の
で
あ
る
。
生
自
体
が
連
関
と
し

て
存
在
論
的
実
存
論
的
差
別
を
拒
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
ミ
ッ
シ
ュ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
こ
の
よ
う
な
〈
類
型
化
／
個
体
化
〉
を
前
提
に
し



三
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デ
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イ
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（
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て
、〈
思
考
適
合
性
、
有
意
義
性
、
世
界
の
意
味
〉
と
〈
謎
、
究
め
難
き
も
の
〉
の
産
出
的
緊
張
関
係
を
語
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
を
擁
護
す

る
と
同
時
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
逆
に
批
判
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
言
わ
れ
る
産
出
的
緊
張
と
は
、
し
た
が
っ
て
、〈
類
型
化
／
個
体
化
〉
の
緊
張
関
係
で
も
あ
る
。
一
方
の
〈
思
考
適
合
性
、
有

意
味
性
、
世
界
の
意
味
〉
は
〈
類
型
化
〉
に
通
じ
、〈
謎
、
究
め
難
き
も
の
〉
は
〈
個
体
化
〉
に
通
じ
る
の
で
あ
る
。
個
体
は
、
他
か
ら

区
別
さ
れ
た
統
一
的
全
体
あ
る
い
は
全
体
的
統
一
体
で
あ
る
。
生
に
と
っ
て
個
体
を
捉
え
る
こ
と
は
、
生
の
統
一
性
・
全
体
性
を
捉
え
る

こ
と
に
ほ
か
な
ら
ず
、
こ
こ
に
謎
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
こ
で
は
、〈
類
型
化
／
個
体
化
〉
と
は
別
の
、〈
個
体
と
い
う
個
々
の

も
の
と
全
体
〉、〈
個
体
性
と
全
体
性
〉、〈
個
体
化
と
全
体
化
〉
と
い
う
対
概
念
が
、
同
じ
個
体
に
お
い
て
重
な
り
合
っ
て
い
る
。〈
類
型

／
個
体
〉
が
生
の
言
語
的
把
握
（
理
解
）
の
仕
方
と
す
れ
ば
、〈
全
体
／
個
体
〉
は
生
の
あ
り
方
に
関
わ
る
。
前
者
は
も
ち
ろ
ん
後
者
と

別
で
は
な
く
、
前
者
の
把
握
（
理
解
）
自
身
が
後
者
の
あ
り
方
な
の
で
あ
る（

５
）。

か
く
し
て
こ
の
よ
う
な
〈
類
型
化
／
個
体
化
〉
の
な
か
で

〈
個
体
／
全
体
〉
に
生
の
謎
が
現
れ
る
の
で
あ
る
。

「
把
握
が
全
体
に
向
け
ら
れ
る
と
、
変
転
す
る
生
の
経
験
か
ら
生
の
顔
が
現
れ
て
く
る
。
矛
盾
に
満
ち
て
、
生
動
性
と
同
時
に
法
則

が
、
理
知
と
恣
意
が
、
常
に
新
た
な
面
を
見
せ
な
が
ら
、
そ
う
し
て
個
々
に
お
い
て
は
場
合
に
よ
っ
て
は
明
瞭
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
全
体
に
お
い
て

0

0

0

0

0

0

は
全
面
的
に
謎
め
い
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。
生
の
連
関
と
そ
れ
に
基
づ
く
経
験
を
一
つ
の
全
体
に
総
括
し
よ
う
と
し
て
も
、

心
は
そ
れ
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
。す
べ
て
の
理
解
で
き
な
い
こ
と
の
中
心
は
、生
殖
、誕
生
、成
長
、そ
し
て
死
で
あ
る
」（GS

8,80

）。

　

こ
れ
は
自
然
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
自
然
に
つ
い
て
の
ゲ
ー
テ
の
言
葉
を
捉
え
て
「
謎
」
を
語
る
。
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「
ゲ
ー
テ
が
か
つ
て
言
っ
て
い
る
よ
う
に
。
す
な
わ
ち
、
自
然
は
万
物
を
個
体
性
に
据
え
置
い
て
き
た
よ
う
に
見
え
る
。
こ
の
謎
を

さ
ま
ざ
ま
な
国
の
自
然
科
学
者
は
、
個
体
化
、
実
体
形
相
、
形
成
力
、
発
生
、
分
化
、
そ
し
て
総
合
な
ど
の
概
念
に
よ
っ
て
解
決
し

よ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
。
・
・
・
」（GS

5,271

）。

　

こ
の
文
面
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ミ
ッ
シ
ュ
が
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
〈
思
考
適
合
性
と
謎
〉
と
い
う
対
置
を
引
用
し
て
き
た
文
面
の
後
に
続
く

文
面
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
生
に
関
す
る
こ
と
は
「
ゲ
ー
テ
が
か
つ
て
言
っ
て
い
る
よ
う
に
」
自
然
に
関
し
て
と
同
様
だ
と

右
の
よ
う
に
論
を
展
開
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
ミ
ッ
シ
ュ
は
こ
の
展
開
の
前
半
部
の
生
に
関
す
る
箇
所
を
引
用
し
て
自
ら
の
「
産
出
的
緊

張
関
係
」
を
提
示
し
た
わ
け
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ミ
ッ
シ
ュ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
、
さ
ら
に
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
、
こ
れ
ら
の
前
提
と
な
る
の
が
、
デ
ィ

ル
タ
イ
の
以
上
の
見
解
で
あ
る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
に
と
っ
て
生
の
把
握
は
、〈
内
的
精
神
的
／
外
的
物
質
的
〉、〈
個
物
／
普
遍
（
種
／
類
）〉

と
い
う
枠
組
み
で
は
な
く
、
生
の
連
関
に
お
け
る
〈
生
の
統
一
体
／
生
の
統
一
体
〉、
そ
し
て
各
々
の
統
一
体
が
〈
個
体
／
全
体
〉、〈
個

体
化
／
類
型
化
〉
と
い
う
枠
組
み
に
よ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
前
者
の
枠
の
中
か
ら
後
者
の
枠
に
い
る
デ

ィ
ル
タ
イ
に
対
し
て
生
の
存
在
論
的
無
差
別
を
批
判
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
後
者
は
、
そ
も
そ
も
前
者
と
枠
組
み
が
異
な
り
、

し
か
も
個
体
と
全
体
、
個
体
化
と
類
型
化
、
こ
れ
ら
の
対
置
項
が
重
な
り
合
っ
て
生
の
統
一
体
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
こ
こ
で
は
、
生
の
謎
は
全
体
の
把
握
に
現
れ
る
と
同
時
に
、
個
体
の
把
握
に
も
現
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
デ
ィ
ル
タ
イ
の
先
の
言
葉

の
よ
う
に
、
謎
は
「
個
々
に
お
い
て
は
場
合
に
よ
っ
て
は
明
瞭
で
あ
る
が
、
全
体
に
お
い
て
は
全
面
的
に
謎
め
い
て
い
る
」
の
で
あ
る
。

デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
学
の
部
分
と
全
体
の
相
互
依
存
性
に
当
て
は
め
れ
ば
、
部
分
的
に
明
瞭
に
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
全
体
と
し
て
は
謎
な

の
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
全
体
の
謎
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
既
存
の
統
一
的
全
体
を
分
散
化
多
様
化
し
な
が
ら
そ
れ
を
部
分
と
し
て
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含
む
新
た
な
全
体
の
構
築
へ
と
進
ん
で
い
く
の
で
あ
る
。

　

ミ
ッ
シ
ュ
は
こ
う
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ
の
見
解
を
前
提
に
し
て「
産
出
的
緊
張
関
係
」を
語
っ
て
い
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
緊
張
」と
は
、

ま
さ
し
く
個
体
と
全
体
と
い
う
、
矛
盾
し
た
よ
う
に
見
え
る
二
項
が
重
な
り
合
う
さ
い
の
緊
張
関
係
を
表
現
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て「
産

出
的
緊
張
関
係
」
は
、
こ
う
し
た
「
緊
張
」
の
な
か
で
「
産
出
」
が
な
さ
れ
る
こ
と
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
彼
は
そ
れ
を
、
デ
ィ

ル
タ
イ
の
「
作
用
・
連
関
（W

irkungs-zusam
m

enhang

）」
の
「
作
用
（W

irken

）」
を
顧
慮
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
も
よ
く
使
う
「
惹

起
（Erw

irken

）」
と
い
う
用
語
で
説
明
す
る
。
ミ
ッ
シ
ュ
は
作
用
連
関
の
惹
起
に
「
産
出
」
の
意
味
を
込
め
る
の
で
あ
る
。

「
・
・
・「
作
用
連
関
」
と
い
う
概
念
に
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
に
お
い
て
、
歴
史
的
現
実
を
見
据
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
、
固

有
で
充
溢
し
た
意
味
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
・
・
・
生
き
生
き
し
た
現
実
存
在
に
向
け
て
哲
学
そ
れ
自
身
を
作
用
連
関
と
し

て
把
握
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
が
も
っ
と
も
よ
く
使
う
表
現
の
一
つ
で
あ
る
「
惹
起
す
る
」
も

ま
た
、
構
造
的
に
見
て
、
生
か
ら
「
産
出
す
る
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
」（LP,118

）。

　

歴
史
的
現
実
は
作
用
と
惹
起
、
そ
し
て
作
用
連
関
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
あ
る
出
来
事

を
指
し
て
ほ
か
な
ら
ぬ
「
歴
史
的
」
な
出
来
事
だ
と
言
う
さ
い
の
「
歴
史
的
」
と
い
う
形
容
は
、
過
去
の
あ
る
出
来
事
が
次
に
起
こ
っ
た

出
来
事
や
生
き
生
き
し
た
現
在
の
現
実
存
在
を
惹
起
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
く
作
用
連
関
に
付
さ
せ
る
形
容
詞
な
の
で
あ

る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
生
の
統
一
的
全
体
性
が
作
用
連
関
の
中
で
惹
起
さ
れ
形
成
さ
れ
る
出
来
事
が
、「
歴
史
的
」
で
あ
り
、「
歴
史
的
な

生
の
出
し
ゅ
っ

来た
い

」（LP,63

）
な
の
で
あ
る
。
次
の
ミ
ッ
シ
ュ
の
言
葉
は
、
存
在
論
的
実
存
論
的
差
別
に
基
づ
い
て
歴
史
性
を
主
張
す
る
ハ
イ
デ

ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
対
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
よ
う
。
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「〔
産
出
的
緊
張
関
係
の
な
か
で
〕、
歴
史
的
に
産
出
さ
れ
、
そ
し
て
人
間
実
存
に
一
緒
に
保
持
さ
れ
て
い
る
統
一
性
と
全
体
性
を
可

能
に
す
る
諸
構
造
か
ら
取
り
出
さ
れ
る
の
は
、
中
性
的
な
「
現
存
在
」
の
連
関
で
は
な
く
、
個
人
の
人
間
の
生
あ
る
い
は
人
間
社
会

の
生
の
連
関
で
あ
る
」（LP,55

）。

　

こ
の
よ
う
に
、
歴
史
性
（
歴
史
的
で
あ
る
こ
と
）
は
、
産
出
的
緊
張
関
係
か
ら
惹
起
さ
れ
る
出
来
事
と
し
て
の
生
の
連
関
に
求
め
ら
れ
る

の
で
あ
り
、
連
関
を
取
り
去
っ
た
「
中
性
的
」
な
現
存
在
に
優
先
的
に
求
め
ら
れ
た
り
、
そ
こ
に
還
元
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ

え
ミ
ッ
シ
ュ
か
ら
す
れ
ば
、
生
を
存
在
論
的
実
存
論
的
に
無
差
別
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
歴
史
性
そ
し
て
歴
史
的
産
出
の
出
来
事

を
積
極
的
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、こ
の
点
に
生
の
存
在
論
的
実
存
論
的
無
差
別
性
の
積
極
的
肯
定
的
意
味
が
あ
る
の
で
あ
る
。

②
生
の
力
動
性

　

ミ
ッ
シ
ュ
は
こ
の
よ
う
な
歴
史
的
な
生
の
連
関
を
惹
起
す
る
「
産
出
的
緊
張
」
を
、「
規
定
的
無
規
定
的

0

0

0

0

な
骨
組
み
」
と
し
て
も
語
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
生
の
無
差
別
性

0

0

0

0

の
積
極
的
意
味
を
語
ろ
う
と
す
る
。

「
規
定
的
無
規
定
的
な
骨
組
み
、
そ
れ
は
、
生
の
力
動
性
を
う
ち
に
含
む
の
で
、
さ
ら
な
る
産
出
の
創
造
に
向
け
て
空
け
開
き
な
が

ら
こ
の
創
造
の
な
か
で
初
め
て
影
響
力
あ
る
規
定
性
へ
自
ら
を
凝
集
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
そ
れ
は
、
分
析
の
限
界
地
点

な
の
で
あ
る
」（LP,49

）。

　

こ
こ
で
ミ
ッ
シ
ュ
の
言
う
「
力
動
性
」
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
生
動
性
」
を
受
け
た
概
念
で
あ
ろ
う
し
、
生
の
「
規
定
的
無
規
定
的
な
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骨
組
み

0

0

0

」
の
「
骨
組
み

0

0

0

」
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
構
造
」
を
受
け
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
世
界
内
存
在
」
と
い
う
「
体
制
」（SZ,52f.

）

に
対
抗
し
た
概
念
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
ミ
ッ
シ
ュ
が
打
ち
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
生
の
骨
組
み
に「
規
定
的
」と
同
時
に「
無

規
定
的
」「
究
め
難
き
も
の
」
を
組
み
入
れ
、
生
自
身
が
分
析
の
限
界
を
持
っ
て
い
る
と
同
時
に
「
規
定
的
な
も
の
」
の
分
析
の
出
発
点

と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
銘
記
し
て
い
る
点
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ル
タ
イ
が
言
う（GS

5,4f.

）、「
思
考
は
生
の
背
後
に
遡
る
こ
と
は
で
き
な
い
」

と
い
う
否
定
的
側
面
と
同
時
に
、「
生
は
生
自
身
か
ら
理
解
さ
れ
る
」
と
い
う
肯
定
的
側
面
を
、「
規
定
的
無
規
定
的
」
と
い
う
表
現
に
込

め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
否
定
と
肯
定
と
い
う
矛
盾
す
る
両
面
を
生
の
骨
組
み
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
生
の
力
動
性
を
語
り
出

そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、〈
有
意
義
性
と
究
め
難
き
も
の
〉
の
緊
張
関
係
と
同
様
で
あ
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
生
の
力
動
性
が
、
詳
細
は
後
に
見
る
よ
う
に
、
ミ
ッ
シ
ュ
の
言
う
弁
証
法
そ
し
て
先
に
触
れ
た
〈
個
体
／
全
体
〉
に
お
け

る
部
分
と
全
体
の
相
互
依
存
的
運
動
の
源
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
源
も
ま
た
、
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
受
け
取
っ
て
き
た
も
の
で
あ

る
。
デ
ィ
ル
タ
イ
は
自
身
の
歩
み
を
振
り
返
っ
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
私
は
歴
史
的
世
界
の
中
で
生
の
表
現
を
多
様
性

0

0

0

と
深
み

0

0

に
お
い
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
、
飽
く
こ
と
な
き
努
力
を
重
ね
て
成
長
し

て
き
た
」（GS

5,4

）。

か
く
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
が
生
の
理
解
の
限
界
地
点
を
謎
と
し
て
語
り
、
そ
の
背
後
に
は
向
か
わ
ず
、
生
の
有
意
義
な
歴
史
的
作
用
連
関
の

理
解
へ
向
か
っ
た
の
を
受
け
て
、
ミ
ッ
シ
ュ
は
そ
の
謎
を
「
究
め
難
き
も
の
」
あ
る
い
は
「
無
規
定
的
な
も
の
」
と
し
て
生
の
概
念
の
中

に
積
極
的
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
規
定
的
な
も
の
の
積
極
的
意
義
を
、
す
な
わ
ち
無
規
定
的
な
も
の
か
ら
規
定
的
な
も
の
へ
の

歴
史
的
創
造
を
、「
多
様
性
と
深
み
」
と
い
う
生
自
身
の
源
か
ら
語
り
出
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
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規
定
的
無
規
定
的
な
骨
組
み
の
力
動
性
か
ら
見
れ
ば
、
生
の
「
深
み

0

0

」
と
は
、
そ
れ
に
面
し
て
も
は
や
思
考
が
退
歩
せ
ざ
る
を
え
な
い

よ
う
な
類
い
の
謎
で
は
な
く
、
そ
こ
か
ら
言
葉
が
語
り
出
さ
れ
て
く
る
創
造
的
な
謎
で
あ
る
。
そ
れ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
が
死
と
同
様
に
誕
生

も
謎
の
中
心
に
数
え
て
い
る
の
と
同
様
で
あ
る
。
ミ
ッ
シ
ュ
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
す
べ
て
の
理
解
が
遡
及
し
て
い
く
生
の
深
み
は
、
な
に
か
表
出
し
難
い
も
の
、
直
観
（
・
・
・
）
に
し
か
近
づ
け
な
い
も
の
、
語

り
出
し
え
な
い
も
の
、
そ
う
し
た
も
の
で
は
決
し
て
な
く
、
自
己
自
身
を
語
り
出
し
て
表
現
の
中
で
自
己
を
客
体
化
す
る
も
の
、
し

か
も
創
造
の
中
で
解
き
明
か
す
こ
と
へ
至
る
も
の
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
分
節
・
形
態
化
・
構
築
が
由
来

し
て
い
る
〈
根
源
的
な
ど
こ
か
ら
〉
で
あ
る
力
動
的
な
「
根
底
」
を
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
」（LP,95

）。

つ
ま
り
、
生
は
た
ん
に
無
規
定
的
で
語
り
出
し
得
な
い
も
の
で
は
な
く
、
同
時
に
規
定
的
で
あ
り
、
無
規
定
的
な
当
所
か
ら
自
己
自
身
を

規
定
し
語
り
出
す
で
あ
る
。
こ
の
語
り
が
、
沈
黙
で
は
な
く
、
生
の
惹
起
に
対
応
し
た「
喚
起
す
る
語
り
」に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

惹
起
に
よ
っ
て
生
の
統
一
体
を「
分
節
・
形
態
化
・
構
築
」（
規
定
）す
る
の
が
意
義
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。「
意
義
は
、究
め
難
き
生
が
・
・
・

形
態
化
と
い
う
規
定
性
へ
自
ら
を
向
け
る
、
そ
の
当
の
地
点
で
あ
る
」（LP,142

）。
つ
ま
り
、
無
規
定
的
な
も
の
か
ら
統
一
的
全
体
が
ど

の
よ
う
な
規
定
性
へ
向
か
う
の
か
、
そ
れ
を
「
指
示
す
る
（bedeuten

）」
の
が
「
意
義
（Bedeutung

）」
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
と
ミ
ッ
シ
ュ

は
言
う
の
で
あ
る
。
こ
の
ゆ
え
に
ミ
ッ
シ
ュ
で
は
、
意
義
は
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
先
立
っ
て
生
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
紐
帯
を
形
成
す
る
カ

テ
ゴ
リ
ー
と
し
て
特
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
（LP,141,145,158,215
）。

　

し
た
が
っ
て
、
生
の
「
多
様
性

0

0

0

」
と
は
、
統
一
的
全
体
を
形
成
す
る
有
意
義
化
の
多
様
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
は
、
深
み
か
ら

多
様
な
有
意
義
化
が
生
じ
る
の
で
あ
り
、
深
み
や
根
底
と
言
わ
れ
る
も
の
は
、
多
様
性
を
産
出
す
る
始
原
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ



四
一

生
の
統
一
的
全
体
性
と
分
散
的
多
様
性
（
そ
の
二
）

│
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
対
す
る
ミ
ッ
シ
ュ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
（
山
本
）

う
で
あ
れ
ば
、
多
様
な
あ
り
方
の
な
か
の
一
つ
の
あ
り
方
を
本
来
的
・
根
源
的
と
み
な
し
て
他
を
通
俗
的
・
派
生
的
と
す
る
こ
と
は
、
そ

れ
自
身
が
一
つ
の
有
意
義
化
に
す
ぎ
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
根
源
と
多
様
の
関
係
を
多
様
な
あ
り
方
相
互
の
関
係
に
誤
適
用
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ミ
ッ
シ
ュ
の
言
う
「
語
り
」
も
「
意
義
カ
テ
ゴ
リ
ー
」
も
、「
規
定
的
無
規
定
的
な
骨
組
み
」
に
そ
く
し
て
、
デ
ィ
ル

タ
イ
晩
年
の
解
釈
学
の
内
実
を
進
展
さ
せ
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
が
理
解
・
解
釈
の
営
み
と
し
て
表
現
を
経

由
し
て
体
験
に
向
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
そ
れ
を
逆
方
向
に
歩
む
道
筋
、
す
な
わ
ち
体
験
か
ら
そ
の
ロ
ゴ
ス
へ
、
そ
し
て
ロ
ゴ
ス
に
よ
る

統
一
体
の
形
成
へ
歩
む
道
筋
が
、
ミ
ッ
シ
ュ
の
道
だ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
に
こ
の
道
は
、
多
様
な
在
り
方
に
普
遍
的
形
式
を
見

出
す
道
と
は
異
な
り
、
生
の
同
じ
骨
組
み
か
ら
個
々
の
体
験
の
多
様
な
統
一
体
の
形
成
に
関
わ
る
道
で
あ
り
、
そ
れ
を
規
定
す
る
諸
カ
テ

ゴ
リ
ー
（
時
間
、
自
同
性
、
有
意
義
性
、
部
分
・
全
体
な
ど
）
も
生
を
統
一
的
に
形
成
す
る
も
の
と
し
て
連
関
し
合
っ
て
紐
帯
を
形
成
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
否
定
的
に
言
え
ば
、
存
在
論
的
実
存
論
的
差
別
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
こ
う
し
た
紐
帯
を
形
成

し
て
お
ら
ず
、
生
の
力
動
性
も
失
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
存
在
論
的
実
存
論
的
無
差
に
対
す
る
無
差
別
の
積
極
的
意
味
と
な
ろ
う
。

ミ
ッ
シ
ュ
は
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
が「
そ
こ
で
立
ち
現
れ
て
く
る
と
こ
ろ
で
あ
る
」生
自
身
に
と
っ
て
、
す
な
わ
ち「
す
べ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
体
験
、

理
解
、
表
現
に
と
っ
て
の
基
礎
」
を
形
成
す
る
究
め
難
き
生

0

0

0

0

0

に
と
っ
て
、
そ
れ
が
「
規
定
的
無
規
定
的
な
も
の

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

」
と
し
て
語
ら
れ
る

0

0

0

0

0

0

0

積
極
的
意
味

0

0

0

0

0

が
今
や
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
現
象
学
的
分
析
者
に
は
存
在
論
的
無
差
別
と
思
わ
れ
る
も
の
は

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

、
む
し
ろ
、
生
の
思

考
の
中
で
活
動
し
て
そ
の
内
的
形
式
に
お
い
て
論
理
的
な
も
の
と
し
て
の
み
取
り
出
す
の
が
重
要
な
、
基
礎
的
な
論
理
的
関
係

0

0

0

0

0

0

0

0

0

を
成

し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
│
生
の
論
理
学

0

0

0

0

0

で
取
り
扱
わ
れ
る
概
念
形
式
一
般
の
よ
う
に
│　

も
っ
と
も
単
純
に
言
語
に
即
し

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0



四
二

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
六
十
六
巻
第
一
号

て
把
握
可
能

0

0

0

0

0

に
な
る
の
で
あ
る
」（LP,86f.

）。

　

ミ
ッ
シ
ュ
の
趣
旨
は
明
瞭
で
あ
ろ
う
。
存
在
論
的
に
無
差
別
な
究
め
難
き
生
の
な
か
に
こ
そ
「
基
礎
的
な
論
理
的
関
係
」
が
あ
り
、
こ

れ
が
「
言
語
に
即
し
て
把
握
可
能
」
に
な
る
の
だ
、
と
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
基
礎
的
な
論
理
的
関
係
」
こ
そ
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
基
礎

的
論
理
操
作（

６
）」

を
受
け
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
か
く
し
て
、
究
め
難
き
生
は
、「
存
在
・
論
的
（onto-logisch

）
差
別
」
に
よ
っ
て

で
は
な
く
、
無
規
定
的
な
も
の
か
ら
規
定
的
な
も
の
を
形
成
し
て
い
く
「
論
理
的
（logisch

）
関
係
」
を
生
自
身
の
う
ち
に
す
で
に
持

っ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
言
語
（
ロ
ゴ
ス
と
し
て
の
語
り
）
に
即
し
て
把
握
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
必
要
な
の
は
、

「
存
在
・
論
（O

nto-logie

）」
で
は
な
く
、
ま
さ
し
く
「
生
の
論
理
学
（Logik

）」
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
、
生
の
性
質
を
特
記
す
る
の
が
力
動
性
で
あ
れ
ば
、
そ
の
内
実
は
、
有
意
義
性
と
究
め
難
き
も
の
と
の
産
出
的
緊
張
と

し
て
、
あ
る
い
は
規
定
的
無
規
定
的
な
骨
組
み
と
し
て
分
析
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
こ
か
ら
惹
起
さ
れ
て
自
ら
を
統
一
的
全
体
的

に
有
意
化
・
形
態
化
し
て
い
く
生
を
、
生
の
表
出
と
い
う
側
面
か
ら
、「
喚
起
す
る
語
り
」か
ら「
論
証
す
る
語
り
」ま
で
分
析
す
る
の
が
、

彼
の
「
生
の
論
理
学
」
で
あ
る
。
ま
た
、
生
の
統
一
的
全
体
性
の
多
様
な
形
成
を
意
義
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
生
の
諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
紐
帯

と
し
て
分
析
す
る
こ
と
が
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
方
向
づ
け
か
ら
す
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
対
す
る
積
極
的
な
デ
ィ
ル
タ

イ
擁
護
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
生
の
力
動
性
を
失
っ
て
し
ま
う
分
析
は
「
生
を
生
自
身
か
ら
理
解
す
る
」
こ
と
に
は
な
ら
ず
、
生
の
哲
学
と
は
言
え
な

い
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
は
同
時
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
の
存
在
論
的
実
存
論
的
分
析
、
そ
し
て
そ
こ
で
取
り

出
さ
れ
る
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
す
る
批
判
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
デ
ィ
ル
タ
イ
の
生
の
分
析
を
現
存
在
の
分
析
論
と
し

て
出
発
点
に
し
た
が
、現
存
在
の
分
析
論
は
生
の
哲
学
で
は
な
く
、現
存
在
の
分
析
論
か
ら
基
礎
存
在
論
へ
の
道
は
通
じ
て
い
な
い
の
だ
、
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生
の
統
一
的
全
体
性
と
分
散
的
多
様
性
（
そ
の
二
）

│
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
対
す
る
ミ
ッ
シ
ュ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
（
山
本
）

通
じ
て
い
る
の
は
生
の
哲
学
か
ら
論
理
学
へ
の
道
で
あ
る
、
と
。

（
四
）
存
在
論
的
実
存
論
的
差
別
と
無
差
別

　

こ
の
よ
う
に
、
生
の
力
動
性
と
い
う
ミ
ッ
シ
ュ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
存
在
論
的
実
存
論
的
な
現
存
在
の
分
析
論
は
、
生
の
力
動
性
を

台
無
し
に
す
る
。
す
な
わ
ち
、
デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
学
に
お
い
て
、
理
解
は
表
現
を
介
し
て
表
現
者
の
体
験
そ
の
も
の
に
迫
り
、
し
た
が
っ

て
「
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
抽
象
的
に
表
現
さ
れ
た
態
度
は
生
の
理
解
の
た
め
の
も
っ
ぱ
ら
着
手
地
点
で
あ
る
」（GS

7,232;LP,55

に
て
引
用
）の
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
の
分
析
論
の
理
解
・
解
釈
に
よ
っ
て
取
り
出
さ
れ
た
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
生
の「
普

遍
的
な
把
握
形
式
」（LP,55

）
だ
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ミ
ッ
シ
ュ
か
ら
す
れ
ば
、
生
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
り
わ
け
意
義
カ
テ
ゴ
リ
ー

は
生
の
体
験
の
理
解
の
中
で
生
の
多
様
性
へ
至
る
道
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
逆
に
、
多
様
な
生
か
ら
そ
れ
ら
を
可
能

に
す
る
必
然
的
な
形
式
が
抽
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
言
葉
に
し
た
が
え
ば
、「
実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
分
析
論
は
、
実
存
的

理
解
で
は
な
く
、
実
存
論
的
理
解
と
い
う
性
格
を
も
つ
。
現
存
在
の
実
存
論
的
分
析
論
の
課
題
は
、
現
存
在
の
存
在
者
的
な
体
制
の
可
能

性
と
必
然
性
を
あ
ら
か
じ
め
指
示
す
る
こ
と
に
あ
る
」（SZ,12f.

）。
し
た
が
っ
て
こ
う
し
た
形
式
化
は
、
存
在
論
的
実
存
論
的
分
析
が
生

の
分
析
に
な
っ
て
お
ら
ず
、
超
越
論
的
分
析
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
だ
、
と
ミ
ッ
シ
ュ
は
見
る
。

「
基
礎
存
在
論
は
超
越
論
的
哲
学
を
意
味
し
て
い
る
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
い
ま
や
「
存
在
論
的
」
を
「
超
越
論
的
」

と
同
義
的
に
使
い
、『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
に
つ
い
て
の
彼
の
書
は
『
存
在
と
時
間
』
の
問
題
へ
の
基
本
的
導
入
と
し
て

役
立
つ
た
め
に
規
定
さ
れ
て
い
る
・
・
・
」（LP,218

）。
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実
存
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
カ
ン
ト
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
多
様
な
生
あ
る
い
は
判
断
の
あ
り
方
か
ら
、
そ
れ
ら
を
可
能

に
す
る
制
約
を
形
式
的
に
抽
出
し
た
も
の
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
の
紐
帯
は
見
失
わ
れ
、
そ
の
連
関
の
力
動
性
も
失
わ
れ
、

む
し
ろ
「
具
体
的
な
生
の
諸
連
関
を
「
存
在
性
格
」
へ
形
式
化
す
る
」（LP,62

）
こ
と
に
よ
っ
て
、
実
存
と
い
う
存
在
性
格
が
一
つ
の
存

在
様
態
と
し
て
存
在
一
般
に
包
摂
さ
れ
、
基
礎
存
在
論
が
目
指
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
こ
の
目
標
地
点
へ
至
る
た
め
に
、
多
様
な

在
り
方
の
中
の
一
つ
の
あ
り
方
（
先
駆
的
覚
悟
態
）
に
根
源
性
と
い
う
特
権
性
が
与
え
ら
れ
、
日
常
性
は
通
俗
的
と
み
な
さ
れ
、
こ
の
根

源
的
な
在
り
方
へ
の
決
断
を
求
め
る
「
英
雄
主
義
的
」
な
「
倫
理
的
理
想
的
情
動
」（LP,60f.

）
が
働
い
て
い
る
と
同
時
に
、
こ
の
特
定

の
在
り
方
に
よ
っ
て
、「
く
ま
な
く
透
徹
し
て
見
て
い
る
」
と
い
う
、「
真
理
と
明
晰
さ
の
中
で
の
生
に
本
質
的
な
哲
学
的
英
雄
主
義
」

（LP,62

）
が
現
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
そ
こ
で
は
、「
わ
れ
わ
れ
が
彷
徨
っ
て
い
る
謎
は
、
暗
い
地
平
の
中
に
し
か
な
く
」、「
生

の
運
動
と
し
て
の
ど
こ
か
ら
ど
こ
へ
は
、「
被
投
性
」
に
お
け
る
実
存
論
的
可
能
性
の
「
投
企
」」
と
い
う
形
式
を
持
つ
だ
け
に
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
（LP,62

）。

　

こ
の
よ
う
な
ミ
ッ
シ
ュ
の
批
判
の
な
か
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
道
と
の
根
本
的
な
違
い
が
現
れ
て
い
る
。
ミ
ッ
シ
ュ
の
解
釈
学
的
論
理
学

は
、
生
の
規
定
的
無
規
定
的
な
深
み
か
ら
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
規
定
さ
れ
た
生
の
多
様
性
そ
し
て
歴
史
的
世
界
の
多
様
性
へ
至
り
、
そ
こ
で
表

現
さ
れ
て
い
る
生
の
体
験
の
生
動
性
を
ロ
ゴ
ス
（
知
）
へ
も
た
ら
そ
う
と
す
る
の
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
現
存
在
の
解
釈
学
は
多
様

性
の
中
か
ら
特
定
の
生
の
あ
り
方
に
特
権
性
を
与
え
、そ
こ
か
ら
存
在
一
般
へ
の
問
い
を
歴
史
的
に
反
復
す
る
こ
と
へ
向
か
う
の
で
あ
る
。

両
者
の
立
ち
位
置
の
こ
の
よ
う
な
違
い
は
、
前
者
が
あ
く
ま
で
生
の
多
様
性
に
留
ま
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
そ
の
中
の
特
定
の
在
り
方

に
基
づ
い
て
生
を
超
越
論
的
に
超
え
出
て
存
在
一
般
へ
向
か
う
立
場
だ
と
性
格
づ
け
ら
れ
よ
う
。
こ
の
ゆ
え
に
、
前
者
か
ら
す
れ
ば
、
後

者
は
生
の
生
動
性
を
失
い
、
し
か
も
基
礎
存
在
論
へ
向
か
お
う
と
す
る
時
、
生
の
「
分
析
の
限
界
を
踏
み
越
え
て
い
る
」（LP,28-30

）

と
見
え
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ミ
ッ
シ
ュ
は
デ
ィ
ル
タ
イ
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
と
も
に
「
終
わ
り
ま
で
考
え
る
」
と
い
う
点
で
は
一
致
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し
て
い
る
が
、
分
析
の
限
界
点
の
踏
み
越
え
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
う
ち
に
見
る
の
で
あ
る
。

「
デ
ィ
ル
タ
イ
で
は
「
終
わ
り
」
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
何
も
確
定
し
て
い
な
い
」（LP,28

）
の
に
対
し
て
、「
実
存
論
的
分
析
論

に
と
っ
て
問
題
な
の
は
最
終
的
に
、
現
存
在
の
根
本
構
造
か
ら
は
組
成
さ
れ
え
な
い
「
構
造
全
体
」
で
あ
り
、
・
・
・
こ
の
構
造
分

析
が
こ
こ
で
は
、
概
念
を
強
引
に
押
通
し
て
最
極
端
の
諸
可
能
性
に
ま
で
駆
り
立
て
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
」（LP,29

）。

ミ
ッ
シ
ュ
の
趣
旨
は
次
の
よ
う
に
理
解
で
き
よ
う
。『
存
在
と
時
間
』
で
は
現
存
在
の
存
在
構
造
が
関
心
と
し
て
分
析
さ
れ
た
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
の
構
造
に
は
含
意
さ
れ
て
い
な
い
全
体
性
を
新
た
に
求
め
て
、「
終
わ
り
」
ま
で
、
つ
ま
り
「
自
己
の
死
」
を
「
最
極
端
の

可
能
性
」
と
し
て
、
理
解
に
取
り
込
ん
で
い
っ
た
の
で
あ
る
、
と
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
方
向
づ
け
の
解
釈
学
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
存
在
論
的
分
析
が
根
本
的
に
相
容
れ
な
い
地
点
、
し
た

が
っ
て
前
者
の
位
置
に
立
て
ば
後
者
の
分
析
が
限
界
を
踏
み
越
え
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
地
点
に
至
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
し
か
も
そ
れ

は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
解
釈
学
の
体
験
・
表
現
・
理
解
と
い
う
基
本
の
道
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
す
な
わ
ち
、
デ
ィ
ル
タ
イ
で
は

生
の
全
体
は
理
解
不
可
能
で
あ
り
謎
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
「
終
わ
り
ま
で
考
え
る
」
こ
と
は
際
限
の
な
い
部
分
と
全
体
と
の
相
互
依
存

的
運
動
に
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
は
、「
終
わ
り
」
と
し
て
の
死
は
可
能
性
と
し
て
分
析
さ
れ
、
可
能
性
へ
の
先
駆
に
お

い
て
、
生
の
全
体
は
理
解
可
能
に
な
る
。
こ
こ
に
は
謎
は
な
く
、
全
て
が
透
徹
さ
れ
見
渡
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
透
徹
さ
れ
た
全
体
は
、

「
現
存
在
の
可
能
的
な
全
体
存
在
」(SZ,235)

と
語
り
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
、「
理
解
」
は
可
能
性
へ
の
「
投
企
」

（SZ,145

）
で
あ
れ
ば
、
死
へ
の
投
企
に
よ
っ
て
「
可
能
的
な
全
体
存
在
」
が
理
解
可
能
に
な
る
。
そ
れ
が
死
を
「
可
能
化
す
る
」「
先
駆
」

（SZ,262

）
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
で
は
、
理
解
は
作
用
（w

irken

）
す
る
現
実
（W

irklichkeit

）
の
な
か
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で
表
現
を
通
し
た
体
験
の
理
解
、
つ
ま
り
体
験
の
「
追
体
験
」
で
あ
り
「
追
形
成
」（GS

5,277,318,GS
7,213ff.usw

.

）
で
あ
る
。
可
能
な

道
で
は
な
く
現
実
の
道
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
ミ
ッ
シ
ュ
は
言
う
。

「
生
の
道
は
そ
も
そ
も
歩
ま
れ
て
初
め
て
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
・
・
・
」（LP,28

）。

（
五
）
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
ミ
ッ
シ
ュ
へ
の
生
の
概
念
と
わ
れ
わ
れ
の
問
題

　

わ
れ
わ
れ
は
以
上
の
よ
う
な
ミ
ッ
シ
ュ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
に
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
か
ら
、
デ
ィ
ル
タ
イ
か
ら
ミ
ッ
シ
ュ
へ
至
る
生

の
概
念
を
簡
単
に
輪
郭
づ
け
て
お
く
こ
と
が
で
き
よ
う
。
生
の
出
発
点
で
あ
る
と
同
時
に
最
終
的
な
試
金
石
と
な
る
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ

の
言
う
「
意
識
の
事
実
」
つ
ま
り
「
生
の
事
実
」
で
あ
り
、
こ
れ
を
特
記
す
る
性
質
が
「
生
動
性
」
あ
る
い
は
「
力
動
性
」
で
あ
る
。
こ

れ
は
覚
知
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
て
い
る
事
実
で
あ
り
、
伝
統
的
な
二
分
法
的
枠
組
み
で
あ
る〈
精
神
的
／
物
質
的
〉、〈
内
的
／
外
的
〉、〈
個

体
／
普
遍
（
種
／
類
）〉、
そ
し
て
〈
存
在
者
／
存
在
〉（
存
在
論
的
差
別
）、
さ
ら
に
は
〈
実
存
／
他
の
存
在
〉（
実
存
論
的
差
別
）
な
ど

に
よ
っ
て
は
捉
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
区
分
は
同
時
に
連
関
の
形
成
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
〈
生
の
統
一

体
／
生
の
統
一
体
〉
で
あ
り
、
そ
し
て
各
々
の
統
一
体
が
〈
個
体
／
全
体
〉
と
い
う
在
り
方
を
、〈
個
体
／
類
型
〉
と
い
う
理
解
の
仕
方

を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
各
々
の
生
は
〈
規
定
的
無
規
定
的
な
骨
組
み
〉
の
〈
有
意
義
性
と
究
め
難
き
も
の
産
出
的
緊
張
関
係
〉

の
深
み
か
ら
統
一
的
全
体
性
を
多
様
に
形
態
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
形
態
化
は
、
各
々
の
生
が
そ
れ
自
体
で
単
独
で
遂
行
し
う
る
も
の
で
は
な
く
、
他
の
生
と
の
作
用
連
関
の
な
か
で
惹
起
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
作
用
連
関
の
惹
起
が
、
生
の
連
関
の
出
来
事
と
し
て
歴
史
的
社
会
的
と
い
う
形
容
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
生
は

規
定
的
無
規
定
的
な
骨
組
み
を
し
て
多
様
な
生
の
相
互
作
用
の
連
関
と
し
て
惹
起
さ
れ
て
各
々
が
〈
個
体
／
全
体
〉
と
し
て
統
一
化
全
体
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化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
生
の
生
動
性
あ
る
い
は
力
動
性
の
活
動
で
あ
る
。

　

わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
ミ
ッ
シ
ュ
の
言
う
「
無
規
定
的
規
定
的
な
枠
組
み
」
の
「
無
規
定
的
」
と
「
規
定
的
」
と
い
う
両
側
面
を
顧
慮

し
て
次
の
よ
う
に
付
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。〈
個
体
／
全
体
〉
と
い
う
一
つ
の
統
一
的
全
体
は
完
結
し
た
も
の
で
は
な
く
究
め
難

き
謎
で
あ
る
か
ぎ
り
、
け
っ
し
て
固
定
化
し
た
も
の
で
は
な
く
、
他
の
生
の
出
来
事
と
の
作
用
連
関
の
中
で
分
散
化
多
様
化
し
て
再
び
統

一
的
全
体
を
形
成
す
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
過
去
の
あ
る
出
来
事
が
、
今
日
の
歴
史
的
社
会
的
体
制
と
の
関
係
の
中
で
意
義
づ
け

さ
れ
た
り
、
あ
る
い
は
そ
の
意
義
づ
け
が
変
更
さ
れ
た
り
し
て
、
歴
史
・
社
会
の
全
体
の
意
味
が
新
た
に
形
成
し
直
さ
れ
て
い
く
と
き
、

史
料
に
基
づ
く
そ
の
出
来
事
の
事
実
性
は
、
ヨ
ル
ク
伯
の
い
う
精
神
的
な
も
の
へ
向
か
っ
て
、
そ
し
て
デ
ィ
ル
タ
イ
と
ミ
ッ
シ
ュ
の
言
う

意
義
づ
け
と
意
味
の
形
成
と
い
う
イ
デ
ー
ル
な
も
の
へ
向
か
っ
て（

７
）理
解
・
構
築
し
直
さ
れ
、
今
日
の
社
会
的
歴
史
的
な
作
用
連
関
が
新
た

に
惹
起
し
直
さ
れ
る
こ
と
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
出
来
事
を
惹
起
し
把
握
し
直
す
語
り
も
、
惹
起
に
よ
る
「
喚
起
す
る
語
り
」
か
ら
学
問
的

な
「
純
粋
に
論
述
す
る
語
り
」
へ
至
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
〈
個
体
／
全
体
〉
は
謎
を
孕
み
、
完
結
し
た
も
の
で
は
な
く
、
他
の
〈
個

体
／
全
体
〉
へ
い
わ
ば
開
か
れ
て
作
用
連
関
を
形
成
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
生
の
統
一
的
全
体
は
、
不
断
に
、
分
散
化
多
様
化
に
曝
さ
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
わ
れ
わ
れ
の
求
め
る
生
の
も
う
一
つ
の
側
面
で
あ
る
分
散
化
多
様
化
と
し
て
の
否
定
的
側
面
は
、
ミ
ッ

シ
ュ
の
言
う
〈
無
規
定
的
規
定
的
骨
組
み
〉
の
〈
無
規
定
的
〉
側
面
に
求
め
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
生
の
謎
、
そ
の
中
心
と
な
る
生
殖
・

誕
生
・
死
・
成
長
は
、
ミ
ッ
シ
ュ
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
死
の
分
析
を
批
判
す
る
よ
う
に
、
生
を
限
界
づ
け
る
境
界
線
の
ご
と
き
「
暗
い
地
平

の
中
」（LP,62

）
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
生
が
生
自
身
を
否
定
し
な
が
ら
自
ら
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
否
定
的
働
き
と
肯
定
的
働

き
が
生
の
骨
組
み
そ
の
も
の
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
で
あ
れ
ば
一
層
、
骨
組
み
を
形
成
す
る
両
側
面
の
関
係
性
が
問
題
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
こ
の
骨
組
み
が
生
の
力

動
性
の
深
み
で
あ
る
な
ら
、
骨
組
み
の
両
側
面
の
関
係
性
そ
れ
自
身
が
力
動
性
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
、
こ
れ
も
ま
た
、
い
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ま
だ
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
の
問
題
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
道
を
通
っ
て
解
明
す
べ
き

で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
方
向
性
は
、
ミ
ッ
シ
ュ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
の
道
、
そ
し
て
ミ
ッ
シ
ュ
が
批
判
す
る
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
道
、
こ
れ
ら
二

つ
の
道
を
対
照
す
る
こ
と
か
ら
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

　

デ
ィ
ル
タ
イ
そ
し
て
ミ
ッ
シ
ュ
の
道
か
ら
す
れ
ば
、
自
己
の
死
は
も
と
よ
り
生
の
全
体
も
歩
ま
れ
て
お
ら
ず
、
つ
ま
り
体
験
さ
れ
て
お

ら
ず
、
し
た
が
っ
て
理
解
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
存
在
論
的
＝
超
越
論
的
と
い
う
仕
方
で
あ
れ
、
ま
た
「
最
極
端
の
可

能
性
」
そ
し
て
「
可
能
的
全
体
」
と
い
う
仕
方
で
あ
れ
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
道
は
、
生
の
道
を
超
え
出
て
お
り
、「
分
析
の
限
界
を
踏
み
越

え
て
い
る
」
と
批
判
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
道
が
基
礎
存
在
論
か
ら
現
存
在
の
形
而
上
学
の
道
を
歩
み
、
そ
し

て
形
而
上
学
が
存
在
者
全
体
を
越
え
出
る
超
越
の
学
で
あ
れ
ば
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
道
は
生
の
道
で
は
な
く
〈
形
而
・
上
学
〉
の
道
と
い
っ

て
よ
か
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
理
解
と
い
う
解
釈
学
の
根
本
概
念
が
変
容
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
生
の
道
で
は
、
生
の
道

を
歩
む
こ
と
、
つ
ま
り
（
追
）
体
験
す
る
こ
と
、
あ
る
い
は
分
散
化
多
様
化
を
統
一
的
全
体
的
に
再
構
築
す
る
こ
と
が
、
理
解
す
る
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、〈
形
而
・
上
学
〉の
道
で
は
、
現
実
的
に
作
用
す
る
生
の
道
を
超
え
出
て
可
能
性
へ
自
己
を
投
企
す
る
こ
と
が
、

理
解
す
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
こ
の
違
い
を
銘
記
し
て
お
こ
う
。
理
解
概
念
自
体
が
二
つ
の
道
で
は
異
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、〈
個
体
／
全
体
〉
の
把
握
を
め
ぐ
っ
て
生
に
留
ま
る
道
か
、
そ
れ
と
も
生
を
超
え
出
る
道
か
が
、
つ
ま
り
〈
形

而
・
上
学
〉
に
お
け
る
「
超
越
」
が
、
争
点
に
な
っ
て
い
る
。
生
の
道
は
謎
を
謎
と
し
て
生
の
う
ち
に
取
り
込
む
の
に
対
し
て
、
超
越
は

全
体
を
超
え
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
を
把
握
し
よ
う
と
す
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
は
た
し
て
謎
は
、
し
た
が
っ
て
ま
た
生
に
取
り
込
ま

れ
る
否
定
と
肯
定
の
関
係
性
は
、
い
ず
れ
の
道
で
解
明
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
、
前
者
の
道
に
は
た
し
か
に
謎
を
謎
と
し

て
語
り
出
す
「
喚
起
す
る
語
り
」
の
道
が
あ
る
に
し
て
も
、
こ
の
道
で
は
謎
は
理
解
不
可
能
な
も
の
と
し
て
理
解
を
超
え
出
た
も
の
で
あ

れ
ば
、
や
は
り
何
ら
か
の
超
越
の
道
で
こ
そ
、
謎
が
、
そ
し
て
生
の
肯
定
的
側
面
と
否
定
的
側
面
の
関
係
性
が
、
透
徹
し
た
眼
差
し
に
よ
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っ
て
解
明
さ
れ
る
の
で
は
な
い
か
。
二
つ
の
道
に
お
い
て
、
全
体
の
謎
を
巡
っ
て
〈
個
体
／
全
体
〉
の
超
越
が
争
点
に
な
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
超
越
は
両
者
の
道
程
の
中
で
ど
の
よ
う
に
問
題
と
な
り
、
そ
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
で
語
ら
れ
て
い
た
の
か
、
ま
ず
は
こ
の

点
を
明
ら
か
に
し
て
お
こ
う
。

（
六
）
存
在
論
的
無
差
別
か
ら
超
越
へ
、
そ
し
て
全
体
の
把
握
の
問
題

　

以
上
の
よ
う
に
、
ミ
ッ
シ
ュ
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
は
、
批
判
と
い
う
よ
り
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
対
す
る
デ
ィ
ル
タ
イ

擁
護
で
あ
り
、
こ
れ
が
同
時
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
批
判
と
し
て
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
存
在
論
的
実
存
論
的
無
差
別
と
い
う
デ
ィ
ル
タ

イ
批
判
に
応
え
る
こ
と
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
『
存
在
と
時
間
』
に
お
け
る
「
現
存
在
の
分
析
論
」
か
ら
「
基
礎
存
在
論
」
へ
の
道
に
対
す
る

批
判
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
道
は
存
在
者
に
対
し
て
存
在
を
区
別
し
、
し
か
も
数
あ
る
存
在
者
の
中
か
ら
人
間
を
区

別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
ミ
ッ
シ
ュ
が
デ
ィ
ル
タ
イ
を
擁
護
し
て
、
存
在
論
的
実
存
論

的
無
差
別
こ
そ
生
を
生
動
的
に
捉
え
う
る
の
だ
、
と
反
論
す
る
こ
と
は
、
そ
の
裏
側
で
暗
黙
の
う
ち
に
、
存
在
論
的
実
存
論
的
差
別
の
必

要
性
と
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
か
、
と
批
判
的
問
い
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
向
け
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　

こ
の
よ
う
な
ミ
ッ
シ
ュ
の
第
一
・
二
論
考
の
批
判
に
対
し
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
直
後
の
二
九
年
講
義
の
中
で
次
の
よ
う
に
語
る
。

「
ミ
ッ
シ
ュ
に
よ
る
対
決
が
特
段
の
意
義
が
あ
る
の
は
、
そ
れ
が
デ
ィ
ル
タ
イ
の
立
場
を
全
体
と
し
て
活
動
さ
せ
て
今
日
の
問
題
状

況
の
中
で
共
に
語
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」。「
彼
〔
デ
ィ
ル
タ
イ
〕
が
な
そ
う
と
し
た
こ
と
も
ま
た
、
根
本
的
に
、
問

題
全
体
に
と
っ
て
十
分
で
は
な
い
。
今
、
対
決
に
い
た
っ
た
対
立
は
、
こ
こ
に
〔
デ
ィ
ル
タ
イ
に
〕
始
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」

（D
J12,176. GA

28,13 （
８
）

2

）。「
問
題
全
体
」
と
は
、「
対
決
が
な
さ
れ
る
視
野
は
講
義
第
一
部
が
確
定
し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
す
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な
わ
ち
、
形
而
上
学
の
問
題
と
人
間
へ
の
問
い
」（ibid.

）
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
視
点
が
基
礎
存
在
論
か
ら
形
而
上
学
へ
推
移
し
て
お
り
、
ミ
ッ
シ
ュ
の
批
判
に
対
し
て
議
論
が
噛
み
合
っ
て
い

な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、
ミ
ッ
シ
ュ
の
批
判
的
問
い
に
対
し
て
「
問
題
全
体
」
を
捉
え
た
応
答
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。

言
い
換
え
れ
ば
、
ミ
ッ
シ
ュ
の
批
判
的
問
い
に
答
え
る
た
め
に
は
、
基
礎
存
在
論
の
枠
内
で
は
な
く
、
形
而
上
学
と
い
う
広
い
視
野
か
ら

す
る
「
問
題
全
体
」
へ
移
行
す
る
必
要
が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。『
存
在
と
時
間
』
前
半
部
は
次
の
文
を
も
っ
て
閉
じ
ら
れ
て
い
た
。

「
根
源
的
時
間
か
ら
存
在
の
意
味
へ
道
は
通
じ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
時
間
そ
れ
自
身
が
存
在
の
地
平
と
し
て
露
わ
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
か
」（SZ,347

）。

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
根
源
的
時
間
か
ら
存
在
の
意
味
へ
の
道
」、
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
、
現
存
在
の
分
析
論
か
ら
基
礎
存
在
論
へ
の
道
、
と

言
い
換
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
し
た
が
っ
て
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
自
身
で
立
て
た
こ
の
問
い
に
答
え
る
こ
と
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
ミ
ッ
シ
ュ

の
暗
黙
の
批
判
に
答
え
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
現
存
在
の
分
析
論
（
時
間
性
）
か
ら
基
礎
存
在
論
（
時
間
）
へ
の
道
は
通
じ
て
い
る
の
だ
、

と
。
こ
れ
が
『
存
在
と
時
間
』
直
後
の
試
み
で
あ
っ
た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
が
同
時
に
ミ
ッ
シ
ュ
の
批
判
的
問
い
に
応
え
る
こ
と
に
も
な
る

の
で
あ
る
。
彼
は
二
九
年
講
義
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
存
在
理
解 

│ 

人
間
の
有
限
性
。
つ
ま
り
、
こ
の
観
点
か
ら
の
人
間
へ
の
問
い
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
│ 

古
代
哲
学
の
あ
る
考
え

を
伝
承
す
る
こ
と
で
は
な
く 

│ 

問
題
を
徹
底
化
す
る
こ
と
が
、一
つ
の
自
己
完
結
し
た
根
本
問
題
系
を
生
じ
さ
せ
る
。す
な
わ
ち
、
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存
在
一
般
へ
の
問
い
は
人
間
の
現
存
在
に
お
け
る
有
限
性
へ
の
問
い
に
基
づ
い
て
い
る
の
で
あ
る
」(D

J11,177.GA
28,133)

。

　

こ
れ
は
『
存
在
と
時
間
』
直
後
に
基
礎
存
在
論
か
ら
形
而
上
学
へ
視
点
を
移
し
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
表
明
で
あ
る
と
同
時
に
、
ミ
ッ
シ
ュ

へ
の
応
答
に
も
な
っ
て
い
る
。
ミ
ッ
シ
ュ
の
批
判
は
、「
彼
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
）
は
哲
学
的
に
問
う
こ
と
そ
の
こ
と
を
「
実
存
の
分
析
論
」

の
中
に
引
き
入
れ
て
把
握
し
て
い
な
い
」（LP,12

）
が
ゆ
え
に
、
後
者
か
ら
前
者
へ
の
道
は
通
じ
て
い
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、「
存
在
一
般
へ
の
問
い
は
人
間
の
現
存
在
に
お
け
る
有
限
性
へ
の
問
い
に
基
づ
い
て
い
る
」、
と
答
え
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
答
え
は
同
時
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
試
み
で
も
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
一
九
二
七
年
夏
学
期
講
義
で
は
、
そ
の
最

終
節
で
「
存
在
と
存
在
者　

存
在
論
的
差
別
」（GA

24,452ff.

）
を
扱
い
、『
カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
』
で
は
、
人
間
を
存
在
理
解
を

必
須
と
し
て
い
る
「
困
窮
」
と
し
て
、
そ
し
て
そ
れ
を
「
最
も
有
限
的
な
も
の
」
と
し
て
捉
え
（K

P,206

）、『
形
而
上
学
と
は
何
か
』

で
は
、
こ
の
困
窮
と
い
う
有
限
性
を
徹
底
化
し
て
、
人
間
が
「
現
に
在
る
こ
と
」
を
、
存
在
者
全
体
を
超
え
出
て
「
無
の
中
に
引
き
入
れ

ら
れ
て
い
る
こ
と
」
と
し
て
捉
え
（W

M
,35

）、
か
く
し
て
『
根
拠
の
本
質
に
つ
い
て
』
で
は
、
存
在
者
を
超
え
て
、
無
・
世
界
地
平
・

存
在
へ
向
か
う
現
存
在
を
「
超
越
」
と
し
て
捉
え
る
（W

G,43

）。
こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
存
在
と
存
在
者
の
区
別
、
そ
し
て
実

存
と
他
の
存
在
者
の
区
別
、
こ
れ
ら
の
区
別
の
根
拠
を
、
現
存
在
の
超
越
に
求
め
、
超
越
に
よ
っ
て
哲
学
（
形
而
上
学
）
を
構
築
す
る
の

で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
れ
は
ミ
ッ
シ
ュ
に
と
っ
て
十
分
な
回
答
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
超
越
を
も
っ
て
存
在
論
的
無
差
別
の
根
拠
が
示
さ

れ
た
と
し
て
も
、ミ
ッ
シ
ュ
の
生
の
哲
学
に
と
っ
て
は
こ
れ
を
も
っ
て
生
の
生
動
性
・
力
動
性
が
語
ら
れ
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
、
生
の
哲
学
と
形
而
・
上
学
と
い
う
二
つ
の
道
の
隔
た
り
が
明
確
に
な
っ
た
だ
け
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
の
一
方

で
、
ミ
ッ
シ
ュ
も
ま
た
ハ
イ
デ
ガ
ー
を
批
判
し
な
が
ら
も
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
自
身
の
論
理
学
を「
超
越
論
的
論
理
学
」と
も
呼
び
、
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さ
ら
に
は
「
超
越
者
」
の
「
内
在
」
に
つ
い
て
も
語
る
。
ミ
ッ
シ
ュ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
争
点
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
批
判
し
た
デ
ィ
ル
タ
イ

の
存
在
論
的
無
差
別
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
の
存
在
論
的
差
別
の
根
拠
と
し
て
の
超
越
へ
振
り
向
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
両
者
は
超
越

に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

ミ
ッ
シ
ュ
が
第
一
論
考
の
中
で
自
身
が
目
指
す
論
理
学
を
「
内
側
か
ら
外
に
自
ら
を
拡
張
す
る
超
越
論
的
論
理
学
」（LP,33

）
と
呼
ん

だ
の
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
歴
史
理
性
批
判
と
同
じ
方
向
で
、
伝
統
的
な
形
式
論
理
学
に
対
す
る
カ
ン
ト
の
超
越
論
的
論
理
学
を
拡
張
し
よ

う
と
す
る
意
図
を
表
す
も
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
デ
ィ
ル
タ
イ
の
場
合
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
ミ
ッ
シ
ュ
の
場
合
も
、
論
理
学
を

形
式
性
や
ア
プ
リ
オ
リ
性
か
ら
生
の
生
動
性
へ
拡
張
す
る
が
ゆ
え
に
、
い
わ
ば
拡
張
さ
れ
た
論
理
学
に
お
い
て
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
／
ア
ポ

ス
テ
リ
オ
リ
と
い
う
区
別
、
し
た
が
っ
て
ま
た
超
越
論
的
と
い
う
語
が
そ
の
ま
ま
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
デ
ィ
ル
タ

イ
が
歴
史
理
性
批
判
を
企
て
て
も
、
超
越
論
的
な
歴
史
理
性
批
判
で
は
な
く
、
世
界
観
の
哲
学
へ
拡
張
さ
れ
た
の
と
同
様
で
あ
ろ
う
。
ミ

ッ
シ
ュ
の
「
内
側
か
ら
自
ら
を
拡
張
す
る
超
越
論
的
論
理
学
」
は
、「
形
式
論
理
学
」
に
対
し
て
の
「
超
越
論
的
論
理
学
」
の
よ
う
に
、

対
象
の
認
識
に
関
わ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
自
然
科
学
的
対
象
だ
け
で
な
く
、
精
神
科
学
的
対
象
へ
広
げ
て
い
く
、
ロ
ゴ
ス
（
語
り
）
の
学
と

し
て
の
論
理
学
を
意
味
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
「
超
越
論
的
論
理
学
」
と
表
記
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
対
象
の
認
識
に
か
か

わ
る
「
知
の
理
論
」
と
い
う
意
味
合
い
で
あ
ろ
う
。
ミ
ッ
シ
ュ
自
身
、『
論
理
学
の
構
築
』
の
中
で
、「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
対
象
へ
の
関

係
に
か
か
わ
る
カ
ン
ト
の
問
い
」
を
「
超
越
論
的
論
理
学
」
と
表
記
し
（A

L,227

）、
一
般
に
「
対
象
的
世
界
を
構
築
す
る
思
考
」
に
つ

い
て
「
超
越
論
的
」、「
存
在
者
」
に
つ
い
て
「
存
在
論
的
」（A

L,64
）、
と
表
記
し
て
い
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、「
超
越
論
的
」
は
存
在

論
に
対
す
る
知
の
理
論
と
し
て
の
論
理
学
を
形
容
す
る
表
記
と
し
て
理
解
で
き
よ
う
。

　

こ
れ
に
対
し
て
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
は
、
現
存
在
の
存
在
の
意
味
と
し
て
の
時
間
性
か
ら
「
存
在
一
般
の
意
味
へ
の
基
礎

存
在
論
的
問
い
」（SZ,436

）
の
「
超
越
論
的
地
平
」
と
し
て
「
時
間
」
を
「
解
明
」（SZ,39

）
し
、
そ
こ
か
ら
「
存
在
論
の
歴
史
の
現
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象
学
的
解
体
」（SZ,39

）
を
試
み
よ
う
と
す
る
。
こ
こ
で
の
「
基
礎
存
在
論
的
」
は
、
ミ
ッ
シ
ュ
が
指
摘
し
た
よ
う
に
、「
超
越
論
的
」

と
同
義
的
で
あ
り
、「
超
越
論
的
」
は
カ
ン
ト
的
用
法
に
な
ろ
う
。
存
在
理
解
は
存
在
者
へ
の
態
度
に
先
立
ち
、
時
間
は
存
在
理
解
に
先

立
ち
、
そ
れ
を
可
能
に
す
る
条
件
・
根
拠
で
あ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
、「
存
在
は
端
的
な
超
越
者
で
あ
る
。

現
存
在
の
存
在
の
超
越
は
、
最
も
徹
底
的
な
個
体
化
の
可
能
性
と
必
然
性
が
そ
の
超
越
に
あ
る
限
り
、
卓
越
し
た
超
越
で
あ
る
。
超
越
者

と
し
て
の
存
在
を
開
示
す
る
こ
と
は
ど
れ
も
、
超
越
論
的
認
識
で
あ
る
」（SZ,38

）。
超
越
者
を
開
示
す
る
仕
方
、
言
い
換
え
れ
ば
超
越

者
へ
至
る
道
（
方
法
）
が
超
越
論
的
な
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
応
じ
て
、
現
存
在
の
存
在
に
よ
っ
て
開
示
さ
れ
る
世
界
に
つ
い
て
も
ま
た
、「
世
界
の
超
越
」（SZ,364

）
と
し
て
、「
脱
自
的

時
間
性
の
地
平
的
統
一
に
基
づ
い
て
、
世
界
は
超
越
的
で
あ
る
」（SZ,366

）
と
語
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
現
存
在
に
よ
る

世
界
へ
の
投
企
、
つ
ま
り
「
帰
趨
へ
向
け
て
自
由
に
開
け
開
い
て
各
自
す
で
に
帰
趨
せ
し
め
て
し
ま
っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
は
、
現
存
在

の
あ
り
方
そ
れ
自
身
を
特
徴
づ
け
る
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
完
了
態
で
あ
る
」（SZ,85

）。
こ
れ
か
ら
す
れ
ば
、
超
越
的
な
も
の
、
こ
の
意
味

で
の
超
越
者
と
し
て
、
存
在
そ
し
て
世
界
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
一
見
、『
存
在
と
時
間
』直
後
の
超
越
概
念
と
異
な
る
よ
う
に
見
え
る
。

「
現
存
在
は
無
の
中
に
自
ら
を
差
し
入
れ
て
保
持
し
な
が
ら
、
も
う
す
で
に
存
在
者
全
体
を
超
え
出
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

存
在
者
を
超
え
出
て
存
在
す
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
超
越
と
名
付
け
る
」（W

M
,35

）。

　

こ
こ
か
ら
す
れ
ば
、
超
越
は
現
存
在
の
存
在
の
み
に
名
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
か
か
る
現
存
在
の
超
越
に
よ
っ
て
存
在
者
を
超
え
出
て

投
企
さ
れ
る
も
の
を
「
超
越
的
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、『
存
在
と
時
間
』
で
超
越
的
あ
る
い
は
超
越
者
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た

世
界
と
存
在
、
さ
ら
に
は
右
で
語
ら
れ
て
い
る
無
で
さ
え
も
、
超
越
的
で
あ
り
、
こ
の
意
味
で
超
越
者
（
超
越
的
な
も
の
）
と
呼
ば
れ
よ
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う
。
さ
ら
に
、『
存
在
と
時
間
』
で
語
ら
れ
た
、
超
越
的
と
さ
れ
る
世
界
の
「
地
平
的
統
一
」
は
、
カ
ン
ト
解
釈
の
文
脈
で
は
「
超
越
の

地
平
」（K

P,87f.

）
と
さ
れ
る
。
無
、
地
平
、
世
界
、
存
在
、
こ
れ
ら
は
み
な
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
と
っ
て
は
、
超
越
的
な
も
の
、
超
越
者

と
し
て
、
い
わ
ば
〈
一
連
の
も
の
〉〈
同
じ
一
つ
の
も
の
〉
で
あ
る
。
彼
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
無
は
、
存
在
者
を
意
味
す
る
の
で
は
無
い
、
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
「
あ
る
も
の
」
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
「
相
関
者
と

し
て
の
み
役
立
つ
の
で
あ
り
」、
す
な
わ
ち
そ
の
本
質
に
関
し
て
純
粋
な
地
平
で
あ
る
」（K

P,114

）。「
世
界
と
は
す
な
わ
ち
、
無

で
あ
り
、
い
か
な
る
存
在
者
で
も
な
く
、
と
は
言
え
、
何
も
の
か
で
あ
り
、
存
在
者
で
は
無
い
も
の
で
あ
る
、
そ
う
で
は
無
く
、
存

在
で
あ
る
」（GA

26,252
）。

　

し
か
し
生
の
力
動
性
に
入
り
込
ん
で
生
の
存
在
論
的
無
差
別
に
留
ま
る
ミ
ッ
シ
ュ
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
超
越
者
は
、
存
在
論
的

差
別
が
生
の
力
動
性
を
失
わ
せ
た
よ
う
に
、
生
き
生
き
と
し
た
も
の
、
つ
ま
り
生
を
特
記
す
る
も
の
と
は
な
り
え
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

そ
れ
ら
は
透
徹
し
た
形
而
上
学
的
思
考
を
形
成
し
て
も
、
力
動
的
な
生
の
語
り
は
形
成
し
え
な
い
の
で
あ
る
。
も
し
そ
れ
ら
が
生
き
生
き

と
し
て
生
を
特
記
す
る
も
の
で
あ
れ
ば
、
生
を
超
越
し
て
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
生
に
内
在
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
ろ

う
。
し
か
も
、
生
を
超
越
す
る
も
の
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
で
は
存
在
・
無
・
地
平
・
世
界
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、
カ
ン
ト
が
「
自
然
素
質

と
し
て
の
形
而
上
学
」
に
よ
っ
て
求
め
て
い
る
形
而
上
学
的
自
然
素
質
も
ま
た
、
前
章
で
見
た
よ
う
に
、
ミ
ッ
シ
ュ
に
と
っ
て
は
同
様
の

も
の
に
数
え
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
。
か
く
し
て
ミ
ッ
シ
ュ
は
、〈
形
而
・
上
学
的
な
も
の
〉、
超
越
的
な
も
の
、
し
た
が
っ
て
ハ
イ
デ
ガ
ー

の
言
う
「
無
」
そ
し
て
ま
た
「
無
が
無
く
な
る
こ
と
が
そ
の
中
で
生
起
す
る
」「
存
在
者
の
存
在
」（W

M
,35

）、「
端
的
な
超
越
者
」
と

し
て
の
「
存
在
」（SZ,38

）
を
、
生
に
内
在
す
る
も
の
と
し
て
考
え
る
の
で
あ
る
。
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「
・
・
・
存
在
へ
の
問
い
は
、
根
源
的
で
再
三
再
四
更
新
さ
れ
る
べ
き
哲
学
の
始
源
の
運
動
の
中
へ
私
を
移
し
置
く
。
そ
の
な
か
で
、

人
間
の
生
の
内
に
宿
り
、
と
同
時
に
生
自
身
を
超
え
出
て
生
を
押
し
進
め
る
形
而
上
学
的
な
関
連
づ
け
の
確
信
が
、
す
な
わ
ち
「
超

越
的
な
も
の
の
内
在
」
が
、
発
現
す
る
の
で
あ
る
」（LP,12

）。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ
で
は
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
対
し
て
ミ
ッ
シ
ュ
が
分
析
の
限
界
を
超
え
出
て
い
る
と
批
判
し
た
死
の
分
析
、
そ
し
て

全
体
の
把
握
へ
の
問
い
が
、
両
者
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
い
つ
の
ま
に
か
伏
蔵
さ
れ
て
し
ま
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
、
ハ

イ
デ
ガ
ー
が
超
越
を
存
在
者
全
体
を
超
え
出
る
こ
と
と
し
て
語
る
限
り
、
全
体
性
の
把
握
が
問
い
に
な
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
把

握
を
前
提
に
し
て
、
超
越
の
根
拠
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
ミ
ッ
シ
ュ
に
お
い
て
も
そ
れ
は
問
い
と
し
て
生

じ
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
、
超
越
的
な
も
の
を
生
へ
の
内
在
と
み
な
し
て
生
へ
入
り
込
め
ば
入
り
込
む
ほ
ど
、
全
体
は
そ

も
そ
も
把
握
で
き
な
い
こ
と
が
自
明
に
な
り
、
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
究
め
難
き
も
の
と
し
て
生
の
骨
組
み
と
し
て
前
提
し
、
生
の
論
理
学

へ
向
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
ミ
ッ
シ
ュ
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
争
点
が
超
越
に
、
そ
し
て
〈
形
而
・
上
学
〉
に
絞
ら
れ
る
に
し
た
が
っ
て
、
全

体
の
把
握
の
問
題
は
伏
蔵
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ら
二
つ
の
道
の
隔
た
り
を
見
る
時
、
や
は
り
、
全
体
の
把
握
、
そ
し
て
生
の
骨
組
み
と
な
る
否
定
的
側
面
と

肯
定
的
側
面
の
関
係
性
に
向
け
て
問
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
に
お
い
て
全
体
が
部
分
か
ら
形
成
さ
れ
て
相
互
に
依
存

し
合
う
の
で
あ
れ
ば
、
部
分
と
全
体
は
〈
個
体
／
全
体
〉
の
中
で
ど
の
よ
う
に
連
関
し
て
い
る
の
か
、
そ
の
連
関
の
仕
方
を
問
う
必
要
が

あ
る
。
解
釈
学
に
お
け
る
理
解
が
全
体
の
理
解
を
求
め
て
部
分
か
ら
全
体
へ
進
む
の
で
あ
れ
ば
、
全
体
の
把
握
は
、
理
解
概
念
（
投
企
、

追
体
験
、
再
構
築
）
と
の
関
係
に
お
い
て
も
問
い
に
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
一
方
の
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
道
に
お
い
て
は
、
現
存
在
の
超
越
が
語
ら
れ
る
以
前
に
、
実
存
の
分
析
か
ら
存
在
論
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へ
向
か
う
道
の
関
門
と
な
っ
た
問
題
で
は
な
か
っ
た
の
か
。
す
な
わ
ち
、
現
存
在
を
全
体
的
本
来
的
に
捉
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
時
間
性
の

分
析
に
進
み
、
か
く
し
て
こ
こ
か
ら
時
間
へ
進
も
う
と
し
た
の
で
あ
れ
ば
、
時
間
性
か
ら
時
間
へ
の
道
は
、
現
存
在
を
全
体
的
に
捉
え
る

こ
と
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
現
存
在
の
死
の
分
析
で
あ
っ
た
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
そ
の
分
析
に
よ
っ
て
全
体
を
「
可
能
的
全

体
」
と
し
て
捉
え
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
分
析
に
対
し
て
、
こ
れ
は
分
析
の
限
界
を
踏
み
越
え
て
い
る
と
批
判
す
る
も
う
一
方
の

ミ
ッ
シ
ュ
の
道
に
お
い
て
は
、
超
越
者
が
、
そ
し
て
死
や
無
も
、「
究
め
難
き
も
の
」
と
し
て
生
に
内
在
し
て
生
の
全
体
を
形
成
し
て
い

る
の
で
あ
れ
ば
、
生
の
全
体
は
ど
の
よ
う
に
現
れ
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
の
中
で
否
定
的
側
面
と
肯
定
的
側
面
の
関
係
性
、
そ
し
て
理
解

に
お
け
る
全
体
と
部
分
の
関
係
性
は
ど
の
よ
う
に
語
り
出
さ
れ
て
い
る
の
か
、
こ
れ
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

し
か
も
、
い
ず
れ
の
道
に
お
い
て
も
全
体
の
問
題
は
、
両
者
が
歩
む
「
道
」
と
い
う
意
味
で
の
「
方
法
」
の
問
題
に
か
か
っ
て
い
る
の

で
あ
る
。
そ
の
道
が
、
全
体
を
越
え
出
る
超
越
あ
る
い
は
超
越
論
的
と
い
う
道
と
、
部
分
か
ら
全
体
を
求
め
て
生
の
生
動
性
へ
入
り
込
む

道
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
さ
ら
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
に
遡
っ
て
二
つ
の
道
の
分
岐
点
を
見
極
め
る

必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
と
い
う
の
も
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
ま
で
、
ミ
ッ
シ
ュ
の
第
一
・
二
論
考
を
中
心
に
し
て
ミ
ッ
シ
ュ
と
ハ
イ

デ
ガ
ー
の
対
決
の
源
を
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
求
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
対
決
を
ミ
ッ
シ
ュ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
と
い

う
視
点
で
見
て
き
た
が
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
そ
れ
自
身
が
、
超
越
論
的
道
か
ら
の
批
判
で
あ
れ
ば
、
こ
の
源
は
フ
ッ
サ
ー

ル
に
遡
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
『
存
在
と
時
間
』
に
始
ま
る
試
み
が
、「
現
存
在
の
解
釈
学
」（SZ,38

）
と
し
て

デ
ィ
ル
タ
イ
の
解
釈
学
を
引
き
受
け
て
い
る
よ
う
に
見
え
は
す
る
が
、
し
か
し
ミ
ッ
シ
ュ
の
批
判
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
デ
ィ
ル
タ
イ

の
生
の
生
動
性
を
引
き
受
け
た
も
の
で
は
な
い
な
ら
、
そ
の
内
実
は
「
現
存
在
の
現
象
学
」（SZ,37

）
と
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を

こ
そ
引
き
継
い
だ
も
の
に
な
ろ
う
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
二
つ
の
道
の
対
決
は
解
釈
学
（
デ
ィ
ル
タ
イ
、
ミ
ッ
シ
ュ
）
と
現
象
学
（
フ
ッ
サ

ー
ル
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
）
と
い
う
二
つ
の
方
法
の
対
決
に
な
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
、
ミ
ッ
シ
ュ
が
第
一
・
二
論
考
の
副
題
「
ハ
イ
デ



五
七

生
の
統
一
的
全
体
性
と
分
散
的
多
様
性
（
そ
の
二
）

│
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
デ
ィ
ル
タ
イ
批
判
に
対
す
る
ミ
ッ
シ
ュ
の
デ
ィ
ル
タ
イ
擁
護
（
山
本
）

ガ
ー
と
の
対
決
」
を
第
三
論
考
で
は
「
ハ
イ
デ
ガ
ー
お
よ
び
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
対
決
」
と
改
め
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
加
え
て
い
る
事
情
に
つ

い
て
、
単
行
本
『
生
の
哲
学
と
現
象
学
』「
緒
言
」
で
語
っ
た
言
葉
を
思
い
起
こ
す
必
要
が
あ
ろ
う
。

「
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
の
対
決
は
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
へ
遡
及
す
る
よ
う
指
示
し
て
お
り
、
前
者
の
対
決
を
後
者
の
対
決

に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
え
た
」（LP,III

）。

わ
れ
わ
れ
も
ま
た
、
超
越
、
そ
し
て
全
体
の
把
握
と
い
う
問
題
を
観
点
に
し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
へ
、
解
釈
学
と
現

象
学
と
い
う
二
つ
の
道
の
対
決
へ
遡
及
し
よ
う
。（
つ
づ
く
）

注本
文
注
の
引
用
・
参
照
の
さ
い
の
略
記
号
で
注
記
の
な
い
も
の
は
前
稿
に
し
た
が
っ
て
い
る
。

（
１
）  B

riefw
echsel zw

ischen W
ilhelm

 D
ilthey und dem

 G
rafen P

aul Y
orck von W

artenburg 1
8
77-

1
897, hrsg. von Sigrid v. d. 

Schulenburg, H
alle (Saale) N

iem
eyer 1923; H

ildesheim

・ Zürich

・N
ew

・Y
ork O

lm
s 1995. 

（BW

と
略
記
す
る
）。

（
２
）  

こ
の
よ
う
な
ヨ
ル
ク
伯
の
主
張
か
ら
、
デ
ィ
ル
タ
イ
が
提
示
す
る
比
較
と
い
う
方
法
は
自
然
科
学
的
で
あ
り
、
デ
ィ
ル
タ
イ
は
精
神
科
学
を
自
然
科
学

か
ら
区
別
し
て
方
法
論
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
が
自
然
科
学
の
影
響
が
残
っ
て
い
る
の
だ
、
こ
の
よ
う
な
批
判
を
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
同
じ
ヨ
ル
ク
伯
の

書
簡
を
典
拠
に
し
て
展
開
し
た
の
が
Ｈ
．Ｇ
．ガ
ダ
マ
ー
で
あ
っ
た
。
し
か
し
ガ
ダ
マ
ー
の
批
判
が
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
同
じ
く
妥
当
し
な
い
の
は
、
本
文
以

下
に
見
る
通
り
で
あ
る
。
ガ
ダ
マ
ー
の
こ
の
批
判
に
関
し
て
は
、
比
較
と
い
う
方
法
を
め
ぐ
っ
て
す
で
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
以
下
を
参
照
い
た

だ
き
た
い
。
山
本
、
二
〇
一
四
、
九
八
頁
以
下
（
第
二
章
第
一
節
二
「
類
比
・
追
形
成
と
し
て
の
理
解
」）。

（
３
）  『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
に
つ
い
て
は
、
山
本
、
二
〇
〇
五
、
二
〇
七
頁
以
下
（
第
五
章
四
「『
外
界
の
実
在
性
論
考
』
に
お
け
る
「
実
在
性
の
問
題
」）

を
、
デ
カ
ル
ト
的
二
分
法
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
山
本
、
二
〇
一
四
、
九
八
頁
以
下
（
第
二
章
第
一
節
二
「
類
比
・
追
形
成
と
し
て
の
理
解
」）
を
、



五
八

關
西
大
學
『
文
學
論
集
』
第
六
十
六
巻
第
一
号

参
照
。

（
４
）  

デ
ィ
ル
タ
イ
の
い
う
「
連
関
」
そ
し
て
「
構
造
」
に
つ
い
て
は
、
そ
の
思
想
形
成
と
意
味
に
つ
い
て
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
本
稿
で
は
立
ち
入
ら
な

い
。
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
山
本
、
二
〇
一
四
、
一
頁
以
下
（
第
一
章
「
現
実
の
形
成
」）、
特
に
七
二
頁
以
下
（
第
一
章
第
四
節
二
「
構
造
連
関
（『
理

念
』
の
時
期
）」。

（
５
）  

理
解
と
い
う
把
握
の
仕
方
そ
れ
自
身
が
生
の
あ
り
方
と
し
て
生
を
変
容
さ
せ
る
働
き
を
持
っ
て
い
る
こ
と
、一
般
的
に
は
理
解
と
生
の
関
係
に
つ
い
て
、

こ
こ
で
は
詳
述
し
な
い
。
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
山
本
、
二
〇
一
四
、
九
一
頁
以
下
（
第
二
章
「
現
実
の
理
解
」）

（
６
）  

基
礎
的
論
理
操
作
に
つ
い
て
デ
ィ
ル
タ
イ
は
次
の
よ
う
に
言
う
。「
区
別
す
る
こ
と
、
等
し
い
と
み
な
す
こ
と
、
違
い
に
程
度
を
見
定
め
る
こ
と
、
結

合
す
る
こ
と
、
分
離
す
る
こ
と
、
抽
象
す
る
こ
と
、
い
く
つ
も
の
連
関
を
一
つ
の
連
関
に
結
び
つ
け
る
こ
と
、
い
く
つ
も
の
事
実
か
ら
斉
一
性
を
獲
得

す
る
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
基
礎
的
論
理
操
作
は
、
ど
の
内
的
知
覚
に
も
含
ま
れ
て
い
る
が
、
各
々
の
内
的
知
覚
の
集
ま
り
か
ら
生
じ
て
く
る
」

（GS
5,171ff.

）。
詳
細
は
す
で
に
触
れ
た
こ
と
が
あ
る
の
で
以
下
を
参
照
さ
れ
た
い
。
山
本
、
二
〇
一
四
年
、
四
四
頁
以
下
（
第
一
章
第
二
節
五
「
連
関

の
形
成
」）
お
よ
び
六
三
頁
以
下
（
第
一
章
第
三
節
三
「
個
か
ら
個
へ
の
類
比
」）。

（
７
）  

作
用
連
関
等
が
「
イ
デ
ー
ル
（ideell
）」
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
た
と
え
ば
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。「
さ
て
、
精
神
科
学
で
は
歴
史
的
世
界
の
構

築
が
遂
行
さ
れ
る
。
こ
の
比
喩
的
な
表
現
で
、
わ
た
し
は
イ
デ
ー
ル
な
連
関
を
表
示
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
あ
る
段
階
で
働
い
て
い
る
体
験
と
理
解
に

も
と
づ
い
て
、
歴
史
的
世
界
に
つ
い
て
の
客
観
的
知
が
自
ら
を
拡
張
し
な
が
ら
現
実
存
在
を
獲
得
し
て
い
く
の
で
あ
る
」（GS

7,88

）。
し
た
が
っ
て
、「
歴

史
的
世
界
」
あ
る
い
は
「
精
神
的
世
界
」
の
「
構
築
」
は
「
イ
デ
ー
ル
な
構
築
」（GS

7,88

）
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
構
築
は
、
リ
ア
ル
な
体
験
と
理
解

か
ら
イ
デ
ー
ル
な
連
関
へ
、
す
な
わ
ち
「
事
実
性
か
ら
、
出
来
事
が
連
関
を
獲
得
す
る
イ
デ
ー
ル
な
も
の
へ
」（GS,287

）
と
い
う
道
に
な
る
。
ミ
ッ
シ

ュ
も
こ
の
道
に
注
目
し
、
そ
れ
を
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
「
イ
デ
ア
ー
ル
（ideal

）」
な
も
の
へ
の
道
と
対
照
さ
せ
る
（LP,184,215

）。
詳
細
は
本
稿

次
章
お
よ
び
次
々
章
、「
デ
ィ
ル
タ
イ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
決
へ
の
遡
及
」
お
よ
び
「
解
釈
学
の
道
と
現
象
学
の
道
」
の
な
か
で
触
れ
る
。

（
８
）  M

artin H
eidegger, G

esam
tausgabe, K

losterm
ann, Frankfurt am

 M
ain. 

（GA

と
略
記
す
る
）。
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