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存
在
の
一
義
性
と
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
形
而
上
学
革
命

〔

1
〕

は
じ
め
に

ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ク
ス
(
』
O

一g
g
g
u
z
g
∞g
宮
山
一
以
ミ
ム
ω
。
∞
年
)

は
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
オ
ツ
カ
ム
(
垣
正
5
5
0
問
。
兵
E
E
一
お
や
己
主
年
)
と
共

に
「
後
期
ス
コ
ラ
学
一
の
代
表
的
人
物
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
精
妙
博
士
(
号
2
0門
的

C
E一
広
)
」
の
名
で
知
ら
れ
る
ス
コ
ト
ウ
ス
の
思
想

に
は
、
新
た
に
近
づ
こ
う
と
す
る
者
を
拒
む
か
の
よ
う
な
難
解
さ
が
伴
っ
て

い
る
。
本
稿
は
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
中
心
思
想
と
も
い
う
べ
き
「
存
在
の
一
義
性
」

に
つ
い
て
筆
者
な
り
の
基
本
的
な
理
解
を
試
み
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
そ

の
際
、
存
在
の
一
義
性
に
関
す
る
テ
キ
ス
ト
の
翻
訳
と
そ
の
解
明
に
お
け
る

先
達
と
し
て
、
山
内
志
朗
h
u
お
よ
び
花
井
一
典
の
両
氏
h
u
に
よ
る
案
内
を
導

き
と
す
る
こ
と
と
し
た
い
。

「
存
在
の
一
義
性
」
に
つ
い
て
の
ス
コ
ト
ゥ
ス
自
身
に
よ
る
完
成
し
た
形

で
の
思
想
が
展
開
さ
れ
て
い
る
テ
キ
ス
ト
は
、
『
オ
ル
デ
イ
ナ
テ
イ
オ
(
定

本
l
l
i
。
へ
ト
ル
ス
・
ロ
ン
バ
ル
ド
ゥ
ス
命
題
集
註
解
)
』

ω
の
第
i
巻
第
3

区
分
第
l
部
第

1

1
第
3
向
通
、
第
l
巻
第
8
区
分
第

1
部
第

1

1
第

3
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
テ
キ
ス
ト
に
順
次
論
及
す
る
形
で
考
察
を
進

桑

直

原

己

め
る
こ
と
と
す
る
。

門

2
〕

存
在
の
一
議
性

i
i
『
オ
ル
デ
ィ
ナ
テ
ィ
オ
』
第
I
巻
第

3
区
分

第
1
部
第
1

・
第
2
問
題

テ
キ
ス
ト

第
1
巻
第
3
区
分
第
i
部
第
1
・
第

2
問
題
に
お
い
て
、
ス
コ
ト
ゥ
ス

は
神
と
被
造
物
と
に
一
義
的
な
概
念
と
し
て
存
在
を
提
起
す
る
に
先
立
ち
、

ま
ず
「
一
義
性
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

(
お
)
神
の
思
考
に
用
を
な
す
概
念
は
、
被
造
物
に
類
比
約
な
概
念
、

つ
ま
り
被
造
世
界
の
述
語
概
念
と
は
全
く
別
種
の
概
念
に
限
ら
れ
る

わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
外
に
、
神
と
被
造
物
と
に
一
義
的
な
概
念
が

あ
る
。

ご
義
性
」
の
用
語
が
議
論
を
縫
れ
さ
せ
る
と
い
け
な
い
か
ら
、
こ

こ
で
ご
義
的
概
念
」
を
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
お
く
。
す
な
わ
ち
、



同
一
の
主
語
に
つ
い
て
同
時
に
肯
定
さ
れ
か
つ
否
定
さ
れ
る
と
き
自

己
矛
盾
を
来
た
す
に
足
る
(
意
味
の
)
統
一
性
を
有
す
る
単
一

(
5
5
)

概
念
が
そ
れ
で
あ
る
。
さ
ら
に
言
い
換
え
れ
ば
、
三
段
論
法
の
媒
辞

と
し
て
大
・
小
雨
辞
を
統
一
す
る
と
き
、
「
媒
概
念
二
義
の
虚
偽
」
を

犯
す
こ
と
な
く
こ
れ
ら
両
辞
を
結
合
し
て
結
論
を
生
ぜ
し
め
る
に
足

る
単
一
概
念
で
あ
る

h
H
o

ま
ず
、
「
自
己
矛
盾
」
「
媒
概
念
二
義
の
虚
偽
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
に
つ

い
て
解
説
し
て
お
き
た
い
。
た
と
え
ば
「
あ
の
人
は
人
で
な
し
だ
」
と
い
う

言
い
方
は
、
「
人
」
の
二
義
性
に
よ
り
矛
盾
律
に
は
抵
触
し
な
い
。
ま
た
「
媒

概
念
二
義
の
虚
偽
」
の
実
例
と
し
て
は
「
走
る
も
の
は
足
を
も
っ
。
セ

l
ヌ

川
が
走
る
。
ゆ
え
に
セ

l
ヌ
川
は
足
を
も
っ
」
と
い
う
「
推
論
」
が
分
か
り

ゃ
す
い
。
こ
こ
で
は
、
媒
概
念
「
走
る
」
の
二
義
性
か
ら
誤
謬
推
理
と
な
っ

て
い
る
ら
。
要
す
る
に
ス
コ
ト
ウ
ス
は
、
ご
義
性
」
と
い
う
こ
と
で
通
常

の
論
理
的
操
作
が
成
立
す
る
条
件
を
確
保
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

次
い
で
、
ス
コ
ト
ク
ス
は
こ
の
意
味
で
の
一
義
性
を

5
通
り
の
仕
方
で

証
明
し
よ
う
と
す
る
が
、
そ
の
第

1
の
証
明
」
に
お
い
て
「
存
在
概
念
の

義
性
」
が
主
張
さ
れ
る
。

い
か
な
る
知
性
に
せ
よ
、
或
る
概
念
を
確
知
し
て
い

る

(
2
5
m
号

5
。8
2
4
E
)
が
、
他
の
幾
多
の
概
念
に
つ
い
て
は

判
定
に
迷
う

(
E
E
5
号

E
g弓
印
)
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
の

(
幻
)

(

A

)

確
知
す
る
概
念
を
判
定
に
迷
う
概
念
と
は
別
箇
の
も
の
と
し
て
所
有

し
て
い
る
。
こ
こ
で
主
諾
は
述
語
を
構
成
分
と
し
て
含
ん
で
い
る
。

(
B
)
し
か
る
に
、
こ
の
世
の
知
性
は
或
る
も
の
(
例
え
ば
神
)
に

つ
い
て
そ
れ
が
存
在
(
ぬ
ま
)
で
あ
る
(
を
述
語
と
す
る
)
こ
と
は
確

知
し
な
が
ら
、
そ
れ
が
「
有
限
的
存
在
」
(
ぬ
ま
出
2
E
5
)
で
あ
る
か

「
無
限
的
存
在
」

(
0
5
5出包
E
B
)
で
あ
る
か
、
ま
た
「
被
造
的
存

在」

(
g
Z克
己
C
E
)

で
あ
る
か
「
非
造
的
存
在
」

(
0
5
5
2・8
E
5
)

で
あ
る
か
に
つ
い
て
は
判
定
に
迷
う
こ
と
が
あ
り
得
る
。

(
C
)
し
た
が
っ
て
、
神
の
規
定
を
な
す
存
在
の
概
念
は
、
「
有
限

的
存
在
」
、
「
無
限
的
存
在
」
な
ど
の
概
念
と
は
別
箆
の
概
念
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
存
在
概
念
は
そ
れ
自
体
と
し
て
は
後
二
者
に
中
立
的

で
あ
り
、
こ
れ
ら
双
方
の
構
成
分
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る

(
5
E
O円
2

5
2
5
5
6
A
z
o
-
Z
0
2
5
言
一
色
円
高
)
。
そ
れ
ゆ
え
存
在
概
念
そ
の
も

の
は
一
義
的
で
あ
る

ω

2 

論
理
学
者
と
し
て
の
視
点

l

l
「
存
在
の
一
義
性
」
の
革
命
的
意
義

以
上
が
「
存
在
の
一
義
性
」
に
つ
い
て
の
第
一
の
基
本
テ
キ
ス
ト
で
あ
る
。

山
内
は
、
こ
こ
で
主
張
さ
れ
て
い
る
「
存
在
の
一
義
性
」
と
い
う
思
想
が

そ
れ
ま
で
の
常
識
に
対
す
る
挑
戦
で
あ
り
、
革
命
的
な
意
義
を
有
し
て
い
る

こ
と
を
強
調
し
て
い
る
打
。

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
以
来
「
存
在
は
二
義
的
で
は
な
い
」
「
存
在
は
二
義
的



な
は
ず
が
な
い
」
と
い
う
考
え
方
が
常
識
で
あ
っ
た
。
「
存
在
が
二
義
的
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
存
在
者
の
領
野
の
中
に
、
大
き
な
亀
裂
が
あ
る
と

い
う
こ
と
を
含
意
し
て
」
お
り
、
「
同
時
に
、
存
在
が
一
義
的
で
な
い
と
い

う
こ
と
が
、
存
在
は
類
で
は
な
い
と
い
う
発
想
と
結
び
つ
い
て
、
存
在
に
は

外
部
が
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
」
い
た
。
「
亀
裂
」
の
典
型
例
と
し

て
「
無
限
的
存
在
と
有
限
的
存
在
と
の
間
の
越
え
ら
れ
な
い
落
差
」
が
挙
げ

ら
れ
る
。

三
義
性
」
に
つ
い
て
の
通
常
の
理
解
で
は
、
下
属
す
る
種
が
上
位
の
類

に
つ
い
て
、
た
と
え
ば
「
犬
」
と
「
猫
」
と
「
モ
グ
ラ
」
が
晴
乳
類
で
あ
る

こ
と
に
つ
い
て
、
ま
た
「
カ
ン
パ
チ
」
と
「
ヒ
ラ
マ
サ
」
と
「
ブ
リ
」
と
「
ア

ジ
」
が
ア
ジ
科
で
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
「
一
義
的
で
あ
る
」
と
言
わ
れ
る
。

つ
ま
り
、
「

a
と
b
に
つ
い
て

G
が
二
義
的
で
あ
る
と
い
う
場
合
、

G
は

a

と
b
の
両
方
を
部
分
と
し
て
含
む
全
体
と
な
っ
て
」
お
り
、
「
一
義
的
な
も

の
は
、
そ
う
で
な
い
も
の
か
ら
毘
即
さ
れ
る
境
界
を
有
し
て
」
い
る
。
こ
の

よ
う
に
ご
義
的
な
も
の
は
、
類
と
種
、
つ
ま
り
全
体
と
部
分
と
い
う
関
係

が
成
り
立
つ
場
合
に
成
立
一
す
る
が
、
「
そ
の
階
梯
に
お
い
て
、
最
も
普
通

的
な
方
と
最
も
個
体
的
な
方
、
と
い
う
両
端
に
お
い
て
は
二
義
性
が
そ
の
ま

ま
で
は
」
適
用
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
、
最
も
普
遍
的
な
極
で
あ
る
「
存
主

す
る
も
の
」
に
外
部
は
な
い
。

伝
統
的
に
は
、
「
そ
う
い
っ
た
河
端
は
論
理
学
で
扱
え
る
も
の
で
は
」
な

く
、
「
存
在
」
お
よ
び
そ
れ
と
互
換
的
な
も
の
と
し
て
の
超
越
概
念
を
扱
う

の
も
、
個
体
化
の
原
理
を
扱
う
の
も
、
「
論
理
学
の
中
で
は
無
埋
」
で
あ
っ

て
「
そ
れ
こ
そ
形
而
上
学
が
扱
う
も
の
」
と
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
ま
で
の
形

而
上
学
と
は
「
最
も
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
「
存
在
」
が
限
界
事
例
で
あ
る

が
故
に
、
論
理
学
を
は
み
出
し
、
そ
し
て
一
義
性
が
適
用
さ
れ
る
こ
と
も
な

い
」
領
域
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
と
い
う
、
通
常
の
論
理
学
を

逸
脱
す
る
推
理
が
適
用
さ
れ
る
場
合
も
あ
っ
た
」
。

ア
ナ
口
、
ギ
ア
に
つ
い
て
の
詳
細
は
後
述
す
る
が
、
簡
単
に
言
え
ば
名
辞
に

つ
い
て
一
義
性
と
多
義
性
と
の
中
間
に
認
め
ら
れ
る
特
殊
な
意
味
の
拡
が

り
で
あ
り
、
特
に
「
存
在
(
ぬ
ま
)
」
に
つ
い
て
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
は
、
伝
統
的

な
形
而
上
学
に
お
い
て
は
神
の
存
在
と
被
造
物
の
存
在
と
の
問
の
断
絶
を

媒
介
す
る
意
味
を
有
し
て
い
た
。

山
内
は
、
「
存
在
の
一
義
性
」
を
主
張
す
る
上
記
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
「
ス

コ
ト
ゥ
ス
は
、
概
念
の
一
義
性
を
問
題
に
し
て
い
る
」
点
に
注
目
し
、
こ
の

点
で
、
伝
統
的
な
知
の
枠
組
み
か
ら
の
脱
却
が
図
ら
れ
、
近
惜
一
的
思
考
の
予

兆
が
見
ら
れ
る
と
指
摘
し
て
い
る

ωo
本
来
ご
義
的
(
同
名
同
義
ご
と

か
「
多
義
的
(
同
名
異
義
ご
と
か
い
っ
た
こ
と
が
ら
は
、
「
名
称

(
D
O
E
S
)
」

を
修
飾
す
る
も
の
で
あ
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ス
コ
ト
ウ
ス
は
「
概
念

(
8コ
2
宮
c
m
)
」
を
修
飾
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ス
コ
ト
ウ
ス
が
存
在

に
つ
い
て
論
理
学
的
な
視
点
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
概
念
に
は
二
議
性
と
多
義
性
と
の
間
に
中
間
は
な
い
。
そ
の
結
果
、
「
存

在
」
に
つ
い
て
そ
れ
ま
で
伝
統
的
に
語
ら
れ
て
き
た
「
ア
ナ
ロ
、
キ
ア

(
山
口
氏
。
沼
山
日
類
比
ご
と
い
う
考
え
方
は
拒
絶
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

よ
う
に
「
概
念
」
に
定
位
す
る
こ
と
は
、
ス
コ
ト
ウ
ス
が
「
論
理
学
者
と
し



て
語
る
こ
と
(
名

E
Z
m
H
2
5
)
と
形
而
上
学
者
と
し
て
語
る
こ
と
(
毛
足

玄
2
ζ
ξ
2
2
5
)
と
い
う
よ
う
に
、
二
重
の
語
り
方
の
間
を
飛
び
交
う
こ
と

で
調
停
を
図
る
の
で
は
な
く
、
斉
一
的
な
空
間
の
中
で
語
る
こ
と
」
、
「
存
在

の
一
義
性
を
論
理
学
者
と
し
て
捉
え
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
。

(
一
ニ
)
一
義
性
と
ア
ナ
ロ
ギ
ア

実
際
、
ス
コ
ト
ウ
ス
は
存
在
を
ア
ナ
ロ
ギ
ア
(
H
H

類
比
)
に
お
い
て
捉
え

る
立
場
、
そ
の
中
で
も
特
に
い
わ
ゆ
る
「
帰
属
類
比
説
」
を
批
判
し
て
い
る
。

こ
こ
で
、
哲
学
者
た
ち
の
議
論
百
出
の
景
況
の
与
え
る
教
訓
に
は
風

馬
牛
と
い
っ
た
態
度
で
、

い
ず
れ
の
哲
学
者
の
脳
捜
に
も

な
お
も
、

近
接
し
た
こ
概
念
が
あ
り
、

双
方
が
帰
属
類
比
的
統
一
に
よ
り
近
接

し
て
い
る
た
め
単
一
概
念
で
あ
る
か
の
外
見
を
呈
す
る
(
思
わ
れ
る
)

の
だ
と
強
弁
し
て
憶
ら
な
い
人
も
あ
ろ
う
。

し
か
し
そ
の
論
法
の
弱

み
は
、

そ
の
よ
う
な
弁
辞
が
通
用
す
る
と
な
る
と
、

な
ん
ら
か
の
概

ム
広
の

(
意
味
の
)

統
一
性
を
一
義
性
と
し
て
証
明
す
る
手
段
が
一
切

奪
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
こ
と
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
「
人
間
」
が
ソ
ク

ラ
テ
ス
に
も
プ
ラ
ト
ン
に
も
該
当
す
る
単

概
念
を
表
し
て
い
る
と

言
お
う
も
の
な
ら
、
早
速
に
そ
の
主
張
は
回
復
さ
れ
、
「
実
は
二
つ
の
概

と念
ゃな
りの
返だ
さが

む醍i
Y 似
」し
と
1 て

ft ~\ 
る Q

~， ~ 
f冶-b 怜
だ !-z
(9) 斗ユ

の
外
見
を
呈
す
る
の
だ
」

こ
こ
で
帰
属
類
比
の
形
で
「
存
在
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
」
を
説
い
た
代
表
人
物

と
目
さ
れ
て
い
る
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
(
叶
F
O
E
S
〉
舌
5
2
w
己
以
頃

ム
ω
豆
年
)
の
『
神
学
大
全
(
旨
ミ

5
3
8守
的
E
R
M
一
一
汁
)
』
に
依
拠
し
て
、

ア
ナ
ロ
ギ
ア
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
概
観
し
て
お
こ
う
。
ト
マ
ス
は
、

h
・
2

心
・
-
い
お
・
凶
の
・
に
お
い
て
「
神
に
も
被
造
物
に
も
適
用
さ
れ
る
名
称
は
、
こ
れ

ら
両
者
に
お
い
て
同
名
問
義
的
で
あ
る
か
」
と
い
う
間
い
を
立
て
、
神
と
被

造
物
に
共
通
に
適
用
さ
れ
る
名
称
は
同
名
異
義
的
(
什
リ
多
義
的
)
な
仕
方
で

も
な
け
れ
ば
同
名
同
義
的
(
日
一
義
的
)
な
仕
方
で
も
な
く
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア

4 

的
な
仕
方
で
(
き
と
o
m
E
)
語
ら
れ
る
、
と
述
べ
て
い
る
。

若
干
の
名
称
は
、
(
中
略
)
神
と
被
造
物
と
に
つ
い
て
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的

な
仕
方
で
(
ち
と
o
E
2
)
語
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
純
粋
に
同
名
異

義
的
(
打
多
義
的
)
な
仕
方
で
も
な
け
れ
ば
同
名
同
義
的

(
1
一
義

的
)
な
仕
方
で
も
な
い
。
(
中
略
)
神
と
被
造
物
に
つ
い
て
語
ら
れ
る

と
こ
ろ
の
も
の
は
、
そ
こ
に
或
る
秩
序
づ
け
、
つ
ま
り
被
造
物
の
根

源
(
宮
.
5
2勺
E
E
)
・
原
因

(g戸
お
と
と
し
て
の
神
(
中
略
)

序
づ
け
が
存
在
し
て
い
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
語
ら
れ
る
の
で
あ

る

。

こ

う

し

た

共

通

性

の

様

態

は

、

純

粋

な

同

名

異

義

2
2
5〈
2
3。
)
と
単
純
な
同
名
同
義
(
ロ
ヨ
〈

2
3
0
)
と
の
間
に
お

け
る
中
間
的
な
も
の
で
あ
る
。
即
ち
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
に
語
ら
れ
る

諸
々
の
こ
と
が
ら
に
あ
っ
て
は
、
同
名
同
義
的
な
そ
れ
に
お
け
る
ご

と
く
た
だ
一
つ
の
概
念
が
あ
る
の
み
で
も
な
け
れ
ば
、
ま
た
同
名
具

へ
の
秩



義
的
な
そ
れ
に
お
け
る
ご
と
く
全
然
別
箇
の
概
念
が
あ
る
の
で
も
な

い
。
そ
こ
で
は
却
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
多
様
な
仕
方
で
語
ら
れ
る
と

こ
ろ
の
名
称
が
、
或
る
一
な
る
も
の
に
対
す
る
種
々
な
る
対
比

(古
.0℃

OEC)
を
表
示
し
て
い
る
わ
け
な
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
、
「
健

壊
な
も
の
(
窓
口
ロ
ヨ
)
」
と
い
う
こ
と
が
尿
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
場
合

は
そ
れ
が
動
物
の
健
康
の
「
徴
表
」
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
も
の

で
あ
る
し
、
ま
た
そ
れ
が
医
薬
に
つ
い
て
語
ら
れ
た
場
合
は
一
医
薬
が

同
じ
く
動
物
の
健
康
の
「
図
」
で
あ
る
こ
と
を
表
示
す
る
も
の
で
あ

る
ご
と
く
で
あ
る

ω。

こ
こ
で
ト
マ
ス
が
用
い
て
い
る
「
健
康
な
も
の

(
S
2
5ご
と
い
う
例

に
つ
い
て
、
山
内
は
以
下
の
よ
う
に
解
説
す
る
。

「
動
物
」
も
「
医
薬
」
も
「
尿
」
も
「
健
康
的
な
も
の
」
と
語
ら
れ

ま
す
が
、
そ
の
際
「
健
康
的
な
」
と
い
う
同
一
の
名
称
が
適
用
さ
れ

る
と
し
て
も
、
本
質
規
定
(
目
・
さ
0
)

は
異
な
り
ま
す
。
と
い
う
の
も
、

そ
れ
ぞ
れ
「
健
藤
を
有
す
る
」
、
「
健
康
の
原
由
で
あ
る
」
、
「
健
康
の

記
号
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
す
。
換
言
す
れ
ば
、
「
動
物
」

に
お
い
て
「
健
康
」
は
本
質
規
定
を
な
す
も
の
と
し
て
(
向
。
吋
ヨ
ω
一号円)

あ
り
ま
す
が
、
「
医
薬
」
や
「
尿
」
に
お
け
る
「
健
康
」
は
、
「
動
物
」

に
内
在
す
る
「
健
康

(
E
E
S
)
」
と
い
う
一
な
る
も
の
へ
の
秩
序

Z
E
O
)
を
有
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
仕
方
で
一
な
る
も

の
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
(
中
路
)
神
と
被
造
物
に
話
を
移
す
と
、

完
全
性
は
神
の
本
質
規
定
を
な
す
も
の
と
し
て
述
定
さ
れ
る
も
の
で

す
が
、
被
造
物
に
関
し
て
は
、
「
分
有
に
よ
っ
て
」
述
定
さ
れ
る
こ
と

に
な
り
ま
す

ω。

以
上
に
概
観
し
て
き
た
ア
ナ
ロ
ギ
ア
(
帰
属
類
比
)
理
論
に
対
し
て
ス
コ

ト
ウ
ス
は
批
判
を
加
え
る
わ
け
で
あ
る
が
、
重
要
な
の
は
こ
こ
で
ス
コ
ト
ゥ

ス
が
批
判
す
る
帰
属
類
比
論
者
と
し
て
は
ガ
ン
の
へ
ン
リ
ク
ス

(
2
8コ
2印

。g告〈
gm尻
]
M
一
ゴ
頃
ム
巴
〕
年
)
が
想
定
さ
れ
て
い
る
点
で
あ
る
。
山
内

は
、
へ
ン
リ
ク
ス
が
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
を
用
い
て
い
る
場
面
は
そ
れ
ま
で
の
伝

統
と
は
異
な
っ
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
す
る
。

(
前
略
)
ア
ナ
ロ
ギ
ア
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
や
ト
マ
ス
の
場
合
で

し
た
ら
存
在
の
場
面
に
用
い
て
い
る
の
で
す
が
、
へ
ン
リ
ク
ス
は
認

識
の
場
面
に
用
い
て
い
る
の
で
す
。
事
物
の
内
的
構
造
を
詰
る
た
め

に
、
ト
マ
ス
は
ア
ナ
ロ
ギ
ア
を
用
い
、
へ
ン
リ
ク
ス
は
被
造
物
た
る

人
間
と
神
と
の
違
い
を
論
じ
る
場
面
に
用
い
て
い
ま
す
。
ト
マ
ス
と

へ
ン
リ
ク
ス
と
で
は
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
が
用
い
ら
れ
る
場
面
が
異
な
る

の
で
す

ω。

つ
ま
り
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ト
マ
ス
に
至
る
ま
で
の
伝
統
に
お
い
て
、

ア
ナ
ロ
ギ
ア
は
存
在
の
構
造
を
説
明
す
る
原
理
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た

5 



の
に
対
し
、
へ
ン
リ
ク
ス
は
こ
れ
を
認
識
の
涼
理
と
し
て
用
い
よ
う
と
し
て

い
た
。
そ
し
て
ス
コ
ト
ゥ
ス
が
批
判
し
た
ア
ナ
ロ
、
ギ
ア
論
と
は
へ
ン
リ
ク
ス

の
そ
れ
、
つ
ま
り
認
識
の
原
理
と
し
て
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
だ
っ
た
、
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。

「
帰
属
類
比
と
は
、
厳
密
な
装
置
で
は
な
く
、
か
な
り
緩
や
か
な
も
の
」

で
あ
り
、
こ
の
「
ア
ナ
ロ
ギ
ア
に
よ
っ
て
開
か
れ
る
認
識
の
可
能
性
の
領
野

は
広
い
も
の
で
も
、
厳
密
な
も
の
で
も
な
い
と
し
て
も
、
認
識
の
可
能
性
を

準
備
す
る
も
の
で
は
」
あ
る
が
「
学
問
的
な
厳
密
性
」
は
持
た
な
い

ω。
ア

ナ
ロ
ギ
ア
は
厳
密
な
論
理
性
に
な
じ
む
も
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ス
コ
ト

ウ
ス
は
へ
ン
リ
ク
ス
に
よ
っ
て
認
識
の
原
理
と
し
て
採
用
さ
れ
る
に
及
ん

だ
限
り
に
お
け
る
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
に
対
し
て
批
判
を
加
え
た
わ
け
で
あ
る
。

な
ぜ
な
ら
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
は
認
識
の
理
論
と
し
て
は
不
完
全
だ
か
ら
で
あ

る。

死一

離
接
的
様
態
の
意
義

離
接
的
機
態

こ
こ
で
テ
キ
ス
ト
に
戻
ろ
う
。
(
幻
)
節
に
お
い
て
、
存
在
概
念
は
そ
れ

自
体
と
し
て
は
「
有
限
的
存
在
」
、
「
無
限
的
存
在
」
と
い
う
対
概
念
の
両
者

に
対
し
て
中
立
的
で
あ
り
、
こ
れ
ら
双
方
の
構
成
分
と
し
て
含
ま
れ
て
い
る

が
ゆ
え
に
一
義
的
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
登
場
す
る
「
有
限
的
存
在
」
、
「
無
限
的
存
在
」
と
い
う
対
概
念
は

a 

「
離
接
的
様
態
(
吉
田
∞

5
5∞ふ目的
E
D
2
8
)

と
呼
ば
れ
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
哲
学

に
お
い
て
非
常
に
重
要
な
意
味
を
有
し
て
い
る
。
「
離
接
的
様
態
」
と
は
、

「
無
限
/
有
限
」
、
「
必
然
/
偶
然
」
、
「
現
実
態
/
可
能
態
」
、
「
独
立
/
依
存
」
、

「
絶
対
/
相
対
」
、
「
単
純
/
複
合
」
、
「
一
/
多
」
な
ど
の
排
反
関
係
に
あ
る

諾
様
態
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
対
の
う
ち
、
前
記
さ
れ
て
い
る
「
優
性

的
様
態
」
は
す
べ
て
神
の
述
語
を
な
す
も
の
で
あ
る
。
花
井
は
こ
の
離
接
的

機
態
が
自
然
神
学
に
お
い
て
果
た
す
重
要
な
役
割
に
つ
い
て
注
意
を
喚
起

し
て
い
る
川
。

6 

こ
の
離
接
的
様
態
に
関
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
い
か
な
る
存
在
に

つ
い
て
も
対
立
項
の
い
ず
れ
か
一
方
が
必
然
的
に
該
当
す
る
こ
と
で

あ
る
。
そ
こ
か
ら
次
の
i
i
iウ
オ
ル
タ
l

の
命
名
す
る
i
i
i
「
離
接

関
係
の
法
則
」

(HZ
広
三

0
2
-
4
F
2
5ロ
)
が
神
探
究
の
有
力
な
方
法

を
提
供
す
る
。

「
縦
接
関
係
の
法
則
」
の
典
拠
と
な
っ
て
い
る
の
は
以
下
の
テ
キ
ス
ト
で

あ
る
。

或
る
存
在
に
つ
い
て
劣
性
項
(
下
位
に
表
記
)
が
該

当
し
た
と
す
る
と
、
別
の
存
在
に
つ
い
て
優
性
項
の
該
当
を
推
論
で

き
る
。
例
え
ば
、
或
る
存
在
が
有
限
で
あ
れ
ば
、
或
る
存
在
は
無
限

で
あ
る
、
ま
た
は
、
或
る
存
在
が
偶
然
で
あ
れ
ば
或
る
存
在
が
必
然

通
則
と
し
て
、



て
あ
る
、
と
い
っ
た
推
断
(
内
含
関
係
)
が
成
立
す
る
の
が
そ
れ
で

あ
る

ω。

た
だ
し
、
逆
に
優
性
項
の
該
当
か
ら
劣
性
項
の
該
当
を
推
断
す
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
或
る
存
在
の
完
全
性
は
不
完
全
な
別
の
存
在
を
予
想
し
な
い
か

ら
で
あ
る
。

ス
コ
ト
ウ
ス
は
こ
の
「
離
接
的
様
態
」
を
非
常
に
重
視
し
て
お
り
、

{
4
}

節
で
後
述
す
る
よ
う
に
こ
れ
を
「
超
越
概
念
」
の
う
ち
に
加
え
て
い
る
。
こ

の
こ
と
は
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
独
創
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
出
。
上
述
「
離
接
関

係
の
法
則
」
の
例
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
「
離
接
的
様
態
」
は
「
有
限
的

存
在
」
と
「
無
限
的
存
在
」
と
の
間
の
架
け
橋
で
あ
り
、
「
無
限
的
存
在
」

な
い
し
は
神
を
探
究
し
て
行
く
際
の
媒
介
と
し
て
の
意
味
を
有
し
て
い
る
。

(
b
)

探
究
場
面
の
位
置
づ
け

再
び
(
幻
)
の
テ
キ
ス
ト
に
戻
ろ
う
。
山
内
は
、
こ
こ
で
の
議
論
が
「
認

識
の
問
題
と
存
在
の
問
題
が
混
同
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
」
、
「
確
知
し

て
い
る
な
2
5
)
」
と
か
「
判
定
に
迷
う
(
仏
5
5
m
)
」
と
い
っ
た
認
識
者
の

在
り
方
か
ら
事
物
の
客
観
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
云
々
す
る
「
弱
い
」
議
論

の
よ
う
に
見
え
る
、
と
い
う
問
題
点
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
い
る
的
。

山
内
は
、
「
ス
コ
ト
ゥ
ス
は
こ
こ
で
、
ア
ヴ
イ
セ
ン
ナ
の
「
馬
性
の
格
率
」

を
念
頭
に
お
い
て
い
る
は
ず
」
だ
、
と
指
摘
す
る
。
山
内
は
こ
の
「
潟
性
の

格
率
」
は
「
中
世
の
形
而
上
学
を
考
え
る
場
合
の
根
本
的
か
つ
中
心
的
命
題
」

で
あ
る
と
し
て
重
要
視
し
、
「
存
在
の
一
義
性
」
を
論
じ
る
に
際
し
で
も
、

「
普
遍
論
争
」
を
論
じ
る
際
に
も
繰
り
返
し
言
及
し
て
い
る
。
「
馬
性
の
格

率
」
と
は
、
「
馬
性
は
馬
性
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
罵
性
で
し
か
な
い
」
と

い
う
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
と
で
馬
性
は
一
で
も
多
で
も
な
い
、
「
排
中

律
は
適
用
さ
れ
る
し
か
な
い
け
れ
ど
、
排
中
律
が
適
用
さ
れ
な
い
領
域
も
あ

り
、
そ
れ
が
重
要
な
意
味
を
有
す
る
、
と
い
う
こ
と
」
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
、

と
さ
れ
る
。

馬
性
の
格
率
と
は
、
本
質
と
い
う
の
は
、

A
か
i

A
の
ど
ち
ら
か
の

あ
り
方
し
か
で
き
な
い
が
、
そ
れ
自
体
で
捉
え
れ
ば
ど
ち
ら
で
も
な

い
と
い
う
の
で
す
。
人
間
は
男
か
女
か
、
ど
ち
ら
か
一
方
で
し
か
あ

り
ま
せ
ん
が
、
人
間
そ
れ
自
体
は
男
で
も
女
で
も
な
い
、
と
い
う
こ

と
も
同
じ
で
す
。
そ
の
際
、
そ
れ
自
体
で
捉
え
る
見
方
は
、
人
間
が

頭
の
中
で
考
え
る
だ
け
の
こ
と
で
は
な
く
、
事
物
に
備
わ
っ
た
も
の

で
あ
り
、
客
観
的
な
論
理
的
空
間
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ

れ
自
体
で
捉
え
ら
れ
る
領
域
と
い
う
の
は
、
排
中
律
が
適
用
さ
れ
る

以
前
の
領
域
の
こ
と
で
あ
り
、
事
実
に
先
行
す
る
世
界
で
あ
り
、
可

能
性
の
領
域
で
あ
り
、
可
能
性
の
条
件
を
示
す
領
域
と
さ
れ
て
い
ま

す
。
事
実
的
に
ど
こ
か
に
見
出
さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で

す
が
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
あ
る
も
の
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。
馬
性

の
絡
率
と
は
、
可
能
性
の
領
野
に
お
い
て
、
二
項
対
立
の
両
項
を
媒

介
す
る
領
域
の
存
在
す
る
こ
と
を
述
べ
る
原
理
だ
っ
た
の
で
す
。

7 



存
在
の
一
義
性
は
、
可
能
性
の
領
域
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
に
関

わ
り
ま
す
。
排
中
律
の
両
項
の
ど
ち
ら
か
に
疑
っ
て
い
て
も
、
そ
れ

ら
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
こ
と
を
確
信
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
ト

リ
ビ
ア
ル
な
こ
と
に
見
え
ま
す
。
可
能
性
の
領
域
は
事
実
の
中
に
現

れ
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
し
、
事
実
を
支
え
る
条
件
で
あ
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
現
実
に
し
か
目
の
い
か
な
い
人
々
に
は
、
存
在
し
て
い

な
い
よ
う
に
し
か
思
え
な
い
領
域
で
す
。

そ
う
で
は
な
い
の
で
す
。
こ
の
議
論
に
お
い
て
、
神
が
何
で
あ
る
か

を
問
う
前
に
、
神
が
存
在
で
あ
る
こ
と
を
確
知
す
る
こ
と
は
と
て
も

重
要
な
こ
と
で
す
。
実
は
そ
の
時
点
で
、
形
而
上
学
の
可
能
性
が
示

さ
れ
て
い
る
の
で
す

ω。

山
内
は
、
神
探
究
の
途
上
に
い
る
人
間
知
性
が
、
神
が
存
在
す
る
こ
と
が

確
知
さ
れ
て
い
る
と
い
う
条
件
の
も
と
、
離
接
的
様
態
の
雨
項
の
問
で
「
判

定
に
迷
う
」
と
い
う
場
面
に
お
い
て
「
可
能
性
の
領
域
」
の
中
に
置
か
れ
て

お
り
、
そ
こ
に
「
馬
性
の
格
率
」
が
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
注
意
を
喚
起
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

門

3
〕

存
在
の
一
議
性
の
射
器

l
i・
『
オ
ル
ヂ
イ
ナ
テ
ィ
オ
h

第

I
巻
第
3
区
分

第
1
部
第
3
問
題
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テ
キ
ス
ト

こ
の
間
題
で
は
「
存
在
の
一
義
性
」
の
内
実
と
妥
当
領
域
と
が
問
わ
れ
て

い
る
。
ま
ず
「
第
一
の
テ
!
ゼ
」
に
お
い
て
は
一
見
「
存
在
の
一
義
性
」
が

及
ば
な
い
領
域
と
思
わ
れ
る
場
面
が
示
さ
れ
る
。

(
山
)
{
テ

i

ゼニ

最
初
の
論
題
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
テ
!
ゼ
は
以
下
の
通
り
。
存

在
は
、
本
来
的
認
識
対
象
総
て
に
本
体
述
語
と
し
て
述
諾
さ
れ
る
意

味
で
一
義
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
最
終
種
差
と
、
存
在
の
固
有
様

態
に
は
、
存
在
は
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
述
語
に
な
ら
な
い
か
ら
で

あ
る

ω。

こ
こ
に
登
場
す
る
用
語
の
意
味
に
つ
い
て
解
説
し
て
お
く
。
ま
ず
、
「
木

来
的
認
識
対
象
」
で
あ
る
が
、
線
の
適
合
的
対
象
「
色
」
に
下
属
す
る
一
切

の
特
殊
な
色
が
「
本
来
的
可
視
対
象
」
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
総
て
「
色
」
に

述
諾
さ
れ
る
よ
う
に
、
知
性
に
と
っ
て
そ
の
さ
ま
ざ
ま
な
「
色
」
に
相
当
す

る
具
体
的
対
象
が
「
本
来
的
認
識
対
象
」
と
い
わ
れ
る

ω。

次
に
「
本
体
述
語
」
で
あ
る
が
、
ポ
ル
フ
ュ
リ
オ
ス
『
イ
サ
ゴ

i
ゲ

i
』



に
よ
れ
ば
、
述
語
(
客
位
誌
)
は
類
、
種
、
種
差
、
特
性
、
偶
有
性
に
区
別

さ
れ
る
。
こ
の
う
ら
類
、
種
は
、
主
誌
の
「
何
で
あ
る
か
」
(
モ
E
2
2
)
に

答
え
る
述
語
で
あ
り
、
残
る
三
者
は
「
如
何
に
あ
る
か
」

2
5庁
主
寸
)
に

答
え
る
述
語
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
そ
こ
か
ら
後
世
、
類
、
種
を
「
本
体
述
語
」

(
心
三
岳
窓
口
三
∞
)
あ
る
い
は
=
戸
ロ
モ
穴
一
=
に
述
諾
さ
れ
る
述
語
、
そ
の
他
を
「
形

容
述
語
」
(
告
さ

E
5
5
)
あ
る
い
は
後
者
は
=
5
告
と
の
コ
に
述
諾
さ
れ
る
述

語
と
呼
ば
れ
る
に
至
っ
た
。
注
意
す
べ
き
点
と
し
て
、
(
i
)
ス
コ
ト
ウ
ス

に
あ
っ
て
「
本
体
述
一
語
」
は
類
、
種
に
尽
き
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
存
在
(
0
5
)

」

は
超
越
概
念
で
あ
っ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
超
え
る
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
「
本

体
述
一
訪
問
」
を
な
す
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

(
2
)
ま
た
「
木
体
述
訪
問
」
が
そ

の
ま
ま
「
本
質
規
定
」
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
種
差
は
形
容
述
語
で

あ
り
な
が
ら
、
も
の
の
本
質
規
定
を
構
成
す
る
述
語
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た

が
っ
て
種
差
も
類
、
種
に
同
じ
く
、
対
象
に
「
本
質
的
に
含
ま
れ
て
い
る
」

と
さ
れ
、
時
と
し
て
=
5
s
g
w
吉
正
=
に
述
話
さ
れ
る
と
も
い
わ
れ
る
加
。

さ
ら
に
、
「
最
終
種
差
」
「
存
在
の
固
有
様
態
」
に
つ
い
て
は
花
井
に
よ
る

訳
注
そ
の
も
の
を
引
用
し
て
確
認
し
て
お
こ
う
。

「
回
一
取
終
種
差
」
と
は
種
祁
互
を
分
別
す
る
通
常
の
種
差
と
は
別
で
あ

っ
て
、
同
一
種
「
人
間
」
、
「
紫
」
な
ど
を
個
別
対
象
に
ま
で
殊
別
化

す
る
「
こ
の
も
の
性
(
個
体
性
ご

(
7
2
2
2
g
m
)

の
外
、
類
、
種
、

形
相
な
ど
も
含
め
た
対
象
一
般
の
概
念
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
を
他

の
一
切
か
ら
区
別
す
る
(
い
わ
ば
差
異
を
発
生
せ
し
め
る
)
究
極
の

意
味
成
分
を
い
う
。
し
た
が
っ
て
ま
た
、
特
異
な
る
最
終
種
差

A
、

B
は
と
も
に
差
異
成
立
の
「
究
極
の
意
味
成
分
」
で
あ
る
た
め
、
何

ら
の
共
通
成
分
も
も
た
な
い
。
そ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
や
が
て
み
る

よ
う
に
、
〈
端
的
に
単
純
な
〉
概
念
と
し
て
存
在
の
限
定
機
能
に
終
始

す
る
意
味
成
分
な
の
で
あ
る
切
。

つ
ま
り
、
「
最
終
種
差
」
と
は
そ
れ
は
、

{
2
〕
(
二
)
で
検
討
し
た
類
種

系
列
の
南
端
の
う
ち
、
日
夜
も
僧
体
的
な
方
の
極
を
意
味
し
て
い
る
。

「
回
有
様
態
」
(
吉
田
山

5
5
4
5吉
宮
)
と
は
「
特
性
」
(
古
.
0
勺
コ
と
と

も
い
わ
れ
、
ポ
ル
フ
ュ
リ
オ
ス
『
イ
サ
ゴ
l
ゲ
l
』
に
は
類
、
種
、

種
差
、
偶
有
性
、
と
並
ん
で
客
位
語
(
℃
g
o
e
g
σ
-
一
尽
)
の
一
分
類
を

な
し
て
い
る
。
「
人
間
」
に
と
っ
て
の
「
笑
え
る
も
の
」
、
「
潟
」
に
と

っ
て
の
「
噺
き
得
る
も
の
」
の
よ
う
に
、
主
語
(
通
常
は
種
)
の
定

義
に
は
含
ま
れ
な
い
が
、
そ
の
主
語
だ
け
に
特
有
の
性
状
が
そ
れ
で

あ
る
。
た
だ
し
、
以
下
に
問
題
と
な
る
の
は
存
在
自
体
に
国
有
の
特

性
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
は
、
ご
」
、
「
真
」
、
「
善
」
と
い
っ
た
、
存

在
と
可
換
的
な
単
純
様
態
に
加
え
て
、
「
無
限
/
有
限
」
、
「
必
然
/
偶

然
」
な
ど
の
離
接
的
様
態
が
あ
る
。
要
す
る
に
存
在
に
つ
ね
に
随
伴

す
る
概
念
を
い
う

ω。

「
可
換
的
な
単
純
様
態
」
と
は
、
存
在
に
い
わ
ば
ア
プ
リ
オ
リ
に
随

伴
す
る
概
念
(
超
越
概
念
)
の
う
ち
、
「
真
」
、
「
辛
口
、
「
ご
の
概
念

9 



を
指
し
、
「
離
接
的
機
態
」
と
相
侠
っ
て
存
在
の
固
有
様
態
(
特
性
)

を
な
す
。
そ
れ
が
「
単
純
」
と
い
わ
れ
る
の
は
、
「
離
接
的
保
態
」
が

離
接
関
係
(
甲
か
乙
か
い
ず
れ
か
)
を
な
す
両
項
が
全
体
と
し
て
存

在
と
可
換
的
た
り
得
る
の
に
対
し
、
単
独
に
可
換
的
で
あ
る
た
め
で

あ
る
倒
。

「
国
有
様
態
」
と
は
、
現
代
の
論
狸
学
用
誌
を
用
い
る
な
ら
ば
「
外
延
は

等
し
い
が
内
包
は
異
な
る
」
概
念
で
あ
る
、
と
言
っ
て
よ
い
。
た
だ
し
、
こ

こ
で
は
こ
の
こ
と
が
「
存
在
」
に
つ
い
て
語
ら
れ
る
。
「
可
換
的
な
単
純
様

態
」
と
は
、
「
存
在
」

I
C
可
換
的
な
ご
ヘ
「
真
」
、
「
善
一
と
い
っ
た
諸
概

念
で
あ
り
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
以
前
か
ら
伝
統
的
に
「
超
越
概
念
」
と
呼
ば
れ
て

き
た
も
の
で
あ
る
。
ス
コ
ト
ウ
ス
に
あ
っ
て
特
徴
的
な
こ
と
は
、
彼
が

{
2
}

(
三
)
で
取
り
上
げ
た
「
離
接
的
様
態
」
を
も
「
存
在
」
の
「
包
有
様
態
」

に
加
え
た
こ
と
で
あ
り
、

{
4
]
で
後
述
す
る
と
お
り
、
「
離
接
的
犠
態
」
は

「
超
越
概
念
」
に
も
加
え
ら
れ
る
。

要
す
る
に
「
存
在
の
包
有
保
態
一
と
は
、

{
2
〕
(
二
)
で
倹
討
し
た
類
種

系
列
の
両
端
の
う
ち
、
最
も
普
通
的
な
方
の
極
、
す
な
わ
ち
「
超
越
概
念
」

の
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
テ
!
ゼ
全
体
の
要
点
は
、
{

2

]

(

二
)
で
検

討
し
た
類
種
系
列
の
両
端
、
す
な
わ
ち
最
も
普
遍
的
な
い
わ
ゆ
る
「
超
滋
概

念
」
と
、
最
も
個
体
的
な
「
最
終
種
差
」
に
つ
い
て
は
、
存
在
が
本
体
述
語

と
し
て
述
諾
さ
れ
る
意
味
で
二
義
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
、
と
い
う
点
に
あ

る
。
こ
の
テ
ー
ゼ
に
い
わ
ば
自
己
反
論
す
る
形
で
第
二
の
テ
i
ゼ
が
提
起
さ

れ
る
。

ハUl
 

(
川
)
{
テ

l
ゼ
ロ
}

二
番
目
の
論
題
に
つ
い
て
の
わ
れ
わ
れ
の
テ

i
ゼ
は
以
下
の
通
り

1
1
1
先
の
四
通
り
の
証
明

(
m
i
m節
)
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
は
、

存
在
は
普
遍
に
冠
た
る
も
の
で
あ
り
、
し
か
も
、
存
在
は
最
終
種
差

(
号
生
吋
O
吋

0
3
3
c
一
百
三
回
)
と
自
己
の
様
態
(
号
宮
山
由
5
2
σ
5
m
Z
Z
)

に
つ
い
て
の
本
体
述
語
で
は
な
い
た
め
、
知
性
の
木
来
的
認
識
対
象

総
て

2
0
2
3
2
吉
田
勺
2
2
5
5
一一を
σニ
FFZ)
に
と
っ
て
一
義
的
な
本

体
述
認
を
な
す
と
い
う
意
味
で
の
普
通

(
8
5
5
Z
5
5守
。

2
5

全

2
Z
5
5
d
E
q
)
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
本

来
的
認
識
対
象
総
て
に
と
っ
て
本
体
述
語
と
な
る
共
通
普
遍
性
に
拘

泥
し
て
は
わ
れ
わ
れ
の
知
性
の
第
一
の
対
象
を
な
す
も
の
は
存
在
し

な
い
こ
と
に
な
る

ω。

こ
れ
は
{
テ
i
ゼ
ニ
お
よ
び
そ
の
}
証
明
の
確
認
で
あ
る
。
ス
コ
ト
ゥ
ス

の
主
張
は
こ
れ
に
続
く
テ
キ
ス
ト
で
展
開
さ
れ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
わ
れ
わ
れ
の
知
性
の
第
一
の
対
象
を
存
在
と
す

る
の
が
私
の
持
論
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
存
在
は
共
通
普
遍
性
と
潜
在

力
に
跨
が
る
二
重
の
首
座
を
兼
領
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
(
舌
3
5

戸
七
回
。

わ

0
2
の
に
コ
，
Z

(一口勺一
ovハ

ハ
V
O
コ戸コ
M
C
コス山門-∞

(D 
円

出
わ
-
一
-
の
め
円

カコ

-H-一
円
。
出
ゆ



〈
肝
『
門

E
r
s
t∞
)
。
す
な
わ
ち
、
本
来
的
認
識
対
象
は
総
て
、

(
l
)
存

在
の
意
味
成
分
を
本
質
的
に
(
本
質
構
成
分
と
し
て
)
に
含
む
か
、

さ
も
な
く
ば
、

(
2
)
そ
う
し
た
存
在
の
意
味
成
分
を
本
質
的
に
含

む
も
の
の
う
ち
に
、

(

a

)

潜
在
的
に
か

(
b
)
本
質
的
に
か
、
含

ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
蓋
し
、

(
l
)
総
て
の
類
(
な
い
し
範
嬬
)
、

種
、
個
体
、
ま
た
類
の
総
て
の
本
質
要
素
、
さ
ら
に
非
造
的
存
在
は
、

存
在
を
本
体
述
語
と
し
て
含
ん
で
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
、

(
2
)

総
て
の
最
終
種
差
は
、
こ
れ
ら
(
つ
ま
り

(
l
)

に
挙
げ
た
「
類
、

種
、
:
非
造
的
存
在
」
)
い
ず
れ
か
に
本
質
的
に
含
ま
れ
、
存
在
の
総

て
の
様
態
も
、
存
在
及
び
そ
の
下
位
の
諸
々
の
存
在
に
潜
在
的
に
含

ま
れ
て
い
る
。

こ
う
し
て
、
存
在
を
一
義
的
な
本
体
述
語
と
し
な
い
も
の
は
、
存
在

を
一
義
的
な
本
体
述
語
と
し
て
含
む
も
の
に
含
ま
れ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。

以
上
よ
り
明
ら
か
な
よ
う
に
、
存
在
は
本
来
的
認
識
対
象
、
つ
ま
り

類
、
種
、
個
体
、
こ
れ
ら
総
て
に
属
す
る
本
案
要
素
、
さ
ら
に
非
造

的
存
在
に
あ
っ
て
、
共
通
普
通
性
の
面
で
首
座
を
領
す
る
一
方
、
本

来
的
認
識
対
象
に
含
ま
れ
る
総
て
の
可
知
的
対
象
、
つ
ま
り
最
終
種

差
と
(
存
在
の
)
固
有
様
態
と
い
う
形
容
述
語
に
あ
っ
て
は
潜
在
力

の
面
で
首
座
を
領
す
る
伽
。

こ
こ
で
、
「
本
質
的
に
含
む
」
「
潜
在
的
に
含
む
」
と
い
う
二
通
り
の
「
含

む
」
と
い
う
関
係
に
つ
い
て
解
説
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

A
が

B
を
「
本
質
的
に
含
む
」
と
は

B
が
A
の
本
質
に
何
ら
か
の
構
成

分
と
し
て
関
与
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
場
合
、
定
義
に
明
示
さ
れ
る

本
質
規
定
に
は
限
ら
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
「
人
間
」
は
理
性
的
性
格
、
動

物
の
み
な
ら
ず
、
生
物
、
実
体
、
さ
ら
に
存
在
な
ど
を
「
本
質
的
に
含
ん
で
」

い
る
。
ま
た
こ
の
関
係
は
か
な
ら
ず
し
も
「
本
体
述
語
」
に
限
ら
な
い
。
(
印
)

に
関
連
し
て
「
本
体
述
語
」
に
つ
い
て
解
説
し
た
と
お
り
、
種
差
は
形
容
述

語
で
あ
り
な
が
ら
、
も
の
の
本
質
規
定
を
構
成
す
る
述
語
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
種
差
も
類
、
種
に
同
じ
く
、
対
象
に
「
本
質
的
に
含
ま
れ
て
い

る
」
と
さ
れ
、
持
と
し
て
=
百
円
七
日
山
芯
モ
広
三
に
述
諾
さ
れ
る
と
も
い
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
こ
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る

(
1
)

「
存
在
の
意
味
成
分

を
本
質
的
に
(
本
質
構
成
分
と
し
て
)
に
含
む
」
「
本
来
的
認
識
対
象
」
と

は
カ
テ
ゴ
リ
ー
内
の
類
種
系
列
の
う
ち
に
ふ
く
ま
れ
る
あ
ら
ゆ
る
も
の
、
お

よ
び
「
存
在
の
一
義
性
」
に
よ
っ
て
こ
れ
と
並
ぶ
「
非
造
的
存
在
」
を
指
す
。

他
方
、
「
潜
在
的
に
含
む
」
と
は
、
A
が
そ
の
本
質
外
の
対
象
な
い
し
述

語

(
B
)
を
産
出
す
る
力
能

(
i
E∞
)
あ
る
原
因
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す

る
。
そ
こ
か
ら
、
大
工
は
家
を
、
神
は
被
造
世
界
を
「
潜
在
的
に
含
む
」
と

い
わ
れ
、
推
論
に
お
け
る
前
提
は
結
論
を
「
潜
在
的
に
含
む
」
と
も
い
わ
れ

る
。
ま
た
、
一
般
に
主
語
は
そ
の
本
質
外
の
さ
ま
ざ
ま
の
述
語
を
「
潜
在
的

に
含
む
」
と
言
わ
れ
る
印
。

「
存
在
」
が
「
最
終
種
差
ー
一
と
「
存
在
の
由
有
様
態
」
と
い
う
形
容
述
語

に
あ
っ
て
は
「
潜
在
力
の
十
一
回
で
首
座
を
領
す
る
」
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
意

11 



味
に
つ
い
て
は
、
花
井
が
長
大
な
註
を
つ
け
て
解
釈
を
加
え
て
い
る
凶
。
紙

面
の
関
係
で
そ
の
結
論
だ
け
を
紹
介
す
る
な
ら
ば
以
下
の
と
お
り
と
な
る
。

ま
ず
「
最
終
種
差
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
最
終
種
差
そ
れ
自
身
は
存
在

を
含
ま
な
い
。
し
か
し
、
最
終
種
差
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
も
の
、
た
と
え

ば
「
こ
の
古
代
紫
」
は
限
定
さ
れ
た
存
在
を
個
的
本
質
と
す
る
以
上
、
そ
の

本
質
(
通
常
の
種
的
本
質
で
は
な
い
)
の
究
極
の
限
定
詰
と
し
て
こ
の
特
定

の
存
在
に
本
質
的
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
反
対
に
、
本

質
構
成
分
た
る
存
在
自
体
か
ら
み
た
場
合
に
は
、
究
極
の
被
限
定
項
と
し
て

の
存
在
は
窮
極
の
限
定
項
た
る
最
終
種
差
を
「
本
質
的
に
含
み
」
ょ
う
も
な

い
。
し
か
し
存
在
は
、
「
恰
も
公
理
が
そ
れ
に
立
脚
す
る
個
別
命
題
を
通
し

て
推
論
上
の
結
論
を
産
出
可
能
な
も
の
と
し
て
潜
在
的
に
含
む
よ
う
に
、
自

ら
究
極
の
被
限
定
項
と
し
て
構
成
す
る
と
こ
ろ
の
特
定
存
在
の
限
定
さ
れ

た
本
質
を
通
し
て
、
最
終
種
差
を
潜
在
的
に
含
む
関
係
に
あ
っ
た
」
と
い
う

こ
と
に
な
る
。

次
い
で
、
「
存
在
の
国
有
様
態
」
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
存
在
の

様
態
で
あ
る
以
上
、
存
在
を
含
む
い
か
な
る
特
定
存
在
の
本
質
規
定
に
も
関

与
し
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
は
始
め
か
ら
「
存
在
お
よ
び

そ
の
下
位
の
諸
存
在
に
潜
在
的
に
含
ま
れ
る
」
と
し
か
言
わ
れ
て
い
な
い
、

と
い
ャ
フ
。

本
テ
キ
ス
ト
全
体
の
結
論
と
し
て
、
「
本
来
的
認
識
対
象
」
と
し
て
「
存

在
を
構
成
分
と
す
る
種
々
の
概
念
的
対
象
の
ほ
か
、
最
終
種
差
、
存
在
の
間

有
様
態
を
含
む
、
要
す
る
に
通
常
の
思
考
に
お
い
て
概
念
把
握
の
可
能
な
一

切
の
対
象
」

ωが
少
な
く
と
も
「
潜
在
力
の
面
で
の
存
在
の
首
座
」
の
も
と

に
「
存
在
の
一
義
性
」
の
射
程
内
に
含
ま
れ
る
こ
と
に
な
る
。
花
井
の
表
現

に
よ
れ
ば
「
と
も
あ
れ
こ
う
し
て
、
一
見
存
在
の
管
轄
外
に
あ
る
か
に
見
え

た
最
終
種
差
、
固
有
様
態
も
、
特
定
存
在
へ
と
転
成
す
る
存
在
自
体
の
投
げ

る
影
と
し
て
捉
え
返
す
こ
と
を
得
る
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
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内

4
〕

超
越
建
芯
の
拡
張

i
i第
1
巻
第

8
区
分
第
1
部
第
3
問
題

第
1
巻
第
8
区
分
第

i
部
第
3
問
題
に
お
い
て
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
は
「
存

在
の
一
義
性
」
を
根
拠
と
し
て
「
超
越
概
念
」
な
い
し
は
「
形
市
上
学
の
領

域

」

の

拡

張

を

行

っ

て

い

る

。

「

超

越

概

念

(
g
g
B
E
g
s
v

R
g
R
g号
互
主
3
)
」
と
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
(
範
晴
)
に
分
割
さ
れ
る
以
前
の
概

念
で
、
伝
統
的
に
は
「
存
在
(
ぬ
ま
)
」
、
「
事
物
(
円
g)
」
、
「
一

(gcg)
」、

「
あ
る
も
の
(
丸
五
日
仏
)
」
、
「
真

(
5
2
5
)
」
、
「
善

(σ

。5
5
)
」
と
い
っ
た

も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
の
が
常
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
「
超
越
概
念
」
の

領
域
が
「
形
市
上
学
」
に
固
有
な
領
域
を
示
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。

「
論
理
学
」
も
存
在
を
扱
う
が
、
そ
れ
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
分
類
さ
れ
た
後
の

存
在
で
あ
っ
た
。
他
方
、
「
形
而
上
学
」
は
あ
る
意
味
で
「
神
学
」
で
あ
っ

た
が
、
聖
書
な
ど
に
も
と
づ
く
啓
示
神
学
と
は
区
別
さ
れ
て
い
た
。

第
i
巻
第
8
ぽ
一
分
第
l
部
第
3
問
題
に
お
い
て
は
、
そ
う
し
た
形
市
上



学
的
な
意
味
に
お
い
て
神
に
述
語
づ
け
ら
れ
る
も
の
と
し
て
の
「
超
越
概

念
」
の
範
囲
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
。

(
山
)
{
超
越
概
念
と
し
て
の
存
在
〕

[
疑
問
〕
「
知
恵
あ
る
、
善
な
る
」
と
い
う
よ
う
な
、
神
の
述
語
は
ど

の
よ
う
な
性
質
の
も
の
な
の
か
。

〔
ス
コ
ト
ウ
ス
の
回
答
〕
存
在
は
、
十
の
範
鴫
(
類
)
に
分
類
さ
れ

る
に
先
立
っ
て
、
無
限
と
有
限
に
分
類
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
、
有

限
と
無
販
の
一
方
、
つ
ま
り
「
有
限
」
の
方
が
十
の
範
幡
の
共
通
成

分
を
成
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
存
在
に
該
当
し
な
が

ら
有
限
と
無
限
に
中
立
的
な
も
の
、
ま
た
は
無
限
的
存
在
に
固
有
な

も
の
と
し
て
の
存
在
に
該
当
す
る
(
の

S
5
E
B
)
も
の
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
あ
ろ
う
と
、
範
嬬
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
限
定
に
先

行
し
て
存
在
の
規
定
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
ま
た
、

総
て
の
範
橋
を
超
え
る
超
越
概
念
宣
言

8
0
E
g∞
)
存
在
の
規
定
を

な
し
て
い
る
。

神
と
被
造
物
の
共
通
成
分
は
何
で
あ
ろ
う
と
、
有
限
と
無
限
に
中
立

的
な
も
の
と
し
て
の
存
在
に
該
当
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

そ
れ
ら
は
、
神
に
該
当
す
れ
ば
無
限
な
も
の
と
な
り
、
被
造
物
に
該

当
す
れ
ば
、
有
限
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
神
と

被
造
物
の
共
通
成
分
は
、
存
在
が
十
の
範
時
に
分
類
さ
れ
る
に
先
立

っ
て
、
存
証
に
該
当
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
か
か
る
条
件
を
充

た
す
限
り
は
、
ど
れ
も
超
越
概
念
に
算
え
ら
れ
る
の
で
あ
る

ω。

ま
ず
、
こ
こ
で
ス
コ
ト
ウ
ス
は
「
有
限
と
無
限
に
中
立
的
な
も
の
と
し
て

の
存
在
に
該
当
す
る
」
こ
と
、
つ
ま
り
「
存
在
の
一
義
性
」
を
基
準
と
し
て

「
超
越
概
念
」
を
規
定
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
神
に
述
語
づ
け
ら

れ
る
「
知
恵
」
は
総
て
の
存
在
に
共
通
で
は
な
い
の
で
、
「
超
越
概
念
」
か

ら
外
れ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
の
疑
問
が
提
起
さ
れ
る
。

(
出
)
〔
別
の
疑
問
〕
「
知
恵
」
は
、
総
て
の
存
在
に
共
通
で
は
な
い

の
に
、
ど
う
し
て
「
超
越
概
念
」
と
考
え
ら
れ
る
の
か
。

[
ス
コ
ト
ゥ
ス
の
屈
答
]
「
最
高
類
」
(
日
範
時
)
の
意
味
基
準
は
、

自
ら
の
も
と
に
複
数
の
種
を
包
摂
し
て
い
る
こ
と
で
は
な
く
て
、
よ

り
上
位
の
他
の
類
笠
宮
仏
さ
を
お
〈
B
5
5
m
g
F
a
)
に
従
属
し
な
い
こ

と
に
あ
る
。

!
i例
え
ば
、
「
時
」
の
範
鴫
は
(
従
属
す
る
)
種
、
が
僅

少
ま
た
は
皆
無
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
よ
り
上
位
の
類
を
持
た

な
い
が
故
に
、
最
高
類
と
な
っ
て
い
る
i
i
l。
こ
れ
と
同
様
に
、
ど

の
超
越
概
念
も
上
位
の
類
に
包
摂
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
超
越
概
念
の
意
味
基
準
は
、
存
在
以
外
に
は
い
か
な

る
上
位
の
述
語
に
も
包
摂
さ
れ
な
い
こ
と
に
あ
る
。
超
越
概
念
が
下

位
の
事
物
に
共
通
で
あ
る
こ
と
は
、
付
随
的
性
格
な
の
で
あ
る

(何回のの
E
F
H
)

印
。
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こ
こ
で
ス
コ
ト
ウ
ス
は
、
超
越
概
念
は
す
べ
て
の
事
物
に
共
通
に
該
当
す

る
と
い
う
よ
う
な
外
延
的
な
捉
え
方
で
は
な
く
、
い
か
な
る
類
に
も
下
属
し

な
い
も
の
と
い
う
捉
え
方
を
提
唱
す
る
。
こ
の
捉
え
方
に
よ
っ
て
超
越
概
念

の
拡
張
が
可
能
と
な
る

ω。

(
出
)
{
超
越
概
念
と
な
る
も
の
}

こ
の
こ
と
は
、
別
の
観
点
か
ら
考
え
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
存
在
は
、

可
換
的
単
純
様
態
(
勺
2
2
0
5
2
5
1
5
m
gミ
2
笠
宮
)
1
1
1
例
え

ば
、
ご
」
・
「
真
」
・
「
益

E
l
i
-ば
か
り
で
な
く
、
対
立
す
る
も
の
が

排
反
的
関
係
に
あ
る
別
の
様
態
(
離
接
的
様
態
)
1
1
8例
え
ば
、
「
必

然
か
可
能
か
」
・
「
現
実
態
か
可
能
態
か
」
・
そ
の
他
同
様
の
離
接
的
様

態
i
i
iを
も
有
し
て
い
る
。

と
こ
ろ
で
、
可
換
的
様
態
は
超
越
概
念
で
あ
る
。
何
ら
か
の
範
嬬
に

限
定
さ
れ
な
い
限
り
で
の
存
在
に
随
伴
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

同
様
に
、
離
接
的
犠
態
(
宮

5
8
2
E
2
5
2
2
)
も
超
越
概
念
で
あ

り
、
離
接
丙
項
(
岳
山
戸
告
の
E
S
)
の
ど
ち
ら
の
項
も
超
越
概
念
で
あ
る
。

ど
ち
ら
も
、
被
限
定
項
を
或
る
特
定
の
範
嬬
に
限
定
す
る
こ
と
は
な

い
が
、
離
接
雨
項
の
一
方
の
項
は
本
質
規
定
と
し
て
(
沙
門
自
己
号
吋
)

特
殊
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
一
方
の
存
在
に
し
か
該
当
し
な
い
か
ら

で
あ
る
。
例
え
ば
、
「
必
然
か
可
能
か
」
の
分
類
に
お
け
る
「
必
然
」
、

「
無
限
か
有
限
か
」
の
分
類
に
お
け
る
「
鉱
山
限
」
が
そ
う
で
あ
り
、

他
の
離
接
関
係
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

「
知
恵
」
も
、
さ
ら
に
そ
の
他
、
神
と
被
造
物
に
共
通
な
規
定
は
ど

れ
も
超
越
概
念
で
有
り
得
る
。
尤
も
、
こ
れ
ら
に
は
、
神
に
し
か
述

定
さ
れ
な
い
規
定
も
あ
る
が
、
神
と
或
る
被
造
物
に
述
定
さ
れ
る
規

定
も
あ
る
。

14 

超
越
概
念
は
、
超
越
概
念
の
意
味
基
準
を
満
た
す
限
り
は
、
第
一
の

超
越
概
念
つ
ま
り
存
在
と
可
換
的
な
場
合
(
つ
ま
り
「
可
換
的
様
態
」
)

を
除
け
ば
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
述
語
と
な
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る

ω。

ス
コ
ト
ウ
ス
は
、
伝
統
的
に
超
越
概
念
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
存

在
の
可
換
的
単
純
様
態
に
加
え
、
離
接
的
様
態
も
、
さ
ら
に
は
「
純
粋
完
全

態
(
官
同
時
2
5
3
5
1
E仲
良
)
」
を
も
「
超
越
概
念
」
の
う
ち
に
追
加
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
「
純
粋
完
全
態
」
と
は
本
テ
キ
ス
ト
に
お
け
る
「
知
恵
」
が

そ
れ
で
あ
る
。

離
接
的
様
態
と
し
て
ス
コ
ト
ゥ
ス
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
「
先
な
る
/
後

な
る
」
、
「
独
立
的
/
非
独
立
的
」
、
「
必
然
/
偶
然
」
、
「
絶
対
的
/
相
対
的
」
、

「
無
限
/
有
限
」
、
「
現
実
的
/
可
能
的
」
、
「
単
純
/
合
成
的
」
、
「
一
/
/
多
」
、

「
原
因
/
結
果
」
、
「
帰
結
作
用
/
帰
結
」
、
「
凌
駕
す
る
/
凌
駕
さ
れ
る
」
、

「
実
体
/
偶
有
」
、
「
同
一
/
差
異
」
、
「
等
/
不
等
」
な
ど
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
も
の
は
、
離
接
雨
項
が
一
緒
に
な
る
と
、
存
在
と
外
廷
が
ひ
と
し
く
な
り
、

存
在
と
互
換
的
で
あ
り
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
越
え
て
い
る
の
で
、
超
越
概
念
に

含
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
伽
。

「
純
粋
完
全
態
」
の
意
味
に
つ
い
て
は
、
と
り
あ
え
ず
次
の
註
を
見
ら
れ



』
」
、
、

o

，寸

J
'
t
u
v

形
姿
、
騎
馬
、
人
間
、

天
使
、
推
論
知
な
ど
が
い
か
に
完
全
性
を
極

め
よ
う
と
有
限
性
を
払
拭
で
き
な
い
「
限
定
的
完
全
態
」
(
宮
忌
2
5

一5
5
S
)
で
あ
る
の
に
対
し
、
そ
の
本
来
の
意
味
内
容
か
ら
し
て
無

限
性
を
宿
す
(
知
性
)
認
識
、
自
由
意
志
、
知
恵
、
真
、
善
ほ
か
の

善
美
な
特
質
を
「
純
粋
完
全
態
」
と
い
う
が
、
結
果
的
に
は
総
じ
て

超
越
概
念
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
(
た
だ
し
離
接
的
様
態
は
「
無
限
」
、

「
必
然
」
、
「
現
実
態
」
と
い
っ
た
優
性
項
の
み
)
。
も
っ
と
も
、
現
実

世
界
に
見
出
さ
れ
る
「
こ
の
人
の
知
恵
」
が
す
で
に
有
限
性
を
脱
し

て
い
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
不
完
全
で
あ
る
に
し
て
も
、

「
知
恵
」
の
意
味
内
容
が
本
来
無
限
性
を
湛
え
て
い
る
が
ゆ
え
に
、

「
純
粋
完
全
態
」
へ
と
還
元
で
き
る
。
そ
の
点
で
、
そ
う
し
た
還
元

の
も
と
も
と
不
可
能
な
「
限
定
的
完
全
態
一
と
は
故
然
と
区
別
さ
れ

る
の
で
あ
る
出
。

「
純
粋
完
全
態
」
の
実
例
と
し
て
、
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
主
題
的
に
論
じ
ら

れ
て
い
る
「
知
恵
」
を
含
め
「
(
知
性
)
認
識
、
自
由
意
志
、
知
恵
、
真
、

善
ほ
か
の
善
美
な
特
質
」
、
そ
し
て
離
接
的
様
態
に
お
け
る
「
無
限
」
、
「
必

然
」
、
「
現
実
態
」
と
い
っ
た
優
性
項
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
実
例

を
見
れ
ば
明
ら
か
な
と
お
り
、
「
純
粋
完
全
態
」
と
は
価
値
性
を
帯
び
た
概

念
(
「
善
美
の
特
質
乙
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
本
来
的
に
は
神
に
適
合
し
つ
つ

一
定
程
度
被
造
物
に
も
そ
の
可
能
性
が
解
放
さ
れ
て
い
る
(
「
神
と
或

る
被
造
物
に
述
定
さ
れ
る
規
定
も
あ
る
」
)
。
そ
の
限
り
で
、
そ
れ
は
倫
理
的

な
概
念
で
あ
る
伽
、
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。

以
上
を
約
ニ
一
目
す
る
な
ら
ば
、
ス
コ
ト
ゥ
ス
は
「
存
在
の
一
義
性
」
の
理
論

の
も
と
、
「
離
接
的
様
態
」
お
よ
び
「
純
粋
完
全
態
」
を
も
含
め
る
形
で
「
超

越
概
念
」
の
範
囲
を
大
幅
に
拡
張
し
、
形
而
上
学
に
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
変
革
を

も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
。

も

{
5〕

結
語

最
後
に
、
ス
コ
ト
ウ
ス
の
「
存
在
の
一
義
性
」
を
め
ぐ
る
議
論
に
つ
い
て

の
こ
れ
ま
で
の
概
観
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
ま
と
め
て
お
き

た
い
。ま

ず
、
第
l
巻
第
3
区
分
第
l
部
第
l

・
第
2
問
題
に
お
い
て
、
ス
コ

ト
ウ
ス
は
神
と
被
造
物
と
に
一
義
的
な
概
念
と
し
て
存
在
を
提
起
し
て
い

る
。
存
在
の
一
義
性
の
主
張
は
ス
コ
ト
ク
ス
が
こ
れ
ま
で
の
形
市
上
学
の
伝

統
に
対
し
て
「
論
理
学
者
の
視
点
」
か
ら
臨
む
、
と
い
う
姿
勢
を
示
す
も
の

で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
存
在
に
つ
い
て
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
的
な
見
方
が
斥
け

ら
れ
る
が
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
も
認
識
の
原
理
と
し
て
の
資
格
に
お
い
て
の

こ
と
で
あ
っ
た
。
ア
ジ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
ま
で
の
伝

統
的
な
立
場
に
お
い
て
は
、
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
は
存
在
の
構
造
を
説
明
す
る
原

理
と
し
て
用
い
ら
れ
て
き
た
の
に
対
し
、
ガ
ン
の
へ
ン
リ
ク
ス
は
こ
れ
を
認
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識
の
原
理
と
し
て
用
い
よ
う
と
し
て
い
た
。
ス
コ
ト
ウ
ス
の
批
判
は
こ
の
へ

ン
リ
ク
ス
の
ア
ナ
ロ
ギ
ア
論
に
向
け
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
れ
は
ア
ナ
ロ
ギ
ア

論
は
認
識
の
原
理
と
し
て
は
不
完
全
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

「
存
在
の
一
義
性
」
と
は
、
「
存
在
」
の
概
念
が
対
立
す
る
離
接
的
様
態

の
問
項
の
背
後
に
二
義
的
に
通
底
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
人

間
知
性
が
神
に
向
か
う
探
究
、
自
然
神
学
の
場
面
を
支
え
る
も
の
と
考
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

『
オ
ル
デ
ィ
ナ
テ
ィ
オ
』
第

i
巻
第
3
区
分
第

l
部
第
3
問
題
で
は
「
存

在
の
一
義
性
」
の
内
実
と
妥
当
領
域
が
間
わ
れ
て
い
る
。
{

2

}

(

二
)
で
検

討
し
た
類
種
系
列
の
両
端
、
す
な
わ
ち
最
も
普
遍
的
な
「
存
在
の
固
有
様
態
」

と
、
最
も
個
体
的
な
「
最
終
種
差
」
に
つ
い
て
は
、
存
在
が
本
体
述
語
と
し

て
述
話
さ
れ
る
意
味
で
二
義
的
で
あ
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
ス
コ
ト
ウ

ス
は
「
存
在
の
固
有
様
態
」
お
よ
び
「
最
終
種
差
」
も
少
な
く
と
も
「
潜
在

力
の
面
で
の
存
在
の
首
鹿
」
の
も
と
に
「
存
在
の
一
義
性
」
に
含
ま
れ
る
、

と
し
て
い
る
。

第

i
巻
第

8
区
分
第

l
部
第

3
問
題
に
お
い
て
、
ス
コ
ト
ウ
ス
は
「
存

在
の
一
義
性
」
を
根
拠
と
し
て
「
超
越
概
念
」
な
い
し
は
「
形
而
上
学
の
領

域
」
の
拡
張
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
ス
コ
ト
ウ
ス
は
、
超
越
概
念
は
す
べ

て
の
事
物
に
共
通
に
該
当
す
る
と
い
う
よ
う
な
外
延
的
な
捉
え
方
で
は
な

く
、
い
か
な
る
類
に
も
下
属
し
な
い
も
の
と
い
う
捉
え
方
を
提
唱
す
る
。
そ

の
結
果
、
伝
統
的
に
超
越
概
念
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
「
存
在
の
可

換
的
単
純
様
態
」
に
加
え
、
「
隣
接
的
掠
態
」
も
、
さ
ら
に
は
「
純
粋
完
全

態
」
を
も
超
越
概
念
の
う
ち
に
追
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
、
ス

コ
ト
ウ
ス
は
「
存
在
の
一
義
性
」
の
埋
論
の
も
と
、
超
越
概
念
の
、
つ
ま
り

は
形
而
上
学
の
領
域
に
対
し
て
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
拡
張
を
加
え
た
の
で
あ
る
。
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注
ω
山
内
志
朗
著
『
存
在
の
一
義
性
を
求
め
ウ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ウ
ス

と
日
世
紀
の
〈
知
〉
の
革
命
』
、
岩
波
書
応
、
二

O
二
年
。

ω
主
と
し
て
次
註
に
挙
げ
る
テ
キ
ス
ト
邦
訳
に
お
け
る
訳
注
に
よ
る
。

ω
u
g
g
p
c
E
P
Oゑ
さ
き
(
以
下
。
ミ
・
)
。

テ
キ
ス
ト
は
ロ
c
c
Eコ
山
田
口

σ
E
3
2
玄白「
5
2
Z
S
2
3
u
g
g
∞打。円
H
O
E
S
3

『
ザ
出
門

2
2
5
H
d
o
g
-
=
O
Rミ
む
き
さ
h

p

(
リ
フ
、
芹

2
5
5
2
P
一泊凶
C

S

(

バ
チ
カ
ン
版
全

集
)
所
収
、
さ
一
一
ー
∞
に
よ
る
。
ま
た
、
そ
の
主
要
部
分
に
つ
い
て
は
邦
訳
[
ヨ

ヤ
ネ
ス
・
ド
ゥ
ン
ス
・
ス
コ
ト
ウ
ス
著
、
花
井
一
典
、
山
内
志
朗
訳
『
存
在

の
一
義
性
・
定
本
1
1
1
0
ヘ
ト
ル
ス
・
ロ
ン
パ
ル
ド
ウ
ス
命
題
註
解
』
、
哲
学

書
房
、
一
九
八
九
年
(
中
世
哲
学
叢
喜
一
l
)
]

が
あ
り
、
訳
文
は
基
本
的
に

こ
れ
を
用
い
る
が
、
適
宜
原
語
を
挿
入
し
た
り
訳
語
を
変
更
す
る
な
ど
の
改

変
を
施
す
こ
と
と
す
る
。
特
に
、
「

g
と
の
訳
語
と
し
て
同
訳
者
一
回
で
は
「
〈
存

在
ご
と
い
う
表
記
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
は
単
純
に
「
存
在
一
の

表
記
を
用
い
る
。
ス
コ
ト
ウ
ス
の
文
脈
で
は
た
と
え
ば
ト
マ
ス
の
「
O

訟の」

と
の
区
別
な
ど
を
意
識
す
る
必
要
は
な
い
と
判
断
し
た
か
ら
で
あ
る
。

ω
0ミ
ト
℃
一
江
互
い
ゐ
・
一
心
い
少
ぐ
山
一
言
、
一
∞
・
[
邦
訳
、
一
二
八
三
九
真
]
。
な
お
、

テ
キ
ス
ト
の
引
用
に
際
し
て
は
引
証
の
便
宜
の
た
め
バ
チ
カ
ン
版
に
お
け



る
節
番
号
を
付
す
る
こ
と
と
す
る
。

ω
花
井
、
山
内
前
掲
邦
訳
、
一
二
九
頁
注
日
。

ω
守
門
こ
も
・
玉
三
-
M
u
s
・{
S
M
u
s
u
〈
2
・Eb--
∞
・
〔
邦
訳
、
一
一
一
九

i
四
O
頁〕。

ω
山
内
前
掲
章
一
回
、
一
六
七
l

一
六
八
真
。

ω
山
内
前
掲
書
、
二
ハ
九
i

一
七

O
真。

ω
oミ
-Lw
て江戸山門
-Y
三
z
N
い
cu
〈山門{口七
-
M
0
・
[
邦
訳
、
四
一
ニ
頁
〕
。

ω
↓y
C
5
2
2
5
5
F
M
之さき豆町。~さ
R
Z
-
r
ど

日
山
内
前
掲
書
、
一
七
九
頁
。

ロ
山
内
前
掲
卦
一
一
回
、
一
八
四
頁
o

m
山
内
前
掲
章
一
回
、
一
八
三
頁
。

日
花
井
、
山
内
前
掲
邦
訳
、
二
五
頁
注
日
。

山
山
。
ミ
-
K
2乙
∞
ー
さ
凶
¥
〉
苦
〉
u

ぐ
ω
門
〈
{
匂
土
品
ム

5

Mm

山
内
前
掲
書
、
二
七
一
頁
。

口
山
内
前
掲
書
、
一
七
二
|
一
七
五
真
。

日
山
内
前
掲
書
、
一
七
四
i

一
七
五
頁
。

ω
。
ミ
ト
て
忌
2
・y
s・ごい

{

u

ぐ
忠
臣
、
∞
同
[
邦
訳
、
一
四

O
頁〕。

似
花
井
、
山
内
前
掲
邦
訳
、
二
二
七
l

一
三
九
頁
注
問
。

引
花
井
、
山
内
前
掲
邦
訳
、
二
五
頁
注

M
o

n
花
井
、
山
内
前
掲
邦
訳
、
一
四
一
頁
注
小
川
。

ω
花
井
、
山
内
前
掲
邦
訳
、
一
回
一
頁
注
胤
o

M

花
井
、
山
内
前
掲
邦
訳
、
二
五
頁
注
目
。

切
。
ミ
J
F
て江戸田門

ytuロ
メ
ぎ
乙
門
戸
勺
∞
凶
[
邦
訳
、

一
五

O
i
一
五
一
真
〕
。

ω
w
p円

吐
い

u

て
忌
山
円
以
ゐ
ご
い
メ
〈
出
門
{
門
戸
勺
∞
凶
[
邦
訳
、

幻
花
井
、
山
内
前
掲
邦
訳
、
間
七
頁
注

ω。

お
花
井
、
山
内
前
掲
邦
訳
、
一
五
二
|
一
五
五
頁
注
出
。

似
花
井
、
山
内
前
掲
邦
訳
、
二
二
七
l

一
三
九
頁
注
問
。

ω
。
ぇ
L
u
℃
}
江
広
三
ゐ
ど
己
注
門
円
〈
b
N
C
凶
心
ま
〔
邦
訳
、
一
二

O
七
頁
〕
。

加
。
ミ
ト
て
忌
え
∞
ゐ
ど
で
ア
〈
丘
三
℃

ω
2
2
M
ま
〔
邦
訳
、
三

O
八
頁
〕
。

白
山
内
前
掲
書
、
二
六
五
一
頁
。

ω
。
ミ
JS-u庄
町
二
ゐ
ど
一
戸
ぐ
出
三
六
℃
N
O
U
S
M
C
小
〔
邦
一
訳
、
三

O
八
!
三

O
九
頁
]
。

白
山
内
前
掲
書
、
二
七

O
l二
七
一
真
。

お
花
井
、
山
内
前
掲
邦
訳
、
二
五

l
二
七
注
苅
。

日
刊
山
内
は
前
掲
書
第
l
部
第
3
章
に
お
い
て
、
「
存
在
の
一
義
性
」
そ
の
も
の

の
検
討
に
入
る
前
に
こ
の
「
純
粋
完
全
態
」
(
問
書
で
は
「
純
粋
完
全
性
」
)

に
つ
い
て
多
く
の
紙
一
帽
を
割
い
て
検
討
し
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ス
コ
ト
ウ
ス

の
思
想
全
体
が
「
愛
」
の
倫
理
を
志
向
し
て
い
る
、
と
の
氏
に
よ
る
見
通
し

に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

一
五
一
t
i
t
i

一
五
二
頁
〕
。

く
わ
ば
ら
・
な
お
き

筑
波
大
学
人
文
社
会
系
教
授
)
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