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P
h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
y
か
ら
p
h
e
n
o
m
e
n

゜log
y

へ

哲
学
史
の
一
般
的
な
常
識
か
ら
い
う
な
ら
ば
、
こ
れ
ま
で
単
に
現
象
学

と
の
み
い
え
ば
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
端
を
発
す
る
一
連
の
学
説
の
こ
と
を
指

す
も
の
で
あ
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
以
外
に
も
現
象
学

と
い
う
名
称
を
使
っ
て
い
る
哲
学
者
た
ち
が
い
た
こ
と
も
明
ら
か
で
あ

る
。
例
え
ば
ヘ
ー
ゲ
ル
の
精
神
現
象
学
、
マ
ッ
ハ
の
物
理
学
的
現
象
学
、

パ
ー
ス
の
現
象
学
な
ど
が
存
在
し
て
い
た
。
ま
た
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
現
象

学
と
い
う
名
称
を
採
用
し
た
当
時
、
ド
イ
ツ
の
哲
学
界
に
お
い
て
現
象
学

と
い
う
名
称
は
特
殊
な
も
の
で
は
な
く
、
一
般
名
詞
と
し
て
通
用
し
て
い

た
、
と
い
う
こ
と
が
谷
徹
氏
の
綿
密
な
調
査
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て

(
1
)
 

い
る
。

し
か
も

し
か
し
現
在
米
国
で
盛
ん
に
議
論
さ
れ
て
い
る
心
の
哲
学
に
お
け
る
文

献
に
お
い
て
現
象
学
と
い
う
言
葉
が
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、

そ
れ
は
も
は
や
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
を
指
す
の
で
は
な
い
よ
う
な
形
で

用
い
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
そ
の
よ
う
な
場
合
、
現
象
学
は
大
文
字
の

P

か
ら
始
ま
る
の
で
は
な
く
、
小
文
字
の
P
に
よ
っ
て
始
ま
る
の
で
あ
る
。

こ
の
変
化
は
、
現
象
学
が
一
度
は
固
有
の
学
説
を
示
す
も
の
と
し
て
用
い

ら
れ
て
い
た
が
、
い
ま
や
再
び
一
般
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
始
め
た
、
と

い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
こ
の
よ
う
に
現
象
学
が
一
般
名
詞
と
し
て
使
用
さ
れ
る
と
い
う

こ
と
の
意
味
は
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
と
っ
て
は
深
刻
な
も
の
と
な
る
で

あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
現
象
学
が
一
般
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
の
裏
に
は
、
現
象
学
が
あ
る
種
特
権
的
な
学
問
で
は
な
く
、
む
し
ろ

他
の
諸
学
科
と
並
ぶ
―
つ
の
学
問
と
し
て
性
格
付
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う

こ
と
を
含
意
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

周
知
の
通
り
フ
ッ
サ
ー
ル
は
現
象
学
を
単
に
他
の
諸
学
問
と
並
ぶ
一
学

問
と
し
て
打
ち
立
て
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
は
な
い
。
即
ち
フ
ッ
サ
ー
ル

紀

平

知

樹
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は
現
象
学
を
あ
ら
ゆ
る
学
問
一
般
の
学
問
と
し
て
、
そ
し
て
ま
た
第
一
哲

学
と
し
て
建
設
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
に

と
っ
て
、
現
象
学
が
一
般
名
詞
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
事
態
は
許
し

が
た
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
原
因
は
い
っ
た
い
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
現

象
学
の
限
界
は
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
続
け
て
い
る
。
例
え
ば
、
フ
ッ
サ
ー

ル
現
象
学
固
有
の
方
法
で
あ
る
現
象
学
的
還
元
に
つ
き
ま
と
う
限
界
の
問

題
、
ま
た
フ
ッ
サ
ー
ル
が
あ
ら
ゆ
る
原
理
の
中
の
原
理
と
し
て
持
ち
出
し

た
原
的
に
与
え
る
直
観
に
対
す
る
批
判
、
ま
た
こ
れ
ら
の
こ
と
に
関
連
す

る
基
礎
づ
け
主
義
の
破
産
な
ど
で
あ
る
。

し
か
し
ま
た
逆
に
い
う
な
ら
ば
、
現
象
学
が
一
般
名
詞
と
し
て
用
い
ら

れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
で
は
な
い
に
し
ろ
、
何
ら
か

の
現
象
学
が
要
請
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
証
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
例

え
ば
ダ
ニ
エ
ル
・
デ
ネ
ッ
ト
は
ヘ
テ
ロ
現
象
学
を
、
ま
た
ト
ー
マ
ス
・
ネ

ー
ゲ
ル
は
客
観
的
現
象
学
の
必
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。
こ
の

N
吾
rdlizi
桑
p
h
e
n
o
m
塁
0

念
匂
と
い
う
論
文
集
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
流
れ

の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
現
在
さ

か
ん
に
研
究
が
進
ん
で
い
る
認
知
科
学
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
―
つ
の

重
大
な
欠
陥
が
以
前
か
ら
指
摘
さ
れ
て
お
り
、
現
象
学
こ
そ
が
そ
の
欠
陥

を
補
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
っ
て
、
本
書
の
著
者
達
は
、
そ
の
た

め
に
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
を
自
然
化
す
る
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
着
手

し
て
い
る
の
で
あ
る
。

H
・
ド
レ
イ
フ
ァ
ス
ら
の
編
集
に
よ
っ
て
、
す
で

に
一
九
八
二
年
に
H
苔
s
塁
l
I旦
tentionality
a
n
d
 Cognitive Science
が
出
版

さ
れ
、
同
様
の
試
み
が
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
論
文
集
は
そ
れ
以
降
の
フ

ッ
サ
ー
ル
研
究
の
―
つ
の
流
れ
を
作
り
出
し
た
。
つ
ま
り
現
象
学
と
分
析

哲
学
と
の
対
話
、
あ
る
い
は
も
う
少
し
限
定
す
る
な
ら
ば
フ
ッ
サ
ー
ル
と

フ
レ
ー
ゲ
の
関
係
に
関
す
る
研
究
を
促
進
さ
せ
、
こ
の
論
文
集
に
収
録
さ

れ
て
い
る
諸
論
文
は
多
く
の
論
文
で
引
用
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の

本
の
重
点
は
い
ま
だ
フ
ッ
サ
ー
ル
解
釈
に
お
か
れ
て
い
た
と
い
う
感
は
否

め
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
こ
の
論
文
集
の
多
く
は
、
「
歴
史
的
背
景
」
と

題
さ
れ
た
第
一
部
と
第
二
部
の
「
基
本
的
概
念
と
理
論
」
に
お
か
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
て
本
書
Z且
tミ
ralizing
P
h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
y
は
、
も
ち
ろ
ん

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
解
釈
と
い
う
意
味
合
い
が
な
い
わ
け
で
は
な
い

が
、
そ
れ
よ
り
も
む
し
ろ
実
際
に
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
を
自
然
化
す
る
と

い
う
野
心
的
な
試
み
に
取
り
か
か
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
い
え
る
で
あ

ろ
う
。

（
二
）
ギ
ャ
ッ
プ
を
越
王
て

そ
れ
で
は
な
ぜ
現
象
学
が
必
要
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
認
知
科
学
の
抱
え

る
ア
ポ
リ
ア
に
つ
い
て
の
指
摘
を
行
っ
て
い
る
う
ち
で
、
お
そ
ら
く
最
も

有
名
な
の
は
、
「
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
？
」
と
い

う
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら
れ
た
ネ
ー
ゲ
ル
の
論
文
で
あ
ろ
う
。
こ
の
論
文
に

お
い
て
ネ
ー
ゲ
ル
は
認
知
科
学
に
は
一
人
称
的
視
点
が
欠
け
て
い
る
と
い

152 



う
こ
と
を
指
摘
し
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
こ
と
が
ど
の

よ
う
な
こ
と
か
を
調
べ
る
た
め
に
、
コ
ウ
モ
リ
の
神
経
生
理
学
的
な
機
構

を
解
明
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
解
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ

る
。
ま
た
私
が
コ
ウ
モ
リ
に
な
っ
た
と
想
像
し
て
み
て
、
自
分
が
天
井
か

ら
逆
さ
ま
に
ぶ
ら
下
が
っ
て
い
る
よ
う
な
こ
と
を
考
え
た
と
し
て
も
、
な

る
ほ
ど
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
が
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
な
ら
そ
れ
は
ど
の

よ
う
な
こ
と
か
は
明
ら
か
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
、
し
か
し
や
は
り
そ
れ

は
コ
ウ
モ
リ
で
あ
る
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
指
摘
は
、
認
知
心
理
学
が
現
象
学
的
与

件
を
取
り
逃
が
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

こ
の
場
合
現
象
学
的
与
件
と
い
う
語
は
、
単
に
経
験
の
主
観
的
内
容
を
意

味
し
て
い
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
を
自
然
化
す
る
と
い
う
試
み
は
、
こ
の
認
知
科
学

に
含
ま
れ
る
ア
ポ
リ
ア
を
解
決
す
る
試
み
で
あ
る
と
い
う
こ
と
も
い
え
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
数
々
の
困
難
が
、
待
ち
受
け
て
い
る

と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
が
自
然
科
学
の
批
判
を
お
こ
な
っ
て
い
た
こ
と
は
い
う
ま

で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
が
、
以
下
そ
の
批
判
の
要
点
を
ま
と
め
て
み
よ

(1)
自
然
科
学
は
対
象
の
存
在
を
素
朴
に
前
提
す
る
独
断
的
態
度
に

お
い
て
営
ま
れ
る
学
問
で
あ
る
。

〇
、つ

(2)

心
的
現
象
と
物
理
的
現
象
の
区
別
が
あ
り
、
心
的
現
象
は
、
物

理
的
現
象
に
還
元
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

(3)
自
然
科
学
が
扱
う
物
理
的
現
象
の
根
本
法
則
は
因
果
性
で
あ
る

が
、
現
象
学
が
扱
う
純
粋
意
識
に
お
け
る
根
本
法
則
は
、
動
機

付
け
連
関
で
あ
る
。

(4)
自
然
科
学
、
特
に
そ
の
主
要
な
道
具
と
な
っ
て
い
る
数
学
は
形

式
的
本
質
を
扱
う
学
問
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
精
密
な
本
質
で
、

数
学
化
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
現
象
学
が
扱
う
本
質
は

形
態
学
的
本
質
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
不
精
密
で
あ
り
、
数
学
化

不
可
能
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
現
象
学
は
体
験
の
幾
何
学
で
は

な
い
。

(5)
数
学
の
形
式
化
が
自
然
科
学
の
発
展
に
大
き
く
寄
与
し
て
い
る

こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
に
よ
っ
て
ま
た
自
然
科

学
の
意
味
の
空
洞
化
が
生
じ
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
学
問
の
危
機

で
あ
る
。

も
し
も
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
を
自
然
化
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
フ
ッ

サ
ー
ル
に
よ
る
こ
れ
ら
の
批
判
に
十
分
な
反
論
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
付
け
加
え
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
何
も
自
然
科
学
が
不
要
で
あ
る
と
い
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
く
、
む
し
ろ
彼
自
身
、
自
然
科
学
の
発
展
と
い
う
こ
と
は
十
分
認

め
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
自
然
科
学
の
空
洞
を
埋
め
る
こ
と
を
、
あ

る
い
は
自
然
科
学
に
確
固
た
る
基
盤
を
与
え
る
こ
と
が
み
ず
か
ら
の
使
命
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で
あ
る
と
考
え
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
以
下
で
は
「
ギ
ャ

ッ
プ
を
越
え
て
」
と
題
さ
れ
た
編
者
た
ち
の
序
論
に
よ
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー

ル
の
主
張
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
弁
明
を
お
こ
な
っ
て
い
る
か
を
み
て
お

く
こ
と
に
し
よ
う
。

ま
ず
は
自
然
化
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
あ
ら
ゆ
る
受
け
入

れ
う
る
特
性
が
自
然
科
学
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
た
特
性
と
連
続
的
に
な
る

よ
う
に
、
説
明
の
枠
組
み
を
統
合
す
る
」

(
p
.
2
)

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

こ
の
自
然
化
と
い
う
試
み
に
と
っ
て
の
鍵
は
、
数
学
化
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
自
然
科
学
の
主
要
な
道
具
が
数
学
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
と
の
連
続

性
を
得
る
た
め
に
は
、
現
象
学
の
数
学
化
と
い
う
こ
と
が
必
要
に
な
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
明
ら
か
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
現
象
学
を
数
学
化
す
る
こ
と

に
は
反
対
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
そ
も
そ
も
現
象
学
が
扱
う
テ
ー
マ
は
数
学

化
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
。

編
者
た
ち
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
フ
ッ
サ
ー
ル
の
見
解
は
、
彼
の
時

代
の
制
約
か
ら
来
る
偶
然
的
な
制
約
で
あ
っ
て
、
彼
の
反
自
然
主
義
は
、

学
問
の
基
礎
づ
け
と
い
う
こ
と
に
と
っ
て
も
は
や
適
切
で
は
な
い
と
考
え

て
い
る
。
し
か
し
こ
の
自
然
化
の
試
み
に
は
あ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
潜
ん

で
い
る
。
ま
ず
一
方
で
、
こ
の
研
究
は
記
述
的
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、

ま
た
説
明
的
で
も
あ
り
、
下
位
段
階
の
説
明
に
も
と
づ
い
て
、
し
か
も
特

に
神
経
生
理
学
的
レ
ベ
ル
の
説
明
の
数
学
的
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
、
現
象
学

的
与
件
の
存
在
と
本
性
を
説
明
す
る
と
い
う
意
味
で
自
然
主
義
的
で
あ

る
。
他
方
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
は
、
自
然
主
義
的
説
明
の
対
極
に
位
置
す

る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
い
か
に
回
避
す
る
こ
と
が
で
き

る
か
、
と
い
う
こ
と
が
本
書
の
成
否
に
と
っ
て
重
大
な
意
味
を
持
つ
こ
と

は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

こ
の
際
に
重
要
な
こ
と
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
現
象
学
が
扱
う
対
象
領
域

と
自
然
科
学
が
扱
う
対
象
領
域
と
が
異
な
る
領
域
で
あ
る
と
考
え
て
い
た

こ
と
で
あ
ろ
う
。
心
的
現
象
と
物
理
的
現
象
の
区
別
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
か
ら
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
デ
ィ
ル
タ

イ
や

J
.
S
・
ミ
ル
も
同
様
の
区
別
を
お
こ
な
っ
て
い
た
と
い
っ
て
も
よ

い
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
デ
ィ
ル
タ
イ
で
あ
れ
ば
、
自
然
科
学
に
対
す
る

精
神
科
学
、
ミ
ル
に
お
い
て
は
道
徳
科
学
と
い
っ
た
も
の
が
そ
れ
で
あ
る
。

フ
ッ
サ
ー
ル
も
ま
た
こ
の
よ
う
な
流
れ
の
中
に
属
し
て
お
り
、
自
然
科
学

に
対
し
て
、
心
的
な
も
の
を
扱
う
学
問
の
独
自
性
を
主
張
し
て
い
た
の
で

あ
る
。
自
然
化
と
い
う
作
業
を
遂
行
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
区
分

を
見
直
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
特
に
こ
れ
ら
の
存
在
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
見
直
し
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

編
者
た
ち
に
よ
れ
ば
、
再
カ
テ
ゴ
リ
ー
化
は
、
情
報
処
理
過
程
と
複
雑

系
の
自
己
組
織
化
理
論
と
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
う
る
と
い
う
。
そ
し
て

自
然
化
の
過
程
は
次
の
よ
う
な
ス
テ
ッ
プ
を
踏
む
こ
と
に
な
る

ぁ）。(1)

現
象
学
的
与
件
↓
フ
ッ
サ
ー
ル
的
記
述
↓

(2)

数
学
化
↓
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
↓

(
3
)
自
然
王
義
的
説
明

(cf. p. 
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こ
の
作
業
の
実
際
に
関
し
て
は
、
本
書
に
収
録
さ
れ
て
い
る
諸
論
文
を

あ
た
っ
て
も
ら
う
事
に
し
て
、
以
下
で
は
こ
の
現
象
学
を
自
然
化
す
る
と

い
う
試
み
に
関
し
て
私
な
り
の
評
価
を
述
べ
た
い
と
思
う
。

（
三
）
純
粋
現
象
学
の
形
式
性

先
に
も
述
べ
た
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
現
象
学
を
あ
ら
ゆ
る
学
問
に
対
し

て
土
台
を
提
供
す
る
よ
う
な
も
の
と
し
て
構
想
し
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
こ
か
ら
、
学
問
が
意
識
活
動
の
所
産
で
あ
る
な
ら
ば
、
必
然
的
に
現
象

学
の
主
題
と
し
て
意
識
を
、
あ
る
い
は
意
識
の
対
象
に
意
味
付
与
を
行
い
、

そ
れ
に
よ
っ
て
対
象
の
存
在
を
確
保
す
る
超
越
論
的
主
観
性
を
取
り
上
げ

ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
特
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
超
越
論
的
主
観
性

の
本
質
構
造
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
現
象
学
は
「
超

越
論
的
主
観
性
の
不
壊
の
本
質
構
造
を
そ
の
ア
プ
リ
オ
リ
と
し
て
取
り
出

す」

(V,
1
4
2
)

の
で
あ
る
と
「
『
イ
デ
ー
ン

I
』
へ
の
後
書
き
」
に
お
い

て
述
べ
て
い
る
。
ま
た
現
象
学
が
他
の
一
切
の
学
問
に
そ
の
基
盤
を
提
供

す
る
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
現
象
学
と
他
の
諸
学
問
の
間
に
橋
渡
し

の
で
き
な
い
溝
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
現
象
学
は

自
然
科
学
と
も
何
ら
か
の
連
続
性
を
保
た
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
で

あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
現
象
学
的
な
特
性
と
自
然
科
学
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ

た
特
性
と
の
間
に
連
続
性
を
つ
け
る
よ
う
に
説
明
の
枠
組
み
を
統
合
す
る

と
い
う
本
書
の
試
み
は
、
そ
れ
ほ
ど
荒
唐
無
稽
の
試
み
で
は
な
い
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

し
か
し
―
つ
難
点
が
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、

フ
ッ
サ
ー
ル
の
記
述
を
数

学
化
し
、
そ
れ
を
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
に
よ
っ
て
提
示
す
る
と
い
う
試
み
で
あ

ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
現
象
学
を
体
験
の
幾
何
学
と
し
て
性
格
づ
け
て
い

な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、
現
象
学
と
数
学
の
領
域
の
相
違
と
い
う

も
の
も
存
在
す
る
。
現
象
学
は
実
質
的
学
問
で
あ
り
、
他
方
で
数
学
は
形

式
的
学
問
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
が
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
の
は
、
通
常
『
イ
デ
ー
ン

I
』
と
い
わ
れ
る
彼
の
主
著
が
『
純
粋
現

象
学
と
現
象
学
的
哲
学
の
た
め
の
諸
構
想
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
が
付
け
ら

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
方
に
純
粋
現
象
学
と
い
う
も
の
が

あ
り
、
他
方
で
現
象
学
的
哲
学
と
い
う
も
の
が
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は

『
イ
デ
ー
ン

I
』
に
お
い
て
、
さ
ら
に
そ
の
後
公
刊
さ
れ
た
著
作
に
お
い

て
も
、
も
っ
ぱ
ら
前
者
の
純
粋
現
象
学
の
範
囲
内
を
動
い
て
い
た
と
い
っ

て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。
そ
こ
で
は
先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
超
越
論
的
主
観

性
の
本
質
「
構
造
」
を
問
題
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
い

え
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
超
越
論
的
主
観
性
の
能
作
を
い
っ
た
ん
モ

デ
ル
化
し
よ
う
と
試
み
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
超
越
論
的
主
観
性
の
モ
デ
ル
化
と
い
う
こ
と
に
と
っ
て
の
鍵
概
念

は
、
彼
が
数
学
の
問
題
に
関
し
て
用
い
て
い
る
確
定
的
多
様
体
と
い
う
概

念
で
あ
る
。
そ
の
概
念
を
フ
ッ
サ
ー
ル
は
次
の
よ
う
に
定
義
し
て
い
る
。

ま
ず
多
様
体
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
そ
れ
は
形
式
の
面
で
の
み
規
定
さ

れ
た
可
能
的
理
論
の
対
象
的
相
関
者
で
あ
り
、
ま
た
「
そ
の
よ
う
な
形
式
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の
理
論
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
、
可
能
な
認
識
領
域
一
般
」
の
こ
と
で
あ

る
と
い
う
。
ま
た
確
定
的
と
は
、
そ
の
領
域
が
こ
と
ご
と
く
遺
漏
な
く
定

義
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ま
ず
多

様
と
い
う
語
は
、
単
に
種
種
雑
多
な
、
と
か
何
の
法
則
も
な
い
し
、
と
い

う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
あ
る
法
則
に
よ
っ
て
し

っ
か
り
と
支
配
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ

ん
フ
ッ
サ
ー
ル
は
純
粋
意
識
の
領
域
を
数
学
的
に
定
義
で
き
る
領
域
と
は

考
え
て
い
な
い
。
し
か
し
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
れ
で
も
な
お
経
験
の
無
限
の

多
様
性
や
現
出
の
無
限
の
多
様
と
い
う
こ
と
を
語
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

単
な
る
偶
然
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
フ
ッ
サ
ー
ル
が
現
出
が
無
限
に

多
様
で
あ
る
と
い
う
と
き
、
そ
れ
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

あ
る
対
象
の
現
出
様
式
は
、
そ
の
対
象
の
本
質
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
て

い
る
の
で
あ
り
、
物
理
学
的
事
物
に
は
、
物
理
学
的
事
物
の
現
出
様
式
が

あ
る
。
従
っ
て
そ
の
現
出
は
気
ま
ま
に
現
出
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ

そ
の
本
質
法
則
に
基
づ
い
て
現
出
す
る
の
で
あ
る
。
経
験
の
無
限
の
多
様

に
関
し
て
も
同
様
で
あ
り
、
経
験
に
は
経
験
を
貰
く
本
質
法
則
が
あ
る
の

で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
経
験
と
呼
ば
れ
る
以
上
は
そ
の
法
則
に
よ
っ
て
支
配

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
そ
の
法
則
が
な
い
場
合
に
は
、

そ
れ
は
も
は
や
経
験
と
は
呼
ば
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
経
験
の
本
質
法
則

と
は
、
例
え
ば
志
向
性
で
あ
り
、
動
機
づ
け
で
あ
り
、
連
合
で
あ
る
。
フ

ッ
サ
ー
ル
は
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
定
義
す
る
。
志
向
性
と
は
「
あ
る
も
の

に
つ
い
て
の
意
識
」
で
あ
り
、
連
合
と
は
「
あ
る
も
の
が
あ
る
も
の
を
思

い
出
さ
せ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
、
あ
る
も
の
が
何
で
あ

る
か
は
ま
ず
は
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
で
は
意
識
の
形
式

的
な
機
能
が
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
純
粋
意
識
の
領
域
に
多
様

性
と
い
う
語
を
用
い
る
こ
と
も
納
得
が
い
く
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
純
粋

意
識
は
そ
の
本
質
法
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
領
域
な
の
で
あ
る
。
純
粋

現
象
学
と
い
う
名
の
も
の
と
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
そ
れ
を
追
求
し
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
こ
そ
が
超
越
論
的
主
観
性
の
本
質
構
造
な

の
で
あ
っ
て
、
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
の
上
に
現
れ
、
意
味
付
与
さ

れ
て
構
造
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
に
認
知
科
学
に
お
け

る
計
算
王
義
と
の
共
通
点
を
見
る
こ
と
は
容
易
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
フ
ッ

サ
ー
ル
の
記
述
を
数
学
化
し
て
、
ア
ル
ゴ
リ
ズ
ム
と
し
て
提
示
す
る
と
い

う
試
み
も
フ
ッ
サ
ー
ル
の
目
論
見
を
継
続
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
え
る
か

(
2
)
 

も
し
れ
な
い
。

（
四
）
本
書
の
構
成

本
書
は
一
―
一
部
構
成
に
な
っ
て
お
り
、
第
一
部
は
、
「
志
向
性
、
運
動
、

時
間
性
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
、

D
・
ス
ミ
ス
の
「
自
然
化
さ
れ
た

志
向
性
？
」
や
マ
ト
ウ
ラ
ー
ナ
と
の
共
著
『
オ
ー
ト
ポ
エ
ー
シ
ス
』
で
知

ら
れ
て
い
る

F
・
ヴ
ァ
レ
ラ
の
「
見
せ
か
け
の
現
在
。
時
間
意
識
の
神
経

現
象
学
」
と
い
っ
た
論
文
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
第
二
部
は
、
「
現
象
学

156 



に
お
け
る
数
学
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
の
も
と
で
、

B・

ス
ミ
ス
が
「
真
理

と
視
覚
的
領
野
」
と
い
う
論
文
で

J
.
J
・
ギ
ブ
ソ
ン
の
生
態
的
心
理
学

と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
知
覚
論
を
比
較
検
討
し
て
い
る
。
ま
た

J
・
プ
テ
ィ
ト

ー
は
「
知
覚
の
現
象
学
に
と
っ
て
の
形
態
学
的
形
相
」
と
い
う
論
文
に
お

い
て
形
態
学
的
本
質
を
数
学
化
す
る
こ
と
に
努
め
て
い
る
。
ま
た

D
・フ

エ
レ
ス
ダ
ー
ル
は
、
指
摘
さ
れ
て
は
い
た
が
、
こ
れ
ま
だ
ま
だ
ほ
と
ん
ど

手
の
つ
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
、
ゲ
ー
デ
ル
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
関
係
を
論

じ
て
い
る
。
現
象
学
を
自
然
化
す
る
と
い
う
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
と
っ
て
、

こ
の
第
二
部
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
そ
し
て
第
三
部
は

「
自
然
化
の
本
性
と
限
界
」
と
題
さ
れ
、

R
・
マ
ッ
キ
ン
タ
イ
ア
ー
が
ド

レ
ッ
キ
の
ク
オ
リ
ア
概
念
の
検
討
を
行
っ
て
い
る
。
ま
た

R
・
バ
ル
バ
ラ

ス
は
「
知
覚
的
志
向
性
の
根
源
的
な
基
盤
と
し
て
の
生
物
の
運
動
」
に
お

い
て
、
メ
ル
ロ
11
ポ
ン
テ
ィ
の
ア
イ
デ
ア
を
継
承
し
つ
つ
自
然
化
の
作
業

以
上
ご
く
大
雑
把
に
現
象
学
を
自
然
化
す
る
と
い
う
試
み
を
み
て
き
た

わ
け
で
あ
る
が
、
本
書
は
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
新
た
な
可
能
性
を
ひ
ら

く
野
心
的
な
試
み
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。

に
取
り
組
ん
で
い
る
。

現
象
学
の
可
能
性
を
拓
く
』
勁
草
書
房
、
一
九
九
八
年
、

注(
1
)
谷
徹
『
意
識
の
自
然

ニ
ニ
頁
以
下
を
参
照

(
2
)
認
知
科
学
と
現
象
学
の
関
係
に
つ
い
て
よ
り
詳
し
く
は
以
下
の
論
文
を
参
照
の

こ
と
。
野
家
伸
也
「
認
知
論
的
転
回
I

認
知
科
学
に
お
け
る
現
象
学
的
思
惟

|
」
『
思
想
』
第
九
一
六
号
、
二

0
0
0
年
一

0
月

（
き
ひ
ら
と
も
き

大
谷
大
学
文
学
部
特
別
研
修
貝
）
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