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は

じ

め

に

判
断
形
成
に
お
け
る
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
位
置
付
け

『
純
粋
理
性
批
判
』

へ
の
数
学
の
導
入

カ
ン
ト
は
前
批
判
期
か
ら
一
貫
し
て
、
数
学
を
確
実
な
学
の
典
型
と

み
て
い
た
。
そ
し
て
数
学
に
、
確
実
性
を
主
張
で
き
な
い
臆
見
と
し
て

哲
学
を
対
置
す
る
。
両
者
は
全
く
性
質
の
異
な
る
学
と
さ
れ
る
。
こ
の

違
い
を
カ
ン
ト
は
、
数
学
と
哲
学
の
方
法
論
の
違
い
に
よ
る
も
の
と
し

て
特
徴
付
け
る
。
簡
単
に
い
え
ば
、
数
学
は
綜
合
的
方
法
、
哲
学
は
分

析
的
方
法
を
こ
と
と
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
。
こ
う
し
た
数
学
と
哲
学

の
違
い
に
つ
い
て
の
見
解
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
（
以
下
、
『
批
判
』

と
記
す
）
超
越
論
的
方
法
論
に
お
い
て
も
明
確
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

方
法
論
に
よ
っ
て
数
学
と
哲
学
を
分
け
、
同
時
に
こ
の
両
者
の
混
合

を
禁
ず
る
と
い
う
見
解
の
背
景
に
は
、
確
実
な
学
で
あ
る
数
学
の
方
法

を
、
や
み
く
も
に
哲
学
に
応
用
す
る
こ
と
に
対
す
る
強
い
批
判
が
あ
る
。

カ
ン
ト
は
、
哲
学
に
数
学
の
方
法
を
導
入
し
た
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で

(
1
)
 

何
の
成
果
も
上
が
っ
た
た
め
し
は
な
い
、
と
考
え
る

(
Vgl. 
II 
1
6
7
)

。

と
も
あ
れ
カ
ン
ト
は
、
方
法
論
の
違
い
に
基
づ
い
て
、
数
学
と
哲
学
を

相
互
に
独
立
な
学
と
し
て
捉
え
る
。

し
か
し
他
方
で
カ
ン
ト
は
、
数
学
的
概
念
を
哲
学
に
応
用
し
よ
う
と

す
る
。
そ
れ
は
『
負
量
の
概
念
を
哲
学
に
導
入
す
る
試
み
』
（
以
下
、
『
負

量
の
概
念
』
と
記
す
）
に
み
ら
れ
る
。
『
負
量
の
概
念
』
の
意
図
は
、
「
数

学
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
哲
学
で
は
ま
っ
た
く
な
じ
み
が
な
い

概
念
〔
負
量
の
概
念
〕
を
、
そ
の
哲
学
に
関
係
さ
せ
な
が
ら
考
察
す
る
」

(＝
 
1
6
9
)

と
述
べ
ら
れ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
こ
う
し
た
試
み
を
、
「
新

し
い
展
望
」
(
i
b
i
d
.
)

に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
り
、
哲
学
の
「
改
善
の
道
」

(II 
1
8
9
)

で
あ
る
と
す
る
。
事
実
『
負
量
の
概
念
』
の
試
み
に
よ
っ
て
、

詳
細
に
は
立
ち
入
ら
な
い
が
、
「
論
理
的
対
立
」
に
還
元
さ
れ
え
な
い
「
実

在
的
対
立
」
の
意
義
が
確
立
さ
れ
る
と
と
も
に
、
批
判
哲
学
に
つ
な
が

中

村

修
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る
生
産
的
な
視
点
が
獲
得
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
哲
学
の
進
展
に
寄
与

す
る
も
の
と
し
て
、
確
実
な
学
で
あ
る
数
学
的
概
念
を
取
り
入
れ
て
い

数
学
の
特
徴
は
、
「
数
学
の
対
象
を
構
成
す
る
も
の
は
量
で
あ
る
」

(
[
 2
8
2
)

と
い
う
言
葉
に
端
的
に
示
さ
れ
る
。
数
学
的
概
念
は
量
的
把

握
が
可
能
な
対
象
に
の
み
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
『
負
量
の
概
念
』
で
は
、
負
量
の
概
念
の
説
明
に
際
し
て
、
力
学
、

心
理
学
、
倫
理
学
、
物
理
学
に
お
け
る
、
負
量
の
概
念
の
使
用
の
実
例

が
示
さ
れ
る
。
諸
学
問
の
差
異
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
諸
学
問
す

べ
て
が
量
的
な
も
の
と
し
て
扱
わ
れ
る
。
こ
れ
は
逆
に
い
え
ば
、
諸
学

問
を
量
の
体
系
に
還
元
し
て
扱
う
こ
と
が
、
負
量
の
よ
う
な
数
学
的
概

念
の
諸
学
問
へ
の
導
入
を
可
能
に
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
た
が
っ
て
、
確
実
な
学
で
あ
る
数
学
的
概
念
を
応
用
し
、
哲
学
の
改

善
に
進
む
た
め
に
は
、
哲
学
を
量
の
体
系
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
不
可

欠
な
の
で
あ
る
。

『
負
量
の
概
念
』
で
は
、
負
量
と
い
う
重
要
で
は
あ
る
が
―
つ
の
特

殊
な
概
念
を
も
と
に
、
哲
学
へ
の
数
学
の
導
入
が
考
察
さ
れ
た
。
で
は
、

カ
ン
ト
に
と
っ
て
哲
学
の
改
善
さ
れ
た
形
そ
の
も
の
で
あ
る
超
越
論
哲

学
た
る
『
批
判
』
で
は
、
数
学
は
ど
の
よ
う
に
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る

の
だ
ろ
う
か
。
『
批
判
』
は
人
間
の
認
識
を
可
能
に
し
て
い
る
認
識
の

仕
方
自
体
を
問
う
。
し
た
が
っ
て
、
『
批
判
』
に
お
け
る
数
学
の
導
入
は
、

な
ん
ら
か
の
数
学
的
概
念
の
導
入
に
つ
き
る
も
の
で
は
あ
る
ま
い
。
そ

＜ ゚

う
し
た
導
入
を
可
能
に
し
て
い
る
基
盤
に
か
か
わ
る
も
の
に
な
ろ
う
。

つ
ま
り
、
対
象
を
量
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
数
学
を
可
能
に
し
て
い
る

基
盤
を
、
哲
学
の
基
盤
と
し
て
す
え
る
点
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本

論
の
課
題
は
、
こ
う
し
た
観
点
の
も
と
、
哲
学
の
改
善
の
手
段
と
さ
れ

る
数
学
の
哲
学
へ
の
導
入
を
、
哲
学
の
改
善
そ
の
も
の
で
あ
る
『
批
判
』

に
お
い
て
確
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
量
、
質
、
関
係
、
様
相
の
各
カ
テ
ゴ
リ
ー
そ
れ
ぞ
れ
に
独

自
な
意
味
を
付
与
し
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
軸
に
認
識
の

仕
方
の
批
判
を
展
開
す
る
。
そ
こ
で
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
な
ら
び
に
カ
テ

ゴ
リ
ー
か
ら
導
か
れ
る
図
式
、
純
粋
悟
性
の
原
則
そ
れ
ぞ
れ
に
与
え
ら

れ
た
意
味
の
比
較
、
検
討
を
通
し
て
、
認
識
の
仕
方
の
中
に
数
学
が
い

か
よ
う
に
導
入
さ
れ
て
い
る
か
を
追
跡
し
つ
つ
、
考
察
を
進
め
て
い
く

こ
と
に
す
る
。
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
現
象
の
形
式
で
あ
る
外
延
量
の

産
出
に
か
か
わ
る
。
こ
れ
は
、
現
象
の
形
式
に
関
し
て
の
、
数
学
の
基

礎
付
け
を
意
味
す
る
。
こ
う
し
た
機
能
を
担
う
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
、

判
断
形
成
に
お
け
る
優
位
性
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
課
題
の
解
決
と

し
た
い
。
本
論
で
は
、
も
っ
ぱ
ら
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
っ
た
判
断
形
成
の

作
用
で
あ
る
悟
性
の
は
た
ら
き
に
の
み
着
目
す
る
。
判
断
は
常
に
な
ん

ら
か
の
文
脈
の
も
と
で
く
だ
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
判
断
形
成
と

理
性
の
統
制
的
使
用
と
は
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
が
、
こ

う
し
た
関
係
に
つ
い
て
は
顧
慮
し
な
い
。
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数
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
力
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
し
て

優
位
を
持
つ

純
粋
悟
性
の
原
則
は
数
学
的
原
則
と
力
学
的
原
則
と
に
ま
ず
大
別
さ

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
構
成
的
原
則
、
統
制
的
原
則
と
い
わ
れ
る
。
「
数
学
的

カ
テ
ゴ
リ
ー
」
と
さ
れ
る
量
と
質
か
ら
導
か
れ
る
原
則
が
前
者
、
「
カ

学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
」

(BllO)
と
さ
れ
る
関
係
と
様
相
か
ら
導
か
れ
る

原
則
が
後
者
で
あ
る
。
数
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
数
学
的
原
則
は
、

「
直
観
（
純
粋
直
観
な
ら
び
に
経
験
的
直
観
）
の
諸
対
象
に
向
け
ら
れ

(
2
)
 

る」

(
i
b
i
d
.
)
。
そ
う
し
た
数
学
的
原
則
に
よ
っ
て
直
観
の
諸
対
象
、
す

な
わ
ち
「
現
象
」
が
「
産
出
」
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
、
そ
れ
ら
原
則

は
「
構
成
的
」
と
い
わ
れ
る
(
A
l
7
8
f
.
11 B
2
2
1
)

。
一
方
、
力
学
的
カ
テ

ゴ
リ
ー
に
よ
る
力
学
的
原
則
は
、
「
こ
れ
ら
〔
直
観
〕
の
対
象
（
対
象

相
互
の
関
係
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
悟
性
と
の
関
係
に
お
け
る
）
の
実
存

在

(
E
x
i
s
t
e
n
z
)

に
向
け
ら
れ
る
」

(BllO)
。
力
学
的
原
則
に
よ
っ

て
は
、
現
象
を
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
役
割
は
数
学
的
原

則
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
「
直
観
の
対
象
」
た
る
現
象
に
つ
い
て
の
関

係
を
規
定
す
る
こ
と
に
あ
る
。
ゆ
え
に
力
学
的
原
則
は
、
構
成
的
で
は

な
く
、
「
統
制
的
」

(
A
l
7
911 B
2
2
2
)

と
い
わ
れ
る
。
付
言
し
て
お
け
ば
、

関
係
、
様
相
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
特
性
か
ら
い
っ
て
、
関
係
カ
テ
ゴ
リ
ー
に

よ
る
原
則
が
「
対
象
相
互
の
関
係
」
、
様
相
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
原
則

も
し
わ
た
し
が
先
行
の
現
象
を
設
定
し
、
出
来
事
が
こ
れ
に
必
然

的
に
継
起
し
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
た
し
は
こ
の
出
来
事
を
わ
た
し

の
想
像
の
主
観
的
戯
れ
と
見
な
さ
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し

て
か
か
る
主
観
的
戯
れ
の
下
に
客
観
的
な
何
か
を
思
い
見
る
と
し

て
も
、
そ
れ
を
単
な
る
夢
と
名
づ
け
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う

(
A
2
0
l
f
.
 11 B
2
4
7
)

。

あ
ら
わ
し
て
い
る
。

が
「
〔
対
象
と
〕
悟
性
と
の
関
係
」
に
対
応
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。
と

も
あ
れ
こ
う
し
た
事
態
か
ら
導
か
れ
る
こ
と
は
、
力
学
的
原
則
は
数
学

的
原
則
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
現
象
が
な
け
れ
ば
作
用
し
よ
う
が
な

い
。
数
学
的
原
則
が
あ
っ
て
は
じ
め
て
意
味
を
持
つ
こ
と
が
で
き
る
原

則
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
原
則
の
適
用
に
は
二
つ
の
段
階
が

あ
る
と
い
え
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
さ
ら
に
検
討
し
よ
う
。

現
象
が
産
出
さ
れ
る
だ
け
で
は
、
そ
れ
は
単
な
る
知
覚
に
と
ど
ま
る

こ
と
に
な
り
、
客
観
性
を
持
つ
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
夢
で
あ

る
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
数
学
的
原
則
だ
け
で
は
現
象
と
し
て

の
対
象
が
産
出
さ
れ
は
す
る
が
、
そ
れ
が
果
た
し
て
客
観
的
妥
当
性
を

持
つ
か
否
か
は
決
定
さ
れ
え
な
い
。
さ
ら
に
因
果
法
則
を
は
じ
め
と
す

る
力
学
的
原
則
の
は
た
ら
き
が
加
わ
ら
な
け
れ
ば
、
対
象
の
客
観
性
を

主
張
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
因
果
法
則
に
即
し
た
記
述
で
あ
る
が
、

次
の
引
用
が
こ
う
し
た
数
学
的
原
則
と
力
学
的
原
則
の
関
係
を
如
実
に
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こ
の
箇
所
は
、
現
象
が
主
観
的
戯
れ
で
は
な
く
、
客
観
性
を
も
つ
出
来

事
と
し
て
認
識
さ
れ
る
た
め
の
条
件
と
し
て
、
「
時
間
継
起
の
原
則
」

(
B
2
3
2
)

で
あ
る
因
果
法
則
の
必
要
性
を
説
い
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
次

の
二
点
が
確
認
さ
れ
る
。
因
果
法
則
が
適
用
さ
れ
る
段
階
で
、
す
で
に

現
象
が
成
立
し
て
い
る
こ
と
が
前
提
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
さ
ら
に
因
果

法
則
に
よ
っ
て
、
そ
う
し
た
与
え
ら
れ
て
い
る
現
象
に
客
観
性
が
付
与

さ
れ
る
こ
と
、
こ
の
二
点
で
あ
る
。
先
に
み
た
よ
う
に
、
因
果
法
則
に

代
表
さ
れ
る
力
学
的
原
則
は
、
数
学
的
原
則
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
現

象
の
関
係
を
統
制
す
る
。
「
た
し
か
に
夢
の
場
合
、
量
や
質
は
も
つ
が
、

諸
表
象
の
間
に
因
果
性
の
な
い
こ
と
が
多
い
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら

••••• 

し
て
カ
ン
ト
は
、
因
果
性
等
の
力
学
的
範
疇
の
適
用
に
よ
っ
て
、
そ
の

．
．
．
．
．
．
 

知
覚
が
夢
と
区
別
さ
れ
、
対
象
が
実
存
在
・
客
観
的
現
実
と
し
て
確
立

(
3
)
 

さ
れ
る
と
見
た
」
の
で
あ
る
。

数
学
的
原
則
は
力
学
的
原
則
な
し
に
も
作
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ

る
。
力
学
的
原
則
は
数
学
的
原
則
な
し
に
は
意
味
を
失
う
。
数
学
的
原

則
は
力
学
的
原
則
に
先
立
つ
、
力
学
的
原
則
に
対
す
る
優
位
を
持
つ
、

と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
原
則
の
根
底
に
あ
る

カ
テ
ゴ
リ
ー
間
の
優
劣
を
、
つ
ま
り
数
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
力
学
的
カ

テ
ゴ
リ
ー
に
対
す
る
優
位
を
意
味
す
る
こ
と
に
同
じ
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
カ
ン
ト
は
『
批
判
』
を
通
し
て
自
然
科
学
の
基
礎
付
け

を
目
的
の
一
っ
と
し
て
い
る

(
Vgl. 
B
2
0
)

が
、
こ
の
意
図
の
達
成
の
た

め
に
は
数
学
的
原
則
が
不
可
欠
な
役
割
を
果
た
さ
ざ
る
を
え
な
い
。
と

こ
の
結
果
、
哲
学
が
量
の
体
系
と
し
て
把
握
さ
れ
る
こ
と
が
、
認
識

い
う
の
も
、
数
学
的
原
則
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
諸
対
象
の
法
則
的

連
関
を
探
求
す
る
自
然
科
学
的
認
識
の
た
め
に
は
、
対
象
の
受
容
と
い

う
場
面
で
の
多
様
性
は
科
学
的
に
測
定
さ
れ
う
る
量
の
体
系
に
関
係
付

け
ら
れ
、
量
的
多
様
性
と
し
て
把
握
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ

と
だ
か
ら
で
あ
る
。
次
節
で
立
ち
入
っ
て
触
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
数

学
的
原
則
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
現
象
を
、
カ
ン
ト
は
外
延
贔
、
内
包

量
と
い
う
よ
う
に
、
明
確
に
量
的
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
こ
う

し
た
把
握
を
前
提
に
し
て
、
自
然
科
学
に
お
け
る
個
々
の
対
象
と
の
出

会
い
が
可
能
と
な
る
。
「
〔
数
学
的
原
則
と
い
う
〕
数
学
の
対
象
を
そ
の

構
成
に
お
い
て
産
出
す
る
根
本
作
用
と
同
じ
も
の
が
、
自
然
科
学
の
対

(
4
)
 

象
を
も
産
出
す
る
の
で
あ
る
。
」
周
知
の
よ
う
に
、
近
代
の
自
然
科
学

は
対
象
の
隠
れ
た
本
質
を
追
及
し
よ
う
と
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然
現

象
の
量
的
変
化
の
う
ち
に
存
す
る
法
則
的
連
関
を
探
求
す
る
。
こ
う
し

た
自
然
科
学
遂
行
の
た
め
の
基
本
的
観
点
を
、
こ
の
原
則
が
保
障
し
て

く
れ
る
。
直
接
的
に
は
、
自
然
科
学
の
基
礎
付
け
は
関
係
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

か
ら
導
か
れ
る
経
験
の
類
推
の
原
則
に
よ
っ
て
果
た
さ
れ
る
の
だ
と
し

て
も
、
数
学
的
原
則
が
な
け
れ
ば
自
然
科
学
自
体
の
探
求
の
特
性
が
損

な
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
数
学
的
原
則
の
も
つ
意
義
を
看
過
し
て
は
な

る
ま
い
。
数
学
的
原
則
の
力
学
的
原
則
に
対
す
る
先
行
性
、
優
位
性
は
、

カ
ン
ト
の
自
然
科
学
の
基
礎
付
け
と
い
う
意
図
に
照
ら
す
こ
と
で
明
確

化
さ
れ
る
。
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数
学
的
原
則
は
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
導
か
れ
る
「
直
観
の
公
理
」

(
A
l
6
1
 11 B
2
0
0
)

の
原
則
と
、
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
導
か
れ
る
「
知
覚

の
予
料
」

(
i
b
i
d
.
)
と
い
う
二
つ
の
原
則
を
含
む
。
直
観
の
公
理
は
、
「
す

べ
て
の
直
観
は
外
延
量
で
あ
る
」

(
B
2
0
2
)

と
い
う
原
則
で
あ
り
、
知

覚
の
予
料
は
、
「
す
べ
て
の
現
象
に
お
い
て
、
感
覚
の
対
象
で
あ
る
実

在
的
な
も
の
は
内
包
量
す
な
わ
ち
度
を
有
す
る
」

(
B
2
0
7
)

と
い
う
原

則
で
あ
る
。
数
学
的
原
則
で
あ
る
以
上
両
者
と
も
に
現
象
の
産
出
に
か

か
わ
る
わ
け
だ
が
、
両
原
則
は
明
確
に
区
別
さ
れ
る
。
何
に
よ
っ
て
区

別
さ
れ
る
の
か
。
こ
の
区
別
の
検
討
を
通
し
て
両
原
則
、
両
カ
テ
ゴ
リ
ー

の
関
係
を
考
察
し
て
い
く
。

（一）

か
か
わ
る

仕
方
の
基
盤
と
し
て
据
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
と
い
え

る
。
し
か
し
、
量
、
質
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
同
じ
く
数
学
的
カ
テ
ゴ

リ
ー
で
あ
る
と
い
っ
て
も
、
同
じ
レ
ベ
ル
で
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
。
そ
こ
で
次
に
、
こ
の
二
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
の
関
係
を
み
る
こ

と
で
、
カ
ン
ト
の
数
学
の
哲
学
へ
の
導
入
の
有
様
を
さ
ら
に
検
討
し
て

い
く
こ
と
に
す
る
。

量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
し
て
優
位

を
持
つ

質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
応
す
る
原
則
は
、
現
象
の
質
料
の
産
出
に

質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
実
在
性
は
、
「
感
覚
一
般
に
対
応
す
る
と

こ
ろ
の
も
の
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
概
念
自
体
が
（
時
間
に
お
け
る
）
存
在

を
示
す
も
の
」
で
あ
り
、
そ
し
て
「
お
よ
そ
感
覚
は
度
あ
る
い
は
量
を

有
す
」
(
A
1
4
311 B
1
8
2
)

と
さ
れ
る
。
こ
こ
か
ら
実
在
性
の
図
式
は
、
「
時

間
を
満
た
す
限
り
に
お
い
て
の
あ
る
も
の
の
量
と
し
て
、
ま
さ
に
時
間

に
お
け
る
実
在
性
の
連
続
的
同
型
的
産
出
で
あ
る
」

(
A
1
4
311 B
1
8
3
)

と

い
わ
れ
る
。
図
式
と
は
、
一
般
に
直
観
の
対
象
を
概
念
に
包
摂
す
る
た

め
の
媒
介
を
は
た
す
も
の
で
あ
る
(Vgl.
A
1
3
7
f
f
.
 11 B
1
7
6
f
f
.
)

が
、
質

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
は
と
く
に
感
覚
の
包
摂
に
か
か
わ
る
。
質
の
カ

テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
の
こ
う
し
た
性
質
か
ら
、
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
現
象

の
産
出
に
か
か
わ
る
数
学
的
原
則
を
導
く
も
の
と
い
っ
て
も
、
現
象
の

感
覚
の
産
出
に
か
か
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
知
覚
の
予
料

の
原
則
に
お
い
て
カ
ン
ト
は
、
現
象
の
感
覚
を
さ
し
て
内
包
量
と
名
づ

け
た
の
だ
と
容
易
に
見
て
取
れ
よ
う
。

こ
こ
で
感
覚
と
現
象
の
違
い
に
留
意
し
よ
う
。
現
象
と
感
覚
は
同
じ

で
は
な
い
。
現
象
は
質
料
と
形
式
と
に
区
分
さ
れ
、
そ
の
う
ち
の
質
料

だ
け
が
感
覚
で
あ
る
。

現
象
に
お
い
て
感
覚
に
対
応
す
る
も
の
を
、
わ
た
し
は
現
象
の

質
料
と
名
づ
け
る
。
し
か
し
現
象
の
多
様
な
る
も
の
が
あ
る
関
係

に
お
い
て
整
理
さ
れ
う
る
よ
う
に
す
る
も
の
を
、
わ
た
し
は
現
象

の
形
式
と
名
づ
け
る
。
そ
こ
に
お
い
て
感
覚
が
た
だ
整
理
さ
れ
、
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あ
る
形
式
に
お
い
て
据
え
ら
れ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
も
の
は
、

そ
れ
自
身
感
覚
で
は
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
だ
か
ら
一
切
の
現
象
の

質
料
は
わ
れ
わ
れ
に
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
の
み
与
え
ら
れ
る
が
、

現
象
の
形
式
は
わ
れ
わ
れ
の
心
の
う
ち
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
備
わ
っ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
形
式
は
一
切
の
現
象

〔
の
質
料
〕
か
ら
分
離
し
て
考
察
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
(
B
3
4
)

。

ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
る
現
象
の
質
料
、
つ
ま
り
経
験
的
直
観

で
あ
る
感
覚
は
、
質
料
と
は
区
別
さ
れ
た
、
ア
プ
リ
オ
リ
に
主
観
に
備

わ
っ
て
い
る
現
象
の
形
式
に
沿
う
形
で
主
観
に
受
容
さ
れ
る
。
こ
の
引

用
個
所
の
あ
る
超
越
論
的
感
性
論
で
は
悟
性
作
用
が
全
く
顧
慮
さ
れ
る

こ
と
は
な
い
が
、
こ
こ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
現
象
の
感
覚
に
対
応

す
る
質
料
は
、
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
く
知
覚
の
予
料
の
原
則
を
介

し
て
産
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

現
象
の
質
料
の
産
出
に
は
、
現
象
の
形
式
の
産
出
が
先
行
す
る

ま
ず
前
項
の
最
後
で
触
れ
た
、
現
象
と
悟
性
の
関
係
に
つ
い
て
検
討

し
て
み
る
。
ア
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
る
現
象
の
多
様
と
は
、
「
わ

れ
わ
れ
の
心
」
と
は
独
立
な
と
こ
ろ
か
ら
、
つ
ま
り
物
自
体
の
触
発
に

よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の
点
に
関
し
て
、
質

の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
の
説
明
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

（二）

時
間
は
単
に
直
観
の
形
式
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
現
象
と
し
て

の
対
象
の
形
式
で
あ
る
か
ら
、
現
象
に
お
い
て
感
覚
に
対
応
す
る

と
こ
ろ
の
も
の
は
、
物
自
体
（
事
象
性
、
実
在
性
）
と
し
て
の
全

て
の
対
象
の
超
越
論
的
質
料
で
あ
る

(
A
1
4
311 B
1
8
2
)
。

現
象
の
形
式
と
は
区
別
さ
れ
た
現
象
の
質
料
は
、
「
わ
れ
わ
れ
の
心
」

と
は
独
立
な
物
自
体
に
対
応
す
る
。
感
覚
は
わ
れ
わ
れ
の
心
か
ら
独
立

な
物
自
体
に
対
応
項
が
求
め
ら
れ
る
ゆ
え
、
感
覚
を
内
包
量
と
し
て
産

出
す
る
た
め
に
は
、
認
識
す
る
主
観
が
物
自
体
か
ら
の
触
発
に
よ
る
直

観
の
多
様
を
、
主
観
自
身
が
理
解
で
き
る
よ
う
に
悟
性
に
よ
っ
て
綜
合
、

統
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
は
、
認
識
は
感
性
と
悟
性
の
協

働
に
拠
る
と
い
う
『
批
判
』
の
枠
組
み
に
沿
え
ば
明
ら
か
で
あ
る
。
そ

し
て
、
繰
り
返
し
に
な
る
が
、
現
象
の
質
料
た
る
感
覚
の
産
出
に
か
か

わ
る
悟
性
作
用
が
、
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
く
知
覚
の
予
料
の
原
則

で
あ
る
。

だ
が
こ
れ
に
た
し
て
カ
ン
ト
は
、
現
象
の
質
料
の
み
な
ら
ず
、
質
料

に
先
行
し
「
わ
れ
わ
れ
の
心
の
う
ち
に
ア
プ
リ
オ
リ
に
備
わ
る
」
現
象

の
空
間
、
時
間
と
い
う
形
式
ま
で
も
が
、
悟
性
の
作
用
が
加
わ
っ
て
は

じ
め
て
認
識
的
に
価
値
を
も
つ
こ
と
に
な
る
と
演
繹
論
で
述
べ
る
。

対
象
と
し
て
表
象
さ
れ
る
空
間
（
ひ
と
が
実
際
に
幾
何
学
に
お
い

て
必
要
と
す
る
よ
う
な
）
は
、
直
観
の
単
な
る
形
式
以
上
の
も
の
、
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す
な
わ
ち
感
性
の
形
式
に
従
っ
て
与
え
ら
れ
る
多
様
な
も
の
の
直

•••••••••••••• 観
的
表
象
へ
の
統
合
を
含
ん
で
い
る
。
だ
か
ら
直
観
の
形
式
は
単

•••••• 

に
多
様
な
も
の
を
与
え
る
が
、
形
式
的
直
観
は
表
象
の
統
一
を
与

え
る
。
わ
た
し
は
感
性
論
に
お
い
て
は
、
こ
の
統
一
を
感
性
に
の

み
数
え
い
れ
た
。
そ
れ
は
か
か
る
統
一
は
、
あ
る
綜
合
を
、
そ
れ

は
感
性
に
属
す
る
の
で
は
な
い
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
空
間
、
時
間

に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
概
念
が
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
よ
う
な
綜

合
を
前
提
と
す
る
と
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
概
念
に
先
立
つ
も
の
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
を
述
べ
る
た
め
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の

綜
合
に
よ
っ
て
（
悟
性
が
感
性
を
規
定
す
る
の
だ
か
ら
）
、
空
間

．． 

あ
る
い
は
時
間
が
直
観
と
し
て
は
じ
め
て
与
え
ら
れ
る
の
だ
か

ら
、
か
か
る
直
観
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
統
一
は
、
空
間
と
時
間
に
属

し
、
悟
性
の
概
念
に
属
す
る
の
で
は
な
い

(
B
l
6
0
A
n
m
.
)
。

「
対
象
と
し
て
表
象
さ
れ
る
」
、
つ
ま
り
認
識
的
に
価
値
を
も
ち
う
る

現
象
の
形
式
は
「
形
式
的
直
観
」
と
し
て
、
悟
性
の
綜
合
的
統
一
に
よ
っ

て
産
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
こ
の
術
語
で
も
っ
て
、
超

越
論
的
感
性
論
に
お
け
る
説
明
の
不
備
の
訂
正
が
果
た
さ
れ
る
。
つ
ま

り
、
現
象
の
形
式
に
つ
い
て
、
悟
性
作
用
を
顧
慮
し
な
い
超
越
論
的
感

性
論
の
記
述
は
暫
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

点
を
踏
ま
え
て
、
超
越
論
的
感
性
論
に
お
け
る
空
間
、
時
間
の
形
而
上

学
的
解
明
の
説
明
を
み
て
み
よ
う
。

そ
れ
で
は
現
象
の
形
式
の
産
出
は
い
か
に
し
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
ろ

か
か
わ
る

（三）

空
間
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
必
然
的
表
象
で
あ
っ
て
、
こ
の
表
象
は
一

切
の
外
的
直
観
の
根
底
に
存
す
る
。
空
間
の
中
に
対
象
が
出
会
わ

れ
な
い
と
考
え
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
空
間
が
存
在

し
な
い
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い

(
A
2
411 B
3
8
f
.
)

。

時
間
は
一
切
の
直
観
の
根
底
に
存
す
る
必
然
的
表
象
で
あ
る
。
現

象
一
般
に
関
し
て
時
間
そ
の
も
の
を
廃
棄
す
る
こ
と
は
不
可
能
で

あ
る
。
た
と
え
現
象
〔
の
質
料
〕
を
時
間
か
ら
の
ぞ
き
去
る
こ
と

は
可
能
で
あ
る
と
し
て
も

(
A
3
1
11 B
4
6
)
。

超
越
論
的
感
性
論
の
説
明
の
不
備
を
お
ぎ
な
う
形
で
、
「
空
間
」
、
「
時

間
」
の
位
置
に
悟
性
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
現
象
の
形
式
た
る
形
式
的

直
観
を
、
「
外
的
直
観
」
、
「
現
象
の
質
料
」
の
位
置
に
悟
性
、
そ
れ
も

質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
現
象
の
質
料
を
据
え
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
す
る
と
、
質
料
に
対
す
る
形
式
の
先
行
性
を
示
す
こ
の

引
用
か
ら
、
次
の
こ
と
が
導
か
れ
る
。
そ
れ
は
、
現
象
の
質
料
で
あ
る

内
包
量
の
産
出
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
前
も
っ
て
現
象
の
形
式
の

産
出
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
応
す
る
原
則
は
、
現
象
の
形
式
の
産
出
に
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う
か
。
結
論
を
言
え
ば
、
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
く
直
観
の
公
理
の

原
則
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
以
下
こ
の
こ
と
を
示
し
て
い
く
。

ま
ず
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
、
外
延
量
の
意
味
を
お
さ
え
よ
う
。

図
式
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
。

外
官
に
と
っ
て
の
す
べ
て
の
量
の
純
粋
形
象
は
、
空
間
で
あ
る
が
、

感
官
一
般
の
す
べ
て
の
対
象
の
純
粋
形
象
は
、
時
間
で
あ
る
。
し

か
し
、
悟
性
の
概
念
と
し
て
の
量
の
純
粋
図
式
は
数
で
あ
っ
て
、

数
は
一
を
一
（
同
種
の
も
の
）
に
順
次
加
算
す
る
こ
と
を
包
括
す

る
ひ
と
つ
の
表
象
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
数
は
、
同
種
的
な
直
観
一

般
の
多
様
な
も
の
の
綜
合
の
統
一
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
が
、

こ
の
統
一
は
、
わ
た
し
が
時
間
自
身
を
直
観
の
把
捉
に
お
い
て
産

出
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
の
で
あ
る

(
A
l
4
2
f
.
11 B
l
8
2
)

。

数
と
い
う
圏
式
を
通
し
て
同
種
的
な
直
観
の
多
様
を
継
起
的
に
付
け
加

え
て
い
く
こ
と
で
、
時
間
表
象
自
体
が
産
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
う
し
た
図
式
を
踏
ま
え
て
、
直
観
の
公
理
の
原
則
で
い
わ
れ
る

外
延
量
は
、
と
り
わ
け
継
起
性
が
注
目
さ
れ
、
「
部
分
の
表
象
が
そ
こ

で
は
全
体
の
表
象
を
可
能
な
ら
し
め
る
（
そ
れ
ゆ
え
部
分
の
表
象
が
必

然
的
に
全
体
の
表
象
に
先
行
す
る
）
よ
う
な
、
そ
う
し
た
量
に
ほ
か
な

ら
な
い
」

(
A
l
6
211 B
2
0
3
)

と
説
明
さ
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
「
超
越
論
的

時
間
規
定
」

(
A
l
3
811 B
l
7
7
)

と
さ
れ
る
図
式
の
説
明
で
は
「
時
間
」
の

「
産
出
」
だ
け
が
取
り
上
げ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
「
す
べ
て
の
直
観
は

外
延
量
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
に
、
直
観
の
公
理
の
原
則
に
よ
っ
て
、

当
然
時
間
だ
け
で
な
く
空
間
も
、
外
延
量
と
し
て
産
出
さ
れ
る
。
ど
ん

な
「
短
い
線
」
も
、
あ
る
い
は
ど
ん
な
「
短
い
時
間
」
も
、
こ
れ
ら
を

認
識
す
る
に
は
、
数
と
い
う
図
式
を
介
し
て
直
観
の
多
様
を
継
起
的
に

規
定
し
続
け
る
こ
と
が
必
要
と
さ
れ
る
。
空
間
、
時
間
を
問
わ
ず
部
分

的
な
直
観
の
継
起
的
添
加
を
通
し
て
、
は
じ
め
て
一
定
の
全
体
と
し
て

の
表
象
が
産
出
さ
れ
る
。
こ
う
し
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
表
象
が
外
延
量
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
(Vgl.
A
l
6
2
f
.
 11 B
2
0
3
f
.
)

。

こ
う
し
た
説
明
の
上
で
、
直
観
の
公
理
の
原
則
は
数
学
を
根
拠
付
け

る
も
の
と
さ
れ
る
(
V
gl. 
A
l
6
3
 
11 B
2
0
4
)

。
つ
ま
り
、
現
象
に
お
け
る

数
学
の
適
用
可
能
性
の
原
理
を
指
示
す
る
も
の
と
さ
れ
る

(Vgl.

A
7
3
3
 
11 B
7
6
1
)

。
数
学
的
認
識
は
概
念
に
対
応
す
る
直
観
を
ア
プ
リ
オ

•••• 

リ
に
示
す
理
性
認
識
で
あ
る
た
め
「
非
経
験
的
直
観
」
が
必
要
と
さ
れ

る

(
A
7
1
3
11 B
7
4
1
)

。
よ
っ
て
こ
の
原
則
は
、
直
接
的
に
は
、
非
経
験

的
匝
観
に
か
か
わ
る
。
外
延
量
と
し
て
の
現
象
の
産
出
と
は
、
非
経
験

的
直
観
と
し
て
の
現
象
の
産
出
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
で
『
批

判
』
に
お
い
て
純
粋
の
意
味
は
、
ア
プ
リ
オ
リ
の
意
味
に
等
し
い
。
つ

ま
り
、
純
粋
と
は
経
験
的
要
素
に
一
切
関
わ
り
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
よ
っ
て
非
経
験
的
直
観
と
し
て
の
現
象
の
産
出
は
、
純
粋
直
観
と

し
て
の
現
象
の
産
出
と
言
い
換
え
ら
れ
る
。

先
に
み
た
よ
う
に
、
感
覚
に
か
か
わ
る
経
験
的
直
観
が
現
象
の
質
料
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で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
非
経
験
的
直
観
た
る
純
粋
直
観
は
、
質
料
に
対

し
て
現
象
の
形
式
を
さ
す
こ
と
に
な
ろ
う
。
現
象
の
形
式
で
あ
る
純
粋

直
観
が
外
延
量
を
意
味
し
て
い
る
と
い
え
る
。
事
実
カ
ン
ト
は
、
外
延

量
の
産
出
に
か
か
わ
る
悟
性
作
用
を
、
「
す
べ
て
の
直
観
の
本
質
的
形

式
と
し
て
の
空
間
と
時
間
の
綜
合
」

(
A
l
6
511 B
2
0
6
、
傍
点
は
引
用
者
）

と
表
現
し
て
い
る
。
そ
し
て
前
項
で
現
象
の
質
料
に
対
す
る
形
式
の
先

行
性
が
示
さ
れ
た
の
と
軌
を
一
に
し
て
、
内
包
量
で
あ
る
経
験
的
直
観

に
対
す
る
、
外
延
量
た
る
純
粋
直
観
の
先
行
性
が
述
べ
ら
れ
る
。
「
経

験
的
直
観
は
純
粋
直
観
（
空
間
と
時
間
）
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
」

(
A
l
6
5
 
11 B
2
0
6
)

と
。
こ
の
文
は
、
超
越
論
的
感
性
論
で
示
さ
れ
た
現
象

の
形
式
の
質
料
に
対
す
る
先
行
性
を
、
悟
性
作
用
を
含
め
て
定
式
化
し

な
お
し
た
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

た
し
か
に
、
知
覚
の
予
料
の
原
則
も
数
学
的
原
則
と
し
て
、
現
象
を

量
的
多
様
と
し
て
産
出
す
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
直
観
の
公
理
の
原

則
同
様
に
、
知
覚
の
予
料
の
原
則
も
数
学
を
基
礎
付
け
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
の
質
料
に
対
す
る
形
式
の
先
行
性
の
考

察
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
現
象
の
形
式
に
か
か
わ
る
直
観
の
公
理
の

原
則
が
、
は
じ
め
て
数
学
を
哲
学
へ
導
入
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。

ゆ
え
に
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
「
諸
現
象
に
つ
い
て
の
数
学
の
こ
の

超
越
論
的
原
則
〔
直
観
の
公
理
の
原
則
〕
は
、
わ
れ
わ
れ
の
ア
プ
リ
オ

リ
な
認
識
に
大
き
な
拡
張
を
与
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
原
則
の
み
が
、

純
粋
数
学
を
こ
の
数
学
の
完
全
な
正
確
さ
に
お
い
て
経
験
の
諸
対
象
に

適
用
可
能
に
す
る
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
」
(
i
b
i
d
.
‘
傍
点
は
引
用
者
）
と
。

こ
う
し
た
純
粋
直
観
と
し
て
の
外
延
量
の
産
出
は
、
演
繹
論
で
い
わ

れ
た
形
式
的
直
観
の
形
成
と
同
じ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
理
由
を
示

す
。
形
式
的
直
観
と
し
て
の
空
間
も
「
幾
何
学
に
お
い
て
必
要
と
さ
れ

る
」
空
間
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
一
っ
。
加
え
て
、
形
式
的
直
観
を
形

成
す
る
綜
合
に
よ
っ
て
「
空
間
あ
る
い
は
時
間
が
直
観
と
し
て
は
じ
め

••••• て
与
え
ら
れ
る
」

(
B
l
6
0
A
n
m
.
)

こ
と
で
、
ア
プ
リ
オ
リ
な
概
念
、
経

．
．
．
．
 

験
的
な
概
念
を
問
わ
ず
、
「
空
間
、
時
間
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
概
念

が
は
じ
め
て
可
能
に
な
る
」

(
i
b
i
d
.
、
傍
点
は
引
用
者
）
と
さ
れ
る
。
こ

れ
は
、
先
に
挙
げ
た
外
延
量
の
産
出
に
か
か
わ
る
悟
性
の
綜
合
作
用
が
、

「
経
験
の
諸
対
象
の
す
べ
て
の
認
識
を
可
能
に
す
る
」

(
A
l
6
611 B
2
0
6
)
 

と
さ
れ
る
の
と
同
じ
事
態
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り

形
式
的
直
観
、
外
延
量
両
者
が
、
認
識
成
立
の
前
提
と
し
て
同
様
に
把

握
さ
れ
て
い
る
。
純
粋
直
観
た
る
外
延
量
が
形
式
的
直
観
と
同
様
に
扱

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
た
こ
と
で
、
外
延
量
の
産
出
を
現
象
の

(5) 

形
式
の
産
出
と
み
る
当
項
の
解
釈
の
正
当
性
が
裏
付
け
ら
れ
る
。

外
延
量
の
説
明
の
要
約
的
位
置
を
占
め
る
次
の
箇
所
は
、
こ
う
し
た

背
景
の
も
と
に
理
解
さ
れ
ね
ば
な
る
ま
い
。

あ
ら
ゆ
る
現
象
に
お
い
て
、
単
な
る
直
観
は
空
間
か
時
間
で
あ
る

か
ら
、
あ
ら
ゆ
る
直
観
と
し
て
の
現
象
は
外
延
量
で
あ
る
。
現
象

は
（
部
分
か
ら
部
分
へ
の
）
継
起
的
綜
合
に
よ
っ
て
の
み
、
把
捉
に
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直
観
の
公
理
の
原
則
は
、
数
学
の
位
置
付
け
を
見
れ
ば
わ
か
る
よ
う

に
、
知
覚
の
予
料
の
原
則
な
し
に
も
作
用
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。

数
学
に
経
験
的
要
素
は
必
要
な
い
の
だ
か
ら
。
こ
れ
に
対
し
、
知
覚
の

予
料
の
原
則
は
直
観
の
公
理
の
原
則
な
し
に
は
意
味
を
失
う
。
直
観
の

公
理
の
原
則
は
知
覚
の
予
料
に
先
立
つ
、
知
覚
の
予
料
の
原
則
に
対
す

る
優
位
を
持
つ
、
と
い
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
こ
れ
は
そ
れ
ぞ
れ
の
原

則
の
根
底
に
あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
間
の
優
劣
を
、
つ
ま
り
量
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
の
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
す
る
優
位
を
意
味
す
る
こ
と
に
同
じ
で

あ
る
。
た
し
か
に
量
、
質
の
両
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
数
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
と

し
て
一
括
さ
れ
、
対
象
を
量
的
多
様
性
と
し
て
産
出
す
る
原
則
を
担
う

も
の
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
就
中
そ
の
形
式
面
に
関
わ
る
量
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
が
重
要
視
さ
れ
、
数
学
の
あ
ら
ゆ
る
経
験
的
対
象
へ
の
1

経

験
的
対
象
に
は
、
内
包
量
と
し
て
産
出
さ
れ
る
現
象
も
含
ま
れ
る

で
あ
る
。 お

い
て
認
識
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
で
あ
る

(
A
l
6
3
11 B
2
0
3
)
 0
 

外
延
量
が
現
象
の
形
式
と
し
て
、
内
包
量
た
る
現
象
の
質
料
に
先
行
す

る
と
い
う
点
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
「
あ
ら
ゆ
る
直
観
と
し
て
の
現
象

は
外
延
量
」
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
直
観
と
し
て
の
現
象
は
、
ま
ず

外
延
量
と
し
て
産
出
さ
れ
ね
ば
現
象
と
し
て
成
り
立
た
な
い
、
と
い
う

こ
と
に
な
ろ
う
。
現
象
の
形
式
の
産
出
が
、
つ
ま
り
現
象
が
外
延
量
と

し
て
産
出
さ
れ
る
こ
と
が
、
現
象
の
認
識
を
可
能
に
す
る
第
一
の
条
件

適
用
可
能
性
を
保
障
す
る
も
の
と
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
物
自
体
は
、
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
図
式
の
説
明
か
ら
明
ら

か
な
よ
う
に
、
超
越
論
的
質
料
と
し
て
内
包
量
に
か
か
わ
る
も
の
と
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
認
識
は
物
自
体
の
触
発
に
因
ら
ず
に
は
じ
ま
る

こ
と
は
な
い
の
だ
か
ら

(Vgl.
A
1
9
 
11 B
3
3
)

、
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
も
物

自
体
か
ら
の
触
発
を
契
機
と
し
て
作
用
す
る
こ
と
に
な
る
。
量
、
質
両

カ
テ
ゴ
リ
ー
と
も
、
物
自
体
の
触
発
と
同
時
に
作
用
し
は
じ
め
る
。
つ

ま
り
こ
こ
で
い
う
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
優
位
性
は
、
時
間
的
な
前
後
関

係
に
関
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
時
間
的
に
先
行
的
に
ま
ず
中
身
の
な
い

形
式
と
し
て
の
直
観
が
産
出
さ
れ
、
そ
の
後
に
中
身
と
な
る
質
料
が
産

出
さ
れ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
形
式
の
成
立
な
し
に
は
質
料
を
容
れ

る
余
地
は
無
い
と
い
う
、
権
利
上
の
先
行
性
に
つ
い
て
で
あ
る
。

か
く
し
て
、
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
他
の
三
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
す
る
優

位
性
が
示
さ
れ
た
。
こ
の
優
位
性
は
経
験
判
断
が
成
立
す
る
た
め
の
条

件
と
し
て
、
ど
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
作
用
が
よ
り
先
行
的
か
、
と
い

う
点
か
ら
み
た
も
の
で
あ
る
。

た
し
か
に
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
ほ
か
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
に
、
も
ち
ろ
ん
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
け
に
な
ど
還
元
で
き
な
い
作

用
様
式
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
夢
の
場
合
、
量
や
質

む

す

び
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は
も
つ
が
、
諸
表
象
の
間
に
因
果
性
の
な
い
こ
と
が
多
い
」
よ
う
に
、

数
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
だ
け
で
は
客
観
妥
当
性
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
も

あ
る
。
客
観
妥
当
性
を
持
つ
判
断
の
成
立
の
た
め
に
は
数
学
的
カ
テ
ゴ

リ
ー
以
上
に
力
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と

さ
え
い
え
よ
う
。
ま
た
現
象
の
形
式
が
あ
っ
て
も
質
料
が
付
与
さ
れ
な

い
よ
う
で
は
、
そ
の
形
式
は
対
象
と
か
か
わ
り
あ
う
こ
と
は
な
い
。
対

象
と
の
実
質
的
か
か
わ
り
と
い
う
点
か
ら
み
る
な
ら
、
質
の
カ
テ
ゴ

リ
ー
が
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
以
上
に
重
要
な
位
置
を
与
え
ら
れ
て
い
る
と

も
い
え
よ
う
。
し
か
し
力
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
数
学
的
カ
テ
ゴ
リ
ー

が
、
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
先
行
的
に
作
用
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
要
す
る
に
、
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
先
行
的
作
用
な

し
に
は
、
量
以
外
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
作
用
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
。
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
成
立
す
る
現
象
の
形
式
を
前
提
し
た

上
で
、
は
じ
め
て
ほ
か
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
作
用
は
意
味
を

持
つ
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
は
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
悟
性
統
一
を
、

判
断
形
成
の
基
盤
と
し
て
捉
え
て
い
た
。

『
負
量
の
概
念
』
で
企
図
さ
れ
た
数
学
的
概
念
の
応
用
に
よ
る
哲
学

の
改
善
は
、
『
批
判
』
に
お
い
て
、
数
学
を
基
礎
付
け
る
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
よ
る
作
用
を
、
認
識
の
成
立
の
前
提
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ
と
で
果

た
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
取
り
入
れ
に
よ
っ
て
、
哲
学
は
臆
見
の
域
を
脱

し
、
超
越
論
哲
学
と
い
う
形
で
、
確
実
性
を
主
張
で
き
る
学
問
と
し
て

措
定
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

(
5
)
 

(
4
)
 

(
3
)
 

(
2
)
 

注(
1
)
 『

批
判
』
に
お
い
て
も
、
数
学
と
哲
学
の
方
法
論
の
違
い
は
維
持
さ

れ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
違
い
の
維
持
と
は
対
照
的
に
、
数
学
的
概

念
は
哲
学
の
最
深
部
へ
と
取
り
込
ま
れ
る
。
こ
の
と
き
は
た
し
て
、
数

学
と
哲
学
は
相
互
に
独
立
な
学
問
で
あ
る
と
単
純
に
言
う
こ
と
は
で
き

る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
本
論
に
お
け
る
数
学
の
哲
学
へ
の
導
入
に
つ

い
て
の
議
論
は
、
他
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
す
る
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
優

位
性
を
示
す
と
い
う
、
い
わ
ば
『
批
判
』
の
輪
郭
部
分
を
な
ぞ
っ
た
だ

け
で
済
ま
さ
れ
て
い
る
感
は
否
め
な
い
。
数
学
と
哲
学
の
関
連
に
つ
い

て
、
就
中
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
意
味
に
着
目
し
、
さ
ら
に
立
ち
入
っ
た

検
討
を
加
え
る
余
地
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

カ
ン
ト
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
つ
い
て
は
慣
例
に

従
い
、
そ
の
他
は
ア
カ
デ
ミ
ー
版
を
用
い
、
ペ
ー
ジ
数
を
本
文
中
に
示
す
。

ま
た
引
用
文
中
、
引
用
者
の
捕
捉
は
〔
〕
で
あ
ら
わ
す
。

次
節
で
示
す
よ
う
に
、
「
純
粋
直
観
」
に
は
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
原
則
が
、
「
経

験
的
直
観
」
に
は
質
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
原
則
が
対
応
す
る
。

近
藤
良
樹
『
弁
証
論
的
範
疇
論
へ
の
道
程
ー
カ
ン
ト
・
フ
ィ
ヒ
テ
・
シ
ェ

リ
ン
グ
ー
』
九
州
大
学
出
版
会
｀

1
9
8
8
年
.
S
.
1
3
 

G. マ
ル
テ
ィ
ン
『
カ
ン
ト
ー
存
在
論
お
よ
び
科
学
論
I
』
門
脇
卓
爾
訳
、

岩
波
書
店
•
1
9
6
2
年
.
S
.
4
9
 

純
粋
直
観
と
形
式
的
直
観
を
同
一
視
す
る
解
釈
と
し
て
次
を
参
照
の
こ
と
。

有
福
孝
岳
他
編
『
カ
ン
ト
事
典
』
弘
文
堂
,
1
9
9
7
年
．
「
形
式
」
の
項
。

（
な
か
む
ら
し
ゅ
う
い
ち
哲
学
哲
学
史
・
博
士
後
期
課
程
）
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