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「
作
用
」

(action)
と
し
て
の

p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
、

ロ
ッ
ク
の
用
語
法
が
し
ば
し
ば
一
貫
性
を
欠
き
、
不
安
定
さ
を
示
し
て
い
る
こ
と
は
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、

の
キ
ー
・
ワ
ー
ド
と
も
言
う
べ
き
「
観
念
」

(idea)
と
い
う
言
葉
も
、
そ
の
多
義
的
な
用
法
が
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
「
ロ

ッ
ク
の
観
念
の
観
念
」

(
L
o
c
k
e
ぶ

i
d
e
a
o
f
 i
d
e
a
)
と
い
う
題
名
の
論
文
さ
え
書
か
れ
て
い
る
有
様
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
知
覚
(
p
e
r
c
e
p
-

tion) 
と
い
う
言
葉
の
場
合
も
、
そ
の
例
に
も
れ
ず
多
義
的
に
用
い
ら
れ
て
い
て
、
我
々
は
「
観
念
」

広
義
の
「
知
覚
」
と
い
う
の
は
、

「
能
力
」

(faculty)
と
し
て
の

p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
と
数
え
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
こ

で
は
ご
く
大
ま
か
に
、
広
義
の
「
知
覚
」
と
狭
義
の
「
知
覚
」
と
の
二
つ
の
用
法
を
認
め
る
こ
と
か
ら
始
め
た
い
。

ロ
ッ
ク
が
デ
カ
ル
ト
か
ら
受
け
つ
い
だ
考
え
で
あ
る
。
そ
れ
は
ロ
ッ
ク
が
「
知
覚
、
換
言
す
れ
ば
思

考
す
る
こ
と
」

(
P
e
r
c
e
p
t
i
o
n
,
o
r
 
T
h
i
n
k
i
n
g
)
と
言
っ
て
、

ロ

ッ

ク

の

知

覚

ロ
ッ
ク
哲
学

「
知
覚
」
を
「
思
考
す
る
こ
と
」
と
同
一
視
す
る
場
合
の
「
知
覚
」
で
あ

っ
て
、
そ
の
「
知
覚
」
は
「
有
意
、
換
言
す
れ
ば
意
志
す
る
こ
と
」

(Volition,

o
r
 
W
i
l
l
i
n
g
)
と
並
べ
て
「
心
の
二
つ
の
大
き
な
主
要

命
皿――,,er. 

塚

崎
(idea)
と
し
て
の

p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
、

智
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が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

活
動
」
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
知
覚
な
い
し
思
考
の
能
力
が
、
ロ
ッ
ク
の
「
知
性
」

(
u
n
d
e
r
s
t
a
n
d
i
n
g
)
な
の
で
あ
る
（

(l) 

E
s
s
a
y
,
 II 
,
 vi, 2

)

。
「
憶
起
」

(
r
e
m
e
m
b
r
a
n
c
e
)

、
「
識
別
」

(
d
i
s
c
e
r
n
i
n
g
)
、
「
推
理
」

(
r
e
a
s
o
n
i
n
g
)
、
「
判
断
i」
(
j
u
d
g
i
n
g
)
、
「
知
識
」

(
k
n
o
w
l
e
d
g
e
)
、
「
所
信
」

(faith)
な
ど
が
、
知
覚
な
い
し
思
考
活
動
の
様
態
と
し
て
認
め
ら
れ
る
が

(ibid.)
、
「
感
覚
」

(
s
e
n
s
a
t
i
o
n
)

も
ま
た
そ
の
様
態
の
―
つ
に
挙
げ
ら
れ
て
い
る

(nこ
xix,
1

)

。

こ
の
よ
う
な
広
義
の
「
知
覚
」
に
つ
い
て
、

こ
こ
で
ロ
ッ
ク
を
離
れ
て
み
て
も
、

で
用
い
ら
れ
る
が
、

ロ
ッ
ク
は
「
知
性
の
働
き
と
さ
れ
る
知
覚
は
三
種
類
で
あ
る
」
と
言
っ
て
分
類
を
試
み
て

p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
と
い
う
言
葉
は
一
般
的
に
は
広
'v
m
e
n
t
a
l
 
a
p
p
r
e
h
e
n
s
i
o
n

と
い
う
ほ
ど
の
意
味

し
か
し
他
方
、
哲
学
に
お
い
て
今
日

p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
が
問
題
に
さ
れ
る
と
き
に
は
、

s
e
n
s
e
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
と
い
う
意

(2) 

味
あ
い
で
の
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n

に
限
ら
れ
る
の
が
常
態
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。
ロ
ッ
ク
自
身
も
『
人
間
知
性
論
』
第
二
巻
•
第
九
章
「
知
覚

に
つ
い
て
」
の
章
で
実
際
に
「
知
覚
」
を
論
ず
る
際
に
は
、

．
、

t1on 

あ
る
い
は
s
e
n
s
a
t
i
o
n
の
問
題
を
扱
っ
て
い
る
。

「
知
覚
」
を
狭
い
意
味
に
と
り
、

s
e
n
s
e
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
と
し
て
の
p
e
r
c
e
p
-

そ
こ
で
は

s
e
n
s
e

p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
に
よ
る
単
純
観
念
の
受
容
が
念
頭
に
お
か
れ
、
そ
の
と
き
の
心
が
殆
ど
受
動
的
な
状
態
に
あ
る
こ
と

が
指
摘
さ
れ
る
。

「
心
は
知
覚
す
る
こ
と
を
避
け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
言
っ
て
、
知
覚
時
の
心
の
不
随
意
性
(in
v
o
l
u
n
t
a
r
i
n
e
s
s
)
 

（
ま
た
別
の
と
こ
ろ
で
は
、
単
純
観
念
を
心
は
た
だ
受
け
取
る
だ
け
で
あ
り
、
作
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
と
も

言
わ
れ
る
、

N
,
i
v
,
4
)
。
ロ
ッ
ク
は
知
覚
に
際
し
て
の
心
の
受
動
性
を
終
始
強
調
す
る
が
、
そ
の
こ
と
は
ロ
ッ
ク
が
知
覚
の
因
果
説
を
と

っ
て
い
る
こ
と
と
連
関
し
て
い
る
。
ま
た
こ
の
心
の
受
動
性
は
、

我
々
の
観
念
の
間
に
存
す
る
結
合
・
背
馳
、

ロ
ッ
ク
が
観
念
や
知
識
の
実
在
性
を
論
ず
る
時
に
大
き
な
役
割
を
担
わ

一
致
・
不
一
致
の
知
覚
」
。
こ
の
三
種
類
で
あ
る
。

い
る

(II,xxi• 

5
)

。
第
一
は
、

「
我
々
の
心
の
な
か
で
の
観
念
の
知
覚
」
、
第
二
は
、

「
記
号
の
意
味
表
示
の
知
覚
」
、
第
三
は
、

-, 
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ロ
ッ
ク
は
こ
の
よ
う
に
知
覚
時
の
心
の
受
動
性
を
強
調
し
つ
つ
も
、
最
小
限
の
「
注
意
」
な
い
し
「
識
別
」
の
作
用
が
必
要
な
こ
と
を
、

筆
者
注
〕
に
ど
の
よ
う
な
印
銘
が
な
さ
れ
よ
う
と
、
内
部
で
気
づ
か
れ
な
け
れ
ば
、
知
覚
が
生
じ
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
」

(
n
9
i
各

3
)

と
言
う
。

こ
と
も
な
い
、

「
身
体
に
ど
の
よ
う
な
変
更
が
加
え
ら
れ
よ
う
と
、
心
に
届
か
な
け
れ
ば
、
外
の
部
分
〔
感
覚
器
官
|
|

つ
ま
り
、
心
こ
こ
に
あ
ら
ざ
れ
ば
、
そ
れ
相
当
の
外
的
な
剌
激
が
あ
っ
て
も
、
音
も
聞
こ
え
な
い
し
、
火
傷
の
痛
み
を
感
じ
る

そ
の
時
に
も
注
意
の
は
た
ら

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
勿
論
、
痛
み
が
激
し
い
場
合
に
は
、

き
は
存
在
し
て
い
る
。
感
覚
知
覚

(
s
e
n
s
e
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
)

は
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
、

心
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
は
特
に
視
知
覚
に
関
し
て
、
し
ば
し
ば
感
覚
知
覚
が
我
々
の
習
慣
化
し
た
経
験
に
も
と
づ
い
て
、
無

意
識
的
に
自
動
的
な
解
釈
な
い
し
判
断
を
受
け
る
こ
と
、

そ
し
て
我
々
は
判
断
が
作
っ
た
観
念
を
感
覚
の
知
覚
と
取
っ
て
し
ま
う
こ
と
が

多
い
こ
と
、
更
に
は
、
感
覚
の
知
覚
は
判
断
に
よ
る
観
念
を
喚
起
す
る
だ
け
に
役
立
っ
て
、
惑
覚
の
知
覚
自
身
は
殆
ど
気
づ
か
れ
な
い
こ

と
、
を
述
べ
て
い
る

(ǹ
ix, 
8
 -

9
)

。
例
え
ば
、
多
様
な
陰
影
を
し
た
平
ら
な
円
の
感
覚
の
知
覚
は
、

象
す
る
も
の
と
判
断
さ
れ
る
。
習
慣
的
判
断
が

付
け
加
え
る
こ
と
を
忘
れ
な
い
。

さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

一
様
な
色
を
し
た
凸
面
体
を
表

「
見
え

(
a
p
p
e
a
r
a
n
c
e
)
を
そ
の
原
因
に
変
更
す
る
」

(II,
ix, 
8
)

と
言
う
の
で
あ
る
。

ロ
ッ
ク
が
知
覚
時
の
心
の
受
動
性
を
強
調
す
る
の
は
、
彼
が
知
覚
の
因
果
説
を
と
っ
て
い
る
こ
と
と
連
関
し
て
い
る
こ
と
を
先
に
述
べ

た
が
、
知
覚
の
因
果
関
係
に
つ
い
て
ロ
ッ
ク
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
外
的
対
象
（
観
察
可
能
な
大
き
さ
の
物
体
）
か
ら
、

単
独
で
は
知
覚
で
き
な
い
あ
る
物
体
（
別
の
箇
所
〔
II,
viii, 1
3
〕
で
は
「
感
覚
で
き
な
い
分
子
」
と
も
い
う
）
が
感
覚
器
官
の
と
こ
ろ
へ

単
な
る
身
体
的
プ
ロ
セ
ス
に
つ
き
る
も
の
で
な
く
、

我
々
の
注
意
を
強
要
す
る
が
、
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送
ら
れ
て
き
て
、
惑
覚
器
官
を
変
容

(
a
f
f
e
c
t
)
す
る
。
そ
の
変
容

(
a
f
f
e
c
t
i
o
n

ー

i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
と
も

m
o
t
i
o
n
と
も
い
う
）
は
神
経
あ

る
い
は
動
物
精
気
に
よ
っ
て
脳
へ
伝
え
ら
れ
る
。
こ
の
脳
に
伝
え
ら
れ
た
変
容
な
い
し
運
動
が
、
外
的
対
象
に
つ
い
て
我
々
が
持
つ
観
念

を
、
我
々
の
心
の
な
か
に
生
む
、

と
言
う
の
で
あ
る

(II,
viii, 1
2
)

。

こ
の
一
連
の
過
程
に
お
い
て
は
、
外
的
対
象
か
ら
外
官
•
神
経
を
へ
て
脳
活
動
に
い
た
る
過
程
と
、
脳
活
動
か
ら
心
的
な
表
象
で
あ
る

観
念
な
い
し
知
覚
意
識
へ
の
変
換
の
過
程
と
が
含
ま
れ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
過
程
を
分
け
て
考
え
よ
う
と
す
る
意
識
は
、

「
こ
れ
ら
の
観
念
〔
黄
•
白
•
熱
い
・
冷
た
い
・
柔
か
い
・
硬
い
・
苦
い
・
甘
い
な
ど
〕

を
感
官
が
心
へ
伝
え
る
と
私
が
言
う
と
き
、
私
が
意
味
す
る
の
は
、
感
官
は
外
的
対
象
か
ら
心
へ
、
そ
う
し
た
知
覚
を
心
に
生
む
も
の
を

伝
え
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
」
と
言
っ
て
い
る

(
E
-
i
`
3
)

。

ロ
ッ
ク
に
見

出
し
う
る
何
か
だ
、
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
別
の
箇
所

(n
こ
こ
Z
5
)

で
は
、
印
銘
(
i
m
p
r
e
s
s
i
o
n
)
と
観
念
(idea)
を
区
別
し
て
、

ロ
ッ
ク
が
前
半
の
過
程
を
因
果
的
と
み
な
す
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
が
、
後
半
の
過
程
に
つ
い
て
も
や
は
り
因
果
的
な
も
の
と
み
な
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
脳
活
動
が
我
々
の
心
の
な
か
に
観
念
を
生
み
出
す

(
p
r
o
d
u
c
e
)
と
言
う
。
こ
の

p
r
o
d
u
c
e
と
い
う
言
葉
は
か
な

り
頻
繁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
ロ
ッ
ク
は
デ
カ
ル
ト
の
二
元
論
を
念
頭
に
お
き
、
そ
の
よ
う
な

p
r
o
d
u
c
t
i
o
n
の
あ
り
方
に
問
題
を

「
我
々
が
考
え
う
る
か
ぎ
り
で
は
、
物
体
は
た
だ
物
体
に
当
た
り
影
響
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
り
、

,
'
‘
,
：
運
動
が
生
み
出
し
う
る
の
は
運
動
だ
け
で
あ
る
。
運
動
が
快
・
苦
や
色
や
音
の
観
念
を
生
む
こ
と
は
我
々
の
理
解
力
を
越
え
る
」
と

言
っ
て
、
そ
の
よ
う
な

p
r
o
d
u
c
t
i
o
n

を
創
造
主
の
慈
悲
深
い
思
し
召
し
に
帰
し
て
い
る

(
N
9
i
i
i」
6
)

。
同
じ
趣
旨
の
発
言
は
ロ
ッ
ク

の
遺
作
『
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
意
見
の
検
討
』

感
じ
て
い
た
よ
う
で
あ
り
、

の
な
か
に
も
見
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
「
光
線
に
よ
っ
て
網
膜
上
に
印
銘
が

は
印
銘
を
受
け
と
り
、
観
念
を
知
覚
す
る
、
と
も
言
っ
て
い
る
。

ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
例
え
ば
ロ
ッ
ク
は
、

心ヽ

つ
ま
り
、
感
官
が
心
へ
伝
え
る
の
は
知
覚
で
は
な
く
て
、
知
覚
を
生
み
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ǹ
 viii, 2
2
)

。

捺
さ
れ
る
こ
と
は
、
理
解
で
き
る
と
私
は
考
え
る
。
ま
た
そ
こ
か
ら
運
動
が
脳
へ
伝
え
ら
れ
る
こ
と
も
考
え
う
る
。
こ
の
運
動
が
我
々
の

心
の
な
か
に
観
念
を
生
む
こ
と
も
信
じ
る
が
、
し
か
し
そ
の
観
念
を
生
む
の
は
私
の
理
解
を
越
え
る
仕
方
に
お
い
て
で
あ
る
。
神
の
善
き

思
し
召
し
に
帰
す
る
ほ
か
な
く
、
神
の
御
は
か
ら
い
は
我
々
の
理
解
を
越
え
て
い
る
」
と
言
う
。

と
こ
ろ
で
ロ
ッ
ク
は
『
人
間
知
性
論
』

(
p
h
y
s
i
c
a
l
 

の
冒
頭
近
く
(
I
`
i
•

2
)

自
ら
の
研
究
の
意
図
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、

c
o
n
s
i
d
e
r
a
t
i
o
n
)
に
立
入
ら
な
い
」
と
言
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
心
の
本
質
は
ど
こ
に
存
す
る
か
と
か
、
動
物
精
気
の
ど
の

よ
う
な
運
動
あ
る
い
は
身
体
の
ど
の
よ
う
な
変
化
で
、
我
々
は
感
官
に
よ
っ
て
感
覚
を
持
つ
よ
う
に
な
り
、
あ
る
い
は
知
性
の
う
ち
に
観
念

を
持
つ
よ
う
に
な
る
か
と
か
、
ま
た
観
念
は
そ
の
形
成
さ
れ
る
に
あ
た
っ
て
物
質
に
依
存
す
る
か
ど
う
か
と
か
、
そ
う
し
た
こ
と
の
検
討

に
わ
ず
ら
わ
さ
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
言
う
。
し
か
し
ロ
ッ
ク
が
知
覚
の
問
題
を
考
え
、
更
に
第
一
性
質
•
第
二
性
質
の
問
題
を
論
ず
る

に
当
っ
て
は
、
物
性
的
考
察
を
援
用
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、

ロ
ッ
ク
が
そ
の
と
き
依
拠
し
た
の
は
、

ロ
ッ
ク
の
年
長
の
友
人
ロ
バ
ー
ト
・
ボ
イ
ル
の
粒
子
説
（
ロ
ッ
ク
の
言
葉
で
は

c
o
r
p
u
s
c
u
'

l
a
r
i
a
n
 h
y
p
o
t
h
e
s
i
s
,
 N
,
 iii 

`
 

1
6
)

で
あ
っ
た
。
す
で
に
ボ
イ
ル
自
身
、
粒
子
説
を
知
覚
に
関
す
る
有
力
な
説
明
を
提
供
す
る
も
の
と
考
え
て

い
だ
。
そ
し
て
こ
の
粒
子
説
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
知
覚
現
象
が
メ
カ
ニ
カ
ル
に
説
明
さ
れ
た
と
き
に
用
い
ら
れ
た
粒
子
の
性
質
は
、

い
わ
ゆ
る
第
一
性
質
で
あ
っ
た
。
対
象
が
我
々
の
感
官
や
他
の
対
象
に
働
き
か
け
る
の
は
、
対
象
を
構
成
し
て
い
る
粒
子
や
光
の
粒
子
の

運
動
に
よ
っ
て
、
我
々
の
感
官
や
他
の
対
象
の
粒
子
の
う
ち
に
変
化
を
惹
き
起
こ
す
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て

ボ
イ
ル
の
場
合
は
、
物
質
を
微
小
部
分
に
分
割
す
る
化
学
的
操
作
が
我
々
に
与
え
る
経
験
に
照
ら
し
て
、
大
き
さ
、
形
状
、
運
動
(
s
i
z
e
,

s
h
a
p
e
,
 m
o
t
i
o
n
)

が
粒
子
の
三
つ
の
本
質
的
性
質
(
e
s
s
e
n
t
i
a
l
p
r
o
p
e
r
t
y
)

と
さ
れ
て
い
る
。
ボ
イ
ル
は
物
体
の
表
面
の
肌
理
(
t
e
x
t
u
r
e

ロ
ッ
ク
自
身
そ
の
こ
と
を
認
め
て
い
た
と
言
え
よ
う

(cf.

「
今
は
心
の
物
性
的
考
察
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物
的
対
象
の
な
か
の
性
質
と
の
区
別
が
強
調
さ
れ
る
。

一
方
の
手
で
冷
た
い
と
い

『
人
間
知
性
論
』

の
第

I

物
体
の
表
面
あ
る
い
は
表
面
近
く
の
粒
子
の
さ
ま
ざ
ま
な
配
列
に
よ
る
）
の
粗
密
の
度
合
を
変
え
、
そ
れ
に
応
じ
て
表
面
の
色
が
変
化

っ
て
反
射
さ
れ
た
り
吸
収
さ
れ
た
り
す
る
仕
方
の
違
い
に
よ
っ
て
、
色
の
変
化
が
説
明
で
き
る
と
考
え
た
。
ボ
イ
ル
は
色
・
味
•
香
の
こ

(6) 

と
を
、

l
e
s
s

s
i
m
p
l
e
 
q
u
a
l
i
t
i
e
s
と
言
っ
て
い
る
が
、
そ
の
よ
う
に
単
純
な
ら
ざ
る
性
質
を
、
よ
り
単
純
で
普
遍
性
を
持
つ
第
一
性
質
に

よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
を
試
み
た
と
言
え
よ
う
。

第
一
性
質
•
第
二
性
質
の
区
別
を
、

二
巻
•
第
八
章
に
お
い
て
、

ロ
ッ
ク
は
ボ
イ
ル
か
ら
受
け
つ
い
だ
と
言
わ
れ
る
。
ロ
ッ
ク
は
彼
の
い
う
粒
子
仮
説
を
、
物
質
の

本
性
を
明
ら
か
に
す
る
説
と
し
て
の
み
な
ら
ず
、
知
覚
の
因
果
性
を
説
明
す
る
説
と
し
て
受
け
入
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
第
一
性
質
・

第
二
性
質
の
区
別
も
、
そ
の
よ
う
な
粒
子
仮
説
の
本
質
的
部
分
を
な
す
も
の
と
し
て
受
け
つ
い
だ
と
思
わ
れ
る
。

ロ
ッ
ク
は
第
一
性
質
・
第
二
性
質
に
つ
い
て
集
中
的
に
論
じ
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
心
の
な
か
の
観
念
と
、

「
心
が
自
分
自
身
の
う
ち
に
知
覚
す
る
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、
知
覚
や
思
惟
や
知

性
の
直
接
対
象
で
あ
る
も
の
、
こ
れ
を
私
は
i
d
e
a
と
呼
ぶ
。
そ
し
て
こ
の
心
に
何
か
の

i
d
e
a
を
生
む
力
を
、
こ
の
力
が
存
す
る
基
体
の

q
u
a
l
i
t
y
と
呼
ぶ
」

(II,
viii, 8
)

と
言
う
。
そ
し
て
ロ
ッ
ク
が
当
初
意
図
し
た
以
上
に
「
物
性
的
考
察
」
に
深
入
り
し
て
し
ま
っ
た
の
も
、

物
的
対
象
の
「
性
質
」
と
、
こ
の
「
性
質
」
が
心
に
生
む
「
観
念
」
と
の
違
い
を
判
明
な
ら
し
め
る
た
め
に
必
要
だ
っ
た
か
ら
だ
、

う
の
で
あ
る

(
n
•viii, 2
2
)

。
観
念
は
第
一
性
質
の
観
念
で
あ
れ
、
第
二
性
質
の
観
念
で
あ
れ
、
す
べ
て
我
々
の
心
の
う
ち
に
あ
り
、
他

方
性
質
に
つ
い
て
言
え
ば
、
第
一
性
質
は
物
体
（
粗
大
な
も
の
で
あ
れ
微
小
の
も
の
で
あ
れ
）
に
本
来
的
に
具
わ
っ
て
い
る
性
質
で
あ
っ

て
我
々
の
う
ち
に
第
一
性
質
の
観
念
を
生
み
出
す
力
で
あ
り
、
第
二
性
質
は
粒
子
の
第
一
性
質
に
よ
っ
て
我
々
の
う
ち
に
感
覚
の
観
念
を

生
み
出
す
力
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
区
別
を
設
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
同
じ
水
が
同
時
に
、

す
る
様
子
を
調
べ
、
色
の
変
化
を
粒
子
説
を
も
っ
て
説
明
す
る
。

と
言

つ
ま
り
、
光
の
粒
子
が
、
物
体
の
表
面
の
さ
ま
ざ
ま
な
t
e
x
t
u
r
e

に
よ
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こ
の
表
象
説
に
は
、
自
駁
性

(
s
e
l
f
-
r
e
f
u
t
a
t
i
o
n
)
と
い
わ
れ
る
困
難
が
あ
る
こ
と
が
、

一
方
で
は
我
々
が
外
的
対
象
、
感
覚
器
官
、
神
経
、
脳
の
よ
う
な
物
的
対
象
の
働
き
を
観
察
し
知
覚
し
う
る
こ
と
を
認
め
な
が
ら
、
他
方

に
お
い
て
は
我
々
が
知
覚
し
う
る
の
は
、
私
的
で
内
的
な
表
象
で
あ
る
観
念
で
あ
る
と
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
ロ
ッ
ク
自
身
、
知
覚
表
象

説
の
含
む
そ
れ
に
類
す
る
困
難
に
気
づ
い
て
い
て
、
そ
れ
を
次
の
よ
う
に
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
「
心
は
事
物
を
直
接
に
知
ら
ず
、
事
物
に
つ

い
て
心
が
も
つ
観
念
の
介
在
に
よ
っ
て
の
み
知
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
我
々
の
知
識
は
我
々
の
観
念
と
実
在
の
事
物
と
の
間
に
合
致
（

c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
)
が
あ
る
限
り
に
お
い
て
の
み
実
在
的
(
r
e
a
l
)
で
あ
る
。

い
し

s
y
m
b
o
l
i
z
a
t
i
o
n
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

う
観
念
を
生
み
、
他
方
の
手
で
温
か
い
と
い
う
観
念
を
生
む
と
い
う
知
覚
現
象
が
解
明
で
き
る
、

と
、
左
右
そ
れ
ぞ
れ
の
手
を
構
成
す
る
粒
子
の
運
動
を
考
え
合
わ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
説
明
で
き
る
、
と
さ
れ
た

(II,
viii, 2
1
)

。

と
こ
ろ
で
、

し
ば
し
ば
ロ
ッ
ク
の
知
覚
表
象
説

(
t
h
e

r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
v
e
 
t
h
e
o
r
Y
'
o
f
 p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
)

と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ
る
。
近

(7) 

年
ロ
ッ
ク
は
知
覚
表
象
説
を
と
っ
て
い
な
い
と
い
う
見
解
も
出
さ
れ
て
は
い
る
が
、
先
に
述
べ
た
よ
う
な
性
質
と
観
念
の
区
別
、
第
一
性

質
•
第
二
性
質
の
考
え
は
、
す
で
に
知
覚
表
象
説
の
枠
組
の
な
か
に
あ
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
知
覚
表
象
説
に
お
い
て
は
、
我
々
の
心
の

な
か
の
私
的
な
観
念
と
、
公
共
的
な
外
的
事
物
と
が
分
け
ら
れ
る
。
我
々
が
直
接
知
覚
し
う
る
の
は
私
的
な
観
念
に
限
ら
れ
、
そ
の
観
念

は
、
我
々
の
感
覚
器
官
、

つ
ま
り
、
水
を
構
成
す
る
粒
子
の
運
動

さ
ら
に
は
脳
へ
働
き
か
け
る
外
的
事
物
に
よ
っ
て
因
果
的
に
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
私
的

な
観
念
は
、
公
共
的
で
外
的
な
事
物
を
表
象
す
る

(
r
e
p
r
e
s
e
n
t
)
。
つ
ま
り
両
者
の
関
係
は
、
観
念
が
外
的
事
物
の

r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
t
i
o
n
な

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

し
か
し
こ
こ
で
の
基
準
は
何
だ
ろ
う
か
。
心
は
、
自
分
自
身
の
観
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iv, 
4
)

と
言
つ
の
で
あ
る
。

念
の
ほ
か
に
何
も
知
覚
し
な
い
と
き
、
観
念
が
事
物
そ
の
も
の
と
一
致
す
る
と
、
ど
の
よ
う
に
し
て
知
る
の
だ
ろ
う
か
」

(N,
iv,<3l)
。

ロ
ッ
ク
は
こ
の
よ
う
に
問
題
を
意
識
し
つ
つ
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
知
覚
に
お
け
る
因
果
関
係
に
訴
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
問
題
に

t
y
p
e
)

で
あ
る
場
合
な
の
で
、

一
致
な
い
し
合
致

(
a
g
r
e
e
m
e
n
t
o
r
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
)
の
関
係
は
、
少
な

く
と
も
三
つ
の
異
な
っ
た
意
味
を
持
つ
と
言
う
。
す
な
わ
ち
、
①

r
e
s
e
m
b
l
a
n
c
e
 
(
A
が
B
に
類
似
す
る
）
②

c
a
u
s
e
d
 
b
y
 
(
A
が
B

に
よ
っ
て
因
果
的
に
惹
き
起
こ
さ
れ
る
）
③

s
t
a
n
d
a
r
d
 
o
r
 
a
r
c
h
e
t
y
p
e
 
(
A
が
B
の
基
準
な
い
し
原
型
）
と
い
う
三
つ
の
意
味
を
持

(
9
)
 

つ
と
言
っ
て
い
る
が
、

ロ
ッ
ク
が
、
す
べ
て
の
単
純
観
念
は
事
物
と
合
致
す
る
と
言
う
と
き

(N,
iv, 4
)

、
②
の

c
a
u
s
e
d
b
y
と
い
う
因

ロ
ッ
ク
は
「
事
物
と
一
致
す
る
と
確
信
し
て
よ
い
二
種
類
の
観
念
が
あ
る
と
私
は
考
え
る
」
と
言
う

(N,
iv, 3
)

。
第
一
は
単
純
観
念
、

第
二
は
実
体
の
複
雑
観
念
を
除
く
複
雑
観
念
、
と
り
わ
け
混
合
様
態
の
観
念
が
考
え
ら
れ
て
い
る
が
、
後
者
は
観
念
自
体
が
原
型
(
a
r
c
h
e
,
 

決
し
て
作
れ
な
い
か
ら
、
必
然
的
に
事
物
の
所
産
、
す
な
わ
ち
、
心
へ
作
用
し
て
そ
こ
に
知
覚
を
生
む
事
物
の
所
産
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い」

(N,
iv, 4
)

と
ロ
ッ
ク
は
言
？
。
単
純
観
念
は
心
の
な
か
に
受
動
的
に
受
容
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、

（
ロ
ッ
ク
は

r
e
a
l
の
対
概
念
と
し
て

fantastical
を
用
い
る
）
。
そ
こ

ョ
ン
ー
で
は
あ
り
え
な
い
。

f
a
n
t
a
s
t
i
c
a
l
で
は
あ
り
え
な
い
。

に
が

で
例
え
ば
、
「
心
の
な
か
の
白
さ
あ
る
い
は
苦
さ
の
観
念
は
、
心
に
そ
れ
ら
の
観
念
を
生
む
或
る
物
体
の
な
か
の
力
に
正
確
に
応
じ
て
い
る

の
で
、
観
念
が
我
々
の
外
の
事
物
と
持
ち
う
る
、
あ
る
い
は
持
つ
べ
き
一
切
の
実
在
的
合
致

(all
t
h
e
 
r
e
a
l
 
c
o
n
f
o
r
m
i
t
y
)
を
持
つ
」

こ
こ
で
は
、
観
念
の
サ
ー
ク
ル
の
な
か
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
我
々
は
、
観
念
と
観
念
の
サ
ー
ク
ル
の
外
に
あ
る
事
物
と
を
比
較
す
る
こ

今
は
措
く
と
し
て
、

単
純
観
念
の
場
合
の
み
を
見
る
こ
と
に
す
る
。

(N9 

「
我
々
の
空
想
の
フ
ィ
ク
シ

「
単
純
観
念
は
心
が
自
分
自
身
に

果
的
対
応
関
係
が
念
頭
に
お
か
れ
て
い
た
。

解
答
を
与
え
よ
う
と
し
た
。

ロ
ッ
ク
研
究
家
の
ヨ
ル
ト
ン
は
、
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と
は
で
き
な
い
の
だ
か
ら
、
観
念
の
う
ち
の
或
る
も
の
は
事
物
に
類
似
し
、
他
の
も
の
は
類
似
し
な
い
と
、

な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
こ
で
は
、
感
覚
的
知
覚
に
よ
る
単
純
観
念
の
受
容
に
、
因
果
的
に
対
応
す
る
事
物
の
存
在
を
確
信
す
る
こ
と

が
論
ぜ
ら
れ
た
。
こ
の
確
信
は
殆
ど
「
知
識
」

(
k
n
o
w
l
e
d
g
e
)
の
名
に
値
す
る
と
言
う
が

(
N
し
R
3
)

、
こ
の
感
覚
的
知
識
を
ロ
ッ
ク
は

(
c
o
n
c
u
r
r
e
n
t
 

第
一
に
は
、
感
覚
知
覚
は
想
像

(
i
m
a
g
i
n
a
t
i
o
n
)
と
は
異
な
っ
て
感
覚
器
官
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
感
覚
器
官
だ
け
で
観
念
を
生
む

こ
と
は
な
く
、
従
っ
て
知
覚
は
感
覚
器
官
に
働
き
か
け
る
外
的
原
因
に
よ
る
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
に
は
、
感
覚
は
我
々
に
無
理
強
い
を
す
る
の
で
あ
っ
て
、
我
々
は
そ
れ
を
避
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
記
憶
や
想
像
の
観
念
と
感

覚
の
観
念
は
、
随
意
性
・
不
随
意
性
の
点
に
お
い
て
異
な
り
、
現
実
の
感
覚
は
外
的
原
因
の
存
在
を
我
々
に
確
信
さ
せ
る
。

第
三
に
は
、
或
る
種
の
感
覚
、
例
え
ば
熱
さ
の
感
覚
は
、
苦
痛
を
伴
な
っ
て
生
み
出
さ
れ
る
。
単
な
る
熱
さ
の
記
憶
が
現
実
的
な
苦
痛

を
伴
な
っ
て
生
じ
る
こ
と
は
な
い
。
こ
の
苦
痛
は
、
外
的
対
象
が
我
々
の
身
体
に
当
た
る
と
き
身
体
に
生
む
乱
れ

(
d
i
s
o
r
d
e
r
)

に
よ
っ

て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
、

「
類
似
」

(
r
e
s
e
m
b
l
a
n
c
e
)
と
い
う
意
味
で
の
合
致
が
問
題
と
さ
れ
た
の
で
は

r
e
a
s
o
n
s
)
を
四
つ
な
い
し
五
つ
挙
げ
て
固
め
よ
う
と
す
る

(
Nこ
xi,
4
-
7
)

。

と
考
え
ら
れ
る
。
或
る
種
の
現
実
的
感
覚
に
随
伴
す
る
快
感
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
。
つ
ま
り
、

記
憶
の
観
念
に
は
伴
な
わ
な
い
が
、
現
実
的
感
覚
に
は
伴
な
う
快
・
苦
の
観
念
が
、
我
々
に
外
的
対
象
の
存
在
を
知
ら
せ
る
。

第
四
に
は
、
我
々
の
相
異
な
る
感
覚
の
証
言
の
あ
い
だ
に
は
多
く
の
場
合
整
合
性

(
c
o
h
e
r
e
n
c
e
)
が
あ
り
、
外
的
事
物
の
存
在
に
関
す

る
相
互
の
報
告
の
正
し
さ
を
証
言
す
る
。
私
が
紙
の
上
に
書
い
て
い
る
文
字
の
外
的
存
在
を
、
私
は
触
覚
な
い
し
運
動
感
覚
や
視
覚
に
よ

っ
て
知
る
。
更
に
そ
の
文
字
が
他
人
に
よ
っ
て
見
ら
れ
読
ま
れ
る
と
ロ
ッ
ク
が
言
う
と
き

(
Nし
xi,
7
)

、
ロ
ッ
ク
は
第
五
の
理
由
と
し
て
、

他
人
の
証
言
と
の
合
致
を
そ
こ
に
加
え
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

更
に
「
共
働
理
由
」

と
が
で
き
る
か
が
、
問
題
と
さ
れ
た
の
で
は
な
か
っ
た
。

い
か
に
し
て
我
々
は
言
う
こ
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ロ
ッ
ク
は
感
覚
的
知
覚
と
の
因
果
的
対
応
関
係
に
よ
っ
て
、
外
的
事
物
の
存
在
に
つ
い
て
確
信
を
抱
き
、
更
に
五
つ
の
「
共
働
理
由
」
‘
い
わ

ば
傍
証
に
よ
っ
て
確
信
を
固
め
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
‘
因
果
的
対
応
関
係
と
い
っ
て
も
‘
脳
活
動
は
知
覚
経
験
の
必
要
条
件
で
あ
る
の
み
な

(10) 

ら
ず
、
十
分
条
件
で
も
あ
る
こ
と
が
、
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
対
象
か
ら
脳
ま
で
の
因
果
過
程
が
成
立
し
て
い
な
く
て
も
、
脳
活
動

（
電
気
刺
激
、
夢
、
幻
覚
等
の
場
合
）
が
あ
れ
ば
、
知
覚
経
験
が
得
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
感
覚
器
官
は
知
覚
経
験
の
必
要
条
件
と
は
言
え

な
く
な
る
。
例
え
ば
、
目
が
損
傷
を
受
け
た
場
合
、
脳
は
外
的
対
象
か
ら
の
刺
激
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
そ
の
対
象
に
よ
っ
て
惹
き
起
こ

さ
れ
る
べ
き
感
覚
を
持
つ
こ
と
を
妨
げ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
目
の
損
傷
は
、
感
覚
の
必
要
条
件
で
あ
る
脳
活
動
を
妨
げ
る
。
し
か
し
、
目
は

視
覚
的
感
覚
の
必
要
条
件
で
は
な
い
。
脳
活
動
が
何
か
他
の
仕
方
で
惹
き
起
こ
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
感
覚
が
生
じ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
見
て
ゆ
く
と
、
外
的
事
物
の
存
在
に
つ
い
て
の
確
信
も
、
少
な
く
と
も
そ
の
確
信
の
度
合
を
弱
め
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
ロ

ッ
ク
が
「
共
働
理
由
」
と
し
て
挙
げ
た
傍
証
に
つ
い
て
も
問
題
が
あ
る
。
ま
ず
第
一

•
第
五
の
理
由
に
お
い
て
は
、
感
覚
器
官
、
他
人
の

存
在
が
そ
れ
ぞ
れ
前
提
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
と
き
の
ロ
ッ
ク
に
と
っ
て
は
、
そ
れ
ら
の
存
在
は
ま
だ
前
提
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
ず
、
確

立
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
次
に
第
二
の
感
覚
の
不
随
意
性
に
つ
い
て
言
え
ば
、
夢
や
幻
覚
も
我
々
の
意
の
ま
ま
に
な
ら
な
い
こ
と

を
考
え
れ
ば
、
問
題
の
決
め
手
に
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
第
三
の
苦
痛
や
快
惑
を
伴
な
っ
て
生
起
す
る
と
い
う
の
は
、
快
・
苦
を
伴
な

わ
ず
生
起
す
る
多
く
の
感
覚
の
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
適
用
範
囲
の
ご
く
限
ら
れ
た
基
準
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
更
に
ま
た
、

幻
覚
肢
(
p
h
a
n
t
o
m
l
i
m
b
s
)

の
よ
う
な
場
合
に
は
、
幻
覚
に
も
苦
痛
は
伴
な
い
う
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
最
後
に
第
四
の
理
由
に
つ
い
て

言
え
ば
、
そ
れ
が
示
す
の
は
、

四

た
だ
複
数
の
感
覚
が
合
致
す
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
‘
―
つ
の
感
覚
が
他
の
感
覚
に
よ
っ
て
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