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を
構
成
す
る
可
能
性
は
な
お
存
在
す
る
。

そ
れ
は
当
然

「
（
広
い
意
味
で
の
）
悟
性
」

(
E
E
.
2
9
)

の
働
き
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
必
然
的
に
惑
性
が
悟
性
に
混
入
す
る
こ
と
に
よ
る
「
窃
取
の

誤
謬
」

(
V
i
t
i
u
m
S
u
b
r
e
b
t
i
o
n
i
s
)
 
(
E
E
.
 2
9
)

が
生
ず
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
快
・
不
快
の
惑
情
に
よ
る
表
象
様
式
は
、
対
象
の
認
識

に
は
全
く
関
与
せ
ず
、
単
に
主
観
的
な
意
味
し
か
持
た
れ
な
い
か
ら
、
そ
の
限
り
、
「
学
と
し
て
の
感
情
の
感
性
論
(
A
s
t
h
e
t
i
k
)
」
（
E
E
.

2
8
)

と
い
っ
た
も
の
は
一
切
不
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
対
象
の
表
象
に
関
す
る
こ
の
感
情
に
よ
る
判
断
と
し
て
の
「
美
的
判
断
」
に
対

し
て
は
、
そ
の
「
判
定
能
力
の

A
s
t
h
e
t
i
k
」
(
E
E
.
2
8
)
 

「
学
と
し
て
の
批
判
」

(
K
U
.
1
4
4
)

と
い
う
意
味
に
お
い
て
に
他
な
ら
な
い
。

を
も
し
前
者
の
意
味
に
取
れ
ば
、

カ
ン
ト
に
と
っ
て
、

こ
の
表
現
は
そ
れ
自
体
矛
盾
を
含
ん
だ
も
の
に
な
る
と
言
う
。

判
断
作
用
は
あ
く
ま
で

(

1

)

 

「
美
的
な
も
の
」

(
d
a
s
A
s
t
h
e
t
i
s
c
h
e
)
 
(
E
E
.
 2
8
)

と
い
う
表
現
に
は
、
対
象
の
認
識
に
関
わ
る
感
性
的
直
観
の
表
象
様
式
と
い
う
意

味
と
、
快
・
不
快
の
感
情
に
よ
る
表
象
様
式
と
い
う
意
味
と
の
間
の
二
義
性
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
を
、

カ
ン
ト
は
『
判
断
力
批
判
へ

の
第
一
序
論
』
の
中
に
述
べ
て
い
る
。
我
々
が
「
美
的
判
断
」

(
d
a
s
a
s
t
h
e
t
i
s
c
h
e
 
U
r
t
e
i
l
)

と
い
う
こ
と
を
考
え
る
場
合
、

な
ぜ
な
ら
、

大

—
ー
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
に
関
す
る
一
考
察
I

美
的
判
断
に
お
け
る
反
省
に
つ
い
て

森

淳

「
美
的
」

史
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カ
ン
ト
は
「
美
の
分
析
論
」
の
冒
頭
近
く
次
の
よ
う
に
言
う
。

断
の
み
で
あ
り
、
そ
の
場
合
、
カ
ン
ト
は
、

「
表
象
の
一
切
の
関
係
は
感
覚
の
そ
れ
で
す
ら
客
観
的
で
あ
り
う
る
。

「
こ
の
美
的
と
い
う
表
現
を
直
観
に
つ
い
て
も
、

ま
し
て
や
悟
性
の
表
象
に
つ
い
て
も
使
用
せ
ず
、

そ
の
場
合
、
カ
ン
ト
は
、

断
力
の
行
為
に
つ
い
て
の
み
使
用
す
る
（
傍
点
イ
タ
リ
ッ
ク
）
」
（
E
E
.
2
9
)

こ
と
に
よ
っ
て
問
題
の
解
決
を
図
り
う
る
と
考
え
る
。
判
断

一
般
的
に
言
え
ば
、
感
性
の
直
観
を
悟
性
の
概
念
へ
と
関
係
づ
け
る
手
続
き
で
あ
る
か
ら
、

こ
こ
で
感
性
と
悟
性
の
関
係
づ
け
の
手
続
き
そ
れ
自
体
を
特
徴
づ
け
る
表
現
と
な
る
。

単
に
感
官
的
快
に
の
み
基
づ
く
「
美
的
惑
官
判
断
」

(
E
E
.
3
1
)

に
対
し
て
、
「
美
的
反
省
判
断
」

(
E
E
.
3
1
)

と
言
わ
れ
る
真
の
趣
味
判

の
「
判
断
力
の
行
為
」
を
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
我
々
も
カ
ン
ト
と
と
も
に
、
こ
の
問
題
領
域
の
中
に
、
考
察
の
手
が
か
り

を
求
め
て
行
く
こ
と
に
な
る
。

ヽ

た
だ
判

し
か
も
、
こ
の
問
題
性
を
引
き
受
け
う
る
の
は
、

「
美
的
」
の
表
現
が
特
徴
づ
け
る
「
反
省
判
断
」
の
「
反
省
」
の
手
続
き
に
お
い
て
、
上
述

（
そ
し
て
そ
の
場
合
、
そ
の
関
係
は
経
験
的
表
象
の
実
在
的
な
も
の
を
意
味
す
る
）
し
か
し
、
表
象
と
快
及
び
不
快
の
感
情
へ
の
関
係
だ

け
は
客
観
的
で
あ
り
え
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
は
客
体
に
お
け
る
何
も
の
も
示
さ
れ
ず
、
そ
こ
で
は
主
観
が
表
象
を
通
し
て
触
発
さ
れ
る

ま
た
自
己
自
身
を
感
じ
る
の
で
あ
る
。
」

(
K
U
.
4
)

快
・
不
快
の
感
情
に
よ
る
表
象
様
式
は
、

認
識
の
た
め
の
質
料
を
成
し
う
る
経
験

的
•
実
在
的
な
も
の
と
の
客
観
的
関
係
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
定
位
す
る
。
こ
こ
に
言
わ
れ
る
触
発
は
、
そ
れ
ゆ
え
単
に
外
惑
に
お
け
る
経

験
的
触
発
と
は
言
え
ず
、

ま
た
自
己
認
識
の
客
観
を
成
し
う
る
よ
う
な
内
感
に
お
け
る
経
験
的
触
発
と
も
し
え
な
い
。
そ
れ
以
上
の
こ
と

は
引
用
か
ら
は
明
ら
か
で
な
い
と
し
て
も
、
こ
こ
に
は
そ
の
よ
う
な
経
験
的
次
元
を
越
え
る
契
機
の
含
ま
れ
る
こ
と
が
予
示
さ
れ
て
い
る
。

カ
の
行
為
と
は
、

「
美
的
」
と
い
う
表
現
は
、
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こ
の

思
惟
せ
ら
れ
る
の
み
で
あ
る
が
、

そ
れ
が
制
約
の
上
か
ら
は
主
観
的
で
あ
る
限
り
、

し
か
し
、

あ
る
種
の

「
作
用

心
情
に
及
ぼ
す
作
用
に
お
い
て
感
覚
さ
れ
う
る
。
」

つ
ま
り
、

「
先
験
的
な
普
遍
妥
当
的
根
拠
が
経
験
的
主
観
の
う
ち
に
実
際
に
経
験

い
う
こ
と
を
特
徴
づ
け
る
意
図
を
有
し
て
い
る
。

「
表
象

定
根
拠
と
し
て
の
こ
の
「
生
命
感
情
」
は
、

趣
味
判
断
は
所
与
の
表
象
に
関
し
全
面
的
に
主
観
の
「
生
命
感
情
」

(
K
U
.
4
)

に
基
づ
く
判
断
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、

「
表
象
力
が
所
与
の
表
象
を
認
識
一
般
と
連
関
づ
け
る
限
り
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
表
象
力
相

互
の
関
係
に
見
出
さ
れ
る
心
情
状
態
以
外
の
も
の
で
は
あ
り
え
な
い
」

(
K
U
.
2
8
)

と
さ
れ
る
。
こ
の
心
情
状
態
に
カ
ン
ト
は
、

カ
の
自
由
な
戯
れ
の
感
情
の
心
情
状
態
」

(
K
U
.
2
8
)

と
い
う
説
明
を
与
え
る
。
こ
の
「
自
由
な
戯
れ
」
と
い
う
表
現
は
何
よ
り
も
こ
の

表
象
状
態
が
認
識
の
た
め
の
一
切
の
客
観
的
・
実
在
的
な
も
の
に
関
与
せ
ず
、
そ
れ
ゆ
え
一
切
の
特
定
の
認
識
の
連
関
に
関
与
し
な
い
と

そ
れ
と
と
も
に
、

「
自
由
な
戯
れ
」
は
そ
れ
が
表
象
力
、
即
ち
「
直
観
の
多
様
を
綜
合
す
る
た
め
の
構
想
力
と
概
念
の
統
一
に
と
っ
て

の
悟
性
」

(
K
U
.
2
8
)

と
い
う
両
認
識
能
力
の
関
係
と
し
て
の
認
識
一
般
の
主
観
的
制
約
に
対
し
、
適
合
的
な
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と

を
通
し
て
、
こ
の
趣
味
判
断
で
の
表
象
様
式
、
即
ち
対
象
の
表
象
に
お
い
て
快
を
覚
え
る
心
情
状
態
の
普
遍
妥
当
性
を
根
拠
‘
‘
つ
け
る
も
の

と
も
な
る
。
そ
の
場
合
決
定
的
な
こ
と
は
、
こ
の
認
識
能
力
の
認
識
一
般
へ
の
諧
和
の
状
態
は
、
そ
の
よ
う
な
関
係
と
し
て
主
観
に
意
識

さ
れ
、
経
験
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
あ
る
。

(
2
)
 

可
能
と
な
る
」
と
い
う
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
そ
の
こ
と
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
。
即
ち
、
認
識
の
「
客
観
的
関
係
は

(
K
U
.
 3
1
)

そ
の
場
合
、

「
関
係
の
意
識
」

納
得
し
難
さ
の
残
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。

は
構
想
力
と
悟
性
が
生
気
づ
け
ら
れ
て
交
互
に
諧
和
す
る
と
こ
ろ
に
生
ず
る

(
W
i
r
k
u
n
g
)

の
感
覚
」

(
K
U
.
3
1
)

に
よ
る
意
識
と
し
て
の
み
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
の
仕
方
に
は
、

つ
ま
り
、
こ
こ
で
は
「
純
粋
な
認
識
の
制
約
と
快
と
の
間
に
求
め
ら
れ
た
連
関
は
予
備
裁
定

(

3

)

 

の
中
で
確
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
っ
て
、
こ
の
連
関
に
事
象
に
お
け
る
納
得
の
い
く
説
明
を
見
出
す
可
能
性
は
な
い
よ
う
に
見
え
る
」

判
断
の
規
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可
能
な
概
念
に
関
し
て
他
の
表
象
と
比
較
し
対
照
す
る
か
、

あ
る
い
は
自
己
の
認
識
能
力
と
比
較
し
対
照
す
る
か
い
ず
れ
か
で
あ
る
」

的
で
あ
る
」

(
K
U
・
X
L
V
)
か
ら
、

そ
の
諧
和
か
ら

を
必
然
的
に
伴
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

か
ら
で
あ
る
。
た
だ
、

い
ず
れ
に
せ
よ
確
か
な
こ
と
は
、
超
個
人
的
で
そ
れ
ゆ
え
普
遍
的
な
認
識
一
般
の
関
係
づ
け
の
中
に
、

惑
覚
」
に
基
づ
く
判
断
の
普
遍
妥
当
性
の
要
求
の
根
拠
づ
け
は
求
め
ら
れ
て
お
り
、
従
っ
て
「
作
用
の
感
覚
」
は
こ
の
関
係
づ
け
の
意
識

こ
の
関
係
の
意
識
に
お
い
て
、
自
己
の
表
象
状
態
は
特
定
の
認
識
の
目
的
に
で
は
な
い
が
、
認
識
一
般
に
対
し
て
合
目
的
的
で
あ
る
と

も
言
い
う
る
。

か
も
、

カ
ン
ト
の
言
う
「
目
的
な
き
合
目
的
性
」
の
関
係
性
は
、
従
っ
て
こ
の
同
じ
関
係
性
を
言
い
表
わ
し
て
い
る
。
そ
れ
は
言

い
換
え
れ
ば
、
認
識
能
力
の
交
互
的
諧
和
の
作
用
と
し
て
感
覚
し
う
る
自
己
の
状
態
そ
の
も
の
以
外
に
い
か
な
る
目
的
を
も
置
か
な
い
よ

う
な
、
単
に
結
果
（
作
用
）
に
お
け
る
合
目
的
性
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
心
情
に
お
い
て
そ
の
自
己
の
状
態
そ
の
も
の
を
「
そ
れ
以
上
の

意
図
な
く
保
存
す
る
」
よ
う
な
「
因
果
性
」

(
K
U
.
3
7
)

と
し
て
認
識
さ
れ
る
。

来
る
「
作
用
の
感
覚
」
と
し
て
の
快
感
情
に
お
い
て
の
み
、

し
か
し
「
対
象
と
主
観
の
能
力
と
の
こ
の
諧
和
は
偶
然

認
識
一
般
に
対
し
て
認
識
能
力
が
合
目
的
的
に
諧
和
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

(

4

)

 

つ
ま
り
快
惑
情
と
い
う
「
情
況
証
拠
」
に
お
い
て
の
み
意
識
さ
れ
う
る
。

し

カ
ン
ト
は
「
作
用
の
感
覚
」
に
定
位
す
る
こ
の
関
係
の
意
識
を
、
認
識
一
般
に
前
提
さ
れ
る
反
省
の
手
続
き
と
の
類
比
の
も
と
に
、

先
験
的
方
法
に
よ
っ
て
根
拠
づ
け
よ
う
と
し
て
お
り
、
我
々
の
考
察
も
こ
の
点
に
先
づ
主
題
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。

我
々
は
先
づ
、

カ
ン
ト
の
反
省
概
念
の
先
験
哲
学
的
意
味
‘
‘
つ
け
を
簡
単
に
確
認
し
て
お
き
た
い
。
カ
ン
ト
は
『
第
一
序
論
』
の
中
に
反

省
作
用
を
一
般
的
に
規
定
し
て
、
「
反
省
す
る

(
R
e
窓
k
t
i
e
r
e
n
)

(
熟
考
す
る

(
U
b
e
r
l
e
g
e
n
)
)

と
は
、
所
与
の
表
象
を
そ
れ
に
よ
っ
て

「
作
用
の
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概
念
の
多
義
性
に
つ
い
て
』
に
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。

(

5

)

 

(
E
E
.
 1
7
£
)

と
言
う
。
こ
れ
は
「
類
概
念
の
形
成
に
先
立
つ
熟
考
と
比
較
」

ま
た
あ
る
意
味
で
承
け
て
い
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

た
だ
し
、

の
反
省
は
、
表
象
と
自
己
の
認
識
能
力
の
比
較
、
対
照
と
い
う
、

(
d
i
e
 
t
r
a
n
s
z
e
n
d
e
n
t
a
l
e
 
U
b
e
r
l
e
g
u
n
g
)
 

と
い
う
ヴ
ォ
ル
フ
学
派
の
伝
統
的
反
省
概
念
を
カ
ン
ト
も

カ
ン
ト
に
お
い
て
は
表
象
間
の
比
較
、
対
照
と
い
う
論
理
的
な
意
味
で

カ
ン
ト
的
先
験
的
意
味
の
反
省
を
前
提
し
て
は
じ
め
て
可
能
と
な
る
。

(
6
)
 

こ
の
先
験
的
な
反
省
の
前
提
を
欠
く
と
こ
ろ
に
、
合
理
論
者
や
経
験
論
者
の
錯
誤
は
生
じ
た
の
で
あ
る
。

『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
反
省

「
熟
考

(
U
b
e
r
l
e
g
u
n
g
)

(
反
省
）
（
reflectio)

は
対
象
の
概
念
を
得

る
た
め
に
直
接
に
対
象
そ
の
も
の
に
関
与
す
る
も
の
で
は
な
く
、
我
々
が
そ
の
下
で
概
念
に
到
逹
し
う
る
主
観
的
制
約
を
見
出
す
た
め
に

先
づ
我
々
が
用
意
す
る
心
情
の
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
は
所
与
の
表
象
と
我
々
の
異
な
る
認
識
源
泉
と
の
関
係
の
意
識
で
あ
り
、
こ
の
意
識

に
よ
っ
て
の
み
、
表
象
相
互
の
関
係
は
正
し
く
規
定
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
」

(
K
r
V
.
A
2
6
0
 11
 B
3
1
6
)

表
象
間
の
比
較
に
先
ん
じ
て
、
主

観
の
内
な
る
異
種
的
な
認
識
能
力
を
区
別
し
、
所
与
の
表
象
が
そ
の
い
ず
れ
に
、
即
ち
感
性
と
悟
性
の
い
ず
れ
に
属
し
、

て
そ
の
関
係
の
規
定
が
な
さ
れ
る
べ
き
か
を
区
別
す
る
行
為
を
カ
ン
ト
は

「
先
験
的
反
省
」

い
ず
れ
に
お
い

(
K
r
V
.
 A
2
6
1
 11
 B
3
1
7
)

と
呼
び
、
こ
れ
に
よ
っ
て
感
性
の
対
象
と
純
粋
悟
性
の
対
象
の
混
同
、
即
ち
現
象
の
関
係
と
物
自
体
の
関
係
の

混
同
の
生
じ
る
の
を
避
け
う
る
と
す
る
。

趣
味
判
断
に
際
し
て
の
表
象
と
主
観
の
状
態
と
の
関
係
の
意
識
に
関
す
る
表
現
、
例
え
ば
「
単
に
所
与
の
表
象
を
主
観
に
お
い
て
、
心

偕
が
自
己
の
状
態
の
感
情
に
意
識
す
る
表
象
の
全
能
力
と
対
比
す
る
」

(
K
U
.
5
)
、
あ
る
い
は
「
対
象
の
形
式
を
、
直
観
を
概
念
へ
と
連

関
づ
け
る
自
己
の
能
力
と
少
な
く
と
も
比
較
す
る
」
(
K
U
•X
L
I
V
)
な
ど
の
表
現
に
は
、
上
述
の
反
省
概
念
の
先
験
的
意
味
と
の
、
少

、
、
、
、
、
、
、

「
単
に
反
省
的
な
判
断
は
美
的
で
あ
り
う
る
が
、
そ
れ

な
く
と
も
類
比
的
関
連
性
が
指
摘
さ
れ
う
る
。
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
る
。

は
（
こ
の
対
象
と
他
の
も
の
と
の
比
較
が
注
目
さ
れ
な
い
う
ち
に
）
所
与
の
表
象
に
対
し
て
い
か
な
る
概
念
を
も
予
め
持
た
な
い
判
断
力



47 

が
、
（
単
に
そ
の
対
象
を
把
捉
す
る
場
合
の
）
構
想
力
を
（
概
念
一
般
を
描
出
す
る
場
合
の
）
悟
性
と
付
き
合
わ
せ
、
判
断
力
の
客
観
的

使
用
の
主
観
的
で
単
に
感
覚
可
能
な
制
約
（
あ
の
両
能
力
相
互
の
諧
和
）
を
成
す
、
こ
れ
ら
両
認
識
能
力
の
あ
る
関
係
を
知
覚
す
る
と
き

（
傍
点
イ
タ
リ
ッ
ク
）
」
（
E
E
.
3
0
)

構
想
力
と
悟
性
が
諧
和
す
る
と
い
う
こ
と
が
趣
味
判
断
の
主
観
的
制
約
を
成
す
が
、
そ
こ

に
は
既
に
こ
の
諧
和
が
判
断
一
般
の
主
観
的
制
約
に
適
合
的
で
あ
り
、
そ
れ
に
重
な
り
合
う
も
の
だ
と
い
う
意
識
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
判
断
一
般
の
主
観
的
制
約
の
意
識
は
、
先
験
的
反
省
を
前
提
し
て
の
み
可
能
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

で
は
、
美
的
判
断
に
お
い
て
こ
の
意
識
は
い
か
に
し
て
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

て
い
る
。
即
ち
、
趣
味
判
断
に
お
い
て
、
主
観
は
「
表
象
状
態
に
お
い
て
質
料
、
即
ち
感
箕
で
あ
る
も
の
を
出
来
る
だ
け
除
去
し
、
も
っ

ば
ら
自
己
の
表
象
（
あ
る
い
は
自
己
の
表
象
状
態
）
の
形
式
的
固
有
性
に
の
み
注
目
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
、

い
う
の
で
あ
る
。

(
K
U
.
1
5
7
)

表
象
あ
る
い
は
表
象
状
態
の
形
式
的
な
も
の
と
は
、
表
象
に
お
け
る
形
式
的
合
目
的
性
で
あ
る
。
「
美
的

判
断
は
〔
…
…
〕
そ
の
対
象
の
い
か
な
る
固
有
性
に
も
注
意
せ
ず
、

に
だ
け
注
意
さ
せ
る
。
」

ら
捨
象
し
、
そ
れ
と
と
も
に
そ
の
表
象
状
態
の
中
に
お
よ
そ
認
識
が
可
能
で
あ
る
場
合
の
表
象
力
の
形
式
的
合
目
的
的
関
係
を
意
識
す
る

こ
と
も
可
能
と
な
る
。

(
K
U
.
 4
7
)

も
し
趣
味
判
断
が
純
粋
な
ら
、
判
断
は
認
識
の
内
容
に
関
わ
る
感
覚
や
概
念
を
そ
の
表
象
状
態
か

し
か
も
、
こ
の
質
料
的
成
分
の
捨
象
、
形
式
的
成
分
の
抽
象
と
い
う
手
続
き
は
、

即
ち
快
の
感
情
を
捨
象
し
、
単
に
美
的
形
式
の
み
を
論
理
学
の
指
定
す
る
客
観
的
判
断
の
形
式
と
比
較
す
る
」

味
判
断
の
演
鐸
の
手
続
き
、
即
ち
先
験
哲
学
者
自
身
に
よ
る
「
批
判
」
の
先
験
的
反
省
の
手
続
き
と
も
重
な
り
合
っ
て
来
る
。

そ
し
て
、
判
断
が
結
局
、
純
粋
に
認
識
論
的
に
構
成
さ
れ
る
認
識
一
般
に
そ
の
根
拠
を
求
め
て
い
る
限
り
、

と
見
倣
さ
れ
か
ね
な
い
主
観
的
・
私
的
制
約
を
」
、

つ
ま
り

た
だ
そ
の
対
象
に
関
わ
る
表
象
力
の
規
定
に
お
け
る
合
目
的
的
形
式

「
趣
味
判
断
の
一
切
の
内
容
、

た
と
え
カ
ン
ト
が
パ
ウ
ム

(
K
U
.
 1
3
5
)

と
い
う
趣

「
我
々
の
判
定
に
偶
然
的
に
付
着
し
て
い
る
諸
制
限
を
単
に
拾
象
す
る
」

と

「
や
や
も
す
れ
ば
客
観
的

で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
「
演
繹
論
」
の
中
で
次
の
よ
う
に
説
朋
し
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し
か
し
、

ガ
ル
テ
ン
流
の
「
ア
ナ
ロ
ゴ
ン
・
ラ
テ
ィ
オ
ニ
ス
」
に
よ
る
美
の
規
定
を
否
定
す
る
と
し
て
も
、
あ
く
ま
で
カ
ン
ト
的
、
先
験
哲
学
的
な

(

7

)

 

意
味
で
の
「
ア
ナ
ロ
ゴ
ン
・
ラ
テ
ィ
オ
ニ
ス
」
か
ら
の
根
拠
づ
け
を
指
摘
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、

「
カ
ン
ト
は
常
に
く

(

8

)

 

り
返
し
美
し
い
も
の
の
形
式
を
、
演
繹
的
に
判
断
力
の
形
式
的
反
省
原
理
か
ら
の
み
規
定
し
よ
う
と
す
る
危
険
に
走
る
」
と
い
っ
た
指
摘

も
否
定
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
の
よ
う
な
傾
向
を
我
々
も
ま
た
カ
ン
ト
の
記
述
の
中
に
確
認
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、

(

9

)

 

我
々
は
こ
の
こ
と
を
全
面
的
に
カ
ン
ト
の
弱
点
と
し
て
責
め
る
こ
と
も
当
を
得
て
い
な
い
と
考
え
る
。
た
し
か
に
応
々
に
し
て
行
き
過
ぎ

た
観
を
呈
す
る
カ
ン
ト
の
認
識
論
的
形
式
主
義
が
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
全
く
事
象
の
本
質
を
歪
回
し
て
い
る
な
ど
と
は
決
し
て
言
え
な
い

カ
ン
ト
は
、
趣
味
判
断
の
根
拠
と
な
る
満
足
感
を
対
象
の
現
存
に
関
し
て
一
切
の
関
心
を
持
た
な
い
満
足
感
で
あ
る
と
す
る
。
彼
は
、

そ
の
際
、
決
し
て
純
粋
な
美
的
判
断
の
規
定
根
拠
と
な
り
え
な
い
満
足
感
か
ら
判
断
が
自
由
で
あ
る
こ
と
を
通
し
て
、
判
断
の
規
定
根
拠

と
な
る
べ
き
満
足
感
を
説
明
す
る
。
趣
味
判
断
の
規
定
根
拠
と
な
り
え
な
い
満
足
感
と
は
、
対
象
の
享
受
可
能
性
に
甚
づ
き
、
傾
向
性
を

規
定
す
る
惑
官
的
快
に
お
け
る
満
足
感
で
あ
り
、
あ
る
い
は
理
性
の
与
え
る
意
図
や
目
的
の
も
と
に
対
象
に
覚
え
る
満
足
惑
で
あ
る
。
こ

れ
ら
は
い
ず
れ
も
対
象
の
現
存
に
対
す
る
関
心
に
基
づ
く
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
、
主
観
は
対
象
に
関
す
る
特
定
の
実
在
的
な
関
わ
り
の
中

に
置
か
れ
て
い
る
。
純
粋
美
的
判
断
で
の
満
足
感
は
そ
の
よ
う
な
関
わ
り
か
ら
自
由
で
あ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
正
当
に
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
言
う
「
無
関
心
的
」
と
い
う
こ
と
は
、
決
し
て
「
意
志
の
保
留
、

(
1
0
)
 

切
の
努
力
の
停
止
、
全
き
安
静
、
純
粋
に
も
は
や
何
も
の
を
も
意
欲
し
な
い
こ
と
、
無
関
与
の
中
に
身
を
委
ね
る
こ
と
」
と
い
っ
た
、
全

か
ら
で
あ
る
。



-49 

く
の
受
動
的
、
消
極
的
態
度
の
意
味
に
解
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
カ
ン
ト
が
「
恩
恵
」

(
G
u
n
s
t
)

(
K
U
.
 1
5
)

と
名
づ
け
る
こ
の
「
無
関

、
、
、

心
的
で
自
由
な
満
足
感
（
傍
点
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
）
」
（
K
U
.
1
5
)
 

b
l
拠
る
主
観
の
態
度
は
、
「
む
し
ろ
我
々
の
本
質
の
最
高
の
努
力
、
自
身

固
有
の
品
位
を
有
す
る
も
の
が
、
た
だ
そ
の
品
位
を
純
粋
に
保
つ
よ
う
に
と
そ
の
も
の
を
解
放
す
る
た
め
に
、
我
々
自
身
を
解
放
す
る
こ

と
」
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
「
無
関
心
的
」
と
い
う
こ
と
で
含
意
さ
れ
る
の
は
単
な
る
無
頓
着

(
g
l
e
i
c
h
g
i
i
l
t
i
g
)

な
態
度
で
は
な
く
、
や

や
も
す
れ
ば
主
観
を
私
的
に
制
約
す
る
も
の
か
ら
自
己
を
自
由
に
す
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
対
象
の
表
象
と
主
観
と
の

間
に
自
由
な
交
わ
り
を
結
ぶ
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
無
関
心
的
満
足
感
に
は
、
同
時
に
「
一
切
の
関
心
か
ら
の
離
脱
(
A
b
s
o
n
‘

d
e
r
n
)

の
意
識
」

(
K
U
.
18)
が
と
も
に
含
ま
れ
て
お
り
、
趣
味
判
断
は
、
こ
の
意
識
に
よ
っ
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、

善
な
る
も
の
に
属
す
る
一
切
の
も
の
を
美
の
満
足
感
か
ら
分
離

(
A
b
s
o
n
d
e
r
u
n
g
)

し
て
も
、
こ
の
満
足
感
は
な
お
残
る
と
い
う
単
な
る

意
識
に
よ
っ
て
」

(
K
U
.
2
6
)

可
能
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
識
に
よ
っ
て
こ
そ
、
判
断
者
は
自
己
の
判
断
が
趣
味
判
断
で

つ
ま
り
「
普
遍
的
賛
同
」

(
d
i
e
a
l
l
g
e
m
e
i
n
e
 
S
t
i
m
m
e
)

の
「
理
念
」

(
K
U
.
2
6
)
 
U
適
っ
て
判
断
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と

を
も
確
信
し
う
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
無
関
心
的
満
足
感
と
い
う
表
現
に
よ
る
、
趣
味
判
断
の
規
定
根
拠
で
あ
る
べ
き
快
惑
情
の
特
徴
づ
け
は
、
こ
の
意
識
と

と
も
に
、
「
単
な
る
反
省
の
快
」

(
K
U
,
1
5
5
)

と
い
う
表
現
へ
と
直
接
通
じ
て
い
る
。

「
快
適
な
も
の
や

則
的
活
動
の
快
で
も
な
く
、
ま
た
理
念
に
従
う
理
性
的
静
観
の
快
で
も
な
く
て
、
単
な
る
反
省
の
快
で
あ
る
。
こ
の
快
は
、

お
よ
そ
何
ら

の
目
的
な
い
し
原
則
を
規
準
と
す
る
こ
と
な
く
、
最
も
普
通
の
経
験
の
た
め
に
も
判
断
力
が
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
あ
る
手
続
き
を
介
し
て
、

概
念
の
能
力
と
し
て
の
悟
性
と
連
関
し
て
直
観
の
能
力
と
し
て
の
構
想
力
の
な
す
対
象
の
普
通
の
把
捉
に
も
伴
う
。
た
だ
し
、
こ
の
場
合

あ
る
、 し

か
も
こ
こ
で
留
意
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、

「
美
し
い
も
の
で
の
快
は
、
享
受
の
快
で
も
、
法
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に
は
判
断
力
は
、
経
験
的
な
客
観
的
概
念
を
知
覚
す
る
た
め
こ
の
手
続
き
を
取
ら
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
あ
の
場
合
に
は
〔
美
的
判
定
に
お

い
て
は
〕
、
単
に
そ
の
表
象
が
そ
の
自
由
に
お
け
る
両
認
識
能
力
の
調
和
的
（
主
観
的
合
目
的
的
な
）
営
み
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
知

覚
す
る
た
め
、

1
5
5
)

こ
こ
で
、
判
断
力
の
「
あ
る
手
続
き
」
と
慎
重
に
言
わ
れ
る
も
の
は
、
認
識
判
断
一
般
に
前
提
さ
れ
る
反
省
の
手
続
き
に
他
な
ら
な

い
。
快
感
情
は
、
こ
の
反
省
の
手
続
き
、

そ
れ
は
こ
の
快
が
単
な
る
主
観
的
・
私
的
制
約
を
越
え
て
普
遍
性
を
獲
得
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
、

能
な
限
り
の
根
拠
づ
け
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
。

「
知
覚
に
関
す
る
単
な
る
反
省
」

遍
的
と
は
、
普
遍
妥
当
性
を
要
求
し
う
る
根
拠
が
単
に
主
観
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
快
感
情
は
し
か
し
、

た
こ
の
反
省
が
客
観
一
般
の
認
識
と
合
致
す
る
た
め
の
、

意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
り
、
そ
う
し
た
反
省
に
と
っ
て
客
観
の
形
式
が
合
目
的
的
な
の
で
あ
る
。
」

(
K
U
.
X
L
V
I
I
)
快
感

情
は
、
判
断
の
主
観
的
だ
が
普
遍
的
な
制
約
へ
の
関
係
づ
け
の
意
識
の
中
で
こ
そ
、
判
断
の
根
拠
と
な
り
う
る
。

ま
た
、
こ
の
点
に
関
し
て
、

に
言
わ
れ
る
。

い
て
こ
そ
趣
味
判
断
の
規
定
根
拠
と
な
り
う
る
。

そ
の
表
象
状
態
を
快
を
以
て
感
覚
す
る
た
め
に
こ
の
手
続
き
を
取
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
」

し
か
も
そ
の
形
式
と
「
ア
。
フ
リ
オ
リ
の
原
理
に
従
っ
て
」
結
合
す
る
と
さ
れ
る
が

(
E
E
.
5
8
)
、

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
場
合
反
省
は
、

カ
ン
ト
の
認
識
論
の
射
程
内
で
の
可

「
作
用
の
感
覚
」
に
定
位
す
る
表
象
の

(
E
E
.
 2
7
)
 
Ll. 
過
ぎ
ず
、
従
っ
て
判
断
は
単
に
主
観
的
に
普
遍
的
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
主
観
的
に
普

「
反
省
の
快
」
に
お

「
こ
の
快
が
、
こ
の
判
断
の
規
定
根
拠
で
あ
る
の
は
、
快
が
単
に
反
省
に
、
そ
し
て
ま

た
と
え
主
観
的
に
過
ぎ
な
い
に
せ
よ
、
普
遍
的
な
制
約
に
基
づ
く
こ
と
を
人
が

カ
ン
ト
が
第
九
節
に
「
趣
味
の
批
判
の
た
め
の
鍵
」
と
称
す
る
問
題
が
生
ず
る
。
そ
の
帰
結
は
次
の
よ
う

「
対
象
の
、
な
い
し
は
対
象
が
そ
れ
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
表
象
の
こ
の
単
に
主
観
的
（
美
的
）
な
判
定
は
、
そ
の
対
象

で
の
快
に
先
立
ち
、
認
識
能
力
の
調
和
で
の
こ
の
快
の
根
拠
で
あ
る
。
」

(
K
U
.
2
9
)

「
単
に
主
観
的
（
美
的
）
な
判
定
」
と
は
、
所
与
の

表
象
に
対
し
快
感
情
に
よ
っ
て
賓
述
す
る
こ
と
を
言
う
。
表
象
と
快
感
情
の
結
合
の
こ
の
関
係
は
判
断
の
形
式
を
成
し
、
判
断
の
質
料
と

言
い
換
え
れ
ば
、

(
K
U
,
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し
て
の
快
感
情
の
感
覚
に
先
立
ち
、
従
っ
て
こ
れ
を
根
拠
づ
け
る
。

ヽ

つ
ま
り

の
快
感
情
の
結
合
の
意
識
を
含
む
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
お
り
、

し
か
し
、
判
断
に
お
け
る
こ
の
関
係
づ
け
の
手
続
き
は
、
そ
の
反
省

の
目
標
点
と
し
て
い
か
な
る
特
定
の
概
念
を
も
持
た
な
い
か
ら
、
判
断
そ
の
も
の
が
謂
わ
ば
こ
の
「
単
な
る
反
省
」
に
留
ま
り
続
け
る
こ

「
所
与
の
表
象
に
関
す
る
反
省
が
（
そ
の
判
断
の
規
定
根
拠
と
し
て
の
）
快
の
感
情
に
先
立
つ
」

そ
も
そ
も
「
反
省
の
快
」

し
か
も
そ
れ
が
快
と
そ
れ
に
基
づ
く
判
断
の
先
験
哲
学
的
根
拠
づ
け

の
意
図
を
含
む
限
り
に
お
い
て
、
前
者
は
後
者
に
先
立
つ
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
カ
ン
ト
の
記
述
の
中
に
、
我
々
の
経
験
に

(12) 

照
ら
せ
ば
「
美
的
現
象
に
は
不
適
合
な
あ
る
知
性
化
」
の
遂
行
が
見
え
る
と
し
て
も
、
こ
の
観
点
に
よ
っ
て
直
ち
に
、

カ
ン
ト
自
身
、

い
て
賓
述
さ
れ
る
自
由
な
満
足
感
そ
の
も
の
は
、
反
省
判
断
と
し
て
の
美
的
『
判
断
』
そ
の
も
の
の
遂
行
か
ら
帰
結
す
る
快
の
感
情
と
は

(12) 

異
な
る
と
い
う
こ
と
を
カ
ン
ト
は
は
っ
き
り
見
て
い
な
い
」

「
反
省
の
快
」
を
決
し
て
判
断
あ
る
い
は
、
反
省
の
手
続
き
か
ら
二
次
的
に
結
果
と
し
て
出
て
来
る
も
の
な
ど
と
は
考
え
て
い
な
い
の
で

も
の
で
あ
り
、

「
カ
ン
ト
の
基
本
概
念
で
あ
る
『
快
』
と
『
反
省
』
と
は
カ
ン
ト
の
哲
学
の
作
業
と
そ
の
先
験
的
方
法
と
か
ら
解
明
さ
れ
る
べ
き

(
1
3
)
 

日
常
的
概
念
か
ら
恣
意
的
に
解
釈
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
言
葉
を
、
我
々
は
こ
こ
に
確
認
す
べ

き
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
第
一
批
判
で
の
「
先
験
的
反
省
」
と
は
、
認
識
判
断
の
可
能
な
る
た
め
に
自
己
の
認
識
能
力
間
の
働
き
の
自
覚
の
上
に
立

っ
て
、
感
性
と
悟
性
、
現
象
と
物
自
体
を
区
別
す
る
働
き
で
あ
っ
た
。

あ
る
。

四

(
E
E
.
 3
1
)

と
も
言
い
換
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

し
か
も
、
こ
の
感
性
と
悟
性
、
現
象
と
物
自
体
と
の
「
先
験
的
区

と
す
る
こ
と
は
や
や
妥
当
性
を
欠
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
趣
味
判
断
に
お

は
そ
の
中
に
反
省
の
形
式
と
反
省
の
質
料
と
し
て

と
に
も
な
る
。
従
っ
て
先
の
帰
結
は
、
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別」

(
K
r
V
.
A
4
5
 11
 B
6
3
)

は
、
そ
も
そ
も
「
批
判
」
の
仕
事
そ
の
も
の
の
前
提
で
も
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

力
と
悟
性
の
関
係
は
両
者
の
交
互
的
作
用
に
よ
っ
て
「
心
情
状
態
を
触
発
す
る
限
り
」

「
単
に
主
観
的
と
」

能
性
の
う
ち
に
両
者
の
共
働
の
作
用
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
他
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
制
約
は
、

験
的
批
判
」

(
K
U
.
1
4
4
)

と
し
て
の
「
趣
味
の
批
判
」
と
に
よ
っ
て
共
有
さ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
し
、
判
断
に
お
け
る
心
情
状
態
が
単
に
「
惑
性
的
表
象
」
に
過
ぎ
な
い
と
い
う
の
は
、

「
従
っ
て
感
覚
可
能
な
あ
る

(
E
E
.
 3
0
)

と
し
て
し
か
考
察
さ
れ
え
な
い
。
両
能
力
は
各
々
の
慟
き
に
お
い
て
、
形
式
的
抽
象
を
介
し
て
各
々
分
離
し
て
取
り

出
さ
れ
、
分
析
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
そ
れ
ら
は
「
作
用
の
感
覚
」
に
お
け
る
「
単
な
る
反
省
」
に
よ
っ
て
、
単
に
両
者
の
関
係
可

い
ち
い
ち
の
趣
味
判
断
と
「
先

た
だ
表
象
を
通
し
て
触
発
さ
れ
る
と
い
う
、

主
観
へ
の
作
用
の
側
面
に
つ
い
て
だ
け
言
わ
れ
う
る
こ
と
で
あ
り
、
自
己
の
表
象
状
態
の
規
定
根
拠
に
関
わ
る
主
観
的
合
目
的
性
の
関
係

の
意
識
に
と
っ
て
は
妥
当
し
な
い
。
主
観
的
合
目
的
性
の
意
識
と
は
、
そ
も
そ
も
趣
味
判
断
の
主
観
的
原
理
と
し
て
は
、
結
果
と
し
て
の

心
情
状
態
に
意
識
さ
れ
る
「
内
的
因
果
性
」
の
意
識
、
即
ち
「
表
象
そ
の
も
の
の
状
態
と
認
識
能
力
の
営
み
と
を
そ
れ
以
上
の
意
図
な
く

保
存
す
る
因
果
性
」

(
K
U
.
3
7
)

で
あ
っ
た
。
表
象
状
態
を
「
保
存
す
る
」
と
は
、
「
作
用
」
と
し
て
の
心
情
の
事
態
に
即
し
て
言
え
ば
、

あ
る
対
象
を
観
照
す
る
際
に
生
気
づ
け
ら
れ
る
心
情
状
態
が
、
そ
の
観
照
を
通
し
て
絶
え
ず
高
揚
し
持
続
す
る
こ
と
を
言
う
。

そ
れ
が
単
な
る
感
性
的
享
受
の
快
と
異
な
る
の
は
、
快
感
情
の
持
続
的
保
存
の
状
態
が
恒
常
的
な
刺
激
、
外
的
触
発
に
起
因
す
る
の
で
は

な
く
、
静
観
的
に
観
照
す
る
主
観
の
態
度
そ
れ
自
体
に
起
因
す
る
点
で
あ
る
。
こ
こ
で
主
観
の
態
度
と
言
う
の
は
、

し
か
し
こ
の
場
合
、

し
か
し
、

「
主
観
の
状
態
を
そ

の
ま
ま
に
保
持
し
よ
う
と
意
図
す
る
表
象
の
因
果
性
の
意
識
」

(
K
U
.
3
3
)

を
含
む
主
観
の
状
態
で
あ
り
、
そ
れ
は
ま
た
言
い
換
え
れ
ば

関
係
」

「
主
観
的
な
結
果
（
作
用
）
か
ら
見
れ
ば
」
「
触
発
さ
れ
た
主
観
の
状
態
の
感
性
的
表
象
」

(
E
E
.
2
9
)

に
過
ぎ
な
い
。

従
っ
て
、
構
想

趣
味
判
断
は
あ
く
ま
で

「
表
象
を
通
し
て
触
発
さ
れ
る
ま
ま
に
自
己
自
身
を
感
ず
る
」

と
い
う
点
に
基
づ
か
ざ
る
を
得
ず
、
快
感
情
は
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あ
る
。
悟
性
だ
け
が
法
則
を
与
え
る
。

（
傍
点
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
）
」
（
K
U
.
6
9
)

「
自
律
」
、

こ
の
場
合
正
確
に
は
自
己
自
身
に
対
す
る
自

「
そ
の
諧
和
が
快
の
根
拠
を
含
む
、
認
識
能

従
っ
て
、

ル
ト
）
」
（
K
U
.
1
5
)
 

!l
内
在
す
る
。

ィ雇

「
観
照
が
自
己
自
身
を
強
め
再
生
産
す
る
」

(
K
U
.
3
7
)

と
い
う
主
観
の
状
態
の
中
に
含
意
さ
れ
る
、
表
象
か
ら
自
己
の
状
態
へ
の
美
的

反
省
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
美
的
反
省
に
お
い
て
、
主
観
の
状
態
は
絶
え
ず
生
気
づ
け
ら
れ
、
そ
の
手
続
き
全
体
が
快
感
情
と
し
て
感
知

さ
れ
る
。
そ
し
て
そ
こ
に
は
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
自
己
の
心
情
状
態
は
客
観
の
経
験
的
・
実
在
的
な
も
の
と
の
特
殊
の
連
関
か
ら

一
切
自
由
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
内
在
し
て
お
り
、
こ
の
謂
わ
ば
消
極
的
な
自
由
の
意
識
は
そ
う
し
た
連
関
を
脱
し
て
も
こ
の
満
足
感
は

「
な
お
残
る
」
と
い
う
意
識
を
も
含
む
。
こ
の
意
識
を
介
し
て
、

で
は
「
な
お
残
る
」
満
足
感
の
根
拠
は
他
な
ら
ぬ
自
己
自
身
に
あ
る
と

、
、
、

い
う
こ
と
も
ま
た
意
識
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
意
味
で
の
自
由
の
意
識
が
「
無
関
心
的
な
自
由
な
満
足
感
（
傍
点
ゲ
シ
ュ
ペ

用
の
感
覚
」
自
体
に
、
単
に
触
発
さ
れ
て
い
る
と
い
う
状
態
の
感
覚
の
受
容
性
を
越
え
て
、

カ
の
戯
れ
に
お
け
る
自
発
性
」

(
K
U
.
L
V
I
I
)
が
認
め
ら
れ
う
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
場
合
、

「
作
用
の
感
覚
」
は
そ
の
根
拠
か
ら
見
れ
ば
、
即
ち
内
的
因
果
性
か
ら
す
れ
ば
決
し
て
「
感
性
的
」
と
は
言
え
な
い
。

「
自
発
性
」

(
S
p
o
n
t
a
n
e
i
t
a
t
)

は
先
づ
「
戯
れ
」
に
お
い
て
活
動
的
で
あ
る
構
想
力
に
、
即
ち
「
連
想
法
則
に
従
う
場
合

の
よ
う
に
再
生
的
で
な
く
、
生
産
的
で
自
発
活
動
的

(
s
e
l
b
s
t
t
a
t
i
g
)

な
も
の
と
し
て
（
可
能
的
直
観
の
任
意
の
形
式
の
創
始
者
と
し
て
）

想
定
さ
れ
る
」

(
K
U
.
6
9
)

構
想
力
に
帰
さ
れ
う
る
。
だ
が
一
方
で
、

活
動
性
」
へ
と
無
条
件
に
帰
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
に
言
う
。

自
由
で
あ
っ
て
、
し
か
も
自
ず
か
ら
合
法
則
的
で
あ
る
、
言
い
換
え
れ
ば
楷
想
力
が
自
律
を
帯
び
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
―
つ
の
矛
盾
で

こ
の
「
戯
れ
に
お
け
る
自
発
性
」
は
、
生
産
的
構
想
力
の
「
自
発

、
、
、

「
し
か
し
な
が
ら
、
構
想
力
が

律
と
し
て
の
「
自
己
自
律
」

(
H
e
a
u
t
o
n
o
m
i
e
)
(
E
E
.
 3
2
)

に
お
い
て
こ
そ
、
こ
の
「
自
発
性
」
は
言
わ
れ
う
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
構
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内
的
因
果
性
の
意
識
に
基
づ
く
の
で
あ
る
。

の
」
を
挙
げ
て
、

「
そ
れ
は
美
的
判
断
を
規
定
す
る
認
識
能
力
、
即
ち
構
想
力
、
悟
性
な
い
し
理
性
、
そ
し
て
す
べ
て
を
同
等
化
し
、
導

(14) 

く
美
的
判
断
力
で
あ
る
。
」
と
言
う
。

し
か
し
、
こ
こ
で
先
づ
問
題
的
で
あ
る
の
は
、
美
的
判
断
力
に
お
け
る
悟
性
の
役
割
、
即
ち
「
戯
れ
」
に
お
け
る
悟
性
の
働
き
で
あ
る
。

「
構
想
力
は
自
由
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
認
識
能
力
の
戯
れ
も
ま
た
自
由
で
あ
る
に
違
い
な
い
。
た
だ
し
、
悟
性
の
合
法
則
性
が
こ
の
戯

(15) 

れ
に
い
か
に
関
与
し
う
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
謎
の
ま
ま
で
あ
る
。
」
「
自
由
な
戯
れ
」
に
作
用
す
る
悟
性
の
具
体
的
役
割
が
、
そ
の
も
の

と
し
て
顕
在
化
さ
れ
え
な
い
の
は
、
こ
の
批
判
の
対
象
で
あ
る
判
断
力
の
特
殊
の
制
約
に
よ
る
。

与
し
て
い
る
こ
と
自
体
の
意
図
は
あ
る
程
度
は
っ
き
り
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

さ
せ
、
そ
し
て
悟
性
が
概
念
な
し
に
構
想
力
を
あ
る
規
則
的
な
戯
れ
へ
と
置
く
場
合
に
の
み
、
表
象
は
思
想
と
し
て
で
は
な
く
、
心
情
の

あ
る
合
目
的
的
な
状
態
の
内
的
感
情
と
し
て
伝
達
さ
れ
る
。
」

(
K
U
.
1
6
1
)

「
悟
性
を
目
寛
め
さ
せ
る
」
と
は
、

る
無
意
識
的
活
動
で
は
な
い
こ
と
、
何
ら
か
の
意
識
化
を
伴
う
こ
と
を
表
わ
し
て
い
る
。

の
、
悟
性
に
よ
る
あ
る
統
制
的
な
働
き
が
必
要
と
な
る
。
あ
る
い
は
次
の
よ
う
に
も
言
わ
れ
る
。

対
象
の
認
識
の
能
力
と
し
て
で
は
な
く
、
判
断
と
そ
の
表
象
と
を
（
概
念
な
し
で
）
表
象
と
主
観
及
び
主
観
の
内
的
感
情
と
の
関
係
に
従

っ
て
規
定
す
る
能
力
と
し
て
で
あ
り
、

に
帰
し
う
る
が
、

し
か
し
そ
れ
は
自
覚
な
き
自
由
で
は
な
く

「
悟
性
が
趣
味
判
断
に
属
す
る
の
は
、

そ
こ
に
は
構
想
力
が
表
象
の
気
儘
な
仮
構

(
D
i
c
h
t
e
n
)

に
走
ら
ぬ
た
め

し
か
も
そ
れ
は
こ
の
判
断
が
あ
る
普
遍
的
規
則
に
従
っ
て
可
能
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
で
あ
る
。
」

(
K
U
.
 4
8
)

関
係
の
規
定
(
B
e
s
t
i
m
m
u
n
g
)

と
は
、
関
係
に
従
う
判
定

(
B
e
u
r
t
e
i
l
u
n
g
)

を
意
味
す
る
。
趣
味
判
断
は
、

し
か
し
判
定

「
戯
れ
」
の
自
由
は
た
し
か
に
生
産
的
構
想
力

こ
の
「
戯
れ
」
が
単
な

「
構
想
力
が
そ
の
自
由
の
う
ち
に
悟
性
を
目
覚
め

ト
レ
ヴ
ェ
ル
ス
は
、
「
美
的
判
断
に
お
い
て
、

そ
の
名
の
下
に
自
発
性
が
活
動
的
と
な
る
も

想
力
と
悟
性
の
「
戯
れ
」
の
関
係
に
甚
づ
く
美
的
判
断
力
に
の
み
帰
し
う
る
。

「
戯
れ
に
お
け
る
自
発
性
」
は
、

「
戯
れ
」
そ
の
も
の
の

し
か
し
そ
れ
で
も
、
こ
こ
に
悟
性
が
関
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従
っ
て
趣
味
判
断
は
美
的
判
断
で
あ
る
と
と
も
に
悟
性
判
断
で
も
あ
る
。

し
か
し
両
者
合
一
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

「
普
遍
的
な
も
の
の
表
象
の
能
力
は
し
か
し
悟

「
反
射
的
趣
味
」
に
は
そ
の
よ
う
な
普
遍

を
下
す
こ
と
に
よ
っ
て
終
止
す
る
よ
う
な
判
断
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
表
象
の
知
覚
に
お
い
て
、
表
象
と
主
観
の
内
的
感
情
の
関
係
へ
と

持
続
的
に
反
省
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
同
時
に
判
断
の
手
続
き
を
も
成
す
よ
う
な
判
断
で
あ
る
。

悟
性
が
趣
味
判
断
に
関
与
す
る
と
は
、
悟
性
が
美
的
反
省
判
断
と
し
て
の
趣
味
判
断
に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な
反
省
の
契
機
を
荷
う
も
の

と
し
て
関
与
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
思
わ
れ
る
。

部
は
知
性
的
な
快
に
つ
い
て
、
あ
る
い
は
趣
味
に
つ
い
て
」
と
い
う
章
で
、

理
性
の
原
理
か
ら
導
出
し
た
り
、

カ
ン
ト
は
、
そ
の
規
則
が
感
情
に
関
す
る
表
象
の
判
定
の
必

然
性
を
、
従
っ
て
普
遍
妥
当
性
を
表
明
す
る
よ
う
な
趣
味
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
（
従
っ
て
な
る
ほ
ど
そ
こ
で
は
理
性
の
判
断
を

ま
た
そ
れ
を
こ
の
原
理
に
従
っ
て
証
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
に
せ
よ
、
理
性
は
秘
密
裡
に
共
働
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
）
そ
れ
で
人
は
こ
の
趣
味
を
感
官
の
趣
味
と
し
て
の
経
験
的
趣
味
か
ら
区
別
し
て
、

芦
n
f
t
e
l
n
d
e
G
e
s
c
h
m
a
c
k
)
 
(
こ
の
趣
味
を
反
省
的
趣
味

(
g
u
s
t
u
s
r
e
f
l
e
c
t
e
n
s
)
、
惑
官
の
趣
味
を
反
射
的
趣
味

(
g
u
s
t
u
s
refl.exus)) 

と
呼
ぶ
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
。
」

(
A
n
t
h
r
.
1
6
8
)

単
な
る
惑
官
の
感
覚
の
快
適
さ
の
み
に
よ
る
趣
味
が
「
反
射
的
」
と
言
わ
れ
る
の

に
対
し
、
理
性
の
関
与
す
る
趣
味
は
「
反
省
的
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
理
性
」
と
は
「
悟
性
」
と
置
き
換
え
て
も
よ
い
。
「
反

省
的
趣
味
」
は
「
そ
の
規
則
が
ア
。
フ
リ
オ
リ
に
根
拠
づ
け
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
」
の
に
対
し
、

的
規
則
は
存
在
せ
ず
、
高
々
習
慣
か
ら
来
る
経
験
的
規
則
が
可
能
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。

性
で
あ
る
。

「
規
定
す
る
能
力
」
と
し
て

理
屈
っ
ぽ
い
趣
味

(
d
e
r
v
e
r
 ,
 

（
従
っ
て
そ
の
悟
性
判
断
は
純
粋
な
も
の
と
し
て
で
は
な
い
）
」
（
A
n
t
h
r
.
1
6
9
)

趣
味
判
断
に
お
い
て
、
快
感
情
の
普
遍
妥
当
性
の
要
求

を
根
拠
づ
け
る
何
ら
か
の
規
則
な
い
し
法
則
と
は
、
こ
の
美
的
判
定
に
お
け
る
「
形
式
」
で
あ
り
、
従
っ
て
第
三
批
判
で
言
う
「
主
観
的
・

我
々
は
『
人
間
学
』
の
中
に
こ
の
傍
証
を
求
め
う
る
。

「
美
に
対
す
る
感
情
、
即
ち
反
省
さ
れ
た
直
観
に
お
け
る
一
部
は
感
性
的
、

つ
ま
り
、
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五

明
ら
か
に
さ
れ
う
る
の
で
あ
る
。

能
力
」

「
批
判
」
自
体
の
慎
重
さ
が
裏
付
け
て
い
る
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
判
断
作
用
と
重
な
る
反
省
作
用
を
荷
う
べ
き
悟
性
の
働
き
が
、
自
由
な

構
想
力
の
働
き
に
「
秘
密
裡
に
共
働
す
る
」
こ
と
に
よ
っ
て
「
美
的
反
省
判
断
」
が
可
能
と
な
る
と
い
う
限
り
に
お
い
て
、

(
E
E
.
 3
6
)

と
し
て
の
美
的
判
断
力
そ
の
も
の
を
捉
え
て
お
く
こ
と
の
方
が
妥
当
的
で
あ
ろ
う
。

美
的
判
断
が
自
己
の
感
情
と
感
情
か
ら
の
判
断
に
対
し
て
自
ら
「
自
己
自
律
」
を
有
す
る
と
い
う
点
で
、

と
こ
ろ
で
、

お
よ
そ
認
識
な
い
し
判
断
が
客
観
的
に
普
遍
妥
当
す
る
場
合
の
主
観
的
制
約
と
は
、
認
識
が
可
能
で
あ
る
と
き
の
認
識
能

の
特
殊
な
制
約
の
本
質
に
適
っ
た
こ
と
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
悟
性
は

「
戯
れ
に
お
け
る
自
発
性
」
が

の
で
あ
り
、

「
美
的
反
省

し
か
も
こ
の
手
続
き
の
中
で
、

「
秘
密
裡
に
共
働
し
て
い
る
」

そ
の
こ
と
は

し
か
し
な
が
ら
、

形
式
的
合
目
的
性
」
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
合
目
的
性
は
、
判
断
一
般
の
形
式
的
制
約
へ
の
表
象
状
態
の
適
合
関
係
を
表

わ
し
て
お
り
、

し
か
も
「
単
な
る
反
省
」
に
お
い
て
こ
の
関
係
が
意
識
さ
れ
う
る
こ
と
が
、
こ
の
判
断
の
可
能
な
た
め
の
必
然
的
前
提
で

あ
っ
た
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
働
き
が
「
悟
性
」
に
帰
さ
れ
う
る
こ
と
が
暗
示
さ
れ
て
い
る
。
悟
性
と
は
、
本
来
的
に
は
「
表
象
間
を
統
一

す
る
機
能
」

(
K
r
V
.
A
6
9
 11
 B
9
4
)

と
し
て
の
「
判
断
の
能
力
」

(
K
r
V
.
A
6
9
 11
 B
9
4
)

で
あ
る
。
判
断
は
必
然
的
に
先
験
的
な
反
省
を

前
提
す
る
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
、
反
省
は
表
象
間
を
統
一
す
る
高
次
表
象
と
し
て
の
概
念
形
成
に
至
る
こ
と
な
く
、
自
己
の
主
観
の
状

態
へ
の
反
省
の
段
階
に
留
ま
る
の
で
あ
る
か
ら
、
判
断
作
用
は
こ
の
判
断
に
固
有
の
反
省
作
用
に
お
い
て
考
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。

「
戯
れ
」
に
関
与
す
る
悟
性
の
働
き
を
そ
の
も
の
と
し
て
顕
在
化
さ
せ
る
こ
と
は
、

お
そ
ら
く
は
こ
の
特
殊
な
判
断
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で
あ
り
、
純
粋
で
あ
る
と
の
意
識
が
内
在
す
る
こ
と
に
よ
る
。

ま、J"u 

り
カ
ン
ト
は
、

示
す
。

関
係
と
言
う
こ
と
が
出
来
る
が
、

カ
ン
ト
は
、
判
断
の
伝
達
可
能
性
に
対
し
、

つ
ま
り
、

力
間
の
「
均
り
合
い
」

(
P
r
o
p
o
r
t
i
o
n
)

(
K
U
.
 6
5
)
、
あ
る
い
は
認
識
一
般
へ
の
認
識
能
力
の
「
調
和
」
（
S
t
i
m
m
u
n
g
)

(
K
U
.
 6
5
)

の

し
か
し
こ
れ
は
畢
党
―
つ
の
心
情
状
態
と
し
て
、
認
識
や
判
断
に
主
観
の
「
確
信
」

(
K
U
.
6
5
)

と
な

っ
て
伴
な
わ
れ
る
。
こ
の
「
確
信
」
と
そ
の
伝
逹
を
前
提
し
な
け
れ
ば
、
判
断
は
客
観
と
の
一
切
の
合
致
を
欠
い
た
「
表
象
力
の
単
に
主

観
的
な
戯
れ
」

(
K
U
.
6
5
)

に
過
ぎ
な
く
な
り
、
従
っ
て
判
断
の
普
遍
的
伝
達
も
不
可
能
と
な
る
。
こ
れ
は
懐
疑
論
に
道
を
譲
る
結
果
を

「
（
所
与
の
諸
対
象
の
）

こ
の
確
信
の
根
拠
と
な
る
、

い」

(
K
U
.
6
6
)

か
ら
来
る
感
じ

(
S
i
n
n
)

を
「
共
通
感
」

(
G
e
m
e
i
n
s
i
n
n
)

(
K
U
.
 6
4
)

の
名
を
以
て
呼
ぶ
。
確
信
と
は
一
種
の
感
情

で
あ
る
か
ら
、
感
情
の
伝
達
に
は
「
共
通
感
」
が
前
提
さ
れ
る
。

「
共
通
感
」
を
前
提
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
れ
が
感
情
に
よ
る
趣
味
判
断
の
必
然
的
制
約
で
も
あ
る
こ
と
、

「
単
に
主
観
的
な
戯
れ
」
と
も
言
い
う
る
。

認
識
一
般
に
関
し
て
両
認
識
能
力
に
と
っ
て
最
も
有
利
な
均
り
合

必
然
的
制
約
と
し
て
の

し
か
も
趣
味
判
断
は
も
っ

ば
ら
表
象
と
感
情
と
の
関
係
に
の
み
拠
る
判
断
で
あ
る
か
ら
、
特
に
「
共
通
感
」
を
前
提
す
る
根
拠
の
あ
る
こ
と
を
示
そ
う
と
す
る
。

趣
味
判
断
の
際
、
心
情
に
作
用
す
る
表
象
力
の
「
戯
れ
」
は
、
確
か
に
表
象
と
の
一
切
の
客
観
的
・
実
在
的
関
係
か
ら
離
れ
て
い
る
限

し
か
し
、
こ
の
場
合
「
戯
れ
」
は
決
し
て
た
だ
単
に
主
観
的
で
、
恣
意
的
な
活
動
状

態
を
指
す
の
で
は
な
く
、
認
識
一
般
へ
の
認
識
能
力
の
調
和
か
ら
来
る
「
共
通
感
」
を
も
伴
う
状
態
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
。

判
断
者
は
自
己
の
感
ず
る
快
感
情
が
「
共
通
的
感
情
」

(
e
i
n
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
s
 
Gefi.ihl) 
(
K
U
.
 6
7
)

と
し
て
の
「
共
通
感
」
に

参
与
す
る
も
の
だ
と
い
う
意
識
の
下
に
、
自
己
の
感
情
に
従
っ
て
判
断
の
普
遍
妥
当
性
を
要
求
し
う
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
よ
う
な

意
識
自
体
が
こ
こ
で
可
能
と
な
る
の
は
、
自
己
の
状
態
へ
の
美
的
反
省
の
中
に
、
自
己
の
状
態
が
一
切
の
特
定
の
実
在
的
連
関
か
ら
自
由
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提
す
る
「
美
的
反
省
能
力
」
そ
の
も
の
の
理
念
と
な
る
。
こ
の
能
力
は
、

美
的
反
省
に
内
在
す
る
こ
の
意
識
は
単
に
主
観
的
根
拠
に
の
み
拠
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、

惑
」
は
、
判
断
の
単
に
「
主
観
的
原
理
」

(
K
U
.
6
4
)

で
あ
り
、
共
通
感
の
主
張
す
る
「
べ
し
」
は
主
観
的
に
前
提
す
る
「
単
な
る
理
想

的
規
範
」

(
K
U
.
6
7
)

の
主
張
す
る
「
主
観
的
必
然
性
」

(
K
U
.
6
6
)

の
「
べ
し
」
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
な
お
、

(
1
6
)
 

識
能
力
の
構
造
理
念
に
基
づ
く
よ
う
な
あ
る
惑
じ

(
S
i
n
n
)
」
が
、

「
感
じ
」
に
基
づ
く
判
断
の
普
遍
妥
当
性
を
要
求
す
る
こ
と
自
体
の
「
適
法
性
」

(
K
U
.
1
5
2
)

は
認
証
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

「
共
通
感
」
は
、
以
上
の
よ
う
に
「
分
析
論
」
の
範
囲
内
で
は
「
認
識
能
力
の
自
由
な
戯
れ
か
ら
の
作
用
」

(
K
U
.
6
4
)

と
し
て
、

か
も
こ
の
快
感
情
と
し
て
の
「
戯
れ
か
ら
の
作
用
」
は
あ
く
ま
で
反
省
と
結
び
つ
い
た
「
反
省
の
快
」
で
あ
る
か
ら
、

(
K
U
.
 1
6
0
)

の
面
に
対
し
て
言
わ
れ
て
い
る
。

惑
」
を
自
己
の
反
省
に
お
い
て
前
提
し
う
る
「
高
次
の
認
識
能
力
」

(
K
U
.
1
5
6
)

と
し
て
立
て
て
来
る
。

こ
こ
で
は
「
反
省
の
作
用
」

(17) 

「
反
省
の
操
作
」

(
K
U
.
1
5
7
)

を
遂
行
す
る
能
力
に
対
し
て
「
共
通
感
（
官
）
」
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
の

、
、
、
、
、
、
、

G
e
m
e
i
n
s
i
n
n
は
、
「
普
通
の
人
間
悟
性
（
傍
点
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
）
」
（
d
e
r
g
e
m
e
i
n
e
 M
e
n
s
c
h
e
n
v
e
r
s
t
a
n
d
)
 
(
K
U
.
 1
5
6
)

と
い
う
意

味
に
通
じ
、
そ
れ
は

s
e
n
s
u
s
c
o
m
m
u
n
i
s
と
い
う
語
に
通
ず
る
。

(
g
e
m
e
i
n
s
c
h
a
f
t
l
i
c
h
e
r
 
S
i
n
n
)
 

1
5
7
)

「
共
通
感
官
）
」

に
で
は
な
く
、

た
だ
し
、

し
か
し
、

自
己
の
主
観
の
状
態
へ
の
作
用
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
限
り
、

カ
ン
ト
は
第
四
十
節
に
お
い
て
、

必
然
的
制
約
と
し
て
の

の
理
念
を
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
そ
れ
は
、
人
間
理
性
全
体
を
自
己
の
判
断
の
拠
り
所
と
し
、

そ
れ
に
よ
っ
て
客
蜆
的
と
見
な
さ
れ
や
す
い
主
親
的
・
私
的
制
約
か
ら
判
断
に
有
害
な
影
響
を
及
ぽ
し
か
ね
な
い
よ
う
な
錯
覚
を
免
れ
る

た
め
に
、
自
己
の
反
省
に
お
い
て
あ
ら
ゆ
る
他
者
の
表
象
様
式
を
考
え
の
中
で
（
ア
。
フ
リ
オ
リ
に
）
顧
慮
す
る
判
定
能
力
で
あ
る
。
」

(
K
U
.

は
従
っ
て
自
己
の
反
省
の
中
に
感
情
の
伝
達
可
能
性
の
必
然
的
制
約
と
し
て
の
「
共
通
惑
」

「s
e
n
s
u
s
c
o
m
m
u
n
i
s

の
下
に
、

を
ア
。
フ
リ
オ
リ
に
前

我
々
は
し
か
し
、

共
通
的
惑
官

こ
の
同
じ
概
念
を
上
の
意
味
で
の

「
共
通

「
そ
も
そ
も
人
間
の
認し

「
反
省
の
作
用
」

一
切
の
認
識
能
力
が
諧
和
し
、
そ
れ
ゆ
え
自
己
の
表
象
状
態
が

こ
の

「
共
通
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わ
れ
を
越
え
て
見
え
る
。

我
の
一
切
の
認
識
能
力
を
諧
和
さ
せ
る
こ
と
が
、

美
し
い
も
の
で
の
満
足
感
に
お
い
て

前
二
批
判
の
場
合
と
同
じ
く
、

あ
ら
ゆ
る
他
者
の
表
象
状
態
に
諧
和
す
る
「
普
遍
的
連
関
点
」

(
K
U
.
2
8
)

を
自
己
自
身
の
反
省
の
中
に
捉
え
る
。
「
共
通
惑
（
官
）
」
は
、

そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
自
身
反
省
の
対
象
で
も
あ
れ
ば
、

れ
自
身
に
と
っ
て
主
観
的
に
対
象
で
も
あ
れ
ば
法
則
で
も
あ
る
。
」

(
K
U
.
1
4
8
)

と
い
う
こ
と
に
対
応
し
て
い
る
。

こ
ま
、

~,“̀  
こ
こ

ま
た
自
己
の
反
省
の
手
続
き
の
主
体
で
も
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
、

し
か
し
同
時
に
「
共
通
感
（
官
）
」
を
越
え
て
行
く
契
機
も
含
ま
れ
て
い
る
。
「
弁
証
論
」
の
提
示
す
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
は

「
心
な
ら
ず
も
感
性
的
な
も
の
を
越
え
て
眺
め
や
り
、
超
感
性
的
な
も
の
の
中
に
我
々
の
一
切
の
ア
プ
リ

オ
リ
の
能
力
の
合
一
点
を
求
め
る
こ
と
を
強
要
す
る
。
」

(
K
U
.
2
3
7
)

と
言
う
。
「
な
ん
と
な
れ
ば
、
理
性
を
己
れ
自
身
と
一
致
せ
し
め
る

他
の
い
か
な
る
活
路
も
残
っ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
」

(
K
U
.
2
3
7
)

「
理
性
」
と
は
こ
こ
で
は
上
級
認
識
能
カ
一
般
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。

「
心
情
は
同
時
に
感
官
印
象
に
よ
る
快
の
単
な
る
受
容
性
を
越
え
て
あ
る
種
の
純
化
と
高
揚
を
意

識
す
る
」

(
K
U
.
2
5
8
)

が
、
こ
の
意
識
は
美
的
満
足
惑
に
お
け
る
自
由
の
意
識
に
基
づ
く
「
自
己
自
律
」
の
意
識
と
い
う
意
味
を
有
し
、

し
か
も
そ
こ
に
は
感
性
的
制
約
を
越
え
う
る
自
己
の
能
力
、
即
ち
「
上
級
認
識
能
力
」
が
「
叡
智
的
な
も
の
」
へ
と
諧
和
す
る
こ
と
の
意

識
も
と
も
に
内
在
す
る
。

(
K
U
.
2
5
8
)
 

「
叡
智
的
な
も
の
」
は
「
主
観
の
一
切
の
能
力
の
超
感
性
的
基
体
」

(
K
U
.
2
4
2
)

と
言
わ
れ
、

の」

(
K
U
.
2
4
2
)

と
言
わ
れ
る
。
こ
れ
は
「
戯
れ
に
お
け
る
自
発
性
」
の
窮
極
的
定
位
点
で
あ
り
、
「
共
通
感
」
に
お
い
て
上
級
認
識
能

力
が
諧
和
す
る
こ
と
の
窮
極
的
根
拠
‘
‘
つ
け
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
。
そ
し
て
、
主
観
が
こ
の
「
叡
智
的
な
も
の
」
に
お
い
て
自

己
の
主
観
の
状
態
の
根
拠
を
感
じ
う
る
と
き
、

我
々
の
本
性
の
叡
智
的
な
も
の
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
た
窮
極
目
的
で
あ
る
よ
う
な
も

「
戯
れ
」
の
志
向
的
相
関
者
で
あ
る
美
し
い
対
象
（
自
然
）
は
日
常
の
経
験
に
お
け
る
現

ま
た

「
そ
れ
と
の
連
関
に
お
い
て
我

「
判
断
力
は
そ
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こ
こ
で
、
主
観
の
反
省
に
お
い
て
、
美
し
い
も
の
の
主
観
的
制
約
に
お
け
る
固
有
の
場
所
と
し
て
認
識
さ
れ
う
る
の
は
、

の
客
観
的
・
実
在
的
な
も
の
を
離
れ
た
「
自
由
な
戯
れ
」

(
S
c
h
e
i
n
)

の
地
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。

と
戯
れ
な
が
ら
、
仮
象
に
よ
っ
て
は
決
し
て
欺
か
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
自
己
の
営
み
そ
の
も
の
を
単
な
る
戯
れ
、

に
よ
っ
て
そ
の
仕
事
の
た
め
に
合
目
的
的
に
使
用
さ
れ
う
る
よ
う
な
戯
れ
に
過
ぎ
な
い
と
見
倣
す
か
ら
で
あ
る
。
」

(
K
U
.
2
1
5
)

単
な
る

仮
象
を
客
観
的
に
実
在
化
す
る
と
き
、
感
性
と
悟
性
の
間
に
「
窃
取
の
誤
謬
」
が
生
ず
る
。
し
か
し
こ
の
場
合
、
主
観
の
反
省
に
お
い
て
、

い
こ
と
で
あ
る
。

カ
ン
ト
は
詩
芸
術

(
D
i
c
h
t
k
u
n
s
t
)

に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
箇
所
で
次
の
よ
う
に
言
う
。

経
験
の
中
で
は
感
官
に
対
し
て
も
悟
性
に
対
し
て
も
自
ら
は
示
さ
な
い
よ
う
な
眺
め

(
A
n
s
i
c
h
t
e
n
)

に
従
っ
て
観
照
し
、

つ
ま
り
自
然
を
超
感
性
的
な
も
の
の
た
め
に
、
謂
わ
ば
超
感
性
的
な
も
の
の
図
式
と
し
て
利
用
す
る
と
い
う
、
自
己
の
自
由
で
、
自
発
活

動
的
で
、

か
つ
自
然
規
定
か
ら
自
立
的
な
能
力
を
感
じ
さ
せ
る
。
」

(
K
U
.
2
1
5
)

主
語
の
「
詩
芸
術
」
は
、
詩
芸
術
を
可
能
な
ら
し
め
る

(18) 

能
力
と
し
て
の
天
オ
を
指
し
、
天
才
は
美
的
判
断
力
と
等
置
し
う
る
。
趣
味
判
断
に
際
し
、
主
観
の
関
わ
る
自
然
は
あ
く
ま
で
現
象
と
し

て
の
自
然
で
あ
っ
て
、
物
自
体
と
し
て
の
自
然
で
は
な
い
。

し
か
し
、
判
断
者
は
自
己
の
美
的
反
省
の
中
で
、
自
己
の
叡
智
的
な
も
の
の

(
1
9
)
 

自
発
性
を
感
じ
つ
つ
、
そ
の
現
象
と
し
て
の
自
然
に
「
超
感
性
的
な
も
の
の
図
式
」
を
、
む
し
ろ
よ
り
適
切
に
は
そ
の
「
象
徴
」
を
見
る
。

(
K
U
.
 2
5
4
 ff)
序
論
に
お
い
て
、
批
判
哲
学
の
全
体
構
想
の
下
に
言
わ
れ
る
、
「
自
然
の
超
感
性
的
基
体
」
に
対
す
る
「
叡
智
的
能
力
に

よ
る
規
定
可
能
性
」

(
K
U
.
L
V
I
)

の
重
要
な
拠
り
所
が
こ
こ
に
求
め
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
場
合
、
超
感
性
的
基
体
は
あ
く
ま
で
「
未
規
定
」
の
ま
ま
で
あ
り
、
我
々
は
高
々
こ
れ
を
「
眺
め
や
る
」
こ
と
が
出
来
る
に
過
ぎ
な

し
か
し
、

こ
の
「
戯
れ
」

「
詩
芸
術
は
」
即
ち
美
的
判
断
力
は
、
「
そ
れ
が
任
意
に
惹
き
起
こ
す
仮
象

で
あ
る
が
、

の
空
間
は
、

し
か
も
悟
性

そ
れ
ゆ
え
本
来
的
に
は
「
仮
象
」

し
か
し
、
同
時
に
看
過
さ
れ
て
な
ら
な
い
の
は
、

一
切
の
認
識

判
定
す
る
、

「
詩
芸
術
は
自
然
を
現
象
と
し
て
、
そ
れ
が
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省
に
前
提
さ
れ
る
先
験
的
な
意
識
に
お
い
て
の
み
可
能
な
の
で
あ
る
。

単
な
る
「
戯
れ
」
と
し
て
美
的
判
断
に
固
有
の
主
観
的
制
約
へ
の
意
識
が
前
提
さ
れ
る
限
り
、
仮
象
は
「
理
性
概
念
の
客
観
的
実
在
性
の

外
観
」

(
A
n
s
c
h
e
i
n
)
」
（
K
U
.
1
9
-
1
)

を
示
し
つ
つ
、
決
し
て
主
観
を
欺
か
な
い
。

産
的
構
想
力
の
描
出
す
る
表
象
と
し
て
、

制
約
の
根
拠
を
「
自
由
の
根
拠
」

し
か
も
、
そ
の
と
き
仮
象
は
、
悟
性
と
共
慟
す
る
生

「
美
的
理
念
」

(
K
U
.
1
9
3
f
f
,
 
2
3
9
 f
f
)

に
ま
で
昇
格
し
、

「
道
徳
的
善
の
象
徴
」

(
K
U
.
2
5
8
)
 

と
な
る
。
現
象
と
し
て
の
自
然
に
「
超
惑
性
的
な
も
の
」
の
「
象
徴
」
を
見
る
こ
と
は
、
従
っ
て
自
己
の
判
断
の
主
観
的
制
約
が
心
情
に

快
惑
情
と
し
て
感
じ
ら
れ
る
、
認
識
能
力
の
単
に
主
観
的
な
「
戯
れ
」
に
過
ぎ
な
い
こ
と
を
意
識
し
つ
つ
、

し
か
し
同
時
に
こ
の
主
観
的

(
K
U
.
 2
5
9
)

と
も
通
じ
う
る
「
我
々
の
内
な
る
超
感
性
的
な
も
の
の
未
規
定
的
理
念
」

(
K
U
.
2
3
8
)
 

に
意
識
し
う
る
こ
と
に
よ
る
。
そ
し
て
、
上
に
述
べ
た
と
こ
ろ
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
こ
の
主
観
の
意
識
の
仕
方
は
、
単
な
る
美
的
反

注(

1

)

カ
ソ
ト
か
ら
の
引
用
は
、
す
べ
て
哲
学
文
庫
版
に
依
る
。
引
用
箇
所
は
本
文
中
に
記
す
。
そ
の
際
用
い
た
略
号
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

K
U
=

k

ミ
ik
d
e
r
 
Urteilskraft, 
E
E
 11 E
r
s
t
e
 
E
i
n
l
e
i
t
u
n
g
 in 
d
i
e
 
K
r
i
t
i
k
 d
e
r
 
Urteilskraft, 
K
r
V
 11
k
r
i
t
i
k
d
e
r
r
e
iミ
g
V
e
r
m
u
ミ
t"

A
n
t
h
r
.
 11 A
n
t
h
r
o
p
o
l
o
g
i
e
 in p
r
a
g
m
a
t
i
s
c
h
e
r
 H
i
n
s
i
c
h
t

な
お
、
頁
付
け
に
関
し
て
は
、
『
判
断
力
批
判
』
に
つ
い
て
は
カ
ン
ト
原
版
の
頁

数
を
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
つ
い
て
は
、
第
一
版
の
頁
数
を
A
、
第
二
版
の
頁
数
を
B
で
示
し
た
。
そ
の
他
は
哲
学
文
庫
版
の
頁
数
を
付
し
た
。

(

2

)

 

W
.
 H
e
n
c
k
m
a
n
n
,
 D
a
s
 P
r
o
b
l
e
m
 d
e
r
 asthetischen 
W
a
h
r
n
e
h
m
u
n
g
 in 
K
a
n
t
s
 Asthetik, 
P
h
i
l
o
s
o
p
h
i
s
c
h
e
s
 J
a
h
r
b
u
c
h
,
 
B
d
.
 

L
X
X
V
I
I
I
,
 Mi.inchen, 
1
9
7
2
,
 
S
.
 3
4
7
.
 

(3)J• 

K
u
l
e
n
k
a
m
p
f
f
,
 
K
a
n
t
s
 L
o
g
i
k
 d
e
s
 asthetischen 
Urteils, 
F
r
a
n
k
f
u
r
t
 a. 
M
.
,
 1
9
7
8
,
 
S
.
 8
7
.
 

(

4

)

 

W
.
 H
e
n
c
k
m
a
n
n
,
 a. a. 
0
.
 S
.
 3
5
3
.
 

(

5

)

 

A
.
 B
a
e
u
m
l
e
r
,
 D
a
s
 lrrationalitatsproblem 
in 
d
e
r
 
A
s
t
h
e
t
i
k
 
u
n
d
 L
o
g
i
k
 d
e
s
 1
8
.
 
J
a
h
r
h
u
n
d
e
r
t
s
 bis 
z
u
r
 K

U

 ̀

 
1
9
2
3
,
 
2
.
 

d
u
r
c
h
g
e
s
.
 
Aufl., 
D
a
r
m
s
t
a
d
t
,
 1
9
6
7
,
 
S
.
 2
7
4
.
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(

6

)

「
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
現
象
を
知
性
化
し
、
ロ
ッ
ク
は
悟
性
概
念
を
〔
…
…
〕
こ
と
ご
と
く
感
性
化
し
た
」

(
K
r
V
.
A
2
7
1
 11
 B
3
2
7
)

「
悟
性
と
感

性
の
中
に
、
そ
れ
ら
が
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
事
物
に
つ
い
て
客
観
的
に
妥
当
的
な
判
断
も
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
、
二
つ
の
全
く
異
な
る

表
象
の
源
泉
を
求
め
る
か
わ
り
に
、
こ
の
二
人
の
大
家
は
彼
ら
の
意
見
に
よ
れ
ば
ど
ち
ら
も
直
接
物
自
体
に
関
係
す
る
と
い
う
、
こ
れ
ら
二
つ
の
も

の
の
い
ず
れ
か
に
固
執
し
、
も
う
一
方
の
も
の
は
初
め
の
も
の
の
表
象
を
混
乱
さ
せ
る
か
、
整
序
す
る
か
で
し
か
な
い
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
」

(
E
b
e
n
d
a
)
 

(

7

)

 

W. H
e
n
c
k
m
a
n
n
,
 U
b
e
r
 d
i
e
 
V
e
r
b
i
n
d
l
i
c
h
k
e
i
t
 a
s
t
h
e
t
i
s
c
h
e
r
 
U
 rteile, 
N

忌
schrif;

ミ
芍
匂
h
e
t
i
k
u
n
d
 a
l
l
g
e
m
e
迂
e
K
u
n
s
t
-

e
 
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
,
 
B
d
.
 X

V

 
/1, 
B
o
n
n
,
 
1970, 
S. 69, 

(

8

)

 

K. N
e
u
m
a
n
n
,
 
G
e
g
e
n
s
t
a
n
d
l
i
c
h
k
e
i
t
 
u
n
d
 E
x
i
s
t
e
n
z
b
e
d
e
u
t
u
n
g
 d
e
s
 
S
c
h
o
n
e
n
,
 
K
a
n
t
s
t
u
d
i
e
n
,
 
E
r
g
i
i
n
z
u
n
g
s
h
e
f
t
e
 
105, 
B
o
n
n
,
 

1973, 
s. 61. 

(

9

)

メ
ン
ツ
ァ
ー
は
、
第
九
節
で
の
「
認
識
一
般
と
伝
逹
可
能
性
の
考
え
と
い
っ
た
、
疑
わ
し
い
言
い
回
し
」
に
よ
る
「
合
理
主
義
的
傾
向
」
を
批
判

し
て
、
「
た
だ
ち
ょ
っ
と
で
も
単
純
な
美
的
体
験
を
思
い
浮
か
べ
て
見
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
原
理
が
そ
こ
に
妥
当
し
な
い
こ
と
な
ど
即
座
に
わ
か
る
」

と
言
う
。

(
P
.
M
e
n
z
e
r
,
 
K
a
n
t
s
 A
s
t
h
e
t
i
k
 
i
n
 
i
h
r
e
r
 
E
n
t
w
i
c
k
l
u
n
g
,
 
B
e
r
l
i
n
 `
 
1952, 
s. 1
3
5
)

コ
ー
ラ
ー
も
、
「
美
的
判
断
力
」
の
「
美
的

反
省
」
を
「
（
目
的
）
論
理
的
判
断
力
」
の
手
続
き
と
の
対
比
（
類
比
）
の
下
に
論
ず
る
と
い
う
、
コ
ー
ラ
ー
の
言
う
「
対
比
論
法
」
と
し
て
の
「
批

判
」
の
方
法
を
徹
底
し
て
拒
否
す
る
態
度
を
取
る
。

(
G
.
K
o
h
l
e
r
,
 
G
e
s
c
h
m
a
c
k
s
u
r
t
e
i
l
 
u
n
d
 
a
s
t
h
e
t
i
s
c
h
e
 
E
r
f
a
h
r
u
n
g
,
 
K
a
n
t
s
t
u
d
i
e
n
,
 

E
r
g
i
i
n
z
u
n
g
s
h
e
f
t
e
 
111, 
B
e
r
l
i
n
 `
 
1980, 
s. 9
9
 ff)

そ
の
結
果
、
例
え
ば
第
九
節
に
関
し
て
も
、
こ
れ
は
事
実
的
に
認
証
し
う
る
場
合
に
の
み

正
当
化
し
う
る
よ
う
な
仮
説
に
過
き
ず
、
し
か
も
そ
の
「
仮
説
性
」
を
隠
蔽
し
つ
つ
、
「
逆
に
そ
こ
に
無
制
約
的
妥
当
性
を
与
え
た
か
の
よ
う
に
見

せ
か
け
て
い
る
」
と
言
う
。

(
E
b
e
n
d
a
,
S
.
1
7
5
 f) 

(
1
0
)
 

M
.
 H
e
i
d
e
g
g
e
r
,
 
N
i
e
t
z
s
c
h
e
,
 
B
d
.
 1, 
3. 
A
u
f
l
.
 
P
f
u
l
l
i
n
g
e
n
,
 
1961, 
S. 128. 

(

1

1

)

 

E
b
e
n
d
a
,
 
S. 129. 

(12)K• 

N
e
u
m
a
n
n
,
 a. a. 0
.
 S. 64, 

(

1

3

)

 

M
.
 H
e
i
d
e
g
g
e
r
 a. a. 
0
.
 S
.
1
3
2
 f. 

(

1

4

)

 

A
.
 H
.
 T
r
e
b
e
l
s
,
 
E
i
n
b
i
l
d
u
n
g
s
k
r
a
f
t
 u
n
d
 Spiel, 
K
a
n
t
s
t
u
d
i
e
n
,
 
E
r
g
i
i
n
z
u
n
g
s
h
e
f
t
e
 93, 
B
o
n
n
,
 
1967, 
S. 222. 

(

1

5

)

 

P
.
 M
e
n
z
e
r
,
 
a. a. 
0
.
 S. 139. 
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付
記
本
稿
は
「
日
本
ヵ
ソ
ト
協
会
第
七
回
学
会
」

で
あ
る
。

(16)W• 

H
e
n
c
k
m
a
n
n
,
 1
9
7
 0
 ,
 

s. 7
0
.
 

(

1

7

)

従
っ
て
、
カ
ン
ト
は

S
i
n
n
と
い
う
表
現
を
、
感
覚
内
容
と
し
て
の
何
ら
か
の
「
惑
じ
」
と
い
う
意
味
と
、
そ
れ
を
感
覚
な
い
し
知
覚
す
る
「
感

官
」
と
し
て
の
能
力
の
意
味
と
の
両
方
に
使
い
分
け
て
い
る
。

(
1
8
)
 
V
g
l
.
 
A
.
H
.
 Trebels, 
a
.
a
.
0
.
 S
.
2
2
2
.
 

(

1

9

)

第
五
十
九
節
に
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。
「
惑
性
的
表
示
と
し
て
の
一
切
の
例
証
（
描
出
）
に
は
二
種
あ
る
。
悟
性
の
把
捉
す
る
あ
る
概
念
に
対

し
、
対
応
す
る
直
観
が
ア
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
る
な
ら
図
式
的
で
あ
る
。
あ
る
い
は
理
性
の
み
が
思
惟
す
る
こ
と
が
出
来
、
い
か
な
る
感
性
的
直

観
も
適
合
し
え
な
い
よ
う
な
あ
る
概
念
に
あ
る
直
観
が
添
え
ら
れ
る
場
合
に
、
そ
の
直
観
と
と
も
に
取
る
判
断
力
の
手
続
き
が
、
図
式
作
用
に
お
い

て
判
断
力
の
認
め
う
る
手
続
き
と
単
に
類
比
的
で
あ
る
、
換
言
す
れ
ば
、
そ
の
手
続
き
と
直
観
自
体
が
で
は
な
く
、
こ
の
手
続
き
の
規
則
が
、
そ
れ

ゆ
え
内
容
に
従
っ
て
で
は
な
く
、
単
に
反
省
の
形
式
が
一
致
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
直
観
は
象
徴
的
で
あ
る
。
（
傍
点
ゲ
シ
ュ
ペ
ル
ト
）
」
（
K
U
.
2
5
5
)
 

現
象
と
し
て
の
自
然
に
「
叡
智
的
な
も
の
」
を
「
眺
め
や
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
当
然
カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
後
者
の
意
味
で
言
わ
れ
ざ
る
を
え
な
い
。

（
昭
和
五
十
七
年
十
一
月
二
十
日
、
於
大
阪
大
学
）
に
お
け
る
口
頭
発
表
を
も
と
に
加
筆
し
た
も
の

（
文
学
部
助
手
・
美
学
）




