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通
り
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
彼
は
不
明
さ
を

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
比
重
を
与
え
て
い
な
い
こ
と
は
、

「
図
式
論
」

ケ
ソ
プ
・
ス
ミ
ス
の
よ
う
に
不
要
論
を
唱
え
る
解
釈
者
も
あ
れ
ば
、

ま
た
ペ
イ
ト
ン
の
よ
う
に

弁
護
す
る
人
も
あ
る
。
更
に
な
か
に
は
、
そ
れ
を
最
大
限
に
評
価
す
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈
の
よ
う
な
例
も
あ
る
。
そ
の
上
、
図
式

の
能
力
で
あ
る
構
想
力
が
認
識
諸
能
力
の
な
か
で
占
め
る
位
置
に
つ
い
て
も
、
新
カ
ン
ト
派
と
は
違
っ
て
、
そ
れ
を
高
く
見
積
も
る
解

釈
が
あ
る
の
だ
が
、

し
か
し
フ
ィ
ヒ
テ
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
と
で
は
全
く
異
な
っ
た
立
場
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
、
問
題
を
複
雑

に
し
て
い
る
事
情
と
し
て
は
、
す
で
に
カ
ン
ト
自
身
に
お
い
て
構
想
力
の
役
割
が
あ
や
ふ
や
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
も
と
も

と
、
カ
ン
ト
は
、
図
式
論
に
し
ろ
構
想
力
に
し
ろ
、
認
識
の
た
め
に
、
な
る
ほ
ど
不
可
欠
だ
と
は
述
べ
て
い
る
が
、

『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ
ナ
』
を
見
た
だ
け
で
も
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
そ
の
積

(

1

)

 

極
的
な
役
割
に
つ
い
て
は
、
僅
か
一
か
所
で
し
か
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、
第
二
版
の
演
繹
論
で
は
初
版
の
そ
れ
に

比
べ
て
、
構
想
力
の
役
割
が
大
幅
に
後
退
し
、
超
越
論
的
統
覚
ま
た
は
悟
性
に
そ
の
席
を
譲
っ
て
い
る
こ
と
も
、

「
折
々
定
義
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

そ
の
本
質
は
不
明
の
ま
ま
で
あ
る
」
、

明
ら
か
に
す
る
の
を
諦
め
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
。
ま
た
、
彼
の
研
究
の
本
当
の
目
的
の
た
め
に
も
、
そ
れ
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
無

第
一
批
判
の
図
式
論
に
つ
い
て
は
、

カ
ン
ト

の
射
程

里

見

軍

し
か
し
そ
れ
ら
に

よ
く
知
ら
れ
て
い
る

之
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て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
は
、

そ
し
て
感
性
論
全
体
に
お
い
て
も
、
感
性
と
悟

「
わ
れ
わ
れ
が
対
象

6

2

)

 

条
件
に
必
要
だ
と
は
み
な
し
て
い
な
い
よ
う
に
み
え
る
」
と
い
う
の
が
偽
ら
ざ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
、
本
稿
は
、

カ
ン

ト
に
お
け
る
構
想
力
と
図
式
論
の
問
題
は
、
彼
が
考
え
て
い
る
よ
り
も
は
る
か
に
大
き
な
射
程
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
論
じ
よ
う

構
想
力
に
つ
い
て
の
カ
ン
ト
の
説
明
の
曖
昧
さ
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
み
る
通
り
、
演
繹
論
に
限
ら
ず
、
至
る
所
で
周
知
の
パ
ッ
チ

ワ
ー
ク
説
が
当
て
は
ま
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
ほ
ど
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
は
多
々
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
あ
る
が
、

改
め
て
わ
れ
わ
れ
の
観
点
か
ら
、
必
要
な
範
囲
で
整
理
し
て
み
よ
う
。
ま
ず
、
超
越
論
的
原
理
論
の
第
一
部
「
超
越
論
的
感
性
論
」
は

「
認
識
か
い
か
な
る
仕
方
で
、

か
つ
い
か
な
る
手
段
で
対
象
に
関
係
す
る
に
せ
よ
、
認
識
が
そ
れ
を
通
じ
て
対
象
に
直
接
関
係
す
る
も

の
、
か
つ
あ
ら
ゆ
る
思
惟
が
手
段
と
し
て
目
指
す
も
の
は
、
直
観
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
か
ら
始
ま
る
。
こ
の
命
題
が
冒
頭
に
置
か
れ

(

3

)

 

い
く
ら
留
意
し
て
も
し
過
ぎ
る
こ
と
は
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
カ
ン
ト
は
さ
ら

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
指
摘
通
り
、

に
、
認
識
の
た
め
に
は
、
直
観
と
同
時
に
思
惟
（
ノ
ニ
マ
的
に
言
え
ば
、
概
念
）
も
必
要
で
あ
る
、
と
続
け
る
。

に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
仕
方
に
よ
っ
て
表
象
を
受
け
取
る
能
力
（
受
容
性
）
は
感
性
と
呼
ば
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
感
性
を
媒
介
に
し

て
わ
れ
わ
れ
に
対
象
が
与
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
惑
性
だ
け
が
わ
れ
わ
れ
に
直
観
を
給
す
る
。
し
か
し
対
象
は
悟
性
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ

(

4

)

 

る
。
そ
し
て
悟
性
か
ら
概
念
が
発
源
す
る
の
で
あ
る
」

(
A
l
9
11 B
3
3
)

。

性
だ
け
が
語
ら
れ
、
構
想
力
に
は
何
の
言
及
も
な
い
。
続
く
第
二
部
、

「
超
越
論
的
論
理
学
」
の
第
二
部
門
「
超
越
論
的
弁
証
論
」
で

も
事
情
は
同
様
で
あ
り
、
そ
の
導
入
部
で
、
感
性
と
悟
性
と
い
う
「
こ
の
二
つ
の
認
識
源
泉
の
他
に
は
わ
れ
わ
れ
は
他
の
い
か
な
る
認
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識
源
泉
も
も
た
な
い
」

(
A
2
9
4
1
1
 B
3
5
9
)

と
言
わ
れ
て
い
る
。

源
す
る
。
そ
の
第
一
は
表
象
を
受
け
取
る
こ
と
（
印
象
の
受
容
性
）
で
あ
り
、
第
二
は
、
こ
れ
ら
の
表
象
を
通
じ
て
対
象
を
認
識
す
る

能
力
（
概
念
の
自
発
性
）
で
あ
る
。
第
一
の
も
の
を
通
じ
て
わ
れ
わ
れ
に
対
象
が
与
え
ら
れ
、
第
二
の
も
の
を
通
じ
て
対
象
が
か
の
表

象
（
心
性
の
単
な
る
規
定
と
し
て
）
と
の
関
係
に
お
い
て
思
惟
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
直
観
と
概
念
と
は
わ
れ
わ
れ
の
あ
ら
ゆ
る
認

識
の
要
素
を
な
し
、

か
く
し
て
、
あ
る
仕
方
で
対
応
す
る
直
観
の
な
い
概
念
も
、
概
念
の
な
い
直
観
も
認
識
を
な
し
得
な
い
」

(
A
5
0
11 

B
7
4
)

。
こ
う
し
て
、
直
観
と
概
念
と
の
、
あ
る
い
は
感
性
と
悟
性
と
の
二
元
論
で
認
識
の
分
析
が
始
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

問
題
は
主
と
し
て
論
理
学
の
第
一
部
門
た
る
「
超
越
論
的
分
析
論
」
に
あ
る
。
そ
の
第
一
篇
、

「
概
念
の
分
析
論
」
に
な
っ
て
よ
う

や
く
、
予
備
的
注
意
書
き
と
で
も
言
え
ば
よ
い
よ
う
な
位
置
で
、
構
想
力
と
い
う
概
念
が
登
場
す
る
。

「
す
べ
て
の
純
粋
悟
性
概
念
を
発
見
す
る
手
引
き
に
つ
い
て
」
に
お
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
。
受
容
さ
れ
た
直
観
の
多
様

を
、
自
発
的
な
思
惟
が
概
念
で
統
一
す
る
と
こ
ろ
に
認
識
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
場
合
、
異
質
な
両
者
を
媒
介
す
る
作
用
、

「
し
た
が
っ
て
、
綜
合
は
、

起
源
に
つ
い
て
論
じ
よ
う
と
す
る
場
合
、
顧
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
一
の
も
の
で
あ
る
」
。

想
力
だ
と
さ
れ
る
。

「
の
ち
に
解
る
こ
と
で
あ
る
が
、
綜
合
一
般
は
構
想
力
の
、
即
ち
、

つ
ま
り
、
第
一
篇
の
第
一
章

わ
れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
第
一
の

不
可
欠
で
は
あ
る
が
、
盲
目
な
、

の
単
な
る
作
用
で
あ
り
、
そ
れ
な
し
に
は
わ
れ
わ
れ
は
お
よ
そ
い
か
な
る
認
識
も
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
が
、

心
の
機
能

し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ

を
意
識
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
」

(
A
7
8
11 B
l
0
3
)
。
今
や
構
想
力
は
感
性
、
悟
性
と
並
ぶ
位
置
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

「
お
よ
そ
対
象
を
先
天
的
に
認
識
す
る
た
め
に
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
第
一
の
も
の
は
純
粋
直
観
の
多
様
で
あ
る
。

即
ち
、
多
様
を
取
り
集
め
、
綜
合
す
る
作
用
が
必
要
で
あ
り
、

「
超
越
論
的
論
理
学
」
の
導
入
部
も
同
じ
よ
う
な
説
明
で
始
め
ら
れ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
綜
合
を
担
う
の
が
構

「
わ
れ
わ
れ
の
認
識
は
心
性
の
二
つ
の
根
本
源
泉
か
ら
発
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構
想
力
に
よ
る
こ
の
多
様
の
綜
合
は
第
二
の
も
の
で
あ
る
が
、

与
え
、

し
か
し
ま
だ
い
か
な
る
認
識
も
与
え
な
い
。
こ
の
純
粋
綜
合
に
統
一
を

か
つ
こ
の
必
然
的
、
綜
合
的
統
一
の
表
象
に
他
な
ら
な
い
概
念
が
、
成
立
す
る
対
象
の
認
識
の
た
め
の
第
三
の
も
の
を
な
し
、

こ
う
し
て
当
初
の
二
元
論
は
三
元
論
に
代
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
惑

性
と
悟
性
と
が
異
質
な
二
元
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
両
者
が
い
か
に
統
合
さ
れ
う
る
か
、
と
い
う
演
繹
論
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
り
、
媒

介
者
と
し
て
の
構
想
力
が
第
三
者
と
し
て
要
請
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
箇
所
だ
け
を
み
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
移
行
は
修
正
で
も
、

単
な
る
思
い
違
い
で
も
な
く
、
二
元
論
の
ほ
う
ぱ
導
入
部
ゆ
え
の
暫
定
的
な
も
の
で
あ
っ
た
、
と
さ
し
あ
た
り
は
言
え
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
こ
で
、
問
題
は
超
越
論
的
演
繹
論
を
は
じ
め
、
こ
の
あ
と
の
カ
ン
ト
の
叙
述
が
一
貫
し
て
い
る
か
否
か
で
あ
る
。
そ
の
際
、
議

論
の
焦
点
は
二
元
論
か
三
元
論
か
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
ど
ち
ら
か
を
と
る
か
に
よ
っ
て
、
構
想
力
に
帰
せ
ら

(

5

)

 

初
版
の
演
繹
論
は
ま
こ
と
に
「
不
整
合
で
あ
り
、
変
に
当
惑
さ
せ
る
立
論
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
表
面
上
は
三
元
論
で
推
移
し

て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
特
に
第
二
章
「
純
粋
悟
性
概
念
の
演
繹
に
つ
い
て
」
の
第
一
節
、
演
繹
論
を
具
体
的
に
遂
行
す
る
直
前
の
、

他
の
い
か
な
る
能
力
か
ら
も
導
出
さ
れ
得
な
い
三
つ
の
根
源
的
源
泉
（
心
の
力
ま
た
は
能
力
）
が
あ
る
、
即
ち
、
感
官
、
構
想
力
お
よ

び
統
覚
で
あ
る
。
こ
れ
ら
三
者
に
甚
づ
い
て
い
る
の
が
、

想
力
に
よ
る
綜
合
、
最
後
に
、

1
)
ア
プ
リ
オ
リ
な
多
様
の
、
感
官
に
よ
る
綜
観
、

3
)
こ
の
綜
合
の
、
根
源
的
統
覚
に
よ
る
統
一
、

2
)
こ
の
多
様
の
、
構

で
あ
る
」
(
A
9
4
)

と
あ
る
。
ま
た
、
禎
繹
論
の
本
題

「
し
た
が
っ
て
、
惑
官
は
そ
の
直
観
に
お
い
て
多
様
な
も
の
を
含
ん
で
い
る
の
で
、
私

は
惑
官
に
綜
観
を
帰
す
る
と
す
れ
ば
、
こ
れ
に
は
何
時
で
も
綜
合
が
対
応
し
て
い
る
、
そ
し
て
、
受
容
性
は
自
発
性
と
結
び
つ
い
て
の

が
語
ら
れ
る
第
二
節
に
お
い
て
も
、
重
ね
て
、

そ
の
必
要
性
を
述
べ
る
箇
所
（
第
二
版
で
は
削
除
さ
れ
た
箇
所
）
で
、

「
だ
が
、
す
べ
て
の
経
験
の
可
能
性
の
制
約
を
含
み
、
心
性
の

れ
る
役
割
が
大
幅
に
異
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。

そ
し
て
悟
性
に
基
づ
い
て
い
る
」

(
A
7
8
f
 "
 B
1
0
4
)

。
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次
に
、

「
三
段
の
綜
合
」
は
自
発
的
な

「
こ
の
自
発
性
は
、
す
べ
て
の
認
識
に
お
い
て

み
、
認
識
を
可
能
に
し
う
る
。
さ
て
、
こ
の
自
発
性
は
、
す
べ
て
の
認
識
に
お
い
て
必
然
的
に
現
れ
る
、
三
段
の
綜
合
の
基
礎
で
あ
る
、

即
ち
、
直
観
に
お
け
る
心
性
の
変
様
と
し
て
の
表
象
の
覚
知
、
構
想
に
お
け
る
表
象
の
再
生
、

お
よ
び
概
念
に
お
け
る
表
象
の
再
認
、

で
あ
る
。
今
や
こ
の
三
者
が
三
つ
の
主
観
的
認
識
源
泉
へ
の
導
き
を
与
え
、
こ
の
認
識
源
泉
が
悟
性
を
す
ら
可
能
に
し
、
ま
た
、
こ
の

悟
性
を
通
じ
て
、
悟
性
の
ニ
ン
ピ
リ
ッ
シ
ュ
な
所
産
と
し
て
、
す
べ
て
の
経
験
を
可
能
に
す
る
」
(
A
9
7
f
.
)

と
言
わ
れ
、
さ
ら
に
、
第

―
―
一
節
の
冒
頭
で
も
、
感
官
、
構
想
力
お
よ
び
統
覚
と
い
う
「
三
つ
の
主
観
的
認
識
源
泉
が
あ
り
、
経
験
一
般
の
可
能
性
と
経
験
の
対
象

の
認
識
と
は
こ
の
源
泉
に
基
づ
い
て
い
る
」

(A115)
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
悟
性
と
統
覚
と
の
関
係
の
問
題
が
ま
た
新
た
な
困

惑
を
生
み
出
す
の
だ
が
、
今
こ
の
点
を
保
留
し
て
お
く
な
ら
、
第
二
章
の
三
節
す
べ
て
に
わ
た
っ
て
「
三
つ
」
の
認
識
源
泉
が
指
摘
さ

れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
、
こ
う
し
た
字
面
を
追
う
か
ぎ
り
、
初
版
の
演
繹
論
に
関
し
て
は
カ
ン
ト
が
三
元
論
を
と
っ
て
い
る
こ
と
は
明

カ
ン
ト
が
実
際
に
遂
行
し
た
演
繹
に
関
し
て
検
討
し
て
み
よ
う
。
演
繹
と
は
、
経
験
か
ら
得
ら
れ
た
の
で
は
な
い
純
粋
悟
性

概
念
が
い
か
に
し
て
経
験
の
対
象
に
関
係
し
う
る
か
、
悟
性
と
は
無
関
係
に
直
観
に
与
え
ら
れ
る
対
象
に
な
ぜ
純
粋
悟
性
概
念
が
妥
当

し
う
る
か
、
と
い
う
問
い
に
答
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
カ
ン
ト
は
第
二
節
に
お
い
て
前
述
の
「
―
―
一
段
の
綜
合
」
に
よ
っ
て
答
え
る

の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
「
三
段
の
綜
合
」
と
「
三
つ
の
主
観
的
認
識
源
泉
」
と
は
紛
ら
わ
し
い
が
、
諸
家
に
よ
っ
て
様
々
な
仕
方
で

解
釈
さ
れ
て
い
る
通
り
、
直
接
の
平
行
関
係
は
な
い
と
み
る
の
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

必
然
的
に
現
れ
る
、
三
段
の
綜
合
の
基
礎
で
あ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
綜
合
は
自
発
的
な
作
用
に
よ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
惑

官
に
帰
せ
ら
れ
た
綜
観
と
い
う
受
容
性
に
対
応
す
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

「
綜
合
」
に
だ
け
関
係
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。

ら
か
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。

つ
ま
り
、
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さ
て
、
第
一
段
は
「
直
観
に
お
け
る
覚
知
の
綜
合
」
で
あ
る
。
直
観
に
は
現
象
の
多
様
が
与
え
ら
れ
る
が
、

直
観
の
統
一
が
成
立
す
る
た
め
に
は
（
例
え
ば
空
間
の
表
象
に
お
け
る
よ
う
に
）
、

「
だ
が
私
が
先
行
す
る

第
一
に
多
様
な
も
の
を
通
覧
す
る
こ
と
、

お
よ
び

通
覧
し
た
も
の
を
取
り
ま
と
め
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
私
は
こ
の
働
き
を
覚
知
の
綜
合
と
名
づ
け
る
」

(
A
9
9
)

。
別
の
箇
所
で
「
知

覚
に
対
し
直
接
に
行
使
さ
れ
た
、
構
想
力
の
働
き
を
私
は
覚
知
と
名
づ
け
る
」

(
A
1
2
0
)

と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
の
第
一
段

に
消
え
去
っ
て
い
く
の
み
で
あ
り
、

「
直
観
に
お
け
る
」
と
は
さ
れ
て
い
て
も
、
直
観
そ
れ
自
体
が
行
う
綜
合
で
は
な
く
、
構
想

つ
ま
り
、
な
る
ほ
ど
直
観
は
多
様
で
バ
ラ
バ
ラ
な
感
覚
を
受
け
止
め
る
が
、

し
か
し

構
想
力
が
瞬
間
毎
更
新
さ
れ
て
い
く
多
様
を
通
覧
し
、
取
り
ま
と
め
る
の
で
な
か
っ
た
な
ら
、
何
か
が
網
膜
上
に
映
っ
て
い
て
も
、
単

心
に
何
ら
か
の
形
像
を
結
ぶ
可
能
性
は
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。
言
わ
ば
、
見
れ
ど
も
見
え
ず
、
と

い
う
状
態
で
あ
ろ
う
か
。
要
す
る
に
こ
の
第
一
段
の
綜
合
か
ら
し
て
す
で
に
、
低
い
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
い
て
で
は
あ
る
が
、
構
想
力
が
働

次
に
、
第
二
段
は
「
構
想
〔
力
〕
に
お
け
る
再
生
の
綜
合
」
で
あ
る
。
多
様
を
通
覧
し
、
取
り
ま
と
め
て
も
、
も
し
次
の
瞬
間
そ
れ

を
忘
れ
て
し
ま
え
ば
、

や
は
り
何
ら
の
形
像
も
わ
れ
わ
れ
は
も
つ
こ
と
が
で
き
な
い
。
例
え
ば
、
心
の
な
か
で
一
本
の
線
を
引
い
た
り
、

或
る
日
の
正
午
か
ら
次
の
日
の
正
午
ま
で
の
時
間
を
考
え
た
り
、
あ
る
い
は
数
を
数
え
て
み
た
り
す
る
場
合
、

表
象
（
線
の
最
初
の
部
分
、
時
間
の
先
行
す
る
部
分
、
あ
る
い
は
順
次
に
表
象
さ
れ
た
単
位
）
を
絶
え
ず
頭
の
な
か
か
ら
失
っ
て
し
ま

う
な
ら
、
そ
し
て
、
次
に
進
む
ば
か
り
で
、
先
行
す
る
表
象
を
再
生
し
な
い
な
ら
、
表
象
全
体
も
、

無
差
別
に
再
生
し
て
い
く
だ
け
で
は
、
表
象
が
乱
雑
に
堆
積
す
る
だ
け
で
あ
り
、

い
て
い
る
の
で
あ
る
。

力
が
直
観
に
加
え
る
働
き
が
主
題
な
の
で
あ
る
。

で
は
「
構
想
力
に
お
け
る
」
で
は
な
く
、

ま
た
上
述
の
何
れ
の
考
え
も
、

や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
空
間
と
時
問
と
い
う
最
も
純
粋
か
つ
最
初
の
表
象
す
ら
決
し
て
発
現
し
得
な
い
で
あ
ろ
う
」

(
A
l
0
2
)
。

ま
と
ま
り
の
あ
る
形
像
は
産
出
さ
れ
な
い
。

し、

し
か
し
、

つ
ま
り
、

「
さ
て
こ
の
多
様
か
ら
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も
「
構
想
力
は
、
対
象
が
現
前
し
て
い
な
く
て
も
直
観
し
う
る
能
力
で
あ
り
、
生
産
的
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
再
生
的
で
あ
る
。
生
産

的
な
場
合
は
、
対
象
の
根
源
的
描
出
（
根
源
的
呈
示
）
の
能
力
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
経
験
に
先
行
す
る
。
だ
が
再
生
的
な
場
合
は
、

(

6

)

 

派
生
的
描
出
（
派
生
的
呈
示
）
の
能
力
で
あ
り
、
こ
れ
は
以
前
に
得
た
直
観
を
心
性
の
な
か
に
取
り
戻
す
も
の
で
あ
る
」
。

妙
な
こ
と
に
、

「
即
ち
、
構
想
力
は
直
観
の
多
様
を
―
つ
の
形
像
に
も
た
ら
す
べ
き
も
の
で
あ
る
」

カ
ン
ト
は
一
―
一
段
の
綜
合
の
箇
所
で
は
生
産
的
構
想
力
と
い
う
概
念
を
全
く
用
い
ず
、
演
繹
の
ま
と
め
を
す
る
次
節
で
初

「
す
べ
て
の
現
象
の
（
近
い
、
あ
る
い
は
隔
た
っ
た
）
親
和
性
は
ア
プ
リ
オ
リ
に
規
則
に
基
づ
い
て
い
る
、

構
想
力
に
お
け
る
必
然
的
継
起
で
あ
る
」
、

わ
れ
は
そ
れ
に
生
産
的
構
想
力
と
い
う
名
前
を
与
え
る
」
（
A
1
2
3
)

。
カ
ソ
ト
は
説
明
の
便
宜
上
こ
う
し
た
や
り
方
を
と
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
読
者
に
は
か
え
っ
て
解
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

最
後
に
、
第
三
段
の
「
概
念
に
お
け
る
再
認
の
綜
合
」
が
あ
る
。
構
想
力
が
多
様
な
も
の
を
通
覧
し
、
取
り
ま
と
め
、
再
生
す
る
に

し
ろ
、
究
極
的
に
は
、
そ
の
働
き
が
「
―
つ
の
意
識
」
（
A
l
0
4
)

と
い
う
場
で
執
り
行
わ
れ
る
の
で
な
け
れ
ば
、
形
像
は
分
散
し
て
し

係
し
て
の
み
、
対
象
の
す
べ
て
の
表
象
が
可
能
に
な
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
意
識
の
統
一
な
し
に
は
い
か
な
る
認
識
も
成
立
せ
ず
、
認

識
相
互
の
結
び
つ
き
も
統
一
も
成
立
し
な
い
。
こ
の
純
粋
で
根
源
的
な
、
不
変
の
意
識
を
、
私
は
今
、
超
越
論
的
統
覚
と
名
づ
け
た
い
」

(
A
 10
7
)

。
こ
の
よ
う
に
、
こ
こ
で
実
際
に
解
明
さ
れ
て
い
る
の
は
ほ
と
ん
ど
超
越
論
的
統
覚
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
概
念

に
お
け
る
」
と
な
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

ま
い
、
認
識
と
し
て
の
統
一
は
得
ら
れ
な
い
。

め
て
こ
れ
に
触
れ
て
い
る
。

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
A
l
2
0
)

。

「
し
た
が
っ
て
、
構
想
力
は
ア
。
フ
リ
オ
リ
な
綜
合
の
能
力
で
も
あ
り
、
そ
れ
故
に
、

わ
れ

「
さ
て
、
意
識
の
統
一
は
直
観
の
す
べ
て
の
与
件
に
先
行
し
、
ま
た
、
こ
の
統
一
に
関

わ
れ
わ
れ
は
当
然
、
悟
性
の
慟
き
が
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
悟
性
の
働
き
「
も
」
解
明
さ

再
生
が
認
識
に
結
実
す
る
た
め
に
も
、
そ
の
根
底
に
、
そ
れ
ら
を
連
合
し
、

と
こ
ろ
が

そ
も
そ

一
定
の
形
像
を
生
み
出
す
生
産
的
構
想
力
も
働
い
て
い
る
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ら
ず
、

さ
ら
に
、
演
繹
論
第
一
節
で
は
、
構
想
力
の
綜
合
と
並
ん
で
、

「
そ
れ
〔
超
越
論
的
法
則
〕
に
よ
っ
て

れ
る
段
取
り
に
な
っ
て
い
る
の
だ
と
思
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
だ
が
、
実
は
そ
う
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
第
三
段
で
は
、
悟
性
そ
の

も
の
で
は
な
く
て
、
悟
性
を
用
い
て
行
う
統
覚
の
綜
合
が
説
明
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
悟
性
と
統
覚
は
全
く
同
じ
も
の

(

7

)

 

な
の
だ
ろ
う
か
。
と
に
か
く
初
版
の
演
繹
論
に
お
け
る
構
想
力
、
悟
性
、
統
覚
の
関
係
は
は
な
は
だ
不
分
明
で
あ
る
。

こ
れ
等
の
関
係
に
つ
い
て
、

カ
ン
ト
で
は
い
ろ
い
ろ
な
考
え
方
が
混
在
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
統
覚
を
中
心
に
整

(

8

)

 

理
す
れ
ば
、
以
下
の
二
つ
の
ケ
ー
ス
が
考
え
ら
れ
る
。
①
統
覚
即
悟
性
で
あ
り
、
こ
れ
と
構
想
力
お
よ
び
感
性
が
対
立
す
る
場
合
、
し

た
が
っ
て
一
＿
一
元
論
の
場
合
。
②
統
覚
即
悟
性
で
あ
り
、
こ
れ
が
構
想
力
ま
で
規
定
し
、
こ
れ
と
感
性
が
対
立
す
る
場
合
、

し
た
が
っ
て

統
覚
と
感
性
の
二
元
論
の
場
合
。
先
ず
カ
ソ
ト
が
①
の
よ
う
な
考
え
方
を
し
て
い
る
ケ
ー
ス
か
ら
検
討
し
て
み
よ
う
。
演
繹
論
に
入
る

ま
で
は
感
性
と
悟
性
の
二
元
で
語
ら
れ
て
い
た
事
態
が
、
演
繹
論
に
な
る
と
何
の
前
置
き
も
な
く
、
感
官
、
構
想
力
、
統
覚
の
「
三
つ

の
主
観
的
認
識
源
泉
」
に
置
き
換
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
も
と
も
と
の
悟
性
の
位
置
に
統
覚
が
素
直
に
収
ま
っ
て
い
る
わ
け
で

あ
る
。
そ
の
上
前
述
の
よ
う
に
、
悟
性
の
働
き
が
論
じ
ら
れ
る
べ
き
と
こ
ろ
で
、
専
ら
意
識
の
統
一
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
第
二
節
「
三
段
の
綜
合
」
の
「
概
念
に
お
け
る
再
認
の
綜
合
」
に
対
応
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
こ
で
は
統
覚
は
現

象
を
規
則
に
よ
っ
て
統
一
す
る
能
力
と
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
の
綜
合
の
、
根
源
的
統
覚
に
よ
る
統
一
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
た
が
、

つ
ま
り
、
第
三
段
の
説
明
の
末
尾
で
、

わ
れ
わ
れ
に
対
象
が
与
え
ら
れ
る
限
り
、
す
べ
て
の
現
象
は
、
そ
の
綜
合
的
統
一
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
規
則
に
服
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な

ニ
ン
ピ
リ
ッ
シ
ュ
な
直
観
に
お
け
る
現
象
の
関
係
は
こ
の
規
則
に
従
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
、
即
ち
、
現
象
が
経
験
に
お
い
て

統
覚
の
必
然
的
統
一
の
制
約
に
服
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
単
な
る
直
観
に
お
い
て
空
間
と
時
間
と
の
形
式
的
制
約
に
服

す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
と
全
く
同
様
で
あ
る
、

い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

い
か
な
る
認
識
も
か
の
必
然
的
統
一
に
よ
っ
て
初
め
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約
が
い
か
に
し
て
客
観
的
妥
当
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
の
か
、

「
し
た
が
っ
て
、
純
粋
（
生
産
的
）
構

つ
ま
り
、
対
象
の
す
べ
て
の
認
識
の
可
能
性
の
制
約
を
交
付
す
る
こ
と

次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

て
可
能
に
な
る
の
で
あ
る
」

(AllO)
と
言
わ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
一
般
に
は
、

性
格
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
」

(
A
1
2
6
)

と
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
統
覚
と
悟
性
と
は
全
く
同
じ
も
の
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
も

っ
と
も
、
統
覚
は
そ
れ
だ
け
と
し
て
み
れ
ば
「
汎
通
的
自
己
同
一
性
」
の
意
識
、
純
粋
な
自
己
意
識
で
し
か
な
い
の
だ
が
、
そ
の
働
き

と
し
て
は
思
惟
作
用
と
し
て
の
悟
性
で
あ
り
、
そ
の
思
惟
規
則
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
な
の
で
あ
る
。
さ
て
、
統
覚
ま
た
は
悟
性
に
は
、
こ
れ

と
は
原
理
に
は
無
関
係
な
直
観
が
対
立
す
る
。
と
い
う
の
も
、
超
越
論
的
演
繹
論
の
始
め
の
、
演
繹
の
困
難
さ
を
指
摘
す
る
箇
所
で
、

「
こ
れ
に
対
し
悟
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
対
象
が
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
た
め
の

制
約
を
わ
れ
わ
れ
に
立
て
る
も
の
で
は
全
く
な
い
。
だ
か
ら
、
対
象
は
も
ち
ろ
ん
わ
れ
わ
れ
に
現
象
し
は
す
る
が
、
対
象
が
悟
性
の
機

能
に
必
然
的
に
関
係
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
な
い
し
、

む
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
故
こ
こ
で
は
、

に
な
る
の
か
、

し
た
が
っ
て
ま
た
、
悟
性
は
対
象
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
制
約
を
含

わ
れ
わ
れ
が
感
性
の
領
域
で
は
出
会
わ
な
か
っ
た
よ
う
な
困
難
、
即
ち
、
思
惟
の
主
観
的
制

と
い
う
困
難
が
示
さ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
悟
性
の
機
能
が
な
く
て
も
、
も
ち
ろ
ん
現
象
は
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
う

る
か
ら
で
あ
る
」

(
A
8
9
f
.
1
1
 B
l
2
2
)

。
と
こ
ろ
で
、
こ
う
し
た
性
格
を
も
つ
感
性
や
悟
性
（
統
覚
）
に
対
し
て
構
想
力
が
並
立
す
る
。

一
方
で
は
、
構
想
力
は
カ
オ
ス
的
な
感
覚
与
件
を
自
ら
の
も
の
と
し
て
意
識
化
し
、
綜
合
す
る
能
力
と
し
て
、
感
性
に
先
立
つ
。
他
方

で
ま
た
、
そ
れ
は
統
覚
に
も
「
先
立
つ
」
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
の
一
変
種
で
は
な
い
。
即
ち
、

想
力
の
必
然
的
統
一
の
原
理
は
、
統
覚
に
先
立
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
認
識
の
、
特
に
経
験
の
可
能
性
の
根
拠
で
あ
る
」
(
A
1
1
8
)
。
逆
に
統

覚
か
ら
見
れ
ば
、
こ
れ
は
構
想
力
を
支
配
す
る
も
の
で
は
な
く
、

ア
プ
リ
オ
リ
な
認
識
の
た
め
に
、
構
想
力
に
プ
ラ
ス
・
ア
ル
フ
ァ
と

「
さ
て
こ
の
統
覚
は
純
粋
構
想
力
を
知
性
化
す
る
た
め
に
、
こ
れ
に
付
け
加
わ
ら
な
け
れ
ば

「
今
や
わ
れ
わ
れ
は
悟
性
を
規
則
の
能
力
と
し
て



な
く
、

の
だ
が
、

そ
れ
が
可
能
な
た
め
に
は
、

「
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
現
象
は
必
然
的
法

(
A
l
2
4
)

。
こ
の
ケ
ー
ス
の
よ
う
に
、
惑
性
と
悟
性
（
統
覚
）
が
全
く
対
立
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、

極
端
、
即
ち
惑
性
と
悟
性
と
は
構
想
力
の
こ
の
超
越
論
的
機
能
を
媒
介
に
し
て
必
然
的
に
連
関
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

の
だ
か
ら
、
媒
介
者
と
し
て
の
構
想
力
の
役
割
は
大
き
な
も
の
と
見
積
も
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

力
次
第
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
実
際
こ
れ
は
は
な
は
だ
解
決
の
困
難
な
課
題
で
あ
る
。

ニ
ン
ピ
リ
ッ
シ
ュ
な
判
断
が
客
観
的
妥
当
性
を
も
つ
経
験
判
断
と
、
主
観
的
に
し
か
妥
当
し
な
い
知
覚
判
断
と
に
分
け
ら

(

9

)

 

れ
、
前
者
の
み
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
必
要
と
す
る
と
言
わ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
①
の
ケ
ー
ス
と
同
様
、
悟
性
は
プ
ラ
ス
・
ア
ル
フ
ァ
の

能
力
と
考
え
ら
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
構
想
力
の
役
割
は
軽
視
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
整
合
性
に
欠
け
る
よ
う

に
思
わ
れ
る
。

次
に
、
②
の
よ
う
な
場
合
も
考
え
ら
れ
る
。

(
A
l
2
0
)
 

な
お
、

「
即
ち
構
想
力
は
直
観
の
多
様
を
―
つ
の
形
像
に
も
た
ら
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

つ
ま
り
、
諸
表
象
が
出
会
い
が
し
ら
の
、
無
差
別
の
乱
雑
な
集
積
と
な
る
の
で
は

一
定
の
ま
と
ま
り
が
あ
る
も
の
に
な
る
た
め
に
は
、
諸
表
象
の
間
に
ニ
ン
ビ
リ
ッ
シ
ュ
な
親
和
性
が
あ
り
、
そ
れ
を
わ
れ
わ
れ

が
連
想
に
よ
っ
て
結
び
つ
け
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
親
和
性
の
根
拠
が
統
覚
に
則
り
、

っ
た
、
構
想
力
の
超
越
論
的
親
和
性
に
あ
る
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
即
ち
一
方
で
は
、

則
に
従
っ
て
、
汎
通
的
に
結
合
さ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
故
、
そ
れ
は
経
験
的
親
和
性
を
単
な
る
帰
結
と
し
て
も
つ
超
越
論
的
親
和
性
の
う

ち
に
あ
る
」

(All3f.)
と
さ
れ
、
さ
ら
に
こ
の
文
章
に
引
き
続
き
、
改
行
は
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
「
自
然
は
統
覚
と
い
う
わ
れ
わ
れ

主
観
的
根
拠
に
従
う
、

い
う
こ
と
」
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
超
越
論
的
親
和
性
が
統
覚
に
基
づ
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
他
方
、
こ
こ
で
言
わ

ナ
』
で
は
、

『
プ
ロ
レ
ゴ
ー
メ

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従

い
や
そ
れ
ど
こ
ろ
か
自
然
は
そ
の
合
法
則
性
に
関
し
て
は
全
く
こ
の
主
観
的
根
拠
に
依
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

1
2
4
)
 

演
繹
の
成
否
も
構
想

(A' 

8
0
な
ら
な
い
も
の
で
あ
る
」

「両
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れ
て
い
る
「
必
然
的
法
則
」
と
か
「
そ
の
合
法
則
性
」
と
か
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。

「
し
た
が
っ
て
、
構
想
力
の
綜
合
に
お
け
る
す
べ
て
の
形
式
的
統
一
は
、

ニ
ン
ピ
リ
ッ
シ
ュ
な
使
用
（
再
認
、
再
生
、
連
想
、
覚
知
）
の
、
現
象
に
ま
で
下
り
う
る
統
一
も
、

(
A
1
2
5
)
。
そ
れ
故
、

力
は
独
自
の
能
力
で
は
な
く
、
言
わ
ば
低
レ
ヴ
ェ
ル
の
統
覚
に
過
ぎ
な
い
。
こ
の
見
方
は
カ
ン
ト
が
図
式
論
や
第
一
一
版
の
演
繹
（
後

述
）
で
と
っ
て
い
る
も
の
で
も
あ
る
。
な
お
、
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
は
純
粋
統
覚
と
超
越
論
的
統
覚
を
区
別
し
て
い
な
い
の
だ
が
、

粋
」
と
い
う
の
は
感
性
を
混
じ
え
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
か
ら
、
純
粋
統
覚
は
、
構
想
力
を
通
じ
て
感
性
に
ま
で
力
を
及
ぽ
す
も

(10) 

の
と
し
て
の
超
越
論
的
統
覚
と
は
区
別
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

だ
が
何
れ
の
場
合
に
し
ろ
、
統
覚
と
悟
性
と
の
関
係
は
カ
ソ
ト
で
は
実
際
に
は
も
っ
と
不
分
明
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
暫
定
的
に
、

統
覚
即
悟
性
と
し
て
議
論
を
進
め
て
き
た
の
だ
が
、
正
確
に
言
え
ば
、
悟
性
は
単
に
自
己
同
一
性
の
意
識
と
し
て
の
統
覚
に
留
ま
る
の

で
は
な
く
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
る
綜
合
的
統
一
の
意
識
と
し
て
、
統
覚
の
実
際
に
働
く
側
面
を
担
う
も
の
で
あ
っ
た
。

し
て
こ
の
規
則
の
能
力
が
悟
性
で
あ
る
」

(
A
l
2
7
)

の
統
一
は
悟
性
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
同
じ
統
一
が
、
構
想
力
の
超
越
論
的
綜
合
に
関
係
す
る
場
合
に
は
、
純
粋
悟
性
で
あ
る
」

(A119) 

と
言
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

と
い
う
の
も
お
そ
ら
く
こ
の
意
味
で
あ
ろ
う
が
、

ひ
ょ
っ
と
し
て
②
の
ケ
ー
ス
を
表
現
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
な
く
も

な
い
。
こ
の
曖
昧
さ
は
、
統
覚
の
「
こ
の
綜
合
的
統
一
は
」
、
構
想
力
の
生
産
的
綜
合
と
い
う
「
―
つ
の
綜
合
を
前
提
と
す
る
、
ま
た
は

こ
れ
を
包
含
す
る
」
（
A
1
1
8
)
と
い
う
説
明
に
現
れ
て
い
る
。
構
想
力
の
綜
合
を
「
前
提
と
す
る
」
の
で
あ
れ
ば
（
こ
の
段
落
の
末
尾

象
の
多
様
に
関
す
る
（
即
ち
、
多
様
を
唯
一
の
表
象
に
よ
っ
て
規
定
す
る
）
、

統
覚
の
、

ま
さ
に
こ
の
同
じ
統
一
が
規
則
で
あ
り
、
そ 「表 「

純

ま
り
、

つ

ま
た
こ
の
統
一
を
媒
介
に
し
て
構
想
力
の
す
べ
て
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
基
づ
い
て
い
る
」

こ
の
ケ
ー
ス
で
は
統
覚
ま
た
は
悟
性
が
構
想
力
の
働
き
を
決
定
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
換
言
す
れ
ば
、
構
想

つ
ま
り
、

ま
た
、
「
構
想
力
の
綜
合
に
関
係
す
る
、
統
覚



と
い
う
命
題
が
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、

「
私
」
の
表
象
に
は
、

い
る
。
先
ず
大
前
提
と
し
て
、

て
は
上
記
①
、
②
の
場
合
に
限
定
し
て
お
い
て
も
よ
い
で
あ
ろ
う
。

に
経
験
の
可
能
性
の
根
拠
で
あ
る
」
と
な
っ
て
い
る
）
、

2

ま‘

8

i

 

「
し
た
が
っ
て
、
私
が
与
え
ら
れ
た
諸
表
象

「
私
は
思
う
」

そ
し
て
、

―
つ
の
主
観
的
認
識
源
泉
が
「
悟
性
を

「
し
た
が
っ
て
、
構
想
力
の
純
粋
な
（
生
産
的
）
綜
合
の
必
然
的
統
一
の
原
理
は
、
統
覚
に
先
立
っ
て
、
す
べ
て
の
認
識
の
、
特

味
に
関
し
②
の
場
合
も
考
え
ら
れ
な
い
わ
け
で
は
な
く
、

①
の
ケ
ー
ス
が
妥
当
し
う
る
の
に
対
し
（
も
っ
と
も
、
こ
の
「
前
提
」
の
意

ま
さ
に
第
二
版
が
そ
う
で
あ
る
の
だ
が
）
、
「
そ
れ
を
包
含
す
る
」
の
で
あ
れ

ば
、
明
ら
か
②
の
場
合
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ
れ
と
は
別
に
、
悟
性
と
い
う
概
念
だ
け
に
つ
い
て
み
て
も
、

―
―
一
段
の
綜
合
を
す
べ
て
を
「
悟
性
の
こ
の
要
素
」

(
A
9
8
)

す
ら
可
能
に
す
る
」

(
A
9
7
)

と
呼
ん
だ
り
、

あ
る
い
は
逆
に
、

(11) 

と
言
っ
た
り
し
て
お
り
、
真
意
を
見
極
め
に
く
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
は
一
応
、
主
要
な
ケ
ー
ス
と
し

(12) 

周
知
の
よ
う
に
、
第
二
版
の
演
繹
は
統
覚
ま
た
は
「
悟
性
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
」
で
一
貫
し
て
い
る
。
そ
こ
で
は
演
繹
論
は
、
先
ず

綜
合
の
働
き
を
悟
性
に
帰
し
（
「
わ
れ
わ
れ
は
悟
性
の
慟
き
に
、
綜
合
と
い
う
一
般
的
名
称
を
与
え
る
で
あ
ろ
う
」

B
1
3
0
)
、

「
判
断
に
お
け
る
様
々
の
概
念
の
統
一
の
根
拠
さ
え
含
み
、
そ
れ
故
、
悟
性
の
論
理
的
使
用
に
お
い
て
さ
え
、
悟
性
の
可
能
性
の
根
拠

を
含
む
も
の
」

(Bl31)
で
あ
る
「
統
覚
の
根
源
的
ー
綜
合
的
統
一
」
か
ら
、
論
が
始
め
ら
れ
て
い
る
。
初
版
が
主
と
し
て
「
下
か
ら

上
へ
、
即
ち
ェ
ソ
ビ
リ
ッ
シ
ュ
な
も
の
か
ら
」

(
A
1
1
9
)

始
め
ら
れ
た
の
に
対
し
て
言
え
ば
、
上
か
ら
下
へ
、
と
い
う
方
向
を
と
っ
て

「
私
は
思
う
、

は
私
の
す
べ
て
の
表
象
に
伴
い
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
何
故
な
ら
、
そ
う
で

な
け
れ
ば
、
全
く
考
え
ら
れ
得
な
い
も
の
が
私
の
う
ち
で
表
象
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
」

こ
の
命
題
が
成
立
す
る
に
も
、
そ
の
前
提
と
し
て
「
私
」
が
綜
合
作
用
を
営
む
と
い
う
こ
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

は
綜
合
作
用
を
行
う
「
私
」
の
自
己
同
一
性
を
意
味
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

(Bl3lf.) 

「
私
」
は
思
う
、
が
伴
う
と
い
う
の
は
分
析
的
命
題
で
あ
る
が
、

し
か
し
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れ
と
は
独
立
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

し
か
し
多
様
が
意
識
化
さ
れ
、

の
で
は
な
く
、
受
動
的
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

感
覚
与
件
ほ
悟
性
が
生
産
す
る

の
多
様
を
―
つ
の
意
識
に
結
合
し
う
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
私
が
こ
の
諸
表
象
に
お
け
る
意
識
の
同
一
性
そ
の
も
の
を
衷
象

す
る
と
い
う
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、
統
覚
の
分
析
的
統
一
は
何
等
か
の
綜
合
的
統
一
の
前
提
の
下
で
の
み
可
能
な
の
で
あ

る」
(
B
l
3
3
)

。
そ
し
て
、
こ
の
前
提
は
単
な
る
思
惟
作
用
で
あ
る
知
性
的
綜
合
と
構
想
力
の
働
き
に
な
る
形
像
的
綜
合
と
で
あ
る
。
前

者
が
純
粋
に
悟
性
だ
け
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ
れ
に
対
し
後
者
は
、
構
想
力
に
よ
る
の
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
こ
れ
自
体
が
統
覚
（
ま
た
は
悟
性
）
に
よ
っ
て
規
定
あ
る
い
は
包
含
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。

合
は
自
発
性
の
行
使
で
あ
り
、
こ
の
自
発
性
は
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
惑
官
の
よ
う
に
は
規
定
さ
れ
う
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ

故
、
そ
の
綜
合
は
惑
官
を
ア
プ
リ
オ
リ
に
形
式
上
統
覚
の
統
一
に
従
っ
て
規
定
し
う
る
。
そ
の
限
り
、
構
想
力
は
感
性
を
ア
プ
リ
オ
リ

の
規
定
す
る
能
力
で
あ
り
、
そ
し
て
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
う
構
想
力
に
よ
る
直
観
の
綜
合
は
構
想
力
の
超
越
論
的
綜
合
で
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
綜
合
は
感
性
に
対
す
る
悟
性
の
作
用
で
あ
り
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
に
可
能
な
直
観
の
対
象
に
対
す
る
悟
性
の
最
初
の
適
用

（
同
時
に
、
そ
の
他
す
べ
て
の
適
用
の
基
礎
）
で
あ
る
」

(
B
l
5
1
f
.
)

。
「
従
っ
て
、
悟
性
は
、
構
想
力
の
超
越
論
的
綜
合
と
い
う
名
の

下
で
、
受
動
的
主
観
に
対
す
る
働
き
を
行
使
す
る
の
で
あ
る
」

に
婦
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
演
繹
を
成
功
さ
せ
た
の
で
あ
る
。

(
B
l
5
3
)

。

「
多
様
が
直
観
に
対
し
て
や
は
り
、
悟
性
の
綜
合
に
先
立
っ
て
、

(
B
1
4
5
)

。
と
こ
ろ
で
こ
の
場
合
も
、

か
つ
こ

わ
れ
わ
れ
の
も
の
と
な
る

た
め
に
は
、
構
想
力
を
通
じ
て
、
結
局
は
悟
性
が
働
い
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
初
版
で
は
悟
性
の
働
き
を
限
定
し
た

が
た
め
に
、
演
繹
が
困
難
と
な
り
、
説
明
も
混
乱
せ
ざ
る
を
得
な
い
羽
目
に
な
っ
た
の
だ
が
、
第
二
版
で
は
、
す
べ
て
の
綜
合
を
悟
性

つ
ま
り
、
例
え
ば
知
覚
の
よ
う
な
、
対
象
が
与
え
ら
れ
る
場
面
で
既
に

悟
性
の
綜
合
が
働
い
て
い
る
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
直
観
に
対
す
る
悟
性
の
適
用
の
有
効
性
が
当
然
確
証
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

「
し
か
し
ま
た
構
想
力
の
綜



84 

あ
り
、
自
己
の
分
析
的
同
一
性
さ
え
、
悟
性
の
綜
合
作
用
を
媒
介
に
し
て
自
覚
に
達
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
悟
性
は
統
覚
を

代
弁
す
る
の
み
な
ら
ず
、
姿
を
変
え
て
構
想
力
と
し
て
も
働
く
の
で
あ
り
、

こ
う
し
て
、
初
版
で
は
曖
昧
模
糊
と
し
て
い
た
諸
概
念
が
整
理
さ
れ
、
そ
れ
な
り
の
統
一
が
与
え
ら
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

は
構
想
力
の
、
即
ち
、

不
可
欠
で
は
あ
る
が
、
盲
目
な
、
心
の
機
能
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
初
版
の
①
の
ケ
ー
ス
で
は
、
そ
れ
は

盲
目
で
は
あ
っ
て
も
、
惑
性
、
悟
性
と
並
立
す
る
と
い
う
意
味
で
「
不
可
欠
」
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
、
②
お
よ
び
第
二
版
で
は
、

版
の
カ
ン
ト
自
身
の
自
家
用
本
に
は
、
こ
の
「
構
想
力
の
」
と
い
う
箇
所
が
、

そ
れ
は
不
可
欠
で
は
あ
る
が
、
混
乱
し
た
悟
性
、
低
レ
ヴ
ェ
ル
の
悟
性
と
し
て
「
盲
目
な
」
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
初

(14) 

「
構
想
力
の
、
悟
性
の
機
能
の
」
と
書
き
換
え
ら
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
続
く
「
図
式
論
」
は
、
演
繹
論
で
そ
れ
な
り
の
役
目
が
与
え
ら
れ
た
構
想
力
の
、
そ
の
具
体
的
な
働

の
綜
合
的
統
一
の
原
則
は
す
べ
て
の
悟
性
使
用
の
最
高
原
則
で
あ
る
」

「
悟
性
の
ラ
デ
ィ
カ
リ
ズ
ム
」
を
貫
徹
す
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
統
覚
は
実
質
上
は
悟
性
と
し
て
働
く
の
で

「
従
っ
て
例
え
ば
、
私
が
一
軒
の
家
の
ニ
ソ
ビ
リ
ッ
シ
ュ
な
直
観
を
、
直
観
の
多
様
の
覚
知
に
よ
っ
て
知
覚
と
す
る
場
合
」
す
ら
、

「
従
っ
て
、
覚
知
の
か
の
綜
合
即
ち
知
覚
は
完
全
に
、
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」

(
B
l
6
2
)

と
い
う
こ
と
に
な

る
。
こ
う
し
て
、
演
繹
は
見
事
に
な
し
遂
げ
ら
れ
た
よ
う
に
見
え
る
の
だ
が
、

し
か
し
、
知
覚
や
夢
を
含
め
て
一
切
の
綜
合
に
カ
テ
ゴ

リ
ー
が
適
用
さ
れ
て
い
る
と
な
る
と
、
当
然
誤
謬
や
迷
蒙
の
説
明
が
困
難
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
は
「
い
わ
ば
対
象
が
直
観
さ
れ

る
と
こ
ろ
に
、
す
で
に
直
観
形
式
と
共
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
は
い
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
決
は
は
じ
め
に
提
出
さ
れ
た
問

(13) 

題
そ
の
も
の
の
真
の
解
決
で
は
な
く
、
問
題
を
解
決
し
や
す
い
形
に
変
形
し
て
し
ま
っ
た
も
の
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
」
で
あ

ろ
う
。
な
お
、
第
二
版
の
演
繹
論
に
お
け
る
、
統
覚
と
悟
性
の
関
係
は
初
版
に
比
べ
れ
ば
は
る
か
に
明
瞭
で
あ
る
。
形
式
上
は
統
覚
が

意
識
す
べ
て
を
統
べ
る
も
の
で
あ
り
、

「
し
た
が
っ
て
、
悟
性
の
可
能
性
さ
え
意
識
の
統
一
に
基
づ
く
」
(
B
l
3
7
)

の
で
あ
り
、
「
統
覚

(
B
1
3
6
)

。

「
綜
合
一
般
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分
析
論
の
第
二
篇
「
原
則
の
分
析
論
」
に
お
い
て
は
、
先
ず
「
図
式
論
」
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
。
判
断
力
の
二
つ
の
超
越
論
的
教
説

「
前
者
は
、
純
粋
悟
性
概
念
が
そ
の
下
で
の
み
使
用
さ
れ
う
る
感
性
的
制
約
、
即
ち
図
式
論
を
取
り
扱
う
」
(
A
l
3
6
11 B
l
7
5
)
。

「
わ
れ
わ
れ
は
、
純
粋
悟
性
概
念
を
そ
の
使
用
に
関
し
て
制
限
し
て
い
る
、
感
性
の
形
式
的
か
つ
純
粋
な
制
約
を
、
こ
の
悟

性
概
念
の
図
式
と
名
づ
け
、
そ
し
て
、
悟
性
に
よ
る
こ
の
図
式
の
取
り
扱
い
を
、
純
粋
悟
性
の
図
式
論
と
名
づ
け
る
」
（
A
1
4
0
1
1
 B
1
7
9
)
。

つ
ま
り
、
生
産
的
構
想
力
は
直
観
の
多
様
を
取
り
ま
と
め
て
形
像
を
作
る
、
即
ち
「
形
像
的
綜
合
」
を
果
た
す
の
だ
が
、
そ
の
た
め
に

は
そ
の
根
底
に
一
種
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
の
よ
う
な
も
の
即
ち
図
式
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
形
像
を
表
象
す
る
た
め
の
「
方
法
の

表
象
」

(
A
1
4
0
11 B
1
7
9
)
 

で
あ
り
、
形
像
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
形
像
も
図
式
も
生
産
的
構
想
力
の
所
産
で
あ
る
と
は

図
式
論
は
人
間
の
心
の
深
み
の
、
あ
る
秘
め
ら
れ
た
技
術
で
あ
り
、

わ
れ
わ
れ
が
い
つ
か
そ
の
真
の
こ
つ
を
自
然
か
ら
推
し
量
り
、
そ

れ
を
覆
わ
れ
て
い
な
い
か
た
ち
で
目
の
前
に
呈
示
す
る
の
は
困
難
で
あ
ろ
う
。
わ
れ
わ
れ
が
言
う
こ
と
が
で
き
る
の
は
次
の
こ
と
だ
け

で
あ
る
。
即
ち
、
形
像
は
生
産
的
構
想
力
の
ニ
ン
ピ
リ
ッ
シ
ュ
な
能
力
の
所
産
で
あ
る
。
感
性
的
概
念
（
空
間
に
お
け
る
図
形
と
し

て
）
の
図
式
は
ア
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
構
想
力
の
所
産
、
言
わ
ば
そ
れ
の
略
図
で
あ
り
、
こ
れ
を
通
じ
て
か
つ
こ
れ
に
従
っ
て
初
め
て
形

像
が
可
能
と
な
る
。
し
か
し
形
像
は
常
に
、
こ
の
形
像
を
表
示
す
る
図
式
を
媒
介
と
し
て
の
み
概
念
と
結
合
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、

い
え
、
両
者
は
決
し
て
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
も
の
な
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、

の
う
ち
、

に
も
あ
る
程
度
持
ち
越
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

き
を
示
す
箇
所
で
あ
る
が
、
第
二
版
に
な
っ
て
も
ほ
と
ん
ど
変
更
を
加
え
ら
れ
て
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
演
繹
論
の
混
乱
が
こ
こ

「
現
象
と
そ
の
単
な
る
形
式
に
関
す
る
、
わ
れ
わ
れ
の
悟
性
の
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を
頭
に
思
い
浮
か
べ
る
場
合
に
は
、
そ
の
た
め
の
「
円
」
の
図
式
、

て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
う
し
た
ニ
ソ
ピ
lJ

ッ
シ
ュ
な
概
念
で
あ
る
「
皿
」
と
か
「
惑
性
的
概
念
」
即
ち
幾
何
学
的
概
念
で
あ

る
「
円
」
の
図
式
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
れ
に
よ
っ
て
科
学
的
、

し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
比
較
的
考
え
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
一
種
の
パ
タ
ー
ン
認
識
に
対
し
、

さ
ら
に
そ
の
奥
に
、
図
式
を

作
り
だ
す
図
式
、
図
式
の
図
式
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
こ
れ
が
超
越
論
的
図
式
で
あ
り
、
こ
れ
は
図
式
を
可
能
な
ら
し
め
る
基
本
の

図
式
、
言
わ
ば
略
図
の
略
図
で
あ
る
。
カ
ン
ト
は
こ
れ
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
由
来
す
る
も
の
だ
と
い
う
。

念
の
図
式
は
い
か
な
る
形
像
に
も
も
た
ら
さ
れ
得
な
い
あ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
概
念
一
般
に
よ
る
統
一
の
規
則
に
従
う
純
粋
綜

合
に
過
ぎ
ず
、
こ
の
綜
合
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
表
現
し
て
い
る
。
こ
の
図
式
は
描
想
力
の
超
越
論
的
所
産
で
あ
り
、
こ
う
し
た
所
産
は
、

表
象
が
統
覚
の
統
一
に
従
っ
て
ア
。
フ
リ
オ
リ
に
―
つ
の
概
念
に
お
い
て
連
関
す
べ
き
も
の
で
あ
る
限
り
、
す
べ
て
の
表
象
に
関
し
て
内

官
の
形
式
（
時
間
）
の
制
約
に
従
っ
て
、
内
官
一
般
の
規
定
に
関
係
し
て
い
る
」
(
i
b
i
d
.
)

。
例
え
ば
円
の
図
式
に
は
量
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

が
背
景
に
あ
る
。
そ
も
そ
も
一
般
に
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
時
間
と
関
係
す
る
と
こ
ろ
に
図
式
が
成
立
す
る
。
従
っ
て
、
超
越
論
的
図
式
は
超

に
基
づ
く
限
り
、

「
さ
て
、
超
越
論
的
時
間
規
定
は
、
そ
れ
が
普
逼
的
で
あ
り
、

（
時
間
規
定
の
統
一
を
形
成
す
る
）
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
同
種
的
で
あ
る
。
し
か
し
他
面
そ
れ
は
、
時
間
が
多
様
の
い
か

な
る
ニ
ン
ピ
リ
ッ
シ
ュ
な
表
象
の
な
か
に
も
含
ま
れ
て
い
る
限
り
、
現
象
と
同
種
的
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
現
象
へ
の
適

用
ほ
、
超
越
論
的
時
間
規
定
を
媒
介
に
し
て
可
能
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
時
間
規
定
が
悟
性
概
念
の
図
式
と
し
て
、
現
象
の
カ
テ
ゴ

越
論
的
時
間
規
定
と
も
言
わ
れ
る
。
即
ち
、

分
か
る
の
は
、

わ
れ
わ
れ
が
「
皿
」
の
図
式
、

そ
れ
自
体
に
お
い
て
は
概
念
と
完
全
に
一
致
す
る
も
の
で
は
な
い
」

(A141f.11 B
I
S
O
f
.
)
。
例
え
ば
あ
る
皿
を
見
て
、

そ
れ
を
皿
だ
と

「
皿
」
と
表
象
で
き
る
「
技
術
」
を
内
奥
に
備
え
て
い
る
か
ら
で
あ
り
、
あ
る
い
は
円

日
常
的
に
実
際
に
形
像
を
作
り
だ
し
た
り
、
見
て
取
っ
た
り

「
こ
れ
に
対
し
て
純
粋
悟
性
概

か
つ
ア
プ
リ
オ
リ
な
規
則

「
円
」
を
表
象
す
る
「
方
法
の
表
象
」
を
「
心
の
深
み
」
に
秘
め
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お
そ
ら
く
前
者
で
あ
ろ
う
。
元
来
、

リ
ー
の
下
へ
の
包
摂
を
媒
介
す
る
の
で
あ
る
」

(
A
l
3
8
f
.
11 B
1
7
7
f
.
)
。

と
こ
ろ
で
、

カ
ン
ト
は
こ
こ
で
も
一
方
で
は
、
構
想
力
は
感
性
、
悟
性
と
並
ぶ
、
あ
る
い
は
媒
介
す
る
自
律
的
能
力
と
考
え
て
い
る
。

つ
ま
り
、
惑
性
と
悟
性
と
は
異
質
な
も
の
だ
か
ら
、
こ
の
両
者
が
関
係
し
合
う
た
め
に
は
、
こ
の
両
者
と
あ
る
面
で
同
種
的
な
、
あ
る

面
で
は
異
種
的
な
第
三
者
即
ち
構
想
力
が
必
要
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
構
想
力
の
ノ
＝
マ
的
側
面
が
図
式
な
の
で
あ
る
。

面
で
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
、
他
面
で
は
表
象
と
同
種
的
な
第
三
者
、
そ
し
て
前
者
の
後
者
に
対
す
る
適
用
を
可
能
に
す
る
第
三
者
が
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
こ
の
媒
介
す
る
表
象
は
純
粋
で
（
い
か
な
る
ニ
ソ
ビ
リ
ッ
シ
ュ
な
も
の
も
な
い
）
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、

し
か
も
一
面
で
は
知
性
的
で
、
他
面
で
は
感
性
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
表
象
が
超
越
論
的
図
式
で
あ

「
制
限
す
る
」

B
1
8
7
)
。
図
式
は
そ
の
時
間
的
側
面
を
通
じ
て
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
実
在
化
し
、
制
限
す
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
逆
に
言
え
ば
、
構
想
力
は

そ
の
悟
性
的
側
面
を
通
じ
て
感
性
を
知
性
化
し
、
開
放
す
る
の
で
あ
る
。
と
に
か
く
こ
う
し
た
意
味
で
は
、
構
想
力
は
第
一
―
―
者
と
し
て

独
自
の
能
力
、
独
自
の
働
き
を
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
考
え
方
は
初
版
の
演
繹
論
の
①
の
ケ
ー
ス
に
対
応
し
て
い
る
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
他
方
で
カ
ン
ト
は
超
越
論
的
図
式
を
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
対
応
さ
せ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
を
「
純
粋
悟
性
概
念
の

図
式
」
と
呼
ぶ
。
こ
の
場
合
の
「
の
」
に
関
し
て
、
純
粋
悟
性
が
所
有
し
て
い
る
図
式
と
い
う
意
味
に
も
と
れ
る
が
、
ま
た
純
粋
悟
性

概
念
の
た
め
の
（
即
ち
そ
れ
を
目
的
と
す
る
）
図
式
と
い
う
意
味
に
と
れ
な
い
こ
と
も
な
い
。
な
る
ほ
ど
後
者
な
ら
ば
、
構
想
力
が
占
有

す
る
図
式
と
い
う
意
味
に
な
り
う
る
が
、

し
か
し
、
感
性
と
触
れ
合
う
と
こ
ろ
に
働
く
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
図
式
と
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、

「
さ
て
し
か
し
、
純
粋
悟
性
概
念
は
ニ
ン
ピ
リ
ッ
シ
ュ
な
（
一
般
に
感
性
的
な
）
直
観
と
比
較
す

れ
ば
、
こ
れ
と
は
全
く
異
種
的
で
あ
り
、
そ
し
て
何
等
か
の
直
観
の
な
か
に
は
決
し
て
見
出
さ
れ
得
な
い
。
さ
て
、
後
者
の
前
者
の
下

る」

(
A
1
3
8
 11 

B177)
。
換
言
す
れ
ば
、

構
想
力
は
そ
の
感
性
的
側
面
を
通
じ
て
悟
性
を
「
実
在
化
す
る
」
、

(
A
1
4
8
 11 

「
さ
て
、
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へ
の
包
摂
、
そ
れ
故
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
現
象
へ
の
適
用
は
い
か
に
し
て
可
能
で
あ
る
か
」

(
A
l
3
7
11 B
l
7
6
)
 

と
い
う
問
い
に
答
え
る
の

が
図
式
論
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
「
包
摂
」
と
か
「
適
用
」
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
作
用
の
主
体
は
あ
く
ま
で
悟
性

な
の
で
あ
り
、
超
越
論
的
時
間
規
定
と
い
う
概
念
の
場
合
も
、
規
定
す
る
の
は
あ
く
ま
で
悟
性
な
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
こ

で
も
や
は
り
、
構
想
力
は
低
レ
ヴ
ニ
ル
の
悟
性
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
独
自
の
能
力
と
は
認
め
ら
れ
が
た
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
考

え
方
は
初
版
の
演
繹
論
の
②
ケ
ー
ス
、

と
い
う
概
念
以
外
に
も
様
々
な
こ
と
ば
を
用
い
て
お
り
、
見
分
け
る
の
が
難
し
い
。

と
き
に
は
、
犬
の
例
を
挙
げ
て
お
り
、
「
惑
性
的
図
式
」
と
い
う
言
葉
の
場
合
に
は
、
図
形
を
挙
げ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
両
者
は
直
接
形

像
に
関
係
す
る
普
通
の
図
式
で
あ
ろ
う
。
ま
た
「
感
性
の
図
式
」

(
A
l
4
6
11 B
l
8
5
)

と
い
う
用
語
も
あ
る
が
、

「
惑
性
的
図
式
」

(
A
6
6
5
11 B
6
9
3
)
 

お
よ
び
第
二
版
の
演
繹
論
に
対
応
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
な
お
、
「
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
」

と
い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
こ
れ
も
「
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
」
と
同
じ
も
の

を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
の
こ
う
し
た
自
由
な
言
語
使
用
を
見
て
い
る
と
、
わ
れ
わ
れ
も
い
ち
い
ち
細
か
な
言
葉
の
詮
索

を
し
て
い
る
わ
け
に
は
い
か
な
く
な
る
の
だ
が
、

「
理
性
の
図
式
」
に
対
す
る
意
味
で
「
感
性
の
図
式
」
、

し
か
し
と
に
か
く
図
式
論
の
カ
ン
ト
の
叙
述
は
二
様
の
解
釈
を
許
す
も
の
で
あ
る
こ

事
柄
そ
の
も
の
の
も
つ
複
雑
さ
と
カ
ン
ト
の
説
明
の
曖
昧
さ
と
に
よ
り
、
図
式
論
に
関
す
る
諸
家
の
解
釈
も
様
々
で
あ
る
。
演
繹
論

に
つ
い
て
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
説
を
と
る
ケ
ソ
。
フ
・
ス
ミ
ス
は
図
式
論
に
つ
い
て
も
批
判
的
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
ヵ
ソ
ト
の
議
論
の
不
自

然
さ
は
第
一
に
「
包
摂
」
概
念
に
由
来
す
る
。
異
質
な
も
の
の
綜
合
は
、
特
殊
を
、
こ
れ
と
同
質
的
な
普
遍
に
包
摂
す
る
こ
と
と
は
異

な
る
。
ま
た
第
二
に
誤
謬
は
「
第
三
者
」
と
い
う
概
念
に
由
来
す
る
。
カ
ン
ト
は
範
疇
と
直
観
材
料
と
の
関
係
を
、
あ
る
ク
ラ
ス
の
概

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

て
働
く
「
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
」
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。
弁
証
論
で
も
、

J

れ
は
感
性
に
関
係
し

「
構
想
力
の
図
式
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
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念
と
、
こ
の
下
に
包
摂
さ
れ
う
る
特
殊
と
の
問
に
あ
る
関
係
（
例
え
ば
円
と
皿
）
と
類
比
的
に
考
え
て
い
る
の
だ
が
、
前
者
は
形
式
と

質
料
、
構
造
と
内
容
と
の
関
係
で
あ
り
、
類
比
は
成
立
し
な
い
。
す
で
に
わ
れ
わ
れ
も
検
討
し
て
き
た
通
り
、
カ
ソ
ト
に
は
図
式
論
に

つ
い
て
二
様
の
解
釈
を
許
す
と
こ
ろ
が
あ
る
の
だ
が
、

ケ
ン
プ
・
ス
ミ
ス
に
よ
れ
ば
両
方
と
も
問
違
い
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
こ

で
彼
は
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
述
語
の
位
置
に
張
り
つ
け
な
い
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
問
題
を
解
決
す
る
。

判
断
の
述
語
と
は
み
な
さ
れ
得
な
い
し
、

ま
た
、
こ
れ
と
は
独
立
に
覚
知
さ
れ
た
主
語
に
適
用
さ
れ
る
も
の
と
は
み
な
さ
れ
得
な
い
。

(15) 

カ
テ
ゴ
リ
ー
の
機
能
は
全
体
と
し
て
の
判
断
を
分
節
化
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。

命
題
に
お
い
て
は
、
実
体
と
属
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
い
か
な
る
意
味
で
も
述
語
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
経
験
さ
れ
た
内
容
を
実
体
と
属

(16) 

性
と
い
う
二
元
の
関
係
に
よ
っ
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
判
断
全
体
を
分
節
化
し
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

位
置
に
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
続
い
て
図
式
表
が
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
る
。
三
木
清
も
同
様
の
見
解
を
と
っ
て
い
る
。

惑
性
と
の
関
係
は
本
来
綜
合
の
問
題
で
あ
っ
て
、
単
な
る
包
摂
の
問
題
で
は
な
い
」
。

「
こ
の
問
題
は
カ
ン
ト
が
範
疇
を
判
断
表
か
ら
導
い
て
き
た
と
い
ふ
手
続
き

の
外
面
性
に
ま
で
朔
っ
て
考
へ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
範
疇
は
「
与
へ
ら
れ
た
規
則
」
と
し
て
前
提
さ
れ
、
純
粋
理

性
批
判
の
最
も
根
本
的
な
問
題
を
論
じ
た
純
粋
悟
性
概
念
の
先
験
的
演
繹
論
に
お
い
て
さ
へ
、
範
疇
の
演
繹
の
問
題
は
範
疇
の
現
象
へ

(17) 

の
適
用
と
い
ふ
外
面
的
な
形
式
に
お
い
て
現
は
れ
て
ゐ
る
」
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
カ
ン
ト
批
判
に
対
し
て
ペ
イ
ト
ン
は
反
批
判
を

行
う
。
彼
は
、

カ
ン
ト
の
説
明
い
か
に
不
自
然
で
あ
っ
て
も
、
図
式
論
は
カ
ン
ト
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
と
言
う
。
彼
に
よ
れ
ば
、

「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
彼
の
導
出
を
拒
否
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
章
〔
図
式
論
の
章
〕

「
形
式
化
、
概
念
化
乃
至
外
面
化
」
し
た
か
と
言
え
ば
、

は
あ
る
新
た
な
か
つ
特
別
な
重

要
性
を
得
る
。
こ
の
章
は
あ
る
新
し
い
出
発
の
可
能
性
、
判
断
の
形
式
を
全
く
参
照
す
る
こ
と
な
く
時
間
の
本
性
か
ら
カ
テ
ゴ
リ
ー
を

何
故
カ
ン
ト
に
お
い
て
図
式
論
が
こ
の
よ
う
に

「
悟
性
と

そ
の
意
味
で
は
範
疇
表
の

そ
こ
で
例
え
ば
「
か
く
し
て
『
辰
砂
は
重
い
』
と
い
う

「
つ
ま
り
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
可
能
な



秩
序
を
与
え
る
だ
け
で
あ
る
」

な
い
と
す
れ
ば
、
ま
た
実
例
に
適
用
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、

の
で
あ
る
。
識
者
に
よ
れ
ば
、

つ
ま
り
認
識
の
た
め
の
材
料
を
結
合
し
か
つ

「
こ
の
用
語
法
に
対
す
る
主
な
異
議
は
、

カ
テ
ゴ
リ
ー
が
述
語
と
し
て
は
用
い
ら
れ
得
ず
、

ま
た
実
例
を
も
ち
得
な
い
と
い
う
見
解
に
基
づ
く
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
も
し
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
可
能
な
判
断
の
述
語
で
あ
り
得

カ
テ
ゴ
リ
ー
は
全
く
概
念
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
た

(19) 

見
解
は
私
に
は
カ
ン
ト
の
教
義
か
ら
は
縁
遠
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
」
。

認
識
の
た
め
に
思
惟
が
不
必
要
で
あ
れ
ば
、
認
識
へ
の
努
力
は
無
用
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
だ
か
ら
と
言
っ
て
、
思
惟
の
形

式
が
直
観
と
無
関
係
な
、

ア
。
フ
リ
オ
リ
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
確
か
に
わ
れ
わ
れ
は
形
式
論
理
的
な
、

ア
プ
リ
オ
リ
な
思
惟
の
形
式
を
も
っ
て
い
る
。
ま
た
構
文
論
的
規
則
も
も
ち
う
る
、

量
化
子
や
様
相
論
的
諸
概
念
に
読
み
替
え
う
る
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
だ
が
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
こ
う
し
た
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
事
象
そ
の
も
の
か
ら
出
て
く
る
も
の
も
あ
る
。
例
え

は
カ
ン
ト
の
「
因
果
性
」
等
が
こ
れ
に
当
た
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
そ
れ
だ
け
で
は
何
も
産
み
出
さ
ず
、
直
観
の
あ
る

と
こ
ろ
で
初
め
て
機
能
す
る
も
の
で
あ
る
。
カ
ソ
ト
自
身
が
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
た
、
即
ち
、
「
し
た
が
っ
て
、
悟
性
は
そ
れ
だ
け
で

は
全
く
何
も
認
識
せ
ず
、
客
観
に
よ
っ
て
悟
性
に
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
直
観
、

(
B
1
4
5
)

。

カ
ン
ト
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
な
か
に
も
述
語
論
理
の

わ
れ
わ
れ
も
こ
う
し
た
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
否
定
す

ま
た
そ
の
意
味
で
、
図
式
こ
そ
が
認
識
の
た
め
の
第
一
の
も
の
で
あ
る
。
カ
ン
ト
も
「
し

た
が
っ
て
、
図
式
の
な
い
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
概
念
の
た
め
の
悟
性
の
機
能
で
し
か
な
く
、
だ
が
、

(
A
1
4
7
 11 B
1
8
7
)
 

と
言
う
。
「
そ
れ
故
、

ま
ま
認
め
る
の
は
難
し
い
。

ば
」
、
「
適
用
」
も
「
包
摂
」
も
正
し
い
。

(IS) 

9
0
正
当
化
す
る
可
能
性
を
暗
示
し
て
い
る
」
。

図
式
は
本
来
は
現
象
体
に
他
な
ら
な
い
」

(
A
1
4
6
11 B
1
8
6
)
 

逆
に
、

い
か
な
る
対
象
を
も
表
象
し
な
い
」

し
か
し
実
際
の
と
こ
ろ
わ
れ
わ
れ
に
は
カ
ン
ト
の
前
提
を
そ
の

ケ
ン
。
フ
・
ス
ミ
ス
と
は
違
っ
て
、

「
カ
ン
ト
の
前
提
を
当
然
だ
と
思
う
の
で
あ
れ
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一
方
で
、

「
悟
性
概

メ
ル
ロ
11
ポ
ン
テ
ィ
が
「
身
体

「
し
た
が
っ
て
、
構
想
力
の
綜
合
が
直
観
的
な
も
の
を
持
ち
来

(20) 

こ
の
図
式
の
優
位
を
構
想
力
に
換
言
し
て
言
え
ば
、
構
想
力
こ
そ
が
「
ま
さ
に
存
在
の
根
本
原
理
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
。

は
「
か
く
し
て
感
性
も
悟
性
も
い
ま
や
高
次
の
綜
合
的
統
一
、

(21) 

内
容
で
あ
り
、
概
念
は
そ
の
綜
合
の
規
則
で
あ
る
」
と
も
言
え
よ
う
。
実
際
そ
う
で
あ
っ
て
こ
そ
ヵ
ソ
ト
の
次
の
言
葉
が
生
き
て
く
る

で
あ
ろ
う
。

「
緒
論
あ
る
い
は
序
論
の
た
め
に
次
の
こ
と
だ
け
は
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
、
即
ち
、

れ
わ
れ
に
は
未
知
の
根
か
ら
発
現
す
る
、
人
間
の
認
識
の
二
つ
の
幹
が
あ
る
。
即
ち
感
性
と
悟
性
で
あ
り
、
前
者
に
よ
っ
て
わ
れ
わ
れ

に
対
象
が
与
え
ら
れ
、
だ
が
後
者
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
る
」
(
A
1
5
11 B
2
9
)

。
も
っ
と
も
、

か
も
一
方
が
他
方
か
ら
、
あ
る
い
は
両
方
が
―
つ
の
共
通
の
幹
か
ら
発
生
し
か
の
よ
う
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な

(22) 
い
」
と
さ
れ
て
は
い
る
の
だ
が
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
も
ま
た
、

(23) 

す
機
能
で
あ
る
」
と
し
、
他
方
で
、

「
思
惟
は
間
接
的
な
表
象
作
用
と
し
て
、
直
観
に
基
づ
い
て
お
り
、
ま
た
直
観
に
奉
仕
す
る
も
の

で
あ
る
、
即
ち
、
第
一
次
的
に
直
観
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
て
い
る
」
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
結
局
は
す
べ
て
の
認
識
能
力
を
構
想
力
に

(25) 

還
元
す
る
。
そ
こ
で
ま
た
、
彼
は
カ
ン
ト
が
か
の
「
共
通
の
根
」
を
明
確
に
見
据
え
な
か
っ
た
点
を
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う

に
多
く
の
論
者
に
よ
っ
て
、
構
想
力
の
、

し
た
が
っ
て
図
式
論
の
重
要
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
れ
わ
れ
の
問
題
は
図
式
論
が
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
つ
べ
き
意
味
の
大
き
さ
を
取
り
出
す
だ
け
で
は
終
わ
ら
な
い
。
図
式
論
が
「
人

間
の
心
の
深
み
の
、
あ
る
秘
め
ら
れ
た
技
術
」
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
先
ず
第
一
に
、
心
の
深
層
に
あ
る
、
文
字
通
り
の
「
感
性

の
図
式
」
と
し
て
研
究
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
実
際
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
「
運
動
図
式
」
、

図
式
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
、
既
に
先
鞭
を
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
次
に
、
科
学
に
お
け
る
構
想
力
の
果
た
す
役
割
、

念
の
図
式
」
の
も
つ
意
味
が
ま
た
別
の
課
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
第
一
―
一
に
、

フ
ィ
ヒ
テ
や
シ
ェ
リ
ン
グ
に
よ
っ
て
展
開
さ
れ
た
生
産
的

『
人
間
学
』
で
は
感
性
と
悟
性
と
が
「
あ
た

―
つ
の
共
通
の
、
だ
が
わ

「
構
想
力
の
先
験
的
綜
合
」
の
二
契
機
で
あ
り
、
直
観
は
そ
の
綜
合
の

あ
る
い
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