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『
方
法
序
説
』
第
一
部
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
彼

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
お
け
る
個
体
の
問
題

デ
カ
ル
ト
と
の
比
較
に
お
い
て

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
世
界
の
実
在
的
構
成
の
基
礎
を
個
体
に
置
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
基
礎
が
個
体
で
あ
る
こ
と
を
論
証
し
よ
う
と
目

ざ
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
個
体
の
問
題
を
彼
の
哲
学
的
歩
み
の
前
提
な
ら
び
に
出
発
点
と
し
た
の
で
あ
る
。
彼
の
最
初
の
作
品

は
『
個
体
の
原
理
に
つ
い
て
の
形
而
上
学
的
討
論
』
で
あ
っ
た
。
こ
の
論
文
で
は
、
個
体
化
の
原
理
で
は
な
く
個
体
の
原
理
を
考
察
す
る
。

こ
の
こ
と
は
す
で
に
個
体
を
世
界
の
実
在
的
構
成
の
基
礎
と
み
な
し
て
い
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
の
個
体
の
原
理
が
い
か
な
る
も
の
で

あ
る
か
の
解
明
が
、
彼
の
そ
の
後
の
哲
学
的
思
索
の
対
象
と
な
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
世
界
の
連
続
性
の
主
張
の
た
め
に
論
じ
ら
れ
た

実
体
的
紐
帯
(
v
i
n
c
u
l
u
m

s
u
b
s
t
a
n
t
i
a
l
e
)
と
い
う
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
解
釈
上
の
難
問
も
、

に
由
来
し
て
い
る
。

個
体
を
哲
学
上
の
出
発
点
と
す
る
こ
と
で
は
、
デ
カ
ル
ト
も
事
情
は
同
じ
で
あ
る
。

モ
ナ
ド
を
実
在
と
す
る
彼
の
哲
学
上
の
個
体
主
義

は
学
問
的
確
実
性
の
根
拠
を
、
ま
ず
教
師
た
ち
と
書
物
に
求
め
、
次
い
で
世
間
と
い
う
書
物
に
、
つ
い
に
は
自
分
自
身
の
研
究
に
求
め
る
に

至
っ
た
。
個
体
を
彼
の
哲
学
上
の
出
発
点
と
す
る
態
度
は
『
省
察
』
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
具
体
的
個
体
か
ら
方
法
的
懐
疑
に
よ
っ

山
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て
感
性
的
な
も
の
を
排
除
し
、
非
人
称
的
個
体
す
な
わ
ち
コ
ギ
ト
を
学
的
根
拠
と
し
て
見
い
出
す
。
さ
ら
に
神
の
存
在
証
明
を
へ
て
、
感

性
的
具
体
的
個
体
の
世
界
の
回
復
に
至
る
。
こ
の
意
味
で
、
デ
カ
ル
ト
の
哲
学
的
探
求
は
、
個
体
の
研
究
に
収
敏
す
る
と
言
い
う
る
の
で

で
共
通
し
て
い
る
。
で
は
、
両
者
の
こ
の
問
題
に
お
け
る
具
体
的
な
共
通
性
と
は
何
か
、

こ
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
デ
カ
ル
ト
、
両
者
は
、
自
ら
の
哲
学
の
歩
み
の
出
発
点
な
ら
び
に
前
提
に
個
体
の
問
題
を
置
く
こ
と

さ
ら
に
そ
の
差
違
と
は
何
な
の
か
。

デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
個
体
と
は
端
的
に
い
っ
て
、
人
間
で
あ
る
。
二
重
の
意
味
で
人
間
で
あ
る
。
血
肉
を
備
え
た
具
体
的
な
人
間
で

あ
り
、
ま
た
精
神
と
し
て
の
み
想
定
し
う
る
、
す
な
わ
ち
離
在
的
に
存
し
う
る
コ
ギ
ト
と
し
て
の
人
間
で
も
あ
る
。

ツ
に
と
っ
て
個
体
と
は
、
人
間
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
動
物
な
ど
生
命
体
を
も
含
む
。
彼
の

③

印

り
」
「
自
然
全
体
は
生
命
に
充
ち
て
い
る
」
。

一
方
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ

そ
れ
に
対
し
て
、
デ
カ
ル
ト
的
自
然
界
で
は
、
認
識
者
と
し
て
の
人
間
が
対
象
自
然
に
対

し
て
「
ア
ル
キ
メ
デ
ス
の
一
点
」
と
し
て
独
我
的
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
差
違
は
、
我
々
を
両
者
の
哲
学
に
お
け
る
個
体
の
存
在
的
位

置
づ
け
の
相
違
の
問
題
へ
と
導
く
。
こ
の
問
題
の
検
討
は
、
両
者
の
心
身
関
係
論
の
相
違
を
通
し
て
み
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
前
に
、

こ
の
よ
う
な
存
在
論
的
相
違
を
も
た
ら
し
た
彼
ら
両
者
の
哲
学
に
お
け
る
方
法
論
的
差
違
を
検
討
せ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

デ
カ
ル
ト
的
方
法
と
は
直
観
主
義

(1ntu1tionnis
m
e
)
で
あ
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
そ
れ
は
形
式
主
義

ゅ

の
点
に
両
者
の
方
法
論
上
の
差
違
が
存
す
る
。

(
f
o
r
m
a
l
i
s
m
e
)

で
あ
る
。
こ

デ
カ
ル
ト
の
直
観
主
義
は
、
ま
ず
『
方
法
序
説
』
に
お
け
る
四
規
則
に
示
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
規
則
は
、
第
一
規
則
で
あ

る
明
証
知
の
規
則
に
還
元
さ
れ
る
。
分
割
も
演
繹
も
さ
ら
に
帰
納
さ
え
も
が
、
対
象
の
精
神
へ
の
不
可
疑
な
現
前
で
あ
る
明
証
性
の
た
め

に
奉
仕
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
手
続
き
は
す
べ
て
の
直
観
の
連
鎖
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
が
故
に
、
こ
の
四
規
則
は
無
時
間
的
、
瞬
間
的
で

あ
る
。

「
自
然
に
お
い
て
は
す
べ
て
が
充
実
し
て
お
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p
e
n
s
e
e
s
)
 

p
r
o
b
a
b
l
e
)

真
実
ら
し
い
も
の

ゅ

あ
る
。
自
ら
の
し
っ
ぽ
を
呑
み
こ
む
蛇
の
よ
う
に
円
環
的
で
も
あ
る
。
懐
疑
も
ま
た
、

o
r
d
r
e
 
d
e
s
 
r
a
i
s
o
n
s
 
ti 

直
証
と
し
て
の
明
証
性
を
支
え
る
否
定
的
意
志
な
の
で
あ
る
。
何
ら
か
の
形
式
に
よ
っ
て
、
精
神
の
直
観
た
る
明
証
性
が
規
定
さ
れ
る
こ

と
は
な
い
。
む
し
ろ
逆
に
、
共
通
概
念
、
真
理
、
格
率
と
よ
ば
れ
る
も
の
は
、
こ
の
直
観
の
現
実
的
な
働
き
の
う
ち
に
見
い
出
さ
れ
る
。

こ
の
意
味
で
、
「
デ
カ
ル
ト
の
観
念
論
は
現
実
主
義

(
a
c
t
u
a
l
i
s
m
e
)

な
の
で
あ
る
LO

こ
の
よ
う
な
デ
カ
ル
ト
的
方
法
は
、
「
自
ら
の
主

181 

意
主
義
に
よ
る
形
式
化
さ
れ
え
な
い
直
観
主
義
」
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
直
観
主
義
は
真
理
に
つ
い
て
の
二
分
法
を
と
る
。
明
証

的
に
把
握
さ
れ
た
真
な
る
も
の
と
そ
う
で
な
い
虚
偽
な
る
も
の
と
に
分
か
た
れ
る
。
疑
わ
し
い
も
の
は
虚
偽
と
さ
れ
‘
蓋
然
的
な
も
の

(
l
e
 
v
r
a
i
s
e
m
b
l
a
b
l
e
)

は
、
は
い
る
余
地
が
な
い
。

凹

こ
れ
に
対
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
形
式
主
義
を
擁
護
す
る
。
他
の
命
題
を
、
矛
盾
律
に
還
元
す
る
や
り
方
は
、
皮
相
で
無
益
で
あ
る

と
語
る
デ
カ
ル
ト
に
対
し
て
、
彼
は
矛
盾
律
と
と
も
に
、
充
足
律
を
世
界
認
識
に
つ
い
て
の
二
大
形
式
と
す
る
。

デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
直
観
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
た
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
は
法
則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
r
a
i
s
o
n
は
デ
カ
ル

ト
に
と
っ
て
は
理
性
を
意
味
し
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
は
存
在
性
を
意
味
し
よ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
認
識
か
ら
存
在
に
至
ろ
う
と
し
、
ラ
イ

プ
ニ
ッ
ツ
は
存
在
を
前
提
と
し
存
在
の
あ
り
方
を
認
識
し
よ
う
と
す
る
。
前
者
に
と
っ
て
存
在
と
は
思
惟
さ
れ
た
存
在

(
d
e
s

e
x
i
s
t
e
n
c
e
s
 

で
あ
り
、
認
識
の
明
証
性
と
神
の
誠
実
と
の
二
つ
の
原
理
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
確
た
る
も
の
と
し
て
保
証
さ
れ
る
。
後
者

に
と
っ
て
、
認
識
は
二
分
法
の
形
を
ク
ら
な
い
。
蓋
然
的
な
も
の
を
も
認
識
の
射
程
に
入
れ
る
。
認
識
に
お
け
る
明
証
性
は
相
対
的
と
な

る
。
あ
い
ま
い
ー
明
晰
、
雑
然
ー
判
明
、
非
十
全
1
十
全
、
象
徴
ー
直
観
、
と
い
っ
た
認
識
の
明
証
性
の
序
列
は
、
連
続
律
の
反
映
で
あ

る
。
個
体
は
自
ら
を
視
点
と
し
て
全
宇
宙
を
認
識
し
て
い
る
。
認
識
対
象
は
無
限
に
及
び
、
‘
認
識
の
明
証
性
は
相
対
的
と
な
る
。
こ
の
故

に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
は
、
懐
疑
は
不
要
な
も
の
と
な
る
。
な
ぜ
な
ら
「
現
前
し
て
い
る
私
の
思
惟
の
す
べ
て
の
表
象
は
、
真
で

(
l
e
 

『
省
察
』
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
こ
の
精
神
へ
の



延
長
と
す
る
デ
カ
ル
ト
的
自
然
観
の
批
判
に
あ
っ
た
。

「点」

(
p
u
n
c
t
u
m
)

『
形
而
上
学
叙
説
』
第
三
十
三
節
に
み
ら
れ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
ま
ず
以
前
の
学
説
を
批
判
す
る
。

「
一
方
が
他
方

に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
」
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
物
理
的
影
響
説
と
、
通
常
の
特
殊
な
こ
と
が
ら
を
す
ぐ
さ
ま
普
遍
的
原
因
に
訴
え
る
マ
ー
ル

ブ
ラ
ン
シ
ュ
の
機
会
説
を
と
も
に
斥
abt
る
。
そ
し
て
一
個
体
の
現
象
や
表
象
は
自
ら
の
内
部
か
ら
生
じ
、
そ
れ
ら
一
切
が
宇
宙
の
現
象
と

対
応
す
る
と
の
調
和
説
を
説
き
、
こ
の
意
見
が
「
心
身
結
合
と
い
う
あ
の
大
い
な
る
神
秘
」
を
も
っ
と
も
よ
く
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
と

こ
の
考
え
は
の
ち
に
予
定
調
和
説
と
呼
ば
れ
る
も
の
と
原
理
的
に
は
異
な
ら
な
い
が
、
た
だ
心
身
問
題
に
お
け
る
身
体
の
位
置
づ
け
に

す
も
の
で
あ
る
。

「
わ
れ
わ
れ
の
身
体
が
わ
れ
わ
れ
に
属
し
な
が
ら
、
し
か
も
わ
れ
わ
れ
の
本
質
と
結
び
つ

い
て
い
な
い
」
と
主
張
す
る
が
、
後
に
は
身
体
は
精
神
に
不
可
欠
な
も
の
と
さ
れ
る
。
神
だ
け
を
例
外
と
し
、
す
べ
て
の

⑬
 

本
性
上
、
身
体
（
物
体
）
な
し
に
は
存
在
し
な
い
」
と
『
叙
説
』
発
表
後
九
年
に
し
て

体
間
に
存
す
る
結
合
に
つ
い
て
の
新
説
』
の
草
稿
で
彼
は
述
べ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
彼
の
物
体
観
、

さ
ら
に
は
実
体
観
の
変
化
を
示

⑬
 

「
拡
が
り
と
い
う
概
念
は
何
か
想
像
的
な
も
の
を
ふ
く
ん
で
い
て
、
物
体
の
実
体
を
構
成
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と

延
長
即
物
体
と
い
う
デ
カ
ル
ト
的
実
体
観
に
疑
問
は
示
す
も
の
の
、

ア
ル
ノ
ー
と
の
論
争
以
後
に
み
ら
れ
る
第
一
質
料
と
第
二
質
料
と
の

『
叙
説
』
に
お
け
る
先
の
心
身
論
も
身
体
の
問
題
を
ふ
く
み
え
て
い
な

い
ま
だ
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
の
わ
く
の
中
で
考
え
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

ロ
ー
ゼ
ン
タ
ー
ル
の
森
で
の
散
策
の
の
ち
実
体
形
相
を
捨
て
機
械
論
研
究
に
向
か
っ
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
自
然
学
上
の
課
題
は
、
物
体
即

い
が
故
に
、

区
別
か
ら
成
る
物
体
観
は
、

『
叙
説
』
に
は
現
わ
れ
て
い
な
い
。

お
い
て
、

『
叙
説
』
は
後
の
意
見
と
異
な
る
。

゜
ニフ
しヽ

心
身
問
題
は

ー

。
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あ
る
」
か
ら
で
あ
る
。

「
傾
向
力
」

(
c
o
n
a
t
u
s
)

「
瞬
間
」

(
m
s
t
a
n
s
)

な
ど
の
概
念

『
実
体
の
本
性
及
び
実
体
の
交
通
並
び
に
精
神
物

「
精
神
は
そ
の
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そ
れ
は
、

「自

を
取
り
こ
み
、
デ
カ
ル
ト
的
自
然
学
の
批
判
的
研
究
に
従
事
し
た
が
、
そ
の
結
果
は
今
な
お
延
長
と
し
て
の
物
体
概
念
を
前
提
し
た
も
の

で
あ
っ
た
。

デ
カ
ル
ト
に
対
す
る
新
し
い
実
体
概
念
の
形
成
は
、
二
元
論
的
シ
ェ
ー
マ
に
従
え
ば
、
物
体
の
側
か
ら
で
は
な
く
、
精
神
の
側
か
ら
な

さ
れ
る
。
「
物
体
的
実
体
を
成
し
て
い
る
も
の
は
、
我
々
の
中
の
い
わ
ゆ
る
自
我
、
不
可
分
で
あ
り
な
が
ら
は
た
ら
い
て
い
る
自
我
に
応

ず
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
LO

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
自
我
に
認
め
ら
れ
る
も
の
す
な
わ
ち
表
象
と
欲
求
を
ば
、
物
体
的
実
体
に
ま
で

拡
大
し
よ
う
と
す
る
。
デ
カ
ル
ト
が
レ
ギ
ウ
ス
に
、
人
間
と
は
精
神
と
物
体
と
の

^
 
。

体
に
よ
る
存
在
」
で
あ
る
と
答
え
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
れ
を
評
価
し
て
次
の
よ
う
に
い
う
。

「
実
在
的
か
つ
実
体
的
合
一
」
で
あ
り
「
真
の
そ
れ
自

「
た
だ
私
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
デ
カ

⑰
 

ル
ト
氏
と
異
な
る
点
は
、
私
は
自
然
の
他
の
有
機
体
の
中
に
も
、
精
神
あ
る
い
は
そ
れ
に
近
い
も
の
を
認
め
る
点
に
あ
る
LO

彼
は
、
こ
の

よ
う
に
、

デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
に
代
え
、
質
に
お
い
て
は
一
元
的
で
、
数
に
お
い
て
は
多
元
的
な
実
体
論
を
形
成
し
よ
う
と
し
た
。

モ
ナ

ド
に
は
位
階
を
設
け
る
け
れ
ど
も
そ
れ
も
程
度
の
差
で
あ
り
、
機
能
と
し
て
は
表
象
と
欲
求
を
も
つ
点
で
モ
ナ
ド
を
等
質
な
も
の
と
し
た
。

デ
カ
ル
ト
の
実
体
観
は
、
動
物
機
械
論
に
み
ら
れ
る
ご
と
く
、
人
間
中
心
主
義
(
a
n
t
h
r
o
p
o
c
e
n
t
r
i
s
 m
e
)
で
あ
る
。
一
方
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の

人
間
に
認
め
た
も
の
を
他
の
も
の
に
拡
大
し
よ
う
と
す
る
点
で
擬
人
主
義

(
a
n
t
h
r
o
p
o
m
o
r
p
h
i
s
m
e
)
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
違

い
は
、
先
に
述
べ
た
両
者
の
方
法
論
的
差
違
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
的
直
観
主
義
は
、
自
ら
に
対
す
る
直
観
的
反
省
の
故

に
人
間
に
の
み
精
神
と
い
う
実
体
性
を
認
め
、
他
は
物
体
性
に
お
い
て
把
握
し
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
自
然
の
斉
一
性

(l"
u
n
i
f
o
r
m
i
t
e
 

d
e
 
la 
n
a
t
u
r
e
)

と
い
う
形
式
主
義
の
故
に
、
人
間
に
見
い
出
し
た
も
の
を
他
の
も
の
に
類
比
的
に
拡
大
し
え
た
の
で
あ
る
。
こ
の

然
の
斉
一
性
」
の
故
に
「
も
っ
と
も
隠
さ
れ
た
こ
と
ど
も
が
、

6
 

h
u
 

に
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
LO

見
る
こ
と
の
で
き
か
つ
我
々
の
そ
ば
に
あ
る
も
の
と
の
類
似
に
よ
っ
て
、
完
全
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に
は
多
と
し
て
現
わ
れ
る
。

「
第
二
」
と
は
、

「
質
料
」

で
は
、
こ
の
よ
う
な
擬
人
主
義
に
支
え
ら
れ
た
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
実
体
論
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

『
叙
説
』
で
は
、
二
元
論
的
に

物
体
と
精
神
と
の
両
側
面
か
ら
考
察
さ
れ
る
。
ま
ず
、
物
体
の
側
面
か
ら
考
察
し
よ
う
。
デ
カ
ル
ト
の
延
長
と
し
て
の
物
体
の
実
体
性
は

否
定
さ
れ
る
。
こ
れ
は
実
体
が
個
体
的
な
も
の
で
あ
る
と
の
前
提
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
。
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
い
て
も
、
物
体
も
物
体
的

な
も
の
も
真
に
個
体
た
り
え
な
い
。
形
状
は
渦
動
的
宇
宙
に
お
い
て
は
偶
然
性
か
ら
の
が
れ
え
ず
、
真
に
個
体
的
な
も
の
は
精
神
に
求
め

ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
、
人
間
の
み
が
真
に
個
体
た
り
え
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
と
て
自
然
現
象
の
説
明
に
お
い
て
デ
カ
ル
ト
流
の

形
状
と
運
動
に
よ
る
説
明
を
否
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
た
だ
、
運
動
す
な
わ
ち
場
所
の
変
化
の
直
接
的
原
因
は
何
か
と
問
う
わ
け

で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
、
そ
の
答
え
は
神
の
最
初
の
一
弾
き
に
あ
っ
た
。
徹
底
的
に
個
体
主
義
を
と
る
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ

物
体
的
実
体
を
構
成
す
る
原
理
は
何
か
と
問
う
彼
は
、
第
一
質
料
と
第
二
質
料
と
い
う
二
つ
の
概
念
で
も
っ
て
こ
の
問
い
に
答
え
る
。

四

第
一
質
料
と
は
延
長
に
不
可
入
性
を
加
え
た
も
の
で
「
た
ん
に
受
動
的
な
も
の
で
完
全
な
実
体
で
は
な
い
LO

こ
の
質
料
が
デ
カ
ル
ト
の
延

長
と
し
て
の
物
体
に
ほ
ぼ
相
当
す
る
。
第
二
質
料
と
は
、
こ
れ
に
形
相
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
精
神
、
も
し
く
は
精
神
に
似
た
形
相
あ
る

い
は
第
一
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
す
な
わ
ち
何
か
努
力
ま
た
は
原
始
的
作
用
力
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。

四

に
よ
っ
て
印
せ
ら
れ
て
い
る
内
在
的
法
則
で
あ
る
3

結
局
の
と
こ
ろ
、
こ
れ
は
表
象
と
欲
求
と
を
有
す
る
モ
ナ
ド
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

物
体
的
実
体
に
関
す
る
結
論
は
、
個
体
的
実
体
と
し
て
精
神
の
側
か
ら
探
求
さ
れ
る
結
論
と
同
じ
に
な
る
の
で
は
あ
る
が
、
そ
の
場
合
に

注
意
が
必
要
で
あ
る
。
何
故
に
物
体
的
実
体
を
第
二
の
質
料
と
呼
ば
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
あ
い
を
も
つ
の
か
。
こ
の
実
体
は
モ
ナ
ド
と
し
て
一
性
を
主
張
し
う
る
わ
け
で
あ
る
が
、
事
実
上
、
人
間
の
意
識

「
物
質
（
私
は
第
二
質
料
あ
る
い
は
塊
を
理
解
し
て
い
る
の
だ
が
）
は
、

て
、
こ
の
答
え
は
満
足
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。

―
つ
の
実
体

(
u
n
e

s
u
b
s
t
a
n
c
e
)
 

「
そ
し
て
こ
の
力
自
身
は
神
の
命
令
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な
い
こ
と
に
な
る
。

ライプニッツにおける個体の問題

一
群
の
羊
や
魚
の
一
ぱ
い
い
る
―
つ
の
池
の
よ
う
に
諸
実
体

(
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
)

で
あ
る
LO

同
様
な
指
摘
は

）
で
あ
る
。

r
e
g
e
 
d
e
 p
l
u
s
1
e
u
r
s
 
s
u
b
s
t
a
n
c
e
s
 

―
つ
の
軍
隊
、

実
体
と
み
る
べ
き
物
体
の
塊
あ
る
い
は
一
定
量
の
物
質
は
見
い
だ
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
物
質
は
現
実
的
に
無
限
に
分
け
ら
れ
、
最
小
分

子
も
神
に
造
ら
れ
た
も
の
あ
る
い
は
恐
ら
く
動
物
か
ら
成
る
真
に
無
限
の
世
界
を
含
ん
で
い
る
か
ら
、
こ
う
い
う
も
の
は
ど
う
し
て
も
集

四

合
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
LO

第
二
質
料
と
し
て
の
物
質
は
要
素
と
し
て
の
モ
ナ
ド
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
と
は
認
め
う
る
。
「
何
故
か
と

い
う
と
単
純
な
実
体
が
な
け
れ
ば
合
成
体
は
な
い
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
LO

多
と
し
て
現
象
す
る
物
体
を
統
一
す
る
別
の
支
配
的
モ
ナ
ド
が

認
め
ら
れ
な
い
以
上
、
物
体
は
集
合
で
あ
り
個
体
た
り
え
な
い
。
そ
れ
故
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
は
実
体
的
一
性
は
、
何
ら
か
の

統
一
性
を
示
す
支
配
的
モ
ナ
ド
を
認
め
う
る
も
の
、
具
体
的
に
は
人
間
、
動
物
、
有
機
体
に
見
い
だ
さ
れ
、
物
体
は
多
と
し
て
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

「
第
二
」
と
は
、
第
一
質
料
が
非
実
体
で
あ
っ
た
の
に
対
し
、
こ
の
も
の
が
実
体
で
あ
る
こ
と
に
力
点
を
置
い
た
の
で
あ

る
。
ま
た
「
質
料
」
と
は
、
こ
の
第
二
質
料
が
諸
実
体
と
し
て
集
合
に
と
ど
ま
り
一
性
を
主
張
し
え
な
い
が
た
め
に
支
配
的
モ
ナ
ド
に
対

し
て
質
料
的
位
置
を
と
る
た
め
で
あ
る
。
人
間
の
身
体
は
、
延
長
と
し
て
み
ら
れ
る
か
ぎ
り
第
一
質
料
と
な
り
、
諸
実
体
か
ら
構
成
さ
れ

た
も
の
と
み
る
か
ぎ
り
第
二
質
料
と
な
る
が
、
と
も
に
人
間
精
神
か
ら
は
質
料
の
位
置
に
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
物
質
観
は
、
デ
カ
ル
ト
的
二
元
論
を
批
判
的
に
吸
収
し
た
こ
と
に
な
る
。
実
体
を
モ
ナ
ド
と
し
て
み
る
こ
と
に
よ
り
、
ニ

元
的
な
実
体
観
か
ら
質
的
に
は
一
元
的
な
そ
れ
に
移
行
は
し
た
が
、
物
体
を
多
と
み
る
こ
と
に
よ
り
、
精
神
と
物
体
と
い
う
二
元
論
を
保

存
し
た
こ
と
に
な
る
。
以
上
か
ら
し
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
も
物
体
の
個
体
性
は
物
体
の
問
題
と
し
て
と
ど
ま
る
か
ぎ
り
あ
り
え

の
草
稿
に
も
み
ら
れ
る
。

「
精
神
な
り
、
他
の
統
一
原
理
な
り
を
別
に
離
し
て
し
ま
え
ば
、

い
く
ら
探
し
て
も
真
の

「
私
」
と
は
唯
一
の
実
体
で
あ
る
が
、

―
つ
の
群
な
ど
は
、

で
は
な
く
、

『
新
説
』
の
最
初

「
多
く
の
実
体
の
集
合
」
(
u
n
a
g
 ,
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自
性
に
も
注
目
し
て
い
る
。

独
立
性
の
、
後
者
は
個
体
の
他
者
と
の
関
係
に
お
け
る
独
自
性
の
主
張
で
あ
る
。
こ
の
要
件
に
照
ら
し
て
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
個
体
性
を
考

察
し
て
み
よ
う
。

時
間
A
B
に
パ
リ
に
い
た
私
と
時
間
B
C
に
ド
イ
ツ
に
い
た
私
の
同
一
性
は
、
ど
こ
か
ら
得
ら
れ
る
の
か
。

経
験
が
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
に
こ
の
同
一
性
を
私
に
確
信
さ
せ
る
の
だ
が
、
し
か
し
ま
た
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
理
由
も
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら

⑳
 

な
い
LO

自
我
の
同
一
性
の
経
験
的
確
証
以
外
に
、
そ
れ
の
ア
・
。
フ
リ
オ
リ
な
理
由
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
の
理
由
と
は
、
多
が
あ

る
以
上
一
が
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
形
式
主
義
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

な
実
体
は
か
な
ら
ず
あ
る
LO

私
に
関
す
る
様
々
な
時
間
空
間
に
わ
た
る
現
象
が
存
在
す
る
以
上
、
そ
の
基
体
と
し
て
の
一
な
る
自
我
の

存
在
は
、
形
式
主
義
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
る
。
こ
の
想
定
と
内
的
経
験
に
よ
っ
て
、
自
我
の
同
一
性
は
確
保
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、

自
我
自
身
に
関
し
て
認
め
ら
れ
た
一
性
は
、
自
然
の
斉
一
性
の
故
に
、
自
我
に
類
し
た
も
の
に
も
ま
た
同
様
に
保
証
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

個
体
が
真
に
そ
う
で
あ
る
た
め
に
は
時
空
を
超
え
て
同
一
で
あ
る
と
の
確
証
だ
け
で
十
分
な
の
か
。

に
は
、
私
が
自
分
を
思
惟
す
る
実
体
と
感
じ
る
こ
と
で
は
十
分
で
は
な
く
、
他
の
す
べ
て
の
可
能
な
精
神
か
ら
私
を
識
別
す
る
も
の
を
判

明
に
把
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
LO

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
こ
こ
で
個
体
の
一
性
ば
か
り
か
、
個
体
の
も
つ
諸
要
素
の
多
様
性
に
起
因
す
る
独

こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
彼
は
個
体
的
実
体
の
定
義
を
考
え
る
。
ま
ず
、

る。 る。
精
神
の
側
か
ら
追
求
さ
れ
る
個
体
的
実
体
と
は
い
か
な
る
性
格
の
も
の
か
。
個
体
を
問
題
に
す
る
と
き
に
二
つ
の
要
件
が
必
要
と
さ
れ

一
で
あ
る
と
い
う
事
実
を
示
す
一
性

(
!
'
u
n
i
t
e
)

と
独
自
な
も
の
で
あ
る
事
実
を
示
す
独
自
性

(
l
'
u
n
1
c
i
t
e
)

が
、
そ
の
要
件
で
あ

四

「
一
性
は
綜
合
に
お
け
る
諸
要
素
の
集
中
の
う
ち
に
存
し
、
独
自
性
は
集
中
し
た
諸
要
素
の
多
様
性
に
起
因
す
る
LO

前
者
は
個
体
の

「
も
ち
ろ
ん
、
私
の
内
的

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
述
語
の
主
語
へ
の
内
属
と
し
て
の
個
体

「
私
と
は
何
か
を
理
解
す
る
た
め

「
複
合
体
が
あ
る
以
上
単
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義
さ
れ
た
概
念
が
可
能
で
あ
る
か
ど
う
か
、

「
多
く
の
述
語
が
同
一
の
主
語
に
属
し
、
そ
の
主
語
は
も
は
や
他
の
い
か
な
る
主
語
に
も
属
さ
な
い
場

合
、
こ
の
主
語
が
個
体
的
実
体
と
呼
ば
れ
る
の
は
た
し
か
に
ほ
ん
と
う
で
あ
る
LO

し
か
し
こ
の
定
義
は
い
ま
だ
名
目
的
、
す
な
わ
ち
「
定

ま
だ
疑
う
こ
と
が
で
き
る
LO

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
論
理
学
的
定
義
に
彼
は
満
足
せ
ず
「
真
な

は
す
べ
て
事
物
の
本
性
の
う
ち
に
な
ん
ら
か
の
根
拠
を
も
っ
て
い
る
」
と
考
え
、
こ
の
定

「
個
体
的
実
体
は
…
…
そ
の
本
性
か
ら
し
て
完
成
し
た
概
念
を
も
ち
、
そ
の
概
念
は
、

”̂ 。

そ
れ
が
属
し
て
い
る
主
語
の
あ
ら
ゆ
る
述
語
を
理
解
し
た
り
、
ま
た
そ
こ
か
ら
演
繹
し
た
り
す
る
の
に
十
分
な
も
の
で
あ
る
」
こ
の
主
語

と
述
語
、
実
体
と
属
性
と
の
関
係
は
、
丁
度
、
球
の
概
念
と
球
の
諸
性
質
の
関
係
に
類
似
す
る
。
こ
の
類
似
は
、
た
だ
し
述
語
の
主
語
へ

の
内
属
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ
る
。
球
の
概
念
を
分
析
す
れ
ば
球
の
諸
性
質
は
得
ら
れ
る
。
個
体
的
実
体
も
権
利
上
、
そ
の
属

性
す
な
わ
ち
述
語
を
分
析
的
に
把
握
し
う
る
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
個
体
的
実
体
す
な
わ
ち
被
造
物
の
有
限
性
の
故
に
、
述
語
の
十
全

的
な
理
解
は
不
可
能
で
あ
る
。
ア
レ
キ
サ
ン
ド
ロ
ス
が
ダ
リ
ウ
ス
を
打
破
す
る
か
否
か
は
神
の
知
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
こ
の
球
と
個
体
的

実
体
と
の
相
違
は
、
種
の
概
念
と
個
体
の
そ
れ
と
の
違
い
に
由
来
す
る
。
種
の
概
念
は
永
遠
真
理
し
か
含
ま
な
い
の
に
対
し
、
個
体
の
概

念
は
個
体
の
置
か
れ
た
具
体
的
な
状
況
す
な
わ
ち
事
実
的
な
と
こ
ろ
を
含
む
た
め
で
あ
る
。
こ
の
具
体
的
状
況
は
他
の
事
物
と
の
無
限
な

関
係
に
お
か
れ
て
い
る
た
め
人
間
の
有
限
な
分
析
知
で
は
及
ば
な
い
の
で
あ
る
。

述
語
の
主
語
へ
の
内
属
か
ら
発
せ
ら
れ
た
こ
の
よ
う
な
個
体
的
実
体
の
定
義
は
、
個
体
に
つ
い
て
の
二
つ
の
要
件
、

を
満
た
し
て
い
る
だ
ろ
う
か
。
自
我
の
確
証
を
根
拠
と
す
る
一
性
は
い
い
と
し
て
、
独
自
性
の
方
に
は
問
題
が
残
る
。
述
語
が
主
語
に
内
属

し
、
多
と
し
て
の
こ
の
述
語
が
自
己
展
開
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
個
体
的
実
体
の
独
立
性
の
主
張
に
は
適
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
体
相

互
の
関
係
と
い
う
問
題
は
、
こ
の
実
体
の
定
義
か
ら
は
出
て
こ
な
い
。
ア
ル
ノ
ー
の
こ
の
定
義
へ
の
論
難
の
た
め
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は

義
を
存
在
論
的
地
平
に
も
ち
こ
む
。
か
く
し
て
、

る
述
語
機
能
と
い
う
も
の

（宝
d
i
e
a
t
i
o
n
)
 

的
実
体
を
批
判
的
に
継
承
す
る
。

一
性
と
独
自
性
と
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こ
の
定
義
を
用
い
な
く
な
っ
た
が
、
後
の
彼
の
考
え
に
も
こ
れ
は
生
き
つ
づ
け
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
故
に
命
題
の
主
語
ー
述
語

的
分
析
は
モ
ナ
ド
論
に
も
大
き
な
関
係
を
も
つ
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
れ
ば
か
り
か
、
実
体
相
互
の
関
係
を
も
考
慮
し
た
実
体
概
念
の
形

成
に
彼
は
腐
心
し
た
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
努
力
が
、
個
体
的
実
体
を
「
力
」
や
「
表
現
性
」
の
概
念
に
よ
っ
て
説
明
さ
せ
た
の
で
あ
ろ

う
。
『
叙
説
』
に
も
こ
う
し
た
概
念
は
で
て
く
る
が
、
個
体
的
実
体
と
の
関
連
で
は
判
然
と
し
な
い
。

ま
ず
「
力
」
•
か
ら
み
よ
う
。
ス
コ
ラ
哲
学
の
ご
と
く
個
々
の
自
然
現
象
の
説
明
に
で
は
な
く
、
形
而
上
学
的
問
題
と
し
て
実
体
的
形
相

の
復
権
を
『
叙
説
』
で
も
意
識
し
て
い
た
。
こ
の
形
相
の
本
性
は
力
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
何
か
知
覚
と
欲
求
に
似
た
も
の
が
帰
結
し
、
さ

ら
に
こ
の
形
相
は
我
々
の
精
神
に
倣
っ
て
考
え
ら
れ
た
。
ま
た
一
方
で
、
自
然
研
究
に
お
い
て
も
「
力
」
の
研
究
の
必
要
性
を
認
め
て
い

た
。
事
実
、
こ
の
問
題
は
、

デ
カ
ル
ト
の
幾
何
学
的
自
然
観
か
ら
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
力
学
的
自
然
観
へ
の
移
行
を
促
す
も
の
で
あ
っ
た
。

前
者
の
運
動
量
保
存
の
法
則
に
代
え
、
後
者
は
力
す
な
わ
ち
作
用
の
同
一
最
及
び
方
向
的
力
の
同
一
量
の
法
則
を
主
張
す
る
。
物
体
の
実

体
本
性
は
多
と
し
て
の
諸
実
体
と
見
い
出
さ
れ
た
も
の
の
、
こ
の
物
体
の
根
底
に
は
一
の
実
体
が
想
定
さ
れ
た
。
こ
れ
は
、
デ
カ
ル
ト
の

二
元
論
的
実
体
観
で
は
な
く
、
質
的
に
一
の
実
体
観
で
あ
っ
た
。
そ
れ
故
に
、
物
体
も
精
神
も
実
体
と
し
て
同
じ
も
の
に
よ
っ
て
定
義
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
今
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
力
」
に
よ
っ
て
そ
れ
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
。
か
く
て
、
真
の
実
体
概
念
は

っ
て
説
明
さ
れ
る
。

「
力
が
実
体
の
特
質
な
る
作
用
の
原
理
だ
か
ら
で
あ
る
LO

こ
の
力
と
は
「
で
き
る
こ
と
（
能
力
）
と
は
た
ら
き
（
作

”
 

用
）
と
の
中
間
物
で
努
力
、
実
現
作
用
、
エ
ン
テ
レ
ケ
イ
ア
を
含
ん
で
い
る
LO

す
な
わ
ち
、
実
体
と
は
作
用
し
う
る
も
の
と
い
う
こ
と
に

「
現
実
体
に
移
る
に
は
外
的
な
刺
激
い
わ
ば
鞭
を
必
要
と
す
る
。
」

ス
コ
ラ
の
「
力
」
と
は
異
な
り
自
ら
の
内
部
に
実
現
力
を
有
す

「
力
」
は
個
的
な
も
の
と
な
る
。
事
象
に
与
え
ら
れ
た
或
る
実
現
力
、
形
相
も
し
く
は
力
と
呼
ば
れ
る
こ
の
も
の
は
「
自
然
」

と
も
呼
ば
れ
る
。
こ
の
自
然
は
当
然
、
個
体
的
自
然
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
実
体
の
原
理
た
る

る
故
に
こ
の

な
る
。

「
力
」
と
は
自
発
性
を
意
味

「
力
」
に
よ
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し
て
い
る
。
さ
ら
に
「
事
象
の
実
体
そ
の
も
の
は
、
能
動
的
な
力
と
受
動
的
な
力
と
に
存
す
る
」
と
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、

性
は
実
体
の
能
動
性
と
受
動
性
に
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
か
く
て
、
こ
の
能
動
性
と
受
動
性
の
故
に
、
個
体
の
―
つ
の
要
件
、
独
自

性
の
把
握
が
深
ま
る
の
で
あ
る
。
独
自
性
と
は
、
他
と
の
関
係
に
お
い
て
み
ら
れ
た
自
己
だ
か
ら
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が

『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』
で
は
、
実
体
モ
ナ
ド
を
力
に
よ
っ
て
説
明
は
し
て
い
な
い
。
こ
れ
は
「
力
」
が
や
は
り
自
然
研
究
を
通

し
て
考
察
さ
れ
た
概
念
で
あ
る
た
め
だ
ろ
う
。

『
モ
ナ
ド
ロ
ジ
ー
』
で
は
、
力
に
つ
い
て
は
デ
カ
ル
ト
の
運
動
量
保
存
の
法
則
に
代
え
物

＾
 

質
の
力
に
お
け
る
同
一
方
向
の
全
体
的
均
衝
の
法
則
の
必
要
を
い
う
の
み
で
あ
る
。
こ
の

ド
は
、
欲
求
と
表
象
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
定
義
は
、

か
わ
る
の
か
。

一
方
は
実
体
を
そ
の
も
の
と
し
て
考
察
し
、
他
方

こ
の
自
発

さ
き
の
力
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
能
動
性
と
受
動
性
と
に
い
か
に
か

表
象

(
l
a

p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
)

と
は
一
の
中
に
お
け
る
多
の
表
現
で
あ
り
、
欲
求

(
l
•
a
p
p
e
日）

傾
向
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
点
は
、
こ
の
表
象
の
定
義
が
『
原
理
』
で
は
単
純
体
の
中
に
お
け
る

表
現
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
多
を
い
い
か
え
た
に
す
ぎ
な
い
が
、
モ
ナ
ド
の
本
性
を
他
の
も
の
と
の
関
係
に
お
い
て
定

義
し
た
重
要
な
も
の
で
あ
る
。
表
現
性
の
観
点
か
ら
個
体
的
実
体
は
、
「
世
界
の
集
中
」
と
か
「
全
宇
宙
の
鏡
」
と
呼
ば
れ
る
。
こ
の
表
現

的
本
性
と
は
「
自
分
の
外
に
あ
る
存
在
を
自
分
の
器
官
に
応
じ
て
表
出
で
き
る
」
性
格
を
い
う
。
結
局
、
表
象
の
問
題
と
は
、
外
部
の
表
現

で
あ
り
、
こ
の
表
現
が
身
体
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
と
い
う
二
点
に
集
約
さ
れ
る
。
モ
ナ
ド
に
は
窓
が
な
い
と
い
わ
れ
る
が
、
も
し
モ
ナ
ド
に

窓
が
あ
る
の
だ
と
い
い
う
る
な
ら
、
そ
れ
は
ま
さ
し
く
こ
の
表
現
性
に
か
か
わ
る
で
あ
ろ
う
。

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
実
体
の
問
題
に
接
近
す
る
の
に
二
つ
の
仕
方
を
と
っ
て
い
る
。

は
実
体
の
現
象
や
そ
の
機
能
を
問
う
も
の
で
あ
る
。
前
者
は
形
而
上
学
的
と
よ
ば
れ
存
在
の
構
図
を
鳥
廠
的
に
と
ら
え
よ
う
と
す
る
も
の

「
合
成
体
す
な
わ
ち
外
に
あ
る
も
の
の

と
は
―
つ
の
表
象
か
ら
他
の
表
象
へ
向
う

「
力
」
に
代
え
、
個
体
的
実
体
す
な
わ
ち
モ
ナ
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で
、
地
球
は
太
陽
を
ま
わ
る
と
い
う
あ
る
絶
対
的
観
点
で
あ
る
。
後
者
は
実
用
的
観
点
で
あ
り
、
「
形
而
上
学
の
用
語
を
日
常
の
実
際
生

g

闘

活
に
合
う
よ
う
に
」
用
い
る
態
度
で
あ
る
。
こ
れ
は
地
球
的
観
点
に
立
ち
太
陽
が
地
球
を
め
ぐ
る
と
い
う
態
度
で
あ
り
、
意
識
の
事
実
か

ら
出
発
す
る
。
表
現
性
の
問
題
意
識
は
後
者
の
立
場
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
能
動
ー
受
動
の
問
題
も
こ
れ
に
よ
っ
て
い
る
。
モ
ナ
ド
の
表
現

性
か
ら
必
然
的
に
帰
結
す
る
心
身
問
題
や
予
定
調
和
も
、
こ
れ
故
に
形
而
上
学
的
視
点
で
は
な
く
、
現
象
説
明
の
視
点
か
ら
み
ら
れ
る
。

の
法
則
を
変
え
る
と
は
考
え
な
い
し
、
こ
の
混
乱
を
さ
け
る
た
め
に
予
定
調
和
を
導
入
し
た
の
で
は
あ
る
が
、
私
は
魂
と
そ
の
基
体
た
る

物
体
と
の
真
の
合
一
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
た
め
で
あ
る
。
影
欝
に
よ
る
合
一
が
自
然
学
に
訴
え
る
に
対
し
、
こ
の
合
一
は
形
而
上
学
に

訴
え
る
の
で
あ
る
LO

こ
の
よ
う
に
、
表
現
性
、
能
動
ー
受
動
、
予
定
調
和
の
問
題
は
、
現
象
の
問
題
と
さ
れ
た
。
そ
れ
故
に
、
問
題
の
視

点
は
鳥
廠
的
な
も
の
で
は
な
く
、

モ
ナ
ド
に
身
を
沈
め
、
意
識
事
実
か
ら
出
発
す
る
。

主
語
ー
述
語
関
係
よ
り
成
る
個
体
的
実
体
の
定
義
か
ら
す
れ
ば
、
「
特
殊
的
実
体
は
他
の
特
殊
的
実
体
に
作
用
す
る
こ
と
は
な
く
、
ま

醐

た
作
用
を
う
け
る
こ
と
は
な
い
、
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
LO

こ
れ
は
、
実
体
相
互
が
形
而
上
学
的
に
は
影
響
さ
れ
る
こ
と
な
く
、

互
い
に
独
立
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
こ
の
よ
う
に
主
語
ー
述
語
か
ら
な
る
実
体
概
念
は
、
個
体
的
実
体
の
独
立
性
の
主
張
で
は
あ
っ
て

も
、
他
の
実
体
と
の
関
係
性
を
示
し
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

一
定
の
仕
方
で
知
覚
し
た
も
の
を
他
の
事
物
の
せ
い

に
し
て
、
そ
れ
が
我
々
に
作
用
す
る
原
因
で
あ
る
と
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
よ
う
に
判
断
す
る
根
拠
を
考
察
し
…
…
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
LO

「
被
造
物
は
完
全
性
を
も
っ
て
い
る
か
ぎ
り
外
部
に
作
用
を
お
よ
ぼ
す
が
、

閾

不
完
全
な
場
合
に
は
他
の
被
造
物
か
ら
作
用
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
LO

こ
の
こ
と
は
モ
ナ
ド
の
表
象
の
判
明
性
に
か
か
わ
っ
て

い
る
。
モ
ナ
ド
が
判
明
な
表
象
を
も
て
ば
能
動
作
用
を
も
ち
、
錯
雑
し
た
表
象
を
も
て
ば
受
動
作
用
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。

と
の
意
識
事
実
か
ら
実
体
相
互
の
関
係
に
迫
ろ
う
と
す
る
。

一
方
で
「
我
々
は
、

形
而
上
学
的
に
は
、
精
神
と
身
体
は
実
体
的
一
性
を
構
成
し
て
い
る
。

「
な
ぜ
な
ら
ば
、
私
は
、
魂
が
物
体
の
法
則
を
変
え
、
物
体
が
魂
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で
は
な
く
観
念
を
通
し
て
な
さ
れ
る
。

の
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

か
く
し
て
、
身
体
は
精
神
の
宇
宙
表
象
の

ライプニッツにおける個体の問題

る。
こ
の
よ
う
に
、
能
動
ー
受
動
は
、

モ
ナ
ド
の
表
象
、
観
念
の
判
明
性
に
帰
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
指
摘
す
る
観
念
の
判
明

性
に
つ
．
い
て
の
様
々
な
程
度
は
、
デ
カ
ル
ト
の
場
合
の
よ
う
に
、
対
象
の
真
偽
判
断
の
基
準
と
な
る
も
の
で
は
な
く
、
表
象
主
体
た
る

ナ
ド
に
と
っ
て
判
明
で
能
動
的
で
あ
る
こ
と
に
な
る
。
モ
ナ
ド
は
、

モ
ナ
ド
と
他
の
モ
ナ
ド
と
の
関
係
の
表
現
な
の
で
あ
る
。
あ
る
モ
ナ
ド
に
と
っ
て
錯
雑
で
あ
る
‘
す
な
わ
ち
受
動
的
で
あ
る
と
は
、
他
の
モ

「
観
念
に
よ
る
影
響
」
に
よ
っ
て
、
他
を
規
制
し
他
か
ら
規
制
さ
れ

る
こ
と
に
な
る
。

モ
ナ
ド
は
い
わ
ば
相
互
主
観
的
な
も
の
と
し
て
世
界
に
存
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

表
現
性
を
そ
の
本
質
と
し
相
互
主
観
的
な
性
格
を
も
つ
モ
ナ
ド
を
か
く
あ
ら
し
め
て
い
る
の
は
、

さ
れ
た
被
造
物
は
、
同
時
に
普
遍
的
連
関
か
ら
放
た
れ
、

モ
ナ
ド
の
身
体
保
有
の
必
然
性
で
あ

「
神
の
み
が
一
切
の
物
質
か
ら
隔
絶
し
て
い
る
。
神
が
そ
の
造
り
主
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
物
質
か
ら
自
由
な
あ
る
い
は
解
放

い
わ
ば
一
般
的
秩
序
か
ら
の
脱
走
者
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
LO

こ
の
モ
ナ
ド
に

よ
る
身
体
保
有
の
必
然
性
は
モ
ナ
ド
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
独
自
性
を
与
え
る
も
の
で
も
あ
る
。

で
自
分
に
属
し
て
い
る
こ
の
身
体
を
表
現
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
同
時
に
全
宇
宙
を
表
現
す
る
LO

そ
の
理
由
は
身
体
の
媒
介
的
な
性
格
に

あ
る
。
モ
ナ
ド
は
自
ら
の
身
体
を
そ
の
近
さ
の
故
に
判
明
に
表
象
す
る
。
そ
の
一
方
、
こ
の
身
体
は
、
物
体
の
連
続
性
と
可
分
性
の
故
に

判
明
性
の
程
度
は
あ
れ
、
全
宇
宙
を
反
映
し
て
い
る
。
こ
れ
故
に
、
モ
ナ
ド
は
身
体
を
媒
介
と
し
て
全
宇
宙
を
表
現
す
る
こ
と
に
な
る
。

「
視
点
」

よ
っ
て
、

(
l
e
 
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
)
と
み
な
さ
れ
、

ま
た
身
体
と
他
の
物
体
と
の
距
離
に
よ
っ
て
制
約
さ
れ
る
。
こ
の
制
約
は
、

モ
ナ
ド
と
は
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
を
も
つ
も

表
現
性
を
本
性
と
す
る
モ
ナ
ド
の
性
格
は
、
今
や
明
確
に
な
っ
た
。
多
す
な
わ
ち
外
に
あ
る
も
の
の
表
現
と
し
て
の
表
象
は
、
身
体
に

モ
ナ
ド
が
そ
の
身
体
を
表
象
す
る
が
故
に
物
理
的

「
つ
ま
り
モ
ナ
ド
が
制
限
を
う
け
て
い
る
の
は
、
そ
の
対
象
に
つ
い
て
で
は
な
く
、
対
象
を
認
識

「
魂
は
、
特
有
の
仕
方



36 

定
調
和
は
、

あ
り
、
そ
の
逆
で
は
な
い
。

闘

す
る
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
に
お
い
て
な
の
で
あ
る
LO

ま
た
、
こ
の
制
約
関
係
は
、
表
象
に
お
け
る
能
動
ー
受
動
作
用
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

モ
ナ
ド
相
互
間
に
存
在
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
モ
ナ
ド
の
本
性
か
ら
予
定
調
和
説
は
、

る
有
限
な
実
体
の
、
他
の
有
限
な
実
体
に
た
い
す
る
作
用
と
い
う
も
の
は
、
…
…
そ
の
実
体
の
表
出
度
の
増
加
と
他
の
実
体
の
表
出
度
の

減
少
と
が
―
つ
に
な
っ
た
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
LO

モ
ナ
ド

A
の
能
動
（
作
用
）
は
モ
ナ
ド

B
の
受
動
と
な
り
、

A
の
表
象
は
判
明
さ
を

苗
日
，
し
、

i
 

B
の
は
判
明
さ
を
失
う
。
無
数
の
モ
ナ
ド
で
あ
れ
、
そ
の
間
に
互
い
に
こ
の
よ
う
な
数
学
的
な
関
係
が
、
調
和
的
に
保
た
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、

モ
ナ
ド
す
な
わ
ち
個
体
的
実
体
を
、
観
念
的
影
響
に
よ
っ
て
相
互
主
観
的
な
も
の

と
考
え
た
が
故
に
、
そ
こ
か
ら
予
定
調
和
を
見
い
だ
し
た
と
い
え
よ
う
。
モ
ナ
ド
の
も
つ
他
へ
の
関
係
性
が
他
の
モ
ナ
ド
の
そ
れ
と
無
数

に
関
係
し
あ
う
こ
と
に
よ
り
調
和
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
個
体
の
概
念
が
ま
ず
あ
り
、
予
定
調
和
説
が
成
立
す
る
の
で

予
定
調
和
説
は
、
す
で
に
個
体
の
本
性
を
外
に
あ
る
も
の
の
表
現
と
し
て
の
表
象
性
に
求
め
た
こ
と
に
、
含
意
さ
れ
て
い
た
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
こ
の
表
現
的
本
性
は
、
予
定
調
和
の
二
つ
の
側
面
、
す
な
わ
ち
精
神
そ
の
も
の
か
ら
の
完
全
な
る
自
発
性

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

と
外

界
事
象
と
の
完
全
な
適
合
(
C

o
n
f
o
r
m
i
t
e
)
を
合
せ
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
表
現
性
が
何
も
の
か
を
表
象
し
う
る
そ
の
能
力
を
も
つ
と
い
う
点

で
能
動
的
で
あ
り
、
そ
れ
故
に
個
体
が
自
発
性
を
も
つ
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
表
現
性
は
外
に
あ
る
も
の
の
表
現
で
あ
る
と
い
う
点
で
受

動
的
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
神
の
配
剤
を
考
慮
す
れ
ば
個
体
は
他
の
す
べ
て
の
個
体
と
観
念
的
な
仕
方
で
適
合
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
予

一
個
体
と
他
の
個
体
と
の
関
係
を
二
様
に
表
明
し
て
い
る
。
存
在
論
的
観
点
で
は
、
実
体
相
互
の
表
現
性
の
関
係
を
、
認
識

論
的
に
は
、
あ
る
一
個
体
が
他
の
個
体
を
ば
物
体
と
み
な
す
か
ぎ
り
で
の
関
係
性
、
す
な
わ
ち
身
心
問
題
あ
る
い
は
物
心
問
題
を
ば
、
表

明
し
て
い
る
。
こ
の
予
定
調
和
説
は
、
デ
カ
ル
ト
の
心
身
問
題
や
個
体
の
問
題
と
い
か
な
る
類
似
、
差
違
が
あ
る
の
か
。

い
わ
ば
必
然
的
に
結
論
さ
れ
る
。

「あ
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m
e
m
o
i
r
e
 
a
m
p
l
e
 
O
U
 

す
ば
や
い
考
え

(
l
a

p
e
n
s
e
e
 

一
方
、
受
肉
し
た
個
体
と
は
心
身
合
一
と
し
て
の
人
間
を
指
す
。

そ
の
前
に
、
デ
カ
ル
ト
の
個
体
の
考
え
方
を
簡
単
に
み
て
お
こ
う
。
ま
ず
、
彼
は
物
体
を
可
分
性
の
故
に
個
体
た
る
性
格
を
ば
本
質
的

に
も
ち
え
な
い
も
の
と
考
え
、
個
体
を
ば
も
っ
ぱ
ら
精
神
に
認
め
る
。
個
体
す
な
わ
ち
精
神
と
い
う
こ
の
考
え
は
、
二
面
的
性
格
を
有
し
、

そ
の
こ
と
は
す
で
に
『
方
法
序
説
』
冒
頭
に
み
ら
れ
、
さ
ら
に
『
省
察
』
で
展
開
さ
れ
る
。
彼
の
個
体
論
は
、
精
神
の
両
義
性
、
す
な

わ
ち
人
間
一
般
に
普
逼
的
に
存
す
る
良
識

(
h
o
n

s
e
n
s
)
、
理
性
、
判
断
力
、
結
局
個
体
の
形
相

(
f
o
r
m
e
s
)

す
な
わ
ち
本
性

(
n
a
t
u
r
e
s
)

と
よ
ば
れ
る
も
の
と
、
個
個
人
に
よ
っ
て
多
少
と
い
う
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
精
神

(
m
o
n

e
s
p
r
i
t
)

と
の
二
面
性
を
、
そ
の
出
発
点
に
も

つ
。
前
者
は
非
人
称
的
個
体

(l"
i
n
d
i
v
i
d
u
 
i
m
p
e
r
s
o
n
e
l
)
、
後
者
は
受
肉
し
た
個
体

(
l
'
m
d
1
v
1
d
u

m
c
a
r
n
e
)

と
な
づ
け
う
る
も
の
で
あ

『
省
察
』
で
コ
ギ
ト
と
し
て
発
見
さ
れ
る
も
の
で
、

具
体
的
個
体
と
し
て
の
人
間
が
そ
の
具
体
性
を
懐
疑
に
よ
っ

て
し
だ
い
に
剥
奪
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
い
出
さ
れ
る
。
こ
の
具
体
的
個
体
が
抽
象
的
個
体
に
変
貌
す
る
過
程
に
お
い
て
、
最
初
の
真

理
コ
ギ
ト
・
エ
ル
ゴ
・
ス
ム
を
発
見
す
る
。
こ
の
過
程
は
、
個
的
な
も
の
が
真
理
と
い
う
普
遍
的
な
も
の
へ
超
出
す
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、

そ
れ
で
も
な
お
、
個
的
で
あ
る
と
い
う
特
性
は
残
り
つ
づ
け
る
。
ま
ず
は
、
具
体
的
個
体
が
批
判
的
検
討
さ
れ
る
と
い
う
意
味
で
そ
う
で

あ
る
。
さ
ら
に
は
、
真
理
の
基
準
を
コ
ギ
ト
と
い
う
個
別
的
特
殊
的
真
理
の
う
ち
に
求
め
る
点
で
そ
う
で
あ
る
。

明
証
性
を
、
そ
の
後
の
真
理
発
見
の
基
準
と
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
明
証
性
と
こ
れ
を
欺
か
な
い
と
す
る
神
の
誠
実
と
が
、

デ
カ
ル
ト
の
真
理
世
界
を
構
成
し
て
い
る
。
こ
れ
は
彼
の
方
法
論
が
主
意
主
義
的
直
観
主
義
で
あ
る
こ
と
か
ら
き
て
い
る
。

『
方
法
序
説
』
冒
頭
で
は
精
神

(
e
s
p
r
i
t
)
と
よ
ば
れ
た
こ
の
も
の
は
、

p
r
o
m
p
t
e
)

、

p
ぶ
s
e
 nt
e
)
 

明
瞭
で
判
明
な
想
像

(l"
1
m
a
g
m
a
t
i
o
n
 
n
e
t
t
e
 
e
t
 
d
1
s
t
i
n
c
t
e
)
、
十
分
で
現
前
す
る
記
憶
(
l
a

と
い
っ
た
性
質
を
も
ち
、
完
全
性
の
多
少
を
問
題
に
し
う
る
性
格
の
も
の
で
あ
っ
た
。
良
識
、
理
性

非
人
称
的
個
体
は
、

る。

コ
ギ
ト
発
見
に
お
け
る
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な
ど
が
、
形
相
と
し
て
の
性
格
を
有
し
て
い
た
の
に
対
し
て
、
こ
の
も
の
は
質
料
的
側
面
を
も
有
す
る
。
こ
の
多
少
が
問
題
と
な
り
う
る

精
神
、
す
な
わ
ち
偶
然
性
を
も
つ
も
の
は
、
身
体
に
規
定
さ
れ
た
限
り
で
の
精
神
を
意
味
す
る
。
こ
の
意
味
で
の
精
神
の
多
少
と
は
身
体

的
諸
条
件
さ
ら
に
は
身
体
的
な
も
の
と
精
神
と
の
習
慣
的
諸
関
係
に
依
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
受
肉
し
た
個
体
が
、
身
体
的
な
も
の
の
制

約
を
受
け
る
と
は
い
っ
て
も
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
お
い
て
は
ト
マ
ス
の
よ
う
に
個
体
化
の
原
理
は
質
料
に
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

闊

こ
の
原
理
は
、
伝
統
的
シ
ェ
ー
マ
に
従
え
ば
、
精
神
に
求
め
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
合
一
と
し
て
の
人
間
の
数
的
一
性
は
、
そ
の
物

質
的
変
遷
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
同
一
の
精
神
に
実
体
的
に
合
一
し
て
」
い
る
こ
と
に
求
め
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
心
身
合
一
と
し
て
の
人

間
は
、
実
体
と
は
よ
ば
れ
な
く
と
も
「
そ
れ
自
体
の
存
在

(
e
n
s

p
e
r
 

s
e
)
」
と
は
よ
ば
れ
る
。

非
人
称
的
個
体
で
あ
れ
受
肉
し
た
個
体
で
あ
れ
、
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
は
、
個
体
を
か
く
あ
ら
し
め
る
も
の
と
し
て
精
神
が
考
え
ら
れ

た
。
前
者
に
お
い
て
は
、
精
神
が
身
体
的
諸
条
件
か
ら
解
放
さ
れ
非
人
称
的
な
も
の
と
し
て
い
わ
ば
精
神
そ
れ
自
体
と
な
る
と
き
、
真
理

世
界
が
開
示
さ
れ
た
。
後
者
に
お
い
て
は
、
身
体
と
精
神
と
の
習
慣
的
諸
関
係
に
よ
っ
て
、
具
体
的
個
体
が
そ
の
独
自
性
を
時
間
の
相
の

も
と
に
獲
得
し
え
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
両
義
的
な
デ
カ
ル
ト
の
個
体
論
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
そ
れ
と
ど
の
よ
う
な
対
照
を
示
す
か
。

ま
ず
、
両
者
の
実
体
概
念
が
そ
れ
ぞ
れ
の
個
体
の
問
題
と
ど
の
よ
う
な
関
連
を
も
つ
の
か
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
実
体
を
個
体
に
認
め
、

そ
の
個
体
を
ば
表
現
性
と
把
握
し
実
体
の
質
的
一
元
性
を
主
張
し
た
。
そ
れ
に
対
し
、
デ
カ
ル
ト
は
精
神
と
物
体
の
二
元
論
的
図
式
と

し
て
実
体
を
考
え
、
身
体
か
ら
解
放
さ
れ
た
精
神
に
よ
る
物
体
の
真
理
的
把
握
（
す
な
わ
ち
因
果
論
的
理
解
）
と
受
肉
し
た
個
体
に
お
け

る
精
神
に
よ
る
身
体
の
行
動
的
把
握
（
す
な
わ
ち
目
的
論
的
理
解
）
に
努
め
た
。
こ
の
こ
と
は
両
者
の
認
識
に
お
け
る
明
証
性
の
問
題
に

も
対
応
す
る
。
前
者
が
あ
い
ま
い
な
認
識
か
ら
十
全
な
認
識
の
一
元
的
序
列
を
考
え
え
た
の
は
、
こ
の
個
体
の
表
現
性
の
故
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
表
現
性
と
は
個
体
と
他
の
す
べ
て
の
個
的
実
体
と
の
相
対
的
関
係
を
身
体
の
媒
介
に
よ
っ
て
把
捉
す
る
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
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ト
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
る
。

一
方
、
後
者
は
認
識
の
明
証
性
を
認
識
者
の
直
観
的
明
証
性
に
置
く
が
故
に
、
真
と
偽
の
二
分
法
を
と
る
。
受
肉
し
た
個
体
に
お
い
て
も

こ
の
態
度
は
守
ら
れ
る
。
た
だ
こ
の
明
証
性
が
対
象
の
何
性
を
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
自
ら
の
身
体
保
持
と
い
う
目
的
論
的
観
点
か

ら
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
受
動
性
）
と
が
存
す
る
。
こ
の
力
の

つ
づ
い
て
デ
カ
ル
ト
の
個
体
の
両
義
性
に
対
応
し
て
、
両
者
の
個
体
論
を
比
較
し
よ
う
。
真
理
把
握
に
お
け
る
、
精
神
I
物
体
と
い
う

図
式
で
は
、
精
神
が
「
我
」
と
い
う
個
的
性
格
を
も
つ
こ
と
以
外
に
は
、
デ
カ
ル
ト
哲
学
に
は
個
体
の
領
域
は
な
い
。
永
遠
真
理
の
創
造

は
神
の
意
志
に
依
存
し
悟
性
に
は
よ
ら
な
い
。
か
か
る
真
理
が
神
の
手
に
よ
り
人
間
に
内
在
し
て
お
り
、
こ
の
真
理
は
認
識
者
の
主
意

的
努
力
、
す
な
わ
ち
脱
身
体
化
に
よ
っ
て
把
握
可
能
と
な
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
真
理
把
握
に
お
け
る
個
体
の
位
置
づ
け
が
デ
カ
ル

一
方
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
真
理
を
ば
個
に
対
し
種
的
な
も
の
と
み
な
し
、
個
体
の
問
題
か
ら
分
離
し
た
。

こ
れ
は
、
神
の
悟
性
と
意
志
の
分
離
、
因
果
律
と
目
的
律
の
調
停
に
明
瞭
に
み
ら
れ
る
。
幾
何
学
上
の
球
を
ば
こ
の
世
的
球
す
な
わ
ち
ア

ル
キ
メ
デ
ス
が
自
分
の
墓
に
置
か
せ
た
球
と
弁
別
し
、
前
者
を
種
、
永
遠
真
理
に
属
し
不
完
全
な
存
在
と
み
な
し
、
後
者
を
完
全
な
も
の

す
な
わ
ち
個
体
と
考
え
‘
目
的
論
的
系
列
に
ふ
く
ま
せ
た
。

さ
ら
に
心
身
問
題
に
お
け
る
個
体
の
問
題
を
み
よ
う
。
デ
カ
ル
ト
は
心
身
問
題
に
「
力
」
の
概
念
を
導
入
す
る
。
こ
の
点
で
ラ
イ
プ
ニ

ッ
ツ
の
個
体
す
な
わ
ち
表
現
性
と
い
う
考
え
方
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
類
似
と
差
違
と
を
以
下
に
考
察
し
よ
う
。

デ
カ
ル
ト
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
領
域
、
人
間
の
認
識
能
力
の
種
類
に
よ
っ
て
、
三
つ
の
原
始
的
観
念
の
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
精

神
と
い
う
観
念
は
形
而
上
学
的
思
考
に
ふ
さ
わ
し
く
純
粋
悟
性
に
、
物
体
と
い
う
観
念
は
数
学
に
む
き
想
像
力
に
依
存
す
る
。
そ
れ
に
対

g
 

し
、
心
身
合
一
と
い
う
観
念
は
、
日
常
生
活
に
ふ
さ
わ
し
く
感
覚
に
依
存
す
る
。
こ
の
合
一
に
「
力
」
と
い
う
概
念
を
認
め
る
の
で
あ
る
。

力
に
は
身
体
を
動
か
す
精
神
が
有
す
る
も
の
（
能
動
性
）
と
精
神
を
動
か
す
身
体
が
有
す
る
も
の
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故
に
、
感
覚
や
情
念
が
生
じ
る
と
さ
れ
る
。
こ
の
場
合
、
デ
カ
ル
ト
は
こ
の

「
力
」
の
概
念
は
、

一
個
体
に
つ
い
て
の
表
現
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ

物
理
的
影
響
は
考
え
て
お
ら
ず
、
観
念
的
影
響
す
な
わ
ち
個
体
的
内
部
で
の
機
械
論
、

さ
ら
に
い
っ
て
よ
け
れ
ば
予
定
調
和
を
ば
考
え
て

「
力
」
に
お
い
て
み
た
能
動
性
と
受
動
性
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
表
現
性
に
お
け
る
そ
れ
ら
に
似
て
い
る
。
こ
の
問
い
は

目
的
論
の
考
察
を
要
す
る
。
デ
カ
ル
ト
は
目
的
論
を
真
理
世
界
か
ら
追
放
し
、
も
っ
ぱ
ら
因
果
律
（
幾
何
学
的
機
械
論
）
に
よ
っ
て
真
理

把
握
に
努
め
た
。
そ
の
一
方
、
目
的
論
を
心
身
合
一
と
し
て
の
人
間
、
受
肉
し
た
個
体
内
部
に
残
し
た
。
感
覚
や
情
念
は
対
象
自
然
の
何

性
を
表
示
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、
自
己
の
身
体
保
持
や
行
動
の
自
律
に
有
用
な
も
の
と
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
は
、
合
一
と
し
て
の
自
己
に

と
っ
て
合
目
的
性
を
も
つ
記
号
と
み
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

で
は
、
デ
カ
ル
ト
の
こ
の
目
的
論
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
そ
れ
と
ど
う
異
な

る
の
か
。
前
者
の
そ
れ
は
内
的
目
的
、
後
者
の
そ
れ
は
外
的
目
的
と
呼
ば
れ
る
も
の
に
相
当
す
る
。
前
者
に
お
け
る
目
的
的
関
係
は
、

個
体
内
部
に
と
ど
ま
り
一
個
体
の
精
神
と
身
体
と
の
関
係
を
示
す
の
み
で
あ
る
。
後
者
で
は
、

に
至
る
ま
で
の
全
系
列
の
目
的
的
関
係
を
意
味
す
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
最
善
説
に
示
さ
れ
る
如
く
、

と
し
、
そ
の
目
的
の
網
の
目
に
組
み
入
れ
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
故
に
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
に
と
っ
て
は
一
個
体
は
こ
の
関
係
の
故
に
無
限
を

含
む
こ
と
に
な
る
。
個
体
の
表
現
性
が
様
々
な
程
度
を
伴
い
無
限
な
の
も
こ
の
故
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、

は
、
そ
の
目
的
性
は
一
個
体
で
の
精
神
と
身
体
の
関
係
に
存
す
る
か
ら
、

「
力
」
が
示
す
能
動
ー
受
動
を
ば
表
現
性
と
い
う
概
念
を
借
り
た
と
し
て
も
、

デ
カ
ル
ト
の
目
的
論
で

か
か
る
無
限
性
を
含
ま
な
い
。
以
上
の
よ
う
に
、
デ
カ
ル
ト
の

は
、
認
識
の
明
証
性
に
つ
い
て
も
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
感
覚
に
お
い
て
対
象
の
何
性
の
指
示
に
関
し
て
は
明
晰
で
は
な
く
と
も
、

身
体
保
持
に
関
し
て
は
明
晰
で
あ
る
。
ま
た
感
覚
は
身
体
の
目
的
論
的
状
況
を
示
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
デ
カ
ル
ト
の

デ
カ
ル
ト
が

い
る
の
で
あ
る
。

一
個
体
は
全
宇
宙
の
最
善
を
目
的

一
個
体
を
超
え
個
体
相
互
に
さ
ら
に
は
神

「
力
」
に
よ
っ
て
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
彼
に
認
め
る
よ
う
な
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一
個
体
の
身
体
的
状
況
の
表
現
で
は
あ
り
え
て
も
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
よ
う
に
全
宇
宙
の
鏡
と
は
な
り
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う

に
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
個
体
概
念
に
類
似
す
る
も
の
と
し
て
デ
カ
ル
ト
の
受
肉
し
た
個
体
の
概
念
が
挙
げ
ら
れ
る
が
、
そ
れ
も
両
者
の
実
体

論
の
由
来
す
る
形
而
上
学
的
体
制
の
違
い
に
よ
り
、
デ
カ
ル
ト
の
そ
れ
は
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
そ
れ
よ
り
制
約
さ
れ
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

最
後
に
こ
の
両
者
の
個
体
概
念
を
両
者
の
哲
学
的
体
制
の
も
と
に
置
い
て
比
較
し
て
み
よ
う
。

方
法
論
は
そ
の
哲
学
者
の
問
題
意
識
を
反
映
し
哲
学
的
体
制
を
規
定
す
る
。
デ
カ
ル
ト
の
直
観
主
義
的
方
法
は
、
彼
の
哲
学
を
ば
認
識

論
的
性
格
の
強
い
も
の
と
し
た
。
こ
の
体
制
に
お
い
て
、
個
体
は
真
理
認
識
に
お
け
る
主
意
的
脱
身
体
化
と
し
て
機
能
し
た
。
さ
ら
に

よ
り
根
本
的
に
は
‘
個
体
は
合
一
と
し
て
の
人
間
に
そ
の
本
領
を
見
い
だ
し
た
。
前
の
特
徴
は
、
「
我
々
を
人
間
た
ら
し
め
我
々
を
動
物
か

E
 

ら
区
別
す
る
」
理
性
に
見
い
だ
し
う
る
が
故
に
、
人
間
中
心
主
義

(
a
n
t
h
r
o
p
o
c
e
n
t
r
i
s
m
e
)

と
い
う
性
格
を
示
す
。
後
の
特
徴
は
、

念
論
』
に
示
さ
れ
る
如
く
、
個
体
の
生
理
学
的
機
能
、
個
体
の
情
念
の
現
象
的
記
述
‘
両
者
の
習
慣
的
関
係
、

理
的
統
制
へ
と
向
か
う
が
故
に
、
彼
の
哲
学
を
個
人
主
義
的
な
も
の
へ
近
づ
け
る
。

一
方
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
、
そ
の
形
式
主
義
的
方
法
の
故
に
、
彼
の
哲
学
を
存
在
論
的
性
格
の
強
い
も
の
と
し
た
。
自
我
に
お
い
て
認
め
た

も
の
を
他
の
存
在
に
も
類
比
的
に
拡
大
す
る
方
法
に
よ
り
、

デ
カ
ル
ト
が
心
身
合
一
に
お
い
て
認
め
た
も
の
を
全
宇
宙
に
拡
散
さ
せ

た
。
こ
の
意
味
で
、
彼
の
哲
学
は
そ
の
形
式
主
義
の
故
に
主
知
主
義
的
で
あ
り
、
人
間
に
認
め
た
も
の
の
拡
大
と
い
う
点
で
擬
人
間
主
義

デ
カ
ル
ト
は
生
命
を
人
間
に
の
み
認
め
る
が
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
こ
れ
を
全
宇
宙
に
拡
大
し
た
こ
と

に
な
る
。
こ
の
意
味
で
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
デ
カ
ル
ト
の
批
判
的
継
承
者
と
い
い
う
る
。

(
a
n
t
h
r
p
o
m
o
r
p
h
i
s
m
e
)

で
あ
る
。

さ
ら
に
そ
の
関
係
の
倫 『情
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