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I
I
I
疎
外
論
の
展
開

!I ー

減
弱
化
の
心
的
機
制
ー
ー
_
ア
ナ
ロ
ゴ
ン
と
知

「
擬
物
論
」
批
判
と
し
て
の
現
象
学
的
心
理
学

心
理
学
批
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の
射
程

—
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サ
ル
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に
お
け
る

プ

シ

ュ

ケ

「
心
的
な
も
の
」

の
疎
外
構
造
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祥
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が
、
『
存
在
と
無
』
以
後

『
ジ
ュ
ネ
論
』

（
五
二
）
、
『
弁
証
法
的
理
性
批
判
』

つ
ま
り
‘
サ
ル
ト
ル

「
全
体
像
」
を
把
握
す
る
た
め
に

（六

O
)
、
さ
ら
に
は
最
近
の

『
フ
ロ
ー
ベ
ー
ル
論
』

（七

一
人
の
哲
学
者
の
思
想
を
全
体
に
お
い
て
理
解
し
よ
う
と
望
む
な
ら
ば
、

の
軌
跡
と
と
も
に
、
出
発
点
に
お
い
て
既
に
定
着
さ
れ
て
い
た
い
わ
ば
固
有
の
モ
チ
ー
フ
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
同
時
に
容
認
せ
ざ
る

を
え
な
い
と
い
う
こ
と
は
‘
思
想
史
研
究
の
解
消
不
能
な
逆
説
で
あ
る
。

す
ら
な
く
‘

む
し
ろ
方
法
と
し
て
の
思
想
史
研
究
か
要
求
す
る
必
然
的
な
循
環
性
に
す
ぎ
な
い
。

の
内
に
サ
ル
ト
ル
の
個
体
史
を
位
置
づ
け
つ
つ
‘

さ
ら
に
、
こ
の
二
重
の
思
想
史
的
枠
組
を
背
景
と
し
て
初
期
サ
ル
ト
ル
の
問
題
性
を
浮

び
上
ら
せ
よ
う
と
い
う
わ
た
し
た
ち
の
試
み
に
と
っ
て
、
こ
の
点
は
き
わ
め
て
璽
要
で
あ
る
。

（四

0
)
1

は‘

そ
の
歴
史
的
な
展
開
過
程
の
内
に
‘
絶
え
ざ
る
屈
折
や
変
貌

『
存
在
と
無
』
(
-
九
四
三
）
に
先
立
っ
て
執
筆
・
公
表
さ
れ
た
一
連
の
著
作
『
エ
ゴ
の
超
越
』

イ

マ

ジ

ネ

ー

ル

『
情
動
論
素
描
』
（
三
九
）
、
『
想
像
的
な
も
の
』

サ
ル
ト
ル
哲
学
の
そ
の
後
の
展
開
に
と
っ
て
‘

発
点
」
と
い
う
動
か
し
難
い
意
味
を
も
つ
。
思
想
と
い
う
も
の
を
―
つ
の
運
動
に
た
と
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、

起
点
か
そ
の
方
向
と
到
達
点
を
既
に
ベ
ク
ト
ル
と
し
て
素
描
し
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
初
期
サ
ル
ト
ル
に
関
す
る
わ
た
し
た
ち
の
研
究

一
ー
ニ
）
に
到
る
ま
で
の
多
様
か
つ
広
範
な
歩
み
全
体
を
念
頭
に
お
い
た
も
の
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
‘

ち
ろ
ん
、
以
下
の
考
察
は
い
ま
だ
そ
の
端
緒
ー
ー
l

サ
ル
ト
ル
の
個
体
史
に
そ
っ
て
さ
ら
に
継
続
さ
れ
る
べ
き
研
究
の
一
段
階
に
す
ぎ
ず
‘

後
期
思
想
を
含
む
サ
ル
ト
ル
の
全
テ
ク
ス
ト
ヘ
の
照
応
な
ど
望
む
べ
く
も
な
い
が
、

と
り
わ
け
、

し
か
し
、
思
想
の

従
っ
て
、
本
稿
の
主
題
は
、
こ
う
し
た
循
環
を
通
じ
て
む
し
ろ
証
明
さ
れ
る
べ
き
―
つ
の
仮
説
を
提
示
す
る
こ
と
‘

文
字
ど
お
り
の

ま
た
、
運
動
の

と
い
う
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

も

は
あ
ら
か
じ
め
―
つ
の
全
体
を
措
定
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
ぬ
‘
と
い
う
こ
の
方
法
論
上
の
循
環
性
を
否
定
す
る
必
要
は
な
い
と
思
わ
れ
る
。

哲
学
の
思
想
史
的
研
究
に
お
い
て
暫
定
的
な
座
標
軸
と
な
り
う
る
よ
う
な
基
本
的
モ
チ
ー
フ
を
初
期
思
想
そ
の
も
の
の
内
に
発
見
す
る
こ

（
三
六

イ
マ
ジ
ナ
ン
オ
ン

『
想
像
力
』

「
出

（
三
六

現
代
思
想
の
大
き
な
流
れ

い
う
ま
で
も
な
く
、
そ
れ
は
解
釈
の
矛
盾
あ
る
い
は
曖
昧
さ
で
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判
の
目
指
す
も
の
が
た
ん
に
個
々
の
心
理
学
説
で
は
な
く

い
わ
ゆ
る
「
近
代
市
民
社
会
の
自
己
意
識
」
と
し
て
の
実
証
諸
科
学
i

と

い
る
の
か
。

初
期
サ
ル
ト
ル
の
四
著
作
は
‘

「
現
象
学
的
心
理
学
p
s
y
c
h
o
l
o
g
i
e
p
h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
q
u
e
」
の
可
能
性
を
サ
ル
ト
ル
独
自
の
観
点
か
ら
展
開
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

現
象
学
的
心
理
学
と
は
何
か
。

の
問
い
に
対
す
る
直
接
的
な
解
答
を
用
意
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
「
現
象
学
を
方
法
的
基
盤
と
し
た
新
し
い
形
相
的
心
理
学
の
構
築
」
lI

と
い
う
そ
れ
自
体
と
し
て
は
自
明
の
一
般
的
定
式
も
‘
サ
ル
ト
ル
の
試
み
の
新
し
さ
や
固
有
性
を
積
極
的
に
性
格
づ
け
る
も
の
で
は
な
い
。

わ
た
し
た
ち
に
と
っ
て
、
問
題
は
む
し
ろ
‘

の
P
s
y
c
h
e
,
J
e
s
 
p
s
y
c
h
i
q
u
e
s
」
の
、
王
題
化
は
、
現
象
学
的
心
理
学
の
方
法
と
そ
の
体
系
的
構
築
に
と
っ
て
如
何
な
る
必
然
性
を
も
っ
て

現
象
学
的
心
理
学
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
‘

プシュケ

「心的なもの」の疎外構造

も
の
の
内
に
存
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

ル
自
身
の
言
葉
に
従
う
な
ら

ー

で
お
く
こ
と
に
す
る
。

と
、
に
他
な
ら
な
い
。

ヽ

し
か
し

す
な
わ
ち

わ
た
し
た
ち
は
そ
れ
を
、

さ
し
あ
た
っ
て
‘

サ
ル
ト
ル
哲
学
に
お
け
る
「
〈
疎
外
ー
物
象
化
〉
論
の
展
開
」
と
よ
ん

そ
の
副
題
か
ら
も
明
ら
か
な
如
く
‘

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
関
す
る
一
貫
し
た
研
究
で
あ
り
、
サ
ル
ト

イ
デ
ー
ン

フ
ッ
サ
ー
ル
が
『
純
粋
現
象
学
お
よ
び
現
象
学
的
哲
学
へ
の
構
案
•
第
一
巻
』
に
お
い
て
示
唆
し
て
い
た

サ
ル
ト
ル
の
著
作
は
簡
単
な
方
法
上
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
提
示
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
お
り
‘
こ

サ
ル
ト
ル
が
そ
の
具
体
的
考
察
の
主
題
と
し
て
採
り
上
げ
た
一
連
の
心
理
学
的
諸
概
念
そ
の

`

、

「
エ
コ

e
g
o
」

「
情
動

e
m
o
t
i
o
n
」、

「
想
像
i
m
a
g
e
」
と
い
う
「
心
的
な
も

既
成
の
心
理
学
全
般
に
対
す
る
撤
底
的
な
批
判
の
作
業
か
ら
出
発
す
る
。
こ
の
こ
と
は
‘
批
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を
意
味
し
て
い
る
。

法
的
理
性
批
判
』

の
中
心
概
念
の
一
っ
た
る
「
物
化
（
物
象
化
）

く
に
そ
の
中
心
的
領
域
を
形
成
し
て
い
る
実
証
的
・
分
析
的
心
理
学
の
学
的
基
盤
そ
の
も
の
に
他
な
ら
ぬ
‘

周
知
の
如
く
‘
十
九
世
紀
以
降
に
お
け
る
自
然
科
学
の
飛
躍
的
発
展
を
背
景
と
し
て
成
立
し
た
「
実
証
主
義

p
o
s
i
t
i
v
i
s
m
e
」
は
‘
二

O

世
紀
に
入
っ
て
も
依
然
と
し
て
思
想
史
上
の
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
た
。
初
期
サ
ル
ト
ル
の
思
想
的
土
壌
と
も
い
う
べ
き
ベ
ル
ク
ソ
ン

ミ
ス
テ
ィ
シ
ス
ム

い
わ
ゆ
る
「
神
秘
主

な

か
つ

た
ヽ

や
フ
ッ
サ
ー
ル
の
哲
学
も
実
証
主
義
と
の
緊
張
し
た
対
立
関
係
を
考
慮
に
入
れ
る
こ
と
な
し
に
は
理
解
し
難
い
し
、

イ
ラ
シ
オ
ナ
リ
ス
ム

義
」
や
「
非
合
理
主
義
」
の
出
現
に
し
て
も
‘
こ
の
時
代
に
お
け
る
実
証
主
義
の
支
配
力
の
強
大
さ
を
裏
側
か
ら
表
現
す
る
も
の
で
し
か

2
 

と
い
い
う
る
だ
ろ
う
。

一
九
二

O
I三
0
年
代
の
思
想
状
況
を
「
実
証
主
義
ー
反
実
証
主
義
」
と
い
う
単
純
な
図
式
の
内
に

塗
り
こ
め
る
こ
と
は
若
干
の
問
題
を
残
す
と
し
て
も
、
少
な
く
と
も
、
初
期
サ
ル
ト
ル
の
試
み
が
こ
う
し
た
対
立
を
背
景
と
し
つ
つ
‘

か
も
そ
の
両
者
を
同
時
に
乗
り
超
え
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。

て
の
現
象
学
的
心
理
学
は
、
こ
の
よ
う
な
実
証
主
義
と
そ
の
反
逆
者
た
ち
と
の
四
半
世
紀
に
わ
た
る
抗
争
を
い
わ
ば
相
対
化
し
揚
棄
す
る

た
め
の
論
理
地
平
で
あ
り
、

と
り
わ
け
、
両
者
の
限
界
を
そ
の
対
立
の
根
底
に
存
し
て
い
る
或
る
共
通
の
臆
見
的
思
考
形
式
と
し
て
摘
出

し
批
判
す
る
た
め
の
視
点
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
先
に
述
べ
た
「
疎
外
ー
物
象
化
」
論
‘

3
 

「
擬
物
論
的
錯
覚

I'illusion

c
h
o
s
i
s
t
e
」
へ
の
批
判
が
そ
れ
で
あ
る
。

こ
の
「
擬
物
論
c
h
o
s
i
s
m
e
」
と
い
う
言
葉
は
‘

r
e
i
f
i
c
a
t
i
o
n
 
J
 

フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
「
志
向
性

l"
in ,
 te
n
t
i
o
n
n
a
l
i
t
 e
」

サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
‘
心
理
学
批
判
と
し

あ
る
い
は
‘

と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

サ
ル
ト
ル
自
身
が
い
う
と
こ
ろ
の

明
ら
か
に
ド
イ
ツ
語
の
《
V
e
r
d
i
n
g
l
i
c
h
u
n
g
》
に
対
応
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

し

の
そ
れ
と
密
接
な
連
関
を
も
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る

イ

マ

ー

ジ

ュ

イ

マ

ー

が
、
初
期
サ
ル
ト
ル
の
直
接
的
な
文
脈
と
し
て
は
‘
と
く
に
リ
ボ
ー
や
テ
ー
ヌ
ら
の
「
心
像
」
論
に
共
通
し
た
謬
見
ー

r
~

す
な
わ
ち
‘
「
心

像
」
と
い
う
も
の
を
「
再
生
さ
れ
た
感
覚
」
も
し
く
は
外
部
世
界
の

の
概
念
を
I

意
識
の
動
的
・
作
用
的
側
面
を

「T
●
像

c
o
p
1
e
」
と
み
な
す
実
証
的
心
理
学
の
基
本
的
な
思
考
形
式

『
弁
証
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プシュケ

「心的なもの」の疎外構造

強

調

し

つ

つ

い

わ

ゆ

る

「

実

存

I
'
e
x
,
 is
t
e
n
c
e
」

マ
ー
ジ
ュ
を
惰
性
的
「
事
物
c
h
o
s
e
」
と
同
一
視
し
、

の
脱
自
的
構
造
と
し
て
継
承
し
た
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
、
意
識
現
象
と
し
て
の
イ

さ
ら
に
そ
れ
を
意
識
内
部
に
滑
り
こ
ま
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
意
識
全
体
を
不
透
明

④
 

に
結
晶
さ
せ
て
し
ま
う
「
内
在
的
錯
覚
I'illusion
d
'
i
m
m
a
n
e
n
c
e
」
と
い
う
も
の
は
‘
既
に
二
厘
の
誤
謬
を
犯
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ

ウ
ア
・
ド
ク
サ

た
。
要
す
る
に
‘
擬
物
論
は
実
証
的
心
理
学
の
機
械
論
的
、
決
定
論
的
傾
向
の
根
底
に
存
す
る
「
根
源
的
臆
見
」
を
な
し
て
い
る
の
で
あ

っ
て
、
基
本
的
に
は
‘
客
体
的
自
然
の
う
ち
に
人
間
的
意
味
を
投
影
し
対
象
化
す
る
「
擬
人
論
I
'
a
n
t
h
r
o
p
o
m
o
r
p
h
i
s
m
e
」
の
対
極
と
も

「
比
喩
的
a
n
a
l
o
g
i
q
u
e
」
認
識
態
度
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

近
代
自
然
科
学
（
と
く
に
物
理
学
）

の
方
法
論
を
規
範
と
す
る
こ
と
で
成
立
し
た
実
証
諸
科
学
全
般
に
と
っ
て
は
必
然
的
な
陥
穿
に
す
ぎ

「
一
八
五

0
年
代
を
支
配
し
て
い
た
の
は
‘
決
定
論
的
・
機
械
論
的
科
学
で
あ
る
。

つ
ま
り
‘

そ
れ
は
体
系
を
そ
の
諸
要
素
に
還
元
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
‘
こ
れ
ら
の
要

素
が
孤
立
状
態
に
あ
る
場
合
に
も
、
ま
た
結
合
さ
れ
て
い
る
場
合
も
‘
厳
密
に
同
一
の
ま
ま
と
ど
ま
っ
て
い
る
‘
と
い
う
公
準
を
暗
々
裡

サ
ン
サ
シ
オ
ン

に
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
と
り
わ
け
心
理
学
の
場
合
、
こ
う
し
た
還
元
的
要
素
は
、
事
物
の
断
片
と
し
て
の
「
感
覚
」
や
そ
の
複
写

物
と
し
て
の
「
心
像
」
の
内
に
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
全
て
の
意
識
現
象
は
、
あ
た
か
も
物
理
学
に
お
い
て
自
然
現
象
が
原
子
や

い
わ
ば
「
心
的
原
子
I
'
a
t
o
m
e
p
s
y
c
h
i
q
u
e
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
の
結
合
、
分
離
に
よ
っ

て
機
械
的
に
説
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
‘
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
‘
心
理
学
固
有
の
様
々
な
概
念
心
的
要
素
と
し
て
の

エ
ゴ

「
心
像
」
、
「
観
念
」
、
あ
る
い
は
そ
の
複
合
体
と
し
て
の
「
意
識
状
態
」
や
「
自
我
」
f

c
．
が
、
物
理
学
的
諸
概
念
と
の
「
類
比

a
n
a
-

l
o
g
i
e
」
に
よ
っ
て
想
定
さ
れ
た
理
論
的
「
仮
構

fiction

」

は
明
ら
か
で
あ
る
。

分
子
の
運
動
に
翻
訳
さ
れ
る
と
同
様
に

械
論
と
は
分
析
精
神
の
謂
に
他
な
ら
な
い
。

な
か
っ
た
‘
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

い
う
べ
き

―
つ
の

で
あ
り
‘

「
権
利
上
の
要
請
」
に
す
ぎ
な
か
っ
た
こ
と

し
か
も
‘
こ
う
し
た
擬
物
論
的
思
考
へ
の
依
存
は
、

と
こ
ろ
で
、
機

「
感
覚
」
、

さ
し
あ
た
っ
て
は

ア
ナ
ロ
ジ
ッ
ク

し
か
し
、
擬
物
論
的
思
考
の
決
定
的
な
誤
謬
は
、
こ
う
し
た
類
推
的
認
識
を
い
つ
の
ま
に
か
直
接
的
認
識
と
し
て
固
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ソ
ン
の
い
う
「
質
と
量
を
混
同
す
る
錯
覚
」
、
さ
ら
に
は
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
「
自
然
主
義
的
態
度
の
括
弧
入
れ
」
こ
れ
ら
に
共
通

し
て
い
る
の
は
‘

判
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
こ
う
し
た
先
人
達
の
様
々
な
理
論
的
成
果
を
店
盤
と
す
る
サ
ル
ト
ル
自
身
の
試
み
に
‘

自
性
を
認
め
う
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
‘
か
か
る
擬
物
論
的
思
考
の
根
拠
を
人
間
意
識
一
般
の
心
的
過
程
の
内
に
求
め
‘
意
識
が
自
己
を

メ
カ
ニ
ス
ム

物
象
化
す
る
に
い
た
る
心
的
機
制
の
批
判
的
研
究
を
、
ま
さ
に
新
し
い
心
理
学
ー
ー
ー
す
な
わ
ち
、
現
象
学
的
心
理
学
ー
ー
ー
固
有
の
問
題
領

野
と
し
て
措
定
し
た
点
に
存
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
周
知
の
如
く
‘

ド
ク
サ

い
わ
ゆ
る
「
客
観
世
界
の
臆
見
」
の
根
底
に
‘
科
学
的
思
考
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
分
析
さ
れ
る
以
前
の
「
生
き
ら
れ
る
世
界
」
を

見
い
出
し
た
の
は
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
で
あ
る
。

う
鈍
重
な
錘
」
を
た
ず
さ
え
た
一
個
の
「
受
肉
的
実
存
」
に
す
ぎ
な
い
と
す
る
な
ら
ば
‘
あ
た
か
も
飛
翔
す
る
鳥
の
如
き
超
越
的
・
外
世

界
的
観
点
か
ら
こ
の
世
界
を
俯
眼
す
る
「
上
空
飛
翔
的
思
考
la
p
e
n
s
e
e
 d
e
 s
u
r
v
o
l
」
な
ど
と
い
う
も
の
が
‘
そ
も
そ
も
如
何
に
し
て
可
能

し
て

え
ば

⑦

プ

シ

ュ

ケ

事
実
の
内
に
基
礎
を
も
っ
た
理
念
的
仮
構
」
で
あ
る
べ
き
「
心
的
な
も
の
」
を
意
識
の
事
実
そ
れ
自
体
へ
と
す
り
か
え
る
‘

~
 

8
 
~
 

と
い
う
い
わ
ば
そ
の
「
魔
術
的
m
a
g
i
q
u
e
」
性
格
に
存
し
て
い
た
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
に
見
い
出
さ
れ
る
の
は
‘
意
識
現
象
を

ア
ナ
ロ
ジ
ー

空
間
的
比
喩
で
把
え
る
だ
け
で
な
く
‘
こ
の
比
喩
そ
の
も
の
（
「
あ
た
か
も
…
…
の
如
-
v
-

c
o
m
m
e
 si
」
)
を
現
実
化
し
実
体
化
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
自
己
自
身
を
「
擬
物
化
・
物
象
化
」
し
て
し
ま
う
意
識
の
倒
錯
し
た
心
的
過
程
す
な
わ
ち
‘

．
 ，
 

~' 

t
i
o
n
 
d
e
 
la 
c
o
n
s
c
i
e
n
c
e

」
の
過
程
に
他
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
‘
こ
の
よ
う
な
実
証
主
義
批
判
の
視
点
は
必
ず
し
も
サ
ル
ト
ル
を
も
っ
て
喘
矢
と
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
っ
て
、
例

着
さ
せ

「
自
己
を
疎
外
す
る
学
と
し
て
の
自
然
科
学
と
生
の
自
己
了
解
と
し
て
の
精
神
科
学
」
と
い
う
デ
ィ
ル
タ
イ
の
方
法
論
や
ベ
ル
ク

明
ら
か
に
実
証
諸
科
学
の
方
法
論
と
そ
の
擬
物
論
的
思
考
‘

し
か
し
、
彼
の
い
う
よ
う
に
、

こ
の
科
学
認
識
の
主
体
た
る
人
間
存
在
が
「
身
体
と
い

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
実
証
主
義
批
判
を
さ
ら
に
徹
底
化

な
お
か
つ
何
ら
か
の
独

ひ
い
て
は
近
代
科
学
全
体
の
そ
れ
に
対
す
る
透
徹
し
た
批

「
意
識
の
減
弱
化
d
e
g
r
a
d
a
'
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プシ ュケ

「心的なもの」の疎外構造

研
究
を
通
じ
て
‘

す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
従
米
の
擬
物
論
的
心
理
学
に
か
わ
っ
て
‘

i
 

し
て
の
情
動
論
‘
想
像
力
論
を
構
築
し
た
点
に
お
い
て

11 

d
e
 
I
'
e
x
i
s
t
e
n
c
e
」
と

ヽ

I
'
h
e
r
m
e
n
e
u
t
1
q
u
e
 

プ

シ

ュ

ケ

「
心
的
な
も
の
」
を
生
み
出
す
人
間
意
識
が
そ
の
心
的
過
程
そ
の
も
の
の
内
に
ま
さ
し
く
擬
物
論
的
な
構
造
を
も
っ
て

い
る
こ
と
を
ば
明
ら
か
に
し
た
点
に
お
い
て
（
生
成
の
論
理
）
。
要
す
る
に
‘

た
ん
に
理
論
上
の
立
場
も
し
く
は
観
点
と
い
う
よ
り
は
‘

ヽ

の

一

っ

す

な

わ

ち

「
現
実
的
」
態
度
に
対
す
る
広
義
の

に
と
っ
て
は
何
故
人
間
が
「
事
物
」
と
し
て
し
か
見
え
な
い
の
か
‘

初
期
サ
ル
ト
ル
に
お
け
る
現
象
学
的
心
理
学
の
試
み
は

ち
、
物
象
化
さ
れ
た
意
識
と
し
て
の

と
な
る
の
か
。
い
う
ま
で
も
な
く
‘
「
世
界
へ
の
内
属

l
;

e
t
r
e
 ,
 au
 ,
 mo
n
d
e
」
が
人
間
の
解
消
不
可
能
な
存
在
条
件
を
構
成
し
て
い
る
以

フ
ィ
ク
シ
オ
ン

上
‘
「
世
界
か
ら
の
離
脱
」
と
は
そ
れ
自
体
―
つ
の
「
仮
構
」
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
だ
が
、

証
主
義
諸
科
学
が
現
在
に
い
た
る
ま
で
近
代
的
「
知
」

と
し
て
で
は
な
く
‘

が
あ
る
と
す
れ
ば
、

の
大
部
分
を
支
配
し
続
け
て
き
た
と
い
う
事
実
は
‘

む
し
ろ
唯
一
の
現
実
と
し
て
積
極
的
に
信
憑
さ
れ
て
い
る
‘

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
従
っ

て
、
人
間
意
識
に
お
け
る
こ
の
「
矛
盾
」
と
ぶ
欺
隔
」
の
具
体
的
解
明
こ
そ
擬
物
論
批
判
の
中
心
課
題
と
な
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
す
な
わ

「
自
然
主
義
的
態
度
」
を
意
識
の
本
質
的
様
相
と
し
て
の
超
越
論
的
領
野
へ
と
純
化
す
る
現
象
学
本

来
の
「
還
元
の
論
理
」
は
‘
逆
に
後
者
か
ら
前
者
へ
と
い
た
る
物
象
化
の
心
的
過
程
を
発
生
的
に
主
題
化
す
る
い
わ
ば
「
生
成
の
論
理
」

と
で
も
い
う
べ
き
も
の
を
も
、
同
時
に
包
括
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

ま
さ
し
く
こ
の
二
重
の
構
図
要
す
る
に
‘

わ
た
し
た
ち
の
い
う
「
疎
外
ー
物
象
化
」
論
の
構
図
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
二
重
の
意
味
を
は
ら
ん
だ
「
心
理
学
批
判
」
と
し
て
成
立
し
た
。

「
意
識
ー
志
向
性
」

の
理
論
に
基
づ
い
た
い
わ
ゆ
る
「
実
存
の
解
釈
学

サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
、
実
証
主
義
の
擬
物
論
的
思
考
は
‘

沿hu
 

む
し
ろ
人
間
存
在
が
世
界
を
把
握
し
自
己
を
了
解
す
る
際
の
「
二
大
別
態
度
」

「
想
像
的
・
非
現
実
的
」
態
度
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
心
理
学
者

世
界
の
内
に
在
り
な
が
ら
世
界
の
外
に
立
っ
て
い
る
と
い
う
矛
盾
を

還
元
の
論
理
）
、
第
二
に

か
か
る

メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
の
実
証
主
義
批
判
に
欠
け
て
い
る
も
の

こ
の
仮
構
が
た
ん
な
る
仮
構

こ
う
し
た
擬
物
論
的
思
考
に
基
づ
い
た
実
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何
故
意
識
は
信
じ
る
（
少
な
く
と
も
、
信
じ
る
ふ
り
を
す
る
）
こ
と
が
で
き
る
の
か
。

こ
か
ら
由
来
し
て
い
る
の
か
。

の
が
対
象
で
あ
る
、

り
、
そ
れ
は
意
識
一
般
の
「
心
的
構
造
」
と
し
て
そ
れ
自
体
心
理
学
的
に
研
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
‘

と
み
な
す
の
は
‘

s
c
i
e
n
c
e
」
を
「
心
的
な
も
の
ー
心
理
学
的
な
も
の

p
s
y
c
h
i
q
u
e
,
 ps

y
c
h
o
l
o
g
i
q
u
e
」
か
ら
峻
別
し
‘
両
者
を
む
し
ろ
根
本
的
な
対
立
概
念

の
際
立
っ
た
特
徴
で
あ
る
。
要
す
る
に
‘
擬
物
論
的
思
考
と
い
う
も
の
を
「
想
像
力
i
m
a
g
i
-

n
a
t
i
o
n
」
と
い
う
広
義
の
比
喩
的
認
識
の
機
能
へ
と
還
元
し
つ
つ
‘

の
そ
れ
と
し
て
‘

的
な
も
の
」
）
の
主
題
化
が
現
象
学
的
心
理
学
の
方
法
と
そ
の
体
系
構
成
に
と
っ
て
必
然
的
た
る
所
以
‘
従
っ
て
ま
た
‘

学
自
身
に
よ
る
「
自
己
批
判
」

こ
う
し
て
、

と
で
あ
る
。

そ
こ
か
ら
脱
け
出
す
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
不
可
能
と
思
わ
れ
る
ま
で
の
呪
縛
力
）
は
‘

そ
こ
に
は
、
人
間
と
世
界
と
の
或
る
魔
術
的
な
関
係
が
I

ま
た
‘
心
理
学
者
に
と
っ
て
は
人
間
そ
の
も

と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
＇
~
人
問
の
自
己
自
身
に
対
す
る
倒
錯
し
た
関
係
（
自
己
疎
外
）
が
存
し
て
い
る
の
で
あ

サ
ル
ト
ル
的
「
心
理
学
」

そ
の
非
合
理
か
つ
魔
術
的
な
存
在
性
格
を
ば
「
減
弱
化
し
た
意
識
」

プ

シ

ュ

ケ

イ

マ

い
わ
ば
意
識
の
「
自
己
疎
外
態
」
と
し
て
解
明

(II合
理
化
）
す
る
こ
と
「
心
的
な
も
の
」
（
と
り
わ
け
「
想
像

の
試
み
で
あ
る
と
同
時
に
「
自
己
根
拠
づ
け
」

い
わ
ゆ
る
「
近
代
合
理
主
義
」

し
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。

（
ひ
と
た
び
こ
の
態
度
に
陥
る
や
否
や

の
試
み
と
も
な
り
え
た
所
以
は
‘

の
嫡
系
た
る
実
証
主
義
諸
科
学
は
‘

妙
な
照
応
関
係
を
も
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
事
実
‘

お
け
る
幻
想
過
程
に
対
し
て
ー
|
'
少
な
く
と
も
‘

そ
し
て
、
こ
の
擬
物
論
的
思
考
の
強
大
な
支
配
力

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
「
意
識
c
o
n
ぃ

ま
さ
し
く
こ
の
点
に
存

そ
の
根
底
に
ひ
そ
む
―
つ
の
「
非
合
理
性
」
故
に
‘

フ
ェ
テ
ィ
シ
ス
ム

自
然
の
内
に
魔
術
的
な
生
命
力
を
夢
想
す
る
あ
の
「
未
開
の
思
考
」
「
生
気
論
」
、
「
ア
ミ
ニ
ス
ム
」
、
「
物
神
崇
拝
」
e
t
c
．

と

奇

サ
ル
ト
ル
か
強
調
す
る
の
は
‘
擬
物
論
的
思
考
の
疎
外
構
造
は
宗
教
や
神
話
に

そ
の
心
的
機
能
を
問
題
と
す
る
限
り
ー
~
如
何
な
る
差
異
も
も
ち
え
な
い
、

と
い
う
こ

「
こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
現
在
で
は
も
は
や
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
―
つ
の
思
考
様
式
な
ど
で
は
な
い
。

イ
マ
ー

こ
の
学
が
心
理

一
体
ど
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な
し、

゜

く
モ
チ
ー
フ
を
既
に
は
ら
ん
で
い
た
こ
と
、
こ
れ
で
あ
る
。

プシュケ

「心的なもの」の疎外構造

理
も
最
終
的
に
は

的
な
も
の
」

の
問
題
化
は
‘
既
に
述
べ
た
如
く

「
弁

へ
の
批
判
の
後
で
は
、
以
上
の

ジ
ュ
の
構
造
は
わ
た
し
た
ち
の
う
ち
に
非
合
理
な
も
の
と
し
て
と
ど
ま
り
続
け
て
い
る
の
で
あ
り
…
…
わ
た
し
た
ち
は
前
論
理
的
な
基
礎

＾
 

u
 

の
上
に
、
合
理
的
構
築
物
を
つ
く
り
あ
げ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」
確
か
に
‘
メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
や
フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
る
緻

密
な
実
証
主
義
批
判
の
後
で
は
‘

と
り
わ
け
レ
ヴ
ィ
1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
に
よ
る
「
西
欧
中
心
主
義
的
思
考
」

よ
う
な
サ
ル
ト
ル
の
立
論
は
あ
ま
り
に
も
乱
暴
な
裁
断
で
あ
り
図
式
的
に
す
ぎ
る
印
象
を
免
れ
え
な
い
で
あ
ろ
う
し
‘

底
に
、
逆
に
サ
ル
ト
ル
自
身
の
「
主
知
主
義
的
臆
見
」
を
指
摘
す
る
こ
と
も
可
能
か
も
知
れ
な
い
。
残
念
な
か
ら
、
こ
う
し
た
問
題
点
の

解
明
は
わ
た
し
た
ち
の
手
に
余
る
も
の
で
あ
っ
て
、
現
段
階
で
は
そ
の
解
答
の
方
向
を
示
唆
す
る
こ
と
す
ら
不
可
能
で
あ
る
。

し
あ
た
っ
て
は
‘
次
の
二
つ
の
点
に
注
意
を
促
し
て
お
き
た
い
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
初
期
サ
ル
ト
ル
に
お
け
る
「
非
合
理
性
ー
魔
術

の
自
明
さ
に
対
す
る
根
源
的
な
疑
義
と
‘

で
あ
っ
た
こ
と
‘

「
精
神
科
学
と
自
然
科
学
」
と
い
う
「
生
の
哲
学
」
や
「
実
存
思
想
」
に
固
有
な
二
元
図
式
の
枠
内
に
と
ど
ま
る
も
の

ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ
ー
ー
ー
す
な
わ
ち
、

し
か
し
、
第
二
に
、
こ
う
し
た
初
期
の
問
題
意
識
は
‘
後
期
思
想
の
集
大
成
た
る
『
弁
証
法
的
理
性
批
判
』
の
遠
大
な

ク
イ
プ

デ
カ
ル
ト
以
来
の
「
近
代
合
理
性
」
を
「
―
つ
の
合
理
性
の
型
」
と
し
て
、
言
い
換
え
れ
ば
、

証
法
的
理
性
」
に
対
す
る
「
分
析
的
理
性
」
も
し
く
は
「
実
証
主
義
的
理
性
」
と
し
て
歴
史
の
内
に
相
対
化
し
つ
つ
、
後
者
に
お
け
る
そ

の
う
ち
に
溶
解
し
可
知
化
す
る
こ
と
へ
と
直
接
的
に
結
び
つ

の
「
部
分
性
」
故
の
「
非
合
理
性
（
非
知
）
」
を
前
者
の
「
全
体
性
」

題
と
な
っ
て
く
る
の
は
‘

お
そ
ら
く
、

わ
た
し
た
ち
が
こ
う
し
た
『
批
判
』

か
か
る
立
論
の
根

た
だ
‘

さ

一
九
二

O
I三
0
年
代
の
思
想
史
を
性
格
づ
け
る
あ
の
危
機
状
況
I

「
近
代
合
理
性
」

そ
の
必
然
的
限
界
へ
の
予
感
ー
を
背
景
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
彼
自
身
の
批
判
論

メ
ル
ロ
1
1

ポ
ン
テ
ィ
や
レ
ヴ
ィ
1
1

ス
ト
ロ
ー
ス
と
の
対
質
が
再
び
大
き
な
問

の
論
理
地
平
を
測
定
し
定
位
し
よ
う
と
試
み
る
時
に
ち
が
い
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ば
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
想
像
力
は

プシュケ

「心的なもの」の疎外構造

な
い
。

あ
り 前

節
の
考
察
か
ら
明
ら
か
な
如
く

II 

M (14) (13) (12) (11) 

J
ー

P
.
S
a
r
t
r
e
,
 
L
a
 t
r
a
n
s
c
e
n
d
a
n
c
e
 
d
e
 
I
'
e
g
o
 

C
f
.
 J
.
 |
 P
.
 
S
a
r
t
r
e
,
 
C
r
i
t
i
q
u
e
 
d
e
 
la 
r
a
i
s
o
n
 
d
i
a
l
e
c
t
i
q
u
e
,
 
I
n
t
r
o
d
u
c
t
i
o
n
.
 

フ
ッ
サ
ー
ル
の
提
唱
に
な
る
「
現
象
学
的
心
理
学
」
と
い
う
も
の
に
対
し
て
サ
ル
ト
ル
が
与
え
た

固
有
の
意
味
と
は
‘
何
よ
り
も
ま
ず
‘
心
理
学
が
自
己
を
批
判
し
か
つ
根
拠
づ
け
る
た
め
の
一
貫
し
た
視
点
と
論
理
を
構
成
す
る
こ
と
で

い
わ
ば
「
物
象
化
意
識
の
心
理
学
的
批
判
」

の
試
み
に
他
な
ら
な
か
っ
た
。
従
っ
て
、

イ

マ

ジ

ネ

ー

ル

い
う
初
期
四
著
作
の
主
題
は
す
べ
て
、
広
い
意
味
で
の
「
仮
構
I
I
想
像
的
な
も
の
」

の
問
題
に
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
研
究

の
中
心
が
か
か
る
仮
構
を
生
み
出
す
想
像
意
識
の
構
造
分
析
と
そ
の
比
喩
的
・
象
徴
的
機
能
の
解
明
に
存
し
て
い
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も

し
て
規
定
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
は
、
「
感
性
ー
構
想
カ
ー
悟
性
」

想
像
力
を
「
類
比
に
よ
る
認
識
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
p
a
r
 
a
n
a
l
o
g
1
e
」
と

と
い
う
周
知
の
カ
ン
ト
的
三
分
法
と
同
様
、
西
洋
哲
学
の
歴
史
に
お
い
て
は
む
し
ろ
正
統
的
な
考
え
方
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
。

L
'
i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
,
 
P
.
 39. 

L
'
i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
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し
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i
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i

事
物
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わ
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そ
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え
た

d
e

c
h
a
i
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e
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「
エ
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、
「
情
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、
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イ
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と

以
下
、

E
g
o
と
略
記
）

,
P
.
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4
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e
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想
像
的
な
も
の
の
本
質
が
そ
の

に
基
づ
い
て

（
被
写
体

B
i
l
d
s
u
j
e
t
)
 

て

「
事
物
」
と
の
二
重
の
類
似
性
を
付
与
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

s
e
m
b
l
a
n
c
e
」

つ

ま

り

あ
っ
て

d
'
o
s
」
個
別
性
に
お
い
て
表
象
す
る
直
観
的
・
形
象
的
思
考
で
あ
る
が
、
他
方
、
そ
の
対
象
は
そ
れ
を
指
示
す
る
別
の
対
象
I

つ
ま
り
、

イ
マ
ー
ジ
ュ

「
心
像
」
な
る
も
の
を
媒
介
と
し
て
し
か
現
前
し
な
い
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、
概
念
や
言
語
記
号
な
ど
の
間
接
的
思
考
の
側
に
分
類
さ

れ
る
。

べ
き
で
あ
る
。

「
類
似
」
を
可
能
た
ら
し
め
て
い
る
意
識
の

「
志
向
作
用
」

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
れ
ば
、
「
写
像
説
」
も
し
く
は
「
内
在
的
対
象

し
か
し
、
想
像
力
の
こ
う
し
た
「
中
間
的
」
性
格
と
い
う
も
の
は
同
時
に
そ
の
認
識
論
的
位
置
づ
け
の
曖
昧
さ
に
す
ぎ
な
い
の
で

イ
マ
ー
ジ
ュ

「
心
像
の
擬
物
論
ー
内
在
的
錯
覚
」
か
長
い
間
哲
学
や
心
理
学
を
呪
縛
し
続
け
て
き
た
所
以
も
そ
こ
に
存
し
て
い
た
‘
と
い
う

「
い
霞
」
と
は
事
物
の

《

i
m
a
g
o
》
と
い
う
言
葉
本
来
の
意
味
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
‘

g
u
e
」
も
し
く
は
、
「
似
姿
le

s
i
m
u
l
a
c
r
e
」
に
他
な
ら
ず
‘

一
個
の
「
事
物
」
と
し
て
意
識
内
部
に
存
在
し
て
い
る
‘

説
」
の
誤
謬
は
、

一
方
で
は
意
識
に
対
す
る
関
係
に
お
い
て
、
他
方
で
は
そ
の
「
原
物
」
た
る
世
界
に
対
す
る
関
係
に
お
い

サ
ル
ト
ル
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
論
が
こ
の
よ
う
な
古
典
学
説
へ
の
批
判
を
そ
の
出
発
点
と
し
て
い
た
こ
と
は
既
に
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
が
、

そ
の
先
駆
的
形
態
は
フ
ッ
サ
ー
ル
の
内
に
も
見
い
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

模
写
さ
れ
た
客
観

そ
れ
ら
が
次
の
点
を
|
|
ー
す
な
わ
ち
‘
「
写
像
に
よ
っ
て
表
象
す
る
場
合
‘
わ
た
し
た
ち
は
〈
写
像
ー
客
観
B
i
l
d
o
b
j
e
k
t〉

を
思
念
す
る
の
だ
f

と
い
う
点
を
見
落
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
実
際
‘

「
想
像
す
る
」
と
い
う
こ
と
が
外
的
対
象
に
類
似
し
た
何
ら
か
の

「
事
物
ー
写
像
」
を
把
握
す
る
た
め
に
さ
ら
に
別
の
「
写
像
」
が
必
要
と
な
り
、
無
限
遡
行
に
陥
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

「
類
似
的
」
性
格
に
あ
る
こ
と
は
確
か
だ
と
し
て
も
、

の
即
自
的
性
質
で
は
あ
り
え
な
い
以
上
‘

あ
た
か
も
一
枚
の
「
絵
画
」
が
そ
の
「
原
物
」
に
対
す
る
が
如
く
、
そ
れ
自
体

イ
マ
ー
ジ
ュ

と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
‘
「
心
像
」
は
い
わ
ば
二
重
の
「
類
似
性
r
e
s
-

「
事
物
ー
写
像
」
を
所
有
す
る
こ
と
に
他
な
ら
ぬ
と
し
た
ら
、

そ
こ
に
は
逆
に
、
対
象
間
の
こ
の

つ
ま
り

「
類
似
物

I
'
a
n
a
l
o
'

か
か
る

ま
た
他
方
‘

そ
も
そ
も
「
類
似
」
と
い
う
も
の
が
個
々
の
対
象
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ヽ

ま
り

そ
の

「
同
一
性
」
と

も
な
っ
て
、
同
一
の
超
越
的
対
象
が
い
わ
ば
そ
の
「
素
材
と
し
て
の
意
味
s
e
n
s
d
e
 la 
m
a
t
i
e
r
e
」
を
差
異
化
さ
れ
る
わ
け
で
あ
り
‘

覚
の
場
合
‘
こ
の
素
材
は
自
己
自
身
を
指
し
示
す
が
‘
肖
像
意
識
c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
d
e
 p
o
r
t
r
a
i
t
の
場
合
に
は
も
う
―
つ
の
別
の
対
象
を
指

し
示
す
〗
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
‘
一
枚
の
絵
画
は

そ
れ
が
文
字
通
り
「
絵
画
」
と
し
て
与
え
ら
れ
る
限
り

「
被
写
体
」
を
想
像
す
る
た
め
の

フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
は
―
つ
の
「
意
識
」
、
つ
ま
り
「
想

「
知
覚
」
や
「
概
念
」
と
い
っ
た
他
の
思
考
形
態
と
の
差
異
は
‘
「
類
似
物
A
n
a
l
o
g
o
n
と
被
類

似
物
A
n
a
l
o
g
i
s
i
e
r
t
e
s
と
を
統
一
し
、
こ
の
両
者
を
相
属
的
な
も
の
と
し
て
現
出
さ
せ
る

．．
 

と
い
う
そ
の
特
異
な
「
作
用
性
格
」
の
内
に

求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

サ
ル
ト
ル
に
お
け
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
論
の
展
開
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
所
説
を
忠
実
に
ふ
ま
え
た
も
の
で
あ
る
こ

そ
の
有
体
性
に
お
い
て
ー
—
ー
し
か
も
、

よ
ぶ
）
は
‘
決
し
て
「
写
像
説
」

像
的
意
識
」
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
り

そ
れ
自
体
と
し
て
で
は
な
く
‘

と
は
、
次
の
よ
う
な
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
定
義
を
み
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。

が
前
提
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
う
し
て

一
枚
の
絵
画
に
関
し
て
、
そ
の
表
面
に

「
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
は
、
不
在
も
し
く
は
現
に
存
在
し
な
い
対
象
を
、

む
し
ろ
こ
の
思
念
対
象
の
〈
類
比
的
代
理
物

ヽ

r
e
p
r
e
s
e
n
t
a
n
t
 

ア
ク
ト

う
資
格
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
何
ら
か
の
心
的
又
は
物
的
内
容
を
通
じ
て
ー
|
由
心
念
す
る
と
こ
ろ
の
作
用
で
あ

a
n
a
l
o
g
1
q
u
e
〉
と
い

る
。
」
こ
こ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
構
造
は
、
そ
の
基
本
的
な
枠
組
の
み
を
問
題
と
す
る
な
ら
ば
、

④
 

h
y
l
e
」
と
い
う
古
典
的
な
二
元
図
式
に
帰
培
す
る
も
の
で
し
か
な
い
が
、

言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
だ
が
、
こ
の
素
材
と
し
て
の
「
代
理
物
」

「
形
式
I
素
材
m
o
r
p
h
e
,
 

た
だ
次
の
点
に
は
注
意
を
払
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

「知

ま
ず
‘

（
サ
ル
ト
ル
は
そ
れ
を
フ
ッ
サ
ー
ル
に
な
ら
っ
て
「
ア
ナ
ロ
ゴ
ン
」
と

の
い
う
よ
う
な
「
内
在
的
事
物
」
な
ど
で
は
な
い
。
例
え
ば
、

描
か
れ
た
線
や
色
彩
の
錯
綜
を
そ
れ
自
体
と
し
て
知
覚
す
る
場
合
で
あ
れ
、

あ
る
い
は
そ
れ
を
何
も
の
か
の
「
肖
像
画
」
と
し
て
ー
ー
ら
っ

「
ア
ナ
ロ
ゴ
ン
」
と
し
て
利
用
す
る
場
合
で
あ
れ
、
こ
の
絵
画
が
事
物
で
あ
る
限
り
で
の

5

イ
マ
ー
ジ
ュ

「
超
越
性
」
を
常
に
保
持
し
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。
逆
に
言
う
と
‘
知
覚
か
ら
想
像
へ
の
志
向
形
式
の
変
更
に
と

「
そ
れ
自
身
を
そ
の
も
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こ
ま

,
J
'
ヽ

｝
 

像
作
用
に
よ
る
「
無
の
定
立
」
は

想
像
対
象
の
こ
の
「
不
在
性
—
空
無
性
」
に
関
し
て
も
ま
た
‘

の
だ
が
、
両
者
の
根
本
的
な
問
題
意
識
は
む
し
ろ
際
立
っ
た
対
比
を
な
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
‘

「
中
和
性
変
様

m
o
d
i
f
i
c
a
t
i
o
n

d
e
 
n
e
u
t
r
a
l
i
t
e
」
と
い
う
そ
の
中
心
概
念
に
よ
っ
て
端
的
に
示
さ
れ
る
如
く
、
最
終

的
に
は
‘
「
現
象
学
的
還
元
」
の
問
題
に
収
紋
す
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
前
に
述
べ
た
絵
画
の
例
に
即
し
て
言
え
ば
、
そ
の
「
被
写
体
」
と

「
写
像
ー
客
観
」
は
、
想
像
意
識
に
対
し
て
「
存
在
す
る
も
の
と
し
て
も
、
存
在
し
な
い
も
の
と
し
て
も
、
ま
た
如
何
な
る
定
立
様
態
に

⑱
 

お
い
て
も
与
え
ら
れ
な
い
。
」
つ
ま
り
‘
想
像
意
識
の
中
和
化
と
は
そ
の
「
存
在
定
立
」
を
「
一
時
中
断
」
し
‘
知
覚
作
用
や
判
断
作
用
に

と
も
な
う
「
信
憑
」
性
格
を
「
…
…
で
な
い
n
e

p
a
s
」
と
い
う
作
用
性
格
へ
と
変
様
す
る
こ
と
な
の
で
あ
り
‘
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
想

で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
明
ら
か
に
、
こ

フ
ッ
サ
ー
ル
に
あ
っ
て
は
む
し
ろ
「
定
立
の
無
」

「
還
元
」
と
い
う
現
象
学
固
有
の
方
法
的
態
度
と
き
わ
め
て
類
似
し
た
意
識
構
造
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
言
う
如
く
‘

る
「
自
由
想
像
」
の
働
き
を
「
本
質
直
観
」
と
し
て
の
「
理
念
化
的
抽
象

i
d
e
i
r
e
n
d
e

A
b
s
t
r
a
k
t
i
o
n
」
と
同
一
視
す
る
こ
と
は
で
き
な

A
W
 

い
ま
で
も
ー
ー
が
見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
り
‘
い
わ
ば
「
中
和
化
の
理
念
を
介
し
て
想
像
力
の
問
題
性
が
超
越
論
的
還
元
の
問
題
性
に
溜

逗
し
て
い
る
」
わ
け
で
あ
ろ
う
。
従
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
フ
ッ
サ
ー
ル
の
理
論
と
サ
ル
ト
ル
の
そ
れ
と
の
間
に
‘
想
像
力
の
認
識
論
的
・

存
在
論
的
位
置
づ
け
を
め
ぐ
っ
て
、
完
全
に
相
反
す
る
方
向
か
存
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

像
力
の
問
題
は

d
u
 
n
e
a
n
t
」
と
い
う
問
題
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。

e
t
r
e
」

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
‘
こ
こ
か
ら
さ
ら
に
‘

イ
マ
ー
ジ
ュ
の
も
う
―
つ
の
性
格
i

す
な
わ
ち
‘

い
わ
ゆ

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
想

s
 

の
自
身
に
お
い
て
示
す
も
の
」
と
い
う
現
象
学
的
意
味
で
の
「
現
象

p
h
e
n
o
m
e
n
e
」
に
は
属
し
て
い
な
い
。
想
像
意
識
か
定
立
（
措
定
）

す
る
「
対
象
」
と
は
、
こ
の
ア
ナ
ロ
ゴ
ン
を
媒
介
と
し
て
意
識
自
ら
が
形
象
化
す
る
―
つ
の
「
不
在
a
b
s
e
n
c
e
」
も
し
く
は
「
非
存
在
n
o
n
,
 

フ
ッ
サ
ー
ル
は
サ
ル
ト
ル
に
先
立
っ
て
周
到
な
考
察
を
展
開
し
て
い
る

と
い
う
の
も
、

サ
ル
ト
ル
に
と
っ

「
無
の
定
立

p
o
s
i
t
i
o
n
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「心的なもの」の疎外構造

す
る
。

て
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
仮
構
的
・
類
比
的
機
能
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
‘
擬
物
論
と
い
う
魔
術
的
思
考
の
|
|
_
従
っ
て
‘
む
し
ろ
現
象
学
的
反
省

ド
ク
サ

に
よ
っ
て
還
冗
さ
れ
る
べ
き
実
証
主
義
的
「
臆
見
」
の

i

根
底
を
な
す
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
想
像
意
識
に
お
け
る
「
無
の
定
立
」
の

し
て
前
提
し
て
い
る
の
だ
が
、

問
題
は
‘
「
減
弱
化
」
の
心
的
過
程
あ
る
い
は
そ
の
「
疎
外
」
構
造
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て
、
最
も
中
心
的
な
位
質
を
占
め
る
べ
き
も
の
で

小

゜

あ
り
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
対
す
る
サ
ル
ト
ル
の
独
自
性
も
ま
た
こ
の
点
に
見
い
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

イ

マ

ジ

ネ

ー

ル

と
こ
ろ
で
、
『
想
像
的
な
も
の
』
に
お
い
て
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
諸
性
格
に
関
す
る
考
察
が
し
ば
し
ば
「
知
覚
」
の
分
析
を
も
っ
て
始
め

ら
れ
て
い
る
の
は
‘
決
し
て
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。
サ
ル
ト
ル
の
理
論
構
成
は
「
知
覚
ー
想
像
」
の
二
元
論
を
自
明
の
出
発
点
と

⑬
 

そ
こ
に
は
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
問
題
す
な
わ
ち
‘
想
像
的
意
識
の
生
成
は
必
然
的
に
「
知
覚
の
廃
滅
」

を
と
も
な
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
‘
従
っ
て
、
後
者
は
前
者
に
対
し
て
い
わ
ば
「
存
在
論
的
優
位
」
と
で
も
い
う
べ
ぎ
も
の
を
有
し
て
い

る
こ
と
ー
|
ー
が
含
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
実
際
‘

イ
マ
ー
ジ
ュ
と
は
知
覚
作
用
の
決
定
的
な
「
変
質
a
l
t
e
r
a
t
i
o
n
」
、
つ
ま
り

「
無
の
定
立
」
と
い
う
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
根
本
性
格
は
か
か
る
変
様
の
構
造
的
基
盤
‘

す
な
わ
ち
、
意

知
覚
的
構
造
か
ら
想
像
的
構
造
へ
の
「
意
識
の
自
発
的
で
生
き
ら
れ
た
減
弱
化

d
e
g
r
a
d
a
t
i
o
n

s
p
o
n
t
a
n
e
e
 
et 
v
e
c
u
e
 
d
e
 
la 
c
o
n
s
c
i
-

e
n
c
e
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
く
‘

識
と
世
界
と
の
「
現
実
的
・
知
覚
的
」
関
係
そ
の
も
の
の
内
に
求
め
ら

lL
ね
ば
な
ら
な
い
。

知
覚
意
識
の
「
素
朴
な
世
界
定
立
」
に
お
い
て
、
諸
事
物
は
あ
る
種
の
「
あ
ふ
れ
出
る
よ
う
な
d
e
b
o
r
d
a
n
t
」
豊
か
さ
を
も
っ
て
現
前

フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
射
映
A
b
s
c
h
a
t
t
u
n
g
」
と
い
う
言
葉
で
巧
み
に
表
現
し
た
よ
う
に
‘
知
覚
対
象
は
有
限
な
側
面
の
無
限
の
連
続

に
よ
っ
て
し
か
与
え
ら
れ
ず
‘
意
識
の
方
で
そ
れ
ら
を
逐
次
「
観
察
」
し
「
学
習
」
す
る
必
要
が
あ
る
。
要
す
る
に
‘
知
覚
を
通
じ
て
の

認
識
経
験
（
「
知

s
a
v
o
i
r

」
)
は
漸
進
的
増
加
と
い
う
迂
路
的
な
形
態
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
っ
て
、

そ
こ
に
お
い
て
は
、
特
定

の
「
観
点

le
p
o
i
n
t
 
d
e
 
v
u
e
」
へ
と
拘
束
さ
れ
た
有
限
な
意
識
と
、
無
限
の
多
様
性
を
は
ら
ん
だ
世
界
の
「
地
平
構
造
la
p
e
r
s
p
e
c
t
i
v
e
」
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し
か
も
‘
こ
の
射
映
対
象
の
多
様
性
は
意
識
自
身
の

ま
ず
‘
知
覚
的
認
識
に
お
け
る
こ
の

い
わ
ゆ
る
「
ノ
ェ
シ
ス
ー
ノ
エ
マ
」
の
志
向
的
相
関
を
構
成
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
知
覚
世
界
の
本
質
と
は

ア

ン

ヴ

ィ

ジ

ー

プ

ル

の
「
裏
側
」
‘
つ
ま
り
「
見
え
な
い
も
の
」
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
他
方
‘
知
覚
意
識
の
本
質
は
か
か
る
対
象
を
「
一
挙
に
」
、

ま
た
「
そ
の
全
体
に
お
い
て
」
把
握
し
え
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
も
‘
知
覚
に
お
け
る
こ
の^

 

拘
束
」
は
、
同
時
に
「
世
界
内
存
在
」
と
し
て
の
意
識
の
還
元
不
可
能
な
存
在
条
件
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
例
え
ば
「
完
全

し
ろ
、

「
全
的
対
象
の
現
前
」
と
い
っ
た
事
態
が
、
決
し
て
実
現
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
―
つ
の
「
理
念
」
ー
|
ー
あ
る
い
は
む

カ
ン
ト
的
な
意
味
に
お
け
る
「
仮
象
」
に
す
ぎ
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

象
」
を
「
存
在
」
と
し
て
通
用
さ
せ
る
こ
と
‘

よ
っ
て
も
知
覚
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

「
魔
術
」
に
よ
っ
て
実
現
す
る
こ
と
‘

に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
対
象
の
全
体
性
の
欲
求
」
と
い
う
も
の
は
‘

す
る
暗
々
裡
の
「
否
定
n
e
g
a
t
i
o
n
」
を
含
意
し
て
い
る
。

し
か
し
、
実
を
い
え
ば
、

す
な
わ
ち
‘
意
識
自
身
に
対
し
て
「
仮

そ
れ
が
対
象
の
完
全
な
現
前
ー
|
l
い
わ
ば
「
射
映

な
き
」
現
前
を
一
挙
に
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
世
界
地
平
の
射
映
性
格
あ
る
い
は
そ
の
豊
饒
さ
に
対

と
い
う
わ
け
で
、
知
覚
の
「
否
定
性
」
は
、
既
に
そ
れ
自
体
‘

「
有
限
性
（
事
実
性
）
」

こ
に
は
む
し
ろ
二
重
の
「
否
定
性
」
が
横
た
わ
っ
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
‘

自
身
を
否
定
す
る
知
覚
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
わ
け
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
‘
想
像
作
用
に
ま
つ
わ
る
魔
術
的
性
格
は
、
何
よ
り

も
ま
ず
‘
根
源
的
な
「
不
可
能
事
」
を
ー
自
己
の
存
在
条
件
を
超
え
て
ー
~
追
求
す
る
‘

で
、
こ
の
目
的
を
実
現
す
る
た
め
に
遂
に
は
自
己
を
否
定
す
る
に
到
る
‘

使
命
と
は
、
ま
さ
に
こ
の
「
知
覚
の
理
念
」
を
ば
―
つ
の

な
世
界
認
識
」
と
か

ゞ

と
カ

の
裏
返
し
に
す
ぎ
な
い
、

イ
マ
ー
ジ
ュ
と
は

「
世
界
を
否
定
す
る
た
め
に
自
己

イ
マ
ー
ジ
ュ
本
来
の

世
界
の
「
全
体
」
を
知
覚
す
る
と
は
‘
こ
の
世
界
を
も
は
や
如
何
な
る
仕
方
にりhu 

イ
マ
ー
ジ
ュ
の
構
造
な
の
で
あ
る
。

と
い
う
意
味
か
ら
す
れ
ば
、

と
い
う
そ
の
「
目
的
性
」

ヽ

の
う
ち
に

そ

次
し、

と
い
う
そ
の
倒
錯
し
た
心
的
過
程
の
う
ち
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な

「
観
点
へ
の

ヴ

ィ

ジ

ー

プ

ル

「
見
え
る
も
の
」
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「心的なもの」の疎外構造

と
い
う
も
の
は
ち
ょ
う
ど
、
猛
獣
に
襲
わ
れ
た
人
間
が
、
こ
の
恐
ろ
し
い
対
象
を
抹
殺
す
る
た
め
に
‘

四

っ
て
意
識
自
身
を
抹
殺
し
て
し
ま
う
よ
う
に
ー
|
と
）
の
全
的
世
界
を
所
有
す
べ
き
意
識
の
自
己
否
定
と
し
て
演
じ
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。

＾
 

h
 

つ
ま
り
、
「
憑
依
の
現
象
p
h
e
n
o
m
e
n
e

d
e
 
p
o
s
s
e
s
s
i
o
n
」
な
の
で
あ
る
。

説
的
性
格
の
う
ち
に
端
的
に
現
わ
れ
て
い
る
。
実
際
‘
想
像
意
識
に
与
え
ら
れ
る
対
象
は
、

ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

＄
 

h
 

の
原
理
」
に
従
わ
な
い
ば
か
り
か
、
そ
も
そ
も
、
時
間
ー
空
間
的
な
「
地
平
構
造
」
と
い
う
も
の
を
決
定
的
に
欠
落
さ
せ
て
い
る
の
で
あ

る
。
確
か
に
、

イ
マ
ー
ジ
ュ
の
対
象
が
ー
―
つ
の
直
観
的
表
象
と
し
て
「
現
前
化

p
r
e
s
e
n
t
i
f
i
c
a
t
i
o
n
」

さ

れ

る

限

り

知

覚

対

象

イ
マ
ー
ジ
ュ
の
こ
の
よ
う
な
「
目
的
性
」
は

「
想
像
的
対
象

l
"

o
b
j
e
t
 
i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
」
に
つ
き
ま
と
う
様
々
な
両
義
性
も
し
く
は
逆

イ
マ
ー
ジ
ュ
に
お
け
る
世
界
の
所
有
と
は
‘
魔
術
的
な
所
有

を

「
射
映
」
と
い
う
面
倒
な
迂
路
を
経
る
こ
と
な
く

6
 

h
い

ら
な
い
。
意
識
は
そ
の
想
像
的
減
弱
化
の
過
程
に
お
い
て
、
自
己
と
世
界
と
の
関
係
形
式
つ
ま
り
‘

変
様
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
世
界
そ
の
も
の
の
否
定
を
い
わ
ば
魔
術
的
に
「
演
戯

j
o
u
e
r
」
し
、

「
想
像
作
用
は
魔
術
的
な
作
用
で
あ
る
。

何
故
な
ら
‘

そ
れ
は
、
思
念
対
象
や
欲
求
の
対
象
を
ば
、

い
わ
ゆ
る

そ
れ
を
所
有
す
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
仕
方
で

現
出
さ
せ
る
べ
く
役
割
を
に
な
っ
た
―
つ
の
呪
術

i
n
c
a
n
t
a
t
i
o
n

な
の
で
あ
る
。
こ
の
作
用
の
内
に
は
、
何
か
横
柄
で
子
供
じ
み
た
も
の
‘

イ
マ
ー
ジ
ュ

Ol 
h
 

実
際
上
の
隔
り
や
困
難
を
期
酌
す
る
こ
と
へ
の
拒
否
と
い
っ
た
も
の
が
常
に
存
在
し
て
い
る
。
」
実
際
の
と
こ
ろ
‘
心
像
に
つ
い
て
の
擬
物

h
 

論
や
内
在
的
錯
覚
が
わ
た
し
た
ち
の
常
識
に
対
し
て
あ
る
種
の
「
悪
質
な
説
得
力
」
を
も
っ
て
い
る
の
も
、
理
由
の
な
い
こ
と
で
は
な
い
。

ま
さ
に
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
「
目
的
」
そ
の
も
の
が
、
到
達
不
可
能
な
「
事
物
の
全
体
性
」
を
意
識
自
ら
の
手
で
創
り
出
し
、

つ
そ
れ
を
「
所
有
p
o
s
s
e
s
s
i
o
n
」
す
る
こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
、
両
親
に
か
し
ず
か
れ
た
病
気
の
子
供
が
、
そ
の
際
限
の

A
 

h
 

な
い
わ
が
ま
ま
を
「
ベ
ッ
ド
の
上
か
ら
の
命
令
と
祈
り
」
に
よ
っ
て
い
と
も
簡
単
に
実
現
す
る
よ
う
に
‘
減
弱
化
し
た
意
識
は
こ
の
世
界

「
魔
術
」
に
よ
っ
て
一
挙
に
認
識
す
る
。

「
個
別
化
の
原
理
」
や
「
同
一
性

「
失
神
」
と
い
う
情
動
に
よ

「
模
倣
す
る
m
i
m
e
r
」

そ
の
現
実
的
・
知
覚
的
構
造
を

gl 
hu 

の
で
あ
る
。

か

し
か
も
、
こ
う
し
た
「
世
界
の
所
有
」



の
内
に

る
の
で
あ
り

性
質
」
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
イ
マ
ー
ジ
ュ
の

知
覚
の
場
合
、

て
い
る
そ
れ
ぞ
れ
の

44

と
同
様
に
‘
固
有
の

サ
ル
ト
ル
が
「
準
ー
観
察

q
u
a
s
i
 |
 o
b
s
e
r
v
a
t
i
o
n
 

」
を
与
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。

要
す
る
に
‘gl 

h
 

の
現
象
」
と そ

d
e
 

と
い
う
の
も

「
時
間
」
と
「
空
間
」
を
も
っ
て
い
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
。

ヽ

し
か
し

「
大
き
さ
」
あ
る
い
は
「
小
さ
さ
」
と
い
う
も
の
に
対
し
て
、
例
え
ば
、

見
ら
れ
た
も
の
」
と
い
っ
た
知
覚
的
な
「
空
間
規
定

d
e
t
e
r
m
i
n
a
t
i
o
n

s
p
a
t
i
a
l
e
 

周
辺
部
の
諸
対
象
と
の
外
面
的
関
係
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
の
だ
が
、
想
像
対
象
の
「
大
き
さ
」

「
全
的
対
象
の
認
識
（
所
有
）
」
と
い
う
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
目
的
性
は
‘

「
五
メ
ー
ト
ル
離
れ
た
所
に
私
に
よ
っ
て

そ
の
多
様
な
形
象
を
具
体
的
に
構
成
し

そ
の
空
間
的
性
質
は

i

特
定
の
観
点
の
も
と
に
拘
束
さ
れ
た
知
覚
意
識
に
対
す
る
ー
当
の
対
象
と
そ
れ
を
と
り
ま
く

の
方
は
‘
逆
に
こ
の
よ
う
な
空
間
的
配

罹
か
ら
孤
立
し
た
即
自
的
な
性
質
と
し
て
現
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
現
前
化
に
お
い
て
欠
け
て
い
る
の
は
空
間
的
諸
性
質

ペ
ル
ス
ペ
ク
テ
ィ
ヴ

を
決
定
す
る
こ
の
「
地
平
構
造
」
そ
の
も
の
な
の
で
あ
っ
て
、
想
像
対
象
の

「
距
離
」
と
は
、
他
の
対
象
と
の
外
面
的
関

＾
 

h
 

係
を
捨
象
し
た
ー
|
ょ
め
る
い
は
む
し
ろ
、
こ
の
関
係
を
対
象
自
体
の
内
に
「
内
面
化

i
n
t
e
r
i
o
r
i
s
a
t
i
o
n

」

し

た

―

つ

の

「

絶

対

的

「
大
き
さ
」
や

「
空
間
」
は
知
覚
的
な
「
延
長
」
よ
り
も
は
る
か
に
「
質
的
な
」
性
格
を
帯
び
て
い

「
想
像
的
時
間
」
を
特
徴
づ
け
る
「
量
的
多
数
性
」
と
と
も
に
‘
き
わ
め
て
逆
説
的
な
あ
り
方
を
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

「
時
間
」
や
「
空
間
」
と
い
う
も
の
が
、
本
来
、
知
覚
対
象
の
地
平
性
ー
射
映
性
に
関
し
て
語
ら
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
す
れ
ば
、

「
時
間
の
影

u
n
e

o
m
b
r
e
 

イ
マ
ー

ジ
ュ
の
世
界
に
お
け
る
「
時
間
ー
空
間
」
と
は
そ
れ
自
体
非
現
実
的
な
も
の
い
わ
ば

／

エ

シ

ス

も
し
く
は
「
空
間
の
影
」
の
如
き
も
の
で
あ
っ
て
、
意
識
作
用
の
知
覚
的
構
造
か
ら
想
像
的
構
造
へ
の
変
質
過
程
に
対
応
し
て
、

の
ノ
エ
マ
的
相
関
者
た
る
世
界
の
側
に
も
あ
る
種
の
「
反
転
（
倒
錯
）

r
e
n
v
e
r
s
e
m
e
n
t

」
が
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。

t
e
m
p
s
」

名
づ
け
た
想
像
対
象
の
曖
味
で
矛
盾
し
た
存
在
性
格
「
空
間
化
さ
れ
た
時
間
」
、
「
一
で
あ
る
と
同
時
に
他
で
あ
る
こ
と
」

e
t
c
.
I

「
地
平
構
造
の
欠
如
」
と
い
う
否
定
的
形
態
に
お
い
て
実
現
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。

イ
マ
ー
ジ
ュ
の
対
象
は
射
映
し
な
い
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マ
ー
ジ
ュ
の
出
現
様
態
は
、
そ
の

こ
の
こ
と
は
、
意
識
が
そ
れ
に
対
し
て
、

を
意
味
し
て
い
る
。
事
実
、

そ
も
そ
も
「
観
察
」
と
か
「
学
習
」
と
い
っ
た
「
認
識
的
」
態
度
を
と
り
え
な
い
こ
と

「
現
に
私
の
意
識
の
対
象
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
‘

得
の
「
知
」
を
喚
起
し
、

実
際
、

「
知
覚
す
る
」
と
は
、
本
来

「
自
分
が
現
に
見
て
い
る
以
上
の
も
の
を

サ
ル
ト
ル
が
好
ん
で
引
用
す
る
ア
ラ
ン
の
例
に
示
さ
れ
る
如
く
‘
想
像
上
の
パ
ン
テ
オ
ン
と
い
う
も
の
は
、

ŵ 
6
 

私
は
そ
の
円
柱
を
数
え
よ
う
と
試
み
る
こ
と
さ
え
で
き
な
い
」
の
で
あ
っ
て
、
イ

マ
ー
ジ
ュ
に
よ
る
パ
ン
テ
オ
ン
の
再
現
は
I

そ
れ
が
如
何
に
鮮
明
な
形
象
を
備
え
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
も
こ
の
対
象
に
関
し
て
新

し
い
認
識
を
獲
得
す
る
た
め
に
は
何
の
役
に
も
立
ち
え
な
い
の
で
あ
る
。
「
対
象
を
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
与
え
る
作
用
そ
の
も
の
の
内
に
、

h
 

そ
の
対
象
は
何
で
あ
る
か
と
い
う
認
識
が
既
に
含
ま
れ
て
い
る
」
の
で
あ
り
‘
む
し
ろ
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
実
質
を
構
成
し
て
い
る
の
は
‘
こ

み
出
そ
う
と
す
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
‘

の
対
象
に
つ
い
て
の
「
熟
知
」
と
そ
の
「
未
知
の
部
分
」
を
知
ろ
う
と
す
る
盲
目
的
な
「
欲
求
」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
意
識
は
既

み
か
け

そ
れ
を
再
構
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
の
欲
す
る
「
全
的
対
象
」
を
い
わ
ば
「
仮
象
の
全
体
」
と
し
て
生

“̂ h
 

「
あ
る
全
体
的
な
観
点
の
も
と
に
s
o
u
s
u
n
 
a
s
p
e
c
t
 
t
o
t
a
l
i
t
a
i
r
e
現
前
化
さ
れ
る
」
と
い
う
イ

「
本
質
的
貧
困
性

la
p
a
u
v
r
e
t
e
 
e
s
s
e
n
t
i
e
l
l
e
」

る
こ
と
s
a
v
o
i
r
」
と
は
た
だ
―
つ
の
も
の
で
し
か
な
い
。
知
覚
の
場
合
で
あ
れ
、

「
見
る
こ
と
v
o
i
r
」
と
「
知

の
裏
返
し
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

全
て
の
意
識
が
「
何
も
の
か
に
つ
い
て
の
意
識

c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
d
e
 
q
u
e
l
q
u
e
 
c
h
o
s
e
」
で
あ
る
限
り
、

イ
マ
ー
ジ
ュ
の
場
合
で
あ
れ
、

そ
の
志
向
は

la 
c
o
u
c
h
e
 
d
u
 
s
a
v
o
i
r
」
と
で
も
い
う
べ
き
意
識
の
構
造
契
機
を
通
過
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
ら
か
の
「
認
識
性
c
o
n
n
a
i
s
s
a
n
c
e
」

を
そ
の
身
に
帯
び
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
「
知
」
そ
れ
自
体
が
意
識
の
「
能
動
的
」
構
造
‘
―
つ
の
志
向
「
作
用
」
を
形

成
し
て
い
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
‘
想
像
的
変
様
の
心
的
過
程
を
通
じ
て
減
弱
化
す
る
の
は
特
に
こ
の
「
志
向
ー
知
」
の
構
造
な
の
で
あ
る
。

ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
学
説
が
指
摘
す
る
如
く
‘”̂ 

＾
 

に
見
て
い
る
の
と
は
別
の
仕
方
で
知
覚
す
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
い
る
。
例
え
ば
‘
眼
前
に
あ
る
こ
の
一
個
の
灰
皿
に
つ
い
て
の
知
覚
は
‘

ま
た
現

「
知
の
層
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知
の

同
時
に
、
こ
の
対
象
の
「
見
え
な
い
側
面
」
I

机
と
の
接
触
に
よ
っ
て
隠
さ
れ
て
い
る
灰
皿
の
裏
面
e
t
c

・
ー
—
に
対
す
る
認
識
を
も
含

ん
で
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
見
え
な
い
側
面
」
は

て
い
る
役
割
で
あ
る
。
知
覚
野
に
お
け
る
空
間
の
認
識
は
フ
ッ
サ
ー
ル
が

テ
ィ
ヴ
を
通
じ
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
時
間
的
連
続
に
お
い
て
与
え
ら
れ
た
同
一
の
知
覚
対
象
に
関
す
る
様
々
な
認
識
経
験
は

ー
一
方
で
は
過
去
の
射
映
に
対
す
る
「
記
憶
知
s
a
v
o
i
r
m
n
e
m
i
q
u
e
」
と
し
て
、
他
方
で
は
未
来
の
射
映
に
つ
い
て
の
「
前
述
語
的
推

I
'
i
n
f
e
r
e
n
c
e
 
a
n
t
e
 ,
 
p
r
e
d
i
c
a
t
i
v
e
」
と
し
て
I

知
覚
の
現
在
的
志
向
の
内
に
織
り
込
ま
れ
、
全
体
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

す
る
に
‘

「
見
え
る
側
面
」
と
の
関
係
を
指
示
す
る
空
虚
な
「
意
味
s
e
n
s
」
と
い
う
資
格
で
、
こ
の

て
い
る
の
は
事
物
の
見
え
な
い
側
面
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
も
‘
見
え
な
い
側
面
が
対
応
し
て
い
る
限
り
で
の
見
え
る
側
面
で
あ
り
、
要

，
 

h
 

そ
の
上
面
の
構
造
自
体
の
う
ち
に
〈
裏
面
〉
の
現
実
存
在
を
含
ん
で
い
る
限
り
で
の
こ
の
灰
皿
の
上
面
で
あ
る
。
」
一
般
に
‘

「
概
念
作
用
」
と
よ
ば
れ
て
い
る
の
は
‘

「
純
粋
状
態
」
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
っ
て
、

味
作
用
」
も
し
く
は

の
現
前
性
そ
の
も
の
の
内
に
滑
り
込
ま
せ
て
い
る
の
は

「
空
虚
な
志
向

I
'
i
n
t
e
n
t
i
o
n
v
i
d
e
」
、
す
な
わ
ち
「
知
」
が
果
し

そ
の
志
向
を
「
知
」

の
手
続
き
を
経
る
こ
と
な
く
直
観
の
地
平
に
お
い
て
現
前
化
す
る
こ
と
‘
言
い
換
え
れ
ば
、

「
対
象
の
諸
関
係
を
そ
れ
自
体
と
し
て

の
み
に
よ
っ
て
構
成
し
て
い
る
意
識
い
わ
ば
、

そ
れ
は
直
観
的
・
表
象
的
要
素
を
捨
象
し
た
単
な
る
「
規
則
の
意
識
c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
s

d
e
 
r
e
g
l
e
s
」
あ
る
い
は
「
対
象
の
関
係
構
造
に
つ
い
て
の
空
虚
な
意
識

c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
v
i
d
e
 
d
'
u
n
e
 
s
t
r
u
c
t
u
r
e
 
r
e
l
a
t
i
o
n
n
e
l
l
e
 
d
e
 

l'objet
」
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
、
灰
皿
の
裏
面
を
「
想
像
す
る
」
と
は
‘
何
よ
り
も
ま
ず
‘
こ
の
空
虚
な
「
知
」
を
1

灰
皿
を
裏
返
す
と
い
う
「
観
点
移
動
」

側
面
」

「意

い
う
ま
で
も
な
く
「
知
」
の
慟
き
で
あ
る
。

対
象
の

理

「
知
が
顕
在
的
に
思
念
し

「
見
え
な
い
側
面
」
を
ば

「
見
え
る

「
時
間
の
庭
」
と
よ
ん
だ
い
わ
ば
「
垂
直
的
」
な
ペ
ル
ス
ペ
ク

な
く
‘
問
題
は
‘
知
覚
対
象
の
こ
の
重
層
的
構
成
に
お
い
て

一
連
の

「
見
え
る
側
面
」
と
同
じ
仕
方
で
知
覚
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
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「
空
虚
さ
」
に
事
物
の
超
越
性
・
外
面
性
を
貸
し
与
え
る
何
ら
か
の

で
は
な
く
、
事
物
の
実
体
的
性
質

la

q
u
a
l
i
t
e
 
s
u
b
s
t
a
n
t
i
e
l
l
e
 

顕
在
化
さ
れ
‘

「
直
観
的
基
盤
」
と
い
う
も
の
が
必
要
で
あ
る
。

ロ
ウ
ソ
ク
の
炎
が

い
わ
ば

「
自
已
の
思
念
し
て
い
る
対
象
が
あ
た
か

＂^ h 

と
し
て
思
念
す
る
」
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
灰
皿
の
裏
面
が
そ
の
上

覚
意
識
の
潜
在
的
構
造
を
な
し
て
い
る
「
記
憶
知
」
が
志
向
全
体
の
織
目
の
中
か
ら
「
浮
ぴ
上
っ
て
き
て
、
そ
れ
自
体
と
し
て
定
立
さ
れ
、

扮

か
つ
減
弱
化
さ
れ
る
」
必
要
が
あ
る
。
し
か
も
‘
こ
の
よ
う
な
「
知
の
直
観
化II
減
弱
化
」
と
い
う
も
の
は
—
~
例
え
ば
‘

フ
ッ
サ
ー
ル
が
「
意
味
充
実

B
e
d
e
u
t
u
n
g
s
e
r
f
i
i
l
l
u
n
g

」
と
い
う
言
葉
で
語
っ
た
よ
う
な
ー
|
—
知
を
そ
の
外
部
か
ら
訪
れ
る
付
帯
的
・
偶

”̂ 

然
的
な
出
来
事
な
ど
で
は
な
い
。

「
意
味
意
識
（
知
）
は
そ
の
本
性
か
ら
し
て
空
虚
な
も
の
で
あ
っ
て
、
自
己
を
破
壊
す
る
こ
と
な
し
に

は
自
己
を
充
実
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」
直
観
の
次
元
に
降
下
し
減
弱
化
し
た
知
す
な
わ
ち
「
想
像
知
s
a
v
o
i
r

i
m
a
g
e
a
n
t
」
と
は
‘

も
は
や
自
己
自
身
を
空
虚
な
「
意
味
知

s
a
v
o
i
r

s
i
g
n
i
f
i
a
n
t

」
と
し
て
は
定
立
し
な
い
知
‘

の
も
の
に
お
い
て
そ
の
対
象
を
「
産
出
す
る
p
r
o
d
u
i
r
e
」
こ
と
を
目
指
す
意
識
‘
要
す
る
に
、

u
 

も
眼
前
に
存
在
し
て
い
る
か
の
如
く
ふ
る
ま
う
」
意
識
に
他
な
ら
な
い
。
従
っ
て
、
こ
の
場
合
も
ま
た
、
問
題
の
中
心
を
構
成
し
て
い
る
の

は
‘
意
識
の
自
己
に
対
す
る
魔
術
的
な
関
係
で
あ
り
‘
志
向
と
し
て
の
知
か
自
己
自
身
を
前
に
し
て
行
な
う
あ
る
種
の

j
e
u
 
s
y
m
b
o
l
i
q
u
e

」
な
の
で
あ
る
。

な
る
「
不
在
直
観

l"
intuition 
a
b
s
e
n
t
e

」
に
す
ぎ
な
い
以
上
‘

イ
マ
ー
ジ
ュ
の
対
象
を
構
成
し
て
い
る
の
か
そ
れ
自
体
―
つ
の
「
知
」
で
あ
り
、
そ
の
直
観
が
単

イ

マ

ジ

ネ

ー

ル

9
カ
ニ
ズ
ム

「
想
像
的
な
も
の
」
の
現
前
化
を
め
ぐ
る
一
連
の
心
的
機
制
は
、
結

局
の
と
こ
ろ
、
志
向
と
し
て
の
知
が
外
的
世
界
の
内
に
自
己
を
「
投
影
p
r
o
j
e
t
e
r
」
し
「
実
体
化
す
る

h
y
p
o
s
t
a
s
i
e
r
」
過
程
‘

「
知
の
自
已
疎
外
」
と
で
も
よ
び
う
る
よ
う
な
特
異
な
「
自
已
ー
意
識
」
の
構
造
に
帰
着
す
る
。
し
か
も
‘
こ
の
減
弱
化
し
た
知
か

み
か
け

単
な
る
仮
象
に
と
ど
ま
る
と
は
い
え
|
ー
ー
自
己
自
身
に
よ
っ
て
―
つ
の
「
対
象
」
と
し
て
定
立
さ
れ
る
た
め
に
は
‘
こ
の
志
向
と
し
て
の

面
に
は
ら
ま
れ
た
単
な
る
「
関
係
ー
意
味
」
で
あ
る
こ
と
を
や
め

あ
る
い
は
む
し
ろ
‘
こ
の
空
虚
な
思
念
そ

「
象
徴
的
演
戯
le

「
有
体
性
」
を
そ
な
え
た
一
個
の
直
観
表
象
と
な
る
た
め
に
は
‘
知



と
い
う
そ
れ
自
体
「
心
的
な
も
の
」
が
ア
ナ
ロ
ゴ
ン
の
役
割
を
果
し
て
い
る
。

ら
れ
た
ボ
ー
ル
を
表
象
す
る
場
合
、
彼
は
こ
の
ボ
ー
ル
の
上
昇
を
妨
げ
る
た
め
に
空
気
が
そ
れ
に
与
え
る
抵
抗
を
‘

仙

ソ
ハ
の
観
察
実
験
を
引
用
し
て
、
る
か
、
こ
の
場
合
‘

る
」
と
し
う
フ
ラ
‘

わ
れ
、

次
い
で
そ
れ
が
被
験
者
の
運
動
感
覚
を
喚
起
し
た
‘

を
思
念
す
る
こ
と
な
し
に
は
‘
こ
の
軌
跡
を
思
念
し
え
な
い
の
で
あ
り
、
彼
か
こ
の
抵
抗
を
わ
ざ
わ
ざ
表
象
し
よ
う
と
望
ま
な
い
場
合
で

,
 
゜

も
、
身
体
が
そ
れ
を
対
象
に
不
可
欠
な
補
足
分
と
し
て
模
倣
す
る
の
で
あ
る
。
」
こ
こ
で
は
、
「
空
気
の
抵
抗
」
と
い
う
運
動
感
覚
が
視
覚

マ
ー
ジ
ュ

!
'
i
m
a
g
e
m
e
n
t
a
l
e
」
に
お
い
て
は

「
感
情
性

「
活
性
化

a
n
i
m
e
r
」
し
つ
つ
、
不
在
の
対
象
を
ば
そ
の
「
有
体
性
」
に
お
い
て
思
念
す
る
。

似
し
た
も
の
」
で
あ
る
必
要
は
な
い
。
問
題
は
‘
知
が
む
し
ろ
「
類
似
化
」
あ
る
い
は
類
似
を
基
盤
と
し
た
「
同
一
化
」
と
い
う
仕

仰

方

で

何

ら

か

の

「

中

性

的

n
e
u
t
r
e
」
で
「
可
塑
的

p
l
a
s
t
i
q
u
e
」
な
素
材
に
加
え
る
あ
る
種
の
「
解
釈
」
、
要
す
る
に
、
こ
の
ア
ナ
ロ

像
意
識
の
系
列
を
上
昇
す
る
に
従
っ
て
、

つ
ね
に
そ
れ
自
体
に
お
い
て
「
表
現
的
な
も
の

e
x
p
r
e
s
s
if
」
、
つ
ま
り
そ
の
思
念
対
象
と
「
類

ゴ
ン
を
媒
介
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
‘
知
が
自
已
自
身
を
対
象
化
し
減
弱
化
す
る
そ
の
固
有
の
心
的
過
程
‘
に
存
し
て
い
る
。
実
際
、

⑬
 

そ
の
素
材
は
次
第
に
貧
困
化
す
る
」
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
上
限
と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
「
心
的
イ

は
肖
像
画
や
彫
刻
の
場
合
の
よ
う
に

既
に
述
べ
た
如
く
、
志
向
と
し
て
の
知
は

に
‘
知
の
減
弱
化
に
お
け
る
「
投
影
ー
屈
折

p
r
o
j
e
c
t
i
o
n
,
 
r
e
f
r
a
c
t
i
o
n
」

と
な
る
の
で
あ
る
。

48

ス
ク
リ
ー
ン
の
上
に
自
己
の
倒
立
像
を
投
影
す
る
た
め
に
は

な
ど
と
考
え
て
は
な
ら
な
い
。

'affectivite 

「
ア
ナ
ロ
ゴ
ン
」
を
通
じ
て
、
と
り
わ
け

r

そ
の

一
枚
の

の
心
的
過
程
は

「
類
似
性
」
を
直
観
表
象
の
素
材
と
し
て

し
か
し
、
こ
の
素
材
と
し
て
の
ア
ナ
ロ
ゴ
ン

」
も
し
く
は
「
運
動
感
覚

s
e
n
s
a
t
i
o
n
k
i
n
e
s
t
h
e
s
i
q
u
e
」

サ
ル
ト
ル
は
‘
例
え
ば
‘

む
し
ろ
‘

「
被
験
者
は
同
時
に
空
気
の
抵
抗

「
上
昇
す
る
ボ
ー
ル
の
軌
跡
」
が
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し
て
ま
ず
現

そ
の
手
足
に
感
じ
と

「
被
験
者
か
空
中
に
投
げ
上
げ 「想

「
ア
ナ
ロ
ゴ
ン
」
を
媒
介
と
し
て
の
み
可
能

「
レ
ン
ズ
」
に
よ
っ
て
そ
の
光
を
屈
折
さ
せ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
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的
形
象
の
ア
ナ
ロ
ゴ
ン
を
構
成
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

わ
け
で
あ
る
。
知
は
運
動
に
導
ぴ
か
れ
‘

『
存
在
と

へ
と
屈
折
し
て
し
ま
う
。
意
識
の
こ
の
滅
弱
化
を
動

「
無
限
に
射
映
す
る 「人

か
か
る
運
動
を
把
握
す
る
意
識
そ
れ
自
体
が
既
に
想
像
的
構
造
を
も
っ
て
い
る

か
つ
そ
の
内
で
「
受
肉
す
る

i
n
c
a
r
n
e
r
」
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
己
を
ま
さ
に
イ
マ
ー
ジ
ュ
と
し

⑯
 

て
意
識
す
る
|
|
志
女
す
る
に
、
知
は
ポ
ー
ル
が
上
昇
す
る
そ
の
不
在
の
軌
跡
を
「
自
己
の
身
体
を
も
っ
て
演
戯
し
、
模
倣
す
る
」
の
で
あ

る
。
未
開
人
の
宗
教
的
舞
踏
や
黒
魔
術
の
儀
式
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、

ナ
ロ
ゴ
ン
の
心
的
機
能
は
‘

い
わ
ば
一
っ⑰

 

の
「
パ
ン
ト
マ
イ
ム

p
a
n
t
o
m
i
m
e
」
あ
る
い
は
「
象
徴
的
に
近
似
し
よ
う
と
す
る
行
為

la
c
o
n
d
u
i
t
e
 s
y
m
b
o
l
i
q
u
e
m
e
n
t
 a
p
p
r
o
x
i
m
a
t
i
v
e
」

イ

マ

ー

ジ

ュ

を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
り
‘
想
像
的
意
識
を
そ
の
対
象
ヘ
ー
つ
ま
り
は
、
減
弱
化
し
た
知
を
そ
れ
自
身
へ
—

|
l

と
「
媒
介
す
る
」
ア

⑱
 

ま
さ
し
く
「
憑
依
さ
れ
た
霊
媒
le
m
e
d
i
u
m
 
e
n
 t
r
a
n
s」
の
そ
れ
に
他
な
ら
な
い
。
「
魔
術
的
な
も
の
—
非

合
理
な
も
の
」
は
時
と
と
も
に
風
化
し
、
文
化
人
類
学
や
民
俗
学
に
よ
っ
て
発
掘
さ
れ
る
べ
き
精
神
史
の
古
層
の
う
ち
に
埋
も
れ
て
し
ま

っ
た
わ
け
で
は
な
く
‘

こ
う
し
て
‘

間
的
現
実
la
realite 
h
u
m
a
i
n
e
」

機
づ
け
て
い
る
の
は
‘

イ
マ
ー
ジ
ュ
に
お
け
る
様
々
な
身
体
的
表
出
は
‘

む
し
ろ
人
間
意
識
の
あ
ら
ゆ
る
心
的
構
造
の
う
ち
に
1

そ
し
て
、
最
も
合
理
的
で
あ
る
べ
き
科
学
的
思
考
の
う

イ

マ

シ

ネ

ー

ル

ち
に
さ
え
常
に
厳
然
と
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
意
識
の
減
弱
化
過
程
を
通
じ
て
「
想
像
的
な
も
の
」
が
わ
た
し
た
ち
の
眼
前
に
生

,
 

み
出
さ
れ
る
時
は
い
つ
で
も
‘
わ
た
し
た
ち
は
自
己
自
身
に
対
し
て
一
人
の
「
魔
法
使
い

u
n
s
o
r
c
i
e
r
」
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

イ

マ

ジ

ネ

ー

ル

プ

シ

ュ

ケ

サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
「
想
像
的
な
も
の
」
（
よ
り
一
般
的
に
は
「
心
的
な
も
の
」
）
の
生
成
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
‘

の
宿
命
的
な
「
蹟
き

le
s
c
a
n
d
a
l
e
」
と
で
も
い
う
べ
き
も
の
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
人
間
は
そ
の

有
限
性
故
に
世
界
の
堅
固
な
秩
序
に
蹟
き
、
現
実
の
豊
饒
さ
と
苛
酷
さ
に
蹟
き
、
最
終
的
に
は
自
己
自
身
に
蹟
く
。

世
界
」
と
「
観
点
に
拘
束
さ
れ
た
意
識
」
と
い
う
知
覚
に
お
け
る
ノ
エ
マ
ー
ノ
ェ
シ
ス
の
志
向
構
造
は
、
一
連
の
滅
弱
化
過
程
に
よ
っ
て
、

想
像
的
世
界
の
「
本
質
的
貧
困
性
」
と
想
像
的
意
識
に
お
け
る
「
観
点
の
全
体
性
」

ま
さ
し
く
「
有
限
性
II事
実
性
」
と
い
う
意
識
の
存
在
条
件
そ
の
も
の
‘

あ
る
い
は
む
し
ろ

i

後
の
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(5) 

ibid., 
P
.
7
5
 

(4) (3) 

L
ゴ

i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
,
p
.
3
4
 

同
書
、
第
六
研
究
（
立
松
訳
）
、
六
二
頁
。

峯

滝
浦
静
雄
『
想
像
の
現
象
学
』

峯 峯

に
関
す
る
以
下
の
解
釈
は
‘

そ
の
大
部
分
を
次
の
著
作
に
依
存
し
て
い
る
。

E• 

H
u
s
s
e
r
l
,
 
l
d
e
e
s
 
d
i
r
e
c
t
r
i
c
e
s
 
p
o
u
r
 
u
n
e
 
p
h
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
,
 に
つ
け
ら
れ
た
仏
訳
者

P.
R
i
c
o
e
u
r
の
諸
註
。

M
.
 
M. 
S
a
r
a
i
v
a
,
 
L
'
i
m
a
g
i
n
a
t
i
o
n
 
s
e
l
o
n
 
H
u
s
s
e
r
l
.
 

(2) (1) 

E
・
フ
ッ
サ
ー
ル

L
"
 im
a
g
i
n
a
i
r
e
,
 p
.
2
4
 

注
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

イ
マ
ー
ジ
ュ
は
自
ら
の
有
限
性
を
「
無
限
な
る
も
の
一
'infini

」

へ
と
逆
立
ち
さ
せ
、

無
』
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
定
式
に
従
う
な
ら
1

人
間
的
現
実
を
そ
の
内
面
か
ら
構
成
す
る
あ
る
種
の
存
在
論
的
「
欠
如
」
、
要
す
る
に
‘

⑩

卸

そ
の
「
存
在
の
無
le
n
e
a
n
t
 
d
'
e
t
r
e

」
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。
意
識
は
「
無
を
原
因
と
し
て
a
c
a
u
s
e
 d
e
 
r
i
e
n
」
想
像
し
、
「
想
像

ジ

ネ

ー

ル

的
な
も
の
」
と
は
‘
意
識
が
自
己
の
実
存
の
最
深
部
に
漠
然
と
感
じ
と
っ
て
い
た
こ
の
「
無
」
に
与
え
た
―
つ
の
「
形
象
u
n
e
f
i
g
u
r
e
」

み
か
け

「
無
」
を
「
仮
象
の
存

在
」
と
し
て
投
影
し
実
体
化
す
る
サ
ル
ト
ル
に
お
け
る
「
無
の
定
立
」
と
い
う
命
題
の
根
源
的
な
意
味
は
‘

お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な

『
論
理
学
研
究
•
第
二
巻
』
、
第
五
研
究
（
立
松
•
松
井
訳
）
、
四
ニ
ニ
頁
。
た
だ
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
想
像
力
論
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(32) (3U 

i
b
i
d
.
,
 
p
.
1
6
1
 

i
b
i
d
.
,
 
p
.
2
1
 

(30) 

L
五

i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
,

p
.
1
1
7
 

い
の
で
あ
る
。

p
.
 

1
7
0
.
 

こ
こ
に
は
、
知
覚
に
準
ず
る
も
の
‘

れ
て
い
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
現
在
で
は
既
に
「
準
ー
観
察
」

こ
こ
で
あ
え
て
異
訳
を
用
い
る
こ
と
は
し
な
い
が
、
こ
れ
ま
で
述
べ
た
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
な
如
く
‘

葉
は
ラ
テ
ン
語
本
来
の
意
味
ー
「
あ
た
か
も
…
の
如
-
_
,
-
c
o
m
m
e
 s
i
」I

に
さ
か
の
ぼ
っ
て
把
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
り
、
「
準
」

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
「
擬
似
（
似
非
）
p
s
e
u
d
o」
、
「
偽
f
a
u
x
」
あ
る
い
は
「
仮
象
の
a
p
p
a
r
e
n
t
」
と
い
う
ニ
ュ
ア
ン
ス
の
方
が
強

~9) (28) (21) (26) (2~ 

i
b
i
d
 

i
b
i
d
.
 

i
b
i
d
.
,
 
p
.
1
6
5
 

i
b
i
d
.
,
 
p
.
1
2
0
 |

2

 

⑳

L
"
 i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
,
 
p
.
1
6
1
 

⑳
 
E
s
q
u
i
s
s
e
,
 
p
.
4
5ー

6

(22) 切1)

i
b
i
d
.
,
 
p
.
1
6
1
 

i
b
i
d
.
,
 
p
.
1
5
5
 

あ
る
い
は
‘

そ
の
近
似
的
な
前
段
階
を
占
め
る
も
の
‘

《

q
u
a
s
i
》
と
い
う
言

と
い
っ
た
意
味
あ
い
は
何
ら
含
ま

と
い
う
訳
語
が
定
着
し
て
し
ま
っ
て
い
る
以
上
‘
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(48) (41) (46) (45) (44) 

E.N., 
p
.
 2
1
0
.
 

E
s
q
u
i
s
s
e
,
 
p. 5
0
.
 

i
b
i
d
.
,
 
p
.
4
8
.
 

i
b
i
d
.
,
 p.152

—

3 

i
b
i
d
.
,
 
p
.
1
5
2
 

(43) (42) 

i
b
i
d
.
,
 
p
.
 7

3
.
 

i
b
i
d
.
,
 
p
.
3
2
.
 

(41) (40) 

i
b
i
d
.
,
 
p
.
1
3
8
 

L
"
 i
m
a
g
i
n
a
i
r
e
,
 
p
.
3
9
.
 

が
表
現
の
意
味
を
阻
害
し
う
る
わ
け
で
も
な
い
。
」

(39) 

「
想
像
心
像
の
現
存
が
表
現
の
有
意
味
性
（
な
い
し
は
そ
の
意
味
さ
え
も
）
を
形
成
す
る
わ
け
で
も
な
く
‘

(38) (31) (36) (35) 

i
b
i
d
.
,
 
p
.
1
5
8
 

i
b
i
d
.
,
 
p
.
9
2
.
 

ibid•• 

p
.
8
0
 e
t
 9
0
.
 

i
b
i
d
.
,
 
p
.
1
5
7
.
 

(34) (33) 

i
b
i
d
.
,
 
p
.
1
5
6
 

i
b
i
d
.
,
 
p
.
7
9
 

ま
た
想
像
心
像
の
欠
如

『
論
理
学
研
究
・
第
二
巻
』
、
第
二
研
究
（
立
松
・
松
井
・
赤
松
訳
）
、
六
二
頁
。
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『
存
在
と
無
』
が
今
日
な
お
保
持
し
て
い
る
思
想
史
上
の
意
義
を
定
着
す
る
に
あ
た
っ
て
、
「
心
理
学
と
精
神
分
析

学
の
基
礎
を
確
立
し
よ
う
と
す
る
、
現
存
す
る
唯
一
の
試
み
」
で
あ
る
‘
と
述
べ
て
い
る
。
本
稿
の
主
題
は
、
あ
る
意
味
で
、
こ
の
よ
う

な
ゴ
ル
ツ
の
評
価
の
妥
当
性
を
「
現
存
す
る
唯
一
の
試
み
」

か
く
わ
た
し
た
ち
な
り
の
視
点
‘
具
体
的
に
は
「
疎
外
ー
物
象
化
」
論
の
基
軸
を
も
っ
て
検
証
す
る
（
と
い
う
よ
り
は
‘
追
認
す
る
）
こ

と
を
目
指
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
‘

お
い
て
、
経
験
的
•
実
証
的
心
理
学
の
根
源
的
臆
見
を
「
擬
物
論
的
思
考
」
と
し
て
摘
出
し
批
判
す
る
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
こ
の
思

考
を
生
み
出
す
想
像
意
識
の
心
的
過
程
と
そ
の
メ
カ
ニ
ス
ム
—
|
_
す
な
わ
ち
‘

と
い
う
こ
の
方
法
論
上
の
二
重
構
造
は
‘

て
必
然
的
か
つ
不
可
欠
な
中
心
主
題
と
し
て
据
え
な
お
し
た
点
に
そ
の
特
質
を
も
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
「
還
元
の
論
理
ー
生
成
の
論
理
」

た
ん
に
サ
ル
ト
ル
に
お
け
る
心
理
学
批
判
の
條
底
性
・
否
定
性
を
示
す
だ
け
で
な
く
、
同
時
に

心
理
学
を
真
の
人
間
科
学
と
し
て
確
立
し
よ
う
と
す
る
き
わ
め
て
栢
極
的
な
志
向
を
も
そ
の
射
程
の
う
ち
に
包
摂
す
る
も
の
で
あ
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
批
判
と
は
何
よ
り
も
ま
ず
「
自
己
批
判
」

A
・
ゴ
ル
ツ
は

(51) (50) (49) 

III ibid., 
p
.
1
8
1
 

E
g
o
.
,
 
p
.
6
4
.
 

で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
な
お
留
保
を
要
す
る
と
し
て
も
l

と
も

と
い
っ
て
よ
い
か
も
知
れ
な
い
。
既
に
述
べ
た
如
く
‘

L
"
 im
a
g
i
n
a
i
r
e
,
 
p
.
2
5
 
e
t
 2
3
7
 

サ
ル
ト
ル
の
現
象
学
的
心
理
学
は
‘

の
謂
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
学
の
成
立
根
拠
は
‘

む
し
ろ
そ
の
学
自
身
に
よ
る
徹
底

「
意
識
の
減
弱
化
」
の
解
明
を
心
理
学
自
身
に
と
っ

一
方
に
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な
し
て
い
る
の
は
‘
ま
さ
に
こ
の

プシュケ

「心的なもの」の疎外構造

自
己
を
前
に
し
て
行
な
う
―
つ
の

「
自
己
を
前
に
し
て
の
演
戯
」
と
い
う
性
格

で
あ
る
。

析
と
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
い
換
え
れ
ば

「
減
弱
化
ー
自
己
欺
暉
ー
他
有
化
」
と
い
う
こ
れ
ら
サ
ル
ト
ル
固

の
問
題
ー
ー
—
と
く
に
、
そ
の
「
他
有
化
a
臣
n
a
t
i
o
n

き
た

「
減
弱
化
」

の
諸
問
題
は
、
直
接
的
に
は

的
な
自
己
解
体
の
作
業
以
外
の
何
も
の
で
も
な
い
。

サ
ル
ト
ル
が
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
ー
＇
~
と
り
わ
け
、
そ
の

②
 

ム
」
の
受
容
と
継
承
を
通
じ
て
、
自
ら
の
思
想
を
一
個
の
「
デ
カ
ル
ト
主
義
」
と
し
て
規
定
し
え
た
所
以
も
ま
た
こ
の
点
に
存
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
初
期
四
著
作
の
主
題
か
『
存
在
と
無
』
に
い
た
っ
て
も
一
貰
し
て
堅
持
さ
れ
展
開
さ
れ
て
お
り
、

が
そ
の
決
定
的
な
体
系
化
を
意
図
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。

あ
え
て
結
論
か
ら
先
に
い
っ
て
し
ま
え
ば
、

し
て
、
同
第
三
部
の
「
対
他
存
在

l'etre
,
 
p
o
u
r
 ,
 au
t
r
u
i
」

有
の
「
疎
外
」
概
念
の
論
理
的
連
関
を
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
‘
逆
に
‘

ー
い
わ
ば
「
疎
外
論
の
展
開
」
と
い
う
一
貫
し
た
形
態
に
お
い
て
1

素
描
し
浮
き
彫
り
に
し
う
る
の
で
は
な
い
か
‘

前
節
の
考
察
が
示
す
よ
う
に
、
減
弱
化
の
心
的
過
程
は
、
何
よ
り
も
ま
ず
‘
土
息
識
の
自
己
自
身
に
対
す
る
魔
術
的
な
関
係
、
も
し
く
は

「
象
徴
的
演
戯
」
、
と
し
て
性
格
づ
け
ら
れ
る
。

し
さ
に
つ
き
ま
と
わ
れ
て
い
る
。
事
実
、

わ
た
し
た
ち
が
こ
れ
ま
で
初
期
四
著
作
の
中
心
的
概
念
と
し
て
も
っ
ぱ
ら
俎
上
に
載
せ
て

『
存
在
と
無
』
第
一
部
に
お
け
る
「
自
己
欺
隔

la
m
a
u
v
a
i
s
e
 
foi
」

る
「
虚
偽
の
意
識
la
f
a
u
s
s
e
 c
o
n
s
c
i
e
n
c
e
」
に
他
な
ら
な
い
。

む
し
ろ
後
者

の
章
を
媒
介
と

」
を
め
ぐ
る
諸
分

『
存
在
と
無
』
に
い
た
る
ま
で
の
初
期
思
想
の
歩
み
全
体
を
ー
＇

と
い
う
こ
と
な
の

イ
マ
ー
ジ
ュ
や
情
動
を
は
じ
め
と
す
る
様
々
な
心
的
現

象
は
ー
|
そ
の
根
底
に
意
識
自
身
の
還
元
不
可
能
な
否
定
性
ー
空
無
性
を
か
か
え
た
も
の
で
あ
る
限
り
つ
ね
に
あ
る
種
の
い
か
が
わ

イ
マ
ー
ジ
ュ
と
は
―
つ
の
「
仮
象
」
で
あ
り
‘
滅
弱
化
し
た
意
識
と
は
本
来
的
な
意
味
に
お
け

し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
問
題
の
核
心
を

3
 

,. 

い
わ
ば
そ
の
特
異
な
「
再
帰
的
r
e
f
l
e
c
h
i
」
構
造
な
の

「
哲
学
的
ラ
デ
ィ
カ
リ
ス



演
戯
意
識
に
お
け
る
こ
の

「
憑
依
」
と
「
覚
醒
」
と
の
ー
＇
~
あ
る
い
は

d
o
x
e
 
d
u
 
c
o
m
e
d
i
e
n
」
が
存
し
て
い
る
の
で
あ
り

ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
‘
減
弱
化
し
た
意
識
に
お
け
る
こ
の
演
戯
的
構
造
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
を
あ
え
て
劇
場
の
舞
台
の
上
に
求
め
よ
う

「
演
劇
」
な
る
も
の
が
通
常
意
味
し
て
い
る
よ
う
な
「
俳
優
」
と
そ
の
「
観
客
」
と
の
間
主
観
的
関
係
で
は
な

く
‘
む
し
ろ
舞
台
の
上
の
俳
優
が
i

演
戯
者
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
ー
~
必
然
的
に
生
み
出
さ
ざ
る
を
え
な
い

で
あ
り
、
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
俳
優
自
身
と
彼
の
演
ず
る
―
つ
の

造
に
他
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

わ
ら
ず
‘

つ
ね
に
彼
の
演
戯
意
識
の
「
対
象
」
と
し
て
ー
ー
＇
つ
ま
り
は
、
彼
自
身
で
は
あ
ら
ぬ
者
と
し
て
明
確
に
措
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か

⑤
 

ま
さ
に
か
か
る
自
已
意
識
そ
の
も
の
の
内
に
お
い
て
彼
を
呪
縛
し
憑
依
す
る
。
舞
台
に
の
ぼ
っ
た
演
戯
者
は
、
自
分
が
ハ
ム
レ

ッ
ト
や
オ
セ
ロ
で
あ
る
こ
と
を
全
面
的
に
信
じ
こ
む
と
同
時
に
‘

俳
優
が
自
己
を
ハ
ム
レ
ッ
ト
と
し
て
信
憑
す
る
仕
方
そ
れ
自
体
が
、
彼
に
と
っ
て
は
、
自
己
が
俳
優
で
あ
る
こ
と
を
知
る
〔
従
っ
て
、
自
己

⑥
 

か
ハ
ム
レ
ッ
ト
で
あ
る
と
は
信
じ
な
い
〕
彼
流
の
仕
方
」
な
の
で
あ
る
。

と
す
る
な
ら

そ
れ
は

ヽ

そ
こ
に
は

「
嘘
を
つ
く
こ
と
m
e
n
t
i
r
」
で
あ
る
‘

デ
ィ
ド
ロ
の
卓
抜
な
演
戯
論
以
後
‘

と
い
う
ご
く
直
裁
的
な
言
い
方
が

「
嘘
を
つ
く
と
き
の
相
手
と
‘
嘘
を
つ
く
当
人
と

許
さ
れ
る
と
す
れ
ば
、
演
戯
と
し
て
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
が
呈
示
す
る
際
立
っ
た
特
徴
は
、

④
 

が
、
こ
の
場
合
に
は
全
く
の
同
一
人
物
で
あ
る
」
と
い
う
点
に
こ
そ
存
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
意
識
は
、
自
ら
「
欺
く
者
」
で

あ
る
限
り
に
お
い
て
、
当
然
、
真
実
の
何
で
あ
る
か
を
つ
ね
に
「
熟
知
s
a
v
o
i
r
」
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
‘
逆
に
、
自
ら
「
欺
か
れ
る

者
」
で
あ
る
限
り
に
お
い
て
は
‘
こ
の
真
実
か
ら
遠
ざ
け
ら
れ
I

い
わ
ば
嘘
を
真
実
と
し
て
「
信
じ
こ
ん
で
c
r
o
i
r
e
」

あ
ま
り
に
も
有
名
と
な
っ
た
「
演
戯
者
の
逆
説
le
p
a
r
a
-

一
人
の
俳
優
が
演
ず
べ
き
何
ら
か
の
役
柄
（
人
物
p
e
r
s
o
n
n
a
g
e
)
と
い
う
も
の
は
‘

56

で
あ
る
。
演
戯
と
は
真
実
を
お
お
い
隠
す
こ
と
ー
'
|
つ
ま
り

か
た
と
き
も
そ
れ
を
信
じ
て
は
な
ら
な
い
。

い
な
け
れ
ば
な

「
自
己
意
識
の
屈
折
」

あ
る
い
は
む
し
ろ
、
「
こ
の7

 

,~ 

「
信
憑
c
r
o
y
a
n
c
e
」
と
「
知
s
a
v
o
i
r
」
と
の
「
不
合
理
な
総
合
」

「
役
柄

u
n
r
o
l
e
」
と
の
間
に
生
じ
た
き
わ
め
て
両
義
的
な
関
係
構
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「心的なもの」の疎外構造

を
拓
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
に
お
い
て

入
は

床
的
研
究
を
出
発
点
と
し
て

開
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
‘
充
分
注
目
さ
れ
て
よ
い
事
実
で
あ
る
。
実
際

フ
ロ
イ
ト
理
論
の
最
大
の
成
果
は
、
ヒ
ス
テ
リ
ー
に
関
す
る
臨

厳
密
な
論
理
化
を
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て

こ
そ
‘

イ

マ

ジ

ネ

ー

ル

サ
ル
ト
ル
が
『
想
像
的
な
も
の
』

て
論
じ
た
‘

用
し
つ
つ
‘

ー
え
ょ
、

伍
~
-
'

の
中
で
特
に
「
想
像
力
の
病
理
学

la
p
a
t
h
o
l
o
g
i
e
 
d
e
 
!'imagination
」
な
る
一
章
を
設
け

そ
の
イ
マ
ー
ジ
ュ
論
の
中
心
を
占
め
る
べ
き
問
題
な
の
で
あ
り
、
最
終
的
に
は
‘

な
っ
た
の
で
あ
る
。

「
本
質
上
、
非
現
実
的
な
も
の
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
イ
マ
ー
ジ
ュ
の
現
実
性
を
、
意
識
は
一
体
如
何
に
し
て
信

8
 

憑
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
〗
サ
ル
ト
ル
の
苦
心
は
、
強
迫
観
念
‘
妄
想
‘
幻
覚fc

・
と
い
っ
た
様
々
な
精
神
病
理
学
的
事
例
を
引

し
か
も
、
決
し
て
フ
ロ
イ
ト
的
な
「
無
意
識
」
概
念
に
依
拠
す
る
こ
と
な
く
‘
こ
の
問
い
に
対
す
る
合
理
的
な
解
答
を
ま
さ

に
現
象
学
的
な
「
コ
ギ
ト
」

『
存
在
と
無
』
に
お
け
る
あ
の
膨
大
な
人
間
学
の
体
系
の
導
入
部
を
構
成
す
る
も
の
と

の
地
平
に
お
い
て
見
い
出
そ
う
と
し
た
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
意
識
の
減
弱
化
ー
ー
ー
と
く
に
‘

い
わ
ゆ
る
「
神
経
症
」

そ
の
演
戯
的
構

造
I

お
よ
び
自
已
欺
暉
を
め
ぐ
る
サ
ル
ト
ル
の
議
論
が
、
も
っ
ぱ
ら
フ
ロ
イ
ト
の
精
神
分
析
学
に
対
す
る
批
判
作
業
を
中
心
と
し
て
展

の
様
々
な
症
状
の
根
底
に
、
無
意
識
的
な
も
の
に
よ
る
「
動
機
づ
け
la
m
o
t
i
v
a
-

tion
」
の
メ
カ
ニ
ス
ム
を
発
見
し
た
点
に
存
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、

フ
ロ
イ
ト
に
よ
る
「
意
識
ー
無
意
識
」
と
い
う
二
元
構
造
論
の
導

「
病
的
」
意
識
に
と
も
な
う
不
合
理
で
矛
盾
し
た
諸
現
象
を
「
新
し
い
形
の
決
定
論
」
に
よ
っ
て
科
学
的
に
解
明
1
1

合
理
化
す
る
途

フ
ロ
イ
ト
自
身
は
少
な
く
と
も
‘

そ
の
初
期
の
臨
床
的
著
作
に
関
す
る
限
り
は

む
し
ろ
徹
底
的
な
合
理
主
義
者
、
実
証
主
義
者
で
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ
り
、
従
っ
て
ま
た
、
そ
れ
ら
の
も
つ
必
然
的
限
界
ー
ー
_

゜

そ
の
「
無
意
識
」
論
の
前
提
を
な
す
大
脳
局
所
説
、
あ
る
い
は
、
物
理
学
や
動
力
学
（
と
く
に
、
水
力
学
）
か
ら
の
お
び
た
だ

し
い
暗
喩
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
た
周
知
の
擬
物
論
的
思
考
を
も
、
同
時
に
共
有
し
て
し
ま
う
結
果
に
な
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
‘

し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
サ
ル
ト
ル
の
「
フ
ロ
イ
ト
嫌
い
」
な
る
も
の
に
し
て
も
、
必
ず
し
も
「
サ
ル
ト
ル
の
呪
う
べ
き
透
明
さ
」
に
由
来

「
自
己
欺
睛
」

の
概
念
の
内
に
収
紋
さ
れ



58 

的
な
も
の
に
よ
る
意
識
の
動
機
づ
け
」
ー
ー
i

検
閲
、
抑
圧

レ
ト
レ
よ

J

J

,

＇ー

す
る
も
の
で
は
な
く
‘
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
心
理
学
批
判
」
の
論
理
展
開
か
ら
す
れ
ば
き
わ
め
て
一
貫
し
た
態
度
と
い
っ
て
よ
い
の
で
あ

っ
て
、

サ
ル
ト
ル
が
フ
ロ
イ
ト
理
論
に
注
ぐ
執
拗
な
ま
で
の
批
判
•
攻
撃
は
‘

事
実
‘

サ
ル
ト
ル
に
お
け
る
「
減
弱
化
ー
自
己
欺
盛
」

し
さ
ら
に
大
き
く
展
開
さ
せ
よ
う
と
す
る
積
極
的
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。

「
信
じ
る
と
は
自
分
が
信
じ
て
い
る
こ
と
を
知
る
こ
と
で
あ

“̂ 

り
、
自
分
が
信
じ
て
い
る
こ
と
を
知
る
と
は
、
も
は
や
何
も
の
を
も
信
じ
な
い
こ
と
で
あ
る
」
い
わ
ば
「
鏡
と
そ
の
反
映
と
の
絶
え
ま
な

⑬

⑭

 

い
戯
れ
」
に
も
似
た
こ
の
減
弱
化
し
た
意
識
に
お
け
る
「
知
」
と
「
信
」
の
弁
証
法
は
、
そ
れ
自
体
不
安
定
で
「
は
か
な
い
e
v
a
n
e
s
c
e
n
t
J

現
象
に
す
ぎ
な
い
と
は
い
え
‘

「
自
己
欺
隔
」

る
。
従
っ
て
、

の
理
論
は
‘

フ
ロ
イ
ト
学
説
が
も
た
ら
し
た
豊
か
な
成
果
を
現
象
学
と
い
う
自
已
の
土
壌
に
移
植

し
か
し
な
お
自
律
的
で
持
続
的
な
意
識
の
一
現
実
形
態
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。
要
す
る
に
‘

「
意
識
ー
無
意
識
」
の
二
元
論
に
よ
っ
て

l

少
な
く
と
も
、

の
概
念
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
‘

的
性
格
へ
の
批
判
を
は
ら
み
つ
つ
も
、
他
方
で
は

る
も
の
で
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

「
意
識
」

「
無
意
識
」

む
し
ろ
後
者
の
前
者
に
対
す
る
決
定
的
な
影
響
を
暗
示
す

「
無
意
識
」
概
念
に
つ
き
ま
と
う
決
定
論
的
・
擬
物
論

の
領
野
に
お
い
て
は

i

解
消
し
て
し
ま
っ
た
両
義
性
を
、

ま
さ
に
意
識
の
「
意
識
的
」
構
造
と
し
て
逆
に
定
着
し
確
立
し
た
、

「
無
意
識
」
概
念
の
も
つ
不
合
理
さ
は
‘

い
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
サ
ル
ト
ル
に
と
っ
て
‘

，
 

h
u
 

s
i
f
i
e
_
r

〉
し
た
」
も
の
|
|
—
つ
ま
り
は
‘
心
理
学
者
フ
ロ
イ
ト
自
身
の
擬
物
論
的
錯
覚
の
所
産
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
点
に
存
し
て
い

＾
 

h
u
 

「
も
し
わ
た
し
た
ち
が
精
神
分
析
学
の
も
つ
擬
物
論
的
な
神
話
や
述
語
を
退
け
る
な
ら
ば
」
、
フ
ロ
イ
ト
の
言
う
「
無
意
識

そ
れ
が
「
自
己
欺
盛
を
実
体
化
し
〈
擬
物
化
c
h
o
,
 

コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス

f
c．
ー
と
は
‘

ま
さ
し
く
意
識
の
自
己
欺
隔
的
構
造
以

外
の
何
も
の
で
も
あ
ら
ぬ
こ
と
が
知
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
精
神
分
析
学
の
現
代
思
想
に
対
す
る
寄
与
は
、

な
ど
と
い
う
曖
昧
で
不
合
理
な
概
念
を
捏
造
し
た
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
‘ 一

方
で

サと

む
し
ろ
人
間
的
事
象
に
と
も
な
う
様
々
な
矛
盾
や
曖
昧
さ
を ゞ

フ
ロ
イ
ト
カ
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「心的なもの」の疎外構造

よ
り
も
ま
ず
、
意
識
の

「
自
己
性

欺
隔
に
陥
っ
た
意
識
の
再
帰
的
構
造
i

す
な
わ
ち

そ
の
原
理
上
、
自
己
自
身
で
は
あ
ら
ぬ
も
の
ー
|
{
つ
ま
り
は

一
個
の
「
他
者

I
'
A
u
t
r
e
」
を
演
じ
る
こ
と
に
す
ぎ
な
い
以
上
、
自
己

I

単
な
る
論
理
上
の
そ
れ
に
還
元
す
る
か
わ
り
に
I

無
意
識
と
い
う
形
態
で
人
間
存
在
の
内
面
奥
深
く
に
導
き
入
れ
た
‘

る
近
代
合
理
性
の
枠
を
越
え
‘

た
っ
た
の
で
あ
り
‘

フ
ロ
イ
ト
に
よ
っ
て
初
め
て
‘

人
間
存
在
は
デ
カ
ル
ト
の
「
ゴ
ギ
ト
」
に
代
表
さ
れ

そ
れ
自
体
の
内
に
魔
術
や
非
合
理
性
の
暗
黒
を
は
ら
ん
だ
‘

と
い
う
と

よ
り
広
範
な
領
野
と
し
て
措
定
さ
れ
る
に
い

サ
ル
ト
ル
の
試
み
も
ま
た
‘
こ
う
し
た
フ
ロ
イ
ト
の
志
向
に
決
し
て
逆
行
す
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
精

神
分
析
学
は
、
無
意
識
的
な
も
の
と
意
識
的
な
も
の
と
の
間
に
、
自
律
的
で
し
か
も
自
己
欺
隔
的
な
意
識
を
打
ち
立
て
た
」
と
い
う
サ
ル

ト
ル
自
身
の
規
定
は
、
自
己
欺
隔
と
い
う
彼
固
有
の
概
念
に
よ
る
フ
ロ
イ
ト
理
論
の
乗
り
越
え
で
あ
る
と
同
時
に
、
前
者
に
よ
る
後
者
の

今
や
‘

わ
た
し
た
ち
は
、
本
稿
に
残
さ
れ
た
最
後
の
問
題
I

す
な
わ
ち
‘
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
「
減
弱
化
」
お
よ
び
「
自
己
欺
隔
」

要
求
せ
ざ
る
を
え
な
い
所
以
は
、

「
他
有
化
」

の
そ
れ
へ
と
架
橋
す
る
初
期
サ
ル
ト
ル
の
疎
外
論
の
も
う
―
つ
の
環
を
簡

「
減
弱
化
ー
自
己
欺
隔
」

の
概
念
が
―
つ
の
体
系
的
な
「
他
者
」
論
の
構
築
を
必
然
的
に

ま
さ
し
く
前
者
の
演
戯
的
構
造
そ
の
も
の
の
内
に
存
し
て
い
る
。
何
故
な
ら
、
演
戯
と
い
う
も
の
が
、

と
な
る
こ
と
、
も
し
く
は
、
自
己
に
対
し
て
こ
と
さ
ら
「
他
者
の
観
点
」
を
と
る
こ
と
‘

ら
で
あ
る
。
意
識
は
‘
自
己
を
演
じ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

の
生
成
に
と
も
な
っ
て
‘
減
弱
化
し
た
意
識
の
う
ち
に
何
ら
か
の

ヽ

l'ipseite
」

「
自
己
を
前
に
し
て
の
演
戯
」
と
は
、
意
識
が
自
己
自
身
に
対
し
て
一
人
の
他
者

そ
の
内
部
構
造
に
或
る
決
定
的
な
分
裂
を
導
び
き
入
れ
る
。

の
喪
失
‘

を
意
味
し
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

プ

シ

ュ

ケ

「
心
的
な
も
の
」

「
変
質

!
'
a
l
t
e
r
a
t
i
o
n

」
が
生
じ
て
い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

あ
る
い
は
む
し
ろ
‘

そ
れ
は
何

か
か
る
自
己
性
の
た
だ
中
に
お
け
る
「
他
者
性
l'alteー

単
に
た
ど
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
事
実

に
関
す
る
諸
理
論
を

「
対
他
存
在
」
も
し
く
は

認
識
論
的
・
存
在
論
的
基
礎
づ
け
の
努
力
を
あ
ら
わ
し
て
い
る
。

）
ろ
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
逆
に
い
え
ば
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成
は .、nte」

む
し
ろ
そ
の
根
底
に
意
識
の

「
他
者
ー
体
験
」
を
含
ん
で
い
る
の
で
あ
り

疎
外

!'alienation

8
 

「
減
弱
化
ー
自
己
欺
隔
」
と
は
‘
「
自
已
を
他
た
ら
し
め
る
こ
と

s
e
f
a
i
r
e
 
a
u
t
r
e
」

か
も
、

0
“
 

“U
 

努
力
」
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

Ol 
h
 ゞ

生
み
出
す
「
エ
ゴ
」
と
い
う
名
の
心
的
対
象
で
あ
る
。

l
e
x
1
o
n
 i
m
p
u
r
e
」
カ

「
自
己
で
あ
り
続
け
な
が
ら
か
つ
他
者
で
あ
ろ
う
と
す
る
た
め
の

p
o
u
r

e
t
r
e
 
a
u
t
r
u
i
 
e
n
 
r
e
s
t
a
n
t
 
s
o
i
、
意
識
の
流
産
し
た

し
て
い
る
こ
と
は
疑
い
え
な
い
。

い
る
の
だ
と
す
れ
ば
、

こ
の
意
味
に
お
い
て
、
自
己
欺
隔
的
意
識
の
最
も
典
型
的
な
形
態
は
‘

定
立
す
る
時
、
ま
さ
し
く
前
者
は
後
者
に
対
し
て
他
者
の
観
点
を
と
っ
て
い
る
の
で
あ
り
‘

よ
っ
て
仮
構
さ
れ
た
「
内
な
る
他
者
」

で
あ
り
、

反
省
意
識
が
被
反
省
意
識
を
自
己
の
「
認
識
」
対
象
と
し
て

あ
る
い
は
、
現
実
的
意
識
に
対
す
る
そ
の
絶
対
的
な
自
立
性
・
超
越
性
か
ら
す
れ
ば
‘

む
し
ろ
「
内
な
る
神
」
と
呼
ば
れ
る
に
ふ
さ
わ
し
い
存
在
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
が
好
ん
で
引
用
す
る
ラ
ン
ボ
ー
の
言
葉
ー
ー
ー
「
我
れ
と
は

u
 

h
 

こ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

一
個
の
他
者
で
あ
る
J

e
 e
s
t
 
u
n
 a
u
t
r
e」
|
|
—
は

「
減
弱
化
ー
自
已
欺
睛
」
の
心
的
構
造
か
‘

そ
し
て
、
人
間
ー
意
識
が
こ
の
よ
う
に
自
己
の
存
在
そ
の
も
の
の
内
に
―
つ
の

そ
こ
に
は
‘
こ
の
人
間
ー
意
識
の
体
験
全
体
に
お
け
る
現
実
の

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
は
ず
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
意
識
か
自
已
自
身
に
対
し
て
他
者
の
観
点
を
と
り
‘

「
魔
術
的
な
も
の
と
い
う

o
r
i
g
i
n
e
l
l
e

」
を
体
験
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

た
め
に
は
、
こ
の
意
識
か
現
実
的
世
界
に
お
い
て
他
者
と
出
会
い
、
他
者
に
よ
っ
て
対
象
化
さ
れ
、
要
す
る
に
、
他
者
に
よ
る
「
根
源
的

プ

シ

ュ

ケ

「
減
弱
化
ー
自
己
欺
隔
」
に
よ
る
「
心
的
な
も
の
」
の
生

「
心
的
な
も
の
」
の
疎
外
構
造
ー
ー
l

す
な
わ
ち
、
自

己
疎
外
と
は
‘
こ
の
他
者
に
よ
る
根
源
的
疎
外
を
い
わ
ば
演
戯
し
模
倣
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

カ
テ
ゴ
リ
ー
は
‘
社
会
に
お
け
る
人
間
の
相
互
ー
心
的
な
関
係
!
e
s

r
a
p
p
o
r
t
s
 
i
n
t
e
r
 ,
 
p
s
y
c
h
i
q
u
e
s
 
d
e
s
 
h
q
m
m
e
s
 
e
n
 s
o
c
i
e
t
e
を‘

い
わ
ば
自
己
を
疎
外
し
う
る

「
他
者
（
他
人
）
」
と
の
出
合
い
が
既
に
前
提
さ
れ

「
他
者
性
」
を
含
ん
で

こ
の
よ
う
な
点
か
ら
し
て

ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
意
味
に
お
け
る
「
自
己
疎
外
」

の
出
現
に
他
な
ら
な
い
。
要
す
る
に

の
構
造
を
示

「
エ
ゴ
」
と
は
自
己
欺
隔
的
な
反
省
作
用
に

い
わ
ゆ
る
「
不
純
な
反
省

r
e
f
- し
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プシュケ

「心的なもの」の疎外構造

し
て
お
き
た
い
の
は

こ9, 

）
う
し
た
初
期
思
想
に
固
有
の
モ
チ
ー
フ
と
方
法
論
は

こ
う
し
た
視
点
か
ら
読
み
込
み
再
構

い
わ
ゆ
る
「
サ
ル
ト
ル
の
全
体
像
」
な
る
も
の
の
内
に

「
疎
外
ー
物
象
化
」
論
と
不
可
分
で
あ
り
、
後
者
が
「
減
弱
化
」

り
、
意
識
の
再
帰
的
関
係
の
う
ち
に
存
す
る
だ
け
で
な
く
‘

『
存
在
と

あ
る
い
は
も
っ
と
厳
密
に
言
え
ば
‘
わ
た
し
た
ち
の
他
者
知
覚

la
p
e
r
c
e
p
t
i
o
n
 
d
'
a
u
t
r
u
i
を
支
配
し
て
い
る
。
」
「
減
弱
化
」
の
理
論
か

ら
「
他
有
化
」
の
そ
れ
へ
の
決
定
的
な
飛
躍
は
、
魔
術
的
な
も
の
•
非
合
理
な
も
の
の
源
泉
が
単
に
人
間
［
意
識
の
内
面
性
に
ー
ー
—
つ
ま

さ
ら
に
そ
れ
を
基
礎
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
の
対
他
的
関
係
の
内
に
、
要
す
る

「
他
者
た
ち
」
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
い
わ
ゆ
る
「
社
会
la
s
o
c
i
e
t
e
」
そ
の
も
の
の
内
に
存
す
る
こ
と
を
見
い
出
し
た
点
に
存
し

こ
う
し
て
、
初
期
サ
ル
ト
ル
に
お
け
る
現
象
学
的
心
理
学
の
試
み
は
‘
心
理
学
全
般
に
共
通
し
た
擬
物
論
的
思
考
へ
の
批
判
を
そ
の
直

接
的
な
出
発
点
と
し
つ
つ
も
、
減
弱
化
、
演
戯
意
識
、
自
己
欺
隔
と
い
う
一
連
の
心
的
過
程
の
解
明
を
通
じ
て
、
最
終
的
に
は

無
』
に
お
け
る
「
他
者
」

基
礎
づ
け
、

変
様
し
つ
つ
も
‘

の
問
題
に
行
き
あ
た
ら
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
心
理
学
へ
の
批
判
と
そ
の
基
盤
づ
け
と
い
う
初
期
思
想
の
一
貫

し
た
モ
チ
ー
フ
は
‘
言
う
ま
で
も
な
く
‘

そ
の
方
法
論
的
基
軸
と
し
て
の

の
分
析
か
ら
出
発
し
て
必
然
的
に
「
他
者
」
論
の
内
に
収
敏
し
て
い
っ
た
こ
と
と
平
行
し
て
、
心
理
学
批
判
の
試
み
は
‘
少
な
く
と
も
、

初
期
四
著
作
に
お
け
る
現
象
学
的
心
理
学
の
地
平
上
で
は
完
結
し
え
な
か
っ
た
、
と
い
う
事
情
が
対
応
し
て
い
る
。
た
だ
こ
こ
で
注
意
を
促

そ
れ
を
置
き
直
し
て
み
る
時
‘
必
ず
し
も
、
初
期
思
想
に
の
み
限
定
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
‘

全
体
の
内
で
き
わ
め
て
明
確
か
つ
一
貫
し
た
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
‘

お
よ
ぴ
「
疎
外
ー
物
象
化
」
論
の
基
軸
は
、

『
ジ
ュ
ネ
論
』
あ
る
い
は
『
弁
証
法
的
理
性
批
判
』
と
い
っ
た
個
々
の
著
作
を
‘

成
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

て
い
る
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、

そ
の
対
象
領
域
の
拡
大
、

か
か
る
試
み
は
‘

む
し
ろ
後
期
思
想
を
含
む
サ
ル
ト
ル
哲
学

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
事
実
、
学
の
批
判
と

あ
る
い
は
論
理
の
深
化
と
発
展
と
い
う
形
で
様
々
に

わ
た
し
た
ち
の
今
後
の
研
究
に
譲
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
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