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見
え
る
も
の
、

そ
し
て
可
視
性

|
『
眼
と
精
神
』
に
お
け
る
身
体
に
よ
る
存
在
論
|
|

メ
ル
ロ
ー
11

ボ
ン
テ
ィ
が
『
眼
と
精
神
』
を
脱
稿
し
た
の
は
一
九
六
一
年
の
こ
と
で
あ
る
。
主
著
『
知
覚
の
現
象
学
』
が
一
九
四
五
年
に

出
版
さ
れ
て
か
ら
十
六
年
の
月
日
が
流
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
両
著
作
に
お
け
る
彼
の
関
心
の
一
っ
は
さ
ほ
ど
変
わ
っ
て
い
な
い
。

そ
れ
は
経
験
主
義
と
主
知
主
義
と
が
行
っ
た
現
象
に
関
す
る
異
な
っ
た
二
つ
の
説
明
原
理
を
克
服
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
こ
で
い
う
経
験

主
義
は
現
象
の
因
果
関
係
を
機
械
論
的
に
説
明
す
る
立
場
で
あ
り
、
他
方
、
主
知
主
義
は
普
遍
的
な
構
成
意
識
に
よ
っ
て
こ
の
関
係
に
一
っ

の
原
理
を
与
え
る
立
場
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
た
と
え
天
頂
に
見
え
る
月
の
大
き
さ
と
地
平
線
上
に
見
え
る
月
の
大
き

さ
と
が
異
な
っ
て
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
見
か
け
の
錯
覚
に
す
ぎ
な
い
。
二
つ
の
月
が
同
じ
大
き
さ
で
あ
る
こ
と
を
、
経
験
主
義
で
あ

る
な
ら
ば
、
月
ま
で
の
距
離
と
網
膜
像
の
大
き
さ
と
の
関
係
に
よ
っ
て
納
得
さ
せ
る
で
あ
ろ
う
し
、
主
知
主
義
で
あ
る
な
ら
ば
、
月
と
そ
れ

を
観
察
す
る
者
と
の
間
に
介
在
す
る
別
の
対
象
が
錯
覚
を
生
じ
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
り
、
純
粋
な
感
堂
だ
け
を
取
り
出
し
て
厳
密
に
判
断
す

は

じ

め

に

見
る
者
、

東

日
芦

紀



メ
ル
ロ
ー
11

ポ
ン
テ
ィ
は
こ
う
し
た
説
明
が
誤
り
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
い
。
そ
れ
ぞ
れ
の
説
明
に
科
学
的
な
根
拠
が
与
え
ら
れ
て
い

る
。
し
か
し
な
が
ら
経
験
主
義
も
主
知
主
義
も
と
も
に
、
異
な
っ
た
大
き
さ
に
見
え
る
月
そ
の
も
の
の
説
明
を
な
し
に
済
ま
せ
る
か
或
い
は

無
視
す
る
の
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
ー
11

ポ
ン
テ
ィ
は
現
象
の
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
説
明
に
納
得
し
な
い
。
彼
が
企
て
て
い
る
の
は
、
経
験
主

義
や
主
知
主
義
に
よ
っ
て
忘
れ
去
ら
れ
た
現
象
を
、
錯
覚
と
し
て
退
け
ら
れ
た
知
覚
を
、
あ
り
の
ま
ま
に
捉
え
て
、
人
間
の
生
の
営
み
に
改

め
て
結
び
直
す
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
経
験
主
義
及
び
主
知
主
義
が
、
知
覚
さ
れ
た
も
の
或
い
は
現
象
を
対
象
一
般
と
し
て
扱
い
、
客

観
的
な
世
界
に
お
い
て
そ
れ
ら
を
説
明
し
そ
れ
ら
に
原
理
を
与
え
る
手
法
を
メ
ル
ロ
ー
11

ポ
ン
テ
ィ
は
批
判
す
る
の
で
あ
る
。

『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
い
て
は
、
現
象
学
的
還
元
と
い
う
手
段
に
よ
っ
て
、
「
知
覚
的
信
憑
」

foi
p
e
r
c
e
p
t
i
v
e
に
支
え
ら
れ
る
「
現
象

(

l

)

 

野」

c
h
a
m
p
p
h
e
n
o
m
e
n
a
l
が
、
前
科
学
的
な
生
活
の
生
き
生
き
と
し
た
経
験
の
層
、
「
生
き
ら
れ
た
世
界
」
と
し
て
開
示
さ
れ
た
。
こ

の
領
野
で
は
一
切
の
現
象
は
知
覚
主
体
の
志
向
の
極
と
し
て
現
れ
て
い
る
。
反
対
に
客
観
的
世
界
に
現
象
を
引
き
込
ん
で
し
ま
え
ば
、
物
の

主
体
に
対
す
る
超
越
は
認
め
ら
れ
ず
、
そ
れ
は
自
由
に
で
き
る
対
象
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
だ
が
「
現
象
学
は
意
識
へ
の

存
在
の
現
れ
を
研
究
す
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
可
能
性
を
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
は
想
定
し
な
い
の
で
あ
る
」

(
P
P
7
4
)
。

メ
ル
ロ
ー
11

ポ
ン
テ
ィ
は
意
識
の
志
向
性
を
手
が
か
り
に
し
て
、
主
体
と
世
界
と
の
関
係
を
了
解
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
っ
た
。

『
知
覚
の
現
象
学
』
と
同
様
に
、
現
象
を
客
観
的
な
方
法
に
よ
っ
て
透
明
に
し
て
し
ま
う
近
代
的
な
手
法

に
対
し
、
む
し
ろ
古
典
科
学
は
世
界
の
不
透
明
性
を
無
視
す
る
こ
と
な
く
そ
れ
に
対
峙
し
、
そ
の
こ
と
が
か
え
っ
て
、
超
越
的
或
い
は
超
越

論
的
な
基
底
も
求
め
ら
れ
る
理
由
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
見
る
者
と
見
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
を
拾
象
し
た
上
で
、
見

ら
れ
た
も
の
を
対
象
一
般
と
し
て
扱
う
近
代
科
学
も
、
実
は
、
「
生
の
、
現
存
す
る

e
x
i
s
t
a
n
t
世
界
と
い
う
土
台
」

(
O
E
11)
に
基
づ
く

『
眼
と
精
神
』
に
お
い
て
も
、

7
8
れ
ば
、
二
つ
の
月
は
同
じ
大
き
さ
で
あ
る
と
断
定
す
る
で
あ
ろ
う
。



79 見る者，見えるもの，そして可視性

ら
再
考
し
て
み
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
こ
で
言
う
身
体
は
、

「
刺
激
ー
反
応
」
の
系
と
し
て
の
可
能
的
な
身
体
で
は
な
く
、

「
私
が
私
の
身
体

な
意
味
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

『
哲
学
用
語
辞
典
』

こ
よ
ぅ＂`

と
い
う
主
張
を
『
知
覚
の
現
象
学
』
以
来
、

メ
ル
ロ
ー
11

ボ
ソ
テ
ィ
は
保
持
し
続
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
土
台
は
「
顕
在
的
〈
存
在
〉
」

(

3

)

 

る。

E
t
r
e
 a
c
t
u
e
l、
「
も
の
言
わ
ぬ
〈
存
在
〉
」

E
t
r
e
m
u
e
t、
或
い
は
単
に
〈
存
在
〉
と
呼
ば
れ
て
い

つ
ま
り
メ
ル
ロ
ー
11

ボ
ソ
テ
ィ
は
近
代
科
学
の
手
法
に
よ
ら
な
い
仕
方
で
、

『
眼
と
精
神
』
は
『
知
覚
の
現
象
学
』
か
ら
一
歩
踏
み
出
し
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
古
典
科
学
へ
の
回
帰
を
奨
励
す
る
者
で
は
な
い
。

メ

ル
ロ
ー
11

ボ
ン
テ
ィ
は
、
知
性
の
構
成
作
業
と
は
全
く
別
の
仕
方
で
〈
存
在
〉
を
見
つ
め
る
画
家
、
及
び
そ
の
明
証
性
を
描
き
出
し
て
い
る

(

4

)

 

―
つ
の
特
権
的
な
も
の
と
し
て
の
絵
画
に
関
心
を
寄
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
一
っ
注
意
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
「
明
証
性
」

e
v
i
d
e
n
c
e
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。

フ
ー
ル
キ
ニ
の

(

5

)

 

れ
ば
、
こ
の
語
は
「
直
接
的
に
精
神
の
承
認
を
も
た
ら
し
て
し
か
る
べ
き
も
の
の
性
質
」
を
意
味
す
る
。
と
こ
ろ
が
メ
ル
ロ
ー
11

ボ
ン
テ
ィ

は
「
明
証
性
」
を
そ
の
語
の
語
源
に
即
し
て
「
離
れ
て
見
ら
れ
る
こ
と
」

(
e
v
i
d
e
n
c
e
<
L
a
t
.
 
e
v
i
d
e
n
t
i
a
↓
 e
(
x
-
)
 +
 
v
i
d
e
r
e
 
(
s
e
 
v
o
i
r
 

d
e
 loin))

と
解
す
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
「
離
れ
て
」
と
い
う
こ
と
は
、
後
に
触
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
『
眼
と
精
神
』
の
中
で
は
重
要

そ
れ
で
は
ま
ず
初
め
に
、
物
を
対
象
化
し
そ
れ
を
客
観
的
な
世
界
の
中
に
引
き
い
れ
る
思
考
が
考
慮
の
外
に
お
い
て
し
ま
っ
た
見
る
者
の

身
体
と
、
こ
の
身
体
に
と
っ
て
あ
る
が
ま
ま
の
生
き
生
巻
と
し
た
世
界
と
の
関
係
を
、
画
家
の
身
体
と
画
家
が
見
て
い
る
世
界
と
の
関
係
か

と
呼
ぶ
こ
の
顕
在
的
な
身
体
」
(
O
E
1
3
)

の
こ
と
で
あ
る
。

〈
存
在
〉
を
掘
り
起
こ
そ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
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製
作
さ
れ
た
地
図
は
周
辺
部
の
歪
み
を
免
れ
な
い
の
で
あ
る
。

「
見
る
こ
と
の
で
き
る
見
え
な
い
も
の
」
（
一
'
i
n
v
i
s
i
b
l
e
v
i
s
i
b
l
e
)

の
謎

画
家
は
精
神
に
よ
っ
て
絵
を
描
い
て
い
る
の
で
は
な
い
。
絵
を
描
く
た
め
に
画
家
は
己
の
モ
チ
ー
フ
を
見
、
画
筆
を
仲
立
ち
に
し
て
。
ハ
レ

ッ
ト
か
ら
絵
の
具
を
カ
ン
バ
ス
ヘ
と
運
ん
で
ゆ
く
。
画
家
は
カ
ン
バ
ス
の
前
で
身
体
を
動
か
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

は
「
画
家
は
己
の
身
体
を
世
界
に
貸
し
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
世
界
を
絵
に
変
え
る
」

(
O
E
1
6
)

と
語
っ
て
い
る
。
画
家
の
「
作
動
中
の

(•… 
•• 
）
視
覚
と
運
動
と
が
絡
み
合
っ
て
い
る
身
体
で
あ
る
」

(
O
E
1
6
)

。

視
覚
と
運
動
と
の
絡
み
合
い
の
事
実
は
、
画
家
に
特
権
的
な
も
の
で
は
な
く
、
我
々
の
通
常
の
視
覚
に
お
い
て
も
そ
れ
に
気
付
く
こ
と
が

で
き
る
。
視
野
の
端
の
部
分
に
見
え
て
い
る
も
の
（
或
い
は
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
）
は
不
分
明
で
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
揺
ら
い

で
い
た
り
、
ぶ
れ
て
い
た
り
す
る
。
こ
の
こ
と
は
固
定
さ
れ
た
カ
メ
ラ
に
よ
っ
て
撮
ら
れ
た
写
真
の
周
辺
部
の
像
に
比
較
す
れ
ば
明
ら
か
で

あ
ろ
う
。
写
真
の
周
辺
部
は
は
っ
き
り
と
断
ち
切
ら
れ
て
い
る
。
何
故
視
覚
に
は
こ
う
し
た
揺
ら
ぎ
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
眼
差
し

の
移
行
、
眼
球
の
運
動
を
伴
わ
な
い
視
覚
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
実
際
に
そ
の
よ
う
な
視
覚
は
あ
り
得
な
い
か
ら
で

あ
る
。
要
す
る
に
可
動
的
な
身
体
と
そ
の
身
体
に
見
え
て
い
る
も
の
と
を
切
り
離
し
て
し
ま
っ
て
ほ
、
見
る
と
い
う
行
為
ほ
理
解
さ
れ
な
い

の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
近
代
科
学
的
手
法
の
―
つ
で
あ
る
メ
ル
カ
ト
ル
図
法
は
、

ら
切
り
離
さ
れ
た
視
覚
の
思
考
を
象
徴
し
て
い
る
。
こ
の
手
法
に
お
い
て
は
見
る
者
の
身
体
の
運
動
性
は
排
除
さ
れ
、
そ
の
引
換
と
し
て
、

「
私
の
動
く
身
体
は
見
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
に
属
し
、
そ
の
一
部
を
成
し
て
い
る
」

(
O
E
1
6
)

。
視
野
の
周
辺
部
の
揺
ら
ぎ
に
身
体
の

運
動
性
が
反
映
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
こ
に
は
身
体
の

顕
在
的
な
身
体
は
、

「
運
動
的
企
投
」

p
r
o
j
e
t
s
m
o
t
e
u
r
s

の
航
跡
が
残
さ
れ
、
同
時

一
点
に
固
定
さ
れ
た
視
点
の
俯
廠
的
な
思
考
を
、
身
体
か

メ
ル
ロ
ー
11

ボ
ン
テ
ィ



81 見る者，見えるもの，そして可視性

界
を
即
自
的
な
存
在
と
見
倣
す
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
。

初
め
て
、
我
々
は
こ
の
〈
存
在
〉
に
気
付
か
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

に
こ
の
企
投
の
前
触
れ
と
そ
れ
が
実
際
の
身
体
的
運
動
と
し
て
展
開
さ
れ
る
場
が
準
備
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

原
理
上
私
の
視
野
の
片
隅
に
現
れ
、
そ
れ
ら
は
見
え
る
も
の
の
地
図
上
に
写
さ
れ
て
い
る
」
(
O
E
1
7
)

。
私
の
視
野
、
見
る
こ
と
の
で
き
る

世
界
と
私
の
運
動
的
企
投
の
世
界
は
、
私
の
身
体
を
介
し
て
結
び
付
き
重
な
り
合
い
、
身
体
の
運
動
を
誘
い
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

(

6

)

 

在
〉
と
は
見
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
と
身
体
の
運
動
的
企
投
の
世
界
と
が
絡
み
合
っ
た
系
で
あ
る
。
身
体
を
仲
立
ち
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

見
る
者
の
身
体
の
運
動
的
企
投
の
世
界
と
視
野
と
を
切
り
離
す
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
た
今
、
視
覚
（
見
る
こ
と
）
は
「
主
観
ー
対
象
」

と
い
う
単
純
な
枠
組
に
お
い
て
は
も
は
や
捉
え
切
れ
な
い
豊
か
さ
を
持
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
身
体
の
謎
は
次
の
事
実
に
集
約
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

つ
ま
り
見
て
い
る
者
は
そ
れ
自
身
見
ら
れ
う
る
身
体
を
も
っ
て
己
の
見
て
い
る
世
界
に
立
ち
会
う
の
だ
が
、
こ
の
身
体
は
、
見
え
な
い
も
の

（
見
え
て
い
な
い
も
の
）
と
し
て
、
見
ら
れ
う
る
も
の
の
う
ち
に
入
り
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
見
ら
れ
う
る
（
或
い
は
見
え
て
い
る
）
世

界
と
見
え
て
い
な
い
見
ら
れ
う
る
身
体
と
が
一
種
の
円
環
を
作
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
る
こ
と
（
視
覚
）
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
見
ら
れ
た
も
の
だ
け
を
表
象
と
し
て
見
て
い
る
者
の
前
に
措
定
す
る
こ
と
ほ
、
見
ら
れ
う
る
も
の
を
捨
象
す
る
と
い
う
犠
牲
を
払
わ
ね

ば
成
立
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
視
覚
を
十
分
に
説
明
し
た
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
視
覚
が
内
在
の
世
界
や
観
念
の
世
界
を
精
神
の

(
7
.）

 

前
に
し
つ
ら
え
る
思
考
の
働
き
で
あ
る
と
見
倣
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
視
野
と
運
動
的
企
投
の
世
界
と
の
絡
み
合
い
は
、
世
界
を
即
自
的
な
対
象
と
見
倣
す
こ
と
も
禁
じ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
見
え
て

い
る
世
界
の
一
部
分
で
あ
る
見
ら
れ
う
る
身
体
が
当
の
見
て
い
る
者
に
は
見
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
世
界
が
充
実
し
た
即
自
存
在
で

あ
っ
た
と
し
て
も
、
見
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
あ
の
円
環
が
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

い
わ
ば
世
界
に
亀
裂
が
入
る
の
で
あ
る
か
ら
、
世 〈

存

「
一
切
の
私
の
移
動
は



82 

実
は
こ
こ
に
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

い
る
も
の
は
、

定
し
な
い
。

な
か
な
か
難
し
い
。
そ
れ
は
何
故
か
、

視
覚
（
見
る
こ
と
）
の
こ
う
し
た
込
み
入
っ
た
事
態
は
、
身
体
が
「
見
る
者
」
で
あ
る
と
同
時
に
「
見
ら
れ
う
る
も
の
」
で
あ
る
こ
と
、

す
な
わ
ち
そ
れ
自
身
見
ら
れ
う
る
見
え
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
に
基
因
し
て
い
る
。
そ
し
て
我
々
の
通
常
の
視
覚
が
忘
れ
去
っ
て
い
る
身
体

の
こ
の
原
初
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
、
画
家
は
絵
画
に
お
い
て
か
い
ま
見
せ
る
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
画
家
が
か
い
ま
見
せ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

は
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
異
本
で
し
か
な
い
の
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
身
体
の
謎
を
解
く
手
が
か
り
を
我
々
に
与
え
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
ー
11

ボ
ン
テ
ィ
の
問
い
か
け
は
、
我
々
が
絵
を
見
る
と
き
そ
の
絵
は
ど
こ
に
あ
る
と
言
え
る
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

「
な
ぜ
な
ら
ば
私
は
物
を
見
る
よ
う
に
は
絵
を
見
な
い
の
で
あ
り
、
絵
を
そ
れ
が
あ
る
場
所
に
も
固

(
…
…
）
私
は
絵
を
見
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
絵
に
し
た
が
い
絵
と
と
も
に
見
て
い
る
か
ら
で
あ
る
」

(
O
E
 2
3
)

。

一
言
で
言
え
ば
「
身
体
に
お
い
て
見
る
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
そ
う
だ
が
、
そ
れ
で
は
一
体
何
を
我
々
は
見
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

絵
に
し
た
が
い
絵
と
と
も
に
見
て
い
る
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
を
積
極
的
に
示
そ
う
と
す
る
こ
と
も
、
最
初
の
問
い
か
け
同
様
に
、
骨
の

折
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

「
イ
メ
ー
ジ
」
と
い
う
言
葉
が
お
お
よ
そ
答
え
に
な
る
の
だ
が
、
こ
の
語
の
意
味
を
刷
新
し
て
お
か
ね
ば
な
る
ま
い
。

視
覚
を
心
の
中
に
思
い
浮
か
べ
ら
れ
た
も
の
、
表
象
と
見
倣
す
こ
と
を
我
々
は
批
判
し
て
き
た
。
絵
に
し
た
が
い
絵
と
と
も
に
我
々
が
見
て

「
内
な
る
も
の
の
外
在
で
あ
り
外
な
る
も
の
の
内
在
で
あ
る
」

(
O
E
2
3
)

。
絵
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
言
い
当
て
る
困
難
も

「
物
の
は
っ
き
り
と
し
た
可
視
性
」

visibilite
m
a
n
i
f
e
s
t
e
 
d
e
s
 
c
h
o
s
e
s
と
「
身
体
に
お
け
る

密
や
か
な
可
視
性
」

visibilite
s
e
c
r
e
t
e
 
e
n
 le 
c
o
r
p
s
 
(
O
E
 2
2
)

が
身
体
を
介
し
て
拮
抗
し
あ
い
、
そ
こ
で
互
い
に
裏
打
ち
し
合
っ

て
い
る
こ
と
を
「
イ
メ
ー
ジ
」
の
意
味
と
し
て
認
め
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
よ
う
に
解
せ
ば
、
絵
を
見
る
と
き
、
我
々
は
そ
の
絵
が
ど
こ
に

あ
る
の
か
を
考
え
ず
に
済
む
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
絵
と
い
う
も
の
は
身
体
を
介
さ
な
け
れ
ば
絵
で
は
な
い
。
肖
像
画
は
、
そ
れ
が
肖
像
画

で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に
人
間
の
生
命
が
生
き
生
き
と
現
れ
る
た
め
に
は
、
見
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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動
的
企
投
の
世
界
を
我
々
に
見
せ
て
は
い
な
い
だ
ろ
う
か
。

絵
画
の
成
立
は
、
結
局
「
見
る
」
と
い
う
行
為
の
あ
り
方
に
、
同
じ
こ
と
で
あ
る
が
身
体
が
そ
れ
自
身
見
ら
れ
う
る
見
え
な
い
も
の
で
あ

る
と
い
う
こ
と
に
か
か
っ
て
い
る
。
見
る
こ
と
は
精
神
が
己
の
前
に
画
像
を
し
つ
ら
え
る
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
視
覚
的
所
与
を
内
在
化
す

一
般
に
内
と
外
と
の
区
別
は
見
え
な
い
も
の
に
な
っ
た
身
体
と
見
え
て
い
る
世
界
と
の
区
別
を
も
と
に
成
立
し
て
い
る
。

し
か
し
こ
の
区
分
法
が
有
効
で
あ
る
の
は
、
見
て
い
る
者
の
身
体
が
見
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
か
ら
完
全
に
切
り
離
さ
れ
、
超
越
論
的
な
自

我
の
世
界
を
構
成
す
る
と
き
で
し
か
な
い
。
と
こ
ろ
が
視
覚
は
あ
の
円
環
が
閉
じ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
。
視
覚
に
お
い
て
は
見

る
者
の
身
体
は
見
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
物
」
を
見
せ
る
た
め
に
、
見
え
な
い

と
こ
ろ
で
画
家
が
行
っ
て
い
る
視
覚
は
、
見
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
を
跛
渉
す
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
身
体
の
運
動
的
企
投
の
世
界
を

画
家
に
開
示
し
て
い
る
。
開
か
れ
た
運
動
的
企
投
の
世
界
は
、
画
家
の
身
体
か
ら
距
離
を
置
い
て
拡
が
り
、
見
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
は
そ

れ
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
画
家
の
視
覚
は
、
感
覚
的
所
与
の
内
在
化
の
よ
う
な
距
離
を
欠
い
た
視
覚
で
は
な
い
。
画
家

、
、
、

に
と
っ
て
「
見
る
こ
と
は
、
離
れ
て
持
つ
こ
と
」

(

O

E

2
7
)

で
あ
り
、
画
家
は
こ
の
奇
妙
な
把
握
を
見
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
と
身
体
の

(

9

)

 

運
動
的
企
投
の
世
界
全
体
へ
と
押
し
拡
げ
よ
う
と
す
る
の
で
あ
る
。
画
家
の
「
貪
欲
な
視
覚
は
、
見
え
て
い
る
所
与
を
超
え
て
〈
存
在
〉
の

組
成
に
開
か
れ
て
い
る
」
(
O
E
2
7
)
。
そ
の
結
果
、
画
家
は
通
常
の
視
覚
で
は
見
え
て
い
な
い
も
の
に
見
る
こ
と
の
で
き
る
現
実

(
e
x
i
s
t
e
n
c
e

visible, 
e
x
i
s
t
e
r
 "" a
v
o
i
r
 
u
n
e
 
r
e
a
l
i
i
f
j

を
ヒ
す
え
、
在
5々
が
中K広
〖
に
加
初
の
周
り
を
回
っ
て
見
る
と
き
に
手
に
い
れ
る
世
界
の
厚
み
を

画
家
は
我
々
に
見
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
ア
ン
グ
ル
の
「
グ
ラ
ン
ド
・
オ
ダ
リ
ス
ク
」
の
引
き
伸
ば
さ
れ
た
背
中
は
、
画
家
の
運

メ
ル
ロ
ー
11

ボ
ン
テ
ィ
は
画
家
の
行
う
〈
存
在
〉
の
開
示
の
技
術
を
―
つ
の
特
権
的
な
手
法
と
考
え
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
画
家
に
よ
っ

て
描
か
れ
る
見
る
こ
と
の
で
き
る
見
え
な
い
も
の
は
、
通
常
の
視
覚
に
お
い
て
は
（
見
え
て
い
る
）

る
こ
と
で
も
な
い
。
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せ
て
い
る
。
絵
画
の
技
法
は
、
見
る
こ
と
の
あ
の
円
環
を
閉
じ
る
こ
と
、

つ
ま
り
見
て
い
る
者
は
同
時
に
見
ら
れ
う
る
も
の
に
数
え
入
れ
ら

て
い
る
世
界
に
限
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、
さ
ら
に

も
の
と
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
見
ら
れ
て
い
る
も
の
が
、
見
る
こ
と
の
で
き
る
見
え
な
い
も
の
、

つ
ま
り
「
―
つ
の
全
体
的
な
可
視

性
」
(
O
E
3
0
)

を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
を
通
常
の
視
覚
は
忘
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
画
家
が
見
せ
て
い
る
の
は
、
我
々
が
絵
を
見
る
と

き
に
見
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
「
（
見
る
こ
と
の
で
き
る
見
え
な
い
）
物
が
密
か
に
熱
っ
ぽ
く
我
々
の
身
体
へ
と
生
成
す
る
こ
と
」
(
O
E
3
0
)
 

で
あ
る
。
そ
の
気
に
な
り
さ
え
す
れ
ば
、
我
々
も
画
家
と
同
じ
よ
う
に
、
見
る
こ
と
の
で
き
る
見
え
な
い
も
の
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し

か
し
な
が
ら
そ
れ
が
我
々
に
見
え
た
と
き
、
今
ま
で
見
え
て
い
た
も
の
が
そ
れ
を
見
せ
る
た
め
に
見
え
な
い
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ

る
。
さ
ら
に
画
家
の
技
術
は
通
常
の
視
覚
の
遥
か
先
を
行
っ
て
い
る
。
画
家
は
〈
存
在
〉
を
見
せ
る
た
め
に
己
の
身
体
を
見
え
な
い
も
の
に
、

つ
ま
り
己
の
身
体
を
世
界
に
貸
し
与
え
、
見
る
こ
と
の
で
き
る
見
え
な
い
も
の
へ
と
変
身
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
画
家
は
物
が
彼
等
を

(12) 

見
て
い
る
と
感
じ
た
り
も
す
る
の
で
あ
ろ
う
。

メ
ル
ロ
ー
11

ポ
ン
テ
ィ
は
、
絵
の
中
に
描
か
れ
た
鏡
に
映
っ
て
い
る
風
景
が
画
家
の
技
法
を
裏
づ
け
て
い
る
こ
と
に
注
目
す
る
。
鏡
に
映

る
風
景
が
運
動
的
企
投
の
世
界
を
も
っ
と
先
へ
と
引
き
伸
ば
す
。
全
体
的
な
可
視
性
は
見
る
こ
と
の
で
き
る
見
え
な
い
も
の
を
含
ん
だ
見
え

し
は
神
の
遍
在
す
る
眼
差
し
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
「
画
家
の
眼
差
し
の
象
徴
」
(
O
E
3
2
)

な
の
だ
。
画
家
は
人
間
以
前
の
眼
差
し
を
絵

の
中
に
描
く
こ
と
で
、

「
見
る
こ
と

「
人
間
以
前
の
眼
差
し
」
(
O
E
3
2
)

に
ま
で
拡
が
っ
て
ゆ
く
。
と
い
っ
て
も
こ
の
眼
差

（
視
覚
）
が
物
の
た
だ
中
か
ら
取
り
出
さ
れ
或
い
は
そ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
」
(
O
E
1
9
)

こ
と
を
見

れ
て
い
る
と
い
う
身
体
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
存
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
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以
上
の
論
述
を
踏
ま
え
て
、
視
覚
（
見
る
こ
と
）
と
〈
存
在
〉
と
の
関
係
を
メ
ル
ロ
ー
11

ポ
ン
テ
ィ
が
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
を

『
知
覚
の
現
象
学
』
に
先
立
つ
『
行
動
の
構
造
』
か
ら
メ
ル
ロ
ー
11

ボ
ン
テ
ィ
が
取
り
組
ん
で
き
た
問
題
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
が
『
省
察
』
（
「
第
二
省
察
」
）
に
お
い
て
「
見
る
こ
と
」
と
「
見
て
い
る
と
思
う
こ
と
」
と
を
区
別
し
て
い
な
い
こ
と
は
、
『
眼
と

精
神
』
に
お
い
て
も
再
び
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
眼
と
精
神
』
に
お
け
る
そ
れ
に
関
す
る
記
述
は
、

メ
ル
ロ
ー
11

ポ
ン
テ
ィ

の
主
張
の
尊
入
と
し
て
触
れ
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
の
内
容
を
見
て
ゆ
く
た
め
に
は
、
前
記
二
著
作
に
立
ち
戻
る
必
要
が
あ
ろ
う
。

『
行
動
の
構
造
』
に
お
い
て
は
、
見
る
こ
と
と
見
て
い
る
と
思
う
こ
と
と
を
区
別
し
な
い
点
に
、

独
創
性
を
認
め
、
そ
れ
ら
の
同
一
視
に
よ
っ
て
、
デ
カ
ル
ト
は
知
覚
の
内
的
構
造
と
そ
の
意
味
と
を
経
験
論
の
因
果
的
説
明
を
超
え
て
求
め

(13) 

て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
と
い
う
評
価
を
下
し
て
い
る
。
蜜
蝋
の
知
覚
を
通
し
て
（
と
い
っ
て
も
「
第
二
省
察
」
の

デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
は
顕
在
的
な
身
体
に
よ
る
知
覚
が
真
な
る
も
の
で
あ
る
か
否
か
の
判
断
は
方
法
的
懐
疑
に
よ
っ
て
保
留
さ
れ
て
い
る
の

だ
か
ら
、
見
て
い
る
と
思
う
だ
け
で
十
分
な
の
だ
が
）
行
き
着
い
た
先
（
「
第
一
二
省
察
」
）
は
実
体
と
し
て
の
「
延
長
」
の
観
念
で
あ
り
、
そ

の
際
デ
カ
ル
ト
は
知
覚
に
伴
う
内
的
な
意
味
の
領
域
を
思
惟
に
提
示
で
き
た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
延
長
の
観
念
を
得
る
過
程
で
、

デ
カ
ル
ト
は
自
分
が
ど
ん
な
態
度
を
と
っ
て
い
た
の
か
を
述
べ
て
い
る
「
第
五
答
弁
」
を
参
照
で
き
る
。

り
触
っ
た
り
す
る
蜜
蝋
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
だ
が
、

し
か
し
な
が
ら
そ
れ
は
目
や
手
な
し
に
ほ
起
こ
り
得
な
い
の
で
は
な
く
、
（
…
…
）

こ
こ
で
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
身
体
器
官
を
介
し
て
生
じ
る
視
覚
や
触
覚
で
は
な
く
、
我
々
が
毎
夜
夢
に
お
い
て
経
験
し
て
い
る
よ
う

(14) 

に
器
官
を
必
要
と
し
な
い
見
、
触
れ
て
い
る
と
い
う
思
惟
で
あ
る
」
。

見
て
ゆ
こ
う
。
視
覚
は
、

〈
見
て
い
る
と
い
う
思
惟
〉
に
つ
い
て

「
少
な
く
と
も
私
は
自
分
が
見
た

メ
ル
ロ
ー
11

ボ
ン
テ
ィ
は
デ
カ
ル
ト
の
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デ
カ
ル
ト
が
見
る
こ
と
と
見
て
い
る
と
思
う
こ
と
と
を
区
別
せ
ず
、
事
実
上
の
見
る
こ
と
の
確
か
ら
し
さ
を
保
留
し
た
ま
ま
思
惟
の
世
界

（
延
長
の
）

「
観
念
」
が
生
得
的
に
そ
こ
に
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
を
示
す
た
め
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
見

る
こ
と
と
見
て
い
る
と
思
う
こ
と
と
の
同
一
視
が
、
知
覚
と
夢
と
の
、

さ
ら
に
は
錯
覚
、
幻
影
と
の
区
別
を
不
可
能
に
す
る
と
い
う
犠
牲
を

デ
カ
ル
ト
は
、
身
体
（
器
官
）
を
介
さ
ず
と
も
精
神
が
思
惟
を
始
め
ら
れ
る
思
考
の
世
界
を
開
き
、
そ
こ
で
思
惟
す
る
こ
と
自
体
の
意
味

に
つ
い
て
考
え
て
い
る
。
と
す
れ
ば
コ
ー
ギ
ト
ー
か
ら
は
「
見
て
い
る
と
い
う
思
惟
」
は
導
か
れ
る
だ
ろ
う
が
、
視
覚
の
事
実
は
思
考
の
世

界
の
埓
外
に
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

「
デ
カ
ル
ト
は
、
真
理
の
認
識
と
現
実
の
体
験
、
知
的
作
用
と
感
覚
作
用
と
を
統
合
し
よ
う
と
は
努
め

な
か
っ
た
。
そ
れ
ら
が
お
互
い
に
結
び
付
く
の
は
魂
に
お
い
て
で
は
な
く
神
に
お
い
て
で
あ
る
」

(
S
C

2
1
2ー

2
1
3
)

。
デ
カ
ル
ト
の
独
創
性

が
こ
の
よ
う
な
掃
結
を
も
た
ら
し
た
の
は
、
身
体
の
介
在
を
始
め
か
ら
捨
象
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
感
覚
す
る
の
ほ
魂
で
あ
っ

(15) 

て
身
体
で
は
な
い
」
と
し
た
こ
と
に
あ
る
。

「
見
て
い
る
と
い
う
思
惟
」
と
「
見
る
こ
と
」
と
の
同
一
視
に
関
す
る
記
述
は
単
な
る
批
判
に

留
ま
ら
ず
、
そ
の
成
立
根
拠
に
ま
で
遡
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
知
覚
は
、
そ
の
作
用
と
こ
の
作
用
が
関
係
し
て
い
る
項
と
が
―
つ
の
系
を
作

る
こ
と
で
成
立
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
ぞ
れ
を
取
り
出
し
て
し
ま
う
こ
と
は
、
知
覚
そ
の
も
の
を
不
可
能
に
し
て
し
ま
う
。

ぜ
な
ら
ば
知
覚
が
持
っ
て
い
る
、
或
い
は
む
し
ろ
そ
れ
自
身
で
あ
る
、
物
そ
の
も
の
へ
と
達
し
て
い
る
と
い
う
意
識
か
ら
、
知
覚
を
引
き
離

(
P
P
 4
2
9
)

。

そ
れ
で
は
何
故
デ
カ
ル
ト
は
見
る
こ
と
と
見
て
い
る
と
思
う
こ
と
と
を
同
一
視
し
、
そ
の
と
き
見
ら
れ
た
も
の
の
確
実
さ
を
保
留
で
き
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
な
ぜ
な
ら
主
体
の
意
識
に
は
時
間
的
な
「
ず
れ
」
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
見
て
い
る
私
と
こ
の
私
を
反
省
し
て
い
る
私

す
こ
と
な
ぞ
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
」

他
方
『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
い
て
は
、

デ
カ
ル
ト
に
払
わ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

を
開
い
た
の
は
、

「な
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明
ら
か
に
し
て
ゆ
こ
う
。

れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

（
見
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
私
）
と
は
時
間
性
で
あ
る
か
ぎ
り
の
主
体
の
二
つ
の
様
相
で
あ
る
。

り
、
他
方
に
は
意
識
そ
の
も
の
へ
と
向
か
っ
て
い
る
意
識
が
あ
る
。
主
体
が
時
間
性
で
あ
る
か
ぎ
り
こ
れ
ら
二
つ
の
意
識
は
決
し
て
一
致
し

こ
の
実
体
の
上
に
自
己
意
識
の
明
証
性
を
確
立
し
よ
う
と
し
た
。

か
し
こ
の
自
己
意
識
が
明
証
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
こ
か
ら
距
離
を
も
っ
て
見
ら
れ
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
の
で
あ
る
。

し

デ
カ
ル
ト
の
「
私
は
思
う
」
の
明
証
性
は
、
「
私
は
思
う
と
思
う
、
私
は
思
う
と
思
う
と
思
う
」
と
、
こ
の
よ
う
に
無
限
に
背
進
し
て
ゆ

(16) 

ぎ
、
そ
の
確
実
性
の
基
盤
を
失
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
デ
カ
ル
ト
は
コ
ー
ギ
ト
ー
の
明
証
性
を
手
に

い
れ
る
こ
と
が
で
き
た
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
こ
こ
で
『
眼
と
精
神
』
に
お
け
る
メ
ル
ロ
ー
11

ボ
ン
テ
ィ
の
主
張
を
援
用
す
れ
ば
、
デ
カ
ル
ト
が

明
証
性
（
光
の
作
用
）
を
接
触
に
よ
る
行
為
と
見
倣
し
た
か
ら
で
あ
る
。

れ
る
こ
と
〉
に
求
め
て
い
る
。
し
か
し
「
光
ほ
距
離
を
置
い
た
作
用
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
接
触
作
用
に
還
元
さ
れ
て
ほ
な
ら

な
い
」

(
O
E
5
9
)

の
で
あ
る
。
こ
の
「
接
触
に
よ
る
思
考
」

p
e
n
s
e
e
a
u
 c
o
n
t
a
c
t
 
(
O
E
 5
7
)

と
光
の
遠
隔
作
用
と
は
明
確
に
区
別
さ

ふ
た
た
び
『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
け
る
メ
ル
ロ
ー
11

ボ
ン
テ
ィ
の
立
場
に
戻
っ
て
、
見
る
こ
と
と
見
て
い
る
と
思
う
こ
と
と
の
関
係
を

メ
ル
ロ
ー
11

ポ
ン
テ
ィ
は
見
る
こ
と
と
見
て
い
る
と
思
う
こ
と
と
が
視
覚
を
行
為
と
成
し
、
現
実
化
す
る
と
考
え
る
。
そ
れ
ら
の
時
間
的

な
「
ず
れ
」
に
着
目
し
つ
つ
、
彼
は
視
覚
の
現
実
化
を
―
つ
の
脱
自
の
作
業
と
見
倣
す
の
で
あ
る
。
「
視
覚
は
見
ら
れ
た
も
の
の
中
で
己
自
身

に
達
し
、
そ
し
て
そ
こ
で
己
自
身
と
接
合
す
る
。
確
か
に
視
覚
に
と
っ
て
己
自
身
を
捉
え
る
こ
と
は
本
質
的
な
こ
と
で
あ
り
、
も
し
そ
う
し

な
け
れ
ば
そ
れ
は
何
物
の
視
覚
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
視
覚
に
と
っ
て
一
種
の
両
義
性
や
曖
昧
さ
の
中
で
己
を
捉
え
る
こ
と
も
本
質
的

な
い
。
デ
カ
ル
ト
は
後
者
の
意
識
を
実
体
化
し

(res 
c
o
g
i
t
a
n
s
)
、

『
屈
折
光
学
』
に
お
い
て
は
デ
カ
ル
ト
ほ
視
覚
の
モ
デ
ル
を
〈
触

一
方
に
は
物
に
向
か
っ
て
い
る
意
識
が
あ
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て
、
時
間
か
ら
超
出
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
そ
れ
は
己
を
所
有
す
る
の
で
は
な
く
、
反
対
に
見
ら
れ
た
も
の
の
中
へ
と
逃
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
か
ら
」

(
P
P
4
3
2
)

。

視
覚
の
脱
自
的
な
性
質
が
デ
カ
ル
ト
の
考
え
方
を
了
解
さ
せ
る
。
た
だ
し
見
て
い
る
と
い
う
思
惟
が
主
体
の
時
間
的
な
性
質
と
結
び
付
け
ら

れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
見
る
者
と
見
ら
れ
た
も
の
と
の
関
係
は
絶
対
的
な
透
明
性
に
お
い
て
は
考
え
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

「
顕
在
的
な
視
覚
で
あ
る
、
私
の
視
覚
的
志
向
と
見
え
る
も
の
と
の
あ
の
合
致
」

(
p
p
4
3
0
)

は
、
時
間
性
で
あ
る
か
ぎ
り
の
主
体
の
超

越
の
運
動
（
「
自
己
触
発
」

affection
d
e
 soi 
p
a
r
 soi)

に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
。
「
私
の
視
覚
は
な
る
ほ
ど
見
て
い
る
と
い
う
思
惟
で

は
あ
る
が
、
そ
れ
は
視
覚
自
身
が
（
…
…
）
現
在
に
対
す
る
未
来
の
、
部
分
に
対
す
る
全
体
の
あ
の
先
行
性
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
、

そ
う
な
の
で
あ
る
。
予
料
や
志
向
に
よ
っ
て
の
み
視
覚
が
あ
り
、
同
時
に
ど
ん
な
志
向
も
、
そ
れ
が
向
か
っ
て
ゆ
く
対
象
が
、
動
機
も
な
く

す
っ
か
り
出
来
上
が
っ
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
本
当
の
と
こ
ろ
志
向
で
は
あ
り
得
な
い
だ
ろ
う
」

(
p
p
4
6
3
)

。
現
象

野
に
お
い
て
知
覚
主
体
は
身
体
を
基
点
に
己
の
知
覚
的
志
向
の
極
で
あ
る
知
覚
さ
れ
た
も
の
を
保
持
し
て
い
る
。
そ
の
項
へ
の
主
体
の
企
投

が
脱
自
と
し
て
の
主
体
の
超
越
の
運
動
で
あ
る
。
し
か
し
主
体
の
志
向
的
極
と
の
一
致
は
推
定
上
の
も
の
で
し
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
現
在
は

―
つ
の
現
在
に
留
ま
る
こ
と
な
く
流
れ
去
っ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
か
ら
。
主
体
は
こ
の
超
越
の
運
動
に
お
い
て
過
去
と
未
来
を
志
向
的
に
保
持

喰一）

し
て
い
る
。
「
移
行
の
綜
合
」
と
呼
ば
れ
る
こ
う
し
た
時
間
的
な
綜
合
は
、
「
生
の
凝
集
」

c
o
h
e
s
i
o
n
d
'
u
n
e
 
v
i
e

で
は
あ
る
が
、
時
間

(19) 

性
で
あ
る
か
ぎ
り
の
主
体
に
は
一
種
の
「
内
的
な
弱
さ
」

faiblesse
i
n
t
e
r
n
e
が
見
い
だ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
こ
の
内
的
な

弱
さ
ゆ
え
に
、
主
体
の
対
自
存
在
の
可
能
性
が
保
証
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
主
体
は
即
自
存
在
の
個
体
と
し
て
の
絶
対
的
な
密
度
を
手
に
い
れ

『
知
覚
の
現
象
学
』
で
は
、
見
る
こ
と
と
見
て
い
る
と
い
う
思
惟
と
を
同
一
視
す
る
成
立
根
拠
と
、

し
か
し
な
が
ら
こ
の
同
一
視
は
視
覚

を
不
可
能
に
し
、
さ
ら
に
は
主
体
の
在
り
方
さ
え
を
も
見
誤
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
志
向
性
、
対
自
存
在
、
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視
覚
は
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
見
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
と
見
え
な
い
身
体
と
が
一
種
の
円
環
を
作
る
こ
と
で
成
立
し
た
°
換
言
す
れ

ば
、
視
覚
と
は
見
る
者
が
己
の
身
体
を
見
え
な
い
も
の
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
事
態
が
見
る
者
の
身
体
を
考
慮
の
外
に
お
い
て
し

ま
う
原
因
と
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
に
視
覚
を
考
え
て
ゆ
く
上
で
、
見
る
者
の
身
体
か
ら
見
て
い
る
精
神
へ
と
移
行
す
る
こ
と
は
、
本
来

こ
の
精
神
が
己
の
誕
生
の
場
と
し
て
い
る
身
体
か
ら
精
神
を
解
き
放
ち
、
そ
れ
に
遍
在
性
を
与
え
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
お
う
。
だ
が
「
魂

ほ
身
体
に
そ
く
し
て
考
え
る
の
で
あ
り
、
己
に
そ
く
し
て
で
は
な
い
の
で
あ
る
」
(
O
E
5
3
)

。

(20) 

メ
ル
ロ
ー
11

ボ
ン
テ
ィ
に
よ
れ
ば
、
視
覚
は
、
身
体
に
お
い
て
起
こ
る
こ
と
を
契
機
と
し
て
生
ま
れ
る
条
件
づ
け
ら
れ
た
思
考
で
あ
る
。

見
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
と
身
体
の
運
動
的
企
投
の
世
界
は
重
な
り
合
い
、
同
じ
〈
存
在
〉
の
全
体
を
覆
っ
て
い
た
。
こ
の
世
界
の
周
辺
部

に
は
運
動
的
企
投
が
素
描
さ
れ
、
準
備
さ
れ
て
い
る
。

つ
ま
り
視
覚
は
こ
の
企
投
の
航
跡
で
あ
り
、
そ
の
予
料
で
あ
る
。
身
体
は
運
動
的
企

(21) 

投
の
世
界
の
中
で
「
自
ら
動
き
」
s
e
m
o
u
v
o
i
r
、
そ
の
運
動
は
「
自
ら
を
展
開
す
る
」
s
e
d
e
p
l
o
y
e
r
の
で
あ
る
。

確
か
に
思
考
を
伴
わ
な
い
視
覚
は
な
い
が
、
視
覚
を
思
考
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

で
あ
る
」
(
O
E
5
1
)

。
そ
の
際
「
視
覚
の
思
考
は
、
自
分
が
己
に
与
え
た
わ
け
で
は
な
い
プ
ロ
グ
ラ
ム
や
法
則
に
し
た
が
っ
て
働
い
て
い
る

が
、
己
自
身
の
前
提
を
所
有
し
て
は
い
な
い
。
そ
れ
は
完
全
に
現
在
的
で
顕
在
的
な
思
考
で
も
な
い
。
視
覚
の
思
考
の
た
だ
中
に
は
受
動
性

と
い
う
神
秘
が
あ
る
」
(
O
E
5
2
)

。
見
て
い
る
と
い
う
思
惟
は
こ
の
受
動
性
を
排
除
し
、
見
る
者
の
能
動
的
な
作
用
だ
け
で
視
覚
を
捉
え
よ

う
と
す
る
の
で
あ
る
。
事
実
上
の
視
覚
は
見
る
者
の
反
省
に
よ
っ
て
内
在
的
に
捉
え
ら
れ
た
視
覚
へ
と
変
え
ら
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
内
在

し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

時
熟

t
e
m
p
o
r
a
l
i
s
a
t
i
o
n

「
身
体
に
よ
っ
て
促
さ
れ
て
視
覚
は
思
考
す
る
の

の
三
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
が
巧
み
に
結
び
付
け
ら
れ
て
い
た
。
と
こ
ろ
で
『
眼
と
精
神
』
に
お
い
て
は
こ
れ
ら
一
―
―

つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
は
影
を
潜
め
、
む
し
ろ
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
ー
11

ポ
ソ
テ
ィ
は
見
る
こ
と
（
視
覚
）
を
ど
う
捉
え
直
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〈
奥
行
〉
に
つ
い
て

化
さ
れ
た
視
覚
に
は
も
は
や
明
証
性
は
な
い
。
明
証
性
は
離
れ
て
見
ら
れ
る
こ
と
に
存
す
る
の
だ
か
ら
。
視
覚
を
考
え
る
た
め
に
は
、
こ
の

よ
う
に
距
離
を
欠
い
た
「
見
て
い
る
と
い
う
思
惟
」
か
ら
「
現
に
起
こ
っ
て
い
る
視
覚
」
v
i
s
i
o
n
q
u
i
 
a
 l
i
e
u
、
「
顕
在
的
な
視
覚
」
v
i
s
i
o
n

(22) 

e
n
~
a
c
t
e
へ
と
立
ち
戻
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
顕
在
的
視
覚
へ
と
立
ち
戻
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
視
覚
の
謎
が
解
か
れ
る
わ
け
で
も
な
い
。
視
覚
に
お
い
て
、
見
て
い
る
者

は
己
の
見
ら
れ
う
る
身
体
を
見
え
な
い
も
の
に
す
る
こ
と
で
見
る
者
と
し
て
誕
生
し
、

ま
た
見
え
て
い
る
も
の
は
見
る
こ
と
の
で
き
る
見
え

な
い
も
の
が
な
け
れ
ば
、
見
え
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
見
ら
れ
た
も
の
の
明
証
の
裏
側
に
隠
れ
て
し
ま
う
こ
れ
ら
見
る
こ
と
の

で
き
る
見
え
な
い
も
の
に
、
ど
う
し
た
ら
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
視
覚
に
お
い
て
見
ら
れ
た
も
の
ほ
、
見
る
こ
と
の

(23) 

で
き
る
見
え
な
い
も
の
の
存
在
、
「
イ
リ
ア
」
i
l

y
 a
と
い
う
視
覚
の
陰
の
部
分
を
我
々
に
残
す
。
「
視
覚
は
(
…
…
)
そ
れ
自
身
問
い
か

け
な
の
で
あ
る
」
(
O
E
5
9ー

6
0
)
。

イ
リ
ア
に
光
を
当
て
る
こ
と
ほ
視
覚
を
破
綻
さ
せ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
視
覚
ほ
常
に
一
種
の
「
昏
さ
」
o
b
s
c
u
r
i
t
e
を
前
提
に
し
て
い
る
。

そ
こ
で
こ
の
昏
が
り
の
イ
リ
ア
に
光
を
当
て
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
イ
リ
ア
自
身
に
光
ら
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
画
家
は
絵
の

中
で
そ
れ
を
我
々
に
や
っ
て
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
ー
11

ボ
ソ
テ
ィ
が
注
目
し
た
画
家
の
持
っ
て
い
る
「
密
や
か
な
知
」
s
c
i
e
n
c
e

（
泌
）

s
e
c
r
e
t
e
と
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
で
あ
る
。

奥
行
は
画
家
の
技
術
を
も
っ
と
も
良
く
示
す
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
実
際
、

カ
ン
バ
ス
に
は
奥
行
と
な
る
次
元
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る

が
、
画
家
は
我
々
に
奥
行
を
見
せ
て
い
る
。
奥
行
の
秘
密
と
は
何
か
。
ま
ず
『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
け
る
奥
行
の
分
析
か
ら
見
て
ゆ
こ
う
。
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分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

は
、
物
の
明
証
性
の
う
ち
に
根
拠
を
置
く
の
で
あ
っ
て
、

「
奥
行
は
い
わ
ば
あ
ら
ゆ
る
次
元
の
中
で
も
っ
と
も

奥
行
が
見
え
る
と
い
う
こ
と
を
経
験
主
義
、
主
知
主
義
は
と
も
に
否
定
す
る
。
な
ぜ
な
ら
両
学
説
と
も
奥
行
を
「
横
か
ら
見
ら
れ
た
幅
」

と
同
一
視
す
る
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
経
験
主
義
者
で
あ
れ
ば
、
奥
行
を
見
る
た
め
に
は
自
分
の
位
置
を
同
じ
対
象
を
横
か
ら
見
る
観
察

者
の
位
置
に
移
せ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
の
。
ハ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
上
に
あ
る
も
の
は
、
横
か
ら
の
観
察
者
に
と
っ
て
は
、
幅
と
い

う
次
元
に
お
い
て
並
置
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
他
方
、
主
知
主
義
者
で
あ
れ
ば
、
遍
在
す
る
思
惟
主
観
を
導
入
し
、
こ
の
主

観
に
奥
行
の
経
験
を
綜
合
さ
せ
る
。
視
座
と
な
る
身
体
を
持
た
な
い
の
で
、
思
惟
主
観
が
遍
在
す
る
等
方
性
の
空
間
に
お
い
て
は
奥
行
も
幅

(25) 

も
高
さ
も
全
く
等
価
な
次
元
と
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
身
体
に
よ
っ
て
世
界
に
内
属
し
た
知
覚
主
体
（
「
世
界
内
存
在
」

H
r
e
,
 
a
u
 ,
 
m
o
n
d
e
)
 

な
い
。
奥
行
は
知
覚
主
体
の
バ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
に
属
し
た
次
元
で
あ
り
、
こ
の
主
体
は
己
の
。
ハ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
上
に
現
れ
て
い
る
も
の

を
志
向
的
に
保
持
し
て
い
る
。

わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
奥
行
は
志
向
的
に
目
指
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

〈
実
存
的
な
〉
次
元
で
あ
る
」

(
p
p
2
9
6
)
。
奥
行
は
、
身
体
と
世
界
と
の
不
思
議
な
共
犯
関
係
に
よ
っ
て
物
の
分
節
化
が
最
高
度
の
実
在

(26)

（包

性
を
も
ち
う
る
よ
う
に
、
「
最
大
限
の
可
視
性
」

m
a
x
i
m
u
m
de visibilite
を
目
指
し
て
出
現
す
る
の
で
あ
る
。

「
諸
関
係
の
恒
常
性

物
が
恒
常
的
な
諸
関
係
へ
と
還
元
さ
れ
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
」

(
P
P
3
4
8
)

の
で

あ
る
。
物
は
離
れ
て
見
ら
れ
る
と
き
に
初
め
て
そ
の
恒
常
性
を
持
つ
。
と
こ
ろ
が
経
験
主
義
も
主
知
主
義
も
物
の
明
証
性
を
奥
行
の
経
験
か

ら
除
外
し
、
そ
れ
を
対
象
と
し
て
再
構
成
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
両
学
説
が
奥
行
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
は
当
然
の
帰
結
で
あ
っ
た

物
は
。
ハ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
上
に
志
向
的
に
知
覚
主
体
に
よ
っ
て
保
持
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
主
体
と
知
覚
さ
れ
た
も
の
と
を

「
物
は
何
よ
り
も
ま
ず
そ
の
明
証
性
に
お
い
て
存
在
す
る
の
で
あ
る
」

(
p
p
3
7
5
)
。
こ
の
こ
と
は
逆
説
的
で

ほ
、
己
の
視
座
を
放
棄
す
る
こ
と
は
で
き



92 

は
あ
る
が
、
奥
行
が
知
覚
主
体
の
綜
合
に
委
ね
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
出
現
に
よ
っ
て
知
覚
主
体
の
方
が
世
界
へ
と
据
え

付
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
知
覚
的
信
憑
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
る
現
象
野
と
そ
こ
で
志
向
的
に
知
覚
さ

れ
た
も
の
を
捉
え
て
い
る
知
覚
主
体
と
の
不
可
分
の
関
係
を
、
奥
行
は
我
々
に
了
解
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
奥
行
は
も
っ
と
も
実
存
的
な
次
元
で
あ
る
が
、
世
界
の
分
節
化
を
成
し
て
い
る
残
り
の
次
元
、

体
と
奥
行
の
関
係
か
ら
見
ら
れ
れ
ば
派
生
的
で
は
あ
る
が
、
や
は
り
「
そ
の
原
初
的
な
意
味
で
は
そ
れ
ら
も
ま
た
〈
実
存
的
な
〉
次
元
で
あ

る」

(
p
p
3
0
9
)
。
離
れ
て
見
ら
れ
た
物
の
明
証
性
は
、
幅
や
高
さ
も
ま
た
奥
行
同
様
知
覚
主
体
に
よ
っ
て
志
向
的
に
保
持
さ
れ
て
い
る
こ
と

を
示
す
も
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
幅
や
高
さ
も
、
知
覚
主

『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
け
る
奥
行
の
分
析
は
、
知
覚
経
験
の
中
に
混
入
し
て
い
る
独
断
的
な
偏
見
を
暴
き
出
し
、
他
方
で
知
覚
主
体
と

(28) 

物
と
が
「
対
」

a
c
c
o
u
p
l
e
m
e
n
t
に
な
る
志
向
的
関
係
、
世
界
内
存
在
と
し
て
の
主
体
の
在
り
方
を
示
す
た
め
に
有
効
で
あ
っ
た
。
奥
行
は

、
、
、
、

も
っ
と
も
実
存
的
な
次
元
で
あ
り
、
幅
や
高
さ
が
そ
こ
か
ら
派
生
す
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
は
、
特
権
的
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
三
つ

の
次
元
は
、
程
度
の
差
は
あ
れ
ど
も
知
覚
主
体
と
物
と
の
関
係
の
指
標
と
な
っ
て
い
る
。
他
方
『
眼
と
精
神
』
で
は
、
奥
行
は
あ
の
昏
が
り

視
覚
は
、
見
え
て
い
る
世
界
と
見
ら
れ
う
る
見
え
な
い
身
体
と
が
円
環
を
為
し
成
立
し
た
。
そ
れ
自
身
見
ら
れ
う
る
身
体
は
、
見
え
な
い

も
の
に
な
る
こ
と
で
、
見
る
者
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
見
え
て
い
る
も
の
は
昏
が
り
で
あ
る
見
え
な
い
身
体
を
前
提
に
し
て
い

る
。
物
が
明
証
的
で
あ
る
の
は
見
え
な
い
身
体
か
ら
離
れ
て
見
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
視
覚
（
見
る
こ
と
）
は
奥
行
の
別

の
名
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
視
覚
の
成
立
は
全
体
的
な
可
視
性
と
し
て
の
奥
行
の
成
立
と
同
義
で
あ
る
。
加
え
て
こ
の
全
体
的
な
可
視
性

に
お
い
て
見
え
て
い
る
も
の
は
、
見
え
て
い
な
い
も
の
を
「
地
」
と
し
て
見
え
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
奥
行
で
あ
る
全
体
的

に
自
ず
か
ら
光
り
を
放
た
せ
る
も
の
と
し
て
取
り
上
げ
直
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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結

び

見
え
て
い
な
い
も
の
の
輻
射
に
よ
っ
て
、

な
可
視
性
は
他
の
一
切
の
諸
次
元
を
包
摂
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
も
は
や
奥
行
を
第
一
そ
一
の
次
元
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

に
解
さ
れ
た
奥
行
は
（
…
…
）
諸
次
元
の
可
逆
性
の
経
験
で
あ
り
、
す
べ
て
が
同
時
に
あ
り
、
高
さ
や
大
き
さ
や
距
離
が
そ
の
抽
象
で
あ
る

よ
う
な
―
つ
の
包
括
的
な
〈
局
在
性
〉
の
経
験
で
あ
る
。
物
が
そ
こ
に
あ
る
と
い
う
言
葉
で
表
現
さ
れ
る
厚
み
の
経
験
で
あ
る
」

(
O
E
6
5
)
。

見
る
こ
と
の
で
き
る
世
界
は
身
体
の
運
動
的
企
投
の
世
界
と
重
な
り
合
っ
て
い
た
。
我
々
が
奥
行
に
お
い
て
物
の
厚
み
を
手
に
い
れ
る
こ
と

が
で
き
る
の
は
、
こ
の
重
ね
合
わ
さ
れ
た
世
界
で
相
互
に
隠
蔽
し
あ
う
物
を
明
証
性
に
お
い
て
捉
え
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
見
て
い
る
者
の
身
体
は
依
然
と
し
て
昏
さ
の
中
に
留
ま
っ
て
い
る
。

画
家
は
見
る
こ
と
の
で
き
る
見
え
な
い
も
の
を
我
々
に
見
せ
る
た
め
に
、
通
常
の
視
覚
で
は
見
え
て
い
な
い
見
る
こ
と
が
で
巻
る
も
の
を

カ
ソ
バ
ス
に
描
き
込
ん
で
い
る
。
全
体
的
な
可
視
性
の
中
か
ら
通
常
の
視
覚
が
切
り
取
る
も
の
は
、

「
こ
の
よ
う

た
と
え
ば
深
皿
に
盛
ら
れ
て
い
る
果
実

で
あ
る
。
画
家
は
こ
の
静
物
画
を
描
く
と
き
、
通
常
の
視
覚
が
忘
れ
て
い
る
果
物
の
陰
を
、
身
体
の
運
動
的
企
投
の
素
描
で
あ
る
果
物
の
揺

ら
ぎ
を
見
え
る
も
の
へ
と
変
身
さ
せ
る
。
画
家
は
―
つ
の
見
る
こ
と
が
で
き
る
も
の
に
光
を
当
て
る
た
め
に
、
そ
れ
が
見
え
る
よ
う
に
な
る

た
め
に
、
見
え
な
い
も
の
に
な
っ
た
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
を
カ
ン
バ
ス
に
描
き
、
見
え
な
い
も
の
を
自
ず
か
ら
光
ら
せ
る
の
で
あ
る
。

画
家
は
―
つ
の
全
体
的
な
可
視
性
を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
る
。
「
（
見
え
て
い
な
い
）
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
の
こ
の
内
的
な
生
気
、
こ
の

輻
射
を
画
家
は
奥
行
と
か
空
間
と
か
色
と
い
う
名
の
も
と
に
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
」

(
O
E
7
1
)

。
見
え
る
も
の
は
、
見
る
こ
と
の
で
ぎ
る

―
つ
の
全
体
的
な
可
視
性
の
中
で
い
わ
ば
独
り
で
に
見
え
る
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

画
家
は
全
体
的
な
可
視
性
の
中
で
見
え
な
い
も
の
の
輻
射
を
見
て
い
た
。
何
故
画
家
は
こ
う
し
た
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
画
家



94-

働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

が
己
自
身
か
ら
不
在
に
な
る
た
め
に
、

一
切
の
見
え
な
い
も
の
を
見
え
る
も
の
に
す
る
次
元
と
し
て

は
人
間
以
前
の
眼
差
し
を
己
の
眼
差
し
の
象
徴
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
、
世
界
が
画
家
の
前
に
据
え
置
か
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
画
家

自
身
が
己
の
見
ら
れ
う
る
身
体
を
も
っ
て
可
視
的
な
世
界
へ
と
入
り
込
ん
で
い
た
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
全
体
的
な
可
視
性
の
―
つ
に
な
っ

て
い
る
画
家
の
身
体
は
、
見
え
る
も
の
と
一
緒
に
な
っ
て
「
物
の
中
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
」
(
O
E
6
9
)

の
で
あ
る
。
運
動
的
企
投
の
担
い
手

で
あ
る
そ
れ
自
身
見
ら
れ
う
る
見
え
な
い
身
体
は
―
つ
の
〈
存
在
〉
の
系
の
一
部
分
で
あ
っ
た
。
身
体
は
見
る
者
に
な
る
こ
と
で
、
そ
れ
自

身
見
え
な
い
も
の
と
な
り
、
こ
の
系
に
亀
裂
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
視
覚
の
円
環
が
閉
じ
ら
れ
る
と
き
、
視
覚
は
見
る
者
の

(29) 

身
体
を
昏
さ
と
し
て
見
る
者
自
身
に
忘
却
さ
せ
て
し
ま
う
。

「
視
覚
は
思
考
の
あ
る
一
様
態
で
も
、
自
己
へ
の
現
前
で
も
な
い
。
そ
れ
は
私

〈
存
在
〉
の
分
裂
に
内
部
か
ら
立
ち
会
う
た
め
に
与
え
ら
れ
て
い
る
手
段
で
あ
る
」
(
O
E
8
1
)

。
(30) 

画
家
が
閉
じ
る
あ
の
円
環
は
、
画
家
を
し
て
未
だ
語
ら
れ
て
い
な
い
「
も
の
言
わ
ぬ
〈
存
在
〉
」
を
自
ら
語
ら
せ
る
こ
と
に
な
る
の
だ
。

同
時
に
画
家
は
ま
さ
し
く
画
家
と
し
て
そ
こ
に
立
ち
会
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
知
覚
的
信
憑
と
言
わ
れ
た
世
界
の
存
在
の
確
実
さ
に
つ

い
て
の
根
源
的
な
臆
見
は
、
見
る
者
の
身
体
が
〈
存
在
〉
の
一
部
で
あ
っ
た
こ
と
に
存
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
こ
の
身
体
の
存
在
の
不
可

疑
性
と
世
界
の
存
在
の
不
可
疑
性
と
を
分
か
つ
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
―
つ
の
全
体
的
な
可
視
性
の
な
か
に
お
い
て
見
え
て
い
る
も
の
は
、

「
そ
れ
ら
は
〈
存
在
〉
の
裂
開
の
結
果
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に

こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
見
え
る
も
の
の
特
性
は
、
厳
密
な
意
味
で
見
え
な
い
も
の
と
い
う
裏
地
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

一
種
の
不
在
と
し
て
見
え
な
い
も
の
を
現
前
さ
せ
る
の
で
あ
る
」
(
O
E
8
5
)
。
見
る
こ
と
の
で
き
る
見
え
な
い
も
の
は
、

可
視
性
の
中
で
、
自
ず
か
ら
光
を
放
ち
、
見
え
る
も
の
を
照
ら
し
出
し
て
い
る
。

―
つ
の
全
体
的
な

メ
ル
ロ
ー
11

ポ
ン
テ
ィ
は
、
物
の
明
証
が
見
え
て
い
な
い

「
見
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
の
輻
射
」
r
a
y
o
n
n
e
m
e
n
t
d
u
 visible 
!l
よ
る
輝
き
で
あ
る
こ
と
を
我
々
に
了
解
さ
せ
た
の
で
あ
る
。
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（
況
）

見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
と
の
こ
う
し
た
関
係
は
、
身
体
自
身
が
「
感
覚
的
な
も
の
の
再
帰
性
」

reflexivite

d
u
 
s
e
n
s
i
b
e

で

あ
る
こ
と
に
す
べ
て
基
因
し
て
い
る
。
身
体
は
見
つ
つ
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
触
れ
つ
つ
触
れ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
身
体
に
お
け
る
再

婦
性
が
身
体
自
身
を
一
方
で
昏
が
り
へ
と
引
き
ず
り
込
ん
で
ゆ
き
、
他
方
で
物
の
明
証
を
身
体
に
開
示
す
る
。
も
っ
と
も
根
源
的
で
あ
る
そ

れ
自
身
見
ら
れ
う
る
見
え
な
い
身
体
の
こ
の
昏
が
り
に
、
明
証
性
と
い
う
名
の
も
の
で
、
我
々
は
い
か
な
る
光
を
当
て
る
こ
と
が
で
き
る
の

で
あ
ろ
う
か
。
光
を
当
て
る
た
め
に
は
不
可
避
的
に
こ
の
昏
が
り
が
要
求
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
我
々
自
身
は
内
在
に
お
い
て
は
捉
え
ら
れ
る

(33) 

も
の
で
は
な
い
。
メ
ル
ロ
ー
11

ポ
ン
テ
ィ
は
、
彼
の
哲
学
的
思
索
の
最
後
に
、
私
の
存
在
の
確
実
さ
を
明
証
的
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い

こ
と
を
知
っ
た
。

だ
か
ら
と
い
っ
て
メ
ル
ロ
ー
11

ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
挫
折
感
に
浸
っ
て
厭
世
家
を
決
め
込
ん
で
い
る
の
で
は
な
い
。

れ
が
部
分
的
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
と
き
で
さ
え
、
常
に
全
体
的
で
あ
る
。
あ
る
手
法
を
獲
得
し
た
そ
の
瞬
間
に
、
画
家
は
以
前
自
分
が
表

現
し
得
た
一
切
の
も
の
が
、
別
の
仕
方
で
や
り
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
他
の
領
野
を
開
い
た
こ
と
に
気
付
く
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ

て
画
家
は
自
分
が
見
い
だ
し
た
も
の
を
ま
だ
持
っ
て
は
お
ら
ず
、
そ
れ
は
求
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
新
し
い
思
い
つ
き
は
、
他
の
探
求
を

呼
び
寄
せ
る
も
の
な
の
で
あ
る
」

(
O
E
8
9
-
9
0
)
。

イ
リ
ア
を
求
め
て
、
顕
在
的
な
世
界
を
、

見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
が
―
つ
の
全
体
的
な
可
視
性
を
成
し
て
い
る
こ
の
見
え
て
い
る
世
界
を
、
不
断
に
跛
渉
し
て
ゆ
く
こ
と
に
他

な
ら
な
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
視
覚
そ
れ
自
体
が
全
体
的
な
可
視
性
を
問
題
に
す
る
問
い
か
け
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
じ
る

こ
と
が
見
え
な
い
身
体
を
自
ず
か
ら
輝
か
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
の
だ
か
ら
。

と
こ
ろ
で
我
々
は
、
デ
カ
ル
ト
が
し
た
よ
う
に
、
光
の
遠
隔
作
用
か
ら
接
触
に
よ
る
思
考
へ
と
促
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
だ
が
、
接
触
に
よ

（
礼
）

る
思
考
の
夢
が
追
い
求
め
て
い
る
も
の
に
い
か
な
る
明
証
も
あ
り
え
な
い
。
接
触
に
よ
る
思
考
に
必
然
的
な
深
淵
の
昏
さ
は
、
光
を
飲
み
込

メ
ル
ロ
ー
11

ボ
ソ
テ
ィ
の
哲
学
の
歩
み
は
、

「
画
家
の
探
求
は
、
そ
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ん
で
し
ま
う
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
他
の
仕
方
で
自
己
の
存
在
の
確
実
さ
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
明
証
的
に
私
の
存

在
を
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
が
突
き
つ
け
ら
れ
た
今
、

＞
 

(II
知
覚
さ
れ
る
世
界
）
」

E
t
r
e
b
r
u
t
 
o
u
 s
a
u
 ,
 

的
な
も
の
の
再
帰
性
」
に
お
い
て
起
っ
て
い
る
事
態
に
つ
い
て
の
考
察
が
ま
だ
手
付
か
ず
の
ま
ま
我
々
に
は
残
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

『
眼
と
精
神
』
に
お
い
て
は
、
す
っ
ぽ
り
と
抜
け
落
ち
て
し
ま
っ
た
「
感
情
」
の
問
題
で
あ
る
。

註
M
a
u
r
i
c
e
 M
e
r
l
e
a
u
-
P
o
n
t
y
の
著
作
か
ら
の
引
用
は
次
の
略
語
と
そ
の
頁
数
を
並
記
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
文
中
に
示
し
、
参
照
個
所
の
頁
数
は

註
に
譲
る
。

S
C
;
 L
a
 structure 
d
u
 c
o
m
p
o
r
t
e
m
e
n
t
,
 
P. 
U
.
 
F., 
Paris, 
1
9
4
2
.
 

P
P
 ;
 Ph
e
n
o
m
e
n
o
l
o
g
i
e
 d
e
 la
苓
rception,
E
d
i
t
i
o
n
s
 
G
a
l
l
i
m
a
r
d
 `
 
Paris, 
1
9
4
5
.
 

O
E
 ;
 L'CEil 
et 
l、E
s
p
r
i
t"
 Ed
i
t
i
o
n
s
 
G
a
l
l
i
m
a
r
d
,
 
Paris, 
1
9
6
4
.
 

V
I
 ;
 L
e
 Visible 
et 
l'Invisible, 
E
d
i
t
i
o
n
s
 
G
a
l
l
i
m
a
r
d
,
 
P
a
r
i
s
 1
9
6
4
.
 

(

1

)

 

p
p
 64
-
7
7
.
 

(

2

)

 

O
E
 9ー

1
0
,

(
3
)
 
O
E
 P
a
s
s
i
m
.
 
ま
た
『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』
で
は
「
生
の
、
野
生
の
〈
存
在
〉

v
a
g
e
 (
=
m
o
n
d
e
 pers:u)
と
も
呼
ば
れ
て
い
る

(
V
I
1
2
3
)
。

(

4

)

絵
画
へ
の
着
目
は
「
セ
ザ
ン
ヌ
の
疑
惑
」
（
ょ
'
L
e
d
o
u
t
e
 d
e
 C
e
z
a
n
n
e
"
 
d
a
n
s
 S
e
n
s
 
et 
non-sens, 
E
d
i
t
i
o
n
s
 
N
a
g
e
l
,
 
Paris, 
1
9
4
8
.
)
 

の
中
で
す
で
に
見
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
セ
ザ
ソ
ヌ
の
絵
画
が
、
世
界
を
生
ま
れ
い
づ
る
状
態
に
お
い
て
描
き
出
そ
う
と
し
た
努
力
の
結
果
で
あ
り
、

彼
は
「
知
覚
さ
れ
た
事
物
の
自
然
発
生
的
な
秩
序
」

(Ibid.,
P. 
2
3
)

を
捉
え
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
『
知
覚

の
現
象
学
』
に
お
け
る
「
表
現
」
の
問
題
へ
の
―
つ
の
回
答
で
あ
っ
た
。
七
ザ
ン
ヌ
と
世
界
と
の
関
係
を
彼
の
実
存
を
通
し
て
我
々
に
了
解
さ
せ
た

メ
ル
ロ
ー
11

ボ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
は
自
明
の
「
身
体
に
お
け
る
惑
覚



97 見る者，見えるもの，そして可視性

の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
で
は
ま
だ
〈
存
在
〉
に
関
す
る
言
及
は
な
さ
れ
な
か
っ
た
。

(

5

)

 

P. 
F
o
u
l
q
u
i
e
,
 
D
i
c
t
i
o
n
n
a
i
r
e
 
d
e
 la 
l
a
n
g
u
e
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
q
u
e
,
 
P. 
U
・
F
.
,
 Paris, 
1
9
6
9
.
 

(

6

)

 

O
E
 17
.
 

(
7
)
I
b
芦

(

8

)

 

O
E
 18
.
 

(

9

)

 

O
E
 27
.
 

(
1
0
)
 
D
i
c
t
i
o
n
n
a
i
r
e
 
h
i
s
t
o
r
i
q
u
e
 
d
e
 la 
l
a
n
g
u
e
 franr;aise, 
D
i
c
t
i
o
n
n
a
i
r
e
s
 le 
R
o
b
e
r
t
,
 
Paris, 
1
9
9
2
.
 

(
1
1
)
 

O
E
 27
.
 

(

1

2

)

 

O
E
 31
.
 

(

1

3

)

 

S
C
 21
0
.
 

(

1

4

)

 

D
e
s
c
a
r
t
e
s
,
 
C
E
u
v
r
e
s
 p
h
i
l
o
s
o
p
h
i
q
u
e
s
,
 
T
o
m
e
 II, 
E
d
i
t
i
o
n
s
 
G
a
r
n
i
e
r
,
 
p. 
8
0
3
.
 

「笛
R

五
笠
口
弁
ハ
」
の
こ
の
個
所
は
、
メ
ル
ロ
ー
11

ボ
ン

テ
ィ
が
『
行
動
の
構
造
』
の
中
で
言
及
し
て
い
る

(
S
C
2
1
1
)
。

(

1

5

)

 

Ibid., 
T
o
m
e
 I,
 

p. 681

—

682. 

V
o
i
r
 aussi. 
p. 
710. 

(

1

6

)

山
形
頼
洋
「
デ
カ
ル
ト
の
コ
ー
ギ
ト
ー
と
メ
ル
ロ
11
ボ
ン
テ
ィ
の
時
問
性
」
（
『
待
兼
山
論
叢
』
第
二
二
号
、
大
阪
大
学
文
学
会
、
一
九
八
八
年
）

参
照
。
ま
た
メ
ル
ロ
ー
11

ボ
ン
テ
ィ
の
コ
ー
ギ
ト
ー
解
釈
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
メ
ル
ロ
ー
11

ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
他
者
理
解
と
志
向
性
」
（
『
倫
理

学
研
究
』
第
二
四
集
、
関
西
倫
理
学
会
、
一
九
九
四
年
）
参
照
。

(

1

7

)

 

O
E
 37
.
 

(
1
8
)
 
P
P
 46
6
,
 
4
8
1
.
 

(
1
9
)
 
p
p
 Vil, 
4
8
9
.
 

な
お
『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
け
る
主
観
性
の
時
問
的
な
構
造
と
知
覚
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
知
覚
の
〈
ぶ
れ
〉
と
主

体
の
時
間
的
な
〈
ず
れ
〉
」
（
『
待
兼
山
論
叢
』
第
二
六
号
、
大
阪
大
学
文
学
会
、
一
九
九
二
年
）
参
照
。

(

2

0

)

 

O
E
 51
.
 

(

2

1

)

 

O
E
 18
.
 

(

2

2

)

 

O
E
 54
.
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(
2
3
)
I
b
i
d
.
 

(
2
4
)
 

O
E
 15
.
 

(

2

5

)

 

p
p
 29
4
-
2
9
5
.
 

(
2
6
)
 

p
p
 36
8
.
 

(

2

7

)

 

p
p
 34
8
.
 

(

2

8

)

 

p
p
 37
0
.
 

(

2

9

)

見
て
い
る
身
体
が
意
識
の
盲
点
に
な
る
と
い
う
事
態
が
メ
ル
ロ
ー
11

ボ
ン
テ
ィ
に
よ
っ
て
表
明
さ
れ
て
い
る
(
V
I
3
0
1ー

3
0
2
)
。

(

3

0

)

 

O
E
 87
.
 

(31)

「
世
界
と
身
体
が
同
じ
肉
か
ら
で
き
て
い
る
」
(
V
I
3
0
2
)

と
い
う
メ
ル
ロ
ー
11

ポ
ン
テ
ィ
の
主
張
は
こ
う
し
た
意
味
に
お
い
て
了
解
さ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。

(

3

2

)

 

O
E
 33
.
 

(

3

3

)

 

O
E
 87
.
 

(

3

4

)

本
文
8
7
頁
参
照
。

（
博
士
課
程
学
生
）




