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本
稿
で
は
、
主
に
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
西
欧
で
、
形
象
と
い

う
用
語
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
与
え
ら
れ
て
い
た
か
に
つ
い
て
、
ご
く

簡
便
に
考
察
す
る
。
た
だ
し
、
一
口
に
日
本
語
で
「
形
象
」
と
言
っ
て
も
、

こ
の
語
に
対
応
す
る
概
念
は
、
時
代
に
よ
っ
て
も
、
各
国
語
に
よ
っ
て

も
、
思
想
家
に
お
い
て
も
一
致
を
見
な
い
こ
と
は
論
を
侯
た
な
い
。
し

か
し
な
が
ら
、
少
な
く
と
も
、
中
世
思
想
研
究
の
分
野
で
「
形
象
」
と

い
う
言
葉
が
使
用
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
背
景
に
は
一
定
の
コ
ン
セ
ン
サ

ス
が
存
在
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本
の
中
世
思
想
研
究
者
は
、
ラ

テ
ン
語
の
「
ス
ペ
キ
エ
ス

(
s
p
e
c
i
e
s
)
」
と
い
う
概
念
に
対
し
て
と
く

に
「
形
象
」
と
い
う
翻
訳
を
割
り
当
て
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
本
稿

は
、
中
世
の
認
識
理
論
に
お
い
て
、
こ
の
ス
ペ
キ
エ
ス
と
い
う
概
念
が

認
識
論
の
文
脈
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
た
か
を
眺
め
、
ス

ペ
キ
エ
ス
論
を
支
え
る
基
本
図
式
を
確
認
し
た
う
え
で
、
こ
の
図
式
が

は
じ
め
に

感
性
論
と
形
象
論

ス
ペ
キ
エ
ス
概
念
の
美
学
的
意
義

或
る
程
度
ま
で
近
代
の
美
学
思
想
に
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
た
可
能
性
に

つ
い
て
検
討
す
る
。

直
接
認
識
か
間
接
認
識
か

そ
も
そ
も
ス
ペ
キ
エ
ス
と
は
何
か
、
そ
し
て
、
中
世
に
お
い
て
ど
の

よ
う
に
定
義
さ
れ
て
い
た
の
か
ー
。
も
ち
ろ
ん
、
思
想
家
に
よ
っ
て
細

か
い
位
置
づ
け
は
異
な
る
も
の
の
、
ご
く
大
ま
か
に
言
っ
て
、
ス
ペ

キ
エ
ス
と
は
認
識
対
象
と
認
識
主
体
の
中
間
に
存
在
す
る
媒
介
者
の

こ
と
を
指
し
て
い
た
。
ロ
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン

(
R
o
g
e
r
Bacon, 1
2
1
4
 

[
 1
2
2
 0
 -
1
2
9
2
)

は
、
ス
ペ
キ
エ
ス
が
認
識
対
象
の
形
相
を
認
識
主
体
に

伝
達
す
る
と
想
定
し
な
い
と
、
ど
う
し
て
人
間
は
遠
く
離
れ
た
物
体
を

知
覚
で
き
る
の
か
を
説
明
で
き
な
い
と
論
じ
た
。
た
だ
し
、
「
形
相
を

主
体
に
伝
達
す
る
」
と
言
っ
て
も
、
人
間
の
感
覚
器
官
は
、
認
識
対
象

中
世
の
ス
ペ
キ
エ
ス
論

横

道

仁

志
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の
形
相
を
受
容
す
る
そ
の
都
度
に
、
当
の
対
象
そ
の
も
の
に
変
化
す
る

わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
意
味
で
、
認
識
主
体
の
受
容
す
る
形
相
は
、
対

象
の
存
在
を
あ
ら
し
め
る
本
質
と
い
う
意
味
で
の
形
相
か
ら
区
別
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
か
ら
、
い
っ
ぽ
う
で
認
識
対
象
と
情
報
を

共
有
し
な
が
ら
も
、
も
う
い
っ
ぽ
う
で
こ
の
対
象
と
質
料
的
に
異
な
っ

て
い
る
、
い
わ
ば
認
識
論
的
な
形
相
と
し
て
、
ス
ペ
キ
エ
ス
の
存
在
が

想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

ス
コ
ラ
哲
学
の
認
識
理
論
は
基
本
的
に
、
こ
の
ス
ペ
キ
エ
ス
の
存

在
を
前
提
し
な
が
ら
知
覚
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
し
て
い
た
も
の
の
、

こ
れ
に
対
す
る
異
論
も
あ
っ
た
。
じ
っ
さ
い
、
ベ
ー
コ
ン
と
同
時
期

に
、
ガ
ン
の
ヘ
ン
リ
ク
ス

(
H
e
n
r
i
c
u
s
d
e
 G
a
n
d
a
v
o
,
 1
2
1
7
?
-
1
2
9
3
)

が

ス
ペ
キ
エ
ス
理
論
へ
の
反
対
を
表
明
し
て
い
る
。
ス
ペ
キ
エ
ス
の
存
在

を
容
認
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
論
点
は
、
認
識
対
象
の
直
知

(
n
o
t
i
t
i
a

intuitiva)

を
容
認
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
論
点
と
相
関
し
て
い
た
。

オ
ッ
カ
ム

(
W
i
l
l
i
苔

o
f
O
c
k
h
昔
,
c
.
1
2
8
7
-
1
3
4
7
)

は
同
時
に
、
徹
底
的

な
直
接
認
識
論
者
で
も
あ
っ
た
。
彼
の
よ
う
に
、
認
識
主
体
は
質
料
的

な
対
象
を
非
質
料
的
な
認
識
へ
と
無
媒
介
的
に
置
換
す
る
と
想
定
す
る

な
ら
、
そ
の
中
間
に
わ
ざ
わ
ざ
ス
ペ
キ
エ
ス
の
存
在
を
想
定
す
る
必
要

は
な
い
。
こ
れ
と
反
対
に
、
個
物
の
直
接
認
識
を
否
定
す
る
思
想
家
た

じ
っ
さ
い
、
ス
ペ
キ
エ
ス
理
論
の
反
対
者
と
し
て
名
高
い
ウ
ィ
リ
ア
ム

れ
る
。

ち
は
、
質
料
的
な
認
識
対
象
と
霊
的
な
認
識
主
体
の
あ
い
だ
に
中
間
媒

体
の
存
在
を
想
定
し
て
い
た
。
こ
ち
ら
の
間
接
認
識
論
者
の
代
表
者

と
し
て
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス

(
T
h
o
m
a
s
A
q
u
i
n
a
s
,
 1

2
2
5
-
1
2
7
4
)
 

や
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ

(
B
o
n
a
v
e
n
t
u
r
a
,
1
2
2
1
?
-
1
2
7
4
)

の
名
が
挙
げ
ら

ベ
リ
ュ
ベ
は
、
十
三
世
紀
の
主
な
思
想
家
を
（
そ
の
典
拠
を
含
め
）

以
下
の
よ
う
に
、
直
接
認
識
論
者
と
間
接
認
識
論
者
の
二
陣
営
に
区
分

し
て
い
る
2

。
直
接
認
識
論
者
こ
:
ジ
ャ
ー
・
ベ
ー
コ
ン
、
ペ
ト
ル
ス
・

オ
リ
ヴ
ィ
、
ア
ク
ア
ス
パ
ル
タ
の
マ
ッ
タ
エ
ウ
ス
、
ロ
ジ
ャ
ー
・
マ
ー

ス
ト
ン
な
ど
。
間
接
認
識
論
者
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
、
ア
ヴ
ィ
ケ
ン
ナ
、

ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
、

ナ
ス
な
ど
。

ヘ
ー
ル
ズ
の
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ

一
部
の
例
外
も
い
る
と
は
い
え
（
た
と
え
ば
、
ベ
ー
コ
ン

は
ス
ペ
キ
エ
ス
の
支
持
者
で
あ
る
も
の
の
、
ベ
リ
ュ
ベ
の
分
類
で
は
直

接
認
識
論
者
に
、
ガ
ン
の
ヘ
ン
リ
ク
ス
は
ス
ペ
キ
エ
ス
の
反
対
者
で
あ

る
も
の
の
、
間
接
認
識
論
者
に
数
え
ら
れ
て
い
る
）
、
こ
の
両
陣
営
の

区
別
は
基
本
的
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
的
な
認
識
理
論
を
採
用
し

て
い
る
か
ど
う
か
に
準
じ
て
い
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
『
霊
魂
論
』

に
由
来
す
る
図
式
に
し
た
が
う
な
ら
、
人
間
理
性
は
、
質
料
的
存
在
者

か
ら
感
覚
可
能
な
ス
ペ
キ
エ
ス
を
表
象
諸
能
力
の
内
に
受
容
し
た
う
え

で
、
さ
ら
に
そ
こ
か
ら
知
性
能
力
の
抽
象
作
用
に
よ
っ
て
知
解
可
能
な

11 



ス
ペ
キ
エ
ス
を
獲
得
す
る
。
そ
う
し
て
よ
う
や
く
人
間
理
性
は
認
識
対

象
が
何
で
あ
る
か
を
理
解
す
る
。
裏
を
返
す
と
、
人
間
理
性
は
認
識
対

象
を
あ
る
が
ま
ま
に
認
識
す
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
対
象
の
類
似

(similitudo)

を
認
識
す
る
に
過
ぎ
な
い
。
じ
っ
さ
い
、
ト
マ
ス
・
ア

ク
イ
ナ
ス
は
、
「
形
相

(forrna)」
と
い
う
概
念
は
、
認
識
主
体
の
内

の
存
在
と
い
う
意
味
で
の
形
相
（
感
覚
可
能
、
な
い
し
知
解
可
能
な
ス

ペ
キ
エ
ス
）
か
、
認
識
対
象
と
の
相
関
性
と
い
う
意
味
で
の
形
相
（
媒

体
中
の
ス
ペ
キ
エ
ス
）
か
と
い
う
二
通
り
の
意
味
に
解
釈
で
き
る
と
こ

と
わ
っ
た
う
え
で
3

、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
議
論
を
引
き
合
い
に
出
し

な
が
ら
、
質
料
的
対
象
そ
の
も
の
が
認
識
さ
れ
る
の
は
形
相
の
類
似
を

通
し
て
の
こ
と
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
ト
マ
ス
の
立
場
に
し

た
が
う
か
ぎ
り
、
「
わ
た
し
た
ち
の
精
神
は
、
個
別
的
な
も
の
を
直
接

的
に
認
識
で
き
な
い
。
む
し
ろ
個
別
的
な
も
の
が
直
接
的
に
認
識
さ
れ

る
の
は
、
感
覚
能
力
を
通
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
感
覚

能
力
は
、
形
相
を
事
物
か
ら
、
感
覚
器
官
の
内
に
受
け
取
る
か
ら
で
あ

る

5me
n
s
 n
o
s
t
r
a
 directe s
m
唱
!are
c
o
g
n
o
s
c
e
r
e
 n
o
n
 potest; s
e
d
 directe 

c
o
g
n
o
s
c
i
t
u
r
 a
 n
o
b
i
s
 singulare p
e
r
 virtutes 
sensitivas, 
q
u
a
e
 r
e
c
i
p
i
u
n
t
 

苔

o
r
m
a
s
a
 re
b
u
s
 in 
o
r
g
a
n
o
 corporali)
」
4

。
こ
の
意
味
で
、
ト
マ
ス
の

言
う
「
対
象
の
直
接
認
識
」
は
知
識
の
直
接
性
で
は
な
く
、
触
発
の
直

接
性
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
感
覚
認
識
が
直
接
的
な
の
は
、
質
料
的

対
象
を
あ
る
が
ま
ま
に
認
識
す
る
か
ら
で
は
な
く
、
触
発
と
い
う
仕
方

で
対
象
と
直
に
接
触
し
て
い
る
か
ら
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
事

物
と
の
接
触
は
、
知
性
認
識
か
ら
事
後
的
、
遡
及
的
に
推
定
さ
れ
る
以

外
の
仕
方
で
は
、
認
識
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
ス
ペ
キ
エ
ス
理
論
を
採
用
す
る
か
ど
う
か
の
立

場
の
差
は
、
ア
ラ
ビ
ア
経
由
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
的
理
論
図
式
に

依
拠
す
る
か
、
そ
れ
と
も
こ
の
理
論
図
式
か
ら
の
脱
却
を
試
み
る
か
の

思
想
的
傾
向
性
の
差
と
連
動
し
て
も
い
る
。
ベ
リ
ュ
ベ
の
分
類
か
ら
も

わ
か
る
と
お
り
、
間
接
認
識
論
者
の
思
想
家
た
ち
は
、
賛
同
す
る
に
せ

よ
批
判
す
る
に
せ
よ
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
か
ら
多
大
な
影
響
を
被
っ

て
い
る
の
に
対
し
て
、
直
接
認
識
論
者
の
思
想
家
た
ち
の
中
に
は
、
そ

う
し
た
同
時
代
の
主
流
議
論
よ
り
も
、
む
し
ろ
実
証
科
学
的
、
経
験
科

学
的
な
分
野
で
活
躍
し
た
人
物
の
名
前
も
散
見
さ
れ
る
。
じ
っ
さ
い
に

も
、
ス
ペ
キ
エ
ス
理
論
の
影
響
力
は
、
ス
コ
ラ
哲
学
の
衰
退
に
と
も
な

い
後
退
し
て
い
く
。
後
で
見
る
よ
う
に
、
近
代
哲
学
の
時
代
に
は
、
ス

ペ
キ
エ
ス
は
、
ス
コ
ラ
哲
学
の
空
論
ぶ
り
を
示
す
悪
し
き
見
本
の
よ
う

な
扱
い
を
受
け
て
い
る
。
と
は
い
え
、
管
見
の
か
ぎ
り
、
近
代
思
想
の

或
る
問
題
領
域
で
は
、
な
お
ス
ペ
キ
エ
ス
理
論
の
潜
在
的
な
影
響
力
が

残
存
し
て
い
た
ら
し
く
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
感
性
論
の
領
域
で
あ
る
。

本
稿
の
以
下
の
部
分
で
は
、
先
ず
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
的
な
認
識

12 
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理
論
の
直
接
の
典
拠
の
ひ
と
つ
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
視
覚
理
論
を
例
に

と
り
な
が
ら
ス
ペ
キ
エ
ス
理
論
の
基
本
図
式
を
確
認
し
た
う
え
で
、
次

に
、
近
世
の
感
性
論
、
と
く
に
美
学
の
内
に
同
型
の
図
式
が
保
持
さ
れ

て
い
る
こ
と
を
検
証
す
る
。

ス
ペ
キ
エ
ス
論
の
基
本
図
式

「
ス
ペ
キ
エ
ス

(
s
p
e
c
i
e
s
)

」
と
い
う
名
詞
は
「
見
る

(
s
p
1
c
1
0
)
」
と

い
う
動
詞
に
由
来
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
ス

ペ
キ
エ
ス
理
論
は
、
単
な
る
抽
象
的
な
認
識
理
論
で
し
か
な
い
わ
け
で

は
な
く
、
光
学
、
心
理
学
、
生
理
学
な
ど
と
い
っ
た
隣
接
分
野
と
強
く

結
び
つ
い
て
い
た
。
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス

(Averro
g
 
1
1
2
6
-
1
1
9
8
)

の
ス
ペ

キ
エ
ス
論
は
、
そ
の
典
型
例
で
あ
る
。
彼
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
感

覚
と
感
覚
さ
れ
る
も
の
』
に
つ
い
て
の
註
解
の
中
で
、
視
覚
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
生
理
学
的
に
論
じ
な
が
ら
、
ス
ペ
キ
エ
ス
が
物
体
か
ら
人
間
の

認
識
能
力
に
転
送
さ
れ
る
ま
で
の
プ
ロ
セ
ス
を
記
述
し
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
わ
た
し
た
ち
は
次
の
よ
う
に
言
お
う
。
空
気
は

媒
介
す
る
光
に
よ
っ
て
事
物
の
形
相
を
最
初
に
受
容
す
る
。
そ
の

次
に
、
空
気
は
事
物
の
形
相
を
[
眼
球
の
]
外
側
の
膜
に
転
送
す

る
。
さ
ら
に
、
外
側
の
膜
は
事
物
の
形
相
を
別
の
膜
に
転
送
す

る
。
こ
れ
は
運
動
が
最
後
の
膜
に
到
達
す
る
ま
で
続
く
。
膜
の
終

点
の
後
ろ
に
あ
る
の
は
、
共
通
感
覚
で
あ
る
。
膜
の
中
央
部
で
は
、

水
晶
体
が
事
物
の
形
相
を
受
け
と
め
る
。
水
晶
体
は
空
気
と
水
の

中
間
の
自
然
本
性
を
も
つ
鏡
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
鏡
の
よ
う

な
も
の
で
あ
る
お
か
げ
で
、
空
気
か
ら
形
相
を
受
容
し
て
、
空
気

と
水
の
両
者
に
共
通
の
自
然
本
性
を
も
つ
お
か
げ
で
、
水
に
形
相

を
転
送
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
水
に
つ
い
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

は
水
晶
体
の
後
ろ
に
あ
る
液
体
と
言
い
、
ガ
レ
ノ
ス
は
こ
れ
を
ガ

ラ
ス
体
と
呼
ぶ
。
こ
の
器
官
は
、
眼
球
を
構
成
す
る
組
織
の
中
で

も
、
い
ち
ば
ん
奥
に
位
置
し
て
い
る
。
こ
の
器
官
を
通
し
て
、
共

通
感
覚
は
形
相
を
視
認
す
る
の
で
あ
る
。
共
通
感
覚
は
、
形
相
を

受
容
す
る
と
、
こ
れ
を
形
成
力
に
転
送
す
る
。
そ
れ
が
想
像
力
で

あ
る
。
そ
の
と
き
、
形
成
力
は
、
そ
れ
ま
で
よ
り
も
も
っ
と
霊
的

な
受
容
に
よ
っ
て
、
形
相
を
受
容
す
る
。
そ
し
て
そ
の
と
き
、
そ

の
形
相
は
第
三
の
状
態
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
形
相
は

1

一
一
種
類

の
状
態
を
と
る
。
そ
の
第
一
は
物
体
的
な
状
態
で
あ
る
。
そ
の
第

二
は
共
通
感
覚
の
内
で
の
状
態
で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
霊
的
な
状
態

で
あ
る
。
そ
の
第
三
は
想
像
力
の
内
で
の
状
態
で
あ
っ
て
、
こ
れ
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は
よ
り
い
っ
そ
う
霊
的
な
状
態
で
あ
る
。
こ
の
第
三
の
状
態
は
、

共
通
感
覚
の
内
で
の
状
態
よ
り
も
さ
ら
に
霊
的
で
あ
る
が
ゆ
え

に
、
想
像
力
は
、
現
前
す
る
形
相
を
つ
く
り
出
す
に
あ
た
っ
て
、

も
は
や
感
覚
可
能
な
外
在
物
の
現
前
を
必
要
と
し
な
い
。
感
覚
力

の
内
で
の
状
態
は
そ
の
反
対
で
あ
る
。
形
成
力
は
、
最
大
限
に
不

活
性
に
な
っ
て
直
観
を
大
い
に
は
た
ら
か
せ
な
い
か
ぎ
り
、
形
相

を
視
認
し
て
そ
の
志
向
性
を
抽
象
し
な
い
。
こ
れ
ら
の
力
の
内
で

の
形
相
の
三
種
類
の
状
態
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
う
と
お
り
、

ち
ょ
う
ど
ひ
と
り
の
人
間
が
、
両
面
鏡
を
手
に
持
っ
て
そ
の
表
面

を
眺
め
な
が
ら
、
裏
面
を
水
の
方
向
に
向
け
た
状
況
に
喩
え
ら
れ

る
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
と
き
起
き
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と

だ
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、
先
ず
、
鏡
を
眺
め
て
い
る
人
自
身
の
形

相
が
鏡
の
中
に
認
め
ら
れ
、
次
に
、
鏡
か
ら
目
を
転
じ
て
、
水
の

中
に
彼
の
形
相
が
認
め
ら
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
そ
こ
で
も
し
別
の

誰
か
が
鏡
の
裏
面
を
つ
ま
り
、
水
の
方
向
に
向
け
ら
れ
た

面
を
覗
き
込
む
な
ら
、
こ
ち
ら
の
彼
は
、
水
か
ら
鏡
の
中

に
二
度
目
に
描
き
込
ま
れ
た
第
一
の
人
の
形
相
を
見
る
だ
ろ
う
。

要
す
る
に
、
鏡
を
眺
め
て
い
る
人
の
形
相
と
は
感
覚
さ
れ
る
も
の

で
、
鏡
と
は
中
間
の
空
気
で
、
水
と
は
眼
で
あ
る
。
鏡
の
裏
面
と

は
感
覚
力
で
、
こ
の
裏
面
を
認
め
た
人
と
は
想
像
力
で
あ
る
。
仮

引
用
か
ら
明
ら
か
な
と
お
り
、
ス
ペ
キ
エ
ス
（
文
中
で
は
「
事
物
の

形
相

(formar
e
r
u
m
)
」
）
は
、
特
定
の
場
所
に
滞
留
す
る
と
い
う
よ
り

(
1
)
ス
ペ
キ
エ
ス
は
物
体
か
ら
非
物
体
へ
と
段
階
的
に
移
行
す
る

に
鏡
の
表
面
を
眺
め
て
い
る
人
が
、
も
う
こ
の
鏡
を
覗
き
込
む
の

を
止
め
る
な
ら
、
鏡
の
表
面
と
水
と
か
ら
こ
の
第
一
の
人
の
形
相

は
消
え
失
せ
て
、
鏡
の
裏
面
を
覗
き
込
み
な
が
ら
第
一
の
人
の
形

相
を
想
像
す
る
第
二
の
人
が
後
に
残
る
。
こ
れ
と
同
じ
こ
と
が
、

想
像
力
と
共
通
感
覚
の
内
に
あ
る
形
相
と
に
あ
て
は
ま
る
。
感
覚

さ
れ
る
も
の
が
存
在
し
な
く
な
る
と
た
だ
ち
に
、
そ
の
形
相
は
自

ら
共
通
感
覚
か
ら
存
在
し
な
く
な
っ
て
、
こ
の
形
相
を
想
像
す
る

想
像
力
が
後
に
残
る
だ
ろ
う
5
0

こ
こ
で
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
、
鏡
と
水
面
を
行
き
来
す
る
反
射
像
と
い

う
例
を
用
い
な
が
ら
、
ス
ペ
キ
エ
ス
の
性
質
に
つ
い
て
教
え
て
く
れ
て

い
る
。
こ
れ
か
ら
、
こ
の
鏡
像
の
ア
ナ
ロ
ジ
ー
の
裏
に
あ
る
論
理
を
考

察
す
る
こ
と
で
、
ス
ペ
キ
エ
ス
理
論
の
共
通
図
式
と
で
も
呼
ぶ
べ
き
い

く
つ
か
の
論
点
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

14 



I論文 I感性論と形象論 I

も
、
む
し
ろ
次
々
と
帰
属
先
を
移
動
し
な
が
ら
、
自
己
自
身
の
存
在
様

態
を
変
化
さ
せ
て
い
く
力
動
的
な
存
在
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
大
ま
か

に
言
う
と
、
ス
ペ
キ
エ
ス
は
、
①
物
体
的
状
態
、
②
感
覚
能
力
内
で
の

霊
的
な
状
態
、
③
想
像
力
内
で
の
よ
り
霊
的
な
状
態
と
い
う
三
種
類
の

存
在
様
態
を
と
り
う
る
と
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
説
明
し
て
い
る
。
さ
ら
に

細
か
く
言
う
と
、
物
体
的
状
態
と
し
て
の
ス
ペ
キ
エ
ス
は
、
身
体
外
部

の
ス
ペ
キ
エ
ス
と
身
体
内
部
の
ス
ペ
キ
エ
ス
に
区
分
で
き
る
し
、
身
体

内
部
の
ス
ペ
キ
エ
ス
は
、
角
膜
内
、
水
晶
体
内
、
ガ
ラ
ス
体
内
、
網
膜

内
の
ス
ペ
キ
エ
ス
と
い
っ
た
具
合
に
さ
ら
に
細
分
化
で
き
る
。

前
述
の
と
お
り
、
ス
ペ
キ
エ
ス
は
、
主
体
と
対
象
の
あ
い
だ
の
境
界

線
上
に
位
置
す
る
中
間
存
在
と
定
義
さ
れ
る
。
こ
の
定
義
が
意
味
す
る

の
は
、
主
体
と
対
象
の
あ
い
だ
に
介
在
す
る
媒
質
を
ど
う
分
節
す
る
か

に
応
じ
て
、
ス
ペ
キ
エ
ス
の
存
在
様
態
は
多
様
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
上
記
引
用
の
場
合
な
ら
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
、
対
象
と
主
体

の
あ
い
だ
に
、
光
、
空
気
、
眼
球
（
角
膜
、
水
晶
体
、
ガ
ラ
ス
体
、
網
膜
）
、

認
識
能
力
（
共
通
感
覚
、
想
像
力
）
な
ど
と
い
っ
た
媒
質
を
想
定
し
て

い
る
の
で
、
ス
ペ
キ
エ
ス
は
こ
れ
ら
の
媒
質
を
経
由
し
な
が
ら
、
段
階

的
に
そ
の
状
態
を
変
化
さ
せ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
言
い
換
え
る
と
、

同
じ
「
ス
ペ
キ
エ
ス
」
と
い
う
言
葉
で
指
示
さ
れ
る
と
は
い
え
、
各
媒

質
の
中
の
ス
ペ
キ
エ
ス
は
、
互
い
に
同
一
の
存
在
な
の
で
は
な
い
。
具

は
空
気
中
の
ス
ペ
キ
エ
ス
と
異
な
る
存
在
で
あ
る
し
、
空
気
中
の
ス
ペ

キ
エ
ス
は
眼
球
内
の
ス
ペ
キ
エ
ス
と
、
共
通
感
覚
の
中
の
ス
ペ
キ
エ
ス

は
想
像
力
の
中
の
ス
ペ
キ
エ
ス
と
、
そ
れ
ぞ
れ
存
在
論
上
は
ま
っ
た
＜

別
も
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
「
ス
ペ
キ
エ
ス
」
と
い
う
言
葉
が
指

示
す
る
の
は
、
実
体
的
同
一
性
で
は
な
く
、
互
い
に
異
な
る
ス
ペ
キ
エ

ス
間
の
因
果
系
列
の
連
続
性
に
他
な
ら
な
い
。
ス
ペ
キ
エ
ス
と
は
、
ス

ペ
キ
エ
ス
同
士
の
関
係
性
な
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
大
い
に
参

考
に
な
る
の
は
、
ボ
ナ
ヴ
ェ
ン
ト
ウ
ラ
の
ス
ペ
キ
エ
ス
論
で
あ
る
。
と

い
う
の
も
、
彼
は
、
ス
ペ
キ
エ
ス
は
構
造
的
に
対
象
・
媒
体
・
主
体
間

の
比

(
r
a
t
i
o
)

を
潜
在
さ
せ
て
い
て
、
こ
の
比
例
性

(
p
r
o
p
o
r
t
i
o
n
a
l
i
t
a
s
)

が
快
を
生
む
と
説
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
6
0

じ
っ
さ
い
、
先
ほ
ど
の
ト
マ
ス
の
議
論
は
、
ス
ペ
キ
エ
ス
の
「
抽
象

作
用
」
を
前
提
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
れ
た
い
。
対
象
そ
の
も
の
か

ら
感
覚
可
能
な
ス
ペ
キ
エ
ス
が
抽
象
さ
れ
な
い
と
、
こ
の
対
象
は
認
識

さ
れ
な
い
し
、
感
覚
可
能
な
ス
ペ
キ
エ
ス
か
ら
知
解
可
能
な
ス
ペ
キ
エ

ス
が
抽
象
さ
れ
な
い
と
、
先
行
す
る
ス
ペ
キ
エ
ス
は
認
識
さ
れ
な
い
。

逆
に
言
う
と
、
感
覚
可
能
な
ス
ペ
キ
エ
ス
の
把
捉
の
み
で
は
、
人
間
理

性
の
認
識
活
動
は
現
実
化
し
な
い
。
こ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
感

覚
可
能
な
ス
ペ
キ
エ
ス
と
知
解
可
能
な
ス
ペ
キ
エ
ス
が
、
互
い
の
存
在

体
的
に
そ
れ
が
何
で
あ
る
の
か
は
と
も
か
く
、
光
の
中
の
ス
ペ
キ
エ
ス

15 



ス
ペ
キ
エ
ス
が
物
質
的
な
状
態
か
ら
非
物
質
的
な
状
態
へ
と
遷
移
す

る
と
い
う
こ
と
は
、
つ
ま
り
は
、
ス
ペ
キ
エ
ス
の
帰
属
先
が
認
識
対
象

か
ら
認
識
主
体
へ
と
切
り
替
わ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス

の
鏡
像
の
比
喩
の
眼
目
は
、
ま
さ
に
こ
の
点
に
つ
い
て
指
摘
す
る
こ
と

に
あ
る
。

曰
く
、
人
物
A
が
両
面
鏡
を
水
面
の
上
に
か
ざ
し
た
と
仮
定
す
る
。

こ
の
と
き
人
物
A
の
鏡
像
は
三
種
類
の
仕
方
で
生
ま
れ
る
。
両
面
鏡
の

表
面
に
浮
か
ぶ
鏡
像
①
、
水
面
の
上
に
浮
か
ぶ
鏡
像
②
、
両
面
鏡
の
裏

2
)
ス
ペ
キ
エ
ス
は
対
象
か
ら
主
体
へ
と
帰
属
先
を
転
換
す
る

を
前
提
し
合
う
相
補
的
な
開
係
の
内
に
あ
る
と
い
う
事
態
で
あ
る
。
感

覚
経
験
が
な
い
と
認
識
活
動
は
成
立
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
感
覚

可
能
な
ス
ペ
キ
エ
ス
は
知
解
可
能
な
ス
ペ
キ
エ
ス
を
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ

リ
に
産
出
す
る
。
し
か
し
、
認
識
主
体
内
の
形
相
が
認
識
活
動
の
原
理

に
な
る
と
い
う
意
味
で
は
、
む
し
ろ
後
者
が
前
者
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に

基
礎
づ
け
る
。
こ
の
相
補
的
な
循
環
関
係
を
一
括
し
て
名
指
す
の
が
、

ス
ペ
キ
エ
ス
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
、
ス
ペ
キ
エ
ス
は
つ

ね
に
、
ス
ペ
キ
エ
ス
自
体
の
自
己
分
節
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
。

面
に
浮
か
ぶ
鏡
像
③
で
あ
る
。
鏡
像
①
と
鏡
像
②
は
、
人
物
A
を
直
接

的
に
映
し
出
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、
両
者
と
も
に
本
物
に
「
近

い
」
鏡
像
で
は
あ
る
も
の
の
、
鏡
像
①
よ
り
も
鏡
像
②
の
ほ
う
が
光
源

か
ら
遠
い
場
所
に
鏡
面
（
水
面
）
が
位
懺
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
、

前
者
の
ほ
う
が
本
物
に
よ
り
「
近
い
」
。
そ
し
て
、
鏡
像
③
は
、
鏡
像

②
の
反
射
像
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
人
物
A
を
間
接
的
に
し
か
映
し

出
し
て
い
な
い
ば
か
り
か
、
距
離
の
上
で
も
よ
り
「
遠
い
」
。
つ
ま
り
、

本
体
に
対
す
る
近
接
度
か
ら
言
う
と
、
「
津
菊

e>津
菊
◎
＞
渫
蛮
◎
」

と
い
う
不
等
式
が
成
立
す
る
。
そ
し
て
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
説
明
に
よ

る
と
、
こ
の
不
等
式
は
そ
の
ま
ま
空
気
内
、
眼
球
内
、
感
覚
力
（
共
通

感
覚
）
内
の
ス
ペ
キ
エ
ス
が
対
象
に
対
し
て
持
つ
距
離
に
相
当
す
る
。

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
感
覚
力
内
の
ス
ペ
キ
エ
ス
が
、
直
接
的
な
鏡

像
で
は
な
く
、
光
の
屈
折
を
一
度
経
由
す
る
間
接
的
な
鏡
像
と
比
較
さ

れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
第
二
の
間
接
的

な
鏡
像
を
議
論
の
内
に
導
入
す
る
。
第
二
の
人
物
B
が
鏡
像
③
を
見
て

生
み
出
す
心
像
④
、
す
な
わ
ち
、
想
像
力
内
の
ス
ペ
キ
エ
ス
で
あ
る
。

人
物
A
が
い
な
く
な
れ
ば
、
鏡
像
①
、
鏡
像
②
、
鏡
像
③
は
、
そ
れ

ぞ
れ
の
鏡
面
上
か
ら
消
失
す
る
し
か
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
物
B

が
心
の
中
で
思
い
描
く
心
像
④
は
、
ひ
と
た
び
鏡
像
③
を
目
撃
さ
え
し

た
な
ら
、
人
物
A
が
現
に
い
よ
う
と
い
ま
い
と
開
係
な
く
存
続
す
る
。
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光
や
空
気
な
ど
の
媒
介
の
中
に
あ
る
ス
ペ
キ
エ
ス
は
、
認
識
主
体
と

無
関
係
に
、
対
象
に
そ
の
存
在
を
全
面
的
に
負
っ
て
い
る
と
い
う
意
味

で
、
純
粋
に
質
料
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
ス
ペ
キ
エ
ス
が
感
覚
器

官
に
届
く
や
否
や
、
こ
の
器
官
は
触
発
さ
れ
、
自
ら
の
内
に
新
し
い
ス

ペ
キ
エ
ス
を
発
生
さ
せ
る
。
そ
れ
が
共
通
感
覚
内
の
ス
ペ
キ
エ
ス
で
あ

る
。
こ
の
後
者
の
ス
ペ
キ
エ
ス
は
、
対
象
由
来
の
ス
ペ
キ
エ
ス
に
身
体

器
官
が
触
発
さ
れ
な
い
と
実
現
し
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
或
る
程
度

ま
で
質
料
的
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
共
通
感
覚
と
い
う
認
識
能
力

を
原
理
と
し
て
い
て
、
こ
の
能
力
の
内
に
帰
属
し
て
い
る
と
い
う
意
味

で
は
、
霊
的
で
も
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
共
通
感
覚
は
あ
く
ま
で
受
動
的

な
能
力
で
し
か
な
く
、
自
発
的
に
ス
ペ
キ
エ
ス
を
生
み
出
す
わ
け
で
は

な
い
の
で
、
対
象
が
現
前
し
な
く
な
る
な
ら
共
通
感
覚
内
の
ス
ペ
キ
エ

ス
も
消
失
す
る
と
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
は
説
明
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し

で
あ
る
。

こ
の
意
味
で
、
想
像
力
内
の
ス
ペ
キ
エ
ス
の
存
在
は
、
認
識
対
象
よ
り

も
む
し
ろ
認
識
主
体
に
強
く
依
存
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
ス
ペ
キ
エ
ス

は
、
主
体
内
部
に
転
送
さ
れ
て
い
く
過
程
の
或
る
時
点
で
、
対
象
を
存

在
原
因
と
す
る
状
態
か
ら
主
体
を
存
在
原
因
と
す
る
状
態
へ
と
反
転
す

る
。
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
が
質
料
的
、
霊
的
、
よ
り
霊
的
と
い
う
形
容
で
言

わ
ん
と
し
て
い
る
の
は
、
こ
の
対
象
と
主
体
に
対
す
る
依
存
度
の
こ
と

て
、
想
像
力
は
能
動
的
な
認
識
能
力
な
の
で
、
ひ
と
た
び
共
通
感
覚
内

の
ス
ペ
キ
エ
ス
か
ら
触
発
さ
れ
た
な
ら
、
も
は
や
対
象
が
現
前
し
て
い

る
か
不
在
で
あ
る
か
に
関
係
な
く
、
自
ら
に
固
有
の
ス
ペ
キ
エ
ス
を
自

発
的
に
維
持
し
続
け
る
。
こ
の
意
味
で
、
想
像
力
内
の
ス
ペ
キ
エ
ス
は
、

純
粋
に
精
神
的
産
物
で
あ
っ
て
、
認
識
主
体
に
そ
の
存
在
を
全
面
的
に

依
存
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
「
よ
り
霊
的
」
と
形
容
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
あ
る
。

以
上
の
と
お
り
、

ス
ペ
キ
エ
ス
の
転
送
は
、
ス
ペ
キ
エ
ス
自
身
の
存

在
様
態
を
質
料
的
な
も
の
か
ら
霊
的
な
も
の
へ
と
、
完
全
に
別
も
の
に

置
き
換
え
る
。
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
が
、
鏡
像
の
比
喩
の
中
で
「
観
察
者
」

を
ふ
た
り
用
意
し
た
よ
う
に
、
ス
ペ
キ
エ
ス
は
つ
ね
に
主
体
と
対
象
、

質
料
と
精
神
、
あ
る
い
は
感
覚
と
知
性
な
ど
と
い
っ
た
実
体
同
士
の
緊

張
関
係
の
内
に
存
在
し
て
い
て
、
こ
の
両
極
の
あ
い
だ
を
段
階
的
に
移

行
し
て
い
く
。
と
い
う
よ
り
も
、
正
確
に
言
う
と
事
情
は
逆
で
、
ス
ペ

キ
エ
ス
と
い
う
概
念
は
、
定
義
上
は
区
別
さ
れ
る
は
ず
の
さ
ま
ざ
ま
な

認
識
論
上
の
諸
契
機
を
、
互
い
に
接
合
す
る
た
め
の
媒
介
項
と
し
て
構

想
さ
れ
た
。
だ
か
ら
、
ス
ペ
キ
エ
ス
そ
れ
自
体
は
、
純
粋
に
客
観
的
で

も
主
観
的
で
も
な
く
、
た
だ
一
方
か
ら
他
方
に
転
移
す
る
以
外
に
、
固

有
の
本
質
を
持
ち
合
わ
せ
て
は
い
な
い
。
し
か
し
、
そ
こ
か
ら
逆
説
的

に
、
ス
ペ
キ
エ
ス
同
士
の
関
係
性
に
つ
い
て
わ
か
る
こ
と
が
あ
る
。
す
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な
わ
ち
、
各
媒
質
間
の
ス
ペ
キ
エ
ス
間
の
同
一
性
と
は
、
「
力
動
論
的

な
同
一
性
」
に
他
な
ら
な
い
。
媒
質
の
異
な
る
ス
ペ
キ
エ
ス
同
士
は
、

本
質
に
関
し
て
も
原
理
に
関
し
て
も
別
も
の
で
あ
る
も
の
の
、
先
行

す
る
ス
ペ
キ
エ
ス
が
後
続
す
る
ス
ペ
キ
エ
ス
を
触
発
す
る
と
い
う
仕
方

で
、
生
成
の
連
続
性
を
な
お
も
保
ち
続
け
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
ス

ペ
キ
エ
ス
は
認
識
理
論
の
中
に
、
実
体
と
い
う
観
点
と
は
別
に
、
運
動

と
い
う
観
点
を
導
入
す
る
。
だ
か
ら
、
ス
ペ
キ
エ
ス
は
、
諸
実
体
間
の

存
在
論
的
な
分
節
を
破
壊
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
力
動
的
な
作
用
関
係

に
つ
い
て
の
思
考
を
可
能
に
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
の
と
お
り
、
認
識
活
動
を
構
成
す
る
各
契
機
を
、
そ
の
分
節
を

維
持
し
な
が
ら
も
、
力
動
性
の
平
面
で
結
び
つ
け
る
の
が
ス
ペ
キ
エ
ス

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
裏
を
返
す
と
、
ス
ペ
キ
エ
ス
を
ど
の
よ
う

に
思
考
す
る
か
に
つ
い
て
の
態
度
と
認
識
活
動
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
ど
の

よ
う
に
分
節
す
る
か
に
つ
い
て
の
態
度
が
相
開
し
て
い
る
こ
と
を
意
味

す
る
。
じ
っ
さ
い
、
ア
ヴ
ィ
ケ
ン
ナ
(
A
v
i
c
e
n
n
a
,
9
8
0
 ,
 10
3
7
)

は
、
ア
ヴ
ェ

ロ
エ
ス
と
は
異
な
る
仕
方
で
ス
ペ
キ
エ
ス
を
思
考
す
る
そ
の
結
果
、
認

3
)
ス
ペ
キ
エ
ス
論
は
認
識
能
力
論
と
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る

識
理
論
に
開
す
る
ス
タ
ン
ス
自
体
に
明
瞭
な
差
が
生
ま
れ
て
い
る
。

ア
ヴ
ィ
ケ
ン
ナ
の
思
想
に
つ
い
て
は
、
彼
の
『
治
癒
の
書
』
の
抄
訳

が
ト
レ
ド
で
作
ら
れ
‘
―
二
世
紀
後
半
か
ら
一
三
世
紀
に
か
け
て
ヨ
ー

ロ
ッ
パ
に
流
通
し
て
い
た
。
―
ニ
―

0
年
と
―
ニ
―
五
年
に
パ
リ
大
学

の
学
芸
学
部
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
自
然
学
と
形
而
上
学
を
講
義
す
る

こ
と
が
禁
止
さ
れ
た
さ
い
、
ア
ヴ
ィ
ケ
ン
ナ
の
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
註
解

が
名
指
し
さ
れ
て
い
た
と
推
測
す
る
研
究
者
も
い
る
7

。
い
ず
れ
に
し

て
も
、
一
三
世
紀
の
中
期
に
も
な
る
と
、
オ
ー
ヴ
ェ
ル
ヌ
の
ギ
ヨ
ー
ム

や
ヘ
ー
ル
ズ
の
ア
レ
ク
サ
ン
デ
ル
、
ア
ル
ベ
ル
ト
ゥ
ス
・
マ
グ
ヌ
ス
ら

は
す
で
に
、
ア
ヴ
ィ
ケ
ン
ナ
の
議
論
を
か
な
り
正
確
に
理
解
し
て
い
た
。

中
で
も
と
く
に
彼
の
霊
魂
論
に
つ
い
て
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
が

部
分
的
に
採
用
し
た
こ
と
で
も
有
名
で
あ
る
。
そ
の
理
論
図
式
に
よ
る

と
、
人
間
理
性
の
認
識
活
動
は
「
共
通
感
覚
」
、
「
想
像
力
（
目
吾
nati0
)

」、

「
表
象
力

(
p
h
a
n
t
a
s
i
a
)
」
、
「
評
価
力

(vis
estimativa)
」
、
「
記
憶
」
と

い
う
五
種
類
の
認
識
能
力
を
ス
ペ
キ
エ
ス
が
順
番
に
経
由
す
る
こ
と
で

成
立
す
る
と
説
明
し
た
8
0

ア
ヴ
ィ
ケ
ン
ナ
に
よ
る
と
、
先
ず
、
「
共
通
感
覚
」
は
外
部
か
ら
の

印
象
を
受
容
す
る
能
力
で
、
こ
の
点
で
は
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
説
明
と
変

わ
ら
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
彼
は
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
言
う
「
想
像

カ
」
を
「
想
像
力
（
形
成
力
）
」
と
「
表
象
力
」
に
区
別
す
る
。
前
者
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I論文 I感性論と形象論 I

こ
の
両
者
の
も
う
ひ
と
つ
の
相
違
は
、
認
識
能
力
と
身
体
器
官
を
ど

う
分
節
す
る
か
と
い
う
論
点
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ア
ヴ
ィ
ケ
ン
ナ
は
、

共
通
感
覚
、
想
像
力
な
ど
と
い
っ
た
五
つ
の
認
識
能
力
を
、
単
純
に
霊

的
な
能
力
で
は
な
く
、
同
時
に
肉
体
器
官
（
脳
）
の
能
力
で
も
あ
る
と

主
張
し
た
の
だ
っ
た
，
。
こ
の
ア
ヴ
ィ
ケ
ン
ナ
的
な
脳
生
理
学
1
1
心
理

学
モ
デ
ル
で
は
、
認
識
能
力
内
の
ス
ペ
キ
エ
ス
は
、
霊
的
で
あ
る
と
同

時
に
肉
体
的
で
も
あ
る
よ
う
な
、
身
体
器
官
内
の
印
象
（
目
p
r
e
s
s
i0
)
 

と
定
義
さ
れ
る
。
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
の
場
合
、
共
通
感
覚
内
の
ス
ペ
キ
エ

ス
と
想
像
力
内
の
ス
ペ
キ
エ
ス
を
比
較
す
る
と
、
前
者
よ
り
後
者
の
ほ

う
が
「
よ
り
霊
的
」
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、

の
そ
れ
と
相
違
を
見
せ
て
い
る
。

は
共
通
感
覚
の
受
け
取
っ
た
印
象
を
自
己
同
一
的
に
維
持
す
る
能
力
で

あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
表
象
を
分
解
し
た
り
、
合
成
し
た
り
、
不

在
の
対
象
を
表
象
し
た
り
す
る
能
力
と
定
義
さ
れ
る
。
さ
ら
に
ス
ペ
キ

エ
ス
は
、
価
値
判
断
の
能
力
、
す
な
わ
ち
「
評
価
力
」
の
介
在
に
よ
っ

て
快
不
快
の
情
動
を
付
加
さ
れ
た
後
、
記
憶
像
に
変
換
さ
れ
て
保
存
さ

れ
る
。
ま
と
め
る
と
、
①
能
動
的
な
認
識
能
力
と
し
て
の
想
像
力
の
役

割
を
分
割
す
る
。
②
価
値
判
断
と
い
う
要
素
を
ス
ペ
キ
エ
ス
の
伝
達
に

付
加
す
る
。
③
ス
ペ
キ
エ
ス
の
終
着
点
を
想
像
力
で
は
な
く
記
憶
と
考

え
る
。
こ
れ
ら
の
点
で
、
ア
ヴ
ィ
ケ
ン
ナ
の
議
論
は
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス

ア
ヴ
ィ
ケ
ン
ナ
が
後
の
美
学
思
想
に
直
接
的
な
影
響
を
与
え
た
わ
け
で

ア
ヴ
ィ
ケ
ン
ナ
の
場
合
、
五
つ
の
認
識
能
力
の
あ
い
だ
の
霊
的
な
度
合

い
の
優
劣
は
明
確
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
、
肉
体
的
な
基
盤

を
持
つ
と
い
う
意
味
で
は
、
均
質
だ
か
ら
で
あ
る
。

以
上
か
ら
も
わ
か
る
と
お
り
、
ス
ペ
キ
エ
ス
の
扱
い
の
差
は
、
そ
の

ま
ま
思
想
家
の
理
論
的
立
場
の
差
を
如
実
に
反
映
し
て
い
る
。
ア
ヴ
ェ

ロ
エ
ス
と
ア
ヴ
ィ
ケ
ン
ナ
で
、
認
識
活
動
の
プ
ロ
セ
ス
を
説
明
す
る
た

め
に
用
い
る
基
本
的
な
概
念
群
は
あ
ま
り
変
わ
ら
な
い
よ
う
に
見
え
て

も
、
そ
れ
ら
の
概
念
を
い
か
に
布
置
す
る
か
の
違
い
が
、
質
料
、
身

体
、
認
識
能
力
な
ど
と
い
っ
た
重
要
問
題
に
対
す
る
姿
勢
に
ま
で
、
決

定
的
な
違
い
を
も
た
ら
し
て
い
る
。
端
的
に
言
っ
て
、
こ
の
ふ
た
り
で

は
、
質
料
と
精
神
を
い
か
に
分
節
す
る
か
が
異
な
っ
て
い
る
。
前
者
が

ス
ペ
キ
エ
ス
の
質
料
性
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
れ
は
あ
く
ま
で
部
分

的
で
、
付
帯
的
な
条
件
に
過
ぎ
な
い
無
機
質
な
物
質
の
こ
と
を
指
し
て

い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
が
同
じ
こ
と
に
つ
い
て
語
る
と
き
、
そ
こ
に

肉
体
性
、
身
体
性
が
知
覚
の
基
盤
に
あ
る
と
い
う
含
意
が
と
も
な
っ
て

い
る
。
じ
っ
さ
い
に
も
、
ア
ヴ
ィ
ケ
ン
ナ
は
ス
ペ
キ
エ
ス
を
論
じ
る
さ

い
に
、
ア
ヴ
ェ
ロ
エ
ス
に
な
い
情
動
と
い
う
要
素
を
導
入
し
て
い
た
の

だ
っ
た
。
こ
の
発
想
は
、
ス
ペ
キ
エ
ス
が
肉
体
と
精
神
の
媒
介
と
し
て

思
考
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
或
る
意
味
で
当
然
で
さ
え
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
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皿
ス
ペ
キ
エ
ス
論
の
感
性
学
へ
の
潜
在
的
影
響

し
た
ち
の
美
学
と
同
じ
方
向
に
理
論
を
進
展
さ
せ
う
る
可
能
性
を
潜
在

さ
せ
て
い
た
。
そ
の
傍
証
を
彼
は
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
。

前
述
の
と
お
り
、
近
世
に
な
る
と
、

ス
コ
ラ
哲
学
の
衰
退
に
連
動
し

て
ス
ペ
キ
エ
ス
理
論
は
思
想
史
の
表
舞
台
か
ら
後
退
す
る
。
一
八
世

紀
、
経
験
論
が
流
行
し
て
い
た
時
代
に
、
ト
マ
ス
・
リ
ー
ド

(
T
h
o
m
a
s

Reid, 
1
7
1
0
-
1
7
9
6
)

は
、
ス
ペ
キ
エ
ス
理
論
を
流
行
遅
れ
の
説
と
主
張

し
た
。
彼
日
く
、
ス
ペ
キ
エ
ス
と
い
う
考
え
方
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
と

ペ
リ
パ
ト
ス
学
派
に
由
来
し
て
い
て
、
こ
れ
は
古
代
の
哲
学
大
系
の
中

で
も
と
く
に
不
条
理
で
意
味
不
明
な
部
分
な
が
ら
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ

て
み
ご
と
に
論
駁
さ
れ
た
10

。
別
の
箇
所
で
は
リ
ー
ド
は
、
デ
カ
ル
ト

の
体
系
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
権
威
に
打
ち
勝
っ
た
の
は
、
現
代
の
哲

学
者
が
何
ご
と
も
盲
信
し
な
い
で
、
明
瞭
で
な
い
こ
と
を
懐
疑
す
る
自

由
な
精
神
を
持
っ
て
い
る
か
ら
だ
と
高
言
し
て
い
る
11

。
こ
の
当
て
こ

す
り
の
裏
に
は
、
ス
コ
ラ
哲
学
に
対
す
る
批
判
も
含
ま
れ
て
い
る
か
も

し
れ
な
い
。

は
な
い
。
し
か
し
、

ス
ペ
キ
エ
ス
と
い
う
概
念
は
、
お
そ
ら
く
、
わ
た

さ
て
、
リ
ー
ド
は
、

ス
ペ
キ
エ
ス
理
論
の
特
徴
を
ふ
た
つ
の
論
点
に

区
別
し
て
い
る
。
①
ス
ペ
キ
エ
ス
は
外
的
対
象
か
ら
感
覚
の
経
路
を

通
っ
て
精
神
に
入
っ
て
く
る
。
②
外
的
対
象
そ
れ
自
体
は
知
覚
不
可
能

で
、
あ
く
ま
で
対
象
の
ス
ペ
キ
エ
ス
し
か
認
識
さ
れ
な
い
。
そ
し
て
、

デ
カ
ル
ト
は
前
者
の
論
点
は
否
定
し
て
お
き
な
が
ら
、
後
者
の
論
点
は

明
確
に
否
定
し
な
い
ま
ま
判
断
を
保
留
し
て
い
た
の
は
不
合
理
だ
、
と

い
う
方
向
に
リ
ー
ド
の
批
判
は
進
ん
で
い
く
。
こ
の
批
判
は
、
本
稿
第

一
章
で
取
り
あ
げ
た
ス
ペ
キ
エ
ス
理
論
と
間
接
認
識
論
の
関
係
に
対
応

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
近
代
経
験
論
の
隆
盛
と
共
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

主
義
的
な
間
接
認
識
論
は
フ
ェ
ー
ド
ア
ウ
ト
し
て
、
直
接
認
識
論
が
一

定
の
影
響
力
を
獲
得
す
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
思
想
史
の
流
れ
は
、

リ
ー
ド
の
記
述
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

こ
う
し
て
啓
蒙
主
義
の
時
代
に
な
る
と
、
ス
ペ
キ
エ
ス
と
い
う
発
想

は
放
棄
さ
れ
た
か
に
見
え
る
。
し
か
し
、
認
識
理
論
の
中
で
も
と
く
に

感
性
論
の
領
域
に
限
っ
て
は
、
そ
の
影
響
は
依
然
と
し
て
残
存
し
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
例
に
挙
げ
ら
れ
る
の
は
、
コ
ン
デ
イ
ヤ
ッ

ク

(
E口
e
n
n
e
B
o
n
n
o
t
 d
e
 Condillac, 1
7
1
4
'
1
7
8
0
)
の
『
咸
心
普
翌
誨

(
T
r
a
n
e

d
e
s
 s
e
n
s
a口
o
n
s
)
』
で
あ
る
。
周
知
の
と
お
り
同
書
で
は
、
嗅
覚
以
外
の

感
覚
を
持
た
な
い
「
彫
像
」
が
ど
の
よ
う
に
認
識
活
動
を
発
展
さ
せ
て

い
く
か
と
い
う
思
考
実
験
が
展
開
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
こ
で
の
重
要
な
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論
点
に
「
記
憶
」
の
問
題
が
あ
る
。
嗅
覚
し
か
持
た
な
い
彫
像
は
、
目

の
前
の
香
り
に
注
意
す
る
以
外
に
何
も
活
動
で
き
な
い
。
よ
り
複
雑
な

認
識
活
動
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
な
ら
、
彫
像
が
現
在
か
ら
過
去
へ
と

注
意
を
振
り
向
け
る
必
要
が
あ
る
。
で
は
、
コ
ン
デ
イ
ヤ
ッ
ク
は
、
彫

像
が
過
去
の
記
憶
に
気
づ
く
さ
い
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
ど
う
説
明

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

香
り
が
嗅
覚
に
現
在
す
る
の
は
、
香
気
性
物
質
が
器
官
そ
の
も
の

に
相
対
し
て
い
る
が
ゆ
え
の
印
象
を
通
し
て
の
こ
と
で
あ
る
。
こ

れ
と
同
じ
よ
う
に
、
別
の
香
り
が
記
憶
に
現
在
す
る
の
は
、
器
官

が
か
つ
て
別
の
香
気
性
物
質
の
印
象
を
脳
に
転
送
し
た
上
で
、
こ

の
印
象
が
脳
の
中
に
な
お
存
続
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
ん
な

具
合
に
ふ
た
つ
の
存
在
様
式
を
移
動
し
な
が
ら
、
彫
像
は
、
自
分

は
も
は
や
か
つ
て
自
分
が
そ
う
で
あ
っ
た
も
の
で
は
な
い
と
感
覚

す
る
。
こ
の
変
化
に
つ
い
て
の
認
識
が
彫
像
に
何
を
さ
せ
る
か
と

言
う
と
、
彼
女
は
、
第
一
の
存
在
様
式
を
、
第
二
の
存
在
様
式
を

体
験
し
て
い
る
瞬
間
と
は
別
の
瞬
間
に
関
係
づ
け
る
よ
う
に
な

る
。
ま
さ
に
こ
れ
が
、
或
る
様
式
で
現
実
存
在
す
る
こ
と
と
、
別

の
様
式
で
現
実
存
在
し
て
い
た
と
思
い
だ
す
こ
と
と
の
あ
い
だ
の

違
い
を
、
彫
像
に
気
づ
か
せ
る
当
の
も
の
な
の
だ
120

引
用
に
よ
る
と
、
現
在
の
感
覚
と
過
去
の
感
覚
で
は
、
注
意
力
が
向
か

う
印
象
の
質
が
異
な
っ
て
い
る
。
現
在
の
印
象
は
、
物
質
が
感
覚
器
官

に
現
前
す
る
こ
と
で
生
起
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
現
在
の
印
象
が
脳

に
転
送
さ
れ
る
な
ら
、
物
質
が
感
覚
器
官
に
現
前
し
な
く
て
も
、
こ
の

印
象
は
脳
の
内
部
で
残
存
し
続
け
る
。
こ
れ
が
過
去
の
印
象
、
記
憶
に

他
な
ら
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、
印
象
の
質
の
差
は
、
印
象
が
帰
属
す

る
場
所
（
媒
質
）
の
差
、
注
意
力
が
向
け
ら
れ
る
宛
先
の
差
で
も
あ
る
。

こ
う
し
て
注
意
力
の
方
向
が
二
極
に
分
裂
す
る
か
ら
、
彫
像
の
内
部
に

感
覚
体
験
の
質
の
差
、
現
在
と
過
去
の
差
が
生
ま
れ
る
。
そ
れ
が
コ
ン

デ
イ
ヤ
ッ
ク
の
説
明
で
あ
る
。

一
読
し
て
わ
か
る
と
お
り
、

コ
ン
デ
イ
ヤ
ッ
ク
の
議
論
に
は
、
中
世

の
ス
ペ
キ
エ
ス
論
と
同
型
の
図
式
を
見
出
せ
る
。
と
い
う
の
も
、
引
用

箇
所
で
は
、
印
象
の
質
が
帰
属
先
の
媒
質
に
応
じ
て
変
化
す
る
（
そ

れ
は
同
時
に
、
新
た
な
認
識
能
力
の
生
起
で
も
あ
る
）
と
い
う
論
点

が
、
議
論
を
押
し
進
め
て
い
く
た
め
の
重
要
な
動
因
に
な
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
じ
っ
さ
い
、
本
人
の
説
明
に
よ
る
と
、
注
意
力
の
生
動
性

(vivacite)

は
魂
の
諸
能
力
に
呼
応
し
な
が
ら
段
階
的
に
発
展
し
て
い

く
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
感
覚
体
験
の
発
展
段
階
の
叙
述
が
「
感
覚
論
』

の
基
本
的
な
筋
道
と
な
る
。
彼
の
理
論
は
一
般
的
に
、
ロ
ッ
ク
的
な
経

験
論
と
か
、
マ
ル
ブ
ラ
ン
シ
ュ
的
な
機
会
原
因
論
と
か
の
影
響
と
い
う
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視
点
か
ら
語
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
思
考
の
基
本
構
図
は
、
よ
り
古
い

時
代
と
の
共
通
性
を
残
し
て
い
る
。

こ
の
ス
ペ
キ
エ
ス
論
の
基
本
思
考
を
も
っ
と
明
瞭
に
受
け
継
い
で

い
る
の
が
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン

(
A
l
e
x
a
n
d
e
r
G
o
t
t
l
i
e
b
 B
a
u
m
g
a
r
t
e
n
,
 

1
7
1
4
'
1
7
6
2
)

の
『
羊
K
産
す

(
A
e
s
t
h
e
t
i
c
a
)
』
に
仙
g

な
ら
な
い
。
同
書
第
一

部
第
一
章
第
二
節
(

§

2

8

)

以
下
に
日
く
、
自
然
本
性
的
な
美
的
認
識

が
成
立
す
る
た
め
の
必
要
条
件
は
「
優
美
で
品
格
の
あ
る
生
得
的
天
性

(
I
n
g
e
n
i
u
m
 v
e
n
u
s
t
u
m
 et e
l
e
g
a
n
s
 c
o
n
n
a
t
u
r
n
)
」
で
あ
る
。
こ
の
天
性
は

八
種
類
の
下
位
認
識
能
力
の
「
比
例

(
p
r
o
p
o
r
t
i
o
)
」
を
成
立
条
件
と

し
て
要
求
す
る
。
感
覚
力
、
想
像
力
、
洞
察
力

(
p
e
r
s
p
i
c
a
c
i
a
)
、
記
憶
、

制
作
力

(
p
o
e
t
i
c
a
)
、
趣
味

(
s
a
p
o
r
)
、
予
測

(
p
r
a
e
v
i
d
e
n
s
)
、
記
号
化

(
s
i
g
n
i
f
i
c
a
n
s
)

で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
下
位
認
識
能
力
は
、
互
い
の
協
働

を
通
し
て
感
性
的
表
象
を
産
出
し
た
う
え
で
、
こ
の
表
象
を
上
位
認
識

能
力
に
提
供
す
る
。
す
な
わ
ち
、
外
部
か
ら
の
物
質
的
剌
激
は
、
感
覚

力
に
把
捉
さ
れ
、
想
像
力
に
把
持
さ
れ
、
記
憶
に
保
存
さ
れ
、
制
作
カ

に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
、
予
測
に
よ
っ
て
目
的
と
関
連
づ
け
ら
れ
、
趣
味

に
価
値
判
断
さ
れ
、
洞
察
力
に
よ
っ
て
統
握
さ
れ
、
最
終
的
に
記
号
化

に
よ
っ
て
知
性
認
識
に
接
続
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
箇
所
で
バ
ウ
ム

ガ
ル
テ
ン
は
、
最
初
に
感
覚
力
の
中
に
生
ま
れ
た
曖
昧
な
印
象
が
、
そ

の
他
の
感
性
能
力
に
順
番
に
受
け
渡
さ
れ
て
い
く
結
果
、
明
晰
な
感
性

的
表
象
に
変
換
さ
れ
る
ま
で
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
を
叙
述
し
て
い
る
。

し
か
し
、
な
ぜ
彼
は
、
美
的
認
識
の
成
立
条
件
に
、
下
位
認
識
能
力
間

の
比
例
と
い
う
考
え
か
た
を
持
ち
出
し
て
来
る
の
か
。
な
ぜ
感
覚
能
力

を
多
数
の
下
位
区
分
の
内
に
分
節
す
る
の
か
。
そ
れ
は
こ
こ
で
思
考
さ

れ
て
い
る
の
が
、
感
性
認
識
に
固
有
の
統
一
性
が
い
か
に
し
て
成
立
す

る
の
か
と
い
う
問
い
だ
か
ら
で
あ
る
。

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
、
美
的
認
識
が
実
現
す
る
に
は
、
上
位
認
識
能

力
か
ら
の
管
理
が
必
要
で
あ
る
と
説
く
13
。
感
性
認
識
は
、
理
性
と
知

性
か
ら
の
支
配
が
な
い
と
、
感
性
的
な
統
一
性
を
維
持
で
き
な
い
。
そ

の
意
味
で
は
、
感
性
認
識
は
基
本
的
に
自
立
性
を
持
た
な
い
。
彼
に
と
っ

て
感
性
的
触
発
は
、
存
在
者
の
本
質
を
充
足
根
拠
と
し
な
い
以
上
、
述

語
の
述
語
、
す
な
わ
ち
、
形
容
詞
で
言
表
さ
れ
る
べ
き
付
帯
性
に
過
ぎ

な
い
14

。
彼
が
「
美
の
認
識
」
や
「
美
を
認
識
す
る
」
と
言
わ
な
い
で

「
美
的
認
識
」
や
「
美
的
に
認
識
す
る
」
と
い
う
表
現
を
一
貫
し
て
使

い
続
け
る
理
由
が
こ
こ
に
あ
る
。
美
は
存
在
者
で
は
な
い
の
で
、
認
識

対
象
に
な
ら
な
い
。
美
は
存
在
者
の
規
定

(
d
e
t

g
 
n
i
n
a
t
i
o
 entis)

の一

種
、
様
相

(
m
o
d
u
s
)

に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
感

性
認
識
が
上
位
認
識
能
力
か
ら
の
支
配
を
受
け
る
た
め
に
は
、
そ
こ
に

あ
ら
か
じ
め
感
性
的
な
統
一
性
が
存
在
し
て
い
な
い
と
い
け
な
い
。
バ

ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
「
知
覚
を
記
号
化
す
る
た
め
の
能
力

(
d
i
s
p
o
s
i
t
i
o
a
d
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s
1
g
m
f
i
c
a
n
d
a
s
 p
e
r
c
e
p
t
t
o
n
e
s
 suas /
 facultas 
c
h
a
r
a
c
t
e
n
s
u
c
a
)
」

ぇ
9

下
_
圧
止

認
識
能
力
の
比
例
の
最
終
段
階
に
置
く
理
由
が
こ
れ
で
あ
る
。
感
性
認

識
は
、
知
性
認
識
能
力
に
よ
っ
て
判
明
に
言
語
化
さ
れ
る
に
先
立
っ
て
、

原
記
号
と
し
て
非
判
明
な
が
ら
も
明
晰
な
徴
表

(
n
o
t
a
)
、
す
な
わ
ち
、

指
示
作
用
を
形
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
裏
を
返
す
と
、
感
性
的
な

統
一
性
と
し
て
の
指
示
作
用
を
欠
く
か
ぎ
り
、
い
か
な
る
知
性
認
識
も

実
現
し
え
な
い
。
こ
の
指
示
作
用
と
い
う
基
底
の
上
で
し
か
、
知
性
は

存
在
者
の
本
質
を
認
識
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
バ
ウ
ム
ガ

ル
テ
ン
は
、
下
位
認
識
能
力
の
調
和
は
上
位
認
識
の
成
立
の
た
め
の
必

要
条
件
で
あ
る
15

以
上
、
美
的
認
識
能
力
が
知
性
認
識
能
力
を
欠
く
こ

と
は
あ
り
え
る
の
に
対
し
て
、
後
者
が
前
者
を
欠
く
こ
と
は
あ
り
え
な

い
16

と
明
言
す
る
。

じ
っ
さ
い
に
も
、

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
彼
の
処
女
論
文
の
巻
頭
で

提
起
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
判
明
に
認
識
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
指
示
作
用
に
つ
い
て
の
問
題
で
あ
る
。
彼
日
く
、
「
《
言
表
》

を
発
話
す
る
と
き
、
わ
た
し
た
ち
は
、
意
味
表
示
す
る
声
の
連
続
体

を
、
複
数
の
表
象
の
連
結
体
と
し
て
知
解
す
る

(
O
R
A
T
I
O
N
E
M
c
u
m
 

d
1
c
1
m
u
s
,
 
s
e
n
e
m
 v
o
c
u
m
 r
e
p
r
a
e
s
e
n
t
a
t
1
0
n
e
s
 c
o
n
n
e
x
a
s
 s
1
g
m
f
i
c
a
n
t
m
m
 

intelligimus)
」
17

。
す
な
わ
ち
、
わ
た
し
た
ち
の
知
性
認
識
の
「
判
明

性

(distincti0
)

」
は
言
語
の
分
節
の
も
と
、
表
象
の
連
結
体
と
い
う

か
た
ち
で
実
現
す
る
。
し
か
し
こ
の
と
き
、
こ
の
認
識
活
動
を
可
能
に

す
る
は
ず
の
感
性
的
統
一
性
、
「
意
味
表
示
す
る
声
の
連
続
体

(series

v
o
c
u
m
 significantium)
」
は
、
か
え
っ
て
認
識
不
可
能
な
も
の
と
な
る
。

つ
ま
り
、
純
粋
な
感
性
認
識
そ
れ
自
体
は
、
知
性
認
識
の
起
源
で
あ
り

な
が
ら
も
、
知
性
認
識
か
ら
排
除
さ
れ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
論
理

学
者
は
、
こ
の
声
の
問
題
に
無
自
覚
な
ま
ま
、
学
問
の
原
理
を
純
粋
論

理
で
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
せ
い
で
、
堂
々
巡
り
の
議
論
に
陥
っ
て
し

ま
う
し
か
な
い
。
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
感
性
学
の
必
要
性
を
訴
え
た
理

由
が
こ
こ
に
あ
る
。

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
、
感
性
認
識
に
固
有
の
完
全
性
を
「
量
的
完
全

性
」
と
定
義
す
る
。
日
く
、
質
も
量
も
存
在
者
を
他
か
ら
区
別
す
る
た

め
の
内
的
判
別
点
で
は
あ
る
も
の
の
、
質
が
判
明
に
規
定
可
能
な
の
に

対
し
て
、
量
は
判
明
に
規
定
不
可
能
な
の
で
、
渾
然
性
の
カ
テ
ゴ
リ
ー

に
属
す
る
18
。
そ
し
て
さ
ら
に
、
彼
は
認
識
活
動
の
量
的
性
格
を
六
種

類
に
分
類
す
る
。
豊
か
さ
(
u
b
e
r
t
a
s
)
、
大
き
さ
、
真
理
、
明
晰
性
(claritas)
、

確
実
性

(certitudo)
、
生
動
性

(vita)

の
六
種
類
で
あ
る
。
こ
こ
で

の
ポ
イ
ン
ト
は
、
こ
れ
ら
六
つ
の
認
識
性
格
が
互
い
に
一
致
す
る
こ
と

で
、
最
終
的
に
感
性
認
識
の
完
全
性
を
実
現
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
あ

る
。
前
述
の
と
お
り
、
認
識
活
動
は
複
数
の
表
象
の
結
合
か
ら
生
ま
れ

る
と
い
う
意
味
で
「
豊
か
」
で
あ
る
。
し
か
る
に
、
こ
れ
ら
の
豊
か
な
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表
象
が
結
合
し
な
い
と
全
体
が
成
立
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
認
識

は
一
定
の
限
界
を
備
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
認
識
活
動
は
「
大
き
い
」
。

し
か
る
に
、
認
識
活
動
の
全
体
は
何
ら
か
の
対
象
を
志
向
し
な
い
と
成

立
し
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
対
象
と
ど
れ
ほ
ど
一
致
し
て
い
る
か
に
つ

い
て
は
程
度
の
大
小
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
認
識
活
動
は
よ
り
多
く

「
真
実
」
で
あ
っ
た
り
、
そ
の
反
対
で
あ
っ
た
り
す
る
。
認
識
内
容
が

ど
れ
ほ
ど
真
実
で
あ
る
か
は
、
現
に
感
覚
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
ど
れ

ほ
ど
ま
で
に
知
解
可
能
な
意
味
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
て
い
る
か
に
応

じ
る
と
い
う
意
味
で
は
、
よ
り
真
実
な
認
識
活
動
は
、
よ
り
「
明
晰
な
」

認
識
活
動
に
他
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
認
識
活
動
が
明
晰
で
あ
る
な
ら
、

程
度
の
差
は
あ
る
と
は
い
え
、
そ
こ
に
は
確
実
に
意
味
表
示
が
成
立
し

て
い
る
。
つ
ま
り
、
認
識
活
動
は
必
ず
「
確
実
」
で
あ
る
。

こ
の
と
お
り
、
認
識
活
動
が
実
現
す
る
た
め
の
条
件
を
規
定
し
よ
う

と
す
る
と
、
個
々
の
表
象
が
ど
の
よ
う
な
形
式
の
も
と
に
相
互
結
合
し

て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
と
は
別
に
、
そ
れ
ら
の
表
象
の
関
係
性
が
ど

の
よ
う
な
状
態
の
内
に
あ
る
の
か
と
い
う
問
題
が
考
察
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
感
性
的
表
象
の
統
一
性
そ
の
も
の
が
考
察
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
認
識
活
動
の
量
的
性
格
で
あ
る
。
個
々

の
量
的
性
格
は
、
相
互
浸
透
し
合
う
関
係
に
あ
っ
て
、
最
終
的
に
認
識

の
「
生
動
性
」
の
も
と
に
完
全
な
統
一
を
見
る
。
言
い
換
え
る
と
、
認

識
活
動
は
、
知
性
の
次
元
で
「
確
実
」
で
あ
る
だ
け
で
は
未
だ
不
十
分
で
、

感
性
の
次
元
で
「
生
き
生
き
と
」
し
て
い
な
い
と
完
成
に
至
ら
な
い
。

欲
求
し
た
り
嫌
悪
し
た
り
す
る
主
体
は
、
或
る
知
覚
の
産
出
を
志

向
す
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
志
向
の
根
拠
を
含
む
知
覚
は
、

欲
求
な
り
嫌
悪
な
り
の
誘
因
な
の
で
、
「
魂
の
動
機
」
と
呼
ば
れ
る
。

魂
の
動
機
を
含
む
限
り
で
の
認
識
は
、
「
情
動
認
識
」
（
感
情
を
喚

起
す
る
認
識
、
触
発
す
る
認
識
、
点
火
す
る
認
識
、
実
用
的
認
識
、

実
践
的
認
識
、
つ
ま
り
広
義
の
生
け
る
認
識
）
で
あ
る
。
魂
の
動

機
を
よ
り
少
な
く
含
む
限
り
で
の
認
識
は
、
「
無
為
な
認
識
」
（
理

論
的
認
識
、
つ
ま
り
広
義
の
死
せ
る
認
識
）
で
あ
る
。
そ
の
他
の

条
件
で
は
十
分
に
完
全
で
あ
る
場
合
、
無
為
な
認
識
は
「
思
弁
」
（
思

弁
的
認
識
、
空
虚
な
認
識
、
空
疎
な
認
識
）
と
呼
ば
れ
る
190

認
識
活
動
に
生
動
性
が
宿
る
か
ど
う
か
の
違
い
は
、
認
識
活
動
に
情

動
が
付
け
加
わ
る
か
ど
う
か
の
違
い
に
等
し
い
。
も
し
情
動
を
欠
く
な

ら
、
た
と
え
知
性
認
識
の
成
立
条
件
を
全
面
的
に
満
た
し
て
い
て
、
完

全
に
判
明
に
規
定
可
能
な
内
容
を
有
し
て
い
て
も
、
そ
の
認
識
活
動
は

な
お
空
虚
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
知
性
認
識
と
し
て
完
全
な
だ
け
で
は
、

「
声
の
連
続
体
」
は
け
っ
し
て
認
識
可
能
に
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
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裏
を
返
す
と
、
知
性
認
識
に
お
い
て
は
失
わ
れ
た
ま
ま
に
な
っ
て
い
る

「
感
性
的
な
イ
デ
ア
」
が
、
情
動
認
識
に
お
い
て
は
感
性
的
表
象
同
士

の
連
結
を
通
し
て
「
無
で
は
無
い
も
の

(
n
o
n
,
 
nulla)
」
と
し
て
再
び

現
出
す
る
。
だ
か
ら
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
1
1

ヴ
ォ

ル
フ
学
派
の
論
理
学
的
哲
学
を
補
完
す
る
第
二
の
哲
学
と
し
て
、
美
学

を
打
ち
立
て
よ
う
と
し
た
の
だ
っ
た
。

以
上
の
議
論
か
ら
、

認
識
の
「
生
動
性

(
V
!
V
a
C
!
t
e
/
 V
i
t
a
)
」
に
注
目
し
て
い
た
理
由
も
明
ら

か
で
あ
る
。
ふ
た
り
は
認
識
活
動
の
発
生
原
理
を
感
性
に
求
め
、
感
覚

作
用
の
統
一
性
が
ど
の
よ
う
な
条
件
の
も
と
に
成
立
す
る
の
か
と
い
う

問
い
を
追
求
し
た
の
だ
っ
た
。
コ
ン
デ
イ
ヤ
ッ
ク
の
『
感
覚
論
』
は
、

彫
像
が
そ
も
そ
も
原
初
的
な
意
識
と
し
て
の
「
生
き
生
き
と
し
た
注
意

カ
」
を
所
有
し
て
い
る
と
い
う
前
提
か
ら
始
ま
っ
て
、
こ
の
注
意
力
は

彫
像
の
自
己
感
覚
の
体
験
を
通
し
て
記
憶
、
識
別
力
、
判
断
力
な
ど
と

い
っ
た
、
よ
り
高
度
な
知
性
能
力
へ
と
発
展
し
て
い
く
と
い
う
方
向
に
、

話
が
進
む
。
逆
に
言
う
と
、
互
い
に
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
認
識
能
力
の

根
底
に
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
の
能
力
間
の
分
節
を
維
持
す
る
の
は
、
生
き

生
き
と
し
た
注
意
力
な
の
で
あ
る
。
同
様
に
、
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
の
場

合
、
と
く
に
初
期
の
『
詩
論
』
に
お
い
て
は
、
言
語
の
分
節
に
と
っ
て

把
捉
不
可
能
な
原
理
と
し
て
の
「
声
」
の
問
題
か
ら
議
論
が
出
発
す
る
。

コ
ン
デ
イ
ヤ
ッ
ク
と
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
共
に

彼
が
詩
に
着
目
す
る
の
は
、
純
粋
な
感
性
の
働
く
様
子
を
観
察
す
る
う

え
で
、
芸
術
活
動
が
特
権
的
な
場
を
提
供
し
て
く
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

ふ
た
り
の
思
想
家
の
共
通
点
が
も
う
ひ
と
つ
あ
る
。
感
覚
作
用
の
統

一
性
を
力
動
論
的
な
観
点
か
ら
考
察
し
よ
う
と
す
る
点
で
あ
る
。
コ
ン

デ
イ
ヤ
ッ
ク
も
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
も
、
感
覚
能
力
が
原
初
的
な
状
態
か

ら
出
発
し
て
、
段
階
的
に
新
し
い
能
力
に
変
化
し
た
り
、
派
生
し
た
り

し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
の
能
力
の
複
雑
な
連
携
に
よ
っ
て
統
一
的
な
作
用

が
生
ま
れ
る
と
い
う
構
図
を
思
い
描
く
。
言
い
換
え
る
と
、
彼
ら
が
感

性
認
識
能
力
の
比
例
と
い
う
表
現
を
用
い
る
の
は
、
弁
証
法
的
な
発
展

と
い
う
説
明
図
式
を
通
し
て
、
認
識
活
動
の
運
動
性
に
つ
い
て
思
索
し

よ
う
と
試
み
た
か
ら
で
あ
る
。
じ
つ
の
と
こ
ろ
、
彼
ら
の
感
性
論
が
古

典
的
な
ス
ペ
キ
エ
ス
理
論
と
親
和
的
で
あ
る
理
由
は
こ
こ
に
あ
る
。
す

で
に
見
た
と
お
り
、
ス
ペ
キ
エ
ス
と
い
う
概
念
は
感
性
と
理
性
と
か
、

認
識
主
体
と
認
識
対
象
と
か
、
多
種
多
様
な
認
識
能
力
と
か
の
区
分
を
、

力
動
性
の
次
元
で
埋
め
合
わ
せ
よ
う
と
す
る
論
理
を
、
そ
の
裏
に
隠
し

持
っ
て
い
た
。
じ
っ
さ
い
、
感
性
と
知
性
の
相
補
的
循
環
関
係
は
、
ト

マ
ス
の
ス
ペ
キ
エ
ス
理
論
か
ら
も
見
て
と
れ
た
。
た
だ
、
中
世
の
知
性

優
位
の
学
問
観
の
も
と
で
は
、
あ
く
ま
で
感
性
能
力
は
知
性
能
力
の
従

属
下
に
あ
っ
た
。
こ
の
点
は
コ
ン
デ
イ
ヤ
ッ
ク
や
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
で

も
変
わ
ら
な
い
。
『
感
覚
論
』
の
議
論
が
錯
綜
し
て
い
る
の
は
、
コ
ン
デ
ィ
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ャ
ッ
ク
が
、

い
っ
ぽ
う
で
彫
像
が
知
性
を
獲
得
す
る
ま
で
の
成
長
を
時

系
列
順
に
素
描
し
な
が
ら
も
、
も
う
い
っ
ぽ
う
で
彫
像
が
知
性
を
獲
得

し
終
え
た
時
点
の
視
点
を
先
取
り
し
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
お
い
て
も
、
美
学
は
あ
く
ま
で
本
来
の
意
味
で
の

哲
学
に
従
属
す
る
べ
き
下
位
認
識
の
学
に
過
ぎ
な
い
。
そ
れ
で
も
、
彼

ら
の
時
代
に
知
性
優
位
の
構
図
の
中
で
強
調
点
に
変
化
が
起
き
て
、
純

粋
な
感
性
そ
れ
自
体
に
つ
い
て
の
理
論
的
な
思
索
が
生
ま
れ
た
。
し
か

し
お
そ
ら
く
、
こ
の
変
化
は
潜
在
的
に
、
そ
れ
以
前
の
時
代
の
ス
ペ
キ

エ
ス
理
論
の
内
に
用
意
さ
れ
て
い
た
。
本
稿
で
は
そ
の
あ
ら
ま
し
を
素

描
す
る
に
と
ど
ま
る
も
の
の
、
別
稿
で
よ
り
厳
密
に
こ
の
流
れ
を
跡
づ

け
た
い
。

1
中
世
か
ら
近
世
に
か
け
て
の
ス
ベ
キ
エ
ス
理
論
の
通
史
に
つ
い
て
は
以
下
の
文

献
を
主
に
参
照
し
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
資
料
に
お
い
て
は
、
ス
ペ
キ
エ
ス

概
念
が
近
代
の
感
性
論
、
美
学
理
論
に
ど
の
よ
う
な
影
響
を
及
ぼ
し
た
の
か
と

い
う
問
題
が
考
慮
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
っ
て
い
る
。
本
稿
は
こ
の
問
題
に
つ
い

て
一
定
の
手
が
か
り
を
得
る
た
め
の
試
論
を
目
指
す
も
の
で
あ
る
。
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reubus, q
u
o
u
s
q
u
e
 m
o
t
u
s
 perveniat a

d
 u
l
t
i
m
u
m
 rete, 

post q
u
o
d
 

est 
sensus c

o
m
m
u
n
i
s
.
 E

t
 in 

m
e
d
i
o
 istorum retium c

o
m
p
r
e
h
e
n
d
i
t
 

rete g
r
a
n
d
i
n
o
s
u
m
 f
o
r
m
a
m
 rei; 

et 
est quasi s

p
e
c
u
l
u
m
 m
e
d
i
u
m
 inter 

n
a
t
u
r
a
m
 aeris 

et 
n
a
t
u
r
a
m
 aque. 

E
t
 ideo recipit 

f
o
r
m
a
s
 ex aere, 

quia est 
quasi speculum, et 

reddit eas 
aque, 

quia natura eius 
est 

c
o
m
m
u
n
i
s
 inter has duas naturas. 

E
t
 aqua, d

e
 q
u
a
 elicit 

.Aristoteles 

q
u
o
d
 est post h

u
m
o
r
e
m
 grandinosum, est ilia 

q
u
a
m
 vocat Galienus 

vitreum. E
t
 ista 

pars est p
o
s
t
r
e
m
a
 partium oculi et 

per illam aspicit 

sensus c
o
m
m
u
m
s
 f
o
r
m
a
m
.
 E

t
 c

u
m
 sensus 

c
o
m
m
u
m
s
 rec1p1t 

f
o
r
m
a
m
,
 reddit e

a
m
 informanti, et 

est virtus ymaginabilis; et 
tune 

recipiet e
a
m
 informans receptione magis spirituali; et 

tune ilia 
f
o
r
m
a
 

erit in 
tertio ordine. F

o
r
m
e
 igitur habent tres ordines, q

u
o
r
u
m
 u
n
u
s
 

est 
corporalis, et 

secundus est in 
sensu c

o
m
m
u
n
i
 et 

est 
spiritualis; 

tertius 
a
u
t
e
m
 est in 

virtute ymaginativa et 
est magis spiritualis. 

E
t
 

quia est m
a
g
1
s
 spmtualis q

u
a
m
 in 

sensu c
o
m
m
u
n
i
,
 n
o
n
 ind1get 

virtus 
ymaginativa in 

faciendo e
a
m
 p
r
e
s
e
n
t
e
m
 presentia sensibilis 

rei extra; econtrario dispositioni in virtute sensus. I
n
f
o
r
m
a
n
s
 a
u
t
e
m
 

n
o
n
 asp1c1t 

illam 
f
o
r
m
a
m
 et 

abstrah1t r
n
t
e
n
u
o
n
e
m
 eius 

m
s
1
 post 

m
a
x
i
m
a
m
 quietem et intuitionem m

a
g
n
a
m
.
 E
t
 ordines istius 

f
o
r
m
e
 

in 
istis 

virtutibus 
sunt, sicut elicit 

.Aristoteles, 
quasi h

o
m
o
 acciperet 

s
p
e
c
u
l
u
m
 h
a
b
e
n
s
 d
u
a
s
 
facies 

et 
aspiceret in 

alteram d
u
a
r
u
m
 

facierum et 
posuerit s

e
c
u
n
d
a
m
 faciem in 

directo aque. 
Continget 

e
m
m
 tune ut 

f
o
r
m
a
 aspicientis 

signetur in 
speculo, d

e
i
n
d
e
 d
e
 

speculo signabitur in aqua. Si igitur aliquis inspexerit faciem speculi, 

scilicet faciem q
u
e
 est in directo ague, videbit illam e

a
n
d
e
m
 f
o
r
m
a
m
 

descriptam s
e
c
u
n
d
o
 de aqua in 

speculo. F
o
r
m
a
 igitur aspicientis est 

sensata et 
s
p
e
c
u
l
u
m
 est aer m

e
d
i
u
s
 et 

aqua est oculus. 
E
t
 secunda 

facies 
speculi est 

virtus 
sensibilis 

et 
h
o
m
o
 c
o
m
p
r
e
h
e
n
d
e
n
s
 earn 

est 
v
u
t
u
s
 y
m
a
g
m
a
u
v
a
.
 Si 

igitur 
inspiciens 

n
o
n
 inspexerit in 

h
o
c
 

speculo, amittetur f
o
r
m
a
 a

 speculo et 
aqua, et 

remanebit inspiciens 

in 
secunda facie 

specula y
m
a
g
i
n
a
n
d
o
 f
o
r
m
a
m
.
 E
t
 ita 

est d
e
 virtute 

y
m
a
g
i
n
a
t
i
v
a
 c

u
m
 f
o
r
m
a
 q
u
e
 est 

m
 s
e
n
s
u
 c

o
m
m
u
m
,
 q
u
o
m
a
m
,
 

q
u
a
n
d
o
 sensatum absentaverit se, 

statim absentabit se 
f
o
r
m
a
 eius 

a
 

sensu c
o
m
m
u
m
,
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