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サ

の
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寺

内

徹

ラ
サ
(
E
ω
ω
)
と
は
一
般
に
は
樹
液
や
体
液
、
更
に
昧
と
い
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
で
あ
る
が
、
本
稿
で
取
り
上
げ
よ
う
と

(
1
)
 

す
る
ラ
サ
と
は
、
イ
ン
ド
の
芸
術
こ
と
に
詩
学
の
世
界
に
あ
っ
て
固
有
な
理
念
と
し
て
意
図
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
ラ
サ
理
念
は
、

(
2
)
 

現
存
す
る
文
献
で
は
四
世
紀
頃
に
は
成
立
し
た
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
ナ

l
ト
ヤ
・
シ
ャ

l
ス
ト
ラ
」

(
以
下
Z
-
m
p
と
略
記
す
る
)
を
も

っ
て
曙
矢
と
し
、
更
に
十
世
紀
後
半
か
ら
十
一
世
紀
初
頭
に
か
け
て
カ
シ
ユ
ミ

l
ル
地
方
で
活
躍
し
た
シ
ヴ
ァ
派
の
ヴ
ェ
ー
ダ

l
ン
タ

学
者
ア
ピ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
に
よ
っ
て
そ
の
理
論
が
確
立
さ
れ
る
o

Z
・
ω
は
ラ
サ
説
に
つ
い
て
の
基
礎
文
献
で
あ
り
、
ラ
サ
理
論
に
つ
い

て
の
諸
説
は
、
こ
の
論
書
で
説
か
れ
て
い
る
記
述
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
ア
ピ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
自
身
も
こ
の
論

(
3
)
 

書
に
対
し
て
注
釈
書
〉
r
E
E
z
r
r凶
E
q
を
著
し
て
お
り
、
こ
の
注
釈
に
よ
っ
て
我
々
は
、
散
供
し
て
現
在
で
は
全
く
見
る
こ
と
の
で

き
な
い
当
時
の
ラ
サ
理
論
家
た
ち
の
諸
説
の
断
片
を
窺
い
知
る
こ
と
が
で
き
る
。
従
っ
て
、
ラ
サ
学
研
究
の
第
一
歩
は
ま
ず
は
こ
の
両

著
に
依
っ
て
始
ま
る
わ
け
で
あ
る
が
、

し
か
し
誰
が
如
何
に
ラ
サ
解
釈
し
た
の
か
を
概
観
す
る
こ
と
か
ら
ラ
サ
学
研
究
の
始
ま
り
が
あ

る
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
何
故
そ
の
よ
う
に
解
釈
し
た
の
か
を
見
極
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
の
た
め
に
は
ラ
サ
と
は
一
体
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宵
で
あ
る
の
か
を
ま
ず
明
ら
か
に
し
て
わ
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
の
考
察
手
順
と
し
て
、

ラ
サ
文
献
に
当
る
前
に
筆
者
が
ラ

サ
説
を
概
観
し
て
得
た
ラ
サ
の
概
念
を
一
般
化
し
て
述
べ
て
お
き
た
い
と
思
う
。
こ
の
こ
と
は
い
ま
の
筆
者
に
は
是
非
と
も
必
要
と
さ

れ
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
筆
者
は
い
ま
や
っ
と
ラ
サ
学
研
究
の
門
出
に
発
と
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
・
こ
と
は
ま

た
筆
者
自
身
が
芸
術
哲
学
の
思
索
の
な
か
に
身
を
置
く
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
門
出
に
発
と
う
と
す
る
者
の
常
と
し

て
、
ラ
サ
に
則
し
て
あ
る
い
は
街
義
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
ラ
サ
に
つ
い
て
の
筆
者
自
身
の
基
本
的
な
視
点
を
見
定
め
て
お
く
必
要
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
ラ
サ
と
い
う
も
の
を
一
つ
の
イ
メ
ー
ジ
と
し
て
想
起
し
て
み
る
と
凡
そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
登
山
し
た
と
し
よ
う
。

明
方
、
灰
白
く
な
っ
た
東
の
空
か
ら
の
ぼ
る
太
陽
を
な
が
め
る
と
き
、
我
々
は
日
常
の
生
、
活
の
な
か
で
は
あ
ま
り
経
ー
験
さ
れ
る
こ
と
の

な
い
、
自
分
と
い
う
も
の
の
全
体
が
自
然
の
息
吹
き
の
な
か
に
包
み
こ
ま
れ
て
し
ま
う
よ
う
な
一
種
名
状
し
が
た
い
感
じ
に
と
ら
わ
れ

る
。
こ
れ
と
似
た
同
じ
よ
う
な
感
ピ
を
我
々
は
優
れ
た
ド
ラ
マ
を
観
た
と
き
に
も
体
験
す
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
そ
こ
に
お
い
て
表
現

さ
れ
現
に
展
開
し
て
い
る
事
柄
が
現
実
に
は
起
り
え
な
い
よ
う
な
事
柄
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
我
々
は
そ
の
こ
と
を
馬
鹿
々
々
し
く
思

う
よ
う
な
こ
と
も
な
く
と
も
に
涙
し
笑
う
の
で
あ
り
、
現
実
に
経
験
さ
れ
る
こ
と
以
上
に
そ
こ
に
お
い
て
真
実
を
観
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
優
れ
た
ド
ラ
マ
を
観
た
と
き
味
わ
う
感
銘
と
い
っ
た
も
の
を
、
我
々
は
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
で
も
っ
て
い
い
表
わ
せ
ば
よ
い

の
で
あ
ろ
う
か
。
イ
ン
ド
に
あ
っ
て
は
、
表
現
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
に
龍
め
ら
れ
た
あ
る
も
の
と
し
て
あ
り
、

し
か
も
そ
れ
を
享
受
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
う
け
る
感
銘
や
感
動
と
い
っ
た
も
の
を
い
い
表
わ
す
こ
と
ば
と
し
て
、
ラ
サ
と
い
う
語
が
要
請
さ
れ
る
の
で
あ
る
。



従
っ
て
、
表
現
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
に
あ
る
ラ
サ
は
、
表
現
さ
れ
た
も
の
の
単
な
る
付
属
物
と
い
っ
た
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
芸
術

の
本
質
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
理
念
と
な
り
う
る
要
素
を
内
包
し
て
い
る
。
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
享
受
さ
れ
た
ラ
サ
は
、
あ
る
種
の
感

情
に
関
わ
る
も
の
で
は
あ
る
に
せ
よ
、
単
な
る
感
情
論
と
し
て
解
消
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

ラ
サ
が
こ
の
よ

う
な
も
の
で
あ
っ
て
み
れ
ば
、
我
々
は
そ
れ
を
芸
術
の
理
想
と
さ
れ
る
美
、
あ
る
い
は
そ
れ
が
あ
る
種
の
感
情
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、

美
的
感
情
と
い
っ
た
も
の
に
同
定
さ
れ
う
る
内
容
を
も
つ
も
の
と
予
想
し
う
る
。

で
は
美
と
は
何
で
あ
り
、
ま
た
美
的
感
情
と
は
一
体

ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
こ
こ
で
美
あ
る
い
は
美
的
感
情
に
関
わ
る
も
の
と
予
想
し
う
る
ラ
サ
の
方
式
、

(
4
)
 

し
た
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
に
つ
い
て
少
し
く
考
え
て
み
た
い
。

つ
ま
り
感
性
を
媒
介
と

ラサの概念

ま
ず
最
初
に
、
ラ
サ
が
享
受
さ
れ
る
た
め
に
は
、
見
る
も
の
が
見
ら
れ
る
も
の
を
見
な
く
て
は
い
け
な
い
。
た
だ
単
に
見
ら
れ
る
も

の
が
見
え
る
と
い
う
消
極
的
な
知
覚
で
は
い
け
な
い
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
ラ
サ
は
、
見
る
も
の
が
見
ら
れ
る
も
の
を
見
る
こ
と
に
お

い
て
の
み
享
受
さ
れ
る
も
の
と
し
て
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ラ
サ
を
享
受
し
た
あ
る
人
が
未
だ
享
受
し
て
い
な
い
第
三
者
に
そ
の
享
受
に

つ
い
て
語
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
た
だ
第
三
者
に
観
念
と
し
て
知
ら
れ
る
の
み
で
到
底
楽
し
ま
れ
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ

る
。
こ
こ
で
の
見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
は
、
見
る
こ
と
に
お
い
て
分
極
化
し
た
相
互
補
助
の
関
係
に
あ
り
、
見
ら
れ
る

も
の
は
見
る
も
の
を
触
発
し
、
見
る
も
の
は
見
ら
れ
る
も
の
の
う
ち
に
自
己
の
何
ら
か
の
意
味
を
見
出
す
の
で
あ
る
。
言
換
え
れ
ば
、

見
る
も
の
は
、
自
己
の
知
覚
表
象
を
見
ら
れ
る
も
の
に
還
元
し
関
係
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
見
ら
れ
る
も
の
を
判
断
す
る
概
念
的
な
判

断
で
は
な
く
、
む
し
ろ
知
覚
表
象
そ
れ
自
体
の
う
ち
に
む
か
う
こ
と
に
よ
り
、
見
る
も
の
の
主
観
と
関
係
づ
け
る
こ
と
で
見
ら
れ
る
も

の
を
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
の
見
ら
れ
る
も
の
は
、
そ
の
も
の
が
何
で
あ
る
の
か
が
問
題
と
な
る
の
で
は
な
く
、
そ

51 

の
も
の
が
自
分
に
と
っ
て
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
の
か
、

つ
ま
り
主
観
に
と
っ
て
の
快
・
不
快
が
問
題
と
さ
れ
る
。
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見
る
も
の
と
見
ら
れ
る
も
の
と
の
関
係
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、

一
般
的
に
み
て
こ
の
判
断
つ
ま
り
我
々
が
日
常
生
活
の
な

か
で
一
般
的
に
経
験
す
る
快
・
不
快
に
関
す
る
判
断
は
、
当
然
個
人
の
も
つ
快
適
性
に
よ
り
相
違
す
る
こ
と
に
な
る
。
あ
る
人
に
と
っ

て
好
ま
し
い
色
は
別
の
人
に
と
っ
て
も
好
ま
し
い
色
と
は
か
ぎ
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
知
覚
表
象
と
主
観
と
の
聞
に
成
立
す
る

判
断
が
一
般
的
判
断
と
し
て
あ
る
か
、
ぎ
り
は
、
各
人
が
そ
の
判
断
の
適
用
に
関
し
て
個
別
的
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
普
遍
的
に
妥
当

す
る
も
の
と
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
判
断
が
美
的
な
も
の
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
ど
う
で
あ
ろ
う
。

一
般
的
判
断
は
、
た

と
え
そ
の
判
断
が
し
ば
し
ば
広
く
一
致
す
る
と
こ
ろ
は
あ
る
に
せ
よ
、
知
覚
対
象
に
関
し
て
個
人
的
欲
求
や
関
心
と
関
わ
っ
て
い
る
か

ぎ
り
個
別
的
な
判
断
の
域
を
で
な
い
の
で
あ
る
が
、
美
的
判
断
に
置
き
換
え
ら
れ
る
と
そ
の
判
断
は
、
対
象
の
適
意
性
を
判
断
す
る
一

個
人
に
と
っ
て
の
み
適
意
な
判
断
で
は
な
く
、
判
断
し
た
個
人
の
適
意
性
を
他
の
者
に
も
要
求
し
う
る
謂
わ
ぱ
普
遍
的
に
妥
当
し
う
る

判
断
と
な
る
。
勿
論
こ
こ
で
の
判
断
形
式
は
、
見
る
も
の
の
知
覚
表
象
と
主
観
と
の
関
係
に
お
い
て
見
ら
れ
る
も
の
が
規
定
さ
れ
、

し

か
も
そ
の
判
断
に
お
け
る
心
性
は
快
・
不
快
の
感
情
と
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
美
的
判
断
は
一
般
的
判
断
と
そ
の
判

断
形
式
及
、
び
そ
の
内
容
が
類
似
し
た
も
の
と
看
倣
し
う
る
。
両
判
断
と
も
概
念
的
思
惟
の
な
い
主
観
的
判
断
と
規
定
さ
れ
る
の
で
あ
る

が
、
で
は
美
的
判
断
に
み
ら
れ
る
主
観
的
に
し
て
尚
且
つ
普
遍
妥
当
性
を
要
求
し
う
る
根
拠
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。

通
常
我
々
は
あ
る
山
を
な
が
め
そ
こ
に
美
し
さ
を
感
じ
た
と
き
あ
る
種
の
快
感
情
に
充
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
心
に
充
な

さ
れ
た
快
感
情
そ
れ
自
体
が
美
し
い
と
い
う
の
で
は
な
く
、
美
し
い
の
は
飽
く
ま
で
も
そ
の
見
ら
れ
た
山
な
の
で
あ
る
。
だ
が
今
ま
で
に

み
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
山
が
美
し
く
あ
る
た
め
に
は
我
々
の
視
覚
を
通
し
て
見
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
見
ら
れ
る
こ
と
に
よ

つ
て
の
み
つ
ま
り
見
る
も
の
の
主
観
が
そ
の
山
に
何
ら
か
の
意
味
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
そ
の
山
は
美
し
く
生
き
た
山
と
な

る
。
言
換
え
れ
ば
、
そ
の
山
が
美
し
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
こ
に
お
い
て
見
る
も
の
の
何
ら
か
の
自
己
意
識
が
反
映
さ
れ



対
象
化
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
対
象
化
さ
れ
た
自
己
意
識
を
自
己
の
主
観
に
お
い
て
見
る
こ
と
に
よ
り
快
・
不
快
に

関
わ
る
感
情
を
感
ビ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
需
に
み
た
感
性
の
一
般
的
判
断
に
つ
い
て
も
同
様
に
指
摘
で
き
る
の
で
あ
る
が
、
そ

れ
で
も
尚
且
美
し
い
と
い
う
主
観
的
判
断
が
普
遍
妥
当
性
を
要
求
し
う
る
根
拠
を
求
め
る
と
す
れ
ば
、
対
象
化
さ
れ
た
自
己
意
識
の
あ

り
様
の
う
ち
に
そ
の
根
拠
が
認
め
ら
れ
る
。
そ
の
あ
り
様
が
ど
の
よ
う
な
あ
り
様
と
し
て
あ
る
と
き
に
美
的
判
断
の
対
象
と
な
り
う
る

の
か
の
疑
問
に
つ
い
て
は
、
意
識
の
内
容
つ
ま
り
人
間
の
生
の
あ
り
様
を
考
え
れ
ば
自
ず
と
明
確
に
な
る
筈
で
あ
る
。

一
般
に
日
常
の

生
活
の
な
か
に
あ
っ
て
は
、
我
々
は
様
々
な
利
害
に
取
り
巻
か
れ
て
お
り
、

し
か
も
現
に
生
き
て
い
る
か
ぎ
り
自
己
の
取
り
巻
く
状
況

か
ら
決
し
て
超
越
的
で
は
あ
り
え
な
い
。
む
し
ろ
所
与
の
状
況
と
積
極
的
に
関
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
生
を
確
か
め
て
い
る
。
こ

ラサの概念

の
よ
う
な
日
常
の
な
か
に
あ
っ
て
は
我
々
の
感
性
は
勢
い
功
利
的
に
な
り
が
ち
と
な
る
。
自
己
の
個
人
的
充
足
性
を
対
象
に
む
か
つ
て

要
求
す
る
の
で
あ
る
。
日
常
の
生
の
あ
り
様
が
多
分
に
利
害
的
で
あ
り
何
ら
か
の
制
約
を
遁
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
一
方
、
我
々
は
も

う
一
つ
の
生
、

つ
ま
り
日
常
の
生
の
営
み
の
底
流
を
貫
い
て
流
れ
る
本
来
的
な
生
あ
る
い
は
理
想
と
さ
れ
る
生
と
い
っ
た
も
の
を
認
め

う
る
。
誰
し
も
が
よ
り
よ
く
生
き
た
い
と
願
っ
て
い
る
か
、
ぎ
り
、
そ
し
て
ま
た
自
己
の
境
涯
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
か
、
ぎ
り
、
自
己
の

あ
る
べ
き
生
を
偽
り
な
く
全
う
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
は
誰
し
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
そ
の
こ
と
が
容
易
に
実
現
さ
れ
え
な
い

の
が
我
々
の
現
実
で
も
あ
る
。
し
か
し
我
々
は
見
る
と
い
う
そ
の
こ
と
に
徹
し
た
営
為
に
お
い
て
何
も
の
に
も
拘
束
さ
れ
る
こ
と
の
な

い
自
己
の
あ
る
べ
き
生
が
体
験
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
見
ら
れ
る
も
の
に
対
す
る
見
る
も
の
の
心
性
は
、
自
己
の
功
利
的
欲
求
を

対
象
に
求
め
る
の
で
は
な
く
、
私
心
の
な
い
態
度
で
対
象
に
接
す
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
自
己
の
本
来
的
な
生
を
そ
こ
に

お
い
て
自
覚
す
る
の
で
あ
る
。
見
ら
れ
る
も
の
が
見
る
も
の
に
と
っ
て
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
見
ら
れ
る
も
の
は
最
早
美
的
な

S3 

対
象
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
そ
こ
に
お
い
て
自
己
の
生
が
営
ま
れ
る
場
所
的
性
格
を
担
う
も
の
と
い
え
る
。
留
に
も
い
っ
た
よ
う
に
、
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あ
る
対
象
が
美
し
い
と
い
え
ば
美
し
い
の
は
そ
の
対
象
で
あ
る
に
相
違
な
い
。
そ
し
て
美
的
享
受
の
常
と
し
て
享
受
者
は
快
感
情
に
充

足
さ
れ
る
。
だ
が
対
象
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
た
も
の
は
享
受
者
の
あ
る
べ
き
生
の
様
態
な
の
で
あ
る
。
美
的
対
象
が
こ
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
は
認
知
対
象
に
つ
い
ご
他
人
に
も
賛
同
を
要
求
し
う
る
の
で
あ
り
、

ま
た
そ
こ
に
お
い
て
得
ら
れ
た
快
感
情

は
単
に
個
人
的
な
感
情
の
域
に
留
ま
る
の
で
は
な
く
、
他
の
者
と
も
共
有
し
う
る
謂
わ
ば
普
遍
妥
当
性
を
も
ち
う
る
感
情
と
な
る
の
で

あ
る
。対

象
に
見
出
さ
れ
る
美
、
あ
る
い
は
そ
こ
に
お
い
て
享
受
さ
れ
る
美
的
感
情
と
は
以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
看
倣
さ
れ
る
の
で

あ
る
が
、
本
稿
の
考
察
対
象
た
る
ラ
サ
に
お
い
て
も
同
様
の
指
摘
が
で
き
る
。
も
と
よ
り
ラ
サ
は
、
以
上
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
最
初

か
ら
明
瞭
に
自
覚
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
も
っ
と
素
朴
に
表
現
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
日
常
と
は
異
質
な

経
験
を
い
い
表
わ
す
た
め
に
、
ラ
サ
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
だ
が
ラ
サ
と
い
う
語
の
う
ち
に
は
紛
れ
も
な
く
今
ま
で

述
べ
て
き
た
よ
う
な
こ
と
が
見
取
れ
る
の
で
あ
る
。
以
下
に
お
い
て
み
る
よ
う
に
、
ラ
サ
は
人
間
の
感
情
の
な
か
で
も
特
に
基
本
的
感

情

(
ω
5
3
H
r
z
g
)
と
密
接
に
関
係
す
る
も
の
と
し
て
説
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
の
秘
密
は
、
ラ
サ
が
人
間
の
あ
り
様
と
深
く
関
わ

っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、

し
か
も
ラ
サ
は
非
日
常
的
な
昇
華
さ
れ
た
感
性
的
様
態
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
こ
の
こ
と
の
明
快
な
説
明
は
隔
た
る
こ
と
数
世
紀
ア
ピ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
の
出
現
を
侠
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
以
下
、

ま
ず
Z
-
∞
の
ラ
サ
説
を
概
観
し
て
お
き
た
い
。

野
頭
に
記
し
た
よ
う
に
Z
-
∞
は
ラ
サ
学
説
の
基
礎
文
献
で
あ
る
が
、
こ
の
論
書
に
お
い
て
も
ラ
サ
は
演
劇
の
中
心
を
な
す
も
の
と
し



て
既
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
そ
の
記
述
は
極
め
て
簡
潔
で
あ
り
、
そ
の
た
め
に
ラ
サ
は
、
人
間
の
感
性
的
な
状
態
(rr凶

Z
)
こ
と
に

基
本
的
感
情
(
z
r
聞で
r
r
削
Z
)
と
ど
の
よ
う
な
関
係
に
あ
る
の
か
、
様
々
に
解
釈
し
う
る
余
地
を
残
し
た
ま
ま
と
な
っ
て
い
る
。
こ
こ

で
は
、
ラ
サ
と
い
う
語
の
一
般
的
な
意
味
が
味
で
あ
る
よ
う
に
、
演
劇
に
お
け
る
ラ
サ
を
料
理
の
味
わ
い
と
対
比
し
て
、
そ
れ
が
ど
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
が
説
か
れ
て
い
る
。
我
々
は
美
味
な
料
理
に
舌
鼓
を
う
ち
そ
の
味
(
ラ
サ
)
を
味
わ
う
よ
う
に
、
観
客
は
優
れ

た
演
劇
を
観
て
心
で
ラ
サ
を
味
わ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。
以
干
に
ラ
サ
説
が
最
も
集
約
さ
れ
て
い
る
箇
所
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。

実
に
ラ
サ
が
な
け
れ
ば
ど
の
よ
う
な
事
柄
で
あ
れ
展
開
し
な
い
。
こ
の
場
合
、
ラ
サ
は
設
定
(
5
r
r凶

2
)
、
感
情
表
現
(
S
c
r
・

ラサの概念

r
?
と
及
び
付
随
的
感
情

(
4
5
r
n山口
r
r
?
と
が
結
び
つ
い
て
生
起
す
る
。
何
か
実
例
が
あ
る
の
か

(
と
い
う
の
な
ら
、
そ
れ
に

つ
い
て
)
答
え
よ
う
。
た
と
え
ば
、
様
々
な
ス
パ
イ
ス
や
野
菜
そ
し
て
食
品
が
結
び
つ
い
て
味
(
ラ
サ
)
が
生
ず
る
よ
う
に
-
、
様

々
な
状
態
(
r
r
?
と
が
結
び
つ
い
て
ラ
サ
が
生
ず
る
。
そ
し
て
ま
た
、
糖
密
、
食
品
、

ス
パ
イ
ス
そ
し
て
野
菜
等
に
よ
っ
て
六
種

類
の
味
が
生
み
だ
さ
れ
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
様
々
な
基
本
的
感
情
(
切
吾
削
ヨ
r
r
削
Z
)
が
種
々
な
る
状
態
(
『
r
r
こ
を
伴
っ
た
と

き
ラ
サ
の
状
態
に
な
る
。
で
は
、
ラ
サ
と
い
う
語
の
意
味
は
何
で
あ
る
の
か
。
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
で
あ
る
、
と
い
う
の

が
そ
の
答
え
で
あ
る
。
ど
の
よ
う
に
し
て
味
わ
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
た
と
え
ば
様
々
な
ス
パ
イ
ス
で
つ
く
ら
れ
た
料
理
を
た

ベ
て
味
覚
に
た
け
た

(
E
B
2
2
)
人
た
ち
は
味
(
ラ
サ
)
を
味
わ
い
喜
び
等
を
も
得
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
種
々
な
る
状
態

(
r
r
?
と
の
表
現
で
示
さ
れ
、
こ
と
ば
と
身
振
り
と
サ
ッ
ト
ヴ
ァ
と
を
伴
っ
た
基
本
的
感
情
(
凶
円
r
削ヲ
r
r
削
2
)
を
味
わ
い
共
感
の
心

ナ
l
ト
ヤ
・
ラ
サ
と
い
わ
れ
る
の
で
あ
る
(
Z
・
ω
第
六
章
八
十
二

あ
る

(
2
3
2
m
)
観
客
た
ち
は
喜
び
等
を
も
得
る
。
そ
れ
故
、

l
三
頁
)
。
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ラ
サ
が
最
も
簡
明
に
説
か
れ
て
い
る
箇
所
の
訳
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
う
ち
「
ラ
サ
は
設
定
(
ゴ
r
r
削
ぐ
こ
、
感
情
表
現
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(ω
ロロ

r
r
?と
及
び
付
随
的
感
情
(
〈

2
r
T円山口
r
z
;
)
が
結
び
つ
い
て
生
起
す
る
L

と
い
う
部
分
が
所
謂
「
ラ
サ
・
ス

l
ト
ラ
」
と
い

わ
れ
、
ラ
サ
理
論
は
こ
の
基
本
命
題
を
め
ぐ
っ
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ま
ず
以
上
の
内
容
を
検
討
す
る
ま
え
に
、
予
備
知

(
5
)
 

識
と
し
て
ラ
サ
と
密
接
な
関
係
を
も
っ

rr凶
Z
の
説
明
を
し
て
お
く
と
、

5
r
r山
;

(
設
定
)
、
こ
れ
は
観
客
の
感
情
を
刺
激
し
喚
起

す
る
要
因

(
Z
F
E
E
E
E
)
と
な
る
も
の
で
、
こ
の
意
味
か
ら
し
て
表
現
さ
れ
た
も
の
の
全
体
を
さ
す
こ
と
も
あ
る
。
具
体
的
に
は
、
ヒ

ー
ロ
ー
や
ヒ
ロ
イ
ン
と
い
っ
た
設
定
人
物
(
山
一
ω
E
Z
E
〈凶寸

r
?と
と
時
節
や
場
所
な
ど
の
舞
台
上
の
装
置
(
二
叶
2
2
1
2
r
r
?
と
と
に
区

(
6
)
 

別
さ
れ
る
。

ω
ロ
crr山ぐ
ω

(
感
情
表
現
)
、
こ
れ
は
設
定
人
物
の
感
情
を
表
わ
す
こ
と
を
特
徴
と
し
た
身
体
上
の
変
化
の
こ
と
で
、
眉
の
動
き
等
が

こ
れ
に
当
る
。
こ
の
感
情
表
現
の
な
か
で
、
麻
庫

(
m
E
Z
E
)
、
発
汗

(
m
z
f
)
、
身
の
毛
の
よ
だ
ち

(
E
Z
F
ω
)
、
声
の
と
ぎ
れ
(ω21

E
r
r
o
E
)
、
身
震
い
(
ぐ

3
2
7
C
)
、
顔
色
の
変
化

(
2
=
2
3
之
、
涙

(ω
ご
と
、
失
神
(
司

E
F
Z
)
の
八
種
類
は
、
身
体
上
の
変
化
つ
ま
り

感
情
表
現
で
あ
る
と
同
時
に
、
人
間
の
最
も
内
的
で
純
粋
な
状
態

2
2〈
凶
を
基
と
し
て
表
現
さ
れ
る
も
の
と
し
て
特
に

L
E
F
Z
E
;

と
よ
ば
れ
る
。

(
基
本
的
感
情
)

と
い
う
大
海
に
お
い
て
生
じ
た
り
消
え
た
り
す
る
束
の
間
の
感
情
で
、
設
定
中
の
時
々
の
状
況
に
応
ビ
て
表
わ
さ
れ
る
o
Z
・ω
で
は
三

〈)『

ωrr戸円山口
rr削〈釦

(
7
)
 

(
付
随
的
感
情
)
、
こ
の
感
情
は
ち
ょ
う
ど
大
海
に
お
け
る
波
に
警
え
ら
れ
、

ω
門
広
三
rr山
;

十
三
種
類
の
付
随
的
感
情
が
数
え
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
大
海
に
誓
え
ら
れ
る

ω

同「山で
rr山
2
(基
本
的
感
情
)
、
こ
の
感
情
が
直
接
ラ
サ

と
対
応
す
る
。
こ
の
感
情
は
我
々
が
生
れ
な
が
ら
に
し
て
潜
在
的
に
も
っ
て
い
る
基
本
的
な
感
情
で
、
ラ
サ
の
諸
相
と
対
応
し
て
八
種

(
8
)
 

類
あ
る
。

ラ
サ
と
関
係
す
る

rrTω
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、

い
ま
「
ラ
サ
・
ス

l
ト
ラ
」
だ
け
に
注
目
し
て
み
る
と
、
こ
こ
で
は
ラ
サ
は



一
体
ど
こ
に
或
い
は
誰
に
生
ず
る
の
か
定
か
で
な
い
。
設
定
・
感
情
表
現
・
付
随
的
感
情
の
三
状
態
は
、
演
劇
と
い
う
形
式
に
お
い
て

(
9
)
 

表
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
ラ
サ
は
演
劇
の
な
か
で
表
現
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
別
所
(
Z
・∞

-L-ニ
甲
・
)
で
の
記

述
か
ら
併
せ
判
断
す
れ
ば
、
ラ
サ
は
こ
れ
ら
三
状
態
に
よ
り
表
現
さ
れ
認
知
さ
れ
る
と
解
釈
で
き
よ
う
。
だ
が
こ
の
よ
う
に
解
釈
し
た

シ」
T
v
f
t
、歩
U
、

で
は
ラ
サ
は
表
現
さ
れ
た
も
の
の
ど
こ
に
認
知
さ
れ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
役
者
の
う
ち
に
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と

も
ラ
!
マ
と
い
っ
た
設
定
人
物
の
う
ち
に
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
表
現
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
に
認
知
さ
れ
る
ラ
サ
と
は
一
体
ど
の
よ

う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
種
々
な
る
状
態
を
伴
っ
た
基
本
的
感
情
が
ラ
サ
の
状
態
に
な
る
、
と
そ
の
両
者
の
関
係
が
説
か

れ
る
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
ラ
サ
と
基
本
的
感
情
と
の
関
係
が
暖
昧
で
あ
る
。
種
々
な
る
状
態
と
は
設
定
等
の
ラ
サ
生
起
に
関
わ
る

ラサの概念

三
状
態
と
見
倣
し
え
る
わ
け
で
、

し
て
み
る
と
基
本
的
感
情
は
演
劇
と
い
う
形
式
に
わ
い
て
表
現
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
い
え
る
。
で
は

表
現
さ
れ
た
基
本
的
感
情
が
ど
の
よ
う
な
条
件
を
充
足
す
れ
ば
ラ
サ
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
な
記
述
の
簡
潔
さ
あ
る
い
は

ラ
サ
と
基
本
的
感
情
と
の
関
係
の
暖
昧
さ
と
い
っ
た
も
の
が
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
ラ
サ
理
論
家
た
ち
の
解
釈
の
的
と
な
る
わ
け
で
あ

(
叩
)

る
が
、
た
だ
先
に
訳
し
た
ラ
サ
説
の
な
か
で
注
目
し
た
い
箇
所
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
ラ
サ
を
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
の
は
「
共
感
の
心

(
日
)

あ
る
観
客
た
ち
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
ご
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

ど
の
よ
う
な
観
客
で
あ
れ
観
劇
し
さ
え
す
れ
ば
等
し
く
ラ
サ
を
享
受

で
き
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
表
現
さ
れ
た
演
劇
を
十
分
に
享
受
し
味
わ
い
う
る
だ
け
の
資
質
と
い
っ
た
も
の
が
観
客
に
必
要
と
さ
れ

て
い
る
の
で
応
り
、
更
に
そ
の
資
質
を
基
と
し
て
、
享
受
さ
れ
た
ラ
サ
の
昧
わ
い
が
単
に
個
人
的
な
味
わ
い
と
し
て
で
は
な
く
等
し
く

観
客
に
共
有
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
が

「
共
感
の
心
あ
る
観
客
た
ち
」
と
い
う
規
立
に
お
い
て
認
め
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
ラ
サ
は
単
な
る
感
情
論
と
し
て
解
消
さ
れ
る
べ
き
性
質
の
も
の
で
は
な
く
、
寧
ろ
そ
れ
に
よ
っ
て
表
現
さ

57 

れ
た
も
の
が
統
一
的
に
捉
え
ら
れ
る
謂
わ
ば
芸
術
上
の
理
念
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
い
え
る
。
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で
は
、
喜
び
等
の
快
感
情
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
る
も
の
で
は
あ
る
に
せ
よ
感
情
一
般
の
域
に
留
ま
る
も
の
で
は
な
く
、
ま
た
芸
術
が

そ
れ
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
う
る
よ
う
な
ラ
サ
と
は
一
体
何
で
あ
ろ
う
か
。
ラ
サ
を
直
接
に
説
明
す
る
こ
と
ば
と
し
て
は

J

Z
主
主
ョ

(
味
わ
う
こ
と
の
で
き
る
も
の
)
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
ラ
サ
と
い
う
語
の
一
般
的
意
味
か
ら
し
て
当
然
の
説
明
と
い

え
よ
う
。
し
か
し
ラ
サ
は
味
覚
と
い
う
個
人
的
な
噌
好
に
留
ま
る
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
高
次
な
意
味
合
い
を
苧
ん
だ
も
の
で

あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
だ
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
は
、
料
理
に
対
比
さ
れ
て
説
か
れ
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ
以
上
の
説
明
は
な

さ
れ
て
い
な
い
。
恐
ら
く
、
表
現
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
に
あ
っ
て
、

し
か
も
そ
れ
を
享
受
す
る
こ
と
で
日
常
で
は
経
験
さ
れ
る
こ
と
の

な
い
何
も
の
か
を
い
い
表
わ
す
こ
と
ば
と
し
て
、
ラ
サ
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
て
み
る
と
、
ラ
サ
そ
れ
自
体
は
本
来
素
朴
な

も
の
と
い
え
よ
う
が
、
し
か
し
そ
の
な
か
に
込
め
ら
れ
た
意
味
は
決
し
て
軽
い
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
素
朴
で
あ
り
直
感
的
で
あ
る

だ
け
に
よ
り
人
間
の
存
在
と
深
く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た
だ
こ
こ
で
は
、
直
感
的
に
感
受
さ
れ
た
も
の
を
未
だ
概
念
化
さ
れ
る

ま
で
に
は
至
っ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
ま
た
そ
れ
は
芸
術
上
の
理
念
に
な
り
う
る
要
素
を
字
み
な
が
ら
も
理
念
と
し
て
確
立
さ
れ
る
ま
で

に
は
幾
許
か
の
経
過
が
必
要
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

四

こ
ご
で
は
ラ
サ
学
説
の
泰
斗
ア
ピ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
の
説
を
少
し
く
概
観
し
て
お
き
た
い
。
前
節
で
み
た
よ
う
に
、
ラ
サ
は
味
わ
い
を

対
象
と
す
る
料
理
に
対
比
さ
れ
そ
れ
が
何
で
あ
る
か
が
説
明
さ
れ
る
の
で
あ
る
が
、

し
か
し
そ
の
記
述
が
簡
潔
な
た
め
人
間
の
感
情
こ

と
に
基
本
的
感
情
と
の
関
係
の
暖
昧
さ
が
残
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
ラ
サ
が
ど
の
よ
う
な
経
過
を
経
て
享
受
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
経
緯
に

つ
い
て
の
説
明
も
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
の
問
題
を
明
快
に
説
明
し
た
の
が
ア
ピ
ナ
ヴ
ア
ダ
プ
タ
で
あ
る
。
彼
に
よ
れ
ば
、
ラ
サ



と
は
日
常
的
な
諸
々
の
障
害

(
2
1
2
)
の
払
拭
さ
れ
た
詩
の
も
つ
固
有
な
魅
力

(
2
5
2
E
E
)
を
味
わ
う
こ
と
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
自
己

意
識
(
Z
E
Y
w
r
r
山
〈
卯
)
の
普
遍
化
(ω

包
「
凶
E
合

t
E
4
と
さ
れ
た
喜
び
の
感
情
様
態
に
他
な
ら
な
い
、
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
ま

(ロ)

、
ず
、
ア
ピ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
の
ラ
サ
説
を
解
く
重
要
な
鍵
の
一
つ
で
あ
る
普
遍
化
の
機
能
を
彼
の
所
説
に
従
っ
て
述
べ
て
お
く
と
、
お
よ

そ
次
の
よ
う
で
あ
る
。

E
E
m
w
加ロ

ω
z
t山

ι山
門

「
彼
は
そ
れ
を
火
に
捧
げ
た
」

ま
ず
こ
の
文
章
を
味
読
し
た
認
知
者
の
心
の
な
か
に
は

J
E
E
E
ロコ

「
私
も
捧
げ
な
け
れ
ば
」
と
い
う
実
践
的
意
欲
が
高
揚
さ
れ

る
。
も
っ
と
も
、
ど
の
よ
う
な
読
者
で
あ
れ
読
み
さ
え
す
れ
ば
そ
の
よ
う
な
意
識
が
生
ず
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、
叙
述
さ
れ
た
文
章

ラサの概念

を
味
読
す
る
に
相
応
し
い
資
質
と
い
っ
た
も
の
が
要
求
さ
れ
る
の
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
考
え
ら
れ
る
条
件
と
し
て
は
、
ま
ず
味
読
し
ょ

う
と
す
る
内
容
を
信
奉
す
る
者
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
あ
る
い
は
信
奉
し
な
い
ま
で
も
、
自
己
の
感
性
に
照
し
て
そ
の
内
容
に
共
感
で

ア
ピ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
は
表
現
さ
れ
た
も
の
を
十
分
に
享
受
し
う
る
者
を
〉
ι
r
F
山
5
(有
資
格
者
)
と

(
日
)

い
い
、
更
に
こ
の
者
を
説
明
し
て
「
汚
れ
の
な
い
知
性
を
も
つ
も
の
」
で
あ
る
と
す
る
。
こ
の
よ
う
な
条
件
を
前
提
と
し
て
、
認
知
者

き
る
者
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

は
叙
述
文
に
示
さ
れ
た
内
容
の
時
間
的
空
間
的
な
差
異
を
捨
象
し
て
、
そ
の
内
容
を
自
己
の
現
在
の
あ
る
べ
き
様
態
と
し
て
同
定
さ
せ

る
の
で
あ
る
。
同
様
の
こ
と
が
読
者
(
観
客
)

の
感
性
に
訴
え
か
け
る
詩
や
演
劇
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
た
と
え
ば
、
表
現
の
う
ち
に

認
め
ら
れ
る
恐
れ
と
い
っ
た
感
情
を
読
者
(
観
客
)
は
そ
の
時
空
間
を
捨
象
し
て
現
に
今
体
験
す
る
の
で
あ
る
。
尤
も
そ
こ
に
お
い
て

享
受
さ
れ
た
恐
れ
と
い
っ
た
感
情
は
、
現
実
の
限
定
さ
れ
た
状
況
に
お
い
て
体
験
さ
れ
る
恐
れ
と
同
質
の
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
恐

れ
一
般
と
い
え
る
よ
う
な
人
間
の
存
在
の
有
様
と
し
て
享
受
さ
れ
た
恐
れ
な
の
で
あ
る
。
ま
た
表
現
の
う
ち
に
描
写
さ
れ
た
恐
ろ
し
き
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は
現
実
に
類
似
し
た
も
の
で
は
あ
る
が
現
実
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
普
遍
化
さ
れ
た
感
情
と
は
功
利
的
で
個
人
的
な
日
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常
の
感
情
と
は
異
質
な
も
の
な
の
で
あ
る
が
、
こ
の
こ
と
は
普
遍
化
の
機
能
を
障
げ
る
障
害

(
5
1
2
)
を
列
挙
す
る
こ
と
で
一
層
具
体

(

日

比

)

的
に
示
さ
れ
る
。
そ
の
障
害
と
は
、

一、

(
設
定
が
)
認
知
に
適
さ
な
い
こ
と
、
言
換
え
れ
ば
本
当
ら
し
さ
が
欠
如
し
て
い
る
場
合
。
観
客
が
表
現
さ
れ
た
も
の
に
日
常

で
は
考
え
ら
れ
な
い
よ
う
な
事
柄
を
見
出
し
た
場
合
、
観
客
は
そ
こ
に
自
己
の
意
識
を
集
中
さ
せ
状
況
と
一
体
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
る
。
従
っ
て
、
通
常
で
な
い
出
来
事
を
描
く
と
き
に
は
、
ラ

l
マ
と
い
っ
た
誰
も
が
知
っ
て
い
る
物
語
を
選
ぶ
必
要
が
あ
る
。

二
、
表
現
さ
れ
た
も
の
の
特
定
の
対
象
に
の
み
心
が
奪
わ
れ
て
い
る
場
合
。
た
と
え
ば
、
観
客
が
自
分
の
好
み
の
役
者
に
の
み
関
心

を
示
し
、
そ
の
役
者
の
表
わ
す
苦
楽
の
表
現
に
左
右
さ
れ
る
場
合
に
こ
の
障
害
が
生
ず
る
。
こ
の
よ
う
な
観
客
は
表
現
さ
れ
た
も
の
を

十
分
に
享
受
で
き
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。
こ
の
観
客
の
障
害
を
取
り
除
く
表
現
上
の
配
慮
と
し
て
は
、

日
常
あ
ま
り
認
知
さ
れ
る
こ

と
の
な
い
舞
台
上
の
固
有
な
表
現
ロ

T
2
F
2民
を
駆
使
す
る
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
表
現
に
よ
っ
て
観
客
を
非
日
常
的
な
世
界
へ
導
く
か

ら
で
あ
る
。

一
二
、
観
客
の
心
が
表
現
さ
れ
た
も
の
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
自
己
が
現
に
感
り
て
い
る
苦
楽
等
の
感
情
に
左
右
さ
れ
て
い
る
場
合
。

四
、
知
覚
手
段
が
不
完
全
な
場
合
。
た
と
え
ば
観
客
が
盲
目
で
あ
る
と
い
っ
た
こ
と
な
ど
。

五
、
推
論
や
聖
言
量
と
い
っ
た
認
識
手
段
に
よ
る
判
断
と
表
現
さ
れ
た
も
の
と
が
不
一
致
の
場
合
。
も
っ
と
も
こ
の
場
合
、
観
客
の

推
論
等
に
よ
る
判
断
よ
り
も
直
接
知
覚
が
優
先
す
る
。
煙
と
火
と
の
遍
充
関
係
は
第
一
に
直
接
知
覚
が
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
か
ら
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
観
客
の
日
常
的
判
断
と
表
現
さ
れ
た
も
の
と
の
相
違
を
矯
正
す
る
た
め
に
、
表
現
上
の
配
慮
と
し
て
基
本
的

な
表
現
様
式

(4E)
、
上
演
す
る
地
域
の
風
習
に
見
合
っ
た
様
式
(
セ

3
吉
凶
)
、
及
び
日
常
認
知
し
う
る
写
実
的
表
現

(
2
5
F
2
Z
)
を
用

ミ

}
O

L

A

 



六
、
表
現
さ
れ
る
基
本
的
感
情
の
な
か
で
中
心
と
な
る
べ
き
感
情
が
欠
落
し
て
い
る
場
合
。
表
現
さ
れ
る
基
本
的
感
情
の
み
が
ラ
サ

の
味
わ
い
対
象
と
な
る
の
で
あ
り
、
こ
の
な
か
の
い
く
つ
か
の
感
情
は
理
想
と
さ
れ
る
人
生
の
目
的

(
E
E
Y
Z
H
-
F
F
ω
5
y
g
Eと

と
相
応
す
る
。

つ
ま
り
円
凶
門
戸
は

E
E
と、

t
z
z
は

ω
Z
E
と、

E
Z
E
は
書
記

E
と、

2
3
は

E
o
r
z
と
そ
れ
ぞ
れ
基
本
的
に
結

び
っ
く
。
上
演
に
際
し
で
は
、
こ
れ
ら
四
種
の
基
本
的
感
情
の
い
ず
れ
か
が
中
心
に
な
る
も
の
と
し
て
表
現
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

な
ぜ
な
ら
ラ
サ
の
味
わ
い
は
常
に
至
福
な
状
態
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

七
、
設
定
、
感
情
表
現
、
付
随
的
感
情
の
三
状
態
と
表
現
さ
れ
る
べ
き
基
本
的
感
情
と
が
不
一
致
の
場
合
。
設
定
以
下
の
表
現
に
よ

っ
て
表
わ
さ
れ
る
の
は
基
本
的
感
情
で
あ
る
が
、
そ
の
表
現
す
る
も
の
と
表
現
さ
れ
る
も
の
と
が
相
即
し
て
い
な
け
れ
ば
、
た
と
え
ば

ラサの概念

悲
し
み
の
感
情
表
現
は
観
客
に
は
悲
し
み
と
し
て
享
受
さ
れ
な
い
道
理
で
あ
る
。

感
情
の
普
遍
化
を
障
、
げ
る
要
素
は
以
上
の
よ
う
で
あ
る
が
、
ま
ず
こ
の
よ
う
な
障
害
の
払
拭
さ
れ
た
状
態
を
前
提
と
し
て
、
味
わ
い

と
し
て
の
ラ
サ
の
享
受
が
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
享
受
に
至
る
プ
ロ
セ
ス
を
説
明
す
る
と
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。
た
と
え

ば
、
主
人
公
が
人
里
離
れ
た
寂
し
い
森
に
迷
い
こ
み
、
得
体
の
知
れ
な
い
叫
び
声
を
聞
い
た
と
す
る
。
こ
れ
が
状
況
設
定
(
〈
仔
『
凶
ぐ
と

で
、
こ
の
よ
う
な
状
況
の
な
か
で
主
人
公
に
は
恐
れ
の
感
情

(
r
E苫
12rgHrr山
〈
と
が
生
じ
る
。
そ
こ
で
主
人
公
に
扮
し
た
役
者
は

こ
の
恐
れ
の
感
情
を
表
わ
す
た
め
に
付
随
的
感
情

(
d
m
E
R
E
r
r同

2
)
と
感
情
表
現

(25rrMZ)
を
駆
使
す
る
。
こ
れ
を
観
た
観
客

は
、
自
己
の
な
か
に
も
潜
在
的
な
恐
れ
の
感
情

(rE立
3
2
Eヨ
乞
日
;
)
が
あ
る
の
で
、
こ
の
感
情
が
よ
び
起
こ
さ
れ
そ
こ
に
お
い
て
展

関
さ
れ
て
い
る
事
柄
に
共
感

(rr
ヨ，
E
岡
山
足
立
と
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
共
感
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
た
感
情
は
、
我
々
が
日
常

の
な
か
で
経
験
す
る
よ
う
な
仕
方
で
感
じ
る
感
情
で
は
な
く
、
人
間
の
存
在
の
あ
り
様
と
し
て
享
受
さ
れ
る
感
情
つ
ま
り
普
遍
化
さ
れ

61 

た
感
情
と
し
て
享
受
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
恐
れ
の
感
情
は
美
的
享
受
の
対
象
と
な
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
普
遍
的
様
態
と
し
て
享
受
さ
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れ
た
感
情
の
あ
り
様
つ
ま
り
快
感
情
で
成
り
立
つ
も
の
が
ラ
サ
に
他
な
ら
な
い
。

五

ア
ピ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
に
あ
っ
て
は
、
ラ
サ
は
普
遍
化
さ
れ
た
感
情
様
態
に
他
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。
基
本
的
感
情
は
我
々
が
本
来
も

っ
て
い
る
日
常
的
な
感
情
で
あ
り
、
そ
れ
が
日
常
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
か
、
ぎ
り
は
、
誰
も
が
潜
在
的
に
も
っ
て
い
る
感
情
で
あ
る
と

は
い
え
個
人
的
な
感
情
の
域
を
で
な
い
の
で
あ
る
。
自
分
に
と
っ
て
愛
し
い
人
は
他
の
者
に
も
愛
し
い
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
感
情
が
表
現
さ
れ
た
も
の
と
な
る
と
、
単
な
る
個
人
的
な
感
情
の
域
を
こ
え
て
誰
も
が
そ
の
感
情
を
共
有
し
う
る
普
遍
的

な
様
態
と
な
る
。
そ
し
て
普
遍
化
さ
れ
た
感
情
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
る
も
の
は
、
功
利
的
な
関
心
が
一
切
払
拭
さ
れ
た
人
間
の
基
本
的

な
存
在
に
関
わ
る
感
情
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
享
受
さ
れ
た
感
情
は
、

た
と
え
そ
の
感
情
が
悲
し
み
で
あ
っ
た
と
し
て
も
美

的
享
受
と
な
る
の
で
あ
り
、
享
受
者
は
喜
び
等
の
快
感
情
で
充
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
表
現
さ
れ
た
も
の
の
う
ち
に
見
出
さ
れ

る
も
の
、
言
換
え
れ
ば
設
定
等
の
三
状
態
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
も
の
は
、
ラ
サ
の
味
わ
い
に
相
応
し
い
美
的
表
象

(
E
E
ロ
山
)
で
あ
り
、

(
日
)

そ
の
表
象
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
た
も
の
が
ラ
サ
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
美
的
表
象
と
し
て
表
わ
さ
れ
た
も
の
は
普
遍
化
さ
れ
た
感
情
様

態
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、

ラ
サ
と
い
う
観
念
の
う
ち
に
見
出
さ
れ
た
も
の
は
、
紛
れ
も
な
く
今
日
我
々
が
美
と
い
う
も
の
で
概
念
化

し
う
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
見
る
も
の
の
知
覚
表
象
が
見
ら
れ
る
も
の
の
な
か
に
対
象
化
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
し

て
そ
の
表
象
の
う
ち
に
認
知
さ
れ
た
も
の
は
、
自
己
の
あ
る
べ
き
生
の
様
態
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
当
初
ラ
サ
と
い

う
観
念
の
う
ち
に
自
覚
さ
れ
た
も
の
と
は
な
っ
て
お
ら
ず
、
従
っ
て
人
々
が
口
頭
す
る
よ
う
な
も
の
で
は
あ
っ
た
に
せ
よ
概
念
化
さ
れ



る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
そ
し
て
ラ
サ
と
い
う
も
の
を
芸
術
の
固
有
な
理
念
と
し
て
概
念
化
し
た
の
が
ア
ピ
ナ
ヴ
ァ
グ
プ
タ
で
あ

る
。
彼
の
ラ
サ
理
論
に
つ
い
て
は
〉
・
∞

7・
の
他
に
ア

l
ナ
ン
ダ
ヴ
ア
ル
ダ
ナ
の
著
し
た
り

T
E
E
-。
ご
に
対
す
る
注
釈
「
0
2
2
が
あ

る
。
本
稿
で
は
こ
の
書
を
取
り
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と
が
で
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か
っ
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者
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究
、
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れ
た
ラ
サ
と
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こ
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で
ラ
サ
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何
た
る
か
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解
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う
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し
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の
で
あ
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。
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ピ
ナ
ヴ
ァ
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プ
タ
の
解
釈
を
明
ら
か
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ラ
サ
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潔
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∞
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∞
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。
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取
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本
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下
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。
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尚
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ァ
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ヴ
ァ
グ
プ
タ
の
時
代
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な
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第
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し
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E
I
E
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静
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の
ラ
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が
付
加
さ
れ
る
。
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。
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。
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「
従
っ
て
設
定
や
感
情

表
現
に
よ
っ
て
強
化
さ
れ
た
基
本
的
感
情
こ
そ
が
ラ
サ
と
な
り
、
強
化
さ
れ
な
け
れ
ば
基
本
的
感
情
に
留
る
。
そ
し
て
ラ
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設
定
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と
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の
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∞
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「
(
ラ
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と
し
て
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さ
れ
る
基
本
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感
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は
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初
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ラ

l
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す
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あ
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、
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す
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般
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意
味
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し
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は
「
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も
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」
あ
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は
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あ
る
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あ
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が
あ
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∞
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れ
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