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純
粋
経
験
に
つ
い
て

里

見

軍

之

科
学
で
あ
れ
哲
学
で
あ
れ
、
お
よ
そ
「
学
」
と
称
す
る
も
の
は
当
然
「
経
験
」
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
学
に
は
構
想
力
も

も
ち
ろ
ん
必
要
で
は
あ
る
が
、

し
か
し
単
な
る
空
想
や
過
剰
な
思
弁
に
陥
ら
な
い
た
め
に
、
あ
る
い
は
図
ら
ず
も
そ
れ
等
に
弄
ば
れ
る

と
い
う
よ
う
な
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、
方
法
的
態
度
と
し
て
事
象
に
過
不
足
な
く
従
う
よ
う
に
自
制
的
姿
勢
が
強
く
求
め
ら
れ
る
し
、

さ
ら
に
、
よ
り
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
に
「
こ
れ
こ
そ
は
、
こ
れ
だ
け
は
」
と
い
う
生
き
生
き
と
し
た
拠
り
所
と
し
て
の
「
経
験
」
も
求
め
ら
れ

る
。
勿
論
「
経
験
」
と
言
っ
て
も
イ
ギ
リ
ス
経
験
論
や
へ

l
ゲ
ル
の
「
意
識
の
経
験
の
学
」
を
含
む
余
り
に
も
有
り
ふ
れ
た
も
の
で
あ

り
、
事
は
そ
う
単
純
で
は
な
い
。
し
か
し
も
し
こ
の
両
側
面
を
満
足
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
経
験
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
に

越
し
た
こ
と
は
な
い
わ
け
で
あ
り
、
こ
こ
で
は
そ
れ
を
一
種
の
理
念
型
(
ウ
ェ

l
パ
l
)
と
し
て
「
純
粋
経
験
」
と
呼
ん
で
お
き
た
い
。

だ
が
こ
の
概
念
で
さ
え
様
々
に
規
定
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
な
く
、
類
語
も
多
い
。
例
え
ば
そ
れ
は
視
覚
の
比
輸
で
は
「
見
る
こ
と
」

で
あ
り
、
十
九
世
紀
末
の
思
想
的
合
意
で
は
「
体
験
」
で
あ
る
。
本
稿
で
は
ま
ず
理
念
型
と
し
て
の
「
純
粋
経
験
」
を
立
て
、
こ
れ
を

基
準
に
し
て
各
種
の
「
純
粋
経
験
」
論
を
比
較
し
、
さ
ら
に
「
現
象
学
的
経
験
」
や
「
解
釈
学
的
経
験
」
の
意
義
を
そ
れ
と
の
偏
差
で

1 

測
っ
て
み
た
い
。



2 

純
粋
経
験

一
切
の
理
論
の
拠
り
所
と
し
て
の
コ
ギ
ト
と
そ
れ
に
至
る
た
め
の
方
法
的
懐
疑
と
い
う
デ
カ
ル
ト
の
概
念
は
、

一
見
す
る
と
こ
ろ
わ

れ
わ
れ
の
意
昧
で
の
「
純
粋
経
験
」
に
該
当
す
る
よ
う
に
見
え
る
が
、

し
か
し
当
時
と
十
九
世
紀
末
か
ら
二
十
世
紀
始
め
に
か
け
て
の

状
況
と
は
大
い
に
異
な
っ
て
い
る
。
十
九
世
紀
後
半
、
自
然
科
学
モ
デ
ル
の
精
神
科
学
が
登
場
し
、
心
理
学
の
分
野
で
も
ヴ
ィ
ン
デ
ル

パ
ン
ト
が
「
心
な
き
心
理
学
」
と
名
付
け
た
よ
う
に
、
自
然
科
学
の
対
象
と
同
じ
よ
う
な
仕
方
で
心
を
も
対
象
化
す
る
実
験
的
、
要
素

主
義
的
な
心
理
学
が
脚
光
を
浴
び
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
ブ
レ
ン
タ

l
ノ
や
デ
ィ
ル
タ
イ
は
記
述
的
心
理
学
で
対
抗

し
た
の
だ
が
、
哲
学
に
お
い
て
も
、
死
ん
だ
心
で
は
な
く
、
あ
り
の
ま
ま
の
生
き
て
流
れ
る
心
、
生
き
て
流
れ
る
経
験
に
拠
り
所
を
求

め
る
ス
タ
イ
ル
の
主
張
が
多
く
現
わ
れ
た
。
「
経
験
」

の
生
き
生
き
と
し
た
相
を
表
現
す
る
た
め
に
は

「
体
験
(
回
門
戸
。

σ邑
∞
)
」
と
呼
ぶ

方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
ガ
ダ
マ
ー
に
よ
れ
ば
「
体
験
」
と
い
う
名
詞
は
十
九
世
紀
も
七
十
年
代
に
な
っ
て
突
然
頻
繁
に
用
い
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
「
体
験
す
る
」
と
い
う
動
詞
の
方
は
ゲ
l
テ
の
時
代
に
よ
く
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
「
な
に
か
あ
る
こ
と
が
起
き

る
と
き
に
、
ま
だ
生
き
て
い
て
そ
の
場
に
居
合
わ
せ
る
こ
と
」
を
意
味
し
て
お
り
、
「
現
実
的
な
も
の
を
直
接
に
捉
え
る
と
い
う
ニ
ュ
、

ア
ン
ス
が
あ
る
」
。
こ
れ
に
由
来
す
る
「
体
験
と
い
う
造
語
は
、
明
ら
か
に
、
啓
蒙
の
合
理
主
義
に
対
す
る
批
判
、
す
な
わ
ち
ル
ソ

l

(l) 

を
き
っ
か
け
に
生
の
概
念
を
重
視
し
た
運
動
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
」
。
就
中
デ
ィ
ル
タ
イ
が
体
験
概
念
を
よ
く
用
い
て
い
る
こ
と
は
周

知
の
こ
と
で
あ
る
し
、
そ
れ
は
フ
ッ
サ
1
ル
の
お
好
み
の
言
葉
で
も
あ
っ
た
。
だ
が
一
般
的
に
は
相
変
わ
ら
ず
「
経
験
」
と
い
う
語
が

多
く
用
い
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
ジ
ェ
イ
ム
ズ
や
西
国
幾
多
郎
や
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の
「
純
粋
経
験
」
等
で
あ
る
。
そ
の
他
に
類
語
と

し
て
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
「
意
識
の
事
実
」
(
あ
る
い
は

「
現
象
性
の
命
題
」
)

や
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
「
純
粋
持
続
」
等
を
挙
げ
る
こ
と
が
で



き
る
。
こ
れ
等
の
概
念
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
理
論
的
認
識
以
前
の
直
接
的
な
経
験
、
判
断
以
前
の
、
対
象
化
さ
れ
る
以
前
の
主
客
未

分
の
意
識
で
あ
る
。
そ
し
て
自
覚
的
意
識
や
理
論
的
認
識
は
こ
の

「
意
識
に
直
接
与
え
ら
れ
た
も
の
」
(
ベ
ル
ク
ソ
ン
)
を
拠
り
所
と

し
、
こ
の
種
の
経
験
に
基
づ
い
て
初
め
て
可
能
に
な
る
。
し
か
も
こ
れ
等
の
「
純
粋
」
と
か
「
経
験
」
と
い
う
概
念
に
は
、
内
容
的
に

拠
り
所
と
な
る
と
い
う
こ
と
ば
か
り
で
は
な
く
、
方
法
的
態
度
と
し
て
、
事
象
に
忠
実
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
自
制
の
身

構
え
が
強
く
込
め
ら
れ
て
い
る
。
西
国
が

(2) 
る
」
と
言
い
、
ジ
ェ
イ
ム
ズ
が
根
本
的
経
験
論
を
提
示
す
る
に
当
た
っ
て
、
「
根
本
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
経
験
論
は
、
直
接
的
に
経

「
善
の
研
究
』

の
本
文
冒
頭
で
「
経
験
す
る
と
い
う
の
は
事
実
そ
の
ま
ま
に
知
る
の
意
で
あ

純粋経験について

験
さ
れ
な
い
い
か
な
る
要
素
も
、
そ
の
構
造
内
に
と
り
い
れ
で
は
な
ら
ず
、
ま
た
甚
接
的
に
経
験
さ
れ
る
い
か
な
る
要
素
も
、
排
除
し

(3) 

て
は
な
ら
な
い
」
と
一
言
う
の
は
こ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
。
即
ち
、
自
制
的
姿
勢
及
び
生
き
生
き
と
し
た
拠
り
所
と
い
う
二
重
の

意
昧
で
の
、
理
念
型
と
し
て
の
「
純
粋
経
験
」
を
こ
れ
等
の
概
念
の
中
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
同
じ
く
「
純
粋
経
験
」
と

い
う
術
語
を
用
い
る
論
者
の
聞
に
も
大
き
な
違
い
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
わ
れ
わ
れ
の
意
味
で
の

「
純
粋
経
験
」
を

基
準
に
し
て
、
各
論
者
の
偏
差
を
見
る
必
要
が
あ
る
。

ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
の
「
純
粋
経
験
」
や
マ
ッ
ハ
の
「
感
覚
要
素
」
は
、

一
切
の
反
省
的
付
加
物
を
含
ま
な
い
、
内
的
・
外
的
の
区
別

す
ら
な
い
主
客
未
分
の
中
性
的
な
も
の
で
あ
る
。
後
に
作
ら
れ
た
言
葉
で
言
え
ば
、
そ
れ
は
セ
ン
ス
・
デ
l
タ
で
あ
る
。
科
学
の
理
論

は
、
「
最
少
力
量
の
原
理
」
(
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
)
、
「
思
惟
経
済
」
(
マ
ッ
ハ
)

と
い
う
生
物
学
的
で
プ
ラ
グ
マ
テ
ィ
ッ
ク
な
観
点
か
ら
、

こ
う
し
た
セ
ン
ス
・
デ
l
タ
と
環
境
や
身
体
等
と
の
依
存
牲
を
関
数
関
係
で
表
示
し
、
被
雑
な
記
号
体
系
を
構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。

経
験
批
判
論
は
「
思
想
の
過
剰
」
な
形
而
上
学
的
構
成
を
排
し
、
直
接
的
所
与
か
ら
逸
脱
し
な
い
よ
う
に
節
制
す
る
。

ブ
ッ
サ

l
ル
は

3 

直
接
的
所
与
か
ら
の
離
反
を
極
力
避
け
よ
う
と
す
る
経
験
批
判
論
の
元
々
の
狙
い
を
そ
れ
な
り
に
評
価
し
て
い
る
が
、

し
か
し
要
素
主



4 

義
的
な
セ
ン
ス
・
デ
l
タ
と
い
う
よ
う
な
も
の
も
、
そ
こ
か
ら
の
便
宜
主
義
的
な
理
論
構
成
と
い
う
も
の
も
「
虚
構
」
だ
と
し
て
退
け

る
。
西
国
も
バ
ラ
バ
ラ
の

「
感
覚
要
素
」
な
る
も
の
は
後
か
ら
分
析
的
に
考
え
ら
れ
た
「
仮
想
」
だ
と
し
て
批
判
し
て
い
る
。
ラ
ッ
セ

ル
の
論
理
的
原
子
論
や
初
期
論
理
実
証
主
義
は
や
は
り
セ
ン
ス
・
デ
1
タ
を
基
に
し
た
構
成
論
で
あ
り
、
結
局
は
内
部
か
ら
破
綻
し
て

い
っ
た
こ
と
も
周
知
の
通
り
で
あ
る
。
と
に
か
く
経
験
批
判
論
に
は
「
純
粋
経
験
」

の
理
念
型
に
必
然
的
に
伴
う
自
制
的
構
え
が
確
か

に
強
く
見
ら
れ
る
が
、

し
か
し
セ
ン
ス
・
デ
l
タ
論
に
は
一
切
の
理
論
の
拠
り
所
と
す
る
の
に
困
難
が
大
き
す
ぎ
る
し
、
ま
た
そ
れ
が

「
生
き
て
流
れ
る
経
験
」
と
は
無
縁
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
一
言
う
ま
で
も
な
い
。
従
っ
て

「
純
粋
経
験
」

の
理
念
型
に
必
要
な
も
う

つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
は
欠
け
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
場
合
に
は
、

か
の
理
念
型
の
二
つ
の
要
素
は
両
方
と
も
備
わ
っ
て
い
る
。
先
、
ず
、
経
験
に
過
不
足
な
く
従
う
べ
し
と

い
う
極
め
て
強
い
態
度
は
先
の
引
用
に
見
ら
れ
る
通
り
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
拠
り
所
と
な
る
経
験
と
い
う
側
面
に
つ
い
て
は
、
「
世
界

に
は
根
本
質
料
な
い
し
物
質
、
す
な
わ
ち
あ
ら
ゆ
る
も
の
を
構
成
す
る
素
材
が
た
だ
一
つ
だ
け
存
在
す
る
と
い
う
仮
定
か
ら
出
発
す
る

な
ら
ば
、
そ
し
て
こ
の
素
材
を
「
純
粋
経
験
』
と
呼
ぶ
と
す
れ
ば
、
そ
の
と
き
〈
知
る
と
い
う
こ
と
〉
は
、
純
粋
経
験
の
諸
部
分
が
結

び
う
る
特
殊
な
相
互
関
係
で
あ
る
、
と
容
易
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
関
係
自
体
が
純
粋
経
験
の
一
部
で
あ
っ
て
、

こ
の
関

係
『
項
』
の
一
方
が
知
識
の
主
体
な
い
し
担
い
手
、
つ
ま
り
〈
知
る
も
の
〉
と
な
り
、
他
方
の
関
係
項
が
〈
知
ら
れ
る
対
象
〉
と
な
る

(4) 

の
で
あ
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
主
体
と
対
象
と
い
う
二
つ
の
も
の
が
対
立
す
る
の
で
は
な
く
、
両
者
は
純
粋
経
験
と
い
う
一
つ
の

根
本
的
な
も
の
の
二
つ
の
面
に
過
ぎ
な
い
。

フ
ッ
サ
l
ル
の
術
語
で
言
え
ば
こ
の
二
面
関
係
は
志
向
性
あ
る
い
は
ノ
ヱ
シ
ス
|
ノ
エ
マ

関
係
(
ジ
ェ
イ
ム
ズ
も
志
向
性
と
い
う
概
念
を
用
い
る
こ
と
が
あ
る
)
と
言
え
る
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
こ
の
フ
ッ
サ
l
ル
流
の
二

項
関
係
は
な
る
ほ
ど
自
然
科
学
主
義
的
な
対
立
関
係
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
や
は
り
主
客
未
分
の
経
験
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
ジ
ェ
イ



ム
ズ
で
二
面
関
係
が
言
え
る
の
は
、
分
析
的
、
反
省
的
視
点
か
ら
で
し
か
な
く
、
彼
に
と
っ
て
純
粋
経
験
の
本
来
の
相
は
先
ず
主
客
未

分
の
と
こ
ろ
に
あ
り
、
明
確
な
規
定
を
も
た
な
い
非
人
称
的
な
単
な
る
「
あ
れ

(
F
aこ
で
あ
り
、
彼
の
挙
げ
て
い
る
例
で
は
、
生
ま

れ
た
ば
か
り
の
赤
ん
坊
と
か
半
、
ば
昏
睡
状
態
に
あ
る
人
の
状
態
な
の
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
「
純
粋
経
験
の
流
れ
」
は
次
第
に
主
客
を
分

離
さ
せ
、
覚
め
た
成
人
に
お
け
る
よ
う
に
様
々
な
意
昧
的
な
も
の
を
分
節
化
し
て
い
く
の
で
あ
る
。
ジ
エ
イ
ム
ズ
に
と
っ
て
拠
り
所
と

な
る
純
粋
経
験
は
第
一
義
的
に
は
言
わ
ば
酔
生
夢
死
の
経
験
を
指
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
経
験
が
純
粋
で
あ
る
の
は
判
断
以
前
だ
か

ら
で
あ
る

(
フ
ッ
サ

l
ル
な
ら
こ
れ
を
「
前
述
語
的
判
断
」
と
言
う
)

0

確
か
に
経
験
を
発
生
論
的
に
見
れ
ば
、
人
は
赤
ん
坊
の
暖
昧

純粋経験について

模
糊
と
し
た
意
識
か
ら
、
次
第
に
判
断
的
意
識
を
も
つ
よ
う
に
成
熟
し
て
い
く
わ
け
で
あ
る
が
、

し
か
し
認
識
の
構
造
論
の
立
場
か
ら

す
れ
ば
、
酔
生
夢
死
の
経
験
を
基
準
に
置
く
の
は
相
当
の
無
理
が
あ
る
だ
ろ
う
。
例
え
ば
、
現
生
人
の
一
言
語
を
考
え
る
の
に
、
一
言
葉
を

も
つ
以
前
の
ア
ウ
ス
ト
ラ
ロ
ピ
テ
ク
ス
を
持
ち
出
す
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
か
。
発
生
論
的
に
は
現
生
人
は
猿
人
か
ら
進
化
し
た
成
れ

の
果
て
で
あ
ろ
う
が
、
そ
し
て
現
生
人
の
分
析
に
発
生
論
や
進
化
論
も
必
ず
不
可
欠
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
現
生
人
の

本
質
が
解
ら
な
い
よ
う
な
・
も
の
で
あ
る
。

西
田
が
ジ
ェ
イ
ム
ズ
か
ら
純
粋
経
験
に
関
す
る
示
唆
を
受
け
た
こ
と
は
本
人
自
身
で
述
べ
て
い
る
通
り
で
あ
る
。
そ
し
て
「
純
粋
経

(5) 

験
を
唯
一
の
貫
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
し
て
見
た
い
と
い
ふ
の
は
、
余
が
大
分
前
か
ら
有
っ
て
居
た
考
で
あ
っ
た
」
と
い
う
点
で
ジ

エ
イ
ム
ズ
の
根
本
的
経
験
論
と
軌
を
一
に
す
る
。
「
経
験
す
る
と
い
ふ
の
は
事
賓
其
侭
に
知
る
の
意
で
あ
る
。
全
く
自
己
の
細
工
を
棄

て
て
、
事
賓
に
従
う
て
知
る
の
で
あ
る
。
純
粋
と
い
ふ
の
は
、
普
通
に
経
験
と
い
っ
て
居
る
者
も
其
賓
は
何
等
か
の
思
想
を
交
へ
て
居

(6) 

る
か
ら
、
老
も
思
慮
分
別
を
加
へ
な
い
、
同
県
に
経
験
其
侭
の
状
態
を
一
言
ふ
の
で
あ
る
」
。
し
か
し
西
田
の
純
粋
経
験
は
な
る
ほ
ど
判
断

5 

以
前
の
主
客
未
分
の
経
験
で
は
あ
る
が
、

モ
デ
ル
は
赤
ん
坊
で
は
な
く
、
大
人
で
あ
る
。
そ
れ
は
一
所
懸
命
断
崖
を
よ
じ
登
っ
た
り
、



6 

音
楽
家
が
熟
練
し
た
曲
を
演
奏
す
る
場
合
の
よ
う
に
、
何
の
分
別
も
働
か
せ
ず
只
管
夢
中
に
行
為
し
て
い
る
意
識
状
態
で
あ
る
。
従
つ

て
ま
た
そ
れ
は
ジ
ェ
イ
ム
ズ
の
場
合
の
よ
う
に
牒
艇
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
は
っ
き
り
し
た
自
我
意
識
こ
そ
な
い
も
の
の
、
明
確
に

意
昧
の
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
彼
の
「
純
粋
経
験
」
に
は
実
は
始
め
か
ら
形
而
上
学
的
、
宗
教
的
な
重
い
負
荷
が
か
け
ら

(7) 

れ
て
い
た
。
「
皐
間
道
徳
の
極
致
は
ま
た
宗
教
に
入
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
や
う
に
な
る
」
か
ら
で
あ
る
。
純
粋
経
験
の
背
後
に
は
宗
教
的
な

も
の
に
至
る
一
般
者
が
あ
る
、
否
む
し
ろ
統
一
的
一
般
者
、
絶
対
者
が
自
己
を
そ
の
中
で
展
開
す
る
の
で
あ
る
。
所
謂
西
田
哲
学
と
称

せ
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
か
ら
の
議
論
で
は
、
主
客
未
分
の
状
態
か
ら
で
は
な
く
、
判
断
の
型
か
ら
始
め
ら
れ
、
即
ち
主
語
・
述
語
、

客
体
・
主
体
の
分
離
を
立
て
て
、
次
に
述
語
、
主
体
、
意
識
と
い
う
、
主
語
・
個
体
を
映
し
且
つ
一
般
者
が
自
己
限
定
す
る
場
所
(
そ

の
極
限
は
無
で
あ
り
、
従
っ
て
「
無
の
場
所
」
)
が
発
見
さ
れ
、
最
後
に
、
分
別
を
棄
て
己
れ
を
空
し
ゅ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

(卸小

の
意
識
)
主
客
合
一
が
求
め
ら
れ
る
。
結
果
的
に
は
主
客
合
一
は
一
回
り
迂
回
し
て
主
客
未
分
に
還
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
西

田
の

「
純
粋
経
験
」
は
極
め
て
思
弁
的
な
含
み
を
も
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
意
識
と
い
う
場
所
を
対
象
化
的
、
反
省
的
に
捉
え
よ
う
と

し
で
も
掴
み
き
れ
な
い
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
逆
に
、
そ
の
場
所
に
自
ら
を
映
し
出
す
奥
底
の
も
の
を
思
弁
的
に
垣
間
見
よ
う
と
す
る

の
で
あ
る
。
だ
が

「
一
般
者
の
自
己
展
開
」
と
い
う
ヘ

l
ゲ
ル
・
モ
デ
ル
の
仮
定
は

(
た
だ
し
へ

1
ゲ
ル
と
違
っ
て
一
般
者
は
「
有
」

で
は
な
い
と
こ
ろ
が
重
要
で
は
あ
る
が
。
そ
し
て
こ
う
し
た
思
索
の
方
向
性
は
後
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
も
通
ず
る
が
て
な
る
ほ
ど
論

理
と
し
て
は
そ
う
い
う
こ
と
も
考
え
う
る
し
、
興
味
深
い
も
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
必
ず
し
も
説
得
力
の
あ
る
も
の
と
は
思
え
な
い
。

以
上
、
「
純
粋
経
験
」
論
者
を
比
較
考
量
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
は
、
形
式
的
に
は
、
あ
る
い
は
理
念
型
と
し
て
は
、
自
制
の
姿
勢
を

保
と
う
と
し
て
い
る
点
及
び
経
験
と
い
う
拠
り
所
を
見
出
し
た
と
い
う
点
で
、
当
時
の
時
代
精
神
を
共
通
に
身
に
つ
け
て
い
る
が
、

「
純
粋
経
験
」
と
い
う
概
念
に
込
め
ら
れ
て
い
る
意
味
は
極
め
て
異
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
、
そ
の
概
念
に
神
通
力
を
期
待
す
る
こ



と
は
で
き
な
い
よ
う
で
あ
る
。

現
象
学
的
経
験

「
現
象
学
的
経
験
」
と
い
う
概
念
は
馴
染
み
の
な
い
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
便
宜
的
に
、
現
象
学
的
に
「
事
象
そ
の
も
の
へ
」
届

く
経
験
、
即
ち
本
質
直
観
と
超
越
論
的
経
験
と
を
指
す
と
し
て
お
き
た
い
。

さ
て
、
「
事
象
そ
の
も
の
へ
1

」
と
い
う
言
い
回
し
は
フ
ッ
サ
1
ル
や
前
期
ハ
イ
デ
ッ
ガ
l
の
モ
ッ
ト
ー
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い

純粋経験について

る
。
た
だ
こ
の
言
葉
は
確
か
に
耳
に
爽
や
か
で
は
あ
る
が
、
内
実
は
か
な
り
多
義
的
で
、
解
り
に
く
い
。
し
か
し
あ
る
根
源
的
な
経
験
、

即
ち
理
念
型
と
し
て
の

「
純
粋
経
験
」
の
一
面
を
示
し
て
い
る
強
い
自
制
の
身
構
え
を
そ
れ
で
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
す
ぐ

見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。
就
中
現
象
学
は
研
究
姿
勢
の
あ
り
方
を
重
視
す
る
こ
と
で
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

フ
ッ
サ
l
ル
は
「
さ
て
事
象
に
関
し
て
理
性
的
に
あ
る
い
は
学
問
的
に
判
断
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
象
そ
の
も
の
に
従
う
こ
と
、

ま
た
き
口
説
や
意
見
か
ら
事
象
そ
の
も
の
へ
還
帰
す
る
こ
と
、
事
象
そ
の
も
の
を
そ
の
自
己
所
与
性
に
お
い
て
問
い
た
だ
し
、

(8) 

に
無
縁
な
一
切
の
先
入
見
を
押
し
退
け
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
記
し
、

か
つ
事
象

ハ
イ
デ
ッ
ガ
1
は
「
わ
れ
わ
れ
は
現
象
学
的
原
則
の
中
に
二

重
の
要
求
を
聞
き
と
め
る
、
即
ち
そ
の
一
つ
は
、
確
固
と
し
た
基
盤
の
上
に
立
っ
て
証
一
不
し
つ
つ
研
究
す
る
と
い
う
意
昧
で
の
事
象
そ

の
も
の
へ
と
い
う
要
求
(
証
示
的
作
業
の
要
求
て
そ
れ
か
ら
、

ブ
ッ
サ
l
ル
が
自
分
の
哲
学
の
営
み
を
そ
う
理
解
し
て
い
た
と
こ
ろ

(9) 

で
あ
る
」
と
述
べ

だ
が
、
先
ず
も
っ
て
こ
の
基
盤
を
新
た
に
獲
得
し
、
確
定
す
る
と
い
う
要
求
(
基
盤
を
露
出
さ
せ
る
と
い
う
要
求
)

る
。
前
者
の
要
求
が
理
念
型
の
第

(
自
制
の
身
構
え
)
を
、
後
者
の
要
求
が
理
念
型
の
第

(
拠
り
所
)
を
意
味
す
る
、
と
解
釈
で

7 

キ
己
ザ
h
v

。

「
事
象
そ
の
も
の
へ
」
は
現
象
学
的
に
「
見
る
こ
と
」
と
も
言
い
代
え
ら
れ
う
る
。
「
直
接
的
な
『
見
る
こ
と
』
(
ノ
ヱ
イ
ン
)
、
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単
な
る
感
性
的
、
経
験
的
な
見
る
こ
と
で
は
な
く
、
い
か
な
る
種
類
の
も
の
で
あ
れ
原
的
に
与
え
る
意
識
と
し
て
の
見
る
こ
と
一
般
は
、

(mu 

す
べ
て
の
理
性
的
な
主
張
の
究
極
の
権
利
源
泉
で
あ
る
」
と
言
う
の
は
フ
ッ
サ
l
ル
で
あ
る
が
、
「
見
る
こ
と
」
に
関
し
て
は
ハ
イ
デ

ッ
ガ
ー
も
後
年
回
顧
的
に
、
「
私
は
一
九
一
九
年
以
降
フ
ッ
サ
l
ル
の
近
く
で
教
え
つ
つ

l
学
び
つ
つ
、
現
象
学
的
に
見
る
と
い
う
こ

(U) 

と
を
訓
練
し
た
」
と
述
べ
、
感
性
的
直
観
と
範
一
時
的
直
観
と
の
区
別
に
教
え
ら
れ
た
と
い
う
主
旨
の
こ
と
を
語
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
両
者
の
言
明
に
つ
い
て
、
「
現
象
学
的
に
見
る
こ
と
」

の
内
実
と
「
ノ
エ
イ
ン
」
の
身
分
証
明
と
が
疑
問
に
付
せ
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

な
る
ほ
ど
「
見
な
い
」
で
済
む
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
「
見
」
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た

「
見
る
こ
と
」
は
一
言
う
ま
で
も
な
く
単
に

視
覚
に
限
定
さ
れ
る
も
の
で
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
「
洞
見
」
す
る
と
い
う
意
昧
で
の

「見」

一
般
を
表
現
し
て
い
る
。
そ
れ
に
し
て

も
、
い
か
に
自
制
的
態
度
を
保
つ
に
せ
よ
、
本
当
に
「
事
象
そ
の
も
の
へ
」
達
し
て
い
る
か
否
か
、
確
実
に
「
現
象
学
的
に
見
る
こ
と
」

が
で
き
て
い
る
否
か
を
見
極
め
る
の
は
難
し
い
。
形
而
上
学
や
宗
教
は
あ
る
意
昧
で
「
見
え
な
い
も
の
を
見
る
」
の
だ
が
、
し
か
し
多

く
の
場
合
「
見
過
ぎ
」
て
い
て
、
単
な
る
思
弁
や
思
い
込
み
ゃ
空
想
に
過
ぎ
な
い
も
の
を
洞
見
と
取
り
違
え
て
い
る
ケ
i
ス
が
多
い
。

そ
の
場
合
で
も
的
確
に
「
見
」

て
い
て
、
着
実
に
「
事
象
そ
の
も
の
へ
」
届
い
て
い
る
積
も
り
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
「
見
る
こ
と
」

を
所
謂
経
験
論
の
言
う
感
性
的
経
験
に
限
定
し
て
し
ま
い
た
く
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

し
か
し
現
象
学
で
言
う
「
究
極
の
権
利
源
泉
」
と
し
て
の
「
見
る
こ
と
」
は
本
質
直
観
(
ノ
エ
イ
ン
、
範
時
的
直
観
等
)

の
こ
と
で

あ
り
、
感
性
的
経
験
以
上
の
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
は
や
は
り
「
見
過
ぎ
」
と
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
嫌
疑
を
免
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
「
本
質
」
に
し
ろ
「
直
観
」
に
し
ろ
、
ま
し
て
や
「
本
質
直
観
」
等
は
今
世
紀
で
は
極
め
て
評
判
の
悪
い
概
念
で
あ

り
、
だ
か
ら
そ
の
こ
と
を
よ
く
承
知
し
て
い
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
l
は
、
説
明
な
し
に
単
に
ノ
エ
イ
ン
と
だ
け
一
言
っ
て
、
深
入
り
し
な
い
よ

う
に
し
て
い
る
ほ
ど
で
あ
る
。
本
稿
で
は
「
本
質
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
厳
し
い
詮
索
を
し
な
い
が
、

と
に
か
く
も
し
本
質
直
観



と
い
う
も
の
が
成
立
す
る
な
ら
、
経
験
か
ら
逸
脱
し
て
は
な
ら
な
い
と
言
う
、

か
の
「
純
粋
経
験
」

の
内
包
を
拡
張
す
る
こ
と
が
で
き

る
こ
と
に
な
る
。
何
し
ろ
フ
ッ
サ
l
ル
は
こ
の
種
の
直
観
を
一
切
の
原
理
の
中
の
第
一
の
原
理
に
ま
で
仕
立
て
て
い
る
ぐ
ら
い
で
あ
る
。

「
す
べ
て
の
諸
原
理
の
原
理
に
つ
い
て
は
、
即
ち
原
的
に
与
え
る
い
か
な
る
直
観
も
認
識
の
権
利
源
泉
で
あ
る
と
い
う
原
理
、
わ
れ
わ

q
v
-
』
ふ
叶
4

J

J

，q
p
t
i
-
-』

「
直
覚
」
に
お
い
て

(
一
一
一
一
口
わ
ば
そ
の
生
身
の
現
実
性
に
お
い
て
)
自
ら
を
呈
示
す
る
す
べ
て
の
も
の
は
そ
れ
が
自
ら
を
与
え

る
通
り
に
、
だ
が
ま
た
そ
れ
が
そ
こ
で
自
ら
を
与
え
る
限
界
内
で
の
み
素
直
に
受
け
取
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
原
理
に
つ
い

て
は
、
お
よ
そ
考
え
う
る
い
か
な
る
理
論
も
わ
れ
わ
れ
を
惑
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

純粋経験について

い
か
な
る
理
論
も
そ
の
真
理
そ
の
も
の
を
や

(ロ)

は
り
原
的
な
所
与
性
か
ら
汲
み
取
る
こ
と
し
か
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
ど
の
み
ち
洞
見
す
る
の
で
あ
る
」
。
こ
の
原

理
に
反
対
す
る
こ
と
も
他
な
ら
ず
こ
の
原
理
に
従
っ
て
こ
そ
可
能
だ
か
ら
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
以
上
、
こ
の
第
二
節
で
は
、
現
象
学

が
常
に
論
じ
て
止
ま
な
い
方
法
的
態
度
の
問
題
、
即
ち
「
純
粋
経
験
」

の
第
一
の
契
機
で
あ
る
自
制
の
身
構
え
の
問
題
に
先
ず
目
を
向

け
た
き
た
が
、
本
質
直
観
の
是
非
に
つ
い
て
は
次
節
で
再
論
す
る
ご
と
と
し
て
、

か
の
理
念
型
の
も
う
一
つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
即
ち
拠
り

所
と
し
て
の
経
験
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

素
朴
な
意
識
に
と
っ
て
は
、
主
観
と
客
観
と
が
別
々
に
あ
っ
て
、
関
係
し
た
り
し
な
か
っ
た
り
す
る
と
い
う
主
客
二
元
論
が
正
し
い

よ
う
に
見
え
る
。
例
え
ば
、
先
ず
対
象
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が
光
の
反
射
と
い
う
か
た
ち
で
目
の
網
膜
に
入
り
、
そ
こ
で
適
宜
情
報
処
理

さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
知
覚
が
成
立
す
る
、
と
い
う
よ
う
に
。
と
こ
ろ
が
実
際
は
「
先
ず
対
象
が
あ
っ
て
」
と
い
う
こ
と
そ
の
こ
と
が
も

う
既
に
知
覚
な
の
で
あ
る
。
正
確
に
は
、
知
覚
と
そ
の
対
象
と
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
知
覚
の
中
に
作
用
的
契
機
(
ノ
エ
シ
ス
的
契
機
)

と
対
象
的
契
機
(
ノ
エ
マ
的
契
機
)
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
両
契
機
は
始
め
か
ら
相
即
不
離
で
あ
っ
て
、
志
向
的
関
係
に
あ
る
。
こ
の

9 

関
係
は
二
つ
の
契
機
が
あ
る
と
い
う
意
味
で
主
客
未
分
と
は
言
え
な
い
し
、
別
々
の
二
者
が
改
め
て
関
係
し
合
う
の
で
も
な
い
か
ら
主
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客
合
一
と
も
言
え
な
い
。

ブ
ッ
サ
l
ル
は
、
素
朴
に
主
客
二
元
論
を
前
提
し
て
い
る
自
然
的
意
識
を
「
括
弧
に
入
れ
」
て
お
き
、
こ
れ

の
真
の
構
造
を
分
析
、
記
述
す
る
。
素
朴
な
と
こ
ろ
か
ら
純
化
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で

「
純
粋
意
識
」
「
純
粋
体
験
」
が
研
究
の
主
題

と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
留
意
す
べ
き
と
こ
ろ
は
、
自
然
的
意
識
と
純
粋
意
識
と
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
前
者
の
本
質
的
構
造
、
形
式
、

流
れ
を
見
る
場
が
後
者
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
の
純
粋
意
識
の
分
野
を
探
求
す
る
経
験
を
フ
ッ
サ
1
ル
は
「
超
越
論
的

経
験
」
と
呼
ぶ
。
純
粋
意
識
の
フ
ィ
ー
ル
ド
に
こ
そ
超
越
的
な
も
の
、
対
象
的
な
も
の
が
現
象
す
る
構
造
(
体
験
流
と
し
て
そ
の
時
間

的
、
発
生
的
構
造
も
含
め
て
)
が
見
て
取
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
っ
て
「
純
粋
意
識
」
は
「
純
粋
経
験
」
に
か
な
り
よ
く
似
た
言
葉
で

は
あ
る
が
、
実
際
は
似
て
も
似
つ
か
な
い
。
そ
れ
は
セ
ン
ス
・
デ
l
タ
で
も
な
い
し

(
ア
ヴ
ェ
ナ
リ
ウ
ス
)
、
酔
生
夢
死
の
幼
児
の
経

験
で
も
な
け
れ
ば
(
ジ
エ
イ
ム
ズ
て
ま
た
何
か
に
夢
中
に
没
頭
し
て
い
る
成
人
の
意
識
で
も
な
い

(
西
国
)
。
前
者
は
現
実
の
経
験
か

ら
抽
象
し
た
一
フ
ァ
ク
タ
ー
を
、
後
二
者
は
現
実
の
経
験
の
う
ち
判
断
以
前
の
特
殊
な
経
験
を
「
純
粋
」
だ
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
れ

等
に
比
べ
て
「
純
粋
意
識
」
は
そ
も
そ
も
い
か
な
る
特
殊
な
内
容
の
あ
る
経
験
で
も
な
く
、
た
だ
そ
う
し
た
経
験
の
本
質
的
構
造
を
意

味
す
る
だ
け
で
あ
る
。
「
生
き
て
流
れ
る
経
験
」
は
純
粋
意
識
で
は
な
く
、
現
実
の
経
験
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
1
ル
に
は

「
純
粋
経
験
を

唯
一
の
実
在
と
し
て
す
べ
て
を
説
明
」
で
き
る
よ
う
な
特
殊
な
経
験
は
な
い
。
か
の
理
念
型
の
第
二
の
意
味
に
該
当
す
る
も
の
、
即
ち

生
き
生
き
と
し
た
拠
り
所
と
な
る
経
験
を
彼
の
場
合
に
敢
え
て
挙
げ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
現
実
の
「
生
き
て
流
れ
る
経
験
」

の
ア
プ

リ
オ
リ
な
構
造
を
純
化
し
て

(
純
粋
意
識
)
探
索
す
る
超
越
論
的
経
験
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

解
釈
学
的
経
験

デ
ィ
ル
タ
イ
は

(政)

「
生
を
生
そ
の
も
の
か
ら
理
解
し
よ
う
と
す
る
私
の
哲
学
的
思
惟
の
支
配
的
衝
動
」

か
ら
、
形
而
上
学
を
退
け
、



「
意
識
の
事
実
」
に
戻
っ
て
精
神
科
学
を
基
礎
哨
つ
け
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、
「
事
象
そ
の
も
の
へ
」
と
い
う
標
語
は
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
よ

っ
て
広
め
ら
れ
た
も
の
だ
っ
た
し

ガ
ダ
マ
ー
も
「
事
象
そ
の
も
の
」
と
か

「
真
理
の
経
験
」
を
い
う
一
言
葉
を
よ
く
用
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
解
釈
学
に
も
現
象
学
と
同
じ
く
、
経
験
に
忠
実
に
従
お
う
と
す
る
姿
勢
が
よ
く
穆
み
出
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
所
謂
「
純
粋
経

験
」
が
狙
っ
て
い
る
方
向
と
同
じ
で
あ
り
、
自
制
の
構
え
が
板
に
つ
い
て
い
る
。

ガ
ダ
マ

1
は
、
デ
ィ
ル
タ
イ
の
よ
う
に
解
釈
学
を
単
に
精
神
科
学
の
方
法
と
み
な
す
の
で
は
な
く
、
解
釈
学
的
状
況
を
現
存
在
の
根

本
特
性
と
み
な
す
ハ
イ
デ
ッ
ガ

l
の
考
え
を
受
け
つ
つ
、
「
解
釈
学
的
経
験
」
を
主
題
化
す
る
。
彼
は
、
自
然
科
学
的
方
法
以
外
で
も
、

純粋経験について

あ
る
い
は
そ
れ
以
上
に
、
人
間
の
世
界
経
験
の
至
る
所
で
、
例
え
ば
芸
術
作
品
に
お
い
て
も
真
理
を
経
験
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張

し
、
そ
の
よ
う
な
経
験
を
「
解
釈
学
的
経
験
」
と
一
言
う
。
そ
し
て
こ
の
構
造
の
基
本
型
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
1
が
既
に
提
示
し
て
い
た
。
解

釈
は
「
予
め
」
ど
の
よ
う
に
か
理
解
さ
れ
て
い
る
も
の
を
何
々

「
と
し
て
」
分
節
化
し
、

は
っ
き
り
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
が
、
逆
に
理

解
は
解
釈
に
よ
っ
て
初
め
て
そ
の
意
昧
が
取
り
出
さ
れ
る
。
こ
の
循
環
は
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
言
う
よ
り
も
む
し
ろ
、
こ
の

循
環
の
中
で
こ
そ
認
識
の
積
極
的
な
展
開
が
見
込
ま
れ
る
の
で
あ
る
。
「
こ
の
循
環
の
中
に
誤
謬
を
見
た
り
、
循
環
を
避
け
る
い
ろ
い

ろ
な
道
を
見
張
っ
て
い
た
り
す
る
」
の
で
は
な
く
、

(M) 

環
の
中
に
入
り
込
む
こ
と
で
あ
る
」
。
ガ
ダ
マ
ー
は
こ
う
し
た
解
釈
学
的
循
環
を
、
よ
り
豊
か
な
問
題
設
定
に
仕
立
て
直
し
た
。
わ
れ

「
決
定
的
な
こ
と
は
、
循
環
か
ら
抜
け
出
す
こ
と
で
は
な
く
、
正
し
い
仕
方
で
循

わ
れ
は
過
去
の
伝
統
、
先
入
見
の
中
に
浸
っ
て
生
活
し
て
お
り
、

い
か
な
る
解
釈
も
こ
の
地
盤
か
ら
出
発
せ
ざ
る
を
え
な
い
が
、

し
か

し
過
去
の
も
つ
真
理
要
求
を
聞
き
と
め
、
現
在
の
状
況
に
適
用
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
在
の
先
入
見
を
正
す
。
即
ち
現
在
の
地
平
と

過
去
の
地
平
と
が
融
合
し
、
よ
り
高
次
の
地
平
と
な
っ
て
い
く
。
二
つ
の
地
平
が
あ
る
の
で
は
な
く
、
融
合
し
た
唯
一
の
「
動
く
地
平
」

11 

が
あ
る
の
み
で
あ
る
。
ガ
ダ
マ

l
は
皮
肉
を
込
め
て
、
「
い
か
な
る
地
平
も
も
た
な
い
者
は
十
分
遠
く
ま
で
は
見
え
ず
、
且
つ
自
分
の
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近
く
に
あ
る
も
の
を
過
大
評
価
す
る
人
間
で
あ
る
。
逆
に
、
『
地
平
を
も
っ
」
と
い
う
こ
と
は
、
ご
く
身
近
な
も
の
に
制
限
さ
れ
ず
、

(日)

こ
れ
を
越
え
出
て
見
う
る
こ
と
を
意
味
す
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
解
釈
学
的
経
験
は
「
動
く
地
平
」
と
い
う
属
性
を
も

ーコ

「
生
き
て
流
れ
る
経
験
」
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

「
純
粋
経
験
」
論
者
の
よ
う
な
特
定
の
経
験
を
拠
り
所
と
す
る
の
で
は
な
い
が
、

む
し
ろ
こ
の
種
の
制
限
さ
れ
た
も
の
よ
り
も
遥
か
に
、
わ
れ
わ
れ
の
「
純
粋
経
験
」
と
い
う
理
念
型
の
内
実
を
忠
実
に
含
ん
で
い
る
の

で
あ
る

(
も
っ
と
も
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
解
釈
学
的
経
験
が
超
越
論
的
な
意
味
を
担
う
こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
)
。
考
え
て
み

れ
ば
、
「
純
粋
経
験
」
論
者
の
純
粋
経
験
は
様
々
で
あ
っ
た
が
、
そ
の
遣
い
は
彼
ら
の
パ
ー
ソ
ナ
リ
テ
ィ
に
よ
る
の
み
な
ら
ず
、
そ
の

伝
統
に
帰
す
る
と
こ
ろ
が
大
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
後
期
フ
ッ
サ
!
ル
は
発
生
的
現
象
学
を
唱
え
、
「
生
き
て
流
れ
る
経
験
」
を
鋭
く
主
題
化
し
た
。
周
知
の

「
生
活
世
界
」

「
地
平
」
「
受
動
的
総
合
」
等
の
問
題
は
意
味
の
発
生
論
、
歴
史
性
に
関
係
し
て
い
る
。
従
っ
て
現
象
学
的
経
験
は
解
釈
学
的
経
験
と
そ

れ
ほ
ど
隔
た
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
今
は
紙
幅
の
都
合
で
両
者
の
関
係
を
論
証
、
引
証
す
る
ゆ
と
り
が
な
い
の
で
、

ア
ク守

ィ
1
レ
の
読
解
を
結
論
的
に
紹
介
す
る
に
止
め
て
お
き
た
い
。
「
直
観
と
解
釈
は
フ
ッ
サ
l
ル
現
象
学
で
は
対
立
し
な
い
ば
か
り
か
、

む
し
ろ
密
接
な
結
合
を
形
成
し
て
お
り
、
直
観
は
解
釈
が
成
就
す
る
仕
方
で
あ
る
、
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
わ
れ
わ
れ
は
提
唱
で
き
る
と
思

(
凶
)

う
」
、
「
そ
れ
と
も
む
し
ろ
現
象
学
的
な
〈
見
る
こ
と
〉
が
、
経
験
の
中
の
解
釈
の
ま
っ
た
く
決
定
的
な
役
割
を
取
り
出
し
仕
上
げ
う
る

(立

た
め
の
制
約
で
あ
り
、
こ
の
意
昧
で
「
見
る
こ
と
」
は
解
釈
で
あ
る
、
と
い
う
事
情
な
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
」
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