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中

村

拓

也

フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
、
そ
の
展
開
の
最
終
的
位
相
で
様
々
な
限
界
問
題
に
遭
遇
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
、
事
象
そ
の
も
の

へ
と
愚
直
な
ま
で
に
突
き
進
む
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
索
の
道
行
き
か
ら
の
必
然
的
な
帰
結
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
そ
う
し
た
限
界
問
題
に
突

き
当
た
る
こ
と
の
必
然
性
は
、
何
も
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
の
最
終
的
位
相
だ
け
に
関
わ
る
こ
と
で
は
な
い
。
す
で
に
、
そ
の
思
索
の
初
期

段
階
か
ら
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
後
に
限
界
問
題
と
し
て
顕
在
化
す
る
こ
と
に
な
る
事
象
に
遭
遇
し
て
い
た
。
一
九
〇
四
│

〇
五
年
冬
学
期
講

義
と
し
て
知
ら
れ
る
、
い
わ
ゆ
る
時
間
講
義
を
中
心
に
し
て
、
時
間
意
識
の
現
象
学
的
分
析
に
関
連
す
る
初
期
の
資
料
を
集
成
し
た
フ
ッ

サ
ー
ル
全
集
第
一
〇
巻
『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
に
つ
い
て
』
の
最
終
頁
の
次
の
箇
所
は
そ
の
こ
と
を
象
徴
的
に
語
っ
て
い
る
と
い
え

る
だ
ろ
う
。

「
し
か
し
、
真
剣
に
熟
慮
す
べ
き
で
あ
る
の
は
、
必
然
的
に
『
無
意
識
的
』
意
識
で
あ
る
だ
ろ
う
よ
う
な
究
極
的
意
識
を
想
定
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
ど
う
か
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
究
極
的
志
向
性
と
し
て
、
そ
れ
は
（
も
し
注
意
す
る
は
た
ら
き
が
つ
ね
に
す
で

に
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
る
志
向
性
を
前
提
す
る
な
ら
ば
）
注
意
さ
れ
た
も
の
で
は
あ
り
え
ず
、
し
た
が
っ
て
、
け
っ
し
て
こ
の
特

― １ ―

無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学



別
な
意
味
で
意
識
に
至
る
こ
と
は
な
い
」（X

382

）。

こ
の
よ
う
に
最
初
期
と
呼
ぶ
べ
き
段
階
で
す
で
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
現
象
学
は
、
限
界
問
題
と
し
て
の
無
意
識
に
突
き
当
た
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
。
時
間
講
義
を
中
心
と
す
る
時
間
論
の
枠
組
み
で
は
、
こ
の
問
題
は
さ
し
あ
た
り
、
原
意
識
や
原
印
象
と
把
持
の
問
題
と
し
て
捉

え
ら
れ
、
そ
の
後
も
一
貫
し
て
問
い
深
め
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
そ
も
そ
も
「
意
識
に
至
る
こ
と
は
な
い
」
と
さ
れ
る
事

象
が
、
意
識
に
与
え
ら
れ
る
も
の
か
ら
の
み
出
発
す
る
こ
と
を
そ
の
方
法
論
的
格
率
と
す
る
現
象
学
に
と
っ
て
許
容
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

の
だ
ろ
う
か
。
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
意
味
で
の
無
意
識
に
逢
着
し
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
は
、
現
象
学
が
自
ら
に
課
し
た
方

法
論
的
要
求
に
従
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
そ
の
挫
折
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

本
論
考
の
目
的
は
、
無
意
識
と
い
う
現
象
学
の
限
界
問
題
に
対
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
ど
の
よ
う
な
取
り
組
み
を
行
っ
て
い
る
の
か
を
明

ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
最
初
期
に
す
で
に
限
界
問
題
そ
の
も
の
は
先
取
り
し
て
示
唆
さ
れ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
の
場

合
、
な
お
接
続
法
Ⅱ
式
を
用
い
て
、
反
事
実
的
な
想
定
と
し
て
「『
無
意
識
的
』
意
識
」
が
語
ら
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
う
で

あ
る
と
は
い
え
、
無
意
識
や
無
意
識
的
な
も
の
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
居
心
地
の
悪
い
問
題
で
あ
り
続
け
て
き
た
こ
と
は
確
か
で
あ

る
。『
イ
デ
ー
ン
Ⅱ
』
や
『
受
動
的
綜
合
に
つ
い
て
の
分
析
』
の
な
か
に
も
無
意
識
や
無
意
識
的
な
も
の
へ
の
言
及
を
認
め
る
こ
と
が
で

き
る
（IV

192,
X

I
154

）。
そ
し
て
、
一
九
三
〇
年
代
に
至
っ
て
、
無
意
識
を
め
ぐ
る
問
題
は
、
現
象
学
に
解
決
を
迫
る
限
界
問
題
と
し

て
は
っ
き
り
と
意
識
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
本
論
考
で
は
、
二
〇
一
四
年
に
公
刊
さ
れ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
第
四
二
巻
『
現
象

学
の
限
界
問
題
』
の
第
一
部
に
集
成
さ
れ
た
草
稿
群
の
な
か
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
比
較
的
ま
と
ま
っ
た
論
述
を
提
供
し
て
い
る
草
稿
に

主
に
定
位
し
な
が
ら
、
無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
に
よ
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
が
ど
の
よ
う
な
事
象
に
取
り
組
み
、
ど
の
よ
う
な
成
果
を
上

無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
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げ
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。

論
述
の
手
続
き
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
第
一
に
、『
受
動
的
綜
合
に
つ
い
て
の
分
析
』
に
お
い
て
無
意
識
的
な
も
の
が
触
発
と
い
う

現
象
と
の
関
連
で
、
現
象
学
に
と
っ
て
前
景
に
現
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
経
緯
に
光
を
当
て
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
現
象
学
に
お
け
る
無
意
識

的
な
も
の
の
問
題
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
第
二
に
、『
現
象
学
の
限
界
問
題
』
に
お
け
る
無
意
識
的
な
も
の

に
つ
い
て
の
具
体
的
な
現
象
学
的
分
析
を
取
り
上
げ
る
。
そ
こ
で
は
、
無
意
識
が
、
覚
醒
や
眠
り
と
の
連
関
で
論
じ
ら
れ
る
。
第
三
に
、

そ
う
し
た
無
意
識
の
問
題
の
深
ま
り
行
き
と
相
関
的
に
深
化
す
る
こ
と
に
な
る
意
識
に
対
す
る
分
析
の
成
果
と
し
て
の
意
識
の
重
層
的
構

造
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
。
こ
の
こ
と
を
通
し
て
、
無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
の
成
果
を
見
定
め
る
こ
と
に

し
た
い
。

一
『
受
動
的
綜
合
に
つ
い
て
の
分
析
』
に
お
け
る
無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学

『
内
的
時
間
意
識
の
現
象
学
に
つ
い
て
』
に
お
い
て
、
そ
う
し
た
事
象
を
現
象
学
の
課
題
と
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
こ
と
が
示
唆
さ
れ

て
い
た
無
意
識
的
な
も
の
は
、『
受
動
的
綜
合
に
つ
い
て
の
分
析
』
の
な
か
で
、
触
発
と
い
う
現
象
と
の
関
係
で
い
っ
そ
う
明
確
な
仕
方

で
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
無
意
識
的
な
も
の
が
現
象
学
の
課
題
と
な
る
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
分
析
が
受
動
性
と
い
う
、
も
は
や
積
極
的
な

意
味
で
意
識
あ
る
い
は
自
我
が
働
い
て
い
な
い
意
識
の
深
層
に
ま
で
深
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
と
連
動
し
て
い
る
。
そ
う
し
て
こ
の
受
動
性

の
次
元
で
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
の
が
、
触
発
と
い
う
現
象
で
あ
る
。
こ
の
触
発
と
い
う
現
象
の
分
析
を
通
し
て
無
意
識
的
な
も
の

が
現
象
学
の
課
題
と
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。『
受
動
的
綜
合
に
つ
い
て
の
分
析
』
で
は
、
触
発
に
つ
い
て
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。
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「
そ
れ
〔
触
発
〕
は
意
識
的
な
刺
激
、
意
識
さ
れ
た
対
象
が
自
我
に
及
ぼ
す
独
特
の
動
向
と
理
解
さ
れ
る
」（X

I
148

）。

こ
の
よ
う
に
さ
し
あ
た
り
触
発
と
い
う
現
象
は
、「
意
識
さ
れ
た
対
象
」
と
自
我
と
の
間
の
動
的
関
係
性
の
こ
と
で
あ
る
。
図
式
的
に

整
理
す
る
な
ら
ば
、『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
に
代
表
さ
れ
る
い
わ
ゆ
る
静
態
的
現
象
学
が
、
す
で
に
で
き
あ
が
っ
た
、
構
成
さ
れ
た
対
象
を
出

発
点
と
し
て
、
対
象
と
意
識
の
相
関
関
係
を
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
の
分
析
と
し
て
展
開
し
た
の
に
対
し
て
、『
受
動
的
綜
合
に
つ
い
て
の

分
析
』
に
収
め
ら
れ
た
一
九
二
〇
年
代
頃
の
講
義
に
代
表
さ
れ
る
発
生
的
現
象
学
で
は
、
対
象
の
発
生
起
源
の
問
い
が
主
題
と
さ
れ
る
に

至
る
⑴
。
し
か
し
、
注
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
静
態
的
現
象
学
と
発
生
的
現
象
学
は
相
克
的
対
立
関
係
に
あ
る
の
で
は

な
く
、
そ
れ
ぞ
れ
の
成
果
が
相
俟
っ
て
現
象
学
的
分
析
が
い
っ
そ
う
深
化
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
発
生
的
現
象

学
の
成
立
は
、
静
態
的
現
象
学
の
基
本
的
な
意
識
の
相
関
関
係
そ
の
も
の
の
破
棄
や
乗
り
越
え
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
。
た
と
え
ば
、

『
受
動
的
綜
合
に
つ
い
て
の
分
析
』
の
な
か
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
自
我
に
と
っ
て
は
、
意
識
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
が
触
発
す
る
か
ぎ
り
で
の
み
現
に
あ
る
。
触
発
的
刺
激
を
及
ぼ
す
か

ぎ
り
で
の
み
、
何
ら
か
の
構
成
さ
れ
た
も
の
は
あ
ら
か
じ
め
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
我
が
刺
激
に
従
い
、
注
意
し
、
把
握

し
つ
つ
対
向
し
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
が
対
象
化
の
根
本
形
式
で
あ
る
」（X

I
162

）。

あ
く
ま
で
も
静
態
的
現
象
学
全
体
を
基
本
的
な
分
析
の
図
式
と
し
て
貫
く
意
識
の
相
関
関
係
が
、
こ
の
場
合
で
は
、
自
我
と
触
発
す
る

も
の
と
の
間
の
相
関
関
係
と
し
て
「
対
象
化
の
根
本
形
式
」
と
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
対
象
化
の
根
本
形
式
と
し
て
の
相
関
関
係
は
、

無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
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あ
く
ま
で
意
識
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
と
自
我
と
の
相
関
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
も
っ
と
も
、
意
識
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
が
触
発
的

刺
激
を
自
我
に
対
し
て
及
ぼ
し
、
そ
の
刺
激
に
対
し
て
自
我
が
注
意
し
、
把
握
す
る
と
い
う
対
象
構
成
の
動
的
構
造
が
明
ら
か
に
さ
れ
て

い
る
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。

さ
ら
に
、
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
注
意
や
把
握
と
い
う
自
我
に
よ
る
積
極
的
な
対
向
に
先
立
っ
て
、
触
発
す
る
当
の
も
の
は
、
す
で
に

意
識
的
に
構
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
自
我
の
積
極
的
関
与
に
先
立
つ
何
ら
か
の
対
象
的
統
一
の
成
立
が
顕

わ
に
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
自
我
と
意
識
と
を
区
別
し
、
後
者
に
自
我
を
触
発
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
よ
う
な
、
自
我
の
積
極
的
関

与
以
前
の
対
象
統
一
の
働
き
を
認
め
る
こ
と
は
、
現
象
学
を
原
理
的
な
困
難
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
思
え
る
。

「
感
性
的
与
件
（
と
そ
う
し
た
与
件
一
般
）
は
い
わ
ば
触
発
力
光
線
を
自
我
極
へ
と
送
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
〔
触
発
力
光
線
〕
が

弱
い
際
に
は
、
そ
れ
は
そ
れ
〔
自
我
極
〕
に
到
達
せ
ず
、
現
実
に
は
そ
れ
〔
自
我
極
〕
に
対
す
る
覚
起
す
る
刺
激
に
な
ら
な
い
」

（X
I

149

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
対
象
化
の
根
本
形
式
」
と
し
て
「
意
識
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
は
、
そ
れ
が
触
発
す
る
か
ぎ
り
で
の
み
現
に
あ
る
」

と
述
べ
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
、
自
我
極
に
到
達
す
る
こ
と
の
な
い
、
感
性
的
与
件
か
ら
の
触
発
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ

も
対
象
が
生
起
す
る
対
象
の
発
生
そ
の
も
の
が
問
わ
れ
る
際
に
、
い
っ
た
い
い
か
に
し
て
対
象
化
以
前
の
も
の
を
語
る
こ
と
が
可
能
な
の

で
あ
ろ
う
か
。
ほ
か
な
ら
ぬ
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
「
触
発
的
刺
激
を
及
ぼ
す
か
ぎ
り
で
の
み
、
何
ら
か
の
構
成
さ
れ
た
も
の
は
あ
ら
か
じ

め
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
我
が
刺
激
に
従
い
、
注
意
し
、
把
握
し
つ
つ
対
向
し
た
か
ぎ
り
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
い
る
」
と
述

― ５ ―
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べ
て
い
る
の
で
は
な
か
っ
た
か
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
我
に
対
す
る
「
覚
起
す
る
刺
激
に
な
ら
な
い
」
事
象
は
、
自
我
に
対
し
て
与

え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
触
発
と
し
て
自
我
の
注
意
を
引
く
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、「
触
発
す
る
か
ぎ
り
で
の
み
現
に
あ
る
」

に
倣
っ
て
言
え
ば
、
現
に
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
は
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
現
に
な
く
、
与
え
ら
れ
て
も
い
な
い
事
象
に
つ
い
て
い
っ
た

い
い
か
に
し
て
語
る
こ
と
が
可
能
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
こ
そ
が
触
発
と
い
う
現
象
の
分
析
を
通
し
て
現
象
学
が
直
面
す
る
こ
と
に
な

る
原
理
的
な
困
難
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

す
で
に
見
て
き
た
よ
う
に
、
発
生
的
分
析
に
深
ま
り
と
共
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
自
我
と
触
発
と
い
う
問
題
構
制
に
立
ち
入
る
。
発
生

的
現
象
学
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
、「
対
象
化
の
根
本
形
式
」
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
知
覚
そ
の
も
の
発
生
が
対
象
の
側

の
み
な
ら
ず
、
そ
の
相
関
者
で
あ
る
自
我
の
側
に
関
し
て
も
問
い
深
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
覚
の
対
象
と
し
て
の
事
物
の
発
生
だ
け

で
は
な
く
、
自
我
そ
の
も
の
の
も
つ
歴
史
、
自
我
の
発
生
が
問
題
と
な
る
。

ミ
カ
リ
に
よ
れ
ば
、
受
動
的
綜
合
の
分
析
の
際
に
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
意
識
あ
る
い
は
主
観
的
生
の
内
に
あ
る
「
破
棄
で
き
な

い
匿
名
性
」
を
具
え
た
「
自
我
に
先
行
す
る
生
の
次
元
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
⑵
。
し
た
が
っ
て
、
静
態
的
現
象
学
で
主
題
と
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
志
向
性
の
発
出
点
と
し
て
の
自
我
極
を
担
う
純
粋
自
我
と
、
受
動
的
綜
合
が
生
起
し
て
い
る
「
自
我
に
先
行
す
る
生
の
次
元
」、

自
我
が
極
化
す
る
以
前
の
生
そ
の
も
の
と
を
区
別
す
る
必
要
が
あ
る
。

も
っ
と
も
、
こ
こ
で
「
自
我
に
先
行
す
る
」
と
い
う
こ
と
の
意
味
を
あ
ま
り
に
狭
く
と
ら
え
て
し
ま
う
こ
と
に
は
危
険
が
あ
る
。
極
化

さ
れ
る
以
前
は
、
す
べ
て
自
我
に
先
行
し
、
自
我
と
無
関
係
に
な
っ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
こ
の
「
自
我
に
先

行
す
る
生
の
次
元
」
と
そ
こ
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
触
発
す
る
も
の
と
は
無
意
識
的
な
も
の
と
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
は
い

っ
た
い
現
象
学
に
と
っ
て
言
明
可
能
性
や
到
達
可
能
性
の
余
地
を
残
す
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
意
識
へ
の
所
与
性
か
ら
出
発
す
る
と
い
う

無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
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方
法
論
を
堅
持
す
る
現
象
学
に
と
っ
て
極
度
の
困
難
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
困
難
に
直
面
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
対
応
を
ミ
カ
リ
は
こ
う
ま
と
め
て
い
る
。「
一
方
で
、
彼
〔
フ
ッ
サ
ー
ル
〕
は
そ
れ
〔
触

発
と
い
う
現
象
〕
を
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
帰
そ
う
と
試
み
る
（
た
と
え
ばM

s.
C

10

）
が
、
他
方
で
、
触
発
の

本
質
に
時
間
の
ず
れ
が
属
し
て
い
る
こ
と
を
承
認
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
れ
〔
触
発
〕
は
あ
る
一
定
の
強
度
に
達
し
た
後
に
な
っ
て

か
ら
は
じ
め
て
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
外
か
ら
来
る
触
発
は
原
理
的
に
逃
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
が
触
発
か
ら
出
発
し

て
無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
的
分
析
を
展
開
す
る
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
」⑶
。

こ
の
よ
う
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
触
発
と
い
う
現
象
を
分
析
す
る
こ
と
を
通
し
て
、
原
理
的
に
現
象
学
的
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
免
れ
る
次

元
に
突
き
当
た
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
無
意
識
的
な
も
の
が
問
題
と
な
る
次
元
に
直
面
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
取
り
組
み
は
動
揺

し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
の
次
元
を
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
と
い
う
現
象
学
の
基
本
的
構
図
の
内
に
回
収
し
よ
う
と
す
る
が
、
し
か

し
、「
触
発
の
本
質
に
時
間
の
ず
れ
が
属
す
」
が
ゆ
え
に
、
す
な
わ
ち
、
触
発
と
い
う
現
象
は
、
構
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
ノ
エ
マ
と

し
て
で
は
な
く
、
或
る
意
味
で
構
成
さ
れ
る
以
前
、
意
識
に
気
づ
か
れ
る
以
前
に
生
起
し
て
し
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
そ
の
本
質
と

し
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
従
来
の
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
の
相
関
関
係
に
取
り
込
む
こ
と
が
で
き
な
い
。
な
る
ほ
ど
触
発
は
、
い
っ
た
ん
自
我

極
へ
と
触
発
と
い
う
刺
激
が
入
り
込
み
さ
え
す
れ
ば
、
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
の
相
関
関
係
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
触
発
は
そ
う
し
た
意
味
で
の
相
関
関
係
に
入
り
込
む
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
構
成
さ
れ
る
以
前
に
、
意
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
生
起
し
て

い
る
、
無
意
識
的
な
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
フ
ッ
サ
ー
ル
を
し
て
「
無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
的
分
析
」
と
い
う
極
度
の
困

難
に
直
面
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
た
限
界
問
題
に
直
面
し
た
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
索
は
動
揺
し
て
お
り
、
一
義
的
な
解
釈
を
容
易
に
は
許
さ
な
い
⑷
。
フ
ッ
サ
ー
ル

― ７ ―
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に
は
、
触
発
と
い
う
現
象
を
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
の
相
関
関
係
に
何
と
か
し
て
回
収
し
よ
う
と
す
る
強
い
傾
向
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

フ
ッ
サ
ー
ル
に
よ
っ
て
、
そ
も
そ
も
無
意
識
的
な
も
の
現
象
学
が
語
ら
れ
た
の
は
、
こ
う
し
た
原
理
的
に
意
識
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
免

れ
る
現
象
と
し
て
の
触
発
現
象
に
つ
い
て
で
は
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
少
な
く
と
も
『
受
動
的
綜
合
に
つ
い
て
の
分
析
』
で
無
意
識
的

な
も
の
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
言
及
す
る
際
に
、
そ
う
し
た
意
識
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
免
れ
る
か
の
よ
う
に
み
え
る
触
発
現
象
を
無
意

識
的
な
も
の
と
見
な
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

も
し
そ
う
し
た
原
理
的
に
意
識
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
事
象
に
つ
い
て
の
現
象
学
が
無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
で
あ
る
な
ら

ば
、
そ
れ
は
も
は
や
フ
ッ
サ
ー
ル
の
言
う
意
味
で
の
無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
を
超
え
て
し
ま
っ
て
い
る
。
原
理
的
に
意
識
に
与
え
ら

れ
る
こ
と
が
な
く
、
現
象
学
の
主
題
領
野
か
ら
の
逃
れ
て
し
ま
う
も
の
は
も
は
や
無
意
識
的
な
も
の
と
す
ら
呼
ぶ
こ
と
は
で
き
ず
、
端
的

な
無
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
う
し
た
無
と
無
意
識
と
の
区
別
を
踏
ま
え
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学

で
は
な
く
、
い
か
な
る
意
味
で
も
意
識
に
け
っ
し
て
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
、
原
理
的
に
現
象
学
の
分
析
を
免
れ
る
こ
と
に
な
る
現
象

学
的
な
無
を
主
題
と
す
る
、
無
の
現
象
学
に
ほ
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
は
少
な
く
と
も
『
受
動
的
総
合
に
つ
い
て
の
分

析
』
の
な
か
で
は
、
無
を
積
極
的
に
承
認
す
る
こ
と
は
な
く
、
無
意
識
的
と
い
う
き
わ
め
て
特
異
な
仕
方
で
あ
れ
⑸
、
な
お
意
識
的
で
あ

る
と
い
う
仕
方
で
意
識
の
う
ち
に
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
換
言
す
れ
ば
、
無
を
無
意
識
的
な
も
の
へ
と
取
り
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
解

決
を
試
み
て
い
る
⑹
。

「
し
か
し
、
何
も
の
も
存
在
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
に
、
何
か
が
触
発
的
力
を
お
よ
そ
獲
得
す
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
自
我
に

と
っ
て
は
お
よ
そ
そ
こ
に
な
か
っ
た
も
の
、
純
粋
な
触
発
的
無
が
何
よ
り
も
ま
ず
能
動
的
な
何
か
に
な
る
は
ず
で
あ
る
と
い
う
こ
と

無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学

― ８ ―



は
、
ま
さ
に
理
解
で
き
な
い
。
触
発
の
本
質
に
あ
る
段
階
性
に
従
え
ば
、
理
解
で
き
る
ま
ま
で
あ
り
本
質
的
に
洞
察
し
た
ま
ま
で
あ

り
、
そ
う
す
る
と
実
際
そ
れ
自
体
本
質
領
分
を
踏
み
越
え
て
し
ま
う
理
解
で
き
な
い
基
層
を
つ
く
る
誘
因
は
な
い
」（X

I
163

）。

こ
の
よ
う
に
限
界
問
題
に
直
面
し
た
際
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
無
と
無
意
識
的
な
も
の
と
を
区
別
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
処
し
よ
う
と
し

て
い
る
。
無
と
無
意
識
的
な
も
の
と
を
区
別
し
た
上
で
、
無
を
、
い
っ
そ
う
正
確
に
言
え
ば
、
意
識
の
外
な
る
も
の
を
承
認
す
る
こ
と
を

徹
頭
徹
尾
避
け
よ
う
と
す
る
こ
と
が
フ
ッ
サ
ー
ル
の
基
本
的
な
姿
勢
で
あ
る
。
原
理
的
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
、
換
言
す
れ

ば
、
現
象
学
に
と
っ
て
の
無
は
、「
そ
れ
自
体
本
質
領
分
を
踏
み
越
え
て
し
ま
う
理
解
で
き
な
い
基
層
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、

意
識
の
最
深
層
次
元
で
顕
わ
に
な
る
事
象
で
あ
る
「
理
解
で
き
な
い
基
層
」
と
し
て
の
無
を
や
は
り
な
お
無
で
は
な
く
無
意
識
的
な
も
の

と
し
て
、
無
意
識
と
い
う
通
常
の
意
味
で
意
識
さ
れ
る
の
と
は
異
な
る
き
わ
め
て
特
異
な
仕
方
で
は
あ
る
が
な
お
意
識
的
な
も
の
と
し
て

捉
え
る
。
で
は
、
無
を
無
意
識
的
な
も
の
へ
と
取
り
込
み
、
無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
が
展
開
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
無
意
識

的
な
も
の
の
現
象
学
と
は
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
が
『
受
動
的
綜
合
に
つ
い
て
の
分
析
』

の
な
か
で
は
っ
き
り
と
無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
に
言
及
し
て
い
る
箇
所
を
見
て
み
よ
う
。

「
そ
れ
が
触
発
を
も
は
や
生
じ
さ
せ
な
い
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
自
体
で
存
立
す
る
統
一
の
成
立
も
ま
た
不
可
能
に
す
る
阻
害
し
、

弱
ま
り
ゆ
く
対
抗
潜
勢
力
が
、
し
た
が
っ
て
、
触
発
な
し
に
は
お
よ
そ
成
立
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
統
一
は
合
法
則
的
に
存
在
し
な
い

の
か
。
そ
れ
は
決
定
す
る
の
が
き
わ
め
て
難
し
い
問
題
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
、
後
に
必
要
に
な
る
こ
と
に
な
る
よ
う
に
、
生
け
る

現
在
か
ら
忘
却
の
領
分
へ
と
入
り
込
み
、
再
生
的
覚
起
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
き
に
、
特
に
難
し
い
。
私
は
こ
う
言
う
必
要

― ９ ―
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も
な
い
。
わ
れ
わ
れ
が
完
遂
す
る
こ
う
し
た
考
察
全
体
に
は
、『
無
意
識
的
な
も
の
』
と
い
う
有
名
な
名
称
が
与
え
ら
れ
う
る
、
と
。

し
た
が
っ
て
、
こ
の
い
わ
ゆ
る
無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
が
問
題
な
の
で
あ
る
」（X

I
153

f.

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
「
理
解
で
き
な
い
基
層
」、
全
く
意
識
に
与
え
ら
れ
る
こ
と
の
な
い
無
を
、
現
象
学
か
ら
退
け
た
上
で
、
無
意
識
的
な

も
の
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
。
こ
の
箇
所
が
示
す
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
が
、
無
意
識
的
な
も
の
を
「
生
け
る
現
在
か
ら
忘
却
の
領
分
へ
と

入
り
込
み
、
再
生
的
覚
起
を
理
解
で
き
る
よ
う
に
す
る
と
き
に
」
問
題
と
な
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
注
目

す
べ
き
な
の
は
、
こ
の
「
忘
却
の
領
分
」
で
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
の
「
忘
却
の
領
分
」
へ
と
沈
み
込
ん
で
し
ま
っ
た
が
ゆ
え
に
、
通
常
の
意

味
で
意
識
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
も
の
、
ま
さ
に
こ
れ
を
こ
そ
フ
ッ
サ
ー
ル
は
無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
の
主
題
と
見
な
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
一
九
三
〇
年
代
の
草
稿
の
な
か
で
、
こ
の
忘
却
の
領
分
の
問
題
と
し
て
の
無
意
識
的
な
も
の
の
い
っ
そ
う
具
体

的
な
分
析
へ
と
向
か
う
こ
と
に
な
る
。

二

覚
醒
と
眠
り
の
導
入
に
よ
る
分
析
の
具
体
化

意
識
に
原
理
的
に
所
与
不
可
能
な
も
の
、
匿
名
的
に
と
ど
ま
り
続
け
る
も
の
、
自
我
に
先
行
す
る
次
元
、
こ
う
し
た
も
の
は
、
無
意
識

的
な
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
を
事
象
と
呼
ぶ
こ
と
が
な
お
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
現
象
学
の
限
界
問
題
に
ほ
か

な
ら
な
い
こ
う
し
た
事
象
は
、
あ
く
ま
で
無
で
あ
っ
て
無
意
識
的
な
も
の
で
は
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
時
間
の
ず
れ
の
ゆ
え
に
意
識
を

原
理
的
に
免
れ
る
も
の
と
し
て
の
無
で
は
な
く
、
意
識
の
底
へ
と
沈
み
込
み
、
ま
っ
た
き
暗
さ
の
な
か
へ
と
溶
暗
し
て
し
ま
っ
た
現
象
を

無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
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こ
そ
無
意
識
的
な
も
の
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
う
し
た
「
忘
却
の
領
分
」
に
入
り
込
ん
だ
も
の
こ
そ
が
、
無
意
識
的
な
も
の
の

現
象
学
の
主
題
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

そ
こ
で
以
下
で
は
、
無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
の
具
体
的
展
開
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
第
四
二
巻
『
現
象
学

の
限
界
問
題
』
第
一
部
「
無
意
識
の
現
象
学
と
誕
生
、
眠
り
、
死
と
い
う
限
界
現
象
」
に
集
成
さ
れ
た
一
九
三
〇
年
代
の
草
稿
群
に
、
な

か
で
も
と
り
わ
け
二
番
と
い
う
番
号
を
付
け
ら
れ
た
、
一
九
三
二
年
六
月
一
一
日
か
ら
一
四
日
に
執
筆
さ
れ
た
と
さ
れ
る
草
稿
に
定
位
す

る
。
一
九
三
〇
年
代
草
稿
の
な
か
で
限
界
問
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
は
、
特
に
こ
の
二
番
の
草
稿
か
ら
明
ら
か
に
な

る
よ
う
に
、
忘
却
さ
れ
る
こ
と
で
意
識
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
と
し
て
の
無
意
識
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
触
発

と
い
う
現
象
が
そ
の
際
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
自
我
極
に
到
達
す
る
こ
と
の
な
い
触
発
な
い
し
際
立
ち
を
ど
の
よ
う
に
扱
う
の
か

は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
と
っ
て
骨
の
折
れ
る
課
題
で
あ
り
続
け
て
い
る
。

そ
の
脈
絡
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
の
が
、
眠
り
と
覚
醒
で
あ
る
。
無
意
識
的
な
も
の
を
具
体
的
に
分
析
す
る
た
め
に
、
こ
の
眠
り
と
覚

醒
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
あ
る
意
味
で
無
意
識
的
な
も
の
を
、
自
ら
の
現
象
学
の
う
ち
へ
と
、
い
っ
そ
う
正
確
に

言
え
ば
、
意
識
の
関
係
性
の
、
す
な
わ
ち
、
ノ
エ
シ
ス
と
ノ
エ
マ
の
相
関
関
係
に
基
づ
く
現
象
学
の
う
ち
へ
と
取
り
込
も
う
と
す
る
。
そ

の
分
析
と
錯
綜
し
な
が
ら
、
沈
み
ゆ
く
も
の
と
し
て
の
「
忘
却
の
領
分
」
の
特
異
な
あ
り
方
が
浮
か
び
上
が
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
ま

ず
眠
り
と
覚
醒
の
導
入
に
よ
る
無
意
識
的
な
も
の
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
分
析
の
深
化
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
フ
ッ
サ
ー

ル
は
、
一
九
三
〇
年
七
月
頃
に
執
筆
さ
れ
た
草
稿
、
附
論
一
で
、
目
覚
め
た
自
我
と
眠
れ
る
自
我
と
い
う
注
目
す
べ
き
二
つ
の
自
我
概
念

を
導
入
し
て
い
る
。

― １１ ―

無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学



「
①
意
識
活
動
的
自
我
、
本
来
的
志
向
性
に
お
け
る
自
我
、
作
用
に
方
向
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
し
か
し
、
そ
れ
〔
自
我
〕
が
潜
在
的

に
そ
れ
へ
と
方
向
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
そ
れ
〔
自
我
〕
に
と
っ
て
存
在
す
る
対
象
の
地
平
を
、
そ
の
段
階
づ
け
ら
れ
た
関
心
の
世
界

と
し
て
の
世
界
の
地
平
を
も
つ
自
我
。
／
②
他
の
様
態
は
、
こ
う
し
た
様
態
に
お
い
て
関
心
を
も
た
な
い
『
意
識
な
き
』
な
い
し
眠

れ
る
自
我
で
あ
る
。
し
か
し
、
目
覚
め
た
、
関
心
の
あ
る
自
我
は
、
関
心
の
な
い
自
我
と
同
じ
自
我
で
あ
り
、
そ
し
て
こ
の
自
同
性

（Selbigkeit
）
に
お
い
て
そ
れ
〔
自
我
〕
は
ま
た
、
そ
れ
〔
自
我
〕
に
よ
っ
て
以
前
の
関
心
の
な
か
で
構
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て

の
、
か
つ
て
関
心
の
な
く
な
っ
た
世
界
に
も
関
心
を
も
つ
。
こ
う
し
た
構
成
と
そ
の
獲
得
物
は
失
わ
れ
て
い
な
い
、
す
な
わ
ち
、

〈
そ
れ
は
〉
自
我
の
側
か
ら
は
、
無
関
心
と
し
て
の
沈
降
性
と
い
う
様
態
に
落
ち
込
ん
で
〈
し
ま
っ
た
〉」（X

L
II

14
f.

）。

フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
こ
で
の
論
述
は
極
め
て
重
要
で
あ
る
。「
目
覚
め
た
、
関
心
の
あ
る
自
我
」
と
「
関
心
を
も
た
な
い
『
意
識
な
き
』

な
い
し
眠
れ
る
自
我
」
は
、
同
じ
自
我
で
あ
る
。
こ
の
目
覚
め
と
眠
り
は
、「
自
同
性
」
を
有
す
る
一
つ
の
自
我
の
二
つ
の
様
態
に
ほ
か

な
ら
な
い
。
し
か
も
、
こ
の
二
つ
の
自
我
は
、
そ
の
自
同
性
の
ゆ
え
に
、
目
覚
め
た
自
我
の
も
つ
「
段
階
づ
け
ら
れ
た
関
心
の
世
界
」

が
、
た
と
え
そ
の
ま
さ
に
同
じ
自
我
が
そ
の
世
界
に
対
す
る
関
心
を
失
い
、
眠
れ
る
自
我
へ
と
移
行
し
て
し
ま
い
、
そ
の
世
界
が
「
無
関

心
と
し
て
の
沈
降
性
と
い
う
様
態
」
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
な
お
「
こ
う
し
た
構
成
と
そ
の
獲
得
物
」
を
失
う
こ
と
が
な

い
。
触
発
現
象
に
引
き
寄
せ
て
考
察
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
二
つ
の
自
我
は
、『
受
動
的
綜
合
に
つ
い
て
の
分
析
』
の
な
か
で
、
触
発
さ
れ
、

そ
れ
に
対
向
す
る
と
い
う
積
極
的
に
活
動
す
る
自
我
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
目
覚
め
た
自
我
に
、
そ
れ
に
対
し
て
、
触
発
に
さ
ら
さ
れ
て

は
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
刺
激
に
応
え
ず
、
注
意
を
向
け
る
こ
と
も
な
い
自
我
と
さ
れ
て
い
た
も
の
が
眠
れ
る
自
我
に
そ
れ
ぞ
れ
対
応
し

て
い
る
。
さ
ら
に
は
、
同
じ
く
『
受
動
的
綜
合
に
つ
い
て
の
分
析
』
の
な
か
で
「
忘
却
の
領
分
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
も
の
は
、
こ
こ
で
分
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析
の
深
化
と
相
俟
っ
て
、
目
覚
め
た
自
我
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
が
、
そ
う
し
た
構
成
さ
れ
た
も
の
に
対
す
る
関
心
を
失
っ
て
眠
れ

る
自
我
に
と
っ
て
の
「
無
関
心
と
し
て
の
沈
降
性
と
い
う
様
態
」
と
し
て
そ
の
生
成
過
程
を
含
め
て
記
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
い
っ

た
ん
関
心
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
と
し
て
も
、
構
成
さ
れ
た
も
の
そ
の
も
の
は
「
沈
降
性
と
い
う
様
態
」
に
変
様
し
た
に
す
ぎ
ず
、
失
わ
れ

て
し
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
ふ
た
た
び
目
覚
め
た
自
我
は
「
以
前
の
関
心
の
な
か
で
構
成
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
、
か

つ
て
関
心
の
な
く
な
っ
た
世
界
に
も
関
心
を
も
つ
」。

眠
り
と
目
覚
め
と
い
う
区
別
を
導
入
し
た
こ
と
は
、『
受
動
的
綜
合
に
つ
い
て
の
分
析
』
で
は
、
な
お
図
式
的
に
し
か
語
ら
れ
る
こ
と

の
な
か
っ
た
触
発
と
い
う
現
象
が
、
触
発
と
い
う
現
象
そ
の
も
の
の
も
つ
捉
え
難
さ
か
ら
、
翻
っ
て
現
象
学
の
分
析
の
深
化
を
促
す
こ
と

に
な
っ
た
。
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
フ
ッ
サ
ー
ル
を
動
揺
さ
せ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
自
我
が
応
え
る
以
前
の
感
性
的
統
一
あ
る
い
は
際
立

ち
の
問
題
を
巡
る
分
析
の
深
化
で
あ
る
。
先
に
挙
げ
た
、
全
集
第
四
二
巻
の
第
二
番
草
稿
、
す
な
わ
ち
、
一
九
三
二
年
六
月
一
一
日
か
ら

十
四
日
に
か
け
て
著
さ
れ
た
草
稿
で
は
、
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。

「
さ
て
、
触
発
（
刺
激
）
の
二
重
概
念
を
表
す
触
発
に
お
け
る
根
本
区
別
を
な
お
顧
慮
す
る
。
こ
こ
で
は
眠
り
と
覚
醒
の
区
別
が
問

題
で
あ
る
。
／
さ
し
あ
た
り
目
覚
め
は
、
自
我
が
た
え
ず
能
動
し
て
お
り
、
た
え
ず
触
発
に
応
え
て
お
り
、
触
発
す
る
も
の
に
対
向

し
、〈
そ
れ
〔
触
発
す
る
も
の
〕
に
〉
取
り
組
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
性
格
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
当
然
、
す
べ
て
の
触
発

す
る
も
の
〈
に
〉
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
が
。
あ
ら
ゆ
る
内
在
的
な
時
間
位
相
に
お
い
て
、
す
べ
て
の
感
覚
領
野
は
、
一
般
的
に
語

れ
ば
、
変
化
す
る
特
殊
な
際
立
ち
を
具
え
て
お
り
、
そ
れ
に
応
じ
て
自
我
は
多
重
な
感
覚
『
刺
激
』
に
襲
わ
れ
て
い
る
」（X

L
II

34

）。
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こ
こ
で
は
『
受
動
的
綜
合
に
つ
い
て
の
分
析
』
で
展
開
さ
れ
た
分
析
が
基
本
的
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
か
ら
さ
ら
に
、
触
発
に
応

え
る
自
我
が
明
確
に
こ
こ
で
目
覚
め
た
自
我
と
規
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
触
発
に
応
え
る
以
前
に
自
我
は
、「
多
重
な
感
覚
『
刺
激
』

に
襲
わ
れ
て
い
る
」。
こ
の
よ
う
に
触
発
に
つ
い
て
の
フ
ッ
サ
ー
ル
の
考
察
は
歩
を
進
め
、
自
我
が
対
向
す
る
以
前
に
、
自
我
が
感
覚
に

襲
わ
れ
る
有
様
に
言
及
す
る
に
至
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
こ
こ
で
自
我
を
特
定
の
感
覚
刺
激
に
対
し
て
対
向
さ
せ
る
、
す
な
わ
ち
、
眠
れ

る
自
我
を
覚
醒
さ
せ
る
も
の
へ
と
分
析
は
進
め
ら
れ
る
。

「
こ
う
し
た
与
件
の
み
が
問
題
で
あ
っ
た
か
の
よ
う
に
ふ
る
ま
う
な
ら
ば
、
覚
醒
に
対
し
て
は
こ
う
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ

ち
、
も
し
、
自
我
が
特
別
な
触
発
に
従
い
、
感
覚
刺
激
領
野
だ
け
が
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
前
提
さ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
生

起
す
る
の
は
、
こ
の
触
発
が
す
べ
て
の
触
発
の
な
か
で
最
も
強
い
触
発
的
力
を
有
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。（
際
立
っ
て
い
る
と
い

う
上
の
意
味
で
の
）
感
性
的
刺
激
は
、
現
存
在
を
巡
っ
て
、
つ
ま
り
、
自
我
の
応
え
る
向
き
変
え
を
確
立
す
る
と
い
う
形
式
で
の
現

存
在
を
巡
っ
て
争
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
ら
ゆ
る
触
発
は
、『
力
』
と
い
う
様
態
の
よ
う
な
何
か
を
も
つ
。
つ
ま
り
、
そ
れ

〔
触
発
〕
は
、
自
我
に
の
み
向
か
う
の
で
は
な
く
、
そ
れ
〔
触
発
〕
は
そ
れ
〔
自
我
〕
を
襲
う
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
〔
触
発
〕
は
、

そ
れ
〔
自
我
〕
と
い
く
ら
か
関
係
し
、
そ
れ
〔
触
発
〕
は
、
そ
れ
〔
自
我
〕
そ
の
も
の
を
目
覚
め
さ
せ
、
そ
れ
〔
自
我
〕
を
引
き
寄

せ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
を
す
べ
て
の
刺
激
が
な
し
、
そ
の
よ
う
に
争
っ
て
い
る
」（ibid.

）。

こ
こ
で
注
目
す
べ
き
な
の
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
「
あ
ら
ゆ
る
触
発
は
、『
力
』
と
い
う
様
態
の
よ
う
な
何
か
を
も
つ
」
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
こ
で
触
発
が
自
我
の
対
向
を
勝
ち
取
る
具
体
的
な
様
子
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
。「
す
べ
て
の
触
発
の
な
か
で
最
も
強
い
触
発
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的
力
を
有
す
る
」
触
発
が
「
自
我
の
応
え
る
向
き
変
え
」
を
獲
得
す
る
。
自
我
は
、「
多
重
な
感
覚
『
刺
激
』」
に
よ
っ
て
た
え
ず
襲
わ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、「
多
重
な
感
覚
『
刺
激
』」
は
、
そ
の
現
存
在
を
、
す
な
わ
ち
、
自
我
の
対
向
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
自
ら
の
現
存
在
を

獲
得
す
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
す
べ
て
の
感
覚
刺
激
が
現
存
在
を
獲
得
す
る
の
で
は
な
く
「
現
存
在
を
巡
っ
て
争
っ
て
い
る
」。

諸
々
の
感
覚
刺
激
の
争
い
を
決
着
さ
せ
、
感
覚
刺
激
に
自
我
に
対
す
る
現
存
在
を
え
さ
せ
る
も
の
こ
そ
が
、
こ
こ
で
力
あ
る
い
は
触
発
的

力
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
あ
る
⑺
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
し
た
事
態
を
要
約
的
に
こ
う
述
べ
て
い
る
。

「
際
立
ち
が
力
を
獲
得
す
る
。
そ
し
て
、
自
我
は
い
ま
や
触
れ
ら
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、『
引
き
寄
せ
ら
れ
』
あ
る
い
は
『
目
覚
め
さ

せ
ら
れ
』、
そ
し
て
い
ま
や
応
え
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
〔
自
我
〕
は
目
覚
め
、
諸
々
の
対
向
、
諸
々
の
活
動
が
遊
動
し
始
め
る
。

注
意
の
最
も
広
い
概
念
は
、
覚
醒
触
発
、
自
我
が
そ
れ
に
対
し
て
目
覚
め
る
〈
触
発
〉
を
包
摂
す
る
」（X

L
II

35

）。

感
覚
刺
激
に
よ
る
触
発
に
対
し
て
、
自
我
が
対
向
す
る
に
至
る
動
態
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
記
述
は
、
目
覚
め
た

自
我
に
重
点
を
置
い
て
な
さ
れ
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
眠
れ
る
自
我
そ
の
も
の
に
つ
い
て
い
っ
そ
う
微
視
的
に
分
析
を
進
め
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
事
態
は
こ
れ
ほ
ど
図
式
的
で
も
単
純
で
も
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

「
そ
れ
に
対
し
て
、
眠
り
は
ど
の
よ
う
に
性
格
づ
け
ら
れ
る
か
。
こ
こ
に
は
諸
々
の
触
発
の
闘
い
は
な
い
。
そ
れ
〔
触
発
〕
は
、
自

我
を
襲
い
、
そ
れ
〔
自
我
〕
に
い
わ
ば
触
れ
、
そ
れ
〔
自
我
〕
に
対
し
て
現
に
あ
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
〔
触
発
〕
は
無
力
で
あ
る
。

そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
諸
々
の
力
の
相
互
の
格
闘
は
滑
り
落
ち
る
。
だ
が
、
融
合
の
段
階
性
、
諸
々
の
領
野
に
お
け
る
際
立
ち
の
類
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型
群
と
い
っ
そ
う
大
き
な
隔
た
り
や
い
っ
そ
う
小
さ
な
隔
た
り
の
区
別
は
現
に
あ
り
、
い
ま
や
そ
れ
ら
に
眠
り
か
ら
の
覚
醒
と
い
う

現
象
が
関
係
す
る
」（X

L
II

34
f.

）。

自
我
が
、
諸
々
の
感
覚
刺
激
の
な
か
の
最
も
触
発
的
力
の
強
い
触
発
に
よ
っ
て
目
覚
め
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
、
自
我

の
対
向
を
巡
る
争
い
が
諸
々
の
感
覚
刺
激
の
な
か
に
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
あ
る
。
自
我
が
目
覚
め
て
い
な
い
か
ぎ
り
で
、

換
言
す
れ
ば
、
自
我
の
対
向
を
触
発
が
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
か
ぎ
り
で
、
な
る
ほ
ど
、
そ
の
場
合
で
す
ら
触
発
は
自
我
に
対

し
て
「
現
に
あ
る
け
れ
ど
も
」、
そ
う
し
た
触
発
は
無
力
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
「
諸
々
の
触
発
の
闘
い
は
な
い
」。

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
触
発
が
無
力
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
け
っ
し
て
そ
れ
は
無
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い

う
の
は
、
触
発
は
、
自
我
の
対
向
を
獲
得
す
る
こ
と
が
な
く
と
も
、
そ
れ
で
も
な
お
自
我
に
触
れ
続
け
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
「
現
に
あ

る
」
か
ら
で
あ
る
。
触
発
が
自
我
の
対
向
を
獲
得
す
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
す
な
わ
ち
、
自
我
が
目
覚
め
る
こ
と
が
な
い
な
ら
ば
、
そ

の
触
発
は
自
我
を
目
覚
め
さ
せ
る
よ
う
な
触
発
的
力
を
も
た
な
い
。
自
我
を
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
て
い
な
い
と
い
う
意
味
で
、
す

な
わ
ち
、
無
力
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
、
諸
々
の
触
発
は
同
じ
で
あ
り
、
そ
こ
に
闘
い
は
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
諸
々
の
触
発
の
争
い
は

「
眠
り
か
ら
の
覚
醒
と
い
う
現
象
」
に
関
係
し
な
い
。
し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
け
っ
し
て
無
で
は
な
い
。「
眠
り
か
ら
の
覚

醒
と
い
う
現
象
」
に
関
係
す
る
の
は
、
触
発
的
力
の
争
い
と
い
う
な
お
図
式
的
で
単
純
化
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
遙
か
に
微
細
な
も

の
、
触
発
が
自
我
に
触
れ
て
い
る
あ
る
い
は
現
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
事
象
の
具
体
相
で
あ
る
「
融
合
の
段
階
性
、
諸
々
の
領
野
に
お
け
る

際
立
ち
の
類
型
群
と
い
っ
そ
う
大
き
な
隔
た
り
や
い
っ
そ
う
小
さ
な
隔
た
り
の
区
別
」
な
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
こ
の
場
合
に
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
な
る
ほ
ど
、
触
発
が
自
我
に
触
れ
て
い
る
と
い
う
事
象
の
核
心
が
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「
融
合
の
段
階
性
」
や
「
い
っ
そ
う
大
き
な
隔
た
り
や
い
っ
そ
う
小
さ
な
隔
た
り
の
区
別
」
と
さ
れ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
単
純
な

量
的
な
大
小
や
段
階
性
を
意
味
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
む
し
ろ
触
発
と
い
う
現
象
に
と
っ
て
重
要
な
の
は
、
触
れ
ら

れ
て
い
る
側
で
あ
る
自
我
の
あ
り
方
、
す
な
わ
ち
、
自
我
の
眠
り
、
い
っ
そ
う
正
確
に
言
え
ば
、
眠
り
の
深
さ
が
関
係
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
な
の
で
あ
る
。

「
さ
て
し
か
し
、
眠
り
と
い
う
現
象
に
は
深
さ
と
い
う
区
別
も
ま
た
属
し
て
い
る
。（
そ
の
多
次
元
的
な
類
型
群
を
具
え
て
い
る
が
、

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
同
等
性
、
多
さ
や
僅
か
さ
の
区
別
を
具
え
、
な
ら
び
に
、
そ
の
連
合
的
統
一
化
、
統
一
的
布
置
、
し
た
が
っ

て
、『
量
』
の
増
大
す
る
上
昇
を
具
え
た
）
際
立
ち
の
段
階
性
は
、
隔
た
り
の
同
じ
程
度
と
量
な
い
し
、
か
つ
て
覚
起
力
を
受
け
取

っ
た
同
じ
類
型
が
、
別
の
時
に
は
、
自
我
を
目
覚
め
さ
せ
る
こ
と
に
成
功
し
な
い
と
い
う
仕
方
で
眠
り
の
深
さ
と
連
関
し
て
い
る
。

相
対
的
に
大
き
な
明
る
さ
や
（
以
前
の
静
け
さ
か
ら
の
隔
た
り
に
お
け
る
）
大
き
な
音
は
、
深
く
眠
っ
て
い
る
も
の
を
目
覚
め
さ
せ

ず
、
そ
の
一
方
で
、『
軽
い
』
眠
り
の
際
に
は
わ
ず
か
な
差
異
だ
け
で
も
う
目
覚
め
に
至
る
」（X

L
II

35

）。

自
我
を
眠
り
か
ら
目
覚
め
さ
せ
る
の
は
、「
際
立
ち
の
段
階
性
」
だ
け
で
は
な
い
。
自
我
の
側
で
の
眠
り
の
深
さ
も
ま
た
同
様
に
眠
り

か
ら
の
目
覚
め
に
と
っ
て
の
重
要
な
契
機
で
あ
る
。
自
我
が
眠
り
か
ら
覚
め
て
、
触
発
に
対
向
す
る
か
ど
う
か
は
、「
際
立
ち
の
段
階
性
」

の
程
度
に
一
義
的
に
対
応
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
際
立
ち
の
程
度
が
等
し
く
と
も
、
自
我
は
そ
の
眠
り
の
深
さ
に
応
じ
て
、
目
覚
め

る
場
合
も
目
覚
め
な
い
場
合
も
あ
る
。
こ
う
し
て
目
覚
め
と
眠
り
の
導
入
に
よ
っ
て
、
従
来
図
式
的
に
し
か
説
明
さ
れ
な
か
っ
た
、
触
発

と
自
我
の
相
関
性
の
成
立
の
動
態
の
具
体
相
に
新
た
に
光
が
当
て
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
こ
こ
で
眠
り
の
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深
さ
を
持
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
い
っ
た
い
何
を
意
図
し
て
い
る
の
か
。
こ
の
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

三

無
意
識
的
な
も
の
現
象
学
的
分
析
の
意
義
│
│
意
識
の
重
層
的
構
造
│
│

な
ぜ
、
自
我
は
、
際
立
ち
の
段
階
性
の
程
度
に
応
じ
て
、
一
義
的
に
目
覚
め
る
こ
と
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
に
、
自
我
が
目

覚
め
る
か
ど
う
か
に
と
っ
て
決
定
的
な
の
は
い
っ
た
い
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
一
対
一
対
応
を
基
本
と
す
る
因
果
関
係
に
基
づ
く
強
い
自
然

主
義
に
抗
す
る
反
自
然
主
義
的
立
場
を
そ
の
基
本
と
す
る
現
象
学
に
と
っ
て
、
こ
の
問
題
と
そ
の
解
決
と
は
重
要
な
意
味
を
も
つ
。
触
発

と
自
我
と
の
関
係
が
、
一
義
的
に
規
定
可
能
な
因
果
関
係
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
問
題
に
フ
ッ

サ
ー
ル
は
自
我
に
目
を
向
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
答
え
を
与
え
よ
う
と
す
る
。

「
し
か
し
、
触
発
的
力
は
、
単
な
る
際
立
ち
の
『
量
』
の
機
能
で
は
な
い
。
そ
れ
〔
触
発
的
力
〕
は
、
そ
の
〔
自
我
の
〕
そ
の
つ
ど

の
現
勢
的
主
題
に
即
し
て
受
け
取
り
、
そ
こ
か
ら
放
出
す
る
自
我
の
関
心
に
依
存
す
る
…
…
」（X

L
II

43

）。

さ
ら
に
、
触
発
と
関
心
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
い
っ
そ
う
具
体
的
に
、
こ
う
言
わ
れ
て
い
る
。

「
さ
て
、
し
か
し
、
私
は
そ
れ
〔
触
発
す
る
も
の
〕
の
下
に
あ
り
、
私
は
そ
れ
〔
触
発
す
る
も
の
〕
を
し
っ
か
り
捕
ま
え
て
お
り
、

両
者
は
一
つ
で
あ
る
。
さ
て
、
し
か
し
こ
こ
が
、
関
心
に
つ
い
て
語
る
原
場
所
で
あ
る
。
私
は
非
常
に
さ
ま
ざ
ま
な
仕
方
で
事
象
の

無
意
識
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下
に
あ
り
、
そ
れ
〔
事
象
〕
は
、
様
々
な
尺
度
で
私
の
関
心
を
引
く
。
私
が
そ
れ
〔
事
象
〕
に
関
心
を
も
て
ば
も
つ
ほ
ど
ま
す
ま
す

そ
れ
〔
事
象
〕
は
私
を
引
き
寄
せ
、
私
を
自
己
の
許
に
し
っ
か
り
捕
ま
え
る
」（X

L
II

40
f.

）。

こ
こ
で
は
っ
き
り
と
「
触
発
的
力
は
、
単
な
る
際
立
ち
の
『
量
』
の
機
能
で
は
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
言
明
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん

触
発
的
力
が
も
つ
際
立
ち
の
量
の
多
寡
を
度
外
視
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
触
発
的
力
は
、
そ
う
し
た
量
の
多
寡
に
よ
っ
て
決
ま
る
の

で
は
な
く
、
そ
れ
が
触
発
し
て
い
る
「
自
我
の
関
心
に
依
存
す
る
」。
自
我
は
、
自
我
に
触
れ
続
け
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
触
発
に
対
し
て
、

そ
の
触
発
の
際
立
ち
の
程
度
の
量
の
多
寡
に
の
み
し
た
が
っ
て
、
触
発
に
応
え
る
よ
う
に
強
制
さ
れ
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く

て
、
自
我
が
さ
ま
ざ
ま
な
触
発
的
力
に
対
し
て
ど
の
程
度
関
心
を
も
つ
か
も
ま
た
、
触
発
的
力
そ
の
も
の
の
多
寡
と
同
様
に
あ
る
い
は
そ

れ
以
上
に
さ
ま
ざ
ま
な
触
発
の
ど
れ
に
応
え
る
か
を
規
定
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
こ
そ
、
同
じ
程
度
の
触
発
的
力
に
対
し

て
、
自
我
は
あ
る
と
き
は
目
覚
め
ま
た
あ
る
と
き
は
目
覚
め
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
り
う
る
の
で
あ
る
。

で
は
、
自
我
の
関
心
と
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
る
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
ま
た
触
発
に
対
し
て
具
体
的
に
は
ど
の
よ
う
に

関
わ
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
問
題
と
な
る
。
こ
う
し
た
自
我
の
関
心
は
、
一
方
で
は
、
意
識
的
に
あ
る
い
は
随
意
的
に
向
け
変
え

る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
意
識
的
あ
る
い
は
随
意
的
に
出
来
事
に
対
し
て
反
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
い
る
。

「
そ
し
て
再
び
私
が
理
解
す
る
の
は
、
こ
う
し
た
出
来
事
は
、
か
か
わ
っ
た
も
の
あ
る
い
は
か
か
わ
る
も
の
と
し
て
の
私
の
変
転
の

そ
う
し
た
受
動
的
な
出
来
事
の
推
移
と
し
て
、『
関
心
の
強
度
』（
意
志
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
）
の
変
転
と
し
て
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
受
動

的
な
出
来
事
の
推
移
と
し
て
の
み
経
過
す
る
の
で
は
な
く
、
随
意
的
に
私
の
関
心
を
張
り
つ
め
さ
せ
つ
つ
、
随
意
的
に
消
え
去
っ
た
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も
の
を
再
び
私
に
と
っ
て
の
際
立
ち
へ
と
強
制
し
つ
つ
、
そ
れ
に
は
限
界
は
あ
る
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
私
が
こ
う
し
た
出
来
事
に
随

意
的
に
も
反
応
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」（X

L
II

46

）。

な
る
ほ
ど
こ
の
よ
う
に
私
の
関
心
を
随
意
的
に
向
け
変
え
る
可
能
性
が
明
言
さ
れ
て
は
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
同
時
に
、
随
意
的
な
関

心
の
向
け
換
え
に
は
そ
も
そ
も
限
界
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
認
め
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
関
心
は
、
あ
る
一
定
の
限
界
内
で
、
随
意

的
に
向
け
変
え
る
こ
と
で
き
る
け
れ
ど
も
、
む
し
ろ
基
本
的
に
は
「
受
動
的
な
出
来
事
の
推
移
」
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ

う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
な
関
心
を
も
つ
か
に
つ
い
て
は
、
も
は
や
意
識
的
あ
る
い
は
随
意
的
な
も
の
で
は
な
く
、
た
だ
受

動
的
に
あ
る
い
は
盲
目
的
に
規
定
さ
れ
て
し
ま
う
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
こ
と
に
な
る
の
が
、
ほ
か
な
ら
ぬ
無
意
識

的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

「
覚
起
は
、
触
発
の
様
態
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
眠
り
か
ら
目
覚
め
る
こ
と
が
示
す
よ
う
に
、
生
の
出
来
事
と
し
て
立
ち
現
れ

つ
つ
あ
る
。
し
か
し
、
覚
起
は
目
覚
め
た
生
に
お
い
て
も
ま
た
出
来
事
と
し
て
絶
え
ず
役
割
を
演
じ
て
お
り
、
そ
の
な
か
に
は
、
わ

れ
わ
れ
が
わ
れ
わ
れ
の
確
認
を
な
お
本
質
的
に
補
完
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
補
完
は
、
無
意
識
的
な
も
の

の
、
な
い
し
は
す
べ
て
の
能
動
性
と
目
覚
め
た
触
発
性
が
受
け
入
れ
ね
ば
な
ら
な
い
『
沈
殿
』
の
秘
密
に
関
係
す
る
」（X

L
II

36

）。

覚
起
が
、
す
で
に
見
て
き
た
よ
う
な
眠
り
か
ら
の
目
覚
め
の
み
な
ら
ず
、
目
覚
め
た
生
で
も
ま
た
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
そ

し
て
、
注
目
す
べ
き
こ
と
に
、
こ
こ
で
無
意
識
的
な
も
の
は
、
沈
殿
と
並
置
さ
れ
て
い
る
。
覚
起
は
、
眠
れ
る
自
我
を
目
覚
め
さ
せ
る
と
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い
う
役
割
だ
け
で
は
な
く
、
す
で
に
目
覚
め
た
生
に
お
い
て
意
識
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
も
の
を
、
す
な
わ
ち
、
沈
殿
し
て
し
ま
っ
た
た
め

に
も
は
や
力
を
失
い
意
識
さ
れ
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
を
呼
び
覚
ま
す
と
い
う
役
割
を
も
演
じ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
覚
起
は
、
眠

り
か
ら
の
目
覚
め
の
移
行
の
み
な
ら
ず
、
目
覚
め
た
生
に
さ
え
も
重
要
な
意
義
を
も
つ
。

沈
殿
と
把
持
と
の
関
係
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
無
意
識
的
な
も
の
と
沈
殿
と
が
同
義
的
な
も
の
と
し
て
並
列
的
に
語
る

こ
と
が
い
か
に
し
て
可
能
に
な
る
の
か
が
明
ら
か
に
な
る
。
さ
ら
に
は
、
こ
こ
で
こ
そ
無
意
識
的
な
も
の
と
無
が
異
な
る
こ
と
の
積
極
的

意
義
が
明
ら
か
に
な
る
。
先
の
引
用
箇
所
は
、
こ
う
続
い
て
い
る
。

「
把
持
の
プ
ロ
セ
ス
は
、
志
向
的
『
隠
蔽
』
の
も
と
で
、
絶
え
ざ
る
志
向
的
変
様
に
お
け
る
暗
く
成
り
行
く
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
。
わ

れ
わ
れ
は
こ
の
プ
ロ
セ
ス
を
い
ま
、
連
続
的
無
力
化
の
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
と
、
そ
の
極
限
が
目
覚
め
て
い
な
い
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
、

無
力
で
あ
る
よ
う
な
プ
ロ
セ
ス
と
み
な
さ
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
そ
れ
ゆ
え
、
眠
れ
る
『
意
識
』
が
無
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ

〔
眠
れ
る
意
識
〕
が
構
造
な
し
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
自
我
が
刺
激
、
際
立
ち
、
際
立
ち
の
類
型
群
を
『
体
験
』
し
な
い
と
い
う
こ

と
を
想
定
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
の
と
同
じ
よ
う
に
、
無
へ
と
変
転
す
る
こ
と
と
み
な
す
必
要
は
な
い
。
そ
れ
ら
は
、
自
我
に
と

っ
て
『
無
意
識
的
な
も
の
』
と
い
う
様
態
に
あ
り
、
無
力
、
目
覚
め
て
い
な
い
と
い
う
様
態
に
あ
る
」（ibid.

）。

「
把
持
の
プ
ロ
セ
ス
」
が
「
志
向
的
『
隠
蔽
』」
と
し
て
の
「
連
続
的
無
力
化
」
の
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
う
し
た
プ

ロ
セ
ス
は
「
自
我
に
と
っ
て
『
無
意
識
的
な
も
の
』
と
い
う
様
態
」
な
の
で
あ
り
、
け
っ
し
て
「
無
へ
と
変
転
す
る
こ
と
」
で
は
な
い
。

連
続
的
無
力
化
と
し
て
の
把
持
は
、
触
発
が
印
象
的
現
在
か
ら
遠
ざ
か
る
こ
と
に
比
例
し
て
、
連
続
的
に
無
力
化
し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
に
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ほ
か
な
ら
な
い
が
、
こ
の
無
力
化
の
プ
ロ
セ
ス
の
「
極
限
」
は
、
あ
く
ま
で
「
自
我
に
と
っ
て
『
無
意
識
的
な
も
の
』
と
い
う
様
態
」
に

あ
り
、
無
力
で
あ
っ
て
、
け
っ
し
て
無
で
は
な
い
⑻
。

自
我
に
と
っ
て
意
識
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
ま
で
に
把
持
に
よ
る
連
続
的
無
力
化
を
被
る
こ
と
こ
そ
が
沈
殿
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
こ
う
し
た
沈
殿
し
た
も
の
こ
そ
が
、
こ
の
よ
う
に
印
象
的
現
在
か
ら
遠
く
離
れ
て
沈
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
ま
さ
に
意
識
的
に

と
ら
え
る
こ
と
が
も
は
や
で
き
な
い
が
ゆ
え
に
、
無
意
識
的
な
も
の
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
う
し
た
無
意
識
的
な
も
の

が
無
と
区
別
さ
れ
、
な
お
無
意
識
的
な
も
の
と
呼
ば
れ
る
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
も
は
や
自
我
に
と
っ
て
意
識
的
に
と
ら
え
る
こ
と
が
で

き
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
こ
そ
無
に
ほ
か
な
ら
な
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

否
、
で
あ
る
。
無
意
識
的
な
も
の
は
け
っ
し
て
無
で
は
な
い
。
両
者
を
分
か
つ
決
定
的
な
要
因
は
、
再
覚
起
可
能
性
の
有
無
で
あ
る
。

無
意
識
的
な
も
の
は
、
無
と
は
異
な
り
、
再
覚
起
、
す
な
わ
ち
、
今
一
度
意
識
に
も
た
ら
さ
れ
る
可
能
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
同
様
に
、
目
覚
め
た
自
我
の
生
の
流
れ
は
、
幅
広
い
核
に
従
っ
て
、
目
覚
め
た
触
発
性
や
能
動
性
と
い
う
生
の
流
れ
で
あ
る
が
、

さ
ら
に
、
す
べ
て
の
目
覚
め
た
体
験
が
本
質
必
然
的
な
把
持
化
、
力
の
減
少
に
お
い
て
移
り
行
く
、
無
力
で
目
覚
め
て
い
な
い
時
間

化
の
絶
え
ざ
る
流
れ
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
目
覚
め
た
現
存
在
の
根
本
部
分
、
す
で
に
沈
殿
し
た
も
の
の

再
覚
起
の
絶
え
ざ
る
可
能
性
、
つ
ね
に
新
た
に
ま
た
現
れ
る
現
実
さ
え
も
が
属
し
て
い
る
」（ibid.

）。

こ
こ
で
目
覚
め
た
生
の
流
れ
の
内
実
が
、
す
べ
て
無
力
で
目
覚
め
て
い
な
い
時
間
化
の
絶
え
ざ
る
流
れ
に
ほ
か
な
ら
な
い
と
さ
れ
る
。

印
象
的
現
在
に
お
い
て
目
覚
め
た
生
は
、
把
持
と
い
う
連
続
的
無
力
化
を
免
れ
る
こ
と
は
な
い
。
目
覚
め
た
生
は
、
連
続
的
無
力
化
を
通

無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
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し
て
無
意
識
的
な
も
の
と
い
う
様
態
を
と
る
ま
で
に
沈
殿
し
て
い
く
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
目
覚
め
た
生
の
無
化
で
は
な
い
。
と
い

う
の
は
、
こ
う
し
た
把
持
と
い
う
連
続
的
無
力
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
「
目
覚
め
た
現
存
在
の
根
本
部
分
、
す
で
に
沈
殿
し
た
も
の
の
再
覚

起
の
絶
え
ざ
る
可
能
性
、
つ
ね
に
新
た
に
ま
た
現
れ
る
現
実
さ
え
も
が
属
し
て
い
る
」
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
、
目
覚
め
た
生
が
、
把
持

と
い
う
連
続
的
無
力
化
を
免
れ
な
い
こ
と
は
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
目
覚
め
た
生
が
沈
殿
し
た
極
限
が
無
で
は
な
い
と
い
う
単
な
る

消
極
的
な
意
味
を
も
つ
だ
け
で
は
な
く
、
無
と
は
異
な
る
再
覚
起
可
能
性
を
も
っ
た
無
意
識
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
着
目
す
れ

ば
、
意
識
分
析
に
と
っ
て
積
極
的
な
意
義
も
ま
た
も
つ
の
で
あ
る
。

意
識
は
、
目
覚
め
た
様
態
に
の
み
限
定
さ
れ
な
い
。
目
覚
め
た
様
態
で
の
意
識
は
そ
れ
だ
け
で
完
結
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
か
つ
て

の
目
覚
め
た
生
が
沈
殿
し
た
無
意
識
的
な
も
の
も
ま
た
再
覚
起
可
能
な
も
の
と
し
て
そ
の
目
覚
め
た
生
に
属
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
れ

こ
そ
が
無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
的
分
析
に
よ
っ
て
顕
わ
に
な
る
、
目
覚
め
た
意
識
的
な
生
と
眠
れ
る
無
意
識
的
な
生
と
の
融
合
的
統

一
体
と
し
て
の
意
識
の
重
層
的
全
体
構
造
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

「
生
の
統
一
全
体
は
、
普
遍
的
融
合
に
基
づ
く
、
し
た
が
っ
て
、
連
合
に
基
づ
く
統
一
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
と
き
ま
さ
に
連
合

の
特
別
な
様
態
（
と
連
続
的
に
時
間
化
さ
れ
る
連
合
と
遠
隔
連
合
│
│
対
化
す
る
、
統
一
へ
と
波
及
す
る
多
性
を
形
成
す
る
遠
隔
連

合
に
対
す
る
）
は
、
そ
れ
が
目
覚
め
さ
せ
る
、
特
別
な
時
間
的
布
置
を
統
一
的
に
沈
殿
か
ら
目
覚
め
る
連
合
と
な
り
う
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
は
ほ
か
な
ら
ぬ
何
か
を
想
起
す
る
、
無
意
識
的
に
な
っ
た
も
の
を
再
び
記
憶
に
至
ら
せ
る
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に

は
、
さ
ら
に
進
み
行
き
、
ま
す
ま
す
い
っ
そ
う
完
全
な
覚
醒
と
い
う
、
す
な
わ
ち
、
最
終
的
に
可
能
力
的
に
覚
起
さ
せ
る
直
観
的
再

想
起
と
い
う
本
質
上
の
可
能
力
性
が
属
し
て
い
る
」（X

L
II

37

）。
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意
識
が
目
覚
め
た
自
我
の
み
に
限
定
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
同
時
に
眠
れ
る
自
我
で
も
あ
る
と
い
う
重
層
構
造
を
も
っ
て
い
る
こ
と
、

こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
が
無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
的
分
析
の
重
要
な
成
果
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
本
節
の
は
じ

め
に
立
て
た
問
題
を
解
決
す
る
道
が
開
か
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
問
い
と
は
、
な
ぜ
、
自
我
は
、
際
立
ち
の
段
階
性
の
程
度
に
応
じ

て
、
一
義
的
に
目
覚
め
る
こ
と
が
な
い
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
問
い
で
あ
る
。
さ
し
あ
た
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
意
識
的
に
形
成
さ
れ
る
自

我
の
関
心
に
応
じ
る
か
ら
で
あ
る
と
し
て
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
意
識
的
に
関
心
を
形
成
す
る
こ
と
に
は
限
界
が
あ
る
こ
と
に
も
ま
た

触
れ
て
い
た
。
同
じ
程
度
の
触
発
的
力
に
対
し
て
、
あ
る
時
に
は
自
我
が
目
覚
め
、
あ
る
時
に
は
目
覚
め
な
い
こ
と
が
あ
る
と
い
う
こ
と

が
な
ぜ
生
じ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
意
識
的
に
形
成
さ
れ
た
自
我
の
関
心
よ
り
も
む
し
ろ
あ
る
触
発
的
力
に
対
し
て
応
え
る

か
ど
う
か
は
、
そ
う
し
た
触
発
に
つ
ね
に
触
れ
ら
れ
て
い
る
意
識
が
、
目
覚
め
た
自
我
と
眠
れ
る
自
我
と
い
う
二
つ
の
様
態
を
も
っ
て
は

い
る
が
、
ま
た
同
時
に
自
同
性
を
有
す
る
意
識
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
解
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
眠
れ
る
自
我
は
、
目
覚
め
た
生
が
把
持
と
い
う
連
続
的
無
力
化
を
被
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
立
し
た
が
ゆ
え
に
、
無
意
識

的
と
な
る
ま
で
に
沈
殿
す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
直
観
に
よ
る
再
覚
起
可
能
性
を
有
し
て
い
る
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
眠
れ
る
自
我
と

い
う
意
識
の
様
態
に
あ
る
沈
殿
し
た
無
意
識
的
な
も
の
こ
そ
が
、
自
我
が
目
覚
め
る
か
否
か
、
す
な
わ
ち
、
触
発
に
応
え
る
か
否
か
に
決

定
的
な
影
響
を
与
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
す
べ
て
の
目
覚
め
た
体
験
が
免
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
把
持
と
い
う
連

続
的
無
力
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
は
「
目
覚
め
た
現
存
在
の
根
本
部
分
、
す
で
に
沈
殿
し
た
も
の
の
再
覚
起
の
絶
え
ざ
る
可
能
性
、
つ
ね
に
新

た
に
ま
た
現
れ
る
現
実
さ
え
も
が
属
し
て
い
る
」。
把
持
に
よ
る
沈
殿
の
プ
ロ
セ
ス
が
つ
ね
に
働
い
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
沈
殿
す
る
当
の

無
意
識
的
な
も
の
は
一
定
の
も
の
に
と
ど
ま
る
こ
と
な
く
、
不
断
に
変
化
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
そ
う
し
て
沈
殿
し
た
無
意
識
的
な
も

の
は
、
現
在
の
意
識
に
与
え
ら
れ
る
直
観
を
契
機
と
し
て
再
覚
起
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
再
覚
起
さ
れ
る
無
意
識
的
な
も
の
影
響
を
受

無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
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け
る
意
識
そ
の
も
の
も
一
定
の
も
の
に
と
ど
ま
る
こ
と
は
な
く
、
変
化
し
続
け
る
こ
と
に
な
る
。
無
意
識
的
な
も
の
と
し
て
沈
殿
し
た
も

の
か
ら
の
影
響
を
受
け
る
か
ら
こ
そ
、
意
識
は
、
同
じ
程
度
の
触
発
に
対
し
て
あ
る
時
に
は
応
え
、
あ
る
時
に
は
応
え
な
い
と
い
う
こ
と

が
生
じ
る
の
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
的
分
析
に
よ
っ
て
、
意
識
的
現
在
と
無
意
識
的
沈
殿
と
が
同
時
に

融
合
的
に
働
い
て
い
る
意
識
の
重
層
的
構
造
に
新
た
に
光
を
当
て
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

む

す

び

フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
現
象
学
に
対
し
て
限
界
問
題
と
し
て
突
き
つ
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
触
発
現
象
に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
識

の
動
的
重
層
的
構
造
を
顕
わ
に
し
て
い
る
。
意
識
の
普
遍
的
構
造
に
は
、
自
我
と
自
我
異
他
的
な
も
の
と
し
て
の
ヒ
ュ
レ
ー
が
属
し
て
い

る
（X

L
II

28

）。
触
発
現
象
と
は
、
一
方
で
、
自
我
異
他
的
な
も
の
と
し
て
の
ヒ
ュ
レ
ー
が
眠
れ
る
自
我
に
働
き
か
け
る
と
い
う
現
象
で

あ
る
。
ま
た
、
他
方
で
、
そ
の
触
発
に
応
え
て
自
我
が
目
覚
め
る
際
に
は
、
自
我
の
内
な
る
異
他
的
な
も
の
と
し
て
の
無
意
識
的
な
も
の

が
重
要
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
に
な
る
。
両
方
の
場
合
に
重
要
な
役
割
を
果
た
す
覚
起
は
、
い
わ
ば
ヒ
ュ
レ
ー
と
い
う
自
我
異
他
的
な
も

の
が
自
我
を
目
覚
め
さ
せ
よ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
、
そ
れ
は
同
時
に
目
覚
め
た
自
我
の
内
に
あ
る
無
意
識
的
な
も
の
を
呼
び
覚

ま
す
こ
と
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、
眠
れ
る
自
我
の
目
覚
め
と
目
覚
め
た
自
我
の
内
な
る
無
意
識
的
な
も
の
呼
び
覚
ま
し
は
、
ま
さ
に
同
時

に
生
起
し
て
い
る
。
触
発
の
分
析
に
端
を
発
し
た
無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
が
解
明
し
た
の
は
、
意
識
が
こ
う
し
た
自
我
の
二
重
の
覚

起
が
生
じ
て
い
る
現
在
と
沈
殿
と
が
連
合
的
に
融
合
し
た
重
層
的
構
造
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

本
論
考
で
は
、
目
覚
め
た
体
験
が
把
持
に
よ
っ
て
無
意
識
的
な
様
態
に
い
た
る
ま
で
沈
殿
し
た
も
の
で
あ
る
無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
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学
的
意
味
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
て
き
た
。
し
か
し
、
意
識
を
免
れ
よ
う
と
す
る
現
象
を
意
識
の
う
ち
へ
と
回
収
し
よ
う
と
す
る
フ

ッ
サ
ー
ル
の
基
本
的
姿
勢
に
従
っ
て
論
述
を
進
め
て
き
た
結
果
と
し
て
、
も
う
一
つ
の
極
め
て
重
要
な
無
意
識
的
な
も
の
の
問
題
、
す
な

わ
ち
、
時
間
の
ず
れ
に
よ
る
原
理
的
な
所
与
不
可
能
性
と
し
て
の
無
意
識
的
な
も
の
の
問
題
が
問
わ
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
。
な
る
ほ

ど
、
原
理
的
に
所
与
不
可
能
な
も
の
を
、
無
意
識
的
と
い
う
特
異
な
仕
方
で
は
あ
れ
、
な
お
意
識
し
て
い
る
も
の
と
し
て
取
り
扱
う
こ
と

に
よ
っ
て
、
原
理
的
に
所
与
不
可
能
な
も
の
を
意
識
の
内
へ
と
解
消
す
る
試
み
を
呈
示
す
る
こ
と
は
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
フ
ッ
サ
ー

ル
の
無
意
識
的
な
も
の
へ
の
取
り
組
み
の
動
揺
と
相
俟
っ
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
無
意
識
的
な
も
の
は
必
ず
し
も
一
義
的
で

は
な
く
、
多
義
的
で
あ
る
こ
と
を
免
れ
な
い
⑼
。
こ
う
し
た
原
理
的
な
所
与
不
可
能
性
も
ま
た
、
沈
殿
し
た
も
の
と
は
異
な
る
意
味
で
の

無
意
識
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
は
そ
れ
で
独
立
に
考
察
す
べ
き
課
題
で
あ
る
だ
ろ
う
。
現
象
学
に
お
け
る
無
意
識
的
な
も
の
の
位
置
づ

け
の
動
揺
は
、
あ
る
意
味
で
の
フ
ッ
サ
ー
ル
自
身
の
事
象
そ
の
も
の
へ
の
忠
実
さ
と
、
そ
う
で
あ
る
が
ゆ
え
に
生
じ
る
現
象
学
的
分
析
の

動
揺
と
不
整
合
の
反
映
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
こ
う
し
た
多
様
な
無
意
識
的
な
も
の
と
い
う
概
念
を
、
本
論
考
で
取
り
上
げ
た
、
沈
殿
と
し

て
の
と
し
て
の
無
意
識
的
な
も
の
と
関
連
づ
け
つ
つ
、
現
象
学
の
な
か
に
整
合
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
新
た
に
課
題
と
し
て
課
せ
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
現
象
学
に
お
け
る
無
意
識
的
な
も
の
の
全
般
的
解
明
は
、
本
論
考
そ
の
も
の
の
目
的
を
大
き
く
超
え
た
課
題

で
あ
る
た
め
に
、
改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

註
引
用
に
際
し
て
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
テ
ク
ス
ト
は
フ
ッ
サ
ー
ル
全
集
（H

usserliana
）
に
よ
り
文
中
に
直
接
全
集
の
巻
数
を
ロ
ー
マ
数
字
で
、
頁
数
を

ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
挿
入
し
た
。
引
用
文
中
の
〈

〉
は
編
者
に
よ
る
補
足
、〔

〕
は
引
用
者
に
よ
る
補
足
で
あ
り
、
／
は
改
行
を
示
す
。
ゲ
シ
ュ
ペ

ル
ト
な
ど
に
よ
る
強
調
は
引
用
に
よ
っ
て
脈
絡
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
鑑
み
て
す
べ
て
無
視
さ
れ
て
い
る
。

無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
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⑴

発
生
的
現
象
学
そ
の
も
の
の
正
確
な
成
立
時
期
に
つ
い
て
は
議
論
が
あ
る
が
、
従
来
の
『
受
動
的
綜
合
に
つ
い
て
の
分
析
』
に
収
め
ら
れ
て
い
る

超
越
論
的
倫
理
学
講
義
が
行
わ
れ
た
、
一
九
二
〇
│

二
一
年
の
冬
学
期
以
降
に
成
立
し
た
と
い
う
見
解
に
対
し
て
、
ベ
ル
ネ
ッ
ト
の
研
究
を
踏
ま

え
れ
ば
、
全
集
第
三
三
巻
『
時
間
意
識
に
つ
い
て
の
ベ
ル
ナ
ウ
草
稿
』
が
成
立
し
た1910

年
代
半
ば
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
と
言

え
る
だ
ろ
う
（B

ernet,
R

.,
E

inleitung
des

H
erausgebers,

in
:

X
X

X
III,

2001,
S.

X
L

V
I

）。

⑵

M
icali,

S.,
Ü

berschüsse
der

E
rfahrung.

G
renzdim

ensionen
des

Ich
nach

H
usserl,

Springer,
2008,

S.
59f.

⑶

Ibid.
S.

65.

⑷

現
象
学
の
限
界
問
題
と
し
て
の
原
理
的
に
意
識
に
対
し
て
与
え
ら
れ
な
い
も
の
、
換
言
す
れ
ば
、
現
象
し
な
い
も
の
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
、
位
置

づ
け
る
か
に
つ
い
て
は
、
研
究
者
の
間
で
も
議
論
が
あ
る
。
た
と
え
ば
、
受
動
的
綜
合
の
分
析
の
触
発
論
に
定
位
し
て
、
原
理
的
に
所
与
不
可
能

な
も
の
に
積
極
的
な
意
義
を
認
め
よ
う
と
す
る
立
場
と
し
て
、
ミ
カ
リ
の
研
究
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。C

f.
M

icali,
S.,

op.
cit.,

insbesondere,
K

apitel
II,

S.
41−

77.

ま
た
、『
ベ
ル
ナ
ウ
草
稿
』
で
の
時
間
分
析
で
フ
ッ
サ
ー
ル
が
突
き
当
た
る
与
え
ら
れ
な
い
も
の
の
問
題
か

ら
、
構
成
的
現
象
学
の
立
場
を
離
れ
て
、
む
し
ろ
積
極
的
に
構
築
的
現
象
学
を
唱
道
す
る
の
は
シ
ュ
ネ
ル
で
あ
る
。C

f.
Schnell,

A
.,

H
inaus.

E
ntw

ürfe
zu

einer
phänom

enologischen
M

etaphysik
und

A
nthropologie,

K
önigshausen

&
N

eum
ann,

2011,
S.

45−
76.

⑸

た
と
え
ば
、
こ
う
し
た
特
異
な
仕
方
で
の
意
識
の
仕
方
を
、
ニ
ー
は
独
特
の
志
向
性
あ
る
い
は
独
自
の
種
類
の
志
向
性
と
し
て
、
非
対
対
象
志
向

性
、
反
省
的
志
向
性
、
衝
動
志
向
性
、
本
能
志
向
性
、
無
意
識
的
志
向
性
、
時
間
化
の
志
向
性
、
把
持
と
予
持
の
志
向
性
な
ど
と
列
挙
す
る
こ
と

で
、
独
特
の
意
識
の
働
き
方
と
し
て
志
向
性
を
論
じ
て
い
る
。N

i,
L

.,
U

rbew
ußtsein

und
U

nbew
ußtsein

in
H

usserls
Z

eitverständnis,
in

:

H
usserl

Studies
21,

2005,
S

.
20,

25.

⑹
『
受
動
的
綜
合
に
つ
い
て
の
分
析
』
で
の
触
発
論
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
こ
う
し
た
意
識
内
へ
の
取
り
込
み
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
た

こ
と
が
あ
る
（「
フ
ッ
サ
ー
ル
現
象
学
に
お
け
る
触
発
の
問
題
」『
同
志
社
哲
学
年
報
』
第
三
〇
号
、
二
〇
〇
七
年
、
四
九
│

六
四
頁
）。

⑺

同
じ
草
稿
の
別
の
箇
所
で
も
フ
ッ
サ
ー
ル
は
同
じ
よ
う
な
事
態
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
。C

f.
X

L
II

28.

⑻

別
の
箇
所
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。「
触
発
は
、
自
我
に
向
け
ら
れ
た
、
そ
れ
〔
自
我
〕
に
訴
え
る
動
向
力
と
み
な
さ
れ
る
。
沈
殿

し
て
い
く
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
把
持
的
プ
ロ
セ
ス
に
は
、
た
え
ざ
る
減
退
に
お
い
て
、
比
例
的
に
印
象
的
現
在
か
ら
の
遠
ざ
か
り
に
お
い
て
、
動

向
力
が
把
握
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
同
じ
〈
力
〉
に
よ
る
の
で
も
そ
の
つ
ど
一
定
に
で
は
な
く
、
変
化
す
る
力
に
よ
る
。
し
た
が
っ

て
、
そ
の
こ
と
に
、
沈
み
ゆ
く
も
の
が
、
ど
の
程
度
そ
の
つ
ど
触
発
的
で
あ
る
か
、
ど
の
程
度
元
通
り
に
力
の
ゼ
ロ
に
あ
る
の
か
は
依
存
す
る
。

― ２７ ―
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『
沈
殿
し
た
』
の
形
式
的
規
定
は
、
そ
の
つ
ど
ゼ
ロ
の
下
に
あ
る
が
、
ゼ
ロ
で
は
な
い
」（X

L
II

40

）。

⑼

た
と
え
ば
、
ニ
ー
は
無
意
識
的
な
も
の
に
二
義
性
を
認
め
て
い
る
。N

i,
L

.,
op.

cit.,
S.

23−
26.

無
意
識
的
な
も
の
の
現
象
学
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