
Ａ
・
Ｎ
・
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
お
け
る

「
合
致
的
集
合
体
」
の
相
対
論
的
位
相

新

茂

之

は

じ

め

に

本
論
の
目
的
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
主
著
『
自
然
的
知
識
の
諸
原
理
に
か
ん
す
る
探
究
』（An

Enquiry
C
oncerning

the
Princi-

ples
of
N
atural

K
now

ledge

）
の
な
か
で
提
起
し
て
い
る
「
合
致
的
集
合
体
」（consentient

set

）
に
着
眼
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が

捉
え
る
運
動
の
相
対
的
な
あ
り
か
た
を
解
明
す
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

周
知
の
よ
う
に
、
物
理
学
の
歴
史
で
は
、
天
動
説
が
有
力
で
あ
っ
た
時
期
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
伝
統
の
時
代
で
あ
る
。
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
的
伝
統
に
幕
を
引
い
た
の
は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
（N

icolaus
C
opernics,1473-1543

）
で
あ
る
。
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
は
、
太
陽
を
中

心
と
し
て
、
地
球
が
そ
の
周
り
を
回
る
、
と
い
う
地
動
説
を
唱
道
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
は
、
地
球
の
動
き
を
説
明
す

る
た
め
に
、
円
を
用
い
て
い
た
た
め
に
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
地
動
説
に
依
拠
す
る
観
測
の
精
度
は
、
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
体
系
ほ
ど
高
く

は
な
か
っ
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
伝
統
か
ら
脱
却
し
物
理
学
の
近
代
化
が
実
現
す
る
に
は
、
ガ
リ
レ
イ
（G

alileo
G
alilei,1564-

1642

）
と
ケ
プ
ラ
ー
（Johannes

K
epler,1571-1630

）
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
か
れ
ら
の
業
績
を
統
合
し
て
物
理
学
の
近
代
的
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な
理
論
を
完
成
さ
せ
た
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
（Issac

N
ew
ton,1643-1727

）
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ニ
ュ
ー
ト
ン

の
力
学
を
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
と
し
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
力
学
と
し
て
捕
捉
で
き
る
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
は
、
絶
対
的
空
間
と
絶
対
的
時
間
を
想
定
し
て
い
る
。
物
理
学
で

は
、
ど
の
よ
う
な
事
象
で
あ
ろ
う
と
、
わ
た
く
し
た
ち
が
そ
れ
を
観
測
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
は
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
み
ず
か
ら
の
立

ち
位
置
を
か
な
ら
ず
確
認
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
物
理
学
は
、
そ
れ
を
座
標
系
と
い
う
言
い
か
た
で
表
現
す
る
。
座
標
系
を
明

確
に
し
な
け
れ
ば
、
同
じ
一
つ
の
運
動
を
観
察
す
る
に
し
て
も
、
そ
の
様
態
が
違
っ
て
見
え
る
こ
と
を
説
明
で
き
な
い
。
地
球
か
ら
見
れ

ば
、
天
動
説
が
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
、
太
陽
は
、
東
か
ら
昇
っ
て
西
に
沈
む
と
い
う
運
動
を
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
宇
宙
船
か
ら
す

れ
ば
、
太
陽
は
動
い
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
、
地
球
が
太
陽
の
周
り
を
回
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ど
こ
に
座
標
系
を
定
め
る
の
か
、
座

標
系
の
設
定
に
依
っ
て
、
運
動
の
記
述
の
し
か
た
が
異
な
っ
て
く
る
。
だ
か
ら
、
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
の
な
か
で
も
、
運
動
の
様
子

は
、
座
標
系
に
相
対
的
で
あ
る
。
そ
の
意
味
あ
い
で
、
相
対
論
が
は
じ
め
て
運
動
の
相
対
性
を
強
調
し
た
の
で
は
な
く
、
物
理
学
者
た
ち

は
、
古
典
的
な
枠
ぐ
み
の
な
か
で
も
、
そ
れ
を
掴
ん
で
い
る
。
そ
れ
で
は
、
相
対
論
の
言
う
相
対
性
は
、
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
が
把

握
し
て
い
た
相
対
性
と
同
じ
で
あ
る
の
か
。
と
は
い
え
、
も
し
も
そ
う
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
相
対
論
は
、
物
理
学
の
現
代
的
刷
新
で
は
な

く
て
、
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
の
延
長
線
上
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
の
相
対
性
と
相
対
論
の
そ
れ
と
で
は
、

い
っ
た
い
、
な
に
が
違
う
の
で
あ
ろ
う
か
。

本
論
で
は
、
ま
ず
、
第
一
節
で
、
相
対
論
の
言
う
相
対
性
が
空
間
の
み
に
な
ら
ず
時
間
に
ま
で
及
ん
で
い
る
こ
と
を
指
摘
し
な
が
ら
、

近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
の
見
地
で
、
物
体
の
基
底
に
空
間
が
あ
る
の
を
確
認
す
る
。
と
は
い
え
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
空
間
に
か
ん

す
る
、
そ
の
よ
う
な
見
解
を
採
ら
な
い
。
つ
ぎ
に
、
第
二
節
で
は
、
空
間
が
関
係
的
で
あ
る
と
主
張
す
る
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
真
意
を
見

さ
だ
め
て
、
つ
ぎ
の
点
を
証
示
す
る
。
す
な
わ
ち
、
物
体
が
空
間
を
与
え
る
の
で
あ
る
、
と
。
し
か
し
、
そ
う
は
言
う
も
の
の
、
い
っ
た
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い
、
物
体
は
、
ど
の
よ
う
に
空
間
を
提
供
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
第
三
節
で
は
、
物
体
の
運
動
を
把
握
す
る
と
き
に
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が

導
入
し
て
い
る
合
致
的
集
合
体
と
い
う
概
念
に
考
察
の
焦
点
を
絞
っ
て
、
合
致
的
集
合
体
の
関
係
的
様
態
を
析
出
さ
せ
る
。
こ
う
し
た
論

究
を
通
し
て
、
第
四
節
で
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
相
対
性
に
見
い
だ
し
て
い
る
関
係
性
の
観
点
か
ら
運
動
を
捉
え
な
お
し
た
う
え
で
、

最
後
に
、
相
対
論
の
意
義
を
解
明
し
た
い
。

第
一
節

相
対
性
と
い
う
考
え
か
た

相
対
論
は
、
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
が
注
視
し
て
い
た
相
対
性
を
相
対
性
の
原
理
と
し
て
定
式
化
す
る
。
す
な
わ
ち
、
慣
性
の
法
則

が
成
り
た
つ
座
標
系
、
つ
ま
り
、
慣
性
系
で
は
、
自
然
の
法
則
は
す
べ
て
同
一
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
ど
の
よ
う
な
慣
性
系
も
同
じ
地
位

に
あ
る
。
相
対
論
に
は
、
も
う
一
つ
の
基
本
的
な
原
理
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
光
速
度
不
変
の
原
理
で
あ
る
。
光
速
度
は
、
あ
ら
ゆ
る
慣
性

系
で
同
一
で
あ
り
、
光
源
と
か
観
測
者
と
か
の
速
度
に
依
存
し
な
い
。
一
般
に
、
物
体
の
運
動
は
、
そ
れ
を
観
測
し
て
い
る
と
き
に
設
定

し
て
い
る
座
標
系
の
運
動
に
依
存
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
光
源
に
た
い
し
て
相
対
的
に
運
動
し
て
い
る
慣
性
系
で
光
の
速
度
を
観
測
し

て
い
よ
う
と
、
光
源
に
た
い
し
て
相
対
的
に
静
止
し
て
い
る
慣
性
系
で
光
の
速
度
を
観
測
し
て
い
よ
う
と
、
そ
う
し
た
慣
性
系
の
運
動
に

影
響
を
受
け
ず
に
、
光
の
速
度
は
一
定
で
あ
る
。

と
は
い
え
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
（A

lbert
Einstein,1879-1955

）
が
相
対
論
を
定
式
化
す
る
ま
え
に
、
た
と
え
ば
、
マ
イ
ケ
ル
ソ

ン
（A
lbert

A
braham

M
ichelson,1852-1931

）
と
モ
リ
ー
（Edw

ard
W
illiam

s
M
orley,1839-1923

）
の
企
て
た
実
験
が
証
示
し
て

い
る
よ
う
に
、
物
理
学
者
た
ち
は
、
光
速
度
の
不
変
性
を
実
験
的
に
確
認
し
て
い
た
。
相
対
論
が
唱
道
し
て
い
る
相
対
性
の
原
理
と
光
速

度
不
変
の
原
理
は
、
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
の
範
囲
で
確
認
で
き
る
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
近
代
の
古
典
的
な
物
理
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学
は
、
そ
れ
ら
二
つ
の
物
理
的
事
実
を
別
々
に
確
か
め
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
ら
を
同
時
に
認
め
て
し
ま
う
と
、
空

間
と
時
間
の
収
縮
と
い
う
、
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
の
な
か
で
は
説
明
し
き
れ
な
い
こ
と
が
ら
が
出
て
き
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
慣
性
系
の
相
対
性
と
光
速
度
の
不
変
性
と
を
同
時
に
自
然
的
事
象
の
基
本
的
な
原
理
と
し
て
承
認
し
た
と
き
、
運
動
し
て
い
る

慣
性
系
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
体
が
そ
の
進
行
の
方
向
に
縮
む
。
空
間
の
収
縮
は
、
運
動
し
て
い
る
慣
性
系
に
い
る
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
及
ぶ

の
で
、
時
を
刻
む
時
計
に
も
そ
の
影
響
が
現
れ
る
。
相
対
論
の
所
説
に
従
え
ば
、
そ
の
時
計
の
時
の
刻
み
か
た
は
、
遅
く
な
る
。
つ
ま

り
、
時
間
の
進
み
か
た
は
、
慣
性
系
に
依
っ
て
異
な
る
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
た
い
し
て
、
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
は
、
時
間
の
そ
の
よ
う
な
相
対
性
を
想
定
し
て
い
な
い
。
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
で

は
、
地
球
に
置
い
た
座
標
系
で
も
、
宇
宙
船
に
置
い
た
座
標
系
で
も
、
電
車
の
な
か
に
置
い
た
座
標
系
で
も
、
す
べ
て
時
間
は
一
様
に
流

れ
て
い
る
。
こ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
相
対
論
の
独
自
性
は
、
空
間
と
同
じ
よ
う
に
時
間
に
か
ん
し
て
も
相
対
性
が
成
立
し
て
い
る
、
と
い

う
考
え
か
た
を
提
起
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
を
相
対
論
の
視
角
か
ら
論
難
す
る
と
き
、
一
般
に
、
わ
た
く

し
た
ち
は
、
空
間
と
時
間
と
を
同
列
に
扱
っ
て
、
そ
の
絶
対
性
に
着
目
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
力
学
は
、
空
間
と
時
間

を
け
っ
し
て
同
じ
よ
う
に
は
位
置
づ
け
て
い
な
い
。
時
間
の
ほ
う
が
特
異
な
位
置
に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
力
学
で
も
、
空

間
は
、
古
典
的
な
意
味
あ
い
で
相
対
的
で
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
力
学
が
考
え
る
時
間
は
、
絶
対
性
を
強
固
に
保
持

し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
に
対
比
し
て
、
相
対
論
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
特
徴
づ
け
て
よ
い
。
相
対
論
は
、
空
間
に
か

ん
す
る
相
対
的
な
捉
え
か
た
を
時
間
に
ま
で
拡
張
し
て
、
時
間
の
相
対
性
を
は
じ
め
て
露
わ
に
し
た
、
と
。
相
対
論
的
に
は
、
ど
の
よ
う

な
座
標
系
も
、
そ
れ
の
与
え
る
空
間
は
、
特
権
的
な
地
位
を
保
有
し
て
お
ら
ず
、
並
列
的
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
座
標
系
を

貫
い
て
流
れ
る
特
異
な
時
間
は
な
く
、
時
間
は
、
座
標
系
に
た
い
し
て
、
相
対
的
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
れ
ぞ
れ
の
座
標
系
に
内
属
し

て
い
る
の
で
あ
る
。
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空
間
と
時
間
の
相
対
性
に
か
ん
し
て
、
こ
う
し
た
理
解
が
正
し
い
と
す
れ
ば
、
相
対
論
で
は
、
時
間
は
、
座
標
系
の
そ
と
に
あ
る
の
で

は
な
く
、
時
間
は
、
座
標
系
の
な
か
に
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
倣
っ
て
、「
鉄
道
の
客
車
の
な
か
に
い
る
旅
行
者
」（7.1

）
を
考
え

て
み
よ
う
。
旅
行
者
が
客
車
に
乗
っ
て
客
車
と
と
も
に
移
動
し
て
い
れ
ば
、
旅
行
者
は
、
観
測
の
た
め
の
座
標
系
を
客
車
の
な
か
に
設
置

す
る
。
し
か
も
、
客
車
と
と
も
に
い
っ
し
ょ
に
動
い
て
い
て
、
旅
行
者
と
同
じ
よ
う
に
客
車
に
た
い
し
て
相
対
的
に
静
止
し
て
い
る
場
所

で
あ
れ
ば
、
旅
行
者
は
、
好
き
な
と
こ
ろ
に
座
標
系
の
基
準
点
を
定
め
ら
れ
る
。
だ
か
ら
、
一
つ
の
座
標
系
で
は
、
た
が
い
に
た
い
し
て

相
対
的
に
静
止
し
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
物
体
は
、
一
つ
の
集
ま
り
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
た
い
し
て
相
対
的
に
運
動
し
て
い
る
も

ろ
も
ろ
の
物
体
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
見
れ
ば
、
静
止
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
物
体
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
駅
舎
か
ら

客
車
を
眺
め
て
い
る
駅
長
に
と
っ
て
は
、
駅
長
が
静
止
し
て
い
る
。
駅
長
も
、
駅
長
に
た
い
し
て
相
対
的
に
静
止
し
て
い
る
諸
事
物
と
い

っ
し
ょ
に
、
一
つ
の
集
ま
り
を
作
っ
て
い
る
。
相
対
論
的
な
観
点
で
は
、
そ
の
よ
う
な
集
ま
り
の
成
員
た
ち
は
、
客
車
に
乗
っ
て
駅
舎
か

ら
離
れ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
旅
行
者
と
は
異
な
る
空
間
と
時
間
を
共
有
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
相
対
論
の
言
う
相
対
性
と
近
代
の
古
典

的
な
物
理
学
の
注
目
す
る
相
対
性
と
の
相
違
が
あ
る
の
で
あ
る
。

旅
行
者
は
、
客
車
と
い
っ
し
ょ
に
進
ん
で
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
述
べ
か
た
に
従
え
ば
、
旅
行
者
は
、「
そ
の
客
車
の
固
定
さ
れ

た
点
を
見
て
い
る
」（7.1

）。
し
か
も
、
旅
行
者
は
、
客
車
の
運
動
の
影
響
を
そ
の
ま
ま
受
け
て
い
る
の
で
、
客
車
の
あ
る
一
点
は
、
動

か
ず
、
あ
い
か
わ
ら
ず
同
じ
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
即
し
て
言
え
ば
、「
沿
道
に
い
る
駅
長
は
、
そ

の
旅
行
者
の
実
際
に
観
察
し
て
き
た
の
が
、
ロ
ン
ド
ン
か
ら
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
ま
で
達
す
る
、
も
ろ
も
ろ
の
点
か
ら
な
る
軌
道
で
あ
る
、

と
い
う
の
を
知
っ
て
い
る
」（7.1

）。
駅
長
は
、
駅
舎
に
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
駅
長
か
ら
す
れ
ば
、
客
車
の
旅
行
者
が
見
て
い
る
点
は
、

刻
々
と
移
動
し
て
い
る
。
駅
長
の
立
ち
位
置
で
は
、
客
車
の
旅
行
者
は
、
客
車
の
進
行
に
合
わ
せ
て
つ
ぎ
か
ら
つ
ぎ
へ
と
変
わ
っ
て
い

く
、
軌
道
上
の
点
を
見
て
い
る
。
右
述
の
よ
う
に
、
運
動
が
座
標
系
に
た
い
し
て
相
対
的
で
あ
る
こ
と
は
、
物
理
学
の
基
本
的
な
事
実
で
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あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
太
陽
に
い
る
も
の
は
、
駅
が
太
陽
を
回
る
空
間
内
の
軌
道
を
表
示
し
て
い
る

と
い
う
考
え
を
抱
く
し
、
鉄
道
の
客
車
が
な
お
も
別
の
軌
道
を
描
き
だ
し
て
い
る
と
い
う
考
え
を
抱
く
」（7.1

）。
太
陽
に
座
標
系
を
置

い
て
、
駅
舎
を
観
察
す
る
と
、
駅
舎
は
、
地
球
に
し
っ
か
り
と
立
っ
て
い
る
の
で
、
地
球
が
太
陽
を
公
転
す
る
と
き
の
軌
道
を
進
ん
で
い

く
。
鉄
道
の
客
車
は
、
も
っ
と
複
雑
な
運
動
を
示
す
は
ず
で
あ
る
。
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
で
あ
ろ
う
と
、
相
対
論
で
あ
ろ
う
と
、
運

動
の
、
こ
う
し
た
あ
り
か
た
は
、
特
段
に
強
調
す
べ
き
事
実
で
は
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
主
張

す
る
。
す
な
わ
ち
、「
空
間
は
物
体
間
の
関
係
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（7.1

）、
と
。
こ
の
言
明
に
依
拠
す
れ
ば
、
運
動
の
相
対
性
に
鑑
み
て

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
着
眼
し
て
い
る
の
は
、
空
間
は
物
体
間
の
関
係
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
か
た
で
あ
る
。

こ
れ
と
は
反
対
に
、
わ
た
く
し
た
ち
の
常
識
的
な
見
か
た
か
ら
す
れ
ば
、
ま
ず
は
、
字
義
ど
お
り
に
空
間
と
い
う
空
き
ば
こ
が
あ
っ

て
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
そ
こ
に
も
ろ
も
ろ
の
物
体
を
入
れ
て
、
そ
れ
ら
を
関
係
づ
け
る
。
た
と
え
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
想
定
を
試
み
て

み
よ
う
。
わ
た
く
し
た
ち
の
目
の
ま
え
に
机
が
あ
る
。
ま
ず
、
そ
の
机
か
ら
硬
さ
を
取
り
の
け
る
。
す
る
と
、
硬
く
も
な
い
し
柔
ら
か
く

も
な
い
机
が
現
れ
る
。
つ
ぎ
に
、
そ
の
よ
う
な
机
か
ら
色
を
取
っ
て
み
る
。
わ
た
く
し
た
ち
は
、
透
明
の
机
を
想
像
で
き
も
す
る
。
こ
の

よ
う
な
机
も
消
去
し
て
み
よ
う
。
な
に
が
残
る
の
か
。
そ
の
机
が
占
め
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
拡
が
り
が
そ
こ
に
あ
る
。
こ
の
拡
が
り

は
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、
わ
た
く
し
た
ち
の
い
る
部
屋
と
い
う
空
間
の
な
か
に
あ
る
。
こ
の
空
間
を
も
取
り
さ
っ
て
み
よ
う
。

そ
う
し
て
し
ま
え
ば
、
当
の
拡
が
り
す
ら
存
在
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
の
よ
う
に
、
空
間
が
あ
る
こ
と
で
、
物
体
は
、
一
定
の
位

置
を
占
有
で
き
る
。
空
間
は
、
物
体
が
存
在
す
る
た
め
の
基
底
的
条
件
で
あ
る
の
で
あ
る
。
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第
二
節

空
間
に
か
ん
す
る
関
係
的
視
点

前
節
の
最
後
に
述
べ
た
、
空
間
に
か
ん
す
る
理
解
は
、
わ
た
く
し
た
ち
に
な
じ
み
の
あ
る
捉
え
か
た
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
わ
た

く
し
た
ち
は
、
ま
ず
は
、
空
間
を
設
定
し
、
そ
の
な
か
に
諸
物
体
を
配
置
し
て
い
く
。
誤
解
を
恐
れ
ず
に
単
純
化
す
れ
ば
、
空
間
の
存
在

は
、
物
体
に
先
行
し
て
い
る
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
前
節
で
引
い
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
言
説
に
照
ら
せ
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
提
起

す
る
見
地
は
、
そ
の
逆
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
物
体
の
存
在
が
空
間
に
先
行
し
て
い
る
。
と
い
う
の
も
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
あ
っ
て

は
、
空
間
は
諸
物
体
間
の
関
係
で
あ
る
の
で
、
物
体
が
ほ
か
の
物
体
と
結
び
つ
い
て
、
そ
の
結
合
が
空
間
を
生
む
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い

え
、
そ
の
物
体
は
、
い
っ
た
い
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
物
体
を
最
初
に
持
ち
だ
し
た
と
し
て
も
、
そ
れ
を
置
く
場
所
が
な
け
れ
ば
、
ほ
か

の
物
体
と
関
係
さ
せ
よ
う
に
も
、
そ
れ
が
で
き
な
い
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
い
っ
た
い
、
な
に
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
客
車
に
置
い
た
一
つ
の
点
を
客
車
に
設
置
し
た
座
標
系
か
ら
観
察
す
れ
ば
、
不
動
の
一
点
に
な
る
。
駅
舎
に

設
置
し
た
座
標
系
か
ら
観
察
す
る
と
、
そ
の
点
は
、
一
定
の
軌
跡
を
描
く
。
一
般
的
な
見
か
た
で
は
、
こ
う
し
た
言
明
は
、
運
動
が
座
標

系
に
た
い
し
て
相
対
的
で
あ
る
、
と
い
う
物
理
的
事
実
を
表
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
あ
る
事
態
が
相
対
的
で
あ
る
、
と
い
う
の

は
、
そ
の
事
態
を
一
つ
の
項
と
見
な
せ
ば
、
そ
れ
に
た
い
す
る
相
関
項
が
あ
る
、
と
い
う
の
を
意
味
し
て
い
る
。
運
動
が
座
標
系
に
た
い

し
て
相
対
的
で
あ
る
と
き
、
そ
の
と
き
、
運
動
の
相
関
項
の
一
つ
は
、
そ
れ
を
観
察
す
る
た
め
に
設
定
す
る
座
標
系
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
叙
述
の
し
か
た
に
照
ら
せ
ば
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
相
対
性
と
い
う
概
念
に
関
係
性
と
い
う
含
意
を
読
み
と

ろ
う
と
し
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
見
地
で
は
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
あ
る
事
態
の
相
対
性
を
強
調
し
て
い
る
と
き
、
そ
の
と
き
、
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あ
る
事
態
と
、
そ
れ
に
相
関
し
て
い
る
別
の
事
態
と
の
関
係
に
着
目
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
空
間
の
相
対
性
か
ら
は
空
間
の
関
係
性
が
帰

結
す
る
の
で
あ
る
。

す
る
と
、
み
ぎ
で
わ
た
く
し
た
ち
が
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
投
げ
か
け
た
問
い
を
、
こ
う
言
い
か
え
て
も
よ
い
。
空
間
が
関
係
的
で
あ
る

と
い
う
の
は
、
物
理
学
的
に
は
、
い
っ
た
い
、
な
に
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
と
。
空
間
は
、
物
体
間
の
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
物
体
間
の
結
び
つ
き
が
空
間
を
成
形
し
て
い
る
に
し
て
も
、
や
は
り
、
そ
の
物
体
は
、
い
っ
た
い
、
ど
こ
に
あ
る
の
か
。
そ
れ
は
、

空
間
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
空
間
の
関
係
性
に
か
ん
す
る
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
視
点
は
、
論
点
先
取
の
誤
謬
を
孕
ん
で
い
る
よ
う
に
見

え
る
。
と
は
い
え
、
こ
れ
は
、
伝
統
的
な
見
か
た
で
あ
る
。
こ
の
考
え
か
た
を
巡
っ
て
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
生
物
学
的
な
考
え
か

た
が
「
伝
統
的
な
考
え
と
は
明
白
に
両
立
し
な
い
」（1.4

）
と
述
べ
て
、
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
が
生
物
学
的
な
発
想
を
拒
絶
し
て
い

る
こ
と
に
言
及
し
て
い
る
。
そ
の
う
え
で
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、「
生
物
的
な
現
象
が
ほ
か
の
物
理
的
な
現
象
と
は
異
な
る
範
疇
に
帰

属
し
て
い
る
と
い
う
想
定
」（1.4

）
を
斥
け
よ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
、
た
と
え
ば
、
有
機
体
の
組
成
を
考
え
れ
ば
す
ぐ
に
分
か
る
よ
う

に
、
ど
の
よ
う
な
も
の
ご
と
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
は
、
た
が
い
に
関
係
し
関
係
づ
け
ら
れ
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
ほ
か
の
も
の
ご
と

か
ら
単
離
し
、
結
び
つ
き
の
な
い
状
態
で
存
立
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
こ
の
視
座
か
ら
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
物
理
的
事
象
で
あ
っ
て

も
、
そ
れ
ら
は
、
た
が
い
に
関
係
し
関
係
づ
け
ら
れ
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
ほ
か
の
物
理
的
事
象
か
ら
単
離
し
、
結
び
つ
き
の
な
い

状
態
で
存
立
し
て
は
い
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
空
間
も
例
外
で
は
な
い
。
だ
か
ら
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
あ
っ
て
は
、
空
間
が
な
け
れ
ば
、

物
体
は
存
在
で
き
な
い
の
で
は
な
く
、
関
係
が
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
空
間
す
ら
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
物
理
学
の
革
新
で
あ
る
相
対
論
が
わ
た
く
し
た
ち
に
問
い
か
け
て
い
る
の
は
、
関
係
性
の
理
解
で
あ
る
。
近
代
の
古
典

的
な
物
理
学
は
、
そ
の
認
識
を
欠
い
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、「
ガ
リ
レ
オ
と
異
端

審
問
所
は
、
両
者
が
一
致
し
て
行
な
っ
て
い
た
単
一
の
肯
定
と
い
う
点
で
誤
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
」（7.1

）、
と
。
周
知
の
よ
う
に
、
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ガ
リ
レ
オ
は
、
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
に
与
し
て
、
地
動
説
を
唱
え
た
。
そ
の
た
め
に
、
当
時
の
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
そ
の
教
義
を
地
動

説
に
基
づ
け
て
い
た
の
で
、
ガ
リ
レ
オ
を
異
端
審
問
に
か
け
て
異
端
者
と
し
て
断
罪
し
た
。
一
般
的
な
理
解
か
ら
す
れ
ば
、
ロ
ー
マ
・
カ

ト
リ
ッ
ク
は
、
そ
の
権
威
に
依
っ
て
、
正
し
い
主
張
を
し
て
い
た
ガ
リ
レ
オ
に
弾
圧
を
加
え
、
科
学
的
真
理
を
歪
め
よ
う
と
し
た
。
こ
の

よ
う
な
把
握
に
た
い
し
て
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
の
み
な
ら
ず
、
ガ
リ
レ
オ
も
誤
り
を
犯
し
て
い
る
と
断
定
し

て
い
る
。
な
ぜ
か
。
ガ
リ
レ
オ
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
が
と
も
に
陥
っ
て
い
る
誤
謬
は
、
単
一
の
肯
定
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に

従
え
ば
、
ガ
リ
レ
オ
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、「
絶
対
的
な
位
置
が
物
理
的
事
実
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
述
べ
て
い
る
（7.1

）。

そ
れ
は
、「
ガ
リ
レ
オ
に
と
っ
て
は
太
陽
で
あ
り
、
異
端
審
問
所
に
と
っ
て
は
地
球
で
あ
る
」（7.1

）。
だ
か
ら
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、

地
動
説
が
真
で
あ
る
と
か
、
天
道
説
が
実
情
に
合
っ
て
い
る
と
か
、
と
い
っ
た
、
宇
宙
の
運
動
に
か
ん
す
る
教
説
の
妥
当
性
を
問
題
に
し

て
い
る
の
で
は
な
い
。

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
叙
述
に
則
れ
ば
、
ガ
リ
レ
オ
と
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
が
そ
れ
ぞ
れ
の
学
説
を
唱
え
よ
う
と
す
る
と
き
の
視
点
に

難
局
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
ガ
リ
レ
オ
が
単
一
の
肯
定
に
依
っ
て
主
唱
し
て
い
る
の
は
、
宇
宙
の
運
動
の
絶
対
的
な
中
心
が
太
陽
で
あ

る
、
と
い
う
命
題
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
ロ
ー
マ
・
カ
ト
リ
ッ
ク
は
、
そ
の
よ
う
な
中
心
を
地
球
に
置
こ
う
と
し
た
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ

ド
が
両
者
の
主
張
に
見
よ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
地
球
を
太
陽
と
の
関
係
か
ら
離
脱
さ
せ
て
地
球
に
不
動
の
位
置
を
与
え
て
い
る
と
い

う
、
非
関
係
的
な
視
点
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
、
こ
の
よ
う
な
視
角
か
ら
す
れ
ば
、
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
は
、
あ
ら
ゆ
る
物

体
を
ほ
か
の
物
体
と
の
係
わ
り
か
ら
分
離
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
空
間
と
時
間
の
な
か
に
存
在
で
き
る
、
と
い
う
見
地
で
、
物
理
的
事
実
を

解
析
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
こ
に
、
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
が
想
定
し
て
い
る
絶
対
性
の
性
格
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
の
古
典

的
な
物
理
学
の
言
う
絶
対
性
は
、
他
の
存
在
と
の
係
わ
り
を
存
立
の
要
件
と
し
な
い
あ
り
か
た
に
言
及
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
わ
た
く
し

た
ち
は
、
空
間
を
空
虚
な
箱
と
す
る
よ
う
な
見
か
た
を
退
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
発
想
で
は
、
空
間
は
、
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他
の
物
体
と
の
係
わ
り
が
な
く
て
も
、
そ
れ
だ
け
で
存
在
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
関
係
的
視
点
か
ら
空
間
を
捉
え
た
と
き
、
わ
た
く
し
た
ち
は
空
間
の
本
性
を
ど
の
よ
う
に
描
き
だ
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
す

で
に
明
別
し
た
よ
う
に
、
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
も
運
動
の
相
対
性
を
捕
捉
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
の
な

か
で
も
、
座
標
系
と
の
関
係
で
運
動
の
様
態
は
異
な
っ
て
く
る
。
ニ
ュ
ー
ト
ン
が
定
式
化
し
た
万
有
引
力
の
法
則
も
関
係
を
主
張
し
て
い

る
。
質
量
の
持
つ
二
つ
の
物
体
の
あ
い
だ
に
は
、
そ
れ
ら
の
質
量
に
比
例
し
そ
れ
ら
の
距
離
に
反
比
例
す
る
引
力
が
働
く
。
こ
れ
も
二
つ

の
物
体
の
あ
い
だ
の
関
係
を
引
力
と
い
う
見
地
で
記
述
し
て
い
る
。
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
は
、
け
っ
し
て
関
係
を
等
閑
に
付
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
定
す
る
。
す
な
わ
ち
、
物
体
は
、「
み
ず
か
ら
の
空
間
を
、
み
ず
か
ら
の

点
と
み
ず
か
ら
の
線
と
み
ず
か
ら
の
面
で
定
義
す
る
」（7.1

）。
幾
何
学
的
に
は
、
点
が
線
を
作
り
、
線
が
面
を
作
っ
て
、
三
つ
の
大
き

さ
を
持
つ
立
体
が
で
き
あ
が
る
。
す
な
わ
ち
、
点
と
か
線
と
か
面
と
か
は
、
物
体
に
形
を
与
え
て
い
る
成
素
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド

の
言
説
に
準
拠
す
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
物
体
も
、
そ
れ
自
身
の
形
状
を
成
り
た
た
せ
て
い
る
幾
何
学
的
成
素
に
依
っ
て
、
そ
れ
自
身
の
空

間
の
あ
り
か
た
を
限
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
か
た
か
ら
す
れ
ば
、
物
体
が
空
間
を
定
め
、
そ
れ
ゆ
え
、
物
体
に
は
固
有
の
空
間

が
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
空
間
が
物
体
に
先
行
す
る
必
要
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
す
で
に
あ
る
空
間
の
な
か
に
物
体
が
あ
る
の
で
は
な

く
、
物
体
が
空
間
を
与
え
る
か
ら
で
あ
る
。
物
体
は
、
そ
れ
を
成
形
し
て
い
る
点
と
か
線
と
か
面
と
か
を
用
い
て
、
空
間
を
み
ず
か
ら
作

り
あ
げ
て
い
る
の
で
あ
る
。第

三
節

合
致
的
集
合
体
の
態
様

第
一
節
で
確
認
し
た
よ
う
に
、
静
止
し
て
い
る
諸
物
体
は
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
形
づ
く
っ
て
い
る
。
他
方
、
そ
う
し
た
物
体
に
た
い
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し
て
相
対
的
に
同
じ
し
か
た
で
運
動
し
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
物
体
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
ら
か
ら
す
れ
ば
、
運
動
し
て
い
る
の
は
、
前
者
の

ま
と
ま
り
で
あ
り
、
静
止
し
て
い
る
の
は
、
む
し
ろ
、
後
者
の
諸
物
体
で
あ
る
。
前
節
の
考
究
を
踏
ま
え
れ
ば
、
そ
う
し
た
集
ま
り
の
成

員
た
ち
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
を
紡
ぎ
だ
し
て
い
る
。
し
か
も
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
こ
と
ば
を
借
り
れ
ば
、
た
が
い
に
静

止
し
あ
っ
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
物
体
は
、「
一
致
」（7.2

）
し
て
、
集
合
体
を
形
成
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
ホ
ワ

イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
従
っ
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
明
し
て
も
よ
い
。「
二
つ
の
物
体
は
、
そ
れ
ら
の
空
間
の
な
か
で
一
致
で
き
る
」（7.2

）、

と
。
確
か
に
、
駅
舎
か
ら
客
車
を
眺
め
て
い
る
駅
長
か
ら
す
れ
ば
、
駅
長
は
、
駅
舎
の
な
か
に
あ
る
椅
子
と
か
机
と
か
と
と
も
に
止
ま
っ

て
い
て
、
移
動
し
て
い
る
客
車
を
観
察
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
駅
長
は
、
駅
舎
と
符
合
し
て
静
止
し
て
い
る
。

相
対
論
的
に
は
、
空
間
か
ら
独
立
し
た
座
標
系
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
よ
う
な
座
標
系
を
容
認
し
て
し
ま
え
ば
、
あ
ら
ゆ
る
座

標
系
か
ら
離
れ
て
存
立
す
る
絶
対
的
な
静
止
の
空
間
を
想
定
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。
相
対
論
は
、
そ
の
よ
う
な
絶
対
的
な
空
間
を
こ
と
さ

ら
に
要
請
し
な
い
。
そ
う
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
ま
で
論
述
し
て
き
た
よ
う
に
、
相
対
論
は
、
座
標
系
を
空
間
に
内
属
さ
せ
よ
う
と
し
て
い

る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
の
空
間
を
独
自
に
形
づ
く
っ
て
い
る
。
駅
舎
か
ら
離
れ
て
い
く
客
車
に
た
い
し
て
相
対
的

に
静
止
し
て
い
る
諸
物
体
、
た
と
え
ば
、
駅
舎
、
駅
舎
に
い
る
駅
長
、
駅
長
が
執
務
の
た
め
に
使
っ
て
い
る
机
と
椅
子
は
、
一
致
し
て
、

そ
れ
ら
の
空
間
を
形
成
し
て
い
る
。
同
じ
よ
う
に
、
客
車
と
と
も
に
運
動
し
て
い
る
諸
物
体
に
と
っ
て
は
、
駅
舎
が
移
動
し
て
い
る
。
別

言
す
れ
ば
、
駅
舎
か
ら
離
れ
て
い
こ
う
と
す
る
客
車
、
客
車
の
座
席
、
乗
客
は
、
駅
舎
に
た
い
し
て
相
対
的
に
静
止
し
て
い
る
か
ら
、
一

致
し
て
、
そ
れ
ら
の
空
間
を
生
起
さ
せ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
空
の
箱
が
あ
っ
て
、
そ
の
な
か
に
さ
ま
ざ
ま
な
物
体
が
散
ら
ば
っ
て
い
る
の

で
は
な
い
。
た
が
い
に
静
止
し
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
物
体
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
、
そ
こ
に
独
自
の
空
間
が
生
ま
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
ど
の
よ
う
な
物
体
も
、
ほ
か
の
物
体
か
ら
離
れ
て
単
独
で
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
同
じ
静
止
の
状
態
に
あ
る
別
の
物
体
と
連

な
り
あ
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
こ
う
述
定
し
て
い
る
。「
現
実
的
で
あ
ろ
う
と
仮
説
的
で
あ
ろ
う
と
、
空
間
の
形
成
の
な
か
で
一
致
す
る
諸
物

体
か
ら
な
る
完
全
な
集
合
体
は
、「
合
致
的
」（consentient

）
集
合
体
と
呼
ば
れ
る
こ
と
に
な
る
」（7.2

）。
こ
の
立
言
か
ら
分
か
る
よ
う

に
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
が
物
体
の
一
致
と
い
う
考
え
か
た
を
導
入
す
る
と
き
の
焦
点
は
、
合
致
的
集
合
体
と
い
う
概
念
に
あ
る
。
他
方

で
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、「
非
合
致
的
」（dissentient

）
な
物
体
に
も
言
及
し
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
明

す
る
。
す
な
わ
ち
、「
合
致
的
集
合
体
の
空
間
に
た
い
す
る
「
非
合
致
的
」
物
体
の
関
係
は
、
そ
の
空
間
を
通
過
す
る
、
当
の
物
体
の
運

動
で
あ
る
」（7.2

）、
と
。
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
で
あ
ろ
う
と
、
相
対
論
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
ら
が
注
目
す
る
の
は
、
物
体
の
運
動

で
あ
る
。
こ
れ
ま
で
の
論
究
に
基
づ
け
ば
、
関
係
性
の
観
点
か
ら
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
そ
れ
を
、
合
致
的
集
合
体
と
非
合
致
的
な
物

体
と
の
連
関
で
捕
捉
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
客
車
の
な
か
に
い
る
乗
客
に
と
っ
て
は
、
そ
の
座
席
は
、
静
止
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
客

車
、
乗
客
、
座
席
は
、
駅
舎
に
た
い
し
て
静
止
し
て
い
る
の
で
、
一
つ
の
合
致
的
集
合
体
を
形
成
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
乗
客
は
、
客

車
と
座
席
と
も
に
、
駅
舎
を
成
素
の
一
つ
と
す
る
合
致
的
集
合
体
に
た
い
し
て
、
非
合
致
的
な
物
体
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
駅
舎
、

駅
長
、
駅
舎
の
な
か
に
あ
る
机
と
椅
子
が
成
立
さ
せ
て
い
る
合
致
的
集
合
体
の
産
出
す
る
空
間
に
た
い
し
て
、
そ
の
成
素
と
は
な
っ
て
い

な
い
非
合
致
的
な
客
車
と
乗
客
は
、
移
動
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
駅
舎
と
か
駅
長
と
か
が
帰
属
し
て
い
る
合
致
的
集
合
を
定
め
る
一

致
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
た
が
い
に
た
い
し
て
静
止
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。
換
言
す
れ
ば
、
駅
舎
、
駅
長
、
駅
舎
の
な
か
に
あ
る
机
と
椅

子
は
、
た
が
い
に
連
繋
し
あ
っ
て
、
合
致
的
集
合
体
と
い
う
一
つ
の
組
織
的
系
統
を
成
形
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
物
理
学
の
言
う
運

動
は
、
あ
る
合
致
的
集
合
体
が
現
出
さ
せ
て
い
る
組
織
的
系
統
と
し
て
の
空
間
に
、
そ
の
組
織
の
成
素
で
な
い
物
体
が
係
わ
っ
て
い
る
、

と
い
う
事
態
で
あ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
た
考
察
に
基
づ
け
ば
、
駅
舎
、
駅
長
、
駅
舎
の
机
と
椅
子
は
、
た
が
い
に
関
連
し
あ
っ
て
、
一
つ
の
組
織
的
系
統
を
合
致
的
集

合
体
と
し
て
生
起
さ
せ
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
そ
れ
に
は
携
わ
っ
て
い
な
い
客
車
と
か
乗
客
と
か
座
席
と
か
が
侵
入
し
て
き
て
、
駅
長
は
、
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そ
の
様
子
を
、
客
車
が
つ
ぎ
の
駅
に
向
か
っ
て
動
い
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
捕
捉
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
、
客
車
、
乗
客
、
座
席
は
、
駅

舎
と
か
駅
長
と
か
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
合
致
的
集
合
体
に
た
い
し
て
、
非
合
致
的
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
客
車
と
と
も
に
動
い
て

い
る
乗
客
と
座
席
は
、
た
が
い
に
た
い
し
て
静
止
し
て
い
る
の
で
、
駅
舎
と
駅
長
が
静
止
と
い
う
点
で
一
致
し
て
合
致
的
集
合
体
を
作
り

あ
げ
て
い
る
よ
う
に
、
新
た
に
一
つ
の
合
致
的
集
合
体
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
も
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
言
明
す

る
。「
非
合
致
的
な
物
体
は
、
そ
れ
自
体
、
別
の
合
致
的
集
合
体
に
帰
属
す
る
こ
と
に
な
る
」（7.2

）。

こ
の
よ
う
に
し
て
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
合
致
的
集
合
体
と
い
う
視
点
の
な
か
で
も
、
運
動
が
座
標
系
に
た
い
し
て
相
対
的
で
あ
る
と

い
う
理
解
を
保
持
で
き
る
。
こ
れ
ま
で
の
叙
述
か
ら
す
で
に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
言
う
一
致
は
、
同
じ
し
か
た
で
運

動
し
て
い
る
物
体
間
で
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
物
体
は
、
た
が
い
に
静
止
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
物
体
に
た
い
し
て
運
動
し
て
い
る

物
体
は
、
静
止
し
て
い
る
も
ろ
も
ろ
の
物
体
が
成
立
さ
せ
て
い
る
合
致
的
集
合
の
要
素
に
は
な
ら
な
い
で
、
非
合
致
的
な
あ
り
か
た
を
す

る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
よ
う
な
物
体
も
、
別
の
合
致
的
集
合
体
の
一
員
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
合
致
的
集
合
体
で
は
、
当
の
物

体
は
、
静
止
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
物
体
の
運
動
は
、
そ
れ
が
帰
属
し
て
い
た
り
帰
属
し
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
合
致
的
集
合
体
に
相

対
的
に
定
ま
っ
て
い
く
。

合
致
的
集
合
体
と
い
う
考
え
か
た
を
導
入
し
よ
う
と
し
て
い
る
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
視
点
は
、
関
係
性
に
あ
る
。
右
述
の
よ
う
に
、
物

体
の
運
動
の
様
子
は
、
合
致
的
集
合
体
に
相
対
的
に
固
ま
る
。
換
言
す
れ
ば
、
あ
る
合
致
的
集
合
体
の
成
員
で
あ
る
物
体
が
他
の
合
致
的

集
合
体
に
た
い
し
て
ど
の
よ
う
な
位
置
に
あ
る
の
か
、
そ
の
関
係
に
依
っ
て
、
そ
の
物
体
の
運
動
は
明
ら
か
に
な
る
。
駅
長
が
駅
舎
で
つ

ぎ
の
客
車
を
待
っ
て
い
る
と
き
に
は
、
駅
長
は
、
駅
舎
と
か
机
と
か
椅
子
と
か
と
一
致
し
て
静
止
し
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
ら
と
と
も
に
一

つ
の
合
致
的
集
合
体
を
形
成
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
駅
長
の
、
静
止
と
い
う
あ
り
か
た
は
、
同
じ
一
つ
の
合
致
的
集
合
体
の
ほ
か
の
成
素

と
の
関
係
と
し
て
産
生
し
て
い
る
。
と
は
い
え
、
も
ろ
も
ろ
の
物
体
が
太
陽
と
も
に
合
致
的
集
合
体
を
与
え
て
い
る
と
き
、
そ
こ
か
ら
す
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る
と
、
駅
長
は
、
楕
円
の
軌
道
を
描
い
て
運
動
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
駅
長
の
様
子
は
、
合
致
的
集
合
体
に
相
対
的
で
あ
り
、
合
致

的
集
合
体
と
の
関
係
の
様
態
と
し
て
出
現
し
て
い
る
。
駅
長
が
椅
子
か
ら
立
ち
あ
が
り
駅
舎
の
扉
に
向
か
っ
て
歩
き
だ
し
た
と
し
よ
う
。

こ
の
と
き
、
駅
長
は
、
そ
れ
ま
で
駅
舎
と
か
机
と
か
椅
子
と
か
と
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
提
示
し
て
い
た
合
致
的
集
合
体
に
た
い
し
て
、
非

合
致
的
な
物
体
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
駅
長
は
、
そ
れ
ま
で
の
合
致
的
集
合
体
と
の
一
致
的
関
係
を
解
消
す
る
こ
と
で
、
そ
の
合

致
的
集
合
体
に
た
い
し
て
、
運
動
と
い
う
変
化
的
関
係
を
構
築
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

第
四
節

慣
性
の
法
則
の
内
実

第
三
節
の
論
証
を
勘
案
す
れ
ば
、
あ
る
物
体
が
ほ
か
の
さ
ま
ざ
ま
な
物
体
と
連
繋
し
て
成
素
と
し
て
合
致
的
集
合
体
を
編
み
あ
げ
て
い

る
と
き
、
そ
の
と
き
、
当
の
物
体
は
、
静
止
し
て
い
る
。
そ
の
物
体
が
合
致
的
集
合
体
の
成
素
で
あ
る
こ
と
を
止
め
る
と
き
、
そ
の
と
き

に
非
合
致
的
な
あ
り
か
た
が
現
れ
る
。
そ
れ
が
運
動
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
く
だ
ん
の
物
体
は
、
単
離
し
た
実
体
で
は
な
い
。
す
で
に
例

示
し
た
よ
う
に
、
駅
舎
の
な
か
に
い
る
駅
長
が
椅
子
か
ら
立
ち
あ
が
り
歩
き
だ
し
た
と
し
よ
う
。
駅
長
の
動
き
の
影
響
を
受
け
て
、
駅
長

が
着
て
い
る
制
服
と
か
被
っ
て
い
る
帽
子
と
か
履
い
て
い
る
靴
と
か
も
、
同
じ
よ
う
に
移
動
す
る
。
そ
れ
ら
は
、
駅
長
と
と
も
に
、
一
つ

の
合
致
的
集
合
体
を
提
供
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
し
て
、
あ
る
合
致
的
集
合
体
か
ら
別
の
合
致
的
集
合
体
が
生
ま
れ
た
り
、
そ
こ
に
ほ

か
の
合
致
的
集
合
体
が
加
わ
っ
て
新
た
な
合
致
的
集
合
体
が
現
れ
た
り
、
依
然
と
し
て
た
が
い
に
非
合
致
的
で
あ
る
二
つ
の
合
致
的
集
合

体
が
存
続
し
て
い
た
り
し
て
、
空
間
は
、
合
致
的
集
合
体
の
モ
ザ
イ
ク
的
な
網
状
的
組
織
と
し
て
生
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
理
解
が
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
言
う
合
致
的
集
合
体
に
つ
い
て
成
立
す
れ
ば
、
前
節
で
も
述
定
し
た
よ
う
に
、
こ
う
言
明
で

き
る
。
す
な
わ
ち
、
も
ろ
も
ろ
の
物
体
は
、
繋
が
り
連
な
り
あ
っ
て
一
つ
の
組
織
的
系
統
を
生
み
だ
し
て
合
致
的
集
合
体
を
露
わ
に
し
て
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い
る
、
と
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。「
第
二
の
集
合
体
の
あ
ら
ゆ
る
物
体
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
第
一
の
集
合
体
の

空
間
の
な
か
で
一
つ
の
運
動
を
持
つ
こ
と
に
な
り
、
そ
の
物
体
は
、
第
二
の
集
合
体
の
ほ
か
の
あ
ら
ゆ
る
物
体
の
そ
れ
ぞ
れ
と
同
じ
一
般

的
な
空
間
的
特
徴
を
持
っ
て
い
る
」（7.2

）。
合
致
的
集
合
体
を
導
入
す
る
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
あ
っ
て
は
、
運
動
は
、
二
つ
の
合
致
的

集
合
体
の
あ
い
だ
で
成
り
た
っ
て
い
る
関
係
で
あ
る
。
言
い
か
え
れ
ば
、
一
方
の
合
致
的
集
合
体
の
成
素
に
は
な
っ
て
い
な
い
物
体
が
構

成
す
る
、
も
う
一
方
の
合
致
的
集
合
体
は
、
最
初
の
合
致
的
集
合
体
が
作
り
だ
し
て
い
る
空
間
に
た
い
し
て
非
合
致
的
な
あ
り
か
た
を
産

出
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
し
か
た
で
、
第
二
の
合
致
的
集
合
体
に
帰
属
す
る
各
成
素
は
、
第
一
の
合
致
的
集
合
体
が
与
え
て
い
る
空
間

を
通
し
て
運
動
を
保
持
す
る
の
で
あ
る
。

運
動
は
、
一
つ
一
つ
が
す
で
に
合
致
的
集
合
体
で
あ
る
物
体
が
そ
れ
ぞ
れ
に
別
々
の
合
致
的
集
合
体
を
浮
か
び
あ
が
ら
せ
て
い
る
と
い

う
事
象
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
異
な
る
「
合
致
的
集
合
体
」
の
生
成
が
運
動
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記

述
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
駅
長
が
椅
子
か
ら
立
ち
あ
が
っ
て
歩
き
だ
し
た
の
で
、
駅
長
の
合
致
的
集
合
体
が
駅
舎
の
合
致
的
集
合
体
か
ら

離
れ
て
い
く
、
と
。
し
か
し
、
同
時
に
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
こ
う
述
べ
て
も
よ
い
。
駅
舎
の
合
致
的
集
合
体
か
ら
駅
長
の
合
致
的
集
合

体
が
異
な
る
集
ま
り
と
し
て
出
現
し
た
か
ら
、
駅
舎
の
合
致
的
集
合
体
に
た
い
し
て
非
合
致
的
に
な
っ
た
駅
長
は
、
駅
舎
の
合
致
的
集
合

体
の
空
間
に
関
連
し
て
運
動
す
る
よ
う
に
な
っ
た
、
と
。
そ
れ
で
は
、
駅
舎
の
椅
子
に
座
っ
て
い
る
駅
長
と
、
別
の
駅
に
向
か
っ
て
い
る

客
車
の
座
席
に
腰
を
下
ろ
し
て
い
る
乗
客
と
の
関
係
は
、
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
駅
長
の
合
致
的
集
合
体
と
乗
客
の

合
致
的
集
合
体
と
は
、
最
初
か
ら
二
つ
の
異
な
る
組
織
的
系
統
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
そ
の
客
車
が
当
の
駅
に
止
ま
れ
ば
、
乗
客
は
、
客

車
と
も
ど
も
、
駅
長
の
合
致
的
集
合
体
の
成
素
に
な
る
。
客
車
が
動
き
だ
せ
ば
、
そ
こ
で
出
現
す
る
事
態
は
、
駅
長
が
駅
舎
の
な
か
で
歩

き
だ
し
た
状
況
と
同
じ
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
客
車
が
動
い
て
い
る
か
ぎ
り
、
二
つ
の
合
致
的
集
合
体
は
、
た
が
い
に
た
い
し
て
非
合
致
的

で
あ
り
つ
づ
け
る
。
一
方
の
合
致
的
集
合
体
の
成
素
が
他
方
の
合
致
的
集
合
体
に
所
属
し
て
い
な
い
と
き
、
そ
の
と
き
、
一
方
の
合
致
的
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集
合
体
は
、
他
方
の
合
致
的
集
合
体
の
編
み
だ
す
空
間
に
相
対
し
て
運
動
を
惹
起
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
は
、
合
致
的
集
合
体
の
視
角
か
ら
す
れ
ば
、
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
が
定
式
化
し
た
運
動
の
第
一
法
則
、
す
な
わ
ち
、
慣
性

の
法
則
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
な
お
せ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
慣
性
の
法
則
に
従
え
ば
、
物
体
に
そ
と
が
わ
か
ら
力
が
掛
か
ら
な
い
か
ぎ

り
、
静
止
し
て
い
る
物
体
は
、
そ
の
ま
ま
静
止
を
続
け
、
動
い
て
い
る
物
体
は
、
そ
の
状
態
を
変
え
ず
、
等
速
直
線
運
動
を
続
け
る
。
こ

れ
ま
で
の
検
討
を
踏
ま
え
れ
ば
、
静
止
し
て
い
る
物
体
は
、
ほ
か
の
物
体
と
と
も
に
合
致
的
集
合
体
を
構
成
す
る
。
あ
る
い
は
、
す
で
に

成
立
し
て
い
る
合
致
的
集
合
体
が
当
の
物
体
を
成
素
と
し
て
組
み
こ
ん
で
い
る
と
き
に
、
く
だ
ん
の
物
体
は
、
そ
の
合
致
的
集
合
体
に
た

い
し
て
静
止
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
静
止
に
か
ん
す
る
慣
性
の
法
則
は
、
つ
ぎ
の
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
物
体
が

他
の
物
体
と
と
も
に
一
つ
の
合
致
的
集
合
体
を
築
い
て
い
る
と
き
、
そ
の
合
致
的
集
合
体
に
力
が
働
か
な
け
れ
ば
、
そ
れ
に
帰
属
す
る
あ

ら
ゆ
る
成
素
は
、
そ
の
ま
ま
、
当
の
合
致
的
集
合
体
を
維
持
し
つ
づ
け
る
、
と
。
他
方
、
あ
る
物
体
が
一
定
の
合
致
的
集
合
体
に
た
い
し

て
非
合
致
的
な
あ
り
か
た
を
し
て
い
る
と
き
に
、
運
動
が
産
生
し
て
い
る
。
し
か
も
、
そ
の
物
体
も
一
つ
の
合
致
的
集
合
体
で
あ
る
か

ら
、
二
つ
の
合
致
的
集
合
体
が
他
の
成
素
を
み
ず
か
ら
に
帰
属
さ
せ
ず
た
が
い
に
非
合
致
的
で
あ
る
と
き
、
そ
れ
ら
二
つ
の
合
致
的
集
合

体
は
、
た
が
い
に
た
い
し
て
運
動
し
て
い
る
。
慣
性
の
法
則
で
は
、
ど
の
よ
う
な
物
体
も
、
力
を
受
け
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
ま
で
の
運
動

の
様
態
を
維
持
し
よ
う
と
す
る
。
だ
か
ら
、
慣
性
の
法
則
に
準
拠
す
れ
ば
、
た
が
い
に
非
合
致
的
で
あ
る
二
つ
の
合
致
的
集
合
体
は
、
そ

と
か
ら
力
が
働
か
な
い
か
ぎ
り
、
そ
れ
ま
で
の
関
係
を
保
持
し
つ
づ
け
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
慣
性
の
法
則
を
記
述
し
な
お
す
こ
と
で
、
い
っ
た
い
、
な
に
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
慣
性
の
法
則
に
か
ん
す
る
一
般
的
な
叙
述
で
は
、
静
止
し
て
い
る
物
体
は
、
単
独
で
現
れ
て
い
る
。
合
致
的
集
合
体
の
見
地
で
は
、

静
止
は
、
合
致
的
集
合
体
の
成
素
で
あ
る
こ
と
の
維
持
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
あ
る
物
体
が
合
致
的
集
合
体
を
ほ
か
の
物
体
と
と
も
に
保

存
す
る
た
め
の
働
き
を
続
行
し
て
い
る
と
き
に
、
そ
の
物
体
は
、
当
の
合
致
的
集
合
体
の
空
間
の
な
か
で
静
止
し
て
い
る
。
こ
の
把
握
か
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ら
、
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
の
言
う
慣
性
的
な
あ
り
か
た
に
か
ん
し
て
、
相
対
論
の
関
係
的
視
点
を
提
起
で
き
る
。

静
止
は
、
一
つ
の
物
体
が
単
独
で
生
起
さ
せ
て
い
る
運
動
の
様
態
で
は
な
い
。
わ
た
く
し
た
ち
が
あ
る
物
体
に
静
止
の
状
態
を
見
て
と

る
と
き
に
は
、
そ
の
物
体
は
、
い
つ
で
も
、
他
の
物
体
と
連
繋
し
て
、
一
定
の
組
織
的
系
統
を
合
致
的
集
合
体
と
し
て
安
定
さ
せ
よ
う
と

し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
静
止
の
な
か
に
関
係
性
を
捕
捉
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
、
静
止
は
、
物

体
の
不
活
発
な
様
態
で
も
な
い
。
物
体
の
静
止
を
合
致
的
集
合
体
の
安
定
的
保
存
に
求
め
る
と
き
、
合
致
的
集
合
体
を
成
り
た
た
せ
て
い

る
各
成
素
は
、
他
の
成
素
と
た
が
い
に
連
な
り
あ
い
繋
が
り
あ
い
な
が
ら
、
一
定
の
組
織
的
系
統
を
生
み
だ
し
て
い
る
。
静
止
は
、
い
わ

ば
、
合
致
的
集
合
体
の
平
衡
的
状
態
で
あ
る
。
た
と
え
て
言
え
ば
、
そ
れ
は
、
二
つ
の
力
が
た
が
い
に
釣
り
あ
っ
て
い
て
、
そ
れ
ら
が
一

定
の
状
態
を
保
っ
て
い
る
と
き
の
様
態
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
で
あ
っ
て
も
、
二
つ
の
力
は
、
作
用
し
つ
づ
け
て
い
る
。
慣
性
の
法

則
に
従
っ
て
等
速
直
線
運
動
を
継
続
す
る
物
体
も
、
静
止
し
て
い
る
物
体
と
同
じ
よ
う
に
、
合
致
的
集
合
体
の
平
衡
的
状
態
に
寄
与
し
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
物
体
に
だ
け
着
目
す
る
と
、
そ
れ
は
、
合
致
的
集
合
体
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
組
織
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い

る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
当
の
物
体
に
変
化
が
起
き
て
、
運
動
の
一
様
性
が
壊
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
運
動
は
、
ほ
か
の
合

致
的
集
合
体
と
の
非
合
致
的
な
関
係
で
あ
る
。
そ
の
運
動
が
変
わ
ら
な
け
れ
ば
、
く
だ
ん
の
物
体
は
、
二
つ
の
合
致
的
集
合
体
の
あ
い
だ

で
成
立
し
て
い
る
非
合
致
的
な
係
わ
り
を
保
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
運
動
し
て
い
る
物
体
は
、
外
力
が
作
用
し
な
い
か
ぎ

り
、
一
方
で
合
致
的
集
合
体
の
組
織
の
平
衡
化
を
図
り
な
が
ら
、
他
方
で
ほ
か
の
合
致
的
集
合
体
と
の
非
合
致
的
な
関
係
の
平
衡
化
も
図

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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お

わ

り

に

本
論
で
は
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
言
う
合
致
的
集
合
体
に
注
目
し
て
、
相
対
性
と
い
う
概
念
の
意
味
を
検
討
し
て
き
た
。
単
純
化
の
謗

り
を
免
れ
な
い
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
物
理
学
の
現
代
的
刷
新
で
あ
る
相
対
論
の
意
義
を
自
然
に
か
ん
す
る

関
係
的
把
握
に
見
よ
う
と
し
て
い
る
。
本
論
の
考
究
に
基
づ
け
ば
、
も
ろ
も
ろ
の
物
体
は
、
た
が
い
に
連
な
り
あ
い
繋
が
り
あ
い
な
が

ら
、
組
織
的
系
統
を
産
出
し
て
い
る
。
だ
か
ら
、
逆
に
言
え
ば
、
近
代
の
古
典
的
な
物
理
学
は
、
そ
う
し
た
物
体
が
紡
ぎ
だ
し
て
い
る
結

び
つ
き
の
関
係
に
分
断
を
招
き
い
れ
て
い
る
。
合
致
的
集
合
体
と
い
う
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
着
想
は
、
そ
の
よ
う
な
分
離
に
よ
っ
て
生
じ

た
物
体
の
単
離
的
な
あ
り
か
た
を
退
け
て
、
空
間
の
関
係
的
充
実
性
を
提
起
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
合
致
的
集
合
体
の
組
織
的
な
系
統

性
が
空
間
を
生
ん
で
い
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
着
想
に
準
拠
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
わ
た
く
し
た
ち
は
、
相
対
論
の
意
義
を
そ
こ
に
看
取

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
こ
う
言
明
す
る
。「
二
つ
の
合
致
的
集
合
体
に
い
る
観
察
者
は
、
起
こ
っ
て
い
る
こ
と
が
ら
に
か
ん
し
て
一
致

し
て
い
る
」（7.3

）。
本
論
の
論
証
に
依
れ
ば
、
駅
長
は
、
駅
舎
、
机
、
椅
子
と
も
に
、
一
つ
の
合
致
的
集
合
体
を
作
っ
て
い
る
。
駅
長

は
、
こ
の
合
致
的
集
合
体
の
な
か
に
い
る
観
察
者
で
あ
る
。
同
じ
よ
う
に
、
乗
客
は
、
客
車
と
か
座
席
と
か
と
と
も
に
、
一
つ
の
合
致
的

集
合
体
を
作
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
乗
客
が
観
察
者
で
あ
る
。
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
に
従
え
ば
、
駅
長
と
乗
客
は
、
同
じ
一
つ
の
事
象
を
見

て
い
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
に
言
え
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
駅
長
か
ら
す
れ
ば
、
乗
客
は
、
つ
ぎ
の
駅
に
向
か
っ
て
、
ど
ん
ど

ん
ま
え
に
進
ん
で
い
く
。
こ
れ
に
た
い
し
て
、
乗
客
か
ら
す
れ
ば
、
み
ず
か
ら
は
止
ま
っ
て
い
て
、
駅
長
は
、
ど
ん
ど
ん
う
し
ろ
の
ほ
う

に
遠
ざ
か
っ
て
い
く
。
あ
る
合
致
的
集
合
体
に
た
い
す
る
、
別
の
合
致
的
集
合
体
の
関
係
的
様
態
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
合
致
的
集
合
体
で
異
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な
る
。
こ
れ
が
相
対
性
の
意
味
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
う
え
で
引
い
た
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
言
説
に
照
ら
せ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ

に
異
な
る
合
致
的
集
合
体
の
成
素
と
な
っ
て
い
る
観
察
者
で
あ
っ
て
も
、
同
じ
一
つ
の
運
動
に
関
与
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
相
対
性
の
考

え
か
た
と
は
相
い
れ
な
い
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
、
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
は
、
そ
の
よ
う
な
言
い
か
た
を
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
本
論
で
獲

得
で
き
た
知
見
か
ら
こ
の
問
い
に
取
り
く
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
け
れ
ど
も
、
す
で
に
紙
幅
も
尽
き
た
の
で
、
そ
れ
を
つ
ぎ
の
課
題
と
し

て
、
稿
を
改
め
て
そ
の
探
査
を
展
開
し
た
い
。
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