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は
じ
め
に

後
期
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
に
お
い
て
「
野
生
の
」（sau

vage

）、
あ
る
い
は

「
な
ま
の
」（bru

t

）
と
い
う
形
容
詞
は
、彼
の
哲
学
の
根
本
的
な
問
題
を
伝
え
る
も
の

と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
「
野
生
の
存
在
」（l’être sau

vage

）
と
い
う

こ
と
が
言
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
従
来
の
伝
統
的
存
在
論
や
客
観
主
義
的
科
学
の
枠

内
で
は
と
ら
え
ら
れ
な
い
、
原
初
的
な
存
在
の
こ
と
が
意
味
さ
れ
て
い
る
。
彼
の
哲

学
は
、
過
去
の
伝
統
的
な
哲
学
を
批
判
し
、
芸
術
な
ど
に
範
を
取
り
な
が
ら
、
こ
の

「
野
生
の
存
在
」の
経
験
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
レ
ヴ
ィ
＝
ス

ト
ロ
ー
ス
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
没
後
に
出
版
さ
れ
た
彼
の
著
書
を
故
人
の
思
い

出
に
捧
げ
、『
野
生
の
思
考
』（la pen

sée sau
vage

）
と
題
し
た
が
、
そ
れ
は
西
欧
文

明
の
、
あ
る
い
は
西
欧
文
化
の
枠
組
み
を
超
え
て
、
そ
れ
ら
の
文
明
や
文
化
の
枠
内

で
は
思
考
と
は
見
な
さ
れ
な
い
よ
う
な
未
開
社
会
の
思
考
形
式
を
、
言
語
学
か
ら
援

用
さ
れ
た
構
造
概
念
を
通
じ
て
浮
か
び
上
が
ら
せ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と

は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

し
か
し
、「
野
生
の
」
と
い
う
形
容
詞
は
、
そ
れ
だ
け
で
は
理
解
し
が
た
い
。
こ
の

「
野
生
の
」
と
い
う
形
容
詞
が
、
い
っ
た
い
何
と
対
照
さ
れ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点

を
抑
え
な
く
て
は
、
そ
の
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
判
然
と
せ
ず
、
何
と
な
く
原
初
的
、

原
始
的
な
も
の
を
指
し
て
い
る
も
の
と
漠
然
と
理
解
さ
れ
が
ち
で
あ
ろ
う
。
ま
た
こ

の
形
容
詞
が
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
名
詞
に
冠
し
て
用
い
ら
れ
る
の
か
が
わ
か
ら
な

け
れ
ば
、
い
っ
た
い
そ
の
「
野
生
」
で
あ
る
も
の
と
は
い
っ
た
い
何
で
あ
る
の
か
、

形
容
さ
れ
て
い
る
名
詞
が
な
ぜ
「
野
生
」
と
呼
ば
れ
う
る
の
か
は
、
理
解
で
き
な
い

だ
ろ
う
。
そ
れ
は
必
然
的
に
、「
野
生
」
で
は
な
い
事
態
を
す
で
に
想
定
し
て
い
る
こ

と
を
要
求
す
る
。

た
と
え
ば
「
野
生
の
存
在
」
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
が
従
来
の
古
典
的
存
在
論
の
「
存

在
」
概
念
へ
の
批
判
と
し
て
、
そ
れ
と
対
照
を
な
す
も
の
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
る

ら
し
い
こ
と
は
、
哲
学
史
の
知
識
と
照
ら
し
合
わ
せ
れ
ば
、
理
解
で
き
る
。
た
と
え

ば
こ
の
概
念
を
デ
カ
ル
ト
の
「
実
体
」
概
念
や
科
学
の
即
自
的
な
「
実
在
」
の
概
念

と
の
対
照
か
ら
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
比
較
的
理
解
し
や
す
い
こ
と
だ
ろ
う
。
歴
史
的

に
形
成
さ
れ
、
一
般
的
な
通
念
と
な
り
、
既
存
の
先
入
観
に
お
い
て
流
通
し
て
い
る

哲
学
の
概
念
に
対
し
て
、「
そ
れ
以
前
」
の
、
よ
り
先
行
的
な
事
態
を
指
示
す
る
語
と

し
て
「
野
生
の
」
と
い
う
形
容
詞
が
使
用
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
こ
に
は
通

念
を
ゆ
る
が
し
、
そ
れ
よ
り
根
源
的
な
、
思
索
さ
れ
る
べ
き
も
の
が
あ
る
こ
と
に
気

づ
か
せ
る
効
果
―
そ
れ
は
た
し
か
に
哲
学
が
行
う
べ
き
仕
事
の
一
つ
で
あ
る
―
が
あ

る
こ
と
は
た
し
か
で
あ
ろ
う
。
他
方
で
、
こ
う
し
た
語
が
あ
い
ま
い
な
ま
ま
流
通
す

る
と
、
何
と
な
く
根
源
的
な
も
の
を
指
示
し
た
よ
う
に
思
わ
せ
て
哲
学
的
議
論
を
装

飾
す
る
曖
昧
主
義
に
堕
す
る
危
険
も
は
ら
ん
で
は
い
よ
う
。

後
期
の
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
思
想
は
彼
の
突
然
の
死
よ
っ
て
結
局
未
完
成
の
ま

ま
に
終
わ
っ
た
し
、
未
完
の
草
稿
や
研
究
ノ
ー
ト
、
講
義
録
の
類
か
ら
、
彼
が
考
え

つ
つ
あ
っ
た
こ
と
、
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
を
探
る
と
い
う
作
業
が
読
者
に
は

野
生
の
知
覚
、
な
ま
の
知
覚

―
後
期
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
「
研
究
ノ
ー
ト
」
に
お
け
る
知
覚
経
験
の
位
相

―
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必
要
に
な
る
。
遺
著
と
な
っ
た
『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も
の
』
に
ク
ロ
ー
ド
・

ル
フ
ォ
ー
ル
が
付
し
た
「
研
究
ノ
ー
ト
」
に
は
、
結
局
十
分
に
展
開
さ
れ
な
い
ま
ま

に
終
わ
っ
て
し
ま
っ
た
概
念
や
用
語
が
散
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
概
念
の

ひ
と
つ
と
し
て
「
野
生
の
知
覚
」（la perception

 sau
vage

）、「
な
ま
の
知
覚
」（la 

perception
 bru

te
）
と
い
う
概
念
に
、
本
稿
で
は
注
目
し
た
い
。

「
知
覚
」
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
哲
学
に
と
っ
て
「
身
体
」「
言
語
」
と
な
ら
ん

で
最
も
根
本
的
な
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
彼
の
主
著
が
『
知

覚
の
現
象
学
』
と
題
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
わ
か
る
通
り
、
彼
の
哲
学
は
知
覚
経

験
と
知
覚
経
験
の
領
域
を
記
述
す
る
こ
と
を
ま
ず
そ
の
最
初
の
主
題
と
し
た
の
で
あ

り
、そ
れ
は
基
本
的
に
は
終
生
変
わ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
。『
見
え
る
も
の
と
見
え
な

い
も
の
』
の
草
稿
に
お
い
て
も
、「
知
覚
的
信
念
」（la foi perceptive

）
の
優
位
は
明

確
に
提
示
さ
れ
て
お
り①
、
知
覚
経
験
の
原
初
性
を
拠
り
所
と
す
る
彼
の
立
場
に
は
大

き
な
変
化
は
な
か
っ
た
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

他
方
で
、「
言
語
」
の
問
題
が
彼
の
哲
学
に
お
い
て
重
要
な
位
置
を
占
め
る
に
応
じ

て
、知
覚
経
験
の
原
初
性
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
検
討
が
加
え
ら
れ
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

私
た
ち
の
知
覚
経
験
が
す
で
に
言
語
や
記
号
に
媒
介
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
す

で
に
そ
の
原
初
性
は
疑
わ
し
い
も
の
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。

原
初
的
な
の
は
知
覚
か
、
言
語
か
、
と
い
う
二
者
択
一
で
考
え
る
と
、
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
が
考
え
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
は
と
り
逃
さ
れ
よ
う
。
彼
が
考
え
よ
う
と

し
て
い
た
の
は
、
知
覚
の
原
初
性
そ
の
も
の
が
持
つ
超
越
と
内
在
の
両
義
性
を
存
在

論
的
な
議
論
に
接
続
す
る
こ
と
の
可
能
性
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し
た

問
題
を
理
解
す
る
の
に
「
野
生
の
知
覚
」
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
一
瞥
す
る
こ
と
を

通
じ
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
意
図
を
と
ら
え
な
が
ら
、
知
覚
の
原
初
性
を
め
ぐ

る
議
論
の
深
化
の
可
能
性
を
探
っ
て
み
た
い
。
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
が
「
野
生
の
」
と
い
う
こ
と
で
何
を
語
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
、
と
い
う
こ

と
の
一
端
を
明
ら
か
に
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
け
る
知
覚
の
問
題

ま
ず
、
議
論
に
入
る
前
に
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
「
知
覚
」
が
ど
の
よ

う
に
理
解
さ
れ
て
い
た
の
か
を
簡
単
に
ふ
り
か
え
っ
て
お
き
た
い
。

『
知
覚
の
現
象
学
』
に
お
い
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
企
図
し
た
の
は
、
ま
ず
ゲ

シ
ュ
タ
ル
ト
心
理
学
の
恒
常
仮
説
批
判
と
プ
レ
グ
ナ
ン
ス
の
原
理
を
踏
ま
え
な
が

ら
、従
来
の
哲
学
史
に
お
け
る
経
験
主
義
の
「
自
然
主
義
」
あ
る
い
は
「
物
理
主
義
」

に
基
づ
く
「
感
覚
所
与
」
説
及
び
「
連
合
」
説
を
批
判
す
る
こ
と
と
、主
知
主
義
（
基

本
的
に
は
カ
ン
ト
哲
学
の
立
場
）
に
お
け
る
「
判
断
」「
統
覚
」
説
を
批
判
す
る
こ
と
で

あ
っ
た
。

知
覚
を
「
感
覚
」（sen

sation

）
に
還
元
し
、
そ
こ
か
ら
機
械
的
な
連
合
に
よ
っ
て

外
的
な
因
果
関
係
か
ら
知
覚
を
説
明
す
る
経
験
主
義
に
お
い
て
は
、
知
覚
自
体
に
自

ら
を
形
態
化
す
る
全
体
化
の
原
理
、
ま
と
ま
り
の
原
理
が
備
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
見

落
と
さ
れ
て
し
ま
う
。
知
覚
は
感
覚
に
還
元
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
生
理
学
的
な
反

応
の
次
元
で
の
因
果
的
説
明
に
従
属
す
る
こ
と
に
な
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
知

覚
そ
の
も
の
が
「
意
味
」（sen

s

）
を
備
え
て
い
る
こ
と
主
張
す
る
の
で
あ
っ
て
、
経

験
主
義
は
知
覚
に
備
わ
っ
て
い
る
こ
の
「
意
味
」
の
次
元
を
と
ら
え
そ
こ
ね
て
い
る

の
で
あ
る
。

他
方
で
、
主
知
主
義
に
お
い
て
は
、
知
覚
に
先
立
つ
主
体
の
「
判
断
」
の
機
能
の

先
行
性
が
強
調
さ
れ
る
た
め
に
、
知
覚
は
主
体
の
側
か
ら
の
判
断
に
よ
っ
て
与
え
ら

れ
た
概
念
的
な
意
味
に
従
属
す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
。
あ
る
意
味
で
は
「
概
念

主
義
」
と
呼
ん
で
も
よ
い
よ
う
な
こ
う
し
た
立
場
も
、
知
覚
に
固
有
の
意
味
作
用
を

見
落
と
し
て
い
る
こ
と
を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
主
張
す
る
。
私
た
ち
が
知
覚
さ
れ

た
も
の
を
知
覚
さ
れ
た
も
の
と
し
て
と
ら
え
る
の
は
、私
た
ち
の
判
断
の
は
た
ら
き
、

所
与
を
概
念
に
包
摂
す
る
は
た
ら
き
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、
知
覚
そ
の
も
の
に
は
主

体
が
把
握
で
き
る
よ
う
な
「
意
味
」
は
ま
だ
与
え
ら
れ
て
い
な
い
と
す
る
見
方
か
ら
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は
、
知
覚
が
そ
れ
自
体
で
意
味
の
場
と
な
り
う
る
と
い
う
見
方
は
欠
落
す
る
こ
と
に

な
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
概
念
的
意
味
に
先
行
す
る
知
覚
的
意
味
の
場
を
設
定

し
、
そ
れ
を
い
わ
ば
実
在
の
経
験
の
原
初
的
な
場
面
と
し
て
「
現
象
野
」（ch

am
p 

ph
én

om
én

al
）
と
呼
ぶ
の
で
あ
る②
。

要
約
す
る
な
ら
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
知
覚
理
論
の
プ
レ
グ
ナ

ン
ス
の
原
理
や
「
全
体
性
」
あ
る
い
は
「
図
と
地
」
の
構
造
の
う
ち
に
見
出
し
て
い

た
の
は
、
客
観
主
義
と
主
観
主
義
、
物
理
主
義
あ
る
い
は
自
然
主
義
と
概
念
主
義
の

間
に
、
両
者
に
先
行
す
る
「
意
味
」
の
場
と
し
て
知
覚
を
定
義
し
、
こ
の
意
味
の
場

を
現
象
の
場
と
し
て
実
在
の
経
験
の
基
礎
的
場
面
と
す
る
戦
略
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
言
語
や
文
化
の
次
元
を
問
題
に
す

る
と
き
に
、
い
く
ら
か
原
理
的
困
難
を
残
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。
知
覚
経
験
が

言
語
以
前
に
純
粋
に
与
え
ら
れ
て
お
り
、
後
か
ら
そ
こ
に
言
語
や
概
念
を
―
ま
る
で

衣
服
が
体
を
包
み
、
包
装
紙
が
物
を
包
む
よ
う
に
―
付
与
す
る
と
い
う
考
え
方
を
メ

ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
と
ら
な
い
。
彼
は
「
語
は
意
味
（sen

s
）
を
も
つ
」③

と
主
張
し
て

お
り
、
意
味
を
概
念
の
表
象
と
し
て
定
義
し
た
り
、
語
の
映
像
と
し
て
定
義
す
る
考

え
方
を
し
り
ぞ
け
て
い
る
。
語
の
意
味
と
は
概
念
的
定
義
で
は
な
く
、
身
ぶ
り
に
比

さ
れ
る
よ
う
な
そ
の
使
用
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
語
の
意
味
と
は
身
体
的
な
も
の

な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
意
味
」
は
、
環
境
の
内
部
に
適
応
す
る
（
あ
る
い
は
適
応

し
よ
う
と
し
て
い
る
）
主
体
が
行
動
に
お
い
て
環
境
か
ら
切
り
出
し
、
そ
の
使
用
に

よ
っ
て
伝
達
や
理
解
に
も
た
ら
す
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
。
機
能
主
義
的
な
環

境
へ
の
主
体
（
身
体
）
の
適
応
の
観
点
か
ら
「
意
味
」
を
定
義
す
る
な
ら
、語
詞
映
像

や
表
象
で
は
な
く
身
ぶ
り
や
使
用
か
ら
そ
れ
を
と
ら
え
る
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
ほ

ど
理
不
尽
な
こ
と
で
は
な
い
。

だ
が
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、「
意
味
（sen

s

）」
を
こ
と
さ
ら
に
知
覚
的
な
も
の
と

し
て
、
経
験
の
原
初
的
な
場
と
規
定
す
る
必
要
は
な
く
、
む
し
ろ
環
境
へ
の
身
体
の

適
応
と
い
う
行
動
の
基
礎
的
次
元
に
お
い
て
把
握
す
る
べ
き
で
あ
り
、「
知
覚
」
を
言

語
や
道
具
の
使
用
よ
り
原
初
的
な
も
の
と
し
て
認
め
る
必
要
は
な
い
の
で
は
な
い

か
、
と
い
う
議
論
が
生
ま
れ
て
き
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
知
覚
」
は
環
境
へ
の
身

体
の
適
応
の
一
事
例
で
あ
っ
て
、
言
語
や
道
具
の
使
用
行
為
、
つ
ま
り
「
文
化
」
の

次
元
よ
り
根
源
的
と
考
え
る
必
要
が
あ
る
の
か
、
ど
う
か
、
と
い
う
問
題
が
生
じ
て

き
そ
う
な
の
で
あ
る
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
自
身
が
、
た
と
え
ば
「
感
情
」
を
例
に
と
り
、「
親
子
感
情
の

よ
う
に
身
体
に
書
き
こ
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
も
の
も
実
は
制
度
で
あ
る
」④

と

述
べ
て
い
る
が
、
も
し
そ
う
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、「
感
情
」
と
同
様
、
知
覚
も
「
制

度
（in

stitu
tion

）」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
し
、
そ
う
だ
と
す
る
と
知

覚
を
原
初
的
な
経
験
の
場
と
考
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
知
覚

も
文
化
（
言
語
、
道
具
の
使
用
）
と
同
様
、
制
度
化
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
と
っ
て
、
制
度
化
さ
れ
た
知
覚
と
制

度
化
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
制
度
化
以
前
的
な
知
覚
の
二
種
類
が
存
在
す
る
こ
と
に

な
る
。
し
か
し
、メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
そ
の
よ
う
に
は
議
論
を
進
め
な
か
っ
た
し
、

『
知
覚
の
現
象
学
』に
お
い
て
は
こ
の
問
題
は
十
分
に
議
論
さ
れ
な
い
ま
ま
残
さ
れ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。

「
野
生
の
知
覚
」
の
問
題

さ
て
、
そ
こ
で
本
稿
の
主
題
で
あ
る
「
野
生
の
知
覚
」
に
つ
い
て
の
考
察
に
う
つ

り
た
い
。

「
野
生
の
知
覚
」
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
の
は
、『
見
え
る
も
の
と
見
え
な
い
も

の
』
に
収
録
さ
れ
た
一
九
五
九
年
一
〇
月
二
二
日
の
「
研
究
ノ
ー
ト
」
で
あ
る
。
こ

の
ノ
ー
ト
は「
野
生
の
知
覚（P

erception
 sau

vage

）―
直
接
的
な
も
の（Im

m
édiat

）

―
文
化
的
知
覚
（P

erception
 cu

ltu
relle

）
―
学
習
（learn

in
g

）」
と
題
さ
れ
て
い
る

⑤
。
ま
ず
は
簡
単
に
そ
の
内
容
を
確
認
し
て
み
よ
う
。



五
一

野
生
の
知
覚
、
な
ま
の
知
覚

893

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
ル
ネ
サ
ン
ス
の
遠
近
法
」
が
「
文
化
の
一
事
実
」
で
あ

る
、
と
い
う
確
認
か
ら
ノ
ー
ト
を
ス
タ
ー
ト
さ
せ
て
い
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
ル

ネ
サ
ン
ス
の
遠
近
法
」
と
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
ル
ネ
サ
ン
ス
絵
画
に
お
け
る
遠
近

法
の
こ
と
で
あ
り
、Ｅ
・
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
が
カ
ッ
シ
ー
ラ
ー
に
な
ら
っ
て
そ
れ
を
「
シ

ン
ボ
ル
形
式
」
と
呼
ん
だ
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
こ

の
ノ
ー
ト
に
先
立
つ
一
九
五
四
年
―
一
九
五
五
年
の
コ
レ
ー
ジ
ュ
・
ド
・
フ
ラ
ン
ス

講
義
で
「
作
品
の
制
度
化
」
と
し
て
パ
ノ
フ
ス
キ
ー
の
『
シ
ン
ボ
ル
形
式
と
し
て
の

遠
近
法
』
を
と
り
あ
げ
て
い
る⑥
。
そ
れ
は
ル
ネ
サ
ン
ス
か
ら
西
洋
近
代
に
か
け
て
の

絵
画
に
お
け
る
空
間
表
象
の
様
式
を
形
成
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
遠
近
法

は
制
度
化
さ
れ
た
知
覚
の
様
式
で
あ
る
と
言
え
よ
う
。

し
か
し
そ
れ
に
つ
づ
け
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
知
覚
は
多
形
的

（polym
orph

e

）
で
あ
る
」
と
主
張
し
、
知
覚
が
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
な
も
の
に
な
る
場

合
、つ
ま
り
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
に
も
と
づ
く
作
図
法
に
従
属
す
る
場
合
に
は「
シ

ス
テ
ム
に
よ
っ
て
方
向
づ
け
ら
れ
た
」
の
だ
と
述
べ
て
い
る
。
つ
ま
り
幾
何
学
的
な

知
覚
や
遠
近
法
的
な
知
覚
は
、
知
覚
の
さ
ま
ざ
ま
な
可
能
的
形
態
化
の
う
ち
か
ら
、

特
定
の
シ
ス
テ
ム
に
も
と
づ
い
て
形
成
さ
れ
た
形
態
化
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
彼
に
と
っ
て
重
要
な
次
の
よ
う
な
問
い
を
立
て
て

い
る
。

「
そ
こ
か
ら
次
の
よ
う
な
問
い
が
出
て
く
る
。文
化
に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
た
こ
の
よ

う
な
知
覚
か
ら
、
い
か
に
し
て＜

な
ま
の＞

あ
る
い
は＜

野
生
の＞

知
覚
に
回
帰
す

る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
文
化
に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
た
知
覚
を
解
体
す
る（
現
象
的
な

も
の
に
、＜

垂
直
の＞

世
界
に
、
体
験
に
回
帰
す
る
）
行
為
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。」⑦

こ
こ
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
文
化
に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
た
知
覚
（
幾
何
学
的
知

覚
）
と
「
野
生
の
知
覚
」
を
対
照
さ
せ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
「
野
生
の
知
覚
」
に

回
帰
す
る
た
め
に
は
、「
解
体
（défaire

）」
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。
つ

ま
り
文
化
的
な
知
覚
、
制
度
化
さ
れ
様
式
化
さ
れ
た
知
覚
は
「
解
体
」
す
る
こ
と
が

あ
り
、
普
遍
的
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
し
て
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
問
い
に
つ
づ
け
て
、
こ
の
よ
う
な
文
化
的
に

加
工
さ
れ
た
知
覚
が
「
学
習
」
に
よ
る
も
の
な
の
か
ど
う
か
を
問
う
て
い
る
。

「
そ
こ
か
ら
ま
た
次
の
よ
う
な
問
い
が
出
て
く
る
。文
化
に
よ
る
知
覚
の
こ
の
よ
う

な
形
成
作
用
（in

form
ation

）、
見
え
る
も
の
へ
の
見
え
な
い
も
の
の
こ
の
よ
う
な
下

降
は
、
た
と
え
ば
エ
ゴ
ン
・
ブ
ラ
ン
ス
ウ
ィ
ッ
ク
の
言
う
よ
う
に
、
知
覚
的
プ
レ
グ

ナ
ン
ス
は
生
態
学
的
環
境
の
学
習
で
あ
り
、
ベ
ル
リ
ン
学
派
の
自
己
構
成
的
な
ゲ

シ
ュ
タ
ル
ト
は＜

経
験
的
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト＞

か
ら
派
生
し
た
も
の
だ
、
と
私
た
ち
に

言
わ
せ
る
の
だ
ろ
う
か
。」⑧

こ
こ
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
問
題
に
し
て
い
る
の
は
、
知
覚
の
形
態
化
も
や
は

り
学
習
の
産
物
で
あ
り
、
経
験
か
ら
獲
得
さ
れ
た
も
の
な
の
か
ど
う
か
、
と
い
う
問

い
で
あ
る
。
こ
れ
は
ブ
ラ
ン
ス
ウ
ィ
ッ
ク 

の
よ
う
な
生
態
学
的
機
能
主
義
や
ブ
ル
ー

ナ
ー
な
ど
の
ニ
ュ
ー
・
ル
ッ
ク
心
理
学
に
お
い
て
議
論
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
戦
前

の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
学
派
が
知
覚
の
形
態
化
の
問
題
を
主
体
の
内
部
で
理
解
し
よ
う
と

し
た
の
に
対
し
て
、
知
覚
を
環
境
や
社
会
か
ら
の
影
響
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
も
の

と
見
る
こ
れ
ら
の
心
理
学
者
た
ち
に
あ
っ
て
は
、
そ
も
そ
も
知
覚
の
形
態
化
は
生
得

的
な
も
の
で
は
な
く
、
主
体
が
行
為
に
お
い
て
環
境
に
適
応
し
よ
う
と
す
る
際
に
環

境
か
ら
提
示
さ
れ
る
指
示
を
把
握
す
る
機
能
の
ひ
と
つ
で
あ
り
、
二
次
的
に
形
成
さ

れ
た
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

た
と
え
ば
こ
こ
で
名
前
を
挙
げ
ら
れ
て
い
る
エ
ゴ
ン
・
ブ
ラ
ン
ス
ウ
ィ
ッ
ク 

は
、

ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
知
覚
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
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「
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
理
論
に
よ
る
と
、
知
覚
的
組
織
化
の
要
因

は
、
経
験
に
依
拠
し
た
い
く
つ
か
の
機
能
的
原
理
よ
り
も
大
脳
過
程
に
内
在
す
る
場

の
力
学
の
お
か
げ
で
機
能
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
刺
激
の

布
置
の
可
能
的
な
生
態
学
的
妥
当
性
は
見
過
ご
さ
れ
る
か
、
否
定
さ
れ
さ
え
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
組
織
化
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
要
因
の
少
な
く
と
も
ひ
と
つ
に
対
す
る
こ

の
よ
う
な
妥
当
性
の
存
在
に
つ
い
て
の
、た
っ
た
今
報
告
さ
れ
た
ば
か
り
の
証
明
は
、

こ
の
よ
う
な
要
因
、
つ
ま
り
近
接
性
の
う
ち
に
含
ま
れ
た
刺
激
の
布
置
の
見
え
方
の

可
能
性
を
、
一
般
化
さ
れ
た
蓋
然
性
学
習
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
手
が
か
り
（cu
e

）

と
し
て
明
ら
か
に
す
る
も
の
で
あ
る
。」⑨

前
後
の
文
脈
が
伝
え
ら
れ
な
い
た
め
わ
か
り
に
く
い
引
用
に
な
っ
て
し
ま
っ
た

が
、ブ
ラ
ン
ス
ウ
ィ
ッ
ク 

の
述
べ
て
い
る
の
は
、知
覚
に
お
け
る
形
態
化
の
要
因
は
、

脳
の
内
部
に
で
は
な
く
、
生
態
学
的
環
境
と
主
体
の
関
わ
り
方
に
求
め
ら
れ
ね
ば
な

ら
な
い
し
、
刺
激
の
布
置
、
つ
ま
り
プ
レ
グ
ナ
ン
ス
や
「
ま
と
ま
り
」
は
「
学
習
」

に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

形
態
化
の
要
因
を
脳
の
内
部
に
求
め
な
い
、と
い
う
点
で
は
、メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ

も
ま
っ
た
く
異
論
は
な
い
に
ち
が
い
な
い
。
彼
は
、す
で
に
『
行
動
の
構
造
』
で
ケ
ー

ラ
ー
の
同
型
説
を
強
く
批
判
し
て
い
た
の
で
あ
る
し
、
知
覚
の
形
態
化
が
、
環
境
へ

の
主
体
の
内
属
か
ら
、
対
象
の
地
平
、
領
野
、
世
界
へ
と
拡
張
し
て
い
く
受
動
的
総

合
の
作
用
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
『
知
覚
の
現
象
学
』
の
論
述
か
ら
も
理
解
さ
れ

う
る
こ
と
で
あ
る
。
知
覚
を
表
象
モ
デ
ル
に
還
元
し
、
そ
れ
を
脳
内
の
過
程
に
お
い

て
因
果
的
に
説
明
す
る
立
場
に
反
対
す
る
、
と
い
う
点
だ
け
を
と
り
あ
げ
れ
ば
、
生

態
学
的
機
能
主
義
と
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
の
立
場
は
一
見
大
き
な
違
い
は
な
い
よ
う

に
見
え
る
。（
事
情
は
ア
フ
ォ
ー
ダ
ン
ス
理
論
で
あ
っ
て
も
、
エ
ナ
ク
テ
ィ
ヴ
・
ア
プ
ロ
ー
チ

で
あ
っ
て
も
同
断
で
あ
ろ
う
。）
だ
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
先
の
引
用
で
述
べ
よ
う

と
し
て
い
る
の
は
、
知
覚
の
形
態
化
は
主
体
が
「
生
態
学
的
環
境
」
に
適
応
す
る
た

め
に
「
学
習
」
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
「
手
が
か
り
」
を
通
じ
て
刺
激
の
布
置
を
把

握
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
か
ど
う
か
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、

知
覚
は
環
境
へ
の
適
応
の
た
め
に
学
習
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
傾
向
に
よ
っ
て
形
成

さ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
知
覚
は
（
経
験
主
義
的
な
意
味
で
）
経
験

的
な
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
そ
こ
に
何
か
原
初
的
な
存
在
論
的
意
味
を
与
え
る

こ
と
は
、「
所
与
の
神
話
」
と
は
言
わ
な
い
と
し
て
も
、
無
用
な
形
而
上
学
的
思
弁
で

あ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
画
定
し
よ
う
と
し
て
い
る

の
は
、
知
覚
が
生
態
学
的
環
境
へ
の
適
応
の
た
め
の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
と
い
う

知
覚
の
様
相
的
位
置
づ
け
で
は
な
く
、
学
習
さ
れ
、
制
度
化
さ
れ
た
知
覚
に
先
行
す

る
知
覚
が
私
た
ち
の
経
験
の
事
実
と
し
て
与
え
ら
れ
て
い
る
、
と
い
う
知
覚
の
存
在

論
的
位
置
づ
け
な
の
で
あ
る
。

文
化
の
知
覚
と
世
界
内
存
在

こ
の
ノ
ー
ト
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
文
化
に
よ
る
知
覚
の
形
成
作
用
」
に
つ

い
て
言
及
し
て
お
り
、
そ
れ
は
「
文
化
は
知
覚
さ
れ
る
、
と
言
う
こ
と
を
可
能
に
す

る
」
も
の
で
あ
る⑩
。「
文
化
」
と
呼
ば
れ
る
も
の
は
、そ
れ
こ
そ
人
間
の
活
動
の
全
領

域
に
ま
で
広
が
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
た
と
え
ば
身
体
の
行
動
や
日
常
的
な

言
動
の
う
ち
に
具
体
化
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
は
知
覚
さ
れ
、
模
倣
さ
れ
う

る
も
の
と
な
る
の
で
あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
人
間
に
お
い
て
文
化
の
知
覚
が
あ

る
と
い
う
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
文
化
は
学
習
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
る
も
の
で
あ
る

わ
け
だ
か
ら
、
文
化
の
知
覚
も
学
習
に
よ
っ
て
構
造
化
さ
れ
、
獲
得
さ
れ
る
も
の
だ
、

と
い
う
こ
と
に
な
る
か
、
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て

知
覚
の
成
り
立
ち
そ
の
も
の
が
学
習
に
よ
る
も
の
だ
と
す
る
な
ら
、
知
覚
経
験
は
二

次
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
文
化
や
そ
の
学
習
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
異
な
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る
も
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
何
ら
か
の
経
験
の
原
初
性
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
で
き

な
い
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
文
化
に
よ
る
知
覚
の
形
成
作
用
」
が
あ
る
こ
と
は
認
め

つ
つ
も
、
そ
の
よ
う
な
知
覚
を
学
習
に
よ
る
も
の
と
見
る
こ
と
は
拒
ん
で
い
る
。
こ

こ
で
用
い
ら
れ
る
の
が
「
世
界
内
存
在
（In

 der W
elt S

ein

）」
と
い
う
用
語
で
あ
る
。

言
う
ま
で
も
な
く
、「
世
界
内
存
在
」
と
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
『
存
在
と
時
間
』
で
用
い

た
、「
現
存
在
（D

asein
）」
と
し
て
の
人
間
の
存
在
の
あ
り
方
を
示
す
用
語
で
あ
り
、

従
来
の
超
越
論
的
主
観
性
に
対
し
て
、
前
存
在
論
的
な
存
在
了
解
を
行
な
っ
て
い
る

も
の
と
し
て
の
「
現
存
在
」
の
独
自
性
を
示
す
用
語
で
あ
る
。
こ
の
用
語
の
使
用
は
、

ハ
イ
デ
ガ
ー
と
フ
ッ
サ
ー
ル
の
間
で
、
現
象
学
の
理
解
を
め
ぐ
る
対
立
を
引
き
起
こ

し
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』
で

「
世
界
内
存
在（In

 der W
elt S

ein

）」を
フ
ラ
ン
ス
語
で l’être au

 m
on

de 

と
訳
し
、

世
界
へ
の
内
属
性
を
よ
り
強
め
る
表
現
に
し
て
用
い
て
い
る⑪
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
異

な
っ
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
は
「
世
界
内
存
在
」
と
は
何
よ
り
身
体
の

世
界
へ
の
住
み
着
き
で
あ
り
、
身
体
が
世
界
へ
と
向
か
っ
て
い
く
志
向
と
い
う
意
味

で
の
「
超
越
」
と
し
て
こ
の
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
。
知
覚
や
行
動
の
条
件
と
し
て

の
身
体
と
環
境
の
相
関
性
が
そ
こ
で
は
含
意
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
語
を
、今
度
は
も
と
の
ド
イ
ツ
語
に
戻
し
て
示
し
、文
化
的
知
覚
の
層
を
「
原

初
的
」
な
も
の
と
し
な
が
ら
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
2
、自
然
の
上
に
あ
る
こ
の
原
初
的
な
層
が
示
し
て
い
る
の
は
、学
習
（learn

in
g

）

が
世
界
内
存
在
（In

 der  W
elt S

ein

）
な
の
で
あ
っ
て
、
世
界
内
存
在
が
、
ア
メ
リ

カ
的
な
意
味
で
、
あ
る
い
は
ブ
ラ
ン
ス
ヴ
ィ
ッ
ク
の
認
知
的
意
味
で
の
学
習
な
の
で

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」⑫

こ
こ
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
が
ア
メ
リ
カ
的
な
意
味
で
、と
か
、ブ
ラ
ン
ス
ヴ
ィ
ッ

ク
の
意
味
で
、
と
言
っ
て
い
る
の
は
、
た
と
え
ば
ニ
ュ
ー
・
ル
ッ
ク
心
理
学
の
よ
う

に
知
覚
の
体
制
化
に
文
化
や
社
会
環
境
の
影
響
が
あ
る
こ
と
を
主
張
し
た
学
派
や
、

先
に
ブ
ラ
ン
ス
ヴ
ィ
ッ
ク
の
引
用
で
見
た
よ
う
に
、
生
態
学
的
妥
当
性
が
蓋
然
性
学

習
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
手
が
か
り
（cu

e

）
を
通
じ
て
得
ら
れ
る
と
す
る
生
態
学
的

機
能
主
義
を
指
し
て
い
る
。

知
覚
に
お
け
る
刺
激
の
布
置
を
、
た
と
え
ば
幾
何
学
的
な
図
形
の
安
定
性
に
構
造

化
さ
せ
る
傾
向
が
働
く
の
は
学
習
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
見
方
を
メ
ル
ロ
＝
ポ

ン
テ
ィ
は
拒
否
し
て
い
る
。彼
は
知
覚
を
文
化
的
形
成
や
学
習
の
外
部
に
位
置
づ
け
、

む
し
ろ
文
化
的
形
成
や
学
習
を
可
能
に
し
て
い
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
種
の
生
得
的

な
も
の
と
見
て
い
る
の
で
あ
る
。「
幾
何
学
的
プ
レ
グ
ナ
ン
ス
」
は
「
生
得
的
に
基
づ

け
ら
れ
て
い
る
」
の
だ
が
、「
こ
の
生
得
的
な
プ
レ
グ
ナ
ン
ス
」
は
「
超
越
の
領
域

（la zon
e de tran

scen
dan

ce

）」
の
う
ち
に
維
持
さ
れ
て
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
主
張
す
る⑬
。
つ
ま
り
そ
れ
は
学
習
や
教
育
に
よ
っ
て
経
験
的

に
獲
得
さ
れ
た
次
元
と
は
異
な
る
次
元
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

野
生
の
知
覚
と
超
越

だ
が
、
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
結
局
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
直
接
的
な
も
の

（l’im
m

édiat

）」
に
回
帰
し
た
だ
け
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
「
所
与
の
神
話
」
あ
る
い
は

「
現
前
の
形
而
上
学
」
に
屈
し
、知
覚
経
験
に
つ
い
て
独
断
的
に
そ
れ
を
原
初
の
次
元

に
置
い
た
だ
け
な
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意
見
が
出
て
く
る
だ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
研
究
ノ
ー
ト
が
興
味
深
い
の
は
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
知
覚
を

め
ぐ
る
ブ
ラ
ン
ス
ヴ
ィ
ッ
ク
へ
の
反
論
の
部
分
で
は
な
く
、
そ
の
反
論
が
メ
ル
ロ
＝

ポ
ン
テ
ィ
に
知
覚
の
原
初
性
を
説
明
す
る
こ
と
を
余
儀
な
く
さ
せ
る
、
そ
の
後
半
部

分
で
あ
る
。
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「＜

直
接
的
な
も
の
へ
の
回
帰＞

の
問
題
に
お
い
て
定
義
さ
れ
る
べ
き
私
の
立
場

は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
非
投
影
的
で
垂
直
な
世
界
と
い
う
意
味
で
の
知
覚
的

な
も
の
（le perceptif

）
は
、
い
つ
も
感
じ
ら
れ
る
も
の
と
と
も
に
、
現
象
的
な
も
の

と
と
も
に
、
沈
黙
し
た
超
越
（la tran

scen
dan

ce silen
cieu

se

）
と
と
も
に
与
え
ら

れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
も
も
か
か
わ
ら
ず
、
ピ
ア
ジ
ェ
の
よ
う
な
人
は
そ
の
こ

と
に
ま
っ
た
く
無
知
で
、
彼
の
知
覚
を
文
化
的
、
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
的
な
知
覚
に
完
全

に
変
換
し
て
し
ま
っ
た
。
こ
う
し
た
点
で
は
忘
却
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
う
る

こ
の
原
初
的
な
も
の
（cet origin

el

）
を
直
接
的
な
も
の
と
呼
ぶ
ど
の
よ
う
な
権
利
を

私
は
も
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
。」⑭

つ
ま
り
知
覚
に
は
、
文
化
的
な
意
味
や
、
幾
何
学
的
な
構
造
や
、
概
念
的
に
把
握

さ
れ
て
解
釈
可
能
な
命
題
の
形
式
に
転
換
さ
れ
る
以
前
に
、「
感
じ
ら
れ
る
も
の
」「
現

象
的
な
も
の
」
と
い
っ
た
、
身
体
的
で
感
性
的
な
次
元
が
そ
な
わ
っ
て
お
り
、
そ
れ

は
こ
と
ば
で
と
ら
え
ら
れ
る
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
「
沈
黙
」
し
て

お
り
、文
化
的
経
験
の
内
部
で
は
把
握
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
は「
超

越
」
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
「
直
接
的
な
も
の
」「
原
初
的
な
も
の
」
の

経
験
を
「
超
越
」
と
呼
ぶ
こ
と
で
、
た
だ
単
純
に
肯
定
的
に
措
定
し
た
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
も
わ
か
る
。
こ
の
「
超
越
」
の
経
験
は
し
た
が
っ
て
、
概
念
化
不
可
能

で
あ
り
、
文
化
的
な
意
味
の
内
部
に
飼
い
な
ら
す
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
認
識
不

可
能
な
も
の
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
不
可
能
性
の
次
元
が
原
初
的
な
も
の
の

次
元
で
あ
り
、
知
覚
的
な
も
の
の
次
元
な
の
で
あ
ろ
う
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
知

覚
そ
の
も
の
に
そ
な
わ
っ
て
い
る
こ
の
不
可
能
性
が
彼
の
述
べ
る
意
味
で
の
原
初
的

な
も
の
、
知
覚
的
な
も
の
の
次
元
で
あ
る
こ
と
を
次
の
よ
う
に
言
い
表
し
て
い
る
。

「
生
と
と
も
に
、（
野
生
の
精
神
と
と
も
に
あ
る
）
自
然
的
知
覚
は
私
た
ち
に
た
え
ず

与
え
ら
れ
て
お
り
、
そ
こ
か
ら
内
在
の
宇
宙
が
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
れ
に

も
か
か
ら
ず
、
こ
の
宇
宙
は
お
の
ず
と
自
律
化
し
が
ち
で
あ
り
、
お
の
ず
と
超
越
の

抑
圧
を
実
行
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

は
、
知
覚
は
、
野
生
の
知
覚
と
し
て
、
不

知
覚
（im

perception

）
と
し
て
お
の
れ
に
無
知
（ign

oran
ce de soi

）
で
あ
り
、
お

の
ず
と
お
の
れ
を
顕
在
的
な
も
の
と
し
て
見
て
し
ま
い
、潜
在
的
志
向
性
と
し
て
は
、

な
に
も
の
か
に
お
い
て
あ
る
存
在
と
し
て
は
、
お
の
れ
を
忘
れ
て
し
ま
い
が
ち
で
あ

る
、
と
い
う
こ
の
考
え
方
の
う
ち
に
あ
る
。

お
な
じ
問
題
。
あ
ら
ゆ
る
哲
学
が
言
語
で
あ
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
沈
黙
を

見
出
す
こ
と
に
あ
る
の
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
な
の
か
。」⑮

つ
ま
り
「
野
生
の
知
覚
」
と
は
フ
ロ
イ
ト
が
語
っ
た
よ
う
な
意
味
で
の
「
不
知
覚
」

で
あ
り
、
お
の
れ
に
つ
い
て
無
知
で
あ
り
、
自
己
忘
却
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で

あ
る
。
つ
ま
り
「
野
生
の
知
覚
」
や
「
な
ま
の
知
覚
」
は
、
た
し
か
に
知
覚
さ
れ
て

い
る
（
知
覚
さ
れ
た
）
の
だ
が
、
そ
れ
と
し
て
は
顕
在
化
さ
れ
な
い
、
知
覚
で
あ
る
こ

と
に
気
づ
か
れ
な
い
、
そ
の
よ
う
な
、
逆
説
的
な
が
ら
経
験
以
前
の
も
の
の
経
験
な

の
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
他
の
ノ
ー
ト
で
、
知
覚
を
は
っ
き
り
と
「
無
意

識
」
と
し
て
い
る
。

「
意
味
は＜

知
覚
さ
れ
た
も
の＞

で
あ
り
、遡
及
的
形
態
化
（R

ü
ckgestaltu

n
gen

）

は＜

知
覚＞

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
か
ら
理
解
さ
れ
た

こ
と
に
な
る
も
の
（
内
観
や
ア
ハ
体
験
）
の
萌
芽
（germ

in
ation

）
が
あ
る
、
と
い
う

こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、
知
覚
（
最
初
の
も
の
）
は
お
の
ず
か

ら
形
態
化
の
領
野
へ
の
開
け
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
が
意
味

す
る
の
は
、
知
覚
は
無
意
識
的
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
無
意
識
と
は
な
に

か
。
軸
と
し
て
、
実
存
的
な
も
の
と
し
て
機
能
し
て
い
る
も
の
が
、
こ
の
よ
う
な
意

味
に
お
い
て
、
知
覚
さ
れ
、
か
つ
知
覚
さ
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
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の
も
、
基
準
線
の
上
に
あ
る
形
態
だ
け
が
知
覚
さ
れ
る
の
だ
か
ら
。
そ
し
て
形
態
が

知
覚
さ
れ
る
の
は
基
準
線
と
の
関
係
に
よ
っ
て
の
み
な
の
だ
か
ら
、
基
準
線
は
知
覚

さ
れ
な
い
。
こ
の
基
準
の
知
覚
と
は
、い
つ
も
対
象
の
あ
い
だ

0

0

0

（en
tre

）
に
あ
っ
て
、

基
準
と
は
な
に
も
の
か
の
こ
の
輪
郭
の
こ
と
で
あ
る
…
。」⑯

そ
う
だ
と
す
る
と
、
文
化
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
知
覚
、
文
化
的
知
覚
に
対
し
て

「
野
生
の
知
覚
」
は
、知
覚
経
験
の
概
念
そ
の
も
の
に
変
更
を
加
え
る
も
の
と
言
っ
て

も
よ
さ
そ
う
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
知
覚
の
う
ち
に
は
、
た
し
か
に
知
覚
さ
れ
て
い
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
い
っ
た
い
そ
れ
が
何
の
知
覚
で
あ
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
、
な

ぜ
そ
の
よ
う
に
知
覚
と
し
て
形
態
化
さ
れ
て
い
る
の
か
も
わ
か
ら
な
い
、
無
言
の
沈

黙
し
た
領
域
が
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
何
と
も
不
明
瞭
な
詭
弁

を
弄
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
が
、
実
際
に
私
た
ち
が
何
か
を
見
て
い
て
、
た
し

か
に
そ
こ
に
そ
れ
を
見
て
い
る
と
了
解
し
て
い
る
が
、
誰
か
か
ら
、
い
っ
た
い
何
を

見
て
い
る
の
か
き
ち
ん
と
説
明
し
て
み
よ
、
と
言
わ
れ
る
と
、
突
然
、
説
明
に
困
る

よ
う
な
経
験
が
あ
る
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
異
様
な
こ
と
が
語
ら
れ
て
い

る
わ
け
で
も
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。た
と
え
ば
森
を
見
て
い
る
と
き
に
、「
木
」

や
「
枝
」
を
見
て
い
る
の
で
は
な
く
実
際
に
私
は
何
を
「
見
て
」
い
る
の
か
、
海
の

波
が
光
を
反
射
し
て
い
る
の
を
見
て
、
そ
こ
に
実
際
に
は
何
が
見
え
て
い
る
の
か
を

言
う
の
は
、
簡
単
な
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
か
み
く
だ
い
て
言
え
ば
、
何
か
を
何

か
「
と
し
て
」
見
る
知
覚
以
前
に
そ
の
何
か
が
立
ち
現
れ
て
く
る
知
覚
の
層
が
あ
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

何
か
を
何
か
「
と
し
て
」
見
る
知
覚
、
た
と
え
ば
道
具
の
知
覚
や
幾
何
学
的
図
形

の
知
覚
な
ど
を
考
え
て
み
れ
ば
、
そ
れ
が
文
化
的
な
伝
承
に
よ
っ
て
、
無
意
識
的
に

模
倣
や
習
慣
的
反
復
の
中
で
、
あ
る
い
は
言
語
的
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
了
解

の
積
み
重
ね
の
中
で
学
習
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
も
し
知
覚
が
文

化
的
知
覚
と
し
て
し
か
存
在
し
な
い
な
ら
、
知
覚
の
形
態
化
は
文
化
や
社
会
の
影
響

を
受
け
て
お
り
、
生
得
的
な
も
の
と
は
言
え
ず
、
学
習
さ
れ
た
効
果
に
よ
る
も
の
で

あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
知
覚
が
言
語
的
な
把
握
可
能
性
の
も
と

で
何
か
を
何
か
「
と
し
て
」
見
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
に
「
感
じ
ら
れ
」、
何

か
が
何
か
と
し
て
見
え
る
以
前
に
、
何
か
と
し
て
言
語
的
に
了
解
さ
れ
る
以
前
に
な

に
ご
と
か
が
「
立
ち
現
れ
」
て
く
る
の
を
経
験
し
、
い
わ
ば
顕
在
的
な
統
握

（A
u

ffassu
n

g

）
に
至
る
以
前
に
そ
れ
に
立
ち
会
っ
て
い
る
状
態
、
顕
在
的
な
志
向
性

が
働
く
以
前
に
潜
在
的
に
は
た
ら
く
志
向
性
が
生
じ
て
い
る
状
態
、
そ
の
よ
う
な
知

覚
状
態
を
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
野
生
の
知
覚
」「
な
ま
の
知
覚
」
と
呼
ん
で
い
る

の
で
あ
る
。

こ
の
状
態
は
、
文
化
的
な
知
覚
や
幾
何
学
的
知
覚
が
そ
の
ひ
と
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト

で
あ
る
よ
う
な
「
多
形
的
（polym

orph
e

）」
な
も
の
で
あ
る
、
と
ほ
ぼ
そ
の
よ
う
に

メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
述
べ
て
い
る
。
学
習
に
よ
っ
て
獲
得
さ
れ
た
文
化
的
知
覚
や

教
育
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
た
幾
何
学
的
知
覚
の
層
は
た
し
か
に
あ
り
、
そ
れ
も
た
し

か
に
知
覚
経
験
で
は
あ
る
が
、そ
れ
ら
が
ひ
と
つ
の
射
影
像
で
し
か
な
い
よ
う
な「
多

形
的
」
な
原
初
的
知
覚
の
層
が
存
在
す
る
こ
と
を
彼
は
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

こ
の
よ
う
な
知
覚
の
主
体
は
、「
我
思
う
」
と
い
う
よ
う
な
人
称
的
な
秩
序
に
は
な
い

こ
と
に
な
ろ
う
。

「
私
が
語
る
と
い
う
の
で
な
い
の
と
同
じ
く
、私
が
知
覚
す
る
の
で
は
な
い
。
言
語

と
同
様
、
知
覚
が
私
を
所
有
す
る
の
だ
。
そ
し
て
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
語
る
た

め
に
は
私
が
そ
こ
に
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
と
同
じ
く
、
知
覚
す
る
た
め
に
は
私

が
そ
こ
に
い
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
ど
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
な
の
か
。

ひ
と

0

0

（on
）
と
し
て
。
だ
が
私
の
方
で
、
知
覚
さ
れ
た
世
界
や
言
語
を
生
き
生
き
と

さ
せ
に
来
る
の
は
、
誰
な
の
か
。」⑰

こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
ひ
と
（on

）」
は
、
非
人
称
的
な
主
体
で
あ
り
、「
私
」
は
、
そ
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の
よ
う
な
「
野
生
の
知
覚
」
の
発
生
に
立
ち
会
っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。

あ
る
意
味
で
は
、『
知
覚
の
現
象
学
』
以
来
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
こ
の
よ
う
な
非

人
称
的
な
主
体
に
つ
い
て
語
っ
て
き
た
の
で
あ
り
、
そ
の
点
で
は
、
彼
の
立
場
に
は

変
化
は
な
い
。
し
か
し
、『
知
覚
の
現
象
学
』
で
は
、
知
覚
対
象
と
知
覚
主
体
の
相
関

関
係
と
い
う
構
図
が
ま
だ
維
持
さ
れ
て
い
た
た
め
、
こ
の
非
人
称
的
な
知
覚
主
体
の

存
在
論
的
位
置
づ
け
が
明
確
で
は
な
く
、
伝
統
的
な
主
観
客
観
の
構
図
を
十
分
に
離

れ
た
存
在
論
を
提
示
す
る
に
は
至
っ
て
い
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
晩
年
の
ノ
ー
ト
に

見
ら
れ
る
「
野
生
の
知
覚
」
に
つ
い
て
の
考
察
は
、「
対
象
（objet

）」
の
知
覚
の
さ

ら
に
根
底
に
、
お
の
れ
を
隠
蔽
し
、
忘
却
す
る
、
非
人
称
的
な
、
し
た
が
っ
て
人
称

的
な
認
識
経
験
の
主
体
と
し
て
の
「
主
観
（su

jet

）」
以
前
の
知
覚
の
成
立
と
い
う

「
出
来
事
」
の
存
在
論
的
な
意
味
へ
と
向
か
う
姿
が
示
さ
れ
て
い
る
。

「
こ
れ
ら
の
概
念
（
プ
レ
グ
ナ
ン
ス
、
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
、
現
象
）
は
純
粋
な＜

〜
が
あ

る＞

と
し
て
の
存
在
と
の
接
触
を
表
し
て
い
る
。
ひ
と
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
何
も
の

か
が
あ
る
こ
の
よ
う
な
出
来
事
に
立
ち
会
っ
て
い
る
の
だ
。
何
も
な
い
の
で
は
な
く

む
し
ろ
な
に
も
の
か
、
そ
し
て
他
の
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
こ
の
も
の
。
し
た
が
っ
て

ひ
と
は
、
他
の
も
の
よ
り
も
む
し
ろ
こ
の
も
の
、
と
い
う
肯
定
的
な
も
の
の
到
来
に

立
ち
会
っ
て
い
る
。」⑱

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
「
根
拠
」（raison

）
と
し
て
考
え
よ
う
と
し
た
「
な
に
ゆ
え
な

に
も
の
か
が
あ
る
の
で
あ
っ
て
、
な
に
も
な
い
の
で
は
な
い
の
か
」
と
い
う
問
い
、

ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
そ
の
根
拠
を
実
体
と
し
て
の
「
神
」
に
求
め
よ
う
と
し
た
の
だ
が
、

こ
の
問
い
に
対
し
て
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
出
来
事
」
へ
の
「
立
ち
会
い

（assister

）」
を
語
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
「
出
来
事
（évén

em
en

t

）」
や
「
到
来

（avèn
em

en
t

）」
に
立
ち
会
っ
て
い
る
の
は
、
も
は
や
「
私
」
で
は
な
い
。
こ
の
、
な

に
も
の
か
が
立
ち
現
れ
て
く
る
出
来
事
へ
の
立
ち
会
い
が
「
野
生
の
知
覚
」「
な
ま
の

知
覚
」
の
状
態
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
意
識
に
と
っ
て
は
た
だ
忘
れ
ら
れ
、
隠
さ
れ

て
い
る
経
験
な
の
だ
が
、
伝
統
的
形
而
上
学
や
伝
統
的
存
在
論
の
枠
組
み
の
中
で
は

語
ら
れ
ず
に
き
た
事
柄
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
知
覚
を
顕
在
的
な
所
与
の
十
全
性

や
明
証
性
に
置
く
立
場
か
ら
も
、
知
覚
を
言
語
や
文
化
の
影
響
、
記
号
化
作
用
か
ら

の
二
次
的
構
成
物
と
す
る
立
場
か
ら
も
取
り
逃
が
さ
れ
て
し
ま
う
知
覚
的「
出
来
事
」

の
次
元
で
あ
る
。「
所
与
の
神
話
」
か
ら
も
、「
概
念
主
義
」
あ
る
い
は
情
報
理
論
か

ら
も
取
り
逃
が
さ
れ
る
、
存
在
論
的
経
験
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

原
―
知
覚
と
し
て
の
「
野
生
の
知
覚
」

こ
う
し
て
み
る
と
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
に
お
い
て
「
文
化
的
知
覚
」
と
「
野
生

の
知
覚
」
の
対
照
は
二
者
択
一
的
な
も
の
と
言
う
よ
り
も
、
文
化
的
に
構
成
さ
れ
た

知
覚
と
、
そ
れ
に
先
行
す
る
知
覚
の
二
層
構
造
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
お

そ
ら
く
問
題
は
、こ
の
「
野
生
の
知
覚
」
が
「
お
の
れ
を
忘
却
し
て
い
る
」「
お
の
れ

に
無
知
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
、
認
知
的
に
は
取
り
逃
が
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ

る
こ
と
だ
ろ
う
。
明
晰
に
認
知
さ
れ
た
も
の
や
、
命
題
化
さ
れ
る
形
で
概
念
化
さ
れ

う
る
知
覚
以
外
に
知
覚
の
実
在
性
を
認
め
な
い
立
場
は
、
こ
の
「
野
生
の
知
覚
」
を

単
に
推
定
的
な
も
の
と
し
て
否
定
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
私

た
ち
が
そ
れ
を
経
験
し
て
い
る
こ
と
を
強
く
主
張
し
て
い
る
。こ
の
直
接
経
験
性
は
、

あ
る
意
味
で
は
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
そ
の
よ
う
な
表
現
は
使
わ
な
か
っ
た
に
せ

よ
、「
原
―
知
覚
」（arch

i-perception

）
と
で
も
形
容
す
る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
。
そ

れ
は
認
知
的
に
把
握
さ
れ
る
知
覚
と
い
う
経
験
の
次
元
の
さ
ら
に
根
底
に
あ
る
、
そ

の
よ
う
な
意
味
で
「
超
越
」
と
形
容
さ
れ
る
よ
う
な
原
初
的
な
知
覚
な
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
に
し
て
私
た
ち
に
、
少
な
く
と
も
「
気
づ
か
れ
う
る
」

だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
「
野
生
の
（sau

vage

）」
あ
る
い
は
「
な
ま
の
（bru

t

）」
と
い
う
形
容
詞



五
七

野
生
の
知
覚
、
な
ま
の
知
覚

899

に
立
ち
か
え
っ
て
考
え
て
み
よ
う
。「
な
ま
の
知
覚
」（perception

 bru
te

）
と
い
う

表
現
は
、
す
で
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
が
『
物
質
と
記
憶
』
で
「
な
ま
の
状
態
の
知
覚
」（la 

perception
 à l’état bru

t

）
と
い
う
形
で
使
用
し
て
い
た
概
念
と
似
て
お
り⑲
、メ
ル
ロ

＝
ポ
ン
テ
ィ
が
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
か
っ
た
は
ず
は
な
い
が
、
た
と
え
ば
、
ジ
ャ
ン
・

デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
「
な
ま
の
芸
術
（l’art bru

t

）」
と
の
関
連
か
ら
考
え
て
み
る
こ

と
も
で
き
る
。

先
に
示
し
た
引
用
で
ル
ネ
サ
ン
ス
の
遠
近
法
が
文
化
的
知
覚
の
一
例
と
し
て
挙
げ

ら
れ
て
い
た
が
、
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
『
世
界
の
散
文
』
に
お
い
て
、「
表
現
と
子

ど
も
の
デ
ッ
サ
ン
」
と
題
し
て
、
遠
近
法
を
学
ぶ
以
前
の
子
ど
も
の
絵
に
つ
い
て
論

じ
て
い
る
。
そ
こ
で
は
冒
頭
部
分
で
「
未
開
人
」「
子
ど
も
」「
狂
人
」
の
芸
術
が
現

代
芸
術
に
お
い
て
特
権
視
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
後
で
、
次
の
よ
う
に
述

べ
ら
れ
て
い
る
。

「
し
か
し
神
経
症
が
そ
の
才
能
の
す
べ
て
だ
、
な
ど
と
い
う
人
を
の
ぞ
い
て
、
な
ま

の
表
現
（l’exp

ression
 bru

te

）
に
頼
る
こ
と
は
、
美
術
館
の
芸
術
に＜

さ
か
ら
っ

て＞

、
あ
る
い
は
古
典
的
な
文
学
に＜

さ
か
ら
っ
て＞

な
さ
れ
る
わ
け
で
は
な

い....

私
た
ち
が
意
味
の
あ
る

0

0

0

0

0

芸
術
や
文
学
と
呼
ぶ
も
の
は
あ
る
地
域
の
文
化
に
お

い
て
し
か
意
味
を
も
た
な
い
し
、
し
た
が
っ
て
よ
り
一
般
的
な
意
味
す
る
能
力
に
結

び
つ
け
直
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。」⑳

こ
の
論
述
そ
の
も
の
が
、
デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
の
主
張
し
た
「
な
ま
の
芸
術
」
の
主

張
を
踏
ま
え
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
た
だ
し
、デ
ュ
ビ
ュ
ッ
フ
ェ
が「
反

文
化
」
を
標
榜
し
て
、
い
さ
さ
か
戦
闘
的
に
既
成
の
芸
術
と
「
な
ま
の
芸
術
」
を
対

立
さ
せ
た
の
に
対
し
て
、
こ
こ
で
メ
ル
ロ
＝
ポ
ン
テ
ィ
は
「
よ
り
一
般
的
な
意
味
す

る
能
力
」
と
し
て
、
表
現
の
能
力
、
創
造
性
の
根
本
に
あ
る
も
の
と
し
て
そ
う
し
た

芸
術
を
と
ら
え
直
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

遠
近
法
的
作
画
が
文
化
的
・
歴
史
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
す
る
な
ら
、

そ
れ
を
学
ぶ
以
前
の
子
ど
も
の
絵
は
、
そ
の
よ
う
な
構
成
以
前
の
存
在
と
の
私
た
ち

と
の
接
触
に
つ
い
て
、
何
ご
と
か
を
示
し
て
い
る
。
私
た
ち
の
文
化
的
知
覚
の
さ
ら

に
そ
の
先
行
的
で
超
越
的
な
次
元
に
あ
る
「
野
生
の
知
覚
」「
な
ま
の
知
覚
」
は
、い

わ
ば
一
種
の
無
意
識
、
不
知
覚
、
自
己
忘
却
で
あ
り
、
文
化
的
・
言
語
的
な
「
学
習
」

に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
て
し
ま
う
も
の
で
は
あ
る
が
、「
な
ま
の
芸
術
」
に
見
ら
れ
る
よ

う
な
、
子
ど
も
や
精
神
病
者
、
非
西
洋
的
な
文
明
の
人
々
に
お
い
て
見
ら
れ
る
よ
う

な
「
よ
り
一
般
的
な
意
味
」
の
領
域
に
迫
ろ
う
と
す
る
努
力
に
よ
っ
て
、
そ
れ
が
い

わ
ば
「
な
ま
の
状
態
」
で
提
示
さ
れ
る
可
能
性
と
表
裏
一
体
の
位
置
に
あ
る
の
だ
と

言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

こ
の
よ
う
な
「
野
生
の
知
覚
」
あ
る
い
は
「
な
ま
の
知
覚
」
は
、
お
そ
ら
く
言
語

や
シ
ン
ボ
ル
表
現
に
よ
っ
て
歴
史
的
に
形
成
さ
れ
る
文
化
的
世
界
の
現
象
学
を
否
定

す
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
の
裏
地
と
し
て
、
そ
の
現
象
学
に
存
在
論
的
な
地
盤
を
提

供
す
る
も
の
と
な
る
に
ち
が
い
な
い
。
文
化
的
世
界
の
構
成
は
、
文
化
を
伝
統
や
学

習
に
よ
る
模
倣
的
で
定
型
的
な
反
復
と
し
て
で
は
な
く
、
未
だ
文
化
な
ら
ざ
る
自
然

と
生
の
次
元
か
ら
養
分
を
得
て
お
り
、
文
化
的
世
界
の
意
味
は
、
文
化
の
内
部
で
完

結
す
る
も
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
れ
に
と
っ
て
超
越
的
な
、
そ
し
て
ほ
と
ん
ど
空

虚
や
無
と
見
ま
ち
が
え
ら
れ
る
よ
う
な
、文
化
的
知
覚
の
行
間
に
あ
る
沈
黙
し
た「
あ

い
だ
」
の
領
域
の
経
験
を
暗
示
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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