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ス

ア

の

認

識

論

. ， 

鹿

野

助

治

ス
ト
ア
の
認
識
論
が
名
目
論
で
あ
る
こ
と
は
既
に
プ
ロ
シ
ヤ
ー
ル
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
、
ス
ト
ア
の
存
在
が
多
元
論
的
で
あ
る
こ
と
は
プ
レ
イ
エ
に
よ
っ
て
、
な

お
ま
た
ス
ト
ア
が
感
覚
主
義
で
あ
る
こ
と
は
ボ
ー
レ
ン
ツ
や
そ
の
他
の
学
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
た
。
こ
の
小
策
は
こ
れ
ら
の
説
に
対
し
て
何
も
具
を
主
張
す
る
も

の
で
は
な
い
。
私
と
し
て
は
ス
ト
ア
を
ノ
ミ
ナ
り
ズ
ム
と
い
う
の
は
認
識
論
か
ら
の
考
え
で
あ
っ
て
、
形
而
上
学
か
ら
は
ま
た
少
し
く
趣
き
を
具
に
す
る
の
で
は
な

い
か
、
ま
た
多
元
論
の
一
面
に
モ

ニ
ズ
ム

、
寧
ろ
多
元
に
し
て
、
単
元
、
そ
し
て
倫
理
学
か
ら
は
個
と
一
般
と
が

一
致
す
る
の
で
は
な
い
か
と
回
ゅ
う
の
で
あ
る
け
れ

ど
も
、
こ
の
小
篇
に
於
い
て
も
は
も
っ
ぱ
ら
ス
ト
ア
の
認
識
論
を
自
分
な
り
に
把
握
し
て
お
こ
う
と
思
う
だ
け
で
あ
る
。

ス
ト
ア
哲
学
が
唯
物
論
で
あ
る
こ
と
は
周
知
の
通
り
で
あ
る
。

こ
れ
は
時
代
の
要
求
か
ら
し
て
も
当
然
で
あ
っ
た
よ
う
に
忠
わ
れ
る
。
プ
ラ

ト
ー
ン
・
ア
リ
ス
ト
テ
レ

I
ス
の
二
大
高
峯
の
故
に
、
今
日
か
ら
は
ア
リ
ス
テ
レ

l

ス
後
の
諸
哲
学
は
影
薄
く
し
て
、
殆
ん
ど
取
る
に
足
ら
ず
、

精
々
前
時
代
の
命
脈
を
伝
え
て
い
る
か
に
受
取
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
当
時
と
し
て
は
時
代
は
既
に
移
っ
て
プ
ラ
ト

l

ン
・
ア
リ
ス
ト
テ

v

l

ス
で
は
も
う
、
古
か
っ
た
。
そ
し
て
新
興
の
或
も
の
は
新
哲
学
と
し
て
当
時
の
人
々
を
惹
き
つ
け
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
後
も
長
く
世
を
支
配

し
た
の
で
あ
る
。
新
ら
し
い
傾
向
の
一
二
を
あ
げ
れ
ば
、

ア
レ
ク
サ
ン
ド
ロ
ス
大
王
の
遠
征
前
の
ギ
リ
シ
ア
は
割
拠
的
内
肉
的
で
あ
っ
た
に
対

し
て
、

遠
征
後
は
遠
心
的
外
向
的
に
な
り
、
全
世
界
を
一
っ
と
す
る
か
、
少
く
と
も
ポ
リ
ス
・の
壁
を
取
り
去
る
よ
う
な
傾
向
に
な
っ
た
こ
と
は

疑
え
た
い
。
次
に
唯
物
論
に
な
っ
た
こ
と
も
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
国
亡
び
て
そ
の
日
の
生
活
に
さ
え
事
欠
く
時
代
に
於
い
て
は
、
プ
ラ

ハ一

O
二
O
)



ス
ト
ア
の
認
識
論

ハ一

O
二
一
)

ト
ン
の
イ
デ
ア
論
の
如
き
は
理
窟
は
と
に
か
く
と
し
て
、
手
取
り
早
く
役
に
立
た
な
か
っ

た。

実
際
に
於
い
て
存
在
す
る
も
の
は
、
直
接
わ
れ

わ
れ
に
働
き
を
及
ぼ
す
も
の
、
も
し
く
は
働
き
を
受
け
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
画
餅
の
如
き
も
の
で
は
な
く
し
て
、
わ
れ
わ

れ
の
飢
を
充
た
し
、
渇
を
医
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
わ
が
身
を
入
れ
る
土
地
、
休
息
さ
せ
る
に
足
る
家
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
完

全
な
る
家
自
体
よ
り
も
雨
露
を
凌
ぐ
に
足
る
粗
末
な
小
屋
、

ま
た
実
在
性
に
富
む
と
考
え
た
こ
と

で
も
あ
ろ
う
。

も
し
く
桶
の
方
が
迄
か
に
値
打
が
あ
り
、

ス
ト
ア
に
於
い
て
は
存
在
は
手
で
っ
か
め
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
古
い
も
の
を
宗
教
の
如
く
尊
崇
す
る

ア
カ
デ

「

l
派
や
遁
進
学
派
は
別
と
し
て
、

エ
ピ
ク

l

ロ
ス
派
の
如
き
も
矢
張
唯
物
論
的
で
あ
っ

た
。

唯
物
論
を
と
る
に
至
っ
た
理
由
は
色
々
あ
る
で
あ
ろ
う
が
、
兎
に
角
ス
ト
ア
は
唯
物
論
を
と
っ

た
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
一
切
存
在
は
物
体
で
あ

①
 

る
。
神
で
あ
ろ
う
が
精
神
的
な
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
は
皆
物
体
で
、
そ
う
い
う
個
々
の
多
な
る
物
体
の
み
が
存
在
だ
と
い
う
の

ス
ト
ア
が
ア
ン
テ
ィ
ス
テ
ネ

1

ス
の
系
統
を
継
ぐ
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、
名
目
論
と
な
り
個

々
の
も
の
だ
け
を
存
在
と
考
え
る
の

で
あ
る
。

は
全
く
自
然
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば
な
ら
ね
。
尤
も
ダ
ッ

ド
レ
イ
の
如
き
は
ア
ン
テ
ィ
ス

テ
ネ
I

ス
を
犬
儒
と
す
る
従
来
の
デ
イ
オ
グ
ネ

1

ス
・

-
7
1
エ
ル
テ
ィ
オ
ス
ヰ
伝
に
反
対
し
、

ア
ン
テ
イ
ス
テ
ネ
l

ス
と
犬
儒
と
の
生
き
方
の
非
常
な
違
い

か
ら
、
犬
儒
は
デ
イ
オ
グ
ネ
l

ス
に
匂

(
O】
)

ま
る
と
主
張
し
て

い
も
し
か
し
思
想
的
に
ア
ン
テ
イ
ス
デ
ネ
l

ス
の
ノ
ミ
ナ
リ
ズ
ム
が
ゼ

I

ノ
ー
ぷ
に
伝
わ
ら
な
か
っ

た
と
は
断
じ
難
い
。

と
に
か
く
ス
ト
ア
で
は
個
々
の
具
体
的
な
物
体
が
存
在
と
考
え
ら
れ
て
る
こ
と
は
疑
え
な
い
。
し
か
し
存
在
そ
の
も
の
を
扱
う
の
は
自
然
学
で

あ
る
か
ら
今
は
触
れ
な
い
。

パ
ン
タ
シ
ア

個
々
の
事
物
が
感
覚
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
の
心
に
印
ぜ
ら
れ
る
時
、

「
心
像
い
が
生
ず
る
。

ゼ

l
ノ
i

ン
は
こ
の
心
像
を
「
心
内
の
痕
跡
」

(
Q
H
V
O
ω
2
0口
問
)ω
三
月
日
)
と
い
っ
て
い
る
。

つ
ま

p心
像
と
は
印
を
捺
し
た
よ
う
に
心
内
に
出
来
た
像
と
い
う
わ
け
で
あ
る

υ

し
か
し
単
に
心

像
だ
け
で
は
事
物
の
認
識
に
は
な
ら
な
い
。
そ
の
心
像
は
知
性
の
働
き
に
よ
っ
て
よ
し
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
、

さ
し
控
え
ら
れ
る
か
、

、或
は

退
け
ら
れ
る
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
能
力
は
承
認
と
で
も
訳
す
べ
き
シ
ュ
ン
カ
タ
テ
シ
ス
で
あ
る
が
、

こ
の
知
性
に
認
め
ら
れ
て
姶



aa

、

、

t
a舵
吐
川
・
H

つ
れ
山
H
a
l
q
'
h
川
、
目

、
d

づ

A
J
Vバ
L
J
F
1
u
w
Hか
リ
ー

a

戸、
4

・r
u

w

ψ

J

ご

l
l
u
h
h旬
、

f
A
、a
n
J

・41h
a

〈
M
W

恥叶

J
I

、

、

血

川

川

'
h刊
山
川

U
品
札
は

h
l
k
刊
日
肌
吋
e
t
Lリ

w

(
E
S
-
8巴
ω

)

の
中
に
取
入
れ
ら
れ
、
も
し
く
は
わ
れ
わ
れ
に
働
く
も
の
と
な
る
の
で
あ
る
。

認
め
ら
れ
た
も
の
は
真
な
る
心
像
で
あ
り
、
う
け
が
わ
れ
ず
し
て
退
け
ら
れ
た
も
の
は
偽
な
る
心
像
で
あ
る
。
前
者
は
「
カ
タ
レ

I
プ
シ
ス
的

め
て
心
像
は
「
認
識
」

と
こ
ろ
で
よ
し
と
し
て

(
同
)
}
M
m
w

ロ門
mwω
訂
凶
凶
w
m
W
4
U何
回
目
剛
山
間
)
片
片
付
制
)

心
像
」

Q
Z
E
S
E
E
S
-
m℃
zwm〉
で
、
後
者
は
「
カ
タ
レ

l
プ
シ
ス
的
で
な
い
心
像
」

は
把
握
さ
れ
た
心
像
で
あ
り
、
客
観
に
即
し
て
あ
る
が
通
り
に
つ
か
ま
れ
た
心
像
で
あ
る
。

E
S
Z宮
町
と
か

E
g
g
g
と
い
う
語
か
ら
来
た
の
で
あ
っ
て
、
ど
こ
迄
も
「
即
し
て
取
り
」

で
あ
る

O

E
S
Z
E
Z
い
う
語
は

wmgl

つ
ま
り
前
者

「
そ
の
通
り
に
つ
か
む
と
い
う
の
で
あ
る
。
従
っ
て
な
い
も
の
の

心
像
で
は
な
く
、

「
存
在
す
る
も
の
か
ら
の
心
像
」
、

し
か
も
「
存
在
す
る
も
の
そ
の
も
の
の
通
り
に
印
せ
ら
れ
、
存
在
し
な
い
も
の
か
ら
生

じ
な
い
よ
う
な
風
に
印
せ
ら
れ
た
心
像
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
よ
っ
て
よ
し
と
し
て
う
け
が
わ
れ
た
心
像
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
o

aロ
-ssapgu
な
る
語
も
矢
張

E
S
な
る
語
を
伴
っ
て
い
る
。
従
っ
て
単
な
る
シ
ュ
ン
テ
シ
ス
で
は
な
く
し
て
、
存
在
に
即
し
て
あ
る
が

ゼ
l
ノ

I

ン
は
指
を
伸
し
た
右
の
平
手
を
示
し
て
」
こ
の
よ
う
な
の
が
心
像
だ
」
と
い

ま
ま
、
主
観
も
一

緒
に
な
っ
て
定
立
す
る
の
で
あ
る
。

い
、
そ
れ
か
ら
少
し
く
指
を
曲
、げ
て
「
こ
の
よ
う
な
の
が
承
認
一

、
今
度
は
全
部
握
り
し
め
て
「
こ
れ
が
認
識
」
と
い
い
、

最
後
に
そ
こ
へ
左

④
 

「
か
く
の
如
き
が
知
識
だ
」
と
い
っ
た
。

手
を
持
っ
て
行
っ
て
、
固
く
握
り
し
め
、

「
心
内
の
痕
跡
」
と
い
う
ゼ

I
ノ

l

ン
の
言
葉
に
関
し
て
、

ス
と
で
は
解
釈
が
同
じ
で
な
か
っ
た
c

ク
レ
ア
ン
テ
i

ス
は
言
葉
通
り
に
と
っ
て
丁
度
蝋
に
印
を
捺
す
よ
う
に
刻
印
が
出
来
る
も
の
之
湾
え
た

臥

札

)

(

怖

心

)

、
が
、
ク
リ
ュ

I
シ
ッ
ポ
ス
に
よ
る
と
、
も
し
そ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
れ
ば
、
同
時
に
同
じ
場
所
に
沢
山
受
取
る
こ
と
は
出
来
な
く
な
る
。
例
え

と
こ
ろ
で
心
像
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

ク
レ
ア
ン
テ
l

ス
シ
」
ク
リ
ュ

1

シ
ッ
ポ

ば
三
角
形
や
四
角
形
の
如
き
違
っ
た
も
の
を
受
取
る
こ
と
は
困
難
に
な
る
。
ま
た
蝋
が
型
を
受
取
る
よ
う
に
心
に
刻
印
を
受
け
る
の
な
ら
ば
、

最
後
の
も
の
は
前
の
も
の
で
ぼ
や
け
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
し
、
ま
た
最
初
の
も
の
は
記
憶
が
薄
ら
ぐ
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。

ュ
l

シ
ヅ
ポ
ス
は
こ
の
よ
う
な
理
由
で
ク
レ
ア
ン
テ

I

ス
の
解
釈
に
反
対
.し
、
心
内
の
痕
跡
を
「
心
内
の
変
化
」
(
包

z
g
ω
U
g
u
a各
⑦
或
は

「
心
の
変
質
」

(
F
2
0
8
5包
ω
官
三
百
ろ
で
あ
る
と
考
え
た
。

つ
ま
り
沢
山
の
心
像
を
持
つ
な
ら
ば
、
同
じ
心
が
同
時
に
沢
山
の
変
化
を
受
け
る

わ
け
で
、
丁
度
空
気
が
同
時
に
沢
山
の
人
か
ら
声
を
出
さ
れ
る
な
ら
ば
、
同
時
に
種
々
の
音
を
受
け
て
変
化
す
る
よ
う
に
、
心
も
受
け
る
沢
山

ス
ト
ア
の
認
識
論

ハ一

O
二
二
〉

ク



ス
ト
ア
の
認
識
論

四

ハ一

O
二
一
二
U

⑦
 

の
像
に
応
じ
て
変
化
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
し
こ
こ
に
わ
れ
わ
れ
は
心
が
プ
ネ
ク
マ
で
あ
り
、
そ
の
活
動
が
そ
の
緊
張
関
係
で
あ
る
こ
と
を
忠

う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

ク
レ
ア
ン
テ

l

ス
で
は
全
く
受
動
的
で
蝋
で
捺
さ
れ
た
型
の
如
く
固
い
が
、
ク
リ
ュ
!
シ
ッ
ポ
ス
の
解
釈
で
は
若
干
の
能

動
性
が
認
め
ら
れ
る
。
し
か
し
彼
の
用
い
た
空
気
の
た
と
え
ば
蝋
の
そ
れ
よ
り
は
弾
力
性
あ
る
と
し
て
も
、
矢
張
同
じ
よ
う
な
困
難
を
伴
う
。

け
だ
し
物
質
的
な
も
の
に
お
い
て
矛
盾
で
あ
り
不
可
能
な
も
の
が
何
ら
矛
盾
な
く
、
ま
た
可
能
で
あ
る
の
が
霊
的
な
も
の
や
精
神
的
な
も
の
の

特
色
で
あ
る
の
に
、
寧
ろ
物
質
的
な
も
の
、
物
体
的
な
も
の
を
以
っ
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
か
ら
，で
あ
る
。
精
神
的
な
も
の
は
精
神
的
な
場
所

に
於
い
て
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
に
、

却
っ
て
物
質
的
な
場
所
に
於
い
て
説
明
し
よ
う
と
す
る
か
ら
で
、

そ
れ
は
唯
物
論
と
し
て
の
制

限
な
の
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
ク
リ
ュ
!
シ
ッ
ポ
ス
が
痕
跡
に
お
い
て
心
の
能
動
面
を
注
目
し
た
こ
と
は
確
か
に

J

功
績
で
あ
る
と
い
わ
ね
ば

な
ら
ぬ
。
し
か
し
そ
れ
も
余
り
強
調
さ
れ
て
は
な
ら
ぬ
。
ク
リ
ュ

l

シ
ッ
ポ
ス
は
「
心
内
の
変
化
」
と
い
い
な
が
ら
「
心
内
に
生
じ
た
受
様
」

⑧
 

(
℃

ω同
町
。

ω
g

g
℃
認
の
F
m
u

と
も
い
っ
て
、
そ
の
受
動
面
を
忘
れ
な
か
っ
た
。

心
像
は
感
覚
器
官
を
通
し
て
心
に
印
ぜ
ら
れ
る
ο

例
え
ば
眼
を
通
し
て
臼
い
も
の
が
見
ら
れ
た
時
、

心
内
に
生
じ
た
も
の
が
パ
ト
ス
で
J

の

る
心
と
こ
ろ
で
こ
の

パ
ト
ス
に
対
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
刺
戟
し
た
も
の
と
し
て
外
界
に
対
象
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
は
他
の
感
覚
の
場
合

ス
ト
ア
は

パ
ン
タ
シ
ア
と
パ
ン
タ
ス

ト
ン
と
パ
ン
タ
ス
テ
イ
コ
ン
と
バ
ン
タ
ス
マ
と
を
区
別
し
た
。
パ
ン
タ
シ
ア
と
い
う

で
も
同
様
で
あ
る
。

の
は
心
内
の

パ
ト

ス
で
、
今
の
例
で
い
え
ば
心
内
の
白
い
も
の
の
如
き
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
心
像
の
先
方
に
あ
る
対
象
が
パ
ン
タ
ス
ト
ン

③
 

と
い
っ
て
い
る
。

第
三
の
パ
ン
タ
ス
テ
イ
コ
ン
と
い
う
の
は
例
え
ば
，
影
と
戦
う

と
か
、
空
し
く
手
を
出
す
と
い
っ
た
よ
う
な
場
合
の
如
〈
ー
パ
ン
タ
ス
ト
ン
に
基
づ
が
な
い
心
内
の

パ
ト
ス

で
あ
る
。
最
後
の
パ
ン
タ
ス

マ
七

⑩
 

は
パ
ン
タ
シ
ア
と
同
じ
意
味
に
用
い
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
が
、
大
体
は
空
し
き
も
の
で
あ
り
な
か
ら
人
を
惹
き
つ
け
る
パ

ン
タ
ス
テ
配
」
ン
で

⑪
 

メ
ラ
ン
コ
リ
ー
な
人
や
気
遣
な
ど
に
起
る
も
の
に
用
い
ら
れ
る
。
ク
リ
ュ

l

シ
ッ
ポ
ス
は
エ
ク
リ
ピ
デ

1

ス
の
オ
レ
ス
テ

1

ス
を
そ
の

で
あ
っ
て
、

プ
レ
イ
エ
は
こ
れ
を

E
芯
丘
一
丹市小

円。℃芯

ωg芯
。

あ
り
、

例
に
あ
げ
て
い
る
。

お
母
さ
ん
、
お
願
い
で
す
、
私
に
復
讐
し
な
い
で
下
さ
い
。
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血
が
、
ぎ
ら
ぎ
ら
輝
き
、
髪
の
毛
が
蛇
の
よ
う
に
ど
く
ろ
巻
い
て
い
ま
す
。

彼
ら
は
近
づ
い
て
私
に
と
び
か
か
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
心

オ
レ
ス
テ

!
ス
は
狂
気
の
よ
う
に
こ
う
叫
ぶ
。
し
か
し
実
際
は
何
も
見
え
な
い
。
だ
か
ら
姉
の
エ

l

レ
ク
ト
ラ
は

不
幸
な
者
よ
、

お
前
は

ベ
ッ

ト
に
休
む
か
い
い
、

と

う何
のも
で見
あ え
る⑬や
。 し

な
し1

お
前
の
見
て
る
も
の
は
何
で
も
な
い
の
だ
。

心
像
に
は
パ
ン
タ
ス
テ
イ
コ
ン
や
パ
ン
タ
ス
マ
の
如
く
外
界
に
や
一
六
物
の
な
い
も
の
も
は
い
る
。

い
ま
心
像
の
種
類
を
あ
げ
る
と
、
或
も
の
は

感
覚
的
で
あ
り
、
或
も
の
は
感
覚
的
で
な
い
。
前
者
は
一
つ
の
感
管
、
も
し
く
は
一
つ
以
上
の
感
官
を
通
し
て
得
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者

は
デ

イ
ア
ノ
イ
ア

を
通
し
て
得
ら
れ
た
非
感
覚
的
な
も
の
で
あ
る
・。
感
覚
的
な
も
の
の
、
う
ち
或
も
の
は
存
在
す
る
も
の
か
ら
来
た
も
の
で
、
し

戸吐

か
も
あ
る
が
ま
ま
の
も
の
で
あ
引
い
0

だ
が
或
も
の
は
存
在
す
る
も
の
か
ら
来
た
か
の
如
く
見
え
る
が
、
単
に
見
か
け
だ
け
の
も
の
で
あ
る
。
ま

た
心
像
の
う
ち
或
も
の
は
理
性
的
な
も
の
で
あ
り
、
或
も
の
は
そ
う
で
な
い
、
前
者
は
理
性
的
動
物
の
心
像
で
あ
り
、
後
者
は
非
理
性
的
な
動

物
の
心
像
で
あ
る
。
理
性
的
な
心
像
は
思
想
と
い
わ
れ
る
が
、
非
理
性
的
な
心
像
に
は
こ
れ
と
い
っ
て
特
別
の
名
前
は
な
い
。
更
に
ま
た
心
像

の
或
も
の
は
「
尤
ら
し
ゃ
も
の
」
で
あ
り
、
或
も
の
は
尤
ら
し
く
な
い
も
の
、
或
も
の
は
尤
ら
し
く
ま
た
ら
し
く
な
い
も
の
、
或
も
の
は
尤
ら

し
い
も
の
で
も
ら
し
く
な
い
も
の
で
も
な
い
。
第
一
の
心
像
は
わ
れ
わ
れ
の
ス
ム
ー
ス
に
う
な
ず
け
る
も
の
で
、

「
今
は
昼
で
あ
る
」
と
か
、

「
私
は
話
し
て
い
る
」
の
如
き
も
の
で
あ
る
。
第
二
の
尤
ら
し
く
な
い
心
像
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
承
認
を
得
ら
れ
な
い
心
像
で
、
例
え
ば
「
も

し
昼
な
ら
ば
太
陽
は
地
の
上
空
に
な
い
」
の
如
き
で
あ
り
、
第
三
の
尤
ら
し
く
ま
た
ら
し
く
な
い
心
像
と
は
そ
の
時
々
で
遣
う
場
合
の
も
の
で
、

例
え
ば
迷
っ

て
い
る
人
が
あ
あ
い
っ
た
り
、
こ
う
い
っ
た
り
す
る
場
合
の
心
像
の
如
き
で
あ
る
。
第
四
の
尤
も
ら
し
い
も
の
で
も
ら
し
く
な
い

も
の
で
も
な
い
心
像
と
は
、
星
は
奇
数
で
あ
る
と
か
偶
像
で
あ
る
と
か
い
う
よ
う
な
心
像
で
あ
る
。
ま
た
尤
ら
し
い
心
像
の
う
ち
或
る
も
の
は

真
で
あ
り
、
或
も
の
は
偽
で
あ
る
心
、
ま
た
或
も
の
は
そ
の
何
れ
で
も
あ
り
、
或
も
の
は
何
れ
で
も
な
い
。
陳
述
が
真
で
あ
る
場
合
は
真
で
あ

ス
ト
ア
の
認
識
論

五

ハ一

O
二
四
)
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る
。
例
え
ば
実
際
昼
で
あ
る
場
合
、

「
昼
で
あ
る
」
の
は
真
で
あ
る
。
陳
述
が
偽
で
あ
る
場
合
に
は
そ
の
心
像
は
偽
で
あ
る
。
ま
た
オ
レ
ス
テ

ー
ス
、
が
エ

i

レ
ク
ト
ラ
に
よ
っ
て
気
遣
い
に
な
っ
た
と
い
う
の
は
真
で
も
あ
り
、
偽
で
も
あ
る
。
ま
た
類
的
な
心
像
は
真
で
も
な
け
れ
ば
偽
で

も
な
い
。
な
・ぜ
か
と
い
う
に
種
的
な
も
の
は
あ
J

の
で
あ
る
か
、
こ
う
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
の
も
の
の
類
は
あ
あ
で
あ
こ
う
で
も
な
い
か
ら
で
あ

る
。
例
え
ば
人
間
の
中
の
或
も
の
は
ギ
リ
シ
ア
人
で
あ
り
、
或
も
の
は
蛮
族
で
あ
る
。
し
か
し
人
類
は
ギ

0
シ
ア
人
で
も
な
け
れ
ば
蛮
族
で
も

旬
。
心
像
の
中
で
真
な
る
そ
し
て
鮮
明
な
心
像
?
タ
レ

l
プ
シ
ス
的
心
像
と
い
っ
て
い
る
o

こ
れ
ら
の
心
像
に
承
認
を
与
え
る
も
の
が
カ

タ
レ

i
プ
シ
ス
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
さ
き
に
述
べ
た
存
在
す
る
も
の
か
ら
在
る
通
り
に
印
せ
ら
れ
た
心
像
で
あ
る
。
だ
が
偽
で
あ
る
パ
ン

⑬
 

タ
シ
ア
や
真
で
も
は
っ
き
り
し
な
い
パ
ン
タ
シ
ア
は
カ
タ
レ

i
プ
シ
ス
的
で
な
い
パ
ン
タ
シ
ア
と
い
わ
れ
る
。
例
え
ば
発
熱
し
て
る
人
や
メ
ラ

ン
フ
リ
ー
な
人
は
、

そ
れ
は
「
外
部
か
ら
偶
然

心
像
を
持
っ
て
る
こ
と
は
持
っ
て
る
が
、
そ
れ
は
カ
タ
レ

l
プ
シ
ス
的
な
心
像
で
は
な
い
。

に
」
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
に
つ
い
て
は
自
信
あ
る
も
の
と
し
て
繰
返
し
主
張
す
る
こ
と
も
出
来
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
に
承
認
を
与
え
る

⑬
 

こ
と
も
出
来
に
ゆ
o

ま
た
或
心
像
は
例
え
ば
夢
や
神
話
、
鳥
、
犠
牲
に
よ
る
啓
示
や
神
か
ら
送
ゐ
れ
た
心
像
で
あ
る
o

個
々
の
事
物
の
心
像
が
与
え
ら
れ
る
の
は
感
覚
を
通
し
て
で
あ

り
、
そ
れ
を
把
握
し
、
承
認
を
与
え
る
の
は
知
性
に
よ
っ
て
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ

0
1

ま
た
上
の
二
者
は
そ
れ
ぞ
れ
心
像
の
出
所
で
も
あ
る
。
黒

わ
れ
わ
れ
の
認
識
の
成
立
に
は
、

感
覚
と
知
性
と
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。

白
粗
滑
は
感
覚
に
基
づ
く
し
、
善
悪
美
醜
は
知
性
に
基
づ
く
か
ら
で
あ
る
。

⑬
 

デ
イ
オ
グ
ネ

1

ス
・

-
7
1
エ
ル
テ
イ
オ
ス
に
よ
る
と
ス
ト
ア
は
「
感
覚
」
な
る
言
葉
を
次
の
四
つ
の
も
の
に
用
い
て
い
る
。
村
へ

l
グ
モ
ニ

コ
ン
か
ら
感
覚
〔
器
官
〕
に
及
ん
で
い
る
プ
ネ
ク
マ
、
同
感
覚
に
よ
る
カ
タ
レ

l
プ
シ
ス
、
同
感
覚
器
官
の
周
辺
の
機
構
、
同
感
覚
器
官
の
活

動
の
四
つ
で
あ
る
c

と
こ
ろ
で
第
一
の
も
の
は
プ
ネ
ク
マ
で
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
の
心
か
ら
感
覚
器
官
に
拡
っ
て
い
る
霊
気
で
あ
る
が
、
し
か

し
そ
れ
は
具
体
的
に
は
第
三
の
感
覚
器
官
の
機
構
と
結
ん
で
い
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
感
覚
器
官
は
外
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け

で
は
感
覚
は
生
じ
な
い
。
従
っ
て
第
一
の
プ
ネ
ク
マ
と
第
三
の
器
官
の
機
構
と
は
相
結
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
便
宜
上
分
け
て
考
え
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た
に
過
ぎ
な
い
。

ま
た
第
四
の
感
覚
器
官
の
活
動
と
い
う
の
は
第
一
と
第
三
の
結
合
し
て
い
る
も
の
の
活
動
で
あ
る

o

第
二
の
カ
タ
レ

l

フ
シ

ス
は
今
い
っ
た
活
動
の
結
果
で
め
る
υ

総
じ
て
い
え
ば
心
が
感
覚
器
官
を
通
じ
て
、
プ
ネ
ク
ー
に
よ
り
感
覚
な
る
認
識
を
行
う
の
だ
と
飢
え
る

「
総
て
の
感
覚
は
承
認
で
あ
り
、
認
識
で
あ
る
」
と

で
あ
ろ
う
o

感
覚
は
厳
密
に
は
今
い
っ
た
よ
う
な

一
種
の
認
識
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑧
 

か

「
感
覚
は
自
身
承
認
で
あ
る
」

と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。

し
か
し
感
覚
と
い
っ
て
も
今
四
つ
示
さ
れ
た
よ
う
に
広
い
意
味
狭
い
意
味
色
々

の
別
が
あ
る
わ
け
で
、

第
三
の
感
覚
器
官
の
活
動
と
い
う
如
く
未
だ
認
識
に
な
ら
ぬ
も
の
も
あ
る
。

そ
し
て
寧
ろ
感
覚
に
は
受
動
の
面
が
強
い

か
ら
、
普
通
は
認
識
の
一
歩
手
前
の
も
の
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
で
感
覚
的
パ
ン
タ
ン
ア

は
如
何
に
し
て
生
ず
る
で
あ
ろ
う
か
o

感
覚
的
パ
ン
炉
ゾ
ア
が
生
ず
る
た
め
に
は
五
つ
の
も
の
が
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
感
覚
さ
れ
る
も
の
、
感
覚
器
官
、
場
所
、
駅
船
、
デ
イ
ア
ノ
イ
ア
の
五
つ
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
何
れ
が
欠
け
て
も
感
覚
的
認
識
は

成
立
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
ら
が
正
し
く
な
け
れ
ば
、
正
し
い
パ
ン
タ
シ
ア
は
生
ず
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
こ
の
う
ち
最
初
の

も
の
は
感
覚
の
対
象
で
あ
り
、
存
在
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
第
二
の
も
の
は
感
官
で
あ
る
o

第
一
二
の
場
所
は
感
覚
さ
れ
る
も
の
の
「
於
い
て
あ

る
場
所
」
の
こ
と
で
あ
る
o

第
四
の
ポ

l

ス
は
関
係
で
あ
っ
て
、
感
覚
さ
れ
る
も
の
、
即
ち
外
物
は
感
覚
す
る
も
の
に
対
し
て
或
関
係
が
必
要

で
あ
る
o

例
え
ば
一
定
の
距
離
と
か
一
定
の
方
向
と
か
い
う
よ
う
な
関
係
に
な
け
れ
ば
、
正
当
に
感
覚
さ
れ
る
こ
と
は
出
来
な
い
で
あ
ろ
う

o

こ
れ
は
場
所
の
中
に
入
れ
て
も
い
い

の
で
は
な
い
か
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
場
所
に
盛
り
切
れ
ぬ
独
立
の
も
の
が
あ
る
。
第
五
の
も
の
は
知
性

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
普
通
の
健
全
な
知
性
の
こ
と
で
、
病
人
や
狂
人
の
狂
え
る
正
常
な
ら
ぬ
知
性
で
は
な
い
。
も
し
そ
う
で
な
け
れ
ば
、
パ
ン

タ
ス
マ
や
パ
ン
タ
ス
テ
イ
コ
ン

は
現
れ
て
も
、
正
常
な
感
覚
的
心
像
と
は
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

次
に
感
覚
に
つ
い
て
の
真
偽
問
題
で
あ
る
が
、
感
覚
に
は
広
狭
の
別
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
色
々
い
え
る
わ
け
で
あ
る
o

つ
ま
り
感
覚
の
或
も

の
は
真
で
あ
り
、
或
も
の
は
偽
で
あ
る
と
も
い
え
る
し
、
或
は
感
覚
に
は
真
偽
は
な
い
と
も
い
え
れ
ば
、
或
は
感
覚
は
皆
真
で
あ
る
と
も
い
え

る
。
感
覚
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ブ
な
状
態
に
於
い
て
は
、

真
偽
以
前
と
も
真
偽
は
な
い
と
も
い
え
る
し
、
ま
た
素
朴
な
意
味
に
於
い
て
は
皆
真
で
あ

ま
た
鳩
の
首
は
そ
の
都
度
違
っ
た
色
に
見
え
る
。

る
と
も
い
う
こ
と
が
出
来
る
。

例
え
ば
水
中
の
擢
は
こ
わ
れ
て
見
え
、

こ
れ
は
事
実
で
あ

ス
ト
ア
の
認
識
論

七

(
一
の
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六
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る
。
そ
の
意
味
で
は
何
れ
も
真
で
あ
る
。
し
か
し
そ
の
故
に
そ
う
判
断
す
れ
ば
誤
謬
と
な
る
。
水
中
か
ら
擢
を
取
り
出
し
て
見
れ
ば
こ
わ
れ
て

い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
も
水
中
に
於
い
て
こ
わ
れ
た
ト
吟
に
見
え
る
の
は
水
が
感
覚
の
正
し
い
活
動
を
妨
げ
、
鳩
の
場
合
に
は
、
角
度
に

よ
っ
て
光
が
感
覚
の
正
当
な
活
動
を
邪
魔
す
る
か
ら
で
あ
4

包

そ
う
い
う
意
味
で
感
覚
に
は
真
偽
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
が
知
性
の
立

場
、
所
謂
普
通
の
認
識
的
な
立
場
に
立
っ
た
時
、
始
め
て
真
偽
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
従
っ
て
感
覚
そ
の
も
の
の
立
場
で
は
賢
者
愚
者
の
別

は
な
く
、
知
性
の
上
で
始
め
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
実
際
に
於
い
て
感
覚
の
立
場
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
稀
で
あ
る
。
で

は
如
何
な
る
時
真
、
も
し
く
は
偽
か
と
い
え
ば
、
対
象
を
あ
る
が
ま
ま
に
映
し
て
い
る
か
否
か
に
あ
る
の
で
、
そ
れ
は
さ
き
に
述
べ
た
感
覚
的

心
像
が
生
ず
る
た
め
の
諸
条
件
が
充
さ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
に
あ
る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

認
識
が
成
立
っ
た
め
に
は
感
覚
は
知
性
の
協
力
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
そ
れ
で
そ
の
知
性
で
あ
る
が
、
ス
ト
ア
で
は
プ
シ
ュ
ケ

l
、

デ
イ
ア
ノ
イ
ア
は
区
別
さ
れ
ず
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、

厳
密
に
は
区
別
す
べ
き
で
あ
る
。

ゲ
モ
ニ
コ
ン
、

プ
シ
ュ
ケ
ー
は
魂
で
あ

心
で
あ
っ
て
、

の
」
と
か
「
支
配
的
な
も
の
」
と
か
い
う
の
で
、
プ
シ
ュ
ケ
!
の
中
の
指
導
的
な
部
分
で
あ
る

d

そ
れ
は
ス
ト
ア
が
認
め
た
魂
の
八
つ
の
能
力

⑧
 

の
中
の
最
高
の
部
分
で
、
或
時
は
デ
イ
ア
ノ
イ
ア
と
同
一
の
意
味
で
も
あ
る
。
そ
れ
は
理
性
的
な
も
の
で
、
倫
理
的
な
も
の
に
於
い
て
は
良
心

と
か
意
志
の
意
味
で
さ
え
あ
る
。
し
か
し
デ
イ
ア
ノ
イ
ア
に
比
較
す
る
時
は
未
だ
意
味
が
広
く
、
魂
の
中
の
指
導
的
な
部
分
と
し
て
動
物
に
於

い
て
さ
え
用
い
ら
れ
る
。
だ
が
デ
イ
ア
ノ
イ
ア
と
な
る
と
、
そ
れ
は
人
聞
に
の
み
あ
る
能
力
で
、

り

生
物
の
普
く
持
っ
て
る
も
の
で
一
番
広
い
意
味
の
も
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
へ

l
グ
モ
ニ
コ
ン
は
「
指
導
的
な
も

へ
l
グ
モ
ニ
コ
ン
の
中
の
更
に
上
位
的
な
部

分
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
知
性
で
あ
っ
て
も
狭
義
の
も
の
で
は
な
く
、
意
士
山
も
感
情
も
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
な
能
力
で
あ
る
。
な
ぜ
か

と
い
え
ば
善
悪
正
邪
を
弁
別
し
、
決
断
す
る
能
力
だ
か
ら
で
あ
る
。

デ
イ
ア
ノ
イ
ア
の
働
き
は
感
覚
と
違
っ
て
能
働
的
で
あ
る
。
そ
れ
は
外
か
ら
パ
ン
タ
シ
ア
を
与
え
ら
れ
な
く
と
も
、
自
ら
産
む
こ
と
が
出
来

る
。
し
か
し
感
覚
的
認
識
に
協
力
す
る
場
合
に
は
、
与
え
ら
れ
た
心
像
に
つ
い
て
働
く
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
感
覚
に
基
づ
く
心
像
に
つ
い
て
、

も
し
そ
れ
が
存
在
か
ら
来
て
、
存
在
に
即
し
た
も
の
で
あ
れ
ば
そ
れ
を
よ
し
と
し
て
認
め
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
承
認
を
与
え
な
い
。
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わ
れ
わ
れ
の
「
心
の
指
導
的
な
部
分
」

(
g
z
m
o
s
g停。ロ
5
2
2
5
ω

宮
古
広
ろ
を
非
常
に
よ
く
出
来
て

い
る
「
紙
片
」
公

g
ユ
訟
〉
の
よ
う

⑧
 

な
も
の
で
、
各
観
念
は
一
つ
一
つ
そ
れ
に
書
き
込
ま
れ
る
と
な
し
た
。
例
え
ば
何
か
白
い
も
の
が
感
覚
さ
れ
た
時
、
そ
れ
を
取
去
れ
ば
記
憶
と

し
て
残
る
わ
け
で
あ
る
。
同
様
に
し
て
沢
山
の
記
憶
が
生
じ
た
時
、
わ
れ
わ
れ
は
経
験
し
た
と
称
す
る
o

と
こ
ろ
で
観
念
も
し
く
は
心
像
の
入

一
つ
は
何
ら
人
工
を
加
え
ず
に
自
然
に
生
。す
る
と
い
う
の
で
あ
り
、
他
は
教
え
る
と
か
配
慮
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

口
に
つ
い
て
は
二
つ
あ
る
O

生
ず
る
と
い
う
の
で
あ
切
後
の
エ
ピ
ク
テ

I
ト
ス

も
自
然
的
と
後
得
的
と
を
対
立
さ
せ
て

い
る
o

前
者
に
よ
る
も
の
は
特
に
プ
ロ
レ

l
プ
シ

ス
と
い
わ
れ
る
o

先
取
観
念
と
で
も
訳
さ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
デ
イ
ア
ノ
イ
ア
か
ら
し
て
自
然
的
に
生
ず
る
も
の
で
、

般
観
念
」
と
も
い
わ
れ
知
生
得
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
し
か
し
そ
の
放
に
生
れ
る
と
同
時
に
あ
る
と
い
う
の
で
は
な
く
、

縦
い
種
子
的

ロ
ゴ

「
自
然
的
な
一

ス
と
し
て
持
っ
て
い
て
も
、
現
わ
に
な
る
の
は
七
才
頃
か
ら
で
あ
っ
て
、
十
四
才
頃
に
一
応
完
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
o

四

感
覚
的
認
識
が
成
立
す
る
に
は
感
覚
に
知
性
が
協
力
す
る
こ
と
、
そ
し
て
心
像
は
感
覚
か
ら
も
知
性
か
ら
も
生
ず
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
た
。

と
こ
ろ
で
こ
の
感
覚
と
知
性
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
色
々
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
感
覚
と
知
性
と
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
も
の
で
二
元
的
の
も

の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
知
性
的
な
も
の
は
つ
ま
り
は
感
覚
的
な
も
の

に
基
づ
き
、
そ
れ
を
離
れ
て
は
そ
の
活
動
も
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
、

つ
ま
り
そ
の
意
味
に
於
い
て
感
覚
主
義
も
し
く
は
経
験
主
義
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
或
は
逆
に
知
性
を
離
れ
て
は
何
も
な
く
感
覚
も
能
動
的
で
あ

り
、
合
理
的
な
判
断
な
の
で
あ
ろ
う
か
、
そ
れ
と
も
一
見
感
覚
と
知
性
と
は
独
立
的
で
あ
る
が
実
は
同
一
な
る
も
の
の
二
つ
の
働
き
な
の

か、

従
っ
て
二
元
的
に
見
え
て
そ
の
実
一
元
的
な
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

観
念
の
或
も
の
は
人
工
に
よ
ら
ず
に
自
然
に
生
じ
て
来
る
し
、
或
も
の
は
教
え
ぞ
配
慮
に
よ
っ
て
後
得
的
に
生
ず
る

o

自
然
に
生
ず
る
観
念

ま
プ
ロ
レ

l
プ
シ
ス
と
い
わ
れ
、
道
徳
的
な
観
念
や
善
悪
並
木
醜
の
観
念
の
如
き
が
そ
れ
で
あ
り
、
ま
た
神
の
存
石
と
か
、
神
、が

一
切
の
も
の
を

十
し
て
い
る
と
か
い
う
観
念
も
そ
う
で
伊
o

こ
れ
ら
は
空
白
な
、
白
紙
の
中
年
頃
に
な
れ
百
台
現
出
す
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
o

後
件
的
な
記
入
は
感
覚
に
よ
る
心
像
が
も
と
で
あ
ろ
う
が
、
人
に
教
わ
っ
た
り
、
配
慮
に
よ
っ
て
も
得
ら
れ
る
も
の
で
、
か
く
し
て
得
ら
れ
た
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も
の
は
観
念
と
い
わ
れ
る
。
観
念
と
い
う
の
は
一
種
の
心
像
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
こ
と
は
資
料
で
は
屡
々
出
て
来
る
と
こ
ろ
で
あ
っ
て
、
こ

れ
は
一
応
そ
の
ま
ま
認
め
る
よ
り
外
な
い
。

⑫
 

と
こ
ろ
で
わ
れ
わ
れ
は
「
総
て
の
思
想
は
感
覚
か
ら
生
ず
る
、
も
し
く
は
感
覚
を
離
れ
て
は
生
じ
な
い
」
と
い
う
笛
所
に
出
逢
う
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
感
覚
主
義
も
し
く
は
経
験
主
義
と
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
。
つ
ま
り
知
性
に
よ
っ
て
得
た
と
思
わ
れ
る
観
念
や
思
想
も
そ
の

突
、
感
覚
に
基
づ
く
心
像
や
観
念
が
色
々
な
結
合
変
化
を
経
て
生
じ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
夢
の
中
の
心
像
も
、
狂
人
の
心
像
も
、
感

ス
ト
ア
に
よ
れ
ば
観
念
の
中
或
も
の
「
出
逢
い
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ

ま
た
或
も
の
は
「
類
似
」
に
よ
り
、
或
も
の
は
「
類
比
」
に
よ
り
、
或
も
の
は
「
置
き
換
え
」
に
よ
っ
て
生
ず
喝
し
、
ま
た
或
も
の
は

⑧
 

R

「
綜
合
」
に
よ
/り

、
或
も
の
は
「
反
対
」
に
よ
っ
て
、
そ
し
て
ま
た
或
も
の
は
「
欠
如
」
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
第
一
の
出
逢
い
と

党
を
通
し
て
わ
れ
わ
れ
に
知
ら
れ
た
も
の
を
離
れ
て
あ
る
の
で
は
な
い
。

る。い
う
の
は
接
触
に
よ
る
も
の
で
、
感
覚
的
な
心
像
で
あ
り
、
感
覚
的
な
観
念
で
あ
る
。
第
二
の
類
似
は
眼
前
に
あ
る
も
の
か
ら
得
ら
れ
る
観
念

で
、
例
え
ば
胸
像
を
見
て
そ
の
似
て
る
と
こ
ろ
か
ら
し
て
ソ

I
ク
ラ
テ
!
ス
の
観
念
を
得
る
如
き
で
あ
る
。
第
三
の
類
比
に
よ
る
も
の
は
、
或

は
拡
大
し
、
或
は
縮
少
し
て
得
ら
れ
る
観
念
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
チ
イ
テ
ユ
オ
ス
や
キ
ユ
ク

、ロ
l
プ
ス
の
如
き
は
拡
大
し
て
、
ま
た
一
寸
法
師

の
如
き
は
縮
少
し
て
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
し
、
ま
た
地
球
の
中
心
の
如
き
は
小
さ
い
球
の
中
心
か
ら
ア
ナ
ロ
ギ
ー
に
よ
っ
て
考
え
ら
れ
た
に

過
ぎ
な
い
。
第
四
の
置
き
換
え
に
よ
る
観
念
は
、
例
え
ば
胸
に
眼
の
あ
る
動
物
の
如
き
で
あ
る
。
第
五
の
綜
人
口
に
よ
る
も
の
は
例
え
ば
人
魚
や

• 

天
馬
の
如
き
も
の
そ
あ
り
、
第
六
の
反
対
に
よ
る
も
の
は
例
え
ば
生
に
対
す
る
死
の
観
念
の
如
き
で
あ
る
。
ま
た
キ
ユ
ク
ロ

l
プ
ス
の
一
つ
眼

• 

は
限
の
欠
如
で
あ
訴
。
か
く
て
結
局
も
と
は
感
覚
で
あ
っ
て
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
観
念
が
上
述
の
仕
方
で
新
た
な
観
念
に
形
成
さ
れ
、

吏
に
複
合
組
織
さ
れ
て
思
想
が
つ
く
ら
れ
る
。

従
っ
て
感
覚
的
心
像
な
け
れ
ば
諸
々
の
観
念
や
思
想
は
あ
り
得
な
い
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

か
く
考
え
れ
ば
総
て
の
思
想
は
感
覚
か
ら
生
ず
る
か
、

も
し
く
は
感
覚
を
離
れ
て
生
ず
る
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
本
当
の
よ
う
で
あ
る
。

彼
に
よ
れ
ば
事
物
の
観
念
は
認
知
か
結
合
か
類

似
か
理
性
の
比
較
か
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
彼
は
善
を
本
性
上
絶
対
的
な
も
の
と
見
な
が
ら
、
今
の
四
つ
の
中
の
最
後
で
あ

ま
た
キ
ケ
ロ
も
ス
ト
ア
の
説
と
し
て
善
の
観
念
を
経
験
か
ら
成
立
す
る
も
の
と
見
て
い
る
。



⑧
 

る
理
性
の
比
較
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
考
え
か
ら
す
れ
ば
ス
ト
ア
は
正
に
感
覚
主
義
で
あ
り
、

経
験
主
義

で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
で
あ
ろ
う
o

し
か
し
分
析
、
綜
合
の
能
力
、
承
認
の
能
力
等
の
知
性
そ
の
も
の
は
感
覚
か
ら
来
た
と
い
う
こ
と

は
出
来
な
い
。
知
性
は
感
覚
の
息
子
で
は
な
い
。
感
覚
に
対
し
て
知
性
は
独
立
な
る
も
の
と
し
て
感
覚
と
は
異
な
る
能
力
を
持
っ
て
い
る
o

感

党
が
受
動
的
で
あ
る
の
に
対
し
て
は
能
動
的
な
も
の
と
し
て
、
感
覚
に
協
力
し
、
感
覚
的
認
識
を
成
立
さ
ぜ
る
の
で
あ
る

o

そ
れ
ば
か
り
で
な

く
独
自
の
観
念
を
産
み
、

独
自
の
観
念
を
生
得
的
に
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
さ
え
い
え
る
の
で
あ
る
、

か
く
の
如
き
点
に
注
意
す
れ

ば
、
知
性
は
感
覚
に
対
し
て
は
寧
ろ
兄
弟
で
、
し
か
も
兄
の
位
置
に
あ
る
が
如
く
で
あ
る
o

そ
し
て
そ
の
能
動
面
を
強
調
す
る
時
は
、
感
覚
的

な
も
の
も
一
種
の
能
動
と
な
り
、
弟
の
領
分
迄
が
兄
の
も
の
と
借
越
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
o

し
か
し
そ
の
よ
う
な
合
理
主
義
は
行
き
過
ぎ
で

あ
り
、

ス
ト
ア
認
識
論
の
誤
解
で
あ
ろ
う
o

そ
し
て
知
性
の
生
得
的
な
プ
ロ
レ

1
プ
シ
ス
さ
え
も
が
、
も
し
そ
れ
が
生
得
な
る
が
故
に
ア

1
プ

リ
オ
l

リ
で
あ
り
、
普
遍
性
必
然
性
を
持
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
な
ら
ば
、

一
見
尤
も
ら
し
く
見
え
て
実
は
行
き
過
ぎ
な
の
で
は
な
か
ろ
う

'

で
あ
る
。
前
者
が
客
体
に
即
し
て
あ
る
が
ま
ま
に
把
握
す
る
所
謂

認
識
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

後
者
は
客
体
に
よ
ら
ず
に
前
以
っ
て
把
握
す
る
所
謂
予
料
で
あ
り
、
先
取
観
念
で
あ
る
o

そ
れ
は
七
才
頃
か
ら
始

っ
て
十
四
才
頃
一
応
完
成
す
る
と
い
わ
れ
る
ロ
ゴ
ス
の
中
に
、
自
然
に
生
ず
る
観
念
で
あ
っ
て
、
生
得
的
と
い
え
ば
生
得
的
に
違
な
い
が
そ
れ

か
。。
フ
ロ
レ

i
プ
シ
ス
と
い
う
の
は

-ss・-
m
3
2
に
対
す
る
胃
。
・
Z
宮山
ω

で
以
っ
て
完
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

つ
ま
り
彼
ら
の
い
う
生
得
的
と
い
う
こ
と
は
生
れ
な
が
ら
持
っ
て
い
る
と
か
、

ア
l

ア
リ
オ
!
リ

ιか
い
う
の
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
o

前
に
一
応
そ
れ
ら
し
く
解
し
た
の
で
あ
る
、
が
、
生
得
的
と
訳
し
た
の
は
、

エ
ン
プ
ュ
ト
ス
ぞ
自
然
的
な

ェ
。ヒ
ク

テ
1
ト
ス
も
「
後
得
」

(
8
5
2。
ろ
に
対
し
て
「
自
然
的
」

(
℃

F
M刊
ω片
付
。

ω
)

と
い
う
語
を
用
い
て
い

観
念
の
自
然
的
を
な
の
で
あ
る。

ゆ
o

し
か
し
自
然
的
と
い
う
の
は
わ
れ
わ
れ
の
配
慮
と
か
教
え
る
と
か
い
う
人
工
や
技
術
に
対
す
る
語
で
あ
っ
て
、
感
覚
を
拒
否
す
る
も
の
で

は
な
い
ら
し
い
。
総
て
観
念
は
も
と
感
覚
に
基
づ
い
て
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
一
方
の
も
の
は
人
か
ら
教
え
ら
れ
た
り
、
色
々
配
慮
し
て
生
ず

る
も
の
で
あ
り
、
他
方
の
も
の
は
教
わ
ら
ず
と
も
自
然
に
生
ず
る
と
い
う
の
で
あ
る
o

次
の
「
観
念
の
或
も
の
は
上
述
の
仕
方
で
、
自
然
的
に

人
工
を
加
え
ず
に
生
ず
る
が
、
或
も
の
は
わ
れ
わ
れ
の
教
え
る
こ
と
や
配
慮
に
よ
っ
て
生
ず
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
後
者
の
み
が
観
念
と
い
わ

ス
ト
ア
の
認
識
論

(

一

O
三
O
)
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⑧
 

れ
、
前
者
は
プ
ロ
レ

l
。
フ
シ
ス
と
呼
ば
れ
る
」
と
い
う
箇
所
は
こ
れ
を
示
し
て
い
る
と
思
う
。

つ
ま
り
「
上
述
の
仕
方
で
」
と
い
う
こ
と
は
白

紙
で
あ
る
心
に
、
感
覚
に
よ
っ
て
記
憶
や
経
験
が
つ
ま
れ
て
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
か
く
て
自
然
に
プ

r
レ
i
プ
シ
ス
が
生
じ
て
来
る
と
い
う

わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
自
然
的
に
生
ず
る
と
い
っ
て
も
、
生
ず
る
に
は
生
じ
得
る
だ
け
の
素
質
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
素
質
を
問
え
ば
ス
ト
ア

の
自
然
学
に
移
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
で
あ
ろ
う
。
ス
ト
ア
の
ク
シ
ア
は
ロ
ゴ
ス
に
貫
か
れ
た
質
料
で
あ
り
、

そ
の
限
定
と
し
て
人
間
も
あ
る
わ
け

で
、
既
に
種
子
的
ロ
ゴ
ス
と
し
て
後
に
発
展
す
べ
き
素
質
を
所
有
し
て
い

た
と
い
う
こ
と
が
出
来
る
。
自
然
学
か
ら
い
え
ば
総
て
の
動
物
喝

一
番
に
「
自
己
保
存
」
ハ

g
S
5
5
z
s
g
)
の
ホ
ル
メ

i
を
持
ち
、
自
己
に
親
し
み
、
自
己
に
疎
く
な
ら
ね
よ
う
に
出
来
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
で
総
て
の
動
物
に
と
っ
て
一
番
親
し
い
も
の
は
、
自
分
の
構
成
と
そ
れ
に
つ
い
て
の
意
識
と
で
あ
る
。
か
く
て
自
己
を
意
識
し
、
何
で
も

自
己
に
関
係
ゃ
つ
け
て
考
え
る
。
従
っ
て
自
然
に
、
も
の
、
を
価
値
的
に
考
え
る
よ
う
に
な
り
、
自
己
に
有
益
な
も
の
は
自
然
こ
れ
を
善
と
考
え
て

こ
れ
を
追
い
、
そ
の
反
対
の
も
の
は
悪
と
し
て
避
け
る
こ
と
に
な
る
。
け
だ
し
自
己
に
適
合
し
た
も
の
を
受
け
れ
ば
副
産
物
と
し
て
快
を
感
ず

一
ー
善
と
は
有
益

る
し
、
そ
の
反
対
の
場
合
に
は
不
快
を
感
ず
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
わ
れ
わ
れ
に
は
お
の
ず
か
ら
共
通
観
念
が
生
ず
る
，。

⑧
 

で
あ
り
、
有
益
以
外
の
も
の
で
は
な
い
」
と
い
わ
れ
る
所
以
で
あ
る
。
徳
も
有
益
な
も
の
と
し
て
求
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
素
質
は
人
聞
に

与
え
ら
れ
て
る
も
の
で
、
そ
の
能
力
は
七
才
頃
始
っ
て
十
四
才
頃
完
成
す
る
。
そ
の
頃
に
な
れ
ば
ア
ロ
レ

l
プ
シ
ス
で
充
さ
れ
る
。

つ
ま
り
ロ

ゴ
ス
は
子
供
の
時
に
も
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
が
、
七
才
頃
か
ら
発
達
し
て
、
他
か
ら
教
え
ら
れ
な
く
と
も
感
覚
的
な
認
識
や
経
験
を
つ
ん
で
い

る
聞
に
、
自
然
に
形
成
さ
れ
て
来
る
。
そ
れ
は
観
念
と
い
え
ば
共
通
観
念
で
あ
り
、
先
取
観
念
で
あ
る
が
、

ア
i

プ
リ
オ

I
リ
で
も
確
実
性
を

持
つ
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
有
益
な
も
の
が
善
で
あ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
観
念
で
あ
る
か
ら
、
何
が
善
で
あ
る
か
は
個
々
に
当
ら
ね
ば
な
ら

な
い
し
、
ま
た
正
確
な
こ
と
は
更
に
経
験
や
知
性
の
分
析
発
展
に
よ
っ
て
組
織
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
例
え
ば
エ
ピ
ク
テ
1

ト
ス
が
い
う
よ
う

に
善
は
有
益
で
求
む
べ
き
ゐ
の
で
あ
り
汁
悪
は
避
く
べ
き
も
の
で
あ
る
け
れ
ど
も
、
何
人
も
避
け
る
こ
と
の
出
・
釆
な
い
必
然
的
な
も
の
、
例
え

⑧
 

ば
死
の
よ
う
な
も
の
は
悪
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
経
験
を
つ
み
)
知
性
の
分
析
発
展
を
経
て
の

e
g
F
5
5
8
m
プ
ロ
レ

1
プ
シ
ス
で
あ
っ

て
、
単
な
る
プ
ロ
レ

l
プ
シ
ス
で
は
な
い
。
自
然
的
な
。
フ
ロ
レ

l
プ
シ
ス
は
ア

i
プ
リ
オ

I
リ
と
し
て
普
遍
性
と
必
然
性
を
要
求
し
得
る
も
の



4 

で
は
な
い
。
か
く
考
え
れ
ば
ス
ト
ア
の
プ
ロ
レ

1
プ
シ
ス
は
、
エ
ン
プ
ユ

‘ト
ス
と
か
自
然
的
と
い
っ
た
誘
惑
的
な
言
葉
に
も
拘
ら
ず
、
別
に
先

験
的
と
い
う
意
味
で
は
な
い
。
か
く
て
総
て
の
思
想
は
感
覚
か
ら
生
じ
、
或
は
感
覚
を
離
れ
て
生
ず
る
の
で
な
い
と
い
う
筒
所
は
厳
然
と
し
て

支
持
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
こ
の
故
に
知
性
の
能
力
を
無
視
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
。
知
性
は
感
覚
的
認
識
に
協
力
し
て
そ
れ
を

成
立
せ
し
め
、
も
と
感
覚
か
ら
発
し
た
心
像
よ
り
し
て
諸
々
の
観
念
を
形
成
せ
し
め
る
の
み
な
ら
ず
、
魂
の
中
の
自
然
的
に
形
成
さ
れ
る
プ
ロ

レ
1
プ
シ
ス
を
発
展
ぜ
し
め
て
、
経
験
に
適
用
さ
ぜ
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
真
理
の
基
準
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
ど

こ
迄
も
感
覚
主
義
的
な
も
の
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ス
ト
ア
で
'は
存
在
す
る
も
の
は
ど
こ
迄
も
個
々
の
物
体
で
あ
り
、

一
般
観
念
の
如
き
は
外
部

に
相
対
す
る
も
の
の
な
い
単
な
る
名
目
に
過
、
ぎ
な
い
。
だ
か
ら
心
像
で
も
真
な
る
心
像
は
、
存
在
を
、
し
か
も
‘あ
る
が
通
り
に
つ
か
ん
だ
場
合

ス
ト
ア
程
客
体
を
重
ん
じ
た
も
の
は
、
そ
れ
以
前
に
は
な
か
っ
た
。
ス
ト
ア
の
真

理
概
念
は
模
写
説
で
あ
る
。
|
|
従
っ
て
そ
の
弱
点
も
そ
の
ま
ま
あ
て
は
ま
る
こ
と
と
な
る
o
l
l
-
他
の
観
念
は
そ
の
対
応
す
る
も
の
が
外
部

の
、
カ

タ
レ
1
プ
シ
ス
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

に
な
い
の
で
、
そ
れ
だ
け
真
を
遠
ざ
か
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
o

従
っ
て
認
識
論
の
立
場
か
ら
は
ス
ト
ア
は
ど
こ
迄
も
ノ
ミ
ナ
リ

ズ
ム
で
あ
る
。

ス
ト
ア
で
は
総
て
思
想
は
感
覚
、
或
は
感
覚
を
も
と
に
し
て
つ
く
ら
れ
る
の
で
あ
っ
た
o

し
か
し
そ
の
故
に
知
性
そ
の
も
の
が
感
覚
か
ら
生

じ
た
と
い
う
の
で
も
な
か
っ
た
。

か
く
て
感
覚
と
知
性
と
は
相
対
立
し
、

相
反
す
る
も
の
と
売
え
ら
れ
る
。

そ
し
て
そ
の
故
に
二
元
的
に
な

る
o

し
か
し
ス
ト
ア
で
は
感
覚
と
知
性
と
は
全
く
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。
彼
ら
に
よ
れ
ば
、
感
覚
と
雄
も
へ

I
グ
モ
ニ
コ
ン
を
離
れ
て
は
あ

る
こ
と
は
出
来
な

い
。
感
覚
が
へ

I
グ
モ

ニ
コ
ン
か
ら
の
プ
ネ
ク
マ
に
よ
っ
て
成
立
す
る
こ
と
は
前
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
o

デ
イ
ア
ノ

イ
ア

と
し
て
働
く
へ

I
グ
モ
ニ
コ
ン
も
、
感
覚
と
し
て
働
く
へ

1
グ
モ
ニ
コ
ン
も
実
は
同
一
の
へ

1
グ
モ
ニ
コ
ン
で
あ
っ
て
、
別
物
で
は
な
い
げ
で

あ
る
。
前
に
ク
リ
ュ

i

シ
ッ
ポ
ス
が
パ
ン
タ
シ
ア
を
魂
の
中
の
変
化
と
い
っ
た
の
も
こ
の
意
味
に
於
い
て
で
あ
ろ
う
。
更
に
セ
ク
ス
ト
ス
・
エ

ン
ペ
リ
ク
ス
に
よ
れ
ば
デ
イ
ア
ノ
イ
ア
も
感
覚
も
同
一
で
あ
り
。
恰
も
同
じ
壷
が
内
か
ら
見
る
か
外
か
ら
見
る
か
に
よ
っ
て
、
凹
に
も
凸
に
も

見
ら
れ
、
ま
た
同
じ
道
が
登
る
人
降
り
る
人
に
よ
っ
て
、
或
は
登
り
道
と
も
降
り
道
と
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
同
一
の
能
力
が
或
は

ヌ
1
ス

ス
ト
ア
の
認
識
論

(

一

O
一
二
二
)
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