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西
田
の
論
文「
場
所
」は
以
下
の
よ
う
な
記
述
で
始
ま
る
。「
現
今
の
認
識
論
に
於
て
、対
象
、内
容
、作
用
の
三
つ
の
も
の
が
区
別
せ
ら
れ
、

そ
れ
等
の
関
係
が
論
ぜ
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
か
か
る
区
別
の
根
底
に
は
、
唯
時
間
的
に
移
り
行
く
認
識
作
用
と
之
を
超
越
す
る
対
象
と

の
対
立
の
み
が
考
え
ら
れ
て
居
る
と
思
う
」（
三
・
四
一
五
）（

1
）。
対
象
、
内
容
、
作
用
の
三
つ
の
概
念
の
区
別
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
思
想

に
由
来
す
る
。
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
『
経
験
的
立
場
か
ら
の
心
理
学
』
で
、
物
的
現
象
と
異
な
る
心
的
現
象
の
特
徴
を
、
志
向
的
内
在
、
つ

ま
り
常
に
何
ら
か
の
対
象
あ
る
い
は
内
容
へ
方
向
づ
け
ら
れ
関
係
を
も
っ
て
い
る
こ
と
に
見
出
し
、
こ
の
よ
う
な
特
徴
を
も
つ
心
的
現
象

を
作
用
と
呼
ん
だ
。
こ
の
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
哲
学
で
は
ま
だ
対
象
と
内
容
と
い
う
二
つ
の
概
念
は
区
別
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、
志
向
的

内
在
と
い
う
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
発
想
を
受
け
継
い
だ
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
に
よ
っ
て
そ
の
二
つ
の
概
念
の
違
い
が
主
張
さ
れ
、
そ
こ
で
は
じ

め
て
対
象
、
内
容
、
作
用
と
い
う
三
つ
の
概
念
が
明
確
に
区
別
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
そ
し
て
フ
ッ
サ
ー
ル
も
ま
た
、
志
向
的
内
在
と
い

う
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
思
想
に
決
定
的
な
重
要
性
を
見
出
し
、
対
象
と
内
容
、
作
用
な
ど
の
概
念
を
駆
使
し
て
哲
学
を
展
開
さ
せ
て
い
っ
た
。

西
田
の
言
う
「
対
象
、
内
容
、
作
用
の
三
つ
の
も
の
が
区
別
」
さ
れ
た
「
現
今
の
認
識
論
」
と
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
後
継
者
で
あ
る
ト

ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
や
フ
ッ
サ
ー
ル
、
ま
た
そ
の
影
響
を
受
け
た
認
識
論
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る
。



一
五
七

志
向
的
意
識
と
場
所
的
意
識
〔
満
原
〕

　

そ
こ
に
共
通
し
た
基
本
的
な
特
徴
は
、
何
か
へ
と
向
か
い
関
係
す
る
の
が
心
的
現
象
あ
る
い
は
意
識
の
特
性
だ
と
考
え
る
点
に
あ
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
志
向
性
と
い
う
意
識
の
特
質
に
基
づ
い
て
思
想
を
展
開
し
て
い
る
点
に
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
ら
の
哲
学
の
共
通
点
が
あ
る
。

西
田
は
そ
の
認
識
論
に
つ
い
て
「
唯
時
間
的
に
移
り
行
く
認
識
作
用
と
之
を
超
越
す
る
対
象
の
み
が
考
え
ら
れ
て
居
る
」
と
論
文
の
冒
頭

で
不
満
を
表
明
し
、「
有
る
も
の
は
何
か
に
於
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
同
）
と
い
う
理
由
で
、
意
識
は
場
所
と
し
て
、
つ
ま
り
客
観
が
そ

こ
に
「
於
て
あ
る
」
場
所
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
だ
と
主
張
す
る
。
西
田
の
「
場
所
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
解
釈
や
意
義
付
け

が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
概
念
は
ま
ず
何
よ
り
も
、
志
向
性
の
理
論
に
対
す
る
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ
と
し
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
意
識
は
な
ぜ
志
向
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
場
所
と
し
て
理
解
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
志
向
的
な
も
の

と
し
て
意
識
を
捉
え
る
こ
と
の
欠
陥
は
ど
こ
に
あ
り
、
意
識
を
場
所
的
な
も
の
と
み
な
す
こ
と
で
、
そ
の
欠
陥
が
な
ぜ
解
消
さ
れ
る
の
だ

ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
問
い
を
追
究
す
る
こ
と
で
、
西
田
は
フ
ッ
サ
ー
ル
を
誤
解
し
て
い
る
た
め
、
実
際
に
は
フ
ッ
サ
ー
ル

の
主
張
す
る
志
向
的
な
も
の
と
し
て
の
意
識
と
、
西
田
の
言
う
場
所
的
な
も
の
と
し
て
の
意
識
が
親
近
性
の
高
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ

と
を
示
す
。

一　

内
容
と
対
象
の
関
係

　

上
に
掲
げ
た
問
題
を
論
じ
る
た
め
に
、
西
田
の
以
下
の
文
章
を
手
が
か
り
と
し
た
い
。

　

今
日
の
認
識
論
者
は
内
容
と
対
象
と
を
区
別
し
、
内
容
は
内
在
的
で
あ
る
が
対
象
は
超
越
的
と
考
え
る
。
対
象
は
全
然
作
用
を
超

越
し
て
、
そ
れ
自
身
に
よ
っ
て
立
つ
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
此
に
於
て
我
々
は
意
識
の
野
の
外
に
出
る
の
で
あ
る
。
対
象
に
は
意
識
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の
野
と
い
う
如
き
も
の
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
併
し
意
識
と
対
象
と
関
係
す
る
に
は
、
両
者
を
内
に
包
む
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら

ぬ
。
両
者
の
関
係
す
る
場
所
と
い
う
如
き
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
両
者
を
関
係
せ
し
め
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
対
象
は
意

識
作
用
を
超
越
す
る
と
い
う
も
、
対
象
が
全
然
意
識
の
外
に
あ
る
も
の
な
ら
ば
、
意
識
の
内
に
あ
る
我
々
よ
り
し
て
、
我
々
の
意
識

内
容
が
対
象
を
指
示
す
る
と
い
う
如
き
こ
と
を
考
え
る
こ
と
も
で
き
な
い
、
対
象
が
意
識
作
用
を
超
越
す
る
と
云
う
こ
と
す
ら
で
き

な
い
（
三
・
四
一
七
）。

こ
こ
で
は
、
志
向
性
の
理
論
に
つ
い
て
の
西
田
の
理
解
が
示
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
場
所
の
哲
学
の
立
場
か
ら
の
批
判
も
行
わ
れ
て
い

る
。
す
な
わ
ち
、
西
田
の
理
解
に
よ
れ
ば
、
志
向
性
の
理
論
で
は
内
在
的
な
内
容
と
超
越
的
な
対
象
と
が
区
別
さ
れ
て
お
り
、
内
在
的
な

意
識
内
容
が
超
越
的
な
対
象
を
指
示
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
内
容
と
対
象
が
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対

し
て
、
我
々
が
意
識
の
内
に
あ
り
、
対
象
が
全
く
意
識
の
外
に
あ
る
の
な
ら
、
意
識
内
容
が
対
象
を
指
示
す
る
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
こ

と
す
ら
で
き
な
い
と
西
田
は
批
判
し
て
い
る
。
こ
こ
で
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
超
越
的
と
さ
れ
る
対
象
も
、
意
識
に
内
在
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
、「
唯
時
間
的
に
移
り
行
く
認
識
作
用
と
之
を
超
越
す
る
対
象
と
の
対
立
の
み
が
考
え
ら
れ
て

居
る
」（
三
・
四
一
五
）
と
い
う
記
述
か
ら
、
超
越
的
対
象
と
し
て
、
西
田
は
超
時
間
的
な
対
象
の
こ
と
を
考
え
て
い
る
こ
と
が
読
み
取
れ

る
。
志
向
性
の
理
論
で
は
、
内
在
的
な
意
識
内
容
が
超
時
間
的
な
超
越
的
対
象
を
指
示
す
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
、
と
西
田
は
考
え
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
西
田
は
、
超
時
間
的
な
対
象
も
ま
た
意
識
に
内
在
す
る
と
反
論
し
、
そ
の
こ
と
を
「
場
所
」
と
い
う
概
念

を
も
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
と
言
え
る
。
し
か
し
、
西
田
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
ら
の
思
想
を
正
確
に
は
理
解
し
て
い
な
い
。
そ
こ
で

ま
ず
、
内
容
と
対
象
と
の
関
係
が
志
向
性
の
理
論
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
た
い
。
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二　

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
に
お
け
る
作
用
・
内
容
・
対
象

　

フ
ッ
サ
ー
ル
が
意
識
の
特
徴
と
み
な
し
た
志
向
性
と
い
う
概
念
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
『
経
験
的
立
場
か
ら
の
心
理
学
』
で
、
物
的
現

象
と
区
別
さ
れ
る
心
的
現
象
の
特
徴
と
し
て
、
志
向
的
内
在
と
い
う
概
念
を
用
い
た
こ
と
に
由
来
す
る
。
心
的
現
象
と
は
、「
感
覚
か
想

像
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
表
象
」（

2
）
の
こ
と
で
あ
る
と
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
言
う
。
た
だ
し
こ
こ
で
の
表
象
と
は
表
象
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

表
象
す
る
作
用
の
こ
と
を
指
す
、
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
表
象
さ
れ
た
音
や
色
は
心
的
現
象
で
は
な
い
。
音
を
聞
く
こ
と
、
色
の
つ

い
た
対
象
を
見
る
こ
と
、
暖
か
さ
や
冷
た
さ
を
感
じ
る
こ
と
、
同
様
の
想
像
状
態
が
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
言
う
心
的
現
象
で
あ
る
。
そ
れ
に

対
す
る
物
的
現
象
の
例
と
し
て
、
私
が
見
て
い
る
色
や
形
、
私
が
聞
い
て
い
る
和
音
、
私
が
感
じ
て
い
る
暖
か
さ
や
冷
た
さ
の
他
に
、
想

像
の
う
ち
で
現
出
す
る
同
様
の
心
像
（G

ebilde

）
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
心
的
現
象
と
物
的
現
象
と
の
差
異
を
明
確
に
す
る
た
め
に
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
心
的
現
象
を
さ
ま
ざ
ま
に
特
徴
づ
け
て
い
る
。
そ

の
う
ち
最
も
知
ら
れ
て
い
る
の
が
、
以
下
の
引
用
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
志
向
的
内
在
を
心
的
現
象
の
特
性
と
し
て
指
摘
し
た
点

で
あ
る
。

　

あ
ら
ゆ
る
心
的
現
象
は
、
中
世
の
ス
コ
ラ
学
者
が
対
象
の
志
向
的
（
ま
た
お
そ
ら
く
心
的
）
内
在
と
呼
ん
だ
も
の
、
ま
た
我
々
が
、

完
全
に
二
義
性
を
免
れ
て
は
い
な
い
表
現
で
は
あ
る
が
、
内
容
へ
の
関
係
、
客
観
（
こ
の
言
葉
を
こ
こ
で
は
実
在
の
こ
と
と
理
解
し

て
は
な
ら
な
い
）
へ
の
方
向
、
あ
る
い
は
内
在
的
な
対
象
性
と
呼
ぶ
も
の
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
ら
れ
る
。
あ
ら
ゆ
る
心
的
現
象
は
、

す
べ
て
が
同
じ
仕
方
で
は
な
い
に
せ
よ
、
自
己
の
う
ち
に
客
観
と
し
て
何
か
を
含
む
。
表
象
に
お
い
て
は
何
か
が
表
象
さ
れ
、
判
断

に
お
い
て
は
何
か
が
承
認
さ
れ
る
か
排
斥
さ
れ
る
か
で
あ
り
、
愛
に
お
い
て
は
愛
さ
れ
、
嫌
悪
に
お
い
て
は
嫌
悪
さ
れ
、
欲
望
に
お
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い
て
は
欲
望
さ
れ
る（

3
）。

　

た
と
え
ば
我
々
が
表
象
し
判
断
す
る
と
き
は
必
ず
何
か
を
表
象
し
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
単
に
表
象
し
て
い
る
、
単
に
判
断
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
ま
た
我
々
は
単
に
聞
く
の
で
は
な
く
音
を
聞
く
の
で
あ
り
、
単
に
見
て
い
る
の
で
は
な
く
色
の
つ
い
た
対

象
な
ど
を
見
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
音
や
色
と
い
っ
た
物
的
現
象
に
こ
の
よ
う
な
特
徴
は
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
点
に
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は

心
的
現
象
の
特
性
を
見
出
し
、
そ
れ
を
「
心
的
現
象
は
自
己
の
う
ち
に
客
観
と
し
て
何
か
を
含
む
」
と
言
い
表
し
た
。
表
象
す
る
こ
と
や

判
断
す
る
こ
と
の
対
象
、
ま
た
見
る
こ
と
や
聞
く
こ
と
の
対
象
は
心
的
現
象
に
内
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
上
の
引
用
で
、
対
象
の
内
在
性
だ
け
で
な
く
、「
内
容
へ
の
関
係
」
や
「
客
観
へ
の
方
向
」
と
い
っ
た
か
た
ち
で
内
容

や
客
観
へ
の
関
係
性
あ
る
い
は
方
向
性
に
つ
い
て
も
述
べ
て
い
る
。
こ
の
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
方
向
を
も
つ
と
い
う
性
格
が
志

向
的
と
言
い
表
さ
れ
る
。
心
的
現
象
は
対
象
、
内
容
、
客
観
と
呼
ば
れ
る
も
の
へ
向
か
い
、
そ
れ
ら
を
自
己
の
う
ち
に
も
つ
。
そ
れ
が
志

向
的
内
在
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
を
捉
え
て
、
心
的
現
象
の
特
徴
が
志
向
的
内
在
に
あ
る
と
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
主
張
す
る
の
で

あ
る
。

　

だ
が
、
志
向
的
内
在
と
い
う
概
念
を
説
明
す
る
際
に
用
い
た
「
対
象
」、「
内
容
」、「
客
観
」
と
い
う
用
語
や
、
そ
れ
ら
が
も
つ
内
在
性

と
関
係
性
と
に
つ
い
て
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
詳
し
く
説
明
し
て
い
な
い
。
こ
の
あ
い
ま
い
さ
を
解
決
す
る
た
め
、
志
向
的
内
在
と
い
う
考
え

を
受
け
継
い
だ
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
は
、
内
容
と
対
象
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
区
別
し
、
作
用
と
し
て
の
心
的
現
象
は
内
在
す
る
内
容
を
通

し
て
超
越
的
な
対
象
と
関
係
す
る
と
考
え
る
に
至
る
。
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ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
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に
お
け
る
作
用
・
内
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・
対
象

　

ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
は
そ
の
著
作
『
表
象
の
内
容
と
対
象
』
の
冒
頭
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
心
的
現
象
の
作
用
と
内
容
と
の
混
同
を
防
ぐ
こ
と

が
で
き
る
と
い
う
理
由
で
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
志
向
的
内
在
に
由
来
す
る
見
解
に
一
定
の
評
価
を
与
え
て
い
る
。
た
だ
し
内
容
と
い
う
概

念
に
つ
い
て
は
ま
だ
二
義
性
が
残
っ
て
い
る
た
め
、
内
容
と
対
象
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
明
確
に
区
別
し
て
用
い
る
こ
と
で
、
こ
の
二
つ

の
意
味
の
混
同
を
避
け
る
べ
き
だ
と
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
は
主
張
す
る
。

　

ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
は
心
的
現
象
の
う
ち
で
表
象
を
取
り
上
げ
、
こ
の
区
別
に
つ
い
て
考
察
を
す
す
め
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
表
象

内
容
と
は
、
表
象
さ
れ
た
も
の
を
意
味
す
る
が
、
そ
の
表
象
さ
れ
た
も
の
と
い
う
言
葉
に
二
義
性
が
あ
る
。
例
え
ば
景
色
が
絵
と
し
て
描

か
れ
た
と
き
、「
描
か
れ
た
景
色
」
と
い
う
言
葉
が
意
味
す
る
の
は
、
実
際
に
存
在
す
る
景
色
で
も
あ
り
え
る
が
、
景
色
が
描
か
れ
た
絵

で
も
あ
り
え
る
。
同
じ
く
「
表
象
さ
れ
た
馬
」
と
言
う
と
き
、
そ
の
言
葉
で
現
に
存
在
し
て
い
る
馬
そ
の
も
の
を
指
す
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
同
時
に
、
心
の
内
に
表
象
と
し
て
現
れ
た
馬
を
指
す
こ
と
も
で
き
る
。
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
は
こ
の
二
義
性
を
回
避
す
る
た
め
に
、
景

色
を
描
い
た
絵
に
相
当
す
る
心
の
内
の
馬
を
表
象
の
内
容
と
呼
び
、
実
際
に
存
在
す
る
景
色
に
相
当
す
る
現
に
存
在
す
る
馬
を
表
象
の
対

象
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
表
象
内
容
と
表
象
対
象
の
関
係
に
つ
い
て
も
、
同
じ
画
家
の
例
に
基
づ
い
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。
画
家
は
景
色
を
模
写
し
絵
を

描
く
こ
と
に
よ
っ
て
景
色
を
表
現
す
る
の
で
あ
り
、
絵
は
画
家
に
と
っ
て
、
景
色
を
表
現
す
る
手
段
と
な
っ
て
い
る
。
同
様
に
、
表
象
の

内
容
は
表
象
の
対
象
を
表
象
す
る
た
め
の
手
段
と
な
っ
て
お
り
、
我
々
は
表
象
の
内
容
と
し
て
の
馬
を
表
象
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
表
象

の
対
象
と
し
て
の
馬
を
表
象
す
る
。
外
界
に
存
在
す
る
表
象
の
対
象
は
、
心
の
内
に
あ
る
表
象
の
内
容
を
介
し
て
表
象
さ
れ
る
と
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
は
、
表
象
内
容
と
表
象
対
象
と
い
う
二
つ
の
概
念
を
こ
の
よ
う
に
定
義
す
る
。「
内
容
に
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つ
い
て
言
え
ば
、
内
容
と
は
表
象
の
う
ち
で
考
え
ら
れ
、
表
象
さ
れ
る
。
対
象
に
つ
い
て
言
え
ば
、
対
象
は
表
象
内
容
（
あ
る
い
は
表
象
）

を
通
し
て
表
象
さ
れ
る
。
表
象
の
う
ち
で
表
象
さ
れ
る
の
が
表
象
の
内
容
で
あ
り
、
表
象
を
通
し
て
表
象
さ
れ
る
の
が
、
表
象
の
対
象
で

あ
る
」（

4
）。

　

こ
う
し
て
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
は
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
の
主
張
が
も
っ
て
い
た
二
義
性
を
、
内
容
と
対
象
と
を
区
別
す
る
こ
と
で
解
消
し
た
。

心
的
現
象
の
う
ち
に
内
在
し
て
い
る
の
は
、
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
の
用
語
で
言
え
ば
内
容
で
あ
っ
て
対
象
で
は
な
い
。「
客
観
へ
の
方
向
」

と
し
て
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
が
語
っ
た
関
係
性
は
、
内
容
で
は
な
く
超
越
的
な
対
象
へ
の
方
向
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
我
々
は
表
象
の
内

容
を
通
し
て
、
特
定
さ
れ
た
表
象
の
対
象
へ
と
関
係
を
も
つ
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
詳
し
く
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
も
の
の
、
内
容
に
あ

た
る
も
の
を
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
は
意
味
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
対
象
は
外
界
に
存
在
す
る
事
物
だ
け
で
な
く
、
斜
角
正
方
形
の

よ
う
に
存
在
し
な
い
も
の
、
他
に
殺
害
や
正
弦
と
い
っ
た
事
物
で
な
い
も
の
も
対
象
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
に
よ
れ

ば
、
我
々
は
内
在
的
な
意
味
を
通
し
て
、
そ
れ
ら
の
超
越
的
な
対
象
に
関
係
す
る
の
で
あ
る
。

四　

フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
け
る
作
用
・
内
容
・
対
象

　

フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
で
も
、
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
と
同
様
に
作
用
、
内
容
、
対
象
の
三
つ
が
区
別
さ
れ
て
お
り
、
し
か
も
作
用
は
内
容
で

あ
る
意
味
を
通
し
て
対
象
へ
と
向
か
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
区
別
は
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
や
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
と

は
多
く
の
点
で
異
な
っ
て
い
る
。
ま
ず
作
用
に
関
し
て
言
え
ば
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
色
を
見
る
こ
と
と
い
っ
た
心
的
現
象
を
、
作
用
と
同

一
視
し
て
い
た
。ま
た
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
は
表
象
で
あ
れ
ば
表
象
す
る
働
き
が
作
用
で
あ
る
と
述
べ
て
い
た
。こ
れ
ら
に
対
し
て
フ
ッ
サ
ー

ル
は
『
論
理
学
研
究
』
で
は
、
作
用
を
志
向
的
体
験
と
呼
ぶ
。



一
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識
〔
満
原
〕

　

志
向
的
と
い
う
言
葉
は
、「
志
向
と
い
う
特
性
、
つ
ま
り
表
象
と
い
う
仕
方
で
、
あ
る
い
は
何
ら
か
の
類
似
し
た
仕
方
で
対
象
的
な
も

の
に
関
係
す
る
こ
と
」（H

ua X
IX

/1, S.392

）（
6
）
を
意
味
す
る
。
そ
の
た
め
志
向
的
体
験
と
い
う
言
葉
は
、
そ
の
志
向
と
い
う
特
性
、

つ
ま
り
志
向
性
を
備
え
た
体
験
を
意
味
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
体
験
と
い
う
言
葉
は
通
常
と
違
っ
た
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
戦
争
を
体
験
し
た
と
い
う
時
、
通
常
は
、
こ
こ
で
「
体
験
し
た
」
の
は
戦
争
と
い
う
外
的
な
出
来
事
の
複
合
だ
と
言
わ
れ
る
。
だ
が
体

験
す
る
意
識
は
、
こ
の
よ
う
な
外
的
な
出
来
事
を
心
的
な
体
験
と
し
て
自
己
の
う
ち
に
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
体
験
の
う
ち
に
存

在
し
て
い
る
の
は
、
戦
争
と
い
う
外
的
な
出
来
事
で
は
な
く
、
そ
の
戦
争
を
知
覚
す
る
作
用
や
判
断
す
る
作
用
、
こ
の
作
用
に
付
随
す
る

感
覚
質
料
な
ど
で
あ
る
。
そ
こ
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
外
的
な
出
来
事
を
体
験
す
る
と
通
常
言
わ
れ
る
と
き
、
体
験
さ
れ
て
い
る
の
は
外
的

な
出
来
事
の
複
合
と
し
て
の
戦
争
で
は
な
く
こ
の
知
覚
す
る
作
用
や
判
断
す
る
作
用
な
ど
で
あ
り
、
外
的
な
出
来
事
は
体
験
さ
れ
る
の
で

は
な
く
知
覚
さ
れ
た
り
判
断
さ
れ
た
り
す
る
の
だ
と
考
え
る
。
こ
れ
ら
の
体
験
さ
れ
た
も
の
が
、
つ
ま
り
戦
争
の
よ
う
な
外
的
出
来
事
か

ら
区
別
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
作
用
や
こ
の
作
用
に
付
随
す
る
感
覚
質
料
な
ど
が
、
フ
ッ
サ
ー
ル
に
お
い
て
は
体
験
と
呼
ば
れ
る
。
志
向
的

体
験
と
は
、
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
体
験
の
う
ち
、
志
向
と
い
う
特
性
を
備
え
た
も
の
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
例
と
な
っ
た
戦
争
の
体
験

は
、
体
験
と
は
区
別
さ
れ
る
戦
争
と
い
う
対
象
に
向
か
っ
て
い
る
た
め
、
志
向
と
い
う
性
質
を
備
え
た
志
向
的
体
験
で
あ
り
、
こ
の
よ
う

な
志
向
的
体
験
が
作
用
で
あ
る
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
考
え
る
。
さ
ら
に
こ
の
志
向
的
体
験
が
、
意
識
に
つ
い
て
の
三
種
の
理
解
の
う
ち
の
一

つ
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
作
用
と
呼
ば
れ
る
志
向
的
体
験
と
し
て
の
意
識
が
内
容
を
も
つ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
内
容
と
い
う
概
念
に
つ
い
て
は
、
実
的

な
内
容
と
志
向
的
な
内
容
と
い
う
二
つ
の
概
念
に
区
別
さ
れ
て
い
る
。
実
的
な
内
容
と
は
「
具
体
的
か
抽
象
的
か
に
関
わ
ら
ず
、
作
用
の

諸
部
分
の
全
体
」（H

ua X
IX

/1, S.411

）
で
あ
っ
て
、
時
間
の
流
れ
の
な
か
で
生
成
消
滅
す
る
も
の
で
あ
り
、
意
識
に
真
に
内
在
的
な

内
容
と
さ
れ
る
。
こ
の
実
的
な
内
容
に
は
作
用
の
ほ
か
、
感
覚
、
想
像
な
ど
の
作
用
を
構
成
し
つ
つ
、
そ
の
作
用
の
部
分
と
な
っ
て
は
い
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る
が
、
志
向
さ
れ
て
い
な
い
内
容
が
含
ま
れ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
よ
う
に
言
う
。

　

い
わ
ゆ
る
内
在
的
内
容
が
む
し
ろ
単
に
志
向
的
（
志
向
さ
れ
た
）
内
容
で
あ
る
な
ら
、
他
方
で
、
志
向
的
体
験
の
実
的
な
成
素
に

属
す
る
真
に
内
在
的
な
内
容
は
、
志
向
的
で
は
な
い
。
そ
の
内
容
は
作
用
を
形
成
し
、
必
要
な
拠
点
と
し
て
志
向
を
可
能
に
す
る
が
、

そ
の
内
容
は
そ
れ
自
身
は
志
向
さ
れ
て
お
ら
ず
、
作
用
の
う
ち
で
表
象
さ
れ
る
対
象
で
は
な
い
。
私
が
見
る
の
は
色
の
感
覚
で
は
な

く
色
の
つ
い
た
事
物
で
あ
り
、
私
が
聞
く
の
は
音
の
感
覚
で
は
な
く
歌
手
の
歌
で
あ
る
（H

ua X
IX

/1, S.387

）。

こ
の
引
用
で
「
志
向
的
体
験
の
実
的
な
成
素
に
属
す
る
真
に
内
在
的
な
内
容
」
と
言
わ
れ
て
い
る
の
が
実
的
な
内
容
と
呼
ば
れ
る
も
の
で

あ
り
、
そ
の
例
と
し
て
色
の
感
覚
、
音
の
感
覚
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
見
る
と
い
う
作
用
は
色
の
感
覚
を
内
容
と
し
て
持
っ
て
い
る
の
だ

が
、
そ
れ
が
向
か
っ
て
い
る
の
は
そ
の
感
覚
で
は
な
く
色
の
つ
い
た
事
物
で
あ
る
た
め
、
色
の
感
覚
を
志
向
さ
れ
た
内
容
と
言
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
そ
の
た
め
フ
ッ
サ
ー
ル
は
感
覚
を
実
的
内
容
と
し
て
、
志
向
さ
れ
た
内
容
す
な
わ
ち
志
向
的
内
容
と
区
別
す
る
の
で
あ
る
。

　

志
向
的
内
容
と
い
う
概
念
は
、
作
用
の
志
向
的
質
料
、
作
用
の
志
向
的
本
質
、
志
向
的
対
象
と
い
う
三
つ
に
区
分
し
て
説
明
さ
れ
て
い

る
。
第
一
の
志
向
的
質
料
は
作
用
質
料
と
も
呼
ば
れ
、
た
と
え
ば
火
星
に
知
的
生
命
体
が
い
る
と
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、「
火
星

に
知
的
生
命
体
が
い
る
」
と
い
う
の
が
作
用
質
料
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
表
象
や
判
断
と
い
っ
た
対
象
へ
の
関
わ
り
方
が
志
向
的
性

質
あ
る
い
は
作
用
性
質
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
た
め
先
の
火
星
に
知
的
生
命
体
が
い
る
と
表
象
す
る
と
い
う
例
で
あ
れ
ば
、
表
象

が
作
用
性
質
で
あ
り
、2
×
2
＝
4
と
判
断
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、「
2
×
2
＝
4
」
が
作
用
質
料
と
な
り
、判
断
が
作
用
性
質
と
な
る
。

あ
ら
ゆ
る
作
用
は
、
こ
の
作
用
質
料
と
作
用
性
質
と
を
備
え
て
お
り
、
こ
の
両
者
が
な
け
れ
ば
志
向
性
を
も
っ
た
作
用
が
成
立
し
な
い
た

め
、
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
の
両
者
を
ま
と
め
て
志
向
的
本
質
と
呼
ぶ
。
こ
れ
が
志
向
的
内
容
の
二
つ
目
の
意
味
に
相
当
す
る
。



一
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場
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原
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こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
作
用
質
料
の
役
割
で
あ
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
こ
う
言
う
。「
我
々
は
質
料
を
、
作
用
の
う
ち
に
あ
っ
て
作
用
に

は
じ
め
て
対
象
的
な
も
の
へ
の
関
係
を
与
え
る
も
の
と
み
な
す
」（H

ua X
IX

/1, S.429

）。
作
用
は
質
料
に
よ
っ
て
、
対
象
へ
と
関
係
す

る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
う
も
言
わ
れ
て
い
る
。

　

質
料
と
は
…
作
用
の
現
象
学
的
内
容
の
う
ち
に
あ
る
作
用
の
特
性
で
あ
り
、
そ
の
特
性
は
、
作
用
が
そ
の
つ
ど
の
対
象
性
を
統
握

す
る
の
を
規
定
す
る
だ
け
で
な
く
、
作
用
が
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
そ
の
対
象
性
を
統
握
す
る
か
を
規
定
す
る
。
…
作
用
の
質
料

に
よ
っ
て
、
対
象
は
作
用
に
と
っ
て
他
で
も
な
い
こ
の
対
象
と
し
て
妥
当
す
る
の
で
あ
り
、
質
料
は
い
わ
ば
性
質
を
基
づ
け
る
（
だ

が
性
質
の
相
違
と
は
関
係
の
な
い
）
対
象
的
な
統
握
の
意
味
（
あ
る
い
は
端
的
に
統
握
意
味
）
で
あ
る
（H

ua X
IX

/1, S.429f

）。

こ
こ
で
は
、作
用
質
料
こ
そ
が
意
味
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
意
味
に
よ
っ
て
我
々
は
感
覚
を
何
か
と
し
て
把
握
す
る
の
で
あ
り
、

意
味
に
よ
っ
て
作
用
が
向
か
う
先
が
決
定
さ
れ
、
そ
の
対
象
が
特
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。「
火
星
に
知
的
生
命
体
が
い
る
」
と
い
う
よ
う

に
判
断
し
た
場
合
、こ
の
判
断
は
「
火
星
に
知
的
生
命
体
が
い
る
」
と
い
う
命
題
の
意
味
に
よ
っ
て
、「
2
×
2
＝
4
」
な
ど
で
は
な
く
「
火

星
に
知
的
生
命
体
が
い
る
」
と
い
う
事
態
へ
と
向
か
う
。
こ
の
よ
う
な
意
味
と
し
て
の
作
用
質
料
に
よ
っ
て
、
作
用
は
は
じ
め
て
対
象
へ

と
関
係
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
フ
ッ
サ
ー
ル
は
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
の
作
用
が
向
か
う
先
が
、
志
向
的
対
象
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
。
志
向
的
対
象
と
は
、
た
と
え
ば
我
々
が
家
を
表
象
し
て
い
る
の

で
あ
れ
ば
、
そ
の
家
の
こ
と
を
指
す
。
数
字
の
五
の
よ
う
な
理
念
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
を
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
そ
の
数

字
の
五
が
志
向
的
対
象
で
あ
り
、
ペ
ガ
サ
ス
の
よ
う
な
想
像
上
の
存
在
を
表
象
し
て
い
る
と
き
で
も
、
円
い
四
角
形
の
よ
う
な
存
在
し
得

な
い
も
の
を
表
象
し
て
い
る
場
合
で
も
、
そ
の
表
象
が
向
か
う
先
の
ペ
ガ
サ
ス
や
円
い
四
角
形
が
志
向
的
対
象
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
空
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間
的
に
自
己
の
外
部
に
あ
り
、
そ
の
た
め
意
識
を
超
越
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
事
物
で
あ
っ
て
も
、
永
遠
不
変
で
あ
る
た
め
時
間
の
流

れ
の
な
か
で
変
転
す
る
意
識
に
対
し
て
超
越
し
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
理
念
的
な
存
在
で
あ
っ
て
も
、
こ
の
志
向
的
対
象
と
別
の
も
の
で

は
な
い
。

　

表
象
の
志
向
的
対
象
は
、
表
象
の
現
実
的
な
対
象
と
同
じ
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
表
象
の
外
的
な
対
象
と
同
じ
で
あ
っ
て
、

こ
の
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
は
矛
盾
で
あ
る
。
…
私
が
神
や
天
使
、
叡
智
的
存
在
そ
の
も
の
を
表
象
し
よ
う
と
、
物
理
的
な
事
物
や

丸
い
四
角
形
を
表
象
し
よ
う
と
、
こ
こ
で
挙
げ
ら
れ
た
も
の
、
超
越
的
な
も
の
は
ま
さ
に
思
念
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
た
め

（
単
に
他
の
言
葉
で
言
っ
た
だ
け
だ
が
）
志
向
的
客
観
な
の
で
あ
る
（H

ua X
IX

/1, S.439

）。

も
ち
ろ
ん
な
に
か
別
の
も
の
、
た
と
え
ば
火
星
人
を
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
火
星
人
が
そ
の
表
象
の
志
向
的
対
象
で
あ
っ
て
、
神

や
天
使
は
志
向
的
対
象
で
は
な
い
。
だ
が
神
を
表
象
し
て
い
る
と
き
、
志
向
さ
れ
た
対
象
と
し
て
の
神
と
、
神
と
い
う
超
越
的
な
存
在
と

は
同
一
の
も
の
で
あ
っ
て
区
別
で
き
な
い
。
我
々
が
超
越
的
対
象
に
つ
い
て
語
る
と
き
は
す
で
に
思
念
さ
れ
て
い
る
以
上
、
そ
れ
は
志
向

的
対
象
な
の
で
あ
る
。

　

志
向
的
対
象
は
ま
た
、
単
な
る
感
覚
質
料
で
は
な
い
。
感
覚
質
料
は
実
的
内
容
に
属
す
る
も
の
で
、
志
向
的
対
象
で
は
な
い
。
こ
の
違

い
を
説
明
す
る
た
め
に
持
ち
出
さ
れ
て
い
る
の
が
射
影
と
い
う
概
念
で
、
た
と
え
ば
た
と
え
ば
目
の
前
に
あ
る
本
を
見
る
と
き
、
我
々
は

そ
の
本
の
前
面
し
か
見
て
お
ら
ず
、
後
ろ
や
横
の
側
面
を
見
て
は
い
な
い
。
横
の
側
面
を
見
る
と
今
度
は
前
面
が
見
え
な
く
な
る
。
そ
の

よ
う
に
事
物
は
常
に
、
そ
の
一
面
し
か
与
え
ら
れ
な
い
。
こ
う
し
て
本
の
さ
ま
ざ
ま
な
側
面
を
見
る
と
き
、
与
え
ら
れ
る
感
覚
は
そ
の
つ

ど
異
な
っ
た
も
の
と
な
る
が
、
我
々
は
そ
の
本
を
同
一
の
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
は
、
与
え
ら
れ
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た
感
覚
素
材
に
基
づ
い
て
、
そ
れ
が
何
ら
か
の
同
一
の
意
味
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
な
ん
ら
か

の
も
の
が
単
な
る
感
覚
で
は
な
く
対
象
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
の
は
、
意
味
に
よ
っ
て
そ
の
感
覚
素
材
が
ま
と
め
上
げ
ら
れ
る
こ
と
に
よ
る

た
め
、
意
味
が
な
け
れ
ば
志
向
的
対
象
へ
の
関
係
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
。

　

以
上
の
よ
う
に
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
我
々
は
内
容
と
し
て
の
意
味
を
通
し
て
対
象
と
関
係
す
る
の
で
あ
り
、
対
象
と
の
関
係
は
内
容
と
し

て
の
意
味
に
よ
っ
て
成
立
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。
こ
の
点
で
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
と
共
通
す
る
。
し
か
し
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、

内
在
的
内
容
で
あ
る
意
味
を
通
し
て
関
係
す
る
対
象
を
、
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
の
よ
う
に
単
に
超
越
的
な
対
象
と
し
て
規
定
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
超
越
的
な
対
象
も
志
向
的
な
対
象
で
あ
っ
て
、
こ
の
志
向
的
対
象
は
実
的
に
は
内
在
し
な
い
も
の

の
、
志
向
的
に
は
内
在
す
る
も
の
と
み
な
し
て
い
る
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
、
作
用
に
実
的
に
内
在
す
る
感
覚
質
料
を
も
と
に
志
向
的
に
内
在

す
る
意
味
が
構
成
さ
れ
、
そ
の
意
味
を
通
し
て
志
向
的
に
内
在
す
る
志
向
的
対
象
へ
の
関
係
が
成
立
す
る
、
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

さ
て
、
第
一
章
の
冒
頭
で
は
、「
内
容
と
対
象
と
を
区
別
し
、
内
容
は
内
在
的
で
あ
る
が
対
象
は
超
越
的
と
考
え
る
」
と
考
え
る
認
識

論
者
に
対
す
る
西
田
の
批
判
を
引
用
し
た
。
こ
れ
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
ブ
レ
ン
タ
ー
ノ
は
超
越
的
な
対
象
に
つ
い
て
言
及
し
て
い

な
い
。
上
の
西
田
の
理
解
は
、
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
の
考
え
に
近
い
。
た
だ
し
、
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
に
と
っ
て
は
外
界
に
存
在
す
る
馬
も
超

越
的
対
象
で
あ
っ
て
、
必
ず
し
も
超
越
的
対
象
と
い
う
言
葉
で
超
時
間
的
な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
フ
ッ
サ
ー
ル
は
ブ

レ
ン
タ
ー
ノ
と
も
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
と
も
異
な
り
、
実
的
内
容
は
実
的
に
内
在
す
る
が
、
志
向
的
内
容
は
実
的
に
は
内
在
し
な
い
、
志
向

的
内
容
は
志
向
的
に
内
在
す
る
の
で
あ
り
、
志
向
的
対
象
も
実
的
に
は
超
越
だ
が
志
向
的
に
は
内
在
し
て
い
る
、
と
考
え
て
い
る
。
フ
ッ

サ
ー
ル
は
、
単
純
に
内
容
が
内
在
的
で
対
象
が
超
越
的
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
フ
ッ
サ
ー
ル
の
場
合
、
超
越

的
な
対
象
も
超
時
間
的
な
対
象
も
、
そ
れ
が
考
え
ら
れ
た
と
き
に
は
、
志
向
的
に
内
在
す
る
志
向
的
対
象
で
あ
る
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。

そ
の
た
め
西
田
は
志
向
性
の
理
論
を
誤
解
し
て
し
ま
っ
て
お
り
、
そ
の
批
判
に
妥
当
性
が
あ
る
と
は
言
え
な
い
。
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
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は
、
西
田
自
身
の
理
解
に
反
し
て
、
意
識
を
場
所
と
み
な
す
西
田
の
思
想
に
は
フ
ッ
サ
ー
ル
と
の
類
似
性
が
見
出
せ
る
、
と
い
う
点
で
あ

る
。
こ
の
点
を
次
の
章
で
明
ら
か
に
し
た
い
。

五　

西
田
に
お
け
る
作
用
・
内
容
・
対
象

五
・
一　
『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
で
の
作
用
・
内
容
・
対
象

　

内
在
的
内
容
と
超
越
的
対
象
と
を
区
別
す
る
思
想
に
対
し
て
、
西
田
は
超
越
的
対
象
も
内
在
す
る
と
い
う
考
え
を
提
示
し
て
い
る
の
だ

が
、
こ
の
考
え
は
論
文
「
場
所
」
で
は
じ
め
て
現
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

ま
ず
、『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
で
の
問
題
意
識
を
生
ん
だ
高
橋
里
美
の
批
判
で
、
す
で
に
超
越
と
内
在
と
の
関
係
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
。『
善
の
研
究
』
に
対
し
て
批
判
を
行
っ
た
高
橋
里
美
は
、
意
味
と
は
事
実
が
指
示
す
る
も
の
の
こ
と
で
あ
り
、
事
実
を
超

越
し
て
い
る
と
主
張
す
る
。
そ
れ
に
対
し
西
田
は
、「
事
実
が
意
味
を
有
つ
と
い
う
の
は
、
事
実
が
全
く
自
身
の
内
容
と
異
な
っ
た
天
外

の
或
物
を
指
示
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
し
て
、直
接
経
験
の
事
実
自
身
の
中
に
意
味
を
具
し
て
居
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
」

（
一
・
二
四
九
）
と
述
べ
る
。
意
味
は
純
粋
経
験
の
事
実
を
超
越
し
て
お
ら
ず
、
純
粋
経
験
の
事
実
に
内
在
す
る
と
反
論
し
て
い
る
の
で
あ

る
。
西
田
は
こ
う
も
述
べ
て
い
る
。

　

余
は
氏
の
云
わ
れ
る
意
味
と
事
実
と
は
意
識
の
両
面
で
あ
る
と
い
う
如
き
考
に
、
全
然
反
対
す
る
の
で
は
な
い
が
、
唯
如
何
に
し

て
一
つ
意
識
が
此
両
面
を
具
し
て
居
る
か
、
此
両
面
は
如
何
に
し
て
一
つ
の
意
識
に
結
合
せ
ら
れ
て
居
る
か
、
意
識
の
如
何
な
る
方
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面
が
意
味
で
あ
っ
て
如
何
な
る
方
面
が
事
実
で
あ
る
か
を
考
え
て
見
ね
ば
な
ら
ぬ
と
思
う
（
一
・
二
五
二
）。

こ
こ
で
は
、
意
味
と
事
実
の
相
違
を
認
め
つ
つ
も
、
二
つ
と
も
意
識
が
も
つ
側
面
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
る
と
、
ど
ち

ら
も
意
識
に
内
在
す
る
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。

　

西
田
は
こ
こ
で
、
意
味
は
超
越
で
あ
る
と
言
う
高
橋
里
美
に
対
し
て
、
意
識
に
意
味
は
内
在
す
る
と
主
張
し
て
い
る
と
言
え
る（

7
）。

意
味
は
内
在
で
あ
る
と
い
う
点
だ
け
見
れ
ば
、
こ
こ
で
の
西
田
の
思
想
は
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
や
フ
ッ
サ
ー
ル
と
共
通
し
て
い
る
と
言
え
る

で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
西
田
は
こ
の
二
人
に
異
論
を
唱
え
て
い
る
。『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
で
は
、「
ボ
ル
ツ
ァ
ー
ノ
以
来
フ
ッ

サ
ー
ル
に
至
る
ま
で
内
容
と
対
象
と
の
間
に
絶
対
的
区
別
を
主
張
し
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
余
は
寧
ろ
ナ
ト
ル
プ
な
ど
と
同
じ
く
こ
の
区

別
は
相
対
的
に
過
ぎ
ぬ
と
考
え
た
い
」（
二
・
一
二
二
）
と
言
わ
れ
た
上
で
、
等
辺
三
角
形
と
等
角
三
角
形
は
内
容
と
し
て
は
異
な
る
が
対

象
と
し
て
は
同
一
で
あ
る
と
い
う
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
の
見
解
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
こ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　

意
識
を
超
越
す
る
対
象
と
い
う
の
も
、
要
す
る
に
意
識
内
容
そ
れ
自
身
の
内
面
的
統
一
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
居
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。対
象
に
対
し
て
内
容
と
い
う
の
は
単
に
一
つ
の
対
象
の
種
々
な
る
限
定
の
仕
方
を
意
味
し
て
居
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

内
容
と
対
象
と
の
差
は
単
に
統
一
の
相
対
的
差
異
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
等
辺
三
角
形
と
か
等
角
三
角
形

と
か
い
う
意
識
内
容
は
、
そ
の
統
一
た
る
対
象
に
対
し
て
は
内
容
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
が
、
更
に
特
殊
な
る
意
識
内
容
か
ら
見
れ

ば
此
等
の
も
の
も
逆
に
そ
の
対
象
と
見
做
す
こ
と
も
で
き
る
で
あ
ろ
う
（
二
・
一
二
二
）。

こ
の
二
つ
の
引
用
で
表
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
内
容
と
対
象
と
の
違
い
は
相
対
的
差
異
に
す
ぎ
な
い
こ
と
、
つ
ま
り
異
な
る
立
場
か
ら
見
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れ
ば
同
じ
も
の
が
内
容
と
も
対
象
と
も
み
な
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
や
フ
ッ
サ
ー
ル
の
主
張
に
従
っ
て
も
、

内
容
が
対
象
と
な
る
場
合
は
あ
る
、
と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
馬
を
表
象
す
る
と
き
、
外
界
に
存
在
す
る
馬
が
表
象
の
対
象
で
あ
っ

て
、
心
の
内
に
表
象
と
し
て
現
れ
た
馬
が
表
象
の
内
容
と
な
る
。
我
々
は
さ
ら
に
こ
の
表
象
の
内
容
と
し
て
の
馬
を
表
象
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
と
き
、
こ
の
表
象
の
内
容
と
し
て
の
馬
が
表
象
の
対
象
と
な
る
。
西
田
が
例
に
と
っ
て
い
る
等
辺
三
角
形
や
等
角
三
角
形
に

つ
い
て
も
、
や
は
り
そ
れ
ら
は
表
象
さ
れ
る
こ
と
で
、
表
象
の
対
象
と
な
る
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
対
象
も
ま
た
立
場
に
よ
っ
て
は
内

容
と
な
り
え
る
と
い
う
考
え
は
、『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
の
結
論
部
に
は
現
れ
て
い
な
い
。

　

同
書
の
最
後
に
置
か
れ
て
い
る
「
跋
」
で
は
、
作
用
は
一
つ
の
世
界
を
構
成
す
る
作
用
と
し
て
理
解
さ
れ
、
様
々
な
立
場
か
ら
の
構
成

作
用
に
よ
っ
て
様
々
な
世
界
が
構
成
さ
れ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
芸
術
家
の
立
場
か
ら
は
芸
術
家
の
世
界
が
、
歴
史
家
の
立

場
か
ら
は
歴
史
の
世
界
が
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、「
未
だ
何
等
の
立
場
と
い
う
如
き
も
の
を
取
ら
ざ
る
以
前
の
世
界
、
或
は

す
べ
て
の
立
場
と
い
う
如
き
も
の
を
除
去
し
た
世
界
、
即
ち
真
の
与
え
ら
れ
た
る
直
接
経
験
の
世
界
」（
二
・
二
六
四
）
が
、「
絶
対
自
由

意
志
の
世
界
」（
同
）
と
呼
ば
れ
る
。
絶
対
自
由
意
志
の
世
界
と
は
、
世
界
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
作
用
を
統
一
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
作

用
を
対
象
と
し
て
、
そ
れ
を
自
由
に
選
択
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
ど
の
世
界
も
自
由
に
構
成
で
き
る
絶
対
自
由
意
志
の
立
場
で
現
れ
る
世

界
の
こ
と
を
言
う
。
こ
こ
で
は
、
作
用
が
一
つ
の
世
界
を
構
成
す
る
と
い
う
か
た
ち
で
、
作
用
と
世
界
と
が
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い

二
つ
の
側
面
で
あ
る
こ
と
、
絶
対
自
由
意
志
の
立
場
で
は
そ
の
世
界
を
構
成
す
る
作
用
が
対
象
と
な
る
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
は
い
る

が
、
超
越
的
な
対
象
と
内
在
的
な
内
容
と
の
区
別
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
議
論
が
展
開
さ
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。『
自
覚
に
於
け

る
直
観
と
反
省
』
で
は
、
対
象
も
立
場
に
よ
っ
て
は
内
容
と
な
り
え
る
と
い
う
考
え
が
提
示
さ
れ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
と
言
え
る
。
こ

の
考
え
に
基
づ
い
て
、
初
め
て
思
索
が
展
開
さ
れ
る
の
は
、『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
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五
・
二　
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
で
の
作
用
・
内
容
・
対
象

　
『
働
く
も
の
か
ら
見
る
も
の
へ
』
で
は
、
ま
ず
「
内
部
知
覚
に
つ
い
て
」
で
作
用
、
内
容
、
対
象
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

次
の
文
で
あ
る
。

　

対
象
を
指
示
す
る
と
い
う
こ
と
も
、
作
用
が
対
象
を
外
に
見
る
の
で
は
な
く
、
自
己
自
身
の
内
に
見
る
の
で
あ
る
。
対
象
と
は
、

自
己
自
身
の
内
に
映
さ
れ
た
る
作
用
の
影
に
過
ぎ
な
い
。
対
象
を
作
用
の
外
に
見
る
と
考
え
る
の
は
、
心
理
的
作
用
を
考
え
る
が
故

で
あ
る
（
三
・
三
五
五
）。

こ
こ
で
は
、
心
理
的
作
用
に
対
し
て
は
対
象
が
超
越
と
な
る
と
い
う
こ
と
を
認
め
つ
つ
も
、
対
象
は
外
で
は
な
く
内
に
見
ら
れ
る
こ
と
、

つ
ま
り
対
象
は
超
越
で
は
な
く
内
在
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
考
え
と
間
違
い
な
く
関
連
し
て
い
る

の
は
、「
知
る
も
の
は
、
す
べ
て
を
自
己
の
内
に
於
て
知
る
の
で
あ
る
」（
三
・
三
五
四
）
と
い
う
理
解
で
あ
る
。『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と

反
省
』
で
は
、
物
を
鏡
に
映
す
こ
と
が
知
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
模
写
説
を
否
定
し
て
、「
物
を
知
る
と
い
う
こ
と
は
与
え
ら
れ
た
経
験

内
容
を
統
一
す
る
こ
と
で
あ
る
」（
二
・
二
六
二
）
で
あ
る
と
い
う
構
成
主
義
的
な
立
場
に
立
っ
て
い
る
。
こ
の
場
合
、
知
る
主
観
の
外
部

に
与
え
ら
れ
る
も
の
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
た
め
、
対
象
も
ま
た
内
在
で
あ
る
と
い
う
考
え
と
は
両
立
し
な
い
。
こ
れ
に
対

し
て
、
論
文
「
内
部
知
覚
に
つ
い
て
」
で
知
る
も
の
が
自
己
の
内
に
於
て
知
る
と
言
わ
れ
る
と
き
、
主
観
は
自
己
の
内
に
あ
る
も
の
を
知

る
の
で
あ
り
、
知
ら
れ
る
も
の
は
主
観
の
内
に
あ
る
、
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、『
自
覚
に
於
け
る
直
観
と
反
省
』
で
は
、
単
に
対
象
も
立
場
に
よ
っ
て
は
内
容
と
な
り
え
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
た
だ
け
だ
っ
た
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が
、「
内
部
知
覚
に
つ
い
て
」
で
は
、
対
象
を
超
越
と
す
る
の
は
心
理
的
作
用
の
立
場
で
あ
る
、
と
主
張
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
す
る
、

対
象
を
内
在
と
す
る
立
場
、
あ
る
い
は
対
象
を
内
在
と
す
る
意
識
は
、
心
理
的
作
用
と
し
て
の
意
識
で
は
な
く
、
意
識
す
る
意
識
、
あ
る

い
は
超
越
的
述
語
面
と
呼
ば
れ
る
意
識
で
あ
る
。
こ
の
二
種
類
の
意
識
の
区
別
が
よ
く
読
み
と
れ
る
の
が
、「
知
る
も
の
」
に
あ
る
次
の

一
節
で
あ
る
。

　

意
識
現
象
は
志
向
的
と
か
意
味
を
荷
う
と
か
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
が
、
私
は
単
に
志
向
的
作
用
と
考
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
尚
意

識
の
本
質
を
明
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
考
え
る
。
意
味
を
荷
う
作
用
と
い
う
如
き
も
の
は
、
尚
知
ら
れ
た
も
の
で
知
る
も
の
で

は
な
い
、
意
識
せ
ら
れ
た
も
の
で
意
識
す
る
も
の
で
は
な
い
。
意
識
は
か
か
る
作
用
を
も
内
に
映
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
三
・
五
三
九
）。

西
田
が
こ
こ
で
言
う
志
向
的
作
用
と
は
、
内
在
的
な
内
容
に
よ
っ
て
超
越
的
な
対
象
へ
と
関
係
す
る
作
用
で
あ
っ
て
、「
内
部
知
覚
に
つ

い
て
」
で
の
心
理
的
作
用
に
相
当
す
る
。
そ
れ
は
知
ら
れ
た
も
の
、
意
識
さ
れ
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
と
こ
こ
で
は
言
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ

に
対
し
て
、
こ
の
作
用
を
内
に
映
す
意
識
す
る
も
の
の
存
在
が
み
と
め
ら
れ
て
い
る
。
西
田
は
前
者
を
意
識
さ
れ
た
意
識
、
後
者
を
意
識

す
る
意
識
と
呼
び
、
さ
ら
に
後
者
が
、
特
に
西
田
が
特
別
な
意
味
を
込
め
て
用
い
る
「
場
所
」
が
も
つ
性
質
を
備
え
た
も
の
と
し
て
捉
え

ら
れ
た
と
き
、
超
越
的
述
語
面
と
言
い
表
さ
れ
る
。

　

西
田
の
言
う
場
所
と
は
、ま
ず
も
っ
て
「
有
る
も
の
は
何
か
に
於
て
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」（
三
・
四
一
五
）
と
言
わ
れ
る
と
き
の
「
何
か
」

の
こ
と
を
指
す
。
つ
ま
り
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
場
所
に
於
い
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、そ
れ
が
場
所
論
の
根
本
的
主
張
で
あ
る
。

こ
の
主
張
に
は
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
事
柄
が
含
意
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
目
は
、
場
所
に
於
い
て
あ
る
も
の
は
場
所
の
内
に
あ
る
と
い
う
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内
在
性
で
あ
り
、
二
つ
目
は
、
場
所
に
於
い
て
あ
る
も
の
は
場
所
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
成
立
す
る
と
い
う
意
味
で
の
可
能
性
で
あ
る
。
つ

ま
り
、
場
所
に
於
い
て
あ
る
も
の
は
、
場
所
に
内
在
し
て
お
り
、
場
所
に
よ
っ
て
可
能
と
な
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
た
、
西
田
は
こ
の
場
所
と
そ
こ
に
於
て
あ
る
も
の
と
の
関
係
を
、
包
摂
判
断
か
ら
考
え
る
。
包
摂
判
断
と
は
、
述
語
が
主
語
を
、
一

般
が
特
殊
を
包
む
も
の
と
な
っ
て
い
る
判
断
を
言
う
。
た
と
え
ば
家
は
建
物
だ
と
い
う
判
断
で
は
、
主
語
で
あ
る
家
は
、
述
語
で
あ
る
建

物
よ
り
も
狭
い
概
念
と
な
っ
て
お
り
、
建
物
と
い
う
一
般
に
対
す
る
特
殊
と
い
う
性
格
を
も
つ
。
こ
の
包
摂
判
断
で
の
主
語
と
述
語
の
関

係
を
、
西
田
は
場
所
に
於
い
て
あ
る
も
の
と
場
所
と
の
関
係
と
し
て
捉
え
、
於
い
て
あ
る
も
の
を
主
語
面
、
場
所
を
述
語
面
と
も
言
い
表

す
。
家
は
建
物
だ
と
判
断
す
る
と
き
、
家
が
建
物
と
い
う
場
所
に
あ
る
と
判
断
し
た
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
判
断
は
単
に
つ

い
て
主
語
に
述
語
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。「
一
般
な
る
も
の
の
方
か
ら
云
え
ば
、
包
摂
す
る
こ
と
は
自
己
自
身
を
分
化
発
展
す
る

こ
と
で
あ
る
。
判
断
と
は
一
般
な
る
者
が
自
己
自
身
を
特
殊
化
す
る
過
程
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
」（
三
・
四
三
一
）
と
述
べ
ら
れ
て
い

る
よ
う
に
、
包
摂
判
断
は
述
語
で
表
さ
れ
る
一
般
者
が
自
己
自
身
を
特
殊
化
し
限
定
す
る
こ
と
で
成
り
立
つ
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
こ
と

か
ら
、
一
般
者
と
同
一
視
さ
れ
た
場
所
も
、
自
己
限
定
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
主
語
と
述
語
、
特
殊
と
一
般
と
い
う
関
係

か
ら
見
る
と
、
家
や
建
物
と
い
っ
た
さ
ま
ざ
ま
な
概
念
は
、
あ
る
時
は
判
断
の
主
語
と
な
り
あ
る
時
は
述
語
と
な
る
も
の
で
あ
る
の
に
対

し
、
意
識
は
述
語
と
な
っ
て
主
語
と
な
ら
な
い
も
の
と
さ
れ
、
超
越
的
述
語
面
と
呼
ば
れ
る
。　

　

こ
の
超
越
的
述
語
面
と
い
う
規
定
に
よ
っ
て
、
こ
の
意
識
が
も
つ
さ
ま
ざ
ま
な
性
質
が
言
い
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
超
越
的
述
語
面

と
し
て
の
意
識
が
判
断
の
主
語
に
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
は
、「
於
い
て
あ
る
も
の
」
に
は
決
し
て
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ

の
意
識
は
客
観
と
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
こ
れ
は
逆
か
ら
み
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
超
越
的
述
語
面
と
し
て
の
意

識
と
い
う
場
所
に
於
い
て
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
こ
に
内
在
し
そ
の
客
観
と
な
る
と
い
う
こ
と
も
意
味
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
あ
ら

ゆ
る
も
の
が
超
越
的
述
語
面
と
し
て
の
意
識
に
内
在
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
そ
れ
に
よ
っ
て
そ
の
存
在
が
可
能
に
な
っ
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て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
超
越
す
る
も
の
の
存
在
を
認
め
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
意
識
さ
れ
た
意
識
と
し
て
の
心
理
的
作
用
に

対
し
て
は
超
越
す
る
対
象
も
、
こ
の
超
越
的
述
語
面
に
は
内
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

超
越
的
述
語
面
と
し
て
の
意
識
は
、
も
う
一
つ
、
超
時
間
的
と
い
う
性
質
を
も
つ
。
心
理
的
作
用
に
つ
い
て
は
、「
時
間
上
に
生
滅
す

る
意
識
作
用
が
意
識
す
る
の
で
は
な
い
」（
三
・
四
三
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、
時
間
的
に
生
成
消
滅
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
な
が
ら
、
生
成
消
滅
す
る
こ
と
の
な
い
意
識
に
つ
い
て
、
西
田
は
「
表
現
作
用
」
と
い
う
論
文
で
以
下
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　

時
に
於
て
物
が
変
ず
る
と
し
て
も
、
尚
そ
の
物
が
「
於
て
あ
る
場
所
」
と
い
う
も
の
が
考
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
直
線
的
な
る
時

に
し
て
も
、
前
の
瞬
間
が
去
っ
て
次
の
瞬
間
に
移
る
に
は
、
そ
の
前
後
を
含
ん
で
止
ま
る
或
物
が
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。
動
き
行
く

現
在
の
背
後
に
、
何
処
ま
で
も
止
ま
れ
る
現
在
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
時
が
時
々
刻
々
に
移
り
行
く
も
の
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
結

果
を
維
持
す
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
之
に
よ
っ
て
そ
の
結
果
が
統
一
せ
ら
れ
、
一
次
元
的
な
る
時
と
し
て
対
象
化
せ
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
単
に
一
瞬
か
ら
次
の
瞬
間
に
移
る
生
産
的
作
用
の
み
に
て
は
、
そ
の
結
果
を
統
一
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
、
作
用
が
作

用
を
見
る
に
は
作
用
を
離
れ
た
立
場
が
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
（
三
・
三
七
九
）。

こ
の
引
用
で
は
、
時
間
の
中
で
変
化
す
る
も
の
に
対
し
て
止
ま
る
も
の
、
移
り
行
く
も
の
に
対
し
て
そ
の
結
果
を
維
持
す
る
も
の
、
あ
る

い
は
結
果
の
統
一
を
可
能
に
す
る
も
の
が
「
場
所
」
で
あ
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
あ
る
箱
が
見
ら
れ
た
場
合
、
感

覚
さ
れ
た
内
容
は
異
な
っ
て
い
て
も
同
一
の
箱
と
し
て
把
握
さ
れ
る
、
と
い
う
例
で
言
え
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
角
度
か
ら
の
一
瞬
一
瞬
の
視

覚
作
用
の
み
で
は
、そ
の
箱
を
同
一
の
箱
と
み
な
す
と
い
う
働
き
は
生
じ
な
い
。
そ
れ
が
同
一
の
箱
と
み
な
さ
れ
る
た
め
に
は
、ま
ず
も
っ

て
一
瞬
一
瞬
に
異
な
る
感
覚
内
容
が
過
去
の
も
の
と
し
て
消
滅
す
る
こ
と
な
く
、
過
去
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
そ
の
内
容
が
維
持
さ
れ
な
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け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
上
で
は
じ
め
て
、
維
持
さ
れ
た
内
容
が
統
一
さ
れ
て
、
同
一
の
箱
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
し
か

し
時
間
的
に
生
成
消
滅
す
る
作
用
は
、
ま
さ
に
時
間
的
に
生
成
消
滅
す
る
が
た
め
に
、
過
去
の
感
覚
内
容
を
維
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

そ
こ
で
西
田
は
、
何
ら
か
の
対
象
を
同
一
の
も
の
と
し
て
見
る
と
い
っ
た
事
実
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
時
間
的
に
生
成
消
滅
す
る
作
用

と
は
別
に
、
つ
ま
り
意
識
さ
れ
た
意
識
と
は
別
に
、
過
去
の
感
覚
内
容
を
維
持
す
る
も
の
と
し
て
、
超
時
間
的
な
意
識
が
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
主
張
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
超
越
的
述
語
面
と
し
て
の
意
識
で
あ
り
、
こ
れ
に
の
み
、
超
時
間
的
な
も
の
、
つ
ま
り
超
越
的
対

象
が
内
在
す
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
て
、
超
越
的
述
語
面
と
し
て
の
意
識
は
、
心
理
的
作
用
で
あ
る
意
識
さ
れ
た
意
識
と
異
な
り
、
超
越
的
対
象
が
内
在
す
る
こ
と
、

客
観
と
は
な
ら
な
い
こ
と
、
超
時
間
的
で
あ
る
こ
と
と
い
う
少
な
く
と
も
三
つ
の
性
質
か
ら
特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
こ
で
は
、『
自
覚
に

於
け
る
直
観
と
反
省
』
で
表
明
さ
れ
て
い
た
、
異
な
る
立
場
か
ら
見
れ
ば
同
じ
も
の
が
内
容
と
も
対
象
と
も
み
な
さ
れ
う
る
と
い
う
事
態

が
、
よ
り
具
体
的
か
つ
構
造
的
に
理
解
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
、
意
識
さ
れ
た
意
識
の
立
場
か
ら
は
超
時
間
的
で
超
越
的
な

対
象
で
あ
る
も
の
が
、
超
越
的
述
語
面
で
あ
る
意
識
す
る
意
識
の
立
場
か
ら
は
、
内
在
的
な
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
意
識
と
は
こ
の

よ
う
な
構
造
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
、
内
在
的
な
内
容
と
超
越
的
な
対
象
と
を
区
別
し
、「
唯
時
間
的
に
移
り
行
く

認
識
作
用
と
之
を
超
越
す
る
対
象
と
の
対
立
の
み
が
考
え
ら
れ
て
居
る
」
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
、
と
西
田
は
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

結

　

西
田
は
作
用
、
内
容
、
対
象
の
関
係
を
「
内
容
と
対
象
と
を
区
別
し
、
内
容
は
内
在
的
で
あ
る
が
対
象
は
超
越
的
」
と
し
、
し
か
も
超

越
的
な
対
象
を
超
時
間
的
な
対
象
の
こ
と
と
す
る
理
論
に
反
論
し
て
い
る
の
だ
が
、
第
二
章
か
ら
第
四
章
ま
で
で
、
そ
れ
が
ブ
レ
ン
タ
ー
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ノ
、
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
、
フ
ッ
サ
ー
ル
の
い
ず
れ
の
理
論
と
も
異
な
っ
て
い
る
こ
と
を
示
し
た
。
第
五
章
で
は
、
西
田
が
『
自
覚
に
於
け

る
直
観
と
反
省
』
で
ト
ワ
ル
ド
ウ
ス
キ
と
フ
ッ
サ
ー
ル
を
名
指
し
て
批
判
を
し
、
自
己
の
思
索
を
展
開
し
て
い
っ
た
結
果
、
意
識
さ
れ
た

意
識
の
立
場
か
ら
は
超
時
間
的
で
超
越
的
な
対
象
で
あ
る
も
の
が
、
超
越
的
述
語
面
で
あ
る
意
識
す
る
意
識
の
立
場
か
ら
は
内
在
的
で
あ

る
、
と
い
う
考
え
に
た
ど
り
つ
い
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。

　

西
田
の
こ
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
は
超
越
的
述
語
面
と
し
て
の
意
識
に
内
在
す
る
と
い
う
自
ら
の
理
解
は
、
通
常
は
意
識
外
に
あ
る
た
め
超

越
的
と
み
な
さ
れ
る
対
象
も
、
志
向
的
対
象
と
し
て
志
向
的
に
内
在
す
る
と
主
張
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
と
重
な
る
も
の
で
あ
る
と
言

え
る
。

　

西
田
が
読
ん
だ
『
論
理
学
研
究
』
と
『
イ
デ
ー
ン
Ⅰ
』
で
は
志
向
的
内
在
と
い
う
概
念
が
明
確
に
は
提
示
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
こ
と

か
ら
、
西
田
は
お
そ
ら
く
フ
ッ
サ
ー
ル
が
志
向
的
内
在
と
い
う
考
え
を
も
っ
て
い
た
こ
と
に
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た
と
言
え
る
。
そ
の
た

め
か
、
西
田
は
誤
っ
た
フ
ッ
サ
ー
ル
理
解
に
も
と
づ
い
て
フ
ッ
サ
ー
ル
批
判
を
行
い
、
結
果
と
し
て
、
西
田
自
身
の
意
図
に
反
し
て
、
場

所
と
し
て
の
意
識
と
い
う
西
田
の
思
想
は
、
志
向
性
を
意
識
の
特
質
と
す
る
フ
ッ
サ
ー
ル
の
思
想
と
大
き
く
重
な
り
合
う
も
の
と
な
っ
た

の
で
あ
る
。
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号
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（
7
） 『
善
の
研
究
』
で
は
、「
厳
密
な
る
統
一
の
状
態
に
あ
る
」（
一
・

十
四
）
純
粋
経
験
に
対
し
、「
こ
の
統
一
が
破
れ
た
時
、
即
ち
他
と
の

関
係
に
入
っ
た
時
、
意
味
を
生
じ
判
断
を
生
ず
る
」（
同
）
と
言
わ
れ

る
一
方
で
、「
併
し
こ
の
統
一
、
不
統
一
と
い
う
こ
と
も
、
よ
く
考
え

て
見
る
と
畢
竟
程
度
の
差
で
あ
る
、
全
然
統
一
せ
る
意
識
も
な
け
れ

ば
、全
然
不
統
一
な
る
意
識
も
な
か
ろ
う
」（
同
）と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

意
味
は
厳
密
な
統
一
状
態
と
し
て
の
純
粋
経
験
で
は
な
い
が
、
広
義
の

純
粋
経
験
に
内
在
し
て
い
る
、
と
西
田
は
主
張
し
て
い
る
も
の
と
考
え

ら
れ
る
。


