
因
果
実
在
論
は
、
因
果
関
係
が
他
の
諸
概
念
に
還
元
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
独
特
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
一
致
し
て
い

る
が
、
そ
の
他
の
点
で
は
各
々
の
研
究
者
に
よ
り
さ
ま
ざ
ま
な
論
拠
が
与
え
ら
れ
て
い
る
。

C
.
J
・
デ
ュ
カ
ス
に
よ
れ
ば
、
状
況
S

に
お
け
る
二
つ
の
変
化
C
,
E
を
結
び
つ
け
る
の
が
因
果
関
係
で
あ
り
、
こ
の
関
係
は
そ
れ
ら
の
変
化
を
知
覚
す
る
こ
と
か
ら
直
に
も

因
果
関
係
項

ー

因
果
関
係
項

何
が
原
因
や
結
果
と
な
り
う
る
因
果
関
係
項
c
a
u
s
a
l
relata
で
あ
り
、
そ
れ
が
因
果
関
係
項
で
あ
る
た
め
に
は
ど
ん
な
条
件
を
満
た

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
近
年
の
科
学
哲
学
に
お
い
て
幾
人
か
の
研
究
者
た
ち
が
論
じ
て
い
る
因
果
実
在
論

c
a
u
s
a
l
 
r
e
a
l
i
s
m
に
よ
れ
ば
、
因
果
関
係
項
に
な
る
の
は
個
体
が
も
つ
性
質
p
r
o
p
e
r
t
i
e
s
で
あ
り
、
因
果
関
係
は
性
質
ど
う
し
に
成
り

立
つ
実
在
の
関
係
で
あ
る
。
本
拙
論
に
お
い
て
、
わ
た
く
し
は
こ
の
よ
う
な
因
果
実
在
論
に
基
づ
く
因
果
関
係
項
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を

検
討
し
、
何
か
が
因
果
関
係
項
で
あ
る
た
め
の
条
件
を
わ
た
く
し
た
ち
の
認
識
か
ら
独
立
に
決
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
実
在
論

的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
満
足
の
ゆ
く
も
の
で
は
な
い
と
論
ず
る
。

因
果
実
在
論
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た
ら
さ
れ
る
知
識
で
あ
る

(
D
u
c
a
s
s
e
:

1
9
5
7
,
 
4
2
2
)
。
そ
し
て
知
覚
可
能
な
変
化
か
ら
直
に
も
た
ら
さ
れ
た
知
識
は
、
変
化
が
知
覚

さ
れ
て
い
る
そ
の
状
況
で
直
に
知
ら
れ
る
と
い
う
意
味
で
観
察
可
能
だ
と
言
わ
れ
、
因
果
関
係
は
観
察
可
能
な
知
識
だ
と
主
張
さ
れ
る

(
D
u
c
a
s
s
e
:
 
1
9
9
3
,
 
1
3
 lf.)
。
そ
れ
ゆ
え
、
状
況
S
や
変
化
C
,
E
の
知
覚
は
個
別
的
で
あ
る
か
ら
、
知
覚
か
ら
直
に
も
た
ら
さ
れ
た

知
識
と
し
て
の
因
果
関
係
に
は
個
別
的
な
状
況
と
無
関
係
に
成
り
立
つ
規
則
性
が
な
い
け
れ
ど
も
、
わ
た
く
し
た
ち
は
個
別
的
な
二
つ

の
変
化
に
関
す
る
単
称
因
果
言
明
を
、
個
別
的
な
状
況
と
無
関
係
に
述
べ
ら
れ
る
法
則
を
前
提
す
る
こ
と
な
く
真
だ
と
言
え
る
の
で
あ

る

(cf.
D
a
v
i
d
s
o
n
:
 
1
9
8
0
,
 
1
6
0
)

。

次
に

M
・
ト
ゥ
ー
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
因
果
的
諸
概
念
は
非
因
果
的
な
事
実
や
自
然
法
則
へ
の
ヒ
ュ
ー
ム
的
随
伴
H
u
m
e
a
n
s
u
p
e
r
,
 

v
e
n
i
e
n
c
e

が
成
り
立
た
な
い
還
元
不
可
能
な
理
論
語
旬
で
あ
る
。
そ
し
て
理
論
語
句
を
含
む
言
明
は
実
在
の
対
象
を
指
示
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
真
で
あ
る
か
ら
、
因
果
的
諸
概
念
で
表
現
さ
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
言
明
が
真
で
あ
る
の
は
因
果
関
係
が
実
在
す
る
か
ら
な
の
で
あ

る

(
T
o
o
l
e
y
:

1
9
8
7
,
 
2
4
4
-
2
4
7
)
。
但
i

し
、
因
果
的
諸
概
念
が
非
因
果
的
な
諸
概
念
に
還
元
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
と
そ
れ
ら
が
分

析
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
別
な
の
で
あ
り
、
因
果
的
諸
概
念
を
含
む
言
明
は
理
論
語
句
を
消
去
す
る
ラ
ム
ジ
ー
化
に
よ
っ
て
分
析
し

う
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る

(
T
o
o
l
e
y
:

1
9
8
7
,
 
1
4
)
。
そ
し
て
注
意
す
べ
き
な
の
は
、
ラ
ム
ジ
ー
化
は
確
か
に
理
論
語
句
を
消
去
す
る

け
れ
ど
も
理
論
的
対
象
へ
の
指
示
ま
で
消
去
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
竹
尾
」

1
9
8
9
,

1
5
8
f
.
)
。

以
上
の
二
つ
に
対
し
、
近
年
の
普
遍
者
に
関
す
る
理
論
は
因
果
関
係
が
普
遍
者
と
し
て
実
在
す
る
と
主
張
し
て
お
り
、
本
拙
論
は
こ

の
見
解
に
基
づ
く
因
果
関
係
項
の
概
念
へ
着
目
す
る
。
そ
こ
で
、
こ
れ
以
降
の
本
節
で
は
普
遍
者
の
理
論
及
び
そ
れ
を
論
拠
と
す
る
因

果
実
在
論
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
但
し
因
果
実
在
論
に
幾
つ
か
の
異
な
る
論
拠
が
あ
る
の
と
同
じ
く
普
遍
者
の
理
論
に
も
幾
つ
か
の
点

で
論
争
が
交
わ
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
水
と
し
て
の
性
質
と
い
う
普
遍
者
を
酸
素
や
水
素
と
し
て
の
性
質
か
ら
成
る
構
造
的
普
遍
者

s
t
r
u
c
t
u
r
a
l
 
u
n
i
v
e
r
s
a
l
 Al
ー
し
て
認
め
る
べ
き
か
ど
う
か
、
あ
る
い
は
後
述
す
る
具
現
化
原
理
を
受
け
入
れ
る
べ
き
か
等
の
論
点
で
見
解

六
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が
分
か
れ
て
い
る
。
本
拙
論
で
は
普
遍
者
の
理
論
で
特
に
因
果
実
在
論
と
関
わ
っ
て
い
る
論
点
だ
け
に
注
目
す
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し

も
普
遍
者
の
理
論
に
お
い
て
研
究
者
が
一
致
し
て
い
る
論
点
で
は
な
い
。

ふ
つ
う
普
遍
者
は
、
単
項
の
場
合
に
性
質
、
二
項
以
上
の
多
項
で
あ
れ
ば
関
係
と
呼
ば
れ
る
。
普
遍
者
は
個
々
の
特
殊
者
な
い
し
個

体
に
対
し
て
具
現
化
す
る
instantiates
と
い
う
関
係
を
も
っ
て
お
り
、
こ
の
具
現
化
が
個
々
の
特
殊
者
に
つ
い
て
再
現
し
う
る
が
ゆ

え
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
者
は
或
る
局
面
で
互
い
に
類
似
し
て
い
る
と
言
わ
れ
う
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
複
数
の
特
殊
者
が
「
あ
れ
も

ミ
カ
ン
だ
し
こ
れ
も
ミ
カ
ン
だ
」
と
言
わ
れ
る
よ
う
に
或
る
局
面
で
類
似
し
て
い
る
と
言
い
う
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ら
が
互
い
に
類
似

し
た
特
徴
を
も
ち
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
特
徴
は
同
一
の
性
質
を
具
現
化
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
個
々
の
ミ

カ
ン
は
そ
れ
ぞ
れ
別
の
個
体
で
あ
る
か
ら
、
同
一
の
個
体
で
な
い
限
り
そ
れ
ら
が
同
一
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
し
、
ま
た
そ
れ
ら
の
も

つ
特
徴
も
同
一
の
個
体
が
も
つ
特
徴
で
な
い
限
り
は
ど
れ
ほ
ど
形
状
や
色
や
分
子
の
並
び
方
が
似
て
い
て
も
同
一
だ
と
は
言
え
な
い
）
。

個
体
と
性
質
の
関
わ
り
は
、
古
く
か
ら
U
n
さ
e召
salia
a
n
t
e
 
r
e
m
 
(
普
遍
は
個
物
に
先
立
つ
）
と
言
わ
れ
き
た
。
し
か
し
な
が
ら

D・

M・

ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
個
体
と
普
遍
に
は
次
の
よ
う
な
具
現
化
原
理
p
r
i
n
c
i
p
l
e
o
f
 
instantiation
が
要
求
さ
れ
る
。

具
現
化
原
理
こ
牡
項
の
そ
れ
ぞ
れ
の
普
遍
者

U
に
つ
い
て
、

U
で
あ
る
特
殊
者
が
少
な
く
と
も

N
だ
け
存
在
す
る
。

(
A
r
m
s
t
r
o
n
g
:
 
1
9
7
8
,
 I
,
 

113) 

換
言
す
る
と
、
「

a
は
b
の
孫
で
あ
る
」
と
い
う
関
係
が
普
遍
者
で
あ
る
た
め
に
は
、
少
な
く
と
も

a
や
b
と
い
う
変
項
に
代
入
し
て

言
明
が
真
と
な
る
個
体
が

a
と

b
に
―
つ
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
仮
に

b
へ
代
入
し
う
る
個
体
（
上
記

の
関
係
で
は

a
の
祖
父
か
祖
母
に
当
た
る
）
が
全
く
存
在
し
な
け
れ
ば
（
し
（
山
b
)

(a). 
a
 is 
a
 g
r
a
n
d
c
h
i
l
d
 
o
f
 b
)

、

a
に
代
入
さ

れ
う
る
個
体
が
ど
れ
ほ
ど
あ
ろ
う
と
も
「

a
は

b
の
孫
で
あ
る
」
と
い
う
関
係
は
実
在
し
な
い
で
あ
ろ
う
（
注
意
す
べ
き
な
の
は
、

a

の
祖
父
や
祖
母
が
存
在
し
な
い
と
い
う
の
は
亡
く
な
っ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
は
な
い
し
、
誰
か
特
定
の
人
物
の
祖
父
や
祖
母
が
い
な

因
果
関
係
項
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い
と
い
う
意
味
で
も
な
い
。

b
に
代
入
さ
れ
う
る
個
体
が
存
在
し
な
い
と
い
う
の
は
、
そ
も
そ
も
誰
の
祖
父
や
祖
母
も
い
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
先
に
言
及
し
た
ト
ゥ
ー
リ
ー
は
因
果
実
在
論
の
論
拠
と
し
て
普
遍
者
の
理
論
を
受
け
入
れ
な
が
ら
も
上
記
の
具
現

化
原
理
に
反
対
し
、
普
遍
者
を
超
越
的
な
存
在
者
と
し
て
考
え
る
よ
う
な
実
在
論

('Platonic
realism')

が
擁
護
可
能
だ
と
述
べ
て

い
る
。
そ
し
て
そ
の
よ
う
な
見
地
に
よ
れ
ば
具
現
化
原
理
は
以
下
の
三
つ
の
ど
れ
か
に
置
き
換
え
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い

(
T
o
o
l
e
y
:

1
9
8
7
,
 
1
1
9
f
.
)

。

1
.
m
二
所
与
の
可
能
世
界
で
ど
の
普
遍
者
が
具
現
化
し
て
い
る
か
は
偶
有
的
な
c
o
n
t
i
n
g
e
n
t
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
た
と
え
全
て

の
普
遍
者
が
そ
の
世
界
で
具
現
化
し
て
い
な
く
と
も
、
他
の
可
能
世
界
で
具
現
化
し
て
い
れ
ば
よ
い
。

1
．
②
二
或
る
可
能
世
界
に
お
い
て
存
在
し
て
い
な
い
普
遍
者
も
、
そ
の
可
能
世
界
で
存
在
し
て
い
る
普
遍
者
の
連
言
な
ど
に

よ
っ
て
構
成
さ
れ
う
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

1
．
③
こ
偶
有
的
な
事
態
つ
ま
り
或
る
可
能
世
界
で
存
在
す
る
と
い
っ
た
こ
と
に
依
存
し
て
い
る
よ
う
な
普
遍
者
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
う
ち
1
．
③
は
最
も
強
い
主
張
で
あ
り
、
端
的
に
言
え
ば
、
そ
も
そ
も
普
逼
者
は
具
現
化
な
ど
し
な
く
と
も
超
越
的
な
存
在

者
と
し
て
あ
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し

1
.
mは
、
或
る
可
能
世
界
で
具
現
化
し
て
い
る
普
遍
者
を
そ
の
世
界
に

お
け
る
普
遍
者
と
し
て
扱
い
、
わ
た
く
し
た
ち
が
現
実
世
界
と
い
う
―
つ
の
世
界
の
中
で
存
在
者
を
考
え
る
限
り
、
普
遍
者
と
言
わ
れ

う
る
の
は
そ
の
世
界
の
普
遍
者
だ
け
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
と
主
張
す
る
（
そ
れ
ゆ
え

l
.
mは
「
事
実
的
factual
」
な
実
在
論
と
呼

ば
れ
る
）
。
そ
し
て

1
．
②
は
、
「
天
馬
性
」
が
現
実
世
界
で
具
現
化
し
て
い
な
く
と
も
（
天
馬
は
い
な
い
）
、
現
実
世
界
で
具
現
化
し

て
い
る
普
遍
者
と
し
て
の
「
馬
で
あ
る
こ
と
」
と
「
翼
を
も
っ
て
い
る
」
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
れ
ば
よ
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

具
現
化
原
理
は
、
現
実
世
界
で
具
現
化
す
る
普
逼
者
だ
け
が
普
遍
者
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も
の
だ
と
主
張
す
る
の
で
、

1
.
mよ
り
論

六
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理
的
に
強
い
主
張
で
あ
る
。
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
は
「
総
体
的
な
探
究
と
見
倣
さ
れ
る
科
学
全
体
の
仕
事

が
、
普
逼
者
と
し
て
何
が
あ
る
か
を
決
定
す
る
」
か
ら
で
あ
り
、
彼
は
こ
の
見
地
を
ア
・
ポ
ス
テ
リ
オ
リ
な
（
ま
た
は
科
学
的
）
実
在

論
だ
と
述
べ
て
い
る

(
A
r
m
s
t
r
o
n
g
:
1
9
7
8
,
 I
,
 

xiii)
。

で
は
現
実
世
界
で
あ
れ
他
の
可
能
世
界
で
あ
れ
普
遍
者
と
し
て
認
め
ら
れ
る
た
め
の
条
件
は
何
か
。
こ
こ
で
実
在
論
者
は
、
述
定
可

能
性
で
普
遍
者
を
認
め
る
よ
う
な
議
論
を
予
め
斥
け
よ
う
と
す
る
こ
と
が
多
い
。
数
回
に
わ
た
っ
て
観
測
さ
れ
た
電
子

a
と
b
に
「
X

は
ロ
ス
・
ペ
ロ
ー
氏
で
は
な
い
」
を
述
定
し
て
も
真
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
ロ
ス
・
ペ
ロ
ー
氏
で
な
い
と
い
う
普
遍
者
が
あ
る
と
考
え
る

こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る

(
T
o
o
l
e
y
:
1
9
8
7
,
 
6£.)
。
「
電
子

a
は
ロ
ス
・
ペ
ロ
ー
氏
で
は
な
い
」
は
確
か
に
有
意
significant
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
電
子

a
が
ロ
ス
・
ペ
ロ
ー
氏
で
は
な
い
と
い
う
普
遍
者
を
具
現
化
し
て
い
る
こ
と
を
示
す
の
で
は
な
い
。

確
か
に
、
こ
こ
で
同
一
性
原
理
に
訴
え
て
述
定
可
能
性
か
ら
の
議
論
を
斥
け
る
こ
と
は
で
き
る
。
一
般
に
「
良
い
こ
と
で
あ
る
」
と

述
定
し
て
言
明
が
真
と
解
釈
さ
れ
る
た
め
の
モ
デ
ル
を
構
成
す
る
存
在
者
の
ク
ラ
ス
は
、
メ
ン
バ
ー
が
不
確
定
で
あ
る
が
ゆ
え
に
外
延

性
公
理
を
満
た
さ
な
い
の
で
ク
ラ
ス
と
し
て
の
同
一
性
が
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
私
に
と
っ
て
良
い
こ
と
の
ク
ラ
ス
は
誰
か
に
と
っ
て

良
い
こ
と
の
ク
ラ
ス
と
違
っ
て
い
る
だ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
そ
れ
ら
の
共
通
部
分
が
な
い
（
私
に
と
っ
て
良
い
こ
と
と
誰
か
に
と
っ
て

良
い
こ
と
が
互
い
に
素
で
あ
り
、
何
一
っ
「
X

は
良
い
こ
と
で
あ
る
」
に
値
を
代
入
し
た
言
明
の
真
偽
に
つ
い
て
一
致
し
な
い
場
合
が

あ
る
）
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
「
外
延
の
等
し
さ
は
内
包
の
等
し
さ
を
含
意
し
な
い
」
（
全
て
の
男
が
誰
か
の
息
子
で
あ
り
全
て
の

息
子
が
男
で
あ
る
に
し
て
も
、
男
で
あ
る
こ
と
と
息
子
で
あ
る
こ
と
は
同
じ
で
は
な
い
）
の
だ
か
ら
、
普
遍
者
は
ク
ラ
ス
で
説
明
で
き

な
い
と
実
在
論
者
は
考
え
る

(
T
o
o
l
e
y
:
1
9
8
7
,
 

op. 
cit.)
。
ま
た
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
性
質
と
い
う
普
遍
者
を
反
映
し

て
い
る
（
と
科
学
に
拠
っ
て
主
張
で
き
る
）

p
，
Q
な
る
二
つ
の
述
語
が
あ
る
と
き
、

-
P
,

-
Q
,
そ
し
て
P
V
Q
で
反
映
さ
れ
る
普

遍
者
は
な
い
と
述
べ
て
、
普
遍
者
が
述
語
や
ク
ラ
ス
で
は
な
い
と
い
う
理
由
を
一
挙
に
与
え
よ
う
と
し
て
い
る

(
A
r
m
s
t
r
o
n
g
:
1
9
7
8
,
 

因
果
関
係
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II, 
1
9ー

2
9
)

(Tooley: 
1
9
8
7
,
 
9
)
 0

碑叩が“に、

P
が
述
語
な
ら
ば

~Pも
述
語
で
あ
り
、

P
が
ク
ラ
ス
な
ら
ば
そ
の
補
ク
ラ
ス

c
o
m
p
l
e
m
e
n
t
も
ク
ラ
ス
で
あ
る
が
、
否
定
的
性
質
な
る
も
の
を
認
め
な
い
限
り

~Pや
補
ク
ラ
ス
で
普
遍
者
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
は
で

き
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
何
故
そ
う
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
ロ
ス
・
ペ
ロ
ー
氏
は
水
に
入
れ
る
と
溶
け
な
い
」
、
「
砂
糖
は
水
に
入
れ
る
と
溶
け
る
」
と
い

う
二
つ
の
言
明
に
お
い
て
、
「
X

は
水
に
入
れ
る
と
溶
け
な
い
」
、
「
X

は
水
に
入
れ
る
と
溶
け
る
」
の
い
づ
れ
か
が
普
遍
者
を
反
映
し

他
方
は
反
映
し
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
も
し
或
る
実
在
論
者
が
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
よ
う
に
具
現
化
原
理
を
認
め
る
な
ら
ば
、
或
る
言

明
が
真
と
解
釈
さ
れ
る
た
め
に
考
慮
す
べ
き
個
体
ク
ラ
ス
と
無
関
係
に
、
或
る
述
語
が
普
遍
者
を
反
映
す
る
と
か
し
な
い
と
は
言
え
な

い
で
あ
ろ
う
し
、
た
と
え
具
現
化
原
理
を
斥
け
て

1
.
mゃ
②
を
認
め
て
も
、
或
る
言
明
が
真
と
解
釈
さ
れ
る
た
め
に
考
慮
す
べ
き
特

定
の
モ
デ
ル
の
個
体
ク
ラ
ス
と
無
関
係
に
、
或
る
述
語
が
普
遍
者
を
反
映
す
る
と
か
し
な
い
と
は
言
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
い
づ
れ
に
せ

よ
或
る
述
語
が
普
遍
者
を
反
映
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
或
る
個
体
（
普
遍
量
化
さ
れ
て
い
る
な
ら
全
て
の
個
体
）
に
つ
い
て
述
定
し
て

つ
く
ら
れ
た
言
明
が
真
と
解
釈
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
具
現
化
原
理
を
認
め
る
な
ら
ば
現
実
世
界
に
お
け
る
全

て
の
個
体
を
考
慮
し
た
と
き
、
そ
し
て

1
.
mか
②
を
認
め
る
な
ら
ば
全
て
の
可
能
世
界
に
お
け
る
全
て
の
個
体
を
考
慮
し
た
と
き
に

或
る
述
語
が
真
と
解
釈
さ
れ
る
と
考
え
な
い
限
り
、

P
と
ー
P

の
い
づ
れ
か
が
普
遍
者
を
反
映
す
る
と
述
べ
る
の
は
恣
意
的
だ
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
（
具
現
化
原
理
を
認
め
る
場
合
、
も
し
い
か
な
る
個
体
に
つ
い
て
も

P
で
あ
る
な
ら
ば
、

~Pは
い
か
な
る
個
体
に
お

い
て
も
真
で
な
い
の
だ
か
ら
普
遍
者
が
具
現
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
ら
な
い
）
。
こ
れ
に
対
し
て
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
は
、
仮
に
「
X

は
水
に
入
れ
る
と
溶
け
る
」
だ
け
が
普
遍
者
を
反
映
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
否
定
で
述
定
し
な
け
れ
ば
本
質
的
に
特
定
で
き
な
く
な
る

よ
う
な
個
体
な
ど
な
い
の
だ
か
ら
、
否
定
的
性
質
は
単
に
不
必
要
な
の
だ
と
答
え
て
い
る

(
A
r
m
s
t
r
o
n
g
:
1
9
7
8
,
 
II, 
2
6
)

。
つ
ま
り

個
体
が

a
,
b
の
二
つ
し
か
な
く
、
各
々
に

P
,
Qと
述
定
で
き
る
と
き
、
「

a
は
P
で
あ
る
」
と
言
え
ば
よ
い
だ
け
で
あ
っ
て
、
そ

七
〇



れ
に
加
え
て
「

a
は
Q
で
な
い
」
と
言
う
必
要
は
な
く
、
更
に
そ
こ
か
ら
ー
Q

を
普
遍
者
と
し
て
認
め
る
な
ら
ば
普
遍
者
を
存
在
者
と

し
て
含
む
存
在
論
は
不
必
要
に
膨
れ
上
が
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
の
知
見
に
よ
れ
ば
、
普
遍
者
を
反
映
し
て
い
な
い
述
語
は
そ
れ
が
述
定
さ
れ
て
真
と
解
釈
さ
れ
る
べ

き
個
体
の
ク
ラ
ス
を
あ
ら
か
じ
め
特
定
し
な
い
が
（
例
え
ば
「
良
い
こ
と
」
と
い
う
述
語
の
外
延
は
特
定
で
き
な
い
）
、
普
遍
者
を
反

映
す
る
述
語
は
普
遍
者
が
具
現
化
さ
れ
て
い
て
真
と
解
釈
さ
れ
る
べ
き
個
体
の
ク
ラ
ス
を
特
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
例
え
ば

「0
.
5
1
0
9
9
9

(Me V
)

の
質
量
を
も
っ
」
こ
と
は
電
子
に
つ
い
て
具
現
化
す
る
普
遍
者
と
し
て
の
性
質
で
あ
る
）
。
個
体
は
個
々
の
状
況

に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
を
も
つ
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
特
徴
は
述
定
可
能
性
に
よ
っ
て
語
ら
れ
て
も
よ
い
。
重
要
な
の
は
、
そ

れ
ら
の
う
ち
で
本
質
的
だ
と
考
え
ら
れ
る
特
徴
を
科
学
が
決
定
し
、
そ
れ
ら
本
質
的
な
特
徴
を
表
す
述
語
の
み
が
普
遍
者
と
し
て
の
性

質
を
指
示
す
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
述
定
可
能
性
は
或
る
個
体
が
し
か
じ
か
の
特
徴
を
も
つ
こ
と
を
教
え
は
す
る
が
、

そ
れ
ら
の
う
ち
で
ど
れ
が
普
遍
者
と
し
て
の
性
質
を
指
示
し
て
い
る
の
か
を
決
定
す
る
の
は
科
学
な
の
で
あ
り
、
そ
し
て
性
質
を
指
示

す
る
本
質
的
な
特
徴
を
述
定
し
て
い
る
述
語
だ
け
が
普
遍
者
を
反
映
す
る
の
で
あ
る
（
以
降
は
性
質
を
指
示
す
る
本
質
的
な
特
徴
を
性

質
事
例
p
r
o
p
e
r
t
y
i
n
s
t
a
n
c
e
s
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
）
（
cf.
Fales: 
1
9
9
0
,
 
5
2
)

。

で
は
普
遍
者
の
理
論
に
よ
っ
て
因
果
関
係
を
捉
え
る
と
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
因
果
性
が
心
の
な
か
の
概
念
に
す

ぎ
な
い
と
い
う
知
見
を
斥
け
て
い
る
と
い
う
点
で
、
マ
リ
オ
・
プ
ン
ゲ
は
因
果
実
在
論
を
支
持
し
て
い
る
と
見
倣
せ
る
。
そ
し
て
彼
に

よ
る
と
、
因
果
関
係
は
複
雑
な
日
常
の
現
象
に
関
し
て
さ
え
近
似
的
な
こ
と
し
か
述
べ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
少
な
く
と
も
近

似
的
に
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
因
果
関
係
が
そ
の
背
後
に
因
果
法
則
を
前
提
す
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
法
則

が
な
け
れ
ば
、
科
学
に
お
い
て
事
象
の
規
則
性
を
因
果
的
に
述
べ
る
法
則
が
訂
正
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
説
明
で
き
な
く
な
る
と
い

う
の
で
あ
る

(
B
u
n
g
e
:
1
9
7
9
,
 
3
6
2
)

。
但
し
、
い
わ
ゆ
る
収
束
的
実
在
論
c
o
n
v
e
r
g
e
n
t
r
e
a
l
i
s
m
の
見
地
を
採
る
の
で
な
い
限
り
、

因
果
関
係
項
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そ
れ
が
実
在
の
真
な
る
法
則
へ
向
か
う
訂
正
で
あ
る
保
証
は
な
い
（
1
．
③
を
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
わ
た
く
し
た
ち
の
そ
う
し
た
探

究
と
は
無
関
係
に
実
在
の
規
則
性
は
は
た
ら
い
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
）
。
ま
た
も
し
先
ほ
ど
言
及
し
た
デ
ュ
カ
ス
の
個
別
主
義

c
a
u
s
a
l
 
s
i
n
g
u
l
a
r
i
s
m
に
従
う
な
ら
ば
、
因
果
関
係
は
個
々
の
状
況
に
お
け
る
特
定
の
関
係
で
あ
っ
て
因
果
法
則
の
よ
う
な
普
逼
的
規

則
性
を
前
提
し
な
い
の
で
、
わ
た
く
し
た
ち
は
個
々
の
事
象
の
推
移
が
何
か
の
具
現
化
で
あ
る
と
説
明
し
た
り
認
識
す
る
こ
と
は
で
き

な
く
な
ろ
う
。
近
年
の
因
果
実
在
論
者
が
個
別
主
義
を
支
持
し
て
い
な
い
の
は
、
彼
ら
が
普
遍
者
の
理
論
に
よ
っ
て
実
在
論
を
展
開
し

て
い
る
か
ら
な
の
で
あ
る
。

こ
こ
で
プ
ン
ゲ
が
採
用
し
て
い
る
第
一
の
知
見
は
、
因
果
関
係
は
個
々
の
状
況
に
お
い
て
存
在
論
的
に
不
完
全
で
は
あ
る
が
方
法
論

的
に
必
要
な
近
似
と
し
て
事
象
ど
う
し
の
結
び
つ
き
か
ら
分
離
さ
れ
た
外
的
な
関
係
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る

(
B
u
n
g
e
:
1
9
7
9
,
 

1
2
5
-
1
3
4
)

。
z
J
l
)
て
或
る
事
象
が
起
き
る
こ
と
に
関
連
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
要
因
の
中
か
ら
―
つ
を
選
び
だ
し
て
分
離
し
た
も
の
が

（
個
別
的
な
）
因
果
関
係
だ
と
す
る
と
、
因
果
関
係
は
以
下
の
定
義
を
満
た
す
関
係
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

外
在
的
関
係
ご
―
つ
以
上
の
個
体
が
外
在
的
に
関
係
し
て
い
る
の
は
、
そ
の
関
係
を
も
っ
と
い
う
こ
と
や
そ
の
関
係
の
ど
ん
な
部

分
的
関
係
を
も
つ
こ
と
も
、
そ
れ
ら
個
体
が
も
つ
性
質
か
ら
論
理
的
に
要
求
さ
れ
な
い
と
き
か
つ
そ
の
と
き
の
み
で

あ
る
。

(
A
r
m
s
t
r
o
n
g
:
1
9
7
8
,
 
II, 
8
5
)
 

但
し
、
個
体
が
も
つ
い
か
な
る
属
性
も
そ
れ
ら
が
或
る
関
係
に
置
か
れ
う
る
と
い
う
こ
と
を
論
理
的
に
要
求
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

こ
れ
が
因
果
実
在
論
者
に
と
っ
て
蹟
き
の
石
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
が
関
係
に
つ
い
て
の
唯
名
論
を
支
持
す
る
よ
う
に
み
え
る

の
は
、
上
記
の
定
義
に
お
け
る
関
係
を
普
遍
者
で
は
な
く
概
念
と
し
て
理
解
す
る
と
い
う
過
ち
を
犯
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
で
あ
る
。

さ
て
プ
ン
ゲ
が
採
用
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
第
二
の
知
見
は
、
因
果
関
係
と
因
果
法
則
は
区
別
さ
れ
、
前
者
は
個
々
の
状
況
に
お
け

る
個
別
的
な
諸
関
係
relations
で
あ
り
、
後
者
は
そ
れ
ら
が
成
り
立
っ
た
め
の
普
遍
的
規
則
性
を
も
つ
関
係
t
h
e
relation
だ
と
い
う

七



も
の
で
あ
る
（
こ
の
区
別
を
支
持
し
て
い
る
因
果
実
在
論
者
は
、
前
者
を
＾
c
a
u
s
a
l
relations'
と
表
記
す
る
。
ま
た
、
以
下
で
は
個
別

的
な
因
果
関
係
と
普
遍
的
規
則
性
と
し
て
の
因
果
法
則
を
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
に
従
っ
て
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
及
び
タ
イ
プ
因
果
関
係

と
呼
ぶ
）
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な
知
見
を
普
遍
者
の
理
論
で
考
慮
す
る
な
ら
ば
、
ま
ず
次
の
よ
う
な
普
遍
者
の
階
層
に
着
目
す
れ
ば
よ

い
で
あ
ろ
う

(cf.
A
r
m
s
t
r
o
n
g
:
 
1
9
7
8
,
 
II, 
1
6
3
)

。

第
三
階
の
特
殊
者

第
一
階
の
普
遍
者
―
[
第
二
階
の
普
遍
者
、
一

第

二

階

の

特

殊

者

第

三

階

の

特

殊

者

第
一
階
の
特
殊
者
一

因
果
実
在
論
者
に
よ
る
と
、
個
別
的
つ
ま
り
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
が
第
一
階
の
関
係
で
あ
り
、
タ
イ
プ
因
果
関
係
は
第
一
階
の
普
遍

者
ど
う
し
に
成
り
立
つ
第
二
階
の
関
係
で
あ
る
。
第
一
階
の
関
係
で
あ
る
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
は
、
特
定
の
時
刻
に
お
い
て
特
定
の
場

所
で
起
き
た
事
象
ど
う
し
に
つ
い
て
成
り
立
つ
関
係
で
あ
り
、
単
称
因
果
言
明
が
述
べ
て
い
る
関
係
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
第

二
階
の
関
係
で
あ
る
タ
イ
プ
因
果
関
係
は
、
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
に
お
け
る
二
つ
の
事
象
が
も
つ
個
別
的
な
先
行
関
係
な
ど
で
具
現
化

さ
れ
て
い
る
よ
う
な
形
式
的
関
係
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
が
そ
れ
ぞ
れ
原
因
と
結
果
の
先
行
関
係
を
も

っ
と
き
、
個
別
的
に
成
り
立
つ
先
行
関
係
が
そ
も
そ
も
先
行
関
係
で
あ
る
の
は
個
々
の
先
行
関
係
が
或
る
形
式
的
関
係
を
具
現
化
し
て

い
る
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

こ
う
し
て
、
具
現
化
と
い
う
関
係
を
推
移
的
に
用
い
る
こ
と
で
右
の
よ
う
に
高
階
の
h
i
g
h
e
r
,
o
r
d
e
r
普
遍
者
を
導
入
し
う
る
。
こ
こ

で
、
こ
の
階
層
づ
け
は
論
理
的
な
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
が
個
別
的
な
関
係
と

し
て
具
現
化
す
る
の
は
（
具
現
化
原
理
に
よ
っ
て
で
あ
れ

1
．
①
や
②
に
よ
っ
て
で
あ
れ
）
、
そ
の
よ
う
な
関
係
を
も
つ
個
体
が
存
在

す
る
と
き
で
あ
っ
て
、
タ
イ
プ
因
果
関
係
が
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
に
よ
っ
て
具
現
化
さ
れ
て
い
る
の
は
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
が
成
り

立
っ
て
い
る
と
き
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
か
ら
推
移
的
に
、
タ
イ
プ
因
果
関
係
は
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
を
成
り
立
た
せ
る
個
体
が

因
果
関
係
項
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存
在
す
る
な
ら
ば
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
に
お
い
て
具
現
化
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
か
ら
、
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ

と
は
と
り
も
な
お
さ
ず
タ
イ
プ
因
果
関
係
が
具
現
化
し
て
い
る
こ
と
に
等
し
い
の
で
、
た
と
え
高
階
の
普
遍
者
が
あ
ろ
う
と
も
そ
れ
は

第
一
階
の
述
語
論
理
で
扱
う
こ
と
が
で
き
る

(
B
i
g
e
l
o
w
a
n
d
 P
a
r
g
e
t
t
e
r
:
 
1
9
9
0
,
 
4
3
,
 
1
6
2
f
f
.
)

。
（
そ
も
そ
も
述
語
は
特
定
の
個
体

だ
け
に
言
い
う
る
よ
う
に
使
わ
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
複
数
の
リ
ン
ゴ
に
そ
れ
ぞ
れ
「
X

は
赤
い
」
、
「
X

は
赤
い
」
、
…
…
な
ど
と
述

定
す
る
の
は
単
に
煩
雑
で
し
か
な
い
。
）

こ
こ
で
、
因
果
関
係
項
が
性
質
事
例
な
い
し
性
質
で
あ
り
、
述
定
可
能
性
で
導
入
さ
れ
る
と
い
う
点
で
語
ら
れ
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う

な
特
徴
で
は
な
い
と
い
う
点
に
注
意
す
べ
き
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
或
る
事
象
の
発
生
時
刻
と
い
っ
た
、
そ
の
個
体
に
と
っ
て
偶

有
的
な
事
実
が
性
質
事
例
で
あ
る
な
ら
ば
、
因
果
関
係
は
外
在
的
関
係
で
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
、

①

t
 

I

に
お
け
る
ハ
マ
コ
ー
の
暴
言
が

t2
に
お
け
る
ハ
マ
コ
ー
の
引
責
辞
任
を
惹
き
お
こ
し
た

②

t3
に
お
け
る
ハ
マ
コ
ー
の
暴
言
が

t4
に
お
け
る
ハ
マ
コ
ー
の
引
責
辞
任
を
惹
き
お
こ
し
た

(
7
^
t
2
^
:
^
t
4
)
 

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
②
に
お
け
る
ハ
マ
コ
ー
の
暴
言
が
①
に
お
け
る
ハ
マ
コ
ー
の
引
責
辞
任
を
惹
き
起
こ
す
と
い
う
ト
ー
ク
ン
因
果
関

係
を
再
構
成
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ
れ
は
前
者
が
後
者
に
対
し
て
先
行
関
係
を
も
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
る
と
個
別
的
な

暴
言
や
引
責
辞
任
が
ど
の
時
刻
に
起
き
た
か
と
い
う
こ
と
が
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
の
部
分
的
関
係
で
あ
る
先
行
関
係
を
論
理
的
に
要
求

す
る
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
同
じ
く
も
し
時
空
中
で
或
る
特
定
の
位
置
を
占
め
る
と
い
っ
た
特
徴
に
す
ぎ
な
い
こ
と
が
個

体
の
性
質
事
例
で
あ
る
な
ら
ば
、
タ
イ
プ
因
果
関
係
が
そ
う
し
た
「
性
質
事
例
」
に
対
す
る
第
二
階
の
関
係
と
な
る
が
、
す
る
と
タ
イ

プ
因
果
関
係
の
具
現
化
が
時
空
中
の
有
限
な
範
囲
で
実
際
に
起
き
た
と
い
う
こ
と
は
タ
イ
プ
因
果
関
係
に
対
す
る
第
三
階
の
属
性
と

な
っ
て
し
ま
い
、
時
空
中
の
或
る
範
囲
で
起
き
る
と
い
う
こ
と
が
第
一
階
の
性
質
事
例
（
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
の
因
果
関
係
項
が
し
か

じ
か
の
時
刻
と
場
所
で
起
き
た
）
か
つ
第
三
階
の
性
質
事
例
（
タ
イ
プ
因
果
関
係
の
具
現
化
が
し
か
じ
か
の
時
刻
と
場
所
で
起
き
た
）

七
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以
上
の
概
観
を
要
約
す
る
と
、
科
学
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
た
特
殊
者
の
本
質
的
特
徴
が
普
遍
者
と
し
て
の
性
質
を
反
映
し
て
お
り
、

タ
イ
プ
な
い
し
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
は
そ
れ
ら
性
質
や
性
質
事
例
ど
う
し
に
成
り
立
つ
普
遍
者
と
し
て
の
関
係
だ
と
主
張
で
き
る
。
こ

れ
は
も
ち
ろ
ん
、
因
果
実
在
論
と
し
て
（
普
遍
者
の
理
論
に
依
拠
し
た
因
果
実
在
論
と
し
て
さ
え
）
一
般
的
に
通
用
し
て
い
る
知
見
で

あ
る
と
は
言
い
難
い
。
特
に
、
普
遍
者
の
理
論
を
受
け
入
れ
な
い
人
々
か
ら
す
る
と
、
こ
の
主
張
は
観
察
不
可
能
な
対
象
と
い
う
観
念

の
濫
用
に
よ
る
思
弁
で
し
か
な
い
と
思
え
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
よ
う
な
人
々
に
と
っ
て
観
察
不
可
能
な
対
象
と
は
、
観
測
で

存
在
を
確
認
し
た
と
言
え
る
た
め
に
十
分
な
理
論
的
保
証
が
ま
だ
な
い
対
象
、
ま
た
は
い
づ
れ
し
か
る
べ
き
実
験
で
存
在
を
確
認
す
る

こ
と
が
で
き
る
筈
だ
と
思
え
る
対
象
の
こ
と
だ
か
ら
で
あ
り
、
怪
し
げ
な
思
弁
に
基
づ
く
何
か
超
越
し
た
と
こ
ろ
（
ア
ー
ム
ス
ト
ロ
ン

グ
の
言
い
方
で
は
'Platonic
h
e
a
v
e
n
'
)

に
あ
る
存
在
者
の
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
、
因
果
実
在
論
に
は
因
果
関
係
を
現
に
外
部
世
界
で
は
た
ら
い
て
い
る
物
理
的
作
用
だ
と
主
張
す
る
知
見
が
あ
り
う
る
。

そ
し
て
、
こ
の
知
見
を
支
持
す
る
人
々
は
因
果
関
係
を
特
定
の
自
然
法
則
だ
と
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
因
果
関
係
を
法
則
へ
と
還
元
し

よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
奇
妙
な
こ
と
に
、
わ
た
く
し
は
こ
の
よ
う
な
知
見
を
反
実
在
論
の
見
地
か
ら
支
持
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
わ

た
く
し
は
普
遍
者
の
理
論
に
基
づ
い
て
因
果
関
係
が
法
則
に
還
元
さ
れ
な
い
固
有
の
本
質
を
も
つ
と
考
え
る
知
見
こ
そ
が
因
果
実
在
論

だ
と
考
え
る
か
ら
で
あ
り
、
「
因
果
関
係
が
あ
る
」
を
「
し
か
じ
か
の
法
則
が
は
た
ら
い
て
い
る
」
と
等
値
で
あ
る
と
考
え
る
知
見
は
結

局
の
と
こ
ろ
原
因
と
結
果
の
結
び
つ
き
に
関
す
る
実
在
論
で
は
な
い
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
「
し
か
じ
か
の
法
則
が
は
た

因
果
関
係
項

2
 

に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
ジ
レ
ン
マ
が
起
き
る
の
で
あ
る

(Fales:
1
9
9
0
,
 
7
4
)

。

因
果
関
係
項
の
概
念

七
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ら
い
て
い
る
か
ら
因
果
関
係
が
あ
る
」
と
述
べ
る
の
は
単
に
冗
長
な
言
い
回
し
で
し
か
な
い
と
思
う
。
因
果
関
係
に
つ
い
て
の
反
実
在

論
者
が
「
因
果
関
係
は
実
在
し
な
い
」
と
述
べ
る
と
き
、
そ
れ
は
因
果
関
係
が
還
元
さ
れ
う
る
よ
う
な
自
然
法
則
が
現
に
は
た
ら
い
て

い
な
い
と
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

で
は
、
因
果
関
係
項
の
概
念
に
つ
い
て
実
在
論
と
反
実
在
論
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
本
節
は
、
因
果
関
係
項

の
さ
ま
ざ
ま
な
定
式
化
を
取
り
上
げ
て
検
討
す
る
。

ジ
ェ
グ
ォ
ン
・
キ
ム
は
、
因
果
関
係
項
と
し
て
の
出
来
事
を
、
或
る
時
刻
に
お
い
て
或
る
性
質
な
い
し

n
項
の
関
係
を
例
示
し
て
い

る
e
x
e
m
p
l
i
f
y
i
n
g
具
体
的
な
―
つ
の
対
象
（
あ
る
い
は
n
組
の
対
象
）
だ
と
述
べ
て
い
る

(
K
i
m
:
1
9
7
3
,
 2
2
2
)

。
こ
こ
で
の
対
象
と
は
状

態
や
条
件
や
変
化
を
含
む
も
の
で
あ
り
、
出
来
事
は
端
的
に
「
X

は
t
に
お
い
て

P
で
あ
る
」
と
い
う
言
明
や
動
名
詞
句
「
＜
ー
i
n
g
of 
s
」

ヘ
準
え
る
こ
と
が
で
き
、

[
(
X

1
,
 

X
 2,
 

X
 3,
 

.

.

.
 ,
 

X
 

n• 

t
)
,
 

P"]

と
表
せ
る
。

こ
こ
で
キ
ム
が
導
入
し
て
い
る
性
質
な
い
し
関
係
は
「
経
験
的
属
性
e
m
p
i
r
i
c
a
l
attribute
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
何
で

あ
る
か
は
不
明
瞭
で
あ
る
。
呼
称
か
ら
す
れ
ば
具
現
化
原
理
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
性
質
や
関
係
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
が
、
そ
も
そ

も
キ
ム
は
わ
た
く
し
た
ち
が
現
に
述
べ
て
い
る
表
現
を
対
照
し
て
性
質
や
状
態
や
変
化
に
つ
い
て
語
っ
て
お
り
、
言
っ
て
み
れ
ば
言
語

の
も
つ
特
徴
か
ら
世
界
の
も
つ
性
質
を
推
論
し
て
し
ま
っ
て
い
る

(
N
e
w
m
a
n
:
1
9
9
2
,
 
1
6
8
)

。

と
は
い
え
、
言
語
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
多
く
の
論
点
を
示
唆
す
る
。
現
に
因
果
関
係
項
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
ア
プ
ロ
ー
チ
の
中
で
と

り
わ
け
哲
学
者
た
ち
の
関
心
を
集
め
て
き
た
の
は
、

D
・
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
の
諸
著
作
で
扱
わ
れ
た
言
語
的
ア
プ
ロ
ー
チ
な
の
で
あ

る
。
と
は
い
え
、
彼
は
単
称
因
果
言
明
が
言
及
し
て
い
る
因
果
関
係
項
の
記
述
を
正
準
的
記
法
c
a
n
o
n
i
c
a
l
notation
で
適
切
に
与
え

る
こ
と
へ
関
心
を
も
っ
て
い
た
の
で
、
因
果
関
係
が
実
在
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
し
て
そ
の
記
述

が
適
切
で
あ
る
と
い
う
の
は
、
「
先
月
の
長
い
あ
の
雨
が
北
村
宅
の
地
盤
崩
壊
を
惹
き
起
こ
し
た
」
か
ら
「
長
い
あ
の
雨
が
北
村
宅
の
地

七
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盤
崩
壊
を
惹
き
起
こ
し
た
」
へ
、
そ
し
て
更
に
「
あ
の
雨
が
北
村
宅
の
地
盤
崩
壊
を
惹
き
起
こ
し
た
」
へ
の
推
論
が
首
尾
よ
く
な
さ
れ

る
よ
う
に
因
果
関
係
項
の
記
述
の
内
部
構
造
を
与
え
る
こ
と
で
あ
り
、
適
切
に
記
述
さ
れ
た
因
果
関
係
項
（
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
単
称
因

果
言
明
に
お
い
て
原
因
や
結
果
と
な
る
項
の
こ
と
で
あ
る
）
を
含
む
正
規
形
の
言
明
が
も
つ
論
理
形
式
は
、
わ
た
く
し
た
ち
が
日
頃
か

ら
述
べ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
単
称
因
果
言
明
の
う
ち
で
き
る
だ
け
多
く
を
救
う
よ
う
に
構
成
さ
れ
る
の
で
あ
る

1
5
6
,
 
1
6
6
)

。

デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
自
身
は
こ
の
よ
う
な
ア
プ
ロ
ー
チ
が
控
え
め
な
や
り
方
だ
と
述
べ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
れ
が
因
果
関
係
そ
の

も
の
に
関
す
る
ど
ん
な
哲
学
的
見
地
へ
も
関
与
し
な
い
と
い
う
意
味
で
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
正
規
形
で
救
お
う

と
し
て
い
る
言
明
が
ま
さ
に
因
果
言
明
で
あ
り
因
果
関
係
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
と
い
う
問
い
に
、
或
る
言
語
で
表
現
さ

れ
た
こ
れ
こ
れ
の
正
規
形
の
変
項
に
値
を
代
入
し
て
で
き
た
言
明
で
あ
る
か
ら
と
か
、
「
ー
ー
が
＇
~
を
惹
き
起
こ
し
た
」
へ
記
述
を

挿
入
し
て
で
き
た
言
明
で
あ
る
か
ら
な
ど
と
構
文
論
的
な
見
地
だ
け
か
ら
答
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
か
ら
で
あ
る
。
恐
ら
く
彼
が
「
控

え
め
m
o
d
e
s
t
」
と
述
べ
て
い
る
の
は
、
或
る
言
明
を
因
果
的
だ
と
理
解
す
る
と
き
に
前
提
さ
れ
る
因
果
関
係
そ
の
も
の
に
つ
い
て
の

知
見
が
控
え
め
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
で
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
に
よ
る
単
称
因
果
言
明
の
正
規
形
を
使
え
ば
、
「
先
月
の
長
い
雨
が
北
村
宅
の
地
盤
崩
壊
を
惹
き
起
こ

し
た
」
は
、

（山

c
,
e
)
.
 
c
 !i:$t)=3 Iぃ
淀
嗚
f
ぃ
＞

C
江
津
芸
i

一ぃざ
fい
0

汗
＞

C
一
吐
到
法
琴
?
0
fい

r
i
K
A
降
が
＞

e
-
丘
k
矛
で
岱
バ
泄
偲
f
ぃ
＞

e
Ii 

滓
賭
濫
緬
d
渉
が
＞

C
-
i
e
k
冷
f
f
斗
が

で
あ
り
、
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
変
項
つ
ま
り
存
在
者
と
し
て
出
来
事
が
導
入
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
出
来
事
と
い
う
概
念
は
因
果

関
係
の
観
念
を
確
か
に
前
提
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
し
て
前
提
し
て
い
る
知
見
が
ど
れ
ほ
ど
控
え
め
で
あ
ろ
う
と
そ
れ
が
因
果
関
係

因
果
関
係
項
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(
D
a
v
i
d
s
o
n
:
 
1
9
8
0
 



項
や
因
果
関
係
そ
の
も
の
に
関
す
る
必
要
条
件
で
あ
り
正
し
い
と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
は
出
来
事
が
存
在
者
で

あ
る
た
め
に
は
出
来
事
ど
う
し
の
同
一
性
を
保
証
す
る
規
準
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
論
じ
て
、

出
来
事
の
同
一
性
原
理
盆
四
来
事
X
I
I
出
来
事
y
で
あ
る
の
は
、
任
意
の
出
来
事

z
に
つ
い
て
、

(
N
)

．N
i
“
x
内
臨
盆
圏
油
}
f
i
L
fぃ
↑
↓

z
-
/
J
f
Y
 ~
端
咽
涼
切
ぃL
fい

i
s
(
N
)
•
X
i
凸
Z

内
譴
叩
涼
い
L
fぃ
↑
↓

y
t
,
t
N
肉
醤
偲
泄
い

L
f
r

で
あ
る
と
き
か
つ
そ
の
と
き
の
み
で
あ
る
。

(
D
a
v
i
d
s
o
n
:
1
9
8
0
,
 
1
7
9
)
 

と
い
う
規
準
を
挙
げ
て
い
る
の
だ
が
、
「
も
し
、

X

と
y
が
同
じ
出
来
事
で
あ
る
の
は
同
じ
出
来
事
が
X

や
y
を
惹
き
起
こ
し
て
同
じ

出
来
事
が
X

や
y
で
惹
き
起
こ
さ
れ
た
と
き
か
つ
そ
の
と
き
の
み
で
あ
る
、
と
言
っ
た
な
ら
ば
、
こ
れ
は
明
ら
か
に
循
環
し
て
い
る
」

(
N
e
w
m
a
n
:
 
1
9
9
2
,
 
1
6
9
;

強
調
は
原
文
）
。
同
じ
く
こ
の
規
準
に
お
け
る
Z

は
出
来
事
の
ク
ラ
ス
の
上
を
走
る
よ
う
想
定
さ
れ
て
い

る
が
、
そ
も
そ
も
出
来
事
の
ク
ラ
ス
が
特
定
さ
れ
る
た
め
に
は
外
延
性
公
理
を
満
た
さ
ね
ば
な
ら
ず
、
外
延
性
公
理
は
個
々
の
出
来
事

の
同
一
性
を
要
求
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
規
準
は
出
来
事
の
同
一
性
を
既
に
前
提
し
て
い
る
と
反
論
す
る
こ
と
も
で
き
る

(Quine: 
1
9
8
5
,
 
1
6
6
)
 (Bennett: 
1
9
8
8
,
 
9
6
-
9
8
)
 (Fales: 
1
9
9
0
,
 
7
3
)
。

デ

'
4ヴ
ノ
イ
ツ
ド
＇
ソ
ン

ii
こ
ゎ
い
ち
二
の
蜘
i

却
口
を
苺

xttた
径
モ
で

出
来
事
の
同
一
性
規
準
を
時
空
中
の
同
じ
部
分
に
あ
る
こ
と
と
い
う
規
準
へ
代
え
て
い
る
が
、
出
来
事
は
物
質
的
対
象
と
は
違
っ
た
仕

方
で
（
出
来
事
は
時
空
に
お
い
て
生
起
す
る
が
物
質
的
対
象
は
時
空
を
占
め
る
と
い
う
仕
方
で
）
時
空
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
と
述
べ
て

い
る
。
そ
し
て
こ
の
区
別
は
、
出
来
事
を
指
示
す
る
表
現
は
「
い
っ
ー
が
起
き
た
の
か
」
へ
有
意
味
に
挿
入
し
う
る
表
現
（
そ
れ
ゆ

え
「
戦
闘
」
は
出
来
事
の
表
現
だ
が
、
「
机
」
や
「
マ
ク
ス
ウ
ェ
ル
方
程
式
」
や
「
竹
尾
治
一
郎
」
は
出
来
事
の
表
現
で
は
な
い
）
だ
と

い
う
ド
レ
ッ
キ
の
規
準
を
思
い
だ
さ
せ
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
か
つ
て
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
が
斥
け
た
規
準
へ
彼
が
後
退
し
た
こ
と

を
示
し
て
い
る

(
D
a
v
i
d
s
o
n
:
1
9
8
5
,
 
1
7
5
f
.
)
 (Dretske: 
1
9
6
7疇

4
8
1
)

。
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キ
ム
や
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
ソ
ン
は
出
来
事
を
因
果
関
係
項
と
考
え
た
。
も
ち
ろ
ん
単
称
因
果
言
明
に
お
い
て
因
果
関
係
項
と
見
倣
さ
れ

る
出
来
事
は
、
性
質
を
反
映
す
る
述
語
だ
け
で
な
く
単
な
る
特
徴
を
示
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
述
語
も
含
む
記
述
と
し
て
与
え
ら
れ
る

の
で
、
普
遍
者
の
理
論
に
拠
る
因
果
実
在
論
を
認
め
る
な
ら
ば
こ
の
よ
う
な
知
見
は
受
入
れ
難
い
で
あ
ろ
う
。
で
は
或
る
人
が
少
な
く

と
も
第
1
節
で
述
べ
た
因
果
実
在
論
を
支
持
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
人
は
ど
の
よ
う
な
知
見
を
因
果
関
係
項
の
概
念
に
つ
い
て
受
け
入
れ

る
べ
き
な
の
だ
ろ
う
か
。

ま
ず
、
普
遍
者
と
し
て
の
性
質
や
関
係
は
時
空
上
で
の
局
所
性
を
も
つ
存
在
者
で
は
な
い
（
そ
し
て
こ
れ
が
普
遍
者
と
特
殊
者
を
区

別
す
る
一
っ
の
条
件
に
な
っ
て
い
る
）
の
だ
か
ら
、
因
果
実
在
論
者
は
タ
イ
プ
因
果
関
係
が
わ
た
く
し
た
ち
の
関
心
や
文
脈
で
任
意
に

外
部
世
界
か
ら
分
離
さ
れ
る
関
係
で
は
な
い
と
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、
そ
れ
は
遍
在
す
る
u
n
i
v
e
r
s
a
l
l
y
s
t
a
n
d
s
と
考
え
ね
ば
な
ら
な

い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
タ
イ
プ
因
果
関
係
が
局
所
性
を
も
ち
、
外
部
世
界
の
事
象
が
タ
イ
プ
因
果
関
係
に
よ
っ
て
生

起
す
る
事
象
と
そ
れ
以
外
の
規
則
性
に
よ
っ
て
生
起
す
る
事
象
へ
区
別
さ
れ
る
な
ら
ば
、
あ
る
も
の
ご
と
が
事
象
で
あ
る
（
外
部
世
界

に
お
い
て
生
起
し
存
立
し
て
い
る
こ
と
が
ら
で
あ
る
）
と
い
う
こ
と
と
そ
れ
が
因
果
関
係
項
で
あ
る
b
e
i
n
g
a
 c
a
萎
al
r
e
l
a
t
u
m
と
い

う
こ
と
は
区
別
さ
れ
ね
ば
な
ら
ず
、
因
果
実
在
論
者
は
遍
在
す
る
タ
イ
プ
因
果
関
係
に
拠
っ
て
妥
当
す
る
因
果
法
則
の
み
が
自
然
法
則

で
あ
る
と
い
う
知
見
を
（
も
し
受
け
入
れ
て
い
る
な
ら
ば
）
棄
て
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
の
遍
在
性
は
、
自
然
法
則
に
先
立
つ
タ
イ
プ
因
果
関
係
が
外
部
世
界
の
基
礎
で
あ
る
と
い
う
主
張
へ
至
る
。
自
然
法
則
は
或
る
可

能
世
界
に
お
い
て
は
妥
当
す
る
と
は
限
ら
な
い
規
則
性
で
あ
る
が
、
因
果
関
係
は
ど
の
可
能
世
界
に
お
い
て
も
妥
当
す
る
と
考
え
る
こ

と
で
そ
の
よ
う
な
主
張
を
導
く
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
自
然
法
則
が
外
部
世
界
の
基
礎
で
あ
る
と
考
え
、
そ
の
よ
う

な
自
然
法
則
を
反
映
す
る
関
係
と
し
て
因
果
関
係
が
「
あ
る
」
と
述
べ
る
こ
と
も
で
き
、
ま
た
因
果
関
係
は
先
ほ
ど
述
べ
た
よ
う
に
他

の
全
て
の
自
然
法
則
を
支
配
す
る
―
つ
の
基
本
的
な
自
然
法
則
に
他
な
ら
な
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。
そ
れ
ゆ
え
或
る
人
が

因
果
関
係
項
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「
何
が
因
果
関
係
の
項
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
を
「
何
が
自
然
法
則
に
よ
っ
て
支
配
さ
れ
る
存
在
者
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
に
置

き
換
え
ら
れ
る
か
ど
う
か
は
、
そ
の
人
が
因
果
実
在
論
者
で
あ
る
か
ど
う
か
を
決
め
る
指
標
に
は
必
ず
し
も
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

だ
が
そ
れ
で
も
、
「
何
が
因
果
関
係
項
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
は
、
「
何
が
原
因
な
い
し
結
果
で
あ
る
か
」
と
い
う
問
い
か
ら
区
別

す
る
こ
と
が
で
き
る
。
な
ぜ
な
ら
、
或
る
因
果
関
係
項
が
特
定
の
時
刻
や
場
所
で
生
起
し
た
り
存
立
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
因
果
関
係

項
ど
こ
ろ
か
事
象
が
そ
も
そ
も
生
起
し
た
り
存
立
す
る
た
め
の
要
件
で
は
な
く
、
特
殊
者
と
し
て
の
事
象
や
因
果
関
係
項
が
ト
ー
ク
ン

因
果
関
係
に
お
い
て
も
つ
特
徴
つ
ま
り
偶
有
的
な
事
実
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
二
つ
の
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
に
分
離
し
う
る
推
移
と

し
て

a
↓
b
↓
C

を
考
え
る
と
（
タ
イ
プ
因
果
関
係
は
こ
れ
ら
双
方
に
具
現
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
は
タ
イ
プ
因
果
関
係

と
し
て
分
離
さ
れ
る
の
で
は
な
い
）
、
事
象
で
あ
れ
因
果
関
係
項
で
あ
れ
b
が
C

の
原
因
な
ら
ば
b
は
C

に
先
行
す
る
時
刻
で
生
起
し
、

b
が

a
の
結
果
な
ら
ば
b
は

a
に
後
続
す
る
時
刻
で
生
起
す
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
必
要
条
件
は
そ
れ
ぞ
れ
の
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
が
成

り
立
っ
た
め
の
も
の
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、

b
が

a
に
後
続
す
る
時
刻
で
生
起
し
た
と
い
う
こ
と
は
b
が
C

の
原
因
で
あ
る
た
め
の
必
要

条
件
で
は
な
い
。
ゆ
え
に
b
が
C

の
原
因
で
あ
る
こ
と
や

a
の
結
果
で
あ
る
こ
と
は

b
が
起
き
る
こ
と
に
と
っ
て
偶
有
的
な
事
実
で
し

か
な
い
。
そ
し
て
こ
の
点
に
お
い
て
、
因
果
関
係
項
は
そ
れ
が
或
る
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
に
お
い
て
原
因
や
結
果
で
あ
る
こ
と
と
無
関

係
な
独
自
性
を
も
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
独
自
性
か
ら
予
想
し
う
る
「
因
果
関
係
項
で
あ
る
」
と
い
う
特
徴
は
、
何
か
普
遍
者
と
し
て
の
性
質
を
指
示

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
即
座
に
指
摘
で
き
る
こ
と
だ
が
、
タ
イ
プ
因
果
関
係
は
特
殊
者
の
も
つ
性
質
ど
う
し
の
関
係
だ
と
考
え
ら
れ

て
い
た
こ
と
を
思
い
起
こ
せ
ば
、
因
果
関
係
項
で
あ
る
た
め
の
要
件
を
備
え
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
事
象
が
或
る
性
質
を
も
っ
と
い

う
こ
と
と
結
局
は
同
じ
こ
と
で
は
な
い
の
か
。
そ
う
で
な
い
と
言
う
な
ら
ば
、
「
因
果
関
係
項
で
あ
る
」
と
い
う
何
か
独
自
の
性
質
が

特
殊
者
の
性
質
に
対
す
る
第
二
階
の
性
質
で
あ
る
か
、
も
し
く
は
特
殊
者
の
性
質
と
同
じ
オ
ー
ダ
ー
に
お
け
る
他
の
単
な
る
特
徴
で
あ
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る
か
の
ど
ち
ら
か
に
な
ろ
う
。
だ
が
前
者
を
採
れ
ば
タ
イ
プ
因
果
関
係
は
第
三
階
の
普
遍
者
に
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
し
、
後
者
を
採

れ
ば
（
特
殊
者
の
性
質
は
本
質
的
な
特
徴
と
し
て
全
て
除
か
れ
る
が
ゆ
え
に
）
残
っ
た
特
徴
で
説
明
さ
れ
る
「
因
果
関
係
項
で
あ
る
」

と
い
う
こ
と
は
全
く
偶
有
的
な
事
実
で
し
か
な
く
な
ろ
う
。

反
実
在
論
は
性
質
や
関
係
が
実
在
で
は
な
く
認
識
的
範
疇
な
い
し
概
念
で
あ
る
と
考
え
る
の
で
あ
り
、
性
質
や
関
係
に
つ
い
て
語
る

こ
と
そ
れ
自
体
を
拒
否
す
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
認
識
上
の
概
念
で
あ
る
か
ら
と
い
っ
て
そ
れ
が
恣
意
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
は

な
ら
な
い
。
述
定
可
能
な
事
実
と
し
て
の
さ
ま
ざ
ま
な
特
徴
か
ら
関
心
及
び
文
脈
に
応
じ
て
適
切
な
因
果
関
係
項
を
構
成
す
る
の
で
あ

り
、
そ
の
際
に
は
関
心
や
文
脈
に
応
じ
た
合
理
性
を
追
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
る
。

概
し
て
ヒ
ュ
ー
ム
を
起
点
と
す
る
経
験
主
義
的
な
因
果
性
の
諸
理
論
は
、
因
果
性
が
こ
の
世
界
で
現
に
起
き
て
い
る
も
の
ご
と
の
本

質
的
な
特
徴
だ
と
考
え
る
見
地
に
反
対
し
て
き
た
（
特
に
因
果
性
が
必
然
性
を
含
意
す
る
と
見
倣
さ
れ
る
な
ら
ば
尚
更
で
あ
る
）
。
そ
し

て
今
世
紀
の
理
論
物
理
学
か
ら
触
発
さ
れ
た
人
々
の
中
に
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
よ
う
に
因
果
性
を
君
主
制
と
同
様
の
遺
物
だ
と
考
え
た
り
、

ま
た
「
自
然
に
お
け
る
因
果
性
に
つ
い
て
語
る
な
ん
の
動
機
も
、
ま
た
な
ん
の
口
実
も
な
い
」
と
公
言
す
る
者
も
い
た
の
で
あ
る
(von

N
e
u
m
a
n
n
:
 1
9
5
7
,
 2
6
2
)
 0

碑
モ
か
に
こ
れ
ら
の
知
見
は
極
端
で
あ
る
と
思
う
が
、
ま
た
他
方
で
は
、
因
果
性
を
こ
の
世
界
で
現
実
に
生

起
し
た
り
存
立
し
て
い
る
も
の
ご
と
か
ら
不
完
全
に
分
離
し
た
関
係
だ
と
考
え
る
点
で
マ
リ
オ
・
プ
ン
ゲ
の
よ
う
な
実
在
論
者
と
歩
調

を
同
じ
く
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
点
に
つ
い
て
は
わ
た
く
し
も
同
意
し
た
い
。
わ
た
く
し
た
ち
の
認
識
能
力
は
肉
眼
で
陽
子
や
電
子

ど
こ
ろ
か
0
-
1
5
7

E. 
coli.
さ
え
観
察
で
き
な
い
よ
う
に
有
限
で
あ
り
、
ま
た
わ
た
く
し
が
六
歳
当
時
の
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン
君
を

因
果
関
係
項

3

反
実
在
論
か
ら
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観
察
で
き
な
い
と
か
、
今
日
の
午
後
一
時
に
お
け
る
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン
教
授
を
観
察
で
き
な
い
よ
う
に
も
有
限
で
あ
る
。
そ
し
て

因
果
性
が
こ
の
世
界
の
も
の
ご
と
を
理
解
す
る
た
め
の
認
識
的
範
疇
と
し
て
不
完
全
で
は
あ
っ
て
も
有
効
だ
と
思
え
る
の
は
、
ま
さ
に

こ
う
し
た
わ
た
く
し
た
ち
の
認
識
能
力
の
有
限
性
ゆ
え
な
の
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
こ
れ
ま
で
に
検
討
し
た
幾
つ
か
の
知
見
を
振
り
返
り
、
反
実
在
論
に
よ
る
因
果
関
係
項
の
概
念
と
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
よ

う'。
ま
ず
、
先
に
言
及
し
た
因
果
関
係
項
の
独
自
性
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。
わ
た
く
し
た
ち
は
、
と
り
わ
け
「
何
故
か
？
」
と
問
う
関

心
や
文
脈
に
応
じ
て
適
切
な
因
果
関
係
項
を
分
離
し
て
お
り
、
そ
の
よ
う
な
何
ら
か
の
文
脈
に
よ
っ
て
因
果
関
係
を
求
め
よ
う
と
し
な

い
限
り
、
そ
れ
に
先
立
っ
て
自
然
の
推
移
か
ら
因
果
関
係
項
を
分
離
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
ま
た
す
る
必
要
も
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
に
お
い
て
因
果
関
係
項
で
あ
る
の
は
、
関
心
や
文
脈
に
応
じ
て
原
因
な
い
し
結
果
と
し
て
求
め
ら
れ
る

事
象
で
あ
る
。
だ
が
他
方
で
タ
イ
プ
因
果
関
係
に
つ
い
て
は
ど
う
か
。
も
し
普
遍
者
の
理
論
に
お
け
る
U
nさ
e
a
a
l
S
a
n
t
e
remを、

た
と
え
個
体
が
存
在
す
る
た
め
の
充
足
根
拠
と
ま
で
は
言
え
な
く
と
も
説
明
原
理
と
し
て
で
あ
れ
受
け
入
れ
る
な
ら
ば
、
タ
イ
プ
因
果

関
係
と
い
う
認
識
的
範
疇
が
あ
る
か
ら
こ
そ
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
に
お
い
て
わ
た
く
し
た
ち
は
原
因
や
結
果
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
よ
う
に
一
般
的
な
範
疇
で
は
或
る
特
定
の
事
象
が
原
因
や
結
果
で
あ
る
こ
と
は
捨
象
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
は
な

、、。
ししカし

か
し
な
が
ら
、
因
果
関
係
を
認
識
的
範
疇
だ
と
考
え
る
見
地
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
と
タ
イ
プ
因
果
関
係

の
区
別
そ
れ
自
体
が
無
効
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
も
し
或
る
因
果
関
係
が
個
別
的
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
因
果
関
係
項
と
見
倣
さ
れ

る
そ
れ
ぞ
れ
の
事
象
が
個
別
的
だ
か
ら
な
の
で
あ
っ
て
、
認
識
的
範
疇
と
し
て
の
因
果
関
係
が
個
別
的
だ
か
ら
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。

あ
る
い
は
、
認
識
に
お
い
て
一
般
的
な
対
象
で
あ
れ
個
別
的
な
対
象
で
あ
れ
そ
れ
ら
を
枠
づ
け
る
こ
と
が
わ
た
く
し
た
ち
の
個
別
的
な
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認
識
だ
と
言
え
る
限
り
、
因
果
関
係
と
し
て
捉
え
る
と
い
う
枠
づ
け
は
常
に
個
別
的
な
の
で
あ
る
。
実
在
論
に
お
い
て
は
、
現
実
に
起

き
た
事
象
ど
う
し
に
つ
い
て
認
識
さ
れ
る
関
係
と
、
そ
の
よ
う
に
認
識
し
う
る
た
め
の
根
拠
と
し
て
求
め
ら
れ
る
実
在
の
関
係
と
を
区

別
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
そ
し
て
後
者
は
前
者
を
根
拠
づ
け
る
の
で
あ
り
、
前
者
と
は
独
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
わ
た
く
し

の
見
地
で
は
、
現
実
の
事
象
ど
う
し
に
つ
い
て
で
あ
れ
根
拠
と
し
て
の
性
質
ど
う
し
に
つ
い
て
で
あ
れ
、
そ
れ
ら
に
因
果
関
係
が
あ
る

と
認
識
す
る
こ
と
そ
の
も
の
が
因
果
関
係
の
r
a
i
s
o
n
d
'
~
t
r
e
で
あ
る
。

更
に
同
じ
見
地
か
ら
、
タ
イ
プ
因
果
関
係
が
性
質
ど
う
し
に
成
り
立
つ
第
二
階
の
関
係
だ
と
い
う
知
見
を
次
の
よ
う
に
評
価
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
第
一
階
の
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
は
関
係
と
い
う
普
遍
者
で
も
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
が
タ
イ
プ
因
果
関
係
に
対
し
て
個
別

的
で
あ
る
の
は
因
果
関
係
項
が
個
別
的
な
性
質
事
例
（
特
殊
者
の
も
つ
本
質
的
特
徴
）
だ
か
ら
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
も

し
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
に
お
い
て
個
別
的
で
あ
る
の
が
因
果
関
係
項
と
し
て
の
性
質
事
例
の
み
で
あ
る
な
ら
、
ト
ー
ク
ン
因
果
関
係
に

お
い
て
普
遍
的
で
あ
る
関
係
と
、
タ
イ
プ
因
果
関
係
に
お
い
て
普
遍
的
で
あ
る
関
係
と
は
普
遍
者
と
し
て
何
が
違
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う

か
(cf.
P
e
t
e
r
s
o
n
:
 
1
9
9
4
)

。
わ
た
く
し
の
見
地
で
は
、
観
察
さ
れ
た
或
る
性
質
事
例
を
枠
づ
け
の
根
拠
と
な
る
情
報
に
照
ら
し
て
枠

づ
け
る
と
い
う
一
連
の
過
程
が
、
或
る
事
象
ど
う
し
を
因
果
関
係
と
し
て
認
識
す
る
過
程
の
一
部
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
よ

う
な
認
識
に
お
い
て
性
質
事
例
と
性
質
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
反
実
在
論
に
対
す
る
反
論
と
し
て
は
、
関
心
や
文
脈
に
依
存
し
て
因
果
関
係
を
構
成
す
る
と
い
う
こ
と
は
因
果
関
係
の

特
性
と
見
倣
さ
れ
る
推
移
性
transitivity
に
反
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
も
の
が
あ
る

(
E
h
r
i
n
g
:
1
9
8
7
,
 
3
2
1
)

。
こ
れ
に
対
す

る
わ
た
く
し
の
答
え
は
、
或
る
複
数
の
因
果
関
係
が
当
該
の
関
心
や
文
脈
に
沿
っ
て
い
な
い
限
り
、
そ
れ
ら
が
推
移
性
を
満
た
さ
な
い

の
は
当
然
だ
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
或
る
経
済
現
象
ど
う
し
の
推
移
が
因
果
関
係
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
き
、
そ
の
因
果
関
係
項
は
特

定
の
経
済
理
論
に
お
い
て
有
意
と
見
倣
さ
れ
る
事
象
で
あ
り
、
た
と
え
或
る
消
費
者
行
動
が
哺
乳
類
の
平
凡
な
行
動
で
し
か
な
い
と
し

因
果
関
係
項
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て
も
、
そ
こ
か
ら
直
ち
に
生
物
学
的
な
記
述
を
経
済
理
論
に
持
ち
込
ん
で
よ
い
と
い
う
理
由
に
は
な
ら
な
い
。

と
は
言
え
、
そ
の
場
の
関
心
に
沿
っ
て
い
る
な
ら
ば
よ
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、
わ
た
く
し
は
因
果
関
係
と
し
て
認
識
さ
れ
る
事

象
が
予
め
何
ら
か
の
規
則
性
を
も
つ
こ
と
に
同
意
し
て
い
る
。
す
る
と
或
る
こ
と
が
ら
を
因
果
関
係
と
し
て
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
は
認
識
さ
れ
る
事
象
に
そ
の
よ
う
な
規
則
性
が
あ
る
か
ら
だ
と
説
明
し
う
る
の
で
あ
り
、
こ
の
規
則
性
が
自
然
法
則
で
あ
る
な
ら
ば

一
種
の
還
冗
論
に
立
っ
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
つ
ま
り
い
か
な
る
可
能
世
界
に
お
い
て
も
非
因
果
的
な
性
質
や
関
係
に
つ
い
て
同
意

す
る
な
ら
因
果
的
な
性
質
や
関
係
に
つ
い
て
も
同
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
で
、
因
果
関
係
は
非
因
果
的
な
性
質
や
関
係
、

即
ち
自
然
法
則
へ
論
理
的
に
随
伴
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
知
見
に
対
し
て
、
因
果
実
在
論
者
は
そ
の
よ
う
な
未
知
の
基
本
法
則
を
非
因
果
的
に
ど
う
特
徴
づ
け
る
の
か
、
あ
る
い

は
未
知
で
な
く
と
も
具
現
化
さ
れ
た
こ
と
の
な
い
自
然
法
則
（
例
え
ば
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
第
一
運
動
法
則
）
が
法
則
で
あ
る
こ
と
を
ど
う

や
っ
て
説
明
す
る
の
か
と
問
う
で
あ
ろ
う
。
確
か
に
、
経
験
上
の
証
拠
だ
け
で
述
べ
立
て
る
こ
と
の
で
き
な
い
法
則
が
あ
る
と
い
う
こ

と
に
わ
た
く
し
は
同
意
す
る
か
ら
、
わ
た
く
し
は
自
然
法
則
に
関
し
て
実
在
論
を
支
持
す
る
。
そ
も
そ
も
物
質
的
対
象
や
そ
の
ふ
る
ま

い
の
如
く
観
察
可
能
な
法
則
と
い
う
観
念
は
、
第
2
節
の
冒
頭
で
述
べ
た
よ
う
に
概
念
上
の
混
乱
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
な
ぜ
そ
こ
か

ら
自
然
法
則
だ
け
で
は
な
く
自
然
法
則
を
根
拠
づ
け
る
因
果
法
則
が
実
在
す
る
と
い
う
知
見
に
至
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
自

然
法
則
が
し
か
じ
か
の
よ
う
な
関
係
と
し
て
実
在
す
る
と
い
う
見
通
し
を
科
学
者
が
立
て
る
と
き
、
因
果
関
係
は
未
知
ま
た
は
既
知
の

自
然
法
則
を
探
究
す
る
際
の
ユ
ー
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
に
有
効
な
枠
と
し
て
、
あ
る
い
は
自
然
法
則
を
説
明
す
る
際
の
枠
と
し
て
有
効
で
あ

る
に
す
ぎ
な
い
と
言
っ
て
何
が
不
足
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
、
全
て
の
自
然
法
則
が
因
果
的
な
の
で
は
な
い
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
理
想
気
体
の
状
態
方
程
式
に
代
表
さ

れ
る
共
時
法
則
coexistential
l
a
w
s
を
取
り
上
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
わ
た
く
し
た
ち
が
P
V
=
n
R
T
を
「
も
し
体
積
＞
の
理
想
気
体

八
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に
圧
力
P
を
加
え
た
な
ら
ば
温
度
が

T
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
と
解
釈
す
る
の
は
、
わ
た
く
し
た
ち
が

T
の
変
化
を
説
明
す
る
と
い
う
文

脈
に
よ
っ
て
法
則
を
解
釈
す
る
と
き
で
あ
り
、
こ
う
解
釈
で
き
る
と
い
う
事
実
か
ら
共
時
法
則
が
因
果
的
で
あ
る
と
結
論
づ
け
る
の
は

誤
り
で
あ
る
。
ま
ず
そ
こ
に
は
（
因
果
言
明
で
は
な
く
）
因
果
関
係
を
条
件
法
で
分
析
し
う
る
と
考
え
る
伝
統
的
で
根
強
い
混
乱
が
あ

る
の
だ
が
、
い
づ
れ
に
し
て
も
こ
の
法
則
が
因
果
的
な
ら
ば
「
体
積
＞
の
理
想
気
体
が
温
度
T
を
も
つ
な
ら
ば
そ
れ
に
は
圧
力
P
が
か

か
っ
て
い
る
」
も
因
果
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、

P
V
=
n
R
T
は
因
果
関
係
の
向
き
を
含
意
し
な
い
が
ゆ
え
に
、
因
果
的
で
あ

る
の
は
こ
の
法
則
で
は
な
く
解
釈
の
方
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
わ
た
く
し
は
法
則
が
実
在
し
て
は
た
ら
い
て
い
る
と
い
う
知
見
に
同
意
す
る
。
「
そ
の
よ
う
に
大
ま
か
な
諸

事
実
は
、
唯
名
論
者
と
実
在
論
者
に
お
い
て
論
争
の
的
に
は
な
ら
な
い
し
な
る
べ
き
で
も
な
い
」
か
ら
で
あ
る

(
A
r
m
s
t
r
o
n
g
:

1
9
7
8疇

II, 
1
1
)
。
ま
た
更
に
、
そ
の
よ
う
な
法
則
が
何
ら
か
の
規
則
性
を
も
つ
こ
と
を
性
質
や
関
係
と
い
っ
た
語
旬
を
含
む
理
論
で
う
ま
く
説

明
で
き
る
と
同
意
す
る
こ
と
さ
え
で
き
る
（
実
際
、
第
1
節
で
み
た
普
遍
者
の
理
論
は
経
験
論
的
に
解
釈
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

cf. 
S
w
o
y
e
r
:
1
9
9
3
,
 
2
0
2
)
0

ーャか

L‘
祖
九
秤
2

の
宝
大
七
吐
論
安
8

た
ち
は
並
日
遍
者
が
「
実
在
す
る
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
る
か
を
殆
ど

理
由
づ
け
ず
、
普
遍
者
の
理
論
を
単
な
る
説
明
原
理
と
し
て
の
み
解
釈
す
る
の
は
不
十
分
だ
と
言
う
た
め
の
決
定
的
な
理
由
を
示
し
て

は
い
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
理
由
は
少
な
か
ら
ず
「
心
の
中
や
時
空
中
に
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
と
は
違
っ
た
仕
方
で
存

在
す
る
」
と
言
う
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
、
も
は
や
存
在
者
と
し
て
物
化
さ
れ
る
r
e
i
f
i
e
d

た
め
の
条
件
を
越
え
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

A
r
m
s
t
r
o
n
g
,
 
D
a
v
i
d
 
M
a
l
e
t
 

1
9
7
8
 
U
n
i
v
e
r
s
a
l
s
 
a
n
d
 Scientific 
R
e
a
l
i
s
m
,
 
V
o
l
u
m
e
 I
:
 

N
o
m
i
n
a
l
i
s
m
 a
n
d
 R
e
a
l
i
s
m
.
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
:
 
C
a
m
b
r
i
d
g
e
 
U
n
i
v
e
r
s
i
t
y
 
P
r
e
s
s
 
1
9
7
8
.
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