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一 1 

序
文

　

フ
ラ
ン
ス
の
哲
学
者
ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
（G

illes D
eleuze, 1925-1994

）
は
、

晩
年
の
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
と
の
共
著
で
あ
る
『
哲
学
と
は
何
か
』（Les 

Éditions de M
inuit

、
一
九
九
一
年
）
の
特
に
そ
の
最
終
部
と
な
る
「
結
論
」
に
お

い
て
「
脳
」
に
つ
い
て
主
題
的
に
論
じ
は
じ
め
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
「
脳
」
に
つ
い

て
言
及
す
る
の
は
こ
れ
が
初
め
て
で
は
な
い
も
の
の
（
以
前
の
も
の
と
し
て
『
経
験

論
と
主
体
性
』、『
ニ
ー
チ
ェ
と
哲
学
』、『
プ
ル
ー
ス
ト
と
シ
ー
ニ
ュ
』『
ベ
ル
ク
ソ

ン
の
哲
学
』、『
差
異
と
反
復
』、『
意
味
の
論
理
学
』、『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』、『
シ
ネ
マ

　

運
動
イ
メ
ー
ジ
』、『
シ
ネ
マ　

時
間
イ
メ
ー
ジ
』、『
襞
』
ま
た
そ
の
他
い
く
つ
か

の
短
論
文
）
で
の
議
論
が
挙
げ
ら
れ
る
）、
こ
れ
ほ
ど
ま
と
ま
っ
て
主
題
化
し
て
い

る
の
は
こ
こ
に
お
い
て
で
あ
り
（
例
外
的
に
は
、『
シ
ネ
マ　

時
間
イ
メ
ー
ジ
』「
第

八
章　

映
画
、
身
体
と
脳
、
思
考
」
お
よ
び
「
脳
、
そ
れ
は
ス
ク
リ
ー
ン
だ
」（『
カ

イ
エ
・
ド
ュ
・
シ
ネ
マ
』
で
の
対
談
、
一
九
八
四
年
、『
狂
人
の
二
つ
の
体
制　

1 

本
論
文
は
、
序
文
と
第
二
部
を
近
藤
和
敬
が
単
独
で
執
筆
し
、
第
一
部
を
野
元
達
一
が

単
独
で
執
筆
す
る
と
い
う
構
成
を
と
っ
た
共
著
論
文
で
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
相
互
に
関
連

付
け
ら
れ
る
が
独
立
し
た
主
張
を
展
開
し
て
い
る
も
の
と
読
む
こ
と
も
で
き
る
。
た
だ

し
、
近
藤
が
執
筆
し
た
序
文
と
第
二
部
は
、
野
元
の
第
一
部
を
前
提
に
執
筆
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
明
記
し
て
お
く
。

１
９
８
３
‐
１
９
９
５
』
に
所
収
）、
ま
た
ま
と
ま
っ
た
著
作
と
し
て
は
、
こ
の
『
哲

学
と
は
何
か
』
が
断
筆
で
あ
り
、か
つ
そ
の
「
結
論
」
に
お
い
て
だ
と
い
う
こ
と
が
、

そ
の
こ
と
の
重
要
性
を
示
し
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
『
哲
学
と
は
何
か
』
固
有
の
表
現
の
困
難
と
そ
の
凝
縮
さ
れ
た
文

体
に
阻
ま
れ
て
、
実
際
の
と
こ
ろ
こ
こ
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
が
な
に
を
も
っ
て

「
脳
」
と
呼
び
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
考
え
、
な
に
を
言
お
う
と
し
て
い
た
の
か
、

と
い
う
こ
と
を
紐
解
く
こ
と
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
。
本
論
文
で
は
こ

の
課
題
に
対
し
て
、
野
元
が
『
哲
学
と
は
何
か
』
に
お
け
る
脳
に
関
す
る
記
述
を
、

近
年
の
脳
科
学
の
知
見
を
援
用
し
つ
つ
読
解
を
試
み
、
ま
た
近
藤
が
『
哲
学
と
は
何

か
』に
お
け
る
形
而
上
学
の
問
題
と
い
う
観
点
か
ら
、ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
何
を「
脳
」（
と

い
う
概
念
）に
た
い
し
て
み
て
い
た
の
か
と
い
う
こ
と
を
解
明
す
る
こ
と
を
試
み
る
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
脳
科
学

―
― 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
《
切
断
の
思
考
》
と
内
在
面
と
し
て
記
述
さ
れ
る
脳 

―
―

野　

元　

達　

一　

【
は
じ
め
に
】

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学
は
、『
差
異
と
反
復
』
以
来
、
数
学
や
科
学
的
な
概
念
の
キ
ー

ワ
ー
ド
を
巧
み
に
取
り
込
み
、
独
自
の
哲
学
を
構
築
す
る
傾
向
を
有
し
て
い
る
。
遺

伝
学
や
数
学
の
微
分
、
多
様
体
、
デ
デ
キ
ン
ト
の
切
断
や
熱
力
学
と
い
っ
た
も
の
を

自
身
の
哲
学
の
中
に
組
み
込
ん
で
き
た
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
脳
科
学
に
特
別
の
関
心
を



近
　
藤
　
和
　
敬  

・  

野
　
元
　
達
　
一

五
八

持
ち
始
め
た
の
は
、『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
か
ら
で
あ
ろ
う
。
序
の
リ
ゾ
ー
ム
に
お
い

て
、
樹
状
突
起
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
、
シ
ナ
プ
ス
と
い
っ
た
専
門
用
語
が
リ
ゾ
ー
ム
の
特

性
と
関
連
付
け
ら
れ
て
い
た
。『
シ
ネ
マ
』
に
お
い
て
は
、
電
気
性
シ
ナ
プ
ス
（
合

理
的
）
と
化
学
性
シ
ナ
プ
ス
（
非
合
理
的
）
が
話
題
に
な
っ
て
い
た
。
脳
科
学
は
、

一
九
八
〇
年
代
か
ら
急
速
に
進
展
し
た
。
ル
ネ
・
ト
ム
の
カ
タ
ス
ト
ロ
フ
ィ
ー
理
論

や
プ
リ
ゴ
ジ
ン
の
散
逸
構
造
の
理
論
に
お
け
る
定
常
開
放
系
の
生
命
現
象
な
ど
に
多

大
の
関
心
を
持
っ
て
い
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
一
九
八
〇
年
前
後
に
重
要
視
し
た
の
は
脳

科
学
だ
っ
た
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
そ
の
重
要
性
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

ひ
と
つ
、
特
に
重
要
な
基
準
と
な
る
も
の
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
ミ
ク

ロ
の
生
物
学
と
し
て
の
脳
生
理
学
で
す
。
脳
生
理
学
は
、
い
ま
、
急
激
な
変
化

を
と
げ
な
が
ら
、
驚
く
べ
き
発
見
を
重
ね
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
判
断
の
基
準

を
提
供
す
る
の
が
、
精
神
分
析
で
も
言
語
学
で
も
な
く
て
、
脳
生
理
学
だ
と
い

う
の
は
、
既
成
の
概
念
を
当
て
は
め
る
と
い
う
、
他
の
ふ
た
つ
の
学
問
の
欠
点

が
、
脳
生
理
学
に
は
な
い
か
ら
で
す
。
そ
こ
で
脳
生
理
学
に
な
ら
っ
て
、
脳
は

比
較
的
未
分
化
な
物
質
だ
と
考
え
て
み
て
は
ど
う
か
。（
運
動
イ
メ
ー
ジ
〉や（
時

間
イ
メ
ー
ジ
）
は
、
そ
れ
ま
で
回
路
が
存
在
し
な
か
っ
た
と
こ
ろ
に
、
い
っ
た

い
ど
の
よ
う
な
回
路
を
描
き
、
つ
く
り
だ
す
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
ど
の
よ
う

な
タ
イ
プ
の
回
路
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
考
え
て
み
れ
ば
い
い
の
で
は
な
い
で

し
ょ
う
か
。（PP

：85-86/126

文
庫
）｢

シ
ネ
マ｣

第
三
三
四
号
、
一
九
八
五

年
十
二
月
十
八
日
（
以
下
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
著
作
の
引
用
は
略
号
を
使
用
。
ペ
ー

ジ
の
記
載
は
原
書/

訳
書
の
順
。
な
お
引
用
文
の
強
調
文
字
は
筆
者
に
よ
る
）

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
心
身
問
題
を
直
接
的
に
主
題
と
し
て
語
る
こ
と
は
な
い
が
、
お
そ

ら
く
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
と
っ
て
心
身
問
題
は
擬
似
問
題
で
あ
ろ
う
し
、
心
身
問
題
の
重

要
な
領
域
は
「
世
界
・
脳
・
身
体
」
問
題
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
〈
脳
一
元
論
〉
の

で
は
な
い
か
。
意
識
主
体
で
は
な
く
、
脳
主
体
を
基
軸
に
据
え
る
と
こ
ろ
に
晩
年
の

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
核
心
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、『
哲
学
と
は
何
か
』
に

お
け
る
哲
学
、
科
学
、
芸
術
は
意
識
内
在
に
属
す
る
問
題
で
は
な
く
、
主
体
と
し
て

の
脳
が
関
わ
る
問
題
と
な
る
。『
哲
学
と
は
何
か
』
の
結
論
部
分
は
「
カ
オ
ス
か
ら

脳
へ
」
で
あ
る
が
、こ
の
議
論
は
一
見
し
て
難
解
な
議
論
に
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、

あ
る
意
味
で
我
々
が
意
識
主
体
に
慣
れ
親
し
ん
で
お
り
、
脳
主
体
を
基
軸
と
し
た
思

考
に
縁
が
な
か
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
と
っ
て
の
心
身
問
題
は
「
世

界
・
脳
・
身
体
」
問
題
と
名
付
け
る
べ
き
で
あ
る
。
脳
は
外
部
（
世
界
）
と
身
体
と

の
〈
間
〉
に
存
在
し
、
様
々
な
心
的
現
象
を
表
出
す
る
。　

　

本
論
で
は
、
最
初
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
各
書
物
に
現
れ
た
脳
に
関
す
る
記
述
の
変
遷

を
概
略
し
、ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
話
題
が
極
め
て
限
定
的
で
あ
り
、そ
れ
が
〈
間
〉
や
〈
間

隙
〉、〈
裂
け
目
〉
と
し
て
の
脳
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
す
る
。
そ
し
て
、
重
点
を
『
哲

学
と
は
何
か
』
に
移
し
、
こ
の
よ
う
な
脳
の
概
念
が
、
デ
デ
キ
ン
ト
に
お
け
る
〈
切

断
〉
と
深
く
結
び
つ
い
て
お
り
、
し
か
も
脳
自
体
が
主
体
で
あ
り
、
内
在
面
そ
の
も

の
で
あ
り
、
い
か
な
る
補
足
的
次
元
を
も
必
要
と
し
な
い
自
己
俯
瞰
と
し
て
の
〈
内

在
面
〉
を
描
く
創
造
的
主
体
で
あ
る
こ
と
を
示
す
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
っ
て
記
述
さ

れ
る
脳
は
〈
非
概
念
的
概
念
〉
を
創
造
し
、〈
非
思
考
的
思
考
〉
を
実
践
す
る
。

　

な
お
、『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』、『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』、『
哲
学
と
は
何
か
』

等
は
フ
ェ
リ
ッ
ク
ス
・
ガ
タ
リ
と
の
共
著
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
、
作
者
を
表
記
す

る
と
き
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
＝
ガ
タ
リ
、
あ
る
い
はD

=G

が
使
わ
れ
る
が
、
こ
の
論
文
で

は
、
特
に
こ
だ
わ
ら
な
い
。
共
著
で
あ
っ
て
も
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
つ
い
て
の
観
点
か
ら

書
く
場
合
は
「
ド
ゥ
ル
ー
ズ
」
と
表
記
し
、
ガ
タ
リ
に
つ
い
て
の
観
点
か
ら
書
く
場



後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
お
け
る
「
脳
」
と
い
う
問
題
設
定
に
つ
い
て
の
試
論

五
九

合
は
「
ガ
タ
リ
」
と
表
記
し
た
い
。

１
『
哲
学
と
は
何
か
』
以
前
の
脳
に
関
連
す
る
話
題

　

脳
の
記
述
に
関
し
て
言
え
ば
、ベ
ル
ク
ソ
ン
の
『
物
質
と
記
憶
』
の
影
響
も
あ
り
、

初
期
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
寄
り
添
っ
た
解
釈
を
し
て
い
た
。『
記
号
と

事
件
』
に
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
脳
解
釈
（
脳
＝
イ

メ
ー
ジ
）
そ
の
も
の
だ
。

イ
メ
ー
ジ
は
人
間
の
頭
や
脳
の
な
か
に
あ
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
で
す
。
逆

に
、
脳
の
ほ
う
が
、
あ
ま
た
あ
る
イ
メ
ー
ジ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
に
す
ぎ
な
い
の

で
す2

。（PP

：
文
庫62/90

文
庫
）｢

カ
イ
エ･

デ
ュ･
シ
ネ
マ｣

第
二
七
一
号'

一
九
七
六
年
十
一
月
）

　

一
九
九
一
年
の
『
哲
学
と
は
何
か
』
の
最
後
の
章
「
結
論　

カ
オ
ス
か
ら
脳
へ
」

に
お
い
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
突
然
、〈
主
体 

― 

脳
〉（cerveau - sujet
）
に
つ
い

て
言
及
し
て
い
る
。〈
私
〉
や
〈
人
間
〉
が
主
体
で
あ
る
の
で
は
な
く
、
脳
が
主
体

で
あ
り
、
思
考
す
る
の
は
脳
で
あ
り
、
人
間
で
は
な
い
な
ど
と
言
明
し
て
お
り3

、

ベ
ル
ク
ソ
ン
寄
り
の
解
釈
を
取
っ
て
い
た
頃
に
比
べ
て
脳
に
関
す
る
記
述
は
大
き
く

2 

「
求
心
性
神
経
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
脳
は
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。
感
覚
神
経
に
よ
っ

て
送
ら
れ
、
脳
に
伝
わ
る
興
奮
も
や
は
り
イ
マ
ー
ジ
ュ
で
あ
る
。」（
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
物

質
と
記
憶
』
ベ
ル
ク
ソ
ン
全
集
ｐ
21
）
と
あ
り
、
初
期
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン

の
こ
の
考
え
を
継
承
し
て
い
る
。

3 Q
P

：197-198/298

変
わ
っ
て
い
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
こ
れ
ま
で
、
主
体
や
意
識
の
問
題
に
関
し
て
は

取
り
立
て
て
主
題
に
し
て
こ
な
か
っ
た
し
、
ど
ち
ら
か
と
い
う
と
二
次
的
、
補
助
的

な
扱
い
を
し
て
き
た
。『
差
異
と
反
復
』
に
お
い
て
は
、
幼
生
の
主
体
に
つ
い
て
軽

く
触
れ
て
い
た
も
の
の
、
当
時
構
造
主
義
の
全
盛
の
時
期
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
て
、

そ
の
潮
流
に
少
な
か
ら
ず
影
響
を
受
け
て
い
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
意
識
や
主
体
を
前

面
に
出
し
て
記
述
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か
っ
た4

。
晩
年
に
打
ち
出
し
た
〈
主

体 

― 

脳
〉
の
概
念
は
特
筆
に
値
す
る
。

　

構
造
主
義
の
代
表
格
で
も
あ
る
レ
ヴ
ィ=

ス
ト
ロ
ー
ス
は
、
自
覚
的
な
意
識
や
主

体
に
対
し
て
、
構
造
的
無
意
識
の
秩
序
が
先
行
し
て
い
る
こ
と
を
そ
の
著
作
に
お
い

て
分
析
し
て
い
る
。
ま
た
『
野
生
の
思
考
』（
一
九
六
二
年
）
で
は
、
自
然
環
境
に

お
い
て
具
体
的
な
事
物
を
一
定
の
記
号
と
し
て
扱
う
思
考
、
す
な
わ
ち
野
生
の
思
考

が
論
理
的
な
世
界
認
識
で
あ
る
こ
と
を
示
し
、
未
開
と
思
わ
れ
て
い
た
文
化
の
な
か

に
も
緻
密
で
秩
序
の
あ
る
思
考
が
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
構
造
主
義
の

主
張
は
、
実
存
主
義
を
標
榜
す
る
サ
ル
ト
ル
や
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
近
代
哲
学
が
根
底
に
お

4 

後
年
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
ジ
ャ
ン
＝
リ
ュ
ッ
ク
・
ナ
ン
シ
ー
編
の
『
主
体
の
後
に
誰
が

来
る
の
か
』
に
「
主
体
に
つ
い
て
の
質
問
に
へ
の
答
え
」（1988

年
）
と
い
う
短
い
文

章
を
寄
せ
て
い
る
。
次
の
引
用
は
、『
哲
学
と
は
何
か
』
の
〈
主
体 

― 

脳
〉
と
い
う
新

た
な
主
体
の
概
念
を
予
言
す
る
よ
う
な
内
容
に
な
っ
て
い
る
。

偉
大
な
哲
学
者
た
ち
が
、
主
体
に
つ
い
て
書
い
て
き
た
こ
と
は
何
も
古
び
は
し
な

い
。
し
か
し
、
だ
か
ら
こ
そ
わ
れ
わ
れ
は
、
彼
ら
の
後
を
追
う
こ
と
が
で
き
な
い

自
分
自
身
の
不
十
分
さ
を
見
せ
つ
け
て
い
る
だ
け
の
「
後
戻
り
」
を
す
る
の
で
は

な
く
、
彼
ら
の
力
を
借
り
て
、
別
の
問
題
を
発
見
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
だ
。

哲
学
の
現
状
は
、
こ
の
点
で
、
科
学
や
芸
術
の
現
状
と
基
本
的
に
違
う
わ
け
で
は

な
い
。（D

R
F2

：328/238

）
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い
た
主
観
や
意
識
を
批
判
す
る
運
動
に
つ
な
が
っ
て
い
き
、当
時
、フ
ー
コ
ー
や
ド
ゥ

ル
ー
ズ
も
そ
の
構
造
主
義
的
な
潮
流
の
中
に
い
た
。
フ
ー
コ
ー
は
、
構
造
主
義
に
対

し
て
あ
る
一
定
の
枠
組
み
を
与
え
、
自
ら
は
そ
の
枠
組
み
の
範
疇
に
な
い
こ
と
を
主

張
し
た
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、「
何
を
構
造
主
義
と
認
め
る
か
」5

を
し
た
た
め
、
ア

ル
チ
ュ
セ
ー
ル
に
送
っ
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
を
見
る
と
、『
差
異
と
反
復
』
を
書
い

て
い
た
時
期
は
む
し
ろ
逆
に
、
積
極
的
に
関
わ
っ
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。

　

こ
の
頃
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
差
異
の
概
念
を
前
景
化
、
シ
ス
テ
ム
化
す
る
こ
と
で
、

同
一
性
の
原
理
、
根
源
的
主
観
性
に
根
拠
を
置
く
超
越
論
哲
学
、
超
越
論
的
主
観
性

の
哲
学
に
対
し
て
反
旗
を
翻
し
、
全
面
的
な
対
決
を
挑
ん
で
い
る
よ
う
に
見
え
る
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
書
物
に
お
い
て
は
、
自
我
の
同
一
性
に
関
す
る
話
題
が
積
極
的
に
記

述
さ
れ
る
こ
と
な
ど
全
く
な
い
。
そ
こ
で
は
、
自
我
の
同
一
性
、
根
源
的
自
我
、
超

越
論
的
主
観
な
ど
と
い
っ
た
概
念
は
全
面
的
に
否
定
さ
れ
て
い
る
と
見
做
し
て
も
か

ま
わ
な
い
と
思
わ
れ
る
。『
差
異
と
反
復
』
で
は
、
特
異
点
と
諸
セ
リ
ー
を
基
と
し

て
構
成
さ
れ
る
シ
ス
テ
ム
論
的
モ
デ
ル
、あ
る
い
は
理
念
に
お
け
る
「
構
造 

― 

発
生
」

モ
デ
ル
を
採
用
し
て
お
り
、
意
識
に
ま
つ
わ
る
話
題
や
、
根
底
と
し
て
の
自
我
や
超

越
論
的
主
観
な
ど
が
出
る
幕
は
な
く
、徹
底
し
て
埒
外
に
追
い
や
ら
れ
て
い
る
。『
差

異
と
反
復
』
に
お
け
る
「
構
造 

― 

発
生
」
モ
デ
ル
は
、
ガ
タ
リ
と
の
出
逢
い
が
大

き
な
屈
折
点
に
な
っ
て
『
ア
ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』
に
お
い
て
、「
機
械 

― 

生
産
」

5 ID
 

所
収

 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
こ
の
小
論
の
最
後
の
と
こ
ろ
で
構
造
主
義
を
全
面
的
に
擁
護
し
つ
つ
次

の
よ
う
に
締
め
く
く
っ
て
い
る
。

「
厳
密
に
言
っ
て
、
構
造
主
義
に
反
対
す
る
書
物
（
あ
る
い
は
、
ヌ
ー
ヴ
ォ
ー
・

ロ
マ
ン
に
反
対
す
る
書
物
）
に
は
何
の
重
要
性
も
な
い
。
そ
ん
な
書
物
が
、
私
た

ち
の
時
代
に
お
け
る
構
造
主
義
の
生
産
性
を
妨
げ
る
こ
と
な
ど
な
い
。」（ID

2

：

269/98

）

モ
デ
ル
へ
と
大
幅
な
モ
デ
ル
チ
ェ
ン
ジ
が
行
わ
れ
る
。

　

数
多
い
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
書
物
や
論
文
で
は
、数
学
や
物
理
学
・
生
物
学
の
キ
ー
ワ
ー

ド
が
頻
繁
に
登
場
し
て
く
る
。
微
積
分
、特
異
点
、多
様
体
、エ
ン
ト
ロ
ピ
ー
、位
相
、

フ
ァ
ジ
ィ
、晩
年
の
脳
科
学
な
ど
数
え
あ
げ
れ
ば
き
り
が
な
い
。こ
れ
ま
で
ド
ゥ
ル
ー

ズ
は
こ
れ
ら
の
書
物
の
中
で
は
、
自
ら
の
哲
学
の
内
部
に
異
種
の
学
問
が
入
り
込
む

こ
と
に
対
し
て
取
り
立
て
て
説
明
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
お
そ
ら
く
た
だ
一
度
だ

け
こ
の
件
に
つ
い
て
詳
し
く
触
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
の
出
版
後

の
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
で
の
こ
と
だ
。「
科
学
者
の
目
で
見
る
と
、『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
で

使
わ
れ
た
概
念
は
メ
タ
フ
ァ
ー
に
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。」
と
い
う
疑
念
に
対
し
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
精
密
さ
と
厳
密
性
を
区
別
し
つ

つ
次
の
よ
う
に
回
答
し
て
い
る
。

た
し
か
に
「
干
の
プ
ラ
ト
ー 

』
で
使
っ
た
概
念
に
は
、
科
学
と
響
き
あ
う
ば
か
り
か
、

科
学
の
概
念
と
完
全
に
対
応
し
あ
う
も
の
が
い
く
つ
か
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
ブ
ラ
ッ

ク
ホ
ー 

ル
、
フ
ァ
ジ
ィ
集
合
、
近
傍
域
、
リ
ー
マ
ン
空
間
・
・
・
。
こ
の
点
に
か
ん

し
て
言
っ
て
お
き
た
い
の
は
、
科
学
の
概
念
に
は
二
つ
の
種
類
が
あ
る
と
い
う
こ
と

で
す
。
現
実
に
は
両
者
が
完
全
に
融
合
し
て
い
た
と
し
て
も
、
二
通
り
の
概
念
が
存

在
す
る
こ
と
に
変
わ
り
は
あ
り
ま
せ
ん
。
一
方
に
は
、
そ
の
本
性
か
ら
し
て
厳
密
で
、

数
量
化
さ
れ
、
数
式
化
さ
れ
て
い
る
た
め
、
精
密
さ
に
よ
っ
て
し
か
意
味
を
も
ち

え
な
い
概
念
が
あ
り
ま
す
、
そ
う
し
た
概
念
だ
と
、
哲
学
者
や
作
家
は
こ
れ
を
メ
タ

フ
ァ
ー
と
し
て
使
う
し
か
な
い
わ
け
で
す
が
、
概
念
自
体
が
完
全
に
精
密
科
学
に
所

属
し
て
い
る
点
か
ら
し
て
も
、
転
用
の
結
果
は
悲
惨
で
し
か
あ
り
え
な
い
。
し
か
し

も
う
一
方
で
は
、
基
本
的
に
は
精
密
さ
を
欠
き
な
が
ら
絶
対
の
厳
密
性
を
そ
な

え
て
い
る
、
だ
か
ら
科
学
者
と
し
て
も
な
い
が
し
ろ
に
は
で
き
な
い
し
、
科
学



後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
お
け
る
「
脳
」
と
い
う
問
題
設
定
に
つ
い
て
の
試
論

六
一

者
に
も
芸
術
家
に
も
同
じ
よ
う
に
所
属
す
る
概
念
が
あ
る
。
こ
う
し
た
概
念
に

は
科
学
的
に
な
る
の
で
は
な
い
に
し
て
も
、
そ
れ
を
科
学
者
が
使
う
と
、
そ
の

科
学
者
が
哲
学
者
に
も
芸
術
家
に
も
な
り
う
る
、
そ
ん
な
厳
密
性
を
与
え
れ
ば

い
い
の
で
す
。
こ
の
種
の
概
念
が
曖
昧
で
あ
る
の
は
、
概
念
自
体
が
不
十
分
だ
か
ら

で
は
な
く
、
そ
の
性
質
と
内
容
の
せ
い
な
の
で
す
。
今
日
的
な
例
を
と
り
た
い
と
思

い
ま
す
の
で
、た
い
へ
ん
な
反
響
を
呼
ん
だ
プ
リ
ゴ
ジ
ン
と
ス
タ
ン
ジ
ェ
ー
ル
の
『
混

沌
か
ら
の
秩
序
』
を
見
て
お
き
ま
し
ょ
う
。
こ
の
本
で
つ
く
ら
れ
た
概
念
の
ひ
と
つ

に
分
岐
帯bifurcation

が
あ
り
ま
す
ね
。
プ
リ
ゴ
ジ
ン
は
専
門
分
野
の
熱
力
学
を
き
わ

め
た
と
こ
ろ
か
ら
分
岐
帯
の
概
念
を
つ
く
っ
た
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
こ
そ
哲
学
と
科

学
と
芸
術
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
た
概
念
に
な
っ
て
い
る
。
逆
に
、
哲
学
者
が

科
学
で
も
通
用
す
る
概
念
を
つ
く
り
だ
す
ど
い
う
こ
と
も
、
け
っ
し
て
不
可
能

で
は
あ
り
ま
せ
ん
。（
・
・
・
）
哲
学
も
科
学
も
、
そ
し
て
芸
術
も
文
学
も
け
っ

し
て
特
権
視
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
の
で
す
。（PP
：45/64-65

）

　

科
学
と
哲
学
、
芸
術
と
哲
学
の
共
有
領
域
を
厳
密
に
思
考
す
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
こ

の
発
言
は
、『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
刊
行
直
後
の
一
九
八
〇
年
の
こ
と
だ
。
こ
の
時
点

で
は
、『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
で
触
れ
ら
れ
た
脳
に
関
す
る
科
学
的
記
述
（
樹
状
突
起
、

シ
ナ
プ
ス
間
隙
な
ど
）
は
あ
る
も
の
の
、
脳
と
哲
学
、
脳
と
科
学
と
い
っ
た
共
有
領

域
の
話
題
や
、〈
主
体
ー
脳
〉
の
概
念
が
直
接
的
に
語
ら
れ
る
の
は
こ
れ
か
ら
十
年

程
度
経
過
し
た
後
の
こ
と
で
あ
る
。

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
最
初
に
脳
に
関
し
て
語
り
出
す
の
は
、「
口
と
脳
の
争
い
」
の
話

題
の
あ
る
『
意
味
の
論
理
学
』
か
ら
だ
ろ
う
。
こ
の
時
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
シ
モ
ン

ド
ン
を
参
照
し
つ
つ
、「
脳
の
表
面
と
形
而
上
学
的
な
表
面
を
同
一
視
」
し
、
脳
を

物
理
的
表
面
に
よ
る
形
而
上
学
的
表
面
へ
の
誘
導
と
し
て
位
置
付
け
て
い
る6

。『
ア

ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』
に
は
脳
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
脳
に
関
す
る
科
学
的
記

述
が
見
ら
れ
る
の
は『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』か
ら
だ
。
こ
の
時
期
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
と
っ

て
、
脳
の
問
題
は
哲
学
と
科
学
が
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
た
厳
密
さ
を
要
す
る
格

好
の
概
念
に
思
え
た
の
で
あ
ろ
う
。『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
の
序
章
「
リ
ゾ
ー
ム
」
に

神
経
細
胞
と
シ
ナ
プ
ス
間
隙7

に
関
す
る
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

思
考
は
樹
木
状
で
は
な
く
、
脳
は
根
づ
い
た
、
あ
る
い
は
枝
分
か
れ
し
た
物
質

で
は
な
い
。
誤
っ
て
「
樹
状
突
起
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
は
、
連
続
し
た
組

織
内
で
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
連
結
を
保
証
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
諸
細
胞
の
不
連

続
性
、
軸
索
突
起
の
役
割
、
シ
ナ
プ
ス
の
働
き
、
シ
ナ
プ
ス
に
お
け
る
極
小

の
亀
裂
の
存
在
、
そ
れ
ら
の
亀
裂
を
超
え
る
各
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
跳
躍
、
と
い
っ

た
も
の
が
、
脳
を
一
つ
の
多
様
体
に
し
、
こ
の
多
様
体
は
、
そ
の
存
立
平
面
あ

る
い
は
グ
リ
ア
に
ひ
と
つ
の
不
確
定
な
蓋
然
性
シ
ス
テ
ム
の
全
体
を
ひ
た
ら
せ

る
。
多
く
の
人
の
頭
に
は
、
一
本
の
樹
木
が
植
わ
っ
て
い
る
が
、
脳
そ
れ
自

体
は
樹
木
で
あ
る
よ
り
も
は
る
か
に
草
で
あ
る
。「
軸
索
突
起
と
樹
状
突
起
は
、

ち
ょ
う
ど
昼
顔
が
茨
の
ま
わ
り
に
巻
き
つ
く
よ
う
に
し
て
互
い
に
巻
き
つ
い
て

お
り
、
棘
の
一
つ
一
つ
に
つ
き
シ
ナ
プ
ス
が
一
つ
あ
る
。（M

P

：25/28

）

6 LS

：259/86

（
下
）

7 

脳
内
の
神
経
細
胞
は
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
呼
ば
れ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
は
シ
ナ

プ
ス
に
お
い
て
複
雑
に
結
合
し
て
お
り
、
巨
大
な
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
し
て
い
る
。

シ
ナ
プ
ス
の
結
合
部
は
約20nm

の
隙
間
が
あ
り
、
シ
ナ
プ
ス
間
隙
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

ニ
ュ
ー
ロ
ン
同
士
は
正
確
に
い
え
ば
切
断
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
の
だ
が
、
間
隙
に
お

い
て
電
気
的
、
化
学
的
な
伝
達
が
行
わ
れ
、
断
続
的
な
状
態
に
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
伝

達
は
電
気
的
シ
ナ
プ
ス
、
化
学
的
シ
ナ
プ
ス
と
名
付
け
ら
れ
て
い
る
。
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こ
の
と
き
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
関
心
を
持
っ
た
の
は
、
脳
の
領
野
の
機
能
や
役
割
と

い
っ
た
大
域
的
な
も
の
で
は
な
く
、
極
め
て
限
定
的
な
細
胞
レ
ベ
ル
の
ミ
ク
ロ
の
領

域
だ
っ
た
。「
諸
細
胞
の
不
連
続
性
、
シ
ナ
プ
ス
の
働
き
、
シ
ナ
プ
ス
に
お
け
る
極

小
の
亀
裂
の
存
在
、
そ
れ
ら
の
亀
裂
を
超
え
る
各
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
跳
躍
」
と
い
う
記

述
は
、
脳
科
学
で
言
う
と
こ
ろ
の
シ
ナ
プ
ス
間
隙
（Synaptic cleft

）
が
「
極
小
の

亀
裂
の
存
在
」
に
相
当
し
、「
亀
裂
を
超
え
る
各
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
跳
躍
」
が
シ
ナ
プ

ス
間
隙
に
お
け
る
電
気
的
、
化
学
的
伝
達
に
当
た
る
。

　

シ
ナ
プ
ス
間
隙
に
関
す
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
こ
の
記
述
は
、そ
の
不
連
続
性
（
間
隙
）

と
連
続
性
（
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
跳
躍
）
が
一
体
に
な
っ
て
い
る
点
で
リ
ゾ
ー
ム
の
４

番
目
の
特
性
（「Principe de rupture asignifiante
」）
と
綺
麗
に
重
な
っ
て
い
る8

。
後
ほ

8 

シ
ナ
プ
ス
間
隙
の
記
述
は
リ
ゾ
ー
ム
の
第
４
番
目
の
特
性
と
重
な
り
合
っ
て
い
る
の
だ

が
、
ち
ょ
っ
と
わ
か
り
に
く
い
。
こ
の
解
釈
は
次
の
よ
う
に
理
解
し
た
い
。
リ
ゾ
ー
ム

の
第
４
番
目
の
特
性
は
次
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

４
．
非
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
的
断
続
の
原
理
。
こ
れ
は
諸
構
造
を
分
か
ち
、
あ
る
い
は

一
つ
の
構
造
を
横
断
す
る
、
過
剰
な
シ
ニ
フ
ィ
ア
の
切
断
に
対
抗
す
る
も
の
だ
。

リ
ゾ
ー
ム
は
任
意
の
一
点
で
切
れ
た
り
折
れ
た
り
し
て
も
か
ま
わ
な
い
。
そ
れ
自

身
の
し
か
じ
か
の
線
や
別
の
線
に
し
た
が
っ
て
ま
た
育
っ
て
く
る
の
だ
。『M

P
』

16/21-22

4
．P

rincipe de rupture asignifiante : contre les coupures trop 
signifiantes qui séparent les structures, ou en traversent une.U

n rhizom
e peut 

être rom
pu, brisé en un endroit quelconque, il reprend suivant telle ou telle de 

ses lignes et suivant d'autres lignes. 

 

「Principe de rupture asignifiante

」
は
「
非
意
味
的
切
断
の
原
理
」
と
訳
さ
れ
て
い
る

ど
触
れ
る
デ
デ
キ
ン
ト
の
〈
切
断
〉
の
概
念
に
由
来
し
て
い
る
こ
と
を
特
別
に
指
摘

し
て
お
き
た
い
。
研
究
者
に
よ
る
指
摘
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
が
、〈
切
断
〉
は

連
続
に
対
立
す
る
ど
こ
ろ
か
、
む
し
ろ
連
続
の
条
件
を
な
す
概
念
だ
。
デ
デ
キ
ン
ト
の

〈
切
断
〉
は
『
差
異
と
反
復
』
の
初
出
以
来
、
そ
の
後
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
す
べ
て
の

書
物
を
読
み
解
く
う
え
で
非
常
に
重
要
な
概
念
で
あ
る
。
ま
た
、
上
記
の
引
用
の

す
ぐ
後
に
脳
の
記
憶
に
つ
い
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。
こ
こ
で
は
、

短
期
記
憶
が
そ
の
断
続
性
に
お
い
て
リ
ゾ
ー
ム
の
概
念
と
重
な
る
。
こ
の
時
点
で

は
、
脳
は
記
憶
の
場
所
で
は
な
い9

と
い
う
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
理
解
か
ら
は
逸
脱
し
て

が
、
こ
こ
で
は
、「
非
シ
ニ
フ
ィ
ア
ン
的
断
続
の
原
理
」
と
訳
し
た
方
が
い
い
と
思
わ

れ
る
。
理
由
は
二
つ
あ
る
。
ひ
と
つ
は
、rupture

とcoupure

を
訳
し
分
け
る
必
要
が
あ

る
と
思
わ
れ
る
こ
と
。
も
う
ひ
と
つ
は
、
実
は
こ
れ
が
非
常
に
重
要
な
の
だ
が
、『
ア

ン
チ
・
オ
イ
デ
ィ
プ
ス
』
に
お
け
る
切
断
」
の
概
念
と
同
様
に
、「
切
断
」
は
連
続
の

条
件
で
あ
る
こ
と
を
加
味
し
た
い
た
め
だ
。
こ
の
切
断
の
概
念
に
は
「
デ
デ
キ
ン
ト
の

切
断
」
が
背
景
に
あ
る
。rupture 

に
は
も
と
も
と
、「
断
続
」
の
意
が
あ
る
。
実
際
に
、

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、「Principe de rupture asignifiante

」
つ
い
て
２
ペ
ー
ジ
余
り
を
割
い

て
説
明
し
て
い
る
が
、
単
純
な
「
切
断
」
の
に
意
に
と
れ
る
よ
う
な
説
明
箇
所
は
見
当

た
ら
な
い
。「Principe de rupture asignifiante

」
の
事
例
が
３
つ
ほ
ど
挙
げ
ら
れ
て
お

り
、
例
え
ば
、
雀
蜂
と
蘭
に
つ
い
て
言
え
ば
、
雀
蜂
と
蘭
そ
れ
ぞ
れ
の
生
成
変
化
の
解

説
に
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
は
雀
蜂
と
蘭
の
∧
断
続
∨
（
切
断
即
連
続
）
の

プ
ロ
セ
ス
で
あ
っ
て
単
純
な
切
断
の
意
で
は
な
い
。
ま
た
、こ
れ
に
は
ラ
カ
ン
的
な「
シ

ニ
フ
ィ
ア
ン
の
連
鎖
」
に
対
す
る
批
判
の
意
が
込
め
ら
れ
て
い
る
。　
「Principe de 

rupture asignifiante

」
を
あ
え
て
意
訳
す
れ
ば
、「
意
味
作
用
を
欠
い
た
生
成
変
化
の

原
理
」。

9 

「
脳
の
内
に
は
、
記
憶
が
定
着
し
蓄
積
さ
れ
る
領
域
は
な
い
し
、
ま
た
あ
り
う
べ
く
も

な
い
。
脳
の
損
傷
に
よ
っ
て
記
憶
が
破
壊
さ
れ
た
と
い
わ
れ
る
の
も
、
記
憶
の
現
実
化

す
る
連
続
的
進
行
が
中
断
さ
れ
た
だ
け
の
こ
と
で
あ
る
。」（
ベ
ル
ク
ソ
ン
『
物
質
と
記

憶
』144

ベ
ル
ク
ソ
ン
全
集　

白
水
社
）



後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
お
け
る
「
脳
」
と
い
う
問
題
設
定
に
つ
い
て
の
試
論

六
三

い
る
。短

期
記
憶
は
リ
ゾ
ー
ム
・
タ
イ
プ
、
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
・
タ
イ
プ
で
あ
る
の
に

対
し
、
長
期
記
憶
は
樹
木
状
で
あ
り
中
心
化
さ
れ
て
い
る
。（
中
略
）〈
短
い

観
念
〉
の
き
ら
め
き 

―
― 

た
と
え
長
い
概
念
の
長
期
記
憶
に
よ
っ
て
読
み
、

か
つ
読
み
返
す
に
し
て
も
、
人
が
も
の
を
書
く
の
は
短
期
記
憶
に
よ
っ
て
、

し
た
が
っ
て
短
い
観
念
に
よ
っ
て
な
の
だ
。
短
期
記
憶
は
忘
却
を
過
程
と
し

て
含
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
瞬
間
と
一
致
す
る
の
で
は
な
く
、集
団
的
、時
間
的
、

神
経
的
な
リ
ゾ
ー
ム
と
一
致
す
る
。
長
期
記
憶
（
家
族
、
人
種
、
社
会
、
あ

る
い
は
文
明
）
は
複
写
し
翻
訳
す
る
。（M

P

：24/28-29

）

　

短
期
記
憶
を
リ
ゾ
ー
ム
・
タ
イ
プ
、
ダ
イ
ヤ
グ
ラ
ム
・
タ
イ
プ
に
比
し
、
長
期
記

憶
は
中
心
化
さ
れ
て
お
り
、
樹
木
状
に
な
っ
て
い
る
と
指
摘
す
る
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の

解
釈
は
、
お
そ
ら
く
脳
科
学
者
に
は
思
い
も
よ
ら
な
い
解
釈
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
短

期
記
憶
が
リ
ゾ
ー
ム
で
長
期
記
憶
が
樹
木
状
な
の
か
は
、
説
明
が
な
い
の
で
推
測
す

る
し
か
な
い
が
、「
短
期
記
憶
は
忘
却
を
過
程
と
し
て
含
ん
で
い
る
」
と
あ
る
の
で
、

忘
却
に
断
絶
（
不
連
続
性
）
を
重
ね
合
わ
せ
て
い
る
よ
う
だ
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
短

期
記
憶
に
〈
断
続
〉
を
見
て
い
る
。〈
断
続
〉
は
リ
ゾ
ー
ム
の
特
性
で
あ
る
。「
人
が

も
の
を
書
く
の
は
短
期
記
憶
に
よ
る
」
と
あ
る
が
、
こ
の
場
合
の
短
期
記
憶
は
、
読

書
や
暗
算
な
ど
の
場
合
に
使
用
さ
れ
る
ワ
ー
キ
ン
グ
メ
モ
リ
ー
（
作
業
記
憶
）
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
長
期
記
憶
に
複
写
と
翻
訳
を
読
み
込
ん
で
い
る

の
は
理
解
し
や
す
い
。

　

心
身
問
題
は
、『
襞
』な
ど
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
後
期
の
著
作
に
垣
間
見
え
る
。と
は
言
っ

て
も
、
心
身
問
題
と
言
う
よ
り
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
論
で
論
じ
ら
れ
る
の
は
新
た
な
物

質
観
、
新
た
な
主
体
観
で
あ
っ
た
り
、
フ
ー
コ
ー
論
に
お
け
る
言
葉
と
物
（
言
表
、

光
記
号
）、
あ
る
い
は
そ
の
境
界
の
問
題
と
し
て
あ
ら
わ
れ
る
。
極
端
な
言
い
方
に

な
る
が
、
こ
の
二
冊
の
著
作
で
は
《
襞
一
元
論
》
と
も
い
う
べ
き
話
題
が
論
じ
ら
れ

て
い
る
。
そ
れ
ぞ
れ
異
質
で
あ
る
物
質
と
魂
の
間
に
、
そ
れ
ら
の
間
を
走
る
潜
在
性

と
し
て
の
無
限
の
《
襞
》、《
折
り
目
》
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
心
身
問
題
の
解

決
が
図
ら
れ
る
。「
襞
」
と
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
、
す
ぐ
脳
の
襞
を
思
い
出
す
が
、

こ
の
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
論
に
お
い
て
は
、
脳
に
関
す
る
話
題
は
ほ
ん
の
数
カ
所
で
触
れ

ら
れ
る
程
度
で
あ
る
。

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
脳
に
関
す
る
話
題
は
極
め
て
限
定
的
だ
。
そ
れ
は
〈
間
〉
と
し
て

の
脳
で
あ
る
、
境
界
面
と
か
切
断
面
に
お
け
る
出
来
事
が
、
あ
る
い
は
脳
に
お
け
る

シ
ナ
プ
ス
の
〈
間
隙
〉
が
哲
学
と
接
合
し
つ
つ
語
ら
れ
る
。〈
間
〉
と
〈
間
隙
〉
は
ド
ゥ

ル
ー
ズ
の
哲
学
に
お
い
て
常
に
重
要
な
位
置
を
占
め
て
い
る
。
例
え
ば
、
次
の
引
用

で
は
、〈
思
考
〉
は
見
る
こ
と
（
光
）
と
話
す
こ
と
（
言
表
）
と
の
間
隙
に
お
い
て

成
立
す
る
と
さ
れ
た
。

見
る
こ
と
は
思
考
す
る
こ
と
で
あ
り
、
話
す
こ
と
は
思
考
す
る
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
思
考
す
る
こ
と
は
、
見
る
こ
と
と
話
す
こ
と
の
間
隙
に
お
い
て
、
分
離

に
お
い
て
成
立
す
る
。（D

R
F　

1983-1995

：236-237/85

「
ミ
シ
ェ
ル
・
フ
ー

コ
ー
の
基
本
的
概
念
に
つ
い
て
」、
フ
ー
コ
ー
死
後
の
一
九
八
五
年
ご
ろ
）

　

シ
ナ
プ
ス
間
隙
に
つ
い
て
の
典
型
的
な
記
述
は
、『
時
間
イ
メ
ー
ジ
』
に
お
い
て

現
れ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
電
気
性
シ
ナ
プ
ス
を｢

有
理
数
的
〔
合
理
的
〕｣

、
化
学

性
シ
ナ
プ
ス
を｢

無
理
数
的
〔
非
合
理
的
〕｣

と
理
解
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
よ
う

な
独
自
の
解
釈
は
脳
科
学
者
に
は
想
像
し
が
た
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、無
理
数
的〔
非



近
　
藤
　
和
　
敬  

・  

野
　
元
　
達
　
一

六
四

合
理
的
〕
な
点
を
マ
ル
コ
フ
の
図
式
に
対
応
さ
せ
る
。
こ
の
よ
う
な
解
釈
の
背
後
に

デ
デ
キ
ン
ト
の〈
切
断
〉を
見
る
こ
と
は
容
易
な
こ
と
だ
ろ
う
。
デ
デ
キ
ン
ト
の〈
切

断
〉
の
概
念
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
頭
の
中
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
な
い
よ
う
だ
。
以
下

に
そ
の
該
当
箇
所
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

シ
ナ
プ
ス
の
発
見
そ
の
も
の
が
す
で
に
、
連
続
的
な
大
脳
網
と
い
う
観
念
を
打

ち
砕
く
の
に
十
分
で
あ
っ
た
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
に
よ
っ
て
還
元
不
可
能
な

諸
点
ま
た
は
諸
切
断
の
存
在
を
認
め
ざ
る
を
え
な
く
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
し

か
し
、
電
気
性
シ
ナ
プ
ス
の
場
合
、
切
断
ま
た
は
点
は
、
数
学
的
な
ア
ナ
ロ

ジ
ー
に
し
た
が
え
ば
、
い
わ
ば｢
有
理
数
的
〔
合
理
的
〕｣

で
あ
る
よ
う
に
わ

れ
わ
れ
に
は
思
わ
れ
る
。
逆
に
、
化
学
性
シ
ナ
プ
ス
の
場
合
、
点
は｢

無
理
数

的
〔
非
合
理
的
〕｣

で
あ
り
、ま
た
切
断
は
そ
れ
自
体
で
意
味
を
も
つ
の
で
あ
っ

て
、
み
ず
か
ら
が
切
り
離
す
二
つ
の
集
合
の
ど
ち
ら
に
も
も
は
や
属
し
て
い
な

い
（
実
際
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
間
隙
に
お
い
て
、
小
胞
は
化
学
媒
介
物
質
の
非
連

続
な
性
質
、
あ
る
い
は｢

量
子｣

を
解
き
放
と
う
と
す
る
）。
ニ
ュ
ー
ロ
ン
間

の
伝
達
に
お
い
て
、
偶
然
的
な
、
と
い
う
よ
り
半
偶
然
的
な
要
素
が
ま
す
ま
す

重
要
に
な
っ
て
く
る
の
は
こ
の
た
め
で
あ
る
。（IT

：
第
８
章
注32　

275/71

）

リ
ュ
イ
エ
は
、
マ
ル
コ
フ
連
鎖
が
い
か
に
し
て
生
命
、
言
語
、
社
会
、
歴
史
、

文
学
に
作
用
し
て
い
る
か
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
は
、
ベ
ー

ル
イ
の
事
例
は
特
権
的
な
事
例
で
あ
ろ
う
。
よ
り
一
般
的
に
い
え
ば
、
わ
れ
わ

れ
が
先
に
規
定
し
た
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
連
鎖
は
、
そ
の
シ
ナ
プ
ス
お
よ
び

無
理
数
的
〔
非
合
理
的
〕
な
点
に
よ
っ
て
、
マ
ル
コ
フ
の
図
式
に
対
応
し
て
い

る
。
そ
れ
は｢

部
分
的
に
依
存
的
な｣

継
続
的
籤
引
き
で
あ
り
、
半
偶
然
的
な

連
鎖
で
あ
り
、
す
な
わ
ち
再
結
合
で
あ
る
。
脳
は
と
り
わ
け
マ
ル
コ
フ
的
解
釈

を
適
用
す
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
に
は
思
わ
れ
る
（
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
送

信
者
と
受
信
者
の
間
で
は
継
続
的
だ
が
独
立
的
で
は
な
い
籤
引
き
が
行
な
わ
れ

て
い
る
）。（IT

：
第
８
章
注36　

277 / 71

）

　

ま
た
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
デ
デ
キ
ン
ト
的
切
断
の
概
念
（
有
理
数
的
〔
合
理
的
〕、

無
理
数
的
〔
非
合
理
的
〕）
を
、
そ
れ
ぞ
れ
「
古
典
的
」
映
画
と
、「
現
代
的
」
映

画
に
対
応
さ
せ
て
い
る
。

切
断
や
断
絶
は
映
画
に
お
い
て
つ
ね
に
連
続
的
な
も
の
の
力
能
を
形
成
し
て
き

た
。
し
か
し
映
画
に
は
数
学
に
似
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
合
理
的
切
断

は
、そ
れ
が
分
離
す
る
二
つ
の
集
合
の
う
ち
の
一
つ
に
属
す
る
こ
と
が
あ
り（
一

方
の
始
ま
り
、
他
方
の
終
わ
り
）、
そ
れ
は
ま
さ
に｢

古
典
的｣

映
画
の
場
合

で
あ
る
。
ま
た
現
代
の
映
画
に
お
け
る
よ
う
に
、
切
断
は
間
隙
と
な
り
、
非
合

理
的
で
あ
っ
て
、
集
合
の
ど
れ
に
も
属
さ
ず
、
一
方
に
終
わ
り
が
な
い
の
と
同

様
、
他
方
に
も
始
ま
り
が
な
い
。
誤
っ
た
つ
な
ぎ
と
は
、
こ
の
よ
う
な
非
合
理

的
切
断
な
の
だ
。（IT

：236/253

）

　
『
時
間
イ
メ
ー
ジ
」
の
公
刊
後
３
年
ほ
ど
経
っ
て
か
ら
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、「
マ
ガ
ジ

ン･

リ
テ
レ
ー
ル｣

（
一
九
八
八
年
九
月
発
行
第
二
五
七
号
）
の
対
談
に
お
い
て
、
異

分
野
と
し
て
の
脳
生
理
学
の
重
要
性
を
次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。

思
考
の
イ
メ
ー
ジ
を
問
う
こ
と
で
得
ら
れ
る
の
は
、
モ
デ
ル
で
は
な
い
し
、
手

引
き
で
す
ら
な
く
、
む
し
ろ
参
照
す
べ
き
対
象
、
あ
る
い
は
絶
え
ず
異
分
野
と



後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
お
け
る
「
脳
」
と
い
う
問
題
設
定
に
つ
い
て
の
試
論

六
五

の
交
配
を
お
こ
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
へ
の
自
覚
で
す
。
そ
し
て

現
時
点
で
参
照
す
べ
き
異
分
野
が
何
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
脳
を
め
ぐ
る
専
門

知
識
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。
哲
学
は
神
経
学
と
特
権
的
な
関
係
を

結
ん
で
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
観
念
連
合
論
の
思
想
家
を
、
あ
る
い
は
シ
ョ
ー
ペ

ン
ハ
ウ
ア
ー
や
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
見
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
こ
と
で
す
。
私
た
ち
現

代
人
に
と
っ
て
、
新
し
い
考
え
が
ひ
ら
め
く
き
っ
か
け
は
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー

で
は
な
く
、
ミ
ク
ロ
の
生
物
学
と
も
い
う
べ
き
脳
生
理
学
に
あ
り
ま
す
。
脳
と

い
う
も
の
は
、
い
わ
ば
一
個
の
リ
ゾ
ー
ム
で
あ
り
、
だ
か
ら
樹
木
よ
り
は
草
本

に
近
く
、
一
種
の｢

ア
ン
サ
ー
ト
ゥ
ン
シ
ス
テ
ム｣

を
形
成
し
、
確
率
論
的
で
、

半
分
は
偶
然
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
た
量
子
論
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
持
つ
。
こ
れ
は
私
た

ち
が
脳
を
め
ぐ
る
知
見
に
準
拠
し
て
思
考
す
る
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
思
考

が
新
し
い
思
考
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
思
考
は
見
た
こ
と
も
な
い
よ
う
な
溝
を

脳
に
生
々
し
く
刻
み
、
そ
の
形
を
歪
め
、
襞
を
つ
け
た
り
、
亀
裂
を
入
れ
た
り

す
る
は
ず
だ
。
そ
う
言
い
た
い
の
で
す
。
こ
の
点
、
ミ
シ
ョ
ー
の
仕
事
は
ま
さ

に
奇
跡
で
す
。
新
し
い
結
合
、
新
し
い
疎
通
、
そ
し
て
新
し
い
シ
ナ
プ
ス
を
、

哲
学
は
概
念
の
創
造
に
際
し
て
総
動
員
す
る
わ
け
で
す
が
、
同
時
に
そ
れ
は
ひ

と
つ
の
豊
か
な
イ
メ
ー
ジ
で
も
あ
っ
て
、
独
自
の
手
段
を
用
い
つ
つ
、
そ
こ
に

客
観
的
な
物
質
と
の
類
似
や
力
能
の
材
料
を
見
出
す
の
が
脳
の
生
物
学
だ
と
い

う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。（PP

：204/302

文
庫
）

　

こ
の
対
談
が
行
わ
れ
た
の
は
、『
哲
学
と
は
何
か
』
が
執
筆
さ
れ
る
二
年
ほ
ど
前

の
こ
と
だ
。
こ
れ
ま
で
様
々
な
異
分
野
と
接
触
し
て
き
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
脳
科
学
に

対
し
て
大
き
な
期
待
を
抱
い
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
よ
う
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
関
心

を
抱
く
脳
と
い
え
ば
、
極
め
て
限
定
的
で
あ
る
こ
と
が
見
て
取
れ
る
。
溝
で
あ
る
襞

で
あ
り
、
亀
裂
や
シ
ナ
プ
ス
の
存
在
だ
。
新
し
い
考
え
が
ひ
ら
め
く
き
っ
か
け
は
、

ミ
ク
ロ
の
生
物
学
と
も
い
う
べ
き
脳
生
理
学
に
あ
る
と
考
え
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
脳
に

本
格
的
に
言
及
す
る
の
は
、『
哲
学
と
は
何
か
』
に
お
い
て
で
あ
る
。
以
下
、
晩
年

の
著
作
で
あ
る
『
哲
学
と
は
何
か
』
に
現
れ
た
脳
と
世
界
（
哲
学
、
科
学
、
芸
術
）

の
関
係
に
つ
い
て
論
じ
て
み
た
い
。
こ
の
書
に
お
い
て
〈
主
体
ー
脳
〉
の
概
念
が
前

面
に
出
て
く
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
〈
主
体
〉
に
つ
い
て
積
極
的
に
言
及
す
る
の
は
最

初
で
最
後
の
こ
と
だ
。
と
は
言
っ
て
も
〈
主
体
〉
は
意
識
主
体
を
意
味
し
な
い
。

２
『
哲
学
と
は
何
か
』
に
お
け
る
脳

　
『
哲
学
と
は
何
か
』
の
結
論
部
の
タ
イ
ト
ル
は
、「
カ
オ
ス
か
ら
脳
へ
」
と
な
っ
て

お
り
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
カ
オ
ス
と
の
関
連
か
ら
話
し
始
め
る
。
カ
オ
ス
と
い
う
用
語

は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
著
作
の
中
に
頻
出
す
る
が
、
一
九
六
〇
年
代
に
端
を
発
す
る
カ
オ

ス
理
論
の
カ
オ
ス
概
念
の
こ
と
で
は
な
く10

、
一
部
の
記
述
を
除
い
て
コ
ス
モ
ス
の

対
義
語
と
し
て
使
わ
れ
る
場
合
が
多
い
よ
う
だ
。
一
般
的
に
は
、
無
秩
序
、
混
沌
に

近
い
意
味
で
使
わ
れ
る
が
、『
哲
学
と
は
何
か
』で
は
次
の
よ
う
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。

内
在
平
面
は
、
言
わ
ば
カ
オ
ス
の
断
面
で
あ
り
、
篩
の
よ
う
に
作
用
す
る
。
カ

オ
ス
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、
実
際
、
諸
規
定
の
不
在
と
い
う
よ
り
も
、
む

し
ろ
諸
規
定
が
粗
描
さ
れ
た
り
消
失
し
た
り
す
る
と
き
の
無
限
速
度
で
あ
る

（Q
P

：44/63

）

10 

カ
オ
ス
理
論
に
お
け
る
カ
オ
ス
の
性
質
、
非
線
形
性
、
初
期
鋭
敏
性
、
有
界
性
、
非
周

期
性
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
言
及
し
て
い
な
い
。
た
だ
ス
ト
レ
ン
ジ
・
ア
ト
ラ
ク
タ
ー
へ
の

言
及
は
数
カ
所
（Q

P

：194/292

な
ど
）
あ
る
。
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カ
オ
ス
は
、
そ
の
無
秩
序
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
無

限
速
度
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
〔
カ
オ
ス
〕
に
お
い
て
お

お
よ
そ
の
輪
郭
を
現
し
始
め
る
あ
ら
ゆ
る
形
は
、
そ
の
無
限
速
度
と
と
も
に
消

散
す
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
〔
カ
オ
ス
〕
は
、
或
る
空
虚
で
あ
る 

― 

す
な
わ
ち
、

無
で
は
な
く
、
或
る
潜
在
的
な
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
の
空
虚
で
あ
る
。
こ
の
潜

在
的
な
も
の
は
、
す
べ
て
の
可
能
な
粒
子
を
含
み
、
す
べ
て
の
可
能
な
形
を
描

く
も
の
で
あ
る
。
可
能
な
形
と
は
、
共
立
性
〔
堅
固
さ
〕
も
準
拠
（
指
示
〕
も

も
た
ず
、
結
果
も
も
た
ず
に
、
現
れ
る
や
た
だ
ち
に
消
え
る
も
の
で
あ
る
。
そ

れ
〔
カ
オ
ス
〕
は
、
誕
生
と
消
滅
の
無
限
速
度
で
あ
る
。（Q

P

：111/168

）

　

ギ
リ
シ
ャ
神
話
を
前
提
に
置
き
つ
つ
も
、
カ
オ
ス
を
無
限
速
度
で
規
定
す
る
と
こ

ろ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
ら
し
さ
が
あ
る
。
第
三
種
の
認
識
に
属
す
る
と
さ

れ
る
無
限
速
度
は
ス
ピ
ノ
ザ
や
ミ
シ
ョ
ー
を
脳
裏
に
お
い
た
記
述
で
あ
る11

。
因
み

に
哲
学
と
科
学
は
こ
の
無
限
速
度
と
の
関
連
で
次
の
よ
う
な
限
定
を
受
け
る
。

カ
オ
ス
と
交
截
す
る
内
在
平
面
と
し
て
の
哲
学
的
な
篩
は
、
思
考
の
い
く
つ
か

の
無
限
運
動
を
選
択
す
る
も
の
で
あ
り
、
思
考
と
同
じ
速
さ
で
動
く
共
立
的
な

諸
粒
子
と
し
て
形
成
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
概
念
を
装
備
す
る
も
の
で
あ
る
。
科

11 

「
エ
ピ
ク
ロ
ス
か
ら
ス
ピ
ノ
ザ
に
か
け
て（
か
の
驚
嘆
す
べ
き〔『
エ
テ
ィ
カ
』〕第
五
部
）、

ス
ピ
ノ
ザ
か
ら
ミ
シ
ョ
ー
に
か
け
て
、
思
考
に
関
す
る
問
題
は
無
限
速
度
に
あ
る
。
だ

が
、
こ
の
無
限
速
度
は
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
無
限
に
運
動
す
る
ひ
と
つ
の
中
間
＝
環

境
を
、
つ
ま
り
平
面
、
真
空
、
地
平
を
、
必
要
と
し
て
い
る
」（Q

P

：38/54

）。
第
三

種
の
認
識
に
属
す
る
無
限
速
度
に
つ
い
て
は
、Q

P

：201-202/304

。

学
は
、
或
る
ま
っ
た
く
別
の
仕
方
で
カ
オ
ス
に
取
り
組
む
の
で
あ
り
、
そ
れ
は

ほ
と
ん
ど
逆
の
や
り
方
を
す
る
。
す
な
わ
ち
、
科
学
は
、
潜
在
的
な
も
の
を
現

働
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
或
る
準
拠
を
獲
得
す
る
た
め
に
、無
限
な
も
の
を
、

無
限
速
度
を
放
棄
す
る
の
で
あ
る
。
哲
学
は
、無
限
な
も
の
を
保
持
し
な
が
ら
、

概
念
に
よ
っ
て
共
立
性
を
潜
在
的
な
も
の
に
与
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
科
学
は
、

無
限
な
も
の
を
放
棄
し
て
、
潜
在
的
な
も
の
に
、
そ
の
潜
在
的
な
も
の
を
現
働

化
さ
せ
る
よ
う
な
、
或
る
準
拠
を
、
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
に
よ
っ
て
与
え
る
。
哲

学
は
、
或
る
内
在
平
面
あ
る
い
は
共
立
性
平
面
を
も
っ
て
こ
と
に
当
た
り
、
科

学
は
、
或
る
準
拠
平
面
に
よ
っ
て
こ
と
に
当
た
る
の
で
あ
る
。
科
学
の
場
合
、

そ
れ
は
〔
映
画
の
〕
ス
ト
ッ
プ
モ
ー
シ
ョ
ン
に
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ

れ
は
或
る
不
思
議
な
減
速
で
あ
り
、
減
速
に
よ
っ
て
こ
そ
、
物
質
は
現
働
化
し

ま
た
そ
れ
ば
か
り
で
な
く
、
命
題
に
よ
っ
て
物
質
を
洞
察
し
う
る
科
学
的
思
考

も
ま
た
現
働
化
す
る
の
で
あ
る
。
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
と
い
う
も
の
は
、〈
減
速

さ
れ
た
〉
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
な
の
で
あ
る
。（Q

P

：112/168-169

）

　
「
哲
学
は
、
無
限
な
も
の
を
保
持
し
な
が
ら
、
概
念
に
よ
っ
て
共
立
性
を
潜
在
的

な
も
の
に
与
え
る
。
と
こ
ろ
が
、
科
学
は
逆
に
、
無
限
な
も
の
を
放
棄
す
る
」
と
い

う
わ
け
だ
。

　

と
こ
ろ
で
、
無
限
の
概
念
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
が
、
無
限
速
度

で
規
定
さ
れ
る
カ
オ
ス
と
脳
の
関
連
は
明
確
に
規
定
さ
れ
て
は
い
な
い
。
脳
自
体
が

カ
オ
ス
な
の
か
、
そ
れ
と
も
脳
の
外
部
が
カ
オ
ス
な
の
か
、
あ
る
い
は
と
も
に
そ
う

な
の
か
。
脳
と
カ
オ
ス
の
関
連
が
読
み
取
れ
る
記
述
は
数
少
な
い
。

哲
学
、芸
術
、科
学
は
、対
象
化
さ
れ
た
脳
の
心
的
対
象
で
は
な
い
。哲
学
、芸
術
、



後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
お
け
る
「
脳
」
と
い
う
問
題
設
定
に
つ
い
て
の
試
論

六
七

科
学
は
、
三
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト 

―
― 

そ
れ
ら
の
も
と
で
脳
が
主
体
へ
と
、〈
思

考
〉 ― 

脳
へ
と
生
成
す
る 

―
― 

で
あ
り
、
三
つ
の
平
面
、
三
つ
の
筏 

―
― 

そ

れ
ら
の
う
え
か
ら
脳
が
カ
オ
ス
へ
と
潜
り
、
カ
オ
ス
に
立
ち
向
か
う 

―
― 

で

あ
る
。（Q

P
：198/298

）

と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
三
つ
の
《
非
》
は
、
脳
平
面
か
ら
見
れ
ば
ま
だ
区
別
が
あ

る
の
だ
が
、
脳
が
潜
ん
で
い
る
カ
オ
ス
か
ら
見
れ
ば
も
は
や
区
別
は
な
い
。
脳

が
そ
の
よ
う
に
潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
う
も
言
え
そ
う
で
あ

る 

―
― 

芸
術
が
名
づ
け
る
よ
う
な
、
し
か
し
ま
た
哲
学
と
科
学
も
そ
う
名
づ

け
る
よ
う
な
、「
来
た
る
べ
き
民
衆
」
の
影
が
、
カ
オ
ス
か
ら
引
き
出
さ
れ
る

の
だ
、
と
。（Q

P

：206/310

）

　

こ
の
二
つ
の
記
述
か
ら
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
脳
を
「
カ
オ
ス
の
中
に
潜
む
脳
」
と
し

て
位
置
付
け
し
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
し
て
、
脳
は
カ
オ
ス
に
立
ち
向
か

う
。
と
な
る
と
、
推
測
す
る
に
、
カ
オ
ス
が
無
秩
序
及
び
無
限
の
側
で
あ
る
と
す
れ

ば
、
脳
は
秩
序
及
び
有
限
の
側
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
上
記
の
よ
う
な
基
本
的
な

理
解
を
踏
ま
え
て
、
以
下
に
脳
と
哲
学
、
脳
と
科
学
、
脳
と
芸
術
の
関
連
を
読
み
解

い
て
い
き
た
い
。
そ
の
前
に
抑
え
て
お
く
べ
き
は
、
脳
と
オ
ピ
ニ
オ
ン
の
関
係
で
あ

る
。
オ
ピ
ニ
オ
ン
は
『
差
異
と
反
復
』
に
お
け
る
思
考
の
公
準
に
匹
敵
す
る
用
語
で

あ
り
、
良
識
や
一
般
的
見
解
、
ス
テ
レ
オ
タ
イ
プ
の
思
考
な
ど
と
同
水
準
の
用
語
で

あ
る
。
オ
ピ
ニ
オ
ン
は
創
造
性
の
対
極
に
あ
る
疲
労
し
た
思
考
、
紋
切
り
型
の
堕
落

し
た
思
考
で
あ
り
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
と
っ
て
は
認
め
難
い
思
考
形
態
で
あ
る
。
オ
ピ

ニ
オ
ン
は
有
機
的
な
脳
の
老
化
で
あ
り
、
疲
労
で
あ
る
（Q

P

：201/304

）。
習
慣

化
さ
れ
た
思
考
で
あ
り
、
因
果
性
や
観
念
連
合
、
統
合
と
い
っ
た
定
型
化
し
た
脳
内

パ
タ
ー
ン
か
ら
生
じ
る
思
考
の
こ
と
だ
（Q

P

：202/305

）。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
れ
ば
、

プ
ラ
ト
ン
や
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
デ
ィ
ア
レ
ク
テ
イ
ク
的
探
求
や
カ
ン
ト
に
お
け
る

反
省
的
普
遍
概
念
、
あ
る
い
は
ヘ
ー
ゲ
ル
的
な
弁
証
法
に
よ
る
高
次
の
思
考
も
オ
ピ

ニ
オ
ン
の
範
疇
か
ら
逃
れ
得
ず
、
ド
ク
サ
の
記
録
に
留
ま
る
だ
け
で
あ
る
と
指
摘
さ

れ
る
（Q

P

：77/116

）。　

 　

危
険
き
わ
ま
る
カ
オ
ス
か
ら
我
々
を
守
っ
て
く
れ
る
〈
傘
〉
と
し
て
の
オ
ピ
ニ

オ
ン
に
対
し
て
、
カ
オ
ス
に
潜
り
込
み
、
切
り
裂
い
て
交
截
平
面
を
描
き
、
カ
オ
ス

の
征
服
を
期
待
さ
れ
る
脳
主
体
の
対
象
が
、
創
造
的
な
領
域
に
お
け
る
哲
学
、
科
学
、

芸
術
で
あ
る
。
簡
便
な
対
比
を
と
れ
ば
、
オ
ピ
ニ
オ
ン
が
日
常
的
な
習
慣
化
さ
れ
た

思
考
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
考
察
す
る
哲
学
、
科
学
、
芸
術
は
創

造
性
の
側
に
あ
る
。
た
だ
し
、
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
構
成
さ
れ
た

科
学
的
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
脳
は
、
オ
ピ
ニ
オ
ン
の
形
成
と
そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
の
器
官
で
し
か
あ
り
え
な
い
」。（Q

P

：197/297

）。

　

創
造
的
な
芸
術
が
オ
ピ
ニ
オ
ン
に
対
抗
し
て
、
カ
オ
ス
を
切
り
裂
き
、
そ
の
裂
け

目
に
一
瞬
照
ら
し
出
さ
れ
る
美
的
ビ
ジ
ョ
ン
（
感
覚
）
が
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
よ
っ
て
描

か
れ
る
様
子
を
引
用
し
て
お
き
た
い
。

ひ
と
び
と
は
自
分
た
ち
を
守
っ
て
く
れ
る
傘
を
絶
え
ず
つ
く
っ
て
お
り
、
そ
の

裏
側
に
、
天
空
を
描
き
、
自
分
た
ち
の
慣
例
や
ら
オ
ピ
ニ
オ
ン
や
ら
を
書
き
こ

ん
で
い
る
の
だ
が
、
詩
人
、
芸
術
家
は
、
傘
に
裂
け
目
を
つ
け
、
天
空
を
引
き

裂
き
さ
え
し
、
こ
う
し
て
風
の
よ
う
な
自
由
な
カ
オ
ス
を
少
し
ば
か
り
通
し
、

そ
の
裂
け
目
を
通
じ
て
現
れ
る
〈
視
〉 ―
― 

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
サ
ク
ラ
ソ
ウ
あ

る
い
は
セ
ザ
ン
ヌ
の
リ
ン
ゴ
、
マ
ク
ベ
ス
も
し
く
は
エ
イ
ハ
プ
の
シ
ル
エ
ッ

ト 

―
― 
を
、
突
然
の
光
の
な
か
で
フ
レ
ー
ミ
ン
グ
す
る
の
で
あ
る
。（Q

P

：
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画
家
は
未
使
用
の
カ
ン
バ
ス
の
う
え
に
描
く
の
で
は
な
い
し
、
作
家
も
ま
っ
さ

ら
の
紙
面
に
書
く
の
で
は
な
い
。
紙
面
あ
る
い
は
カ
ン
バ
ス
は
、
あ
ら
か
じ
め

存
在
し
あ
ら
か
じ
め
打
ち
立
て
ら
れ
た
紋
切
り
型
の
表
現
に
よ
っ
て
す
で
に
は

な
は
だ
し
く
覆
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
ず
は
じ
め
に
消
し
、

拭
い
、
凸
凹
を
な
ら
し
、
ず
た
ず
た
に
切
り
さ
え
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で

あ
っ
て
、
こ
う
す
る
こ
と
で
、
カ
オ
ス
か
ら
流
れ
出
て
わ
た
し
た
ち
に
視
を
運

ん
で
く
る
一
陣
の
風
を
通
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
フ
ォ
ン
タ
ナ
が
、
彩

色
さ
れ
た
カ
ン
バ
ス
を
、
か
み
そ
り
を
一
閃
さ
せ
て
切
る
と
き
、
彼
が
そ
の
よ

う
に
し
て
切
り
裂
く
の
は
色
な
の
で
は
な
い
。
反
対
に
彼
は
、わ
た
し
た
ち
に
、

裂
け
目
を
通
じ
て
純
粋
な
色
の
平
滑
さ
を
見
せ
て
く
れ
て
い
る
の
だ
。
芸
術
が

実
際
に
闘
っ
て
い
る
相
手
は
カ
オ
ス
で
は
あ
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
、
カ
オ
ス

を
一
瞬
照
ら
し
出
す
ひ
と
つ
〈
視
〉、
つ
ま
り
ひ
と
つ
の
〈
感
覚
〉
を
、
カ
オ

ス
か
ら
出
現
さ
せ
る
た
め
な
の
で
あ
る
。（Q

P

：192/289-290
）

　

一
見
、
比
喩
的
で
曖
昧
と
も
取
れ
る
こ
の
記
述
は
、『
差
異
と
反
復
』
以
来
、
終

始
一
貫
し
て
い
る
〈
切
断
〉
の
モ
チ
ー
フ
で
あ
る
。
傘
の
裂
け
目
、
オ
ピ
ニ
オ
ン
に

お
け
る
亀
裂
、
鋭
い
カ
ミ
ソ
リ
で
切
り
裂
か
れ
た
フ
ォ
ン
タ
ナ
の
カ
ン
バ
ス
に
ド
ゥ

ル
ー
ズ
は
、
デ
デ
キ
ン
ト
の
〈
切
断
〉
を
重
ね
合
わ
せ
、
そ
の
切
断
面
に
創
造
的
な

無
限
の
美
、
無
限
の
思
考
を
見
い
だ
す
。〈
切
断
〉
の
思
考
は
、
曖
昧
で
も
な
く
比

喩
的
で
も
な
い
、
一
瞬
の
う
ち
に
無
限
の
美
を
穿
つ
き
わ
め
て
明
晰
か
つ
鮮
烈
な
思

考
と
言
え
る
。
フ
ォ
ン
タ
ナ
の
カ
ン
バ
ス
は
も
と
よ
り
、
ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
サ
ク
ラ

ソ
ウ
、
セ
ザ
ン
ヌ
の
リ
ン
ゴ
は
〈
切
断
〉
と
い
う
創
造
の
一
瞬
の
美
、
す
な
わ
ち
、

「
カ
オ
ス
を
一
瞬
照
ら
し
出
す
ひ
と
つ
〈
視
〉」
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

　

こ
こ
で
留
意
し
て
お
く
べ
き
重
要
な
点
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が

〈
接
合
〉
と
〈
統
合
〉
を
区
別
し
て
い
る
こ
と
だ
。
こ
の
区
別
は
中
心
の
問
題
に
関

わ
る
。
中
心
の
な
い
〈
接
合
〉
と
中
心
に
お
け
る
〈
統
合
〉
だ
。
お
そ
ら
く
、
脳
科

学
者
は
、
脳
を
中
心
的
存
在
と
考
え
る
だ
ろ
う
。
身
体
の
中
心
と
し
て
の
脳
、
思
考

の
中
心
と
し
て
の
脳
。
周
囲
の
要
素
を
統
合
し
、
あ
た
か
も
社
長
の
よ
う
に
君
臨
す

る
前
頭
葉12

。
し
か
し
な
が
ら
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
想
定
す
る
の
は
統
合
と
し
て
の
脳

で
は
な
い
。
カ
オ
ス
を
切
り
裂
く
三
つ
の
平
面
（
哲
学
、
科
学
、
芸
術
）
は
、
中
心

を
欠
い
た
、
接
合
と
し
て
の
脳
だ
。
構
成
さ
れ
た
科
学
的
対
象
（
例
え
ば
脳
科
学
、

生
物
学
）
と
し
て
の
脳
は
、
す
な
わ
ち
漸
進
的
な
連
結
及
び
中
心
に
よ
っ
て
統
合
さ

れ
た
脳
は
オ
ピ
ニ
オ
ン
の
形
成
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
器
官
で
し
か
あ
り
え
な

い
と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
考
え
る
。
そ
の
理
由
は
こ
う
だ
。

な
ぜ
な
ら
、
漸
進
的
な
連
結
、
お
よ
び
中
心
に
お
け
る
統
合
は
、
い
ぜ
ん
と
し

て
再
認
の
偏
狭
な
モ
デ
ル
の
支
配
下
に
あ
る
か
ら
だ
（
認
知
と
実
践
、「
こ
れ

は
立
方
体
だ
」、「
そ
れ
は
鉛
筆
だ
」・
・
・
・
）。
ま
た
、
脳
に
関
す
る
生
物
学

は
、
以
上
の
点
で
、
こ
の
う
え
な
く
硬
直
し
た
論
理
学
と
同
じ
諸
公
準
に
従
っ

て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
オ
ピ
ニ
オ
ン
と
い
う
も
の
は
、
環
境
や
、
利
害
や
、
信

念
や
、
障
害
を
考
慮
に
入
れ
た
、
あ
た
か
も
ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
に
即
し
た
シ
ャ
ボ

ン
玉
の
よ
う
な
、
プ
レ
グ
ナ
ン
ツ
の
形
態
な
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
、
哲
学
、

芸
術
そ
し
て
科
学
を
も
、
対
象
化
さ
れ
た
脳
の
な
か
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
に
よ
る
た

ん
な
る
ア
セ
ン
ブ
ラ
〔
変
換
〕
と
し
て
の
「
心
的
対
象
」
の
よ
う
に
扱
う
の
は
、

12 

例
え
ば
、
坂
井
克
之
『
前
頭
葉
は
脳
の
社
長
さ
ん
？
』　

ブ
ル
ー
バ
ッ
ク
ス　

2007

年



後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
お
け
る
「
脳
」
と
い
う
問
題
設
定
に
つ
い
て
の
試
論

六
九

難
し
い
よ
う
に
思
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
く
だ
ら
な
い
〈
再
認
の
モ
デ
ル
〉
は
、

そ
う
し
た
心
的
対
象
を
ド
ク
サ
の
な
か
に
閉
じ
込
め
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も

し
も
哲
学
と
芸
術
と
科
学
と
い
う
心
的
対
象
（
す
な
わ
ち
生
命
的
観
念
）
が
場

所
を
も
つ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
場
所
は
、
対
象
化
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い

或
る
脳
の
裂
孔
、
間
隙
、
そ
し
て
合 

― 

間
の
な
か
に
、
シ
ナ
プ
ス
の
裂
の
も
っ

と
も
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
ろ
う 

―
― 

そ
れ
ら
を
探
す
た
め
に
洞
察
す
る

こ
と
が
創
造
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
場
合
に
は 

―
―
。（Q

P

：197/297-298

）

　

哲
学
と
芸
術
と
科
学
と
い
う
心
的
対
象
が
脳
の
裂
孔
、
間
隙
、
そ
し
て
合 

― 

間

の
な
か
に
、
シ
ナ
プ
ス
の
亀
裂
の
も
っ
と
も
深
い
と
こ
ろ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
、
と
考

え
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
指
摘
に
は
な
か
な
か
共
鳴
し
が
た
い
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
先
に

指
摘
し
た
よ
う
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
と
っ
て
、
亀
裂
、
間
隙
、
切
断
の
概
念
は
き
わ

め
て
重
要
で
あ
り
。ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
真
骨
頂
と
も
言
え
る
も
の
で
あ
る
。そ
こ
に
ド
ゥ

ル
ー
ズ
の
全
て
が
あ
る
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
気
を
つ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
亀
裂
、
間
隙
、
切
断
と
は
単
な
る
亀
裂
、
間
隙
、
切
断
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
「
切
断
」
の
概
念
は
切
り
離
す
こ
と
や
分

離
を
意
味
し
な
い
。
接
続
や
連
続
の
反
意
語
で
も
な
い
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の「
切
断
」は
、

む
し
ろ
接
続
や
連
続
と
切
り
離
せ
な
い
。「
切
断
」
は
生
成
や
創
造
と
一
体
化
し
て

い
る
。
切
断
に
よ
る
無
理
数
（
間
隙
）
の
生
成
で
あ
り
、「
切
断
」
と
い
う
一
つ
の

出
来
事
に
関
わ
る
事
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
切
断
」
と
い
う
出
来
事
、
あ
る
い

は
、
間
隙
と
い
う
出
来
事
が
重
要
で
あ
っ
て
、
過
剰
に
な
り
す
ぎ
た
接
続
を
切
り
離

せ
と
い
っ
た
安
易
な
議
論
な
ど
で
は
な
い
事
に
留
意
す
べ
き
だ
。「
切
断
」の
概
念
は
、

デ
デ
キ
ン
ト
の
切
断
を
基
礎
に
お
い
て
お
り
、有
理
数
の
切
断
が
無
理
数
を
創
造
し
、

実
数
の
連
続
性
を
指
し
示
す
こ
と
、
す
な
わ
ち
切
断
と
連
続
の
一
体
化
が
ド
ゥ
ル
ー

ズ
に
と
っ
て
重
要
な
関
心
事
で
あ
る
。
脳
で
例
証
す
れ
ば
、
シ
ナ
プ
ス
間
隙
に
お
け

る
微
粒
子
（
イ
オ
ン
や
化
学
物
質
）
た
ち
の
「
切
断
即
連
続
」
に
関
わ
る
壮
大
な
物

語
な
の
だ
。
例
え
ば
、
立
体
の
切
断
は
境
界
面
あ
る
い
は
接
面
（
表
面
）、
平
面
の

切
断
は
境
界
線
（
あ
る
い
は
逃
走
線
）、線
の
切
断
は
点
（
あ
る
い
は
特
異
点
）。「
切

断
」と
は
、平
面
や
逃
走
線
、特
異
点
の
生
成
や
創
造
に
関
わ
る
出
来
事
な
の
で
あ
る
。

換
言
す
れ
ば
、
切
断
は
n 

― 

１
次
元
と
も
言
え
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
と
き
お
り
口

に
す
る
〈
n  

― 

１
で
考
え
る
〉
と
は
こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
。
切
断
と
し
て
の

n  

― 

１
次
元
は
、構
造
（
微
分
的
）、理
念
、特
異
点
、逃
走
線
、出
来
事
、表
面
（
境

界
面
）、器
官
な
き
身
体
、欲
望
機
械
、存
立
平
面
（
共
立
平
面
）
な
ど
と
変
奏
さ
れ
、

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
『
差
異
と
反
復
』
以
降
の
ほ
ぼ
全
著
作
を
横
断
す
る
。

　

心
的
対
象
と
し
て
の
脳
が
オ
ピ
ニ
オ
ン
の
形
成
器
官
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、

創
造
さ
れ
る
べ
き
哲
学
と
芸
術
と
科
学
は
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
回
答
は
こ
う
だ
。

カ
オ
ス
は
、
そ
れ
と
交
截
す
る
平
面
に
応
じ
て
三
人
の
娘
た
ち
を
も
っ
て
い
る

と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
は
、〈
カ
オ
イ
ド
た
ち
〉、
す
な
わ
ち
芸
術
、
科
学
、
そ

し
て
哲
学
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
、
思
考
あ
る
い
は
創
造
の
形
な
の
で
あ
る
。
わ

た
し
た
ち
は
、
カ
オ
ス
と
交
截
す
る
三
つ
の
平
面
の
う
え
で
産
み
出
さ
れ
る
実

在
を
、
カ
オ
イ
ド
〔
カ
オ
ス
に
由
来
す
る
も
の
、
カ
オ
ス
の
娘
〕
と
呼
ぶ
の

だ
。
三
つ
の
平
面
の
（
統
一
で
は
な
く
）
接
合
が
、
脳
な
の
で
あ
る
。（Q

P

：

196/296

）

　

哲
学
と
芸
術
お
よ
び
科
学
は
、
カ
オ
ス
と
交
截
す
る
三
つ
の
平
面
の
う
え
で
思
考

さ
れ
、
創
造
さ
れ
た
カ
オ
イ
ド
（
カ
オ
ス
の
娘
）
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。
そ
の
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あ
り
方
は
統
一
や
総
合
で
は
な
く
、
横
断
的
な
接
合
で
あ
る
こ
と
を
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は

強
調
す
る
。
横
断
性
は
神
経
細
胞
の
特
性
、
ひ
い
て
は
脳
全
体
の
特
性
で
あ
ろ
う
。

　
『
哲
学
と
は
何
か
』
の
結
論
に
当
た
る
「
カ
オ
ス
か
ら
脳
へ
」
の
後
半
に
お
い
て
、

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は〈
主
体 

― 

脳
〉に
言
及
す
る
。「
人
間
は
考
え
る
葦
で
あ
る
」と
か「
我

思
う
ゆ
え
に
我
あ
り
」
な
ど
と
言
わ
れ
る
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
言
わ
せ
れ
ば
、
考
え

る
の
は
人
間
で
は
な
く
主
体
と
し
て
の
脳
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

思
考
す
る
の
は
ま
さ
に
脳
で
あ
り
、
人
間
で
は
な
い
の
で
あ
っ
て
、
人
間
と
は

脳
に
お
け
る
結
晶
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
」（Q

P

：197-198/298

）。　

　
「
思
考
す
る
の
は
脳
で
あ
り
、
人
間
で
は
な
い
」
と
言
明
す
る
の
は
、
醒
め
た
目

で
言
え
ば
、
あ
る
意
味
、
当
た
り
前
の
こ
と
で
、「
脳
が
思
考
す
る
。
つ
ま
り
、
そ

れ
は
私
が
思
考
す
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
と
い
う
反
論
が
あ
り
う
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
な
ら
そ
の
よ
う
な
反
論
に
対
し
て
次
の
よ
う
に
答
え
る

だ
ろ
う
。〈
脳
が
思
考
す
る
＝
私
が
思
考
す
る
〉
と
考
え
る
べ
き
で
は
な
い
。
あ
く

ま
で
も
思
考
の
主
体
は
脳
で
あ
っ
て
、〈
私
〉
と
言
う
の
は
脳
で
あ
り
、
脳
が
「
私

は
概
念
的
に
理
解
す
る
」
と
言
わ
せ
る
の
で
あ
り
、
ま
さ
に
〈
主
体 

― 
脳
〉
が
私

を
し
て
感
覚
さ
せ
る
の
で
あ
る
と
。

脳
は
、
そ
う
し
た
絶
対
的
な
形
と
い
う
第
一
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の
も
と
で
は
、
ま

さ
し
く
諸
概
念
の
能
力
、
す
な
わ
ち
諸
概
念
の
創
造
の
能
力
と
し
て
現
れ
る
。

そ
れ
と
同
時
に
、
諸
概
念
が
そ
の
う
え
に
置
か
れ
、
置
き
換
え
ら
れ
、
そ
の
う

え
で
秩
序
と
関
係
を
変
え
、
更
新
さ
れ
、
そ
し
て
絶
え
ず
創
造
さ
れ
る
当
の
内

在
平
面
を
、
ま
さ
に
脳
が
描
き
出
す
の
で
あ
る
。
脳
は
、
精
神
そ
の
も
の
で
あ

る
。
脳
が
主
体
〔
下
に
投
げ
ら
れ
た
も
の
〕
へ
と
生
成
す
る
、
あ
る
い
は
む
し

ろ
ホ
ワ
イ
ト
ヘ
ッ
ド
の
言
葉
で
は
「
自
己
超
越
体
〔
上
に
投
げ
ら
れ
た
も
の
〕」

へ
と
生
成
す
る
の
と
、
概
念
が
、
創
造
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
対
象
、
出
来
事
、

あ
る
い
は
創
造
そ
の
も
の
へ
と
生
成
し
、
哲
学
が
、
内
在
平
面
へ
と
、
す
な
わ

ち
諸
概
念
を
担
い
か
つ
脳
が
描
く
内
在
平
面
へ
と
生
成
す
る
の
は
、
ま
さ
に
同

時
で
あ
る
。（Q

P

：198-199/299-300

）

　

哲
学
的
概
念
の
創
造
能
力
と
し
て
の
第
一
の
ア
ス
ペ
ク
ト
で
あ
る
〈
概
念 

― 

脳
〉

は
、
あ
る
い
は
、
内
在
平
面
を
創
建
す
る
〈
内
在
平
面  

― 

脳
〉
と
い
う
〈
主

体 

― 

脳
〉
は
、そ
の
意
味
で
精
神
そ
の
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、ド
ゥ

ル
ー
ズ
は
芸
術
の
合
成 

― 

創
作
平
面
と
し
て
の
第
二
の
ア
ス
ペ
ク
ト
〈
感
覚 

― 

脳
〉

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
続
け
る
。

〈
私
〉
と
言
う
の
は
脳
で
あ
る
が
、〈
私
〉
と
は
一
個
の
他
な
る
も
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
超
越
が
存
在
し
な
い
に
せ
よ
、
二
次
的
な
連
結
と
統
合
か
ら
な
る
脳

と
同
じ
脳
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
〈
私
〉
は
、
哲
学
と
し
て
の
、
脳
の
「
私

は
概
念
的
に
理
解
す
る
」
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、芸
術
と
し
て
の
、脳
の
「
私

は
感
覚
す
る
」
で
も
あ
る
。（Q

P

：199/300

）

　

わ
か
り
や
す
く
言
え
ば
、〈
私
〉と
い
う
主
体
、あ
る
い
は
心
と
は
、派
生
的
な
も
の
、

二
次
的
な
も
の
で
あ
り
、
逆
に
一
次
的
な
も
の
、
本
来
の
意
味
で
主
体
的
な
も
の
と

は
脳
で
あ
っ
て
、〈
私
〉
は
、
本
来
の
主
体
た
る
脳
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
、
い
わ

ば
脳
の
代
名
詞
に
す
ぎ
な
い
。
以
下
、
脳 

― 

主
体
と
し
て
の
〈
感
覚 

― 

脳
〉
に
つ

い
て
も
う
少
し
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
。



後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
お
け
る
「
脳
」
と
い
う
問
題
設
定
に
つ
い
て
の
試
論

七
一

感
覚
は
、
概
念
に
お
と
ら
ず
脳
で
あ
る
。（
中
略
）
感
覚
、
そ
れ
は
刺
激
そ
の

も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
感
覚
が
反
応
へ
と
漸
進
的
に
引
き
継
が
れ
移
行
す
る

か
ぎ
り
に
お
い
て
で
は
な
く
、
感
覚
が
お
の
れ
を
保
存
し
、
お
の
れ
の
振
動
を

保
存
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、感
覚
は
刺
激
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
感
覚
は
、

神
経
の
表
面
で
あ
る
い
は
脳
の
容
積
の
な
か
で
、刺
激
物
の
振
動
を
縮
約
す
る
。

す
な
わ
ち
、
先
行
す
る
も
の
は
、
後
続
す
る
も
の
が
現
れ
る
と
き
、
ま
だ
消
え

な
い
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
れ
が
、
カ
オ
ス
に
応
答
す
る
感
覚
な
り
の
仕
方
で
あ

る
。
感
覚
は
、
い
く
つ
も
の
振
動
を
縮
約
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
自
身
振
動
す

る
。
感
覚
は
、
い
く
つ
も
の
振
動
を
保
存
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
自
身
を
保
存

す
る
。
要
す
る
に
、
感
覚
は
〈
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
〉
で
あ
る
。
感
覚
は
、
お
の
れ

の
倍
音
た
ち
を
共
振
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
自
身
共
振
す
る
。
感
覚
、そ
れ
は
、

縮
約
さ
れ
、
質
、
変
化
性
＝
多
様
体
へ
と
生
成
し
た
振
動
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、

し
た
が
っ
て
、〈
主
体 

― 

脳
〉は
心、

あ
る
い
は
力、

と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。（Q

P

：

199/300-301

）

　

こ
こ
で
重
要
な
点
は
、
感
覚
は
脳
で
あ
り
、
感
覚
が
自
身
を
保
存
し
、
お
の
れ
の

振
動
を
保
存
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
感
覚
は
刺
激
そ
の
も
の
、
と
い
う
部
分
だ
。

確
か
に
、
感
覚
は
あ
る
意
味
自
立
し
て
お
り
、
例
え
ば
視
覚
に
関
し
て
言
え
ば
、
網

膜
か
ら
の
情
報
は
外
側
膝
状
体
を
経
由
し
て
一
次
視
覚
野
に
投
射
し
て
お
り
、
視
覚

的
感
覚
は
〈
私
〉
の
意
識
（
意
志
）
に
お
構
い
な
く
脳
の
後
頭
部
等
に
お
い
て
自
律

的
に
活
動
し
、
そ
の
視
覚
的
な
流
れ
を
保
存
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、

脳
科
学
で
言
う
と
こ
ろ
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
記
憶
に
当
た
る
。
た
だ
し
こ
の
記
憶
の
保
存

期
間
は
大
部
分
は
短
期
的
で
あ
る
よ
う
だ
。
実
際
、
人
は
、
今
日
の
活
動
に
つ
い
て
、

朝
起
き
て
か
ら
、
夕
方
ま
で
の
活
動
の
大
部
分
を
記
憶
し
て
お
り
、
振
り
返
る
こ
と

が
出
来
る
。
特
に
強
い
意
志
を
持
っ
て
記
憶
し
よ
う
な
ど
と
は
思
わ
ず
に
だ
。
し
か

し
、
一
週
間
ぐ
ら
い
経
て
ば
、
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
記
憶
は
薄
れ
て
お
り
、
思
い
出

す
こ
と
は
少
な
い
。
一
年
も
経
て
ば
、
そ
の
時
の
こ
と
を
思
い
出
す
の
は
特
別
な
出

来
事
で
も
な
い
限
り
、
不
可
能
に
近
い
。
た
だ
既
視
感
だ
け
が
残
る
。
そ
の
よ
う
な

意
味
で
、「
感
覚
は
脳
で
あ
り
、
感
覚
が
自
身
を
保
存
し
、
お
の
れ
の
振
動
を
保
存

す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
感
覚
は
刺
激
そ
の
も
の
」
で
あ
る
と
言
う
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の

主
張
は
理
解
で
き
る
。
感
覚
は
意
志
や
意
識
か
ら
独
立
し
て
活
動
す
る
と
い
う
こ
と

だ
。
独
立
し
て
い
る
と
は
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
純
粋
知
覚
の
よ
う
な

も
の
で
は
な
い
。
権
利
上
の
も
の
で
は
な
く
、
抽
象
的
な
も
の
で
も
な
く
、
現
実
そ

の
も
の
だ
。
感
覚
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
的
記
憶
の
侵
入
が
な
く
て
も
、
情
動
や
言
語
の
助

力
が
な
く
て
も
自
ら
活
動
し
、
自
ら
を
保
存
す
る
。
感
覚
は
脳
に
お
け
る
特
定
の
場

（
例
え
ば
視
覚
野
、
聴
覚
野
）
に
お
い
て
活
動
し
、
そ
の
活
動
の
場
に
お
い
て
、
外

部
か
ら
の
刺
激
を
自
発
的
に
保
存
す
る
。
つ
ま
り
、
感
覚
は
脳
そ
の
も
の
と
言
っ
て

構
わ
な
い
。
そ
し
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
そ
こ
に
「
享
受
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
込
ん

で
記
述
す
る
。

感
覚
は
、
合
成
＝
創
作
平
面
を
満
た
し
、
自
分
が
観
照
す
る
も
の
で
自
分
を
満

た
し
な
が
ら
、
自
分
自
身
で
自
分
を
満
た
す
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
感
覚
は
、

「
享
受
」
で
あ
り
、「
自
己 

― 

享
受
」
で
あ
る
。
感
覚
は
、
ひ
と
つ
のsujet

〔
主

体
、
下
に
投
げ
ら
れ
た
も
の
〕
で
あ
り
、
あ
る
い
は
む
し
ろinjet

〔
中
に
投
げ

ら
れ
た
も
の
〕
で
あ
る
。（Q

P

：200/301

）

　
〈
概
念 

― 

自
己
超
越
体
〉
に
対
し
て
、〈
感
覚 

― 

自
己
享
受
〉
と
い
う
わ
け
だ
。
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七
二

こ
の
後
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
奇
妙
な
こ
と
を
言
い
出
す
。
人
間
や
動
物
ば
か
り
で
な

く
、
す
べ
て
の
事
物
を
植
物
や
大
地
や
岩
を
も
、
観
照
と
し
て
定
義
し
た
と
い
う
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
例
を
引
き
つ
つ
、
感
覚
の
能
力
を
石
や
植
物
に
ま
で
拡
張
す
る
。

植
物
が
そ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
諸
要
素
、
た
と
え
ば
光
、
炭
素
、
そ
し
て
塩
を
、

当
の
植
物
は
縮
約
し
な
が
ら
観
照
し
、そ
の
つ
ど
自
分
の
変
化
性
＝
多
様
体
の
、

そ
し
て
自
分
の
合
成
の
質
を
表
す
色
や
匂
い
で
も
っ
て
、
自
分
自
身
を
満
た
す

の
で
あ
る
。
植
物
は
、
即
自
的
感
覚
で
あ
る
。
あ
た
か
も
花
は
、
神
経
と
脳
を

も
つ
作
用
者
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
前
に
、あ
る
い
は
感
覚
さ
れ
る
前
に
さ
え
、

最
初
の
視
あ
る
い
は
嗅
覚
の
試
み
を
感
覚
し
な
が
ら
、
つ
ま
り
そ
の
花
を
合
成

す
る
も
の
を
感
覚
し
な
が
ら
、
自
分
自
身
を
感
覚
す
る
か
の
よ
う
に
。（Q

P

：

200/302

）

　

も
ち
ろ
ん
、
こ
れ
は
ア
ニ
ミ
ズ
ム
で
は
な
い
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
岩
や
植
物
が
神
経

系
を
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を
断
り
つ
つ
述
べ
て
は
い
る
も
の
の
、
植
物
に
集
合
的
脳

と
し
て
の〈
種
〉、そ
の
中
に
現
前
す
る〈
感
覚
す
る
能
力
〉を
前
提
し
、ま
た
岩
に
は
、

科
学
的
親
和
力
や
、
物
理
的
因
果
性
と
し
て
の
原
初
的
な
力
を
見
出
し
て
い
る
。
お

そ
ら
く
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
化
学
反
応
や
原
子
核
反
応
な
ど
の
自
発
的
な
変
化
を
想
定

し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ら
に
、
あ
る
種
の
ミ
ク
ロ
脳
を
、
あ
る
い
は
事

物
の
「
非
有
機
的
な
生
」
を
構
成
し
て
い
る
力
が
存
在
す
る
こ
と
を
主
張
す
る
。「
非

有
機
的
な
生
」
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
生
命
主
義
の
特
徴
的
概
念
で
あ
る13

。

13 

『
哲
学
と
は
何
か
』
で
は
、「
非
有
機
的
生
」
に
つ
い
て
事
例
を
挙
げ
る
の
み
（
家
＝
生

な
ど
）
で
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
て
い
な
い
が
、
た
と
え
ば
、『
千
の
プ
ラ
ト
ー
』
に
は

強
度
的
な
生
、
非
有
機
的
生
に
つ
い
て
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

　

意
識
の
問
題
に
つ
い
て
言
え
ば
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
意
識
内
在
を
前
提
と
し
な
い
。

コ
ギ
ト
が
属
す
る
内
在
平
面
の
う
え
で
、
し
か
も
コ
ギ
ト
を
海
の
真
ん
中
に
連
れ
戻

す
内
在
平
面
の
う
え
で
コ
ギ
ト
そ
の
も
の
を
定
立
す
る
。

コ
ギ
ト
に
傘
や
ら
シ
ェ
ル
タ
ー
や
ら
を
見
い
だ
す
の
を
あ
き
ら
め
る
こ
と
、
コ

ギ
ト
自
身
に
な
じ
む
よ
う
な
ひ
と
つ
の
内
在
〔
意
識
内
在
〕
を
前
提
す
る
の
を

や
め
、
反
対
に
、
コ
ギ
ト
が
属
す
る
内
在
平
面
の
う
え
で
、
し
か
も
コ
ギ
ト
を

海
の
真
ん
中
に
連
れ
戻
す
内
在
平
面
の
う
え
で
コ
ギ
ト
そ
の
も
の
を
定
立
す
る

こ
と
、
こ
れ
が
必
要
で
あ
る
。（Q

P

：196/295

）

３ 

哲
学
、
科
学
、
芸
術
の
干
渉
に
つ
い
て

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
最
も
重
視
す
る
の
は
、
哲
学
、
科
学
、
芸
術
の
相
互
干
渉
だ
（Q

P

：

204/308

）。
先
の
引
用
で
、
脳
と
哲
学
、
科
学
、
芸
術
と
の
関
係
に
つ
い
て
、「
三

つ
の
平
面
の
（
統
一
で
は
な
く
）
接
合
が
脳
な
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
た
。
わ
ざ

わ
ざ
「
統
一
で
は
な
く
」
と
断
っ
た
理
由
は
な
ぜ
か
。
統
一
で
は
相
互
干
渉
が
起
き

な
い
か
ら
だ
。
哲
学
、
科
学
、
芸
術
の
干
渉
の
問
題
は
『
哲
学
と
は
何
か
』
の
最
後

す
べ
て
が
生
き
生
き
し
て
い
る
の
は
、
す
べ
て
が
有
機
的
で
組
織
さ
れ
て
い
る
か

ら
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
有
機
体
と
は
生
を
横
領
す
る
も
の
な
の
だ
。
要
す

る
に
、
非
有
機
的
な
、
強
度
の
芽
吹
く
生
、
器
官
を
持
た
な
い
強
力
な
生
、
器
官

を
も
た
な
い
だ
け
に
な
お
さ
ら
生
き
生
き
し
た
〈
身
体
〉、
有
機
体
の
あ
い
だ
を

通
過
す
る
す
べ
て
の
も
の
（「
有
機
的
活
動
の
自
然
な
枠
組
み
が
一
度
壊
さ
れ
る

な
ら
、
も
は
や
限
界
は
な
く
な
る
・
・
・
」）（M

P

：623/555

）



後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
お
け
る
「
脳
」
と
い
う
問
題
設
定
に
つ
い
て
の
試
論

七
三

部
に
置
か
れ
て
い
る
。
全
体
の
ま
と
め
の
部
分
な
の
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
自
身
に
と
っ
て

も
強
調
し
た
い
箇
所
で
あ
ろ
う
。

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
に
と
っ
て
は
、
こ
の
「
接
合
」、
す
な
わ
ち
接
合
部
に
お
け
る
干
渉

が
重
要
だ
っ
た
。
Ａ
と
Ｂ
の
接
合
部
、 

Ａ
と
Ｂ
の
間
隙
が
重
要
。
脳
に
お
け
る
シ
ナ

プ
ス
間
隙
は
ひ
と
つ
の
事
例
だ
っ
た
。
哲
学
と
科
学
、
哲
学
と
芸
術
の
接
合
部
（
Ａ

と
Ｂ
の
境
界
面
、
あ
る
い
は
Ａ
と
Ｂ
の
共
通
領
域
、
干
渉
地
帯
（
過
去
の
著
作
の
例

で
は
、『
意
味
の
論
理
学
』
に
お
け
る
物
理
的
表
面
と
形
而
上
学
的
表
面
に
お
け
る

干
渉
地
帯
、
物
と
言
葉
の
接
触
領
域
、
直
近
の
著
作
で
は
、『
シ
ネ
マ
』
に
お
け
る

動
く
切
断
面
と
し
て
の
運
動
の
概
念14

や
非
合
理
的
切
断
に
お
け
る
連
結
）
を
ド
ゥ

ル
ー
ズ
は
思
考
す
る
。
哲
学
、
科
学
、
芸
術
の
干
渉
の
三
つ
の
タ
イ
プ
の
具
体
例
を

見
て
み
よ
う
。
外
因
的
干
渉
、
内
因
的
干
渉
、
局
在
化
さ
れ
な
い
干
渉
だ
。
次
の
引

用
は
外
因
的
干
渉
の
場
合
の
事
例
。

第
一
の
タ
イ
プ
の
干
渉
が
現
れ
る
の
は
、
ひ
と
り
の
哲
学
者
が
、
ひ
と
つ
の
感

覚
の
概
念
、あ
る
い
は
ひ
と
つ
の
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
概
念
（
た
と
え
ば
、リ
ー

マ
ン
空
間
に
固
有
な
概
念
、
あ
る
い
は
無
理
数
に
固
有
の
概
念 
―
― 
）
を
創

14 

ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
運
動
の
概
念
は
、
切
断
面
に
お
け
る
連
続
性
で
あ
り
、
持
続
で
あ
り
、

変
化
性
で
あ
る
。『
シ
ネ
マ
』
に
お
い
て
は
、
運
動
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。

「
ひ
と
つ
の
総
体
に
含
ま
れ
る
諸
事
物
あ
る
い
は
諸
部
分
を
、
わ
た
し
た
ち
は
、

動
か
な
い
切
断
面
と
み
な
す
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
運
動
は
、
そ
れ
ら
の
切

断
面
の
あ
い
だ
で
成
立
し
、
そ
し
て
、
変
化
す
る
ひ
と
つ
の
全
体
の
持
続
に
、
諸

事
物
あ
る
い
は
諸
部
分
を
連
関
さ
せ
る
。
し
た
が
っ
て
、
運
動
は
、
諸
事
物
と
連

関
し
て
全
体
の
変
化
を
表
現
す
る
。
運
動
は
、
そ
れ
自
体
が
、
持
続
の
動
く
切
断

面
な
の
で
あ
る
。」（IM

：22/22

）

造
し
よ
う
と
す
る
と
き
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
た
と
え
ば
フ
ェ
ヒ
ナ
ー
の
よ
う

に
、
あ
る
い
は
色
や
音
に
関
す
る
諸
理
論
に
お
け
る
よ
う
に
、
ひ
と
り
の
科
学

者
が
諸
感
覚
の
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
を
創
進
し
よ
う
と
す
る
と
き
で
あ
り
、
そ
し

て
さ
ら
に
、
た
と
え
ば
潜
在
的
な
概
念
を
現
働
化
す
る
か
ぎ
り
で
の
数
学
に
関

し
て
ロ
ト
マ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
ひ
と
り
の
科
学
者
が
諸
概
念
の
フ
ァ
ン

ク
シ
ョ
ン
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
と
き
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
抽
象
芸
術
の
も

つ
諸
変
化
性
＝
多
様
体
に
お
い
て
、
ま
た
は
ク
レ
ー
に
お
い
て
見
て
取
れ
る
よ

う
に
、
ひ
と
り
の
芸
術
家
が
、
概
念
に
つ
い
て
の
、
あ
る
い
は
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ

ン
に
つ
い
て
の
純
粋
感
覚
を
創
造
す
る
と
き
で
あ
る
。
干
渉
す
る
側
の
学
問
領

域
は
そ
れ
自
身
の
手
段
に
よ
っ
て
こ
と
に
当
た
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う

の
が
、
そ
れ
ら
す
べ
て
の
ケ
ー
ス
に
お
け
る
規
則
で
あ
る
。（Q

P

：204/308

）

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
過
去
の
著
作
を
振
り
返
り
つ
つ
、
五
つ
ほ
ど
の
具
体
的
な
干
渉
例

を
挙
げ
て
い
る
。
リ
ー
マ
ン
空
間
に
固
有
な
概
念
と
は
、
多
様
体
の
概
念
や
任
意
の

無
限
小
近
接
し
た
二
点
に
つ
い
て
成
立
す
る
よ
う
な
距
離
空
間
（
リ
ー
マ
ン
空
間
）

の
概
念
の
こ
と
だ
ろ
う
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
お
け
る
「
多
様
体
」
概
念
の
重
要
さ

は
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
。
無
理
数
に
固
有
の
概
念
と
は
、デ
デ
キ
ン
ト
の
〈
切
断
〉

の
こ
と
で
あ
り
、先
述
し
た
よ
う
に〈
切
断
〉の
概
念
は
、『
差
異
と
反
復
』以
降
の
ド
ゥ

ル
ー
ズ
の
著
作
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
だ
っ
た
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
の
弟
子
の
フ
ェ

ヒ
ナ
ー
に
つ
い
て
は
、
直
近
の
著
作
で
あ
る
『
襞
』
に
事
例
が
あ
る
。
ロ
ト
マ
ン
に

つ
い
て
の
初
出
は
、『
差
異
と
反
復
』
で
あ
る
が
、『
哲
学
と
は
何
か
』
で
ド
ゥ
ル
ー

ズ
は
、「
潜
在
的
な
概
念
を
現
働
化
す
る
か
ぎ
り
で
の
数
学
」と
記
述
し
て
い
る
。「
潜

在
的
な
概
念
の
現
働
化
」
に
関
し
て
、
そ
れ
が
ロ
ト
マ
ン
と
関
連
す
る
も
の
だ
と
い

う
指
摘
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。『
差
異
と
反
復
』
に
は
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次
の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
た
。

発
生
と
構
造
を
和
解
さ
せ
る
う
え
で
、
何
ら
困
難
は
見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ

る
。
数
学
に
関
す
る
ロ
ト
マ
ン
と
ヴ
ュ
イ
ユ
マ
ン
の
著
作
に
従
え
ば
、
わ
た
し

た
ち
に
は
、〔
数
学
に
お
け
る
〕　｢

構
造
主
義｣

は
ま
さ
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て

発
生
的
方
法
が
お
の
れ
の
野
心
を
実
現
し
う
る
唯
一
の
手
段
で
あ
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
以
下
の
こ
と
さ
え
理
解
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
、そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。

す
な
わ
ち
発
生
と
は
、
ど
れ
ほ
ど
わ
ず
か
で
あ
っ
て
も
、
時
間
に
お
い
て
ひ
と

つ
の
現
実
的
な
項
か
ら
も
う
ひ
と
つ
の
現
実
的
な
項
へ
移
行
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
実
は
、
潜
在
的
な
も
の
か
ら
そ
の
現
実
化
へ
移
行
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

構
造
か
ら
そ
の
具
現
へ
、
問
題
の
諸
条
件
か
ら
解
の
諸
事
例
へ
移
行
す
る
こ
と

で
あ
り
、
差
異
的=

微
分
的
な
諸
要
素
お
よ
び
そ
れ
ら
の
イ
デ
ア
的
な
も
ろ
も

ろ
の
連
結
か
ら
、各
種
の
現
実
的
な
諸
項
お
よ
び
各
種
の
実
在
的
な
諸
連
関
へ
、

す
な
わ
ち
そ
れ
ぞ
れ
の
契
機
に
お
い
て
時
間
の
現
実
性
を
構
成
す
る
諸
項
、
諸

連
関
へ
移
行
す
る
こ
と
で
あ
る
。（D

R

：237-238/280

）

　

こ
れ
ま
で
、
潜
在
性
の
概
念
は
ベ
ル
ク
ソ
ン
由
来
の
概
念
で
は
な
い
か
と
い
う
指

摘15

が
多
く
あ
っ
た
。
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
い
て
は
、
潜
在
性
と
い
え
ば
、
過
去
や
記

憶
の
形
容
で
あ
る
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
こ
の
記
述
に
は
過
去
や
記
憶
と
い
っ
た
用
語

は
見
え
な
い
。『
差
異
と
反
復
』
に
お
け
る
潜
在
的
な
も
の
と
は
、
構
造
で
あ
り
、

15 
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塚
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問
題
の
諸
条
件
で
あ
り
、
差
異
的=

微
分
的
な
諸
要
素
で
あ
り
、
イ
デ
ア
的
な
も
ろ

も
ろ
の
連
結
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
自
身
は
潜
在
性
の
概
念
を
論
ず
る
時
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
で
は
な
く
ロ
ト
マ
ン
や
ヴ
ュ
イ
ユ
マ
ン
の
姿
を
思
い
浮
か
べ
て
い
た
の
か
も
し

れ
な
い
。

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
内
因
的
干
渉
に
簡
単
に
触
れ
た
後
、
三
つ
の
目
の
タ
イ
プ
の
局
在

化
さ
れ
な
い
干
渉
を
問
題
に
す
る
。
局
在
化
さ
れ
な
い
干
渉
と
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
学

問
に
対
す
る
〈
非
〉
の
領
域
（
非
哲
学
、
非
科
学
、
非
芸
術
）
に
お
け
る
相
互
干
渉

の
こ
と
だ
。
こ
れ
ら
三
つ
の
〈
非
〉
は
、脳
平
面
か
ら
見
れ
ば
ま
だ
区
別
が
あ
る
が
、

脳
が
潜
ん
で
い
る
カ
オ
ス
に
お
い
て
は
識
別
不
可
能
と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
考
え
る
。
哲

学
に
関
し
て
い
え
ば
、
非
哲
学
は
前 

― 

哲
学
的
な
も
の
で
は
な
く
、
哲
学
の
平
面

が
カ
オ
ス
に
立
ち
向
か
う
と
こ
ろ
に
こ
そ
見
い
だ
さ
れ
る
領
域
の
こ
と
だ
。
平
た
く

い
え
ば
、
未
だ
誰
も
踏
み
入
れ
て
な
い
哲
学
の
領
域
、
創
造
さ
れ
る
べ
き
、
あ
る
い

は
創
造
さ
れ
る
し
か
な
い
哲
学
平
面
の
こ
と
だ
。
概
念
と
感
覚
と
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン

が
、〔
真
偽
〕
決
定
不
可
能
な
も
の
へ
と
生
成
す
る
領
域
に
お
け
る
〈
非
概
念
的
概

念
〉・〈
非
思
考
的
思
考
〉
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
『
哲
学
と
は
何

か
』
を
閉
じ
る
。

　

最
後
に
、
二
次
的
な
連
結
と
統
合
に
よ
っ
て
は
定
義
さ
れ
な
い
脳
、
接
合
と
し
て

の
脳
の
特
徴
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
理
解
す
る
脳
は
極
め
て

独
創
的
だ
。

も
は
や
二
次
的
な
連
結
と
統
合
に
よ
っ
て
は
定
義
さ
れ
な
い
そ
う
し
た
脳
の
特

徴
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
脳
は
、
脳
の
背
後
に
あ
る
ひ
と
つ

の
脳
で
は
な
く
、
何
よ
り
も
ま
ず
、
大
地
と
す
れ
す
れ
の
、
或
る
〈
距
離
な
き

俯
瞰
の
状
態
〉
で
あ
り
、
い
か
な
る
奈
落
も
、
い
か
な
る
襞
も
裂
孔
も
失
わ
れ



後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
お
け
る
「
脳
」
と
い
う
問
題
設
定
に
つ
い
て
の
試
論

七
五

て
い
な
い
自
己
俯
瞰
で
あ
る
。
そ
の
脳
は
、
リ
ュ
イ
エ
が
定
義
し
て
い
た
よ
う

に
、
或
る
一
次
的
な
「
真
の
形
」
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ひ
と
つ
の
ゲ
シ
ュ
タ
ル

ト
で
も
ひ
と
つ
の
知
覚
さ
れ
た
形
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
い
か
な
る
外
的
な
観

点
を
も
指
し
示
さ
な
い
ひ
と
つ
の
即
自
的
な
形
で
あ
っ
て
、
ち
ょ
う
ど
網
膜
あ

る
い
は
皮
質
の
線
条
域
が
そ
れ
と
は
別
の
も
の
を
指
し
示
さ
な
い
の
と
同
様
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
脳
は
、
ひ
と
つ
の
絶
対
的
な
共
立
的
な
形
な
の
で

あ
っ
て
、
こ
う
し
た
形
は
、
あ
ら
ゆ
る
補
足
的
な
次
元
に
依
存
せ
ず
に
自
分
を

俯
瞰
し
、
し
た
が
っ
て
い
か
な
る
超
越
に
も
訴
え
る
こ
と
な
く
、
次
元
が
い
く

つ
あ
ろ
う
と
唯
一
の
側
面
し
か
も
た
ず
、
自
分
の
す
べ
て
の
諸
規
定
に
対
し
て

近
さ
も
遠
さ
も
も
た
ず
に
共 

― 

現
前
し
た
ま
ま
で
あ
り
、〈
限
界 

― 

速
度
〉
を

も
た
ず
に
無
限
速
度
で
そ
れ
ら
の
規
定
を
走
り
抜
け
、
こ
う
し
て
、
そ
れ
ら
を

み
な
不
可
分
の
変
化
＝
変
奏
に
仕
立
て
あ
げ
、
こ
れ
ら
の
変
化
＝
変
奏
に
、
混

乱
な
き
ひ
と
つ
の
等
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
与
え
る
の
で
あ
る
。
以
上
が
、
純
粋
な

出
来
事
と
し
て
の
、
あ
る
い
は
潜
在
的
な
も
の
の
実
在
性
と
し
て
の
身
分
で

あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
す
で
に
わ
た
し
た
ち
の
見
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。（Q

P

：

198/298-299

）

　

い
か
な
る
補
足
的
な
次
元
を
も
必
要
と
し
な
い
距
離
な
き
自
己
俯
瞰
、
一
次
的
な

真
の
形
（
絶
対
的
な
共
立
的
な
形
）
と
は
超
越
を
欠
い
た
俯
瞰
で
あ
り
、
純
粋
な
出

来
事
と
し
て
、
潜
在
的
な
実
在
性
と
し
て
の
身
分
を
持
つ
脳
、
以
上
の
様
な
脳
の
特

徴
は
内
在
面
そ
の
も
の
だ
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、
脳
の
特
徴
に
内
在
面
の
特
性
を
ぴ
っ

た
り
重
ね
て
記
述
し
て
い
る
。
脳
の
特
性
に
関
す
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
解
釈
は
、
極
め

て
異
質
で
独
自
性
の
高
い
も
の
だ
。
こ
の
よ
う
な
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
思
考
領
域
は
神
経

科
学
者
や
脳
科
学
者
、
あ
る
い
は
旧
来
の
哲
学
者
に
も
踏
み
込
め
な
い
領
域
だ
。
こ

れ
は
、
つ
ま
り
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
規
定
す
る
脳
の
特
徴
は
、〈
非
〉
の
領
域
、
非
哲
学
、

非
科
学
の
領
域
に
他
な
ら
な
い
。
非
哲
学
と
非
科
学
の
干
渉
の
領
域
に
お
け
る
、
す

な
わ
ち
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
唱
え
る
未
だ
か
つ
て
誰
も
踏
み
込
め
て
い
な
い
領
域
、
創

造
さ
れ
る
し
か
な
い
、
創
造
さ
れ
る
べ
き
領
域
へ
の
〈
非
概
念
的
概
念
〉
の
創
造
で

あ
り
、〈
非
思
考
的
思
考
〉
の
実
践
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
が
『
哲

学
と
は
何
か
』
で
最
も
重
要
視
す
る
結
論
だ
。
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範
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apitalism
e et schizophrenie 

2  M
inuit.  （1980

）

『
千
の
プ
ラ
ト
ー
│
│ 

資
本
主
義
と
分
裂
症
』　

宇
野
邦
一
ほ
か
訳
、
河
出
書
房
新
社
、1994

・Q
P

：『Q
U

'EST-C
E Q

U
E  LA

  PH
ILO

SO
PH

IE ? 

』1991 

『
哲
学
と
は
何
か
』1997

財
津　

理
訳　

河
出
書
房
新
社

そ
の
他
の
参
考
文
献

・H
enri B

ergson

M
ATIER

E ET M
EM

O
IR

E.1896 『
物
資
と
記
憶
』
ベ
ル
グ
ソ
ン
全
集
2　

理
想
社2001

・
千
葉
雅
也

『
動
き
す
ぎ
て
は
い
け
な
い
』
│
│ 

ジ
ル
・
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
生
成
変
化
の
哲
学
│
│ 

河
出
書
房

新
社　

2013

・A
Ilan Siegel  

、H
reday N

. Sapru

『
エ
ッ
セ
ン
シ
ャ
ル
神
経
科
学
』
前
田
正
信
監
訳　

丸
善
株
式
会
社2008

・
坂
井
克
之

『
前
頭
葉
は
脳
の
社
長
さ
ん
？
』
講
談
社
ブ
ル
ー
バ
ッ
ク
ス　

2007

『
心
の
脳
科
学
』
中
公
新
書　

2008

・Julius W
ilhelm

 R
ichard D

edekind

『
数
に
つ
い
て
』
│
│ 

連
続
性
と
数
の
本
質 

│
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岩
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後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
お
け
る
「
脳
」
と
い
う
問
題
設
定
に
つ
い
て
の
試
論

七
七

哲
学
の
外
部
で
あ
り
同
時
に
そ
の
内
在
平
面
で
も
あ
る「
脳
」

―
―
「
思
考
す
る
の
は
ま
さ
に
脳
で
あ
り
、
人
間
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人
間
と
は
ひ
と
つ
の

脳
的
結
晶
化
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
」
と
い
う
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
『
哲
学
と
は
何
か
』
結

論
部
の
文
言
の
読
解
に
つ
い
て 

―
―

近　

藤　

和　

敬　

１
．
問
題
提
起
（
主
題
的
に
注
解
さ
れ
る
文
言
の
提
示
）

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
『
哲
学
と
は
何
か
』（
一
九
九
一
年
刊
）
は
、ド
ゥ
ル
ー

ズ
と
ガ
タ
リ
の
（
特
に
こ
の
著
作
に
つ
い
て
は
ガ
タ
リ
に
よ
っ
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
本

だ
と
言
わ
れ
て
る
よ
う
に
、
ガ
タ
リ
と
と
も
に
思
考
し
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
）
哲
学
を

総
括
す
る
も
の
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、ま
さ
に
題
名
に
あ
る
通
り
、「
哲
学
」

に
つ
い
て
の
著
作
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
著
作
を
実
際
に
紐
解
い
て
み
る
と
、
多

く
の
歴
史
的
に
重
要
な
総
括
的
な
哲
学
的
著
作
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
非
常
に
重

層
的
で
あ
り
か
つ
多
面
的
で
も
あ
る
構
造
的
体
系
を
な
し
て
お
り
、
そ
の
含
意
を
正

確
に
読
み
取
る
こ
と
は
難
し
い
。

　

ま
ず
哲
学
に
つ
い
て
の
議
論
に
限
定
し
て
み
て
も
、そ
の
議
論
の
構
造
は
三
層（
実

際
に
は
二
層
だ
が
）
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
ま
ず
基
本
と
な
る
層
（
第
二

層
）
に
お
い
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
が
哲
学
一
般
を
構
成
し
て
い
る
と
考
え
て

い
る
三
つ
の
大
き
な
構
成
要
素
、
す
な
わ
ち
「
概
念
」、「
内
在
平
面
」、「
概
念
的
人

物
」
か
ら
な
る
記
述
の
た
め
の
用
語
が
用
意
さ
れ
る
。
ま
た
細
部
を
検
討
す
れ
ば
、

こ
れ
ら
大
き
な
構
成
要
素
を
構
成
す
る
下
位
概
念
と
し
て
、「
強
度
」、「
速
度
」、「
運

動
」、「
無
限
」、「
縦
座
標
」、「
不
可
識
別
ゾ
ー
ン
」、「
カ
オ
ス
」、「
カ
オ
イ
ド
」
な

ど
が
位
置
付
け
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
下
位
概
念
に
よ
っ
て
先
ほ
ど
の
大
き
な
三

つ
の
構
成
要
素
が
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
わ
か
る
。
こ
こ
で
こ
れ
ら
に
つ
い
て
立

ち
入
っ
た
検
討
は
行
わ
な
い
が
、
い
ま
注
意
し
た
い
こ
と
は
、
こ
れ
ら
は
他
の
哲
学

者
の
哲
学
（
プ
ラ
ト
ン
、
デ
カ
ル
ト
、
カ
ン
ト
、
フ
ッ
サ
ー
ル
な
ど
）
に
つ
い
て
論

じ
る
と
き
に
も
、ベ
ー
ス
と
な
る
コ
ト
バ
と
し
て
用
い
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
の
基
本
と
な
る
第
二
層
の
上
に
、
こ
の
層
の
コ
ト
バ
に
よ
っ
て
論
じ
ら

れ
、
分
析
さ
れ
、
位
置
付
け
ら
れ
る
（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
コ
ト
バ
で
い
え
ば
、

地
図
が
描
か
れ
る
）
諸
哲
学
の
体
系
か
ら
な
る
第
一
層
が
置
か
れ
る
（
こ
れ
を
ド
ゥ

ル
ー
ズ
は
、哲
学
「
史
」
で
は
な
く
、「
地
理
哲
学
」
と
呼
ぶ
）。
最
後
に
、ド
ゥ
ル
ー

ズ
と
ガ
タ
リ
固
有
の
哲
学
体
系
が
、
こ
の
第
二
層
と
連
続
す
る
第
三
層
、
む
し
ろ
第

二
層
を
部
分
と
し
て
含
ん
で
そ
の
外
に
広
が
る
第
三
層
と
し
て
即
自
的
に
位
置
付
け

ら
れ
る
と
同
時
に
、
第
一
層
に
属
す
る
も
の
と
し
て
対
自
的
に
も
位
置
づ
け
ら
れ
る

構
え
を
用
意
す
る
（
実
際
に
は
そ
れ
は
構
え
あ
る
い
は
理
論
的
可
能
性
に
と
ど
ま
っ

て
お
り
実
際
に
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
む
し
ろ
読
者
の
た
め
の
練
習
問
題
と

し
て
用
意
さ
れ
て
い
る
と
も
読
め
る
）。

　

さ
ら
に
こ
の
哲
学
の
相
（
層
で
は
な
く
フ
ェ
イ
ズ
あ
る
い
は
面
と
い
う
意
味
で
の

相
）
が
、
科
学
の
相
と
芸
術
の
相
と
の
相
互
干
渉
関
係
に
お
か
れ
る
た
め
に
、
そ
れ

ぞ
れ
の
相
が
独
立
に
分
析
さ
れ
る
。
ま
た
哲
学
に
も
科
学
に
も
芸
術
に
も
な
り
き
ら

な
い
、
そ
の
手
前
で
立
ち
止
ま
り
逡
巡
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
的
思
考
と
し
て
の
「
オ

ピ
ニ
オ
ン
（
＝
ド
ク
サ
、
臆
見
）」
の
相
（
そ
れ
は
相
と
い
う
よ
り
も
混
雑
し
一
貫

性
を
欠
い
た
ク
ラ
ウ
ド
に
近
い
）
も
用
意
さ
れ
る
。

　

実
際
の
と
こ
ろ
、
議
論
が
こ
の
段
階
で
と
ど
ま
っ
て
い
た
な
ら
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と

ガ
タ
リ
の
『
哲
学
と
は
何
か
』
は
確
か
に
重
要
で
は
あ
る
が
、
回
顧
的
な
著
作
と
し

て
評
価
さ
れ
た
だ
け
だ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
こ
れ
ら
の
議
論
を
踏
ま
え
た
う
え
で
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本
質
的
に
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
の
「
結
論
」
で
あ
る
。
そ
の
な
か
で
も
以
下
に
引

用
す
る
文
言
は
「
結
論
」
全
体
の
な
か
で
も
も
っ
と
も
わ
か
り
や
す
く
ド
ゥ
ル
ー
ズ

と
ガ
タ
リ
の
『
哲
学
と
は
何
か
』
の
思
考
を
表
現
し
て
い
る
。

「
思
考
す
る
の
は
ま
さ
に
脳
な
の
で
あ
っ
て
、
人
間
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人

間
と
は
ひ
と
つ
の
脳
的
結
晶
化cristallisation cérébrable

に
す
ぎ
な
い
の
だ
か

ら
。」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
，
ガ
タ
リ1997: 298,  197-198

）
　16

　

思
考
す
る
の
は
人
間
で
は
な
く
脳
だ
。
こ
の
文
言
ほ
ど
一
見
し
て
わ
か
り
や
す
い

も
の
は
な
い
。
し
か
し
そ
れ
だ
け
一
層
、
多
く
の
注
意
と
多
く
の
注
解
が
必
要
と
さ

れ
て
い
る
文
言
で
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
脳
が
思
考
し
て
い
る
と
い
う
の
は
、
日

常
的
な
オ
ピ
ニ
オ
ン
に
お
い
て
は
と
て
も
自
明
な
こ
と
の
よ
う
に
思
え
る
だ
け
に
一

層
そ
う
な
の
だ
。
そ
し
て
考
え
れ
ば
考
え
る
ほ
ど
、
そ
こ
に
は
「
自
明
で
あ
る
」
の

一
言
で
済
ま
す
こ
と
の
で
き
な
い
な
に
か
が
あ
る
。
本
論
文
で
は
こ
の
こ
と
を
可
能

な
限
り
明
る
み
に
出
す
べ
く
、
以
上
の
文
言
の
注
解
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

２
． 

予
備
的
考
察
１
：
こ
の
文
言
は
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
解
釈
し
て
は
い

け
な
い
の
か
。

　
「
思
考
す
る
の
は
脳
だ
」
と
言
う
の
は
誰
か
。
そ
れ
は
第
一
に
は
脳
科
学
者
を
筆

頭
と
す
る
自
然
科
学
者
で
あ
る
。
彼
ら
自
然
科
学
者
は
何
の
矛
盾
も
な
く
、
思
考
す

16 

本
論
文
で
は
、
邦
訳
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
邦
訳
の
頁
数
を
先
に
記
し
、
カ
ン
マ
の

あ
と
に
斜
体
で
原
典
の
頁
数
を
記
す
。
書
誌
情
報
に
つ
い
て
は
一
括
し
て
末
尾
の
参
照

文
献
一
覧
に
記
載
す
る
。

る
の
は
脳
で
あ
る
と
主
張
し
、
だ
か
ら
こ
そ
人
間
の
思
考
を
解
明
す
る
た
め
に
は
脳

に
つ
い
て
科
学
的
な
実
験
と
理
論
に
基
づ
い
て
研
究
す
る
こ
と
が
、
そ
し
て
そ
れ
だ

け
が
必
要
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
二
番
目
に
手
を
挙
げ
る
の
は
、
心

理
学
者
や
認
知
科
学
者
で
あ
り
、
彼
ら
は
も
う
少
し
だ
け
間
接
的
な
位
置
に
置
か
れ

る
。
彼
ら
が
研
究
す
る
の
は
人
間
の
心
や
認
知
に
か
ん
す
る
振
る
舞
い
で
あ
る
が
、

最
終
的
に
は
そ
れ
ら
は
脳
の
作
動
に
還
元
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
望
む
ら
く
は
そ
れ
が

脳
科
学
に
よ
っ
て
解
明
さ
れ
る
諸
事
実
と
矛
盾
な
く
関
連
付
け
ら
れ
る
こ
と
で
、
そ

れ
が
脳
の
機
能
の
発
現
に
つ
い
て
の
研
究
で
あ
る
と
言
え
る
こ
と
が
彼
ら
に
と
っ
て

よ
い
こ
と
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
最
後
に
手
を
挙
げ
る
自
然
主
義
（
科
学
的
自
然
主

義
）
を
標
榜
す
る
科
学
哲
学
者
は
も
う
少
し
だ
け
奇
妙
に
自
虐
的
な
位
置
に
置
か
れ

る
。
自
然
主
義
的
な
科
学
哲
学
者
は
、
自
身
の
お
こ
な
う
哲
学
的
議
論
は
、
最
終
的

に
脳
科
学
の
成
果
の
た
め
に
消
費
さ
れ
、
今
は
議
論
と
い
う
仕
方
で
し
か
論
じ
れ
な

い
事
柄
も
、
最
終
的
に
は
科
学
的
実
験
と
理
論
の
検
証
に
よ
っ
て
置
き
換
え
ら
れ
る

こ
と
が
望
ま
し
い
と
考
え
る
こ
と
で
、「
思
考
す
る
の
は
脳
だ
」
と
自
己
矛
盾
な
く

述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

通
常
、「
思
考
す
る
の
は
脳
だ
」
と
言
う
の
は
、
彼
ら
で
あ
る
。
と
す
る
と
最
初

に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
、
彼
ら
の
仲
間
で
あ

る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
答
え
は
否
で
あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ

リ
の
そ
れ
ま
で
の
議
論
を
念
頭
に
お
け
ば
、こ
の
よ
う
に
即
答
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
そ
う
だ
と
す
れ
ば
、
い
っ
た
い
彼
ら
は
な
に
を
言
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る

の
か
。

　

実
際
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
が
こ
れ
ら
人
々
の
仲
間
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を

表
明
し
て
い
る
箇
所
を
確
認
し
て
み
よ
う
。



後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
お
け
る
「
脳
」
と
い
う
問
題
設
定
に
つ
い
て
の
試
論

七
九

「
構
成
さ
れ
た
科
学
的
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
脳
は
、
オ
ピ
ニ
オ
ン
の
形
成
と

そ
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
器
官
で
し
か
あ
り
え
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
驚

い
て
は
な
る
ま
い
。
な
ぜ
な
ら
、
漸
進
的
な
連
結
、
お
よ
び
中
心
に
お
け
る
統

合
は
、
い
ぜ
ん
と
し
て
再
認
の
偏
狭
な
モ
デ
ル
の
支
配
下
に
あ
る
か
ら
だ
（
認

知
と
実
践
、「
こ
れ
は
立
方
体
だ
」、「
そ
れ
は
鉛
筆
だ
」
…
）。
ま
た
、
脳
に
関

す
る
生
物
学
は
、
以
上
の
点
で
、
こ
の
う
え
な
く
硬
直
し
た
論
理
学
と
同
じ

諸
公
準
に
従
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
，
ガ
タ
リ1997: 297, 

197

）

　
「
構
成
さ
れ
た
科
学
的
対
象
と
し
て
扱
わ
れ
る
脳
」
と
い
う
こ
と
で
彼
ら
が
述
べ

て
い
る
の
は
、
端
的
に
科
学
的
探
究
の
対
象
と
し
て
解
明
さ
れ
つ
つ
あ
り
、
ま
た
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
と
こ
ろ
の
脳
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
脳
を
諸
機
能
の
統
合
体
と

し
て
み
な
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
た
と
え
ば
、
視
覚
情
報
と
言
語
情
報
（
聴
覚
的
情
報

と
運
動
情
報
）
を
統
合
し
、
表
象
を
構
成
し
て
対
象
を
再
認
し
、
行
為
へ
と
連
絡
す

る
も
の
と
し
て
の
脳
と
い
う
描
像
が
、
被
験
者
の
目
の
前
に
あ
る
対
象
と
、
そ
の
被

験
者
の
発
言
と
の
対
応
に
お
い
て
考
え
ら
れ
て
い
る
限
り
、
思
考
が
な
に
で
あ
る
の

か
な
ど
決
し
て
わ
か
ら
な
い
。
わ
か
る
の
は
せ
い
ぜ
い
刺
激
‐
反
応
的
な
オ
ピ
ニ
オ

ン
、
あ
る
い
は
そ
の
時
代
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
特
性
だ
け
で
あ
る
。

　

以
上
の
批
判
が
脳
科
学
者
に
と
っ
て
意
味
の
あ
る
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
こ
こ

で
は
問
わ
な
い
。
こ
こ
で
確
認
す
べ
き
こ
と
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
が
、
す
で

に
み
た
よ
う
な
「
思
考
す
る
の
は
脳
だ
」
と
言
う
も
の
た
ち
か
ら
自
ら
を
激
し
く
峻

別
す
る
素
振
り
を
見
せ
て
い
る
と
い
う
そ
の
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
ま
だ
、
そ
れ

は
現
行
の
自
然
科
学
的
探
究
の
不
十
分
さ
を
補
う
自
然
主
義
的
科
学
哲
学
者
と
は
矛

盾
し
な
い
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
期
待
は
次
の
文
言
に
よ
っ
て
裏
切
ら
れ
る
。

「
脳
は
、
精
神

0

0

そ
の
も
の
で
あ
る
。」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
，
ガ
タ
リ1997: 299, 198

）

　
「
精
神
」、
こ
れ
は
日
常
の
用
法
に
お
け
る
精
神
で
は
な
く
、
い
わ
ば
哲
学
固
有
の

概
念
と
し
て
の
「
精
神
」
を
指
す
（
そ
の
こ
と
が
強
調
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
る
）。

哲
学
者
た
ち
が
か
つ
て
「
精
神
」
と
呼
ん
で
き
た
も
の
は
、
実
際
に
は
脳
の
機
能
あ

る
い
は
作
動
様
態
の
一
種
に
過
ぎ
な
い
（
ゆ
え
に
、
そ
れ
は
哲
学
固
有
の
概
念
で

は
な
く
、
な
ん
ら
神
秘
性
を
も
た
な
い
物
理
的
な
機
能
と
し
て
科
学
的
に
解
明
さ
れ

る
）、
と
述
べ
る
の
が
自
然
主
義
的
科
学
哲
学
者
で
あ
る
。
し
か
し
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
、

逆
の
こ
と
を
述
べ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
脳
を
、
我
々
哲
学
者
が
「
精
神
」
と
呼

ん
で
き
た
も
の
と
み
な
せ
、
と
。
か
つ
て
「
精
神
」
と
い
う
こ
と
で
哲
学
が
思
考
し

て
き
た
こ
と
の
一
切
を
譲
り
渡
す
こ
と
な
し
に
（「
一
切
を
」
と
い
う
の
は
お
そ
ら

く
言
い
過
ぎ
な
の
だ
ろ
う
が
）、
そ
れ
を
脳
と
し
て
拡
張
せ
よ
。
こ
れ
を
言
う
の
が

自
然
主
義
者
で
あ
る
な
ら
、
自
然
主
義
は
内
部
崩
壊
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。

　

も
う
一
つ
、
自
然
主
義
的
科
学
哲
学
と
相
い
れ
な
い
点
と
し
て
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と

ガ
タ
リ
が
考
え
る
哲
学
と
科
学
の
関
係
が
、
相
互
外
部
的
関
係
で
あ
り
、
相
互
参
照

も
な
け
れ
ば
、
ど
ち
ら
か
に
よ
る
還
元
や
基
礎
づ
け
も
な
い
関
係
で
あ
り
、
た
だ
相

互
の
局
在
的
な
干
渉
と
、
芸
術
と
三
者
の
外
部
を
も
巻
き
込
ん
だ
局
在
化
さ
れ
え
な

い
干
渉
と
に
よ
っ
て
の
み
関
係
す
る
よ
う
な
関
係
で
あ
る
と
い
う
点
を
挙
げ
る
こ
と

が
で
き
る
（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
，
ガ
タ
リ1997: 308-310, 204-206

）。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と

ガ
タ
リ
に
と
っ
て
、
哲
学
が
自
然
科
学
へ
と
解
消
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
す
る
タ
イ
プ

の
自
然
主
義
者
は
相
い
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
る
い
は
端
的
に
言
っ
て
、
自
然
科

学
に
よ
っ
て
探
求
さ
れ
、
解
明
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
脳
は
、
そ
の
か
ぎ
り
で
の
脳
に

過
ぎ
な
い
、
と
も
言
え
る
（
だ
か
ら
そ
の
価
値
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
含
意
さ
れ
な
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い
。
む
し
ろ
そ
の
限
り
で
そ
の
価
値
は
絶
対
的
に
担
保
さ
れ
る
）。
つ
ま
り
、
そ
れ

以
外
の
可
能
性
に
た
い
し
て
も
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
開
い
て
い
る
と
い
う
こ
と

に
な
る
。

３
． 

予
備
的
考
察
２
：
こ
の
文
言
は
ど
の
よ
う
な
文
脈
に
お
い
て
解
釈
さ
れ
る

べ
き
な
の
か
。

　

そ
う
だ
と
す
る
と
彼
ら
は
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
な
つ
も
り
で
「
脳
」
と
言
っ
て
い

る
の
か
。
こ
れ
が
本
論
文
の
問
題
で
あ
り
、
冒
頭
に
掲
げ
た
文
言
が
解
釈
を
要
す
る

理
由
で
あ
る
。
彼
ら
が
実
際
に
脳
に
つ
い
て
な
に
を
考
え
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
を
見
る
ま
え
に
（
こ
れ
は
次
節
で
行
う
）、
ま
ず
は
彼
ら
の
言
説
全
体
が
ど
の
よ

う
な
文
脈
に
置
か
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
す
る
こ
と
か
ら
始
め
よ
う
。

　

彼
ら
の
『
哲
学
と
は
何
か
』
が
ま
さ
に
題
名
に
あ
る
通
り
、
哲
学
と
は
な
に
で
あ

る
の
か
を
問
う
も
の
で
あ
り
、
い
わ
ば
「
形
而
上
学
」
の
可
能
性
に
つ
い
て
探
求
す

る
議
論
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
「
脳
」
が
出
て
く
る
の
は
お
か
し
い
、
と
素
朴
に

は
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
は
、
形
而
上
学
に
つ
い
て
論
じ
る
文

脈
で
あ
り
な
が
ら
、
脳
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
可
能
性
の
あ
る
文
脈
を
探
索
す
る

こ
と
に
な
る
。

　

伝
統
的
な
形
而
上
学
に
お
い
て
は
、プ
ラ
ト
ン
以
来
（
あ
る
い
は
そ
れ
以
前
か
ら
）

永
遠
に
し
て
不
動
不
滅
の
叡
智
界
と
生
々
流
転
す
る
感
性
界
と
を
峻
別
し
、
前
者
を

と
く
に
形
而
上
学
の
探
求
領
域
と
み
な
し
て
き
た
。
形
而
上
学
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス

の
意
味
で
解
釈
し
て
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
同
一
律
や
矛
盾
律
と
い
っ
た
普
遍
学

を
含
み
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
横
断
し
た
意
味
を
も
つ
存
在
と
し
て
の
存
在
を
探
究
す
る

存
在
論
と
、
原
因
の
原
因
た
る
神
を
扱
う
神
論
と
を
も
つ
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
い

ず
れ
も
プ
ラ
ト
ン
的
な
意
味
で
の
叡
智
界
に
属
す
る
こ
と
こ
そ
な
い
が
、
永
遠
に
し

て
不
滅
の
こ
と
が
ら
に
つ
い
て
の
探
求
で
あ
る
こ
と
は
同
じ
で
あ
る
。
古
来
、
形
而

上
学
に
は
、
諸
学
の
原
理
・
原
則
に
た
い
す
る
基
礎
づ
け
、
根
本
的
解
明
、
始
原
へ

の
遡
及
的
探
究
と
し
て
の
位
置
が
与
え
ら
れ
て
き
た
。
そ
し
て
な
に
よ
り
も
こ
の
叡

智
界
こ
そ
が
、
真
実
在
で
あ
り
、
真
に
存
在
す
る
も
の
は
感
覚
的
に
与
え
ら
れ
う
る

こ
の
世
界
で
は
な
く
、
彼
岸
と
し
て
の
叡
智
界
に
属
す
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
存
在
論
を
認
識
論
と
す
る
こ
と
で
（
こ
の
言
い
方
は
若
干

簡
単
に
過
ぎ
る
と
は
い
え
）、
現
代
形
而
上
学
に
大
き
な
改
革
の
足
跡
を
残
し
た
カ

ン
ト
に
お
い
て
も
変
わ
ら
な
い
。
彼
は
ま
さ
に
叡
智
界
を
物
自
体
と
同
一
視
し
、
そ

の
一
部
と
し
て
叡
智
界
に
属
す
る
自
由
原
因
た
る
「
意
志
」
の
超
越
論
的
概
念
に
つ

い
て
実
践
理
性
的
証
明
を
確
立
す
る
こ
と
こ
そ
が
、
形
而
上
学
の
中
心
課
題
で
あ
る

と
認
め
て
い
た
の
だ
か
ら
。

　

こ
の
前
提
が
大
き
く
揺
ら
ぐ
こ
と
に
な
る
の
は
、
ニ
ー
チ
ェ
に
お
い
て
で
あ

る
　17

、と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
と
と
も
に
認
め
る
。
問
題
は
「
神
は
死
ん
だ
」

17 

こ
こ
に
ベ
ル
ク
ソ
ン
を
介
在
さ
せ
る
余
地
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
む
し
ろ
ド
ゥ
ル
ー

ズ
に
と
っ
て
そ
れ
は
ニ
ー
チ
ェ
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
よ
っ
て
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で

は
な
い
か
。「
す
べ
て
を
永
遠
の
相
の
も
と
に
」
見
る
ス
ピ
ノ
ザ
を
転
倒
さ
せ
て
「
す

べ
て
を
持
続
の
相
の
も
と
に
」
見
る
ベ
ル
ク
ソ
ン
は
、
ス
ピ
ノ
ザ
を
ニ
ー
チ
ェ
以
後
の

形
而
上
学
に
お
い
て
や
り
直
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
疑
い
が
あ
る
。
し
か

し
ベ
ル
ク
ソ
ン
と
ニ
ー
チ
ェ
の
関
係
は
明
示
的
で
は
な
い
（
も
ち
ろ
ん
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の

な
か
で
そ
れ
ら
が
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
）。
し
か
し
、
こ
こ
に

ベ
ル
ク
ソ
ン
以
前
の
ベ
ル
ク
ソ
ン
主
義
者
と
し
て
、
Ａ
・
フ
ー
イ
エ
と
、
そ
の
義
理
の

息
子
で
あ
る
と
同
時
に
協
力
者
で
も
あ
る
Ｍ
・
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
の
存
在
を
介
在
さ
せ
る
と

ど
う
だ
ろ
う
。
ギ
ュ
イ
ヨ
ー
は
フ
ラ
ン
ス
の
ニ
ー
チ
ェ
と
も
呼
ば
れ
、
実
際
彼
ら
の
あ

い
だ
に
は
、
間
接
的
な
影
響
関
係
が
あ
っ
た
こ
と
（
特
に
こ
こ
で
問
題
と
な
る
『
悦
ば

し
き
知
識
』
に
お
い
て
）
が
フ
ー
イ
エ
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ル
ク
ソ



後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
お
け
る
「
脳
」
と
い
う
問
題
設
定
に
つ
い
て
の
試
論

八
一

と
い
う
あ
の
有
名
な
『
悦
ば
し
き
知
識
』
に
お
け
る
議
論
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は

『
ニ
ー
チ
ェ
の
言
葉
・「
神
は
死
せ
り
」』
の
な
か
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
カ
ン
ト
が
ま
だ
行
っ
て
い
る
よ
う
に
感
性
的
世
界
を
や
や
広
い
意
味
で
自
然

的
（
形
而
下
的
）
世
界
と
名
づ
け
る
な
ら
ば
、
超
感
性
的
世
界
は
形
而
上
学
的

世
界
で
あ
る
。『
神
は
死
せ
り
』
と
い
う
言
葉
は
、
超
感
性
的
世
界
は
影
響
力

を
失
っ
て
い
る
、と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
は
も
は
や
生
を
恵
ま
な
い
。

形
而
上
学
は
、
す
な
わ
ち
ニ
ー
チ
ェ
に
と
っ
て
は
、
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
と
解
さ
れ

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
哲
学
は
、
終
わ
っ
た
。
ニ
ー
チ
ェ
は
彼
自
身
の
哲
学
を
、
形
而

上
学
に
対
す
る
―
―
す
な
わ
ち
彼
に
と
っ
て
は
プ
ラ
ト
ニ
ズ
ム
に
対
す
る
―
―

反
対
運
動
と
解
し
て
い
る
。」（
ハ
イ
デ
ガ
ー1954: 12

）

　

ハ
イ
デ
ガ
ー
自
身
は
、
こ
の
あ
と
こ
の
「
神
は
死
せ
り
」
と
い
う
文
言
が
含
意
す

る
「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」
の
思
想
に
つ
い
て
検
討
し
た
の
ち
、『
力
へ
の
意
志
』
と
『
ツ
ァ

ラ
ツ
ス
ト
ラ
は
か
く
語
り
き
』
に
お
い
て
展
開
さ
れ
る
ニ
ー
チ
ェ
自
身
の
形
而
上
学

を
「
力
へ
の
意
志
」
と
「
同
じ
も
の
の
永
劫
回
帰
」
を
軸
と
し
た
思
想
と
し
て
解
明

し
て
い
く
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
自
身
も
ま
た
『
ニ
ー
チ
ェ
と
哲
学
』
に
お
い
て
、ニ
ー
チ
ェ

の
哲
学
を
一
つ
の
体
系
哲
学
と
し
て
解
明
し
よ
う
と
し
て
お
り
、
そ
の
点
で
ハ
イ
デ

ガ
ー
と
比
較
さ
れ
う
る
が
、
こ
こ
で
は
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
解
釈
と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
自
身
の

ニ
ー
チ
ェ
解
釈
を
比
較
す
る
こ
と
は
し
な
い
　18

。

ン
が
、
自
分
の
同
時
代
人
で
あ
り
自
分
と
近
い
実
証
主
義
者
的
形
而
上
学
者
た
る
彼
ら

の
仕
事
に
無
頓
着
で
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。

18 

こ
の
点
に
つ
い
て
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
ニ
ー
チ
ェ
解
釈
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
そ
れ
と
の
対
立
構

図
は
、
田
中
敏
彦
「
フ
ラ
ン
ス
現
代
哲
学
と
ニ
ー
チ
ェ
―
フ
ー
コ
ー
／
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の

　

確
認
す
べ
き
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
初
期
の
著
作
か
ら
一
貫
し
て
、
こ
こ
で
ハ
イ
デ

ガ
ー
が
指
摘
し
て
い
る
も
の
を
「
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
の
転
倒
」
と
呼
び
、
自
身
の
形
而

上
学
、
す
な
わ
ち
「
差
異
の
哲
学
」
の
創
設
の
出
発
点
に
位
置
付
け
て
き
た
と
い
う

こ
と
で
あ
る
　19

。
必
ず
し
も
そ
の
こ
と
は
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
哲
学
と
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
哲

学
の
近
さ
を
導
く
も
の
で
は
な
い
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
こ
こ
か
ら
む
し
ろ
『
差
異
と
反

復
』
と
そ
の
前
後
に
お
い
て
は
「
シ
ミ
ュ
ラ
ー
ク
ル
」
の
思
想
を
導
い
た
の
で
あ
り
、

『
ス
ピ
ノ
ザ
と
表
現
の
問
題
』
以
降
一
貫
し
て
中
心
的
な
概
念
と
し
て
位
置
付
け
る

「
存
在
の
一
義
性
」
に
つ
い
て
の
独
自
な
思
想
を
導
い
た
の
で
あ
り
、
ク
レ
ー
ル
・

パ
ル
ネ
と
の
共
著
で
あ
る
『
対
話
』（
一
九
七
八
年
刊
）
以
降
、「
内
在
平
面
」
の
思

想
を
導
い
た
の
だ
、
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
け
ば
よ
い
。
つ
ま
り
、
ド
ゥ
ル
ー

ズ
が
己
の
も
の
と
し
て
肯
定
す
る
形
而
上
学
は
、
先
の
意
味
で
の
「
叡
智
界
」
あ
る

い
は
「
超
感
性
的
世
界
」
す
な
わ
ち
「
形
而
上
学
的
世
界
」
の
失
墜
を
、つ
ま
り
ニ
ー

チ
ェ
的
な「
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
」の
克
服
を
前
提
し
て
い
る
。彼
の
前
期
の「
差
異
の
哲
学
」、

あ
る
い
は
後
期
の
「
内
在
の
哲
学
」
つ
ま
り
は
超
越
へ
と
向
か
う
哲
学
に
対
す
る
批

判
の
哲
学
は
、基
本
的
に
は
こ
の
前
提
か
ら
導
か
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
こ
と
は
、

た
と
え
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
が
哲
学
を
な
に
か
し
ら
独
立
し
た
も
の
と
し
て
位
置

付
け
、
そ
の
自
律
し
た
意
義
を
認
め
て
い
る
よ
う
に
見
え
た
と
し
て
も
、
そ
れ
は
伝

統
的
形
而
上
学
が
そ
う
で
あ
っ
た
よ
う
に
叡
智
界
を
真
実
在
と
し
て
認
め
、
そ
の
真

場
合
」渡
邊
二
郎
編『
現
代
の
哲
学 : 

西
洋
哲
学
史
二
千
六
百
年
の
視
野
よ
り
』昭
和
堂
、

二
〇
〇
五
年
、
二
一
五
‐
二
三
七
頁
を
参
照
さ
れ
た
い
。

19 
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
の
転
倒
の
解
釈
に
つ
い
て
は
、
近
藤
和
敬
「
ド
ゥ
ル
ー

ズ
に
影
響
を
あ
た
え
た
哲
学
者
た
ち
―
―
「
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
の
転
倒
」
を
め
ぐ
る
―
―
」

『
ド
ゥ
ル
ー
ズ　

没
後
二
〇
年　

新
た
な
る
展
開
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
五
年
、

三
四
‐
四
一
頁
。
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実
在
を
探
求
領
域
と
す
る
も
の
と
し
て
の
形
而
上
学
を
独
立
自
存
せ
し
め
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。
形
而
上
学
が
、
純
粋
に
思
考
に
よ
っ
て

の
み
把
握
さ
れ
る
も
の
を
対
象
と
し
た
探
究
だ
と
し
て
も
（
こ
の
こ
と
に
近
い
こ
と

は
『
哲
学
と
は
何
か
』
に
お
け
る
「
哲
学
的
概
念
」
の
議
論
で
も
認
め
ら
れ
て
い
る
）、

叡
智
界
の
存
在
価
値
を
単
純
に
認
め
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
以
上
、
形
而
上
学
が
な

に
を
や
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
な
お
問
題
と
し
て
残
る
。

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
、
形
而
上
学
に
お
い
て
、
そ
の
対
象
に
よ
る
統
一
性
を

放
棄
す
る
か
わ
り
に
、
そ
れ
を
あ
る
種
の
思
考
の
運
動
と
し
て
と
ら
え
て
い
る
。
そ

れ
は
文
字
通
り
運
動
で
あ
っ
て
、
彼
ら
は
哲
学
者
を
ス
ポ
ー
ツ
選
手
に
例
え
る
こ
と

す
ら
す
る
。
形
而
上
学
は
一
つ
の
正
解
を
求
め
、
ま
た
一
つ
の
正
解
を
保
存
し
、
そ

れ
を
伝
達
す
る
学
で
は
な
く
、「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
風
に
跳
ぶ
、
ニ
ー
チ
ェ
の
よ
う
に

踊
る
、
メ
ル
ヴ
ィ
ル
の
よ
う
に
潜
る
」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
，
ガ
タ
リ1997: 104, 69-70

）

こ
と
こ
そ
を
そ
の
真
の
課
題
と
す
る
も
の
で
あ
る
。「
カ
オ
ス
に
抗
し
て
己
の
力
量

を
競
う
」
こ
と
と
し
て
の
、
ひ
と
つ
の
ス
ポ
ー
ツ
の
よ
う
な
哲
学
が
問
題
と
な
っ
て

い
る
の
だ
。
ニ
ー
チ
ェ
的
に
言
え
ば
、
そ
れ
は
一
つ
の
価
値
を
超
越
と
し
て
受
け
入

れ
る
の
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
価
値
の
超
越
的
絶
対
性
を
断
念
し
た
の
ち
、
な
お

あ
る
価
値
を
創
設
す
る
実
効
的
な
思
考
の
運
動
で
あ
る
形
而
上
学
と
い
う
創
造
行
為

を
、
己
の
も
の
と
し
て
内
在
的
に
引
き
受
け
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
だ
ろ
う
。

　

ま
た
、「
脳
が
《
主
体
》
で
あ
り
、
主
体
へ
と
生
成
す
る
」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
，
ガ
タ

リ1997: 298, 197

）
と
い
う
主
題
と
し
て
引
用
し
た
文
言
の
直
前
の
文
言
か
ら
も
明

ら
か
な
よ
う
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
、
従
来
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
古
典
的
な

主
体
概
念
の
批
判
の
文
脈
に
も
、
か
れ
ら
の
「
脳
」
の
議
論
を
置
い
て
い
る
こ
と
が

わ
か
る
。
そ
し
て
も
ち
ろ
ん
こ
の
こ
と
の
う
ち
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
盟
友
で
あ
る
Ｍ
・

フ
ー
コ
ー
の
思
想
の
全
体
の
反
響
が
聞
き
取
ら
れ
る
。
少
な
く
と
も
「
主
体
」
な
る

も
の
は
、「
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
の
転
倒
」
以
後
、自
明
視
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。「
主

体
」
と
い
う
同
一
性
と
自
明
性
の
中
心
か
ら
出
発
す
る
の
で
は
な
く
、
無
意
識
と
い

う
暗
が
り
か
ら
進
む
べ
き
だ
、
と
言
っ
た
の
は
精
神
分
析
だ
が
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ

タ
リ
が
こ
こ
で
言
う
こ
と
は
、
無
意
識
か
ら
で
す
ら
な
く
、
む
し
ろ
「
脳
」
か
ら
進

む
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
も
ち
ろ
ん
、
だ
か
ら
こ
そ
そ
の
「
脳
」
が
い
か
な
る
も

の
で
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
な
お
問
題
で
あ
り
続
け
る
わ
け
だ
が
。

　

最
後
に
「
人
間
」
が
「
脳
的
結
晶
化
」
に
過
ぎ
な
い
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
の

背
景
文
脈
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
こ
う
。「
脳
的
結
晶
化
」
と
い
う
の
は
お
そ
ら
く

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
造
語
だ
が
、「
結
晶
化
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
ド
ゥ
ル
ー

ズ
が
好
ん
で
引
用
す
る
Ｇ
・
シ
モ
ン
ド
ン
の『
個
体
化
の
哲
学
』に
お
け
る「
結
晶
化
」

の
議
論
が
想
起
さ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。
そ
こ
で
シ
モ
ン
ド
ン
は
、「
結
晶
化
」
を
物

理
的
個
体
化
の
典
型
例
と
し
て
示
し
つ
つ
、
そ
れ
が
個
体
状
の
も
の
と
し
て
「
準
安

定
状
態
」
に
至
っ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
こ
と
を
指
し
て
、
生
命
の
個
体
化
を
そ
の

よ
う
な
結
晶
化
に
至
る
ま
で
の
個
体
化
の
プ
ロ
セ
ス
を
遅
延
さ
せ
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス

の
途
上
に
、
別
の
個
体
化
の
相
を
立
ち
上
げ
る
こ
と
で
成
立
す
る
も
の
と
論
じ
て
い

た
。
そ
の
点
で
言
え
ば
、「
結
晶
化
」
と
は
「
脳
」
の
「
個
体
化
」（
こ
れ
に
つ
い
て

は
後
程
論
じ
る
）の
暫
時
的
終
端（
疑
似
的
な
終
了
状
態
）と
み
な
し
う
る
。「
人
間
」

と
は
、
そ
の
よ
う
な
脳
の
個
体
化
に
お
け
る
一
つ
の
定
型
的
終
端
だ
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
同
時
に
現
象
学
批
判
と
し
て
の
意
味
を
も
担
わ

さ
れ
て
い
る
。

　

「
現
象
学
に
よ
れ
ば
、
思
考
は
人
間
と
世
界
の
関
係
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ

り
―
―
脳
は
そ
れ
ら
の
関
係
か
ら
天
引
き
さ
れ
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
ら
の
関
係

と
必
然
的
に
合
致
す
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
は
刺
激
が
不
確
実
さ
を
含
め
て
世



後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
お
け
る
「
脳
」
と
い
う
問
題
設
定
に
つ
い
て
の
試
論

八
三

界
か
ら
天
引
き
さ
れ
、
反
応
が
そ
の
不
調
を
含
め
て
人
間
か
ら
天
引
き
さ
れ
る

か
の
よ
う
で
あ
る
。「
人
聞
が
思
考
す
る
の
で
あ
っ
て
、
脳
が
思
考
す
る
の
で

は
な
い
」
と
現
象
学
は
言
う
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
機
械
論
と
力
動
説
へ
の
二
重

の
批
判
の
も
と
で
、
世
界
内
《
存
在
》
へ
向
か
っ
て
脳
を
越
え
出
て
し
て
し
ま

う
現
象
学
の
上
昇
は
、
わ
た
し
た
ち
を
、
ほ
と
ん
ど
オ
ピ
ニ
オ
ン
の
圏
域
の
外

へ
は
出
し
て
く
れ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
た
だ
、
根
源
的
な
オ
ピ
ニ
オ
ン
あ
る
い

は
諸
意
味
の
意
味
と
し
て
措
定
さ
れ
た
根
源
的
臆
見
へ
と
連
れ
て
ゆ
く
だ
け
な

の
で
あ
る
。」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
，
ガ
タ
リ1997: 298, 197

）
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こ
こ
で
こ
の
現
象
学
批
判
の
当
否
は
問
う
余
裕
は
な
い
が
、
少
な
く
と
も
彼
ら
が

「
人
間
」
で
は
な
く
「
脳
」
が
思
考
す
る
の
だ
と
言
う
と
き
、そ
れ
は
明
ら
か
に
「
人

間
が
思
考
す
る
」
と
主
張
す
る
で
あ
ろ
う
人
間
学
的
現
象
学
全
体
に
対
す
る
批
判
を

含
意
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。問
題
に
す
べ
き
は
、

現
象
学
が
措
定
す
る
よ
う
な
人
間
な
ど
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、
そ
れ
を
措
定
す
る

こ
と
は
結
局
の
と
こ
ろ
、
ド
ク
サ
か
ら
逃
れ
る
と
い
う
形
而
上
学
あ
る
い
は
哲
学
の

使
命
を
放
棄
す
る
だ
け
で
あ
る
、
と
彼
ら
が
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
誤

解
を
お
そ
れ
ず
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
れ
ば
、
人
間
と
は
ま
さ
に
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ

リ
が
論
じ
る
意
味
で
の
「
脳
」
に
お
い
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
限
り
で
こ

の
「
人
間
」
は
わ
た
し
た
ち
の
唯
一
の
形
象
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

20 

こ
の
引
用
は
邦
訳
を
参
照
し
つ
つ
も
原
典
に
照
ら
し
て
修
正
を
施
し
た
。
特
に
最
後
の

一
文
の
「
諸
意
味
の
意
味
と
し
て
措
定
さ
れ
た
」
は
邦
訳
で
は
「
諸
意
味
の
定
立
さ
れ

た
」
と
な
っ
て
お
り
誤
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

３
．「
結
論
」
に
お
い
て
論
じ
ら
れ
る
「
脳
」
の
六
つ
の
特
徴
に
つ
い
て

　

で
は
、
以
上
の
よ
う
な
文
脈
に
お
か
れ
た
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
「
脳
」
と
い

う
概
念
に
は
、
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
与
え
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
わ
た
し
は
こ

こ
で
そ
れ
を
六
つ
の
特
徴
と
し
て
分
節
化
し
て
提
示
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

第
一
か
ら
第
四
ま
で
の
特
徴
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
先
に
述
べ
た
、
哲
学
、
芸
術
、

科
学
、
オ
ピ
ニ
オ
ン
と
い
う
三
つ
の
相
と
一
つ
の
ク
ラ
ウ
ド
に
合
致
す
る
も
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
こ
で
本
来
的
に
考
え
ら
れ
る
べ
き
は
第
五
と
第
六
の
特
徴
と

い
う
こ
と
に
な
る
。

　

第
一
の
特
徴
は
「
俯
瞰
」
で
あ
る
。

「「
俯
瞰
」
と
は
、
概
念
の
状
態
、
あ
る
い
は
概
念
に
固
有
の
無
限
性
で
あ
る
。

た
と
え
無
限
な
も
の
た
ち
が
、
合
成
要
素
の
、
閾
の
、
そ
し
て
橋
の
番
号
か
ら

す
れ
ば
、
よ
り
大
き
か
っ
た
り
小
さ
か
っ
た
り
す
る
に
し
て
も
で
あ
る
。
概
念

は
ま
さ
に
、
そ
う
し
た
意
味
で
、
思
考
の
行
為
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
無
限
な
速

度
（
し
か
し
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
よ
り
大
き
か
っ
た
り
よ
り
小
さ
か
っ
た

り
す
る
速
度
）
で
作
動
す
る
思
考
な
の
で
あ
る
。」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
，
ガ
タ
リ

1997: 32, 26

）

　

哲
学
的
概
念
を
特
徴
づ
け
る
「
無
限
速
度
」
の
運
動
に
よ
っ
て
「
俯
瞰
」
は
特
徴

づ
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て「
無
限
速
度
」の
例
と
し
て
は
、ス
ピ
ノ
ザ
の『
エ
チ
カ
』

第
五
部
に
お
け
る
「
第
三
種
の
認
識
」
が
繰
り
返
し
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち

己
の
永
遠
な
る
現
実
的
本
質
を
無
限
に
無
限
な
神
即
自
然
に
含
ま
れ
て
い
る
も
の
と

し
て
認
識
す
る
あ
の
認
識
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
明
ら
か
に
、
あ
る
無
限
が
、
少
な
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く
と
も
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
に
お
い
て
は
問
題
な
く
「
永
遠
」
と
述
べ
る
こ
と

の
で
き
た
よ
う
な
あ
る
無
限
が
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
俯
瞰
」
に
は
か
か
わ
っ
て
い
る
。

い
わ
ば
、
形
而
上
学
に
固
有
の
認
識
（
そ
れ
を
「
認
識
」
と
呼
ぶ
こ
と
は
、
カ
ン
ト

に
お
い
て
は
許
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
が
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
お
い
て
は
許
さ
れ
る
よ
う
な
、

ま
た
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
も
許
さ
れ
る
よ
う
な
意
味
で
の
認
識
）
に
お
い
て
、
そ
れ

を
他
の
科
学
的
認
識
か
ら
区
別
す
る
「
概
念
」
の
特
徴
は
「
無
限
速
度
」
の
「
俯
瞰
」

だ
と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
言
う
の
で
あ
る
。
で
は
こ
の
「
俯
瞰
」
と
「
脳
」
は

ど
の
よ
う
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
の
か
。

　

「
そ
の
脳
は
、
脳
の
背
後
に
あ
る
ひ
と
つ
の
脳
で
は
な
く
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
、

大
地
と
す
れ
す
れ
の
、
或
る
〈
距
離
な
き
俯
瞰
の
状
態
〉
で
あ
り
、
い
か
な
る

奈
落
も
、い
か
な
る
襞
も
裂
孔
も
失
わ
れ
て
い
な
い
自
己
俯
瞰
で
あ
る
。」（
ド
ゥ

ル
ー
ズ
，
ガ
タ
リ1997: 298-299, 198

）

　

要
す
る
に
、
哲
学
に
固
有
の
概
念
が
一
つ
の
「
俯
瞰
」
で
あ
る
の
だ
と
し
て
、
そ

の
「
俯
瞰
」
す
る
も
の
が
「
脳
」
で
あ
り
、
ま
た
俯
瞰
さ
れ
る
と
こ
ろ
の
当
の
も
の

も
ま
た
「
脳
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。「
脳
」
は
己
を
俯
瞰
す
る
こ
と
で
、
あ
る

い
は
俯
瞰
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
で
、
哲
学
を
生
み
出
す
。「
俯
瞰
」
と
は
、

あ
る
種
の
観
照
（
た
だ
し
後
で
見
る
よ
う
な
感
覚
と
し
て
の
、
す
な
わ
ち
縮
約
と
し

て
の
観
照
と
は
ま
た
異
な
る
タ
イ
プ
の
観
照
）
で
あ
っ
て
、
能
動
的
で
あ
る
よ
り
も

む
し
ろ
受
動
的
で
あ
る
。
焦
点
を
合
わ
せ
、
ど
こ
か
に
注
意
を
向
け
る
と
い
う
よ
り

も
、
そ
の
全
体
を
細
部
を
そ
の
ま
ま
に
、
統
合
す
る
こ
と
な
し
に
、
眺
め
、
保
存
す

る
こ
と
な
し
に
被
る
こ
と
で
あ
る
。

「
そ
の
脳
は
、リ
ュ
イ
エ
が
定
義
し
た
よ
う
に
、第
一
の
「
真
の
形
相
」
で
あ
る
。

そ
れ
は
、ゲ
シ
ュ
タ
ル
ト
で
も
な
け
れ
ば
知
覚
さ
れ
た
形
で
も
な
い
。
そ
れ
は
、

い
か
な
る
外
的
な
観
点
を
も
参
照
し
な
い
即
自
的
な
形
相
で
あ
っ
て
、
ち
ょ
う

ど
網
膜
や
皮
質
〔
下
構
造
〕
の
線
条
体
が
そ
れ
と
は
別
の
も
の
を
参
照
し
な
い

の
と
同
じ
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
脳
は
、
絶
対
的
な
共
立
的
形
相
な
の

で
あ
っ
て
、
こ
う
し
た
形
相
は
、
あ
ら
ゆ
る
補
足
的
な
次
元
に
依
存
せ
ず
に
己

を
俯
瞰
し
、
し
た
が
っ
て
い
か
な
る
超
越
に
も
訴
え
る
こ
と
な
く
、
次
元
が
い

く
つ
あ
ろ
う
と
唯
一
の
側
面
し
か
も
た
ず
、
己
の
す
べ
て
の
諸
規
定
に
対
し
て

近
さ
も
遠
さ
も
も
た
ず
に
共
‐
現
前
し
た
ま
ま
で
あ
り
、〈
限
界
‐
速
度
〉
を

も
た
ず
に
無
限
速
度
で
そ
れ
ら
の
規
定
を
走
り
抜
け
、
こ
う
し
て
、
そ
れ
ら
諸

規
定
を
み
な
不
可
分
の
変
奏
へ
と
仕
立
て
あ
げ
、
こ
れ
ら
の
変
奏
に
、
混
乱
な

き
ひ
と
つ
の
等
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
を
与
え
る
の
で
あ
る
。」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
，
ガ
タ

リ1997: 299, 198

）

　

こ
こ
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
が
何
を
「
真
の
形
相
」
と
考
え
て
い
る
の
か
、
と

い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
Ｒ
・
リ
ュ
イ
エ
の
議
論
を
参
照
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
の
点
は
置
い
た
と
し
て
も
、
以
上
の
引
用
か
ら
少
な
く
と

も
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
が
、「
脳
」
こ
そ
が
、「
俯
瞰
」
と
し
て
の
哲
学
的
概
念

と
、
そ
の
概
念
が
場
所
を
え
る
「
内
在
平
面
」
を
「
創
造
す
る
能
力
」
と
し
て
現
れ

る
の
だ
と
考
え
て
い
る
こ
と
は
確
認
で
き
る
。
す
な
わ
ち
「
俯
瞰
」
と
は
、
理
性
的

認
識
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
り
、
悟
性
的
に
は
互
い
に
矛
盾
す
る
よ
う
な
、
あ
る
い

は
一
方
が
現
前
す
る
と
き
に
は
他
方
が
非
現
前
化
す
る
よ
う
な
諸
規
定
を
「
無
限
速

度
」
で
走
り
抜
け
る
こ
と
を
な
し
う
る
。「
俯
瞰
」
と
は
、そ
の
よ
う
な
「
共
‐
現
前
」

を
可
能
に
す
る
理
性
的
能
力
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
部
分
の
う
ち
に
そ
の
全
体
が
包
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蔵
さ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
部
分
を
眺
め
る
こ
と
は
、お
そ
ら
く
は
そ
の
意
味
で「
無

限
速
度
」
を
も
つ
「
俯
瞰
」
の
一
つ
の
例
と
な
り
う
る
。

「
し
か
し
、
脳
は
、
そ
う
し
た
絶
対
的
な
形
相
と
い
う
第
一
の
ア
ス
ペ
ク
ト
の

も
と
で
は
、
ま
さ
し
く
諸
概
念
の
能
力
、
す
な
わ
ち
諸
概
念
の
創
造
の
能
力
と

し
て
現
れ
る
。
そ
れ
と
同
時
に
、
諸
概
念
が
そ
の
う
え
に
置
か
れ
、
置
き
換
え

ら
れ
、
そ
の
う
え
で
秩
序
と
関
係
を
変
え
、
更
新
さ
れ
、
そ
し
て
絶
え
ず
創
造

さ
れ
る
当
の
内
在
平
面
を
、
ま
さ
に
脳
が
描
き
出
す
の
で
あ
る
。」（
ド
ゥ
ル
ー

ズ
，
ガ
タ
リ1997: 299, 198

）

　

形
相
を
創
造
す
る
の
は
誰
な
の
か
。
こ
れ
は
古
来
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
解
釈

に
お
い
て
大
問
題
で
あ
っ
た
。
古
代
哲
学
に
お
い
て
そ
れ
を
創
造
す
る
の
は
、
な
に

か
し
ら
神
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
そ
れ
を
「
能
動
知
性
」
と
呼

ん
だ
。
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
化
（
あ
る
い
は
イ
ス
ラ
ム
教
化
）
さ
れ
た
解
釈
に
お
い

て
、
現
実
態
と
し
て
の
能
動
知
性
は
神
の
知
性
と
同
一
視
さ
れ
、
人
間
に
与
え
ら
れ

る
の
は
受
動
知
性
と
し
て
の
可
能
態
と
し
て
の
知
性
の
み
で
あ
る
と
さ
れ
た
。
そ
の

場
合
、
人
間
が
知
り
う
る
こ
と
で
、
神
が
現
に
知
ら
な
い
こ
と
は
な
に
も
な
い
、
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
デ
カ
ル
ト
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
同
じ
構
図
が
神

に
よ
る
永
遠
真
理
の
創
造
の
理
論
と
し
て
維
持
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
は
そ

の
点
で
い
え
ば
、
神
の
知
性
と
い
う
古
い
教
説
の
ほ
と
ん
ど
を
放
棄
し
て
い
る
よ
う

に
見
え
る
。
そ
の
代
わ
り
カ
ン
ト
が
用
意
す
る
の
は
、
人
間
の
意
識
に
ア
プ
リ
オ
リ

に
備
わ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
と
い
う
悟
性
能
力
で
あ
り
、
こ
れ
に
従
っ
て
諸
々
の
概
念
が

形
成
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
そ
の
カ
ン
ト
に
お
い
て
す
ら
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
そ

れ
自
体
の
ア
プ
リ
オ
リ
な
不
動
性
は
疑
わ
れ
て
い
な
い
。「
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
の
転
倒
」

と
い
う
先
に
指
定
し
た
文
脈
で
考
え
る
な
ら
、こ
こ
で
の「
形
相
」を
創
造
す
る「
脳
」

と
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
自
体
を
否
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
も
の

を
創
造
す
る
の
が
「
脳
」
だ
と
い
う
意
味
で
言
わ
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
ま
さ
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
形
而
上
学
的
平
面
そ
れ
自
体
の
発
生
で

あ
る
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
そ
の
現
場
と
し
て
「
脳
」
を
指
定
し
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

　

第
二
の
特
徴
は
、「
縮
約
」
で
あ
る
。「
縮
約
」
は
、
芸
術
の
創
造
と
生
の
力
（
あ

る
い
は
生
気
論
的
な
力
）
と
特
異
性
の
感
性
的
認
識
に
か
か
わ
る
。

「《
私
》
と
い
う
の
は
脳
で
あ
る
、
が
、《
私
》
と
は
一
個
の
他
者
＝
異
で
あ
る
。

そ
れ
は
、
超
越
が
存
在
し
な
い
に
せ
よ
、
二
次
的
な
連
結
と
統
合
か
ら
な
る
脳

と
同
じ
脳
で
は
な
い
。
そ
し
て
こ
の
《
私
》
は
、
哲
学
と
し
て
の
、
脳
の
「
私

は
概
念
的
に
理
解
す
る
」
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、芸
術
と
し
て
の
、脳
の
「
私

は
感
覚
す
る
」
で
も
あ
る
。
感
覚
は
、
概
念
に
お
と
ら
ず
脳
で
あ
る
。」（
ド
ゥ

ル
ー
ズ
，
ガ
タ
リ1997: 300, 199

）

　
「
縮
約
」
そ
れ
自
体
が
す
で
に
哲
学
史
的
に
長
い
歴
史
を
も
つ
概
念
で
あ
り
、ド
ゥ

ル
ー
ズ
自
身
も
『
差
異
と
反
復
』
の
第
一
の
時
間
的
綜
合
に
お
い
て
「
縮
約
」
の
議

論
を
、
ヒ
ュ
ー
ム
と
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
関
係
づ
け
て
論
じ
て
い
る
こ
と
が
思
い
出
さ
れ

る
。
特
に
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
に
お
け
る
光
の
振
動
を
眼
が
収
縮
し
て
ひ
と
つ
の
質
を
形

成
す
る
と
い
う
例
を
思
い
出
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
に
お
い
て
「
縮
約
」
は

感
覚
的
質
を
創
造
す
る
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
た
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
そ
れ

を
「
脳
」
の
特
性
、「
脳
」
の
「
感
覚
す
る
」
と
い
う
能
力
に
位
置
付
け
て
い
る
。
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「
感
覚
が
反
応
へ
と
漸
進
的
に
引
き
継
が
れ
移
行
す
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
で
は

な
く
、
感
覚
が
お
の
れ
を
保
存
し
、
お
の
れ
の
振
動
を
保
存
す
る
か
ぎ
り
に
お

い
て
、
感
覚
は
刺
激
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
感
覚
は
、
神
経
の
表
面
で
あ
る

い
は
脳
の
容
積
の
な
か
で
、
刺
激
物
の
振
動
を
縮
約
す
る
。
す
な
わ
ち
、
先
行

す
る
も
の
は
、
後
続
す
る
も
の
が
現
れ
る
と
き
、
ま
だ
消
え
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。
そ
れ
が
、
カ
オ
ス
に
応
答
す
る
感
覚
な
り
の
仕
方
で
あ
る
。
感
覚
は
、
い

く
つ
も
の
振
動
を
縮
約
す
る
が
ゆ
え
に
、
そ
れ
自
身
振
動
す
る
。
感
覚
は
、
い

く
つ
も
の
振
動
を
保
存
す
る
が
ゆ
え
に
、そ
れ
自
身
を
保
存
す
る
。
要
す
る
に
、

感
覚
は
《
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
》
で
あ
る
。
感
覚
は
、
お
の
れ
の
倍
音
た
ち
を
共

振
さ
せ
る
が
ゆ
え
に
そ
れ
自
身
共
振
す
る
。」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
，
ガ
タ
リ1997: 

300, 199

）

　

気
を
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
で
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
、
通
常
理
解

さ
れ
る
よ
う
な
意
味
で
「
感
覚
」
あ
る
い
は
「
感
覚
す
る
」
と
い
う
語
を
用
い
て
い

な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
通
常
の
意
味
で
理
解
さ
れ
た
場
合
、
感
覚
と
は
、
体
表
面
に

あ
る
感
覚
器
の
刺
激
に
よ
っ
て
励
起
し
た
神
経
パ
ル
ス
が
、
脊
髄
反
射
す
る
こ
と
で

運
動
を
引
き
起
こ
す
筋
肉
に
伝
え
ら
れ
る
だ
け
で
な
く
、
同
時
に
脊
髄
の
神
経
を
通

り
脳
の
関
連
づ
け
ら
れ
て
い
る
神
経
領
野
に
そ
の
電
気
刺
激
が
伝
え
ら
れ
る
こ
と
で

（
さ
ら
に
そ
こ
で
何
層
に
も
わ
た
る
処
理
を
経
た
う
え
で
）、
感
覚
と
し
て
成
立
す
る

も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
だ
。
素
朴
に
考
え
た
場
合
、
感
覚
す
る
の
は
体
表
面

に
あ
る
感
覚
器
で
あ
る
。
光
刺
激
を
受
容
し
、
光
を
感
覚
す
る
の
は
網
膜
上
の
桿
体

細
胞
と
錐
体
細
胞
で
あ
る
、
と
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
、
こ
の
素
朴
な
考
え
方

に
た
い
し
て
、
感
覚
す
る
の
は
脳
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
一
見
す
る
と
脳
科
学

的
に
擁
護
で
き
そ
う
な
主
張
で
は
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
の
主
張
は
、
い
わ
ゆ
る
脳
の

た
と
え
ば
視
覚
野
に
お
い
て
視
覚
が
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
網
膜
が
見
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
脳
科
学
的
に
正
し
い
主
張
を
繰
り
返
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
よ
う
に
も
み
え
る
。
な
に
か
そ
れ
以
上
の
こ
と
を
言
お
う
と
し
て
い
る
。

　

お
そ
ら
く
彼
ら
が
言
お
う
と
し
て
い
る
そ
れ
以
上
の
こ
と
の
一
つ
は
、
こ
の
わ
た

し
た
ち
の
感
覚
を
生
み
出
し
て
い
る
の
が
脳
で
あ
る
以
上
、
わ
た
し
た
ち
は
同
時
に

脳
を
感
覚
し
て
い
る
の
で
も
あ
る
、と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
感
覚
に
含
ま
れ
る
振
動
、

た
と
え
ば
感
覚
の
揺
ら
ぎ
や
ク
オ
リ
ア
は
、「
い
く
つ
も
の
感
覚
を
縮
約
す
る
が
ゆ

え
に
」
生
じ
た
感
覚
そ
れ
自
身
の
「
振
動
」
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
そ
の
意
味

で
、
外
部
を
感
覚
す
る
と
同
時
に
、
己
自
身
を
感
覚
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら

「
感
覚
は
《
モ
ニ
ュ
メ
ン
ト
》」
と
な
り
う
る
の
で
は
な
い
か
。

「
感
覚
は
、
純
粋
観
照
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
ひ
と
が
そ
こ
か
ら
生
じ
て
く

る
当
の
諸
要
素
を
ひ
と
が
観
照
す
る
の
に
応
じ
て
、
ひ
と
は
お
の
れ
自
身
を
観

照
し
な
が
ら
、
要
す
る
に
観
照
に
よ
っ
て
、
縮
約
を
な
す
か
ら
で
あ
る
。
観
照

す
る
こ
と
、
そ
れ
は
創
造
す
る
こ
と
で
あ
り
、
受
動
的
創
造
の
神
秘
で
あ
り
、

そ
れ
が
感
覚
な
の
で
あ
る
。
感
覚
は
、
合
成
平
面
を
満
た
し
、
自
分
が
観
照
す

る
も
の
で
自
分
を
満
た
し
な
が
ら
、
自
分
自
身
で
自
分
を
満
た
す
の
で
あ
る
。

要
す
る
に
、
感
覚
は
、「
享
受
」
で
あ
り
、「
自
己
‐
享
受
」
で
あ
る
。」（
ド
ゥ

ル
ー
ズ
，
ガ
タ
リ1997: 301, 200

）

　　

こ
の
感
覚
の
「
自
己
‐
享
受
」
は
、
感
覚
の
本
性
を
、
識
別
や
認
識
と
い
っ
た
行

動
に
資
す
る
働
き
か
ら
区
別
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
。
通
常
で
あ
れ
ば
感
覚
の
目

的
は
、
外
部
環
境
か
ら
の
生
存
に
必
要
な
情
報
の
識
別
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
っ
て
、

そ
れ
は
な
ん
ら
か
の
生
存
に
適
う
と
い
う
目
的
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
、
と
進
化
論
的
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に
考
え
る
だ
ろ
う
。
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
こ
の
目
的
自
体
を
一
切
否
定
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
（
そ
れ
は
む
し
ろ
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
の
創
造
か
あ
る
い
は
オ
ピ
ニ

オ
ン
の
形
成
と
い
う
別
の
役
割
に
任
せ
ら
れ
る
）
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
感
覚
す
る
こ

と
は
端
的
に
い
っ
て
そ
の
よ
う
な
能
動
的
な
働
き
に
あ
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
む
し
ろ
彼
ら
に
と
っ
て
感
覚
す
る
こ
と
は
、
ず
っ
と
植
物
的
、
あ
る
い
は

む
し
ろ
鉱
物
的
で
す
ら
あ
る
。「
縮
約
」
と
は
な
に
よ
り
も
絶
対
的
に
受
動
的
な
「
保

存
」
に
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、す
べ
て
を
保
存
す
る
こ
と
な
し
に
「
俯
瞰
」
す
る
「
思

考
」
と
、一
切
を
（
記
憶
と
し
て
で
は
な
く
）
保
存
す
る
た
め
に
「
縮
約
」
す
る
「
感

覚
」
と
は
平
行
関
係
に
置
か
れ
る
。

「
心
（
あ
る
い
は
む
し
ろ
力
）
は
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
が
語
っ
て
い
た
よ
う
に
、

な
に
も
つ
く
ら
な
い
し
、
能
動
的
に
作
用
も
せ
ず
、
た
だ
現
前
す
る
だ
け
で
あ

る
と
い
う
こ
と
、
心
は
保
存
を
す
る
と
い
う
こ
と
だ
。
つ
ま
り
、
縮
約
は
、
能

動
で
は
な
く
、
純
粋
受
動
で
あ
り
、
先
行
す
る
も
の
を
後
続
す
る
も
の
の
な
か

で
保
存
す
る
或
る
観
照
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
感
覚
は
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
や
、
力

動
や
、
合
目
的
性
と
は
別
の
平
面
の
う
え
に
あ
る
。
そ
れ
は
、
つ
ま
り
、
或
る

合
成
平
面
で
あ
り
、
そ
の
う
え
で
、
感
覚
は
、
そ
の
感
覚
を
合
成
す
る
も
の
を

縮
約
し
な
が
ら
、
そ
し
て
そ
の
感
覚
が
さ
ら
に
締
約
す
る
他
の
諸
感
覚
と
と
も

に
合
成
さ
れ
な
が
ら
、
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
，
ガ
タ
リ

1997: 301, 199

）

　

そ
の
か
ぎ
り
で
、
一
切
の
運
動
や
能
動
的
識
別
と
か
か
わ
ら
な
い
よ
う
に
み
え
る

植
物
に
お
い
て
も
、
ま
た
そ
も
そ
も
生
命
機
能
す
ら
な
い
鉱
物
に
お
い
て
す
ら
も
、

「
感
覚
」
は
あ
る
、
と
言
わ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
。
よ
り
理
解
し
が
た
い
も
う
一
つ

の
こ
と
は
、
こ
れ
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
脳
」
が
「
縮
約
」
と
い
う
意
味
で
「
感
覚

す
る
」
の
み
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
「
感
覚
」
す
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
も

ま
た
ひ
と
つ
の
「
脳
」
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
だ
。

「
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
は
、
す
べ
て
の
事
物
を
、
す
な
わ
ち
人
間
や
動
物
ば
か
り
で

な
く
、
植
物
や
大
地
や
岩
を
も
、
観
照
と
し
て
定
義
す
る
こ
と
が
で
き
た
。
概

念
に
よ
っ
て
《
イ
デ
ア
》
を
観
照
す
る
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
反
対
に
、
感

覚
に
よ
っ
て
ま
さ
し
く
物
質
の
諸
要
素
を
観
照
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
植

物
が
そ
こ
か
ら
生
じ
て
く
る
諸
要
素
、
た
と
え
ば
光
、
炭
素
、
そ
し
て
塩
を
、

当
の
植
物
は
縮
約
し
な
が
ら
観
照
し
、
そ
の
つ
ど
自
分
の
多
様
体
の
、
そ
し
て

自
分
の
合
成
の
質
を
表
す
色
や
匂
い
で
も
っ
て
、
自
分
自
身
を
満
た
す
の
で
あ

る
。
植
物
は
、
即
自
的
感
覚
で
あ
る
。
あ
た
か
も
花
は
、
神
経
と
脳
を
も
つ
作

用
者
に
よ
っ
て
知
覚
さ
れ
る
前
に
、
あ
る
い
は
感
覚
さ
れ
る
前
に
さ
え
、
最
初

の
視
あ
る
い
は
嗅
覚
の
試
み
を
感
覚
し
な
が
ら
、
つ
ま
り
そ
の
花
を
合
成
す
る

も
の
を
感
覚
し
な
が
ら
、
自
分
自
身
を
感
覚
す
る
か
の
よ
う
に
。」（
ド
ゥ
ル
ー

ズ
，
ガ
タ
リ1997: 301-302, 200

）

　

こ
こ
で
の
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
主
張
は
、
実
際
、「
自
然
」
を
ど
う
思
考
す

る
か
と
い
う
こ
と
と
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
。
少
な
く
と
も
こ
の
よ
う
に
言
え
る
た

め
に
は
、
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
流
の
一
者
流
出
説
を
と
る
か
、
ヘ
ー
ゲ
ル
流
に
自
然
を
即

自
的
概
念
と
す
る
か
（
た
だ
し
ス
ピ
ノ
ザ
と
違
っ
て
、
そ
の
自
然
た
る
実
体
は
ま
た

ひ
と
つ
の
主
体
で
も
あ
る
の
だ
が
）、
あ
る
い
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
よ
う
に
神
即
自
然
と

し
、
あ
ら
ゆ
る
個
的
存
在
に
は
思
惟
属
性
に
属
す
る
様
態
と
し
て
の
観
念
が
伴
う
と

す
る
か
、
ベ
ル
ク
ソ
ン
の
よ
う
に
、
す
べ
て
を
持
続
の
運
動
と
す
る
か
で
な
け
れ
ば
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な
ら
な
い
。

「
あ
ら
ゆ
る
有
機
体
が
脳
を
も
っ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
あ
ら
ゆ
る
生
が

有
機
的
だ
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
だ
が
、
或
る
い
く
つ
か
の
ミ
ク
ロ
脳
を
、
あ

る
い
は
事
物
の
或
る
非
有
機
的
な
生
を
構
成
し
て
い
る
或
る
力
が
、
い
た
る
と

こ
ろ
に
存
在
す
る
の
で
あ
る
」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
，
ガ
タ
リ1997: 302, 200

）

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
が
ど
の
よ
う
な
自
然
観
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ

と
に
つ
い
て
は
別
途
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
の
（
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
論

じ
る
）、さ
し
あ
た
り
確
認
す
べ
き
は
、こ
の
「
非
有
機
的
な
生
を
構
成
し
て
い
る
力
」

が
「
縮
約
」
す
る
「
感
覚
」
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
す
べ
て
の
個
物

が
概
念
的
に
思
考
し
て
い
る
と
は
当
然
の
こ
と
と
し
て
言
え
な
い
が
、
し
か
し
す
べ

て
の
個
物
は
己
を
己
と
し
て「
自
己
‐
享
受
」し
て
い
る
の
で
あ
り
、そ
の
か
ぎ
り
で
、

そ
れ
は
「
力
」
を
有
し
て
い
る
。
そ
れ
は
脳
以
前
の
「
脳
」、「
脳
」
が
そ
の
後
構
成

さ
れ
る
こ
と
を
条
件
づ
け
て
い
る
脳
以
前
の
「
ミ
ク
ロ
脳
」
で
あ
る
（
こ
こ
で
ス
ピ

ノ
ザ
の
コ
ナ
ー
ト
ゥ
ス
と
、
ニ
ー
チ
ェ
の
口
と
脳
が
一
致
し
た
蛭
が
想
起
さ
れ
る
）。

別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
わ
た
し
た
ち
の
「
脳
」
は
、
こ
の
数
え
つ
く
せ
な
い
ほ
ど

多
様
な
「
ミ
ク
ロ
脳
」
た
ち
の
「
縮
約
」
を
「
縮
約
」
し
て
い
る
ひ
と
つ
の
「
感
覚

‐
脳
」
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
生
の
ざ
わ
め
き
と
は
、こ
の
「
感
覚
‐
脳
」
に
よ
っ

て
縮
約
さ
れ
る
「
ミ
ク
ロ
脳
」
た
ち
が
「
縮
約
」
す
る
「
振
動
」
の
「
振
動
」
で
あ
っ

て
、「
感
覚
」
に
よ
っ
て
「
保
存
」
さ
れ
た
そ
れ
ら
無
数
の
「
振
動
」
と
の
「
共
振
」

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
「
わ
た
し
」
は
「
わ
た
し
」
で
あ
る
と
同
時
に
、
目
の
前
で

太
陽
に
照
り
映
え
る
石
の
輝
き
で
も
あ
る
の
だ
。

　

第
三
の
特
徴
は
、「
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
で
あ
る
。
あ
る
い
は
よ
り
正
確
に
は
、

リ
ミ
ッ
ト
（
限
界
、極
限
）
と
ヴ
ァ
リ
ア
ブ
ル
（
変
数
、変
項
）
と
コ
シ
ス
テ
ン
ス
（
定

数
、
定
項
）
の
設
定
に
よ
る
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
（
関
数
、
機
能
）
と
そ
れ
が
位
置
づ

け
を
得
る
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
・
プ
ラ
ン
（
参
照
平
面
、
指
示
平
面
、
相
空
間
）
の
形
成

と
、
そ
れ
に
よ
る
プ
ロ
ス
ペ
ク
ト
（
予
見
、
予
想
、
見
通
し
）
の
確
立
で
あ
る
。
こ

れ
は
、
端
的
に
言
え
ば
、
悟
性
的
認
識
あ
る
い
は
科
学
的
認
識
に
相
当
す
る
。
ド
ゥ

ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
、
脳
が
こ
れ
を
や
っ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
は
必
ず
し

も
近
代
科
学
の
み
が
や
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
は
非
常
に
人
類
の
歴

史
の
早
い
段
階
か
ら
、
外
的
事
象
を
制
御
し
よ
う
と
す
る
脳
が
や
っ
て
き
た
こ
と
の

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
カ
レ
ン
ダ
ー
の
発
明
や
気
象
予
測
の
創
意
工
夫
に

お
い
て
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
点
だ
け
見
れ
ば
、「
脳
」
が
と
い
う
点
を
除
け
ば
さ

ほ
ど
奇
妙
で
も
な
い
（
そ
し
て
そ
れ
す
ら
も
脳
科
学
か
ら
見
れ
ば
、
さ
ほ
ど
奇
妙
で

す
ら
な
い
）。

　

し
か
し
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
、
こ
の
第
三
の
「
脳
」
の
特
徴
に
つ
い
て
（
い

わ
ば
科
学
的
認
識
の
役
割
に
つ
い
て
）、
す
こ
し
変
わ
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

そ
れ
は
こ
の
第
三
の
「
脳
」
の
特
徴
は
、「
疲
労
」
を
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

は
っ
き
り
そ
う
述
べ
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。「
俯
瞰
」
を
形
成
す
る
こ
と
も

で
き
ず
、な
に
を
「
縮
約
」
し
て
よ
い
の
か
わ
か
ら
な
い
ほ
ど
に
「
脳
」
は
「
疲
労
」

し
、
芸
術
と
哲
学
、
感
覚
す
る
こ
と
と
思
考
す
る
こ
と
は
、「
オ
ピ
ニ
オ
ン
」
へ
と

引
き
下
げ
ら
れ
る
と
、述
べ
て
い
る
こ
と
を
次
の
箇
所
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

「〈
主
体
‐
脳
〉の
そ
れ
ら
最
初
の
二
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
あ
る
い
は
二
つ
の
葉
層
、

つ
ま
り
概
念
な
ら
び
に
感
覚
は
と
て
も
脆
い
。
べ
と
つ
く
よ
う
に
な
っ
た
諸
感

覚
が
、
し
だ
い
に
縮
約
し
が
た
く
な
る
も
ろ
も
ろ
の
要
素
と
振
動
を
と
り
逃
が

す
、
と
い
う
事
態
を
つ
く
る
の
は
、
…
〔
中
略
〕
…
あ
る
計
り
知
れ
な
い
疲
労



後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
お
け
る
「
脳
」
と
い
う
問
題
設
定
に
つ
い
て
の
試
論

八
九

で
あ
る
。
老
い
と
は
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
疲
労
な
の
で
あ
る
」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
，

ガ
タ
リ1997: 303-304, 201

）

　　

し
か
し
、
そ
れ
に
た
い
し
て
こ
の
科
学
的
認
識
た
る
「
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
は
、

あ
る
意
味
で
堅
固
で
あ
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
堅
固
さ
が
、
他

の
二
つ
の
薄
層
に
た
い
し
て
干
渉
し
、
そ
れ
ら
が
己
を
維
持
す
る
の
に
役
立
て
ら
れ

る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
は
ま
た
異
な
る
堅
牢
さ
を
も
つ
「
オ
ピ
ニ
オ
ン
」
と
の
区

別
が
不
可
欠
と
も
な
る
。
そ
れ
ら
は
そ
の
堅
さ
に
お
い
て
つ
ね
に
ま
じ
り
あ
う
傾
向

に
あ
る
の
だ
が
、
実
際
に
は
全
く
異
な
る
も
の
で
あ
る
。
オ
ピ
ニ
オ
ン
の
堅
さ
は
、

現
象
学
の
言
う
「
根
源
的
臆
見
」
の
堅
さ
に
由
来
す
る
一
切
の
根
拠
を
欠
い
た
確
実

さ
で
あ
る
。
そ
れ
に
た
い
し
て
「
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
の
堅
さ
は
、
そ
れ
が
「
カ
オ

ス
」
か
ら
あ
る
「
極
限
＝
限
界
」
を
引
き
出
し
、「
カ
オ
ス
」
の
「
無
限
速
度
」
の
「
無

限
運
動
」
を
減
速
さ
せ
、
漸
化
す
る
工
夫
に
よ
っ
て
引
き
出
さ
れ
た
あ
る
人
工
的
な

相
空
間
の
も
つ
一
貫
性
の
堅
牢
さ
で
あ
る
。「
オ
ピ
ニ
オ
ン
」
の
も
ろ
さ
と
強
さ
は

そ
の
無
根
拠
さ
に
由
来
す
る
が
、「
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
の
そ
れ
ら
は
そ
れ
が
そ
の

力
量
を
競
う
「
カ
オ
ス
」
に
由
来
す
る
。
定
数
の
背
後
に
隠
れ
る
、
あ
る
い
は
よ
り

別
の
次
元
の
理
論
に
お
い
て
は
変
数
と
さ
れ
る
よ
う
な
定
数
の
相
対
的
な
安
定
性
の

原
因
は
、
単
な
る
無
意
味
な
思
い
込
み
と
い
う
次
元
に
は
起
因
せ
ず
、
そ
れ
が
覆
っ

て
い
る
「
カ
オ
ス
」
に
こ
そ
あ
る
の
だ
。
公
理
と
臆
見
は
、
そ
の
見
か
け
の
不
確
実

さ
に
お
い
て
は
（
古
代
の
懐
疑
論
者
が
示
し
た
よ
う
に
）
区
別
し
え
な
い
が
、
そ
の

出
自
と
方
向
性
に
お
い
て
は
区
別
さ
れ
う
る
。

　

も
う
一
点
注
意
す
べ
き
こ
と
と
し
て
、
こ
の
「
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
と
い
う
第
三

の
特
徴
を
科
学
的
認
識
の
能
力
と
し
て
み
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
カ
ン
ト
の
よ
う
に

あ
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
適
合
し
て
い
る
こ
と
を
適
切
に
判
断
す
る
能
力
の
こ
と
で
は
な

く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
「
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
を
構
成
す
る
能
力
を
意
味
す
る
、

と
い
う
こ
と
を
指
摘
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
は
や
科
学
を
論
ず
る
に
あ
た
っ
て

は
、心
理
的
対
象
と
し
て
構
成
さ
れ
た
対
自
と
し
て
の
科
学
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、

科
学
す
る
（
科
学
的
に
認
識
す
る
）
と
い
う
「
脳
」
の
能
力
が
問
題
と
な
っ
て
い
る

と
言
え
る
。
あ
る
い
は
む
し
ろ
、
脳
が
、
認
識
す
る
「
脳
」
と
な
る
こ
と
が
問
題
と

な
っ
て
い
る
と
言
っ
て
も
よ
い
。
そ
の
う
え
で
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の
形
而
上

学
固
有
の
問
題
と
し
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
彼
ら
が
認
識
の
問
題
を
、

徹
底
的
に
数
学
的
な
モ
デ
ル
で
考
え
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
当
否
で
あ
る
。
彼
ら
は

非
常
に
自
覚
的
に
カ
ン
ト
以
来
（
あ
る
い
は
む
し
ろ
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
以
来
）、
主
流

の
科
学
哲
学
に
よ
っ
て
科
学
的
認
識
の
モ
デ
ル
と
し
て
み
な
さ
れ
て
き
た
言
語
と
表

象
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
、捨
て
去
る
こ
と
こ
そ
し
な
い
が
、感
覚
‐
反
応
的
な
「
オ

ピ
ニ
オ
ン
」
の
場
所
へ
と
押
し
や
っ
て
い
る
。
認
識
と
は
「
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
の

形
成
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
が
意
味
す
る
の
は
、（
オ
ピ
ニ
オ
ン
的
認
識
で
は
な
く
、

科
学
的
）
認
識
と
は
命
題
に
よ
る
再
認
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
を
も
含
意
し
て
い

る
。
あ
る
意
味
で
、
カ
ル
ナ
ッ
プ
流
の
セ
ン
ス
デ
ー
タ
に
よ
る
科
学
的
認
識
の
構
築

に
対
す
る
批
判
と
も
読
め
る
。
再
認
と
表
象
の
場
所
と
は
、
フ
ー
コ
ー
が
分
析
し
た

よ
う
な
意
味
で
「
権
力
」
を
背
景
に
構
成
さ
れ
る
「
光
」
と
「
言
葉
」
の
秩
序
体
か

ら
な
る
「
歴
史
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
は
ま
さ

に
規
律
訓
練
と
監
視
を
も
ち
い
る
「
権
力
」
に
よ
っ
て
「
歴
史
的
ア
プ
リ
オ
リ
」
と

し
て
、
私
た
ち
の
身
体
、
と
り
わ
け
「
脳
」
の
う
ち
に
形
成
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

以
上
三
つ
の
「
脳
」
の
特
徴
に
よ
っ
て
、「
脳
」
は
《
思
考
す
る
‐
脳
》
へ
と
生
成
し
、

一
つ
の
主
体
へ
と
、
す
な
わ
ち
《
主
体
‐
脳
》
へ
と
生
成
す
る
と
言
わ
れ
る
。
こ
の

意
味
は
次
節
で
再
度
検
討
し
よ
う
。

　

第
四
の
特
徴
で
あ
る
「
オ
ピ
ニ
オ
ン
」
は
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
「
脳
」
の
再
認
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と
表
象
の
機
能
の
形
成
に
基
づ
く
。
通
常
の
脳
科
学
や
人
工
知
能
研
究
が
対
象
と
す

る
の
は
、
こ
の
領
野
で
あ
る
。
し
か
し
そ
こ
に
は
さ
ほ
ど
不
思
議
は
な
い
の
だ
と
も

い
え
る
。
問
題
は
む
し
ろ
、
私
た
ち
自
身
が
、
私
た
ち
の
こ
と
を
そ
の
よ
う
な
も
の

と
し
て
考
え
る
と
い
う
オ
ピ
ニ
オ
ン
に
訓
育
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
こ
そ
あ
る
が
、

こ
の
こ
と
は
脳
科
学
に
よ
っ
て
問
う
こ
と
が
で
き
る
こ
と
の
限
界
を
も
示
し
て
も
い

る
。

　

第
五
の
特
徴
は
、
以
上
の
よ
う
な
「
脳
」
が
「
カ
オ
ス
」
に
潜
み
、
か
つ
「
カ
オ

ス
」
に
立
ち
向
か
う
も
の
だ
と
さ
れ
る
こ
と
だ
。

「
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
ら
三
つ
の
〈
非
〉
は
、
脳
平
面
か
ら
見
れ
ば
ま
だ
区
別
が

あ
る
の
だ
が
、
脳
が
潜
ん
で
い
る
カ
オ
ス

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら
見
れ
ば
も
は
や
区
別
は
な
い
。」

（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
，
ガ
タ
リ1997: 310, 206

）

「
哲
学
、
芸
術
、
科
学
は
、
三
つ
の
ア
ス
ペ
ク
ト
―
―
そ
れ
ら
の
も
と
で
脳
が

主
体
へ
と
、《
思
考
‐
脳
》
へ
と
生
成
す
る
―
―
で
あ
り
、
三
つ
の
平
面
、
三

つ
の
筏
―
―
そ
れ
ら
の
う
え
か
ら
脳
が
カ
オ
ス
へ
と
潜
り
、
カ
オ
ス
に
立
ち
向

か
う
―
―
で
あ
る
。」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
，
ガ
タ
リ1997: 298, 197

）

　

以
上
の
よ
う
な
「
脳
」
と
と
も
に
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
最
大
の
問
題
は
こ

こ
に
登
場
す
る
「
カ
オ
ス
」
を
ど
う
解
釈
す
る
か
、
で
あ
る
。「
カ
オ
ス
」
は
「
脳
」

に
か
か
わ
る
。「
脳
」
が
そ
こ
に
潜
み
、「
脳
」
が
そ
れ
に
立
ち
向
か
う
も
の
と
し
て

の
「
カ
オ
ス
」。
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
有
意
味
な
も
の
と
し
て
解
釈
で
き
る
の
か
、

と
い
う
こ
と
が
問
題
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
こ
れ
以
上
の

こ
と
を
明
か
し
て
い
な
い
か
ら
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
次
節
で
改
め
て
論
じ
ら
れ
る

こ
と
と
な
る
。

　

最
後
の
第
六
の
特
徴
は
、「
脳
」
が
「
個
体
化
」
し
、「
分
岐
」
す
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
こ
と
だ
。

「
指
示
平
面
あ
る
い
は
座
標
平
面
の
周
囲
ば
か
り
で
な
く
、
つ
ね
に
発
動
し
て

い
る
可
変
的
な
そ
の
表
面
の
い
く
つ
も
の
褶
曲
の
な
か
で
、
ま
さ
に
カ
オ
ス
が

執
拗
に
持
続
し
て
い
る
こ
と
を
証
言
す
る
活
動
が
さ
ら
に
存
在
す
る
。そ
れ
は
、

分
岐
と
個
体
化
と
い
う
活
動
で
あ
る
。」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
，
ガ
タ
リ1997: 306, 

203

）

　

こ
れ
に
よ
っ
て
、
科
学
的
認
識
は
「
認
識
主
体
で
あ
る
か
ぎ
り
で
の
脳
そ
の
も
の

が
潜
ん
で
い
る
カ
オ
ス
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
」
を
己
の
仕
事
と
す
る
の
で
あ
る
。

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
お
そ
ら
く
こ
こ
で
、
一
九
八
〇
年
代
の
複
雑
系
科
学
の
議

論
を
念
頭
に
お
い
て
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
む
し
ろ
こ
こ
で
は
あ
え
て
、
シ
モ
ン

ド
ン
の
「
個
体
化
」
の
文
脈
と
、
現
代
の
脳
科
学
で
い
わ
れ
る
「
シ
ナ
プ
ス
刈
り
込

み
」
の
文
脈
で
考
え
て
み
た
い
。
シ
モ
ン
ド
ン
の
「
個
体
化
」
の
文
脈
で
あ
れ
ば
、

「
脳
」
も
ま
た
「
個
体
化
」
の
途
上
に
あ
る
存
在
で
あ
り
、
そ
れ
は
己
の
「
前
個
体

的
な
場
」
を
形
成
す
る
「
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
」
を
、
た
え
ず
「
個
体
化
」
を
通
し
て
現

働
化
し
続
け
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
「
シ
ナ
プ
ス
刈
り
込
み
」
と
い

う
近
年
の
脳
科
学
の
議
論
は
、
ま
さ
に
脳
は
、
そ
の
初
期
に
お
い
て
は
未
発
達
と
い

う
よ
り
も
む
し
ろ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
過
剰
接
続
の
状
態
か
ら
出
発
し
そ
れ
が
実
際
の
生

存
の
過
程
の
な
か
で
の
様
々
な
要
因
（
そ
こ
に
は
も
ち
ろ
ん
環
境
要
因
だ
け
で
な
く

遺
伝
的
要
因
や
そ
の
要
因
を
発
現
さ
せ
る
エ
ピ
ジ
ェ
ネ
テ
ィ
ッ
ク
な
要
因
も
含
ま
れ

る
）
に
よ
っ
て
、
文
字
通
り
刈
り
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
で
、
分
岐
し
、
実
際
に
脳
が



後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
お
け
る
「
脳
」
と
い
う
問
題
設
定
に
つ
い
て
の
試
論

九
一

個
体
化
（
特
異
的
な
存
在
と
し
て
特
異
化
す
る
と
も
い
え
る
）
す
る
こ
と
を
明
ら
か

に
し
つ
つ
あ
る
。ま
さ
に
こ
れ
を
明
ら
か
に
し
つ
つ
あ
る
の
は
科
学
の
仕
事
で
あ
り
、

そ
れ
に
よ
っ
て
む
し
ろ
「
脳
が
潜
ん
で
い
る
カ
オ
ス
」
が
明
ら
か
に
さ
れ
つ
つ
あ
る

と
言
え
る
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
そ
れ
が
な
ぜ
科
学
的
認
識
の
仕
事
と

言
わ
れ
う
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
は
改
め
て
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
．
六
つ
の
特
徴
の
な
か
で
、
と
り
わ
け
カ
オ
ス
と
脳
の
関
係
に
つ
い
て

　

以
上
の
六
つ
の
特
徴
を
箇
条
書
き
で
整
理
し
よ
う
。

1. 

脳
は
俯
瞰
す
る

2. 

脳
は
感
覚
す
る

3. 

脳
は
認
識
す
る

4. 

脳
は
疲
労
す
る
（
あ
る
い
は
オ
ピ
ニ
オ
ン
を
形
成
す
る
）

5. 

脳
は
カ
オ
ス
に
潜
み
、
カ
オ
ス
に
立
ち
向
か
う

6. 

脳
は
個
体
化
し
、
分
岐
す
る
。

　

１
か
ら
３
は
、「
脳
が
主
体
へ
と
生
成
す
る
（「
主
体
‐
脳
」
へ
の
生
成
）」
と
い

う
論
点
と
し
て
総
括
で
き
る
。
６
は
重
要
な
論
点
で
は
あ
る
が
、
３
と
５
に
よ
っ
て

条
件
づ
け
ら
れ
て
い
る
特
徴
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
な
か
で
も
っ
と
も
問
題
的
で
あ
る

の
は
、
５
で
あ
る
。
そ
れ
は
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、「
カ
オ
ス
」
と
い
う
『
哲
学

と
は
何
か
』
に
お
け
る
最
重
要
概
念
と
関
係
し
て
お
り
、
か
つ
そ
の
概
念
の
解
釈
と

深
く
関
係
し
て
い
る
。

　

ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
「
カ
オ
ス
」
を
お
お
よ
そ
「
無
限
速
度
の
無
限
運
動
」

と
し
て
概
念
的
に
規
定
し
て
い
る
。
た
だ
も
ち
ろ
ん
、「
無
限
速
度
」
と
い
う
概
念

が
「
俯
瞰
」
の
特
徴
と
し
て
、
と
く
に
哲
学
に
お
け
る
「
思
考
」
に
つ
い
て
言
わ
れ

る
よ
う
に
、
そ
れ
は
物
理
的
な
運
動
が
、
無
限
で
あ
り
、
無
限
速
度
で
あ
る
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
な
い
（
反
対
に
、
物
理
的
な
運
動
は
、
た
と
え
光
速
の
運
動
で
あ
れ
、

光
速
と
い
う
限
界
が
設
定
さ
れ
る
以
上
、
相
対
的
な
速
度
し
か
も
た
な
い
し
、
そ
の

よ
う
に
し
か
も
た
な
い
こ
と
こ
そ
が
科
学
的
認
識
に
と
っ
て
本
質
的
で
あ
る
と
さ
え

言
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
科
学
的
認
識
を
可
能
に
す
る
の
は
、
無
限
速
度
の
無
限
運
動

を
あ
る
限
界
に
た
い
し
て
漸
化
す
る
こ
と
に
こ
そ
意
義
が
あ
る
の
だ
か
ら
）。

　

「
カ
オ
ス
を
特
徴
づ
け
る
も
の
は
、
実
際
、
諸
規
定
の
不
在
と
い
う
よ
り
も
、

む
し
ろ
諸
規
定
が
粗
描
さ
れ
た
り
消
失
し
た
り
す
る
と
き
の
無
限
速
度
で
あ

る
。
そ
れ
は
、
二
つ
の
規
定
の
あ
い
だ
の
相
互
的
な
運
動
で
は
な
く
、
反
対
に
、

二
つ
の
規
定
の
あ
い
だ
の
関
係
の
不
可
能
性
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
一
方
の
規

定
は
、
他
方
の
規
定
が
す
で
に
消
え
て
い
る
の
で
な
け
れ
ば
、
現
れ
な
い
か
ら

で
あ
り
、
ま
た
、
他
方
の
規
定
が
粗
描
さ
れ
て
ま
た
消
え
る
と
き
、
一
方
の
規

定
は
消
失
し
て
ま
た
現
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
カ
オ
ス
は
、
惰
性
的
あ
る
い
は
停

留
的
な
状
態
で
は
な
い
。
そ
れ
は
偶
然
の
混
合
で
は
な
い
の
だ
。
カ
オ
ス
は
カ

オ
ス
化
す
る
、
す
な
わ
ち
無
限
の
な
か
で
あ
ら
ゆ
る
共
立
性
を
壊
す
。」（
ド
ゥ

ル
ー
ズ
，
ガ
タ
リ1997: 63, 44-45

）

　
「
無
限
速
度
」
を
も
つ
概
念
の
「
共
立
性
」
は
、
哲
学
に
お
け
る
特
徴
と
し
て
す

で
に
述
べ
ら
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
「
共
立
性
」
す
ら
も
成
立
不
可
能
に

し
て
し
ま
う
「
無
限
速
度
」
の
「
無
限
運
動
」（「
概
念
」
は
「
無
限
速
度
」
の
「
有

限
運
動
」
と
言
わ
れ
、「
内
在
平
面
」
は
「
有
限
速
度
」
の
「
無
限
運
動
」
と
言
わ

れ
る
）
が
「
カ
オ
ス
」
で
あ
る
。
む
し
ろ
共
立
不
可
能
性
（「
関
係
の
不
可
能
性
」）

と
し
て
の
「
カ
オ
ス
」
で
あ
る
。
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こ
こ
で
な
さ
れ
て
い
る
「
カ
オ
ス
」
の
概
念
化
は
、
お
そ
ら
く
三
つ
の
解
釈
格
子

を
受
け
入
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。「
諸
規
定
の
不
在
」
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て
い
る

と
き
、
お
そ
ら
く
考
え
ら
れ
て
い
る
の
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
「
一
者
」
か
ら
の
流
出

説
で
あ
ろ
う
。「
一
者
」
そ
れ
自
体
に
は
い
か
な
る
「
規
定
」
も
な
い
が
、そ
の
「
一

者
」
か
ら
最
初
に
流
出
す
る
「
ヌ
ー
ス
」
が
一
者
を
観
照
す
る
こ
と
で
、諸
々
の
「
イ

デ
ア
」、
つ
ま
り
諸
規
定
が
流
出
す
る
、
と
い
う
あ
の
説
で
あ
る
。

　

こ
れ
に
対
し
て
そ
の
出
発
点
に
お
い
て
、
互
い
に
齟
齬
し
打
ち
消
し
あ
う
異
質
な

規
定
が
、
矛
盾
し
た
も
の
と
し
て

0

0

0

0

0

0

0

0

0

含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
と
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
存
在

論
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
な
る
。
存
在
で
も
あ
り
無
で
も
あ
る
も
の
か
ら
存
在
と

無
が
相
互
否
定
に
よ
っ
て
産
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
空
虚
な
存
在
は
よ
り
豊
か
な
も
の

へ
と
自
己
展
開
す
る
。
し
か
し
、
お
そ
ら
く
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
、
実
際
の
と

こ
ろ
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
大
論
理
学
』
と
か
な
り
近
い
こ
と
を
考
え
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
そ
れ
と
同
じ
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ

の
、
あ
る
い
は
ガ
タ
リ
と
の
形
而
上
学
は
、
ニ
ー
チ
ェ
以
来
の
「
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
の

転
倒
」
を
前
提
と
し
て
い
る
か
ら
だ
。

　

そ
う
す
る
と
、
最
後
に
残
る
解
釈
格
子
の
候
補
は
、「
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
の
転
倒
」

の
問
題
を
ど
う
考
え
る
か
、
と
い
う
こ
と
と
本
質
的
に
か
か
わ
る
の
だ
が
、
ス
ピ
ノ

ザ
の
実
体
論
あ
る
い
は
神
即
自
然
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。

　

こ
の
ス
ピ
ノ
ザ
の
解
釈
格
子
に
つ
い
て
論
じ
る
前
に
、
以
上
で
論
じ
ら
れ
た
格
子

や
そ
れ
以
外
（
た
と
え
ば
カ
ン
ト
）
と
す
ら
も
共
有
さ
れ
る
基
本
的
な
自
然
観
に
つ

い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
す
な
わ
ち
、
自
然
は
カ
ン
ト
の
意
味
で
「
自
由

原
因
」
に
よ
っ
て
自
律
的
に
展
開
す
る
と
い
う
、
あ
る
意
味
で
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の

「
原
因
の
原
因
」
論
に
由
来
す
る
描
像
で
あ
る
。「
自
由
原
因
」
と
は
す
な
わ
ち
己
以

外
の
い
か
な
る
も
の
に
よ
っ
て
も
規
定
さ
れ
な
い
原
因
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
ス
ピ

ノ
ザ
は
こ
れ
を
「
自
己
原
因
」
と
呼
ん
で
い
る
。「
自
己
原
因
」
で
あ
る
「
実
体
」

の
み
が
、い
か
な
る
外
的
規
定
に
よ
っ
て
も
左
右
さ
れ
な
い
と
い
う
意
味
で
「
自
由
」

で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
「
実
体
」
と
同
一
視
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
「
自
然
」
の

内
部
で
の
事
象
は
、
そ
れ
が
客
体
と
し
て
認
識
さ
れ
る
際
に
は
、
常
に
な
ん
ら
か
の

因
果
系
列
に
属
し
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
各
事
象
は
常
に
、
な
に
か
し
ら
事
前
の
事

象
の
結
果
で
あ
り
、
同
時
に
事
後
の
い
く
つ
か
の
事
象
の
原
因
で
も
あ
る
（
ス
ピ
ノ

ザ
的
に
は
こ
れ
は
延
長
属
性
に
属
す
る
様
態
の
連
鎖
と
い
う
こ
と
に
な
る
）。
し
た

が
っ
て
、
客
体
と
し
て
認
識
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ぎ
り
、
こ
れ
ら
の
諸
事
象
そ
れ

自
体
は
「
自
己
原
因
」
を
も
ち
え
な
い
。
こ
こ
に
、ス
ピ
ノ
ザ
の
「
無
知
の
隠
れ
家
」

の
議
論
と
、
カ
ン
ト
の
「
物
自
体
は
認
識
し
え
な
い
」
と
い
う
議
論
が
わ
ず
か
に
共

鳴
す
る
箇
所
が
あ
る
。
な
ぜ
か
。
も
し
わ
た
し
た
ち
が
客
観
的
に
（
あ
る
い
は
科
学

的
に
）
認
識
し
う
る
も
の
と
無
限
な
「
実
体
」
た
る
「
神
即
自
然
」
あ
る
い
は
「
物

自
体
」
と
し
て
の
「
自
然
」
が
過
不
足
な
く
一
致
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
む

し
ろ
わ
た
し
た
ち
の
認
識
の
形
式
に
従
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
認
識
の
形
式
は
、

ス
ピ
ノ
ザ
の
「
第
二
種
の
認
識
」
で
考
え
る
と
し
て
も
、
カ
ン
ト
の
「
悟
性
認
識
」

で
考
え
る
に
し
て
も
、
と
ら
え
ら
れ
る
の
は
認
識
対
象
の
一
般
性
（
あ
る
い
は
共
通

性
）
と
合
致
す
る
こ
と
が
ら
の
み
で
あ
っ
て
、
客
観
的
認
識
に
よ
っ
て
認
識
さ
れ
る

の
は
そ
の
合
法
則
的
性
格
の
み
で
あ
る
。
そ
の
場
合
、「
物
自
体
」
あ
る
い
は
「
神

即
自
然
」
は
、「
自
由
原
因
」
あ
る
い
は
「
自
己
原
因
」
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
法

則
に
よ
っ
て
規
定
さ
れ
る
も
の
、
つ
ま
り
他
律
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
し
た
が
っ
て
、「
神
即
自
然
」
あ
る
い
は
「
物
自
体
」
が
、
客
観
的
に
認
識
可

能
で
あ
る
と
い
う
こ
こ
で
の
仮
定
が
誤
り
で
あ
る
か
、
あ
る
い
は
「
物
自
体
」
あ
る

い
は
「
神
即
自
然
」
は
「
自
由
原
因
」
あ
る
い
は
「
自
己
原
因
」
で
あ
る
と
い
う
概

念
規
定
が
退
け
ら
れ
る
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
両
者
は
当
然
な
が
ら
前



後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
お
け
る
「
脳
」
と
い
う
問
題
設
定
に
つ
い
て
の
試
論

九
三

者
の
仮
定
を
、
後
者
の
概
念
規
定
を
選
ぶ
こ
と
で
退
け
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い

て
、
た
と
え
ば
ス
ピ
ノ
ザ
の
必
然
主
義
が
、
物
理
的
決
定
論
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
と

い
う
の
も
ス
ピ
ノ
ザ
の
必
然
性
は
あ
く
ま
で
「
自
己
原
因
」
た
る
「
神
即
自
然
」
が

あ
ら
ゆ
る
「
様
態
」
の
「
内
在
的
原
因
」
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
導
か
れ
る
の

み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
が
合
法
則
的
性
格
の
み
を
も
ち
、
か
つ
そ
の
法
則
性
の
す
べ
て

を
わ
た
し
た
ち
が
客
観
的
に
認
識
し
う
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

し
た
が
っ
て
、
以
上
の
議
論
か
ら
、
こ
こ
で
の
議
論
に
と
っ
て
必
要
な
論
点
だ
け

を
と
り
だ
せ
ば
、「
神
即
自
然
」
は
「
自
己
原
因
」
で
あ
る
と
い
う
意
味
で
根
本
的

か
つ
本
質
的
に
「
自
由
」
で
あ
り
、
な
に
に
よ
っ
て
も
と
ら
わ
れ
な
い
。
し
か
も
そ

の
「
神
即
自
然
」
は
、
合
法
則
的
で
あ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
客
観
的
に
認
識
し

う
る
が
、
必
ず
し
も
そ
れ
自
身
が
合
法
則
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
な
い
。

そ
の
限
り
で
、
そ
の
「
自
然
」
は
、
わ
た
し
た
ち
の
客
観
的
認
識
に
と
っ
て
根
本
的

に
異
質
な
も
の
で
あ
り
、最
後
ま
で
あ
ず
か
り
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
に
と
っ
て
は
若
干
曖
昧
な
ま
ま
に
と
ど
ま
る
が
（
そ
れ
は
主
に
『
判
断
力

批
判
』に
お
い
て
議
論
さ
れ
る
）、ス
ピ
ノ
ザ
に
と
っ
て
は
明
確
に
、こ
の「
自
己
原
因
」

の
原
因
性
は
、「
様
態
」
た
る
各
「
個
物
」
に
ま
で
及
ぶ
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
客

観
的
に（
あ
る
い
は
法
則
的
に
）認
識
し
え
な
い
と
い
う
制
約
は
、単
に
大
文
字
の《
自

然
》
の
よ
う
な
（
巨
大
な
？
）
実
体
の
み
で
は
な
く
、
も
ち
ろ
ん
部
分
的
に
で
は
あ

る
が
、
そ
の
実
体
を
「
内
在
的
原
因
」
と
す
る
個
々
の
「
様
態
」
に
お
い
て
も
、
そ

の
限
り
に
お
い
て
成
り
立
つ
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
も
あ
る
意
味
で
そ
れ
を
認
め
る

が
、
た
だ
し
そ
れ
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、「
自
由
意
志
」
を
含
む
「
理
性

能
力
」
に
預
か
る
「
理
性
的
存
在
者
」
の
み
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
カ
ン
ト
と
ス
ピ
ノ

ザ
は
こ
の
地
点
に
お
い
て
明
確
に
袂
を
分
か
つ
こ
と
に
な
る
。

　

と
こ
ろ
で
、ス
ピ
ノ
ザ
の「
神
即
自
然
」は
、『
エ
チ
カ
』第
一
部
の
冒
頭
に
お
い
て
、

そ
れ
自
身
無
限
で
あ
る
本
質
を
数
限
り
な
し
に
、
か
つ
余
す
と
こ
ろ
な
く
も
っ
て
い

る
唯
一
の
「
実
体
」
で
、
己
を
原
因
と
し
て
そ
の
限
り
で
存
在
し
な
い
と
は
概
念
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
と
し
て
導
出
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
唯
一
の
「
実
体
」

と
異
な
る
も
の
は
す
べ
て
、こ
の
「
実
体
」
が
変
状
し
た
「
様
態
」
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

そ
し
て
「
属
性
」
は
と
い
う
と
、
こ
の
数
限
り
な
し
に
余
す
と
こ
ろ
な
く
も
た
れ
て

い
る
本
質
が
、「
知
性
」
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
た
も
の
と
規
定
さ
れ
、
あ
ら
ゆ
る
「
様

態
」
は
こ
の
「
属
性
」
の
う
ち
で
表
現
さ
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
こ
の
「
実
体
」
す
な
わ
ち
「
神
即
自
然
」
の
規
定
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ

と
ガ
タ
リ
の
「
カ
オ
ス
」
の
規
定
と
か
な
り
の
部
分
が
重
な
り
合
う
。
わ
た
し
た
ち

は
何
事
か
を
知
る
と
き
、
そ
れ
は
属
性
の
も
と
で
知
ら
れ
る
の
で
あ
り
、
し
か
も
そ

の
属
性
は「
実
体
」の
互
い
に
独
立
な
本
質
を
表
現
し
た
も
の
で
あ
る
以
上
、あ
る「
属

性
」
の
内
部
で
の
事
象
は
、
他
の
「
属
性
」
に
属
す
る
事
象
に
よ
っ
て
は
説
明
さ
れ

な
い
。
つ
ま
り
異
な
る
「
属
性
」
は
、
同
じ
「
実
体
」
の
異
な
る
本
質
を
表
現
す
る

限
り
に
お
い
て
、
互
い
に
交
わ
る
こ
と
が
な
い
。
い
わ
ば
、「
実
体
」
が
有
す
る
本

質
は
、そ
れ
自
身
が
無
限
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、「
属
性
」
と
し
て
表
現
さ
れ
る
際
に
は
、

互
い
に
打
ち
消
し
あ
う
関
係
、「
関
係
の
不
可
能
性
」
と
い
う
関
係
に
あ
る
。
ス
ピ

ノ
ザ
の
「
実
体
」
の
規
定
が
一
種
異
様
な
の
は
、
こ
の
「
関
係
の
不
可
能
性
」
に
あ

る
よ
う
な
無
数
の
本
質
が
、
余
す
と
こ
ろ
な
く
ひ
と
つ
の
「
実
体
」
の
う
ち
に
現
実

的
に
包
蔵
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
わ
た
し
た
ち
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
点
を

「
無
知
の
隠
れ
家
」
の
議
論
が
示
す
よ
う
に
、
安
易
に
有
限
な
も
の
か
ら
の
類
推
に

よ
っ
て
、
問
題
の
な
い
も
の
と
し
て
納
得
し
が
ち
で
あ
る
。
し
か
し
、
ス
ピ
ノ
ザ
の

こ
の
規
定
は
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
仕
方
で
は
決
し
て
理
解
で
き
な
い
も
の
で
あ
る

と
い
う
規
定
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
そ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ

と
ガ
タ
リ
が
、
そ
れ
を
も
は
や
「
実
体
」
の
名
で
呼
ば
ず
、
哲
学
史
的
に
は
よ
り
古
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い
名
で
あ
り
、む
し
ろ
哲
学
の
外
部
を
参
照
す
る
よ
う
な
「
カ
オ
ス
（
＝
ケ
イ
オ
ス
）」

の
名
で
呼
ぶ
こ
と
で
、
以
上
の
よ
う
な
特
徴
に
む
し
ろ
光
を
当
て
て
い
る
と
考
え
る

こ
と
が
で
き
る（
も
ち
ろ
ん
、そ
の
こ
と
に
は
一
九
八
〇
年
代
以
降
の「
カ
オ
ス
理
論
」

の
影
響
、
つ
ま
り
科
学
的
認
識
に
お
い
て
さ
え
、
こ
の
「
カ
オ
ス
」
の
問
題
を
考
え

る
余
地
が
で
き
て
た
と
い
う
こ
と
を
証
し
立
て
る
概
念
と
の
連
続
性
を
隠
喩
的
に
、

あ
る
い
は
外
部
干
渉
的
に
維
持
し
た
い
と
い
う
考
え
も
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
）。
さ
ら

に
こ
れ
が
「
神
」
の
名
で
呼
ば
れ
な
い
の
は
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
が
ニ
ー
チ
ェ

に
よ
る
「
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
の
転
倒
」
以
後
の
、
つ
ま
り
「
神
は
死
ん
だ
」
と
い
う
ニ

ヒ
リ
ズ
ム
以
後
の
、
そ
れ
を
克
服
す
る
形
而
上
学
を
構
想
し
て
い
る
か
ら
に
他
な
ら

な
い
。
そ
れ
に
し
て
も
も
し
、
単
に
「
神
即
自
然
」
か
ら
「
神
」
の
名
だ
け
を
削
ぎ

落
し
た
ら
、
単
な
る
科
学
的
自
然
主
義
か
、
ロ
マ
ン
派
的
な
大
い
な
る
自
然
が
、
最

初
に
想
起
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と

ガ
タ
リ
は
そ
の
い
ず
れ
も
自
身
の
立
場
と
し
て
容
認
し
て
い
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、

そ
の
バ
ラ
ン
ス
の
な
か
で
選
択
さ
れ
る
の
が
「
カ
オ
ス
」
と
い
う
概
念
で
あ
り
、
も

は
や
そ
こ
で
は
「
自
然
」
と
さ
え
言
わ
れ
な
い
こ
と
で
、
そ
の
本
来
の
意
味
を
確
立

し
よ
う
と
す
る
。
彼
ら
に
と
っ
て
「
自
然
」
と
い
う
語
は
、
あ
ま
り
に
も
オ
ピ
ニ
オ

ン
に
近
す
ぎ
る
と
言
っ
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
な
に
が
「
自
然
」
で
あ
る
か
と

い
う
こ
と
は
、
彼
ら
に
と
っ
て
は
思
考
の
問
題
で
あ
り
、
解
決
済
み
の
事
実
で
は
あ

り
え
な
い
、
と
も
言
え
る
。
そ
う
で
あ
る
の
は
、
む
し
ろ
「
関
係
の
不
可
能
性
」
と

し
て
の
「
カ
オ
ス
」
こ
そ
が
、
彼
ら
に
と
っ
て
重
要
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

に
比
べ
る
と
、「
予
定
調
和
」
の
概
念
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、「
自
然
」
と
い
う
概

念
は
、い
ま
だ
あ
ま
り
に
関
係
的
す
ぎ
る
。
し
か
し
、そ
う
は
い
っ
て
も
、ド
ゥ
ル
ー

ズ
と
ガ
タ
リ
が
な
に
を
考
え
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
あ

る
い
は
な
に
を
考
え
な
が
ら
「
カ
オ
ス
」
と
い
う
概
念
を
創
造
し
て
い
る
の
か
と
い

う
こ
と
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
格
子
を
用
意
し
て
や
る
こ
と
が

必
要
だ
っ
た
の
だ
。そ
う
で
な
け
れ
ば
、そ
れ
を
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
受
け
取
っ

て
よ
い
の
か
す
ら
わ
か
ら
な
い
の
だ
か
ら
。

　

つ
ま
り
、ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の「
カ
オ
ス
」と
い
う
概
念
は
、「
無
知
の
隠
れ
家
」

の
議
論
と
ニ
ー
チ
ェ
の
「
神
は
死
ん
だ
」
と
い
う
「
プ
ラ
ト
ニ
ス
ム
の
転
倒
」
の
議

論
を
前
面
化
し
た
う
え
で
の
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
「
自
己
原
因
」
た
る
「
自
然
」
に
相
当

す
る
概
念
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

で
は
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
で
、
当
初
の
問
題
の
文
言
で
あ
る
「
脳
は
カ
オ
ス

に
潜
み
、
カ
オ
ス
に
立
ち
向
か
う
」
は
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
る
の
か
。
カ
オ
ス
に

つ
い
て
は
、す
で
に
み
た
通
り
だ
と
す
る
と
、残
る
の
は
、本
論
文
の
冒
頭
か
ら
ず
っ

と
問
題
で
あ
っ
た
「
脳
」
を
ど
う
解
釈
す
る
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

い
く
つ
か
自
明
と
思
わ
れ
る
こ
と
を
確
認
し
よ
う
。
わ
た
し
た
ち
の
脳
は
各
々
の

身
体
の
一
部
で
あ
る
。
各
々
の
身
体
は
、
科
学
的
に
探
究
さ
れ
る
場
合
は
、
な
ん
ら

か
の
法
則
に
従
っ
て
因
果
的
に
ふ
る
ま
う
物
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る
。
ま
た
そ
れ
は

「
自
然
」
の
一
部
で
あ
り
、「
自
然
」
が
変
状
し
た
「
様
態
」
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
先
ほ
ど
の
「
無
知
の
隠
れ
家
」
の
議
論
を
想
起
す
る
と
、
こ
の
因
果
的
に

振
る
舞
う
科
学
的
対
象
と
し
て
の
物
体
の
一
部
で
あ
る
こ
と
と
、「
自
然
」
の
一
部

な
い
し
そ
の
「
様
態
」
で
あ
る
こ
と
と
の
あ
い
だ
に
は
若
干
の
、
し
か
し
看
過
す

る
こ
と
の
で
き
な
い
隙
間
あ
る
い
は
む
し
ろ
齟
齬
が
介
在
し
て
い
る
こ
と
に
気
が
付

く
。
身
体
は
物
体
と
し
て
理
解
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
科
学
的
認
識
の
対
象
と
し
て
探
求

可
能
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
た
身
体
は
、
自
然
の
一
部
で
あ
る
身
体
の

す
べ
て
で
は
な
い
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
は　

｢

身
体
が
な
に
を
な
し
う
る
か
を
こ
れ
ま
で
誰
も
規
定
し
な
か
っ

た｣ 

（EIII2Sc.
）
と
言
う
が
、
こ
れ
は
誰
か
が
規
定
す
れ
ば
身
体
が
な
に
を
な
し
う



後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
お
け
る
「
脳
」
と
い
う
問
題
設
定
に
つ
い
て
の
試
論

九
五

る
か
の
す
べ
て
を
理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
問
題
は

個
別
性
、
あ
る
い
は
特
異
性
（
ス
ピ
ノ
ザ
に
お
い
て
は
そ
れ
は
数
え
つ
く
す
こ
と
の

で
き
な
い
ほ
ど
無
数
に
あ
る
現
実
的
本
質
に
相
当
す
る
）
に
あ
る
。
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ

は
こ
れ
を
「
事
実
の
真
理
」（
偶
然
的
真
理
）
と
「
理
性
の
真
理
」（
必
然
的
真
理
）

を
分
け
る
こ
と
で
、
な
ん
と
か
乗
り
切
ろ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、『
モ

ナ
ド
ロ
ジ
ー
』
で
問
題
に
な
る
よ
う
に
、
個
々
の
個
体
が
無
限
の
履
歴
を
そ
の
個

体
の
特
異
性
の
う
ち
に
宿
し
て
い
る
以
上
、
そ
れ
を
一
般
性
あ
る
い
は
合
法
則
性
に

よ
っ
て
把
握
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。あ
る
い
は
ス
ピ
ノ
ザ
の
描
像
に
近
づ
け
れ
ば
、

身
体
は
そ
れ
自
体
は
非
常
に
複
雑
な
要
素
か
ら
合
成
さ
れ
た
合
成
体
で
あ
り
、
そ
の

各
々
が
己
の
特
異
性
を
宿
し
て
い
る
。
む
し
ろ
身
体
と
は
、
よ
く
で
き
た
機
械
と
い

う
よ
り
も
、
重
層
的
に
織
り
上
げ
ら
れ
、
調
整
さ
れ
た
た
く
さ
ん
の
個
体
の
群
れ
か

ら
な
る
群
体
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
を
確
率
と
頻
度
の
問
題
と
し
て
考
え
よ
う
と

し
て
も
同
様
に
届
か
な
い
。
わ
か
る
の
は
大
域
的
な
可
能
性
の
空
間
に
お
い
て
成
立

す
る
一
般
的
に
妥
当
な
主
張
で
あ
っ
て
、
個
々
の
事
例
を
言
い
当
て
る
こ
と
は
原
理

的
に
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
現
実
は
刻
一
刻
と
多
様
性
と
特
異
性
を

生
み
出
し
て
い
く
。

　
「
脳
」
は
、
こ
の
よ
う
な
重
層
的
で
多
様
な
特
異
性
と
い
う
個
々
の
要
素
的
身
体

に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
た
巨
視
的
な
身
体
の
特
殊
な
一
部
で
あ
る
。
身
体
は
、「
自
己

原
因
」
た
る
自
然
が
「
内
在
的
原
因
」
を
な
す
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
そ
れ
自
身
も
ま

た
「
カ
オ
ス
」
の
一
部
で
あ
る
。
し
か
し
身
体
は
「
カ
オ
ス
」
の
一
部
で
あ
る
と
は

い
え
、
マ
ク
ロ
カ
オ
ス
（
と
い
う
表
現
を
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
は
用
い
な
い
が
）

た
る
自
然
と
同
じ
カ
オ
ス
で
あ
る
ミ
ク
ロ
カ
オ
ス
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
そ
れ
は
ヘ
ラ

ク
レ
イ
ト
ス
の
ミ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
／
マ
ク
ロ
コ
ス
モ
ス
の
構
造
を
転
倒
さ
せ
た
も
の

と
な
る
。
コ
ス
モ
ス
が
同
一
性
の
起
源
を
問
題
に
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
カ
オ
ス
は

差
異
と
特
異
性
の
起
源
を
問
題
に
し
て
い
る
と
も
言
え
る
。「
存
在
の
一
義
性
」
は
、

こ
こ
に
お
い
て
む
し
ろ
「
カ
オ
ス
」
の
一
義
性
、
す
な
わ
ち
「
差
異
の
一
義
性
」
と

読
み
替
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
「
脳
」は
、こ
の
よ
う
な
ミ
ク
ロ
カ
オ
ス
た
る
身
体
の
一
部
と
し
て
、文
字
通
り
、「
カ

オ
ス
に
身
を
潜
め
て
い
る
」。
つ
ま
り
、「
脳
」
は
そ
れ
自
身
も
ま
た
ミ
ク
ロ
カ
オ
ス

の
一
部
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
脳
が
「
脳
」
と
な

る
と
い
う
こ
と
は
、
こ
の
ミ
ク
ロ
カ
オ
ス
た
る
身
体
が
「
脳
」
に
な
る
こ
と
、
ひ
い

て
は
「
主
体
」
と
な
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。

　

で
は
「
カ
オ
ス
に
立
ち
向
か
う
」
と
は
ど
う
い
う
意
味
な
の
か
。
そ
れ
は
も
ち
ろ

ん
こ
の
「
カ
オ
ス
」
か
ら
一
抹
の
秩
序
を
、「
カ
オ
ス
」
の
娘
た
ち
と
呼
ば
れ
る
「
カ

オ
イ
ド
」
を
引
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
秩
序
（
コ
ス
モ
ス
）
を
引
き
出
す
と
は
ど
う

い
う
こ
と
か
。
そ
れ
は
「
自
己
原
因
」
た
る
「
自
然
」
を
「
内
在
原
因
」
と
す
る
身

体
の
「
カ
オ
ス
」
を
、
す
べ
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
の
一
部
で
あ
れ
、
己
の
も
の

と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
唯
一
の
「
自
由
」
な
も
の
で
あ
る
「
自

己
原
因
」
た
る
「
自
然
」
の
「
自
由
」
を
、
お
の
れ
の
も
の
と
す
る
こ
と
で
お
の
れ

を
「
主
体
」
と
し
て
取
り
違
え
る
こ
と
で
あ
る
　21

。

　

こ
の
取
り
違
え
は
根
本
的
で
あ
っ
て
、
引
き
返
す
こ
と
の
で
き
な
い
取
り
違
え
で

あ
る
。
ス
ピ
ノ
ザ
が
言
う
よ
う
に
私
た
ち
は
、「
目
を
空
け
た
ま
ま
眠
っ
て
い
る
」

の
で
あ
る
が
、そ
の
眠
り
か
ら
わ
た
し
た
ち
が
覚
め
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。

あ
り
え
る
の
は
、
眠
り
な
が
ら
眠
っ
て
い
る
こ
と
を
自
覚
す
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
の

よ
う
な
自
覚
の
あ
と
も
眠
り
か
ら
覚
め
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
取
り

21 

こ
の
外
部
の
自
由
を
己
の
自
由
と
し
て
「
乗
っ
取
る
」
と
い
う
考
え
方
は
、
郡
司
ペ

ギ
オ
幸
夫
『
生
命
、
微
動
だ
に
せ
ず
―
―
人
工
知
能
を
凌
駕
す
る
生
命
』
青
土
社
、

二
〇
一
八
年
の
序
章
に
お
い
て
展
開
さ
れ
た
も
の
に
負
っ
て
い
る
。
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違
え
は
引
き
返
し
不
可
能
な
取
り
違
え
で
あ
る
。
あ
る
い
は
眠
り
か
ら
覚
め
る
と
は

す
な
わ
ち
眠
り
さ
え
維
持
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
と
し
て
の
み
成
立
す
る
。

　

こ
の
取
り
違
え
こ
そ
が
、
主
体
と
認
識
（
思
考
と
し
て
の
、
感
覚
と
し
て
の
、
認

識
と
し
て
の
認
識
）
へ
と
「
脳
」
が
生
成
す
る
こ
と
の
条
件
で
あ
る
。
つ
ま
り
、「
脳
」

は
、
文
字
通
り
、
身
体
を
折
り
返
す
こ
と
で
形
成
さ
れ
た
「
襞
」
あ
る
い
は
「
褶
曲
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
「
褶
曲
」
に
カ
オ
ス
を
取
り
込
む
こ
と
で
、「
主
体
」

が
形
成
さ
れ
る（
と
ド
ゥ
ル
ー
ズ
は
か
つ
て『
フ
ー
コ
ー
』に
お
い
て
述
べ
て
い
た
）。

そ
し
て
、か
く
し
て
「
脳
」
は
、た
ん
な
る
身
体
の
一
部
か
ら
、「
脳
」
に
、つ
ま
り
「
主

体
‐
脳
」
に
な
る
。
科
学
的
対
象
と
し
て
の
脳
は
、
こ
の
よ
う
な
「
主
体
‐
脳
」
と

し
て
の
「
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ
ン
」
が
形
成
さ
れ
た
後
で
、
そ
の
平
面
の
内
部
で
構
成
さ

れ
た
心
的
対
象
な
の
で
あ
る
。

　
「
カ
オ
ス
」
に
潜
ん
で
い
る
「
脳
」
は
、
形
而
上
学
の
外
部
と
し
て
の
、
つ
ま
り

ミ
ク
ロ
カ
オ
ス
の
一
部
で
あ
る
「
脳
」
で
あ
り
、そ
の
「
脳
」
が
、自
ら
の
潜
む
「
カ

オ
ス
」
に
立
ち
向
か
っ
て
、自
ら
の
内
に
生
み
出
す
一
つ
の
「
筏
」
が
「
内
在
平
面
」

で
あ
る
（
同
様
に
、
感
覚
の
た
め
の
筏
が
「
合
成
平
面
」
で
あ
り
、
フ
ァ
ン
ク
シ
ョ

ン
の
た
め
の
筏
が
「
指
示
平
面
」
で
あ
る
）。
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
哲
学
が
語
る
こ

と
が
で
き
る
と
き
、「
脳
」
は
一
つ
の
「
内
在
平
面
」
と
な
り
、「
脳
」
は
〈
脳
外
部|

…|

脳
内
在
平
面
〉
と
い
う
仕
方
で
二
つ
の
あ
い
だ
に
齟
齬
を
あ
い
だ
に
挟
み
込
ん
だ
ま

ま
二
重
化
し
て
概
念
化
さ
れ
る
。
つ
ま
り
「
脳
」
は
ひ
と
つ
の
特
異
性
と
な
る
　22

。

い
わ
ば
、「
褶
曲
」
そ
れ
自
身
が
「
脳
外
部
」
で
あ
り
、
そ
の
「
褶
曲
」
の
う
え
に
展

開
さ
れ
る
平
面
が
「
脳
内
在
平
面
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、「
脳
」
は
、
哲

22 

齟
齬
を
は
さ
ん
だ
概
念
化
が
特
異
性
と
な
る
と
い
う
議
論
に
つ
い
て
は
、近
藤
和
敬「
思

考
‐
生
‐
存
在　

バ
デ
ィ
ウ
の
批
判
か
ら
見
る
ド
ゥ
ル
ー
ズ
の
後
期
思
想
」『
ド
ゥ
ル
ー

ズ
の
二
一
世
紀
』
河
出
書
房
新
社
、
二
〇
一
九
年
（
印
刷
中
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

学
の
外
部
で
あ
る
と
同
時
に
、
哲
学
の
内
部
の
概
念
で
も
あ
る
よ
う
な
、「
哲
学
的

概
念
」
と
し
て
構
成
さ
れ
る
こ
と
で
、
哲
学
に
お
い
て
議
論
す
る
こ
と
の
可
能
な
対

象
と
な
る
。

　

ス
ピ
ノ
ザ
的
に
考
え
る
と
、
こ
れ
は
な
に
を
や
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
。
お

そ
ら
く
、『
エ
チ
カ
』
冒
頭
部
、「
属
性
」
の
定
義
の
な
か
で
未
定
義
の
ま
ま
登
場
す

る
「
知
性
」
の
発
生
学
で
あ
る
。「
知
性
」
な
し
に
は
、「
実
体
」
か
ら
「
属
性
」
を

引
き
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
（
こ
の
設
定
自
体
は
実
は
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
そ
れ
と
似

て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
）。
し
か
し
『
エ
チ
カ
』
で
は
そ
の
当
の
「
知
性
」
は
、
も

ち
ろ
ん
事
後
的
に
説
明
さ
れ
は
す
る
も
の
の
、
そ
の
説
明
の
た
め
の
最
初
の
定
義
で

未
定
義
の
ま
ま
に
登
場
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
バ
デ
ィ
ウ
は
『
推
移
的
存
在
論
』
の

「
第
五
章
」で
こ
の
問
題
を
集
中
的
に
扱
っ
て
い
る
が
、ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
の『
哲

学
と
は
何
か
』
に
お
け
る
「
主
体
‐
脳
」
　23

の
発
生
学
は
、
こ
の
同
じ
問
題
に
た
い

し
て
バ
デ
ィ
ウ
と
は
異
な
る
答
え
方
を
用
意
し
て
く
れ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
（
バ

デ
ィ
ウ
は
結
局
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
の
空
間
の
外
部
に
「
出
来
事
」
の
次
元

を
設
定
す
る
こ
と
で
の
み
解
決
可
能
だ
と
述
べ
、
ス
ピ
ノ
ザ
の
哲
学
を
「
閉
じ
た
哲

学
」
と
し
て
批
判
し
て
い
る
）。
そ
し
て
、
そ
の
道
は
、
ニ
ー
チ
ェ
以
後
、
ベ
ル
ク

ソ
ン
と
と
も
に
共
立
す
る
ス
ピ
ノ
ザ
の
『
エ
チ
カ
』
と
い
う
、
ス
ピ
ノ
ザ
解
釈
か
ら

す
る
と
か
な
り
奇
妙
な
（
と
も
す
る
と
矛
盾
し
て
い
る
）
描
像
を
も
た
ら
し
て
く
れ

る
よ
う
に
見
え
る
。

23 C
erveau-sujet

は
、通
例「
脳
‐
主
体
」と
訳
さ
れ
て
き
た
が
、フ
ラ
ン
ス
語
と
し
て
は「
主

体
‐
脳
」
が
正
し
い
（
つ
ま
り
、「
時
間
‐
イ
マ
ー
ジ
ュ
」
な
ど
と
同
様
に
、
基
体
と

な
る
の
は
「
脳
」
で
あ
り
、「
主
体
」
は
そ
の
形
容
と
な
る
と
い
う
意
味
）
と
い
う
こ

と
が
意
味
す
る
含
意
と
ス
ピ
ノ
ザ
の
主
体
論
の
関
係
に
つ
い
て
、
二
〇
一
八
年
九
月
七

日
の
上
野
修
氏
と
の
会
話
に
よ
っ
て
大
き
な
示
唆
を
得
た
こ
と
を
こ
こ
に
記
す
。



後
期
ド
ゥ
ル
ー
ズ
哲
学
に
お
け
る
「
脳
」
と
い
う
問
題
設
定
に
つ
い
て
の
試
論

九
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「
脳
」
を
哲
学
的
概
念
と
し
て
取
り
込
む
こ
と
で
、
哲
学
は
、「
脳
的
結
晶
化
」
で

あ
る
「
人
間
」
と
は
別
の
仕
方
で
「
脳
」
の
「
主
体
化
」
に
つ
い
て
議
論
す
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。そ
れ
は「
主
体
化
」す
る「
脳
」の
力
そ
れ
自
体
を
、ニ
ー
チ
ェ

的
に
言
え
ば
、価
値
定
立
的
な
「
意
志
の
力
」
そ
れ
自
体
を
議
論
す
る
哲
学
と
な
る
。

だ
か
ら
こ
そ
、
ド
ゥ
ル
ー
ズ
と
ガ
タ
リ
に
お
け
る
「
超
人
」
に
相
当
す
る
「
来
る
べ

き
民
衆
」
の
影
は
「
カ
オ
ス
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
，
ガ
タ
リ1997: 

310

）
と
言
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
知
性
」
の
発
生
学
と
い
う
観
点

か
ら
こ
そ
、「
思
考
す
る
の
は
ま
さ
に
脳
で
あ
る
」
と
い
う
文
言
が
解
釈
さ
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
最
後
に
、
問
題
で
あ
っ
た
文
言
を
引
用
し
て
、
こ
の
論
を
閉
じ
る

こ
と
と
し
た
い
。
い
ま
や
そ
の
文
言
は
、
お
そ
ら
く
文
字
通
り
読
む
こ
と
が
で
き
る

も
の
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

「
思
考
す
る
の
は
ま
さ
に
脳
な
の
で
あ
っ
て
、
人
間
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
人

間
と
は
ひ
と
つ
の
脳
的
結
晶
化
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
。」（
ド
ゥ
ル
ー
ズ
，
ガ

タ
リ1997: 298, 197-198

）
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