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一
九
九
九
年
か
ら
二

0
0
0年
に
か
け
、
聖
学
院
大
学
の
総
合
研
究
所
で
は
、
「
自
然
の
概
念
に
つ
い
て
の
学
際
的
研
究
」
を
行
っ

た
。
こ
の
研
究
で
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
現
代
の
日
本
人
が
日
常
使
っ
て
い
る
「
自
然
」
と
い
う
言
葉
は
、
明
治
期
に
「

51

zg」
の
訳
語
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
結
果
、
現
代
語
と
し
て
の
「
自
然
」
は
近
代
以
前
の
日
本
語
が
本
来
持
っ
て

い
た
意
味
と
「

g
g
g」
が
本
来
持
っ
て
い
た
意
味
と
が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
柳
父
は
、
日
本
語

本
来
の
意
味
を
持
つ
も
の
を
『
自
然
」
、
外
来
語
と
し
て
の
意
味
を
持
つ
も
の
を
「

g
g
g」
と
書
き
分
け
た
上
で
、
後
者
の
「
5
2
5」

に
つ
い
て
、
第
一
に
抽
象
的
な
全
体
的
存
在
、
第
二
に
人
聞
に
は
そ
の
全
貌
が
見
え
な
い
が
、
彼
方
に
あ
る
確
固
と
し
た
存
在
で
あ
っ

て
、
そ
れ
自
体
の
中
に
原
理
原
則
を
持
っ
て
お
る
も
の
で
、
第
三
に
人
聞
が
働
き
か
け
る
行
為
の
対
象
(
「

g
g
g」
の
被
操
作
性
)

を
意
味
し
て
い
る
と
、
ま
と
め
て
い
足
。
こ
の
第
二
の
意
味
が
示
す
の
は
、
人
間
の
認
識
の
限
界
を
超
え
た
全
宇
宙
の
隅
々
ま
で
同
一

の
自
然
法
則
の
支
配
が
貫
徹
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
理
解
し
得
ょ
う
。
西
欧
近
代
科
学
が
、
こ
の
様
な
概
念
を
持
つ

自
然
に
お
け
る
変
化
と
法
則

ー
ー
ー
西
欧
近
代
科
学
の
法
則
的
自
然
観
の
源
流
を
訪
ね
て
|
|

標

は
じ
め
に

自然における変化と法則

ι主，

旦

男

「ロ
9
・

E
一
円
。
」
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の
学
問
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
の
自
然
観
が
上
に
述
べ
た
三
つ
の
意
味
と
重
な
る
こ
と
か
ら
も
良
く
分
か
る
。
一
方

同
じ
く
柳
父
は
、
前
者
の
『
自
然
』
の
意
味
を
親
驚
の
「
末
燈
紗
』
を
引
い
て
、
「
を
の
づ
か
ら
」
と
い
う
解
釈
が
、
伝
統
的
自
然
を

一
言
で
い
い
え
て
い
る
と
言
う
。
ま
た
前
記
の
「

E
Z
E」
が
抽
象
的
概
念
を
表
し
た
名
詞
で
あ
る
の
に
対
し
、
『
自
然
』
は
「
お
の

ず
か
ら
な
る
」
状
態
を
表
す
形
容
詞
あ
る
い
は
副
調
と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
『
自
然
』
が
名
詞
で
な
い
こ
と
は
、
日
本
に
は
こ

の
(
非
人
工
的
)
全
体
的
存
在
を
表
す
抽
象
概
念
は
存
在
し
な
い
こ
と
を
表
し
、
そ
れ
ゆ
え
西
欧
近
代
科
学
の
よ
う
な
学
問
が
育
た
な

か
っ
た
と
理
解
さ
れ
て
い
る
。
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「

s
z
g」
と
『
自
然
』
の
意
味
の
差
が
前
記
の
様
で
あ
る
こ
と
に
間
違
い
無
い
に
し
て
も
、
こ
の
よ
う
な
西
洋
の
「

g
z
g」
観

が
歴
史
的
概
念
で
あ
訂
以
上
、
「
5
2
2」
が
最
初
か
ら
こ
れ
ら
三
つ
の
全
て
の
意
味
を
内
包
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
歴
史
の
中

で
形
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
同
じ
よ
う
な
言
葉
が
使
わ
れ
て
い
て
も
、
時
代
に
よ
っ
て
そ
の
合
意
は
自
ず
と
異
な
る
こ

と
が
あ
り
え
る
。
例
え
ば
、
「
S
E円
。
」
の
第
二
の
意
味
で
あ
る
、
「
そ
れ
自
体
の
中
に
原
理
原
則
を
持
っ
て
い
る
も
の
」
は
、
西
欧
近

代
科
学
に
お
け
る
「

5
2
5
の
法
則
(
自
然
法
則
こ
の
前
提
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
「
自
ら
の
う
ち
に
運
動
の
原
理
を
持
つ
も
の
」
と

い
う
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「

5
2
2」
の
定
義
と
類
似
し
て
い
る
。
こ
の
定
義
は
ギ
リ
シ
ャ
的
「

S
Z円
。
」
の
意
味
で
あ
る
、
自
然
の

本
性
(
自
然
・
本
性
)
の
一
つ
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
一
方
、
寺
尾
も
指
摘
す
る
よ
う
回
、
こ
の
意
味
の
「
S
E
S」
は
日
本
語
の
「
お

の
ず
か
ら
」
と
し
て
の
『
自
然
」
と
非
常
に
近
い
意
味
を
持
っ
て
い
る
様
に
見
え
る
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
西
欧
近
代
科
学
の
第
二
の

意
味
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
自
然
・
本
性
ば
か
り
か
、
日
本
の
『
自
然
』
と
同
じ
意
味
合
い
を
持
っ
て
い
る
と
言
う
こ
と
に
な
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
し
か
し
こ
こ
に
表
さ
れ
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
と
日
本
の
自
然
観
は
、
西
欧
近
代
科
学
の
自
然
法
則
的
自
然
観
と
は
あ
ま
り
に

も
か
け
離
れ
た
存
在
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
も
、
前
者
が
そ
し
て
前
者
の
み
が
西
欧
近
代
科
学
の
母
体
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

本
論
で
は
、
千
変
万
化
す
る
自
然
に
対
す
る
「
自
然
・
本
性
」
と
い
う
概
念
が
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
西
欧
中
世
を
経
る
に
従
っ
て
、



如
何
に
し
て
近
代
科
学
的
意
味
の
不
変
な
「
自
然
の
法
則
」
に
帰
結
し
て
い
っ
た
か
そ
の
経
緯
を
訪
ね
よ
う
と
思
う
。
も
っ
と
も
、
こ

の
様
な
論
述
は
珍
し
い
も
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
近
代
科
学
的
自
然
観
の
対
極
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
日
本
人
の
自
然
観
を
概
観
し
、

そ
れ
と
近
代
科
学
的
自
然
観
が
ど
の
よ
う
に
異
な
る
の
か
、
歴
史
的
に
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。
こ
の
際
、
特
に
自
然
の
「
変
化
」
に

対
す
る
認
識
の
相
違
に
注
目
し
、
そ
れ
に
よ
り
西
欧
近
代
科
学
の
自
然
観
の
母
体
と
な
っ
た
古
代
ギ
リ
シ
ャ
及
び
西
欧
中
世
の
自
然
観

の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
な
お
本
論
で
は
、
「
変
化
」
と
い
う
言
葉
は
空
間
及
び
時
間
上
の
あ
ら
ゆ
る
変
化
を
意
味

す
る
が
、
空
間
的
な
変
化
を
強
調
す
る
場
合
は
多
様
性
と
言
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
に
す
る
。

以
下
、
第
二
章
で
、
日
本
の
自
然
観
に
お
け
る
「
自
然
の
変
化
」
の
受
け
止
め
方
を
、
つ
い
で
第
三
章
で
古
代
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
西
欧

中
世
ま
で
の
そ
れ
を
述
べ
る
。

日
本
に
お
け
る
自
然
の
変
化
の
受
け
止
め
方

自然における変化と法則

本
章
で
は
自
然
の
変
化
の
受
け
止
め
方
を
中
心
に
、
日
本
人
の
自
然
観
を
概
観
し
よ
う
と
思
う
。
た
だ
し
、
独
自
の
自
然
哲
学
を
持

た
な
い
と
い
わ
れ
る
日
本
人
の
自
然
観
が
最
も
良
く
現
わ
れ
て
い
る
も
の
と
し
て
、
ま
ず
神
話
や
歌
集
を
取
り
上
げ
、
さ
ら
に
江
戸
時

代
に
つ
い
て
は
そ
の
時
代
に
成
立
し
た
学
問
を
取
り
上
げ
る
こ
と
と
す
る
。

;-、

一、、，〆

古
代
日
本
人
の
自
然
観
に
つ
い
て
歌
集
『
万
葉
集
』
(
八
世
紀
中
頃
成
立
)
を
考
え
て
み
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
変
化
し
て
止
ま
な
い

自
然
現
象
を
ど
の
様
に
受
け
止
め
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。
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中
西
は
い
く
つ
か
の
歌
(
例
え
ば
「
わ
が
故
に
妹
嘆
く
ら
し
風
早
の
浦
の
沖
辺
に
き
り
た
な
び
け
り
」
「
万
葉
集
』

六
な
ど
)
を
示
し
、
そ
の
中
に
見
ら
れ
る
「
た
な
び
く
霧
」
や
「
立
つ
雲
」
は
、
そ
の
ま
ま
人
の
呼
吸
や
人
の
嘆
き
の
呼
吸
で
あ
る
と

い
う
。
そ
う
理
解
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
ら
が
「
人
間
の
生
命
と
相
通
る
も
の
、
あ
る
い
は
交
換
可
能
な
も
の
」
で
あ
石
と
考
え
ら
れ
て

い
た
か
ら
だ
と
指
摘
す
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
も
の
」
が
魂
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
と
い
う
の
が
万
葉
人
の
自
然
の
変
化
に
対
す
る

思
い
で
あ
る
た
め
で
あ
り
、
こ
の
様
な
考
え
の
前
提
と
し
て
、
中
西
は
、
『
万
葉
集
』
に
現
わ
れ
る
「
も
の
」
と
言
う
言
葉
に
注
目
す

る
。
彼
に
よ
る
と
「
も
の
」
と
は
、
万
葉
人
が
自
然
一
般
(
全
宇
宙
を
も
含
め
た
自
然
界
の
意
味
で
な
い
が
)
を
示
し
た
言
葉
で
あ
る

と
し
た
上
で
、
そ
れ
は
物
質
的
な
も
の
で
あ
り
、
か
つ
「
魂
」
を
も
意
味
す
る
言
葉
で
あ
る
と
言
%
。
こ
の
よ
う
な
魂
を
持
つ
自
然
は

『
万
葉
集
』
の
よ
う
な
、
人
間
の
情
感
を
あ
ら
わ
す
文
芸
作
品
の
中
の
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
日
本
国
成
立
の
神
話
で
あ
る

記
・
紀
中
に
も
現
わ
れ
て
い
る
。
古
橋
は
『
古
事
記
』
(
八
世
紀
初
頭
成
立
)
の
「
神
代
」
に
あ
る
「
青
山
に
日
が
隠
ら
ば
ぬ
ば
た

ま
の
夜
は
い
で
な
む
」
で
始
ま
る
歌
謡
を
取
り
上
げ
、
「
夜
は
い
で
な
む
」
と
言
う
と
こ
ろ
に
つ
い
て
、
「
夜
が
ぬ
っ
と
現
わ
れ
る
と

言
う
感
じ
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
夜
を
単
な
る
生
き
物
で
あ
る
と
考
え
て
い
る
以
上
に
、
む
し
ろ
「
夜
を
神
格
化
」
し
た
表
現
だ
と
し
お

(
古
代
の
日
本
人
が
「
夜
」
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
か
は
注
(
8
)
の
参
考
文
献
を
参
照
)
。
こ
の
表
現
が
「
神
格
化
」
か
ど
う
か
は

と
も
か
く
、
昼
か
ら
夜
へ
の
変
化
に
、
魂
を
持
ち
生
き
て
い
る
具
体
的
存
在
の
出
現
を
感
じ
取
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
そ
こ
に

は
、
「
夜
」
を
概
念
化
す
る
よ
う
な
、
抽
象
的
な
思
考
は
見
ら
れ
な
い
。

こ
の
様
な
自
然
の
捉
え
方
を
し
た
古
代
の
日
本
人
は
、
自
然
哲
学
的
と
言
え
る
よ
う
な
も
の
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の

だ
ろ
.
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
荒
川
は
、
記
・
紀
の
創
世
神
話
を
考
察
し
、
そ
の
な
か
で
『
古
事
記
』
の
「
葦
牙
の
如
く
萌
え
騰
る
物

に
よ
り
て
な
れ
る
神
」
に
お
け
る
「
物
」
に
「
道
家
」
の
思
想
の
影
響
を
み
る

)
O

道
家
は
老
荘
思
想
に
よ
っ
て
自
然
の
根
源
を
追
求
し

た
哲
学
者
で
あ
る
が
、
そ
の
哲
学
の
中
核
で
あ
る
『
老
子
」
に
、
「
物
有
り
混
成
し
、
天
地
に
先
立
っ
て
生
ず
」
(
万
象
第
二
十
五
)
と

一
五
・
三
五
一
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あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
「
物
」
は
道
家
に
お
い
て
自
然
の
根
源
的
な
も
の
を
表
す
用
語
と
さ
れ
る
。
記
・
紀
で
は
前
述
の
よ
う
に
「
物
」

か
ら
様
々
な
自
然
の
事
物
、
神
々
が
生
ま
れ
る
の
だ
が
、
こ
こ
に
道
家
の
自
然
論
が
現
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
実
際
に
『
古
事
記
』

に
影
響
を
与
え
た
の
は
、
哲
学
と
し
て
の
道
家
の
思
想
で
は
な
く
、
道
家
の
抽
象
的
な
概
念
を
擬
人
化
し
て
し
ま
う
道
教
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
、
結
局
「
日
本
人
」
は
、
自
然
の
本
質
を
問
う
道
家
の
よ
う
な
哲
学
に
よ
っ
て
「
物
」
の
本
質
を
語
る
よ
り
も
、
人
間
的
な
世

界
を
語
る
「
物
語
」
に
関
心
を
向
け
て
し
ま
つ
が
)
と
言
う
こ
と
に
な
る
。

--‘、

一、、-"

自然における変化と法則

日
本
文
化
史
上
の
中
古
に
成
立
し
た
『
古
今
集
』
(
一

O
世
紀
初
頭
成
立
)
の
冒
頭
近
く
に
、
次
の
和
歌
が
あ
る
。

袖
ひ
じ
て
結
び
し
水
の
こ
ほ
れ
る
を
春
立
つ
今
日
の
風
や
解
く
ら
む
(
古
今
一
・
ニ
)

古
橋
は
こ
の
「
春
立
つ
」
に
つ
い
て
も
、
『
万
葉
集
』
と
同
様
に
「
春
が
ぬ
っ
と
た
ち
あ
が
っ
て
く
る
」
と
い
う
何
か
生
々
し
い
様

子
を
表
し
て
い
る
と
し
て
い
説
。
も
し
そ
う
な
ら
ば
、
「
古
今
集
」
の
時
代
に
お
け
る
人
々
に
と
っ
て
も
、
「
春
」
の
到
来
は
生
き
た

「
春
の
神
」
が
ま
さ
に
や
っ
て
来
た
た
め
だ
、
と
考
え
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
様
に
夜
や
春
の
到
来
に
「
神
」
の
出
現
を
感
じ
た

人
々
は
、
「
古
今
集
』
の
歌
に
現
わ
れ
る
よ
う
に
、
花
や
木
も
「
人
の
心
」
を
も
持
っ
て
い
る
と
考
え
が

)
O

平
安
の
歌
人
は
「
変
化
す
る
自
然
」
に
な
に
か
し
ら
魂
の
存
在
を
感
じ
、
そ
れ
と
交
感
し
つ
つ
歌
を
詠
ん
だ
に
そ
う
い
な
い
。
で
あ

れ
ば
こ
そ
、
一
見
自
然
を
外
か
ら
観
察
す
る
よ
う
な
「
な
が
め
」
と
い
う
歌
人
の
意
識
を
、
「
自
己
を
放
榔
し
た
よ
う
に
対
象
を
見
詰

め
な
が
ら
物
を
考
え
る
態
度
」
と
し
つ
つ
、
さ
ら
に
「
そ
れ
は
自
然
と
人
間
の
切
断
で
は
な
く
て
、
や
は
り
両
者
の
融
合
で
あ
っ
た
。

自
然
の
人
間
化
で
あ
り
好
情
化
で
あ
っ
た
」
と
言
い
う
る
の
で
あ
ろ
う
。

一
方
、
「
古
今
集
』
の
時
代
に
は
中
国
文
学
か
ら
の
影
響
と
し
て
、
自
然
と
人
間
の
異
質
性
を
表
そ
う
と
い
う
姿
勢
も
認
め
ら
れ
る
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が
、
そ
の
様
な
自
然
に
対
す
る
態
度
は
例
外
的
一
時
的
で
あ
つ
が

)
O

ま
た
、
こ
の
外
国
か
ら
の
影
響
と
言
う
点
で
言
及
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
の
は
、
中
世
の
『
新
古
今
集
』
(
一
三
世
紀
初
頭
成
立
)
に
見
ら
れ
る
仏
教
の
影
響
で
あ
る
。
仏
教
で
は
、
「
全
て
の
物
は
一
心

の
現
わ
れ
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
ゆ
え
、
そ
こ
で
は
、
自
然
の
変
化
が
心
の
動
き
を
反
映
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、

『
新
古
今
集
』
の
歌
が
全
て
仏
教
的
か
と
言
う
と
そ
う
で
は
な
い
。
「
古
今
集
』
と
同
じ
よ
う
な
、
人
間
と
自
然
の
魂
と
の
交
感
を
表
し

た
歌
、
更
に
両
者
が
読
み
取
れ
る
歌
の
三
種
が
、
同
一
歌
人
の
作
品
に
す
ら
存
在
す
る
の
が
『
新
古
今
集
』
の
世
界
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

仏
教
の
影
響
が
あ
る
限
度
を
持
っ
て
お
り
、
日
本
人
の
自
然
観
を
完
全
に
変
え
る
に
は
至
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
こ
の
日
本
に
お
け
る
仏
教
の
影
響
が
限
定
的
で
あ
っ
た
一
つ
の
例
を
、
山
折
は
密
教
の
、
い
わ
ゆ
る
両
界
長
茶
羅
の
変
容

に
よ
っ
て
示
し
て
い
が

)
O

日
本
に
は
密
教
の
宇
宙
観
を
表
し
た
抽
象
的
な
イ
ン
ド
型
受
茶
羅
は
広
ま
ら
ず
、
神
の
領
域
と
仏
の
領
域
を

統
合
す
る
も
の
と
し
て
自
然
の
要
素
を
大
幅
に
取
り
入
れ
た
蔓
茶
羅
が
作
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
抽
象
的
な
宇
宙
観
よ
り
も
、
具
体
的
な

自
然
に
対
す
る
晴
好
性
を
示
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

，...町、

一一一、---

江
戸
時
代
幕
藩
体
制
を
支
え
た
学
問
は
、
儒
教
中
で
も
朱
子
学
と
呼
ば
れ
、
宋
の
時
代
、
朱
子
(
朱
裏
)
(
一
一
一
世
紀
)
に
よ
っ
て

完
成
さ
れ
た
思
想
体
系
で
あ
る
。
そ
れ
は
宇
宙
論
、
人
生
論
、
実
践
哲
学
を
一
貫
し
た
原
理
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
、

そ
の
根
幹
を
成
す
の
は
、
「
理
」
と
「
気
」
と
言
う
概
念
で
あ
っ
た
。
「
気
」
に
は
陰
陽
の
二
気
が
あ
り
こ
の
宇
宙
に
充
満
し
、
万
物
す

べ
て
の
素
材
と
な
る
物
で
こ
の
二
気
の
交
流
か
ら
水
・
火
・
土
・
金
・
木
の
五
行
が
生
ま
れ
、
や
が
て
万
物
が
生
成
さ
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
「
理
」
は
一
切
の
存
在
す
る
も
の
を
存
在
せ
し
め
る
根
拠
で
あ
り
、
存
在
の
始
源
で
あ
る
。
こ
の
「
理
」
は
超
越
的
性
格
を
も
っ

と
と
も
に
、
万
物
に
内
在
す
る
。
朱
子
自
身
は
「
理
」
と
「
気
」
を
そ
れ
ぞ
れ
形
而
上
の
道
、
形
而
下
の
器
と
呼
び
こ
の
両
者
を
は
っ

野P〆
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き
り
区
別
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
と
し
た
。

こ
の
朱
子
学
が
日
本
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
に
当
た
り
、
日
本
的
に
変
容
さ
れ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
る
。
日
本
の
儒
学

者
は
多
か
れ
少
な
か
れ
、
朱
子
の
よ
う
に
「
理
」
と
「
気
」
を
い
わ
ば
二
つ
の
実
体
と
し
て
峻
別
す
る
こ
と
に
疑
念
を
挟
ん
だ
。
そ
れ

は
特
に
日
本
的
儒
学
と
し
て
形
成
さ
れ
た
古
学
に
お
い
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
変
容
を
、
辻
の
「
日
本
の
科
学
思
艇
』
に
し
た
が
っ
て
、

述
べ
て
み
よ
う
。

自然における変化と法則

古
学
は
伊
藤
仁
斎
(
一
六
二
七
j

一
七
O
五
)
と
荻
生
但
保
(
一
六
六
六
j

一
七
二
人
)
に
よ
っ
て
代
表
さ
れ
る
。
こ
こ
で
は
、
伊

藤
仁
斎
の
論
じ
方
を
概
観
す
る
こ
と
に
よ
り
、
朱
子
学
が
如
何
な
る
点
で
変
容
さ
れ
た
か
見
て
み
る
。
仁
斎
は
、
朱
子
の
形
而
上
の
理

論
で
あ
る
「
理
」
に
対
し
異
議
を
唱
え
る
。
彼
よ
れ
ば
、
日
常
の
経
験
の
世
界
こ
そ
が
立
論
の
拠
り
所
で
あ
り
、
耳
目
の
見
聞
す
る
と

こ
ろ
以
外
に
、
人
を
驚
か
す
よ
う
な
、
あ
る
い
は
思
弁
を
楽
し
む
よ
う
な
「
理
」
を
考
え
る
こ
と
な
ど
、
も
っ
て
の
ほ
か
で
あ
り
、
形

市
上
学
的
な
「
理
」
の
観
念
は
、
「
非
な
り
」
と
し
て
拒
絶
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
っ
た
。
何
故
な
ら
、
仁
斎
の
目
に
は
、
何
よ
り
経

験
的
現
実
の
多
様
さ
、
錯
雑
さ
が
強
烈
に
意
識
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
到
底
一
「
理
」
に
よ
っ
て
形
而
上
学
的
に
思
弁
的
に
説
明
し
尽

く
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
、
と
彼
は
考
え
た
の
で
あ
封
。
さ
ら
に
彼
は
、
も
は
や
「
理
」
は
物
の
根
本
で
は
な
く
、
せ
い
ぜ
い
個
々
の

物
に
付
属
す
る
夫
々
に
異
な
っ
た
「
気
」
の
形
を
表
す
も
の
に
過
ぎ
ず
、
と
て
も
天
地
全
体
の
「
理
」
を
表
す
も
の
で
は
な
い
と
考
え
、

「
物
理
の
講
究
」
を
余
事
と
し
て
遠
ざ
け
た
の
で
あ
る
。
一
方
、
「
気
」
を
ど
の
よ
う
に
位
置
付
け
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
辻
は
、
上

記
著
書
の
中
で
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
耳
目
の
見
聞
す
る
と
こ
ろ
に
基
づ
い
て
論
ず
る
仁
斎
の
学
問
の
根
本
理
念
は
、
天
地
を
一
大

活
物
と
見
な
す
「
一
元
気
論
」
と
し
て
こ
こ
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
生
成
発
展
す
る
現
実
世
界
は
、
『
一
元
の
気
』
に
よ
っ
て
こ
そ
生

命
溢
れ
る
姿
の
ま
ま
で
活
物
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
天
地
を
死
物
と
し
て
論
ず
る
、
言
わ
ば
静
止
的
な
世
界
像
は
異
端
と
さ
れ
、
仁
斎

の
提
唱
し
た
も
の
は
ま
さ
に
生
命
体
的
世
界
像
で
あ
っ
国
」
0
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江
戸
時
代
の
学
問
に
お
い
て
も
う
一
つ
無
視
で
き
な
い
の
が
「
国
学
」
で
あ
る
。
こ
の
「
国
学
」
の
大
成
者
で
あ
る
本
居
宣
長
(
一

七
三
O
j
一
八
O
一
)
は
自
然
に
対
し
ど
の
よ
う
な
思
想
を
持
っ
て
い
た
だ
ろ
う
か
。
ま
ず
宣
長
の
「
理
」
に
対
し
、
辻
は
本
居
宣
長

の
著
書
『
直
毘
霊
』
か
ら
次
の
よ
う
に
言
切
o

宣
長
は
、
「
天
地
の
理
』
を
日
本
古
来
の
神
の
所
為
に
帰
し
、
そ
の
霊
妙
さ
ゆ
え
に
人
間
は
知
り
尽
く
せ
な
い
の
だ
と
い
う
。

そ
れ
で
は
、
「
神
」
の
領
域
に
属
す
る
「
理
」
を
究
め
る
こ
と
な
ど
、
人
間
に
は
不
可
能
で
あ
る
と
言
う
宣
長
の
「
神
」
と
は
、
ど

の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
東
は
、
『
古
事
記
伝
』
か
ら
宣
長
の
神
の
定
義
を
、
①
古
御
典
等
(
イ
ニ
シ
ヘ
ノ
ミ
フ
ミ
ド
モ
)
に
み

え
た
天
地
の
諸
の
神
た
ち
、
②
其
を
ま
つ
れ
る
社
に
座
す
御
霊
、
③
人
、
④
鳥
獣
木
草
の
た
ぐ
ひ
海
山
な
ど
、
其
余
何
に
ま
れ
、
よ
の

つ
ね
な
ら
ず
す
ぐ
れ
た
る
こ
と
あ
り
て
、
可
長
(
カ
シ
コ
)
き
物
、
と
し
た
上
で
夫
々
に
つ
い
て
賀
茂
真
淵
な
ど
の
説
と
比
較
し
つ
つ

(μ) 

論
じ
て
い
る
。
し
か
し
本
論
で
は
、
「
自
然
の
神
」
と
称
す
る
④
番
目
の
神
が
重
要
で
あ
る
。
自
然
の
神
に
は
、
④
に
具
体
的
に
挙
げ

ら
れ
た
も
の
の
他
に
も
多
く
あ
り
、
そ
の
中
に
は
雷
の
よ
う
な
自
然
現
象
か
ら
鳥
獣
木
草
な
ど
の
生
物
、
海
山
や
玉
ま
で
人
間
以
外
の

様
々
な
自
然
物
・
人
工
物
が
含
ま
れ
る
。
ま
た
そ
の
他
、
何
ら
か
の
不
可
思
議
な
神
性
を
持
つ
も
の
と
さ
れ
る
も
の
も
多
い
。
宣
長
の

神
は
多
神
教
的
世
界
を
構
成
し
て
い
る
が
、
真
淵
と
の
相
違
点
は
、
馬
淵
の
神
が
何
か
あ
る
特
定
の
自
然
物
で
あ
る
と
言
う
よ
り
も
万

物
に
宿
る
様
々
な
霊
で
あ
る
の
に
対
し
、
宣
長
の
神
は
「
現
身
(
ウ
ツ
シ
ミ
)
」
を
持
つ
自
然
物
そ
の
も
の
、
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。

そ
れ
は
彼
が
、
呪
術
的
性
格
の
強
い
民
間
信
仰
の
神
を
も
、
彼
の
神
概
念
の
な
か
に
取
り
込
ん
だ
為
で
、
そ
れ
ゆ
え
よ
り
原
初
的
は
自

然
崇
拝
を
示
し
て
い
る
と
さ
れ
る
。
更
に
、
彼
の
「
自
然
の
神
」
の
特
徴
は
、
そ
れ
ら
の
多
く
が
人
間
に
と
っ
て
何
か
恐
ろ
し
い
「
荒

ぶ
る
神
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
人
間
を
囲
む
荒
ぶ
る
自
然
を
神
そ
の
も
の
と
し
、
か
つ
先
に
述
べ
た
よ
う
な
の
「
理
」
の
探
求
の

不
可
能
性
を
主
張
す
る
宣
長
の
自
然
認
識
に
は
、
自
然
の
合
理
的
な
理
解
な
ど
と
言
う
考
え
は
入
り
込
む
隙
な
ど
無
い
も
の
で
あ
っ

た。
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(
四
)

自然における変化と法則

以
上
よ
り
、
古
学
の
学
者
の
よ
う
に
、
儒
教
の
形
而
上
学
的
思
弁
で
は
経
験
的
現
実
の
複
雑
さ
を
と
う
て
い
説
明
し
尽
く
す
こ
と
は

出
来
な
い
と
現
実
的
に
考
え
る
か
、
あ
る
い
は
宣
長
の
よ
う
に
、
自
然
の
「
理
」
を
究
め
る
こ
と
は
人
間
の
能
力
を
超
え
る
と
考
え
る

か
、
い
ず
れ
に
せ
よ
江
戸
時
代
の
学
者
に
と
っ
て
自
然
の
本
性
の
探
求
な
ど
は
学
問
の
対
象
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
前
者
の
現
実
的
対
処
を
重
視
す
る
傾
向
は
、
日
本
人
の
特
性
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
は
、
良
く
知
ら
れ
た
こ
と
で
あ
話
。

結
局
の
と
こ
ろ
、
自
然
を
個
々
の
「
理
」
を
持
っ
た
生
命
体
と
捉
え
る
古
学
で
あ
ろ
う
と
、
自
然
即
神
と
し
た
宣
長
の
国
学
で
あ
ろ

う
と
、
日
本
人
に
と
っ
て
の
自
然
物
は
夫
々
固
有
の
魂
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
以
上
、
夫
々
の
運
動
・
変
化
は
ま
さ
に
「
自
然
」
の

(
お
の
ず
か
ら
な
る
)
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
自
然
界
に
存
在
す
る
事
物
の
多
様
性
や
変
化
(
の
原
因
)
は
そ
れ
以
上

探
求
す
る
術
の
無
い
も
の
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
受
け
取
ら
ざ
る
を
得
な
い
も
の
と
な
る
。
自
然
に
お
け
る
変
化
を
、
個
々
の
自
然
物
固

有
の
本
性
と
し
て
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
態
度
が
日
本
人
の
特
性
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
芸
術
家
の
感
性
に
表
れ
た
好
例
を
、
芭
蕉
の

「
不
易
流
行
」
と
言
う
表
現
や
、
芭
蕉
門
下
で
あ
る
土
芳
の
「
千
変
万
化
す
る
も
の
は
、
自
然
の
理
な
り
」
と
い
う
言
葉
に
見
る
こ
と
が

出
来
よ
う
。
そ
こ
で
は
、
自
然
変
化
の
原
因
や
自
然
界
全
体
の
本
性
、
い
わ
ん
や
そ
れ
を
貫
く
法
則
な
ど
探
求
し
よ
う
と
言
う
動
機
な

ど
生
ま
れ
よ
う
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
様
な
態
度
は
古
代
よ
り
近
世
ま
で
一
貫
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
も
の
で
あ
り
、

如
何
な
る
外
来
思
想
も
こ
の
様
な
自
然
観
に
よ
る
変
容
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

古
代
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
西
欧
中
世
ヘ

本
章
で
は
、
西
欧
の
伝
統
お
い
て
自
然
の
中
に
見
ら
れ
る
様
々
な
変
化
が
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
ら
れ
、
西
欧
近
代
科
学
の
法
則
的
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自
然
観
に
至
っ
た
か
、
検
討
し
よ
う
と
思
う
。
そ
の
際
、
西
欧
の
伝
統
が
古
代
ギ
リ
シ
ャ
・
ロ
ー
マ
の
文
化
と
中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
影

響
の
下
に
形
成
さ
れ
た
こ
と
を
考
え
、
そ
の
自
然
観
の
歴
史
を
古
代
ギ
リ
シ
ャ
か
ら
西
欧
中
世
ま
で
た
ど
る
こ
と
に
す
る
。
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一
、、回〆

日
本
人
の
場
合
、
そ
の
自
然
観
は
神
話
や
詩
歌
に
現
れ
て
い
た
が
、
西
欧
で
は
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
、
哲
学
(
自
然
哲
学
)
の
中
に

そ
れ
は
明
瞭
に
現
わ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
自
然
哲
学
に
お
け
る
自
然
観
を
検
討
す
る
が
、
そ
れ
に
先
立
ち
古
代

ギ
リ
シ
ャ
文
学
に
現
わ
れ
た
自
然
観
を
見
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

佐
野
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
初
期
の
頃
に
成
立
し
た
ホ
メ
ロ
ス
叙
事
詩
『
イ
リ
ア
ス
』
と
、
紀
元
前
六
世
紀
の
初
め
に
活
躍
し
た
ア
テ

ナ
イ
の
政
治
家
で
あ
り
詩
人
で
あ
っ
た
ソ
ロ
ン
の
詩
に
見
ら
れ
る
比
喰
的
表
現
を
取
り
上
げ
る
。
前
者
に
お
い
て
は
、
ト
ロ
イ
戦
争
に

お
い
て
兵
士
達
の
進
軍
が
海
岸
に
次
々
に
打
ち
寄
せ
る
波
に
警
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ま
た
生
ま
れ
て
は
滅
び
て
行
く
人
間
の
世
代
の

交
代
が
、
春
に
芽
吹
き
寒
く
な
る
と
風
に
散
ら
さ
れ
る
木
の
葉
に
警
え
ら
れ
こ
と
に
対
し
、
「
自
然
と
人
間
界
の
様
々
な
側
面
が
類
似

の
動
き
や
運
動
を
連
結
点
と
し
て
併
置
さ
れ
て
い
る
」
こ
と
を
指
摘
し
、
こ
れ
を
「
ホ
メ
ロ
ス
に
特
徴
的
な
、
人
間
を
自
然
に
な
ぞ
ら

え
る
と
同
時
に
自
然
を
『
擬
人
化
』
す
る
働
き
も
持
つ
。
:
:
:
す
な
わ
ち
ホ
メ
ロ
ス
の
比
倫
は
、
自
然
現
象
に
人
間
界
の
働
き
と
共
通

の
力
の
働
き
を
見
出
す
初
期
哲
学
者
た
ち
の
視
点
を
先
取
り
す
る
も
の
と
考
え
た
の
で
あ
る
」
と
し
た
。
ま
た
、
ホ
メ
ロ
ス
に
お
い
て

も
後
者
の
ソ
ロ
ン
の
詩
に
お
い
て
も
認
め
ら
れ
る
の
は
、
倫
理
的
・
政
治
的
概
念
と
自
然
現
象
の
結
び
つ
き
で
あ
る
こ
と
を
例
示
し
、

「
ロ
イ
ド
H
ジ
ョ

l
ン
ズ
は
、
ソ
ロ
ン
に
お
け
る
デ
ィ
ケ
l
(
罰
)
に
つ
い
て
『
宇
宙
の
営
み
に
デ
ィ
ケ
l
の
働
き
が
内
在
す
る
』
と

述
べ
て
い
対
」
と
言
う
。
ま
た
、
ヘ
シ
オ
ド
ス
の
『
神
統
記
』
の
一
節
に
も
、
自
然
現
象
と
デ
イ
ケ

1
の
結
び
つ
き
を
見
出
し
、
「
巡

り
来
る
季
節
に
対
応
す
る
三
人
の
女
神
た
ち
の
一
人
が
デ
ィ
ケ
l
(
正
義
)
と
名
づ
け
ら
れ
、
他
の
二
人
も
社
会
に
関
わ
る
概
念
で
あ
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る
秩
序
(
エ
ウ
ノ
エ
ミ
l
)
、
平
和
(
エ
イ
レ
l
ネ
l
)
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
」
点
を
指
摘
し
て
い
る
。
こ
こ
に
表
さ
れ
る
の
は
、

季
節
と
言
う
よ
う
な
非
物
質
的
、
抽
象
的
概
念
の
人
格
化
で
あ
る
と
同
様
に
、
「
人
間
界
の
法
は
人
間
界
・
自
然
界
全
体
を
貫
く
法
則

で
あ
る
」
と
い
う
考
え
で
あ
り
、
次
に
述
べ
る
古
代
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
精
神
を
流
れ
る
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
こ
れ
を
、
「
人
間
界
の

全
て
の
法
が
万
物
を
支
配
す
る
神
の
唯
一
な
る
法
に
基
づ
く
と
い
う
考
え
は
、
後
の
自
然
法
思
想
の
先
駆
と
な
る
も
の
で
あ
る
」
と
結

論
づ
け
て
い
る
。
変
化
す
る
自
然
と
、
そ
の
な
か
に
存
在
す
る
人
が
従
う
べ
き
規
範
と
し
て
の
法
、
こ
こ
に
変
化
と
不
変
と
言
う
本
論

の
テ
l
マ
が
現
わ
れ
て
い
る
。

，.旬、
一一、....;
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紀
元
前
七
、
六
世
紀
の
イ
オ
ニ
ア
の
哲
学
者
に
対
し
、
自
然
の
総
体
に
を
示
す
言
葉
と
は
何
で
あ
る
か
と
問
う
て
も
、
即
答
を
期
待

す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
と
言
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
初
期
哲
学
者
達
が
自
然
を
指
す
際
に
用
い
た
用
語
に
は
、
「
万
有
」

の
意
味
の
パ
ン
夕
、
「
秩
序
」
を
意
味
す
る
コ
ス
モ
ス
、
「
生
長
」
と
語
源
的
に
つ
な
が
る
フ
ェ
シ
ス
の
三
つ
が
あ
っ
た
こ
と
を
反
映
し
て

い
る
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
用
語
全
体
は
、
自
然
が
「
同
一
の
プ
ロ
セ
ス
の
も
と
に
生
み
出
さ
れ
た
、
一
切
の
も
の
を
含
む
総
体
」
で

あ
り
、
「
一
定
の
秩
序
あ
る
構
造
を
な
す
も
の
」
で
あ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
針
。
個
々
の
表
現
に
差
違
が
或
る

に
せ
よ
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ら
の
言
葉
か
ら
、
彼
ら
イ
オ
ニ
ア
の
哲
学
者
の
関
心
の
対
象
が
全
自
然
、
自
然
万
有
、
自
然
の
総
体
で
あ

る
こ
と
に
は
間
違
い
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ま
た
、

R
・
G
・
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
「
宇
宙
」
と
し
て
表
さ
れ
た
「
自
然
」
に
つ
い

て
、
「
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
従
え
ば
、
こ
の
イ
オ
ニ
ア
宇
宙
論
の
特
徴
は
、
そ
の
信
奉
者
が
『
自
然
と
は
何
か
」
と
言
う
問
い
を
立
て

る
と
き
は
い
つ
で
も
直
ち
に
『
事
物
は
何
か
ら
出
来
て
い
る
か
」
、
あ
る
い
は
『
我
々
が
知
覚
し
う
る
自
然
世
界
の
あ
ら
ゆ
る
変
化
の

根
底
に
あ
る
根
源
的
か
つ
普
遍
的
か
つ
不
変
な
る
実
体
は
な
に
か
」
と
い
う
問
い
に
移
し
替
え
る
と
言
う
事
実
に
あ
る
」
と
述
べ
て
い
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る
。
こ
こ
に
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
哲
学
者
に
と
っ
て
も
ま
ず
「
自
然
と
は
変
化
す
る
も
の
」
で
あ
る
、
と
言
う

事
実
の
確
認
と
、
個
々
に
変
化
す
る
多
様
な
自
然
万
有
の
底
に
「
不
変
な
る
実
体
」
を
見
ょ
う
と
言
う
意
志
で
あ
る
。
先
に
記
し
た
ギ

リ
シ
ャ
古
典
に
則
し
て
言
う
な
ら
ば
、
擬
人
法
と
し
て
表
さ
れ
た
「
変
化
す
る
自
然
」
(
そ
れ
は
よ
り
一
般
的
に
言
う
な
ら
ば
、
魂
を

持
っ
た
生
き
物
と
し
て
の
「
自
然
」
)
と
、
人
間
の
倫
理
の
基
盤
で
あ
る
「
法
」
(
自
然
界
と
人
間
界
貫
く
不
変
の
法
)
に
連
な
る
「
不

変
な
る
実
体
」
と
言
え
よ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
自
然
を
総
体
と
し
て
み
よ
う
と
言
う
抽
象
的
態
度
と
共
に
、
「
変
化
お
よ
び
多
様
性
」

と
「
不
変
」
、
こ
の
相
反
す
る
も
の
を
同
一
の
「
自
然
」
の
中
に
見
ょ
う
と
い
う
意
志
(
「
自
然
・
本
性
」
の
探
求
)
が
西
欧
近
代
科
学

へ
と
つ
な
が
る
「
ギ
リ
シ
ャ
自
然
哲
学
」
の
特
徴
で
あ
ろ
う
。
以
下
に
こ
れ
ら
の
特
徴
を
、
何
人
か
の
自
然
哲
学
者
に
見
て
み
よ
う
。

タ
レ
ス
に
つ
い
て

R
・
G
・
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
、
「
世
界
を
:
・
『
何
か
魂
を
持
っ
た
者
』
、
生
け
る
有
機
体
、
ま
た
は
動
物
と
見
な

し
た
。
そ
の
な
か
に
は
、
そ
れ
自
身
固
有
の
魂
を
も
っ
、
よ
り
小
さ
な
有
機
体
が
存
在
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
一
本
の
木
と
か
一
個
の
石

は
、
彼
に
従
え
ば
、
そ
れ
自
身
生
け
る
有
機
体
で
あ
り
、
ま
た
同
時
に
、
世
界
と
言
う
彪
大
な
生
け
る
有
機
体
の
一
部
で
あ
る
。
世
界

の
中
に
あ
る
こ
の
様
な
有
機
体
の
一
つ
が
大
地
で
あ
る
。
伝
え
ら
れ
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
タ
レ
ス
は
大
地
を
水
の
大
海
に
浮
か
ん
で

い
る
と
考
え
て
い
た
。
:
:
:
大
地
や
其
の
中
に
あ
る
す
べ
て
の
も
の
は
水
か
ら
出
来
て
い
る
と
考
え
た
。
:
:
:
:
・
そ
し
て
お
そ
ら
く
・

自
然
の
内
の
一
切
の
も
の
は
常
に
流
転
し
つ
つ
あ
り
、
し
た
が
っ
て
絶
え
間
な
き
新
生
な
い
し
交
替
の
必
要
に
曝
さ
れ
て
い
る
と
も
考

え
た
。
:
:
:
大
地
と
は
、
そ
れ
が
浮
か
ん
で
い
る
水
か
ら
養
分
を
取
り
入
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
中
の
一
切
の
組
織
を
回
復
さ
せ
、

そ
の
呼
吸
や
消
化
に
似
た
過
程
を
通
じ
て
、
水
を
そ
れ
自
身
の
身
体
に
お
け
る
色
々
な
部
分
に
変
化
さ
せ
る
の
で
あ
話
」
と
言
う
。
タ

レ
ス
は
世
界
を
一
つ
の
大
き
な
生
き
物
と
見
な
す
こ
と
に
よ
り
、
ま
ず
自
然
を
総
体
と
し
て
考
え
、
か
っ
そ
の
中
に
多
く
の
小
さ
い
生

き
物
が
い
る
と
す
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
中
に
変
化
と
多
様
性
を
考
え
た
。
生
命
を
持
っ
た
生
き
物
が
そ
れ
自
身
変
化
す
る
こ
と
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
タ
レ
ス
や
彼
の
後
の
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
者
の
特
異
な
点
は
、
自
然
総
体
の
概
念
と
共
に
小
さ
い
生
き
物
を

F 

158 



自然における変化と法則

含
ん
だ
変
化
し
て
止
ま
ぬ
自
然
に
対
し
、
不
変
の
実
体
を
考
え
た
点
で
あ
る
。
タ
レ
ス
は
そ
れ
を
水
と
い
う
斉
一
な
構
成
要
素
に
帰
着

さ
せ
た
。
も
っ
と
も
、
タ
レ
ス
の
こ
の
考
え
は
十
分
と
は
言
え
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
水
か
ら
知
何
に
現
実
世
界
が
生
じ
る
の

か
、
特
に
対
立
物
で
あ
る
火
の
よ
う
な
も
の
が
ど
の
よ
う
に
生
じ
る
の
か
に
つ
い
て
、
明
確
に
説
明
す
る
こ
と
は
出
来
な
か
っ
た
の
で

あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
世
界
の
実
体
は
「
無
限
定
た
る
物
」
で
あ
る
と
し
た
ア
ナ
ク
シ
マ
ン
ド
ロ
ス
の
考
え
や
、
物
質
に
起
こ
る

変
化
は
「
空
気
」
の
濃
縮
と
希
薄
化
か
ら
起
こ
る
と
言
う
ア
ナ
ク
シ
メ
ネ
ス
の
考
え
は
こ
の
タ
レ
ス
の
説
の
欠
点
を
そ
れ
ぞ
れ
部
分
的

に
補
う
も
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
R
・
G
・
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
イ
オ
ニ
ア
の
自
然
学
者
は
、
不
変
の
実
体
を
斉
一

な
物
質
に
求
め
た
が
故
に
、
自
然
の
多
様
性
あ
る
い
は
変
化
の
説
明
に
失
敗
し
た
と
見
て
い
針
。
し
か
し
、
自
然
を
総
体
と
し
て
捉
え

る
ギ
リ
シ
ャ
人
の
態
度
は
、
こ
の
世
界
の
本
性
を
求
め
る
彼
ら
の
姿
勢
の
中
に
、
先
ず
現
さ
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。

自
然
に
お
け
る
変
化
を
も
っ
と
も
印
象
深
く
表
し
た
の
は
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
(
前
六
j
五
世
紀
)
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
彼
は
変

化
す
る
自
然
の
背
後
に
あ
る
こ
の
不
変
の
実
体
を
「
火
」
と
考
え
た
。
こ
の
理
由
を
、
ア
ン
ド
レ
・
ピ
シ
ョ
は
「
火
の
精
妙
さ
と
流
動

性
が
、
生
成
の
説
明
に
よ
く
適
合
す
る
。
こ
の
説
明
が
世
界
の
燃
焼
と
い
う
見
方
を
取
り
込
ま
せ
た
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
」
と
説

明
し
て
い
る
。
贋
川
は
、
こ
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
断
片
「
そ
れ
は
常
に
あ
っ
た
し
、
今
も
あ
り
、
こ
れ
か
ら
も
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
れ

は
永
遠
に
生
き
る
火
で
あ
り
、
一
定
限
度
だ
け
燃
え
、
二
疋
限
度
だ
け
消
え
る
。
」

(
B
三
O
)
に
つ
い
て
、
「
「
永
遠
に
生
き
る
火
』
は

現
実
に
こ
の
コ
ス
モ
ス
の
実
質
で
あ
り
、
し
か
も
一
定
限
度
常
に
燃
え
、
一
定
限
度
常
に
消
え
る
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
実
質
か
ら
な
る

こ
の
コ
ス
モ
ス
が
、
あ
る
一
定
の
内
的
秩
序
、
内
的
構
造
を
持
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
を
私
達
は
理
解
す
る
こ
と
が
出
来
討
」
と
言
う
。

こ
の
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
内
的
秩
序
と
は
、
反
対
物
(
乾
と
湿
、
日
と
夜
、
寒
と
熱
な
ど
の
反
対
現
象
)
の
調
和
と
し
て
、
そ
れ
ら
の

均
衡
し
た
対
立
や
、
互
い
の
交
替
に
お
け
る
周
期
の
中
に
見
ら
れ
る
。
こ
の
「
火
」
の
節
度
あ
る
点
火
と
鎮
火
に
よ
っ
て
表
さ
れ
る
永

続
的
生
成
は
、
反
対
物
の
闘
争
、
つ
ま
り
調
和
も
一
役
を
担
っ
て
い
る
闘
争
と
重
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
「
調
和
」
の
概
念
が
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世
界
を
統
治
す
る
「
ロ
ゴ
ス
」
で
あ
り
「
理
性
」
で
あ
泌
o

こ
の
様
に
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
「
火
」
は
「
ロ
ゴ
ス
」
と
も
「
理
性
」

と
も
言
う
こ
と
が
出
来
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
と
、
そ
れ
は
も
は
や
ミ
レ
ト
ス
学
派
の
原
初
の
物
質
と
は
同
じ
物
で
は
な
い
。
そ
し
て
、

こ
の
「
理
性
」
を
「
法
」
と
解
す
る
な
ら
ば
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
の
思
想
の
中
に
変
化
す
る
自
然
の
中
に
そ
の
変
化
の
従
う
「
法
」
の

存
在
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
あ
る
。

自
然
の
本
質
は
理
性
に
よ
っ
て
こ
そ
知
り
得
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
は
、
ヘ
ラ
ク
レ
イ
ト
ス
よ
り
前
の
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
(
前
六
j
五
世

紀
)
が
最
初
で
あ
ろ
う
。
ピ
タ
ゴ
ラ
ス
は
、
自
然
界
の
多
様
性
を
イ
オ
ニ
ア
の
自
然
学
者
の
よ
う
に
単
一
な
質
料
的
な
も
の
か
ら
の
変

化
に
よ
り
説
明
す
る
こ
と
を
放
棄
し
、
そ
れ
を
数
学
的
形
相
に
も
求
め
た
。
何
故
な
ら
、
「
:
・
数
学
的
形
相
と
は
多
様
性
と
言
う
点
で

は
限
り
な
く
無
限
で
あ
る
。
数
学
的
形
相
の
階
層
へ
と
自
ら
分
化
し
て
行
く
原
理
で
あ
る
二
ニ
角
形
、
四
角
形
、
五
角
形
、
:
:
:
角
錐

形
、
立
方
体
、
十
二
面
体
:
:
:
。
一
対
二
、
二
対
三
、
三
対
四
と
い
っ
た
比
な
ど
無
限
(
注
目
白
巳
2
5
)
で
あ
る
こ
れ
ら
の
形
態
の

連
鎖
の
系
列
は
、
そ
れ
自
身
の
相
異
の
根
拠
を
そ
の
中
に
含
む
か
ら
、
無
数
の
種
類
の
事
物
の
相
異
を
説
明
し
う
る
力
を
持
っ
て
い
る

の
で
あ
る
」
。
こ
こ
に
、
イ
オ
ニ
ア
の
自
然
学
者
が
物
質
と
同
一
視
し
て
い
た
根
本
原
理
は
、
今
や
極
め
て
理
性
的
な
も
の
と
同
一
視

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
の
重
要
性
を
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
「
:
:
:
(
イ
オ
ニ
ア
の
自
然
学
者
が
)
物
質
と
同
一
視
し
て
い

た
根
本
原
理
は
、
今
や
極
め
て
叡
智
的
な
も
の
、
す
な
わ
ち
数
学
的
真
理
と
同
一
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
:
:
:
哲
学
的
重
要
性
は

さ
ら
に
大
き
か
っ
た
。
何
故
な
ら
、
事
物
の
本
質
、
事
物
を
事
物
た
ら
し
め
る
力
は
、
極
め
て
叡
智
的
な
も
の
で
あ
る
と
宣
言
し
た
か

ら
で
あ
る
」
と
の
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
叡
智
的
と
は
理
性
に
よ
っ
て
理
解
し
得
る
と
言
う
意
味
で
あ
る
。

し
か
し
、
理
性
は
そ
れ
ほ
ど
強
力
な
認
識
手
段
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
よ
り
理
性
を
司
る
心
(
思
惟
)
も
ま
た
、
感
覚
と
同
様
か
弱

い
手
段
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
考
え
、
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
(
紀
元
前
五
世
紀
)
は
自
然
認
識
に
お
け
る
感
覚
の
役
割
を
復
権
さ
せ
が

)
O

し
か
し
彼
は
、
タ
レ
ス
の
言
、
っ
不
変
の
実
体
の
唯
一
性
を
否
定
し
、
夫
々
単
一
物
質
で
あ
る
土
・
水
・
空
気
・
火
を
物
質
の
構
成
要
素
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で
あ
る
元
素
(
正
確
に
は
〈
リ
ゾ
マ
l
タ
〉
「
根
」
)
と
し
、
自
然
界
に
存
在
す
る
変
化
と
多
様
性
は
こ
れ
ら
の
混
合
・
分
離
に
よ
っ

て
説
明
さ
れ
る
と
し
た
。
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
は
こ
の
混
合
・
分
離
を
〈
愛
〉
と
〈
争
い
〉
と
い
う
相
指
抗
す
る
力
に
よ
っ
て
表
し
た
。

こ
の
表
現
は
、
イ
オ
ニ
ア
の
自
然
学
者
と
同
様
、
彼
に
と
っ
て
も
自
然
は
魂
を
持
つ
生
き
物
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
あ
ろ

う
。
更
に
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
は
、
多
様
な
物
質
の
生
成
を
、
こ
れ
ら
の
構
成
要
素
で
あ
る
「
根
」
が
様
々
な
比
率
で
結
合
さ
れ
る
こ
と

よ
り
説
明
し
た
。
そ
し
て
、
ど
ん
な
個
々
の
物
質
も
常
に
、
「
根
」
が
あ
る
特
定
の
比
率
(
ロ
ゴ
ス
)
を
も
っ
て
結
合
す
る
こ
と
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
る
と
言
う
こ
と
を
、
彼
は
明
ら
か
に
想
定
し
て
い
が
よ

，-旬、

一一一、-〆

数
学
的
秩
序
の
存
在
と
、
構
成
要
素
と
し
て
の
四
元
素
の
分
離
・
混
合
に
よ
り
自
然
の
変
化
と
多
様
性
を
説
明
し
よ
う
と
言
う
考
え

は
、
プ
ラ
ト
ン
の
自
然
学
の
中
に
取
り
入
れ
ら
れ
、
そ
の
後
長
く
西
欧
の
自
然
学
を
支
配
し
た
。
特
に
、
数
学
的
な
自
然
観
は
、
西
欧

(
H
H
)
 

近
代
科
学
を
成
立
さ
せ
る
重
要
な
要
素
と
な
っ
た
。
そ
の
プ
ラ
ト
ン
の
自
然
学
は
、
著
書
「
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
」
の
中
に
述
べ
ら
れ
て
い

る。

自然における変化と法則

そ
れ
に
よ
る
と
、
ま
ず
「
宇
宙
は
、
神
の
先
々
へ
の
配
慮
に
よ
っ
て
、
真
実
、
魂
を
備
え
た
生
き
物
と
し
て
生
ま
れ
た
の
で
あ
討
」
0

す
な
わ
ち
、
世
界
は
永
遠
の
質
料
か
ら
、
一
つ
の
生
き
物
も
し
く
は
動
物
と
し
て
作
ら
れ
た
の
で
で
あ
る
。
こ
の
考
え
に
従
う
と
、
世

界
は
そ
の
生
き
物
の
体
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
「
生
き
て
い
る
世
界
」
の
像
と
、
「
知
性
的
」
と
表
現
さ
れ
う
る
「
秩
序
付
け

ら
れ
た
世
界
」
の
像
と
は
直
ち
に
結
び
つ
く
も
の
で
は
な
い
。
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
、
世
界
の
「
製
作
者
」
(
デ
ミ
ウ
ル
ゴ
ス
)
は
、

イ
デ
ィ
ア
(
理
想
的
な
理
性
的
世
界
)
に
倣
い
、
昏
迷
と
無
秩
序
の
状
態
に
あ
っ
た
物
質
世
界
に
理
性
を
持
っ
た
魂
(
世
界
霊
魂
)
を

与
え
、
形
相
と
数
(
理
性
的
な
も
の
)
に
よ
っ
て
秩
序
付
け
る
こ
と
に
よ
り
世
界
を
作
っ
た
と
さ
れ
る
。
天
体
の
規
則
正
し
い
周
期
運
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動
は
、
宇
宙
が
理
性
を
持
っ
た
生
き
物
で
あ
る
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
物
質
と
は
幾
何
学
的
形
相
や
数
を
受
け
う
る
と

言
う
性
質
を
持
つ
も
の
と
も
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
数
学
的
な
秩
序
は
プ
ラ
ト
ン
の
物
質
観
に
現
わ
れ
る
。
彼
も
又
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
四
元
素
説
を
採
用
す
る
が
、
エ
ン
ペ
ド
ク

レ
ス
と
異
な
り
火
・
空
気
・
水
・
土
に
、
正
三
角
形
あ
る
い
は
直
角
二
等
辺
三
角
形
の
面
を
持
つ
、
正
四
面
体
、
正
人
面
体
、
正
二
十

面
体
及
び
正
六
面
体
を
そ
れ
ぞ
れ
の
形
相
と
し
て
割
り
当
て
話
o

エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
要
素
は
不
変
の
も
の
で
あ
っ

た
が
、
プ
ラ
ト
ン
に
お
い
て
は
、
少
な
く
と
も
最
初
の
三
要
素
は
分
解
・
結
合
に
よ
り
他
の
も
の
に
変
わ
り
得
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
際
、
数
的
な
関
係
が
現
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
一
例
を
、
式
加
H
4
x
1
+
8
x
2
に
従
っ
て
、
水
一
身
体
が
分
解
し
て
火
の

一
身
体
と
空
気
の
二
身
体
に
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
示
す
。
プ
ラ
ト
ン
は
、
こ
れ
に
よ
っ
て
我
々
の
知
覚
す
る
も
の
の
不
安
定
さ
と
そ
の

中
に
あ
る
秩
序
を
表
そ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
で
自
然
に
お
け
る
変
化
の
問
題
が
解
決
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は

何
が
変
化
を
生
成
さ
せ
る
の
か
述
べ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
言
葉
を
借
り
て
、
次
の
よ
う

に
言
う
。
「
形
相
と
は
運
動
の
原
理
で
は
な
い
、
言
い
替
え
れ
ば
、
変
化
の
根
拠
や
作
用
因
で
は
な
く
、
単
に
形
相
因
、
目
的
因
に
す

ぎ
な
い
。
形
相
は
変
化
を
生
じ
さ
せ
な
い
。
た
だ
、
他
の
所
で
始
ま
っ
た
様
々
な
変
化
を
規
制
す
る
の
み
で
あ
る
。
形
相
は
準
拠
で
あ
っ

て
行
動
の
主
体
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
こ
の
世
界
に
お
け
る
運
動
と
生
命
の
根
拠
を
他
の
と
こ
ろ
に
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
吋
」
0

プ
ラ
ト
ン
は
そ
れ
に
つ
い
て
は
っ
き
り
と
は
語
ら
な
い
が
、
多
分
そ
れ
は
「
魂
」
の
働
き
か
あ
る
い
は
世
界
の
外
の
「
製
作
者
」
に
求

め
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
な
お
残
る
自
然
の
無
秩
序
な
運
動
(
変
化
)
を
ど
の
よ
う
に
考
え
た
ら
よ
い
で
あ
ろ

う
か
。
そ
れ
は
、
形
相
(
プ
ラ
ト
ン
の
場
合
は
イ
デ
ィ
ア
)
に
従
わ
な
い
物
質
の
受
動
的
抵
抗
故
と
も
考
え
ら
れ
る
し
、
後
期
の
彼
の

著
作
が
示
唆
し
て
い
る
よ
う
に
、
そ
も
そ
も
ど
の
様
な
運
動
の
原
因
も
魂
で
あ
る
と
す
る
プ
ラ
ト
ン
の
考
え
に
従
え
ば
、
こ
の
無
秩
序

な
運
動
は
非
理
性
的
魂
に
よ
る
と
思
わ
れ
針
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
製
作
者
」
は
こ
の
世
界
を
イ
デ
イ
ア
世
界
と
完
全
に
同
じ
も
の
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と
し
て
造
り
得
な
か
っ
た
と
理
解
し
得
る
。

プ
ラ
ト
ン
は
自
然
界
に
お
け
る
多
様
性
と
背
後
の
不
変
な
る
形
相
を
重
視
し
た
が
、
そ
の
多
様
性
を
引
起
こ
す
原
因
(
始
動
因
、
す

な
わ
ち
時
間
的
変
化
の
根
拠
)
に
付
い
て
は
何
も
語
ら
な
か
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
変
化
を
引
起
こ
す
性
質
そ
の

も
の
を
自
然
の
性
質
(
自
然
・
本
性
)
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
世
界
内
の
現
象
と
し
て
理
解
す
る
道
を
開
い
た
。
す
な
わ
ち
、

彼
は
自
然
(
フ
ィ
シ
ス
)
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
す
な
わ
ち
、
あ
る
も
の
の
『
自
然
』
と
は
こ
れ
〔
自
然
〕
が
或
る
も
の

の
う
ち
に
第
一
義
的
に
・
そ
れ
自
体
に
お
い
て
・
そ
し
て
付
帯
的
に
で
は
な
し
に
・
内
属
し
て
い
る
と
こ
ろ
の
そ
の
或
る
も
の
の
、
運

動
し
ま
た
は
静
止
す
る
こ
と
の
原
理
で
あ
り
原
因
で
あ
る
、
と
の
こ
と
を
示
し
て
い
話
」
o

そ
し
て
動
物
と
そ
の
諸
部
分
や
植
物
ま
た

単
純
な
物
体
(
土
、
火
、
空
気
、
水
)
を
、
全
て
運
動
や
静
止
の
原
理
(
始
動
因
)
を
自
ら
の
内
に
持
っ
て
い
る
が
故
に
自
然
物
と
し

て
考
え
た
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
お
い
て
、
運
動
と
は
単
に
場
所
的
運
動
を
指
す
も
の
で
は
な
く
、
よ
り
広
く
変
化
を
意
味
す
る
言
葉

で
あ
る
。
彼
に
あ
っ
て
は
、
各
々
の
自
然
物
(
実
体
)
は
、
固
有
な
形
相
(
「
実
体
的
形
相
」
エ
イ
ド
ス
、
プ
ラ
ト
ン
の
数
学
的
な
イ

デ
ィ
ア
で
は
な
い
)
を
実
現
す
べ
く
そ
の
目
的
に
向
か
っ
て
(
あ
る
い
は
可
能
態
か
ら
現
実
態
へ
向
か
っ
て
)
変
化
し
て
い
く
の
で
あ

り
、
そ
の
様
な
衝
動
(
力
)
を
持
つ
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
形
相
は
目
的
で
も
あ
り
、
そ
の
目
的
は
そ
こ
に
向
う
運
動
へ
の
衝
動

を
も
引
起
こ
す
(
始
動
す
る
)
こ
と
に
な
る
(
目
的
論
的
自
然
観
)
。
例
え
ば
、
ア
リ
ス
ト
レ
レ
ス
に
お
い
て
、
単
純
物
質
で
あ
る
火
、

空
気
、
水
、
土
(
四
元
素
)
は
、
若
し
そ
の
運
動
を
妨
げ
る
も
の
が
無
け
れ
ば
、
本
来
あ
る
べ
き
場
所
(
一
種
の
形
相
と
考
え
ら
れ
よ

う
)
に
向
か
っ
て
自
然
の
運
動
を
す
る
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
従
え
ば
、
土
の
そ
れ
は
地
球
の
中
心
で
あ
る
が
故
に
、
そ
こ
に
向
か
っ
て

運
動
(
落
下
)
す
る
。
ま
た
火
の
本
来
存
在
す
る
場
所
は
、
月
の
天
球
に
最
も
近
い
と
こ
ろ
(
上
方
と
言
お
う
)
で
あ
る
と
さ
れ
た
。

そ
れ
ゆ
え
地
上
近
く
の
火
は
、
形
相
の
実
現
を
目
指
し
そ
れ
自
体
と
し
て
常
に
上
昇
運
動
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
、
こ
れ
ら
物

質
の
自
然
の
運
動
に
、
形
相
よ
っ
て
規
制
定
さ
れ
た
運
動
、
す
な
わ
ち
或
る
自
然
の
規
則
性
(
法
則
性
)
を
見
る
こ
と
が
出
来
る
と
言
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え
よ
う
。
ま
た
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
、
地
上
(
月
下
世
界
)
に
お
け
る
物
質
の
生
成
・
変
化
(
四
元
素
で
す
ら
相
互
に
変
化
す
る
)

の
原
因
を
、
季
節
に
よ
っ
て
変
化
す
る
太
陽
の
熱
に
或
る
と
し
た
。
こ
れ
を
始
動
因
と
し
て
、
地
上
の
実
体
は
生
成
消
滅
を
繰
り
返
し
、

四
元
素
が
本
来
の
場
所
に
完
全
に
戻
る
こ
と
を
防
い
で
い
る
と
考
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、
円
運
動
す
る
天
体
の
始
動
因
と
し
て
、
そ
れ

自
体
純
粋
知
性
で
あ
る
「
不
動
の
動
者
」
を
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
考
え
、
こ
れ
を
宇
宙
に
お
け
る
あ
ら
ゆ
る
運
動
の
究
極
的
始
動
因
と

考
え
た
の
で
あ
る
。
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
は
自
然
全
体
が
魂
を
も
っ
て
い
る
と
も
、
ま
た
、
そ
れ
が
自
然
界
の
運
動
の
原
因
で
あ
る
と
も
言
わ
な
い
。
し
か

し
、
自
ら
の
形
相
の
実
現
を
欲
求
す
る
こ
と
に
よ
り
(
と
言
っ
て
も
そ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
る
と
す
る
必
要
は
な
い
と
彼
は
言
う
が
)

自
律
的
に
運
動
し
、
究
極
的
に
は
「
不
動
の
動
者
」
に
よ
っ
て
動
か
さ
れ
る
自
然
は
、
や
は
り
理
性
を
持
っ
た
生
き
物
と
み
な
し
う

る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

以
上
の
べ
た
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
の
自
然
観
に
つ
い
て
、
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
は
次
の
よ
う
に
纏
め
て
い
る
。
「
彼
ら
の
解
く
と
こ
ろ

に
よ
れ
ば
、
自
然
の
世
界
は
た
だ
生
き
て
い
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
叡
智
的
世
界
で
あ
り
、
魂
つ
ま
り
そ
れ
自
身
の
生
命
力
を
持
つ
巨

大
な
動
物
で
あ
る
ば
か
り
で
な
く
、
そ
れ
自
身
の
『
精
神
』
を
持
っ
た
理
性
的
な
動
物
な
の
で
あ
る
。
地
上
や
そ
の
周
辺
に
住
む
生
物

の
生
命
力
と
叡
智
、
は
こ
の
全
体
に
行
き
渡
る
生
気
と
理
性
の
特
殊
的
局
部
的
有
機
体
を
表
す
。
し
た
が
っ
て
、
植
物
や
動
物
は
、
彼

ら
の
考
え
に
依
れ
ば
、
定
め
ら
れ
た
程
度
に
応
じ
て
、
心
霊
的
に
は
世
界
『
霊
魂
』
の
活
動
過
程
の
一
端
に
参
加
し
、
叡
智
的
に
は
世

界
『
精
神
」
の
活
動
に
、
ま
た
同
様
に
物
質
的
に
は
世
界
『
物
体
』
の
物
理
的
組
織
活
動
に
関
与
す
る
と
、
彼
ら
は
論
じ
が
)
」
o

こ
の

様
な
自
然
に
対
す
る
態
度
は
、
基
本
的
に
は
魂
さ
え
物
質
的
な
プ
ネ
ウ
マ
(
気
)
と
考
え
、
そ
の
プ
ネ
ウ
マ
に
よ
っ
て
宇
宙
全
体
が
満

た
さ
れ
統
一
さ
れ
て
い
る
と
し
た
ヘ
レ
ニ
ズ
ム
時
代
の
ス
ト
ア
派
の
哲
学
に
も
形
を
変
え
て
当
て
は
ま
る
で
あ
ろ
犯
し
、
さ
ら
に
、
プ

ロ
テ
ィ
ノ
ス
(
三
世
紀
)
に
よ
り
代
表
さ
れ
る
ロ

I
マ
時
代
末
期
の
新
プ
ラ
ト
ン
主
義
の
哲
学
に
も
一
層
の
妥
当
性
を
持
っ
て
当
て
は



ま
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
特
に
こ
の
両
派
の
哲
学
は
、
全
自
然
の
中
に
ロ
ゴ
ス
(
何
ら
か
の
理
法
)
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
強
調
し
て

い
る
こ
と
で
知
ら
れ
て
い
る
。

(
四
)
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古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
自
然
観
か
ら
、
近
代
科
学
の
持
つ
自
然
観
へ
の
移
行
に
は
、
古
代
末
期
か
ら
中
世
に
わ
た
る
、
キ
リ
ス
ト
教
世
界

に
よ
る
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
受
容
と
変
容
と
が
不
可
欠
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。

西
欧
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
に
大
き
い
影
響
を
与
え
た
、
古
代
ロ

i
マ
末
期
の
教
父
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
(
五
世
紀
)
は
、
こ
の
自
然

界
全
体
を
「
神
の
被
造
物
」
と
し
て
統
一
的
に
捉
え
た
。
し
か
し
そ
れ
は
、
プ
ラ
ト
ン
的
な
意
味
の
そ
れ
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ま

ず
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
世
界
全
体
を
魂
を
持
っ
た
生
き
物
と
は
思
わ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
、
彼
は
全
て
の
物
体
的
被
造
物
を
、
土
、

水
、
空
気
、
火
と
い
う
四
つ
の
元
素
か
ら
、
数
学
的
な
秩
序
を
持
っ
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
は
す
る
が
、
植
物
に
は
生
命
原
理
の

存
在
を
認
め
て
も
魂
の
存
在
は
認
め
ず
、
ま
た
動
物
に
は
魂
の
実
体
性
を
認
め
な
か
っ
た
。
こ
の
様
な
考
え
方
自
体
、
近
代
科
学
の
自

然
観
に
一
歩
近
づ
い
た
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
重
要
な
こ
と
は
、
こ
の
創
造
は
、
ギ
リ
シ
ャ
人
の
言
う
永
遠
の
質
料
を
も
時
間
を
も
含

ん
だ
徹
底
的
創
造
す
な
わ
ち
「
無
か
ら
の
創
造
」
で
あ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
以
来
の
意
味
で
あ
る
本
性
と
し

て
の
自
然
(
「
自
然
・
本
性
」
)
に
つ
い
て
も
、
「
な
ぜ
な
ら
、
か
く
も
偉
大
な
造
物
主
の
意
志
は
、
各
個
の
事
物
の
自
然
・
本
性
だ
か

ら
で
あ
る
」
と
言
い
、
あ
ら
ゆ
る
被
造
物
の
自
然
・
本
性
は
神
の
創
造
意
志
に
本
質
的
に
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
し
た
。

K
・
リ
l

ゼ
ン
ハ

1
ム
に
よ
る
と
「
『
自
然
・
本
性
」
と
い
う
概
念
は
:
:
:
被
造
的
存
在
者
全
体
を
意
味
す
る
こ
と
も
出
来
る
の
で
あ
り
、
特
に

自
然
が
そ
の
秩
序
、
法
則
性
、
規
範
性
に
お
い
て
み
ら
れ
る
と
き
そ
う
で
あ
る
。
:
・
:
・
時
間
的
空
間
的
に
包
括
的
意
味
に
お
け
る
『
自

然
』
は
、
巧
み
に
分
節
さ
れ
た
秩
序
を
形
成
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
秩
序
は
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
と
っ
て
は
特
に
天
体
の
運
行
に
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お
い
て
み
ら
れ
る
も
の
と
な
る
。
自
然
の
秩
序
は
神
に
お
け
る
永
遠
の
法
の
表
現
で
あ
る
自
然
法
則
に
基
づ
い
て
い
る
。
神
は
創
造
者

で
あ
る
と
同
時
に
世
界
の
時
間
的
な
保
持
に
お
け
る
主
宰
者
で
あ
り
、
そ
の
摂
理
に
よ
っ
て
諸
々
の
自
然
・
本
性
と
意
志
を
統
治
す
る
。

こ
う
し
て
自
然
は
自
己
の
法
則
性
を
通
し
て
神
の
命
に
従
う
の
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
自
然
法
と
か
自
然
の
法
則
と
か
言
う
言
葉
を
ア

ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
自
身
が
用
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
の
思
想
の
中
に
、
そ
の
源
と
な
る
も
の
が
認
め
ら
れ
る
と
い

う
の
で
あ
る
。
特
に
重
要
な
の
は
、
彼
が
種
子
が
成
熟
し
た
植
物
へ
成
長
す
る
よ
う
な
、
或
る
規
則
に
従
い
時
間
と
共
に
展
開
す
る

(
時
間
的
に
変
化
す
る
)
自
然
現
象
を
「
種
子
的
原
理
」
と
し
て
理
解
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
自
然
法
と
言
う
概
念
は
こ
の
ア
ウ
グ

ス
チ
ヌ
ス
の
「
種
子
的
原
理
」
か
ら
発
展
し
た
と
言
わ
れ
話
。

中
世
の
人
々
は
、
神
が
被
造
物
を
造
る
こ
と
と
そ
れ
等
を
因
果
関
係
の
内
側
か
ら
及
び
頂
点
か
ら
統
治
す
る
こ
と
は
、
一
つ
の
こ
と

で
あ
る
と
考
え
た
。
こ
こ
に
、
中
世
キ
リ
ス
ト
教
の
自
然
観
の
特
異
性
が
存
在
す
る
と
言
え
る
。
す
な
わ
ち
一
方
で
は
被
造
物
が
神
か

ら
与
え
ら
れ
た
本
性
に
従
っ
て
変
化
し
、
他
方
で
神
は
被
造
物
を
全
因
果
関
係
の
頂
点
か
ら
統
治
す
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一

原
因
と
し
て
の
神
と
、
第
二
次
的
な
創
造
さ
れ
た
秩
序
と
言
う
区
別
が
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
自
然
観
に
あ
っ

て
は
、
ギ
リ
シ
ャ
哲
学
の
言
う
秩
序
に
し
た
が
わ
な
い
質
料
の
抵
抗
や
非
理
性
的
魂
に
帰
さ
れ
た
偶
然
あ
る
い
は
不
規
則
な
変
化
と
言

う
も
の
は
、
も
は
や
存
在
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
自
然
世
界
に
お
い
て
突
如
存
在
し
な
く
な
る
こ
と
も
突
如
出
現
す
る
こ
と
も
、

す
な
わ
ち
二
次
的
創
造
の
秩
序
に
従
わ
な
い
偶
然
な
変
化
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、
そ
れ
は
神
の
下
で
は
必
然
的
に
起
こ
り
得
る
真
理
で

あ
り
、
有
限
な
人
間
に
と
っ
て
偶
然
な
る
事
象
と
見
え
る
だ
け
の
こ
と
と
な
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
、
神
に
よ
る
二
重
支
配
と
も
言
え
る
自
然
支
配
の
観
念
の
下
で
の
こ
と
で
は
あ
っ
た
が
、
中
世
の
キ
リ
ス
ト
教
の
自
然

観
に
あ
っ
て
は
、
自
然
の
中
に
存
在
す
る
法
則
を
認
め
そ
れ
が
神
に
根
拠
付
け
ら
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
の
自
然
に
つ
い
て
の
法
則
と
言
う
言
葉
を
最
初
に
使
っ
た
の
は
、
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
(
一
一
一
世
紀
)
で
あ
る
。
彼
は
、
「
神
学
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大
全
』
に
お
い
て
次
の
よ
う
に
規
定
し
た
。
「
法
則

(
r
M
)

は
規
則

(gmdF)
で
あ
り
尺
度

(
5
8
2
5
)
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
一
一

通
り
の
仕
方
で
存
在
し
得
る
。
第
一
は
、
規
則
と
尺
度
で
あ
る
も
の
の
内
に
、
第
二
に
規
則
に
支
配
さ
れ

(
g
m己
主
号
)
測
定
さ
れ

る

(
B
g
m
R
E
R
)
も
の
の
内
に
:
:
:
」
。
た
だ
し
、
こ
こ
で
の
自
然
の
法
則
は
、
神
、
人
、
被
造
物
を
貫
く
同
一
の
法
則
を
意
味
し
、

こ
れ
が
物
質
の
み
の
従
う
法
則
(
自
然
法
則
)
へ
と
変
化
し
た
と
言
わ
ル
ポ
d

し
か
し
、
ト
マ
ス
が
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
を
受
け
入
れ
た

こ
と
は
、
自
然
に
つ
い
て
体
系
的
哲
学
的
考
察
を
可
能
に
し
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
実
体
的
形
相
と
言
、
つ
考
え
の
導
入
(
そ
れ
が
神
の

定
め
ら
れ
た
「
自
然
・
本
性
」
で
あ
っ
て
も
)
は
、
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
よ
り
多
く
の
自
然
の
能
動
性
(
物
質
の
活
性
)
を
認
め
た
こ

と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
多
く
の
物
質
的
実
体
ご
と
に
固
有
な
形
相
の
存
在
を
認
め
る
こ
と
は
、
一
つ
一
つ
の
運
動
柱
建
基
調
的
で
あ
っ

て
も
、
現
実
の
自
然
の
理
解
を
実
体
の
数
だ
け
複
雑
に
し
、
非
理
性
的
混
乱
を
も
た
ら
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
は
西
欧
近
代
科
学

(
物
理
学
)
の
目
指
す
「
一
つ
の
法
則
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
自
然
」
か
ら
は
程
遠
い
事
態
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
ち
ろ
ん
、

ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
哲
学
の
西
欧
導
入
以
来
、
西
欧
中
世
を
通
じ
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
批
判
が
キ
リ
ス
ト
教
側
か
ら
も
プ
ラ
ト
ン
主
義
哲

学
側
か
ら
も
提
出
さ
れ
続
け
、
そ
れ
は
一
四
世
紀
の
い
わ
ゆ
る
ガ
リ
レ
オ
の
先
駆
者
の
時
代
と
言
わ
れ
る
時
代
を
も
た
ら
し
、
さ
ら
に

ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
は
コ
ペ
ル
ニ
ク
ス
の
宇
宙
体
系
を
出
現
さ
せ
た
。
中
世
の
自
然
観
が
近
代
科
学
の
そ
れ
に
変
貌
す
る
為
に
は
、
コ
ペ

ル
ニ
ク
ス
に
よ
る
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
宇
宙
体
系
の
転
換
が
不
可
避
で
あ
っ
た
が
、
さ
ら
に
か
れ
の
実
体
的
形
相
す
な
わ
ち
、
様
々
な

物
質
の
能
動
性
(
物
活
的
自
然
観
)
を
克
服
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。

G
・
B
-
デ
ィ
l
ソ
ン
は
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
物
質
が

受
動
的
存
在
で
あ
る
と
言
う
考
え
が
徹
底
さ
れ
る
為
に
は
、
「
宗
教
改
革
者
の
神
の
絶
対
主
権
」
と
言
う
考
え
が
必
要
で
あ
っ
た
と
指

摘
し
た
。
「
宗
教
改
革
が
主
張
す
る
よ
う
な
意
味
で
神
が
至
高
で
あ
る
な
ら
ば
物
質
が
能
動
的
な
力
を
持
つ
こ
と
は
出
来
な
い
、
と
言

う
確
信
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
主
義
に
対
抗
す
る
重
要
な
論
拠
を
機
械
論
哲
学
者
達
に
与
え
が
)
」
。
一
七
世
紀
の
機
械
論
哲
学
者
達
に

と
っ
て
、
物
質
は
徹
底
的
に
不
活
性
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
運
動
は
物
体
外
の
「
力
」
に
よ
っ
て
引
起
こ
さ
れ
、
単
に
物
質
の
慣
性
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w
)

に
よ
っ
て
継
続
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
(
一
七
j

一
八
世
紀
)
に
と
っ
て
、
自
然
界
に
存
在
す
る

あ
ら
ゆ
る
「
力
」
(
し
ば
し
ば
数
学
的
秩
序
を
持
つ
)
は
、
世
界
の
中
に
神
が
臨
在
す
る
こ
と
の
現
わ
れ
で
あ
つ
が

)
O

先
に
述
べ
た
、

神
に
よ
り
「
無
か
ら
創
造
」
さ
れ
た
こ
の
「
不
活
性
な
物
質
」
へ
の
、
「
神
の
力
」
の
徹
底
的
な
支
配
と
言
う
概
念
が
、
人
間
の
認
識

の
限
界
を
超
え
た
全
宇
宙
の
隅
々
に
ま
で
同
一
の
自
然
法
則
の
支
配
が
貫
徹
し
て
い
る
自
然
と
い
う
観
念
を
成
立
さ
せ
た
と
言
え
よ
う
。

な
お
、
自
然
の
「
被
操
作
性
」
と
い
う
近
代
科
学
の
持
つ
自
然
観
に
つ
い
て
は
、
キ
リ
ス
ト
教
の
説
く
世
界
創
造
神
話
に
見
ら
れ
る
、

「
神
・
人
・
自
然
の
区
別
」
と
「
人
に
よ
る
自
然
支
配
」
の
考
え
の
中
に
、
そ
の
発
生
の
根
拠
を
見
る
と
言
う
考
え
が
あ
る
。
前
者
か

ら
、
西
欧
近
代
科
学
の
も
つ
自
然
の
客
体
化
と
い
う
性
質
が
導
か
れ
た
と
い
う
点
に
お
い
て
は
こ
の
聖
書
の
理
解
は
正
し
い
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
キ
リ
ス
ト
教
の
自
然
観
が
「
自
然
の
支
配
」
で
あ
る
と
い
う
考
え
に
つ
い
て
は
、
多
く
の
批
判
が
な
さ
れ
、
現
在
で
は
人
聞

は
自
然
の
「
管
理
人
」
の
役
目
を
神
様
か
ら
与
え
ら
れ
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
、
聖
書
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
針
。
と
こ

ろ
で
こ
の
「
被
操
作
性
」
と
い
う
様
な
自
然
観
は
、
古
代
か
ら
中
世
へ
と
存
続
し
た
錬
金
術
の
中
に
具
体
的
実
際
的
に
に
見
ら
れ
る
こ

と
、
さ
ら
に
、
人
間
の
為
の
自
然
と
言
う
考
え
に
付
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
か
ら
ス
ト
ア
派
に
伝
え
ら
れ
た
自
然
観
の
中
に
そ
の

概
念
発
生
の
起
点
が
あ
る
と
い
う
考
え
が
出
さ
れ
て
い
泌
o

四

お
わ
り
に

こ
の
章
で
は
本
論
全
体
を
纏
め
よ
う
と
思
う
。
西
欧
近
代
科
学
の
特
徴
の
一
つ
は
、
身
近
な
自
然
か
ら
何
億
光
年
も
離
れ
た
宇
宙

の
果
て
ま
で
我
々
の
認
識
の
限
界
を
こ
え
、
同
一
の
自
然
法
則
の
下
に
あ
る
「
一
つ
の
自
然
」
と
し
て
、
自
然
総
体
を
思
考
の
対
象
と

し
て
い
る
点
に
あ
る
。
古
代
以
来
日
本
人
の
自
然
観
に
お
い
て
は
、
動
植
物
や
山
川
は
い
う
に
及
ば
ず
春
や
夜
の
様
な
抽
象
的
も
の
ま

168 



で
、
何
ら
か
の
変
化
と
感
じ
ら
れ
も
の
は
全
て
生
き
物
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
人
に
と
っ
て
、
自
然
と
は
そ
れ
ら
個
々
の

具
体
的
な
生
き
物
の
集
合
と
し
て
の
そ
れ
で
あ
り
、
決
し
て
自
然
総
体
と
い
う
抽
象
的
な
全
体
を
思
想
の
対
象
を
し
た
こ
と
は
な
か
っ

た
。
一
方
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
自
然
観
に
お
い
て
は
、
変
化
す
る
自
然
を
生
き
物
と
見
な
す
点
で
は
日
本
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
っ
た
が
、

自
然
総
体
を
一
匹
の
生
き
物
と
み
な
し
た
点
が
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
西
欧
近
代
科
学
の
対
象
で
あ
る
自
然
総
体
と
言
う
観
念
の
源

流
が
、
こ
の
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
思
想
に
あ
り
、
か
つ
全
て
を
神
の
被
造
物
と
み
る
キ
リ
ス
ト
教
の
自
然
観
に
よ
っ
て
強
め
ら
れ
た
と
言

う
主
張
は
、
身
近
に
見
ら
れ
る
個
々
の
自
然
の
移
ろ
い
の
み
に
心
引
か
れ
た
日
本
人
の
自
然
観
と
比
較
す
る
に
つ
け
、
或
る
妥
当
性
を

自然における変化と法則

持
っ
て
理
解
し
う
る
と
言
え
よ
う
。

ど
の
文
化
に
と
っ
て
も
自
然
の
変
化
は
、
大
き
な
関
心
の
対
象
で
あ
る
。
日
本
の
場
合
、
自
然
と
は
変
化
そ
の
も
の
で
あ
り
、
そ
の

変
化
の
原
因
は
生
き
て
い
る
魂
を
持
っ
た
個
々
の
生
き
物
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
自
然
の
変
化
は
し
ば
し
ば
神
々
の
働
き
と
も
考
え
ら
れ

た
故
に
、
そ
の
原
因
に
付
い
て
人
聞
が
そ
れ
以
上
探
求
し
よ
う
と
言
う
考
え
は
、
日
本
に
つ
い
ぞ
出
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
一
方
、
古

代
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
も
自
然
の
世
界
は
、
魂
つ
ま
り
そ
れ
自
身
の
生
命
力
を
持
つ
一
匹
の
巨
大
な
生
き
物
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
自

身
「
精
神
」
を
持
っ
た
「
理
性
的
」
な
生
き
物
と
考
え
ら
れ
た
。
こ
れ
も
ま
た
日
本
人
の
自
然
観
と
決
定
的
に
異
な
る
思
想
で
あ
る
。

そ
れ
故
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
自
然
と
は
、
人
聞
が
理
性
に
よ
っ
て
理
解
で
き
る
叡
智
的
世
界
、
す
な
わ
ち
不
変
性
を
も
っ
て

秩
序
付
け
ら
れ
た
世
界
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
の
不
変
の
秩
序
の
典
型
が
、
エ
ン
ペ
ド
ク
レ
ス
の
四
元
素
で
あ
り
、
ピ
タ
ゴ
ラ

ス
や
プ
ラ
ト
ン
の
数
学
的
自
然
観
と
言
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
彼
ら
は
自
然
界
に
存
在
す
る
多
様
性
を
も
、
四
元
素
の
分
離
結
合
と
こ
の

数
学
的
形
相
の
基
に
説
明
さ
れ
う
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
ギ
リ
シ
ャ
人
に
と
っ
て
自
然
の
変
化
と
は
、
変
化
の
始
動
す
な

わ
ち
「
生
起
」
と
い
う
面
を
持
つ
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
全
て
運
動
(
変
化
)
や
静
止
の
原
理
(
始
動
因
)
を
自
ら
の
内
に
持
っ
て

い
る
」
も
の
と
し
て
の
「
自
然
」
の
定
義
は
こ
の
点
の
解
決
を
目
指
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
自
律
性
故
に
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
に
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お
い
て
も
や
は
り
自
然
は
一
大
活
物
と
見
な
し
得
る
存
在
で
あ
っ
た
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
の
自
然
観
は
、
全
体
性
や

自
然
法
則
へ
と
繋
が
る
自
然
の
数
学
的
秩
序
な
ど
、
近
代
科
学
の
基
本
的
な
概
念
を
保
有
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
人
間
の
認
識

限
界
を
超
え
隅
々
ま
で
余
す
と
こ
ろ
無
く
法
則
に
支
配
さ
れ
た
確
固
た
る
存
在
と
し
て
の
自
然
、
と
い
う
近
代
科
学
の
持
っ
て
い
る
特

徴
を
得
る
為
に
は
、
ギ
リ
シ
ャ
の
永
遠
の
質
料
と
い
う
観
念
の
克
服
と
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
物
活
的
自
然
観
の
克
服
が
不
可
欠
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
歴
史
的
に
見
て
、
こ
の
克
服
に
は
キ
リ
ス
ト
教
の
自
然
に
対
す
る
考
え
方
が
必
要
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。

そ
の
第
一
は
、
ア
ウ
グ
ス
チ
ィ
ヌ
ス
が
明
瞭
に
自
覚
し
た
「
無
か
ら
の
創
造
」
の
教
義
で
あ
っ
た
。
こ
の
教
義
は
、
神
は
時
間
や
質

料
を
も
含
め
た
徹
底
的
な
創
造
を
通
じ
、
こ
の
世
界
の
根
底
か
ら
隅
々
ま
で
余
す
と
こ
ろ
無
く
そ
の
支
配
の
も
と
に
お
き
、
そ
の
提
に

服
従
さ
せ
る
こ
と
を
意
味
し
た
。
伊
東
に
よ
る
と
、
「
こ
の
『
神
の
提
『
凶
丘

t
g」
は
『
自
然
の
法
則

F
M
g
z
g⑦
」
へ
と
転
じ
、

自
然
に
お
け
る
法
則
支
配
の
固
い
信
念
を
つ
く
っ
て
い
く
。
こ
の
世
界
を
貫
く
神
の
徹
底
し
た
合
法
則
的
支
配
と
言
う
信
念
は
、
当
た

り
前
の
も
の
で
な
く
、
『
無
か
ら
の
創
造
』
と
い
う
考
え
が
無
か
っ
た
中
国
や
イ
ン
ド
の
文
化
圏
に
は
生
じ
難
い
も
の
で
あ
っ
た
。
こ

の
考
え
が
数
学
的
自
然
観
と
結
び
つ
い
て
、
神
に
よ
る
こ
の
世
界
の
数
学
的
・
合
法
的
秩
序
の
徹
底
し
た
追
及
を
生
み
出
し
、
ガ
リ
レ

オ
、
ケ
プ
ラ
l
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
に
至
る
西
欧
科
学
の
基
盤
を
根
深
く
規
定
し
た
の
で
あ
る
」
。
し
か
し
、
こ
の
様
な
信
念
の
形
成
に
は

西
欧
中
世
一
千
年
の
歴
史
が
必
要
で
あ
っ
た
。
第
二
の
キ
リ
ス
ト
教
的
要
因
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
物
活
論
的
自
然
観
の
克
服
に
決

定
的
に
寄
与
し
た
宗
教
改
革
者
達
の
「
神
の
絶
対
主
権
」
の
教
義
で
あ
っ
た
。
こ
の
教
義
に
基
づ
き
近
代
初
頭
の
自
然
哲
学
者
達
は
、

不
活
性
な
物
質
へ
の
神
の
徹
底
的
支
配
と
い
う
機
械
論
的
思
想
を
展
開
し
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
物
活
的
自
然
観
の
克
服
を
達
成
し
た

の
で
あ
る
。

以
上
よ
り
西
欧
近
代
科
学
の
法
則
的
自
然
観
は
、
西
欧
中
世
お
け
る
古
代
ギ
リ
シ
ャ
の
自
然
観
の
受
容
と
そ
れ
を
キ
リ
ス
ト
教
的

に
克
服
あ
る
い
は
変
容
し
た
と
こ
ろ
に
成
立
し
た
と
言
え
よ
う
。

腰震
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注

(
1
)
柳
父
章
「
自
然
と

5
2円
。
|
自
然
概
念
の
考
察
l
」
聖
学
院
大
学
総
合
研
究
所
紀
要
、

Z
o
-
-斗

(
一
九
九
九
)
、
二
八
三
j
二
八
四
頁

(
2
)
注

(
1
)
の
書
、
二
三
二
頁

(
3
)
深
井
智
朗
「
歴
史
と
し
て
の
自
然

i
自
然
概
念
に
つ
い
て
の
学
際
的
研
究
|
」
、
「
自
然
概
念
に
つ
い
て
の
学
際
的
研
究
」
報
告
書
、
聖

学
院
大
学
総
合
研
究
所
(
二

0
0
0
)
、
九
頁

(
4
)
寺
尾
五
郎
「
『
自
然
』
概
念
の
形
成
史
」
農
文
協
(
二

O
O
二
)
、
一
四
三
頁

(
5
)
伊
東
俊
太
郎
編
「
日
本
人
の
自
然
観
」
河
出
書
房
新
社
(
一
九
九
五
)
所
収

中
西
進
「
古
代
の
自
然
観
」
、
一

O
六
頁

(
6
)
文
献

(
5
)
の
論
文
一

O
五
j

一
O
六
頁

(
7
)
注

(
5
)
の
書
所
収

古
橋
信
孝
「
歌
の
発
生
と
自
然
」
、
一
四
一
頁

(
8
)
多
国
一
臣
「
万
葉
歌
の
表
現
」
明
治
書
院
(
平
成
ω
年
)
、
一
一
ム
ハ
j

一
四
七
頁

(
9
)
注

(
5
)
の
書
所
収

荒
川
紘
「
記
・
紀
創
世
神
話
に
お
け
る
自
然
」
、
一
二
三
頁

(
叩
)
文
献

(
9
)
の
論
文
二
三
ニ
頁

(
日
)
文
献

(
7
)
の
論
文
一
五
O
頁

(
ロ
)
注

(
5
)
の
書
所
収

上
垣
外
健
一
「
『
新
古
今
集
』
の
自
然
観
」
、
二

O
七
j
2
0
9
頁

(
日
)
吉
田
光
邦
「
日
本
科
学
史
」
講
談
社
(
一
九
九
五
)
、
三
二
頁

(
日
)
文
献
(
ロ
)
の
論
文
二

O
三
1
二
O
六
頁

(
日
)
文
献
(
ロ
)
の
論
文
二
二
五
j
二
二
六
頁

(
日
)
注

(
5
)
の
書
所
収
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(
げ
)
辻
哲
夫
「
日
本
の
科
学
思
想
」
中
央
公
論
社
(
一
九
八
九
)
、
三
二
頁

(
国
)
文
献
(
口
)
、
三
五
j
三

七

頁

(
四
)
文
献
(
口
)
、
三
六
頁

(
初
)
文
献
(
口
)
、
三
六
j
三
七
頁

(
幻
)
文
献
(
口
)
、
三
八
頁

(
幻
)
文
献
(
口
)
、
三
八
頁

(
お
)
文
献
(
げ
)
、
八
八
頁

(
但
)
東
よ
り
子
「
宣
長
神
学
の
構
造
」
ぺ
り
か
ん
社
(
一
九
九
九
)
、
一
一
一
O
j
一
二
四
頁

(
お
)
国
史
大
辞
典
編
纂
委
員
会
編
「
国
史
大
辞
典
」
日
吉
川
弘
文
館
(
平
成
五
年
)
、
一
八
四
頁

(
お
)
日
本
大
辞
典
刊
行
会
編
「
日
本
国
大
辞
典
」
口
小
学
館
(
昭
和
五

O
年
)
、
二
七
九
頁

(
幻
)
「
千
変
万
化
す
る
も
の
は
、
自
然
の
理
り
な
り
、
変
化
に
移
ら
ざ
れ
ば
風
改
ま
ら
ず
、
是
に
押
し
移
ら
ず
と
云
う
は
、
一
端
の
流
行
に
口

質
時
を
得
た
る
斗
に
て
、
そ
の
誠
を
せ
め
ざ
る
故
也
。
せ
め
ず
心
を
凝
等
さ
ざ
る
も
の
誠
の
変
化
を
知
る
と
斗
云
事
な
し
。
唯
人
に
あ
や

か
り
て
行
う
の
み
也
。
せ
む
る
も
の
は
そ
の
地
に
足
を
据
ゑ
が
た
く
、
一
歩
自
然
に
進
む
理
な
り
。
」
(
土
芳
「
三
冊
子
』
)

(
お
)
佐
野
好
則
「
初
期
ギ
リ
シ
ャ
の
詩
と
思
想
に
お
け
る
自
然
観
と
倫
理
思
想
の
接
点
|
自
由
法
思
想
の
源
流
を
め
ぐ
る
一
考
察
」
聖
学
院

大
学
総
合
研
究
所
紀
要
、

Z
0・
5

(
二
0
0
0
)
、
コ
二
五
頁

(
却
)
文
献
(
お
)
、
一
三
九
頁

(
初
)
文
献
(
お
)
、
三
二
三
頁

(
泊
)
文
献
(
お
)
、
三
二
四
頁

次
に
(
ゼ
ウ
ス
は
)
テ
ミ
ス
(
旋
)
女
神
を
妻
っ
た
が
、
彼
女
は
ホ
l
ラ
イ
(
季
節
)
達
を
産
ん
だ
。
す
な
わ
ち
、
エ
ウ
ノ
エ
!
ミ
l

(
秩
序
)
と
デ
ィ
ケ
l
(
正
義
)
と
栄
え
る
エ
イ
レ
l
ネ
l
(
平
和
)
を
。
彼
ら
は
死
す
べ
き
人
間
達
の
仕
業
に
配
慮
す
る
。
(
『
神
統
記
』

九
O
一
ー
九
O
三
行
)

(
お
)
文
献
(
お
)
、
コ
二
五
頁

(
お
)
文
献
(
お
)
、
三
二
五
頁
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(但
)
R
・
G
・
コ
リ
ン
グ
ウ
ッ
ド
(
平
林
康
之
、
大
沼
忠
広
訳
)
「
自
然
の
観
念
」
み
す
ず
書
房
(
一
九
八
五
)
、
五

O
頁

(
お
)
文
献
(
弘
)
、
五
二
頁

(
お
)
文
献
(
弘
)
、
六
三
j
六
七
頁

(
幻
)
ア
ン
ド
レ
・
ピ
ジ
ヨ
(
中
村
清
訳
)
「
科
学
の
誕
生
下
」
、
九
九
頁

(
お
)
上
智
大
学
中
世
思
想
研
究
所
編
「
古
代
の
自
然
観
」
創
文
社
(
一
九
八
九
)
所
収

贋
川
洋
一
「
ソ
ク
ラ
テ
ス
以
前
に
お
け
る
自
然
概
念
」
、
二
ニ
頁

(
鈎
)
文
献
(
幻
)
、
一

O
O
j
一
O
五
頁

(ω)
文
献
(
担
)
、
八
四
頁

(
但
)
文
献
(
担
)
、
八
四
j
八
五
頁

(位

)
G
・
E
・
R
-
ロ
イ
ド
(
山
野
耕
治
、
山
口
義
久
訳
)
「
初
期
ギ
リ
シ
ャ
科
学
」
法
政
大
学
出
版
局
(
一
九
九
四
)
、
五
六
頁

(
幻
)
文
献
(
位
)
、
五
九
頁

(
叫
)
プ
ラ
ト
ン
(
種
山
恭
子
訳
)
「
テ
ィ
マ
イ
オ
ス
」
岩
波
書
庖
(
一
九
九
九
)

(
伍
)
文
献
(
似
て
三
二
頁

(
羽
)
文
献
(
担
)
、
一
一
六
頁

(
U
)
A
・
H
-
ア
l
ム
ス
ト
ロ
ン
グ
(
岡
野
昌
雄
他
訳
)
「
古
代
哲
学
史
」
(
一
九
九
九
)
、
七
一
頁

な
お
、
プ
ラ
ト
ン
に
よ
る
と
魂
は
、
三
つ
の
合
成
構
造
を
持
っ
た
存
在
で
あ
る
(
本
文
献
五
七
頁
)
。

(
1
)
心
魂
全
体
の
正
し
い
支
配
者
で
あ
る
知
性
(
理
性
)
、

(
2
)
た
と
え
ば
名
声
へ
の
愛
と
か
正
し
い
怒
り
と
言
っ
た
高
い
情
動
、

(
3
)
あ
ら
ゆ
る
下
位
の
肉
体
的
欲
求
や
欲
望

(
必
)
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
(
出
隆
ほ
か
訳
)
「
自
然
学
」
岩
波
書
庖
(
一
九
九
三
)
」
、
四
五
頁

(ω)
文
献

(
U
)
、

二

二

頁

(
印
)
上
記
文
献
(
泊
)
、
二
二
頁

(
日
)
注
(
お
)
の
書
所
収
、
種
山
恭
子
「
ス
ト
ア
派
の
自
然
観
」
、
九
六
頁

(
臼
)
注
(
お
)
の
書
所
収
、
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町
野
啓
「
プ
ロ
テ
ィ
ノ
ス
の
自
然
観
」
、

(
日
)
注
(
お
)
の
書
所
収
、

K
・
リ
l
ゼ
ン
フ
l
バ
l

「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
に
お
け
る
自
然
観
」
、

(
日
)
文
献
(
日
)
、
三
一
二
j
一
三
三
頁

(日

)
R
・
リ
ン
ド
パ

l
ク
他
(
渡
辺
正
雄
監
訳
)
「
神
と
自
然
」
(
一
九
九
四
)
所
収

D
・
C
-
リ
ン
ド
パ

1
ク
「
科
学
と
初
期
の
キ
リ
ス
ト
教
」
、
四
一
頁

な
お
「
種
子
的
原
理
」
と
言
う
考
え
は
、
ス
ト
ア
派
の
哲
学
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
。

(
日
)
文
献
(
日
)
、
四
一

j
四

二

頁

(
貯
)
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
「
神
学
大
全
」
日
(
昭
和
五
七
年
)
、
一
八
j

一
九
頁
、
た
だ
し
本
文
へ
の
引
用
は
、
読
み
や
す
さ
か
ら
、
伊
東

俊
太
郎
他
編
「
科
学
史
辞
典
」
弘
文
堂
(
平
成
六
年
)
、
四
二
四
j
四
二
五
頁
か
ら
と
っ
た
。

(日

)
E
・
ジ
ル
ソ
ン
、
司
F

・ベ

i
ナ
l

「
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
と
ト
マ
ス
・
ア
ク
イ
ナ
ス
」
み
す
ず
書
房
(
一
九
九
八
)
、
二
四
六
j

二
四
九

頁

(
印
)
注
(
日
)
の
書
所
収
、
チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ウ
ェ
ブ
ス
タ
l

「
ピ
ュ
ー
リ
タ
ン
・
分
離
主
義
お
よ
び
科
学
」
一
一
二
三
頁

「
不
変
な
自
然
法
則
と
い
う
:
・
理
念
の
由
来
は
、
中
世
の
唯
名
論
者
の
摂
理
の
理
念
に
由
来
す
る
」
と
あ
る
。

(印

)
J
・
フ
ォ

l
ベ
ル
「
ニ
ュ
ー
ト
ン
復
活
」
現
代
数
学
社
(
一
九
九
六
)
所
収

ジ
ョ
ン
・
ヘ
ン
リ
l

「
ニ
ュ
ー
ト
ン
|
物
質
と
魔
術
」
一
一
一
一
四
j
二
二
五
頁

(
臼
)
注
(
日
)
の
書
所
収

G
・
B
-
デ
ィ

l
ソ
ン
「
宗
教
改
革
の
神
学
と
機
械
論
的
な
自
然
の
概
念
」
、
一
八
六
頁

(
臼
)
文
献
(
臼
)
、
二

O
二
頁

(臼

)
A
・
E
・
マ
ク
グ
ラ
ス
「
科
学
と
宗
教
」
教
文
館
(
二

O
O
三
)
一
一
一
一

j

一
二
二
頁

(

付

加

)
J
・
パ
ス
モ
ア
「
自
然
に
対
す
る
人
間
の
責
任
」
岩
波
書
庖
(
一
九
八
八
)
、
二
O

j
一
一
一
頁

(
邸
)
伊
東
俊
太
郎
「
近
代
科
学
の
源
流
」
中
央
公
論
社
(
昭
和
六
O
年
)
、
七
八
j
七
九
頁

一
三
九
頁

174 

三
O
七
頁

本
文
献
に
よ
る
と


