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科
学
と
哲
学
に
お
け
る

《
今
》

に
つ
い
て

1

1

神
は
そ
の
最
初
の
創
造
に
お
い
て
、
い
わ
ば
折
り
た
た
ん
で
世
に
与
え
た
も
の
を
世
々
の

時
と
し
て
展
開
さ
れ
る
の
で
あ
る
|
|
ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
『
創
世
記
逐
語
注
解
』標

とう

E主

男

序

章

現
代
科
学
は
、
哲
学
と
様
々
な
問
題
を
共
有
し
て
い
る
。
「
時
間
」
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
が
、
ど
う
も
哲
学
者
か
ら
み
る
と
、
科
学
の

科学と哲学における《今》について

時
間
論
は
問
題
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
時
間
と
い
う
系
列
は
「
過
去
」
、
「
現
在
・
《
今
》
」
、
「
未
来
」
と
い
う
「
時
間
様
相
」

を
受
け
入
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
対
し
、
近
代
科
学
に
お
け
る
「
時
間
」
は
、
ラ
イ
フ
ニ
ッ
ツ
以
来
《
時
間
の
相
関
説
》
と

い
わ
れ
、
物
理
的
事
象
と
の
相
関
に
よ
っ
て
定
義
さ
れ
た
も
の
で
、
そ
こ
で
は
物
理
事
象
(
一
般
的
に
は
出
来
事
)
の
方
を
基
本
と
考

え
て
い
る
、
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
間
は
、
物
質
の
状
態
に
対
応
し
た
単
な
る
パ
ラ
メ
ー
タ
で
あ
り
、
数
学
的
表
現
を
借
り
れ

ば
、
科
学
上
の
時
間

t
は
、
物
理
量
削
に
対
す
る
実
数
無
限
の
数
直
線
上
の
点
に
過
ぎ
な
い
。
そ
こ
で
は
、
「
過
去
」
、
「
現
在
」
、
「
未

来
」
と
い
っ
た
「
時
間
様
相
」
は
も
ち
ろ
ん
、
前
・
後
と
い
う
時
間
順
序
す
ら
現
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
哲
学
者
は
、
近
代
科
学
の

一
方
、
現
代
の
哲
学
に
お
け
る
「
時
間
論
」
は
、
前
世
紀
初
頭
の
イ
ギ
リ
ス

時
間
を
、
本
当
の
時
間
で
は
な
い
と
い
っ
て
批
判
す
る
。

マ
ク
ダ
ガ
l
ド
の
そ
れ
を
晴
矢
と
い
っ
て
よ
か
ろ
う
。
特
に
、
分
析
哲
学
の
世
界
で
は
そ
う
で
あ
ろ
う
。

マ
ク
ダ
ガ
l
ド
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の
哲
学
者
、



は
、
科
学
者
と
は
異
な
り
、
時
間
を
あ
ら
ゆ
る
相
関
か
ら
独
立
さ
せ
、
「
『
時
間
』
と
い
う
あ
い
ま
い
な
現
象
か
ら
可
能
な
限
り
不
純
物

を
取
り
去
り
、
そ
れ
を
ぎ
り
ぎ
り
の
と
こ
ろ
ま
で
追
い
詰
め
て
、
ほ
と
ん
ど
裸
の
姿
で
取
り
出
そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
」
。
し

136 

か
し
、
結
局
の
と
こ
ろ
こ
の
時
間
論
は
、
「
時
間
と
は
幻
想
で
あ
り
実
在
す
る
も
の
で
は
な
い
」
と
い
う
、
我
々
の
日
常
経
験
と
か
け
離

物
理
学
者
、
渡
辺

れ
た
結
論
に
至
っ
た
。

慧
の
「
哲
学
者
は
時
間
の
問
題
を
好
ん
で
論
じ
る
が
、
彼
ら
に
一
つ
の
共
通
の
欠
点
が
あ

る
。
そ
れ
は
、
時
間
と
い
う
も
の
を
、
他
か
ら
切
り
離
し
て
独
立
に
考
察
す
る
結
果
、
他
の
量
、
他
の
質
が
如
何
に
密
接
に
時
間
と
依

存
し
あ
っ
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
気
が
つ
か
な
い
で
い
る
こ
と
で
あ
説
。
」
と
い
う
反
論
は
、
こ
の
よ
う
な
哲
学
的
議
論
に
た
い
し

マ
ク
ダ
ガ

i
ド
の
時
間
論
は
西

言
わ
れ
た
も
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
り
わ
け
、
自
然
科
学
の
世
界
に
身
を
置
い
た
も
の
に
と
っ
て
、

洋
哲
学
に
お
け
る
言
語
上
の
議
論
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
、

い
ず
れ
に
せ
よ
時
間
論
に
お
け
る
中
心
的
問
題
は
、
時
間

の
特
徴
の
根
幹
を
な
す
「
現
在
」
す
な
わ
ち
《
今
》
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
と
い
う
問
に
、
ど
う
答
え
る
か
に
帰
着
す
る
よ
う
に
思
わ
れ

る
時
間
と
い
う
存
在
は
、
過
去
・
現
在
(
《
今
》
)
・
未
来
と
い
う
「
時
間
様
相
」
を
含
む
系
列
で
あ
る
。

マ
ク
ダ
ガ

l
ド
は
こ
の
よ
う
な

様
相
を
持
っ
た
時
間
は
存
在
し
な
い
と
い
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
「
時
間
様
相
」
は
そ
れ
を
認
識
す
る
人
間
に
依
存
し
て
い
る

ゆ
え
に
、

そ
こ
で
の
時
間
は
人
間
的
あ
る
い
は
現
実
的
存
在
で
あ
る
と
み
な
し
え
よ
う
。
分
析
哲
学
は
別
に
し
て
、

マ
ク
ダ
ガ

l
ド
後

の

「
時
間
論
」

の
多
く
は
、
こ
の
人
間
の
時
間
認
識
に
焦
点
を
当
て
時
間
の
実
在
を
主
張
し
た
も
の
で
あ
り
、
と
り
わ
け
《
今
》
の
認

識
に
焦
点
が
照
ら
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
《
今
》
と
い
う
認
識
は
、
「
わ
れ
」
と
い
う
人
間
の
認
識
の
主
要
な
要
素
だ
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
時
間
が
人
間
の
認
識
に
依
存
す
る
と
す
る
な
ら
ば
、
人
間
は
一
体
ど
の
よ
う
に
こ
の
世
界
を
認
識
し
て
い
る
の
か
、
あ
る
い

は
も
っ
と
基
本
的
に
如
何
に
知
覚
し
て
い
る
か
が
問
題
と
な
ろ
う
。

現
代
の
時
間
論
が
体
験
的
・
経
験
的
な
知
覚
を
基
礎
と
す
る
な
ら
ば
、
現
代
の
科
学
の
知
覚
論
と
の
関
連
を
考
え
て
見
る
の
も
意
味



あ
る
こ
と
と
考
え
る
。
そ
こ
で
本
論
で
は
、
ま
ず
現
代
物
理
学
と
近
年
進
歩
の
目
覚
し
い
現
代
脳
科
学
の
「
時
間
認
識
」
を
紹
介
し
、

こ
れ
を
も
っ
て
現
代
の
哲
学
的
時
間
論
の
「
同
時
」
あ
る
い
は
《
今
》
を
考
察
す
る
前
提
に
し
よ
う
と
思
う
。
従
っ
て
、
こ
こ
で
取
り

扱
う
時
間
論
は
日
常
的
時
間
に
近
い
も
の
で
、
相
対
性
理
論
が
取
り
扱
う
よ
う
な
、
超
高
速
、
大
質
量
の
物
理
世
界
の
そ
れ
で
は
な
い
。

ま
た
、
脳
科
学
の
時
間
論
と
し
て
は
、
茂
木
健
一
郎
の
著
書
に
現
れ
て
い
る
時
間
論
を
採
用
し
、
哲
学
的
時
間
論
と
し
て
は
植
村
浩
一

郎
の
『
時
間
の
本
性
』
と
中
島
義
道
の
『
時
間
論
』
に
表
さ
れ
た
「
時
間
論
」
を
取
り
上
げ
る
。
以
下
で
こ
れ
ら
そ
れ
ぞ
れ
の
時
間
論

を
概
括
し
た
後
に
、
脳
科
学
の
知
見
を
も
と
に
、
哲
学
的
時
間
論
そ
れ
ぞ
れ
の
考
察
を
試
み
る
。

第
1
章

科
学
に
お
け
る
《
今
》
の
問
題

科学と哲学における《今》について

現
代
物
理
学
に
お
け
る
《
今
》

《
今
》
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
マ
ク
ダ
ガ
l
ド
の
時
間
論
に
お
い
て
、
そ
れ
は
幅
の
な
い
「
瞬
間
」
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
自
然
科
学

正
面
か
ら
問
題
に
し
て
こ
な
か
っ
た
。

G
・
D
・
ウ
イ
ッ
ト
ロ
ウ
よ
る
と
、
ラ
イ
プ
ニ
ッ
ツ
は
「
瞬
間
と
は
、

は
こ
の
「
瞬
間
」
を
、

単
に
同
時
に
起
る
出
来
事
を
整
理
し
た
り
す
る
抽
象
概
念
に
過
ぎ
な
い
:
:
:
二
つ
の
出
来
事
が
同
時
だ
と
判
断
さ
れ
る
時
、
絶
対
時
間

一
方
の
出
来
事
が
起
こ
る
と
き
に
、
他
方
も
起
こ
る
事
に
過
ぎ
な
い
。
同

上
の
一
点
に
二
つ
の
出
来
事
が
占
め
ら
れ
る
の
で
は
な
く
、

時
で
は
な
い
場
合
に
は
、
次
の
よ
う
な
時
間
関
係
観
念
を
使
う
。
同
時
に
起
こ
る
凡
て
の
出
来
事
か
ら
形
成
さ
れ
る
世
界
状
態
を
考
え
、

そ
れ
が
昨
日
、
今
日
、
明
日
と
い
う
具
合
に
起
る
と
考
え
る
」
と
し
、
「
瞬
間
」
と
い
う
抽
象
的
な
も
の
よ
り
も
、
具
体
的
な
時
間
の
観

測
行
為
に
よ
っ
て
あ
ら
わ
せ
る
「
同
時
性
」
を
考
え
た
。

そ
し
て
、
こ
の
観
測
行
為
に
関
連
し
て
、
渡
辺
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
「
我
々
物
理
学
者
は
量
子
理
論
の
発
達
以
来
『
観
測
』
と
い
う

137 



過
程
そ
の
も
の
を
注
目
し
始
め
た
の
で
す
」
、
「
:
:
:
観
測
者
と
は
:
:
:
一
言
で
い
え
ば
『
わ
れ
』
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
」
と
物
理
学
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に
「
わ
れ
」
を
導
入
し
た
後
、
「
時
刻
な
ど
と
い
う
も
の
は
、
確
か
に
観
測
の
一
種
を
行
っ
た
結
果
に
他
な
り
ま
せ
ん
。
:
:
:
観
測
者
そ

の
も
の
に
時
刻
な
ど
あ
り
ま
せ
ん
」
と
い
い
、
時
間
を
観
測
行
為
の
結
果
の
一
つ
に
す
る
。
す
な
わ
ち
具
体
的
に
い
え
ば
、
観
測
行
為

と
時
計
の
針
と
の
同
時
性
を
も
っ
て
、
観
測
時
刻
を
定
義
す
る
。
そ
し
て
、
「
『
わ
れ
』
に
時
刻
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
は
常
に

『
現
在
』
に
あ
り
と
い
う
こ
と
と
同
意
義
で
あ
る
と
い
え
ま
し
ょ
う
。
:
:
:
わ
れ
は
《
今
》
に
あ
り
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
は
観
察
す
る

と
同
義
語
で
あ
る
・
:
」
と
い
い
、
観
測
行
為
の
時
を
持
っ
て
「
わ
れ
」
と
《
今
》
を
物
理
学
に
導
入
す
る
。
現
代
物
理
学
に
よ
る
観
測

行
為
は
、
確
率
を
表
す
波
束
の
収
束
と
い
う
決
定
的
影
響
を
物
理
過
程
に
も
た
ら
す
ゆ
え
に
、
観
測
の
瞬
間
は
決
定
的
な
瞬
間
で
あ
る
。

こ
の
点
が
、
相
対
性
理
論
を
含
め
た
古
典
物
理
学
の
世
界
と
は
異
な
る
点
で
あ
る
。
一
方
、
渡
辺
は
、
「
〔
観
測
者
で
あ
る
〕
わ
れ
と
言

う
者
は
、
時
空
的
性
質
を
持
た
な
い
の
み
な
ら
ず
、
個
人
的
性
質
を
持
た
な
い
わ
れ
で
す
。
:
:
:
わ
れ
は
い
わ
ば
抽
象
的
な
わ
れ
で
す

ね
。
こ
の
抽
象
的
な
わ
れ
に
は
具
体
的
な
記
憶
も
な
け
れ
ば
具
体
的
意
欲
も
あ
り
ま
せ
ん
」
(
〔
〕
内
一
筆
者
)
、
と
い
う
。
と
こ
ろ
で
、

こ
の
《
今
》
と
「
わ
れ
」
の
導
入
に
よ
っ
て
、
現
代
科
学
の
時
間
論
は
、
哲
学
の
い
う
時
間
の
性
質
を
持
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
は
著
書
『
告
白
』
の
有
名
な
時
間
論
の
中
で
、
過
去
・
現
在
・
未
来
を
次
の
よ
う
に
言
い
な
お
す
。

「
過
去
、
現
在
、
未
来
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
も
ま
た
正
し
く
な
い
。
そ
れ
よ
り
む
し
ろ
、
三
つ
の
時
間
、
す
な
わ
ち
過
去
の
も

の
の
現
在
、
現
在
の
も
の
の
現
在
、
未
来
の
も
の
の
現
在
が
存
在
す
る
と
言
う
ほ
う
が
正
し
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
こ
れ
ら
の
も
の
は

心
の
う
ち
に
い
わ
ば
三
つ
の
も
の
と
し
て
存
在
し
、
心
以
外
に
そ
れ
ら
の
も
の
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
過
去
の
も
の
の

現
在
は
記
憶
で
あ
り
、
現
在
の
も
の
の
現
在
は
直
覚
で
あ
り
、
未
来
の
も
の
の
現
在
は
期
待
で
あ
る
」
(
太
字
一
筆
者
)
。

こ
れ
に
よ
っ
て
、

ア
ウ
グ
ス
チ
ィ
ヌ
ス
は
過
去
・
現
在
・
未
来
を
記
憶
・
直
感
・
期
待
と
人
間
の
心
の
働
き
に
よ
っ
て
特
徴
付
け
た
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
記
憶
を
持
た
な
い
「
わ
れ
」
に
は
過
去
が
存
在
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
そ
れ
故
、
量
子
論
に
代
表
さ
れ
る
「
現
代
科



学
の
時
間
」
も
ま
た
、
哲
学
者
の
言
う
「
時
間
様
相
」
を
も
っ
た
時
間
と
は
な
り
え
な
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

脳
と
時
間
意
識

こ
こ
で
は
、
脳
が
ど
の
よ
う
に
外
界
を
認
識
す
る
か
、
と
り
わ
け
《
今
》
を
ど
の
よ
う
に
認
識
す
る
か
に
つ
い
て
、
現
代
の
脳
科
学

の
知
識
か
ら
考
え
て
み
る
。
以
下
に
述
べ
る
の
は
、
本
論
の
テ

I
マ
に
必
要
と
見
ら
れ
る
、
脳
の
認
識
シ
ス
テ
ム
の
概
要
で
あ
る
。

〔
ク
オ
リ
ア
を
感
じ
る
脳
〕

脳
の
中
に
は
、

一
千
億
も
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
(
神
経
細
胞
)
が
あ
り
、
シ
ナ
プ
ス
と
呼
ば
れ
る
数
千
か
ら
一
万
の
結
合
部
を
通
し
て
他

の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
結
ぼ
れ
て
い
る
。
脳
内
の
情
報
の
伝
わ
り
は
、
こ
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
電
気
的
状
態
変
化
と
し
て
伝
わ
る
複
雑
な
過
程

で
あ
る
。
神
経
イ
ン
パ
ル
ス
と
呼
ば
れ
る
電
位
変
化
が
、
あ
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
末
端
に
あ
る
シ
ナ
プ
ス
小
頭
に
伝
わ
る
と
、
膜
状
の
電

科学と哲学における《今》について

位
依
存
性
イ
オ
ン
チ
ャ
ン
ネ
ル
を
あ
け
る
。
そ
の
結
果
、
イ
オ
ン
が
シ
ナ
プ
ス
内
に
流
入
し
、
神
経
伝
達
物
質
の
放
出
、
が
起
こ
る
。
こ

の
神
経
伝
達
物
質
は
、
シ
ナ
プ
ス
間
隙
を
移
動
し
、
他
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
細
胞
膜
上
に
分
布
す
る
神
経
伝
達
物
質
受
容
体
に
結
合
す
る
。

そ
の
結
果
、

そ
の
細
胞
の
イ
オ
ン
チ
ャ
ン
ネ
ル
が
聞
き
、
細
胞
膜
内
外
の
電
位
差
が
変
化
す
る
。
こ
れ
を
脱
分
極
と
い
う
。
こ
れ
が
神

経
伝
達
物
質
を
受
容
し
た
細
胞
に
お
け
る
神
経
イ
ン
パ
ル
ス
と
な
り
、
そ
の
細
胞
内
を
伝
わ
る
。
こ
の
電
位
パ
ル
ス
を
ア
ク
シ
ョ
ン
ポ

テ
ン
シ
ャ
ル
と
い
う
。
こ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
状
態
を
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
興
奮
と
も
い
う
が
、
本
論
で
は
茂
木
健
一
艇
に
従
っ
て

ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
火
と
呼
ぼ
う
。

現
代
の
脳
科
学
の
重
要
な
関
心
事
は
、
こ
の
よ
う
な
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
火
と
我
々
の
あ
ら
ゆ
る
認
識
が
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る

か
と
い
う
点
で
あ
る
ら
し
い
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
茂
木
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
現
時
点
で
は
、
脳
の
中
で
進
行
し
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
物
質
的
過
程
の
う
ち
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
火
だ
け
が
、
私
た
ち
の
心
の
表
象
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と
し
て
現
れ
て
く
る
と
仮
定
す
る
の
が
、
実
験
的
事
実
と
適
合
す
る
。
私
た
ち
の
心
を
支
え
て
い
る
の
は
、
大
脳
皮
質
を
中
心
と
す

る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
火
な
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
仮
定
す
る
の
は
、
脳
の
中
に
情
報
処
理
が
、
お
互
い
結
合
し
あ
っ
た
ニ
ュ

l
ロ
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ン
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
興
奮
(
ア
ク
シ
ョ
・
ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
ン
)
が
伝
わ
っ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
、

私
た
ち
の
記
憶
が
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
結
合
の
パ
タ
ー
ン
と
し
て
定
着
さ
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
、
ま
た
ア
ク
シ
ョ
ン

ポ
テ
ン
シ
ャ
ル
が
ニ
ュ
ー
ロ
ン
か
ら
ニ
ュ
ー
ロ
ン
へ
伝
わ
っ
て
い
く
の
に
必
要
な
時
間
の
ス
ケ
ー
ル
(
数
十
ミ
リ
秒
か
ら
一

O
O
ミ

リ
秒
)
、
が
私
た
ち
の
心
の
中
の
表
象
が
変
化
す
る
時
間
の
ス
ケ
ー
ル
と
一
致
す
る
な
ど
、
様
々
な
デ
l
タ
と
整
合
性
を
持
つ
か
ら
で

あ
る
。
」

こ
こ
で
重
要
な
の
は
、
こ
の
「
心
の
表
象
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
近
代
科
学
は
客
観
性
を
重
視
し
、
量
的
に
測
定
で
き
る
情
報
を

重
視
し
た
。
し
か
し
、
我
々
人
聞
が
五
感
を
通
じ
て
受
け
と
る
外
部
情
報
の
主
観
的
現
れ
方
、
す
な
わ
ち
「
心
の
表
象
」
は
、
け
っ
し

て
量
的
な
も
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
を
現
代
の
脳
科
学
で
は
「
ク
オ
リ
ア
」
と
い
う
。
現
代
の
脳
科
学

は
、
こ
の
質
的
な
も
の
を
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
火
に
よ
っ
て
、
「
心
の
表
象
」
と
し
て
脳
が
如
何
に
認
識
す
る
の
か
、
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

解
明
に
挑
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

脳
の
中
に
は
視
覚
を
つ
か
さ
ど
る
視
覚
野
が
あ
る
が
、
そ
の
視
覚
野
に
お
け
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
火
状
態
と
、
視
覚
的
認
識
で
あ
る

「
み
え
(
見
え
る
様
)
」
と
の
関
連
を
、
茂
木
に
従
っ
て
見
て
み
よ
う
。

「
脳
の
視
覚
野
に
は
、
羽
野
(
第
一
次
視
覚
野
)
沼
野
(
第
二
次
視
覚
野
)
ね
(
第
三
次
視
覚
野
)
刊
(
第
四
次
視
覚
野
)
町
野

(
下
側
頭
野
)
刊
野
(
第
五
次
視
覚
野
)
な
ど
が
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
網
膜
か
ら
入
っ
た
し
く
刺
激
が
視
床
を
経
て
最
初
に
入
力
さ
れ

る
部
位
が
羽
野
で
あ
り
、
或
る
傾
き
を
持
っ
た
線
状
の
刺
激
に
選
択
的
に
反
応
す
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
な
ど
が
見
出
さ
れ
る
。
沼
野
に
は

物
体
の
輪
郭
に
、

m
H

野
に
は
特
定
の
色
に
、
町
野
に
は
物
体
の
形
に
、
そ
し
て
羽
野
:
:
:
に
は
或
る
方
向
の
動
き
に
そ
れ
ぞ
れ
選
択



的
に
反
応
す
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
存
在
す
る
。
こ
の
よ
う
に
視
覚
野
で
は
、
引
野
↓
m
M

野
↓
ね
野
↓
刊
野
↓
町
野
の
順
に
複
雑
な
形
状

を
解
析
し
、
川
野
↓
沼
野
↓
羽
野
:
:
:
の
順
で
も
の
の
動
き
を
徐
々
に
解
析
す
る
よ
う
な
、
階
層
構
造
が
形
成
さ
れ
て
い
お
。
」

し
か
し
、
こ
の
視
覚
的
認
識
過
程
の
例
で
重
要
な
の
は
次
の
よ
う
な
指
摘
で
あ
る
。

刊
野
の
単
一
の

ニ
ュ
ー
ロ
ン
活
動
に
よ
っ
て
生
じ
た
の
で
は
決
し
て
な
く
、
そ
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
脳
と
い
う
シ
ス
テ
ム
の
中
で
他
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
と

結
ん
だ
関
係
性
の
下
に
生
じ
た
の
で
あ
る
。
」

「
:
:
:
私
が
意
識
の
中
で
《
赤
い
色
》
を
感
じ
た
と
す
る
。
:
:
:
し
か
し
こ
の
時
《
赤
い
色
》
と
い
う
表
象
は
、

こ
の
赤
と
い
う
質
感
、
す
な
わ
ち
ク
オ
リ
ア
を
感
じ
る
と
い
う
こ
と
は
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
ら
れ
る
。

「
:
:
:
私
た
ち
の
ク
オ
リ
ア
は
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
火
の
集
ま
り
(
ク
ラ
ス
タ
l
)
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ

科学と哲学における《今》について

の
《
ク
ラ
ス
タ
l
》
と
は
、
シ
ナ
プ
ス
相
互
作
用
に
よ
っ
て
、
お
互
い
に
結
ぼ
れ
た
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
ク
ラ
ス
タ
ー
か
ら
ク
オ
リ
ア
は

成
立
し
て
く
る
と
考
え
ら
れ
る
。
」

す
な
わ
ち
、
或
る
特
定
の
ク
オ
リ
ア
が
生
じ
る
の
は
、
ク
ラ
ス
タ

i
を
な
す
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
火
の
特
定
の
パ
タ
ー
ン
に
よ
る
の
で
あ

る
。
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
相
互
作
用
に
よ
っ
て
連
結
し
て
い
る
こ
と
を
《
相
互
作
用
連
結
》
と
い
う
。

さ
ら
に
、
こ
の
《
相
互
作
用
連
結
》
と
い
う
考
え
は
、
単
一
の
ク
オ
リ
ア
に
対
す
る
ク
ラ
ス
タ
l
に
の
み
用
い
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。

例
え
ば
、
蓄
蔽
が
見
え
る
と
い
う
ば
あ
い
で
も
、

そ
こ
に
は
様
々
な
ク
オ
リ
ア
が
存
在
す
る
こ
と
が
分
か
る
。
例
え
ば
、
色
の
み
を
考

え
て
も
、
花
び
ら
の
赤
、
葉
の
緑
、
さ
ら
に
そ
こ
に
は
蓄
額
の
形
が
あ
り
そ
し
て
「
蓄
積
」
と
い
う
明
示
的
表
現
が
あ
る
。
こ
れ
ら
を

構
成
す
る
の
ク
ラ
ス
タ
l
も
ま
た
、
「
蓄
積
」
と
い
う
認
識
に
向
け
て
《
相
互
作
用
連
結
》
に
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
色
な
ど
の
ク
オ
リ
ア

よ
り
高
次
な
形
及
び
感
覚
を
融
合
し
た
「
蓄
積
」
と
言
う
言
語
的
処
理
に
関
係
し
た
ク
オ
リ
ア
を
、
志
向
的
ク

オを
リ感
ア覚
と的
言 ク
う8オ

リ
ア
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な
お
、
様
々
な
ク
オ
リ
ア
が
視
野
の
中
に
並
ん
で
見
え
て
い
る
状
態
を
「
視
覚
的
ア
ウ
エ
ア
ネ
ス
」
と
い
い
、
こ
れ
は
「
よ
り
高
次

の
形
態
認
識
や
、
そ
れ
に
基
づ
く
言
語
処
理
的
意
味
づ
け
、
運
動
が
起
る
前
の
、
〔
世
界
が
な
ん
と
な
く
見
え
て
い
る
感
じ
〕
」
を
表
し
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て
い
る
。

と
い
う
モ
ダ
リ
テ
ィ
(
様
相
)

こ
れ
ま
で
は
、
視
覚
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
っ
た
が
、
我
々
の
感
覚
に
は
、
視
覚
ば
か
り
で
は
な
く
、
聴
覚
、
味
覚
、
触
覚
、
嘆
覚

の
区
別
が
あ
る
。
強
調
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
こ
の
五
感
の
ク
オ
リ
ア
が
ど
の
よ
う
な
主
観

的
表
れ
を
も
た
ら
そ
う
と
も
、

そ
れ
は
同
じ
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
相
互
作
用
連
結
に
よ
る
ク
ラ
ス
タ
l
の
差
に
よ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

な
に
か
そ
れ
ぞ
れ
の
モ
ダ
リ
テ
ィ
に
特
有
な
器
官
が
脳
の
中
に
存
在
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
視
覚
・
聴
覚
な
ど
の
刺
激
を
受

け
、
そ
れ
ぞ
れ
相
互
作
用
連
結
し
た
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
ク
ラ
ス
タ
ー
が
、
不
思
議
に
も
こ
の
よ
う
な
多
様
な
ク
オ
リ
テ
ィ
と
し
て
現
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
茂
木
は
、
こ
れ
に
関
連
し
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
視
覚
と
聴
覚
の
刺
激
が
同
時
に
心
の
中
に
存
在
し
う
る
の
は
、
そ
れ
が
異
な
る
ク
オ
リ
ア
を
持
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
:
:
:
聴

覚
刺
激
の
持
つ
ク
オ
リ
ア
と
、
:
:
:
視
覚
刺
激
の
持
つ
ク
オ
リ
ア
は
、
ま
っ
た
く
異
な
る
。
両
者
の
問
に
は
、
ま
っ
た
く
オ
ー
バ
ー

ラ
ッ
プ
が
な
い
。
だ
か
ら
こ
そ
、
視
覚
刺
激
と
聴
覚
刺
激
は
並
列
に
共
存
す
る
こ
と
が
で
き
、
意
識
と
い
う
枠
組
み
の
中
で
統
合
さ

れ
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。
」
(
太
字
一
筆
者
)
。

多
分
、
脳
の
神
秘
と
不
思
議
さ
は
、
む
し
ろ
こ
の
点
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
の
並
列
的
な
プ
ロ
セ
ス
が
統
合
さ
れ
る
と
い
う

「
統
合
さ
れ
た
並
列
性
」
を
何
故
脳
が
持
つ
か
は
明
ら
で
は
な
い
。
た
だ
そ
れ
は
量
子
力
学
か
ら
の
類
推
か
ら
、
脳
も
「
非
局
所
的
な

干
渉
効
黙
」
を
持
つ
か
も
し
れ
な
い
こ
と
が
予
想
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

〔
心
理
的
時
間
〕

「
心
の
表
象
」
は
様
々
な
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
火
の
ク
ラ
ス
タ
ー
か
ら
な
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、



ニ
ュ
ー
ロ
ン
か
ら
ニ
ュ
ー
ロ
ン
へ
の
相
互
作
用
の
伝
達
に
は
時
間
が
か
か
る
点
で
あ
る
。
前
に
述
べ
た
よ
う
に
視
覚
野
で
は
、
町
野
↓

沼
野
↓
羽
野
↓
刊
野
↓
汀
野
の
順
に
複
雑
な
形
状
を
解
析
し
、
町
野
↓
W
野
↓
羽
野
:
:
:
の
順
で
も
の
の
動
き
を
徐
々
に
解
析
す
る

よ
う
な
、
階
層
構
造
が
形
成
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
ク
オ
リ
ア
ご
と
立
ち
上
が
る
時
聞
が
異
な
る
。
例
え
ば
、
色
を
認
識
す
る
羽
野
か

ら
刊
野
へ
の
情
報
伝
達
に
は
約
五

0
ミ
リ
秒
か
か
り
、
羽
野
か
ら
形
の
情
報
処
理
の
中
枢
で
あ
る
汀
野
ま
で
の
情
報
伝
達
に
は
一

0
0

ミ
リ
秒
ほ
ど
か
か
る
。
し
か
し
、
我
々
が
蓄
積
を
見
る
場
合
、
そ
の
色
と
形
が
時
間
的
に
ず
れ
て
は
見
え
る
わ
け
で
は
な
い
。
現
代
の

脳
科
学
は
、
こ
の
脳
の
中
で
起
っ
て
い
る
現
象
と
、
我
々
の
認
識
と
の
間
に
あ
る
ず
れ
を
、
「
相
互
作
用
同
時
性
の
原
理
」
を
置
く
こ
と

に
よ
っ
て
説
明
す
る
。

「
相
互
作
用
同
時
性
の
原
理
」
と
は
、
「
あ
る
二
つ
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
火
が
相
互
作
用
連
結
な
時
、
相
互
作
用
伝
播
の
問
、
固
有
時

は
経
過
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
相
互
作
用
連
結
な
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
火
は
(
固
有
時

τ
に
お
い
て
)
同
時
で
あ
る
」
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
こ
こ
で
、
固
有
時

τ
と
は
脳
の
中
で
我
々
が
感
じ
取
る
我
々
固
有
の
心
理
的
な
時
間
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
が
「
蓄
額
」
を

科学と哲学における《今》について

見
る
場
合
、
外
部
の
物
理
的
時
間
で
は
、
色
を
認
識
す
る
の
に
五

0
ミ
リ
秒
か
か
り
、
形
態
を
認
識
す
る
場
合
一

0
0
ミ
リ
秒
か
か
っ

た
と
し
て
も
、
蓄
織
を
構
成
す
る
ク
オ
リ
ア
に
関
係
し
た
す
べ
て
の
相
互
作
用
連
結
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
が
発
火
す
る
ま
で
、
我
々
の
心
理

的
時
間
は
経
過
し
な
い
。
す
な
わ
ち
、
相
互
作
用
は
固
有
時

τ
に
お
い
て
は
瞬
時
に
起
る
。
こ
れ
を
茂
木
は
「
物
理
的
時
間
は
〔
心
理

的
時
間
で
は
〕
一
瞬
に
つ
ぶ
れ
る
」
(
〔
〕
内
一
筆
者
)
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
統
一
し
た
対
象
の
認
識
に
は
、
関
係
し
た
相
互
作

用
時
間
の
う
ち
最
も
長
い
時
間
の
「
つ
ぶ
れ
」
が
必
要
と
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
対
象
に
属
す
る
様
々
な
ク
オ
リ
ア
は
同
時
に
あ

ら
わ
れ
、
我
々
は
統
一
し
た
イ
メ
ー
ジ
を
得
る
こ
と
が
出
来
る
。
正
確
に
は
、
こ
の
統
一
的
イ
メ
ー
ジ
を
も
た
ら
す
の
は
、
「
志
向
的
同

の
働
き
に
よ
る
「
同
時
性
の
保
存
」
で
あ
る
。

時
性
」こ

こ
で
、
固
有
時

τ
と
物
理
的
時
間

t
の
関
係
を
調
べ
て
み
よ
う
。
こ
の
時
、
相
互
作
用
に
必
要
と
す
る

(
最
大
の
)
時
間
を
似
と
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す
る
。
以
下
、
茂
木
に
従
っ
て
固
有
時
に
お
い
て
現
さ
れ
た
系
と
、
物
理
的
時
間
に
お
け
る
系
と
の
関
係
を
考
え
よ
う
。
ま
ず
、
表
現

を
簡
単
に
す
る
た
め
相
互
作
用
連
結
に
あ
る
A
、
B
二
つ
の
要
素
か
ら
な
く
系
Q
を
考
え
、
要
素

α、
ωこ
固
有
時

τを
割
り
当
て
る
。

A

B

-

-

こ
の
時
川
町
と
側
、
聞
の
関
係
は
、
次
の
式
で
与
え
ら
れ
針
。
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叶
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什
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(

叶

)

)

次
に
、
脳
と
い
う
系
の
更
新
時
間
幅
を
釘
と
し
、

τ
十
位
に
お
け
る
系
の
状
態
Q
を
考
え
る
。
茂
木
は
簡
単
の
た
め
こ
の

K
H
似
と

し
て
い
る
問
、
こ
こ
で
は
一
般
的
に
、

U
H
計
八
似
を
考
え
る
。
こ
の
と
き

τ
+
剖
に
お
け
る
状
態
Q
は
次
の
よ
う
に
な
る
。

p 

(

叶

+

K

V

叶

)

一

(

〉

(

門

|

伊

丹

+

匂

片

)

d

回

(

H

l

h

v

寸
十
九
W

H

)

d

k

F

(

同

+

O

門

)

d

回

(

片

+

匂

同

)

)

↓

(

〉

卦

(

叶

+

h

V

叶

)

d

切

普

(

叶

+

h

V

叶

)

d

〉

(

叶

・

十

h

V

叶

)

d

回

(

叶

+

b

叶

)

)

」
こ
に

*
は
、
固
有
時

τ
に
属
す
る
要
素
の
う
ち
、
物
理
的
な
時
間

t
l
似
に
お
け
る
要
素
(
相
互
作
用
を
及
ぼ
す
要
素
)
を
、

物
理
的
な
時
間

t
に
お
け
る
要
素
(
相
互
作
用
を
受
け
る
要
素
)
か
ら
区
別
す
る
た
め
の
記
号
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
式
か
ら
、
ま
ず
、

宮
島
町
附
引
叫
が
附
例
刻
む
制
割
削
目

E
矧
引
州
到
刻
釦
州
引
制
面
再
開
附
引
削
剥
附
配
シ

ス
テ
ム
が
物
理
的
な
時
間
で
言
う
と
似
の
広
が
り
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
固
有
時

τ
の
「
瞬
間
」
が
、
物
理
的
時
間
で
い
う
と
A
t

の
広
が
り
を
持
つ
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
こ
で
、
シ
ス
テ
ム
更
新
の
時
間
間
隔
釘
は
、
任
意
に
小
さ
く
す
る
こ
と
が
出
来
る
と
す
る
。



そ
れ
は
、
固
有
時

τ
に
は
、
最
小
単
位
却
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
隣
り
合
う
「
瞬
間
」

の
間
隔
は
、
任
意
に
小
さ
く
す
る
こ
と
が

出
来
る
こ
と
を
意
味
す
る
。
こ
れ
が
相
互
作
用
の
時
間
似
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
時
間
は
連
続
的
に
捉
え
ら
れ
る
理
由
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

τと
τ
+
釘
に
お
け
る
状
態
Q
の
聞
に
は
、
重
な
り
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
、

τと
τ
+
却
で
の
状
態
Q
が
t

ー

ω
+
仇
と

t

の
間
で
重
な
っ
て
い
る
た
め
で
あ
る
。
こ
の
重
な
り
は
、
固
有
時
の
差
が
、
そ
の
最
小
単
位
よ
り
小
さ
い
と
き
の
み
生
じ
る
。
茂
木
は
、

こ
れ
は
固
有
時

τ
の
隣
り
合
う
「
瞬
間
」
に
重
な
り
が
あ
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
と
言
い
、
さ
ら
に
、
こ
の
重
な
り
の
意
味
す
る
と
こ

ろ
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
こ
の
描
像
の
下
で
は
、
時
間
の
流
れ
と
い
う
も
の
は
、
そ
も
そ
も
、

一
つ
一
つ
の
瞬
間
が
ば
ら
ば
ら
の
離
散
的
な
点
と
し
て
の
、

《
今
》
の
集
合
で
は
な
く
、
隣
り
合
う
《
今
》
が
重
な
り
あ
っ
た
、

一
つ
の
連
続
な
連
な
り
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
:
:
:
時
間

の
流
れ
は
、

一
つ
に
連
な
っ
た
一
連
の
輪
か
ら
出
来
た
鎖
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
:
:
:
瞬
間
と
瞬
間
の
聞
に
重
な
り
が
あ
る
と
い

科学と哲学における《今》について

う
、
相
互
作
用
同
時
性
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
時
間
像
は
、
瞬
間
H

点
の
集
ま
り
か
ら
な
る
古
典
的
な
時
間
像
よ
り
も
、
む
し
ろ
真
実

味
を
帯
び
て
く
る
」
(
下
線
部
一
筆
者
)
。

〔
脳
の
時
間
知
覚
に
つ
い
て
の
考
察
〕

ク
オ
リ
ア
の
科
学
は
、
主
観
性
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
挑
ん
だ
も
の
で
あ
る
。

い
か
に
多
様
な
ク
オ
リ
ア
が
あ
ろ
う
と
も
、
そ
れ
は
、

ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
火
の
み
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
主
張
す
る
。
こ
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
原
理
的
に
は
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
火
パ
タ
ー
ン
さ
え

同
じ
な
ら
ば
外
界
の
刺
激
が
な
く
と
も
、
同
じ
感
覚
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
う
な
ら
ば
、
我
々
の
主
観
に
現
れ
た
知
覚
に
は
客
観

性
は
あ
る
だ
ろ
う
か
と
い
う
疑
問
が
湧
く
。
こ
れ
に
対
し
、
次
の
よ
う
な
意
見
が
あ
る
。

「
感
覚
の
質
は
心
的
状
態
に
内
在
的
で
純
粋
に
主
観
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
或
る
人
の
感
覚
質
群
の
構
造
は
、
同
型
性
や
準
同
型
性
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な
ど
の
構
造
問
の
関
係
を
通
し
他
の
主
体
の
感
覚
質
群
の
構
造
や
神
経
細
胞
の
活
性
化
の
パ
タ
ー
ン
の
構
造
と
比
べ
る
こ
と
が
で
き

る
。
そ
の
意
味
で
純
粋
に
内
在
的
で
も
な
く
純
粋
に
主
観
的
で
も
な
い
」
(
太
字
一
筆
者
)
。

146 

す
な
わ
ち
、
複
雑
な
構
造
の
感
覚
群
の
構
造
と
、
他
の
多
く
の
人
の
感
覚
群
の
構
造
が
相
互
に
同
じ
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
出
て
く
る
出

力
(
す
な
わ
ち
こ
の
場
合
は
ク
オ
リ
ア
)
も
同
じ
で
あ
る
と
み
な
し
う
る
、

と
い
う
の
が
前
記
の
主
張
と
矛
盾
し
な
い
見
解
で
あ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
見
解
は
、
先
に
述
べ
た
「
統
合
さ
れ
た
並
列
性
」
な
る
脳
の
普
遍
的
機
能
の
存
在
と
と
も
に
、
こ
の
疑
問
に
答
え
る
も
の

と
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
意
味
で
、
固
有
時
間

τ
の
表
す
時
間
も
、
ま
っ
た
く
主
観
的
と
は
言
い
え
ず
、
あ
る
客

観
性
を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

茂
木
は
脳
と
い
う
系
が
更
新
さ
れ
る
時
間
間
隔
れ
は
い
く
ら
で
も
小
さ
く
出
来
る
と
い
う
。
し
か
し
、
果
た
し
て
そ
う
で
あ
ろ
う
か
。

一0
0
0億
個
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
か
ら
な
る
脳
と
い
う
系
が
、

一0
0
0億
個
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
つ
な
が
り
か
ら
出
来
て
い
る
た
め
、
常

そ
の
為
非
常
に
短
い
れ
を
も
っ
て
脳
が
活
性
化
し
、
そ
れ
が
連
続
的
(
と
感
じ

ら
れ
る
)
意
識
を
も
た
ら
し
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
、
こ
の
こ
と
が
正
し
い
な
ら
ば
、
ど
の
よ
う
に
小
さ
い
れ
で
あ
っ

に
ど
こ
か
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
火
が
起
こ
っ
て
お
り
、

て
も
、
知
覚
は
(
物
理
的
時
間
か
ら
見
て
)
連
続
と
な
ら
ず
離
散
的
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
脳
の
感
ず
る
《
今
》
と
は
、
こ
の

最
小
の
れ
ご
と
の
、
相
互
作
用
連
結
下
に
あ
る
ク
ラ
ス
タ
l
の
発
火
時
間
と
い
っ
て
よ
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
、
茂
木
は
、
認
識
さ
れ
る
《
今
》
は
隣
り
合
う
《
今
》
と
重
な
る
と
い
う
。
し
か
し
、
重
な
る
と
い
う
言
い
方
は
果
た
し
て

適
切
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
こ
れ
は
、
物
理
的
時
間

t
に
お
け
る
我
々
の
頭
脳
に
は
、
過
去
似
聞
の
情
報
が
れ
間
隔
で
、
固
有
時
間

τ

に
お
け
る
《
今
》
と
い
う
認
識
を
待
っ
て
(
特
定
の
ク
オ
リ
ア
を
出
現
せ
し
め
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
ク
ラ
ス
タ
l
の
発
火
パ
タ
ー
ン
の
完
成

を
待
っ
て
)
蓄
積
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
固
有
時
間
か
ら
見
る
な
ら
ば
、
我
々
の

脳
の
中
に
は
似
未
来
ま
で
の
情
報
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
見
方
も
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。



第
二
章

現
代
の
哲
学
的
時
間
論
か
ら

「
今
・
現
在
」
と
同
時
体
験

植
村
浩
一
郎
は
、
著
書
『
時
間
の
本
性
』
に
お
い
て
、
「
時
間
の
非
実
在
」
を
説
く
マ
ク
ダ
ガ

l
ド
の
よ
う
な
時
間
論
の
問
題
は
、
時

間
の
過
度
の
抽
象
化
に
あ
る
と
考
え
た
。
そ
れ
に
対
し
、
特
に
第
三
章
「
『
現
在
』
と
は
何
か
|
実
在
に
触
れ
る
こ
と
の
透
明
」
の
章
に

お
い
て
、
「
知
覚
、
が
《
現
在
体
験
》
で
あ
る
こ
と
が
、
時
間
様
相
と
し
て
の
《
現
在
》
が
持
つ
一
番
重
要
な
意
味
で
あ
る
。
」
と
考
え
、

「
時
間
様
相
」
の
核
と
し
て
「
知
覚
」
を
置
き
、
こ
れ
を
「
現
在
H
知
覚
」
と
表
現
す
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
に
知
覚
を
重
要
な
も
の
と
考

「
私
が
私
と
世
界
を
『
同
時
に
』
体
験
す
る
こ
と
で
あ
る
」
(
太
字
一
筆
者
)
。
な
ぜ
な
ら
、

え
る
か
、
植
村
に
よ
れ
ば
、
知
覚
と
は
、

科学と哲学における《今》について

そ
れ
は
、
「
実
在
」
に
対
し
透
明
な
も
の
(
植
村
は
こ
れ
を
「
信
頼
」
と
も
言
う
)
で
あ
り
、
「
我
々
の
脳
や
神
経
や
感
覚
諸
器
官
が
正

常
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
す
べ
て
は
『
透
明
な
も
の
』
と
し
て
知
覚
に
席
を
譲
り
、
私
は
実
在
に
十
全
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
お
」
か
ら

で
あ
る
と
い
う
。

こ
の
よ
う
な
知
覚
に
対
し
、
植
村
は
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
可
能
態
と
現
実
態
」
及
、
ひ
「
動
か
す
も
の
と
動
か
さ
れ
る
も
の
」
の
哲

学
を
用
い
、
知
覚
が
時
間
規
定
と
し
て
の
現
在
の
原
型
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
。
彼
は
、
ま
ず
「
近
代
哲
学
の
知
覚
論
の
多
く
が
、

:
:
:
主
観
的
な
契
機
と
客
観
的
契
機
の
分
離
を
前
提
に
し
て
い
る
こ
と
に
し
た
う
え
で
、
こ
の
懸
隔
を
い
か
に
埋
め
る
か
と
い
う
問
題

の
立
て
方
を
し
て
い
る
。
:
:
:
し
か
し
こ
う
し
た
方
法
で
は
、
現
在
と
過
去
の
差
異
を
、
知
覚
経
験
と
し
て
の
現
在
と
適
切
に
関
係
付

け
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
批
判
す
る
。
例
え
ば
、
知
覚
の
因
果
説
で
は
、
「
『
現
在
』
の
光
景
:
:
:
は
外
界
に
は
存
在
せ
ず
私
の
表
象

と
し
て
の
み
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
」
。
こ
れ
は
、
ま
さ
に
外
界
の
刺
激
な
く
し
て
も
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
火
パ
タ
ー
ン
に
よ
り
、
あ
ら
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ゆ
る
ク
オ
リ
ア
が
生
ず
る
こ
と
を
強
調
す
る
立
場
に
相
当
し
よ
う
。
こ
の
場
合
は
、
「
現
在
」
そ
の
も
の
が
意
味
を
失
う
。

一
方
、
こ
れ
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と
は
逆
に
「
存
在
す
る
こ
と
は
、
知
覚
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う
主
張
に
対
し
て
は
、
こ
の
決
定
的
難
点
は
、
「
知
覚
と
想
起
と
の
原

理
的
区
別
が
つ
か
な
く
な
る
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
こ
れ
も
退
け
る
。

植
村
の
立
場
は
、
「
主
・
客
」
一
体
と
な
っ
て
経
験
さ
れ
る
《
今
》
を
持
っ
て
「
今
・
現
在
」
を
定
義
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
《
今
》

は
「
我
々
」
が
我
々
の
外
の
「
客
観
的
世
界
」
を
知
り
う
る
そ
の
時
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
さ
ら
に
、
植
村
は
次
の
こ
と

を
指
摘
す
る
。

「
知
覚
と
い
う
現
実
態
に
お
い
て
重
要
な
こ
と
は
、
空
間
的
に
離
れ
た
知
覚
対
象
か
ら
脳
ま
で
の
全
部
が
『
同
時
に
』
知
覚
と
し
て

現
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
た
と
え
科
学
的
因
果
関
係
は
そ
れ
ら
の
空
間
に
並
ぶ
系
列
を
一
定
の
時
間
差
を
持
っ
て
作
用
が
伝
わ
る
の
で

あ
っ
て
も
、
『
動
か
さ
れ
る
も
の
の
』
側
の
知
覚
内
容
は
、
知
覚
対
象
か
ら
脳
ま
で
の
す
べ
て
が
『
一
度
に
』
知
覚
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
『
同
時
性
』
の
幅
は
、
地
上
の
光
景
で
は
、
目
か
ら
脳
過
程
ま
で
の
神
経
伝
達
回
路
の
所
要
時
間
を
含
め
て
い
く
ら
で
も
な
い
が
、

原
理
的
に
は
、
星
の
光
景
も
こ
の
『
同
時
性
』
に
含
ま
れ
る
か
ら
、
何
百
万
年
も
の
時
間
を
内
部
に
含
む
『
同
時
性
』
で
あ
る
。
そ

れ
は
換
言
す
れ
ば
、
い
か
な
る
遠
距
離
を
も
『
一
望
の
下
に
含
む
《
今
》
の
力
』
と
い
っ
て
よ
い
」
。

さ
ら
に
植
村
は
、
単
一
の
知
覚
で
は
、
「
知
覚
の
外
部
」
と
い
う
本
来
の
客
観
性
を
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
い
、
そ
れ
が
言
い
う

る
の
は
、
「
複
数
の
感
覚
が
『
同
時
』
に
機
能
す
る
共
通
感
覚
の
場
に
お
い
て
で
あ
る
」
と
い
い
、
こ
れ
を
「
共
通
感
覚
の
同
時
性
」
と

い
う
。
植
村
は
「
世
界
の
側
に
は
様
々
な
側
面
と
そ
の
統
一
が
存
在
し
て
い
る
。
:
:
:
我
々
の
側
は
、
視
覚
、
聴
覚
、
味
覚
、
触
覚
と

い
う
五
つ
の
感
覚
器
官
と
い
う
別
々
に
分
裂
し
た
ル

l
ト
を
通
し
て
し
か
外
界
と
接
触
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
と
す
れ
ば
、
我
々
の

側
に
は
分
裂
し
た
諸
要
素
の
み
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
五
感
に
分
裂
し
た
そ
の
要
素
が
再
び
統
一
さ
れ
、
も
と
の
世
界
の
統
一

が
再
構
成
さ
れ
る
保
障
は
あ
る
だ
ろ
う
か
」
と
問
い
、
こ
の
答
え
を
こ
の
「
共
通
感
覚
の
同
時
性
」
に
求
め
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
一
一
一
一
口
う



「
同
時
性
」
と
は
、
「
時
計
の
針
が
示
す
同
じ
時
間
と
い
う
意
味
で
は
な
く
、
二
つ
の
項
が
一
つ
の
関
係
の
下
に
置
か
れ
る
と
い
う
意
味

で
『
一
ま
と
ま
り
の
時
間
』
『
二
つ
に
分
離
さ
れ
な
い
時
間
』
の
こ
と
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
こ
れ
は
諸
感
覚
が
同
時
に
出
現

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
互
い
に
妨
げ
あ
わ
な
い
こ
と
を
、
諸
感
覚
の
輯
鞍
と
い
う
。
こ
の
同
時
性
に
よ
っ
て
「
我
々
の
経
験
す
る
空
間
が

形
成
さ
れ
る
」
と
い
う
の
で
あ
る
。

植
村
に
よ
る
と
、
こ
の
「
共
通
感
覚
の
同
時
性
」
に
よ
り
「
我
々
は
つ
ね
に
自
己
と
世
界
を
同
時
に
経
験
す
る
」
。
こ
れ
が
、
「
『
現

在
』
と
い
う
時
間
様
相
の
核
心
に
あ
る
も
の
な
の
で
あ
る
」
。
も
ち
ろ
ん
、
植
村
は
こ
の
「
共
通
感
覚
の
同
時
性
」
が
何
故
生
じ
る
の
か
、

な
ど
と
い
う
こ
と
は
言
わ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
知
覚
の
持
つ
「
共
通
感
覚
の
同
時
性
」

の
存
在
を
認
め
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
が
外

界
の
存
在
と
そ
れ
を
知
覚
す
る
《
今
》
の
存
在
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。

科学と哲学における《今》について

幅
の
あ
る
《
今
》
に
つ
い
て

「
時
間
論
」
に
お
け
る
考
察
の
対
象
で
あ
る
、
「
過
去
・
現
在
(
《
今
》
)
・
未
来
」
と
い
う
時
間
様
相
の
内
、
中
心
と
な
る
の
は
《
今
》

あ
る
い
は
「
現
在
」

で
あ
る
。
し
か
し
、
《
今
》
と
は
何
か
。
《
今
》
は
瞬
間
で
あ
る
の
か
。
も
し
瞬
間
な
ら
ば
時
間
と
い
う
持
続
の
中

に
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
言
う
疑
問
が
生
じ
る
。
時
間
の
持
つ
不
思
議
さ
は
、
《
今
》
の
不
思
議
さ
で
も
あ
る
と
い
っ
た
方
が
適
切
で

あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
前
節
で
植
村
は
、
「
知
覚
」
を
持
っ
て
「
今
・
現
在
」
定
義
し
た
。
し
か
し
、
外
的
時
間
と
人
間
の
知
覚
と
の
同

時
性
に
よ
り
《
今
》
を
定
義
し
た
た
め
、
こ
の
《
今
》
は
そ
の
性
質
と
し
て
幅
を
持
っ
て
い
る
の
か
ど
う
か
定
か
で
は
な
い
。
そ
こ
で

は
、
脳
に
到
達
し
た
情
報
が
何
億
年
も
の
時
間
的
深
度
を
持
っ
て
い
る
と
い
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
よ
う
に
思
え
る
。
そ
れ
は
《
今
》

の
幅
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
。

中
島
は
著
書
『
時
間
論
』
の
最
初
の
部
分
で
、
「
現
象
の
連
続
的
変
化
を
い
か
に
観
察
し
よ
う
と
そ
こ
か
ら
直
ち
に
『
時
間
』
と
い
う
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観
念
は
芽
生
え
な
い
。
:
:
:
時
間
と
い
う
観
念
の
成
立
の
た
め
に
は
《
い
ま
》
と
い
う
観
念
が
成
立
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
、

150 

一
つ
の
《
い
ま
》
と
別
の
《
い
ま
》
と
の
関
係
の
了
解
で
あ
る
。
:
:
:
一
つ
の
い
ま
を
切
り
出
す
こ
と
が
別
の
い
ま
を
そ
こ
か
ら
押
し

出
す
、
と
い
う
構
図
を
一
挙
に
了
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
了
解
に
は
、
知
覚
と
想
起
と
い
う
二
つ
の
異
な
る
作
用
が
ぴ
っ
た
り
寄

り
添
っ
て
い
る
。
知
覚
し
て
い
る
と
き
は
現
在
で
あ
り
、
想
起
し
て
い
る
と
き
も
現
在
で
あ
る
。
だ
が
、
想
起
の
対
象
は
過
去
な

の
問
」
と
い
う
(
た
だ
し
、
こ
こ
で
は
《
い
ま
》
と
《
今
》
は
同
じ
と
考
え
る
)
。
こ
の
言
葉
の
中
に
中
島
の
時
間
に
つ
い
て
の
中
心
的

つ
い
で
「
今
を
切

考
え
が
現
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
時
間
と
い
う
概
念
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
《
今
》
が
表
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
、

り
出
す
」
と
い
う
表
現
の
中
に
、
幅
の
あ
る
《
今
》
が
含
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
切
り
出
す
と
い
う
作
業
が
想
起
で
あ
り
そ
の
対
象
は

「
過
去
」

で
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
中
島
の

「
時
間
論
」
は
、
想
起
し
て
い
る
こ
と
に
よ
り
自
覚
さ
れ
て
い
る

「
幅
の
あ
る

《
今
》
」
と
、
想
起
中
に
あ
る
「
過
去
」
か
ら
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
多
く
の
時
間
論
が
、
「
今
・
現
在
」
と
い
う
瞬
間
に
集
中
し
て
い
た
の

に
対
し
、
こ
の
二
つ
の
も
の
、
想
起
と
幅
が
中
島
の
そ
れ
を
特
徴
付
け
て
い
る
。

そ
れ
で
は
、
中
島
が
幅
の
あ
る
《
今
》
を
主
張
す
る
根
拠
は
ど
こ
に
あ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
関
係
し
て
、
彼
は
、
時
間
の
幅

と
《
今
》
に
つ
い
て
「
客
観
的
な
幅
で
は
な
く
、
そ
の
つ
ど
の
関
心
に
よ
っ
て
揺
ら
ぐ
幅
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
今
息
を
引
き
取
っ

た
』
と
い
う
場
合
と
『
地
上
で
は
今
人
類
が
繁
栄
し
て
い
る
』
と
い
う
意
味
を
と
も
に
許
す
の
が
、
も
と
も
と
《
今
》
に
含
ま
れ
て
い

る
意
味
な
の
で
あ
討
」
と
い
い
、
彼
の
主
張
の
根
拠
は
日
常
性
の
中
に
あ
る
と
し
て
い
る
。

で
あ
る
」
と
し
た
が
、
こ
の
知
覚
に
つ
い
て
「
『
知
覚
』
と
は
:
:
:
根
源
的
に
あ

る
時
間
幅
を
持
っ
た
世
界
の
相
貌
(
及
び
こ
れ
に
対
応
す
る
作
用
)
・
・
・
な
の
で
あ
る
」
と
し
、

ま
た
、
先
に
「
知
覚
し
て
い
る
時
が
現
在
(
《
今
》
)

一
方
で
ご
つ
の
『
知
覚
し
て
い
る
時
』

と
し
て
の
《
今
》
を
切
り
出
す
こ
と
は
、
じ
つ
は
『
想
起
し
て
い
る
時
』
と
し
て
の
《
今
》
を
切
り
出
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
」
と
い

い
、
「
知
覚
」
と
「
想
起
」
の
「
等
根
源
的
な
関
係
」
を
主
張
す
る
。
多
く
の
時
間
論
が
感
覚
的
「
知
覚
」
に
注
目
し
た
の
に
対
し
、
中



島
の

「
時
間
論
」

の
も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
志
向
的
「
想
起
」
を
重
要
視
し
た
点
で
あ
ろ
う
。

ま
た
中
島
は
、
自
説
の
補
強
の
為
に
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
「
時
間
と
は
運
動
の

(
前
後
の
)
数
で
あ
る
」

で
あ
る
と
い
う
有
名
な
時

聞
の
定
義
に
言
及
し
、
幅
の
あ
る
《
今
》
で
な
け
れ
ば
時
間
を
数
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
。
こ
の
幅
の
あ
る
《
今
》
に
つ
い
て
、

仮
に
幅
が
あ
っ
て
も
そ
こ
に
は
必
ず
端
が
あ
る
の
だ
か
ら
そ
の
端
と
い
う
瞬
間
は
ど
う
な
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
出
さ
れ
る
。
こ
れ
に

対
し
中
島
は
次
の
よ
う
に
言
う
。

「
現
在
と
過
去
の
聞
に
は
は
っ
き
り
し
た
区
別
が
必
要
で
あ
る
。
私
が
あ
る
音
楽
を
聴
き
続
け
て
い
る
問
、
あ
る
い
は
夢
中
で
読

そ
の
聞
に
は
切
れ
目
が
な
い
。
だ
か
ら
、
そ
こ
に
は
現
在
と
過
去
と
の
区
別
は
な
い
、
カ
ン
ト
の
言
葉
を
使

み
続
け
て
い
る
場
合
、

え
ば
、
た
だ
何
か
H
X
が
『
現
象
し
て
い
る
』
だ
け
で
あ
り
、
大
森
荘
蔵
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
世
界
は
私
に
『
た
ち
あ
ら
わ
れ
て

い
る
』
だ
け
で
あ
り
。

い
や
『
私
』
も
必
要
な
い
。
た
だ
世
界
が
『
た
ち
あ
ら
わ
れ
て
い
る
』
だ
け
で
あ
る
。
サ
ル
ト
ル
は
こ
の
こ

科学と哲学における《今》について

と
を
よ
く
洞
察
し
て
い
た
。
現
在
と
過
去
が
成
立
す
る
た
め
に
は
、
そ
こ
の
『
無
』
が
介
入
し
て
こ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
め
ん
め

ん
と
持
続
す
る
体
験
を
断
ち
切
る
も
の
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
意
識
が
世
界
に
到
来
さ
せ
る
無
で
あ
る
。
現
在
と
過
去
と

は
『
無
』
に
よ
っ
て
切
断
さ
れ
る
」
。

こ
れ
に
よ
る
と
、
《
今
》
(
現
在
)

の
外
に
は
「
無
」
が
あ
り
、
《
今
》
と
過
去
は
、
な
ん
ら
か
を
想
起
し
て
い
な
い
状
態
で
あ
る
「
無
」

に
よ
っ
て
隔
て
ら
れ
る
。
こ
こ
に
中
島
の
時
間
論
の
特
異
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
想
起
」

の
役
割
で
あ
る
。
《
今
》
を
こ
の
よ

う
に
「
過
去
」
を
用
い
定
義
す
る
た
め
に
は
、
単
な
る
「
知
覚
」

で
は
な
く
「
想
起
」
に
特
別
な
役
割
を
与
え
る
必
要
が
あ
っ
た
と
思

わ
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
知
覚
」

で
す
ら
「
想
起
」
に
従
属
さ
せ
ら
れ
て
い
る
。

も
ち
ろ
ん
中
島
は
、
自
分
の
意
識
に
上
が
っ
た
《
今
》
と
想
起
さ
れ
た
「
過
去
」

の
み
か
ら
時
間
が
成
立
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
彼
も
ま
た
、
「
私
は
自
分
が
眠
っ
て
い
る
間
も
、
意
識
を
失
っ
て
い
る
間
も
、
酪
町
し
て
い
る
間
も
、
私
に
意
識
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状
態
と
は
独
立
に
時
間
が
経
過
す
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
こ
そ
、
客
観
的
時
間
了
解
の
要
で
あ
り
、
カ
ン
ト
が
時
間
の
あ

り
方
を
経
験
的
意
識
の
レ
ベ
ル
で
は
な
く
、
超
越
論
的
意
識
の
レ
ベ
ル
と
み
な
す
理
由
で
あ
る
。
」
と
、
彼
の
意
識
を
超
え
た
客
観
的
時
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聞
の
経
過
を
認
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
彼
の
時
間
論
は
、
「
物
理
学
的
時
間
と
い
う
、
客
観
的
尺
度
の
う
ち
に
、
現
在
を
読
み
込
み
、
過

去
を
読
み
込
む
か
ら
こ
そ
、
私
は
そ
れ
を
時
間
と
了
解
し
う
る
:
:
:
」
、
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
《
今
》
を
こ
の
よ
う
に
、
過
去
の
想
起
の
時
に
よ
っ
て
の
み
捉
え
て
い
い
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

い
く
つ
か
の
疑
問
が
湧
い
て

く
る
。
ま
ず
、
中
島
に
と
っ
て
の
《
今
》
は
、
何
か
を
想
起
し
て
い
る
状
態
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
例
え
ば
音
楽
を
聴
く
こ
と
に
没
頭
し

て
い
る

「
無
」
に
お
い
て
ふ
と
覚
醒
し
、
こ
れ
ま
で
音
楽
を
聴
い
て
い
た
こ
と
を
想
起
す
る
と
し
よ
う
。
そ
の
時
、
音
楽
を
聴
い
て
い

た
期
間
の

「
無
」
は
「
過
去
」
と
な
り
、
同
時
に
そ
の
人
は
《
今
》
に
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
覚
醒
す
る
そ
の
瞬
間
と
は
何

言
う
と
、
前
章
で
述
べ
た
、
た
だ
漫
然
と
何
か
を
見
て
い
る
状
態
、
脳
科
学
の
い
う
「
視
覚
的
ア
ウ
エ
ア
ネ
ス
」

で
あ
ろ
う
か
。
も
し
、
そ
れ
が
《
今
》
で
あ
る
な
ら
ば
、
《
今
》
と
い
う
瞬
間
が
存
在
す
る
こ
と
に
も
み
え
る
。
ま
た
、
別
の
観
点
か
ら

の
状
態
は
《
今
》
と

は
関
係
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
音
楽
を
聴
く
な
ど
、
何
か
を
無
心
に
し
て
い
る
時
は
《
今
》
で
は
な
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
何
故
、
過
去
の

想
起
に
意
識
を
集
中
し
て
い
る
時
間
が
《
今
》
で
あ
り
、
何
か
他
の
も
の
に
意
識
を
集
中
し
て
い
る
時
間
が
「
無
」

で
あ
る
と
、
時
間

の
様
相
が
異
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、

「
痛
い
」
と
感
じ
る
そ
の
時
は
《
今
》
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
「
痛
い
」
い
う
過
去
の
経
験

で
あ
る
と
は
い
え
ず
、
や
は
り
《
今
》
と
し
か

を
思
い
出
し
て
「
痛
い
」
と
い
う
の
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
そ
の
時
を
「
無
」

言
い
よ
う
が
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
な
ら
ば
、
や
は
り
《
今
》
と
い
う
瞬
間
を
否
定
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

物
理
的
時
間
と
い
う
客
観
的
尺
度
の
中
に
、
《
今
》
が
読
み
込
ま
れ
、
其
れ
を
時
間
と
し
て
了
解
す
る
、

と
い
う
中
島
の
時
間
論
は
、

客
観
的
時
間
と
《
今
》
と
い
う
人
間
の
時
間
認
識
と
の
関
係
を
考
え
る
と
き
、
非
常
に
わ
か
り
や
す
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

そ
の

《
今
》
を
幅
の
あ
る
《
今
》
と
し
て
、
切
り
取
る
必
然
性
は
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
幅
の
無
い
瞬
間
も
ま
た
《
今
》
と
し
て
、
知
覚



と
の
同
時
性
に
よ
っ
て
時
間
の
中
に
刻
み
込
ま
れ
る
こ
と
が
出
来
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

脳
科
学
と
哲
学
の
《
今
》

本
節
で
は
、
植
村
と
中
島
の
時
間
論
中
の
《
今
》
に
つ
い
て
、
脳
科
学
的
知
見
を
ベ

l
ス
に
多
少
の
考
察
を
加
え
た
い
。
植
村
が
知

覚
対
象
の
客
観
性
を
主
張
す
る
場
合
に
注
目
し
た
、
「
諸
感
覚
の
輯
鞍
」
と
「
共
通
感
覚
の
同
時
性
」
は
、
第
一
章
の
最
後
に
述
べ
た
脳

科
学
に
お
け
る
「
同
時
性
の
保
存
」
の
も
と
で
の
「
統
合
さ
れ
た
並
列
」
に
類
似
の
概
念
で
あ
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、
感
覚
諸
機
関

か
ら
入
っ
て
き
た
ば
ら
ば
ら
の
刺
激
が
、
統
一
さ
れ
た
世
界
に
再
構
成
さ
れ
る
こ
と
で
あ
り
、
後
者
は
同
時
に
入
っ
て
き
た
各
モ
ダ
リ

テ
ィ
の
情
報
が
、
同
じ
脳
の
中
で
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
発
火
に
よ
り
異
な
っ
た
ク
オ
リ
ア
と
し
て
表
さ
れ
、
そ
れ
が
意
識
と
い
う
枠
組
み
の

中
で
再
統
一
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
科
学
と
し
て
何
故
こ
の

「
統
合
さ
れ
た
並
列
性
」
が
あ
る
の
か
説
明
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
こ
の
脳
の
能
力
は
我
々
が
外
界
を
認
識
す
る
と
き
の
最
も
重
要
な
も
の
で
あ
り
、

そ
こ
に
焦
点
を
当
て
た
点
が
こ
の
植
村
の

科学と哲学における《今》について

時
間
論
を
興
味
深
い
も
の
に
し
て
い
る
。

し
か
し
、
彼
の
時
間
論
の
な
か
で
、
若
干
は
っ
き
り
し
な
い
点
は
、
彼
が
、
外
界
か
ら
の
刺
激
が
脳
に
到
達
す
る
そ
の
時
点
に
お
い

て
、
《
今
》
を
捉
え
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
彼
は
脳
に
刺
激
の
到
達
し
た
《
今
》
を
《
今
》
と
し
て
知
覚

し
て
い
る
と
主
張
し
て
い
る
よ
う
に
も
見
え
る
。
し
か
し
、
前
章
で
示
し
た
ク
オ
リ
ア
の
科
学
の
主
張
は
そ
う
で
は
な
い
。
知
覚
し
て

い
る
(
意
識
に
上
が
っ
て
い
る
)
《
今
》
は
《
今
》
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
内
容
は
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
相
互
作
用
に
要
す
る
時
間
A
t
だ

け
過
去
の
世
界
の
状
態
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
脳
科
学
に
お
い
て
も
《
今
》
の
知
覚
は
過
去
に
依
存
し
て
い
る
と
言
え
る
。

中
島
の
主
張
す
る
幅
の
あ
る
《
今
》
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
現
代
の
脳
科
学
に
よ
れ
ば
、
「
脳
」
の
中
に
は
、
ニ
ュ
ー
ロ
ン

の
相
互
作
用
時
間
剖
間
の
外
界
の
情
報
が
蓄
積
さ
れ
、
意
識
上
の
《
今
》
に
お
け
る
顕
在
化
を
待
っ
て
い
る
。
も
し
、
脳
科
学
に
お
け
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る
《
今
》
を
外
界
の
情
報
の
知
覚
の
時
(
ク
オ
リ
ア
の
顕
在
化
す
る
時
)
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
に
お
い
て
も
、
「
過
去
」
が
関
係
し
て

く
る
。
こ
の
場
合
、
知
覚
す
る
《
今
》
が
《
今
》
で
あ
っ
て
、
そ
の
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「
あ
ら
わ
れ
」
は
「
過
去
」

の
情
報
で
あ
る
。

一
方
、
中
島
の

「
時
間
論
」
に
お
い
て
は
、
想
起
す
る
《
今
》
が
《
今
》
で
あ
っ
て
、
そ
の
想
起
の
内
容
が
「
過
去
」
で
あ
る
。
こ
の
両
者
は
形
式
上
類

似
し
た
構
造
を
も
っ
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
脳
科
学
に
お
け
る
「
過
去
」
の
情
報
は
、
決
し
て
想
起
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。
意
識

で
あ
る
。
こ
の
点
が
中
島
の
時
間
論
と
は
異
な
る
。

の
上
で
は
ま
っ
た
く
新
し
い
「
あ
ら
わ
れ
」

次
に
、
《
今
》
の
幅
に
つ
い
て
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
科
学
的
に
認
識
さ
れ
る
物
質
の
性
質
と
同
様
、
脳
科
学
に
お
い
て
も
、
《
今
》

に
幅
が
あ
る
か
ど
う
か
は
、
時
間
を
知
覚
す
る
仕
方
(
町
。
者
|
ぢ
)
に
依
存
す
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
我
々
の
脳
は
、
状
態
の
更

新
時
間
れ
ご
と
に
、
似
の
遅
れ
を
も
っ
て
外
界
を
知
覚
す
る
。
こ
の
知
覚
さ
れ
る
情
報
は
、
脳
が
外
部
状
況
を
(
た
と
え
状
況
が
連
続

的
で
あ
っ
た
に
せ
よ
)
離
散
的
な
パ
ル
ス
に
変
換
し
て
取
り
入
れ
た
結
果
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
脳
は
原
理
的
に
い
っ
て

(
我
々
に

は
連
続
と
感
じ
ら
れ
で
も
)
離
散
的
に
し
か
時
間
の
経
過
を
知
り
え
な
い
、
と
言
う
こ
と
に
な
る
。
脳
科
学
は
、
時
間
の
連
続
性
に
つ

い
て
、
何
も
決
定
的
な
こ
と
を
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
知
覚
と
時
間
と
の

「
同
時
性
」
を
も
っ
て
《
今
》
を
定
義
す
る
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
場
合
で
も
、
固
有
時
と
し
て
つ
ぶ
れ
た
相
互
作
用
時
間
ム

t
を
も
っ
て
《
今
》
の
幅
と
定
義
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

と
す
れ
ば
脳
科
学
の
《
今
》
も
中
島
の

「
時
間
論
」

の
《
今
》
も
、
こ
の
点
で
も
形
式
上
の
類
似
性
を
持
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
脳
科
学
の
言
う
《
今
》
は
、
知
覚
す
る
の
が
「
過
去
」
(
の
情
報
)
で
あ
る
と
い
う
点
に
お
い
て
「
過
去
」
を
そ
の
中
に
含
む
。

し
た
が
っ
て
脳
科
学
の
表
す
時
間
は
、
《
今
》
と
「
過
去
」
と
い
う
時
間
様
相
を
含
む
故
に
、
単
な
る
持
続
と
い
う
よ
り
も
哲
学
の
言
う

「
時
間
」
と
呼
ぶ
に
相
応
し
い
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
こ
れ
が
こ
れ
ま
で
の
物
理
科
学
の
時
間
論
と
異
な
る
点
で
あ
る
。



終

車早

脳
科
学
は
現
代
最
も
注
目
さ
れ
て
い
る
科
学
の
領
域
の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
の
進
歩
は
目
覚
し
く
、
脳
機
能
の
解
明
は
、
脳
の
治
療

科学と哲学における《今》について

な
ど
の
分
野
で
大
き
な
成
果
を
挙
げ
て
い
る
。
さ
ら
に
近
年
特
筆
す
べ
き
点
は
、
人
間
の
主
観
に
ま
で
研
究
対
象
を
広
げ
よ
う
と
し
て

い
る
点
で
あ
る
。
主
観
の
代
表
的
な
も
の
は
、
人
間
の
心
で
あ
る
が
、
長
年
哲
学
の
領
域
で
あ
り
い
ま
も
っ
て
哲
学
の
中
心
領
域
で
あ

ろ
う
心
の
神
秘
を
、
脳
内
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
物
理
化
学
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
よ
っ
て
解
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
が
、
「
ク
オ
リ
ア
」
の
科

学
で
あ
る
。
「
ク
オ
リ
ア
」
の
解
明
を
目
指
す
脳
科
学
の
示
す
時
間
論
は
、
こ
れ
ま
で
の
物
理
科
学
の
時
間
論
と
異
な
り
、
《
今
》
の
意

識
と
い
う
人
間
の
主
観
に
直
接
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
、
そ
こ
に
哲
学
の
時
間
論
と
の
接
点
が
あ
る
と
考
え
た
。
結
果
と

し
て
、
こ
の
両
者
に
は
、
内
容
上
も
形
式
上
も
類
似
点
が
存
在
す
る
こ
と
は
判
っ
た
も
の
の
、
そ
の
隔
た
り
は
大
き
い
。
と
い
う
よ
り

そ
の
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
る
故
に
、
そ
の
こ
と
は
当
然
で
あ
ろ
う
。
茂
木
は
そ
れ
を
中
世
の
錬
金
術

も
、
ク
オ
リ
ア
の
科
学
は
、

を
も
じ
っ
て
「
錬
心
術
」
と
い
い
次
の
よ
う
に
表
す
。

い
に
し
え
の
錬
金
術
師
た
ち
を
笑
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
は
、

ニ
ュ
ー
ロ
ン
を
一
つ
一
つ
集
め
、

「
私
た
ち
は
、

あ
る
関
係
性
を
持
た
せ
る
と
な
ぜ
そ
こ
に
心
が
宿
る
の
か
、
そ
の
第
一
原
理
さ
え
皆
目
見
当
が
つ
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
心
が
生
ま

れ
る
過
程
を
示
す
『
創
発
』

(
O
B
R
m
g
B
)
と
い
う
便
利
な
言
葉
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
使
う
こ
と
は
、
そ
の
本

質
が
何
も
判
っ
て
い
な
い
と
白
状
す
る
に
等
し
い
。
そ
れ
な
ら
ば
『
創
発
』
と
い
う
意
味
あ
り
げ
な
言
葉
を
使
う
よ
り
、
『
錬
心
術
』
の

一
刻
も
早
く
抜
け
出
し
た
い
と
い
う
気
持
ち
に
な
る
か
ら
で

ほ
う
が
ま
し
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
言
葉
を
使
う
無
知
の
状
態
か
ら
、

あ
る
。
」
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こ
こ
に
は
、
困
難
を
前
に
あ
く
ま
で
も
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
科
学
的
方
法
に
よ
り
「
心
」
を
解
明
し
よ
う
と
い
う
、
オ

l
ソ
ド
ッ
ク
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ス
な
物
理
学
者
の
も
つ
思
想
が
読
み
取
れ
る
。
将
来
こ
の
よ
う
な
脳
科
学
の
進
歩
に
よ
り
、
ク
オ
リ
ア
の
神
秘
に
あ
る
程
度
迫
る
こ
と

は
で
き
よ
う
。
し
か
し
、
脳
科
学
は
「
心
」

の
神
秘
に
ど
こ
ま
で
迫
れ
る
で
あ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
解
明
不
可
能
を
証
明
し
て
終
わ

る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
時
は
結
局
、
そ
れ
を
創
ら
れ
た
方
の
神
秘
へ
と
帰
る
の
で
あ
ろ
う
。
時
間
の
神
秘
も
同
じ
で
は
な
か
ろ
う
か
。

時
間
と
は
、
人
間
に
と
っ
て
《
今
》
を
そ
の
中
に
読
み
込
む
あ
る
い
は
刻
み
込
む
こ
と
に
よ
り
、
知
覚
可
能
な
存
在
で
あ
っ
て
も
、
時

間
の
本
性
そ
の
も
の
は
、
人
間
の
理
性
に
と
っ
て
神
秘
の
ま
ま
留
ま
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
時
間
が
本
性
上
離
散
的
か
、
連
続
的

か
、
あ
る
い
は
幅
を
持
つ
の
か
、
な
ど
と
い
う
こ
と
も
神
秘
の
彼
方
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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時
間
の
本
性
』
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八
三
頁
勤
草
書
房
(
二

O
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三
)

渡
辺
慧
「
時
間
と
自
然
像
」
三
七
頁

2
時
間
』
河
出
書
房
新
社
(
一
九
八
七
)
所
収
)

本
論
の
初
出
は
一
九
四
七
年
で
あ
り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
長
く
在
住
し
時
間
論
に
興
味
を
持
ち
続
け
た
渡
辺
が
、

知
っ
て
い
な
か
っ
た
と
は
思
え
な
い
。

中
島
義
道
『
時
間
論
』
筑
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書
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(
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O
O
二
)

G
・
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・
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ロ
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注
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、
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二
0
1
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コ
二
頁

渡
辺
慧
、
前
注
(
4
)
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書
、
一
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六
頁

渡
辺
慧
、
前
注
(
4
)
の
書
、
一

O
八
頁

マ
ク
夕
、
ガ
!
ド
の
論
文
を
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二
二
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、
法
政
大
学
出
版
局
(
一
九
九
三
年
)

(
5
)
 

(
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)
 

(
7
)
 

(8) 



科学と哲学における《今》について

(
9
)
 

(
叩
)

(
日
)

(ロ)
(
日
)

渡
辺
慧
、
前
注
(
4
)
の
書
、
一
一

O
頁

渡
辺
慧
、
前
注
(
4
)
の
書
、
一
一
一
頁

渡
辺
慧
、
前
注
(
4
)
の
書
、
一
一
一

1
一
一
二
頁

ア
ウ
グ
ス
テ
ィ
ヌ
ス
(
服
部
栄
次
郎
訳
)
『
告
白
下
』
一
一
一
二

1
一
一
四
頁
、
岩
波
書
店
(
一
九
八
一
)

脳
内
の
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
構
造
及
び
そ
の
働
き
に
つ
い
て
は
、
専
門
的
に
は
非
常
に
複
雑
な
も
の
で
あ
り
、
簡
単
に
は
理
解
で
き
な
い
と
こ

ろ
も
あ
る
。
こ
れ
を
比
較
的
簡
単
に
解
説
し
た
も
の
と
し
て
、
手
元
に
あ
る
次
の
本
を
挙
げ
て
お
く
。

新
井
康
允
『
脳
科
学
論
』
人
間
総
合
大
学
(
二

O
O
四
)

茂
木
健
一
郎
『
脳
と
ク
オ
リ
ア
』
日
経
サ
イ
エ
ン
ス
社
(
二

O
O
五
)

茂
木
健
一
郎
『
ク
オ
リ
ア
入
門
|
心
が
脳
を
感
じ
る
と
き
』
五
二
頁
、
筑
摩
書
房
(
二

O
O
六
)

「
ク
オ
リ
ア
」
(
舌
巳
U
-
単
数
形
舌
包
め
)
は
「
質
」
や
「
状
態
」
を
表
す
ラ
テ
ン
語
で
あ
る
。

茂
木
健
一
郎
『
心
を
生
み
出
す
脳
の
シ
ス
テ
ム
』
二
四

i
二
五
頁
、
日
本
放
送
出
版
協
会
(
二

O
O
六
)

茂
木
健
一
郎
、
前
注
(
口
)
の
書
、
二
七
頁

茂
木
健
一
郎
、
前
注
(
日
)
の
書
、
九
三
頁

茂
木
健
一
郎
、
前
注
(
口
)
の
書
、
五
七
頁

詳
し
く
は
次
の
と
お
り

「
感
覚
的
ク
オ
リ
ア
は
、
脳
の
末
端
の
感
覚
野
か
ら
、
高
次
の
感
覚
野
、
さ
ら
に
は
前
頭
連
合
野
に
至
る
ニ
ュ
ー
ロ
ン
の
活
動
に
よ
っ
て
生

み
出
さ
れ
て
い
る
と
推
定
さ
れ
る
。
視
覚
で
言
え
ば
、
後
頭
部
に
あ
る
羽
野
か
ら
、
色
覚
の
中
枢
で
あ
る
刊
野
を
経
て
形
態
視
の
中
枢
で

あ
る
町
野
に
至
る
経
路
に
よ
っ
て
、
色
や
光
沢
、
透
明
感
と
い
っ
た
視
覚
的
ク
オ
リ
ア
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
:

一
方
、
志
向
的
ク
オ
リ
ア
は
、
自
我
の
中
枢
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
前
頭
連
合
野
を
中
心
と
す
る
、
高
次
の
認
知
、
注
意
、
行
動
の

過
程
を
担
う
神
経
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
に
よ
り
生
み
出
さ
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
視
覚
系
を
例
に
と
る
と
、
運
動
情
報
の
解
析
の
中
枢
で
あ
る

羽
野
や
、
汀
野
に
お
い
て
、
志
向
的
ク
オ
リ
ア
が
生
み
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
」
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茂
木
健
一
郎
、
前
注
(
日
)
の
書
、
九
一
頁

茂
木
健
一
郎
、
前
注
(
U
)
の
書
、
一
五
九
頁

茂
木
健
一
郎
、
前
注
(
U
)
の
書
、
一
四
三
頁

茂
木
健
一
郎
、
前
注
(
U
)
の
書
、
一

O
四
頁

茂
木
健
一
郎
『
脳
内
現
象
』
一
一
四
頁
、
日
本
放
送
出
版
協
会
(
二

O
O
五
)

茂
木
健
一
郎
、
前
注
(
お
)
の
書
、
一
一
七

i
一二

O
頁

「
心
理
的
時
間
に
関
わ
る
メ
タ
認
知
を
通
し
て
、
私
た
ち
は
外
界
か
ら
入
っ
て
く
る
情
報
を
、
並
列
的
に
、
そ
の
時
々
の
心
理
的
ア
ウ
エ
ア

ネ
ス
の
中
で
知
覚
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
外
界
か
ら
同
時
的
に
入
っ
て
き
た
視
覚
情
報
に
基
づ
く
ク
オ
リ
ア
は
、
同
時
に
心
の
中
で
感
じ

ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
:
:
:
「
外
界
の
同
時
性
が
、
心
の
中
の
ク
オ
リ
ア
の
同
時
性
に
忠
実
に
反
映
さ
れ
る
」
(
同
時
性
の
保
存
)

外
界
か
ら
同
時
に
入
っ
た
刺
激
で
も
、
そ
の
神
経
回
路
網
に
お
け
る
解
析
が
終
了
す
る
ま
で
の
時
間
は
異
な
る
。
:
:
:
も
し
、
脳
が
こ

れ
ら
の
異
な
る
処
理
時
間
を
補
正
し
て
外
界
の
物
理
的
同
時
性
を
保
存
す
る
機
構
を
持
っ
て
い
な
い
と
す
る
と
、
処
理
に
時
間
が
か
か
る

動
き
や
形
と
い
っ
た
特
徴
は
、
色
の
よ
う
な
処
理
が
早
く
終
わ
る
特
徴
よ
り
も
遅
い
心
理
的
瞬
間
に
割
り
当
て
ら
れ
て
し
ま
う
O
i
-
-
-
心

理
的
時
間
の
同
時
性
の
機
構
を
少
な
く
と
も
二
つ
考
え
る
必
要
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
第
一
に
、
視
覚
で
い
え
ば
色
、
形
、
動
き
な
ど
そ

れ
ぞ
れ
の
ク
オ
リ
ア
を
生
み
出
す
た
め
に
は
、
神
経
細
胞
の
活
動
の
聞
に
関
係
性
が
生
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
た
め
に
必
要
な
物

理
的
時
間
の
経
過
(
五

0
ミ
リ
秒

1
一
0
0
ミ
リ
秒
)
が
心
理
的
時
間
に
圧
縮
さ
れ
る
機
構
が
あ
る
。
そ
の
結
果
生
ま
れ
る
ク
オ
リ
ア
が

心
理
的
瞬
間
に
感
じ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
機
構
は
、
感
覚
入
力
が
初
期
の
感
覚
野
か
ら
高
次
の
感
覚
野
に
向
か
っ
て
伝
播
し
て
い
く
過

程
で
働
く
こ
と
か
ら
、
《
感
覚
的
同
時
性
》
と
名
づ
け
ら
れ
る
だ
ろ
う
o

・e

・
-
:
第
二
に
、
感
覚
的
同
時
性
に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
ク
オ
リ
ア
の

う
ち
、
ど
れ
と
ど
れ
が
心
理
的
瞬
間
に
お
い
て
《
同
時
》
に
感
じ
ら
れ
る
べ
き
か
決
定
す
る
機
構
が
あ
る
。
様
々
な
実
験
結
果
を
総
合
す

る
と
、
こ
の
同
時
性
を
決
め
る
の
は
〈
私
〉
の
中
枢
で
あ
る
前
頭
前
野
を
中
心
と
す
る
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン
の
志
向
性
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
:
:
:
こ
の
よ
う
な
同
時
性
を
《
志
向
的
同
時
性
》
と
名
づ
け
る
こ
と
に
し
よ
う
。
色
、
形
、
動
き
で
は
そ
れ
ぞ
れ
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(
幻
)

(
お
)

の
情
報
処
理
を
終
わ
る
ま
で
の
時
間
は
異
な
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
心
理
的
時
間
の
中
で
は
そ
れ
ら
が
結
果
と
し
て
《
同
時
》
に
感
じ
ら

れ
る
の
は
、
志
向
的
同
時
性
の
働
き
に
よ
る
。
私
た
ち
の
脳
の
中
で
は
、
ボ
ト
ム
・
ア
ッ
プ
の
《
感
覚
的
同
時
性
》
と
ト
ッ
プ
・
ダ
ウ
ン

の
《
志
向
的
同
時
性
》
が
同
時
に
成
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
外
界
で
同
時
に
起
っ
た
こ
と
が
意
識
の
中
で
も
同
じ
心
理
的
ク
オ
リ
ア
と

し
て
感
じ
ら
れ
る
と
い
う
同
時
性
の
保
存
が
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
」

茂
木
健
一
郎
、
前
注
(
U
)
の
書
、
二
二
二

5
一
三
三
頁

固
有
時
間

τ
に
お
け
る
計
の
状
態
前
物
理
時
間
t
に
お
け
る
計
の
状
態
と
の
関
係
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
い
ま
脳
に
お
け
る
物

理
時
間

t
に
お
け
る
状
態
を
的
と
す
る
。

附
か
ら
微
小
時
間
前
た
っ
た

t
+
仇
の
状
態
Q
は
、
時
刻

t
に
お
け
る
系
の
状
態
附
と
、

t
+
れ
|
却
に
お
け
る
系
の
状
態
に
基
づ
い

た
、
系
の
要
素
間
の
相
互
作
用
の
影
響
を
う
け
る
。
従
っ
て
、
こ
の
相
互
作
用
の
影
響
は

t
+
れ
i
似
の
状
態
Q
の
関
数
と
な
る
。
も
し

れ
川
《
似
な
ら
ば

t
+
れ
i
似
の
状
態
Q
は
t
+
れ
に
お
け
る
状
態
Q
と
ほ
ぼ
等
し
く
、
従
っ
て

t
+
れ
に
お
け
る
状
態
Q
を
知
る
た
め
に

は、

t
と
t

ー

ωに
お
け
る
状
態
Q
に
つ
い
て
の
情
報
が
必
要
と
な
る
。

U
H
却
に
お
け
る

τ
+
釘
に
け
る
系
の
状
態
Q
は
、
茂
木
に
よ
っ
て
次
の
よ
う
に
な
る
。

(
m
m
)
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)

(
却
)

(
担
)

(
認
)

(
お
)

(
鈍
)

茂
木
健
一
郎
、
『
脳
と
ク
オ
リ
ア
』
前
注
(
U
)
の
書
、
二
二
五
頁

中
山
康
雄
「
感
覚
の
構
造
|
|
感
覚
質
を
め
ぐ
る
問
題
|
|
」
一
一
一
一
七

1
一
四

O
頁
、
『
年
報
人
間
科
学
』
二
二
(
二

O
O
一)

植
村
恒
一
郎
、
前
注
(
3
)
の
書
、
七
一

i
一
O
八
頁
、

植
村
恒
一
郎
、
前
注
(
3
)
の
書
、
八
七
頁

植
村
恒
一
郎
、
前
注
(
3
)
の
書
、
七
四
頁
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(
位
)

(
必
)

(
叫
)

(
必
)

(
必
)

(
釘
)

(
必
)

(
必
)

(
印
)

(
日
)

(
臼
)

植
村
恒
一
郎
、
前
注
(
3
)
の
書
一
、
九
三
頁

植
村
恒
一
郎
、
前
注
(
3
)
の
書
、
七
七
頁

植
村
恒
一
郎
、
前
注
(
3
)
の
書
、
七
八
頁

植
村
恒
一
郎
、
前
注
(
3
)
の
書
、
九
三
頁

植
村
恒
一
郎
、
前
注
(
3
)
の
書
、
九
四
頁

植
村
恒
一
郎
、
前
注
(
3
)
の
書
、
九
七
頁

植
村
恒
一
郎
、
前
注
(
3
)
の
書
、
一

O
二
頁
に
、
次
の
よ
う
な
具
体
的
説
明
が
あ
る
。

「
硬
い
椅
子
に
座
っ
て
瑚
排
を
飲
み
な
が
ら
テ
レ
ビ
を
見
る
場
合
、
触
覚
、
味
覚
、
視
覚
、
聴
覚
の
そ
れ
ぞ
れ
が
、
け
っ
し
て
融
合
す
る

こ
と
な
く
違
い
を
保
ち
な
が
ら
し
か
も
同
時
に
『
現
前
』
し
て
い
る
。
」

植
村
恒
一
郎
、
前
注
(
3
)
の
書
、
一

O
六
頁

植
村
恒
一
郎
、
前
注
(
3
)
の
書
、
一

O
七
頁

中
島
義
道
、
前
注
(
5
)
の
書
、
一
五
頁

中
島
義
道
、
前
注
(
5
)
の
書
、
二
七
頁

中
島
義
道
、
前
注
(
5
)
の
書
、
二

O
頁

中
島
義
道
、
前
注
(
5
)
の
書
、
二
一
頁

中
島
義
道
、
前
注
(
5
)
の
書
、
二
一
頁

大
森
荘
蔵
、
中
島
義
道
対
談
一
「
過
去
は
幻
想
か
」
五
四

i
八
O
頁
「
現
代
思
想
」
二
一
'SIEs--

二
(
一
九
九
三
)

中
島
義
道
、
前
注
(
5
)
の
書
、
八
八
頁

中
島
義
道
、
前
注
(
5
)
の
書
、
九
六
頁

茂
木
健
一
郎
、
前
注
(
口
)
の
書
、
二
六
四
頁


