
１
　
因
果
を
説
明
す
る
こ
と

lalala- 

ど
こ
に
も
無
い
場
所
で　
　

私
は
私
の
ま
ま
で
立
っ
て
い
る
よ

ね
え
君
は
君
の
ま
ま
で
い
て
ね　
　

い
つ
ま
で
も
君
で
い
て
欲
し
い

当
時
、
音
楽
業
界
で
最
盛
期
を
誇
っ
て
い
た
浜
崎
あ
ゆ
み
の
二
〇
〇
〇
年
に
発

売
さ
れ
た
17 

th
シ
ン
グ
ル
、「surreal

」
の
サ
ビ
の
一
節
で
あ
る
。
こ
の
「
ど

こ
に
も
無
い
場
所
」
と
い
う
表
現
は
、
文
学
的
に
極
め
て
興
味
深
い
。
こ
の
歌

詞
の
中
で
は
、
私
が
立
っ
て
い
る
場
所
が
「
ど
こ
に
も
無
い
」
と
形
容
さ
れ
て

お
り
、
一
種
の
自
己
矛
盾
を
抱
え
て
い
る
。
本
来
「
場
所
」
と
は
空
間
的
な
情

報
そ
の
も
の
で
あ
り
、
必
ず
ど
こ
か
に
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
。
ど
こ
に
も
無

い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
も
は
や
場
所
で
す
ら
な
い
の
だ
。
こ
の
「
私
が
立
っ

て
い
る
場
所
」
と
は
、
世
界
中
の
ど
こ
に
も
位
置
付
け
ら
れ
な
い
よ
う
な
、
ま

さ
に
現
実( real)

を
越
え
た( sur)

超
越
論
的
領
域
な
の
で
あ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
文
学
的
な
表
現
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
哲
学
の

フ
ィ
ー
ル
ド
に
お
い
て
も
こ
の
「
私
」
の
よ
う
な
超
越
論
的
領
域
内
の
存
在
者

の
意
義
は
長
き
に
渡
っ
て
議
論
さ
れ
て
き
た
。
い
わ
ゆ
る
普
遍
者
と
呼
ば
れ
る

存
在
者
を
巡
る
議
論
で
あ
り
、
普
遍
者
は
抽
象
的
な
存
在
者
の
一
種
と
さ
れ
て

い
る
。
よ
く
例
と
し
て
用
い
ら
れ
る
の
は
、
精
神
や
数
学
的
対
象
、
性
質
と

い
っ
た
も
の
で
あ
り
、
逆
に
容
易
に
空
間
に
位
置
付
け
ら
れ
る
個
々
の
実
体

( substance)

と
区
別
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
目
の
前
の
机
や
椅
子
が
存
在
し
て

い
る
と
主
張
す
る
こ
と
と
、
感
情
や
数
、
そ
し
て
色
と
い
っ
た
抽
象
的
な
概
念

が
存
在
し
て
い
る
と
主
張
す
る
こ
と
の
間
に
は
か
な
り
の
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
よ

う
に
感
じ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。「surreal

」に
登
場
す
る「
私
」や「
君
」は
言
わ
ば
、

個
々
の
物
理
的
な
人
間
を
指
す
実
体
で
は
な
く
、
移
り
変
わ
り
ゆ
く
自
己
を
越

え
た
ま
さ
に
普
遍
的
な
超
越
的
自
己
を
表
現
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

位
置
付
け
ら
れ
る
実
体
と
そ
れ
が
不
可
能
な
存
在
者
と
の
違
い
の
一
つ
に
、

藤
田
　
翔

抽
象
化
さ
れ
る
因
果
概
念
の
先
に
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因
果
概
念
の
有
無
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
因
果
的
に
活
性
で
あ

る
の
が
実
体
で
、
不
活
性
な
の
が
普
遍
者
で
あ
り
、
両
者
の
違
い
が
具
体
的
な

存
在
者
と
抽
象
的
な
存
在
者
を
二
分
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
前

者
を
物
理
的
な
存
在
で
、
後
者
を
数
学
的
な
存
在
だ
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
現
象

を
説
明
す
る
た
め
に
用
い
る
数
な
ど
は
、
あ
く
ま
で
物
理
的
な
現
象
に
絡
む
因

果
と
は
無
関
係
の
、
外
在
的
な
説
明
要
因
と
い
う
扱
い
に
な
る
の
で
あ
る
。
一

方
で
、
電
子
な
ど
の
物
理
的
な
存
在
の
措
定
は
、
内
在
的
な
説
明
に
よ
る
も
の

で
あ
り
、
電
子
装
置
と
の
相
互
作
用
な
ど
を
通
し
て
、
そ
れ
ら
は
因
果
に
組
み

込
ま
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る★
★

。
因
果
と
い
う
も
の
は
、
世
界
の
具
体

的
に
位
置
付
け
ら
れ
る
実
体
を
示
す
に
は
極
め
て
重
要
か
つ
不
可
欠
な
概
念
な

の
だ
。
ま
ず
は
こ
の
因
果
に
関
し
て
詳
し
く
考
察
し
て
い
き
た
い
。

　

自
然
や
物
理
世
界
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
そ
こ
で
生
じ
て
い
る
因
果
の
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
掴
む
こ
と
だ
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
我
々
が
あ
る
対

象
を
認
知
可
能
か
ど
う
か
考
え
る
根
拠
と
し
て
、
あ
る
程
度
は
自
由
に
触
っ
て

動
か
せ
る
と
い
っ
た
よ
う
な
因
果
関
係
の
有
無
を
持
ち
出
す
こ
と
は
自
然
で
あ

ろ
う
。
我
々
の
生
き
る
世
界
は
ま
さ
に
因
果
の
連
続
で
あ
る
。
私
が
今
、
こ
こ

に
い
る
の
は
過
去
に
父
母
が
出
会
っ
た
か
ら
で
あ
り
、
ま
た
彼
ら
が
い
た
と
い

う
こ
と
は
、遥
か
昔
に
そ
の
祖
先
達
が
い
た
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
物
事（
結

果
）
に
は
必
ず
何
ら
か
の
理
由
（
原
因
）
が
あ
り
、
過
去
の
事
象
は
現
在
の
事

象
を
引
き
起
こ
し
、
さ
ら
に
現
在
の
事
象
は
未
来
へ
と
永
続
的
に
繋
が
っ
て
い

く
。
全
て
の
事
象
は
、
こ
の
世
界
の
歴
史
を
通
し
て
全
体
の
因
果
体
系
の
網
の

目
の
よ
う
な
構
造
を
形
成
し
て
お
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
象
が
過
去
の
何
ら
か
の

原
因
に
よ
っ
て
起
こ
っ
た
結
果
で
あ
る
と
同
時
に
、
未
来
の
何
ら
か
の
事
象
を

引
き
起
こ
す
原
因
と
も
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

率
直
に
考
え
れ
ば
、
原
因
と
は
結
果
の
存
在
に
対
す
る
必
要
条
件
で
あ
ろ
う

か
。
し
か
し
こ
の
一
見
あ
り
触
れ
た
よ
う
に
見
え
る
因
果
的
構
造
の
哲
学
的
な

分
析
は
実
に
多
義
的
で
あ
り
、
か
つ
様
々
な
観
点
で
物
議
を
醸
し
て
き
た
。
例

え
ば
か
つ
て
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ヒ
ュ
ー
ム( D

avid H
um

e)

は
、
二
つ
の
対
象

（object

）
に
関
し
て
、
一
方
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
他
方
が
存
在
し
得
な
い
と

い
う
場
合
に
、
こ
の
元
に
な
る
対
象
を
原
因
と
定
義
し
た★
★

。
こ
れ
は
確
か
に

父
が
存
在
し
な
け
れ
ば
、
子
供
も
さ
ら
に
そ
の
先
の
子
孫
も
存
在
し
得
な
い
と

い
う
直
観
的
な
因
果
関
係
を
捉
え
て
い
る
よ
う
に
は
見
え
る
。
原
因
を
排
除
す

れ
ば
、
結
果
も
変
わ
る
と
い
う
認
識
と
確
か
に
合
致
し
て
い
る
。

　

し
か
し
こ
の
定
義
に
お
い
て
、
我
々
が
日
常
的
に
感
じ
る
因
果
関
係
の
全
て

を
説
明
で
き
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
因
果
を
事
象
の
間
の
関
係
に
置
き

換
え
て
、
例
え
ば
多
方
面
に
恨
み
を
買
っ
て
い
る
政
治
家
の
死
と
い
う
事
象
を

考
え
て
み
る
。
政
治
家
は
、
恨
み
を
買
っ
た
一
人
の
暗
殺
者
に
、
あ
る
日
外
出

し
て
い
る
最
中
に
ピ
ス
ト
ル
で
射
殺
さ
れ
た
と
し
よ
う
。
こ
の
場
合
、
政
治
家

の
死
と
い
う
事
象
の
原
因
は
、
暗
殺
者
の
ピ
ス
ト
ル
の
発
砲
と
い
う
事
象
、
あ

る
い
は
こ
の
暗
殺
者
本
人
や
ピ
ス
ト
ル
と
い
う
対
象
で
あ
り
、
も
し
こ
の
暗
殺

者
や
ピ
ス
ト
ル
が
無
け
れ
ば
、
政
治
家
の
死
と
い
う
事
象
は
避
け
ら
れ
た
と
い

う
具
合
に
な
る
だ
ろ
う
か
…
…
し
か
し
、
こ
の
政
治
家
は
多
く
の
人
間
に
恨
み

を
買
っ
て
い
る
た
め
に
、
仮
に
こ
の
実
行
犯
が
事
を
起
こ
さ
な
く
と
も
、
別
の

暗
殺
者
が
、
同
じ
日
に
同
じ
場
所
で
少
し
遅
い
タ
イ
ミ
ン
グ
で
、
別
の
角
度
か

ら
別
の
ピ
ス
ト
ル
で
政
治
家
を
狙
っ
て
い
た
可
能
性
も
十
分
に
あ
る
。
結
局
の

と
こ
ろ
実
際
に
政
治
家
の
死
を
引
き
起
こ
し
た
特
定
の
暗
殺
者
や
ピ
ス
ト
ル
を
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除
い
た
と
こ
ろ
で
、
別
の
暗
殺
者
の
凶
弾
に
倒
れ
る
だ
け
だ
っ
た
と
す
れ
ば
、

政
治
家
の
死
と
い
う
結
果
は
到
底
避
け
ら
れ
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
こ

う
い
っ
た
状
況
の
場
合
に
、
暗
殺
の
実
行
犯
や
ピ
ス
ト
ル
だ
け
で
は
ヒ
ュ
ー
ム

の
定
義
し
た
意
味
で
の
原
因
を
満
た
さ
な
い
の
だ
。

　

こ
こ
で
、
様
相
的
な
観
点
も
含
め
て
二
つ
の
事
象
の
間
に
ど
の
よ
う
な
関
係

が
あ
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
因
果
関
係
と
呼
べ
る
の
か
と
い
う
形
而
上
学
的
な
考
察

に
纏
わ
る
多
く
の
問
題
点
が
浮
か
び
上
が
る
。
様
相
と
は
言
わ
ば
、
実
際
に
起

こ
っ
た
出
来
事
だ
け
で
な
く
、
潜
在
的
な
可
能
性
も
含
め
た
あ
ら
ゆ
る
可
能
世

界
の
事
象
を
表
し
た
表
現
で
あ
る
。
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・
ル
イ
ス( D

avid Lew
is)

は
、（
一
つ
の
世
界
で
同
時
に
は
起
こ
り
得
な
い
と
い
う
意
味
で
）
相
反
す
る

反
事
実
的
な
事
象
の
集
ま
り
を
族( fam

ily)
と
呼
び
、
異
な
る
族
同
士
に
因
果

関
係
と
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
族
の
間
に
因
果
的
な
依
存
性( dependence)

を
見

出
し
た★
★

。
先
程
の
例
に
お
い
て
は
、
現
実
世
界
で
政
治
家
の
死
を
引
き
起
こ

し
た
の
は
、
確
か
に
実
行
犯
と
そ
れ
が
所
持
し
て
い
た
ピ
ス
ト
ル
で
あ
ろ
う

が
、
そ
れ
は
た
ま
た
ま
こ
の
世
界
で
の
成
り
行
き
だ
っ
た
だ
け
で
あ
る
。
他
の

可
能
世
界
で
は
別
の
実
行
犯
や
別
の
武
器
が
政
治
家
の
死
や
そ
れ
に
準
ず
る
被

害
（
大
怪
我
な
ど
？
）
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
、
い
く
つ
か
の

暗
殺
要
員
と
政
治
家
が
被
る
害
要
員
を
そ
れ
ぞ
れ
の
族
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。
政
治
家
の
死
を
含
ん
だ
害
の
原
因
は
、
潜
在
的
な
要
員
を
全
て
含
ん
だ
族

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
物
事
の
原
因
と
は
、
あ
る
事
象
を
引
き
起
こ

し
、
影
響
を
与
え
得
る
確
率
・
統
計
的
な
概
念
に
ま
で
深
く
及
ん
で
い
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る★
★

。

　

そ
し
て
こ
と
さ
ら
に
、
科
学
の
文
脈
に
お
い
て
も
こ
の
潜
在
性
を
含
ん
だ
因

果
概
念
と
や
ら
は
大
変
重
要
で
あ
る
。
そ
の
一
つ
に
科
学
に
登
場
す
る
法
則

( law)

に
関
す
る
扱
い
が
あ
る
。
様
々
な
経
験
的
事
実
や
自
然
現
象
に
関
し
て
、

法
則
は
科
学
的
説
明
と
し
て
の
因
果
概
念
の
役
割
も
果
た
し
て
お
り
、
科
学
哲

学
の
ト
ピ
ッ
ク
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
科
学
が
措
定
す
る
理

論
的
対
象
に
関
し
て
は
因
果
的
な
操
作
や
介
入
の
有
無
が
そ
の
実
在
と
大
き
く

関
わ
っ
て
い
る
。
後
に
詳
し
く
見
て
い
き
た
い
が
、
特
に
理
論
の
抽
象
性
が
増

せ
ば
そ
れ
だ
け
、
因
果
が
経
験
性
を
裏
付
け
る
重
要
な
フ
ァ
ク
タ
ー
と
し
て
重

要
視
さ
れ
る
の
だ
。

　

一
方
で
、
ヒ
ュ
ー
ム
自
身
も
述
べ
て
い
る
こ
と
に
は
な
る
が
、
こ
の
因
果
は

あ
く
ま
で
人
が
何
か
を
認
識
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
で
し
か
な
く
、
因
果
そ
の
も

の
が
世
界
に
実
在
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
極
端
な
経
験
主
義
的
な
見

方
も
あ
る
。
我
々
が
普
段
感
じ
て
い
る
事
象
や
対
象
間
の
因
果
関
係
は
、
物
事

が
そ
の
よ
う
に
見
え
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
こ
に
原
因
や
結
果
と
い
っ
た
法
則
性

を
見
出
す
の
は
、
単
な
る
我
々
の
心
の
習
慣
に
他
な
ら
な
い
と
い
う
、
帰
納
的

方
法
論
へ
の
懐
疑
で
も
あ
る★
★

。
例
え
ば
衝
突
や
分
裂
と
い
っ
た
よ
う
に
、
常

識
的
に
は
何
ら
か
の
因
果
関
係
に
あ
り
そ
う
な
物
体
同
士
の
運
動
を
論
じ
る
物

理
法
則
に
し
て
も
、
突
き
詰
め
れ
ば
、
そ
れ
が
必
ず
、
言
い
換
え
る
な
ら
ば
全

て
の
可
能
世
界
に
お
い
て
成
立
す
る
保
証
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ

が
あ
る
と
思
う
の
は
、
世
界
が
何
ら
か
の
法
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る
と
い
う
一

種
の
刷
り
込
ま
れ
た
前
提

0

0

0

0

0

0

0

0

に
縛
ら
れ
て
い
る
か
ら
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ

は
す
な
わ
ち
、
今
日
ま
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
は
、
明
日
も
成
立
す
る
は
ず
だ

と
い
う
「
自
然
の
斉
一
性
」
を
、
人
間
が
無
意
識
に
心
の
中
で
認
め
て
し
ま
っ

て
い
る
と
い
う
、
一
般
的
な
推
論
そ
の
も
の
へ
の
反
発
で
あ
る
。
こ
の
経
験
主
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義
を
徹
底
す
れ
ば
、
世
界
に
は
因
果
だ
け
で
な
く
、
科
学
で
措
定
さ
れ
て
い
る

対
象
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
間
に
成
り
立
つ
と
さ
れ
る
理
論
的
法
則
な
ど
始
め
か

ら
存
在
せ
ず
に
、
た
だ
我
々
の
感
覚
器
官
に
直
接
入
っ
て
く
る
情
報
だ
け
が
頼

り
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

科
学
法
則
が
、
因
果
に
お
い
て
い
か
な
る
事
例
に
お
い
て
も
あ
る
種
の
前
提

条
件
と
な
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
科
学
哲
学
を
持
ち
出

す
ま
で
も
な
く
、
先
程
の
ピ
ス
ト
ル
の
例
か
ら
も
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
暗
殺
者

の
ピ
ス
ト
ル
を
政
治
家
の
死
の
原
因
の
対
象
の
一
つ
と
認
め
た
と
こ
ろ
で
、
こ

の
因
果
関
係
を
認
め
る
た
め
に
は
ま
だ
ま
だ
前
提
が
必
要
で
あ
る
。
ピ
ス
ト
ル

か
ら
放
た
れ
た
銃
弾
は
、
確
か
に
物
理
法
則
に
従
う
が
ゆ
え
に
政
治
家
の
胸
に

命
中
し
、
そ
の
後
病
院
に
運
び
込
ま
れ
た
政
治
家
が
心
肺
停
止
に
陥
る
の
は
、

生
物
学
的
、
そ
し
て
医
学
的
な
過
程
に
よ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

全
て
現
状
の
科
学
理
論
に
依
拠
し
て
お
り
、
科
学
法
則
は
あ
ら
ゆ
る
因
果
を
成

立
さ
せ
る
た
め
の
土
台
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

　

我
々
が
因
果
と
呼
ん
で
い
る
概
念
自
体
が
本
当
に
存
在
す
る
の
か
を
議
論
し

出
す
と
、
上
記
の
対
象
や
法
則
も
巻
き
込
ん
で
ど
ん
ど
ん
深
み
に
嵌
ま
っ
て
い

く
だ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
因
果
の
必
要
条
件
を
現
代
の
科
学
的
知
識
を
基
に

与
え
て
や
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
。
つ
ま
り
は
因
果
の
存
在
を
擁
護
す
る
の
で

は
な
く
、
逆
に
い
か
な
る
可
能
世
界
で
も
因
果
関
係
に
は
な
り
得
な
い
事
象
同

士
の
確
認
か
ら
入
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
物
理
学
に
則
っ

た
、相
対
性
理
論
に
従
う
物
理
法
則
に
よ
る
光
の
到
達
領
域
の
説
明
に
移
ろ
う
。

こ
こ
で
は
、
事
象
と
は
対
象
に
起
こ
っ
て
い
る
具
体
的
な
出
来
事
と
い
う
よ
り

は
、
そ
れ
が
起
こ
っ
て
い
る
各
々
の
時
空
点
を
指
し
、
そ
こ
で
の
情
報
が
伝
わ

る
領
域
を
、
光
を
基
準
に
示
す
こ
と
に
す
る
。

　

こ
こ
で
述
べ
て
い
る
事
象
と
は
、
時
間
と
空
間
を
セ
ッ
ト
と
し
た
時
空
座
標

系
の
座
標
点
で
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
図
１
の
よ
う
に
、
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー

時
空
の
グ
ラ
フ
に
お
い
て
は
、
横
軸
に
一
次
元
空
間
を
表
す
空
間
座
標
x
、
縦

軸
に
時
間
を
表
す
時
間
座
標
t
を
用
い
て
構
築
さ
れ
た
二
次
元
の
時
空
座
標
系

が
設
定
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
二
次
元
世
界
で
は
、
時
間
座
標
値
t
と
空
間
座
標

値
x
の
ペ
ア
で
全
て
の
事
象
を
座
標
点(t, x)

と
し
て
ラ
ベ
リ
ン
グ
で
き
る
の

で
あ
る
。

　

相
対
性
理
論
で
は
、
光
は
現
在
確
認
さ
れ
て
い
る
あ
ら
ゆ
る
物
理
的
な
存
在

の
中
で
最
も
速
く
動
き
、
特
に
特
殊
相
対
性
理
論
に
お
い
て
は
あ
ら
ゆ
る
方
角

に
同
じ
速
さ
で
伝
搬
す
る
（
光
速
度
一
定
の
法
則
）。
光
の
有
限
の
速
さ
、
す

な
わ
ち
光
速
c
はc=3.00×10

8m

と
与
え
ら
れ
、
こ
れ
は
地
球
七
周
分
の
距
離

を
一
秒
間
に
伝
搬
す
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
日
常
的
な
ス
ピ
ー
ド
感
覚
と

は
か
け
離
れ
た
大
き
な
値
で
は
あ
る
も
の
の
、
太
陽
系
を
越
え
て
、
銀
河
や
銀

河
団
を
扱
う
宇
宙
規
模
の
系
の
話
と
な
る
と
、ま
だ
ま
だ
小
さ
な
値
と
言
え
る
。

ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
時
空
上
の
あ
る
時
空
点(t0 , x

0 )

で
発
せ
ら
れ
た
光
は
、
時
間

座
標
t
の
関
数
と
し
て
、
空
間
の
全
方
向
、
つ
ま
り
は
一
次
元
空
間
に
お
い
て

は
x
座
標
の
正
負
の
両
側
の
向
き
にx=±c(t-t0 )+x

0

を
満
た
す
よ
う
に
直
線
的

に
広
が
っ
て
い
く
。
さ
ら
に
そ
の
時
空
点(t0 , x

0 )

で
受
け
取
っ
た
光
は
、
過
去

の(t<t0 )
あ
る
時
空
点
で
発
せ
ら
れ
た
光
で
あ
る
た
め
に
、
こ
の
二
直
線
は
そ

の
点
で
受
け
取
る
光
の
軌
道
を
も
含
ん
で
い
る
。
光
は
最
も
速
い
信
号
で
あ
る

た
め
に
、
時
空
点(t0 , x

0 )

を
交
差
す
る
こ
の
二
直
線
こ
そ
が
、
そ
の
時
空
点
で

の
情
報
が
伝
搬
す
る
領
域
と
そ
う
で
な
い
領
域
を
分
け
る
境
界
線
と
な
っ
て
い



9 抽象化される因果概念の先に

る
の
で
あ
る
。
こ
の
光
の
軌
道
は
、
図
１
の
よ
う
に
ミ
ン
コ
フ
ス
キ
ー
時
空
上

の
光
円
錐
の
側
面
と
し
て
表
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

時
空
点(t0 , x

0 )

に
と
っ
て
、
光
円
錐
の
内
側
の
領
域
は
時
間
的( tim

e like)

領
域
と
呼
ば
れ
、
光
の
到
達
範
囲
内
と
い
う
意
味
で
、
こ
の
中
で
は
時
空
点
同

士
で
何
ら
か
の
や
り
取
り
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
基
本
的
に
こ
れ
ま
で

述
べ
て
き
た
因
果
の
様
相
的
な
話
は
全
て
こ
の
時
間
的
領
域
内
で
の
事
象
間
に

限
ら
れ
る
。
例
え
ば
暗
殺
者
の
ピ
ス
ト
ル
が
放
つ
弾
丸
の
ス
ピ
ー
ド
は
、
当
然

な
が
ら
光
の
速
さ
よ
り
は
十
分
遅
く
、
暗
殺
者
が
ピ
ス
ト
ル
を
放
っ
た
事
象
を

(t0 , x
0 )

と
お
け
ば
、
政
治
家
が
胸
に
弾
丸
を
受
け
た
事
象(t1 , x

1 )

は
必
ず
未
来

の
光
円
錐
の
内
部
に
含
ま
れ
る
（
図
１
）。
ゆ
え
に
こ
れ
ら
の
事
象
間
に
は
物

理
的
に
因
果
関
係
が
成
立
す
る
と
言
え
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
そ
の
後
に
政
治
家

が
病
院
に
運
ば
れ
て
か
ら
、心
肺
停
止
に
陥
る
ま
で
の
あ
ら
ゆ
る
過
程
は
全
て
、

光
速
以
下
の
出
来
事
の
連
続
で
あ
り
、
同
じ
く
こ
の
時
間
的
領
域
内
に
含
ま
れ

る
（
図
１
）。
ゆ
え
に
政
治
家
の
死
と
い
う
結
果
は
、
原
因
と
な
る
暗
殺
者
の

ピ
ス
ト
ル
を
放
っ
た
事
象(t0 , x

0 )

を
基
準
と
し
た
未
来
の
光
円
錐
の
内
部
に
必

ず
含
ま
れ
る
の
だ
。

　

こ
の
事
象
間
で
の
因
果
的
や
り
取
り
を
さ
ら
に
一
般
化
し
た
も
の
が
情
報
の

伝
達
と
考
え
ら
れ
る
。
人
間
や
物
体
の
運
動
は
光
速
よ
り
も
遅
い
の
で
、
複
数

の
事
象
の
間
で
物
理
的
に
因
果
関
係
に
あ
る
一
連
の
出
来
事
は
、
確
か
に
そ
れ

ぞ
れ
の
点
を
基
準
と
し
た
、
光
円
錐
が
作
る
時
間
的
領
域
の
内
部
に
必
ず
収
ま

る
。
こ
の
話
は
物
理
（
科
学
）
法
則
に
支
配
さ
れ
得
る
離
れ
た
事
象
間
で
の
物

体
を
取
り
巻
く
メ
カ
ニ
ズ
ム
だ
け
で
な
く
、
物
事
の
認
知
な
ど
の
因
果
関
係
に

も
拡
張
で
き
る
。
例
え
ば
、観
測
者
が
時
空
点(t0 , x

0 )

で
起
こ
っ
た
事
実
を
知
っ

て
、
何
ら
か
の
反
応
を
す
る
際
に
、
そ
の
事
実
を
情
報
だ
と
捉
え
れ
ば
、
そ
れ

を
受
け
取
る
観
測
者
に
割
り
当
て
ら
れ
る
事
象
は
、
必
ず
時
空
点(t0 , x

0 )

を
基

準
に
取
っ
た
、
未
来
の
光
円
錐
の
内
側
の
時
間
的
領
域
に
含
ま
れ
る
。
本
に
せ

よ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
ｗ
ｅ
ｂ
記
事
に
せ
よ
、
い
か
な
る
媒
体
で
あ
れ
、
情
報

そ
の
も
の
も
光
速
を
越
え
て
空
間
に
伝
搬
す
る
こ
と
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
言

い
換
え
れ
ば
、
原
因
と
な
る
事
象
は
、
結
果
で
あ
る
事
象
に
情
報
と
し
て
伝
搬

し
て
い
る
の
だ
。
こ
の
情
報
の
伝
達
領
域
に
よ
っ
て
、
我
々
が
日
常
的
に
使
っ

た
り
感
じ
た
り
す
る
因
果
関
係
を
包
括
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

そ
し
て
こ
の
情
報
が
伝
搬
で
き
な
い
領
域
こ
そ
が
、
一
般
に
は
因
果
を
持
ち

得
な
い
領
域
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
事
象(t0 , x

0 )

に
と
っ
て
、
光
円
錐
の
外
側

で
あ
る
空
間
的( space like)

領
域
と
呼
ば
れ
る
領
域
は
、
光
で
す
ら
到
達
す

る
こ
と
が
で
き
ず
、
事
象(t0 , x

0 )

は
そ
の
空
間
的
領
域
内
の
い
か
な
る
事
象
と

も
因
果
関
係
を
結
ぶ
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
こ
れ
は
、
つ
ま
り
は
事
象(t0 , 

x
0 )

で
起
こ
っ
た
出
来
事
の
情
報
は
、
そ
の
空
間
的
領
域
内
の
事
象
に
は
伝
わ

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
互
い
に
空
間
的
領
域
に
あ
る
事
象
同
士
は
情
報

の
や
り
取
り
が
で
き
な
い
ゆ
え
に
因
果
関
係
を
結
べ
な
い
の
で
あ
る
。
逆
に
言

え
ば
、
こ
の
光
円
錐
の
内
部
に
あ
る
こ
と
こ
そ
が
、
因
果
関
係
が
成
立
あ
る
い

は
存
在
す
る
た
め
の
必
要
条
件
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
時
空
領
域
に
よ
る
因
果
関
係
の
有
無
は
、
特
殊
相
対
性
理
論
に
続
く
一

般
相
対
性
理
論
で
も
同
様
で
あ
る
。
一
般
相
対
性
理
論
に
お
い
て
は
、
ミ
ン
コ

フ
ス
キ
ー
時
空
の
よ
う
な
平
坦
な
幾
何
学
で
は
な
く
、
リ
ー
マ
ン
幾
何
学
と
い

う
、
非
ユ
ー
ク
リ
ッ
ド
幾
何
学
の
空
間
構
造
を
四
次
元
に
拡
張
し
た
時
空
構
造

が
用
い
ら
れ
る
。
時
空
が
曲
が
っ
て
い
る
た
め
に
、
そ
の
歪
み
に
沿
っ
て
伝
播



10人　文　学　の　正　午　No. 12  March  2024

Article❶

す
る
光
の
速
度
も
事
象
に
よ
っ
て
様
々
で
あ
り
、
各
事
象
に
お
い
て
、
綺
麗
な

光
円
錐
を
描
け
る
保
証
は
無
い
。
し
か
し
、
通
常
の
物
質

0

0

0

0

0

が
光
の
速
度
を
越
え

て
伝
播
す
る
こ
と
は
な
い
と
い
う
テ
ー
ゼ
は
、
特
殊
相
対
性
理
論
と
共
通
し
て

お
り
、
こ
の
意
味
で
光
の
軌
跡
に
よ
る
時
間
的
領
域
と
空
間
的
領
域
の
区
別
は

依
然
と
し
て
意
義
を
持
つ
。

　

相
対
性
理
論
に
よ
る
時
間
順
序
の
相
対
性
も
因
果
関
係
に
は
低
触
し
な
い
。

相
対
性
理
論
に
お
い
て
、
一
般
に
任
意
の
二
事
象
Ａ
、
Ｂ
の
う
ち
、
ど
ち
ら
が

先
に
起
こ
り
、
ど
ち
ら
が
後
に
起
こ
っ
た
の
か
と
い
う
の
は
観
測
者
の
参
照
系

で
あ
る
座
標
系
次
第
で
あ
る
。
し
か
し
、
因
果
関
係
に
あ
る
二
事
象
の
場
合
、

す
な
わ
ち
、
一
方
か
ら
見
て
他
方
が
時
間
的
な
領
域
に
含
ま
れ
る
任
意
の
二
事

象
に
関
し
て
は
、
あ
ら
ゆ
る
物
体
が
光
速
以
下
で
動
く
と
い
う
前
提
で
は
、
い

か
な
る
座
標
系
を
選
ん
だ
と
し
て
も
、
原
因
よ
り
も
先
に
結
果
が
く
る
こ
と
は

な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
暗
殺
者
の
ピ
ス
ト
ル
の
発
砲
は
ど
の
系
か
ら
見
て

も
、
必
ず
政
治
家
の
死
の
前
で
あ
る
の
だ
。
ゆ
え
に
日
常
的
な
意
味
で
用
い
る

原
因
と
結
果
の
間
の
絶
対
的
な
順
序
を
、
む
し
ろ
相
対
性
理
論
は
後
押
し
し
て

く
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
、
こ
の
物
理
学
的
な
因
果
概
念
か
ら
漏
れ
出
す
事
例
は
い
く
ら
で
も

想
像
可
能
で
あ
る
。
そ
れ
は
因
果
に
お
い
て
、
結
果
が
原
因
に
影
響
す
る
可
能

性
で
あ
る
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
全
て
の
物
体
が
光
速
を
超
え
ら
れ
な
い
と
い

う
前
提
に
基
づ
く
限
り
、
特
殊
相
対
性
理
論
も
そ
れ
に
続
く
一
般
相
対
性
理
論

も
、
時
間
的
な
関
係
に
あ
る
二
事
象
の
因
果
関
係
に
お
い
て
、
単
純
な
意
味
で

時
間
を
遡
っ
て
原
因
よ
り
前
に
結
果
が
く
る
時
間
軸
を
取
り
出
す
こ
と
は
現
実

的
に
は
不
可
能
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
タ
イ
プ
ス
リ
ッ
プ
や
瞬
間
移
動

は
、
あ
く
ま
で
現
時
点
で
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
の
産
物
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

過
去
に
戻
っ
て
現
在
ま
で
の
歴
史
を
変
え
よ
う
と
す
る
親
殺
し
の
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
の
よ
う
に
、
本
来
は
原
因
か
ら
結
果
へ
と
至
る
絶
体
的
な
順
序
に
対
し
て
、

結
果
か
ら
原
因
へ
の
介
入
は
物
語
の
中
で
の
み
通
用
す
る
禁
忌
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
を
認
め
て
し
ま
え
ば
、
あ
る
意
味
因
果
の
備
え
る
日
常
的
直
観
や
、
原
因
と

結
果
の
非
対
称
性
を
根
底
か
ら
覆
す
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い
。
因
果
概
念
の
有

無
や
そ
の
解
釈
を
根
源
的
に
追
求
す
る
哲
学
に
と
っ
て
は
、
こ
れ
は
か
な
り
深

刻
な
問
題
で
も
あ
る
。

　

さ
ら
に
、
物
理
学
に
お
い
て
も
こ
う
い
っ
た
事
例
は
完
全
に
否
定
さ
れ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
実
際
に
光
速
を
超
え
る
方
法
や
ワ
ー
ム
ホ
ー
ル
の
研
究
、

さ
ら
に
は
量
子
物
理
学
に
お
け
る
反
粒
子
の
存
在
な
ど
に
よ
っ
て
、
様
々
な
説

が
打
ち
出
さ
れ
て
は
い
る★
★

。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
物
理
学
的
な
知
見
だ
け

で
考
え
て
も
、
現
時
点
で
の
光
を
基
準
と
し
た
因
果
領
域
の
定
義
や
、
そ
れ
に

伴
う
原
因
と
結
果
の
絶
体
的
な
時
間
順
序
は
、
あ
く
ま
で
因
果
の
一
側
面
に
過

ぎ
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
一
般
相
対
性
理
論
に
お
い
て
は
実
際
に
結
果
が
原

因
に
先
行
す
る
物
理
学
的
モ
デ
ル
も
あ
る★
★

。

　

し
か
し
、
こ
れ
ら
は
あ
く
ま
で
可
能
性
で
あ
り
、
ひ
ょ
っ
と
す
れ
ば
、
物
理

学
そ
の
も
の
が
新
た
な
因
果
概
念
を
与
え
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
様
々
な
憶

測
な
の
だ
。
こ
れ
ら
の
事
例
に
共
通
し
て
確
か
に
言
え
る
こ
と
は
、
物
理
学
の

発
展
に
よ
っ
て
、
因
果
概
念
は
現
在
の
日
常
的
な
直
観
を
越
え
、
哲
学
的
な
解

釈
に
も
影
響
を
与
え
得
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
仮
に

科
学
的
法
則
を
全
面
的
に
認
め
た
と
こ
ろ
で
、
科
学
に
発
展
や
修
正
の
余
地
が

あ
る
限
り
、
現
時
点
で
因
果
概
念
を
完
全
に
説
明
す
る
の
は
難
し
い
の
だ
。
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本
論
文
は
こ
の
因
果
概
念
が
現
代
科
学
で
果
た
し
て
い
る
役
割
を
改
め
て
検

討
す
る
。
そ
の
た
め
に
主
に
科
学
哲
学
の
文
脈
で
用
い
ら
れ
て
い
る
因
果
の
重

要
性
に
触
れ
な
が
ら
も
、
物
理
学
を
始
め
と
す
る
現
代
科
学
が
因
果
の
探
究
と

は
異
な
っ
た
ア
プ
ロ
ー
チ
で
世
界
の
真
理
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
い
る
側

面
に
も
触
れ
る
。
こ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
は
モ
デ
ル
や
理
論
に
よ
る
抽
象
化
を
経

た
科
学
的
説
明
で
あ
り
、言
わ
ば
因
果
か
ら
遠
ざ
か
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
も
あ
る
。

時
空
間
と
い
う
枠
組
み
や
、
因
果
的
相
互
作
用
か
ら
得
ら
れ
る
経
験
的
事
実
に

重
き
を
置
い
た
伝
統
的
な
実
在
概
念
が
、
因
果
概
念
を
手
掛
か
り
と
し
て
い
る

一
方
で
、
因
果
と
は
別
の
根
拠
に
基
づ
い
た
解
釈
も
大
き
な
ウ
ェ
イ
ト
を
占
め

て
い
る
こ
と
は
、
注
目
に
値
す
べ
き
点
で
あ
ろ
う
。

　

本
論
文
に
お
い
て
私
が
取
り
組
み
た
い
の
は
、
従
来
の
因
果
概
念
の
根
拠
を

強
め
る
こ
と
で
も
、
逆
に
弱
め
る
こ
と
で
も
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
て
、
敢
え

て
因
果
概
念
自
体
の
広
義
の
解
釈
の
可
能
性
を
示
唆
す
る
こ
と
で
、
新
た
な
科

学
観
を
提
唱
し
た
い
の
だ
。実
際
に
こ
の
因
果
を
基
準
と
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
と
、

因
果
か
ら
遠
ざ
か
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
の
間
に
は
、
あ
る
意
味
現
代
の
科
学
哲
学

が
抱
え
る
ジ
レ
ン
マ
が
あ
る
。
そ
こ
で
本
論
文
は
、
因
果
性
と
抽
象
性
を
敢
え

て
対
極
的
な
概
念
と
し
て
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
融
合
的
な
視
点
で
解
釈
す
る

こ
と
で
、こ
の
ジ
レ
ン
マ
に
一
つ
の
解
決
策
を
提
供
す
る
こ
と
を
目
指
し
た
い
。

融
合
的
な
視
点
と
は
す
な
わ
ち
、
タ
イ
ト
ル
に
あ
る
よ
う
に
、
因
果
自
体
を
抽

象
化
す
る
と
い
う
発
想
で
あ
る
。
因
果
自
体
が
も
は
や
抽
象
的
な
枠
組
み
で
あ

る
と
捉
え
る
こ
と
で
、
こ
の
ジ
レ
ン
マ
を
ジ
レ
ン
マ
た
ら
し
め
て
い
る
魔
物
か

ら
取
り
除
こ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
因
果
だ
け
で
な
く
、
こ
れ
ま
で

時
空
を
前
提
と
し
て
い
た
現
象
や
経
験
的
事
実
に
対
す
る
、
科
学
的
実
在
論
へ

の
根
源
的
な
再
解
釈
の
可
能
性
も
意
味
し
て
い
る
。

２
　
理
論
は
因
果
や
実
在
を
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
か

　

因
果
が
こ
れ
ま
で
の
科
学
の
発
展
に
貢
献
し
て
き
た
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な

い
。
そ
の
因
果
を
科
学
に
よ
っ
て
規
定
す
る
と
い
う
の
は
、
一
種
の
循
環
論
法

に
陥
る
危
険
性
も
あ
る
だ
ろ
う
。
我
々
は
簡
潔
に
言
え
ば
、
あ
る
対
象
を
別
の

対
象
に
ぶ
つ
け
る
こ
と
で
、
そ
の
相
互
作
用
に
よ
っ
て
現
象
を
理
解
し
、
そ
の

結
果
を
用
い
て
理
論
や
モ
デ
ル
を
作
っ
て
い
る
。
実
験
室
で
日
々
行
わ
れ
て
い

る
顕
微
鏡
で
の
観
測
は
、
光
を
資
料
に
充
て
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
し
、
身
の
回

り
を
素
朴
に
眺
め
て
い
る
時
で
さ
え
も
、
目
に
入
っ
て
く
る
光
の
情
報
を
通
じ

て
何
ら
か
の
現
象
を
観
測
し
て
い
る
の
だ
。
こ
れ
ら
は
明
ら
か
に
観
測
者
や
実

験
者
に
と
っ
て
、
因
果
的
相
互
作
用
が
可
能
な
時
間
的
な
領
域
内
の
事
象
に
限

ら
れ
て
お
り
、
科
学
に
お
け
る
経
験
的
事
実
の
テ
ス
ト
や
反
証
は
こ
の
よ
う
な

実
験
や
観
測
を
通
じ
て
行
わ
れ
て
き
た
の
だ
。

　

続
い
て
、
経
験
科
学
に
お
け
る
モ
デ
ル
化
や
理
論
化
に
関
し
て
考
え
て
み
た

い
。
経
験
科
学
と
一
言
で
述
べ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
数
は
豊
富
で
あ
り
、
今
や

一
括
り
に
話
が
で
き
る
保
証
は
無
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
共
通
し
て
言

え
る
こ
と
は
、
世
界
の
何
ら
か
の
側
面
を
語
る
上
で
モ
デ
ル
が
欠
か
せ
な
い
役

割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

モ
デ
ル
は
理
論
の
フ
レ
ー
ム
ワ
ー
ク
の
中
で
作
ら
れ
、
経
験
的
事
実
に
即
し

な
が
ら
、
そ
の
効
力
を
発
揮
す
る
。
し
か
し
、
各
科
学
理
論
に
お
い
て
用
い
ら

れ
て
い
る
モ
デ
ル
は
、
世
界
を
あ
り
の
ま
ま
に
表
す
代
替
物
と
い
う
よ
り
は
、
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ロ
ナ
ル
ド
・
ギ
ャ
リ
ー( Ronald G

iere)

が
唱
え
る
よ
う
に
、世
界
の
側
面
を

部
分
的
に
表
象
し
て
い
る
媒
体
と
い
う
意
味
合
い
が
強
い★
★

。そ
れ
は
、モ
デ
ル

を
措
定
し
て
い
る
理
論
そ
の
も
の
が
現
実
の
世
界
に
対
し
て
、抽
象
化
や
理
想

化
を
行
っ
た
上
で
得
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、モ
デ
ル
は

世
界
そ
の
も
の
で
は
な
く
、世
界
そ
の
も
の
か
ら
恣
意
的
に
余
分
な
も
の
を
取

り
去
る
こ
と
で
作
ら
れ
た
、あ
る
意
味
偽
の
世
界
を
表
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
科
学
理
論
の
あ
り
方
そ
の
も
の
と
関
わ
っ
て
い
る
。ナ
ン
シ
ー
・
カ
ー

ト
ラ
イ
ト( N

ancy C
artw

right)
は
、
理
論
が
理
論
と
し
て
成
立
す
る
た
め
に

は
、
抽
象
化
や
理
想
化
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
た
上
で
、「
物
理
法

則
は
嘘
を
付
く( The law

s of Physics Lie)
」
と
表
現
し
、
理
論
と
世
界
と
の

ギ
ャ
ッ
プ
を
指
摘
し
て
い
る★
★

。
例
え
ば
理
想
気
体
の
法
則
は
温
度
や
圧
力
、

そ
し
て
体
積
に
関
す
る
関
係
式
を
簡
略
化
し
た
状
態
で
与
え
て
く
れ
る
が
、
現

実
の
気
体
が
備
え
る
、分
子
自
体
の
大
き
さ
や
分
子
間
力
を
考
慮
す
る
こ
と
で
、

こ
れ
ら
の
関
係
式
は
大
き
く
修
正
さ
れ
得
る
。
た
だ
し
、
一
方
で
戸
田
山
和
久

は
「
わ
れ
わ
れ
は
理
想
化
と
抽
象
化
を
施
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
世
界
の
よ

り
本
質
的
な
真
理
に
近
づ
い
て
い
く
、
と
い
う
直
感
も
捨
て
が
た
い
」
と
述
べ

て
い
る★1★
。
こ
れ
は
仮
に
理
論
が
文
字
通
り
に
は
嘘
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ

の
記
述
は
世
界
の
真
理
を
何
か
し
ら
表
象
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
の
こ
と
が
単
純
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
の
意
義
を
一
層
際
立
た
せ
て
い
る
。
実

際
に
理
想
気
体
の
法
則
に
よ
っ
て
、
例
え
ば
一
定
の
温
度
で
圧
力
を
大
き
く
し

た
場
合
の
体
積
の
振
る
舞
い
は
、
現
実
気
体
や
気
体
分
子
の
振
る
舞
い
を
あ
る

程
度
正
確
に
教
え
て
く
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
理
論
の
中
に
登
場
す
る
言
語

や
、
法
則
を
記
述
す
る
文
の
集
ま
り
か
ら
成
る
一
種
の
公
理
系
が
、
厳
密
に
世

界
に
当
て
は
ま
る
か
ら
成
立
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
は
抽
象
化
や
理
想
化

を
経
た
モ
デ
ル
を
介
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
到
達
可
能
な
、
一
種
の
パ
タ
ー
ン
や

近
似
と
し
て
成
立
す
る
事
実
で
あ
る
。
ゆ
え
に
モ
デ
ル
は
世
界
を
正
し
く
表
象

す
る
上
で
、
科
学
理
論
そ
の
も
の
と
し
て
、
言
わ
ば
実
物
の
レ
プ
リ
カ
と
し
て

意
味
論
的
に
有
用
な
の
で
あ
る★★★
。

　

モ
デ
ル
は
世
界
や
現
象
の
因
果
関
係
を
知
る
上
で
も
大
き
く
貢
献
し
て
い

る
。
戸
田
山
は
マ
ッ
ク
ス
・
ブ
ラ
ッ
ク( M

ax Black)

の
「
モ
デ
ル
の
存
在
論

的
使
用( existential use ★1★)

」
を
強
調
し
た
上
で
、
世
界
や
現
象
の
メ
タ
フ
ァ
ー

と
い
う
役
割
を
持
つ
理
論
モ
デ
ル
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
な
解
説
的
、
発
見
法
的
な
役
割
を
超
え
た
働
き
を
理
論
的
モ
デ

ル
は
も
ち
う
る
。
つ
ま
り
科
学
的
説
明
、
と
く
に
因
果
的
説
明
を
与
え
る

と
い
う
機
能
だ
。
因
果
的
説
明
を
与
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
世
は
ど
ん
な

も
の
で
で
き
て
い
て
、
そ
れ
が
ど
ん
な
働
き
を
し
て
い
る
か
を
述
べ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
モ
デ
ル
は
メ
タ
フ
ァ
ー
を
通
し
て
そ
れ
を
提
供
し
て
く

れ
る
。
ふ
つ
う
理
論
の
仕
事
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
説
明
と
い
う
機
能
を
果

た
す
の
で
、「
理
論
モ
デ
ル
」
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る★1★
。

確
か
に
モ
デ
ル
が
実
物
に
つ
い
て
の
説
明
を
も
た
ら
す
の
は
、
モ
デ
ル
が
そ
の

因
果
構
造
を
備
え
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
る
こ
と
は
妥
当
で
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。
も
し
モ
デ
ル
が
実
物
の
何
ら
か
の
側
面
を
切
り
取
っ
た
正
真
正
銘
の
レ

プ
リ
カ
で
あ
る
な
ら
ば
、
現
象
の
因
果
的
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
モ
デ
ル
を
詳
細
に

吟
味
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
理
解
可
能
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
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し
か
し
、
モ
デ
ル
と
そ
れ
が
表
象
す
る
世
界
や
現
象
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
も
常
に

認
識
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
例
え
ば
惑
星
の
軌
道
と
い
う
物
理
的
表
現
に
関

し
て
、
ニ
ュ
ー
ト
ン
力
学
の
理
論
が
重
力
に
よ
る
惑
星
の
太
陽
と
の
因
果
的
相

互
作
用
を
説
明
し
て
い
る
の
は
、
実
際
の
複
雑
な
物
理
的
軌
道
に
対
し
て
で
は

な
く
、
単
純
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
内
の
楕
円
軌
道
に
対
し
て
で
あ
る
。
す
な
わ
ち

力
学
理
論
は
既
に
経
験
的
事
実
か
ら
得
ら
れ
て
い
る
デ
ー
タ
モ
デ
ル
に
対
し
て

何
か
を
説
明
し
て
お
り
、
抽
象
的
な
モ
デ
ル
の
中
に
物
理
的
な
因
果
構
造
を
あ

る
意
味
写
し
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
理
論
モ
デ
ル
や
デ
ー
タ
モ
デ
ル
は
あ
く

ま
で
抽
象
的
な
数
学
的
構
造
で
あ
り
、
モ
デ
ル
の
構
造( structure)

を
物
理
的

な
現
象
に
対
応
さ
せ
る
に
は
、
多
く
の
場
合
に
両
者
の
間
に
同
型
性( isom

or -

phism
)

を
始
め
と
し
た
何
ら
か
の
類
似
性
を
見
出
す
必
要
が
あ
る
の
だ
。

　

そ
し
て
、
こ
の
物
理
的
な
因
果
構
造
と
抽
象
的
な
モ
デ
ル
の
数
学
的
構
造
と

の
対
応
関
係
が
新
た
な
波
紋
を
呼
ぶ
。
第
一
に
そ
も
そ
も
因
果
構
造
を
抽
象
的

に
抜
き
取
る
こ
と
は
可
能
な
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ス
タ
テ
ィ
ス
・
シ
ロ

ス( Stathis Psillos)

に
よ
れ
ば
、
モ
デ
ル
同
士
を
比
較
す
る
際
に
、
モ
デ
ル
が

現
象
の
因
果
構
造
を
ど
の
よ
う
に
反
映
し
て
い
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
は
、「
現

象
（
あ
る
い
は
世
界
）
に
は
因
果
構
造
が
元
々
内
蔵( built -in)

さ
れ
て
い
る
」

こ
と
を
認
め
る
こ
と
な
の
で
あ
る★1★
。
シ
ロ
ス
は
こ
の
文
脈
に
お
い
て
、
理
論

モ
デ
ル
や
デ
ー
タ
モ
デ
ル
を
数
学
的
構
造
と
見
な
し
て
い
る
た
め
に
、
こ
の
指

摘
は
経
験
的
事
実
で
あ
る
因
果
構
造
の
全
て
を
数
学
的
に
記
述
す
る
こ
と
は
そ

も
そ
も
可
能
な
の
か
と
い
う
も
の
で
あ
ろ
う
。

　

数
学
的
構
造
は
あ
く
ま
で
抽
象
的
な
存
在
者
で
あ
る
。
経
験
主
義
を
唱
え
、

科
学
哲
学
者
と
し
て
も
名
高
い
バ
ス
・
フ
ァ
ン
フ
ラ
ー
セ
ン( Bas van Fraas -

sen)

は
、「
科
学
は
構
造
を
も
た
ら
し
、
経
験
的
な
現
象
に
お
け
る
構
造
の
知

識
こ
そ
が
蓄
積
さ
れ
る
」
と
述
べ
て
い
る★1★
。
言
語
か
モ
デ
ル
か
の
問
題
は
さ

て
お
い
て
も
、
長
い
科
学
の
歴
史
の
中
で
、
時
に
は
修
正
や
棄
却
を
迫
ら
れ
な

が
ら
も
、
変
化
を
生
き
延
び
て
き
た
の
が
現
状
の
科
学
理
論
で
あ
る
こ
と
は
間

違
い
な
い
。
そ
の
根
幹
と
な
る
の
が
理
論
の
数
学
的
構
造
で
あ
り
、
異
な
る
モ

デ
ル
同
士
を
比
較
検
討
す
る
こ
と
は
、
こ
の
構
造
の
違
い
に
着
目
す
る
こ
と
で

も
あ
る
。

　

し
か
し
、「
そ
れ
ら
の
抽
象
的
構
造
は
、
た
だ
構
造
的
な
同
型
性
に
お
い
て

記
述
さ
れ
得
る
に
過
ぎ
ず★1★
」、
逆
に
言
え
ば
、
同
型
で
あ
る
二
つ
の
構
造
を

区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
。
例
え
ば
一
方
の
理
論
構
造
の
何
か
が
、
系

を
構
成
す
る
対
象
の
備
え
る
あ
る
物
理
量
x
の
関
数f(x)

で
表
現
さ
れ
て
い
る

場
合
に
、
同
じ
物
理
量
x
に
対
し
て
関
数g(x)

で
記
述
さ
れ
る
構
造
を
持
つ
他

の
理
論
を
作
り
出
し
た
と
し
よ
う
。
つ
ま
り
前
者
がf(x)

、
後
者
がg(x)

を
持

つ
理
論
で
あ
り
、
別
々
の
理
論
で
あ
る
は
ず
だ
が
、
両
者
はf(x)

とg(x)

の
同

型
性
に
よ
り
対
応
付
け
ら
れ
る
た
め
に
、
同
じ
構
造
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
れ
は
x
と
x’
の
間
に
生
じ
るf(x)

に
よ
る
何
ら
か
の
関
係

0

0

0

0

0

0

｛f(x)

とf(x’)

の
関
係
｝が
、f(x)

と
同
型
性
を
保
つg(x)

に
よ
る
関
係
｛g(x)

とg(x’)

の
関
係
｝

に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
も
し
構
造
こ
そ
が
理
論
の
本
質
だ
と

す
れ
ば
、
構
造
的
に
同
型
性
を
持
つ
無
限
に
多
く
の
科
学
理
論
を
見
分
け
る
こ

と
が
で
き
ず
、
世
界
を
抽
象
的
な
観
点
で
し
か
表
象
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

こ
れ
は
、
科
学
理
論
が
究
極
的
に
世
界
の
真
理
を
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る

の
か
と
い
う
、
知
識
テ
ー
ゼ
を
扱
っ
た
実
在
論
論
争
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い

る★1★
。
我
々
は
因
果
的
相
互
作
用
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
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世
界
や
現
象
の
中
に
何
ら
か
の
対
象
を
認
め
て
い
る
一
方
で
、
抽
象
化
さ
れ
た

構
造
に
も
そ
の
存
在
意
義
を
見
出
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
む
し
ろ
こ
の
構
造
の

方
に
実
在
の
基
準
を
求
め
る
構
造
実
在
論
こ
そ
が
現
代
の
科
学
理
論
に
と
っ
て

は
有
益
で
あ
る
こ
と
も
多
い
の
だ
。
構
造
に
存
在
を
求
め
る
根
拠
は
、
例
え
ば

科
学
史
に
お
け
る
理
論
変
化
や
量
子
物
理
学
の
解
釈
に
あ
る★1★
。
大
気
中
を
占

め
る
エ
ー
テ
ル
や
、
物
質
の
燃
焼
に
使
わ
れ
る
フ
ロ
ギ
ス
ト
ン
な
ど
は
過
去
に

は
科
学
理
論
の
中
で
実
際
に
実
在
を
仮
定
さ
れ
て
い
た
理
論
的
対
象
で
あ
る
も

の
の
、
現
代
科
学
に
お
い
て
は
棄
却
さ
れ
て
し
ま
っ
た
代
表
例
で
あ
る
。
こ
れ

ら
の
対
象
を
伴
う
理
論
は
、
世
界
の
真
理
を
記
述
で
き
ず
、
後
に
登
場
し
た
電

磁
場
理
論
や
酸
素
説
と
い
っ
た
新
科
学
理
論
に
取
っ
て
替
わ
ら
れ
た
の
だ
。
し

か
し
旧
理
論
の
対
象
は
間
違
い
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
を
記
述
し
て
い

た
旧
理
論
の
構
造
の
一
部
は
、
上
記
し
た
同
型
性
を
通
じ
て
そ
の
ま
ま
新
理
論

に
も
引
き
継
が
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
旧
理
論
と
新
理
論
に
お
い
て
、
措
定

さ
れ
て
い
る
対
象
は
違
う
も
の
の
、
根
幹
の
構
造
は
共
通
し
て
お
り
、
抽
象
的

な
構
造
こ
そ
が
世
界
の
真
理
や
実
在
を
正
し
く
記
述
し
て
い
る
と
い
う
解
釈
が

生
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

　

構
造
実
在
論
の
よ
う
な
、
理
論
の
構
造
的
解
釈
は
、
言
わ
ば
実
際
に
因
果
関

係
を
及
ぼ
し
て
い
る
具
体
的
な
物
理
的
対
象
へ
の
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
一
旦
保

留
し
て
い
る
。
先
の
戸
田
山
の
引
用
に
お
い
て
も
、「
因
果
的
説
明
を
与
え
る

た
め
に
は
、
こ
の
世
は
ど
ん
な
も
の
で
で
き
て
い
て
、
そ
れ
が
ど
ん
な
働
き
を

し
て
い
る
か
を
述
べ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と
あ
る
よ
う
に
、
理
論
が
記
述
す

る
対
象
の
実
在
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
方
向
性
と
し
て
は
、
因
果
の
追
求
か
ら

は
よ
り
遠
の
い
て
い
る
よ
う
に
も
感
じ
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
抽
象
的
な
構

造
と
は
、
経
験
科
学
が
目
的
と
し
て
い
る
現
象
の
説
明
や
分
析
に
対
し
て
何
を

表
象
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
？

　

因
果
構
造
と
対
極
的
な
意
味
で
の
抽
象
的
な
構
造
は
確
か
に
あ
る
。
構
造
と

は
先
に
述
べ
た
x
と
x’
の
間
に
生
じ
る
抽
象
的
な
何
ら
か
の
関
係
、
す
な
わ
ち

因
果
の
担
い
手
で
あ
る
対
象
が
備
え
る
何
ら
か
の
量
の
間
に
成
立
す
る
関
係
的

な
性
質
の
集
ま
り
で
あ
る
と
い
う
発
想
が
あ
る
か
ら
だ
。
ジ
ョ
ン
・
ウ
ォ
ラ
ル

( John W
orral)

が
指
摘
し
た
よ
う
に
、
仮
に
理
論
変
化
が
起
こ
っ
て
そ
れ
ま
で

の
科
学
理
論
が
書
き
換
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
新
理
論
と
旧
理
論
の
各
々
に
お

い
て
措
定
さ
れ
て
い
る
対
象
間
の
関
係
の
集
合
同
士
が
、
数
学
的
構
造
と
し
て

は
共
通
し
て
い
る
と
示
唆
さ
れ
る
。
こ
れ
は
す
な
わ
ち
、科
学
理
論
に
よ
っ
て
、

対
象
や
そ
れ
自
体
の
内
在
的
な
本
性( nature)

を
知
る
こ
と
は
永
遠
に
で
き
な

い
が
、
対
象
同
士
の
外
在
的
な
関
係
的
性
質
で
あ
れ
ば
、
経
験
的
に
テ
ス
ト
し

て
知
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
認
識
論
的
な
立
場
で
あ
る★1★
。
こ
の
立
場
は
、

科
学
に
お
い
て
対
象
や
そ
れ
が
備
え
る
真
の
物
理
的
内
容( content)

は
今
後

も
理
論
変
化
を
繰
り
返
す
中
で
、
棄
却
さ
れ
て
い
く
可
能
性
が
あ
る
が
、
そ
れ

ら
の
対
象
が
織
り
な
す
構
造
と
い
う
限
ら
れ
た
抽
象
的
な
側
面
の
み
我
々
は
掴

む
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
。

　

ウ
ォ
ラ
ル
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
空
気
中
に
目
に
見
え
な
い
エ
ー
テ
ル

と
い
う
伸
縮
可
能
な
弾
性
体
を
措
定
し
て
い
る
時
点
で
、
エ
ー
テ
ル
理
論
は
完

全
に
間
違
っ
て
い
た
。
ジ
ャ
ン
・
フ
レ
ネ
ル
は
光
が
進
行
方
向
と
垂
直
に
振
動

す
る
横
波
で
あ
る
こ
と
や
、
光
の
回
折
や
偏
光
と
い
っ
た
光
学
的
現
象
を
明
ら

か
に
し
た
物
理
学
者
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
後
続
の
そ
れ
に
取
っ

て
替
わ
っ
た
理
論
の
観
点
か
ら
見
れ
ば
、
フ
レ
ネ
ル
は
光
の
本
性
（
光
の
媒
質
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を
真
空
中
の
エ
ー
テ
ル
と
捉
え
て
い
た
点
）
に
関
し
て
完
全
に
間
違
っ
て
お

り
、
彼
が
措
定
し
た
理
論
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
新
し
い
理
論
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に

近
似
し
て
い
た
り
、
制
限
事
例
に
な
っ
て
い
た
り
は
し
な
い
」
の
だ11★
。
後
続

の
理
論
と
は
フ
レ
ネ
ル
の
後
に
同
じ
く
物
理
学
者
で
あ
る
ジ
ェ
ー
ム
ズ
・
マ
ク

ス
ウ
ェ
ル
に
よ
っ
て
定
式
化
さ
れ
た
電
磁
場
理
論
で
あ
り
、
俗
に
言
う
マ
ク
ス

ウ
ェ
ル
の
方
程
式
を
そ
の
基
本
法
則
と
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
基
本
法
則
に
は

エ
ー
テ
ル
理
論
が
依
拠
し
て
い
た
よ
う
な
弾
性
体
の
力
学
的
な
振
動
は
含
ま
れ

ず
、
電
磁
場
理
論
は
形
状
を
持
た
な
い
電
磁
場
の
振
動
を
表
し
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。
フ
レ
ネ
ル
と
マ
ク
ス
ウ
ェ
ル
は
根
本
か
ら
異
な
っ
て
い
る
の
だ
。

　

し
か
し
、
旧
理
論
で
あ
る
エ
ー
テ
ル
理
論
は
光
の
正
体
で
は
な
く
、
光
の
振

る
舞
い
自
体
に
関
し
て
は
正
し
く
記
述
し
て
い
る
と
ウ
ォ
ラ
ル
は
続
け
て
い

る
。
光
の
構
造
は
、
そ
れ
が
伝
搬
す
る
環
境
の
境
界
面
（
例
え
ば
水
と
空
気
の

境
界
面
）
に
お
い
て
、
反
射
や
屈
折
と
い
う
光
学
的
現
象
を
通
じ
て
、
そ
の
性

質
を
言
わ
ば
間
接
的
に
教
え
て
く
れ
る
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
境
界
面
を
通
過

す
る
際
に
、
元
々
の
入
射
光
は
反
射
光
と
屈
折
光
に
分
岐
す
る
が
、
エ
ー
テ
ル

理
論
で
は
こ
れ
ら
の
光
同
士
の
振
幅
に
関
す
る
関
係
式
、
す
な
わ
ち
強
度
に
関

す
る
フ
レ
ネ
ル
の
方
程
式
が
導
か
れ
る
。
こ
の
方
程
式
は
エ
ー
テ
ル
粒
子
に
よ

る
振
動
と
い
う
力
学
的
モ
デ
ル
に
訴
え
な
が
ら
も
、
マ
ク
ス
ウ
ェ
ル
の
電
場
や

磁
場
の
振
幅
同
士
の
関
係
式
と
し
て
も
、
完
全
に
導
く
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

の
が
ウ
ォ
ラ
ル
の
構
造
的
解
釈
の
主
張
と
な
る1★★
。
す
な
わ
ち
、
光
学
現
象
に

着
目
す
れ
ば
、
そ
れ
を
担
う
数
学
的
な
法
則
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
、
旧
理
論
と

新
理
論
で
連
続
性
が
あ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
て
お
り
、
フ
レ
ネ
ル
の
展
開
し
た

振
幅
の
関
係
式
は
、
光
が
横
波
で
あ
る
と
い
う
描
像
を
も
正
当
化
し
て
い
る
の

だ
。
ゆ
え
に
「
フ
レ
ネ
ル
は
あ
る
範
囲
の
光
学
現
象
全
体
に
関
し
て
正
し
か
っ

た
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ら
の
現
象
が
光
に
直
交
し
て
周
期
的
に
変
化
す
る
何
か

に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
も
正
し
か
っ
た
」
の
だ11★
。
こ
れ
が
、

抽
象
的
な
構
造
が
共
通
し
て
い
る
と
い
う
主
張
に
依
拠
し
た
理
論
変
化
の
解
釈

の
一
事
例
で
あ
る
。

　

さ
て
、
抽
象
的
な
構
造
と
は
何
を
表
象
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
と
い
う
元
の

問
い
掛
け
に
戻
ろ
う
。
現
象
に
基
づ
い
て
い
る
限
り
、
因
果
的
な
対
象
そ
の
も

の
か
ら
は
遠
ざ
か
る
と
は
言
え
、
構
造
は
経
験
的
な
事
実
を
表
象
し
て
い
る
と

言
え
な
く
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、伸
縮
可
能
な
エ
ー
テ
ル
で
あ
れ
、

電
磁
場
の
振
動
で
あ
れ
、
光
が
境
界
面
で
因
果
的
相
互
作
用
す
る
詳
細
な
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
、
入
射
光
や
反
射
光
の
振
幅
の
関
係
式
の
み
か
ら
完
全
に
導
く
こ
と

は
不
可
能
で
あ
ろ
う
。
我
々
が
共
通
の
構
造
に
よ
り
知
り
得
る
の
は
あ
く
ま
で

そ
れ
ら
の
関
係
式
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
が
意
味
す
る
物
理
的
内
容
は
理
論
に
よ

り
け
り
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
対
象
同
士
の
相
互
作
用
に
当
た
る
「
因
果
性

は
そ
の
抽
象
的
構
造
に
よ
っ
て
は
決
ま
ら
な
い
し
、
記
述
も
で
き
な
い
こ
と
が

帰
結
す
る
」11★
の
だ
。

　

こ
れ
は
、
ウ
ォ
ラ
ル
の
認
識
的
構
造
実
在
論
の
よ
う
に
、
知
る
こ
と
が
で
き

る
の
が
せ
い
ぜ
い
世
界
の
限
ら
れ
た
一
部
の
構
造
で
あ
る
と
い
う
よ
う
な
、
や

や
遠
慮
が
ち
な
構
造
的
解
釈
に
限
っ
た
話
で
は
な
い
。
構
造
と
内
容
（
本
性
）

の
恣
意
的
な
二
分
法
を
反
省
し
、
世
界
は
構
造
で
出
来
て
い
る
と
い
う
、
後
に

主
張
さ
れ
る
存
在
的
構
造
実
在
論
の
立
場
を
取
っ
て
も
、
な
お
さ
ら
雲
行
き

は
怪
し
く
な
る
。
こ
の
立
場
で
は
対
象
や
因
果
は
実
在
す
る
と
い
う
よ
り
は
、

あ
く
ま
で
副
次
的
に
構
築
さ
れ
る
「
世
界
の
様
相
的
構
造
の
実
践
上
の
代
用
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品
」11★
と
い
う
扱
い
と
な
っ
て
い
る
。
様
相
的
構
造
と
は
、
端
的
に
存
在
す
る

数
学
的
な
抽
象
的
構
造
に
肉
付
け
を
し
た
も
の
で
、
存
在
的
構
造
実
在
論
の
立

場
で
こ
の
代
用
品
を
認
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
た
か
も
抽
象
的
構
造
を
越
え

て
何
か
が
実
際
に
あ
る
よ
う
に
見
な
す

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
戦
略
を
取
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
構
造
実
在
論
に
と
っ
て
、
現
象
内
の
因
果
の
輪
郭
を
組
み
込
む
の
は
結
局

の
と
こ
ろ
難
し
い
の
だ
。

　

フ
ァ
ン
フ
ラ
ー
セ
ン
は
、
こ
の
二
分
法
的
な
区
別
を
緩
和
し
、
経
験
的
に
成

功
し
て
い
る
現
象
で
あ
れ
ば
、
そ
の
物
理
的
な
因
果
構
造
は
、
上
記
し
た
同
型

性
や
類
似
性
の
議
論
を
通
じ
て
抽
象
的
な
構
造
の
中
で
の
み
記
述
さ
れ
得
る
と

考
え
た
。
こ
の
場
合
、
経
験
的
事
実
（
実
験
デ
ー
タ
や
観
測
結
果
と
い
っ
た
経

験
的
な
側
面
で
、
理
論
通
り
に
振
る
舞
う
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
内
容
）
が

含
ま
れ
る
現
象
に
い
か
に
詳
細
に
踏
み
込
ん
だ
と
こ
ろ
で
、
結
局
は
抽
象
的
な

モ
デ
ル
の
中
で
し
か
そ
れ
を
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
が
科
学
だ
と
い
う

捉
え
方
に
な
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
科
学
理
論
が
知
識
の
連
続
的
な
積
み
重
ね

で
あ
る
限
り
に
お
い
て
、
光
の
強
度
の
実
験
結
果
の
よ
う
な
、
比
較
的
経
験
的

事
実
に
依
拠
し
た
現
象
の
記
述
に
関
し
て
は
、
同
じ
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
以

上
、
新
理
論
の
モ
デ
ル
に
埋
め
込
む
こ
と
が
可
能
な
構
造
は
、
旧
理
論
の
モ
デ

ル
に
お
い
て
も
近
似
的
に
埋
め
込
ま
れ
る
と
考
え
て
良
い
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
こ
う
し
た
抽
象
的
な
記
述
の
中
に
は
因
果
構
造
が
既
に
含
ま
れ
て
い
る
と

い
う
わ
け
だ
。

　

こ
れ
は
言
わ
ば
、
構
造
が
記
述
し
て
い
る
現
象
そ
の
も
の
が
経
験
的
に
成
功

し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
経
験
的
十
全
性
を
認
め
る
こ
と
に
留
め
、
敢
え

て
抽
象
的
な
構
造
の
実
在
や
、
そ
れ
に
よ
る
物
理
的
内
容
の
表
象
に
ま
で
踏
み

込
ま
な
い
と
い
う
、
不
可
知
論
的
な
経
験
主
義
の
ア
プ
ロ
ー
チ
な
の
で
あ
る
。

実
際
に
理
論
や
モ
デ
ル
の
異
な
る
別
々
の
構
造
が
同
じ
現
象
を
説
明
す
る
こ
と

も
あ
り
得
る
の
で
、仮
に
物
理
的
な
因
果
構
造
が
明
確
に
実
在
し
た
と
こ
ろ
で
、

そ
れ
と
完
全
に
同
型
で
あ
る
構
造
を
見
出
し
て
表
象
す
る
こ
と
は
不
可
能
な
の

で
あ
る
。

３
　
因
果
か
ら
遠
ざ
か
る
構
造
に
こ
そ
…
…

　

私
が
本
論
文
で
指
摘
し
て
お
き
た
い
こ
と
は
、
こ
の
因
果
構
造
か
ら
む
し
ろ

遠
ざ
か
っ
て
い
く
方
向
に
こ
そ
、
科
学
の
本
質
は
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
前
章
で
は
、
理
論
や
モ
デ
ル
の
数
学
的
な
（
抽
象
的
な
）
構
造

が
経
験
的
事
実
を
通
じ
て
、物
理
的
な
因
果
構
造
と
関
わ
り
を
持
ち
な
が
ら
も
、

両
者
の
間
に
は
や
は
り
溝
が
あ
る
こ
と
を
論
じ
た
つ
も
り
だ
。
私
自
身
は
構
造

実
在
論
者
を
悩
ま
す
こ
の
問
題
に
真
正
面
か
ら
向
き
合
っ
て
、
究
極
的
に
こ
の

抽
象
的
な
構
造
が
、
因
果
を
捉
え
ら
れ
る
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
を
出
す
つ

も
り
は
な
い
。
む
し
ろ
因
果
の
表
象
以
上
に
、
と
い
う
よ
り
従
来
の
因
果
概
念

と
切
り
離
し
て
物
理
的
内
容
を
吟
味
す
る
こ
と
に
こ
そ
、
構
造
の
意
義
が
あ
る

と
考
え
て
い
る
。

　

こ
れ
は
、
そ
も
そ
も
物
理
的
、
あ
る
い
は
経
験
的
事
実
と
は
何
か
と
い
う
問

い
を
改
め
て
考
え
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
暗
黙
の
了
解
の
ご
と
く
、
そ
れ

は
現
象
を
担
っ
て
い
る
対
象
同
士
の
因
果
的
相
互
作
用
だ
と
考
え
る
の
は
自
然

な
態
度
か
も
し
れ
な
い
が
、こ
れ
に
は
ど
う
し
て
も
理
論
負
荷
性
が
付
き
纏
う
。

境
界
で
の
反
射
光
や
屈
折
光
の
入
射
光
に
対
す
る
強
度
を
知
っ
た
と
こ
ろ
で
、
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そ
れ
が
伸
縮
可
能
な
エ
ー
テ
ル
の
振
動
に
よ
る
結
果
な
の
か
、
あ
る
い
は
電
磁

場
自
体
の
振
動
の
結
果
で
あ
る
の
か
は
、
理
論
の
背
景
に
科
学
者
自
身
が
ど
の

よ
う
な
存
在
者
や
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
措
定
し
て
い
る
か
次
第
で
あ
り
、
同
じ
構
造

で
も
因
果
的
解
釈
自
体
が
変
わ
っ
て
く
る
の
は
前
章
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ッ
セ
ン
の
よ
う
に
、
経
験
的
な
成
功
を
認
め
る
の
み
で
、
こ
れ

以
上
の
実
在
論
論
争
に
は
踏
み
込
ま
な
い
の
が
賢
明
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
も

そ
も
現
象
を
介
し
た
物
理
的
内
容
と
は
、
こ
う
い
っ
た
因
果
の
詳
細
な
の
で
あ

ろ
う
か
？

　

具
体
的
な
構
造
と
い
う
考
え
方
も
あ
る
。
こ
れ
は
、
構
造
に
は
様
々
な
階
層

が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
因
果
構
造
に
最
も
近
い
も
の
を
指
し
て
い
る
。

構
造
と
は
抽
象
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
前
提
を
保
っ
て
い
る
以
上
、
そ
の
対

義
語
を
用
い
た
具
体
的
な
構
造

0

0

0

0

0

0

と
い
う
の
は
い
さ
さ
か
矛
盾
し
た
表
現
か
も
し

れ
な
い
。
し
か
し
こ
う
い
っ
た
表
現
は
、
構
造
が
ど
れ
だ
け
因
果
の
詳
細
に
触

れ
ら
れ
る
の
か
と
い
う
、
構
造
実
在
論
の
課
題
に
い
く
ぶ
ん
寄
り
添
っ
た
ア
プ

ロ
ー
チ
を
可
能
に
す
る
の
だ
。

　

具
体
的
な
構
造
と
は
、
モ
デ
ル
内
で
言
わ
ば
対
象
の
持
つ
直
接
的
な
、
一
階

の
性
質
と
呼
ば
れ
る
性
質
同
士
の
関
係
を
表
象
し
た
も
の
で
あ
る
。
例
え
ば
棒

に
は
長
さ
や
重
さ
、
色
と
い
っ
た
一
階
の
性
質
が
あ
り
、
長
さ
や
重
さ
に
は
定

量
化
さ
れ
た
数
値
に
よ
る
大
小
関
係
が
成
立
し
、
こ
れ
ら
に
よ
っ
て
、
具
体

的
な
構
造
が
成
立
す
る
。
ア
ン
ジ
ャ
ン
・
チ
ャ
ク
ラ
バ
テ
ィ( A

njan C
hakra -

varty)

は
、
も
し
知
覚
的
な
経
験
と
結
び
つ
い
て
い
る
な
ら
ば
、
構
造
は
具
体

的
な
因
果
を
検
出
性
質( detection properties)

と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き

る
と
い
う
、
半
実
在
論
に
辿
り
着
い
て
い
る11★
。
こ
れ
は
我
々
と
世
界
と
の
間

で
直
接
因
果
的
相
互
作
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
性
質
の
中
に
、
も
し
検
出
性
質

が
含
ま
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
理
論
に
含
ま
れ
る
そ
の
部
分
は
実
在
に
寄
与
し
、

検
出
性
質
で
は
な
い
部
分
は
将
来
の
理
論
変
化
に
よ
っ
て
棄
却
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
る
と
い
う
主
張
と
も
捉
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
半
実
在
論
で
は
、
因
果
そ
の
も
の
を
表
象
す
る
の
で
は
な
く
、
因
果
構

造
の
中
で
検
出
性
質
の
み
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
と
い
う
点
が
斬
新
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
理
論
の
経
験
的
に
成
功
し
て
い
る
部
分
の
記
述
は
確
か
に
因
果
構
造
を

捉
え
て
い
る
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
ら
ゆ
る
因
果
構
造
が
経
験
的
に

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

成
功
し
て
い
る
、
す
な
わ
ち
検
出
さ
れ
て
い
る
と
は
言
え
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

だ
ろ
う
。
光
の

強
度
の
関
係
式
は
光
の
検
出
性
質
と
呼
べ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
伸
縮
可
能
な

エ
ー
テ
ル
と
我
々
と
の
因
果
的
な
性
質
は
そ
れ
以
外
に
も
多
く
考
え
ら
れ
る
だ

ろ
う
。
し
か
し
、
チ
ャ
ク
ラ
バ
テ
ィ
の
言
い
方
を
借
り
れ
ば
、
そ
れ
ら
は
関
係

式
を
成
立
さ
せ
る
た
め
に
必
要
な
検
出
性
質
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
光
の
理
論

を
構
成
す
る
た
め
の
補
助
性
質( auxiliary properties)

に
過
ぎ
ず11★
、
経
験
的

な
事
実
と
結
び
付
か
な
い
た
め
に
エ
ー
テ
ル
理
論
は
滅
ん
だ
の
で
あ
る
。
電
磁

場
理
論
は
少
な
く
と
も
、
マ
ク
ス
ウ
ェ
ル
の
方
程
式
を
通
じ
て
、
電
流
や
磁
石

に
お
け
る
観
測
結
果
な
ど
も
踏
ま
え
た
上
で
エ
ー
テ
ル
理
論
よ
り
、
多
く
の
必

要
な
検
出
性
質
を
含
ん
で
お
り
、
ゆ
え
に
よ
り
多
く
の
因
果
構
造
を
捉
え
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

物
理
学
は
現
象
を
記
述
す
る
た
め
に
、
検
出
性
質
に
基
づ
い
た
法
則
か
ら
出

発
し
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
は
因
果
の
詳
細
を
最
も
重
視
し
て
い
る
と
言
え
る

か
も
し
れ
な
い
。
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
は
、
マ
ク
ロ
な
現
象
で
、
比
較
的
測
定
し
や

す
い
物
理
量
同
士
の
関
係
を
捉
え
て
い
る
法
則
を
現
象
論
的
法
則
と
呼
ん
で
い
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る11★
。
ガ
リ
レ
オ
・
ガ
リ
レ
イ
の
落
体
の
法
則
や
、
気
体
の
圧
力
、
体
積
、
温

度
の
関
係
を
表
し
た
ボ
イ
ル
・
シ
ャ
ル
ル
の
法
則
と
い
っ
た
よ
う
な
類
の
法
則

が
現
象
論
的
法
則
で
あ
る
。
一
般
化
（
抽
象
化
）
を
経
て
い
る
と
は
言
え
、
こ

れ
ら
の
法
則
は
れ
っ
き
と
し
た
検
出
性
質
に
基
づ
い
て
い
る
。

　

検
出
性
質
に
重
き
を
置
く
こ
と
は
、
直
観
的
に
は
経
験
科
学
と
し
て
の
理
論

の
価
値
を
存
分
に
高
め
て
い
る
が
、
こ
こ
で
敢
え
て
一
階
の
性
質
か
ら
な
る
因

果
構
造
を
離
れ
、
さ
ら
に
抽
象
的
な
高
階
の
構
造
に
目
を
向
け
て
み
た
い
。
確

か
に
理
論
が
経
験
的
に
成
功
し
て
い
る
こ
と
は
科
学
に
と
っ
て
絶
対
条
件
で
あ

る
。
い
か
に
美
し
く
一
貫
性
の
あ
る
理
論
を
生
み
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ
が

実
験
や
観
測
的
な
結
果
を
伴
わ
な
け
れ
ば
科
学
と
し
て
の
意
味
は
な
い
。
し
か

し
、
科
学
者
は
必
ず
し
も
具
体
的
な
構
造
を
分
析
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の

も
事
実
で
あ
る
。
具
体
的
な
構
造
の
一
部
で
あ
る
検
出
性
質
の
み
か
ら
帰
結
で

き
る
一
階
の
性
質
に
基
づ
く
物
理
的
内
容
は
、
理
論
全
体
か
ら
見
れ
ば
ご
く
一

部
で
あ
り
、
そ
れ
だ
け
が
世
界
の
真
理
や
実
在
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
科
学

哲
学
の
文
脈
に
限
ら
ず
、
果
た
し
て
正
し
い
科
学
の
評
価
の
あ
り
方
な
の
だ
ろ

う
か
？　

現
に
最
新
の
物
理
学
理
論
を
は
じ
め
と
し
た
現
代
科
学
は
、
対
象
同

士
の
性
質
が
持
つ
新
た
な
性
質
同
士
の
関
係
と
い
っ
た
具
合
に
、
高
階
の
構
造

を
意
図
し
て
、
よ
り
抽
象
化
す
る
向
き
へ
と
理
論
を
発
展
さ
せ
て
い
る
。
こ
の

発
展
を
見
過
ご
す
わ
け
に
は
い
く
ま
い
。

　

現
象
論
的
法
則
は
基
本
法
則
を
そ
の
根
幹
と
し
て
い
る
。基
本
法
則
と
は「
物

体
の
運
動
方
程
式
」、「
場
の
方
程
式
」、「
熱
力
学
の
四
法
則
」
な
ど
で
あ
り
、

そ
れ
ぞ
れ
の
系
に
成
立
す
る
関
係
式
と
し
て
全
て
独
立
に
機
能
し
て
い
る11★
。

こ
れ
ら
の
基
本
法
則
は
、
基
本
的
に
は
各
々
の
系
で
措
定
さ
れ
て
い
る
理
論
的

対
象
の
性
質
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
現
象
論
的
法
則
と
同
様
に
一

階
の
性
質
に
近
い
。
し
か
し
、
例
え
ば
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
運
動
方
程
式
は
、
恐
ら

く
物
体
の
一
階
の
性
質
と
見
な
せ
る
で
あ
ろ
う
位
置
座
標
に
時
間
パ
ラ
メ
ー
タ

で
の
微
分
を
二
回
施
し
た
結
果
得
ら
れ
る
加
速
度
と
い
う
性
質
と
、
実
際
に
物

体
に
働
い
て
い
る
力
と
の
関
係
式
を
記
述
し
て
い
る
。
加
速
度
は
物
体
の
性
質

と
言
え
る
が
、
一
階
の
性
質
と
呼
べ
る
の
か
ど
う
か
は
疑
わ
し
い
。
さ
ら
に
先

程
か
ら
例
に
挙
げ
て
い
る
マ
ク
ス
ウ
ェ
ル
の
方
程
式
は
、
電
場
や
磁
場
と
い
っ

た
、
空
間
中
を
伝
搬
す
る
物
理
場
に
関
し
て
成
立
す
る
関
係
式
で
あ
る
。
こ

れ
も
経
験
的
事
実
と
は
言
え
、
電
場
や
磁
場
の
値
が
目
の
前
に
見
え
る
実
体

( substance)

と
同
じ
、
対
象
の
直
接
の
性
質
と
い
う
括
り
に
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ
で

き
る
か
ど
う
か
は
特
に
科
学
哲
学
の
文
脈
で
は
怪
し
い11★
。
つ
ま
り
各
々
の
分

野
の
基
本
法
則
は
、
控
え
目
に
言
わ
な
い
限
り
一
階
の
性
質
を
は
み
出
し
て
い

る
の
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
理
論
は
高
階
の
構
造
で
こ
そ
深
く
結
び
付
い
て
い
る
。
実
際
に

ニ
ュ
ー
ト
ン
の
運
動
方
程
式
は
、
万
有
引
力
の
法
則
と
結
び
付
く
こ
と
で
、
ガ

リ
レ
オ
の
地
上
で
の
落
体
の
動
き
と
天
球
上
の
星
の
軌
道
が
実
は
同
じ
運
動
法

則
に
従
っ
て
い
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
基
本
法
則
は
現
象
論
的
法
則
以
上

に
抽
象
的
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
一
見
異
な
る
複
数
の
現
象
を
包
括
し
て
い
る
と

い
う
点
で
は
、
科
学
理
論
の
価
値
を
存
分
に
高
め
て
く
れ
る
だ
ろ
う11★
。
そ
し

て
こ
れ
ら
の
基
本
法
則
を
よ
り
抽
象
化
す
る
こ
と
で
、最
小
作
用( action) （
因

果
的
相
互
作
用
の
作
用
と
は
全
く
異
な
る
抽
象
的
な
概
念
）
の
原
理
に
行
き
着

く
。
こ
の
原
理
に
よ
っ
て
、
マ
ク
ス
ウ
ェ
ル
の
電
磁
場
の
法
則
や
物
体
の
運
動

方
程
式
、
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
重
力
場
の
方
程
式
と
い
っ
た
異
な
る
基
本
法
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則
は
、
全
て
作
用
と
い
う
一
種
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
表
記
を
変
形
し
た
高
階
の
物
理

量
が
極
値
を
取
る
と
い
う
条
件
で
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
藤
田

翔
に
よ
れ
ば
、
こ
の
最
小
作
用
の
原
理
こ
そ
が
物
理
学
の
根
幹
で
あ
り
、
あ
ら

ゆ
る
構
造
の
元も

と

な
の
で
あ
る1★★
。

　

具
体
的
な
構
造
を
離
れ
、
抽
象
化
す
る
向
き
に
こ
そ
現
象
を
包
括
す
る
力
能

が
あ
る11★
。
逆
に
検
出
性
質
だ
け
を
見
て
い
て
も
、
決
し
て
作
用( action)

に

は
行
き
着
か
な
い
。
因
果
事
象
で
溢
れ
る
空
間
領
域
の
ど
こ
を
探
し
て
も
作
用

は
見
当
た
ら
な
い
の
だ
。
構
造
の
元
ま
で
辿
る
抽
象
化
と
、
検
出
性
質
に
向
か

う
具
体
化
の
い
ず
れ
に
物
理
学
の
本
質
を
求
め
る
か
に
関
し
て
は
立
場
が
分
か

れ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
抽
象
化
に
よ
っ
て
得
ら
れ
る
帰
結
は
、
因
果
以

上
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
も
否
め
な
い
と
い
う
こ
と
は
少
な
く
と
も
言

え
る
だ
ろ
う
。

　

理
論
的
対
象
は
現
実
世
界
で
は
な
く
、
モ
デ
ル
の
中
で
こ
そ
実
在
す
る
の
で

あ
る
。
シ
ロ
ス
は
、
科
学
的
実
在
論
は
抽
象
的
存
在
者
で
あ
る
普
遍
者
と
し
て

の
実
在
に
コ
ミ
ッ
ト
す
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
る11★
。
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
の
言
う
よ

う
に
、
科
学
理
論
は
現
実
世
界
で
は
な
く
、
抽
象
化
か
つ
理
想
化
を
経
た
モ
デ

ル
の
中
で
の
み
正
し
く
成
立
し
、
そ
こ
で
登
場
す
る
電
子
や
原
子
は
あ
く
ま
で

理
論
の
中
の
対
象
に
過
ぎ
な
い
か
も
し
れ
な
い
。し
か
し
、決
し
て
フ
ィ
ク
シ
ョ

ン
で
は
な
く
、
現
実
世
界
の
何
か
を
近
似
的
に
正
し
く
予
言
で
き
て
い
る
。
そ

う
い
う
意
味
で
、
理
論
の
中
の
対
象
や
モ
デ
ル
は
、
現
実
世
界
の
振
る
舞
い
や

現
象
を
説
明
す
る
上
で
有
用
な
の
だ11★
。

　

物
理
学
理
論
は
こ
の
モ
デ
ル
を
用
い
る
こ
と
で
、
最
小
作
用
の
原
理
を
通
し

て
、
自
然
法
則
が
成
立
す
る
こ
と
を
教
え
て
く
れ
る
。
作
用
は
モ
デ
ル
の
中
に

確
か
に
実
在
し
、
そ
れ
で
い
て
検
出
性
質
に
近
い
現
象
論
的
法
則
が
成
り
立
つ

理
由
も
説
明
し
て
く
れ
る
の
で
あ
る
。
理
想
化
や
抽
象
化
を
経
て
、
高
階
の
性

質
や
構
造
を
扱
う
モ
デ
ル
は
、
現
実
世
界
と
は
因
果
的
に
は
不
活
性
で
は
あ
る

が
、
説
明
と
い
う
観
点
で
包
括
的
で
あ
り
、
有
用
な
の
で
あ
る
。

４ 

拡
張
さ
れ
得
る
因
果
概
念
と
理
論
的
対
象

　

検
出
性
質
を
表
す
因
果
性
と
は
遠
ざ
か
る
向
き
に
、
抽
象
化
の
在
り
方
が
あ

る
と
述
べ
た
が
、
こ
の
抽
象
化
と
い
う
過
程
は
、
因
果
概
念
そ
れ
自
体
に
も
普

及
し
て
い
る
と
い
う
可
能
性
に
触
れ
た
い
。
本
論
文
で
は
、
従
来
の
因
果
概
念

を
よ
り
広
義
に
捉
え
て
、
さ
ら
に
そ
の
概
念
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
で
、
こ
れ
ま

で
の
相
反
す
る
因
果
性
と
抽
象
性
の
図
式
を
越
え
て
、
現
代
科
学
が
提
唱
す
る

新
た
な
世
界
像
を
示
唆
し
た
い
。

　

因
果
は
時
空
間
を
前
提
と
し
て
い
る
。
１
章
に
お
い
て
、
因
果
関
係
の
必
要

条
件
が
時
間
的
な
領
域
に
あ
る
こ
と
を
示
し
た
が
、
物
理
的
な
因
果
と
は
互
い

に
時
間
的
な
領
域
に
あ
る
事
象
、
す
な
わ
ち
光
速
以
下
で
辿
り
着
け
る
原
因
と

結
果
の
二
事
象
の
セ
ッ
ト
で
表
さ
れ
る
事
象
同
士
の
組
み
合
わ
せ
で
あ
っ
た
。

こ
れ
ら
の
事
象
は
時
空
領
域
の
ど
こ
か
に
あ
り
、
因
果
関
係
と
し
て
結
び
付
い

て
い
る
の
だ
。
観
測
者
の
実
験
室
に
お
け
る
検
出
装
置
と
の
因
果
的
相
互
作
用

は
、
理
論
的
対
象
の
一
階
の
性
質
を
掴
む
上
で
、
重
要
な
因
果
を
備
え
て
い
る
。

電
子
の
性
質
を
観
測
す
る
際
に
は
、
電
子
と
何
か
（
例
え
ば
電
磁
波
）
を
相
互

作
用
さ
せ
た
上
で
、
観
測
者
が
特
定
の
実
験
結
果
を
目
視
す
る
こ
と
で
そ
の
因

果
事
象
か
ら
検
出
性
質
を
読
み
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
事
象
は
す
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べ
て
時
空
領
域
の
現
象
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
ら
の
対
象
と
の
因
果
的
相
互
作
用
、
す
な
わ
ち
対
象
へ
の
介
入
や
操
作

が
、
も
し
時
空
間
を
前
提
と
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
１
章
で
挙
げ
た
時

空
的
な
因
果
と
は
異
な
っ
た
、
新
た
な
因
果
概
念
を
示
唆
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
だ
ろ
う
。
本
論
文
で
は
、
こ
の
時
空
領
域
に
は
収
ま
ら
な
い
広
義
の
因
果
概

念
を
導
入
し
た
い
。

４—

１
　
空
間
上
に
は
な
い
対
象
へ
の
介
入
・
操
作

　

ま
ず
は
空
間
上
に
は
存
在
し
な
い
ミ
ク
ロ
な
対
象
へ
の
介
入
や
操
作
で
あ

る
。
こ
れ
は
、
現
代
物
理
学
が
物
理
的
領
域
を
空
間
以
外
の
場
所
に
求
め
て
い

る
実
情
に
よ
る
も
の
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。
３
章
で
は
高
階
の
性
質
に
着
目

し
、
作
用( action)

の
よ
う
な
検
出
に
は
掛
か
ら
な
い
抽
象
的
な
物
理
量
を
持

ち
出
し
た
。
作
用
が
直
接
検
出
で
き
な
い
の
は
、
あ
る
意
味
そ
れ
が
空
間
中
の

ど
こ
に
も
な
い
と
い
う
意
味
で
、
抽
象
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
は
単
に
因
果

的
に
不
活
性
な
モ
デ
ル
の
中
の
代
替
物
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
空
間

上
の
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
と
い
う
意
味
で
、
ま
さ
に
因
果
か
ら
は
遠
ざ
か
る

観
測
不
可
能
な
存
在
だ
か
ら
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
た
い

の
は
高
階
の
性
質
で
は
な
く
て
、
あ
く
ま
で
因
果
的
な
検
出
性
質
を
担
う
存
在

で
あ
り
な
が
ら
、
な
お
か
つ
空
間
上
に
存
在
し
な
い
対
象
の
事
例
で
あ
る
。

　

こ
の
話
に
入
る
前
に
、
抽
象
的
な
物
理
的
対
象
に
関
し
て
ま
と
め
て
お
き

た
い
。
シ
ロ
ス
は
抽
象
的
な
対
象
の
中
で
、
純
粋
な
数
学
的
対
象( M

AO
s: 

M
athem

atical A
bstract O

bjects)

と
モ
デ
ル
の
中
の
非
数
学
的
対
象

( N
M

AO
s: N

on M
athem

atical A
bstract O

bjects)

を
区
別
し
て
い
た11★
。
例

え
ば
、
数
や
集
合
と
い
っ
た
、
物
理
現
象
と
は
関
係
を
持
た
な
い
数
学
的
対
象

は
単
な
るM

AO
s

だ
が
、
物
理
学
の
モ
デ
ル
を
構
成
す
る
数
学
的
な
対
象
や

構
造
は
、
物
理
世
界
に
何
ら
か
の
具
体
的
な
対
応
物

0

0

0

0

0

0

0

を
持
っ
て
い
る
。
そ
う

い
っ
た
普
遍
者
がN

M
AO

s

と
し
て
モ
デ
ル
の
中
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
こ
のN

M
AO

s

こ
そ
が
シ
ロ
ス
の
意
図
し
て
い
る
科
学
的
実
在
論

の
コ
ミ
ッ
ト
す
べ
き
抽
象
的
対
象
で
あ
り
、
言
わ
ば
物
理
世
界
の
多
数
の
個
別

者( particular)

に
よ
っ
て
例
化
さ
れ
る
モ
デ
ル
内
の
存
在
者
で
あ
る
。

　

こ
の
多
数
の
個
別
者
の
振
る
舞
い
に
対
し
て
、
法
則
内
の
普
遍
者
は
説
明
的

な
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
シ
ロ
ス
の
例
で
も
挙
げ
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
線
形

調
和
振
動
子( LH

O
: linear harm

onic oscillator)

は
、
永
久
に
往
復
振
動
を

繰
り
返
す
理
論
的
対
象
で
あ
り
、
現
実
世
界
の
ど
こ
に
も
存
在
し
な
い
が
、
現

実
世
界
に
存
在
し
て
い
る
多
く
の
振
動
現
象
の
検
出
性
質
を
教
え
て
く
れ
る
。

実
際
に
調
和
振
動
子
は
、
具
体
的
な
振
り
子
の
周
期
が
、
振
り
子
の
長
さ
の
平

方
根
に
（
大
ま
か
に
）
比
例
す
る
理
由
を
数
式
的
に
与
え
て
く
れ
る
だ
け
で
な

く
、
も
し
振
り
子
の
長
さ
を
変
化
さ
せ
れ
ば
、
周
期
が
ど
の
よ
う
な
値
に
な
る

の
か
と
い
っ
た
反
事
実
的
条
件
も
予
言
し
て
く
れ
る
の
だ11★
。
こ
れ
は
３
章
で

述
べ
た
よ
う
に
、
モ
デ
ル
内
の
理
論
的
対
象
は
現
実
世
界
の
対
象
と
因
果
的
に

は
不
活
性
で
は
あ
る
が
、
多
く
の
具
体
的
な
個
別
者
を
説
明
し
て
お
り
、
ゆ
え

に
シ
ロ
ス
に
と
っ
て
、N

M
AO

s

は
抽
象
的
で
は
あ
る
も
の
の
、
科
学
的
に
理

論
（
モ
デ
ル
）
の
中
で
実
在
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
、
普
遍
者
で
あ
るN

M
AO

s

に
対
応
す
る
個
別
者
の
存
在
領
域
は
、

基
本
的
に
は
時
空
領
域
で
あ
る
。
振
り
子
は
三
次
元
空
間
の
い
ず
れ
か
に
位
置
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付
け
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
時
間
的
な
動
作
を
我
々
は
観
測
に
よ
っ
て
因
果
的
に

検
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
こ
こ
で
、
因
果
的
相
互
作
用
に
こ
だ
わ
る
な

ら
ば
、検
出
性
質
を
担
っ
て
い
る
個
々
の
振
動
し
て
い
る
対
象
の
み
が
存
在
し
、

普
遍
者
で
あ
るN

M
AO

s

は
、
単
な
る
現
象
を
説
明
す
る
た
め
の
ツ
ー
ル
で
あ

る
と
い
う
、
唯
名
論
的
な
科
学
的
実
在
論

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
立
場
も
あ
り
得
る
だ
ろ
う
。
唯
名

論
的
科
学
的
実
在
論
に
お
い
て
は
、
実
在
す
る
の
は
あ
く
ま
で
モ
デ
ル
内
の
普

遍
者
を
例
化
し
、
そ
の
振
る
舞
い
を
例
示
す
る
個
別
者
で
あ
り
、
抽
象
的
な
存

在
者
で
は
な
い
。
唯
名
論
と
は
、M

AO

やN
M

AO

の
よ
う
な
抽
象
的
な
存

在
を
認
め
ず
、
具
体
的
な
存
在
者
に
の
み
コ
ミ
ッ
ト
す
べ
き
と
い
う
ス
タ
ン
ス

を
奉
じ
る
立
場
で
あ
る11★
。
理
論
構
造
の
中
で
、
あ
く
ま
で
因
果
構
造
に
実
在

の
照
準
を
当
て
る
と
い
う
意
味
で
、
抽
象
的
な
存
在
者
の
実
在
を
認
め
な
い
と

い
う
経
験
主
義
的
な
立
場
も
あ
り
得
る
が
、
因
果
構
造
の
曖
昧
さ
は
却
っ
て
唯

名
論
者
を
窮
地
に
追
い
や
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
て
な
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
、
い
よ
い
よ
空
間
上
に
は
存
在
し
な
い
対
象
の
話
に
入
ろ
う
。
こ
こ

で
注
意
し
た
い
の
は
、
こ
の
空
間
上
に
は
存
在
し
な
い
対
象
と
は
、
決
し
て

モ
デ
ル
内
の
調
和
振
動
子
の
よ
う
なN

M
AO

s

の
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と

だ
。
あ
く
ま
でN

M
AO

s

を
例
化
し
て
い
る
各
々
の
個
別
者
の
こ
と
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の
対
象
と
は
、
説
明
的
で
あ
る
モ
デ
ル
の
側
で
は
な
く
、
あ
く
ま

で
因
果
的
相
互
作
用
を
及
ぼ
す
現
実
世
界
の
側
に
あ
る
対
象
を
指
示
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
因
果
概
念
が
こ
の
時
空
領
域
に
限
ら
れ
る
と
い

う
前
提
自
体
が
疑
わ
し
く
な
る
の
だ
。

　

光
は
ミ
ク
ロ
な
領
域
で
は
光
子
の
集
ま
り
で
あ
る
と
解
釈
さ
れ
て
い
る
。
２

章
で
光
の
正
体
が
エ
ー
テ
ル
で
あ
る
か
、
電
磁
場
で
あ
る
か
と
い
う
話
を
構
造

的
解
釈
の
文
脈
と
し
て
取
り
上
げ
た
が
、
こ
の
古
典
的
な
電
磁
場
は
量
子
論
に

お
い
て
は
、
量
子
化
と
い
う
手
続
き
に
よ
っ
て
、
仮
想
粒
子
と
呼
ば
れ
る
離
散

的
な
粒
子
の
単
位
へ
と
行
き
着
く
の
で
あ
る
。
光
は
電
磁
波
と
し
て
記
述
さ
れ

る
古
典
論
的
な
波
動
性
に
加
え
、
量
子
論
的
な
粒
子
性
も
備
え
て
お
り
、
そ
れ

が
因
果
的
な
検
出
性
質
か
ら
も
テ
ス
ト
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
す
な
わ
ち
、
経
験

的
事
実
に
よ
っ
て
、
光
が
光
子
の
集
ま
り
で
あ
る
と
い
う
主
張
が
意
義
を
持
つ

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

光
の
正
体
が
粒
子
な
の
か
、
そ
れ
と
も
波
で
あ
る
の
か
と
い
う
議
論
は
、
２

章
で
挙
げ
た
ウ
ォ
ラ
ル
の
エ
ー
テ
ル
VS
電
磁
場
の
議
論
も
巻
き
込
ん
で
、
歴
史

的
に
は
長
い
ル
ー
ツ
を
持
つ
。
藤
田
に
よ
れ
ば
、
光
電
効
果
と
い
う
事
例
が
光

子
の
因
果
性
を
表
す
経
験
的
事
実
を
物
語
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
が
、
こ
れ

が
科
学
史
的
に
見
て
も
、
光
は
光
子
の
集
ま
り
で
あ
る
と
い
う
量
子
論
的
な
事

実
の
一
端
を
担
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
な
い11★
。
光
電
効
果
と
は
、
金
属
に

光
を
入
射
さ
せ
る
こ
と
で
、
物
質
表
面
か
ら
取
り
出
す
こ
と
の
で
き
る
電
子
の

数
や
そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
測
定
す
る
実
験
の
こ
と
で
、
光
か
ら
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

受
け
取
っ
た
電
子
の
振
る
舞
い
を
表
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
こ
の
実
験
結
果

は
検
出
性
質
を
表
し
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
だ
ろ
う
。光
の
波
動
性
に
よ
れ
ば
、

照
射
す
る
光
の
強
度
を
上
げ
る
こ
と
で
、
す
な
わ
ち
光
の
振
幅
を
大
き
く
す
る

（
よ
り
明
る
く
す
る
）こ
と
で
、そ
の
分
光
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
増
え
る
。
し
か
し
、

光
の
振
動
数
が
あ
る
値
以
下
で
あ
れ
ば
、
ど
れ
だ
け
強
度
を
上
げ
た
と
こ
ろ
で

取
り
出
せ
る
電
子
が
全
く
存
在
し
な
い
と
い
う
実
験
結
果
が
得
ら
れ
る
の
で
あ

る
。

　

こ
の
不
可
思
議
な
検
出
性
質
を
説
明
す
る
た
め
に
、
本
格
的
に
導
入
さ
れ
た
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の
が
光
の
粒
子
性
で
あ
る
。
光
は
振
動
数
に
比
例
し
て
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
持
つ

個
々
の
光
子
の
集
ま
り
で
あ
る
と
い
う
描
像
が
こ
の
問
題
点
を
解
決
し
た
の
で

あ
る
。
こ
の
粒
子
説
で
は
、
個
々
の
光
子
は
金
属
表
面
の
個
々
の
電
子
に
対
し

て
、一
対
一
で
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
や
り
取
り
を
す
る
。個
々
の
光
子
の
エ
ネ
ル
ギ
ー

は
あ
く
ま
で
光
の
振
動
数
に
応
じ
て
決
ま
る
た
め
に
、
一
個
当
た
り
の
電
子
に

与
え
ら
れ
る
最
大
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
、
光
の
振
動
数
に
の
み
依
存
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
振
動
数
が
小
さ
い
状
態
で
、
光
の
強
度
を
ど
れ
だ
け
大
き
く
し

て
も
、
光
子
の
数
が
増
え
る
こ
と
に
よ
り
、
全
体
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
増
加
に
は
繋

が
る
も
の
の
、
個
々
の
光
子
の
備
え
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
増
加
せ
ず
、
金
属
表
面

の
電
子
に
与
え
ら
れ
る
最
大
エ
ネ
ル
ギ
ー
は
変
化
し
な
い
の
だ
。
ゆ
え
に
、
強

度
で
は
な
く
、
照
射
す
る
光
の
振
動
数
を
大
き
く
す
る
こ
と
が
、
光
電
効
果
に

よ
る
電
子
の
放
出
に
と
っ
て
の
必
須
条
件
と
な
る
。

　

そ
し
て
、
こ
の
光
子
は
空
間
上
で
は
な
い
抽
象
的
な
領
域
を
振
動
し
て
い
る

と
言
え
る
。
こ
の
光
電
効
果
が
実
験
室
に
お
い
て
、
光
子
に
対
す
る
因
果
的
な

操
作
・
介
入
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
は
問
題
な
い
だ
ろ
う
。
ぶ
つ
け
る
光
の
振

動
数
と
飛
び
出
る
電
子
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
関
係
と
い
っ
た
検
出
性
質
を
、
確
か

に
光
電
効
果
は
捉
え
て
い
る
。
光
の
振
動
数
は
、
検
出
さ
れ
る
光
の
ス
ペ
ク
ト

ル
か
ら
直
ち
に
計
算
で
き
る
上
に
、
電
子
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
も
他
の
原
子
と
の
相

互
作
用
や
測
定
器
を
用
い
る
こ
と
で
検
出
可
能
な
性
質
と
言
え
る
。
し
か
し
、

こ
の
光
子
は
量
子
化
の
手
続
き
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
仮
想
粒
子
で
あ
り
、
三
次

元
の
実
空
間
で
は
な
く
、
光
の
振
幅
を
表
す
物
理
量
を
変
数
と
し
た
抽
象
的
な

空
間
を
振
動
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
光
を
ど
れ
だ
け
ミ
ク
ロ
に
分

解
し
た
と
こ
ろ
で
、幾
何
学
的
に
そ
の
構
成
要
素
に
行
き
着
く
わ
け
で
は
な
い
。

光
子
は
光
の
通
り
道
を
運
動
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
抽
象
的
な
パ

ラ
メ
ー
タ
の
中
を
調
和
振
動
子
と
し
て
運
動
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

　

こ
の
光
子
の
物
理
的
な
実
在
を
認
め
る
こ
と
は
、
空
間
上
に
は
位
置
付
け
ら

れ
な
い
対
象
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
だ
ろ
う
。
光
子
を
普
遍
者
と

し
て
認
め
る
立
場
で
あ
れ
ば
、
量
子
論
の
モ
デ
ル
が
光
電
効
果
と
い
う
経
験
的

事
実
を
う
ま
く
説
明
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
光
子
は
実
在
し
て
い
る
と
言
え

る
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
合
、
光
子
は
あ
く
ま
で
調
和
振
動
子
の
一
事
例
と
い
う

扱
い
で
、
確
か
にN

M
AO

s

と
し
て
モ
デ
ル
の
中
に
実
在
し
て
い
る
。
し
か
し

唯
名
論
の
立
場
で
あ
れ
ば
、
個
々
の
光
子
は
、
あ
く
ま
で
現
実
世
界
の
個
別
者

と
し
て
、
す
な
わ
ち
調
和
振
動
子
を
例
化
す
る
具
体
例
と
し
て
実
在
し
て
い
る

こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
の
場
合
、
単
に
理
論
が
経
験
的
事
実
を
説
明
し
て
い

る
こ
と
に
加
え
て
、
そ
の
実
在
を
個
別
者
で
あ
る
光
子
が
担
っ
て
い
る
と
い
う

解
釈
に
な
る
の
だ
。
こ
う
い
っ
た
個
別
者
は
、
検
出
性
質
に
因
果
的
に
活
性
と

い
う
、
対
象
な
ら
で
は
の
特
権
を
備
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
実
在
に
関
す
る
問

い
は
、
高
階
の
作
用
が
実
在
し
て
い
る
の
か
ど
う
か
と
い
う
問
い
と
は
、
ま
た

別
物
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も
し
唯
名
論
的
な
発
想
で
因
果
的
相
互
作
用
に
実

在
の
重
き
を
置
く
の
で
あ
れ
ば
、
現
代
物
理
学
は
空
間
上
に
は
位
置
付
け
ら
れ

な
い
仮
想
粒
子
の
実
在
を
認
め
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
直
面
し
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

さ
ら
に
こ
の
光
電
効
果
に
よ
る
経
験
的
事
実
は
、
因
果
と
い
う
枠
組
み
自
体

を
さ
ら
に
拡
張
し
て
い
る
よ
う
に
も
思
え
る
。
光
電
効
果
で
挙
げ
た
、
光
の
強

度
や
振
動
数
、
そ
し
て
取
り
出
せ
る
電
子
の
検
出
性
質
は
、
全
て
実
験
室
で
の

時
空
的
な
因
果
的
相
互
作
用
に
限
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
事
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実
を
裏
付
け
る
光
の
粒
子
説
は
、
光
に
関
す
る
補
助
仮
説
で
も
、
ま
し
て
や
高

階
の
構
造
で
も
な
く
、
単
に
電
子
と
の
因
果
的
相
互
作
用
を
及
ぼ
す
一
階
の
検

出
性
質
に
関
わ
っ
て
い
る
の
だ
。
光
子
は
空
間
上
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
抽
象

的
な
領
域
を
振
動
し
て
い
る
仮
想
粒
子
で
あ
り
、
電
子
の
よ
う
な
空
間
上
に
位

置
す
る
物
質
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
的
や
り
取
り
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ゆ
え
に
具

体
的
な
個
別
者
の
み
を
認
め
る
唯
名
論
者
は
、
そ
れ
ら
が
振
動
し
て
い
る
抽
象

的
な
領
域
を
認
め
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
だ
。
そ
こ
で
こ
の
仮
想
粒
子
の
抽
象

性
を
理
論
や
モ
デ
ル
に
お
け
る
、
因
果
性
と
相
反
す
る
対
極
的
な
意
味
で
の
抽

象
性
で
は
な
く
て
、
む
し
ろ
因
果
性
に
取
り
入
れ
る
べ
き
新
た
な
抽
象
性
と
見

な
す
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う
か
。
光
の
正
体
が
何
で
あ
る
の
か
と
い
う
問
い

は
、
抽
象
化
さ
れ
た
構
造
に
加
え
、
拡
張
さ
れ
た
因
果
概
念
の
中
で
さ
え
も
有

意
味
な
の
で
あ
る
。

４—

２
　
時
空
間
を
前
提
と
し
な
い
抽
象
的
な
因
果
モ
デ

　
　
　
　
ル
の
可
能
性

　

こ
こ
で
、
我
々
は
因
果
性
と
抽
象
性
の
関
係
を
も
う
一
度
捉
え
直
す
必
要
が

あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
従
来
の
因
果
を
時
空
領
域
の
事
象
と
捉
え

れ
ば
、
抽
象
化
の
プ
ロ
セ
ス
は
あ
る
意
味
時
空
領
域
か
ら
離
れ
た
法
則
化
の
一

途
で
あ
っ
た
。
因
果
を
重
ん
じ
る
場
合
、
我
々
と
直
接
相
互
作
用
で
き
る
時
空

領
域
に
対
象
の
実
在
を
見
出
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
そ
し
て
仮
想
粒
子
の
事
例
で

挙
げ
た
の
は
、
そ
の
因
果
概
念
が
空
間
の
外
側
に
も
拡
張
し
て
い
る
と
い
う
新

た
な
描
像
で
あ
っ
た
。
も
し
、
因
果
概
念
が
時
空
領
域
を
離
れ
る
こ
と
が
あ
れ

ば
、
因
果
性
と
抽
象
性
の
二
分
化
そ
の
も
の
が
、
も
は
や
通
用
し
な
く
な
る
世

界
像
も
可
能
な
の
だ
。
た
だ
し
こ
れ
に
よ
っ
て
、
経
験
的
事
実
の
現
代
的
な
意

味
付
け
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
ま
す
ま
す
抽
象
化
さ
れ
る
科
学
理
論
の
解
釈

は
、
よ
り
大
き
な
飛
躍
を
遂
げ
ら
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

そ
し
て
時
空
概
念
そ
の
も
の
を
対
象
と
す
る
現
代
物
理
学
は
、
因
果
概
念
を

よ
り
根
本
的
な
枠
組
み
へ
と
捉
え
直
す
ア
プ
ロ
ー
チ
も
取
り
得
る
。
こ
れ
は
、

時
空
領
域
の
中
で
因
果
を
理
解
す
る
の
で
は
な
く
、
む
し
ろ
因
果
概
念
を
よ
り

抽
象
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
空
以
上
に
基
礎
的
な
存
在
を
示
唆
す
る
、
新

た
な
世
界
観
へ
の
誘
い
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
時
空
を
前
提
に
し
た
因
果
概

念
で
は
な
く
、
因
果
概
念
の
中
で
時
空
概
念
が
生
ま
れ
得
る
と
い
う
、
因
果
の

究
極
的
な
位
置
付
け
を
目
的
と
し
た
ア
プ
ロ
ー
チ
な
の
だ
。

　

時
空
が
基
礎
的
な
枠
組
み
で
は
な
く
、
よ
り
基
礎
的
な
存
在
か
ら
創
発
し

た
と
い
う
解
釈
は
、
量
子
重
力
理
論
の
文
脈
で
大
い
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
き

た11★
。
理
論
が
い
か
に
抽
象
的
で
あ
る
と
は
言
え
、
時
空
内
で
の
伝
統
的
な
因

果
的
相
互
作
用
を
伴
う
経
験
的
事
実
に
基
づ
い
て
い
た
物
理
学
に
と
っ
て
、
こ

の
時
空
の
創
発
は
非
常
に
驚
く
べ
き
世
界
像
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
れ
は

言
わ
ば
、
量
子
重
力
理
論
が
扱
う
ミ
ク
ロ
な
領
域
に
お
い
て
は
、
時
空
を
前
提

と
し
な
い
物
理
現
象
や
経
験
的
事
実
が
成
立
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

量
子
重
力
理
論
に
は
数
多
く
の
候
補
的
理
論
が
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
因
果
概

念
に
着
目
し
た
因
果
集
合
論
と
い
う
離
散
的
な
時
空
像
に
着
目
す
る
。
因
果
集

合
論
と
は
、
離
れ
た
要
素
同
士
の
間
に
抽
象
的
な
二
項
関
係
を
築
い
て
集
合
を

構
成
し
、
そ
れ
を
部
分
的
な
時
空
構
造
に
対
応
さ
せ
る
こ
と
で
時
空
領
域
に
お

い
て
、
互
い
に
因
果
関
係
を
備
え
て
い
る
時
空
点
同
士
の
本
質
を
炙
り
出
そ
う
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と
い
う
試
み
で
あ
る
。

　

サ
ム
・
バ
ロ
ン( Sam

 Baron)

と
バ
プ
テ
ィ
ス
・
リ
ー
ビ
ー
ハ
ン( Baptiste 

Le Bihan)

は
基
礎
的
な
因
果
概
念
こ
そ
が
、
時
間
的
領
域
や
空
間
的
領
域
と

い
っ
た
、
事
象
同
士
の
関
係
を
定
め
て
い
る
と
述
べ
て
い
る11★
。
こ
れ
は
、
従

来
の
具
体
的
な
は
ず
の
時
空
の
幾
何
的
な
性
質
は
、
抽
象
的
に
規
定
さ
れ
た
因

果
に
よ
っ
て
副
次
的
に
決
ま
る
と
い
う
、
新
た
な
世
界
像
へ
の
誘
い
な
の
で
あ

る
。
こ
の
世
界
像
を
理
解
す
る
た
め
に
、
因
果
集
合
論
が
記
述
す
る
離
散
的
な

時
空
の
情
報
を
簡
単
に
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　

因
果
集
合
論
で
は
各
々
の
因
果
集
合( causet)

が
要
素
の
集
合
E
と
要
素
間

の
二
項
関
係≼

の
二
つ
の
組
み
合
わ
せ⟨ E, ≼⟩

で
与
え
ら
れ
る
。
こ
の≼

が
、

因
果
集
合
論
に
お
け
る
要
素
間
の
因
果
的
な
先
行
を
表
す
半
順
序
の
関
係
項
で

あ
り
、
例
え
ば
二
つ
の
要
素
Ａ
と
Ｂ
の
間
にA≼ B
が
成
立
す
る
こ
と
は
、
Ａ

は
Ｂ
よ
り
前
の
因
果
的
な
事
象
と
し
て
先
行
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

こ
の
因
果
集
合
こ
そ
が
時
空
を
基
礎
付
け
て
い
る
、
よ
り
基
礎
的
な
枠
組
み

で
あ
る
と
い
う
解
釈
が
一
種
の
時
空
の
創
発
的
描
像
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
因

果
集
合
論
は
あ
ま
り
に
も
抽
象
的
で
あ
り
、
因
果
集
合
に
お
け
る
要
素
を
時
空

点
（
事
象
）、
記
号≼

で
の
関
係
を
た
だ
ち
に
本
来
の
意
味
で
用
い
て
い
る
原

因
と
結
果
の
因
果
関
係
と
呼
ぶ
の
は
や
や
短
絡
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
一
般
相
対

性
理
論
が
記
述
す
る
時
空
構
造
の
中
に
は
様
々
な
数
学
的
に
複
雑
な
幾
何
的
性

質
が
あ
る
が
、
因
果
集
合
は
時
空
の
情
報
を
極
め
て
簡
略
化
し
過
ぎ
て
い
る
た

め
に
、
時
空
の
模
式
図
と
い
う
よ
り
は
、
時
空
構
造
の
創
発
源
な
の
で
あ
る
。

ゆ
え
に
、
因
果
集
合
は
よ
り
基
礎
的
な
存
在
者
と
呼
ぶ
方
が
理
に
適
っ
て
い
る

だ
ろ
う
。

　

時
空
点
同
士
の
関
係
は
因
果
集
合
に
お
け
る
因
果
関
係≼

に
よ
っ
て
、
一

意
に
定
ま
る
わ
け
で
は
な
い
。
因
果
集
合
論
に
お
い
て
は
、
時
間
の
流
れ
や
空

間
的
距
離
に
対
応
す
る
概
念
す
ら
明
確
で
は
な
く
、
因
果
集
合
か
ら
時
空
の
幾

何
構
造
に
至
る
に
は
何
ら
か
の
対
応
関
係
が
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
ゆ
え
に

因
果
集
合
の
要
素
を
時
空
点
（
各
事
象
）
に
対
応
さ
せ
る
た
め
に
は
、
特
定
の

写
像
Φ
が
新
た
に
必
要
と
な
る
。
し
か
し
、因
果
集
合
の
限
ら
れ
た
情
報
か
ら
、

時
空
の
幾
何
構
造
に
お
け
る
数
学
的
な
定
式
化
を
全
て
生
み
出
す
よ
う
な
、
一

対
一
対
応
の
写
像
Φ
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ゆ
え
に
時
空
関
係
は
因
果

関
係
と
同
一
で
は
な
く
、
因
果
関
係
に
よ
り
何
ら
か
の
制
限
を
掛
け
ら
れ
る
創

発
的
関
係
で
あ
り
、「
事
象
間
に
お
け
る
時
空
的
な
関
係
は
、
因
果
関
係
に
よ
っ

て
基
礎
付
け
ら
れ
る( grounded in)

」
の
だ1★★
。

　

実
際
に
半
順
序
が
数
学
的
に
満
た
す
条
件
は
、
抽
象
的
と
は
言
え
、
本
論
文

で
こ
れ
ま
で
考
え
て
き
た
因
果
概
念
と
整
合
的
で
は
あ
る
。
三
つ
の
要
素
Ａ
、

Ｂ
、
Ｃ
に
お
い
て
、A≼ B

とB≼ C

が
成
立
す
る
な
ら
ば
、A≼ C

が
成
立
す
る

と
い
う
推
移
性
は
、
因
果
事
象
に
置
き
換
え
て
み
て
も
明
白
で
あ
る
。
結
果
Ｃ

で
あ
る
政
治
家
の
死
の
直
接
の
原
因
Ｂ
は
、
政
治
家
の
心
肺
停
止
で
あ
り
、
さ

ら
に
そ
の
原
因
Ａ
は
暗
殺
者
の
ピ
ス
ト
ル
の
発
砲
で
あ
る
。
Ａ
が
Ｃ
の
原
因
で

あ
る
こ
と
は
、
大
前
提
と
し
て
考
え
て
き
た
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
にA≼ B

と

B≼ A
が
共
に
成
立
す
る
場
合
、A= B

が
成
立
す
る
と
い
う
反
対
称
性
は
、
二

事
象
に
関
し
て
原
因
（
暗
殺
者
の
ピ
ス
ト
ル
の
発
砲
）
と
結
果
（
政
治
家
の
死
）

が
無
作
為
に
入
れ
替
わ
ら
な
い
と
い
う
意
味
で
の
非
対
称
性
を
根
拠
付
け
て
い

る
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
半
順
序
と
い
う
記
号
で
結
ば
れ
た

二
項
関
係
は
、
抽
象
的
で
あ
る
一
方
で
、
時
空
領
域
で
考
え
た
因
果
の
備
え
る
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直
観
的
な
根
幹
的
性
質
を
あ
る
程
度
押
さ
え
て
い
る
の
で
あ
る11★
。

　

そ
し
て
、
時
間
的
領
域
や
空
間
的
領
域
の
概
念
も
因
果
集
合
の
基
礎
的
な
関

係
を
基
に
表
現
す
る
こ
と
を
試
み
る
。
量
子
重
力
理
論
を
題
材
に
し
て
い
る
以

上
、
恣
意
的
な
仮
説
も
多
数
含
む
こ
と
に
は
な
る
が
、
因
果
集
合
論
の
抽
象
的

な
要
素
同
士
の
因
果
関
係
と
、
時
空
領
域
の
事
象
間
の
具
体
的
な
関
係
と
の
橋

渡
し
を
し
よ
う
。
こ
こ
で
複
雑
な
時
空
構
造
の
中
で
、
各
事
象
同
士
が
時
間
的

な
向
き
と
空
間
的
な
向
き
の
い
ず
れ
の
関
係
に
あ
る
の
か
と
い
う
こ
と
、
す
な

わ
ち
、
一
方
か
ら
見
て
も
う
一
方
が
時
間
的
領
域
と
空
間
的
領
域
の
い
ず
れ
に

含
ま
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
因
果
集
合
を
用
い
て
記
述
し
た
い
。

　

時
間
的
な
向
き
は
、よ
り
基
礎
的
な
因
果
関
係
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
。

バ
ロ
ン
と
リ
ー
ビ
ー
ハ
ン
は
、
因
果
集
合
の
要
素
同
士
を
半
順
序
関
係
の
み
で

繋
げ
た
モ
デ
ル
か
ら
、
時
間
的
領
域
に
あ
る
時
空
点
の
幾
何
的
な
距
離（
空
間

の
距
離
で
は
な
く
、
そ
れ
を
一
般
化
し
た
時
空
間
の
事
象
同
士
の
距
離
）を
次

の
よ
う
に
定
め
た
。
因
果
的
に
結
び
付
い
て
い
る
要
素
同
士
は
、
互
い
に
時
間

的
な
向
き
に
あ
る
時
空
点
を
基
礎
付
け
て
お
り
、
事
象
間
の
時
間
的
距
離
は
、

因
果
集
合
に
お
け
る
要
素
間
の
直
接
の
最
短
経
路( path)

の
距
離
に
対
応
し
て

い
る（
図
２
左
参
照
）。
つ
ま
り
、
順
序
関
係
に
あ
る
事
象
間
に
の
み
時
間
的
距

離
が
定
義
で
き
、
な
お
か
つ
そ
の
距
離
は
直
接
経
由
す
る
線
分
の
数
に
基
礎
付

け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
時
空
領
域
に
よ
る
因
果
概

念
の
定
義
で
は
な
く
、因
果
に
よ
る
時
空
概
念
の
定
義
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
空
間
的
な
向
き
は
、
こ
の
因
果
の
不
在
に
よ
っ
て
定
ま
る
。
時
間
的

な
距
離
と
違
っ
て
、
空
間
的
な
距
離
は
、
因
果
集
合
の
要
素
間
の
順
序
に
は
対

応
し
な
い
の
だ
。
逆
に
言
え
ば
、
間
接
的
な
結
合
が
空
間
的
な
距
離
を
基
礎
付

け
て
お
り
、
そ
れ
は
ず
ば
り
線
分
に
よ
っ
て
辿
る
こ
と
の
で
き
る
共
通
の
要

素
、
言
わ
ば
共
通
原
因
に
行
き
着
く
二
つ
の
要
素
の
間
の
間
接
的
な
結
合
な
の

で
あ
る
。
同
じ
く
図
示
す
る
な
ら
ば
、
事
象
間
の
空
間
的
距
離
は
、
共
通
原
因

を
経
て
経
由
す
る
最
短
経
路
に
よ
っ
て
基
礎
付
け
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
図
２
右

参
照
）。
つ
ま
り
、
事
象
間
の
空
間
的
距
離
は
、
要
素
同
士
の
共
通
の
原
因
を

経
て
横
切
る
線
分
の
数
に
基
礎
付
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
時
間
的
な

関
係
と
は
違
っ
て
、
直
接
の
因
果
関
係
に
は
該
当
し
な
い
事
象
間
に
空
間
的
な

関
係
が
生
み
出
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
わ
ば
、
因
果
の
不
在
に
よ
る

時
空
概
念
の
定
義
が
こ
こ
で
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

時
空
に
先
立
つ
因
果
は
、
一
層
基
礎
的
な
枠
組
み
で
あ
る
と
同
時
に
極
め
て

抽
象
的
な
枠
組
み
な
の
で
あ
る
。
因
果
集
合
が
時
空
以
上
に
基
礎
的
で
あ
る
と

い
う
意
味
で
、
こ
の
構
造
は
時
空
の
創
発
と
い
う
、「
時
空
を
前
提
と
し
な
い

世
界
像
」
を
改
め
て
理
解
す
る
た
め
の
き
っ
か
け
を
提
供
し
て
く
れ
て
い
る
の

で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
実
験
や
観
測
に
お
け
る
因
果
概
念
が
、
あ
く
ま
で

時
空
領
域
の
事
象
間
で
の
経
験
的
事
実
に
限
ら
れ
る
な
ら
ば
、
こ
の
新
た
な
因

果
は
、
ま
さ
に
時
空
を
前
提
と
し
な
い
抽
象
的
な
概
念
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
３

章
で
論
じ
た
よ
う
に
、
旧
来
の
因
果
か
ら
遠
ざ
か
る
向
き
に
こ
そ
、
こ
の
新
た

な
因
果
の
本
質
を
求
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
因
果
集
合

は
要
素
間
に
お
け
る
数
学
的
な
関
係
の
み
で
成
立
し
て
お
り
、
そ
れ
は
す
な
わ

ち
抽
象
的
に
モ
デ
ル
化
さ
れ
た
構
造
の
中
で
こ
そ
本
当
の
因
果
を
論
じ
ら
れ
る

と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
抽
象
的
な
因
果
の
記
述
は
、
構
造
的
解
釈
を
支
持
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
る
も
の
の
、
こ
の
構
造
が
シ
ロ
ス
や
フ
ァ
ン
・
フ
ラ
ー
セ
ン
が
意
図
し
た
よ
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う
な
、
因
果
を
包
摂
す
る
構
造
と
は
異
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
注
意
し
た

い
。
３
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
世
界
像
は
数
学
的
な
構
造
の
中
に
同
型
性

な
ど
を
手
掛
か
り
と
し
て
因
果
構
造
を
見
出
す
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
む
し

ろ
因
果
構
造
そ
の
も
の
が
数
学
的
で
あ
る
と
い
う
、
物
理
学
に
お
け
る
具
体
性

と
抽
象
性
の
二
分
法
そ
の
も
の
に
対
す
る
批
判
な
の
で
あ
る
。

　

こ
の
構
造
が
意
味
す
る
抽
象
性
は
、
現
象
か
ら
離
れ
た
意
味
で
の
抽
象
性
で

は
決
し
て
な
く
、
む
し
ろ
現
象
に
寄
り
添
っ
た
抽
象
性
で
あ
る
。
本
章
で
取
り

上
げ
た
事
例
で
は
、
現
象
の
説
明
や
法
則
の
数
学
的
な
定
式
化
と
い
う
側
面
以

上
に
、
ミ
ク
ロ
な
世
界
に
お
け
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
そ
の
も
の
を
扱
っ
て
い
る
。
４

―
１
の
空
間
に
は
位
置
付
け
ら
れ
な
い
光
子
に
対
す
る
因
果
で
論
じ
た
よ
う

に
、
個
々
の
仮
想
粒
子
は
説
明
の
た
め
の
代
用
品
で
は
な
く
、
現
象
内
の
因
果

を
及
ぼ
す
れ
っ
き
と
し
た
対
象
で
あ
る
。
ミ
ク
ロ
な
世
界
の
現
象
は
、
仮
に
時

空
領
域
の
検
出
性
質
を
与
え
た
と
し
て
も
、
も
は
や
時
空
間
に
位
置
付
け
ら
れ

る
対
象
に
よ
る
現
象
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
４
―
２
の
時
空
間

を
前
提
と
し
な
い
抽
象
的
因
果
は
、
時
間
的
領
域
や
空
間
的
領
域
と
い
っ
た
、

時
空
内
の
因
果
概
念
自
体
を
基
礎
付
け
る
た
め
の
も
の
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
因

果
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
ま
で
時
空
間
を
前
提
と
し
て
い
た
現
象
や
経
験
と
い
っ

た
従
来
の
概
念
そ
の
も
の
を
捉
え
直
す
必
要
性
す
ら
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
…
…
。

５
　
新
た
な
経
験
科
学
の
世
界
像
へ
…
…
改
め
て
実
在
と
は
？

　

因
果
、
構
造
と
様
々
に
異
な
っ
た
要
素
を
根
拠
と
し
て
き
た
科
学
的
実
在
論

の
矛
先
は
今
後
ど
こ
に
向
か
う
だ
ろ
う
か
。
私
が
本
論
文
で
示
し
た
の
は
、
因

果
が
抽
象
化
や
理
論
化
に
と
っ
て
の
対
極
的
な
概
念
で
は
な
く
、
時
空
概
念
を

越
え
た
上
で
抽
象
化
の
先
に
あ
る
基
本
的
枠
組
み
で
あ
る
と
い
う
可
能
性
で
あ

る
。
実
際
に
我
々
は
、
抽
象
化
さ
れ
た
モ
デ
ル
内
の
理
論
的
対
象
以
上
に
、
直

接
触
れ
た
り
動
か
し
た
り
で
き
る
も
の
に
直
観
的
な
実
在
性
を
感
じ
る
こ
と
が

多
い
。
こ
れ
が
日
常
的
な
形
而
上
学
で
あ
り
、我
々
が
何
か
を
認
識
す
る
際
に
、

一
階
の
性
質
は
非
常
に
信
頼
性
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
戸
田
山

も
帰
結
し
て
い
る
通
り
、
チ
ャ
ク
ラ
バ
テ
ィ
の
検
出
性
質
を
基
に
２
章
で
挙
げ

た
ギ
ャ
リ
ー
の
観
点
的
な
実
在
概
念
を
取
り
入
れ
た
構
成
的
実
在
論
は
、
現
代

科
学
を
考
慮
し
た
科
学
的
実
在
論
と
反
実
在
論
の
論
争
的
な
経
緯
を
踏
ま
え
た

上
で
、
折
衷
的
な
最
小
の
科
学
的
実
在
論
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い11★
。
し
か

し
、
私
は
こ
の
因
果
性
と
抽
象
性
の
対
極
的
な
位
置
付
け
自
体
に
新
た
な
切
り

込
み
を
入
れ
た
わ
け
で
あ
る
。

　

抽
象
化
さ
れ
た
因
果
概
念
に
よ
っ
て
多
く
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
再
考
の
余
地
が

生
ま
れ
る
。
因
果
が
経
験
的
事
実
に
基
づ
い
て
い
る
と
い
う
前
提
に
立
つ
の
で

あ
れ
ば
、
こ
の
経
験
的
事
実
と
い
う
概
念
自
体
が
も
は
や
抽
象
的
な
の
か
も
し

れ
な
い
。
時
空
が
定
義
で
き
る
前
の
段
階
の
ミ
ク
ロ
な
世
界
（
領
域
）
に
お
い

て
は
、
暗
殺
者
の
ピ
ス
ト
ル
の
銃
弾
が
政
治
家
の
胸
を
貫
く
と
い
っ
た
具
体
的

な
因
果
は
な
い
。
因
果
的
先
行
を
表
す
要
素
同
士
の
関
係
が
時
空
概
念
を
作
り

上
げ
、
そ
こ
に
よ
う
や
く
政
治
家
の
死
と
ピ
ス
ト
ル
の
発
砲
と
い
う
一
連
の
日

常
的
な
因
果
の
束
が
出
来
上
が
る
。
実
験
室
の
電
子
の
操
作
で
あ
れ
、
政
治
家

の
暗
殺
で
あ
れ
、
因
果
が
経
験
的
事
実
を
記
述
す
る
な
ら
ば
、
経
験
と
い
う
概

念
自
体
が
遥
か
に
抽
象
的
な
も
の
な
の
か
も
し
れ
な
い
。
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因
果
が
時
空
を
前
提
に
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
経
験
的
事
実
や
現
象
も
同
様

に
時
空
を
越
え
る
か
も
し
れ
な
い
。４
―
１
で
述
べ
た
因
果
を
備
え
た
光
子
は
、

空
間
に
は
位
置
付
け
ら
れ
な
い
が
、
そ
れ
を
伴
う
光
電
効
果
と
い
っ
た
物
理
現

象
や
観
測
結
果
は
あ
く
ま
で
時
空
内
の
観
測
に
基
づ
い
て
い
る
。し
か
し
、４—

２
の
抽
象
化
さ
れ
た
因
果
概
念
に
お
い
て
は
、
そ
も
そ
も
経
験
や
現
象
と
い
っ

た
物
理
的
プ
ロ
セ
ス
そ
の
も
の
が
極
め
て
曖
昧
で
あ
る
。
こ
れ
は
言
わ
ば
物
理

学
の
伝
統
に
お
い
て
、
因
果
以
上
に
経
験
や
現
象
そ
の
も
の
が
時
空
を
前
提
に

し
た
上
で
の
概
念
で
あ
る
が
ゆ
え
で
あ
り
、
時
空
を
越
え
た
因
果
を
本
格
的
に

提
唱
す
る
こ
と
は
、
経
験
や
現
象
の
根
源
的
意
味
の
問
い
直
し
に
も
繋
が
る
の

で
あ
る11★
。

　

こ
の
抽
象
的
な
世
界
像
に
よ
っ
て
、
因
果
的
に
不
活
性
と
さ
れ
て
き
た
多
く

の
数
学
的
構
造
や
モ
デ
ル
内
の
対
象
の
実
在
は
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
以
上

に
説
得
力
を
持
つ
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。構
造
実
在
論
の
主
張
す
る
実
在
は
、

ミ
ク
ロ
な
世
界
そ
の
も
の
が
抽
象
的
な
因
果
構
造
に
基
礎
付
け
ら
れ
て
い
る
と

い
う
描
像
に
よ
っ
て
一
層
力
を
増
す
。
実
際
に
因
果
集
合
論
は
要
素
間
の
因
果

関
係
の
構
造
そ
の
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
物
理
世
界
の
実
在
の
根
幹
を
成
し
て

い
る
と
い
う
主
張
は
、
構
造
実
在
論
そ
の
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場

合
に
物
理
的
な
構
造
を
単
な
る
数
学
的
な
構
造
と
区
別
す
る
何
か
し
ら
の
経
験

的
事
実
の
定
式
化
が
必
要
で
あ
ろ
う
が11★
、
そ
の
た
め
の
布
石
と
し
て
、
因
果

性
と
抽
象
性
の
融
合
、
す
な
わ
ち
現
状
は
相
反
す
る
概
念

0

0

0

0

0

0

0

0

0

の
根
本
的
な
見
直
し

を
本
論
文
に
お
い
て
提
起
し
た
の
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
、
あ
る
意
味
構
造
実
在
論
が
構
造
的
経
験
主
義
な
ど
か
ら
指
摘
を
受

け
て
い
た
、
物
理
的
内
容
と
し
て
の
因
果
構
造
と
数
学
的
な
抽
象
的
構
造
と
の

間
の
ジ
レ
ン
マ
を
解
決
す
る
描
像
で
も
あ
る
。
実
在
す
る
抽
象
的
な
因
果
構
造

は
、
数
学
的
に
モ
デ
ル
化
さ
れ
た
普
遍
者
と
し
て
、
モ
デ
ル
内
に
実
在
し
て
い

る
だ
け
で
な
く
、
そ
れ
を
例
化
す
る
個
別
者
と
し
て
も
物
理
的
に
実
在
し
て
い

る
と
い
う
立
場
が
よ
う
や
く
取
れ
る
。
す
な
わ
ち
時
空
領
域
を
逸
脱
し
た
抽
象

的
な
領
域
は
、
決
し
て
説
明
の
た
め
の
モ
デ
ル
や
認
識
ツ
ー
ル
の
世
界
で
は
な

く
、
れ
っ
き
と
し
た
物
理
的
領
域
と
見
な
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
存

在
的
構
造
実
在
論
が
掲
げ
る
抽
象
的
構
造
と
物
理
的
構
造
と
の
隔
た
り
も
大
き

な
問
題
に
は
な
ら
な
く
な
る
。
と
い
う
の
も
抽
象
的
構
造
は
因
果
構
造
、
す
な

わ
ち
物
理
的
構
造
そ
の
も
の
で
あ
る
と
主
張
で
き
る
か
ら
で
あ
る
。す
な
わ
ち
、

抽
象
的
な
存
在
者
を
疑
い
が
ち
な
哲
学
に
、
物
理
学
的
見
解
か
ら
の
一
種
の
擁

護
が
可
能
と
な
る
の
だ
。

　

さ
て
、
こ
の
時
空
を
越
え
た
領
域
の
登
場
に
よ
り
、
新
た
な
パ
ラ
ダ
イ
ム
転

換
も
近
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
冒
頭
で
挙
げ
た
浜
崎
あ
ゆ
み
の
「surreal

」
は

「
ど
こ
に
も
無
い
場
所
」に「
私
」と
い
う
普
遍
性
を
見
出
し
て
い
た
。
こ
の「
ど

こ
に
も
無
い
場
所
」
と
は
、ユ
ー
ト
ピ
ア
の
よ
う
な
神
秘
的
な
領
域
で
は
な
く
、

実
は
本
来
の
物
理
的
な
領
域
で
あ
る
こ
と
を
現
代
科
学
は
語
っ
て
い
る
の
だ
。

も
は
や
、
触
っ
て
動
か
せ
る
対
象
の
存
在
が
特
権
を
持
つ
時
代
は
過
ぎ
去
っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。
因
果
を
抽
象
化
す
る
こ
と
で
、
科
学
的
実
在
は
さ
ら
に
多

く
の
存
在
領
域
に
拡
張
で
き
る
可
能
性
を
秘
め
て
い
る
こ
と
を
一
言
最
後
に
強

調
し
て
お
こ
う
。
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暗殺者の発砲
政治家に命中

病院到着

政治家の死

未来の光円錐

過去の光円錐 時間的 (time like) 領域

時間的 (time like) 領域

空間的 (space like) 領域空間的 (space like) 領域

x

x’

t t’

t3

t2

t1

t0
t’3

t’2
t’1

t’0

(t3, x2)

(t2, x2)

(t1, x1)
(t0, x0)

x = c(t - t0) + x0

x = -c(t - t0) + x0

図 1：ミンコフスキー時空における因果：光円錐内の暗殺者の発砲〜政治家の死までの事象
の因果は、どの座標系で見ても同じ時間順序となる。

　　 (t, x) 座標系 ... t0 → t1 → t2 → t3　(t’, x’) 座標系 ... t’0 → t’1 → t’2 → t’3

空間的距離

時間的距離

結果（未来）結果（未来）

原因（過去） 原因（過去）

図２：因果集合による時空の基礎付け：半順序で示された二項関係のみを持つ要素同士の抽
象的な関係から従来の具体的な因果概念を構築している。左の集合では ≼ の関係を持
つ要素同士の最短経路（線分１本と２本分）が時間的距離（従来の因果関係）を、右
の集合では共通原因を経由した要素同士の最短経路（線分２本分と４本分）が空間的
距離を創発している。
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U
niversity of C

hicago Press.

★
31 

藤
田
翔
（
二
〇
二
〇
）「
構
造
的
解
釈
か
ら
見
た
時
空
の
創
発—

ど
う
し

て
時
空
原
子
は
時
空
で
は
な
い
の
か
？—

」『
科
学
基
礎
論
研
究
』
四
八

巻
一
号
、
一
〜
一
九
頁
、
七
頁
。

★
32 

藤
田
翔 ( 2021)

「
唯
名
論
者
に
と
っ
て
の
抽
象
性
：
時
空
領
域
の
外
側
の
物

理
世
界
」Contem

porary and Applied Philosophy, Vol. 13, pp. 141-173

。

★
33 Stathis Psillos. (2010). Scientific Realism

: Betw
een Platonism

 and N
om

i -

nalism
, Philosophy of Science, 77 (5), pp. 947-958.

★
34 

シ
ロ
ス
は
モ
デ
ル
が
、
理
想
化
や
抽
象
化
を
伴
う
過
程
で
は
な
く
、
そ
の
結

果
と
し
て
世
界
や
現
象
の
特
定
の
重
要
な
側
面
を
説
明
す
る
た
め
の
産
物

( product)

と
い
う
役
割
を
担
っ
て
い
る
こ
と
に
着
目
し
、
単
な
る
表
象
で

は
な
く
、
説
明
的
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
い
る
：Stathis Psillos. (2011). 

Living w
ith the A

bstract: Realism
 and M

odels, Synthese, 180 (1), pp. 3-17. 

p. 16.

★
35 Psillos. (2010). p. 951

よ
り
。N

M
AO

s

に
関
し
て
は
、M

ichael D
um

m
ett. 

(1991). Frege: Philosophy of M
athem

atics. London: D
uckw

orth

に
倣
っ
て
、

物
理
的
な
抽
象
的
存
在
者( physical abstract entities)

と
い
う
表
現
も
使
わ

れ
て
い
る
：Psillos. (2011). p. 8.

★
36 

同
じ
くPsillos. (2010). p. 951

よ
り
。

★
37 

現
代
の
唯
名
論
と
し
て
は
、
註
1
で
挙
げ
たField. (1980), Field. (1991). 

Realism
, M

athem
atics and M

odality. O
xford: Blackw

ell Pub.

に
続
い
て
、

John Burgess &
 G

ideon Rosen. (1998). A Subject W
ith N

o O
bject: Strategies 

for N
om

inalistic Interpretations of M
athem

atics, O
xford: O

xford U
niver -

sity,  Stephan Yablo. (2001). G
o Figure: A

 Path through Fictionalism
, 

M
idw

est Studies in Philosophy, 25, pp. 72-102, C
hristopher Pincock. (2007). 

A
 Role of M

athem
atics in the Physical Sciences, N

oûs, 41 (2), pp. 253-75.

な
ど
を
参
照
の
こ
と
。
数
学
の
哲
学
と
形
而
上
学
の
両
文
脈
で
、
抽
象
的
な

数
学
的
対
象
や
構
造
の
存
在
論
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。

★
38 

藤
田(2021) p. 164.

★
39 

例
え
ばC

hristian W
üthrich. (2019). The em

ergence of space and tim
e, 

in Sophie G
ibb, Robin Finlay H

endry and Tom
 Lancaster (eds.), Rout-

ledge H
andbook of Em

ergence, London: Routledge; 1 edition. C
hapter 25

を
参
照
の
こ
と
。

★
40 Sam

 Baron &
 Baptiste Le Bihan. (2023). C

ausal T
heories of Space -
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Article❶
tim

e, N
oûs. pp. 1-23.

★
41 Baron &

 Le Bihan. (2023), p.9: The N
on-Identity C

ausal Theory.
★
42 

半
順
序
で
は
推
移
性
、
反
対
称
性
に
加
え
て
Ａ≼

Ａ
と
い
う
、
反
射
性
も
満

た
し
て
い
る
が
、
Ａ
が
Ａ
自
身
の
原
因
で
あ
る
と
い
う
直
観
を
ど
の
よ
う
に

処
理
す
る
か
に
関
し
て
は
、例
え
ば≼

で
は
な
く
、敢
え
て≺

を
持
ち
出
し
て
、

反
射
性
を
満
た
さ
な
い
狭
義
半
順
序
を
用
い
た
因
果
モ
デ
ル⟨ E, ≺⟩

に
よ
っ

て
、
元
の
因
果
モ
デ
ル
と
経
験
的
な
等
価
性
に
訴
え
る
方
法
な
ど
も
考
案

さ
れ
て
い
る
：C

hristian W
üthrich. (2012). The structure of causal sets. 

Journal for G
eneral Philosophy of Science, 43(2), pp. 223-241. pp. 235-237. 

ま

た
、
推
移
性
、
反
対
称
性
、
反
射
性
と
い
っ
た
数
学
的
条
件
に
加
え
て
、
離

散
的
な
因
果
集
合
に
は
濃
度
が
有
限
の
値
に
な
る
と
い
う
、
局
所
有
限
性
も

備
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
く
。

★
43 

戸
田
山
（
二
〇
一
五
）
二
八
一
〜
三
〇
六
頁
「
第
12
章 

擁
護
に
値
す
る
ミ
ニ

マ
ル
な
実
在
論
」
を
参
照
の
こ
と
。

★
44 

時
空
の
創
発
か
ら
帰
結
さ
れ
る
こ
れ
ら
の
科
学
哲
学
的
な
問
題
に
関
し
て

は
、
例
え
ばN

ick H
uggett &

 C
hristian W

üthrich. (2013). Em
ergent 

spacetim
e and em

pirical (in)coherence. Studies in H
istory and Philosophy 

of M
odern Physics, 44, pp. 276-285

を
参
照
の
こ
と
。
次
の
脚
注
で
提
示
し

て
い
る
テ
ィ
ム
・
モ
ー
ド
リ
ン
の
指
摘
と
も
大
い
に
関
わ
っ
て
い
る
。

★
45 

テ
ィ
ム
・
モ
ー
ド
リ
ン( Tim

 M
audlin)

は
、
物
理
的
な
構
造
と
い
う
も
の
が
、

時
空
領
域
に
位
置
付
け
ら
れ
る
局
所
的
な
存
在( local beables)

を
伴
っ
て

き
た
こ
と
に
触
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、local beables

を
介
し
て
理
論
を

経
験
と
結
び
付
け
て
い
る
伝
統
的
な
科
学
的
ス
タ
ン
ス
に
関
し
て
、
も
し
局

所
的
な
構
造
を
基
礎
的
と
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
と
同
型
的
な
何
ら
か

の
物
理
的
な
特
徴( physical salience)

の
実
態
を
捉
え
な
い
限
り
、
物
理
的

な
構
造
を
数
学
的
な
構
造
と
切
り
分
け
る
の
は
難
し
い
と
い
う
こ
と
を
示
唆

し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
：Tim

 M
audlin. (2007). C

om
pleteness, superve-

nience, and ontology. Journal of Physics A: M
athem

atical and Theoretical, 

40 (12), pp. 3151-3171.

ふ
じ
た
・
し
ょ
う
（
科
学
哲
学
）


