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真

要
旨
　
西
谷
啓
治
の
晩
年
の
論
文
「
空
と
即
」
（
一
九
八
一
年
）
に
お
い
て
は
、
西
谷
独
特
の
構
想
力
（
冒
帥
o
q
ぎ
巴
。
昌
）
論
が
展
開
さ
れ
、
、
彼
の
仏
教
哲
学
的
境
位

で
あ
る
「
空
の
立
場
」
は
葺
P
O
q
O
に
映
さ
れ
、
「
空
」
は
「
根
源
的
な
構
想
力
」
の
発
動
に
よ
っ
て
現
実
化
す
る
と
さ
れ
る
。
本
論
で
は
、
こ
の
「
根
源
的
構
想
力
」

の
構
造
を
同
年
代
の
大
谷
大
学
講
義
な
ど
も
て
が
か
り
に
し
て
明
ら
か
に
す
る
。

キ
ー
ワ
ー
ド
　
構
想
力
、
空
の
立
場
、
事
々
無
擬
法
界
、
局
所
性
（
§
匿
巳
、
西
谷
啓
治

132

一、

竭
閧
ﾌ
所
在
－
「
空
」
を
映
す
構
想
力

　
西
谷
啓
治
の
晩
年
の
論
文
「
空
と
即
」
（
一
九
八
一
年
）
で
は
、
詩
歌
と
い
う

芸
術
形
態
、
す
な
わ
ち
構
想
力
（
μ
日
o
o
q
5
碧
δ
5
）
の
働
き
に
よ
る
複
数
の
巨
薗
α
q
o

の
微
妙
な
統
合
態
に
お
い
て
、
「
空
」
を
体
得
し
た
禅
僧
た
ち
の
境
地
を
そ
れ
ら

に
「
う
つ
す
（
移
す
1
映
す
）
」
営
為
が
踏
み
込
ん
で
論
じ
ら
れ
る
。
い
わ
ば

「
情
意
の
う
ち
の
空
」
と
も
い
う
べ
き
も
の
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
、
「
空
」
を

よ
り
適
切
に
指
し
示
す
巨
鋤
。
q
o
を
産
出
す
る
「
構
想
力
（
一
二
曽
σ
q
ぎ
帥
試
8
）
」
と

「
空
」
と
の
関
連
に
焦
点
が
向
け
ら
れ
て
い
る
。

　
西
谷
の
宗
教
哲
学
の
根
本
的
立
場
は
、
周
知
の
と
お
り
「
空
の
立
場
」
で
あ

る
。
主
著
『
宗
教
と
は
何
か
』
（
一
九
六
一
年
）
に
収
録
さ
れ
た
論
文
「
空
の
立

場
」
で
は
、
＝
切
の
も
の
と
我
々
自
身
と
が
相
共
に
リ
ア
ル
な
疑
そ
の
も
の
に

　
　
　
　
　
　
（
1
）

な
る
」
（
一
〇
一
　
一
い
昏
）
過
渡
的
立
場
で
あ
る
「
虚
無
の
立
場
」
を
経
て
、
さ
ら
に

「
空
の
立
場
」
へ
至
る
プ
ロ
セ
ス
が
説
か
れ
る
。
「
虚
無
の
立
場
」
は
「
あ
ら
ゆ
る

「
存
在
」
へ
の
絶
対
的
否
定
で
あ
り
、
従
っ
て
存
在
と
相
対
的
で
あ
る
」
（
δ
”

び
い
）
。
そ
の
「
虚
無
の
立
場
」
を
主
体
的
に
自
己
自
身
へ
引
き
う
け
た
、
主
体
の

脱
自
的
な
超
越
の
場
で
あ
る
「
空
の
立
場
」
は
、
「
絶
対
否
定
が
同
時
に
、
大
き

な
肯
定
で
あ
る
よ
う
な
立
場
」
で
あ
り
、
「
空
の
立
場
の
根
本
は
、
自
己
が
空
で

あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
空
が
自
己
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
「
も
の
」
が
空

で
あ
る
と
い
う
よ
り
も
、
空
が
「
も
の
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
存
す
る
」

（一

X
一
い
ひ
）
。

　
『
宗
教
と
は
何
か
』
で
は
、
こ
の
よ
う
に
自
己
が
「
虚
無
の
立
場
」
を
経
て

「
空
の
立
場
」
へ
至
る
過
程
や
、
「
空
の
立
場
」
で
の
本
来
的
な
「
も
の
」
の
あ
り

九
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方
が
説
か
れ
る
が
、
「
空
」
と
い
う
境
位
を
感
得
し
う
る
の
は
ど
の
よ
う
な
能
力

で
あ
る
の
か
、
そ
れ
は
最
も
適
切
に
は
ど
の
よ
う
に
表
現
さ
れ
う
る
の
か
、
と
い

う
こ
と
に
つ
い
て
は
主
題
的
に
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、

「
空
の
立
場
」
と
い
っ
て
も
な
に
か
彼
岸
に
あ
る
超
越
的
な
境
地
の
よ
う
に
も
思

わ
れ
、
宗
教
的
救
済
の
要
求
に
直
接
に
応
え
う
る
も
の
と
は
言
い
難
か
っ
た
。

『
宗
教
と
は
何
か
』
に
お
け
る
西
谷
に
よ
れ
ば
、
空
の
場
に
お
け
る
「
も
の
」
自

体
の
会
得
は
、
「
感
性
や
理
性
か
ら
は
把
握
さ
れ
得
な
い
「
も
の
」
自
体
の
リ
ア

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
（
現
形
即
会
得
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
一
〇
”
結
い
刈
）
と
さ
れ

る
。
つ
ま
り
、
少
な
く
と
も
、
感
性
や
理
性
と
い
っ
た
単
純
な
人
間
の
能
力
の
枠

組
み
で
は
、
「
空
の
場
」
は
把
握
で
き
な
い
。

　
構
想
力
に
つ
い
て
も
、
西
谷
は
こ
の
時
点
で
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。

「
世
界
に
有
る
す
べ
て
の
も
の
は
何
等
か
の
仕
方
で
互
い
に
結
び
つ
い
て
い
る
。

他
の
も
の
と
全
く
無
関
係
に
成
立
し
て
い
る
も
の
は
一
つ
も
な
い
。
科
学
の
悟
性

は
そ
こ
に
自
然
必
然
的
な
因
果
の
法
則
を
考
え
、
神
話
や
詩
の
構
想
力
は
そ
こ
に

有
機
的
な
生
け
る
繋
が
り
を
感
得
し
、
哲
学
の
理
性
は
そ
こ
に
絶
対
的
な
一
を
観

る
」
（
δ
“
一
ひ
刈
）
。
空
の
場
に
お
い
て
本
来
的
に
成
立
し
て
い
る
「
も
の
」
ど
う

し
の
相
学
相
即
関
係
（
回
互
的
関
係
）
に
つ
い
て
述
べ
た
一
文
で
あ
る
。
確
か

に
、
「
神
話
や
詩
の
構
想
力
」
へ
の
着
眼
が
あ
る
が
、
「
科
学
の
悟
性
」
、
「
哲
学
の

理
性
」
と
並
列
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
能
力
の
限
界
の
限
り
に
お
い
て

回
互
違
関
係
を
感
得
す
る
こ
と
が
述
べ
ら
れ
る
に
留
ま
り
、
構
想
力
に
こ
そ

「
空
」
の
り
ア
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
中
核
が
あ
る
と
い
う
後
の
「
空
と
即
」
の
着
想

に
は
ま
だ
至
っ
て
い
な
い
こ
と
を
読
み
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
こ
れ
に
比
し
て
「
空
と
即
」
で
は
明
確
に
「
空
の
場
」
が
表
出
さ
れ
る
の
は
、

「「

磨
X
油
墨
法
界
」
と
い
わ
れ
る
処
か
ら
の
、
根
源
的
な
構
想
力
の
発
動
」

（一

ﾖ
一
一
ひ
O
）
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
る
。
「
空
の
場
」
の
感
得
や
表
現
に
つ
い
て
、

一
〇

従
来
の
人
聞
の
魂
の
能
力
に
分
類
の
枠
組
み
で
い
え
ば
、
理
性
や
悟
性
あ
る
い
は

感
性
そ
の
も
の
で
は
な
く
、
構
想
力
が
中
心
的
な
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
明
示
さ

れ
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
表
現
に
よ
れ
ば
、
「
根
源
的
な
構

想
力
の
発
動
」
は
、
「
事
々
無
擬
法
界
」
と
い
う
自
己
以
外
の
な
に
か
超
越
的
な

場
所
か
ら
の
不
思
議
な
力
の
発
動
で
あ
る
か
の
よ
う
に
も
解
釈
し
う
る
こ
と
に
な

ろ
う
。
こ
の
点
、
「
根
源
的
な
」
構
想
力
は
、
通
常
の
構
想
力
と
ど
の
よ
う
に
異

な
る
の
か
と
い
う
こ
と
が
問
題
に
な
る
。
そ
も
そ
も
、
西
谷
は
「
空
と
即
」
を
書

い
た
時
点
に
お
い
て
「
構
想
力
」
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
た
の
か
。
そ
し
て
、

そ
の
構
想
力
論
を
前
提
に
「
根
源
的
な
構
想
力
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ

り
、
そ
れ
が
「
事
々
無
擬
法
界
」
か
ら
「
発
動
」
さ
れ
る
と
は
ど
の
よ
う
な
事
態

な
の
か
。
本
論
で
は
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
探
求
し
て
明
ら
か
に
し
て
み
た

い
。

二
、
「
空
と
即
」
に
お
け
る
構
想
力
論

　
論
文
「
空
と
即
」
で
は
、
構
想
力
の
理
解
の
た
め
に
、
西
谷
は
、
古
来
の
共
通

感
覚
論
を
援
用
す
る
。
共
通
感
覚
に
つ
い
て
は
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
が
『
デ
・
ア

ニ
マ
』
な
ど
で
論
じ
た
こ
と
が
嗜
矢
と
さ
れ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
個
別
の
感
官

を
超
え
て
す
べ
て
の
感
覚
を
統
合
す
る
魂
の
能
力
と
し
て
論
じ
ら
れ
る
。
我
々
は

砂
糖
を
見
て
、
そ
れ
を
砂
糖
と
認
知
す
る
と
き
、
単
に
白
い
も
の
で
あ
る
だ
け
で

な
く
甘
い
も
の
と
し
て
も
認
知
し
砂
糖
の
甘
さ
を
思
い
出
す
。
白
い
砂
糖
は
、
甘

さ
と
統
合
さ
れ
て
我
々
に
認
知
さ
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
と
き
白
さ
と
甘
さ
の
両
方

を
統
合
す
る
共
通
感
覚
が
前
提
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
通
常
砂
糖
の
巨
髄
。
q
・
に
、

白
さ
と
甘
さ
の
表
象
や
そ
れ
に
と
も
な
う
我
々
の
情
意
が
付
着
し
て
認
知
さ
れ
る

た
め
に
、
共
通
感
覚
は
巨
四
α
q
①
を
生
み
出
す
構
想
力
（
巨
①
。
q
ヨ
巴
8
）
と
深
く
関
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質
す
る
も
の
と
し
て
も
論
じ
ら
れ
る
。

　
「
空
と
即
」
に
お
い
て
も
、
伝
統
的
な
理
解
に
沿
っ
て
、
共
通
感
覚
は
「
諸
感

覚
の
間
に
お
け
る
補
完
的
な
統
合
の
根
基
」
を
な
す
も
の
さ
れ
、
「
感
覚
が
特
殊

な
限
定
を
受
け
る
以
前
の
（
餌
曾
9
な
）
非
限
定
性
」
と
規
定
さ
れ
る
。
ま
た
、

「
視
覚
・
聴
覚
等
々
の
特
殊
性
を
離
れ
た
」
、
共
通
感
覚
自
身
に
固
有
な
本
有
的
機

能
と
し
て
「
冒
餌
α
Q
ヨ
巴
8
（
構
想
力
）
」
の
側
面
が
挙
げ
ら
れ
る
（
以
上
一
ω
…
旧
い
轟

参
照
）
。
そ
こ
で
は
、
「
「
受
動
的
」
で
あ
る
感
覚
と
い
う
も
の
の
力
（
受
動
す
る

能
力
）
の
う
ち
に
、
そ
れ
と
一
体
的
に
、
含
ま
れ
て
い
る
如
き
心
象
形
成
の
力
」

（一

ﾖ
　
に
Q
Q
）
、
す
な
わ
ち
共
通
感
覚
が
含
み
持
つ
、
感
覚
刺
激
か
ら
独
立
し
て
巨
－

㊤
o
q
Φ
を
形
成
す
る
力
そ
の
も
の
が
構
想
力
と
さ
れ
て
い
る
。

　
た
だ
、
「
空
と
即
」
で
の
構
想
力
論
は
、
「
感
覚
知
覚
や
感
情
や
気
分
な
ど
の
う

ち
に
そ
れ
ら
を
規
定
す
る
契
機
と
し
て
現
れ
て
い
る
」
「
感
性
的
・
情
意
的
な
も

の
と
し
て
の
空
」
（
一
ω
…
一
霜
）
は
い
か
な
る
も
の
か
と
い
う
観
点
か
ら
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
「
空
」
が
巨
薗
α
q
。
に
映
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
を
前
提

と
し
て
、
そ
の
「
空
」
の
旨
帥
α
q
o
と
は
ど
う
い
う
も
の
か
、
と
い
う
観
点
か
ら

捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
「
空
と
即
」
に
お
い
て
は
、
ぎ
帥
σ
Q
o
な
い
し
構

想
力
は
、
人
間
の
魂
の
分
析
の
結
果
析
出
さ
れ
た
魂
の
能
力
の
一
契
機
と
し
て
の

み
単
純
に
捉
え
ら
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
こ
で
は
、
巨
p
。
q
o
は
、
「
空
の
場
」

の
言
い
換
え
で
あ
る
「
事
々
無
下
法
界
」
を
情
意
の
内
に
映
し
う
る
も
の
と
し
て

根
源
的
に
考
え
直
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
西
谷
の
構
想
力
論
の
オ
リ
ジ
ナ
リ
テ
ィ

が
あ
る
。

三
、
事
々
無
凝
法
界
と
理
事
無
擬
法
界

で
は
、
構
想
力
と
深
い
関
わ
り
の
あ
る
「
事
々
無
磯
法
界
」
と
は
い
か
な
る
も

の
で
あ
ろ
う
か
。
「
事
々
無
擬
法
界
」
と
は
、
元
来
、
「
理
事
無
磯
法
界
」
と
対
に

な
っ
て
華
厳
思
想
の
中
で
説
か
れ
る
仏
教
用
語
で
あ
る
。
西
谷
は
、
華
厳
思
想
自

体
で
説
か
れ
る
こ
れ
ら
の
仏
教
用
語
を
宗
教
哲
学
的
に
再
解
釈
し
て
、
「
空
と
即
」

に
お
い
て
提
示
し
て
い
る
。
本
論
で
は
、
こ
の
西
谷
思
想
に
お
け
る
事
々
無
擬
法

界
の
観
念
に
即
し
て
論
じ
て
い
く
。
西
谷
に
よ
れ
ば
、
「
事
々
無
擬
法
界
」
と
は

「
有
と
無
、
知
と
不
知
を
包
括
し
且
つ
理
と
事
と
の
回
互
的
に
相
即
せ
し
め
る
如

き
「
理
法
」
の
窮
極
す
る
庭
」
で
あ
り
、
「
理
」
と
「
事
」
が
相
即
す
る
「
理
事

無
心
法
界
の
脱
自
的
な
自
覚
の
所
」
（
一
ω
叫
博
い
）
で
あ
り
、
理
事
無
擬
法
界
の

「
も
と
も
と
自
ら
の
根
底
を
な
し
て
い
た
も
の
」
（
一
ω
　
論
い
）
で
あ
る
。

　
で
は
、
そ
も
そ
も
理
事
無
碍
法
界
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。
西
谷
は
「
世

界
」
に
お
け
る
諸
事
物
の
関
連
か
ら
、
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。

　
「
或
る
も
の
A
が
世
界
の
う
ち
に
有
る
と
い
う
時
、
そ
れ
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
も

の
（
B
・
C
）
の
問
で
そ
れ
自
身
の
「
と
こ
ろ
」
を
与
え
ら
れ
て
い
る
」
（
一
ω
…

一
ω
ひ
）
。

　
「
そ
の
「
と
こ
ろ
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
の
「
有
」
の
徹
底
し
た
局
限
性
で

あ
り
な
が
ら
、
同
時
に
直
ち
に
「
世
界
」
自
身
の
一
局
所
で
も
あ
る
。
い
は
ば

「
世
界
」
の
自
己
局
所
化
と
し
て
の
自
己
表
現
で
あ
る
。
万
物
の
問
の
限
り
な
く

複
雑
な
相
互
限
定
は
、
「
世
界
」
が
そ
の
到
る
所
に
お
い
て
局
所
を
も
ち
、
世
界

全
体
に
渉
っ
て
局
所
化
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
（
一
ω
”
一
ω
刈
）
。

　
「
以
上
の
よ
う
な
世
界
連
関
の
構
造
を
一
即
多
、
他
即
一
と
い
う
形
式
に
当
て

嵌
め
」
（
一
ω
”
　
一
ω
Q
c
）
た
場
合
、
「
一
即
多
も
多
即
一
も
、
一
と
多
の
相
即
関
係
で

あ
る
が
、
世
界
連
関
そ
の
も
の
は
、
今
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
二
つ
の
相
即
関

係
の
相
即
関
係
で
あ
る
」
（
一
ω
…
一
ω
。
。
）
。

　
「
も
し
そ
れ
の
「
構
造
」
を
コ
」
と
か
「
多
」
と
か
の
よ
う
な
論
理
的
形
式

の
概
念
を
も
っ
て
把
握
し
、
言
葉
の
ロ
ゴ
ス
に
表
現
し
よ
う
と
す
れ
ば
、
「
学
」

一
一
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と
し
て
の
知
の
立
場
が
呼
び
起
さ
れ
、
そ
の
立
場
は
「
科
学
」
的
な
思
量
か
ら

「
哲
学
」
的
な
思
惟
に
ま
で
到
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
そ
の
連
関
は
思
惟
し
尽
く

さ
れ
な
い
。
そ
の
思
惟
は
そ
の
連
関
を
「
理
」
の
世
界
と
し
て
解
明
す
る
が
、
現

実
に
与
え
ら
れ
た
事
実
、
情
意
を
通
じ
て
実
際
に
経
験
さ
れ
る
外
は
な
い
よ
う
な

「
事
」
の
世
界
に
は
触
れ
得
な
い
」
（
δ
　
一
ω
ゆ
）
。

　
こ
れ
ら
の
言
説
か
ら
演
繹
さ
れ
る
よ
う
に
、
世
界
の
万
物
は
相
互
に
限
定
し

て
、
世
界
の
う
ち
に
そ
の
局
所
を
得
て
い
る
が
、
そ
れ
は
世
界
全
体
の
自
己
表
現

で
も
あ
る
。
コ
即
多
、
多
即
一
」
お
よ
び
、
そ
れ
ら
の
二
つ
相
即
関
係
が
互
い

に
転
じ
あ
っ
て
成
立
し
て
い
る
相
即
関
係
が
世
界
連
関
で
あ
り
、
こ
の
形
式
が

「
理
事
無
碍
」
と
呼
ば
れ
た
「
法
界
」
の
ロ
ゴ
ス
で
あ
る
」
（
一
ω
”
一
ω
O
）
。
興
味

深
い
こ
と
は
、
世
界
連
関
を
分
析
的
に
見
て
、
言
葉
の
ロ
ゴ
ス
で
捉
え
る
ベ
ク
ト

ル
が
「
学
」
へ
と
展
開
す
れ
ば
、
「
空
の
立
場
」
・
で
か
つ
て
「
神
話
や
詩
の
構
想

力
」
と
並
列
的
に
あ
げ
ら
れ
た
「
科
学
」
や
「
哲
学
」
の
思
考
で
あ
る
こ
と
が
指

摘
さ
れ
て
い
る
。
世
界
連
関
が
上
記
の
相
即
関
係
の
相
即
と
い
う
複
雑
な
構
造
を

し
て
い
る
と
し
て
、
そ
れ
を
敢
え
て
「
言
葉
の
ロ
ゴ
ス
」
や
「
「
科
学
」
的
な
思

量
」
、
「
「
哲
学
」
的
な
思
惟
」
、
す
な
わ
ち
「
理
」
の
秩
序
に
お
い
て
触
れ
、
表
現

さ
れ
た
世
界
連
関
が
「
理
事
無
品
法
界
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
現
実
に
与
え
ら

れ
た
事
実
、
情
意
を
通
じ
て
実
際
に
経
験
さ
れ
る
外
は
な
い
よ
う
な
「
事
」
の
世

界
に
は
触
れ
」
う
る
の
が
、
「
構
想
力
」
で
あ
り
、
さ
ら
に
「
根
源
的
な
構
想
力
」

に
お
い
て
は
「
事
々
無
磯
法
界
」
に
触
れ
う
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。

　
「
事
々
無
擬
法
界
」
は
、
「
理
事
無
擬
法
界
」
が
「
理
法
」
に
よ
る
世
界
把
握
の

限
界
に
当
面
し
、
「
理
」
で
は
触
れ
得
な
い
「
事
」
の
世
界
が
あ
る
こ
と
を
、

「
理
」
と
「
事
」
の
相
即
に
お
い
て
自
覚
す
る
と
き
、
構
想
力
に
お
い
て
立
ち
現

わ
れ
る
。
こ
の
意
味
で
、
事
々
無
擬
法
界
は
、
い
か
な
る
「
理
」
も
無
化
さ
れ
た

不
条
理
の
世
界
で
あ
り
、
い
か
な
る
条
理
の
枠
か
ら
も
脱
せ
ら
れ
た
「
渾
沌
の
相

＝
一

が
現
れ
て
い
る
」
と
こ
ろ
で
あ
り
、
「
全
然
の
虚
空
」
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
コ

切
は
荒
唐
無
稽
で
あ
る
よ
う
な
ぎ
p
α
q
①
を
含
め
て
、
す
べ
て
巨
p
α
。
①
ば
か
り
で

あ
る
」
（
一
ω
“
　
酬
い
N
）
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
不
可
思
議
な
「
事
々
無
擬
」
と

い
う
平
磯
の
場
の
巨
茜
①
群
を
、
西
谷
は
、
理
性
に
よ
る
知
の
立
場
で
あ
る
西

洋
哲
学
の
立
場
か
ら
さ
ら
に
一
歩
踏
み
出
し
た
「
般
若
智
」
の
立
場
の
ぎ
謂
。

と
し
、
さ
ら
に
そ
の
巨
9
σ
q
①
の
生
成
過
程
を
、
あ
た
か
も
通
常
と
は
異
な
っ
た

過
程
を
経
る
か
の
よ
う
に
、
既
述
の
よ
う
に
「
「
事
々
無
擬
法
界
」
と
い
わ
れ
る

処
か
ら
の
、
根
源
的
な
構
想
力
の
発
動
」
（
ご
”
一
ひ
O
）
よ
る
も
の
と
す
る
。

　
「
空
と
即
」
に
お
い
て
も
、
構
想
力
は
、
基
本
的
に
知
性
と
感
性
を
媒
介
す
る

人
間
の
魂
の
能
力
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
根
源
的
な
構
想
力
」

は
、
あ
た
か
も
人
間
を
超
え
た
超
越
的
な
場
で
あ
る
「
事
々
無
擬
法
界
」
か
ら
促

さ
れ
て
発
動
す
る
か
の
よ
う
な
表
現
で
書
か
れ
て
い
る
。
い
わ
ば
、
人
間
の
構
想

力
が
な
ん
ら
か
の
形
で
「
事
々
無
擬
法
界
」
と
い
う
超
越
的
な
世
界
と
連
動
し
て

い
る
か
の
よ
う
に
も
読
め
る
。
共
通
感
覚
論
が
実
体
的
な
人
間
の
能
力
に
即
し
て

具
体
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
と
比
べ
れ
ば
、
「
事
々
無
擬
法
界
」
か
ら
発
動

さ
れ
る
「
構
想
力
」
と
い
う
発
想
は
、
前
提
と
さ
れ
る
存
在
論
的
基
盤
が
異
な
る

よ
う
に
も
考
え
ら
れ
る
し
、
む
し
ろ
緻
密
な
人
間
の
構
想
力
の
分
析
が
ど
の
よ
う

に
、
こ
の
事
態
の
理
解
に
つ
な
が
る
の
か
不
明
確
で
あ
る
。

　
西
谷
は
、
事
々
無
論
法
界
に
お
け
る
冨
。
。
q
①
の
例
と
し
て
、
「
聖
な
る
も
の
や

聖
な
る
国
」
も
妄
想
と
み
な
す
よ
う
な
「
廓
然
無
聖
、
本
来
無
一
物
」
と
い
っ
た

禅
僧
た
ち
の
豊
里
、
あ
る
い
は
、
「
正
法
眼
蔵
有
時
」
の
冒
頭
部
分
の
記
述
さ
れ

る
全
く
相
互
に
無
関
連
な
巨
㊤
α
q
①
の
羅
列
、
あ
る
い
は
、
泰
龍
禅
師
が
快
晴
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
＞

日
に
風
雪
を
見
て
、
そ
れ
を
歌
に
詠
ん
だ
話
な
ど
を
挙
げ
る
。
こ
れ
ら
の
巨
㊤
σ
q
Φ

の
産
出
は
、
「
根
源
的
な
構
想
力
」
に
よ
る
も
の
な
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
具
体

的
な
過
程
が
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は
残
念
な
が
ら
、
「
空
と
即
」
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に
は
理
解
の
手
掛
か
り
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
ず
、
謎
に
留
ま
っ
て
い
る
。
し
か

し
、
わ
れ
わ
れ
は
「
空
と
即
」
と
同
時
代
に
な
さ
れ
た
『
大
谷
大
学
講
義
』
（
以

下
『
講
義
』
）
に
お
い
て
そ
の
微
か
な
手
掛
か
り
を
見
出
す
こ
と
が
で
き
る
。

「
事
々
無
事
法
界
」
か
ら
の
「
根
源
的
な
構
想
力
」
の
発
動
と
は
ど
の
よ
う
な
事

態
な
の
か
、
以
下
に
お
い
て
『
講
義
』
に
即
し
て
探
索
し
て
み
よ
う
。

四
、
「
局
所
性
（
§
陶
ξ
）
」
概
念
の
展
開

　
『
講
義
』
で
は
種
々
の
宗
教
哲
学
的
な
テ
ー
マ
が
扱
わ
れ
る
が
、
晩
期
西
谷
独

自
の
主
体
概
念
で
あ
る
。
・
o
開
が
そ
れ
ら
の
テ
ー
マ
を
貫
く
縦
糸
に
な
っ
て
い

る
。
。
・
Φ
罵
は
『
講
義
』
に
現
わ
れ
た
晩
年
の
西
谷
の
「
生
」
の
概
念
で
あ
り
、
日

本
語
で
は
「
そ
れ
自
身
」
（
P
奇
　
一
い
轟
）
、
「
自
己
」
（
冒
“
ω
O
一
）
、
「
広
い
意
味
の

自
性
」
（
P
轟
”
N
＝
）
、
「
自
」
、
「
自
ず
か
ら
」
（
冒
…
ω
O
ひ
）
と
い
う
語
に
差
置
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

れ
て
い
る
。
概
括
的
に
い
え
ば
、
。
・
①
罵
は
「
生
」
そ
の
も
の
で
あ
り
、
生
物
の
体

と
い
う
「
形
有
る
も
の
の
全
体
の
何
処
に
で
も
行
き
渡
っ
て
い
て
、
し
か
も
そ
れ

自
身
は
形
を
も
た
な
い
」
（
P
阜
”
　
ω
昏
ひ
）
。
有
機
体
と
し
て
の
生
物
は
、
単
に
物
質

の
寄
せ
集
め
以
上
の
も
の
で
あ
り
、
生
物
と
し
て
の
全
体
の
統
合
そ
の
も
の
を
成

立
せ
し
め
て
い
る
も
の
が
。
・
o
罵
で
あ
る
。

　
ま
た
、
。
・
①
開
は
身
体
を
介
し
て
世
界
全
体
と
の
関
係
を
持
つ
と
い
う
意
味
に
お

い
て
、
西
谷
の
身
体
論
の
鍵
概
念
で
も
あ
る
。
身
体
を
介
し
て
。
・
o
需
は
、
周
囲

の
世
界
と
空
気
や
水
、
食
物
を
や
り
と
り
し
て
、
。
・
o
罵
を
維
持
し
て
い
る
。
こ
の

意
味
で
身
体
は
、
。
。
o
需
に
と
っ
て
は
環
境
の
一
部
で
あ
る
が
、
。
・
①
罵
と
有
機
的
に

一
体
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
内
的
環
境
」
で
あ
る
。
他
方
、
身
体
が
や
り
と
り
を
す

る
周
囲
の
世
界
は
、
の
。
円
に
と
っ
て
は
「
外
的
環
境
」
と
い
え
る
が
、
「
生
物
に

と
っ
て
の
外
的
環
境
、
体
を
取
り
巻
い
て
い
る
環
境
を
延
ば
し
て
行
く
と
、
全
世

界
、
宇
宙
と
い
う
と
こ
ろ
ま
で
広
が
っ
て
い
く
」
（
P
い
”
　
旧
い
ひ
）
。
身
体
は
、
個
別

と
し
て
独
立
し
つ
つ
も
、
全
世
界
と
相
互
関
連
の
網
の
目
に
お
い
て
存
在
し
て
お

り
、
身
体
に
お
い
て
、
身
体
と
世
界
と
の
相
互
関
係
性
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
点
を
と
ら
え
て
、
西
谷
は
次
の
よ
う
に
い
っ
て
い
る
。
。
・
o
開
が
宿
る
身
体
に
お

い
て
「
世
界
が
全
体
性
と
し
て
映
っ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
そ
こ
に
く
世
界

が
V
自
分
自
身
を
現
わ
し
て
い
る
、
現
わ
れ
て
い
る
」
（
P
勢
　
ま
O
）
。
。
・
①
罵
概
念

を
基
礎
と
し
た
西
谷
の
身
体
論
の
重
要
な
帰
結
の
一
つ
は
、
身
体
に
お
い
て
世
界

の
全
体
性
が
反
映
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
生
を
持
つ
存
在
は
、
あ
る
空
間
に
石
こ
ろ
が
並
置
さ
れ
て
あ
る
と
い
う
在
り
方

で
は
な
い
。
身
体
を
介
し
た
絶
え
ざ
る
外
部
と
の
交
通
に
お
い
て
、
つ
ま
り
関
係

性
に
お
い
て
存
在
し
て
い
る
。
昭
和
五
十
年
度
講
義
の
言
葉
で
い
え
ば
、
「
す
べ

て
の
も
の
の
相
碁
相
入
」
（
P
心
一
　
ω
ω
い
）
、
あ
る
い
は
「
お
互
い
に
支
え
合
っ
て
、

存
在
そ
の
も
の
の
中
に
他
の
も
の
の
存
在
が
映
さ
れ
て
い
る
と
か
、
器
肩
①
。
。
①
三
さ

れ
て
い
る
」
（
P
心
n
　
ω
ω
ひ
）
と
い
う
仕
方
で
の
在
り
方
を
し
て
い
る
。
こ
の
論
点

は
、
「
空
と
即
」
（
一
九
八
二
年
）
と
同
時
期
の
昭
和
五
十
六
年
度
（
一
九
入
一

年
）
の
講
義
に
お
い
て
、
「
局
所
性
（
δ
8
ぎ
望
、
な
い
し
δ
。
p
蔚
匿
。
コ
）
」
の
問
題

　
　
　
　
　
（
4
）

へ
と
洗
練
さ
れ
る
。
「
銘
々
が
自
分
だ
け
の
世
界
を
持
っ
て
い
る
と
言
え
る
の
も
、

個
々
の
人
間
を
取
り
巻
く
大
き
な
世
界
と
い
う
も
の
が
有
っ
て
、
自
分
は
そ
の
中

に
住
ん
で
い
る
と
い
う
事
、
そ
し
て
、
そ
の
大
き
な
世
界
が
個
々
の
「
わ
れ
有

り
」
と
い
う
存
在
の
中
に
投
射
さ
れ
て
来
て
い
る
と
い
う
事
に
よ
る
わ
け
で
、
そ

う
い
う
意
味
で
の
世
界
と
い
う
も
の
が
一
つ
の
問
題
に
な
る
わ
け
で
す
」
（
N
い
　

ω
。
。
い
）
、
と
上
記
の
議
論
を
引
き
継
い
だ
う
え
で
、
西
谷
は
次
の
よ
う
に
い
う
。

　
「
簡
単
に
一
言
で
言
う
と
、
「
広
が
り
」
と
い
う
の
は
、
一
般
に
は
漠
然
と
し
た

抽
象
的
な
空
間
を
表
し
ま
ず
け
れ
ど
も
、
「
も
の
」
の
存
在
そ
の
も
の
に
含
ま
れ

て
い
る
空
間
性
、
近
頃
の
言
葉
で
い
え
ば
、
局
所
性
δ
8
＝
N
巴
8
と
言
う
か
、

＝
二
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つ
ま
り
何
も
な
い
広
が
り
の
中
で
そ
れ
ぞ
れ
が
空
間
的
な
位
置
を
占
め
て
い
る
と

い
う
事
、
言
い
換
え
る
と
、
紙
の
上
に
何
か
「
も
の
」
を
た
だ
、
置
い
た
と
い
う

の
で
は
な
し
に
、
或
い
は
、
鉛
筆
で
点
を
描
く
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
で
な
し

に
、
「
も
の
」
が
有
る
と
い
う
事
自
身
、
存
在
自
身
の
構
造
の
中
に
あ
る
一
種
の

空
間
性
、
そ
の
存
在
が
有
る
空
間
の
中
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
存
在
が
そ
れ

自
身
の
存
在
論
的
な
位
置
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
事
、
そ
う
い
う
基
本
的
な
意
味

に
お
け
る
δ
8
蔚
豊
。
『
局
所
性
と
い
う
事
、
そ
う
い
う
事
を
含
ん
で
世
界
の
空

間
性
と
い
う
事
を
考
え
な
い
と
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
」
（
賦
　

ω
。
。
ひ
）
。

　
こ
こ
で
の
「
世
界
の
空
目
性
」
と
は
、
存
在
す
る
「
も
の
」
の
が
占
め
る
空
間

の
総
和
と
い
う
物
理
的
空
間
性
で
は
な
く
、
「
「
も
の
」
と
「
も
の
」
の
有
る
場
と

し
て
の
限
り
な
く
果
て
し
な
い
空
間
」
で
あ
り
、
「
存
在
そ
の
も
の
の
場
と
し
て

の
空
唇
歯
」
（
P
い
　
ω
。
。
。
。
）
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
「
も
の
」
の
器
で

あ
る
世
界
そ
の
も
の
な
い
し
空
間
性
は
「
も
の
」
が
有
る
と
言
う
の
と
同
じ
意
味

で
有
る
と
は
い
え
な
い
。
「
虚
空
」
と
も
い
う
べ
き
、
「
そ
う
い
う
虚
と
い
う
事
が

な
い
と
実
と
い
う
事
も
実
と
し
て
成
り
立
た
な
い
」
（
P
い
”
　
ω
o
◎
O
）
。
し
た
が
っ

て
、
「
人
間
が
「
わ
れ
有
り
」
と
い
う
在
り
方
、
（
中
略
）
そ
う
い
う
在
り
方
を
し

て
い
る
一
番
根
本
の
処
で
は
、
世
界
の
中
で
、
世
界
の
中
で
虚
を
踏
ま
え
た
と
言

い
ま
す
か
、
有
る
と
い
う
言
葉
の
尽
き
た
処
、
（
中
略
）
虚
空
、
「
も
の
」
の
存
在

の
基
礎
に
あ
る
そ
う
い
う
処
を
踏
え
て
、
存
在
し
て
い
る
」
（
P
い
一
　
ω
o
Q
O
）
。
あ
ら

ゆ
る
も
の
の
存
在
は
そ
の
根
本
に
お
い
て
そ
の
存
在
を
超
え
た
処
、
つ
ま
り
こ
の

「
虚
空
」
を
含
ん
で
お
り
、
「
そ
う
い
う
場
の
上
で
は
全
て
の
「
も
の
」
は
絶
対
に

相
対
的
で
あ
る
」
（
N
い
　
ω
。
。
O
）
。
こ
の
よ
う
な
空
間
性
そ
の
も
の
こ
そ
が
、
個
々

の
人
間
や
「
も
の
」
の
相
対
的
な
絶
対
性
を
超
え
た
、
本
当
の
意
味
で
の
絶
対
的

な
も
の
、
「
広
い
意
味
で
の
神
と
か
仏
と
い
う
事
、
つ
ま
り
、
世
界
を
も
自
己
を

一
四

も
同
時
に
超
え
た
よ
う
な
も
の
」
（
P
い
　
」
ゆ
ゆ
O
）
が
問
題
に
な
る
。

　
「
空
と
即
」
に
お
い
て
も
、
こ
の
「
局
所
性
」
と
い
う
概
念
は
重
要
な
役
割
を

果
た
し
て
お
り
、
上
記
の
『
講
義
』
と
同
趣
旨
の
議
論
が
展
開
さ
れ
る
。
絶
対
的

一
と
し
て
元
来
不
回
道
で
あ
る
各
自
の
「
有
」
が
、
世
界
連
関
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ

ィ
ブ
の
う
ち
で
そ
の
「
と
こ
ろ
」
を
得
て
、
他
の
「
有
」
と
の
回
心
的
関
係
に
入

る
こ
と
を
、
「
各
自
性
を
も
っ
た
「
有
」
が
局
所
性
を
も
っ
た
「
と
こ
ろ
」
と
し

て
透
明
化
さ
れ
る
」
（
一
ω
”
　
一
ω
o
◎
）
と
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
＝
即
多

多
即
一
」
の
世
界
連
関
の
構
造
の
言
い
換
え
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
重
要
な
こ
と

は
、
こ
の
「
世
界
連
関
の
パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
に
立
つ
こ
と
に
よ
っ
て
「
「
有
」

は
そ
れ
の
内
面
で
い
は
ば
透
明
化
し
始
め
る
」
（
一
ω
一
一
乱
）
と
さ
れ
、
こ
の
よ

う
な
「
根
本
的
な
転
位
」
は
「
根
本
的
に
は
、
現
実
の
「
事
実
」
そ
の
も
の
か
ら

そ
れ
の
巨
四
σ
q
。
へ
の
移
り
行
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
「
事
実
」
の
う
ち
で
そ
れ
と

一
体
と
な
っ
て
い
る
巨
お
。
が
、
冒
p
。
σ
q
o
自
身
と
し
て
の
固
有
な
姿
を
現
し
て
く

る
こ
と
で
あ
る
」
（
一
ω
　
一
乱
）
と
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
「
世
界
連
関
の

パ
ー
ス
ペ
ク
テ
ィ
ブ
」
の
う
ち
で
起
こ
る
「
根
本
的
な
転
位
」
と
い
う
の
は
、

『
講
義
』
の
言
葉
で
い
え
ば
、
「
存
在
そ
の
も
の
の
場
と
し
て
の
空
間
性
」
（
P
い
”

Q
。
。
。
。
）
が
自
覚
さ
れ
、
他
の
「
も
の
」
と
の
な
ん
ら
か
の
意
味
で
の
関
係
性
を
持

つ
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
世
界
連
関
が
、
単
に
並
列
的
に
「
も
の
」
が
あ
る
と
い

う
の
で
は
な
く
、
な
ん
ら
か
の
ぎ
9
α
Q
o
連
関
に
お
い
て
映
し
だ
さ
れ
て
く
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
巨
卑
σ
q
ゆ
は
事
実
を
廃
棄
し
て
事
実
か
ら
遊
離
し
て
代

わ
り
に
突
然
現
れ
る
の
で
は
な
く
、
上
記
の
「
空
と
即
」
の
西
谷
の
言
説
に
よ
れ

ば
、
元
来
「
事
実
」
の
う
ち
で
一
体
と
な
っ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
「
巨
9
。
q
o
自

身
と
し
て
の
固
有
な
姿
を
現
」
す
と
は
、
そ
の
直
後
に
「
五
感
の
そ
れ
ぞ
れ
の
う

ち
で
「
共
通
感
覚
」
と
し
て
そ
れ
と
一
体
に
な
っ
て
い
る
力
が
巨
恥
α
q
ヨ
蝕
8

（
構
想
力
）
と
し
て
現
れ
て
来
る
こ
と
」
（
一
ω
　
一
対
）
と
言
い
換
え
ら
れ
て
い
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る
。
つ
ま
り
、
も
と
も
と
「
事
実
」
自
体
が
、
潜
在
的
に
世
界
連
関
の
ぎ
四
α
q
①

の
う
ち
で
感
得
せ
ら
れ
て
い
る
の
だ
が
、
そ
の
世
界
連
関
の
巨
薗
。
q
o
の
う
ち
で

そ
れ
ぞ
れ
の
「
も
の
」
と
「
も
の
」
の
連
関
の
部
分
が
浮
き
彫
り
に
な
っ
て
く
る

と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
砂
糖
壺
と
カ
ッ
プ
が
並
列
に
置
か
れ
て
い
る
の
を
見
た

時
、
カ
ッ
プ
に
コ
ー
ヒ
ー
が
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
と
、
そ
の
砂
糖

は
コ
ー
ヒ
ー
に
入
れ
ら
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
冒
⇔
σ
q
①
さ
れ
、
甘
く
、
白
い
砂

糖
が
コ
ー
ヒ
ー
に
入
れ
ら
れ
て
い
て
融
け
て
い
く
巨
9
σ
q
⑩
が
ま
だ
砂
糖
壺
に
入

っ
て
い
る
砂
糖
か
ら
浮
き
出
て
来
る
。
そ
こ
に
は
、
私
と
砂
糖
、
コ
ー
ヒ
ー
の
連

関
！
私
は
砂
糖
が
入
っ
た
コ
ー
ヒ
ー
が
好
き
だ
と
い
う
連
関
1
が
映
し
出
さ
れ

る
。

五
、
局
所
性
の
巨
諾
①
と
感
覚
性

　
こ
こ
で
は
、
局
所
性
が
成
立
す
る
こ
と
と
巨
陣
α
q
o
、
す
な
わ
ち
共
通
感
覚
を
根

基
と
す
る
感
覚
性
の
問
題
と
の
根
源
的
な
関
連
が
示
唆
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
関
連

は
、
昭
和
五
十
六
年
度
の
『
講
義
』
で
明
確
に
辿
ら
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
「
「
有
」

と
い
う
事
が
同
時
に
、
有
自
身
の
場
を
持
つ
、
し
か
も
そ
の
「
場
を
持
つ
」
と
い

う
事
が
一
種
の
「
有
の
開
け
」
と
言
う
ん
で
す
か
、
「
そ
の
所
を
持
つ
」
と
い
う

事
」
（
N
い
”
　
＃
一
N
）
、
さ
ら
に
は
「
生
き
て
い
る
も
の
同
士
が
そ
れ
ぞ
れ
独
立
で
有

り
な
が
ら
、
同
時
に
、
映
し
合
っ
て
い
る
と
い
う
事
」
（
P
い
　
と
い
）
、
8
α
q
o
子
①
ヨ
。
。
・
。
。

と
い
う
関
係
に
つ
い
て
、
「
感
ず
る
と
言
い
ま
す
か
、
感
覚
性
と
い
う
こ
と
で
問

題
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
生
き
て
い
る

物
は
広
い
意
味
で
身
体
と
い
う
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
時
に
は
、
そ
こ
に
何

か
「
感
覚
性
」
と
い
う
よ
う
な
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
」

（
P
い
”
凸
い
）
と
、
所
を
持
つ
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
局
所
性
と
い
う
事
柄
と

感
覚
性
の
繋
が
り
が
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
感
覚
性
の
内
容
に
つ
い
て

は
、
仏
教
の
副
耳
（
色
受
善
行
識
）
を
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
共
通
感
覚
を
挙
げ

つ
つ
再
解
釈
し
て
、
「
想
」
が
共
通
感
覚
の
能
力
の
一
つ
の
形
態
で
あ
る
巨
僻
o
q
ヨ
甲

ぎ
口
で
あ
る
と
す
る
。
「
恐
ら
く
「
想
」
と
い
う
の
は
、
あ
ら
ゆ
る
感
覚
の
根
本

に
あ
っ
て
、
感
覚
の
根
本
の
力
で
あ
る
と
同
時
に
、
そ
う
い
う
よ
う
に
イ
メ
ー
ジ

を
創
る
力
と
い
う
、
そ
う
い
う
事
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
し
ま
す
」
（
賦
”

凸
。
。
）
。
そ
し
て
、
「
色
夢
想
」
を
「
感
覚
性
」
と
し
た
う
え
で
、
「
感
覚
性
の
根
本

と
い
う
の
は
、
何
も
の
か
を
「
映
す
」
と
い
う
事
に
成
り
立
つ
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
わ
け
で
す
ね
」
（
N
い
　
建
直
）
と
す
る
。
こ
う
し
て
『
講
義
』
で
は
、

感
覚
性
に
つ
い
て
の
「
映
す
」
と
い
う
こ
と
が
、
局
所
性
の
問
題
と
直
結
し
て
語

ら
れ
る
。
「
個
々
の
も
の
は
皆
ん
な
全
体
の
中
で
所
を
得
て
、
そ
し
て
、
全
体
と

し
て
連
関
し
合
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
所
」
と
い
う
中
に
世
界
が
映
っ
て
お
り
、

或
る
生
き
て
い
る
物
の
中
に
世
界
が
映
っ
て
い
る
と
い
う
、
そ
う
い
う
こ
と
が
言

え
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
ね
。
前
か
ら
そ
れ
を
、
「
局
所
性
」
と
い

う
こ
と
で
言
っ
て
来
た
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
世
界
と
い
う
も
の
が
一
つ
の
ξ

。
聾
q
と
し
て
、
す
な
わ
ち
局
所
と
し
て
「
所
」
を
持
つ
と
い
う
こ
と
で
す
ね
」

（N

｢
”
お
一
）
。

　
「
生
き
て
い
る
物
の
中
に
世
界
が
映
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
生
き

て
い
る
物
自
身
が
、
外
か
ら
み
れ
ば
、
世
界
の
表
現
で
あ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
が
、
そ
の
生
き
て
い
る
物
自
身
か
ら
す
れ
ば
、
自
分
の
δ
。
聾
受
は
感
覚
性
を

媒
介
に
し
て
自
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
。
・
o
開
は
、
そ
の
よ
う

な
局
所
性
と
い
う
。
。
・
目
自
身
の
存
在
様
式
を
「
感
覚
性
」
に
お
い
て
自
覚
す
る
、

と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
重
要
な
箇
所
を
挙
げ
て
お
こ
う
。

　
「
そ
こ
で
、
問
題
は
、
そ
う
い
う
δ
。
巴
ξ
と
い
う
中
に
「
感
覚
性
」
と
い
う

事
も
既
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
δ
琶
菖

一
五
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が
δ
。
巴
遺
と
し
て
A
の
内
に
現
れ
て
来
る
と
い
う
こ
と
、
そ
の
事
が
、
A
な
ら

A
と
い
う
生
物
が
感
覚
を
持
つ
と
い
う
こ
と
な
ん
で
す
ね
。
づ
ま
り
、
外
の
色
々

な
も
の
に
対
す
る
関
係
が
そ
こ
に
感
覚
と
い
う
形
で
現
れ
て
来
る
わ
け
で
す
ね
」

（
P
い
…
お
N
）
。

　
「
局
所
性
」
と
「
感
覚
性
」
が
呼
応
す
る
と
い
う
指
摘
に
は
、
や
や
唐
突
の
感

を
否
め
な
い
が
、
こ
の
着
想
は
非
常
に
重
要
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
生
き
て
い

る
も
の
は
「
局
所
性
」
と
い
う
在
り
方
で
世
界
全
体
と
互
い
に
映
し
合
っ
て
い
る

と
さ
れ
る
が
、
現
実
的
に
あ
る
個
体
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
過
程
で
ど
の

よ
う
に
そ
れ
が
実
現
し
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
ま
さ
に
内
的
環

境
と
し
て
の
身
体
と
外
的
環
境
と
の
結
節
点
で
あ
る
感
覚
性
の
問
題
に
な
っ
て
く

る
。
身
体
は
「
世
界
全
体
の
開
け
の
局
所
」
（
P
い
”
轟
N
ω
）
で
あ
り
、
生
き
て
い

る
も
の
は
、
感
覚
性
を
通
じ
て
、
外
の
世
界
と
と
も
に
、
外
の
世
界
に
感
応
す
る

自
分
を
感
覚
と
し
て
感
受
す
る
。
生
き
て
い
る
も
の
の
「
存
在
の
根
本
構
造
に
感

覚
性
」
が
結
び
付
い
て
い
る
。
こ
の
事
態
は
端
的
に
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
。

「
感
覚
と
い
う
も
の
は
、
外
の
物
と
の
関
係
の
上
に
成
り
立
つ
も
の
で
す
ね
。
し

か
し
同
時
に
、
そ
れ
は
、
其
の
関
係
が
A
自
身
の
中
に
反
映
し
て
、
A
が
A
自
身

の
内
に
自
分
を
映
す
と
い
う
形
で
成
り
立
つ
わ
け
で
す
ね
」
（
P
い
　
　
轟
N
P
h
．
）
。

　
A
が
外
の
物
を
感
覚
す
る
こ
と
そ
れ
自
体
が
、
外
の
物
と
の
関
係
で
あ
り
、
外

の
物
を
ど
う
感
覚
す
る
か
と
い
う
こ
と
を
通
じ
て
、
A
は
そ
の
感
覚
に
お
い
て
自

分
を
も
投
映
し
つ
つ
見
出
す
。
外
の
物
の
感
覚
そ
の
も
の
の
内
に
、
そ
れ
と
の
関

係
性
に
お
け
る
関
係
項
の
一
つ
で
あ
る
A
自
身
の
感
覚
が
す
で
に
含
ま
れ
て
お

り
、
逆
に
A
の
自
己
自
身
の
感
覚
が
外
の
物
と
の
関
係
性
の
感
覚
を
規
定
す
る
、

と
い
う
表
裏
一
体
の
関
係
に
あ
る
。
西
谷
の
言
う
よ
う
に
感
覚
性
の
本
質
が
共
通

感
覚
に
よ
っ
て
作
り
出
さ
れ
た
巨
お
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
あ
る
物
の
巨
9
α
q
o
に

は
潜
在
的
に
自
己
の
巨
お
Φ
が
重
畳
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
自
己
の
巨
お
①
が

一
六

あ
る
物
の
葦
葺
σ
q
o
に
現
実
化
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
そ
し
て
、
自
己

と
他
の
物
と
の
関
係
そ
の
も
の
、
さ
ら
に
は
世
界
連
関
全
体
の
巨
p
q
。
①
も
、
あ

る
物
の
ぎ
鎖
σ
q
o
に
重
畳
し
て
い
る
。
構
想
力
そ
の
も
の
に
は
、
世
界
連
関
全
体

の
巨
鋤
α
q
。
を
あ
る
物
の
巨
帥
σ
q
Φ
に
投
影
さ
せ
る
能
力
が
あ
る
こ
と
が
、
西
谷
の

議
論
か
ら
導
き
出
さ
れ
て
く
る
。
こ
れ
が
、
お
そ
ら
く
「
空
と
即
」
に
お
い
て
言

わ
れ
た
「
透
明
化
」
の
過
程
で
あ
り
、
物
を
「
内
か
ら
見
る
」
こ
と
を
指
し
て
い

る
と
考
え
ら
れ
る
。

六
、
事
々
無
風
法
界
と
根
源
的
な
構
想
力

　
西
谷
は
感
覚
に
与
え
ら
れ
た
直
接
知
そ
の
も
の
を
そ
の
ま
ま
深
め
て
い
く
と
い

う
方
向
（
O
h
「
一
ω
…
　
O
Q
い
）
を
根
源
的
な
真
理
と
し
て
考
え
て
お
り
、
そ
の
プ
ロ
セ

ス
で
、
「
理
事
無
擬
法
界
」
で
あ
る
「
世
界
の
開
け
そ
の
も
の
を
可
能
な
ら
し
め

て
い
る
絶
対
的
な
開
け
が
、
事
々
無
磯
と
し
て
の
「
世
界
」
」
（
一
ω
…
　
一
鼻
心
）
の
自

覚
に
到
達
す
る
こ
と
が
説
か
れ
る
。
「
事
々
無
上
法
界
」
と
は
「
開
け
と
し
て
の

世
界
自
身
の
「
世
界
性
」
」
（
一
ω
…
一
章
）
、
＝
物
も
な
き
絶
対
的
な
開
け
、
全
然

の
虚
空
」
（
一
ω
…
三
U
）
と
も
い
わ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
最
も
根
源
的
な
。
・
①
罵

と
「
世
界
」
双
方
の
ぎ
お
・
が
相
互
に
投
影
さ
れ
た
表
現
で
あ
ろ
う
。
「
理
事
無

官
法
界
」
の
「
理
」
を
構
成
し
て
い
る
の
は
。
・
①
開
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
、
世
界

を
理
解
す
る
べ
く
「
理
」
を
構
成
し
て
い
る
。
。
①
需
自
身
が
投
影
さ
れ
て
お
り
、
Q
・
o
開

自
身
も
な
ん
ら
か
の
「
理
」
に
従
っ
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。
「
も
の
」
の
巨
鋤
。
。
o

か
ら
向
背
し
て
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
「
理
」
を
自
覚
し
て
、
「
理
」
と
し
て
の
自

己
と
一
如
に
な
る
の
が
ノ
エ
シ
ス
・
ノ
エ
即
応
ー
ス
（
思
惟
の
思
惟
）
で
あ
る
。

そ
れ
と
は
逆
に
、
西
谷
の
い
う
よ
う
に
、
直
接
知
か
ら
得
た
巨
鋤
α
q
o
を
そ
の
ま

ま
深
め
て
い
き
、
そ
の
根
底
に
あ
る
、
い
か
な
る
「
理
」
も
排
し
た
無
自
性
と
し
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て
の
自
己
の
巨
薗
α
。
①
に
到
達
す
る
こ
と
が
根
源
的
な
真
理
の
立
場
と
さ
れ
る
な

ら
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
そ
の
立
場
は
、
「
空
と
即
」
に
説
か
れ
て
い
る
よ
う
に
、

「
理
事
無
学
法
界
」
に
す
で
に
潜
在
的
に
現
れ
て
い
る
「
世
界
性
」
そ
の
も
の
の

「
虚
空
性
」
の
巨
p
α
q
①
に
到
達
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
と
、
同
時

に
、
そ
の
「
虚
空
」
に
お
い
て
は
、
自
己
も
い
か
な
る
「
も
の
」
も
、
そ
し
て
そ

れ
ら
の
連
関
で
あ
る
い
か
な
る
「
理
」
も
す
べ
て
相
対
的
な
も
の
で
あ
り
、
こ
と

に
な
る
で
あ
ろ
う
。
も
し
、
そ
の
根
源
的
に
そ
の
「
虚
空
」
の
ぎ
卑
α
q
①
に
到
達

し
た
場
合
、
「
虚
空
」
の
う
ち
の
い
か
な
る
「
も
の
」
も
す
べ
て
、
そ
の
一
日
p
α
q
o

に
は
連
関
が
な
く
、
す
べ
て
不
条
理
で
あ
る
「
事
」
の
み
が
原
事
実
で
あ
る
こ
と

を
自
覚
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
就
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
。
こ
の
自
覚
が
「
事
々
無

擬
法
界
」
に
お
け
る
無
秩
序
な
巨
薗
σ
q
o
群
の
源
泉
と
な
る
。

　
『
講
義
』
で
は
「
生
」
と
し
て
の
「
自
性
」
（
g
・
①
5
が
「
知
性
で
把
握
さ
れ
る

範
囲
の
理
法
の
体
系
で
は
包
み
き
れ
な
い
も
の
」
（
N
い
…
一
〇
〇
）
で
あ
る
こ
と
を

確
認
し
た
う
え
で
、
次
の
よ
う
に
い
わ
れ
る
。
「
自
性
と
い
う
事
を
徹
底
す
る
と
、

そ
れ
は
世
界
と
一
つ
だ
か
ら
、
つ
ま
り
全
体
性
と
し
て
の
世
界
が
そ
こ
に
映
っ
て

い
る
と
い
う
事
だ
か
ら
、
自
性
は
同
時
に
無
自
性
だ
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

世
界
と
い
う
立
場
を
空
と
い
う
場
合
、
し
か
し
同
時
に
そ
れ
が
無
自
性
空
だ
と
い

う
の
は
、
そ
れ
が
個
々
の
事
象
、
事
々
物
々
の
事
象
の
根
本
で
あ
る
。
自
性
は
、

根
本
的
に
無
自
性
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
ね
」
（
N
い
”
一
＄
）
。
「
事
々
無
擬
法

界
」
の
冨
お
・
は
、
無
自
性
と
し
て
自
覚
さ
れ
た
自
性
（
。
・
①
5
の
巨
p
。
q
①
の
対

応
者
で
あ
る
。
「
「
事
々
無
磯
法
界
」
と
い
わ
れ
る
処
か
ら
の
、
根
源
的
な
構
想
力

の
発
動
」
（
一
ω
”
一
ひ
O
）
は
、
自
己
以
外
の
な
に
か
超
越
的
な
場
所
か
ら
の
不
思

議
な
力
の
発
動
で
は
な
く
、
自
性
自
身
が
空
と
し
て
の
無
自
性
で
あ
る
こ
と
を
自

覚
し
た
自
性
の
構
想
力
の
発
動
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
で
あ
ろ

う
か
。

注（
1
）

（
2
）

（
3
）

（
4
）

『
西
谷
啓
治
著
作
集
』
（
妙
文
社
）
か
ら
の
引
用
に
つ
い
て
は
、
（
巻
数
　
記
数
）

の
略
記
号
で
示
す
。
用
い
た
巻
は
第
十
巻
『
宗
教
と
は
何
か
』
、
第
十
三
巻
『
哲

学
三
流
』
、
第
二
十
四
巻
『
大
谷
大
学
講
義
1
』
、
第
二
十
五
巻
『
大
谷
大
学
講

義
豆
』
。

『
正
法
眼
蔵
』
第
二
十
「
有
時
」
の
冒
頭
に
は
「
古
仏
言
、
有
時
高
々
峯
頂
立
、

有
時
深
々
海
底
行
、
有
時
三
頭
八
辟
目
、
有
時
丈
六
八
尺
、
有
二
三
杖
払
子
、
有

時
露
柱
燈
籠
、
有
時
張
三
李
四
、
有
時
大
地
虚
空
」
と
い
っ
た
無
関
連
な
ぎ
”
町
q
o

の
羅
列
が
列
挙
さ
れ
る
（
O
h
“
一
ω
　
　
　
一
い
N
）
。
ま
た
、
明
治
初
年
の
頃
、
井
深
の
正

眼
寺
に
泰
龍
と
い
う
禅
師
が
成
道
会
に
お
い
て
、
風
雪
も
な
く
快
晴
で
あ
っ
た

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
子
壷
眼
晴
宇
宙
寛
、
霜
風
凛
々
骨
猶
寒
、
塵
々
刹
々
帰
家

路
、
雪
裡
梅
香
撲
鼻
端
」
と
、
満
天
の
風
雪
を
詠
じ
た
偶
を
詠
唱
し
た
と
い
わ

れ
る
（
o
剛
．
一
ω
…
　
一
い
O
）
。

『
講
義
』
に
お
け
る
。
・
。
目
概
念
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
拙
論
「
後
期
西
谷
啓
治
の

身
体
論
－
大
谷
大
学
講
義
よ
り
」
（
『
相
愛
大
学
研
究
論
集
』
第
二
十
八
巻
、
相

愛
大
学
、
二
〇
「
二
年
、
収
録
）
を
参
照
。
「
空
と
即
」
に
は
し
ば
し
ば
に
わ
か

に
は
解
読
し
が
た
い
着
想
や
表
現
が
現
れ
る
が
、
そ
れ
ら
は
『
講
義
』
で
平
易

に
説
か
れ
て
い
る
事
柄
に
由
来
す
る
も
の
が
多
く
、
『
講
義
』
は
「
空
と
即
」
理

解
の
た
め
の
重
要
な
手
掛
か
り
と
な
り
う
る
。

「
空
間
性
」
と
「
局
所
性
」
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
物
質
と
「
個
体
と
し
て
の
生

物
と
そ
れ
を
取
り
巻
く
世
界
と
が
切
り
離
せ
な
い
」
有
機
体
と
の
違
い
が
反
映

さ
れ
て
い
る
。
昭
和
五
十
四
年
度
講
義
第
十
四
講
（
P
い
”
　
P
ひ
U
’
　
P
ひ
O
“
　
い
Q
◎
ひ
）

参
照
。
「
局
所
性
」
は
「
と
こ
ろ
」
、
「
有
の
開
け
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る

（
o
旨
い
　
と
ω
）
。

】
七


