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臼
ご
認
識
の
方
法

Ｉ
Ｉ
総
合
的
方
法
と
分
析
的
方
法
－
ｊ

　
　
　
　
一
　
二
つ
の
方
法

　
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
（
一
七
八
三
年
）
の
中
に
、
「
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
の
一
般
的

問
題
」
と
し
て
、
「
い
っ
た
い
形
而
上
学
は
可
能
で
あ
る
か
？
」
と
い
う
「
批

判
的
問
題
」
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
問
題
は
、
先
に
、
『
純
粋
理
性
批
判
』

第
一
版
二
七
八
一
年
）
で
取
り
組
ま
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、

第
一
版
序
文
で
、
「
批
判
」
は
、
「
形
而
上
学
一
般
の
可
能
性
な
い
し
は
不
可
能

性
の
決
定
、
ま
た
こ
の
形
而
上
学
の
諸
源
泉
な
ら
び
に
範
囲
と
諸
限
界
と
め
規

定
（
Ｂ
ｅ
ｓ
ｔ
i
m
m
ｕ
ｎ
ｇ
）
」
に
携
わ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で
あ

る
。
両
著
作
の
し
ず
れ
に
お
い
て
も
、
カ
ン
ト
は
、
「
独
断
論
」
に
も
「
懐
疑

論
」
に
も
く
み
せ
ず
自
ら
の
哲
学
的
思
索
に
も
と
づ
き
右
の
「
批
判
的
問
題
」

　
　
　
　
　
（
３
）

に
取
り
組
む
こ
と
に
よ
り
、
「
学
と
し
て
の
地
位
を
維
持
し
う
る
よ
う
な
形
而

　
（
４
）

上
学
」
が
可
能
か
否
か
、
ま
た
可
能
な
ら
ど
の
よ
う
な
形
而
上
学
が
可
能
か
、

等
、
を
明
ら
か
に
し
よ
う
庖
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の

か
つ
て
存
在
し
た
こ
と
の
な
い
「
学
と
し
て
の
形
而

上ノ乍

学と業

を
介
し
て
、
い
ま
だ

」
を
新
た
に
構
築
し
、

「
理
性
に
永
続
的
な
満
足
を
与
え
る
サ
こ
と
を
め
ざ
し
て
い
る
。
し
か
し
、
両

北

岡

崇

著
作
の
い
ず
れ
も
、
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
の
構
築
と
「
理
性
」
の
「
永

続
的
な
満
足
」
と
を
究
極
的
な
目
標
と
す
る
と
は
い
之
、
各
々
の
著
作
に
お
け

る
思
索
は
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
「
方
法
的
手
続
き
」
に
従
う
。
つ
ま
り
、
『
純

粋
理
性
批
判
』
で
は
総
合
的
方
法
が
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
で
は
分
析
的
方
法

が
、
「
批
判
的
問
題
」
に
取
り
組
む
思
索
の
歩
み
を
規
定
す
る
。
だ
が
し
か
し
、

こ
れ
ら
二
つ
の
方
法
が
と
も
に
右
の
究
極
的
な
目
標
を
射
程
内
に
お
さ
め
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
思
索
を
そ
の
究
極
的
な
目
標
へ
と
導
く
に
十

分
な
二
つ
の
方
法
が
並
存
し
て
い
る
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
こ

と
の
確
認
は
す
で
に
本
稿
の
結
論
に
属
す
る
こ
と
で
あ
る
。

　
と
も
あ
れ
、
「
批
判
的
開
題
」
に
取
り
組
む
思
索
の
歩
み
を
規
定
す
る
二
つ

の
「
方
法
的
手
続
き
」
を
性
格
づ
け
る
カ
ン
ナ
の
記
述
を
見
て
み
よ
う
。
『
プ

ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
四
節
に
次
の
よ
う
な
記
述
か
お
る
。

　
「
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
お
い
て
、
私
は
、
こ
の
問
題
に
総
合
的
に
取
り
か

か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
純
粋
理
性
そ
の
も
の
を
探
求
し
、
こ
の
源
泉
そ
の
も
の

に
お
９
　
て
、
理
性
の
純
粋
な
使
用
の
諸
エ
レ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
諸
法
則
を
、
諸

原
理
に
従
っ
て
規
定
（
ｂ
ｅ
ｓ
ｔ
ｉ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
）
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
仕
事

は
困
難
な
も
の
で
あ
っ
て
、
体
系
の
う
ち
へ
と
次
第
に
立
ち
入
っ
て
思
索
す
る
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崇北　岡

決
然
た
る
読
者
を
必
要
と
す
る
。
そ
し
て
そ
の
体
系
と
は
、
理
性
そ
の
も
の
以

外
に
は
、
ま
だ
何
も
の
を
屯
所
与
（
哨
兵
孚
自
）
と
し
て
基
礎
に
お
か
ず
、
従

っ
て
、
ど
の
よ
う
な
事
実
（
Ｆ
ａ
ｃ
ｔ
ｕ
m
）
に
も
も
と
づ
か
ず
に
、
認
識
を
そ
の

根
源
的
な
萌
芽
か
ら
展
開
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
」
。

　
　
フ
」
れ
に
反
し
て
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
は
、
予
備
（
之
。
ｏ
ｒ
ｉ
ｉ
ｂ
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
）
で

あ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
一
個
の
学
そ
の
も
の
を
述
べ
る
と
い
う
よ

り
は
む
し
ろ
、
で
き
れ
ば
そ
の
学
を
実
現
す
る
た
め
に
、
わ
れ
わ
れ
が
な
さ
れ

ば
な
ら
ぬ
こ
と
を
示
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
は
、

す
で
に
信
頼
し
う
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
何
か
或
る
も
の
（
ｅ
ｔ
w
ａ
ｓ
）

に
も
と
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
わ
れ
わ
れ
ぱ
、
そ
こ
か
ら
信
頼
を
も
っ
て

出
発
し
、
ま
だ
知
ら
れ
て
い
な
い
諸
源
泉
へ
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ

し
て
、
こ
れ
ら
諸
源
泉
の
発
見
は
、
わ
れ
わ
れ
の
知
っ
て
い
た
も
の
を
説
明
す

る
ば
か
り
で
な
く
、
同
時
に
ま
た
、
こ
と
ご
と
く
同
じ
諸
源
泉
か
ら
発
源
す
る

多
く
の
認
識
の
範
囲
を
も
示
す
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
故
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の
、

と
り
わ
け
、
将
来
の
形
而
上
学
に
備
え
る
べ
き
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の
、
方
法

的
手
続
き
は
、
分
析
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
」
。

　
こ
れ
ら
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
総
合
的
方
法
に
従
う
思
索
に
と
っ
て
は
、
「
理

性
」
が
、
し
か
も
こ
の
「
理
性
」
の
み
が
、
「
所
与
」
と
し
て
前
提
さ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
「
理
性
」
な
し
で
は
お
よ
そ
思
索
の
遂
行
は
あ
り
え
ぬ
と
い
う
意

味
で
な
ら
、
分
析
的
方
法
に
従
う
思
索
に
と
っ
て
も
「
理
性
」
が
前
提
さ
れ

る
、
と
言
え
る
。
し
か
し
更
に
、
分
析
的
方
法
に
従
う
思
索
に
と
っ
て
は
、
こ

の
思
索
が
依
拠
す
べ
き
不
可
欠
な
出
発
点
と
し
て
、
「
す
で
に
信
頼
し
う
る
も

の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
何
か
或
る
も
の
」
が
前
提
さ
れ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
前

提
が
存
立
し
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ぞ
れ
の
方
法
が
思
索
に
お
い
て
実
現
さ
れ
る
と

い
う
こ
と
ぱ
あ
り
え
な
い
。

　
と
は
い
え
、
一
般
に
語
り
う
る
こ
と
で
あ
る
が
、
前
提
と
し
て
そ
の
存
立
の
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要
請
さ
れ
る
も
の
が
、
更
に
実
際
に
も
存
立
す
る
も
の
で
あ
る
と
は
か
ぎ
ら
な

い
。
ま
た
、
前
提
の
存
立
が
確
証
さ
れ
ず
に
放
置
さ
れ
た
ま
ま
で
、
そ
の
前
提

に
依
拠
し
た
思
索
が
な
さ
れ
る
な
ら
、
そ
の
思
索
は
、
た
と
え
首
尾
一
貫
し
た

も
の
で
あ
る
に
せ
よ
、
そ
の
思
索
の
前
提
と
同
じ
よ
う
に
不
確
か
な
も
の
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
わ
れ
わ
れ
は
、
思
索
に
対
し
て
、
単
な
る
首
尾
一
貫
性
を
越
え

て
、
存
立
す
る
事
態
と
の
一
致
と
い
う
こ
と
を
期
待
す
る
な
ら
、
そ
し
て
ま

た
、
こ
の
よ
う
な
期
待
を
抱
き
つ
つ
、
各
々
の
方
法
を
実
現
す
る
思
索
の
歩
み

を
実
際
に
逐
次
追
跡
す
る
こ
と
を
試
み
よ
う
と
す
る
な
ら
、
こ
の
追
跡
の
端
緒

と
し
て
、
１
　
　
々
の
思
索
の
前
提
の
存
立
が
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
捉
え

ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
を
、
各
々
の
方
法
に
つ
い
て
考
察
す
る
必
要
か

お
る
。

　
こ
の
よ
う
な
考
察
の
一
環
を
成
す
本
稿
は
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
四
節
・

第
五
節
に
見
ら
れ
る
、
各
々
の
思
索
の
前
提
に
関
す
る
若
干
の
記
述
を
批
判
的

に
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ま
ず
第
一
に
、
総
合
的
方
法
に
従
う
思
索
の
姿
の

７
　
ケ
ッ
チ
を
試
み
、
次
に
、
カ
ン
ト
自
ら
必
ず
し
も
明
確
に
は
自
覚
し
て
い
な

い
と
思
わ
れ
る
、
分
析
的
方
法
の
多
義
性
を
明
ら
か
に
す
る
。
更
に
、
以
上
の

考
察
を
踏
ま
え
、
カ
ン
ト
自
ら
は
っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
た
、
分
析
的
方
法
の

限
界
、
あ
る
い
は
総
合
的
方
法
に
対
す
る
分
析
的
方
法
の
依
存
と
い
う
局
面

を
、
各
々
の
意
義
に
お
け
る
分
析
的
方
法
に
即
し
て
明
ら
か
に
す
る
。
か
く
し

て
、
思
索
の
究
極
的
な
目
標
ｒ
－
Ｉ
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
の
構
築
及
び

　
「
理
性
」
の
「
永
続
的
な
満
足
」
－
を
射
程
内
に
お
さ
め
る
と
期
待
す
る
こ

と
の
で
き
る
「
方
法
的
手
続
き
」
と
し
て
は
、
た
だ
一
つ
、
総
合
的
方
法
だ
け

が
残
存
す
る
、
と
い
う
結
論
が
獲
得
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

ニ
　
総
合
的
方
法
と
理
性



自己認識の方法

　
先
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
思
索
は
総
合
的
方
法
に
従
う
。

す
な
わ
ち
、
「
理
性
」
の
み
を
前
提
し
、
こ
の
「
基
礎
」
に
立
ち
、
認
識
一
般

の
「
源
泉
」
で
あ
る
「
純
粋
理
性
」
そ
の
も
の
を
探
求
す
る
思
索
で
あ
る
。
と

こ
ろ
が
、
そ
の
当
の
思
索
も
、
「
理
性
」
に
よ
る
思
索
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ

故
、
総
合
的
方
法
を
実
現
す
る
思
索
は
、
「
理
性
」
が
「
理
性
」
の
み
を
前
提

し
、
こ
の
「
基
礎
」
に
立
ち
、
認
識
一
般
の
「
源
泉
」
で
あ
る
「
純
粋
理
性
」

を
探
求
す
る
と
こ
ろ
に
成
り
立
つ
、
と
言
え
る
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版

は
、
こ
の
よ
う
な
思
索
を
、
「
理
性
」
の
「
自
己
認
識
」
と
呼
ん
だ
。
そ
の
際
、

形
而
上
学
的
認
識
の
可
能
性
を
め
ぐ
る
「
批
判
的
問
題
」
に
対
す
る
解
答
も
。

　
「
理
性
」
の
「
自
己
認
識
」
に
託
さ
れ
て
い
た
。
確
か
に
、
「
理
性
」
は
認
識

　
一
般
の
「
源
泉
」
で
あ
る
が
故
に
、
「
理
性
」
の
「
自
己
認
識
」
が
完
成
す
れ

ば
、
形
而
上
学
的
認
識
が
可
能
か
否
か
、
ま
た
可
能
な
ら
ど
の
よ
う
な
形
而
上

学
的
認
識
が
可
能
か
、
等
、
の
開
題
が
答
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
さ
て
、
総
合
的
方
法
を
実
現
し
て
ゆ
く
思
索
が
「
理
性
」
の
「
自
己
認
識
」

に
お
い
て
成
立
す
る
な
ら
、
そ
の
思
索
の
唯
一
の
前
提
と
さ
れ
た
「
理
性
」
の

存
立
は
、
特
有
の
状
況
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
方

で
は
、
「
自
己
認
識
」
を
遂
行
す
る
の
は
「
理
性
」
で
あ
る
が
故
に
、
「
理
性
」

は
す
で
に
「
所
与
（
匈
品
各
自
）
」
と
し
て
存
立
す
る
と
認
め
ら
れ
ね
ば
な
ら

な
い
が
、
他
方
で
は
、
「
理
性
」
の
「
自
己
認
識
」
　
こ
そ
が
ま
さ
し
く
め
ざ

さ
れ
て
い
る
認
識
で
あ
る
が
故
に
、
そ
の
存
立
す
る
「
理
性
」
　
は
い
ま
だ
そ

れ
自
身
完
全
に
は
解
明
さ
れ
て
い
な
い
、
む
し
ろ
こ
の
解
明
は
課
せ
ら
れ
て

（
呂
片
品
各
自
）
い
る
、
と
い
う
状
況
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

総
合
的
方
法
を
実
現
し
て
ゆ
く
思
索
の
記
述
で
あ
る
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
中

で
、
そ
の
思
索
の
唯
一
の
前
提
な
る
「
理
性
」
の
存
立
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
ら

れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
い
に
、
概
略
的
に
で
は
あ
る
が
次
の
よ
う
に
答
え
る

こ
と
が
で
き
る
。

　
す
な
わ
ち
、
「
理
性
」
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
を
遂
行
す
る
恩
索
に
お
に
い
て

自
己
を
表
現
す
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
、
こ
の
「
理
性
」

の
自
己
表
現
は
、
思
索
の
二
つ
の
側
面
に
即
し
て
お
こ
な
わ
れ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
「
理
性
」
は
、
思
索
す
る
働
き
そ
の
も
の
に
即
し
て
己
れ
自

身
を
表
現
す
る
。
そ
も
そ
も
思
索
と
は
、
思
索
す
る
働
き
そ
の
も
の
の
中
で
、

思
索
を
廃
棄
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
本
性
を
も
つ
。
思
索
が
そ
の
本
性

上
こ
の
よ
う
に
自
己
措
定
し
つ
つ
（
ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｓ
ｅ
ｔ
ｚ
ｅ
ｎ
ｄ
）
　
遂
行
さ
れ
る
以
上
、

思
索
に
お
い
て
働
く
「
理
性
」
は
、
そ
の
思
索
に
即
し
て
己
れ
自
身
を
表
現
し

な
い
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
こ
の
事
態
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
全
く
「
理
性
」

な
ど
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
「
理
性
」
に
よ
っ
て
証
明
し
よ
う
と
望
む

の
と
同
様
に
不
合
理
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
総
合
的
方
法
を
実
現
し
つ
つ
あ
る
思

索
は
、
そ
の
唯
一
の
前
提
で
あ
り
「
基
礎
」
で
あ
る
「
理
性
」
を
他
所
か
ら
与

え
ら
れ
る
必
要
は
な
い
。
「
理
性
」
は
、
右
の
思
索
そ
の
も
の
に
即
し
て
「
所

与
」
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
な
ら
、
思
索
者
は
、
「
や
は
り
理
性
は
い
つ
で
も

わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
現
前
（
ｇ
ｅ
ｇ
ｅ
ｎ
w
ａ
ｒ
ｔ
ｉ
ｇ
）
し
て
い
る
」
と
語
り
う
る
。

　
し
か
し
、
更
に
第
二
に
、
「
理
性
」
は
、
総
合
的
方
法
を
実
現
し
つ
つ
あ
る

思
索
を
介
し
て
解
明
さ
れ
た
そ
の
フ
ど
の
姿
に
お
い
て
そ
の
存
立
が
確
証
さ
れ

て
ゆ
く
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
中
で
、
「
理
性
」
が
、

純
粋
直
観
、
純
粋
悟
性
概
念
、
等
の
働
き
と
し
て
解
明
さ
れ
て
ゆ
く
そ
の
つ
と

に
お
い
て
、
「
理
性
」
の
存
立
の
確
証
が
進
め
ら
れ
て
ゆ
く
。
さ
し
あ
た
り
思

索
の
働
き
そ
の
も
の
に
即
し
て
自
己
自
身
に
「
現
前
」
す
る
に
す
ぎ
な
い
「
理

性
」
が
、
「
理
性
の
純
粋
な
使
用
の
諸
エ
レ
メ
ン
ト
な
ら
び
に
諸
法
則
」
を
規

定
し
て
ゆ
く
自
己
規
定
（
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
ｓ
ｔ
i
m
m
ｕ
ｎ
ｇ
）
な
い
し
「
自
己
認
識
」
の

思
索
に
よ
っ
て
、
感
性
、
悟
性
、
等
、
認
識
の
能
力
と
し
て
黄
証
さ
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
。

　
と
は
い
え
、
総
合
的
方
法
を
実
現
し
つ
つ
あ
る
、
「
理
性
」
の
「
自
己
認
識
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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と
い
う
思
索
は
、
少
な
く
と
も
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
完
結
以
前
に
は
完
成
し
な

い
。
従
っ
て
、
そ
の
思
索
の
唯
一
の
前
提
に
し
て
「
基
礎
」
で
あ
る
と
さ
れ
た

「
理
性
」
が
、
そ
の
思
索
の
開
始
、
つ
ま
り
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
開
始
、
「
理

性
」
の
「
自
己
認
識
」
の
開
始
に
先
立
っ
て
、
す
で
に
完
全
に
伴
証
さ
れ
て
存

立
す
る
と
い
う
こ
と
は
決
し
て
あ
り
え
な
い
。
し
か
し
ま
た
同
時
に
、
そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
思
索
の
総
合
的
な
歩
み
の
中
で
、
そ
の
思
索
の
唯
一
の

前
提
の
存
立
が
、
確
実
な
も
の
と
し
て
認
識
さ
れ
る
に
至
る
こ
と
の
可
能
性
ま

で
が
す
で
に
否
定
さ
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
が
確
証
さ
れ
ぬ

も
の
と
し
て
と
ど
ま
り
つ
づ
け
る
と
断
定
す
る
こ
と
は
、
ま
だ
で
き
な
い
の
で

あ
る
。
そ
れ
故
、
総
合
的
方
法
を
実
現
し
つ
つ
あ
る
思
索
の
場
合
は
、
こ
の
思

索
の
歩
み
の
そ
の
つ
ど
の
追
跡
に
先
立
っ
て
、
こ
の
思
索
の
成
果
の
価
値
を
あ

ら
か
じ
め
見
積
も
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
そ
れ
故
に
こ

そ
、
総
合
的
方
法
の
場
合
、
カ
ン
ト
の
二
囲
う
「
体
系
の
う
ち
へ
と
次
第
に
立
ち

入
っ
て
思
索
す
る
決
然
た
る
読
者
」
で
あ
る
な
ら
、
思
索
の
総
合
的
か
１
　
み
の

果
て
に
、
こ
の
思
索
の
唯
一
の
前
提
の
存
立
が
完
全
に
薗
証
さ
れ
て
い
る
の
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
期
待
を
保
持
す
る
こ
と
が
で
き

る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
ブ

て
、
そ
の
思
索
の
前
提
の
存
立
を
カ
ン
ト
が
ど
の
よ
う
に
捉
え
て
い
る
か
と
い

う
点
を
考
察
す
る
必
要
か
お
る
、
と
述
べ
た
。
し
か
し
、
総
合
的
方
法
の
場
合

は
、
こ
の
端
緒
の
考
察
が
、
少
な
く
と
も
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
完
結
に
至
る

ま
で
の
カ
ン
ト
の
思
索
の
歩
み
を
実
際
に
追
跡
し
て
み
る
と
い
う
作
業
を
介
さ

ず
し
て
は
完
成
さ
れ
え
ぬ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
総
合
的
方
法
の

場
合
、
こ
の
方
法
を
実
現
す
る
思
索
が
完
成
す
る
境
地
以
外
の
い
か
な
る
境
地

に
も
、
右
の
端
緒
の
考
察
の
完
成
は
期
待
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
四
節
・
第
五
節
の
記
述
へ
と
考
察
を
限
定
す
る
本
稿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
六

で
、
総
合
的
方
法
に
従
う
思
索
の
前
提
の
存
立
に
つ
い
て
語
り
う
る
こ
と
は
、

以
上
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

三
　
分
析
的
方
法
と
純
粋
な
諸
「
学
」

　
総
合
的
方
法
に
従
う
思
索
は
、
「
理
性
」
の
「
自
己
認
識
」
と
し
て
遂
行
さ

れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
「
理
性
」
の
「
自
己
認
識
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
な

ら
、
分
析
的
方
法
に
従
う
思
索
も
、
「
理
性
」
の
「
自
己
認
識
」
を
め
ざ
す
、

と
言
え
る
。
と
い
う
の
は
、
思
索
の
分
析
的
な
歩
み
と
は
、
「
所
与
な
る
諸
学

の
諸
源
泉
を
理
性
そ
の
も
の
の
う
ち
に
求
め
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
か
或

る
も
の
を
ア
ー
プ
リ
オ
リ
に
認
識
す
る
理
性
の
能
力
を
そ
の
所
業
（
弓
莽
）
モ

の
も
の
を
介
し
て
探
究
し
、
測
定
す
る
」
と
い
う
課
題
に
「
理
性
」
に
よ
っ
て

十
分
に
答
え
る
こ
と
を
め
ざ
す
か
ら
で
あ
る
。
思
索
の
歩
み
を
規
定
す
る
方
法

が
総
合
的
方
法
で
あ
れ
分
析
的
方
法
で
あ
れ
、
そ
の
思
索
が
「
理
性
」
の
働
き

で
あ
る
こ
と
に
は
変
わ
り
な
い
。
そ
の
意
味
で
な
ら
、
い
ず
れ
の
方
法
に
従
う

思
索
に
と
っ
て
も
「
理
性
」
が
前
提
さ
れ
る
。
ま
た
、
い
ず
れ
の
方
法
に
よ
っ

て
も
、
思
索
に
対
し
て
、
「
理
性
」
の
解
明
に
向
か
う
よ
う
に
と
の
指
示
が
な

さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
総
合
的
方
法
に
従
う
思
索
と
分
析
的
方
法
に
従
う
思

索
と
の
間
に
は
、
相
違
か
お
る
。
前
者
の
思
索
が
「
ど
の
よ
う
な
事
実
に
も
も

と
づ
か
な
い
」
思
索
で
あ
る
の
に
対
し
、
後
者
の
思
索
は
、
自
ら
依
拠
す
べ
き

不
可
欠
な
出
発
点
と
し
て
「
す
で
に
信
頼
し
う
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

何
か
或
る
も
の
」
を
前
提
す
る
と
い
う
相
違
で
あ
る
。
こ
の
　
「
何
か
或
る
も

の
」
は
、
右
の
引
用
箇
所
で
は
、
「
所
与
な
る
諸
学
」
あ
る
い
は
「
理
性
」
の

　
「
所
業
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
。

　
分
析
的
方
法
に
従
う
思
索
が
依
拠
す
べ
き
、
こ
の
思
索
に
特
有
の
前
提
と
さ

れ
た
「
す
で
に
信
頼
し
う
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
何
か
或
る
も
の
」
と



自己認識の方法

は
具
体
的
に
は
何
を
指
す
の
か
？
－
－
こ
の
点
の
考
察
が
、
わ
れ
わ
れ
を
、
分

析
的
方
法
の
多
義
性
の
発
見
へ
と
導
０
　
て
ゆ
く
。

　
　
「
す
で
に
信
頼
し
う
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
何
か
或
る
も
の
」
は
、

ひ
と
ま
ず
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
四
節
で
、
「
純
粋
数
学
及
び
純
粋
自
然
科
学
」

の
認
識
と
同
一
視
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
Ｘ
　
　
　
　
へ
　
Ｘ
　
Ｘ
　
ゝ
　
ゝ
　
ゝ

カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
純
粋
数
学
及
び
純
粋
自
然
科
学
」
の
認
識
と
は
、

　
Ｘ
　
へ
　
Ｘ
　
Ｘ
　
ゝ
　
Ｘ

う
余
地
の
な
い
、

ア
・
プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
認
識
」
で
あ
り
、
し
か
も
、

¬　¬
現争ヽ

実
に
所
与
な
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
　
（
w
ｉ
ｒ
ｋ
ｌ
ｉ
ｃ
ｈ
　
　
ｕ
乱
ｇ
ｅ
ｇ
ｅ
ｂ
ｅ
ｎ

ｓ
ｅ
ｉ
ｎ
）
」
認
識
で
あ
る
。
こ
の
故
に
こ
そ
、
そ
れ
は
、
「
す
で
に
信
頼
し
う
る

も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
何
か
或
る
も
の
」
と
み
な
さ
れ
る
。
し
か
し
、
言

え
る
の
は
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
更
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
カ
ン
ト
の
記
述
に
も

と
づ
き
、
「
す
で
に
信
頼
し
う
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
何
か
或
る
も
の
」

の
具
体
的
内
容
は
ひ
と
ま
ず
「
純
粋
数
学
及
び
純
粋
自
然
科
学
」
の
認
識
へ
と

限
定
さ
れ
て
い
る
、
と
解
釈
で
き
る
。
と
い
う
の
は
、
カ
ン
ト
は
、
「
純
粋
数

学
及
び
純
粋
自
然
科
学
」
の
認
識
か
ら
出
発
し
、
こ
の
「
所
与
な
る
」
認
識
が

可
能
な
の
は
「
い
か
に
し
て
（
旦
の
）
」
な
の
か
と
問
う
問
題
に
答
え
る
こ
と
に

よ
り
、
こ
の
認
識
を
「
可
能
な
ら
し
め
る
原
理
」
、
す
な
わ
ち
「
理
性
」
を
捉

え
、
翻
っ
て
、
そ
の
「
理
性
」
か
ら
「
他
の
〔
純
粋
数
学
及
び
純
粋
自
然
科
学

の
で
は
な
い
、
と
い
う
意
味
〕
す
べ
て
の
認
識
の
可
能
性
」
を
「
導
出
で
き
る
」

の
時
、
「
い
っ
た
い
形
而
上
学
は
可
能
で
あ
る
か
？
」
と
い
う
「
批
判
的
開
題
」

も
解
決
さ
れ
る
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
記

述
が
、
右
の
　
「
批
判
的
開
題
」
に
分
析
的
方
法
に
従
っ
て
答
え
よ
う
と
す
る

際
、
そ
の
思
索
の
依
拠
す
べ
き
出
発
点
と
し
て
、
「
純
粋
数
学
及
び
純
粋
自
然

科
学
」
の
認
識
を
前
提
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
い
う
思
想
を
潜
在
的
に
含
意
し

て
い
る
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、

『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
四
節
で
は
、
「
す
で
に
信
頼
し
う
る
も
の
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
何
か
或
る
も
の
」
と
は
、
ま
さ
し
く
、
「
争
う
余
地
の
な
い
、
ア
ー

プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
認
識
」
と
し
て
「
現
実
に
所
与
な
る
も
の
と
し
て
存
在
し

て
ト
る
」
、
「
純
粋
数
学
及
び
純
粋
自
然
科
学
」
の
認
識
の
こ
と
で
あ
る
、
と
解

釈
で
き
る
。

　
し
か
し
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
五
節
に
は
、
分
析
的
方
法
に
従
う
思
索
が

依
拠
す
べ
き
不
可
欠
な
出
発
点
と
し
て
前
提
さ
れ
る
も
の
に
つ
い
て
、
右
に
述

べ
た
第
四
節
の
思
想
と
は
異
な
る
思
想
が
表
明
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
た

と
え
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
が
可
能
で
あ
る
と
し
て
も
、
分
析
的
方
法
に

従
っ
て
そ
の
よ
う
な
学
を
め
ざ
し
さ
か
の
ぼ
ろ
う
と
す
る
な
ら
、
そ
の
思
索
が

依
拠
す
べ
き
出
発
点
と
し
て
、
「
純
粋
数
学
及
び
純
粋
自
然
科
学
」
の
認
識
を

前
提
す
る
だ
け
で
は
不
十
分
で
あ
る
、
と
す
る
思
想
で
あ
る
。
第
五
節
に
は
、

例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
記
述
が
見
ら
れ
る
。

　
「
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
現
実
的
な
、
同
時
に
ま
た
根
拠
の
あ
る
、
純
粋
な

ア
ー
プ
リ
オ
リ
な
認
識
〔
純
粋
数
学
及
び
純
節
目
然
科
学
の
認
識
、
と
い
う
意

味
〕
か
ら
出
発
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
求
め
る
可
能
的
な
ア
ー
プ
リ
オ
リ
な
認
識
、

す
な
わ
ち
、
学
と
し
て
の
形
而
上
学
を
め
ざ
し
さ
か
の
ぼ
る
た
め
に
は
、
わ
れ

わ
れ
は
、
次
の
こ
と
を
必
要
と
す
る
。
つ
ま
り
、
学
と
し
て
の
形
而
上
学
の
誘

因
と
な
る
も
の
、
そ
れ
も
、
そ
の
真
理
性
に
疑
わ
し
い
点
が
な
い
わ
け
で
は
な

い
が
、
単
に
自
然
的
に
所
与
な
る
ア
ー
プ
リ
オ
リ
な
認
識
と
し
て
、
学
と
し
て

の
形
而
上
学
の
基
礎
に
あ
る
も
の
、
そ
れ
を
編
集
し
か
も
の
が
、
そ
の
可
能
性

を
何
ら
批
判
的
に
究
め
る
こ
と
も
な
く
、
通
常
す
で
に
形
而
上
学
と
呼
ば
れ
て

い
る
も
の
、
コ
言
言
百
え
ば
、
こ
う
し
た
学
に
向
か
う
自
然
素
質
、
こ
れ
を
、

わ
れ
わ
れ
の
主
要
問
題
に
含
め
る
必
要
か
お
る
」
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
上

　
こ
の
記
述
に
対
応
し
て
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
で
答
え
ら
れ
る
べ
き
問
題
と

し

て

¬

.＝二

いヽヽ

力い

に｀'ヽ

い

て･ヽ

純ヽ

粋ヽ

数ヽ

学ヽ

はヽヽ

可ヽ

能ヽ

でヽヽ

あヽ

るヽ

かヽヽ

？

‰

コ

一

七
七

ゝ
　
λ
　
ゝ

い
か
に
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Ｘ
　
λ
　
ヘ
　
ヘ
　
ベ
　
Ｘ
　
Ｘ
　
Ｘ
　
へ
　
Ｘ
　
λ
　
Ｘ
　
Ｘ
　
Ｘ
　
Ｘ

し
て
純
粋
自
然
科
学
は
可
能
で
あ
る
か
？
」
と
い
う
二
つ
の
問
題
に
な
ら
び
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
Ｘ
　
へ
　
ゝ
　
へ
　
λ
　
ゝ
　
ゝ
　
λ
　
ゝ
　
Ｘ
　
λ
　
λ

更
に
、
「
三
、
い
か
に
し
て
一
般
に
形
而
上
学
〔
学
と
し
て
の
形
而
上
学
に
向

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
　
　
へ
　
λ

か
う
自
然
素
質
、
あ
る
い
は
、
自
然
素
質
と
し
て
の
形
而
上
学
、
の
意
味
〕
は
可

ゝ
　
へ
　
Ｘ
　
Ｘ
　
Ｘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

能
で
あ
る
か
？
」
と
い
う
問
題
が
立
て
ら
れ
る
。
こ
こ
に
、
分
析
的
方
法
を
実

現
す
る
思
索
が
依
拠
す
べ
き
出
発
点
と
し
て
、
「
自
然
素
質
と
し
て
の
形
而
上

学
」
が
加
え
ら
れ
前
提
さ
れ
る
。

　
し
か
し
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
い
。
更
に
、
第
四
の
問
題
と
し
て
、
カ
ン
ト
は
、

他
な
ら
ぬ
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
に
つ
い
て
、
「
四
、
い
か
に
し
て
学
と

ゝ
　
Ｘ
　
ゝ
　
Ｘ
　
ヘ
　
ヘ
　
λ
　
Ｘ
　
Ｘ
　
ベ
　
ヘ
　
ヘ
　
ベ
　
ベ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

し
て
の
形
而
上
学
は
可
能
で
あ
る
か
？
」
と
い
う
問
題
を
立
て
る
。

　
事
実
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
は
、
右
の
四
つ
の
開
題
に
順
次
答
え
て
ゆ
く
と

い
う
構
成
を
と
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
分
析
的
方
法
に
従
う
思
索
が
依
拠
す

る
出
発
点
と
し
て
前
提
さ
れ
る
も
の
に
関
し
て
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
四
節

に
は
見
ら
れ
ぬ
思
想
を
含
み
も
つ
第
五
節
の
思
想
が
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の

構
成
を
決
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
第
三
の
開
題
の
場
合
、
第
五
節
で
、
そ
の
問
題
を
立
て
る
「
必
要

か
お
る
」
と
語
ら
れ
る
だ
け
で
、
何
故
「
必
要
か
お
る
」
の
か
の
説
明
は
Ｉ
切

な
さ
れ
て
い
な
い
。
た
だ
事
実
上
、
第
三
の
問
題
が
け
じ
め
の
二
つ
の
問
題
に

並
立
せ
し
め
ら
れ
、
更
に
こ
の
並
立
に
対
応
し
て
、
こ
れ
ら
三
つ
の
問
題
の
１
　

々
に
携
わ
る
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の
三
つ
の
篇
が
並
列
（
Ｋ
ｏ
ｏ
ｒ
ｄ
ｉ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
忌
的

に
配
置
さ
れ
て
い
る
だ
け
な
の
で
あ
る
。
ま
た
、
第
四
の
問
題
に
い
た
っ
て
は
、

「
必
要
か
お
る
」
と
す
ら
語
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
た
だ
事
実
上
、
前
の
三
つ
の

問
題
に
並
立
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
第
三
及
び
第
四
の
問
題
を
立
て
ざ
る
を
え
な
く
す
る
理
由
は
、
並
列

（
内
ｏ
ｏ
ａ
Ｆ
莽
’
呂
）
的
な
構
成
を
と
る
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の
中
に
よ
り
も
、

む
し
ろ
、
Ｓ
ｕ
ｂ
ｏ
ｒ
ｄ
ｉ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
の
秩
序
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
Ｉ
そ
し

て
、
総
合
的
方
法
に
よ
っ
て
で
は
あ
れ
、
結
果
的
に
は
そ
れ
ら
四
つ
の
問
題
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
゛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
八

解
答
を
与
え
よ
う
と
す
い
ド
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
中
に
こ
そ
見
い
出
さ
れ

る
と
推
測
さ
れ
よ
う
。
と
は
い
え
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
四
節
・
第
五
節
の

記
述
へ
と
考
察
を
限
定
す
る
本
稿
で
は
、
た
だ
事
実
上
こ
れ
ら
第
三
及
び
第
四

の
問
題
が
は
じ
め
の
二
つ
の
問
題
に
並
立
せ
し
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を

確
認
し
う
る
の
み
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
確
認
と
こ
の
確
認
を
可
能
に

す
る
右
の
よ
う
な
考
察
領
域
の
限
定
に
よ
っ
て
、
か
え
っ
て
、
カ
ン
ト
自
ら
は

っ
き
り
と
自
覚
し
て
い
た
、
分
析
的
方
法
の
限
界
、
あ
る
い
は
総
合
的
方
法
に

対
す
る
分
析
的
方
法
の
依
存
と
い
う
局
面
が
、
明
確
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。

　
節
を
あ
ら
た
め
、
右
に
述
べ
た
第
三
及
び
第
四
の
問
題
を
考
察
し
、
『
プ
ロ

レ
ゴ
メ
ナ
』
の
思
索
を
導
く
分
析
的
方
法
の
多
義
性
を
明
ら
か
に
し
よ
う
。

四
　
分
析
的
方
法
の
多
義
性

　
分
析
的
方
法
に
従
う
思
索
の
依
拠
す
る
出
発
点
と
し
て
前
提
さ
れ
る
「
－
す
で

に
信
頼
し
う
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
何
か
或
る
も
の
」
と
は
、
『
プ
ロ

レ
ゴ
メ
ナ
』
第
四
節
で
は
、
す
な
わ
ち
、
「
争
う
余
地
の
な
い
、
ア
ー
プ
リ
オ

リ
な
総
合
的
認
識
」
と
言
わ
れ
る
「
純
粋
数
学
及
び
純
粋
自
然
科
学
」
の
認
識

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
第
五
節
で
は
、
右
の
認
識
と
な
ら
び
、
「
そ
の

真
理
性
に
疑
わ
し
い
点
が
な
い
わ
け
で
は
な
い
、
・
…
…
所
与
な
る
ア
ー
プ
リ
オ

リ
ナ
な
認
識
」
と
言
わ
れ
る
「
自
然
素
質
と
し
て
の
形
而
上
学
」
が
、
「
す
で

に
信
頼
し
う
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
何
か
或
る
も
の
」
と
し
て
選
び
出

さ
れ
て
い
た
。

　
確
か
に
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
理
性
の
自
然
素
質
と
し
て
の
形
而
上
学
は

現
実
に
存
在
し
て
い
る
」
。
更
に
、
カ
ン
ト
は
、
形
而
上
学
に
関
す
る
「
多
く
の

試
み
が
、
た
と
え
失
敗
す
る
に
し
て
も
、
つ
ね
に
さ
け
ら
れ
な
い
」
し
、
こ
の
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こ
と
は
「
人
間
の
理
性
の
本
性
に
よ
っ
て
万
人
に
提
出
さ
れ
て
い
る
」
課
題
に

促
さ
れ
て
の
こ
と
で
あ
る
、
と
語
る
。
従
っ
て
、
カ
ン
ト
に
よ
れ
ば
、
「
自
然

素
質
と
し
て
の
形
而
上
学
」
は
、
す
で
に
「
事
実
」
と
し
て
存
立
す
る
。
ま
た
、

存
立
の
事
実
性
が
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
、
そ
の
も
の
を
、
「
す
で
に

信
頼
し
う
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
何
か
或
る
も
の
」
と
み
な
す
こ
と

も
、
あ
る
意
味
に
お
い
て
は
可
能
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
に
、
「
自
然

素
質
と
し
て
の
形
而
上
学
」
を
、
そ
の
事
実
性
に
の
み
依
拠
し
て
、
「
す
で
に

信
頼
し
う
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
何
か
或
る
も
の
」
と
み
な
す
な
ら
、

こ
の
時
、
こ
の
「
何
か
或
る
も
の
」
は
、
こ
れ
が
「
純
粋
数
学
及
び
純
粋
自
然

科
学
」
の
認
識
と
同
一
視
さ
れ
て
い
る
時
に
較
べ
て
一
層
広
く
緩
い
意
味
へ
と

解
釈
し
な
お
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第

四
節
か
ら
第
五
節
へ
の
展
開
の
中
で
、
「
争
う
余
地
の
な
い
、
ア
ー
プ
リ
オ
リ

な
総
合
的
認
識
」
の
み
の
「
事
実
」
か
ら
、
「
そ
の
真
理
性
に
疑
わ
し
い
点
が

な
い
わ
け
で
は
な
い
、
…
…
所
与
な
る
ア
ー
プ
リ
オ
リ
な
認
識
」
を
も
含
む

　
「
事
実
」
へ
と
解
釈
し
な
お
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
分
析
的
方
法
に
従
う
思
索
が
依
拠
す
べ
き
出
発
点
を
指
示
す
る
語
句
、
つ
ま

り
、
「
す
で
に
信
頼
し
う
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
何
か
或
る
も
の
」
と

い
う
語
句
の
二
義
性
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
の
二
義
性
に
対
応
し

て
、
分
析
的
方
法
そ
の
も
の
に
二
つ
の
意
義
の
存
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
の
意
義
に
お
け
る
分
析
的
方
法
と
ぽ
、
「
い
っ
た
い
形

而
上
学
は
可
能
で
あ
る
か
？
」
と
い
う
「
批
判
的
問
題
」
に
十
分
な
解
答
を
与

え
る
巡
め
に
思
索
が
依
拠
す
べ
き
出
発
点
と
し
て
、
「
純
粋
数
学
及
び
純
粋
自

然
科
学
」
の
認
識
を
前
提
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
第
二
の

意
義
に
お
け
る
分
析
的
方
法
と
は
、
思
索
が
依
拠
す
べ
き
出
発
点
と
し
て
更
に

「
自
然
素
質
と
し
て
の
形
而
上
学
」
を
前
提
す
る
「
必
要
か
お
る
」
と
す
る
も

の
で
あ
る
。

　
更
に
、
い
ま
一
つ
、
第
三
の
意
義
に
お
げ
る
分
析
的
方
法
を
提
示
し
よ
う
。

　
　
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
五
節
で
カ
ン
ト
は
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
で
答
え
ら

れ
る
べ
き
第
四
の
問
題
と
し
て
、
「
い
か
に
し
て
学
と
し
て
の
形
而
上
学
は
可

能
で
あ
る
か
？
」
と
い
う
問
題
を
立
て
て
い
た
。
し
か
し
、
こ
の
開
題
の
形
式

は
、
次
に
紹
介
す
る
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
四
節
に
見
ら
れ
る
、
問
題
の
形

式
に
関
す
る
思
想
と
矛
盾
す
る
。
カ
ン
ト
は
、
「
現
実
に
所
与
な
る
も
の
と
し

て
存
在
し
て
い
る
」
　
「
純
粋
数
学
及
び
純
粋
自
然
科
学
」
の
認
識
の
「
原
理
」

を
問
う
問
題
の
形
式
に
つ
い
て
、
述
べ
て
い
る
…
…
。

　
　
「
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
が
可
能
で
あ
る
か
否
か
（
Ｏ
ご
を
問
う
必
要
は
な
く

（
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
現
実
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
）
、
仁
だ
、
そ
れ
が
い
か
に

λ
　
λ
　
　
　
　
　
　
　
ゝ
　
へ
　
λ
　
ゝ
　
Ｘ
　
λ
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）

し
て
（
乱
の
）
　
可
能
で
あ
る
か
を
問
い
さ
え
す
れ
ば
よ
い
」
。

　
　
つ
目
然
素
質
と
し
て
の
形
而
上
学
」
の
場
合
も
、
こ
れ
は
、
「
争
う
余
地
の

な
い
、
ア
ー
プ
リ
オ
リ
な
総
合
的
認
識
」
と
し
て
で
は
な
い
に
せ
よ
、
「
現
実

に
存
在
し
て
い
る
」
　
「
所
与
な
る
」
認
識
で
あ
る
と
い
う
一
点
に
お
い
て
は
、

純
粋
数
学
や
純
粋
自
然
科
学
と
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
問
題
の
形
式
に
関
す

る
右
の
思
想
か
ら
す
れ
ば
、
こ
れ
ら
三
者
に
つ
い
て
は
、
「
い
か
に
し
て
（
乱
り
）

可
能
か
？
」
と
間
う
の
が
ふ
さ
わ
し
い
、
と
言
え
る
。

　
し
か
し
、
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
は
、
「
現
実
に
存
在
し
て
い
る
」
も

の
で
は
な
い
。
実
際
カ
ン
ト
は
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
四
節
で
は
、
そ
の
よ

う
な
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
に
つ
い
て
、
「
い
か
に
し
て
（
乱
の
）
可
能

か
？
」
を
問
う
こ
と
は
で
き
ず
、
ま
ず
「
可
能
か
否
か
（
Ｏ
ご
？
）
を
問
う
べ

き
で
あ
る
と
考
え
、
「
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
の
一
般
的
開
題
」
す
な
わ
ち
「
い
っ
た

い
形
而
上
学
は
可
能
で
あ
る
か
？
」
と
い
う
「
批
判
的
問
題
」
を
掲
げ
た
の
で

あ
る
。
何
ら
事
実
性
を
認
め
ら
れ
て
い
な
い
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
を
、

分
析
的
方
法
に
従
う
思
索
が
依
拠
す
べ
き
出
発
点
と
し
て
前
提
す
る
か
の
よ
り

な
形
式
を
も
つ
、
「
い
か
に
し
て
学
と
し
て
の
形
而
上
学
は
可
能
で
あ
る
か
？
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
九
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と
０
　
う
筒
題
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
考
察
し
た
か
ぎ
り
で
の
、
分
析
的
方
法
を
め
ぐ

る
カ
ン
√
じ
の
思
想
か
ら
は
生
じ
よ
う
の
な
い
問
題
で
あ
る
。
実
に
、
こ
の
問
題

は
、
わ
れ
わ
れ
が
明
ら
か
に
し
た
二
つ
の
意
義
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
第
三
の

意
義
に
お
け
る
分
析
的
方
法
と
結
び
つ
い
て
生
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問

題
を
立
て
る
た
め
の
伏
線
を
敷
く
か
の
よ
う
に
、
カ
ン
ト
は
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ

ナ
』
第
五
節
で
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
　
「
分
析
的
方
法
が
意
味
し
て
い
る
の
は
、
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
か
ら
、
あ

た
か
も
そ
の
も
の
が
所
与
（
包
匈
孚
留
）
で
あ
る
か
の
よ
う
に
出
発
し
て
、
そ

の
も
と
で
の
み
そ
の
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
が
可
能
と
な
る
諸
条
件
へ
さ
か
の

ぼ
る
こ
と
だ
け
で
あ
る
」
。

　
分
析
的
方
法
が
こ
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
な
ら
、

索
が
、
「
求
め
ら
れ
て
い
る
も
の
」
で
あ
る
例
え
ば

こ
の
方
法
を
実
現
す
る
思

「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」

を
「
あ
た
か
も
所
与
で
あ
る
か
の
よ
う
に
」
想
定
し
た
上
で
、
そ
れ
に
つ
い
て
、

「
い
か
に
し
て
（
乱
の
）
可
能
か
？
」
と
間
う
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
想
定
さ
れ
た

「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
が
可
能
で
あ
る
た
め
の
「
条
件
」
で
あ
る
「
理
性
」

へ
と
さ
か
の
ぼ
る
と
い
う
道
筋
を
歩
む
と
い
う
こ
と
も
あ
り
う
る
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
そ
の
道
筋
の
端
緒
に
、
「
い
か
に
し
て
学
と
し
て
の
形
而
上
学
は
可

能
で
あ
る
か
？
」
と
い
う
問
題
が
、
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
よ
う
な
分
析
的
方
法
は
、
先
に
考
察
し
た
二
種
の
分
析
的

方
法
の
い
ず
れ
と
も
異
な
る
。
先
に
考
察
し
た
二
つ
の
意
義
の
い
ず
れ
に
お
け

る
分
析
的
方
法
も
、
等
し
く
、
「
現
実
に
存
在
し
て
い
る
」
「
所
与
な
る
」
「
事

実
」
を
思
索
の
依
拠
す
べ
き
出
発
点
と
し
、
こ
こ
か
ら
こ
の
「
事
実
」
の
「
原

理
」
・
「
源
泉
」
で
あ
る
「
理
性
」
の
解
明
へ
と
思
索
を
進
め
る
よ
う
指
示
し
て

い
た
。
こ
う
し
て
捉
え
ら
れ
る
「
原
理
」
・
「
源
泉
」
は
、
「
事
実
」
か
ら
出
発

す
る
思
索
に
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
捉
え
ら
れ
る
と
同
時

に
、
現
実
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
類
の
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
〇

と
こ
ろ
が
、
第
三
の
意
義
で
の
分
析
的
方
法
は
、
「
所
与
」
と
想
定
さ
れ
た
、

し
か
し
実
際
に
は
そ
の
現
実
性
も
可
能
性
も
ま
だ
不
確
か
な
も
の
か
ら
そ
の

「
条
件
」
へ
と
思
索
を
進
め
る
よ
う
指
示
す
る
。
た
と
え
こ
の
指
示
に
従
っ
て
、

例
え
ば
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
の
「
条
件
」
で
あ
る
「
理
性
」
の
姿
が
描

か
れ
た
と
し
て
も
、
そ
の
「
理
性
」
は
、
仮
説
的
に
想
定
さ
れ
た
も
の
か
ら
出

発
す
る
思
索
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
も
の
で
あ
る
が
故
に
、
す
で
に
そ
れ
だ
け
で
、

現
実
性
を
も
つ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

出
発
点
に
想
定
さ
れ
た
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
を
実
際
に
可
能
な
ら
し
め

る
「
理
性
」
と
い
う
も
の
が
も
し
存
立
す
る
な
ら
、
そ
の
「
理
性
」
が
と
ら
ね

ば
な
ら
な
い
姿
が
描
か
れ
た
ま
で
の
こ
と
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ
に
描
か
れ

た
「
理
性
」
か
ら
更
に
進
み
、
想
定
さ
れ
た
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
の
実

際
上
の
可
能
性
や
現
実
性
貪
証
明
す
る
た
め
に
は
、
こ
の
「
理
性
」
の
姿
の
描

出
に
ま
で
達
し
た
思
索
の
分
析
的
な
歩
み
と
は
独
立
に
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
「
理

性
」
の
現
実
性
を
、
「
理
性
」
自
身
に
即
し
て
証
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
分
析
的
方
法
に
従
う
思
索
が
依
拠
す
べ
き
出
発
点
と
し
て
前
提
な
い
し
想
定

さ
れ
る
も
の
に
関
す
る
カ
ン
ト
の
思
想
に
、
三
種
存
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
た
。
そ
れ
ら
三
種
の
思
想
に
対
応
し
て
、
分
析
的
方
法
そ
の
も
の
も
三
種
に

区
別
さ
れ
た
。
し
か
も
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
四
節
・
第
五
節
で
は
、
相
異

な
る
そ
れ
ら
三
種
の
分
析
的
方
法
は
た
だ
並
存
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
そ
れ

ら
を
互
い
に
関
係
づ
け
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
統
一
的
な
方
法
は
示
さ
れ
て

い
な
い
の
で
あ
る
。

五
　
方
法
の
適
格
性

　
　
「
い
っ
た
い
形
而
上
学
は
可
能
で
あ
る
か
？
」
と
い
う
「
批
判
的
問
題
」
に

取
り
組
む
思
索
の
歩
み
を
規
定
す
る
二
つ
の
方
法
－
―
－
総
合
的
方
法
と
分
析
的



自己認識の方法

方
法
Ｉ
Ｊ
の
い
ず
れ
に
お
い
て
も
、
「
理
性
」
に
よ
る
「
理
性
」
の
解
明
、
す

な
１
　
　
ち
「
理
性
」
の
「
自
己
認
識
」
に
向
か
う
よ
う
に
と
の
指
示
が
な
さ
れ
て

い
る
。
確
か
に
、
「
理
性
」
は
認
識
一
般
の
「
源
泉
」
・
「
原
理
」
・
「
条
件
」
で

あ
る
が
故
に
、
「
理
性
」
が
完
全
に
解
明
さ
れ
る
に
至
る
な
ら
、
そ
の
時
は
じ

め
て
、
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
が
可
能
か
否
か
、
ま
た
可
能
な
ら
ど
の
よ

う
な
形
而
上
学
が
可
能
か
、
等
、
の
問
題
に
答
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
故
、
「
理
性
」
に
よ
る
「
理
性
」
の
完
全
な
解
明
、
「
理
性
」
の
「
自
己

認
識
」
の
完
成
は
、
右
の
「
批
判
的
問
題
」
に
答
え
つ
つ
、
で
き
る
こ
と
な
ら

　
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
を
新
た
に
構
築
し
、
「
理
性
」
に
フ
氷
続
的
な
満

足
」
を
与
え
よ
う
と
展
望
す
る
思
索
に
と
っ
て
、
当
面
ど
う
し
て
も
到
達
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
境
地
で
あ
る
、
と
言
え
る
。
し
か
し
、
三
種
の
分
析
的
方
法

の
各
々
に
従
う
思
索
に
お
い
て
解
明
さ
れ
る
「
理
性
」
に
焦
点
を
あ
て
て
、
各

々
の
分
析
的
方
法
を
批
判
的
に
考
察
す
る
と
、
分
析
的
方
法
の
限
界
、
あ
る
０
　

は
総
合
的
方
法
に
対
す
る
分
析
的
方
法
の
依
存
と
い
う
局
面
が
明
ら
か
に
な

る
。

　
ま
ず
、
「
純
粋
数
学
及
び
純
粋
自
然
科
学
」
の
認
識
の
み
を
思
索
の
依
拠
す

べ
き
出
発
点
と
し
て
前
提
す
れ
ば
十
分
で
あ
る
と
す
る
、
第
一
の
意
義
で
の
分

析
的
方
法
に
つ
い
て
語
る
な
ら
、
こ
の
方
法
に
従
う
思
索
は
、
当
初
よ
り
、
あ

る
種
の
狭
証
さ
を
伴
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
の
思
索
は
、
「
純
粋
数
学
及
び
純

粋
自
然
科
学
」
の
認
識
の
成
立
を
可
能
に
す
る
に
必
要
な
「
原
理
」
と
し
て

　
「
理
性
」
を
解
明
で
き
る
に
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
「
原
理
」
と
し
て
も
働
く

当
の
そ
の
「
理
性
」
が
何
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
十
分
に
は
探
求
し
か
い

か
ら
で
あ
る
。
第
一
の
意
義
で
の
分
析
的
方
法
を
実
現
す
る
思
索
は
、
「
理
性
」

に
由
来
す
る
「
所
業
」
・
「
事
実
」
の
　
「
実
例
（
帥
恋
留
回
）
」
な
い
し
「
範
例

（
Ｅ
ｘ
ｅ
ｍ
ｐ
ｌ
ａ
ｒ
）
」
に
す
ぎ
な
い
か
、
あ
る
い
は
少
な
く
と
も
そ
の
よ
う
な
「
所

業
」
・
「
事
実
」
の
全
体
で
あ
る
と
は
薗
証
さ
れ
て
い
た
い
か
の
い
ず
れ
か
で
あ

る
「
純
粋
数
学
及
び
純
粋
自
然
科
学
」
の
認
識
と
の
相
対
的
な
関
係
に
お
い
て
、

　
「
理
性
」
を
解
明
で
き
る
に
と
ど
ま
る
。
そ
れ
故
、
そ
の
思
索
が
「
理
性
」
の

何
で
あ
る
か
を
記
述
し
て
も
、
そ
の
記
述
が
「
理
性
」
そ
れ
自
身
に
過
不
足
な

く
適
中
す
る
と
は
言
い
え
な
い
。
仮
に
右
の
適
中
が
生
じ
た
と
し
て
も
、
そ
れ

は
幸
運
な
偶
然
に
よ
る
も
の
で
あ
る
他
は
な
い
。

　
先
に
わ
れ
わ
れ
は
、
第
一
の
意
義
で
の
分
析
的
方
法
を
支
え
る
思
想
と
し
て
、

　
「
所
与
な
る
」
　
「
純
粋
数
学
及
び
純
粋
自
然
科
学
」
の
認
識
を
「
可
能
な
ら
し

め
る
原
理
」
か
ら
「
他
の
〔
純
粋
数
学
及
び
純
粋
自
然
科
学
の
で
は
な
い
、
と

い
う
意
味
〕
す
べ
て
の
認
識
の
可
能
性
」
を
「
導
出
」
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ

る
と
す
る
思
想
を
示
し
た
が
、
そ
も
そ
も
そ
の
思
想
が
根
拠
を
欠
い
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
と
い
う
の
は
、
そ
れ
ら
二
つ
の
学
の
認
識
を
「
可
能
な
ら
し
め
る

原
理
」
と
は
異
な
る
、
「
他
の
」
認
識
を
「
可
能
な
ら
し
め
る
原
理
」
、
例
え
ば

　
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
を
「
可
能
な
ら
し
め
る
原
理
」
が
存
し
、
両
方
の

　
「
原
理
」
が
と
も
に
「
理
性
」
に
所
属
す
る
と
い
う
事
態
も
考
え
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
い
っ
た
い
形
而
上
学
は
可
能
で
あ
る
か
？
」
と
い
う

　
「
批
判
的
問
題
」
に
十
分
な
解
答
を
与
え
る
た
め
に
は
、
ど
う
し
て
も
、
「
理

性
」
を
完
全
に
解
明
し
て
お
く
必
要
か
お
る
。
第
一
の
意
義
で
の
分
析
的
方
法

を
実
現
す
る
思
索
は
、
こ
の
必
要
を
満
た
さ
な
い
。
あ
る
い
は
、
偶
然
に
恵
ま

れ
こ
の
必
要
を
満
た
す
こ
と
に
な
る
う
と
も
、
自
ら
そ
の
こ
と
を
誤
り
な
く
自

覚
す
る
こ
と
は
な
い
。

　
第
二
の
意
義
で
の
分
析
的
方
法
、
つ
ま
り
、
思
索
の
依
拠
す
べ
き
出
発
点
と

し
て
更
に
「
自
然
素
質
と
し
て
の
形
而
上
学
」
を
も
前
提
す
る
「
必
要
か
お
る
」

と
す
る
分
析
的
方
法
に
つ
い
て
も
、
原
則
的
に
は
同
様
の
限
界
が
指
摘
さ
れ
う

る
。
確
か
に
、
こ
の
よ
う
な
前
提
の
追
加
に
よ
っ
て
、
「
純
粋
数
学
及
び
純
粋
自

然
科
学
」
の
認
識
と
の
相
対
的
な
関
係
に
お
い
て
の
み
解
明
さ
れ
る
「
理
性
」

と
、
す
で
に
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
で
解
明
さ
れ
た
「
理
性
」
と
を
比
較

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
一



崇北　岡

す
る
時
陽
つ
く
最
も
顕
著
な
両
者
の
開
の
相
違
の
一
つ
、
つ
ま
り
、
後
者
に
見

ら
れ
る
尹
証
論
の
部
門
が
前
者
に
は
欠
け
て
い
る
と
い
う
相
違
が
、
前
者
の
後

者
へ
の
適
合
と
い
う
仕
方
で
、
事
実
上
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
に
お
い
て
解
消
さ

れ
る
こ
と
に
は
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
認
識
一
般
の
「
源
泉
」
で
あ
る
「
理

性
」
の
全
体
が
す
で
に
知
ら
れ
て
い
る
と
い
う
の
で
も
な
い
か
ぎ
り
、
「
理
性
」

の
全
体
に
見
今
り
そ
の
「
理
性
」
の
「
所
業
」
二
事
実
」
を
あ
ら
か
じ
め
選
び

出
し
て
お
く
た
め
の
統
一
的
な
基
準
を
提
供
し
う
る
よ
う
な
分
析
的
方
法
と
い

う
も
の
は
存
在
し
な
い
。
こ
れ
は
、
「
す
で
に
信
頼
し
う
る
も
の
と
し
て
知
ら

れ
て
い
る
何
か
或
る
も
の
」
と
い
う
語
旬
が
、
思
索
の
依
拠
す
べ
き
出
発
点
と

し
て
前
提
さ
れ
る
も
の
を
十
分
に
は
規
定
す
る
こ
と
か
く
幾
ら
か
抽
象
的
に
指

示
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
多
様
な
解
釈
を
許
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
明
ら
か
で

あ
る
。
従
っ
て
、
第
二
の
意
義
で
の
分
析
的
方
法
を
実
現
す
る
思
索
も
、
「
理

性
」
の
「
所
業
」
・
「
事
実
」
の
全
体
で
あ
る
と
は
賄
証
さ
れ
ぬ
ま
ま
事
実
上
す

で
に
己
れ
の
依
拠
す
べ
き
出
発
点
と
し
て
選
び
出
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
前
提

と
の
相
対
的
な
関
係
に
お
い
て
の
み
「
理
性
」
を
記
述
す
る
こ
と
が
で
き
る
に

す
ぎ
な
い
。
こ
の
記
述
が
、
「
理
性
」
の
全
体
に
過
不
足
な
く
適
中
す
る
と
す

れ
ば
、
や
は
り
そ
れ
は
、
幸
運
な
偶
然
に
よ
る
も
の
だ
と
し
か
言
い
よ
う
が
な

　
べ
○

～
Ｖ　

あ
る
い
は
、
右
の
適
中
が
、
す
で
に
総
合
的
方
法
に
従
う
思
索
に
よ
っ
て

『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一
版
に
お
い
て
解
明
さ
れ
て
い
る
’
－
そ
し
て
、
そ
の

よ
う
な
意
味
に
お
い
て
い
「
す
で
に
信
頼
し
う
る
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
」

Ｉ
－
Ｊ
「
理
性
」
へ
の
意
図
的
な
適
合
に
よ
っ
て
生
1
　
1
　
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら

　
（
4
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
λ
　
ゝ
　
ゝ
　
λ

れ
る
。
だ
が
、
実
際
に
、
そ
の
よ
う
な
意
図
的
な
適
合
が
企
て
ら
れ
た
と
す
れ

ば
、
そ
れ
こ
そ
、
こ
の
分
析
的
方
法
が
単
独
で
は
「
理
性
」
の
完
全
な
解
明
へ

と
思
索
を
導
く
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
だ
け
で
な
く
、
更
に
、
こ
の
分
析

的
方
法
が
総
合
的
方
法
に
依
存
す
る
と
に
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
二

　
最
後
に
、
第
三
の
意
義
で
め
分
析
的
方
法
を
願
て
み
よ
う
。
こ
の
方
法
の
実

現
を
め
ざ
す
思
索
が
、
そ
の
出
発
点
に
、
例
え
ば
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」

を
「
所
与
」
で
あ
る
と
想
定
し
、
こ
の
も
の
の
「
条
件
」
で
あ
る
「
理
性
」
の

姿
を
描
き
出
し
た
と
し
て
も
、
こ
こ
に
描
か
れ
た
姿
に
お
け
る
「
理
性
」
の
現

実
性
が
「
理
性
」
自
身
に
即
し
て
証
明
さ
れ
な
げ
れ
ば
、
思
索
の
出
発
点
に
想

定
さ
れ
た
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
の
実
際
上
の
可
能
性
や
現
実
性
は
証
明

さ
れ
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
描
か
れ
た
姿
の
「
理
性
」
が
現
実
的
で
あ
る
か

否
か
を
「
理
性
」
自
身
に
即
し
て
証
明
す
る
た
め
に
は
、
「
理
性
」
の
「
自
己

認
識
」
の
完
成
が
要
請
さ
れ
る
。
従
っ
て
、
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
の
実

際
上
の
可
能
性
の
有
無
を
間
う
問
題
に
答
え
る
た
め
の
方
法
と
し
て
、
第
三
の

意
義
で
の
分
析
的
方
法
も
適
格
性
を
欠
く
。
と
い
う
の
は
、
右
の
問
題
に
十
分

な
解
答
を
与
え
る
た
め
に
は
、
こ
の
方
法
に
従
う
思
索
は
、
総
合
的
方
法
に
従

う
思
索
に
応
援
を
求
め
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
三
の
意
義
で
の
分
析

的
方
法
の
限
界
は
、
論
理
的
に
は
右
の
よ
う
に
要
約
で
き
る
。

　
実
際
に
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の
「
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
の
一
般
的
問
題
の
解
決

　
　
　
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ
ｒ

Ｉ
Ｉ
’
い
か
に
し
て
学
と
し
て
の
形
而
上
学
は
可
能
で
あ
る
か
？
」
と
い
う
標
題

の
項
の
も
と
で
は
、
「
形
而
上
学
が
学
と
し
て
、
単
に
欺
朧
的
な
説
得
だ
け
で

な
く
、
洞
察
と
確
信
と
を
要
求
し
う
る
た
め
に
」
な
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
こ
と
と

し
て
、
た
だ
ち
に
、
「
理
性
の
批
判
」
を
遂
行
し
「
理
性
」
の
「
自
己
認
識
」

の
内
容
を
「
一
つ
の
完
全
な
体
系
」
に
お
い
て
明
示
す
る
こ
と
の
必
要
が
語
ら

れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
作
業
に
携
わ
る
『
純
粋
理
性
批
判
』
に
つ
い
て
、
引
き

続
き
そ
の
箇
所
で
、
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
…
…
。

　
　
「
そ
れ
故
、
『
批
判
』
が
、
全
く
た
だ
『
批
判
』
だ
け
が
、
学
と
し
て
の
形

而
上
学
を
成
立
さ
せ
う
る
た
め
の
、
よ
く
吟
味
さ
れ
昇
証
さ
れ
た
全
計
画
を
、

い
や
そ
れ
ぽ
か
り
で
な
く
こ
の
計
画
を
遂
行
す
る
す
べ
て
の
手
段
を
含
む
。
他

の
方
途
や
手
段
に
よ
っ
て
は
、
学
と
し
て
の
形
而
上
学
は
不
可
能
で
あ
心
ご
。



自己認識の方法

　
９
　
合
的
方
法
を
実
現
す
る
匙
索
と
ニ
ヴ
の
「
理
性
」
の
「
自
己
認
識
」
が
完

成
す
る
境
地
を
い
ま
だ
見
定
め
て
い
な
い
筆
者
は
、
右
の
カ
ン
ト
の
言
葉
の
真

実
性
を
全
面
的
に
保
証
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
カ
ン
ト
自
身
次
の

点
を
認
め
て
い
る
こ
と
だ
け
は
、
す
で
に
右
の
言
葉
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
す

な
わ
ち
、
第
三
の
意
義
で
の
分
析
的
方
法
に
従
う
思
索
が
「
い
か
に
し
て
学
と

し
て
の
形
而
上
学
は
可
能
で
あ
る
か
？
」
と
い
う
第
四
の
開
題
に
十
分
な
解
答

を
与
え
よ
う
と
す
る
時
、
そ
の
思
索
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
思
索
に
、
そ

れ
故
ま
た
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
思
索
の
歩
み
を
規
定
す
る
総
合
的
方
法
に
依

存
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
点
て
あ
る
。

　
さ
て
、
本
節
の
以
上
の
考
察
に
よ
り
、
わ
れ
わ
れ
が
区
別
し
た
三
種
の
分
析

的
方
法
の
い
ず
れ
も
、
「
理
性
」
に
よ
る
「
理
性
」
の
完
全
な
解
明
、
す
な
わ

ち
「
理
性
」
の
「
自
己
認
識
」
の
完
成
と
に
い
う
境
地
へ
と
、
思
索
の
歩
み
を
確

実
に
ｌ
ｊ
幸
運
な
偶
然
に
よ
っ
て
で
は
な
く
Ｉ
ｊ
導
い
て
ゆ
く
こ
と
は
で
１
　
な

い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
、
少
な
く
と
も
第
三
の
意
義
で
の
分
析
的
方
法
に
は

総
合
的
方
法
に
対
す
る
依
存
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
二
点
が
明
ら
か
に
な

つ
た
。
そ
れ
故
、
た
と
え
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
が
可
能
で
あ
る
と
し
て

も
、
そ
の
時
、
そ
の
形
而
上
学
の
体
系
を
構
築
し
て
「
理
性
に
永
続
的
な
満
足

を
与
え
る
」
と
い
う
究
極
的
な
目
標
は
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
四
節
・
第
五

節
の
記
述
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
三
種
の
分
析
的
方
法
の
い
ず
れ
の
射
程
を
も
越

え
出
る
地
点
に
存
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
、
本
稿
冒
頭
に
、
「
い
っ
た
い
形
而
上
学
は
可
能
で
あ
る
か
？
」

と
い
う
「
批
判
的
問
題
」
を
挙
げ
、
こ
の
問
題
に
取
り
組
む
思
索
の
歩
み
を
規

定
す
る
二
つ
の
「
方
法
的
手
続
き
」
‐
－
ｊ
総
合
的
方
法
と
分
析
的
方
法
－
Ｊ
の

存
す
る
こ
と
を
述
べ
た
。
こ
れ
ら
二
つ
の
「
方
法
的
手
続
き
」
の
う
ち
、
「
批

判
的
問
題
」
に
取
り
組
む
思
索
を
そ
の
究
極
的
な
目
標
へ
と
導
い
て
ゆ
く
と
期

待
で
き
る
「
方
法
的
手
続
き
」
と
し
て
、
今
、
わ
れ
わ
れ
の
手
許
に
は
、
た
だ

一
て
総
合
的
方
法
だ
け
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
「
ど
の
よ
う
な
事
実

に
も
も
と
づ
か
ず
に
」
、
「
理
性
」
の
み
を
頼
み
、
「
自
己
認
識
」
・
自
己
規
定

（
Ｓ
ｅ
ｌ
ｂ
ｓ
ｔ
ｂ
ｅ
ｓ
ｔ
i
m
m
ｕ
ｎ
ｇ
）
の
道
を
歩
み
つ
つ
目
標
を
め
ざ
す
と
い
う
、
哲
学

的
思
索
に
囚
有
の
志
向
性
を
完
全
に
発
揮
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
と
期
待
で

き
る
唯
一
の
方
法
で
あ
る
。
か
く
し
て
、
わ
れ
わ
れ
は
、
総
合
的
方
法
を
実
現

寸
心
思
索
に
つ
い
て
、
カ
ン
ト
と
と
も
に
語
り
う
る
。
ｌ
ｊ
「
結
局
、
純
粋
理

性
そ
の
も
の
の
批
判
が
試
み
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
し
、
あ
る
い
は
ま
た
も
し
批

判
が
現
に
存
在
す
る
な
ら
、
そ
れ
が
研
究
さ
れ
、
一
般
的
な
吟
味
に
か
け
ら
れ

ね
ば
な
ら
な
い
」
。

　
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
は
「
予
備
（
く
Ｏ
訃
冨
品
ｇ
）
」
で
あ
る
。
『
純
粋
理
性

批
判
』
も
ま
た
　
「
予
備
学
　
（
Ｐ
ｒ
ｏ
ｐ
ａ
ｄ
ｅ
ｕ
ｔ
ｉ
ｋ
｡
　
　
Ｖ
ｏ
ｒ
ｉ
ｉ
ｂ
ｕ
ｎ
巴
）
で
あ
る
。
だ

が
、
と
も
に
予
備
的
考
察
で
あ
る
と
は
し
え
、
両
者
の
間
に
は
、
前
者
が
後
者

、
／
　
　
　
　
。
ｙ
Ｖ
、
‘
一
　
４
／
ｒ
Γ
ト
’
一
‘
も
々
ノ
ｓ
　
」
ご
『
ｙ
　
－
￥
Ｆ
Ｖ
ｙ
ｌ
　
、
♂
　
｛
Ｆ
ｊ
／
Ｃ
ｐ
ｒ
Ｆ
？
μ
ｖ
、
脳
｝
　
７
ｒ
ｒ
Ｉ
Ｉ
【
／
｀
／
ノ
４
一
一
一
／

の
「
冗
長
さ
」
や
「
不
明
瞭
」
を
「
。
除
去
す
る
」
と
い
う
相
違
が
あ
る
だ
げ
で

は
な
ト
・
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
は
、
〔
学
と
し
て
の
形
而
上
学
〕
　
の
た
め
の

９
　
｛
の
「
予
備
学
」
－
ｊ
ｖ
ｏ
ｒ
ｕ
Ｄ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｓ
ｇ
.
―
ｊ
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
研
究
へ
と
読
者
の
関
心
を
転
1
　
1
　
促
す
予
備
的
諸
考
察

Ｖ
ｏ
ｒ
ｉ
ｉ
ｂ
ｕ
ｎ
ｇ
ｅ
ｎ
　
ｐ
ｉ
.

で
あ
る
こ
と
を
通
し
て
は
1
　
1
　
め
て
、
『
学
と
し

て
現
わ
れ
う
る
あ
ら
ゆ
る
将
来
の
形
而
上
学
の
た
め
の
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
と
な

る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
ま
た
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
「
冗
長

さ
」
や
「
不
明
瞭
」
を
「
除
去
す
る
」
と
言
わ
れ
る
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の
思

索
を
、
そ
の
究
極
的
な
目
標
－
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
を
構
築
し
「
理

性
に
永
続
的
な
満
足
を
与
え
る
」
こ
と
Ｉ
Ｉ
Ｊ
に
向
け
て
正
確
に
解
釈
す
る
た
め

に
も
、
「
冗
長
さ
」
や
「
不
明
瞭
」
を
伴
う
『
純
粋
理
性
役
判
』
の
研
究
に
携

わ
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

八
三



崇北　岡

注

　
著
者
名
を
記
さ
ぬ
も
の
は
す
べ
て
カ
ン
ト
。
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
引
用
・
参
照
は
、

一
七
八
一
年
第
一
版
（
ｙ
）
、
一
七
八
七
年
第
二
版
【
】
ｗ
）
の
頁
附
に
よ
る
。
カ
ン
ト
の

他
の
著
作
の
引
用
・
参
照
は
、
ア
カ
デ
ミ
ー
版
カ
ぎ

マ
数
字
で
巻
数
を
、
ア
ラ
ビ
ア
数
字
で
そ
の
巻
の
頁
数
を
示
す
。

（
―
）
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｌ
ｅ
ｇ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
ａ
　
　
ｚ
ａ
　
　
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｒ
　
　
　
ｊ
ｅ
ｄ
ｅ
ｎ
　
ｋ
ｉ
ｉ
ｎ
ｆ
ｔ
ｉ
ｇ
ｅ
ｎ
　
Ｍ
ｅ
ｔ
ａ
ｐ
ｈ
ｙ
ｓ
ｉ
ｋ
｡
　
　
　
ｄ
ｉ
ｅ
　
ａ
ｌ
ｓ

　
　
Ｗ
ｉ
ｓ
ｓ
ｅ
ｎ
ｓ
ｃ
ｈ
ａ
ｆ
ｔ
乱
ｒ
ｄ
　
　
　
ａ
ｕ
ｆ
ｔ
ｒ
ｅ
ｔ
ｅ
ｎ
　
　
　
ｋ
５
ｎ
ｎ
ｅ
戸
　
同
胞
〔
以
下
、
Ｐ
ｒ
ｏ
ｌ
.
と
略

　
　
記
１
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
７
１
　
ｕ
.
　
　
　
２
７
４
.

ごへ
２

心／

八3

X､ノ

八4

X､ノ

八５

口

ハ
６

Ｗ

ハ

7

X､ノ

八８

Ｗ

へ
９

心／

八

10

Ｘ､ノ

/へｎ

心ノ

八12

Ｗ

へ
13

心

K
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｋ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｎ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
Ｉ
口
才
｛
以
下
’
　
Ｋ
ｒ
Ｖ
.
と
略
記
ｙ
ｙ
ｘ
戸

｝
）
ｒ
ｏ
ｌ
.
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
／
４
-
５
.
　
　
　
Ｋ
ｒ
Ｖ
.
｡
　
　
Ａ
Ｖ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
-
Ｘ
Ｉ
Ｉ
.

Ｐ
ｒ
ｏ
ｌ
.
　
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
７
１
.

Ｐ
ｒ
ｏ
！
｡
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
７
５
.

　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｌ
.
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
３
６
８
.
　
　
　
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
　
　
Ｋ
ｒ
Ｖ
.
｡
　
　
Ａ
０
０
５
８
｡
　
　
Ｂ
８
８
４
.

　
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
　
　
Ｉ
）
ｒ
ｏ
ｌ
.
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
７
４
-
^
５
.

　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｌ
.
　
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
７
４
.

　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｌ
.
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
７
４
-
５
.

　
　
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
四
節
・
第
五
節
に
お
け
る
分
析
的
方
法
の
多
義
性
、
及
び

総
合
的
方
法
に
対
す
る
分
析
的
方
法
の
依
存
に
つ
い
て
、
ヅ
オ
タ
フ
が
言
及
し
て
い

る
。
但
し
、
ヅ
オ
タ
フ
の
解
釈
の
仕
方
は
、
本
稿
の
と
は
異
な
る
。

ｃ
ｆ
.
　
　
Ｒ
ｏ
ｂ
ｅ
ｒ
ｔ
　
Ｐ
ａ
ｕ
ｌ
　
Ｗ
ｏ
ｌ
ｆ
ｆ
｡
　
　
Ｋ
ａ
ｎ
ｔ
'
ｓ
　
　
Ｔ
ｈ
ｅ
ｏ
ｒ
ｙ
　
ｏ
ｆ
　
　
　
Ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｌ
　
Ａ
ｃ
ｔ
ｉ
ｖ
ｉ
ｔ
ｙ
｡

１
９
７
３
｡
　
　
ｐ
ｐ
.
　
４
４
-
５
４
.

　
本
稿
第
一
節
に
引
用
し
た
箇
所
―
―
注
（
８
）
１
１
を
参
照
せ
よ
。

　
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
　
　
Ｋ
ｒ
Ｖ
.
｡
　
　
Ａ
Ｘ
Ｉ
Ｖ
.

　
Ｋ
ｒ
Ｖ
.
｡
　
　
Ａ
Ｘ
Ｉ
.
　
　
　
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
　
　
Ｋ
ｒ
Ｖ
.
｡
　
　
Ａ
７
３
５
｡
　
　
Ｂ
７
６
３
;
　
　
　
Ａ
８
４
９
｡
　
　
Ｂ
８
７
７
.
　
　
　
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
　
　
ａ
ｕ
ｃ
ｈ

Ｉ
）
ｒ
ｏ
ｌ
.
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
３
１
７
.

（
1
4
）
　
Ｋ
ｒ
Ｖ
.
｡
　
　
Ａ
Ｘ
Ｉ
-
Ｘ
Ｉ
Ｉ
.

（
1
5
）
　
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
　
Ｋ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｋ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｐ
ｒ
ａ
ｋ
ｔ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｎ
　
Ｖ
ｅ
ｒ
呂
ｎ
ｆ
ｔ
｡
　
　
１
７
８
８
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｖ
｡
　
　
１
２
.

（
1
6
）
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｌ
.
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
７
２
.

（
1
7
）
　
「
少
な
く
と
も
」
と
言
う
の
は
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
完
結
し
て
も
「
理
性
」

　
　
の
「
自
己
認
識
」
が
未
完
成
で
あ
る
と
い
う
事
態
の
可
能
性
を
、
ま
だ
筆
者
は
否
定

　
　
し
き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

（
1
8
）
　
本
稿
第
一
節
に
引
用
し
た
箇
所
‐
―
注
（
８
Ｙ
Ｉ
を
参
照
せ
よ
。

八

19

七ノ

八
20

'心ノ

P
ｒ
ｏ
ｌ
.
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
８
０
｡

Ｐ
ｒ
ｏ
ｙ
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
７
５
.
　
こ
こ
に
紹
介
し
た
カ
ン
ト
の
思
想
の
正
当
性
そ
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
四

　
　
は
間
わ
な
い
。

（

2
1
）
　
引
用
箇
所
中
の
〔
　
　
〕
内
は
筆
者
に
よ
る
補
足
で
あ
る
。
以
下
も
同
様
。

（
2
2
）
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｙ
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
２
７
５
.

（
2
3
）
　
「
他
の
す
べ
て
の
認
識
の
可
能
性
」
が
「
導
出
」
さ
れ
れ
ば
、
そ
の
時
、
「
学
と

　
　
し
て
の
形
而
上
学
」
の
可
能
か
否
か
も
明
ら
か
に
な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
学
と
し
て

　
　
の
形
而
上
学
」
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
そ
の
可
能
性
も
そ
の
時
に
「
導
出
」
さ
れ
る
し
、

　
　
ま
た
そ
の
時
に
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
の
可
能
性
が
「
導
出
」
さ
れ
な
け
れ
ば
、

　
　
元
来
そ
れ
は
不
可
能
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

（
2
4
）
　
｝
）
ｒ
ｏ
ｌ
.
｡
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
７
９
-
８
０
.

（
2
5
）
　
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
に
向
か
う
自
然
素
質
」
は
、
先
の
引
用
箇
所
―
―
－
注

　
　
（
2
4
ブ
ー
で
は
、
単
に
「
純
粋
な
理
性
能
力
」
を
指
す
　
（
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
Ｋ
ｒ
Ｖ
.
｡
　
　
Ｂ
２
２
.
）

　
　
の
で
は
な
く
、
或
る
種
の
「
ア
ー
プ
リ
オ
リ
な
認
識
」
を
指
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、

　
　
Ｋ
ｒ
Ｖ
.
｡
　
Ｂ
２
１
-
２
に
説
明
さ
れ
る
意
味
で
「
自
然
素
質
と
し
て
の
形
而
上
学
」
と
言

　
　
い
換
え
る
方
が
よ
い
。
　
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
　
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｙ
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
３
６
５
｡
　
　
３
２
７
-
^
８
　
Ａ
ｎ
ｍ
：
ｖ
ｇ
ｌ
.

　
　
ａ
ｕ
ｃ
ｈ
　
Ｈ
ａ
ｎ
ｓ
　
Ｖ
ａ
ｉ
ｈ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｒ
｡
　
　
Ｋ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｒ
　
ｚ
ｕ
　
Ｋ
ａ
ｎ
ｔ
ｓ
　
Ｋ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｋ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｎ

　
　
Ｖ
ｅ
ｒ
呂
ｎ
ｆ
ｔ
｡
　
　
Ｎ
ｅ
ｕ
ｄ
ｒ
ｕ
ｃ
ｋ
　
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
　
　
２
.
　
　
　
Ａ
ｕ
ｉ
ｌ
ａ
ｇ
ｅ
　
　
Ｓ
ｔ
ｕ
ｔ
ｔ
ｇ
ａ
ｒ
ｔ
　
１
９
２
２
｡
　
　
１
９
７
０
〔
以

　
　
下
、
Ｋ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｒ
と
略
記
ソ
Ｂ
ｄ
.
　
　
１
｡
　
Ｓ
.
　
３
６
９
.

（
2
6
）
　
｝
）
Ｓ
ｙ
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
　
２
８
０
.

（
2
7
）
　
｝
）
ｒ
ｏ
ｙ
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
３
６
５
.

（
2
8
）
　
｝
）
ｒ
ｏ
ｌ
.
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
３
０
.

（
2
9
）
　
「
四
つ
の
問
題
」
を
表
現
す
る
１
　
々
の
疑
問
文
が
、
そ
の
ま
ま
、
Ｐ
ｒ
ｏ
ｌ
.
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡

　
　
２
８
０
｡
　
２
９
４
｡
　
３
２
７
｡
　
　
３
６
５
の
各
頁
で
始
ま
る
１
　
　
篇
な
い
し
項
の
標
題
と
し
て
採
用
さ
れ

　
　
て
い
る
。

（
3
0
）
　
先
の
引
用
箇
所
－
注
（
2
4
）
‐
－
を
１
　
照
せ
よ
。

（
3
1
）
　
他
方
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
構
成
は
、
Ｓ
ｕ
ｂ
ｏ
ｒ
ｄ
ｉ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
の
秩
序
に
よ
る
。

　
　
Ｓ
ｕ
ｂ
ｏ
ｒ
ｄ
ｉ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
と
Ｋ
ｏ
ｏ
ｒ
ｄ
ｉ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
の
相
違
は
、
二
つ
の
著
作
に
お
け
る
体
系

　
　
性
の
有
無
と
い
う
相
違
を
示
唆
す
る
。

（
3
2
）
　
『
純
粋
理
性
批
判
』
は
、
第
二
版
で
は
じ
め
て
そ
の
緒
論
に
お
い
て
「
四
つ
の
問

　
　
題
」
を
立
て
る
（
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
　
　
Ｋ
ｒ
Ｖ
.
｡
　
　
Ｂ
１
９
-
２
４
.
）
。
だ
が
、
分
析
的
方
法
に
従
う
思
索

　
　
は
、
「
四
つ
の
開
題
」
に
よ
っ
て
、
自
ら
依
拠
す
べ
き
出
発
点
を
与
え
ら
れ
る
の
に

　
　
対
し
、
総
合
的
方
法
に
従
う
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
思
索
は
、
こ
の
思
索
が
「
ど
の

　
　
よ
う
な
事
実
に
も
も
と
づ
か
ず
に
」
　
「
理
性
」
の
「
自
己
認
識
」
と
し
て
展
開
し
て

　
　
ゆ
く
そ
の
過
程
の
中
で
、
結
果
的
に
「
四
つ
の
問
題
」
に
解
答
を
与
え
よ
う
と
す
る

　
　
の
で
あ
る
。



自己認識の方法
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35
ハ
36

へ

37
へ
38

ハ
39

）
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ニ
　
Ａ
Ａ
Ｉ
く
｡
　
３
６
５
.
　
　
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
　
Ｐ
ｒ
ｏ
二
　
Ａ
Ａ
Ｉ
く
｡
　
　
３
６
２
.

）
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｌ
.
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
３
２
７
-
　
８
　
Ａ
ｎ
ｍ
：

）
　
カ
ン
ト
に
あ
っ
て
、
「
事
実
（
Ｆ
ａ
ｃ
ｔ
ｕ
m
）
」
と
は
、
そ
れ
を
生
せ
し
め
る
（
亥
り
’
ｏ
）

　
能
力
で
あ
る
「
理
性
」
へ
の
指
示
を
含
意
す
る
術
語
と
し
て
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ

　
る
。
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
　
ｂ
ｅ
ｓ
.
　
　
Ｋ
ｒ
Ｖ
.
｡
　
　
Ｂ
１
２
７
-
８
;
　
　
Ａ
７
６
０
-
１
｡
　
　
Ｂ
７
８
８
-
９
;
　
　
Ａ
７
６
３
-
４
｡
　
Ｂ
７
９
１
-
~
２
.

）
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ご
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
１
％
｡

）
　
｝
）
ｒ
ｏ
ご
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
７
１
　
ｕ
.
　
　
　
２
７
４
.
　
　
　
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
　
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｌ
.
　
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
５
５
-
６
.

）
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ご
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
７
６
　
Ａ
ｎ
ｍ
：

）
　
本
稿
第
三
節
に
引
用
し
た
箇
所
―
－
注
（
2
4
）
－
‐
‐
で
、
「
わ
れ
わ
れ
の
求
め
る

　
可
能
的
な
ア
ー
プ
リ
オ
リ
な
認
識
、
す
な
わ
ち
、
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
と
い
う

　
等
置
が
な
さ
れ
て
い
た
。
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
Ｈ
ａ
ｎ
ｓ
　
Ｖ
ａ
ｉ
ｈ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｒ
｡
　
　
Ｋ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｒ
｡
　
　
Ｂ
ｄ
.
　
１
｡

　
Ｓ
.
　
４
２
０
.

（
4
0
）
　
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
　
　
Ｈ
ａ
ｎ
ｓ
　
Ｖ
ａ
ｉ
ｈ
ｉ
ｎ
ｇ
ｅ
ｒ
｡
　
　
Ｋ
ｏ
ｍ
ｍ
ｅ
ｎ
ｔ
ａ
ｒ
｡
　
　
Ｂ
ｄ
.
　
　
　
１
｡
　
　
Ｓ
.
　
　
４
１
７
-
２
２
.

（
4
1
）
　
Ｋ
ｒ
Ｖ
.
　
｡
　
　
Ａ
３
８
-
９
｡
　
　
Ｂ
５
５
-
６
;
　
　
　
Ａ
７
１
２
｡
　
　
Ｂ
７
４
０
.
　
　
　
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
　
　
Ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ｉ
ｎ
　
　
　
Ｈ
ｅ
ｉ
ｄ
ｅ
ｇ
ｇ
ｅ
ｒ
｡

　
　
Ｐ
ｈ
ａ
ｎ
ｏ
ｍ
ｅ
ｎ
ｏ
ｌ
ｏ
ｇ
ｉ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
　
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｒ
ｅ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
Ｋ
ａ
ｎ
ｔ
ｓ
　
Ｋ
ｒ
ｉ
ｔ
ｉ
ｋ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
ｒ
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｎ

　
　
Ｖ
ｅ
ｒ
Ｉ
ｎ
ｆ
ｔ
｡
　
　
　
Ｇ
ｅ
ｓ
a
m
ｔ
ａ
ｕ
ｓ
ｇ
ａ
ｂ
ｅ
　
　
Ｂ
ｄ
.
　
　
２
５
｡
　
　
１
９
７
７
　
〔
以
下
、
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｒ
ｅ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ

　
　
と
略
記
ソ
ω
・
き
・

（
4
2
）
　
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
　
　
Ｈ
ｅ
ｉ
ｎ
ｚ
　
　
　
Ｔ
ａ
ｎ
ｓ
ｏ
ｈ
ｎ
｡
　
　
　
Ｋ
ａ
ｎ
ｔ
ｓ
　
　
　
Ｌ
ｅ
ｈ
ｒ
ｅ
　
　
ｖ
ｏ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
　
Ｓ
ｕ
ｂ
ｊ
ｅ
ｋ
ｔ
ｉ
ｖ
ｉ
ｔ
ａ
ｔ
｡

　
　
冨
６
９
｡
　
　
Ｓ
.
　
　
　
２
４
.
　
　
　
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
　
　
ａ
ｕ
ｃ
ｈ
　
Ｍ
ａ
ｒ
ｔ
ｉ
ｎ
　
Ｈ
ｅ
ｉ
ｄ
ｅ
ｇ
ｇ
ｅ
ｒ
｡
　
　
Ｉ
ｎ
ｔ
ｅ
ｒ
ｐ
ｒ
ｅ
ｔ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
｡
　
　
Ｓ
.

　
　
４
３
-
６
.

（

4
3
）
　
本
稿
第
三
節
第
四
段
落
及
び
注
（
2
3
）
を
参
照
せ
よ
。

（
4
4
）
　
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
第
一
篇
及
び
第
二
篇
（
Ｐ
ｒ
ｏ
ｌ
.
｡
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
２
８
０
-
３
２
３
.
　
）
で
解

　
　
明
さ
れ
る
か
ぎ
り
で
の
「
理
性
」
の
こ
と
。

（
4
5
）
　
わ
れ
わ
れ
が
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
に
よ
っ
て
「
全
体
を
見
わ
た
し
、
…
…
要
点
を

　
　
い
ち
い
ち
吟
味
し
、
そ
し
て
多
く
の
も
の
を
著
述
の
仕
方
の
上
で
…
…
よ
り
よ
く
整

　
　
理
す
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
第
一

　
　
版
の
後
に
来
る
か
ら
だ
、
と
カ
ン
ト
は
述
べ
て
い
る
（
Ｐ
ｒ
ｏ
ｌ
.
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
６
３
.
）
。

　
　
こ
の
種
の
言
葉
が
、
本
稿
本
文
に
述
べ
た
「
意
図
的
な
適
合
」
の
事
態
を
推
測
さ
せ

　
　
る
。

（
4
6
）
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｌ
.
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
３
６
５
-
　
７
１
.

（
4
7
）
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｙ
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
３
６
５
.

（
4
8
）
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｌ
.
　
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
３
６
５
.

（

4
9
）
　
カ
ン
ト
は
、
総
合
的
方
法
を
実
現
し
て
ゆ
く
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
思
索
の
歩
み

　
　
を
、
「
自
己
認
識
と
い
う
巨
大
な
労
働
に
よ
っ
て
下
か
ら
さ
か
の
ぼ
る
」
　
（
く
Ｉ

　
　
ｅ
ｉ
ｎ
ｅ
ｍ
　
ｎ
ｅ
ｕ
ｅ
ｒ
ｄ
ｉ
ｎ
ｇ
ｓ
　
ｅ
ｒ
ｈ
ｏ
ｂ
ｅ
ｎ
ｅ
ｎ
　
ｖ
ｏ
ｒ
ｎ
ｅ
ｈ
ｍ
ｅ
ｎ
　
Ｔ
ｏ
ｎ
　
ｉ
ｎ
　
ｄ
ｅ
ｒ
　
Ｐ
ｈ
ｉ
ｌ
ｏ
ｓ
ｏ
ｐ
ｈ
ｉ
ｅ
｡

　
　
芯
多
Ａ
Ａ
Ｖ
Ｉ
Ｉ
Ｉ
｡
　
　
３
９
０
.
）
と
も
表
現
す
る
。
こ
こ
で
思
索
の
出
発
点
と
し
て
語
６
　

　
　
れ
る
［
下
］
と
は
、
〔
経
験
の
事
実
〕
の
存
す
る
場
所
の
こ
と
で
あ
ろ
う
　
令
駄
・

　
　
（
ｊ
ｅ
ｒ
ｏ
ｌ
ｄ
　
Ｐ
ｒ
ａ
ｕ
ｓ
ｓ
｡
　
　
Ｅ
ｒ
ｓ
ｃ
ｈ
ｅ
ｉ
ｎ
ｕ
ｎ
ｇ
　
ｂ
ｅ
ｉ
　
　
Ｋ
ａ
ｎ
ｔ
｡
　
　
１
９
７
１
｡
　
　
Ｓ
.
　
６
２
し
。
に
も
か
か

　
　
わ
ら
ず
、
そ
の
場
所
か
ら
出
発
す
る
思
索
が
「
ど
の
よ
う
な
事
実
に
も
も
と
づ
か
な

　
　
い
」
思
索
で
あ
る
と
さ
れ
る
時
、
こ
の
事
態
は
ど
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
べ
き
か
。
こ

　
　
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
純
粋
直
観
に
つ
い
て
Ｉ
Ｉ
理
性
の
自
己
認
識
と
し
て

　
　
の
超
越
論
的
感
性
論
・
Ｉ
」
　
『
一
橋
論
叢
』
　
第
九
十
三
巻
第
三
号
（
通
巻
五
三
三

　
　
号
）
、
昭
和
六
十
年
三
月
、
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
5
0
）
　
第
二
の
意
義
で
の
分
析
的
方
法
に
も
、
総
合
的
方
法
へ
の
依
存
が
推
測
さ
れ
る
こ

　
　
と
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
更
に
、
「
第
三
及
び
第
四
の
問
題
」
を
立
て
ざ
る
を
え
な
く

　
　
し
、
か
く
し
て
分
析
的
方
法
を
多
義
的
な
ら
し
め
る
理
由
が
、
総
合
的
方
法
に
従
い

　
　
Ｓ
ｕ
ｂ
ｏ
ｒ
ｄ
ｉ
ｎ
ａ
ｔ
ｉ
ｏ
ｎ
の
秩
序
に
よ
り
構
成
さ
れ
る
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
中
に
見
い
出

　
　
さ
れ
る
と
推
測
さ
れ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
も
本
稿
第
三
節
以
下
で
す
で

　
　
に
言
及
し
た
。

（
5
1
）
　
吻
Ｓ
ｙ
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
３
６
７
.

（
5
2
）
　
Ｐ
ｒ
ｏ
ｙ
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
５
１
｡
　
　
２
７
４
.
　
　
い
ず
れ
の
箇
所
に
お
い
て
も
、
複
数
形
―
－
Ｉ

　
　
ベ
ｏ
ぶ
回
品
心
μ
Ｉ
Ｉ
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。

（
5
3
）
　
Ｋ
ｒ
Ｖ
.
　
｡
　
　
Ａ
ｌ
ｌ
｡
　
　
Ｂ
２
５
;
　
　
Ａ
８
４
１
｡
　
　
Ｂ
８
６
９
.
　
　
　
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
　
　
ａ
ｕ
ｃ
ｈ
　
Ｋ
ｒ
Ｖ
.
｡
　
　
Ａ
８
５
０
｡
　
　
Ｂ
８
７
８
.

　
　
尚
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
が
く
〇
ｒ
ｕ
ｏ
ｕ
ｎ
ｇ
と
性
格
づ
け
ら
れ
る
時
、
Ｖ
ｏ
ｒ
ｕ
ｂ
ｕ
ｎ
ｇ
は

　
　
単
数
形
で
あ
る
（
ｖ
ｇ
ｌ
.
　
　
　
Ｋ
ｒ
Ｖ
.
　
｡
　
　
Ａ
８
４
１
｡
　
　
Ｂ
８
６
９
.
）
。

（
5
4
）
　
｝
）
ｒ
ｏ
ｌ
.
｡
　
　
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
８
１
　
ｕ
.
　
　
　
３
８
１
.

（

5 5
）
　
Ｖ
ｏ
ｒ
ｕ
ｂ
ｕ
ｎ
ｇ
の
語
の
単
数
形
・
複
数
形
の
相
違
―
注
（
5
2
）
（
5
3
）
を
参
照
せ

　
　
よ
Ｉ
は
、
二
つ
の
著
作
に
お
け
る
体
系
性
の
有
無
と
い
う
相
違
を
示
唆
す
る
。
そ

　
　
し
て
、
こ
の
体
系
性
の
有
無
と
い
う
相
違
は
、
「
理
性
」
を
完
全
に
解
明
す
る
た
め

　
　
の
一
貫
し
た
方
法
の
有
無
の
結
果
と
し
て
解
釈
で
き
る
。
尚
、
注
（
3
1
）
（
4
5
）
（
5
0
）

　
　
を
参
照
せ
よ
。
ま
た
、
「
学
と
し
て
の
形
而
上
学
」
、
『
純
粋
理
性
批
判
』
、
『
プ
ロ
レ

　
　
ゴ
メ
ナ
』
の
三
者
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
Ｐ
ｒ
ｏ
ご
Ａ
Ａ
Ｉ
Ｖ
｡
　
　
２
６
１
に
簡
潔
な
要
約

　
　
が
見
ら
れ
る
。

（
5
6
）
　
　
『
プ
ロ
レ
ゴ
メ
ナ
』
の
ブ
ル
ー
タ
イ
ト
ル
。

八
五



Das methodische　Verfahren der Selbsterkenntnis

Das synthetische Verfahren und das

八
六

analytische Verfahren

Takashi KiTAOKA

Zusammenfassung

　　Mit der 。kritischen Frage" nach der Moglichkeit der Metaphysik als

Wissenschaft verfahrt Kant in der Kritik der reinen Vern記nft　synthetisch

und in den Prolegomenc

Wissenschaμ犯ird a拓ftreten 瓦onnen analytisch｡

　　Kants Aussagen － in §4 und §５ der Prolegomena－von den zwei oben

angezeigten Verfahren betrachtend, beweise ich mit dieser Arbeit, daB das

analytische Verfaliren der Prolegomena in drei verschiedene Arten nebenein-

ander geteiltist, und demonstriere anschlieBend, da烏jedes Verfahren der drei

Arten　dazu　unf ahig　ist, die　,,kritische　Frage"　geniigend　zu　beantworten,

wahrend das synthetische Verfahren der Kr. d.r. V. 6.d.znfahig sein mag.

　　Daraus erhellt folgendes: die Prolegomena konnen erst dann in wahrem

Sinn als Prolegomena zu einer jeden kiinftigen Metaphysik, die als Wis-

senschaft 犯ird auftreten k丿nnen erscheinen, wenn sie fur Voriibungen zur

Kr. d. r. V. gehalten werden. Denn die Kr. d. r.V. mag die einzige Propadeutik

（Voriibung）zur Metaphysik als Wissenschaft bedeuten.




