
個
人
研
究
発
表

一　
問
題
設
定

空
間
と
は
何
か
。
時
間
と
は
何
か
。
カ
ン
ト
は
こ
の
間

い
に
対
し
て
『純
粋
理
性
批
判
』
冒
頭
の
超
越
論
的
感
性

論
に
お
い
て
、
空
間
と
時
間
は
「感
性
的
直
観
の
純
粋
形

式
」
で
あ
る
、
と
い
う
独
特
な
解
答
を
与
え
た
。
さ
ら
に

そ
の
上
で
超
越
論
的
弁
証
論
に
お
い
て
、
空
間
と
時
間
の

無
限
性
と
有
限
性
に
関
す
る
規
定
は
純
粋
理
性
の
二
律
背

反
へ
と
陥
る
も
の
で
あ
る
、
と
し
た
。

こ
の
カ
ン
ト
が
展
開
し
た
空
間
。時
間
論
が
批
判
哲
学

の
体
系
的
解
釈
に
お
い
て
き
わ
め
て
重
要
な
役
割
を
は
た

し
て
い
る
こ
と
は
、
改
め
て
指
摘
す
る
ま
で
も
な
い
で
あ

ろ
う
。
周
知
の
ご
と
く
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
マ
ル
チ
ン
、
ハ

イ
ム
ゼ
ー
ト
ら
は
こ
の
空
間
・時
間
論
に
着
目
し
て
『純
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カ
ン
ト
の
空
間
概
念
に
つ
い
て

―
―
『純
粋
理
性
批
判
』
超
越
論
的
感
性
論
の
考
察
―
―

近
堂
　
秀

粋
理
性
批
判
』
の
形
而
上
学
的
解
釈
を
遂
行
し
、
カ
ン
ト

解
釈
史
上
ひ
と
つ
の
大
き
な
潮
流
を
な
し
た
①
。
ま
た
、

批
判
哲
学
の
思
想
発
展
史
的
な
観
点
か
ら
し
て
も
、
そ
の

重
要
性
は
確
認
で
き
る
。
批
判
期
前
の
七
十
年
論
文
に
お

い
て
す
で
に
空
間
・時
間
の
原
理
に
よ
っ
て
感
性
界
と
英

知
界
の
区
分
が
な
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
手
掛
か
り

と
し
な
が
ら
、
批
判
期
開
始
を
告
げ
る
思
想
的
転
回
の
過

程
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
②
。
そ
れ
で
は
、
空
間
・時

間
の
原
理
が
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で
批
判
哲
学
を
成
立
さ

せ
て
い
る
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
超
越

論
的
観
念
性
が
指
摘
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
ｏ
。
空
間
。時
間

が
感
性
的
直
観
の
純
粋
形
式
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
有

限
な
存
在
と
し
て
の
人
間
に
と
っ
て
の
現
象
と
そ
の
彼
岸



に
あ
る
物
自
体
の
間
に
限
界
を
設
け
る
と
同
時
に
、
そ
の

超
越
論
的
観
念
性
に
基
づ
い
て
超
越
論
的
観
念
論
が
展
開

さ
れ
、
人
間
の
認
識
様
式
は
普
遍
妥
当
性
を
獲
得
す
る
の

で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
演
繹
論
、
図
式
論
、
原
則
論
と
分

析
論
全
体
に
お
い
て
検
討
さ
れ
る
べ
き
事
項
で
あ
る
。

以
上
の
よ
う
な
多
様
な
側
面
を
も
つ
カ
ン
ト
の
空
間
・

時
間
論
を
考
察
す
る
前
提
と
し
て
、
本
稿
で
は
特
に
空
間

概
念
の
究
明
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。
「感
性
的
直
観
の
純
粋
形
式
」
と
い
う
空
間
の
概
念
規

定
と
そ
の
究
明
の
過
程
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
る
の
か
、

カ
ン
ト
の
叙
述
に
即
し
つ
つ
検
討
す
る
。

一一　
空
間
・時
間
の
概
念
規
定

『純
粋
理
性
批
判
』
に
お
け
る
空
間
概
念
と
そ
の
究
明
を

考
察
す
る
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
ら
が
中

心
的
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
箇
所
を
確
認
す
る
。
該
当
す
る

部
分
は
す
な
わ
ち
、
超
越
論
的
感
性
論
で
あ
る
。
そ
の
構

成
は
次
の
通
り
で
あ
る
。（な
お
本
稿
で
は
第
一版
と
第
二

版
の
相
違
に
関
し
て
、基
本
的
に
第
二
版
に
従
い
な
が
ら
、

解
釈
上
の
問
題
と
な
る
部
分
に
つ
い
て
随
時
指
摘
し
て
い

く
こ
と
と
す
る
）。

第
二
版
の
改
訂
の
際
に
超
越
論
的
感
性
論
は
八
個
の
パ

ラ
グ
ラ
フ
に
整
理
さ
れ
た
。
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
は
序
論
的

導
入
部
と
し
て
概
念
規
定
か
ら
始
め
ら
れ
、
こ
こ
に
お
い

て
空
間
と
時
間
は
感
性
的
直
観
の
純
粋
形
式
で
あ
る
と
概

念
規
定
さ
れ
る
。
こ
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
、
第
二
〜
三

パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は
空
間
が
、
第
四
〜
六
パ
ラ
グ
ラ
フ
で
は

時
間
が
取
り
扱
わ
れ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
形
而
上
学
的
お
よ
び

超
越
論
的
に
究
明
さ
れ
て
結
論
付
け
ら
れ
る
。
こ
の
究
明

の
形
而
上
学
的
と
超
越
論
的
と
い
う
二
つ
の
区
分
は
、
第

二
版
で
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
以
下
第
七
パ
ラ
グ
ラ
フ

は
「解
明
」
と
題
さ
れ
た
も
の
で
、
時
間
と
空
間
の
絶
対

的
実
在
性
の
主
張
に
つ
い
て
反
駁
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
第
八
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
感
性
論
に
対
す
る
注
解
は
第

二
版
で
は
四
つ
の
注
に
整
理
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち

の
三
つ
の
注
と
最
後
の
ま
と
め
で
あ
る
「超
越
論
的
感
性

論
の
結
び
」
は
新
た
に
書
き
足
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

以
上
の
様
に
超
越
論
的
感
性
論
は
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、

わ
れ
わ
れ
が
検
討
す
べ
き
部
分
は
さ
し
あ
た
り
次
の
三
点

に
整
理
で
き
る
。
第
一
の
点
は
、
空
間
と
時
間
の
概
念
規

定
で
あ
る
。
第
二
の
点
は
、
形
而
上
学
的
究
明
お
よ
び
超

越
論
的
究
明
の
区
分
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
の
点
は
、
そ

れ
ぞ
れ
の
究
明
の
過
程
で
あ
る
。
特
に
最
後
の
点
に
つ
い

て
、
本
稿
で
は
中
心
的
に
取
り
扱
う
も
の
と
す
る
。
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ま
ず
、
空
間
と
時
間
の
概
念
規
定
に
つ
い
て
、
感
性
論

の
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
を
確
認
す
る
。
第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
は

諸
概
念
の
定
義
、
す
な
わ
ち
証
明
で
は
な
く
定
立
的
に
の

み
概
念
を
示
す
こ
と
が
中
心
で
あ
る
。
個
々
の
概
念
の
定

義
の
妥
当
性
に
つ
い
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
こ
こ
で
は
間
う

こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ら
の
概
念
は
「議
論

が
展
開
す
る
こ
と
に
よ
る
そ
れ
ら
の
語
の
使
用
か
ら
の
み

そ
の
意
味
が
完
全
に
把
握
さ
れ
う
る
」
ｏ
の
で
あ
る
。

第
一
パ
ラ
グ
ラ
フ
の
諸
概
念
の
定
義
は
次
の
通
り
で
あ

る
。
「感
性
」
ａ
Ｆ
ユ
討ｒ″ｏいこ
と
は
「わ
れ
わ
れ
が
諸
対

象
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
仕
方
を
通
し
て
、
諸
表
象
を
得

る
と
い
う
能
力
（受
容
性
ご
で
あ
る
。
こ
の
感
性
が
提
供

す
る
の
が
「直
観
」
→
５
のｏデ”“暉●し
で
あ
り
、
そ
れ
は

「認
識
が
そ
れ
を
通
し
て
対
象
と
直
接
に
連
関
し
、す
べ
て

の
思
考
が
そ
れ
を
手
段
と
し
て
目
指
す
も
の
」
で
あ
る
。

こ
の
感
性
的
直
観
に
つ
い
て
「心
性
の
う
ち
で
ア
・プ
リ

オ
リ
に
見
い
出
さ
れ
る
」
の
が
、
そ
の
「純
粋
形
式
」

（お
ｒ
Φ
『Ｒ
ヨ
）
で
あ
る
。
「感
覚
を
通
し
て
そ
の
対
象
と

関
連
す
る
」
「経
験
的
直
観
」
の
規
定
さ
れ
て
い
な
い
対

象
、
す
な
わ
ち
「現
象
」
（日】器
ぎ
ゴ
“うし
は
、
コ
」の
純

粋
形
式
の
う
ち
で
あ
る
種
の
関
係
に
お
い
て
直
観
さ
れ

２一」。

以
上
の
こ
と
か
ら
カ
ン
ト
は
次
の
様
に
概
念
を
整
理
し

て
述
べ
る
。「感
覚
に
属
す
る
も
の
が
そ
こ
で
は
な
に
ひ
と

つ
と
し
て
見
い
出
さ
れ
な
い
す
べ
て
の
表
象
を
、（超
越
論

的
な
意
味
に
お
い
て
）
純
粋
で
あ
る
と
私
は
呼
ぶ
。
感
性

的
直
観
一般
の
純
粋
形
式
は
心
性
の
う
ち
で
ア
・プ
リ
オ

リ
に
見
い
出
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
し
、
現
象
の
す
べ
て
の
多

様
な
も
の
は
こ
の
純
粋
形
式
の
う
ち
で
あ
る
種
の
関
係
に

お
い
て
直
観
さ
れ
る
。
感
性
の
こ
の
純
粋
形
式
は
そ
れ
自

身
も
ま
た
純
粋
直
観
と
呼
ば
れ
る
で
あ
ろ
う
員
∪
雷
）。
こ

の
「感
性
的
直
観
の
純
粋
形
式
」
→
２
●
ｏ
『
ｏ
】日

∽ヨ
ユ
いｏｒ
ｏ『
＞
●８
デ
”“
“”Ｌ
は
す
な
わ
ち
「空
間
」

（卿
”“ヨ
）
と
「時
間
」
Ｓ
ｏいこ
で
あ
り
、
ア
・プ
リ
オ
リ

な
認
識
の
原
理
で
あ
る
。
そ
の
う
ち
「外
的
感
官
」

ｒ
ｃＰ
】８
∽す
じ
は
、
そ
れ
を
介
し
て
「諸
対
象
を
私
た

ち
の
外
な
る
も
の
と
し
て
表
象
し
て
、
こ
れ
ら
の
諸
対
象

を
空
間
に
お
い
て
表
象
す
る
」
（”
雪
）。
そ
し
て
「内
的
感

官
」
（ヨ
●Ｒ
９
∽い●５
）
は
、
「心
性
が
そ
れ
を
介
し
て
そ

れ
自
身
を
、
あ
る
い
は
そ
れ
の
内
的
状
態
を
直
観
す
る
」

含
げい，
）
も
の
で
あ
り
、
「内
的
な
諸
規
定
に
属
す
る
す
べ

て
の
も
の
は
、
時
間
の
諸
関
係
に
お
い
て
表
象
さ
れ
る
」

（い０いい・）。

そ
れ
で
は
、
感
性
的
直
観
の
純
粋
形
式
と
し
て
、
つ
ま

●
●

●
●



り
わ
れ
わ
れ
の
感
性
の
形
式
と
し
て
、
同
時
に
現
象
の
形

式
と
し
て
、
か
つ
純
粋
直
観
と
し
て
、
空
間
と
時
間
は
妥

当
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
こ
で
、
カ
ン
ト
は
空
間
と
時

間
の
概
念
に
つ
い
て
「究
明
」
（国８
詳
①〓
●し
を
行
な
う

の
で
あ
る
。
「究
明
」
と
は
す
な
わ
ち
「あ
る
概
念
に
属
す

る
も
の
の
判
明
な
（た
と
え
周
匝
で
な
い
に
せ
よ
）
表
象
」

（”
∞∞）
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
「そ
の
概
念
を
ア
・プ
リ
オ

リ
に
与
え
ら
れ
た
も
の
と
し
て
叙
述
す
る
も
の
を
、
究
明

が
含
ん
で
い
る
と
き
」
（いσ〓
し
は
「形
而
上
学
的
究
明
」

（日
ｏＳ
ｕＦ場
いのｏｒΦ
∪８
諄
ｑ
“いし
で
あ
り
、
「他
の
ア
・

プ
リ
オ
リ
な
諸
綜
合
的
認
識
の
可
能
性
が
そ
こ
か
ら
洞
察

さ
れ
う
る
原
理
と
し
て
の
概
念
の
説
明
」つ
卜ｅ
の
と
き
は

「超
越
論
的
究
明
」
→
〓
目紹
ｏ●』①ユ
”Ｆ
∪８
嘱一９
〓５じ

で
あ
る
。
以
上
二
つ
に
区
分
さ
れ
る
「究
明
」
は
、
「演
繹
」

（∪
ａ
“ｒ
ざ
じ
と
の
対
比
に
お
い
て
一層
そ
の
性
格
を
際

立
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
０
。

〓一　
空
間
概
念
の
究
明
過
程
の
検
討

（
一
）
形
而
上
学
的
究
明
の
第
一、
第
二
の
議
論

形
而
上
学
的
究
明
は
四
つ
の
議
論
か
ら
構
成
さ
れ
て
い

る
。
ま
ず
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
に
つ
い
て
の
究
明
で
あ
る

と
さ
れ
る
第
一
の
議
論
お
よ
び
第
二
の
議
論
か
ら
検
討
す

２
つ

。
尺
一
）
空
間
は
外
的
諸
経
験
か
ら
抽
象
さ
れ
た
経
験
的
概

念
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
種
の
諸
感
覚
が
私
の
外

に
あ
る
何
も
の
か
と
（い
い
か
え
れ
ば
、
私
が
あ
る
場
所

と
は
別
の
空
間
の
場
所
に
あ
る
何
も
の
か
と
）
関
連
づ
け

ら
れ
う
る
た
め
に
は
、
同
様
に
、
私
が
そ
れ
ら
の
諸
感
覚

を
相
互
に
外
的
で
か
つ
並
び
合
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
、

し
た
が
っ
て
単
に
異
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
異
な
っ
た

場
所
に
あ
る
も
の
と
し
て
表
象
し
う
る
た
め
に
は
、
空
間

の
表
象
が
既
に
根
底
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

そ
れ
ゆ
え
に
空
間
の
表
象
は
外
的
現
象
の
諸
関
係
か
ら
経

験
を
通
し
て
借
り
受
け
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
こ
の
外

的
経
験
は
そ
れ
自
身
前
述
の
空
間
と
い
う
表
象
に
よ
っ
て

の
み
は
じ
め
て
可
能
で
あ
る
」
（∪
∞巴
。

尺
二
）
空
間
は
す
べ
て
の
外
的
直
観
の
根
底
に
あ
る
ア
・

プ
リ
オ
リ
な
必
然
的
表
象
で
あ
る
。
人
は
、
い
か
な
る
空

間
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
決
し
て
表
象

を
な
す
こ
と
は
で
き
な
い
、
た
と
え
空
間
の
う
ち
に
い
か

な
る
対
象
も
見
い
だ
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
を
よ
く
考
え

う
る
に
し
て
も
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
空
間
は
、
諸
現
象
の

可
能
性
の
条
件
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
諸
現
象

に
依
存
す
る
規
定
と
見
な
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
し
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て
必
然
的
に
外
的
な
諸
現
象
の
根
底
に
あ
る
ア
・プ
リ
オ

リ
な
表
象
で
あ
る
」
（”
〓
い
）。

第
一、
第
二
の
議
論
は
三
つ
の
文
か
ら
な
る
が
、
そ
の

論
理
的
関
係
を
文
章
構
造
か
ら
確
認
す
る
な
ら
ば
、
第
一

文
が
こ
の
議
論
の
論
題
、
第
二
文
が
そ
の
論
拠
、
そ
し
て

第
二
文
が
結
論
あ
る
い
は
敷
衛
と
判
断
で
き
る
。よ
っ
て
、

そ
れ
ぞ
れ
の
論
題
「空
間
は
外
的
諸
経
験
か
ら
抽
象
さ
れ

た
経
験
的
概
念
で
は
な
い
」
お
よ
び
「空
間
は
す
べ
て
の

外
的
直
観
の
根
底
に
あ
る
ア
・プ
リ
オ
リ
な
必
然
的
な
表

象
で
あ
る
」
か
ら
、
こ
れ
ら
の
議
論
が
確
か
に
ア
プ
リ
オ

リ
テ
ー
ト
に
関
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
理
解
で

き
る
で
あ
ろ
う
ｏ。

感
性
論
に
つ
い
て
の
代
表
的
な
解
釈
と
し
て
は
、
フ
ァ

イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
註
釈
書
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
フ
ァ
イ

ヒ
ン
ガ
ー
の
説
は
次
の
通
り
で
あ
る
ｏ
。
第
一、
第
二
の

議
論
が
究
明
す
る
の
は
、
「第
一
の
定
理
」
す
な
わ
ち
「空

間
は
経
験
的
で
は
な
く
、
ア
・プ
リ
オ
リ
な
表
象
で
あ
る
」

と
い
う
命
題
で
あ
る
。
第
一
の
議
論
は
そ
の
「間
接
的
証

明
」
で
あ
り
、
「す
べ
て
の
外
的
な
知
覚
の
前
に
空
間
表
象

が
先
行
し
て
い
る
こ
と
」
０
が
そ
の
論
拠
と
な
る
。
第
二

の
議
論
は
そ
の
「直
接
的
証
明
」
で
あ
り
、
空
間
が
「離

れ
て
思
考
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
性
格
」
（Ｚ
序
ｒ
Ｔ

目
〓
〓
ｏ叩
∪
ｏ●Ｆげ円
Ｆ①い３
ｏ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
空

間
表
象
の
必
然
性
を
論
拠
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は

さ
ら
に
、
「表
象
す
る
主
観
に
対
す
る
絶
対
的
必
然
性
」
を

示
し
、
加
え
て
「表
象
さ
れ
る
客
観
に
対
し
て
相
対
的
必

然
性
」
が
結
論
と
し
て
帰
結
す
る
。

こ
の
概
ね
妥
当
と
思
わ
れ
る
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
説
に

加
え
て
、
マ
ル
チ
ン
の
興
味
深
い
解
釈
⑩
を
合
わ
せ
て
考

察
す
る
な
ら
ば
、
こ
の
第
一、
第
二
の
議
論
に
お
け
る
カ

ン
ト
の
究
明
過
程
は
ほ
ぼ
明
ら
か
な
も
の
と
な
る
で
あ
ろ

う
。
マ
ル
チ
ン
も
ま
た
第
一、
第
二
の
議
論
は
空
間
（お

よ
び
時
間
）
の
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
に
つ
い
て
も
の
で
あ

る
と
し
て
い
る
が
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
空
間
の
存
在
論
的

規
定
の
根
拠
づ
け
の
た
め
に
は
重
要
で
あ
る
と
い
う
こ
と

を
指
摘
し
て
い
る
。
マ
ル
チ
ン
は
、
第
一
の
議
論
と
『パ

イ
ド
ン
』
に
お
け
る
同
等
性
の
概
念
に
関
す
る
プ
ラ
ト
ン

の
議
論
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
れ
を
プ
ラ
ト
ン

的
議
論
と
名
付
け
る
。そ
し
て
こ
の
プ
ラ
ト
ン
的
議
論
は
、

「相
互
並
存
の
概
念
を
す
で
に
持
っ
て
い
る
場
合
に
だ
け
、

二
つ
の
物
を
相
互
に
並
存
す
る
も
の
と
し
て
認
識
し
う
る

の
で
あ
り
、
こ
の
相
互
並
存
の
概
念
は
す
で
に
根
底
に
存

し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
ｏ
と
い
う
こ
と
を
証
明
根

拠
と
し
て
、
空
間
の
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
を
証
明
す
る
、

ｒ
υ

●
０



と
解
釈
す
る
。
第
二
の
議
論
は
こ
れ
に
対
し
て
ア
リ
ス
ト

テ
レ
ス
の
『自
然
学
』
に
同
様
の
議
論
が
あ
る
ゆ
え
に
ア

リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
議
論
で
あ
り
、「少
な
く
と
も
思
考
的
実

験
に
お
い
て
は
、
空
間
は
物
な
し
に
も
存
在
し
う
る
が
、

物
は
空
間
な
し
に
は
存
在
し
え
な
い
」
ゆ
え
に
、
「空
間
が

空
間
的
な
物
に
先
行
す
る
と
い
う
こ
と
は
完
全
に
証
明
さ

れ
て
い
る
」
と
解
釈
す
る
⑫
。
そ
し
て
、
形
而
上
学
的
究

明
の
中
で
も
特
に
批
判
が
集
中
す
る
部
分
で
も
あ
る
、
第

二
文
の
認
容
文
中
で
言
及
さ
れ
る
空
虚
な
空
間
に
つ
い
て

は
、「空
間
か
ら
物
体
を
取
り
去
る
と
い
う
事
実
的
実
験
か

ら
、
ひ
と
つ
の
思
考
的
実
験
を
や
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と

で
あ
る
」
ｏ
と
し
て
い
る
。

以
上
が
空
間
概
念
の
形
而
上
学
的
究
明
の
第
一
の
議
論

と
第
二
の
議
論
で
あ
る
。
そ
の
究
明
す
べ
き
内
容
と
究
明

の
論
証
形
態
を
正
確
に
把
握
す
る
な
ら
ば
、
こ
こ
で
カ
ン

ト
は
空
間
の
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す

る
こ
と
に
は
成
功
し
て
い
る
と
い
え
る
の
で
は
な
い
か
ｍ
。

（二
）
形
而
上
学
的
究
明
の
第
二
、
第
四
の
議
論

続
い
て
、直
観
性
に
つ
い
て
の
究
明
で
あ
る
と
さ
れ
る
、

第
二
版
の
第
二
の
議
論
お
よ
び
第
四
の
議
論
に
つ
い
て
検

討
す
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
は
第
一版
に
お
い
て
は
そ
れ
ぞ

れ
第
四
、
第
五
の
議
論
に
該
当
す
る
。
第
四
の
議
論
は
第

一版
、
第
二
版
と
も
ほ
ぼ
同
様
で
あ
る
が
、
第
五
の
議
論

に
つ
い
て
は
大
幅
に
書
き
換
え
ら
れ
て
い
る
の
で
、
注
意

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

尺
三
）
空
間
は
、
諸
物
一般
の
諸
関
係
に
つ
い
て
の
い
か

な
る
比
量
的
な
、
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
一般
的
概
念
で
も

な
く
、
純
粋
直
観
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
第
一
に
人
は
唯

一
の
空
間
を
表
象
す
る
こ
と
が
で
き
る
に
す
ぎ
ず
、
そ
し

て
多
く
の
諸
空
間
に
つ
い
て
述
べ
る
と
き
に
は
そ
れ
ら
を

単
に
全
く
同
一
の
唯
一
の
空
間
の
諸
部
分
と
解
し
て
い
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
部
分
も
ま
た
、
唯
一
の
す
べ

て
を
包
括
す
る
空
間
の
前
に
、
い
わ
ば
そ
の
要
素
（そ
こ

か
ら
こ
の
空
間
の
合
成
が
可
能
で
あ
る
よ
う
な
）
と
し
て

先
行
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
こ
の
空
間
の
う
ち
で
思
考

さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
。
空
間
は
本
質
的
に
唯
一
で
あ
る
、

空
間
に
お
け
る
多
様
な
も
の
は
、
し
た
が
っ
て
諸
空
間
一

般
に
つ
い
て
の
一般
的
概
念
も
ま
た
、
制
限
に
全
く
基
づ

い
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
生
ず
る
結
論
は
、
空
間
に
関

し
て
、
ア
・プ
リ
オ
リ
な
直
観
（経
験
的
で
は
な
い
直
観
）

が
空
間
に
つ
い
て
の
す
べ
て
の
概
念
の
根
底
に
あ
る
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
す
べ
て
の
幾
何
学
的
原
則
も
、

例
え
ば
三
角
形
に
お
い
て
は
二
辺
の
和
は
他
の
一辺
よ
り
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も
大
き
い
と
い
う
原
則
も
、
決
し
て
線
と
三
角
形
と
に
つ

い
て
の
一般
的
概
念
か
ら
導
出
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
直

観
か
ら
し
か
も
ア
・プ
リ
オ
リ
に
必
当
然
的
な
確
実
性
を

も
っ
て
導
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
」
（ω
∞３
．

尺
四
）
空
間
は
無
限
の
与
え
ら
れ
た
大
き
さ
と
し
て
表
象

さ
れ
る
。
さ
て
、
人
は
な
る
ほ
ど
そ
れ
ぞ
れ
の
概
念
を
表

象
と
し
て
思
考
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
こ
の
表
象
は
無
限

に
多
数
の
様
々
な
可
能
的
な
諸
表
象
の
中
に
（そ
れ
ら
の

共
通
の
徴
表
と
し
て
）
含
ま
れ
て
い
て
、
し
た
が
っ
て
そ

れ
ら
を
そ
れ
自
身
の
も
と
に
含
む
、
し
か
し
い
か
な
る
概

念
も
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
無
限
に
多
数
の
諸
表
象
を
そ
れ

自
身
の
う
ち
に
含
む
か
の
よ
う
な
、
そ
の
よ
う
な
概
念
と

し
て
思
考
さ
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
れ
に
も
関
わ
ら

ず
空
間
は
そ
の
よ
う
に
思
考
さ
れ
る
（な
ぜ
な
ら
空
間
の

す
べ
て
の
諸
部
分
は
無
限
に
お
い
て
同
時
に
存
在
す
る
か

ら
で
あ
る
）。そ
れ
ゆ
え
空
間
に
つ
い
て
の
根
源
的
な
表
象

は
ア
・プ
リ
オ
リ
な
直
観
で
あ
り
、
そ
し
て
概
念
で
は
な

い
」
（Ｕ
毀
半
）。

書
き
換
え
ら
れ
た
第
一版
の
第
五
の
議
論
は
次
の
通
り

で
あ
る
。

只
五
）
空
間
は
無
限
の
与
え
ら
れ
た
大
き
さ
と
し
て
表
象

さ
れ
る
。
空
間
に
つ
い
て
の
一
般
的
な
概
念
（そ
れ
は

フ
ィ
ー
ト
尺
に
お
い
て
も
一
エ
レ
に
お
い
て
も
共
通
で
あ

る
）
は
大
き
さ
に
関
し
て
は
何
も
規
定
で
き
な
い
。
直
観

の
進
行
に
お
い
て
無
制
限
性
が
な
か
っ
た
と
し
た
ら
、
諸

関
係
に
つ
い
て
の
い
か
な
る
概
念
も
そ
の
関
係
の
無
限
性

の
原
理
を
そ
れ
自
身
の
も
と
に
た
ず
さ
え
る
こ
と
は
な
い

だ
ろ
う
」
Ｔ
馬
３
．

第
二
版
を
中
心
に
検
討
し
て
い
く
。
第
一、
第
二
の
議

論
に
比
べ
て
、
論
理
的
関
係
が
文
章
構
造
か
ら
判
定
し
が

た
い
部
分
も
あ
る
。
ま
ず
、
第
二
の
議
論
の
第
五
文
と
第

四
の
議
論
の
第
四
文
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
コ
し
」か
ら

（以
下
が
）
帰
結
す
る
」
Ｆ
いＲ
”湧
♂
﹈撃
）、
「そ
れ
ゆ
え
」

ｒ
Ｆ
ｅ
と
い
う
語
か
ら
し
て
、
そ
れ
ら
の
文
が
議
論
の
結

論
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
理
解
で
き
る
。
そ
う
す
る
と
、

第
二
の
議
論
は
第
一文
が
論
題
、
第
二
〜
第
四
文
が
論
拠

と
し
て
論
理
的
関
係
が
決
定
さ
れ
る
。
文
中
の
接
続
詞
な

ど
か
ら
し
て
も
妥
当
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
第
二
の
議
論
と

比
較
し
て
内
容
的
に
判
断
す
る
な
ら
ば
、
第
四
の
議
論
は

論
題
が
省
略
さ
れ
て
い
て
第
一
〜
第
二
文
が
論
拠
と
な
っ

て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。
論
拠
の
部
分
は
さ
ら
に
検
討

が
必
要
で
あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
題
と
結
論
よ
り
、
第

二
の
議
論
と
第
四
の
議
論
が
空
間
の
直
観
性
に
つ
い
て
の

究
明
で
あ
る
と
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
問
題
は
な
い
で
あ
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ろ
う
。
ま
た
、
こ
れ
ら
の
議
論
の
中
心
と
な
る
「空
間
は

概
念
で
は
な
く
、
純
粋
直
観
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
は
、

「概
念
」
と
「直
観
」
の
論
理
的
区
分
を
前
提
と
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
直
観
と
は
そ
の
内
に
多
様
な
る
も
の
を
持
つ

も
の
で
あ
り
、
概
念
と
は
そ
の
も
と
で
多
様
な
る
も
の
が

統
一さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
⑮
。

や
は
リ
フ
ア
イ
ヒ
ン
ガ
ー
の
説
か
ら
検
討
し
よ
う
。

フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
次
の
様
に
そ
れ
ぞ
れ
の
議
論
を
整
理

し
て
い
る
的
。第
二
、第
四
の
議
論
で
は
、
「第
二
の
定
理
」

す
な
わ
ち
「空
間
表
象
は
根
源
的
に
概
念
で
は
な
く
、
直

観
で
あ
る
」
と
い
う
命
題
が
究
明
さ
れ
る
。
第
二
の
議
論

は
「直
接
的
証
明
」
で
、
「個
々
の
諸
空
間
は
概
念
が
そ
の

も
と
に
持
つ
よ
う
な
一部
で
は
な
く
、
直
観
が
そ
の
う
ち

に
持
ち
う
る
よ
う
な
部
分
で
あ
る
」
ｍ
と
い
う
こ
と
が
示

す
「空
間
表
象
の
唯
一性
（ｕ
Ｆ
Ｎい”Ｆ
許
ご
と
、
「個
々
の

諸
空
間
は
そ
れ
か
ら
概
念
が
構
成
さ
れ
る
よ
う
な
徴
表
の

よ
う
に
独
立
の
先
行
し
た
構
成
要
素
で
は
な
く
、
ま
ず
ひ

と
つ
の
空
間
表
象
か
ら
切
り
取
り
だ
さ
れ
た
独
立
し
て
い

な
い
ひ
と
ま
と
ま
り
の
部
分
で
あ
る
」
的
と
い
う
こ
と
が

示
す
「空
間
表
象
の
一様
性
（国
〓
ｒｏい諄
争
Ｆの一一ご
を
論

拠
と
し
て
い
る
。
第
四
の
議
論
は
「間
接
的
証
明
」
で
、

「空
間
の
部
分
の
無
数
性
（Ｃ
●Ｓ
〓

σ
”】だ
２
３
」
が
示
す
「空
間
表
象
の
無
限
性
（Ｃ
７

８
角
討
デＦΦい一ご
を
論
拠
と
し
て
い
る
。

第
二
の
議
論
の
論
拠
に
つ
い
て
は
、
ベ
イ
ト
ン
が
次
の

様
な
説
明
を
与
え
て
い
る
。
尺
一
）
多
く
の
異
な
っ
た
空

間
の
共
通
な
徴
表
は
そ
れ
ら
が
必
然
的
に
制
限
さ
れ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
、
含
こ
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

の
空
間
性
の
概
念
は
必
然
的
に
制
限
さ
れ
た
も
の
と
し
て

の
諸
空
間
の
わ
れ
わ
れ
の
直
接
的
な
直
観
に
由
来
す
る
」。

そ
し
て
「必
然
的
に
制
限
さ
れ
た
も
の
と
し
て
の
諸
空
間

の
直
観
は
、
全
て
を
包
括
す
る
空
間
と
し
て
の
純
粋
直
観

を
前
提
と
し
て
い
る
」０
。
こ
の
ベ
イ
ト
ン
の
解
釈
は
、第

三
の
議
論
の
第
二
文
と
第
二
文
の
間
、
あ
る
い
は
第
四
文

の
前
半
と
後
半
に
カ
ン
ト
自
身
が
特
に
明
示
し
て
い
な
い

論
理
的
関
係
を
も
う
け
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
よ
っ

て
空
間
の
唯
一性
と
一様
性
の
根
拠
が
示
さ
れ
る
こ
と
と

な
る
。

ま
た
、
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、
第
四

の
議
論
の
論
拠
は
無
数
の
部
分
に
分
割
が
可
能
で
あ
る
こ

と
を
根
拠
と
し
た
空
間
の
「無
限
性
」
（Ｃ
●ｏ〓
日
ｏｒＦΦいこ

で
あ
る
が
、
こ
れ
は
空
間
の
唯
一性
と
一様
性
の
根
拠
と

な
る
諸
空
間
の
複
数
性
と
い
う
第
三
の
議
論
の
内
容
を
前

提
と
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。　
一方
こ
れ
に
対
し
て
第
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一版
の
第
五
の
議
論
は
、
「直
観
の
進
行
」
に
お
い
て
「無

制
限
性
」
（Ω
お
●器
●ざ
■
讐
Φ一３
が
ぁ
る
と
い
う
異
な
る

根
拠
を
用
い
て
空
間
の
無
限
性
を
示
す
も
の
と
な
っ
て
い

る
の
。
こ
の
書
き
換
え
に
よ
っ
て
、
第
二
、
第
四
の
議
論

の
論
拠
で
あ
る
空
間
の
「唯
一性
」
ョ
様
性
」
「無
限
性
」

は
、
わ
れ
わ
れ
が
通
常
行
な
っ
て
い
る
空
間
の
分
割
と
い

う
こ
と
の
み
か
ら
帰
結
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。

以
上
が
形
而
上
学
的
究
明
の
第
二
の
議
論
と
第
四
の
議

論
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
議
論
に
お
い
て
も
、
カ
ン
ト
が
妥

当
な
根
拠
を
も
っ
て
究
明
を
遂
行
し
て
い
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
で
あ
ろ
う
の
。
そ
れ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
空
間
を

純
粋
直
観
と
し
て
す
で
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

ど
の
よ
う
な
事
態
な
の
で
あ
ろ
う
か
。

（四
）
超
越
論
的
究
明

超
越
論
的
究
明
は
第
二
版
に
お
い
て
新
た
に
区
分
さ
れ

た
部
分
で
あ
る
。
第
一版
で
は
同
内
容
の
議
論
が
第
二
の

議
論
と
し
て
上
述
の
四
つ
の
議
論
と
並
列
さ
れ
て
お
り
、

形
而
上
学
的
と
超
越
論
的
と
に
区
分
さ
れ
て
い
な
い
。

さ
て
、
そ
の
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
と
直
観
性
に
つ
い
て

形
而
上
学
的
に
究
明
さ
れ
た
空
間
概
念
は
、
さ
ら
に
超
越

論
的
に
究
明
さ
れ
る
。
「他
の
ア
・プ
リ
オ
リ
な
諸
綜
合
的

認
識
の
可
能
性
が
そ
こ
か
ら
洞
察
さ
れ
う
る
原
理
と
し
て

の
概
念
の
説
明
」
で
あ
る
超
越
論
的
究
明
は
、
尺
一
）
現

実
に
そ
う
し
た
諸
認
識
は
そ
の
与
え
ら
れ
た
概
念
か
ら
由

来
す
る
と
い
う
こ
と
、
公
こ
こ
れ
ら
の
諸
認
識
は
概
念
の

与
え
ら
れ
た
説
明
様
式
を
前
提
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
と

い
う
こ
と
」
（諄
〓
し
、
と
い
う
二
つ
の
過
程
に
よ
っ
て
遂

行
さ
れ
る
。
ま
ず
第
一
の
過
程
は
、
ア
・プ
リ
オ
リ
な
綜

合
的
認
識
と
し
て
の
幾
何
学
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。
す
な

わ
ち
、
わ
れ
わ
れ
が
現
実
に
行
な
っ
て
い
る
「幾
何
学
は
、

空
間
の
諸
固
有
性
を
、
綜
合
的
に
し
か
も
ア
・
プ
リ
オ
リ

に
規
定
す
る
学
で
あ
る
」
（夢
〓
し
。
そ
し
て
第
二
の
過
程
、

つ
ま
り
幾
何
学
が
空
間
に
つ
い
て
与
え
ら
れ
た
説
明
様
式

を
前
提
し
て
の
み
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
次
の
様

に
説
明
さ
れ
る
。
幾
何
学
が
可
能
で
あ
る
た
め
に
は
、
「空

間
は
根
源
的
に
直
観
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。な
ぜ
な
ら
、

単
な
る
概
念
か
ら
は
そ
の
概
念
を
超
え
て
出
て
い
く
い
か

な
る
命
題
も
引
き
出
さ
れ
な
い
が
、
し
か
し
こ
の
こ
と
は

幾
何
学
に
お
い
て
は
行
な
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
」

（”
卜Ｒ
）。
そ
し
て
、
コ
」の
直
観
は
、
経
験
的
で
は
な
く
純

粋
直
観
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
幾
何
学
的

な
諸
命
題
は
総
じ
て
必
当
然
的
で
あ
り
、
つ
ま
り
そ
れ
ら

の
諸
命
題
の
必
然
性
の
意
識
と
結
び
付
い
て
い
る
か
ら
で

Ｏ
υ

●
●



あ
る
」
（“
含
）。
「そ
れ
ゆ
え
、
わ
れ
わ
れ
の
説
明
だ
け
が

ア
・プ
リ
オ
リ
な
綜
合
的
認
識
と
し
て
の
幾
何
学
の
可
能

性
を
明
白
に
せ
し
め
る
」
（夢
〓
し
。
以
上
が
超
越
論
的
究

明
で
あ
る
。

こ
の
究
明
の
中
核
と
な
る
の
は
、
幾
何
学
の
必
当
然
性

で
あ
る
。
つ
ま
り
、
カ
ン
ト
は
幾
何
学
の
必
当
然
性
と
い

う
事
実
に
基
づ
い
て
、
空
間
の
ア
・プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
と

直
観
性
を
推
論
し
て
い
る
の
で
あ
る
②
。
カ
ン
ト
に
お
け

る
数
学
の
位
置
付
け
に
つ
い
て
も
ま
た
問
題
と
な
っ
て
い

る
の
で
の
、
幾
何
学
の
必
当
然
性
に
つ
い
て
は
機
会
を
改

め
て
論
ぜ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
だ
、
こ
こ
で
わ
れ
わ

れ
が
留
意
す
べ
き
点
は
、
カ
ン
ト
が
究
明
を
遂
行
し
て
き

た
空
間
と
は
幾
何
学
に
よ
っ
て
必
然
的
に
規
定
さ
れ
て
い

る
も
の
と
同
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ

の
こ
と
は
同
時
に
、
純
粋
直
観
と
し
て
の
空
間
は
ア
・プ

リ
オ
リ
な
綜
合
的
認
識
と
し
て
の
幾
何
学
の
原
理
と
な
る

と
い
う
こ
と
も
意
味
す
る
。
以
上
の
様
な
究
明
の
成
果
を

受
け
て
、
カ
ン
ト
は
い
よ
い
よ
経
験
一般
の
可
能
性
の
条

件
の
探
究
へ
と
移
行
し
て
い
く
の
で
あ
る
。

四
　
結
論

わ
れ
わ
れ
は
第
二
章
で
カ
ン
ト
が
空
間
概
念
を
究
明
す

る
過
程
を
検
討
し
た
。
カ
ン
ト
が
超
越
論
的
感
性
論
で
呈

示
し
た
空
間
概
念
と
は
す
な
わ
ち
、
感
性
的
直
観
の
純
粋

形
式
と
し
て
の
空
間
で
あ
り
、
そ
れ
は
ア
・プ
リ
オ
リ
な

認
識
の
原
理
で
あ
り
う
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
概
念
規

定
に
基
づ
き
、
形
而
上
学
的
究
明
の
四
つ
の
議
論
に
よ
っ

て
、
空
間
の
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
と
直
観
性
が
明
ら
か
に

さ
れ
た
。
さ
ら
に
超
越
論
的
究
明
に
お
い
て
、
幾
何
学
の

必
当
然
性
か
ら
純
粋
直
観
と
し
て
の
空
間
が
説
明
さ
れ
た
。

以
上
の
様
な
過
程
を
経
て
カ
ン
ト
が
空
間
概
念
を
究
明
し

た
こ
と
に
つ
い
て
、
何
が
そ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
ろ

う
か
。
カ
ン
ト
は
空
間
と
は
何
か
と
い
う
問
い
を
直
接
解

決
す
る
こ
と
へ
と
向
わ
ず
に
、
あ
く
ま
で
わ
れ
わ
れ
の
感

性
的
直
観
が
そ
の
純
粋
形
式
と
し
て
必
然
的
に
空
間
性
を

持
つ
こ
と
を
、必
要
最
小
限
の
論
拠
を
も
っ
て
究
明
し
た
。

形
而
上
学
的
お
よ
び
超
越
論
的
究
明
に
お
け
る
カ
ン
ト
の

議
論
は
き
わ
め
て
簡
潔
に
整
理
さ
れ
て
お
り
、
わ
れ
わ
れ

が
無
前
提
に
持
っ
て
い
る
空
間
に
対
す
る
様
々
な
概
念
の

う
ち
、
論
拠
足
る
に
十
分
な
も
の
を
最
小
限
の
範
囲
で
規

定
し
て
議
論
を
組
み
立
て
て
い
る
の
で
あ
る
。
特
に
第
一

版
の
第
五
の
議
論
か
ら
第
二
版
の
第
四
の
議
論
へ
の
書
き

換
え
は
、
こ
の
こ
と
を
顕
著
に
表
し
て
い
る
。
空
間
に
対

す
る
問
い
に
つ
い
て
明
晰
に
探
求
す
る
カ
ン
ト
の
こ
の
よ
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う
な
姿
勢
は
、
か
く
し
て
空
間
は
感
性
的
直
観
の
純
粋
形

式
で
あ
る
と
い
う
結
論
、
す
な
わ
ち
空
間
の
超
越
論
的
観

念
性
へ
と
繋
が
る
重
要
な
テ
ー
ゼ
を
導
出
し
た
。
こ
の
カ

ン
ト
が
示
し
た
結
論
が
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
い
か
な
る
意

味
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
カ
ン
ト
の
思
索
の
跡
を
さ
ら
に

辿
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

註
（１
）
Ｈ
・
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
は
デ
カ
ル
ト
以
降
の
近
代
の
哲

学
者
た
ち
の
空
間
を
め
ぐ
る
問
題
を
検
討
し
、
次
の

よ
う
に
帰
結
し
て
い
る
。Ｆ
」の
よ
う
に
し
て
、
心
的

精
神
的
な
実
在
者
の
総
体
と
し
て
の
理
性
的
存
在
者

た
ち
の
神
秘
的
体
系
♂
ｏむ
易
ヨ
毬
浄
“ヨ
）
は
、
空

間
原
理
の
東
縛
を
こ
と
ご
と
く
越
え
た
、
独
自
で
本

来
的
な
《世
界
》
に
ま
で
、
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
高
め

ら
れ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
実
践
理
性
を
通
し

て
そ
の
精
髄
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
、
ま
た
確
信
し

て
も
い
る
物
自
体
の
国
に
比
べ
れ
ば
、
あ
ら
ゆ
る
空

間
性
は
、
感
性
的
に
制
限
さ
れ
た
人
間
の
主
観
性
に

相
対
的
な
外
的
現
象
的
な
現
実
性
を
意
味
す
る
に
す

ぎ
な
い
の
で
あ
る
員
口
・目
９
日
８
①，
∪ヽ
Ｒ
因
”日
Ｒ

“
日
聾①目
一”
”“
目】
い５　０
０】
】≦
①一”Ｕ
Ｆ
ヽ
のいだ
Ｏ
①『

Ｚ
ｏ“圏
Ｆ
Ｈ繋
Ｆ
「近
代
形
而
上
学
に
お
け
る
空
間

を
め
ぐ
る
闘
争
」、
『カ
ン
ト
哲
学
の
形
成
と
形
而
上

学
的
基
礎
』
須
田
朗
・宮
武
昭
訳
、
所
収
、
未
来
社
、

七
十
六
頁
）。な
お
、
ハ
イ
ム
ゼ
ー
ト
の
体
系
的
形
而

上
学
的
解
釈
に
つ
い
て
は
、
以
下
の
論
文
を
参
照

（目
９
日
のｏｏ一Ｆ
〓
Φ一”リデЧ∽いののデΦ
〓
０一イ
①
い”
ｏΦ『

＞
“∽σ』Ｏｃ●”
らΦ∽
Ｆ目．諄
∽ｏＦ①５
Ｈヽ
ｏ巴
肝
日
嘔́
　
「肝”

判
的
観
念
論
の
形
成
に
お
け
る
形
而
上
学
的
諸
動

機
」、
前
掲
訳
書
所
収
）。
ま
た
、
同
様
の
観
点
か
ら

の
『純
粋
理
性
批
判
』
解
釈
に
つ
い
て
は
、
Ｇ
・
マ

ル
チ
ン
の
説
を
参
照
（９
〓
”詳
ヨ
ヽ
日日
ヨ
”口“２

【
”コ”
（Ｏ”一ｏ】０”い〇
“●鮎
コミ、いのの①目∽ｏｒ”』０∽一ｒｏｏ】いｏ）

お
のｐ
『カ
ン
ト
ー
存
在
論
お
よ
び
科
学
論
』
門
脇

卓
爾
訳
）。な
お
、
マ
ル
チ
ン
は
次
の
よ
う
に
指
摘
し

て
い
る
。
ョ
純
粋
理
性
批
判
』
に
は
二
つ
の
大
き
な

河
流
、
す
な
わ
ち
科
学
理
論
お
よ
び
存
在
論
と
い
う

河
流
が
流
れ
こ
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
を

導
い
て
ゆ
く
立
脚
点
で
あ
る
。
空
間
お
よ
び
時
間
に

関
す
る
カ
ン
ト
の
学
説
は
、
こ
の
こ
と
を
と
く
に
明

ら
か
に
し
て
い
る
」
（〓
留
一ｒ
ヽ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
・・り
あ
Ｐ

前
掲
訳
書
、
二
十
頁
）。

（２
）
『純
粋
理
性
批
判
』
の
成
立
過
程
に
つ
い
て
は
、
濱
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田
義
文
名
誉
教
授
が
次
の
論
文
に
お
い
て
詳
し
く
論

じ
て
い
る
。
「
純
粋
理
性
批
判
』
へ
の
道
」
「
カ
ン

ト
哲
学
の
諸
相
』、
法
政
大
学
出
版
局
、　
一九
九
四

年
、
所
収
）。

（３
）
量
義
治
氏
は
、
そ
の
著
『カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の
検

証
』
に
お
い
て
、
「形
而
上
学
の
検
証
」
の
書
と
し
て

『純
粋
理
性
批
判
』
解
釈
を
行
な
っ
て
い
る
。量
氏
に

よ
れ
ば
、
カ
ン
ト
は
「形
而
上
学
の
検
証
」
の
た
め

に
「超
越
論
的
観
念
論
」
を
証
明
し
よ
う
と
し
た
の

で
あ
る
が
、
感
性
論
に
お
け
る
空
間
。時
間
の
主
観

性
の
証
明
の
失
敗
ゆ
え
に
そ
の
観
念
性
に
つ
い
て
は

否
定
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
、
と
さ
れ
て
い
る
。

量
氏
の
ラ
デ
ィ
カ
ル
な
結
論
は
充
分
な
吟
味
を
要
す

る
も
の
で
あ
る
。
（量
義
治
『カ
ン
ト
と
形
而
上
学
の

検
証
』、
法
政
大
学
出
版
局
、
一九
八
四
年
、
参
照
）。

（４
）
目
こ
。「
”一ｏＰ

【
””
一、∽
〓
Φ一”Ｏ
ｒ
■ヽ
ｏ
ｏ』

国
ＸづΦ】いｏ●ｏｏヽ
】こ
りも・⑬∞い

（５
）
こ
の
「究
明
」
と
「演
繹
」
に
つ
い
て
、
中
島
義
道

氏
は
前
批
判
期
か
ら
遡
っ
て
比
較
検
討
し
て
次
の
よ

う
に
結
論
付
け
て
い
る
。
ョ
純
粋
理
性
批
判
』
に
お

け
る
時
間
概
念
の
「究
明
」
を
、
あ
ら
た
め
て
カ
テ

ゴ
リ
ー
の
「演
繹
」と
の
比
較
に
お
い
て
見
直
す
と
、

両
者
の
区
別
を
通
じ
て
、
カ
ン
ト
の
め
ざ
す
「究
明
」

独
自
の
構
造
が
よ
く
見
え
て
く
る
。す
な
わ
ち
、「究

明
」
と
は
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
の
場
合
の
よ
う
に
、
ま
ず

判
断
表
と
い
う
「他
の
と
こ
ろ
か
ら
」
諸
徴
表
を
導

き
、
次
に
そ
れ
ら
が
い
か
に
現
象
に
適
用
さ
れ
る
か

を
問
う
こ
と
で
は
な
く
、
現
象
の
た
だ
な
か
か
ら
時

間
概
念
の
諸
徴
表
を
直
接
読
み
取
る
こ
と
で
あ
る
」

（中
島
義
道
「超
越
論
的
時
間
論
―
そ
の
予
備
的
考

察
」
『カ
ン
ト
読
本
』
所
収
、
法
政
大
学
出
版
局
、
一

九
八
九
年
、
五
五
頁
以
下
）。
く
写
目
ｋ
”貯
ｒ
零
Ｊ

【
ｏ員〓目
Φ”一”『
Ｎ“
】【””一∽
﹈【『い一いＦ
錫Φ】
】〇い●Φ目

く
Φ】口”５計
・ω
，
日甲
∽二
いいい

（６
）
第
一
の
議
論
に
つ
い
て
、
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
「カ

ン
ト
に
と
っ
て
『経
験
的
で
は
な
い
』
と
い
う
こ
と

と
『ア
・
プ
リ
オ
リ
な
』
と
い
う
こ
と
は
同
一
で
あ

る
」
ゆ
え
に
む
し
ろ
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト
に
つ
い
て

の
積
極
的
な
主
張
を
見
い
出
し
、
こ
の
議
論
を
ア
プ

リ
オ
リ
テ
ー
ト
に
つ
い
て
の
消
極
的
な
論
証
と
す
る

コ
ー
エ
ン
の
説
に
反
駁
し
て
い
る
。
ま
た
、
第
二
の

議
論
に
つ
い
て
、
フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
∪
ｑ
”
”“ヨ

いの一〇い●Φ
●〇ゴミｏ目Ｐ
”Φ
くσ『∽一Φ】“””
”
Ｕユ●『いレ」

い
つヽ
原
←
〈の
「くｏ【鼻
Φ目“目”」
と
「”
づ目．ｏ〓。」
の
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（７
）

間
に
コ
ン
マ
を
お
い
て
、　
∪
８
脚
営
ヨ
お
一
２
●
ｏ

●ｏ一■
ｏュ
厨
Φ
く
ｏ】∽↑Φ目“””
”
「
ざ
目．
っ
ま
り
「空

間
は
、
す
べ
て
の
外
的
直
観
の
根
底
に
あ
る
必
然
的

表
象
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
ア
・
プ
リ
オ
リ
で
あ
る
」

と
解
釈
し
て
い
る
。
ス
ミ
ス
も
こ
れ
に
従
っ
て
、
同

様
の
解
釈
を
行
な
っ
て
い
る
。
そ
の
根
拠
と
な
っ
て

い
る
の
は
、
必
然
性
が
ア
・プ
リ
オ
リ
で
あ
る
こ
と

の
徴
表
で
あ
る
と
す
る
『純
粋
理
性
批
判
』
序
論
で

の
議
論
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
解
釈
に
従
え
ば
、
第
一

の
議
論
に
お
け
る
空
間
の
非
経
験
性
に
引
き
続
い

て
、
第
二
の
議
論
で
は
空
間
の
ア
プ
リ
オ
リ
テ
ー
ト

が
示
さ
れ
る
こ
と
が
よ
り
明
瞭
に
理
解
で
き
る
で
あ

ス了
つ
。
メ、”ｒ
】四
しヽ
”いＦ
いう
”ΦＪ
　
穴び
棗〓
●ｏ●
一”【
Ｎ“

穴
゛
”０∽
宍一『い〓
Ｆ
飩ｏ「
『〇いうΦ”
く
①】ヨＣ５神
ωヽ
ｏ　Ｈ甲

ｐ
【『いこ
り
い∞い。）Ｚ
・【
あ
ヨ
い，
＞ヽ
ｏ
ｏヨ
日
の目Ｓ
崚

一〇
﹈バ””一、∽
〇
『い一いρ“①
〔ら
”
暉『ｏ
”
Φ”∽０コ
●ヽ・】〇∞

く
Ｌ
Ｐ
Ｆ
員
ｏ，
Ｐ
Ｐ
Ｏ
こ
﹈
Ｐ
ＨＦ
∽
も
のＮ”

く
”いＦ
〓
”ΦＪ
”・Ｐ
Ｏ
こ
ぃσい↑

く
”」三
Ｆ
”ｏＪ
Ｐ
Ｐ
Ｏ
こ
”
ら・Ｈ甲
∽
』
∞いい

く
写
〓
営
ョ̈
）”
”
ｏ
・）∽
聞
い

（前
掲
訳
書
、
三

七
頁
以
下
参
照
）。

（ｎ
）
〓
円
０３
ヽ
』
・９
Ｌ
・雷
。
（前
掲
訳
書
、
四
一頁
）。

〓
円
一Ｆ
ヽ
』
。９
Ｌ
・３
・
（前
掲
訳
書
、
四
六
頁
）。

〓
円
一Ｆ
」
」
・Ｏ
Ｌ
・８
・
（前
掲
訳
書
、
四
五
頁
）。

量
義
治
氏
に
よ
る
超
越
論
的
観
念
論
の
主
観
性
の
原

理
に
つ
い
て
の
批
判
は
、
ま
ず
第
一
の
議
論
と
第
二

の
議
論
の
究
明
が
破
綻
し
て
い
る
と
す
る
こ
と
に
依

拠
し
て
い
る
。
量
氏
が
こ
れ
ら
の
議
論
を
失
敗
と
す

る
根
拠
は
、
次
の
通
り
で
あ
る
。
ま
ず
第
一
の
議
論

に
関
し
て
、
「感
覚
自
体
に
は
空
間
的
性
格
が
な
い
」

と
い
う
「感
覚
の
非
空
間
性
と
い
う
思
想
」
は
、
質

料
と
形
式
の
二
元
論
に
基
づ
く
「超
越
論
的
観
念
論

の
根
本
思
想
」
で
あ
り
、
第
一
の
議
論
は
そ
れ
を
前

提
と
し
て
い
る
が
、
Ｆ
」の
根
本
思
想
そ
の
も
の
は

無
検
証
で
あ
り
」
「十
分
な
根
拠
を
有
す
る
も
の
で

は
な
い
」
ゆ
え
に
、
こ
の
議
論
は
「不
成
功
に
終
っ

て
い
る
」、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（量
、
前
掲
書
、
一

三
一頁
以
下
）。
さ
ら
に
、
「実
在
的
に
空
虚
な
空
間

の
存
在
を
考
え
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
ゆ
え
に

「空
間
表
象
は
絶
対
的
必
然
性
を
有
さ
な
い
」
の
で
、

第
二
の
議
論
は
Ｊ
九全
に
失
敗
し
て
い
る
と
言
わ
ざ

る
を
え
な
い
」、
と
す
る
（量
、
前
掲
書
、
一四
三
頁

以
下
）。
こ
れ
ら
の
批
判
に
つ
い
て
は
、直
接
的
に
は

マ
ル
チ
ン
の
説
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
て
い
る
。
ま

（８（９（１０

14 13 12
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た
、
カ
ン
ト
が
空
間
概
念
を
「証
明
」
（”
①要
①げ
）
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
「究
明
」
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る
な
ら
ば
、
量
氏
の
解
釈

の
妥
当
性
も
ま
た
問
題
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

（・５
）
く
”】・く
”貯
Ｆ
”ｑ
Ｐヽ
”・ｏ
こ
”

，
日
・∽
Ｎｏら

（‐６
）
く
”いＦｒ
∞①Ｆ
”・Ｐ
Ｏ
こ
ω

，
Ｈ甲
∽』
ｏＮい

（‐７
）
“ざ
いデＦ
”ΦＦ
”・Ｐ
Ｏ
こ
いσ一，

（‐８
）
く
”いＦ〓
”ｏＪ
”・Ｐ
Ｏ
こ
いσい聾

（・。″）
「”一〇日ヽ
いσい●こ
Ｈ・●・【日の。

（２０
）
く
”ｒ
く

，いＦ〓
”ｏＦ
”・Ｐ
Ｏ
こ
∪

，
Ｈ『
∽』
卜Ｎ魏

フ
ァ
イ
ヒ
ン
ガ
ー
は
第
一
版
と
第
二
版
の
議
論
が

「ま
っ
た
く
異
な
っ
た
思
考
過
程
を
含
ん
で
い
る
」
」

と
を
注
意
し
て
い
る
。

（２．
）
量
義
治
氏
は
わ
れ
わ
れ
の
解
釈
と
は
逆
に
、
空
間
の

単
一性
、
無
限
性
を
「根
本
的
論
拠
」
と
し
て
解
釈
し

て
い
る
（量
義
治
、
一削
掲
書
、
一五
四
頁
以
下
参
照
）。

（２２
）
く
”いｒＦ
”ｏＪ
”・Ｐ
Ｏ
こ
”

，
Ｈ”
∽。Ｎｏｕ【

（２３
）
く
”ｒ
く
”貯
Ｆ
”８
Ｐヽ
Ｐ
Ｏ
・ヽ
ω

，
日
・ｐ
Ｎ「い露

（こ
ん
ど
う
　
し
ゆ
う
　
法
政
大
学
）
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