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モ
デ
ル
ネ
の
延
長
と
し
て
の
ポ
ス
ト
モ
デ
ル
ネ

　
ポ
ス
ト
モ
デ
ル
ネ
と
名
付
け
ら
れ
た
活
動
の
流
れ
に
は
建
築
、

絵
画
、
文
学
の
よ
う
な
芸
術
分
野
か
ら
哲
学
、
文
献
学
、
神
学
に

い
た
る
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
表
現
形
態
が
あ
る
。
し
か
し
、
ど
の
分

野
に
お
い
て
も
は
じ
め
・
か
ら
ひ
と
つ
の
方
向
性
を
示
し
て
い
た
。

つ
ま
り
芸
術
や
哲
学
や
宗
教
が
い
か
に
相
対
的
で
あ
る
か
を
明
き

ら
か
に
し
な
が
ら
、
モ
デ
ル
ネ
的
傾
向
の
仮
面
を
ひ
と
つ
ひ
と
つ

剥
い
で
い
こ
う
と
い
う
の
だ
。
現
実
や
美
や
信
仰
や
人
類
の
幸
福

に
関
す
る
二
兀
的
見
方
に
対
す
る
批
判
で
あ
り
打
破
で
あ
る
。
哲

学
を
例
に
取
れ
ば
、
古
代
中
世
哲
学
恩
想
や
啓
蒙
主
義
の
人
類
救

済
や
、
精
神
存
在
を
証
明
し
よ
う
と
す
る
観
念
論
的
目
的
論
や
、

歴
史
主
義
の
意
味
の
解
釈
学
や
、
富
こ
そ
人
間
を
幸
福
に
す
る
と

い
う
資
本
主
義
や
、
自
律
へ
の
人
間
解
放
を
め
ざ
す
マ
ル
ク
ス
主

義
、
こ
う
い
う
考
え
方
を
き
っ
ぱ
り
捨
て
る
べ
き
時
が
来
た
と

古
　
澤

ゆ
　
　
う

子

（
1
）

い
う
。
こ
れ
ら
の
思
想
は
す
べ
て
リ
オ
タ
ー
ド
な
ど
に
言
わ
せ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

ば
、
「
本
言
壮
語
（
O
轟
ま
亮
O
豪
）
」
以
外
の
な
に
も
の
で
も
な

く
現
実
と
は
か
か
わ
り
の
な
い
虚
構
で
あ
り
唯
名
論
的
概
括
に
す

ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
「
メ
タ
言
説
」
は
現
実
世
界
全

体
を
解
明
す
る
と
騎
り
な
が
ら
約
東
を
果
た
し
た
こ
と
が
な
い
。

そ
れ
ど
こ
ろ
か
多
分
に
フ
ァ
シ
ズ
ム
や
テ
ロ
リ
ズ
ム
に
つ
な
が
る

危
険
性
を
持
っ
て
い
る
。
こ
の
間
の
歴
史
が
そ
れ
を
教
え
て
く
れ

る
と
言
う
の
だ
。
そ
れ
ゆ
え
ポ
ス
ト
モ
デ
ル
ネ
が
総
体
と
し
て
目

標
に
し
て
い
る
の
は
、
モ
デ
ル
ネ
の
諸
分
野
に
見
ら
れ
る
絶
対
的

主
張
が
主
観
的
構
造
主
義
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
し
て
、
「
唯
一
」

と
か
「
包
括
的
に
」
と
か
「
絶
対
に
」
正
し
い
と
い
う
主
張
す
べ

て
に
反
論
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
現
実
世
界
を
包
括
的
に
解
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
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と
の
意
識
は
ポ
ス
ト
モ
デ
ル
ネ
の
前
か
ら
近
代
（
モ
デ
ル
ネ
）
思

考
に
す
で
に
存
在
し
て
お
り
、
近
代
の
進
展
と
と
も
に
増
大
し
て

い
た
。
二
ー
チ
ェ
の
ニ
ヒ
リ
ズ
ム
や
一
九
世
紀
末
の
頽
廃
志
向
な

ど
が
そ
の
典
型
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
ポ
ス
ト
モ
デ
ル
ネ
は
な
に

か
ま
っ
た
く
新
し
い
こ
と
を
前
衛
的
に
は
じ
め
た
と
い
う
よ
り
は
、

独
占
的
包
括
的
思
想
の
致
命
的
欠
陥
を
包
括
的
に
根
本
的
に
絶
対

的
に
認
め
（
こ
こ
に
言
語
矛
盾
が
あ
る
こ
と
に
は
気
付
か
ず
）
純

粋
な
根
元
的
多
元
主
義
の
み
を
肯
定
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
ポ
ス
ト
モ
デ
ル
ネ
の
主
張
を
現
実
化
す
る
方
法
に
は

つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
＝
兀
的
秩
序
を
も
つ
も
の
す
べ
て

を
解
体
し
て
多
元
的
観
点
に
移
す
「
脱
構
造
」
や
「
脱
構
築
」
。

構
造
的
な
も
の
は
い
っ
さ
い
認
め
な
い
「
ポ
ス
ト
構
造
主
義
」
。

二
兀
的
な
表
現
を
も
つ
も
の
す
べ
て
を
記
号
や
言
説
や
虚
構
や
主

観
と
み
な
す
「
記
号
論
」
。

　
こ
の
方
法
を
用
い
て
ポ
ス
ト
モ
デ
ル
ネ
が
資
本
主
義
や
マ
ル
ク

ス
主
義
や
、
歴
史
主
義
や
啓
蒙
主
義
や
、
芸
術
や
文
学
の
個
々
の

流
派
に
む
け
た
批
判
は
多
種
多
様
で
あ
る
が
、
個
々
の
相
違
に
も

か
か
わ
ら
ず
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
の
は
つ
ね
に
「
理
性
的
」
概

　
　
　
　
　
　
（
3
）

念
的
思
考
で
あ
っ
た
。
「
理
性
的
」
思
考
は
抽
象
的
で
空
疎
で
あ

る
が
ゆ
え
に
現
実
の
多
面
性
に
は
応
じ
き
れ
な
い
と
い
う
見
解
だ
。

そ
し
て
多
元
的
な
も
の
を
つ
ね
に
二
兀
に
お
と
し
め
、
教
条
的
で

す
べ
て
を
固
定
化
し
具
象
化
し
、
時
代
の
変
化
を
考
慮
せ
ず
に
保

守
的
で
反
動
的
で
、
絶
対
的
構
造
主
義
を
利
す
る
も
の
だ
と
非
難

さ
れ
る
。
科
学
技
術
に
よ
る
搾
取
、
環
境
汚
染
、
官
僚
的
規
制
、

主
知
的
男
性
支
配
と
い
っ
た
現
代
社
会
の
不
幸
す
べ
て
の
元
凶
だ

と
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
理
性
的
思
考
に
対
し
て
ポ
ス
ト
モ
デ
ル
ネ
が
推
奨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

す
る
の
は
「
審
美
的
」
思
考
で
あ
る
。
「
審
美
的
（
エ
ス
テ
テ
ィ

ッ
ク
）
」
の
語
源
は
ギ
リ
シ
ア
語
の
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
（
知
覚
も

し
く
は
感
覚
）
だ
が
、
こ
こ
で
言
わ
れ
る
「
審
美
的
」
と
は
文
字

ど
お
り
「
感
覚
的
」
を
意
味
し
、
考
え
よ
り
感
じ
を
優
先
し
て
、

頭
よ
り
感
覚
を
使
え
と
の
主
張
で
あ
る
。
抽
象
的
推
論
に
拠
る
こ

と
を
や
め
、
感
覚
を
通
し
て
現
実
の
多
面
性
に
目
覚
め
ね
ば
な
ら

な
い
。
（
テ
レ
ビ
等
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
媒
介
さ
れ
た
映
像
と
音

響
の
あ
ふ
れ
る
現
代
世
界
は
ま
た
こ
れ
に
ふ
さ
わ
し
い
理
論
を
も

つ
べ
き
だ
と
も
い
う
。
）
た
だ
し
そ
の
際
五
つ
の
感
覚
は
理
性
か

ら
の
距
離
に
よ
っ
て
格
付
け
さ
れ
る
。
視
覚
は
対
象
に
対
し
て
間

隔
を
と
る
、
す
な
わ
ち
直
接
的
感
触
な
し
に
隔
た
り
を
も
っ
て
客

観
的
に
対
象
を
把
握
す
る
の
で
、
あ
ま
り
に
も
概
念
的
で
理
性
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

近
い
と
み
な
さ
れ
触
覚
よ
り
下
に
格
付
け
さ
れ
る
。
そ
れ
に
対
し

607



一橋論叢　第115巻　第3号　平成8年（1996年）3月号　（32）

て
触
覚
は
感
覚
性
を
十
分
に
発
揮
し
、
対
象
に
密
着
し
て
感
じ
る

と
い
う
直
接
的
対
象
把
握
を
お
こ
な
う
か
ら
よ
り
現
実
に
近
い
と

い
う
の
だ
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
五
感
の
ラ
ン
ク
付
け
は
ポ

ス
ト
モ
デ
ル
ネ
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
な
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
。

古
代
の
プ
ラ
ト
ー
ン
か
ら
中
世
の
ト
マ
ス
・
ア
キ
ナ
ス
に
い
た
る

ま
で
は
、
ポ
ス
ト
モ
デ
ル
ネ
の
主
張
と
は
逆
に
視
覚
と
聴
覚
が
五

感
の
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
の
上
部
を
占
め
触
覚
の
地
位
が
も
っ
と
も
低

か
っ
た
。
美
を
認
識
で
き
る
の
は
目
と
耳
だ
け
だ
と
さ
え
い
わ
れ

て
い
た
の
だ
。
と
こ
ろ
が
デ
ィ
ド
ロ
や
ヘ
ル
ダ
ー
が
順
位
の
逆
転

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

を
お
こ
な
い
触
覚
の
地
位
の
向
上
を
は
か
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
感

覚
に
よ
る
複
雑
多
岐
な
現
実
の
直
接
体
験
と
、
冷
た
く
抽
象
的
な

理
性
の
間
接
的
概
念
把
握
と
い
う
対
比
の
構
図
は
一
八
世
紀
末
に

は
す
で
に
描
か
れ
て
い
た
と
い
え
る
。

　
こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
ポ
ス
ト
モ
デ
ル
ネ
は
歴
史
上
あ
ら
わ

れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
思
想
を
す
べ
て
「
メ
タ
言
説
」
か
多
元
化
か
と

い
う
概
念
（
だ
け
）
で
く
く
る
傾
向
を
持
ち
、
前
者
を
拒
否
し
て

後
者
を
肯
定
す
る
と
い
う
顕
著
な
特
長
を
も
つ
こ
と
が
わ
か
る
。

し
か
し
、
思
想
史
を
た
ど
れ
ぱ
こ
れ
は
モ
デ
ル
ネ
に
典
型
的
な
特

長
で
あ
う
て
、
強
い
て
ポ
ス
ト
モ
デ
ル
ネ
の
特
有
性
を
探
せ
ぱ
、

こ
の
傾
向
を
先
鋭
化
さ
せ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
理
知
を
排
し
た
直
観
の
認
知
こ
そ
モ
デ
ル
ネ
創
設
の
基
盤
で
あ

る
。
近
代
思
想
は
中
世
の
ス
コ
ラ
哲
学
に
対
す
る
き
び
し
い
批
判

に
よ
っ
て
始
ま
っ
て
い
る
。
ス
＝
フ
哲
学
は
普
遍
命
題
か
ら
理
論

を
組
み
立
て
る
と
い
う
演
緯
的
性
格
を
持
つ
が
、
こ
れ
が
感
覚
や

経
験
に
よ
る
修
正
を
い
っ
さ
い
せ
ず
に
理
屈
だ
け
で
偏
狭
な
理
論

を
固
定
す
る
教
条
主
義
だ
と
み
な
さ
れ
た
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
た

め
に
こ
そ
ス
コ
ラ
哲
学
の
思
想
構
造
は
空
疎
な
推
論
に
す
ぎ
ず
自

已
の
欠
陥
に
無
自
覚
で
あ
る
と
非
難
さ
れ
た
。

　
す
で
に
一
四
世
紀
に
は
ス
＝
フ
哲
学
に
対
抗
し
よ
う
と
す
る
自

然
科
学
の
新
手
法
が
始
ま
っ
て
い
る
。
感
覚
に
よ
る
経
験
（
つ
ま

り
実
験
）
を
照
査
す
る
方
法
が
さ
ぐ
ら
れ
、
フ
ォ
マ
ラ
テ
ィ
デ
ゥ

デ
ン
（
冒
昌
昌
き
旨
ρ
昌
）
と
呼
ば
れ
る
手
法
が
導
入
さ
れ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

こ
れ
こ
そ
正
し
い
方
向
へ
の
一
歩
だ
と
信
じ
ら
れ
た
の
だ
。
フ
ォ

マ
ラ
テ
ィ
デ
ゥ
デ
ン
と
は
縦
と
横
に
異
な
る
媒
介
変
数
を
書
き
込

む
四
角
い
図
表
で
あ
る
。
た
と
え
ば
縦
に
膨
張
変
数
、
横
に
温
度

を
書
き
込
む
こ
と
に
す
る
。
そ
し
て
液
体
を
熱
し
て
温
度
と
膨
張

率
を
そ
れ
ぞ
れ
の
場
所
に
書
き
込
め
ば
、
実
験
の
結
果
が
人
間
の

主
観
で
は
な
く
整
理
さ
れ
た
直
線
ま
た
は
曲
線
で
あ
ら
わ
れ
る
。

要
す
る
に
グ
ラ
フ
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
方
法
を
使
え
ぱ
感
覚

そ
の
も
の
に
直
結
す
る
正
し
い
理
性
の
用
法
に
よ
っ
て
自
然
法
則
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を
知
る
こ
と
が
で
き
る
、
こ
の
よ
う
に
す
れ
ぱ
形
而
上
的
普
遍
命

題
か
ら
三
段
論
法
で
演
緯
的
に
推
論
す
る
必
要
は
な
い
と
考
え
ら

れ
た
の
だ
。

　
近
代
自
然
科
学
の
は
じ
ま
り
は
ス
コ
ラ
哲
学
の
元
締
め
と
み
な

さ
れ
て
い
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
ヘ
の
誤
解
か
ら
起
こ
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
認
識
論
に
お
い
て
は
ア

イ
ス
テ
ー
シ
ス
自
体
が
す
で
に
認
識
の
ひ
と
つ
な
の
だ
。
ア
イ
ス

テ
ー
シ
ス
は
も
と
も
と
五
感
の
も
た
ら
す
情
報
の
受
容
と
い
う
意

味
を
持
つ
が
、
も
ち
ろ
ん
感
覚
器
官
そ
の
も
の
の
こ
と
で
は
な
い

し
、
外
的
要
因
に
よ
っ
て
の
み
活
動
を
開
始
す
る
受
動
的
機
能
で

も
な
い
。
精
神
の
能
動
的
は
た
ら
き
が
加
わ
っ
て
は
じ
め
て
、
見

た
り
聞
い
た
り
嗅
い
だ
り
味
わ
づ
た
り
が
可
能
に
な
る
の
だ
か
ら

精
神
の
は
た
ら
き
な
し
に
は
眼
は
開
い
て
い
て
も
見
ず
、
耳
は
音

を
と
ら
え
ず
、
舌
も
味
わ
う
こ
と
が
な
い
し
、
ど
ん
な
に
敏
感
な

皮
膚
も
触
れ
た
も
の
の
情
報
を
主
体
に
伝
え
る
と
い
う
こ
と
が
な

い
。
そ
の
よ
う
に
考
え
た
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
は
対
象
と
の
直
接

的
な
接
触
を
知
覚
す
る
と
い
う
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
を
精
神
の
認
識

機
能
の
一
形
式
と
み
な
し
た
。
た
だ
し
ア
リ
ス
ト
テ
レ
i
ス
に
と

う
て
精
神
の
認
識
形
態
は
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
だ
け
で
は
な
い
。
感

覚
で
は
な
く
抽
象
的
で
普
遍
的
な
知
識
を
も
と
に
思
考
す
る
知
性

（
ヌ
ー
ス
）
が
存
在
す
る
の
だ
。
こ
の
ふ
た
つ
の
認
識
形
態
論
は

肉
体
と
精
神
の
分
裂
と
い
っ
た
単
純
杢
一
元
論
に
向
か
う
も
の
で

は
な
い
。
感
覚
的
認
識
も
知
性
的
認
識
も
と
も
に
精
神
の
は
た
ら

き
で
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
役
割
を
は
た
す
。
両
者
は
相
互
に

作
用
し
て
現
実
世
界
を
異
な
る
方
法
で
認
識
し
な
が
ら
主
体
の
行

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
8
）

為
を
決
定
し
て
い
く
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
認
識
論
に
対
し
て
古
代
の
ス
ト
ア
派
の
哲
学
者

た
ち
は
、
感
覚
を
能
動
的
精
神
活
動
と
知
性
か
ら
引
き
離
し
て
受

動
的
な
機
能
と
と
ら
え
た
。
そ
れ
ゆ
え
感
覚
に
よ
っ
て
伝
え
ら
れ

た
も
の
は
頭
の
中
で
「
意
識
さ
れ
」
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
く
な
る
。

意
識
さ
れ
な
い
情
報
は
精
神
活
動
に
影
響
を
与
え
得
な
い
か
ら
で

あ
る
。
こ
の
「
意
識
化
」
と
い
う
段
階
で
情
報
を
整
理
し
合
理
的

な
部
分
と
不
合
理
な
部
分
を
種
分
け
す
る
は
た
ら
き
が
、
ス
ト
ア

の
い
う
理
性
で
あ
る
。
こ
の
ス
ト
ア
的
思
想
の
影
響
を
受
け
た
科

学
者
た
ち
が
前
述
の
自
然
科
学
的
手
法
を
編
み
出
し
た
と
考
え
ら

（
9
）

れ
る
。

　
す
で
に
中
世
末
期
の
ス
＝
フ
哲
学
批
判
に
み
ら
れ
る
こ
の
よ
う

な
方
法
論
の
対
立
は
、
感
覚
に
直
結
す
る
理
性
が
存
在
し
、
こ
れ

こ
そ
信
頼
に
価
す
る
と
の
新
し
い
考
え
方
を
生
み
出
し
た
が
、
こ

れ
が
周
知
の
、
こ
と
く
こ
の
後
の
近
代
の
発
展
に
重
要
な
役
割
を
演
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ず
る
こ
と
に
な
る
。
感
覚
的
理
性
へ
の
信
頼
は
ル
ネ
サ
ン
ス
初
期

に
第
一
の
盛
期
を
む
か
え
る
。
と
く
に
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
の
新
プ
ラ

ト
ー
ン
派
に
お
い
て
顕
著
だ
っ
た
の
だ
が
、
彼
ら
は
世
界
の
精
神

性
、
す
な
わ
ち
神
が
美
に
お
い
て
は
感
覚
で
と
ら
え
得
る
と
考
え
、

プ
ラ
ト
ー
ン
の
エ
ロ
ー
ス
論
を
キ
リ
ス
ト
教
的
に
解
釈
し
直
し
て

い
る
。
神
は
愛
（
エ
ロ
ー
ス
）
の
力
に
う
な
が
さ
れ
て
世
界
の
さ

ま
ざ
ま
な
現
象
の
な
か
に
流
出
し
て
お
り
、
そ
の
姿
が
も
っ
と
も

あ
き
ら
か
に
現
れ
る
の
は
美
に
お
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
、
人
間

は
罪
を
犯
し
た
が
ゆ
え
に
地
上
に
し
ぱ
り
つ
け
ら
れ
て
い
る
が
、

美
を
恋
い
慕
い
よ
り
高
き
も
の
を
め
ざ
す
こ
と
で
罪
を
つ
ぐ
な
う

こ
と
が
で
き
る
と
い
う
の
だ
。
肉
体
性
を
脱
し
精
神
性
を
め
ざ
す

た
め
の
感
覚
の
効
用
が
発
見
さ
れ
た
と
言
っ
て
よ
い
か
も
し
れ

　
（
1
0
）

な
い
。

　
こ
こ
に
お
い
て
プ
ラ
ト
ー
ン
が
感
覚
と
理
性
を
統
合
さ
せ
る
哲

学
の
元
祖
に
ま
つ
り
あ
げ
ら
れ
、
中
世
ス
＝
フ
哲
学
の
教
祖
ア
リ

ス
ト
テ
レ
ー
ス
に
対
抗
す
る
強
力
な
切
り
札
と
し
て
使
わ
れ
る
こ

と
と
な
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う
な
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
的
ス

コ
ラ
哲
学
対
プ
ラ
ト
ー
ン
と
い
う
図
式
が
「
古
代
」
と
「
近
代

（
モ
デ
ル
ネ
）
」
の
対
比
概
念
へ
と
つ
な
げ
ら
れ
て
い
く
の
だ
。
同

時
に
古
代
ス
ト
ア
哲
学
を
あ
た
ら
し
く
見
直
し
受
け
入
れ
て
い
こ

う
と
い
う
土
壌
が
と
と
の
え
ら
れ
て
ゆ
く
。
と
い
う
の
も
ス
ト
ア

の
認
識
論
に
よ
れ
ば
知
識
は
す
べ
て
、
た
だ
感
覚
だ
け
を
通
じ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
u
）

直
接
に
取
得
さ
れ
る
と
い
う
の
だ
か
ら
だ
。
プ
ラ
ト
ー
ン
の
思
想

に
お
い
て
も
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
の
恩
想
に
お
い
て
も
感
覚
を
通

じ
て
も
た
ら
さ
れ
る
対
象
の
内
容
を
吟
味
す
る
の
が
ギ
リ
シ
ア
語

で
ロ
ゴ
ス
、
ラ
テ
ン
語
で
ラ
テ
ィ
オ
と
呼
ば
れ
る
理
性
で
あ
っ
た

は
ず
だ
の
に
、
ス
ト
ア
派
の
教
え
で
は
こ
の
理
性
の
は
た
ら
き
が
、

制
限
さ
れ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
感
覚
の
つ
た
え
る
表
象
の
う

ち
現
実
に
対
応
す
る
明
確
な
部
分
だ
け
を
事
実
と
認
め
、
非
現
実

的
で
不
明
確
な
も
の
を
排
除
す
る
の
が
理
性
の
役
目
だ
と
考
え
る

の
だ
。

　
こ
の
ス
ト
ア
の
思
想
が
ル
ネ
サ
ン
ス
期
に
は
有
名
な
ユ
ス
ト
ゥ

ス
・
リ
プ
シ
ウ
ス
の
哲
学
史
な
ど
に
よ
っ
て
広
く
知
ら
れ
る
よ
う

に
な
っ
た
。
そ
し
て
特
に
デ
カ
ル
ト
の
ス
コ
ラ
哲
学
批
判
に
お
い

て
近
代
思
想
の
基
盤
に
あ
た
ら
し
く
組
み
込
ま
れ
る
こ
と
と
な
っ

た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ぱ
理
性
と
は
一
括
し

て
、
表
象
す
る
意
識
を
明
確
に
す
る
だ
け
の
も
の
で
あ
る
と
い
う

の
だ
。
古
代
・
中
世
の
思
想
家
た
ち
が
感
覚
的
認
識
と
知
性
（
ヌ

ー
ス
）
に
区
別
し
て
き
た
精
神
の
異
な
る
は
た
ら
き
は
彼
に
よ
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
螂
）

て
受
動
的
受
容
機
能
に
お
と
し
め
ら
れ
て
し
ま
っ
た
。
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こ
の
よ
う
に
中
世
末
期
か
ら
す
で
に
感
覚
に
よ
る
認
識
と
知
性

に
よ
る
認
識
と
理
性
と
の
か
か
わ
り
や
矛
盾
が
論
議
さ
れ
て
き
て

い
た
が
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
っ
て
は
っ
き
り
し
た
方
向
が
定
め
ら
れ

た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
以
後
の
近
代
思
想
は
理
性
の
こ
の
定
義
を

受
け
入
れ
ま
す
ま
す
反
知
性
的
傾
向
を
強
め
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
「
判
断
カ
（
；
匡
一
鼻
冨
3
」
「
鑑
識
眼
（
O
霧
；
昌
與
鼻
）
」
「
批

判
（
9
葦
9
ω
昌
）
」
「
常
識
（
8
昌
昌
昌
ω
彗
器
）
」
と
い
う
た
概

念
が
導
入
さ
れ
、
一
六
世
紀
か
ら
一
八
世
紀
に
か
け
て
、
イ
タ
リ

ア
の
フ
ィ
レ
ン
ツ
ェ
か
ら
フ
ラ
ン
ス
の
デ
カ
ル
ト
、
イ
ギ
リ
ス
の

フ
ラ
ン
シ
ス
・
べ
－
コ
ン
や
ハ
チ
ソ
ン
、
そ
し
て
ド
イ
ツ
の
カ
ン

ト
に
い
た
る
ま
で
の
さ
ま
ざ
ま
な
思
潮
の
中
で
、
人
間
に
と
っ
て

現
実
世
界
の
美
と
真
実
は
直
接
的
な
観
照
に
よ
っ
て
把
握
可
能
で

あ
る
と
の
議
論
が
展
開
さ
れ
た
。
こ
の
よ
う
に
し
て
古
来
の
知
性

（
ヌ
ー
ス
）
に
よ
る
観
照
と
感
覚
（
ア
イ
ス
テ
ー
シ
ス
）
に
よ
る

観
照
と
い
う
概
念
が
、
合
理
不
合
理
を
識
別
す
る
能
カ
、
つ
ま
り

抽
象
性
の
み
を
理
性
と
み
な
す
意
識
性
に
と
っ
て
か
わ
っ
て
い
っ

た
の
だ
。

　
こ
の
傾
向
は
美
の
研
究
つ
ま
り
美
学
の
「
発
見
」
へ
と
つ
な
が

．
っ
て
い
く
。
典
型
的
な
例
を
あ
げ
れ
ば
、
ラ
イ
プ
ニ
ソ
ツ
や
ク
リ

ス
テ
ィ
ア
ン
・
ヴ
ォ
ル
フ
の
思
想
を
受
け
継
い
だ
ゴ
ソ
ト
リ
ー

プ
．
ア
レ
ク
サ
ン
ダ
ー
・
パ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
が
、
一
七
五
〇
年
代

に
「
ア
エ
ス
テ
テ
ィ
カ
（
審
美
）
」
を
著
し
た
。
こ
の
な
か
で
彼

ま
精
神
機
能
の
な
か
で
も
下
級
の
も
の
と
さ
れ
て
い
る
感
覚
に
し

か
多
元
的
な
現
実
世
界
が
完
全
に
は
把
握
で
き
な
い
と
主
張
す
る
。

そ
れ
に
対
し
て
抽
象
的
理
性
は
明
確
さ
と
確
実
性
と
い
う
点
で
は

感
覚
を
し
の
ぐ
と
し
て
も
、
把
握
し
た
内
容
の
多
様
さ
で
は
は
る

か
に
劣
る
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
一
八
世
紀
の
バ
ウ
ム
ガ
ル
テ
ン
に
お
い
て
す
で
に
、

ポ
ス
ト
モ
デ
ル
ネ
に
き
わ
め
て
近
い
理
論
が
で
き
あ
が
っ
て
い
た

こ
と
が
明
ら
か
だ
。
た
だ
ひ
と
つ
ポ
ス
ト
モ
デ
ル
ネ
と
根
本
的
に

異
な
っ
て
い
た
の
は
彼
が
、
感
覚
で
と
ら
え
ら
れ
る
こ
の
現
実
の

多
元
性
の
な
か
に
現
実
の
美
と
完
全
性
が
認
め
ら
れ
る
と
確
信
し

て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
数
十
年
後
の
カ
ン
ト
も
ま
だ
同
じ
よ
う
な

確
信
を
持
っ
て
い
た
。

　
啓
蒙
時
代
の
美
学
を
引
き
継
い
だ
ド
イ
ツ
の
観
念
論
は
さ
ら
に

論
を
進
め
て
、
美
の
感
得
を
基
礎
に
お
い
た
審
美
哲
学
と
い
っ
た

も
の
を
創
設
し
よ
う
と
試
み
た
。
そ
し
て
同
時
代
の
文
学
を
人
問

と
自
然
の
分
裂
に
よ
る
目
然
観
の
変
遷
に
よ
っ
て
説
明
し
よ
う
と

し
た
シ
ラ
ー
が
い
る
。
彼
の
説
に
よ
れ
ば
人
と
い
う
主
体
と
自
然

と
い
う
客
体
が
分
か
れ
て
対
時
す
る
と
い
う
「
知
性
の
自
律
」
に
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よ
っ
て
は
じ
め
て
自
然
そ
の
も
の
が
美
と
し
て
認
識
さ
れ
詩
的
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
旧
）

象
と
な
る
こ
と
が
可
能
に
な
う
た
の
だ
。
観
念
論
が
こ
の
よ
う
な

や
り
か
た
で
現
実
の
な
か
の
合
理
性
と
美
を
き
わ
め
る
立
場
を
と

う
た
こ
と
が
、
つ
ぎ
の
時
代
の
思
想
家
た
ち
に
現
実
の
中
の
不
合

理
や
醜
さ
に
眼
を
向
け
こ
の
よ
う
な
否
定
的
側
面
も
実
在
と
認
め

　
　
　
　
　
　
・
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

る
努
力
を
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
。

　
一
九
世
紀
の
文
学
、
芸
術
、
哲
学
に
お
い
て
は
各
派
の
あ
い
だ

で
現
実
の
相
対
的
、
否
定
的
、
断
片
的
側
面
が
強
調
さ
れ
る
傾
向

が
増
大
し
て
行
く
。
も
は
や
世
界
は
秩
序
あ
る
精
神
性
に
よ
ら
て

統
合
さ
れ
た
も
の
で
も
な
け
れ
ぱ
、
美
的
均
衡
を
保
つ
も
の
で
も

な
く
、
そ
の
一
体
性
さ
え
否
定
さ
れ
た
。
し
か
し
ポ
ス
ト
モ
デ
ル

ネ
の
理
解
に
と
り
て
重
要
な
発
展
は
な
に
よ
り
も
ラ
ン
ケ
や
ド
ロ

イ
ゼ
ン
や
デ
ィ
ル
タ
イ
等
の
歴
史
主
義
と
い
わ
れ
る
思
想
の
形
成

だ
と
言
え
よ
う
。
た
と
え
ぱ
デ
ィ
ル
タ
イ
の
精
神
史
的
体
験
と
理

解
の
解
釈
に
は
、
す
ぺ
て
の
歴
史
的
現
象
を
相
対
的
、
多
元
的
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
岨
）

と
ら
え
る
姿
勢
が
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
ポ
ス
ト
モ
デ
ル
ネ
の
思
想
家
は
デ
ィ
ル
タ
小
の
提
唱
す
る
「
意

味
の
解
釈
学
」
が
現
実
を
画
一
的
な
概
念
に
押
し
込
め
よ
う
と
す

る
「
単
純
化
」
だ
と
批
判
す
る
が
、
そ
う
で
は
な
い
。
現
実
の
相

対
性
と
多
元
性
は
も
ば
や
看
過
で
き
な
い
し
す
る
べ
き
で
は
な
い

と
い
う
彼
の
「
絶
対
的
要
請
」
は
ま
さ
に
ポ
ス
ト
モ
デ
ル
ネ
と
同

じ
方
向
を
向
い
て
い
る
。

　
す
な
わ
ち
宗
教
、
芸
術
、
学
間
、
社
会
、
と
い
っ
た
あ
ら
ゆ
る

歴
史
現
象
の
相
対
性
多
元
性
を
確
信
す
る
が
ゆ
え
に
感
覚
的
直
接

体
験
の
優
越
性
を
主
張
す
る
思
考
は
近
代
初
期
か
ら
再
三
再
四
代

弁
者
を
見
い
出
し
て
お
り
、
ポ
ス
ト
モ
デ
ル
ネ
は
そ
の
延
長
上
に

あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ポ
ス
ト
モ
デ
ル
ネ
の
特
異
性
は
と
い
え
ば
、

こ
の
志
向
を
理
論
化
し
先
鋭
化
し
た
こ
と
だ
け
と
言
え
よ
う
。
ポ

ス
ト
モ
デ
ル
ネ
は
モ
デ
ル
ネ
の
反
知
性
的
側
面
を
い
ま
い
ち
ど
強

調
し
明
確
に
し
た
が
、
モ
デ
ル
ネ
の
克
服
で
は
な
い
し
、
当
然
モ

デ
ル
ネ
の
突
き
当
た
っ
た
袋
小
路
、
ア
ポ
リ
ア
の
克
服
に
も
成
功

し
て
い
な
い
。

　
モ
デ
ル
ネ
が
本
当
に
克
服
さ
れ
ね
ぱ
な
ら
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、

モ
デ
ル
ネ
の
歴
史
的
本
質
的
起
源
を
ふ
ま
え
た
う
え
で
、
ポ
ス

ト
・
モ
デ
ル
ネ
の
名
称
に
ふ
さ
わ
し
い
概
念
が
考
察
さ
れ
ね
ば
な

■

ら
な
い
。
特
に
近
代
初
期
に
お
こ
な
わ
れ
た
脱
理
性
化
が
ど
の
よ

う
な
意
昧
を
持
ち
ど
の
よ
う
な
結
果
を
も
た
ら
し
た
か
の
検
討
が

必
要
で
あ
る
。
近
代
以
前
に
は
感
覚
も
知
性
も
現
実
を
直
接
に
認

識
す
る
精
神
機
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
プ
ラ
ト
ー
ン
、
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ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
、
新
プ
ラ
ト
ー
ン
主
義
を
受
け
継
い
だ
中
世

の
伝
統
的
思
想
に
と
っ
て
は
、
ま
さ
に
こ
の
精
神
機
能
こ
そ
確
実

な
現
実
認
識
の
手
段
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
デ
カ
ル
ト
等
の
近
代

思
想
家
は
思
考
と
い
う
概
念
を
縮
小
し
て
「
意
識
」
と
い
う
概
念

に
置
き
換
え
こ
れ
を
理
性
と
呼
ん
だ
。
し
か
し
、
知
性
と
感
覚
に

よ
る
認
識
作
業
は
意
識
の
前
段
階
で
お
こ
な
わ
れ
る
か
ら
、
従
来

は
理
性
的
精
神
活
動
と
み
な
さ
れ
て
き
た
部
分
が
顧
み
ら
れ
な
く

な
る
。
古
代
（
お
も
に
プ
ラ
ト
ー
ン
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
）
の

影
響
を
受
け
た
中
世
哲
学
に
よ
っ
て
分
析
、
等
級
づ
け
ら
れ
て
き

た
人
間
の
認
識
能
力
に
関
す
る
理
論
は
こ
こ
で
、
（
ス
ト
ア
哲
学

の
理
論
を
受
け
入
れ
）
人
間
の
思
考
を
二
兀
的
な
意
識
の
み
に
制

限
し
て
し
ま
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
逆
転
の
過
程
を
仔
細
に
あ
と

づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
ポ
ス
ト
モ
デ
ル
ネ
が
本
来
批
判
す

ぺ
き
モ
デ
ル
ネ
の
欠
陥
、
特
に
感
性
と
理
性
の
極
端
な
対
立
が
あ

き
ら
か
に
な
り
、
モ
デ
ル
ネ
の
超
克
が
可
能
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。

（
1
）
ミ
o
冨
彗
o
q
ミ
募
身
勺
o
ω
彗
3
而
昌
耐
o
ま
H
券
；
o
募
争
霧

　
冒
芙
昌
－
o
q
轟
彗
ω
9
篶
竃
島
く
害
ω
蟹
目
｛
邑
ω
く
睾
亘
2
曾
一
ぎ
一

　
〇
目
コ
片
プ
o
H
向
；
①
『
一
〇
罧
o
ω
凹
回
昌
P
，
o
ω
p
≡
o
o
①
『
自
o
．
＞
目
一
〕
＝
』
o
＝

①
巨
實
目
害
彗
暑
o
o
訂
一
ミ
一
①
戸
霊
鶉
品
彗
＜
邑
品
二
8
〇
一

　
M
竃
－
署
O
．

（
2
）
旨
彗
－
胃
彗
8
尉
ξ
9
與
貝
［
o
寄
ω
暮
o
ま
；
o
異
旦
一
忌

　
彗
x
雪
守
目
貝
勺
彗
げ
－
竃
①
一
轟
p

（
3
）
葭
彗
片
昌
鼻
ω
o
＝
＝
目
①
…
o
O
o
；
a
霊
す
昌
〇
一
冒
ω
＞
目
註
篶

　
忌
『
く
Φ
；
昌
～
亨
彗
ζ
冒
一
印
ヨ
竃
巴
目
二
竃
蜆
一
峯
o
痔
彗
的

　
峯
9
竃
戸
⊂
富
①
冨
o
o
g
目
o
α
o
；
①
…
o
ま
；
p
考
9
目
ぎ
ま

　
　
－
竃
。
。
（
N
．
＞
；
鍔
舳
）
．

（
4
）
』
①
昌
－
写
彗
8
訂
ξ
9
與
貝
雰
竃
壱
昌
9
鶉
『
団
ヨ
H
冒
o
P

く
雪
宗
；
O
奏
一
雰
『
＝
目
屋
。
。
ド

（
5
）
Ω
彗
ζ
卑
片
竃
こ
o
；
U
o
ω
o
q
①
憲
雲
o
q
o
＞
長
9
～
彗
斥
『
昌
片

　
○
昌
竃
巴
貝
冨
o
o
o
o
．

（
6
）
－
o
臣
昌
Ω
9
↑
三
＆
ま
『
ま
『
一
コ
麸
葦
一
一
『
O
彗
♂
一

　
丙
昌
県
冒
9
巨
目
o
目
一
＝
宰
品
’
く
昌
専
昌
N
ω
o
巨
亘
勺
g
a
宙
目

　
；
貞
ω
－
冨
一
肉
『
；
窒
幕
奉
眺
巨
害
a
雪
雰
茸
昌
巨
冒
胴
は
σ
雪

　
2
o
　
ミ
ー
鶉
o
目
ω
o
サ
芭
箏
　
一
』
目
o
　
宍
E
目
g
o
耐
閉
　
ω
o
＝
α
目
o
目
ー
く
討
ユ
冊
ω

　
峯
巴
O
争
雪
饒
σ
竃
雲
＆
①
一
ω
↓
＝
8
ユ
O
O
實
ω
3
0
＝
目
雪
穴
箏
冨
貝

ぎ
ω
9
『
葦
雪
・
昌
宗
；
g
一
汀
…
o
；
ω
邑
昌
一
豪
：
曇
一

　
＝
冨
o
q
．
く
昌
o
冒
g
彗
向
．
o
ユ
昌
昌
一
（
－
〕
彗
雰
g
昌
ら
鶉
蜆
寿
o
『

く
邑
品
）
二
竃
ω
一
望
」
一
ω
．
N
ミ
ー
宣
㌣
U
雪
床
豆
ま
8
戸
団
『
迂

旨
睾
2
o
雲
己
雪
昌
冒
Ω
＆
『
彗
o
＝
胃
2
o
ω
o
訂
邑
彗
ニ
コ
一

　
勺
…
o
ω
ε
巨
竃
冨
ω
g
『
旨
片
彗
一
亭
品
ー
く
昌
↓
思
a
g
－
旨
o
訂
一

　
団
p
一
一
軍
昌
罧
；
片
蛯
ヨ
ζ
巴
コ
ー
岨
貫
お
－
二
〇
．

（
7
）
＞
昌
豊
霧
o
…
①
導
一
．
宰
o
q
9
邑
ω
竃
．
o
實
ω
忌
募
ぎ
一
富
募
－

　
｝
g
之
凹
言
｛
…
o
㏄
暑
三
〇
一
一
三
＞
豪
鷺
ブ
彗
宗
ω
；
；
9
螂
豪
二
一

　
宛
O
目
ε
震
一
§
蜆
ム
轟
一
U
豊
～
O
σ
一
〇
ヨ
ま
『
向
く
己
昌
N
ぎ
ま
『
勺
＝
一
－
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一
〇
8
昌
討
ま
ニ
ト
忘
～
；
自
ま
ユ
ω
二
『
＞
＝
品
｝
彗
ま
ω
雲
葦
o
－

　
壷
＝
①
『
戸
カ
o
昌
宕
①
一
ω
①
↓
－
ト
ー
o
〇
一
U
討
く
o
H
扇
一
』
3
『
o
〇
三
9
ω
｛
昌

　
－
ト
■
』
凹
す
H
す
冒
目
’
α
o
H
戸
刃
o
ヨ
コ
　
ー
o
仁
o
．

（
8
）
　
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ー
ス
『
ニ
コ
マ
コ
ス
倫
理
学
』
一
一
四
七
a
参

　
昭
一
。

（
9
）
声
＝
皇
器
『
二
〕
討
～
鍔
昌
彗
8
昌
『
冒
巴
呉
薫
ま
『
ω
↓
9

　
｝
斥
①
■
｝
o
．
－
1
戸
＾
〕
σ
o
『
蜆
〇
一
N
＝
目
困
巨
目
o
宍
o
目
一
昌
①
目
↓
與
’
ω
一
E
片
↓
o
q
o
『
↓

　
冨
o
o
↓
．

（
1
0
）
　
プ
ラ
ト
ー
ン
『
パ
イ
ド
回
ス
』
違
o
旦
、
『
饗
宴
』
昌
o
o
－
曽
N
団

　
お
よ
ぴ
藤
田
一
美
『
存
在
論
と
し
て
の
価
値
論
』
東
京
大
学
文
学
部

美
学
芸
術
学
研
究
室
紀
要
1
3
一
九
九
四
年
　
三
一
｛
八
四
頁
参
照
。

　
　
ル
ネ
サ
ン
ス
の
プ
ラ
ト
ー
ン
研
究
に
関
し
て
は
ζ
睾
ω
旨
o
ヨ
q
冒
一

　
〇
〇
冒
昌
5
目
片
o
ユ
一
』
目
　
－
目
　
O
o
目
く
－
く
－
⊆
目
－
　
、
5
↓
O
目
－
ω
　
α
①
　
＞
目
δ
『
9

胃
ω
O
q
1
く
昌
勺
．
声
里
冒
員
呂
｝
昌
σ
昌
O
膏
－
竃
ム
（
一
…
0
8
昌
7
0
ぎ

　
雲
；
o
；
呉
窒
壮
）
参
照
。

（
u
）
　
　
…
1
　
＝
o
ω
閉
①
目
｛
①
－
o
o
H
．
　
－
〕
－
o
　
巾
＝
＝
o
ω
o
o
プ
ー
o
　
o
①
『
　
＞
目
一
｛
斥
o
　
－
－
－

睾
畠
一
暑
寿
冨
募
∋
冨
；
o
ω
斥
8
多
（
Ω
鶉
o
巨
o
葦
＆
g
勺
…
o
－

　
閉
O
O
＝
－
①
－
＝
’
σ
『
ω
O
q
ー
く
O
目
’
く
ー
宛
0
；
一
巨
①
）
’
…
旨
目
O
＝
O
目
－
o
O
o
㎝
．
壮
壮
1
①
㊤
．

（
1
2
）
　
拙
論
『
悲
劇
的
あ
や
ま
ち
　
ハ
マ
ル
テ
ィ
ア
』
ペ
デ
ィ
ラ
ヴ
ィ

　
　
ウ
ム
3
1
号
一
九
九
〇
年
二
二
五
二
〇
頁
参
照
。

（
1
3
）
　
拙
論
『
我
は
秋
山
、
人
と
自
然
の
か
か
わ
り
』
エ
ポ
ス
ー
1
号
一

　
九
九
〇
年
八
五
頁
参
照
。

（
M
）
　
O
す
ユ
眈
↓
O
O
す
』
與
目
冒
目
〇
一
』
目
α
＝
9
自
一
巨
↓
ω
o
ブ
目
9
α
Φ
『
（
＝
『
ω
o
q
l
）
一

　
ζ
｝
一
＝
o
－
o
o
q
－
o
旦
o
『
く
①
『
コ
冒
コ
h
一
■
匡
o
o
q
o
－
蜆
甘
－
↓
o
ω
↓
o
蜆
ω
｝
ω
一
①
ヨ
ロ
o
『
o
胴
－

　
『
団
日
口
日
口
　
o
o
ω
　
α
〇
一
』
片
ω
o
す
o
目
　
－
α
o
団
－
｝
ω
H
目
一
』
ω
’
　
｝
『
與
－
］
斥
叶
一
』
H
片
　
由
－
口
　
ζ
由
－
H
■

　
ε
o
o
｛
．

（
的
）
　
　
呂
－
一
］
．
］
「
①
閉
ω
｛
＝
的
’
－
〕
舳
o
－
｛
ω
o
①
山
目
①
『
－
（
H
－
饒
斥
　
o
o
『
巨
－
ω
叶
o
H
－
ω
o
l

　
＝
o
目
く
o
『
目
一
』
冒
津
．
ミ
昌
巨
9
昌
U
二
一
す
o
｝
．
蜆
向
H
斥
o
目
目
↓
三
g
＝
o
o
『
o
巨
ω
－

○
王
o
o
q
庁
o
ぎ
－
昌
o
；
a
〇
一
〇
〇
胃
ぎ
ざ
9
昌
2
轟
…
o
q
ま
『
o
邑
訂
ω
－

　
冬
－
ω
ω
①
コ
ω
o
＝
凹
H
一
〇
コ
’
勺
『
o
」
σ
E
『
o
q
一
ζ
饒
目
o
す
o
自
　
－
o
o
o
｛
．

古
代
近
代
思
想
の
対
比
と
く
に
デ
カ
ル
ト
と
プ
ラ
ト
ー
ン
の
比
較
に

　
関
し
て
は
つ
ぎ
に
挙
げ
る
A
・
P
：
ソ
ユ
ミ
ソ
ト
教
授
の
論
に
負
う

　
と
こ
ろ
大
で
あ
る
。

　
＞
｝
o
電
g
ω
争
冒
…
一
寄
；
一
ω
o
ぎ
＞
目
昌
胃
ぎ
畠
彗
昌
∋
冨
冒
s
－

　
｝
↓
＝
o
す
o
目
ミ
ー
眈
閉
①
目
ω
o
す
與
h
片
ω
σ
的
『
－
弍
o
巨
ω
o
o
H
ω
－
o
す
叶
匹
o
ω
＞
－
一
〇
＝
山
－

　
－
o
－
o
o
q
o
自
’
〔
叩
｝
目
－
自
o
ω
－
o
｝
自
㊤
o
o
．
－
岨
①
ガ
N
ω
M
l
N
蜆
ム
∴
N
＝
『
向
『
穴
o
目
目
↓
目
－
－

　
血
一
－
一
Φ
o
『
－
〇
　
　
一
〕
o
－
　
、
－
印
一
〇
目
　
　
E
H
－
o
　
　
－
）
o
m
o
国
H
一
①
ω
．
　
－
目
…
　
＞
H
1
↓
－
穴
〇
　
　
一
』
『
’
α

　
＞
σ
①
目
o
－
與
目
α
．
ω
蜆
．
　
－
㊤
o
o
o
〇
一
蜆
ト
ー
o
0
M
…
－
）
舳
ω
　
｝
o
ミ
目
由
一
餉
①
山
コ
　
目
目
旦
　
饒
国
ω

　
⊂
ま
o
彗
津
巴
自
宗
『
忌
巨
昌
o
目
旨
『
o
す
2
o
o
q
ま
o
巨
雪
訂
勺
す
旨
－

ω
o
昌
庁
（
勺
巨
昌
一
ξ
雲
o
至
要
雪
o
葦
）
一
巨
一
＞
；
訂
昌
α

　
＞
σ
o
目
α
－
o
目
」
　
　
杜
o
’
　
H
ω
㊤
ト
…
　
－
（
－
o
閉
ω
」
ω
o
＝
①
　
　
E
目
旦
　
　
o
－
｝
↓
o
冒
－
血
o
＝
①

　
ω
｝
0
＝
葦
警
’
＞
自
≡
宰
ぎ
畠
雪
昌
＞
＝
品
昌
窃
｛
昌
冒
冒
〇
三
H
－

　
斥
＝
冒
o
q
閉
o
目
①
ω
o
す
－
o
す
↓
＝
o
す
o
目
－
峯
o
目
o
①
－
o
o
m
丙
o
】
］
o
目
㎝
斥
一
｝
ω
ω
－
㎝
o
フ
o
『

　
　
ω
o
巨
α
自
プ
①
－
F
…
目
H
－
（
一
回
ω
ω
－
斥
」
『
目
～
、
①
『
胴
－
蜆
｝
o
＝
1
z
o
『
『
口
団
一
－
く
－
↓
蠣
↓
目
自
α

　
｝
｛
眈
↓
o
『
－
N
－
↓
岬
｛
　
o
目
H
o
o
叫
｝
ω
o
フ
①
『
　
－
（
－
団
蜆
ω
－
斤
①
目
．
　
7
H
ω
o
q
ー
　
く
o
コ
　
　
一
く
二
－

　
　
す
里
昌
く
o
b
斤
與
昌
冒
ω
旨
篶
o
q
彗
r
ミ
9
ヨ
凹
H
；
竃
一
き
甲
亀
o
〇
一
U
竃

　
　
ω
O
ブ
0
－
目
①
H
〔
｝
O
的
O
目
閉
片
凹
目
O
　
く
O
目
　
＞
目
ω
O
サ
四
目
目
目
O
q
　
O
μ
O
H
　
向
H
斥
O
自
目
↓
－

　
邑
蜆
～
N
…
↓
訂
O
ユ
O
ま
ω
ω
争
0
；
日
雪
一
昌
－
O
0
1
旨
プ
｝
E
コ
ま
ユ
巨
目
O

　
　
σ
9
コ
黒
昌
ニ
デ
；
＝
o
8
o
プ
亘
く
竃
｝
o
o
穴
o
二
訂
雰
ω
①
彗
争
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O
①
目
蒜
『
　
h
O
『
　
O
『
o
①
斥
　
勺
ブ
自
o
ω
o
O
巨
｝
　
o
↑
　
一
ゴ
o
　
＞
o
與
創
o
目
｝

＞
↓
＝
①
目
ω
一
＞
↓
＝
o
＝
9
－
↓
－
－
o
〇
一
－
o
o
o
↓
－
－
㊤
o
o
o
〇
一
N
↓
N
－
N
0
①
1

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
教
授
）

o
｛

( 39 ) ~~T'j~;~O)j~~~: ~ ~CO);i~ ;~ h ~ ~T'jV~ 
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