
ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
一
つ
の
感
性
論
（
諺
ω
け
び
Φ
梓
一
閃
）

　
　
…
一
「
物
」
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ソ
ー

岩
　
城
　
見
　
一

　
　
　
　
　
　
は
じ
め
に

　
小
論
は
、
か
つ
て
別
稿
で
指
摘
し
な
が
ら
、
そ
こ
で
は
ま
だ
十
分
に
論
じ
ら
れ
な
か
っ
た
問
題
に
答
え
よ
う
と
す
る
継
続
的
な
試
み
の
一

環
で
あ
る
。
指
摘
さ
れ
た
の
は
、
以
下
の
こ
と
で
あ
る
。

　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
芸
術
哲
学
」
（
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
れ
を
「
美
学
と
一
応
呼
ん
だ
」
）
は
、
後
期
の
思
惟
と
の
連
関
で
、
そ
の
薗
白
さ
が
明

　
　
　
　
　
（
↓

　
　
ら
か
に
な
る

　
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
（
以
下
『
現
象
学
』
と
略
記
）
の
「
知
覚
」
論
で
あ
る
。
そ
れ
に
は
、
「
知

覚
、
或
い
は
　
物
と
錯
覚
（
∪
剛
⑦
芝
魯
ヨ
9
日
量
ひ
q
＆
算
当
ω
U
ヨ
α
q
§
山
臼
Φ
日
弩
ω
9
量
ひ
q
）
」
と
い
う
卓
抜
な
タ
イ
ト
ル
が
付
さ
れ
て
い

る
。　

そ
の
都
度
の
「
意
識
」
は
、
そ
れ
に
対
応
す
る
「
対
象
」
に
つ
い
て
の
、
確
実
な
知
へ
の
信
念
に
支
え
ら
れ
て
成
り
立
っ
て
お
り
、
そ
の

と
き
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
は
、
自
分
が
「
真
理
」
を
確
保
し
て
い
る
と
思
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
真
理
」
へ
の
こ
の
よ
う
な
信
念
は
、
そ
の

都
度
の
意
識
の
特
殊
な
構
造
に
支
え
ら
れ
た
も
の
に
す
ぎ
ず
、
相
対
的
で
し
か
な
い
。
意
識
の
確
実
性
の
危
う
さ
が
、
当
の
意
識
自
体
に
朧

気
に
で
も
感
じ
ら
れ
る
と
、
意
識
は
不
安
を
覚
え
、
別
の
拠
り
所
を
求
め
て
駆
り
立
て
ら
れ
る
。
こ
う
し
て
意
識
が
変
化
し
た
と
き
、
同
時

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
一
つ
の
感
性
論
（
〉
ω
け
げ
④
け
一
〆
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
七
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三
八

に
そ
れ
の
対
象
も
、
以
前
と
は
異
な
る
姿
を
と
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。
私
た
ち
の
意
識
は
、
こ
の
よ
う
に
様
々
な
か
た
ち
を
取
り
、
彷
卜
い

歩
き
な
が
ら
確
実
な
も
の
を
絶
え
ず
求
め
る
。
へ
！
ゲ
ル
が
『
現
象
学
』
で
行
う
の
は
、
そ
の
都
度
の
意
識
に
と
っ
て
の
「
真
理
」
の
成
り

立
ち
（
真
逆
）
と
、
こ
の
真
理
の
梢
対
性
と
を
明
ら
か
に
し
、
確
実
性
を
求
め
て
移
り
行
く
意
識
の
構
造
を
、
そ
の
意
識
の
現
象
に
即
し
て

描
き
出
す
こ
と
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を
、
「
意
識
の
経
験
の
学
」
、
そ
し
て
「
精
神
現
象
学
」
と
呼
ん
だ
。
こ
の
名
称
の
ど
ち
ら
が
ヘ

ー
ゲ
ル
の
こ
の
最
初
の
主
著
に
相
応
し
い
の
か
、
ま
た
な
ぜ
ヘ
ー
ゲ
ル
は
タ
イ
ト
ル
を
変
更
し
た
の
か
。
さ
ら
に
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
の
書

で
論
じ
た
、
意
識
の
諸
形
態
は
、
人
間
の
意
識
形
態
の
す
べ
て
を
汲
み
尽
く
し
て
い
る
の
か
、
或
い
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
行
っ
た
意
識
の
諸
形

態
の
順
序
は
、
実
際
に
論
理
的
に
整
合
性
を
も
つ
の
か
、
こ
れ
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
研
究
で
し
ぼ
し
ぽ
議
論
さ
れ
る
問
題
は
、
こ
こ
で
の
関

・
1
9
事
で
は
な
い
。

　
そ
れ
に
対
し
て
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
『
現
象
学
隔
が
行
う
、
「
意
識
」
の
諸
形
態
の
構
造
分
析
と
、
そ
れ
に
よ
る
真
理
の
相
対
性
の

解
明
の
徹
底
性
（
ラ
デ
ィ
カ
ル
さ
）
で
あ
る
。
た
と
え
ヘ
ー
ゲ
ル
が
並
べ
た
意
識
諸
形
態
の
順
序
に
論
理
的
な
問
題
が
あ
る
と
し
て
も
、
ま

た
「
絶
対
精
神
」
へ
と
向
か
う
意
識
の
方
向
づ
け
に
キ
リ
ス
ト
教
神
学
に
支
え
ら
れ
た
、
形
而
上
学
識
神
学
的
目
的
論
の
疑
い
が
か
け
ら
れ

る
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
構
造
の
解
明
が
澗
察
力
に
富
む
も
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
す
意
味
は
あ
る
。
そ
れ
の
み
か
、
へ

！
ゲ
ル
の
理
論
は
、
そ
れ
の
行
う
意
識
構
造
の
解
明
を
丁
寧
に
辿
る
な
ら
、
二
十
世
紀
に
お
け
る
人
間
の
心
や
心
身
関
係
を
巡
る
議
論
と
、

そ
れ
ら
の
成
果
と
に
対
し
、
そ
れ
ら
の
弱
点
を
補
い
ま
た
批
判
し
う
る
力
を
も
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
を
吟
味

す
る
こ
と
は
、
へ
！
ゲ
ル
研
究
と
し
て
も
実
り
が
多
い
の
で
は
な
い
の
か
。
こ
れ
が
小
論
の
基
本
的
な
視
点
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で

行
わ
れ
る
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
力
の
測
定
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
特
に
こ
こ
で
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
美
学
」
（
「
芸
術
哲
学
」
）
と
の
連
関
で
無
視
で
き
な
い
、
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
、
感
覚
的
意
識
の
構
造
論

が
検
討
さ
れ
る
。
紙
幅
の
関
係
も
あ
っ
て
、
こ
こ
で
取
り
上
げ
ら
れ
る
の
は
、
「
知
覚
」
の
節
だ
け
で
あ
り
、
そ
の
前
に
置
か
れ
た
「
感
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

的
確
信
、
或
い
は
こ
の
も
の
と
思
い
込
み
」
は
別
稿
で
扱
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
「
知
覚
」
が
特
に
「
美
学
」
理
論
と
密
接
な
関
係
に
あ
る
、



と
い
う
理
由
に
も
よ
る
。
「
美
学
」
も
「
芸
術
理
論
」
も
、
常
に
知
覚
と
深
く
関
わ
っ
て
お
り
、
「
知
覚
」
の
直
接
性
と
、
そ
れ
の
も
つ
、
一

見
そ
れ
以
上
「
背
後
に
遡
り
え
な
い
」
確
実
性
と
に
対
す
る
信
仰
が
、
美
的
経
験
や
芸
術
経
験
の
言
説
（
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
）
を
支
え
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
感
覚
的
確
信
」
と
「
知
覚
」
に
関
す
る
理
論
は
、
こ
う
い
つ
た
詳
説
の
前
提
の
不
確
か
さ
を
徹
底
的
に
暴
き
出
す
。
し
か
し

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
言
説
は
、
そ
れ
が
解
体
さ
れ
た
後
で
も
、
再
び
繰
り
返
し
て
蘇
生
す
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
こ
と
も
指
摘
し
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
現
象
学
』
に
お
け
る
試
み
は
、
カ
ン
ト
が
『
純
粋
理
性
批
判
』
で
行
っ
た
、
「
経
験
論
」
と
「
独
断
論
」
と
の
「
二
律
背
反
」

の
解
体
作
業
と
通
じ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
カ
ン
ト
の
こ
の
作
業
を
、
よ
り
具
体
的
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意
識
形
態
に
即
し
て
行
っ
て
い
る
。

カ
ン
ト
は
、
「
理
性
」
を
も
つ
人
間
が
、
「
理
性
」
を
も
つ
が
ゆ
え
に
陥
る
、
「
誤
謬
推
理
」
の
矛
盾
し
た
構
造
を
解
明
し
た
。
し
か
し
人
間

は
、
「
理
性
」
を
も
つ
限
り
、
こ
の
理
性
を
も
つ
と
い
う
自
分
の
本
性
に
よ
っ
て
、
常
に
、
「
誤
謬
推
理
」
を
犯
し
続
け
る
。
カ
ン
ト
は
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
〔
3
）

こ
と
も
指
摘
し
て
い
た
。
こ
れ
と
同
様
に
、
「
感
覚
」
や
「
直
観
」
や
「
知
覚
」
の
確
実
性
へ
の
信
仰
も
、
解
体
さ
れ
た
後
で
も
、
人
間
が

本
性
的
に
感
性
的
存
在
で
あ
る
が
た
め
に
、
再
生
産
さ
れ
つ
づ
け
る
。
実
際
、
す
で
に
二
十
一
世
紀
を
迎
え
た
現
在
に
お
い
て
も
、
「
感
覚

的
確
信
」
や
「
正
し
い
知
覚
」
へ
の
信
念
は
、
あ
ら
ゆ
る
場
面
で
通
用
し
て
お
り
、
む
し
ろ
こ
の
信
念
こ
そ
が
、
私
た
ち
が
B
常
生
活
を
円

滑
に
送
る
た
め
の
支
え
に
な
っ
て
い
る
と
さ
え
言
え
る
。
だ
か
ら
、
敢
え
て
そ
れ
を
問
題
に
す
る
こ
と
な
ど
な
い
で
は
な
い
か
、
と
い
う
意

見
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
非
常
に
長
い
間
、
き
わ
め
て
多
く
の
人
間
の
内
で
維
持
さ
れ
、
生
き
つ
づ
け
て
き
た
こ
の
よ
う
な
信

念
に
、
学
問
が
な
お
無
反
省
に
依
存
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
放
置
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
信
念
は
、
ど
の
よ
う
な
構
造
に

支
え
ら
れ
、
ま
た
ど
の
よ
う
な
問
題
を
孕
む
の
か
、
こ
れ
は
問
わ
れ
つ
づ
け
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
一
　
「
知
覚
」
論
の
前
提

　
「
感
覚
的
確
信
」
は
、
「
こ
の
も
の
」
を
し
っ
か
り
手
に
取
り
、
「
こ
の
も
の
の
存
在
」
（
「
今
、
こ
こ
に
、
こ
の
も
の
が
あ
る
」
、
と
い
う
こ

と
）
の
「
直
接
性
」
と
い
う
「
真
理
」
を
主
張
し
、
こ
の
主
張
の
中
で
真
理
が
、
自
分
の
思
っ
て
い
た
最
も
具
体
的
な
も
の
で
は
な
く
、
そ

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
一
つ
の
感
性
論
（
諺
ω
窪
Φ
甑
吋
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
九
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四
〇

れ
と
は
反
対
の
、
全
く
の
コ
般
的
な
も
の
」
へ
と
変
じ
て
し
ま
う
運
動
（
「
弁
証
法
」
）
を
経
験
す
る
。
こ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
精
し
く
た

ど
っ
た
後
に
「
知
覚
」
論
に
移
る
。

　
「
感
覚
的
確
信
」
に
お
い
て
問
題
に
な
る
の
は
、
こ
う
い
つ
た
意
識
が
あ
る
の
か
な
い
の
か
と
い
っ
た
こ
と
で
は
な
い
。
問
題
な
の
は
、

「
感
覚
的
確
信
」
を
「
真
理
」
と
し
て
主
張
し
、
そ
こ
に
す
べ
て
の
経
験
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
、
真
理
主
張
の
言
説
（
デ
ィ
ス
ク
ル

ス
）
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
「
感
覚
的
直
接
的
世
界
」
の
存
在
を
認
め
ず
、
す
べ
て
を
言
語
に
回
収
す
る
思
想
家
だ
と
い
う
批

覇
が
出
て
く
る
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
批
判
は
的
外
れ
で
あ
る
。
「
感
覚
的
直
接
的
な
世
界
」
、
す
な
わ
ち
現
象
界
は
、
私
た
ち
が
生
ま
れ
て
生
を

終
え
る
ま
で
、
五
感
が
働
く
限
り
は
、
い
つ
も
ど
こ
に
行
っ
て
も
私
た
ち
を
取
り
囲
み
、
私
た
ち
は
そ
こ
か
ら
逃
れ
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。

だ
か
ら
私
た
ち
は
、
何
か
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
い
つ
も
こ
う
い
つ
た
現
象
が
「
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
戻
ろ
う
と
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
よ
う
な
現
象
の
世
界
は
、
私
た
ち
の
意
識
と
と
も
に
、
絶
え
間
な
く
変
化
す
る
世
界
で
あ
り
、
決
し
て
固
定
し
た
も
の
と

し
て
取
り
出
せ
る
も
の
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
い
か
に
「
直
接
的
」
だ
と
し
て
も
、
こ
う
い
つ
た
世
界
を
安
定
し
た
真
理
基
準
に
据
え
、

も
の
ご
と
を
説
明
す
る
こ
と
な
ど
で
き
な
い
。
も
し
そ
れ
を
説
明
し
よ
う
と
し
た
ら
、
こ
の
と
き
欝
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
…
言
葉
で
「
留
っ
た

と
（
思
っ
て
い
る
こ
と
が
ら
）
と
の
間
に
は
、
い
つ
も
裂
け
霞
が
で
き
て
し
ま
う
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
が
衝
く
の
は
、
こ
の
、
〈
語
る
こ
と
〉
と
く
語
ら
れ
る
こ
と
が
ら
〉
と
の
く
ず
れ
〉
で
あ
る
。
例
え
ば
、
愛
し
震
う
者
同
士

（
親
子
、
恋
人
同
士
等
々
）
が
、
熱
い
抱
擁
の
中
で
、
自
分
と
相
手
と
の
区
劉
が
つ
か
な
く
な
る
ほ
ど
一
体
化
し
て
し
ま
う
状
態
、
或
い
は
、

空
腹
の
際
に
食
べ
物
が
与
え
ら
れ
、
そ
れ
を
彫
り
、
自
分
と
食
べ
物
と
の
区
別
が
つ
か
な
い
ほ
ど
主
体
と
客
体
と
が
溶
け
合
っ
て
い
る
状
態
、

こ
う
い
つ
た
状
態
を
私
た
ち
は
経
験
す
る
こ
と
は
あ
る
。
そ
う
い
う
感
覚
的
な
状
態
は
否
定
で
き
な
い
。
だ
が
こ
れ
が
「
真
理
」
だ
と
主
張

さ
れ
る
と
き
、
こ
の
状
態
の
救
い
が
た
さ
が
露
に
な
る
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
い
っ
た
状
態
は
、
私
が
対
象
に
し
が
み
つ
い
て
、
感
覚
や
感

情
の
渦
に
巻
き
込
断
れ
て
い
る
状
態
に
す
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
り
、
言
葉
で
つ
な
ぎ
止
め
る
こ
と
の
で
き
る
よ
う
な
状
態
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
だ
か
ら
こ
う
い
つ
た
状
態
を
「
物
我
一
如
」
と
呼
ん
だ
り
、
「
無
差
別
（
ぎ
臼
R
興
①
轟
ご
と
呼
ん
で
も
、
そ
れ
は
「
真
理
」
規
準
に
は



な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
い
っ
た
状
態
は
、
「
私
」
が
消
え
て
押
し
流
さ
れ
て
い
る
状
態
、
「
こ
こ
」
と
「
今
」
と
が
絶
え
ず
変
化
し

て
し
ま
っ
て
い
る
状
態
だ
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
い
つ
た
状
態
を
「
真
理
」
と
み
な
す
、
哲
学
的
雷
説
（
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
）
の
構

造
的
矛
盾
を
挟
り
出
す
。
こ
う
い
つ
た
「
真
理
」
を
主
張
す
る
雷
葉
自
体
が
、
そ
れ
が
語
ろ
う
と
す
る
こ
と
を
裏
切
っ
て
し
ま
う
、
と
い
う

こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
〔
思
念
さ
れ
て
い
る
感
覚
的
な
こ
の
も
の
に
は
、
言
語
は
、
つ
ま
り
、
意
識
と
い
う
、
自
体
的
に
一
般
的
な
も
の
に
属
す
書
留
は
到
達

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
で
き
な
い
。
だ
か
ら
、
こ
れ
を
言
お
う
と
実
際
に
試
み
て
い
る
内
に
、
こ
の
感
覚
的
な
も
の
は
腐
っ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
（
⑩
一
勝
）
〕

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
言
葉
の
限
界
も
わ
き
ま
え
て
い
る
。
た
だ
、
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
す
れ
ぽ
、
「
感
覚
的
な
こ
の
も
の
に
は
、
警
語
は
到
達
で
き
な

い
」
と
い
う
こ
と
は
、
問
題
が
「
真
理
」
主
張
の
言
説
（
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
）
で
あ
る
限
り
は
、
雷
語
の
弱
点
で
は
な
い
。
む
し
ろ
問
題
は
、

語
り
え
な
い
も
の
を
「
真
理
」
と
み
な
し
、
そ
れ
を
無
理
や
り
に
主
張
す
る
言
説
の
方
に
あ
る
。
折
角
出
さ
れ
た
美
味
し
い
御
馳
走
が
、
そ

れ
の
「
存
在
」
の
確
実
性
を
巡
っ
て
無
益
な
論
争
を
し
て
い
る
内
に
冷
え
て
し
ま
い
、
最
後
に
は
腐
っ
て
し
ま
う
で
は
な
い
か
、
下
ら
な
い

こ
と
は
言
わ
な
い
で
、
早
く
味
わ
お
う
で
は
な
い
か
、
と
い
う
訳
で
あ
る
。
フ
モ
リ
ス
ト
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
付
け
加
え
る
。
こ
の
点
で
は
動
物

の
方
が
、
は
る
か
に
感
覚
的
存
在
に
対
処
す
る
仕
方
を
知
っ
て
い
る
、
動
物
は
、
眼
前
の
食
べ
物
の
「
存
在
」
を
巡
っ
て
下
ら
な
い
論
争
な

ど
せ
ず
、
さ
っ
さ
と
そ
れ
を
食
べ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
、
と
（
芝
ω
る
ド
）
。
今
知
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
「
言
葉
」
は
一
般
的
な
こ
と
が

ら
に
関
わ
る
の
で
あ
り
、
「
真
理
」
と
は
、
そ
れ
が
言
葉
で
主
張
さ
れ
る
以
上
、
言
葉
を
離
れ
た
と
こ
ろ
に
「
実
在
」
す
る
も
の
と
み
な
す

こ
と
は
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
〔
言
葉
で
表
現
で
き
な
い
も
の
と
呼
ば
れ
る
も
の
、
こ
れ
は
、
真
実
で
な
い
も
の
、
理
性
的
で
な
い
も
の
、
思
い
込
ま
れ
た
も
の
に
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
ぎ
な
い
。
1
或
る
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
は
現
実
的
な
物
で
あ
り
、
外
的
対
象
で
あ
る
と
い
う
こ
と
以
外
に
語
ら
れ
な
い
と
す
れ
ぽ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
そ
れ
は
単
に
最
も
一
般
的
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
、
差
異
が
あ
る
と
い
う
こ
と
よ
り
も
む
し
ろ
、
す
べ
て
の
も
の
と
同
じ

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
だ
と
い
う
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
…
…
言
葉
で
語
る
こ
と
は
、
思
い
込
み
を
そ
の
ま
ま
ひ
つ
く
り
返
し
て
何
か
別
の
も

ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
一
つ
の
感
性
論
（
》
ω
け
剛
P
①
け
凶
搾
）

四
一



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
一
号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
に
し
、
こ
う
し
て
思
い
込
み
に
全
く
発
言
の
機
会
を
与
え
な
い
と
い
う
、
神
的
本
性
を
も
つ
が
、
こ
の
言
葉
で
語
る
こ
と
を
、
こ
の

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
紙
片
を
指
し
示
す
こ
と
で
補
助
し
よ
う
と
す
る
と
、
私
は
、
感
覚
的
確
信
の
真
理
が
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
と
い
う
こ
と
を
経

　
　
験
す
る
こ
と
に
な
る
。
私
は
こ
の
紙
片
を
、
一
つ
の
こ
こ
と
し
て
指
し
示
す
。
そ
れ
は
他
の
こ
こ
の
内
の
一
つ
の
こ
こ
、
或
い
は
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
れ
自
体
に
お
い
て
多
く
の
こ
こ
の
単
純
な
集
合
、
つ
ま
り
一
つ
の
一
般
的
な
も
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
私
は
、
こ
の
紙
片
が
実
際
に
は

　
　
ど
う
で
あ
る
か
を
受
け
取
る
。
つ
ま
り
、
私
は
、
一
つ
の
直
接
的
な
も
の
を
知
る
代
わ
り
に
、
そ
れ
を
知
覚
し
て
い
る
〔
器
＝
旨
Φ
凶
。
ゴ

　
　
≦
鋤
鐸
1
1
そ
れ
の
真
相
を
受
け
取
っ
て
い
る
〕
（
薯
ρ
㊤
じ
。
）
〕

　
「
感
覚
的
確
信
」
の
弁
証
法
を
通
し
て
、
意
識
は
そ
れ
の
「
真
相
偏
を
経
験
す
る
。
感
覚
的
確
信
が
求
め
て
い
た
真
理
は
、
感
覚
的
確
借
自
体

の
内
に
は
な
く
、
そ
れ
の
「
真
理
」
の
「
真
稲
」
は
、
一
般
的
な
「
今
」
と
「
こ
こ
」
で
あ
り
、
こ
の
真
理
を
受
け
取
る
（
≦
鋤
ξ
己
Φ
げ
ヨ
2
）

の
は
、
「
知
覚
（
芝
讐
鑓
①
7
ヨ
§
ぴ
q
こ
な
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
感
覚
的
確
信
」
か
ら
「
知
覚
」
へ
の
移
行
を
、
巧
み
な
言
葉
遊
び
で

示
し
て
い
る
訳
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
二
　
「
知
覚
」
に
現
わ
れ
る
対
象
の
姿

　
こ
れ
に
対
し
て
「
知
覚
」
と
は
、
対
象
を
、
単
な
る
「
こ
の
も
の
」
と
し
て
で
は
な
く
、
〈
多
数
の
「
こ
こ
」
を
含
む
こ
の
も
の
（
一
つ

の
も
の
）
〉
と
し
て
意
識
す
る
意
識
形
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
〈
多
数
の
こ
こ
を
歪
む
「
つ
の
も
の
V
と
し
て
意
識
に
対
し
て
現
わ
れ
て

く
る
も
の
、
こ
れ
が
「
物
（
O
ぎ
α
q
）
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
物
」
と
は
、
一
つ
の
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
多
数

の
こ
こ
の
集
合
、
〈
多
と
一
と
の
統
一
V
と
し
て
表
象
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
多
数
の
こ
こ
は
、
「
物
」
に
お
い
て
は
、
「
諸
々
の
性
質
」
と

し
て
表
象
さ
れ
る
。

　
対
象
が
「
多
く
の
性
質
を
も
っ
た
物
（
量
ω
⊆
鑛
く
象
≦
色
2
国
ひ
q
Φ
湧
。
冨
謹
霧
）
と
し
て
生
じ
る
」
の
は
、
「
知
覚
」
に
対
し
て
で
あ
る

（
芝
ρ
逡
）
。



　
す
る
と
「
知
覚
」
と
は
、
一
方
で
「
諸
々
の
性
質
」
を
く
認
知
V
で
き
る
意
識
で
あ
る
と
と
も
に
、
他
方
で
こ
れ
ら
諸
々
の
性
質
を
含
む

も
の
を
、
〈
一
つ
の
ま
と
ま
っ
た
も
の
〉
と
し
て
、
他
の
も
の
か
ら
く
識
別
〉
す
る
意
識
で
も
あ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
「
物
」
と
は
、
「
知
覚
」
と
い
う
一
つ
の
意
識
形
態
の
相
関
物
で
あ
り
、
こ
の
意
識
を
離
れ
て
初
め
か
ら
文
句
な
し
に
存
在
す
る
実
在
で

は
な
い
。
だ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
の
節
の
タ
イ
ト
ル
を
、
「
知
覚
、
或
い
は
物
…
…
」
と
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
私
た
ち
が
物
を
知
覚
し
て

い
る
、
そ
の
場
面
に
立
ち
止
ま
る
な
ら
、
私
た
ち
に
対
し
て
「
物
」
は
最
初
か
ら
文
句
な
し
に
存
在
す
る
（
と
思
わ
れ
る
）
。
こ
の
た
め
、

「
知
覚
」
は
文
句
な
し
に
い
つ
も
成
り
立
つ
（
と
思
わ
れ
る
）
。
こ
れ
も
私
た
ち
に
と
っ
て
、
「
感
覚
的
確
信
」
と
同
じ
よ
う
に
、
根
強
い
信

念
と
な
っ
て
い
る
。
感
覚
を
開
き
さ
え
ず
れ
ば
、
常
に
く
多
数
の
性
質
を
も
つ
一
つ
の
も
の
V
が
、
い
つ
も
私
た
ち
の
意
識
に
立
ち
現
わ
れ
、

こ
れ
を
拒
否
す
る
こ
と
な
ど
で
き
そ
う
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
強
固
な
信
念
と
、
こ
の
信
念
に
基
づ
く
真
理
主
張
、
そ
の
正
当
性
が
吟

味
さ
れ
る
。

　
こ
の
吟
味
に
お
い
て
も
、
「
感
覚
的
確
信
」
の
場
合
と
同
じ
区
別
が
拠
り
所
と
な
る
。
「
知
覚
」
と
い
う
意
識
作
用
と
、
そ
れ
の
対
象
と
し

て
の
「
物
」
と
の
区
別
で
あ
る
。
「
感
覚
的
確
信
」
の
場
合
と
同
様
、
こ
こ
で
も
出
発
点
は
対
象
（
こ
こ
で
は
「
物
」
）
の
存
在
で
あ
る
。
な

ぜ
な
ら
、
「
知
覚
」
が
意
味
を
も
つ
の
は
、
そ
れ
が
対
象
を
知
覚
す
る
か
ら
で
あ
り
、
対
象
を
抜
き
に
し
た
知
覚
は
あ
り
え
な
い
か
ら
で
あ

る
。　

　
〔
…
…
両
者
〔
「
知
覚
す
る
も
の
」
と
「
知
覚
さ
れ
る
も
の
」
〕
は
、
対
立
す
る
も
の
と
し
て
相
互
に
関
係
し
あ
う
た
め
に
、
こ
の
関
係

　
　
に
お
い
て
一
方
だ
け
が
本
質
的
な
も
の
で
あ
り
う
る
の
で
あ
り
、
本
質
的
な
も
の
と
非
本
質
的
な
も
の
と
の
区
別
が
両
者
に
分
か
ち
与

　
　
え
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
〔
と
い
う
こ
と
に
な
る
〕
。
単
純
な
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
た
一
方
、
つ
ま
り
対
象
が
本
質
で
あ
り
、
そ
れ
は
、

　
　
知
覚
さ
れ
る
か
否
か
に
無
関
心
で
あ
る
。
し
か
し
、
運
動
と
し
て
の
知
覚
作
用
は
、
存
在
す
る
こ
と
も
し
な
い
こ
と
も
あ
り
う
る
不
安

　
　
定
な
も
の
、
そ
れ
ゆ
え
非
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
（
㊤
ω
）
〕

　
こ
こ
で
す
で
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
行
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
予
想
で
き
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
「
知
覚
」
に
は
常
に
物
が
前
も
っ
て
与

ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
｝
つ
の
感
性
論
（
》
ω
昏
①
甑
犀
）

四
三
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え
ら
れ
て
い
る
と
い
う
「
素
朴
実
在
論
」
の
破
壊
で
あ
り
、
そ
う
い
っ
た
「
素
朴
実
在
論
」
を
支
え
て
い
る
「
知
覚
」
と
い
う
意
識
形
態
の

相
対
性
の
解
明
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
「
感
覚
的
確
信
」
の
場
合
と
岡
じ
よ
う
に
、
「
対
象
（
こ
こ
で
は
物
）
」
の
存
在
の
真
理
主
張
の
構
造
が
ま
ず
吟
味
さ
れ
る
。

　
二
・
1
　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
知
覚
－
物
」
相
関
論
理
解
の
視
点

　
「
物
（
号
ω
U
冒
α
q
と
は
、
有
史
以
前
か
ら
存
在
し
、
小
賢
し
い
入
間
の
知
恵
を
嘲
笑
う
か
の
よ
う
に
、
一
切
の
理
屈
を
擾
ね
つ
け
る
よ

う
に
、
厳
然
た
る
存
在
を
有
し
て
い
る
（
よ
う
に
見
え
る
）
。
畜
来
人
間
は
、
こ
の
よ
う
な
「
物
」
に
挑
み
、
加
工
し
、
自
分
の
役
に
立
つ

よ
う
利
用
し
て
き
た
。
し
か
し
ま
た
そ
の
都
度
、
「
物
」
は
人
間
に
反
抗
し
、
そ
の
存
在
を
主
張
し
続
け
る
。
人
間
に
よ
っ
て
加
工
さ
れ
た

物
も
ま
た
、
一
つ
の
薪
し
い
く
物
〉
と
し
て
、
そ
の
存
在
を
主
張
し
、
人
間
に
立
ち
は
だ
か
る
。
人
間
が
知
恵
を
働
か
せ
れ
ば
働
か
す
ほ
ど
、

物
は
変
化
を
蒙
り
つ
つ
、
し
か
し
確
実
に
増
大
し
、
人
間
を
て
こ
ず
ら
せ
る
。
こ
う
い
つ
た
こ
と
は
、
物
を
利
用
す
る
文
明
の
進
展
の
中
で
、

一
層
痛
切
に
感
じ
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
に
理
解
さ
れ
る
「
物
」
と
は
、
実
際
に
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
。
ヘ
ー
ゲ
ル

と
と
も
に
、
「
物
」
と
は
な
に
か
を
問
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
は
特
定
の
意
識
の
相
関
物
で
あ
っ
て
、
そ
れ
以
上
で
も
以
下
で
も
な
い
こ
と

が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
に
は
、
物
へ
の
不
当
な
蔑
み
と
と
も
に
、
物
へ
の
過
度
の
崇
拝
も
無
効
に
な
る
だ
ろ
う
。
へ
！
ゲ

ル
の
こ
の
節
の
タ
イ
ト
ル
に
は
、
「
錯
覚
」
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
「
知
覚
、
或
い
は
　
物
と
錯
覚
」
と
い
う
よ
う
に
。
「
物
」
に
つ
い
て
の

意
識
は
、
最
初
か
ら
「
錯
覚
」
と
結
び
つ
き
、
そ
れ
か
ら
自
由
に
な
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
訳
で
あ
る
。

　
私
た
ち
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
知
覚
」
論
を
理
解
す
る
た
め
の
視
点
を
、
M
・
ハ
イ
デ
ガ
ー
が
与
え
て
く
れ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
に
よ
れ
ぽ
、

「
知
覚
」
を
、
た
だ
「
感
覚
的
確
信
」
に
比
較
す
る
こ
と
、
こ
の
、
「
知
覚
」
に
と
っ
て
は
す
で
に
乗
り
越
え
ら
れ
た
意
識
（
「
過
去
」
）
か

ら
見
る
だ
け
で
は
「
一
面
的
偏
で
あ
り
、
「
知
覚
」
は
、
そ
れ
が
乗
り
越
え
ら
れ
る
「
未
来
」
か
ら
も
見
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

わ
ち
「
過
去
」
と
「
未
来
」
と
の
「
中
間
」
と
し
て
見
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。



　
　
〔
知
覚
に
は
同
時
に
、
末
来
に
そ
れ
が
な
る
で
あ
ろ
う
も
の
が
属
し
て
い
る
。
知
覚
は
、
そ
れ
の
既
在
性
と
未
来
性
に
お
い
て
の
み
、

　
　
そ
れ
が
本
来
そ
う
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
で
あ
る
（
ハ
イ
デ
ガ
ー
、
H
δ
）
〕

　
『
現
象
学
』
に
お
い
て
、
「
知
覚
」
に
と
っ
て
の
「
未
来
」
と
は
、
「
分
別
（
悟
性
、
＜
興
ω
冨
滋
）
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
に

従
え
ば
、
「
知
覚
」
は
、
「
感
覚
的
確
信
」
と
「
分
別
」
と
の
「
中
間
」
と
し
て
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
適
切
な
指
摘
で
あ
る
。

「
知
覚
」
は
一
方
で
「
感
覚
的
確
信
」
に
由
来
し
、
他
方
で
「
分
別
」
に
向
か
う
、
そ
の
よ
う
な
く
動
揺
す
る
意
識
V
と
し
て
理
解
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
実
際
こ
れ
か
ら
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
そ
の
よ
う
な
不
安
定
な
意
識
と
し
て
、

「
知
覚
」
の
構
造
を
描
き
出
す
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
ヘ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は
、
「
知
覚
」
を
一
つ
の
安
定
し
た
意
識
と
し
て
対
象
化
し
、

そ
れ
の
働
き
や
要
素
を
分
析
し
て
も
、
「
知
覚
」
の
真
相
は
明
ら
か
に
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　
さ
ら
に
、
先
に
触
れ
た
よ
う
に
、
「
知
覚
」
の
相
関
者
と
し
て
の
対
象
は
「
物
」
で
あ
る
。
知
覚
の
立
場
に
と
ど
ま
る
意
識
に
と
っ
て
の

み
「
物
」
は
あ
り
続
け
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
と
と
も
に
私
た
ち
は
、
「
物
」
が
「
物
」
で
く
あ
り
続
け
る
V
こ
と
の
矛
盾
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
不
可

能
性
を
も
知
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
不
可
能
性
の
ゆ
え
に
、
「
知
覚
」
と
は
、
「
物
」
概
念
の
確
実
さ
を
求
め
て
う
ろ
つ
き
回
る
運

動
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
「
物
」
概
念
は
、
一
方
で
〈
多
く
の
性
質
を
も
つ
も
の
〉
と
し
て
、
他
方
で
く
一
つ
の
ま
と

ま
っ
た
も
の
V
と
し
て
設
定
さ
れ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
「
知
覚
」
の
言
説
は
、
物
の
本
質
（
真
理
）
を
主
張
す
る
た
め
に
、
一
方
で
は
、

物
の
性
質
の
絶
え
ざ
る
分
析
に
向
か
い
、
物
の
実
在
を
ば
ら
ば
ら
に
し
て
し
ま
う
と
と
も
に
、
他
方
で
は
、
物
の
実
在
の
再
構
成
に
向
か
う

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
は
ま
さ
に
、
客
観
主
義
的
自
然
科
学
を
、
否
、
科
学
一
般
を
駆
り
立
て
る
く
背
後
の
意
志
V
の
よ
う
な
も
の
、
或
い
は
、

科
学
的
知
を
背
後
か
ら
駆
り
立
て
る
、
無
意
識
の
欲
動
（
旧
び
置
◎
）
の
よ
う
な
も
の
で
あ
ろ
う
。
科
学
的
分
別
は
、
知
覚
さ
れ
る
対
象
（
物
）

の
存
在
を
前
提
し
、
そ
れ
の
本
質
解
明
に
向
か
う
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
「
資
料
（
雲
門
）
」
の
分
析
を
通
し
て
、
一
定
の
歴
史
的
事

実
と
い
う
実
在
の
再
構
成
を
試
み
る
歴
史
学
や
文
化
史
も
、
ま
た
作
品
（
二
物
）
の
諸
性
質
の
分
析
を
通
し
て
、
そ
の
作
品
の
本
質
や
作
者

や
時
代
と
い
っ
た
実
在
に
迫
ろ
う
と
す
る
芸
術
史
も
同
様
で
あ
ろ
う
。
科
学
が
絶
え
ず
変
化
す
る
の
は
、
そ
し
て
そ
こ
で
は
絶
え
ず
「
錯

ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
一
つ
の
感
性
論
（
》
ω
窪
Φ
菖
騨
）

四
五
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覚
」
（
例
え
ば
医
学
に
お
け
る
「
誤
診
」
や
、
歴
史
学
や
芸
術
史
に
お
け
る
、
作
品
の
成
立
年
代
や
作
者
同
定
に
関
す
る
「
問
題
」
）
に
見
舞
わ

れ
る
の
は
、
そ
れ
が
、
最
初
か
ら
「
錯
覚
」
と
切
り
離
せ
な
い
「
動
揺
す
る
知
覚
」
を
足
場
に
せ
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
は
な
い
の
か
。
ま

さ
に
「
知
覚
」
は
、
人
聞
の
知
に
お
い
て
、
そ
れ
の
「
未
来
」
で
あ
る
「
分
別
（
悟
性
）
」
と
関
わ
り
、
「
分
別
（
悟
性
）
」
の
足
場
に
な
っ

て
い
る
、
と
言
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
「
知
覚
」
と
い
う
意
識
が
、
た
と
え
「
感
覚
的
確
信
」
を
離
れ
た
と
し
て
も
、
し
か
し
感
覚
的
世

界
を
足
場
に
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
よ
う
に
、
「
分
別
」
と
い
う
知
の
形
態
も
、
「
知
覚
」
を
足
場
と
し
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な
い
。

「
分
別
」
に
基
づ
く
知
と
は
、
「
知
覚
」
さ
れ
る
物
か
ら
出
発
し
、
そ
れ
を
分
析
し
、
規
則
を
見
出
し
、
そ
し
て
「
知
覚
」
さ
れ
る
物
の
実

在
性
の
確
認
へ
と
戻
る
運
動
だ
と
い
え
る
。
そ
の
運
動
と
と
も
に
、
同
時
に
物
の
姿
（
実
在
性
）
も
変
化
す
る
。
こ
の
視
点
に
立
て
ば
、
ヘ

ー
ゲ
ル
の
「
知
覚
」
論
は
、
科
学
的
知
の
孕
む
、
不
可
避
の
（
匪
必
然
的
な
）
矛
盾
と
も
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
矛
盾
が
「
不
曹

避
」
で
あ
る
の
は
、
科
学
的
知
が
「
知
覚
」
と
関
わ
ら
ざ
る
を
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
科
学
の
歩
み
は
、
必
然
的
に
、
〈
実
験
〉
に
よ
る
試

行
錯
誤
の
プ
ロ
セ
ス
、
錯
覚
を
訂
正
し
て
ゆ
く
プ
ロ
セ
ス
な
の
で
あ
る
。

　
か
つ
て
指
摘
し
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
近
代
科
学
批
判
と
「
物
」
に
関
す
る
思
想
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
現
象
学
蜘
に
お
け
る
、
「
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

覚
…
物
」
相
関
論
と
思
い
の
ほ
か
深
く
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
も
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
に
入
れ

て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
知
覚
…
物
」
相
関
論
を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
二
・
2
　
「
こ
の
も
の
」
か
ら
「
性
質
（
田
σ
q
Φ
コ
ω
0
7
£
ゆ
↓
片
）
」
へ
一
「
否
定
」
と
「
保
存
」
の
働
き
と
し
て
の
「
止
揚
（
田
三
7
①
σ
雪
ご

　
「
知
覚
」
は
「
感
覚
的
確
信
」
に
お
け
る
対
象
の
感
覚
性
を
捨
て
去
っ
て
は
お
ら
ず
、
感
覚
的
な
も
の
を
足
場
に
し
て
い
る
。
「
知
覚
」

に
お
い
て
も
、
感
覚
的
な
も
の
は
「
保
存
」
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
両
者
に
お
い
て
、
感
覚
的
な
も
の
の
あ
り
方
が
変
化
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
「
感
覚
的
確
信
」
に
お
け
る
感
覚
的
な
も
の
は
「
否
定
」
さ
れ
て
い
る
。
特
定
の
内
容
が
「
否
定
」
さ
れ
て
別
の
あ
り
方
を
と
っ
て

「
保
存
」
さ
れ
経
験
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
こ
と
、
こ
れ
が
「
止
揚
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
弁
証
法
の
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、



「
知
覚
」
論
で
具
体
的
に
説
明
さ
れ
る
。
〈
》
g
守
Φ
げ
窪
〉
は
、
最
早
単
に
「
廃
棄
」
と
訳
す
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
れ
ゆ
え
我
が
国
で
は
「
止

揚
」
と
訳
さ
れ
て
き
た
。

　
　
〔
感
覚
的
な
知
の
豊
か
さ
が
知
覚
に
は
属
す
が
、
直
接
的
確
信
に
は
そ
れ
は
属
さ
な
い
。
こ
れ
に
と
っ
て
は
豊
か
さ
は
た
だ
、
傍
ら
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
戯
れ
る
も
の
（
匹
鋤
ω
　
b
σ
①
凶
ゴ
Φ
『
ω
O
岡
Φ
一
Φ
昌
山
Φ
）
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
な
ぜ
な
ら
、
知
覚
の
み
が
、
否
定
（
乞
Φ
α
q
鋤
け
凶
。
昌
）
を
、
つ
ま
り
区
別
或

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
い
は
多
様
性
を
、
そ
の
本
質
に
お
い
て
も
っ
か
ら
で
あ
る
。
〔
段
落
〕
そ
れ
ゆ
え
こ
の
も
の
は
こ
の
も
の
で
な
い
も
の
、
或
い
は
止
揚

　
　
さ
れ
た
も
の
と
し
て
設
定
さ
れ
て
〔
み
な
さ
れ
て
〕
い
る
。
そ
れ
と
と
も
に
、
設
定
さ
れ
て
い
る
の
は
無
で
は
な
く
、
一
定
の
無
、
或

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
い
は
、
一
つ
の
内
容
の
、
つ
ま
り
こ
の
も
の
の
無
で
あ
る
。
感
覚
的
な
も
の
は
こ
れ
に
よ
っ
て
そ
れ
自
体
な
お
現
存
し
て
い
る
。
し
か

　
　
し
そ
れ
は
直
接
的
確
信
の
内
に
あ
る
は
ず
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
つ
ま
り
思
い
込
ま
れ
た
座
像
的
な
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
一
般
的
な

　
　
も
の
、
或
い
は
性
質
と
し
て
限
定
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
も
の
と
し
て
現
存
し
て
い
る
。
こ
の
止
揚
の
働
き
（
》
蝶
守
⑦
σ
Φ
コ
）
は
、
そ
れ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
真
の
、
二
重
の
意
味
を
示
す
。
こ
の
意
味
を
わ
れ
わ
れ
は
否
定
的
な
も
の
に
お
い
て
見
た
。
つ
ま
り
、
止
揚
の
働
き
と
は
、
一
つ
の
否

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
定
作
用
（
2
Φ
α
q
一
霞
Φ
昌
）
で
あ
る
と
同
時
に
、
保
存
作
用
（
》
漏
3
Φ
≦
四
耳
霧
）
で
も
あ
る
。
無
は
、
こ
の
も
の
の
無
と
し
て
、
直
接
性
を

　
　
保
存
し
、
そ
れ
自
体
感
覚
的
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
一
つ
の
一
般
的
直
接
性
で
あ
る
（
芝
。
。
鳩
逡
）
〕

　
「
知
覚
」
意
識
に
対
し
て
現
わ
れ
る
「
感
覚
的
な
も
の
」
は
、
コ
般
的
直
接
性
」
と
い
う
あ
り
方
を
し
て
い
る
。
こ
れ
が
「
性
質
」
と

呼
ば
れ
る
。
ど
う
い
う
こ
と
か
。
日
常
的
経
験
に
即
し
て
考
え
よ
う
。

　
（
1
）
こ
の
〈
テ
ー
ブ
ル
〉
、
こ
れ
を
私
た
ち
は
意
識
で
き
る
。
そ
れ
は
、
見
る
こ
と
、
触
る
こ
と
等
々
の
感
覚
作
用
を
通
し
て
、
こ
こ

に
あ
る
も
の
と
し
て
意
識
で
き
る
。
こ
の
テ
ー
ブ
ル
、
そ
れ
は
、
こ
の
〈
こ
こ
〉
（
指
で
指
し
示
さ
れ
る
テ
ー
ブ
ル
の
部
分
）
で
は
な
い
。
こ

の
く
こ
こ
V
は
く
テ
ー
ブ
ル
と
い
う
広
が
り
を
も
っ
た
こ
こ
〉
の
一
部
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
テ
ー
ブ
ル
と
い
う
こ
の
も
の
は
、
こ
こ

か
ら
あ
そ
こ
ま
で
の
く
こ
こ
の
集
合
〉
と
し
て
、
〈
全
体
〉
と
し
て
意
識
に
現
わ
れ
て
い
る
。
「
こ
こ
」
は
コ
般
的
」
な
も
の
、
特
定
の
広

が
り
に
含
ま
れ
る
す
べ
て
の
「
こ
こ
」
を
含
む
、
一
般
的
媒
体
と
し
て
の
「
こ
こ
」
に
な
っ
て
い
る
。

ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
一
つ
の
感
性
論
（
》
ω
§
Φ
鉱
評
）

四
七
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（
2
）
こ
の
〈
テ
ー
ブ
ル
〉
、
そ
れ
が
テ
ー
ブ
ル
と
い
う
「
物
」
と
し
て
意
識
さ
れ
る
と
き
に
は
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
存
在
す
る
「
こ
の

も
の
」
、
一
切
の
他
と
の
関
係
を
排
除
し
た
存
在
と
し
て
で
は
な
く
、
周
囲
の
他
の
物
と
感
覚
的
に
区
別
さ
れ
る
、
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
も

の
と
し
て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
こ
で
は
意
識
は
、
他
と
の
関
係
、
「
媒
介
」
の
う
ち
で
、
対
象
を
意
識
し
て
い
る
。
言
い
換
え
れ

ば
、
テ
ー
ブ
ル
は
、
す
べ
て
の
他
の
物
を
く
背
景
V
と
し
て
意
識
の
〈
前
景
〉
に
現
わ
れ
て
い
る
。
「
知
覚
」
は
こ
の
よ
う
な
、
「
前
景
」
と

「
背
景
」
と
の
関
係
（
媒
介
）
に
よ
っ
て
初
め
て
成
り
立
つ
。

　
（
3
）
な
ぜ
か
。
そ
れ
は
、
前
景
の
テ
ー
ブ
ル
と
、
背
景
の
諸
々
の
も
の
と
の
間
の
、
「
性
質
」
の
差
異
が
意
識
に
現
わ
れ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
テ
ー
ブ
ル
は
、
そ
れ
固
有
の
色
、
形
、
重
さ
、
固
さ
、
手
触
り
等
々
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
、
感
覚
的
な

内
容
は
、
す
べ
て
感
覚
的
に
「
直
接
」
的
に
意
識
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
感
覚
的
に
意
識
さ
れ
区
別
さ
れ
る
内
容
は
、
直
接
知
覚
さ
れ

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
机
の
い
た
る
と
こ
ろ
で
、
さ
ら
に
は
机
以
外
の
も
の
に
お
い
て
も
知
覚
さ
れ
う
る
。
こ
の
内
容
は
そ
れ
ゆ
え
、
「
直

接
」
感
覚
さ
れ
る
と
と
も
に
、
同
時
に
「
一
般
的
な
も
の
し
と
し
て
あ
る
。
例
え
ば
、
色
の
差
異
や
國
さ
の
差
異
は
、
直
接
意
識
さ
れ
る
と

と
も
に
、
ど
こ
で
も
認
知
さ
れ
る
「
一
般
的
な
」
感
覚
的
質
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
性
質
」
の
感
覚
的
現
わ
れ
の
特
色
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て

「
知
覚
」
と
は
、
感
覚
的
な
も
の
を
「
直
接
」
に
、
し
か
し
「
一
般
的
な
性
質
の
差
異
」
と
し
て
意
識
す
る
意
識
だ
と
い
え
る
。
カ
ン
ト
は

『
純
粋
理
性
批
判
㎏
で
こ
の
こ
と
に
触
れ
て
い
た
。
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ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
す
べ
て
の
現
象
に
お
い
て
、
感
覚
の
対
象
で
あ
る
実
在
的
な
も
の
は
、
内
包
蚤
（
凶
コ
肯
Φ
昌
ω
附
く
Φ
　
　
∩
｝
門
α
ゆ
⑦
）
、
す
な
わ
ち
度
（
①
ぎ
魯

　
　
○
鎚
伽
）
を
も
つ
（
区
門
く
4
諺
霧
ρ
｝
W
N
O
刈
）

〔
…
…
知
覚
に
お
け
る
す
べ
て
の
実
在
性
は
、
度
を
も
ち
、
度
と
〔
度
の
〕
否
定
と
の
間
に
は
、
次
第
に
低
く
な
る
度
の
無
限
の
段
階

が
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
感
覚
は
、
感
覚
の
受
容
性
の
「
定
の
度
を
も
た
ね
ば
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
直
接
的
で
あ
れ
間
接
的
で
あ
れ
（
ど

れ
だ
け
圓
り
く
ど
く
推
論
し
よ
う
と
し
て
も
）
、
現
象
に
お
け
る
す
べ
て
の
実
在
の
完
全
な
欠
如
を
証
明
す
る
よ
う
な
知
覚
は
、
そ
れ
ゆ



　
　
え
ま
た
経
験
も
、
不
可
能
で
あ
る
（
量
匹
こ
》
H
蚕
b
d
b
。
置
）
〕

　
「
知
覚
」
と
は
、
初
め
か
ら
（
超
越
論
的
に
）
、
感
覚
的
な
も
の
を
「
度
合
い
の
差
異
」
と
し
て
識
別
す
る
こ
と
の
で
き
る
能
力
で
あ
る
。

だ
か
ら
カ
ン
ト
は
こ
の
度
合
い
の
識
別
を
、
「
知
覚
の
先
取
的
認
識
（
》
葺
巨
B
ぼ
。
ロ
窪
匹
9
芝
鋤
讐
器
げ
讐
⊆
口
ひ
q
）
」
と
呼
ん
だ
（
》
峯
9

b
d
b
。
ミ
）
。
「
知
覚
」
と
い
う
意
識
に
は
、
最
初
か
ら
（
先
取
的
に
）
、
「
現
象
」
を
そ
れ
の
「
度
合
い
」
に
よ
っ
て
識
別
す
る
能
力
が
備
わ
っ
て

い
る
。
否
、
そ
の
よ
う
な
能
力
を
先
行
的
に
備
え
た
感
覚
能
力
が
「
知
覚
」
と
呼
ば
れ
る
意
識
形
態
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
「
知
覚
」
と

は
、
現
象
を
度
合
い
の
差
異
と
い
う
＝
般
的
な
も
の
」
に
よ
っ
て
識
別
す
る
意
識
な
の
で
、
「
知
覚
」
の
認
識
は
常
に
〈
相
対
的
認
識
〉

で
し
か
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
「
度
合
い
」
の
差
異
が
消
え
る
と
こ
ろ
で
は
、
「
知
覚
」
は
現
象
の
差
異
を
識
別
で
き
な
く
な
る
か

ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
知
覚
」
に
は
、
絶
対
的
に
不
動
の
「
真
理
」
は
主
張
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の
理
論
を
受
け
止
め
、
「
知
覚
」
と
い
う
意
識
に
現
わ
れ
る
感
覚
的
な
も
の
を
、
「
性
質
」
と
呼
び
、
そ

れ
の
特
色
を
「
一
般
的
直
接
性
」
と
呼
ん
で
い
る
。
「
性
質
」
と
は
、
「
知
覚
」
の
働
く
と
こ
ろ
で
は
何
処
に
で
も
現
わ
れ
る
「
度
合
い
」
の

差
異
と
し
て
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
な
が
ら
、
し
か
も
い
つ
も
「
こ
の
も
の
」
と
し
て
直
接
知
覚
さ
れ
る
感
覚
的
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ

え
、
「
性
質
」
と
は
、
「
感
覚
的
確
信
」
に
お
け
る
「
こ
の
も
の
」
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
で
保
た
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
、
或
い
は
、
没
落

し
た
「
感
覚
的
確
信
の
真
理
」
の
姿
な
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
「
感
覚
的
確
信
」
と
「
知
覚
」
と
の
違
い
を
考
え
る
上
で
、
私
た
ち
は
意
識
と
対
象
と
の
く
距
離
V
に
注
目
す
る
必
要
が
あ

ろ
う
。
「
こ
の
も
の
」
を
、
或
る
〈
ま
と
ま
っ
た
も
の
〉
と
し
て
他
の
も
の
か
ら
識
別
し
う
る
に
は
、
私
た
ち
の
意
識
は
、
精
神
的
に
も
物

理
的
に
も
、
対
象
か
ら
一
定
の
〈
距
離
〉
を
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
距
離
が
失
わ
れ
る
と
、
私
た
ち
は
対
象
に
埋
没
し
、
〈
こ
こ
V
を

辿
り
歩
く
し
か
な
い
。
こ
れ
が
「
感
覚
的
確
信
」
の
状
態
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
、
絶
え
る
こ
と
の
な
い
、
意
識
の
流
動
状
態
、
現
象
の
現

わ
れ
て
は
消
え
て
い
く
流
れ
に
飲
み
込
ま
れ
た
状
態
か
ら
の
離
脱
の
第
一
歩
、
こ
れ
が
「
知
覚
」
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
、
流
動
状
態
か

ら
一
歩
退
い
た
意
識
（
「
知
覚
」
）
に
対
し
て
現
わ
れ
る
対
象
が
、
「
物
」
な
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
「
物
」
は
二
重
の
あ
り
方
を
し
て
い
る
こ

ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
一
つ
の
感
性
論
（
㌧
r
ω
け
び
①
け
凶
開
）

四
九
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と
に
な
る
。

　
一
方
で
そ
れ
は
、
距
離
を
お
い
て
見
ら
れ
る
の
で
、
他
か
ら
区
別
さ
れ
る
、
〈
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
一
つ
の
物
〉
と
し
て
意
識
に
現
わ
れ

る
と
と
も
に
、
他
方
で
そ
れ
は
、
物
の
内
部
に
意
識
が
集
中
す
る
な
ら
、
多
く
の
こ
こ
（
性
質
V
の
差
異
と
し
て
意
識
に
現
わ
れ
る
。
だ
か

ら
、
「
知
覚
」
は
、
「
物
」
の
確
か
さ
を
求
め
て
、
物
の
存
在
の
こ
の
二
重
性
を
利
用
し
、
し
か
し
そ
の
た
め
に
動
揺
す
る
こ
と
に
な
る
。

三
　
「
物
」
の
二
重
性

　
三
・
1
　
「
物
で
あ
る
こ
と
（
O
…
コ
σ
q
＝
o
罫
①
㎜
片
）
」

　
織
る
対
象
が
「
物
」
と
し
て
意
識
に
現
わ
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
な
に
よ
り
も
「
様
々
な
性
質
を
内
に
含
む
一
つ
の
も
の
」
（
多
様
の
統
こ

と
し
て
現
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
、
「
物
」
の
「
物
性
（
物
で
あ
る
こ
と
義
O
ヨ
α
q
ぎ
莫
①
間
け
ご
で
あ
る
。
多
様
性
を
含
む
の
で
、
「
知
覚
ほ

物
」
は
、
「
感
覚
的
確
信
」
に
は
な
い
、
「
感
覚
的
な
豊
か
さ
」
を
も
つ
、
と
言
わ
れ
た
。
し
か
し
こ
の
と
き
の
〈
多
様
の
統
一
〉
は
ど
う
い

う
構
造
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
。

　
「
物
」
に
は
多
く
の
性
質
が
含
ま
れ
る
。
そ
れ
ら
は
、
他
の
性
質
か
ら
区
別
さ
れ
る
「
限
定
性
」
を
も
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
「
物
」
に

お
い
て
は
、
そ
れ
ら
は
「
限
定
性
」
を
も
ち
な
が
ら
、
排
除
し
あ
う
こ
と
な
く
共
存
し
て
い
る
。
そ
れ
が
共
存
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
を

〈
共
存
さ
せ
る
も
の
〉
が
、
背
後
に
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
勿
論
、
今
述
べ
た
こ
と
は
、
客
観
的
事
実
そ
の
も
の
で
は
な
い
。
そ

う
で
な
く
、
或
る
意
識
形
態
、
す
な
わ
ち
「
知
覚
」
に
は
、
対
象
が
こ
の
よ
う
な
前
提
の
下
で
現
わ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
い
ず
れ

に
し
て
も
、
多
数
の
性
質
を
共
存
さ
せ
る
或
る
も
の
、
こ
れ
が
「
物
性
（
物
が
物
で
あ
る
こ
と
）
」
を
支
え
て
い
る
。
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ヘ
　
　
　
へ

　
　
〔
諸
性
質
は
、
一
般
的
な
も
の
の
単
純
性
の
内
で
表
現
さ
れ
る
と
き
、
こ
れ
ら
の
〔
諸
性
質
の
〕
限
定
性
は
、
そ
れ
ら
は
、
さ
ら
に
つ
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ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
け
加
わ
る
限
定
性
を
通
し
て
初
め
て
性
質
と
な
る
の
で
あ
る
が
、
自
己
自
身
に
関
係
し
、
互
い
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
る
〔
と
い
う
こ

　
　
と
に
な
る
〕
（
譲
ω
る
蒔
）
〕



　
諸
性
質
は
、
本
来
互
い
に
否
定
し
あ
う
こ
と
で
、
性
質
と
し
て
の
限
定
性
を
手
に
入
れ
る
。
し
か
し
、
私
た
ち
が
「
物
」
の
内
部
を
見
る

と
き
、
そ
れ
ら
は
互
い
に
互
い
を
排
除
し
た
り
、
消
し
た
り
す
る
こ
と
は
な
く
、
た
だ
互
い
に
「
無
関
心
」
に
共
存
し
て
い
る
。
で
は
そ
れ

が
可
能
な
の
は
な
ぜ
か
。

　
　
〔
単
純
な
、
そ
れ
自
体
に
同
等
の
〔
自
己
同
一
的
〕
一
般
性
自
体
は
、
さ
ら
に
こ
れ
ら
自
体
の
諸
規
定
か
ら
区
別
さ
れ
、
自
由
で
あ
る
。

　
　
こ
の
一
般
性
は
、
純
粋
な
自
己
関
係
（
ω
一
〇
げ
効
償
h
ω
酌
O
醐
ぴ
Φ
N
凶
Φ
ゴ
Φ
鄭
）
、
或
い
は
媒
体
（
竃
Φ
息
ロ
巳
）
で
あ
る
。
こ
の
媒
体
の
内
に
こ
れ
ら
の
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ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
限
定
冒
す
べ
て
が
あ
り
、
だ
か
ら
そ
れ
ら
は
一
つ
の
単
純
な
統
一
と
し
て
の
こ
の
一
般
性
の
内
で
浸
透
し
あ
い
、
し
か
し
互
い
に
抵
触

　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
す
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
一
般
性
に
ま
さ
に
与
る
こ
と
に
よ
っ
て
こ
そ
、
そ
れ
ら
は
無
関
心
に
そ
れ
自
体
で
存
在
す
る
か
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ら
で
あ
る
。
一
こ
の
抽
象
的
で
一
般
的
な
媒
体
、
そ
れ
は
物
で
あ
る
こ
と
一
般
、
或
い
は
純
粋
な
本
質
と
呼
ば
れ
う
る
が
、
そ
れ
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
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へ

　
　
す
で
に
示
さ
れ
た
よ
う
な
、
こ
こ
と
今
、
つ
ま
り
、
多
く
の
も
の
の
単
純
な
集
合
（
Φ
一
誹
h
鋤
O
び
Φ
ω
　
N
¢
ω
m
コ
P
ゴ
日
Φ
麟
）
に
他
な
ら
な
い
（
芝
ω
”

　
　
㊤
麟
）
〕

　
こ
れ
を
解
き
ほ
ぐ
そ
う
。
私
た
ち
は
「
物
」
の
内
部
に
、
多
く
の
「
性
質
」
が
「
共
存
」
し
て
い
る
こ
と
を
知
覚
で
き
る
。
な
ぜ
か
。
そ

れ
は
、
そ
こ
に
は
共
存
を
受
け
入
れ
る
全
く
「
一
般
的
な
も
の
」
が
暗
黙
の
内
に
、
知
覚
が
働
く
と
同
時
に
、
知
覚
の
先
行
的
な
条
件
と
し

て
前
提
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
は
い
わ
ぽ
知
覚
が
成
り
立
つ
た
め
の
く
背
景
V
で
あ
る
。
こ
の
、
そ
れ
自
体
は
知
覚
の
対
象
に
は

な
ら
な
い
「
背
景
」
と
の
関
係
に
お
い
て
、
諸
性
質
の
共
存
は
成
り
立
つ
。
し
か
し
こ
れ
は
、
知
覚
の
外
か
ら
知
覚
の
成
り
立
ち
を
考
え
た

と
き
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
「
知
覚
」
自
体
の
立
場
に
と
ど
ま
っ
て
こ
の
こ
と
を
考
察
す
る
と
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
の
か
。
そ
れ
を
ヘ

ー
ゲ
ル
は
「
塩
」
の
知
覚
を
例
に
挙
げ
な
が
ら
、
「
～
も
ま
た
（
鋤
＝
O
闘
）
」
と
い
う
語
で
示
し
て
い
る
。

　
「
塩
」
は
、
辛
く
「
も
」
あ
れ
ぽ
、
白
く
「
も
」
あ
り
、
立
方
体
の
か
た
ち
で
「
も
」
あ
れ
ば
、
重
さ
「
も
」
も
つ
。
こ
れ
ら
の
性
質
は

塩
全
体
に
浸
透
し
あ
い
、
互
い
に
排
除
す
る
こ
と
な
く
知
覚
さ
れ
る
。
す
る
と
、
こ
れ
ら
諸
性
質
の
共
存
を
可
能
に
し
て
い
る
の
は
、
「
も

ま
た
」
と
い
う
こ
と
を
可
能
に
し
て
い
る
も
の
、
そ
の
よ
う
な
何
で
も
「
も
ま
た
」
と
い
う
か
た
ち
で
共
存
さ
せ
る
、
全
く
抽
象
的
な
一
般

ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
一
つ
の
感
性
論
（
〉
ω
9
Φ
匹
（
）

五
一



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
一
号

五
二

性
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
「
媒
体
」
で
あ
る
。
「
媒
体
」
は
「
単
純
」
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
自
体
は
〈
無
限
定
〉
で
あ
る
。

も
し
そ
れ
が
限
定
性
を
も
つ
な
ら
、
そ
れ
は
諸
性
質
の
内
の
一
つ
（
知
覚
の
前
景
）
に
な
っ
て
し
ま
い
、
前
景
が
成
り
立
つ
背
景
で
あ
る
こ

と
を
止
め
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
「
知
覚
」
と
い
う
意
識
自
体
も
、
無
限
定
な
意
識
、
こ
の
、
「
意
識
」
と
も
い
え
な
い
自
己
の
無
規
定
性
を
「
媒

体
」
と
し
て
成
り
立
つ
、
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
塩
が
「
辛
く
も
、
白
く
も
、
重
く
も
あ
り
、
ま
た
立
方
体
で
も
あ

る
」
等
々
と
し
て
、
意
識
さ
れ
る
と
き
、
こ
の
意
識
に
お
い
て
は
、
視
覚
、
触
覚
、
味
覚
等
々
の
「
知
覚
」
が
、
抵
触
す
る
こ
と
な
く
「
共

存
」
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
知
覚
の
志
向
性
に
応
じ
て
知
覚
内
容
（
性
質
）
が
現
前
す
る
か
ら
で
あ
る
。
私
が
或
る
量
の
塩
を
手
に
取
る
。
そ
れ

は
な
め
る
と
辛
く
、
触
る
と
ざ
ら
ざ
ら
し
、
重
さ
が
感
じ
ら
れ
、
見
る
と
白
く
、
拡
大
す
る
と
立
方
体
に
見
え
る
。
私
は
、
そ
れ
を
触
る
こ

と
も
、
味
わ
う
こ
と
「
も
」
、
見
る
こ
と
「
も
」
、
持
っ
て
重
さ
を
感
じ
る
こ
と
「
も
」
で
き
る
。
こ
れ
ら
感
覚
的
知
覚
作
用
は
、
「
私
」
の

内
に
「
共
存
」
し
て
い
る
。
そ
れ
が
可
能
な
の
は
、
こ
の
共
存
を
可
能
に
す
る
、
「
全
く
一
般
的
な
意
識
」
と
し
て
の
「
私
」
と
い
う
「
今
」

と
「
こ
こ
」
が
「
媒
体
」
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
カ
ン
ト
な
ら
、
こ
れ
を
「
超
越
論
的
統
覚
」
と
し
て
の
「
自
我
」
だ
と
い
う
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
「
自
我
」
は
、
「
物
で
あ
る
こ

と
」
を
可
能
に
し
て
い
る
「
媒
体
」
と
同
様
に
、
「
単
純
な
、
自
己
岡
一
的
一
般
性
」
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
を
、
知
覚
を
生
み
出
す
〈
実
体
〉
、

〈
根
拠
〉
と
し
て
取
り
出
す
こ
と
は
で
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
な
「
自
我
」
は
、
「
知
覚
」
に
お
い
て
「
～
も
ま
た
」
が
言
え
る
と
き
、

そ
れ
が
雷
え
る
必
然
的
条
件
と
し
て
「
想
定
」
す
る
し
か
な
い
、
無
規
定
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
か
ら
カ
ン
ト
も
次
の
よ
う
に
言
っ
た
。

　
　
〔
思
惟
す
る
自
我
、
或
い
は
彼
、
或
い
は
そ
れ
（
物
）
に
よ
っ
て
衰
象
さ
れ
る
の
は
、
思
考
の
超
越
論
的
主
語
巨
X
で
し
か
な
い
。
こ

　
　
の
主
語
は
、
そ
れ
の
述
語
で
あ
る
思
考
に
よ
っ
て
の
み
認
識
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
主
語
に
つ
い
て
は
、
述
語
か
ら
切
り
離
さ
れ
た

　
　
な
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
何
も
理
解
で
き
な
い
。
だ
か
ら
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
の
圏
り
を
堂
々
巡
り
す
る
し
か
な
い
（
滴
璽
く
‘
》
ω
参
じ
σ
お
腿
）
〕

　
こ
の
よ
う
な
諸
知
覚
の
背
景
と
し
て
の
無
規
定
な
「
自
我
」
と
、
物
の
「
諸
性
質
」
の
背
景
と
し
て
の
「
単
純
な
」
「
媒
体
」
と
が
相
関



し
て
「
物
」
の
「
物
性
」
を
支
え
て
い
る
。
物
の
物
で
あ
る
こ
と
を
支
え
て
い
る
も
の
、
こ
れ
が
「
実
体
」
と
し
て
表
象
さ
れ
る
な
ら
「
物

自
体
』
に
な
る
訳
で
あ
る
。
こ
れ
も
カ
ン
ト
に
よ
っ
て
実
体
化
し
て
は
な
ら
な
い
、
人
間
の
認
識
を
超
え
る
「
限
界
概
念
」
と
み
な
さ
れ
た
。

す
な
わ
ち
、
「
物
自
体
（
U
ぎ
α
q
讐
ω
凶
畠
）
」
は
証
明
で
き
な
い
空
虚
な
概
念
、
知
覚
に
基
づ
く
「
物
」
意
識
が
、
物
の
統
一
を
維
持
す
る
た

め
に
苦
し
紛
れ
に
持
ち
出
す
空
虚
な
概
念
な
の
で
あ
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
れ
を
、
「
単
純
な
一
般
性
」
、
す
な
わ
ち
、
実
体
と
し
て
取
り
出
せ
る
ど
こ
ろ
か
、
一
つ
の
限
定
さ
れ
た
意
識
形
態
に
お
い

て
暗
黙
の
内
に
想
定
さ
れ
て
い
る
抽
象
的
信
念
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
み
な
し
、
そ
の
構
造
を
取
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
暗
黙
の
無

規
定
な
信
念
が
、
諸
性
質
の
「
～
も
ま
た
」
と
い
う
あ
り
か
た
を
支
え
て
い
る
。
否
、
こ
の
、
何
で
も
つ
な
ぎ
合
わ
す
こ
と
の
で
き
る
「
も

ま
た
」
こ
そ
が
、
「
物
性
（
1
1
物
が
〈
物
〉
で
あ
る
こ
と
、
物
の
あ
り
方
）
」
の
秘
密
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
〔
そ
れ
ゆ
え
こ
の
、
～
も
ま
た
こ
そ
、
純
粋
な
一
般
的
な
も
の
そ
の
も
の
、
あ
る
い
は
媒
体
、
つ
ま
り
諸
性
質
を
こ
の
よ
う
に
ま
と
め

　
　
て
い
る
、
物
の
あ
り
方
（
－
一
物
が
物
で
あ
る
こ
と
、
U
8
α
q
蔚
穿
①
間
け
）
な
の
で
あ
る
（
超
ρ
譲
）
〕

　
「
物
」
の
存
在
は
し
か
し
、
こ
れ
に
尽
き
る
の
で
は
な
い
。

　
三
・
2
　
［
つ
の
も
の
（
川
ヨ
ω
）

　
「
物
」
と
は
、
一
方
で
は
、
こ
れ
ま
で
見
た
よ
う
に
、
「
諸
性
質
」
を
「
共
存
」
さ
せ
る
、
そ
れ
自
体
は
「
単
純
な
一
般
性
」
と
い
う

「
媒
体
」
で
あ
る
。
し
か
し
他
方
で
、
「
物
」
が
実
際
に
「
物
」
と
し
て
意
識
さ
れ
る
の
は
、
そ
れ
が
、
他
の
物
と
区
別
さ
れ
、
「
一
つ
の
も

の
」
と
し
て
「
知
覚
」
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
は
「
物
」
は
最
早
、
単
純
な
「
媒
体
」
で
あ
る
こ
と
を
止
め
、
「
性
質
」
も

「
肯
定
的
」
に
共
存
す
る
の
と
は
別
の
あ
り
方
を
し
て
い
る
。
と
い
う
よ
り
も
、
物
が
他
と
区
別
さ
れ
る
、
「
一
つ
の
も
の
」
と
し
て
知
覚

さ
れ
る
か
ら
こ
そ
、
そ
れ
を
前
提
に
し
て
、
そ
れ
の
内
部
の
「
諸
性
質
」
を
知
覚
す
る
、
上
述
の
よ
う
な
記
述
が
で
き
た
、
と
言
っ
て
も
よ

い
。

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
一
つ
の
感
性
論
（
〉
ω
9
Φ
匹
（
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
三
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こ
の
、
コ
つ
の
も
の
」
と
い
う
あ
り
方
は
、
〈
他
と
は
異
な
る
〉
と
い
う
あ
り
方
で
あ
る
。
或
い
は
そ
の
よ
う
に
意
識
さ
れ
る
、
意
識
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

さ
れ
方
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
が
成
り
立
つ
の
は
、
物
の
含
む
諸
性
質
が
、
他
の
物
の
含
む
諸
性
質
に
対
し
て
否
定
的
関
係
に
立
つ
こ
と
に
よ

っ
て
で
あ
る
。
先
に
私
た
ち
が
見
た
の
は
、
諸
性
質
が
、
互
い
に
「
無
関
心
」
に
「
浸
透
し
あ
う
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
性

質
は
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
を
す
る
だ
け
で
は
な
い
。
一
つ
の
性
質
が
「
性
質
」
で
あ
る
の
は
、
他
の
性
質
か
ら
区
別
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

性
質
は
、
〈
他
の
性
質
で
は
な
い
〉
、
と
い
う
か
た
ち
で
存
在
す
る
と
き
に
、
初
め
て
本
来
的
意
味
で
「
性
質
」
と
な
る
。
こ
の
よ
う
な
、

他
の
性
質
を
否
定
す
る
、
限
定
さ
れ
た
諸
性
質
を
も
つ
「
物
」
は
、
最
早
単
に
、
「
単
純
な
一
般
性
」
と
い
う
か
た
ち
で
の
「
媒
体
」
で
は

な
く
、
他
の
物
と
は
異
な
る
コ
つ
の
も
の
」
と
な
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。

　
　
〔
諸
性
質
の
区
別
は
、
こ
の
区
別
が
無
関
心
な
区
劉
で
は
な
く
、
排
他
的
な
、
他
の
も
の
を
否
定
す
る
区
別
で
あ
る
限
り
は
、
そ
の
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
め
に
こ
の
単
純
な
媒
体
の
外
に
落
ち
て
し
ま
う
。
し
た
が
っ
て
媒
体
は
、
単
に
一
つ
の
～
も
ま
た
、
つ
ま
り
無
関
心
な
統
一
体
で
は
な

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
く
、
一
つ
の
も
の
（
予
言
ω
）
、
排
他
的
統
一
体
（
鋤
⊆
ω
ω
o
プ
一
δ
Φ
a
Φ
国
運
び
Φ
臨
け
）
で
も
あ
る
。
一
つ
の
も
の
と
は
、
自
ら
は
、
単
純
な
仕
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
で
自
分
に
関
係
し
、
そ
し
て
他
の
も
の
を
排
除
し
、
そ
れ
を
通
し
て
物
性
が
物
と
し
て
限
定
さ
れ
る
、
否
定
の
契
機
で
あ
る
（
芝
ρ

　
　
Φ
9
）
〕

　
こ
の
「
否
定
の
契
機
」
に
よ
っ
て
、
物
は
他
の
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
。
例
え
ば
「
塩
」
は
「
砂
糖
」
か
ら
、
そ
れ
が
く
甘
く
は
な
い
〉
と

い
う
こ
と
に
よ
っ
て
。
こ
の
と
き
〈
か
ら
い
〉
と
い
う
性
質
は
、
様
々
な
性
質
を
含
む
単
純
な
媒
体
と
し
て
の
塩
の
内
部
で
の
あ
り
方
を
止

め
、
そ
の
よ
う
な
あ
り
方
の
く
外
V
に
出
て
、
〈
甘
い
V
と
い
う
性
質
の
「
否
定
」
と
し
て
意
識
に
現
わ
れ
て
く
る
。
す
る
と
「
物
」
概
念

と
は
、
互
い
に
相
容
れ
な
い
、
二
つ
の
側
面
の
合
成
物
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
物
の
こ
の
二
側
面
を
次
の
よ
う
に
ま
と

め
て
い
る
。

　
　
〔
…
…
こ
れ
ら
多
様
な
～
も
ま
た
が
、
そ
れ
ら
自
身
に
そ
れ
ぞ
れ
対
立
を
伴
う
の
で
、
そ
れ
ら
を
結
び
つ
け
る
統
　
は
、
単
純
な
無
関

　
　
心
の
統
一
で
は
あ
り
え
な
い
。
多
様
な
も
の
は
そ
れ
自
身
の
内
で
対
立
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
統
一
は
、
一
層
対
立
的
統
一
で
あ



　
　
る
。
～
も
ま
た
の
、
す
な
わ
ち
無
関
心
な
も
の
の
統
一
は
、
物
で
あ
る
こ
と
（
物
性
）
を
汲
み
尽
く
し
て
は
い
な
い
。
物
で
あ
る
こ
と

　
　
は
、
対
立
し
あ
う
多
様
な
も
の
の
統
一
と
し
て
、
そ
れ
自
身
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
一
つ
の
も
の
は
、
限
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
の

　
　
結
果
、
〔
他
の
も
の
に
〕
対
立
し
、
他
の
も
の
を
排
除
す
る
。
排
除
に
よ
る
こ
の
統
一
を
通
し
て
、
統
一
は
自
己
を
自
己
の
内
に
含
み
、

　
　
独
自
の
〔
自
分
に
対
し
て
〕
統
一
と
な
る
。
こ
う
し
て
、
物
で
あ
る
こ
と
（
～
も
ま
た
）
は
、
初
め
て
物
に
、
す
な
わ
ち
独
自
に
・
立

　
　
つ
も
の
、
つ
ま
り
独
立
し
た
も
の
と
な
る
。
〔
段
落
〕
…
…
物
で
あ
る
こ
と
の
全
き
本
質
に
お
い
て
は
、
無
関
心
の
統
一
（
～
も
ま
た
）

　
　
と
、
排
除
に
よ
る
統
一
（
一
つ
の
も
の
で
あ
り
他
の
も
の
で
な
い
こ
と
）
と
が
、
互
い
に
関
係
し
つ
つ
全
体
と
な
っ
て
い
る
（
薫
α
こ

　
　
陣
b
。
県
）
〕

　
整
理
し
て
お
こ
う
。

　
（
1
）
「
物
」
は
、
諸
性
質
の
共
存
と
し
て
見
ら
れ
る
と
き
、
そ
れ
は
諸
性
質
を
肯
定
的
に
含
む
、
一
般
的
媒
体
と
し
て
意
識
に
現
わ
れ

る
。
こ
の
と
き
、
「
物
」
の
「
肯
定
的
」
側
面
、
「
一
般
的
」
側
面
が
見
ら
れ
て
い
る
。

　
（
2
）
「
物
」
で
あ
る
こ
と
の
も
う
一
つ
の
側
面
、
そ
れ
の
限
定
さ
れ
た
性
質
、
否
定
的
排
他
性
、
こ
れ
に
眼
を
向
け
る
な
ら
、
「
物
」
は

「一

ﾂ
の
も
の
」
と
し
て
意
識
に
現
わ
れ
る
。
こ
の
と
き
に
は
、
「
物
」
の
「
否
定
的
」
側
面
、
限
定
的
側
面
が
見
ら
れ
て
い
る
。

　
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
、
「
知
覚
」
が
自
己
に
現
わ
れ
る
現
象
を
「
物
」
と
し
て
把
握
し
よ
う
と
す
る
と
き
、
ど
う
し
て
こ
の
二
つ
の

側
面
が
出
て
く
る
の
か
。
再
び
日
常
の
経
験
を
反
省
し
て
み
よ
う
。

　
私
た
ち
が
「
物
」
を
「
知
覚
」
す
る
と
き
、
ま
ず
は
漁
る
現
象
を
他
か
ら
区
別
さ
れ
た
も
の
、
現
象
の
中
か
ら
切
り
出
さ
れ
た
も
の
と
し

て
知
覚
す
る
。
も
し
そ
れ
が
で
き
な
い
と
き
に
は
、
た
と
え
ぽ
暴
悪
や
霧
の
中
で
は
、
私
た
ち
は
こ
の
曖
昧
な
現
象
の
中
で
、
何
か
か
た
ち

を
も
っ
た
も
の
を
「
知
覚
」
し
ょ
う
と
ほ
と
ん
ど
本
能
的
に
眼
を
凝
ら
し
、
ま
た
手
探
り
す
る
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
次
に
、
あ
る
か
た
ち
が

他
か
ら
浮
き
上
が
り
意
識
の
前
景
に
現
わ
れ
た
と
き
、
私
た
ち
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
確
か
め
る
た
め
に
、
そ
の
物
に
近

づ
き
、
か
た
ち
の
内
部
を
見
た
り
触
っ
た
り
、
或
い
は
耳
を
そ
ば
だ
て
た
り
、
香
り
を
嗅
い
だ
り
、
味
わ
っ
て
み
た
り
し
ょ
う
と
す
る
だ
ろ

ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
｝
つ
の
感
性
論
（
〉
ω
け
げ
Φ
叶
一
一
ハ
）

五
五
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う
。
こ
の
と
き
に
は
、
先
程
の
全
体
を
、
か
た
ち
を
も
っ
た
も
の
と
し
て
「
知
覚
」
す
る
意
識
は
薄
れ
、
私
た
ち
の
「
知
覚
」
は
か
た
ち
の

内
部
を
動
い
て
い
る
。
こ
の
と
き
に
は
、
〈
他
か
ら
区
別
さ
れ
る
物
V
と
い
う
最
初
の
知
覚
は
消
え
て
お
り
、
当
然
の
こ
と
と
し
て
前
提
さ

れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
「
知
覚
」
は
こ
の
よ
う
に
、
い
つ
も
（
1
）
と
（
2
）
と
の
異
な
る
視
点
を
取
り
、
こ
の
二
つ
の
側
面
を
行
き
来
し
、

し
か
も
、
諸
感
覚
器
官
を
渡
り
歩
き
な
が
ら
、
「
物
」
を
し
っ
か
り
把
握
し
て
い
る
、
と
思
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
。

　
だ
か
ら
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
絶
え
ず
動
く
「
知
覚
像
」
に
基
づ
い
て
、
「
真
理
」
が
主
張
で
き
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
三
・
3
　
錯
覚
の
必
然
性

　
知
覚
に
と
っ
て
の
真
理
、
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
相
関
老
と
し
て
の
「
物
」
の
存
在
は
、
そ
の
真
相
で
は
、
「
知
覚
」
と
い
う
意
識
が
、
二
つ

の
相
容
れ
な
い
視
点
を
渡
り
歩
く
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
知
覚
意
識
に
お
い
て
、
対
象
（
「
物
」
）
を
確
実
に
捉
、
兄
よ
う
と
す
る

と
き
に
、
常
に
生
じ
て
い
る
視
点
の
こ
の
移
動
、
こ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
ま
と
め
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
〔
物
と
は
、
（
α
）
無
関
心
で
受
動
的
な
一
般
性
、
多
く
の
性
質
の
、
或
い
は
、
む
し
ろ
多
く
の
質
量
の
～
も
ま
た
で
あ
る
。
物
と
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
（
β
）
同
時
に
単
純
な
も
の
と
し
て
否
定
、
或
い
は
一
つ
の
も
の
、
対
立
す
る
諸
々
の
性
質
相
互
の
排
除
で
あ
る
。
物
と
は
、
（
γ
）
多

　
　
く
の
性
質
そ
の
も
の
で
あ
り
、
最
初
の
一
　
契
機
の
関
係
で
あ
る
。
物
は
否
定
で
あ
る
が
、
し
か
し
こ
の
否
定
は
無
関
心
な
場
に
関
係
し
、

　
　
そ
の
内
に
多
数
の
区
劉
と
し
て
広
が
っ
て
い
る
よ
う
な
否
定
で
あ
る
。
つ
ま
り
物
と
は
、
個
別
性
と
い
う
点
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
存

　
　
立
の
媒
体
の
内
で
、
多
数
性
へ
と
放
射
す
る
点
で
あ
る
（
芝
ω
る
①
）
〕

　
分
か
り
に
く
い
表
現
で
あ
る
。
こ
の
文
章
も
解
き
ほ
ぐ
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
最
初
の
あ
り
方
（
或
い
は
視
点
）
に
お
い
て
は
、
「
物
」
は
意
識
に
と
っ
て
、
分
割
さ
れ
て
も
大
き
く
さ
れ
て
も
同
一
の
物
で
あ
り
続
け

る
で
あ
ろ
う
。
「
塊
で
も
、
一
粒
で
も
塩
は
塩
だ
と
言
う
知
覚
意
識
は
、
こ
の
と
き
物
の
「
般
的
側
颪
に
注
目
し
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、

こ
の
と
き
知
覚
に
は
、
物
の
　
般
的
嵩
置
が
現
わ
れ
て
い
る
。
知
覚
意
識
は
物
の
く
内
部
V
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。



　
第
二
の
場
合
に
は
、
「
物
」
は
、
他
の
物
と
は
異
な
る
物
と
し
て
、
知
覚
に
現
れ
て
い
る
。
換
言
す
れ
ば
、
知
覚
は
、
一
つ
の
物
を
他
の

物
と
の
関
係
に
お
い
て
意
識
し
て
い
る
。

　
第
三
の
場
合
に
は
、
知
覚
は
上
の
二
つ
の
視
点
を
一
つ
に
し
て
「
物
」
を
意
識
し
て
い
る
。
つ
ま
り
一
方
で
他
と
区
別
さ
れ
る
物
を
意
識

し
な
が
ら
、
す
な
わ
ち
物
の
輪
郭
（
形
式
）
を
知
覚
し
な
が
ら
、
他
方
で
物
の
内
部
の
諸
性
質
（
内
容
1
1
質
量
）
も
意
識
し
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
ま
と
め
る
こ
と
で
、
物
は
一
つ
の
も
の
で
あ
り
な
が
ら
（
或
い
は
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
確
信
さ
れ
な
が
ら
）
、
実
は
い
つ

も
二
重
の
あ
り
方
を
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
知
覚
が
物
を
一
つ
の
も
の
と
し
て
意
識
し
て
い
る
と

き
、
そ
し
て
実
際
知
覚
は
そ
の
よ
う
に
意
識
す
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
と
き
、
知
覚
は
二
つ
の
互
い
に
相
容
れ
な
い
側
面
（
視
点
）
を
暗
黙

の
う
ち
に
調
停
し
つ
つ
、
一
つ
の
も
の
と
し
て
物
の
存
在
を
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
し
か
し
こ
の
調
停
の
働
き
は
知
覚
に
は
隠
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
知
覚
は
あ
く
ま
で
対
象
に
主
観
的
操
作
を
加
え
な
い
A
純
粋
な
受

容
の
働
き
と
み
な
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
二
つ
の
前
提
が
支
え
合
っ
て
い
る
。
第
一
に
、
物
の
存
在
の
確
実
性
と
い
う
前

提
で
あ
り
、
第
二
に
、
知
覚
の
絶
対
的
な
受
動
性
と
い
う
前
提
で
あ
る
。
物
は
確
実
に
存
在
し
て
い
る
、
だ
か
ら
、
知
覚
は
物
に
操
作
を
加

え
ず
に
、
そ
れ
を
た
だ
受
け
取
る
と
き
に
、
物
を
正
し
く
把
握
で
き
る
、
と
い
う
よ
う
に
、
上
の
二
つ
の
前
提
は
結
び
つ
い
て
、
知
覚
の
正

し
さ
に
つ
い
て
の
信
念
を
作
り
上
げ
て
い
る
。
知
覚
は
か
な
り
無
理
を
し
な
が
ら
、
し
か
し
そ
れ
が
無
理
だ
と
い
う
こ
と
に
は
気
づ
か
ず
に
、

自
分
の
真
理
を
維
持
し
よ
う
と
し
て
い
る
訳
で
あ
る
。
し
か
し
ま
た
、
知
覚
へ
の
こ
の
よ
う
な
無
理
な
信
念
の
た
め
に
、
知
覚
に
は
必
然
的

に
「
錯
覚
」
の
可
能
性
が
結
び
つ
い
て
く
る
。
な
ぜ
な
ら
、
物
は
、
上
に
見
た
よ
う
に
、
実
際
に
は
知
覚
に
対
し
て
異
な
っ
た
あ
り
方
で
現

わ
れ
る
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
物
の
同
一
性
に
変
化
が
生
じ
、
物
の
同
一
性
が
危
う
く
な
っ
た
と
き
に
は
、
物
の
確
実
性
が
前
提
さ
れ
て

い
る
以
上
、
知
覚
が
自
ら
を
訂
正
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
知
覚
は
自
ら
が
「
錯
覚
」
し
て
い
た
と
思
う
訳
で
あ
る
。
知
覚
に

は
錯
覚
の
意
識
が
拭
い
が
た
い
か
た
ち
で
ま
と
わ
り
つ
い
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
〔
意
識
は
対
象
を
受
け
取
る
だ
け
に
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
純
粋
な
把
捉
作
用
と
し
て
振
る
舞
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ

ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
一
つ
の
感
性
論
（
〉
ω
夢
Φ
匹
（
）

五
七
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て
意
識
に
生
じ
る
も
の
、
そ
れ
が
真
実
な
も
の
で
あ
る
。
意
識
自
身
が
こ
の
受
け
取
り
に
際
し
て
何
か
を
行
う
な
ら
、
意
識
は
そ
う
い

　
　
つ
た
付
加
や
除
去
に
よ
っ
て
真
理
を
変
化
さ
せ
て
し
ま
う
で
あ
ろ
う
。
対
象
は
真
実
な
も
の
、
普
遍
的
な
も
の
、
そ
れ
自
体
に
岡
一
的

　
　
な
も
の
で
あ
る
が
、
意
識
の
方
は
移
ろ
い
や
す
い
も
の
、
非
本
質
的
な
も
の
な
の
で
、
意
識
に
は
、
自
分
が
対
象
を
誤
っ
て
捉
え
る
こ

　
　
と
、
錯
覚
す
る
と
い
う
こ
と
が
起
こ
り
う
る
。
知
覚
作
用
は
、
錯
覚
の
可
能
性
を
意
識
し
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
原
理
で
あ
る
普
遍
性

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
の
内
に
は
、
別
の
存
在
自
体
が
知
覚
作
用
に
対
し
て
直
接
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
、
取
る
に
足
ら
な
い
も
の
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
廃
棄
さ
れ
る
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
。
知
覚
作
用
の
真
理
の
基
準
は
し
た
が
っ
て
自
己
同
等
性
（
ω
凶
9
ω
①
ぎ
ω
け
ぴ
q
出
鉱
。
耳
①
淳
）
で
あ

　
　
り
、
ま
た
自
分
の
態
度
を
自
己
同
一
的
な
も
の
と
し
て
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
。
岡
時
に
知
覚
作
用
に
対
し
て
は
差
異
が
存
在
す
る
の

　
　
で
、
知
覚
作
用
と
は
受
け
取
る
働
き
の
様
々
な
契
機
相
互
の
関
係
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
比
較
の
内
に
或
る
不
等
性
が
現
わ
れ
る
な
ら
、

　
　
こ
れ
は
対
象
の
非
真
理
性
で
は
な
く
、
知
覚
作
用
の
非
真
理
性
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
対
象
は
自
己
同
一
的
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る

　
　
（
芝
ρ
8
h
）
〕

　
こ
こ
で
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
特
有
の
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
言
い
暫
し
で
知
覚
を
論
じ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
こ
こ
で
雷
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と

は
こ
う
で
あ
る
。

　
　
知
覚
は
「
錯
覚
を
意
識
し
て
い
る
」
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
知
覚
は
す
で
に
、
自
分
が
「
受
け
取
る
だ
け
の
働
き
」
だ
と
思
っ
て
い
る

　
　
状
態
を
超
え
て
い
る
。
知
覚
は
自
分
の
知
覚
の
正
誤
を
、
自
分
を
超
え
た
と
こ
ろ
が
ら
判
断
し
て
い
る
か
ら
。

　
知
覚
論
に
お
い
て
「
錯
覚
」
は
重
要
な
概
念
に
な
る
。
知
覚
に
錯
覚
の
意
識
が
随
伴
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
知
覚
は
自
分
の
知
覚
像
を
た

だ
受
け
入
れ
る
だ
け
で
な
く
、
知
覚
像
を
〈
訂
正
、
す
な
わ
ち
変
更
し
う
る
〉
と
い
う
こ
と
、
或
い
は
〈
構
成
し
う
る
〉
と
い
う
こ
と
を
意

味
す
る
か
ら
で
あ
る
。
さ
も
な
く
ぽ
、
例
え
ば
、
〈
薄
V
と
く
お
化
け
〉
の
取
り
違
い
（
錯
覚
）
と
そ
の
訂
正
は
不
可
能
で
あ
る
。
知
覚
は

知
覚
像
の
構
成
能
力
を
有
し
て
お
り
、
単
な
る
受
容
作
用
で
は
な
い
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
つ
ま
り
自
分
が
対
象
の
構
成
に
関
わ
り
な

が
ら
、
知
覚
は
自
分
が
構
成
し
た
対
象
が
、
初
め
か
ら
自
分
の
外
部
に
存
在
す
る
と
思
い
込
ん
で
い
る
。
こ
こ
に
、
知
覚
の
根
本
的
矛
盾
、



そ
し
て
そ
れ
の
相
関
者
で
あ
る
「
物
」
概
念
の
根
本
的
矛
盾
が
あ
る
。
こ
れ
を
ヘ
ー
ゲ
ル
は
明
ら
か
に
す
る
訳
で
あ
る
。

四
　
知
覚
の
経
験
一
本
来
の
「
物
」
（
2
）
、
両
側
面
の
共
存
（
～
）

　
四
・
1
　
知
覚
一
不
安
定
な
意
識

　
知
覚
は
、
実
際
に
は
二
つ
の
相
容
れ
な
い
視
点
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
知
覚
の
経
験
に
お
け
る
視
点
の
変
更
の
運
動
が
、

そ
の
ま
ま
知
覚
の
不
確
か
さ
を
自
白
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
知
覚
が
実
際
に
自
分
で
こ
の
視
点
の
取
り
替
え
を
行
う
。
知
覚
は

「
錯
覚
を
意
識
し
て
い
る
」
意
識
、
す
な
わ
ち
錯
覚
を
訂
正
し
よ
う
と
す
る
意
識
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
感
覚
的
確
信
の
場
合
と
同

様
に
、
知
覚
の
矛
盾
が
は
っ
き
り
出
て
く
る
の
も
、
〈
真
理
主
張
V
の
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
一
つ
の
視
点
を
「
真
理
」
と
し
て
・
王
遷
し

よ
う
と
す
る
と
き
、
こ
の
真
理
は
色
槌
せ
、
知
覚
は
次
々
と
溺
の
足
場
に
移
ら
ざ
る
を
え
な
く
な
る
。
知
覚
と
は
こ
の
よ
う
な
、
確
か
さ
を

求
め
て
視
点
を
変
え
て
い
く
運
動
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
不
動
の
も
の
と
し
て
真
理
を
確
保
し
え
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
「
知
覚
」
と

そ
れ
の
相
関
者
で
あ
る
「
物
」
概
念
と
は
、
そ
れ
の
真
理
を
主
張
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
ぼ
ろ
を
出
し
て
ゆ
く
訳
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
し
て
「
知
覚
」
の
真
理
が
解
体
さ
れ
る
こ
と
で
物
が
消
滅
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
知
覚
と
物
の
存
在
と
が
そ

の
真
理
性
を
相
対
化
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
知
覚
は
、
総
体
と
し
て
の
人
間
知
性
の
〈
一
つ
の
〉
契
機
に
な
る
の
で
あ
り
、
物
は
、
総
体
と
し

て
の
人
間
に
と
っ
て
、
対
象
の
〈
一
つ
の
〉
現
わ
れ
方
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
へ
！
ゲ
ル
が
描
き
出
す
知
覚
の
運
動
は
次
の
よ
う
に
な
る
。
上
の
、
知
覚
に
お
け
る
〈
二
つ
の
視
点
〉
を
念
頭
に
置
き
な
が
ら
、
そ
し
て

私
た
ち
の
経
験
に
照
ら
し
な
が
ら
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
洞
察
を
解
き
ほ
ぐ
し
て
い
く
こ
と
に
し
よ
う
。

ω
「
純
粋
に
一

に
気
づ
く
一
。

つ
の
も
の
」
と
し
て
の
対
象
、
こ
れ
が
私
の
知
覚
に
対
し
て
ま
ず
現
わ
れ
て
く
る
一
例
え
ば
、
私
は
一
つ
の
絵
画
作
品

ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
一
つ
の
感
性
論
（
〉
ω
停
Φ
け
幹
）

五
九
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だ
が
次
に
、
私
は
対
象
内
部
の
諸
性
質
を
も
知
覚
す
る
－
例
え
ば
、
私
は
、
様
々
な
色
を
知
覚
す
る
一
。

　
こ
の
と
き
コ
つ
の
も
の
」
と
い
う
対
象
の
あ
り
方
は
消
え
、
対
象
は
様
々
な
一
般
的
性
質
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
。
「
性
質
は
個
別
性

を
超
え
て
い
る
偏
。

　
す
る
と
、
一
つ
の
も
の
と
い
う
最
初
の
対
象
の
存
在
は
「
真
実
な
存
在
」
で
は
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
し
か
も
、
知
覚
に
と
っ
て
は
対

象
が
真
実
な
も
の
な
の
で
、
間
違
い
は
私
に
あ
る
、
と
私
は
考
え
る
。
だ
か
ら
私
は
自
分
の
最
初
の
見
方
を
変
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
②
性
質
は
一
般
的
な
も
の
で
あ
り
、
対
象
に
は
諸
性
質
が
集
ま
っ
て
い
る
の
で
、
私
は
対
象
を
諸
性
質
の
集
合
（
「
共
同
体
（
○
③
ヨ
Φ
帥
コ
ー

ω
0
7
賦
轡
）
」
）
と
し
て
受
け
取
ら
ね
ぽ
な
ら
な
い
…
1
例
え
ば
、
こ
の
絵
は
、
様
々
な
色
の
集
合
で
あ
る
一
。

　
こ
の
と
き
対
象
（
物
）
は
、
連
続
体
と
し
て
受
け
取
ら
れ
、
個
別
性
は
消
え
て
い
る
。
実
際
私
た
ち
は
こ
の
よ
う
に
し
て
、
物
を
諸
性
質

の
集
合
と
し
て
受
け
取
る
と
き
、
そ
れ
を
際
限
な
く
細
分
し
た
り
、
拡
大
し
た
り
し
な
が
ら
知
覚
で
き
る
し
、
実
際
そ
う
し
て
い
る
l
l
例

え
ば
、
私
た
ち
は
、
絵
画
作
品
を
写
真
で
提
示
し
た
り
（
縮
小
）
、
ス
ラ
イ
ド
で
提
示
し
た
り
（
縮
小
、
或
い
は
拡
大
）
し
な
が
ら
、
色
の
性

質
を
見
た
り
、
語
っ
た
り
し
て
い
る
。
こ
の
と
き
作
品
が
境
界
を
も
っ
て
一
つ
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
意
識
の
背

後
に
退
い
て
い
る
一
。

　
こ
の
場
合
、
対
象
は
無
限
に
拡
張
し
て
も
変
わ
る
こ
と
の
な
い
「
連
続
体
」
と
み
な
さ
れ
て
い
る
一
例
え
ぼ
く
鉄
V
と
い
う
物
質
の
加

工
を
思
い
浮
か
べ
れ
ば
よ
い
。
鉄
は
、
大
き
く
て
も
小
さ
く
て
も
く
鉄
V
と
い
う
「
物
」
と
し
て
存
在
す
る
一
…
。

　
③
し
か
し
、
私
は
ま
た
、
性
質
を
「
隈
定
さ
れ
た
も
の
」
、
「
他
に
対
立
す
る
」
、
他
を
「
排
除
す
る
」
も
の
と
し
て
受
け
取
る
一
例
え

ぽ
、
私
た
ち
は
、
一
つ
の
作
品
に
お
け
る
色
の
質
を
、
他
の
作
品
の
質
と
比
較
す
る
。
こ
の
よ
う
な
、
質
の
厳
密
な
限
定
を
求
め
る
知
覚
に

と
っ
て
は
、
先
の
、
写
真
や
ス
ラ
イ
ド
に
よ
る
色
の
知
覚
は
不
確
か
な
知
覚
し
か
も
た
ら
さ
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
…
1
。

　
す
る
と
、
私
が
対
象
の
存
在
を
諸
性
質
の
「
共
同
体
」
、
「
連
続
体
」
と
「
定
義
」
し
た
の
は
正
し
く
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
。
私
は
、

「
性
質
の
限
定
性
の
た
め
に
、
連
続
性
を
分
離
し
て
、
対
象
の
存
在
を
排
他
的
な
一
つ
の
も
の
、
と
み
な
さ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
。



　
今
知
覚
は
他
の
対
象
と
の
区
別
の
視
点
か
ら
語
っ
て
い
る
　
　
例
え
ば
、
こ
の
絵
画
作
品
の
色
の
性
質
は
他
に
は
な
い
独
特
の
も
の
だ
、

と
私
は
言
う
一
。

　
ω
し
か
し
、
再
び
当
の
対
象
に
意
識
を
集
中
す
る
な
ら
、
「
こ
の
分
離
さ
れ
た
も
の
の
内
に
、
私
が
兇
出
す
の
は
、
相
互
に
触
発
し
合
わ

ず
、
互
い
に
無
関
心
な
多
く
の
性
質
で
あ
る
」
。

　
だ
か
ら
一
つ
の
「
排
他
的
な
も
の
」
と
い
う
受
け
取
り
か
た
は
正
し
く
な
か
っ
た
こ
と
に
な
る
一
例
え
ぽ
、
私
た
ち
は
、
一
つ
の
絵
画

作
品
の
様
々
な
色
を
記
述
す
る
。
こ
の
と
き
、
作
品
は
、
こ
れ
ら
一
般
的
な
色
が
現
わ
れ
る
場
に
な
っ
て
お
り
、
作
品
自
体
の
他
と
の
区
別

の
意
識
は
消
え
て
い
る
一
。

　
「
対
象
は
前
に
単
な
る
連
続
体
で
あ
っ
た
よ
う
に
、
今
で
は
一
つ
の
一
般
的
な
共
通
の
媒
体
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
媒
体
の
中
で
、
多
く

の
性
質
は
感
覚
的
な
一
般
性
と
し
て
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
は
単
独
で
あ
り
、
限
定
さ
れ
た
も
の
と
し
て
他
の
性
質
を
排
除
し
て
い
る
」
。

　
こ
の
と
き
実
際
に
は
、
私
の
知
覚
に
は
対
象
内
部
の
性
質
の
差
異
が
現
れ
て
お
り
、
対
象
は
そ
れ
の
「
媒
体
」
と
な
っ
て
い
る
。
或
い
は

そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
し
か
意
識
さ
れ
て
い
な
い
。

　
㈲
す
る
と
、
自
分
が
実
際
に
知
覚
し
て
い
る
の
は
、
一
般
的
媒
体
で
は
な
く
て
、
個
々
の
性
質
そ
れ
自
体
だ
、
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
こ
の
と
き
私
は
、
個
々
の
性
質
そ
の
も
の
に
知
覚
意
識
を
向
け
て
い
る
1
例
え
ば
、
私
は
一
つ
の
色
を
も
っ
て
作
品
の
本
質
を
語

っ
て
い
る
積
り
に
な
る
。
こ
れ
は
間
違
い
な
く
セ
ザ
ン
ヌ
の
青
だ
、
或
い
は
マ
チ
ス
の
赤
だ
、
と
い
う
よ
う
に
一
。

　
し
か
し
こ
の
と
き
、
性
質
は
最
早
、
性
質
で
さ
え
な
く
な
っ
て
い
る
。
「
性
質
が
性
質
で
あ
る
の
は
、
一
つ
の
も
の
〔
　
例
え
ば
一
つ

の
絵
画
作
品
全
体
1
〕
に
即
し
て
の
み
で
あ
り
、
性
質
は
、
他
の
性
質
と
の
関
係
に
お
い
て
の
み
限
定
さ
れ
る
」
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
独
立
し
た
個
々
の
性
質
に
専
ら
意
識
を
向
け
る
と
き
、
性
質
は
最
早
性
質
で
は
な
く
、
た
だ
「
感
覚
的
存
在
」
に
す
ぎ
ず
、
意
識
は
「
知

覚
か
ら
完
全
に
出
て
し
ま
い
」
、
「
感
覚
的
確
信
」
に
舞
い
戻
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
一
例
え
ば
、
「
こ
れ
」
こ
そ
確
実
に
セ
ザ
ン
ヌ
の
青

だ
、
と
主
張
し
て
い
る
と
き
、
私
は
、
感
覚
的
確
信
へ
と
戻
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
訳
で
あ
る
一
。

ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
一
つ
の
感
性
論
（
〉
ω
け
げ
Φ
け
凶
閑
）

六
一
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「
私
は
最
初
の
所
に
投
げ
戻
さ
れ
て
、

の
で
あ
る
」
（
以
上
芝
ρ
O
。
。
暁
．
）

六
二

再
び
あ
ら
ゆ
る
瞬
間
に
、
そ
し
て
全
体
と
し
て
止
揚
さ
れ
る
循
環
運
動
へ
と
引
き
ず
り
こ
ま
れ
る

　
私
た
ち
の
経
験
に
照
ら
し
て
読
み
進
め
る
と
き
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
知
覚
の
経
験
に
つ
い
て
の
記
述
は
、
き
わ
め
て
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
こ

と
が
分
か
る
。
知
覚
と
は
、
様
々
な
視
点
を
巡
り
歩
く
意
識
で
あ
り
、
ま
た
様
々
な
性
質
に
関
わ
り
つ
つ
、
そ
れ
ゆ
え
そ
の
性
質
に
対
応
す

る
様
々
な
感
覚
を
動
員
し
つ
つ
、
対
象
を
「
物
」
と
し
て
意
識
す
る
意
識
な
の
で
あ
る
。
上
の
記
述
か
ら
明
ら
か
に
な
る
の
は
、
私
た
ち
の

知
覚
は
、
決
し
て
単
純
な
働
き
で
は
な
く
、
知
覚
と
は
、
多
く
の
視
点
を
導
入
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
流
動
的
な
対
象
意
識

だ
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
実
際
私
た
ち
は
い
つ
も
、
対
象
に
近
づ
い
た
り
、
そ
こ
か
ら
遠
ざ
か
っ
た
り
し
な
が
ら
、
す
な
わ
ち
視
点
を
絶

え
ず
変
え
な
が
ら
、
対
象
を
知
覚
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
つ
の
不
変
の
「
物
」
を
知
覚
し
て
い
る
と
信
じ
て
い
る

の
で
あ
る
。

　
知
覚
に
お
け
る
絶
え
ざ
る
視
点
の
変
化
、
こ
れ
を
絵
画
を
例
に
し
て
、
今
見
た
訳
だ
が
、
知
覚
に
お
い
て
い
つ
も
生
じ
て
い
る
、
視
点
の

絶
え
ざ
る
変
更
、
そ
れ
に
よ
る
対
象
の
変
化
、
こ
れ
を
、
実
際
の
知
覚
を
超
え
た
か
た
ち
で
技
術
的
に
開
示
す
る
ア
ー
ト
が
映
画
で
あ
る
。

映
画
の
様
々
な
技
術
を
通
し
て
、
日
常
的
知
覚
で
は
無
意
識
に
行
っ
て
い
る
た
め
に
前
面
に
出
て
こ
な
い
、
知
覚
の
動
的
性
格
が
前
景
に
出

て
く
る
の
で
あ
る
。

　
私
た
ち
は
、
知
覚
に
お
い
て
視
点
の
移
動
を
自
然
に
行
っ
て
い
る
。
だ
か
ら
、
日
常
の
知
覚
で
は
、
そ
の
よ
う
な
視
点
の
移
動
は
、
〈
一

つ
の
知
覚
（
錯
覚
）
の
意
識
的
訂
正
〉
と
い
う
か
た
ち
は
取
ら
ず
、
む
し
ろ
ほ
と
ん
ど
自
動
的
で
機
械
的
な
現
象
に
な
っ
て
い
る
。
そ
の
点

で
は
人
間
も
動
物
と
同
じ
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
す
で
に
、
視
点
の
移
動
が
自
動
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
生
じ
て
い
る
と

い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。
移
動
が
生
じ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
は
、
私
た
ち
が
（
そ
し
て
動
物
も
）
、
そ
の
都
度

物
の
知
覚
へ
向
け
て
動
か
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
「
錯
覚
の
意
識
」
が
無
意
識
に
働
い
て
い
る
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ



る
。
ま
さ
に
「
知
覚
」
は
「
錯
覚
」
と
切
り
離
せ
な
い
関
係
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
知
覚
と
は
錯
覚
を
正
し
て
い
く
（
そ
の
都
度
知
覚
で
き

な
か
っ
た
も
の
を
知
覚
し
よ
う
と
す
る
）
運
動
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
が
ヘ
ー
ゲ
ル
の
書
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。
最
も
直
接

的
だ
と
思
え
る
「
知
覚
」
に
さ
え
、
「
錯
覚
の
意
識
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
動
物
の
場
合
で
も
そ
う
で
あ
る
。
動
物
も
「
錯
覚
」
し
、
そ
し

て
そ
れ
に
気
づ
い
た
ら
訂
正
す
る
（
例
え
ば
、
魚
釣
り
の
毛
鉤
等
の
疑
似
餌
）
。
知
覚
は
「
単
に
受
け
取
る
」
働
き
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
こ
に

は
す
で
に
「
反
省
」
が
含
ま
れ
て
い
る
。
た
だ
素
朴
な
知
覚
は
、
物
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
と
多
様
で
あ
る
こ
と
と
の
両
極
間
の
「
循
環
運

動
」
に
巻
き
込
ま
れ
、
い
つ
も
同
じ
運
動
を
繰
り
返
す
。
今
日
の
私
た
ち
の
知
覚
に
お
い
て
も
、
事
情
は
変
わ
ら
な
い
。
む
し
ろ
私
た
ち
の

知
覚
の
方
が
、
様
々
な
技
術
の
発
達
、
多
様
な
メ
デ
ィ
ア
の
流
通
に
よ
っ
て
、
一
層
激
し
い
知
覚
の
循
環
運
動
に
巻
き
込
ま
れ
、
玩
ば
れ
て

い
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
四
・
2
　
知
覚
の
反
省
と
物
の
存
在

　
し
か
し
、
知
覚
は
、
そ
の
よ
う
な
素
朴
な
知
覚
に
と
ど
ま
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
知
覚
を
よ
り
複
雑
な
も
の
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
知
覚

に
お
け
る
「
反
省
」
作
用
が
よ
り
自
覚
的
に
な
る
な
ら
、
物
の
存
在
に
依
存
し
な
が
ら
動
い
て
い
く
知
覚
（
論
）
に
対
し
、
物
の
存
在
が
知

覚
に
依
存
す
る
と
み
な
す
知
覚
（
論
）
が
出
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
知
覚
に
は
素
朴
な
知
覚
を
超
え
出
る
可
能
性
が
含
ま
れ
て
い
る
。

　
こ
の
場
合
知
覚
は
、
物
が
企
つ
で
あ
る
こ
と
〉
と
く
多
く
の
性
質
〉
を
も
っ
こ
と
と
の
問
を
い
わ
ぼ
く
自
動
的
に
V
動
く
の
で
は
な
く
、

こ
の
両
面
を
意
識
し
、
調
停
し
よ
う
と
す
る
。
こ
の
と
き
「
反
省
」
が
働
く
。
と
こ
ろ
で
知
覚
に
と
っ
て
は
、
物
が
〈
一
つ
で
あ
る
こ
と
〉

が
最
初
に
受
け
取
ら
れ
る
「
真
実
な
規
定
」
で
あ
り
、
こ
れ
は
ま
ず
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
れ
に
矛
盾
す
る
物
の
規

定
が
出
て
く
る
と
き
に
は
、
そ
れ
は
自
分
に
属
す
も
の
だ
と
判
断
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

　
　
〔
知
覚
に
お
い
て
は
、
様
々
な
性
質
も
現
わ
れ
、
そ
れ
ら
は
物
の
性
質
で
あ
る
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
物
と
は
一
つ
の
も
の
な
の
で
、

　
　
物
が
一
つ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
止
め
て
し
ま
う
よ
う
な
こ
の
差
異
性
に
関
し
て
は
、
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
は
わ
れ
わ
れ
に
属
す
と
意

ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
｝
つ
の
感
性
論
（
〉
ω
窪
Φ
蔓
く
）

六
三
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四
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ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
識
す
る
。
つ
ま
り
こ
の
物
は
、
実
際
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
も
た
ら
さ
れ
る
か
ら
白
い
だ
け
で
、
わ
れ
わ
れ
の
舌
に
も
た
ら
さ
れ
た
ら
辛

　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
く
も
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
触
覚
に
も
た
ら
さ
れ
た
ら
立
方
体
で
も
あ
る
、
等
々
。
…
…
し
た
が
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
の
方
が
、
そ
こ
に
お

　
　
い
て
そ
の
よ
う
な
契
機
が
分
か
れ
、
単
独
に
存
在
す
る
一
般
的
媒
体
で
あ
る
〔
と
い
う
こ
と
に
な
る
〕
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
が
、
一

　
　
般
的
媒
体
で
あ
る
と
い
う
規
定
を
わ
れ
わ
れ
の
反
省
だ
と
冤
な
す
こ
と
で
、
わ
れ
わ
れ
は
、
物
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
物
の
自

　
　
同
性
と
真
理
と
を
維
持
す
る
訳
で
あ
る
（
≦
ω
”
Φ
O
h
）
〕

　
今
知
覚
は
、
反
省
に
よ
っ
て
、
物
の
二
つ
の
側
面
を
分
け
、
物
に
お
い
て
知
覚
さ
れ
る
諸
性
質
を
物
に
で
は
な
く
、
自
分
の
感
覚
要
素
に

帰
し
て
い
る
。
前
の
性
質
理
解
が
物
理
主
義
だ
と
す
れ
ば
、
今
の
性
質
理
解
は
、
感
覚
主
義
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
と
き
に
は
、
知

覚
主
体
が
、
多
様
な
感
覚
の
働
く
「
一
般
的
媒
体
」
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
も
問
題
は
く
真
理
主
張
V
で
あ
る
。
今
、
性
質

の
多
様
性
は
知
覚
主
体
に
属
す
も
の
で
あ
り
、
物
は
あ
く
ま
で
～
つ
の
も
の
と
し
て
存
在
し
て
い
る
、
と
・
毛
唐
さ
れ
て
い
る
訳
で
あ
る
。
し

か
し
こ
の
主
張
は
維
持
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
物
の
多
様
性
の
原
因
を
知
覚
自
身
の
働
き
に
移
し
、
物
に
は
「
　
つ
の
も

の
」
と
い
う
真
理
だ
け
を
残
し
て
お
く
な
ら
、
す
べ
て
の
物
は
全
く
区
溺
の
つ
か
な
い
、
言
い
換
え
れ
ば
、
全
く
性
質
を
も
た
な
い
の
っ
ぺ

ら
ぼ
う
の
＝
つ
の
も
の
」
に
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。

　
　
〔
物
は
、
ま
さ
に
そ
れ
が
他
の
物
と
対
立
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
が
一
つ
の
も
の
で
あ
る
限
り
は
、

　
　
物
は
他
の
物
を
自
分
か
ら
排
除
し
な
い
。
－
な
ぜ
な
ら
、
一
つ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
は
、
　
般
的
な
自
己
自
身
へ
の
関
係
で
あ
り
、

　
　
物
が
一
つ
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
む
し
ろ
物
は
す
べ
て
の
物
と
等
し
く
な
っ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ
る
。
i
そ
う
で
は
な

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
く
、
物
は
限
定
性
を
通
し
て
、
他
の
物
を
排
除
す
る
。
物
は
文
句
な
し
に
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
性
質
を
も
つ
、
物
は
性
質
を
通

　
　
し
て
他
の
物
か
ら
区
別
さ
れ
る
（
朝
ω
し
O
O
）
〕

　
す
る
と
、
物
と
知
覚
と
の
関
係
は
逆
に
な
る
。
こ
こ
で
は
、
物
が
諸
性
質
の
「
㎝
般
的
媒
体
」
と
さ
れ
、
こ
れ
に
対
し
て
コ
つ
の
も

の
」
だ
と
い
う
こ
と
の
方
が
、
知
覚
の
所
産
だ
と
い
う
風
に
反
省
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
〔
実
際
、
白
く
、
立
方
体
で
も
あ
り
、
ま
た
辛
く
も
あ
る
等
々
な
の
は
物
自
身
で
あ
る
。
つ
ま
り
物
が
、
こ
の
、
～
も
ま
た
、
或
い
は

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
一
般
的
媒
体
で
あ
る
。
そ
の
内
で
多
く
の
性
質
は
、
触
れ
合
う
こ
と
も
、
廃
棄
し
合
う
こ
と
も
な
く
互
い
の
外
に
存
立
し
て
い
る
。
そ

　
　
し
て
こ
の
よ
う
に
取
ら
れ
る
と
き
、
物
は
真
実
な
も
の
と
し
て
受
け
取
ら
れ
る
。
〔
段
落
〕
と
こ
ろ
で
知
覚
作
用
に
際
し
て
、
意
識
は

　
　
同
時
に
、
自
分
が
自
己
へ
と
反
省
し
て
も
お
り
、
知
覚
作
用
の
内
に
、
こ
の
、
～
も
ま
た
に
対
立
す
る
契
機
が
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
、

　
　
意
識
し
て
い
る
。
し
か
し
こ
の
契
機
は
、
区
劉
を
排
除
す
る
、
物
の
そ
れ
自
身
と
の
統
一
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
こ
の
統
一
は
、
意
識

　
　
が
自
分
に
引
き
受
け
ね
ぽ
な
ら
な
い
（
芝
ω
し
O
O
）
〕

　
は
じ
め
の
知
覚
に
と
っ
て
物
が
コ
つ
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
が
物
の
真
理
で
あ
っ
た
が
、
こ
こ
で
は
物
は
諸
性
質
の
集
合
体
で
あ
る
こ

と
が
物
の
真
理
で
あ
る
。
こ
の
そ
れ
ぞ
れ
に
応
じ
て
、
こ
の
真
理
を
妨
げ
る
契
機
は
、
知
覚
の
働
き
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
た
も
の
、
と
さ
れ

る
の
で
あ
る
。
一
方
が
、
ま
と
ま
り
を
も
っ
た
物
の
存
在
（
単
一
性
）
を
本
質
と
し
、
性
質
は
感
覚
作
用
に
属
す
と
み
な
す
な
ら
、
他
方
は

諸
性
質
を
物
の
本
質
と
み
な
し
、
物
の
統
一
（
一
つ
で
あ
る
こ
と
）
を
知
覚
に
帰
す
。
一
方
が
物
の
実
在
へ
の
素
朴
な
信
仰
だ
と
す
れ
ば
、

他
方
は
、
物
は
諸
々
の
基
本
物
質
か
ら
な
る
と
い
う
物
質
観
で
あ
る
。
こ
の
物
質
観
に
と
っ
て
は
、
物
の
統
一
は
偶
然
だ
と
い
う
こ
と
に
な

ろ
う
。
へ
！
ゲ
ル
は
「
～
も
ま
た
（
舞
。
ゴ
）
」
と
「
か
ぎ
り
で
（
ぎ
ω
o
け
ヨ
ご
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
こ
と
で
、
こ
の
立
場
は
自
分
を
維
持

し
よ
う
と
す
る
、
と
指
摘
す
る
。
す
な
わ
ち
、
例
え
ば
「
塩
」
は
、
白
く
も
、
辛
く
も
、
立
方
体
で
も
あ
る
。
し
か
も
白
い
限
り
は
辛
く
は

な
く
、
辛
い
限
り
は
立
方
体
で
は
な
い
等
々
と
い
う
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
性
質
は
決
し
て
一
つ
に
な
ら
な
い
か
た
ち
で
共
存
し
て
い
る
。
だ

か
ら
、
物
が
「
一
つ
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
は
、
知
覚
に
属
す
偶
然
な
事
柄
で
あ
る
。
こ
れ
は
自
然
科
学
的
な
物
質
観
と
い
え
る
。
こ
の
物

質
観
を
よ
り
強
化
す
る
の
が
「
自
由
物
質
（
時
Φ
δ
竃
讐
Φ
ユ
①
ご
と
い
う
観
念
で
あ
る
。

　
　
〔
性
質
と
呼
ば
れ
た
も
の
が
自
由
物
質
と
し
て
表
象
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
、
一
な
る
存
在
は
、
本
来
的
に
意
識
に
引
き
受
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
て
物
は
、
真
の
～
も
ま
た
へ
と
高
め
ら
れ
る
。
と
い
う
の
も
、
物
は
諸
々
の
物
質
の
集
合
と
な
り
、
一

　
　
つ
の
も
の
で
あ
る
代
わ
り
に
、
｝
つ
の
、
単
に
〔
物
質
を
〕
取
り
囲
む
底
面
に
な
る
か
ら
で
あ
る
（
芝
。
。
口
O
H
）
〕

ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
一
つ
の
感
性
論
（
》
ω
昏
Φ
巳
（
）

六
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六

　
知
覚
は
反
省
を
通
し
て
、
い
わ
ぼ
す
で
に
く
自
然
科
学
的
意
識
〉
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
物
質
観
に
お
い
て
は
、
そ
の
都
度
の
物

の
存
在
形
式
（
＝
で
あ
る
こ
と
」
）
は
偶
然
な
も
の
、
或
い
は
、
恣
意
的
に
構
成
さ
れ
た
も
の
に
な
る
。
そ
う
い
っ
た
物
の
単
一
性
は
ま
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

に
、
諸
々
の
物
質
の
集
合
体
を
取
り
囲
む
単
な
る
「
表
面
」
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
も
の
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
訳
で
あ
る
。
私

た
ち
の
壁
代
の
自
然
科
学
の
物
質
観
は
、
一
層
こ
の
立
場
を
押
し
進
め
た
も
の
だ
と
い
え
る
。
そ
こ
で
は
最
早
、
物
の
存
在
は
、
微
小
な
物

質
へ
と
解
体
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
最
初
に
触
れ
た
よ
う
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
「
物
」
に
つ
い
て
の
議
論
は
、
こ
の
よ
う
な
現
代
に
お
け
る
物
の
扱
い
へ
の
批
判
で
あ
る
。
こ

の
批
判
的
「
物
」
理
論
に
対
し
て
、
へ
！
ゲ
ル
の
こ
こ
で
の
物
一
知
覚
相
関
論
が
非
常
に
重
要
な
視
点
を
与
え
て
い
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、

『
物
へ
の
問
い
』
、
そ
し
て
『
芸
術
作
品
の
根
源
輪
に
お
い
て
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
視
点
を
導
入
し
、
近
代
以
後
の
物
の
観
念
に
批
判
を
加
え
て

い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
質
の
集
合
と
し
て
の
物
理
解
、
お
よ
び
感
覚
的
質
へ
の
物
の
還
元
、
さ
ら
に
は
、
形
式
－
質
量
関
係
に
基
づ
く
物
理

解
に
対
し
て
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
理
論
を
、
科
学
技
術
批
判
へ
と
グ
ロ
テ
ス
ク
な
ま
で
に
誇
張
し
て
利
用
し
て
い
る
訳

　
（
7
）

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
上
に
引
用
し
た
文
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
さ
ほ
ど
重
要
な
意
味
を
こ
め
な
い
で
持
ち
出
し
た
、
「
一
つ
の
、
単
に
〔
物
質
の
集
合
体

を
〕
取
り
囲
む
表
面
（
①
圃
コ
①
げ
一
〇
ゆ
鐸
ヨ
ω
O
げ
一
圃
Φ
じ
Q
⑦
瓢
鳥
①
○
σ
①
戦
｛
一
餌
O
げ
Φ
）
」
と
い
う
語
に
注
目
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。

　
確
か
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
箒
現
象
学
』
で
は
、
こ
の
語
を
「
知
覚
」
論
の
こ
の
箇
所
で
用
い
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
れ
に

よ
っ
て
、
物
を
物
質
の
集
合
だ
と
み
な
す
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
物
が
「
一
つ
の
も
の
偏
だ
と
い
う
観
念
は
、
物
質
の
集
舎
に
よ
っ
て
生
じ
る

偶
然
な
「
表
面
篇
を
本
質
と
み
な
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
、
と
椰
楡
し
て
い
る
訳
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
こ
の
文
脈
で
は
「
表
面
」
は
、

へ
！
ゲ
ル
に
と
り
、
何
ら
重
要
な
意
味
を
も
た
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
物
を
「
個
体
」
と
し
て
保
存
し
よ
う
と
す
る
意
識
に
と
っ
て

は
、
「
表
面
」
は
重
要
な
意
味
を
も
っ
て
く
る
。
そ
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
「
芸
術
」
意
識
が
あ
る
。
芸
術
意
識
、
広
い
意
味
で
の
ア
ー
ト

に
と
っ
て
は
、
「
表
面
し
が
命
に
な
る
。
表
面
を
表
面
と
し
て
大
切
に
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
の
個
体
性
は
、
物
質
に
分
解
さ
れ
る
こ
と



な
く
保
た
れ
る
。
そ
し
て
実
際
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
『
美
学
』
に
お
い
て
、
芸
術
は
「
物
」
を
「
あ
る
が
ま
ま
に
し
て
お
く
」
活
動
だ
と
語
り
、

そ
の
文
脈
で
「
表
面
」
に
注
目
し
て
い
る
。
し
か
も
、
物
を
「
あ
る
が
ま
ま
に
し
て
お
く
」
と
い
う
芸
術
の
働
き
に
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

「
物
」
へ
の
人
間
の
関
わ
り
方
の
可
能
性
を
見
て
い
る
。
こ
の
点
で
も
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
と
類
似
の
考
え
を
披
面
し
て
い
る
。
ヘ

ー
ゲ
ル
の
把
握
は
こ
う
で
あ
る
。

　
　
〔
…
…
芸
術
観
照
が
関
心
を
抱
く
の
は
、
個
別
的
に
存
在
す
る
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
を
一
般
的
な
思
想
や
概
念
に
変
え
る
働
き
は
し
ま

　
　
せ
ん
…
…
〔
段
落
〕
…
…
世
万
術
作
品
に
お
け
る
感
性
的
な
も
の
〔
物
〕
は
、
勿
論
現
存
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
が
、
し
か
し
そ
れ
は
た

　
　
だ
表
面
（
○
σ
⑱
H
h
一
報
O
プ
①
）
と
し
て
、
そ
し
て
感
性
的
な
も
の
〔
物
〕
の
見
か
け
と
し
て
の
み
現
出
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
ま
す
。
な
ぜ
な

　
　
ら
、
精
神
が
芸
術
作
品
の
感
性
的
な
も
の
〔
物
〕
の
内
に
求
め
る
の
は
、
欲
望
が
求
め
る
具
体
的
物
質
や
、
有
機
体
の
経
験
的
内
的
完

　
　
全
性
や
広
が
り
で
も
な
け
れ
ば
、
一
般
的
な
単
な
る
観
念
的
思
想
で
も
な
く
、
な
る
ほ
ど
感
性
的
な
も
の
〔
物
〕
に
と
ど
ま
る
け
れ
ど

　
　
も
、
し
か
し
同
時
に
そ
れ
の
物
質
的
足
場
か
ら
解
放
さ
れ
る
べ
き
感
性
的
現
前
だ
か
ら
で
す
（
芝
H
ρ
O
O
）
〕

〔
美
し
い
も
の
の
観
照
は
、
自
由
な
性
質
を
有
し
、
諸
々
の
対
象
を
そ
れ
自
体
に
お
い
て
自
由
で
無
限
な
も
の
と
し
て
あ
る
が
ま
ま
に

任
せ
る
働
き
で
あ
り
、
対
象
を
有
限
な
欲
求
や
意
図
に
役
立
つ
も
の
と
し
て
所
有
し
よ
う
と
欲
し
た
り
利
用
し
た
り
す
る
こ
と
で
は
あ

り
ま
せ
ん
（
芝
お
口
㎝
㎝
h
）
〕

五
　
ヘ
ー
ゲ
ル
「
知
覚
」
論
の
射
程

五
・
1
　
「
物
」
と
い
う
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
ー
「
物
」
概
念
の
真
相

知
覚
の
検
討
を
通
し
て
明
ら
か
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
「
物
」
に
関
し
て
、

つ
」
こ
と
と
い
う
二
つ
の
尺
度
を
も
ち
、
そ
れ
を
比
較
し
つ
つ
、
物
の
「
真
理
」

ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
一
つ
の
感
性
論
（
》
ω
夢
Φ
匹
く
）

「
物
」
が
コ
つ
で
あ
る
こ
と
」
と
、
「
多
様
な
性
質
を
も

を
維
持
し
よ
う
と
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
知
覚
は
、

六
七
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八

一
方
で
対
象
を
受
動
的
に
受
け
入
れ
な
が
ら
、
他
方
で
こ
の
受
け
入
れ
た
も
の
を
「
反
省
」
し
て
も
い
る
訳
で
あ
る
。
こ
の
反
省
に
よ
っ
て
、

物
の
真
理
基
準
は
時
に
は
一
方
に
、
時
に
は
他
方
に
置
か
れ
、
そ
の
と
き
そ
れ
に
反
す
る
物
の
あ
り
方
は
、
知
覚
の
間
違
い
と
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
知
覚
が
二
つ
の
あ
り
方
を
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
同
時
に
物
の
真
理
も
二
重
の
あ
り
方
を
す
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
物

の
真
理
と
は
、
物
の
〈
実
在
性
〉
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の
実
在
性
が
、
二
つ
の
相
容
れ
な
い
視
点
に
よ
っ
て
〈
構
成
〉
さ
れ
て
し
ま
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
こ
こ
で
の
結
論
は
ま
さ
に
こ
の
こ
と
、
す
な
わ
ち
、
「
物
」
と
は
く
構
成
さ
れ
た
概
念
（
或
い
は
信
念
）
に

過
ぎ
な
い
V
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
物
は
絶
対
に
「
一
つ
の
も
の
」
だ
と
い
う
こ
と
と
、
物
は
絶
対
に
「
多
様
な
性
質
を
も
つ
も
の
」

だ
と
い
う
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
こ
と
は
、
一
方
を
真
理
だ
と
主
張
す
れ
ぽ
他
方
の
真
理
が
成
り
立
た
な
く
な
る
、
「
二
律
背
反
（
ア
ン
チ
ノ

ミ
ー
）
」
の
関
係
に
あ
る
。
「
物
」
概
念
（
或
い
は
物
の
実
在
へ
の
信
仰
）
は
、
こ
の
二
律
背
反
の
不
都
合
を
、
知
覚
主
体
の
錯
覚
の
せ
い
に

す
る
こ
と
で
切
り
抜
け
よ
う
と
す
る
。
そ
れ
だ
け
、
物
の
実
在
性
へ
の
信
念
、
物
概
念
の
効
果
は
強
い
訳
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
こ
で
、
〈
「
錯
覚
」
も
「
知
覚
」
だ
〉
と
い
う
テ
ー
ゼ
を
立
て
て
み
よ
う
。
物
が
一
つ
の
も
の
に
見
え
る
こ
と
も
、
多
く
の
性
質

を
持
つ
こ
と
も
、
何
ら
「
錯
覚
」
で
は
な
く
、
「
知
覚
」
の
あ
り
方
に
よ
っ
て
、
ど
ち
ら
も
言
え
る
か
ら
。
遠
ざ
か
れ
ば
、
例
え
ば
〈
山
〉

は
、
一
つ
の
一
様
な
色
（
例
え
ば
霞
ん
だ
ブ
ル
ー
）
の
塊
に
見
え
、
近
づ
く
と
そ
れ
は
、
多
様
な
色
の
集
合
に
見
え
る
。
そ
の
と
き
に
は

く
由
V
は
も
う
〈
山
〉
で
は
な
く
、
木
々
の
豊
か
な
色
彩
の
〈
海
〉
に
な
っ
て
お
り
、
私
た
ち
の
眼
は
、
そ
の
〈
海
の
中
を
泳
ぐ
〉
こ
と
に

な
る
。
〈
薄
〉
も
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
薄
暗
い
所
で
や
や
離
れ
た
所
か
ら
見
れ
ば
、
〈
お
化
け
V
で
あ
り
う
る
し
、
近
づ
け
ば
〈
薄
〉
で

あ
り
う
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
「
知
覚
」
は
働
き
、
そ
の
後
で
そ
の
知
覚
さ
れ
た
も
の
に
、
そ
れ
が
思
い
起
こ
さ
せ
る
名
前
が
与
え
ら
れ
る

の
で
あ
る
。
　
〈
お
化
け
V
が
知
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
私
に
現
わ
れ
る
一
つ
の
像
が
、
日
常
的
な
名
前
で
呼
ぶ
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う

な
、
薄
暗
い
世
界
か
ら
私
に
襲
い
か
か
る
よ
う
な
雰
囲
気
を
も
っ
た
力
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
と
き
に
は
、

〈
薄
〉
は
実
在
し
な
い
し
、
そ
れ
ゆ
え
く
薄
V
と
い
う
言
葉
も
想
起
さ
れ
な
い
。
実
在
し
て
い
る
の
は
、
私
に
現
わ
れ
て
い
る
、
不
気
味
な



像
（
イ
メ
ー
ジ
）
で
あ
る
。
そ
し
て
く
薄
V
の
細
部
が
明
瞭
に
知
覚
さ
れ
た
と
き
に
は
〈
お
化
け
〉
は
消
え
る
。

　
「
物
」
は
知
覚
に
応
じ
て
、
別
の
あ
り
方
を
す
る
。
一
つ
の
知
覚
が
「
錯
覚
」
か
否
か
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
の
は
、
物
概
念
に
は
じ
め

か
ら
含
ま
れ
て
い
る
矛
盾
（
二
律
背
反
）
が
知
ら
な
い
内
に
隠
さ
れ
、
一
定
視
点
か
ら
の
物
の
実
在
性
が
信
じ
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
か
ら

で
あ
る
。
「
物
」
は
］
つ
の
視
点
か
ら
成
り
立
つ
真
理
で
は
な
く
、
対
立
す
る
二
つ
の
視
点
の
、
都
合
の
よ
い
取
り
替
え
に
よ
っ
て
成
り
立

っ
て
い
る
〈
仮
想
体
〉
だ
と
い
う
こ
と
が
分
か
れ
ば
、
知
覚
の
正
誤
は
決
し
て
固
定
し
た
基
準
を
も
た
ず
、
程
度
の
違
い
に
す
ぎ
な
い
こ
と

が
明
ら
か
に
な
ろ
う
。
そ
し
て
実
際
す
で
に
見
た
よ
う
に
、
「
知
覚
」
の
違
い
は
「
度
」
な
の
で
あ
る
。

　
「
物
」
概
念
（
「
物
」
へ
の
信
仰
）
は
、
「
物
」
の
実
在
を
保
証
す
る
は
ず
の
、
物
に
こ
め
ら
れ
て
い
る
、
或
い
は
物
の
存
在
の
暗
黙
の
前

提
と
さ
れ
て
い
る
、
二
つ
の
真
理
基
準
そ
れ
自
体
に
よ
っ
て
解
体
さ
れ
る
。

　
「
物
」
の
本
質
は
、
そ
れ
が
「
そ
れ
だ
け
で
（
｛
費
ω
ざ
げ
）
」
一
つ
の
も
の
と
し
て
存
在
す
る
、
と
い
う
こ
と
に
あ
る
。
物
は
、
他
を
無
視

し
て
そ
れ
自
体
単
独
の
も
の
と
し
て
あ
る
く
限
り
〉
は
、
自
己
同
一
的
な
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
物
は
、
他
の
物
と
区
別
さ
れ
る
〈
限

り
〉
は
、
多
く
の
性
質
を
も
つ
（
も
の
と
し
て
現
わ
れ
る
）
。
ヘ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ぽ
、
物
の
存
在
は
こ
の
「
二
重
の
限
り
（
量
ω
α
q
Φ
α
o
署
①
竃

ぎ
ω
o
け
露
）
」
に
よ
っ
て
、
し
か
も
二
つ
の
「
限
り
」
の
「
価
値
」
が
異
な
る
こ
と
に
よ
っ
て
成
り
立
っ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
物
の
独
立

が
本
質
と
さ
れ
、
多
様
な
性
質
と
い
う
、
物
を
他
と
区
別
す
る
側
面
は
「
非
本
質
的
」
と
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
。

　
し
か
し
物
が
「
一
つ
の
も
の
」
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
く
他
の
物
と
は
異
な
る
も
の
〉
と
し
て
の
「
限
定
性
」
を
も
っ
こ
と
に
よ
る
。

こ
の
「
限
定
性
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
の
「
本
質
性
」
は
、
「
非
本
質
」
的
な
も
の
へ
と
ひ
つ
く
り
返
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
限
定
性
」
、

他
と
異
な
る
「
性
質
」
と
い
う
、
他
と
の
関
係
の
方
が
、
物
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
と
い
う
、
物
の
「
本
質
性
」
を
支
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
〔
物
は
、
そ
れ
だ
け
で
の
存
在
（
閏
畔
ω
凶
。
器
Φ
営
）
と
し
て
、
或
い
は
、
す
べ
て
の
他
の
存
在
の
否
定
と
し
て
、
そ
れ
ゆ
え
絶
対
的
な
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
自
己
自
身
に
だ
け
関
係
す
る
否
定
と
し
て
設
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
自
己
自
身
に
関
係
す
る
否
定
と
は
、
自
己
自
身
の
廃
棄
、
或
い
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
自
分
の
本
質
を
他
の
も
の
の
内
に
持
つ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
…
…
〔
段
落
〕
…
…
対
象
は
、
ど
ち
ら
か
ら
見
て
も
そ
れ
自
身
と
は
反

ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
一
つ
の
感
性
論
（
》
ω
昏
①
巳
（
）

六
九
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〇

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
　
対
の
も
の
に
な
る
。
つ
ま
り
、
対
象
は
、
他
に
対
し
て
存
在
す
る
限
り
で
、
そ
れ
だ
け
で
存
在
し
、
そ
れ
だ
け
で
存
在
す
る
限
り
、
他

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
に
対
し
て
存
在
す
る
。
対
象
は
そ
れ
だ
け
で
存
在
し
、
自
己
へ
と
反
照
し
て
い
る
。
そ
れ
は
一
つ
の
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
、
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
れ
だ
け
で
あ
る
こ
と
、
自
己
に
反
照
し
て
い
る
こ
と
、
一
つ
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
の
反
対
の
も
の
、
つ
ま
り
、
他
の
も
の
に

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
対
す
る
存
在
と
一
つ
に
な
っ
て
設
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
止
揚
さ
れ
る
も
の
と
し
て
の
み
設
定
さ
れ
て
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
こ
の
そ
れ
だ
け
で
の
存
在
は
、
単
に
宮
本
質
的
だ
と
さ
れ
た
も
の
、
つ
ま
り
他
の
も
の
へ
の
関
係
と
同
じ
よ
う
に
、
非
本
質
的
な
の
で

　
　
あ
る
（
芝
ω
し
O
ω
h
）
〕

　
物
の
「
そ
れ
だ
け
で
の
存
在
」
が
非
本
質
的
な
物
の
あ
り
方
に
過
ぎ
な
い
、
と
分
か
っ
た
と
き
、
物
の
本
質
は
ど
う
な
る
の
か
。
こ
の
と

き
に
は
、
物
の
本
質
は
、
物
自
身
に
で
は
な
く
、
物
と
他
の
物
と
の
く
関
係
V
自
体
に
、
つ
ま
り
感
覚
を
超
え
た
物
と
物
と
の
間
に
成
り
立

つ
〈
法
則
〉
自
体
に
あ
る
、
と
さ
れ
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
と
き
物
は
「
力
」
の
視
点
か
ら
、
す
な
わ
ち
「
重
力
」
、
「
引
力
」
等
々
の
「
力

学
」
の
視
点
か
ら
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
『
現
象
学
臨
が
扱
う
意
識
の
次
の
段
階
は
、
「
力
と
分
電
（
「
悟
性
」
）
、

現
象
と
超
感
覚
的
世
界
」
と
題
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
分
別
」
と
は
、
感
覚
的
に
は
知
覚
し
え
な
い
現
象
の
「
法
則
」
を
対
象
と
す
る
意

識
で
あ
る
。
こ
の
意
識
に
対
し
て
は
、
物
は
、
知
覚
に
対
す
る
の
と
は
劉
の
あ
り
方
で
現
象
し
て
く
る
。
知
覚
は
、
た
と
え
そ
こ
に
「
反

省
」
が
働
く
と
し
て
も
、
そ
れ
は
な
お
「
感
覚
」
の
次
元
に
あ
く
ま
で
と
ど
ま
っ
て
お
り
、
法
則
そ
の
も
の
は
見
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ

か
ら
知
覚
は
、
感
覚
さ
れ
る
物
の
存
在
に
と
ど
ま
り
、
そ
こ
に
出
て
く
る
一
一
つ
の
視
点
の
間
を
動
き
回
る
し
か
な
い
。
し
か
し
ま
た
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

動
き
回
ら
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
、
す
で
に
、
物
の
本
質
は
物
の
内
部
に
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
暗
示
さ
れ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
〔
し
か
し
二
つ
の
も
の
（
「
そ
れ
だ
け
で
の
存
在
」
と
「
他
の
も
の
に
対
す
る
存
在
」
）
が
一
つ
に
な
っ
て
い
る
こ
と
で
、
今
や
無
制
約
な

　
　
絶
対
的
な
普
遍
性
が
現
存
し
て
い
る
。
こ
こ
で
初
め
て
意
識
は
、
真
に
分
割
（
悟
性
）
の
国
に
入
っ
て
ゆ
く
（
≦
ω
し
象
）
〕

　
し
か
し
ま
た
、
意
識
す
べ
て
が
「
分
別
（
悟
性
）
」
と
な
っ
て
、
「
知
覚
」
が
捨
て
ら
れ
る
訳
で
は
な
い
。
「
感
覚
的
確
信
」
と
同
様
に
、

「
知
覚
」
も
ま
た
、
人
間
は
本
質
的
に
感
覚
的
存
在
で
あ
る
か
ら
、
「
青
馬
（
悟
性
）
」
が
行
き
渡
る
世
界
に
お
い
て
も
残
り
続
け
、
極
め
て



根
強
い
日
常
的
な
意
識
、
信
念
を
か
た
ち
づ
く
る
こ
と
に
な
る
。
だ
か
ら
、
知
覚
一
物
関
係
を
支
配
す
る
二
律
背
反
に
、
そ
こ
に
と
ど
ま
る

意
識
は
常
に
引
き
込
ま
れ
る
。
物
の
本
質
は
二
本
質
的
な
も
の
に
負
っ
て
い
る
。
或
い
は
、
物
の
本
質
と
非
本
質
と
は
い
つ
も
入
れ
替
わ
る
。

こ
の
絶
え
ざ
る
転
倒
の
運
動
が
知
覚
－
物
関
係
の
「
真
理
」
（
真
相
）
で
あ
り
、
こ
こ
に
お
け
る
真
理
に
し
が
み
つ
い
て
い
る
の
が
、
「
知
覚

的
分
別
」
、
「
健
全
な
分
別
」
す
な
お
ち
「
常
識
」
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
〔
個
別
性
と
、
そ
れ
に
対
立
す
る
一
般
性
と
の
、
こ
の
よ
う
な
空
虚
な
抽
象
化
〔
切
り
離
し
〕
、
ま
た
、
非
本
質
的
な
も
の
と
結
び
つ
い

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
た
本
質
と
、
軸
心
に
必
然
的
で
も
あ
る
非
本
質
的
な
も
の
と
の
、
こ
の
空
虚
な
抽
象
化
〔
切
り
離
し
〕
、
こ
の
抽
象
化
〔
切
り
離
し
〕

　
　
は
、
様
々
な
威
力
と
な
っ
て
い
る
。
知
覚
す
る
人
間
の
分
劉
、
し
ば
し
ぼ
そ
う
呼
ば
れ
る
、
健
全
な
人
間
分
別
〔
常
識
〕
と
は
、
そ
の

　
　
よ
う
な
威
力
の
戯
れ
で
あ
る
。
自
分
を
堅
牢
な
実
在
的
な
意
識
と
み
な
す
健
全
な
人
間
分
別
は
、
知
覚
の
内
で
は
こ
の
抽
象
化
の
戯
れ

　
　
で
し
か
な
い
。
そ
れ
は
お
し
な
べ
て
、
自
分
が
最
も
豊
か
だ
と
思
っ
て
い
る
と
ぎ
に
、
い
つ
も
最
も
貧
し
い
の
で
あ
る
。
健
全
な
人
間

　
　
分
別
は
、
こ
の
虚
し
い
実
在
に
よ
っ
て
引
き
回
さ
れ
、
一
方
の
腕
か
ら
他
方
の
腕
へ
と
投
げ
渡
さ
れ
、
自
分
の
誰
弁
に
よ
っ
て
か
わ
る

　
　
が
わ
る
今
は
こ
れ
、
次
に
は
全
く
反
対
の
も
の
に
し
が
み
つ
き
、
そ
れ
を
主
張
す
る
の
に
骨
折
り
、
真
理
に
逆
ら
い
な
が
ら
、
哲
学
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
つ
い
て
は
、
そ
れ
は
思
考
さ
れ
た
物
（
○
Φ
a
艮
Φ
孟
ぎ
α
q
8
）
に
関
わ
る
だ
け
だ
と
言
う
。
実
際
哲
学
は
、
思
考
さ
れ
た
物
に
関
わ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
そ
れ
ら
を
純
粋
な
実
在
、
絶
対
的
な
境
位
、
威
力
と
し
て
認
識
す
る
。
し
か
し
そ
れ
と
と
も
に
哲
学
は
、
そ
れ
ら
を
同
時
に
限
定
さ
れ

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
た
か
た
ち
で
認
識
す
る
の
で
、
そ
れ
ら
の
支
配
者
で
あ
る
。
一
方
、
か
の
知
覚
す
る
人
間
分
別
は
、
そ
れ
ら
思
考
さ
れ
た
物
〔
フ
ィ
ク

　
　
シ
ョ
ン
〕
を
真
実
な
も
の
と
み
な
し
、
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
一
方
の
誤
謬
か
ら
他
方
の
誤
謬
へ
と
送
り
渡
さ
れ
る
。
…
…
こ
の
過
程
、
絶

　
　
え
ず
入
れ
代
わ
る
真
理
の
規
定
と
こ
の
規
定
の
廃
棄
、
こ
れ
こ
そ
が
元
来
、
知
覚
作
用
の
、
そ
し
て
真
理
の
中
を
動
い
て
い
る
と
思
い

　
　
込
ん
で
い
る
意
識
の
、
日
常
的
で
永
続
的
な
生
活
と
営
み
な
の
で
あ
る
（
芝
ω
し
O
舞
）
〕

ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
一
つ
の
感
性
論
（
諺
ω
号
簿
爵
）

七
一



哲
学
研
究
　
第
五
百
七
十
一
号

七
二

　
五
・
2
　
「
形
式
」
1
「
質
羅
」
の
形
而
上
学
批
判

　
こ
れ
ま
で
た
ど
っ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
「
知
覚
」
を
、
単
に
純
粋
な
受
動
的
で
感
覚
的
な
意
識
作
用
と
し
て
で

は
な
く
、
き
わ
め
て
広
範
な
人
間
の
意
識
作
用
と
し
て
論
じ
て
い
る
。
実
際
「
知
覚
」
は
様
々
な
人
間
の
思
考
に
関
わ
り
、
思
考
を
支
え
て

い
る
。
言
葉
さ
え
、
雷
葉
の
音
や
形
の
知
覚
に
負
っ
て
お
り
、
知
覚
を
抜
き
に
し
た
思
考
な
ど
な
い
、
と
い
っ
て
よ
い
。
知
覚
は
、
全
く
受

動
的
な
感
覚
作
用
と
同
様
、
あ
ら
ゆ
る
人
間
意
識
に
関
わ
る
作
用
で
あ
る
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
入
間
の
経
験
と
そ
の
対
象
が
す
べ
て

知
覚
に
還
元
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
知
覚
は
人
間
意
識
金
体
の
〈
一
契
機
〉
だ
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
を
、
知
覚
の
複
雑
な
構
造
を
分
析

す
る
こ
と
で
は
っ
き
り
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
る
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
知
覚
」
論
は
、
心
理
学
で
は
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
す
れ
ば
、
心
理
学
的
知
覚
理
論
は
、
知
覚
を
一
つ
の
対
象
と
し
て
、

他
の
意
識
か
ら
分
離
し
て
論
じ
る
限
り
は
、
抽
象
的
な
理
論
だ
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
も
、
心
理
学
が
、
「
標
準
的
（
コ
。
『
ヨ
巴
）
」

知
覚
に
基
づ
い
て
、
知
覚
の
正
誤
を
問
題
に
す
る
な
ら
、
こ
の
心
理
学
は
、
抽
象
的
心
理
学
と
し
て
批
判
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
そ

こ
で
は
、
「
標
準
的
」
知
覚
が
、
「
正
常
な
」
知
覚
と
さ
れ
る
こ
と
で
、
度
幼
い
の
差
と
し
て
の
知
覚
の
相
対
性
が
忘
れ
ら
れ
、
特
定
の

「
度
」
が
「
正
常
な
も
の
」
と
し
て
実
体
化
さ
れ
、
心
理
学
は
、
ま
た
こ
の
知
覚
論
に
基
づ
く
生
理
学
や
医
学
も
、
こ
の
正
常
な
知
覚
と
異

常
な
知
覚
の
区
甥
を
絶
対
化
す
る
事
態
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
こ
の
と
き
の
く
正
常
な
知
覚
V
へ
の
確
信
は
、
大
抵
の
場
合
、
先
に

見
た
、
「
物
」
の
「
実
在
」
へ
の
信
仰
に
支
え
ら
れ
て
い
る
。
物
の
存
在
自
体
が
「
思
考
さ
れ
た
物
」
（
賜
る
仮
想
の
知
の
枠
組
み
に
よ
っ
て

成
り
立
っ
て
い
る
信
念
慧
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
）
に
過
ぎ
な
い
の
で
、
〈
正
常
な
知
覚
V
に
基
づ
く
心
理
学
は
、
そ
れ
が
如
何
に
精
密
な
機
械
を
導

入
し
た
と
し
て
も
、
そ
の
理
説
（
デ
ィ
ス
ク
ル
ス
）
の
確
か
さ
は
維
持
で
き
な
い
。
こ
の
機
械
自
体
が
、
最
初
か
ら
「
実
在
論
」
を
強
化
す

る
た
め
に
作
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
こ
で
生
じ
て
い
る
の
は
巨
大
な
〈
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
＞
装
置
な
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の

知
覚
論
は
、
「
認
知
心
理
学
」
の
正
当
性
の
根
本
問
題
と
関
わ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
但
し
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
知
覚
論
は
、
心
理
学
の
特
殊
部
門
に
属
す
も
の
で
は
な
く
、
対
象
意
識
（
対
象
に
つ
い
て
の
知
）
の
正
当
性
を
問
う



知
識
論
、
そ
の
意
味
で
の
く
科
学
哲
学
〉
と
関
わ
っ
て
く
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
知
覚
」
と
「
物
」
と
の
相
関
論
は
、
単
に
知
覚
の
矛
盾
の
み

か
、
「
物
」
の
存
在
を
前
提
す
る
理
論
の
矛
盾
を
も
明
ら
か
に
す
る
か
ら
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
異
な
る
視
点
か
ら
繰
り
返
し
指
摘
し
た
、

物
－
知
覚
関
係
に
お
け
る
、
二
つ
の
基
準
の
対
立
、
す
な
わ
ち
、
「
一
つ
の
も
の
」
と
「
多
様
な
も
の
」
と
の
対
立
は
、
古
代
以
来
の
、
物

の
存
在
を
め
ぐ
る
議
論
を
支
配
し
て
ぎ
た
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
形
式
」
（
エ
イ
ド
ス
）
と
「
質
量
」
（
ヒ
ュ
レ
ー
）
と
の
対
立
、
二
律

背
反
で
あ
る
。
こ
の
対
立
を
前
提
す
る
限
り
、
「
物
」
の
存
在
を
巡
る
議
論
は
果
て
し
な
く
続
く
し
、
実
際
続
け
ら
れ
て
き
た
。
ヘ
ー
ゲ
ル

の
「
知
覚
」
論
は
、
こ
の
伝
統
的
な
哲
学
的
、
そ
し
て
科
学
的
先
入
観
を
傲
り
出
す
理
論
な
の
で
あ
る
。

　
「
形
式
」
と
「
質
量
」
、
そ
れ
ら
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
は
決
し
て
経
験
で
き
な
い
。
人
間
が
現
に
、
否
応
な
し
に
出
会
っ
て
い
る
も
の
、

そ
れ
は
、
〈
か
た
ち
を
も
っ
た
現
象
〉
、
す
な
わ
ち
く
像
（
イ
メ
ー
ジ
、
b
d
ま
）
V
で
あ
る
。
人
間
に
対
し
て
は
、
常
に
、
或
る
現
象
が
、
他

の
現
象
か
ら
際
立
つ
よ
う
に
現
わ
れ
て
く
る
。
或
い
は
、
人
間
は
、
そ
の
都
度
あ
る
現
象
を
、
他
の
現
象
か
ら
切
り
出
し
、
意
識
の
前
景
に

置
く
。
こ
の
と
き
こ
の
現
象
（
正
し
く
は
く
橡
〉
）
は
、
人
間
の
身
体
と
の
関
係
に
応
じ
て
、
様
々
な
感
覚
的
質
を
も
っ
て
現
わ
れ
て
い
る
。

一
定
の
硬
度
、
温
度
、
重
さ
、
摩
擦
度
、
明
度
、
光
度
等
々
を
伴
っ
て
。
こ
の
よ
う
な
〈
像
〉
を
、
人
間
は
そ
れ
が
一
定
の
時
間
、
一
定
の

場
所
に
あ
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
こ
に
行
け
ば
大
抵
い
つ
も
同
じ
も
の
に
出
会
え
る
と
い
う
経
験
に
基
づ
い
て
「
物
」
と
呼
ん
だ
の
で
あ
ろ

う
。
こ
の
「
物
」
と
呼
ば
れ
た
存
在
の
本
質
を
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、
意
識
に
現
わ
れ
て
い
る
く
像
V
（
今
で
は
「
物
」
と
み
な
さ
れ
て
い

る
も
の
）
を
、
そ
の
か
た
ち
（
「
形
式
」
）
と
そ
の
内
部
（
「
質
量
」
）
と
に
分
け
て
、
こ
の
か
た
ち
と
そ
の
内
部
と
の
関
係
か
ら
、
改
め
て

「
物
」
（
実
際
は
〈
像
〉
）
の
本
質
を
語
ろ
う
と
す
る
と
き
、
「
形
式
」
と
「
質
量
」
と
い
う
「
観
念
」
が
出
て
く
る
訳
で
あ
る
。
「
形
式
」
と

「
質
量
」
は
、
こ
の
よ
う
に
始
め
か
ら
切
り
離
す
こ
と
の
で
き
な
い
〈
関
係
〉
の
内
で
初
め
て
意
味
を
も
つ
く
観
念
〉
で
あ
る
。
し
か
し
こ

の
二
つ
の
概
念
か
ら
、
「
物
」
（
と
い
う
像
）
に
つ
い
て
考
え
る
よ
う
な
、
も
の
の
見
方
が
自
明
に
な
っ
た
こ
と
で
、
「
形
式
」
や
「
質
量
」

の
方
が
、
「
物
」
（
と
い
う
像
）
よ
り
も
力
を
え
て
、
こ
の
両
概
念
か
ら
し
か
物
を
見
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

「
物
」
と
い
う
の
は
こ
の
よ
う
に
、
最
初
か
ら
、
「
形
式
」
と
「
質
量
」
と
い
う
、
「
観
念
」
の
関
係
の
な
か
で
「
考
え
出
さ
れ
た
も
の

ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
㎝
つ
の
感
性
論
（
財
ω
匪
Φ
艶
く
）

七
三
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（
O
①
α
鋤
募
①
巳
ぎ
α
q
）
」
、
「
構
成
さ
れ
た
も
の
」
、
雷
い
換
え
れ
ば
「
形
而
上
学
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
」
な
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
「
考

え
ら
れ
た
も
の
」
で
あ
る
「
物
」
の
矛
盾
の
構
造
、
こ
れ
を
『
現
象
学
』
の
「
知
覚
」
論
で
早
り
出
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の

「
物
」
概
念
へ
の
批
判
は
、
「
論
理
学
」
で
は
、
「
形
式
」
と
「
質
量
」
と
の
分
離
に
対
す
る
批
判
と
い
う
か
た
ち
を
と
る
。

　
か
つ
て
触
れ
た
箇
所
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
今
一
度
ヘ
ー
ゲ
ル
の
言
葉
を
提
示
し
て
お
く
。
そ
れ
は
、
『
エ
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
第
一

部
「
論
理
学
」
の
、
「
本
質
」
論
の
中
の
、
「
物
」
と
題
さ
れ
た
節
に
出
て
く
る
。

　
　
〔
…
…
質
量
そ
の
も
の
も
、
さ
ら
に
は
、
質
量
か
ら
分
離
さ
れ
た
形
式
も
、
つ
ま
り
そ
れ
は
さ
し
あ
た
り
物
で
あ
り
、
諸
々
の
質
量
か

　
　
ら
な
る
物
の
存
立
で
あ
り
、
或
い
は
、
物
は
そ
れ
自
体
存
立
す
る
の
で
あ
り
、
諸
々
の
性
質
を
も
っ
て
い
る
だ
け
だ
、
と
い
う
こ
と
で

　
　
あ
る
が
、
こ
う
い
つ
た
、
質
量
そ
の
も
の
や
、
さ
ら
に
は
質
量
か
ら
分
離
さ
れ
た
形
式
も
、
反
省
的
分
劉
（
悟
性
）
の
所
産
で
あ
る
。

　
　
こ
の
分
別
（
悟
性
）
は
、
観
察
し
、
自
分
が
観
察
し
た
も
の
を
報
告
し
て
い
る
と
称
し
な
が
ら
、
む
し
ろ
、
す
べ
て
の
側
面
か
ら
み
て

　
　
矛
盾
で
あ
る
よ
う
な
一
つ
の
形
而
上
学
を
生
み
出
し
て
い
る
。
し
か
も
分
別
（
悟
性
）
に
は
こ
の
矛
盾
は
隠
さ
れ
た
ま
ま
な
の
で
あ
る

　
　
（
芝
。
。
一
ひ
。
①
一
）
〕

　
㎎
現
象
学
』
で
「
知
覚
」
と
の
相
関
関
係
で
論
じ
ら
れ
た
「
物
」
概
念
は
、
こ
こ
で
は
、
「
物
」
の
存
在
論
批
覇
と
い
う
か
た
ち
を
と
っ

て
い
る
。
対
象
は
、
そ
の
都
度
の
意
識
の
あ
り
方
に
癒
じ
て
、
異
な
る
姿
を
取
る
。
だ
か
ら
、
そ
の
都
度
の
意
識
は
、
そ
れ
ぞ
れ
対
象
の
存

在
に
つ
い
て
の
真
理
観
、
す
な
わ
ち
〈
存
在
論
〉
を
も
っ
て
い
る
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
現
象
学
睡
が
、
そ
の
都
度
現
わ
れ
る
「
意
識
」
の
確
信

に
対
す
る
、
構
造
論
的
批
判
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
「
論
理
学
」
は
、
各
意
識
に
お
い
て
特
権
的
に
働
く
護
語
が
生
み
出
す
〈
存
在
論
〉
、
こ

の
存
在
論
に
対
す
る
構
造
論
的
批
判
な
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
眼
を
向
け
て
お
か
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
の
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
が
、
『
エ
ソ
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
』
に
お
い
て
、
「
物
」
の
節
に
続
け
て
、

「
現
象
」
の
節
を
置
い
て
い
る
点
で
あ
る
。
「
形
式
」
一
「
曝
書
」
の
分
離
に
基
づ
く
「
物
」
の
存
在
論
が
解
体
さ
れ
た
と
き
、
「
物
」
は
次
に

は
「
現
象
」
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
に
ヘ
ー
ゲ
ル
は
考
え
て
い
る
。



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

〔
こ
の
総
体
性
と
し
て
の
物
は
矛
盾
で
あ
る
、
つ
ま
り
、
物
は
、
そ
れ
の
否
定
的
統
一
に
お
い
て
は
形
式
で
あ
り
（
そ
こ
で
は
質
量
は

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

限
定
さ
れ
、
性
質
へ
と
駈
め
ら
れ
る
）
、
同
時
に
諸
々
の
質
量
か
ら
な
る
（
こ
れ
ら
質
量
は
、
物
の
そ
れ
自
体
へ
の
反
照
に
お
い
て
は
、
自

立
的
で
あ
る
と
同
時
に
否
定
さ
れ
て
も
い
る
）
と
い
う
矛
盾
で
あ
る
。
だ
か
ら
物
と
は
、
自
己
自
身
の
内
で
自
己
を
止
揚
す
る
も
の
と

し
て
本
質
的
な
現
存
、
つ
ま
り
現
象
な
の
で
あ
る
（
芝
。
。
る
①
O
）
〕

　
　
〔
：
：
：
本
質
は
現
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
（
芝
O
o
b
曾
）
〕

　
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
、
「
本
質
」
と
「
現
象
」
、
そ
れ
と
と
も
に
「
形
式
」
と
「
質
量
」
と
は
分
け
ら
れ
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
本
質
は
そ
れ
だ
け
で
「
存
在
」
す
る
の
で
は
な
く
、
「
現
わ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
「
現
わ
れ
る
こ
と
」
と
の
関
係
に
お

い
て
の
み
、
「
本
質
」
と
言
わ
れ
う
る
。
そ
し
て
、
「
本
質
」
と
の
関
係
か
ら
見
ら
れ
た
「
現
わ
れ
」
が
「
現
象
」
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
「
現

象
」
と
「
本
質
」
と
は
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
　
〔
し
た
が
っ
て
、
本
質
は
、
現
象
の
背
後
や
彼
方
に
存
在
す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
本
質
は
、
現
存
す
る
本
質
で
あ
る
と

　
　
い
う
こ
と
を
通
し
て
、
こ
の
現
存
は
現
象
な
の
で
あ
る
（
芝
。
。
”
N
曾
h
）
〕

　
　
　
　
　
　
結
び
に
か
え
て
　
　
「
現
象
」
と
し
て
の
「
物
」
t
美
学
の
理
論
的
前
提

　
ヘ
ー
ゲ
ル
の
『
美
学
』
は
こ
の
よ
う
癒
、
「
現
象
」
に
つ
い
て
の
基
本
的
な
理
解
に
支
、
兄
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
ポ
ー
ト
i
版

『
美
学
』
の
み
か
、
一
八
二
〇
／
二
一
年
、
及
び
一
八
二
三
年
の
二
つ
の
『
筆
記
録
』
か
ら
も
確
認
で
き
る
。

　
　
〔
自
然
と
有
限
な
精
神
も
自
体
的
に
（
潜
在
的
に
雪
ω
凶
。
ゴ
）
真
実
な
だ
け
で
す
。
し
か
し
そ
れ
ら
に
は
真
理
自
体
は
現
象
し
ま
せ
ん
。

　
　
と
こ
ろ
が
美
の
場
合
、
真
理
が
外
面
的
に
も
現
象
し
ま
す
。
私
た
ち
が
見
ま
す
の
は
、
見
か
け
（
ω
O
げ
Φ
凶
コ
Φ
コ
）
〔
擁
現
わ
れ
〕
は
、
日

　
　
常
生
活
で
普
通
用
い
ら
れ
て
い
る
ほ
ど
無
意
味
で
内
容
の
な
い
表
現
で
は
決
し
て
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
美
し
い

　
　
　
　
ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
一
つ
の
感
性
論
（
諺
ω
け
げ
①
口
評
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
七
五
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（
ω
o
げ
α
コ
）
は
、
見
え
（
ω
。
冨
ぎ
象
）
〔
現
わ
れ
〕
に
由
来
す
る
か
ら
で
す
。
つ
ま
り
概
念
は
、
見
え
る
よ
う
に
な
り
も
す
る
〔
現
わ
れ

　
　
も
す
る
〕
の
で
す
（
山
頂
c
d
①
α
q
諜
＝
（
o
第
五
け
留
針
N
¢
ヨ
G
。
o
冨
貯
魯
）
。
神
は
外
部
化
し
な
け
れ
ぽ
な
り
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
見
え
る
よ
う

　
　
に
な
ら
な
け
れ
ぽ
な
り
ま
せ
ん
。
さ
も
な
く
ぽ
、
神
は
抽
象
的
な
も
の
で
、
内
的
な
真
理
で
は
な
い
の
で
す
。
美
し
い
も
の
に
お
い
て

　
　
は
、
存
在
（
ω
①
旨
）
は
見
え
（
ω
o
冨
一
欝
）
〔
現
わ
れ
〕
と
し
て
置
か
れ
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
概
念
は
外
面
性
に
浸
透
し
、
輝
き
纏
え
る
か

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
へ

　
　
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、
美
は
存
在
よ
り
も
高
い
位
置
に
あ
り
ま
す
。
な
ぜ
な
ら
真
実
な
も
の
は
、
外
面
性
へ
と
こ
の
よ
う
に
現
わ
れ
る

　
　
こ
と
に
よ
っ
て
、
初
め
て
存
在
を
手
に
入
れ
る
か
ら
で
す
。
で
す
か
ら
、
真
理
は
そ
れ
自
体
、
こ
の
見
え
る
こ
と
（
鳥
一
①
ω
ω
O
ゴ
Φ
瞬
昌
①
昌
）

　
　
〔
現
わ
れ
〕
な
の
で
す
（
鳴
筆
記
録
蜘
H
。
。
卜
。
O
＼
b
。
ド
ω
』
①
傍
点
訳
者
）
〕

　
一
八
二
三
年
の
ホ
ー
ト
ー
の
筆
記
録
で
は
も
っ
と
詳
し
く
語
ら
れ
て
い
る
。
一
部
だ
け
取
り
出
し
て
お
く
。

　
　
〔
感
覚
的
表
面
、
感
覚
的
な
も
の
の
現
象
作
用
そ
の
も
の
、
こ
れ
が
芸
術
の
対
象
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
具
体
的
物
質
の
経
験
的

　
　
広
が
り
は
、
欲
望
に
対
し
て
存
在
す
る
も
の
で
す
。
し
か
し
他
方
で
、
精
神
が
求
め
る
の
は
、
…
…
物
質
の
足
場
か
ら
離
さ
れ
た
感
覚

　
　
的
な
個
甥
的
な
も
の
で
す
。
精
神
は
感
覚
的
な
も
の
の
表
面
だ
け
を
求
め
る
の
で
す
。
こ
の
た
め
感
覚
的
な
も
の
は
、
芸
術
に
お
い
て

　
　
は
、
見
か
け
（
ω
o
げ
①
ぎ
）
に
高
め
ら
れ
ま
す
。
で
す
か
ら
芸
術
は
、
感
覚
的
な
も
の
そ
の
も
の
と
、
純
粋
な
思
想
と
の
中
間
に
あ
る
こ

　
　
と
に
な
り
ま
す
。
芸
術
に
お
け
る
感
覚
的
な
も
の
は
、
石
や
植
物
や
有
機
的
生
物
の
よ
う
な
、
直
接
的
な
も
の
、
物
質
の
そ
れ
自
体
で

　
　
自
立
し
た
も
の
で
は
な
く
、
感
覚
的
な
も
の
が
、
観
念
的
な
も
の
に
対
し
て
存
在
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
思
想
と
い
う
抽
象
的
な
観

　
　
念
的
な
も
の
に
対
し
て
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
感
覚
的
な
も
の
は
、
感
覚
的
な
見
え
（
ω
2
Φ
ヨ
）
、
よ
り
詳
し
い
か
た
ち
で
い
え
ぽ
、
形

　
　
態
（
○
①
ω
痘
ε
で
す
。
こ
の
形
態
は
一
方
で
外
面
的
に
視
覚
に
、
他
方
で
聴
覚
に
関
係
し
ま
す
。
つ
ま
り
そ
れ
は
、
物
の
単
な
る
見

　
　
え
方
と
響
き
な
の
で
す
。
こ
れ
が
、
感
覚
的
な
も
の
が
芸
術
に
現
わ
れ
る
現
わ
れ
方
で
す
（
ω
』
O
h
）
〕

　
先
の
、
「
論
理
学
扁
に
お
け
る
「
現
象
」
に
つ
い
て
の
や
や
抽
象
的
で
難
解
な
説
明
は
、
『
美
学
島
を
通
し
て
き
わ
め
て
具
体
的
に
理
解
で

き
る
も
の
と
な
る
。
し
か
も
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
最
終
的
な
璽
ン
チ
ュ
ク
ロ
ペ
デ
ィ
ー
隔
よ
り
も
十
年
ほ
ど
前
に
、
す
で
に
「
物
」
に
対
す
る



の
と
は
異
な
る
、
物
の
形
而
上
学
を
超
え
た
対
象
の
あ
り
方
を
、
「
芸
術
」
に
見
て
い
た
。
芸
術
は
感
覚
的
存
在
だ
と
し
て
も
、
単
な
る

「
知
覚
」
の
対
象
と
し
て
の
「
物
」
と
し
て
の
「
存
在
」
で
は
な
い
。
芸
術
に
お
い
て
は
、
「
存
在
」
は
止
揚
さ
れ
て
、
「
見
え
」
に
、
つ
ま

り
は
「
像
（
イ
メ
ー
ジ
ご
に
な
っ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
ヘ
ー
ゲ
ル
は
芸
術
を
「
表
面
」
、
す
な
わ
ち
「
像
」
と
み
な
す
こ
と
で
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
代
に
な
お
一
般
的
で
あ
っ
た
芸
術
理

解
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
た
。
当
時
の
芸
術
理
解
は
、
そ
し
て
今
日
の
多
く
の
芸
術
理
解
も
ま
た
、
古
い
「
形
而
上
学
」
の
枠
組
み
に
囚
わ

れ
て
い
る
。
だ
か
ら
芸
術
作
品
は
、
「
形
式
」
と
「
質
量
」
、
「
形
式
」
と
「
内
容
」
の
二
元
論
の
枠
組
み
で
語
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
古
典

主
義
と
反
古
典
主
義
と
の
芸
術
論
争
は
、
ま
さ
に
こ
の
枠
組
み
で
行
わ
れ
た
。
絵
画
の
本
質
を
決
定
す
る
の
は
、
「
線
」
か
「
色
」
か
と
い

う
論
争
は
、
あ
の
、
「
形
式
」
1
「
質
量
」
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
の
伝
統
の
系
譜
に
つ
な
が
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
「
物
」
と
い
う
「
考
え
出
さ
れ

た
も
の
」
の
二
つ
の
相
容
れ
な
い
契
機
を
根
拠
に
し
て
お
り
、
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
で
の
芸
術
論
争
は
、
必
然
的
に
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
争
に
な
る
。

そ
れ
は
実
際
に
存
在
す
る
も
の
を
、
で
は
な
く
、
〈
思
想
の
構
成
物
〉
を
自
分
の
前
提
に
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
一
方
は
、
「
線
」
す
な
わ

ち
「
形
式
」
（
エ
イ
ド
ス
）
と
い
う
、
超
感
覚
的
な
も
の
を
重
視
し
、
他
方
は
そ
れ
に
対
し
て
、
「
色
」
と
い
う
感
覚
的
質
量
を
重
視
す
る
。

そ
れ
は
、
超
感
覚
的
精
神
的
意
味
を
重
視
す
る
貴
族
階
級
と
、
感
覚
的
な
も
の
を
重
視
す
る
市
民
階
級
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
論
争
な
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

「
線
」
か
「
色
」
か
、
そ
れ
は
、
十
八
世
紀
フ
ラ
ン
ス
・
ア
カ
デ
ミ
ー
に
お
け
る
絵
画
論
争
で
も
あ
っ
た
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
物
」
の
形
而
上
学
、
そ
こ
に
お
け
る
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
を
論
理
的
に
解
体
し
て
い
た
の
で
、
「
線
」
と
「
色
」
と
の
い
ず
れ

に
も
加
担
す
る
こ
と
な
く
、
絵
画
を
見
る
こ
と
が
で
き
た
。
そ
の
と
き
絵
画
の
歴
史
は
、
線
か
ら
色
へ
の
視
点
の
変
化
、
表
面
構
造
の
変
化

と
し
て
公
平
に
捉
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
、
な
お
古
い
枠
組
み
に
囚
わ
れ
て
い
た
。
だ
か
ら
カ
ン
ト
に
と
っ
て

は
、
絵
画
に
お
い
て
「
線
」
が
本
質
で
あ
り
、
「
色
」
は
感
覚
的
「
刺
激
」
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
シ
ェ
リ
ン
グ
、
そ
し
て

F
・
シ
ュ
レ
ー
ゲ
ル
も
同
様
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
「
歴
史
画
」
（
宗
教
画
）
、
ま
さ
に
精
神
的
内
容
を
表
現
す
る
絵
画
を
、
そ
れ
ゆ
え
「
形
式
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

を
重
視
し
、
「
世
俗
画
」
の
「
色
」
に
つ
い
て
十
分
過
理
解
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
。

ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
　
つ
の
感
性
論
（
》
ω
什
げ
Φ
け
剛
】
h
）

七
七



　
　
　
　
哲
学
研
究
　
第
五
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七
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七
八

　
私
た
ち
が
ヘ
ー
ゲ
ル
か
ら
学
ぶ
の
は
、
芸
術
は
「
表
面
」
と
し
て
理
解
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
芸
術

へ
の
知
覚
心
理
学
的
ア
プ
ロ
ー
チ
は
、
芸
術
理
解
に
と
っ
て
十
分
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
「
物
」
信
仰
を
暗
黙
の
内

に
温
存
し
て
お
り
、
「
形
式
」
一
「
質
量
」
の
ア
ン
チ
ノ
ミ
ー
に
囚
わ
れ
た
ま
ま
で
あ
り
、
し
か
も
そ
れ
が
自
覚
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
再
び
雷
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ヘ
ー
ゲ
ル
の
「
美
学
」
は
、
ヘ
ー
ゲ
ル
の
成
熟
し
て
い
く
思
想
全
体
と
の
連
関
で
理
解
し
た
と
き
、
そ

の
豊
か
さ
が
見
え
て
く
る
。

　
　
テ
ク
ス
ト

○
■
譲
’
局
頃
Φ
σ
q
色
H
ミ
～
§
o
§
§
ミ
轟
紺
淑
髪
O
駐
醇
（
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。
。
ミ
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．
O
…
、
§
象
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幕
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§
§
§
N
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零
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賊
§
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Q
り
昏
「
冨
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℃
）
司
三
三
（
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ヨ
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5
一
竃
O
．
i
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零
Q
。
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話
①
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①
”
寧
N
建
ミ
愚
職
ミ
鳴
譜
憶
篭
ミ
ご
⑭
愚
ミ
題
、
軸
§
奪
恥
ミ
N
逡
、
～
ミ
§
p
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（
芝
。
。
）

鳥
興
ω
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σ
ρ
ぎ
ミ
§
ミ
偽
§
き
ミ
、
ミ
Q
郎
ミ
ミ
ミ
i
（
芝
雛
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①
8
ρ
§
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§
蟹
§
帖
§
臓
ミ
Q
凝
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ミ
ミ
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ミ
奪
二
題
q
山
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笥
幽
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2
飴
9
ω
。
ぎ
塗
骨
↓
Φ
×
3
雪
9
（
ξ
郵
く
8
零
6
。
。
冨
⑦
こ
窪
津
雪
閣
＾
2
菖

　
9
二
●
竃
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㊤
㊤
9
一
…
（
『
筆
記
録
繰
一
。
。
N
O
＼
卜
。
ご

号
誘
繋
げ
ρ
§
扇
、
翁
ミ
茜
§
き
ミ
、
ミ
鳴
き
§
恥
愚
ミ
鳥
織
ミ
映
斡
§
象
　
b
ご
⑦
二
凹
昌
一
。
。
卜
。
ω
’
Z
鋤
簿
ぴ
q
①
ω
o
ξ
圃
①
ぴ
睾
く
8
ρ
属
。
野
ρ
サ
轡
ω
ひ
q
曾
く
§
｝
灘
器
導
電
同
Φ

　
○
②
二
日
ヨ
雪
票
ω
δ
h
の
茎
＝
餌
ヨ
び
鎧
お
お
O
。
。
．
…
（
『
筆
記
録
㎞
冨
卜
。
ω
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
引
用
文
中
の
〔
　
〕
は
筆
者
に
よ
る
注
釈
）

　
注

（
1
）
　
岩
城
見
一
「
ヘ
ー
ゲ
ル
の
く
感
性
論
（
諺
ω
夢
①
艶
（
）
V
…
心
の
病
を
め
ぐ
っ
て
一
」
『
哲
学
研
究
騙
五
六
四
号
、
　
九
九
七
年
、
三
二
頁
。
こ
の
小

論
も
上
の
よ
う
な
視
点
か
ら
書
か
れ
た
。
さ
ら
に
、
岩
城
「
薪
芸
術
の
楽
し
み
方
…
ヘ
ー
ゲ
ル
美
学
研
究
の
現
状
と
問
題
点
i
」
神
林
恒
道
・
太
田
喬
夫

　
編
開
芸
術
に
お
け
る
近
代
1
美
的
コ
ン
セ
ン
サ
ス
は
得
ら
れ
る
か
1
舳
（
剛
叢
書
／
転
換
期
の
フ
ィ
ロ
ソ
フ
ィ
ー
舳
第
二
巻
）
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、
一
九
九



　
九
年
、
｝
二
九
頁
。

（
2
）
　
「
感
覚
的
確
信
」
に
つ
い
て
は
、
岩
城
「
〈
直
観
主
義
〉
と
い
う
病
一
へ
ー
ゲ
ル
”
も
う
一
つ
の
く
感
性
論
（
〉
ω
序
。
窪
（
）
＞
1
」
『
美
学
と
病
理
学
』

　
（
平
成
九
－
十
二
年
度
文
部
省
科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
〈
代
表
者
岩
城
見
一
〉
二
〇
〇
一
年
三
月
）
所
収
参
照
。

（
3
）
　
カ
ン
ト
『
純
粋
理
性
批
判
』
の
も
つ
く
批
判
の
力
V
に
つ
い
て
は
、
岩
城
「
自
然
へ
の
導
爆
1
そ
の
暴
力
性
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
ー
」
『
シ
ェ
リ
ン
グ
年

報
　
九
八
騙
第
六
号
、
「
九
九
八
年
参
照
。

（
4
）
客
鳳
Φ
こ
Φ
α
q
α
q
Φ
誉
寒
甜
き
§
。
§
§
。
菖
措
織
覇
O
湯
傷
（
き
帖
禽
§
O
§
§
ミ
桑
壁
臣
9
。
。
・
。
）
．
牢
留
謀
負
9
ヨ
塗
盆
巳
Φ
。
。
P
〔
藤
田

正
勝
、
ア
ル
フ
レ
ッ
ド
・
グ
ッ
ツ
ォ
ー
二
訳
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
『
ヘ
ー
ゲ
ル
〈
精
神
現
象
学
〉
』
三
文
社
、
一
九
八
七
年
〕
G
o
］
一
①
●

（
5
）
　
岩
城
「
後
期
ヘ
ー
ゲ
ル
の
〈
像
（
b
u
凶
匡
）
〉
理
論
と
『
美
学
』
ー
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
の
〈
表
象
〉
批
判
を
顧
慮
し
て
一
」
上
妻
精
・
長
谷
川
宏
・
高
山

守
・
竹
村
喜
一
郎
編
『
ヘ
ー
ゲ
ル
／
時
代
を
先
駆
け
る
弁
証
法
』
情
況
出
版
、
一
九
九
四
年
、
二
三
二
頁
以
下
、
特
に
第
二
節
参
照
。

（
6
）
　
金
子
武
蔵
に
よ
れ
ぽ
、
「
自
由
物
質
」
と
は
、
「
讃
評
」
、
「
色
素
」
、
「
熱
素
」
、
門
田
素
」
等
で
あ
る
（
金
子
武
蔵
訳
、
ヘ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
第

五
版
、
上
巻
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
六
二
〇
頁
、
訳
者
注
）
。
イ
ポ
リ
ッ
ト
に
よ
れ
ぽ
、
こ
れ
は
ヘ
ー
ゲ
ル
の
時
代
の
、
自
然
科
学
の
用
語
で

あ
る
。
そ
れ
は
「
宇
宙
に
広
が
っ
て
お
り
、
そ
の
あ
る
部
分
の
み
が
そ
れ
ぞ
れ
の
個
々
の
物
体
の
中
に
局
所
的
に
存
在
し
て
い
る
と
い
っ
た
物
質
」
で

あ
る
（
」
・
イ
ポ
リ
ッ
ト
、
市
倉
宏
祐
訳
『
ヘ
ー
ゲ
ル
精
神
現
象
学
の
生
成
と
構
造
』
上
巻
、
岩
波
書
店
、
第
六
版
、
一
九
八
五
年
、
一
三
九
頁
〔
い

国
巻
℃
o
一
一
酔
Φ
”
O
§
騨
鳴
ミ
9
ミ
昏
ミ
ミ
§
貯
き
§
o
§
§
o
～
薦
器
魯
、
．
逡
ミ
§
黛
ミ
（
H
逡
①
）
〕
）
。

（
7
）
注
（
5
）
記
載
の
小
論
で
指
摘
し
た
、
ハ
イ
デ
ガ
ー
の
門
跡
」
論
に
お
け
る
ヘ
ー
ゲ
ル
受
容
は
、
こ
れ
で
確
か
め
ら
れ
た
こ
と
に
な
ろ
う
（
二
三
九
頁
）
。

　
ヘ
ー
ゲ
ル
は
、
「
知
覚
」
と
「
物
」
と
の
相
関
関
係
は
、
意
識
の
一
つ
の
あ
り
方
に
過
ぎ
な
い
も
の
と
し
て
、
軽
く
相
対
化
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て

　
ハ
イ
デ
ガ
ー
は
、
こ
の
相
関
関
係
を
、
「
近
代
主
体
性
の
形
而
上
学
」
と
そ
れ
に
支
え
ら
れ
た
「
科
学
技
術
」
の
「
世
界
制
覇
」
と
し
て
徹
底
的
に
批
判

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
も
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
や

す
る
。
デ
カ
ル
ト
以
後
の
「
近
代
的
主
体
」
と
は
、
知
覚
的
主
体
と
し
て
、
す
べ
て
を
自
分
の
意
識
の
前
に
も
た
ら
し
支
配
す
る
と
い
う
意
味
で
の
、

　
「
表
象
」
的
主
体
だ
と
い
う
訳
で
あ
る
。
〈
⑦
q
野
竃
’
漏
Φ
達
Φ
α
q
α
q
Φ
貸
〉
§
蹄
的
昏
ミ
鵠
α
Φ
二
男
虫
ぎ
α
q
窪
お
曾
”
b
ご
9
ど
ω
●
㎝
O
伊
b
σ
9
い
。
－
ω
■
嵩
㎝
鴎
h
（
ハ
イ
デ

　
ッ
ガ
ー
、
薗
田
宗
人
訳
『
ニ
ー
チ
ェ
』
三
巻
、
白
水
社
、
一
九
七
六
－
七
七
年
）
。
近
代
批
判
者
を
鼓
舞
す
る
こ
の
把
握
は
、
し
か
し
逆
向
き
の
く
本
質

主
義
〉
で
あ
り
、
か
な
り
粗
雑
な
理
論
だ
と
い
わ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
と
い
う
の
も
、
こ
の
視
点
か
ら
す
れ
ば
、
「
近
代
主
体
主
義
」
と
「
科
学
技
術
」

と
は
、
〈
本
質
的
に
〉
人
間
経
験
と
そ
の
世
界
と
を
支
配
し
つ
く
す
も
の
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
理
論
に
疑
念
を
呈
す
る
も
の
と
し
て
、
村
田

純
一
「
解
釈
と
デ
ザ
イ
ン
ー
技
術
の
本
性
と
解
釈
の
柔
軟
性
一
」
『
文
化
と
社
会
劇
第
｝
号
、
一
九
九
九
年
参
照
。

ヘ
ー
ゲ
ル
、
も
う
｝
つ
の
感
性
論
（
〉
ω
夢
Φ
什
節
）

七
九



　
　
　
哲
学
研
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八
○

（
8
）
　
こ
の
点
も
注
（
5
）
記
載
の
小
論
で
指
摘
し
た
（
二
三
九
頁
）
。
＜
α
q
剛
・
寓
．
潤
Φ
置
Φ
か
q
α
q
Φ
誉
き
紺
ミ
薦
免
（
瞬
Φ
O
O
）
■
お
刈
P
ω
．
b
。
O
●

（
9
）
　
島
本
涜
「
フ
ラ
ン
ス
古
典
主
義
典
籍
の
絵
画
思
想
ー
ア
カ
デ
ミ
ー
を
中
心
に
し
て
一
」
篠
原
資
明
編
『
芸
術
の
線
分
た
ち
…
フ
ラ
ン
ス
哲
学
横
断
一
』

　
昭
和
堂
、
…
九
八
八
年
、
三
七
頁
以
下
。

（
1
0
）
　
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
岩
城
「
二
種
の
絵
画
一
へ
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assertion　contradicts　the　hsing－san－p［in－shuo，　because　it　essentia｝ly　denies　the

possibility　of　chung－jen（中人，　middle一¢lass－people）to　beconle　the　ch伽tzu。

　　But　Hstt－1〈an　does　not　deny　whole　reason　for　being　of　chung－jen　at　all．　He　finds

it　in　various　talents　of　chung－jen．　He　thinks　that　talents　and　intelligence　are　more

important　and　useful　than　morality　against　traditional　doctrine．　Thus　he　could　get

rid　of　the　shackles　of　Confucianism，　and　made　a　step　forward　to　the　liberalism　in

the　Wei－Chin（魏晋）period．

Another　“Aesthetics”　in　Hegel’s　Philosophy　：

　　　　On　the　Reality　of　‘Things’　as　Fiction

　　　　　　　　　Ken－ichi　lwAKI

Professor　of　Aesthetics　and　Art　History

　　　　　Graduate　School　of　Letters

　　　　　　　　　Kyoto　University

　As　1　have　already　suggested　in　“The　Journal　of　Philosophical　Studies”　（Nr．

564）　，　we　can　find　another　‘aesthetics　as　a　new　science’　among　the　various　works

of　Hegel，　which　clarifies　the　structures　of　hdman　experiences　and　the　functions　of

sensibility　and　feeling．　Actually，　Hegel’s　so－called　“Aesthetics”，　which　he　himself

originally　had　preferred　to　call　“The　Philosophy　of　Art”，　has　its　roots　deep　in　this

‘another　aesthetics’

　In　this　article，　1　would　like　to　turn　my　attention　te　Hegel’s　radical　theory　of

‘perception’　in　his　worl〈，　“Phenomenology　of　Mind”　（1807），　in　which　he　decon－

structed　every　fixed　belief　in　the　truth　of　our　consciousness　and　unveiied　its

relativity．　According　to　Hegel’s　consequent　thinking，　criterion　of　the　truth　is

always　changed　in，　and　related　to，　the　formations　of　every　consciousness　each　time

it　happens．　With　regards　to　the　‘perception’，　its　discourse　of　truth　always　depends

on　the　belief　in　the　real　existence　of　‘tihings’．　ln　other　words，　the　truth　of　perception

and　the　belief　in　the　reality　of　things　have　always　been　correlating　to　each　other．

Therefore，　the　reality　of　things　must　be　changed　into　fiction　if　we　understand　that

the　structure　of　perception　is　only　in　the　unstable　to－and－fro　motion　between

contradictory　statemeRts，　i．　e．　on　one　hand，　‘the　thing　is　one’，　but　on　the　other　hand，

‘the　thing　has　many　qualities’．

　　ffegel　revealed　the　structure　of　this　contradictory　consciousness　and　its　tacit
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belief　in　the　reality　of　things　（＝strongly　entrenched　superstition　in　human　mind）．

His　radical　theory　of　perception　supports　his　fundamental　understanding　of　art

because　he　repeatedly　insists　that　the　existence　of　art　has　no　direct　relation　to

things　as　real　beings，　but　to　their　‘appearances’　（‘Scheinen’　or　‘Erscheinen’），　which

are　already　emancipated　from　the　real　being．　Furthermore，　his　theory　of　percep－

tion　can　play　an　important　role　in　the　theories　of　art　and　art　history　today．　They

are　bounded　by　the　cognitive　psychology　as　before，　which　is　not　entirely　free　from

the　beiief　in　the　being　of　real　things．　lt　seems　to　me　that　this　fixed　belief　may　be

a　stumbling　block　to　all　sciences．

　　　　　　　　Freiheit　und　Gesetz

am　Leitfaden　der　kantlschen　Morallehre

　　　　　　Maya　WAKISAKA

　　　　　　　Part－time　lecturer

Osaka　University　of　Foreign　Studies

　　Kant　behandelt　die　menschliche　Freiheit　aus　den　zwei　Gesichtspunkten，　das

heiBt　der　absoluten　Unbedingtheit　und　dem　moralischen　Gesetz．

　　Erstens　muB　die　Freiheit　die　absolute　Unbedingtheit　besagen．　Kant　untersucht

die　menschliche　Freiheit　als　die　absolute　Spontaneitat，　die　keine　vorhergehende

Ursache　hat．　Er　betrachtet　diese　Spontaneitat　als　das　reine　praktische　Verm6gen

der　menschlichen　Vernunft．　Daher　wird　die　Freiheit　das　Verm6gen　der　Vemunft

gennant，　den　Willen　des　Menschen　unabhangig　von　allen　Bedingungen　fttr　sich

selbst　zu　bestimmen．

　　Zweitens　ist　die　menschliche　Freiheit　mit　dem　moralischen　Gesetz　notwendig

verbunden．　Dieses　Gesetz　verk6rpert　die　vorhergehende　absolute　Spontaneittit．　Die

Freiheit　offenbart　sich　durchs　moralische　Gesetz．　Also　ist　die　menschliche　Freiheit　’

nichts　anderes　als　das　Verm6gen　der　Vernunft，　den　Willen　durch　das　aus　ihr　selbst

erzeugte　Gesetz　fUr　sich　selbst　zu　bestimmen．

　　Aus　dem　Vorhergehenden　sagt　Kant　nattirlich　folgendes一“Die　Freiheit　in

Beziehung　auf　die　innere　Gesetzgebung　der　Vernunft　ist　eigentlich　allein　ein

Verm6gen　；　die　M6glichkeit，　von　dieser　abzuweichen，　ein　Unverm6gen．”

　　Aber　hier　gibt　es　eins　von　den　schwierigen　Problemen　der　Freiheitslehre　Kants．

Was　ist　der　Ursprung　dieses　Unverm6geRs　？　Woher　stammt　die　MOglichkeit，　von
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