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そ
し
て
人
は
こ
こ
で
（
次
に
）、
私
的
な
体
験
と
言
葉
の
私
的
な

意
味
と
い
う
観
念
の
沼
地
に
入
り
込
む
の
だ
（
１
）
。（M
S1��,p.�51

）

一
． 『
哲
学
探
究
』
私
的
言
語
パ
ー
ト
（

§
§243-315

）
の
謎
と

本
論
の
目
的

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の『
哲
学
探
究
』§

§��3-315
は
同
書（
第

一
部
）
中
で
お
そ
ら
く
最
も
難
解
で
、
同
時
に
最
も
印
象
的
な
部
分
で

あ
る
。「
私
的
言
語
」
や
「
私
的
体
験
と
し
て
の
感
覚
」
と
い
っ
た
彼

独
特
の
概
念
と
そ
れ
ら
に
関
連
し
た
諸
問
題
を
扱
う
こ
の
部
分
は
伝
統

的
に
「
私
的
言
語
論
（private language argum

ent

）」
と
呼
ば
れ

て
き
た
（
２
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
他
人
に
は
原
理
的
に
理
解
不
可
能
な
言
語

と
し
て
の
い
わ
ゆ
る
「
私
的
言
語
」
の
不
可
能
性
を
論
じ
た
本
来
の
「
私

的
言
語
論
」
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
は

§
§��3

、�5�-��9

に
お
い
て

の
み
で
あ
り
、
Ｐ
・
Ｍ
・
Ｓ
・
ハ
ッ
カ
ー
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
（
３
）
、

『
哲
学
探
究
』

§
§��3-315

全
体
を
「
私
的
言
語
論
」
と
呼
ぶ
こ
と
は

決
し
て
適
切
で
は
な
い
。
他
方
で
こ
の
部
分
が
そ
の
前
後
の
テ
キ
ス
ト

と
主
題
的
に
明
確
に
区
別
さ
れ
た
一
体
性
（
４
）
を
持
っ
て
お
り
、
特
定
の
あ

る
主
題
に
つ
い
て
の
濃
密
で
凝
集
し
た
思
考
を
表
現
し
て
い
る
こ
と
に

は
疑
う
余
地
が
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
部
分
の
主
題

と
思
考
の
解
明
を
目
指
す
本
論
に
お
い
て
、
こ
の
部
分
を
以
下
「
私
的

言
語
パ
ー
ト
」
と
呼
ぶ
こ
と
に
し
た
い
。

　

あ
る
難
解
な
哲
学
的
テ
キ
ス
ト
（
す
な
わ
ち
現
行
の
解
釈
の
下
で

は
「
難
解
な
も
の
」
に
止
ま
っ
て
い
る
哲
学
的
テ
キ
ス
ト
）
の
本
来
の

解
釈
（
執
筆
者
自
身
の
意
図
に
即
し
た
解
釈
）
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る

者
に
と
っ
て
、
自
分
の
仕
事
の
条
件
を
明
確
に
規
定
す
る
一
つ
の
方

法
は
、
現
行
の
解
釈
下
で
は
当
該
テ
キ
ス
ト
に
関
し
て
存
在
す
る
誰

の
眼
に
も
明
ら
か
な
謎
を
指
摘
し
、
そ
の
解
消
を
自
分
の
解
釈
作
業

の
目
的
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。『
哲
学
探
究
』
私
的
言
語
パ
ー
ト
に
関

感
覚
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
私
的
言
語
論

―
 

『
哲
学
探
究
』

§
§243-315

の
一
解
釈 ―
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彰　
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し
て
言
え
ば
、
そ
こ
に
は
少
な
く
と
も
二
つ
の
謎
が
存
在
す
る
よ
う
に

思
わ
れ
る
。
第
一
は
す
で
に
触
れ
た
よ
う
に
、
い
わ
ゆ
る
私
的
言
語

論
（

§
§��3,�5�-��9

）
と
私
的
言
語
パ
ー
ト
全
体
の
関
係
で
あ
る
。

分
量
と
し
て
前
者
は
後
者
の
お
よ
そ
四
分
の
一
を
占
め
る
に
過
ぎ
な

い
。
私
的
言
語
と
い
う
ユ
ニ
ー
ク
な
概
念
を
提
示
し
、
そ
し
て
そ
の
不

可
能
性
（
あ
る
い
は
概
念
的
非
整
合
性
）
を
示
す
狭
義
の
私
的
言
語
論

が
そ
れ
自
身
に
お
い
て
興
味
深
い
も
の
で
あ
れ
ば
あ
る
だ
け
、
そ
れ
が

他
の
部
分
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
、
私
的
言
語
パ
ー
ト
全
体
の
思
考
の

展
開
の
中
で
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
か
は
極
め
て
重
要
な

問
題
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
私
的
言
語
パ
ー
ト
全
体
を
「
私
的

言
語
論
」
と
呼
ん
で
き
た
慣
行
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
現
行
の
解
釈
下

で
そ
れ
は
謎
で
あ
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
私
的
言

語
パ
ー
ト
に
関
す
る
体
系
的
で
包
括
的
な
解
釈
（
５
）
の
な
か
で
最
も
影
響
力

の
強
い
二
つ
を
例
に
と
り
、
現
在
支
配
的
な
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

解
釈
に
お
い
て
こ
の
問
題
が
ど
の
よ
う
な
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
か
を

見
て
み
よ
う
。
こ
こ
で
取
り
上
げ
る
二
つ
の
解
釈
と
は
ク
リ
プ
キ
の

も
の
（
６
）
と
ハ
ッ
カ
ー
の
も
の
（
７
）
で
あ
る
。「
私
的
言
語
論
」
に
関
す
る
ク
リ

プ
キ
の
解
釈
と
は
、
私
的
言
語
の
不
可
能
性
は
私
的
言
語
パ
ー
ト
以
前

に
、
よ
り
限
定
し
て
言
え
ば
、

§�0�

と
規
則
に
関
す
る
そ
の
前
後
の

諸
節
（
そ
れ
ら
を
「
規
則
論
」
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
）
に
お
い
て

す
で
に
示
さ
れ
て
い
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
（
８
）
。
ク
リ
プ
キ
の
こ
の
解

釈
に
よ
る
と
狭
義
の
「
私
的
言
語
論
」
は
そ
れ
以
前
に
示
さ
れ
た
よ
り

一
般
的
な
論
点
（
言
語
の
私
的
モ
デ
ル
の
不
可
能
性
）
の
一
具
体
例
に

過
ぎ
ず
、
私
的
言
語
パ
ー
ト
全
体
で
何
か
重
要
な
役
割
を
果
た
す
も
の

で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
私
的
言
語
パ
ー
ト
の
そ
れ
以
外
の
部

分
に
至
っ
て
は
、
こ
の
解
釈
に
よ
っ
て
ほ
と
ん
ど
無
視
さ
れ
て
い
る
と

い
っ
て
よ
い
。
こ
の
よ
う
に
私
的
言
語
パ
ー
ト
に
関
す
る
ク
リ
プ
キ
の

解
釈
の
要
点
は
、
そ
れ
は
先
行
す
る
規
則
論
か
ら
導
か
れ
る
帰
結
に
す

ぎ
な
い
、
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
そ
の
固
有
性
、
内
在
的
諸
問
題
は
完

全
に
無
視
さ
れ
て
い
る
（
９
）
。
我
々
が
第
一
の
謎
と
呼
ぶ
も
の
は
、
ク
リ
プ

キ
の
解
釈
に
お
い
て
は
そ
の
存
在
す
ら
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
ハ
ッ
カ
ー
は
私
的
言
語
パ
ー
ト
の
固
有
性
を
充
分
に
認
識

し
、
そ
こ
に
複
数
の
議
論
を
認
め
て
い
る
。
そ
の
上
で
彼
は
、
そ
れ
ら

は
す
べ
て
「
多
か
れ
少
な
か
れ
、
論
理
的
に
話
者
以
外
に
は
誰
に
も
理

解
で
き
な
い
言
語
と
い
う
一
見
す
る
と
奇
妙
な
観
念）

10
（

」
と
結
び
つ
い
て

お
り
、
全
体
と
し
て
「
人
間
の
本
性
、
心
、
行
動
と
心
的
な
も
の
の
関

係
、
自
己
知
と
他
人
の
経
験
に
関
す
る
知
識
、
言
語
と
そ
の
基
礎
、
に

か
ん
す
る
デ
カ
ル
ト
以
来
哲
学
を
支
配
し
て
き
た
あ
る
包
括
的
な
像
の

不
整
合
性
を
暴
く）

11
（

」
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
ハ
ッ
カ
ー
は
狭
義
の
「
私
的
言
語
論
」
を
私
的
言
語
に
関
連
し
た

複
数
の
議
論
の
一
つ
を
見
な
し
、
そ
れ
ら
全
体
で
上
記
の
よ
う
な
目
的

を
果
た
し
て
い
る
と
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
彼
の
解
釈

に
お
い
て
問
題
と
な
る
の
は
、
そ
れ
ら
の
議
論
の
中
で
狭
義
の
「
私
的

言
語
論
」
が
ど
の
よ
う
な
固
有
の
役
割
を
果
た
し
、
他
の
議
論
と
ど
の
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よ
う
に
結
び
つ
い
て
い
る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら

こ
の
点
に
関
し
て
ハ
ッ
カ
ー
は
特
に
見
解
を
持
っ
て
い
な
い
よ
う
に
思

わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
ハ
ッ
カ
ー
は
狭
義
の
私
的
言
語
論
と
私
的
言
語

パ
ー
ト
に
含
ま
れ
る
諸
議
論
は
、
全
体
と
し
て「
私
的
言
語
の
可
能
性
」

と
い
う
問
題
に
関
連
し
て
い
る
と
は
言
う
も
の
の
、
そ
れ
ら
の
相
互
連

関
に
つ
い
て
は
何
も
特
別
な
こ
と
を
述
べ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る）

1�
（

。

ハ
ッ
カ
ー
の
解
釈
は
こ
の
問
題
を
認
識
す
る
も
の
で
は
あ
る
が
、
そ
れ

を
解
決
す
る
の
で
は
な
く
、
た
だ
放
置
し
て
い
る
の
だ
と
言
わ
ざ
る
を

得
な
い
。

　

我
々
が
言
う
第
二
の
謎
と
は
、
い
わ
ゆ
る
「
箱
の
中
の
カ
ブ
ト
虫
」

の
喩
え
の
真
の
意
味
と
役
割
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は

『
探
求
』

§�93

で
こ
の
有
名
な
（
し
か
し
謎
に
包
ま
れ
た
）
喩
え
を

用
い
て
い
る
。
そ
こ
で
は
「
痛
み
」
や
「
色
」
と
い
っ
た
感
覚
語
を
用

い
て
相
互
に
言
葉
の
や
り
取
り
を
し
て
い
る
我
々
人
間
が
「
箱
」
に
喩

え
ら
れ
る
。
そ
し
て
そ
う
し
た
感
覚
語
が
意
味
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち

各
人
が
感
じ
る
痛
み
や
色
が
「
箱
の
中
の
カ
ブ
ト
虫
」
に
喩
え
ら
れ
る
。

こ
の
喩
え
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
我
々
各
人
は
自
分
の
箱
の
中
身
は
見
る
こ

と
が
で
き
る
が
、
他
人
の
箱
の
中
身
は
決
し
て
、
原
理
的
に
決
し
て
見

る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
喩
え
を
示
し

た
後
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、「
こ
の
場
合
、
各
人
が
自
分
の

箱
の
中
に
違
っ
た
も
の
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
十
分
可
能
で
あ

ろ
う
。・
・
・
箱
の
中
は
空
っ
ぽ
で
す
ら
あ
り
え
た
」（

§�93

）
と
述

べ
る
の
で
あ
る
。『
哲
学
探
究
』
私
的
言
語
パ
ー
ト
を
読
む
者
に
と
っ

て
最
大
の
問
題
の
一
つ
は
、
こ
の
喩
え
と
そ
れ
に
関
す
る
こ
う
し
た
言

葉
に
よ
っ
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
一
体
何
を
言
お
う
と
し
て
い

た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
が
私
的
言
語
パ
ー
ト
全
体
の
思
考
と
ど
う
関
わ

る
の
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
特
に
こ
の
喩
え
に
お
い
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
我
々
の
内
面
は
言
葉
の
や
り
取
り
に
と
っ
て
無
意
味

あ
る
い
は
無
関
係
で
あ
る
か
の
よ
う
に
響
く
行
動
主
義
的
言
い
回
し
を

敢
え
て
し
て
い
る
の
は
な
ぜ
か
、
そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
何
を
伝
え
よ
う

と
し
た
の
か
、
そ
し
て
そ
れ
は
私
的
言
語
パ
ー
ト
全
体
の
議
論
と
ど
う

関
連
す
る
の
か
、
が
最
大
の
問
題
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う）

13
（

。
こ
の
問
題
に

つ
い
て
の
解
釈
的
状
況
も
第
一
の
問
題
と
同
様
で
あ
り
、
現
行
の
解
釈

下
で
問
題
は
無
視
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
放
置
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
ざ

る
を
得
な
い）

1�
（

。

　

本
論
の
目
的
は
、
私
的
言
語
パ
ー
ト
に
対
し
て
包
括
的
な
解
釈
を
与

え
、
上
記
の
二
つ
の
謎
を
解
く
こ
と
で
あ
る
。
言
い
方
を
変
え
る
な

ら
、
狭
義
の
「
私
的
言
語
論
」
が
私
的
言
語
パ
ー
ト
の
中
で
果
た
す
役

割
を
明
ら
か
に
し
、
同
時
に
「
箱
の
中
の
カ
ブ
ト
虫
」
の
喩
え
の
真
意

と
そ
の
全
体
で
の
役
割
を
明
ら
か
に
す
る
よ
う
な
私
的
言
語
パ
ー
ト
の

包
括
的
な
解
釈
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
。
本
論
が
提
示
し
よ
う
と
す
る

解
釈
の
中
心
に
は
、『
哲
学
探
究
』

§30�

で
明
示
的
に
名
指
さ
れ
て

い
る
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス）

15
（

」
が
位
置
す
る
こ
と
と
な
る
。
本
論
で
は
そ
れ

を
「
感
覚
お
よ
び
感
覚
語
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」（
略
し
て
「
感
覚
の
パ



��

ラ
ド
ッ
ク
ス
」）
と
呼
び
た
い
。『
哲
学
探
究
』
私
的
言
語
パ
ー
ト
で

の
「
箱
の
中
の
カ
ブ
ト
虫
」
の
喩
え
の
役
割
と
は
、
他
な
ら
ぬ
こ
の
感

覚
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
構
成
す
る
の
に
必
要
な
概
念
的
背
景
を
、
誰
に

で
も
わ
か
り
や
す
い
形
で
、
す
な
わ
ち
像
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
で
あ

る
、
と
い
う
の
が
第
二
の
謎
に
対
す
る
我
々
の
答
え
で
あ
る
。

　

私
的
言
語
パ
ー
ト
に
提
示
さ
れ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
、
感
覚

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
へ
と
集
約
さ
れ
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
を
示
す
こ
と
を

通
じ
て
我
々
は
、
私
的
言
語
パ
ー
ト
に
お
け
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
哲
学
的
意
図
が
、
単
に
「
私
的
言
語
」
が
不
可
能
で
あ
る
こ
と
を

論
証
と
し
て
示
す
こ
と
に
あ
っ
た
の
で
は
な
く
、
そ
う
し
た
論
証
が
与

え
ら
れ
た
後
も
な
お
、
感
覚
は
私
的
で
、
感
覚
語
は
私
的
言
語
で
は
な

い
か
、
と
我
々
に
思
わ
せ
る
何
か
か
ら
我
々
を
解
放
し
、
我
々
を
治
癒

す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
を
示
し
た
い
の
で
あ
る
。
私
的
言
語

パ
ー
ト
に
対
し
て
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
与
え
る
こ
と
こ
そ
、
そ
こ
に
お

い
て
登
場
す
る
「
治
療
と
し
て
の
哲
学
」
と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
独
特
の
（
そ
し
て
我
々
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
だ
と
思
わ
れ
る
）

概
念）

1�
（

に
そ
の
本
来
の
意
味
を
付
与
す
る
こ
と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ

の
意
味
で
以
下
に
示
さ
れ
る
本
論
の
解
釈
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
に
と
っ
て
哲
学
と
い
う
営
み
が
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
っ
て
い
た
の

か
を
具
体
的
に
示
す
も
の
で
も
あ
る
と
我
々
は
考
え
る
。

　

以
下
に
お
い
て
先
ず
我
々
の
解
釈
の
概
要
と
感
覚
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

が
果
た
し
て
い
る
役
割
を
示
し
、
続
い
て
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
構
築
と
意

味
を
詳
細
に
論
じ
、
感
覚
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
そ
の
本
性
の
認
識
に

よ
っ
て
我
々
が
何
か
ら
解
放
さ
れ
、
ど
こ
へ
と
導
か
れ
る
の
か
を
明
ら

か
に
し
た
い
。

二
．
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
哲
学

　
　

二
．
一
． 

哲
学
に
お
け
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
役
割
と
『
哲
学
探

究
』
に
お
け
る
そ
の
例

　

有
名
な
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
示
す
よ
う
に
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

と
は
哲
学
に
お
け
る
あ
る
特
別
な
、
そ
し
て
強
力
な
方
法
で
あ
る
。
そ

れ
は
固
有
の
仕
組
み
と
働
き
を
持
っ
て
い
る
。『
哲
学
探
究
』
の
私
的

言
語
パ
ー
ト
を
、
感
覚
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
中
心
に
組
み
立
て
ら
れ
て

い
る
も
の
と
見
る
と
は
、
そ
こ
に
現
れ
る
様
々
な
議
論
を
、
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
と
い
う
仕
組
み
と
働
き
の
中
へ
と
統
合
さ
れ
て
い
る
も
の
と
見
る

と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
の
解
釈
が
十
分
に
理
解

さ
れ
る
た
め
に
は
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
仕
組
み
と
働
き
を
先
ず
簡
単
に

説
明
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
そ
の
た
め
の
予
備
作
業
を
か
ね
て
、

私
的
言
語
パ
ー
ト
を
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
中
心
に
解
釈
し
よ
う
と
い
う
試

み
が
全
く
無
謀
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
、『
哲
学
探
究
』
に
お
け
る

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
哲
学
的
使
用
の
先
例
を
取
り
上
げ
て
示
し
た
い
。
そ

の
先
例
と
は
『
哲
学
探
究
』
規
則
論
（

§
§19�-���

）
に
お
け
る
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
の
使
用
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
規
則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
が
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果
た
し
て
い
る
独
特
の
役
割
を
考
察
す
る
こ
と
に
よ
り
、
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
と
い
う
も
の
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
考
に
対
し
て
持
っ
て

い
る
独
特
の
意
味
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。

　
『
哲
学
探
究
』
規
則
論
（

§
§19�-���

）
の
眼
目
が
、「
解
釈
で
は

な
い
よ
う
な
、
そ
し
て
現
実
の
使
用
例
に
お
い
て
我
々
が
「
規
則
に
従

う
」
と
か
「
規
則
に
反
す
る
」
と
呼
ぶ
も
の
の
う
ち
に
示
さ
れ
て
い
る

よ
う
な
規
則
の
捉
え
方
が
存
在
す
る
」（

§�01

）
こ
と
と
、
そ
う
し

た
「
規
則
の
捉
え
方
」
を
示
す
こ
と
に
あ
る
、
と
い
う
こ
と
は
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
真
剣
な
読
者
に
今
日
か
な
り
広
範
に
共
有
さ
れ
て

い
る
理
解
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
こ
う
し
た
解
釈
を

発
掘
し
我
々
に
提
示
し
た
の
が
前
述
の
ク
リ
プ
キ
の
研
究
で
あ
る
。『
探

求
』
規
則
論
に
つ
い
て
の
ク
リ
プ
キ
の
解
釈
の
核
心
は
、
規
則
論
全
体

を
「
規
則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を
中
心
に
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
も
の

と
見
る
こ
と
に
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
『
探
求
』
規
則
論
に
お
い
て
い

わ
ゆ
る
規
則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
決
し
て
誰
の
目
に
も
明
ら
か
な
形
で

提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
こ
ろ
か
、
そ
こ
に
お
け
る
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
へ
の
明
示
的
な
言
及
は
、「
我
々
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
次

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。」（

§�01

）
と
い
う
一
文
の
み
な
の
で
あ

る
。
そ
こ
で
言
及
さ
れ
て
い
る
の
が

§1�5

で
示
さ
れ
た
不
気
味
な
生

徒
の
登
場
す
る
「
規
則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
見

抜
く
の
は
決
し
て
容
易
で
は
な
い
。
こ
の
一
文
の
背
後
に
規
則
の
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
の
存
在
を
見
出
だ
し
た
上
で
、「
規
則
論
」
で
展
開
さ
れ
た

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
考
が
そ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
対
す
る
応

答
・
解
決
と
し
て
読
ま
れ
た
と
き
に
始
め
て
本
来
の
姿
を
現
す
の
だ
と

い
う
こ
と
を
見
抜
く
こ
と
、
そ
れ
は
ク
リ
プ
キ
の
洞
察
力
に
よ
っ
て
始

め
て
成
し
遂
げ
ら
れ
た
と
言
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
ク
リ
プ

キ
に
よ
っ
て
見
い
だ
さ
れ
た
こ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
考
の

動
き
を
今
一
度
俯
瞰
す
る
な
ら
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
そ
こ
で
果
た
し
て

い
る
役
割
が
他
の
方
法
に
よ
っ
て
は
な
し
え
な
い
独
自
の
も
の
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
精
神

は
、
規
則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
い
う
深
刻
な
挑
戦
を
前
に
し
て
、
そ
こ

か
ら
の
脱
出
口
を
見
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
自
己
が
抱
き
続
け
て

い
た
規
則
に
関
す
る
誤
っ
た
観
念
・
前
提
を
破
棄
す
る
こ
と
が
で
き
た

の
で
あ
る
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
は
そ
う
し
た
強
力
な
力
を
持
つ
も
の
で

あ
り
、『
哲
学
探
究
』
規
則
論
で
示
さ
れ
て
い
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
の
思
考
の
驚
く
べ
き
深
み
と
は
、
そ
う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
力

に
よ
っ
て
脅
か
さ
れ
続
け
た
者
が
、
つ
い
に
そ
れ
か
ら
の
脱
出
口
を
見

出
し
た
と
き
に
放
た
れ
る
思
考
の
深
み
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
我
々

が
彼
の
テ
キ
ス
ト
に
お
い
て
、
同
様
の
驚
く
べ
き
思
考
の
深
さ
に
触
れ

た
場
合
、
そ
れ
が
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
強
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
の
解
決
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
か
と
考
え

る
十
分
な
理
由
が
あ
る
の
で
あ
る
。
加
え
て
規
則
論
の
例
が
示
し
て
い

る
の
は
、
こ
う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
テ
キ

ス
ト
に
お
い
て
、
ご
く
目
立
た
な
い
所
に
、
目
立
た
な
い
仕
方
で
置



��

か
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
上
の
こ
と
は
、

§30�

に
お
け

る
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
へ
の
さ
さ
や
か
な
言
及
が
、
そ
れ
を
私
的
言
語

パ
ー
ト
全
体
の
核
心
で
あ
る
と
考
え
る
一
定
の
理
由
を
我
々
に
与
え
る

こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　

続
い
て
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
哲
学
的
役
割
と
仕
組
み
を
「
規
則
の
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を
例
に
と
っ
て
示
し
た
い
。

二
．
二
．
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
働
き
と
仕
組
み

　

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
は
、
通
常
我
々
が
何
の
問
題
も
な
い
と
見
な
し
て

い
る
前
提
か
ら
出
発
し
な
が
ら
、
我
々
に
と
っ
て
不
可
解
で
受
け
入
れ

難
い
帰
結
を
導
く
思
考
の
運
動
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
「
背
理

法
」
と
呼
ば
れ
る
論
証
方
法
と
、
そ
の
根
幹
に
お
い
て
類
似
し
た
思
考

法
で
あ
る
。
し
か
し
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
背
理
法
の
間
に
は
、
大
き
な
違

い
が
一
つ
存
在
す
る
。
そ
れ
は
議
論
の
出
発
点
と
な
る
前
提
が
ど
の
程

度
明
示
さ
れ
て
い
る
か
に
関
す
る
違
い
で
あ
る
。
背
理
法
は
論
理
学
に

お
い
て
妥
当
と
認
め
ら
れ
て
い
る
論
証
形
式
で
あ
り
、
背
理
法
に
よ
る

証
明
は
そ
の
形
式
を
守
っ
て
い
る
こ
と
に
自
ら
の
正
当
性
の
根
拠
を
持

つ
。
そ
し
て
そ
う
し
た
形
式
の
最
も
重
要
な
ポ
イ
ン
ト
が
、
背
理
法
に

よ
っ
て
反
証
さ
れ
る
べ
き
前
提
が
議
論
に
先
立
っ
て
明
示
的
に
命
題
と

し
て
示
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
て
示
さ
れ
た
前
提
か
ら

矛
盾
、
あ
る
い
は
誰
も
が
受
け
入
れ
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
結
果
が

導
か
れ
た
時
、
論
証
者
は
そ
れ
ら
の
前
提
の
誤
り
を
証
明
し
た
こ
と
に

な
る
。
そ
れ
ゆ
え
背
理
法
に
よ
っ
て
矛
盾
や
常
識
に
反
す
る
結
果
が
導

か
れ
た
時
、
論
証
者
は
常
に
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
が
何
の
誤
り
を
証
明

し
た
の
か
を
承
知
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
背
理
法
に
よ
る
論
証
が
成

功
し
た
と
き
、
論
証
者
が
そ
の
結
果
に
戸
惑
っ
た
り
、
ま
し
て
や
悩
ん

だ
り
す
る
こ
と
は
お
よ
そ
考
え
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
点
で
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
は
大
き
く
異
な
っ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
形

式
化
さ
れ
た
論
証
法
で
は
な
く
、
そ
の
出
発
点
は
厳
密
に
命
題
化
さ
れ

た
前
提
で
は
な
く
、
あ
る
事
柄
や
話
題
（
例
え
ば
「
規
則
」
や
「
運
動
」

や
「
感
覚
」
と
い
っ
た
）
に
関
し
て
我
々
が
漠
然
と
共
有
し
て
い
る
観

念
で
あ
り
、
そ
れ
ら
を
特
定
す
る
こ
と
な
く
議
論
が
進
め
ら
れ
る
。
そ

れ
ゆ
え
受
け
入
れ
難
い
結
果
が
導
か
れ
た
時
、
論
証
者
を
含
め
て
す
べ

て
の
人
間
が
、
あ
る
事
柄
に
関
し
て
我
々
が
漠
然
と
前
提
し
て
い
る
諸

観
念
の
ど
の
部
分
に
誤
り
が
あ
る
の
か
即
座
に
は
認
識
で
き
な
い
の

で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
は
、
当
た
り
前
の
こ
と
か
ら

受
け
入
れ
が
た
い
こ
と
が
導
か
れ
る
、
し
か
し
、
当
た
り
前
の
こ
と
の

ど
こ
に
問
題
が
あ
る
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
不
気
味
さ
が
伴
う
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
論
証
者
自
身
を
不
安
に
さ
せ
た
り
、
悩
ま
せ
た
り
す
る

力
を
持
っ
て
い
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
規
則
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
」
は
こ
う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
力
を
如
実
に
示
し
て
い
る
。
こ

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
登
場
す
る
『
探
求
』

§1�5

が
執
筆
さ
れ
た
の
は

一
九
三
七
年
で
あ
る
が
、
そ
の
原
型
は
す
で
に
一
九
三
五
年
の
『
茶
色

本
』
に
登
場
し
て
い
る
。
他
方
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
解
決
が
始
め
て
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示
さ
れ
た
「
規
則
論
」（

§
§19�-���

）
の
草
稿
が
執
筆
さ
れ
た
の
は

一
九
四
四
年
の
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
規
則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
少
な

く
と
も
九
年
間
に
わ
た
っ
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
知
的
に
苦
し

め
、
悩
ま
せ
続
け
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る）

17
（

。
こ
の
よ
う
に
哲
学
に

お
け
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
第
一
の
働
き
は
、
あ
る
主
題
や
事
柄
に
つ
い

て
我
々
が
日
常
、
そ
れ
と
意
識
す
る
こ
と
な
く
漠
然
と
抱
い
て
い
る
諸

観
念
の
ど
こ
か
に
（
だ
が
、
ど
こ
と
は
特
定
せ
ず
）
重
大
な
問
題
、
あ

る
い
は
誤
り
が
潜
ん
で
い
る
こ
と
を
我
々
に
告
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
よ
っ
て
そ
の
誤
り
を
指
摘
さ
れ
る
も
の
は
、
言

語
化
さ
れ
た
表
現
の
集
ま
り
で
は
な
く
、
そ
れ
ゆ
え
言
語
的
に
そ
の
全

体
を
表
現
で
き
る
も
の
で
も
な
い
。
そ
れ
は
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
我
々

が
漠
然
と
抱
く
「
観
念
」
で
あ
り
「
像
」
で
あ
り
「
・
・
・
観
」
と
言

う
場
合
の
「
観
」
に
相
当
す
る
も
の
で
あ
る
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
我
々

が
抱
く
「
像
」
や
「
観
」
が
間
違
っ
て
い
る
こ
と
は
告
げ
る
が
、
そ
の

ど
こ
が
間
違
っ
て
い
る
か
は
告
げ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
そ
れ
は
形
式
化
さ

れ
た
論
証
に
は
な
い
、
底
知
れ
ぬ
不
気
味
な
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

　

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
こ
う
し
た
特
徴
は
、
そ
の
解
決
が
と
る
べ
き
形
も

自
ず
か
ら
規
定
す
る
。
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
よ
っ
て
誤
り
が
指
摘
さ
れ
る

の
は
命
題
の
集
合
で
は
な
く
、
一
つ
の
像
、
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
我
々

が
抱
く
一
つ
の
絵
と
し
て
の
観
念
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
、
誤
り

が
そ
こ
に
あ
る
特
定
の
命
題
を
改
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
全
体
か
ら
誤
り

を
取
り
除
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
像
や
絵
の
一
部
を
修
正
し
て
全
体
か

ら
誤
り
を
取
り
除
け
る
と
は
限
ら
な
い
の
で
あ
り
、
多
く
の
場
合
、
像

全
体
の
う
ち
に
誤
り
が
宿
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
う
で
あ
れ
ば
必
要

と
さ
れ
る
解
決
は
、
像
を
部
分
的
に
修
正
す
る
こ
と
で
は
な
く
、
元
の

像
と
根
本
的
に
異
な
る
別
の
像
で
古
い
像
を
置
き
換
え
る
こ
と
と
な

る
。「
規
則
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
の
解
決
に
お
い
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
が
行
っ
た
の
は
、
ま
さ
に
こ
の
こ
と
に
他
な
ら
な
い
と
思
わ
れ

る
。
す
な
わ
ち
そ
こ
で
成
さ
れ
た
の
は
、
既
成
の
規
則
の
定
義
の
一
部

を
改
定
し
た
り
、
既
成
の
規
則
理
論
の
一
部
を
修
正
す
る
こ
と
で
は
な

く
、
我
々
が
持
っ
て
い
た
古
い
規
則
像
（「
規
則
の
適
用
と
は
、
普
遍

的
規
則
表
現
を
個
別
例
に
当
て
は
め
る
こ
と
で
あ
り
、
一
種
の
解
釈
で

あ
る
」）
を
新
し
い
規
則
像
（「
規
則
に
従
う
と
は
一
つ
の
実
践
で
あ

る
」）
で
置
き
換
え
る
こ
と
で
あ
り
、
両
者
の
間
に
は
否
定
、
反
対
、

両
立
、
等
の
厳
密
な
論
理
的
関
係
は
成
立
し
な
い
の
で
あ
る
（
ゴ
ッ
ホ

の
絵
と
ピ
カ
ソ
の
絵
の
間
に
そ
う
し
た
関
係
が
成
立
し
な
い
よ
う
に
）。

　

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
本
性
と
は
こ
う
し
た
も
の
だ
か
ら
、
我
々
が
『
哲

学
探
究
』
私
的
言
語
パ
ー
ト
を
、「
感
覚
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を
中
心

に
し
て
組
み
立
て
ら
れ
た
思
考
の
運
動
と
解
釈
す
る
と
は
、
次
の
こ
と

を
意
味
す
る
。
第
一
に
、
そ
こ
に
お
い
て
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
が
感

覚
と
感
覚
語
に
関
し
て
我
々
が
普
段
持
っ
て
い
る
、
あ
る
い
は
持
ち
が

ち
な
像
（
感
覚
像
と
感
覚
語
像
）
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
第
二

に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
そ
う
し
た
像
の
論
理
的
非
整
合
性
を
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個
別
に
示
そ
う
と
し
、
い
わ
ゆ
る
私
的
言
語
論
は
そ
う
し
た
試
み
の
代

表
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
第
三
に
、
こ
れ
ら
の
像
が
、
ま
さ
に
像
で
あ

る
が
ゆ
え
に
、
そ
う
し
た
直
接
的
な
反
証
に
よ
っ
て
は
、
我
々
が
そ
う

し
た
像
を
抱
き
続
け
る
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
何
の
変
化
も
な
く
、
そ

れ
ゆ
え
感
覚
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
が
そ
う
し
た
論
証
に
も
か
か
わ
ら
ず
悩
ま
さ
続
け
た
で
あ
ろ
う

と
い
う
こ
と
。
そ
し
て
最
後
に
、
そ
う
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
そ
の
源

で
あ
る
像
か
ら
の
解
放
が
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
根
源
的
な
解
決
を
通
じ

て
、
す
な
わ
ち
我
々
が
必
要
と
す
る
新
し
い
像
を
、
そ
れ
が
我
々
に
適

合
し
た
像
で
あ
る
と
い
う
根
拠
と
共
に
示
す
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
、
で
あ
る
。

三
． 

私
的
言
語
パ
ー
ト
の
思
考
の
動
的
構
造
と
感
覚
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス

三
．
一
．
私
的
言
語
パ
ー
ト
の
サ
ブ
パ
ー
ト
へ
の
分
割

　

こ
う
し
た
見
通
し
に
基
づ
い
た
私
的
言
語
パ
ー
ト
の
大
ま
か
な
解
釈

を
、
以
下
に
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。
先
ず
は
そ
う
し
た
叙
述
を
簡
便
に

す
る
た
め
に
、
私
的
言
語
パ
ー
ト
を
、
そ
の
内
容
と
構
造
に
即
し
て
さ

ら
に
五
つ
の
サ
ブ
パ
ー
ト
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
主
題
的
内
容
を
示
し

た
い
。
五
つ
の
サ
ブ
パ
ー
ト
と
そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

『
哲
学
探
究
』
私
的
言
語
パ
ー
ト
の
サ
ブ
パ
ー
ト

サ
ブ
パ
ー
ト　

節
番
号 

内
容

　
　

Ⅰ　
　
　

��3-�55 
 

私
的
体
験
像
と
私
的
言
語
像
の
提
示
、
感

覚
私
秘
文
の
分
析

　
　

Ⅱ　
　
　

�5�-��9 
 

私
的
言
語
概
念
に
つ
い
て
、
そ
の
概
念
的

非
整
合
性
の
暴
露

　
　

Ⅲ　
　
　

�70-��0 
 

私
的
体
験
概
念
に
つ
い
て
、
そ
れ
に
つ
い

て
何
も
語
れ
な
い
こ
と

　
　

Ⅳ　
　
　

��1-�9� 
 

我
々
の
現
実
の
感
覚
概
念
と
感
覚
語
の
使

用
に
つ
い
て

　
　

Ⅴ　
　
　

�93-315 
 

感
覚
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
誤
っ
た
文
法
像

と
の
闘
い
と
し
て
の
哲
学 

三
．
二
．
感
覚
に
関
す
る
二
つ
の
像
の
提
示
（
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅰ
）

　

上
で
述
べ
た
よ
う
に
、『
哲
学
探
究
』
の
私
的
言
語
パ
ー
ト
全
体
が

パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
核
と
し
て
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
と
解
釈
す
る
と

は
、
こ
の
パ
ー
ト
全
体
に
お
い
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
考

が
、
あ
る
事
柄
に
つ
い
て
我
々
が
日
常
抱
い
て
い
る
、
あ
る
い
は
抱
き

が
ち
な
何
気
な
い
漠
然
と
し
た
観
念
と
闘
い
、
そ
こ
か
ら
の
脱
出
口
と

し
て
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
解
決
を
見
い
だ
し
、
そ
れ
が
こ
の
パ
ー
ト
で
究

極
的
に
提
示
さ
れ
て
い
る
も
の
だ
、
と
考
え
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
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こ
う
し
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
考
の
運
動
が
い
か
な
る
も
の

か
を
、
五
つ
の
サ
ブ
パ
ー
ト
に
沿
っ
て
見
て
ゆ
き
た
い
。
先
ず
は
サ
ブ

パ
ー
ト
Ⅰ
の
要
点
か
ら
示
す
こ
と
に
し
よ
う
。

　

私
的
言
語
パ
ー
ト
に
お
い
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
考
が
闘

お
う
と
し
て
い
る
観
念
と
は
痛
み
や
色
と
い
っ
た
感
覚
と
そ
れ
を
表

現
す
る
言
葉
と
し
て
の
感
覚
語
（「
痛
み
」、「
痛
い
」、「
赤
」、「
青
」

等
）
に
関
し
て
我
々
が
漠
然
と
抱
き
が
ち
な
観
念
で
あ
る
。
そ
れ
は
感

覚
や
感
覚
語
に
関
す
る
特
定
の
理
論
や
定
義
と
い
う
よ
り
は
、
漠
然
と

し
た
、
し
か
し
強
固
な
観
念
で
あ
り
、
像
と
呼
ぶ
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の

で
あ
る
。
私
的
言
語
パ
ー
ト
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
考
が
格

闘
し
て
い
る
相
手
と
は
、
感
覚
と
感
覚
語
に
つ
い
て
我
々
が
抱
き
が
ち

な
、
言
葉
に
よ
っ
て
厳
密
に
規
定
は
で
き
な
い
が
に
も
か
か
わ
ら
ず
確

固
と
し
た
像
、
す
な
わ
ち
感
覚
像
、
感
覚
語
像
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
像
が
い
か
な
る
も
の
な
の
か
、
そ
の
最
も
わ
か
り
や
す
い
「
規
定）

1�
（

」

が
、
本
論
の
エ
ピ
グ
ラ
フ
と
し
て
用
い
た
、「
そ
し
て
人
は
こ
こ
で
（
次

に
）、
私
的
な
体
験
と
言
葉
の
私
的
な
意
味
と
い
う
観
念
の
沼
地
に
入

り
込
む
の
だ）

19
（

」
と
い
う
文
章
の
中
に
見
い
だ
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
感
覚

を
「
私
的
な
体
験
」
と
み
な
す
感
覚
像
と
、
感
覚
語
の
持
つ
意
味
を

「
私
的
な
意
味
」
と
み
な
す
感
覚
語
像
こ
そ
が
、
私
的
言
語
パ
ー
ト
に

お
い
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
格
闘
し
て
い
る
二
つ
の
像
な
の
で

あ
る
。

　

今
こ
れ
ら
を
私
的
体
験
像
、
私
的
言
語
像
、
と
呼
ぶ
こ
と
と
し
よ

う
。
す
な
わ
ち
私
的
体
験
像
と
は
、
我
々
の
感
覚
を
私
的
体
験
と
見
な

す
感
覚
像
で
あ
り
、
私
的
言
語
像
と
は
、
我
々
の
感
覚
語
を
私
的
意
味

を
持
つ
言
語
と
し
て
の
私
的
言
語
と
見
な
す
感
覚
語
像
で
あ
る
。
こ
れ

ら
二
つ
の
像
は
互
い
に
相
補
的
に
結
び
つ
い
て
お
り
、
他
方
を
前
提
と

し
て
始
め
て
そ
の
内
容
を
規
定
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
痛
み

や
色
彩
感
覚
の
よ
う
な
我
々
の
感
覚
を
私
的
体
験
と
見
な
す
と
は
、

「
痛
み
」
や
「
赤
」
と
い
っ
た
言
葉
が
意
味
す
る
も
の
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
人
間
に
と
っ
て
私
的
で
あ
り
、
他
人
に
は
伝
達
で
き
な
い
何
か
で
あ

り
、
そ
の
意
味
で
そ
れ
ら
の
言
葉
は
私
的
意
味
を
持
つ
私
的
言
語
で
あ

る
と
見
な
す
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
他
方
で
、「
痛
み
」
や
「
赤
」
と
い
っ

た
言
葉
が
（
そ
れ
ぞ
れ
の
人
間
に
と
っ
て
）
私
的
な
意
味
を
持
つ
私
的

言
語
で
あ
る
と
み
な
す
と
は
、
そ
れ
ら
の
言
葉
が
指
し
示
す
痛
み
や
色

彩
感
覚
と
い
っ
た
感
覚
が
、
他
人
と
は
共
有
で
き
ず
、
他
人
に
は
知
る

こ
と
の
で
き
な
い
私
的
体
験
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
。『
哲
学
探
究
』

私
的
言
語
パ
ー
ト
は
、
そ
の
冒
頭
の

§��3

に
お
い
て
次
の
よ
う
に
、

こ
れ
ら
二
つ
の
像
を
相
補
的
に
規
定
し
な
が
ら
、
何
気
な
く
提
示
す
る

こ
と
か
ら
始
ま
る
。
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅰ
の
ポ
イ
ン
ト
は
、
そ
れ
ら
の
像
の

提
示
と
分
析
で
あ
る
。

　
　

 　

だ
が
次
の
よ
う
な
言
語
も
想
像
で
き
る
だ
ろ
う
か
？
す
な
わ

ち
、
人
が
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
内
的
な
体
験
―
自
分
の
感
覚
や

気
分
、
等
―
を
、
自
分
自
身
の
た
め
に
記
録
し
た
り
表
現
し
た
り
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す
る
言
語
を
。
―
そ
ん
な
こ
と
、
我
々
の
日
常
の
言
語
で
で
き
る

の
で
は
な
い
か
？
―
い
や
、
私
が
言
い
た
い
の
は
そ
う
い
う
こ
と

で
は
な
い
の
だ
。
こ
の
言
語
の
言
葉
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
話
者
だ

け
が
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
を
指
示
す
る
の
だ
。
つ
ま
り
話
者

の
直
接
的
で
私
的
な
感
覚
を
名
指
す
の
だ
。
だ
か
ら
他
人
に
は
こ

の
言
語
は
理
解
で
き
な
い
の
だ
。（

§��3

）

こ
こ
に
は
方
向
の
違
う
二
つ
の
思
考
が
、
そ
の
対
立
を
目
立
た
せ
ぬ
よ

う
な
形
で
ゆ
る
や
か
に
重
ね
あ
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
そ
こ
に
は

微
妙
な
違
和
感
が
感
じ
ら
れ
る
も
の
の
、
表
面
だ
っ
た
矛
盾
や
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
は
登
場
し
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
そ
れ
ら
の
思
考
を
そ
れ
ぞ

れ
の
方
向
へ
と
忠
実
に
た
ど
っ
て
ゆ
く
な
ら
、
そ
こ
に
は
明
白
な
矛
盾

が
現
れ
る
。
そ
れ
ゆ
え
あ
る
意
味
で
感
覚
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
、
そ
れ

が
内
包
す
る
あ
ら
ゆ
る
問
題
は
す
で
に
こ
こ
に
お
い
て
提
示
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
最
も
目
立
た
な
い
形
で
。
そ
れ
ら
二
つ
の
思
考

を
確
認
し
よ
う
。
第
一
に
、
こ
こ
で
提
示
さ
れ
て
い
る
二
つ
の
像
は
、

あ
る
意
味
で
当
た
り
前
の
、
我
々
が
日
々
抱
い
て
い
る
も
の
で
あ
る
か

の
よ
う
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
痛
み
」
な
ど
の
感
覚
語
が

自
分
自
身
に
用
い
ら
れ
る
場
合
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
「
自

分
自
身
の
内
的
な
体
験
」
を
意
味
し
て
い
る
こ
と
は
あ
ま
り
に
も
自
明

で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
自
分
が
感
じ
る
痛
み
と
は
、
自
分
が

一
人
で
感
じ
る
も
の
で
あ
っ
て
他
人
と
一
緒
に
感
じ
る
も
の
で
は
な

く
、
そ
れ
こ
そ
が
自
分
の
内
的
な
体
験
だ
と
我
々
は
言
い
た
く
な
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
「
痛
み
」
に
代
表
さ
れ
る
感
覚
語
は
、
自
分
自

身
に
対
し
て
使
用
さ
れ
た
場
合
（
＝
一
人
称
で
使
用
さ
れ
た
場
合
）、

自
分
の
「
直
接
的
で
私
的
な
感
覚
」
を
名
指
す
言
葉
で
あ
り
、
そ
う
し

た
意
味
に
お
い
て
私
的
言
語
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
こ
う
し

て
提
示
さ
れ
る
の
が
私
的
言
語
と
し
て
の
感
覚
語
像
で
あ
り
、
そ
う
し

た
語
が
名
指
す
対
象
た
る
私
的
体
験
と
し
て
の
感
覚
像
で
あ
り
、
そ
れ

ら
は
あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
で
、
そ
れ
ゆ
え
罪
の
な
い
概
念
で
あ
る
か

の
よ
う
に
提
示
さ
れ
て
い
る
。「
そ
ん
な
こ
と
、
我
々
の
日
常
の
言
語

で
で
き
る
の
で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
言
葉
が
、
こ
れ
ら
の
像
の
一
見

の
「
当
た
り
前
さ
」、「
無
邪
気
さ
」、「
罪
の
な
さ
」
を
見
事
に
表
現
し

て
い
る
（
そ
れ
こ
そ
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
こ
の
テ
キ
ス
ト
で
示

し
た
か
っ
た
こ
と
な
の
で
あ
る
）。
こ
の
よ
う
に
一
見
無
邪
気
で
当
た

り
前
で
あ
り
な
が
ら
、
こ
れ
ら
二
つ
の
像
は
、
そ
れ
に
沿
っ
て
思
考
を

も
う
一
歩
進
め
る
と
き
、
そ
の
破
壊
的
な
本
性
を
む
き
出
し
に
す
る
。

そ
う
し
た
破
壊
性
が
こ
の
テ
キ
ス
ト
に
潜
む
も
う
一
つ
の
思
考
の
方
向

で
あ
る
。
一
人
称
で
使
用
さ
れ
た
感
覚
語
（
例
え
ば
「
痛
み
」）
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
話
者
の
私
的
で
内
的
な
体
験
を
意
味
す
る
と
す
れ
ば
、
各

人
が
一
人
称
で
使
用
す
る
「
痛
み
」
と
い
う
語
の
意
味
す
る
も
の
は
、

「
そ
れ
に
つ
い
て
話
者
だ
け
が
知
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
」
で
あ
る
は

ず
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
各
人
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
「
痛
み
」
と
い
う

言
葉
を
使
っ
て
語
っ
て
い
る
内
容
は
、
他
人
に
は
理
解
で
き
な
い
は
ず
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で
あ
る
。
と
す
れ
ば
「
痛
み
」
を
は
じ
め
と
す
る
感
覚
語
は
、
各
人
が

自
分
自
身
に
つ
い
て
用
い
る
か
ぎ
り
、
他
人
に
は
理
解
不
可
能
な
言
葉

と
な
る
。
そ
し
て
他
人
に
理
解
不
可
能
な
言
葉
は
他
人
に
は
使
用
不
可

能
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
二
つ
の
像
か
ら
導
か
れ
る
結
論
と
は
、

「
痛
み
」
を
は
じ
め
と
す
る
感
覚
語
は
、
一
人
称
で
使
用
さ
れ
た
場
合

他
人
に
は
理
解
不
可
能
で
、
使
用
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で

は
我
々
が
日
々
行
っ
て
い
る
そ
れ
ら
の
使
用
は
何
な
の
だ
ろ
う
か
。
本

当
は
理
解
不
可
能
で
使
用
不
可
能
な
言
葉
を
、
あ
た
か
も
理
解
可
能
で

使
用
可
能
で
あ
る
か
の
よ
う
に
振
る
舞
い
、
想
像
し
て
い
る
だ
け
な
の

だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
も
し
我
々
が
そ
う
し
た
言
葉
を
日
々
使
っ
て

い
る
と
い
う
こ
と
が
幻
想
で
は
な
く
現
実
で
あ
る
な
ら
、
無
邪
気
に
見

え
た
二
つ
の
像
の
、
ど
こ
に
誤
り
や
偽
り
が
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
こ

う
し
て
我
々
は
完
全
な
感
覚
語
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
到
達
す
る
。
引
用

し
た
テ
キ
ス
ト
の
最
後
の
「
だ
か
ら
他
人
に
こ
の
言
語
は
理
解
で
き
な

い
の
だ
」
と
い
う
文
は
、
あ
る
架
空
の
「
私
的
言
語
」
に
関
す
る
も
の

で
は
な
く
、
我
々
自
身
の
言
語
に
関
す
る
文
な
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
提

示
さ
れ
た
二
つ
の
像
の
下
で
は
、
こ
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
結
論
が
、

我
々
自
身
の
言
語
に
対
し
て
必
然
的
に
導
か
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ば

か
り
で
は
な
い
、
す
で
に
述
べ
て
様
に
、
そ
れ
ら
二
つ
の
像
（
私
的
体

験
像
と
私
的
言
語
像
）
は
、
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
導
か
れ
る
直
前
ま
で

は
、
あ
ま
り
に
も
当
た
り
前
の
も
の
で
あ
る
か
の
よ
う
に
映
っ
て
い
た

の
で
あ
る
。
そ
れ
が
意
味
す
る
の
は
、
そ
の
像
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
、

当
た
り
前
で
あ
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
こ
と
か
ら
逃
れ
る
こ
と
で
あ

り
、
そ
れ
ゆ
え
決
し
て
容
易
な
こ
と
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
う
し
て
我
々
は
す
で
に
、
二
つ
の
像
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
強
力
な
腕

の
中
に
抱
き
込
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
我
々
は
す
で
に

感
覚
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
い
う
蝿
取
り
壺
の
中
に
い
る
の
で
あ
る
。
そ

う
し
た
蝿
に
出
口
を
示
す
こ
と
、
そ
れ
が
私
的
言
語
パ
ー
ト
の
目
的
な

の
で
あ
り
、
有
名
な

§309

の
言
葉
（「
君
の
哲
学
の
目
的
は
何
な
の

か
？
―
蝿
取
り
壺
の
中
の
蝿
に
出
口
を
示
し
て
や
る
こ
と
。」）
は
決
し

て
シ
ニ
カ
ル
な
衒
い
の
言
葉
で
は
な
く
、
そ
の
率
直
な
記
述
な
の
で
あ

る
。

三
．
三
．
私
的
言
語
の
不
可
能
性
（
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅱ
）

　

さ
て
こ
の
よ
う
に
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅰ
に
お
い
て
私
的
言
語
像
と
私
的
体

験
像
と
い
う
二
つ
の
、
一
見
す
る
と
当
た
り
前
の
よ
う
で
実
は
極
め
て

破
壊
的
な
像
を
提
示
し
た
後
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
考
は
続

く
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅱ
と
Ⅲ
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
像
の
破
壊
性
の
除

去
、
あ
る
い
は
そ
れ
に
内
在
す
る
矛
盾
の
指
摘
と
呼
ぶ
べ
き
作
業
を
行

う
。
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅱ
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
考
は
、
私
的
言

語
像
（「
私
的
言
語
と
し
て
の
感
覚
語
」
と
い
う
像
）
の
核
心
に
位
置

す
る
「
私
的
指
示
」
あ
る
い
は
「
私
的
命
名
」
と
呼
ぶ
べ
き
概
念
を
取

り
出
し
、
分
析
し
、
そ
の
不
可
能
性
あ
る
い
は
概
念
的
非
整
合
性
を
明

ら
か
に
す
る
。
自
分
自
身
に
用
い
ら
れ
た
感
覚
語
が
私
的
言
語
で
あ
る
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と
は
、
我
々
が
そ
う
し
た
言
葉
に
よ
っ
て
、
他
人
に
は
知
る
こ
と
の
で

き
な
い
自
分
の
内
的
な
体
験
を
指
示
す
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
そ
う
し
た

他
人
に
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
体
験
を
そ
れ
ら
の
言
葉
に
よ
っ
て
自

分
自
身
に
対
し
て
の
み
名
指
す
こ
と
を
意
味
す
る
。
そ
れ
が
私
的
指
示

で
あ
り
私
的
命
名
で
あ
る
。
も
し
こ
う
し
た
私
的
指
示
あ
る
い
は
私
的

命
名
が
可
能
で
あ
れ
ば
、
他
人
に
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
体
験
を
指

示
す
る
我
々
の
感
覚
語
は
、
他
人
に
は
理
解
で
き
な
い
言
葉
、
私
的
言

語
と
な
る
は
ず
で
あ
る
。
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅱ
で
は
、
こ
う
し
た
私
的
指

示
・
私
的
命
名
が
可
能
な
の
か
、
我
々
が
私
的
指
示
・
私
的
命
名
と
考

え
て
い
る
手
続
き
は
、
本
当
に
こ
う
し
た
条
件
を
満
た
す
も
の
な
の
か

が
掘
り
下
げ
て
検
討
さ
れ
る
（

§
§�5�-�5�

）。
そ
こ
で
の
議
論
が
い

わ
ゆ
る
私
的
言
語
論
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
こ
れ
ま
で
繰
り
返
し
論
議

さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
そ
の
要
点
と
、
そ
れ
に

よ
っ
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
何
を
示
そ
う
と
し
た
の
か
を
簡
単

に
述
べ
る
こ
と
に
し
よ
う
。
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅱ
に
お
い
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
が
私
的
言
語
と
私
的
指
示
に
つ
い
て
示
し
た
の
は
二
つ
の

事
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
第
一
は
、
指
示
、
命
名
と
い
う
手
続
き

が
、
我
々
が
共
有
し
、
使
用
し
て
い
る
既
存
の
人
間
言
語
の
諸
概
念
と

諸
カ
テ
ゴ
リ
ー
を
前
提
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ら
な
し
に
は
成
立

し
な
い
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
が
現
実
に

感
覚
に
つ
い
て
指
示
や
命
名
を
行
う
な
ら
、
そ
れ
が
他
人
に
は
理
解
で

き
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
例
え
ば
我
々
が
あ
る
感
覚

に
名
を
付
け
る
な
ら
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
対
象
を
「
感
覚
」
と

い
う
存
在
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
位
置
づ
け
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
我
々
が
名
づ
け
よ
う
と
し
て
い
る
も
の
が
ど
の
よ
う
な
も
の

で
あ
る
の
か
、
我
々
の
概
念
的
世
界
の
ど
こ
に
位
置
す
る
も
の
な
の
か

を
す
で
に
告
げ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
他
人
に
は
理

解
で
き
な
い
言
語
で
は
な
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（

§
§�57,��1

）。

私
的
言
語
や
私
的
指
示
で
あ
る
と
我
々
が
思
い
込
ん
で
い
る
も
の
は
、

我
々
が
想
像
す
る
よ
り
は
る
か
に
我
々
が
共
有
し
使
用
し
て
い
る
言
語

に
依
存
し
、
そ
の
中
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
、
そ
れ
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
示
そ
う
と
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
二
は
、
私
的
言
語
が

も
し
我
々
の
内
的
体
験
を
指
示
す
る
言
語
な
ら
、
あ
ら
ゆ
る
指
示
的

言
語
が
満
た
す
べ
き
条
件
で
あ
る
指
示
対
象
の
同
一
性
の
確
認
可
能

性
（
そ
の
言
葉
が
本
来
指
示
す
る
は
ず
の
対
象
を
指
示
し
て
使
わ
れ
て

い
る
か
ど
う
か
が
確
認
で
き
る
こ
と
＝
正
し
く
使
わ
れ
て
い
る
か
ど
う

か
が
確
認
で
き
る
こ
と
）
が
、
私
的
指
示
の
場
合
満
た
さ
れ
な
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
（

§
§�5�-���

）。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
解
釈
者

の
間
で
「
私
的
言
語
論
」
の
名
に
よ
っ
て
最
も
頻
繁
に
言
及
さ
れ
る
の

は
、
こ
の
第
二
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
。
こ
の
議
論
を
通
じ
て
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
私
的
言
語
・
私
的
指
示

と
い
う
概
念
が
、
名
に
よ
る
対
象
の
指
示
と
い
う
概
念
に
依
存
し
、
そ

れ
を
前
提
と
す
る
限
り
、
そ
れ
が
整
合
的
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
う
し

た
概
念
の
源
泉
で
あ
る
我
々
の
人
間
言
語
に
お
け
る
「
名
に
よ
る
対
象
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の
指
示
」
と
い
う
概
念
に
課
せ
ら
れ
た
条
件
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
私
的
言
語
が
想
定
し
て
い
る
環
境
は
そ
れ
を
守
り
う
る
も
の
で

は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
な
ら
、
私
的
言
語
と
い

う
概
念
あ
る
い
は
像
は
、
一
見
す
る
と
可
能
な
よ
う
だ
が
、
詳
細
に
検

討
す
る
と
、
そ
れ
が
存
在
す
る
た
め
に
満
た
す
べ
き
条
件
を
満
た
せ
な

い
よ
う
な
環
境
規
定
を
さ
れ
た
概
念
で
あ
り
、
実
は
不
可
能
な
の
だ
、

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
で
「
私
的
言
語
」
と
い
う
概
念
は
エ
ッ

シ
ャ
ー
の
不
思
議
絵
と
本
質
的
に
似
た
性
質
を
持
っ
て
い
る
。

　

以
上
の
議
論
の
特
徴
は
、
私
的
言
語
と
い
う
概
念
の
不
可
能
性
あ
る

い
は
非
整
合
性
を
、
そ
の
前
提
や
条
件
を
詳
細
に
掘
り
下
げ
て
考
察
す

る
こ
と
に
よ
り
明
ら
か
に
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
意
味
す
る

の
は
、
そ
う
し
た
詳
細
な
考
察
を
し
な
い
場
合
、
こ
の
概
念
は
、
本
当

は
危
険
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
見
す
る
と
問
題
の
な
い
も
の
に

見
え
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
い
わ
ゆ

る
私
的
言
語
論
が
極
め
て
限
定
さ
れ
た
力
し
か
持
っ
て
い
な
い
こ
と
を

意
味
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
詳
細
な
議
論
に
よ
ら
な
け
れ
ば
非
整
合
性

が
明
ら
か
に
な
ら
な
い
概
念
は
、
我
々
を
容
易
に
再
び
捉
え
う
る
の
で

あ
り
、
そ
の
か
ぎ
り
に
お
い
て
我
々
は
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
か
ら
容
易
に
は

逃
れ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
い
わ
ゆ
る
私
的
言
語
論
に
は
、
我
々
を
私

的
言
語
像
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
か
ら
解
放
す
る
真
の
力
は
な
い
の
で
あ

る
。

三
．
四
．
私
的
体
験
の
言
語
的
表
現
不
可
能
性（
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅲ
）

　

サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅲ
で
は
、
私
的
体
験
像
が
俎
上
に
上
る
。
よ
り
厳
密
に

言
う
な
ら
、
一
人
称
で
用
い
ら
れ
た
感
覚
語
が
私
的
体
験
と
し
て
の
感

覚
を
指
示
し
て
い
る
と
い
う
観
念
が
批
判
的
考
察
の
対
象
と
な
り
、
現

実
の
感
覚
語
の
使
用
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
は
私
的
体
験
を
指
示
し
て
用

い
ら
れ
る
こ
と
が
な
く
、
そ
し
て
そ
の
よ
う
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
（
＝
私
的
体
験
に
つ
い
て
感
覚
語
に
よ
っ
て
は
語
れ
な
い
こ

と
）
が
示
さ
れ
る
。
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅲ
で
こ
の
こ
と
は
、「
赤
」
や
「
青
」

と
い
っ
た
色
言
葉
の
使
用
に
即
し
て
示
さ
れ
る
（

§
§�73-��0

）。
こ

こ
で
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
論
（
そ
れ
は
私
的
言
語
論
に
比

べ
る
と
こ
れ
ま
で
十
分
な
注
目
を
集
め
て
こ
な
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ

る
）
は
、
単
純
に
し
て
強
力
で
あ
る
。「
赤
」
と
い
う
言
葉
を
例
に
取

る
な
ら
、
通
常
こ
の
言
葉
を
自
分
の
体
験
に
即
し
て
使
う
場
合
（
自
分

が
見
た
も
の
に
対
し
て
使
う
場
合
）、
我
々
は
人
々
の
間
で
共
通
に
認

識
さ
れ
て
い
る
色
（
赤
色
）
を
意
味
す
る
た
め
に
そ
れ
を
使
う
。
例
え

ば
さ
ま
ざ
ま
な
色
の
セ
ー
タ
ー
が
並
べ
ら
れ
て
い
る
洋
品
店
で
赤
色
の

セ
ー
タ
ー
を
指
差
し
「
あ
の
赤
い
セ
ー
タ
ー
を
下
さ
い
」
と
言
う
場

合
、
我
々
は
人
々
が
共
通
に
認
識
す
る
「
物
の
色
」
の
名
と
し
て
「
赤
」

と
い
う
言
葉
を
使
う
。
自
分
と
店
員
が
「
赤
」
と
い
う
名
で
物
の
同
じ

色
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
る
か
ら
こ
そ
、
我
々
は
「
あ
の
赤
い
セ
ー

タ
ー
を
下
さ
い
」
と
店
員
に
言
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
他
人

に
は
知
る
こ
と
の
で
き
な
い
自
分
の
内
的
な
体
験
と
し
て
の
自
分
の
み
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の
赤
体
験
の
色
彩
的
特
徴
を
同
じ
「
赤
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
意
味

す
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
考
え
て
み
よ
う
。
も
し
我
々
が
こ
の
こ

と
に
成
功
す
る
な
ら
、
我
々
は
「
赤
」
と
い
う
言
葉
を
二
義
的
に
使
え

る
は
ず
で
あ
る
（

§�73

）。
第
一
に
み
ん
な
が
共
通
に
認
識
す
る
物

の
色
（
た
と
え
ば
、
熟
し
た
ト
マ
ト
の
色
）
の
名
と
し
て
。
第
二
に
自

分
だ
け
が
持
っ
て
い
る
あ
る
色
体
験
の
色
の
名
と
し
て
。
し
か
し
現
実

に
我
々
は
「
赤
」
と
い
う
言
葉
を
こ
の
よ
う
に
二
義
的
に
使
う
こ
と
は

で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
自
分
の
赤
色
体
験
の
色
（
色
彩
的
性
質
）
は

ト
マ
ト
の
色
と
一
緒
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
我
々
は
ト
マ
ト
の
色
と

し
て
の
赤
（
公
的
赤
）
と
、
自
分
の
私
的
体
験
の
色
と
し
て
の
赤
（
私

的
赤
）
を
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
我
々
が
「
赤
」
と

い
う
言
葉
を
セ
ー
タ
ー
や
果
物
の
色
を
表
す
た
め
に
使
う
か
ぎ
り
（
現

実
に
我
々
は
こ
の
言
葉
を
そ
の
よ
う
に
使
っ
て
い
る
、

§�75

）、
我
々

は
そ
の
同
じ
言
葉
に
よ
っ
て
自
分
だ
け
が
体
験
す
る
自
分
固
有
の
赤
体

験
の
内
在
的
性
質
を
名
指
す
た
め
に
使
う
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ

る
（

§
§�73,��0

）。
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
、
自
分
の
「
ト
マ
ト

を
見
る
体
験
」
の
内
在
的
性
質
に
つ
い
て
語
ろ
う
と
す
れ
ば
、
我
々
は

「
赤
」
と
い
う
言
葉
を
「
ト
マ
ト
は
赤
い
」
と
言
う
と
き
と
同
じ
意
味

で
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
私
的
体
験
と
し
て

の
色
感
覚
に
つ
い
て
我
々
は
言
葉
で
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る）

�0
（

（

§
§�7�,�90

）。

　

こ
の
よ
う
に
感
覚
語
が
私
的
体
験
を
意
味
す
る
も
の
で
な
く
、
感
覚

語
を
用
い
て
私
的
体
験
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と

が
示
さ
れ
て
も
、
我
々
は
私
的
体
験
像
（「
私
的
体
験
と
し
て
の
感
覚
」

と
い
う
像
）
か
ら
解
放
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
「
私
的
体
験

と
し
て
の
感
覚
」
は
「
語
り
え
な
い
も
の
」
と
し
て
存
続
す
る
か
ら
で

あ
り
、
そ
れ
は
あ
る
意
味
で
「
神
秘
化
」
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
さ
ら

に
強
く
我
々
を
捕
ら
え
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
場
合
我
々
は
、
自
分
達

の
感
覚
語
が
本
来
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
べ
き
も
の
に
つ
い
て
語
る
こ
と

の
で
き
な
い
無
力
な
言
葉
で
あ
る
、
と
い
う
想
念
、
あ
る
い
は
、
我
々

は
言
語
と
い
う
牢
獄
に
幽
閉
さ
れ
て
い
る
た
め
原
初
的
な
前
言
語
的
体

験
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
、
と
い
う
想
念
に
取
り
付
か
れ
る

で
あ
ろ
う
。『
論
理
哲
学
論
考
』
を
髣
髴
と
さ
せ
る
言
語
の
限
界
に
関

す
る
こ
の
幻
影
は
、
感
覚
語
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
も
う
ひ
と
つ
の
か
た

ち
に
他
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
言
語
に
よ
っ
て
何
か
を
語
る
と
い
う
こ
と

が
何
を
意
味
す
る
か
に
関
す
る
根
源
的
な
理
解
が
得
ら
れ
る
ま
で
は
、

決
し
て
消
滅
す
る
こ
と
な
い
幻
影
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅲ

で
私
的
体
験
像
（「
私
的
体
験
と
し
て
の
感
覚
」
と
い
う
像
）
の
非
現

実
性
（
よ
り
正
確
に
言
う
な
ら
、
そ
の
言
語
的
表
現
不
可
能
性
）
が
示

さ
れ
た
後
も
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
考
は
な
お
こ
の
像
と
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
と
闘
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

三
．
五
．
我
々
が
生
き
る
現
実
の
感
覚
概
念
（
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅳ
）

　

続
く
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅳ
に
お
い
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
感
覚
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と
感
覚
語
に
関
す
る
「
像
」
で
は
な
く
、
現
実
に
我
々
が
日
々
用
い
て

い
る
感
覚
概
念
、
我
々
が
そ
の
中
で
生
き
て
い
る
感
覚
概
念
を
、
そ
う

し
た
感
覚
概
念
を
生
き
る
と
い
う
実
践
の
中
で
我
々
が
使
用
し
て
い
る

感
覚
語
の
使
用
法
（
そ
れ
は
「
我
々
の
感
覚
語
の
文
法
」
と
呼
び
う
る

も
の
で
あ
る
）
と
と
も
に
記
述
す
る
。
我
々
各
人
に
と
っ
て
幼
少
時
よ

り
連
綿
と
続
く
こ
う
し
た
概
念
的
実
践
を
除
い
て
は
、
感
覚
と
い
う
概

念
に
そ
の
意
味
・
内
実
を
与
え
る
源
泉
は
存
在
し
な
い
。
感
覚
と
い
う

概
念
は
、
我
々
が
現
に
生
き
て
い
て
、
今
生
き
て
い
る
と
い
う
実
践
と

独
立
に
、
宇
宙
の
片
隅
に
我
々
と
無
関
係
に
予
め
存
在
す
る
も
の
で
は

な
い
か
ら
で
あ
る
。
仮
に
そ
う
し
た
も
の
が
存
在
し
て
も
、
我
々
の
現

実
の
生
と
結
び
つ
き
を
持
た
な
い
な
ら
、
そ
れ
は
我
々
に
特
段
の
意
味

を
持
た
な
い
星
の
瞬
き
の
如
き
宇
宙
の
一
現
象
に
す
ぎ
な
い
で
あ
ろ

う
。
我
々
に
と
っ
て
の
概
念
的
大
地
と
も
呼
ぶ
べ
き
こ
う
し
た
実
践
の

記
述
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
思
考
全
体
に
と
っ
て
二
つ
の
意
義

を
持
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
第
一
は
、
感
覚
と
感
覚
語
に
関
し
て

我
々
が
捕
ら
わ
れ
て
い
る
像
と
、
そ
の
た
め
に
我
々
が
陥
る
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
か
ら
の
脱
出
口
を
見
い
だ
す
た
め
の
手
が
か
り
と
し
て
で
あ
る
。

そ
う
し
た
像
と
は
、
現
実
の
我
々
の
感
覚
概
念
を
何
が
し
か
ゆ
が
め
て

映
し
た
も
の
で
あ
り
、
自
分
達
の
概
念
的
実
践
に
つ
い
て
我
々
が
勝
手

に
（
あ
る
い
は
、
望
む
ま
ま
に
）
描
い
た
「
絵
」
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

こ
う
し
た
像
が
我
々
を
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
へ
と
導
く
根
本
的
な
理
由
で
あ

る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
ゆ
が
ん
だ
像
を
抱
く
と
は
、
現
実
の
自

分
達
の
概
念
実
践
を
意
識
の
上
で
忘
却
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
そ

れ
ゆ
え
こ
う
し
た
像
と
そ
れ
が
生
み
出
す
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
か
ら
逃
れ
る

た
め
に
先
ず
必
要
な
の
は
、
自
分
達
が
現
実
に
用
い
生
き
て
い
る
感
覚

概
念
と
感
覚
語
の
使
用
を
想
起
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
像
の
ゆ
が
み
を
自

覚
す
る
こ
と
で
あ
る
。
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅳ
の
感
覚
概
念
の
記
述
は
、
先
ず

は
そ
う
し
た
目
的
の
為
に
為
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
二
は
、
我
々

が
首
尾
よ
く
感
覚
に
関
す
る
ゆ
が
ん
だ
像
と
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
か
ら
解
放

さ
れ
た
と
し
て
、
そ
の
後
生
き
て
ゆ
く
う
え
で
自
分
達
の
感
覚
概
念
に

対
し
て
な
ん
ら
か
の
自
己
理
解
を
抱
く
必
要
が
生
じ
る
で
あ
ろ
う
が
、

そ
れ
は
結
局
の
と
こ
ろ
感
覚
と
感
覚
語
に
関
す
る
新
し
い
像
と
い
う
形

を
と
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る）

�1
（

。
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅳ
の
記
述
は
将

来
の
こ
う
し
た
新
し
い
像
の
形
成
の
足
場
、
足
が
か
り
と
な
る
べ
き
も

の
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
意
味
で
そ
れ
は
感
覚
（
あ
る
い
は

体
験
）
と
い
う
概
念
実
践
の
更
な
る
探
求
へ
と
繋
が
る
べ
き
も
の
で
あ

り
、
事
実
『
哲
学
探
究
』
第
二
部
の
思
考
へ
と
続
い
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
意
味
を
持
つ
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅳ
の
感
覚
概
念
の
記
述
の
概
要

を
次
に
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
こ
で
の
記
述
に
お
い
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
我
々
が
現
に
そ
れ
を
生
き
て
い
る
感
覚
概
念
に
つ
い

て
三
つ
の
根
本
的
な
特
徴
を
取
り
出
し
示
し
て
い
る
。
第
一
の
特
徴

は
、
我
々
の
感
覚
概
念
と
は
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
に
適
用
可
能
な
一
般
的

概
念
（
例
え
ば
色
や
重
さ
の
よ
う
な
）
で
は
な
く
、
現
に
生
き
る
我
々

人
間
と
い
う
特
定
の
存
在
（
お
よ
び
そ
れ
に
類
似
し
た
存
在
と
し
て
の



9�

生
き
た
動
物
）
に
固
有
の
概
念
で
あ
り
、
そ
う
し
た
存
在
（
す
な
わ
ち

生
き
た
人
間
）
か
ら
離
れ
て
は
意
味
を
持
た
な
い
、
あ
る
い
は
意
味
が

宙
に
浮
く
よ
う
な
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
特
徴

を
感
覚
概
念
の
根
源
的
人
間
性
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
よ
う
。
そ
し
て
こ

う
し
た
根
源
的
人
間
性
は
、
単
に
感
覚
の
み
で
は
な
く
、
知
覚
、
思

考
、
と
い
っ
た
人
間
固
有
の
概
念
（
そ
れ
ら
は
し
ば
し
ば
心
的
概
念
と

呼
ば
れ
る
）
が
持
つ
根
本
的
な
性
質
な
の
で
あ
る
。
感
覚
を
は
じ
め
と

す
る
心
的
諸
概
念
の
根
源
的
人
間
性
は
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅳ
冒
頭
に
お
い
て

次
の
よ
う
に
明
言
さ
れ
て
い
る
。

―
私
の
言
っ
て
い
る
の
は
、
我
々
は
生
き
た
人
間
、
お
よ
び
そ
れ

に
似
た
も
の
（
似
た
振
る
舞
い
を
す
る
も
の
）
に
つ
い
て
の
み
、

感
覚
を
持
つ
、
見
る
、
目
が
見
え
な
い
、
聞
く
、
耳
が
聞
こ
え
な

い
、
意
識
が
あ
る
、
意
識
が
な
い
、
と
言
え
る
の
だ
と
い
う
こ
と

な
の
で
あ
る
。（

§��1

）

こ
こ
で
人
間
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
は
、
我
々
一
人
一
人
の
よ
う
な
文
字

通
り
の
生
き
た
人
間
で
あ
り
、「
思
考
す
る
実
体
」
と
し
て
の
精
神
で

も
な
け
れ
ば
、
そ
う
し
た
精
神
と
物
体
の
合
一
体
と
し
て
の
「
人
間
」

で
も
な
い
。
そ
れ
は
、
例
え
ば
、
古
代
中
国
人
が
「
人
」
と
い
う
文
字

的
形
象
に
よ
っ
て
表
現
し
た
存
在
と
し
て
の
生
き
た
人
間
で
あ
る
。
感

覚
が
こ
う
し
た
意
味
で
根
源
的
に
人
間
的
な
概
念
で
あ
る
と
は
、
痛
み

を
感
じ
る
の
は
思
考
実
体
と
し
て
の
精
神
で
は
な
く
生
き
た
人
間
だ
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
丁
度
、
歩
く
の
が
足
で
は
な
く
人
間
で
あ

る
の
と
同
様
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
人
間
（
及
び
生
き
た
動
物
）
こ
そ

が
「
痛
み
」
と
い
う
概
念
の
概
念
的
大
地
で
あ
り
、
そ
こ
に
立
つ
限
り

我
々
は
こ
の
概
念
を
自
在
適
切
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
、
誰
が
痛
み
を

感
じ
て
い
て
、
誰
が
感
じ
て
い
な
い
か
、
そ
し
て
痛
み
と
関
係
の
な
い

も
の
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
（
例
え
ば
、
石
や
木
）
に
つ
い
て
何
の
迷

い
、
疑
い
、
た
め
ら
い
も
感
じ
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
我
々

が
、
例
え
ば
哲
学
に
お
い
て
、
痛
み
（
を
は
じ
め
と
す
る
諸
感
覚
）
を

感
じ
る
の
は
延
長
を
持
た
な
い
思
考
実
体
と
し
て
の
精
神
で
あ
る
と
考

え
込
ん
で
し
ま
う
時
、
我
々
は
「
痛
み
」
に
関
す
る
疑
い
と
た
め
ら
い

の
中
に
陥
る
。
痛
み
を
感
じ
る
の
が
延
長
を
持
た
ず
、
眼
に
も
見
え
な

い
精
神
で
あ
る
な
ら
、
誰
か
が
顔
を
し
か
め
痛
み
を
訴
え
た
と
し
て

も
、
そ
の
人
の
内
部
に
お
い
て
本
当
に
精
神
が
痛
み
を
感
じ
て
い
る
か

ど
う
か
は
決
し
て
確
実
に
は
知
り
得
な
い
こ
と
に
な
り
、
常
に
疑
い
の

余
地
が
残
る
か
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
（cf.

§
§���,303

）。

痛
み
と
い
う
概
念
を
そ
の
本
来
の
大
地
か
ら
切
り
離
し
、「
延
長
の
な

い
思
考
実
体
と
し
て
の
精
神
」
と
い
う
哲
学
的
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
移
植

す
る
時
、
我
々
に
生
じ
る
滑
稽
な
混
乱
は
こ
れ
に
止
ま
ら
な
い
。
も
し

痛
み
を
感
じ
る
の
が
延
長
を
持
た
ず
、
眼
に
見
え
な
い
精
神
で
あ
れ

ば
、
そ
れ
は
原
理
的
に
あ
ら
ゆ
る
物
体
、
あ
ら
ゆ
る
存
在
に
宿
り
う
る

の
で
あ
り
、
例
え
ば
、
自
分
が
踏
み
つ
け
た
石
に
実
は
精
神
が
宿
っ
て
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お
り
、
そ
れ
が
痛
み
を
感
じ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
い
を

我
々
は
ぬ
ぐ
え
な
い
の
で
あ
る
。
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅳ
に
登
場
す
る
、
痛
み

を
感
じ
た
ま
ま
突
然
石
に
変
身
す
る
と
い
う
奇
妙
な
思
考
実
験
に
よ
っ

て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
示
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
感
覚
概
念

が
人
間
と
い
う
そ
の
概
念
的
大
地
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
時
い
か
に
空
疎

な
も
の
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
に
他
な
ら
な
い
（

§
§��3-�

）。「
ツ

ル
ツ
ル
す
る
（glatt

））
��
（

」
と
い
う
印
象
的
な
形
容
詞
を
用
い
た
次
の
文

章
は
、
人
間
と
い
う
概
念
的
大
地
か
ら
切
り
離
さ
れ
抽
象
化
さ
れ
た
と

き
、「
痛
み
」（
そ
し
て
感
覚
）
と
い
う
概
念
が
い
か
に
空
疎
な
も
の
と

な
る
か
を
見
事
に
示
し
て
い
る
。

石
を
見
つ
め
、
こ
れ
が
痛
み
を
感
じ
て
い
る
と
想
像
せ
よ
！
そ
も

そ
も
あ
る
感
覚
を
あ
る
物
に
帰
す
る
と
い
う
考
え
に
ど
の
よ
う
に

し
て
我
々
が
至
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
と
人
は
自
問
す
る
。
そ
の

よ
う
に
考
え
る
か
ぎ
り
、
そ
の
感
覚
を
数
に
帰
す
る
こ
と
だ
っ
て

で
き
る
だ
ろ
う
！
―
そ
し
て
次
に
、
ジ
タ
バ
タ
も
が
く
蝿
を
見

よ
、
す
る
と
困
難
は
た
ち
ま
ち
消
滅
し
、
そ
れ
ま
で
す
べ
て
が
痛

み
と
い
う
概
念
に
対
し
て
ツ
ル
ツ
ル
し
て
い
た
の
に
、
今
や
痛
み

と
い
う
概
念
に
手
が
か
り
が
で
き
た
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
。

（

§���

）

　

サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅳ
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
示
す
感
覚
概
念
の
第

二
の
特
徴
は
、「
痛
み
」
の
よ
う
な
感
覚
語
を
我
々
人
間
が
使
用
す
る

場
合
、
我
々
は
何
か
（
例
え
ば
自
分
や
他
人
の
心
の
状
態
）
を
記
述
あ

る
い
は
描
写
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
互
い
に
状
況
に
応
じ
た
あ
る
態

度
を
取
り
合
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
態
度
を

取
り
合
う
目
的
は
、
互
い
に
人
間
と
し
て
係
り
合
い
、
共
に
生
き
て
行

く
こ
と
で
あ
る
。
例
え
ば
我
々
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
「
痛
み
」
と
い

う
言
葉
を
用
い
る
場
合
、
も
し
相
手
が
医
師
で
あ
れ
ば
、
我
々
は
そ
れ

に
よ
っ
て
自
分
の
苦
し
い
状
態
を
訴
え
、
で
き
れ
ば
そ
の
軽
減
を
要
望

す
る
と
い
う
態
度
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
も
し
相
手
が
家
族
や
仲

間
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
に
よ
っ
て
自
分
の
苦
し
い
状
況
へ
の
理
解
と
配
慮

を
求
め
る
と
い
う
態
度
を
取
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
必
要
な
時
に
他
の

人
間
に
そ
う
し
た
態
度
を
取
り
、
自
分
と
他
人
を
そ
の
よ
う
に
関
係
付

け
る
た
め
に
我
々
は
「
痛
み
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
る
の
で
あ
り
、
そ

れ
が
「
痛
み
」
と
い
う
言
葉
が
我
々
の
生
の
中
で
果
た
し
て
い
る
役
割

な
の
で
あ
る
（

§
§��9-�90

）。
こ
う
し
た
態
度
形
成
の
原
初
的
な
形

は
、
乳
幼
児
期
に
痛
み
を
感
じ
た
時
に
泣
く
と
い
う
動
物
と
し
て
の
人

間
の
自
然
な
反
応
行
動
で
あ
り
、
我
々
の
感
覚
語
の
使
用
と
は
こ
う
し

た
自
然
的
反
応
の
人
間
化
、
言
語
化
さ
れ
た
形
態
で
あ
り
、
そ
の
意
味

で
「
表
出
」
と
呼
ば
れ
る
（

§���

）。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
示

す
感
覚
概
念
の
第
三
の
特
徴
は
、
感
覚
概
念
は
一
人
称
に
お
い
て
用
い

ら
れ
る
場
合
と
、
二
・
三
人
称
で
用
い
ら
れ
る
場
合
、
根
本
的
に
違
っ

た
用
い
ら
れ
方
を
す
る
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
は
感
覚
概
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念
の
人
称
的
非
対
称
性
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る）

�3
（

。
こ
の
特
徴
は
先
の

第
二
の
特
徴
と
組
み
合
わ
せ
て
考
え
る
と
き
、
よ
り
明
瞭
に
な
る
だ
ろ

う
。
我
々
人
間
は
互
い
に
状
況
に
応
じ
た
適
切
な
態
度
を
取
り
合
う

た
め
に
、「
痛
み
」
を
は
じ
め
と
す
る
感
覚
語
を
相
互
に
使
用
す
る
。

我
々
が
「
痛
み
」
を
一
人
称
で
使
用
す
る
の
は
、
自
分
の
窮
状
を
訴
え
、

相
手
に
適
切
な
態
度
を
求
め
る
た
め
で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
が「
痛
み
」

を
二
・
三
人
称
で
使
用
す
る
の
は
（
例
え
ば
「
彼
は
痛
が
っ
て
い
る
」

と
か
「
君
は
痛
い
の
だ
ね
」
と
言
う
の
は
）、
相
手
が
自
分
に
そ
う
し

た
訴
え
や
求
め
を
行
っ
て
い
る
状
況
に
お
い
て
で
あ
り
、
そ
う
し
た
使

用
に
お
い
て
我
々
が
取
っ
て
い
る
基
本
的
態
度
は
苦
し
む
者
に
対
す
る

同
情
あ
る
い
は
共
感
で
あ
り
、
必
要
に
応
じ
て
様
々
な
助
け
や
配
慮
を

為
そ
う
と
い
う
態
度
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
私
は
痛
い
」
と
「
君
は
痛
い
」

の
根
本
的
な
違
い
と
は
、
同
型
の
描
写
に
お
け
る
痛
み
を
感
じ
て
い
る

人
物
の
違
い
で
は
な
く
、
訴
え
と
同
情
の
違
い
な
の
で
あ
る）

��
（

。
感
覚
を

感
じ
る
の
が
人
間
で
は
な
く
精
神
で
あ
る
と
考
え
る
と
き
、
我
々
は
感

覚
語
の
一
人
称
使
用
と
二
・
三
人
称
使
用
の
違
い
を
、
直
接
的
描
写
と

そ
の
類
推
に
よ
る
一
般
化
と
の
違
い
と
し
て
し
か
理
解
で
き
な
い）

�5
（

。
そ

し
て
そ
の
と
き
我
々
は
他
者
の
感
覚
に
関
す
る
懐
疑
か
ら
逃
れ
な
れ
な

く
な
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
と
こ
ろ
へ
と
我
々
が
閉
じ
込
め
ら
れ
る

一
つ
の
原
因
は
、
感
覚
語
の
使
用
の
人
称
間
の
根
本
的
な
非
対
象
性
を

我
々
が
忘
却
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

三
．六
． 

文
法
像
の
叫
び
と
感
覚
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
（
サ
ブ
パ
ー

ト
Ⅴ
）

　

こ
の
よ
う
に
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅳ
で
我
々
の
現
実
の
感
覚
概
念
の
根
本
的

な
特
徴
が
示
さ
れ
た
後
、
続
く
サ
ブ
パ
ー
ト
Ⅴ
に
お
い
て
感
覚
の
パ
ラ

ド
ッ
ク
ス
が
「
箱
の
中
の
カ
ブ
ト
虫
」
の
喩
え
と
共
に
提
示
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
詳
細
は
紙
数
の
都
合
で
次
稿
に
お
い
て
扱
わ
ざ
る

を
得
な
い
が
、
こ
こ
で
は
最
後
に
、
私
的
言
語
像
と
私
的
体
験
像
が
矛

盾
を
孕
ん
だ
も
の
で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
た
後
も
な
お
、
我
々
を
そ
れ

ら
の
像
へ
と
引
き
戻
そ
う
と
す
る
我
々
内
部
の
衝
動
に
つ
い
て
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
簡
単
に
紹
介
し
よ
う
。
サ
ブ

パ
ー
ト
Ⅱ
、
Ⅲ
の
議
論
に
よ
っ
て
こ
れ
ら
の
像
の
内
的
な
矛
盾
が
示
さ

れ
た
後
に
も
、
な
お
そ
こ
へ
と
戻
ろ
う
と
す
る
我
々
自
身
の
衝
動
は
、

そ
れ
ら
の
像
を
示
す
あ
る
言
葉
が
「
そ
れ
で
も
・
・
・
」
と
繰
り
返
し

我
々
の
口
を
付
い
て
出
る
と
い
う
形
で
現
れ
る
。
私
的
言
語
像
に
関
し

て
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
痛
み
な
ど
の
感
覚
語
の
意
味
を
、
私
は
自
分
自

身
の
ケ
ー
ス
の
み
か
ら
知
る
」
と
い
う
言
葉
で
あ
り
、「
痛
み
」
と
い

う
言
葉
が
自
分
の
直
接
的
体
験
を
意
味
し
、
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
た
め

に
自
分
は
「
痛
み
」
と
い
う
語
を
使
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
抑
え
難
い

想
念
で
あ
る）

��
（

。
こ
う
し
た
言
葉
と
想
念
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

は
、「
叫
び
」
あ
る
い
は
「
文
法
の
像
」
と
呼
ぶ
。
我
々
は
偽
り
の
文

法
の
像
に
襲
わ
れ
る
の
で
あ
り
、
文
法
像
に
襲
わ
れ
て
叫
び
を
上
げ
る
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の
で
あ
る
。
文
法
像
と
叫
び
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は

次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
私
は
自
分
の
場
合
の
み
か
ら
・
・
・
を
知
る
」
―
こ
れ
は
一
体

ど
ん
な
種
類
の
文
な
の
か
？
経
験
命
題
か
？
―
違
う
！ 

文
法
命

題
か
？

　

つ
ま
り
私
が
、
自
分
の
痛
み
か
ら
痛
み
と
は
何
か
を
知
る
の
だ

と
誰
も
が
言
う
と
想
像
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
―
人
々
が
本
当
に

こ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
で
も
、
言
お
う
と
し
て
い
る
の
で
も
な

い
。
だ
が
も
し
仮
に
、
す
べ
て
の
人
が
こ
の
よ
う
に
言
う
と
す
れ

ば
―
そ
れ
は
一
種
の
叫
び
か
も
し
れ
な
い
。
そ
し
て
そ
の
場
合
、

こ
の
叫
び
は
何
も
伝
え
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
つ
の
像
な
の

で
あ
る
。
そ
し
て
我
々
が
こ
う
し
た
像
を
心
に
呼
び
起
こ
し
た
く

な
る
こ
と
が
な
い
と
、
ど
う
し
て
言
え
よ
う
か
？
そ
れ
ら
の
言
葉

の
代
わ
り
に
寓
話
的
な
絵
を
想
像
し
て
み
よ
。

　

哲
学
を
し
て
い
る
時
に
自
分
を
覗
き
込
む
と
、
確
か
に
我
々
は

こ
う
し
た
像
を
し
ば
し
ば
否
応
な
く
見
て
し
ま
う
の
だ
。
そ
れ
は

文
字
通
り
、
我
々
の
文
法
の
像
的
な
描
写
で
あ
る
。
そ
れ
は
事
実

で
は
な
く
、
い
わ
ば
絵
と
し
て
描
か
れ
た
言
葉
の
使
用
法
な
の
で

あ
る
。（

§�95

）

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
哲
学
に
お
い
て
い
か
に
偽
り
の
文
法
像
に

繰
り
返
し
襲
わ
れ
、
そ
し
て
、
無
意
味
な
叫
び
を
発
せ
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
か
を
、
こ
の
文
章
は
如
実
に
表
現
し
て
い
る）

�7
（

。
こ
の
叫
び
が
抑

え
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
、
そ
れ
が
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
そ
の
解
決
を
通
じ

た
最
終
的
な
思
考
が
必
要
と
さ
れ
た
理
由
な
の
で
あ
る
。
繰
り
返
さ
れ

る
叫
び
の
中
で
、
そ
れ
を
終
止
さ
せ
、
偽
り
の
文
法
像
か
ら
最
終
的
に

解
放
さ
れ
た
い
と
い
う
根
源
的
な
希
求
、
そ
れ
こ
そ
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
を
感
覚
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
の
対
決
へ
と
向
か
わ
せ
た
の

だ
と
考
え
ら
れ
る
。M

S1��

に
登
場
す
る
次
の
文
章
は
彼
の
そ
う
し

た
心
情
を
示
し
て
い
る
。

お
前
は
も
う
長
い
間
あ
ら
ゆ
る
こ
と
を
語
っ
て
き
た
、
た
だ
お
前

に
は
そ
れ
が
見
え
な
い
だ
け
な
の
だ
。
お
前
に
唯
一
欠
け
て
い
る

の
は
終
止
符
な
の
だ
。（M

S1��,p.��9

）

　

本
稿
の
紙
数
が
尽
き
た
た
め
、

§�93

と

§30�

で
示
さ
れ
る
感
覚

と
感
覚
語
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
詳
細
と
そ
の
解
決
に
つ
い
て
は
、
稿
を

改
め
て
論
じ
る
こ
と
に
し
た
い
。

注（
１
）  
拙
訳
。
以
下
本
論
の
引
用
に
つ
い
て
も
、
訳
書
を
明
記
し
て
い
な
い
場
合
は

拙
訳
。

（
２
） P.M

.S. H
acker W

ittgenstein: M
eaning and M

ind P
art I E

ssays, 
B

lackw
ell, 1993 (paperback), p.1.
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（
３
）ibid.

（
４
）
先
行
す
る
部
分
で
は
「
規
則
」
に
つ
い
て
、
後
続
す
る
部
分
で
は
「
思
考
」

に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

（
５
）
私
的
言
語
パ
ー
ト
全
体
と
狭
義
の
私
的
言
語
論
の
関
係
と
い
う
問
題
に
対
し

て
、
そ
れ
ら
は
無
関
係
で
あ
る
、
あ
る
い
は
、
主
題
を
部
分
的
に
共
有
す
る

と
い
う
ゆ
る
い
関
係
を
持
つ
に
過
ぎ
な
い
、
と
答
え
る
こ
と
は
常
に
可
能
で

あ
る
。
本
論
は
そ
う
し
た
「
ゼ
ロ
回
答
」
に
依
存
し
な
い
で
『
哲
学
探
究
』

私
的
言
語
パ
ー
ト
を
読
む
試
み
で
あ
る
。

（
６
）
ソ
ー
ル
・
ク
リ
プ
キ
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
』
黒
崎

宏
訳
、
産
業
図
書
、19�3
。

（
７
）P.M

.S. H
acker, op.cit.

（
８
）
ク
リ
プ
キ
前
掲
書
、pp.�, �1�-�1�
。

（
９
）
そ
れ
ゆ
え
私
的
言
語
パ
ー
ト
に
関
す
る
か
ぎ
り
ク
リ
プ
キ
の
解
釈
は
全
く
不

十
分
で
不
適
切
で
あ
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
『
哲
学
探
究
』

規
則
論
（

§
§19�-���

）
に
関
す
る
ク
リ
プ
キ
の
解
釈
が
、
細
部
は
別
と
し

て
そ
の
大
筋
に
お
い
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
意
図
を
捉
え
た
画
期

的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
と
筆
者
に
は
思
わ
れ
る
。

（
10
）H

acker, op. cit. , p.1.

（
11
）ibid.

（
1�
） 

ハ
ッ
カ
ー
は
『
哲
学
探
究
』
の
注
解
書
の
私
的
言
語
パ
ー
ト
の
「
総
説

IN
T

R
O

D
U

C
T

IO
N

」
に
お
い
て
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
を
次
々
と
並
列
的
に

要
約
す
る
の
み
で
、
相
互
の
結
合
や
関
係
に
ほ
と
ん
ど
言
及
す
る
こ
と
が

な
い
。
そ
れ
ら
の
共
通
点
と
し
て
冒
頭
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
「
私
的

言
語
は
可
能
か
」
と
い
う
問
い
に
関
わ
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ

る
。P.M

.S. H
acker W

ittgenstein: M
eaning and M

ind Part II E
xegesis 

§
§��3-��7, B

lackw
ell, 1993 (paperback), pp.3-1�.

（
13
） 

実
際
彼
は
こ
う
し
た
誤
解
の
可
能
性
を
十
分
に
認
め
て
い
る
。
そ
れ
は

§307

の
「
結
局
の
と
こ
ろ
君
は
隠
れ
た
行
動
主
義
者
で
は
な
い
の
か
？
つ

ま
り
本
当
の
と
こ
ろ
は
、
人
間
の
行
動
以
外
の
す
べ
て
は
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン

だ
、
と
い
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？
」
と
い
う
反
語
的
問
い
に
よ
っ
て
示

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
誤
解
が
ど
の
よ
う
な
誤
解
で
あ
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
の
真
意
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
示
す
こ
と
が
、
私
的
言
語
パ
ー
ト
解

釈
の
一
つ
の
要
で
あ
る
。

（
1�
）
第
二
の
問
題
に
関
す
る
ク
リ
プ
キ
と
ハ
ッ
カ
ー
の
態
度
は
、
第
一
の
問
題
に

対
す
る
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
。
ク
リ
プ
キ
は
そ
れ
を
無
視
し
て
お
り
、
ハ
ッ

カ
ー
は
こ
の
喩
え
が
私
的
言
語
パ
ー
ト
の
中
で
ど
の
よ
う
な
固
有
の
役
割
を

果
た
し
て
い
る
の
か
を
語
っ
て
い
な
い
。cf. H

acker, op.cit., pp.110-11�.

（
15
）「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
消
滅
す
る
の
は
、
言
語
は
常
に
一
つ
の
仕
方
で
働
き
、
常

に
同
じ
目
的
の
役
に
立
つ
、
す
な
わ
ち
思
考
を
伝
え
る
と
い
う
目
的
の
役
に

立
つ
と
い
う
観
念
か
ら
根
本
的
に
決
別
し
た
と
き
の
み
で
あ
る
。」（

§30�

）

（
1�
）cf.

§
§�5�, �55, 309.

（
17
）
ゼ
ノ
ン
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
実
に
二
千
年
以
上
に
わ
た
っ
て
人
間
の
知
性
を

悩
ま
せ
て
き
た
し
、
あ
る
意
味
で
今
も
な
お
悩
ま
せ
続
け
て
い
る
。

（
1�
）
あ
る
像
の
規
定
は
、
た
と
え
そ
れ
が
言
語
的
な
手
段
に
よ
る
も
の
で
あ
っ
て

も
、
概
念
の
厳
密
な
定
義
や
説
明
と
い
う
よ
り
は
、
そ
の
象
徴
的
表
現
と
い

う
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
像
の
像
性
に
他
な
ら
な
い
。

（
19
）M

S1��, p.�51. M
S1��

は
『
哲
学
探
究
』
私
的
言
語
パ
ー
ト
の
第
一
次
草

稿
と
呼
ぶ
べ
き
も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
一
九
四
四
年
三
月
五
日
か
ら
四
月

十
九
日
に
か
け
て
執
筆
さ
れ
たM

S1��

の
九
六
ペ
ー
ジ
か
ら
二
九
二
ペ
ー

ジ
（
最
終
ペ
ー
ジ
）
に
及
ぶ
部
分
が
、『
哲
学
探
究
』

§
§19�-��1

の
第
一

草
稿
で
あ
る
。
こ
の
第
一
草
稿
が
同
年
八
月
に
執
筆
さ
れ
たM

S1�9

に
お

い
て
さ
ら
に
拡
張
さ
れ
、
最
終
的
に
そ
のM

S1�9

の
テ
キ
ス
ト
を
並
べ
替

え
、
各
節
の
間
に
適
宜
主
と
し
てM

S11�

に
由
来
す
る
関
連
し
た
テ
キ
ス

ト
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
り
『
哲
学
探
究
』

§
§19�-��1

は
完
成
し
た
。
そ

こ
で
表
現
さ
れ
て
い
る
思
考
の
、
そ
の
誕
生
の
場
に
お
け
る
運
動
を
知
る
た

め
にM

S1��

は
大
き
な
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
例
え
ば
「
箱
の
中
の
カ
ブ

ト
虫
」
の
喩
え
はM

S1��

に
お
い
て
始
め
て
登
場
す
る
。

（
�0
）
自
分
の
私
的
体
験
と
し
て
の
赤
色
感
覚
に
、
例
え
ば
、「（
私
の
）
赤
の
ク
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オ
ー
リ
ア
」
と
い
う
名
を
付
け
て
も
、
我
々
は
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
は

で
き
な
い
。
自
分
の
「
赤
の
ク
オ
ー
リ
ア
」
が
ど
の
よ
う
な
色
彩
的
性
質
を

持
っ
て
い
る
か
を
述
べ
よ
う
と
す
れ
ば
、
我
々
は
「
赤
い
」
あ
る
い
は
「
ト

マ
ト
と
同
じ
色
を
し
て
い
る
」
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。「
赤

の
ク
オ
ー
リ
ア
」
と
は
「
赤
体
験
の
内
在
的
（
色
彩
的
）
性
質
」
で
あ
る
が
、

そ
れ
は
「
赤
と
い
う
性
質
」
あ
る
い
は
「
赤
と
い
う
色
」
に
他
な
ら
な
い
。

こ
れ
が
「
赤
」
と
い
う
言
葉
（
そ
し
て
す
べ
て
の
感
覚
語
）
の
在
り
方
・
使

わ
れ
方
で
あ
り
、
そ
の
本
質
な
の
で
あ
る
。
な
ぜ
我
々
が
こ
の
よ
う
に
自
分

の
私
的
体
験
に
つ
い
て
言
葉
を
用
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
か
は
、
感

覚
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
解
決
し
た
時
に
の
み
明
ら
か
と
な
る
。
そ
の
た
め
に

我
々
に
必
要
な
の
は
「
言
葉
を
用
い
て
語
る
」
こ
と
が
い
か
な
る
こ
と
な
の

か
に
関
す
る
根
源
的
な
理
解
で
あ
る
。

（
�1
）
人
間
と
像
の
根
源
的
な
関
係
と
は
い
か
な
る
も
の
か
、
お
よ
び
そ
れ
に
言
語

が
ど
の
よ
う
に
か
か
わ
っ
て
い
る
か
、
は
独
立
し
た
考
察
を
必
要
と
す
る
極

め
て
重
要
な
問
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
問
題
が
科
学
の
本
性
と
深
く
関
わ
っ

て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
科
学
に
お
い
て
像
と
言
語
（
数

学
的
言
語
を
含
む
）
の
そ
れ
ぞ
れ
が
果
た
す
固
有
の
役
割
と
い
う
問
題
は
、

こ
れ
ら
の
問
題
が
解
明
さ
れ
な
け
れ
ば
不
透
明
に
終
わ
ら
ざ
る
を
得
な
い
で

あ
ろ
う
。

（
��
）
こ
れ
は
『
探
求
』

§107

の
「
我
々
は
ツ
ル
ツ
ル
す
べ
る
氷
の
上
に
入
り
込

ん
だ
の
だ
」
と
い
う
有
名
な
フ
レ
ー
ズ
に
登
場
す
る
「
ツ
ル
ツ
ル
す
べ
る
氷

（G
latteis

）」
と
同
根
の
言
葉
で
あ
る
。

§107

と

§���

に
お
い
て
は
あ
る

共
通
の
思
考
が
表
現
さ
れ
て
い
る
。

§107

で
「
ザ
ラ
ザ
ラ
し
た
大
地
」
と

呼
ば
れ
た
も
の
こ
そ
、
我
々
の
感
覚
概
念
の
故
郷
に
し
て
概
念
的
大
地
で
あ

る
人
間
に
他
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
の
人
間
と
は
、
抽
象
的
な
概
念
で
も
、

理
論
的
な
概
念
で
も
な
く
、
具
体
的
な
歴
史
を
持
ち
、
そ
れ
ぞ
れ
の
共
同
体

の
中
で
互
い
に
言
葉
を
交
わ
し
な
が
ら
存
在
し
続
け
て
き
た
、
現
実
の
我
々

生
き
た
人
間
で
あ
る
。

（
�3
）
こ
の
人
称
的
非
対
称
性
は
感
覚
概
念
の
み
な
ら
ず
心
的
概
念
全
般
に
見
ら
れ

る
特
徴
で
あ
る
。
こ
の
特
徴
に
関
す
る
記
述
の
よ
り
早
期
の
例
が
、M

S1��

に
見
ら
れ
る
。「
一
つ
だ
け
強
調
し
て
お
く
べ
き
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
主

観
的
な
対
象
に
関
す
る
文
の
文
法
は
客
観
的
な
対
象
に
関
す
る
文
の
文
法
と

同
一
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
い
は
同
じ
こ
と
だ
が
、
言
語

ゲ
ー
ム
が
異
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。」（M

S1��, pp.�51-�

）　

こ
こ
で

の
「
主
観
的
な
対
象
に
関
す
る
文
」
と
は
感
覚
語
の
一
人
称
使
用
に
、「
客

観
的
な
対
象
に
関
す
る
文
」
と
は
そ
の
二
・
三
人
称
使
用
に
相
当
す
る
。

（
��
）「
い
か
に
し
て
私
は
、
こ
の
人
に
対
す
る
同
情
で
満
た
さ
れ
る
の
か
？
同
情

の
対
象
が
誰
な
の
か
、
い
か
に
し
て
示
さ
れ
る
の
か
？
（
同
情
と
は
、
他
人

が
痛
み
を
感
じ
て
い
る
と
い
う
確
信
の
形
式
で
あ
る
、
と
言
う
こ
と
が
で
き

る
。）」（

§��7

）cf.

§
§��5, 310.

（
�5
）
こ
う
し
た
「
理
解
」
をM

S1��

に
お
い
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次

の
よ
う
に
「
半
独
我
論
」
と
呼
ん
で
い
る
。
そ
れ
は
本
論
で
言
う
「
私
的
言

語
像
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
「
私
が
闘
っ
て
い
る
ナ
ン
セ
ン
ス
と
は
、
私
が
感
覚
を
直
接
知
る
の
は
、
そ

れ
を
私
が
持
っ
て
お
り
、
そ
の
上
で
自
分
自
身
の
ケ
ー
ス
を
一
般
化
し
て
い

る
か
ら
な
の
だ
と
語
る
半
独
我
論
（der halbe Solipsism

us

）
で
あ
る
。」

（M
S1��, pp.��3-�

）

（
��
）
も
し
そ
れ
が
「
痛
み
」
と
い
う
語
を
自
分
が
使
う
本
当
の
理
由
な
ら
、
他
人

の
痛
み
に
つ
い
て
我
々
が
語
る
理
由
が
全
く
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず

（
そ
し
て
現
実
に
我
々
は
他
人
の
痛
み
に
つ
い
て
語
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
）、

繰
り
返
し
我
々
を
襲
う
想
念
で
あ
る
。

（
�7
）
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
私
的
言
語
像
の
叫
び
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て

私
的
体
験
像
の
叫
び
と
は
、
例
え
ば
、「
そ
う
は
言
う
が
、
あ
る
色
を
見
つ

め
、
そ
の
色
の
感
覚
印
象
の
名
を
言
う
時
、
確
か
に
我
々
は
少
な
く
と
も
何

か
全
く
特
別
な
も
の
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
？
」（

§�7�

）
と
い
っ

た
も
の
で
あ
る
。
私
的
体
験
像
の
叫
び
に
つ
い
て
は
、
他
に

§
§���, �77, 

�7�, �9�, 303, 311

を
参
照
。

（
き
か
い
・
あ
き
お　

筑
波
大
学
）




