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概
念
と
対
象
の
一
致
に
つ
い
て

　
　
　
1
へ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』
の
一
考
察
1

は
じ
め
に

小
論
に
お
い
て
、
概
念
と
対
象
の
一
致
の
問
題
が
へ
ー
ゲ
ル
に

よ
っ
て
ど
の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
を
考
察

し
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の
も
、
へ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』

と
い
う
書
物
に
は
、
印
刷
上
の
不
手
際
か
ら
残
っ
た
、
『
意
識
の

経
験
の
学
』
と
い
う
も
う
一
つ
の
別
の
書
名
が
残
つ
て
お
り
、
こ

こ
か
ら
へ
ー
ゲ
ル
が
書
名
を
変
更
し
た
こ
と
、
当
初
の
構
想
に
変

化
が
あ
っ
た
こ
と
な
ど
が
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
一
一
れ
ら

の
問
題
と
の
関
連
に
お
い
て
、
概
念
と
対
象
の
一
致
に
関
し
て
考

察
す
る
こ
と
は
、
有
意
味
な
こ
と
だ
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
私
見
に
よ
る
と
、
こ
の
点
に
関
し
て
目
標
と
い
う
点
で
、

あ
る
種
の
一
貫
性
が
見
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
従
り
て
、
小
論
に

干
　
　
場

お
い
て
こ
の
著
作
の
意
図
、
目
的
を
明
確
に
し
、
そ
れ
を
追
跡
す

る
こ
と
に
よ
っ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
の
姿
、
な
か
ん
ず
く
学
へ
の

形
成
と
い
う
課
題
が
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
、
そ
の
一
端
を
明

ら
か
に
し
た
い
と
思
う
。

一
節
　
「
目
標
」

は
ど
こ
に
あ
る
か

　
へ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
い
う
書
物
が
、
二
つ
の
書
名
を

持
っ
て
い
る
こ
と
は
、
周
知
の
こ
と
で
あ
る
。
「
へ
ー
ゲ
ル
は
最

初
に
・
『
意
識
の
経
験
の
学
』
と
い
う
表
題
を
印
刷
さ
せ
た
。
彼

は
そ
の
後
（
製
本
の
具
合
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
）
刷
り
上
が
っ
た

全
紙
か
ら
こ
の
表
題
を
切
り
取
ら
せ
、
そ
れ
を
『
精
神
の
現
象
の

学
』
と
い
う
表
題
に
置
き
か
え
さ
せ
た
。
し
か
し
、
へ
ー
ゲ
ル
の

指
示
は
、
す
べ
て
の
刊
行
本
に
お
い
て
正
確
に
実
行
さ
れ
な
か

252



（19）概念と対象の一致について

（
1
）

っ
た
。
」
こ
う
し
て
、
一
冊
の
書
物
に
対
し
て
二
つ
の
書
名
が
残

る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
書
名
は
無
論
、
製
本

上
の
不
手
際
か
ら
残
っ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ま
た
、
へ
ー
ゲ
ル
が

何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
書
名
を
変
更
し
た
と
い
う
事
実
を
示
し
て

も
い
る
。
そ
の
た
め
こ
こ
か
ら
、
「
『
精
神
現
象
学
』
に
お
い
て
、

わ
れ
わ
れ
が
取
り
扱
う
も
の
が
徹
頭
徹
尾
『
意
識
の
経
験
の
学
』

で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
『
精
神
現
象
学
』
で
あ
る
の
か
、
乃
至

は
、
そ
れ
ぞ
れ
は
著
作
の
一
部
に
対
し
て
妥
当
す
る
も
の
に
過
ぎ

な
い
の
か
、
そ
れ
と
も
二
つ
な
が
ら
に
し
て
著
作
の
全
体
に
対
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

て
妥
当
す
る
も
の
な
の
か
と
い
っ
た
問
題
」
が
提
起
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
一
ま
た
、
「
緒
論
」
と
「
序
文
」
も
こ
の
問

題
と
の
関
連
に
お
い
て
、
著
作
全
体
に
妥
当
す
る
の
か
ど
う
か
と

い
う
妥
当
性
の
範
囲
が
問
題
に
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
た
。
特
に
、

へ
ー
ゲ
ル
自
身
が
「
後
半
の
ふ
つ
り
あ
い
も
大
目
に
見
て
ほ
し
い
。

私
は
イ
エ
ナ
の
戦
闘
の
始
ま
る
前
の
真
夜
中
に
こ
れ
を
書
き
終
え

　
（
ヨ
）

た
の
だ
」
と
述
べ
て
、
自
ら
構
成
の
ふ
つ
り
あ
い
を
認
め
て
い
る

こ
と
が
、
こ
の
問
題
に
さ
ら
に
拍
車
を
か
け
て
い
る
よ
う
に
見
え

る
。　

し
か
し
、
「
ド
イ
ツ
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
」
等
に
比
べ
る
と
、
始

め
か
ら
終
わ
り
ま
で
同
一
人
物
に
よ
っ
て
書
か
れ
た
著
作
で
あ
り
、

一
冊
の
書
物
と
し
て
読
む
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
混
乱
を
き
た
し

た
書
物
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
い
う
こ
と
は
な
い
。
書
物
の
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

成
が
ふ
つ
り
あ
い
で
あ
る
と
か
、
構
想
に
変
化
が
あ
っ
た
の
で
は

な
い
か
と
い
う
こ
と
は
頻
繁
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
が
、
著
作
の
目

的
に
変
化
が
あ
っ
た
と
い
う
話
は
あ
ま
り
聞
か
な
い
。
著
作
の
目

的
と
は
、
著
作
を
書
き
始
め
て
か
ら
生
成
し
て
く
る
よ
う
な
も
の

で
は
な
い
。
目
標
と
は
、
事
が
開
始
さ
れ
た
と
き
に
は
既
に
定
ま

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
た
だ
、
目
標
に
到
達
す
る
た
め
に
は
、

あ
る
い
は
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
普
通
、
複
数
の
可
能
性

が
あ
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
に
議
論
を
組
み
立
て

る
か
、
ど
の
よ
う
な
論
点
、
論
法
を
取
る
か
、
ど
ん
な
題
材
が
あ

る
か
等
々
、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
複
数
の
可
能
性
が
あ
る
も
の

で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
の
過
程
に
お
い
て
粁
余
曲
折
が
あ
る
の
は

む
し
ろ
当
た
り
前
で
、
途
中
で
構
想
に
変
化
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、

そ
れ
は
そ
れ
ほ
ど
お
・
か
し
い
こ
と
で
は
な
い
し
、
ま
た
そ
の
こ
と

に
よ
っ
て
、
著
作
が
全
く
理
解
不
能
に
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
ほ

ど
の
も
の
で
も
な
い
。

　
へ
ー
ゲ
ル
が
「
真
理
は
全
体
で
あ
る
」
と
い
う
の
も
、
ま
た
、

真
理
は
始
め
と
終
り
が
一
致
す
る
「
円
環
（
ヌ
至
ω
）
」
で
あ
る
と

い
う
の
も
、
最
初
に
立
て
た
目
標
に
最
終
的
に
到
達
し
て
い
れ
ば
、
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そ
の
過
程
は
全
体
と
し
て
真
理
で
あ
る
と
是
認
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
忍
耐
強
く
努
カ
す
る
人
に
は
、
目
的
は
動
か
な
い
も
の
で
あ

る
。
従
っ
て
、
へ
ー
ゲ
ル
が
実
現
す
る
こ
と
の
な
か
っ
た
幻
の
体

系
構
想
に
つ
い
て
あ
れ
こ
れ
と
恩
い
を
は
せ
る
よ
り
も
、
む
し
ろ

実
現
さ
れ
た
目
標
に
つ
い
て
考
察
す
る
方
が
重
要
で
あ
る
と
言
え

よ
う
。

　
目
的
と
い
う
観
点
か
ら
、
「
緒
論
」
と
「
序
文
」
を
な
が
め
る

と
、
へ
－
ゲ
ル
は
や
は
り
共
通
す
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
ま
ず
、

「
緒
論
」
の
冒
頭
部
分
で
、
へ
ー
ゲ
ル
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。　

「
哲
学
に
お
い
て
、
本
題
そ
の
も
の
に
、
つ
ま
り
、
本
当
に
存

在
す
る
も
の
の
現
実
の
認
識
（
ま
ω
三
『
彗
o
幕
宰
訂
昌
昌
）

に
取
り
－
か
か
る
前
に
、
絶
対
者
を
捕
ら
え
る
道
具
、
絶
対
者
を
見

る
手
段
と
見
な
さ
れ
る
認
識
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
理
解
し
て
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
、
、
、
・
　
　
（
5
）

く
必
要
が
あ
る
と
思
う
の
は
、
自
然
な
表
象
で
あ
る
。
」

　
こ
れ
は
も
ち
ろ
ん
カ
ン
ト
を
念
頭
に
お
い
て
言
っ
た
言
葉
で
あ

る
が
、
こ
こ
で
注
意
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
へ
ー
ゲ
ル
が

取
り
か
か
る
べ
き
哲
学
の
本
題
を
「
本
当
に
存
在
す
る
も
の
の
現

実
の
認
識
」
で
あ
る
と
明
言
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

道
具
や
手
段
と
し
て
の
認
識
の
適
用
範
囲
や
、
あ
る
い
は
認
識
の

本
性
や
限
界
が
問
題
な
の
で
は
な
く
、
現
実
に
遂
行
さ
れ
て
い
る

認
識
、
現
実
の
認
識
こ
そ
が
哲
学
の
本
題
で
あ
る
と
し
て
い
る
点

で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
は
こ
の
本
題
に
関
し
て
、
ア
リ
ス

ト
テ
レ
ス
を
引
い
て
、
「
哲
学
は
現
存
す
る
も
の
を
そ
の
現
存
に

お
い
て
観
察
す
る
。
－
…
真
実
に
存
在
す
る
も
の
が
現
実
的
な
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

の
と
し
て
明
ら
か
に
な
る
。
」
と
解
釈
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
お

そ
ら
く
、
へ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
を
も
自
ら
の
存
在
の
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

い
へ
包
摂
す
る
た
め
に
な
さ
れ
た
解
釈
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
哲
学

の
本
題
で
あ
る
「
真
に
存
在
す
る
も
の
の
現
実
の
認
識
」
と
は
、

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
思
っ
た
よ
う
に
、
存
在
の
観
察
に
力
点
が
あ
る

の
で
は
な
い
し
、
ま
た
、
真
な
る
存
在
が
現
実
的
な
も
の
で
あ
る

と
い
う
考
察
が
眼
目
な
の
で
も
な
い
。
こ
こ
で
は
真
に
存
在
す
る

も
の
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
そ
の
認
識
が
問
題
な
の
で
あ
る
。
そ
れ

も
可
能
な
認
識
で
は
な
く
、
現
実
の
認
識
が
問
題
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
こ
と
は
へ
ー
ゲ
ル
の
次
の
よ
う
な
文
章
か
ら
も
わ
か
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
「
緒
論
」
に
お
い
て
、
何
を
企
て
た
か
に
つ
い
て
、

次
の
よ
う
に
語
っ
て
い
る
。
「
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
こ
こ
で

は
現
象
す
る
知
の
叙
述
が
企
て
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
さ
て
、
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
叙
述
は
現
象
す
る
知
だ
け
を
対
象
に
し
て
い
る
」
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理
由
に
関
す
る
考
察
は
こ
こ
で
お
く
と
し
て
、
現
象
で
は
な
く
、

現
象
す
る
知
が
対
象
で
あ
る
こ
と
は
明
白
で
あ
る
。
問
題
は
知
、

認
識
で
あ
る
。
そ
れ
も
実
在
す
る
知
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
「
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

の
真
な
る
知
に
迫
っ
て
行
く
自
然
な
意
識
の
道
」
に
お
い
て
、

「
自
然
な
意
識
は
、
知
の
概
念
に
す
ぎ
ず
、
つ
ま
り
実
在
的
知

（
『
g
一
鶉
考
尿
ω
g
）
で
は
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
で
あ

　
（
g
）

ろ
う
」
と
述
べ
て
、
自
然
な
意
識
を
実
在
す
る
知
で
は
な
い
が
ゆ

え
に
批
判
し
て
い
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
へ
i
ゲ
ル
に
と
っ
て
現

実
の
認
識
、
実
在
す
る
知
が
本
題
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

　
同
様
の
こ
と
は
、
「
序
文
」
に
お
い
て
も
語
ら
れ
て
い
る
。

　
「
哲
学
が
学
と
い
う
形
式
に
い
っ
そ
う
近
づ
く
た
め
に
、
つ
ま

り
、
愛
知
と
い
う
名
を
捨
て
て
、
現
実
の
知
（
三
『
彗
o
訂
ω

ミ
寡
彗
）
で
あ
ろ
う
と
す
る
目
標
に
い
っ
そ
う
近
づ
く
た
め
に
、

努
力
を
人
々
と
分
か
と
う
と
す
る
の
が
、
私
が
企
て
た
こ
と
で

（
1
0
）

あ
る
。
」

　
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
一
人
称
で
、
私
が
企
て
た
こ
と
と
し
て
、

哲
学
の
目
標
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
。
哲
学
が
学
に
な
る
と
い
う

こ
と
は
、
「
愛
知
と
い
う
名
を
捨
て
る
こ
と
、
そ
し
て
現
実
の
知

で
あ
る
」
と
い
う
目
標
に
近
づ
く
こ
と
な
の
で
あ
る
。
哲
学
は
へ

ー
ゲ
ル
に
お
い
て
、
も
は
や
知
へ
の
愛
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。

実
在
す
る
知
、
現
実
の
知
で
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
哲
学
の
本
題
は
真
に
存
在
す
る
も
の
の
現
実
の
認
識
で

あ
り
、
叙
述
の
対
象
は
現
象
す
る
知
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か

っ
た
と
こ
ろ
で
、
具
体
的
な
叙
述
の
目
的
の
考
察
に
移
ろ
う
。
へ

ー
ゲ
ル
は
こ
の
点
に
つ
い
て
も
き
わ
め
て
明
白
に
述
べ
て
い
る
。

　
「
目
標
は
だ
が
、
進
行
の
系
列
と
同
様
、
知
に
と
っ
て
は
必
然

的
に
定
め
ら
れ
て
い
る
。
目
標
は
、
知
が
も
は
や
自
分
自
身
を
越

え
出
て
行
く
必
要
の
な
い
と
こ
ろ
、
知
が
自
分
自
身
を
見
い
だ
す

　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

と
こ
ろ
、
概
念
が
対
象
に
、
対
象
が
概
念
に
一
致
す
る
と
こ
ろ
に

　
（
u
）

あ
る
。
」

　
こ
れ
が
到
達
す
べ
き
叙
述
の
目
標
で
あ
る
。
哲
学
が
愛
知
を
い

う
名
を
捨
て
、
現
実
の
知
で
あ
る
と
い
う
目
標
を
達
成
す
る
た
め

に
、
ま
ず
、
な
さ
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と
は
概
念
と
対
象
と
が

一
致
す
る
知
を
発
見
す
る
こ
と
で
あ
る
。
実
在
す
る
知
と
は
こ
の

こ
と
を
言
う
の
で
あ
り
、
現
象
す
る
知
に
対
し
て
進
む
べ
き
方
向

は
最
初
か
ら
明
確
に
定
ま
っ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
へ
－
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
」
に
つ
い
て
、
こ
れ

を
一
つ
の
哲
学
的
教
養
小
説
と
し
て
読
む
読
み
方
が
あ
る
。
例
え

ば
、
「
『
現
象
学
」
は
、
自
然
的
認
識
が
学
へ
、
所
謂
、
哲
学
知
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎜
）

絶
対
知
へ
と
発
展
す
る
教
養
の
適
程
で
あ
る
」
と
か
、
「
『
現
象
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学
』
は
、
意
識
が
洞
窟
か
ら
出
て
学
に
ま
で
の
ぼ
つ
て
行
く
具
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

的
な
歴
史
の
過
程
な
の
で
あ
る
」
と
す
る
読
み
方
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
読
み
方
か
ら
は
、
「
『
現
象
学
』
が
自
分
に
課
し
て
い
る
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
M
）

題
は
、
…
…
個
別
的
な
個
人
の
教
育
の
問
題
な
の
で
あ
る
」
と
い

う
啓
蒙
が
課
題
と
し
て
引
き
出
さ
れ
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
し
か

し
一
こ
の
よ
う
な
課
題
を
『
精
神
現
象
学
』
の
主
た
る
目
標
と
見

な
す
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
た
だ
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
に
は
そ
れ
な
り
の
典
拠
が
あ
る
。
そ

れ
は
、
へ
ー
ゲ
ル
自
身
が
、
こ
の
叙
述
を
「
真
な
る
知
に
迫
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

行
く
自
然
な
意
識
の
道
程
で
あ
る
と
見
な
し
て
よ
い
（
ζ
昌
）
」

と
認
め
て
い
る
こ
と
や
、
あ
る
い
は
「
意
識
が
こ
の
道
を
通
っ
て

遍
歴
す
る
意
識
の
数
々
の
形
態
は
、
む
し
ろ
意
識
自
身
が
学
へ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

自
已
形
成
す
る
教
養
の
詳
細
な
歴
史
で
あ
る
」
と
い
う
へ
ー
ゲ
ル

の
言
葉
で
あ
る
。
前
者
に
関
し
て
は
、
自
然
な
意
識
は
真
な
る
知

に
進
ん
で
行
く
と
見
な
す
こ
と
も
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
し

か
し
必
ず
し
も
そ
の
必
要
は
な
い
。
「
で
き
る
」
と
い
う
の
は
、

あ
く
ま
で
も
単
な
る
可
能
性
と
し
て
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、

そ
う
見
な
す
必
要
は
な
い
し
、
ま
た
そ
う
見
な
さ
な
く
て
は
な
ら

な
い
必
然
性
も
な
い
。
だ
－
か
ら
、
も
し
、
目
然
な
意
識
が
実
際
に

真
な
る
知
に
押
し
進
ん
で
行
く
と
す
れ
ば
、
こ
の
意
識
は
た
だ
た

だ
絶
望
す
る
ば
か
り
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
は
自
然
な
意
識
に
希
望

を
与
え
て
は
い
な
い
。
ま
た
、
後
者
に
関
し
て
は
、
自
ら
学
へ
と

形
成
す
る
意
識
は
、
果
た
し
て
自
然
な
意
識
で
あ
り
う
る
の
か
と

い
う
疑
問
が
残
る
。

　
自
然
な
意
識
と
い
う
の
は
、
哲
学
の
本
題
に
取
り
か
か
か
前
に
、

道
具
や
手
段
と
し
て
の
認
識
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
理
解
し
て
お

こ
う
と
す
る
「
自
然
な
表
象
」
と
同
様
、
へ
ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
は

捨
て
去
る
ぺ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
認
識
を
絶
対
者
を
捕

ら
え
る
道
具
や
手
段
と
見
な
す
考
え
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
言
わ
せ
る

と
、
無
益
な
考
え
で
あ
り
、
学
を
拒
む
態
度
な
の
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
点
に
関
し
て
は
、
ハ
イ
デ
ツ
ガ
ー
が
卓
見
を
示
し
て
い
る
。

「
と
こ
ろ
が
、
哲
学
で
さ
え
、
今
日
に
至
る
ま
で
、
精
神
の
現
象

学
は
日
常
的
意
識
に
同
伴
し
て
こ
れ
を
哲
学
の
学
問
的
認
識
へ
案

内
し
て
ゆ
く
道
案
内
、
旅
行
記
な
の
だ
と
思
い
な
し
て
い
る
。
だ

が
、
こ
う
受
け
取
ら
れ
た
精
神
の
現
象
学
が
何
で
あ
る
と
見
え
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
脆
）

う
と
も
、
そ
れ
は
そ
の
本
質
に
お
い
て
か
か
る
も
の
で
は
な
い
。
」

全
く
そ
の
と
お
り
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
、
「
叙
述
は
決
し
て
自

然
的
意
識
を
連
れ
て
、
意
識
の
諸
形
態
の
博
物
館
の
中
を
引
き
回

し
、
こ
の
見
学
が
済
む
と
、
特
設
の
扉
か
ら
、
絶
対
知
の
中
へ
解

放
す
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
」
し
、
ま
た
、
「
現
象
す
る
知
の
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（
1
7
）

叙
述
は
、
自
然
な
意
識
が
行
く
道
中
で
は
な
い
」
か
ら
で
あ
る
。

こ
れ
を
見
抜
い
た
の
は
、
ハ
イ
デ
ソ
ガ
ー
の
功
績
に
値
す
る
。
へ

ー
ゲ
ル
に
と
っ
て
、
自
然
な
意
識
を
絶
対
知
へ
道
案
内
す
る
こ
と

は
何
ら
目
的
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

第
二
節
　
概
念
と
対
象
と
の
一
致
の
吟
味

　
さ
て
、
概
念
が
対
象
に
、
対
象
が
概
念
に
一
致
す
る
と
い
う
目

標
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
実
現
さ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
よ

う
な
一
致
の
目
標
が
立
て
ら
れ
る
か
ら
に
は
、
両
者
が
一
致
し
て

い
な
い
種
類
の
意
識
形
態
が
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
こ
れ

ら
に
つ
い
て
は
後
で
考
察
す
る
こ
と
に
す
る
。

　
概
念
と
対
象
と
の
一
致
と
い
う
の
は
、
無
論
、
知
に
対
し
て
定

め
ら
れ
た
目
標
で
あ
り
、
知
が
実
在
す
る
知
で
あ
る
た
め
に
果
た

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
中
心
的
課
題
で
あ
る
。
こ
の
目
標
に
到
達

す
る
ま
で
は
知
は
休
む
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
し
、
、
い
か
な
る
満

足
も
見
い
だ
せ
な
い
。
こ
の
前
進
は
、
へ
ー
ゲ
ル
流
の
懐
疑
に
よ

う
て
、
現
象
す
る
知
の
非
真
理
を
意
識
的
に
見
抜
く
洞
察
に
よ
う

て
、
ま
た
、
「
一
定
の
否
定
」
と
い
う
方
法
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ

て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
進
行
の
必
然
性
が
へ
－
ゲ
ル
に
よ
っ
て
保
証
さ

れ
て
い
る
と
は
い
え
、
そ
の
ま
ま
で
は
へ
ー
ゲ
ル
が
批
判
す
る

「
断
言
」
と
何
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
が
な
い
の
で
、
「
実
行
の
方
法
」

に
つ
い
て
も
、
次
に
述
べ
ら
れ
る
よ
う
な
予
備
的
議
論
が
な
さ
れ

て
い
る
。

　
ま
ず
、
普
通
で
あ
れ
ぱ
、
例
え
ば
、
認
識
す
る
前
に
誤
り
に
陥

ら
な
い
よ
う
に
、
認
識
を
吟
味
し
て
お
こ
う
と
す
る
よ
う
な
「
自

然
な
表
象
」
で
あ
れ
ぱ
、
認
識
の
実
在
性
の
吟
味
を
次
の
よ
う
に

思
い
浮
べ
る
は
ず
で
あ
る
。
「
こ
の
叙
述
は
、
現
象
す
る
知
に
対

す
る
学
の
態
度
、
認
識
の
実
在
性
（
雰
凹
；
讐
）
を
検
査
、
吟
味

す
る
こ
と
と
し
て
思
い
浮
べ
ら
れ
る
の
で
（
く
o
『
o
q
2
亘
5
、
根

底
に
尺
度
と
し
て
置
か
れ
。
る
何
ら
か
の
前
提
な
し
に
は
、
こ
の
叙

述
は
行
わ
れ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
吟
味
と
は
、
あ

る
採
用
さ
れ
た
尺
度
を
あ
て
が
う
こ
と
に
あ
り
、
吟
味
さ
れ
る
も

の
が
正
し
い
か
正
し
く
な
い
か
の
決
定
は
、
吟
味
さ
れ
る
も
の
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
〕

尺
度
と
の
問
に
生
じ
る
等
、
不
等
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
」

　
つ
ま
り
、
一
般
的
に
認
め
ら
れ
た
尺
度
、
基
準
と
い
う
も
の
が

ま
ず
最
初
に
あ
り
、
そ
れ
を
当
の
も
の
に
あ
て
が
う
こ
と
に
よ
う

て
吟
味
が
な
さ
れ
る
と
、
普
通
、
思
う
も
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど

定
規
に
よ
っ
て
長
さ
を
計
る
よ
う
に
、
二
つ
の
も
の
を
計
っ
て
、

長
さ
が
等
し
け
れ
ば
、
両
者
は
等
し
い
と
証
明
さ
れ
る
。
こ
の
場
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合
、
メ
ー
ト
ル
法
の
原
理
に
よ
っ
て
目
盛
り
を
定
め
て
い
る
も
の

が
学
で
あ
る
。
尺
度
と
い
う
の
は
常
に
前
提
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
、

吟
味
は
で
き
な
い
。
だ
が
、
へ
ー
ゲ
ル
の
場
合
、
学
は
今
か
ら
、

こ
れ
か
ら
登
場
し
て
く
る
の
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
正
当
化
さ
れ
た

も
の
は
何
も
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
も
そ
も
吟
味
は
あ
り
え
な

い
よ
う
に
見
え
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
見
解
は
矛
盾
で
あ
り
、
除

去
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
「
意
識
の
経
験
の
学
」
が
登
場
す
る

そ
の
際
に
、
た
と
え
そ
れ
を
正
当
化
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
と
も
、

吟
味
が
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
は
「
知
と
真

理
の
抽
象
的
諸
規
定
が
意
識
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
あ
ら
わ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

る
か
と
い
う
こ
と
を
思
い
起
し
」
さ
え
す
れ
ば
、
す
ぐ
に
取
り
除

け
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
へ
ー
ゲ
ル
の
意
識
論
が
始
ま
る
。

　
そ
れ
で
は
ま
ず
、
知
の
抽
象
的
規
定
が
意
識
に
お
い
て
ど
の
よ

う
に
あ
ら
わ
れ
る
か
を
見
て
み
よ
う
。

　
「
意
識
は
あ
る
も
の
を
自
分
か
ら
区
別
し
、
同
時
に
こ
の
あ
る

も
の
に
関
係
す
る
。
塑
言
す
る
と
、
意
識
に
対
し
て
あ
る
も
の
が

あ
る
と
も
言
い
表
さ
れ
る
。
意
識
に
対
す
る
あ
る
も
の
の
、
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
〕

関
係
ま
た
は
存
在
の
一
定
の
側
面
が
知
で
あ
る
。
」

　
も
し
、
意
識
だ
け
が
あ
り
、
他
に
何
も
存
在
し
て
い
な
け
れ
ぱ
、

お
そ
ら
く
意
識
は
何
も
知
り
よ
う
が
な
い
で
あ
ろ
う
。
知
が
可
能

で
あ
る
た
か
に
は
、
少
な
く
と
も
何
か
が
意
識
に
対
し
て
存
在
し

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
面
か
ら
す
る
と
、
あ
る
も

の
が
意
識
に
対
し
て
あ
る
と
き
、
意
識
が
そ
の
あ
る
も
の
に
関
係

す
る
と
き
、
知
は
成
立
す
る
と
言
え
る
。

　
次
に
真
理
で
あ
る
が
、
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。

　
「
知
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
も
の
は
、
同
様
に
知
か
ら
区
別
さ
れ
、

ま
た
こ
の
関
係
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
定
立
さ
れ
る
。
こ
の
即

　
　
　
　
　
　
　
　
（
㎎
）

自
の
側
面
を
真
理
と
い
う
。
」

　
つ
ま
り
、
あ
る
も
の
が
意
識
に
関
係
づ
け
ら
れ
、
知
ら
れ
て
い

る
と
き
、
意
識
は
こ
の
あ
る
も
の
を
ま
た
こ
の
関
係
の
外
に
置
き
、

意
識
の
外
に
あ
る
も
の
と
し
て
区
別
し
て
定
立
す
る
こ
と
が
で
き

る
。
こ
の
知
と
い
う
関
係
の
外
に
置
か
れ
て
い
る
も
の
が
真
理
で

あ
る
。
関
係
は
対
他
的
あ
り
方
で
あ
り
、
真
理
は
即
自
的
あ
り
方

で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
意
識
の
な
か
に
は
確
か
に
知
と
真
理
の
抽
象
的
規
定

が
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
は
当
た
り
前
と
い
え
ぱ
、
当
た

り
前
の
こ
と
で
あ
る
。
知
っ
て
い
る
と
恩
う
の
も
、
真
理
だ
と
思

う
の
も
意
識
の
な
か
の
出
来
事
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
机
や
椅
子

が
そ
う
い
う
こ
と
を
思
っ
た
り
す
る
は
ず
が
な
い
。
そ
う
い
う
わ

258



（25）概念と対象の一致について

け
で
、
意
識
の
中
に
は
即
自
と
し
て
の
真
理
の
規
定
が
あ
る
わ
け

で
あ
る
・
か
ら
、
こ
れ
を
尺
度
と
し
て
用
い
れ
ぱ
よ
い
わ
け
で
あ
る
。

「
意
識
は
自
分
の
尺
度
を
意
識
そ
の
も
の
に
お
い
て
与
え
て
い
る
。

そ
れ
で
考
察
は
、
そ
の
こ
と
に
よ
う
て
、
意
識
の
自
分
自
身
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

比
較
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
」
こ
う
い
う
わ
け
で
、
尺

度
は
意
識
の
な
か
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
意
識
は
真
理
と
い
う

尺
度
を
自
分
の
知
に
適
用
す
れ
ぱ
よ
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
れ
で
、

考
察
は
意
識
の
自
分
目
身
と
の
比
較
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
目
標
は
、
概
念
と
対
象
の
一
致
、
及
び
、
対
象
と

概
念
の
一
致
を
吟
味
す
る
こ
と
で
、
意
識
の
自
分
自
身
と
の
一
致

を
考
察
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
認
識
の
実
在
性
を
吟

味
す
る
た
め
に
は
、
さ
ら
な
る
手
続
き
が
必
要
に
な
る
。
つ
ま
り
、

意
識
が
自
己
吟
味
で
き
る
と
は
い
え
、
こ
の
ま
ま
で
は
概
念
と
対

象
の
両
者
の
一
致
の
考
察
に
は
な
ら
な
い
の
で
、
「
概
念
」
と

「
対
象
」
と
い
う
言
葉
を
意
識
に
対
し
て
与
え
て
や
る
必
要
が
あ

る
。
そ
れ
が
命
名
（
z
①
…
竃
）
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
命
名
者
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…
　
、
（
㎜
）

し
て
登
場
し
て
く
る
の
が
「
わ
れ
わ
れ
」
で
あ
る
。

　
「
も
し
、
わ
れ
わ
れ
が
知
を
概
念
と
名
付
け
（
z
①
…
g
）
、
本

質
ま
た
は
真
を
存
在
す
る
も
の
ま
た
は
対
象
と
名
付
け
る
の
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

れ
ば
、
吟
味
は
、
概
念
が
対
象
に
一
致
す
る
か
ど
う
か
を
な
が
め

る
点
に
存
す
る
。
だ
が
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
対
象
の
本
質
ま
た
は

対
象
の
即
自
を
概
念
と
名
付
け
、
こ
れ
に
対
し
て
、
対
象
と
い
う

言
葉
で
対
象
と
し
て
の
対
象
、
つ
ま
り
、
他
の
も
の
に
対
し
て
あ

る
対
象
を
理
解
す
る
と
す
れ
ぱ
、
吟
味
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
対
象

　
、
　
　
　
、
　
　
　
、

が
自
分
の
概
念
に
あ
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
な
が
め
る
点
に

　
＾
刎
）

あ
る
。
」

　
か
く
し
て
、
ま
ず
第
一
に
、
も
し
わ
れ
わ
れ
が
意
識
に
お
け
る

知
と
真
に
そ
れ
ぞ
れ
概
念
と
対
象
と
い
う
名
を
与
え
る
と
す
れ
ぱ
、

概
念
が
対
象
に
一
致
す
る
か
ど
う
か
の
吟
味
は
、
知
が
真
に
一
致

す
る
か
ど
う
か
の
吟
味
と
同
じ
に
な
る
。
こ
れ
は
、
前
述
の
意
識

に
お
け
る
知
と
真
理
の
規
定
に
お
い
て
見
た
の
と
同
様
、
真
理
と

い
う
尺
度
を
知
に
あ
て
が
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
対
象
の

存
在
が
真
理
で
あ
り
、
知
が
対
象
に
一
致
し
て
い
れ
ぱ
、
知
は
真

で
あ
る
。
尺
度
は
対
象
で
あ
る
。

　
次
に
、
第
二
の
問
題
、
対
象
が
概
念
に
一
致
す
る
か
ど
う
か
と

い
う
問
題
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
し
か
し
な
が
ら
、
直
ち
に
第
一
の

問
題
の
反
対
で
あ
る
圭
言
う
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
な
ぜ
な
ら
こ

れ
は
、
対
象
が
前
述
の
よ
う
な
知
で
あ
る
概
念
に
一
致
す
る
の
で

は
な
く
、
対
象
が
「
対
象
の
」
概
念
に
一
致
す
る
か
ど
う
か
と
い

う
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
こ
こ
で
は
、
概
念
は
対
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象
の
本
質
ま
た
は
対
象
の
即
自
に
対
し
て
名
付
け
ら
れ
て
お
り
、

他
方
、
対
象
は
対
象
と
し
て
、
概
念
に
対
す
る
対
象
、
存
在
者
と

し
て
の
対
象
が
理
解
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
一
方

は
、
対
象
の
即
自
で
、
他
方
は
、
対
象
と
し
て
の
対
象
で
あ
る
か

ら
、
対
象
に
お
い
て
二
つ
の
も
の
が
区
別
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な

る
。
従
っ
て
、
吟
味
は
対
象
に
お
け
る
両
者
の
比
較
、
即
ち
、
対

象
が
自
分
の
概
念
に
一
致
す
る
か
ど
う
か
と
い
う
吟
味
に
な
る
の

で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
尺
度
は
概
念
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
こ
で
、
へ
ー
ゲ
ル
が
こ
れ
ら
二
つ
の
問
題
に
つ
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
）

「
な
る
ほ
ど
人
は
、
両
者
は
お
な
じ
こ
と
だ
と
思
う
」
と
書
い
て

い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
決
し
て
へ
ー
ゲ
ル
本
人
が
そ
う
思
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
い
し
、
ま
た
両
者
が
決
し
て
同
一
の
レ
ベ
ル
に
お

い
て
議
論
で
き
る
と
い
う
間
題
で
も
な
い
。
対
象
が
認
識
の
尺
度

で
あ
る
の
と
、
概
念
が
認
識
の
尺
度
で
あ
る
の
と
で
は
雲
泥
の
差
、

天
と
地
ほ
ど
の
差
が
あ
る
こ
と
は
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
と
思
う
。

へ
ー
ゲ
ル
が
後
で
、
「
吟
味
は
知
の
吟
味
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、

　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
　
　
　
　
（
2
2
）

そ
の
尺
度
吻
吟
味
で
も
あ
る
」
と
言
う
の
は
、
こ
の
こ
と
に
関
係

が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
前
者
、
概
念
が
対
象
に
一
致
す
る
と
い
う
場
合
、
知
は
意
識
の

知
で
あ
り
、
対
象
は
意
識
の
外
に
定
立
さ
れ
た
も
の
と
し
て
尺
度

で
あ
っ
た
。
知
が
こ
の
対
象
に
一
致
し
て
い
れ
ぱ
、
知
は
真
で
あ

う
た
。
こ
の
場
合
、
知
る
と
は
、
意
識
が
対
象
に
関
係
す
る
こ
と

で
あ
る
。

　
し
か
し
、
後
者
、
対
象
が
自
分
の
概
念
に
一
致
す
る
と
い
う
場

合
、
対
象
が
自
分
で
そ
れ
を
吟
味
す
る
は
ず
は
な
い
の
で
、
当
然
、

意
識
に
お
い
て
、
両
者
の
比
較
が
な
さ
れ
る
と
考
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
例
え
ぱ
、
リ
ー
プ
ル
ッ
ク
ス
が
、
「
現
象
す
る
対
象
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

わ
れ
わ
れ
の
表
象
と
名
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
言
っ
て
い
る

よ
う
に
、
対
象
が
現
象
と
し
て
、
対
象
の
表
象
で
あ
れ
ば
、
そ
れ

が
対
象
の
概
念
に
一
致
す
る
か
ど
う
か
を
見
る
こ
と
は
意
識
に
お

い
て
可
能
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
こ
れ
は
意
識
に
お
け
る
知
と
真
理
の
抽
象
的
規
定
だ

け
で
は
、
間
に
合
わ
な
い
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
へ
－
ゲ
ル
は

次
な
る
意
識
論
を
展
開
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
意
識
論

の
展
開
の
第
二
段
階
と
名
付
け
て
お
こ
う
。

　
「
意
識
は
、
一
方
で
は
、
対
象
の
意
識
で
あ
り
、
他
方
で
は
、

自
分
自
身
の
意
識
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
意
識
に
と
っ
て
真
で
あ
る

も
の
の
意
識
と
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
と
い
う
意
識

　
　
（
別
）

で
あ
る
。
」

　
こ
こ
で
初
め
て
対
象
は
、
対
象
に
つ
い
て
の
意
識
と
し
て
、
意

260



（27）概念と対象の一致について

識
に
お
け
る
存
在
、
対
象
の
存
在
表
象
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ソ
ガ
i

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
肪
）

な
ら
、
「
意
識
が
対
象
を
そ
の
対
象
性
に
お
い
て
表
象
す
る
」
と

言
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
対
象
は
も
は
や
意
識
の
外
に
定
立
さ
れ
た

も
の
で
は
な
い
。
対
象
は
対
象
意
識
と
し
て
観
念
的
な
対
象
に
な

っ
た
。
他
方
、
対
象
の
即
自
に
対
し
て
名
付
け
ら
れ
た
概
念
の
方

は
、
こ
れ
は
意
識
の
中
に
あ
る
こ
と
は
自
明
の
こ
と
で
あ
る
。
自

分
自
身
に
つ
い
て
の
意
識
と
は
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る

と
い
う
意
識
で
あ
る
が
、
「
そ
も
そ
も
意
識
が
あ
る
対
象
に
つ
い

て
知
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
は
、
既
に
次
の
よ
う
な
区

別
が
現
存
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
意
識
に
は
あ
る
も
の
が
即
自
で

あ
り
、
他
の
モ
メ
ン
ト
は
だ
が
、
意
識
に
対
す
る
対
象
の
存
在
、

ま
た
は
知
で
あ
る
と
い
う
区
別
で
あ
る
。
吟
味
は
現
存
す
る
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

区
別
に
基
づ
い
て
い
る
。
」
つ
ま
り
、
意
識
が
あ
る
対
象
を
知
っ

て
い
れ
ば
、
当
然
、
そ
の
即
自
も
知
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
あ

る
。
塑
言
す
る
と
、
あ
る
対
象
を
知
る
と
い
う
こ
と
の
な
か
に
は
、

対
象
の
即
自
附
あ
り
方
と
対
意
識
的
あ
り
方
を
知
る
と
い
う
こ
と

が
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
、
今
述
べ
た
、
対
象
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
こ
と
の
中

の
一
つ
の
モ
メ
ン
ト
、
即
自
が
概
念
と
名
付
け
ら
れ
、
対
象
意
識

が
対
象
と
し
て
理
解
さ
れ
る
の
で
、
対
象
が
そ
の
概
念
に
一
致
す

る
か
ど
う
か
と
い
う
吟
味
は
、
対
象
意
識
が
対
象
の
概
念
に
一
致

す
る
か
ど
う
か
の
吟
味
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
両
者
は
意

識
の
中
に
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
対
象
に
つ
い
て
の
意
識
の
知

が
対
象
に
一
致
す
る
か
ど
う
か
も
、
意
識
に
と
っ
て
の
こ
と
に

（
〃
）

な
る
」
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
一
致
の
吟
味
に
つ
い
て
、
「
わ

れ
わ
れ
の
付
け
加
え
は
余
計
な
も
の
で
あ
る
」
こ
と
、
「
全
く

（
〃
）

傍
観
」
し
て
い
る
だ
け
で
よ
い
こ
と
を
述
べ
て
い
る
が
、
こ
と
、

意
識
の
経
験
で
あ
る
「
弁
証
法
的
運
動
」
に
関
し
て
、
「
本
題
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
鴉
）

こ
の
よ
う
な
考
察
は
、
わ
れ
わ
れ
の
付
け
加
え
で
あ
る
」
と
明
確

に
認
め
る
と
き
、
そ
れ
は
疑
わ
し
い
も
の
に
な
る
の
で
あ
る
。

第
三
節
　
知
の
吟
味
と
尺
度
の
吟
味

　
目
標
は
概
念
と
対
象
の
両
者
が
一
致
す
る
知
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ

ル
が
こ
の
目
標
を
書
い
た
と
き
、
お
そ
ら
く
彼
は
、
ど
こ
で
こ
の

目
標
が
達
成
さ
れ
る
か
、
き
わ
め
て
明
確
な
ヴ
ィ
ジ
ヨ
ン
を
持
っ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
初
め
の
三
章
は
「
意
識
」
章
で
あ
る
が
、

そ
こ
で
、
「
感
覚
的
確
信
」
、
「
知
覚
」
、
「
悟
性
」
が
批
判
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
は
み
な
概
念
と
対
象
が
一
致
し
て
い
な
い
知
な
の
で
あ
る
。

　
（
一
）
　
感
覚
的
確
信
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ま
ず
、
最
初
に
「
わ
れ
わ
れ
」
の
考
察
の
対
象
に
な
る
知
は

「
感
覚
的
確
信
」
で
あ
る
。
『
精
神
現
象
学
』
は
知
（
認
識
）
が
対

象
で
あ
り
、
対
象
が
対
象
な
の
で
は
な
い
。
知
に
向
き
合
っ
て
い

る
の
は
「
わ
れ
わ
れ
」
で
あ
る
。
こ
の
知
は
別
名
「
直
接
知
」
と

も
言
わ
れ
、
直
接
的
な
も
の
の
知
、
存
在
す
る
も
の
の
知
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
存
在
す
る
も
の
を
そ
の
ま
ま
、
直
接
受
け
入
れ
る
知
で

あ
る
。
何
の
媒
介
も
変
更
も
加
え
ず
に
、
あ
る
が
ま
ま
に
受
け
入

れ
る
知
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
存
在
す
る
も
の
、
つ
ま
り
、
対
象

を
直
接
受
け
入
れ
る
と
い
う
点
で
、
対
象
と
直
接
に
↓
致
し
た
知

に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
ま
た
、
最
も
真
な
る
認
識
で
あ
る

よ
う
に
見
え
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
の
知
に
は
欠
陥
が
あ
る
。

　
ま
ず
第
一
に
、
対
象
の
存
在
に
全
面
的
に
依
存
し
た
知
で
あ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
「
知
が
対
象
を
知
っ
て
い
る
の
は
、
た
だ

そ
れ
が
あ
る
が
為
で
あ
り
、
知
は
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た

な
い
か
も
し
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
対
象
は
あ
る
。
そ
れ

は
真
で
あ
り
、
本
質
で
あ
る
。
対
象
は
、
知
ら
れ
て
い
よ
う
が
い

ま
い
が
関
係
な
く
、
あ
る
。
た
と
え
知
ら
れ
て
い
な
く
と
も
あ
り

続
け
る
。
だ
が
、
知
は
、
も
し
対
象
が
な
け
れ
ば
存
在
し
な
い
の

　
（
㎜
）

で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う
に
、
直
接
的
な
対
象
が
存
在
し
な
い
と
き
、

知
の
存
在
が
確
認
で
き
な
い
と
こ
ろ
に
最
大
の
欠
陥
が
あ
る
の
で

あ
る
。
知
の
存
在
が
あ
や
ふ
や
で
、
ど
う
し
て
一
致
の
吟
味
が
で

き
よ
う
か
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
次
に
第
二
に
、
「
感
覚
的
確
信
」
は
、
「
そ
れ
は
自
分
の
知
っ
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

い
る
こ
と
に
つ
い
て
た
だ
あ
る
と
し
埜
言
わ
な
い
」
知
、
つ
ま
り
、

言
葉
を
欠
い
た
知
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
「
あ
る
」

と
し
か
言
わ
な
い
と
い
う
点
で
は
、
沈
黙
の
知
で
あ
り
、
無
媒
介

で
あ
る
と
い
う
点
で
は
、
言
葉
に
媒
介
さ
れ
な
い
も
の
、
言
い
表

せ
な
い
も
の
の
知
で
あ
り
、
た
だ
思
い
込
み
（
…
9
コ
彗
）
の
な

か
に
し
か
存
在
し
な
い
と
い
う
点
で
は
、
実
在
し
な
い
知
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
そ
れ
は
考
え
を
持
た
な
い
知
で
あ
る
。
「
意
識
は
意

識
で
こ
の
確
信
の
中
に
あ
る
と
き
、
単
に
純
粋
な
自
我
と
し
て
あ

る
だ
け
で
あ
り
、
…
…
私
、
こ
の
人
は
、
こ
こ
で
自
我
が
意
識
と

し
て
私
を
成
長
さ
せ
て
、
さ
ま
ざ
ま
に
考
え
を
動
か
し
た
と
い
う

理
由
で
、
こ
の
事
柄
を
確
信
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
…
…
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

我
は
さ
ま
ざ
ま
な
表
象
や
思
考
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
な
い
。
」

た
だ
、
事
柄
の
存
在
、
「
こ
の
も
の
」
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
純

粋
に
確
信
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
知
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
「
感
覚
的
確
信
」
は
自
己
吟
味
を

行
い
え
な
い
の
で
、
代
わ
り
に
、
「
わ
れ
わ
れ
」
が
概
念
と
対
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
釦
）

の
一
致
の
吟
味
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
吟
味
は
次
の
よ
う
に
行
わ
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（29）概念と対象の一致について

れ
る
。
ま
ず
、
「
感
覚
的
確
信
」
は
直
接
的
な
も
の
を
真
だ
と
思

い
込
ん
で
い
る
知
で
あ
る
。
直
接
的
な
も
の
が
真
で
あ
り
、
本
質

で
あ
る
知
で
あ
る
。
こ
れ
が
「
感
覚
的
確
信
」
の
真
理
の
尺
度
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
対
象
が
尺
度
で
あ
る
。
で
は
、
知
の
ほ
う
は
ど

う
か
。
「
感
覚
的
確
信
」
は
事
柄
の
存
在
、
純
粋
な
フ
一
の
も
の
」

を
知
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
吟
味
は
、
フ
一
の
も
の
」
が
「
感
覚

的
確
信
」
が
思
っ
て
い
る
と
お
り
の
直
接
的
な
も
の
で
あ
る
か
ど

う
か
を
吟
味
す
れ
ぱ
よ
い
。
そ
こ
で
「
わ
れ
わ
れ
」
が
、
例
え
ば
、

フ
一
の
今
と
は
何
か
」
と
い
う
問
い
を
与
え
て
、
試
験
を
す
る
。

「
今
」
と
は
昼
で
も
夜
で
も
な
い
「
普
遍
的
な
も
の
」
で
あ
る
と

い
う
の
が
「
わ
れ
わ
れ
」
の
答
え
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
こ
の
今
」

は
「
感
覚
的
確
信
」
が
思
う
て
い
る
と
お
り
の
直
接
的
な
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
従
っ
て
、
「
感
覚
的
確
信
」
に
お

い
て
、
知
は
対
象
に
合
致
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
「
わ
れ
わ

れ
」
は
知
る
の
で
あ
る
。

　
（
二
）
　
知
　
覚

　
「
知
覚
」
も
「
感
覚
的
確
信
」
と
同
様
、
対
象
意
識
で
あ
る
と

い
う
点
で
は
共
通
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
「
知
覚
」

も
ま
た
、
対
象
の
存
在
に
依
存
し
て
い
る
知
で
あ
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
こ
れ
が
第
一
の
特
徴
で
あ
る
。
「
単
純
な
も
の
と
規
定

さ
れ
た
一
方
、
つ
ま
り
対
象
は
本
質
で
あ
り
、
知
覚
さ
れ
よ
う
と

さ
れ
ま
い
と
無
関
心
で
あ
る
。
だ
が
、
知
覚
す
る
働
き
の
方
は
、

運
動
と
し
て
あ
る
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
な
い
か
も
し
れ
な
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
初
）

変
化
し
や
す
い
も
の
、
非
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
」
こ
の
よ
う

に
対
象
が
本
質
だ
と
思
う
の
が
、
「
わ
れ
わ
れ
」
か
ら
見
れ
ば
、

「
知
覚
」
の
根
本
的
な
勘
違
い
、
「
錯
覚
（
↓
彗
ω
争
自
畠
）
」
で

（
鎚
）

あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
…
・
：
知
覚
す
る
も
の
も
知
覚

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
秘
）

さ
れ
る
も
の
も
非
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
」
。

　
だ
が
、
第
二
に
、
「
感
覚
的
確
信
」
に
比
べ
る
と
、
「
知
覚
は
こ

れ
に
対
し
て
、
知
覚
に
と
っ
て
存
在
す
る
も
の
を
普
遍
的
な
も
の

　
　
　
　
　
（
跳
）

と
し
て
受
け
取
る
」
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
知
覚
の
原

理
は
普
遍
性
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
感
覚
器
官
の

特
徴
を
言
っ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
人
間
の
知
覚
が
、
言
葉
に
よ

っ
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
知
覚
は
物
を
対
象
に
す
る
意
識
で
あ
る
。
「
こ
の
物

が
意
識
の
対
象
で
あ
る
限
り
、
意
識
は
知
覚
す
る
も
の
と
規
定
さ

　
　
（
3
5
）

れ
て
い
る
。
」

　
第
四
に
、
知
覚
に
は
そ
も
そ
も
錯
覚
と
い
う
誤
り
が
あ
る
。
こ

れ
は
、
「
知
覚
す
る
も
の
は
錯
覚
の
可
能
性
の
意
識
を
持
っ
て

（
脆
）

い
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
第
一
に
あ
げ
た
対
象
意
識
の
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性
格
か
ら
き
て
い
る
の
だ
が
、
そ
れ
は
対
象
が
真
で
あ
る
の
に
対

し
て
、
意
識
の
ほ
う
は
非
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
思
う
こ
と
に

よ
る
。
つ
ま
り
、
意
識
の
働
き
を
非
本
質
的
な
も
の
と
。
田
心
っ
て
い

る
か
ら
、
錯
覚
に
陥
る
の
で
あ
る
。
こ
の
点
か
ら
し
て
す
で
に
概

念
と
対
象
の
一
致
に
は
問
題
が
あ
る

　
そ
れ
で
吟
味
は
、
知
覚
が
対
象
を
真
だ
と
受
け
取
る
ま
さ
に
そ

の
点
に
向
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
物
を
ど
の
よ
う
に
知
覚
し
て
い

る
か
と
い
う
点
に
向
け
ら
れ
る
。
物
は
単
純
な
も
の
、
純
然
た
る

一
者
と
し
て
、
自
己
同
等
な
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
。
ま
た
、

物
に
お
い
て
諸
性
質
も
知
覚
さ
れ
る
。
し
か
し
、
「
白
い
」
「
辛

い
」
等
の
諸
性
質
は
そ
れ
ぞ
れ
普
遍
性
で
あ
る
か
ら
、
個
別
性
を

越
え
出
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
あ
る
物
が
白
い
だ
け
で
な
く
他
の

物
も
白
い
わ
け
で
あ
る
か
ら
、
「
白
い
」
と
い
う
性
質
は
一
個
の

物
か
ら
は
み
出
て
知
覚
さ
れ
る
。
す
る
と
そ
れ
は
こ
の
物
の
性
質

で
あ
る
と
言
え
な
く
な
る
。
そ
こ
で
、
も
し
諸
性
質
を
物
に
帰
せ

し
め
よ
う
と
す
る
と
、
今
度
は
物
は
単
純
な
一
者
、
自
己
同
等
な

も
の
で
は
な
く
な
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
こ
こ
に
お
い
て
「
白

い
」
「
辛
い
」
と
い
う
多
く
の
普
遍
性
の
複
合
体
に
な
る
。
す
る

と
、
最
初
の
単
純
な
も
の
と
し
て
の
物
の
知
覚
は
誤
り
で
あ
う
た

と
い
う
こ
と
に
な
る
。
私
は
錯
覚
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ

で
今
度
は
物
を
共
同
態
一
般
と
知
覚
す
る
。
し
か
し
、
「
白
い
」

が
物
の
性
質
で
あ
る
た
め
に
は
、
そ
の
物
は
「
黒
い
」
「
赤
い
」

等
の
性
質
を
排
除
し
な
け
れ
ば
、
物
の
性
質
と
は
言
え
な
い
の
で

あ
る
か
ら
、
物
は
「
共
同
態
」
一
般
で
は
な
い
。
私
は
ま
た
錯
覚

し
た
。
そ
れ
で
私
は
物
を
「
排
除
す
る
一
者
」
と
し
て
と
ら
え
る
。

す
る
と
今
度
は
、
私
は
そ
の
一
者
に
お
い
て
「
辛
い
」
を
排
除
し

な
い
「
白
い
」
と
い
う
性
質
を
見
い
だ
す
。
従
っ
て
、
「
排
除
す

る
一
者
」
と
い
う
物
の
知
覚
は
誤
り
で
あ
っ
た
。
私
は
ま
た
錯
覚

し
た
。
そ
れ
で
私
は
今
度
は
「
普
遍
的
な
共
同
の
媒
体
」
に
お
い

て
感
覚
的
に
限
定
さ
れ
た
個
々
の
性
質
を
知
覚
す
る
。
す
る
と
性

質
は
個
別
的
な
も
の
に
な
っ
て
し
ま
い
、
物
は
普
遍
の
媒
体
で
は

な
く
、
単
な
る
感
覚
的
な
存
在
に
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
う
し
て
、

意
識
は
最
初
に
逆
戻
り
し
て
し
ま
い
、
結
局
、
ま
た
同
じ
こ
と
を

繰
り
返
す
。
要
す
る
に
、
知
覚
は
錯
覚
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き

な
い
。

　
従
っ
て
、
「
知
覚
」
に
お
い
て
も
当
然
、
概
念
と
対
象
の
両
者

の
一
致
し
た
知
は
見
い
だ
せ
な
い
わ
け
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
に
よ

る
と
、
こ
れ
ら
は
み
な
対
象
を
真
と
見
倣
す
こ
と
に
基
づ
い
て
い

る
。
つ
ま
り
、
対
象
を
認
識
の
尺
度
に
す
る
の
が
そ
も
そ
も
の
誤

り
な
の
で
あ
る
。
フ
一
の
物
は
、
実
際
に
は
わ
れ
わ
れ
の
眼
に
ふ
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れ
る
か
ら
白
い
の
で
あ
り
、
ま
た
わ
れ
わ
れ
の
舌
に
さ
わ
る
か
ら
、

辛
く
も
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
触
角
に
ふ
れ
る
か
ら
立
方
形
で
も
あ

る
等
々
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
諸
側
面
の
相
違
の
全
体
を
わ
れ
わ
れ

　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
．
、
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、

は
物
か
ら
受
け
取
る
の
で
は
な
く
、
わ
れ
わ
れ
か
ら
受
け
取
る
の

　
　
（
帥
）

で
あ
る
。
」
こ
こ
で
、
物
の
性
質
を
物
か
ら
で
は
な
く
「
わ
れ
わ

れ
」
か
ら
受
け
取
る
と
い
う
の
は
、
言
語
主
観
で
あ
る
「
わ
れ
わ

れ
」
が
あ
る
色
を
「
赤
」
と
名
付
け
て
い
る
か
ら
、
赤
い
と
知
覚

さ
れ
る
の
で
あ
り
、
も
し
そ
う
言
わ
な
け
れ
ば
、
そ
れ
ま
で
の
こ

　
　
　
　
　
（
醜
）

と
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
「
こ
れ
ら
の
諸
性
質
を
一
つ
に
す
る

の
は
、
意
識
に
こ
そ
ふ
さ
わ
し
い
こ
と
で
あ
り
、
従
っ
て
、
意
識

は
そ
れ
ら
の
性
質
を
物
に
お
い
て
一
つ
に
し
て
は
な
ら
な
い
の
で

　
（
珊
）

あ
る
。
」
つ
ま
り
、
諸
性
質
が
物
に
お
い
て
見
い
だ
さ
れ
る
の
は
、

物
の
せ
い
で
は
な
く
て
、
「
わ
れ
わ
れ
」
の
意
識
の
働
き
に
よ
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
（
三
）
悟
性

　
「
知
覚
」
に
お
い
て
も
概
念
と
対
象
の
一
致
は
見
い
だ
せ
な
か

っ
た
。
そ
れ
で
は
「
悟
性
」
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
「
悟
性
」
は
、

ま
ず
、
も
は
や
見
た
り
、
聞
い
た
り
す
る
意
識
で
は
な
い
し
、
一

応
、
思
想
を
持
っ
て
い
る
意
識
で
あ
る
。
こ
の
点
で
は
、
先
の
二

つ
の
意
識
と
は
違
う
し
、
自
己
意
識
に
非
常
に
接
近
し
て
い
る
意

識
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
第
一
に
、
「
悟
性
」
は
、
「
知
覚
」
の
よ
う
に
感
覚
的
な
普
遍
性

で
は
な
く
、
「
無
制
約
普
遍
」
を
対
象
に
し
て
い
る
知
で
あ
る
。

こ
の
「
無
制
約
普
遍
」
は
意
識
の
真
の
対
象
で
あ
り
、
概
念
で
あ

る
が
、
ま
だ
そ
れ
を
概
念
と
し
て
つ
か
ん
で
い
な
い
段
階
に
あ
る

の
が
、
悟
性
で
あ
る
。
従
づ
て
、
尺
度
は
も
は
や
対
象
で
は
な
く
、

概
念
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
「
意
識
は
ま
だ
自
分
自
身
に
と

っ
て
概
念
で
あ
る
の
で
は
な
い
（
の
で
）
、
・
・
…
・
そ
の
た
め
、
わ

れ
わ
れ
が
ま
だ
差
当
り
意
識
に
代
わ
っ
て
概
念
に
な
ら
な
く
て
は

　
　
　
（
4
0
）

な
ら
な
い
」
。
従
う
て
、
尺
度
は
「
わ
れ
わ
れ
」
で
あ
る
。
「
わ
れ

わ
れ
」
が
す
べ
か
ら
く
悟
性
を
裁
定
す
る
の
で
あ
る
。
意
識
が
自

己
吟
味
す
る
と
い
う
の
は
、
見
せ
掛
け
に
過
ぎ
な
い
。

　
第
二
に
、
「
悟
性
」
は
「
知
覚
」
の
よ
う
に
物
を
対
象
に
す
る

の
で
は
な
く
、
物
の
「
内
面
」
を
見
る
と
い
う
特
性
が
あ
る
。
だ

が
こ
の
内
面
は
、
悟
性
に
は
ま
だ
や
っ
と
生
成
し
て
き
た
に
過
ぎ

な
い
普
遍
的
「
即
自
」
と
し
て
あ
る
。
悟
性
に
と
っ
て
そ
れ
は

「
法
則
の
国
」
で
あ
る
。
「
法
則
の
国
は
な
る
ほ
ど
悟
性
の
真
理
で

（
如
）

あ
る
。
」
つ
ま
り
、
悟
性
は
法
則
を
真
だ
と
思
う
知
で
あ
る
。
「
法

則
の
国
」
と
は
、
超
感
覚
的
世
界
の
こ
と
で
あ
り
、
つ
ま
り
、
感

覚
的
知
、
知
覚
の
世
界
が
止
揚
さ
れ
て
、
内
面
と
し
て
定
立
さ
れ
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て
い
る
世
界
で
あ
る
。

従
っ
て
、
吟
味
は
悟
性
の
こ
の
「
法
則
」
に
向
け
ら
れ
る
。
す

る
と
、
悟
性
の
「
法
則
」
に
は
欠
陥
が
あ
る
と
い
う
の
が
わ
か
る
。

と
い
う
の
も
、
悟
性
に
と
う
て
現
象
と
は
感
覚
的
世
界
の
こ
と
で

あ
り
、
超
感
覚
的
世
界
の
こ
と
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
悟
性
に

と
う
て
、
法
則
は
な
る
ほ
ど
真
理
で
あ
る
が
、
「
こ
の
真
理
は
法

則
の
う
ち
に
あ
る
区
別
に
お
い
て
内
容
を
持
っ
て
い
る
が
、
そ
れ

は
だ
が
、
同
時
に
悟
性
の
最
初
の
真
理
に
過
ぎ
な
い
し
、
現
象
を

充
実
さ
せ
て
は
い
な
い
。
法
則
は
現
象
に
お
い
て
現
在
し
て
い
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）

が
、
現
象
全
体
の
現
在
で
は
な
い
。
」

　
従
う
て
、
例
え
ば
、
単
純
な
電
気
は
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と

「
力
」
で
あ
る
が
、
そ
の
区
別
は
法
則
と
な
っ
て
表
現
さ
れ
て
い

る
。
こ
の
区
別
が
陽
電
気
と
陰
電
気
で
あ
る
。
が
、
電
気
そ
の
も

の
が
自
分
で
区
別
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
電
気
と
は
そ
う
い
う

も
の
で
あ
る
と
人
が
言
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
電
気
そ
の
も
の

が
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
別
れ
る
と
い
う
こ
と
は
、
即
自
的
に
必
然

で
は
な
い
。
電
気
そ
の
も
の
は
法
則
に
対
し
て
無
関
心
で
あ
る
。

た
と
え
、
単
純
な
力
と
し
て
の
電
気
を
電
気
の
概
念
と
呼
び
、
法

則
を
電
気
の
存
在
と
呼
ぼ
う
と
、
「
電
気
の
概
念
は
電
気
の
存
在

　
　
　
　
　
　
　
（
犯
）

に
対
し
関
係
が
な
い
。
」
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
な
悟
性
の
法
則
の

う
ち
に
は
電
気
の
現
存
の
必
然
性
は
存
在
し
な
い
。
つ
ま
り
、
電
　
6
6

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
2

気
の
法
則
は
そ
も
そ
も
電
気
の
存
在
を
証
明
し
な
い
。
そ
の
意
味

で
、
法
則
は
電
気
の
現
象
の
現
在
を
充
実
さ
せ
な
い
の
で
あ
る
。

概
念
と
存
在
は
こ
の
場
合
、
無
関
係
で
あ
る
。
悟
性
は
、
単
に
電

気
と
は
か
く
か
く
の
も
の
で
あ
る
と
説
明
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。

悟
性
の
言
う
必
然
性
と
は
虚
し
い
言
葉
で
、
単
に
電
気
と
は
そ
う

い
う
も
の
だ
か
ら
、
そ
う
な
ら
ざ
る
を
得
な
い
と
言
う
て
い
る
に

過
ぎ
な
い
。

　
ま
た
、
悟
性
は
区
別
の
概
念
を
持
っ
て
は
い
る
が
、
こ
の
区
別

の
概
念
は
外
面
的
な
、
ま
た
は
実
体
的
な
区
別
で
あ
り
、
内
面
的

区
別
は
ま
だ
や
っ
と
生
成
し
て
き
た
に
過
ぎ
な
い
。
悟
性
は
、
対

象
の
静
止
的
統
一
に
固
執
し
、
も
っ
ぱ
ら
外
面
的
区
別
に
こ
だ
わ

る
の
で
、
内
面
的
区
別
の
運
動
を
対
象
に
帰
す
る
こ
と
は
な
い
。

悟
性
が
説
明
を
こ
と
と
す
る
の
も
、
こ
こ
か
ら
来
て
い
る
。

　
概
念
と
対
象
の
一
致
の
問
題
は
、
こ
こ
で
は
悟
性
の
こ
の
よ
う

な
法
則
概
念
が
果
た
し
て
真
の
法
則
概
念
に
か
な
っ
て
い
る
か
ど

う
か
と
い
う
吟
味
に
な
る
。
「
わ
れ
わ
れ
」
か
ら
見
れ
ば
、
法
則

の
概
念
と
い
う
の
は
、
「
力
の
法
則
」
で
あ
り
、
規
定
性
の
直
接
■

的
交
賛
即
ち
、
絶
対
的
交
替
の
う
ち
に
あ
る
普
遍
的
区
別
と
し

て
の
区
別
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
純
粋
の
交
賛
内
的
区
別
と
し



（33）概念と対象の一致について

て
の
区
別
、
即
ち
「
無
限
」
で
あ
る
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
悟
性
の
法
則
の
概
念
は
ど
う
か
と
い
う
と
、

せ
い
ぜ
い
公
式
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
悟
性
は
多
く
の
法
則
を

一
つ
の
法
則
に
ま
と
め
よ
う
と
す
る
が
、
物
体
の
落
下
法
則
と
天

体
の
運
行
法
則
を
一
つ
に
し
た
万
有
引
力
の
法
則
を
発
見
す
る
と
、

悟
性
は
普
遍
的
法
則
を
発
見
し
た
と
思
い
込
む
の
で
あ
る
。
悟
性

の
、
一
の
よ
う
な
法
則
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
法
則
に
お
い
て
概

念
と
存
在
が
無
関
係
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
は
法
則
の
概
念
に
一

致
し
て
い
な
い
法
則
で
あ
る
。
「
法
則
の
純
粋
概
念
は
、
そ
れ
自

体
一
定
の
法
則
と
し
て
他
の
法
則
に
対
立
し
て
い
る
法
則
を
越
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
犯
）

て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
ま
た
法
則
そ
の
も
の
を
も
越
え
て
い
る
」

の
で
あ
る
。

　
以
上
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
「
悟
性
」
に
お
い
て
今
度
は
、
対

象
が
概
念
に
一
致
し
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
、
つ
ま
り
対
象
と

し
て
の
法
則
が
法
則
の
概
念
に
一
致
し
て
い
な
い
と
い
う
理
由
で
、

「
わ
れ
わ
れ
」
の
吟
味
は
「
自
己
意
識
」
へ
移
る
の
で
あ
る
。

第
四
節
　
無
限
概
念
と
自
己
意
識

悟
性
の
法
則
概
念
は
、
真
の
法
則
概
念
に
適
合
し
て
い
な
い
の

で
あ
る
が
、
そ
れ
は
悟
性
の
法
則
が
有
限
な
法
則
で
あ
り
、
無
限

な
法
則
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
感
覚
的
表
象
を
遠
ざ
け
た
超
感

覚
的
世
界
の
法
則
こ
そ
無
限
で
あ
る
。

　
「
こ
の
単
純
な
無
限
性
、
塑
言
す
る
と
、
絶
対
概
念
は
生
命
の

単
純
な
本
質
、
世
界
の
魂
、
普
遍
的
な
血
液
と
呼
ば
れ
る
べ
き
も

の
で
あ
る
。
こ
の
血
液
は
至
る
所
に
流
れ
、
い
か
な
る
区
別
に
よ

っ
て
も
濁
ら
さ
れ
る
こ
と
も
中
断
さ
れ
る
こ
と
も
な
く
、
む
し
ろ

そ
れ
自
身
あ
ら
ゆ
る
区
別
で
あ
り
、
そ
れ
で
い
て
ま
た
こ
れ
ら
の

区
別
の
止
揚
さ
れ
て
あ
る
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
自
分
の
う
ち
に
脈

打
ち
な
が
ら
動
く
こ
と
な
く
、
自
分
の
う
ち
で
振
動
し
な
が
ら
不

安
定
で
あ
る
こ
と
も
な
い
。
こ
の
無
限
性
は
自
己
同
等
な
も
の
で

　
（
刎
）

あ
る
。
」

　
悟
性
の
対
象
「
無
制
約
普
遍
」
は
終
り
を
告
げ
、
今
こ
こ
に
、

「
無
限
性
」
で
あ
る
「
絶
対
概
念
」
が
登
場
す
る
。
こ
の
無
限
概

念
は
「
生
命
の
単
純
な
本
質
」
「
世
界
の
魂
」
と
名
付
け
ら
れ
る

も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
自
己
同
等
な
知
の
あ
り
方
と
し
て

「
自
己
意
識
」
と
言
わ
れ
る
も
の
で
も
あ
る
。
こ
こ
で
概
念
が
命

で
あ
り
、
世
界
の
魂
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
点
か
ら
し
て
、
次

の
「
自
己
意
識
」
章
で
議
論
さ
れ
る
欲
望
や
生
命
が
個
々
人
の
欲

望
や
生
命
活
動
を
抽
象
化
し
て
言
。
た
と
恩
う
の
は
早
計
で
あ
ろ

、
フ
o
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さ
て
、
こ
の
「
無
限
概
念
」
に
つ
い
て
「
こ
の
概
念
を
解
明
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

る
こ
と
は
学
の
仕
事
に
属
す
る
」
と
言
わ
れ
て
い
る
。
も
し
、
こ

の
「
学
」
が
「
意
識
の
経
験
の
学
」
を
意
味
す
る
の
で
あ
れ
ば
、

「
学
」
の
本
当
の
仕
事
は
こ
れ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
「
確
信
の
こ
れ
ま
で
の
あ
り
方
に
お
い
て
、
意
識
に
と
っ
て

真
な
る
も
の
は
意
識
そ
の
も
の
と
は
別
の
あ
る
も
の
で
あ
つ
た
。

こ
の
真
な
る
も
の
の
概
念
は
、
だ
が
そ
の
真
な
る
も
の
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
価
）

経
験
す
る
う
ち
に
消
え
て
し
ま
つ
た
。
」
つ
ま
り
、
こ
れ
は
意
識

の
今
ま
で
の
あ
り
方
は
間
違
い
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
、
今
ま
で

の
知
は
真
で
は
な
か
っ
た
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
今
ま

で
の
知
が
誤
り
で
、
ど
う
し
て
学
に
到
達
で
き
よ
う
か
と
い
う
わ

け
で
あ
る
。

　
対
象
を
真
と
受
け
取
る
知
は
、
対
象
を
真
と
受
け
取
る
限
り
、

概
念
と
対
象
の
一
致
に
は
到
達
し
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
場
合
、

対
象
は
意
識
と
は
別
の
、
意
識
の
外
に
あ
る
対
象
だ
か
ら
で
あ
る
。

悟
性
は
法
則
と
い
う
概
念
に
到
達
し
た
が
、
ま
だ
一
一
れ
を
対
象
的

な
性
格
に
お
い
て
受
け
取
つ
て
い
た
。
こ
れ
ら
現
象
す
る
知
を
眺

め
な
が
ら
、
と
い
う
よ
り
も
吟
味
し
、
批
判
し
な
が
ら
、
学
を
形

成
す
る
た
め
に
旅
を
し
て
き
た
の
は
「
わ
れ
わ
れ
」
で
あ
る
。
一
一

の
「
わ
れ
わ
れ
」
は
自
ら
の
概
念
を
展
開
し
、
発
展
さ
せ
な
が
ら
、

内
面
的
区
別
、
区
別
で
な
い
区
別
を
知
る
に
至
。
て
、
そ
れ
が
自

己
意
識
で
あ
る
こ
と
に
到
達
し
た
。
こ
れ
ら
は
今
ま
で
の
知
と
対

象
の
関
係
に
は
な
か
。
た
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
自
己
意
識

と
は
自
分
を
知
る
こ
と
、
自
分
を
自
分
か
ら
区
別
し
て
対
象
に
す

る
意
識
だ
か
ら
で
あ
る
。
対
象
は
自
分
の
外
に
あ
る
の
で
は
な
い
。

従
っ
て
、
知
ら
れ
る
対
象
は
い
つ
も
知
る
自
我
と
同
じ
も
の
で
あ

る
か
ら
、
自
己
同
等
で
あ
り
、
真
理
で
あ
る
と
い
う
確
信
が
生
じ

る
の
で
あ
る
。
「
か
く
し
て
目
己
意
識
と
と
も
に
わ
れ
わ
れ
は
今

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
蝸
）

や
真
理
の
故
郷
に
歩
み
行
っ
た
の
で
あ
る
。
」
こ
の
国
で
は
も
ち

ろ
ん
知
は
対
象
に
、
つ
ま
り
概
念
は
対
象
に
一
致
し
て
い
る
。
あ

と
は
対
象
が
概
念
に
一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
が
、
一
一
れ

と
て
も
も
は
や
大
し
て
問
題
で
は
な
い
。
「
も
し
わ
れ
わ
れ
が
知

の
運
動
を
概
念
と
名
付
け
、
そ
し
て
対
象
を
静
か
な
統
一
と
し
て

の
知
、
ま
た
は
自
我
と
し
て
の
知
と
名
付
け
る
と
す
れ
ば
、
対
象

が
概
念
に
一
致
す
る
の
は
わ
れ
わ
れ
に
と
つ
て
の
み
な
ら
ず
、
知

そ
れ
自
体
に
と
っ
て
の
こ
と
で
も
あ
る
と
い
う
こ
と
を
わ
れ
わ
れ

　
　
　
　
　
（
蝸
）

は
知
る
だ
ろ
う
」
か
ら
で
あ
る
。

　
以
上
を
以
て
、
概
念
が
対
象
に
一
致
す
る
か
、
対
象
が
概
念
に

一
致
す
る
か
の
考
察
は
終
わ
る
。
目
標
は
あ
る
意
味
で
は
達
成
さ

れ
た
。
あ
と
は
実
在
的
知
で
あ
る
と
い
う
目
的
を
成
就
す
る
だ
け
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（35）概念と対象の一致について

で
あ
る
。
自
己
意
識
を
経
て
、
「
理
性
は
あ
ら
ゆ
る
実
在
（
昌
①

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
〃
）

宛
畠
…
讐
）
で
あ
る
と
い
う
確
信
」
に
ま
で
高
ま
る
。
こ
う
し
て

全
実
在
で
あ
る
と
い
う
確
信
だ
加
ら
こ
そ
、
こ
こ
に
留
ま
ら
ず
、

歴
史
や
宗
教
や
芸
術
の
す
べ
て
の
分
野
へ
赴
い
て
い
く
の
で
あ
る
。

引
用
文
中
の
強
調
は
特
に
示
さ
な
か
っ
た
。
強
調
は
筆
者
に
よ
る
。

（
1
）
ρ
蟹
罵
一
①
「
N
弓
O
童
昌
胴
o
①
；
憲
昌
昌
彗
。
一
畳
。

　
ま
ω
0
9
ω
訂
閉
し
『
翁
㌣
ω
§
、
｛
§
一
｝
O
」
1
団
O
；
岩
2
．
9
N
一
～
1

（
2
）
宍
葦
量
鳶
汀
雲
§
§
§
ミ
§
ポ
§
§
｝
雪

　
写
彗
ζ
ξ
↓
p
奉
①
；
。
＞
；
、
－
㊤
o
。
ゲ
ω
・
9
上
妻
精
訳
「
へ
ー
ゲ

　
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
」
理
想
社
、
一
九
八
一
年
、
二
頁
。

（
3
）
ま
巷
§
§
～
§
鳶
ミ
亭
黄
く
」
－
ま
曽
…
薫
①
［

　
＝
団
昌
σ
冒
H
O
目
冨
竃
1
8
．
困
庄
」
．
Z
「
O
蜆
．

（
4
）
　
こ
れ
は
、
特
に
、
章
立
て
が
回
ー
マ
数
字
と
ア
ル
フ
ァ
ベ
ソ
ト

　
で
二
重
に
な
っ
て
い
る
こ
と
、
「
理
性
」
章
か
ら
分
量
が
多
く
な
る

　
こ
と
等
が
あ
げ
ら
れ
る
。

（
5
）
O
1
奉
．
句
．
ま
翌
一
〇
馨
昌
…
一
一
①
寿
菱
』
P
？
§
§
。
1

　
§
§
ミ
轟
膏
§
餉
o
冊
宣
ε
匡
｝
昌
σ
…
o
q
－
竃
o
．
ω
－
睾

（
6
）
≦
麸
ま
§
二
9
竃
巨
彗
ω
電
星
睾
，
曇
涼

■
慧
き
『
、
さ
き
蔓
轟
一
～
彗
ζ
昌
一
曽
．
奉
冨
ミ
ー
ω
．
冒
o
・
1

（
7
）
く
。
・
一
．
申
「
事
…
o
写
畠
§
ぎ
§
、
b
§
亀
§
ぎ
睾
蜆
．

　
ω
・
曽
ω
－
リ
ー
プ
ル
ッ
ク
ス
に
よ
れ
ぱ
、
　
ハ
イ
デ
ツ
ガ
ー
は
へ
－
ゲ

　
ル
の
テ
キ
ス
ト
を
自
分
の
存
在
の
問
い
の
支
配
下
に
置
く
た
め
に
、

　
「
真
に
あ
る
も
の
の
認
識
」
か
ら
存
在
と
し
て
の
存
在
に
関
す
る
ア

　
リ
ス
ト
テ
レ
ス
的
問
題
を
立
て
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
釈
す

　
る
こ
と
は
彼
の
権
利
で
あ
る
が
、
ア
リ
ス
ト
テ
レ
ス
の
存
在
す
る
も

　
の
と
し
て
の
存
在
す
る
も
の
が
、
へ
－
ゲ
ル
の
言
う
本
題
に
当
た
る

　
か
ど
う
か
と
い
う
問
題
は
、
テ
キ
ス
ト
が
明
確
に
「
真
に
あ
る
も
の

　
の
認
識
」
と
述
べ
て
い
る
点
か
ら
、
疑
わ
し
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（
8
）
ρ
声
勺
』
品
①
二
9
P
ω
－
鼻

（
9
）
…
庄
．
ω
1
塞
1

（
1
0
）
　
旨
轟
．
ω
．
＝
1

（
u
）
　
旨
己
．
o
o
．
害
．

（
1
2
）
－
＝
壱
君
…
£
婁
§
竃
9
ω
、
蔓
o
ミ
ミ
昏
ざ
§
“
彗
§
“
§
－

－
§
ポ
註
』
悶
魯
ミ
き
膏
卜
霊
ユ
閉
－
㊤
タ
o
■
；
、
市
倉
宏
祐
訳

『
席
神
現
象
学
の
生
成
と
構
造
』
岩
波
書
店
、
・
昭
和
四
七
年
、
五
頁
。

（
1
3
）
　
蔓
o
．
P
曇
前
掲
書
、
一
五
頁
。

（
1
4
）
　
旨
α
．
P
ト
ω
。
前
掲
書
、
五
〇
頁
。

（
1
5
）
　
ρ
ミ
ー
『
＝
品
①
二
巨
o
－
ω
．
9
．

（
1
6
）
　
≦
匡
①
己
潟
o
目
貝
…
P
ω
」
h
印

（
1
7
）
　
－
一
〕
己
1
ω
」
宝
1

（
1
8
）
　
ρ
ミ
一
『
＝
品
①
二
巨
o
－
ω
’
留
1

（
1
9
）
　
亭
巳
．
o
o
．
S
’

（
2
0
）
　
「
わ
れ
わ
れ
」
に
つ
い
て
、
筆
者
は
こ
れ
ま
で
そ
れ
は
イ
ポ
リ

　
ツ
ト
等
が
言
う
よ
う
な
「
哲
学
者
」
で
は
な
く
、
リ
ー
プ
ル
ソ
ク
ス

　
が
言
う
よ
う
な
「
言
呈
岨
主
観
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
度
々
論
じ
て

き
た
の
で
、
左
記
の
も
の
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

「
認
識
の
法
廷
　
へ
ー
ゲ
ル
に
お
け
る
意
識
と
言
語
の
問
題
」
『
一
橋
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論
叢
』
第
一
〇
四
巻
第
二
号
、
日
本
評
論
社
、
一
九
九
〇
年
八
月
、

九
九
頁
以
下
。
「
へ
ー
ゲ
ル
の
認
識
批
判
と
弁
証
法
　
『
精
神
現
象

学
』
に
よ
せ
て
」
『
哲
学
』
四
二
号
、
法
政
大
学
出
版
局
一
九
九
二

年
四
月
、
一
八
一
頁
以
下
。

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

（
2
4
）

（
2
5
）

（
2
6
）

（
2
7
）

（
2
8
）

（
2
9
）

（
3
0
）

（
3
1
）

o
．
奉
－
『
＝
耐
吋
色
し
一
U
己
一

－
一
〕
－
p
ω
．
①
o
1

甲
巨
①
σ
H
巨
o
斥
ω
し
σ
δ
1
ω
．
ω
杜
杜
一

Ω
．
幸
．
『
＝
何
的
色
二
σ
己
．
ω
l
s
．

窒
1
＝
o
己
①
胴
o
q
雪
し
一
〕
こ
ー
ω
一
ミ
ト
ー

ρ
ミ
’
『
＝
o
o
q
具
亭
a
．
ω
．
蜆
㊤
｛
．

｝
σ
－
p
ω
一
㎝
岨
一

｛
σ
｛
庄
．
ω
．
①
－
－

＝
〕
｝
p
o
〇
一
①
卜

｝
σ
｝
α
－
ω
一
①
蜆
．

く
胴
F
軍
＝
g
；
o
雰
二
一
U
－
ρ
．
ω
－

奉
リ
ー
プ
ル

ソ
ク

に

る
と
、
「
感
覚
的
確
信
に
対
し
て
こ
の
も
の
と
は
何
か
と
問
わ
れ
ね

ぱ
な
ら
な
い
」
の
で
あ
る
が
、
そ
の
問
い
に
答
え
て
い
る
の
は
「
わ

　
れ
わ
れ
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
わ
れ
わ
れ
」
が
「
感
覚
的

確
信
」
に
同
化
し
た
結
果
と
し
て
、
代
行
し
て
吟
昧
し
て
い
る
の
で

　
あ
り
、
「
感
覚
的
確
信
」
自
身
が
行
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
。

（
3
2
）
　
ρ
ミ
．
『
＝
品
具
亭
声
ω
．
自
．

（
3
3
）
　
く
哩
■
困
■
－
討
σ
コ
』
o
斥
ω
二
σ
己
■
ω
．
ω
2
リ
ー
ブ
ル
ツ
ク
ス
に
よ

　
る
と
、
知
覚
は
自
分
の
普
遍
性
の
原
理
を
見
透
す
こ
と
は
な
い
の
で
、

そ
れ
で
非
本
質
的
な
も
の
の
両
者
に
本
質
と
非
本
質
と
い
う
区
別
を

割
り
当
て
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
知
覚
の
そ
も
そ
も
の
思
い
違
い
で

あ
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。

（
3
4
）
　
O
l
峯
．
『
＝
ω
o
胃
♀
旨
己
・

（
3
5
）
　
旨
ご
1
ω
．
畠
．

（
3
6
）
　
亭
巨
1
ω
－
違
．

（
3
7
）
　
旨
己
．
ω
．
畠
1

（
3
8
）
　
へ
ー
ゲ
ル
の
知
覚
の
言
語
懐
胎
を
論
じ
た
も
の
に
山
田
忠
彰
著

　
『
へ
ー
ゲ
ル
論
　
理
性
と
他
性
』
批
評
社
、
一
九
八
六
年
が
あ
る
。

（
3
9
）
　
Ω
．
老
．
『
＝
品
①
二
一
〕
季
ω
’
一
9

（
4
0
）
　
巨
α
■
ω
、
o
．
N
け
な
お
、
従
来
の
解
釈
と
は
異
な
り
、
「
わ
れ
わ

　
れ
が
差
当
り
意
識
に
代
わ
っ
て
概
念
と
な
る
」
と
い
う
解
釈
は
、
リ

　
ー
プ
ル
ッ
ク
ス
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
。
く
O
q
F
申
ご
9
；
呉
9

　
－
σ
－
庄
一
ω
．
蜆
ω
－

（
4
1
）
　
O
I
老
1
『
＝
①
鷺
一
㌧
巨
P
ω
．
2
・

（
4
2
）
　
旨
己
1
ω
I
o
ω
．

（
4
3
）
　
；
巨
．
ω
．
竃
．

（
4
4
）
　
旨
巨
－
ω
1
8
1

（
4
5
）
　
亭
己
1
ω
」
昌
．

（
4
6
）
　
亭
己
．
ω
」
8
．

（
4
7
）
　
二
〕
山
」
．
ω
」
蓬
－

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
一
橋
大
学
助
手
）
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