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へ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現
象
学
』

に
お
け
る
知
覚
の
考
察

1
知
覚
の
思
い
違
い
－

　
　
　
は
じ
め
に

　
筆
老
は
以
前
、
へ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
に
つ
い
て
、

そ
の
認
識
批
判
の
や
り
方
が
言
語
的
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

を
論
じ
た
こ
と
が
あ
る
。
そ
れ
は
主
と
し
て
、
「
感
覚
的
確
信
」

の
章
を
題
材
と
し
た
議
論
で
あ
る
が
、
し
か
し
な
が
ら
、
こ
の

議
論
は
、
た
ん
に
「
感
覚
的
確
信
」
の
章
の
み
が
言
語
的
に
分

析
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
の
で
は
な
く
、
へ
ー
ゲ

ル
の
『
精
神
現
象
学
』
と
い
う
薯
作
が
、
言
語
的
に
開
始
さ
れ

た
と
い
う
こ
と
を
論
じ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
言
語
的
に
開
始
さ

れ
た
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
言
語
的
に
続
い
て
い
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
の
意
味
は
、
『
精
神
現
象

　
　
　
　
　
　
　
干
　
　
場
　
　
　
　
薫

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

学
』
全
体
の
理
解
を
左
右
す
る
だ
け
に
、
開
始
さ
れ
た
も
の
の

遂
行
が
ど
こ
ま
で
の
到
達
距
離
を
持
っ
て
い
る
の
か
、
そ
れ
は

方
法
論
的
に
首
尾
一
貫
し
て
構
成
さ
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
認

識
批
判
の
射
程
範
囲
を
逐
次
検
討
し
な
け
れ
ぱ
な
ら
な
い
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　
従
っ
て
、
小
論
に
お
い
て
、
「
感
覚
的
確
信
」
の
次
の
章
で
あ

る
「
知
覚
」
の
章
に
お
い
て
、
こ
の
言
語
的
な
意
識
分
析
が
ど

の
よ
う
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
か
、
見
て
み
た
い
と
思
う
。

　
　
　
一
節
「
感
覚
的
確
信
」
か
ら
「
知
覚
」
へ
の
移
行

　
ま
ず
最
初
に
、
『
精
神
現
象
学
』
の
「
知
覚
」
の
議
論
に
入
る

前
に
、
「
感
覚
的
確
信
」
か
ら
「
知
覚
」
へ
の
移
行
の
議
論
に
つ
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い
て
み
て
み
た
い
と
思
う
。
な
ぜ
な
ら
、
一
般
的
に
は
、
こ
の

移
行
は
、
「
感
覚
的
確
信
」
自
身
が
自
ら
の
経
験
を
通
し
て
、

「
知
覚
」
へ
高
ま
っ
た
と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の

移
行
は
普
通
、
そ
う
思
わ
れ
て
い
る
ほ
ど
、
意
識
の
単
純
な
上

昇
の
過
程
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
ず
、
こ
の
点
で
、
「
感
覚

的
確
信
」
の
議
論
を
少
し
振
り
返
っ
て
み
た
い
と
思
う
。

　
へ
i
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
』
が
言
語
的
に
開
始
さ
れ
た
と

い
う
見
解
、
こ
の
見
解
は
、
リ
ー
プ
ル
ッ
ク
ス
に
よ
る
も
の
で

あ
る
が
、
彼
に
よ
る
と
、
こ
の
感
覚
的
確
信
は
直
接
的
な
知
と

　
　
　
　
＾
3
）

し
て
「
言
呈
胴
下
」
に
あ
る
意
識
で
あ
り
、
そ
の
意
識
は
そ
の
よ

う
な
前
言
語
的
意
識
と
し
て
、
問
い
を
た
て
た
り
、
質
問
に
答

え
た
り
、
ま
た
、
紙
に
書
い
た
り
と
い
う
よ
う
な
言
語
行
為
が

本
来
、
で
き
な
い
意
識
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
意
識
が
吟
味
さ
れ
る
方
法
は
自

間
自
答
と
い
う
、
言
語
的
な
吟
味
の
仕
方
で
あ
り
、
感
覚
的
確

信
が
思
っ
て
い
る
直
接
的
な
も
の
を
言
葉
に
表
す
と
い
う
方
法

で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
感
覚
的
確
信
が
思
っ
て
い
た
直
接
的

な
も
の
は
、
実
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
判

明
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
の
理
由
と
い
う
の
が
、
「
わ
れ
わ
れ

は
感
覚
的
な
も
の
を
も
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
言
い
表
す
L

（
ω
。
o
。
蜆
）
と
い
う
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

だ
が
、
わ
れ
わ
れ
が
「
～
と
し
て
」
言
う
と
い
う
よ
り
も
、
言

い
表
わ
さ
れ
た
言
葉
と
い
う
も
の
が
、
そ
う
い
う
も
の
で
あ
っ

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
「
今
」
と
い
う

よ
う
な
指
示
語
が
、
夜
を
示
し
た
り
、
昼
を
示
し
た
り
、
そ
の

他
、
多
く
の
無
数
の
時
を
示
す
よ
う
に
、
へ
ー
ゲ
ル
は
そ
れ
を

普
遍
的
に
通
用
す
る
も
の
と
し
て
普
遍
的
な
も
の
と
解
釈
し
て

い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
言
語
の
こ
の
よ
う
な
指
示
性
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
な
る
ほ
ど
、
わ
れ
わ
れ
は
直
接
的
な
も
の
を

直
接
的
な
も
の
と
し
て
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
。
意
識
の
直
接

的
内
容
を
言
う
と
い
う
こ
と
は
、
言
葉
に
よ
っ
て
媒
介
す
る
こ

と
で
あ
り
、
そ
し
て
媒
介
さ
れ
た
も
の
は
も
は
や
直
接
的
な
も

の
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、
リ
ー
プ
ル
ッ
ク
ス
は
こ

こ
で
、
こ
の
直
接
知
に
対
し
て
、
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
言
う

「
わ
れ
わ
れ
（
皇
『
）
」
を
直
接
知
に
対
す
る
判
断
主
体
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
↑
）

「
言
呈
胴
主
観
（
留
S
9
窒
9
①
ζ
）
」
と
解
釈
す
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
こ
こ
か
ら
リ
ー
プ
ル
ッ
ク
ス
は
、
言
語
下
に
あ
る
感

覚
的
確
信
が
言
語
主
観
で
あ
る
「
わ
れ
わ
れ
」
に
よ
っ
て
吟
味
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さ
れ
て
い
る
の
で
、
『
精
神
現
象
学
』
は
言
語
的
に
開
始
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
（
5
）
　
　
　
　
　
　
、

と
す
る
わ
け
で
あ
る
。

　
そ
し
て
、
筆
老
も
リ
ー
プ
ル
ッ
ク
ス
の
こ
の
よ
う
な
見
解
を

踏
襲
す
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
塗
言
語
的
吟
味
の
仕
方

が
そ
の
後
ど
の
よ
う
な
形
で
引
き
継
が
れ
て
い
る
の
か
、
「
わ

れ
わ
れ
」
と
い
う
こ
の
テ
ク
ニ
カ
ル
タ
ー
ム
は
、
そ
の
後
ど
の

よ
う
な
局
面
に
お
い
て
現
れ
る
の
か
見
て
い
き
た
い
と
思
う
。

　
さ
て
そ
こ
で
、
こ
の
「
感
覚
的
確
信
」
か
ら
「
知
覚
」
へ
の

移
行
で
あ
る
が
、
一
般
的
に
は
、
感
覚
的
確
信
が
意
識
の
運
動

と
い
う
自
ら
の
経
験
を
通
し
て
、
自
分
の
非
真
理
を
自
覚
す
る

や
、
そ
れ
を
越
え
て
知
覚
へ
高
ま
る
と
思
わ
れ
て
い
る
よ
う
で

あ
る
。
こ
の
よ
う
な
見
解
の
代
表
と
し
て
、
こ
こ
で
は
、
イ
ポ

リ
ヅ
ト
の
見
解
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
彼
の
見
解
は
、
無
論
、
『
精

神
現
象
学
』
全
体
が
、
「
感
覚
的
確
信
」
と
い
う
認
識
の
低
次
の

次
元
か
ら
始
ま
っ
て
、
「
絶
対
知
」
へ
と
上
昇
し
て
い
く
、
あ
る

意
識
の
発
展
史
な
の
で
あ
る
が
、
彼
の
こ
の
よ
う
な
見
解
は
、

彼
の
次
の
言
葉
、
「
す
な
わ
ち
、
『
精
神
現
象
学
』
は
、
自
然
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

認
識
が
学
へ
と
発
展
す
る
教
養
の
道
程
で
あ
る
」
と
い
う
言
葉

に
簡
潔
に
表
明
さ
れ
て
い
る
。
『
精
神
現
象
学
』
の
こ
の
よ
う

な
読
み
方
は
、
主
と
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
の
次
の
言
葉
、
「
真
な
る

知
に
迫
っ
て
い
く
自
然
な
意
識
の
道
」
（
ω
．
富
）
、
「
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
自
己
形
成
を
す
る
詳
細
な
歴
史
で
あ
る
」

（
ω
．
轟
）
と
い
う
言
葉
に
基
づ
い
て
い
る
。
へ
ー
ゲ
ル
の
こ
れ

ら
の
言
葉
は
、
意
味
が
明
確
で
わ
か
り
や
す
く
、
従
っ
て
、
こ

の
よ
う
杢
言
葉
を
手
が
か
り
に
『
精
神
現
象
学
』
を
読
も
う
と

す
れ
ば
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
先
の
イ
ポ
り
ヅ
ト
の
よ
う
な

意
識
の
発
展
史
的
物
語
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
実
際
に
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
「
自
然
な
意
識

の
道
」
に
は
、
「
懐
疑
の
遣
」
と
「
絶
望
の
道
」
（
ω
．
曽
）
と
い

う
、
も
う
一
つ
の
別
な
道
路
標
識
が
掛
か
っ
て
お
り
、
も
し
、

自
然
な
意
識
が
明
る
い
肯
定
的
な
方
向
に
の
み
進
ん
で
い
く
の

で
あ
れ
ぱ
、
こ
の
よ
う
な
道
路
標
識
が
掲
げ
ら
れ
る
は
ず
は
な

い
の
で
あ
る
。
実
際
、
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
の
道
の
途
上
で
、
自
然

な
意
識
は
そ
の
真
理
を
失
う
と
し
て
お
り
、
こ
の
道
は
絶
え
ず

懐
疑
に
さ
ら
さ
れ
、
絶
望
の
危
機
を
背
負
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

イ
ポ
リ
ッ
ト
も
無
論
こ
う
し
た
事
態
を
見
て
い
る
の
で
あ
る
が
、

た
だ
、
彼
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
懐
疑
と
か
絶
望
は
、
意
識
の
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遍
歴
の
過
程
で
起
る
事
件
の
よ
う
な
も
の
で
、
要
す
る
に
、
意

識
は
自
ら
の
真
理
を
疑
い
、
ま
た
そ
う
し
て
、
そ
の
都
度
、
真

理
を
失
う
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
あ
る
誤
り
に
気
づ
く
こ

と
に
よ
っ
て
、
ま
た
、
新
し
い
真
理
に
気
づ
き
、
そ
う
や
っ
て
、

意
識
は
自
分
自
身
を
乗
り
越
え
な
が
ら
進
ん
で
行
く
と
い
う
こ

と
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
こ
で
問
題
に
な
る
の
は
、
も
し
、
イ
ポ
リ
ッ
ト
の

よ
う
な
読
み
方
で
よ
い
と
い
う
の
で
あ
れ
ぱ
、
自
然
な
意
識
は

当
然
、
「
感
覚
的
確
信
」
の
段
階
を
越
え
て
、
「
知
覚
」
に
高
ま

る
は
ず
で
あ
る
が
、
へ
ー
ゲ
ル
の
文
章
に
よ
る
と
、
必
ず
し
も

そ
う
は
読
め
な
い
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
　
へ
ー
ゲ
ル
の
テ
キ

ス
ト
に
よ
る
と
、
「
自
然
な
意
識
は
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
感
覚
的

確
信
に
お
い
て
真
理
で
あ
る
こ
の
結
果
に
引
き
続
き
自
ら
進
ん

で
い
き
、
そ
れ
に
つ
い
て
経
験
す
る
が
、
繰
り
返
し
同
じ
よ
う

に
こ
の
結
果
を
忘
れ
て
し
ま
う
だ
け
で
、
．
運
動
を
初
め
か
ら
や

り
直
す
」
（
ω
・
8
）
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
自
然
な
意
識
が
感

覚
的
確
信
の
運
動
を
同
じ
よ
う
に
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
で
あ

り
、
同
じ
こ
と
を
繰
り
返
す
と
い
う
こ
と
は
、
同
じ
段
階
に
留

ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
よ
う

に
自
然
な
意
識
が
、
感
覚
的
確
信
の
成
果
を
す
ぐ
に
忘
れ
て
し

ま
う
と
い
う
の
で
あ
れ
ば
、
こ
の
自
然
な
意
識
は
知
覚
に
高
ま

る
こ
と
は
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
自
然
な
意

識
が
知
覚
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
こ
の
自
然
な
意
識
と
は
区
別
さ
れ
る
感
覚
的
確
信

が
知
覚
に
移
行
し
た
と
考
え
て
み
よ
う
。
つ
ま
り
、
自
然
な
意

識
は
感
覚
的
確
信
の
結
果
を
忘
れ
て
し
ま
う
も
の
で
あ
っ
て
も
、

感
覚
的
確
信
自
身
は
そ
の
こ
と
と
は
無
関
係
に
、
知
覚
に
移
行

す
る
と
考
え
て
み
よ
う
。
だ
が
、
そ
う
し
た
場
合
で
も
疑
問
が

生
じ
る
と
い
う
の
が
、
フ
ィ
ン
ク
の
見
解
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
次
に
こ
の
フ
ィ
ン
ク
の
見
解
を
少
し
見
て
み
よ
う
。

彼
は
、
も
と
も
と
『
精
神
現
象
学
』
を
イ
ポ
リ
ッ
ト
の
よ
う
に
、

意
識
の
遍
歴
の
歩
み
、
認
知
発
達
の
物
語
と
読
む
こ
と
に
は
否

定
的
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
疑
問
を
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

「
へ
ー
ゲ
ル
が
記
述
す
る
の
は
そ
も
そ
も
ど
ん
な
歴
史
な
の
か

－
結
局
は
ま
っ
た
く
の
担
造
の
歴
史
な
の
か
。
そ
の
歴
史
は

実
際
に
起
こ
る
の
か
。
実
際
に
わ
れ
わ
れ
は
ま
ず
最
初
は
感
覚

的
覚
知
と
し
て
の
知
し
か
も
っ
て
お
ら
ず
、
そ
の
後
で
感
覚
的
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確
信
が
自
己
自
身
と
の
経
験
を
経
て
、
た
と
え
ぱ
知
覚
を
さ
ら

に
そ
の
後
に
は
自
已
意
識
、
理
性
、
精
神
、
絶
対
知
を
も
つ
と

い
う
の
か
。
だ
れ
も
が
こ
の
歴
史
を
発
達
史
と
し
て
経
過
す
る

の
か
。
そ
れ
は
根
拠
の
な
い
構
築
で
な
い
の
か
：
…
（
中
略
）

…
…
ま
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
の
知
全
部
を
感
覚
認
識
ま
で
絞
っ

て
小
さ
く
し
、
次
に
、
わ
れ
わ
れ
が
省
察
を
始
め
る
以
前
に
す

で
に
も
う
有
し
て
い
る
所
有
状
態
へ
段
階
を
追
っ
て
昇
っ
て
い

く
と
い
う
の
は
、
方
法
的
な
補
助
構
築
で
な
い
の
か
。
へ
ー
ゲ

ル
は
わ
れ
わ
れ
に
人
間
の
知
の
、
感
覚
認
識
の
原
形
式
か
ら
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
回
　
　
，
　
　
ン

生
成
過
程
の
心
理
学
的
な
長
編
物
語
を
話
し
て
い
る
の
か
。
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

れ
ら
の
う
ち
の
ど
れ
で
も
な
い
L
。
明
ら
か
に
、
彼
は
こ
こ
で

こ
の
歴
史
を
人
間
の
認
識
の
発
達
史
と
捉
え
る
こ
と
を
否
定
し

て
い
る
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
彼
は
、
な
る
ほ
ど
、
こ
の
よ
う
な
意
識
の
発
展
の
歴

史
で
あ
る
こ
と
は
否
定
す
る
が
、
し
か
し
こ
の
叙
述
が
何
ら
か

の
歴
史
で
あ
る
二
と
は
認
め
て
お
り
、
彼
は
、
そ
れ
を
「
独
特

　
　
　
　
（
8
）

な
様
式
の
歴
史
」
と
し
て
、
事
笑
認
識
の
仕
方
に
対
す
る
歴
史

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

で
は
な
く
、
「
認
識
様
式
の
存
在
表
象
」
の
歴
史
と
し
て
、
捉
え

て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
に
よ
る
と
「
感
覚
的
確
信
」
か
ら
「
知

覚
」
へ
の
移
行
と
い
う
の
は
、
「
わ
れ
わ
れ
が
感
覚
的
に
覚
知
す

る
こ
と
を
止
め
て
、
こ
れ
か
ら
は
物
を
知
覚
す
る
こ
と
に
す
る
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
〕

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
」
の
で
あ
る
。
彼

の
場
合
、
こ
の
移
行
は
、
「
感
覚
的
確
信
」
が
持
っ
て
い
る
存
在

表
象
を
徹
底
的
に
思
考
、
吟
味
す
る
と
、
そ
の
存
在
表
象
に
あ

る
変
化
が
起
こ
り
、
こ
の
変
化
に
よ
っ
て
生
じ
る
も
の
な
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
よ
う
に
、
そ
の
存
在
表
象
を
吟
味
す
る

と
、
そ
の
根
底
に
は
普
遍
的
な
も
の
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
、

そ
れ
こ
そ
真
な
る
も
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
こ
の
確
信
が
最

初
に
思
い
込
ん
で
い
た
直
接
的
個
別
的
な
も
の
と
は
違
う
も
の

で
あ
り
、
従
っ
て
、
そ
の
点
で
、
こ
の
確
信
は
そ
の
存
在
理
念

を
失
い
、
普
遍
的
な
も
の
と
関
係
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
限
り
、

知
覚
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
、
フ
ィ
ン

ク
の
「
感
覚
的
確
信
」
か
ら
「
知
覚
」
へ
の
移
行
の
説
明
で
あ

る
。　

こ
の
よ
う
に
、
移
行
を
存
在
表
象
の
変
化
と
捉
え
る
フ
ィ
ン

ク
の
説
明
は
、
へ
ー
ゲ
ル
が
「
感
覚
的
確
信
」
や
「
知
覚
」
に

対
し
て
与
え
て
い
る
次
の
よ
う
な
説
明
に
対
応
し
て
お
り
、
そ

の
点
で
は
首
肯
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
へ
ー
ゲ
ル
は
、

280
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「
感
覚
的
確
信
」
を
存
在
す
る
も
の
を
直
接
受
け
取
る
知
と
し

て
お
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
「
知
覚
」
を
存
在
す
る
も
の
を
普
遍

的
な
も
の
と
し
て
受
け
取
る
知
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

こ
で
は
、
な
る
ほ
ど
存
在
表
象
の
変
化
が
見
ら
れ
、
そ
の
点
で

は
納
得
で
き
る
も
の
で
あ
る
が
、
た
だ
し
彼
も
ま
た
、
や
は
り
、

あ
る
意
味
で
は
、
認
識
の
発
展
史
で
は
な
い
に
せ
よ
、
認
識
様

式
の
発
展
史
と
し
て
は
、
イ
ポ
り
ヅ
ト
な
ど
と
同
じ
歴
史
路
線

の
延
長
上
に
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　
そ
れ
は
、
彼
の
場
合
も
ま
た
、
先
の
イ
ポ
リ
ッ
ト
な
ど
と
同

様
、
こ
の
道
の
「
絶
望
」
の
意
味
の
捉
え
方
が
、
不
十
分
で
は

な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
か
ら
で
あ
る
。
イ
ポ
リ
ッ
ト
の
場
合
、

絶
望
は
、
本
来
、
止
揚
さ
れ
る
も
の
と
し
て
、
こ
の
道
の
途
上

に
横
た
わ
っ
て
い
る
障
害
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
フ
ィ
ン
ク

に
お
い
て
は
、
感
覚
的
確
信
が
自
己
の
経
験
を
忘
れ
て
し
ま
う

の
は
、
「
存
在
の
忘
却
」
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
以
外
、
特

に
特
徴
的
な
説
明
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
道

程
を
積
極
的
な
方
面
か
ら
捉
え
る
見
解
が
多
い
中
で
、
リ
ー
プ

ル
ヅ
ク
ス
に
よ
る
、
「
感
覚
的
確
信
」
か
ら
「
知
覚
」
へ
の
移
行

に
関
す
る
説
明
は
、
そ
の
絶
望
の
意
味
を
真
面
目
に
受
け
取
っ

た
も
の
と
し
て
一
考
に
値
す
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
次
に
、

こ
の
リ
ー
プ
ル
ヅ
ク
ス
の
解
釈
を
見
て
み
た
い
と
思
う
。

　
ま
ず
、
彼
は
、
知
覚
の
始
ま
り
に
つ
い
て
、
「
知
覚
の
始
ま
り

は
、
知
覚
が
感
覚
的
確
信
の
完
全
な
経
験
を
そ
の
対
象
と
し
て

目
の
前
に
持
っ
て
い
る
と
い
う
点
に
存
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
）

は
、
言
葉
な
し
に
は
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
、
知
覚
の
原
理
が
普
遍
性
で
あ
る
こ
と
か
ら
推
察

で
き
る
。
感
覚
的
確
信
は
、
「
言
語
下
」
に
あ
る
、
所
謂
、
前
言

語
的
意
識
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
い
う
意
識
と
し
て
、
自
分
の
経

験
を
言
葉
に
変
換
す
る
と
い
う
こ
と
を
せ
ず
、
そ
の
限
り
で
、

感
覚
的
確
信
は
自
然
な
意
識
と
し
て
は
、
自
分
の
経
験
を
常
に

忘
却
し
て
し
ま
う
も
の
で
も
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
感
覚
的
確
信

の
思
い
込
み
は
非
真
理
で
あ
る
こ
と
が
、
感
覚
的
確
信
の
運
動

の
結
果
、
判
明
し
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
、
こ
の
思
い
込
み

の
非
真
理
を
証
明
し
た
も
の
は
、
言
葉
で
あ
り
、
普
遍
的
な
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
感
覚
的
確
信
自
身
は
そ
れ
を
記
憶
に

留
め
な
い
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
結
果
で
あ
る
普
遍
的
な
も

の
は
今
や
知
覚
の
原
理
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
知
覚

は
感
覚
的
確
信
の
完
全
な
経
験
を
目
に
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
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言
葉
を
持
っ
て
い
る
わ
け
で
■
あ
る
。

　
そ
し
て
そ
の
場
合
、
感
覚
的
確
信
は
ど
う
な
っ
た
か
と
い
う

と
、
こ
れ
は
、
感
覚
的
確
信
が
知
覚
に
な
っ
た
と
い
う
意
味
で

は
な
い
の
で
あ
る
。
感
覚
的
確
信
は
、
本
質
的
に
「
こ
の
も
の
」

や
思
い
込
み
に
関
わ
る
意
識
で
あ
り
、
感
覚
的
確
信
に
と
っ
て

は
、
そ
れ
ら
こ
そ
真
理
で
あ
り
、
対
象
な
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、

も
し
、
感
覚
的
確
信
が
普
遍
的
な
も
の
を
真
理
と
せ
ね
ぱ
な
ら

な
い
と
し
た
ら
、
感
覚
的
確
信
の
本
質
で
あ
る
思
い
込
み
、
即

ち
、
「
直
接
知
」
は
、
そ
の
点
で
、
本
質
を
失
い
没
落
せ
ね
ぱ
な

ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
リ
ー
プ
ル
ッ
ク
ス
に
よ
れ
ば
、

た
と
え
、
感
覚
的
確
信
が
思
い
込
ん
だ
直
接
的
な
も
の
が
、
実

は
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
二
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
に
せ
よ
、

感
覚
的
確
信
自
身
が
そ
れ
を
真
理
と
し
、
対
象
と
し
て
持
つ
こ

と
は
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
感
覚
的
確
信
の
思
い
込
み
は
、

こ
の
経
験
の
運
動
の
中
で
、
没
落
し
、
「
そ
れ
自
身
の
死
顔
を
直

　
　
（
1
2
）

視
し
た
」
の
で
あ
る
。
感
覚
的
確
信
の
経
験
が
示
し
て
い
る
も

の
は
、
「
今
」
の
経
験
に
つ
い
て
も
、
「
こ
こ
」
の
経
験
に
つ
い

て
も
、
い
つ
も
自
分
が
真
だ
と
確
信
し
た
も
の
を
喪
失
す
る
自

己
喪
失
の
運
動
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
こ
れ
は
自
信
喪
失
と
言

っ
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
自
己
喪
失
と
い
う
絶
望
の

淵
で
、
そ
れ
は
い
つ
も
自
分
の
没
落
を
味
わ
い
、
そ
の
死
に
直

面
す
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
己
れ
の
死
顔
を
見
つ
め
な
が

ら
、
そ
れ
は
そ
の
死
に
耐
え
る
と
い
う
以
外
何
も
し
な
い
と
い

う
の
が
、
リ
ー
プ
ル
ッ
ク
ス
の
こ
こ
で
の
絶
望
の
解
釈
な
の
で

あ
る
。

　
絶
望
は
、
こ
二
で
は
再
三
再
四
上
演
さ
れ
る
自
己
喪
失
の
悲

劇
と
解
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
、
第
一
幕
で
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
B
）

「
人
間
の
認
識
と
い
う
名
の
た
ぐ
い
ま
れ
な
ド
ラ
マ
」
が
幕
を

閉
じ
て
し
ま
わ
な
い
た
め
に
、
感
覚
的
確
信
は
辛
う
じ
て
己
れ

の
死
に
耐
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
第
二
幕
で
あ
る
「
知
覚
」
の

初
め
に
こ
う
書
い
て
あ
る
。
「
直
接
的
な
確
信
は
真
理
を
手
に

入
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
の
真
理
は
普
遍
的
な
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
こ
の
も
の
を
手
に
入
れ
よ
う
と
す
る
。

知
覚
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
自
分
に
と
っ
て
存
在
す
る
も
の
を

普
遍
的
な
も
の
と
し
て
受
け
取
る
」
（
ω
．
8
）
の
で
あ
る
。
こ

の
文
章
は
、
ま
ず
第
一
に
、
感
覚
的
確
信
が
明
ら
か
に
、
真
理

を
手
に
入
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
結
局
、
普
遍
的
な
も
の
を
真
理
と
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

2蝸
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感
覚
的
確
信
は
、
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、
最
も
豊
か
で
最
も
本

当
ら
し
い
認
識
の
よ
う
に
見
え
る
と
い
う
印
象
だ
け
は
持
っ
て

い
る
が
、
そ
の
実
、
真
理
を
手
に
入
れ
る
こ
と
は
け
っ
し
て
な

い
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
、
感
覚
的
確
信
は
没
落
し
、
す
で

に
も
う
舞
台
の
背
景
に
退
い
て
し
ま
っ
た
の
セ
あ
る
。
だ
が
、

次
に
、
こ
の
文
章
は
、
感
覚
的
確
信
の
運
動
の
結
果
で
あ
っ
た

普
遍
的
な
も
の
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
知
覚
の
対
象
と
し
て
存
在

し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
限
り
で
は
、

感
覚
的
確
信
で
議
論
さ
れ
た
成
果
は
知
覚
に
引
き
継
が
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
、
感
覚
的
確
信
は
己
れ
の

直
接
的
な
も
の
を
失
い
な
が
ら
も
、
普
遍
的
な
も
の
を
知
覚
に

残
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
よ
く
そ
の
死
に
耐
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
モ
チ
ー
フ
は
や
が
て
ま
た
登
揚
す
る
で
あ
ろ
う
。

　
以
上
が
、
「
感
覚
的
確
信
」
か
ら
「
知
覚
」
へ
の
移
行
に
お
け

る
移
行
と
断
絶
で
あ
る
。
推
移
し
た
も
の
は
普
遍
的
な
も
の
で

あ
る
。
感
覚
的
確
信
は
没
落
し
、
知
覚
が
新
た
に
登
場
し
た
の

で
あ
る
。

二
節
知
覚
の
問
題
構
成

　
前
節
で
、
知
覚
は
存
在
す
る
も
の
を
普
遍
的
な
も
の
と
し
て

受
け
取
る
と
い
う
こ
と
を
述
べ
た
。
知
覚
は
、
そ
う
い
う
意
識

と
し
て
、
初
め
か
ら
普
遍
性
を
原
理
と
す
る
意
識
で
あ
る
。
へ

ー
ゲ
ル
は
述
べ
て
い
る
。
「
一
般
に
普
遍
性
が
知
覚
の
原
理
で

あ
る
よ
う
に
、
知
覚
の
中
で
直
接
区
別
さ
れ
る
諸
契
機
も
ま
た

そ
う
で
、
自
我
は
普
遍
的
自
我
で
あ
り
、
対
象
も
普
遍
的
対
象

で
あ
る
」
（
ω
、
竃
）
。
こ
の
よ
う
に
、
知
覚
は
普
遍
性
を
原
理
と

し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
知
覚
の
中
で
は
、
自
我
と
対
象
と

い
う
諸
契
機
も
ま
た
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
あ
る
わ
け
で
あ
る
。

こ
の
両
契
機
は
、
感
覚
的
確
信
に
お
い
て
も
転
が
り
出
て
き
た

も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
い
ず
れ
も
純
粋
な
も
の
で
あ
っ
た

が
、
こ
こ
で
は
普
遍
的
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
た

だ
、
そ
の
区
別
は
ま
だ
直
接
的
に
す
ぎ
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
の
よ
う
に
、
知
覚
の
原
理
が
普
遍
性
で
あ
る

と
は
い
え
、
知
覚
は
そ
の
こ
と
を
そ
れ
と
し
て
自
覚
し
て
い
る

か
ど
う
か
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
す
ぐ
次
の
文
章

を
読
め
ぱ
わ
か
る
よ
う
に
、
「
そ
の
原
理
は
、
わ
れ
わ
れ
に
対
し
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て
（
冒
ω
）
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
る
L
（
ま
O
．
）
か
ら
で
あ

る
。
つ
ま
り
、
第
一
幕
の
観
客
で
あ
っ
た
「
わ
れ
わ
れ
」
に
と

っ
て
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
は
感
覚
的
確
信
の
経
験
を
見
て
知
っ
て

い
る
の
で
、
そ
れ
が
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
は
あ
る
原
理
の
発
生
に
立
ち
合

　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
　
、
＾
M
）

っ
た
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
何
も
忘
れ
て
い
な
い
」
。
リ
ー

プ
ル
ヅ
ク
ス
の
こ
の
言
葉
の
よ
う
に
、
「
わ
れ
わ
れ
」
は
、
な
る

ほ
ど
意
識
を
傍
観
し
、
意
識
と
話
し
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

普
遍
的
な
も
の
の
原
理
の
生
成
に
立
ち
合
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

そ
の
一
部
始
終
を
覚
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
、
こ
こ

で
は
「
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
の
受
け
取
り
方
も
必
然
的
な
も
の
と

し
て
」
（
曇
e
受
け
取
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ

れ
に
対
し
て
、
知
覚
は
未
だ
そ
の
こ
と
に
対
し
て
無
自
覚
の
よ

う
に
見
え
る
。
い
や
、
知
覚
は
存
在
す
る
も
の
を
普
遍
的
な
も

の
と
し
て
受
け
取
る
、
単
に
そ
う
い
う
意
識
と
し
て
登
場
し
て

き
た
に
す
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
。
リ
ー
プ
ル
ッ
ク
ス
は
そ
の

こ
と
を
、
．
「
だ
が
、
知
覚
は
感
覚
的
確
信
の
運
動
を
忘
れ
て
し
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
…
…
そ
れ
が
そ
の
歴
史
と
と
も
に
自
ら
の
姿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
5
）

を
現
す
な
ら
、
そ
れ
は
発
展
し
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い

る
。
知
覚
の
こ
の
深
い
忘
却
が
、
感
覚
的
確
信
と
知
覚
を
隔
て

る
溝
を
作
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
ま
た
、
こ
の
忘
却

が
あ
る
か
ら
知
覚
の
議
論
も
可
能
な
の
で
あ
る
。
リ
ー
プ
ル
ッ

ク
ス
に
よ
る
と
、
知
覚
が
も
し
、
自
分
の
原
理
の
必
然
性
に
つ

い
て
知
っ
て
い
た
の
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
す
ぐ
に
「
私
は
す
べ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
6
）

て
を
私
の
原
理
か
ら
展
開
す
る
」
と
言
っ
て
、
そ
し
て
す
ぐ
に

悟
性
に
行
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
こ
で
は
そ
う
は
な
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
知
覚
は
、
普
遍
的
な
も
の
の
原
理
に
従
っ
て
知
覚
す
る
と

は
い
え
、
自
分
の
そ
の
振
る
舞
い
の
必
然
性
に
つ
い
て
は
何
も

知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
知
覚
自
身
は
、
知
覚
の
運
動
と
し
て
、

本
質
的
に
知
覚
の
対
象
と
同
じ
も
の
、
つ
ま
り
、
普
遍
的
な
も

の
で
あ
る
が
、
だ
が
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
、
そ
の
原
理
の

発
生
の
必
然
性
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
か
ら

知
覚
の
運
動
が
起
こ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。
知
覚

の
経
験
は
、
こ
の
運
動
の
展
開
で
あ
る
が
、
知
覚
自
身
は
そ
れ

を
必
然
的
な
も
の
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ

の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
の
は
、
た
だ
「
わ
れ
わ
れ
」
だ
け
で
あ

る
か
ら
、
「
わ
れ
わ
れ
」
は
、
そ
れ
を
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
見
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る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
次
に
、
こ
の
よ
う
な
「
わ
れ
わ
れ
」
と
「
知
覚
」
の

差
異
が
、
知
覚
の
経
験
に
お
け
る
運
動
の
き
っ
か
け
を
作
る
わ

け
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
（
司
旨
仁
冨
）
ま

た
は
、
即
自
的
に
は
、
普
遍
的
な
も
の
が
原
理
と
し
て
知
覚
の

本
質
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
抽
象
化
に
対
し
、
知
覚
す
る
も

の
と
知
覚
さ
れ
る
も
の
と
い
う
二
つ
の
区
別
さ
れ
た
も
の
は
、

非
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
」
（
弐
e
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

先
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
普
遍
的
な
も
の
の
原
理
は
「
わ
れ
わ

れ
」
に
対
し
て
生
成
し
て
き
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
「
わ
れ
わ
れ

に
と
っ
て
」
は
こ
の
原
理
が
知
覚
の
本
質
な
の
で
あ
る
。
他
方
、

知
覚
す
る
も
の
と
知
覚
さ
れ
る
も
の
は
、
こ
れ
に
対
し
て
、
こ

こ
で
は
非
本
質
的
な
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。
知
覚
の
原
理
の
中

で
は
、
諸
契
機
も
同
様
に
普
遍
的
な
も
の
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ

る
か
ら
、
々
の
よ
う
な
観
点
に
立
て
ば
、
知
覚
す
る
も
の
も
知

覚
さ
れ
る
も
の
も
、
同
様
、
普
遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
そ
の
点

で
本
質
的
な
も
の
と
な
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
、
そ
の

よ
う
に
は
考
え
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
こ
で
は
、
む
し
ろ
こ
の
よ

う
な
原
理
の
抽
象
化
に
対
し
て
、
二
つ
の
区
別
さ
れ
た
も
の
は
、

「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
」
は
非
本
質
的
な
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
だ
が
、
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
」
知
覚
の
中
に
、
知
覚
す
る
も

の
と
知
覚
さ
れ
る
も
の
と
い
う
区
別
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
事
実

で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
区
別
は
、
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
」
は
非

本
質
的
な
も
の
で
あ
っ
て
も
、
「
知
覚
に
お
い
て
」
は
本
質
的
な

も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
「
知
覚
に
と
っ
て
」
の
こ
と
で

は
な
い
。
「
区
別
が
非
本
質
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
ま
だ
、

知
覚
に
と
っ
て
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
す
で
に

知
覚
に
と
っ
て
と
言
う
の
で
あ
れ
ぱ
、
知
覚
は
も
う
悟
性
で

　
（
1
7
）

あ
る
」
と
、
リ
ー
プ
ル
ヅ
ク
ス
は
言
っ
て
い
る
。
知
覚
は
知
覚

す
る
運
動
で
あ
る
か
ら
、
そ
こ
に
は
、
知
覚
さ
れ
る
対
象
と
知

覚
す
る
意
識
が
な
く
て
は
、
こ
の
運
動
は
当
然
、
展
開
さ
れ
な

い
で
あ
ろ
う
か
ら
、
そ
こ
に
は
区
別
が
な
く
て
は
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
区
別
は
、
知
覚
に
お
い
て
は
本
質
的

な
も
の
な
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
区
別
さ
れ
た
二
つ
の
も
の
は
、
契
機
と
し
て
は
普

遍
的
な
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て
、
と
も
に
本
質
的
な
も
の
で
も

あ
る
。
だ
が
、
あ
る
い
は
、
だ
か
ら
こ
そ
知
覚
の
実
践
の
中
で

は
、
両
者
は
互
い
に
対
置
し
あ
う
も
の
と
し
て
関
係
し
な
け
れ

5勿
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ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
知
覚
の
実
践
の
な
か
で
は
、

少
し
考
え
て
み
れ
ば
わ
か
る
こ
と
だ
が
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、

知
覚
が
先
か
、
知
覚
さ
れ
る
も
の
の
存
在
が
先
か
と
い
う
こ
と

が
、
根
本
的
な
問
題
だ
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
関
係
の
中

で
、
両
老
と
も
本
質
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
の
で
あ
る
。

も
し
、
両
方
と
も
本
質
で
あ
れ
ぱ
、
そ
れ
は
矛
盾
に
陥
る
か
ら

で
あ
る
。
こ
う
し
て
、
両
老
は
対
立
関
係
に
陥
り
、
そ
の
関
係

の
な
か
で
は
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
み
が
本
質
で
な
け
れ
ぱ
な
ら

な
い
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
「
本
質
的
な
も
の
と
非
本
質
的
な

も
の
と
の
区
別
は
、
両
老
に
割
り
当
て
ね
ぱ
な
ら
な
い
」

（
亭
巳
。
）
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
こ
二
で
、
前
の
話
を
少
し
思
い
出
し
て
み
よ
う
。

つ
ま
り
、
前
に
は
、
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
」
は
、
知
覚
す
る
も

の
と
知
覚
さ
れ
た
も
の
と
い
う
二
つ
の
区
別
さ
れ
た
も
の
は
、

両
者
と
も
非
本
質
的
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
だ

が
、
こ
こ
、
「
知
覚
に
対
し
て
」
は
、
こ
の
本
質
的
な
も
の
と
非

本
質
的
な
も
の
と
の
区
別
は
、
こ
の
よ
う
に
、
「
知
覚
す
る
も
の

と
知
覚
さ
れ
る
も
の
が
非
本
質
的
で
あ
り
、
こ
れ
に
対
し
て
、

普
遍
的
な
も
の
の
原
理
が
本
質
的
で
あ
る
と
い
う
ふ
う
に
、
振

り
分
け
ら
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。
知
覚
に
対
し
て
は
、
こ

の
区
別
は
両
側
面
に
割
り
当
て
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
知
覚

は
自
分
の
次
元
に
留
ま
り
、
そ
の
原
理
を
見
通
す
こ
と
は
な
い

の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
知
覚
は
区
別
を
両
老
と
も
非
本
質
的
で

あ
る
二
つ
の
側
面
に
分
け
与
え
た
の
で
あ
る
。
知
覚
の
思
い
違

い
（
↓
警
ω
9
冒
o
q
）
と
い
う
の
は
、
こ
の
点
に
存
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
思
い
違
い
な
し
に
は
、
知
覚
は
何
か

を
真
理
と
受
け
取
る
よ
う
な
運
動
に
は
け
っ
し
て
到
達
し
な
い

　
　
（
1
8
）

で
あ
ろ
う
L
。
こ
れ
は
リ
ー
プ
ル
ヅ
ク
ス
の
言
葉
で
あ
る
が
、

彼
の
こ
の
よ
う
な
洞
察
に
は
目
を
見
張
る
も
の
が
あ
る
。
な
る

ほ
ど
、
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
」
は
、
原
理
と
し
て
普
遍
的
な
も

の
が
知
覚
の
本
質
な
の
で
あ
る
が
、
知
覚
自
身
は
そ
の
こ
と
を

知
ら
な
い
か
ら
、
「
知
覚
に
と
っ
て
」
は
、
知
覚
す
る
も
の
か
、

知
覚
さ
れ
る
も
の
か
、
い
ず
れ
か
一
方
が
本
質
だ
と
思
う
わ
け

で
あ
る
。
そ
れ
は
、
「
わ
れ
わ
れ
」
か
ら
見
れ
ぱ
、
な
る
ほ
ど
知

覚
の
根
本
的
な
「
勘
違
い
」
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
ま
た
、
こ
の

よ
う
な
勘
違
い
が
な
け
れ
ぱ
、
知
覚
の
議
論
も
成
立
せ
ず
、
彼

の
言
う
よ
う
に
、
知
覚
は
さ
っ
さ
と
悟
性
に
行
っ
て
し
ま
う
の

か
も
し
れ
な
い
。
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従
っ
て
、
知
覚
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
る
と
き
、

つ
ま
り
、
「
対
象
は
本
質
で
あ
り
、
そ
れ
は
知
覚
さ
れ
よ
う
と
さ

れ
ま
い
と
関
係
な
く
あ
る
が
、
し
か
し
知
覚
す
る
は
た
ら
き
の

ほ
う
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
変
わ
り
や
す
い
も
の
、
非
本
質
的
な
も
の
で
あ

る
」
（
争
季
）
と
語
ら
れ
る
と
き
、
こ
の
よ
う
な
理
解
の
仕
方
は

真
理
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
、
「
わ
れ
わ
れ
」
に
よ
っ
て
、
す

で
に
見
抜
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
先
に
述
べ
た

よ
う
に
、
「
わ
れ
わ
れ
」
か
ら
見
れ
ば
、
区
別
さ
れ
た
両
老
と
・
い

う
の
は
い
ず
れ
も
非
本
質
的
な
も
の
で
、
真
理
で
は
な
い
か
ら

で
あ
る
。
従
っ
て
、
そ
こ
に
は
、
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
」
は
、

知
覚
さ
れ
る
対
象
は
非
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
が
、
「
知
覚
に

と
っ
て
」
は
、
そ
れ
は
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
相
違
が

あ
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
ま
た
、
こ
の
よ
う
に
知
覚
す
る
も
の
と
知
覚
さ
れ
る

も
の
、
あ
る
い
は
、
知
覚
と
対
象
の
対
立
と
い
う
関
係
の
中
で
、

両
者
の
う
ち
、
対
象
が
本
質
で
あ
り
、
真
理
で
あ
る
と
す
る
モ

チ
ー
フ
は
、
「
感
覚
的
確
信
」
の
章
に
お
い
て
も
、
知
と
対
象
と

い
う
形
で
提
起
さ
れ
た
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
主
1

客
二
元
論
の
対
立
の
中
で
、
対
象
の
方
が
本
質
で
あ
る
と
す
る

見
方
で
あ
る
。
し
か
し
、
だ
が
、
こ
こ
で
、
知
覚
さ
れ
る
対
象

は
本
来
、
非
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い

る
「
わ
れ
わ
れ
」
が
す
で
に
存
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

そ
れ
は
も
う
す
で
に
、
そ
の
よ
う
な
見
方
に
対
す
る
用
意
さ
れ

た
論
駁
で
も
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
そ
れ
は
へ
ー
ゲ
ル
自
身
は
す

で
に
そ
の
よ
う
な
対
立
を
克
服
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
こ
と
を

意
味
し
て
も
い
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
が
、
「
知
覚
」
の
問
題
構
成
で
あ
り
、
「
知
覚
」
の
舞
台

裏
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
構
成
を
踏
ま
え
た
上
で
、
「
わ

れ
わ
れ
」
は
知
覚
と
知
覚
の
対
象
を
傍
観
す
る
の
で
あ
る
。

三
節
物
と
知
覚

　
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
」
、
本
質
は
生
成
し
て
き
た
普
遍
で
あ

り
、
こ
れ
に
対
し
て
、
知
覚
さ
れ
る
も
の
は
非
本
質
的
な
も
の

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
が
、
だ
が
、
「
知
覚
に
と
っ
て
」
は
、
対

象
が
本
質
な
の
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
そ
の
対
象
は
、
知
覚
に

と
っ
て
ど
の
よ
う
に
見
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
、
こ
の
知

覚
の
対
象
が
ま
ず
、
検
討
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
知
覚
の
対
象
が
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ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
詳
し
く
規
定
さ
れ
る
必
要

が
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

　
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
、
「
生
じ
て
く
る
結
果
か
ら
こ
の
規
定

を
簡
単
に
展
開
す
る
必
要
が
あ
る
」
（
曇
e
と
述
べ
て
い
る

が
、
こ
の
生
じ
て
く
る
結
果
と
い
う
の
は
、
「
対
象
の
原
理
」
、

「
普
遍
的
な
も
の
」
で
あ
る
。
「
わ
れ
わ
れ
」
に
は
、
そ
れ
は
感

覚
的
確
信
の
展
開
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

知
覚
の
対
象
は
、
自
分
が
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
知

ら
な
い
。
そ
れ
は
、
机
が
、
自
分
が
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
こ

と
を
知
ら
な
い
の
と
同
様
で
あ
る
。
普
遍
的
な
も
の
の
原
理
は
、

そ
の
単
純
性
に
お
い
て
、
媒
介
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ

と
を
知
っ
て
い
る
の
は
「
わ
れ
わ
れ
」
だ
け
で
あ
り
、
対
象
は

そ
ん
な
こ
と
は
知
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
対
象
が
自
分
の
規

定
を
自
分
に
お
い
て
表
現
す
る
と
、
そ
れ
は
、
「
多
く
の
性
質
を

持
っ
た
物
」
（
ω
・
違
）
と
し
て
示
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら

の
諸
性
質
は
、
「
感
覚
的
確
信
」
の
豊
か
で
具
体
的
な
内
容
で
あ

っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
、
「
感
覚
的
確
信
」
の
中
で
は
、

直
接
的
な
も
の
と
し
て
言
い
表
わ
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
が
、

今
、
「
知
覚
」
に
お
い
て
は
、
普
遍
的
な
も
の
と
し
て
存
在
し
て

い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
感
覚
的
な
も
の
も
存
在
し
て
い

る
が
、
そ
の
感
覚
的
な
も
の
は
、
も
は
や
直
接
的
な
も
の
と
し

て
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
性
質
と
し
て
規
定
さ
れ
る
よ
う
に
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
、
　
　
　
　
　
　
、
　
　
　
、

っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ま
た
、
「
区
別
さ
れ
た
、
一
定

の
性
質
」
（
ま
e
で
も
あ
る
。

　
こ
こ
で
、
直
接
性
と
普
遍
性
の
関
係
が
ど
う
な
っ
て
い
る
か

と
い
う
と
、
「
感
覚
的
確
信
」
は
「
こ
の
も
の
」
を
思
い
込
ん
だ

が
、
こ
の
思
い
込
み
が
失
わ
れ
た
の
で
、
「
こ
の
も
の
」
は
「
非

こ
の
も
の
」
に
な
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
が
廃
棄
さ
れ
た
形

で
あ
る
の
で
、
つ
ま
り
、
「
こ
の
も
の
の
無
」
と
い
う
形
に
お
い

て
は
、
ま
だ
直
接
性
が
保
存
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
点
で
、
そ
れ

は
ま
だ
感
覚
的
な
も
の
で
も
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
こ
こ
で
は
、

思
い
込
ま
れ
た
個
別
で
は
な
く
、
普
遍
的
な
も
の
に
な
っ
て
い

る
の
で
、
先
の
直
接
性
は
、
「
普
遍
的
直
接
性
」
（
ま
e
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
「
性
質
」
と
し
て
規
定
さ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
そ
れ
ら
が
、
「
感
覚
的
確
信
」
が
個
別

と
み
な
し
た
「
こ
れ
」
だ
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
れ
は
直
接

的
な
思
い
込
み
の
「
こ
れ
」
で
は
な
く
、
あ
る
一
定
の
性
質
に

な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
の
こ
こ
で
の
こ
れ
ら
の
説

8勿
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明
は
、
直
接
、
言
葉
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
に
せ

よ
、
そ
の
含
蓄
的
な
点
で
は
、
意
識
の
言
語
性
に
つ
い
て
、
あ

る
い
は
、
意
識
の
言
語
化
に
つ
い
て
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
存
在
す
る
も
の
、
そ
れ
も
普
遍
的
な
も
の
に
移
行
し

て
い
る
の
で
、
媒
介
や
否
定
を
自
分
の
う
ち
に
含
む
も
の
に
な

っ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
「
感
覚
的
確
信
」
の
と
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
）

ろ
で
、
普
遍
的
な
も
の
が
生
成
し
て
く
る
際
に
議
論
さ
れ
た
。

こ
の
普
遍
的
な
も
の
は
、
先
に
は
、
そ
の
単
純
性
に
お
い
て
媒

介
さ
れ
た
も
の
と
し
て
、
「
多
く
の
性
質
を
持
っ
た
物
」
で
あ
っ

た
。
従
っ
て
、
そ
こ
で
、
こ
の
「
物
」
の
規
定
を
こ
れ
か
ら
展

開
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
、
こ

の
「
物
」
の
規
定
を
展
開
す
る
に
あ
た
っ
て
、
『
論
理
学
』
の

「
有
論
」
の
よ
う
に
、
「
存
在
（
ω
9
昌
）
」
の
概
念
か
ら
、
そ
れ
を

展
開
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
た
だ
、
こ
こ
で
は
、
「
存
在
」

は
純
粋
の
有
で
は
な
く
、
媒
介
と
否
定
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
、

普
遍
的
な
も
の
と
さ
れ
、
そ
れ
を
直
接
性
に
お
い
て
表
す
と
、

「
区
別
さ
れ
た
一
定
の
性
質
」
に
な
る
と
し
て
い
る
。

　
ま
ず
、
一
定
の
性
質
が
出
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、

一
定
の
性
質
が
あ
る
か
ら
、
ま
た
同
時
に
、
多
く
の
性
質
も
あ

　
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
し
て
、
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
こ
で
、
す
で
に
諸

■
性
質
と
し
て
言
い
表
わ
さ
れ
た
、
こ
れ
ら
の
規
定
性
に
つ
い
て
、

「
こ
れ
ら
の
規
定
性
は
、
本
来
、
さ
ら
に
つ
け
加
わ
っ
て
く
る
規

定
に
よ
っ
て
初
め
て
性
質
に
な
る
」
（
ま
e
と
言
う
。
お
そ
ら

く
、
物
の
性
質
は
性
質
と
し
て
、
そ
れ
だ
け
で
は
存
在
し
な
い

と
い
う
こ
と
を
言
い
た
い
の
だ
ろ
う
が
、
へ
ー
ゲ
ル
の
こ
の
よ

う
杢
言
い
回
し
は
、
多
分
に
、
彼
が
「
物
」
を
言
葉
の
上
だ
け

で
捉
え
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
を
妨
佛
と
さ
せ
る
。

そ
れ
は
、
例
え
ぱ
、
「
こ
れ
ら
の
諸
性
質
が
、
普
遍
的
な
も
の
の
、

単
純
性
に
お
い
て
表
現
さ
れ
る
」
（
ま
e
と
い
う
よ
う
な
、
こ

の
「
表
現
さ
れ
る
」
と
い
う
へ
ー
ゲ
ル
の
言
い
回
し
に
よ
く
あ

ら
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
彼
は
、
物
に
つ
い
て
言
葉
に
よ
っ

て
語
っ
て
い
る
と
い
う
よ
り
も
、
言
葉
と
し
て
の
物
に
つ
い
て

考
察
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
物
を
物

と
言
わ
な
い
で
、
次
に
見
る
よ
う
に
、
「
物
性
」
と
い
う
よ
う
な

概
念
で
表
現
す
る
こ
と
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
普
遍
的
な
も

の
の
単
純
性
と
は
、
先
に
見
た
よ
う
に
、
物
の
こ
と
で
あ
る
。

物
と
い
う
概
念
と
物
が
持
っ
て
い
る
諸
性
質
と
が
区
別
さ
れ
る

よ
う
に
、
こ
こ
で
も
、
単
純
な
自
己
同
等
な
普
遍
性
と
そ
れ
の

9勿



橋論叢　第108巻　第2号　平成4年（1992年）8月号　（82〕

持
つ
規
定
性
は
区
別
さ
れ
る
。
こ
の
普
遍
性
は
媒
体

（
き
き
ミ
§
）
で
あ
り
、
そ
の
上
、
物
性
（
皇
ミ
容
ミ
）
と
規
定

さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
多
く
の
性
質
の
「
単
純
な
ま
と
ま
り

（
良
さ
き
8
N
ざ
s
§
§
“
ミ
）
」
（
ω
．
畠
）
で
あ
る
。

　
次
に
、
こ
の
「
単
純
な
ま
と
ま
り
」
の
中
で
、
諸
性
質
は
ど

う
な
っ
て
い
る
か
と
い
う
と
、
諸
性
質
も
そ
れ
ぞ
れ
規
定
と
し

て
は
、
普
遍
的
な
性
質
で
あ
り
、
そ
の
点
で
、
単
純
な
普
遍
で

あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
諸
性
質
は
、
一
つ
の
こ
こ
と
い
う

場
所
の
中
で
、
互
い
に
影
響
を
及
ぽ
し
あ
う
こ
と
な
く
、
浸
透

し
あ
っ
て
い
る
と
い
う
仕
方
で
あ
る
。
フ
一
の
塩
は
単
純
な

（
①
巨
武
g
窃
）
こ
こ
で
あ
る
と
同
時
に
、
多
様
（
く
邑
武
｝
）
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、
　
、

あ
る
。
そ
れ
は
白
く
、
ま
た
塩
辛
く
、
ま
た
立
方
形
で
、
ま
た

一
定
の
重
さ
を
持
っ
て
い
る
等
々
で
あ
る
」
（
婁
e
。
つ
ま
り
、

一
つ
の
こ
の
場
所
に
諸
性
質
が
幾
重
に
も
重
な
り
あ
っ
て
あ
る

の
で
あ
る
。
「
ど
こ
が
白
く
て
、
塩
辛
く
て
、
立
方
形
な
の
か
。

こ
こ
、
同
じ
場
所
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
塩
の
場
所
は
、
だ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

が
、
空
虚
な
空
問
で
は
な
く
て
、
塩
そ
の
も
の
で
あ
る
」
。
従
っ

て
、
当
然
、
塩
の
ど
の
部
分
も
白
く
、
塩
辛
い
わ
け
で
あ
り
、

白
い
と
い
う
性
質
が
、
塩
辛
い
と
い
う
性
質
を
変
化
さ
せ
て
、

甘
く
す
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
性

質
の
あ
り
方
を
、
こ
こ
で
は
「
単
純
な
自
己
関
係
」
と
言
っ
て

い
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
性
質
は
、
「
ま
た
」
と
い
う
言
葉
に
よ

っ
て
、
「
二
こ
」
と
い
う
場
所
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
だ
け
な
の

で
、
「
こ
の
ま
た
と
い
う
言
葉
は
、
従
っ
て
、
純
粋
な
普
遍
そ
の

も
の
、
即
ち
、
媒
体
で
あ
り
、
多
く
の
性
質
を
ま
と
め
あ
わ
せ

る
物
性
で
あ
る
」
（
曇
e
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
ち
ょ
う

ど
、
人
が
あ
る
物
の
性
質
に
つ
い
て
記
述
す
る
と
き
、
ま
た
か

く
か
く
の
性
質
を
持
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
記
述
す
る
の
と

同
様
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
れ
は
や
っ
と
「
実
定
的
普
遍
性

（
O
O
ω
巨
き
≧
－
需
冒
9
亭
①
6
」
（
童
e
の
性
格
を
考
察
し
た

に
す
ぎ
な
い
。
つ
ま
り
、
普
遍
的
な
も
の
の
原
理
の
う
ち
の
、

実
定
的
普
遍
性
が
や
っ
と
出
て
き
た
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
実
定
的
普
遍
性
に
つ
け
加
え
て
、
へ
ー
ゲ
ル
に
よ
る
と
、

さ
ら
に
ま
だ
考
察
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
側
面
が
あ
る
。
「
つ

ま
り
、
も
し
、
多
く
の
一
定
の
性
質
が
ま
っ
た
く
無
関
心
で
あ

り
・
ど
う
し
て
も
自
分
自
身
に
だ
け
関
係
す
る
と
す
れ
ば
、
そ

れ
ら
の
性
質
は
一
定
の
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

そ
れ
ら
は
互
い
に
区
別
さ
れ
、
対
立
し
た
も
の
と
し
て
他
方
に
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関
係
す
る
限
り
で
の
み
、
一
定
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
L

（
ま
e
。
つ
ま
り
、
諸
性
質
と
い
う
の
は
、
塩
の
「
白
い
」
は

「
白
い
」
だ
け
で
、
そ
れ
が
「
塩
辛
い
」
に
関
係
し
て
、
そ
れ
を

変
化
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
が
、
・
だ
が
、
か
と
い
っ
て
、

「
白
い
」
は
「
白
い
」
だ
け
で
あ
る
の
で
は
な
く
て
、
「
黒
い
」

や
「
赤
い
」
か
ら
区
別
さ
れ
、
そ
れ
ら
と
対
立
す
る
限
り
で
、

「
白
い
」
と
い
う
一
定
の
性
質
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
、

そ
の
場
合
の
性
質
と
い
う
の
は
も
は
や
塩
の
性
質
で
は
な
く
、

普
遍
的
な
も
の
と
し
て
の
性
質
で
あ
る
。
へ
ー
ゲ
ル
が
次
に
、

「
こ
の
よ
う
な
対
立
に
従
う
と
、
だ
が
、
そ
れ
ら
の
諸
性
質
は
、

そ
の
媒
体
の
単
純
な
統
一
の
中
に
、
ま
と
め
て
お
く
「
一
と
は
で

き
な
く
な
る
」
（
宇
鼻
）
と
言
う
の
は
そ
の
た
め
で
あ
る
。
つ
ま

り
、
塩
の
「
白
い
」
は
砂
糖
の
中
に
も
、
雪
の
中
に
も
あ
る
か

ら
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
「
白
い
」
と
い
う
性
質
は
塩
の
外
に

も
あ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
「
白
い
」
と
い
う
性
質
が
塩
の
性
質
で

あ
る
た
め
に
は
、
媒
体
も
、
無
関
心
な
統
一
で
は
な
く
て
、
排

除
的
な
統
一
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
塩
が
自
い
な

ら
、
そ
れ
は
黒
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
対
立
す
る
他
の
性
質
を

排
除
し
な
く
て
は
、
性
質
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
一
な
る
も
の
と
し
て
、
他
を
排
除
す
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
、
否
定
の
契
機
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
一
な
る
も
の
と
い

う
契
機
が
な
け
れ
ば
、
物
性
は
ま
た
物
と
し
て
は
規
定
さ
れ
な

い
の
で
あ
る
。
以
上
が
、
物
の
契
機
の
展
開
で
あ
る
。

　
知
覚
の
対
象
が
展
開
さ
れ
た
の
で
、
次
に
、
こ
の
「
物
」
を

対
象
と
す
る
、
知
覚
す
る
意
識
が
考
察
さ
れ
る
。
意
識
は
こ
こ

で
初
め
て
舞
台
に
上
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
リ
ー
プ
ル
ヅ
ク
ス
は
、

今
ま
で
の
物
の
展
開
と
こ
れ
か
ら
物
を
知
覚
す
る
意
識
に
対
し

て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
知
覚

す
る
意
識
の
経
験
は
す
で
に
物
の
展
開
の
中
に
含
ま
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
物
の
言
語
性
は
多
分
に
、
物
に
お
い

て
、
即
ち
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
、
生
じ
て
き
た
も
の
だ
か
ら

で
あ
る
。
知
覚
す
る
意
識
は
、
第
二
の
行
為
を
そ
の
意
識
に
と

っ
て
最
初
の
行
為
と
し
て
体
験
す
る
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

そ
れ
は
こ
の
始
ま
り
に
よ
っ
て
初
め
て
舞
台
に
上
っ
た
か
ら
で

（
2
1
）

あ
る
」
。
こ
の
説
明
は
、
へ
ー
ゲ
ル
の
文
章
か
ら
も
頷
け
る
も

の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
彼
は
、
こ
の
知
覚
す
る
意
識
に
対
し
て
、

「
物
が
本
当
は
即
自
存
在
す
る
言
葉
で
あ
り
、
本
当
は
即
自
存

在
す
る
概
念
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、
認
識
の
根
底
に
あ
る
と
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い
う
こ
と
は
、
幸
運
に
も
ま
だ
何
も
経
験
さ
れ
て
い
な
い
だ

一
娑
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

ろ
う
L
と
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
こ
の
知
覚
す
る
意
識
が

ま
だ
舞
台
に
登
場
し
た
ば
か
り
で
、
物
の
契
機
の
矛
盾
と
い
う

の
を
ま
だ
経
験
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　
さ
て
、
こ
の
知
覚
す
る
意
識
は
、
比
較
的
素
朴
な
意
識
で
あ

る
。
そ
れ
は
「
感
覚
的
確
信
」
の
よ
う
に
、
ま
だ
「
対
象
は
真

で
あ
る
」
（
ω
．
署
）
と
思
っ
て
い
る
意
識
で
あ
る
が
、
た
だ
、
こ

の
対
象
は
普
遍
的
で
自
己
同
等
な
も
の
に
な
っ
て
い
る
。
さ
ら

に
、
そ
れ
は
、
「
自
分
に
と
っ
て
変
化
す
る
も
の
、
非
本
質
的
な

も
の
」
（
婁
α
■
）
で
あ
り
、
錯
覚
に
陥
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う

「
錯
覚
の
可
能
性
の
意
識
」
（
巨
e
も
持
っ
て
い
る
。
そ
の
上

ま
た
、
真
理
の
試
金
石
も
持
っ
て
い
て
、
そ
れ
は
、
「
自
己
同
等

性
」
（
ま
e
で
、
「
自
己
同
等
な
も
の
と
し
て
つ
か
む
」
（
ま
e

と
い
う
こ
と
が
、
真
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
意
識
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
へ
ー
ゲ
ル
は
こ
二
で
、
意
識
が
実
際
に
知
覚
す

る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
経
験
を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い

て
、
「
こ
の
経
験
は
、
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
は
、
対
象
と
対
象
に

対
す
る
意
識
の
、
ち
ょ
う
ど
今
与
え
ら
れ
た
展
開
の
中
に
す
で

に
含
ま
れ
て
お
り
、
そ
こ
に
現
存
す
る
矛
盾
の
展
開
に
す
ぎ
な

い
で
あ
ろ
う
」
（
ま
e
と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
、
こ
の
矛
盾

の
展
開
と
い
う
の
は
、
性
質
が
、
他
に
対
し
て
、
無
関
心
で
他

を
刺
激
す
る
こ
と
が
な
い
一
方
で
、
他
を
排
除
し
、
ま
た
媒
体

の
外
に
出
る
と
い
う
こ
と
を
指
し
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ

は
、
例
え
ば
、
へ
ー
ゲ
ル
が
現
実
の
知
覚
を
、
次
の
よ
う
に
見

て
い
る
こ
と
か
ら
推
察
さ
れ
る
。
私
は
対
象
を
純
粋
の
一
老
と

し
て
知
覚
し
、
ま
た
そ
の
対
象
に
お
い
て
諸
性
質
も
知
覚
す
る
。

こ
れ
は
い
い
。
だ
が
、
こ
の
諸
性
質
は
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る

た
め
に
、
個
別
性
を
越
え
出
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
も
知
覚
す

る
と
い
う
の
で
あ
る
。
確
か
に
、
「
白
い
」
と
い
う
性
質
は
、
普

遍
的
な
も
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は
塩
だ
け
が
持
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
塩
以
外
に
も
白
い
も
の
は
あ
る
。
そ
れ
は
、

「
白
い
」
と
い
う
形
容
詞
が
、
「
塩
」
を
離
れ
て
、
「
花
」
に
帰
属

す
れ
ぱ
、
「
白
い
花
」
と
な
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
「
し
か
し
、

物
の
諸
性
質
が
物
を
越
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
一
体
、
こ
の
物
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
3
〕

ど
う
し
て
そ
こ
に
あ
る
こ
の
物
で
あ
り
え
よ
う
か
」
。
な
る
ほ

ど
、
塩
に
は
色
々
な
性
質
が
帰
属
し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
の
性

質
の
う
ち
、
も
し
、
「
塩
辛
い
」
が
出
て
い
っ
て
、
「
甘
い
」
が

帰
属
す
る
よ
う
に
な
れ
ば
、
そ
れ
は
も
う
塩
で
は
な
く
て
、
砂
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糖
の
は
ず
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
は
、
性
質
は
一
者
の
外
に

出
て
し
ま
う
も
の
と
し
て
知
覚
さ
れ
る
の
で
、
最
初
の
一
者
と

し
て
の
対
象
の
存
在
は
、
真
の
存
在
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に

な
る
。
だ
が
、
対
象
は
真
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
私
の
知
覚
は
正

し
く
な
か
っ
た
の
で
、
今
度
は
対
象
は
純
粋
な
一
者
で
は
な
く
、

共
通
性
一
般
と
し
て
知
覚
し
、
性
質
を
他
と
対
立
す
る
一
定
の

も
の
と
し
て
知
覚
す
る
。
だ
が
、
対
象
が
共
通
性
で
あ
る
な
ら
、

そ
の
中
に
、
諸
性
質
を
含
む
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
、
す
る
と
、

私
は
ま
た
、
対
象
を
正
し
く
つ
か
ん
だ
こ
と
に
な
ら
な
い
。
そ

れ
で
、
今
度
は
対
象
を
排
除
的
な
一
者
と
す
る
。
す
る
と
、
諸

性
質
は
互
い
に
無
関
心
な
も
の
と
し
て
見
い
だ
さ
れ
る
の
で
、

ま
た
、
正
し
く
つ
か
ん
だ
こ
と
に
な
ら
な
い
。
今
度
は
、
対
象

は
普
遍
的
共
通
の
媒
体
で
、
こ
こ
で
は
、
多
く
の
性
質
が
感
覚

的
な
普
遍
性
と
し
て
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
知
覚
は
試
行
錯
誤

を
続
け
て
い
っ
て
、
そ
し
て
、
感
覚
的
な
思
い
込
み
に
も
ど
っ

て
く
る
。
そ
れ
は
、
性
質
と
い
う
の
は
本
来
、
感
覚
的
に
知
覚

さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
感
覚
的
で
も
あ
り
、
普
遍
的
で
も
あ
る

よ
う
な
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

　
だ
が
、
こ
の
よ
う
な
経
験
を
通
し
て
、
意
識
は
今
度
は
、
真

な
る
も
の
か
ら
抜
け
出
て
自
分
に
か
え
る
こ
と
に
気
づ
く
の
で

あ
る
。
つ
ま
り
、
知
覚
は
も
う
「
単
純
な
純
粋
な
把
握

（
＞
目
津
窃
ω
彗
）
で
は
な
く
、
そ
の
把
握
に
お
い
て
同
時
に
真
な

る
も
の
か
ら
抜
け
出
て
、
自
分
に
反
照
す
る
」
（
ω
・
㊤
O
。
）
と
い
う

こ
と
が
、
意
識
に
と
っ
て
は
っ
き
り
し
て
く
る
わ
け
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
知
覚
は
対
象
が
真
で
あ
る
と
思
い
、
対
象
の
な
か
に

真
理
を
求
め
た
が
、
そ
れ
が
う
ま
く
い
か
な
か
っ
た
の
で
、
そ

の
こ
と
に
ほ
と
ほ
と
疲
れ
た
知
覚
は
、
こ
れ
か
ら
は
自
己
反
省

し
て
、
自
分
の
中
に
真
理
を
求
め
よ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

こ
の
知
覚
は
、
自
已
反
照
す
る
と
い
う
点
で
、
普
通
の
知
覚
よ

り
、
数
段
上
等
な
知
覚
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
非
真
理
が
生

じ
る
の
は
自
分
の
中
で
あ
る
か
ら
、
知
覚
は
こ
の
認
識
に
よ
っ

て
、
自
分
の
中
の
非
真
理
を
廃
棄
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ

る
。
「
意
識
は
、
真
な
る
も
の
の
把
握
を
そ
の
知
覚
の
非
真
理

か
ら
区
別
し
、
こ
れ
を
修
正
す
る
。
そ
し
て
意
識
が
、
こ
の
訂

正
を
自
ら
引
き
受
け
る
か
ぎ
り
、
確
か
に
、
真
理
は
知
覚
の
真

理
と
し
て
自
分
の
中
に
生
じ
る
の
で
あ
る
」
（
ω
．
竃
）
。
こ
う
し

て
、
意
識
は
も
は
や
単
に
知
覚
す
る
の
で
は
な
く
、
自
已
反
照

を
意
識
し
て
お
り
、
こ
れ
を
単
純
な
把
握
か
ら
切
り
離
す
の
で
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あ
る
。

　
そ
こ
で
、
次
に
私
は
物
を
一
老
と
し
て
知
り
、
そ
れ
を
今
、

言
っ
た
真
の
規
定
の
う
ち
に
確
保
す
る
こ
と
に
努
め
る
。
つ
ま

り
一
物
が
一
者
で
あ
る
こ
と
と
矛
盾
す
る
よ
う
な
規
定
は
、
私

の
反
省
に
よ
っ
て
生
じ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
は
「
白
い
」
と

か
「
辛
い
」
と
い
う
性
質
は
、
こ
れ
は
私
に
と
っ
て
だ
け
で
は

な
く
、
「
わ
れ
わ
れ
に
と
っ
て
」
み
な
そ
の
よ
う
に
知
覚
さ
れ
る

の
で
あ
る
か
ら
、
諸
性
質
の
媒
体
は
、
今
度
は
「
わ
れ
わ
れ
」

で
あ
り
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
物
は
一
老
で
あ
る
と
い
う
自

已
同
等
性
を
真
理
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
「
わ
れ
わ

れ
に
と
っ
て
」
そ
う
で
あ
る
と
知
覚
さ
れ
た
諸
性
質
を
、
一
つ

の
物
に
帰
す
る
こ
と
は
、
ま
た
、
意
識
の
は
た
ら
き
に
よ
る
の

で
あ
る
か
ら
、
今
度
は
、
意
識
は
諸
性
質
を
物
に
帰
せ
し
め
て

は
な
ら
な
い
。
す
る
と
、
物
が
二
重
化
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
こ
と
に
気
づ
い
た
意
識
は
、
今
度
は
物
は
真
で
な
い
と
言
う

の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
物
は
、
他
の
物
と
関
係
す
る
の
で
あ
る

が
、
こ
の
関
係
の
中
で
物
の
自
立
性
は
否
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
対
象
が
真
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
物
が
即
自
存
在
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
他
老
存
在
の
否
定
と
し
て
、

従
っ
て
、
自
分
だ
け
に
関
係
す
る
絶
対
否
定
と
し
て
、
定
立
さ

れ
て
い
る
の
だ
が
、
こ
の
自
分
に
関
係
す
る
否
定
は
自
己
自
身

の
廃
棄
で
あ
り
、
自
分
の
本
質
を
他
老
の
う
ち
に
持
つ
こ
と
で

あ
る
。
こ
う
し
て
、
対
象
は
、
純
粋
規
定
性
に
よ
っ
て
廃
棄
さ

れ
、
「
無
制
約
絶
対
的
普
遍
性
（
蟹
①
冒
び
＆
巨
阻
①
き
ω
o
巨
8

≧
一
潟
冒
9
ま
①
ε
」
（
ω
．
H
冒
）
が
出
て
く
る
の
で
あ
る
。
こ
れ

が
、
知
覚
の
運
動
の
成
果
と
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
知
覚
が
物
の
単
純
な
把
握
か
ら
離
れ
て
、
自
已
反
省
し
た
結

果
、
得
ら
れ
る
も
の
は
、
直
接
知
が
廃
棄
さ
れ
た
よ
う
に
、
対

象
が
感
覚
的
存
在
で
あ
る
こ
と
を
や
め
て
、
普
遍
的
な
も
の
に

な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
二
の
普
遍
的
な
も
の
は
、

ま
だ
感
覚
的
な
も
の
に
由
来
し
て
い
る
の
で
、
本
質
的
に
そ
れ

に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
知
覚
さ
れ
る
諸
性
質
と
い

う
の
は
、
本
来
、
感
覚
的
で
も
普
遍
的
で
も
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

従
っ
て
、
そ
れ
は
も
と
も
と
真
に
自
己
同
等
な
も
の
で
は
な
く
、

こ
の
対
立
に
よ
っ
て
、
刺
激
さ
れ
た
普
遍
性
で
あ
る
か
ら
、
個

別
と
普
遍
と
い
う
両
極
に
分
離
す
る
。
そ
し
て
、
こ
の
純
粋
規

定
性
は
、
本
質
性
で
あ
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
対
他
存
在
に
ま

と
わ
れ
た
対
自
存
在
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
両
老
の
統
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一
が
「
無
制
約
絶
対
的
普
遍
性
」
な
の
で
あ
る
。
こ
う
し
て
、

「
知
覚
」
に
お
い
て
、
普
遍
的
な
も
の
の
原
理
が
さ
ら
に
展
開
さ

れ
、
普
遍
性
の
さ
ら
に
進
ん
だ
姿
が
現
れ
て
く
る
の
で
あ
る
。

へ
ー
ゲ
ル
は
、
こ
こ
で
知
覚
の
言
語
的
側
面
を
普
遍
的
な
も
の

と
し
て
展
開
し
た
の
で
あ
っ
た
。

便
用
し
た
へ
ー
ゲ
ル
の
テ
キ
ス
ト
は
、
ρ
幸
、
申
国
紹
9
考
雪
ぎ

　
テ
8
｝
普
o
雪
ω
’
ω
亭
鼻
印
昌
o
＜
實
－
晶
軍
竃
ζ
胃
R
與
昌

　
く
巴
目
H
o
↓
p

へ
ー
ゲ
ル
の
『
精
神
現
象
学
（
雲
彗
o
冒
雪
o
ぎ
暫
①
宗
ω
Ω
9
ω
－

　
冨
ω
）
』
か
ら
の
引
用
は
、
本
文
中
に
ぺ
i
ジ
の
み
を
記
し
た
。

　
引
用
文
中
の
イ
タ
リ
ヅ
ク
体
は
傍
点
を
打
っ
て
示
し
た
。

（
1
）
　
拙
稿
「
『
わ
れ
わ
れ
』
と
は
だ
れ
か
ー
へ
ー
ゲ
ル
『
精
神
現

　
象
学
』
の
意
識
分
析
に
つ
い
て
1
」
関
西
哲
学
会
編
『
関
西
哲

学
会
紀
要
』
第
二
四
冊
所
収
、
一
九
九
〇
年
。

　
　
拙
稿
「
認
識
の
法
廷
1
へ
i
ゲ
ル
に
お
け
る
意
識
と
言
語
の

間
題
1
」
一
橋
大
学
一
橋
学
会
編
二
橋
論
叢
』
第
一
〇
四
巻

第
二
号
所
収
、
一
九
九
〇
年
。

　
　
拙
稿
「
へ
ー
ゲ
ル
の
認
識
批
判
と
弁
証
法
1
『
精
神
現
象
学
』

　
に
よ
せ
で
」
日
本
哲
学
会
編
『
哲
学
』
第
四
二
号
所
収
、
一
九

九
二
年
。

（
2
）
　
一
般
的
に
は
、
へ
ー
ゲ
ル
哲
学
は
近
代
の
意
識
哲
学
の
範

　
騎
に
入
れ
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味
で
は
『
精
神
現
象
学
』
は

　
意
識
に
よ
る
意
識
批
判
の
哲
学
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
最
近

　
で
は
、
こ
の
こ
と
を
論
じ
た
も
の
に
、
谷
口
孝
男
薯
『
意
識
の

　
哲
学
－
へ
ー
ゲ
ル
と
マ
ル
ク
ス
』
（
批
評
社
、
一
九
八
七
年
）
が

　
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
『
精
神
現
象
学
』
の
認
識
批
判
が
言
語

　
的
で
あ
る
と
す
れ
ぱ
、
へ
i
ゲ
ル
哲
学
全
体
の
解
釈
、
ま
た
そ

　
の
位
置
付
け
に
も
再
評
価
が
ほ
ど
こ
さ
れ
る
可
能
性
が
あ
る
。

（
3
）
＝
9
昌
o
頁
零
冒
〇
一
専
§
き
“
§
、
黒
§
象
“
ぎ
望
．

　
伽
－
句
『
印
目
片
旨
斗
印
L
≦
．
畠
べ
o
ω
‘
崖
．

（
4
）
　
＝
g
昌
〔
穿
一
き
ミ
．

（
5
）
＝
昌
昌
o
雰
一
ミ
、
．

（
6
）
匡
壱
o
o
享
9
－
9
三
〇
§
ぎ
9
9
§
o
ぎ
ミ
き
ざ

　
§
“
§
§
“
§
膏
討
昏
卜
壕
這
き
寒
、
勺
胃
け
畠
さ
ラ

　
H
p

　
シ
ャ
ン
．
イ
ポ
リ
ヅ
ト
『
へ
ー
ゲ
ル
精
神
現
象
学
の
生
成
と
構

　
造
』
市
倉
宏
祐
訳
、
岩
波
書
店
、
一
九
七
四
年
、
上
巻
、
五
べ

　
ー
ジ
。

（
7
）
ヨ
鼻
』
長
昌
一
膏
、
写
彗
斥
巨
『
；
．
≦
畠
ミ
ω
』
H
．

　
オ
イ
ゲ
ン
・
フ
ィ
ン
ク
『
へ
i
ゲ
ル
』
加
藤
精
司
訳
、
国
文
杜
、

　
一
九
八
七
年
、
一
四
三
べ
ー
ジ
。

（
8
）
　
ヨ
寿
一
ミ
、
邦
訳
同
ぺ
ー
ジ
。

（
9
）
　
ヨ
目
7
§
ミ
．
ω
．
睾
邦
訳
一
四
五
べ
ー
ジ
。
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（
1
0
）

（
n
）

（
1
2
）

（
1
3
）

（
1
4
）

（
1
5
）

（
1
6
）

（
1
7
）

ヨ
目
7
き
ミ
。
邦
訳
一

－
－
①
σ
『
；
o
〆
ω
…
“
｝
ミ
．

－
－
①
一
］
『
＝
o
斥
m
一
“
｝
“
、
．

■
－
①
σ
『
仁
o
斤
ω
…
“
｝
｝
～
．

－
－
①
一
〕
『
＝
o
斥
ω
n
“
｝
“
“
－

］
「
－
①
σ
『
冒
o
プ
ω
…
“
㌻
｝
軋
1

］
「
－
①
一
〕
『
⊆
o
斥
ω
H
“
｝
迂
．

－
－
①
げ
『
o
o
斥
ω
H
“
｝
“
、
．

四
四
ぺ

ω
－
窒
．

ω
－
彗
一

ω
．
ω
o
o
－

ー
ジ
。

（
1
8
）

（
1
9
）

（
2
0
）

（
2
1
）

（
2
2
）

（
2
3
）

－
－
①
σ
『
巨
o
斥
ω
…
“
㌻
“
、
．

く
阻
－
Ω
．
幸
－
『
＝
①
胴
o
7
§
碁
“
～

－
－
①
す
『
＝
o
弄
ω
…
“
｝
ミ
’
o
o
．
』
］
．
’

－
－
①
σ
『
⊆
o
〆
ω
…
｝
｝
“
、
1
ω
－
｛
卜
－

－
庁
一
〕
『
自
o
斥
ω
一
“
｝
ミ
．
ω
．
ト
｛
－

－
－
①
σ
『
目
o
斥
ω
H
“
㌻
“
、
．
ω
‘
卜
①
．

ω
．
o
o
σ
1

（
一
橋
大
学
助
手
）
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