
「
超
越
」
の
根
拠

ー
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
カ
ソ
ト
解
釈
に
拠
る
ー

加
藤
　
篤
子
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ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
の
「
カ
ソ
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
」
は
、
「
存
在
と
時
間
」
第
二
部
で
展
開
さ
れ
る
は
ず
で
あ
っ
た
「
存
在
論
の
歴
史

の
現
象
学
的
解
体
へ
の
準
備
的
補
足
と
し
て
、
同
時
に
歴
史
的
序
説
の
意
味
で
主
著
の
前
篇
に
お
い
て
取
扱
わ
れ
た
問
題
性
を
解
明
す
べ

き
も
の
」
と
し
て
、
著
者
自
身
に
よ
り
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。

　
「
存
在
と
時
間
」
に
お
い
て
は
「
存
在
問
題
」
が
提
起
さ
れ
、
現
存
在
の
「
存
在
了
解
」
の
開
明
と
し
て
、
実
存
論
的
分
析
論
に
お
い

て
展
開
さ
れ
る
。
そ
こ
で
は
「
被
投
的
企
投
」
と
し
て
の
現
存
在
の
根
源
的
存
在
構
造
が
、
日
常
性
か
ら
出
発
し
て
、
「
時
間
性
」
へ
と

開
明
さ
れ
る
。

　
「
カ
ソ
ト
と
形
而
上
学
の
問
題
」
は
、
カ
ソ
ト
の
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
解
釈
に
依
り
、
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
を
基
礎
的
存
在
論
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

問
題
と
し
て
提
示
す
る
。
そ
れ
は
人
間
の
自
然
的
本
性
に
属
す
る
形
而
上
学
の
基
礎
を
準
備
す
る
、
有
限
な
人
間
的
認
識
の
存
在
論
的
分

析
論
と
し
て
展
開
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
カ
ソ
ト
は
「
い
か
に
し
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
は
可
能
で
あ
る
か
」
の
問
い
を
提
起
す
る
。
カ
ン
ト
は
認
識
を
判
断
と
し
て
捉

え
る
。
綜
合
判
断
に
お
い
て
は
主
語
の
概
念
か
ら
出
て
行
き
主
語
に
含
ま
れ
な
い
「
別
の
あ
る
も
の
」
と
結
合
』
す
る
こ
と
が
要
求
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

る
。
経
験
的
綜
合
判
断
に
お
い
て
は
別
の
あ
る
も
の
は
、
経
験
的
に
提
示
さ
れ
、
そ
の
「
客
観
的
妥
当
性
」
が
経
験
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
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る
。
し
か
る
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
に
お
い
て
は
、
存
在
者
に
関
し
て
そ
の
存
在
者
か
ら
経
験
に
よ
っ
て
汲
み
取
る
こ
と
の
で
き

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

な
い
別
の
あ
る
も
の
を
提
示
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
判
断
の
「
客
観
的
実
在
性
」
は
い
か
に
し
て
保
証
さ
れ
う
る
か
。
こ

れ
が
カ
ソ
ト
が
問
う
も
の
で
あ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
こ
に
存
在
論
的
認
識
の
可
能
性
へ
の
問
い
を
見
る
。
す
な
わ
ち
、
存
在
者
に
関

し
て
経
験
に
依
存
ぜ
ず
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
そ
の
存
在
規
定
を
提
示
す
る
こ
と
は
、
存
在
者
へ
と
先
行
的
に
関
係
す
る
こ
と
に
お
い
て
の

み
、
換
言
す
れ
ば
、
先
行
的
な
存
在
了
解
と
し
て
の
存
在
論
的
認
識
に
基
づ
い
て
の
み
可
能
と
な
る
。
こ
の
認
識
が
始
め
て
、
そ
の
内
部

で
存
在
者
が
そ
れ
自
体
と
し
て
経
験
的
綜
合
に
お
い
て
経
験
さ
れ
う
る
と
こ
ろ
の
地
平
を
形
成
す
る
。
カ
ン
ト
も
「
対
象
に
関
す
る
認
識

と
い
う
よ
り
は
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
が
対
象
に
つ
い
て
認
識
す
る
仕
方
が
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
可
能
で
あ
る
べ
き
限
り
に
お
い
て
、
一
般
に

七
の
仕
方
に
関
す
る
認
識
を
私
は
超
越
論
的
耳
①
昌
ω
N
o
コ
自
①
口
富
「
と
呼
ぶ
」
（
〉
匡
一
し
d
揺
）
と
規
定
す
る
。
そ
れ
故
、
課
題
は
、
存
在
者

そ
れ
自
体
の
研
究
で
は
な
く
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
対
象
認
識
、
す
な
わ
ち
存
在
論
的
認
識
の
可
能
性
へ
の
問
い
と
な
る
。

　
以
下
に
お
い
て
、
「
超
越
」
を
対
象
認
識
の
内
的
生
起
と
し
て
と
ら
え
、
そ
の
可
能
性
の
根
拠
を
問
う
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
カ
ン
ト
解
釈

を
追
行
す
る
。

　
　
　
　
一
、
直
観
と
思
惟

　
「
形
而
上
学
の
基
礎
づ
け
に
対
す
る
源
流
は
人
間
の
純
粋
理
性
で
あ
り
、
し
か
も
こ
の
基
礎
づ
け
の
問
題
性
の
核
心
に
と
っ
て
ま
さ
に

理
性
と
い
う
こ
と
、
換
言
す
れ
ば
そ
の
有
限
性
と
い
う
こ
と
こ
そ
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
」
（
卜
o
q
◎
）
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
に
表
明

し
、
解
釈
の
始
め
に
「
人
間
の
認
識
の
有
限
性
」
を
強
調
す
る
。
カ
ン
ト
に
よ
れ
ぽ
、
「
認
識
が
ど
の
よ
う
な
仕
方
に
お
い
て
、
ま
た
ど
の

よ
う
な
媒
介
を
通
じ
て
対
象
に
関
係
す
る
に
せ
よ
、
認
識
が
対
象
に
直
接
に
関
係
す
る
た
め
の
通
路
、
ま
た
す
ぺ
て
の
思
惟
が
媒
介
と
し

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
目
ざ
す
の
は
直
観
で
あ
る
」
（
〉
一
り
・
し
u
ω
ω
）
。
認
識
す
る
こ
と
は
第
一
次
的
に
直
観
す
る
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
す
べ
て
の
思
惟
は
直

観
に
対
し
て
奉
止
的
地
位
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
」
（
・
。
㊤
）
と
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
確
言
す
る
。
こ
の
よ
う
な
直
観
と
思
惟
は
、
両
者
が
「
表
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象
」
で
あ
る
こ
と
に
お
い
て
内
的
親
近
性
が
求
め
ら
れ
る
。
「
表
象
」
に
は
「
表
象
す
る
こ
と
」
と
「
表
象
さ
れ
て
い
る
も
の
そ
の
も
の
が

意
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
」
と
が
属
ず
る
。
し
か
し
、
認
識
の
有
限
性
と
は
、
認
識
一
般
の
規
定
で
は
な
く
、
「
人
間
」
の
認
識
に
関
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

言
わ
れ
う
る
こ
と
で
あ
る
。
神
の
認
識
な
ら
、
直
観
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
直
観
さ
れ
う
る
存
在
者
そ
の
も
の
を
始
め
て
創
造
す
る
よ
う
た

表
象
作
用
で
あ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
表
象
作
用
な
ら
、
存
在
者
を
始
め
か
ら
端
的
に
洞
見
し
直
接
に
全
体
と
し
て
直
観
し
う
る
か
ら
思
惟

を
必
要
と
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
思
惟
を
必
要
と
す
る
こ
と
が
す
で
に
人
間
の
直
観
の
有
限
性
の
印
章
で
あ
る
。
こ
こ
か
ら
有
限
な
人
間
の

認
識
の
本
質
は
人
間
の
直
観
の
有
限
性
に
存
す
る
と
考
え
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
有
限
な
認
識
は
、
創
造
的
で
な
い
直
観
で
あ
る
。
こ
の
直
観
が
直
接
に
表
示
す
る
個
別
的
な
も
の
は
、
予
め
す
で
に
眼
前
し
て
い
な
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
直
観
さ
れ
う
る
も
の
に
依
存
し
て
い
る
。
有
限
な
直
観
は
自
ら
対
象
を
自
ら
に
与
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
は
対
象
を
与
え
ら
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
直
観
の
有
限
性
は
そ
の
「
受
容
性
」
に
存
す
る
。
カ
ソ
ト
は
「
し
か
る
に
直
観
は
、
対
象

が
わ
れ
わ
れ
に
与
え
ら
れ
る
か
ぎ
り
に
お
い
て
の
み
生
ず
る
。
こ
の
こ
と
は
更
に
、
わ
れ
わ
れ
人
間
に
と
っ
て
は
、
対
象
が
心
性
を
何
ら

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

か
の
仕
方
で
触
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
可
能
で
あ
る
」
（
〉
一
P
b
d
ω
ω
）
と
言
う
。
こ
の
よ
う
な
直
観
は
触
発
さ
れ
う
る
も
の
と
し
て
感

へ性
で
あ
る
。

　
有
限
な
直
観
は
常
に
そ
の
時
々
に
直
観
さ
れ
る
個
別
的
な
も
の
に
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
有
限
な
直
観
が
認
識
で
あ
る
た
め
に
は
、
直
観

さ
れ
る
も
の
が
自
分
お
よ
び
他
人
に
理
解
し
う
る
も
の
と
し
て
、
し
か
じ
か
の
も
の
と
し
て
規
定
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
規
定
作
用

は
「
一
般
的
」
表
象
作
用
と
し
て
－
「
多
を
一
の
も
と
に
」
規
制
し
、
そ
れ
に
基
づ
い
て
「
多
に
対
し
て
妥
当
す
る
」
仕
方
で
、
直
観
に
お

い
て
表
象
さ
れ
る
も
の
を
一
層
表
象
的
な
も
の
と
す
る
。
ま
た
規
定
的
表
象
作
用
は
そ
れ
自
身
に
お
い
て
判
断
的
規
定
作
用
で
あ
る
。
判

断
す
る
能
力
は
悟
性
で
あ
る
。
悟
性
の
表
象
作
用
は
1
直
観
の
直
接
性
を
欠
い
て
1
迂
路
を
必
要
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
数
多
の
個

別
的
な
も
の
が
そ
れ
、
を
通
じ
て
、
ま
た
、
そ
れ
か
ら
概
念
的
に
表
象
さ
れ
る
も
の
と
な
る
た
め
の
一
般
的
な
も
の
へ
の
顧
慮
を
必
要
と
す

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
。
こ
の
迂
路
性
が
そ
の
有
限
性
の
最
も
著
し
い
指
標
で
あ
る
。
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ヘ
　
　
　
へ

　
悟
性
は
確
か
に
、
有
限
な
直
観
と
同
様
に
、
創
造
的
で
は
な
い
。
悟
性
は
存
在
者
を
決
し
て
製
作
し
な
い
が
、
し
か
し
直
観
の
受
容
と

　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

違
っ
て
一
種
の
産
出
で
あ
る
（
ω
㎝
）
。
直
観
さ
れ
る
も
の
が
概
念
的
に
表
象
さ
れ
る
場
合
の
一
般
的
な
も
の
を
、
悟
性
が
端
的
に
産
出
す
る

と
言
う
わ
け
で
は
な
い
。
一
般
的
な
も
の
は
そ
の
事
象
内
容
に
関
し
て
、
直
観
的
な
も
の
か
ら
汲
み
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
悟
性

は
、
「
事
象
内
容
が
包
括
的
に
統
一
と
し
て
多
に
対
し
て
妥
当
す
る
仕
方
」
ー
概
念
の
形
式
ー
を
作
示
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
対
象
の
提

示
を
助
け
る
。
こ
の
よ
う
な
特
有
の
悟
性
の
表
象
作
用
に
は
「
自
発
牲
」
の
性
格
が
み
ら
れ
る
。

　
右
限
な
認
識
に
お
い
て
認
識
さ
れ
う
る
も
の
は
、
直
観
の
受
容
性
に
対
応
し
て
「
そ
れ
自
身
か
ら
自
ら
を
示
さ
」
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
ゆ
顕
現
す
る
も
の
、
す
な
わ
ち
「
現
象
」
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
以
上
の
よ
う
に
、
有
限
な
認
識
の
可
能
性
の
源
泉
は
、
感
性
と
悟
性
と
し
て
の
認
識
の
要
素
で
尽
き
る
の
で
は
な
い
か
。
カ
ン
ト
自

身
、
「
こ
れ
ら
二
つ
の
認
識
源
泉
（
感
性
と
悟
性
）
の
ほ
か
に
わ
れ
わ
れ
は
他
の
何
も
の
も
有
し
な
い
」
（
〉
卜
。
㊤
心
”
切
ω
α
O
）
と
言
う
。
し
か

し
こ
の
源
泉
は
単
な
る
並
存
で
は
な
い
。
有
限
な
認
識
の
要
求
す
る
も
の
は
、
む
し
ろ
両
源
泉
の
合
一
（
綜
合
）
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
両
者
は
い
ず
れ
も
表
象
で
あ
る
が
、
し
か
し
い
ま
だ
認
識
で
は
な
い
の
で
あ
り
、
「
そ
れ
ら
が
合
一
す
る
こ
と
か
ら
の
み
認
識
が
発

源
し
う
る
」
（
＞
O
ピ
雪
O
）
。
カ
ン
ト
は
「
人
間
の
認
識
に
は
二
つ
の
幹
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
幹
は
お
そ
ら
く
一
つ
の
共
通
の
、
し
か
し
わ

れ
わ
れ
に
は
未
知
の
根
か
ら
生
ず
る
も
の
で
あ
る
。
二
つ
の
幹
と
い
う
の
は
感
性
と
悟
性
で
あ
り
…
…
。
」
（
〉
一
♪
切
N
㊤
）
と
も
述
べ
る
。

ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
カ
ン
ト
が
未
知
の
も
の
と
し
て
単
に
示
唆
し
た
に
と
ど
め
た
そ
の
も
の
へ
と
注
意
を
促
し
、
敢
え
て
そ
の
も
の
へ
と

入
り
込
む
こ
と
を
要
求
す
る
。

　
さ
て
、
問
わ
れ
て
い
る
の
は
経
験
か
ら
自
由
な
存
在
論
的
認
識
の
総
合
の
可
能
性
で
あ
る
。
存
在
者
に
つ
い
て
の
有
限
な
認
識
の
う
ち

　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
「
純
粋
直
観
」
が
見
い
出
さ
れ
う
る
か
。
求
め
ら
れ
て
い
る
の
は
、
個
別
的
な
も
の
を
直
接
的
に
し
か
も
経
験
か
ら
自
由
に
遭
遇
さ
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
こ
と
で
あ
る
。
純
粋
直
観
と
し
て
「
空
間
」
お
よ
び
「
時
間
」
が
取
り
出
さ
れ
る
。
空
間
は
外
感
の
形
式
と
し
て
、
外
感
の
出
来
事
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

秩
序
づ
け
ら
れ
る
諸
関
係
の
全
体
を
予
め
与
え
る
。
こ
れ
は
、
「
い
つ
れ
に
対
し
て
も
妥
当
す
る
」
限
り
で
、
あ
る
種
の
統
一
を
も
つ
。
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ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
も

し
か
し
そ
れ
は
概
念
の
統
一
で
は
な
く
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
唯
一
で
あ
る
も
の
の
統
一
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
わ
れ
わ
れ
は
、
空
間
的
形

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

態
や
空
間
関
係
を
示
さ
な
い
内
感
の
所
与
を
見
い
出
す
。
こ
れ
は
心
性
の
状
態
の
継
起
と
し
て
告
知
さ
れ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
経
験
に
先

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

立
っ
て
予
め
し
か
も
歩
沖
射
静
拒
卦
題
静
に
見
ら
れ
て
い
る
の
は
「
純
粋
な
先
後
関
係
」
で
あ
る
。
こ
れ
は
内
感
の
形
式
と
し
て
の
時
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
あ
る
。
さ
ら
に
「
時
間
は
か
照
で
の
現
象
一
般
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
形
式
的
制
約
で
あ
る
」
（
〉
ω
心
噛
切
㎝
O
）
。
時
間
は
普
遍
的
な
純
粋
直

醗
と
し
て
空
間
に
優
位
を
も
つ
。
こ
れ
は
次
の
よ
う
に
基
礎
づ
け
ら
れ
る
。
カ
ン
ト
は
、
一
方
に
お
い
て
は
外
的
現
象
に
時
間
規
定
を
拒

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

否
し
て
時
間
を
内
感
の
所
与
に
制
約
す
る
。
し
か
し
す
べ
て
の
表
象
は
表
象
作
用
と
し
て
直
接
に
時
間
に
属
す
る
か
ら
、
表
象
作
用
に
お

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
て
憂
射
ざ
か
を
な
ゆ
そ
の
も
の
も
時
間
に
属
す
る
。
表
象
作
用
の
直
接
的
内
時
間
性
を
経
由
し
て
、
表
象
さ
れ
る
も
の
、
す
な
わ
ち
外

感
を
通
じ
て
規
定
さ
れ
る
表
象
も
間
接
的
に
時
間
に
属
す
る
こ
と
に
な
る
。

　
時
間
の
普
遍
性
、
す
な
わ
ち
そ
の
中
心
的
な
存
在
論
的
機
能
が
そ
の
よ
う
な
根
拠
づ
け
に
尽
き
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
時
間
そ
の
も
の

の
存
在
論
的
機
能
は
主
観
性
の
本
質
が
根
源
的
に
規
定
さ
れ
た
と
き
に
の
み
、
純
粋
な
存
在
論
的
認
識
の
本
質
要
素
と
し
て
正
当
づ
け
ら

れ
る
べ
き
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
有
限
な
認
識
の
も
う
一
つ
の
要
素
は
「
思
惟
」
で
あ
る
。
カ
ソ
ト
は
人
間
の
認
識
の
有
限
性
を
悟
性
の
有
限
性
と
し
て
見
る
。
「
私
た

ち
の
悟
性
は
思
考
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
感
官
に
お
い
て
直
観
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
切
一
ω
㎝
）
。
「
そ
れ
故
こ
の

悟
性
は
、
そ
れ
自
身
だ
け
で
は
全
然
何
ひ
と
つ
認
識
す
る
こ
と
な
く
、
認
識
の
た
め
の
素
材
を
、
す
な
わ
ち
そ
の
悟
性
に
客
観
を
つ
う
じ

て
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
直
観
を
、
結
合
し
秩
序
づ
け
る
だ
け
で
あ
る
」
（
u
d
置
①
）
。
思
惟
的
直
観
の
有
限
性
は
「
概
念
」
に
ょ
る

認
識
に
あ
る
。
存
在
論
的
認
識
を
可
能
と
す
る
純
粋
認
識
の
要
素
と
し
て
「
純
粋
概
念
」
が
求
め
ら
れ
る
。

　
概
念
的
表
象
に
お
い
て
は
「
そ
の
つ
ど
数
多
の
対
象
が
そ
こ
で
一
致
す
る
よ
う
な
一
つ
の
も
の
の
表
象
」
（
㎝
ω
）
が
前
提
と
さ
れ
ね
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

な
ら
な
い
。
こ
の
「
一
つ
の
も
の
の
統
一
」
が
概
念
的
表
象
に
お
い
て
先
取
的
に
、
す
ぺ
て
の
規
定
的
言
表
に
先
立
っ
て
、
予
め
保
持
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
概
念
形
成
の
根
本
作
用
で
あ
る
。
概
念
の
内
容
を
考
え
る
と
経
験
的
概
念
の
実
質
内
容
は
、
経
験
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的
髭
較
、
袈
す
る
直
観
作
用
を
通
じ
て
生
じ
る
が
、
羅
粋
馨
」
の
も
と
で
求
め
ら
れ
る
実
質
内
容
は
「
本
質
的
窺
象
か
ら
棄

さ
れ
な
い
よ
う
な
反
省
さ
れ
た
嚢
」
（
琶
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
故
瓢
蓉
と
し
て
は
ア
．
プ
リ
オ
リ
な
根
本
作
用
に
加

・
X
て
そ
の
内
容
も
ア
ド
プ
リ
オ
リ
に
獲
得
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
悟
性
は
、
内
容
を
与
え
る
直
観
に
依
存
し
た
単
な
る
蜜
虚
な
結

A
．
の
機
襲
も
つ
に
す
ぎ
な
い
と
す
れ
ば
、
い
か
に
し
て
悟
性
縫
念
に
そ
の
実
質
内
容
を
争
え
う
る
か
・
悟
性
自
体
が
概
念
の
内
容
で

も
あ
隔
る
べ
き
と
す
れ
ぽ
、
そ
の
根
源
は
「
概
念
形
成
の
根
本
作
用
そ
の
も
の
」
の
う
ち
に
の
み
存
す
る
で
あ
ろ
う
・
層
性
は
判
断
の
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

力
L
（
〉
。
⑩
・
・
，
器
で
あ
る
。
判
断
は
反
省
的
宣
の
作
用
と
し
て
「
統
一
へ
の
先
行
的
顧
慮
」
（
邑
に
よ
・
て
導
か
れ
て
い
る
と
き
に

の
み
可
能
で
あ
る
。
反
省
す
る
．
」
と
自
身
が
「
盒
を
導
く
統
〒
性
そ
の
も
の
の
先
行
的
嚢
」
（
琶
で
あ
る
・
悟
性
の
本
質
縫
源

的
な
概
念
把
握
で
あ
る
。
そ
の
作
用
の
構
造
の
う
ち
に
は
「
そ
の
都
度
の
指
導
的
な
統
一
の
嚢
」
が
準
備
さ
れ
て
い
る
・
こ
の
「
表
象

さ
れ
た
統
一
」
識
粋
概
念
の
内
容
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
悟
性
そ
の
も
の
の
う
ち
縄
粋
概
念
が
存
し
、
そ
れ
は
反
省
す
る
概
念
と
し

て
、
す
べ
て
の
判
断
の
可
能
性
の
根
拠
で
あ
る
。
純
粋
概
念
筈
来
「
範
薦
」
と
呼
ぼ
れ
る
存
在
論
的
述
語
の
籍
を
有
す
る
・
カ
ン
ト

に
お
い
て
は
判
断
表
が
範
疇
お
よ
び
範
疇
表
の
根
源
と
さ
れ
て
い
る
。
・
の
・
と
の
正
当
性
に
関
す
る
種
々
の
疑
念
は
ン
」
こ
で
は
取
り
上

げ
な
い
．
、
と
に
し
て
、
た
だ
「
範
覆
、
単
量
実
的
に
判
断
表
か
ら
棄
さ
れ
な
い
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
・
一
磐
判
断
表
か
ら
は

導
来
さ
れ
な
い
」
（
α
刈
）
こ
と
が
指
摘
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
。

－
カ
ン
ト
は
題
越
論
的
感
性
論
」
お
よ
び
「
超
越
論
的
論
理
学
」
に
お
い
て
醤
と
陰
を
孤
立
化
さ
せ
て
論
究
の
出
発
点
と
し
て
い

る
。
し
か
し
・
の
孤
立
化
に
お
い
て
ま
さ
に
、
悟
性
の
有
限
性
の
決
定
的
契
機
、
す
な
わ
ち
面
勧
ぶ
詠
纂
が
断
ち
切
ら
れ
て
い
る

、
と
ハ
イ
デ
．
ガ
ー
は
解
す
る
。
純
粋
認
識
の
本
質
は
、
・
の
内
的
依
存
関
係
と
し
て
の
根
源
的
統
一
に
あ
り
・
諸
要
素
は
そ
こ
か
ら
は
じ

め
て
発
源
し
、
ま
た
そ
こ
に
お
い
て
統
一
的
合
一
の
う
ち
に
保
た
れ
る
。

　
こ
こ
か
ら
問
題
は
、
「
純
粋
認
識
の
本
質
統
一
の
基
礎
づ
け
」
に
移
行
す
る
。
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二
、
「
超
越
」
の
可
能
性

　
　
　
　
　
　
①
　
存
在
論
的
綜
合

　
解
釈
は
「
概
念
の
分
析
論
」
か
ら
出
発
す
る
。
「
純
粋
悟
性
概
念
ま
た
ほ
範
疇
に
つ
い
て
」
（
第
一
章
第
三
節
、
第
二
版
は
十
項
）
の
導
入

部
で
、
超
越
論
的
感
性
論
と
超
越
論
的
論
理
学
の
関
係
と
し
て
提
示
さ
れ
た
命
題
は
、
「
純
粋
直
観
」
が
「
純
粋
悟
性
」
に
ア
・
プ
リ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ

リ
に
素
材
と
し
て
多
様
を
提
供
す
る
も
の
と
し
て
解
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
は
触
発
を
通
じ
て
行
わ
れ
る
。
「
こ
の
触
発
が
常
に
純
粋
認

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

識
に
属
す
る
か
ぎ
り
、
こ
の
こ
と
は
わ
れ
わ
れ
の
純
粋
思
惟
が
常
に
思
惟
を
触
発
す
る
時
間
の
前
に
置
か
れ
て
い
る
こ
ど
を
意
味
す

る
」
（
①
N
）
と
し
て
、
思
惟
の
時
間
へ
の
本
質
的
依
存
性
が
指
摘
さ
れ
る
。
さ
ら
に
、
思
惟
は
、
こ
の
多
様
が
思
惟
そ
の
も
の
1
概
念
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア

に
規
定
す
る
も
の
と
し
て
の
ー
に
適
合
す
る
よ
う
に
要
求
す
る
。
そ
の
た
め
に
直
観
の
多
様
が
分
散
状
態
か
ら
引
き
離
さ
れ
な
け
れ
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
通
観
さ
れ
集
成
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
「
こ
の
働
き
を
綜
合
と
名
づ
け
る
」
（
〉
刈
O
讐
　
切
目
O
b
σ
）
。
カ
ソ
ト
は
綜
合
を
思

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

惟
の
自
発
性
に
基
づ
け
る
が
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
れ
を
む
し
ろ
思
惟
の
直
観
へ
の
依
存
性
に
基
づ
く
有
限
性
と
し
て
捉
え
る
。
「
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
ぎ

綜
合
は
直
観
の
事
柄
で
も
思
惟
の
事
柄
で
も
な
い
。
そ
れ
は
謂
わ
ぽ
両
者
の
問
を
媒
介
し
つ
つ
、
両
者
と
親
和
性
を
有
す
る
」
（
①
ω
）
表
象

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ヘ
　
　
へ

作
用
で
あ
る
。
カ
ソ
ト
自
身
は
「
や
が
て
見
ら
れ
る
よ
う
に
綜
合
一
般
は
構
想
力
の
単
な
る
作
用
で
あ
る
。
こ
れ
は
心
の
不
可
欠
で
は
あ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

る
が
盲
目
的
な
機
能
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
欠
く
と
き
わ
れ
わ
れ
は
一
般
に
全
く
認
識
を
も
た
な
い
で
あ
ろ
う
が
、
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
を
認
識
す
る
こ
と
は
極
め
て
稀
で
あ
る
。
」
（
〉
刈
Q
o
層
　
ヒ
d
一
〇
ω
）
と
述
べ
て
い
る
。
カ
ソ
ト
は
続
け
て
「
し
か
し
な
が
ら
こ
の
綜
合
を
概
念
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
も
た
ら
す
の
は
、
悟
性
に
帰
属
す
る
機
能
で
あ
っ
て
、
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
悟
性
は
私
た
ち
に
は
じ
め
て
本
来
の
意
味
で
の
認
識
を
提

供
す
る
」
（
〉
刈
G
o
唱
　
ゆ
一
〇
ω
）
と
す
る
。
こ
の
部
分
の
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈
は
、
特
有
の
も
の
で
あ
り
、
解
釈
全
体
の
鍵
と
な
る
で
あ
ろ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

う
。
「
一
般
に
綜
合
構
造
に
お
い
て
認
識
の
本
質
構
造
の
う
ち
に
示
さ
れ
る
す
べ
て
の
も
の
は
明
ら
か
に
構
造
力
を
通
じ
て
惹
き
起
こ
さ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
る
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
」
「
（
①
ω
）
。
「
し
か
し
同
時
に
こ
の
綜
合
は
主
導
的
な
統
一
へ
の
顧
慮
を
必
要
と
す
る
。
従
っ
て
純
粋
綜
合
は
、

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

表
象
的
合
一
と
し
て
こ
の
綜
合
に
帰
属
す
る
統
一
を
予
め
そ
れ
自
体
と
し
て
、
換
言
す
れ
ぽ
、
一
般
的
に
表
象
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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あ
　
　
へ
　
　
も

い
」
，
（
①
ω
）
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
「
純
粋
綜
合
は
そ
れ
が
表
象
す
る
と
こ
ろ
の
統
一
を
概
念
に
持
ち
来
た
し
、
こ
れ
に
よ
っ
て
自
ら
に
統
一

を
与
え
る
」
（
①
ω
）
。
こ
の
よ
う
に
認
識
の
本
質
構
造
を
「
純
粋
綜
合
」
が
貫
ぬ
き
、
主
導
的
統
一
そ
の
も
の
も
純
粋
綜
合
に
固
有
の
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
さ
れ
る
。
さ
ら
に
は
、
カ
ソ
ト
が
悟
性
の
機
能
と
す
る
「
概
念
へ
も
た
ら
す
こ
と
」
も
、
純
粋
綜
合
そ
の
も
の
が
自
己
に
帰
属
す
る
統
一

を
．
「
概
念
へ
も
だ
ら
す
」
と
解
さ
れ
る
。
「
悟
性
の
機
能
」
が
こ
こ
に
お
い
て
「
純
粋
綜
合
の
表
象
作
用
」
に
取
っ
て
代
わ
ら
れ
て
い
る
。

こ
の
こ
と
を
ど
の
よ
う
に
理
解
す
ぺ
き
か
。
悟
性
の
機
能
を
排
除
す
る
も
の
と
考
え
る
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ト
は
純
粋
綜
合

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

を
表
象
作
用
と
し
て
、
認
識
全
体
を
貫
ぬ
く
統
一
の
作
用
と
し
て
考
え
、
悟
性
の
機
能
の
そ
の
内
的
表
象
作
用
を
内
側
か
ら
ど
ら
え
る
の

で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
続
く
カ
ン
ト
の
文
章
に
即
し
て
、
純
粋
認
識
の
完
全
な
本
質
の
統
一
の
た
め
に
必
要
な
「
純
粋
直
観
の
多
様
」
、
「
構

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

想
力
に
よ
る
多
様
の
綜
合
」
、
「
綜
合
に
統
一
を
与
え
る
悟
性
概
念
」
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
の
三
元
性
の
う
ち
で
構
想
力
の
綜
合
は
中
間
を

”
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

古
め
る
。
こ
の
中
間
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
構
造
的
中
間
」
と
解
す
る
。
こ
の
構
造
は
綜
合
的
機
能
の
自
同
性
と
し
て
、
「
直
観
お
よ
び

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

思
惟
と
し
て
同
時
に
働
く
多
肢
的
な
合
一
作
用
並
び
に
統
一
作
用
の
根
源
的
に
豊
か
な
全
体
」
（
①
偽
）
で
あ
り
、
本
質
的
・
構
造
的
な
共
属

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

性
で
あ
る
。
そ
れ
故
カ
ン
ト
の
コ
つ
の
判
断
に
お
け
る
さ
ま
ざ
ま
な
諸
表
象
に
統
一
を
与
え
る
こ
の
同
じ
機
能
が
、
一
つ
の
直
観
に
お

け
る
さ
ま
ざ
ま
の
諸
表
象
の
た
ん
な
る
綜
合
に
も
統
一
を
与
え
る
が
、
こ
の
機
能
は
、
一
般
的
に
表
現
す
れ
ば
、
純
粋
悟
性
概
念
と
呼
ば

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

れ
る
」
（
〉
刈
⑩
～
b
d
一
〇
心
）
こ
と
が
、
「
純
粋
綜
合
は
純
粋
直
観
に
お
い
て
純
粋
に
共
観
的
に
働
き
、
ま
た
同
時
に
純
粋
思
惟
に
お
い
て
純
粋

に
反
省
的
に
働
く
」
（
①
ω
）
と
解
さ
れ
う
る
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
で
は
こ
の
自
同
的
、
全
体
的
統
一
の
存
在
論
的
根
拠
は
い
か
な
る
も
の

で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
　
　
　
　
②
　
超
越
の
地
平
－
綜
合
的
統
一

　
ハ
イ
．
デ
ッ
ガ
ー
は
、
「
範
疇
の
超
越
論
的
演
繹
ト
の
本
来
の
意
図
を
「
存
在
論
的
認
識
の
本
質
統
「
の
根
源
的
な
自
己
提
示
」
（
①
。
。
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

み
な
し
、
そ
こ
に
お
．
い
て
「
超
越
」
の
可
能
性
が
開
明
さ
れ
る
と
解
す
る
。
こ
の
箇
所
の
解
釈
は
意
図
的
に
第
一
版
に
依
拠
す
る
。

　
「
有
限
な
認
識
者
が
自
ら
そ
れ
で
は
な
く
、
ま
た
そ
れ
を
創
っ
た
の
で
も
な
い
存
在
者
に
関
係
し
う
る
の
は
、
こ
の
す
で
に
眼
前
に
あ
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る
存
在
者
が
そ
れ
自
身
か
ら
遭
遇
七
う
る
場
合
だ
け
で
あ
る
」
（
＄
）
。
そ
の
た
め
に
は
存
在
者
は
「
予
め
す
で
に
一
般
に
存
在
者
と
し
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

換
言
す
れ
ぽ
、
・
そ
の
存
在
構
成
に
関
し
て
認
識
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
＄
～
ざ
）
。
こ
こ
に
含
意
さ
れ
て
い
る
の
は
、
存
在
論

的
認
識
が
ー
前
存
在
論
的
な
も
の
と
し
て
ー
「
超
越
」
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
人
間
は
有
限
存
在
者
r
と
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

て
「
根
源
的
に
…
…
に
向
か
う
」
こ
と
に
お
い
て
、
自
己
に
何
も
の
か
が
対
応
し
う
る
よ
う
な
場
面
を
予
め
保
持
す
る
。
「
こ
の
よ
う
な
場

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
　
へ

面
め
う
ち
に
自
ら
を
保
持
し
、
こ
の
場
面
を
形
成
す
る
こ
と
」
が
存
在
者
へ
の
有
限
的
関
係
と
し
て
の
「
超
越
」
↓
冨
霧
器
巳
Φ
自
（
刈
O
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
レ
　
ヘ
　
　
ロ
　
コ

に
ほ
か
な
ら
な
い
ゆ
こ
の
よ
う
な
超
越
の
本
質
構
造
の
可
能
性
に
お
い
て
、
思
惟
は
い
か
な
る
働
き
を
す
る
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
存
在
者
は
遭
遇
し
う
る
も
の
と
し
て
「
対
立
す
る
も
の
と
し
て
自
ら
を
示
し
う
る
」
（
譲
）
。
し
た
が
っ
て
存
在
者
に
予
め
、
し
か
も
常

に
対
立
の
可
能
性
が
与
え
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
対
立
の
可
能
性
は
「
わ
れ
わ
れ
自
身
か
ら
対
立
さ
せ
る
」
（
醇
）
こ
と
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

し
て
、
開
明
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
「
対
象
一
般
へ
存
在
論
的
に
向
か
う
こ
と
の
本
質
」
（
謡
）
が
課
題
と
な
る
。
こ
れ
と
の
内

的
関
連
か
ら
「
表
象
の
対
象
」
（
≧
9
）
の
慮
味
が
明
ら
か
に
さ
れ
ね
ば
ゐ
ら
な
い
ゆ
「
こ
の
対
象
は
わ
れ
わ
れ
の
認
識
が
漫
然
と
あ
る
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
任
意
に
規
定
磐
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
抵
抗
し
、
そ
う
で
は
な
く
て
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
或
る
種
の
仕
方
で
規
定
さ
れ
て
い
る
そ
の

よ
ヶ
な
も
の
と
見
な
さ
れ
る
」
（
〉
一
〇
幽
）
。
対
立
さ
せ
る
こ
と
に
お
い
て
「
抵
抗
性
」
が
告
知
さ
れ
る
。
こ
れ
は
存
在
者
の
抵
抗
性
で
は
な

　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

く
、
存
在
の
先
行
的
抵
抗
性
で
あ
る
。
「
対
象
の
対
象
性
の
思
想
は
一
種
の
強
要
（
必
然
性
）
を
伴
う
。
す
べ
て
の
遭
遇
す
る
も
の
は
こ

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

の
強
要
に
ょ
っ
で
予
め
総
括
的
に
一
・
致
す
る
よ
う
強
い
ら
れ
る
」
（
刈
b
∂
）
。
対
立
さ
せ
る
側
が
統
一
を
自
ら
予
め
保
持
す
る
と
言
わ
れ
る
。

こ
れ
は
先
行
的
に
統
一
を
表
象
す
る
「
・
一
、
つ
の
意
識
」
と
．
し
て
の
悟
性
の
根
源
作
用
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
統
一
は
す
べ
て
の
可
能
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

総
括
を
予
め
規
制
す
る
拘
束
と
し
て
自
ら
に
表
象
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
一
般
的
制
約
の
表
象
は
「
規
則
」
で
あ
る
。
こ
の
規
制
的
統
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

（
の
表
象
ソ
を
唯
「
の
内
容
と
し
て
も
ち
、
ざ
ら
に
表
象
作
用
と
し
て
予
め
し
か
も
始
め
て
規
則
的
な
も
の
を
与
え
る
概
念
が
、
根
源
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
悟
性
に
基
づ
く
「
純
粋
概
念
」
，
で
あ
る
。
こ
こ
で
悟
性
は
規
則
の
能
力
で
あ
る
。
規
則
の
能
力
と
し
て
悟
性
は
ま
さ
に
対
立
さ
せ
る
こ

ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

と
を
可
能
と
さ
せ
、
そ
の
中
で
直
観
が
・
そ
の
時
々
に
提
示
す
る
個
別
的
な
も
の
を
規
制
す
る
。
そ
れ
で
は
悟
性
は
最
高
の
能
力
で
は
な
い
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か
。
し
か
る
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
従
え
ば
、
悟
性
の
こ
の
作
用
に
お
い
て
こ
そ
、
悟
性
は
至
高
の
有
限
者
と
し
て
、
直
観
へ
の
依
存
性
が

最
も
鋭
く
照
ら
し
出
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
「
純
粋
直
観
と
純
粋
思
惟
と
の
本
質
的
、
構
造
的
統
一
が
両
者
を
完
全
な
有
限
性
の
う
ち
．
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

沈
め
る
。
そ
し
て
こ
の
有
限
性
は
超
越
と
し
て
告
知
さ
れ
る
」
（
課
）
。
こ
の
本
質
的
構
造
的
統
一
の
開
明
を
意
図
し
て
、
「
純
粋
悟
性
概
念

の
演
繹
」
の
「
第
三
節
」
（
〉
一
一
㎝
～
〉
旨
。
。
）
に
依
拠
す
る
解
釈
が
続
け
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
「
存
在
者
が
有
限
存
在
者
に
近
づ
き
得
る
た
め
に
舖
は
、
予
め
有
限
存
在
者
が
自
ら
存
在
者
に
向
か
い
つ
つ
存
在
者
を
対
立
さ
せ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
対
立
さ
せ
る
作
用
は
、
遭
遇
し
う
る
存
在
者
を
可
能
的
共
属
の
統
一
地
平
へ
と
予
め
取
り
入
れ
る
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ア
・
プ
リ
ナ
リ
な
合
一
す
る
統
一
は
、
遭
遇
す
る
存
在
者
に
対
し
て
先
取
的
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
し
か
し
こ
の
遭
遇
す
る
存
在
者
自

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

身
は
、
純
粋
直
観
に
よ
っ
て
予
め
保
持
さ
れ
て
い
る
時
間
の
地
平
に
よ
っ
て
前
も
っ
て
拘
束
さ
れ
て
い
る
。
純
粋
悟
性
の
こ
の
先
取
し
つ

　
ヘ
　
　
へ
　
　
ぬ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

つ
合
一
す
る
統
一
は
、
そ
れ
故
、
予
め
ま
た
純
粋
直
観
と
合
一
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
刈
o
）
。
こ
う
し
て
「
純
粋
直
観
と
純
粋

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

悟
性
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
合
一
的
全
体
が
対
立
さ
せ
る
こ
と
の
場
面
を
形
成
し
、
そ
の
中
に
入
っ
て
す
べ
て
の
存
在
者
が
遭
遇
し
う
る
も

の
と
な
る
」
（
お
）
。

　
こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
超
越
の
地
平
の
形
成
と
同
時
に
存
在
者
の
対
立
可
能
性
の
成
立
の
、
仕
方
を
全
体
的
統
一
に
お
い
て
示
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

う
と
し
て
い
る
。
こ
の
合
一
的
全
体
の
構
造
と
仕
方
が
演
繹
論
の
二
つ
の
方
途
で
示
さ
れ
、
そ
れ
を
通
じ
て
構
想
力
が
仲
介
者
と
し
て
際

立
っ
て
く
る
。
第
一
の
途
は
純
粋
悟
性
（
純
粋
統
覚
）
か
ら
始
ま
る
。

　
ヘ
　
　
セ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
抵
抗
性
と
相
関
す
る
「
統
一
を
予
め
保
持
す
る
」
こ
と
が
、
超
越
形
成
の
要
件
と
な
る
。
統
一
が
予
め
保
持
す
る
仕
方
で
表
象
さ
れ

　
　
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
へ
　
　
あ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

る
。
こ
の
自
己
意
識
は
統
覚
で
あ
り
、
恒
常
的
、
自
同
的
な
も
の
と
し
て
、
超
越
論
的
（
超
越
を
形
成
す
る
も
の
と
し
て
）
に
「
超
越

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

論
的
統
覚
」
（
〉
一
ミ
）
と
呼
ぼ
れ
る
。
こ
の
表
象
作
用
に
お
い
て
予
め
表
象
さ
れ
る
統
一
が
、
拘
束
的
な
、
規
制
す
る
も
の
と
し
て
顕
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

に
な
る
。
し
か
も
こ
の
表
象
さ
れ
る
も
の
が
合
一
す
る
統
一
と
し
て
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
全
体
構
造
に
お
い
て
は
じ
め
て
、
遭
遇

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

す
る
存
在
者
は
わ
れ
わ
れ
に
関
わ
る
こ
と
が
で
き
る
。
純
粋
悟
性
は
こ
こ
で
、
予
め
統
一
を
表
象
す
る
作
用
と
し
て
超
越
論
的
統
覚
と
し
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ヘ
　
　
へ

て
働
き
、
そ
れ
自
身
「
私
は
思
惟
す
る
」
で
あ
る
。
「
統
一
の
こ
の
純
粋
意
識
は
た
だ
時
々
に
、
ま
た
事
実
的
に
働
く
の
で
は
な
く
常
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

可
能
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
」
「
統
一
を
対
立
さ
せ
る
作
用
は
一
つ
の
能
力
と
し
て
の
統
覚
に
基
づ
く
」
（
刈
刈
）
。
こ
こ
で
超
越
論
的
統
覚

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

と
し
て
働
く
純
粋
悟
性
、
同
時
に
純
粋
概
念
が
、
能
力
と
し
て
の
純
粋
統
覚
に
基
づ
く
、
と
言
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
の
よ
う
に
「
表
象
さ
れ
た
統
一
が
い
ま
や
始
め
て
遭
遇
す
る
存
在
者
を
期
待
す
る
」
（
“
『
）
。
こ
の
統
一
の
説
明
の
た
め
に
カ
ン
ト
の
次

の
命
題
が
引
用
さ
れ
る
。
「
そ
れ
（
綜
合
的
統
一
）
は
綜
合
を
前
提
と
し
、
ま
た
は
綜
合
を
包
含
す
る
」
（
〉
一
一
。
。
）
。
カ
ン
ト
に
お
い
て
は
こ

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
命
題
は
純
粋
統
覚
か
ら
出
発
す
る
文
脈
の
中
で
「
…
…
こ
の
原
理
は
ア
・
プ
リ
ナ
リ
に
確
立
さ
れ
て
お
り
、
私
た
ち
の
諸
表
象
の
（
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
へ

た
が
っ
て
ま
た
直
観
に
お
け
る
）
す
ぺ
て
の
多
様
な
も
の
の
統
一
の
超
越
論
的
原
理
と
呼
ぼ
れ
う
る
。
と
こ
ろ
で
主
観
に
お
け
る
多
様

な
も
の
の
統
一
は
綜
合
的
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
真
純
粋
統
覚
は
す
べ
て
の
可
能
的
直
観
に
お
け
る
多
様
な
も
の
の
綜
合
的
統
一
の
原
理
を
あ

た
え
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。
」
（
〉
二
刈
）
に
続
く
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
「
注
」
（
＞
H
旨
）
に
お
い
て
「
す
べ
て
の
認
識
の
論
理
的
形
式
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

可
能
性
は
、
必
然
的
に
、
一
つ
の
能
力
と
し
て
の
こ
の
統
覚
に
基
づ
く
」
と
言
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
こ
こ
に
お
い
て
カ
ン
ト
が
合
一
的
綜
合
に
対
す
る
統
一
の
構
造
関
係
の
一
義
的
規
定
に
関
し
て
著
し
く
動
揺
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
る
と
指
摘
す
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
超
越
論
的
統
覚
と
し
て
働
く
純
粋
悟
性
の
統
一
は
、
能
力
と
し
て
の
純
粋
統
覚
に
基
づ
く
が
、
同

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

時
に
そ
れ
は
綜
合
的
統
一
と
し
て
、
綜
合
を
前
提
と
す
る
。
こ
の
「
前
提
」
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
前
述
し
た
通
り
、
統
一
が
本
質
必
然

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
に
綜
合
に
属
す
る
と
解
す
る
。
し
か
し
勿
論
存
在
的
な
所
属
関
係
で
は
な
い
。
統
一
を
表
象
す
る
こ
と
が
合
一
す
る
統
一
と
し
て
行
わ

れ
、
綜
合
の
全
体
構
造
の
た
め
に
統
一
を
予
め
保
持
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
カ

　
超
越
論
的
統
覚
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
も
の
と
し
て
必
然
的
に
そ
れ
の
関
連
す
る
綜
合
は
純
粋
綜
合
で
あ
る
。
す
ぺ
て
の
綜
合
が
構
想
力

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

へ

に
よ
っ
て
惹
き
起
こ
さ
れ
る
と
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
「
超
越
論
的
統
覚
は
本
質
的
に
純
粋
構
想
力
に
関
係
づ
け
ら
れ
る
」
（
“
。
。
）
と
帰
結
さ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
る
。
純
粋
構
想
力
は
形
成
的
産
出
的
な
も
の
と
し
て
、
カ
ソ
ト
は
そ
の
機
能
を
「
超
越
論
的
」
と
名
づ
け
る
（
〉
旨
ω
）
。

　
さ
て
、
次
の
命
題
の
解
釈
が
こ
こ
で
の
核
心
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
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ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
．
＜
O
N
、
、
を
「
先
立
っ
て
」
と
解
さ
ず
に
「
眼
前
に
」
と
解
す
べ
き
だ
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
「
統
覚
の
眠
前
ゆ
か

へ

る
構
想
力
の
純
粋
な
（
産
出
的
）
綜
合
の
必
然
的
統
一
の
原
理
は
、
す
べ
て
の
認
識
、
特
に
経
験
の
可
能
性
の
根
拠
で
あ
る
。
」
と
さ
れ
・

る
。
こ
れ
に
よ
り
超
越
論
的
統
覚
と
純
粋
構
想
力
と
の
構
造
統
一
の
性
格
が
明
ら
か
に
な
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
従
っ
て
統
一
の
，
表
一
象

作
用
は
本
質
的
に
自
ら
の
前
に
、
合
一
す
る
統
一
を
看
取
す
る
。
換
言
す
れ
ば
こ
の
表
象
作
用
は
そ
れ
自
身
合
一
す
る
（
表
象
）
作
用
で

あ
る
」
（
刈
り
）
と
結
論
す
る
。
し
か
る
に
、
こ
こ
に
、
表
象
作
用
（
超
越
論
的
統
覚
）
と
表
象
さ
れ
る
も
の
（
構
想
力
の
綜
合
的
統
一
）
と

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
存
在
そ
の
も
の
と
し
て
の
自
同
性
を
意
図
し
た
解
釈
が
読
み
と
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
ま
た
、
カ
ン
ト
に
即
し
て
考
え

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

る
な
ら
、
純
粋
綜
合
の
統
一
の
原
理
が
「
構
想
力
の
純
粋
綜
合
の
必
然
的
統
一
を
す
ぺ
て
の
可
能
的
現
象
に
関
し
て
含
ん
で
い
る
と
こ
ろ

の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
純
粋
認
識
」
す
な
わ
ち
「
カ
テ
ゴ
リ
ー
、
言
い
か
え
れ
ば
純
粋
悟
性
概
念
」
（
〉
一
一
Φ
）
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
の
も

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
の
根
底
に
は
統
覚
の
根
源
的
統
一
、
す
な
わ
ち
、
能
力
と
し
て
の
純
粋
統
覚
が
ひ
そ
ん
で
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
し
か
し
こ
こ
で
「
能
力
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
か
。
存
在
論
的
な
意
味
の
発
源
さ
せ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
う
だ
と
す
る
と
ハ
イ
デ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

ッ
ガ
ー
の
純
粋
構
想
力
と
の
関
連
は
ど
の
よ
う
に
考
え
る
べ
き
か
。
超
越
論
的
統
覚
と
直
ち
に
同
一
と
考
え
て
よ
い
の
か
。
こ
こ
で
は
ハ

イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
超
越
論
的
統
覚
（
悟
性
）
と
純
粋
構
想
力
と
の
内
的
連
関
性
を
示
す
の
み
で
あ
る
。

　
同
時
に
、
純
粋
綜
合
は
ア
．
プ
リ
オ
リ
に
合
一
す
る
表
象
作
用
と
し
て
、
そ
れ
が
合
一
す
る
も
の
を
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
与
え
ら
れ
て
い

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

な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
予
め
純
粋
に
受
容
し
つ
つ
与
え
る
普
遍
的
直
観
は
「
時
間
」
で
あ
る
。
そ
れ
故
純
粋
構
想
力
は
本
質
的
に
時
跡
と

関
係
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
ず
、
そ
の
よ
う
に
し
て
の
み
、
純
粋
構
想
力
は
、
超
越
論
的
統
覚
（
悟
性
）
と
時
間
（
直
観
）
と
の
間
の
仲
か
春

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
あ
る
べ
き
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
し
か
し
こ
こ
で
は
ま
だ
構
想
力
と
時
間
と
の
関
係
は
十
分
に
明
ら
か
に
さ
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

　
演
繹
の
第
二
の
途
は
、
経
験
的
な
も
の
か
ら
出
発
す
る
。
感
官
は
受
容
す
る
が
遭
遇
者
の
結
合
性
と
い
う
よ
う
な
も
の
を
そ
れ
自
身
知
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

覚
の
う
ち
に
も
つ
こ
と
は
で
き
な
い
。
有
限
存
在
者
は
存
在
者
を
決
し
て
同
時
的
全
体
と
し
て
は
知
覚
で
き
ず
、
，
遭
遇
す
る
も
の
は
個
々

慰
に
慧
静
覧
い
出
さ
れ
る
・
し
た
が
・
て
そ
れ
が
経
験
に
お
い
て
蓉
し
た
も
の
と
し
て
遭
遇
し
う
べ
き
た
め
に
繕
合
が
予
め

理
解
さ
れ
て
い
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
「
関
係
と
い
う
よ
う
な
も
の
一
般
を
ま
ず
始
め
に
表
象
し
形
成
す
る
こ
と
」
と
し
て
構
想

力
に
帰
着
さ
せ
ら
れ
る
。
（
。
。
o
）

　
経
験
的
知
覚
に
お
い
て
全
系
列
（
連
想
）
を
描
き
出
す
こ
と
は
経
験
的
構
想
力
の
主
観
的
統
一
に
基
づ
い
て
可
能
で
あ
ろ
う
。
し
か
し

そ
れ
が
客
観
的
根
拠
を
も
つ
に
至
ら
な
い
場
合
に
は
、
諸
現
象
の
人
間
的
認
識
へ
の
適
合
も
偶
然
的
な
も
の
と
な
ろ
う
。
「
私
が
す
べ
て

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
知
覚
を
一
つ
の
意
識
（
根
源
的
統
覚
）
に
数
え
入
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
私
は
す
べ
て
の
知
覚
に
さ
い
し
て
、
私
は
そ
れ
ら
の
諸

知
覚
を
意
識
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
」
（
〉
一
ト
コ
N
）
。
そ
れ
故
経
験
的
構
想
力
の
再
生
的
綜
合
に
先
立
っ
て
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
洞

察
さ
れ
う
る
根
拠
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
根
拠
に
基
づ
い
て
の
み
、
現
象
の
客
観
性
が
成
立
し
、
認
識
と
な
り
う
る
。
こ
れ
は
経

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

験
的
に
は
連
想
に
関
し
て
親
和
性
と
名
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
関
係
を
産
出
的
に
形
成
す
る
純
粋
構
想
力
か
ら
の
帰
結
と
考
え
ら
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

構
想
力
は
経
験
的
再
生
的
綜
合
の
能
力
で
あ
る
の
み
な
ら
ず
、
一
つ
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
生
産
的
綜
合
の
能
力
と
し
て
、
超
越
論
的
機
能

と
し
て
働
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
「
構
想
力
の
こ
の
超
越
論
的
機
能
を
介
し
て
の
み
、
諸
現
象
の
親
和
性
す
ら
…
…
し
た
が
っ
て
経
験

自
身
も
可
能
と
な
る
」
（
〉
一
N
ω
）
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
一
こ
．
の
よ
う
な
形
成
的
な
構
想
力
は
悟
性
と
ど
の
よ
う
に
関
係
す
る
か
。
構
想
力
の
超
越
論
的
機
能
は
、
’
「
現
象
の
綜
合
に
お
け
る
必
然

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
さ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

的
統
一
」
を
意
図
す
る
（
〉
お
ω
）
。
こ
の
こ
と
を
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
す
べ
て
の
結
合
、
ま
し
て
合
一
一
般
の
純
粋
な
形
成
は
、
統
一
を
予

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

へめ
表
象
す
る
と
い
う
こ
と
を
構
造
的
に
含
む
」
（
。
。
O
）
と
す
る
。
ア
・
プ
リ
オ
レ
な
構
想
力
に
対
し
て
こ
の
統
一
の
表
象
も
ア
・
プ
リ
ナ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

リ
な
も
の
と
し
て
、
す
な
わ
ち
統
覚
で
あ
り
、
統
一
の
表
象
作
用
そ
の
も
の
は
、
常
に
す
べ
て
の
形
成
に
不
変
の
同
一
の
も
の
と
し
て
所

属
す
る
。
こ
れ
は
カ
ソ
ト
の
「
不
変
不
動
の
自
我
（
純
粋
統
覚
）
で
あ
り
、
表
象
が
，
い
や
し
ぐ
も
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り
、
あ
ら
ゆ
る
私
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ち
の
表
象
の
相
関
者
を
な
す
」
（
〉
一
b
σ
ω
）
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
構
想
力
の
結
合
は
、
そ
れ
自
体
ど
し
て
は
感
性
的
で
あ
る
。
親
和
性
の
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ダ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

先
行
的
形
成
も
そ
の
も
の
と
し
て
は
経
験
的
直
観
に
属
す
る
。
そ
れ
が
対
象
の
客
観
性
を
支
え
う
べ
き
必
然
的
統
一
を
形
成
す
る
た
め
に

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

「
純
粋
統
覚
が
付
け
加
わ
ら
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
（
〉
這
幽
）
。
し
か
る
に
第
一
の
途
が
示
し
た
よ
う
に
、
「
超
越
論
的
統
覚
は
そ
れ
自
身
統

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

一
を
表
象
す
る
作
用
と
し
て
合
一
に
お
い
て
形
成
さ
れ
る
統
一
を
自
ら
の
前
に
も
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
（
。
。
一
）
。
こ
こ
に
明
確
に
純
粋

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

統
覚
は
構
想
力
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
も
の
と
し
て
限
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
そ
れ
自
身
が
超
越
論
的
統
覚
（
悟
牲
）
の
根
拠
と
さ
れ

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
「
そ
れ
故
私
た
ち
は
、
す
べ
て
の
認
識
の
根
底
に
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
あ
る
人
間
の
魂
の
根
本
能
力
と
し
て
、
純
粋
構
想
力
を
も
っ
て
い

る
。
こ
の
構
想
力
を
介
し
て
私
た
ち
は
、
一
方
で
は
直
観
の
多
様
な
も
の
を
結
合
し
、
つ
い
で
他
方
で
は
こ
の
多
様
な
も
の
を
純
粋
統
覚

の
必
然
的
統
一
と
い
う
条
件
と
結
合
す
る
」
（
〉
這
劇
）
。
こ
の
よ
う
に
純
粋
構
想
力
を
純
粋
認
識
の
根
源
的
仲
介
者
と
し
て
解
す
る
こ
と
に

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

よ
り
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
超
越
を
形
成
す
べ
き
存
在
論
的
根
拠
の
内
的
可
能
性
が
証
示
さ
れ
て
く
る
。

　
　
　
　
　
　
㈹
　
純
粋
概
念
の
感
性
化
－
超
越
論
的
図
式
性

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
前
節
に
お
い
て
は
、
純
粋
認
識
の
統
一
構
造
に
お
い
て
、
中
間
項
と
し
て
の
構
想
力
に
対
す
る
悟
性
の
関
係
が
主
と
し
て
示
さ
れ
允
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

し
か
る
に
、
す
ぺ
て
の
認
識
が
第
一
次
的
に
直
観
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
純
粋
構
想
力
の
純
粋
直
観
へ
の
関
係
、
同
時
に
、
純
粋
悟
性
の

純
粋
直
観
へ
の
関
係
が
論
究
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
「
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
性
」
の
章
に
依
っ
て
解
明
を
進
め
る
。

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
解
釈
は
専
ら
超
越
の
最
も
内
的
生
起
に
定
位
し
て
行
わ
れ
る
。
超
越
の
地
平
形
成
に
お
い
て
、
存
在
老
が
受
容
的
に
遭
遇
さ
れ
う
る
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

め
に
は
、
「
有
限
な
悟
性
の
対
立
さ
せ
る
作
用
は
、
対
象
性
そ
の
も
の
を
直
観
的
に
呈
示
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
」
（
Q
◎
刈
）
。
そ
の
た
め
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

は
「
呈
示
さ
れ
た
も
の
の
形
観
〉
昌
げ
一
ぎ
犀
を
自
分
自
身
か
ら
形
成
す
る
」
（
c
o
刈
）
こ
と
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
行
う
の
は
純

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

粋
構
想
力
で
あ
る
。
「
或
る
概
念
に
そ
の
形
象
を
供
与
す
る
構
想
力
の
一
般
的
な
遺
り
方
に
つ
い
て
の
表
象
を
、
私
は
図
式
と
名
づ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

ゐ
」
（
〉
一
心
O
層
　
田
W
一
刈
O
）
。
図
式
は
規
則
を
表
象
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
、
規
制
す
る
統
一
そ
の
も
の
を
主
題
的
に
把
え
る
こ
と
と
し

て
で
は
な
く
、
統
一
か
ら
眼
を
背
む
け
て
、
規
制
の
仕
方
を
そ
の
も
の
と
↓
て
表
象
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
表
象
に
は
特
有
な
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形
象
性
格
（
図
式
－
形
象
）
が
属
す
る
。
こ
れ
が
「
本
来
の
概
念
的
表
象
作
用
」
（
O
b
。
）
で
あ
り
、
第
一
次
的
に
形
成
的
な
構
想
力
に
基
づ

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

い
て
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
図
式
が
、
「
個
別
的
相
貌
の
形
象
と
概
念
を
媒
介
す
る
表
象
と
し
て
」
概
念
の
感
性
化
を
可
能
と
す
る
。

「
実
際
、
わ
れ
わ
れ
の
純
粋
感
性
化
的
概
念
の
基
礎
に
あ
る
の
は
対
象
の
形
象
（
直
接
的
形
観
）
で
は
な
く
、
む
し
ろ
図
式
で
あ
る
」
（
〉

一
劇
9
　
切
一
Q
Q
O
）
o

　
超
越
と
し
て
純
粋
に
対
立
さ
せ
る
作
用
に
お
い
て
、
対
立
す
る
も
の
が
抵
抗
性
と
し
て
認
知
可
能
と
な
る
た
め
に
は
、
純
粋
悟
性
概
念

の
本
質
的
な
晒
愉
価
が
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
純
粋
悟
性
概
念
の
感
性
化
と
し
て
の
、
超
越
に
お
け
る
図
式
性
は
い
か
な
る
も
の
か
。
こ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

の
感
性
化
の
基
づ
く
べ
き
純
粋
図
式
は
い
か
な
る
も
の
か
。
カ
ソ
ト
は
「
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
は
全
く
い
か
な
る
形
象
に
も
持
ち
来
た

さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
」
（
》
竃
N
）
と
述
べ
、
そ
の
形
象
性
格
を
排
除
す
る
。
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
純
粋
悟
性
概
念
の
感
性
化
を
否
定

す
る
も
の
で
は
な
く
、
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
は
、
経
験
的
、
存
在
的
概
念
の
図
式
i
形
象
へ
は
持
ち
来
た
さ
れ
え
な
い
と
い
う
意
味
で

あ
る
。
超
越
を
形
成
す
る
存
在
論
的
認
識
に
お
い
て
は
、
純
粋
悟
性
概
念
は
超
越
論
的
構
想
力
の
綜
合
の
媒
介
に
よ
っ
て
本
質
的
に
純
粋

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

直
観
（
時
間
）
に
関
連
す
る
。
「
時
間
は
純
粋
直
観
と
し
て
す
べ
て
の
経
験
に
先
立
っ
て
一
つ
の
形
観
を
供
与
す
る
。
こ
の
よ
う
な
純

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

粋
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
る
純
粋
形
観
（
カ
ン
ト
で
は
今
ー
系
列
の
純
粋
継
起
）
は
従
っ
て
純
粋
形
象
と
名
づ
け
ら
れ
ね
ぽ
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

い
」
（
⑩
Q
Q
）
。
カ
ン
ト
自
身
も
「
感
官
一
般
の
す
べ
て
の
対
象
の
純
粋
形
象
は
、
時
間
で
あ
る
」
（
〉
置
ρ
b
d
一
。
。
b
。
）
と
言
う
。
し
た
が
っ
て
時

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

跡
は
純
粉
形
射
と
し
て
図
式
ー
形
象
で
あ
り
、
純
粋
悟
性
概
念
に
対
立
す
る
直
観
の
形
式
に
す
ぎ
な
い
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
故

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
性
は
掛
性
伽
の
た
め
に
悟
性
概
念
を
必
然
的
に
時
間
の
う
ち
に
規
制
し
入
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
時
間
は
「
唯

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

一
の
対
象
」
（
》
。
。
ど
b
d
ミ
）
で
あ
る
。
そ
れ
故
時
間
は
純
粋
悟
性
概
念
の
唯
一
の
形
観
可
能
性
で
あ
る
。
こ
の
唯
一
の
形
観
可
能
性
が
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

れ
自
身
で
自
ら
の
う
ち
に
示
す
も
の
は
、
常
に
た
だ
時
間
お
よ
び
時
間
的
な
も
の
の
み
で
あ
る
。
し
か
る
に
純
粋
悟
性
概
念
の
完
結
的
多

櫛
が
唯
一
の
形
観
可
能
性
に
お
い
て
形
象
を
も
つ
べ
き
な
ら
「
唯
一
の
時
間
」
が
多
様
な
仕
方
で
形
象
と
な
り
得
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
「
純
粋
悟
性
概
念
の
図
式
は
、
唯
一
の
純
粋
な
形
観
可
能
性
を
多
様
な
純
粋
形
象
へ
分
節
す
る
」
（
o
Φ
）
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
純
粋
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ヘ
　
　
　
へ

概
念
の
図
式
は
時
間
を
規
定
す
る
。
そ
れ
故
「
図
式
と
は
規
則
に
従
う
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
時
間
規
定
」
（
〉
一
戯
α
℃
　
b
d
一
Q
Q
心
）
で
あ
り
、
「
超
越

論
的
時
間
規
定
」
（
〉
一
Q
◎
Q
Q
婚
　
し
d
一
刈
刈
）
で
あ
る
。

　
こ
の
図
式
性
は
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
超
越
を
形
成
し
そ
れ
故
に
「
超
越
論
的
図
式
性
」
（
⑩
り
）
と
呼
ば
れ
る
。
超
越
に
お
い
て
対
象
性
（
抵

抗
性
）
を
対
立
さ
せ
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
の
は
、
「
図
式
性
を
も
つ
直
観
と
し
て
の
存
在
論
的
認
識
が
規
則
統
一
の
超
越
論
的
親
和
性

を
時
間
の
形
象
に
お
い
て
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
看
取
し
う
る
も
の
と
し
」
（
㊤
㊤
）
、
そ
の
図
式
ー
形
象
に
よ
っ
て
超
越
論
的
図
式
、
す
な
わ
ち
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

純
粋
悟
性
概
念
が
必
然
的
に
対
応
性
格
を
う
る
こ
と
に
よ
る
。
し
た
が
っ
て
個
々
の
純
粋
図
式
を
超
越
論
的
時
間
規
定
と
し
て
詳
細
に
解

釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
対
応
性
格
が
証
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
カ
ン
ト
は
、
範
躊
表
に
基
づ
い
て
個
々
の
純
粋
悟
性
概
念
の
図

式
の
定
義
を
与
え
て
い
る
。
そ
し
て
範
疇
の
四
つ
の
区
分
契
機
に
従
っ
て
、
時
間
の
形
象
と
な
り
う
べ
き
四
つ
の
可
能
性
を
「
時
間
斎

列
、
時
間
内
容
、
時
間
秩
序
、
時
間
総
括
」
と
し
て
示
す
ぺ
き
も
の
と
す
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
れ
ら
の
時
間
性
格
を
「
時
間
そ
れ
自

身
の
分
析
に
よ
っ
て
時
間
か
ら
体
系
的
に
展
開
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
」
（
り
㊤
）
と
指
摘
す
る
。
，
．
．
－

　
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
カ
ン
ト
の
「
図
式
論
」
そ
の
も
の
を
退
け
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
こ
の
章
な
「
純
粋
理
性
批
判
」
’

全
体
の
核
心
的
部
分
と
し
て
評
価
す
る
。
そ
れ
は
何
故
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

　
カ
ソ
ト
は
図
式
性
の
問
題
を
「
包
摂
」
の
問
題
と
し
て
提
起
し
、
超
越
論
的
包
摂
ー
純
粋
悟
性
概
念
の
も
と
へ
の
感
性
的
直
観
の
包

摂
1
の
可
能
性
の
問
い
へ
と
導
く
。
こ
の
「
範
躊
の
現
象
へ
の
適
用
」
に
お
い
て
本
来
的
に
問
わ
れ
て
い
る
の
は
、
根
源
的
概
念
の
概

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

念
性
の
問
題
で
あ
る
。
感
性
的
直
観
と
異
種
的
乏
す
る
概
念
ハ
範
曙
）
の
も
と
に
感
性
的
直
観
（
現
象
）
を
包
摂
す
る
こ
乏
の
可
能
性
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

カ
ン
ト
に
お
い
て
、
こ
の
異
種
性
に
橋
渡
し
を
す
る
仲
介
者
へ
と
向
か
わ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
に
超
越
論
的
図
式
性
の
珊
魯
が
予
め

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

特
徴
づ
け
ら
れ
る
。
こ
れ
は
純
粋
で
、
し
か
も
同
時
に
知
性
的
で
感
性
的
な
表
象
で
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
こ
の
よ
う
な
媒
介
が
「
構
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

力
の
所
産
」
（
㌧
r
一
劇
悼
り
　
し
d
一
〇
〇
一
）
で
あ
る
超
越
論
的
時
間
規
定
に
お
い
て
可
能
と
な
る
と
さ
れ
る
。
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
こ
の
よ
う
な
カ
ン
ト
の

問
題
展
開
に
お
い
て
、
存
在
論
的
認
識
の
内
的
可
能
性
の
本
質
と
し
て
㊨
超
越
論
的
図
式
性
の
意
味
が
示
さ
れ
る
と
評
価
す
る
。
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「
そ
れ
故
に
超
越
論
的
図
式
性
は
存
在
論
的
認
識
の
内
的
可
能
性
の
根
拠
で
あ
る
。
そ
れ
は
純
粋
思
惟
に
お
い
て
表
示
さ
れ
る
も
の
が

必
然
的
に
時
間
の
形
態
に
お
い
て
直
観
的
に
自
ら
を
示
す
と
い
う
仕
方
で
純
粋
に
対
立
さ
せ
る
こ
と
に
お
い
て
対
立
さ
せ
る
も
の
を
形
成

す
る
」
（
δ
N
）
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
も
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
時
間
は
、
ア
・
プ
リ
オ
リ
に
与
え
る
も
の
と
し
て
予
め
超
越
の
地
平
に
認
知
し
う
ぺ
き
呈
示
性
を
賦
与
す
る
。
時
間
は
唯
一
の
純
粋
な

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

普
遍
的
形
象
と
し
て
超
越
の
地
平
に
先
行
的
な
合
一
的
包
囲
性
を
与
え
る
。
時
間
は
、
純
粋
に
自
ら
を
与
え
る
も
の
そ
の
も
の
と
し
て
端

　
　
　
　
　
へ
　
　
も

的
に
一
般
に
制
止
と
い
う
も
の
を
呈
示
す
る
。
す
な
わ
ち
超
越
に
お
け
る
対
象
性
の
抵
抗
を
有
限
存
在
者
に
と
っ
て
認
知
可
能
な
も
の
と

す
る
。

　
こ
れ
ら
の
時
間
の
定
義
は
、
さ
ら
に
根
源
的
な
存
在
論
的
な
時
間
の
性
格
づ
け
を
要
求
す
る
。

　
　
　
　
　
　
ω
．
最
高
綜
合
原
則

　
以
上
に
よ
っ
て
超
越
を
形
成
す
る
存
在
論
的
綜
合
の
内
的
可
能
性
が
そ
の
統
一
的
全
体
構
造
に
お
い
て
開
明
さ
れ
た
と
す
れ
ぽ
、
カ
ン

ト
の
提
示
す
る
「
す
べ
て
の
綜
合
判
断
の
最
高
原
則
」
の
解
釈
に
よ
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
」
は
何
を
証
示
し
よ
う
と
す
る
の
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
す
ぺ
て
の
綜
合
判
断
を
基
礎
つ
け
る
真
理
的
綜
合
に
お
い
て
は
、
思
惟
は
有
限
存
在
者
自
ら
が
支
配
レ
え
な
い
全
く
別
の
あ
る
も
の
ヘ

　
　
ヘ
　
　
へ

自
ら
脱
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
脱
出
を
可
能
に
し
形
成
す
る
「
媒
体
」
を
、
．
カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
限
定
す
る
。
「
そ
れ
は
す

ぺ
て
の
わ
れ
わ
れ
の
表
象
を
含
ん
で
い
る
よ
う
な
一
つ
の
総
括
者
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
内
感
お
よ
び
内
感
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な

形
式
、
つ
ま
り
時
間
で
あ
る
。
表
象
の
綜
合
は
構
想
力
に
基
づ
く
が
、
し
か
し
表
象
の
綜
合
的
統
一
（
こ
れ
は
判
噺
に
必
要
で
あ
る
）
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ

統
覚
の
統
一
に
基
づ
く
」
（
㌧
r
一
㎝
㎝
℃
　
剛
W
一
Φ
心
）
。
こ
こ
に
明
確
に
時
間
、
構
想
力
、
統
覚
の
三
元
性
が
示
さ
れ
ゐ
。
し
か
る
に
そ
こ
に
形
成
さ
れ

る
の
は
、
有
限
な
認
識
の
本
質
を
な
す
「
超
越
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
し
か
も
そ
の
形
成
の
中
心
と
な
る
の
は
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
解
釈

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ

に
依
れ
ば
、
超
越
論
的
構
想
力
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
超
越
の
本
質
統
一
の
可
能
性
の
根
拠
が
、
カ
ン
ト
の
「
経
験
の
可
能
性
」
の
定
式

の
解
釈
を
通
し
て
示
さ
れ
る
。
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヤ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
モ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
こ
こ
で
の
可
能
性
と
は
、
経
験
を
予
め
可
能
と
す
る
と
こ
ろ
の
も
の
、
の
意
に
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
か
ら
「
経
験
の
可
能

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

性
」
は
固
有
の
二
義
性
に
お
い
て
制
約
さ
れ
る
。
経
験
と
は
「
存
在
者
に
つ
い
て
の
有
限
な
、
直
観
的
、
受
容
的
な
認
識
」
（
一
8
）
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
は
直
観
の
表
象
と
し
て
対
象
が
与
え
ら
れ
、
そ
の
表
象
を
経
験
に
関
係
さ
せ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の

た
め
に
は
、
呈
示
さ
れ
た
も
の
に
「
予
め
向
か
う
こ
と
」
が
必
要
で
あ
る
。
こ
れ
が
第
一
の
制
約
で
あ
る
。

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

　
さ
ら
に
、
認
識
の
真
理
性
は
「
客
観
と
の
一
致
」
（
〉
一
切
O
℃
　
田
二
Q
o
り
）
を
前
提
と
す
る
。
そ
の
た
め
に
は
可
能
的
な
一
致
の
対
象
、
す
な
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ち
「
規
準
を
与
え
て
規
制
す
る
或
る
も
の
が
予
め
遭
遇
さ
れ
ね
ぽ
な
ら
な
い
」
（
一
一
〇
）
。
す
な
わ
ち
、
対
象
性
の
地
平
が
地
平
と
し
て
認
知

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
が
第
二
の
制
約
で
あ
る
。
こ
の
二
つ
の
制
約
が
共
同
し
て
経
験
、
す
な
わ
ち
超
越
の
可
能
性
の
根

拠
を
な
す
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
そ
れ
故
カ
ソ
ト
が
す
ぺ
て
の
ア
・
プ
リ
オ
リ
な
綜
合
判
断
の
最
高
原
則
と
し
て
提
示
す
る
「
経
験
一
般
の
可
能
性
の
諸
条
件
は
、
同
時

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

に
経
験
の
諸
対
象
の
可
能
性
の
条
件
で
あ
る
」
（
＞
H
㎝
◎
◎
噛
　
田
W
一
⑩
刈
）
と
い
う
命
題
を
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
は
、
カ
ソ
ト
が
決
定
的
と
み
な
し
た

内
容
を
越
え
て
、
そ
の
条
件
の
「
同
時
性
」
に
お
い
て
評
価
し
よ
う
と
す
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
命
題
は
、
超
越
構
造
の
本
質
統
一
を
表

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

明
し
、
二
つ
の
制
約
が
超
越
の
可
能
性
の
根
拠
と
し
て
、
綜
合
的
に
同
時
的
に
生
起
す
る
こ
と
を
述
ぺ
た
も
の
と
解
せ
ら
れ
る
。
そ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

故
、
こ
れ
は
超
越
の
最
も
内
的
な
統
一
的
構
造
の
根
源
的
な
現
象
学
的
認
識
の
表
現
で
あ
る
と
す
る
。

　
　
　
　
三
、
超
越
論
的
構
想
力
と
時
間
i
そ
の
序
論
1

　
　
　
　
　
　
ω
　
超
越
論
的
構
想
力

　
前
述
の
解
釈
を
通
し
て
、
超
越
の
根
拠
と
し
て
の
純
粋
認
識
（
存
在
論
的
認
識
）
に
齢
い
て
、
純
粋
直
観
（
時
間
）
と
純
粋
思
惟
（
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

覚
）
の
本
質
統
一
を
形
成
す
る
仲
介
者
と
し
て
超
越
論
的
構
想
力
が
取
り
出
さ
れ
る
。
い
っ
た
い
、
超
越
論
的
構
想
力
と
は
、
い
か
な
る

も
の
と
し
て
理
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
詳
細
な
論
究
は
こ
こ
で
は
行
え
な
い
が
、
た
だ
、
「
純
粋
理
性
批
判
」
の
解
釈
を
通
し
て
超
越
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ヘ
　
　
へ

形
成
の
根
源
要
素
と
し
て
考
え
ら
れ
る
そ
れ
は
、
経
験
的
、
存
在
的
な
心
的
能
力
と
し
て
解
し
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
構

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

想
力
は
特
有
の
二
義
性
に
お
い
て
形
成
的
と
言
わ
れ
る
。
受
容
的
と
自
発
的
の
二
重
の
形
成
と
し
て
、
特
有
の
仕
方
で
感
性
と
悟
性
の
中

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

跡
を
占
め
る
。
し
か
し
超
越
論
的
構
想
力
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
経
験
的
な
意
味
で
、
存
在
者
を
創
造
産
出
す
る
も
の
と
し
て
の
、

形
泌
静
で
は
な
い
。
「
構
想
力
は
も
と
も
と
対
象
性
そ
の
も
の
の
地
平
の
形
観
を
存
在
者
の
経
験
に
先
立
っ
て
形
成
す
る
」
（
旨
一
）
。
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

が
っ
て
構
想
力
は
、
存
在
論
的
超
越
の
本
質
構
造
を
可
能
に
す
る
i
先
の
経
験
の
可
能
性
と
同
義
と
し
て
ー
も
の
と
し
て
、
存
在
論

的
樹
飴
と
解
す
こ
と
も
で
き
よ
う
。
し
か
し
こ
れ
は
経
験
的
能
力
で
は
な
い
。
「
そ
れ
は
固
有
の
能
力
と
し
て
、
構
想
力
に
対
し
て
本
質

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

的
な
構
造
関
係
を
も
つ
二
つ
の
能
力
の
統
一
を
形
成
す
る
」
（
一
N
O
）
。
そ
の
意
味
で
カ
ン
ト
の
言
う
、
感
性
と
悟
性
と
の
共
通
の
根
と
見

な
す
こ
と
が
で
き
る
。

　
純
粋
直
観
は
本
質
上
直
観
し
う
る
も
の
と
し
て
自
ら
そ
の
形
象
を
形
成
的
に
与
え
る
。
純
粋
直
観
（
時
間
）
は
経
験
的
に
直
観
し
う
る

も
の
の
勉
平
と
な
る
べ
き
純
粋
形
観
を
予
め
形
成
す
る
。
同
時
に
、
そ
こ
で
直
観
さ
れ
る
も
の
1
非
主
題
的
－
非
対
象
的
把
握
に
お
い

て
ー
は
そ
れ
自
身
櫛
組
師
と
言
わ
れ
る
。
そ
れ
故
純
粋
直
観
（
時
間
）
が
根
源
的
に
純
粋
構
想
力
で
あ
る
、
と
ハ
イ
デ
ソ
ガ
ー
は
規
定

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

す
る
。
同
時
に
純
粋
構
想
力
は
純
粋
な
有
限
直
観
と
し
て
、
感
性
的
と
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
思
惟
と
直
観
は
区
別
さ
れ
な
が
ら
も
、
「
両
老
は
却
っ
て
表
象
の
種
と
し
て
、
表
象
作
用
一
般
と
い
う
同
一
の
類
に
属
す
る
」
（
お
切
～

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ

一
ω
①
）
。
超
越
に
お
け
る
悟
性
の
対
立
さ
せ
る
作
用
は
、
す
べ
て
の
可
能
的
な
表
象
的
合
一
に
指
導
を
与
え
る
統
一
を
予
め
保
持
し
、
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

全
体
の
同
一
性
と
し
て
表
象
す
る
。
私
は
思
惟
す
る
が
す
べ
て
の
表
象
作
用
に
伴
う
。
超
越
に
お
い
て
は
、
純
粋
悟
性
は
統
一
の
地
平
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

臣
か
予
め
形
成
す
る
作
用
で
あ
り
、
超
越
論
的
図
式
性
に
お
い
て
図
式
を
操
作
す
る
自
発
性
で
あ
る
。
し
か
る
に
純
粋
図
式
は
「
構
想
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

の
所
産
」
で
あ
り
、
外
見
上
悟
性
に
固
有
な
自
発
的
形
成
的
表
象
作
用
は
、
超
越
論
的
構
想
力
の
根
本
作
用
に
帰
せ
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

純
粋
思
惟
の
自
発
性
に
も
か
か
わ
ら
ず
一
種
の
純
粋
な
受
容
性
が
明
ら
か
に
み
ら
れ
る
。
こ
こ
に
受
容
さ
れ
る
も
の
は
超
越
論
的
統
覚
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

紡
↓
と
し
て
、
掛
拠
性
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
規
則
の
能
力
と
し
て
の
悟
性
の
表
象
す
る
規
則
は
拘
束
性
に
お
い
て
表
象
さ
れ
る
。
こ
の
血
目
心
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ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

味
で
純
粋
思
惟
は
本
来
的
に
受
容
的
な
も
の
と
し
て
、
有
限
な
直
観
の
性
格
を
有
す
る
。
直
観
と
思
惟
の
構
造
的
に
統
一
的
な
受
容
的
自

ヘ
　
　
へ

発
性
が
Y
存
在
論
的
に
は
、
そ
の
可
能
性
に
お
い
て
超
越
論
的
構
想
力
か
ら
発
源
す
る
も
の
と
見
な
さ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
さ
ら
に
は
、
純
粋
直
観
と
し
て
の
時
間
と
、
超
越
論
的
構
想
力
と
の
固
有
な
関
係
の
仕
方
が
開
明
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
　
こ
の
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

は
」
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
に
お
い
て
構
想
力
が
綜
合
一
般
の
能
力
と
し
て
、
純
粋
綜
合
の
三
つ
の
様
態
を
貫
ぬ
く
こ
と
に
基
づ
い
て
、
…
綜
合
一

．
般
に
見
ら
れ
る
時
間
性
格
を
取
り
出
す
こ
と
と
し
て
行
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

　
詳
細
な
証
明
の
経
過
は
こ
こ
で
は
省
略
し
て
、
概
要
の
み
を
示
す
。
純
粋
直
観
は
根
源
的
な
受
容
作
用
と
し
て
今
そ
の
も
の
の
直
接
的

　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

形
観
、
す
な
わ
ち
今
の
現
在
性
一
般
の
直
接
的
形
観
で
あ
る
が
、
純
粋
直
観
に
必
然
的
な
純
粋
覚
知
的
綜
合
が
、
今
お
よ
び
現
在
性
そ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

も
の
に
関
係
し
、
そ
れ
自
身
に
お
い
て
こ
の
関
係
が
向
う
と
こ
ろ
の
も
の
を
形
成
す
る
。
す
な
わ
ち
覚
知
と
し
て
の
純
粋
綜
合
は
現
在
性

一
般
を
呈
示
す
る
も
の
と
し
て
時
間
形
成
的
な
時
間
性
格
を
有
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
再
生
的
綜
合
ば
、
心
性
が
こ
の
綜
合
に
お
い
て
再
生
す
べ
き
も
の
を
保
持
し
う
る
こ
と
を
含
む
。
こ
の
こ
と
は
心
性
が
時
間
を
区
別

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

し
、
そ
れ
以
前
が
視
野
の
う
ち
に
入
る
こ
と
に
よ
っ
て
可
能
で
あ
る
。
こ
れ
は
純
粋
再
生
と
し
て
の
綜
合
が
、
以
前
と
い
う
地
平
を
視
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

と
し
て
予
め
開
い
て
い
る
こ
と
、
す
な
わ
ち
既
往
性
の
形
成
、
に
よ
っ
て
可
能
と
な
る
。
純
粋
再
生
は
現
在
性
を
形
成
す
る
直
観
の
純
粋

綜
合
と
本
質
的
に
合
一
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
超
越
論
的
構
想
力
に
基
づ
く
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
モ

　
さ
ら
に
再
生
的
綜
合
ど
覚
知
的
綜
合
と
の
二
つ
の
綜
合
の
基
礎
に
は
「
そ
こ
に
お
い
て
先
に
、
間
に
「
後
に
経
験
さ
れ
る
存
在
老
の
同

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

一
性
に
関
し
て
、
そ
の
存
在
老
を
合
一
す
る
表
象
が
指
導
的
な
も
の
と
し
て
存
す
る
。
こ
の
同
一
化
的
表
象
が
再
認
作
用
で
あ
る
。
純
粋

ヘ
　
へ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
デ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
ヘ
　
へ

再
認
と
し
て
の
純
粋
綜
合
が
、
同
一
化
の
可
能
性
を
呈
示
す
る
。
こ
れ
は
再
認
に
お
け
る
予
め
保
持
し
う
る
こ
と
一
般
の
地
平
の
探
索
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

意
味
す
る
。
そ
の
意
味
で
将
来
性
の
根
源
的
形
成
で
あ
る
。
こ
こ
に
、
時
間
は
第
一
次
的
に
将
来
か
ら
時
熟
す
る
と
い
う
根
源
的
本
質
が

現
わ
れ
て
く
る
。

　
純
粋
綜
合
が
純
粋
形
成
能
力
と
し
て
の
超
越
論
的
構
想
力
に
基
づ
く
か
ぎ
り
で
、
超
越
論
的
構
想
力
は
、
三
つ
の
様
態
を
貫
ぬ
く
綜
合
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ヤ
　
　
へ
　
　
し
　
　
も
　
　
へ

一
般
の
時
間
性
格
を
発
源
さ
せ
惹
も
の
と
し
て
、
そ
れ
自
身
が
根
源
的
時
間
と
言
い
5
、
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
ω
　
純
粋
自
己
触
発
と
し
て
の
時
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

、
7
カ
ソ
ト
が
「
空
間
お
よ
び
時
間
は
常
に
対
象
に
つ
い
て
の
表
象
の
概
念
を
触
発
し
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
」
（
〉
刈
刈
噛
　
じ
d
一
〇
N
）
と
述
が
る

　
　
ロ
　
　
で
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

時
、
・
す
で
に
時
間
が
単
に
多
様
の
受
容
の
形
式
で
あ
る
に
と
ど
ま
ら
ず
、
そ
れ
自
身
が
触
発
す
る
こ
と
を
表
明
す
る
。
、
し
か
し
走
の
時
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

は
ぎ
こ
か
ら
来
る
の
か
。
時
間
は
眼
前
に
あ
る
も
の
で
も
な
く
、
一
般
に
外
に
あ
ゐ
も
の
で
も
な
い
。
「
時
問
は
そ
れ
自
身
か
ら
継
起
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

形
観
を
予
め
形
成
し
、
か
つ
形
成
的
受
容
と
し
て
こ
の
形
観
そ
の
も
の
を
伯
己
を
月
ざ
し
て
保
持
す
る
と
い
う
仕
方
で
の
み
純
粋
直
観
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
ド
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

あ
る
」
（
μ
謬
）
。
9
こ
の
よ
う
に
ハ
イ
デ
ヅ
ガ
ー
憶
時
間
を
規
定
す
る
。
こ
こ
に
は
自
己
か
ら
出
て
、
自
己
を
目
ざ
し
て
立
ち
帰
る
と
い
う

構
造
が
見
ら
れ
る
。
こ
れ
を
こ
こ
に
挙
げ
た
カ
ン
k
の
命
題
に
即
し
て
考
え
れ
ぽ
、
触
発
す
る
の
は
純
粋
直
観
と
し
て
の
塒
間
で
あ
り
」

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

触
発
さ
れ
る
の
は
「
対
象
に
つ
い
て
の
表
象
作
用
一
般
」
と
解
さ
れ
、
・
そ
れ
は
純
粋
に
対
立
さ
せ
る
こ
と
と
し
て
の
純
粋
統
覚
う
す
な
わ

　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

ち
自
己
意
識
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
仕
方
で
時
間
は
自
己
を
触
発
す
る
。
こ
こ
で
時
間
は
純
粋
直
観
と
し
て
純
粋
に
自
己
自
身
に
関
わ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

こ
と
と
し
て
、
同
時
に
自
己
と
し
て
関
わ
ら
れ
る
こ
と
が
そ
の
本
質
に
属
す
る
。
こ
の
受
容
性
が
主
観
の
有
限
性
の
本
質
を
な
す
限
り

　
　
　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

で
、
「
純
粋
自
己
触
発
と
し
て
の
時
間
は
主
観
性
の
本
質
構
造
を
成
す
」
（
旨
卜
。
）
。
、
こ
の
命
題
に
お
い
て
自
己
は
純
粋
統
覚
の
自
我
自
身
で

あ
り
純
粋
自
己
触
発
と
し
て
の
時
間
は
有
限
な
自
己
性
を
形
成
す
る
。
こ
の
よ
う
な
自
己
性
が
人
間
の
有
限
な
主
観
の
本
質
を
な
す
と
さ

れ
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
ハ
／
デ
ッ
ガ
・
・
が
解
釈
の
始
め
に
提
示
し
た
「
認
識
の
有
限
性
は
直
観
の
有
限
性
、
．
す
な
わ
ち
受
容
性
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

基
づ
く
」
と
い
う
こ
と
も
理
解
さ
れ
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。
純
粋
受
容
と
は
、
経
験
か
ら
自
由
に
触
発
さ
れ
る
こ
と
、
換
言
す
れ
ぽ
、
自

己
自
ら
を
触
発
す
る
こ
と
と
解
さ
れ
た
時
に
、
「
純
粋
自
己
触
発
と
し
て
の
時
間
は
、
本
質
的
に
直
観
に
対
し
て
奉
仕
的
地
位
に
あ
る
純

粋
概
念
（
悟
性
）
を
一
般
に
支
持
し
か
つ
可
能
に
す
る
有
限
な
純
粋
直
観
で
あ
る
」
（
ミ
b
。
）
と
い
う
命
題
の
真
意
を
把
握
し
う
る
で
あ
ろ

5
。
こ
の
ご
と
を
、
ハ
イ
一
7
，
ッ
ガ
ー
が
引
用
し
よ
う
と
し
な
い
カ
ソ
ト
の
第
二
版
の
自
己
触
発
の
理
念
に
即
し
て
考
え
て
み
た
い
。

　
「
内
的
感
官
を
規
定
す
る
も
の
は
、
悟
性
と
、
直
観
の
多
様
な
も
の
を
結
合
す
る
、
換
言
す
れ
ぽ
、
こ
の
多
様
な
鵡
の
を
一
つ
の
統
覚
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（
こ
の
統
覚
に
悟
性
の
可
能
性
す
ら
も
と
つ
い
て
い
る
の
で
あ
る
が
）
の
も
と
へ
と
も
た
ら
す
と
こ
ろ
の
、
悟
性
の
そ
う
し
た
根
源
的
能

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

力
と
で
あ
る
L
（
ゆ
一
総
）
。
「
そ
れ
ゆ
え
悟
性
が
、
構
想
力
の
超
越
論
的
綜
合
と
い
う
名
称
の
も
と
で
、
悟
性
が
そ
の
能
力
に
ほ
か
な
ら
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
へ

い
受
動
的
主
観
へ
と
お
よ
ぼ
す
働
き
は
、
私
た
ち
が
正
当
に
も
、
内
的
感
官
が
そ
れ
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
と
言
い
う
る
よ
う
な
、
そ
の

よ
う
な
働
き
で
あ
る
。
統
覚
お
よ
び
綜
合
的
統
一
は
内
的
感
官
と
同
一
の
も
の
で
は
全
然
な
く
・
：
。
こ
れ
に
反
し
て
内
的
感
官
は
直
観

　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

の
た
ん
な
る
形
式
を
含
む
が
…
…
い
か
な
る
規
定
さ
れ
た
直
観
を
も
ま
だ
全
然
含
ん
で
い
な
い
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
規
定
さ
れ
た
直
観

は
、
私
が
図
示
的
綜
合
と
名
づ
け
て
お
い
た
構
想
力
の
超
越
論
的
な
働
き
に
よ
っ
て
、
内
的
感
官
が
規
定
さ
れ
る
こ
と
の
意
識
（
悟
性
が

内
的
感
官
へ
と
お
よ
ぼ
す
綜
合
的
影
響
）
を
つ
う
じ
て
の
み
可
能
で
あ
る
」
（
切
一
思
）
。
こ
の
よ
う
に
構
想
力
の
超
越
論
的
働
き
に
よ
っ
て

悟
性
が
直
観
の
形
式
を
規
定
す
る
こ
と
は
、
「
悟
性
が
内
的
感
官
を
触
発
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
」
（
し
d
一
α
帆
）
可
能
と
な
る
、
と
限
定
さ
れ
て

　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

い
る
。
こ
こ
で
規
定
さ
れ
た
直
観
と
し
て
時
間
の
今
ー
系
列
の
継
起
も
表
象
さ
れ
う
る
こ
と
に
な
る
。
カ
ン
ト
は
こ
こ
で
、
構
想
力
の
超

越
論
的
綜
合
を
も
悟
性
の
触
発
作
用
に
属
す
る
も
の
と
し
て
、
触
発
さ
れ
る
直
観
か
ら
区
別
す
る
。
こ
こ
に
暗
に
示
さ
れ
る
超
越
論
的
図

式
性
の
構
造
は
し
た
が
っ
て
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
超
越
形
成
の
可
能
性
と
し
て
示
そ
う
と
し
た
も
の
と
は
確
か
に
異
っ
て
く
る
。
カ
ン
ト
は

ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

思
考
す
る
自
我
と
、
直
観
す
る
自
我
と
を
主
観
の
中
で
区
別
す
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
カ
ン
ト
自
身
、
自
我
を
区
別
し
な
が
ら
屯
、
同
一

主
観
と
し
て
そ
れ
ら
が
同
じ
も
の
で
あ
る
こ
と
、
そ
れ
故
「
思
考
す
る
主
観
と
し
て
の
自
我
は
、
私
が
思
考
さ
れ
た
庵
の
で
あ
る
こ
と
以

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

上
に
お
の
れ
に
対
し
て
直
観
に
お
い
て
与
え
ら
れ
て
」
（
切
旨
q
）
い
る
の
は
ど
う
し
て
な
の
か
、
と
い
う
、
主
観
の
存
在
の
問
題
を
示
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

て
い
る
。
さ
ら
に
「
内
的
感
官
を
つ
う
じ
て
お
の
れ
自
身
を
直
観
す
る
の
は
、
私
た
ち
が
内
的
に
お
の
れ
自
身
に
よ
っ
て
触
発
さ
れ
る
と

お
り
に
の
み
直
観
す
る
と
い
う
こ
と
」
（
切
一
q
O
）
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
。
し
か
も
「
私
が
存
在
す
る
と
お
り
の
私
に
つ
い
て
い
か

　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

な
る
認
識
を
も
も
つ
も
の
で
は
な
く
、
私
が
私
自
身
に
現
象
す
る
と
お
り
の
私
に
つ
い
て
の
認
識
を
も
つ
に
す
ぎ
な
い
」
（
し
d
一
〇
g
。
）
。
こ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

現
象
と
し
て
の
自
己
は
「
時
間
を
根
底
に
も
つ
」
（
じ
d
一
㎝
刈
）
自
己
直
観
に
よ
っ
て
受
容
的
に
与
え
ら
れ
る
常
に
感
性
的
に
と
ど
ま
る
「
現

存
在
」
（
し
d
一
切
Q
o
）
で
あ
る
、
と
し
て
カ
ン
ト
は
人
間
の
認
識
の
有
限
性
を
、
悟
性
に
お
い
て
認
め
る
の
み
で
な
く
、
本
質
的
に
は
現
存
在



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
へ

そ
の
も
の
に
関
す
る
自
己
直
観
（
主
観
）
の
受
容
性
に
お
い
て
見
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
故
、
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
が
、
現
存
在
の
存
在
を
問

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

お
う
と
す
る
場
合
も
、
有
限
な
認
識
と
し
て
、
現
象
学
的
な
も
の
と
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
こ
の
よ
う
に
カ
ン
ト
に
お
い
て
も
時
問
は
人
間
存
在
の
有
限
性
の
根
底
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
よ
う
。
し
か
し
、
第
二
版
で
は
構
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

力
は
悟
性
に
属
す
る
も
の
と
な
る
。
超
越
論
的
構
想
力
に
存
在
論
的
認
識
の
根
拠
を
求
め
る
ハ
イ
デ
ッ
ガ
ー
の
真
意
の
解
明
は
、
時
間
性

を
さ
ら
に
、
追
求
す
る
こ
と
を
要
求
す
・
る
。

　
（
．
、
閑
》
2
↓
匡
巳
匿
ω
勺
お
三
①
ヨ
α
臼
竃
①
3
菩
蕩
算
導
か
ら
の
引
用
ぺ
ー
ジ
は
数
字
の
み
。
、
．
閑
葺
貯
α
o
「
器
ぎ
①
p
＜
§
§
h
け
ご
か
ら
の
引
用
は
、

第
一
版
は
A
、
第
二
版
は
B
と
し
た
。
）
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