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言
語
は
ど
の
程
度
規
則
に
支
配
さ
れ
て
い
る
か

i

ヴ

ィ
ト
ゲ

ソ
シ

ュ
タ
イ

ン
を
よ
り
ど

こ
ろ
と
し
て
ー

丸

田

健

〈
要
旨
〉

零
葺

αq
o
p
ω
けo
ぎ

の
影
響
を
強

く
受
け
た
分
析
系

哲
学
で
は

、
言
語

と
は
本
質
的

に
規

則

に
関
す
る
も

の
だ

と

い
う
前
提
が
広

く
共
有
さ
れ

て
い
る
よ
う

で
あ
る
。

こ
の
前
提

は
、
言
語
に
お

け
る
規
則

の
役
割

に

つ
い
て

の
強

い
見
解

を
生
む

。
そ
れ
は

「
言
語

の

隅

々
に
ま

で
規
則
が

浸
透
し

て
お
り

、
言
語
は
我

々
が
従
う
規
則
を

通
し
て

の
み

、
言

語
と
し

て
機
能

す
る
」
と
表
せ

る
見
解

で
あ

る
。
本
稿

の
目
的
は

、
こ
の
見
解

に
疑
問

も

ヘ

ヨ

へ

を
唱
え
、
言
語

と
は
必
ず
し
も
規
則

に
関
す

る
も

の
で
は
な

い
と

い
う

、
よ
り
弱

い
立

場
を
弁

護
す
る

こ
と

で
あ
る
。
議
論
は

白
葺

αq
o
口
ω
8
巨

の
著
作

に
基

づ

い
て
行
わ
れ

る

が
、
主
張

の
意

図
は

一
般
的

で
あ

る
よ
う
心
掛
け
た
。

ま
ず
煢

葺
αq
窪

曾
o
ぎ
の

「
私
的

日
記

の
議

論
」

の
標
準
的
解

釈
に
、
規
則
に

つ
い
て

の
強

い
見
解
を

見
い
出
す

こ
と

を
試

み
る
。

こ
の
解

釈
で
は

、
日
記

の
記
号

「
E
」

は

意
味
を
説
明
す

る
公
的
規
則
を

欠
く
た
め

に
無
意
味

だ
と
さ
れ

る
。
そ

の
よ
う
な
記
号

が
意
味
を
持

つ
こ
と
は
、
強

い
見
解

と
矛
盾

す
る
。
次

に
我

々
は
、
薯

珪
αq
o
昌
ω帚
貯
が

二
次
的
意
味

と
呼
ぶ
も

の
に
言

及
し
、
様

々
な
例

を
紹
介
し
な
が

ら
概
念
的
特
徴

を
描

写
す
る
。
そ

し
て
語

の
二
次
的

使
用
で
は
、
強

い
見
解
が
要
求

す
る
は
ず

の
と

こ
ろ
に

規
則
が

見
当
た
ら
な

い
こ
と
を
指
摘
す

る
。
最
後

に

「
感
覚

日
記

の
議
論
」

に
戻

り
、

二
次
的
意
味

の
考
察
を
踏

ま
え
た

別
の
解

釈
を
提
案
す
る
。
そ

こ
で
は
、
条
件
付
き
で
、

語

の
二
次

的
使
用
と

日
記

で
の

「
E
」

の
使

用

に
は
明
確

な
境
界
線
が
引

け
な

い
と
主

張
す
る
。
「
E
」
を

一
刀
両
断

的
に
無

意
味

と
す
る
解
釈
は
、
早
急
で
疑
わ
し
く
思
わ
れ

る
の
で
あ
る
。

キ

ー
ワ

ー
ド

規
則

、
意
味
、
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ソ
、
「
感
覚

日
記
」
、

二
次

的
意
味

言語はどの程度規則に支配されているか175



(*
)

1

感
覚
日
記
の
議
論

「言
語
的
転
回
」
の
後
、
哲
学
者
の
関
心
は
言
語
に
注
が
れ
る
こ
と
に
な

っ

た
。
こ
の
関
心
は
二
つ
の
方
向
へ
発
展
で
き
よ
う
。

一
つ
は
言
語
使
用
に
批
判

的
注
意
を
払
う

こ
と
で
、
伝
統
的
哲
学
を
訂
正
し
よ
う
と
す
る
方
向
で
あ
る
。

が
、
も
う

一
つ
は
、
人
間
の
思
考

の
道
具
で
あ
る
言
語
そ
れ
自
体
を
あ
る
が
ま

ま
に
観
察
す
る
こ
と
で
、
言
語
そ
し
て
そ
の
使
用
者
で
あ
る
人
間

へ
の
理
解
を

深
め
よ
う
と
す
る
方
向
で
あ
る
。
さ
て
、
学
者
た
ち
が
言
語
分
析
的
に
形
而
上

学
批
判
を
す
る
際
に
使
う
言
語
を

、
二
つ
め
の
関
心
で
も

っ
て
眺
め
た
と
き
、

彼
ら
の
言
語
は
、
日
常
で
使
わ
れ
る
言
語
と

一
致
し
て
い
る
か
ど
う
か
を
問
題

に
で
き
る
。
哲
学
者
が
形
而
上
学
批
判
の
道
具
と
し
て
用
い
る
言
語
は
そ
れ
自

身
、
あ
る
哲
学
的
先
入
見
を
含
む
だ
ろ
う
か
。

ヴ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
の
影
響
を
強
く
受
け
た
言
語
哲
学
で
は
、
次
の
よ

う
な
了
解
が
広
く
共
有
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
言
葉
を
話
す
こ
と
は
規
則

に
従
う
活
動
で
あ
る
、
と
。
こ
の
考
え
は
弱
く
も
強
く
も
主
張
で
き
る
。
強
く

主
張
さ
れ
た
場
合
、
そ
れ
は
こ
う
表
現
さ
れ
る
ー

「言
語
の
隅
々
に
ま
で
規

則
が
浸
透
し
て
い
る
。
そ
し
て
言
語
は
、
我

々
が
従
う
規
則
を
通
し
て
の
み
、

言
語
と
し
て
機
能
す
る
。」

こ
こ
で
規
則
と
さ
れ
る
も
の
に

つ
い
て
は
注
意
が
い
る
。
言
語
の
規
則

(か

な
り
広
い
意
味
で
の
文
法
)
が
、
論
理
学

・
数
学
に
あ
る
よ
う
な
形
式
的
で
厳

格
な
も
の
で
あ
る
こ
と
は
ま
れ
で
あ
る
。
言
語
表
現
に
は
、
互
い
に
支
え
あ
う

種

々
の
規
則
が
あ
り
、
あ
る
規
則
が
時
に
無
効
で
あ
る
際
に
は
、
別
の
も
の
が

適
用
さ
れ
う
る
か
ら
だ
。
ま
た
規
則
と
言
え
ば
さ
し
あ
た
り
、
あ
る
言
葉
の
使

用
を
教
え
る
た
め
の
も
の
だ
と
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
場
合
、
そ
れ

は
言
語
的
定
義
の
形
を
と
る
以
外
に
、
直
示
的
定
義
や
例
の
羅
列
で
も
あ
り
う

る
。
し
か
し
こ
こ
で
の
規
則
に
は
、
教
授
の
際
の
道
具
で
あ
る
ほ
か
に
、
関
心

を
も

っ
て
眺
め
る
観
察
者
が
実
際
の
言
語
使
用
か
ら
読
み
取
る
ま
で
、

一
般
に

意
識
さ
れ
て
い
な
い
も
の
ま
で
も
含
ま
れ
る
。

規
則
が
言
語
使
用
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
は
い
え
、
そ
れ
は
科

学
の
経
験
則
と
は
性
格
を
異
に
す
る
。
文
法
規
則
に
従
う

こ
と
は
、
規
則
的
に

従
う
こ
と
の
ほ
か
に
、
規
範
的
に
従
う
こ
と
だ
か
ら
だ
。
例
え
ば
天
体
は
あ
る

軌
道
を
規
則
的
に
運
行
す
る
が
、
そ
の
軌
道
を
外
れ
て
も
間
違
い
を
し
た
と
は

ヤ

へ

も

さ
れ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
文
法
規
則
を
外
れ
た
言
語
使
用
は
間
違
い
で
あ
り
、

文
法
の
規
範
性
を
理
由
に
訂
正
が
求
め
ら
れ
る
。

さ
て

「規
則
は
言
語
の
隅
々
に
ま
で
行
き
渡
り
、
言
語
が
機
能
す
る
の
は
規

則
を
通
じ
て
の
み
で
あ
る
」
と
い
う
規
則
に

つ
い
て
の
強
い
立
場
は
、
「
私
的

言
語
論
」
に
あ
る
感
覚
日
記
の
議
論
の

一
解
釈
に
、
も

っ
と
も
強
く
、
か
つ
否

定
的
な
形
で
表
れ
る
。
以
下
に
、
こ
の
議
論
の
全
文
を
掲
げ
る
。

、

次
の
場
合
を
想
像
し
て
み
よ
う
。
私
は
あ
る
感
覚
が
繰
り
返
し
起
こ
る
の
を

日
記
に
付
け
た
い
。
そ
の
た
め
に
私
は
そ
れ
を

「
E
」
と
い
う
記
号
と
結
び

付
け
、そ
の
感
覚
が
起

こ
る
日
に
は
こ
の
記
号
を
カ
レ
ン
ダ
ー
に
書
き
込
む
。

最
初
に
言

っ
て
お
く
が
、
こ
の
記
号
の
定
義
を
作
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

1

け
れ
ど
も
自
分
に

一
種
の
直
示
的
定
義
を
与
え
る
こ
と
は
で
き
る
!
ー

ー
ど
う
や

っ
て
?
そ
の
感
覚
を
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
1

176



普
通
の
意
味
で
は
で
き
な
い
。
け
れ
ど
私
は
そ
の
記
号
を
口
に
出
し
た
り
、

書
き
出
し
た
り
し
て
、
同
時
に
こ
の
感
覚
に
注
意
を
集
中
す
る
の
だ
ー

だ

か
ら
言

っ
て
み
れ
ば
そ
れ
を
内
的
に
指
し
示
す
の
だ
。

け
れ
ど
こ
の
儀

式
は
何
の
役
に
立
つ
の
だ
ろ
う

?
と
い
う
の
も
こ
れ
は
そ
れ
だ
け
の
も
の
に

過
ぎ
な
い
よ
う
に
見
え
る
か
ら
だ
!
定
義
と
い
う
も
の
は
確
か
に
記
号
の
意

味
を
与
え
る
役
目
を
す
る
も
の
だ
ろ
う
。
i

よ
ろ
し
い
、
そ
れ
は
ま
さ
に

注
意
を
集
中
す
る
こ
と
で
な
さ
れ
る
の
だ
。
と
い
う
の
も
こ
う
す
る
こ
と
で

私
は
記
号
と
感
覚
の
つ
な
が
り
を
自
分
自
身
に
刻
み
込
む
か
ら
だ
。
1

し

か
し

「そ
れ
を
自
分
自
身
に
刻
み
込
む
」
と
い
う
こ
と
は
次
の
こ
と
し
か
意

ヘ

へ

あ

味
し
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
プ
ロ
セ
ス
は
私
が
そ
の
つ
な
が
り
を
将
来
正
し
べ

覚
え
て
い
る
こ
と
を
引
き
起
こ
す
。
け
れ
ど
今
の
場
合
、
私
に
は
正
し
さ
の

基
準
が
な

い
の
だ
。
「
私
に
正

し
く
見
え
る
こ
と
は
何
で
も
正
し
い
の
だ
」

と
言
い
た
く
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
そ
し
て
そ
れ
は
我
々
は
こ
こ
で

「正
し

さ
」
に
つ
い
て
話
す
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う

こ
と
に
ほ
か
な
ら
な

い

(男
一
bQα
QQ
)
。

言
語
規
則
に
つ
い
て
の
強
い
立
場
に
立

っ
た
解
釈
と
は
、
日
記
の
記
号

「E
」

に
は
規
則

(正
し
さ
の
基
準
)
が
な
い
た
め
に
、
そ
れ
を
無
意
味
だ
と
す
る
も

↑
)

の
で
あ
る
。
以
下
で
は
ま
ず
、
こ
の
解
釈
を
解
説
し
た
い
。

こ
の
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
議
論
は
、
使
用
の
規
則
が
与
え
ら
れ
な
い
記

号
に
意
味
が
あ
る
の
か
と
い
う
問

い
を
扱

っ
て
い
る
。
そ
こ
で
記
号

「
E
」
が

現
れ
る
の
だ
が
、
そ
の
使
用
に
つ
い
て
は
公
的
説
明
で
あ
る
定
義
が
与
え
ら
れ

な
い
。
そ
れ
に
代
わ
る
も
の
と
し
て
、
私
的
規
則
で
あ
る
内
的
直
示
的
定
義
が

登
場
す
る
。
こ
こ
で
は

「
E
」
に
私
的
規
則
渉
仮
定
さ
れ
て
こ
そ
、
こ
の
記
号

に
意
味
が
あ
る
は
ず
だ
と
さ
れ
る
。
次
に
私
的
規
則
は
果
た
し
て
記
号
に
意
味

を
与
え
ら
れ
る
の
か
ぶ
問
題
に
な
る
。
私
的
規
則
に
よ

っ
て

「
E
」
に
意
味
が

与
え
ら
れ
る
と
す
る
か
ぎ
り
、
記
号

「
E
」
は
こ
の
規
則
に
従

っ
て
使
わ
れ
る

こ
と
で
意
味
を
保

つ
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
規
則
が
公
的
で
な
い
た
め
、
例
え

ば
私
が
そ
れ
に
正
し
く
従

っ
て
い
る
か
を
、
公
的
基
準
に
照
ら
し
て
確
認
す
る

こ
と
は
で
き
な
い
。
つ
ま
り

「私
に
正
し
い
と
思
わ
れ
る
こ
と
が
正
し
い
の
だ
」

と
言
う
し
か
な
い
事
態
が
生
じ
る
。私
が
規
則
に
従

っ
て
い
る
と
思
う
こ
と
が
、

即
、
私
が
規
則
に
従

っ
て
い
る
こ
と
だ
、
と
な
る
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
規
則
の
概
念
に
と

っ
て
、
そ
れ
に
従

っ
て
い
る
こ
と
と
、
そ
れ
に

従

っ
て
い
る
と
思

っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
の
間
の
区
別
は
不
可
欠
で
あ
る
。
さ

も
な
け
れ
ば

「
+
2
」
の
数
列
を
例
の
計
算
者

(】…》H
H
顛W㎝hh・)
が
ど
う
展
開

し
よ
う
と
、
彼
が
正
し
い
と
思
う
展
開
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
こ

れ
を
認
め
る
と
、
規
則
の
規
範
性
が
失
わ
れ
、
規
則
の
概
念
が
根
底
か
ら
崩
れ

る
こ
と
に
な
る
。
私
的
規
則
の
考
え
は
、
従
う

こ
と
と
従

っ
て
い
る
と
思
う
こ

と
の
区
別
を
葬
り
去
る
が
た
め
に
、
規
則
と
は
言
え
な
い
の
だ
。
「
よ

っ
て
規

則
に

「
私
的
に
」
従
う

こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
」
(国

b。
O
b。
)
。
こ
こ
で
私
的

規
則
の
概
念
を
否
定
す
る
こ
と
は
、
「
E
」
に
意
味
を
与
え
る
と
さ
れ
た
も
の

を
否
定
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
つ
ま
り

「
E
」
は
背
理
法
的
議
論
に
よ

っ
て
無
意
味
と
さ
れ
る
。
こ
の
記
号
は
公
的
規
則
が
な
い
も
の
と
し
て
登
揚
し
、

そ
れ
に
意
味
を
与
え
る
た
め
に
私
的
規
則
が
仮
定
さ
れ
た
。
し
か
し
私
的
規
則

の
概
念
は
規
則
た
り
え
ず
、結
局
こ
の
記
号
に
は
規
則
が
な
い
こ
と
と
な

っ
た
。

よ

っ
て

「
E
」
は
無
意
味
と
な
る
の
だ
。

言語はどの程度規則に支配されているか177



以
上
、
記
号
は
規
則
を
通
し
て
の
み
意
味
を
持
ち
、
説
明
規
則
の
な
い
記
号

に
は
意
味
が
な
い
と
す
る
、
規
則
に
つ
い
て
の
強
い
立
場
を
概
観
し
た
。
使
用

規
則
を
欠
く
記
号
は
、
隅
々
ま
で
規
則
が
支
配
し
て
い
る
と
さ
れ
る
言
語
の
網

の
目
の
中
に
、
位
置
づ
け
ら
れ
な

い
の
で
あ
る
。

2

二
次
的
意
味

規
則
と
意
味
に
つ
い
て
考
え
る
に
あ
た
り
、
次
に
言
語
使
用
の
あ
る
現
象
に

話
題
を
移
し
た
い
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
は
こ
の
現
象
に

「
二
次
的
意
味

(ω
Φざ

巳
弩
o
切
Φ
q
Φ暮
巷
σq
)」

と
い
う
用
語
を
当
て
て
い
る
。
も

っ
と
も
、

彼
は
こ
の
現
象
に
つ
い
て
充
分
に
踏
み
込
ん
だ
議
論
を
す
る
に
は
至
ら
な
か

っ

た
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
私
は
、
こ
こ
で
問
題
に
す
る
言
語
使
用
は
、
言
語

の
規
則
に
つ
い
て
の
別
の
角
度
か
ら
の
考
察
に
端
緒
を
与
え
る
も
の
だ
と
考
え

る
。
「
二
次
的
意
味
」
と
い
う
用
語
は
、
感
覚
日
記
の
議
論
を
含
む

『哲
学
探

究
』
第

一
部
と
は
別
の
時
期
に
書
か
れ
た
、
第
二
部
の
方
で
登
場
す
る
が
、
『茶

色
本
』
で
既
に
次
の
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
箇
所
で
は
、
様
々
な
例
を

通
し
て

「
よ
り
暗
い
」

・
「よ
り
明
る
い
」
の
使
用
を
教
え
ら
れ
た
生
徒
が
話

題
に
な

っ
て
い
る
。

…
さ
て
彼
は
、
あ
る

一
連
の
も

の
を
、
暗
い
順
に
並
べ
よ
と
い
う
命
令
を
与

え
ら
れ
る
。
彼
は
、
本
を
並
べ
た
り
、
動
物
の
名
前
の
列
を
書
い
た
り
、
そ

し
て

u
、

0
、

a
、

e
、
i
の
順
で
五
つ
の
母
音
を
書
き
出
す
こ
と
で
、
命

令
を
実
行
す
る
。
我
々
は
彼
に
な
ぜ
最
後
の
も
の
を
書
い
た
の
か
と
尋
ね
、

彼

は

「
だ

っ
て

、

0
は

U
よ

り

も

明

る

く

て

、

e
は

0
よ

り

も

明

る

い
も

の
」

と
言
う
。
ー

我
々
は
彼
の
態
度
に
驚
く
が
、
同
時
に
彼
の
言
う
こ
と
に
何

か
が
あ
る
と
認
め
る
の
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
我
々
は

「
け
れ
ど
見
て
ご
ら
ん
。

e
は
確
か
に
、
こ
の
本
が
あ
れ
よ
り
明
る
い
と
い
う
仕
方
で
、

o
よ
り
明
る

く
は
な
い
だ
ろ
う
。」
ー

し
か
し
彼
は
肩
を
す
ぼ
め
て

「分
か
ら
な
い
け

ど

、

e
は

0
よ

り

明

る

い

で

し

ょ

う

?

」

と

言

う

(】W
bU

箸

・H
ω
Q。
-㊤
)
。

ヴ

ィ
ト

ゲ

ソ

シ

ュ
タ
イ

ソ
は

、

こ
れ

と

似

た

言
葉

の
使

用

例

を

ほ

か

に
も

あ

げ

て

い
る

。

例

え

ば

母

音

を

「
明

度

」

で

考

え

る

だ

け

で

な
く

、
「特

定

の

「
色

相

」

と

結

び

つ
け

る

人

が

い

る

(
「
私

に

は

e
と

い
う

母

音

は

黄

色

い
」

(
コ

娼
・b。
H
O
αq
)
)
。

ま

た

母

音

は

、

幾

度

も

繰

り

返

さ

れ

る

と

色

を

変

え

る

こ

と

も

あ

る

(
「
私

に

と

っ
て

、

母

音

a
は

青

だ

…

け

れ

ど

今

は

a
は

赤

色

だ

1

」

(勹
H
娼
・b◎
O
b◎
oq
)
)
。

さ

ら

に
太

い
曜

日

と

痩

せ

た

曜

日

の
話

が

あ

る

。

「
「
太

い
」

と

「
細

い
」

と

い
う

概

念

を

与

え
ら

れ

て
、

君

は

ど

ち

ら

か

と

い
う

と

水

曜

日

は
太

く

、
火

曜

日

は

細

い
と

言
う

ほ
う

に
傾

く
か

、
そ

れ

と

も

そ

の
逆

か

。
(
私

は
断

固

と

し

て
前

者

の
方

に
傾

く

。
)
」

(
国

b
●b。
H
O
o
)

ヴ

ィ
ト

ゲ

ン

シ

ュ
タ
イ

ン
が

、

こ
れ

ら

の
語

の
使

用

を

明

ら

か

な
規

則
違

反

.

・
無

意

味

な

も

の
と

し

て

い
な

い

こ
と

は

、

重
要

で
あ

る

。

こ

こ

で

、
あ

る

生

徒

が

数

列

+
2

を

規

則

に

従

っ
て

展
開

す

る

、
あ

の
場

面

が

思

い
浮

か

ぶ

。

彼

は

例

を

通

し

て

+
2

の
足

算

を

学

び

、

そ

の

操

作

を

H
O
O
O
ま

で
訓

練

・
テ

ス

ト

さ

れ

る

。

そ

れ

か

ら

彼

は

同

じ

操

作

を

H
O
O
O
か

ら

続

け

る

こ
と

を

命

じ

ら

れ

る

が

、
彼

は

昌
O
O
ρ

一
〇
〇
♪

H
O
O
。。
℃
…

と

書

き

始

め

、

ヴ

ィ
ト

ゲ

ン

シ

ュ
タ

イ

ン
は

驚

い

て

口
を

は

さ

む

の
だ

っ
た

。

「
な

ん

と

い
う

こ

と

を

し

た

の
か

見
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て
み
た
ま
え
!
」
と
。
し
か
し
生
徒
に

「よ
り
暗
い
」
と
い
う
言
葉
の

「展
開
」

ぬ

を
さ
せ
、
生
徒
が
様

々
な
も
の
に
加
え
、
音
を

「
暗
い
」
順
に
並
べ
る
と
い
う

具
合
に
作
業
を
続
け
る
と
き
、
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
は
生
徒
を
た
し
な
め

な
い
ど
こ
ろ
か
、
生
徒
が
し
た
こ
と
に
何
か
を
見
て
取
る
と
さ
え
言
う

の
だ
。

規
則
に

つ
い
て
考
え
る
な
ら
、
次
の
よ
う
に
言
え
る
だ
ろ
う
。
例
を
通
し
て

訓
練
さ
れ
た
生
徒
が
+
2
を
-
ご

㊤
り
◎

㊤
㊤
Q。
博
HO
O
O
と
続
け
る
の
は
、
様
々
な

視
覚
の
例
を
通
し
て
訓
練
さ
れ
た
生
徒
が
、
本
を
表
紙
の
暗
い
順
に
並
べ
る
の

に
似
て
い
る
が
、
彼
が
母
音
を

「
暗

い
」
.順

に
並
べ
る
こ
と
は
、
+
2
を

HO
O
ρ

ドO
O
♪

H
OO
Q。
℃
…
と
続
け
る
突
拍
子
な
さ
と
似
て
い
る
、
と
。

さ
て
二
次
的
意
味
は
、
例
を
通
し
て
既
に
考
察

へ
導
入
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち

「
あ
る
母
音
は
別
の
母
音
よ
り
明
る
い
」
な
ど
と
言
う
と
き
の

「明
る
い
」

・
「暗
い
」
、
「
あ
る
母
音
は
黄
色

い
」
と
言
う
と
き
の

「黄
色
」
、
「
水
曜
日
は

太
い
」
と
言
う
と
き
の

「太
い
」

・
「細
い
」
と
い
っ
た
語
は
二
次
的
意
床
で

使
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
に
対
し
「
昼
は
夜
よ
り
明
る
い
」
、
「レ
モ
ン
は
黄
色
い
」
、

「彼
は
太

っ
て
い
る
」
と
い
う
表
現
で
の
同
様
の
語
は
、
一
次
的
意
味
を
持

つ
。

↑
)

次
に
二
次
的
意
味
の
概
念
的
特
徴

の
説
明
に
移
る
。

(1
)
あ
る
語
を
二
次
的
意
味
で
使
え
る
の
は
、
そ
の
語
の

一
次
的
意
味
を
既

に
学
ん
だ
者
に
限
ら
れ
る
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
二
次
的
意
味
を
次
の

よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。
「
語
が
人
に

一
次
的
意
味
を
持

つ
か
ぎ
り
に
お
い
て
、

彼
は
そ
れ
を
二
次
的
意
味
で
使
用
す
る
の
だ
」
(国

梦
b。
目
①Φ
)
。

(2
)

一
次
的
意
味
で
使
用
さ
れ
た
語
と
、
二
次
的
意
味
で
使
用
さ
れ
た
語
が

そ
れ
ぞ
れ
適
用
さ
れ
る
対
象
は
、
互
い
に
大
い
に
異
な
る
分
類
に
属
す
る
。
太

い
人
と
は
身
体
的
存
在
で
あ
り
、
見
た
り
、
触
れ
た
り
、
重
さ
を
計
る
こ
と
が

で
き
る
。
太
さ
と
い
う
性
質
は
、
そ
う
し
て
人
間
に
与
え
ら
れ
る
。
し
か
し
太

い
曜
日
に
は
、
以
上
の
よ
う
な
性
質
が
な
い
。
そ
の
意
味
で
、
太
い
人
と
太
い

曜
日
は
別

々
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
す
る
の
だ
。
こ
の
点
が
、
二
次
的
意
味
が
引

き
起
こ
す
か
も
し
れ
な
い
奇
異
な
印
象
を
い
く
ら
か
説
明
す
る
だ
ろ
う
。
異
な

る
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
属
し
、
共
通
点
が
な
い
と
思
わ
れ
る
も
の
に
同
じ
語
が
使
わ

れ
て
い
る
か
ら
だ
。
こ
の
こ
と
か
ら
二
次
的
意
味
で
は
、
論
理
や
理
性
が
揺
ら

ぐ
よ
う
に
も
見
え
る
。

(3
)

一
次
的
意
味
と
二
次
的
意
味
で
は
、
語
の
使
用
が
異
な
る
。
例
え
ば
曜

日
に
使
わ
れ
る

「
太
い
」

・
「
細
い
」
と
い
う
語
は
、
人
間
に
使
わ
れ
る
場
合

と
は
異
な
る
使
用
を
持
つ
。
(「そ
れ
ら
に
は
異
な
る
使
用
が
あ
る
の
だ
」
(国

勹
・b。
H
①o
)
。
)
こ
れ
は
曜
日
と
人
間
の
間
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
差
を
考
え
る
と
納
得

が
い
く
。
体
型
の
幅
広
さ
を
基
準
に
用
い
ら
れ
る

「
太
い
」
と
、
体
型
を
持
た

な
い
曜
日
に
用
い
ら
れ
る

「太
い
」
の
使
用
に
は
確
か
に
違
い
が
認
め
ら
れ
る
。

(4
)

一
次
的
意
味
と
二
次
的
意
味
で
は
語
の
使
用
は
異
な
る
が
、
意
味
が
変

わ
る
と
は
言
え
な
い
。
例
え
ば
曜
日
に
使
わ
れ
た

「太
い
」
と

「
細
い
」
の
語

は
、
人
間
に
使
わ
れ
る
場
合
と
は
意
味
が
違
う
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
は
重
要
か
つ
微
妙
な
問
題
で
あ
る
。
た
し
か
に

一
方
で
は
、

一
次
的
意

味
と
二
次
的
意
味
は
異
な
る
と
言
い
た
く
な
る
。
二
つ
の
意
味
で
は
語
の
使
用

が
異
な
る
か
ら
だ
。
し
か
し

一
次
的
意
味
と
二
次
的
意
味
に
つ
い
て
、
使
用
だ

け
で
な
く
意
味
も
ま
た
異
な
る
の
だ
と
、
二
つ
の
意
味
を
分
断
し
て
よ
い
だ
ろ

う
か
。
次
の
こ
と
を
考
慮
に
い
れ
た
い
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
が

一
次
的

意
味
と
二
次
的
意
味
と
で
は
語
の
使
用
が
異
な
る
と
し
た
の
は
、
実
は
二
つ
の

意
味
は
異
な
る
の
か
と
い
う
問
い
に
答
え
て
そ
う
言

っ
た
の
で
あ
る
ー

「
さ
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て

「太
い
」
と

「細
い
」
に
は
、

こ
こ
で
は

[曜
日
に
使
わ
れ
た
と
き
に
は
]

普
通
と
は
異
な
る
意
味
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
1

そ
れ
ら
に
は
異
な
る
使
用

が
あ
る
の
で
あ
る
」
。
こ
の
問
答
は
、
互
い
に
要
点
が
や
や
ず
れ
て
い
る
よ
う

ヘ

へ

リ

へ

も

ヘ

へ

あ

に
見
え
る
。
な
ぜ
異
な
る
意
味
に

つ
い
て
問
う
て
、
わ
ざ
わ
ざ
異
な
る
使
用
に

つ
い
て
答
え
る
の
だ
ろ
う
。
理
由

は
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
次
の
言
葉
に

ヵ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

見
い
出
さ
れ
る
。
「私
は
こ
こ
で
、
こ
れ
ら
の
語
を

(そ
れ
ら
の
よ
く
知
ら
れ

て
い
る
意
味
で
)
使
い
た
い
の
だ
」
(国

ワ
b。
H
①
o
)。
つ
ま
り
曜
日
に

「太
い
」

.
「細
い
」
を
用
い
る
と
き
、
こ
れ
ら
は
普
通
の
よ
く
知
ら
れ
た
意
味
で
、
例

え
ば
こ
れ
ら
が
人
に
使
わ
れ
る
と
き
の
意
味
で
、
意
図
さ
れ
る
。
二
次
的
使
用

で
は
、
語
を
こ
う
使
い
た
い
た
め
に
、

一
次
的
意
味
と
二
次
的
出思
味
と
で
は
意

ヘ

へ

味
は
変
わ
ら
な
い
と
し
た
い
の
だ
。
こ
れ
は
、
二
次
的
意
味
に
は
同
音
異
義
語

ε

の
考
え
が
当
て
は
ま
ら
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

項
且

(4
)
は
項
目

(1
)
と
関
連
が
あ
る
。
「
太
い
」
の
場
合
、
よ
く
知

ら
れ
た
意
味
と
は

「太
い
人
」
と

い
っ
た
表
現
で
の
意
味
で
あ
り
、
こ
れ
は

「
太

い
」
の

一
次
的
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て

「太
い
曜
日
」
で
、
「
太
い
」
と
い
う

語
を
同
じ
意
味
で
意
図
す
る
と
言
う
と
き
、
こ
こ
に

「
太
い
」
の

一
次
的
意
味

の
習
得
が
前
提
さ
れ
て
い
る
。
こ
う

い
う
仕
方
で
二
次
的
意
味
で
の
語
の
使
用

は
、

一
次
的
意
味
の
理
解
に
依
存

し
て
い
る
、
あ
る
い
は
寄
生
的
な
の
だ
。

(5
)
二
次
的
意
味
は
、
他
の
語

で
表
せ
な
い
。

一
次
的
意
味
と
二
次
的
意
味

で
は
語
が
異
な
る
使
用
を
さ
れ
る
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ

イ
ン
は
、
な
ら
ば
別
の
語
を
使
う

べ
き
だ

っ
た
か
と
自
問
す
る
が
、
彼
は
、
決

し
て
そ
う
で
は
な
い
、
水
曜
日
が

太
い
と
言
う
な
ら
、
こ
こ
で
は
こ
の

「
太
い
」

と
い
う
語
を
使
い
た
い
の
だ
、
と
答
え
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
こ
で

「
太
い
」

↑
)(5
)

と

い
う

語

は

別

の
語

に

還

元

で
き

な

い

の
だ

。

3

一
一次
的
意
味
と
規
則

ヴ

ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
研
究
で
、
二
次
的
意
味
の
概
念
が
哲
学
者
た
ち
の

関
心
を
引
く
こ
と
は
比
較
的
ま
れ
だ

っ
た
が
、
二
次
的
意
味
の
非
還
元
性
は
、

こ
の
意
味
が
、

一
次
的
意
味
で
表
せ
な
い
意
味
を
表
す
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

し
た
が

っ
て
二
次
的
意
味
と
い
う
領
域
の
考
察
は
、
言
語
使
用
に
つ
い
て
の
展

望
に
深
み
と
広
さ
を
与
え
る
は
ず
で
あ
る
。
言
語
を
対
象
と
す
る
哲
学
の
目
的

の

一
つ
が
、
言
語
と
そ
れ
が
表
現
で
き
る
こ
と
の
全
体
像
を
得
る
こ
と
な
ら
、

我
々
の
考
察
に
二
次
的
意
味
が
含
ま
れ
る
こ
と
は
歓
迎
す
べ
き
で
あ
る
。
そ
し

て
結
論
を
ほ
の
め
か
し
て
お
く
な
ら
、
二
次
的
意
味
は
言
語
規
則
に
関
す
る
認

識
に
、
あ
る
示
唆
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
で
あ
る
。

二
次
的
意
味
の
概
念
が
注
目
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
理
由
の

一
つ
に
、
ヴ

ィ
ト

ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ソ
が

「水
曜
日
は
太

っ
て
い
る
」
、
「
母
音

e
は
黄
色
い
」
と
い

っ
た
例
を
用
い
た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
二
次
的
意
味
の
重
要
性
を
認
め
る
学

者
た
ち
は
、
こ
れ
ら
の
例
の
選
択
を
不
幸
だ
と
七
て
い
る
。
こ
う
い
う
言
葉
の

使
用
は
興
味
深
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
伝
統
的
な
哲
学
の
問
題
と
は
無
関
係
に

見
え
る
た
め
、せ
い
ぜ
い
戯
れ
の
関
心
し
か
値
し
な
い
よ
う
に
思
え
る
か
ら
だ
。

既
に
触
れ
た
二
次
的
意
味
の
諸
例
が
そ
れ
自
体
で
は
哲
学
的
関
心
を
引
き
付
け

に
く
い
の
は
も

っ
と
も
な
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
れ
ら
の
例
の
選
択

を
不
幸
と
す
る
の
で
な
く
、
肯
定
的
に
解
釈
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
ヴ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
が
戯
れ
言
に
過
ぎ
な
い
も
の
を
探
究
し
よ
う
と
し
た
と
は
考
え
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に
く
い
。
た
し
か
に
二
次
的
意
味

は
戯
れ
言
に
取
ら
れ
か
ね
な
い
ほ
ど

「
奇
妙
」

に
も
見
え
よ
う
。
だ
か
ら
こ
そ
、
言
語
使
用
の
多
面
的
展
望
を
得
た
い
な
ら
、

こ
の

「奇
妙
さ
」
に
加
え
、
哲
学
的
議
論
の
可
能
性
を
明
ら
か
に
は
ら
ん
だ
二

次
的
意
味
を
い
き
な
り
取
り
上
げ
る
よ
り
は
、
哲
学
の
問
題
か
ら
極
力
離
れ
た

二
次
的
意
味
の
例
で
こ
の
概
念
を
確
認
し
て
お
く
方
が
、
多
く
の
哲
学
的
偏
見

か
ら
自
由
で
い
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
二
次
的
意
味
を
こ
の
よ
う
に
確
認
し
て
お

い
て
こ
そ
、
哲
学
的
議
論
が
有
益

に
な
り
う
る
。

誤
解
の
な
い
よ
う
付
け
足
す
な
ら
、
曜
日
の
太
さ
や
母
音
の
色
で
さ
え
も
、

運
が
よ
け
れ
ば
哲
学
的
考
察
の
補
助
と
な
り
う
る
興
味
深
い
現
象
で
あ
る
の
で

は
な
い
。
こ
の
こ
と
は
ラ
ン
ボ
ー

の
有
名
な
ソ
ネ
ッ
ト
を
思
い
だ
せ
ば
理
解
で

き
る
だ
ろ
う
。
「
A
は
黒
」
で
始

ま
る
こ
の

「母
音
」
と
い
う
詩
で
は
、
母
音

と
色
の
結
び
付
き
が
詩
と
し
て
表
現
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
二
次
的
意
味
が
芸

術
的
創
造
と
し
て
現
わ
れ
う
る
こ
と
の

一
例
で
あ
る
。

哲
学
で
の
二
次
的
意
味
の
議
論

の
可
能
性
に
も
触
れ
て
お
く
と
、
幾
人
か
の

哲
学
者
は
言
語
使
用
の
様

々
な
領
域
で
、
二
次
的
意
味
の
観
点
か
ら
の
哲
学
的

考
察
を
試
み
て
い
る
。
ゆ
・図
●
弓
ロ
σq
『
ヨ
碧

は
美
学
に
お
け
る
語
の
二
次
的
使

用
を
記
述
し
、
O
o螽

U
冨
導
o
巳

は
倫
理
学
や
宗
教
の
問
題
を
二
次
的
意
味
に

言
及
し
つ
つ
議
論
し
て
い
る
。
ま
た
O
。・ミ
巴
幽
口
9
ロ
臣
ロ
ぴq
は
言
語
使
用
を
広
く

(6
)

見
渡
し
、
多
く
の
二
次
的
意
味
の
例
を
見
つ
け
よ
う
と
し
て
い
る
。

さ
て
、
二
次
的
意
味
の
概
念
を
お
お
ま
か
に
弁
護
し
た
う
え
で
、
二
次
的
意

味
と
規
則
の
連
関
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
。
既
出
の
例
を
見
る
と
、
二
次

的
意
味
は
、
言
語
の
規
則
に
つ
い
て
の
強
い
立
場
に
対
し
再
考
察
を
せ
ま
る
か

の
よ
う
で
あ
る
。
そ
れ
ら
の
言
葉

の
二
次
的
使
用
に
は
、
隅

々
に
ま
で
規
則
が

浸
透
し
て
い
る
と
は
思
え
な
い
か
ら
だ
。
例
え
ば
曜
日
に
対
す
る

「太
い
」
の

適
用
は
正
し
さ
の
基
準
を
持

つ
だ
ろ
う
か
。
こ
の
適
用
を
規
則
で
説
明
で
き
る

だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
二
次
的
意
味
に
お
け
る
規
則
に
つ
い
て
の
、
研
究
者
た
ち

の
見
解
を
引
用
し
て
お
こ
う
。
竃
。8
民
口
,。美
は

「
…
二
次
的
使
用
は
、
基
準

τ

を
基
に
正
当
化
は
で
き
な
い
」
と
書
い
た
。
ま
た
目
膩
げ
目
9。
ロ
は
二
次
的
意
味

に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

…
語
の
適
用
を
支
配
す
る
、
い
つ
も
の
類
の
理
由
や
基
準
は
、

し
い
も
の
へ
の
転
移
を
説
明
で
き
な
い
。

そ
の
語
の
新

…
二
次
的
意
味
で
語
を
新
し
い
対
象

へ
適
用
す
る
こ
と
を
正
当
化
す
る
基
準

は
存
在
し
な
い
。
も
し
二
次
的
使
用
を
さ
れ
る
語
が
意
味
を
変
え
な
い
な
ら
、

そ
し
て
も
し

一
次
的
適
用
と
二
次
的
適
用
の
対
象
に
共
通
す
る
も
の
が
何
も

い
ら
な
い
な
ら
、
語
の
二
次
的
使
用
に
基
準
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
導
か

れ
る
。
そ
の
よ
う
に
語
を
使
う
こ
と
に
つ
い
て
、
説
明
も
な
け
れ
ば
理
由
も

⑨

な
い
の
で
あ
る
。

以
下
で
は
上
の
引
用
の
ポ
イ
ン
ト
が
、
ヴ

ィ
ト
ゲ

ソ
シ

ュ
タ
イ
ソ
自
身
が
扱

っ
た
、
言
葉
の
二
次
的
使
用
の
別
の
例
に
も
当
て
は
ま
る
か
を
確
認
す
る
。

「頭
の
中
で
計
算
す
る

(閃
o
鳳
お
o
百
①P

ぎ

囚
o葺

民Φ
o冨
Φ
戸
す
な
わ
ち

暗
算
す
る
)
」
と
い
う
表
現
が
あ
る
。
こ
の
表
現
が

「水
曜
日
は
太

っ
て
い
る
」

の
よ
う
な
意
外
性
を
持
た
な
い
こ
と
は
重
要
で
な
い
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ

ン
は

「頭
の
中
の
計
算
」
に
つ
い
て
こ
う
書
い
て
い
る
ー

「我
々
に
よ
く
知

言語はどの程度規則に支配されているか181



ら
れ
た
語
の
組
合
せ
と
い
う
こ
と
が
、
こ
の
言
語
ゲ
ー
ム
を
根
底
か
ら
探
究
す

る
こ
と
の
妨
げ
と
な

っ
て
は
な
ら
な
い
」
(閑
勹
剔
H
O①
窃
)
。
彼
に
よ
れ
ば
、
「紙

の
上
で
に
し
ろ
口
頭
で
に
し
ろ
、
計
算
を
す
る
こ
と
を
学
ん
だ
者
の
み
が
、
計

算
と
い
う

こ
の
概
念
を
通
し
て
、
頭
の
中
で
計
算
す
る
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

を
把
握
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
」
(国

P
b。
H①
ひ

o
h・

b
芝
H

◎。
O
こ

い
妻
一
◎。
O
N

Q。O
舟

国

b
.b。b。
0
9

い
白
H
◎。
α刈
)
。
「
水
曜
日
は
太

っ
て
い
る
」
と

同
様
、
人
は
外
的
計
算
を
習
得
し
た
と
き
の
み
に
、
頭
の
中
で
計
算
す
る
と
い

う
こ
と
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
の
だ
。
『
哲
学
探
究
』
と

『
心
理
学
の
哲
学

に

つ
い
て
の
最
後

の
手
稿
1
』
で
、
こ
の
主
張
は
、
「
水
曜
日
は
太

っ
て
い
る
」

の
例
、
お
よ
び
語
の

一
次
的

・
二
次
的
意
味
の
区
別
の
導
入
の
直
後
に
あ
る
。

つ
ま
り
暗
算
の
概
念
は
二
次
的
意
味
の
考
察
の
文
脈
で
扱
わ
れ
て
い
る
。
明
ら

か
に
ヴ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
は

「
頭
の
中
で
の
計
算
」
に
お
け
る
計
算
概
念

は
二
次
的
だ
と
考
え
て
い
る
。
暗
算
の
概
念
は

(外
的
な
)
計
算
の
概
念
に
寄

生
的
な
の
で
あ
る
。

頭
の
中
で
の
計
算

(
二
次
的
)
が
、
紙
の
上
や

口
頭
で
の
計
算

(
一
次
的
)

の
理
解
を
前
提
し
な
い
こ
と
が
あ
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
外
的
計
算
を
持
た
な

い
社
会
で
育

っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、暗
算
が
で
き
る
人
間
を
想
像
し
て
み
る
。

「そ
れ
ゆ
え
我
々
は
こ
れ
を
、
い
わ
ば
境
界
的
ケ
ー
ス
と
し
て
記
述
せ
ね
ば
な

ら
な
い
」
(国

ω
。。α
)
。
ヴ
ィ
ト
ゲ

ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
は
続
け
て
述
べ
る
の
だ
が
、

「
・.・次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
る
だ
ろ
う
。
我

々
は
こ
こ
で
な
お
も

「
頭
の
中

で
の
計
算
」
と
い
う
概
念
を
使
お
う
と
す
る
だ
ろ
う
か
、
あ
る
い
は
そ
の
よ
う

な
状
況
で
は
こ
の
概
念
は
目
的
を
失

っ
た
と
す
る
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
現

象
は
別
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
傾
い
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。」
こ
の
よ
う
な
人
間
は
、

数
学
の
複
雑
な
問
題
の
答
え
を
出
せ
る
が
、
そ
の
答
え
を
ど
う
や

っ
て
得
た
か

を
説
明
で
き
な
い
、
い
わ
ゆ
る

「白
痴
の
天
才

(一&
o詳

ω僧く
帥
暮
)
に
比
較
で

ヤ

へ

き
よ
う
。
こ
の
場
合
、
答
え
は
我

々
が
計
算
と
呼
ぶ
と
こ
ろ
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ

っ
て
得
ら
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
そ
の
よ
う
な
人
が
す
る
こ
と

は
計
算
の
奇
妙
な

「カ
リ
カ
チ
ャ
ー
」
に
見
え
る
の
で
あ
り
、
彼
に
我
々
の
計

算
の
概
念
を
適
用
す
る
こ
と
に
は
問
題
ぶ
あ
る
と
考
え
ら
れ
る

(。捗

幻
勺
勺
b。

(↓

bQ
HbQ鳩
N
Q。O
旧
oh
国

◎。劇
bo
℃
N
HO
P

幻
℃
男
b。
b。
犀

(バ
ラ
ー
ド
氏
))
。

次
に
頭
の
中
で
の
計
算
と
い
う
概
念
が
は
ら
む
問
題
を
指
摘
し
た
い
。
ま
ず

暗
算
概
念
の
日
常
的
使
用
を
確
認
し
て
お
く
と
、例
え
ば
買
い
物
の
精
算
の
際
、

店
主
は
品
物
の
値
札
を
見
て
合
計
金
額
を
請
求
す
る
。
こ
の
合
計
の
根
拠
を
尋

ね
る
な
ら
、
彼
は
頭
の
中
で
の
計
算
の
こ
と
に
触
れ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
紙
の

上
で
計
算
し
て
み
る
と
、
彼
の
合
計
額
が
正
し
い
こ
と
が
わ
か
る
だ
ろ
う
。
だ

が
店
主
が
頭
の
中
で
計
算
し
た
の
だ
と
言
う
と
き
、
彼
は
本
当
に
計
算
を
し
た

の
だ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
実
は
正
し
い
答
え
が
あ
た
か
も
魔
法
の
よ
う
に
や

っ

て
き
た
の
に

(例
え
ば
達
o
津

ω9。〈
9暮
が
答
え
を
出
す
よ
う
に
)
、
彼
は
自
分

も

へ

ぬ

ヤ

ヘ

ヤ

へ

が
計
算
し
た
と
思
い
込
ん
で
い
る
と
い
う

こ
と
が
あ
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。
こ

れ
に
対
し

「そ
う
い
う
こ
と
は
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
全
く

不
可
思
議
な
こ
と
で
あ
り
、
我

々
は
そ
れ
が
ど
の
よ
う
に
起
こ

っ
た
か
を
説
明

で
き
な
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
反
論
が
あ
り
う
る
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

返
答
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
「
一
言
も
言
わ
ず
に
、
ま
た
紙
に
書
き
出

も

へ

す
こ
と
な
し
に
、
彼
が
計
算
す
る
こ
と
が
で
き
た
、
と
い
う
こ
と
も
充
分
に
理

ゆ

解
し
が
た
く
は
な
か
ろ
う
か
」
(国

ω
①蔭
)
。

も
し
問
わ
れ
れ
ば
、
我
々
は
お
そ
ら
く

「暗
算
で
は
、
紙
や

口
を
使

っ
て
す
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ヘ

へ

る
の
と
同
じ
こ
と
を
頭
の
中
で
す

る
の
だ
」
と
答
え
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
規
則

の
観
点
か
ら
考
え
る
な
ら
、
「
同
じ
」
で
示
さ
れ
る
、
紙
の
上
や

口
頭
か
ら
頭

の
中

へ
の
、
計
算
概
念
の
こ
の
移
行
を
説
明
す
る
規
則
が
あ
る
の
か
ど
う
か
が

問
題
に
な
る
。
こ
こ
で
ヴ
ィ
ト
ゲ

ソ
シ

ュ
タ
イ
ソ
が
別
の
文
脈
で
書
い
た
文
章

を
考
慮
す
べ
き
で
あ
る
。

…

「君
は
も
ち
ろ
ん

「
こ
こ
は
5
時
だ
」
が
ど
ん
な
意
味
か
を
知

っ
て
い
る

だ
ろ
う
。
だ
か
ら

「太
陽
の
上
は
5
時
だ
」
が
ど
ん
な
意
味
か
も
知

っ
て
い

る
の
だ
。
そ
れ
は
た
だ
、
そ
こ
で
の
時
刻
が
、
こ
こ
で
5
時
で
あ
る
と
き
と

ヘ

ヘ

へ

同
じ
だ
、
と
い
う

こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
」
-

同

一
性
に
よ
る
説
明
は
、

こ
こ
で
は
機
能
し
な
い
。
と
い
う
の
も
私
は
、
こ
こ
で
の
5
時
と
そ
こ
で
の

5
時
が

「同
じ
時
刻
」
と
言
え
る
こ
と
は
十
分
よ
く
承
知
し
て
い
る
。
し
か

し
私
が
知
ら
な
い
の
は
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
、
こ
こ
と
そ
こ
で
の
時
刻
が

同
じ
で
あ
る
こ
と
を
語
る
べ
き
か
と
い
う
こ
と
な
の
だ
。
(国

。。α
O
)

お
そ
ら
く
論
理
学
者
は
こ
う
考

え
る
だ
ろ
う
。
同
じ
と
い
う

の
は
同
じ
と
い

う

こ
と
な
の
だ
ー

同

一
で
あ

る
こ
と
を
あ
る
人
が
納
得
す
る
か
ど
う
か
は

心
理
学
的
問
題
で
あ
る
、
と
。

(高
い
は
高
い
だ
1

人
が
と
き
に
は
高
さ

を

見

、

と

き

に

は

聞

く

と

い

う

こ

と

は

心

理

学

の

問

題

な

の

だ

。
)

(
り
H

ω
ミ

)

こ
れ
ら
の
箇
所
の

一
般
的
解
釈
は
次
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
始
め
の
引
用

は
、
地
球
上
の
あ
る
場
所
で
5
時
な
の
と
同
じ
意
味
で
、
太
陽
の
上
で
5
時
な

の
だ
と
言

っ
た
と
こ
ろ
で
、
太
陽
の
上
で
の
時
刻
と
い
う
概
念
の
説
明
に
は
な

ら
な
い
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
太
陽
の
位
置
を
基
準
に
時
間
帯
ご
と
に
定
め

ら
れ
て
い
る
地
球
上
の
標
準
時
を
、
太
陽
自
身
に
当
て
は
め
よ
う
に
も
、
地
上

の
標
準
時
の
太
陽

へ
の
適
用
基
準
は
ま
だ
準
備
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
し
た
が

っ
て
太
陽
で
の
5
時
が
地
上
で
の
5
時
と
同
じ
と
言

っ
て
も
、
そ
れ
が
ど
う
同

じ
な
の
か
は
全
く
不
明
で
あ
り
、
こ
の
か
ぎ
り
で
は

「太
陽
で
5
時
」
と
い
う

表
現
は
意
味
を
な
さ
な
い
。

次
の
引
用
は
、
「
何
を
も

っ
て
同
じ
と
す
る
か
の
基
準
な
し
に
、
同
じ
は
同

じ
で
あ
り
、
同
じ
の
意
味
は
決
ま

っ
て
い
る
」
と
い
う
考
え
を
批
判
し
て
い
る
。

高
さ
に
つ
い
て
も
変
わ
り
は
な
い
。
我
々
は
山
が
高
い
こ
と
を
見
る
こ
と
も
あ

れ
ば
、
音
程
が
高
い
こ
と
を
聞
く
こ
と
も
あ
る
。
し
か
し
高
さ
の
概
念
は
山
の

高
さ
や
音
の
高
さ
と
無
関
係
に
与
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
視
覚
的
な
高
さ
に

は
独
自
の
基
準
が
あ
り
、
聴
覚
的
な
高
さ
に
も
独
自
の
基
準
が
あ
る
。
こ
れ
ら

と
切
り
離
し
て
高
さ
に
つ
い
て
話
す
こ
と
は
で
き
な
い
、と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

頭
の
中
で
計
算
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
説
明
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
我

々
は
頭
の
中
の
計
算
を

「指
し
示
す
」
こ
と
は
で
き
な
い
。
だ
か
ら

「
頭
の
中

で
の
計
算
」
と
い
う
表
現
の
中
で
、
計
算
と
い
う
概
念
が
ど
う
い
う
意
味
を
持

つ
か
を
尋
ね
ら
れ
れ
ば
、
我

々
は
外
的
な
計
算
と
い
う
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
頼
る
ほ

か
な
い

(oh

国

b
b
H①
q
)
。
そ
こ
で
我

々
の
疑
問
は

「例
え
ば
こ
の
場
合
、

私
は
こ
れ
と
、
こ
れ
と
、
こ
の
数
字
を
足
し
て
…
」
と
言
う
こ
と
で
答
え
ら
れ

る
と
し
た
く
な
る
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
口
頭
や
紙
の
上
で
の
計
算
と
同
じ
こ
と

を
、
た
だ
頭
の
中
で
す
る
の
だ
、
と
い
う
答
え
方
で
あ
る
。
し
か
し

「そ
れ
は

我

々
の
疑
問
の
答
え
に
は
な

っ
て
い
な
い
。
頭
の
中
で
足
し
算
を
す
る
と
呼
ば

言語はどの程度規則に支配されているか183



へ

リ

モ

へ

も

れ
る
も
の
が
何
で
あ
る
か
は
、
そ
の
よ
う
な
答
え
で
は
説
明
さ
れ
な
い
」

(℃
H

。。
①
Φ
)
の
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
外
的
に
計
算
す
る
と
い
う
こ
と
溺
さ
し
あ
た
り

、

十
分
明
ら
か
で
あ
る
の
に
対
し
、
我
々
の
問
い
は
そ
れ
を
蜘
0
中
で
、

つ
ま
り

声
に
出
し
た
り
紙
に
書
い
た
り
せ
ず
に
、
す
る
と
い
う
こ
と
が
ど
う

い
う
意
味

な
の
か
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
だ
。

暗
算
で
正
し
い
答
え
を
出
す

こ
と
は
、
崔
o
け
。。9
爵
暮
の
よ
う
に
我
々
に
お

よ
そ
縁
遠
い
仕
方
で
正
し
い
答
え
を
出
す
こ
と
と
は
直
観
的
に
異
な
る
。
こ
の

よ
う
に
、
正
し
い
答
え
が
出
さ
え
す
れ
ば
暗
算
を
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
は
な

ら
な
い
。
暗
算
に
お
い
て
は
、
筆
算
や

口
頭
算
で
す
る
こ
と
を
、
頭
の
中
で
す

る
、
と
言
い
た
い
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
言
え
る
人
に
の
み
暗
算
を
帰
す
る

こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
頭
の
中
で
の
計
算
が
紙
の
上
な
ど
で
の
計
算
を
前
提

す
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、後
者
か
ら
前
者

へ
の
転
移
の
規
則
は
明
ら
か
で
な
い
。

「
太
陽
の
上
で
5
時
」
の
議
論
は

、
あ
る
既
成
の
概
念
を
新
し
い
領
域
に
転
移

す
る
際
に
は
、
転
移
の
方
法
を
説
明
す
る
も
の
が
必
要
だ
と
し
て
い
る
。
し
か

し
計
算
の
概
念
の
二
次
的
使
用
で
は
、
そ
う

い
っ
た
い
つ
も
の
類
の
理
由
や
基

準
に
よ

っ
て
、
転
移
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
我
々
は
紙

の
上
で
の
計
算
と

「
同
じ
」
よ
う
な
こ
と
を
頭
の
中
で
す

る
と
言
い
た
く
な
る
の
だ
。
暗
算

の
概
念
の
場
合
、
こ
の
よ
う
な
点
が
規
則
に

つ
い
て
の
強
い
立
場
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
の
で
あ
る
。

4

感
覚
日
記
再
考

我

々
は

二
次
的
意
味
の
概
念
を
通
し
、
文
法
規
則

(語
の
定
義
や
説
明
、
使

ヤ

へ

用
基
準
な
ど
)
で
説
明
で
き
る
と
は
言
い
に
く
い
言
語
使
用
を
考
察
し
た
。
こ

の
概
念
は
、
言
語
に
は
規
則
が
あ
る
と
い
う
考
え
と
は
矛
盾
し
な
い
が
、
言
語

に
は
隅

々
に
ま
で
規
則
が
行
き
渡
り
、
言
語
表
現
は
規
則
を
通
し
て
の
み
意
味

を
な
す
と
い
う
強
い
主
張
と
は
矛
盾
す
る
。
こ
こ
で
、
な
ぜ
意
味
が
規
則
を
通

し
て
の
み
成
立
す
る
と
最
初
に
考
え
ら
れ
た
の
か
を
問
う
て
み
て
も
よ
い
。
文

法
規
則
に
つ
い
て
の
強
い
立
場
に
関
し
て
は
、
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
表

現
を
真
似
て
こ
う
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
の
だ
。
我
々
が
実
際
の
言
語
を
子
細

に
検
討
す
れ
ば
す
る
ほ
ど
、
そ
れ
と
文
法
規
則
に
つ
い
て
の
強
い
立
場
か
ら
の

要
請
と
の
対
立
は
明
ら
か
に
な
る
。
と
い
う

の
も
規
則
を
通
し
て
の
み
意
味
が

可
能
だ
と
い
う
論
理
的
純
粋
さ
は
、
探
究

の
結
果
得
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
、

要
請
に
過
ぎ
な
か

っ
た
か
ら
だ
、
と

(O
h・

℃
H
H
O
刈
)
。

た
だ
し
指
摘
し
て
お
く
べ
き
こ
と
が
あ
る
。
考
え
る
に
、
我
々
の
言
語
に
は

考
察
さ
れ
た
も
の
以
外
に
も
二
次
的
意
味
は
多
く
見
つ
か
ろ
う
が
、
「太
い
」

の
曜
日
へ
の
適
用
や
、
計
算
概
念
の
紙
の
上
か
ら
頭
の
中

へ
の
転
移
を
説
明
で

き
る
規
則
ら
し
き
も
の
が
二
次
的
意
味
に
は
見
い
出
せ
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、

こ
れ
は
決
し
て
我
々
の
言
語
が
無
秩
序
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
点
で
二
次
的
意
味
を
恐
れ
る
必
要
は
な
い
。
言
語
を
用
い
て
現
に

多
く
の
こ
と
が
で
き
る
か
ら
に
は
、
言
語
に
は
も
ち
ろ
ん
秩
序
が
あ
る
。
さ
ら

に
二
次
的
意
味
で
の
言
語
使
用
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
と
、
言
語
表
現
の
ど
ん
な

組
合
せ
も
が
ま
か
り
通
る
こ
と
は
同
じ
な
の
で
も
な
い
。
実
際
、
日
常
言
語
で

は
単
語
の
ど
ん
な
組
合
せ
も
が
流
通
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
言
語
使

用
で
何
が
通
り
、
何
が
通
ら
な
い
の
か
の
境
界
は
、
哲
学
が
あ
ら
か
じ
め
決
定

で
き
る
の
で
は
な
い
。
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さ
て
、
こ
の
章
で
は
感
覚
日
記

の
議
論
に
戻
り
、
そ
れ
を
再
考
察
し
た
い
。

こ
の
議
論
の

一
般
的
解
釈
に
よ
れ
ば
、
日
記
の
記
号

「
E
」
は
公
的
規
則
を
欠

く
た
め
に
無
意
味
と
な
る
が
、
我

々
は
二
次
的
意
味
の
概
念
を
通
し
、
公
的
規

則
で
説
明
す
る
こ
と
が
困
難
な
意
味
が
あ
る
こ
と
を
知

っ
た
。
規
則
は
、
か
な

ら
ず
し
も
あ
る
表
現
が
意
味
を
持

つ
た
め
の
必
要
条
件
で
は
な
い
の
だ
。
こ
の

点
を
考
慮
す
る
と
、
あ
る
記
号
が
使
用
の
公
的
規
則
を
持
た
な
い
た
め
に
無
意

味
だ
と
す
る
議
論
は
、
議
論
の
基
盤
を
脅
か
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
を
踏

ま
え
な
が
ら
、
感
覚
日
記
の
議
論

の
再
検
討
を
試
み
た
い
と
思
う
。

記
号

「
E
」
を
無
意
味
だ
と
す
る
の
は

一
つ
の
解
釈
だ
が
、
そ
れ
が
ヴ

ィ
ト

ゲ
ソ
シ

ュ
タ
イ

ン
の
意
図
す
る
も

の
だ

っ
た
か
は
、
テ
キ
ス
ト
に
即
し
て
考
え

て
も
、
疑

っ
て
み
る
余
地
は
あ
る
。
感
覚
日
記
の
議
論
や
そ
れ
に
直
接
関
連
す

る
節

の
ど
こ
を
探
し
て
も
、
彼
は

「
E
」
が
無
意
味
だ
と
は
断
言
し
て
い
な
い

か
ら
だ
。
彼
が
下
し
て
い
る
結
論
は

「
E
」
に
つ
い
て
は

「我

々
は

「正
し
さ
」

に
つ
い
て
話
す
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
だ
け
な
の
だ
。
こ
の
結
論
か

ら
、
正
し
さ
に
つ
い
て
話
せ
な
い
言
語
使
用
は
無
意
味
だ
と
い
う
、
よ
り
強
い

結
論
を
導
く
の
は
妥
当
だ
ろ
う
か
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ソ
シ

ュ
タ
イ
ン
の
言
葉
を
あ
く

ま
で
も
額
面
通
り
に
取
る
な
ら
、
彼
は
こ
こ
で

「
E
」
の
意
味

・
無
意
味
に
つ

い
て
は
結
論
を
開
け
た
ま
ま
に
し
て
い
る
。

(正
し
さ
の
基
準
に
関
連
し
て
、
次
の
言
語
使
用
を
思
い
浮
か
べ
て
み
て
も

曾
)

(u
)

よ
い
。
夢
の
内
容
報
告
や
、
痛
み
の
質
の
記
述
で
の
言
語
使
用
で
あ
る
。
我
々

は
自
分
の
痛
み
が
ど
ん
な
感
じ
か
を

「正
し
く
」
記
述
す
る
の
だ
ろ
う
か
、
ま

た
自
分
が
夢
見
た
こ
と
を

「
正
し
く
」
報
告
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
の
と
き
の

正
し
さ
の
基
準
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
ま
た
正
し
さ
の
基
準
が
な
け
れ
ば
、
こ
れ

ら
の
言
語
ゲ
ー
ム
は
無
意
味
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。)

さ
て
記
号

「
E
」
が
無
意
味
と
さ
れ
る
な
ら
、
そ
れ
に
は
議
論
で

「
E
」
と

ーい
う
記
号
を
用
い
た
こ
と
に

一
因
が
あ
ろ
う
。
と
い
う

の
も
こ
の
記
号
が
い
か

に
も
人
工
的
な
た
め
、
そ
れ
を
無
意
味
と
す
る
こ
と
に
何
の
た
め
ら
い
も
い
ら

な
い
よ
う
に
思
え
る
か
ら
だ
。
も

っ
と
も
感
覚
日
記
で
は
定
義
で
き
な
い
感
覚

が
問
題
と
さ
れ
る
の
で
、
人
工
的
記
号
の
登
場
は
そ
れ
な
り
の
理
由
が
あ

っ
て

の
こ
と
だ
が
、
議
論
の
設
定
上
、
公
的
規
則
を
欠
く

「
国
(旨
b
h一昌
α
賃
昌
αq
)
」
と

い
う
表
現
は

「
公
的
に
定
義
で
き
な
い
感
覚
」
、
「
公
的
に
説
明
で
き
な
い
感
覚
」

な
ど
と
い
う
表
現
と
同
じ
で
あ
る
。
し
た
が

っ
て
記
号

「
E
」
が
無
意
味
か
ど

う
か
の
問
題
は
、
「
公
的
に
定
義

・
説
明
で
き
な
い
感
覚
」
と
い
う
表
現
が
無

意
味
か
ど
う
か
の
問
題
で
あ
る
。
こ
う
考
え
る
と

「
E
」
を
無
意
味
と
断
定
す

る
の
は
そ
れ
ほ
ど
容
易
で
な
く
な
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
い
う
の
も
曰
く

言
い
が
た
い
、
人
に
説
明
の
し
よ
う
が
な
い
感
覚
の
体
験
な
ど
は
、
多
く
の
人

が
体
験
す
る
こ
と
だ
ろ
う
か
ら
だ
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
神
秘
的
、
宗
教
的
体
験

に
例
を
求
め
る
ま
で
も
な
い
の
で
は
な
い
か
。

「
人
に
説
明
の
で
き
な
い
感
覚
」
と
い
う
表
現
が
日
常
言
語
に
属
す
る
な
ら
、

こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
私
的
言
語
の
表
現
で
は
な
い
。
我
々
は
こ
の
表
現
が

「
理
解
」

で
き
な
い
と
は
言
わ
な
い
だ
ろ
う
。
よ

っ
て
感
覚
日
記
の
議
論
は
、
こ
の
表
現

を
我

々
の
言
語
か
ら
追
放
す
る
も
の
と
し
て
読
ま
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
こ
の

議
論
の
ポ
イ
ソ
ト
は
別
の
と
こ
ろ
に
見
い
出
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
国
穹
臣
ぎ
σq

は
、
ヴ
ィ
ト
ゲ

ソ
シ
ュ
タ
イ
ン
を
も
じ

っ
た
次
の
対
話
に
よ

っ
て
、
別
の
解
釈

を
表
わ
そ
う
と
し
て
い
る
。
「
す
る
と
君
は

「
E
」
が
何
か
意
味
を
持

っ
て
い

る
こ
と
を
否
定
す
る
の
だ
。
君
は
こ
う
い
っ
た
こ
と
す
べ
て
は
理
解
不
可
能
だ

言語はどの程度規則に支配されているか185



と
言

っ
て
い
る
の
だ
。」
L

「
な
ぜ
君
は
私
が

こ
れ
を
否
定
し
た
が

っ
て
い

る
と
い
う
印
象
を
持

つ
の
だ
ろ
う
か
。
私
は
た
だ
こ
こ
で
、
我
々
に
押
し
つ
け

な
　

ら
れ
る
文
法
を
拒
み
た
い
だ
け
な
の
だ
。
」
こ
の
対
話
は
別
の
解
釈
を
方
向
づ

け
て
く
れ
る
も
の
で
あ
る
。

感
覚
日
記
の
議
論
で
記
録
者
は
、
日
記
の
記
号
が
自
分
自
身
説
明
で
き
な
い

感
覚
を
意
味
す
る
な
ら
、
そ
れ
に
意
味
が
あ
る
な
ど
と
果
た
し
て
言
え
る
の
か

と
い
う
疑
問
に
さ
ら
さ
れ
た
の
だ

っ
た
。
こ
の
疑
問
に
答
え
る
べ
く
、
ヴ
ィ
ト

カ

へ

も

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
対
話
者
が
引
き
受
け
た
の
は
、
私
的
な
規
則
が
意
味
を
保

証
す
る
と
い
う
考
え
で
あ

っ
た
。
私
的
な
直
示
的
定
義
に
よ

っ
て
、
あ
る
記
号

と
そ
れ
が
指
す
も
の
と
の
連
関

を
自
分
自
身
に
刻
印
す
る
と
い
う
考
え
で
あ

へ

で

へ

る
。
こ
れ
と
同
時
に
対
話
者
が
背
負

っ
た
の
は
、
規
則
の
規
範
性
、
つ
ま
り
規

則
に
は
従
う
こ
と
を
要
求
す
る
も

の
が
あ
る
と
い
う
性
質
、
で
あ
る
。
日
記
の

も

へ

記
録
に
意
味
が
あ
る
の
は
私
的
規
則
に
依

っ
て
の
こ
と
だ
と
主
張
す
る
な
ら
、

こ
の
規
則
が
従
う
こ
と
を
要
求
し
て
い
る
は
ず
の
こ
と
に
、
記
録
者
は
正
し
く

従

っ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
私
的
規
則
を
主
張
す
る
者
自
身
が
、
自

分
の
正
し
さ
を
要
求
せ
ね
ば
な
ら
な
い
立
場
に
立

つ
の
で
あ
る
喰
.

規
則
が
私
的
な
場
合
、
そ
れ
に
従

っ
て
い
る
か
否
か
の
確
認
は
公
的
に
さ
れ

な
い
。
と
な
る
と
当
事
者
が
規
則
に
実
際
に
正
し
く
従

っ
て
い
る
こ
と
と
、
彼

ぶ
正
し
く
従

っ
て
い
る

つ
も
り
で
あ
る
こ
と
の
区
別
が
で
き
な
く
な
る
。
数
列

の
展
開
を
例
に
し
た
、
規
則
に
従
う

こ
と
の
考
察
で
示
さ
れ
た
点
の

一
つ
は
、

規
則
に
従

っ
て
い
る
こ
と
と
従

っ
て
い
る
つ
も
り
で
あ
る
こ
と
が
区
別
で
き
る

場
合
に
の
み
、
規
則
の
概
念
に
含
ま
れ
る
規
範
的
性
質
が
成
り
立
つ
と
い
う
こ

と
だ

っ
た
。
規
範
性
を
成
り
立
た
せ
る
こ
の
区
別
が
な
く
な
れ
ば
、
規
則
の
概

念
は
崩
れ
る
。
こ
の
理
由
に
よ
り
、
規
則
に
私
的
に
従
う

こ
と
は
で
き
ず
、
私

的
に
従
わ
れ
る
規
則
も
あ
り
え
な
い
と
結
論
さ
れ
た
の
だ

っ
た
。

し
か
し
感
覚
日
記
で
ヴ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
対
話
者
が
要
求
す
る
の

は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
規
則
に
よ

っ
て
、
日
記
の
記
録
に
意
味
が
与
え
ら
れ

る
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
こ
で
は
記
録
者
が
私
的
規
則
に
正
し
く
従

っ
て
い
る
こ

と
と
、
正
し
く
従

っ
て
い
る

つ
も
り
で
あ
る
こ
と
を
区
別
で
き
な
い
。
と
な
る

と
彼
に
正
し
く
思
わ
れ
さ
え
す
れ
ば
何
で
も
正
し
い
こ
と
に
な
り
、
「正
し
さ
」

に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
空
虚
に
な
る
。
こ
れ
は
対
話
者
の
欲
す
る
結
果
で
は
あ

ヘ

へ

り
え
な
い
。
な
ぜ
な
ら
彼
は
日
記
の
意
味
を
保
証
す
る
の
に
私
的
規
則
の
考
え

を
用
い
た
た
め
、
そ
れ
に
従

っ
て
い
る
こ
と
と
従

っ
て
い
る

つ
も
り
で
あ
る
こ

と
の
区
別
か
ら
生
じ
る
正
し
さ
に
つ
い
て
話
す
こ
と
が
で
き
る
場
合
に
の
み
、

日
記
に
意
味
が
あ
る
と
主
張
で
き
る
立
場
に
あ
る
か
ら
だ
。

慎
重
に
な
る
に
値
す
る
の
は
、
「
こ
の
こ
と
は
我
々
が
こ
こ
で

「
正
し
さ
」

へ

も

ヘ

へ

に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
(強
調
、

筆
者
追
加
)
」
こ
と
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
ヴ

ィ
ト
ゲ
ソ
シ
ュ
タ
イ

ソ
は
感
覚

日
記
の
議
論
で
、
対
話
者
が
要
求
す
る
こ
と
に
な

っ
た
正
し
さ
の
概
念
を
否
定

し
て
い
る
。
さ
ら
に
正
し
さ
の
要
求
の
理
由
と
な

っ
た
私
的
規
則
の
概
念
も
否

定
し
て
い
る
。
彼
は
こ
の
議
論
で
、
対
話
者
が
と

っ
た
私
的
規
則
と
い
う
文
法

の
考
え
、
そ
し
て
そ
れ
が
押
し
つ
け
る
要
請
を
否
定
し
て
い
る
の
だ
。
し
か
し

こ
れ
は
、
公
的
規
則
に
よ
る
説
明
が
困
難
な
感
覚
の
記
録
可
能
性
の
否
定
に
な

る
だ
ろ
う
か
。
我

々
は
正
し
さ
に
つ
い
て
話
せ
な
い
に
過
ぎ
な
い
の
だ
。

ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
実
際
、人
が
自
分
の
感
覚
に
つ
い
て
話
す
と
き
、

何
か
独
立
の
基
準
に
照
ら
し
た
正
当
化
は
さ
れ
な
い
と
考
え
て
い
る
。
こ
れ
を
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示
す
た
め
に
、
彼
が
例
え
ば
痛
み

の
感
覚
を
ど
う
説
明
し
た
か
を
整
理
し
て
お

こ
う
。
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
は
、
他
人
の
痛
み
に
関
す
る
言
語
表
現
の
使

用
基
準
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
彼

の
痛
み
の
行
動
だ
と
し
た
。
付
け
加
え
る
な

ら
、
こ
こ
で
行
動
の
概
念
は
、
行
動
が
起
こ
る
状
況
も
含
む
と
考
え
ら
れ
る
。

そ
れ
に
対
し
、

一
人
称
的
痛
み
の
表
現
は
、
ま
ず
自
分
の
痛
み
の
原
始
的
な
行

動
に
つ
な
げ
ら
れ
、
や
が
て
は
そ
れ
と
置
き
換
わ
る
も
の
だ
と
さ
れ
た
。

一
人

称
的

・
三
人
称
的
感
覚
帰
属
の
論
理
に
区
別
が
あ
る
と
こ
ろ
に
、
ヴ
ィ
ト
ゲ
ソ

シ
ュ
タ
イ
ソ
の
心
の
哲
学
の
特
徴

の

一
つ
が
あ
る
。

さ
て

一
人
称
的
痛
み
の
表
現
は
自
分
の
痛
み
を
何
か
の
基
準
に
よ

っ
て
同
定

す
る
こ
と
で
使
わ
れ
る
の
か
、
そ
し
て
痛
み
の
表
現
は
そ
の
基
準
に
訴
え
る
こ

と
で
正
当
化
さ
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
は

「
否
」
で
答
え
ら
れ
る
。
ヴ

ィ
ト

ゲ
ソ
シ

ュ
タ
イ
ン
は

「私
は
も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
感
覚
を
基
準
に
よ

っ
て
同
定

す
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
私
は
表
現
を
繰
り
返
す
の
で
あ
る
」

(国

b。
㊤O
)
と
し
て
い
る
。
痛
み
の
自
然
な
表
出
で
あ
る
、
あ
る
種
の
行
動
が
、

基
準
を
参
照
し
た
後
で
あ
ら
わ
れ
る
の
で
な
い
以
上
、
そ
れ
と
置
き
換
え
ら
れ

る
痛
み
の
言
語
的
表
出
も
基
準
に
よ

っ
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
こ
こ

で
痛
み
の

一
人
称
的
表
現
に
は
基
準
が
な
い
た
め
、
そ
れ
を
正
当
化
し
よ
う
と

も
訴
え
ら
れ
る
も
の
は
何
も
な
く
、
当
人
は
た
だ
痛
い
か
ら
痛
い
と
言
う
だ
け

な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
三
人
称
的
痛
み

の
表
現
-

他
者
に
痛
み
を
帰
属
さ
せ
る
場

合
i

で
は
、
上
記
の
性
格
を
持

つ
一
人
称
的
表
現
が
基
準
と
な
る
。
そ
の
際
、

一
人
称
的
表
現
が
使
わ
れ
た
状
況
も
判
断
基
準
に
加
味
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
痛

み
を
表
現
す
る
の
が
舞
台
上
の
役
者
だ

っ
た
り
、
仮
病
を
装
う
動
機
が
あ
る
者

な
ら
、
彼
の
痛
み
は
否
定
さ
れ
た
り
、
疑
わ
れ
た
り
す
る
。
他
者

へ
の
痛
み
の

帰
属
に
正
当
化
が
必
要
な
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
基
準
が
引
き
合
い
に
出
さ
れ

る
。感

覚
の

一
人
称
的
表
現
の
こ
の
よ
う
な
把
握
に
従
え
ば
、
人
に
説
明
で
き
な

い
感
覚
を
日
記
に
記
録
す
る
人
も

「私
渉
す
る
こ
と
は
も
ち
ろ
ん
、
自
分
の
感

覚
を
基
進
に
よ

っ
て
同
定
す
る
こ
と
で
な
く
、表
現
を
繰
り
返
す
こ
と
で
あ
る
」

と
言
え
る
だ
ろ
う
。

ヴ
ィ
ト
ゲ

ソ
シ

ュ
タ
イ
ン
は
こ
う
述
べ
て
い
る
。
「
語
を
正
当
化
な
し
に
使

う
こ
と
は
、
そ
れ
を
不
当
に
使
う

こ
と
で
は
な
い
」

(℃
一
bo◎◎㊤
)
。
こ
の
言
葉

は
、
痛
み
の

一
人
称
的
表
現
に
は
正
当
化
が
要
求
さ
れ
な
い
こ
と
に
関
連
し
て

書
か
れ
た
の
だ
が
、
こ
の
引
用
が
あ
て
は
ま
る
言
葉
の
使
用
例
は
ほ
か
に
も
あ

る
。
二
次
的
意
味
で
の
語
の
使
用
が
そ
れ
で
あ
る
。
ヴ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ソ

は
、
例
え
ば
母
音
に
明
暗
の
概
念
を
使
う
こ
と
に
つ
い
て
、
こ
う
書
い
て
い
る
。

「
…

「何
が
君
に

「よ
り
暗
い
」
と
い
う
語
を
使
わ
せ
た
の
か
」
と
い
う
問
い

に
対
し
、
そ
の
答
え
は
こ
う
で
あ
ろ
う
。
「
何
も
私
に

「
よ
り
暗
い
」
と
い
う

語
を
使
わ
せ
た
の
で
は
な
い
ー

つ
ま
り
、
な
ぜ
私
が
そ
れ
を
使

っ
た
か
と
い

ヘ

へ

う
理
由
を
尋
ね
る
な
ら
ば
。
私
は
た
だ
そ
れ
を
使

っ
た
…
」
」
(切
切

℃
・H
ω
①
)
。

既
に
見
た
よ
う
に

「
母
音

X
は
母
音

y
よ
り
暗
い
」
と
い
っ
た
二
次
的
意
味
で

の
語
の
使
用
に
つ
い
て
、
そ
れ
を
説
明
で
き
る
文
法
規
則
を
見
い
出
す
こ
と
は

難
し
い
。
し
た
が

っ
て
二
次
的
意
味
で
語
を
使
う
こ
と
に
関
し
て

(論
理
的
)

理
由
を
与
え
る
の
も
難
し
く
、
ま
た
規
則
や
理
由
に
訴
え
て
二
次
的
意
味
を
正

当
化
す
る
こ
と
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
し
か
し
語
の
二
次
的
使
用
に
正
当

も

る

化
は
な
い
と
し
て
も
、
語
を
そ
の
よ
う
に
使
用
す
る
人
に
対
し
、
使
用
の
不
当

言語はどの程度規則に支配されているか187



へさ
を
責
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
語
を
二
次
的
に
使
用
で
き
る
人
は
、
そ
の
使

用
の

「
許
可
」
と
で
も
呼
べ
る
も

の
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
の

「
許
可
」
は
、
該
当
す
る
語
の

一
次
的
意
味
を
習
得
し
た
者
に
与
え
ら
れ
る
も

の
で
あ
る
。

さ
て

「明
る
い
」
、
「
暗
い
」
と

い
う
語
の

一
次
的
意
味
を
学
ん
だ
者
が
、
こ

れ
ら
の
語
を

二
次
的
意
味
で
使

用
す
る
の
が
不
当
で
な
い
な
ら
、
「感
覚
」
と

い
う
語
の
公
的
に
説
明
で
き
る
意
味
を
学
ん
だ
者
が
、
他
人
に
説
明
で
き
な
い

感
覚
に
つ
い
て
記
録
を
付
け
る
と

い
う
こ
と
も
ま
た
不
当
で
は
な
い
と
思
わ
れ

る
。
な
ぜ

「感
覚
」
と
い
う
語
を
使
う

の
か
と
彼
に
尋
ね
れ
ば
、
先
程
の
返
事

と
似
た
も
の
が
返

っ
て
く
る
だ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
明
暗
の
概
念
を
色
と
結

び
付
け
て
学
ん
だ
者
が
、
そ
れ
を

正
当
化
な
し
に
二
次
的
に
使
う
場
合
と
、
感

覚
の
概
念
を
公
的
に
学
ん
だ
者
が

、
正
当
化
な
し
に

「人
に
説
明
で
き
な
い
感

覚
」
と
い
う
表
現
を
使
う
場
合
と

の
間
に
、
明
確
な
境
界
線
は
引
け
な
い
よ
う

に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
」

語
を
正
当
化
な
し
に
、
し
か
し
不
当
で
は
な
い
仕
方
で
使
う
こ
と
は
、
そ
こ

で
言
語
ゲ
ー
ム
が
終
わ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
(「
し
か
し
、そ
れ
で
言
語
ゲ
ー

ヘ

カ

ヘ

ム
が
終
わ
る
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
始
ま
り
な
の
だ
」
(国

b。
㊤
O
)
。
)
図
形
や

音
楽
の
ア
ス
ペ
ク
ト
を
知
覚
で
き
な
い
ア
ス
ペ
ク
ト
盲
や
、
使
用
か
ら
切
り
離

さ
れ
て
発
せ
ら
れ
た
語
の

「意
味
を
体
験
」
で
き
な
い
意
味
盲
に
な
ら
い
、
語

の
二
次
的
使
用
に
意
味
を
見
て
取
れ
な
い
人
を
二
次
的
意
味
盲
と
呼
べ
る
が
、

二
次
的
意
味
盲
の
人
に
と

っ
て
は
、
誰
か
が
語
を
二
次
的
に
使
用
す
る
時
点
で

こ
の
言
語
ゲ
ー
ム
は
終
わ

っ
て
し
ま
う
。
し
か
し
二
次
的
意
味
に
意
味
を
見
て

取
る
人
に
と

っ
て
は
、
言
語
ゲ
ー
ム
は
こ
こ
で
終
わ
り
は
し
な
い
。
彼
は
こ
の

言
語
ゲ
ー
ム
に
加
わ
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
そ
う
す
る
こ
と
で
、
彼
に
と

っ
て
の
言
語
の
領
域
、
意
味
の
領
域
が
広
が
る
の
で
あ
る
。
人
に
説
明
で
き
な

.い
感
覚
の
記
録
に

つ
い
て
も
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
日
記
の
意
味
に

「盲
目
」
な

人
は
、
記
録
者
が
正
当
化
な
し
に
、
し
か
し
不
当
と
は
い
え
な
い
仕
方
で
、
記

録
を
付
け
る
こ
と
を
否
定
は
し
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
関
心
を
持
つ
こ
と
も

な
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、
規
則
が
な
い
た
め
に
こ
の
日
記
に
意
味
を
認
め
ら
れ

な
い
人
は
、
文
法
規
則
や
公
的
基
準
、
正
当
化
な
ど
と
は
か
か
わ
ら
な
い
観
点

か
ら
他
者
に
対
し
て
関
心
を
持
つ
準
備
の
な
い
人
間
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
我

々
の
考
察
の
方
向
が
正
し
い
な
ら
、
「感
覚
」
と
い
う
語
に
も
、
隅

々
に
ま
で

規
則
が
浸
透
し
て
い
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。

我

々
は
文
法
規
則
を
通
し
て
の
み
言
語
表
現
は
意
味
を
持

つ
と
い
う
考
え

と
、
有
意
味
な
言
語
表
現
に
規
則
が
浸
透
し
て
い
る
必
要
は
な
い
と
い
う
考
え

を
対
比
し
て
き
た
。
感
覚
日
記
の
議
論
に
つ
い
て
考
え
る
と
き
、
こ
の
対
比
は

見
逃
せ
な
い
。
ヴ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
言
葉
の
中
に
は
、
確
か
に
、
文
法

規
則
を
通
し
て
の
み
意
味
が
成
り
立
つ
と
主
張
し
て
い
る
と
し
か
理
解
し
に
く

い
も
の
が
あ
る
。
あ
る
い
は
こ
の
よ
う
な
考
え
も
、
彼
の
思
考
傾
向
の

一
つ
を

表
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
他
方
で
は
、
彼
は
文
法
規
則
で
は
説

明
で
き
な
い
言
語
表
現
に
意
味
を
認
め
も
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
考
え
を

感
覚
日
記
の
議
論
に
適
用
し
て
み
る
価
値
は
あ
ろ
う
。
意
味
は
規
則
に
よ

っ
て

も

も

の
み
確
立
さ
れ
る
と
い
う
考
え
は
、
意
味
の
検
証
主
義
に
も
似
た
、
理
論
で
あ

る
。
理
論
を
仮
定
し
て
哲
学
を
進
め
る
こ
と
は
、
実
際
の
言
語
使
用
を
観
察
し

記
述
す
る
と
い
う
、
ヴ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ソ
の
大
局
的
態
度
に
は
そ
ぐ
わ
な

い
は
ず
で
あ
る
。
規
則
と
い
う
観
点
か
ら
の

コ

面
的
食
事
」
を
続
け
れ
ば
、
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我
々
の
言
語
観
は
歪
ん
だ
も
の
に
な
ら
さ
る
を
え
な
い
だ
ろ
う
。
こ
の
点
に
注

意
を
促
す
こ
と
に
成
功
し
た
な
ら
、
本
稿
の
目
的
は
達
せ
ら
れ
た
と
し
た
い
。

(
*注

)

 

切
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勺
H

N国
勹
勺
μ

カ
℃
勺
bρ

い
自

H
(
1
)

ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ソ
の
著
作

か
ら
の
引
用
は

、
以
下

の
省

略
形
を
用

い

る

。
著
作
に
節
番
号
が
ふ

っ
て
あ
る
も
の
以
外

は
、
頁
数

で
の
引
用

で
あ
る
。

国

の
第

二
部
の
頁
数
に
続
く
ア

ル
フ

ァ
ベ

ッ
ト
記

号
は
、

一
行

ス
ペ
τ

ス
で

区
切
ら
れ
た
段
落

の
ま
と
ま
り
を
表
す
。
頁
で
引

用
す
る
際

に
用

い
る
の
は

、

切
冨
o
吋
≦
Φ目
版
の
テ
キ
ス
ト
の
頁
番
号

で
あ

る
。

『
青
色
本

・
茶
色
本
』

(
§

偽
切
ミ
恥
§

職
ミ
恥
切
こ
ミ
毳
切
8
神
)

『
哲
学
探
究
』

(導

き
切
魯
ミ
§
、
§

竃
象
誉

鳳"o
譱
)

『
断
片
』

(N
ミ
蕊

)

『
心

理

学

の
哲

学

に

つ
い

て

の
考

察
』

第

一
巻

(
肉
鳴
§
ミ

雰

§

ミ

恥

ぎ

帖駐

愚
電

ミ

き

き
o
喧

"
§
置

)

『
心

理

学

の
哲

学

に

つ
い

て

の
考

察
』

第

二
巻

(
肉
馬
ミ
ミ

謝

o
§

蕁

驚

憲

"駐

魯
ミ

ミ

き

き
。
§

這

o
誌

)

『
心
理
学
の
哲

学
に

つ
い
て
の
最
後

の
手
稿
』
第

一
巻

(黥

貼
ミ
ミ
§

題

§

蕁
鳴
き

き
砺
愚
電

ミ

き

き
o
§

、
§
嵩

)

国
ロ
咢

図
ザ
①
o
。。
"
こ
こ
で
は

「
何
が
同
じ

で
何
が
同
じ

で
な

い
か

の
規
則
が
な

い
の
で
あ
る
。
正
し

い
こ
と
と
そ
う
で
な

い
こ
と

の
区
別
が
な

い
の
だ

。
そ

し
て
私
が
何
を
言
お
う
と
変

わ
り
が
な

い
の
は

、
こ
こ
に
理
由
が
あ
る

の
で

あ

る
。
ま
た
私
が
何
を
言
お
う
と
変
わ
り
が
な

い
と

い
う

の
は
、
も
ち
ろ
ん
、

私

が
何

も

言

っ
て
い
な

い

こ
と
を

意
味

し

て

い
る
。
」

(
"
ず
Φ
Φ
ρ

、.O
ρ
昌

弓
冨

δ

b」
Φ
9
甲
貯
簿
Φ
い
彎
讐

譴

o
"篭
"
H
O
α
ト
も

6Q。
ω
')

Z
o
民
言
㊤
昌

竃
巴
8

一旨
"
「
…
私
的
言
語

に
あ

る

「
正
し

い
」
使

用
と

い
う
概

(
2
)

(
3
)

(
4
)

へ

も

念
は
、
も
し
私
が
自

分
の
使
用
は
正

し
い
の
だ
と
信
じ
れ
ば

、
そ

れ
が

正
し

く
な
る
よ
う

な
も

の
だ
。
規
則
は
た

だ
の
概

念
の
印
象

に
過
ぎ
な

く
な
る
だ

ろ
う
。
私

の

「
言
葉

」
は
言
葉

で
は

な
く
、
た
だ

の
言
葉

の
印
象

に
な
る
だ

ろ
う
。
」

(寓
巴
8
巨

り
象髫
葺
αq
①
昌
曾
O
ぢ
.ω
き

"§

愚
ミ
§
、
§

魁禽
馬警

ぎ
§

.博

H
8
♪

喝
U
G。
刈
幽)

U
㊤
〈
達

り
o
母
の
"
「
…
記
述

さ
れ
た
状
況
で
は
、
君
が
規

則
に
正
し
く
従

っ
て

い
た
と

い
う

印
象

の
下
に
あ
る

こ
と
と
、
君
が
規
則
に
従

っ
て
い
た
と

い
う

間
違

っ
た
印
象

の
下
に
あ
る
と

い
う

こ
と
の
間
に
差
が
な

く
な

る
だ
ろ
う
。

あ
る

い
は
少

な
く
と
も
、
認
め
ら
れ
う

る
差
は
君

に
と

っ
て
さ

え
何
も
な

い

の
だ

。
君
が

言
う

こ
と
は
な
ん

で
も
ま
か
り
通
る
。
し
た
が

っ
て
こ
れ
が
言

語
だ
と
は
と
て
も
言
え
な

い
だ
ろ
う

。」

(℃
Φ
霞
ρ

ト
ミ
ミ
暗

§

聾靈

§
鷺
賞

H
O
Q。
◎

℃
μ
お

・)

一
次
的

・
二
次
的

の
区
別
は

、
実
際

の
言
語
使
用

の
上

に
設

け
ら
れ
た
概
念

的
区

別
で
あ
り
、
言
語
修
得

の
生
物

学
的
段
階
が
念
頭

に
あ
る
の
で
は
な

い

こ
と
を
断

っ
て
お
き
た

い
。

項

目

(
4
)
に
関
し

て
、
語

の
意
味

は
そ
れ

の
使
用

で
あ

り
、
使
用
が
変
わ

れ
ば
意
味

も
変
わ
る

の
だ
と

「
意
味

の
使
用
説
」
支
持
者

か
ら
反
論
が
あ
る

か
も

し
れ
な

い
。
し
か
も

こ
の
説

は
ヴ

ィ
ト
ゲ

ソ
シ

ュ
タ
イ

ン
に
は
じ
ま
る

と
さ

れ
る
。
し
か
し
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ソ
自
身
は
該

当
箇

所
で
慎
重

に

こ
う

書

い
て
い
る
。
「
我

々
が

「
意

味
」
と

い
う

語
を
使

用
す
る

す

べ

ヘ

へ

て
で
は
な

い
が
-

多
く

の
場
合
、
そ
れ
は

こ
の
よ
う

に
定
義
で
き
る
。
語

の
意

味
は
、
言
語

の
中
で

の
そ
れ

の
使

用
で
あ
る
、
と
」

(
℃
H
ト
ω
)
。

こ
の

箇
所

で
彼

が

二
次
的
意
味

を
考

え
て

い
た
と
は
思

え
な

い
が
、
し
か
し

こ
の

節

を

二
次

的
意
味

に
重
ね
合

わ
せ
る

こ
と
は

で
き

る
。

そ
う
す
る

こ
と
は
と

り

も
な
お
さ
ず
、

二
次
的
意
味

の
考
察
は
、
多
く

の
意
味

の
考

察
と
は
違

っ

た
仕
方

で
行
ね
れ
る

べ
き
だ
と

い
う

こ
と
を
意
味
す
る
。

こ
の
点
を
よ
り
正
確

に
言
う

な
ら
、

二
次
的
意
味
は
語

を

二
次
的
に
使
用
す

言語はどの程度規則に支配されているか189



(5

)

(
6
)

る

こ
と

で
し
か
表
せ
な

い
、
と
す
べ
き
だ
。

こ
こ
で
は
語

の
形
で
は
な
く
意

味

が
問
題
な

の
だ
か
ら

、
あ
る
語
で
示
さ
れ

る
二
次

的
意

味
は
、
比
較
的

ト

リ
ヴ

ィ
ア
ル
な
意
味

で
、
意
味

が
重
な
る
別

の
語

で
示
さ
れ
う
る
か
ら
だ

。

例
え
ば
太

い
曜
日
と
細

い
曜

日
に

つ
い
て

、
「
太

い
」

と

「
細

い
」

の
代
わ

り

に

「
肥
え
た
」
と

「
痩
せ
た
」

を
使

っ
て
構
わ
な

い
だ

ろ
う

。
し
か
し
そ

う
し
た

場
合

の

「
肥
え
た
」
と

「
痩

せ
た
」
も
ま
た

二
次
的
意
味

で
使
わ
れ

る

の
で
あ

っ
て
、
上
で
述

べ
た

二
次
的

意
味

の
特
徴
が

こ
れ
ら

の
語
に
も
当

て
は
ま
る
。

二
次
的
意
味

の
言
い
換
え
に

つ
い
て
、
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ

ン
は
次

の
よ

う
に
言

っ
て

い
る
。
「
…
も

し

「
母
音

e
は
黄
色

い
」

と
言
う

と
す
れ
ば

、

ヘ

へ

黄
色
と

い
う

語
は
比
喩

的

(甑
巨

凶o
げ
)
に
使
わ

れ
て

い
る

の
で
は
な

い
」

(い
耄

日
¶
㊤
り
)
。
ま

た

「
二
次
的

意
味
は

「
転
義
的

(帥
び
の昏
轟
αq
o
昌
)
」
意
味

で
は
な

い
」

(
男
H
b
.bコ
H
①
αq
)
。
な
ぜ
な

ら

「
私
は
自
分

の
言

わ
ん
と
す
る

こ

と
を
、
「
黄
色
」

の
概
念
を
使
う

こ
と
な
し

に
は
表

せ
な

い
か
ら
だ
」
。

こ
の

考

え
の
根

底
に
は
、
比
喩
的
表

現
は
比
喩
的

で
な

い
表
現

と
の
対
比
が
あ
る

か
ぎ
り

で
比
喩
的
な

の
だ
と

い
う

、
ヴ

ィ
ト
ゲ

ソ
シ

ュ
タ
イ

ン
が
好
ん
で
使

う
対
比

の
有
無
と

い
う
考
え
方
が
あ

る
。
例
え
ば

「
激

し
く
怒

る
」

は
字
義

的
表
現

だ
が

、
「
爆
発
す

る
」
は
怒
り

の
比
喩
的

表
現

に
な

る
。

こ
こ
で
後

者
が
な
ん

の
比
喩

か
と
問
わ
れ
た
場
合

に
、
前
者

の
比
喩
だ
と
答

え
ら
れ
、

こ
の
対
比
が

で
き
る
か
ら

こ
そ

、
か

つ
対
比

が
で
き
る
と
き

の
み
、
比
喩
概

念
が
有
意
味
な

の
だ
、
と

い
う
わ
け

で
あ

る
。
こ
の
比
喩

・
転
義
概
念

の
理

解
に
は
異
論
が
あ

る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か

し

「
太

い
曜

日
」
や

「
黄
色

い

ヘ

へ

母
音
」
を
比
喩
的
だ
と

し
て
も
、
そ
れ
が

一
体
何

の
比
喩
な

の
か
と
問
わ
れ
.

た
場
合
、
そ
れ
を
何
か

別
の
表

現
に

で
き
な

い
こ
と

は
少
な
く
と
も
確
か

で

は
な
い
か

。

こ
れ

ら

の
学

者

に

つ
い
て
は
次

の
著
作

を
参

照
さ
れ

た

い
。
日
=

αq
ゲ
日
9
P

bu
ミ

翻

黷

臥
ミ

し

㊤
G。
倉

U
㌶
B
o
8

0
＼
.ω
Φ
8
巳

程
団
ω
。
湯
Φ
、.し

8

H
…
国
き
-

(7
)

((

98
))

 

(
10

)

(11

)

臣
晨

堵
、.、一

缶
8

a

9

覧
p
耳

凶く
o

竃

2
0
山
団
、"
§

焼蕊

愚

ミ
§
丶
§

ミ
臨

鼕

-

載
§

鈎

サ
吋
も
℃
)、."
H
㊤
リ
ド
●

寓

●8
H

頃
霙
ぎ

切
趣
§

載

ミ
馬

ミ

§
馬
丶

§

職

ミ
馬

O
ミ
紺
ミ

§

味靈

§

§

§
げ

ぎ

帖智
仍
愚
電

ミ

き

ミ
o
蕁

噛
6

り
ρ

℃
・H㊤
O
.

9

も
"罰

娼
・H
O
♪

娼
.日
①
①
・

H
駐
o
叶
の
9
奉

暮

の
驚

異

的

能

力

が

「
計

算

」

と

呼

べ

る

か

の

疑

問

に

つ
い

て

は

、

例

え

ば

9

ぞ
奠

ω
㊤
o
犀
ω
を

参

照

さ

れ

た

い

。

ω
9
0
犀
ρ

、.目
ず
①

目
毒
ぼ
ω
.ド

お

Go
ρ

弓
b
・H
Oo
切
-邸
O
ω
.

「
頭

の
中

で
」

と

い

う

概

念

が

難

し

い

も

の

で
あ

る

こ

と

は

、

》
昌
ω
8

日
び
①

が

触

れ

て

い
る

。

こ

の

難

し

さ

は

子

供

の
方

に

、
よ

り

理
解

さ

れ

易

い
よ

う

で

あ

る

。
》
口
の
o
o
日
び
ρ

袋妻

葺

oq
Φ
磊

け鉱
鞋

斈

o
の
①
勹
ぼ
一〇
の
o
b
げ
⑦
馬
、.導
ド
リ
㊤
ど

喝
b

.㊤
-H
O
・

夢

の
報
告

の
言
語
ゲ
ー
ム
に

つ
い
て
の
ヴ

ィ
ト
ゲ

ン
シ

ュ
タ
イ
ソ
の
考
え
は

、

次

の
節
に
表
さ
れ
て
い
る
。
「
夢
が
、
夢

を
見

る
人
に

つ
い
て
の
重
要
な
情
報

を
与
え
る

こ
と
が

で
き
る
と
仮
定

す
る
と
、
そ

の
情
報
を
与

え
る
も
の
は
、

正
直
な
夢

の
報
告

で
あ
ろ
う
。
夢
を
見

た
人
が
目
が
覚
め
た
後

で
夢

の
報
告

を
す
る
と
き

に
、
記
憶

が
彼
を
欺
く
か
ど
う

か
と
い
う
疑
問
は
生
じ

な

い
の

で
あ
る
。
報
告
が
夢
と

二

致
」
し

て
い
る
.こ
と
に
対
す
る
全
く
新

し
い
基

準

、
こ
こ
で

「
正
直

さ

(ぐ
雫
㊤
ゲ
『げ
四
h二
αq
犀
Φ
一け)
と
は
明
確

に
区
別
さ
れ

る

「真

で
あ

る
こ
と

(ぐ
『
ρ
『
弓
げ
Φ
一け
)
」

の
概
念

を
与
え
る
基
準

を
、
我

々
が
導
入
し

な

い
か
ぎ
り
は

。

(㌧
H
O
b
・b⊃
b⊃
bo
-GQ
)
」

こ
の
節

の
直
前

で
は

、
告

白

の
概
念

に

つ
い
て
こ
う
書
か
れ
て

い
る
。
「
…
真
な
る
告

白
の
重

要
性

は
、
そ
れ
が
あ

る
過
程
を
確

実
に
、
正
し
く
報
告

す
る
と

い
う

こ
と

に
あ

る
の
で
は
な

い
。

告
白

の
重
要
性
は
告
白
か
ら
引
き
出
さ
れ
る
特
殊
な
結
果

に
あ

る
の
で
あ
り

、

カ

あ

カ

告
白
が
真

で
あ
る

こ
と
は
正
直
さ

と
い
う

特
殊
な
基
準

に
よ

っ
て
保
障
さ
れ

る
の
で
あ
る
。」

こ
こ
で
は

(告
白
や
)
夢

の
報
告
は
、
真
偽
が
正
し
さ

の
基

準

に
よ

っ
て
確
か
め

ら
れ
う
る
類

の
報
告
な

の
で
は
な

い
と
さ
れ

て
い
る
。
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(
12
)

(13
)

(14
)

な
ぜ
な
ら
夢

の
報
告
が
真

で
あ
り
う
る
な

ら
、
ま
た
は

「
正
し
く
」

あ
り
う

る
な
ら
、
そ
れ
は
客
観

的
基
準
が
保
障

す
る
も
の
で
は
な
く

、
報
告
者

の
正

直
さ
が
保
障
す

る
も
の
で
あ
る
と
言
う

の
だ
か
ら
だ
。
す
る
と

こ
こ
で
は
、

真
で
あ
る

こ
と

と
真

だ
と
思

っ
て
い
る
こ
と

(
つ
ま
り
偽
り

の
意

図
が
な

い

正
直
さ
)

の
区

別
は
で
き
な

い
。
夢

の
報
告

は
、

こ
の
よ
う
な

言
語

ゲ
ー
ム

な

の
で
あ

る
。
そ
し
て

こ
の
言
語

ゲ
ー
ム
に
は
、
正
し
さ
と

同
様

、
そ
れ
が

間
違

っ
て
い
る
こ
と
も
、
報
告
老

の
態
度

と
独
立
に
判
断
す

る
基
準

が
な

い

の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う

に
、
本
人

と
は

独
立

の
基
準
を
参
照

し
、
正
し
さ
に

つ
い
て
話
す

こ
と
が
で
き
な
い
言

語
ゲ
ー
ム
は
存
在

す
る
。

ヴ

ィ
ト
ゲ

ソ
シ

ュ
タ
イ

ン
は
、
痛

み
に
質
が
あ
る

こ
と

を
忘

れ
て
は

い
な

い

が

(O
h
N

卜
刈
bo
"
卜
cQ
q
)
、

こ
れ
に

つ
い
て
特
に
考
察

す
る
こ
と
は
な

か

っ
た

。

こ
の
論

文
で
は
詳
し
く
考
察

し
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         To What Extent Is Language Governed by Rules? 

                       Ken MARUTA 

   In philosophy of the analytic tradition, upon which Wittgenstein has had a great influence, there 

seems to be a widespread presupposition that language is essentially a matter of rules. This presuppo-

sition gives rise to a strong view concerning the role of rules in language. This is the view that can be 

summarized as follows: grammatical rules permeate language through and through; only through such 

rules, which we are to follow, can language function as language. The aim of this article is to question 

this view and defend an alternative, weaker view that language is not necessarily a matter of rules. 

Although the discussion will be based on Wittgenstein's writings, its point is intended to be fairly 

general. 
   I will first attempt to identify the stronger view of rules in a standard interpretation of Wittgen-

stein's "private diary" argument. According to this interpretation, the sign "E" in the diary is ren-

dered meaningless for the reason that it lacks public rules explaining its meaning. That such an ex-

pression should have meaning is incompatible with the stronger view. Next, I will draw on what Wit-
tgenstein called the secondary meaning of words. Various examples will be given, and conceptual 

characteristics will be illustrated. It will be pointed out that the use of words in secondary meaning 

lacks rules where those holding the stronger view would require them. The discussion then reverts to 

the "private diary" argument so as to suggest an alternative interpretation which incorporates the con-

sideration of the secondary meaning. It will be claimed that, with a proviso, there is no sharp bounda-

ry between the secondary use of words and the use of "E" in the diary. The simple and straightfor-

ward rendition of "E" as meaningless seems premature and doubtful. 

Key Words 

   rules, meaning, Wittgenstein, "private diary", secondary meaning
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