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感
覚
、一
見
え
る
も

の
の
外
部

1

私
光
ち
が
も
の
を
見
た
り
聞
い
た
り
す
る
体
験
が

〈感
覚
〉
と
い
う
要
素
を

芯
に
し
て
形
づ
く
ら
れ
て
い
る
と
す
る
考
え
方
の
評
判
は
、「
あ
ま
り
か
ん
ば
し

く
な
い
っ

「

た
と
え
ば
現
象
学
者
メ
ル

ロ
ーー
ポ

ン
テ
ィ
は
次
の
よ
う
に
述

べ
.て
、、
感
覚
な

る
観
念
を
批
判
し
た
コ
感
覚
と
は
外
部
の
事
物
が
わ
れ
わ
れ
の
身
体
に
も
た
ら

す
、
未
分
化
で
瞬
間
的
な

「衝
撃

(の
げ
o
o閃
)
」
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
と
さ

れ
る
が
、
こ
ん
な
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
ど
の
よ
う
な
体
験
に
も
対
応
し
て
い

な
い
。
ど
ゐ
な
単
純
な
感
性
的
所
与

で
も
、
す

で
に

「地

の
う
え
の
仭
」
・と
い

う
構
造
を
そ
な
え
て
い
る
。
私
が
実

際
に
見
る
の
は
、
事
物
の
配
置
の
な
か
に

位
置
づ
け
を
も
た
ず
、
私
に
対
し
て
な
に
も
意
味
し
な
く
な

っ
た
、
名
状
し
が

た
い
、
瞬
間
的
な
発
光
、
な
ど
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
、
ス
ク
リ
ー
ン
の
う
え

の
あ
る
場
所
に
ち
ら

つ
く
光
の
円
、
な
の
だ
。
言
い
換
え
れ
ば
、
そ
れ
は
す
で

に
し
か
じ
か
の
も
の
と
七
て
記
述
で
き
る
も
の
、
あ
る
ゲ
シ

ュ
ル
小
を
そ
な
え

允
統
合
体
な
の
で
あ
る
。
.」

」知
覚
の
あ
り
の
ま
ま
の
姿
に
密
着
す
る
か
ぎ
り
、
ど
こ
に
も
感
覚
な
ど
と
い

う
も
の
は
見
出
せ
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、
・な
ぜ
ひ
と
は

(少
な
く
と
も
原
理
的

に
ソ
知
覚
の
な
か
に
感
覚
即
象

の
層
を
識
捌
で
き
る
と
考
え
る
の
か
。
メ
ル
ロ

ー
ポ

ン
一

、
7
イ
に
よ
れ
ば
、
こ
れ
こ
そ

冖世
界
に
由
来
す
る
偏
見

(b
融
甘
⑳
Φ

ヘ

へ

α
¢
召
O
a

。
)
」
で

あ
る
。

つ
ま
の
《
知
覚
そ
の
も
の
に
注
意
す
る
か
わ
り
に
、

ヘ

へ

知
覚
さ
れ
た
対
象
に
気
を
と
ら
れ
て
、
知
覚
を
知
覚
さ
れ
た
も
の
に
よ

っ
て
捏

ヘ

へ

造
し
て
し
ま
う
の
だ
と
い
う
。
た
と
え
ば
視
野
は
そ
の
要
素
が
た
が
い
に
結
び

齟

へ

つ
き
全
体
と
し
て
統
合
さ
れ
た
構
造
を
な
す
の
に
対
し
て
、
視
野
の
な
か
・の
対

へ象
は
物
質
と
し
て
離
散
的
な
在
り
方
を
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
外
的
な
断
片
を

.

し
ら
ず
に
知
覚
の
な
か
に
も
ち
こ
む
と
こ
ろ
に
、
感
覚
な
る
観
念
が
成
立
す
る

の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
問
題
の
観
念
は
、
・こ
の
う
え
な
く
混
乱
し
た
入
工
的

田

抽
象
的
な
産
物
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
弖

-
)。

知
覚
の
構
成
要
素
と
し
て
感
覚
な
る
も
の
が
認
あ
ら
れ
な
い
と
す
る
見
地
は
、

知
覚
の
成
り
立
ち
に
か
ん
す
る
二
段
階
的
説
明
を
拒
む
立
場
に
つ
な
が
る
ゆ
感

ヘ

へ

　

ヘ

へ

覚
論
者
は
、
ま
ず

一
段
階
と
し
て
感
覚
が
起
こ
り
、
そ
の
後
の
段
階
で
解
釈
が

そ
れ
に
加
え
ら
れ
る
結
果
と
し
て
知
覚
が
成
立
す
る
、
と
考
え
る
。
し

か
し
、

ハ
ソ
ソ
ン
に
言
わ
せ
る
な
ら
、
こ
の
よ
う
な
見
地
は
煩
わ
し
く
ま
た
有
害
な
も

の
で
し
か
な
い
。
た
と
え
ば
あ
る
点
か
ら
は
ア
ヒ
ル
の
よ
う
に
見
え
、
別
の
点

か
ら
は
ウ
サ
ギ
の
よ
う
に
も
映
る
両
義
的
な
図
を
、
私
が
ウ
サ
ギ
が
描
か
れ
た

も
の
と
し
て
受
け
取

っ
た
と
し
よ
う
。
二
段
階
論
者

の
い
う
よ
う
に
、
こ
の
図

は
ま
ず
私
の
網
膜

に
ウ
サ
ギ

で
も
ア
ヒ
ル
で
あ
な
い
中
立
的
印
象
を
与
え
、

っ
」

い
で
そ
れ
を
私
が
ウ
サ
ギ
と
し
て
解
釈
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
ん
な
二
止
を
す

・る
わ
け
は
な
い
、
と

ハ
ン
ソ
ン
は
い
う
。
私
は
は
じ
め
か
ら
こ
の
図
を
ウ
サ
ギ

.と
七
て
見
て
い
る
の
で
あ
噸
、
こ
れ
逢

ア
ヒ
ル
と
し
て
見
実
ひ
と
は
、
や
は
り

は
じ
め
か
ら
そ
の
よ
う
に
見
た
の
で
あ
る
。
見
る
と
は
そ
も
そ
も

く
と
し
て
見

一3一



る
〉
こ
と
だ
。
あ
る
意
味
で
た
し
か

に
見
る
こ
と
に
は

「解
釈
」
が
と
も
な
う
。

し
か
し
、
そ
れ
は
は
じ
め
か
ら
見
る

こ
と
の
な
か
に
溶
か
し
込
ま
れ
て
い
る
の

で
あ

っ
て
、
単
純

に

(
つ
ま
り
解
釈
抜
き
で
)
見
る
こ
と
に
、
そ
れ
と
は
別
に

遂
行
さ
れ
た
解
釈
な
る
も
の
が
接
合
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
も
そ
も
視
覚

と
解
釈
ば
は
た
ら
き
と
し
て
異
な
る
範
疇
に
属
す
る
。
解
釈
す
る
こ
と
は
能
動

ヘ

へ

　

ヘ

へ

的
な
思
考
活
動
で
あ
る
が
、
見
る
こ
と
は
受
動
的
な
状
態
の

一
種
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、
こ
の
二

つ
を
結
び

つ
け
る

の
は
範
疇
を
混
同
す
る
.誤
り
に
す
ぎ
な
い
。

、こ
う
し

て
、
知
覚

に
か
ん
す
る
二
段
階
説
は
成
り
立
ち
よ
う
が
な
い
の
で
あ

る
(2
)。

2
こ
れ
ら
の
人
び
と
は
な
る
ほ
ど
感
覚
と
い
う
考
え
方
を
厳
し
く
批
判
す
る
が
、.

か
と
い
っ
て
感
覚
概
念
を
全
面
的
に
否
定
し
、
無
条
件
に
排
除
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
メ
ル

ロ
ーー
ポ
ン
テ
ィ
は
、
感
覚
が
知
覚
経
験
を
も
た
ら
す
源
泉
A

そ
の
自
然
な
成
分
で
あ
る
点
を
否
定
す
る

一
方
で
、
そ
れ
が
後
か
ら
人
工
的
に

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

作
ら
れ
た
所
産
に
す
ぎ
な
い
と
み
な
し
て
い
る
。
自
然
な
態
度
で
生
き
ら
れ
た

知
覚
に
密
着
す
る
か
ぎ
り
、
・知
覚
に
感
覚
な
ど
と
い
う
不
純
な
成
分
は
認
め
ら

れ
な
い
。
し
か
し
わ
れ
わ
れ
が
無
理
矢
理
こ
の
自
然
な
態
度
か
ら
身
を
離
し
て

「分
析
的
な
」
態
度
に
移
行
す
る
と
ど
う
な
る
だ
ろ
う
。
メ
ル
ロ
阿
ポ
ン
テ
ィ

に
よ
れ
ば
、
そ
こ
に
何
か
感
覚
と
呼
ん
で
も
い
い
も
の
が
現
れ
る
と
い
う
。
た

と
え
ば
ウ
サ
ギ
の
図
を
じ
か
に
眺
め
る
の
を
や
め
て
、
そ
れ
を
横
…成
す
る
あ
る

線
分
だ
け
に
目
を
と
め
、
こ
の
線
分

の
そ
の
他
の
線
分
と
の
つ
な
が
り
を
、
も

は
や
視
野
の
う
ち
に
置
か
な
い
よ
う

に
意
を
用
い
て
み
よ
う
。
い
ま
私
は
対
象

を

「分
析
的
に
」
見
て
い
る
。
す
る
と
、
も
う
そ
れ
は
ウ
サ
ギ
の
部
分
、
た
と

え
ば
ウ
サ
ギ
の
耳
に
は
見
え
な
い
。
こ
う
し
た
見
方

に

一
段
と
努
力
を
集
中
す

れ
ば
、
目
の
前
の
図
は
線
分
と
し
て
の
風
貌
す
ら
失

っ
て
、
あ
る
幅
や
濃
さ
を

そ
な
え
た
単
な
る
黒
色

の
広
が
り
の
よ
う
に
映
じ
る
。
子
ど
も
が
大
人
に
比
べ

分
析
的
に
見
る
こ
と
が
不
得
手
で
あ
り
、
知
覚
の
恒
常
性
が
優
勢
で
あ
る
事
実

を
引
い
て
、
メ
ル
ロ
ーー
ポ
ン
テ
ィ
は
感
覚
理
論
は
む
し
ろ
大
人
に
こ
そ
当
て
は

ま
る
と
い
う
。

っ
ま
り
、
知
覚
は
そ
の
自
然
な
初
発
の
状
態
よ
り
お
そ
ま
き
の

状
態
で
の
ほ
う
が
、
局
所
的
刺
激
と
よ
り
緊
密
に
結
び

つ
い
て
い
る
の
だ
(3
)ゆ

.日
常
的
な
視
覚
が

つ
ね
に

〈
と
し
て
見
る
こ
と
〉
で
し
か
な
い
と
は
い
え
、

.見
る
こ
と
の
全
部
が
必
ず
し
も
こ
の
タ
イ
プ
に
尽
さ
れ
な
い
匸
と
は
、
感
覚
を

批
判
し
た
も
う

一
人
の
人
物
、
ハ
ン
ソ
ン
も
認
め
て
い
る
。
問
題
は
も
の
を

「現

象
的
に
見
る
」
場
合
で
あ
る
。
こ
の
種

の

「見
る
「こ
と
」
の
モ
デ
ル
は
、
眼
科

医
が
検
査
の
た
め
に
顕
微
鏡
を
覗
く
と
い
う
例
に
求
あ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
彼
は

ヘ

へ

も

へ

　

見
え
る
も
の
に
で
き
る
だ
け
忠
実
に
、
何
が
見
え
る
か
と
い
う
こ
と
よ
り
ど
ん

な
に
見
え
る
か
と
い
う
こ
と
を
優
先
さ
せ
て
、
叙
述

の
力
か
ら
す
れ
ば
き
.わ
め

「
て
貧
弱
な
用
語
で
語
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
こ
の
現
象
的
な
見
方
は
自
然
北
身

に

つ
い
た
も
の
で
も
な
け
れ
ば
、
見
る
こ
と
の
典
型
で
も
な
い
。
そ
れ
に
は
ど

こ
か
異
常
で
無
理
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
い

っ
て
み
れ
ば
そ
れ
は
、
日
常
的
に
見

る
こ
と
の
壊
れ
た
形
な
の
で
あ
る
?
)。

3
感
覚
を
批
判
す
る
人
び
と
は
感
覚
を
全
面
的
に
否
定
し
去

っ
て
い
る
の
で
は
'

な
く
、
あ
る
意
味
で
感
覚
な
る
も
の
を
認
め
て
い
る
こ
と
を
わ
れ
わ
れ
は
知

っ

一4一



た
。
た
だ
し
、
そ
れ
は
知
覚
の
正
常

で
自
然
な
成
分
で
は
な
い
と
い
う
ま
で
な

の
で
あ
る
。
こ
の
見
地
が
感
覚
に
ど

の
よ
う
な
位
置
づ
け
を
与
え
て
い
る
か
、

や
や
立
ち
入

っ
て
整
理
し
な
が
ら
、
問
題
点
を
指
摘
し
て
お
こ
う
。

こ
の
見
地
は
い
く

つ
か
の
二
分
法

に
よ

っ
「て
支
え
ら
れ
て
い
る
。
第

一
に
、

生
き
ら
れ
た
も
の
/
要
請
さ
れ
た
も

の
、
と
い
う
対
立
で
あ
る
。
前
者
が
直
接

的
で
具
体
的
な
も
の
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
後
者
は
間
接
的
へ
抽
象
的
な
も
の

に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
二
分
法
に
よ

っ
て
、
-ふ

っ
う
の
見
方
は
ひ

っ
く
り
か
え
る

こ
と
に
な
る
。
感
覚
を
概
念
的
な
把
握
に
先
立

つ
、
直
接
的
な
感
官

へ
の
所
与
、

と
み
な
す
通
常
の
見
地
は
逆
転
さ
れ
、
感
覚
は
む
し
ろ
間
接
的
で
二
次
的
な
もへ

の
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
の
で
あ
る
b
あ
の
両
義
的
な
図
の
な
か
に
ウ
サ
ギ
を
見

ヘ

ヘ

ヘ

ヨ

ヘ

へ

る
た
め
に
は
、
ま
ず
も

っ
て
目
の
な
か
に
黒
い
線
状
の
形
態
が
と
び
こ
ん
で
こ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

な
く
て
は
な
ら
な
い
、
と
考
え
ら
れ

る
。
そ
れ
は
ウ
サ
ギ
と
し
て
の
ま
と
ま
り

を
そ
な
え
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
ま
だ
あ
る
広
が
り
や
長
さ
を
し
た
色
斑
に

す
ぎ
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
知
覚
は
感
覚
を
と
も
な
う
と
い
え
な
い
こ

と
捻
な
い
が
、
し
か
し
、
感
覚
を
具
体
的
に
掴
み
だ
し
て
、
こ
れ
が
感
覚
だ
と

・

指
示
す
る
こ
と
は
不
可
能
だ
ろ
う
。
掴
み
だ
さ
れ
る
の
は
、

つ
ね
に
し
か
じ
か

の
地
の
う
え
の
図
、

つ
ま
り
知
覚
に
ほ
か
な
ら
な
い
か
ら
だ
。
こ
う
し
て
、
直

接
に
目
の
前
に
現
前
し
な
い
か
ぎ
り

に
お
い
て
、
感
覚
と
は
知
覚
を
説
明
す
る

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

た
め
に
要
請
さ
れ
た
お
く
れ
ば
せ
の
所
産
な
の
で
あ
る
つ

こ
の
指
摘
は
甘
ん
・じ
て
受
け
入
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
コ
た
だ
し
、

一
般
に
、

要
請
さ
れ
た
も

の
が
経
験

の
深
み
に
潜
ん
で
い
る
こ
と
ま
で
否
定
し
な
く
て
は

な
ら
な
い
の
か
。
た
と
え
ば
水
が
沸
騰
し
た
り
凍
結
し
た
り
す
る
現
象
は
、
分

子
の
振
る
舞
い
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
肉
眼
で
は
不
可
視
の
分
子

は
、
ま
ず
要
請
さ
れ
た
も
の
の
資
格
で
理
論
の
な
か
に
導
入
さ
れ
た
。
だ
が
、

物
理
学
理
論
の
全
体
と
し
て
の
真
理
と
正
し
さ
が
.確
立
さ
れ
る
と
、
分
子
に
も

実
在
性
が
授
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
と
き
分
子
は
、
直
接
体
験
し
え
な

い
も
の
の
、
経
験
の
実
質
を
な
す
と
い
っ
て
い
い
。
こ
れ
と
類
比
的
に
、
感
覚

も
じ
か
に
体
験
さ
れ
な
い
も
の
の
、
も
し
感
覚
理
論
が
十
分
に
確
立
さ
れ
れ
ば
、

允
と
え
要
請
に
応
じ
た
所
産
で
あ

つ
た
に
せ
よ
、
い
ま
や
経
験
の
成
分
と
し
て

存
在
す
る
、
と
い
っ
て
よ
い
。
要
請
と
存
在
は
両
立
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
d

さ
て
、
こ
こ
に
は
、
統
合
的
な
も
の
/
断
片
的
な
も
の
、
と
い
う
対
立
も
あ

る
。
自
然
の
ま
ま
に
生
き
ら
れ
た
知
覚
は
全
体
と
し
て
ま
と
ま
り

の
あ
る
組
織

を
そ
な
え
で
い
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
知
覚
は
ゲ
シ

ュ
タ
ル
ト
を
な
す
の
で
あ

る
。
こ
れ
に
比
し
て
、
感
覚
は
部
分
的
で
、
相
互
の
つ
な
が
り
を
欠
き
、
形
を

な
さ
な
い
。
知
覚
か
ら
感
覚
を
抽
象
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
て
い
え
ば
、

部
品
を
機
能
的
に
組
み
立
て
て
作
ら
れ
た
機
械
を

ハ
ン
マ
ー
で
雑
多
な
破
片

に

打
ち
毀
し
て
し
ま
う
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
破
片
を
継
ぎ
合
わ
せ
て
も
と
の
機

械
を
復
元
す
る
こ
と
が
ま
ず
不
可
能
で
あ
る
よ
う
に
、
感
覚
を

モ
ザ
イ
ク
状

に

つ
な
ぐ
こ
と
で
知
覚
を
構
成
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。

4
メ
ル

ロ
臼
ポ
ン
テ
ィ
は
右
の
点
を
し
き
り
に
強
調
し
た
。
心
理
学
上

の
経
験

主
義
、
主
知
主
義
の
双
方
に
対
し
て
彼
が
ぶ

つ
け
た
異
論
と
批
判
は
、
こ
こ
を

出
発
点
と
し
て
い
る
。
経
験
主
義
者
億
、
ば
ら
ば
ら
の
感
覚
群
を

つ
な
ぎ
あ
わ

せ
る
た
め
に
近
接
と
類
似
に
よ
る
連
合
法
則
を
も
ち
だ
す
が
、
さ
ま
ざ
ま
な
感

覚
与
件

の
事
実
上

の
近
接
や
類
似
が
そ
れ
ら
を
総
合
す
る
こ
と
な
ど
あ
る
は
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ず
が
な
い
。
・事
実
は
、
わ
れ
わ
れ
が
ま
ず
あ
る
総
体
を
知
覚
し
て
い
る
か
ら
こ

そ
、
後
に
な
う
て
そ
こ
に
、
た
と
え
ば
類
似
が
発
見
さ
れ
る
に
す
ぎ
な
い
(.。
)。

一
方
、㌧
主
知
主
義
者
は
、
や
は
り
雑
多
な
感
覚
を

一
つ
の
も
の
北
仕
上
げ
る
た

」

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ロ

め

に
、
記
憶
の
投
射
や
判
断
と
い

っ
た
付
け
足
し
の
原
理
を
も
ち
だ
す
。
彼
ら

に
と
り
客
観
的
世
界
な
る
も

の
は
、
互

い
に
外
面
的
に
し
か
関
係
し
あ
わ
な
い

要
素
の
集
積

に
す
ぎ
な

い
。

こ
れ
ら
の
要
素

に
対
応
す
る
感
覚
印
象
も
ま
た
互

い
に
外
的
に
し
か
結
合
し
え
な
い
も
の
で
あ

っ
て
、
そ
こ
で
判
断

の
よ
う
な
、

感
覚
を
凝
集
さ
せ
る
原
理
が
要
請
さ
れ
る
の
だ
。
彼
ら
に
か
か
る
と
、
ツ
ェ
ル

ナ
」
の
錯
視
の
よ
う
な
現
象
は
、
判
断

の
誤
り
に
帰
せ
ら
れ
て
し
ま
う
。
し
か

し
、
判
断
を
変
更
し
て
み
て
も
、
平
行
線
が
ど
う
し
て
も
傾
い
て
見
え
て
し
ま

う
事
実
を
、
い
っ
た
い
ど
う
説
明
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
(6
)。

・

さ
て
し
か
し
、
こ
の
第
二
点
に
か
ん
し
て
は
、
批
判
す
る
者
の
側
に
た
い
し

た
根
拠
の
な
い
思
い
込
み
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
ば
ら

ば
ら
な
要
素
を
知
性

の
働
き
や
あ
る
種

の
力

で
ま
と
め
あ
げ
る
と
い
う
比
喩
、

こ
の
.
〈加
工
〉
の
隠
喩
は
、
比
喩
の

つ
ね
と
し
て
、
そ
の
含
意
の
す

べ
て
が
妥

,当
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
感
覚
が
意
味

に
浸
透
さ
れ
た
知
覚

へ
総
合
さ
れ
る
ζ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

と
、
独
特
な
知
覚
的
総
合
を
示
す
か
ぎ
り
で
こ
の
比
喩
は
精
確
で
あ
ゐ
。
し
か

し
、
総
合
さ
れ
あ
る
意
味
で
加
工
さ
れ

る
素
材
が
ア
モ
ル
フ
で
ば
ら
ば
ら
だ
と

い
う
含
意
は
不
適
切
な
も
の
だ
。

〈
雑
多
な
感
官
の
与
件
〉
と
い
っ
允
カ
ッ
ト

流
の
概
念
も
同
b
で
あ
る
。
メ
ル
ロ
ーー
ポ
ン
テ
ィ
は
感
覚
論
者
を
誤
懈
し
て
い

な
い
だ
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
、
感
覚

に
つ
い
て
真
面
目
に
語
る
者
の
す
べ
て

が
、
彼
の
い
わ
ゆ
る

「客
観
的
思
考

」
の
犠
牲
者
だ
と
い
う
の
は
思
い
過
ご
し

・

で
は
な
か
ろ
う
か
。
感
覚
を
唱
え
る
者

が
す

べ
て
世
界
を
ひ
か
ら
び
た
性
質
の

モ
ザ
イ
ク
、
客
観
的
な
性
質
や
関
係
の
束

の
よ
う
に
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
は

な
い
。
メ
ル

ロ
ーー
ポ

ン
テ
ィ
の
見
る
と
こ
ろ
、

モ
ザ
イ
ク
状

に
う
づ
ら
れ
た
世

へ
　

ヘ

へ

界
を
主
観
の
な
か
に
持
ち
込
ん
だ
も
の
、
そ
れ
が
感
覚
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ

る

(
「世
界
に
由
来
す
る
偏
見
」
)q
し
か
し
思
う
に
、

〈
感
覚
〉
概
念

の
眼

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

も

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

目
は
、
感
覚
が
ま
さ
に
疑
似
的
な
世
界
で
は
な
い
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
メ
ル

ロ
ーー
ポ
ン
テ
ィ
が
自
認
す
る
よ
う
に
、
世
界
と
は
意
味
を
な
す
と
こ
ろ
の
も
の

で
あ
る
。
だ
が
感
覚
は
、
世
界
と
意
味
を
離
れ
て
い
る
か
ら
こ
そ
感
覚
で
あ
り

う
る
の
だ
。
感
覚
は
世
界
の
断
片
で
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
、
主
観
に
と
り
こ
ま

れ
た
疑
似
世
界
で
も
な
い
。
精
確
に
い
え
ば
、感
覚
と
は
基
本
的
に

〈非
意
妹
〉

な
の
で
あ
る
。
そ
う
し
た
も
の
と
し
て
、
か
え

っ
て
感
覚
は

〈意
味
〉
に
対
し

て
開
か
れ
て
い
る
。
知
覚
が
有
意
味
な
か
た
ち
を
具
現
す
る
の
に
ひ
き
か
え
、

感
覚
は
意
味
以
前
の
か
た
ち
の
可
能
性
、
そ
の
意
味

で
の

〈
構
造
〉
に
ほ
か
な

ら
な
い
。
そ
れ
は
雑
多
と
か
ば
ら
ば
ら
と
い
っ
た
在
り
方
か
ら
は
ほ
ど
遠
い
も

の
で
あ
る
。

5
知
覚
に
浸
透
し
た
〈意
味
〉は
統
合
す
る
力
と
し
て
働
き

つ
つ
知
覚
に
ゲ
シ

ュ

タ
ル
ト
を
も
た
ら
す
。
こ
う
し
て
実
現
さ
れ
た
知
覚
は
あ
る
種
の
象
徴
的
な
構

.
成
を
そ
な
え
て
い
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
知
覚
に
お
い
て
は
、
全
体
と
部
分
と

ヘ

へ

が
表
現
の
う
え
で
等
値
な
の
で
あ
る
。

こ
の
点
を
確
認
す
る
に
は
、
た
と
え
ば

一
八
世
紀
の
我
が
国
の
詩
人
、
蕪
村
に
よ
る
俳
句

の
作
例
を
読
ん
で
み
る
こ
と

に
こ
し
た
こ
と
は
な
い
。
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花
ち
σ
て
身
の
下
や
み
や
ひ
の
木
笠

檜

の
笠
を
か
ぶ
り
闇
の
も
と
に
立

つ
の
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
句
を
詠
ん

だ
蕪
村
そ
の
人
で
あ
る
。
桜
の
花
も
す

で
に
散
り
は
て
、
風
雅
に
そ
む
い
た
私

は
今
年
も
う
か
う
か
と
花
の
時
節
を
過
ご
し
て
し
ま

っ
た
。.
私
は
ま
る
で
闇
に

包
ま
れ
て
立

っ
て
い
る
よ
う
な
心
持
ち

が
す
る
…
。
こ
の
よ
う
な
大
意
を
あ
ら

わ
す
こ
の
句
の
表
現
で
注
意
す

べ
き
は
、
・
〈檜
笠
〉
が
換
喩
に
用
い
ら
れ
て
い

る
点
で
あ
る
。
人
物
に
た
ん
に
付
属
す

る
に
す
ぎ
な
い
か
ぶ
り
も
の
、
人
物
の

ヘ

ヘ

へ

部
分
で
あ
る
か
ぶ
り
も
の
が
、
こ
れ
こ
れ
と
い
う
境
涯
に
置
か
れ
た
人
物
の
全

体
に
た
だ
ち
に
匹
敵
す
る
の
で
あ
る
。

そ
れ
は
作
者
の
心
境
を
暗
示
す
る
小
道

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

具
以
上
の
も
の
で
あ
る
。
ま
こ
と
に
、
檜
笠
は
蕪
村
な
の
だ
。
檜
笠
で
あ
る
よ

う
な
人
物
、
あ
る
い
は
人
物
で
あ
る
よ
う
な
檜
笠
。
部
分
が
全
体
に
差
し
向
け

ら
れ
、
全
体
が
部
分
に
送
り
返
さ
れ

る
循
環
は
、
・属
詞
の
定
義
が
そ
の
ま
ま
主

語
の
定
義
で
あ
る
よ
う
な
文
法
を
要
求
す
る
。
そ
の
檜
笠
は
任
意
の
誰
か
れ
が

か
ぶ

っ
て
も
か
ま
わ
な
い
よ
う
な
、
主
体

へ
の
帰
属
を
問
わ
な
い
、
た
ん
な
る

・道
具
で
億
な
い
。・
俳
句
が
表
現
す
る
情
景

・
情
趣
の

一
部
に
す
ぎ
な
い
笠
を
定

、義
す
る
に
は
、
笠
の
属
す
る
全
体
に
、
す
な
わ
ち
あ
る
感
慨
を
い
だ
き

つ
つ
そ

れ
を
戴
く
蕪
村
に
、
ど
う
し
て
も
言
及
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
・檜
笠
が
笠

一

般
の
な
か
で
ひ
と

つ
の
種
を
な
す
の
に
似
て
、
こ
の
俳
句
に
登
場
す
る
笠
は
、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

一蕪
村
的
檜
笠
と
い
う
種
を
な
す
と
い
え

る
だ
ろ
う
。
そ
の
笠
が
こ
の
場
か
ら
抜

き
差
し
な
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
反
対

に
そ
こ
に
異
な
る
も
の
、
た
と
え
ば

ハ
ン

・チ
ン
グ
が
到
来
す
る
こ
老
も
許
さ
れ
な

い
。
こ
れ
で
は
換
喩
的
構
成
の
統
合
が

そ
こ
な
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
?
)。、

と
こ
ろ
が
、
換
喩
的
に
完
結
し
た
知
覚
に
開
口
部
が
穿
た
れ
る
と
い
う
思
想

史
上
の
出
来
事
が
、
近

代
に
起

こ
っ
た
。
と
い
う
よ
り
、
こ
の
特
筆
す

べ
き
出

来
事
が
あ
る
意
味

で
近
代
を
画
し
た
と
い
っ
て
も
よ
い
だ
ろ
う
。
じ
か
に
生
き

ら
れ
た
知
覚
の
全
体
性

の
効
力
を
奪

っ
た
の
は
、
近
代
を
思
想
的

に
拓

い
た
者

の

一
人
、
デ
カ
ル
ト
で
あ

っ
た
。
彼
は
主
著

の
な
か
で
ま
こ
と
に
興
味
深
い
挿

話
を
語

っ
て
い
る
。
デ
ぬ
ル
ト
は
い
ま
窓
か
ら
通
り
を
眺
め
下
ろ
し
て
い
る
。

へ

も

ヘ

ヘ

へ

彼
に
は
帽
子
が
目
に
は
い
る
。
と
こ
ろ
が
、「
階
下

の
街
を
ゆ
く

<
帽
子
〉
の
下

に
、
デ
カ
ル
ト
は
も
う

〈人
物
〉
を
知
覚
し
な
か

っ
た
。
帽
子
の
下
に

つ
づ

い

て
い
る
い
か
に
も
人
間
ら
し
く
み
え
る
も

の

(げ
0
5P
5P
Φoo
hΦ一⇒
けの
)
は
、
.も

し
か
す
れ
ば
自
動
機
械
か
も
し
れ
な
い
。
も
は
や
部
分
は
、
ま
る
で
積
み
木

の

ブ

ロ
ッ
ク
の
よ
う
に
、
他
の
部
分
と
任
意
に
組
み
合
わ
せ
て
全
体
を
形
づ
く
る

た
め
の
材
料
、
し
か
し
い
つ
で
も
ま
た
ば
ら
す
こ
と
が
で
き
る
素
材
に
す
ぎ
な

く
な

っ
た
。

こ
う
し
て
部
分
は
外
面
化
さ
れ
、
知
覚
の
換
喩
的
機
能
は
さ
し
と

め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

デ
カ
ル
ト
に
よ
れ
ば

「見
る
と
お
り
に
あ
る
」
と
い
う
信
条
は
、
精
神
が
し

ば
し
ば
陥
る
誤
り
で
あ
る
。
目
で
み
る
こ
と
に
よ

っ
て
、
見
ら
れ
た
も
の
が
何

で
あ
る
か
が
捉
え
ら
れ
る
の
で
は
な
い
。
捉
え
る
の
は
じ

つ
に
「判
断
す
る
力
」

な

の
だ
。
誤
り
を
助
長
す
る
原
因
は
、
デ
カ
ル
ト
に
よ
る
と
わ
れ
わ
れ
の
日
常

・言
語
に
求
め
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
ふ
つ
う

「蜜
鑞
そ
の
も
の
を
見
る
」
と
い
う

言
い
方
を
す
る
七
、
日
常
の
会
話
と
し
て
は
間
違
え
で
は
な
.い
が
、
実
の
と
こ

ろ
こ
れ
は
誤
り
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
正
し
く
は

「色
や
形
か
ら
蜜
蝋
が
あ
る
と

判
断
す
る
」
ど
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
も
の
を
知
覚
す
る
と
は
、
た
ん
な

ヘ

ヘ

ヘ

へ

る
感
覚
や
想
像
力
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
判
断
を
お
こ
な
う
精
神
な
い
し
知
性
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の
働
き
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

一
般
的

に
述

べ
れ
ば
、
物
体
そ
の
も
の
は
ひ
と
り

知
性
に
よ
っ
て
の
み
知
覚
さ
れ
る
の
で
あ
る
(8
)。

よ
う
に
彼
は
憤
慨
し
た
。
確
か
に
そ
の
通
り

で
、

こ
う
い
う
場
合
は

「敵
影
ら

し
き
も
の
発
見
、
当
地
に
向
け
て
進
撃
中
の
模
様
」
と
い
う
(9
>。

6

一
七
世
紀

の
哲
学
者
に
お
い
て
、
目
で
見
る
こ
と
か
ら
精
神
で
見
る
こ
と
、

「精
神
の
洞
観

(目
Φ9
冨

尠
の
℃
①9
δ
)
」

へ
の
移
行
が
果
た
さ
れ
た
こ
と
は

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

何
を
物
語
る
だ
ろ
う
か
。

一
面
で
こ
の
移
行
は
、
知
覚
に
分
離
と
間
接
化
を
も

ち
こ
ん
だ
コ
直
接
に
目
で
み
た
と
お
り
に
も
の
が
実
在
す
る
の
で
は
な
く
、
部

分
は
い
わ
ば
ち
り
じ
り
に
な
る
か
ら

で
あ
り
、
所
与
の
色
や
形
は
事
物
そ
の
も

の
に
直
結
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
た
ん
に
迂
遠
な
対
応
を
事
物
と
保

つ
に
す
ぎ

・な
い
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、

「分
析
的
に
」
あ
る
い
は

「現
象
的
に
」
見
る
と

い
う
態
度
が
こ
こ
に
お
お

っ
ぴ
ら
に
確
立
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
ね
れ
わ
れ
は
も

の
を
じ
か
に
目
で
み
る
権
利
を
失
.っ
た
が
、
し
か
し
他
面
で
、
大
き
な
見
返
り

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

を
得
た
こ
と
に
な
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
り
う
る
誤
謬
に
対
す
る
抵
抗
力
と
い
っ

ヘ

ヘ

へ

た
も
の
で
あ
る
。
実
際
、
帽
子
の
下

に
生
き
た
人
間
が
い
な
い
こ
と
は
十
分
に

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

コ

あ
り
う
る
こ
と
で
あ
る
。
た
し
か
に
こ
の
種
の
錯
誤
の
大
半
は
取
る
に
足
ら
な

い
。
し
か
し
、
誤
謬
は
わ
れ
わ
れ
の
生
死
に
か
か
わ
る
場
合
に
も

っ
と
も
恐
る

べ
き
も
の
と
な
る
。

先
日
A
さ
ん
が
遊
び
に
来
た
。
彼

は
時
々
戦
争
映
画
を
見
た
り
、
戦
争
小
説

を
読
ん
だ
り
し
て
憤
慨
す
る
。

(…
)
何

で
も
彼
が
見
た
映
画

(だ

っ
た
と
思

う
)
で
は
「敵
が
来
た
」
と
報
告
す
る
場
面
が
あ

っ
た
の
だ
そ
う
で
あ
ゐ
。

「バ

カ
に
し
て
や
が
る
、
そ
ん
な
報
告
す

る
わ
け
ネ
ー
ジ
ャ
ネ
ー
カ
」
と
い
つ
も
の

.

じ
か
に
目
で
見
た

「敵
」
に
対
し
て
砲
撃
を
加
え
て
、
そ
れ
が
実
は
味
方
で

あ

っ
た
ら
こ
の
過
ち
は
取
り
返
し
が

つ
か
な

い
。

こ
れ
を
回
避
す
る
た
め
に
知

覚
を
間
接
化
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
し
、
軽

々
し
い
断
定
と
報
告
の
言
語
行
為

を
差
し
控
え
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

「ら
し
き
も
の
」
と
か

「
の
模
様
」
な
ど

.
の
表
現
は
、
そ
の
た
め

に
用
意
さ
れ
た
言
語
的
な
道
具
で
あ
る
。
.
「に
見
え
る

(霊
の
ΦΦ
言
ω)
」
と
か

「に
映
る

(津
δ
o犀
ω
)」
な
ど
を
混
ぜ
た
言
明
の
重
要

な
働
き
は
、
あ
る
経
験

に
言
及
し
な
が
ら
、
し
か
し
断
言
を
差
し
控
え
、
主
張

の
裏
書
を
取
り
下
げ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
点
は
、
じ
か
に
目
で
み
る
こ
と
の

報
告

(そ
れ
は
次

の
か
た
ち
を
と

る
。
一
。。
Φ①
葺
讐

mo
ヨ
9
臣
⇒
σq
寄

爵
Φ

。ρ
ω①
.)
と
比
較
対
照
す
れ
ば
い
っ
そ
う
は

っ
き
り
す
る
。
こ
の
種

の
報
告
は
、

あ
る
経
験
に
言
及
し

つ
つ
、
同
時
に
主
張
を
お
こ
な
い
こ
れ
を
裏
書
し
て
い
る
.

の
で
あ
る
(-o
)。

「に
見
え
る
」
型
の
文
は
、
断
言
を
控
え
裏
書
を
取
り
下
げ
る
行
為
で
あ
る

か
ぎ
り
で
、
明
ら
か
に
誤
謬
に
対
す
る
大
き
な
抵
抗
力
を
そ
な
え
て
い
る
。
敵

を
見
た
直
後
に
そ
の
同
じ
対
象
を
味
方
の
よ
う
に
見
た
と
し
た
ら
、
必
ず
や
恐

慌
を
き
た
す
だ
ろ
う
。
敵
が
す
な
わ
ち
味
方
で
あ
る
と
い
う
の
は
矛
盾
に
ほ
か

な
ら
な
い
か
ら
だ
。
こ
れ
に
反
し
て
、
こ
の
瞬
間
に
こ
れ
こ
れ
の
よ
う
に
見
え
.

る
も
の
は
別
の
瞬
間
に
別
の
よ
う
に
見
え
て
も

一
向
か
ま
わ
な
い
。
そ
し
て
、、

知
覚
か
ら
裏
書
が
取
り
下
げ
ら
れ
て
生
じ
た
間
隙
で
機
能
す
る
も
の
、
そ
れ
こ

ヘ

へ

そ
が
知
性
の
判
断
す
る
力
で
あ
る
。
こ
こ
に
知
性
と
い
う
こ
と
の
ひ
と

つ
の
意

一8一



味
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
知
性
を
も

つ
も
の
だ
け
が
、
あ
り
う
る
誤
謬

へ
の
抵

抗
力
を

(も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
は
い
つ
も
成
功
を
収
め
る
わ
け
で
は
な
い
が
)
そ

な
え
て
い
る
の
で
あ
る
。

7
知
覚
か
ら
感
覚
な
る
も
の
ガ
区
別
さ
れ
る
と
し
て
も
、
ど
の
よ
う
な
手
段
に

よ
り
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
析
出
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
知
覚
の
記
.述
に
盛

ら
れ
た
意
味
の
量
を
薄
め
て
い
け
ば
、
し
ま
い
に
残
滓
と
し
て
感
覚
の
描
写
が

得
ら
れ
る
と
考
え
る
の
は
ひ
ど
い
間
違

い
だ
ろ
う
。
記
述
が
言
語
に
よ
る
か
ぎ
」

り
、
ま
た
言
語
が
概
念
化
す
る
働
き
を
と
も
な
う
か
ぎ
り
、
ど
ん
な
に
薄

っ
ぺ

ら
な
記
述
で
も
、
そ
れ
は
す
で
に
知
覚

に
関
す
る
も
の
で
し
か
な
い
。

ラ
ッ
セ
ル
か
ら

一
例
を
借
り
て
考
え

て
み
る
。
水
平
線
に
何
が
見
え
る
か
、

と
訊
ね
ら
れ
て
、
あ
る
人
は

「大
阪
か
ら
別
府
に
向
か
う
0
0
汽
船
の
船
が
見

え
る
」
走
答
え
る
か
も
し
れ
な
い
コ
あ

る
人
は

「
二
本

マ
ス
ト
の
汽
船
が
見
え

る
」
と
い
う
か
も
し
れ
な
い
。
さ
ら
に
た
ん
に

「船
で
す
」
と
い
う
答
え
を
す

る
か
も
し
れ
な
い
。
ど
の
答
え
も
推
論
、
記
憶
、
学
習
と
い
っ
た
要
素
を
排
除

し
た

「純
粋
な
」
知
覚
な
い
し
は
感
覚
、
も
ち
あ
わ
せ
の
概
念
図
式
を
使
用
せ

・ず
に
端
的
に
見
る
こ
と
、
の
報
告
に
は
な

っ
て
い
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
の

よ
う
な
純
粋
知
覚
な
ど
は
成
り
立
ち
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
た
し
か
に
初
め
の

答
え
よ
り
最
後
の
答
え
の
ほ
う
が
推
論

の
介
在
す
る
程
度
は
少
な
い
し
、

「端

的
忙
見
る
」
こ
と
に
い
っ
そ
う
近
い
と

い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
こ
れ
は

幻
想
で
あ
る
つ
最
後
の
報
倍
に
は

「船
」
と
い
う

一
般
名
辞
が
出
現
し
て
、
る
.

が
、
こ
う
し
た
語
の
使
用
は
ひ
と
え
忙
学
習
の
賜
物
で
あ
る
。
習
熟
し
て
い
な

.

い
者
は
こ
の
語
を
推
論
に
頼
り
な
が
ら
遣
う
だ
ろ
う
し
、
習
熟
し
た
者
は
反
射

的
に
そ
れ
を
口
に
す
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
違
い
は
慣
れ

の
問
題
に
す
ぎ
な
い
(11
)。

そ
れ
で
は
、

「船
」
の
語
の
使
用
を
や
め
て
、

「青
い
背
景
の
広
が
り
の
う

ヘ

ヘ

ヘ

へ

え
に
ぽ

つ
ん
と
黒
い
も
の
の
影
が
見
え
る
」
と
い
う
印
象
的
な
言
い
方
を
し
た

」ら
ど
ヶ
だ
ろ
う
か
。
こ
㊨
が
感
覚
与
件
論
者
の
と

っ
た
方
策
で
あ
る
。

つ
ま
り
、

物
理
的
事
物

へ
の
言
及
を
排
除
し
て
、
何
か
の
か
た
ち
を
な
す
色
彩
の
広
が
り

や
明
暗
だ
け
を
、
い
わ
ば

「表
面
的
に
」
記
述
し
よ
う
「と
い
う
の
で
あ
る
。
彼

ら
の
試
み
は
確
実
性
の
理
念
に
よ

っ
て
統
制
さ
れ
て
い
た
。

「船
が
見
え
る
」

と
い
う
確
言
は
ま
だ
不
確
実
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
錯
覚
や
思
い
込
み
の
余

地
が
残
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
知
識
を
確
実
な
土
台
の
う
え
に
築
く
に
は
、

推
理
や
思
い
違
い
を
で
き
る
だ
け
混
入
さ
せ
な
い
描
写
を
手
に
入
れ
な
く
て
は

な
ら
な
い
。
こ
の
目
的

の
た
め
に
は
右
の
ご
と
き
報
告
が
好
ま
し
い
と
さ
れ
た

の
で
あ
る
。
し
か
し
厳
密
に
い
え
ば
、
明
ら
か
に
事
態
は
少
し
も
改
善
さ
れ
て

い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
文
に
も
依
然
と
し
て
さ
ま
ざ
ま
な

一
般
名
辞
が
動

員
さ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

次
の
よ
う
な
疑
念
が
生
じ
る
か
も
し
れ
な
い
ゆ

一
口
に

一
般
名
辞
と
い

っ
て

も
、
そ
れ
に
は
実
詞

(ωdこり
のひ90
一Pけ一くmF一〇唾)

つ
ま
り
事
物
を
表
す

こ
と
ば
と
、

属
詞

(巴

噺Φ
。薯

巴
の)

つ
ま
り
事
物

の
性
状
を
表
す

こ
と
ば

の
区
別
が
お

の

ず
か
ら
そ
な
わ
る
の
で
は
な
い
か
、
と
。

「船
」
と
い

っ
た
実
詞
を
避
け
、
た

だ

「黒
」
と
い
っ
た
属
詞
だ
け
で
綴
ら
れ
た
描
写
は
、
現
象
に
密
着
し
た
確
実

性
を
も

つ
の
で
は
な
い
か
。
た
し
か
に
わ
れ
わ
れ
の
言
語
が
こ
う
し
た
区
別
を

と
も
な
う
事
実
は
否
め
な
い
。
だ
が
、
詳
細
は
別
稿
に
譲
る
が
、

.一
般
名
辞
の
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こ
の
区
別
は
絶
対
.的
・・実

質
的
な
も
の
で
は
な
く
A
.言
語
の
史
的
展
開
や
文
脈

に
お
う
じ
て
変
化
し
う
る
ハ
相
対
的

・
構
造
的
区
別
に
す
ぎ
な
い
。

「黒
」
の

よ
う
な

一・般
名
辞
も
、
時
と
場
合
に
よ

っ
て
は
実
詞
に
転
化
し
う
る
の
で
あ
る

(12
)。
こ
う
し
て
、
.感
覚
与
件
言
語
は
、
言
う
に
易
く
、
だ
が
け

っ
し
て
実
現

で
き
な
・い
仮
構
の
言
語
に
す
ぎ
な
い
。

目
的
語
を
現
象

に
み
あ

っ
た
語
句

、
た
と
え
ば
、

「色

の
斑
点
や
広
が
り

(8
δ
霞

冨

8
げ
$

o
弓
、①×
冨
霧
Φ
ω
)」、

「ぷ
ん
と
し
た
匂
い

(≦
亘
h沸
)」

な
ど
に
置
き
換
え
る

一
方
で
、
述
語
を
知
覚
動
詞
の
ま
ま
に
し
て
お
く
感
覚
与

件
論
者

の
や
り
方
は
、
ラ
イ
ル
に
よ
れ
ば
、
多
く
の
混
乱
を
招
い
て
い
る
。
こ

れ
で
は
、
感
覚
与
件
を
感
受
す
る
働
き
が
、
た
ん
に
物
理
的
事
物
を
知
覚
す
る

こ
と
と
差
が
な
・く
な

っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
こ
の
点
は
新
た
な
動
詞
を
導
入

し
た
理
論
的
表
現
に
お
い
て
も
改
善
さ
れ
て
い
な
い
。

「色
の
斑
点
を
直
覚
す

る
.、(一9
三
『
8
δ
霞

℃
ρ
8
げ
Φ
ω)
」
と
か

「感
覚
与
件
を
感
覚
す
る

(。。
⑩霧
Φ

ω
⑩磊
Φ
9
p
鼠
)」
・と
表
現

の
意
匠
・は
改
め
ら
れ
て
も
、
表
現
が
実
質
的

に
意
味

す
る
の
「は
、
感
覚
が
知
覚
の
お
こ
な
う
観
察

の
働
き

(o
ぴ
ω①署
冒
σq
)
と
同

一

だ
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
こ
こ
か

ら
、
物
理
的
事
物
と
は
本
質
的
に
異
な

り
、・公
共
的

に
観
察
で
き
な
い
、
た
だ
私
だ
け
が
近
づ
け
る
特
別
な
対
象

(感

覚
与
件
)
が
実
在
化
さ
れ
る
と
い
う
結

果
が
も
た
ら
さ
れ
る
。
ま
た
、
現
象
と

事
物
の
二
元
論
が
捏
造
さ
れ
る
結
果

に
も
な
る
(13
v。
こ
の
よ
う
に
、
感

覚
与

件
言
語
は
、
述
語
と
目
的
語
の
双
方
に
か
ん
し
て
著
し
い
難
点
が
あ
り
、
感
覚

を
捉
え
た
表
現
と
し
て
適
格
と
は
言
え
な
い
の
で
あ
る
。

8
知
覚
が
何
か
の
仕
方
で
感
覚
を
と
も
な
ヶ
と
し
て
も
、
そ
の
感
覚
を
表
現
す

る
こ
と
ば
、
感
覚
専
用
の
ご
と
ば
を
わ
れ
わ
れ
は
所
有
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
れ
は
あ
ら
た
め
て
考
え
ね
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
る
。
そ
れ

に
し
て
も
、
何

か
を
み
る
た
め
に
は
感
覚
が
と
も
な
わ
な
く
て
は
い
け
な
い
、
と
い
う
考
え
は

比
較
的
受
け
入
れ
や
す

い
も
の
だ
ろ
う
。
生
理
学
的
な
言
い
方
を
す
る
な
ら
、

見
る
と
い
う
事
態

に
は
眼
と
い
う
感
官
が
外
界
か
ら
の
刺
激
を
受
容
す
る
と
い

ヶ
事
態
が
対
応
す
る
と
い
う
見
地
に
、
と
く
に
異
論
が
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

し
か
し
、
感
覚
の
所
与
な
り
刺
激
の
受
容
な
り
を
表
現
す
る
こ
と
ば
、
す
な
わ

ち
感
覚
言
語
を
わ
れ
わ
れ
は
も
ち
あ
わ
せ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
「

ラ
イ
ル
は
日
常
言
語
分
析
の
立
場
か
ら
、
感
覚
を
直
接
に
表
現
す
る
手
段
が

少
な
く
と
も
日
常
言
語
に
は
な
い
事
実
を
指
摘
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
何
か

を
見
る

(知
覚
)
た
め

に
は

「も

の
が
目

に
は
い
る

(感
覚
)

(冨

≦
甚

p

時
目
蕁
b
ωΦ
)」
こ
と
が
必
要
だ
が
、
こ
の
語
句
は
こ
れ
だ
け
で
は
完
結
し
売
意

味
を
な
さ
な
い
。
こ
れ
が
文
と
し
て
意
味
を
な
す
に
は
、
見
ら
れ
る
事
物
や
出

来
事

へ
の
言
及
を
補
う
必
要
が
あ
る
。
月
げ
巴

9
σq
=
日
℃
ω①
で
は
だ
め

で
あ

っ

て
、
た
と
え
ば
一
『
巴

ゆ
σq
=
ヨ
甥
①
o
h
p
円
o
び
ぎ
・
(
「私
は
こ
ま
ど
り
を
ち

ら
り
と
見
た
」
)
と
し
て
初
め
て
有
意
味
な
発
言
に
な
る
、
と
い
っ
た
具
合
な

の
で
あ
る
。
注
目
す
べ
き
は
、
補

っ
て
得
ら
れ
た
文
が
知
覚
の
表
現
に
す
ぎ
な

い
点
、
感
覚

へ
は
た
ん
に
間
接
的
暗
示
が
な
さ
れ
る
だ
け
だ
、
と
い
う
点
で
あ

る
。.日

常
言
語
に
は

ス
ト
レ
レ
ト
な
感
覚
語
彙

の
も
ち
あ
わ
せ
が
な
い
〔11
)。
こ

う
い
う
と
、
次
の
よ
う
な
反
論
が
で
る
か
も
し
れ
な
い
。
特
定
の
感
官
に
結
び

一10一



つ
か
な
い

「感
覚
」
、
た
と
え
ば
痛
み
や
ほ
て
り
、
か
ゆ
み
、
渇
ぎ
、
吐
き
気

な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
生
体
感
覚

(o
婦
σq
p
巳
。
ωΦ
磊
o
鼠
○
器

)
を
表
す
表
現
が

あ
る
で
は
な
い
か
、
と
。
し
か
し
、
こ
の
意
味
で
の

「感
覚
」
は
、
こ
れ
ま
で

問
題
に
し
て
き
た
感
覚
、
見
る
た
め
に
は
視
感
覚
を
も
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
、

と
い
う
場
合
の
感
覚
と
は
ま

っ
た
く
別
な
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
二
つ
の
感
覚
が

区
別
さ
れ
る
こ
と
は
、
語
の
用
法
か
ら
明
ら
か
だ
ろ
う
。

「気
づ
か
れ
な
い
痛

み

(⊆
昌
昌
o
鉱
oΦ
Ω
b
㊤
営
)」

は
背

理

で
あ
る
が
、

「気
づ

か
れ
な
い
感

覚

(̀
⇒
口
O
け一〇①
9
ω
①=
ω9
σ一〇
昌
)」
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
渇
き
を

こ
ら
え
る

こ
と
は
で
き
る
が
、
感
覚
を
こ
ら
え
る
の
は
不
可
能
で
あ
る
。

〈
感
覚
〉
が
要

請
さ
れ
た
も
の
、
抽
象
的
な
も
の
で
あ

る
と
い
う
性
格
が
こ
う
し
た
言
語
面
に

も
反
映
し
て
い
る
と
見
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
問
題
の

〈
感
覚
〉
は
あ
く
ま
で

も
技
術
的

・
非
日
常
的
概
念
な
の
で
あ

る
。

9
.以
上
の
観
察
か
ち
自
ず
と

一
つ
の
結
論
が
引
き
出
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ

ち
、
感
覚
言
語
は
与
え
ら
れ
た
も
の
で
は
な
く
て
、
技
術
的
に
構
成
さ
れ
る
べ

き
も
の
で
あ
る
。
い
ま
わ
れ
わ
れ
に
は

こ
の
構
成

に
着
手
す
る
用
意
は
な
い
。

わ
れ
わ
れ
の
関
心
は
む
七
ろ
、
知
覚
か
ら
何
ら
か
の
意
味
で
感
覚
が
区
別
さ
れ

る
、
」と
い
う
主
題
を
さ
ら
に
明
瞭
に
し
、・
補
強
す
る
点
に
集
中
し
て
い
る
ρ
感

.覚
言
語
の
構
成
《
感
覚
の
実
在
の
論
証
《
感
覚
の
存
在
論
的
身
分
な
ど
と
い

っ

た
問
題
略
重
要
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
強
調
し
た
い
の
は
、
ど
の
よ
う
な
角
度
方

.
ら
感
覚
を
と
り
あ
げ
る
か
、
感
覚
の
主
題
化
の
様
態
に
つ
い
て
で
あ
る
。
従
来
、

も
の
と
表
象
の
二
元
論
と
の
か
か
わ
り

で
日
常
言
語
が
ど
の
よ
う
な
性
格
を
も

つ
か
が
論
じ
ら
れ
た
こ
と
が
あ

っ
た
。
ま
た
、
事
物
に
つ
い
て
の
語
り
方

(自

.然
科
学
も
そ
の
洗
練
さ
れ
た
形
態
だ
と
思
わ
れ
る
)
あ
る
い
は
物
理
言
語
と
、

知
覚
さ
れ
た
か
ぎ
り
で
の
事
物
の
姿
、
.知
覚
像
に
つ
い
.て
の
語
り
方
あ
る
い
は

知
覚
語

(感
覚
与
件
言
語
は
そ
の
ひ
と

つ
の
形
で
あ
る
)
と
.の
関
係
に
つ
い
て
、

多
く
の
議
論
が
な
さ
れ
て
き
た

(知
覚
語
は
物
理
言
語
に
還
元
で
き
る
の
か
、
「

そ
う
で
あ
れ
ば
物
理
主
義
が
成
り
立

つ
、
あ
る
い
は
、
反
対
に
物
理
言
語
は
知

覚
語
に
翻
訳
で
き
る
の
か
馬
そ
う
で
あ
れ
ば
現
象
主
義
が
成
り
立

つ
、
な
ど
)
、。

へ

し
か
し
当
面
は
、

」こ
う
し
た
議
論
の
方
向
で
は
な
く
、
知
覚
/
感
覚
と
い
う
対

へ比
に
考
察

の
焦
点
を
絞
り
た
い
。
知
覚
か
ら
何
か
の
意
味
で
区
別
さ
れ
る
感
覚

と
は
ど
の
よ
う
な
も

の
な
の
か
。
知
覚
か
ら
区
別
さ
れ
た
感
覚
が
、
知
覚
に
対

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

し
ど
の
よ
う
な
親
和
性
と
拮
抗
性
を
有
す
る
の
か
。

つ
ま
り
知
覚
と
感
覚
は
ど

ん
な
関
係

に
あ
る
の
か
。
こ
う
し
た
問
い
を
調
べ
て
み
た
い
の
で
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
知
覚
が
意
味
に
満
た
さ
れ
、
い
わ
ば
明
る
い
ア
ポ

ロ
ン
的
な
形
を
そ
な
え
て
い
る
の
に
対
し

て
、
感
覚
は
意
味
以
前

の
あ
り
か
た
、

い
わ
ば

〈
非
意
味
〉
と
い
う
様
態
を
と
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
を
可
能

に
す
る
が

そ
れ
自
身
は
形
を
欠

い
た
、.暗

い
デ

ィ
オ

ニ
ソ
ス
的
な
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
奔
流
に

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

す
ぎ
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
知
覚
と
感
覚

の
関
係
を
み
る
に
は
、
意
味
と
非
意

、

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

味
の
力
動
的
な
か
か
わ
り
に
焦
点
を
絞
る
必
要
が
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
さ
し
あ

た
り
、
感
覚
が
と
き
と
し
て
知
覚
の
体
制
を
ゆ
る
が
し
、
ひ
と
に

「知
覚

の
閾

を
越
え
さ
せ
る
」
こ
と
を
、

一
例
に
即
し
て
指
摘
し
て
お
こ
う
。

陰
暦
二
月
、
奈
良
東
大
寺
二
月
堂
で
行
わ
れ
る
修
二
会
の
行
事
を
、
廻
廊
に

鳴
り
わ
た
る
僧
の
足
踏
み
の
音
に
集
約
し
て
、
芭
蕉
は
次
の
よ
う
に
詠
ん
だ
。
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水
と
り
や
氷
の
僧
の
沓
の
音

」.

足
踏
み
を
し
て
沓
の
音
を
た
て
る
こ
の
行
法
は
、
耳
を
聾
す
る
騒
音
に
よ
っ
て

・

悪
霊
を
追
い
払
う
た
め
に
な
さ
れ
る
と
解
さ
れ
て
い
る
。

「だ
だ
」
と
い
う
こ

と
を
い
う
。
た
と
え
ば
、

「だ
だ
を
こ
ね
る
」
と
か

「地
だ
ん
だ
を
踏
む
」
と

い
っ
た
類
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
ば
自
体

が
、
激
烈
に
、
耳
も
聞
こ
え
な
く
な
る

ヘ

へ

ほ
ど
に
た
て
ら
れ
た
音

の
感
覚
を
な
ぞ
る
擬
声
語
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

つ
ま
り
、

ヘ

へ

僧
の
振
る
舞
い
は
だ
だ

の
音
に
よ
る

一
種
の
呪
術
な
の
で
あ
る
(15
)。

し
か
し
、
な
ぜ
ゆ
え
騒
音
が
呪
術
の
目
的
と
す
る
悪
魔
ば
ら
い
に
用
い
ら
れ

る
の
だ
ろ
う
か
。
大
き
な
音
が
悪
き
も

の
を
脅
か
す
か
ら
だ
、
と
い
う
解
釈
は

必
ず
し
も
誤
り
で
は
な

い
。
し
か
し
、
猪
や
烏
な
ど
の
、
田
畑
を
荒
ら
す
獣
や

鳥
を
騒
音
で
追
い
払
う
こ
と
が
元
来
の
行
為
と
し

て
あ

っ
て
、
そ
の
儀
礼
化
と

ヘ

へ

し

て
だ
だ
の
行
い
が
成
立
し
た
と
見
て
す
ま
せ
る
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
騒
音

の
機
能
的

・
実
際
的
意
義
よ
り
、
こ
こ
で
は
む
し
ろ
そ
の
宇
宙
論
的

・
象
徴
的

な
意
義

に
注
目
し
よ
う
。
と
い
う
よ
り
、
前
者
は
後
者
な
.く
し
て
は
あ
り
え
な

い
の
で
あ
る
。
騒
音
が
生
物
を
脅
か
す
生
理
的
効
果
を
も

つ
こ
と
鳳
確
か
だ
ろ

.う
。
し
か
し
、
足
音
、
風
の
音
、
楽
器

の
音
な
ど
と
し
て
知
覚
さ
れ
た
日
常
的

音
声
で
は
な
く
、
も
う
何
の
音
と
も
知
れ
な
い
、.
異
様
な
、
脅
か
す
よ
う
な
、

ヘ

ヘ

へ

非
日
常
的
騒
音
は
、
す
で
に
宇
宙
論
的
意
義
を
お
び
て
い
る
。
生
命
を
脅
か
す

ヘ

ヘ

ヘ

へ

音
は
知
覚
さ
れ
る
音
と
い
う
よ
り
、
知
覚
の
日
常
性
を
ゆ
る
が
す
異
常
な
力
な

の
だ
。
自
然
な
態
度
で
生
き
ら
れ
た
世
界
に
突
如
と
し
て
鳴
り
わ
た
る
騒
音
は
、

わ
れ
わ
れ
に
態
度
の
変
容
を
迫
る
。
知
覚
的
世
界
の
既
は
こ
う
し
て
越
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

10
感
覚
と
知
覚
世
界
の
制
作

(な
い
し
解
体
)
と
の
か
か
わ
り
を
考
え
る
う
え

で
、

二
ー
ダ
ム
の
観
察
は
示
唆
す
る
点
が
多
い
。
シ
ャ
ー
マ
ン
は
他
界
と
⊥父
信
.
.

す
る
た
め
に
太
鼓
や
銅
鑼
や
ガ
ラ
ガ
ラ
な
ど
を
多
用
す
る
と
い
う
。
そ
の
他

に

.も
、
や
す
り
や
鉄
琴
、
鐘
な
ど
の
道
具
が
使
わ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
み
な
う
ち

震
え
る
打
撃
音

(パ
ー
カ
ッ
シ
ョ
ン
)
を
た
て
る
た
め
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

こ
れ
ら
め
道
具
を
使
わ
な
い
事
例
も
あ
る
。
そ
う
し
た
場
合
は
、
手
を
拍

つ
、

手
で
身
体
の
部
分
を
叩
く
、
足
を
踏
み
な
ら
す

(だ
だ
)
な
ど
の
身
体
技
法
が

採
用
さ
れ
る
。
要
す
る
に
ハ
シ
ャ
ー
マ
ニ
ズ
ム
に
お
い
て
は
、
持
続
的
な
騒
音

を
た
て
る
こ
と
が
き
わ
め
て
重
要
な
要
素
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
シ
ャ
コ

マ

ン
の
行
動
以
外
に
も
、
さ
ま
ざ
ま
な
呪
術
や
移
行
儀
礼
に
お
い
て
騒
音
が
や
は

ヘ

ヘ

へ

り
重
大
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
ρ

一
般
に
、
日
常
性
を
越
え
る
場
合
、
あ
る
状

ヘ

ヘ

ヘ

へ

 
態

か
ら

別

の
状

態

へ
移

行

す

る
場

合

に
、

パ

ー

カ

ッ
シ

ョ
ン

が
打

ち
鳴

ら

さ

れ

る

の

で
あ

る
。

二
ー
ダ

ム

に

よ
れ

ば

、

パ

ー

カ

ッ
シ

ョ
ン
に

は
感

覚
的

な

衝

撃

(鑑

h8

穿

巴

ヨ

冨

9
)

を

つ
う

じ

て
範

躊

の

変

更

(
o
ρ。
8
⑳
o
亳

ゐ
げ
譽

σq
①
)

を

な

し

と
げ

る
と

い
う

働

き

が

認

め

ら

れ

る

。

ふ

つ
う

に
情

勵

は

理
性

之
対

立

.

す

る
と

み
な

さ
れ

て

い

る
が

へ

問

題

は

二
者

の
単

純

な

対

立

で
は

な

い
。

む

し

.
ろ

、
情

動

的

な

も

の
が

理
性

的

な

も

の

に
浸

透

し

効

果

を

及

ぼ
す

側

面

が

重

要

な

の
で
あ

る
。

こ

の

よ

う
な

示
喰

を

述

べ
て

ニ
ー
ダ

ム

は

、

・「
パ

ー

ガ

ッ
シ

ョ

ン
と

移

行

に
、は

結

び

つ
き

が

あ

る

(
弓
げ
Φ
話

一
の
ρ

。
o
嘗

8

廷
o
昌

ぴ
Φ
暑

Φ
Φ
昌

℃
Φ
零

¢
ω
甑
O
p

9
つ
Ω
肓
o
磊

詳
一〇
戸

)

」

と

い
う

結

論

で
、

そ

の
論

考

を

し

め

く

く

っ
て

い

る

(
16
v。
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11
感
覚
が
知
覚
の
閾
を
越
え
さ
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、

一
面
か
ら
い
う
と
、
.知

覚
が
錯
誤
に
陥

っ
た
と
き
に
は
感
覚

の
構
造

へ
ひ
と
ま
ず
退
却
す
る
こ
と
が
可

能
だ
し
そ
う
す
べ
き
だ
、
と
い
う
こ
と
を
意
味
す
る
。,
た
ど
え
ぼ
慌
て
ふ
だ
め

い
た
斥
候
が
、
敵
が
来
た
、
と
誤
報
し
た
場
合
、
必
要
な
の
は
、
敵
影
だ
と
み

な
さ
れ
た
も
の
を

「分
析
的
に
」
あ
る
い
は

「現
象
的
」
に
見
な
お
す
こ
と
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
・知
覚
判
断
を
い

っ
だ
ん
は
保
留
し
知
覚
の
意
味
連
関
を
釘

断
し
た
う
え
で
、
純
粋
に
感
覚
の
目
に
与
え
ら
れ
た
も
の
を
再
点
検
し
な
く
て

は
な
ら
な
い
。
も
と
よ
り
こ
れ
は
事
実
上
完
結
を
見
な
い
営
み
に
す
ぎ
な
い
。
.

知
覚
か
ら
ど
こ
ま
で
遡

っ
て
も
純
粋
な
感
覚

へ
行
き

つ
い
て
し
ま
う
こ
と
は
な

い
。
感
覚
は
い

つ
で
も
知
覚
の
背
後

に
ぼ
ん
や
り
と
し
た
暈
の
よ
う
に
横
た

わ

っ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
も
の
だ
。
そ
れ
は
直
接
視
認
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、

た
だ
切
迫
七
た
感
情
の
う
ち
で
間
接
的

に
生
き
ら
れ
感
受
さ
れ
る
だ
け
で
あ
る
。

ヘ

ヘ

ロ
ヘ

へ

感
覚
は
意
味
で
は
な
く
、
あ
る
種
の
構
造
だ
か
ら
で
あ
る
。
知
覚
の
錯
誤
が
示
・

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

す
像
と
正
し
い
知
覚
像
は
意
味
に
か
ん
し
て
は
両
立
不
可
能

で
あ
る
。
敵
影
は

味
方
で
は
な
い
。
感
覚

へ
遡
る
と
い
う

こ
と
は
、
こ
れ
ら
の
意
味
を
中
断
し
て
、

ど
ち
ら
の
意
味
も
容
れ
う
る
あ
る
種

の
非
意
味
、
構
造

へ
就
く
こ
と
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
そ
の
兵
士

の
も

つ
火
器
が
感
官

に
与
え
る
印
象
を
点
検
す
る
こ
と

・

に
よ

っ
て
、
問
題

の
対
象
が
敵
で
は
な

ぐ
味
方
で
あ
る
こ
と
が
確
証
さ
れ
る
だ

ろ
う
。

二
つ
の
ポ
イ
ン
ト
が
あ
る
。
.第

一
に
、
知
覚
の
感
覚
に
よ
る
訂
正
可
能
性
は
、

コ

　

ぎ

ヘ

へ

意
味
と
非
意
味
の
あ
る
種
の
相
互
性
を
示
し
て
い
る
。
知
覚
の
錯
誤
が
疑
わ
れ

た
場
合
に
は
、
ま
ず

〈
敵
が
接
近
し

つ
つ
あ
る
〉
.と
い
う
惷
味
の
妥
当
性
が
還

元
さ
れ
る
。
し
か
も
こ
の
無
力
な
意
味
の
ぬ
け
が
ら
は
無
視
さ
れ
関
心
の
外

へ

排
除
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
そ
め
上
に
改
め
て
図
を
描
ぐ
べ
き
背
景

と
し
て
、
あ
く
ま
で
留
意
さ
れ
し

っ
か
り
と
保
持
さ
れ
る
。
次
い
で
、
こ
の
下

地
と

つ
き
あ
わ
せ
な
が
ら
、
感
覚
の
与
件
が
再
点
検
さ
れ
る
。
そ
し
て
も
し
感

覚
の
計
算
が
力
を
そ
が
れ
た
意
味
と
食

い
違
う
な
ら
㍉
計
算
結
果
に
ふ
さ
わ
し

い
意
味
解
釈
が
あ
ら
た
に
試
み
ら
れ
、
背
景
の
上

に
図
が
描
か
れ
る
だ
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
意
味
と
非
意
味
は
互
い
に
擦
り
合
わ
せ
ら
れ
、
必
要
な
調
整
が
施
、

さ
れ
る
の
だ
。

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

第
二
に
、
感
覚
が
非
意
味
で
あ
る
こ
と
は
、
そ
れ
が
真
偽
の
値
を
離
れ
て
い

　　

へ」る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
そ
う
だ
か
ら
こ
そ
感
覚
は
知
覚
の
正
誤
を
正
す
た
、

め

の
手
掛
か
り
に
な
る
ケ
る
の
だ
。
知
覚
と
感
覚
は
多
く
の
側
面
で
際
立

っ
た

対
照
を
示
し
て
い
る
が
、
な
か
で
も
、
知
覚
が
誤
り
う
る
の
に
感
覚
に
ば
誤
り

・
の
余
地
が
な
い
、
と
い
う
点
は
重
要
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
草
原
に
犬
の
姿
を

見
た
、
之
思
い
き
や
実
は
仔
羊
で
あ

っ
だ
と
い
う
よ
う
な
経
験
が
し
ば
し
ば
起

こ
る
。
.し
か
し
、
犬
を
見
よ
う
と
羊
を
見
よ
う
と
、
い
ず
れ
に
せ
よ
そ
の
つ
ど

視
感
覚
が
生
じ
て
い
た
に
ち
が
い
な
い
。
重
要
な
の
は
、
こ
の
感
覚
の
水
準
で

は
、
誤
り
を
犯
す
と
か
、
避
け
る
と
か
い
う
こ
と
が
意
味
を
な
さ
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
(17
)。
と
こ
ろ
で
、
感
覚
の
こ
の
無
謬
性
は
、

つ
ね
に
も
の
ご
と

を
正
し
く
見
て
と
る
認
知
能
力
が
感
覚
に
そ
な
わ
る
こ
と
を
意
味
し
な
い
。
感

・

ヘ

へ

　

ヘ

ヘ

ヘ

へ

覚
は
そ
も
そ
も
見

て
と
る
働
き

(○
げ
ωΦ弓
く
9
e一〇
】ρ)
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