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は
じ
め
に

　
本
稿
の
ね
ら
い
は
、
と
も
に
わ
れ
わ
れ
の
使
用
す
る
言
語
の
背
景
に
、

個
々
の
使
用
の
場
面
を
超
え
た
普
遍
的
な
「
意
味
」
の
存
在
を
定
立
す
る

こ
と
を
否
定
し
た
大
森
荘
蔵
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
、
知
覚
に
つ

い
て
と
っ
た
立
場
を
比
較
す
る
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
両
者
に
は
言

語
の
意
味
に
つ
い
て
の
問
題
と
知
覚
の
問
題
を
関
連
付
け
て
考
察
し
た
と

い
う
点
に
お
い
て
も
共
通
性
が
あ
り
、
こ
れ
ら
の
問
題
に
つ
い
て
の
捉
え

方
を
比
較
す
る
こ
と
で
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
考
え
に
対
し
て
再

解
釈
を
行
う
こ
と
が
可
能
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で

あ
る
。
そ
の
た
め
、
ま
ず
、
大
森
が
わ
れ
わ
れ
の
言
語
行
為
を
身
体
的
行

動
の
一
種
と
し
て
捉
え
、
そ
の
こ
と
か
ら
ど
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
知
覚

に
つ
い
て
の
「
立
ち
現
わ
れ
」
の
着
想
に
至
っ
た
か
を
概
観
し
、
次
に
ウ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
語
の
意
味
と
知
覚
に
つ
い
て
の
見
解
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
る
「
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
」
に
関
す
る
問
題
は
ど
の
よ
う
な

も
の
で
あ
る
か
簡
潔
に
述
べ
、
さ
ら
に
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
の
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
見
解
に
対
す
る
一
つ
の
解
釈
で
あ
る
、
野
矢
茂
樹
氏

の
立
場
を
紹
介
し
た
い
。
続
い
て
、
大
森
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

見
解
と
の
共
通
性
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
野
矢
氏
と
は
異
な
る
解
釈
の
可

能
性
を
探
り
た
い
。
最
後
に
、
大
森
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
知
覚

に
つ
い
て
の
見
解
の
重
な
り
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
解
釈
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
が
言
語
の
意
味
の
考
察
に
お
い
て
と
っ
た
と
さ
れ
る
、
わ
れ

わ
れ
の
言
語
活
動
の
外
に
規
則
を
実
体
的
に
再
構
成
し
な
い
と
い
う
立
場

と
整
合
性
を
持
つ
こ
と
を
確
認
し
、
結
論
と
し
た
い
。

一
　
大
森
荘
蔵
の
「
立
ち
現
わ
れ
」

　
大
森
は
、
わ
れ
わ
れ
が
抱
い
て
い
る
、
あ
る
一
つ
の
語
、
あ
る
い
は
発

言
が
、
そ
れ
が
使
用
さ
れ
る
状
況
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
つ
の
不
変
の
意
味

〈
研
究
論
文
10
〉

石
　
田
　
恵
　
理
　

　
大�
森
荘
蔵
の
「
立
ち
現
わ
れ
」
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

「
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
」
に
つ
い
て
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に
対
し
て
も
適
用
で
き
る
の
か
と
問
わ
れ
て
い
る
。

　
さ
ら
に
、
以
下
の
箇
所
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
抱
き
が
ち
な
同
一
の
表
現

は
、
状
況
が
い
か
に
変
化
し
よ
う
と
も
、
一
つ
の
固
定
的
な
「
意
味
」
を

持
つ
、
と
い
う
見
解
に
対
す
る
、
大
森
自
身
の
立
場
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
一
つ
の
国
語
を
話
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
国
語
の

表
現
の
「
意
味
」
を
了
解
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
同
一
の
表
現
の

「
意
味
」
は
状
況
が
無
限
に
変
わ
ろ
う
と
も
、
一
つ
の
「
意
味
」
し

か
持
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
よ
う
に
問
わ
れ
よ
う
。　

　
そ
う
で
は
な
い
。
一
つ
の
国
語
を
話
せ
る
と
い
う
こ
と
は
、
無
限

に
変
化
す
る
状
況
の
中
で
、
こ
れ
ま
た
無
限
に
変
化
す
る
働
き
を
し

よ
う
と
す
る
と
き
、
ど
の
よ
う
な
発
声
動
作
を
す
れ
ば
よ
い
か
を
習

得
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
…
…
同
一
不
変
の
「
水
を
下
さ
い
」
の

「
意
味
」
な
る
も
の
も
な
い
の
で
あ
る
。
様
々
な
状
況
に
お
い
て
「
ミ

ズ
オ
ク
ダ
サ
イ
」
と
い
う
発
声
動
作
も
ま
た
無
限
に
変
る
。
強
い
命

令
口
調
、
遠
慮
が
ち
な
、
哀
願
的
な
、
明
る
い
、
暗
い
、
き
つ
い
、

間
の
び
し
た
、
明
晰
な
、
呟
く
よ
う
な
、
断
固
と
し
た
、
弱
々
し
い
、

と
い
っ
た
具
合
に
。
そ
れ
ら
は
音
声
的
に
も
千
変
万
化
し
て
い
る
こ

と
、
一
つ
の
楽
譜
に
従
っ
た
演
奏
が
千
変
万
化
す
る
の
と
同
じ
で
あ

る
。
そ
れ
に
応
じ
て
、
そ
の
発
声
動
作
の
働
き
方
、
そ
の
働
き
の
結

果
、
そ
し
て
結
果
（
水
を
手
に
入
れ
る
、
拒
ま
れ
る
等
の
）
起
り
方

も
ま
た
千
変
万
化
な
の
で
あ
る）

2
（

。

上
記
の
箇
所
か
ら
読
み
取
れ
る
こ
と
と
し
て
、
大
森
に
と
っ
て
は
、
言
語

の
習
得
と
は
、
一
つ
一
つ
の
表
現
に
存
在
す
る
「
意
味
」
を
学
習
し
理
解

を
持
つ
と
い
う
考
え
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　「
水
を
下
さ
い
。」
こ
の
願
い
の
働
き
方
は
、
話
し
手
が
誰
で
あ
り
、

聞
き
手
が
誰
で
あ
り
、
場
所
が
ど
こ
で
あ
り
（
居
間
、
台
所
、
庭
先
、

オ
フ
ィ
ス
、
レ
ス
ト
ラ
ン
、
プ
ー
ル
、
戦
場
、
火
事
場
、
等
々
）
時

（
例
え
ば
昼
か
深
夜
か
）
と
天
候
（
暑
い
日
、
寒
い
日
、
嵐
の
日
）、

水
の
在
り
場
所
（
他
人
の
家
、
井
戸
、
川
、
水
筒
等
）
が
異
な
る
ご

と
に
異
な
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
…
…
そ
れ
は
同
一

不
変
の
「
水
を
下
さ
い
」
と
い
う
「
意
味
」
が
様
々
な
状
況
に
あ
っ

て
、
様
々
に
使
わ
れ
、
様
々
に
働
く
だ
け
で
は
な
い
か
、
と
。
な
る

ほ
ど
、
同
一
不
変
の
一
つ
の
小
刀
が
、
紙
や
爪
や
果
物
や
肉
を
こ
れ

ま
た
様
々
な
切
り
方
で
切
り
、
様
々
な
突
き
方
で
突
く
、
と
言
う
こ

と
は
言
え
よ
う
。
し
か
し
、
同
一
不
変
の
小
刀
に
当
る
、
同
一
不
変

の
「
意
味
」
と
は
ど
ん
な
「
意
味
」
な
の
だ
ろ
う
か
。
小
刀
の
場
合

に
は
、
そ
れ
が
使
わ
れ
ず
、
働
い
て
い
な
い
と
き
に
も
、
明
確
な
形

を
持
ち
明
確
な
重
み
を
も
っ
て
机
の
上
に
あ
る
。
だ
が
、
使
わ
れ
て

い
な
い
、
働
い
て
い
な
い
、「
水
を
下
さ
い
」
と
い
う
「
意
味
」
と

は
ど
ん
な
姿
で
在
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
辞
書
の
中
に
「
し
ま
い

こ
ま
れ
て
」
在
る
の
だ
ろ
う
か）

1
（

。

　
こ
こ
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
様
々
な
状
況
で
用
い
る
、「
水
を
下
さ
い
」

と
い
う
発
言
の
背
景
に
存
在
す
る
と
わ
れ
わ
れ
が
捉
え
る
「
意
味
」
が
、

様
々
な
物
を
切
る
小
刀
の
働
き
と
対
比
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
小
刀
の

場
合
に
は
そ
れ
は
使
用
さ
れ
て
い
な
い
と
き
に
も
物
と
し
て
存
在
し
て
い

る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
の
あ
り
方
を
そ
の
ま
ま
発
言
の
「
意
味
」
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は
な
く
じ
か
に
で
あ
る
。
一
つ
の
立
ち
現
れ
方
は
、
知
覚
的
に
立
ち

現
れ
る
仕
方
で
あ
る
。
賀
茂
川
が
そ
の
立
ち
現
れ
方
を
す
る
の
は
わ

た
し
が
賀
茂
の
ほ
と
り
に
居
り
、
肉
眼
で
眺
め
、
あ
る
い
は
手
を
入

れ
て
そ
の
水
に
触
れ
る
場
合
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
今
一
つ
の
立

ち
現
れ
方
は
、
今
の
よ
う
に
私
が
遠
く
離
れ
て
賀
茂
を
「
思
う
」
と

き
の
立
ち
現
れ
方
で
、
そ
の
場
合
は
見
た
り
触
れ
た
り
で
き
な
い
、

つ
ま
り
知
覚
で
き
な
い
。
知
覚
的
立
ち
現
れ
に
対
し
て
、
こ
の
思
い

的
立
ち
現
わ
れ
の
根
本
的
性
格
は
今
述
べ
た
よ
う
に
、
知
覚
で
き
な

い
、
知
覚
し
て
い
な
い
と
言
う
所
に
あ
る）

5
（

。

こ
こ
で
大
森
は
、
遠
く
離
れ
た
場
所
で
「
思
い
」
浮
か
べ
た
と
き
、
わ
れ

わ
れ
に
あ
り
あ
り
と
浮
か
ん
で
く
る
賀
茂
川
の
姿
と
、
眼
前
に
し
水
に
手

を
入
れ
た
り
、
知
覚
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
に
わ
れ
わ
れ
に
現
わ
れ
て

く
る
賀
茂
川
の
姿
を
、
区
別
せ
ず
に
ど
ち
ら
も
「
立
ち
現
わ
れ
」
と
し
て

捉
え
る
別
の
構
図
を
提
案
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
場
合
に
問
題
と
な

る
の
は
、
眼
前
に
し
て
い
る
賀
茂
川
に
対
し
て
持
つ
「
知
覚
的
立
ち
現
わ

れ
」
と
異
な
り
、
遠
く
離
れ
た
場
所
で
「
思
い
」
浮
か
べ
る
と
き
に
持
つ
、

賀
茂
川
の
「
思
い
的
立
ち
現
わ
れ
」
に
つ
い
て
は
わ
れ
わ
れ
は
知
覚
し
て

い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
次
の
箇
所
で
、
大
森
は
、
知

覚
に
つ
い
て
の
「
対
象
」
と
「
表
象
」
の
二
元
論
の
構
図
に
わ
れ
わ
れ
が

か
ら
め
と
ら
れ
て
し
ま
う
原
因
が
、
こ
の
点
に
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

　
二
元
論
の
誘
惑
の
発
端
の
一
つ
は
、
こ
の
「
思
い
」
が
知
覚
で
な

い
、
と
い
う
所
に
あ
る
と
思
う
。
眼
で
見
な
け
れ
ば
そ
の
姿
が
わ
か

ら
ず
、
手
で
触
れ
ね
ば
そ
の
冷
た
さ
が
わ
か
ら
ぬ
種
類
の
事
物
で
あ

し
て
い
く
こ
と
で
は
な
く
、
様
々
に
変
化
す
る
状
況
の
中
で
、
ど
の
よ
う

な
発
声
動
作
を
す
れ
ば
良
い
か
、
つ
ま
り
、
様
々
な
働
き
を
す
る
表
現
を

実
際
に
発
す
る
こ
と
を
学
ぶ
こ
と
で
あ
り）

3
（

、
一
つ
の
表
現
に
対
し
て
存
在

す
る
同
一
不
変
の
「
意
味
」
は
存
在
し
な
い
、
と
捉
え
ら
れ
て
い
た
と
言

え
る
。

　
大
森
は
、「
水
が
欲
し
い
と
き
、
ど
う
い
う
声
や
文
字
を
発
し
書
け
ば

よ
い
か
、
と
い
う
指
示
が
あ
り
、
そ
れ
を
習
得
し
て
い
る
こ
と）

4
（

」
が
「
水

を
下
さ
い
」
と
い
う
表
現
の
「
意
味
」
を
知
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
明

確
に
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
で
は
、
こ
の
言
語
の
意
味
に
つ
い
て
の
捉
え
方

を
、
大
森
が
ど
の
よ
う
に
わ
れ
わ
れ
の
知
覚
に
つ
い
て
の
捉
え
方
に
拡
張

し
、「
立
ち
現
わ
れ
」
と
い
う
着
想
に
至
っ
た
か
、
以
下
で
概
略
を
述
べ

た
い
。

　
例
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
も
の
を
思
い
浮
か
べ
る
と
き
、
わ
れ
わ
れ

が
実
際
に
そ
の
も
の
を
目
の
前
に
し
て
い
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
を
思
い

浮
か
べ
る
た
め
の
媒
介
が
何
か
必
要
と
さ
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
大
森
は
以

下
の
よ
う
に
自
ら
の
立
場
を
述
べ
て
い
る
。

　
今
東
京
に
い
る
わ
た
し
が
、
誰
か
の
言
葉
を
聞
い
て
か
、
あ
る
い

は
お
の
ず
と
か
、
と
に
か
く
京
都
の
賀
茂
川
を
「
思
い
浮
か
べ
た
」

と
し
よ
う
。
二
元
論
的
構
図
の
下
で
は
、
そ
の
「
思
い
浮
か
べ
ら
れ

た
」
賀
茂
川
は
、
京
都
を
貫
い
て
流
れ
て
い
る
「
対
象
」
と
し
て
の

賀
茂
川
の
「
表
象
」
な
の
で
あ
る
。
…
…
し
か
し
、
こ
こ
で
別
の
構

図
を
え
が
い
て
み
よ
う
。
本
物
の
賀
茂
川
は
二
つ
の
仕
方
で
わ
た
し

に
じ
か
に
「
立
ち
現
れ
る
」。「
表
象
」
な
る
も
の
を
「
通
し
て
」
で
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二
　
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
」

　
一
方
で
、
そ
れ
を
巡
っ
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
語
の
意
味
と

知
覚
に
つ
い
て
の
考
察
が
な
さ
れ
る
、「
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
」
と
い
う
問

題
は
、『
哲
学
探
究
』
第
Ⅱ
部
に
お
い
て
登
場
す
る
。「
ア
ス
ペ
ク
ト
」
は
、

い
わ
ば
「
見
方
」
に
関
す
る
概
念
で
あ
り
、〈
…
…
と
し
て
見
る
〉
と
い

う
形
で
捉
え
ら
れ
て
い
る）
10
（

。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
の
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
が
「
ア
ス
ペ
ク
ト
の
ひ
ら
め
き
」
と
呼
ん
だ
場
合
で
、
こ
れ
は

一
つ
の
図
柄
に
対
し
て
わ
れ
わ
れ
が
一
つ
以
上
の
見
え
方
を
持
つ
場
合
に

関
係
す
る
言
い
回
し
で
あ
る）
11
（

。『
哲
学
探
究
』
第
Ⅱ
部
の
ⅺ
章
に
お
い
て

は
、
ウ
サ
ギ
に
も
ア
ヒ
ル
に
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
絵
（
以
下
で
は
、
ウ

サ
ギ
│

ア
ヒ
ル
の
図
と
し
て
言
及
）
が
登
場
す
る
。
こ
の
絵
に
関
し
て
、

私
が
ウ
サ
ギ
の
絵
と
し
て
見
て
い
た
が
、
突
然
ア
ヒ
ル
と
し
て
も
見
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
気
づ
い
た
と
き
、「
ア
ス
ペ
ク
ト
の
ひ
ら
め
き
」
が
生

じ
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
絵
を
、
通
常
わ
れ
わ
れ
は
ウ
サ
ギ
と

し
て
も
ア
ヒ
ル
と
し
て
も
見
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
だ
が
図
柄
自
体
は

変
わ
ら
な
い
ま
ま
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る）
12
（

。
こ
こ

で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
考
察
し
て
い
る
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
う

に
「
ア
ス
ペ
ク
ト
の
ひ
ら
め
き
」
を
体
験
で
き
な
い
人
の
場
合
で
あ
り
、

『
哲
学
探
究
』
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
人
は
「
ア
ス
ペ
ク
ト
盲
」
と

呼
ば
れ
る）
13
（

。
さ
ら
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
「
ア
ス
ペ
ク
ト

盲
」
の
問
題
を
言
語
の
意
味
に
つ
い
て
の
考
察
へ
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
て

い
た）
14
（

。

る
賀
茂
川
を
、
今
見
る
こ
と
も
触
れ
る
こ
と
も
で
き
な
い
所
に
い
る

わ
た
し
に
何
ら
か
の
形
で
現
前
さ
せ
る
た
め
に
は
、
た
だ
何
か
の
仕

方
で
の
本
物
の
写
し
に
よ
る
以
外
は
な
い
、
と
考
え
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
そ
の
写
し
、
ま
た
は
そ
れ
に
類
す
る
何
も
の
か
に
「
表
象
」

の
名
を
与
え
、
そ
れ
を
認
知
し
た
の
で
あ
る）

6
（

。

　
つ
ま
り
、
知
覚
で
き
な
い
も
の
を
思
い
浮
か
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ

わ
れ
は
実
物
に
近
い
何
か
に
頼
る
過
程
を
必
要
と
し
、
そ
れ
は
こ
こ
で

「
表
象
」
と
呼
ば
れ
る
、
実
物
の
写
し
に
頼
る
ほ
か
な
い
と
い
う
こ
と
だ

と
い
う
考
え
に
わ
れ
わ
れ
が
陥
っ
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
と
言
え

る
。
こ
こ
で
述
べ
た
「
表
象
」
を
求
め
る
素
朴
な
二
元
論
か
ら
さ
ら
に
進

ん
で
、「
表
象
」
が
「
知
覚
的
立
ち
現
わ
れ
」
に
つ
い
て
求
め
ら
れ
る
場

合
に
つ
い
て
も
、
大
森
は
述
べ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
哲
学
者
が
知
覚
に
お

い
て
も
、
知
覚
と
し
て
あ
り
あ
り
と
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
、
い
わ
ば
「
知

覚
像
」
と
、
実
際
の
も
の
の
姿
、
い
わ
ば
「
対
象
」
を
区
別
し
て
い
る
場

合
）
7
（

で
あ
る
と
さ
れ
る
。
大
森
に
よ
れ
ば
、
こ
の
地
点
に
至
る
と
、
二
元
論

的
構
図
は
奇
妙
な
図
柄
を
提
示
す
る
よ
う
に
な
る）

8
（

。
な
ぜ
な
ら
、「
思
い

的
立
ち
現
わ
れ
」
も
「
知
覚
的
立
ち
現
わ
れ
」
も
ど
ち
ら
も
「
表
象
」
に

過
ぎ
な
い
た
め
、「
対
象
」
は
そ
れ
ら
す
べ
て
の
「
表
象
」
の
向
こ
う
に

追
い
や
ら
れ
、
本
物
と
そ
の
写
し
と
い
う
「
対
象
」
と
「
表
象
」
の
関
係

を
示
し
た
は
ず
の
二
元
論
的
構
図
は
自
ら
焦
点
の
ぼ
や
け
た
も
の
に
な
ら

ざ
る
を
得
な
い
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る）

9
（

。
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る
〉
と
い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
を
伴
わ
な
い
見
方
が
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生

活
に
お
い
て
大
部
分
を
占
め
て
い
る
こ
と
を
述
べ
、
例
え
ば
「
わ
れ
わ
れ

は
す
べ
て
を
何
か
と
し
て
見
る
の
で
あ
る
」
と
す
る
主
張
は
誤
り
で
あ
る

と
指
摘
）
21
（

し
て
い
る
。
野
矢
氏
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
お
い
て
大
部

分
を
占
め
て
い
る
、〈
…
と
し
て
〉
で
は
な
く
、
単
に
机
を
見
て
い
る
、

と
い
う
見
方
に
対
し
て
、〈
…
と
し
て
見
る
〉
と
い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚

は
、「
把
握
の
仕
方
の
把
握）
22
（

」「
い
か
な
る
見
方
で
見
て
い
る
か
の
表
明
）
23
（

」

を
含
ん
だ
見
方
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

　
私
が
ア
ス
ペ
ク
ト
の
ひ
ら
め
き
に
お
い
て
知
覚
す
る
の
は
、〔
色

や
形
と
い
っ
た
〕
対
象
の
一
つ
の
属
性
な
の
で
は
な
く
、
そ
れ
と
他

の
対
象
と
の
内
的
関
係
な
の
で
あ
る）
24
（

。

そ
し
て
、
上
記
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
記
述
か
ら
、
野
矢
氏
は
、

ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
を
「
見
方
の
把
握
）
25
（

」
と
し
て
、
す
な
わ
ち
「
そ
の
も
の

の
属
す
る
内
的
連
関
性
を
な
ん
ら
か
の
か
た
ち
で
主
題
化
す
る
よ
う
な
体

験
）
26
（

」
と
し
て
捉
え
て
い
る
。
つ
ま
り
、
野
矢
氏
の
考
察
に
お
い
て
は
、
ア

ス
ペ
ク
ト
知
覚
は
、
他
の
物
と
の
関
係
に
お
い
て
そ
れ
を
何
と
し
て
見
る

か
、
と
い
う
見
方
を
含
ん
だ
知
覚
で
あ
り
、
こ
の
解
釈
の
言
語
使
用
の
場

面
へ
の
適
用
が
検
討
さ
れ
て
い
く
こ
と
と
な
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
の
問
題
が
、
言
語
使
用
の
場
面
に
拡
張
さ
れ
て
い

く
と
き
、
そ
こ
に
見
ら
れ
る
の
は
、
日
常
の
大
部
分
を
占
め
る
、
わ
れ
わ

れ
が
行
っ
て
い
る
「
な
め
ら
か
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
さ
な
か
に
あ

っ
て
、
ひ
と
つ
の
記
号
が
さ
ま
ざ
ま
な
内
的
連
関
性
の
中
に
置
か
れ
う
る

な
ど
と
い
う
こ
と
は
け
っ
し
て
意
識
さ
れ
て
い
な
い）
27
（

」
と
い
う
事
実
で
あ

　
野
矢
氏
の
解
釈
に
お
い
て
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、「
規
則

に
従
う
」
と
い
う
場
面
に
お
い
て
ア
ス
ペ
ク
ト
と
い
う
概
念
を
論
じ
て
お

り
）
15
（

、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
の
概
念
に
よ
っ
て
、
知
覚
に
つ
い
て

の
み
な
ら
ず
、
言
語
使
用
に
つ
い
て
も
考
察
し
よ
う
と
し
て
い
た）
16
（

と
さ
れ

て
い
る
。
そ
し
て
、「
ア
ス
ペ
ク
ト
盲
」
に
対
応
す
る
も
の
と
し
て
提
出

し
た
、
あ
る
語
の
意
味
の
経
験
を
す
る
能
力
が
欠
如
し
て
い
る
者
（「
意

味
盲
」
と
呼
ば
れ
る）
17
（

）
に
つ
い
て
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
記
述
は

交
錯
し
て
お
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、「
意
味
盲
は
た
い
し
た

も
の
を
失
わ
な
い）
18
（

」
と
も
述
べ
て
い
る
が
、
野
矢
氏
自
身
の
見
解
と
し
て

意
味
盲
は
規
範
性
を
失
っ
て
い
る
と
結
論
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
述
べ

て
い
る
。

　
野
矢
氏
に
よ
れ
ば
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
〈
…
と
し
て
見
る
〉

と
い
う
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
を
取
り
上
げ
る
の
は
、
あ
く
ま
で
も
通
常
の
知

覚
で
あ
る
〈
…
を
見
る
〉
と
の
対
照
に
お
い
て
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
わ
れ

わ
れ
が
日
常
で
し
て
い
る
知
覚
は
、〈
…
と
し
て
見
る
〉
で
は
な
く
、
た

だ
の
〈
…
を
見
る
〉
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

目
的
は
、
通
常
の
知
覚
と
対
比
し
て
、〈
…
と
し
て
見
る
〉
と
い
う
言
い

方
の
含
意
は
何
で
あ
る
の
か
、
を
問
う
こ
と）
19
（

で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
。

　
日
常
の
大
部
分
に
お
い
て
、
わ
れ
わ
れ
は
実
際
そ
の
よ
う
に
も
の

を
見
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
私
は
机
を
見
、
机
の
上
に
あ
る
煙
草
を

見
て
、
煙
草
を
取
る
。
そ
の
と
き
私
は
け
っ
し
て
そ
れ
を
机
と
し
て
、

あ
る
い
は
煙
草
と
し
て
見
た
り
は
し
な
い）
20
（

。

右
の
箇
所
か
ら
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、
野
矢
氏
は
、
ま
ず
〈
…
と
し
て
見
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そ
し
て
、
碁
盤
の
上
に
一
つ
黒
石
を
置
く
と
い
う
こ
と
が
、
た
だ
文
字
通

り
の
そ
う
い
う
行
為
と
し
て
だ
け
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
ま
た
「
碁
を
打
つ
」

と
い
う
こ
と
の
中
の
一
手
と
し
て
、
囲
碁
の
規
則
に
則
っ
て
い
る
こ
と
と

し
て
も
見
ら
れ
る
こ
と
に
な
ぞ
ら
え
て）
32
（

、
言
語
使
用
の
場
面
に
お
い
て

も
、「
か
く
か
く
の
音
を
発
す
る
」
と
「
言
葉
を
話
す
」
と
い
う
、
単
な

る
「
行
動
」
と
規
則
に
則
っ
た
「
実
践
」
と
の
区
別
が
存
在
し
て
い
る
と

述
べ
て
い
る）
33
（

。
重
要
な
の
は
、
単
な
る
行
為
と
し
て
描
写
さ
れ
た
「
行
動
」

に
は
規
則
が
存
在
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
り）
34
（

、
こ
の
こ
と
か
ら
意
味

盲
の
人
に
は
「
規
範
性
」、「
規
則
に
従
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
が
欠
け

て
い
る
の
だ
と
い
う
結
論
が
引
き
出
さ
れ
る）
35
（

。

　
確
か
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
」
の
問
題

は
、
わ
れ
わ
れ
の
よ
う
に
、
通
常
の
知
覚
も
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
も
持
つ
こ

と
の
で
き
る
人
と
、〈
…
と
し
て
見
る
〉
と
い
う
こ
と
が
で
き
な
い
ア
ス

ペ
ク
ト
盲
の
人
と
の
違
い
に
端
緒
を
持
つ
考
察
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
自
身
も
、
例
え
ば
、
習
慣
や
教
育
に
よ
っ
て
習
得
さ
れ
る
こ
と

を
通
じ
て
、
習
得
し
た
人
に
は
あ
る
種
の
見
方
を
許
す
「
描
法
）
36
（

」
と
い
う

も
の
に
注
目
し
て
い
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
が
、
ア
ス
ペ
ク

ト
盲
や
意
味
盲
の
人
に
対
し
て
は
、
何
を
欠
い
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
可

能
な
の
か
、
そ
れ
は
、
実
際
に
「
規
範
性
」、「
規
則
に
従
っ
て
い
る
」
こ

と
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

三
　
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
大
森
荘
蔵
の
見
解
の
共
通
性

　
こ
こ
で
大
森
の
見
解
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

り
、
意
味
盲
の
人
は
、
例
え
ば
、
同
音
異
義
語
の
区
別
が
で
き
な
い
人
と

し
て
表
わ
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
と
さ
れ
る）
28
（

。

　
前
述
の
よ
う
に
、
ア
ス
ペ
ク
ト
盲
で
な
い
わ
れ
わ
れ
は
、
そ
れ
を
ウ
サ

ギ
と
し
て
も
ア
ヒ
ル
と
し
て
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
え
方
の
変

化
の
可
能
性
を
知
っ
た
上
で
、
一
つ
の
図
柄
に
対
し
て
語
る
こ
と
の
で
き

る
人
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
二
つ
の
見
え
方
が
存
在
し
て
い
る
が
、

そ
こ
に
あ
る
の
は
一
つ
の
同
一
の
図
柄
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
知
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
が
、〈
…
と
し
て
見
る
〉
の
表
明
を
含
む

見
方
で
あ
る
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
と
、
そ
れ
と
は
異
な
る
〈
…
を
見
る
〉
と

い
う
通
常
の
知
覚
の
両
方
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
重

ね
ら
れ
る
こ
と
と
な
る
。
同
様
に
、
意
味
盲
で
な
い
と
い
う
こ
と
は
、「
ま

つ
」
と
い
う
一
つ
の
音
で
あ
っ
て
も
、
樹
木
の
「
松
」
が
意
味
さ
れ
て
い

る
こ
と
も
、
状
態
の
一
つ
で
あ
る
「
待
つ
」
が
意
味
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
こ
と
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
る）
29
（

。
つ
ま
り
、
ア

ス
ペ
ク
ト
盲
や
意
味
盲
で
な
い
と
い
う
と
い
う
こ
と
は
、
通
常
の
知
覚
経

験
と
そ
れ
に
類
す
る
意
味
上
の
経
験
、
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
と
そ
れ
に
類
す

る
意
味
上
の
経
験
の
両
方
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
う
こ
と
だ
と

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
野
矢
氏
は
こ
の
こ
と
を
、「
通
常
の
言
語
使

用
、
つ
ま
り
よ
ど
み
の
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
等
の
場
面
で
為
さ
れ

る
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
ゲ
ー
ム）
30
（

」
と
「
端
的
な
言
語
使
用
の
レ
ベ
ル
か
ら
身

を
離
し
、
い
く
つ
か
の
選
択
肢
を
前
に
し
て
吟
味
し
、
説
明
す
る
と
い
っ

た
場
面
で
為
さ
れ
る
諸
ゲ
ー
ム）
31
（

」
の
二
つ
の
言
語
ゲ
ー
ム
の
タ
イ
プ
を
ウ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
区
別
し
て
い
た
、
と
い
う
形
で
捉
え
て
い
る
。
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い
る
引
き
出
し
を
あ
け
、
次
い
で
表
の
中
か
ら
「
赤
い
」
と
い
う
語

を
探
し
出
し
て
、
そ
れ
に
対
応
し
て
い
る
色
の
見
本
を
見
出
す
。
そ

れ
か
ら
、
商
人
は
基
数
の
系
列
―
こ
れ
を
彼
が
そ
ら
ん
じ
て
い
る
と

仮
定
す
る
│
を
「
五
」
と
い
う
語
に
ま
で
口
に
出
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の

数
を
口
に
出
す
た
び
に
、
見
本
と
同
じ
色
を
持
っ
た
リ
ン
ゴ
を
一
つ

ず
つ
、
引
き
出
し
か
ら
と
り
出
す
。
―
こ
の
よ
う
に
、
あ
る
い
は
、

こ
れ
と
似
た
仕
方
で
、
人
は
語
を
操
作
す
る
。
―
「
し
か
し
、
こ
の

商
人
は
、
ど
こ
で
ど
の
よ
う
に
し
て
〈
赤
い
〉
と
い
う
語
を
探
し
出

し
、〈
五
つ
〉
と
い
う
語
で
何
を
や
り
は
じ
め
た
ら
い
い
の
か
を
、

ど
う
し
て
知
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。」
―
い
や
、
私
は
、
私
の
述

べ
た
通
り
に
商
人
が
振
る
舞
う
と
仮
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。〔
物

事
の
〕
説
明
は
ど
こ
か
で
終
わ
る
。
│
し
か
し
、「
五
つ
」
と
い
う

語
の
意
味
は
何
で
あ
る
の
か
。
―
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
、
こ
こ
で
は

全
く
問
題
に
な
っ
て
い
な
か
っ
た
。
ど
の
よ
う
に
「
五
つ
」
と
い
う

語
が
使
わ
れ
る
か
、
と
い
う
こ
と
だ
け
が
問
題
だ
っ
た
の
で
あ
る）
39
（

。

つ
ま
り
、
こ
の
節
に
お
い
て
登
場
す
る
「
赤
い
リ
ン
ゴ
を
五
個
買
う
」
と

い
う
行
動
に
含
ま
れ
て
い
る
言
語
活
動
に
つ
い
て
述
べ
ら
れ
た
考
察
か
ら

も
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
言
語
使
用
の
際

の
規
則
に
注
目
し
、
規
則
に
よ
る
説
明
は
い
ず
れ
か
の
地
点
で
終
わ
る
と

捉
え
て
お
り
、
言
語
活
動
の
外
に
規
則
を
実
体
化
す
る
こ
と
を
否
定
す
る

見
解
を
と
っ
て
い
た
と
さ
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
見
解
に
基
づ
い
て
、「
ア
ス

ペ
ク
ト
盲
」
に
つ
い
て
の
考
察
を
捉
え
な
お
す
と
す
れ
ば
、
ア
ス
ペ
ク
ト

の
「
ア
ス
ペ
ク
ト
知
覚
」
の
問
題
に
対
し
て
、
野
矢
氏
と
は
別
の
方
向
の

解
釈
の
可
能
性
が
生
ま
れ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
大
森
は
、
何
か
に
つ
い
て

空
想
す
る
と
き
の
「
立
ち
現
わ
れ
」
に
つ
い
て
も
考
察
を
行
っ
て
い
た
。

　
す
な
わ
ち
、
デ
カ
ル
ト
に
と
っ
て
、
夢
の
事
物
で
あ
れ
キ
マ
イ
ラ

で
あ
れ
、
ま
た
眼
前
に
見
え
る
ラ
ン
プ
で
あ
れ
、「
そ
れ
自
身
に
お

い
て
見
ら
れ
、
他
の
も
の
と
関
係
さ
せ
ら
れ
な
い
な
ら
ば
」、
そ
れ

ら
の
立
ち
現
わ
れ
は
最
も
強
い
意
味
で
「
真
」
な
の
で
あ
る
。
…
…

し
た
が
っ
て
、
そ
れ
ら
の
立
ち
現
わ
れ
は
最
も
原
初
的
な
意
味
で

「
存
在
」
し
た
の
で
あ
る
。
…
…
大
切
な
こ
と
は
、「
実
在
す
る
も
の
」

も
「
実
在
し
な
い
も
の
」
も
そ
の
立
ち
現
わ
れ
に
お
い
て
は
、「
そ

れ
自
身
に
お
い
て
見
ら
れ
」
る
限
り
は
、
同
等
の
資
格
で
「
存
在
」

す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る）
37
（

。

上
記
の
引
用
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
大
森
は
空
想
し
て
い
る
も
の
に

つ
い
て
わ
れ
わ
れ
が
持
つ
の
も
「
立
ち
現
わ
れ
」
で
あ
り
、
他
の
事
物
と

関
連
さ
せ
ず
そ
れ
自
身
に
お
い
て
見
ら
れ
る
限
り
は
、
そ
れ
は
実
在
し
て

い
る
も
の
に
つ
い
て
の
「
立
ち
現
わ
れ
」
と
、
何
ら
異
な
る
こ
と
の
な
い

「
立
ち
現
わ
れ
」
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
。

　『
哲
学
探
究
』
に
お
い
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
と
っ
て
い
た

の
は
、
以
下
の
箇
所
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う
に
、
言
語
の
意
味
は
そ
の
使

用
で
あ
る
と
い
う
見
解
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る）
38
（

。

　
私
が
誰
か
を
買
物
に
や
る
。
彼
に
「
赤
い
リ
ン
ゴ
五
つ
」
と
い
う

記
号
の
書
い
て
あ
る
紙
片
を
渡
す
。
彼
が
そ
の
紙
片
を
商
人
の
と
こ

ろ
へ
持
っ
て
行
く
と
、
商
人
は
「
リ
ン
ゴ
」
と
い
う
記
号
の
つ
い
て
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も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
、
こ
こ
で
示
さ
れ
て
い
る
の
は
、
大

森
の
見
解
に
お
い
て
示
さ
れ
て
い
た
、
空
想
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て

も
、
実
在
し
て
い
る
物
に
つ
い
て
と
同
様
わ
れ
わ
れ
は
「
立
ち
現
わ
れ
」

を
持
つ
の
で
あ
り
、「
立
ち
現
わ
れ
」
に
お
い
て
は
空
想
し
て
い
る
も
の

は
、
実
在
し
て
い
る
物
と
区
別
さ
れ
な
い
と
い
う
見
方
を
基
に
し
た
知
覚

の
あ
り
方
で
あ
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
ア
ス
ペ
ク
ト
盲
の
人
と
そ
う
で
な
い
人
の
知
覚
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、

「
規
範
性
」
の
有
無
を
基
準
と
し
た
区
別
を
行
う
解
釈
に
対
し
て
、
大
森

の
見
解
に
沿
っ
て
、
わ
れ
わ
れ
が
陥
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
対
象
と
表
象
の

二
元
論
的
構
図
の
特
徴
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
、「
立
ち
現
わ

れ
」
に
お
い
て
は
空
想
し
て
い
る
も
の
は
、
実
在
し
て
い
る
も
の
と
区
別

さ
れ
な
い
と
い
う
指
摘
を
参
照
す
る
こ
と
で
、
異
な
る
解
釈
の
可
能
性
を

示
す
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ

の
「
規
範
性
」
の
あ
り
か
に
つ
い
て
疑
問
を
呈
し
て
い
る
と
捉
え
ら
れ
る

か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
ア
ス
ペ
ク
ト
盲
の
人
は
「
規
範
性
」

を
欠
い
て
い
る
と
い
う
も
の
と
は
異
な
る
解
釈
を
示
す
こ
と
が
で
き
た
と

捉
え
、
本
稿
の
結
論
と
し
た
い
。

　（
1
）
大
森
荘
蔵
「
こ
と
だ
ま
論
」『
大
森
荘
蔵
著
作
集
　
第
四
巻
』
岩
波
書
店
、
一

九
九
九
年
、
一
一
六
―
一
一
七
頁
。 

　（
2
）
同
、
一
一
八
頁
。

　（
3
）
独
語
や
実
際
に
相
手
に
向
か
っ
て
発
声
さ
れ
る
の
で
は
な
い
書
き
言
葉
も
存

在
す
る
が
、「
こ
と
だ
ま
論
」
に
お
い
て
、
大
森
荘
蔵
は
、
言
葉
の
働
き
を
見
て

と
る
た
め
に
、
ま
ず
聞
き
手
に
向
か
っ
て
語
ら
れ
る
状
況
に
注
目
し
て
い
る
（
同

盲
の
人
は
、
野
矢
氏
の
捉
え
た
よ
う
に
「
規
範
性
」
を
欠
い
て
い
る
と
言

い
得
る
だ
ろ
う
か
。

　
例
え
ば
、
ア
ス
ペ
ク
ト
盲
の
人
に
、
ウ
サ
ギ
│

ア
ヒ
ル
の
図
が
示
さ
れ
、

何
が
見
え
る
か
問
わ
れ
る
と
き
、「
ウ
サ
ギ
を
見
て
い
る
」（
あ
る
い
は

「
ア
ヒ
ル
を
見
て
い
る
」）
と
答
え
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
こ
と
自
体

は
、
わ
れ
わ
れ
が
ウ
サ
ギ
│

ア
ヒ
ル
の
図
を
初
め
て
見
た
と
き
の
返
答
と

相
違
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
ア
ス
ペ
ク
ト
盲
の
人
が
「
規
範
性
」
を
失
っ

て
い
る
と
い
う
解
釈
が
生
じ
る
の
は
、
こ
こ
で
、
現
在
見
て
い
る
の
と
は

別
の
見
方
が
あ
る
こ
と
を
提
示
さ
れ
た
場
合
に
、
ア
ス
ペ
ク
ト
盲
で
な
い

人
は
両
方
の
見
方
が
一
つ
の
図
柄
に
つ
い
て
の
二
つ
の
見
え
方
で
あ
る
と

理
解
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
、
ア
ス
ペ
ク
ト
盲
の
人
に
は
、

た
と
え
別
の
見
方
を
提
示
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
が
そ

れ
を
も
う
一
つ
の
見
方
と
関
係
さ
せ
一
つ
の
図
柄
に
帰
属
さ
せ
る
こ
と
が

で
き
な
い
と
い
う
問
題
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し

て
、
も
し
こ
こ
で
ア
ス
ペ
ク
ト
盲
の
人
は
、
規
範
性
が
欠
け
て
い
る
と
い

う
見
解
に
よ
ら
な
い
と
す
れ
ば
、
ア
ス
ペ
ク
ト
盲
の
人
の
知
覚
の
あ
り
方

と
そ
う
で
な
い
人
の
知
覚
の
あ
り
方
と
に
区
別
が
失
わ
れ
、
ア
ス
ペ
ク
ト

盲
の
人
も
、
そ
う
で
な
い
人
も
、
ア
ヒ
ル
│

ウ
サ
ギ
の
図
に
つ
い
て
、「
ウ

サ
ギ
を
見
る
」
と
「
ア
ヒ
ル
を
見
る
」
と
い
う
体
験
を
し
、
同
様
に
そ
れ

が
一
つ
の
図
に
つ
い
て
結
び
付
け
ら
れ
る
見
方
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
理

解
し
な
い
ま
ま
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
通
常
自
分
た

ち
が
ア
ス
ペ
ク
ト
盲
の
人
と
は
異
な
る
見
方
を
し
て
い
る
と
捉
え
て
い
る

た
め
、
こ
こ
で
示
さ
れ
た
あ
り
方
は
一
見
奇
妙
な
も
の
に
感
じ
ら
れ
る
か
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郎
訳
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
全
集
・
補
巻
１
』、
大
修
館
書
店
、
一
九
八
五

年
、
八
四
頁
。

　（
19
）
野
矢
茂
樹
、
前
掲
論
文
、
九
九
頁
。

　（
20
）
同
、
一
〇
三
頁
。

　（
21
）
同
、
九
八
頁
。

　（
22
）
同
、
一
〇
一
頁
。

　（
23
）
同
、
一
〇
二
頁
。

　（
24
）Ludw

ig W
ittgenstein, op cit., p.212. 

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
『
哲
学
探
究
』
四
二
二
頁
。

　（
25
）
野
矢
茂
樹
、
前
掲
論
文
、
一
〇
四
頁
。

　（
26
）
同
。

　（
27
）
同
、
一
〇
八
頁
。

　（
28
）
同
、
一
〇
六
頁
。

　（
29
）
同
。

　（
30
）
同
、
一
〇
九
頁
。

　（
31
）
同
。

　（
32
）
同
、
一
一
四
―
一
一
五
頁
。

　（
33
）
同
、
一
一
五
頁
。

　（
34
）
同
。

　（
35
）
同
、
一
一
六
頁
。

　（
36
）Ludw

ig W
ittgenstein, op cit., p.201. 

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
『
哲
学
探
究
』
四
〇
〇
頁
。

　（
37
）
大
森
荘
蔵
、
前
掲
書
、
一
三
五
―
一
三
六
頁
。

　（
38
）Ludw

ig W
ittgenstein, op cit., pp.2

│3. 

ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
『
哲
学
探
究
』
一
五
―
一
六
頁
。

　（
39
）
同
。

（
い
し
だ
・
え
り
、
哲
学
、
武
蔵
野
大
学
客
員
研
究
員
）

前
、
一
一
五
頁
）。

　（
4
）
同
、
一
一
七
頁
。

　（
5
）
同
、
一
三
〇
―
一
三
一
頁
。

　（
6
）
同
、
一
三
一
頁
。

　（
7
）
例
を
あ
げ
る
な
ら
、
映
画
の
フ
ィ
ル
ム
が
網
膜
に
与
え
る
像
は
動
画
と
な
っ

て
い
る
が
、
実
際
に
は
わ
れ
わ
れ
は
そ
れ
が
一
コ
マ
ず
つ
送
ら
れ
た
も
の
で
あ

る
と
知
っ
て
お
り
、
こ
こ
で
網
膜
に
与
え
ら
れ
る
像
と
実
際
の
対
象
の
姿
を
わ

れ
わ
れ
は
区
別
し
て
い
る
と
言
う
こ
と
が
で
き
る
。
同
様
に
、
哲
学
者
は
、
こ

こ
で
知
覚
と
し
て
現
わ
れ
て
い
る
こ
と
と
、
映
画
の
場
合
と
違
っ
て
わ
れ
わ
れ

が
知
っ
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
が
、
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
、
物
の
実
際
の
姿

で
あ
る
「
対
象
」
を
、
区
別
し
よ
う
と
し
て
い
る
、
と
考
え
ら
れ
る
。

　（
8
）
大
森
荘
蔵
、
前
掲
書
、
一
三
二
頁
。

　（
9
）
同
。

　（
10
）
野
矢
茂
樹
「
規
則
と
ア
ス
ペ
ク
ト
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哲
学
探
究
』
第
Ⅱ
部
か
ら
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展
開
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北

海
道
大
學
文
學
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紀
要
』
第
三
六
巻
第
二
号
、
北
海
道
大
学
文
学
研
究
科
、
一

九
八
八
年
、
九
六
頁
。

　（
11
）H

ans-Johann G
lock, A

 W
ittgenstein D

ictionary, O
xford, M

alden: 
Blackw

ell, 1996, p.36.
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12
）Ibid., p.37.

　（
13
）Ludw

ig W
ittgenstein, Philosophische U

ntersuchungen, O
xford, M

al-
den: Blackw

ell, 1998, p.213. 

ル
ー
ト
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ウ
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イ
ン
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ト
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ン
全
集
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』
大
修
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書
店
、

一
九
七
六
年
、
四
二
五
頁
。

　（
14
）Ibid., p.214. 

同
、
四
二
七
頁
。

　（
15
）
野
矢
茂
樹
、
前
掲
論
文
、
九
六
頁
。

　（
16
）
同
、
一
〇
四
頁
。

　（
17
）
言
語
使
用
の
場
面
に
お
い
て
ア
ス
ペ
ク
ト
的
な
体
験
を
欠
い
て
い
る
こ
の
種

の
人
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
他
の
著
作
『
心
理
学
の
哲
学
』
に
登
場

す
る
用
語
を
用
い
て
、「
意
味
盲
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

　（
18
）
ル
ー
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
『
心
理
学
の
哲
学
１
』
佐
藤
徹


