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時
代
精
神
と
い
う
も
の
を
、
存
在
論
的
に
で
あ
れ
経
験
論
的
に
で
あ
れ
、
し
か
る
べ
く
位
置
づ
け
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
創
造

的
営
為
が
そ
れ
自
身
の
時
代
を
表
現
す
る
に
ち
が
い
な
い
と
示
唆
し
て
み
た
と
こ
ろ
で
無
駄
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
う
し
た
時
代
に

あ
っ
て
は
、
創
造
的
営
為
が
ど
の
み
ち
生
じ
る
か
ら
、
も
し
く
は
、
新
た
な
営
為
は
新
た
な
時
代
を
創
造
し
う
る
か
ら
で
あ
る
。
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
ひ
と
り
の
美
術
史
家
が
造
形
様
式
の
変
遷
に
つ
い
て
考
え
な
が
ら
、「
い
つ
の
時
代
で
も
け
っ
し
て
何
事
も
可
能
で
あ

る
わ
け
で
は
な
い
」（
１
）
と
述
べ
る
と
き
、
そ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
誰
も
が
知
っ
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
ど
ん
な
人
に

も
ど
ん
な
哲
学
に
も
等
し
く
当
て
は
ま
る
。
し
か
し
そ
れ
で
も
、
何
が
可
能
な
の
か
を
そ
れ
が
実
際
に
生
じ
る
ま
で
は
ひ
と
は
信
じ
る

こ
と
が
な
い
。
実
際
に
生
じ
る
と
き
に
、
革
命
の
感
覚
、
消
え
去
っ
た
過
去
の
感
覚
、
解
決
さ
れ
た
問
題
の
感
覚
が
生
み
出
さ
れ
る

の
か
も
し
れ
な
い　
　

た
と
え
あ
る
人
の
解
決
が
今
度
は
別
の
人
の
問
題
と
な
る
と
い
う
こ
と
も
私
た
ち
は
知
っ
て
い
る
の
だ
と
し
て

も
。

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
一
方
で
は
自
身
の
後
期
哲
学
の
方
法
が
見
い
だ
し
た
革
命
的
な
断
絶
の
感
覚
、
他
方
で
は
そ
れ
ら
が

美エ
ス
テ
テ
ィ
ク
ス学
と
倫
理
学
の
方
法
に
対
し
て
と
る
関
係
の
感
覚
、
そ
れ
ら
の
両
方
に
つ
い
て
の
自
身
の
感
覚
を
言
い
表
し
て
い
た
（
２
）。
以

下
で
私
が
示
そ
う
と
思
う
の
は
、
そ
う
し
た
感
情
や
主
張
が
理
解
さ
れ
る
さ
い
の
い
く
つ
か
の
仕
方
で
あ
り
、
そ
れ
ら
は
思
う
に
、
後

期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
哲
学
を
総
体
と
し
て
理
解
す
る
の
に
本
質
的
な
も
の
で
あ
る
。
最
初
の
節
で
は
、
美
学
に
お
け
る
二
つ

の
問
題
の
概
略
を
示
し
て
い
る
。
二
つ
の
問
題
の
い
ず
れ
も
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
手
法
の
諸
可
能
性
に
従
い
、
そ
れ
ら
を
解
明

す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
結
び
の
節
で
は
、
一
方
で
は
、
美エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク

感
的
と
み
な
さ
れ
う
る
種
類
の
判
断
、
他
方
で
は
「
私
た

ち
が
日
常
的
に
言
う
べ
き
こ
と
」
を
言
葉
に
す
る
と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
特
徴
的
な
主
張　
　

日
常
言
語
哲
学
者
一
般
の

主
張
で
も
あ
る
が　
　

、
こ
れ
ら
双
方
の
類
似
を
示
唆
す
る
こ
と
に
し
た
い
。

　

私
が
書
い
て
き
た
こ
と
、
そ
し
て
思
う
に
、
私
が
書
い
て
き
た
仕
方
は
、
次
の
よ
う
な
感
覚
に
由
来
す
る
。
哲
学
は
、
方
法
が
周
期
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的
に
陥
る
危
機
の
最
中
に
あ
り
、こ
う
し
た
危
機
は
、方
法
が
内
容
に
強
い
る
懸
念
、た
し
か
に
私
だ
け
の
も
の
で
は
な
い
懸
念
に
よ
っ

て
高
め
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
分
析
哲
学
に
対
す
る
知
的
関
与
は
、
人
々
を
は
じ
め
て
哲
学
へ
と
導
い
て
き
た
よ
う
な
人
間
文
化

の
い
っ
そ
う
広
範
で
伝
統
的
な
諸
問
題
か
ら
遠
ざ
か
る
よ
う
に
し
て
当
の
関
心
を
培
っ
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
ひ
と
は
、
方
法
で
あ

れ
専
門
的
な
関
心
で
あ
れ
、
ど
ち
ら
も
放
棄
で
き
な
い
で
い
る
と
気
づ
く
の
で
あ
る
。

　

方
法
に
か
ん
し
て
自
由
な
折
衷
主
義
で
応
ず
る
こ
と
は
、
こ
う
し
た
問
題
に
答
え
る
明
ら
か
な
解
決
策
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
別
の
解

決
策
は
、
自
分
自
身
に
と
っ
て
も
っ
と
も
手
近
だ
と
わ
か
っ
て
い
る
方
法
の
範
囲
内
で
、
さ
ら
な
る
自
由
や
可
能
性
を
発
見
す
る
こ
と

か
も
し
れ
な
い
。
私
は
、
こ
こ
で
は
二
つ
の
選
択
肢
の
後
者
を
取
り
た
い
と
思
う
。
と
い
う
の
も
、
哲
学
を
哲
学
そ
れ
自
体
に
と
っ
て

さ
ら
に
別
種
の
問
題
と
し
、
と
り
わ
け
、
哲
学　
　

つ
ま
り
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
、
よ
り
一
般
的
に
は
、
日
常
言
語
哲
学　
　

と

い
う
表
現
媒
体
を
、
美
学
に
と
っ
て
の
重
要
な
問
題
と
し
た
い
か
ら
で
あ
る
。

　
　
　
　

美
学
の
二
つ
の
問
題
（
３
）

　

純
然
た
る
言
葉
の
問
題
か
ら
始
め
よ
う　
　

そ
れ
は
、
詩
、
よ
り
控
え
め
に
言
え
ば
、
メ
タ
フ
ァ
ー
〔
隠
喩
〕
は
言
い
換
え
ら
れ
う

る
の
か
ど
う
か
を
め
ぐ
る
論
争
で
あ
る
。
ク
レ
ア
ン
ス
・
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
、彼
の
著
書『
よ
く
で
き
た
壺
』（
４
）の
な
か
で
、「
パ
ラ
フ
レ
ー

ズ
〔
言
い
換
え
〕
の
異
説
」
と
い
う
表
現
で
も
っ
て
、
そ
う
し
た
論
争
に
有
用
な
名
称
を
与
え
た
。
こ
の
異
説
は
「
詩
そ
の
も
の
が
あ

る
種
の
「
言
明
」
を
構
成
し
て
い
る
」（p. 179

）
と
想
定
す
る
と
い
う
異
説
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
れ
は
「
批
評
に
お
い
て
わ
れ
わ
れ

が
抱
え
る
困
難
の
ほ
と
ん
ど
が
根
ざ
し
て
い
る
」（p. 184

）
異
説
だ
と
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
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事
の
真
相
は
次
の
通
り
で
あ
る
。（
あ
る
一
篇
の
詩
が
言
っ
て
い
る
こ
と
の
）
す
べ
て
を
明
文
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
詩
の
中

心
に
向
か
う
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
中
心
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
し
ま
う
。
詩
の
「
散
文
的
な
意
味
」
は
、
詩
の
中
身
が
陳
列
さ
れ
て
い
る

収
納
棚
を
な
し
て
い
る
の
で
は
な
い
し
、
詩
の
「
内
的
な
」
構
造
や
「
本
質
的
な
」
構
造
や
「
真
の
」
構
造
を
表
し
て
い
る
の
で

も
な
い
（p. 182

）。
わ
れ
わ
れ
は
、
自
分
が
何
を
し
て
い
る
の
か
を
わ
か
っ
て
い
る
場
合
で
あ
れ
ば
、
指
標
や
省
略
表
現
と
し

て
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
を
ま
っ
た
く
適
切
に
用
い
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
き
わ
め
て
重
要
な
の
は
、
わ
れ
わ
れ
が
〔
言
い
換
え

を
す
る
こ
と
で
〕
自
分
が
何
を
し
て
い
る
か
を
わ
か
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
り
、
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
そ
の
も
の
が
詩
の
本
質
を
構

成
す
る
意
味
の
真
の
核
心
で
は
な
い
と
い
う
点
を
わ
れ
わ
れ
が
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
止
め
る
こ
と
で
あ
る
（p. 180

）。

　

パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
が
、
詩
の
真
の
核
心
や
本
質
や
本
質
的
な
構
造
で
は
な
く

0

0

、
詩
の
内
的
構
造
や
実
在
的
構
造
で
も
な
い

0

0

と
い
う
こ
と

を
あ
り
の
ま
ま
に
受
け
止
め
る
と
い
う
点
に
私
た
ち
は
多
少
な
り
と
も
困
難
を
覚
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
同
様
の
困
難
は
こ
う
し
た
事

柄
の
部
分
な
い
し
全
体
が
い
っ
た
い
ど
う
な
っ
て
い
る

0

0

の
か
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
と
き
に
も
当
て
は
ま
る
と
言
っ
て
よ
い
。
な
ぜ
な

ら
、そ
う
し
た
こ
と
を
的
確
に
言
い
当
て
る
に
は
、あ
ま
り
に
も
多
く
の
哲
学
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
あ
る
詩
の
本
質
・

核
心
・
構
造
等
々
は
そ
の
詩
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
の
こ
と
だ
と
き
っ
ぱ
り
と
言
っ
て
の
け
る
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。

お
そ
ら
く
私
た
ち
は
こ
う
言
わ
れ
続
け
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。
詩
作
と
は
文
体
の
装
飾
を
用
い
た
り
、
特
定
の
詩
的
な
言
葉
を
必
要
と

し
た
り
す
る
こ
と
だ
、
と
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
詩
と
は
何
を
意
味
す
る
の
か
、
あ
る
い
は
何
を
意
味
す
べ
き
か
と
い
う
こ
と
が
言
わ
れ

続
け
て
き
た
の
だ　
　

そ
の
結
果
、
他
の
誰
か
が
と
っ
さ
に
哲
学
っ
ぽ
く
、
詩
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
は
詩
の
本
質
を
歪
め
る
こ
と
だ
と
言

う
に
い
た
る
の
で
あ
る
。
さ
て
、
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
論
文
で
非
難
さ
れ
た
人
は
、
た
い
て
い
そ
の
よ
う
な
〔
詩
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
が
可
能

だ
と
言
っ
た
と
い
う
〕
罪
を
帰
せ
ら
れ
る
こ
と
を
否
定
し
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
し
、
自
分
が
言
っ
て
も
い
な
い
こ
と
を
自
分
が
言
っ
た
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こ
と
に
さ
れ
た
と
感
じ
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
「
も
ち
ろ
ん
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
は
詩
と
等
価
で
は
な
い
し
、
一
篇
の
詩
は
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し

う
る
よ
り
も
多
く
の
内
容
を
そ
な
え
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
な
ど
わ
か
り
き
っ
て
い
る
と
答
え
も
す
る
だ
ろ
う
。
ブ
ル
ッ
ク
ス
教
授
は

ア
イ
ヴ
ァ
ー
・
ウ
ィ
ン
タ
ー
ズ
の
言
葉
を
引
き
合
い
に
出
し
て
、
彼
の
著
作
を
「
お
そ
ら
く
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
の
異
説
の
も
っ
と
も
尊
重

す
べ
き
例
を
［
も
た
ら
す
も
の
］」（p. 183

）
と
し
て
用
い
て
い
る
（
５
）。
こ
の
よ
う
に
し
て
議
論
が
続
け
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ

れ
に
よ
っ
て
偽
の
問
題
に
入
り
こ
ん
で
し
ま
う
の
だ　
　

だ
か
ら
と
言
っ
て
、
そ
う
し
た
問
題
を
容
易
に
正
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

わ
け
で
も
な
い
の
だ
が
。

　

こ
う
し
た
こ
と
の
ひ
と
つ
の
明
白
な
徴
候
は　
　

も
し
自
分
が
何
を
し
て
い
る
か
を
わ
か
っ
て
い
る
な
ら
ば　
　

も
ち
ろ
ん
パ
ラ
フ

レ
ー
ズ
は
差
し
つ
か
え
な
い
と
ブ
ル
ッ
ク
ス
が
く
り
返
し
譲
歩
し
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
言
う
こ
と
は
、
今
度
は
、

批
評
す
る
こ
と
も
差
し
つ
か
え
な
い
と
言
う
も
同
然
で
あ
り
、
た
し
か
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
の
批
評
家
が
、
と
り
わ
け

ワ
ー
ズ
ワ
ー
ス
の
頌
歌
「
霊
魂
不
滅
の
啓
示
」
の
冒
頭
の
詩
節
を
読
み
、「［
…
］
か
の
詩
人
は
何
か
を
失
っ
た
と
言
っ
て
切
り
出
し
て

い
る
」（Brooks, p. 116

）
と
書
い
て
い
る
の
を
私
た
ち
は
ど
の
よ
う
に
評
価
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
が
こ
の
詩
節
を
ど
れ
だ
け

精
査
し
て
も
「
何
か
を
失
っ
た
」
と
い
う
表
現
を
そ
こ
に
見
い
だ
す
こ
と
は
け
っ
し
て
で
き
な
い
の
だ
。
そ
う
言
わ
れ
れ
ば
、
こ
の
批

評
家
は　
　

正
当
に
も　
　

憮
然
と
し
て
次
の
よ
う
に
返
答
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
し
か
に
こ
の
冒
頭
の
詩
節
は
、
実
際
に
何
か
を

失
っ
た
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
こ
と
を
意
味
し
、
含
意
し
て
い
る
の
だ
。
あ
な
た
は
こ
の
箇
所
が

そ
う
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
な
い
と
示
す
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
、
と
。
も
ち
ろ
ん
、
私
た
ち
は
そ
う
示
す
つ
も
り
な
ど
な
い
。

だ
が
そ
う
は
い
っ
て
も
、
こ
の
批
評
家
は
、
一
篇
の
詩
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
述
べ
る
と
き
に
自
分
が
何
を
し
て
い
る
の
か
に
つ
い

て
の
理
論

0

0

を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
彼
は
自
分
の
詩
の
読
解
に
い
く
つ
か
補
遺
を
付
け
加
え
、
一
篇
の
詩
が
何
を
意
味

し
て
い
る
の
か
を
述
べ
る
さ
い
に
当
の
詩
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
自
分
が
必
ず
し
も
正
確
に
言
い
表
せ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
説



近
代
哲
学
の
美
学
的
諸
問
題

7

明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
彼
は
、
詩
の
意
味
を
指
し
示
し
た
に
す
ぎ
な
い
、
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
意
味
が
存
し

0

0

0

0

0

て
い
る
範
囲
を
指
し
示
し
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
最
後
の
仕
方
で
さ
え
彼
に
は
十
分
謙
虚
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。

そ
う
い
う
わ
け
で
、
こ
の
批
評
家
は
、
自
分
の
分
析
が
「
せ
い
ぜ
い
詩
の
粗
っ
ぽ
い
近
似
物
で
あ
る
」（p. 189

）
と
い
う
脚
註
を
付

け
加
え
た
く
な
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
い
っ
た
譲
歩
に
た
ど
り
着
く
ま
で
に
、
次
の
よ
う
に
反
発
し
た
く
な
っ
た
人
が
い
る
と

し
て
も
無
理
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
し
か
し
も
ち
ろ
ん

0

0

0

0

、
ひ
と
つ
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
は
、
詩
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
を
述
べ
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
近
似
的
な

0

0

0

0

パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
な
ど
と
い
う
も
の
は
た
ん
に
拙
い
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
だ
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。
そ
し
て
そ

う
い
う
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
は
、
い
っ
そ
う
の
努
力
や
研
ぎ
澄
ま
さ
れ
た
感
性
を
も
っ
て
す
れ
ば
、
き
わ
め
て
正
確
な
も
の
と
な
っ
た
か
も

し
れ
な
い
、
と
い
う
反
発
で
あ
る
。
以
上
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
反
応
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
「
あ
あ
、
私
は
あ
な

た
に
こ
の
頌
歌
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
を
正
確
に
伝
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
」、
で
は
、
そ
の
頌
歌
を
声
に
出
し
て
読
ん
で
み
ま
し
ょ

う
。

　

こ
の
自
滅
的
な
あ
り
よ
う
か
ら
抜
け
出
す
真
の
道
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
、
満
足
の
い
く

0

0

0

0

0

回
答
を
得
る
方
法
は
な
い
も
の
だ
ろ
う
か
。

こ
う
し
た
や
り
取
り
に
お
い
て
、
話
者
た
ち
が
互
い
に
す
れ
違
っ
て
し
ま
う
と
い
う
、
そ
う
し
た
不
安
感
を
何
が
惹
き
起
こ
し
て
い
る

の
か
、
私
た
ち
は
発
見
し
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
し
か
に
各
々
は
相
手
が
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
か
を
正
確
に
わ
か
っ
て
い
る
。
に

も
か
か
わ
ら
ず
、双
方
と
も
相
手
が
何
を
理
解
し
そ
こ
な
っ
て
い
る
の
か
の
最
小
限
の
事
実
を
指
摘
す
る
こ
と
す
ら
で
き
な
い
で
い
る
。

　

ひ
と
つ
の
示
唆
を
得
る
た
め
に
、
以
下
で
は
、
ブ
ル
ッ
ク
ス
が
自
身
の
読
解
が
詩
（
の
意
味
）
に
似
通
っ
て
き
て
し
ま
う

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
言
い
た

く
な
る
よ
う
な
事
態
に
あ
ら
た
め
て
目
を
向
け
て
み
よ
う
。
彼
は
そ
こ
で
自
身
の
個
人
的
な
愚
か
し
さ
を
告
白
し
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
彼
が
言
お
う
と
し
て
い
る
の
は
、
い
か
な
る
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
も
せ
い
ぜ
い
近
似
物
に
と
ど
ま
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ

れ
ゆ
え
、彼
は
、自
分
自
身
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
が
多
か
れ
少
な
か
れ
決
定
的
な
仕
方
で
不
正
確
な
い
し
誤
り
で
あ
っ
た
と　
　

そ
う
言
っ
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た
ら
み
ず
か
ら
が
非
難
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
を　
　

み
ず
か
ら
言
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
つ
ま
り
、
彼
は
「
近
似
的
な
」
と
「
正

確
な
」
の
あ
い
だ
の
通
常
の
対
比
関
係
を
否
定
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
彼
が
そ
う
望
ん
だ
と
し
て
も
、
両
者
を
対
比
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
私
が
正
し
い
な
ら
、
彼
は
そ
の
対
比
を
否
定
し
て
い
た

0

0

0

0

の
だ
。
彼
が
対
比
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い

0

0

0

0

た0

か
は
定
か
で
は
な
い
が
、
お
そ
ら
く
彼
は
否
定
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た

0

0

0

0

0

0

0

0

0

。
そ
し
て
彼
は
そ
の
こ
と
に
気
づ
い
た
の
だ
。
彼
が
そ
れ
に

気
づ
い
た
か
ら
と
言
っ
て
、な
に
か
決
定
的
な
違
い
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
次
の
よ
う
に
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
を
、

詩
（
詩
の
意
味
？
）
に
似
通
っ
て
く
る
も
の
と
し
て
語
る
こ
と
で
、
彼
自
身
は
、
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
と
詩
が
い
わ
ば
同
じ
水
準
で
働
い
て

お
り
、
同
種
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
示
唆
を
推
し
進
め
て
い
る
の
だ
、
と
（
あ
る
色
合
い
は
別
の
色
合
い
に
近
似
す
る
が
、
そ
れ
は
、

そ
の
色
を
ま
と
っ
て
い
る
物
体
そ
の
も
の
に
近
似
し
た
り
し
な
か
っ
た
り
す
る
わ
け
で
は
な
い
。お
お
よ
そ
北
を
指
し
て
い
る
矢
印
は
、

ま
さ
し
く
ど
こ
か
の
方
向
を
指
し
示
し
て
い
る
。
あ
る
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
は
、
別
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
と
お
お
よ
そ
同
じ
か
も
し
れ
ず
、
お

お
よ
そ
同
じ
意
味
を
も
つ
か
も
し
れ
な
い
）。 
そ
こ
で
彼
が
哲
学
的
に
で
き
る
こ
と
を
す
べ
て
駆
使
し
て
行
な
わ
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と

は
、
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
と
詩
が
一
致
し
な
い
よ
う
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
で
は
到
達
し
え
な
い
よ
う
な
詩
の

核
心
や
本
質
や
構
造
を
語
る
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
対
象
を
本
当
に
指
し
示
し
た
い
の
で
あ
れ
ば
、
実
際
に
そ
れ
に
触
っ
て
み
せ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
が
よ
う
や
く
わ
か
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
し
か
し
い
ち
い
ち
触
っ
て
い
る
と
生
活
が
非
常
に
不
便
な
も
の

に
な
っ
て
し
ま
う
と
気
づ
い
た
た
め
に
、
こ
う
述
べ
る
こ
と
で
常
識
と
折
り
合
う
に
い
た
っ
た
の
で
あ
る　
　

も
ち
ろ
ん
私
た
ち
は
対

象
を
指
し
示
す
こ
と
が
で
き
る

0

0

0

が
、
そ
の
さ
い
私
た
ち
は
自
分
が
何
を
し
て
い
る
か
を
自
覚
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
た
い
て
い
の

場
合
、
実
際
に
は
対
象
を
お
お
よ
そ
指
し
示
し
て
い
る
だ
け
だ
と
い
う
こ
と
に
気
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
。

　

こ
の
種
の
こ
と
は
、
哲
学
で
は
驚
く
べ
き
頻
度
で
生
じ
る
類
の
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
ひ
と
つ
の
概
念
に
（
典
型
的
に
は
な
ん

ら
か
の
単
純
な
物
理
的
種
類
の
）
絶
対
性
を
課
す
。
こ
う
し
た
概
念
の
日
常
的
使
用
が
私
た
ち
の
要
求
を
満
た
さ
な
い
と
わ
か
る
や
、
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私
た
ち
は
日
常
性
と
絶
対
性
の
こ
の
齟
齬
を
で
き
る
か
ぎ
り
埋
め
よ
う
と
す
る
。こ
れ
ら
の
お
な
じ
み
の
パ
タ
ー
ン
を
挙
げ
て
み
よ
う
。

た
と
え
ば
、
私
た
ち
は
、
実
際
に
は
物
質
的
な
諸
対
象
そ
の
も
の
を
見
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
う
し
た
も
の
を
間
接
的
に

見
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
あ
る
い
は
、
私
た
ち
は
い
か
な
る
経
験
的
命
題
も
確
信
し
え
な
い
が
、
事
実
上
は
実
践
的
に
確
信
し
て
い
る
。

あ
る
い
は
、
私
た
ち
は
他
者
が
何
を
感
じ
て
い
る
の
か
を
本
当
の
と
こ
ろ
は
知
る
こ
と
は
で
き
ず
、
そ
う
し
た
こ
と
を
推
量
す
る
し
か

な
い
、
等
々
。
私
見
で
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
も
っ
と
も
偉
大
な
功
績
の
ひ
と
つ
は
、
こ
う
し
た
パ
タ
ー
ン
が
ど
れ
ほ
ど
哲

学
の
恒
常
的
な
特
徴
で
あ
る
か
を
示
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
こ
そ
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
診
断
が
説
明
し
よ
う
と

し
た
こ
と
で
あ
る
（「
私
た
ち
は
、
何
か
が
ど
の
よ
う
に
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か
と
い
う
一
定
の
構
図
を
有
し
て
い
る
。
言
語
そ
の
も

の
は
無
益
な
も
の
で
あ
る
。
働
く
こ
と
も
な
い
。
そ
の
日
常
的
な
言
語
ゲ
ー
ム
と
は
関
係
な
く
使
用
さ
れ
る
の
で
あ
る
」）。
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
診
断
が
、
そ
れ
自
体
と
し
て
満
足
の
い
く
も
の
で
あ
る
か
ど
う
か
は
別
問
題
で
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
で
十
分
と
い

う
こ
と
は
あ
り
そ
う
に
な
い
だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
当
該
の
現
象
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
示
し
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
と
同

じ
く
ら
い
あ
り
ふ
れ
た
こ
と
な
の
だ
と
す
れ
ば
、
そ
の
説
明
は
、
た
し
か
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
素
描
が
も
た
ら
し
た
も

の
よ
り
も
、
は
る
か
に
明
瞭
で
、
い
っ
そ
う
完
全
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
ら
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
次
の
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
「
意
味
を
与
え
る
」
と
か
「
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
を
す
る
」
と
か
「
何
も

の
か
が
意
味
し
て
い
る
も
の
（
な
い
し
誰
か
が
言
っ
た
こ
と
）
を
正
確
に
言
い
表
す
」
と
い
っ
た
文
言
を
、
そ
れ
ら
が
用
い
ら
れ
る
通

常
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
（「
言
語
ゲ
ー
ム
」）
の
う
ち
に
置
き
入
れ
る
場
合
に
、
自
分
が
本
当
は
そ
う
い
っ
た
こ
と
を
し
て

0

0

い
な
か
っ
た
の

で
は
な
い
か
と
心
配
す
る
よ
う
な
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
う
し
た
こ
と

0

0

0

0

0

0

こ
そ
が
実
際
に
そ
う
し
た
こ
と
を
し
て
い
る
当
の

こ
と
で
あ
る
、
と
私
た
ち
は
言
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。
誰
か
が
そ
れ
に
か
ん
し
て
哲
学
し
始
め
る
こ
と
が
な
い
か
ぎ
り
は
、
そ
の
安
穏

は
続
く
だ
ろ
う
。
私
は
、
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
主
張
を
阻
止
し
た
い
わ
け
で
は
な
い
。
私
が
知
り
た
い
の
は
た
だ
、
そ
う
す
る
こ
と
で
い
っ
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た
い
彼
は
何
を
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
な
ぜ
彼
は
ま
さ
に
そ
う
し
た
お
決
ま
り
の
道
を
た
ど
っ
て
し
ま
う
の
か
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。

　

私
た
ち
に
は
ウ
ィ
ン
タ
ー
ズ
の
た
め
に
、
ブ
ル
ッ
ク
ス
が
彼
に
帰
し
て
い
る
哲
学
的
な
事
柄
を
彼
は
実
際
に
は
ま
っ
た
く
言
っ
て
い

な
い
と
い
う
こ
と
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ウ
ィ
ン
タ
ー
ズ
の
テ
ー
ゼ
は
、
実
際
に
は
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
が
詩
で
は
な
い
と

い
う
事
実
を
全
面
的
に
黙
認
し
て
お
り
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
な
か
に
は

0

0

0

0

パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
で
き
な
い
詩
が
あ
る　
　

と
り
わ
け
、
二
〇
世

紀
の
二
、三
〇
年
代
の
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
主
要
な
詩
的
才
能
に
よ
る
詩
は
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
で
き
な
い
、
と
さ
れ
る
。
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ

で
き
な
い
詩
に
は
、各
々
に
特
有
の
仕
方
で
弱
点
が
あ
り
、そ
れ
ゆ
え
こ
の
詩
的
才
能
は
、嘆
か
わ
し
い
境
遇
に
追
い
や
ら
れ
た
の
だ
っ

た
。
私
た
ち
に
と
っ
て
こ
の
議
論
の
利
点
は　
　

私
た
ち
が
そ
の
背
景
に
あ
る
精
神
に
賛
成
し
よ
う
が
し
ま
い
が　
　

、
一
定
の
距
離

を
お
い
て
詩
的
言
説
に
つ
い
て
特
定
の
理
論
を
持
ち
続
け
よ
う
と
す
る
こ
と
で
、
以
下
の
こ
と
を
承
認
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
可
能
で
あ
る
こ
と
が
、
言
語
使
用
の
ひ
と
つ
の
明
確
な
特
性
な
の
で
あ
る　
　

表
現
次
第
で
こ
の
特
性
を
持
っ

て
い
た
り
持
っ
て
い
な
か
っ
た
り
す
る
に
せ
よ
。
こ
の
こ
と
が
示
唆
し
て
い
る
の
は
、
言
語
使
用
は
、
そ
れ
が
こ
の
特
性
を
所
有
し
て

い
る
か
否
か
で
区
別
さ
れ
、
さ
ら
に
言
え
ば
、
言
語
使
用
の
要
求
す
る
あ
る
種
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
う
る
、
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
い
く
つ
か
の
例
を
参
照
し
て
こ
う
し
た
示
唆
を
追
求
し
て
み
よ
う
。
そ
の
さ
い
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
考
え
に

従
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
私
た
ち
は
、
何
か
が
（
文
法
的
に
）
ど
う
い
う
種
類
の
対
象
（
た
と
え
ば
意
味
）
で

あ
る
か
を
、
そ
れ
に
つ
い
て
言
わ
れ
て
い
る
あ
る
種
の
事
柄
（
た
と
え
ば
「
意
味
を
説
明
す
る
こ
と
」）
を
示
す
表
現
を
探
究
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
見
つ
け
出
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　

い
か
な
る
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
も
な
い
言
語
使
用
の
も
っ
と
も
明
瞭
な
場
合
と
は
、
言
語
の
文
字
通
り
の
使
用
で
あ
る
と
言
っ
て
お
く
こ

と
は
無
駄
で
は
な
い
。
も
し
私
が
あ
な
た
に
「［
隣
の
女
の
子
の
］
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
は
ま
だ
十
四
才
で
は
な
い
」
と
伝
え
て
あ
な
た
が
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私
に
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
か
を
尋
ね
る
な
ら
ば
、
私
は
多
く
の
こ
と
を
す
る
か
も
し
れ
な
い　
　

つ
ま
り
〔
あ
な
た
が
私
に
尋

ね
る
さ
い
に
〕
今
度
は
あ
な
た
が

0

0

0

0

何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
か
を
あ
な
た
に
尋
ね
て
み
た
り
、
あ
る
い
は
、
あ
な
た
が
い
ま
だ
使
用
で

き
て
い
な
い
い
く
つ
か
の
表
現
の
意
味
を
あ
な
た
に
教
え
て
み
た
り
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
（
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
何
と
し
て

で
も
示
そ
う
と
し
た
よ
う
に
、
表
現
の
意
味
を
教
え
る
こ
と
は
、
そ
の
意
味
を
あ
な
た
に
伝
え
る
こ
と

0

0

0

0

0

と
は
同
じ
で
は
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
）。
あ
る
い
は
別
の
例
を
挙
げ
よ
う
。
も
し
私
が
「
そ
の
日
の
苦
労
は
そ
の
日
だ
け
で
十
分
で
あ
る
〔Suffi

cient unto the 
day is the evil thereof.

『
新
約
聖
書
・
マ
タ
イ
伝
』
六
・
三
四
〕」
と
言
う
な
ら
、
そ
し
て
そ
れ
を
私
が
文
字
通
り
の
真
意
で
受
け

取
る
な
ら
、
あ
な
た
に
私
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
う
か
ぎ
り
で
、
私
は
他
の
こ
と
を
す
る
必
要
が
あ
る

だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、あ
な
た
が
私
の
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
に
私
は
い
ち
い
ち
驚
か
な
い
だ
ろ
う
し
、

私
は
先
の
例
の
場
合
で
の
よ
う
に
、
あ
な
た
が
そ
の
説
明
を
私
に
尋
ね
る
こ
と
で
本
当
は
何
を
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の
か
を
尋
ね
る
よ

う
な
こ
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
同
様
に
、
私
が
苛
立
ち
を
覚
え
る
ほ
ど
落
胆
し
た
と
い
う
の
で
な
い
か
ぎ
り
、
私
は
そ
の
英
語
表
現
の

意
味
を
あ
な
た
に
わ
ざ
わ
ざ
教
え
よ
う
と
は
し
な
い
だ
ろ
う
。
私
が
す
る
か
も
し
れ
な
い
こ
と
は
、
私
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
別
の
仕

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

方
で
言
い
直
そ
う

0

0

0

0

0

0

0

と
す
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
な
た
が
誰
で
あ
る
か
に
応
じ
て
、
お
そ
ら
く
他
の
誰
か
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
た
似
た
よ
う

な
考
え
、
も
し
く
は
ま
っ
た
く
同
じ
考
え
の
枠
内
へ
と
あ
な
た
を
差
し
向
け
よ
う
と
す
る
だ
ろ
う
。
最
初
の
例
の
場
合
も
二
番
目
の
例

の
場
合
も
、
私
が
（
論
理
的
に
）
な
し
え
な
い
こ
と
は
、
私
が
言
っ
た
こ
と
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る

0

0

0

0

0

0

0

0

こ
と
で
あ
る
。

　

さ
て
、「
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
は
太
陽
で
あ
る
」
と
言
っ
た
誰
か
が
何
を
言
お
う
と
し
て
い
る
の
か
と
私
が
尋
ね
ら
れ
た
と
仮
定
し
よ
う
。

今
回
も
私
が
選
択
す
る
こ
と
は
、
こ
れ
ま
で
と
異
な
っ
て
お
り
、
独
特
で
あ
る
。
今
回
も
あ
な
た
が
尋
ね
る
と
い
う
こ
と
に
、
先
ほ
ど

と
同
じ
仕
方
で
は
な
い
に
せ
よ
、
驚
く
わ
け
で
は
な
い
。
し
か
し
私
は
、
自
分
の
考
え
て
い
る
こ
と
を
別
の
仕
方
で
言
い
直
そ
う
と
は

し
な
い

0

0

だ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
事
の
真
相
は
、さ
し
あ
た
り
次
の
よ
う
な
見
方
の
う
ち
に
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
だ
。
す
な
わ
ち
、
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メ
タ
フ
ァ
ー
は
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
え
な
い
と
い
う
見
方
、
つ
ま
り
メ
タ
フ
ァ
ー
の
意
味
は
そ
こ
に
用
い
ら
れ
て
い
る
当
の
言
葉
に
強
く

結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
見
方
で
あ
る
（
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
に
よ
る
付
加
は
実
際
に
は
何
も
付
け
加
え
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
意
味
が
す

で
に
結
び
つ
い
た
り
見
い
だ
さ
れ
た
り
し
て
い
る
当
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
以
外
の
ど
こ
で
そ
う
し
た
付
加
を
想
像
で
き
よ
う
か
）。
た
し

か
に
私
は
、
次
の
よ
う
に
言
う
か
も
し
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
ロ
ミ
オ
が
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
と
は
、
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
は
自
分
の
世
界

の
ぬ
く
も
り
で
あ
る
と
か
、
自
分
の
一
日
は
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
と
と
も
に
始
ま
る
と
か
、
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
が
も
た
ら
す
恩
恵
で
の
み
自
分

は
育
つ
こ
と
が
で
き
る
、
と
い
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
ロ
ミ
オ
の
愛
の
告
白
は
次
の
こ
と
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
ほ
か
の
恋

人
た
ち
が
愛
の
象
徴
と
し
て
用
い
る
月
の
光
は
、
た
ん
に
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
に
反
射
し
た
光
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ
っ
て
、
比
喩
と
し
て
死

ん
で
い
る
、
等
々
。
要
す
る
に
、
私
は
そ
れ
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
う
え
で
、
私
が
こ
う
し
た
形
式
に
つ
い

て
説
明
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
を
私
が
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
す
の
に

十
分
な
理
由
、
完
璧
な
理
由
で
あ
る
。
こ
う
し
て
メ
タ
フ
ァ
ー
は
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
で
き
る
と
い
う
わ
け
だ
（
そ
し
て
そ
れ
が
真
相
だ
と

す
れ
ば
、メ
タ
フ
ァ
ー
は
実
際
に
は
同
語
反
復
的
と
い
う
こ
と
で
あ
る
）。ク
ロ
ー
チ
ェ
が
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
の
可
能
性
を
否
定
し
た
と
き
、

少
な
く
と
も
彼
は
、
メ
タ
フ
ァ
ー
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
断
言
す
る
だ
け
の
十
分
な
道
理
が
あ
っ
た
。

　

い
ま
や
二
つ
の
点
が
明
ら
か
に
な
る
。［
１
］ 

先
の
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
の
例
の
最
後
を
締
め
く
く
る「
〜
等
々
」は
重
要
で
あ
る
。そ
れ
は
、

ウ
ィ
リ
ア
ム
・
エ
ン
プ
ソ
ン
が
メ
タ
フ
ァ
ー
の
「
妊
娠
」
と
呼
ん
だ
も
の
、
す
な
わ
ち
メ
タ
フ
ァ
ー
の
う
ち
の
意
味
の
萌
芽
を
記
し
て

い
る
。
あ
な
た
が
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
呼
ぶ
と
し
て
も
、
こ
の
特
徴
に
お
い
て
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、
お
そ
ら
く
す
べ
て
で
は
な
い
に
し
ろ
、

い
く
つ
か
の
文
字
通
り
の
発
話
と
異
な
る
。
ま
た
そ
の
よ
う
な
メ
タ
フ
ァ
ー
は
、そ
れ
と
似
た
直
喩
表
現
と
は
異
な
る
。
す
な
わ
ち「
〜

の
よ
う
な
」
が
含
ま
れ
て
い
る
表
現
は
、
レ
ト
リ
ッ
ク
を
変
化
さ
せ
て
い
る
。
も
し
「
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
は
太
陽
の
よ
う
で
あ
る
」
と
言

う
と
す
れ
ば
、
少
な
く
と
も
二
つ
の
変
更
点
が
明
ら
か
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
ひ
と
つ
に
は
、
そ
の
働
き
に
よ
っ
て
私
は
、
あ
な
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た
が
続
け
て
両
者
が
い
か
な
る
特
定
の
点
で
似
て
い
る
の
か
を
述
べ
る
こ
と
を
期
待
す
る
の
で
あ
る
（
直
喩
が
意
味
を
孕
む
〔
妊
娠
す

る
〕
の
は
ほ
ん
の
少
し
に
す
ぎ
な
い
）。
も
う
ひ
と
つ
に
は
、
そ
う
し
た
補
足
の
な
か
で
私
は
、
あ
な
た
が
自
分
の
言
わ
ん
と
し
て
い

る
こ
と
を
伝
え
て
く
れ
る
の
を
、
言
わ
ば
あ
な
た
の
真
意
を
私
に
告
げ
て
く
れ
る
の
を
待
つ

0

0

。
私
が
あ
な
た
の
言
葉
か
ら
で
き
る
か
ぎ

り
理
解
す
る
の
は
私
次
第
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
メ
タ
フ
ァ
ー
を
過
剰
に
解
読
す
る
こ
と
は
し
ば
し
ば
人
々
の
不
平
不
満

を
招
く
わ
け
だ
が
、
そ
う
し
た
解
読
は
疑
い
の
余
地
な
く
、
メ
タ
フ
ァ
ー
が
高
い
関
心
を
喚
起
す
る
せ
い
で
生
じ
る
危
険
因
子
で
あ

る
（
＊
）。［
２
］ 

私
は
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
を
も
た
ら
す
た
め
に
、
つ
ま
り
メ
タ
フ
ァ
ー
を
理
解
す
る
た
め
に
、
そ
こ
に
含
ま
れ
る
語
の
通

常
の
意
味
な
い
し
辞
書
的
な
意
味
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
か
つ

0

0

そ
う
し
た
語
は
、
そ
こ
で
は
通
常
の
仕
方
で
用
い
ら
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
、
さ
ら
に
そ
う
し
た
語
が
も
た
ら
す
意
味
は
、
辞
書
で
の
意
味
に
反
す
る
仕
方
で
見
い
だ
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
理
解
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
で
メ
タ
フ
ァ
ー
に
お
け
る
語
は
、
慣イ
デ
ィ
オ
ム

用
句
で
の
よ
う
に
機
能
す

る
。
し
か
し
慣
用
句
も
ま
た
、メ
タ
フ
ァ
ー
と
は
ま
っ
た
く
の
別
物
で
あ
る
。「
不
様
な
失
敗
を
す
る
〔I fell flat in m

y face

〕」
は
、

こ
こ
で
の
適
切
な
例
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
意
味
を
説
明
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
ん
に
そ
れ
を
誰
か
に
言
っ
て
み
る

0

0

0

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ

る　
　

あ
な
た
は
実
際
に
は
そ
れ
を
説
明
す
る

0

0

0

0

わ
け
で
は
ま
っ
た
く
な
い
の
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
あ
な
た
は
そ
れ
が
意
味
し

て
い
る
も
の
を
知
っ
て
い
よ
う
が
い
ま
い
が
、
ど
ち
ら
で
も
よ
い
。
そ
の
説
明
で
そ
れ
以
上
に
豊
か
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
し
そ
れ
以

下
に
貧
し
く
な
る
わ
け
で
も
な
い
。
そ
れ
を
用
い
る
人
の
心
の
な
か
に
な
に
か
特
別
な
も
の
が
あ
る
と
想
像
す
る
必
要
は
な
い
の
だ
。

そ
し
て
い
く
つ
か
の
特
定
の
場
所
に
と
は
い
え
、
そ
れ
を
一
冊
の
辞
書
の
う
ち
に
あ
な
た
は
見
い
だ
す
だ
ろ
う
。
そ
う
し
て
示
唆
さ
れ

る
の
は
、
メ
タ
フ
ァ
ー
と
は
異
な
り
、
一
言
語
に
お
け
る
慣
用
句
の
数
は
有
限
だ
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
６
）。

　

最
後
の
論
点
と
し
て
、
慣
用
句
と
メ
タ
フ
ァ
ー
の
違
い
に
つ
い
て
述
べ
て
お
こ
う
。
私
が
す
で
に
挙
げ
た
類
の
メ
タ
フ
ァ
ー
の
諸
特

質
を
説
明
す
る
こ
と
に
関
連
し
た
い
か
な
る
理
論
も
、
メ
タ
フ
ァ
ー
を
示
す
語
が
そ
の
組
み
合
わ
せ
に
お
い
て
も
つ
文
字
通
り
の
意
味
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に
つ
い
て
考
え
を
め
ぐ
ら
せ
て
い
る
。
私
が
思
う
に
、
こ
の
理
論
は
、
次
の
よ
う
な
事
実
に
対
す
る
応
答
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
メ
タ

フ
ァ
ー
表
現
（
少
な
く
と
も
「
Ａ
は
Ｂ
で
あ
る
」
と
い
う
形
式
で
の
）
が
、
通
常
の
心
的
状
態
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
か

も
し
れ
な
い
が
、
ひ
と
つ
の
通
常
の
主
張
の
よ
う
に
聞
こ
え
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
理
論
を
抜
き
に
し
て
も
、
私
は
、
メ
タ
フ
ァ
ー

が
文
字
通
り
に
述
べ
て
い
る
こ
と
は
誤
り

0

0

で
あ
る
と
い
う
、
し
ば
し
ば
持
ち
出
さ
れ
る
示
唆
に
つ
い
て
見
て
お
き
た
い
（
こ
れ
は
、
メ

タ
フ
ァ
ー
の
う
ち
に
打
ち
立
て
ら
れ
た
「
心
理
的
緊
張
」
の
顕
著
な
特
徴
に
対
す
る
ひ
と
つ
の
応
答
で
あ
る
。
私
は
そ
れ
を
言
い
出
し

た
の
が
誰
だ
か
知
ら
な
い
が
、
エ
ン
プ
ソ
ン
が
よ
く
用
い
て
い
る
）。
し
か
し
、
ジ
ュ
リ
エ
ッ
ト
は
太
陽
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
な
に

か
誤
っ
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
が
途
方
も
な
い
誤
り
と
み
な
さ
れ
る
だ
け
で
あ
っ
て
た
ん
に

誤
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
事
実
の
一
部
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
も
し
私
た
ち
が
メ
タ

フ
ァ
ー
の
言
う
こ
と
が
真
だ
と
示
す
べ
き
だ
と
し
た
ら
、
メ
タ
フ
ァ
ー
と
は
途
方
も
な
い
真
実　
　

神
話
的
で
あ
れ
魔
術
的
で
あ
れ
原

始
的
で
あ
れ
、
そ
の
よ
う
な
真
実
だ
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
事
実
で
あ
る
（
も
し
か
す
る
と
ロ
ミ
オ
は
あ
ま
り
に
若
す

ぎ
た
の
か
、
熱
狂
し
て
お
か
し
く
な
っ
て
い
た
の
か
、
あ
る
い
は
ま
っ
た
く
の
異
端
者
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
な
ら
彼
の
言

葉
が
文
字
通
り
に
意
味
を
も
つ
こ
と
に
な
る
）。
し
か
し
な
が
ら
、
い
く
つ
か
の
慣
用
句
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
語
は
ま
っ
た
く
事

実
と
は
異
な
る
何
事
か
を
文
字
通
り
に
言
い
表
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
そ
れ
が
言
い
表
し
て
い
る
の
は
、
た
ぶ
ん
滑
稽
で
は
あ
る
も

の
の
、容
易
に
正
し
い
と
想
像
さ
れ
う
る
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
、転
ん
で
顔
を
打
つ
〔fall flat on his face

：
不
様
な
失
敗
を
す
る
〕、

棘
が
わ
き
腹
に
刺
さ
っ
て
い
る
〔a thorn in his side

：
悩
み
の
種
〕、
帽
子
の
な
か
に
蜂
が
い
る
〔have a bee in his bonnet

：

あ
る
考
え
に
取
り
つ
か
れ
て
い
る
〕、耳
に
虫
が
入
っ
て
い
る
〔a bug in his ear

：
ヒ
ン
ト
を
与
え
る
〕、香
油
に
蝿
が
入
っ
て
い
る
〔a 

fly in his ointm
ent

：
玉
に
瑕
〕
と
い
っ
た
人
が
い
る
か
も
し
れ
な
い　
　

そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
す
べ
て
が
同
時
に
起
こ
る
こ
と
さ
え

あ
り
う
る
。
そ
の
さ
い
、
私
た
ち
が
メ
タ
フ
ァ
ー
の
こ
の
文
字
通
り
の
意
味
に
つ
い
て
言
う
べ
き
こ
と
は
何
だ
ろ
う
か
。
そ
う
し
た
文
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字
通
り
の
意
味
に
は
何
も
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
そ
れ
が
文
字
通
り
に
言
い
表
し
て
い
る
も
の
は
誤
り
で
は
な
く
、
か
つ

0

0

正
し

く
も
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
し
か
も
そ
れ
は
主
張
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
そ
れ
は
ひ
と
つ
の
主
張
の
よ

う
に
も
聞
こ
え
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
が
正
し
い
と
思
う
人
も
い
れ
ば
、
そ
れ
が
誤
り
で
あ
る
と
思
う
人
も
い
る
。
私
が
示
そ
う
と
し
て

い
る
の
は
以
下
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。
メ
タ
フ
ァ
ー
に
つ
い
て
確
信
を
得
た
い
の
な
ら
ば
、
そ
う
し
た
事
実
こ
そ
、
よ
り
い
っ
そ
う

探
究
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
そ
う
し
た
事
実
が
探
究
さ
れ
る
ま
で
、
私
た
ち
は
メ
タ
フ
ァ
ー
に
つ
い
て
の
哲
学
的
理

論
を
模
索
し
続
け
る
つ
も
り
だ
と
い
う
こ
と
、そ
し
て
い
ま
は
ま
だ
裁
定
を
下
す
時
機
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

以
上
か
ら
さ
し
あ
た
り
私
た
ち
が
提
示
し
う
る
こ
と
は
た
だ
、
あ
ら
ゆ
る
諸
理
論
は
そ
れ
ら
が
述
べ
て
い
る
点
に
つ
い
て
正
し
く
、
し

た
が
っ
て
ま
た
、
こ
れ
ら
の
理
論
す
べ
て
が
同
様
に
誤
り
で
あ
る
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
、
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ

る
。

　

こ
こ
ま
で
の
と
こ
ろ
で
、
私
た
ち
は
、
以
下
の
よ
う
な
考
え
で
さ
し
あ
た
り
満
足
す
る
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
比
喩
的
な

言
語
表
現
の
う
ち
に
は
、
次
の
よ
う
な
様
式
の
も
の
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
比
喩
的
な
言
語
表
現
の
な
か
で
あ
る
表
現
が
意
味
し

て
い
る
こ
と
が
、
筆
舌
に
尽
く
し
が
た
い
も
の
、
少
な
く
と
も
こ
れ
ま
で
言
及
し
て
き
た
よ
う
な
、
多
か
れ
少
な
か
れ
な
じ
み
の
あ
る

習
慣
化
さ
れ
た
仕
方
で
は
少
し
も
言
い
表
さ
れ
え
な
い
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
様
式
が
、
平
板
な
仕
方
で
文
字
通
り
で
あ
る

か
ら
で
は
な
い　
　

そ
こ
に
は
言
わ
ば
な
ん
ら
か
の
説
明
の
余
地
が
あ
る
の
だ
が
、
私
た
ち
が
そ
う
す
る
に
い
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。

そ
う
し
た
表
現
に
か
ん
し
て
は
、
以
下
の
よ
う
に
言
う
の
が
適
切
か
も
し
れ
な
い
。
私
は
、
そ
の
表
現
が
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
は

わ
か
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
が
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
言
い
表
す
こ
と
は
で
き
な
い
の
だ
、
と
。
そ
し
て
メ
タ
フ
ァ
ー
の
場
合
と
は
異
な

り
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
意
味
し
て
い
る
も
の
を
あ
な
た
が
本
当
は
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
も
は
や
示
唆
す
る
も
の

で
は
な
い
。
あ
る
い
は
そ
れ
は
、
あ
な
た
が
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
を
実
際
に
は
示
唆
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
あ
な
た
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は
確
信
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

　

思
う
に
、
そ
う
し
た
言
語
使
用
の
例
は
、
た
と
え
ば
象
徴
派
、
シ
ュ
ル
レ
ア
リ
ス
ト
、
イ
マ
ジ
ス
ト
の
よ
う
な
、
あ
る
特
定
の
種
類

の
詩
の
な
か
で
特
徴
的
な
仕
方
で
生
じ
て
い
る
。
そ
う
し
た
用
法
は
、
ハ
ー
ト
・
ク
レ
イ
ン
の
「
ツ
バ
メ
の
翼
で
心
が
磨
か
れ
る
」（
と

り
わ
け
ウ
ィ
ン
タ
ー
ズ
の
論
考
に
引
用
さ
れ
て
い
る
）
や
、
ウ
ォ
レ
ス
・
ス
テ
ィ
ー
ヴ
ン
ズ
の
「
日
曜
の
朝
」
に
あ
る
「
穏
や
か
さ
が

水
の
な
か
で
陰
影
を
帯
び
る
」
と
い
っ
た
詩
行
の
な
か
に
現
れ
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
え
る
。
詩
行
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
す
る
こ
と
、

詩
の
意
味
を
説
明
す
る
こ
と
、
そ
れ
を
伝
え
る
こ
と
、
そ
の
思
想
を
別
の
仕
方
で
言
い
直
す
こ
と　
　

こ
れ
ら
は
す
べ
て
問
題
外
な
の

で
あ
る
。
ひ
と
つ
の
感
情
は
、
な
ん
ら
か
の
同
類
を
な
す
精
神
に
よ
っ
て
言
葉
に
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
っ
て
、
か
り
に
あ
る
人
の
心
に

は
響
か
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
そ
の
人
が
相
手
の
世
界
に
は
存
在
し
て
お
ら
ず
、
同
類
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
言
っ
て
い
る
に
す
ぎ

な
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
つ
ま
り
そ
う
し
た
詩
行
は
、
親
密
さ
の
試
金
石
で
し
か
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
あ
る
い
は
そ
う
し
た
詩

行
を
通
じ
て
、
ひ
と
は
、
特
定
の
日
中
や
夕
べ
、
あ
る
場
所
、
気
分
や
身
ぶ
り
を
多
か
れ
少
な
か
れ
精
巧
に
描
き
出
そ
う

0

0

0

0

0

と
し
て
い
る

の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
し
た
も
の
が
現
前
す
る
な
か
で
、
当
の
詩
行
は
、
あ
る
自
然
な
表
現
、
唯
一
の
表
現
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
に

い
た
っ
た
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
こ
と
は
、
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
言
語
使
用
を
有
益
な
仕
方
で
区
別
し
て
い
た
ウ
ィ
ン
タ
ー
ズ
か
ら
す
れ
ば
、
彼
が
理
性

を
擁
護
す
る
な
か
で
不
信
の
念
を
抱
き
嫌
悪
し
て
い
る
も
の
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
う
し
た
点
で
彼
は
ま
た
、
こ
う
し
た
こ
と
が
言

語
そ
の
も
の
の
欠
陥

0

0

な
の
で
は
な
く
言
語
の
特
定
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
な
す
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
と
い
う
返
答
を
す
る
準
備
が
で
き
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
思
う
に
、
少
な
く
と
も
こ
の
種
の
返
答　
　

実
際
正
し
い
と
私
も
思
う
が　
　

こ
そ
が
、
ウ
ィ
ン
タ
ー
ズ
が

「
表
現
形
式
（
な
い
し
模
倣
形
式
）
の
誤
謬
」
に
訴
え
る
こ
と
で
斥
け
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
誤
謬
の
例
は
、ウ
ィ

ン
タ
ー
ズ
に
よ
る
と
次
の
よ
う
な
点
で
示
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
「
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
は
、
散ル

ー

ス
漫
な
詩
を
書
く
こ
と
で
解ル

ー

ス

放
的
な
ア
メ
リ
カ



近
代
哲
学
の
美
学
的
諸
問
題

17

を
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
」、
あ
る
い
は
「
ジ
ョ
イ
ス
氏
は
、
自
身
の
形
式
を
破
る
こ
と
で
崩
壊
を
表
現
し
よ
う
［
と
努
め
て
い
る
］」

と
い
っ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
誤
謬
に
名
前
が
あ
れ
ば
便
利
で
あ
る
し
、
そ
う
し
た
表
現
形
式
を
好
ん
で
用
い
る
人
が
い
る
の

も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
と
ジ
ョ
イ
ス
が
表
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
も
の
の
受
け
止
め
方
に
つ
い
て
、
ま
た
な
ぜ
彼

ら
が
自
分
た
ち
が
し
た
よ
う
な
仕
方
で
自
己
表
現
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
か
の
説
明
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
ン
タ
ー
ズ
の
見
解
は
い

さ
さ
か
性
急
に
思
わ
れ
る
。
現
代
芸
術
が
表
し
て
き
た
秩
序
を
過
去
と
み
な
し
て
袂
を
分
か
つ
こ
と
が
、
必
ず
し
も
理
性
を
擁
護
す
る

の
に
そ
れ
自
体
と
し
て
必
要
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ
る
し
、
ま
た
慣
習
が
そ
れ
自
体
慣
習
化
し
た
仕
方
で
依
然
と
し

て
攻
撃
さ
れ
う
る
と
い
う
こ
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。芸
術
の
高
邁
な
使
命
が
、私
た
ち
の
日
々
の
喧
騒
の
な
か
で
沈
黙
す
る
よ
う
に
な
っ

た
と
い
う
立
場
に
対
し
て
は
ホ
イ
ッ
ト
マ
ン
も
ジ
ョ
イ
ス
も
軽
蔑
の
念
を
示
し
て
い
る
（
そ
う
し
た
芸
術
の
目
的
の
た
め
に
沈
黙
す
る

0

0

こ
と

0

0

は
模
倣
形
式
の
誤
謬
の
良
い
例
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
は
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
依
存
す
る
だ
ろ
う
）。
実
の
と
こ
ろ
、
も
し

私
が
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
ウ
ィ
ン
タ
ー
ズ
の
見
方
を
と
る
と
す
る
な
ら
ば
、
あ
ま
り
に
多
く
の
現
代
芸
術
を
諦
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

だ
ろ
う
と
感
じ
る
。

　

ウ
ィ
ン
タ
ー
ズ
か
ら
次
の
議
論
に
移
る
ま
え
に
、
私
た
ち
は
、
今
度
は
ブ
ル
ッ
ク
ス
の
た
め
に
、
彼
の
反
感
を
惹
き
起
こ
し
か
ね
な

い
ウ
ィ
ン
タ
ー
ズ
の
立
場
の
特
徴
を
確
認
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
私
た
ち
は
、ウ
ィ
ン
タ
ー
ズ
を
〔
ブ
ル
ッ
ク
ス
が
し
た
よ
う
な
〕

パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
の
誤
解
か
ら
救
お
う
と
望
ん
だ
か
ら
に
は
、
彼
の
考
え
方
に
次
の
よ
う
な
特
質
を
与
え
直
し
た
の
だ
っ
た
。
い
ま
や
明

ら
か
な
の
は
、
そ
の
特
質
に
よ
っ
て
彼
は
さ
ら
な
る
反
論
に
さ
ら
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
彼
の
主
張
に
よ
れ
ば
、
パ
ラ
フ
レ
ー

ズ
さ
れ
え
な
い
詩　
　
「
明
文
化
し
う
る
論
理
に
基
づ
く
」
こ
と
の
な
い
詩
と
も
言
わ
れ
て
い
る　
　

は
そ
れ
ゆ
え
に
欠
陥
が
あ
る
こ

と
に
な
る
の
だ
が
、
こ
う
し
た
主
張
が
意
味
な
い
し
含
意
す
る
の
は
、
メ
タ
フ
ァ
ー
言
語
（
そ
し
て
／
あ
る
い
は
直
喩
、
慣
用
句
、
字

義
的
言
明
）
に
本
質
的
に
も
と
づ
か
な
い
よ
う
な
す
べ
て
の
詩
は
欠
陥
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
望
ま
れ
る
べ
き
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は
、
あ
ら
ゆ
る
批
評

0

0

が
合
理
的
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
た
し
か
に
求
め
ら
れ
る
べ
き
は
、
批
評
が
そ
れ
が
対
象
と
す
る
芸
術
作

品
に
つ
い
て
首
尾
一
貫
し
た
命
題
を
形
成
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
詩
の
形
式
や
語
の
強
勢
が
ど
ん
な
も
の
で
あ
れ
パ
ラ

フ
レ
ー
ズ
に
従
う　
　

単
一
の
意
味
を
も
つ
メ
タ
フ
ァ
ー
が
と
く
に
そ
う
す
る
よ
う
に　
　

と
い
う
意
味
で
、
あ
ら
ゆ
る
詩
が
「
明
文

化
」
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
と
想
定
す
る
こ
と
は
、
た
ん
に
不
合
理
な
過
去
の
擁
護
で
あ
る
だ
け
で
な
く
、
表
現
批
評
の
誤
謬

と
呼
び
う
る
か
も
し
れ
な
い
も
の
を
招
来
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

　

要
約
し
よ
う
。
ブ
ル
ッ
ク
ス
は
、
詩
が
原
理
上
十
分
に
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
さ
れ
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
点
で
は
誤
っ
て
い
る
が
、
パ
ラ

フ
レ
ー
ズ
と
詩
の
関
係
に
つ
い
て
懸
念
し
て
い
る
点
で
は
正
し
い
。
ウ
ィ
ン
タ
ー
ズ
が
、
詩
に
は
「
明
文
化
し
う
る
」
も
の
も
あ
れ
ば

で
き
な
い
も
の
も
あ
る
と
察
知
し
て
い
る
点
は
正
し
い
。
し
か
し
、
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
と
詩
が
、
批
評
と
そ
の
対
象
の
関
係
に
応
答
し
て

も
従
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
事
実
か
ら
引
き
出
さ
れ
た
ウ
ィ
ン
タ
ー
ズ
の
確
信
は
誤
っ
て
い
る
。
さ
て
、
私
が
思
う
に
、
私
た
ち

は
そ
の
よ
う
な
葛
藤
を
惹
き
起
こ
す
問
い
の
全
体
に
、
よ
り
無
防
備
な
状
態
で
直
面
さ
せ
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

芸
術
作
品
を
描
写
し
た
り
説
明
し
た
り
す
る
と
き
に
、
私
た
ち
は
何
を
し
て
い
る
の
か
。
批
評
は
い
か
な
る
機
能
に
役
立
つ
の
か
。
さ

ま
ざ
ま
な
芸
術
な
い
し
芸
術
形
式
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
批
評
の
形
式
を
必
要
と
し
て
い
る
の
か
否
か
。
私
た
ち
は
、
特
定
の
芸
術
作
品
と

芸
術
一
般
の
本
性
の
両
方
に
つ
い
て
、
批
評
か
ら
何
を
学
ぼ
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か　
　

こ
う
し
た
も
ろ
も
ろ
の
問
い
に
直
面
さ

せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

美
学
に
お
け
る
第
二
の
問
題
は
、
よ
り
い
っ
そ
う
手
早
く
大
雑
把
に
素
描
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
「
無
調
」
と
呼
ば
れ
る
よ
う
な
音
楽
（
当
面
の
議
論
の
た
め
に
「
十
二
音
」
音
楽
と
区
別
さ
れ
な
い
も
の
と
す
る
）
に
は
、
本
当
に

調
性
が
無
い
の
だ
ろ
う
か
（
わ
ず
か
な
が
ら
以
下
で
私
が
述
べ
る
こ
と
は
、
思
う
に
、
抽
象
的
な
い
し
非
具
象
的
と
称
さ
れ
る
絵
画
や

彫
刻
の
本
性
を
論
じ
る
こ
と
に
対
応
し
う
る
だ
ろ
う
）。
こ
の
議
論
は
き
ま
っ
て
紛
糾
し
、
私
の
知
る
か
ぎ
り
出
口
な
し
で
あ
る
。
そ
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し
て
多
く
の
音
楽
家
が
、
内
心
で
は
肯
定
的
な
答
え
と
否
定
的
な
答
え
の
両
方
が
あ
る
と
感
じ
て
い
る
（
７
）。
こ
の
音
楽
に
は
調
性
が

な
い
と
い
う
見
解
に
反
対
す
る
の
は
［
１
］
な
ん
ら
か
の
音
楽
的
な
組
織
に
関
す
る
私
た
ち
の
知
覚
は
非
常
に
よ
く
訓
練
さ
れ
て
い
る

の
で
、
調
性
の
あ
る
参
照
枠
に
お
い
て
そ
れ
を
聴
き
取
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
い
と
い
う
理
論
、
そ
し
て
［
２
］
い
わ
ゆ
る
「
無
調
」
の

小
曲
が
い
か
な
る
キ
ー
に
あ
る
の
か
、
た
い
て
い
の
場
合
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
い
う
事
実
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
こ
の
音
楽

に
調
性
が
な
い
と
い
う
見
解
に
賛
成
す
る
の
は
、［
１
］
こ
の
音
楽
が
実
際
に
調
性
を
欠
い
て
お
り
、
ま
た
そ
の
要
点
が
調
性
と
い
う

束
縛
を
逃
れ
つ
つ
、
し
か
し
一
貫
性
を
維
持
し
て
い
る
と
主
張
す
る
作
曲
理
論
、
そ
し
て
［
２
］
こ
の
音
楽
が
た
ん
に
調
性
を
も
つ
音

楽
と
は
あ
ま
り
に
も
異
な
っ
た
も
の
と
し
て
聞
こ
え
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
い
ま
や
私
た
ち
は
そ
の
理
論
を
一
瞥
せ
ず
と
も
、「
そ

の
小
曲
が
い
か
な
る
キ
ー
に
あ
る
の
か
、
た
い
て
い
の
場
合
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
私
た
ち
が
記
し
た
と
い
う
事
実
に
目
を
向
け

て
み
れ
ば
よ
い
。
こ
の
事
実
に
は
、
本
当
に
そ
れ
が
も
つ
よ
う
に
思
わ
れ
る
重
み
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
か
つ
て
私
は
次
の
よ
う
な
例

で
、
そ
の
こ
と
を
決
定
的
に
確
信
す
る
に
い
た
っ
た
。
シ
ェ
ー
ン
ベ
ル
ク
の
歌
曲
を
聴
い
て
い
た
と
き
、
私
は
あ
る
明
瞭
な
感
覚
を
得

た
。
三
箇
所
で
、そ
れ
が
嬰
へ
短
調
で
終
止
す
る
よ
う
に
（
不
協
和
音
を
解
決
し
つ
つ
あ
る
よ
う
に
、と
ほ
と
ん
ど
私
は
言
っ
て
し
ま
っ

て
い
る
が
）
聞
こ
え
た
の
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
こ
の
歌
曲
は
た
し
か
に
嬰
へ
短
調
な
の
だ
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
シ
ョ
パ
ン
の
舟

歌
は
嬰
ヘ
長
調
で
あ
る
。
私
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
の
こ
と
を
知
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
嬰
ヘ
長
調
で
終
止
し
よ
う
と
し
て
い
る
の

が
聞
こ
え
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
三
回
、
な
い
し
そ
れ
以
上
、
そ
う
聞
こ
え
る
か
ら
だ
ろ
う
か
。
そ
の
よ
う
に
聞
こ
え
た
あ
と
で
、
私
は

ま
さ
に
そ
う
だ
と
確
信
し
、
な
に
が
し
か
嬰
ヘ
長
調
を
聞
く
こ
と
が
で
き
た
と
い
う
こ
と
に
少
し
ほ
っ
と
し
、
勝
ち
誇
り
さ
え
し
て
い

る
の
だ
ろ
う
か
。
い
や
、
馬
鹿
げ
て
い
る
。
私
は
そ
の
キ
ー
を
知
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

の
で
あ
る
。
誰
も
が
み
な
知
っ
て
い
る
。
誰
も
が
初
め
の

小
節
か
ら
そ
れ
を
知
っ
て
い
る
の
だ　
　

い
や
、
少
な
く
と
も
F#
の
高
さ
か
ら
始
ま
る
低
音
部
の
前
に
は
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
こ
と

に
気
づ
く
の
に
無
駄
骨
を
折
る
必
要
は
な
い
の
で
あ
る
。
私
は
ど
の
よ
う
に
そ
の
キ
ー
を
疑
い
始
め
れ
ば
よ
い
の
か
、
あ
る
い
は
、
ど
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の
よ
う
に
そ
の
キ
ー
で
そ
れ
を
聴
こ
う
と
し
て

0

0

0

0

0

い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
さ
え
わ
か
ら
な
い
だ
ろ
う
。
私
が
そ
の
キ
ー
を
知
っ
て
い
る

の
は
、
以
下
の
よ
う
な
理
由
ゆ
え
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
い
ま
や
そ
れ
が
そ
の
キ
ー
の
下
属
調
へ
と
移
行
し
て
、
次
に
そ
の
キ
ー
の
属
調

が
拡
張
さ
れ
、
さ
ら
に
ま
た
そ
れ
が
転
調
し
、
次
い
で
よ
り
遠
い
遠
隔
調
へ
と
転
調
し
て
い
く
、
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
を
知
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
そ
し
て
、こ
う
し
た
こ
と
す
べ
て
を
知
る
こ
と
は
、「
音
楽
の
キ
ー
」
と
い
う
表
現
形
態
の
文
法
を
知
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。

堅
固
に
守
調
的
な
作
曲
家
が
、
と
り
わ
け
「
展
開
部
」
に
お
い
て
、
あ
る
キ
ー
に
お
け
る
音
の
配
置
感
覚
を
消
し
去
っ
て
し
ま
う
よ
う

な
こ
と
も
確
か
に
あ
る
だ
ろ
う
。
し
か
し
こ
こ
で
は
そ
れ
は
特
殊
効
果
の
ひ
と
つ
な
の
で
あ
っ
て
、
疑
い
の
余
地
な
く
キ
ー
が
確
立
し

て
い
る
こ
と
に
依
存
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
無
調
音
楽
が
本
当
は
調
を
も
つ
と
私
が
言
い
張
る
（
そ
う
言
わ
れ
て
い
る
と
言
い
張

ら
ね
ば
な
ら
な
い
）
の
で
あ
れ
ば
、自
分
の
耳
が
聞
こ
え
る
か
ぎ
り
で
、私
は
「
調
性
」
や
「
音
楽
の
キ
ー
」
と
い
う
表
現
形
態
の
文
法
、

な
い
し
そ
の
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
私
は
「
〜
で
終
止
す
る
よ
う
な
も
の
」
や
「
〜

の
属
音
の
よ
う
な
も
の
」
を
保
持
す
る
こ
と
は
で
き
て
も
「
関
係
調
」
や
「
遠
隔
調
」
や
「
転
調
」
等
を
保
持
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

か
く
し
て
私
は
自
分
が
述
べ
て
い
る
こ
と
を
わ
か
っ
て
い
な
い
と
い
う
危
険
に
さ
ら
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

に
よ
れ
ば
「［
…
］
言
語
を
話
す

0

0

と
い
う
こ
と
は
、ひ
と
つ
の
活
動
な
い
し
生
活
形
式
の
一
部
で
あ
る
」（『
哲
学
探
究
』
第
二
三
節
〔
藤

本
隆
志
訳
、『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
全
集
８
』
大
修
館
書
店
、
一
九
七
六
年
、
三
二
頁
〕）。
ま
た
「
ひ
と
つ
の
言
語
を
想
像
す
る

と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
生
活
形
式
を
想
像
す
る
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
」（
第
一
九
節
〔
二
六
頁
〕）。
調
性
と
い
う
言
語
は
、
特

定
の
生
活
形
式
の
一
部
で
あ
る
。
そ
の
生
活
形
式
に
は
、
私
た
ち
の
多
く
が
慣
れ
親
し
ん
で
い
る
音
楽
が
含
ま
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
こ

の
形
式
は
、
音
楽
を
演
奏
し
た
り
聴
い
た
り
す
る
こ
と
を
身
に
つ
け
る
特
定
の
仕
方
と
結
び
つ
い
て
お
り
、
も
し
く
は
そ
う
し
た
仕
方

か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
。
あ
る
い
は
、
誤
り
を
正
す
特
定
の
仕
方
、
間
違
い
に
反
応
す
る
仕
方
、
そ
し
て
ま
た
、
ニ
ュ
ア
ン
ス
、
と
り

わ
け
再
帰
、
変
奏
、
修
正
に
反
応
す
る
仕
方
を
も
含
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
私
た
ち
は
、
調
性
の
観
念
を
捨
て
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去
ろ
う
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
そ
う
し
た
こ
と

0

0

0

0

0

0

の
す
べ
て
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
音
楽
の
観
念
を
ま
る
ご
と
断
念
し
て
し

ま
う
こ
と
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
が
実
態
で
あ
り

0

0

0

、
そ
の
よ
う
な

0

0

0

も
の
だ
と
私
は
考
え
て
い
る
。

　

私
は
、
調
性
の
観
念
が
な
ぜ
十
分
で
な
い
の
か
を
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
以
下
の
こ
と
に
言
及
す
る
に
と
ど
め
よ

う
。
な
じ
み
の
あ
る
も
の
で
あ
ろ
う
と
な
か
ろ
う
と
、
さ
ま
ざ
ま
な
楽
器
が
あ
り
、
実
際
に
弾
い
て
用
い
る
も
の
だ
と
い
う
明
白
な
事

実
を
指
摘
す
れ
ば
十
分
だ
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
と
い
う
の
も
、
そ
う
し
た

0

0

0

0

事
実
の
せ
い
で
そ
れ
は
音
楽
な
の
か
と
問
い
尋
ね
る
こ

と
が
で
き
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
私
た
ち
が
、
ピ
ッ
チ
、
イ
ン
タ
ー
バ
ル
、
メ
ロ
デ
ィ
ラ
イ
ン
、
リ
ズ
ム
を
示

す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
事
実
に
訴
え
る
の
も
不
十
分
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
私
た
ち
は
、
自
分
た
ち
が
こ
れ
ら
の
用
語
で
指
し
示
し

て
い
る
も
の
の
大
部
分
を
、
お
そ
ら
く
わ
か
っ
て
い
る
と
は
言
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
私
が
言
い
た
い
の
は
、
ど
の

0

0

ラ
イ
ン
が
重
要
で

あ
る
か
（
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ン
の
小
曲
の
「
メ
ロ
デ
ィ
〔
ラ
イ
ン
〕」
や
「
ベ
ー
ス
〔
ラ
イ
ン
〕」
を
弾
い
て
み
よ
う
）、
ま
た
音
楽
を
組
織

す
る
役
割
を
担
っ
て
い
る
も
の
と
し
て
ど
の
イ
ン
タ
ー
バ
ル
を
聴
く
べ
き
か
を
私
た
ち
は
知
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
私
が
思
う

に
、
い
っ
そ
う
重
要
な
の
は
以
下
の
よ
う
な
事
実
で
あ
る
。
私
た
ち
は
、
紛
れ
も
な
い
音
楽
家
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
を
語
っ
て
い
る
の

を
目
の
当
た
り
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
と
え
ば
、
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
に
向
き
合
う
の
と
似
た
（
似
て
い
る
ど
こ
ろ
で
は
な
い
、
思

う
に
類
似
以
上
の
）
仕
方
で
、
当
の
音
楽
家
が
そ
の
よ
う
な
こ
と
に
向
き
合
う
の
を
目
の
当
た
り
に
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
さ
い

私
た
ち
が
、
似
て
は
い
る
が
そ
こ
に
新
世
界
が
拓
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
気
づ
き
、
新
世
界
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
新
世
界
の
住

人
に
注
意
を
集
中
す
る
こ
と
が
必
須
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
か
も
し
れ
な
い
（
も
ち
ろ
ん
た
ん
に
猿
真
似
や
う
ぬ
ぼ
れ
か
ら
凡
庸
な
帰

結
が
出
て
く
る
こ
と
も
あ
ろ
う
が
）。
さ
ら
に
、
な
お
い
っ
そ
う
稀
な
こ
と
だ
が
、
新
世
界
の
住
人
に
付
き
従
う
こ
と
で
、
そ
う
し
た

作
曲
の
経
験
の
内
部
に

0

0

0

0

私
た
ち
は
い
る
と
気
づ
く
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
と
き
、
こ
れ
は
音
楽
な
の
か
と
い
う
問
い
と
そ
の
調
性
の
感

覚
の
問
題
は
、
答
え
ら
れ
た
り
解
決
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
が
な
い
だ
け
で
は
な
い　
　

む
し
ろ
そ
れ
ら
の
問
題
は
消
失
し
、
無
関
係
に
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な
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
哲
学
的
諸
問
題
が
ど
の
よ
う
に
終
わ
り
を
迎
え
る
か
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
洞
察
を
表
し
て
い
る
。
た

し
か
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
、
少
な
く
と
も
『
哲
学
探
究
』
に
お
い
て
は
、
私
た
ち
を
自
然
な
生
活
形
式
に
立
ち
返
ら

せ
る
過
程
や
、
魂
を
肉
体
に
吹
き
込
み
直
す
過
程
を
経
た
と
き
に
哲
学
は
終
わ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
私
は
、
新
し
い
音
楽
が
私
た
ち
自

身
を
新
し
い
生
活
形
式
や
新
世
界
に
帰
化
〔
自
然
化
〕
さ
せ
る
よ
う
同
化
す
る
過
程
を
記
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
種
の

解
明
が
哲
学
的
問
題
の
解
決
と
し
て
、
ま
た
そ
れ
に
特
定
の
批
評
様
式
の
目
標
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
、
私
に
と
っ
て

こ
の
こ
と
こ
そ
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
哲
学
に
も
た
ら
し
た
も
っ
と
も
独
創
的
な
寄
与
を
表
し
て
い
る
。
こ
の
種
の
解
決
に
か

ん
し
て
は
、既
成
の
哲
学
用
語
の
な
か
で
ヘ
ー
ゲ
ル
の
用
い
た A

ufhebung

〔
揚
棄
〕
と
い
う
術
語
以
上
に
近
い
呼
称
は
な
い
だ
ろ
う
。

私
た
ち
は
こ
の
用
語
を
翻
訳
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
と
え
ば
「
取
り
消
す
」「
否
定
す
る
」「
成
就
す
る
」
等
は
す
べ
て
偏
っ
て
お

り
、「
止
揚
す
る
」
は
問
題
を
ず
ら
し
て
し
ま
う
。
こ
の
術
語
は
、
互
い
に
敵
対
す
る
立
場
を
表
す
さ
い
に
得
ら
れ
る
満
足

0

0

感
と
い
っ

た
も
の
を
捉
え
て
い
る
よ
う
に
私
に
は
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
こ
れ
は
、
私
が
ブ
ル
ッ
ク
ス
と
ウ
ィ
ン
タ
ー
ズ
の
問
題
を
た
ど
り
直
し

た
さ
い
に
、
ま
さ
に
求
め
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
私
た
ち
は
〔
第
三
の
立
場
か
ら
〕
敵
対
す
る
双
方
の
立
場
を
表
象
す
る
こ
と
に

満
足
感
を
得
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
私
た
ち
は
も
は
や
、
大
文
字
の
〈
歴
史
〉
が
私
た
ち
に
そ
う
し
た
表
象
の
現
在
を
も
た
ら
し
て

く
れ
る
だ
ろ
う
と
ヘ
ー
ゲ
ル
と
と
も
に
想
定
し
よ
う
と
思
う
こ
と
は
な
い
。
私
た
ち
が
そ
う
考
え
る
に
は
、
そ
う
し
た
表
象
に
と
っ
て

の
歴
史
の
輝
か
し
い
ア
イ
ロ
ニ
ー
と
流
産
し
た
革
命
に
あ
ま
り
に
自
覚
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
一
種
の
哲
学
的
批
判
の
理
想
と

し
て
見
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ほ
と
ん
ど
正
し
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
と
い
う
の
も
そ
の
批
判
に
あ
っ
て
は
一
方
か
ら
も
う
一
方
の
他
者

を
論
駁
す
る
こ
と
は
的
外
れ
で
あ
っ
て
、
こ
の
批
判
の
大
義
名
分
と
ト
ピ
ッ
ク
自
体
が
、
自
分
自
身
の
方
法
に
入
り
こ
ん
で
い
る
自
己

を
な
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
『
論
理
哲
学
論
考
』
の
な
か
で
「
生
の
問
題
の
解
決
を
ひ
と
が
認
め
る
の
は
、
問
題
が
消
え
去
る
こ
と

に
よ
っ
て
で
あ
る
」（
六
・
五
二
一
〔『
論
理
哲
学
論
考
』
奥
雅
博
訳
、『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
全
集
１
』
大
修
館
書
店
、
一
九
七
五

年
、
一
一
九
頁
〕）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
『
哲
学
探
究
』
の
な
か
で
は
「［
…
］
私
た
ち
が
目
指
し
て
い
る
明
晰
さ
は
、
も
ち
ろ
ん
完0

全
な

0

0

明
晰
さ
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
こ
と
は
、
た
ん
に
哲
学
的
諸
問
題
が
完
全
に

0

0

0

消
滅
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な

い
」（
第
一
三
三
節
〔
一
〇
七
頁
〕）
と
述
べ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
の
よ
う
な
問
題
が
解
消
さ
れ
た

0

0

0

0

0

と
言
う
の
で
あ
り
（
同
所
）、「
問
い
は
も
は
や
ま
っ
た
く
残
っ
て
い
な
い
［
…
］
そ
し
て
ま
さ
に
こ
れ
が
解
答

0

0

な
の
で
あ
る
」
と
述
べ

て
い
る
（
六
・
五
二
〔
一
一
九
頁
〕
強
調
は
筆
者
）。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
後
期
著
作
の
中
心
概
念
に
お
い

て
は
、
生
の
問
題
と
哲
学
の
問
題
が
文
法
に
関
係
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
よ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ

ら
の
解
決
は
、
い
ず
れ
も
同
じ
形
式
を
も
つ
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
ら
の
問
題
は
、
消
失
す
る
と
き
に
の
み
解
決
さ
れ
る
の
で

あ
り
、
問
い
が
も
は
や
存
在
し
な
い
と
き
に
の
み　
　

い
わ
ば
私
た
ち
の
説
明
が
問
い
を
取
り
消
す
と
き
に
の
み　
　

答
え
に
た
ど
り

着
く
の
で
あ
る
。

　

し
か
し
『
哲
学
探
究
』
で
は
、
こ
う
し
た
こ
と
は
、
こ
の
ま
ま
で
一
見
そ
う
思
え
る
以
上
に
多
く
の
答
え
を
も
た
ら
し
て
い
る
こ
と

が
わ
か
る
。
と
い
う
の
も
そ
れ
は
、
哲
学
が
諸
問
題
の
探
究
へ
と
着
手
す
る
仕
方
や
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
展
望
の
き
い
た

叙
述
」（übersichtliche D

arstellung

〔
見
通
し
の
き
い
た
叙
述
〕）
と
呼
ん
で
い
る
も
の
へ
と
通
じ
る
仕
方
を
、
よ
り
い
っ
そ
う
明

示
的
に
命
じ
、
提
示
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
私
の
印
象
で
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
み
ず
か
ら
の
「
方
法
」
を
治セ
ラ
ピ
ー
療
法
に
喩

え
た
こ
と
を
好
ま
な
い
哲
学
者
は
多
い
（
第
一
三
三
節
〔
一
〇
七
頁
〕）。
し
か
し
私
に
言
わ
せ
れ
ば
、こ
の
よ
う
に
喩
え
た
こ
と
で
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
の
一
部
は
、
精
神
分
析
の
治
療
法
の
進
歩
の
こ
と
を
思
い
浮
か
べ
る
な
ら
ば
、
た
し

か
に
明
ら
か
に
さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
る
。
あ
る
人
が
、
言
わ
ば
自
分
自
身
の
扱
い
方
を
学
べ
ば
学
ぶ
ほ
ど
、
そ
し
て
み
ず
か
ら
の
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問
題
に
取
り
組
め
ば
取
り
組
む
ほ
ど
、
何
を
学
ん
だ
の
か
を
述
べ
る

0

0

0

こ
と
が
で
き
な
く
な
る
。
と
い
う
の
も
、
学
ん
で
き
た
こ
と
が
何

で
あ
っ
た
か
を
忘
れ
て

0

0

0

し
ま
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
何
を
言
っ
て
も
解
答
や
解
決
の
よ
う
な
も
の
に
み
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
も
は
や

い
か
な
る
疑
問
や
問
題
も
、あ
な
た
の
言
う
言
葉
に
は
匹
敵
し
な
い
だ
ろ
う
。
あ
な
た
は
な
ん
ら
か
の
確
信
に
は
達
し
て
い
る
の
だ
が
、

個
々
の
命
題
に
つ
い
て
は
そ
う
で
は
な
い
。
同
様
に
、
な
ん
ら
か
の
一
貫
性
に
は
達
し
て
い
る
の
だ
が
、
個
々
の
理
論
に
お
い
て
は
そ

う
で
な
い
の
で
あ
る
。
あ
な
た
は
変
わ
っ
た
の
で
あ
り
、
あ
な
た
が
問
題
と
認
識
し
て
い
た
こ
と
も
、
そ
し
て
あ
な
た
の
世
界
そ
の
も

の
も
変
わ
っ
た
の
で
あ
る
（「
幸
福
な
人
の
世
界
は
不
幸
な
人
の
世
界
と
は
別
の
世
界
で
あ
る
」（
六
・
四
三
〔『
論
考
』
一
一
七
頁
〕）。

そ
し
て
こ
の
こ
と
は
、
芸
術
作
品
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
る

0

0

0

こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
意
味
、
そ
れ
も
そ
の
唯
一
の
意
味

な
の
だ
。
そ
の
意
味
を
信
じ
る
こ
と
が
、
そ
の
意
味
を
見
通
す
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
。

　

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
展
望
の
き
い
た
叙
述
と
い
う
概
念
は
［
…
］
わ
れ
わ
れ
の
叙
述
形
式
を
［
…
］
表
記
し
て
い
る
」（
第

一
二
二
節
〔
一
〇
四
頁
〕）
と
言
う
と
き
、
彼
は
「
文
法
的
な
探
究
」
と
呼
ぶ
も
の
に
つ
い
て
文
法
的
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
の
だ
と

私
は
受
け
取
る　
　

そ
し
て
、こ
の
文
法
的
な
探
究
こ
そ『
哲
学
探
究
』が
本
来
存
し
て
い
る
当
の
も
の
な
の
だ（
第
九
〇
節〔
九
〇
頁
〕）。

そ
れ
以
外
の
ど
ん
な
解
決
形
式
も
哲
学
的
な
も
の
に
含
め
ら
れ
な
い
だ
ろ
う
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
こ
こ
で
「
わ
れ
わ
れ
が
物

事
を
み
る
見
方
」
で
あ
る
「
叙
述
形
式
」
の
こ
と
を
話
題
に
し
て
い
る
。
そ
し
て
そ
の
さ
い
、括
弧
を
付
し
て
「
こ
れ
は
ひ
と
つ
の
〈
世

界
観
〉
な
の
だ
ろ
う
か
」（
第
一
二
二
節
〔
一
〇
四
頁
〕）
と
問
う
て
い
る
。
こ
の
問
い
に
対
す
る
答
え
は
「
ノ
ー
」
で
は
な
い
と
私
は

受
け
取
っ
て
い
る
。「
ノ
ー
」
で
は
な
く
、
お
そ
ら
く
「
イ
エ
ス
」
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
そ
れ
は
、
物
事
を
み
る
見
方
と
し
て
は
特
別

0

0

で
も
敵
対
的
で
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
で
な
い
わ
け
で
も
な
い
の
だ
。
と
い
う
の
も
、
そ
の
成
功
の
し
る
し
は
、
世
界
が

変
わ
っ
た
よ
う
に
み
え
る　
　

あ
る
い
は
実
際
に
変
わ
っ
た　
　

こ
と
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
い
つ
も
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
厳
格
な

哲
学
的
進
歩
を
求
め
る
主
張
は
、
主
題
゠
主
体
の
捉
え
直
し
や
特
有
の
革
命
感
覚
を
伴
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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美
感
的
判
断
と
ひ
と
つ
の
哲
学
的
主
張

　

日
常
言
語
哲
学
の
手
法
に
躓
く
も
う
ひ
と
つ
の
も
っ
と
も
な
原
因
は
、「
私
た
ち
」
が
言
っ
て
い
る
こ
と
と
言
わ
ん
と
す
る
こ
と
、

あ
る
い
は
言
う
こ
と
も
言
わ
ん
と
も
し
え
な
い
こ
と
、
あ
る
い
は
言
わ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
り
言
わ
ん
と
せ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
り
す

る
こ
と
、
そ
う
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
こ
の
哲
学
が
特
徴
的
な
仕
方
で
訴
え
る
と
い
う
点
に
あ
る
。
も
っ
と
も
な
原
因
と
い
う
の
は
、

こ
の
哲
学
が
奇
妙
と
は
言
わ
な
い
ま
で
も
非
常
に
特
異
な
訴
え
か
け
を
す
る
か
ら
で
あ
り
、
そ
の
訴
え
か
け
に
依
拠
す
る
哲
学
者
自
身

が
み
ず
か
ら
の
探
究
の
仕
方
を
気
に
か
け
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
か
ら
だ
と
言
え
よ
う
。私
が
以
下
で
示
唆
し
た
い
と
思
う
の
は
、

美
感
的
判
断
は
こ
う
し
た
哲
学
者
た
ち
が
参
与
し
て
い
る
類
の
主
張
の
モ
デ
ル
と
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
美
学
的
議
論
で
は

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
決
定
的
な
結
論
の
出
な
い
こ
と
が
非
合
理
性
を
露
呈
し
て
い
る
と
い
う
よ
り
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
議
論

が
有
し
て
い
て
必
要
と
も
し
て
い
る
類
の
合
理
性
を
示
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
。

　

ヒ
ュ
ー
ム
は
つ
ね
に
尊
重
す
べ
き
始
点
を
な
し
て
い
る
。
彼
の
論
考
「
趣
味
の
標
準
に
つ
い
て
」
の
半
ば
近
く
で
、ヒ
ュ
ー
ム
は
『
ド

ン
・
キ
ホ
ー
テ
』
の
物
語
を
引
き
合
い
に
出
し
て
い
る
。
そ
の
物
語
が
描
き
出
そ
う
と
し
て
い
る
の
は
、
趣
味
の
「
繊
細
さ
」
が
、
私

た
ち
の
趣
味
の
標
準
を
形
成
し
よ
う
と
す
る
批
評
家
に
と
っ
て
本
質
的
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　

サ
ン
チ
ョ
が
大
き
な
鼻
を
も
つ
従
者
に
次
の
よ
う
に
言
う
。
私
が
ワ
イ
ン
を
鑑
別
で
き
る
と
主
張
す
る
の
に
は
正
当
な
理
由
が
あ

る
。
こ
れ
は
わ
が
家
系
で
先
祖
代
々
受
け
継
が
れ
て
き
た
特
質
で
あ
る
。
か
つ
て
私
の
同
族
の
う
ち
の
二
人
が
、
と
び
っ
き
り
古

く
て
上
等
の
ワ
イ
ン
と
思
わ
れ
る
大
樽
に
つ
い
て
意
見
を
述
べ
る
よ
う
に
と
呼
び
出
さ
れ
た
。
彼
ら
の
う
ち
の
一
人
が
そ
れ
を
味
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見
し
、
そ
れ
を
よ
く
考
察
し
、
慎
重
な
熟
慮
の
の
ち
、
も
し
そ
の
ワ
イ
ン
の
う
ち
に
認
め
ら
れ
る
革
の
わ
ず
か
な
風
味
が
な
け
れ

ば
、
そ
の
ワ
イ
ン
は
上
等
だ
と
述
べ
た
。
も
う
一
人
も
同
じ
用
心
を
し
た
の
ち
、
彼
が
容
易
に
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
た
鉄
の
風

味
に
留
保
を
付
け
つ
つ
、
そ
の
ワ
イ
ン
に
有
利
な
意
見
を
述
べ
た
。
二
人
と
も
そ
の
判
断
を
ど
れ
ほ
ど
あ
ざ
笑
わ
れ
た
か
、
あ
な

た
に
は
想
像
で
き
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
結
局
笑
っ
た
の
は
誰
だ
っ
た
の
か
。
大
樽
が
空
に
な
る
と
、
底
に
、
ゆ
わ
え
る
革
ひ
も

の
結
び
目
が
つ
い
た
古
び
た
鍵
が
見
つ
か
っ
た
の
だ
っ
た
。〔
田
中
敏
弘
訳
、『
ヒ
ュ
ー
ム　

道
徳
・
政
治
・
文
学
論
集
［
完
訳
版
］』

名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
一
年
、
一
九
七　

一
九
八
頁
〕

　

ま
ず
第
一
に
、
こ
う
し
た
ふ
る
ま
い
の
見
事
な
ド
ラ
マ
は
、
そ
の
決
定
的
な
事
実
よ
り
も
偉
大
で
あ
る　
　

言
う
な
れ
ば
い
く
ぶ
ん

ド
ン
・
キ
ホ
ー
テ
的
〔
空
想
的
〕
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
味
覚
は
た
し
か
に
働
い
て
い
た
の
に
、
上
等
な
ワ
イ
ン
で
は
な
か
っ
た
か

も
し
れ
な
い
し
、
あ
る
い
は
ワ
イ
ン
は
あ
っ
た
の
に
、
味
覚
が
働
い
て
い
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
第
二
に
、
そ
し
て

よ
り
重
要
な
こ
と
に
、
彼
ら
の
ふ
る
ま
い
は
、
批
評
家
の
努
力
と
批
評
家
が
切
望
す
る
類
の
権
利
主
張
を
誤
っ
て
伝
え
て
し
ま
う
の
で

あ
る
。
そ
れ
は
味
利
き
〔
趣
味
〕
の
実
践
と
そ
れ
を
説
明
す
る
規
律
と
を
分
離
す
る
。
だ
が
、
批
評
家
の
味
利
き
の
表
現
を
他
の
人
間

の
そ
れ
よ
り
も
価
値
あ
る
も
の
に
す
る
の
は
、
自
分
自
身
の
返
答
で
革
ひ
も
と
鍵
を
示
し
て
み
せ
た
彼
の
手
腕
で
あ
る
。
そ
し
て
批
評

家
の
価
値
の
証
明
は
、
大
樽
の
な
か
に
革
ひ
も
と
鍵
が
あ
る
、
あ
る
い
は
あ
っ
た
と
指
摘
す
る
こ
と
に
由
来
す
る
の
で
は
な
く
、
私
た

ち
に
そ
こ
で
そ
れ
ら
の
味
を
感
じ
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
。
サ
ン
チ
ョ
の
先
祖
は
、
サ
ン
チ
ョ
が
語
る
に
は
、
い
ず
れ
の
場
合
も
用
心
し

て
熟
慮
し
た
あ
と
で
、両
者
と
も
そ
の
ワ
イ
ン
に
有
利
な
評
価
を
述
べ
た
。
し
か
し
サ
ン
チ
ョ
は
、そ
う
し
た
熟
慮
が
ど
ん
な
も
の
だ
っ

た
の
か
、
ま
た
、
二
人
に
望
ま
し
い
裁
定
が
下
っ
て
彼
ら
の
正
し
さ
が
実
際
に
証
明
さ
れ
た
の
か
ど
う
か
を
私
た
ち
に
伝
え
て
い
な
い
。

私
見
で
は
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
論
考
は
、
ま
さ
に
そ
の
よ
う
な
問
い
を
追
求
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
し
か
し
ヒ
ュ
ー
ム
が
、
私
た
ち
は
い
か
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に
し
て
真
の
批
評
家
に
出
会
え
る
の
か
、
い
か
に
し
て
彼
を
た
だ
の
詐
称
者
と
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
と
い
っ
た
あ
り
う
べ
き

困
難
に
直
面
し
つ
つ
批
評
家
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
の
は
、
ま
さ
に
批
評
家
ら
し
き
誰
か
が
芸
術
そ
の
も
の
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る
こ

と
で
あ
る
。
つ
ま
り
ヒ
ュ
ー
ム
に
よ
れ
ば
、
彼
に
価
値
は
あ
る
が
、
私
た
ち
は
あ
る
特
定
の
場
合
に
は
彼
の
能
力
に
異
を
唱
え
る
か
も

し
れ
な
い
の
で
あ
り
、
結
局
は
長
期
的
に
見
て
、
そ
の
う
ち
の
幾
人
か
が
「
普
遍
的
な
感
情
に
よ
っ
て
他
の
人
び
と
よ
り
も
優
れ
て
い

る
と
認
め
ら
れ
る
」〔
二
〇
二
頁
〕
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
こ
と
は
批
評
家
の
価
値
を
趣
味
の
歴
史
に
委
ね
て
し
ま

う
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
一
方
で
、
私
た
ち
に
と
っ
て
の
批
評
家
の
価
値
は
、
批
評
家
が
、
そ
う
し
た
歴
史
自
体
は
そ
の
ま
ま
で
は

何
も
証
明
し
な
い　
　

人
気
を
博
し
た
と
い
う
こ
と
以
外
に
は　
　

と
い
う
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
そ
う
し
た
歴
史
を
彼
の
所
与
の
一

部
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
芸
術
と
文
化
に
対
す
る
批
評
家
の
価
値
は
、
彼
が
そ
の
趣
味
に
合
意
す
る
と
い

う
点
に
あ
る
の
で
は
な
く　
　

そ
れ
に
よ
っ
て
彼
は
芸
術
市
場
で
投
資
す
る
指
針
と
し
て
役
立
つ
か
も
し
れ
な
い
が　
　

、
私
た
ち
の

趣
味
が
ど
う
で
あ
ろ
う
と
、
そ
れ
を
保
護
し
た
り
乗
り
越
え
た
り
す
る
か
も
し
れ
な
い
諸
観
点
を
彼
が
設
定
す
る
と
い
う
点
に
あ
る
の

だ
。
十
八
世
紀
ま
で
で
あ
れ
ば
、
サ
ン
チ
ョ
の
子
孫
た
ち
は
紳
士
た
ち
の
あ
い
だ
で
出
世
し
た
で
あ
ろ
う
。
と
い
う
の
も
、
十
八
世
紀

ま
で
で
あ
れ
ば
、
世
間
は
何
が
正
し
い
か
を
知
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
世
間
の
な
か
で
自
分
た
ち
の
鑑
識
眼
を
発
揮
す
る
だ
け
で
よ
く
、

サ
ン
チ
ョ
の
子
孫
た
ち
は
紳
士
た
ち
の
趣
味
を
彼
ら
に
固
有
の
も
の
と
し
て
扱
う
必
要
な
ど
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
ド

ン
・
キ
ホ
ー
テ
こ
そ
が
批
評
家
の
守
護
聖
人
な
の
で
あ
っ
て
、
自
分
の
文
化
に
抗
し
て
ま
で
自
分
の
文
化
に
最
良
の
も
の
を
守
ろ
う
と

必
死
に
な
り
、
い
か
な
る
失
敗
を
も
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
た
。
も
っ
と
も
そ
の
失
敗
は
彼
の
愚
直
さ
と
そ
の
愚
直
さ
の
表
れ
に
よ

る
失
敗
で
は
あ
っ
た
の
だ
が
。

　

趣
味
の
合
意
や
「
和
解
」
と
い
う
観
念
が
、
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
を
つ
か
さ
ど
っ
て
い
る
。
到
達
可
能
で
あ
る
か
ぎ
り
、
趣
味
の
基
準

が
も
た
ら
す
べ
き
も
の
が
合
意
で
あ
る
。
ヒ
ュ
ー
ム
の
議
論
を
受
け
継
ぐ
者
は
、
合
意
が
判
断
の
妥
当
性
要
求
を
も
た
ら
し
て
い
る
と
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い
う
想
定
を
把
握
し
な
が
ら
も
、
合
意
も
和
解
も
望
み
え
な
い
ま
ま
、
美
感
的
（
道
徳
的
お
よ
び
政
治
的
）
判
断
に
は
、
何
か
が
欠
け

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
見
い
だ
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、
そ
う
し
た
判
断
を
支
え
る
議
論
は
、
論
理
学
の
議
論
の
よ
う
な
仕
方
で
決
定
的

で
も
な
け
れ
ば
、
科
学
の
議
論
の
よ
う
な
仕
方
で
合
理
的
で
も
な
い
の
で
あ
る
。
な
る
ほ
ど
、
実
際
そ
う
な
の
で
あ
っ
て
、
も
し
美
感

的
判
断
が
そ
う
し
た
仕
方
で
合
理
的
に
な
る
の
だ
と
し
た
ら
、
芸
術
（
な
い
し
道
徳
）
の
よ
う
な
い
か
な
る
主
題
も
存
在
し
な
い
で
あ

ろ
う
し
、
批
評
の
よ
う
な
い
か
な
る
技
法
や
芸
術
も
存
在
し
な
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
だ
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
判
断
が

決
定
的
で
も
合
理
的
で
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

　

こ
の
主
題
を
め
ぐ
る
カ
ン
ト
の
議
論
に
目
を
向
け
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
他
の
主
題
と
同
様
、こ
こ
で
も
い
っ
そ
う
深
遠
で
、い
っ

そ
う
曖
昧
な
議
論
と
な
る
。
普
遍
的
賛
同
、
あ
る
い
は
「
情
感
の
調
和
」
や
「
人
間
の
共
通
感
覚
」
と
も
カ
ン
ト
は
呼
ん
で
い
る
が
、

こ
の
主
題
が
『
判
断
力
批
判
』
に
現
れ
る
の
は
、
経
験
的
な
問
題
と
し
て
で
は
な
く　
　

カ
ン
ト
の
こ
う
し
た
議
論
の
手
法
は
い
つ
も

の
こ
と
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
驚
く
べ
き
も
の
で
は
な
い　
　
（
超
越
論
的
な
）
諸
条
件
を
措
定
す
る
ア
プ
リ
オ
リ
な
要
請
と
し
て
で
あ

る
。
そ
う
し
た
諸
条
件
の
も
と
で
私
た
ち
が
美
感
的
判
断
と
呼
ぶ
よ
う
な
も
の
一
般

0

0

〔überhaupt

〕
が
下
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ

う
。
カ
ン
ト
は
以
下
の
よ
う
に
述
べ
る
こ
と
で
議
論
を
始
め
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
美
感
的
判
断
は
「
理
論
的
」
で
も
「
論
理
的
」
で

も
「
客
観
的
」
で
も
な
い
が
、
そ
れ
は
「
そ
の
規
定
根
拠
が
主
観
的
で
し
か

0

0

0

0

0

0

あ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」〔
カ
ン
ト
『
判
断
力
批
判
』
上

巻
、
宇
都
宮
芳
明
訳
、
以
文
社
、
一
九
九
四
年
、
八
六
頁
〕（
８
）。
今
日
、
と
も
か
く
も
昨
今
、
広
範
囲
に
わ
た
る
カ
ン
ト
の
影
響
下
で
、

美
感
的
判
断
は
認
識
的
で
は
な
い
と
言
わ
れ
て
き
た
。
こ
う
し
た
こ
と
自
体
は
た
い
し
た
こ
と
を
言
っ
て
お
ら
ず
、
こ
の
判
断
そ
の
も

の
は
ま
っ
た
く
無
害
な
も
の
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
な
い

0

0

0

0

0

0

。
カ
ン
ト
は
そ
こ
か
ら
た
だ
ち
に
二
種
類
の
「
美
感
的
判
断
」　　

趣
味
判

断
と
も
カ
ン
ト
は
呼
ん
で
い
る
が　
　

を
区
別
す
る
に
い
た
る
。
そ
し
て
こ
の
点
で
、
不
幸
な
こ
と
に
、
彼
の
影
響
は
徐
々
に
広
ま
っ

て
き
た
。
一
つ
目
の
も
の
を
感
官
趣
味
、
二
つ
目
の
も
の
を
反
省
趣
味
と
カ
ン
ト
は
呼
ん
で
い
る
。
前
者
は
、
私
た
ち
が
快
適
と
み
な
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す
も
の
に
た
ん
に
関
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
後
者
は
、
私
た
ち
が
快
適
で
あ
る
以
上
の
も
の
に
関
与
し
た
り
そ
れ
を
要
求
し
た
り

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
論
理
的
に
そ
う
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
人
も
い
る
だ
ろ
う
。
そ
し
て
後
者
の
み
が
関
わ
る

ト
ピ
ッ
ク
が
美
し
い
も
の
な
の
で
あ
り
、
そ
の
役
割
は
、
い
っ
そ
う
な
じ
み
の
あ
る
意
味
に
お
い
て
審エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク

美
的
だ
と
言
え
よ
う
。
後
者

に
よ
る
判
断
が
、
前
者
以
上
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
普
遍
妥
当
性
、
す
な
わ
ち
、
判
断
同
士
の
普
遍
的
合
意
を
「
要
求
し
」

た
り
「
帰
責
さ
せ
」
た
り
「
主
張
し
」
た
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
私
た
ち
が
そ
の
よ
う
な
判
断
を
下
す
と
き
、
た
と
え
彼
ら
が
当
の
判

断
の
合
意
を
受
け
容
れ
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
私
た
ち
が
経
験
上
知
っ
て
い
る
と
し
て
も
、
私
た
ち
は
こ
の
よ
う
な
合
意
を
主

張
し
続
け
る
の
で
あ
る
（
と
す
る
と
、
私
た
ち
は
た
だ
意
固
地
で
愚
か
だ
か
ら
そ
う
し
た
判
断
を
下
し
続
け
て
い
る
だ
け
と
い
う
こ
と

に
な
る
の
か
）。
カ
ン
ト
は
ま
た
、
私
た
ち
が
そ
う
し
た
判
断
を
下
す
さ
い
の
感
情
や
信
念
を
描
き
出
し
て
い
る　
　

す
な
わ
ち
、
こ

の
判
断
に
お
い
て
私
た
ち
は
「
あ
ら
ゆ
る
人
の
賛
同
」
を
「
普
遍
的
な
声
で
［
語
る
こ
と
］」
と
し
て
要
求
す
る
の
で
あ
り
、
た
し
か

に
こ
の
賛
同
は
、
通
常
の
経
験
的
判
断
を
下
す
と
き
の
よ
う
に
「
公
準
と
し
て
要
請
」
で
き
な
い
け
れ
ど
も
、
あ
え
て
そ
う
要
求
す
る

の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
は
、
私
た
ち
が
今
日
で
は
一
種
の
心
理
学
と
呼
び
た
く
な
る
よ
う
な
類
の
も
の
で
あ
り
、
た
し
か
に
そ
う

言
え
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
も
し
そ
う
で
あ
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
は
そ
の
こ
と
を
、
そ
う
し
た
判
断
に
伴
う
偶
然
の
所
産
を
示

す
も
の
と
し
て
受
け
止
め
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
カ
ン
ト
は
こ
う
し
た
普
遍
妥
当
性
へ
の
こ
う
し
た
要
求
や
声
に
つ
い
て
以
下
の

よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
「
普
遍
妥
当
性
へ
の
こ
の
要
求
は
、
私
た
ち
が
あ
る
も
の
を
美
し
い

0

0

0

と
言
明
す
る
判
断
に
本
質
的
に

属
し
て
い
る
か
ら
、
こ
の
判
断
を
下
す
さ
い
に
普
遍
妥
当
性
を
念
頭
に
置
い
て
い
な
け
れ
ば
、
誰
も
こ
の
〔
美
し
い
と
い
う
〕
表
現
を

用
い
る
こ
と
を
思
い
つ
か
な
い
ほ
ど
で
あ
ろ
う
し
、
む
し
ろ
概
念
を
欠
い
た
ま
ま
気
に
い
る
す
べ
て
の
も
の
が
〔
し
た
が
っ
て
美
し
い

も
の
も
〕
快
適
な
も
の
に
数
え
入
れ
ら
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」〔
一
一
一
頁
〕（
９
）
と
。
こ
こ
で
の
愚
か
さ
の
可
能
性
は
、
私
た
ち
が

合
意
に
到
達
で
き
そ
う
に
な
い
と
い
う
事
実
に
直
面
し
て
そ
れ
で
も
要
求
し
続
け
る
こ
と
の
愚
か
さ
で
は
な
く
、
美
感
的
判
断
が
私
た
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ち
に
代
償
を
負
わ
せ
る
も
の
に
直
面
し
て
も
な
お
そ
う
し
た
判
断
（
も
し
く
は
道
徳
的
な
い
し
政
治
的
判
断
）
を
下
し
続
け
る
こ
と
の

愚
か
さ
で
あ
る
。
つ
ま
り
こ
こ
に
は
、
そ
う
し
た
判
断
を
私
た
ち
の
た
め
に
見
い
だ
す
と
い
う
困
難
が
あ
る
の
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
で

各
々
の
判
断
が
そ
れ
ぞ
れ
に
孤
立
す
る
こ
と
を
明
示
し
て
し
ま
う
と
い
う
リ
ス
ク
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
が
判
断
を
下
す
さ
い
の
あ
る
種
の
精
神
は
別
と
し
て
も
、

私
た
ち
は
、
美
感
的
と
考
え
ら
れ
る
類
の
も
の
に
か
ん
し
て
、
い
か
な
る
概
念
も
有
し
て
い
な
い
だ
ろ
う
、
と
（
10
）。
こ
の
よ
う
な
主

張
の
基
礎
に
な
り
う
る
も
の
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
二
種
類
の
美
感
的
判
断
に
か
ん
し
て
、
カ
ン
ト
の
挙
げ
て
い
る
例
を
見
て
み
よ
う
。

　
　
［
…
］［
あ
る
人
が
］「
カ
ナ
リ
ア
産
の
シ
ャ
ン
パ
ン
が
快
適
で
あ
る
」と
言
う
と
き
、他
人
が
こ
の
表
現
を
訂
正
し
、彼
は
そ
れ
が「
私0

に
と
っ
て

0

0

0

0

快
適
で
あ
る
」
と
言
う
べ
き
だ
と
注
意
し
て
も
、
彼
は
こ
の
こ
と
に
ま
っ
た
く
不
満
を
抱
か
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と

は
、
た
ん
に
舌
や
口
や
喉
の
趣
味
〔
味
覚
〕
に
お
い
て
の
み
な
ら
ず
、
目
や
耳
に
対
し
て
人
々
に
快
適
で
あ
る
よ
う
な
も
の
に
お

い
て
も
同
様
で
あ
る
。［
…
］
私
た
ち
の
判
断
と
は
異
な
る
他
人
の
判
断
を
、
あ
た
か
も
そ
れ
が
私
た
ち
の
判
断
に
論
理
的
に
対

立
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
、
正
し
く
な
い
と
な
じ
る
た
め
に
争
う
の
は
、
愚
か
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。［
…
］

　
　
　

美
し
い
も
の
に
か
ん
し
て
は
事
情
は
ま
っ
た
く
別
で
あ
る
。も
し
自
分
の
趣
味
を
多
少
自
慢
し
て
い
る
誰
か
が
、「
こ
の
対
象（
私

た
ち
が
見
て
い
る
建
物
、あ
る
人
が
着
て
い
る
衣
服
、私
た
ち
が
聞
い
て
い
る
合
奏
、批
評
を
求
め
て
提
出
さ
れ
た
詩
）が
私
に
と
っ

0

0

0

0

て0

美
し
い
」〔
と
言
う
〕
こ
と
で
自
分
の
正
当
性
を
示
そ
う
と
思
う
な
ら
、
こ
れ
は
（〔
先
の
場
合
と
は
〕
ち
ょ
う
ど
逆
に
）
笑
う

べ
き
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
あ
る
も
の
が
た
ん
に
彼
に
気
に
い
る
場
合
、
彼
は
そ
の
も
の
を
美
し
い

0

0

0

と
呼
ん
で
は
な
ら
な

い
か
ら
で
あ
る
。［
…
］〔
一
〇
七　

一
〇
八
頁
〕
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こ
れ
ら
の
例
は
何
を
示
す
こ
と
に
な
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
あ
る
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
あ
る
表
現
形
式
を
使
用
す
る
こ
と

に
は
な
ん
の
問
題
も
な
い
が
、
他
方
、
別
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
そ
の
表
現
形
式
を
用
い
る
こ
と
は
誤
っ
て
い
る
、
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
け
れ
ど
も
、
私
が
焦
点
を
当
て
た
い
と
思
っ
て
い
る
も
の
は
、
こ
こ
で
引
き
合
い
に
出
さ
れ
て
い
る
、
正
し
さ
と
誤
り
の
種

類
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
そ
れ
は
、
事
実
に
関
す
る
公
正
さ
の
問
題
で
も
、
慣
習
上
の
無
分
別
さ
の
問
題
で
も
な
く
、
な
に
か
馬
鹿
げ
た

こ
と
、な
い
し
は
愚
か
に
な
る
よ
う
な
こ
と
を
言
う
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
帰
結
が
引
き
受
け
ら
れ
る
の
は
、問
題
と
な
っ

て
い
る
種
類
の
判
断
に
お
い
て
、
援
用
さ
れ
た
諸
概
念
の
本
性
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
概
念
よ
っ
て
捉
え
ら
れ
た
現
実
の
本
性
に
お
い

て
さ
え
、
な
ん
ら
か
の
違
い
を
提
示
す
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
し
た
違
い
を
形
而
上
学
的
と
呼
ぶ
べ
き
か
、
論
理
的
と
呼
ぶ
べ
き
か
、

ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
。
カ
ン
ト
は
こ
の
違
い
を「
超
越
論
的
差
異
」と
呼
ん
だ
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
な
ら
ば
こ
の
違
い
を「
文

法
的
差
異
」
と
呼
ぶ
だ
ろ
う
。
で
は
、
馬
鹿
げ
た
こ
と
や
愚
か
な
こ
と
が
見
い
だ
さ
れ
る
よ
う
な
（
お
そ
ら
く
あ
ら
ゆ
る

0

0

0

0

人
間
が
見
い

だ
す
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
）
心
理
学
的
差
異
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
こ
う
し
た
誘
発
力
の
あ
る
差
異
、
な
い
し
は
と
も
か
く
も
顕

著
に
特
徴
の
あ
る
差
異
を
示
す
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
思
い
当
た
る
の
は
、
私
見
で
は
、
分
析
哲
学
に
お
け
る
論
理
実
証
主
義
の
構
成
要
素
と
ポ
ス
ト
論
理
実
証
主
義
の
構
成
要
素

と
の
あ
い
だ
に
あ
る
誤
解
と
敵
意
の
も
っ
と
も
繊
細
な
指
標
で
あ
る
。
形
式
性
か
ら
ひ
ど
く
か
け
離
れ
た
論
理
分
析
が
出
回
っ
て
い
る

の
を
耳
に
す
る
と
、
論
理
実
証
主
義
者
は
苦
虫
を
噛
み
つ
ぶ
す
。
と
い
う
の
も
、
そ
こ
で
明
ら
か
に
問
題
に
な
っ
て
い
る
の
は
、
そ
の

瞬
間
に
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
感
じ
る
の
か
と
い
う
こ
と
だ
か
ら
で
あ
り
、
あ
ま
り
に
心
理
学
的
だ
か
ら
で
あ
る
。
日
常
言
語
か
ら
出

発
す
る
哲
学
者
は
力
な
く
振
り
返
っ
て
次
の
よ
う
に
尋
ね
る
。「
そ
の
違
い
を
感
じ
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
い
い
で
す
か
、
あ
な
た
は

そ
れ
を
見
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

0

0

0

0

0

0

0

0

の
で
す
」。
た
し
か
に
、
両
者
と
も
に
相
手
が
知
っ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
り
、
ま
た
各
々
が

相
手
の
こ
と
を
倒
錯
的
、
な
い
し
見
当
違
い
、
な
い
し
拙
い
と
考
え
て
い
る
（
こ
こ
で
は
私
は
、
誰
か
そ
の
よ
う
な
目
に
遭
っ
た
人
の
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経
験
に
訴
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
）。
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
は
ど
ん
な
説
明
を
し
た
と
こ
ろ
で
う
ま
く
い
き
そ
う
に
な
い
。
そ
う

し
た
説
明
は
、
そ
れ
自
体
と
し
て
十
分
な
注
意
を
喚
起
し
う
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
私
は
以
下
の
よ
う
に
推
測
す
る
に
と
ど
め
て
お

く
こ
と
に
し
た
い
。
つ
ま
り
、
満
足
の
い
く
説
明
が
な
さ
れ
る
と
期
待
し
う
る
よ
う
な
水
準
を
示
唆
す
る
方
法
と
し
て
、
ま
た
な
ぜ
私

た
ち
が
い
ま
だ
概
念
や
事
実
す
ら
も
欠
い
て
い
る
の
か
を
指
し
示
す
方
法
と
し
て
推
測
す
る
に
と
ど
め
て
お
き
、
そ
う
す
る
こ
と
で
、

真
摯
に
事
態
の
収
拾
を
図
っ
て
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

私
た
ち
は
フ
レ
ー
ゲ
や
フ
ッ
サ
ー
ル
の
よ
う
に
論
理
学
を
「
心
理
学
化
す
る
」
こ
と
を
無
効
に
し
よ
う
と
し
た
哲
学
者
た
ち
の
努

力
に
つ
い
て
知
っ
て
い
る
（
そ
れ
は
ヒ
ュ
ー
ム
が
知
識
を
心
理
学
化
し
た
の
を
カ
ン
ト
が
無
効
に
し
た
の
と
同
様
で
あ
る
）。
い
ま
や
、

私
が
『
哲
学
探
究
』
の
よ
う
な
書
物
を
説
明
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
最
短
の
方
法
と
は
、
本
書
が
心
理
学
の
心
理
学
化
を
無
効
化
し
よ

う
と
企
て
て
お
り
、
ま
た
心
理
学
お
よ
び
行
動
学
的
な
範
疇
の
応
用
を
制
御
す
る
必
要
性
を
示
そ
う
と
企
て
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
述

べ
る
こ
と
で
あ
る
。
本
書
は
人
間
の
行
動
と
情
念
そ
の
も
の
に
お
い
て
必
要
な
も
の
を
示
そ
う
と
す
る
企
て
で
あ
る
と
さ
え
言
い
う
る

だ
ろ
う
（
11
）。
と
同
時
に
、
哲
学
の
す
べ
て
を
心
理
学
へ
と
転
化
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る　
　

す
な
わ
ち
、
こ
の
心
理
学
で
は
、
私
た

ち
は
ど
ん
な
も
の
を
事
物
と
呼
ぶ
の
か
、
ど
の
よ
う
に
そ
れ
ら
を
扱
う
の
か
、
そ
れ
ら
の
役
割
は
私
た
ち
の
生
活
に
お
い
て
ど
の
よ
う

な
も
の
な
の
か
、
と
い
っ
た
こ
と
が
問
題
と
な
る
の
で
あ
る
。

　

最
後
に
一
瞥
し
て
、
カ
ン
ト
の
例
を
よ
り
現
代
風
の
言
い
方
に
当
て
は
め
て
み
て
、
私
た
ち
が
ど
ん
な
種
類
の
理
由
で
そ
う
し
た
判

断
を
す
る
の
か
を
考
え
て
み
よ
う
。

　
　

１　

Ａ
：
カ
ナ
リ
ア
産
の
シ
ャ
ン
パ
ン
は
お
い
し
い
よ
。

　
　
　
　

Ｂ
：
ど
う
し
て
？ 

カ
ナ
リ
ア
の
フ
ン
み
た
い
な
風
味
が
す
る
よ
。
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Ａ
：
え
え
？ 

私
は
好
き
だ
け
ど
。

　
　

２　

Ａ
：
彼
の
演
奏
は
美
し
か
っ
た
ね
、
そ
う
思
わ
な
い
？

　
　
　
　

B1
：
そ
う
だ
ね
、
美
し
す
ぎ
る
ぐ
ら
い
だ
っ
た
よ
。
ベ
ー
ト
ー
ヴ
ェ
ン
は
シ
ョ
パ
ン
じ
ゃ
な
い
の
に
。

ま
た
、
彼
は
こ
う
答
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
　
　
　

B2
： 

ど
う
し
て
？ 
彼
の
演
奏
に
は
メ
ロ
デ
ィ
も
な
け
れ
ば
構
造
も
な
か
っ
た
し
、そ
の
音
楽
が
い
っ
た
い
何
に
つ
い
て
だ
っ

た
の
か
わ
か
ら
な
か
っ
た
。
彼
は
、
た
だ
印
象
的
な
音
色
を
使
っ
て
い
た
だ
け
だ
よ
。

　

さ
て
、Ａ
は
ど
の
よ
う
に
答
え
る
だ
ろ
う
。
今
回
も
彼
は「
え
え
？ 

私
は
好
き
だ
け
ど
」と
返
答
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
彼
は
、

そ
う
答
え
る
こ
と
は
で
き
る

0

0

0

。
し
か
し
今
度
は
、
そ
れ
が
返
答
と
し
て
は
弱
々
し
く
、
個
人
的
趣
味
に
閉
じ
こ
も
っ
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

よ
う
に
感

じ
る
の
で
は
な
い
か
。
な
ぜ
な
ら
、
Ｂ
の
理
由
は
明
ら
か
に
演
奏
の
評
価
に
関
わ
っ
て
い
る
し
、
そ
れ
ら
は
議
論
の
余
地
が
あ
る

0

0

0

0

0

0

0

0

か
ら

だ
。
つ
ま
り
そ
う
し
た
理
由
は
、事
情
に
つ
い
て
知
る
者
で
あ
れ
ば
誰
も
が
追
求
の
仕
方
が
わ
か
る
よ
う
に
言
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

Ａ
は
そ
う
し
た
理
由
を
追
求
す
る
必
要
は
な
い

0

0

0

0

0

。
け
れ
ど
も
追
求
し
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
私
た
ち
が
Ａ
を
評
価
す
る
に
あ
た
っ
て
Ａ

は
不
利
と
な
る
代
償
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
こ
こ
ま
で
で
、
Ａ
の
判
断
が
Ｂ
と
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
十
分
に
示

さ
れ
た
だ
ろ
う
か
。
私
た
ち
は
ま
だ
心
理
学
的
な
も
の
の
領
域
に
い
る
。
し
か
し
、
私
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
お
き
た
い
。
そ
の
よ
う

な
代
償
は
必
然
的
で
あ
り
、
私
た
ち
が
美エ
ス
テ
テ
ィ
ッ
ク

学
的
と
呼
ぶ
よ
う
な
種
類
の
判
断
に
特
有
の
も
の
な
の
だ
。

　

次
に
「
そ
う
し
た
理
由
を
追
求
す
る
必
要
は
な
い
」
と
い
う
先
ほ
ど
私
が
述
べ
た
こ
と
に
戻
り
、
以
下
の
ケ
ー
ス
と
比
較
し
よ
う
。
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Ａ
：
庭
に
一
羽
の
オ
ウ
ゴ
ン
ヒ
ワ
（goldfinch

）
が
い
る
ね
。

　
　
　
　

Ｂ
：
ど
う
し
て
わ
か
っ
た
の
？

　
　
　
　

Ａ
：
そ
の
頭
の
色
か
ら
さ
。

　
　
　
　

Ｂ
：
で
も
キ
ク
イ
タ
ダ
キ
の
頭
の
色
も
あ
の
色
だ
よ
。

　
　
　
　

Ａ
：
う
ー
ん
、
私
の
な
か
で
は

0

0

0

0

0

0

オ
ウ
ゴ
ン
ヒ
ワ
な
ん
だ
よ
（
そ
れ
は
私
に
と
っ
て
オ
ウ
ゴ
ン
ヒ
ワ
で
あ
る
）。

　

こ
れ
は
も
は
や
弱
々
し
い
返
答
、個
人
の
意
見
へ
の
閉
じ
こ
も
り
で
は
な
い
。
こ
こ
で
支
払
わ
れ
る
だ
ろ
う
代
償
は
、先
ほ
ど
の
ケ
ー

ス
と
は
異
な
り
、
Ａ
が
あ
ま
り
明
瞭
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
な
け
れ
ば
、
違
い
が
わ
か
ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
も
な
く
、
倒
錯
的

な
趣
味
を
も
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
も
な
い
。
こ
こ
で
の
代
償
は
、
彼
が
狂
っ
て
い
る
か
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
「
わ
か
っ
た
」
と
い

う
言
葉
の
意
味
も
わ
か
ら
な
く
な
っ
て
い
る
か
で
あ
り
、
あ
る
い
は
Ａ
が
な
に
か
他
の
点
で
私
た
ち
に
と
っ
て
理
解
不
可
能
に
な
っ
て

い
る
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
私
た
ち
が
彼
を

0

0

0

0

0

0

（
鳥
に
つ
い
て
の
？
）
知
識
を
話
題
に
で
き
る
対
話
者
と
し
て
認
め
ら
れ

0

0

0

0

な
い

0

0

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
何
が
起
こ
っ
て
い
る
の
で
あ
れ
、
庭
に
一
羽
の
オ
ウ
ゴ
ン
ヒ
ワ
が
い
る
こ
と
を
彼
は
わ
か
っ
て
い
な
い

0

0

の

で
あ
る
。（
他
に
）ど
ん
な
も
の
を
彼
は「
わ
か
っ
て
い
る
」と
思
っ
て
い
る
か
に
関
係
な
く
そ
う
な
の
だ
。
し
か
し
私
た
ち
は
ベ
ー
ト
ー

ヴ
ェ
ン
の
演
奏
を
好
む
人
を
、
少
な
く
と
も
同
じ
よ
う
な
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
さ
、
良
心
の
疚
し
さ
の
な
さ
、
同
じ
判
断
の
重
み
で
認
め
な

い
と
い
う
こ
と
は
な
い
。
こ
の
場
合
に
は
、
ど
ん
な
に
遠
慮
が
ち
に
で
あ
ろ
う
と
、
彼
は
依
然
と
し
て
私
た
ち
に
主
張
を
突
き
付
け
て

い
る
。
彼
に
は
自
分
の
判
断
の
理
由
や
、
あ
な
た
の
異
議
へ
の
反
論
さ
え
も
あ
る
か
も
し
れ
な
い

0

0

0

0

0

0

。
な
ん
ら
か
の
理
由
で
（
あ
な
た
が

彼
を
脅
し
て
記
憶
喪
失
に
さ
せ
た
か
ら
か
も
し
れ
な
い
）彼
は
そ
れ
を
示
す
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
だ
け
か
も
し
れ
な
い
の
で
あ
る
。
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こ
う
し
た
記
述
は
あ
ま
り
に
不
完
全
な
ま
ま
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
が
、
思
う
に
、
い
ま
や
次
の
よ
う
な
あ
り
ふ
れ
た
返
答
が
思
い

浮
か
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。「
し
か
し
あ
な
た
は
次
の
こ
と
を
容
認
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
美
学
的
事
例
に
お
け
る
議
論
は
延
々
と
続
き
、

お
そ
ら
く
キ
リ
が
な
い
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
こ
と
、
ま
た
そ
れ
ら
の
議
論
が
続
く
必
要
も
な
く
、
お
そ
ら
く
い
く
つ
か
の
事
例
で
は

続
く
こ
と
も
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
そ
れ
ら
の
議
論
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
「
代
償
」（
そ
れ
が
何
を
意
味
し
よ
う
と
）
が
あ
る

か
も
し
れ
ず
、
お
そ
ら
く
そ
れ
は
当
の
議
論
が
ど
こ
で
終
わ
る
か
に
依
存
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
し

て
そ
の
種
の
議
論
か
ら
論
理
性
を
得
る
の
だ
ろ
う
か
。
カ
ン
ト
が
感
官
趣
味
と
呼
ぶ
場
合
で
あ
ろ
う
と
反
省
趣
味
と
呼
ぶ
場
合
で
あ
ろ

う
と
、
論
争
の
ど
ち
ら
側
に
関
与
し
て
い
る
か
で
彼
の
判
断
が
証
明
さ
れ

0

0

0

0

う
る
と
あ
な
た
は
主
張
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
だ
。
し
か

し
、
た
と
え
彼
が
証
明
で
き
た
と
し
て
も
、
彼
は
そ
れ
を
望
む
だ
ろ
う
か
。
望
ん
で
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
実
際
は
、
批
判
゠
批
評

に
つ
い
て
あ
な
た
が
語
っ
て
い
る
こ
と
の
す
べ
て
は
次
の
よ
う
な
こ
と
に
す
ぎ
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
ひ
と
は
自
分
自
身
の
感
情
を

説
明
す
る
。
次
い
で
彼
は
、
せ
い
ぜ
い
が
も
う
一
人
の
誰
か
へ
と

0

0

自
分
の
感
情
を
「
証
明
し
」、
彼
の
で
き
る
最
善
の
仕
方
、
最
も
効

果
的
な
仕
方
で
自
分
の
感
情
を
知
っ
て
も
ら
い
た
い
と
思
う
誰
か
に
当
の
感
情
を
示
す
の
で
あ
る
。
こ
ん
な
こ
と
に
は
ほ
と
ん
ど
論
理

が
な
い
。に
も
か
か
わ
ら
ず
、あ
な
た
は
ど
の
よ
う
に
し
て
そ
れ
が
心
理
学
だ
と
い
う
こ
と
を
否
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。」

　

以
下
の
こ
と
に
答
え
た
ほ
う
が
有
益
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
が
あ
ま
り
に
明
白
に
論
理
的
で
な
い
と
い
う
だ
け
で
あ
な
た

は
心
理
学
と
呼
ん
で
い
る
の
で
あ
っ
て
、そ
れ
は
ど
ち
ら
か
一
方
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
わ
け
だ（
12
）。
逆
に
、私
が
そ
れ
を「
論

理
学
」
と
呼
ぶ
こ
と
を
認
め
る
べ
き
だ
と
す
れ
ば
、
あ
ま
り
に
明
ら
か
な
こ
と
に
、
そ
れ
は
あ
な
た
が
「
心
理
学
」
と
言
お
う
と
し
て

い
る
と
思
わ
れ
る
仕
方
で
「
心
理
学
」
な
の
で
は
な
い
。
私
た
ち
が
い
ま
論
理
学
と
心
理
学
の
活
動
に
付
与
す
る
よ
う
な
意
味
で
、
私

は
そ
れ
が
両
者
の
ど
ち
ら
か
と
は
思
っ
て
い
な
い
。
私
は
そ
れ
が
何0

で
あ
る
か
を
誰
か
が
満
足
す
る
よ
う
に
記
述
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
そ
れ
を
「
文
法
」
と
呼
ん
だ
。
他
の
者
で
あ
れ
ば
、
そ
れ
を
「
現
象
学
」
と
呼
ぶ
か
も
し
れ
な
い
。
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私
た
ち
の
な
か
で
も
そ
う
し
た
違
い
を
「
論
理
的
」
と
自
分
た
ち
が
呼
び
た
が
っ
て
い
る
と
気
づ
い
て
い
る
者
は
、
思
う
に
、
そ
う

し
た
違
い
の
な
か
に
感
じ
取
る
必
然
性
の
感
覚
に
応
答
し
て
い
る
。
つ
ま
り
こ
の
感
覚
は
、
こ
の
必
然
性
が
部
分
的
に
は
、
判
断
が
い

か
に
支
持
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
こ
で
判
断
の
確
信
が
い
か
に
産
み
出
さ
れ
る
か
と
い
う
仕
方

0

0

の
問
題
だ
と
い
う
感
覚
を
伴
っ
て
い
る
。

く
り
返
し
表
さ
れ
る
支
持
の
パ
タ
ー
ン
に
よ
っ
て
こ
そ
、
ひ
と
つ
の
見
解
は
、
美
学
的
な
い
し
た
ん
な
る
趣
味
的
問
題
、
あ
る
い
は
道

徳
的
、
プ
ロ
パ
ガ
ン
ダ
的
、
宗
教
的
、
魔
術
的
、
科
学
的
、
哲
学
的
な
も
の
等
々
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
し
、
実
際
ま
た
そ
う
で

あ
る
だ
ろ
う
。
あ
る
程
度
ま
で
美
感
的
判
断
を
支
持
す
る
さ
い
に
「
あ
な
た
は
見
て
い
な
い
の
か
、
聞
い
て
な
い
の
か
、
掘
り
下
げ
な

い
の
か
」
な
ど
と
述
べ
る
準
備
が
で
き
て
い
る
こ
と
が
、
こ
の
判
断
を
す
る
の
に
本
質
的
な
こ
と
で
あ
る
。
最
良
の
批
評
家
は
も
っ
と

も
よ
い
要
点
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、も
し
あ
な
た
が
説
明
抜
き
で
何
事
か
を

0

0

0

0

直
接
見
る
と
い
う
こ
と
を
し
な
い
の
な
ら
、

そ
れ
以
上
論
じ
る
べ
き
こ
と
は
何
も
な
い
か
ら
で
あ
る
。だ
か
ら
と
い
っ
て
批
評
家
が
頼
る
も
の
は
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

そ
こ
か
ら
出
発
し
て
、
あ
な
た
を
訓
練
し
、
教
育
し
、
教
え
諭
し
始
め
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る　
　

そ
こ
に
は
ひ
と
つ
の
方
向
が
あ

る
の
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
む
け
て
批
評
は
絶
え
ず
行
き
先
を
変
え
続
け
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
【
ラ
ス
キ
ン
の
よ
う
な
批
評
家
が
い

く
ぶ
ん
熱
心
な
の
は
こ
う
し
た
方
向
を
把
握
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
し
か
し
こ
れ
は
、
彼
の
率
直
さ
、
芸
術
へ
の
傾
倒
、
芸
術
に
背
を

向
け
な
い
と
い
う
彼
の
熱
意
と
い
っ
た
も
の
を
尺
度
と
し
て
い
る
。
同
様
に
、
そ
の
批
評
的
課
題
の
自
然
な

0

0

0

拡
張
で
あ
る
道
徳
的
情
熱

の
範
例
を
も
た
ら
す
こ
と
が
、
ラ
ス
キ
ン
の
著
作
の
永
続
性
の
一
部
を
な
し
て
い
る
の
だ
】。
な
ん
ら
か
の
点
で
、
批
評
家
は
言
わ
ね

ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
、
こ
れ
が
私
の
見
た
も
の
だ
、
と
。
理
由
と
い
う
も
の
は　
　

い
く
つ
か
の
明
確
な
点
で
、
い
く
つ
か
の
明
確
な

理
由
で
、
そ
れ
ぞ
れ
に
異
な
っ
た
状
況
下
で　
　

終
わ
る
の
で
あ
る
（『
哲
学
探
究
』
第
二
一
七
節
参
照
）（
13
）。

　
「
論
理
的
」
と
い
う
用
語
を
拒
む
人
々
は
、
以
上
の
よ
う
な
違
い
に
お
け
る
恣
意
性
の
感
覚
に
返
答
し
よ
う
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
感
覚
が
伴
っ
て
い
る
の
は
「
論
理
的
な
も
の
」
の
感
覚
で
あ
る
。
つ
ま
り
「
論
理
的
な
も
の
」
と
は
、
議
論
を
た
ど
る
こ
と
の
で
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き
る
人
は
誰
で
も
、
決
定
的
な
仕
方
で
な
に
か
間
違
い
を
見
い
だ
さ
な
い
か
ぎ
り
、
結
論
を
受
け
容
れ

0

0

0

0

0

0

0

、
そ
れ
に
合
意
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
よ
う
に
し
て
確
信
に
い
た
る
事
柄
な
の
だ
と
い
う
感
覚
で
あ
る
。
論
理
に
よ
る
支
持
や
正
当
化
の
特
性
は
、
論
理
に
長

け
た
人
々
を
こ
の
種
の
合
意
へ
と
導
き
、
当
の
論
理
を
、
他
の
目
的
や
特
性
を
有
す
る
正
当
化
の
パ
タ
ー
ン
へ
と
拡
張
す
る
こ
と
が
で

き
る
が
、「
論
理
的
」
と
い
う
用
語
を
支
持
や
正
当
化
の
恒
常
的
な
パ
タ
ー
ン
か
ら
解
放
し
た
場
合
に
、
い
か
な
る
利
益
や
不
利
益
が

も
た
ら
さ
れ
る
の
か
と
い
う
こ
と
は
私
に
は
わ
か
ら
な
い
。
私
が
論
じ
て
い
る
の
は
せ
い
ぜ
い
、
パ
タ
ー
ン

0

0

0

0

や
合
意

0

0

が
、
論
理
学
の
観

念
の
際
立
っ
た
特
徴
を
な
す
と
い
う
こ
と
に
す
ぎ
な
い
。

　

合
意
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
望
み

0

0

に
よ
っ
て
、
私
た
ち
が
こ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
支
持
の
パ
タ
ー
ン
に
関
与
す
る
こ
と
を
動

機
づ
け
て
く
れ
る
と
言
え
る
の
だ
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
は
ま
た
次
の
よ
う
に
も
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま
り
、
こ
れ
こ
そ
カ
ン

ト
が
見
抜
い
て
い
た
こ
と
だ
が
、た
と
え
実
際
に
合
意
が
生
じ
る
べ
き
で
あ
る
と
し
て
も
、私
た
ち
の
判
断
は
、美
感
的
で
あ
る
か
ぎ
り
、

か
つ
て
と
同
様
に
、
カ
ン
ト
の
意
味
で
本
質
的
に
主
観
的
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
芸
術
と
芸
術
批
評
は
、

そ
れ
ら
に
特
有
の
重
要
性
を
も
た
な
く
な
っ
て
し
ま
う
だ
ろ
う
し
、
相
互
の
不
信
や
恵
与
へ
の
謝
意
と
い
っ
た
芸
術
独
自
の
か
た
ち
を

取
る
こ
と
も
な
い
だ
ろ
う
。
芸
術
家
と
同
様
、
批
評
家
の
問
題
は
、
み
ず
か
ら
の
主
観
性
の
信
用
を
損
な
う
こ
と
で
は
な
く
、
そ
れ
を

包
摂
す
る
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
批
評
家
の
問
題
は
、
み
ず
か
ら
の
主
観
性
を
合
意
に
お
い
て
乗
り
越
え
る
こ
と
で
は
な
く
、

模
範
的
な
仕
方
で
そ
れ
を
従
え
る
こ
と
に
あ
る
の
だ
。
だ
か
ら
こ
そ
、
批
評
家
の
著
作
は
、
一
時
の
流
行
や
特
定
の
時
代
の
議
論
よ
り

も
息
が
長
い
。
こ
う
し
た
こ
と
が
、
批
評
家
の
美
点
な
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
の
い
う
「
普
遍
的
な
声
」
と
は
、お
そ
ら
く
若
干
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
変
化
を
伴
い
な
が
ら
も
、「
私
た
ち
が
言
っ
て
い
る
こ
と
」

を
め
ぐ
る
哲
学
者
の
主
張
の
う
ち
に
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
の
を
私
た
ち
が
聞
き
と
っ
て
い
る
当
の
も
の
で
あ
る
。そ
う
し
た
主
張
は
、

少
な
く
と
も
そ
れ
ら
が
通
常
の
経
験
的
仮
説
に
近
い
の
と
同
じ
ぐ
ら
い
、
カ
ン
ト
が
美
感
的
判
断
と
呼
ん
で
い
る
も
の
に
近
い
。
哲
学
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者
は
、
美
感
的
な
類
似
物
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
以
上
に
厳
格
な
合
意
を
主
張
し
た
り
そ
う
し
た
合
意
に
依
存
し
た
り
し
て
い
る
よ
う
に

み
え
る
け
れ
ど
も
、
私
が
示
唆
し
た
い
の
は
、
そ
う
し
た
議
論
が
、
同
じ
種
類
の
主
張
な
い
し
依
存
を
な
す
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。

　

他
方
、
私
た
ち
は
、
美
感
的
判
断
と
「
私
た
ち
が
言
っ
て
い
る
こ
と
」
を
言
葉
に
す
る
哲
学
的
主
張
と
の
類
似
の
う
ち
に
明
白
な
躓

き
が
あ
る
こ
と
に
早
急
に
気
づ
く
べ
き
で
あ
る
。
哲
学
的
主
張
は
、
人
々
が
実
際
に
何
と
言
っ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
の
デ
ー
タ
を
経

験
的
に
収
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
反
駁
に
開
か
れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
他
方
で
、
哲
学
的
主
張
は
「
ハ
ン
マ
ー
ク
ラ

ヴ
ィ
ー
ア
の
ソ
ナ
タ
は
ひ
ね
く
れ
た
作
品
で
あ
る
」
と
い
う
よ
う
な
判
断
を
、
こ
の
ソ
ナ
タ
が
実
際
に
ひ
ね
く
れ
て
い
る
の
か
ど
う
か

を
見
い
だ
す
た
め
の
デ
ー
タ
を
収
集
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
確
証
な
い
し
反
証
す
る
こ
と
に
な
ん
の
意
味
が
あ
る
の
か
を
ま
っ
た
く
明
ら

か
に
し
な
い
。
い
ま
、
こ
う
し
た
厄
介
な
問
題
領
域
に
立
ち
入
る
余
裕
は
な
い
が
、
私
は
、
別
の
と
こ
ろ
で
示
唆
し
よ
う
と
し
て
い
た

　
　

結
果
か
ら
判
断
す
れ
ば
、
明
ら
か
に
不
成
功
の
ま
ま
だ
が
（
14
）　　

い
く
つ
か
の
論
点
に
つ
い
て
言
及
し
な
い
わ
け
に
は
い
か
な

い
。

　

１　

通
常
ひ
と
は
、
誰
か
の
言
葉
遣
い
に
つ
い
て
の
経
験
的
な
証
拠
が
、
そ
の
主
張
内
容
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
感
じ
て
い
る
。
私

は
こ
の
こ
と
を
、
日
常
言
語
か
ら
哲
学
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
現
象
学
的
事
実
だ
と
受
け
止
め
て
い
る
。
も
し
日
常
言
語
か
ら
哲
学
す

る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
の
事
実
も
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。（
自
分
と
は
別
の
）
人
々

の
話
し
方
に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
証
拠
を
揃
え
て
も
、
日
常
言
語
哲
学
者
の
典
型
的
な
主
張
を
撤
回
さ
せ
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
言
っ

て
い
る
の
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く
、
私
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
哲
学
者
に
対

す
る
も
っ
と
も
際
立
っ
て
差
し
迫
っ
た
問
題
は
、「
私
た
ち
が
」
何
と
言
っ
て
い
る
と
哲
学
者
が

0

0

0

0

言
っ
て
い
る
の
か
を
彼
は
言
わ
な
い

だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
を
彼
自
身
に
示
す
よ
う
な
例
を
産
み
出
し
た
り
深
め
た
り
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
応
用
さ
れ
る
も
の
に
な
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
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２
「
も
し
〜
で
あ
れ
ば
、
私
た
ち
は
何
と
言
う
べ
き
だ
ろ
う
か
」
と
い
う
訴
え
に
よ
っ
て
必
要
と
な
る
の
は
、
私
た
ち
が
次
の
よ
う

な
例
や
物
語
を
想
像
す
る
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
ら
は
、
多
か
れ
少
な
か
れ
、
い
ず
れ
起
こ
る
か
も
し
れ
な
い
出
来
事
と
似
て
い

る
か
も
し
れ
な
い
し
、
私
た
ち
が
知
っ
て
い
る
も
の
と
ま
る
で
似
つ
か
な
い
か
も
し
れ
な
い
、
そ
う
し
た
例
や
物
語
で
あ
る
。
こ
う
し

た
想
像
の
手
続
き
を
十
分
か
つ
明
白
に
特
徴
づ
け
よ
う
と
試
み
る
こ
と
に
い
か
な
る
困
難
が
あ
ろ
う
と
も
、
こ
う
し
た
手
続
き
は
、
た

だ
ち
に
以
下
の
よ
う
に
言
わ
れ
う
る
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
、も
し
私
た
ち
が
何
と
言
う
べ
き
か
に
つ
い
て
合
意
で
き
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、

実
際
の
と
こ
ろ
私
た
ち
の
誰
が
正
し
い
の
か
を
示
す
デ
ー
タ
を
集
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
私
た
ち
の
応
答
の
あ
れ
こ
れ
を
確
証
し
た
り

反
証
し
た
り
し
よ
う
と
す
る
企
て
は
明
ら
か
に
賢
明
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
私
た
ち
が
な
す
べ
き
こ
と
は
、
以
下
の
（
ａ
）
と
（
ｂ
）
の

ど
ち
ら
か
で
あ
る
。（
ａ
）
私
た
ち
は
、
私
た
ち
が
な
ぜ
合
意
で
き
な
い
の
か
（
お
そ
ら
く
私
た
ち
が
物
語
を
異
な
っ
た
仕
方
で
想
像

し
て
い
る
）
の
決
着
を
つ
け
る
こ
と
を
試
み
る
べ
き
で
あ
る　
　

ま
さ
に
そ
れ
と
同
様
に
、
も
し
私
た
ち
が
望
む
だ
ろ
う
答
え
に
お
い

て
合
意
に
達
す
る
と
す
れ
ば
、
私
た
ち
が
こ
の
よ
う
な
事
実
に
つ
い
て
哲
学
す
る
こ
と
を
始
め
る
と
き
、
私
た
ち
は
な
ぜ
合
意
す
る
の

か
、
つ
ま
り
こ
の
事
実
が
私
た
ち
の
概
念
に
つ
い
て
何
を
示
し
て
い
る
の
か
知
り
た
い
と
思
う
の
で
あ
る
。（
ｂ
）
も
し
不
合
意
が
説

明
で
き
な
い
場
合
、
私
た
ち
は
そ
の
こ
と

0

0

0

0

に
つ
い
て
な
ん
ら
か
の
説
明
を
見
い
だ
す
か
、
さ
も
な
け
れ
ば
そ
の
例
を
打
ち
捨
て
て
お
く

か
の
い
ず
れ
か
を
行
な
う
だ
ろ
う
。
不
合
意
は
拒
絶
す
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
、
合
意
と
同
様
に
、
哲
学
す
る
こ
と
に
と
っ
て
ひ

と
つ
の
所
与
で
あ
る
。
こ
の
段
階
に
お
い
て
哲
学
す
る
こ
と
は
、
望
む
ら
く
は
ま
だ
始
ま
っ
て
い
な
い
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

　

３　

そ
う
し
た
事
実
は
、
お
そ
ら
く
結
局
の
と
こ
ろ
、
日
常
言
語
の
哲
学
が
言
語
に
つ
い
て
の
哲
学
で
は
な
く
、
そ
れ
が
ま
た
世
界

に
つ
い
て
の
哲
学
で
も
な
い
と
い
う
意
味
で
そ
う
だ
と
い
う
こ
と
を
言
う
こ
と
に
帰
着
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
日
常
言
語
哲
学
は
、
な
ん

に
つ
い
て
の
日
常
言
語
で
あ
れ
、
日
常
言
語
が
対
象
と
し
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
の
哲
学
な
の
で
あ
る
。

　

日
々
の
言
語
活
動
に
訴
え
て
い
る
哲
学
者
は
、
読
者
の
ほ
う
を
向
く
場
合
に
、
読
者
を
証
明
な
し
に
納
得
さ
せ
る
の
で
は
な
く
、
読
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者
自
身
に
対
し
て
何
か
を
証
明
さ
せ
、
テ
ス
ト
す
る
よ
う
に
仕
向
け
る
。
こ
の
哲
学
者
は
次
の
よ
う
に
言
う
。
す
な
わ
ち
、
あ
な
た
は

私
が
何
を
見
て
い
る
の
か
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う
か
、
あ
な
た
は
私
が
何
を
言
い
た
い
の
か
を
言
い
た
い
と
思
う
か
ど
う
か
に

目
を
向
け
て
み
よ
う
、
そ
し
て
明
ら
か
に
し
て
み
よ
う
、
と
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
う
し
た
哲
学
者
は
、
自
身
の
問
い
を
複
数
の
か
た
ち
で

立
て
る
こ
と
で
、
そ
う
し
た
問
い
に
答
え
た
り
請
い
求
め
た
り
す
る
。
た
と
え
ば
「
私
た
ち
は
〜
と
言
う
」、「
私
た
ち
は
〜
と
言
お
う

と
し
て
い
る
」、「
私
た
ち
は
〜
と
思
い
描
く
こ
と
が
で
き
る
」、「
私
た
ち
は
あ
た
か
も
現
象
を
見
抜
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
の
よ
う

に
感
じ
る
、
蜘
蛛
の
巣
を
修
復
せ
ね
ば
な
ら
な
い
か
の
よ
う
に
感
じ
る
」、「
私
た
ち
は
〜
と
い
う
幻
想
を
抱
い
て
い
る
」、「
私
た
ち
は

〜
に
目
が
く
ら
ん
で
い
る
」、「
い
ま
や
私
た
ち
は
〜
と
い
う
考
え
の
虜
に
な
っ
て
い
る
」、「
私
た
ち
は
〜
に
満
足
し
て
い
な
い
」。
し

か
し
、
こ
の
私
た
ち
と
い
う
複
数
形
は
、
い
ま
だ
一
人
称
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
あ
な
た
と
私
と
彼
を
含
む
「
私
た
ち
」
が
共
に
述
べ
、

求
め
、
思
い
描
き
、
感
じ
、
苦
し
む
と
い
う
こ
と
を　
　

カ
ン
ト
の
言
葉
を
用
い
る
な
ら　
　
「
公
準
と
し
て
要
請
」
し
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
。
も
し
私
た
ち
が
そ
う
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
哲
学
者
の
見
解
は
私
た
ち
に
と
っ
て
無
関
係
と
な
る
。
も
ち
ろ
ん
、
哲
学
者

は
そ
う
し
た
見
解
が
無
関
係
で
あ
る
と
は
考
え
て
い
な
い
が
、
こ
こ
で
の
含
蓄
は
、
哲
学
が
芸
術
と
同
様
、
そ
の
関
連
性
を
証
明
す
る

0

0

0

0

に
は
無
力
で
あ
り
、
ま
た
そ
う
あ
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
哲
学
が
関
わ
り
た
い
と
望
む
種
類
の

関
連
性
に
つ
い
て
何
事
か
を
述
べ
て
い
る
。
哲
学
者
、
つ
ま
り
こ
の
種
の
〔
日
常
言
語
の
〕
哲
学
者
が
で
き
る
こ
と
と
言
え
ば
も
っ
ぱ

ら
、
で
き
る
か
ぎ
り
完
全
に
自
分
自
身
の
世
界
を
表
現
す
る
こ
と
だ
け
で
あ
り
、
私
た
ち
自
身
に
私
た
ち
の
注
意
を
ま
と
め
て
惹
き
つ

け
る
こ
と
だ
け
な
の
で
あ
る
。

　

カ
ン
ト
は
美
感
的
判
断
の
う
ち
に
表
さ
れ
た「
普
遍
的
な
声
」に
注
意
を
払
っ
て
い
た
が
、そ
の
注
意
に
よ
っ
て
結
局
の
と
こ
ろ
私
は
、

次
の
よ
う
な
独
断
論
的
な
感
じ
を
な
に
が
し
か
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
「
私
た
ち
」
が
言
っ
て
い
る
こ

と
に
つ
い
て
の
主
張
が
、
日
常
言
語
の
手
法
を
と
る
批
評
家
に
と
っ
て
独
断
論
的
な
感
じ
を
も
た
ら
す
よ
う
に
思
わ
れ
、
彼
ら
は
そ
う
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し
た
独
断
論
に
反
発
し
、
許
容
で
き
な
い
と
感
じ
る
の
で
あ
る
。
私
自
身
も
そ
う
し
た
独
断
論
的
な
感
じ
が
た
し
か
に
そ
の
よ
う
な
主

張
の
な
か
に
あ
る
と
考
え
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
主
張
が
不
寛
容
だ
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
寛
容
さ
が
意
味
す
る
の
は　

　

リ
ベ
ラ
ル
な
人
々
に
お
い
て
し
ば
し
ば
そ
う
で
あ
る
よ
う
に　
　

、
問
題
と
な
っ
て
い
る
類
の
主
張
を
真
剣
に
受
け
止
め
な
い
と
い

う
こ
と
で
し
か
な
い
か
ら
で
あ
る
。
結
局
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
は
私
た
ち
の
生
活

0

0

0

0

0

0

に
つ
い
て
の
主
張
で
あ
る
。
私
た
ち
の
さ
ま
ざ
ま
な
生

活
の
違
い
や
対
立
に
対
し
て
こ
そ
、
寛
容
さ
が　
　

そ
れ
が
達
成
さ
れ
る
べ
き
だ
と
し
て　
　

向
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ

は
、
私
た
ち
が
言
う
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
主
張
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
私
た
ち
が
す
べ
て
の
人
に
対
し
て
語
り
か
け
る
で
あ
ろ
う
、
そ

し
て
私
た
ち
み
な
に
共
通
し
て
必
要
な
も
の
を
見
い
だ
す
で
あ
ろ
う
と
信
じ
な
が
ら
、
し
か
し
多
く
の
違
い
に
寛
容
で
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
期
待
す
る
こ
と
な
く
、
私
た
ち
が
言
う
べ
き
こ
と
に
つ
い
て
の
主
張
な
の
で
あ
る
。
哲
学
は
つ
ね
に
そ
れ
を
望
ん
で
き
た
。
そ

れ
ゆ
え
お
そ
ら
く
科
学
も
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
哲
学
が
関
わ
っ
て
い
る
の
は
、
私
た
ち
が
人
間
と
し
て
知
ら
な
い
で
は
い
ら

れ
な
い
種
々
の
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
そ
の
必
要
性
を
否
定
す
る
以
上
に
人
間
的
な
も
の
は
何
も
な
い
と
い
う
こ
と
を
別
に
す
れ
ば
。

註

（
１)  H

einrich W
olffl

in, Principles of A
rt H

istory, forew
ord to the 7th Germ

an edition, Q
uoted by E. H

. Gom
brich, 

A
rt and Illusion (N

ew
 Y

ork: T
he Bollingen Series, Pantheon Press, 1960), p. 4.

〔
Ｅ
・
Ｈ
・
ゴ
ン
ブ
リ
ッ
チ
『
芸

術
と
幻
影
』
瀬
戸
慶
久
訳
、
一
九
七
九
年
、
二
六
頁
〕 

（
２)  

以
下
を
参
照
。G. E. M

oore, 

“Wittgensteinʼs Lectures in 1930-33,
” reprinted in M

ooreʼs Philosophical Papers 



42

(London: George A
llen and U

nw
in, 1959), p. 315.

（
３)  
こ
の
節
の
実
質
的
な
内
容
の
大
半
は
、
一
九
六
二
年
十
月
に
ハ
ー
ヴ
ァ
ー
ド
大
学
で
行
わ
れ
た
全
米
美
学
会
で
発
表
さ
れ
た
。

（
４)  T

he W
ell W

rought U
rn (N

ew
 Y

ork: H
arcourt, Brace &

 Co., 1947). 

ブ
ル
ッ
ク
ス
の
参
照
ペ
ー
ジ
は
す
べ
て
、
こ
の

版
に
拠
る
。「
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
の
異
説
」
は
、
最
終
章
の
題
名
で
あ
る
。

（
５)  

ウ
ィ
ン
タ
ー
ズ
の
立
場
に
か
ん
し
て
、
私
は
『
始
原
主
義
と
退
廃
〔Prim

itivism
 and D

ecadence

〕』
に
収
め
ら
れ
た
中

核
的
な
論
考
「
ア
メ
リ
カ
の
詩
作
に
お
け
る
実
験
的
学
派
」
に
の
み
依
拠
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
彼
の
よ
り
初
期
の
批
評
作

品
と
と
も
に
、『
理
性
の
擁
護
の
た
め
に
』
と
い
う
題
の
も
と
再
版
さ
れ
た
。Cf. In D

efense of R
eason (D

enver: A
lan 

Sw
allow

, 1947). 

（
＊
）  【
一
九
六
八
年
の
追
記
。
私
は
こ
の
論
文
い
た
る
と
こ
ろ
で
（
た
と
え
ば
「
…
…
等
々
」
の
よ
う
な
締
め
く
く
り
の
意
味
に
よ
っ

て
印
づ
け
ら
れ
た
）
メ
タ
フ
ァ
ー
に
適
し
た
特
定
の
説
明
形
式
を
名
づ
け
る
た
め
に
「
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
」
と
い
う
語
を
使
用
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
を
よ
り
明
確
に
す
べ
き
で
あ
っ
た
。し
た
が
っ
て
、字
義
通
り
の
散
文
を
敷
衍
し
よ
う
と
し
て「
パ
ラ
フ
レ
ー

ズ
で
き
な
い
」
と
私
が
言
う
と
き
に
は
「
そ
の
よ
う
な

0

0

0

0

0

仕
方
で
は
」
意
味
を
特
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
意
図
を
含
ん

で
い
る
。
た
し
か
に
、
読
む
こ
と
を
教
え
る
の
に
非
常
に
有
用
な
演
習
が
「
以
下
の
文
章
を
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
せ
よ
」
と
い
う
よ

う
に
与
え
ら
れ
る
場
合
が
あ
る
。
そ
う
し
た
場
合
に
求
め
ら
れ
る
の
は
、
文
章
の
要
約
で
あ
り
、
つ
ま
り
そ
れ
に
よ
っ
て
難
解

な
言
葉
の
要
諦
と
、
当
の
文
章
お
よ
び
そ
の
全
体
の
意
味
の
構
築
物
の
要
諦
が
示
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
し
そ
う
し
た

0

0

0

0

コ

ン
テ
ク
ス
ト
で
は
、
パ
ラ
フ
レ
ー
ズ
は
、
明
ら
か
に
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
文
章
の
競
合
物

0

0

0

と
受
け
取
れ
る
よ
う
な
一
候
補
で

は
な
い
。】

（
６)  

す
べ
て
の
点
で
は
な
い
に
せ
よ
、
い
く
つ
か
の
点
で
、
慣
用
句
の
「
意
味
付
与
」
の
手
続
き
は
、
翻
訳
に
お
け
る
そ
の
手
続
き
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に
似
て
い
る
。
慣
用
句
の
意
味
付
与
を
、
所
与
の
一
言
語
か
ら
当
の
同
じ
言
語
へ
と
翻
訳
す
る
こ
と
と
考
え
る
人
も
い
る
か
も

し
れ
な
い
。
で
は
そ
れ
は
、
定
義
す
る
こ
と
や
、
同
義
語
を
当
て
は
め
る
こ
と
と
ど
の
よ
う
に
異
な
っ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

（
７)  
デ
ヴ
ィ
ッ
ト
・
ル
ー
ウ
ィ
ン
教
授
か
ら
聞
く
と
こ
ろ
で
は
、
こ
れ
は
ア
ン
ト
ン
・
ヴ
ェ
ー
ベ
ル
ン
に
も
当
て
は
ま
る
こ
と
で
あ
り
、

彼
は
こ
の
点
で
は
自
分
自
身
の
音
楽
に
疑
い
を
抱
い
て
い
た
。

（
８)  

カ
ン
ト
か
ら
の
引
用
文
は
す
べ
て
、『
判
断
力
批
判
』
の
第
七
節
と
第
八
節
か
ら
採
っ
て
い
る
。

（
９)  

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
次
の
問
い
と
比
較
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
。「
生
き
て
い
る
存
在
、
生
き
物
が
何
か
を
感
じ
る
こ
と

が
で
き
る
、
と
い
っ
た
考
え
だ
け
で
も
ど
こ
か
ら
生
ま
れ
て
く
る
の
か
」（『
哲
学
探
究
』
第
二
八
三
節
）。

（
10)  

こ
う
し
た
想
定
や
要
求
を
記
述
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
方
法
、
す
な
わ
ち
普
遍
的
な
声
で
語
る
こ
と　
　

あ
る
い
は
「
た
ん
に
自

分
自
身
の
た
め
に
だ
け
で
な
く
、
す
べ
て
の
人
の
た
め
に
」
判
断
す
る
こ
と　
　

を
記
述
す
る
も
う
ひ
と
つ
の
方
法
を
、
カ
ン

ト
は
「
美
に
つ
い
て
、
あ
た
か
も
事
物
の
性
質
で
あ
る
か
の
よ
う
に
［
語
る
こ
と
］」
と
し
て
も
記
述
し
て
い
る
。「
あ
た
か
も
」

と
言
っ
た
の
は
、
た
ん
に
美
は
事
物
の
通
常
の
性
質
で
は
あ
り
え
な
い
か
ら
に
す
ぎ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
性
質
の
現
前
な

い
し
不
在
は
、
通
常
の
諸
性
質
が
あ
る
と
い
う
仕
方
で
は
確
立
さ
れ
え
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
美
は
公
に
は
確

立
さ
れ
え
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
「
性
質
」
を
産
み
出
し
た
り
、
つ
く
り
変
え
た
り
、
消
去
し
た
り
、
増
加
さ
せ
た
り
す
る
た

め
の
因
果
的
な
諸
条
件　
　

な
い
し
使
用
可
能
な
諸
規
則　
　

を
私
た
ち
は
知
ら
な
い
（
し
、
そ
う
し
た
い
か
な
る
条
件
や
規

則
も
存
在
し
な
い
）。
で
は
な
ぜ
た
だ
た
ん
に
、
美
は
あ
る
対
象
の
性
質
で
は
な
い

0

0

の
だ
と
言
わ
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
思
う
に
、

こ
の
よ
う
に
言
え
な
い
理
由
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
そ
れ
は
次
の
よ
う
な
私
た
ち
の
確
信
を
書
き
留
め
て
お
く
た
め
の
、
も
う
ひ

と
つ
の
方
法
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
た
場
合
に
限
ら
れ
る
だ
ろ
う
。す
な
わ
ち
、そ
れ
が
と
も
か
く
も
ひ
と
つ
の
も
の
で
あ
り
、

私
た
ち
が
指
し
示
し
て
い
る
も
の
が
そ
こ
に

0

0

0

、
つ
ま
り
対
象
の
な
か
に
あ
る
も
の
だ
と
い
う
確
信
で
あ
る
。
そ
の
さ
い
、
次
の
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よ
う
な
私
た
ち
の
知
識
も
書
き
留
め
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
人
々
は
私
た
ち
の
な
か
に
〔
美
と
い
う
〕
こ
の
反

応
を
引
き
起
こ
す
諸
対
象
を
つ
く
り
出
し
、
そ
う
し
た
諸
対
象
が
こ
の
反
応
を
引
き
起
こ
す
で
あ
ろ
う
と
い
う
観
念
を
ま
さ
し

く
伴
っ
て
当
の
諸
対
象
を
つ
く
り
出
す
、
と
い
う
知
識
で
あ
る
。
そ
し
て
最
後
に
、
私
た
ち
が
そ
う
し
た
反
応
が
現
前
す
る
と

言
う
と
き
に
、
必
ず
し
も
す
べ
て
の
人
が
私
た
ち
に
合
意
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
知
り
つ
つ
も
、
彼
ら
が
合
意
し
な
い
こ
と
で

彼
ら
は
な
に
か
を
取
り
逃
が
し
て
い
る

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

と
私
た
ち
が
考
え
る
、
と
い
う
事
実
も
書
き
留
め
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（
11)  

例
と
し
て
次
の
よ
う
な
問
い
を
考
え
て
み
よ
う
。「
ひ
と
は
一
秒
間
だ
け
心
か
ら
の
愛
や
希
望
を
感
覚
で
き
る
の
だ
ろ
う
か　
　

こ
の
一
秒
に
何
が
先
行
し
、
あ
る
い
は
後
続
し
よ
う
と
も
」（『
哲
学
探
究
』
第
五
八
三
節
〔
三
〇
五
頁
〕）。
私
た
ち
は
こ
れ
が

論
理
的
に
不
可
能
で
あ
る
と
か
、
け
っ
し
て
想
像
で
き
な
い
と
か
と
言
お
う
と
は
思
わ
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
次
の
よ
う
に
言
う

か
も
し
れ
な
い
。
私
た
ち
の
世
界
で
こ
う
し
た
こ
と
は
起
こ
り
え
な
い
。
そ
れ
は
、
私
た
ち
の
言
語
で
「
愛
」
や
「
希
望
」
を

意
味
し
な
い
。
こ
う
し
た
こ
と
は
愛
や
希
望
の
本
質
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
、そ
れ
が
私
た
ち
の
世
界
で
は
必
然
的
で
あ
る
、と
。

思
う
に
、
必
然
性
、
偶
然
性
、
総
合
的
お
よ
び
分
析
的
言
明
と
い
っ
た
観
念
に
つ
い
て
の
も
っ
と
も
あ
り
ふ
れ
た
哲
学
的
な
理

解
は
、
こ
う
し
た
こ
と
に
つ
い
て
の
私
た
ち
の
言
動
か
ら
何
を
か
た
ち
づ
く
れ
ば
よ
い
の
か
を
知
ら
な
い
の
で
あ
る
。

（
12)  

私
は
こ
う
し
た
こ
と
が
そ
う
し
た
反
論
に
お
け
る
「
心
理
学
」
の
全0

内
容
で
あ
る
と
実
際
に
思
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
反
論
を

す
る
人
は
自
分
が
論
理
学
と
い
う
言
葉
で
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
論
理
的
に
行
な
う
仕
方
、
論

理
的
に
行
な
わ
れ
た
と
み
な
す
と
き
そ
れ
を
認
識
す
る
仕
方
、
論
理
か
ら
期
待
し
得
る
こ
と
等
々
を
知
っ
て
い
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。
し
か
し
、問
題
と
な
っ
て
い
る「
心
理
学
」に
つ
い
て
少
し
で
も
こ
う
し
た
こ
と
を
知
っ
て
い
る
者
は
い
る
だ
ろ
う
か
？

（
13)  ［
訳
註
］「「
ど
の
よ
う
に
し
て
私
は
規
則
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
。」　　

も
し
こ
れ
が
原
因
に
関
す
る
問
い
で
な
い
と
し
た

ら
、
そ
れ
は
、
私
が
規
則
に
従
っ
て
か
く

0

0

行
動
し
た
こ
と
の
正
当
化
に
関
す
る
問
い
で
あ
る
。
私
が
根
拠
づ
け
の
委
細
を
つ
く
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し
た
の
で
あ
れ
ば
、
私
は
確
固
た
る
基
盤
に
達
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
私
の
鋤
は
そ
り
か
え
っ
て
し
ま
う
。
そ
の
と
き
私
は
「
自

分
は
ま
さ
に
こ
の
よ
う
に
行
動
す
る
の
だ
」
と
言
い
た
く
な
る
。（
私
た
ち
が
説
明
を
要
求
す
る
の
は
、
そ
の
内
容
の
た
め
で
は

な
く
、
説
明
の
形
式
の
た
め
で
あ
る
場
合
が
往
々
に
し
て
あ
る
こ
と
を
想
起
せ
よ
。
私
た
ち
の
要
求
は
建
築
術
的
で
あ
る
。
説

明
は
、
何
も
支
え
な
い
見
か
け
だ
け
の
蛇
腹
の
一
種
な
の
だ
。）」
前
掲
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
全
集
８
』
一
七
〇
頁
。

（
14)  

以
下
を
参
照
。J. Fodor and J. K

atz, 

“The A
vailability of W

hat W
e Say,

” Philosophical R
eview

, V
ol. LX

X
II (1963). 

こ
の
論
文
は
主
と
し
て
、拙
論 

“Must W
e M

ean W
hat W

e Say?

”, Inquiry, V
ol. 1/N

o, 3 (1958) 

に
対
す
る
攻
撃
で
あ
る
。

【
一
九
六
八
年
追
加
。Richard H

enson 

教
授
に
よ
る
論
文 

“What W
e Say,

” Am
erican Philosophical Q

uarterly, V
ol. 

2/N
o. 1 (January 1965), pp.52-62 

に
は
、Fodor 

と K
atz 

に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
た
、
多
く
の
論
点
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ

の
返
答
が
含
ま
れ
て
い
る
。】

訳
者
附
記

　

本
論
文
は
、Stanley Cavell, 

“Aesthetic Problem
s of M

odern Philosophy,

” in Philosophy in A
m
erica, ed. M

ax 
Black, George A

llen &
 U

nw
in Ltd, 1965, pp. 74-97

の
全
訳
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
の
ち
に
同
著
者
のM

ust W
e M

ean W
hat 

W
e Say?, Charles scribnerʼs sons, 1969 

の
第
三
章
に
収
録
さ
れ
て
い
る
。
本
翻
訳
は
初
版
を
底
本
と
し
て
い
る
が
、
単
行
本
収

録
の
さ
い
に
追
加
さ
れ
た
箇
所
も
【　

】
を
付
し
て
訳
出
し
て
あ
る
。

　

本
論
文
は
、
米
国
の
哲
学
者
で
昨
年
逝
去
し
た
ス
タ
ン
リ
ー
・
カ
ヴ
ェ
ル
（Stanley Cavell, 1926-2018

）
の
初
期
の
代
表
的
論
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考
で
あ
り
、
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
語
哲
学
の
理
解
を
ベ
ー
ス
と
し
つ
つ
、
こ
れ
を
日
常
言
語
哲
学
へ
と
展
開
す
る
な
か

で
、
ア
メ
リ
カ
の
文
芸
批
評
、
音
楽
論
、
ヒ
ュ
ー
ム
や
カ
ン
ト
の
美
学
と
い
っ
た
よ
り
い
っ
そ
う
広
い
コ
ン
テ
ク
ス
ト
へ
と
接
続
し
、

枢
要
か
つ
一
般
的
な
哲
学
的
問
題
と
し
て
提
示
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
と
り
わ
け
、
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
断
片
的
で

錯
綜
し
た
探
究
が
、
芸
術
批
評
や
美
学
の
問
い
に
密
接
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
い
ち
早
く
論
じ
た
著
作
と
し
て
、
狭
義
の
哲
学

研
究
の
枠
組
み
を
超
え
て
広
く
影
響
力
を
も
っ
た
。
半
世
紀
前
の
論
文
で
あ
り
、
す
で
に
古
典
的
な
価
値
を
も
つ
テ
ク
ス
ト
で
あ
る

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
カ
ヴ
ェ
ル
の
初
期
の
哲
学
的
主
著
（
と
り
わ
け
、M

ust W
e M

ean W
hat W

e Say? (1969)

、T
he Claim

 of 
R
eason: W

ittgenstein, Skepticism
, M

orality, and T
ragedy (1979)

）
が
依
然
と
し
て
未
邦
訳
で
あ
る
現
状
に
鑑
み
、
今
回
訳

出
す
る
に
い
た
っ
た
。

　

以
下
、
カ
ヴ
ェ
ル
の
著
作
の
日
本
語
の
既
訳
一
覧
を
示
し
て
お
く
。

・
単
行
本

　

ス
タ
ン
リ
ー
・
カ
ベ
ル
『
セ
ン
ス
・
オ
ブ
・
ウ
ォ
ー
ル
デ
ン
』
齋
藤
直
子
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、
二
〇
〇
五
年

　

ス
タ
ン
リ
ー
・
カ
ヴ
ェ
ル
『
哲
学
の
「
声
」　　

デ
リ
ダ
の
オ
ー
ス
テ
ィ
ン
批
判
論
駁
』
中
川
雄
一
訳
、
春
秋
社
、
二
〇
〇
八
年

　

ス
タ
ン
リ
ー
・
カ
ヴ
ェ
ル
『
眼
に
映
る
世
界　
　

映
画
の
存
在
論
に
つ
い
て
の
考
察
』
石
原
陽
一
郎
訳
、
法
政
大
学
出
版
局
、

二
〇
一
二
年

　

ス
タ
ン
リ
ー
・
カ
ヴ
ェ
ル
『
悲
劇
の
構
造　
　

シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
と
懐
疑
の
哲
学
』
中
川
雄
一
訳
、
春
秋
社
、
二
〇
一
六
年

　

ス
タ
ン
リ
ー
・
カ
ヴ
ェ
ル
『
道
徳
的
完
成
主
義　
　

エ
マ
ソ
ン
・
ク
リ
プ
キ
・
ロ
ー
ル
ズ
』
中
川
雄
一
訳
、
春
秋
社
、
二
〇
一
九
年

近
刊
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・
共
著

　

ス
タ
ン
リ
ー
・
カ
ヴ
ェ
ル
「
伴
侶
的
思
考
」、
コ
ー
ラ
・
ダ
イ
ア
モ
ン
ド
ほ
か
著
『〈
動
物
の
い
の
ち
〉
と
哲
学
』
中
川
雄
一
訳
、
春

秋
社
、
二
〇
一
〇
年
、
第
二
章

・
雑
誌
論
文
・
記
事

　

ス
タ
ン
リ
ー
・
カ
ヴ
ェ
ル
「
キ
ル
ケ
ゴ
ー
ル
の
「
権
威
と
啓
示
」
を
め
ぐ
っ
て
」『
現
代
思
想
』
一
九
八
八
年
五
月
、
一
八
二　

一
九
五
頁
［M

ust W
e M

ean W
hat W

e Say? 

第
六
章
の
翻
訳
］

　

ス
タ
ン
リ
ー
・
カ
ベ
ル
「
日
常
性
へ
の
回
帰　
　

ア
メ
リ
カ
の
声
・
私
の
声
」
齋
藤
直
子
訳
『
現
代
思
想
』
一
九
九
八
年
一
月
号
、

五
〇　

五
九
頁
［
齋
藤
直
子
氏
に
よ
る
イ
ン
タ
ヴ
ュ
ー
］

　

ス
タ
ン
リ
ー
・
カ
ベ
ル
「
没
落
に
抵
抗
す
る
こ
と　
　

文
化
の
哲
学
者
と
し
て
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
」
齋
藤
直
子
訳
、『
現

代
思
想
』
一
九
九
八
年
一
月
号
、
六
〇　

七
七
頁
［Stanley Cavell, T

his N
ew

 Y
et U

napproachable A
m
erica: Lectures 

after E
m
erson after W

ittgenstein (1989) 

第
一
章
の
翻
訳
］

　

ス
タ
ン
リ
ー
・
カ
ヴ
ェ
ル
、
ア
ル
ノ
ー
・
デ
プ
レ
シ
ャ
ン
「
映
画
は
な
ぜ
重
要
な
の
か
？
」『
季
刊 nobody

』
第
三
四
号
、

二
〇
一
〇
年
［E
sprit, n. 347 (A

oût-septem
bre 2008) 

に
お
け
る
対
談
の
邦
訳
］

　

本
論
文
の
翻
訳
は
、
新
潟
大
学
現
代
社
会
文
化
研
究
科
に
お
け
る
二
〇
一
六
年
後
期
か
ら
二
〇
一
八
年
前
期
ま
で
の
大
学
院
演
習
に

て
受
講
生
が
共
同
作
成
し
た
訳
稿
が
土
台
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
訳
稿
に
基
づ
き
、
高
畑
が
あ
ら
た
め
て
訳
出
し
、
宮
﨑
が
さ
ら
に
そ
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れ
を
再
翻
訳
、
推
敲
し
て
完
成
さ
せ
た
。
率
直
に
言
っ
て
、
カ
ヴ
ェ
ル
の
英
文
は
必
ず
し
も
明
快
と
は
い
え
ず
、
し
ば
し
ば
口
語
的
で

舌
足
ら
ず
な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
訳
出
に
は
難
渋
を
き
わ
め
た
。
で
き
る
か
ぎ
り
日
本
語
の
散
文
と
し
て
意
味
の
通
る
よ
う
に
翻
訳
す
る

よ
う
努
め
た
が
、
そ
れ
で
も
残
る
不
備
や
瑕
疵
に
つ
い
て
は
、
読
者
諸
賢
の
ご
叱
正
を
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
あ
る
。

宮
﨑
裕
助
（
み
や
ざ
き
・
ゆ
う
す
け
／
新
潟
大
学
人
文
学
部
准
教
授
）

高
畑
菜
子
（
た
か
は
た
・
な
こ
／
新
潟
大
学
大
学
院
現
代
社
会
文
化
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）


