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要
テ
ー
マ
の
―
つ
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
問
題
が
と
く
に
注
目
を
集
め

は
じ
め
に

ー
ク
リ
プ
キ
の

「
規
則
に
従
う
」

「
懐
疑
的
議
論
」
を
め
ぐ
っ
て
ー

言
語
を
使
う
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
言
語
の
規
則
に
従
う
と
い
う
こ

と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
|
|
こ
れ
は
後
期
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
主

る
よ
う
に
な
っ
た
契
機
は
ソ
ー
ル
・
ク
リ
プ
キ
に
よ
る
解
釈
で
あ
っ
た
と

言
わ
れ
て
い
る
。

ク
リ
プ
キ
の
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
ー
—
規
則
な
ら
び
に
私
的
言

(
1
)
 

語
に
つ
い
て
』
に
お
け
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
解
釈
は
、
「
規
則
に
従

う
」
と
い
う
こ
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
の
考
察

(
2
)
 

を
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
『
哲
学
探
究
』
（
以
下
『
探
究
』
と
略
記
）

の
中
核
を
な
す
議
論
と
見
な
す
も
の
で
あ
っ
た
。
ク
リ
プ
キ
に
よ
れ
ば
、

『
探
究
』
の
「
規
則
に
従
う
」
と
い
う
問
題
を
扱
う
箇
所
(
-
三
八
—
二

四
二
節
あ
た
り
）
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
「
懐
疑
的
議
論
」
に
よ
っ

う
こ

『ヽ

と
し

と

て
「
懐
疑
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を
見
い
だ
し
、
そ
の
上
で
そ
の
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
に
対
す
る
「
懐
疑
的
解
決
」
を
提
示
し
た
、
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
。ク

リ
プ
キ
の
議
論
は
関
連
す
る
諸
問
題
が
複
雑
に
入
り
組
ん
で
い
る
。

本
論
で
は
、
ク
リ
プ
キ
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
関
係
を
論
ず
る
上

で
論
者
が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
点
に
的
が
絞
ら
れ
る
。
な
お
、
紙
面
の

都
合
上
こ
こ
で
は
、
ク
リ
プ
キ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
解
釈
の
前
半

部
分
で
あ
る
「
懐
疑
的
議
論
」
に
関
連
す
る
議
論
の
み
が
取
り
上
げ
ら
れ

(
3
)
 

て
い
る
。ウ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の

ク
リ
プ
キ
は
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
に
、

哲
学
が
今
日
ま
で
に
経
験
し
た
中
で
最
も
根
源
的
で
独
創
的
な
懐
疑
論
的

(
4
)
 

問
題
を
見
た
。
こ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
よ
る
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」

「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
？

大

石

敏

広
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の
提
示
と
い
う
ク
リ
プ
キ
の
発
想
は
ま
ず
も
っ
て
、
『
探
究
』
二

0
一
節
の

冒
頭
部
分
に
そ
の
根
拠
が
涸
か
れ
て
い
る
。
そ
の
二

0
一
節
の
最
初
の
パ

我
々
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
こ
う
で
あ
っ
た
。
規
則
は
行
為
の
仕
方
を

決
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
い
か
な
る
行
為
の
仕
方
も
そ

の
規
則
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
ら
。
そ
し
て
答
え

は
こ
う
で
あ
っ
た
。

い
か
な
る
こ
と
も
そ
の
規
則
と
一
致
さ
せ
う
る
な

ら
ば
、
矛
盾
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
だ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
こ
こ
に
は
一

致
も
矛
盾
も
な
い
で
あ
ろ
う
。

(A)

こ
れ
に
対
し
て
、
上
記
の
引
用
に
続
く
次
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
が
し
ば
し
ば

ク
リ
プ
キ
の
反
対
論
者
に
よ
っ
て
問
題
に
さ
れ
て
き
た
。

こ
こ
に
誤
解
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
我
々
が
こ
の
よ
う
に
考
え
て

い
く
と
き
に
次
々
と
解
釈
を
立
て
て
い
る
こ
と
の
内
に
す
で
に
示
さ
れ

て
い
る
l
あ
た
か
も
そ
れ
ぞ
れ
の
解
釈
が
、
我
々
が
そ
の
背
後
に
あ

る
も
う
―
つ
の
解
釈
に
思
い
至
る
ま
で
、
我
々
を
少
な
く
と
も
一
瞬
の

間
安
心
さ
せ
て
く
れ
る
か
の
よ
う
に
。
こ
の
こ
と
に
よ
っ
て
我
々
が
示

ラ
グ
ラ
フ
は
次
の
よ
う
で
あ
る
。

つ
ま
り
各
々

し
て
い
る
の
は
、
解
釈
で
は
な
い
よ
う
な
規
則
の
把
握
、

の
適
用
に
お
い
て
八
規
則
に
従
う
＞
と
か
八
規
則
に
反
す
る

V
と
我
々

が
呼
ぶ
こ
と
の
う
ち
に
お
の
ず
と
現
わ
れ
て
い
る
よ
う
な
規
則
把
握
が

「
こ
こ
に
誤
解
が
あ
る
」
の
「
こ
こ
」
は
す
ぐ
前
を
指
し
て
い
る
こ
と
は

明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
そ
れ
は
、
パ
ラ
グ
ラ
フ

(A)
全
体
を
指
す
の

か
、
そ
れ
と
も
「
そ
し
て
答
え
は
こ
う
で
あ
っ
た
」
以
下
の
後
半
部
分
だ

け
を
指
す
の
か
。
前
者
で
あ
れ
ば
、
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
は
誤
解
と
関
連
し

て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
後
者
だ
と
す
る
と
、
「
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
」
は
誤
解
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
拒
否
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
は
な
い
と

い
う
解
釈
も
可
能
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
。
こ
う
し
た
解
釈
は
実
際
成
立

(
5
)
 

し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

引
用

(A)
の
前
半
部
で
言
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
「
い
か
な
る
行
為
の

仕
方
も
規
則
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
理
由
（
前
提
）
か

ら
、
「
規
則
は
行
為
の
仕
方
を
決
定
で
き
な
い
」
と
い
う
結
論
に
な
る

（
「
我
々
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
）
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
他
方
、
後
半
部
で

は
、
「
い
か
な
る
こ
と
（
行
為
の
仕
方
）
も
規
則
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で

き
る
」
と
い
う
前
提
か
ら
、
「
い
か
な
る
行
為
の
仕
方
も
規
則
と
矛
盾
さ
せ

る
こ
と
が
で
き
る
」
が
引
き
出
さ
れ
、
そ
し
て
さ
ら
に
こ
こ
か
ら
「
こ
こ

に
は
一
致
も
矛
盾
も
な
い
」
と
結
論
付
け
ら
れ
る
。
つ
ま
り
、
両
者
共
に
、

「
い
か
な
る
行
為
の
仕
方
も
規
則
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い

う
こ
と
を
前
提
し
た
結
果
な
の
で
あ
る
。
こ
の
「
い
か
な
る
行
為
の
仕
方

も
規
則
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う
こ
と
が
ど
う
い
う
こ
と

か
は
、
『
探
究
』
一
九
八
節
の
最
初
の
パ
ラ
グ
ラ
フ
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
（
『
探
究
』
二

0
一
節
）
（
B
）
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、、

「
だ
が
、
こ
こ
に
お
い
て
私
が
何
を
な
す
べ
き
か
を
、
規
則
は
い
か

に
し
て
私
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
た
と
え
私
が
何
を
し
よ
う

と
も
、
そ
れ
は
何
ら
か
の
解
釈
に
よ
っ
て
そ
の
規
則
と
合
致
さ
せ
る
こ

と
が
で
き
る
。
」
い
や
、
そ
の
よ
う
に
言
う
べ
き
で
は
な
い
。
む
し

ろ
こ
う
な
の
だ
。
ど
の
解
釈
も
、
そ
れ
が
解
釈
す
る
も
の
と
共
に
宙
に

浮
い
て
お
り
、
そ
れ
が
解
釈
す
る
も
の
の
支
え
の
役
は
果
た
し
え
な
い
。

解
釈
だ
け
で
は
意
味
が
定
ま
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
い
か
な
る
行
為
の
仕
方
も
何
ら
か
の
解
釈
に
よ
っ
て
当
の
規
則
と
一
致

さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
」
ー
こ
れ
が
問
題
の
前
提
で
あ
ろ
う
。
論
点
は
、

「
解
釈
」
と
「
規
則
」
の
関
係
に
つ
い
て
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
の
論
点
に

つ
い
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
「
こ
こ
に
誤
解
が
あ
る
」
と
い
う
こ

と
は
、
「
次
々
と
解
釈
を
立
て
て
い
る
」
こ
と
の
内
に
す
で
に
示
さ
れ
て
い

る
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、
「
こ
こ
に
誤
解
が
あ
る
」
の
「
こ
こ
」
を
、
直
前
の
パ
ラ
グ

ラ
フ
の
後
半
部
の
み
を
指
し
て
い
る
も
の
と
解
釈
し
た
と
し
て
も
、
「
我
々

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
は
「
誤
解
」
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
と

い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
引
用

(A)
の
前
半
部
と
後
半
部
は
同
じ
前
提
を

共
有
し
て
い
る
の
で
あ
り
、
引
用

(B)
で
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

の
批
判
は
ま
さ
に
こ
の
前
提
に
関
す
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
「
こ
こ
に
誤
解

が
あ
る
」
と
い
う
批
判
の
射
程
は
「
我
々
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
に
ま
で
及

ん
で
い
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
「
次
々
に
解
釈
を
立
て
て
い
る
」
立
場
と
は
、
「
解
釈
で
な
い
よ

う
な
規
則
の
把
握
」
と
対
立
す
る
立
場
、
つ
ま
り
「
規
則
を
理
解
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
そ
れ
に
つ
い
て
の
解
釈
を
与
え
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
う

立
場
（
解
釈
説
と
呼
ん
で
お
く
）

で
あ
ろ
う
。
そ
う
す
る
と
、
ウ
ィ
ト
ゲ

ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
こ
こ
で
主
張
し
て
い
る
こ
と
は
、
引
用

(A)
で
述
べ

ら
れ
た
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
は
誤
解
に
基
づ
く
も
の
で
あ
り
、
そ
の
誤
解

と
は
解
釈
説
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
は
、
実

際
誤
解
の
産
物
で
あ
る
解
釈
説
を
採
っ
た
場
合
に
生
じ
ざ
る
を
え
な
い
も

の
で
あ
る
と
言
え
よ
う
か
。
あ
る
い
は
、
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
は
誤
解
で
あ

る
が
、
そ
れ
が
誤
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
解
釈
説
に
お
い
て
す
で
に
示

さ
れ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
解
釈
説
が
誤
解
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
明
ら

か
に
な
っ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
も
取
れ
る
。
こ
の
場
合
も
、
「
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
」
は
解
釈
説
の
い
わ
ゆ
る
必
然
的
帰
結
で
あ
る
と
見
ら
れ
て
い
る
と

言
え
よ
う
。
共
に
誤
解
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
。
し
か
し

い
ず
れ
に
し
て
も
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を

確
か
に
、
あ
る
人
の
あ
る
規
則
の
把
握
（
解
釈
）
が
そ
の
人
の
行
為
を

決
定
す
る
と
い
う
解
釈
説
に
従
う
な
ら
、
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
が
当
然
の
こ

と
と
し
て
引
き
出
さ
れ
て
く
る
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
我
々
は
、
「
規
則
は
行

為
の
仕
方
を
決
定
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
当
然
の
事
実
で
あ
る
と
は

言
わ
な
い
。
我
々
は
確
か
に
、
「
規
則
は
行
為
の
仕
方
を
決
定
し
て
い
る
」

と
い
っ
た
表
現
を
使
う
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て

主
張
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
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ク
リ
プ
キ
が
展
開
し
て
い
る
「
懐
疑
的
議
論
」
の
概
略
を
述
べ
る
と
次

(
6
)
 

の
よ
う
に
な
る
。
数
学
の
事
例
が
取
り
上
げ
ら
れ
る
（
も
ち
ろ
ん
、
こ
の

問
題
は
言
語
一
般
に
当
て
は
ま
る
も
の
で
あ
る
）
。
例
え
ば
「
6
8

+
 
5
7
」
と

い
う
計
算
は
、
私
が
か
つ
て
全
く
行
な
っ
た
こ
と
の
な
い
計
算
で
あ
る
と

仮
定
す
る
。
私
は
今
ま
で
に
有
限
回
の
計
算
を
行
な
っ
た
だ
け
な
の
で
あ

る
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
計
算
例
は
確
か
に
存
在
す
る
わ
け
で
あ
る
。
さ
て
、

今
こ
の
計
算
式
の
答
え
を
求
め
ら
れ
れ
ば
、
も
ち
ろ
ん
私
は
「
125
」
と
い

う
答
え
を
得
る
で
あ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
こ
こ
で
ク
リ
プ
キ
は
「
奇
妙
な
懐

疑
論
者
」
を
登
場
さ
せ
る
。
こ
の
懐
疑
論
者
は
、
私
が
与
え
る
べ
き
正
当

な
答
え
は
「
5
」
で
あ
っ
た
と
反
論
す
る
。
こ
こ
で
懐
疑
論
者
が
言
い
た

「
懐
疑
的
議
論
」

イ
ン
か
ら
の
逸
脱

の
問
題
は
、
こ
う
し
た
表
現
が
実
際
ど
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い
る
か
を

見
る
こ
と
で
あ
り
、
こ
う
し
た
表
現
に
対
す
る
誤
解
を
排
除
す
る
こ
と
で

あ
る
。
か
く
し
て
、
ク
リ
プ
キ
の
力
説
と
は
逆
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
は
「
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
を
受
け
入
れ
て
い
る
の
で
は
な
く
、
誤
解
と

し
て
、
あ
る
い
は
誤
解
に
基
づ
く
も
の
と
し
て
拒
否
し
た
上
で
、
「
解
釈
で

は
な
い
よ
う
な
規
則
の
把
握
」
の
存
在
を
指
摘
し
て
い
る
と
結
論
づ
け
る

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
次
に
、
ク
リ
プ
キ
の
「
懐
疑
的
議
論
」
の
内

容
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
。

の
二
つ
の
側
面
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

い
の
は
、
「
68
」
と
「
57
」
の
和
は
「
5
」
で
あ
る
と
い
う
算
術
的
な
意
味

に
お
い
て
私
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な
く

彼
は
、
私
が
過
去
に
お
い
て
「
＋
」
で
意
味
し
て
い
た
も
の
は
ア
デ
ィ
シ
ョ

ン
（
加
法
）
と
い
う
関
数
で
は
な
く
、
ク
ワ
デ
ィ
シ
ョ
ン

(
q
u
a
d
d
i
t
i
o
n
)

と
い
う
関
数
で
あ
っ
た
と
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
ク
ワ
デ
ィ

シ
ョ
ン
（
記
号
は
「
の
」
と
す
る
）
は
、
「
も
し

x
、
y
八
5
7
な
ら
ば
、

X

①
y
1
1
x
+
y
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
x
①
y
1
1
5
」
と
定
義
さ
れ
る
。
私

は
い
ま
私
の
以
前
の
語
の
使
用
法
を
誤
っ
て
解
釈
し
て
い
る
と
い
う
わ
け

で
あ
る
。

こ
こ
で
ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
論
者
は
ま
ず
、
私
は
ク
ワ
デ
ィ
シ
ョ
ン
で
は

な
く
ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
意
味
し
て
い
た
と
い
う
何
ら
か
の
「
事
実
」
が
あ

る
の
だ
ろ
う
か
と
問
う
。
ま
た
、
も
し
私
が
「
＋
」
に
よ
っ
て
ア
デ
ィ
シ
ョ

ン
を
意
味
し
て
い
た
な
ら
ば
、
（
私
の
計
算
の
正
確
さ
、
記
憶
の
正
確
さ
に

問
題
は
な
い
と
し
て
）
私
が
「
6
8

+
 
5
7
」
と
い
う
問
題
に
対
し
て
「
125
」

と
答
え
る
こ
と
は
正
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
よ
っ
て
、
懐
疑

論
者
は
さ
ら
に
、
今
の
場
合
「
5
」
で
は
な
く
「
125
」
と
答
え
る
べ
き
で

あ
る
と
確
信
す
る
何
ら
か
の
根
拠
を
私
は
持
っ
て
い
る
の
か
と
い
う
問
も

提
示
す
る
。
か
く
し
て
こ
の
懐
疑
論
者
の
挑
戦
に
対
す
る
返
答
も
二
重
に

な
る
。
そ
れ
は
第
一
に
、
ク
ワ
デ
ィ
シ
ョ
ン
で
は
な
く
ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
を

意
味
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
を
構
成
す
る
「
私
に
つ
い
て
の
事
実
」
を
示

さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
際
、
そ
の
「
事
実
」
は
、
「
6
8

+
 
5
7
」

に
対
し
て
「
125
」
と
い
う
答
え
を
私
が
与
え
る
と
い
う
こ
と
を
「
正
当
化
」
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す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
「
事
実
」
は
い
か
な
る

も
の
か
。
ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
論
者
の
答
え
は
、
そ
う
し
た
「
事
実
」
は
存

在
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
だ
が
私
の
過
去
に
お
け
る
「
＋
」
の
実

際
の
使
用
と
い
う
行
動
を
引
き
合
い
に
出
せ
な
い
か
。
出
せ
な
い
。
な
ぜ

な
ら
、
「
＋
」
の
記
号
を
用
い
た
私
の
こ
れ
ま
で
の
有
限
な
計
算
事
例
に
関

し
て
ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
と
一
致
す
る
が
、
そ
れ
以
降
の
事
例
に
お
い
て
は
そ

れ
と
一
致
し
な
い
関
数
（
今
の
仮
定
で
は
ク
ワ
デ
ィ
シ
ョ
ン
）
が
存
在
し

う
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
私
の
意
識
の
過
去
の
内
的
状
態
に
関
す

る
あ
る
「
事
実
」
が
私
が
何
を
意
味
し
て
い
た
か
を
確
定
で
き
な
い
か
。

こ
れ
も
で
き
な
い
。
そ
の
理
由
は
、
仮
定
に
よ
り
「
6
8

+
 
5
7
」
の
答
に
つ

い
て
の
指
示
を
私
は
心
の
中
で
与
え
な
か
っ
た
の
で
あ
り
、
ま
た
私
の
心

の
中
に
あ
っ
た
も
の
は
有
限
で
あ
る
わ
け
だ
か
ら
、
私
の
過
去
の
意
識
状

態
の
全
体
は
、
私
が
「
＋
」
に
よ
っ
て
ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
意
味
し
て
い
た

と
い
う
仮
説
と
同
様
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ク
ワ
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
意
味
し
て

い
た
と
い
う
仮
説
と
も
両
立
し
う
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

私
が
ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
意
味
し
て
い
た
と
い
う
「
私
に
関
す
る
事
実
」

は
存
在
し
な
い
こ
れ
が
懐
疑
論
者
の
見
い
だ
し
た
テ
ー
ゼ
で

あ
っ
た
。
と
こ
ろ
で
、
過
去
に
お
い
て
私
が
ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
意
味
し
て

い
た
と
い
う
「
事
実
」
が
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
現
在
の
私
の
語
の
使
用

に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
現
在
に
お
い

て
ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
私
が
意
味
し
て
い
る
と
い
う
「
私
に
つ
い
て
の
事
実
」

な
る
も
の
は
あ
り
え
な
い
わ
け
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
結
局
、
何
時
い
か

な
る
時
で
あ
っ
て
も
私
が
あ
る
語
で
も
っ
て
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る

と
い
う
「
事
実
」
は
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
か
く
し
て
、
ク

リ
プ
キ
に
は
、
「
懐
疑
的
議
論
」
に
よ
っ
て
「
意
味
」
と
い
う
観
念
は
全
く

消
え
失
せ
て
し
ま
い
、
「
言
語
の
す
べ
て
が
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
、
信
じ

が
た
い
、
そ
し
て
自
己
破
壊
的
な
結
論
が
す
で
に
引
き
出
さ
れ
て
し
ま
っ

(
7
)
 

て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
」
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
ク
リ
プ
キ
の
「
懐
疑
的
議
論
」
の
骨
子
で
あ
る
。
ま
ず
明
確
に

し
て
お
く
べ
き
こ
と
は
、
こ
の
ク
リ
プ
キ
の
「
懐
疑
的
議
論
」
が
持
っ
て

い
る
二
つ
の
側
面
ー
「
構
成
的
あ
る
い
は
存
在
論
的
側
面
」
と
「
認
識

(
8
)
 

論
的
側
面
」
|
|
に
つ
い
て
で
あ
る
。
「
存
在
論
的
側
面
」
と
は
、
私
が
ア

デ
ィ
シ
ョ
ン
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
構
成
す
る
「
私
に
関
す
る

事
実
」
は
何
か
と
い
う
問
題
に
係
わ
っ
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
て
「
認
識

論
的
側
面
」
は
、
「
5
」
で
は
な
く
「
125
」
と
答
え
る
べ
き
だ
と
私
は
い
か

に
し
て
知
り
う
る
の
か
と
い
う
問
題
に
係
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
言
い
換

え
る
と
そ
れ
は
、
言
語
使
用
の
「
正
当
化
」
・
「
根
拠
」
の
問
題
で
あ
る
。

そ
し
て
ク
リ
プ
キ
に
よ
る
と
、
前
者
の
「
存
在
論
的
側
面
」
こ
そ
が
「
懐

(
9
)
 

疑
的
議
論
」
の
真
の
問
題
な
の
で
あ
る
。
「
認
識
論
的
側
面
」
は
、
「
意
味

と
い
っ
た
事
実
は
存
在
し
な
い
」
と
い
う
存
在
論
的
テ
ー
ゼ
ヘ
と
至
る
た

め
の
補
助
的
な
役
割
を
演
じ
て
い
た
と
言
え
よ
う
。

だ
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
ク
リ
プ
キ
の
言
う
よ
う
な
「
存
在

論
的
な
問
題
」
に
取
り
組
ん
で
い
た
と
は
と
て
も
思
え
な
い
。
ク
リ
プ
キ

(10) 

に
も
分
か
っ
て
い
る
よ
う
に
、
例
え
ば
「
彼
は
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
i
を
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こ。t
 

シ
ュ
タ
イ
ン
が
拒
否
し
て
い
る
の
は
、
「
意
味
」
と
か
「
事
実
」
と
い
っ
た

表
現
に
対
し
て
哲
学
者
た
ち
が
与
え
る
誤
っ
た
説
明
で
あ
る
と
言
え
よ
う

（
例
え
ば
、
『
探
究
』
―
―
六
ー
一
三
三
節
等
を
見
よ
）
。

ま
た
ク
リ
プ
キ
は
、
自
説
を
支
持
す
る
も
の
と
し
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
が
「
真
」
（
そ
し
て
「
事
態
」
・
「
事
実
」
）
と
い
う
概
念
に
つ
い
て

論
じ
て
い
る
箇
所
（
『
探
究
』
一
三
四
I

一
三
七
節
）
に
言
及
し
て
い
る
が
、

こ
れ
も
疑
間
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の
様
に
書
い
て
い

根
本
に
お
い
て
は
、
「
事
態
は
か
く
か
く
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
を
命

い
て
の
誤
解
か
ら
生
じ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
た
。

つ
ま
り
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

と
っ
て
も
ま
っ
た
く
正
当
な
の
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は

意
味
し
て
い
る
」
と
か
、
「
彼
が
そ
の
言
葉
に
よ
っ
て
ー
を
意
味
し
て
い
る

の
は
事
実
で
あ
る
」
と
い
っ
た
表
現
を
通
常
私
た
ち
が
使
う
こ
と
を
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
否
定
し
よ
う
と
は
し
な
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
我
々

は
言
語
を
使
っ
て
い
る
わ
け
で
、
そ
こ
に
有
意
味
な
言
語
使
用
、
無
意
味

な
言
語
使
用
が
あ
る
。
「
！
を
意
味
す
る
」
と
い
っ
た
言
い
方
を
す
る
と
い

う
こ
と
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
、
そ
し
て
当
然
私
た
ち
に

こ
の
我
々
の
日
常
的
な
言
語
使
用
の
実
践
に
注
目
し
な
が
ら
、
「
意
味
す

る
」
と
は
、
あ
る
い
は
「
規
則
に
従
う
」
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う

問
題
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
の
だ
。
そ
し
て
、
伝
統
的
な
哲
学
の
議
論

は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
、
我
々
の
日
常
の
言
語
使
用
に
つ

題
の
一
般
的
形
式
と
し
て
提
示
す
る
こ
と
は
、
命
題
と
は
真
あ
る
い
は

偽
た
り
う
る
す
べ
て
の
も
の
で
あ
る
と
説
明
す
る
こ
と
に
等
し
い
。
な

ぜ
な
ら
、
「
事
態
は
…
…
で
あ
る
」
と
言
う
代
わ
り
に
、
「
こ
れ
こ
れ
の

こ
と
が
真
で
あ
る
」
と
私
は
言
う
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
か
ら
。
（
そ

れ
に
ま
た
「
こ
れ
こ
れ
の
こ
と
が
偽
で
あ
る
」
と
も
。
）
と
こ
ろ
が
、

八

P>U:1~1: 

‘
ざ
が

11半
i':P

で
あ
る
。
そ
し
て
、
命
題
と
は
真
あ
る
い
は
偽
た
り
う
る
す
べ
て
の
も

、
、
、
、
、
、
、
、

の
で
あ
る
と
言
う
こ
と
は
結
局
は
、
我
々
の
言
語
の
中
で
真
理
関
数
の

計
算
を
適
用
で
き
る
も
の
を
私
た
ち
は
命
題
と
呼
ぶ
と
い
う
こ
と
な
の

で
あ
る
。
（
『
探
究
』

「
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
『
＋
』
に
よ
っ
て
…
…
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
真
（
事
実
）
で
あ
る
（
あ
る
い
は
、
偽
で
あ
る
（
事
実

で
は
な
い
）
）
」
と
い
っ
た
様
な
表
現
は
正
当
で
あ
る
と
は
言
え
な
い
の
だ

ろ
う
か
|
|
こ
う
し
た
疑
問
を
ク
リ
プ
キ
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

の
反
対
論
者
に
言
わ
せ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
反
論
に
対
す
る
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
返
答
は
簡
潔
で
あ
る
と
言
わ
れ
る
。
す
な
わ
ち
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
「
あ
る
言
明
が
真
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
（
あ

る
い
は
む
し
ろ
、
そ
れ
に
『
…
…
は
事
実
で
あ
る
』
と
い
う
表
現
を
付
加

す
る
こ
と
）
は
、
単
に
そ
の
言
明
そ
の
も
の
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
り
、

そ
し
て
そ
れ
は
真
で
は
な
い
と
言
う
こ
と
は
そ
れ
を
否
定
す
る
こ
と
で
あ

一
三
六
節
）
（
C
）

^
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(11) 
る
」
と
反
論
す
る
と
ク
リ
プ
キ
は
考
え
る
。
上
記
の
引
用

(C)
が
直
接

的
に
ク
リ
プ
キ
の
こ
の
議
論
と
関
連
し
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ

、つ
ク
リ
プ
キ
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
反
論
と
考
え
て
い
る
も
の

は
、
「
ジ
ョ
ー
ン
ズ
は
『
十
』
に
よ
っ
て
…
…
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
事
実
（
真
）
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
妥
当
で
あ
る
と

い
う
反
論
者
に
対
す
る
反
論
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
こ
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
反
論
は
、
「
…
…
と
い
う
こ
と
は
事
実
（
真
）
で
あ
る
」
と

い
う
言
い
方
は
不
当
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
推
測
す
る
に
ク
リ
プ
キ
の
読
み
は
次
の
よ
う
で
あ
ろ
う
。
あ

る
言
明
（
命
題
）
は
事
実
（
真
）
で
あ
る
と
主
張
す
る
こ
と
は
単
に
そ
の

言
明
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
の
だ
か
ら
、
「
…
…
は
事
実

（
真
）
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
余
分
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
事
実
」
と
か
「
真
」

と
か
い
う
表
現
は
言
語
と
し
て
何
ら
の
役
割
も
果
た
し
て
い
な
い
の
で
あ

(12) 

る
。
よ
っ
て
、
そ
の
よ
う
な
表
現
は
使
わ
な
い
の
が
適
切
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
ク
リ
プ
キ
に
よ
る
と
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
真
」

と
か
「
事
実
」
と
い
っ
た
言
葉
を
払
拭
し
よ
う
と
し
て
い
る
か
の
よ
う
で

あ
る
が
、
引
用

(C)
に
対
す
る
ク
リ
プ
キ
の
こ
う
し
た
読
解
に
は
無
理

が
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
だ
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
言
明
は
真
（
事
実
）
で
あ

る
と
主
張
す
る
こ
と
は
単
に
そ
の
言
明
を
主
張
す
る
こ
と
で
あ
る
と
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
言
う
時
、
彼
が
言
い
た
い
こ
と
は
、
「
…
…
は
真
（
事

実
）
で
あ
る
」
と
い
う
表
現
は
そ
う
言
わ
れ
る
言
明
を
主
張
す
る
こ
と
に

マ
ッ
ギ
ン
に

何
も
付
け
加
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
、
「
…
…
は
真

（
事
実
）
で
あ
る
」
と
い
う
言
い
方
は
不
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
は
な

い
。
「
命
題
は
真
あ
る
い
は
偽
た
り
う
る
す
べ
て
の
も
の
」
と
我
々
は
言
う

が
、
そ
れ
は
「
我
々
の
言
語
に
お
い
て
真
理
関
数
の
計
算
を
適
用
で
き
る

も
の
を
命
題
と
呼
ぶ
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、
「
命
題
の

み
が
真
た
り
う
る
と
い
う
命
題
は
、
我
々
が
命
題
と
呼
ん
で
い
る
も
の
に

つ
い
て
の
み
『
真
』
や
『
偽
』
を
述
語
と
し
て
付
け
加
え
る
と
い
う
こ
と

し
か
述
べ
て
い
な
い
」
（
『
探
究
』
一
三
六
節
）
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。
「
i
は

真
で
あ
る
」
や
「
i
は
事
実
で
あ
る
」
と
い
っ
た
言
い
回
し
に
言
語
上
の

正
当
な
役
割
が
認
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

「
懐
疑
的
議
論
」
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
側
面

I
反
還
元
主
義
批
判

コ
リ
ン
・
マ
ッ
ギ
ン
は
、
ク
リ
プ
キ
の
「
懐
疑
的
議
論
」
の
決
定
的
な

誤
り
を
示
す
も
の
と
し
て
、
「
懐
疑
的
議
論
」
が
本
質
的
要
索
と
し
て
含
ん

で
い
る
（
と
マ
ッ
ギ
ン
が
考
え
る
）
「
還
元
主
義
」
の
仮
定
に
つ
い
て
指
摘

し
て
い
る
。
「
還
元
主
義
」
の
仮
定
と
は
、
「
意
味
論
的
事
実
が
あ
る
な
ら

、
、
、
、

ば
、
そ
れ
ら
は
非
意
味
論
的
に
規
定
さ
れ
る
事
実
に
還
元
可
能
で
な
け
れ

(13) 

ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、

よ
れ
ば
ク
リ
プ
キ
は
、
「
…
…
を
意
味
し
て
い
る
」
と
い
う
概
念
を
用
い
る

こ
と
な
し
に
、
例
え
ば
「
ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
意
味
し
て
い
る
」
と
い
う
こ

71 



と
を
成
り
立
た
せ
て
い
る
「
事
実
」
を
提
出
せ
よ
と
要
求
し
て
い
る
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
が
ク
リ
プ
キ
は
、
こ
の
要
求
を
満
た
す
と
言
わ
れ
る
見
解

を
検
討
し
た
結
果
、
「
意
味
論
的
事
実
」
を
構
成
す
る
「
非
意
味
論
的
事
実
」

を
提
示
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
知
り
、
「
意
味
論
的
事
実
は
存
在
し

な
い
」
と
い
う
存
在
論
的
テ
ー
ゼ
に
至
っ
た
。
だ
が
マ
ッ
ギ
ン
の
考
え
で

(14) 

は
、
「
意
味
論
的
事
実
は
非
意
味
論
的
事
実
に
還
元
し
え
な
い
」
と
結
論
す

べ
き
な
の
で
あ
る
。

な
る
ほ
ど
ク
リ
プ
キ
は
、
「
懐
疑
的
議
論
」
で
は
そ
の
最
初
か
ら
暗
黙
の

う
ち
に
反
還
元
主
義
的
見
解
は
誤
り
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
と
述
べ

(15) 

て
い
る
。
が
し
か
し
実
は
、
（
マ
ッ
ギ
ン
も
言
及
し
て
い
よ
う
に
）
ク
リ
プ

キ
は
、
「
懐
疑
的
議
論
」
に
対
す
る
返
答
の
候
補
と
し
て
、
意
味
は
他
の
も

の
に
は
還
元
不
可
能
で
あ
る
と
い
う
主
張
に
つ
い
て
の
検
討
も
し
て
い
る

の
で
あ
る
。
そ
の
主
張
と
は
次
の
二
つ
で
あ
る
。
①
あ
る
語
で
も
っ
て
あ

る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
「
そ
れ
自
身
の
独
特
な
質
を
持
ち
、

内
観
に
よ
っ
て
我
々
の
各
々
に
直
接
知
ら
れ
る
、
他
に
還
元
不
可
能
な
経

(16) 
験
」
で
あ
る
。
②
あ
る
語
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
①

の
内
観
可
能
な
質
的
状
態
よ
り
も
も
っ
と
独
特
な
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
的
状

(17) 
態
で
あ
る
。

①
の
経
験
は
、
色
を
見
た
り
、
頭
痛
が
す
る
こ
と
と
同
類
の
も
の
で
あ

る
と
想
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
ず
、
「
＋
」
の
記
号
を
考
え
る
と
き
に
は
い
つ

も
何
ら
か
の
内
観
可
能
な
質
的
経
験
が
あ
る
と
し
て
、
こ
の
場
合
一
体
い

か
に
し
て
こ
の
質
的
経
験
は
、
「
6
8

+
 
5
7
」
に
対
し
て
答
を
求
め
ら
れ
た
と

き
、
「
125
」
と
答
え
る
べ
き
か
「
5
」
と
答
え
る
べ
き
か
を
決
め
る
こ
と
に

お
い
て
私
を
助
け
て
く
れ
る
の
か
と
ク
リ
プ
キ
は
問
う
。
そ
し
て
、
「
そ
の

よ
う
な
経
験
は
、
〔
今
ま
で
に
遭
遇
し
た
こ
と
の
な
い
〕
新
し
い
場
面
で
何

(18) 

を
な
す
べ
き
か
を
私
に
教
え
て
は
く
れ
な
い
で
あ
ろ
う
」
が
そ
の
答
で
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
質
的
経
験
な
る
も
の
を
私
は
将
来
様
々
に
解
釈
す

る
こ
と
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
ク
リ
プ
キ
は
、
想
定
さ
れ
る
よ

う
な
、
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
こ
と
に
固
有
の
質
的
な
経
験
な
る
も
の
は

そ
も
そ
も
存
在
し
な
い
と
い
う
論
点
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
取

り
出
し
て
い
る
。
「
ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
意
味
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
唯

一
本
質
的
な
質
的
経
験
は
な
い
の
で
あ
り
、
何
も
心
に
浮
か
ん
で
い
な
く

て
も
言
葉
を
理
解
し
て
い
る
こ
と
が
あ
り
う
る
。
②
の
主
張
に
対
す
る
ク

リ
プ
キ
の
批
判
も
二
点
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
ず
第
一
に
、
プ

リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
状
態
の
本
性
は
ま
っ
た
く
神
秘
的
な
ま
ま
で
あ
る
。
問
題

の
状
態
は
、
①
の
よ
う
な
内
観
可
能
な
状
態
と
は
考
え
ら
れ
な
い
に
も
か

か
わ
ら
ず
、
我
々
一
人
一
人
が
例
え
ば
「
＋
」
と
い
う
記
号
を
使
う
際
に

ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
と
い
う
こ
と
に
確
信
を
持
て
る
た

め
に
、
そ
の
記
号
を
使
う
そ
の
時
に
は
か
な
り
の
程
度
の
確
か
さ
で
我
々

は
そ
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
状
態
に
気
づ
い
て
い
る
の
だ
と
思
わ
れ
て
い

る
。
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
し
て
気
づ
く
の
か
。
そ
れ
は
説
明
さ
れ
な
い
ま

ま
で
あ
る
。
そ
し
て
第
二
に
、
②
の
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
状
態
と
い
う
考
え

に
は
「
論
理
的
困
難
」
が
あ
る
。
な
ぜ
か
と
い
う
と
、
も
し
そ
う
し
た
状

態
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
我
々
の
有
限
な
心
の
中
に
あ
る
有
限
な
対
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あ
る
が
、

つ
ま
り
、
我
々
が
意
味
し
う
る
で
あ
ろ
う

象
で
あ
る
べ
き
だ
ろ
う
か
ら
。

対
象
が
無
限
で
あ
る
こ
と
と
、
我
々
の
心
が
有
限
で
あ
る
と
い
う
こ
と
の

間
に
概
念
的
な
衝
突
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、
言
葉

の
適
用
の
全
体
が
、
「
あ
る
奇
妙
な
仕
方
で
」
（
『
探
究
』
一
九
五
節
）
、
「
何

ら
か
の
意
味
で
現
に
存
在
し
て
い
る
」
（
同
上
）
の
で
は
な
い
の
か
。
し
か

、
、
、
、

し
、
「
私
の
心
の
過
去
の
有
限
な
何
ら
か
の
状
態
の
存
在
は
、
も
し
私
が
そ

れ
と
一
致
し
よ
う
と
望
み
、
そ
の
状
態
を
覚
え
て
お
り
、
計
算
間
違
い
を

し
な
け
れ
ば
、
そ
の
時
、
任
意
に
大
き
な
数
の
ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
の
問
題
に

対
し
て
私
が
あ
る
確
定
し
た
答
を
与
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と

を
如
何
に
し
て
導
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
こ
と
が
依
然

(19) 

と
し
て
神
秘
の
ま
ま
残
る
の
で
あ
る
」
。

結
局
、
反
還
元
主
義
的
見
解
も
ま
た
、
「
懐
疑
的
議
論
」
に
対
す
る
反
論

に
は
な
り
え
な
い
と
い
う
の
が
ク
リ
プ
キ
の
主
張
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
マ
ッ
ギ
ン
は
、
①
の
主
張
は
反
還
元
主
義
的
見
解
の
最

も
好
ま
し
い
形
に
な
っ
て
い
な
い
と
考
え
、
②
の
方
に
注
目
し
て
い
る
。

し
か
し
、
彼
の
目
に
は
、
ク
リ
プ
キ
は
②
の
主
張
を
正
当
に
扱
っ
て
い
な

(20) 

い
と
映
る
。
②
へ
の
ク
リ
プ
キ
の
第
一
の
批
判
に
対
し
て
は
、
①
の
「
内

観
」
と
は
違
う
正
当
な
「
内
観
」
の
観
念
が
存
在
す
る
と
言
わ
れ
る
。
マ
ッ

ギ
ン
に
よ
れ
ば
、
意
図
し
て
い
る
こ
と
、
意
味
し
て
い
る
こ
と
を
知
る
よ

う
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
、
質
的
経
験
と
は
違
っ
た
種
類
の
「
内
観
」
な

の
で
あ
る
。
こ
の
「
内
観
」
に
哲
学
的
な
理
論
を
与
え
る
こ
と
は
困
難
で

理
論
が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
だ
け
で
そ
う
し
た
「
内
観
」
の

存
在
を
疑
う
十
分
な
理
由
が
与
え
ら
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
第
二
の
批
判

に
関
し
て
は
、
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
プ
リ
ミ
テ
ィ
ヴ
な
状
態
は

異
な
る
状
況
で
の
無
数
の
帰
結
を
何
ら
か
の
仕
方
で
生
み
出
す
も
の
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
こ
の
こ
と
が
解
き
が
た
い
「
論
理
的
困
難
」
を
引

き
起
こ
す
と
は
思
え
な
い
と
言
わ
れ
る
。
例
え
ば
可
溶
性
と
い
う
物
理
的

な
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
(disposition)
が
無
数
の
場
面
で
現
わ
れ
う
る
性

質
で
あ
る
と
い
う
考
え
の
内
に
「
論
理
的
困
難
」
が
な
い
よ
う
に
、
意
味

す
る
と
い
う
状
態
に
つ
い
て
も
「
論
理
的
困
難
」
は
存
在
し
な
い
。
「
意
味

す
る
と
い
う
こ
と
の
基
底
に
あ
る
も
の
は
我
々
の
自
然
な
傾
向
な
の
で
あ

り
、
こ
う
し
た
傾
向
は
『
無
数
の
』
状
況
に
お
い
て
言
語
的
行
動
を
生
み

(21) 

出
す
能
力
を
持
っ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

議
論
は
あ
る
重
要
な
点
に
お
い
て
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
論
に

沿
っ
た
も
の
に
な
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
す

で
に
述
べ
た
よ
う
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
「
懐
疑
的
パ
ラ
ド
ッ
ク

ス
」
を
受
け
入
れ
て
は
い
な
か
っ
た
し
（
本
論
第
一
章
）
、
「
意
味
は
存
在

し
な
い
」
と
い
う
存
在
論
的
結
論
に
至
る
懐
疑
論
を
支
持
し
て
も
い
な

か
っ
た
（
本
論
第
二
章
）
。
で
は
、
そ
れ
以
外
で
ク
リ
プ
キ
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
を
結
ぶ
線
は
何
か
。
そ
れ
は
、
上
記
の
①
②
に
対
す
る
ク
リ

プ
キ
の
批
判
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
「
言
語
使
用
に
お
け
る
正
当
化
」

（
「
言
語
規
則
の
規
範
性
」
）
の
問
題
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
「
『
6
8

+
 
5
7
』
に

対
し
て
答
を
求
め
ら
れ
た
と
き
、
な
ぜ
私
は
、
『
125
』
と
言
う
べ
き
で
あ
る

さ
て
、
こ
の
両
者
の
対
立
を
ど
う
見
る
べ
き
か
。
私
は
、
ク
リ
プ
キ
の
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リ
プ
キ
の
「
懐
疑
的
議
論
」
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
共
有
す
る
視

い
か
な
る
状
況
の
も
と

(22) 

と
い
う
こ
と
に
対
し
て
そ
ん
な
に
確
信
を
持
っ
て
い
る
の
か
」
と
い
う
論

点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
本
論
第
二
章
で
言
及
し
た
「
懐
疑
的
議
論
」
の
「
認

識
論
的
側
面
」
の
視
点
で
あ
っ
た
。
「
規
則
に
従
う
」
と
い
う
問
題
に
取
り

組
ん
で
い
た
際
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
視
点
も
ま
た
同
様
の
も
の

(23) 

で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
ク
リ
プ
キ
の
「
懐
疑
的
議
論
」
の
う
ち
、
「
存
在
論
的

側
面
」
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
解
釈
と
し
て
も
、
実
際
の
我
々
の
言

語
使
用
の
点
か
ら
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
が
、
も
う
―
つ
の
「
認
識

論
的
側
面
」
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ク
リ
プ
キ
に
と
っ
て
重
要
な

視
座
を
形
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

本
論
第
二
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
「
そ
の
と
き
私
は
ー
を
意
味
し
て
い
た

だ
ろ
う
か

（
意
図
し
て
い
た
）
」
と
い
っ
た
よ
う
な
表
現
を
日
常
的
に
使
う
こ
と
の
妥

当
性
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
拒
否
さ
れ
る
べ
き
は
、
「
内
観

可
能
な
質
的
経
験
」
と
か
「
よ
り
独
特
な
状
態
」
と
か
い
っ
た
概
念
に
よ
っ

て
そ
れ
ら
の
表
現
に
つ
い
て
の
哲
学
的
な
分
析
を
与
え
よ
う
と
す
る
立
場

な
の
だ
（
特
に
、
『
探
究
』
一
八
七
I

一
九
七
節
）
。
意
味
す
る
と
い
う
こ

と
に
関
す
る
正
当
な
「
内
観
」
が
存
在
す
る
と
い
う
マ
ッ
ギ
ン
の
発
言
に

は
こ
の
哲
学
的
分
析
へ
の
志
向
が
見
て
取
れ
る
。
意
味
の
正
当
な
「
内
観
」

が
あ
る
と
し
て
、
言
葉
を
使
用
す
る
際
に
我
々
は
各
々
そ
う
し
た
「
内
観
」

に
何
ら
か
の
仕
方
で
従
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う

な
ら
、
実
際
我
々
は
そ
う
し
た
「
内
観
」
に
ど
の
よ
う
に
従
っ
て
い
る
の

（
そ
れ
は
内
的
な
声
・
命
令
の
ご
と
き
も
の
か
）
。
こ
れ
が
、
ク

四 点
、
す
な
わ
ち
「
言
語
使
用
の
正
当
化
」
の
問
題
の
中
身
で
あ
っ
た
。
マ
ッ

ギ
ン
は
、
②
の
見
解
が
ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
的
問
題
に
対
す
る
解
答
に
な
っ

て
い
る
と
言
い
な
が
ら
、
そ
の
実
「
言
語
使
用
の
正
当
化
」
の
問
い
に
答

え
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
ク
リ
プ
キ
の
第
二
の
批
判
に
対
す
る
反

論
と
し
て
、
反
還
元
主
義
的
な
見
解
を
擁
護
す
る
場
面
で
、
「
デ
ィ
ス
ポ
ジ

シ
ョ
ン
（
傾
性
）
」
と
か
「
能
力
」
と
か
い
う
‘
還
元
主
義
的
見
解
で
中
心

的
役
割
を
演
じ
る
概
念
を
持
ち
出
し
て
き
て
い
る
の
も
問
題
で
あ
る
。
ま

ず
も
っ
て
、
こ
う
し
た
概
念
で
も
っ
て
基
礎
付
け
を
す
る
こ
と
自
体
が
反

還
冗
主
義
的
見
解
の
放
棄
を
意
味
す
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、

以
下
で
の
考
察
が
明
ら
か
に
す
る
で
あ
ろ
う
よ
う
に
、
こ
の
還
元
主
義
的

見
解
そ
の
も
の
が
ク
リ
プ
キ
の
「
言
語
使
用
の
正
当
化
」
の
問
題
を
ク
リ

(24) 

ア
ー
し
て
い
な
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

還
元
主
義
的
見
解
の
一
事
例
と
考
え
ら
れ
る
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
説
の

批
判
に
ク
リ
プ
キ
は
多
く
の
紙
面
を
割
い
て
い
る
。
ま
ず
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
次
の
記
述
に
注
目
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

、、

だ
が
、
け
っ
し
て
理
解
を
「
心
的
過
程
」
と
考
え
る
な
l

そ
れ
は

あ
な
た
を
混
乱
さ
せ
る
言
い
方
な
の
だ
か
ら
。
そ
う
で
は
な
く
、
次
の

よ
う
に
問
え
。
い
っ
た
い
い
か
な
る
場
合
に
、
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五
節
）

で
、
「
い
ま
や
私
は
〔
数
列
を
〕
ど
の
よ
う
に
続
け
れ
ば
よ
い
の
か
知
っ

て
い
る
」
と
言
う
の
か
、
と
。
つ
ま
り
、
そ
の
式
が
思
い
浮
か
ん
だ
と

理
解
に
特
徴
的
な
過
程
（
心
的
過
程
も
ま
た
）

意
味
で
は
、
理
解
は
心
的
過
程
で
は
な
い
。

（
痛
み
が
増
し
た
り
和
ら
い
だ
り
す
る
こ
と
、
あ
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
や

文
が
聞
こ
え
る
こ
と
、
こ
れ
ら
は
心
的
過
程
で
あ
る
。
）
（
『
探
究
』
一
五

理
解
し
て
い
る
、
意
図
し
て
い
る
と
我
々
は
実
際
め
っ
た
に
言
わ
な
い
。

信
じ
て
い
る
こ
と
の
中
断
と
は
信
じ
て
い
な
い
期
間
で
あ
り
、
例
え
ば

眠
る
場
合
の
よ
う
に
、
自
分
が
信
じ
て
い
る
対
象
か
ら
注
意
を
そ
ら
す

こ
と
で
は
な
い
。

が
存
在
す
る
と
い
う

(25) 

（
八
知
っ
て
い
る

V
と
八
意
識
し
て
い
る

V
の
相
違
）
（
『
断
片
』
八

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
二
つ
の
タ
イ
プ
の
概
念
を
対
比
し
て
い
る
の

で
あ
る
。
第
一
の
タ
イ
プ
は
、
八
痛
む
＞
と
か
、
八
あ
る
メ
ロ
デ
ィ
ー
を

聞
く

V
等
々
の
意
識
状
態
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
第
二
の
タ
イ
プ
に
は
、

八
理
解
し
て
い
る
＞
、
八
意
図
し
て
い
る

V
、
そ
し
て
八
意
味
し
て
い
る

V

(26) 

等
々
が
属
す
る
。
そ
し
て
、
『
心
理
学
の
哲
学
』

II
四
五
節
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

あ
る
人
が
昨
H
か
ら
あ
る
こ
と
を
「
途
切
れ
な
く
」
信
じ
て
い
る
、

四
節
）

し
て
。

シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
「
私
が
こ
れ
ら
後
者
〔
第
二
の
タ
イ
プ
〕
を
さ
し
あ
た
り

『
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
』
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
意
識

状
態
の
間
の
重
要
な
相
違
は
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
意
識
の
中
断
、
あ

る
い
は
注
意
を
そ
ら
す
こ
と
に
よ
っ
て
は
中
断
さ
れ
な
い
と
い
う
こ
と
で

あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
「
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ

ン
」
と
い
う
表
現
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
、
八
痛
む
＞
と
い
っ
た
表
現
と

八
意
味
す
る

V
と
い
っ
た
表
現
の
使
用
上
の
違
い
を
顕
に
し
よ
う
と
し
て

い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
「
意
味
は
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
的
な
も
の
で
あ

る
」
と
い
っ
た
言
い
方
は
必
ず
し
も
否
定
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
『
探
究
』
一
四
九
節
で
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の
よ
う
に

述
べ
て
い
る
。

A
B
C
の
知
識
は
心
の
状
態
で
あ
る
と
言
う
人
は
、
あ
る
心
的
装
置

（
例
え
ば
我
々
の
脳
）
の
状
態
の
こ
と
を
考
え
、
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の

、
、
、

知
識
の
現
わ
れ
が
説
明
さ
れ
る
と
考
え
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
状
態
を

人
は
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
呼
ぶ
。
し
か
し
、
こ
の
状
態
に
対
し
て
ニ

つ
の
規
準
が
要
求
さ
れ
る
限
り
、
す
な
わ
ち
そ
の
装
罹
の
働
き
と
は
別

に
、
そ
の
装
置
の
構
造
の
認
識
ま
で
も
が
要
求
さ
れ
る
限
り
、
こ
こ
で

心
の
状
態
に
つ
い
て
語
る
こ
と
に
は
問
題
が
あ
る
。

(D)

こ
こ
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
言
っ
て
い
る
こ
と
は
マ
ッ
ギ
ン
が
述

(27) 

べ
て
い
る
よ
う
に
、
「
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
誤
っ
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は
、
「
そ
の
と
き
、
一

0
0
0
の
次
に
ど
の
数
を
書
く
べ
き
な
の
か
と
尋

だ
I.
」
確
か
に
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
そ
の
と
き
君
は
そ
の
こ
と
を

、
、
、
、
、
、

意
味
し
て
い
た
と
さ
え
言
え
る
。
た
だ
、
「
知
る
」
と
か
「
意
味
す
る
」

と
い
う
語
の
文
法
に
迷
わ
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
君
の
言

へ
の
移
行
に
つ
い
て
考
え
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
か
ら
だ
I

か
り
に
そ
の
移
行
に
つ
い
て
は
考
え
て
い
た
と
し
て
も
、
他
の
移
行
の

こ
と
ま
で
考
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
だ
ろ
う
。
「
私
は
そ
の
と
き
す
で

に
…
…
と
知
っ
て
い
た
」
と
い
う
こ
と
で
君
が
言
わ
ん
と
し
て
い
る
の

わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
は
、
そ
の
と
き
自
分
が
一

0
0
0
か
ら
一

0
0

は一

0
0
二
と
書
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
す
で
に
知
っ
て
い
た
の

「
だ
が
私
は
、
命
令
を
与
え
た
と
き
に
も
、
彼
が
一

0
0
0
の
次
に

を
見
分
け
る
の
に
、
彼
が
為
し
て
い
る
こ
と
を
見
る
こ
と
と
、
彼
の
心
的

装
置
（
脳
）
の
構
造
を
調
べ
る
こ
と
、
こ
の
二
つ
の
別
々
の
や
り
方
が
あ

る
と
い
う
考
え
ー
~
を
伴
い
や
す
い
の
で
問
題
で
あ
る
と
い
う
こ
と
と
考

え
る
こ
と
は
で
き
よ
う
。
だ
が
次
の
よ
う
に
言
い
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て

こ
こ
で
の
ポ
イ
ン
ト
が
明
ら
か
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、

「
A
B
C
を
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
は
「
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
的

な
こ
と
で
あ
る
と
も
ち
ろ
ん
言
っ
て
い
い
の
だ
が
、
そ
う
し
た
語
り
方
は

誤
っ
た
見
方
を
伴
い
や
す
い
の
で
注
意
が
必
要
で
あ
る
、
と
。
さ
ら
に
、

一
八
七
節
で
は
次
の
よ
う
に
言
わ
れ
る
。

『
探
究
』

た
考
え
方
i

す
な
わ
ち
、
あ
る
人
が

A
B
C
を
知
っ
て
い
る
か
ど
う
か

ね
ら
れ
た
な
ら
ば
、
私
は
一

0
0
二
と
答
え
た
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
よ

う
な
こ
と
な
の
だ
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
に
つ
い
て
私
は
疑
い
を
抱
い
て

は
い
な
い
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
「
彼
が
そ
の
と
き
水
の
中
に
落
ち
た
な
ら

ば
、
私
は
彼
を
追
っ
て
飛
び
込
ん
だ
だ
ろ
う
」
と
い
っ
た
類
の
仮
定
な

の
で
あ
る
。
で
は
、
君
の
考
え
は
ど
こ
が
間
違
っ
て
い
た
の
か
。

ク
リ
プ
キ
の
例
で
言
え
ば
、
「
私
は
、
『
6
8

+
 
5
7
』
の
答
は
『
125
』
で
あ
る

べ
き
だ
と
い
う
こ
と
を
既
に
知
っ
て
い
た
」
と
い
う
言
い
方
は
可
能
な
の

で
あ
る
。
い
や
、
実
際
我
々
は
そ
う
し
た
言
い
方
を
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
見
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
の
は
、
あ
る
人
が
そ
の
発
言
を
す
る
場
合
、

そ
の
人
は
「
6
8

+
 
5
7
」
の
答
は
「
125
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
す
で
に
考

え
て
い
た
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
そ
し
て
、
実
際
そ

の
人
が
そ
の
発
言
で
言
お
う
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
「
そ
の
と
き
『
6
8

+
 

5
7
』
の
答
を
尋
ね
ら
れ
た
な
ら
ば
、
私
は
『
125
』
と
答
え
た
で
あ
ろ
う
」

、
、
、
、
、

と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
な
の
で
あ
る
。

ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
論
者
の
主
眼
点
は
、
「
意
味
し
て
い
る
」
と
い
う
「
事

実
」
は
何
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
「
事
実
」
探
し
は
無

駄
で
あ
る
と
言
わ
れ
た
。
だ
が
、
本
論
第
二
章
で
見
た
よ
う
に
、
こ
の
ク

リ
プ
キ
の
「
懐
疑
的
議
論
」
の
「
存
在
論
的
側
面
」
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
ン
の
問
題
で
は
な
い
。
日
常
的
な
言
語
使
用
と
い
う
視
点
か
ら
の
意
味

に
つ
い
て
の
考
察
I

こ
れ
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
立
場
で
あ

る
。
そ
れ
故
、
も
し
ク
リ
プ
キ
の
議
論
が
「
意
味
す
る
と
は
デ
ィ
ス
ポ
ジ
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拒
否
さ
れ
る
べ
き
は
こ
こ
で
も
（
本
論
第
ニ
・
三
章
参
照
）
、
「
意
味
は

デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
的
な
こ
と
で
あ
る
」
と
い
っ
た
言
い
方
で
は
な
く
、

「
意
味
」
を
「
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
に
よ
っ
て
還
元
的
に
分
析
（
定
義
）

(28) 

し
よ
う
と
す
る
哲
学
的
立
場
で
あ
る
。

ク
リ
プ
キ
に
よ
る
と
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
説
は
、
八
『
＋
』
に
よ
っ
て
ア

デ
ィ
シ
ョ
ン
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
か
な
る
『
x
+
y』
に

対
し
て
答
が
求
め
ら
れ
た
と
き
で
も
、
そ
の
答
と
し
て
X

と

y
の
和
を
与

え
る
よ
う
傾
性
づ
け
ら
れ
て
い
る

V
と
い
う
分
析
を
与
え
る
。
過
去
に
つ

い
て
言
え
ば
、
「
実
際
私
は
過
去
に
お
い
て
プ
ラ
ス
を
意
味
し
て
い
た
と
言

う
こ
と
は
、
も
し
私
が
過
去
に
お
い
て
『
6
8

+
 
5
7
』
に
つ
い
て
問
わ
れ
た

、
、
、
、

な
ら
ば
、
私
は
『
1
2
5
』
と
答
え
た
で
あ
ろ
う
—
|
そ
う
で
あ
っ
た
に
違
い

な
い

I.Iと
言
う
こ
と
な
の
で
あ
る
。
仮
定
に
よ
り
私
は
実
際
そ
う
問

わ
れ
は
し
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
そ
の
よ
う
な
デ
ィ

(29) 

ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
」
。
ク
リ
プ
キ
の
デ
ィ
ス
ポ

ジ
シ
ョ
ン
説
に
つ
い
て
の
議
論
は
実
質
的
に
、
「
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
に

よ
る
「
意
味
」
の
哲
学
的
分
析
に
対
す
る
批
判
を
目
指
す
も
の
な
の
だ
。

五

—
ー
還
元
主
義
批
判

「
懐
疑
的
議
論
」

の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
側
面

シ
ョ
ン
的
な
こ
と
で
あ
る
」
と
い
っ
た
言
い
方
を
否
定
し
て
い
る
と
す
る

な
ら
、
そ
れ
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
対
す
る
誤
解
で
あ
る
。

こ
う
し
た
「
意
味
」
分
析
の
誤
り
を
ク
リ
プ
キ
は
次
の
よ
う
に
示
そ
う

(30) 

と
し
て
い
る
。
ま
ず
‘
⑧
我
々
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
全
体
は
有
限
で

あ
る
と
い
う
議
論
で
あ
る
。
我
々
に
は
あ
ま
り
に
も
大
き
す
ぎ
て
計
算
で

き
な
い
よ
う
な
数
が
あ
り
、
そ
う
し
た
数
の
和
の
計
算
は
不
可
能
で
あ
る
。

そ
こ
に
、
和
と
は
違
う
関
数
を
意
味
し
て
い
た
と
い
う
仮
説
の
可
能
性
が

存
在
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
、
理
想
化
さ
れ
た
条
件
（
例
え
ば
、
私

の
脳
に
そ
う
し
た
非
常
に
大
き
な
数
の
和
を
遂
行
す
る
の
に
十
分
な
能
力

が
与
え
ら
れ
て
い
る
、
等
々
）
の
下
で
の
私
の
反
応
に
訴
え
る
と
い
う
方

法
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
の
手
続
き
は
循
環
を
含
む
こ
と
に

な
る
。
な
ぜ
な
ら
、
理
想
化
さ
れ
た
無
限
の
条
件
の
も
と
で
私
が
ど
の
関

数
を
意
味
し
て
い
る
の
か
が
確
定
さ
れ
る
の
は
、
私
が
ど
の
関
数
を
意
味

し
て
い
る
の
か
と
い
う
問
題
が
既
に
解
決
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
る
か

ら
。
次
に
、
⑮
我
々
は
ほ
と
ん
ど
み
な
、
誤
り
を
犯
す
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ

ン
を
持
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
あ
る
人
が
あ
る
数
に
対
し
て

は
計
算
間
違
い
を
犯
す
よ
う
傾
性
づ
け
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
り

う
る
。
傾
性
論
者
の
立
場
で
は
、
あ
る
人
が
ど
ん
な
関
数
を
意
味
し
て
い

る
か
は
そ
の
人
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か
ら
読
み
取
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
従
っ
て
、
常
識
的
に
は
あ
る
人
は
ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
意
味
し
て
い
る

が
、
あ
る
数
に
関
し
て
系
統
的
な
計
算
間
違
い
を
す
る
と
言
わ
れ
る
場
面

で
、
傾
性
論
者
は
そ
の
人
は
ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
と
は
別
の
関
数
を
意
味
し
て

い
る
と
言
わ
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
困
難
を
、
誤
り
を
犯
す

デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
と
正
し
い
答
を
出
す
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
区
別
を
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す
る
こ
と
に
よ
っ
て
克
服
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
う
し
た
区
別
が
で

き
る
た
め
に
は
、
何
が
正
し
い
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
で
、
何
が
誤
っ
た
デ
ィ

ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
か
が
あ
ら
か
じ
め
確
定
さ
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
だ
が
ま
さ
に
こ
の
点
が
問
題
で
あ
っ
た
。

私
は
、

ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
意
味
し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
ク
ワ
デ
ィ

シ
ョ
ン
を
意
味
し
て
い
る
か
。
も
し
ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
意
味
し
て
い
る
と

す
る
な
ら
ば
、
そ
の
意
図
に
従
っ
て
行
為
す
る
な
ら
、
「
125
」
と
答
え
る
べ

き
で
あ
る
。
あ
る
い
は
、
ク
ワ
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
意
味
し
て
い
る
な
ら
ば
「
5
」

と
答
え
る
べ
き
で
あ
る
。
い
っ
た
い
私
は
こ
の
ど
ち
ら
に
当
て
は
ま
る
の

か
。
傾
性
論
者
は
こ
の
問
に
答
え
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ

ン
説
が
与
え
る
説
明
は
、
「
個
々
の
新
し
い
事
例
に
お
い
て
私
が
何
を
な
す

(31) 

べ
き
か
を
私
に
告
げ
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
い
う
「
正
当
化
」
（
「
規
範
性
」
）

の
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
条
件
を
満
た
さ
な
い
か
ぎ

り
、
「
意
味
」
を
「
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
」
で
定
義
す
る
と
い
う
試
み
は
循

環
せ
ざ
る
を
え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ク
リ
プ
キ
は
、
「
結
局
の
と
こ

ろ
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
的
な
説
明
に
対
す
る
ほ
と
ん
ど
全
て
の
反
論
は

こ
の
一
点
〔
正
当
化
の
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
〕
に
帰
着

す
鱈
l

と
述
べ
て
い
る
。

の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、

以
上
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
説
批
判
の
展
開
の
仕
方
は
ク
リ
プ
キ
独
自

デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
説
の
論
駁
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
そ
れ
程
興
味
を
引
く
問
題
で
も
な
か
っ
た
と
言
え

る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
も
デ
ィ

第
三
章
で
述
べ
た
よ
う
に
マ
ッ
ギ
ン
は
、
反
還
元
主
義
的
見
解
が
ク
リ

プ
キ
の
「
懐
疑
的
議
論
」
の
決
定
的
な
反
論
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
て
い

た
の
だ
が
、
さ
ら
に
彼
は
、
還
元
主
義
的
見
解
と
し
て
の
能
力
説
も
「
懐

疑
的
議
論
」
批
判
に
お
い
て
有
効
で
あ
る
と
主
張
し
て
い
る
。
彼
に
よ
れ

ば
、
能
力
説
は
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
説
と
は
別
物
で
あ
り
、
ク
リ
プ
キ
は

両
者
を
同
一
視
す
る
と
い
う
誤
り
を
犯
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
マ
ッ
ギ

ン
が
見
る
両
者
の
相
違
は
簡
単
に
言
う
と
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
あ
る

行
動
を
生
み
出
す
よ
う
作
用
し
て
い
る
諸
要
索
の
総
和
で
あ
り
、
他
方
で

能
力
は
あ
る
特
定
の
状
況
で
行
動
を
決
定
す
る
さ
い
に
働
く
た
だ
―
つ
の

要
索
で
あ
る
と
い
う
点
に
、
あ
る
い
は
「
能
力
」
の
概
念
は
、
ク
リ
プ
キ

が
言
及
し
た
よ
う
な
反
事
実
的
条
件
文
か
ら
導
か
れ
う
る
も
の
よ
り
も
さ

(33) 

ら
に
微
妙
で
限
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
点
に
あ
る
。

確
か
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
次
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

「
知
っ
て
い
る
」
と
い
う
語
の
文
法
は
明
ら
か
に
、
「
能
力
が
あ
る
」

ゃ
「
可
能
で
あ
る
」
と
い
う
語
の
文
法
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
。
し

..... 
ノ‘ ス

ポ
ジ
シ
ョ
ン
説
的
な
説
明
は
批
判
さ
れ
る
べ
き
対
象
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ

ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
説
批
判
に
関
連
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
自
身
の
議

論
は
次
章
で
言
及
さ
れ
る
。

能
力
説
批
判
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か
し
、
そ
れ
は
ま
た
「
理
解
す
る
」
と
い
う
語
の
文
法
と
も
密
接
に
関

係
し
て
い
る
。
（
あ
る
技
術
を
八
習
得
す
る
こ
と
＞
）
（
『
探
究
』
一
五
〇

節）

と
い
う
も
の
を
、

よ
っ
て
と
ら
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
と
考
え
、

一
九
九
節
）

ひ
と
つ
の
文
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ひ
と
つ
の
言
語
を
理
解

す
る
と
い
う
こ
と
。
ひ
と
つ
の
言
語
を
理
解
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
ひ

と
つ
の
技
術
を
習
得
す
る
と
い
う
こ
と
。
（
『
探
究
』

実
際
日
常
の
我
々
の
言
語
の
使
用
に
お
い
て
は
、
「
理
解
し
て
い
る
」
と
か

「
意
味
し
て
い
る
」
と
い
う
言
葉
の
使
い
方
は
、
「
能
力
が
あ
る
」
と
か
「
技

術
を
習
得
し
て
い
る
」
と
い
っ
た
言
葉
の
使
い
方
と
密
接
な
関
係
に
あ
る

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
ゆ
え
、
先
の
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
場
合
と

同
様
に
、
「
あ
る
言
葉
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
そ
の
言
葉
を
使
う

能
力
を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
」
と
い
っ
た
言
い
方
は
可
能
で
あ
り
、

実
際
我
々
は
そ
の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
能
力

デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
の
よ
う
に
反
事
実
的
条
件
文
に

デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン

と
は
違
っ
た
意
味
合
い
の
も
と
に
、
「
あ
る
言
葉
で
あ
る
こ
と
を
意
味
す
る

と
い
う
こ
と
は
そ
の
言
葉
を
使
う
能
力
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と

い
っ
た
言
い
方
を
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
も
言
え
よ
う
。
そ
れ
故

マ
ッ
ギ
ン
の
、
「
あ
る
記
号
を
理
解
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
あ
る
能
力

を
も
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、
あ
る
技
術
を
習
得
し
て
い
る
こ
と
で
あ
り
、

い
る
。

(34) 

そ
し
て
実
践
的
技
能
を
有
し
て
い
る
こ
と
な
の
で
あ
る
」
と
い
う
発
言
に

は
同
意
で
き
る
。
も
し
そ
の
よ
う
な
言
い
方
は
不
当
で
あ
る
と
ク
リ
プ
キ

が
主
張
し
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
誤
り
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
能
力
説
が
正
し
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

能
力
説
の
問
題
点
も
ま
た
、
「
言
語
の
規
範
性
」
と
い
う
視
点
に
お
い
て
明

ら
か
に
な
る
。
マ
ッ
ギ
ン
に
よ
れ
ば
能
力
説
は
「
規
範
性
」
を
次
の
よ
う

味
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、

に
説
明
す
る
。
つ
ま
り
、
「
t
時
に
お
い
て
『
＋
』
で
ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
意

t
時
に
お
い
て
『
＋
』
に
対
し
て
プ
ラ
ス

す
る
能
力
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、

f
時
に
お
い
て
『
＋
』
に
よ
っ

て
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
は
、

f
時
に
お
い
て

t
時
と
同
じ

(35) 

能
力
を
『
＋
』
に
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
る
」
。
こ
れ
に
対
す
る
さ
ら
な
る

説
明
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
な
ぜ
能
力
説
が

「
規
範
性
」
の
問
題
に
答
え
て
い
る
こ
と
に
な
る
の
か
理
解
で
き
な
い
。

そ
の
説
明
は
、
「
理
解
（
意
味
）
す
る
能
力
」
と
い
う
概
念
を
前
提
と
し
て

実
は
マ
ッ
ギ
ン
は
、
「
能
力
」
の
概
念
を
物
理
主
義
的
枠
組
み
の
中
で
論

じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
即
ち
、
意
味
す
る
（
理
解
す
る
）
と
い
う
こ
と
は

脳
の
物
理
的
状
態
と
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
の
脳
の
物
理

的
状
態
は
因
果
的
に
言
語
行
動
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
意

味
す
る
と
い
う
こ
と
は
、
言
語
使
用
を
引
き
起
こ
す
「
因
果
的
源
泉
」
で

あ
る
心
的
状
態
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
さ
ら
に
、
意
味
す
る
と
い

う
こ
と
は
言
語
使
用
の
「
規
範
的
源
泉
」
で
も
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
「
あ
る
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す
る
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。

言
語
使
用
が
な
ぜ
適
切
か
は
、
話
者
に
よ
る
そ
の
言
葉
の
理
解
（
そ
れ
に

よ
っ
て
彼
が
意
味
し
て
い
る
も
の
）
と
の
一
致
を
指
摘
す
る
こ
と
に
よ
っ

(36) 

て
説
明
さ
れ
る
」
か
ら
。
あ
る
こ
と
を
理
解
（
意
味
）
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
脳
の
あ
る
物
理
的
状
態
と
し
て
具
体
化
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か

ら
、
言
語
使
用
の
「
適
切
さ
」
（
「
正
当
性
」
）
は
そ
の
具
体
化
さ
れ
た
理
解

の
状
態
と
の
一
致
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
し

て
こ
こ
で
、
あ
る
記
号
を
理
解
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
こ
と
は
あ
る
能

力
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
視
点
を
媒
介
に
し
て
、
先
の
能
力
説

に
よ
る
「
規
範
性
」
の
説
明
を
次
の
よ
う
に
言
い
直
す
こ
と
が
で
き
よ
う
。

す
な
わ
ち
、

t
時
に
「
＋
」
で
ア
デ
ィ
シ
ョ
ン
を
意
味
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
は
、

t
時
に
「
＋
」
に
プ
ラ
ス
す
る
と
い
う
‘
脳
の
あ
る
物
理
的
状

態
と
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
能
力
を
結
び
つ
け
る
こ
と
で
あ
り
、

f
時
に

「
+
」
で
同
じ
こ
と
を
意
味
す
る
と
は
、

f
時
に

t
時
と
同
じ
能
力
（
脳

の
あ
る
物
理
的
状
態
と
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
）
を
「
＋
」
に
結
び
つ
け

る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
説
明
は
成
功
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ポ
イ
ン

ト
は
、
「
脳
の
物
理
的
状
態
」
と
い
う
概
念
の
位
箇
付
け
で
あ
る
。

こ
の
問
題
に
関
し
て
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
あ
ま
り
論
じ
て
い

な
い
の
だ
が
、
本
論
第
四
章
の
引
用

(D)
で
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ

ン
の
議
論
が
こ
こ
で
関
係
し
て
く
る
。
そ
こ
で
の
議
論
は
デ
ィ
ス
ポ
ジ

シ
ョ
ン
と
の
関
連
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン

説
に
関
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
議
論
は
同
時
に
、
能
力
説
に
関

引
用

(D)
で
言
わ
れ
て
い
る
の
は
要
す
る
に
、
あ
る
人
が

A
B
C
の

知
識
を
も
っ
て
い
る
か
ど
う
か
を
我
々
は
、
彼
に
よ
る
そ
の
知
識
の
実
際

の
適
用
か
ら
判
断
す
る
の
で
あ
っ
て
、
彼
の
脳
の
状
態
を
調
べ
る
こ
と
に

よ
っ
て
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
関
し
て
、
し
か
し
だ
か

ら
と
い
っ
て
、
実
際
に
彼
の
脳
の
中
が
お
が
く
ず
で
一
杯
で
あ
っ
て
も
か

ま
わ
な
い
と
い
う
こ
と
が
帰
結
す
る
わ
け
で
は
な
い
と
マ
ッ
ギ
ン
は
言

う
。
確
か
に
、
『
断
片
』
六

0
八
ー
六
一

0
節
で
の
論
述
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
が
こ
の
よ
う
な
帰
結
を
受
け
入
れ
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
わ

せ
る
も
の
で
あ
る
。

マ
ッ
ギ
ン
に
よ
る
と
、

理
解
の
状
態
は
脳
の
状
態
に
還
元
可
能
で
あ
る

と
い
う
強
い
主
張
を
す
る
必
要
は
な
い
。
し
か
し
、
「
い
か
な
る
理
解
状
態

、
、
、
、
、
、

も
何
ら
か
の
形
で
物
理
的
状
態
と
し
て
実
現
さ
れ
て
お
り
、
前
者
が
因
果

(37) 

的
な
力
を
持
つ
の
は
後
者
に
何
ら
か
の
基
礎
を
持
つ
か
ら
で
あ
る
」
。
こ
の

考
え
方
が
、
引
用

(D)
で
注
意
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
、
理
解
帰
属
の
非

行
動
的
な
規
準
を
導
入
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ウ
ィ
ト

ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
的
な
反
論
に
対
し
て
、
マ
ッ
ギ
ン
は
次
の
よ
う
な
返
答

を
用
意
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
あ
る
脳
の
物
理
的
状
態
が
あ
る
言
葉
の

理
解
の
物
理
的
基
礎
で
あ
る
と
い
う
資
格
が
与
え
ら
れ
る
の
は
、
話
者
に

よ
る
そ
の
言
葉
の
実
際
の
使
用
を
説
明
す
る
際
に
そ
の
脳
の
物
理
的
状
態

が
適
切
な
役
割
を
演
じ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
言
い
換
え
る
と
、

「
あ
る
人
に
あ
る
心
的
状
態
が
帰
属
さ
せ
ら
れ
る
の
は
、
彼
が
正
当
な
行

動
を
示
し
た
場
合
だ
け
で
あ
り
、
ま
た
脳
の
状
態
が
こ
の
心
的
状
態
を
実
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ク
リ
プ
キ
の
懐
疑
論
の
テ
ー
ゼ
は
、
「
私
が

i
を
意
味
す
る
」
と
い
う
よ

う
な
「
事
実
」
は
存
在
し
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
こ
か
ら
、
「
意

味
」
な
る
も
の
の
観
念
は
ま
っ
た
＜
雲
散
霧
消
し
て
し
ま
い
、
言
語
は
す

七
結
論
と
課
題

現
す
る
の
は
、
そ
れ
が
こ
の
行
動
の
因
果
的
な
原
因
と
な
っ
て
い
る
場
合

(38) 

だ
け
な
の
で
あ
る
」
。

だ
が
、
そ
う
す
る
と
つ
ま
り
、
引
用

(D)
で
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

イ
ン
と
同
様
マ
ッ
ギ
ン
も
ま
た
、
発
話
者
が
何
を
理
解
（
意
味
）
し
て
い

る
か
は
、
彼
の
実
際
の
言
語
行
動
か
ら
独
立
に
、
脳
の
神
経
系
の
吟
味
に

よ
っ
て
確
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
認
め
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
彼
が
何
を
意
味
し
て
い
る
か
が
決
定
さ
れ
る
の
は
、
そ
の
人
が
実
際

ど
の
よ
う
な
言
語
使
用
を
す
る
の
か
と
い
う
こ
と
に
よ
っ
て
な
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
「
脳
の
物
理
的
状
態
」
と
い
う
概
念
は
、
理
解
・
意
味
（
能

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

、

カ
）
を
経
験
的
・
因
果
的
に
基
礎
付
け
、
そ
の
働
き
を
経
験
的
・
因
果
的

に
説
明
す
る
と
い
う
点
に
そ
の
役
割
が
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

生
理
的
心
理
学
は
経
験
科
学
と
し
て
因
果
的
研
究
を
行
な
う
。
し
か
し
、

経
験
的
・
因
果
的
研
究
を
い
く
ら
積
み
重
ね
て
も
「
言
語
規
則
の
規
範
性
」

に
は
到
逹
し
な
い
。
そ
れ
は
、
理
解
（
意
味
）
す
る
能
力
を
前
提
と
し
て

い
る
の
だ
。
ク
リ
プ
キ
が
問
題
と
し
て
い
た
「
言
語
規
則
の
規
範
性
」
は

(39) 

依
然
と
し
て
説
明
さ
れ
な
い
ま
ま
な
の
で
あ
る
。

べ
て
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
結
論
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
ク
リ
プ

キ
の
発
言
が
出
て
く
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
立
場
は
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
も
の
で
は
な
い
し
、
我
々
の
実
際
の
言
語
活

動
と
も
噛
み
合
っ
て
い
な
い
。

だ
が
、
ク
リ
プ
キ
の
「
懐
疑
的
議
論
」
に
は
別
の
議
論
の
道
筋
が
存
在

し
て
い
る
ー
|
こ
れ
が
論
者
の
読
解
で
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
我
々
が
そ
れ

ぞ
れ
「
私
は
ー
を
意
味
し
て
い
る
」
と
言
う
と
き
の
「
言
語
使
用
の
正
当

化
」
（
「
言
語
規
則
の
規
範
性
」
）
の
問
題
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
。
質
的

状
態
説
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
説
等
々
の
哲
学
理
論
は
こ
の
問
題
に
答
え

よ
う
と
し
て
い
る
が
、
結
局
失
敗
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
哲
学

理
論
は
、
自
己
の
本
質
的
論
点
で
あ
る
「
言
語
使
用
の
正
当
化
」
と
い
う

概
念
の
説
明
に
成
功
し
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
こ
の
「
言
語
使
用
の
正
当

化
」
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
の
哲
学
理
論
の
論
駁
こ
そ
が
、
ク
リ
プ
キ
の

「
懐
疑
的
議
論
」
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
を
結
ぶ
論
点
と
し
て
注
目

す
べ
き
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
し
そ
う
だ
と
す
る
な
ら
、

「
私
が
i
を
意
味
す
る
」
と
い
う
「
事
実
」
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
り
、

言
語
は
無
意
味
で
あ
る
と
い
う
結
論
と
は
別
の
結
論
が
ク
リ
プ
キ
の
「
懐

疑
的
議
論
」
に
お
い
て
見
て
取
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

、
、
、
、
、
、
、

す
な
わ
ち
、
我
々
が
お
の
お
の
行
な
う
言
葉
の
適
用
は
「
暗
黒
の
中
に
お

(40) 

け
る
正
当
化
さ
れ
な
い
跳
躍
」
な
の
で
あ
る
。
「
懐
疑
的
議
論
の
核
心
は
、

我
々
は
究
極
的
に
は
我
々
の
行
為
を
正
当
化
し
う
る
い
か
な
る
理
由
も
な

し
に
行
為
す
る
レ
ベ
ル
に
ま
で
至
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
我
々
は
躊
躇
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決
」
の
議
論
と
関
連
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、

「
言
語
使
用
の
正
当
化
」
（
「
規
則
に
従
う
」
）

論
は
こ
れ
で
終
わ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

「
適
用
の
そ
の
つ
ど
、
我
々
が
八
規
則
に
従
う
＞
と
か
八
規
則
に
反
す
る

V

と
呼
ぶ
こ
と
の
う
ち
に
お
の
ず
と
現
わ
れ
て
く
る
規
則
把
握
が
あ
る
」

（
『
探
究
』
二

O
一
節
）
と
言
っ
て
い
た
。
「
言
語
使
用
の
正
当
化
」
と
い

う
議
論
に
は
さ
ら
に
先
が
あ
る
の
だ
。
こ
の
問
題
は
、
ク
リ
プ
キ
の
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
解
釈
の
も
う
一
方
の
構
成
要
索
で
あ
る
「
懐
疑
的
解

注
(
1
)
 
S
a
u
l
 A
.
 K
r
i
p
k
e
,
 
Wittgenstein o
n
 R
u
l
e
s
 a
n
d
 Private Lo,ngw_
怨
"
H
a
r
 ,
 

v
a
r
d
 
University 
Press, 
1
9
8
2
.
 

本
論
引
用
文
中
の
傍
点
の
あ
る
も
の
は
原

文
で
は
イ
タ
リ
ッ
ク
体
で
あ
る
。

(
2
)
 
L
u
d
w
i
g
 Wittgenstein, 
Philosoph
蒋斎
e
u
n
t
e
苔
答
答
塁
g
e
n
"
s己
r
r
k
a
m
p

t
a
s
c
h
e
n
b
u
c
h
 wissenschaft 5
0
1
.
 

(
3
)
後
半
部
分
に
つ
い
て
は
別
の
機
会
に
論
じ
る
予
定
で
あ
る
。

(
4
)
 
K
r
i
p
k
e
,
 
op. 
cit., 
p. 7
,
 
p. 6
0
.
 

(5)
黒
崎
宏
氏
は
こ
の
よ
う
な
解
釈
を
し
て
い
る
（
補
遺
「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

規
則
に
従
っ
て
い
る
と
き
、

、
、
、
、

私
は
規
則
に
盲
目
的
に
従
っ
て
い
る
。

イ
ン
も
次
の
よ
う
に
記
す
。

、
、
、
、

(41)

な
し
に
、
し
か
し
盲
目
的
に
行
為
す
る
の
で
あ
る
」
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ

（
『
探
究
』
ニ
―
九
節
）

私
は
選
択
を
し
な
い
。

に
つ
い
て
の
議

の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
」
、
『
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
哲
学
的
探
求
第
II
部

解
』
（
産
業
図
書
、
一
九
九
四
年
）
―
二
五
I

一
四
―
頁
を
見
よ
）
。

(
6
)

匂
ipke,
0
 p. 
cit., 
pp. 7
-
2
2
.
 

(
7
)
 
Ibid., 
p. 7
1
.
 
Cf. 
ibid., 
p. 2
2
.
 

(
8
)
 
Cf. 
Colin M
c
G
i
n
n
,
 
Wittgenstein 
o
n
 M
e
a
n
i
n
g
,
 
Basil 
B
l
a
c
k
w
e
l
l
 ,
 

1
9
8
4
,
 
p
.
 6
2
.
 

(
9
)

匂
ipke,
op. 
cit., 
p. 2
1
.
 

(10) 
Ibid., 
p. 6
9
.
 

(11) 
Ibid., 
p. 8
6
.
 

(12)
ク
リ
プ
キ
は
、
こ
の
見
解
に
対
す
る
反
論
に
言
及
し
た
後
で
、
そ
の
反
論
に
対
す

る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
返
答
と
し
て
、
「
我
々
の
言
語
に
お
い
て
真
理
関

数
の
計
算
が
適
用
さ
れ
る
文
、
そ
れ
を
我
々
は
命
題
と
呼
ぶ
の
で
あ
り
、
そ
し
て

そ
れ
ゆ
え
我
々
は
そ
れ
を
真
と
か
偽
と
か
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
真
理
関

数
の
計
算
が
あ
る
文
に
適
用
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
は
ま
さ
に
、
我
々
の
言
語
ゲ
ー

ム
に
お
け
る
根
源
的
部
分
で
あ
り
、
よ
り
深
い
部
分
か
ら
の
説
明
を
受
け
る
な
ど

と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
の
で
あ
る
」

(ibid.)
と
い
う
説
明
を
与
え
て
い
る
。

だ
が
、
ク
リ
プ
キ
自
身
の
議
論
か
ら
す
れ
ば
こ
の
説
明
は
奇
妙
で
あ
る
。
な
ぜ
な

ら
、
こ
の
説
明
か
ら
す
る
と
、
あ
る
文
を
「
真
」
と
か
「
偽
」
と
か
呼
ぶ
こ
と
は

正
当
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

(13) 
M
c
G
i
n
n
,
 0
 p. 
cit., 
p
p
.
 1
5
0ー

1
5
1
.

(14) 
Ibid., 
p. 1
5
1
.
 

(
1
5
)
K
ユp
k
e
,
0
 p. 
cit., 
p. 5
1
.
 

(16) 
Ibid., 
p. 4
1
.
 

(17)テ
id.,
p
.
 5
1
.
 

(18)
テ
id.,
p
.
 
4
3
.
 

〔
〕
内
は
論
者
の
補
足
。
以
下
同
様
。

(19)テ
id.,
p
.
 
5
3
.
 

(20) 
M
c
G
i
n
n
,
 0
 p. 
cit., 
p
p
.
 1
5
9ー

164.

(21)
テ
id.,
p
.
 
164. 

(22) 
K
r
i
p
k
e
,
 0
 p. 
cit., 
p. 4
1
.
 

(23)
ク
リ
プ
キ
の
議
論
の
仕
方
は
、
言
葉
の
過
去
の
使
用
法
と
現
在
の
使
用
法
を
区
別 ＊冗''" n
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し
、
そ
の
間
の
一
致
関
係
を
問
う
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
定
式
化
は
、
ク

リ
プ
キ
自
身
が
認
め
て
い
る
よ
う
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
定
式
化
と
は

異
な
っ
た
も
の
で
あ
る

(ibid.,
pp. 1
2ー

1
3
)

。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、

「
私
が
言
葉
を
使
う
と
き
、
ど
の
よ
う
に
し
て
言
葉
の
規
則
は
そ
の
適
用
を
確
定

す
る
の
か
」
と
い
っ
た
言
い
方
を
し
て
い
る
。
だ
が
、
こ
の
相
違
は
こ
こ
で
は
問

題
で
は
な
い
。
な
ぜ
な
ら
私
は
、
「
言
語
使
用
の
正
当
化
」
（
「
言
語
規
則
の
規
範

性
」
）
と
い
う
側
面
に
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
と
ク
リ
プ
キ
の
つ
な
が
り
を
見

い
だ
し
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
。

(24)
ク
リ
ス
ピ
ン
・
ラ
イ
ト
は
ク
リ
プ
キ
を
批
判
し
て
、
「
人
が
以
前
に
『
ミ
ド
リ
』
と

い
う
語
で
意
味
し
て
い
た
こ
と
は
、
あ
る
種
の
一
般
的
な
意
図
直
観
的
な
考

え
方
に
従
っ
て
考
え
ら
れ
る
と
こ
ろ
の
意
図
ー
を
も
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と

、
、
、
、
、
、

に
あ
る
、
こ
う
考
え
る
と
特
に
居
心
地
が
よ
く
な
る
と
い
う
の
が
論
点
で
は
な

い
。
懐
疑
論
的
議
論
は
こ
の
提
案
を
退
け
る
だ
け
の
破
壊
力
を
絶
対
に
も
っ
て
い

な
い
と
い
う
の
が
論
点
な
の
で
あ
る
」

(Crispin
W
r
i
g
h
t
,
 
"
K
r
i
p
k
e
'
s
 
A
c
 ,
 

c
o
u
n
t
 of the A
r
g
u
m
e
n
t
 against Private L
a
n
g
u
a
g
e
"
,
 
the j
o
u
r
n
a
l
 o
f
 

塁
苓
sophy
L
X
X
X
I
 (
1
9
8
4
)
 ,
 p. 

777)
と
述
べ
て
い
る
。
「
ー
を
意
図
（
意
味
）

し
て
い
た
」
と
い
っ
た
表
現
を
我
々
は
実
際
日
常
使
う
よ
う
に
使
っ
て
い
る
の
で

あ
る
。
だ
が
そ
れ
は
、
意
図
（
意
味
）
に
つ
い
て
の
哲
学
的
な
分
析
に
従
っ
て
我
々

が
言
語
を
使
用
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。

(25) 
L
u
d
w
i
g
 Wittgenstein, 
Zettel, 
s
u
h
r
k
a
m
p
 t
a
s
c
h
e
n
b
u
c
h
 w
i
s
s
e
n
s
c
h
a
f
t
 

5
0
8
.
 

(26) 
L
u
d
w
i
g
 Wittgenstein, 
B
e
m
e
r
k
u
n
g
e
n
蓉
e
r
die 
Philosophie 
d
e
r
 P: 埓

cholo唸
è

s
u
h
r
k
a
m
p
 t
a
s
c
h
e
n
b
u
c
h
 wissenschaft 5
0
7
.
 

(27) 
M
c
G
i
n
n
,
 op. 
cit., 
p_ 
7
4
.
 

(28)
ク
リ
プ
キ
自
身
も
こ
の
点
に
気
づ
い
て
い
た
。

S
e
e
K
r
i
p
k
e
,
 
op. 
cit., 
p. 

2
5
,
 
p
.
 
4
8
.
 

(29)
テ
id.,
p
.
 2
3
.
 

(30) 
Ibid. ̀

 pp
.
 2
6
-
3
2
.
 

(31)
テ
id.,
p
.
 
2
4
.
 

(32) 
Ibid. 

(33) 
M
c
G
i
n
n
,
 0
 p. 
cit., 
p
p
.
 1
7
2ー

1
7
4
.

(34)
テ
id.,
P
.
 3
0
.
 

(35) 
Ibid., 
P
.
 1
7
4
.
 

(36)
テ
id.,
P
.
 
llO. 

(37) 
Ibid., 
P
.
 
ll3. 

(38) 
Ibid., 
p. 
ll6. 

(39)
マ
ッ
ギ
ン
は
、
第
三
章
の
注

(32)
で
、
心
の
状
態
の
証
拠
と
し
て
脳
の
状
態
を
派

生
的
に
使
う
可
能
性
に
言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ひ
と
た
び
行
動
規
準
に
基
づ
い

て
心
的
状
態
を
あ
る
人
に
帰
属
さ
せ
た
な
ら
、
何
が
そ
れ
と
対
応
す
る
脳
の
状
態

で
あ
る
か
確
定
で
き
、
そ
の
後
は
行
動
と
は
独
立
に
こ
れ
に
頼
る
こ
と
が
で
き

る
」
。
そ
し
て
こ
れ
に
続
け
て
、
「
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
必
然
的
に
派
生
的
で

あ
り
、
つ
ね
に
最
初
の
行
動
規
準
に
応
じ
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
」
と
述
べ
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
マ
ッ
ギ
ン
が
何
を
言
い
た
い
の
か
は
明
確
で
は
な
い
が
、
お
そ

ら
く
言
語
使
用
の
因
果
的
基
礎
で
あ
る
も
の
が
同
時
に
規
範
的
基
礎
で
あ
る
と

い
う
こ
と
を
保
障
し
た
い
が
た
め
に
こ
の
よ
う
な
こ
と
を
言
い
出
し
た
の
で
あ

ろ
う
。
だ
が
そ
れ
は
無
駄
で
あ
ろ
う
。
こ
の
可
能
性
は
、
必
然
的
に
派
生
的
で
あ

り
、
つ
ね
に
最
初
の
行
動
規
準
に
応
じ
る
も
の
な
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は

言
語
行
動
を
前
提
す
る
の
だ
。
ま
た
、
脳
の
物
理
的
状
態
が
確
定
さ
れ
る
と
言
わ

れ
る
が
、
こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。
生
理
的
心
理
学
が
最
終
的
に
、

意
味
と
対
応
す
る
脳
の
物
理
的
状
態
を
、
こ
れ
以
外
に
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
仕

方
で
確
定
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
し
か
し
、
経
験
科
学
理
論
は
た
だ
一

つ
に
決
ま
る
も
の
な
の
か
。
複
数
可
能
で
は
な
い
の
か
（
経
験
理
論
の
決
定
不
全

性
）
。
す
な
わ
ち
、
意
味
を
構
成
す
る
物
理
的
状
態
が
ど
う
い
う
も
の
か
も
採
用
す

る
理
論
に
相
対
的
に
の
み
決
ま
る
も
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

さ
ら
に
マ
ッ
ギ
ン
は
、
第
三
章
の
注

(33)
で
、
同
一
の
理
解
状
態
が
異
な
っ
た

物
理
的
原
因
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
。
だ
が
そ
う
す
る

と
、
異
な
っ
た
理
解
状
態
が
同
一
の
物
理
的
原
因
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
る
と
い
う

可
能
性
は
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は
、
同
一
の
理
解
状
態
が
人
そ
れ
ぞ
れ
で

異
な
っ
た
物
理
的
原
因
に
よ
っ
て
実
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
、
さ
ら
に
同

一
人
物
に
お
い
て
さ
え
そ
の
時
々
に
よ
っ
て
異
な
っ
た
物
理
的
原
因
に
よ
っ
て
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同
一
の
理
解
状
態
が
実
現
さ
れ
て
い
る
と
い
う
可
能
性
は
な
い
の
か
。

デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
説
に
お
い
て
も
、
デ
ィ
ス
ポ
ジ
シ
ョ
ン
は
脳
の
物
理
的
状

態
と
し
て
実
現
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。
デ
ィ
ス
ポ
ジ

シ
ョ
ン
説
と
の
関
係
で
マ
ッ
ギ
ン
と
基
本
的
に
同
じ
立
場
か
ら
ク
リ
プ
キ
批
判

を
展
開
す
る
も
の
と
し
て
次
の
論
文
が
あ
る
。

W
a
r
r
e
n
G
o
l
d
f
a
r
b
,
 
"
K
r
i
p
k
e
 

o
n
 W
i
t
t
g
e
n
s
t
e
i
n
 
o
n
 R
u
l
e
s
"
,
 
the 
J
o
u
r
n
a
l
 
o
f
 P
h
i
l
o
s
o
p
h
y
 
L
X
X
X
I
I
 

(
1
9
8
5
)
.
 

こ
こ
で
も
、
争
点
で
あ
る
「
言
語
使
用
の
正
当
性
」
（
「
言
語
規
則
の
規

範
性
」
）
の
問
題
に
つ
い
て
の
誤
解
が
あ
る
。

(40)

臣
p
k
e
`
 
o
p
.
 
cit., 
p. 
1
5
.
 
Cf. 
ibid., 
p. 
10, 
p. 
1
7
,
 
p. 2
3
 `
 
p, 5
5
.
 

(41) 
Ibid. 
｀
 
p. 8
7
.
 
Cf. 
ibid., 
p. 
1
7
.
 

（
お
お
い
し
と
し
ひ
ろ
大
学
院
博
士
後
期
課
程
単
位
取
得
退
学
）
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