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道
徳
の
根
拠
へ
の
聞
い
覚
書

1

1

言
語
、
ゲ
!
ム
と
し
て
の
道
徳
l

l

は
じ
め
に

「
な
ぜ
、
道
徳
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
。
」
こ
う
し
た
陪
い
に

有
効
な
回
答
を
提
示
す
る
た
め
に
は
、
道
徳
を
基
礎
づ
け
る
根
拠
、
理
由

を
示
す
必
要
が
あ
る
。
だ
が
、
実
際
に
こ
う
し
た
向
い
を
前
に
す
る
と
、

わ
れ
わ
れ
は
し
ば
し
ば
困
惑
す
る
。
と
い
う
の
も
、
普
段
道
徳
的
行
為

を
行
う
場
合
、
必
ず
し
も
根
拠
を
確
認
し
な
が
ら
道
徳
に
従
っ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
か
ら
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
摂
拠
を
意
識
す
る
こ
と
な
く
道
徳

を
受
容
で
き
て
い
る
こ
と
に
よ
り
、
当
為
と
し
て
道
徳
的
行
動
が
で
き
て

い
る
と
も
い
え
る
。
こ
う
し
た
実
践
的
感
覚
に
却
し
て
い
え
ば
、
「
な
ぜ
」

と
い
う
間
い
に
は
、
「
そ
う
い
う
も
の
だ
か
ら
」
と
し
か
答
え
よ
う
が
な

い
の
が
率
直
な
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。

道
徳
に
関
し
て
「
な
ぜ
」
と
問
わ
れ
な
い
、
つ
ま
り
、
道
徳
が
前
提
と

し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
当
為
と
し
て
道
徳
的
行
為
が
行

わ
れ
る
た
め
の
重
要
な
条
件
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
根
拠
が
確
認
さ
れ
な

い
な
ら
ば
、
誰
も
が
道
徳
を
遵
守
す
る
と
い
う
保
証
も
な
く
な
る
。
も
し

そ
う
な
る
と
、
社
会
の
安
定
が
大
き
く
損
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
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智

い
。
た
と
え
ば
、
「
人
の
生
命
は
大
切
で
あ
る
」
と
い
う
根
拠
か
ら
、
「
人

を
殺
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
道
徳
が
遵
守
さ
れ
て
い
れ
ば
、
わ
れ
わ

れ
は
安
心
し
て
活
動
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
同
様
の
根
拠
に
基

づ
き
道
徳
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
な
ら
ば
、
自
分
の
周
り
に
い
る
人
間
が

ど
の
よ
う
な
理
由
で
人
を
殺
し
て
い
な
い
の
か
理
解
で
き
な
く
な
る
、
つ

ま
り
、
い
つ
人
を
殺
す
か
わ
か
ら
な
い
、
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
安
心
で

き
る
状
況
が
消
滅
し
て
し
ま
う
。
か
つ
て
、
殺
人
の
動
機
と
し
て
「
人
を

殺
す
経
験
を
し
て
み
た
か
っ
た
」
と
供
述
し
た
高
校
生
が
い
た
が
、
彼
の

発
言
が
衝
撃
を
与
え
た
の
は
、
道
徳
が
共
有
さ
れ
な
い
可
能
性
を
、
リ
ア

リ
テ
ィ
を
持
っ
て
人
々
に
意
識
さ
せ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
に
、
当
為
と
し
て
道
徳
的
行
為
が
行
わ
れ
る
た
め
に
は
、
道

徳
が
前
提
と
し
て
共
有
さ
れ
て
い
る
、
い
い
か
え
れ
ば
、
疑
い
な
く
受
け

入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
条
件
と
な
る
。
さ
ら
に
、
共
有
さ
れ
な
い
こ
と

に
よ
る
不
都
合
を
避
け
る
た
め
、
こ
の
こ
と
は
社
会
の
参
与
者
全
員
に
求

め
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
に
は
、
道
徳
が
般
国
と
し
た
根
拠
に
よ
っ
て
基
礎

づ
け
ら
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
し
か
し
、
全
員
が
承
認
で
き
る
根
拠
は
、

そ
も
そ
も
存
在
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
た
と
え
ば
、
「
な
ぜ
人
を
殺
し
て
は
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い
け
な
い
の
か
」
、
つ
ま
り
、
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
と
い
う
道
徳
の

根
拠
と
し
て
、
宗
教
、
法
律
、
応
報
主
義
、
良
心
、
関
憶
な
ど
、
様
々
な

根
拠
を
提
示
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
い
ず
れ
も
、
万
人

に
対
し
て
説
得
力
を
有
し
う
る
よ
う
な
摂
拠
足
り
え
て
い
る
わ
け
で
は
な

い
。
ま
た
、
そ
も
そ
も
あ
る
根
拠
の
有
効
性
を
示
す
こ
と
も
容
易
で
は
な

い
。
と
い
う
の
も
、
そ
れ
を
示
す
た
め
に
は
、
そ
の
有
効
性
を
基
礎
づ
け

る
根
拠
が
さ
ら
に
必
要
と
な
り
、
結
局
無
間
以
後
退
に
陥
っ
て
し
ま
う
か
ら

で
あ
る
。
そ
れ
で
も
何
等
か
の
根
拠
を
承
認
す
る
よ
う
強
い
る
な
ら
ば
、

強
い
ら
れ
る
側
に
と
っ
て
の
道
徳
は
、
当
為
で
は
な
く
単
な
る
強
制
と
な

る
で
あ
ろ
う
。

わ
れ
わ
れ
は
、
こ
こ
で
、
ジ
レ
ン
マ
に
陥
っ
て
し
ま
う
。
つ
ま
り
、
当

為
と
し
て
道
徳
的
行
為
を
行
う
た
め
に
は
、
確
固
と
し
た
道
徳
の
根
拠
づ

け
が
必
要
で
あ
る
が
、
他
方
で
、
そ
の
根
拠
づ
け
が
、
道
徳
を
共
有
し
遵

守
す
る
こ
と
を
妨
げ
か
ね
な
い
。
そ
こ
で
、
本
論
で
は
、
道
徳
の
根
拠
づ

け
が
は
ら
む
困
難
さ
を
ふ
ま
え
た
上
で
、
こ
の
よ
う
な
ジ
レ
ン
マ
を
克
服

し
た
道
徳
の
あ
り
方
は
な
い
か
、
特
に
、
道
徳
の
根
拠
が
絶
対
的
で
な
い
、

そ
れ
ゆ
え
道
徳
が
遵
守
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
認
め
た
上
で
、

そ
れ
で
も
当
為
と
し
て
道
徳
的
行
為
を
行
う
べ
き
で
あ
る
と
い
え
る
可
能

性
を
考
え
て
み
た
い
。
こ
う
し
た
前
提
自
体
、
従
来
の
道
徳
の
議
論
か
ら
、

あ
る
い
は
わ
れ
わ
れ
の
道
徳
感
覚
か
ら
す
る
と
特
異
で
あ
る
か
も
し
れ
な

い
の
で
、
議
論
が
錯
綜
し
な
い
よ
う
前
提
が
妥
当
で
あ
る
か
の
確
認
を
含

め
て
、
考
察
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。

2 

道
徳
の
摂
拠
づ
け
が
は
ら
む
問
題

i
宮
内
邦
人
い
に
お
け
る
「
道
徳
の
飽
者
」

i
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ま
ず
最
初
に
、
道
徳
の
根
拠
が
承
認
さ
れ
な
い
場
面
を
確
認
し
て
お
き

た
い
。
提
示
さ
れ
た
根
拠
を
承
認
し
な
い
態
度
は
、
通
常
の
道
徳
感
覚
か

ら
す
る
と
、
即
座
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
し
た
態
度

は
、
道
徳
に
従
う
こ
と
を
避
け
る
た
め
の
言
い
逃
れ
か
、
さ
も
な
く
ば
巽

常
者
が
一
部
す
も
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
根
拠
へ

の
疑
問
を
認
め
て
し
ま
う
と
、
そ
の
説
得
は
無
限
後
退
に
賂
り
不
毛
な
議

論
に
終
始
す
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
理
由
で
、
根
拠
が
承
認
さ
れ

な
い
場
面
を
想
定
す
る
こ
と
は
、
そ
も
そ
も
考
慮
に
値
し
な
い
と
判
所
さ

れ
る
こ
と
が
あ
る
。
で
は
、
も
し
、
そ
う
し
た
想
定
が
道
認
の
議
論
に
お

い
て
検
討
に
髄
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
意
義
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
は
、
カ
ミ
ュ
の
小
説
「
巽
邦
人
」
を
題
材
と
し
て
考
察
し
て
い
く

こ
と
に
す
る
。

「
呉
邦
人
」
の
前
半
部
(
第
一
部
)
で
は
、
主
人
公
ム
ル
ソ

i
が
、
殺

人
を
犯
す
ま
で
の
過
程
が
描
か
れ
る
。
そ
こ
で
は
、
事
件
が
起
こ
る
ま
で

の
出
来
事
が
、
時
系
列
に
従
っ
て
描
写
さ
れ
て
い
く
。
小
説
は
「
母
の
死
」

か
ら
始
ま
る
が
、
そ
れ
に
つ
い
て
も
、
葬
式
ま
で
の
事
の
推
移
が
中
心
に

書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
後
も
、
旧
知
の
女
性
や
ア
パ
ー
ト
の
隣
人
と
の
交

遊
と
い
っ
た
自
常
が
淡
々
と
描
写
さ
れ
、
同
じ
調
子
で
殺
人
の
シ

i
ン
に

至
る
。
事
件
そ
の
も
の
は
隣
人
レ
エ
モ
ン
の
ト
ラ
ブ
ル
に
関
わ
っ
た
結
果

に
す
ぎ
ず
、
小
説
の
中
で
、
殺
人
が
ム
ル
ソ

i
に
と
っ
て
特
別
な
意
味
を

も
つ
よ
う
に
は
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
な
い
。



後
半
部
(
第
二
部
)
で
は
、
逮
捕
さ
れ
た
ム
ル
ソ

i
の
、
裁
判
や
刑
務

所
で
の
出
来
事
が
描
か
れ
る
。
ム
ル
ソ
ー
に
は
、
裁
判
が
自
分
と
は
関
係

の
な
い
と
こ
ろ
で
行
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
、
検
事
と
弁
護
士
と
の
や

り
取
り
、
証
人
の
証
言
を
ど
こ
か
他
人
事
の
よ
う
に
眺
め
て
い
た
。
そ
し

て
、
自
分
に
は
殺
意
が
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
殺
害
の
理
由
は
「
太
陽

の
せ
い
だ
」

ω
と
い
う
。
ま
た
、
刑
務
所
の
中
で
は
、
司
祭
と
の
噛
み
合

な
い
や
り
取
り
が
あ
り
、
司
祭
の
無
理
解
さ
に
い
ら
だ
っ
。
そ
し
て
、
処

刑
の
自
は
人
々
の
増
悪
で
迎
え
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
、
と
い
う
一
文
で
締

め
く
く
ら
れ
る
。

小
説
で
描
か
れ
る
ム
ル
ソ

i
の
発
一
言
や
行
動
は
、
一
賞
し
て
い
な
か
っ

た
り
、
常
識
的
に
は
理
解
し
が
た
い
内
容
で
あ
る
た
め
、
不
条
理
で
あ
る

と
評
価
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
確
か
に
、
殺
人
の
理
由
を
「
太
陽
の
せ
い
」

と
す
る
の
は
、
通
常
の
道
認
感
覚
か
ら
理
解
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
本

論
と
の
関
連
で
い
え
ば
、
人
を
殺
す
か
否
か
は
道
徳
で
は
な
く
、
太
陽
の

存
在
に
関
わ
る
と
い
う
主
張
は
、
に
わ
か
に
は
首
肯
し
が
た
い
。
で
は
、

ム
ル
ソ

i
は
、
異
常
者
な
の
か
、
あ
る
い
は
、
罪
を
逃
れ
る
た
め
に
強
弁

し
て
い
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
何
か
別
の
理
由
を
抱
え
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。

も
し
、
道
徳
の
根
拠
が
承
認
さ
れ
、
道
徳
が
共
有
さ
れ
て
い
る
な
ら
ば
、

そ
れ
に
基
づ
い
て
行
為
の
善
悪
が
議
論
さ
れ
る
。
裁
判
で
は
、
善
悪
の
判

断
能
力
に
し
た
が
っ
て
行
動
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
法
律
の
根

拠
を
前
提
し
、
行
為
の
道
徳
性
が
関
わ
れ
る
。
小
説
で
も
、
検
察
側
は
ム

ル
ソ

l
が
母
の
死
を
悼
ま
ず
、
葬
式
の
翌
日
に
は
女
性
と
交
遊
す
る
な
ど

の
出
来
事
か
ら
、
判
断
能
力
が
あ
る
の
に
不
道
徳
を
行
う
人
間
で
あ
る
こ

と
を
強
調
し
、
有
罪
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
弁
護
士
は
、

母
の
苑
が
ム
ル
ソ
!
の
判
断
能
力
を
狂
わ
せ
て
、
殺
人
を
犯
し
て
し
ま
っ

た
と
、
情
状
酌
量
を
要
求
す
る
。
裁
判
で
は
、
立
場
は
対
立
す
る
が
、
判

断
能
力
と
行
為
と
の
関
係
と
い
う
、
法
律
の
根
拠
を
前
提
と
し
た
上
で
の

議
論
の
枠
組
が
存
在
す
る
。

だ
が
、
ム
ル
ソ

i
は
、
検
察
、
弁
護
士
ど
ち
ら
の
立
場
に
も
詞
意
し
な

い
。
彼
は
、
裁
判
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
仕
方
で
の
罪
の
意
識
を
も
つ
で

も
な
く
、
反
対
に
刑
を
逃
れ
よ
う
と
も
し
な
い
。
そ
う
し
た
態
度
は
、
自

分
の
生
と
議
離
し
た
と
こ
ろ
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
道
徳
、
法
律
制
度

自
体
に
対
す
る
彼
の
い
ら
だ
ち
に
よ
っ
て
い
る
。

「
新
聞
は
し
ば
し
ば
社
会
に
対
す
る
負
債
に
つ
い
て
語
る
。
彼
ら
に
よ

る
と
、
そ
れ
を
支
払
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
は
想
像
に
訴
え

て
こ
な
い
。
大
切
な
の
は
、
脱
走
の
可
能
性
、
非
常
な
儀
式
か
ら
の
逸
脱
、

希
望
へ
の
あ
ら
ゆ
る
機
会
を
提
供
す
る
狂
気
へ
の
疾
走
だ
。
(
中
略
)
し

か
し
、
よ
く
考
え
て
み
れ
ば
、
こ
ん
な
繁
沢
が
僕
に
許
さ
れ
る
わ
け
は
な

い
。
す
べ
て
が
、
僕
に
そ
れ
を
禁
じ
、
機
械
が
僕
を
再
び
と
ら
え
て
し
ま

う
。
僕
は
善
意
は
持
っ
て
い
る
が
、
こ
の
人
を
馬
鹿
に
し
た
確
実
性
を
受

け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

ω

こ
こ
で
ム
ル
ソ
ー
が
い
う
、
脱
走
、
疾
走
と
は
、
む
ろ
ん
刑
罰
を
逃
れ
よ

う
と
す
る
意
味
で
は
な
く
、
機
械
的
に
処
理
さ
れ
る
裁
判
制
度
そ
の
も
の

か
ら
の
逃
避
で
あ
る
。
自
分
自
身
に
善
悪
の
観
念
が
な
い
わ
け
で
は
な
く
、

殺
人
に
対
す
る
罪
の
意
識
が
あ
る
と
し
て
も
、
そ
の
意
識
は
、
裁
判
制
度

や
そ
れ
を
基
礎
、
つ
け
る
法
と
い
う
根
拠
に
よ
っ
て
は
、
説
明
で
き
な
い
と
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い
う
こ
と
で
あ
る
。

ム
ル
ソ

i
は
ま
た
、
宗
教
と
い
う
根
拠
に
も
関
心
を
持
た
な
い
。
刑
務

所
付
司
祭
と
の
や
り
取
り
に
お
い
て
、
彼
は
神
に
罰
せ
ら
れ
る
こ
と
に
も
、

救
わ
れ
る
こ
と
に
も
興
味
を
持
た
ず
、
そ
も
そ
も
信
仰
自
体
に
関
心
を
一
部

さ
な
い
。
司
祭
は
、
人
憾
の
構
築
し
た
道
徳
を
強
制
さ
れ
る
、
ム
ル
ソ
ー

の
よ
う
な
い
ら
だ
ち
を
掬
い
と
る
こ
と
が
で
き
る
と
主
張
す
る
。
し
か
し
、

ム
ル
ソ

i
に
と
っ
て
、
か
わ
り
に
提
示
さ
れ
た
神
と
の
関
銘
と
い
う
根
拠

も
一
同
様
に
受
け
入
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
司
祭
の
説
明
は
、

承
認
で
き
な
い
根
拠
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
道
徳
に
よ
っ
て
責
任
を

問
う
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
。

「
彼
(
司
祭
)
は
僕
(
ム
ル
ソ

i
)
の
上
訴
は
受
理
さ
れ
る
と
確
信
し

て
い
る
が
、
僕
は
降
ろ
し
て
し
ま
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
罪
の
重
荷
を
背

負
っ
て
い
る
と
言
っ
た
。
彼
に
よ
る
と
人
間
の
裁
き
は
何
も
の
で
も
な
く
、

神
の
裁
き
が
す
べ
て
だ
と
い
っ
た
。
僕
は
、
自
分
に
死
刑
を
宣
告
し
た
の

は
、
前
者
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
彼
は
、
人
間
の
裁
き
は
、
そ
れ
だ

け
で
は
僕
の
罪
を
洗
い
清
め
な
い
と
答
え
た
。
僕
は
彼
に
、
そ
れ
が
罪
で

あ
る
こ
と
な
ど
僕
は
知
ら
な
い
と
い
っ
た
。
僕
は
た
だ
人
か
ら
犯
人
だ
と

い
わ
れ
た
だ
け
だ
。
僕
は
犯
人
だ
か
ら
、
償
い
を
し
て
い
る
。
そ
れ
以
上

の
何
も
の
も
僕
か
ら
求
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
」

ω

こ
こ
で
の
宗
教
に
お
い
て
は
、
神
的
存
在
と
の
関
係
か
ら
導
出
さ
れ
る

内
面
的
良
心
が
道
徳
の
根
拠
と
さ
れ
る
。
人
間
の
世
界
で
構
築
さ
れ
る
道

徳
に
は
、
外
面
的
遵
守
で
済
ま
す
こ
と
が
で
き
る
が
、
本
来
の
道
徳
は
内

面
的
良
心
に
基
づ
い
て
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
宗
教

は
指
摘
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
司
教
は
内
面
的
良
心
か
ら
罪
を
認
め
る
こ

と
、
そ
れ
が
自
ら
で
き
な
い
と
し
て
も
、
そ
の
弱
さ
を
神
が
補
っ
て
く
れ

る
こ
と
を
繰
り
返
し
ム
ル
ソ

i
に
説
く
。
し
か
し
、
ム
ル
ソ

i
は
「
と
も

か
く
、
僕
は
た
ぶ
ん
何
が
本
当
に
自
分
に
興
味
が
あ
る
か
に
つ
い
て
は
確

信
が
持
て
な
い
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
自
分
に
興
味
が
な
い
も
の
に
つ

い
て
は
完
全
に
確
信
が
持
て
た
。
そ
し
て
ま
さ
に
彼
が
話
し
か
け
て
き
た

こ
と
に
つ
い
て
は
、
僕
は
興
味
が
な
か
っ
た
。
」

ωと
い
い
、
神
を
拒
否
す

る
の
は
、
内
面
的
良
心
か
ら
自
を
背
け
て
い
る
と
い
う
宗
教
的
理
由
か
ら

で
は
な
く
、
神
と
の
関
係
に
よ
る
道
徳
の
根
拠
そ
の
も
の
に
関
心
が
な
い

か
ら
で
あ
る
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
、
ム
ル
ソ

i
は
、
殺
人
と
い
う
道
徳
の
違
反
に
対
し
て
一

般
的
な
仕
方
で
の
罪
意
識
を
持
た
ず
、
他
方
で
減
刑
を
望
ん
だ
り
精
神
的

救
済
を
求
め
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
は
、
法
律
や
宗
教
に
よ
る
道
徳
の
根

拠
づ
け
を
承
認
し
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
と
い
え
る
。
根
拠
を
承
認
す
る

(
少
な
く
と
も
努
力
す
る
)
こ
と
が
、
社
会
の
構
成
員
の
条
件
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
ム
ル
ソ
!
の
態
度
は
「
大
人
げ
な
い
」
よ
う
に
映
る
。
し
か
し
、

観
点
を
変
え
て
、
そ
れ
ら
の
根
拠
が
現
実
の
人
間
存
在
を
捉
え
て
い
る
か

ど
う
か
を
吟
味
し
て
み
る
と
、
彼
の
態
度
は
異
な
っ
て
見
え
て
く
る
。
善

悪
の
判
断
能
力
を
根
拠
と
す
る
道
徳
に
つ
い
て
は
、
現
実
に
そ
の
能
力
を

完
全
に
発
揮
で
き
る
場
合
は
む
し
ろ
ま
れ
で
あ
り
、
能
力
を
持
ち
つ
つ
も

道
徳
に
反
せ
ざ
る
を
得
な
い
状
況
も
少
な
く
な
い
。
ま
た
、
神
と
の
関
係

に
お
け
る
内
面
的
良
心
を
根
拠
と
す
る
道
徳
も
、
そ
の
良
心
に
従
っ
た
行

為
が
宗
教
の
説
明
す
る
報
い
を
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
あ
る
。
こ
う
し
た
現

30 



実
に
目
を
凝
ら
す
と
、
そ
れ
ら
の
根
拠
は
罪
意
識
を
換
気
す
る
の
に
必
ず

し
も
充
分
な
も
の
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
そ
れ
ら
の
根
拠
に

よ
っ
て
罪
の
責
任
が
関
わ
れ
る
な
ら
ば
、
そ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
罪
は
身
に

覚
え
の
な
い
も
の
と
な
り
、
賎
罪
の
意
識
も
持
ち
ょ
う
が
な
く
な
る
だ
ろ

う
。
そ
こ
で
は
、
道
徳
が
形
骸
化
し
、
行
為
の
現
実
と
は
関
わ
り
な
い
と

こ
ろ
で
善
悪
が
論
じ
ら
れ
る
こ
と
に
も
な
り
か
ね
な
い
。
自
ら
の
人
間
存

在
を
離
れ
た
と
こ
ろ
で
機
械
的
に
構
築
さ
れ
て
い
る
と
い
う
ム
ル
ソ
!
の

道
徳
へ
の
不
満
も
、
こ
の
よ
う
な
現
実
に
却
し
て
考
え
て
み
る
と
、
あ
な

が
ち
不
道
徳
と
も
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

以
上
、
道
徳
の
根
拠
づ
け
の
問
題
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
ま
ず
も
っ
て
、

あ
る
道
徳
の
根
拠
が
承
認
さ
れ
な
い
態
度
が
考
慮
に
値
す
る
か
ど
う
か
を

確
認
し
た
。
確
か
に
、
道
徳
の
根
拠
が
承
認
さ
れ
な
い
場
合
に
は
、
皆
が

確
実
に
道
徳
を
遵
守
す
る
状
況
が
保
証
さ
れ
な
く
な
る
の
で
は
な
い
か
と

い
う
疑
念
が
生
じ
う
る
。
し
か
し
、
承
認
し
な
い
態
度
が
す
ぐ
さ
ま
反
道

徳
的
で
あ
る
か
と
い
う
と
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
言
い
切
れ
な
い
。
上
で

確
認
し
た
よ
う
に
、
あ
る
根
拠
が
現
実
の
あ
ら
ゆ
る
場
開
で
効
力
を
持
ち

う
る
と
は
い
え
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
あ
る
一
つ
の
根
拠
の
承
認

を
強
制
さ
れ
る
な
ら
ば
、
ム
ル
ソ

i
の
よ
う
に
か
え
っ
て
責
任
が
自
覚
で

き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
り
、
道
徳
が
単
な
る
強
制
と
な
り
、
当
為
と
し

て
行
為
す
る
契
機
が
消
え
て
し
ま
う
。
そ
こ
で
は
、
根
拠
を
強
調
す
る
こ

と
が
、
か
え
っ
て
道
徳
へ
の
関
心
を
阻
害
し
て
し
ま
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
根
拠
を
承
認
し
な
い
立
場
の
容
認
は
、
た
だ
ち
に
道
録
的
放
縦
の
放

蜜
を
意
味
す
る
の
で
は
な
く
、
特
定
の
根
拠
に
よ
っ
て
道
徳
を
基
礎
、
つ
け

る
問
題
性
を
考
慮
す
る
地
平
を
開
く
も
の
と
し
て
理
解
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

2 

系
譜
学
に
よ
る
道
認
の
根
拠
の
吟
味

上
で
は
、
道
徳
の
根
拠
が
承
認
さ
れ
な
い
状
況
に
つ
い
て
、
そ
の
一
例

を
確
認
し
た
。
わ
れ
わ
れ
は
、
道
徳
的
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
時
、
あ
る

特
定
の
根
拠
に
し
た
が
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
道
徳
が
共
有
さ
れ
て
い
る

と
考
え
て
い
る
。
そ
の
限
り
で
は
、
道
徳
の
根
拠
を
意
識
し
た
り
、
別
の

理
由
で
道
徳
と
さ
れ
る
行
為
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
を
想
定
す
る
、
と
い

う
機
会
を
も
つ
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
を
問
わ
ざ
る
を
得
な
く
な
る
の
は
、

ム
ル
ソ
ー
の
よ
う
に
道
徳
の
既
存
の
根
拠
を
承
認
し
な
い
存
在
が
現
れ
る

こ
と
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
た
だ
し
、
ム
ル
ソ

i
の
場
合
は
、
何
か
他
の
根

拠
を
明
確
に
意
識
し
て
、
既
存
の
根
拠
の
承
認
を
拒
否
し
て
い
る
わ
け
で

は
な
か
っ
た
。
よ
っ
て
、
拒
否
の
理
由
が
う
ま
く
説
明
で
き
な
い
な
ら
ば
、

根
拠
づ
け
ら
れ
た
道
徳
を
遵
守
し
て
い
る
側
か
ら
す
る
と
、
単
に
道
徳
に

従
お
う
と
し
な
い
身
勝
手
な
人
間
と
し
か
解
釈
さ
れ
な
い
だ
ろ
う
。
そ
こ

で
、
次
に
、
道
徳
の
根
拠
が
承
認
さ
れ
な
い
、
あ
る
い
は
、
根
拠
が
少
な

く
と
も
唯
一
で
は
な
い
こ
と
を
理
論
的
に
説
明
す
る
方
法
に
つ
い
て
考
え

て
み
た
い
。

道
徳
の
線
拠
、
あ
る
い
は
価
値
に
疑
い
の
自
を
向
け
る
こ
と
を
主
張
し

た
も
の
と
し
て
、
ニ

i
チ
ェ
の
系
譜
学
が
挙
げ
ら
れ
る
。
ニ

i
チ
ェ
は
、
『
道

徳
の
系
譜
学
』
に
お
い
て
、
自
身
の
「
道
徳
に
関
す
る
憂
感
、
こ
れ
ま
で

地
上
で
道
徳
と
し
て
讃
え
ら
れ
て
て
き
た
す
べ
て
も
の
に
関
す
る
憂
慮
」
川

か
ら
、
道
徳
的
判
断
の
根
拠
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
を
、
成
立
の

起
源
に
遡
っ
て
探
究
す
る
「
系
譜
学
」
を
企
図
し
た
。
彼
の
場
合
は
、
特

に
キ
リ
ス
ト
教
を
根
拠
と
す
る
道
徳
が
批
判
の
組
上
に
載
せ
ら
れ
る
。
彼
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に
よ
れ
ば
、
非
暴
力
、
同
情
、
忍
樹
、
謙
虚
、
禁
欲
と
い
っ
た
キ
リ
ス
ト

教
的
悩
値
の
成
立
過
程
を
た
ど
っ
て
い
く
と
、
そ
れ
ら
は
、
自
力
で
は
自

己
実
現
で
き
な
い
人
間
の
ル
サ
ン
チ
マ
ン
に
源
を
発
し
て
い
た
こ
と
が
明

ら
か
と
な
る
。
だ
と
す
る
と
、
キ
リ
ス
ト
教
道
徳
は
、
そ
れ
自
体
道
徳
的

と
い
え
る
根
拠
に
支
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
む
し

ろ
、
人
間
の
生
と
い
う
観
点
か
ら
い
え
ば
、
こ
の
道
徳
は
生
の
活
動
を
妨

害
す
る
も
の
で
し
か
な
い
の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
キ
リ
ス
ト
教
と
い

う
摂
拠
に
支
え
ら
れ
た
道
認
は
、
自
己
を
信
頼
し
率
直
に
生
き
る
高
貴
さ

や
気
高
さ
と
い
う
生
の
価
鑓
を
阻
害
す
る
も
の
で
し
か
な
く
、
「
ま
さ
に

道
徳
こ
そ
、
危
険
中
の
危
険
な
も
の
だ
と
し
た
ら
?
」

ωと
い
う
疑
問
が

生
じ
て
く
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、
そ
れ
ま
で
自
明
の
も
の
と
し
て
遵
守
さ

れ
て
い
た
キ
リ
ス
ト
教
的
道
徳
に
対
し
、
そ
の
道
徳
性
を
問
う
地
平
が
開

け
て
く
る
。

む
ろ
ん
、
ニ

i
チ
ェ
の
系
譜
学
は
、
伝
統
的
な
西
洋
的
価
値
観
の
転
倒

や
「
力
へ
の
意
志
」
の
指
摘
と
い
う
、
彼
の
主
要
な
関
心
の
枠
組
の
中
で

行
わ
れ
て
お
り
、
単
な
る
道
徳
の
吟
味
以
上
の
内
容
を
も
っ
て
い
る
。
だ

が
、
そ
う
し
た
ニ

i
チ
ェ
自
身
の
関
心
を
割
り
引
い
た
と
し
て
も
、
系
譜

学
は
、
道
徳
や
そ
の
根
拠
を
問
う
理
論
的
方
法
と
し
て
二
疋
の
意
義
を

持
っ
て
い
よ
う
。
実
践
の
場
に
お
い
て
道
誌
が
機
能
す
る
の
は
、
承
認
さ

れ
た
根
拠
に
よ
っ
て
道
徳
が
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
で

あ
っ
た
。
だ
が
、
そ
の
場
合
、
根
拠
づ
け
の
妥
当
性
が
吟
味
さ
れ
て
い
な

い
と
い
う
意
味
で
は
、
そ
の
道
徳
が
無
条
件
に
妥
当
す
る
と
は
い
え
な
い
。

し
か
も
、
そ
の
根
拠
が
承
認
さ
れ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
が
吟
味
さ
れ
る
機

会
が
持
た
れ
る
こ
と
も
な
い
。
あ
る
道
徳
を
遵
守
す
る
限
り
、
そ
の
根
拠

を
吟
昧
で
き
ず
、
道
徳
自
体
の
妥
当
性
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う

閉
じ
た
状
況
に
対
し
、
系
議
尚
子
は
嵐
穴
を
開
け
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。

道
徳
が
人
類
誕
生
と
同
時
に
存
在
し
た
わ
け
で
な
い
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、

あ
る
過
程
を
た
ど
っ
て
現
れ
て
き
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
の
過
程
に
お
い
て
、

道
徳
の
根
拠
づ
け
が
ど
の
よ
う
に
な
さ
れ
た
か
が
明
ら
か
に
な
れ
ば
、
そ

の
方
法
が
道
穂
的
に
妥
当
で
あ
る
か
、
ど
う
か
、
吟
味
す
る
こ
と
が
で
き
る

よ
う
に
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
系
譜
学
は
、
道
徳
や
そ
の
根
拠
づ
け
を
吟
味
す
る
材
料

を
提
示
し
、
あ
る
道
徳
の
根
拠
を
絶
対
視
す
る
態
度
を
批
判
す
る
。
確
か

に
、
系
譜
学
が
い
う
よ
う
に
、
道
徳
成
立
の
過
程
が
明
ら
か
に
な
る
こ
と

に
よ
っ
て
、
そ
れ
を
基
礎
づ
け
る
根
拠
の
妥
当
性
を
関
う
こ
と
が
で
き
る
。

だ
が
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
よ
り
確
実
に
道
徳
を
基
礎

n

つ
け
る
部
の
根
拠
が

提
示
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
系
譜
学
と
い
う
方
法
に
対
し

て
は
、
実
践
の
観
点
か
ら
次
の
よ
う
な
疑
問
が
生
じ
て
く
る
。
そ
れ
は
、

成
立
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
、
道
徳
を
遵
守
す
る
こ
と
と
の
問
に

直
接
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
、
ま
た
、
道
徳
の
根
拠
づ
け
の
仕
方
が
明

確
に
な
る
こ
と
で
、
よ
り
当
為
と
し
て
道
徳
的
行
為
を
行
う
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
る
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

こ
う
し
た
疑
念
が
生
じ
る
の
は
、
冨
頭
で
も
触
れ
た
よ
う
に
、
根
拠
を

意
識
し
な
い
方
が
道
徳
を
遵
守
し
や
す
い
と
い
う
、
実
践
上
の
事
実
が
あ

る
か
ら
で
あ
る
。
系
譜
学
を
用
い
る
者
は
、
遵
守
さ
れ
て
い
る
道
徳
の
外

部
か
ら
成
り
立
ち
ゃ
根
拠
を
確
認
す
る
こ
と
に
よ
り
、
道
徳
に
従
う
べ
き

必
要
性
を
理
解
で
き
、
ま
た
、
誤
っ
た
道
徳
を
無
批
判
に
従
う
過
ち
を
避

け
る
こ
と
も
で
き
る
と
主
張
す
る

m
。
確
か
に
、
そ
れ
に
よ
っ
て
道
徳
の
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道
徳
性
を
理
論
的
に
吟
味
す
る
視
点
を
持
つ
こ
と
の
で
き
る
利
点
が
あ
る

が
、
同
時
に
そ
れ
は
、
根
拠
を
意
識
す
る
こ
と
に
も
な
る
た
め
、
実
践
面

に
お
い
て
当
為
性
が
希
薄
化
す
る
こ
と
に
も
つ
な
が
り
か
ね
な
い
。
む
ろ

ん
、
そ
れ
で
も
な
お
系
譜
学
の
成
果
を
用
い
て
、
こ
の
黍
離
を
超
え
た
道

徳
成
立
の
あ
り
方
を
説
明
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
場
合

は
、
根
拠
を
暴
力
的
に
受
容
さ
せ
る
、
あ
る
い
は
、
根
拠
を
意
識
し
な
い

よ
う
馴
致
す
る
と
い
っ
た
仕
方
で
道
徳
を
遵
守
す
る
、
と
い
う
や
や
強
引

な
説
明
に
な
る
則
。
「
強
引
な
」
と
い
う
の
は
、
道
徳
を
遵
守
し
て
い
る

に
側
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
根
拠
は
暴
力
的
に
承
認
さ
せ
ら
れ
て
い
る
の
で

も
な
く
、
承
認
を
附
馴
致
さ
れ
て
い
る
の
で
も
な
い
と
考
え
る
だ
ろ
う
か
ら

で
あ
る
。

道
徳
を
基
礎
づ
け
よ
う
と
す
る
際
の
国
難
さ
の
一
民
は
、
理
論
と
実
践

に
お
け
る
、
こ
の
よ
う
な
根
拠
の
位
置
づ
け
の
違
い
に
あ
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
道
徳
を
遵
守
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
説
明
す
る
た
め
に
は
、

そ
の
根
拠
と
の
関
係
を
理
論
的
に
検
討
す
る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
他
方
、

実
践
に
お
い
て
道
徳
が
遵
守
さ
れ
る
た
め
に
は
、
む
し
ろ
そ
の
根
拠
は
意

識
さ
れ
な
い
方
が
望
ま
し
い
。
両
者
に
お
け
る
根
拠
の
位
窪
づ
け
は
、
正

反
対
で
あ
る
。
道
徳
の
当
為
性
は
、
い
っ
て
み
れ
ば
、
摂
拠
を
承
認
し
遵

守
で
き
て
い
る
限
り
機
能
し
続
け
、
根
拠
を
理
論
的
に
問
う
途
端
に
消
え

て
し
ま
う
も
の
で
は
な
い
か
。

一一
l
チ
ェ
以
後
の
わ
れ
わ
れ
は
、
道
徳
が
あ
る
根
拠
づ
け
を
経
過
し
て

成
立
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
系
譜
学
の
成
果
を
無
視
す
る
こ
と

は
で
き
な
い
。
他
方
で
、
実
践
の
場
面
で
は
、
そ
う
し
た
根
拠
に
対
す
る

関
い
が
、
道
誌
の
遵
守
を
妨
げ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
根
拠
を
め
ぐ
る

道
徳
の
問
題
は
、
あ
る
特
定
の
、
そ
の
意
味
で
絶
対
的
で
は
な
い
根
拠
に

よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
た
道
徳
に
対
し
て
、
い
か
に
当
為
と
し
て
遵
守
で

き
る
か
と
い
う
、
困
難
な
課
題
を
含
ん
で
い
る
。
前
者
へ
の
関
心
か
ら
根

拠
を
吟
味
す
る
立
場
も
、
ま
た
、
後
者
へ
の
関
心
か
ら
あ
る
特
定
の
根
拠

を
主
張
す
る
立
場
も
、
い
ず
れ
の
立
場
も
他
方
か
ら
批
判
さ
れ
る
こ
と
に

な
り
、
議
論
が
循
環
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。

3 

「
言
語
ゲ
l
ム
」
と
「
規
射
に
従
う
」
こ
と

上
で
明
ら
か
に
な
っ
た
問
題
を
も
う
一
度
権
認
す
る
と
、
道
徳
を
遵
守

す
る
た
め
に
は
確
固
と
し
た
根
拠
に
よ
っ
て
基
礎
づ
け
ら
れ
て
い
る
必
要

が
あ
る
の
に
対
し
、
あ
る
根
拠
の
妥
当
性
を
説
明
す
る
こ
と
は
容
易
で
な

い
た
め
、
遵
守
さ
れ
な
い
可
能
性
を
払
拭
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ

た
。
こ
の
ジ
レ
ン
マ
の
一
回
は
、
道
徳
を
基
礎
づ
け
る
根
拠
の
位
置
づ
け

が
理
論
と
実
践
の
間
で
異
な
っ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
っ
た
。
そ
の
意
味

で
、
根
拠
の
扱
い
が
、
道
徳
的
行
為
の
当
為
性
を
考
え
る
上
で
の
ネ
ッ
ク

と
な
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
だ
と
す
れ
ば
、
根
拠
の
議
論
に

関
わ
る
こ
と
な
し
に
そ
の
当
為
性
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
だ
ろ
う

か
。
つ
ま
り
、
道
徳
が
根
拠
づ
け
ら
れ
な
い
と
し
て
も
、
当
為
と
し
て
道

徳
的
行
為
を
行
う
可
能
性
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
一
一
一
一
口
語
ゲ

i
ム
」
の
概
念
を
援
用
し
、
ひ
と
つ
の
解
法
を

示
す
こ
と
を
試
み
た
い
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
言
語
ゲ
!
ム
論
の
課
題
は
、
言
語
の
意
味

の
構
造
を
明
ら
か
に
す
る
点
に
あ
る
。
一
言
語
の
論
理
の
解
明
を
諜
題
と
し
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た
前
期
に
お
い
て
は
、
そ
の
意
味
は
対
象
、
あ
る
い
は
、
現
実
と
の
一

致
に
よ
っ
て
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
た
。
し
か
し
、
日
常
の
言
語
使
用
に
お

い
て
は
、
必
ず
し
も
一
致
す
る
対
象
が
な
く
て
も
意
味
を
持
つ
こ
と
が
あ

る
。
対
象
と
の
一
致
と
い
う
規
則
に
依
拠
す
る
こ
と
が
な
く
て
も
意
味
が

生
じ
、
ま
た
、
意
味
を
共
有
す
る
意
思
疎
通
が
行
わ
れ
て
い
る
事
態
を
ど

の
よ
う
に
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
か
。
後
期
の
著
作
で
あ
る
「
哲
学

探
究
』
で
は
、
こ
の
よ
う
な
日
常
の
使
用
に
焦
点
を
当
て
た
言
語
活
動
の

構
造
が
考
察
さ
れ
る
。
こ
の
著
作
の
中
で
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
、

日
常
の
嫌
々
な
場
面
に
お
け
る
言
語
活
動
の
総
体
を
「
一
言
語
ゲ
!
ム
」
と

呼
び
、
こ
の
言
語
ゲ

i
ム
が
い
か
な
る
規
則
の
も
と
で
成
立
し
て
い
る
か

を
分
析
す
る
。

あ
ら
か
じ
め
、
本
論
の
諜
題
と
の
関
係
を
示
し
て
お
く
な
ら
ば
、
実
践

の
場
面
に
お
け
る
道
徳
的
行
為
の
成
立
構
造
を
、
「
言
語
ゲ
!
ム
」
と
し

て
検
討
す
る
こ
と
が
ポ
イ
ン
ト
と
な
る
。
実
践
の
場
面
で
は
、
さ
し
あ
た

り
道
徳
が
遵
守
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
な
く
と
も
道
徳
的
行
為
が
行

わ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
道
徳
の
在
り
方
に
対
し
、
言
語
が
、
唯
一
の

規
則
に
則
っ
て
い
な
い
と
し
て
も
意
味
を
持
ち
、
意
思
疎
通
が
行
わ
れ
て

い
る
と
い
う
言
語
ゲ

i
ム
の
成
立
構
造
を
重
ね
合
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
は
な
い
か
。
つ
ま
り
、
特
定
の
根
拠
に
基
礎
づ
け
ら
れ
た
道
徳
(
行

為
の
規
制
…
)
が
共
有
さ
れ
な
い
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
当
為
と
し
て

の
道
徳
的
行
為
が
実
践
可
能
と
な
る
よ
う
な
構
造
を
考
え
る
こ
と
は
で
き

な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
以
下
で
は
、
ま
ず
、
言
語
、
ゲ

i
ム
論
の

特
徴
に
つ
い
て
、
「
規
則
に
従
う
」
と
い
う
テ
!
マ
に
焦
点
を
し
ぼ
っ
て

確
認
し
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
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前
述
の
よ
う
に
、
前
期
に
お
い
て
は
、
一
言
語
と
そ
れ
が
指
示
す
る
対
象

や
現
実
と
の
一
致
に
お
い
て
、
意
味
が
生
じ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
に

対
し
、
後
期
で
は
、
そ
れ
以
外
に
も
多
様
な
仕
方
で
意
味
が
理
解
さ
れ
て

い
る
日
常
の
言
語
活
動
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ

ン
は
、
「
言
語
と
言
語
が
織
り
合
わ
さ
っ
て
い
る
諸
活
動
の
全
体
」
削
を
言

語
ゲ
!
ム
と
呼
ぶ
。
例
え
ば
、
建
築
家
と
助
手
の
間
で
交
わ
さ
れ
る
、
「
石

版

5
枚
」
と
い
う
文
の
持
つ
意
味
が
考
察
さ
れ
る
。
こ
の
文
の
意
味
は
、

石
板
が

5
枚
あ
る
と
い
う
意
味
を
持
つ
こ
と
も
あ
れ
ば
、
建
築
家
が
助
手

に
対
し
て
「
石
版
を

5
枚
持
っ
て
こ
い
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
場
合
も
あ

り
う
る
。
そ
の
違
い
に
つ
い
て
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
「
さ
て
、
「
石

版
5
枚
」
と
い
う
報
告
、
な
い
し
説
明
と
、
「
石
版
5
枚
!
」
と
い
う
命
令

と
の
速
い
は
何
か

?
iそ
れ
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
が
発
せ
ら
れ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
れ
が
言
語
ゲ

i
ム
の
中
で
果
た
す
役
誕
の
遣
い
で
あ
る
。
」
闘

と
い
う
。
「
石
板

5
枚
」
と
い
う
文
は
、
石
の
板
が

5
枚
あ
る
状
態
を
叙

述
す
る
意
味
を
持
つ
場
合
も
あ
れ
ば
、
建
築
家
が
助
手
に
指
示
す
る
命
令

と
し
て
の
意
味
を
持
つ
場
合
も
あ
る
。
そ
の
意
味
の
違
い
は
、
言
語
を
交

わ
す
者
の
関
係
に
お
い
て
文
が
果
た
す
役
割
の
違
い
に
由
来
す
る
。
ウ
ィ

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
こ
の
よ
う
に
し
て
な
さ
れ
る
言
語
活
動
を
、
ゲ
!

ム
に
模
し
て
「
言
語
ゲ
!
ム
」
と
呼
ぶ
の
で
あ
る
。
言
語
ゲ

i
ム
は
、
言

語
に
意
味
を
与
え
る
規
則
に
則
っ
て
行
わ
れ
る
。
「
石
板
5
枚
」
と
い
う

文
の
や
り
取
り
を
言
語
ゲ

i
ム
と
捉
え
る
な
ら
ば
、
そ
れ
が
報
告
か
命
令

か
の
意
味
の
迷
い
は
、
や
り
取
り
す
る
者
が
ど
ち
ら
の
規
制
…
に
則
っ
て
文

を
理
解
す
る
か
の
速
い
に
よ
る
、
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
プ
レ
イ
ヤ
ー
が

そ
の
都
度
規
則
に
従
っ
て
文
の
意
味
を
理
解
す
る
こ
と
に
よ
り
、
言
語



ゲ
ー
ム
は
成
立
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
言
語
活
動
を
言
語
ゲ
!
ム
と
規
定

し
、
意
味
と
規
則
の
関
係
を
固
定
し
な
い
こ
と
に
よ
り
、
日
常
に
お
け
る

多
様
な
言
語
の
あ
り
方
を
捉
え
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。

こ
の
よ
う
に
、
一
言
語
ゲ

i
ム
は
規
則
に
則
っ
て
行
わ
れ
る
が
、
言
語
ゲ

i

ム
を
成
立
さ
せ
る
規
則
が
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
か
、
あ
ら
か
じ
め
設

定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
語
ゲ

i
ム
論
の
ポ
イ
ン
ト
の
ひ
と
つ
は
、

ま
ず
規
則
を
前
提
と
し
て
ゲ
!
ム
が
成
立
し
て
い
る
の
で
は
な
く
、
ゲ
ー

ム
の
成
立
に
応
じ
て
そ
れ
を
成
り
立
た
せ
る
規
則
が
存
在
し
て
い
る
こ
と

を
指
掃
す
る
点
に
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
は
、
次
の
よ
う
に
、

言
語
ゲ

i
ム
の
成
立
と
規
則
に
従
う
こ
と
の
問
に
直
接
的
関
係
を
認
め
る

こ
と
は
し
な
い
。

「
わ
れ
わ
れ
の
パ
ラ
ド
ク
ス
は
、
あ
る
規
則
が
い
か
な
る
行
動
の
仕
方

も
決
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
と
い
う
こ
と
、
な
ぜ
な
ら
、
ど
の
よ
う
な
行

動
の
仕
方
も
そ
の
規
則
と
一
致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
か
ら
と
い
う
こ
と

で
あ
っ
た
。
そ
の
答
え
は
、
ど
の
よ
う
な
行
動
の
仕
方
も
そ
の
規
則
と
一

致
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
の
な
ら
、
ま
た
矛
盾
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
る
、

と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
こ
に
は
矛
活
も
一
致
も
存
在
し

な
い
だ
ろ
う
。
」

ω

こ
の
主
張
は
、
言
語
ゲ

i
ム
を
成
立
さ
せ
る
唯
一
の
規
則
が
あ
ら
か
じ

め
存
在
す
る
、
と
い
う
前
期
の
立
場
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、

あ
る
規
則
に
従
っ
て
意
思
疎
通
を
試
み
る
と
い
う
一
般
的
な
言
語
理
解
と

も
異
な
っ
て
い
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
そ
う
し
た
言
語
理
解

に
反
し
て
、
ど
の
よ
う
な
規
則
に
従
う
か
と
い
う
こ
と
と
、
言
語
ゲ
!
ム

の
成
立
と
は
直
接
関
係
が
な
い
と
い
う
。
成
立
し
て
い
れ
ば
、
そ
こ
で
は

ゲ
!
ム
を
成
立
さ
せ
る
規
則
に
従
っ
て
行
為
し
た
の
で
あ
る
し
、
成
立
し

な
い
な
ら
ば
、
そ
の
行
為
は
ゲ
!
ム
が
成
立
し
え
な
い
規
則
に
従
っ
て
い

た
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
ど
の
よ
う
な
規
則
に
則
っ
て
ゲ

i
ム
が
成
立

す
る
か
は
、
事
後
的
に
し
か
わ
か
ら
な
い
。
逆
に
、
ど
の
よ
う
な
ゲ
!
ム

で
あ
っ
て
も
、
後
づ
け
で
そ
こ
で
従
わ
れ
た
規
則
を
説
明
す
る
こ
と
が
で

占
己
す

Q

。
ま
た
、
規
則
は
後
づ
け
で
し
か
説
明
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
言
語

ゲ
!
ム
を
成
立
さ
せ
る
た
め
の
規
則
に
つ
い
て
の
正
誤
を
決
定
で
き
な
い

と
い
う
こ
と
も
帰
結
す
る
。
一
言
語
ゲ

i
ム
と
規
則
の
関
係
を
あ
ら
か
じ
め

理
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
「
こ
こ
に
は
矛
盾
も
一
致
も

存
在
し
な
い
」
。
言
語
ゲ

i
ム
を
成
立
さ
せ
る
規
則
は
成
立
の
後
で
し
か
判

明
し
な
い
の
だ
か
ら
、
一
言
語
ゲ

i
ム
の
成
立
を
離
れ
て
、
規
則
そ
れ
自
体

の
正
誤
を
判
断
す
る
こ
と
は
無
意
味
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
は
、
通
常
、
あ

ら
か
じ
め
定
め
ら
れ
た
規
則
に
し
た
が
っ
て
ゲ

i
ム
を
行
っ
て
い
る
と
考

え
て
い
る
が
、
実
際
に
言
及
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、
言
語
ゲ
!
ム
が

規
制
に
別
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
と
い
う
事
実
に
留
ま
る
。
ゲ

i
ム
の
プ
レ
ー

ヤ
ー
が
ど
の
よ
う
な
規
則
に
従
っ
て
い
る
か
は
、
ゲ
ー
ム
が
成
立
し
た
と

き
に
し
か
わ
か
ら
な
い
し
、
場
合
に
よ
っ
て
は
、
互
い
に
異
な
る
規
則
に

従
っ
て
い
て
も
ゲ

i
ム
が
成
立
す
る
可
能
性
も
排
除
で
き
な
く
な
る
。

以
上
の
こ
と
は
、
例
え
ば
、
言
語
ゲ

i
ム
を
実
践
で
き
る
よ
う
に
教
育

す
る
場
に
お
い
て
明
ら
か
と
な
る
。
「
哲
学
探
究
」
で
は
、
先
生
が
生
徒

に
数
列
を
教
え
る
次
の
よ
う
な
場
面
が
考
え
ら
れ
て
い
る

ω
。
先
生
が
生
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徒
に
「
十

2
」
づ
っ
増
え
て
い
く
数
列
を
欝
き
出
す
こ
と
を
教
え
て
い
る
。

ま
た
、
そ
の
訓
練
は

1
0
0
0
以
下
の
範
囲
で
行
わ
れ
て
い
る
と
す
る
。

生
徒
が
正
し
く
議
き
出
せ
た
た
め
数
列
が
理
解
さ
れ
て
い
る
と
判
断
し
、

1
0
0
0
以
上
に
つ
い
て
も
同
様
に
数
列
を
盤
聞
き
出
さ
せ
た
と
こ
ろ
、
生

徒

は

コ
c
c
c
、
呂
宏
、

5
0∞、

H
O
H
M
-
-
」
と
続
け
た
。
当
然
教
師
は
生

徒
に
誤
り
を
指
摘
す
る
が
、
生
徒
の
方
は
「
こ
れ
で
正
し
い
の
で
は
な
い

で
す
か
?
僕
は
こ
う
す
べ
き
だ
と
思
っ
て
い
た
の
で
す
が
」
と
い
う
。

こ
の
時
、
生
徒
が
先
生
を
批
判
し
た
り
挑
発
し
て
い
る
(
先
生
が
示
す

規
則
を
理
解
し
た
上
で
議
そ
う
と
し
て
い
る
)
の
で
は
な
く
、
本
当
に
自

分
の
理
解
し
て
い
る
規
則
が
正
し
い
と
思
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
先
生
は

「
5
0
0、
5
0
N、
5
0品、

H
c
o
m
-
-
」
と
書
き
出
す
規
則
に
し
た
が
う
べ

き
こ
と
を
、
生
徒
に
教
え
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

シ
ユ
タ
イ
ン
の
答
え
は
、
「
否
」
で
あ
る
。
先
生
が
自
ら
の
規
則
に
生
徒

を
従
わ
せ
る
た
め
に
は
、
そ
の
規
則
が
正
し
い
こ
と
を
根
拠
づ
け
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
そ
の
根
拠
づ
け
を
承
認
す
る
た
め
に
は
、
そ
れ
を

理
解
す
る
た
め
の
規
則
が
別
途
必
要
と
な
る
。
と
す
る
と
、
今
度
は
そ
の

規
則
の
根
拠
を
理
解
す
る
た
め
の
規
則
が
必
要
と
な
り
、
議
論
は
無
限
後

退
に
絡
る
。
各
々
が
全
く
異
な
る
根
拠
に
基
づ
く
規
則
に
従
っ
て
い
る
限

り
、
ど
ち
ら
の
規
則
に
従
う
べ
き
か
と
い
う
議
論
は
成
立
し
な
い
こ
と
に

な
る
。
逆
に
い
え
ば
、
ど
ち
ら
か
の
規
則
別
が
間
違
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と

で
も
な
い
。
正
誤
を
判
断
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
規
則
が
共
有
さ
れ
て
い

る
必
要
が
あ
る
が
、
そ
れ
が
共
有
さ
れ
て
い
な
い
と
こ
ろ
で
は
、
ど
ち
ら

が
正
し
い
か
を
決
め
る
こ
と
自
体
が
不
可
能
で
あ
る
。
も
し
、
そ
れ
で
も

決
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
暴
力
的
な
方
法
に
拠
る
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
言
語
ゲ

i
ム
の
規
則
を
あ
ら
か
じ
め
設
定
す
る
こ
と
が
で
き
ず
、

ま
た
、
被
数
の
問
で
の
規
則
の
正
誤
を
決
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
と
す

れ
ば
、
言
語
ゲ

i
ム
と
規
制
の
関
係
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
な
こ
と
が
帰

結
す
る
だ
ろ
う
か
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
言

語
ゲ

i
ム
の
規
則
の
根
拠
づ
け
を
断
念
す
る
。
言
語
ゲ

i
ム
を
成
立
さ
せ

る
規
則
は
事
後
的
に
し
か
知
り
え
ず
、
そ
れ
ゆ
え
ま
た
、
そ
の
規
則
の
正

誤
を
判
降
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
。
そ
の
た
め
、
「
な
ぜ
そ
の
規
則
に
し

た
が
う
の
か
」
と
関
わ
れ
た
場
合
、
根
拠
を
持
ち
出
し
て
規
則
の
妥
当
性

を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
そ
う
い
う

も
の
だ
か
ら
」
と
し
か
答
え
よ
う
が
な
い
。
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「
「
私
は
ど
の
よ
う
に
規
則
に
従
う
こ
と
が
で
き
る
の
か
」
!
も
し
こ
れ

が
原
因
の
開
い
で
な
い
な
ら
ば
、
そ
れ
は
、
そ
の
よ
う
に
規
則
に
従
っ
て

い
る
こ
と
の
正
当
化
に
つ
い
て
の
関
い
で
あ
る
。
そ
の
根
拠
づ
け
を
し
尽

く
し
て
し
ま
う
と
、
そ
の
時
私
は
思
い
岩
盤
に
到
達
し
、
私
の
鋤
は
反
り

返
る
。
そ
の
際
、
私
は
こ
う
言
い
た
く
な
る
。
「
私
は
、
そ
の
よ
う
に
す

る
以
外
に
な
い
の
だ
」
と
己
日

規
則
を
根
拠
、
つ
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
ど
こ
か
消
極
的

な
主
張
に
忠
わ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
、
注
意
す
べ
き
な
の
は
、

言
語
ゲ

i
ム
と
規
則
の
間
に
一
対
の
関
係
が
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
言
語

ゲ
i
ム
の
成
立
が
全
く
偶
然
に
委
ね
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
わ
け
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
規
則
に
つ
い
て
理
論
的
に
説
明
で
き
な
い

と
し
て
も
、
言
語
ゲ

i
ム
は
成
立
す
る
。
だ
と
す
る
と
、
規
則
の
根
拠
づ



け
が
で
き
ず
、
唯
一
の
正
し
い
規
則
が
理
論
的
に
定
め
ら
れ
な
い
と
し
て

も
、
実
践
の
場
面
で
は
意
思
疎
通
が
成
り
立
っ
て
い
る
と
い
う
事
実
性
の

意
義
が
浮
上
し
て
く
る
。

そ
の
事
実
性
に
対
す
る
積
極
的
な
評
価
は
、
例
え
ば
、
次
の
よ
う
な
言

語
ゲ
!
ム
理
解
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
日
常
の
言
語
使
用
が
、

規
則
と
は
直
接
関
わ
ら
な
い
言
語
ゲ

i
ム
に
お
い
て
成
立
す
る
も
の
で
あ

る
な
ら
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
判
断
で
さ
る
こ
と
は
、
言
語
ゲ
!
ム
に
参
加
す

る
か
し
な
い
か
の
ど
ち
ら
か
し
か
な
い
。
必
要
な
時
の
み
言
語
ゲ

i
ム
に

参
加
す
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、
意
思
疎
通
を
の
ぞ
む
な
ら
ば
、
言
語

ゲ
!
ム
に
参
加
す
る
以
外
に
な
い
。

「
た
っ
た
一
人
の
人
が
、
た
だ
一
度
だ
け
あ
る
規
則
に
従
っ
た
と
い
う

こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
(
中
略

)
iあ
る
規
則
に
従
う
、
あ
る
報
告
を
す
る
、

あ
る
命
令
す
る
、
チ
ェ
ス
を
す
る
と
い
っ
た
こ
と
は
、
慣
習
(
慣
行
、
制

度
)
な
の
で
あ
る
。
」
凶

言
語
ゲ

i
ム
に
お
い
て
規
則
に
従
う
こ
と
は
、
慣
習
・
制
度
で
あ
る
と

言
い
換
え
ら
れ
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
慣
習
に
参
加
す
る
べ
き
理
由
は
、
何

ら
か
の
根
拠
に
よ
っ
て
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
慣
習
と
し
て
規
制
…

に
従
う
の
は
、
皆
が
「
そ
の
よ
う
に
し
て
い
る
」
か
ら
と
し
か
言
い
よ
う

が
な
い
。
説
明
で
き
な
い
と
い
う
意
味
で
は
、
規
制
に
従
う
こ
と
は
あ
る

種
の
「
飛
躍
」
で
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
し
て
、
言
語
活
動
を
行
う
の

で
あ
れ
ば
、
事
実
と
し
て
存
在
し
て
い
る
慣
習
と
し
て
の
言
語
ゲ
!
ム
に

参
加
す
る
以
外
に
方
法
は
な
い
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
ま
で
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
言
語
ゲ
i
ム
論
を
、
特
に
規

則
と
の
関
わ
り
に
お
い
て
確
認
し
て
き
た
。
彼
は
、
言
語
活
動
を
言
語
ゲ
ー

ム
と
し
て
捉
え
、
規
則
に
つ
い
て
言
及
で
き
な
い
と
し
て
も
、
ゲ
ー
ム
が

成
立
し
て
い
る
在
り
方
を
明
ら
か
に
し
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
規
則
や
そ

の
根
拠
づ
け
の
問
題
に
関
わ
ら
ず
と
も
、
言
語
活
動
が
可
能
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
な
る
。
以
上
の
確
認
を
ふ
ま
え
、
次
節
で
は
、
道
徳
的

行
為
を
言
語
ゲ

i
ム
と
し
て
解
釈
す
る
こ
と
に
よ
り
、
道
徳
規
制
…
や
そ
の

根
拠
づ
け
の
問
題
に
関
わ
ら
ず
と
も
、
道
徳
的
行
為
を
当
為
と
し
て
行
い

う
る
方
途
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。

4 

「
言
語
ゲ

i
ム
」
と
し
て
の
道
徳

で
は
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ユ
タ
イ
ン
の
言
語
、
ゲ

i
ム
論
は
、
わ
れ
わ
れ
の

問
題
、
つ
ま
り
、
「
道
徳
が
遵
守
さ
れ
な
い
と
し
て
も
、
当
為
と
し
て
道

徳
的
行
為
を
行
う
こ
と
が
可
能
か
」
と
い
う
間
い
に
、
ど
の
よ
う
な
示
唆

を
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
こ
こ
で
は
、
道
徳
的
行
為
を
言
語

ゲ
i
ム
、
ま
た
、
道
徳
を
規
則
と
置
き
換
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ
の
間

い
へ
の
匝
答
を
試
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
「
道
徳
が
遵
守
さ
れ
な
い
」
と
い
う
前
提
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、

も
ち
ろ
ん
、
当
為
と
し
て
道
徳
的
行
為
を
行
う
に
あ
た
っ
て
道
徳
を
遵
守

こ
と
は
最
も
望
ま
し
い
方
法
で
あ
る
。
だ
が
、
誰
も
が
道
徳
を
遵
守
す
べ

き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
ま
で
を
「
埋
論
的
」
に
根
拠
、
つ
け
る
こ
と
は
国
雑

で
あ
る
と
い
え
な
い
か
。
言
語
ゲ

i
ム
が
成
立
す
る
場
面
に
お
い
て
、
そ

の
規
財
を
あ
ら
か
じ
め
ひ
と
つ
に
規
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
そ
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の
た
め
、
ど
の
よ
う
な
規
則
に
よ
っ
て
言
語
ゲ
!
ム
が
成
立
し
て
い
る
か

は
、
実
際
に
成
立
し
た
後
で
し
か
判
明
し
な
か
っ
た
。

道
徳
的
行
為
が
行
わ
れ
る
場
面
に
当
て
は
め
る
と
、
そ
の
行
為
は
、
あ

ら
か
じ
め
道
徳
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
な

い
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、
「
人
を
殺
さ
な
い
」
と
い
う
道
徳
的
行
為
を

行
う
に
あ
た
り
、
必
ず
「
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
道
徳
に
し

た
が
う
べ
き
だ
と
い
え
る
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
も
し
、
あ
ら

か
じ
め
唯
一
の
規
則
と
し
て
の
道
徳
に
従
う
こ
と
を
求
め
る
な
ら
ば
、
他

の
規
則
に
基
づ
い
て
道
徳
的
行
為
を
行
う
人
々
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
っ

て
し
ま
う
。
そ
れ
は
、
か
え
っ
て
、
道
徳
的
行
為
が
円
滑
に
行
わ
れ
る
可

能
性
を
狭
め
て
し
ま
う
こ
と
に
な
ら
な
い
だ
ろ
う
か
。
だ
と
す
れ
ば
、
道

徳
の
遵
守
の
強
調
は
、
道
徳
的
行
為
の
実
践
に
お
い
て
、
十
分
条
件
で
あ
っ

た
と
し
て
も
必
要
条
件
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
の
で
は
な
い
か
。

こ
う
し
た
指
摘
が
傾
聴
に
値
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
一
一
一
一
口
語
ゲ

i
ム

に
お
け
る
規
則
関
の
優
劣
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
点
に
理
由

を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
数
列
の
例
に
お
い
て
明
ら
か
に
さ
れ
た
よ
う

に
、
あ
る
規
則
が
言
語
ゲ

i
ム
の
成
立
に
と
っ
て
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
一
部

す
た
め
に
は
、
そ
の
根
拠
を
一
部
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
そ
れ

は
、
そ
の
根
拠
を
理
解
す
る
た
め
の
規
則
が
根
拠
づ
け
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
無
限
後
退
に
陥
る
。
よ
っ
て
、
根
拠
が
承
認
さ
れ
て
い
な

い
限
り
、
ど
れ
も
規
則
と
し
て
は
等
し
い
妥
当
性
を
持
ち
、
あ
る
規
則
が

他
の
規
則
よ
り
妥
当
で
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

道
徳
に
関
し
て
い
え
ば
、
道
徳
的
行
為
を
行
う
に
あ
た
っ
て
、
道
徳
と

他
の
規
則
と
の
関
で
優
劣
を
決
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な

る
。
た
と
え
ば
、
「
人
を
殺
さ
な
い
」
と
い
う
道
徳
的
行
為
を
行
う
に
あ

た
り
、
そ
れ
が
「
人
を
殺
し
て
は
い
け
な
い
」
と
い
う
道
徳
と
、
「
自
分

の
生
を
満
足
さ
せ
る
行
為
を
行
う
」
と
い
う
規
則
と
、
ど
ち
ら
が
よ
り
優

れ
た
規
則
か
を
決
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
両
者
を
比
較
す
る
規
則
が
共

有
さ
れ
な
い
隈
り
、
優
劣
の
判
断
は
一
方
か
ら
他
方
へ
の
批
判
に
留
ま
る
。

以
上
の
よ
う
な
解
釈
は
、
道
徳
の
相
対
化
を
も
た
ら
す
消
極
的
な
主
張

と
解
釈
さ
れ
る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
言
語
ゲ

i
ム
論
は
言
語
活
動
と

規
則
の
問
に
在
接
的
関
係
を
認
め
な
い
の
で
あ
っ
た
か
ら
、
そ
う
し
た
消

極
的
な
理
解
と
混
同
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
。
言
語
ゲ

i
ム
は
、
規
則
が
相

対
的
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
で
も
言
語
の
意
味
を
理
解
し
意
思
疎
通
し

て
い
る
日
常
の
言
語
使
用
の
事
実
性
に
目
を
向
け
る
も
の
で
あ
っ
た
。
一
言

語
ゲ

i
ム
に
従
う
と
い
う
こ
と
は
、
慣
習
・
制
度
と
し
て
規
則
に
従
う
こ

と
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
規
則
に
従
う
べ
き
根
拠
は
説
明
で
き
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
な
ぜ
規
則
に
従
う
の
か
と
い
う
問
い
に
対
し
て
は
、
「
た
だ
、

そ
の
よ
う
に
し
て
い
る
」
と
し
か
答
え
よ
う
が
な
い
。
た
だ
し
、
言
語
の

意
味
を
埋
解
し
意
思
疎
通
が
可
能
と
な
る
か
ど
う
か
は
、
言
語
ゲ

i
ム
に

参
加
す
る
か
ど
う
か
に
よ
っ
て
決
ま
る
。
そ
う
し
た
関
係
を
離
れ
て
言
語

活
動
は
成
立
し
な
い
。
だ
と
す
れ
ば
、
言
語
活
動
を
行
う
の
で
あ
れ
ば
、

言
語
ゲ

i
ム
に
参
加
す
る
し
か
な
い
。

道
徳
に
関
し
て
い
え
ば
、
「
な
ぜ
道
徳
に
従
う
べ
き
か
」
と
い
う
悶
い

に
対
し
て
は
、
「
そ
う
す
る
も
の
だ
か
ら
」
と
答
え
る
し
か
な
い
。
こ
う

し
た
回
答
は
、
わ
れ
わ
れ
の
日
常
感
覚
に
も
合
致
す
る
で
あ
ろ
う
。
ま

た
、
ど
の
よ
う
な
規
則
に
従
っ
て
い
よ
う
と
も
、
道
徳
的
行
為
と
い
う
一
言

語
ゲ

i
ム
に
意
義
を
認
め
る
の
で
あ
れ
ば
、
制
限
留
・
糾
度
と
し
て
ゲ

i
ム
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を
実
践
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
は
、
ど
の
よ
う
な

規
則
に
従
っ
て
い
る
か
は
、
も
は
や
関
わ
れ
な
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な

道
能
的
行
為
の
現
場
を
離
れ
て
、
抽
象
的
に
道
徳
や
規
則
を
議
論
す
る
こ

と
も
意
味
を
持
た
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
、
道
徳
の
外
部
に
立
っ
て
そ
の
根
拠

の
妥
当
性
に
疑
問
が
も
た
れ
る
と
し
て
も
、
道
徳
が
道
徳
的
行
為
を
行
う

唯
一
の
規
則
と
な
ら
な
く
な
る
だ
け
で
あ
っ
て
、
道
穂
的
行
為
の
当
為
性

が
消
え
る
わ
け
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
道
徳
が
遵
守
さ
れ
な

い
と
し
て
も
道
徳
的
行
為
が
当
為
で
あ
る
と
い
え
る
構
造
は
、
こ
の
よ
う

な
仕
方
で
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
。

R
V
 

お
わ
り
に

以
上
の
こ
と
か
ら
、
「
な
ぜ
、
道
徳
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
」

と
い
う
問
い
に
対
し
て
、
改
め
て
「
そ
う
い
う
も
の
だ
か
ら
」
と
い
う
、

日
常
感
覚
に
も
違
背
し
な
い
回
答
を
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
と
い
え
よ

う
。
そ
う
し
た
説
明
は
、
困
難
を
回
避
し
た
言
い
訳
な
の
で
は
な
く
、
多

機
な
規
則
に
従
っ
て
道
徳
的
行
為
を
行
っ
て
い
る
道
徳
世
界
の
あ
り
方
を

説
明
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
そ
う
い
う
も
の
」
と
し
て
の
成
立

し
て
い
る
実
践
的
な
道
徳
世
界
の
存
在
が
、
道
徳
的
行
為
を
行
う
べ
き
当

為
性
を
生
み
出
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
同
一
の
規
則
に
従
わ
な
い
に

も
関
わ
ら
ず
言
語
ゲ
!
ム
が
成
立
し
て
い
る
事
実
性
に
着
目
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
の
意
義
が
明
確
に
な
る
。
む
ろ
ん
、
こ
の
主
張
に
も
限
界
は

あ
る
。
例
え
ば
、
戦
争
の
よ
う
に
、
道
徳
的
行
為
に
関
心
の
な
い
者
同
士

で
ゲ
l
ム
が
行
わ
れ
る
状
況
に
お
い
て
は
、
道
徳
的
行
為
が
な
さ
れ
る
こ

と
を
望
め
な
い
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
道
徳
的
行
為
に
意
義
を
認
め
る
摂

り
、
「
そ
う
い
う
も
の
」
と
し
て
道
徳
世
界
が
成
立
し
て
い
る
言
語
ゲ

i

ム
の
存
在
が
当
為
性
を
生
む
。

も
ち
ろ
ん
、
道
徳
へ
の
関
心
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
道
線
的
行

為
が
促
進
さ
れ
る
こ
と
は
否
定
さ
れ
え
な
い
事
実
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
道

徳
を
遵
守
し
な
い
場
合
を
考
慮
す
る
本
論
の
前
提
は
特
異
で
あ
る
か
も
し

れ
な
い
。
だ
が
、
そ
の
裏
で
、
道
徳
の
遵
守
の
強
制
に
よ
っ
て
か
え
っ
て

対
立
が
生
じ
、
反
道
徳
的
行
為
に
つ
な
が
る
場
合
が
あ
る
こ
と
は
見
過
ご

さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
語
ゲ
!
ム
論
に
、
規

則
を
共
有
し
な
い
「
他
者
」
と
の
関
係
を
読
み
取
る
こ
と
は
不
可
能
で
は

な
い
だ
ろ
う
。
そ
れ
に
関
連
づ
け
る
な
ら
ば
、
道
徳
の
遵
守
を
他
者
に
強

制
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
道
徳
を
遵
守
せ
ず
と
も
道
徳
的
行
為
の
当

為
性
は
損
な
わ
れ
な
い
と
い
う
主
張
は
、
道
徳
理
解
に
「
他
者
」
と
い
う

視
点
を
提
供
す
る
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
他
者
と
の
関
係
を
ふ
ま
え
た

本
論
の
道
徳
理
解
は
、
道
徳
の
考
察
の
新
た
な
切
り
口
と
な
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

(1)註

〉
・
の
出
g
g
u
h
吋
な
お
荷
主
の
と
一
三
号
P
H
U
h
F
N
W
u
-
-
品
仏
・
(
翻
訳
は
以
下

を
参
照
、
「
呉
邦
人
』
(
カ
ミ
ユ
全
集
2
)
、
新
潮
社
、
一
九
七
二
、
臼
頁
。
)

F
E
3・H
2
1
5
N
(同
上
、

U
l
m∞
真
。
)

目
立
子
℃
山
由

ω
・
(
詞
上
、

η
真
。
)

目
立
〔
ア
℃

-H2・
(
向
上
、

η
真
。
)
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(4) (3) (2) 



(5) 

同

U
J
Z
m門
N
m
n
z
w
N号
令
室
内
と
も
尽
ご
守
〉
向
。
ミ
ト
(
ヘ
く
に
お
h

込
町
司
事
込
町
、

∞l
N
)
w

ぜ
ご
一
門
司
吋
号
。

Hdz吋
侍
の
c"
右
∞
∞
u
m
-
N
2
・

ロユ
(
y
m
M
∞印・

例
え
ば
、
「
ど
ん
な
道
徳
も
、
自
己
を
絶
対
化
し
よ
う
と
す
る
強

い
特
性
を
持
ち
、
そ
の
た
め
の
精
妙
な
演
出
装
置
を
そ
な
え
て
い

る
。
そ
の
演
出
装
置
を
解
体
し
、
道
徳
を
裸
の
姿
で
白
日
の
下
に

さ
ら
す
こ
と
(
中
略
)
こ
の
も
く
ろ
み
を
果
た
す
に
は
、
わ
れ
わ

れ
は
つ
ね
に
道
徳
の
外
部
に
身
を
お
い
て
、
そ
の
演
出
装
誼
の
わ

な
に
掛
か
ら
な
い
よ
う
に
絶
え
ず
注
意
を
は
ら
っ
て
い
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
だ
。
」
(
笹
津
豊
「
道
徳
と
そ
の
外
部
い
、
動
草
書
房
、

一
九
九
五
、
己
主
良
。
)
と
い
う
指
摘
を
参
照
。

例
え
ば
、
「
道
徳
の
外
部
に
そ
れ
を
支
え
る
道
徳
は
な
い
。
こ
の
取

り
決
め
は
、
成
立
の
成
立
の
以
前
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
っ
て
考
え
れ
ば
、

そ
う
い
う
場
合
、
破
ら
れ
る
の
が
当
然
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
十
人

が
み
ん
な
そ
う
考
え
て
い
た
と
し
た
ら
、
取
り
決
め
な
ど
と
い
う
も

の
は
、
お
よ
そ
存
在
す
る
意
味
が
な
い
で
は
な
い
か
。
そ
れ
に
従
う

こ
と
が
自
分
に
と
っ
て
不
利
な
と
き
に
は
い
つ
で
も
破
っ
て
よ
い
取

り
決
め
な
ん
て
、
お
よ
そ
役
に
立
た
な
い
こ
と
は
火
を
み
る
よ
り
も

明
ら
か
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
二
つ
の
方
策
が
考
え
ら
れ
る
。
一
つ
は
、

人
々
が
取
り
決
め
を
守
っ
て
い
る
か
を
監
視
し
、
違
反
者
を
罰
す
る

権
力
機
構
を
作
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
全
面
的
に
監
視
す
る
こ
と

は
不
可
能
で
、
コ
ス
ト
も
か
か
る
。
そ
の
欠
泌
を
補
う
た
め
の
、
も

う
ひ
と
つ
の
方
策
が
考
え
ら
れ
、
こ
れ
も
ま
た
不
可
欠
で
あ
る
。
そ

れ
は
す
な
わ
ち
、
道
徳
空
間
を
内
側
か
ら
閉
ざ
す
道
徳
イ
デ
オ
ロ

(7) (6) (8) 

(9) 

ギ
ー
を
成
立
さ
せ
、
十
人
全
員
に
取
り
決
め
を
し
た
最
初
の
動
機
を

忘
れ
さ
せ
る
と
い
う
方
策
で
あ
る
。
」
(
永
井
均
「
な
ぜ
悪
い
こ
と
を

し
て
も
〈
よ
い
〉
の
か
」
(
大
庭
他
編
「
な
ぜ
悪
い
こ
と
を
し
て
は

い
け
な
い
の
か
」
、
ナ
カ
ニ
シ
ヤ
出
版
、
二

0
0
0、
約
頁
。
)
を
参

照
。
た
だ
し
、
こ
の
後
、
永
井
は
系
譜
学
的
考
察
を
超
え
る
試
み
を

し
て
い
る
。
)

「・

3
二
三
m
2
d
z
z
p

、
k
V

凡守

SLEFh円
h
H
h

河
口
町
同
町
内
ミ
ど
に
M
N
h

お魚崎町、回、∞一山口}内

2
0一一

E
Z
3
y
m
吋・
P
S∞∞
u
m
日
(
翻
訳
は
、
藤
本
隆
志
訳
「
哲
学
探
究
」

(
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
全
集

8
)
、
大
修
館
、
一
九
七
六
、
を
参

照
し
た
。
な
お
、
適
宜
変
更
し
た
筒
所
が
あ
る
。
)

日

σ
E
w
m
N

一一

日

σ
↑〔一
-
m
N
C
H
・

-σ
↑門一切

m
H
∞印・

-σ-門

y
m
M
M吋
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H
E門
y
m
H
h
v
u
・
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