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ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
紛
れ
も
な
く
反
科
学
者
で
あ
っ
た
。

キ
リ
ス
ト
な
い
し
キ
リ
ス
ト
教
に
敵
対
す
る
者
を
「
反
キ
リ
ス
ト
者
し
と
呼
ぶ
の
と
同
じ
意
味
で
、
科
学
と
科
学
者
に
敵
対
す
る
者
を
「
反
科
学
者
」
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、

モ
ン
ク
の
著
し
た
伝
記
『
ル

i
ト
ヴ
ィ
ヒ
・
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
b

の
功
績
の
一
つ
は
、

レ

イ

こ
の
反
科
学
者
と
し
て
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
側
面
を
詳
ら
か
に
し
た
点
に
あ
る
。
た
と
え
ば
『
哲
学
探
究
』
の
序
の
一
文
「
私
の
こ
の
仕
事
が
そ
の
不
十
分
さ

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
暗
い
時
代
の
な
か
で
、
ど
の
頭
脳
か
に
光
を
投
ず
る
巡
り
合
わ
せ
に
あ
る
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
は
不
可
能
な
こ
と
で
は
な
い
。
だ
が
も
ち

ろ
ん
あ
り
そ
う
な
こ
と
で
は
な
い
」

i
i
i
こ
の
一
文
に
現
わ
れ
る
っ
こ
の
暗
い
時
代
」
と
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。

モ
ン
ク
に
よ
れ
ば
、
「
〈
こ
の
暗
い
時
代
〉
は
科

学
と
い
う
偽
の
偶
像
を
崇
拝
す
る
こ
と
に
帰
せ
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
り
、

れ
て
い
た
」
の
で
あ
る
。

一
九
三

0
年
代
の
始
め
以
来
か
れ
自
身
の
仕
事
は
こ
の
科
学
崇
拝
に
抗
す
る
こ
と
に
向
け
ら

モ
ン
ク
は
『
反
哲
学
的
断
章
』
か
ら
次
の
よ
う
な
断
片
を
引
用
す
る
。

っ
原
嬢
に
対
し
て
大
衆
が
い
ま
抱
い
た
り
表
明
し
た
り
し
て
い
る
ヒ
ス
テ
リ
ッ
ク
な
不
安
は
九
分
ど
お
り
、
遂
に
府
内
か
真
に
有
効
な
も
の
が
発
明
さ
れ
た
の
だ
、
と
い

-
私
が
こ
こ
で
一
一
一
日
わ
ん
と
し
て
い
る
こ
と
は
、
原
爆
が
醜
い
悪
の
、
吐
き
気
を
催
さ
せ
る
ヌ
ル
ヌ
ル
し
た
石
鹸
水
の
ご
と
き
科
学
の
、
終
末

破
滅
と
い
う
見
込
み
を
与
え
て
く
れ
る
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
は
確
か
に
不
愉
快
な
こ
と
で
は
な
い
」
。

う
こ
と
を
示
唆
す
る
。
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)¥ 

「
科
学
技
術
の
時
代
が
人
類
の
終
わ
り
の
始
ま
り
で
あ
る
こ
と
、
大
い
な
る
進
歩
と
い
う
観
念
が
、
真
理
の
究
極
的
認
識
と
い
う
観
念
と
伺
じ
く
、

の
ぼ
せ
あ
が
っ

た
妄
想
で
あ
る
こ
と
、
科
学
的
知
識
に
は
善
き
も
の
望
ま
し
き
も
の
が
何
も
な
い
こ
と
、
そ
し
て
人
類
が
科
学
的
知
識
を
浪
々
と
追
求
し
な
が
ら
落
し
穴
に
は
ま
り
つ

つ
あ
る
こ
と
、
こ
れ
ら
の
こ
と
を
信
ず
る
の
は
ば
か
気
て
は
い
な
い
。
そ
う
で
な
い
と
は
、
決
し
て
言
い
き
れ
な
い
の
だ
」
。

こ
こ
で
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、

ラ
ッ
セ
ル
や
ア
イ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
よ
う
に
つ
人
類
の
全
面
的
破
滅
を
免
れ
る
た
め
に
」
あ
る
い
は
「
そ
の
恐
怖
か
ら

解
放
さ
れ
る
た
め
に
い
核
兵
器
の
廃
絶
を
訴
え
て
い
る
の
で
は
ま
っ
た
く
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
科
学
崇
拝
と
い
う
人
類
、
が
陥
っ
た
ま
ど
ろ
み
を
醒
ま
す
「
真
に

有
効
な
苦
い
薬
」
と
し
て
原
嬢
の
恐
怖
は
歓
迎
で
き
る
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
殆
ど
狂
気
に
近
い
、
篤
く
べ
き
本
末
転
倒
で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
だ
が
、

こ
の
よ
う
な
本
末
転
倒
を
犯
し
て
ま
で
反
科
学
の
態
度
を
堅
持
す
る
こ
と
こ
そ
が
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
「
哲
学
L

の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

泊、
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
自
分
の
哲
学
の
目
的
を
公
然
と
述
べ
た
。
寸
私
の
や
っ
て

い
る
こ
と
は
思
考
の
ス
タ
イ
ル
を
変
え
る
こ
と
で
あ
り
、
私
の
や
っ
て
い
る
こ
と
は
人
び
と
に
か
れ
ら
の
思
考
ス
タ
イ
ル
を
変
え
る
よ
う
説
得
す
る
こ
と
で
あ
る
」
。
「
ジ

i

一
九
三
八
年
の
夏
、
小
人
数
の
学
生
を
相
手
に
行
な
っ
た

2
実
学
講
義
』
で
、

ン
ズ
は
『
神
秘
な
宇
宙
』
と
い
う
本
を
書
い
た
。
私
は
こ
れ
を
忌
ま
わ
し
く
思
う
。
表
題
を
み
よ
。
こ
れ
だ
け
で
も
人
を
欺
く
も
の
だ
と
一
一
一
日
い
た
い
。

『
神
秘
な
宇

宙
』
と
い
う
表
題
は
一
種
の
偶
像
崇
拝
を
含
ん
で
い
る
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
偶
像
と
は
科
学
で
あ
り
科
学
者
で
あ
る
の
だ
L

。
「
私
は
あ
る
意
味
で
、
あ
る
思
考
ス
タ
イ

ル
を
他
の
そ
れ
〔
科
学
的
な
思
考
ス
タ
イ
ル
|
|
引
用
者
〕
に
対
抗
す
る
も
の
と
し
て
宣
伝
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
他
方
の
思
考
ス
タ
イ
ル
に
私
は
心
底
う
ん
ざ
り
す
る
し
。

か
れ
が
「
心
底
う
ん
ざ
り
す
る
し
と
言
う
思
考
ス
タ
イ
ル
に
は
カ
ン
ト
ル
以
降
の
数
学
も
含
ま
れ
る
。

「
カ
ン
ト
ル
は
、
数
学
者
が
か
れ
の
想
像
(
あ
る
い
は
心
)

の
な
か
で
あ
ら
ゆ
る
眼
界
を
超
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
、

い
か
に
す
ば
ら
し
い
こ
と
か
、

と
書
い
た
。

ひ
と
が
数
学
に
向
か
う
の
は
こ
の
魔
力
の
ゆ
え
で
あ
る
こ
と
を
、
私
は
全
力
を
挙
げ
て
示
し
た
い
と
思
う
。
数
学
で
あ
っ
た
り
物
理
学
で
あ
っ
た
り
す
る
こ
と
に
よ

そ
れ
は
争
う
余
地
の
な
い
も
の
に
見
え
、
こ
の
こ
と
が
よ
り
一
層
大
き
な
魔
力
を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
も
し
わ
れ
わ
れ
が
当
の
表
現
を
取
り
巻
く
状
況
を
明

ら
か
に
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
事
態
は
ま
っ
た
く
異
な
っ
た
仕
方
で
表
現
す
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
こ
と
が
分
か
る
の
だ
L

。

っ
て
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
は
、
科
学
が
国
家
や
産
業
を
通
し
て
人
類
に
及
ぼ
す
イ
ン
パ
ク
ト
は
副
副
次
的
な
も
の
に
過
ぎ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
科
学
崇
拝
、



科
学
主
義
に
対
す
る
か
れ
の
嫌
悪
も
「
科
学
的
方
法
」
「
科
学
的
な
思
考
ス
タ
イ
ル
」
に
対
す
る
概
念
的
レ
ベ
ル
で
の
拒
否
に
と
ど
ま
る
。
だ
が
、
こ
の
概
念
的
レ
ベ
ル

へ
の
集
中
は
、
逆
に
、

か
れ
の
反
科
学
を
、
数
学
を
も
含
め
た
科
学
に
お
け
る
「
一
般
性
の
追
求
」
に
対
す
る
忌
避
に
ま
で
拡
張
す
る
こ
と
へ
と
道
を
開
く
。
こ
こ
で
も

注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
数
学
が
物
理
学
に
と
っ
て
有
用
か
つ
不
可
欠
で
あ
る
が
ゆ
え
に
数
学
と
数
学
者
に
抗
議
し
て
い
る
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

む
し
ろ
っ
数
学
を
自
然
科
学
の
一
種
と
し
て
扱
う
」
見
解
が
カ
ン
ト
ル
の
集
合
論
を
、
「
あ
ら
ゆ
る
限
界
を
超
え
て
」
無
限
を
と
ら
え
る
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
る
「
楽
園
」

で
あ
る
か
の
よ
う
に
錯
覚
さ
せ
る
元
凶
だ
、
と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
寸
論
理
学
の
数
学
へ
の
禍
い
に
満
ち
た
侵
入
」
勺
〈
数
理
論
理
学
〉
は
数
学
者
と
哲
学
者
の
思
考

を
完
全
に
奇
形
に
し
た
し
と
い
う
言
い
草
は
こ
の
よ
う
な
文
脈
で
理
解
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

こ
う
し
て
、

一
九
三
九
年
の
数
学
の
基
礎
に
つ
い
て
の
講
義
に
関
し
て
モ
ン
ク
が
次
の
よ
う
に
要
約
す
る
の
は
的
を
大
き
く
は
ず
し
て
い
な
い
と
言
え
る
。

っ
数
学
〔
の
基
礎
]
に
つ
い
て
の
講
義
は
科
学
崇
拝
に
対
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
全
面
攻
撃
の
一
部
を
な
す
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、

か
れ
は
こ
の
特
殊
な
作
戦

行
動
を
か
の
戦
闘
の
最
重
要
な
一
部
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
。
〈
形
而
上
学
的
表
現
の
誤
用
が
数
学
に
お
い
て
な
さ
れ
る
ほ
ど
大
き
な
罪
は
、
ど
の
宗
教
的
宗
派
も
犯

し
て
は
い
な
い
〉
と
、
か
つ
て
か
れ
は
書
き
つ
け
た
。
数
学
の
形
而
上
学
が
行
使
す
る
八
魔
力
〉
は
、
ジ
ー
ン
ズ
の
『
神
秘
な
宇
宙
b

の
ご
と
き
本
が
行
使
す
る
そ
れ

わ
れ
わ
れ
の
文
化
の
衰
微
の
も
っ
と
も
重
要
な
徴
候
で
あ
り
、

よ
り
も
っ
と
強
大
で
す
ら
あ
る
し
、
科
学
の
偶
像
化
に
一
層
強
力
な
影
響
を
及
ぼ
す
。
そ
し
て
そ
の
科
学
の
偶
像
化
こ
そ
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
考
え
で
は
、

お
そ
ら
く
そ
の
原
因
で
す
ら
あ
る
の
だ
」
。

さ
て
、
も
し
上
の
よ
う
な
推
察
が
許
さ
れ
る
と
す
る
と
、
次
に
出
て
く
る
疑
問
は
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
ど
の
時
点
か
ら
反
科
学
者
で
あ
っ
た
の
か
、

か
れ
の

反
科
学
が
ど
の
時
点
に
ま
で
遡
り
得
る
か
、

で
あ
る
。

J
九
三

0
年
代
の
初
め
以
来
か
れ
の
仕
事
は
科
学
崇
拝
に
抗
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
」
と
モ
ン
ク
は
言

明
す
る
。
だ
が
私
の
見
る
と
こ
ろ
、
吋
-
論
理
哲
学
論
考
』
に
し
て
既
に
反
科
学
的
な
の
で
あ
る
。
も
っ
と
も
よ
制
考
』
は
、
表
面
切
っ
て
科
学
に
敵
対
し
て
い
る
と
い
う

よ
り
、
む
し
ろ
「
倫
理
的
な
こ
と
が
ら
は
語
り
得
な
レ
、

そ
れ
は
超
越
的
で
あ
る
」
(
し
た
が
っ
て
、
倫
理
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
も
科
学
の
対
象
で
は
あ
り
得
な

い
)
と
言
わ
ん
と
し
て
い
る
だ
け
だ
、

と
理
解
し
た
い
向
き
に
は
、
寸
反
科
学
」
で
は
な
く
「
科
学
批
判
」
と
い
う
呼
称
の
方
が
受
け
入
れ
や
す
い
か
も
し
れ
な
い
。

し

ず
れ
に
せ
よ
、
こ
こ
で
私
が
問
題
に
し
た
い
こ
と
は
、
反
科
学
で
あ
れ
科
学
批
判
で
あ
れ
、
戸
論
考
』
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
観
点
か
ら
見
る
か
ぎ
り
「
論
理
学

が
科
学
で
あ
る
こ
と
は
で
き
な
い
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

「
単
純
さ
こ
そ
が
真
理
の
証
な
り

(
ω
5
1
2
ω
在
日
在
日

三
ユ
)
」
「
論
理
的
問
題
の
解
決
は
単
純
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
」

(ω
・h
s
h
p
H
)

と
い
う
句
論
考
b

の
指
針
と
、
「
論

哲
学

思
想
論
集
第
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十
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理
は
論
理
学
者
が
考
え
て
い
る
ほ
ど
単
純
で
は
な
い
」
と
い
う
後
期
の
反
省
と
は
対
極
に
位
置
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
論
理
観
で
あ
る
。

に
も
か
か
わ
ら
ず
、

か
れ
の
反
科
学
な
い
し
科
学
批
判
の
底
流
は
少
し
も
変
わ
ら
な
レ
。

い
か
な
る
批
判
で
あ
れ
、
そ
れ
が
言
語
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
か
ぎ
り
、
批
判
は
言
語
と
い
う
足
場
を

持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
も
し
そ
の
足
場
を
論
理
学
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
論
理
学
は
科
学
で
な
い
に
違
い
な
い
。
だ
が
、
論
理
学
は
い
か
な
る
意
味
に
お
い
て
科
学
で
は
な
い

の
か
。

こ
の
間
に
答
え
る
た
め
に
以
下
に
お
い
て
、
グ
論
考
b

を
ど
の
よ
う
に
読
め
ば
そ
れ
が
反
科
学
の
書
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
の
か
、
そ
し
て
そ
の
反
科
学
が
よ
制

考
』
の
-
論
理
学
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て
い
る
の
か
、

を
見
る
こ
と
に
し
よ
う
。

科
学
批
判
と
は
、

カ
ン
ト
ふ
う
に
言
え
ば
「
倫
理
や
信
仰
の
場
所
を
与
え
る
た
め
に
科
学
的
認
識
の
領
域
を
制
限
す
る
こ
と
」
で
あ
る
。
反
科
学
と
は
、

た
ん
に
科
学

的
認
識
の
領
域
を
制
限
す
る
の
で
は
な
く
、
科
学
的
認
識
に
は
何
の
俄
値
も
な
い
と
す
る
こ
と
で
あ
る
。
カ
ン
ト
の
科
学
批
判
は
「
理
性
批
判
」
と
い
う
か
た
ち
を
と
る

が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
反
科
学
は
コ
一
一
一
口
語
批
判
」
と
し
て
現
わ
れ
る
。
か
れ
は
序
文
で
こ
う
書
い
た
。
「
本
書
の
全
意
義
は
次
の
よ
う
に
要
約
で
き
よ
う
。
そ

も
そ
も
語
り
得
る
こ
と
は
明
断
に
語
り
得
る
。
そ
し
て
語
り
得
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
ひ
と
は
沈
黙
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
し
た
が
っ
て
本
書
は
思
考
に
、
あ
る
い
は
む

し
ろ

l
i思
考
で
は
な
く
思
想
の
表
現
に
、
限
界
を
設
け
る
こ
と
に
な
る
。

そ
れ
ゆ
え
こ
の
限
界
は
言
語
に
お
い
て
設
定
し
得
る
の
み
な
の
で
あ
っ
て
、

そ
の
限
界

の
あ
ち
ら
慨
に
あ
る
も
の
は
端
的
に
無
意
味
な
の
で
あ
る
」
。

と
こ
ろ
が
、

周
知
の
よ
う
に
、
こ
の
つ
語
り
得
な
い
こ
と
へ
も
し
一
言
語
を
以
っ
て
語
る
と
す
れ
ば
意
味
を
な
さ
な
く
な
る
が
ゆ
え
に
寸
沈
黙
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
こ

と」

i
iそ
れ
の
み
が
価
値
を
持
つ
、

と
い
う
の
が
句
論
考
』
の
隈
呂
で
あ
る
。
「
語
る
L

と
い
う
の
は
、
文
が
〈
事
態
は
か
く
か
く
で
あ
る
〉
と
語
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
し
て
、

そ
の
よ
う
に
語
ら
れ
た
文
は
、

そ
の
事
態
が
っ
事
実
そ
の
と
お
り
で
あ
る
」
な
ら
ば
真
で
あ
り
、
そ
う
で
な
い
な
ら
ば
偽
で
あ
る
。
真
で
あ
る
も
の
は
、

わ
れ

わ
れ
が
そ
れ
を
真
で
あ
る
と
認
識
し
な
く
て
も
、

ま
た
認
識
で
き
な
く
て
も
、
真
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
文
も
真
か
偽
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
(
二
値
原
理
)
。
科
学
が
そ

の
進
歩
の
極
限
に
達
す
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
真
な
る
文
の
全
体
を
超
過
す
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
っ
心
L

と
か
「
意
識
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
が
仮
に
物
理
学
プ

ラ
ス
化
学
プ
ラ
ス
そ
の
他
の
自
然
科
学
に
よ
っ
て
説
明
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
し
て
も
、
向
じ
こ
と
で
あ
る
。
自
然
科
学
に
還
元
し
得
る
よ
う
な
寸
心
L

は
、
世
界
の

な
か
の
事
実
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
つ
真
な
る
文
の
全
体
が
全
自
然
科
学
(
あ
る
い
は
諸
自
然
科
学
の
全
体
)
を
な
す
」
(
や
己
)
と
い
う
立



言
は
、
自
然
科
学
に
対
し
て
気
前
の
よ
す
ぎ
る
譲
歩
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
「
語
り
得
な
い
こ
と
L

だ
け
が
価
値
を
持
つ
、
す
な
わ
ち
信
仰
や
倫
理
に
か
か
わ
る
こ
と
が
ら

の
み
が
価
値
を
持
つ
の
だ
か
ら
、
こ
の
譲
歩
は
「
世
界
し
の
全
面
的
譲
渡
、
「
世
界
し
の
放
棄
を
意
味
す
る
。
ま
さ
に
「
カ
エ
サ
ル
の
も
の
は
カ
エ
サ
ル
に
し
で
あ
る
。

信
仰
や
倫
理
の
要
諦
は
、
現
世
的
・
世
俗
的
あ
る
い
は
物
質
的
欲
望
と
虚
栄
を
す
べ
て
一
挙
に
断
念
せ
し
め
る
こ
と
に
あ
る
。
因
果
関
係
を
信
じ
、
明
自
の
た
め
に
い

ま
現
在
の
あ
り
か
た
を
決
め
る
と
い
う
生
存
原
理
を
放
棄
せ
し
め
る
こ
と
に
あ
る
。
だ
か
ら
反
科
学
の
も
っ
と
も
鋭
い
主
張
は
、
生
存
原
理
に
と
っ
て
圧
倒
的
に
宥
利
な

自
然
科
学
に
は
、
本
当
の
と
こ
ろ
価
値
も
根
拠
も
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
実
際
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
「
世
界
の
な
か
に
は
い
か
な

る
価
値
も
存
在
し
な
い
L

J
四
果
関
係
を
信
じ
る
の
は
迷
信
だ
」
と
断
言
し
て
は
ば
か
ら
な
い
。
そ
し
て
そ
の
理
由
は
と
も
に
つ
す
べ
て
の
出
来
事
、
す
べ
て
の
か
く
か

く
の
存
在
は
偶
然
的
だ
」
と
い
う
点
に
あ
る
。

「
世
界
の
意
味
は
世
界
の
外
側
に
存
在
す
る
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
世
界
の
な
か
で
は
す
べ
て
の
も
の
は
在
る
よ
う
に
在
り
、
す
べ
て
の
こ
と
は
起
こ
る
よ
う
に
起

こ
る
。
世
界
の
な
か
に
は
い
か
な
る
価
値
も
存
在
し
な
い
o
i
l
-
た
と
い
価
値
が
存
在
す
る
と
し
て
も
、
そ
の
価
値
に
は
伺
の
価
値
も
な
い
。

も
し
価
値
の
あ
る
価
値
が
存
在
す
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
す
べ
て
の
出
来
事
、
す
べ
て
の
か
く
か
く
の
存
在
の
外
側
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
、
ぜ
な
ら
、
す
べ
て

の
出
来
事
、
す
べ
て
の
か
く
か
く
の
存
在
は
偶
然
的
だ
か
ら
だ

L
3・3
)。

す
べ
て
の
出
来
事
は
偶
然
だ
と
い
う
運
命
論
は
ま
た
、
意
志
と
世
界
と
の
間
の
必
然
的
連
関
を
も
拒
否
す
る
。
し
た
が
っ
て
寸
世
界
は
私
の
意
志
か
ら
独
立
し
て
い
る
L

(。・
ω吋
ω)
。
世
界
は
私
の
意
志
か
ら
独
立
し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
〈
汝

な
す
べ
し
〉
と
い
う
か
た
ち
の
倫
理
法
黙
の
定
立
に
お
い
て
も
、

そ
の
法
則
に
従
う
行
為
、

従
わ
な
い
行
為
の
帰
結
は
世
界
の
中
の
出
来
事
で
は
あ
り
得
な
い
(
。
・
お
N
)
。
「
そ
れ
ゆ
え
に
ま
た
、
倫
理
学
の
い
か
な
る
命
題
も
存
在
し
得
な
い
」
(
。
・
お
)
の
で
あ
り
、

か
く
か
く
の
存
在
の
偶
然
性
に
も
と
づ
く
と
こ
ろ
の
、
こ

「
論
理
が
語
り
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
」
だ
か
ら
、
「
倫
理
は
超
越
的
な
の
で
あ
る
」
(
由
・
お
ご
。

の
同
じ
運
命
論
は
ま
た
、

か
れ
の
「
反
科
学
」
を
「
反
近
代
L

に
ま
で
押
し
広
げ
る
。

「
近
代
の
世
界
観
全
体
の
土
台
に
は
、

い
わ
ゆ
る
自
然
法
則
が
自
然
現
象
の
説
明
で
あ
る
と
の
錯
覚
が
あ
る

L
3・ω戸)。

「
だ
か
ら
か
れ
ら
は
、
古
代
の
人
び
と
が
神
と
運
命
を
も
っ
て
打
ち
切
っ
た
よ
う
に
、
自
然
法
射
を
不
可
周
波
の
も
の
と
見
倣
し
、
そ
こ
で
打
ち
切
り
に
す
る
の
で
あ
る
。

・・@

か
れ
ら
は
〔
打
ち
切
り
に
す
べ
き
終
点
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
点
に
お
い
て

i

l引
用
者
〕
と
も
に
正
し
く
、
「
論
理
的
必
然
性
以
外
に
も
必
然
性
が
あ
る
と
考

え
て
い
る
点
で
|
|
i
引
用
者
〕
と
も
に
間
違
っ
て
レ
る
。
だ
が
、
新
し
い
体
系
に
お
い
て
は
す
べ
て
の
こ
と
が
説
明
さ
れ
る
か
の
よ
う
に
見
せ
掛
け
ら
れ
る
の
に
対
し
、

哲
学

思
想
論
集
第
二
十
号



論
理
学
は
科
学
に
あ
ら
ず

古
代
の
人
び
と
は
明
確
な
終
点
を
承
知
し
て
い
た
。
そ
の
分
だ
け
後
者
の
方
、
が
も
ち
ろ
ん
明
噺
な
の
で
あ
る
」
(
白
・
ω
芯)。

あ
ら
ゆ
る
出
来
事
の
偶
然
性
を
論
拠
に
す
る
運
命
論
こ
そ
が
上
に
見
た
よ
う
に
『
論
考
』

の
反
科
学
の
唯
一
の
拠
り
ど
こ
ろ
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
出
来
事

の
偶
然
性
を
主
張
す
る
根
拠
は
何
で
あ
ろ
う
か
。
私
に
は
『
論
考
b

の
論
理
学
以
外
に
な
い
と
思
わ
れ
る
。
か
れ
は
『
論
理
学
に
関
す
る
ノ

I
ト
』
を
「
哲
学
は
論
理
学

と
形
而
上
学
か
ら
な
る
。
論
理
学
が
そ
の
土
台
で
あ
る
L

と
い
う
文
で
盟
国
き
始
め
て
い
た
。
論
理
学
に
も
と
ご
つ
い
て
か
れ
は
か
れ
の
反
科
学
の
哲
学
を
擁
護
す
る
の
で
あ

る
か
ら
、

そ
の
論
理
学
は
、
そ
れ
を
科
学
と
克
誤
ら
せ
る
一
切
の
動
機
を
あ
ら
か
じ
め
排
除
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
は
な
い
。
論
理
学
は
最
終
的
な
も
の
・
絶

対
的
な
も
の
と
し
て
、

そ
の
正
し
さ
は
世
界
に
つ
い
て
の
、
世
界
が
い
か
に
あ
る
か
と
い
う
、
科
学
的
知
識
か
ら
超
越
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
意
味
で
「
論

理
学
は
ひ
と
り
立
ち
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
(
ロ
5
F
o
m野
自
己

g

B円
巴
の

F
2
5め
吋

ω。
吋
問
。
ロ

)
L
3
・A

F
吋

ω)

の
で
あ
る
。

寸
論
理
学
の
命
題
が
内
容
を
含
む
よ
う
に
思
わ
せ
る
よ
う
な
理
論
は
つ
ね
に
間
違
っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
〈
真
〉
〈
偽
〉
と
い
う
語
、
が
も
ろ
も
ろ
の
性
質
の
う
ち
の
こ

つ
の
性
質
を
表
わ
す
の
だ
と
思
い
込
む
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
す
る
と
ど
の
命
題
も
こ
れ
ら
の
性
質
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
、
注
自
す
べ
き
事
実
に
見
え
る
こ

と
で
あ
ろ
う
。
す
る
と
そ
れ
は
、
〈
す
べ
て
の
パ
ラ
は
黄
か
赤
で
あ
る
〉
の
よ
う
な
命
題
が
た
と
い
真
だ
と
し
て
も
自
明
で
な
い
の
と
同
様
、
決
し
て
自
明
と
は
見
え

な
く
な
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
門
ど
の
文
も
真
か
偽
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
、

と
い
う
]
か
の
命
題
〔
二
値
原
理
i
l
|
引
用
者
]
は
、

い
ま
や
す
っ
か
り
自
然
科
学
の

命
題
の
性
格
を
獲
得
す
る
に
い
た
る
。
そ
し
て
こ
れ
こ
そ
が
、

か
の
命
題
、
が
間
違
っ
て
把
握
さ
れ
た
こ
と
の
確
か
な
し
る
し
な
の
で
あ
る
」
(
白
山
口
)

「
論
理
学
の
命
題
は
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
で
あ
る
L
S
-
H
)

。
こ
れ
が
『
論
考
』
の
論
理
学
を
特
徴
つ
け
る
も
っ
と
も
簡
潔
な
言
明
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
こ

の
言
明
は
確
か
に
論
理
学
の
命
題
の
無
内
容
性
を
主
張
し
て
レ
る
。
論
理
学
は
そ
れ
ゆ
え
っ
形
式
」
の
み
に
関
わ
る
学
で
あ
る
。

し
か
し
そ
の
勺
形
式
L

は
人
間
が
勝
手

に
つ
く
り
出
し
得
る
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
。
「
論
理
学
に
お
い
て
私
が
自
分
の
つ
く
り
出
し
得
る
形
式
に
関
わ
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
な
ど
と
い
う
こ
と
は
、
ど
う
し
て

可
能
で
あ
ろ
う
か
。
形
式
を
つ
く
り
出
す
こ
と
を
私
に
可
能
に
さ
せ
る
と
こ
ろ
の
も
の
に
こ
そ
、
私
は
関
わ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
の
だ
」
(
日
・

8
u
g。
こ
の
意
味
で
論
理
学

は
最
終
的
・
絶
対
的
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
絶
対
的
な
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
も
っ
と
も
無
内
容
な
も
の
(
ト
ー
ト
ロ
ジ
ー
)
、
も
っ
と
も
重
要
な
も
の
で
あ

る
と
向
時
に
も
っ
と
も
空
虚
な
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
こ
と
、
こ
の
こ
と
が
論
理
学
を
「
偉
大
で
限
り
な
く
独
特
な
学
L

に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な

論
理
学
は
「
自
然
科
学
と
並
ぶ
何
か
し
で
は
あ
り
得
ず
、
「
自
然
科
学
の
上
か
下
か
に
あ
る
L

の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
『
詩
型

C
の
論
理
学
で
あ
る
と
こ
ろ
の
つ
真
理

関
数
の
理
論
」
と
は
こ
の
よ
う
な
要
請
を
満
た
す
べ
き
理
論
で
あ
る
。
そ
し
て
、

か
れ
の
偶
然
論
即
運
命
論
は
、
実
は
、
真
理
関
数
の
理
論
が
意
味
の
画
像
説
i
l
|そ
れ



は
真
理
の
対
応
説
を
本
質
的
に
含
む
ー
ー
ー
を
媒
体
に
し
て
落
と
す
影
法
部
に
他
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

「
文
と
は
要
素
文
の
真
理
関
数
で
あ
る
L

(

印
)
。
要
素
文
と
は
文
を
つ
く
る
た
め
の
、
そ
れ
以
上
分
析
の
不
可
能
な
究
極
的
な
基
本
単
位
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
つ
文
の

全
体
が
一
一
一
一
口
語
で
あ
り
」
(
や

02)
、
真
な
る
文
に
対
応
す
る
「
事
実
の
全
体
が
世
界
で
あ
る
し
(
ゲ

日
同
)
か
ら
、
ど
の
要
素
文
に
も
そ
れ
に
対
応
す
る
要
素
的
事
実
が
存

在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
ま
一
P
を
要
素
文
全
体
の
集
合
、
戸
戸
、
を
文
(
要
素
文
も
含
め
て
)

の
任
意
な
集
合
、

Z
(
向
)
を

5
の
す
べ
て
の
文
の
否
定
連
言
と
す
れ
ば
、

「
真
理
関
数
の
一
般
形
式
は
〔
ロ

?
Z
(
州
乙
で
あ
る
」
(
岱
)
。
こ
れ
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
文
が
得
ら
れ
る
か
ら
、
こ
の
二
般
形
式
」
を
超
え
て
言
語
が
存
在
す
る
こ

と
は
な
い
。
『
論

42
の
真
理
関
数
の
理
論
す
な
わ
ち
『
論
考
』
の
論
理
学
と
は
、
こ
の
よ
う
に
言
語
の
全
体
を
カ
ヴ
ァ

i
す
る
も
の
で
あ
る
の
で
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ

タ
イ
ン
は
「
論
理
学
は
学
説
で
は
な
く
、
世
界
の
鏡
像
、
だ
」
(
白
山
ω)
「
す
べ
て
を
包
括
し
世
界
を
映
す
と
こ
ろ
の
論
理
学
」
云
々

u
・2H)
と
語
る
こ
と
が
で
き
た
の

で
あ
る
。

偶
然
論
即
運
命
論
が
導
か
れ
る
の
は
、
単
純
に
、
真
理
関
数
の
真
理
変
項
値
に
な
る
べ
き
要
素
文
が
、
他
の
要
素
文
か
ら
独
立
に
真
偽
の
値
を
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
か

ら
で
あ
る
。
要
素
文
は
た
が
い
に
独
立
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
か
ら
、

そ
れ
に
対
応
す
る
「
要
素
的
事
態
(
印
宮
町
〈
め
岳
山

-Z)
も
た
が
い
に
独
立
で
あ
る
」

(
N
・02)。
す
な
わ
ち
、
勺
あ
る
要
素
的
事
態
の
存
在
、
非
存
在
か
ら
、
他
の
要
素
的
事
態
の
存
在
、
非
存
在
は
推
論
さ
れ
得
な
い
」

(
N
・8
N
)

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、

換
言
す
れ
ば
、
要
素
文
相
互
の
間
に
は
論
理
的
必
然
性
、
論
理
的
不
可
能
性
と
い
う
関
係
が
存
在
し
得
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
る
に
寸
論
理
的
必
然
性
だ
け
が

存
在
す
る
」
(
。
・
ミ
)

の
だ
か
ら
、
「
因
果
関
係
は
存
在
し
な
い
」

(ω
・5G)
の
で
あ
り
、

一
般
に
「
論
理
の
外
で
は
す
べ
て
が
鰐
然
な
の
で
あ
る
」
(
。
・

3
。

然
論
の
難
点
は
、
別
の
必
然
性
も
存
在
し
得
る
と
い
う
点
に
あ
る
の
で
は
な
く
、

こ
こ
で
、
論
理
的
必
然
性
の
ほ
か
に
物
理
的
必
然
性
も
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
、
と
反
論
す
る
の
は
あ
ま
り
に
も
俗
物
的
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
偶

、

と
い
う
点
に
あ
る
の

か
れ
が
要
求
す
る
よ
う
な
要
素
文
は
そ
も
そ
も
存
在
し
ノ
品
け
な
い
、

だ
。
わ
れ
わ
れ
の
使
う
文
が
文
と
し
て
の
機
能
を
得
る
た
め
に
は
何
ら
か
の
情
報
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
だ
が
、
ど
の
情
報
も
地
の
情
報
を
排
除
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

は
じ
め
て
情
報
に
な
り
得
る
。
し
か
る
に
、
「
排
除
す
る
」
こ
と
は
論
理
的
不
可
能
性
を
前
提
に
す
る
。
(
あ
る
も
の
が
赤
な
ら
ば
、
そ
の
も
の
は
赤
以
外
で
は
あ
り
得
な

い
)
。
し
た
が
っ
て
、
他
の
す
べ
て
の
文
か
ら
独
立
し
た
文
は
存
在
し
得
な
い
。
要
素
l
文
と
は
言
う
な
れ
ば
形
容
矛
盾
な
の
で
あ
る
。
実
際
、
真
理
関
数
と
は
真
理
値

か
ら
真
理
値
へ
の
一
意
的
写
像
で
あ
っ
て
、
「
文
の
意
味
が
要
素
文
の
意
味
の
関
数
で
あ
る
」
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
数
学
的
関
数
の
独
立
変
数
と
真
理
関
数
の
変

項
値
と
し
て
の
要
素
文
と
い
う
類
比
が
く
ず
れ
る
の
は
、

ま
さ
に
こ
の
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
要
素
文
の
例
を
一
つ
も
挙
げ
る
こ
と
が
で
き

哲
学
・
恕
想
論
集
第
二
十
日
一
乃
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論
理
学
は
科
学
に
あ
ら
ず

四

「
ム
、
ゃ
っ
こ
ハ
ノ
十
h

、

7
・

刀

ナ

dσepv

そ
れ
を
発
見
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
は
な
く
、
要
素
文
と
そ
れ
に
対
応
す
る
要
素
的
事
実
な
る
も
の
が
存
在
し
得
な
い
代
物
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

本
節
で
克
た
『
論
考
b

の
反
科
学
の
拠
り
ど
こ
ろ
は
、
「
す
べ
て
か
く
か
く
の
存
在
は
偶
然
的
だ
」
と
い
う
偶
然
論
と
、
そ
れ
を
論
拠
に
採
る
と
こ
ろ
の
、
世
界
と
意

志
と
の
分
離
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
こ
の
偶
然
論
部
運
命
論
は
、
要
素
文
を
要
請
す
る
よ
湘
考
』
庖
有
の
真
理
関
数
の
理
論
と
真
理
の
対
応
説
と
を
そ
の
支
柱
に
し
て
い
た
。

し
か
る
に
、
前
者
が
要
求
す
る
よ
う
な
た
が
い
に
独
立
な
要
素
文
は
存
在
し
な
い
。

し
た
が
っ
て
『
論
考
』
の
反
科
学
は
、
こ
の
間
以
り
に
お
い
て
は
、
成
功
し
な
か
っ
た

の
で
あ
る
。
だ
が
、
之
調
考
』
の
反
科
学
の
論
拠
は
真
理
関
数
の
理
論
だ
け
で
は
な
い
。
次
節
で
み
る
よ
う
に
、
真
理
関
数
の
理
論
の
例
外
現
象
と
し
て
現
わ
れ
る
と
こ

ろ
の
「
論
理
的
L

問
題
の
解
決
法
も
ま
た
「
反
科
学
L

的
な
の
で
あ
る
。

ど
の
真
理
関
数
も
真
理
表
に
よ
っ
て
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
真
理
表
が
与
え
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
真
理
表
に
も
と
す
つ
い
て
、
否
定
連
平
一
一
口
の
操
作
の
結
果
と
し
て
、

し
か

る
べ
き
真
理
関
数
が
入
手
で
き
る
。

し
た
が
っ
て
、
文
の
一
般
形
式

〔P
F
Z
Z
)
〕
は
真
理
表
を
与
え
る
こ
と
と
等
価
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

一
般
に
量
化
文
は
真

理
表
で
表
現
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
同
一
性
を
表
わ
す
記
号
「
H
H
L

は
真
理
問
問
数
を
つ
く
る
論
理
結
合
子
で
は
な
く
、
む
し
ろ
特
殊
な
関
係
述
語
で
あ
る
。
さ
ら
に

「
A
は
P
と
信
ず
る
」
と
い
う
形
の
信
念
文
は
真
理
関
数
的
に
は
振
舞
わ
な
い
。
以
下
に
お
い
て
、
こ
の
三
つ
の
問
題
が
『
論
考
』
の
反
科
学
と
ど
の
よ
う
に
関
係
し
て

い
る
か
を
検
討
す
る
。

量
化
文

p
zの
値
が
〔
命
題
〕
関
数
貯
の

x
の
値
す
べ
て
に
対
す
る
〔
関
数
〕
値
の
全
体
だ
と
す
る
と
、

Z
(州
)

リ

J

G
×
)
骨
で
あ
る
」
(
印
・
印
N
)
。
こ
れ
が
、
量
化
文

之
町
二
ど
や
「
(
×
)
骨
L

と
は
偽
装
の
真
理
関
数
に
他
な
ら
な
い
と
見
倣
す
句
論
考
』
の
論
理
学
の
唯
一
の
一
示
唆
で
あ
る
。

x
の
値
を

a
、

、

L
U
 

、
h
と
す
る
と

(×)内対日向山・

3
・

中戸

(
出
u
内
)
狩
け
れ
甘
く

B
く

く
日

で
あ
る
。
も
し
(
色
村
(
片
山

w
g

E? 

で
あ
る
な
ら
ば
、

Z
(州
)
H
J
E
-
J
B

J
B
H
J
(
Eく
B
く

く
同
町

)
H
J
G
M
)
陀
・
こ
れ
が

ω
・日
N

の
言
わ
ん
と



し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
問
題
は
、
複
数
個
の
量
化
子
を
持
つ
量
化
文
の
場
合
で
あ
る
。

(
日
)

フ
ォ

l
ゲ
リ
ン
は
か
れ
の
解
説
書
吋
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
』
で
、

N 

i
オ
ペ
レ
ー
タ
で
入
手
で
き
る
量
化
文
は
根
ら
れ
た
種
類
の
も
の
だ
け
だ
と
論
じ
、
ョ
論
考
b

の
論
理
学
の
根
本
的
誤
り
し
を
指
摘
し
た
。
た
と
え
ば

2
2
u
Q
)
H
J片
山
山
・

J
F
σ

J
E
F・

13ω
・

1
P
σ
・

J
B
F・

J
P
F
 

日
(
凶
)
(
可
)
J狩
可

Z
(
Z
(
党
三

)
H
H
J
(
×)(可
)
J
R
M
1
H
(
首
)
(
出
三
党
可
で
あ
る
か
ら
、
同
じ
量
化
子
が
重
な
る
場
合
は

N
i
オ
ペ
レ
ー
タ
で
得
ら
れ
る
と
し
て
も
、
(
凶
)
(
ぜ
)
骨
可
や
む
と

(
可
)
昨
日
刊
の
よ
う
な
場
合
に
は
こ
の
手
は
使
え
な
い
、
と
言
う
の
で
あ
る
。

こ
の
フ
ォ
!
ゲ
リ
ン
の
批
判
に
対
し
て
ギ
j

チ
は
次
の
よ
う
に
応
酬
し
た
。
コ
フ
ッ
セ
ル
や
一
フ
ム
ゼ
イ
が
句
論
考
』
の
理
論
を
多
重
量
化
の
場
合
に
つ
い
て
テ
ス
ト
し

て
み
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
そ
う
に
な
い
、
そ
の
破
綻
を
検
出
し
な
い
と
い
う
こ
と
も
あ
り
そ
う
に
な
い
、
そ
し
て
も
し
破
綻
が
存
在
し
た
と
す
れ
ば
か
れ
ら
が
実
際

と
フ
ォ
!
ゲ
リ
ン
は
反
省
し
て
も
よ
さ
そ
う
な
も
の
だ
」
。
少
し
考
え
れ

に
真
剣
で
あ
っ
た
ほ
ど
真
剣
に
守
論
考
』
を
取
り
上
げ
る
こ
と
も
あ
り
そ
う
に
な
い
こ
と
だ
、

ば
分
か
る
こ
と
だ
が
、
問
題
は
た
ん
に
文
の
否
定
の
操
作
に
対
し
述
語
の
否
定
の
操
作
を
ど
の
よ
う
に
表
記
す
る
か
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
ギ

i
チ
の
表
記
法
は
次

の
と
お
り
で
あ
る
。

(
u

ハ
一
狩
)
H
(皆

wgw

vp) 

(

M

ハハ

Z
(町民
)
)
H
H
(
J
F
J
B
W

W
J
P
)
 

Z
(
Z
(
×
一
昨
)
)
H
Fく
邑
く

く
田
村
(
日
)
仕

Z
Q
…
Z
(狩
)
)
H
貯・

3

3
5
(
同)狩・

す
る
と(

同
)
(
…
ぜ
)
狩
M
1
H
Z
(
円

Z
(
Z
(可
一
党
可
)
)
)

(ω
同
)
(
可
)
昨
日
1
H
Z
(
Z
(同一

Z
(可一

Z
(狩
可
)
)
)
)
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論
理
学
は
科
学
に
あ
ら
ず

一一六

こ
れ
で
表
記
法
上
の
完
全
性
は
確
保
さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
表
記
法
の
問
題
と
し
て
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
謂
う
と
こ
ろ
の
勺
文
の
一
般
形
式

'1:)1 

UIi'l 
w 

Z 

(
川
)

)

L

は
、
ど
ん
な
量
化
文
で
も
産
み
出
す
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
味
で
、
完
全
で
あ
る
。

グ
論
考
』
の
論
理
学
の
真
の
難
点
は
、

そ
れ
が
有
限
の
世
界
し
か
想
定
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
「
す
べ
て
の
真
理
関
数
は
要
素
文
に
有
限
回

の
真
理
操
作
を
順
次
適
用
し
た
結
果
で
あ
る

L
3
・
お
)
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
言
う
。
だ
が
、
量
化
文
が
真
理
関
数
と
本
質
的
に
異
な
る
の
は
世
界
が
無
限
個

の
対
象
を
含
む
場
合
で
あ
る
。
そ
し
て
、

N
i
オ
ペ
レ
ー
タ
は
こ
の
場
合
で
も
表
記
法
上
の
完
全
性
を
保
持
す
る
。

し
か
し
、
『
論
考
b

が
公
に
な
っ
た
一
九
二

0
年
代
に

は
誰
も
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
任
意
の
量
化
文
が
与
え
ら
れ
た
と
き
、
そ
れ
が

N
l
オ
ペ
レ
ー
タ
で
表
現
さ
れ
よ
う
が
さ
れ
ま
い
が
、
世
界
が
無
間
以
個
の
対
象

を
有
す
る
な
ら
ば
、
そ
の
文
の
真
偽
を
判
定
す
る
一
般
的
手
願
(
決
定
手
続
き
)
は
存
在
し
な
い
。
そ
し
て
こ
の
こ
と
が
量
化
文
を
真
理
関
数
と
見
倣
す
こ
と
の
最
大
の

障
害
な
の
で
あ
る
。

モ
ン
ク
の
言
う
よ
う
に
「
一
九
二
一

0
年
代
の
初
め
以
来
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
仕
事
は
科
学
崇
拝
に
抗
す
る
こ
と
に
向
け
ら
れ
て
い
た
L

と
す

れ
ば
、
之
哩
ご
の
論
理
学
も
ま
た
そ
う
な
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

一
九
二
一

O
年
の
初
め
以
来
の
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
特
徴
的
な
極
端
な
有
限
主
義
的
偏
見
は
、

ま
さ
に
有
限
と
無
限
の
違
い
を
無
視
す
る
と
い
う
点
に
お
い
て
、
実
は
『
論
考
』
の
偏
見
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
偏
見
は
「
単
純
さ
は
真
理
の
-
証
な
り
」
と
い
う

格
言
が
妥
当
す
る
よ
う
な
論
理
学
の
領
域
を
確
保
す
る
け
れ
ど
も
、
論
理
学
が
無
線
領
域
に
踏
み
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
生
じ
る
問
題
、
論
理
学
者
が
真
理
と
真
理
の
認
識

と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
承
認
し
、
そ
の
ギ
ャ
ッ
プ
の
本
質
を
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
て
提
出
す
る
科
学
的
な
問
題
設
定
を
忌
避
す
る
の
で
あ
る
。
こ
の
意
味
で
有
限
主
義

は
、
た
ん
に
見
落
と
し
に
よ
る
有
限
と
無
限
と
の
違
い
の
無
規
で
あ
る
に
せ
よ
、
科
学
崇
拝
に
抗
し
得
る
以
前
の
つ
反
科
学
L

な
の
で
あ
る
。

同
一
性

@

@

 

「
二
つ
の
物
に
つ
い
て
そ
れ
ら
が
同
一
だ
と
語
る
こ
と
は
意
味
を
な
さ
ず
、

「
対
象
の
何
一
性
を
私
は
記
号
の
同
一
性
を
も
っ
て
表
現
す
る
の
で
あ
り
、
向
一
性
記
号
の
援
け
を
借
り
て
表
現
す
る
の
で
は
な
い

L
3
・ωω)
。
そ
の
理
由
は

(印・
ω
ω
c
ω
)
こ
と
だ
か
ら
で
あ
る
。
二
つ
の
対
象

a
、
b
、
が
同
一
で
あ
る
な
ら
ば
、 一

つ
の
物
に
つ
い
て
そ
れ
が
自
分
自
身
と
同
一
だ
と
語
る
こ
と
は
何
も
語
ら
な
い
し

a
と
b
は
二
つ
の
対
象
で
は
な
い
。

a
と
b
が
異
な
る
対
象
で
あ
り
得
な
い
か
ら
、

「
a
」
と
「
b
L
が
同
一
の
対
象
に
つ
い
て
の
相
異
な
る
名
前
で
あ
る
の
な
ら
ば
、
了
d

」
か
「
b
」
か
い
ず
れ
か
一
方
に
統
一
す
れ
ば
よ
い
。
し
た
が
っ
て
『
論
考
b

の
こ
の
一
物
一
名
主
義
に
し
た
が
え
ば
同
一
性
記
号
寸
討
し
は
一
切
不
要
に
な
る
。
次
の
対
照
表
の
左
が
論
理
学
の
通
常
の
表
記
法
で
あ
り
、
右
は
一
物
一
名
主
義
表
記

法
へ
の
翻
訳
で
あ
る
。



同

(pσ)-mMHσ

同(タ
ω)
く
内
(
グ

σ)

同

(
p
g
・
-mHHHσ

同
(
川
グ

σ)

…山M
F
可)一同
(
M
F山、
)
-
X
れ
れ
山
、

(…昨)・同(×
k
)

(
出

M
F
U刊

)

一

時

(
x
h
)
・
1
uハ
HVH

(…宵匂)・同
(
F
V
1
)

(以)一同×
-U-Hω

(
昨
)
一
-
狩

-
U
-
P一
J
G
F可
)
九
×
・
守

(
同
)
(
出
回
、
)
一
同

M
-
U
Kけ
れ
可

町
二
円
、
f
(出
M
h
)
・骨・守

一
物
一
名
主
義
表
記
法
が
い
か
に
無
格
好
な
も
の
に
な
ろ
う
と
、
こ
の
翻
訳
の
リ
ス
ト
は
ど
こ
ま
で
も
続
行
で
き
る
。
そ
の
意
味
で
表
記
法
上
の
完
全
性
は
同
一
性
記

号
を
落
と
し
て
も
得
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
。

だ
が
、
よ

H
F
が
そ
れ
自
体
単
独
に
使
わ
れ
る
場
合
に
は
、
翻
訳
が
不
可
能
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
「
ω
H
σ
・σ
H
h

U
-
∞H
C
(
推
移
律
)
や

J
H
σ
-
U

(
芯
)
一
宮
・
U
・
4
u
f
(
同
一
者
の
不
可
弁
別
)

は
「
そ
の
そ
も
正
し
い
表
記
法
に
お
い
て
は
書
き
下
し
得
な
い
」
(
印
・
お
ふ
)
こ
と
に

な
る
。

ラ
ッ
セ
ル
は
同
一
性
記
号
を

U

ハ
H

M

1

H

R

(

4

U

)

一三民一
-
U
・4

U

一可

と
定
義
し
た
。
し
た
が
っ
て

J
H
σ
-
U

(
念

)
.
4
u
z
-
U
・
三

σし
は
つ
ね
に
真
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
一
物
一
名
主
義
を
先
取
り
し
た
上
で

「
ラ
ッ
セ
ル
の

R
H
3
の
定
義
は
不
十
分
で
あ
る
。
な
、
ぜ
な
ら
、

そ
の
定
義
に
し
た
が
え
ば
二
つ
の
〔
相
異
な
る
〕
対
象
が
す
べ
て
の
性
一
演
を
共
有
す
る
と
語
れ
な
く
な

る
か
ら
だ

L
3
・ω
ω
C
N
)

と
批
判
す
る
。
だ
が
こ
の
批
判
に
は
二
重
の
誤
謬
が
あ
る
と
思
う
。

一
つ
は

a
と
b
と
は
相
異
な
る
こ
つ
の
対
象
で
は
な
く
、
相
異
な
る
名

前
「

a
L
「
b
L
を
も
っ
同
一
の
対
象
だ
と
い
う
こ
と
、
二
つ
に
は
、

一
物
一
名
主
義
の
立
場
に
お
い
て
は
ま
さ
に
こ
の
事
態
(
す
わ
な
ち
、
同
一
の
対
象
が
相
異
な
る

名
前
「

a
L
「
b
L
を
持
つ
と
い
う
事
態
)
を
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
、

で
あ
る
。

(日
ω
ω
ω
)

一
物
一
名
主
義
の
こ
の
欠
陥
は
よ
Hσ
・σ
日
の
い
じ
・
ω
H
C
の
場
合
に
は
も
っ
と
深
刻
に
な
る
。
「
同
一
性
記
号
は
概
念
表
記
法
の
本
質
的
な
構
成
要
素
で
は
な
い
い

の
だ
か
ら
、

J

H

f
と
い
う
形
の
表
現
は
た
ん
に
叙
述
の
方
便
で
あ
る
に
す
、
ぎ
な
い
。
コ
ぞ
れ
は
記
号

a
、
b
の
指
示
に
つ
い
て
は
何
も
語
ら
な
い
」

(品

-
N
A
F
N
)
。
し
た
が
っ
て
、
等
式
の
か
た
ち
で
表
現
さ
れ
る
数
学
の
命
題
は
す
べ
て
便
法
で
あ
り
補
助
手
段
で
あ
る
に
す
ぎ
な
い
こ
と
に
な
る
。
「
数
学
は
論
理
学
の
使

法
で
あ
る
」
(
∞
-NU

。・

8
5。
世
界
を
-
記
述
す
る
足
場
は
っ
正
し
い
概
念
表
記
法
」
で
あ
る
真
理
関
数
の
理
論
に
よ
っ
て
す
で
に
与
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
そ

哲
学

思
想
論
集
第
二
十
号

二
七



論
理
学
は
科
学
に
あ
ら
ず

二
八

し
て
真
理
関
数
の
理
論
に
お
い
て
同
一
性
記
号
は
不
必
要
な
の
で
あ
る
か
ら
、
同
一
性
記
号
を
不
可
欠
な
も
の
と
す
る
数
学
的
命
題
♂

n
p
は
、
既
知
の
記
号
寸

a
」

を
新
し
い
記
号
っ
b
L
で
出
置
き
換
え
得
る
こ
と
を
意
味
す
る
〉
記
号
規
則
」

(
P
N
S
)
で
し
か
な
い
。

一
物
一
名
主
義
は
真
理
と
真
理
の
認
識
と
の
間
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
認

め
な
い
か
ら
、
相
異
な
る
こ
つ
の
表
現
が
間
一
の
対
象
を
指
示
す
る
か
ど
う
か
を
問
う
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
同
一
性
は
対
象
間
の
関
係
で
あ
る
か
表
現
関

の
関
係
で
し
か
あ
り
得
な
い
。
寸
二
つ
の
表
現
は
同
一
の
指
示
を
持
つ
が
相
異
な
る
意
味

G
Eロ
)
を
有
す
る
」
と
い
う
フ
レ

i
ゲ
の
見
解
に
対
し
て
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

ュ
タ
イ
ン
が
「
同
一
の
指
示
を
持
つ
こ
と
は
二
つ
の
表
現
自
体
か
ら
分
か
る
こ
と
だ
」
(
。
-NωN)
か
ら
等
式
は
不
必
要
だ
、

と
言
い
張
る
の
も
、

ま
さ
に
こ
の
理
由
に
よ

っ
て
で
あ
る
。

フ
レ

i
ゲ
は
、

F
H
F
に
は
♂
れ
ど
に
は
な
い
と
こ
ろ
の

J
思
味
か
ら
指
示
へ
の
前
進
」
と
い
う
認
識
価
値
が
存
在
す
る
と
論
じ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
一
物
一
名

主
義
に
は
、
認
識
か
ら
独
立
に
対
象
が
そ
れ
自
体
と
し
て
存
在
す
る
姿
を
仮
想
し
、
超
人
間
的
な
認
識
を
前
提
す
る
か
、

そ
れ
と
も
わ
れ
わ
れ
の
認
識
を
す
べ
て
表
現
間

の
関
係
に
帰
着
さ
せ
る
か
の
い
ず
れ
か
し
か
な
い
。
そ
の
い
ず
れ
で
あ
る
に
せ
よ
、
対
象
と
対
象
の
与
え
ら
れ
方
(
の
お
与

gω
巳
ロ
)
、
莫
理
と
真
理
の
認
識
と
の
間
の

関
係
を
す
っ
か
り
無
視
す
る
こ
と
に
よ
っ
て

一
物
一
名
主
義
は
世
界
と
認
識
主
観
た
る
自
我
と
の
断
絶
を
も
た
ら
し
、
世
界
を
放
棄
せ
し
め
る
の
で
あ
る
。
寸
カ
エ
サ

ル
の
も
の
は
カ
ユ
サ
ル
に
、
神
の
も
の
は
神
に
返
す
べ
し

L
0
3型
ご
は
数
学
を
た
ん
な
る
補
助
手
段
に
庭
め
た
上
で
カ
エ
サ
ル
に
返
し
た
の
で
あ
る
。

信
念
文

「
一
般
的
文
形
式
に
お
い
て
、
あ
る
文
の
中
に
他
の
文
が
現
わ
れ
る
の
は
真
理
操
作
の
ベ
ー
ス
と
し
て
の
み
で
あ
る
」

(m
・
日
中
)
。
と
こ
ろ
が

J
見
す
る
と
、

あ
る
文
が
他
の
文
の
中
に
別
の
仕
方
で
門
す
な
わ
ち
、
真
理
操
作
の
ベ

l

ス
と
し
て
で
な
く
i
ー
ー
引
用
者
〕
現
わ
れ
る
こ
と
も
で
き
る
よ
う
に
見
え
る
。
と
く
に
〈

A
は

p
が
事
実
で
あ
る
と
信
じ
る
〉
と
か
八
A
は
P
と
考
え
る
〉
な
ど
の
よ
う
な
、

心
理
学
の
文
形
式
に
お
い
て
。
こ
の
場
合
、
皮
棺
に
見
る
と
、
命
題
P
が
対
象
A
に
対
し

て
あ
る
種
の
関
係
に
立
っ
て
い
る
か
の
よ
う
な
の
だ
。
(
そ
し
て
現
代
の
認
識
論
l
l
l
ラ
ッ
セ
ル
、

ム

i
ア
な
ど

i
ー
ー
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ら
の
文
は
事
実
そ
の
よ
う
に

考
え
ら
れ
て
い
る
ご

3
・
2H)。
〈

A
は
P
と
信
じ
る
〉
と
い
う
形
の
文
が
真
理
関
数
の
理
論
に
し
た
が
わ
な
い
よ
う
に
見
え
る
の
は
、

P
が
真
で
あ
ろ
う
と
偽
で
あ
ろ

う
と

A
が

p
を
信
じ
て
い
る
こ
と
に
変
わ
り
が
な
い
か
ら
で
あ
る
。
皮
相
に
見
れ
ば
、
確
か
に
対
象
A
と
命
題
P
と
の
あ
る
種
の
関
係
が
問
題
で
あ
る
か
の
よ
う
に
見
え

る
。
だ
が
、
少
な
く
と
も
ラ
ッ
セ
ル
は
そ
れ
ほ
ど
皮
相
な
見
方
を
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。

八
A
は
P
と
信
じ
る
〉
と
い
う
文
の
分
析
で
ラ
ッ
セ
ル
が
当
初
問
題
に
し
た
の
は
、
っ

A
の
信
念
が
誤
り
で
あ
る
と
き

A
は
何
を
信
じ
て
い
る
の
か
し
と
い
う
こ
と
で



@
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あ
っ
た
。

A
は
た
と
い
誤
っ
て
い
る
に
せ
よ
、
何
か
を
信
じ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
が
、
こ
の
何
か
は
〈
事
実
〉
で
は
あ
り
得
な
い
。
も
し
そ
れ
が
〈
事
実
〉
で
あ
る
な
ら

ば、

A
の
信
念
は
誤
り
で
は
な
い
、
と
い
う
の
が
〈
事
実
〉
の
定
義
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

A
の
信
じ
て
い
る
も
の
は
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
の
何
か
、
ニ
一
一
口
う
な

れ
ば
〈
非
事
実
〉
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
で
は
、
信
じ
ら
れ
て
い
る
か
い
き
り
で
存
在
し
、
そ
の
信
念
が
誤
り
で
あ
る
が
ゆ
え
に
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
の
〈
非
事
実
〉

と
は
い
か
な
る
も
の
か
。
〈
事
実
〉
と
し
て
は
存
在
し
な
い
け
れ
ど
も
、
信
念
が
成
り
立
っ
た
め
に
は
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
こ
ろ
の
も
の
は
、
〈
事
実
〉
を
構
成

す
る
と
こ
ろ
の
〈
要
素
〉
で
あ
る
。

A
が
「
B
は
C
を
愛
す
る
」
と
誤
っ
て
信
じ
る
と
き
、

B
の
C
に
対
す
る
愛
と
い
う
〈
事
実
〉
は
存
在
し
な
い
が
、

B
、
C
、
〈
愛

す
る
〉
は

A
の
信
念
の
構
成
要
素
と
し
て
存
在
す
る
。
す
る
と
、

A
が
B
、

c、
〈
愛
す
る
〉
に
対
し
て
あ
る
種
の
多
岐
的
な
関
係
を
持
っ
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ

め
て
、
信
念
文
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
事
態
が
分
析
で
き
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
か
ら
「
A
は
P
と
信
じ
る
」
を
つ
A
は
命
題

p
を
信
じ
る
」
と
言
い
換
え
、
「
信
念
と

は
A
と
命
題
P
と
の
こ
項
関
係
、
だ
」
と
見
倣
す
の
は
正
し
く
な
い
、
と
ラ
ッ
セ
ル
は
考
え
た
の
で
あ
る
。

ラ
ッ
セ
ル
が
刊
行
を
予
定
し
て
執
筆
し
て
い
た
『
知
識
の
理
論
』
の
決
定
的
な
部
分
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
批
判
し
、
そ
の
著
の
刊
行
を
断
念
さ
せ
た
の
は
、

実
は
、

上
に
見
た
多
岐
的
関
係
を
寸
A
は
P
と
判
判
断
す
る
」
と
い
う
形
の
文
に
適
用
し
た
簡
所
を
め
ぐ
っ
て
で
あ
る
。
寸
〈
A
は
P
と
判
断
す
る
〉
と
い
う
形
の
文
の
正
し

い
説
明
は
ナ
ン
セ
ン
ス
を
判
断
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
と
い
う
こ
と
を
示
さ
ね
ば
な
ら
な
い
。
(
ラ
ッ
セ
ル
の
理
論
は
こ
の
条
件
を
満
た
し
て
い
な
い
ご

3
・2
N
N
)
。
ラ

ッ
セ
ル
は
こ
の
批
判
を
受
け
入
れ
た
が
、
こ
の
批
判
が
そ
れ
だ
け
で
信
念
文
の
正
し
い
分
析
を
与
え
る
と
見
倣
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
「
A
は、

B
が
C
を
愛
す
る
と
判

断
す
る
し
を
、

A
が
B
、

C
、
〈
愛
す
る
〉
に
対
し
て
有
す
る
多
岐
的
関
係
と
し
て
分
析
す
る
際
に
障
害
と
な
る
の
は
、

た
ん
に

A
は
「
B
が
〈
愛
す
る
〉
を

C
」
と
い

う
ナ
ン
セ
ン
ス
を
判
断
す
る
こ
と
が
不
可
能
だ
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
は
な
い
。
ラ
ッ
セ
ル
に
と
っ
て
の
問
題
は
む
し
ろ
、

A
の
判
断
が
誤
り
で
あ
る
と
き
B
を
C
に
結

び
つ
け
る
〈
愛
す
る
〉
と
い
う
関
係
が
存
在
し
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
判
断
の
内
容
と
し
て
存
在
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
点
に
あ
っ
た
。
だ
が
こ
れ
は
、
以
前

に
〈
非
事
実
〉
の
存
在
を
認
め
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
と
向
じ
難
点
を
露
呈
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
か
れ
は
、
信
念
内
容
を
そ
の
構
成
要
素
に
分
解
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
従
麗
文
中
に
現
わ
れ
る
動
詞
〈
愛
す
る
〉
を
B
、
C
な
ど
の
項
と
同
じ
レ
ベ
ル
に
置
く
こ
と
は
不
可
能
と
結
論
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
。
し
か
し
ま

た
、
そ
れ
に
よ
っ
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
解
答
が
得
ら
れ
た
わ
け
で
も
な
か
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
困
難
に
陥
っ
た
の
ち
、
ラ
ッ
セ
ル
は
従
露
文

p
の
身
分
を
問
う
こ
と
を
や
め
、
分
析
の
視
点
を
つ
A
は

信
じ
る
」
へ
と
切
り
替
え
た
。
こ
れ
は
論
理

的
な
問
題
を
心
理
学
的
に
取
り
扱
う
こ
と
を
意
味
し
た
。
寸
主
観
」
と
か
、
信
じ
た
り
判
断
し
た
り
す
る
「
作
用
」
な
る
も
の
は
経
験
的
に
発
見
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い

哲
学

思
想
論
集
第
二
十
号
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九



論
理
学
は
科
学
に
あ
ら
ず

ニ
O

と
い
う
理
由
で
拒
否
さ
れ
、
信
念
文
の
論
理
的
分
析
と
い
う
問
題
は
、
〈
記
憶
〉
〈
期
待
〉
〈
願
望
〉
な
ど
の
心
理
学
的
考
察
に
取
っ
て
替
わ
ら
れ
た
。
そ
し
て
そ
れ
と
向

時
に
、

主
観
A
が
対
象
B
、
C
、
〈
愛
す
る
〉
に
対
し
て
有
す
る
多
岐
的
関
係
と
い
う
以
前
の
見
解
も
、
「
主
観
」
が
拒
否
さ
れ
る
の
と
と
と
も
に
、
放
棄
さ
れ
る
こ
と
に

な
っ
た
の
で
あ
る
。
カ
ッ
シ

i
ノ
の
縞
境
収
容
所
に
い
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
か
ら
ラ
ッ
セ
ル
に
宛
て
て
句
論
考
』
の
原
稿
が
送
ら
れ
た
の
は
、

ち
ょ
う
ど
こ
の
時

期
に
お
い
て
で
あ
る
。

信
念
文
に
対
す
る
『
論
考
』
の
解
放
口
は
心
理
学
的
で
も
認
識
論
的
で
も
な
い
。
「
〈
A
は
P
と
信
じ
る
〉
〈
A
は
P
と
考
え
る
〉
〈
A
は

p
と
語
る
〉
が
、
〈

P
は

p
を
…
諮

る
〔
意
味
す
る
i
i
l引
用
者
]
〉
と
い
う
形
式
の
も
の
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
こ
で
肝
腎
な
の
は
、
あ
る
事
実
と
あ
る
対
象
と
の
対
応
で
は
な
く
、

対
象
間
の
対
応
を
介
し
て
の
事
実
ど
う
し
の
対
応
で
あ
る

L
3
・忠
N
)
。
文
は
そ
の
文
を
真
な
い
し
偽
た
ら
し
め
る
事
実
と
対
応
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
文
自
体
も
紙
の

上
に
書
か
れ
た
、
あ
る
い
は
音
声
と
し
て
現
わ
れ
る
一
つ
の
事
実
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
文
は
心
の
中
に
存
在
し
て
も
構
わ
な
い
。
心
の
中
に
存
在
す
る
文
と
は
例
え
ば

寸
観
念
の
譲
合
」
で
あ
っ
て
、
寸
心
」
と
は
そ
の
よ
う
な
も
の
を
指
す
た
め
の
、
言
語
節
約
上
の
集
合
名
詞
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
心
理
学
的

散
文
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
は
哲
学
(
論
理
学
と
形
荷
上
学
)
と
は
何
の
関
係
も
な
い
駄
弁
で
あ
っ
た
。
肝
腎
な
こ
と
は
、
知
覚
で
き
る
一
つ
の
事
実
と

し
て
の
文
記
号
「
P
L
が

p
を
意
味
す
る
と
い
う
こ
と
、
す
な
わ
ち
、

一
一
一
日
で
い
え
ば
、
寸
P
L
が
有
意
味
だ
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
っ
た
。

p
を
意
味
す
る
〈
表
象
〉

な
い
し
〈
観
念
〉
の
心
理
学
的

認
識
論
的
考
察
は
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
、
的
外
れ
な
お
し
ゃ
べ
り
な
の
で
あ
る
。
ご
」
の
こ
と
は
、
こ
ん
に
ち
の
皮

相
な
心
理
学
で
考
え
ら
れ
て
い
る
よ
う
な
心
i
i
i主
観
、

な
ど
1

1

1
が
存
在
し
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
複
合
的
な
心
な
ど
と
い
う
も
の
は
心
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
L

(日

-
U
A
F
N
H
)

。
一
般
に
「
思
考
し
た
り
、
表
象
し
た
り
す
る
主
観
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
」

3
5
2
)
の
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
心
理
学
的
考
察
か
ら
寸
心
」
の
「
作
用
い

を
経
験
主
義
的
に
退
け
た
が
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は
経
験
主
義
を
退
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
経
験
主
義
的
に
か
ろ
う
じ
て
有
意
味
で
あ
り
得
た
「
複
合
的
な
心
L

を
退
け
る
と
と
も
に

心
理
学
一
般
を
放
逐
し
た
の
で
あ
る
。

「
皮
相
な
心
理
学
で
考
え
ら
れ
て
い
る
心
、

主
観
な
ど
」
が
存
在
し
な
い
の
で
あ
っ
て
、
心
が
存
在
し
な
い
の
で
は
な
い
。
と
く
に
「
倫
理
的
な
も
の
の
担
い
手
で
あ

る
意
土
ど
(
∞
-
h
F
N
ω
)

の
存
在
は
不
可
疑
で
あ
る
。
し
か
し
、

か
れ
は
皮
相
さ
を
免
れ
た
心
理
学
な
ど
と
い
う
も
の
を
想
定
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、

心
理
学
が
関

心
を
も
つ
の
は
っ
現
象
と
し
て
の
意
志
の
み
L

(

0
・h

お
ω)
で
あ
る
o

J
倫
理
的
な
も
の
の
担
い
手
」
と
し
て
の
、
論
理
の
核
と
し
て
の
意
志
こ
そ
が
、
そ
の
存
在
が
不
可

そ
れ
に
つ
い
て
は
寸
語
り
得
な
い
」
の
で
あ
る
。
語
り
得
る
の
は
、
世
界
が
い
か
に
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
み
で
あ
っ
て
、
そ
れ
は
「
高

疑
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、



@

@

@

@

 

位
の
も
の
に
は
ま
っ
た
く
ど
う
で
も
よ
い
こ
と
で
あ
る

L。
「
神
は
世
界
の
な
か
に
は
現
わ
れ
な
い

L
3・お
N
)

の
で
あ
る
。
心
理
学
が
皮
相
で
あ
る
の
は
心
理
学
の
科
学

と
し
て
の
未
成
熟
の
ゆ
え
で
は
な
い
。
心
理
学
で
あ
れ
認
知
科
学
で
あ
れ
、
科
学
崇
拝
、
科
学
主
義
の
臭
い
の
す
る
も
の
は
、
世
界
の
中
の
す
べ
て
の
事
実
と
と
も
に
、

カ
エ
サ
ル
に
呉
れ
て
や
っ
た
の
で
あ
る
。
だ
が
「
一
一
一
一
口
語
批
判
L

の
、
あ
る
い
は
反
科
学
の
、
根
拠
と
し
て
の
論
理
学
だ
け
は
、
譲
り
渡
す
こ
と
の
で
き
な
い
も
の
で
あ
っ

た
。
之
理
ご
の
思
想
(
「
本
書
に
師
値
が
あ
る
と
す
れ
ば

思
想
が
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
だ
し
と
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
誇
示
し
た
思
想
)
を
も
っ
と
も
平
く

理
解
し
た
エ
ン
ゲ
ル
マ
ン
に
宛
て
て
か
れ
は
こ
う
述
、
、
へ
た
。
コ
一
=
呈
問
に
つ
い
て
八
語
ら
れ
た
〉
す
べ
て
の
こ
と
は
、
そ
れ
が
描
写
の
形
式
で
あ
る
か
ぎ
り
、
ど
の
可
能
な

に
も
当
て
は
ま
る
」
。
っ
超
人
間
的
な
言
語
」
と
は
も
ち
ろ
ん
神
の
言
語
で
あ
る
。
そ
し
て
、

言
語
に
も
、
超
人
間
的
な
言
語
(
そ
の
よ
う
な
も
の
が
存
在
す
る
と
し
て
)

神
の
一
一
一
一
口
認
で
も
あ
り
得
る
よ
う
な
論
理
学
は
科
学
で
は
あ
り
得
な
い
の
で
あ
る
。

四

去
州
事
ご
の
論
理
学
は
、
川
真
理
関
数
の
理
論
、

ω意
味
の
画
像
説
、

ω
勺
語
る
い
と
「
示
す
」
と
の
区
別
、

と
い
う
三
本
柱
か
ら
成
る
。

ωは
コ
一
=
口
語
の
基
本
単
位

は
文
で
あ
る
L

と
い
う
、
そ
れ
自
体
正
し
い
絹
察
の
一
つ
の

(
あ
く
ま
で
一
つ
の
)
帰
結
で
あ
り
、

ωは
コ
一
言
語
は
実
在
の
鏡
像
、
文
は
実
在
の
像
で
あ
る
」
と
い
う
一

種
の
真
理
対
応
説
、

そ
し
て

ωは
ωと
ωを
結
び
つ
け
る
句
論
考
』
の
中
心
思
想
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
前
節
で
論
じ
た
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
反
科
学
は
す
べ
て

ωと
ωに
も
と
ご
つ
い
て
い
た
。
要
素
文
l
要
素
的
事
態
の
独
立
性
の
要
請
は
、
寸
世
界
は
私
の
意
志
か
ら
独
立
し
て
い
る

L

3
・ミ
ω)
こ
と
を
認
め
さ
せ
、

そ
う
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
世
界
を
手
放
さ
せ
た
。
量
化
文
、

同
一
性
、
信
念
文
が
偽
装
の
真
理
関
数
で
あ
る
と
強
弁
す
る
た
め
に
、
真
理
と
真
理
の
認
識
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
を
無
造
作
に

埋
め
、
「
忠
考
し
、
表
象
す
る
主
観
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
し
(
印
・
∞
ω)
と
宣
言
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
認
識
論
を
放
逐
し
た
。
だ
が
『
論
考
』
の
「
反
科
学
L

性
、
が
最
も

強
烈
に
人
び
と
に
訴
え
て
く
る
の
は
「
語
り
得
ず
、
示
さ
れ
得
る
だ
け
の
も
の
が
存
在
す
る
」
と
い
う

ωの
テ
ー
ゼ
を
通
し
て
で
あ
る
。

『
論
考
』
の
反
科
学
は
「
語
る
こ
と
を
得
ず
示
さ
れ
得
る
の
み
の
も
の
が
存
在
す
る
」
と
い
う
テ
ー
ゼ
に
要
約
さ
れ
る
。
「
語
る
」
こ
と
が
で
き
る
の
は
文
の
真
偽
が

問
題
に
な
っ
て
い
る
場
合
で
あ
り
、
コ
市
さ
れ
る
」
の
は
真
偽
を
語
り
得
る
た
め
の
前
提
と
し
て
の
意
味
/
無
意
味
の
区
別
が
問
題
に
さ
れ
る
場
合
で
あ
る
。
「
論
理
学
が

他
の
科
学
と
並
ぶ
科
学
で
な
い
」
の
は
、
そ
れ
が
真
理
を
い
虚
偽
か
ら
選
り
す
ぐ
る
だ
け
で
は
な
く
、
意
味
を
無
意
味
か
ら
選
り
す
ぐ
る
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
、
意
味
を
無

意
味
か
ら
選
り
す
ぐ
る
と
言
っ
て
も
、
そ
の
両
者
は
同
じ
デ
ィ
メ
ン
シ
ョ
ン
に
属
す
る
も
の
で
は
な
い
か
ら
、
真
理
を
」
虚
偽
か
ら
選
り
す
ぐ
る
の
と
は
わ
け
が
違
う
。
無

哲
学

思
想
論
集
第
二
十
号



論
理
学
は
科
学
に
あ
ら
ず

一一一一

意
味
は
意
味
の
限
界
を
画
す
る
限
界
概
念
で
あ
る
に
過
ぎ
ず
、
そ
の
点
で
は
カ
ン
ト
の
物
自
体
と
同
様
、
知
の
対
象
に
な
り
得
な
い
代
物
で
あ
る
。

「
語
り
得
る
こ
と
の
す
べ
て
を
語
り
得
る
言
語
を
持
つ
た
め
に
は
、
こ
の
言
語
は
あ
る
性
質
を
持
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
し
て
、
も
し
そ
の
通
り
で
あ
る
な
ら
ば
、
そ

の
言
語
が
当
の
性
質
を
持
つ
と
い
う
こ
と
は
そ
の
言
語
の
中
で
は
も
は
や
語
り
得
な
い
、
あ
る
い
は
ど
の
言
語
の
中
で
も
語
り
得
な
い
L
I
-
-
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン

は
こ
の
よ
う
に
ム

l
ア
に
断
言
し
た
。
つ
ど
の
言
語
の
中
で
も
語
り
得
な
い
し
と
こ
ろ
の
も
の
が
あ
る
と
語
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
パ
ラ
ト
キ
シ
カ
ル
な
論
法
を
、

ム
i
ア
が
理
解
し
た
か
ど
う
か
は
分
か
ら
な
い
。
だ
が
、
少
く
と
も
ラ
ッ
セ
ル
に
は
理
解
で
き
な
か
っ
た
。

イ
タ
リ
ヤ
の
捕
虜
収
容
所
で
、

ケ
イ
ン
ズ
の
計
ら
い
で
読
む
こ
と
が
で
き
た
ラ
ッ
セ
ル
の
新
著
『
数
理
哲
学
入
門

b
(
5
5
)
を
見
て
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は

ラ
ッ
セ
ル
に
宛
て
て
こ
う
書
い
た
。
寸
六
年
前
ノ
ル
ウ
ェ

i
で
ム

i
ア
に
口
述
し
た
も
の
が
完
全
に
跡
か
た
も
な
く
看
過
さ
れ
て
い
る
と
は
、
私
は
夢
に
も
思
い
ま
せ
ん

で
し
た
。
手
短
か
に
言
え
ば
、
私
が
い
ま
恐
れ
て
い
る
の
は
あ
な
た
と
何
ら
か
の
理
解
に
達
す
る
こ
と
が
私
に
は
非
常
に
困
難
だ
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
す
。
私
の
〔
句
論

考
お
の
]
原
稿
が
あ
な
た
に
い
く
ぶ
ん
理
解
し
て
頂
け
る
と
い
う
、
残
っ
て
い
た
僅
か
の
希
望
は
完
全
に
消
え
ま
し
た
」
。
こ
れ
に
対
し
て
ラ
ッ
セ
ル
は
最
大
限
の
正
直

と
な
る
も
の
を
何
も
与
え
て
は
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。

さ
と
親
切
心
を
も
っ
て
返
書
を
し
た
た
め
た
。
「
あ
な
た
が
ム

i
ア
に
口
述
し
た
も
の
は
、
た
し
か
に
私
に
は
理
解
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
か
れ
は
理
解
の
手
助
け

・
落
胆
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。
あ
な
た
は
最
後
に
は
理
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
凡

し
か
し
「
何
ら
か
の
理
解
に
達
す
る
こ
と
は
非
常
に
困
難
だ
ろ
う
L

と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
予
感
の
方
が
的
中
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
約
二
ヶ
月
後
ラ
ッ

セ
ル
に
宛
て
て
、
「
主
た
る
論
点
は
、
文

i
つ
ま
り
言
語
ー
に
よ
っ
て
語
り
得
る
こ
と
(
そ
れ
は
考
え
得
る
こ
と
と
同
じ
こ
と
な
の
で
す
が
)
と
、
文
に
よ
っ
て
語
る
こ

と
を
得
ず
示
さ
れ
得
る
の
み
で
あ
る
と
こ
ろ
の
も
の
が
存
在
す
る
と
い
う
理
論
で
す
。
そ
れ
が
、
私
の
信
ず
る
と
こ
ろ
で
は
、
哲
学
の
核
心
で
す
L

と
あ
ら
た
め
て
書
き

送
っ
た
。
が
、
ラ
ッ
セ
ル
自
身
は
コ
不
さ
れ
る
」
の
理
論
か
ら
ま
す
ま
す
遠
ざ
か
っ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
。

ラ
ッ
セ
ル
が
『
論
考
』
の
た
め
に
書
い
た
序
文
に
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
失
望
し
た
こ
と
は
、

よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
「
あ
な
た
が
私
を
批
判
な
さ
っ
て
い
る
と

こ
ろ
に
つ
い
て
も
、
私
の
観
点
を
た
ん
に
解
説
し
よ
う
と
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
つ
レ
て
も
、
私
に
同
意
で
き
な
い
点
が
多
過
ぎ
ま
す
」
と
か
れ
は
不
満
を
述
べ
た
。
し

か
し
ラ
ッ
セ
ル
が
自
分
の
反
対
意
見
を
述
べ
て
異
論
を
唱
え
た
の
は
「
神
秘
的
な
も
の
に
対
す
る
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

γ
ュ
タ
イ
ン
氏
の
態
度
L

に
関
し
て
だ
け
で
あ
る
。

七、

れ

が
句
論
考
』
の
観
点
を
た
ん
に
解
説
し
て
い
る
部
分
と
、
そ
の
観
点
を
批
判
し
自
説
を
提
案
し
て
い
る
部
分
に
分
け
て
整
理
す
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

解
説
の
部
分
。

① 

文
と
は
事
実
の
(
真
な
い
し
偽
な
る
)
晶
体
で
あ
り
、
文
は
当
の
事
実
と
論
理
形
式
を
共
有
し
て
い
る

l
iと
こ
ろ
が
、
こ
の
論
理
形
式
自
体
は



言
葉
で
表
現
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
寸
と
い
う
の
は
、

そ
れ
は
言
葉
が
指
示
す
る
と
こ
ろ
の
事
実
の
構
造
で
あ
る
と
向
時
に
言
葉
の
構
造
で
も
あ
る
か
ら
」
。

② 

あ
る
命
題
関
数
貨
が
与
え
ら
れ
た
と
し
て
、
論
理
学
で
は
狩
の
か
た
ち
の
す
べ
て
の
命
題
を
考
え
る
こ
と
が
必
要
に
な
る
。
「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
体

系
に
し
た
が
え
ば
、
こ
の
こ
と
は
論
理
学
の
表
現
で
き
る
部
分
に
属
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
党
の
か
た
ち
の
命
題
の
全
体
に
含
ま
れ
て
い
る
よ
う
に
み
え
る
と
こ
ろ
の
、

x
の
可
能
な
儲
の
全
体
は
、
語
り
得
る
も
の
の
中
に
は
入
れ
て
貰
え
な
い
の
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、

x
の
可
能
な
値
の
全
体
と
は
世
界
の
中
に
あ
る
も
の
の
全
体
に
他

な
ら
ず
、

そ
れ
ゆ
え
、

全
体
と
し
て
の
世
界
を
考
え
よ
う
と
企
て
る
こ
と
を
含
ん
で
い
る
か
ら
で
あ
る
。
〈
世
界
を
眼
ら
れ
た
全
体
と
し
て
感
じ
る
感
覚
は
神
秘
的
な
感

覚
で
あ
る
〉
(
岱
・
会
)
」
。
コ
」
の
こ
と
は
、
位
界
に
何
個
の
も
の
が
存
在
す
る
か
に
関
し
て
、

で
き
る
こ
と
を
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
否
認
す
る
と
き
、

た
と
え
ば
三
個
よ
り
多
く
存
在
す
る
と
い
う
よ
う
な
命
題
を
つ
く
る
こ
と
が

は
っ
き
り
と
主
張
さ
れ
て
い
る
」
。

批
判
と
提
案
の
部
分
。

③ 

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
立
場
を
受
け
入
れ
る
こ
と
に
臨
時
踏
を
覚
え
る
の
は
「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
氏
が
結
局
の
と
こ
ろ
語
り

得
な
い
も
の
に
つ
い
て
多
く
の
こ
と
を
語
っ
て
お
り
、

そ
う
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
か
れ
は
懐
疑
的
な
読
者
に
、
言
語
の
階
層
制
が
、
何
か
別
加
の
出
口
を
通
る
抜
け
道
が
あ

る
か
も
し
れ
な
レ
こ
と
を
示
唆
し
て
レ
る
、

と
い
う
事
実
で
あ
る
L

。
た
と
え
ば
倫
理
学
の
全
主
題
は
神
秘
的
で
表
現
不
可
能
な
領
域
に
入
れ
ら
れ
て
い
る
が
、

そ
れ
に

も
か
か
わ
ら
ず
か
れ
は
自
分
の
倫
理
観
を
伝
え
る
こ
と
が
で
き
て
い
る
。

か
れ
は
、
神
秘
的
な
も
の
は
語
り
得
な
い
の
だ
け
れ
ど
も
示
さ
れ
得
る
の
だ
、

と
反
論
す
る
だ

ろ
う
が
、
私
〔
ラ
ッ
セ
ル
〕
に
は
あ
る
種
の
知
的
不
満
感
が
残
る
。

④ 

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
一
士
一
口
う
よ
う
に
、

ど
の
言
語
も
そ
の
言
語
の
中
で
は
語
り
得
な
い
よ
う
な
構
造
を
持
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
が
、
位
の
言
語
が
存

在
し
て
そ
れ
が
は
じ
め
の
言
語
の
構
造
を
諮
る
こ
と
を
可
能
に
さ
せ
、
ま
た
そ
れ
自
身
も
新
し
い
構
造
を
持
つ
の
で
、
こ
の
言
語
の
階
層
制
に
は
限
界
が
な
い
、
と
い
う

具
合
い
で
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
な
ら
ば
、

か
れ
の
理
論
は
そ
の
よ
う
な
言
語
の
全
体
に
対
し
て
も
適
用
で
き
る
の
だ
と
反
論
す
る
で
あ
ろ

う
。
と
こ
ろ
で
、

か
れ
が
論
理
的
に
語
り
得
な
い
と
主
張
す
る
と
こ
ろ
の
全
体
は
、

か
れ
の
考
え
で
は
存
在
す
る
の
で
あ
り
、

し
か
も
か
れ
の
神
秘
主
義
の
主
題
に
な
っ

て
い
る
。
だ
が
、
「
言
語
の
階
層
制
か
ら
出
て
く
る
全
体
な
る
も
の
は
本
当
は
存
在
せ
ず
、

た
ん
な
る
フ
ィ
ク
シ
手
ン
な
い
し
惑
わ
し
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
だ

と
す
れ
ば
神
秘
的
な
も
の
の
領
域
も
廃
棄
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
」
。

っ
諮
る
こ
と
を
得
ず
示
さ
れ
得
る
の
み
の
も
の
が
存
在
す
る
L

と
い
う
こ
と
が
『
論
考
』
の
中
心
思
想
な
の
で
あ
る
か
ら
、
ラ
ッ
セ
ル
の
序
文
の
中
で
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ

哲
学
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論
理
学
は
科
学
に
あ
ら
ず

四

ュ
タ
イ
ン
が
も
っ
と
も
失
望
し
た
の
は
ま
さ
に
上
に
引
用
し
た
部
分
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
①
は
、
論
理
形
式
が
な
、
ぜ
語
り
得
な
い
の
か
を
説
明
し
て
レ
な
レ
と
レ
う

点
で
、
解
説
の
て
レ
を
な
さ
な
い
し
、
②
は
ラ
ッ
セ
ル
の
誤
解
で
あ
ろ
う
(
後
述
)
。
③
と
④
は
「
言
語
の
階
層
制
L

と
い
う
提
案
が
軸
に
な
っ
て
い
る
が
、
特
徴
的
な

の
は
「
神
秘
的
な
も
の
の
領
域
が
い
か
に
し
て
廃
棄
で
き
る
か
」
と
い
う
問
題
設
定
で
貫
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

ラ
ッ
セ
ル
は
「
純
粋
論
理
学
か
ら
神
秘
的
な
も
の

が
生
ま
れ
出
る
」
と
理
解
し
た
が
た
め
に
、
狩
に
お
け
る

x
の
可
能
な
値
の
全
体
、

言
語
の
階
層
制
か
ら
生
じ
る
言
語
の
全
体
な
ど
を
認
め
さ
え
し
な
け
れ
ば
、
神
秘

的
な
る
も
の
の
領
域
も
廃
棄
さ
れ
る
、

と
見
倣
す
の
で
あ
る
。
こ
の
点
に
関
し
て
は
カ
ル
ナ
ッ
プ
も
軌
を
一
に
し
て
い
る
。

2
口
伝
』
の
一
節
で
か
れ
は
こ
う
述
、
べ
て
い

る
。
「
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
本
に
は
〈
示
さ
れ
る
が
語
り
得
な
い
も
の
が
存
在
す
る
〉
(
た
と
え
ば
文
の
論
理
形
式
や
言
語
と
世
界
と
の
関
係
な
ど
)
と
輩
出
か
れ
て

い
る
。

ノ
イ
ラ
i
卜
は
当
」
初
か
ら
〈
高
位
の
〉
も
の
、
神
秘
的
な
も
の
、
〈
霊
的
な
〉
も
の
を
拒
否
す
る
た
め
に
〈
語
り
得
な
い
も
の
〉
を
否
み
、
ま
た
〔
ウ
ィ

i

ン〕

そ
し
て
文
と
事
実
と
の
関
係
に
つ
い
て
有
意
味
に
語
る
こ
と
が
可
能
だ
と
す
る
見
解
を
と
っ
た
」
。
カ
ル
ナ
ッ
プ
に
と
っ
て
は
神

学
屈
の
大
多
数
も
、
一
一
一
缶
詰
に
つ
い
て
、

秘
的
な
る
も
の
は
存
在
し
な
い
も
の
で
あ
る
か
ら
、
論
理
学
は
神
秘
的
な
る
も
の
と
侭
の
関
係
も
持
た
な
い
。
し
か
し
ラ
ッ
セ
ル
の
解
説
に
お
い
て
は
そ
う
で
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
そ
も
そ
も
論
理
学
の
問
題
が
神
秘
主
義
と
い
か
に
し
て
接
触
し
得
る
の
か
を
、
も
っ
と
正
確
に
見
定
め
る
必
要
が
あ
る
。

五

ラ
ッ
セ
ル
が
「
言
語
の
階
層
制
」
と
呼
ん
で
い
る
も
の
は
か
れ
の
タ
イ
プ
理
論
に
す
で
に
含
ま
れ
て
い
る
。
去
翠
ご
の
出
版
か
ら
一
八
年
後
、
ラ
ッ
セ
ル
は
次
の
よ

う
に
書
い
た
。

ご
定
義
の
た
め
に
は
、

そ
れ
ら
の
語
、
が
つ
ね
に
別
の
高
次
の
一
一
一
一
呈
仰
を
要
求
す
る
こ
と
を
示
し
た
。
言
語
の
階
層
制
と
い
う
見
方
は
タ
イ
プ
理
論
に
含
ま
れ
て
い
る
が
、
そ

の
理
論
は
何
ら
か
の
か
た
ち
で
諸
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
解
決
に
必
要
な
の
で
あ
る
。

私
は
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
『
論
考
』
の
序
論
で
、
シ
ン
タ
ッ
ク
ス
は
〈
示

と
い
う
か
れ
の
理
論
か
ら
の
抜
け
道
と
し
て
、
言
語
の
階
層
制
と
い
う
考
え
を
示
唆
し
た
。
言
語
の
措
層
制
の
必

要
性
を
擁
護
す
る
論
法
は
圧
倒
的
で
あ
り
、
以
下
で
は
そ
の
妥
当
性
を
言
う
ま
で
も
な
い
こ
と
と
し
て
仮
定
す
る
し
。

さ
れ
〉
得
る
の
み
で
言
葉
で
は
表
現
さ
れ
得
な
い
、

タ
イ
プ
理
論
が
解
決
し
よ
う
と
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
は
種
々
の
も
の
が
あ
る
が
、

ラ
ム
ゼ
イ

(
S
N
S
以
来
そ
れ
ら
を
論
理
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
と
意
味
論
的
パ
ラ



ド
ッ
ク
ス
の
二
種
類
に
分
け
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
前
者
は
何
ら
か
の
制
約
条
項
を
つ
け
な
け
れ
ば
論
理
的
・
数
学
的
体
系
自
体
に
生
じ
る
矛
盾
で
あ
り
、
後
者
は
純
粋

に
論
理
的
・
数
学
的
タ

l
ム
だ
け
で
は
な
く
、
っ
文
」
や
「
語
」
の
よ
う
な
言
語
的
表
現
に
言
及
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
生
じ
る
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。

フ

ム

ゼ
イ
は
こ
の
よ
う
に
分
類
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
意
味
論
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
『
数
学
原
理
』
の
体
系
に
と
っ
て
障
害
に
な
ら
な
い
も
の
と
し
て
無
視
す
る
こ
と
が
で
き

h

F

、、、、

犬
、
力

か
れ
自
身
は
こ
の
路
線
を
『
論
考
』
か
ら
示
唆
さ
れ
た
、
と
述
べ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

わ
れ
わ
れ
は
ラ
ッ
セ
ル
よ
り
遥
か
に
有
利
な
後
知
恵
と
い
う
観
点
か

ら
、
ラ
ッ
セ
ル
の
い
う
言
語
の
階
層
制
を
検
討
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
ラ
ッ
セ
ル
の
タ
イ
プ
理
論
(
分
岐
タ
イ
プ
理
論
)
は
論
理
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
も
意
味

論
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
も
と
も
に
同
時
に
解
決
す
べ
き
も
の
と
し
て
提
案
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、

そ
の
二
つ
を
分
離
す
る
な
ら
ば
、
分
岐
タ
イ
プ
理
論
の
よ
う
に
複
雑
な
も

の
は
不
要
で
あ
る
。
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
タ
イ
プ
理
論
は
単
純
タ
イ
プ
理
論
と
呼
ば
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
し
た
が
え
ば
「
い
か
な
る
文
も
自
分
自
身
に

つ
い
て
言
明
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
文
記
号
は
そ
れ
自
身
の
中
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
か
ら
。
(
こ
れ
が
「
タ
イ
プ
理
論
」
の
す
べ
て
で
あ
る
)
」

(ω
い
ωω)
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
あ
る
命
題
関
数
明
(
狩
)
が
そ
れ
自
身
の
変
項
値
と
な
る
i
i
i例
え
ば
匂
(
句
(
陀
)
)
と
な
る
l

l
こ
と
も
で
き
な
い
。
実

際
、
コ
内
側
の

F
は
6
2
M
)

の
か
た
ち
を
も
ち
、
外
側
の

F
は
匂
(
6
(
狩
)
)

の
か
た
ち
で
あ
る
の
で
、
両
者
に
共
通
な
の
は
そ
れ
自
体
で
は
何
も
の
を
も
意
味
し
な
い

記
号
F
だ
け
で
あ
る
。
こ
れ
で
ラ
ッ
セ
ル
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
片
付
く
」

(ω
・お
ω)
。

こ
れ
だ
け
の
準
備
を
し
て
、

い
ま
一
度
『
論
考
』
に
対
す
る
ラ
ッ
セ
ル
の
論
評
を
振
り
返
る
と
、
「
世
界
に
何
個
の
も
の
が
存
在
す
る
か

個
に
は
限
ら
な
い
だ

ろ
う
」
と
い
う
論
評
②
の
論
点
は
、
ラ
ッ
セ
ル
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
解
決
す
る
は
ず
の
タ
イ
プ
理
論
と
そ
の
タ
イ
プ
理
論
に
も
と
づ
い
て
要
求
さ
れ
て
く
る
無
限
公
理
を

念
頭
に
置
い
た
批
判
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
に
対
し
て
論
評
③
と
④
で
示
唆
さ
れ
て
い
る
「
言
語
の
階
層
制
」
は
も
っ
ぱ
ら
意
味
論
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
解
決
に

向
け
ら
れ
た
提
案
で
あ
る
。
前
に
②
は
勺
ラ
ッ
セ
ル
の
誤
解
で
あ
ろ
う
L

と
述
、
べ
た
が
、
そ
の
理
由
は
単
純
で
あ
る
。
問
題
を
分
か
り
ゃ
す
く
す
る
た
め
、
無
限
公
理
と

は
「
世
界
に
は
少
く
と
も
氏
個
の
も
の
が
存
在
す
る
」
と
の
主
張
で
あ
る
と
し
よ
う
。
も
し
タ
イ
プ
の
混
同
を
許
し
て
は
な
ら
ぬ
と
い
う
タ
イ
プ
理
論
に
よ
る
制
約
が
な

い
な
ら
ば
、

ロ
十
t、2
2 

十
N 

十

何
回
門
山
吉
内

-Hχ
。

タ
イ
プ
理
論
は
何
を
お
い
て
も
ま
ず
論
理
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
回
避
す
る
た
め
に

••• 

要
求
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
種
の
証
明
に
よ
っ
て
無
限
公
理
が
不
要
に
な
る
こ
と
は
な
い
。
だ
か
ら
ラ
ッ
セ
ル
に
と
っ
て
は
「
世
界
に
は
何
個
の
も
の
が
苓
在

で
あ
る
か
ら
、
世
界
に
存
在
す
る
も
の
の
数

η
が

0
で
あ
っ
て
も
構
わ
な
レ
。
だ
が
、

哲
学
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論
理
学
は
科
学
に
あ
ら
ず

一六

す
る
か
」
と
い
う
間
は
焦
居
の
問
題
で
あ
り
、
か
れ
は
そ
の
問
に
拘
泥
す
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
「
一

O
O偲
の
対
象
が
存
在
す
る
」

と
か
「
氏
個
の
対
象
が
存
在
す
る
L

と
語
る
こ
と
は
不
可
能
だ
と
主
張
す
る
(
や
む
芯
)
と
き
、
寸
何
個
の
も
の
〔
対
象
〕
が
存
在
す
る
か
」
と
問
う
こ
と
が
で
き
な
い

@

@

@

@

@

@

@

@

 

と
言
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
「
一
枚
の
白
紙
の
上
に
何
倍
の
イ
ン
ク
の
し
み
が
あ
る
か
L

と
問
う
こ
と
は
で
き
る
。
だ
が
「
何
個
の
対
象
が
あ
る
か
」
と
問
う
こ
と
は
で

@

@

@

@

 

き
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
寸
対
象
」
は
、
「
複
合
体
L

っ
事
実
」
「
間
関
数
」
「
数
」
な
ど
と
同
様
、
八
形
式
〉
を
示
す
形
式
概
念
だ
か
ら
で
あ
る
。

上
に
指
摘
し
た
の
は
強
調
点
の
置
き
場
所
を
誤
っ
た
こ
と
に
よ
る
ラ
ッ
セ
ル
の
誤
読
だ
け
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
の
誤
読
は
「
語
る
こ
と
が
で
き
ず
、
示
さ
れ
得
る
の
み
い

と
い
う
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
真
の
論
点
を
見
落
す
こ
と
に
な
る
。
な
、
ぜ
な
ら
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
形
式
概
念
を
必
要
と
し
た
一
つ
の
重
要
な
理
由
は
、

タ
イ
プ
理
論
を
語
る
と
き
、

そ
の
語
り
は
タ
イ
プ
理
論
に
よ
っ
て
諜
せ
ら
れ
る
制
約
を
踏
み
に
じ
っ
て
い
る
、

と
い
う
こ
と
だ
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

タ
イ
プ
理
論
は
、
ど

意
味
な
文
と
い
う
〕
値
を
持
つ
よ
う
な
変
項
値
の
集
ま
り
で
あ
る
、

の
命
題
関
数
に
も
「
有
意
味
性
の
範
囲
い
が
あ
る
こ
と
を
要
求
す
る
。
「
有
意
味
性
の
範
囲
と
は
問
題
に
な
っ
て
い
る
関
数
が
有
意
味
で
あ
る
よ
う
な
、
す
な
わ
ち
〔
有

と
定
義
さ
れ
る
」
。
し
た
が
っ
て
、
有
意
味
性
の
範
癌
を
超
え
る
も
の
に
対
し
て
は
当
の
関
数
は
無

意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
X
が
有
意
味
性
の
範
囲
を
超
え
る
な
ら
ば
関
数
狩
は
有
意
味
で
な
い
L

と
い
う
命
題
関
数
は
有
意
味
で
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
命
題
関
数
自
体
は

x
の
変
域
を
タ
イ
プ
に
よ
っ
て
制
限
す
る
こ
と
は
し
て
レ
な
い
。

タ
イ
プ
理
論
を
語
る
言
明
は
タ
イ
プ
理
論
が
課
す
る
制
限
に

し
た
が
わ
な
い
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、

正
し
い
概
念
記
法
の
不
可
欠
な
部
分
で
あ
る
は
ず
の
タ
イ
プ
理
論
は
正
し
い
概
念
記
法
に
よ
っ
て
は
述
べ
ら
れ
な
い
、

と

う
こ
と
に
な
る
。
ラ
ッ
セ
ル
自
身
勺
変
項
が
あ
る
範
囲
を
超
え
る
と
き
関
数
が
有
意
味
で
あ
る
こ
と
を
や
め
る
な
ら
ば
、
そ
の
と
き
変
項
は
ま
さ
に
そ
の
事
実
に
よ
っ
て

い
か
な
る
明
示
的
な
言
明
を
も
必
要
と
す
る
こ
と
な
く
、
そ
の
範
聞
に
閉
じ
込
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
る
と
、
有
意
味
性
の
範
囲

(
一
日
)
∞

O

]
町
内
山
の
門

O
)

、

は
、
勺
有
意
味
で
な
く
な
る
」
と
い
う
ま
さ
に
そ
の
事
実
に
よ
っ
て
、

i
i
j
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
言
う
よ
う
に
|
!
i
コ
一
小
さ
れ
る
L

の
だ
、
と
い
う
こ
と
に
な
ら

な
い
だ
ろ
う
か
。
と
い
う
の
は
、
何
か
の
否
定
、
が
そ
も
そ
も
考
え
得
な
い

(
語
り
得
な
い
)
と
き
、

そ
の
何
か
を
コ
不
さ
れ
る
L

と
表
現
す
る
の
が
か
れ
の
用
語
法
だ
か

ら
で
あ
る
。

正
し
レ
概
念
記
法
を
正
書
法
を
呼
ぶ
こ
と
に
す
れ
ば
、
上
の
議
論
は
「
正
書
法
に
し
た
が
う
べ
き
だ
と
い
う
言
説
は
正
書
法
に
し
た
が
い
得
な
い
」
と
い
う
パ
ラ
ド
ッ

ク
ス
に
落
着
く
。
コ
一
小
さ
れ
る
L

の
論
理
学
と
は
こ
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
対
す
る
ド
ラ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な
解
決
法
だ
と
言
え
よ
う
。
す
る
と
、
こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
っ
と
の

言
語
も
そ
の
言
語
の
な
か
で
は
詰
る
こ
と
の
で
き
な
い
よ
う
な
構
造
を
も
つ
が
、
そ
の
言
語
の
構
造
を
扱
う
他
の
言
語
が
存
在
し
、

そ
の
よ
う
な
言
語
の
階
層
に
は
間
限
界



が
な
い
の
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
ラ
ッ
セ
ル
の
代
替
案
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
が
①
と
③
で
提
案
さ
れ
た
コ
一
一
一
口
語
の
階
層
制
」
と
い
う
論
点
で
あ
っ
た
。

ラ
ッ
セ
ル
の
言
を
侠
つ
ま
で
も
な
く
、
言
語
の
階
層
制
と
い
う
考
え
方
は
、

タ
ル
ス
キ
以
来
、
あ
ら
ゆ
る
意
味
論
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
解
決
の
た
め
に
採
ら
れ
る
論
理
学

の
常
套
手
段
で
あ
る
が
、
こ
の
手
法
に
は
始
め
か
ら
ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
が
自
分
に
課
し
た
問
題
に
と
っ
て
適
切
で
な
い
と
忠
わ
せ
る
点
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
も

し
ラ
ッ
セ
ル
の
言
う
よ
う
に
コ
一
一
一
口
語
の
階
層
制
と
い
う
見
方
が
タ
イ
プ
理
論
に
含
ま
れ
て
い
る
」
の
で
あ
れ
ば
、

タ
イ
プ
理
論
が
タ
イ
プ
理
論
を
語
る
こ
と
を
禁
じ
て
い

る
以
上
、
そ
れ
は
言
語
の
階
層
制
を
語
る
こ
と
を
も
禁
じ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
点
に
お
い
て
で
あ
る
。
こ
の
疑
念
は
節
を
あ
ら
た
め
て
検
討
す
る
こ

と
に
し
て
、
そ
の
前
に
本
節
を
閉
じ
る
に
当
っ
て
、
そ
も
そ
も
こ
の
種
の
論
理
的
ー
意
味
論
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
句
論
考
』
の
い
う
神
秘
的
な
も
の
と
い
か
に
し
て
関
係

し
得
る
の
か
、

と
い
う
当
初
の
問
題
に
答
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

「
神
秘
主
義
L

「
神
秘
的
な
る
も
の
の
存
在
L

が
論
理
的
に
正
当
化
さ
れ
る
、

と
い
う
こ
と
は
あ
り
得
な
い
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、

た
い
て
い
の
人
が
そ
の
語
で
理

解
し
て
い
る
こ
と
は
、
ラ
ッ
セ
ル
が
提
案
す
る
次
の
よ
う
な
否
定
形
の
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

「
内
面
に
向
か
う
情
熱
に
没
頭
す
る
こ
と
の
で
き
る
す
べ
て
の
人
は
時
と
し
て
通
常
の
対
象
の
非
実
在
性
、

日
常
的
事
物
と
の
結
び
つ
き
の
喪
失
と
い
う
不
思
議
な
感

じ
を
経
験
す
る
。
そ
の
と
き
外
部
世
界
の
安
定
性
は
失
わ
れ
、
魂
が
、

ま
っ
た
く
の
孤
独
の
な
か
で
、

お
の
れ
自
身
の
深
み
か
ら
、
こ
れ
ま
で
そ
れ
自
体
で
実
在
し
生

き
て
い
る
よ
う
に
見
え
て
い
た
と
こ
ろ
の
、
あ
の
気
ま
ぐ
れ
な
幻
た
ち
の
気
遣
い
じ
み
た
舞
踏
を
産
み
出
す
よ
う
に
見
え
る
の
だ
。

こ
の
否
定
的
な
経
験
に
馴
染

ん
で
い
る
多
く
の
人
た
ち
は
こ
の
線
を
越
え
る
こ
と
は
な
い
が
、
神
秘
家
に
と
っ
て
は
こ
れ
は
よ
り
充
実
し
た
世
界
へ
の
た
ん
な
る
入
口
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
」
。

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
の
場
合
で
も
、
「
神
秘
的
」
と
い
う
語
は
否
定
形
に
お
い
て
言
及
さ
れ
る
の
み
で
あ
る
。
神
秘
的
な
る
も
の
が
論
理
学
に
何
ら
か
の
関
係
を

有
す
る
と
す
れ
ば
、

そ
れ
は
論
理
を
超
え
る
と
い
う
点
に
お
い
て
の
み
で
あ
る
。
だ
れ
に
と
っ
て
も
死
が
無
気
味
で
あ
る
の
は
、
死
が
人
生
の
出
来
事
で
は
な
ぜ
、
、
「
何

も
無
く
な
る
こ
と
」
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
文
字
通
り
つ
何
も
無
い
」
と
は
い
か
な
る
こ
と
な
の
か
。
も
ち
ろ
ん
、
世
界
が
存
在
し
な
い
こ
と
で
あ
る
、

と
一
一
一
一
口
う
こ
と
は
で

き
る
。
だ
が
、
世
界
が
存
在
し
な
い
と
の
言
明
を
も
っ
て
わ
れ
わ
れ
は
何
も
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
コ
判
も
存
在
し
な
い
」
と
い
う
文
は
端
的
に
無
意
味
な
の
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
「
何
か
が
存
在
す
る
」
と
い
う
文
も
無
意
味
で
あ
る
。
寸
世
界
が
い
か
に
あ
る
か
で
は
な
く
、
世
界
が
そ
も
そ
も
あ
る
と
い
う
こ
と
が
神
秘
的
な
こ
と

な
の
だ
」
(
∞
-
h

炉供)。

J
め
ら
ゆ
る
可
能
な
科
学
的
関
い
が
た
と
え
答
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
人
生
の
問
題
は
ま
だ
全
然
手
を
つ
け
ら
れ
て
い
な
い
と
わ
れ
わ
れ
は
感
じ
る
。

む
ろ
ん
そ
の
と
き
に
は
最
早
い
か
な
る
問
い
も
残
さ
れ
て
い
な
い
の
だ
。
そ
し
て
ま
さ
に
こ
の
こ
と
が
そ
の
答
え
な
の
で
あ
る

L
3・ω
N
)
。
有
意
味
な
文
の
全
体
、
が
科
学

哲
学
・
思
想
論
集
第
二
十
号

一七
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理
学
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科
学
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ら
ず

/¥ 

を
構
成
す
る
の
で
あ
り
、
世
界
が
い
か
に
あ
る
か
は
科
学
に
よ
っ
て
完
全
に
答
え
ら
れ
る
と
し
て
も
、
「
世
界
が
存
在
す
る
」
こ
と
の
意
味
、

そ
の
原
因
な
い
し
理
由
、

そ
の
目
的
は
、

ま
っ
た
く
手
に
負
え
な
い
。
論
理
的
に
手
に
負
え
な
い
。
な
、
ぜ
な
ら
、
寸
世
界
が
存
在
す
る
」
は
、

そ
の
否
定
を
考
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
以
上
、
意
味

を
持
ち
得
な
い
言
明
だ
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で
、
「
世
界
が
存
在
す
る
」
は
諮
り
得
な
い
の
で
あ
り
、
神
秘
的
な
こ
と
な
の
で
あ
る
お
-
U
N
N
)
。

こ
の
よ
う
な
「
神
秘
的
な
し
感
覚
は
、

そ
れ
を
体
験
し
た
こ
と
の
な
い
人
に
と
っ
て
無
用
の
も
の
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
っ
哲
学
に
お
け
る
科
学
的
方
法
い
を
推
賞

す
る
ラ
ッ
セ
ル
に
と
っ
て
も
無
用
の
も
の
で
あ
る
。
「
真
に
科
学
的
な
〔
ラ
ッ
セ
ル
に
と
っ
て
は
論
理
的
な
i

i
引
用
者
〕
哲
学
は
、
も
っ
と
質
素
で
、
も
っ
と
小
間
切

無
頓
着
で
、

れ
で
、
も
っ
と
努
力
を
要
し
、
当
て
に
な
ら
ぬ
望
み
に
縮
び
る
見
掛
け
の
空
中
楼
閣
の
輝
き
を
呈
す
る
こ
と
の
よ
り
少
な
い
も
の
で
あ
る
。
だ
が
、
運
命
に
対
し
て
よ
り

わ
れ
わ
れ
の
人
間
的
で
一
時
的
な
欲
求
の
暴
君
の
ご
と
き
押
し
付
け
な
し
に
、
世
界
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
よ
り
よ
く
可
能
な
ら
し
め
の
で
あ
る
し
。
し
た

が
っ
て
、
神
秘
的
な
る
も
の
が
、
語
り
得
な
い
も
の
の
領
域
と
と
も
に
言
語
の
階
層
制
の
導
入
に
よ
っ
て
廃
棄
さ
れ
得
る
な
ら
ば
、
消
極
的
で
あ
る
に
せ
よ
、

そ
れ
こ
そ

が
か
れ
の
科
学
的
哲
学
の
勝
利
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
形
で
の
「
勝
利
L

は
幻
想
で
あ
る
と
思
う
。

の
階
層
制
な
る
も
の
が
、
次
節
で
見
る
よ
う
に

短
造
さ
れ
た
幻
想
だ
か
ら
で
あ
る
。

ノ¥

タ
イ
プ
理
論
は
っ
す
べ
て
の
文
は
タ
イ
プ
理
論
に
し
た
が
う
」
と
言
明
す
る
。
だ
が
、
そ
の
言
明
自
体
は
タ
イ
プ
理
論
に
し
た
が
っ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
こ
れ

が
前
節
で
示
唆
し
た
論
点
で
あ
っ
た
。
こ
の
種
の
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
事
態
は
寸
す
べ
て
の
言
明
は
疑
わ
し
い
」
と
言
明
す
る
懐
疑
論
者
、
「
す
べ
て
の
言
明
は
相
対
的

だ
い
と
言
明
す
る
相
対
主
義
者
、
「
私
は
何
ひ
と
つ
知
ら
な
い
」
こ
と
を
知
っ
て
い
る
無
知
論
者
が
、

一
様
に
ま
ご
つ
く
自
己
反
射
的
困
惑
で
あ
る
。
そ
し
て
、
自
己
反

射
的
困
惑
の
な
か
で
論
理
的
に
も
っ
と
も
簡
潔
な
の
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
例
の
嘘
つ
き
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
で
あ
る
。
あ
る
男
は
「
私
の
言
う
こ
と
は
す
べ
て
嘘
で
あ
る
し

と
言
う
。

か
れ
が
そ
う
言
う
と
き
か
れ
は
嘘
を
つ
い
て
い
る
の
か
。
も
し
か
れ
の
そ
の
言
も
嘘
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
か
れ
の
言
う
こ
と
は
確
か
に
す
べ
て
嘘
で
あ
る
し
。

し
た
が
っ
て
、

か
れ
の
そ
の
言
は
嘘
で
な
い
。
事
実
、

か
れ
は
寸
私
の
言
う
こ
と
は
す
べ
て
嘘
だ
」
と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
。
だ
が
も
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、

か
れ
は
少

く
と
も
一
つ
嘘
で
な
い
こ
と
を
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
「
私
の
言
う
こ
と
は
す
べ
て
嘘
で
あ
る
L

と
い
う
の
は
嘘
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。



ラ
ッ
セ
ル
の
場
合

ム
i
ア
は
、
ラ
ッ
セ
ル
に
よ
れ
ば
、
「
美
し
い
容
貌
と
華
著
な

ス
ピ
ノ
ザ
の
よ
う
に
深
く
情
熱
的
な
知
性
を
も
っ
た
男
だ
っ
た
」
。
ラ
ッ
セ
ル
は
一
震
だ
け
か
れ
に
嘘
を
つ
か
せ
る
の
に
成
功
し
た
。
「
ム
!
ア
、
君
は
い

嘘
つ
き
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
い
つ
も
嘘
を
つ
く
男
に
の
み
生
じ
る
の
で
は
な
い
。

肉
体
を
も
ち
、

@

@

 

つ
も
本
当
の
こ
と
を
い
う
の
か
」
と
ラ
ッ
セ
ル
が
一
訊
く
と
、
か
れ
は
「
い
や
、
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
」
と
答
え
た
。
「
私
は
こ
れ
が
か
れ
の
つ
い
た
唯
一
の
嘘
だ
と
信
じ

て
い
る
し
と
ラ
ッ
セ
ル
は
述
懐
し
て
い
る
。
ム

i
ア
に
対
す
る
こ
の
好
意
に
満
ち
た
ラ
ッ
セ
ル
の
述
懐
は
嘘
つ
き
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
に
対
す
る
か
れ
の
解
決
法
を
よ
く
表

わ
し
て
い
る
。
「
私
は
い
ま
嘘
を
つ
い
て
い
る
L

と
言
う
男
は
、
そ
の
言
で
嘘
を
つ
い
て
い
る
の
か
否
か
。
ラ
ッ
セ
ル
の
解
決
法
は
、
「
私
は
嘘
を
つ
い
て
い
る
」
を
、
っ
私

が

P
と
主
張
し
、

p
が
偽
で
あ
る
よ
う
な
命
題

P
が
存
在
す
る
し
と
言
い
直
す
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
後
者
は
さ
ら
に
「
私
が

P
と
主
張
す
る
と
き

P
が
真
で
あ
る
こ
と
は
、

す
べ
て
の

p
に
つ
い
て
真
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
し
と
換
言
で
き
る
。
こ
こ
か
ら
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
生
ず
る
の
は
、
こ
の
言
明
自
体
を
も
寸
す
べ
て
の
P
L
に
含
め
る
か

と
い
う
の
が
ラ
ッ
セ
ル
の
診
断
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
す
べ
て
の
命
題
に
つ
い
て
述
べ
る
命
題
は
「
す
べ
て
の
命
題
し
の
一
員
で
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
、
と
言

わ
ね
ば
な
ら
な
レ
。
「
命
題
の
全
体
が
存
在
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
り
、
〈
す
べ
て
の
命
題
〉
と
は
無
意
味
な
語
句
で
あ
る
に
違
い
な
い
L

の
で
あ
る
。

ら
だ
、さ

て
、
そ
の
方
針
に
し
た
が
っ
て
、
ま
ず
命
題
の
集
合
に
一
切
言
及
し
な
い
と
こ
ろ
の
命
題
を

i
階
の
命
一
題
と
し
、
そ
の
よ
う
な

l
階
の
命
題
の
集
合
に
言
及
す
る
命

題
を

2
階
の
命
題
、

n
絡
の
命
題
に
言
及
す
る
命
題
を
(
口
十
H
)

階
の
命
題
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
。
す
る
と
、
っ
私
は
嘘
を
つ
い
て
い
る
」
が
も
し
「
私
は

l
階
の

偽
な
る
命
題
を
主
張
し
て
い
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、

張
し

し
か
も
偽
で
あ
る
よ
う
な
命
題
が
存
在
す
る
」
)

の
で
あ
る
か
ら
、

そ
れ
は

1
階
の
命
題
全
体
に
言
及
し
て
い
る
(
「
l
階
の
命
題
全
体
の
な
か
で
少
な
く
と
も
一
つ
、
私
が
主

2
階
の
命
題
で
あ
る
が
か
れ
は

2

そ
の
言
明
は

2
階
の
命
題
で
あ
る
。
だ
が
そ
の
言
明
は
、

階
の
命
題
を
主
張
し
た
の
で
は
な
い

(
か
れ
の
主
張
し
た
の
は

l
階
の
命
題
で
あ
る
)
か
ら
、
偽
で
あ
る
。

一
般
に
コ
私
は

n
踏
の
偽
な
る
命
題
を
主
張
し
て
い
る
」
と

い
う
場
合
、
こ
の
言
明
は
(
口
十
H
)

措
で
あ
り
、
主
張
し
た
当
人
は
(
口
十
三
階
の
嘘
を
つ
い
た
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、

か
れ
が
嘘
つ
き
で
な
い
こ
と
を
証
明

か
れ
は
ど
こ
ま
で
い
っ
て
も
嘘
つ
き
の
ま
ま
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
確
か
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
生
じ
な
い
。

す
る
反
論
は
成
り
立
た
ず
、

そ
れ
で
は
、
寸
私
は
晩
を
つ
い
て
い
る
し
と
い
う
言
明
を
寸
私
は

l
階
の
偽
な
る
命
題
を
主
張
し
て
い
る
ヘ
コ
払
は

2
階
の
偽
な
る
命
題
を
主
張
し
て
い
る
L

等
な
ど

の
言
明
す
べ
て
を
同
時
に
一
纏
め
に
し
て
行
な
う
語
り
方
だ
と
解
す
る
と
、
ど
う
な
る
か
。
「
私
は

1
階
の
偽
な
る
命
題
を
主
張
し
て
い
る
し
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て

1
階

の
命
題
が
主
張
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
、
偽
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
言
明
は

2
階
で
あ
り
、

そ
し
て
偽
な
の
で
あ
る
か
ら
、
「
私
は

2
階
の
偽
な
る
命
題

を
主
張
し
て
い
る
L

と
い
う

3
階
の
言
明
は
真
で
あ
る
。

一
般
に
「
私
は
N
ロ
階
の
偽
な
る
命
題
を
主
張
し
て
い
る
L

は
真
で
あ
り
、
「
私
は

(
N
口
十
H
)

階
の
偽
な
る
命

哲
学

思
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題
を
主
張
し
て
い
る
」
は
偽
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
階
を
特
定
せ
ず
に
、
す
べ
て
の
踏
を
一
纏
め
に
し
て
「
私
は
嘘
を
つ
い
て
い
る
」
と
言
う
人
は
、
嘘
と
本
当
を
半

分
ず
つ
主
張
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、

や
は
り
矛
盾
は
生
じ
な
い
。

こ
の
ラ
ッ
セ
ル
型
の
コ
一
一
一
塁
仰
の
階
層
制
」
は
確
か
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
回
避
す
る
が
、
私
に
は
嘘
つ
き
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
解
決
法
と
し
て
は
過
剰
防
衛
に
思
え
る
。

ラ
ッ
セ
ル
に
「
君
は
い
つ
も
本
当
の
こ
と
を
い
う
の
か
L

と
訊
か
れ
て
、
「
い
や
そ
ん
な
こ
と
は
な
い
」
と
ム

i
ア
が
答
え
た
と
き
、
そ
の
返
答
を
つ
私
が

P
と
主
張
し
、

P
が
偽
で
あ
る
よ
う
な
命
題
P
が
存
在
す
る
L

と
言
い
換
え
る
の
は
正
し
い
。
だ
が
、

ム
ー
ア
は
♂
私
は
い
ま
嘘
を
つ
い
て
い
る
」
と
述
べ
た
わ
け
で
は
な
い
。
ま
し
て

や
「
私
は
い
ま
日
階
の
偽
な
る
命
題
を
主
張
し
て
い
る
」
と
言
お
う
と
し
た
わ
け
で
は
毛
頭
な
い
。
か
と
一
一
出
回
っ
て
、
意
味
の
な
い
返
答
を
し
た
わ
け
で
も
な
い
。
要
す
る

に
つ
私
は
嘘
を
つ
い
て
い
る
」
を
、
「
私
が

P
と
主
張
し

P
が
偽
な
る
命
題
で
あ
る
よ
う
な
P
が
存
在
す
る
」
を
意
味
す
る
も
の
と
し
て
分
析
す
る
こ
と
が
誤
り
な
の

で
あ
る
。
し
か
し
、

ラ
ッ
セ
ル
の
方
策
を
過
剰
防
衛
だ
と
判
断
す
る
私
の
論
拠
は
そ
の
点
に
の
み
あ
る
の
で
は
な
い
。
か
れ
が
タ
イ
プ
理
論
と
し
て
主
張
し
た
こ
と
の
殆

ど
が
タ
イ
プ
理
論
に
し
た
が
え
ば
無
意
味
に
な
る
、
す
な
わ
ち
タ
イ
プ
理
論
が
自
縄
自
縛
に
陥
る
、

と
い
う
点
に
こ
そ
あ
る
の
で
あ
る
。

タ
イ
プ
理
論
は
本
来
ラ
ッ
セ
ル
が
か
れ
の
発
見
し
た
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス

J4U(
芯
)
;
芯
(
ち
を
回
避
す
る
た
め
に
提
案
さ
れ
た
禁
刻
一

よ
ロ

(
P
)
w
J
P
(芯
ロ
)

は
許
さ
れ
る
べ

き
有
意
味
な
文
で
は
な
い
」
の
一
つ
の
具
体
化
で
あ
る
。
そ
し
て
、
確
か
に

齢
、

f
p
+
H
(
p
y
の
か
た
ち
の
文
の
み
を
有
意
味
な
文
と
認
め
る
な
ら
ば
、
ラ
ッ
セ
ル
の
パ

ラ
ド
ッ
ク
ス
は
生
じ
な
い
。
こ
こ
で
さ
ら
に
ら
ロ
土
を
斗
♂
と
と
置
き
、
「

η
踏
の
命
題
P
は
真
で
な
い
L

と
の

(
口
十
凶
)
階
の
一
一
一
一
口
明
を

ば
、
嘘
つ
き
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
生
じ
な
い
こ
と
は
容
易
に
察
せ
ら
れ
よ
う
。
な
、
ぜ
な
ら
、
こ
の
命
題

h
J叶

FTH(古
口
)

w

は
(
口
十
同
)
階
で
あ
り
、

吋
ト"'1

'1j 

Pnし
の
変と
項 表
値記
にす
はれ

な
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
だ
が
そ
う
す
る
と

(間)〔
J
吋
吋
口
十
回
(
匂
)
江
社
神
明
7
1
m，
恥
げ
が

U
砂
樹
円
u
E
×
翠
1
q
恥
印
刷
〕

が
真
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
に
も
か
か
わ

i

ら
ず
、

p
に
つ
い
て
の
こ
の
命
題
関
数
は
「
命
題
の
全
体
」
に
言
及
し
て
い
る
が
ゆ
え
に
無
意
味
と
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ラ

ッ
セ
ル
自
身
、
も
し
無
制
約
的
に
勺
す
べ
て
の
命
題
は
真
か
偽
か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
L

と
い
う
排
中
律
(
正
確
に
は
二
値
原
理
)
を
主
張
す
る
な
ら
ば
、
排
中
律
を
述

べ
る
文
「
そ
れ
自
体
が
命
題
で
あ
り
、
自
分
自
身
の
定
義
域
に
含
ま
れ
る
の
で

-
無
意
味
な
ノ
イ
ズ
し
を
発
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
、
と
認
め
て
い
る
。
要
す
る
に
ラ

ッ
セ
ル
は
、
も
し
言
語
の
階
層
制
が
真
で
あ
る
な
ら
ば
(
か
れ
は
真
で
あ
る
と
最
後
ま
で
確
信
し
て
い
た
が
)
、
自
家
撞
着
を
犯
す
こ
と
な
し
に

の
階
層
制
に
つ
い

て
語
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
窮
地
か
ら
脱
出
し
切
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
実
は
、

タ
ル
ス
キ
型
の
コ
一
=
口
語
の
階
層
制
」
に
し
た
が
っ
て
も
、
こ
の
窮
地
か



ら
脱
却
で
き
な
い
と
い
う
事
情
に
つ
い
て
は
何
も
変
わ
ら
な
い
の
で
あ
る
。

タ
ル
ス
キ
が
ラ
ッ
セ
ル
か
ら
本
質
的
に
異
な
る
点
は
、
ラ
ッ
セ
ル
が
白
己
反
射
(
自
己
言
及
)
を
禁
ず
る
た
め
に
階
層
制
を
要
求
し
た
の
に
対
し
、

自
己
言
及
の
必
要
性
を
積
極
的
に
承
認
し
た
と
こ
ろ
に
あ
る
。
♂
私
は
い
ま
嘘
を
つ
い
て
い
る
」
を

q
、
こ
の
嘘
つ
き
文
の
ラ
ッ
セ
ル
流
の
分
析
を

タ
ル
ス
キ
の
場
合

れ(…山古)〔〉
(

H

U

)

}
(
]
門
円
「
匂
)
]

と
表
記
す
れ
ば

心
:
(
出
口
)
〔
〉
(
匂
)
・

1
、
吋
門
(
官
)
〕

が
成
り
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
、

い
ま
述
べ
ら
れ
て
い
る
一
一
一
日
明
は

q
だ
け
な
の
だ
か
ら
、
右
辺
の

p
は

q
に
他
な
ら
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

(

N

)

 

D
I
K戸(』
)
-
J
吋
門
(
』
)

と
こ
ろ
で
、
あ
る
文
が
真
、
だ
と
言
う
こ
と
は
そ
の
文
を
主
張
す
る
こ
と
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

(ω) 
吋
円
(
心
)
A
l
v

心

」
れ
を

ωに
使
っ
て

(
九
日
)

吋
門
(
』
)
:
〉
(
』
)
・

J
J門吋(』)

J
吋
「
(
』
)
↑
、

J
〉
(
』
)
く
吋
司
(
』
)

〉
(
』
)

は
真
、

J
〉
(
』
)

は
偽
だ
か
ら

そ
れ
ら
を
落
と
す
と
、

(
日
)

叶
吋
(
』
)
↑
v
J
J門叶(』)・

こ
の
矛
腫
を
ブ
ロ
ッ
ク
す
る
た
め
に
ラ
ッ
セ
ル
が
禁
じ
た
の
は

ωで
あ
る
。

ωの
p
が

n
陪
な
ら
ば

q
は
(
ロ
十
回
)
階
で
あ
り
、

q
は

p
の
例
化
に
は
な
り
得
な
い
と

い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

ωの
よ
う
な
不
適
切
な
分
析
を
し
な
け
れ
ば
、
嘘
つ
き
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
出
発
点
は
ま
さ
に

ωな
の
で
あ
る
。

し
か
も
れ
〉
(
』
)

w

は
実

際
に
は
何
の
働
き
も
し
な
い
余
計
者
で
あ
る
か
ら
、
始
め
か
ら
消
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
。
す
る
と
、

(

岱

)

(
H
t
l、
吋
円
(
』
)

十

ι

q
が
自
分
自
身
に
つ
い
て
偽
だ
と
述
べ
る
自
己
言
及
文
に
な
る
。
仙
川
と

ωか
ら
直
ち
に

ωの
矛
盾
が
導
か
れ
る
。
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も
し

ωが
真
で
あ
れ
ば

ωは
偽
で
あ
る
に
違
い
な
い
v

と
考
え
る
の
が
人
情
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
自
分
自
身
に
つ
い
て
偽
だ
と
述
べ
る
文
が
存
在
す
る
か
ど
う
か
は

さ
て
お
き
、
少
く
と
も
自
分
自
身
に
つ
い
て
何
ご
と
か
を
述
定
す
る
自
己
言
及
文
が
存
在
す
る
こ
と
を
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
を
確
認
す
る
の
が
対
角
化

定
理
で
あ
る
。

対
角
化
定
理

自
然
数
を
表
わ
す
変
項

x
だ
け
を
も
っ
任
意
の
文
関
数
同
(
以
)
に
対
し

(
吋
)

同
(
「
℃
」
)
;
司

で
あ
る
よ
う
な
自
然
数
「
乞
が
存
在
す
る
。

こ
こ
で
「
刀
」
は
、
文

p
を
「
ゲ
ー
デ
ル
数
し
と
呼
ば
れ
る
コ

l
ド
・
ナ
ン
バ
ー
で
表
示
し
た

p
の
名
前
で
あ
る
。
ど
の
文
に
も
一
意
的
に
コ

i
ド
・
ナ
ン
バ
ー
を
与
え

る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
は
、

そ
の
文
が
属
す
る
言
語
で
使
わ
れ
る
文
字
と
文
法
が
明
確
に
定
め
ら
れ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
ど
の
表
現
も
意
味
を
も

た
な
い
記
号
の
有
限
列
と
見
倣
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
な
言
語
を
形
式
化
さ
れ
た
対
象
言
語
L
と
呼
ぶ
。
の
は
そ
の
よ
う
な

L
の
表
現
に
つ
い
て
述
べ
る
言
語

L
に
寓
す
る
(
し
か
し
、

L
は
本
質
的
に
L
を
超
過
す
る
わ
け
で
は
な
い
)
。
す
る
と
、

ωは
の
の
交
と
に
J
吋
吋
(
と
を
代
入
し
た
結
果
で
あ
る
こ
と
、

ωと
ωは
正

捻
往
γ
」
十
ホ

γ
れい

}
U
V
B
ル
V

(

ω

)

 

叶
円
(
「
β

」
)
i
A

(

岱

)

ー
、
吋
円
(
「
』
」
)
;
』

で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
対
角
化
定
理
は
自
己
言
及
文
の
存
在
を
保
証
す
る
た
め
に
使
わ
れ
た
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
段
階
で
な
さ
れ
た
こ
と
は

ωの

矛
盾
の
再
確
認
だ
け
で
あ
る
。

し
か
し
、
こ
の
矛
盾
の
再
確
認
は
同
時
に
、
つ
も
し
L
が
無
矛
盾
で
あ
る
な
ら
ば
、
斗
吋
(
っ
ち

)
j
H
)
が
証
明
で
き
る
よ
う
な
文
関
数
吋
円
(
ろ
は
存
在
し
な
い
い
と
い

う
タ
ル
ス
キ
の
定
理
の
証
明
に
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
対
角
化
定
理
は
、
任
意
の
文
間
関
数
同
(
同
)

に
対
し
て
同
(
「
匂
」
)
;
℃
が
証
明
さ
れ
る
よ
う
な
「
℃
J

が
存
在
す
る

こ
と
を
保
証
す
る
。
だ
が
、
も
し
仮
に
叶
吋
(
×
)
が
そ
の
よ
う
な
同
(
と
の
一
つ
で
あ
る
と
仮
定
す
る
な
ら
ば
矛
屈
に
陥
る
。
だ
か
ら
、
背
理
法
に
よ
っ
て
、

は
L
の
な
か
に
は
存
在
し
な
レ
の
で
あ
る
。

L
は
L
の
翻
訳
を
す
べ
て
含
ん
で
い
る
か
ら
、
も
ち
ろ
ん

ト吋吋

(uc.

L

吋円
(
M内
)

は
L
の
な
か
に
も
存
在
し
な
い
。

ト吋吋
(
υ
内
)

w

で
わ
れ

わ
れ
が
意
味
し
よ
う
と
し
た
の
は
「
真
で
あ
る
L

と
い
う
述
語
で
あ
っ
た
か
ら
、
こ
の
こ
と
は

っ
士
呉
で
あ
る
」
と
い
う
真
理
述
語
が

L
の
な
か
で
定
義
で
き
な
い
こ
と
を



意
味
す
る
。

言
語
S
の
文
に
つ
い
て
そ
の
真
偽
を
語
る
こ
と
が

S
の
な
か
で
な
さ
れ
る
よ
う
な

S
は

J
思
味
論
的
に
閉
じ
た
言
語
L

と
呼
ば
れ
、
ぷ
間
必
味
論
的
に
閉
じ
た
言
語
は
不

整
合
で
あ
る
」
。
そ
し
て
、

え
る
。
言
語
L
に
属
す
る
文
に
つ
い
て
、

日
常
言
語
は
こ
の
よ
う
な
意
味
論
的
に
閉
じ
た
言
語
で
あ
る
が
ゆ
え
に
嘘
つ
き
の
よ
う
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
生
ま
れ
る
、

と
タ
ル
ス
キ
は
考

そ
れ
が
真
で
あ
る
(
偽
で
あ
る
)
と
主
張
す
る
と
き
、
「
真
で
あ
る
」
(
「
偽
で
あ
る
」
)
と
い
う
述
語
が
同
じ

L
に
属
し
て
い
て

は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
れ
は

L
の
文
に
つ
い
て
語
る
外
側
の
言
語
、

メ
タ
言
語
M
L
の
な
か
の
述
語
だ
と
い
う
こ
と
に
し
よ
う
。

M
L
に
属
す
る
文
に
つ
い
て

も
、
そ
れ
が
真
で
あ
る
か
否
か
が
問
題
に
な
る
か
ら
、
こ
の
と
き
は
「
真
で
あ
る
」
は

M
L
の
メ
タ
言
語
M
M
L
に
属
す
る
。
こ
の
メ
タ
・
レ
ベ
ル
へ
の
昇
措
は
ど
こ
ま

で
も
続
く
か
ら
、

J
7
一
口
語
の
階
層
制
」
は
容
易
に
確
立
す
る
。

嘘
つ
き
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
生
じ
さ
せ
た
自
己
言
及
文

8 

文

(
8
)
は
真
で
な
い

を
例
に
と
ろ
う
。
こ
れ
は
ど
の
階
層
の
「
真
」
を
問
題
に
し
て
い
る
の
か
の
指
定
が
な
い
か
ら
、
無
意
味
な
文
で
あ
る
。
っ
L
に
お
い
て
真
」
を
つ
真
ヘ

J
M
L
に
お
い

て
真
」
を
「
真
」
、
「
M
M
L
に
お
い
て
真
」
を
「
真
」
、

ハ
り

は
真
で
な
い

は
真
で
な
い

と
表
記
す
れ
ば
、

(
8
)
は

9 

文

(
9
)

(
印
)

文
(
叩
)

A
り

の
い
ず
れ
か
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

(
9
)
は
L
に
で
は
な
く
M
L
に
属
す
る
か
ら
、

L
の
文
と
し
て
は
無
意
味
で
あ
り
、
真

(
L
に
お
い
て
真
)
で
あ
る
は
ず
が
な

い
。
し
た
が
っ
て

(
9
)
は
真
で
は
な
い
。
そ
し
て

(
9
)
は
事
実
そ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
の
だ
か
ら
真
で
あ
る
。
正
確
に
は
、

M
L
に
お
い
て
真
、
す
な
わ
ち
真
で

あ
る
。
(
印
)
は

M
M
L
に
印
刷
す
る
文
で
あ
る
か
ら
真
で
は
な
い
。
そ
し
て
事
実
「
真
で
な
い
L

と
言
っ
て
い
る
の
だ
か
ら
、
真
で
あ
る
。
こ
れ
は
真
で
あ
る
。
(
こ
こ
で
、

(

Q

J

)

へ
は
真
で
あ
る
、
そ
し
て
(
叩
)
は
こ
れ
を
否
定
し
て
い
る
、
し
た
が
っ
て
(
日
)
は
真
で
な
レ
、
ゆ
え
に
(
刊
)
は
真
で
あ
る
、
と
推
論
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る

が
、
ゆ
え
に

(
日
)

は
真
で
あ
る
と
推
論
し
て
は
な
ら
な
い
γ
)

。
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こ
の
よ
う
に
、
つ
ど
の
言
語
L
も
メ
タ
言
語
M
L
を
も
ち
、

L
の
文
に
つ
い
て
述
定
さ
れ
る
真
理
述
語
は

L
に
で
は
な
く

M
L
に
属
す
る
」
と
い
う
タ
ル
ス
キ
の
一
一
一
一
口
語

の
階
麗
制
を
認
め
れ
ば
、
嘘
つ
き
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
よ
う
な
意
味
論
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
は
簡
単
に
回
避
で
き
る
。
だ
が
こ
こ
で
、
「
タ
イ
プ
理
論
を
侵
犯
す
る
こ
と
な

し
に
タ
イ
プ
理
論
に
つ
い
て
諮
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
い
う
、
あ
の
窮
境
、
が
待
ち
受
け
て
い
る
。
パ
ト
ナ
ム
の
言
う
よ
う
に
「
タ
ル
ス
キ
の
理
論
の
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か

ど
の
階
層
制
理
論
も
が
持
つ
パ
ラ
ド
キ
シ
カ
ル
な
点
は
、
そ
う
い
う
階
層
制
が
存
在
す
る
と
い
う
言
明
を
定
式
化
す
る
た
め
に
さ
え
、
全
階
層
制
の
外
に
出
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
」
。
つ
ど
の
言
語
L
も
メ
タ
言
語
M
L
を
も
っ
L

は、

L
、

L
、

:
:
:
L
、
:
:
:
と
い
う
階
層
制
の
な
か
の
ど
の
言
語
の
文
で
も
な
い
。
し
た

そ
れ
は
ど
の

M
L
に
お
け
る
真
で
も
な
い
。
「
そ
れ
は
〈
日
常
言
語
〉
で
は
あ
り
得
な
い
、
な
、
ぜ
な
ら
タ
ル
ス
キ
に
よ
れ
ば
日
常
言
語
は
意
味
論
的
に
閉
じ
て

が
っ
て
、

お
り
、

し
た
が
っ
て
不
整
合
だ
か
ら
」
と
パ
ト
ナ
ム
は
言
う
。
し
か
し
タ
ル
ス
キ
は
ど
う
見
て
も
日
常
言
語
を
使
っ
て
言
語
の
階
層
制
を
述
。
へ
て
い
る
。
そ
の
日
常
一
一
言
語

が
階
層
制
に
し
た
が
っ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。

「
何
ご
と
で
あ
れ
、
わ
れ
わ
れ
が
そ
れ
に
つ
い
て
有
意
味
に
語
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、

わ
れ
わ
れ
は
日
常
言
語
で
そ
れ
に
つ
い
て
語
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
い
う

日
常
一
一
一
一
口
語
の
〈
普
遍
性
〉
に
着
目
す
る
タ
ル
ス
キ
の
観
察
は
正
し
い
。
意
味
論
的
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
主
た
る
発
生
源
も
、

日
常
言
語
の
持
つ
こ
の
〈
普
遍
性
〉
に
あ
る
で

b
b
、J
J

O

Q

ニ守、、

中

ρ
y
F
ノ

ふ

/

，

刀

日
常
言
語
が
意
味
論
的
考
察
の
対
象
に
な
り
得
な
い
と
考
え
る
タ
ル
ス
キ
に
と
っ
て
は
、

日
常
言
語
が
か
れ
の
階
麗
制
理
論
に
し
た
が
わ
な
い
こ
と
は

何
ら
矛
盾
で
は
な
い
。
矛
盾
に
陥
る
の
は
〈
普
遍
性
〉
を
も
っ
言
語
が
ま
る
ご
と
あ
る
理
論
の
対
象
と
化
す
る
場
合
で
あ
る
。
そ
の
と
き
当
の
理
論
は
ど
ん
な
言
語
で
述

べ
ら
れ
る
べ
き
な
の
か
。
そ
れ
は
対
象
に
さ
れ
る
言
語
よ
り
小
さ
な
言
語
で
は
あ
り
得
な
い
。
し
か
し
、
〈
普
遍
性
〉
を
も
っ
言
語
よ
り
大
き
な
言
語
は
存
在
し
な
い
。

要
す
る
に
、
〈
普
遍
性
〉
を
も
っ
言
語
に
は
そ
の
外
側
に
立
つ
メ
タ
言
語
は
存
在
し
な
い
の
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
で
あ
れ
タ
ル
ス
キ
で
あ
れ
、

か
れ
ら
が
言
語
の
階
層
制

を
論
守
す
る
と
き
、

そ
の
擁
護
論
は
自
常
一
一
一
一
塁
間
で
な
さ
れ
ざ
る
を
得
な
い
。

日
常
言
語
、
が
そ
の
〈
普
遍
性
〉
の
ゆ
え
に
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
を
生
み
出
す
と
し
て
も
、
そ
の
ゆ
え

に
「
日
常
言
語
は
不
整
合
だ
L

と
す
る
こ
と
は
言
い
過
ぎ
な
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
は
言
語
と
い
う
船
に
乗
り
な
が
ら
自
分
の
乗
っ
て
い
る
船
を
修
復
し
て
い

る
の
だ
と
い
う
観
察
の
方
が
事
実
に
郎
し
て
い
る
で
あ
ろ
う
。
だ
が
、

ウ
ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
も
ま
た
ノ
イ
ラ
i
ト
の
船
に
乗
る
こ
と
を
桓
ん
だ
。
論
理
学
は
絶
対
的

最
終
的
な
永
遠
の
ド
ッ
ク
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

ラ
ッ
セ
ル
は
、

一
で
見
た
よ
う
に
、
寸
ウ
ィ
ト
ゲ
ン

γ

ュ
タ
イ
ン
氏
な
ら
ば
、
〔
階
層
舗
を
形
成
す
る
と
こ
ろ
の
〕
こ
う
し
た
言
語
の
全
体
に
対
し
て
も
か
れ
の
理
論
が



そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
と
返
答
す
る
で
あ
ろ
う
」
と
譲
歩
し
た
。
だ
が
日
常
言
語
は
階
層
制
を
も
た
ず
、

し
か
も
そ
れ
自
体
で
言
語
の
全
体
な
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、

日

常
言
語
、
が
満
た
す
べ
き
論
理
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
ぷ
訓
考
b

の
自
約
な
の
で
あ
る
。
ラ
ッ
セ
ル
は
そ
れ
を
「
論
理
的
に
完
全
な
言
語
の
満
た
す
べ
き
条
件
」
の
研
究

で
あ
る
と
誤
解
し
た
。
カ
ル
ナ
ッ
プ
も
ま
た
『
論
考
b

は
「
理
想
言
語
(
す
な
わ
ち
、
形
式
化
さ
れ
た
記
号
言
語
ご
に
言
及
し
て
い
る
の
だ
と
誤
解
し
た
。
そ
し
て
「
ウ

と
き
に
は
否
定
的
な
見
解
さ
え
抱
い
て
い
た
」
と
不
満
を
述
べ
る
。
と
こ
ろ
、
が
、
ウ
ィ

ィ
ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
は

J

記
号
言
語
の
重
要
性
に
対
し
て
懐
疑
的
で
あ
り
、

ト
ゲ
ン
シ
ュ
タ
イ
ン
に
と
っ
て
は
「
わ
れ
わ
れ
の
日
常
言
語
は
事
実
上
、

そ
の
ま
ま
で
、
論
理
的
に
完
全
に
秩
序
立
っ
て
い
る
」
(
印
・
ωω
∞
ω)
の
で
あ
る
。
だ
が
「
日
常

言
語
を
理
解
す
る
た
め
の
暗
黙
の
取
り
決
め
は
途
方
も
な
く
複
雑
」
で
あ
り
、
言
う
な
れ
ば
勺
日
常
言
語
は
人
間
の
身
体
の
一
部
で
あ
り
、
こ
れ
に
劣
ら
ず
複
雑
な
の
で

あ
る
」

(
P
O
O
N
)
。
そ
の
よ
う
に
複
雑
な
も
の
か
ら
そ
の
言
語
を
支
配
す
る
論
理
を
直
接
取
り
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
実
際
、

か
れ
の
論
理
学
は
フ
レ
i
ゲ
、
ラ
ッ
セ

ル
の
論
理
学
か
ら
そ
の
散
文
的
な
部
分
を
取
り
除
い
た
真
理
関
数
の
理
論
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。

日
常
言
語
と
真
理
関
数
の
理
論
の
間
に
は
埋
め
難
い
ミ
ッ
シ
ン
グ

リ
ン
ク
が
い
く
つ
も
あ
る
。
こ
の
ミ
ッ
シ
ン
グ
・
リ
ン
ク
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

か
れ
は
意
味
の
醤

像
説
を
介
し
て
一
一
一
一
口
語
と
世
界
と
の
合
致
を
要
請
し
た
。
そ
し
て
一
た
び
こ
の
合
致
が
得
ら
れ
れ
ば
、
そ
の
両
者
が
合
致
す
る
と
レ
う
こ
と
(
論
理
形
式
)
と
言
語
(
世
界
)

の
外
側
と
は
、

た
ん
に
真
/
偽
が
「
語
り
得
な
い
し
と
い
う
点
で
の
み
共
通
す
る
と
こ
ろ
の
コ
一
小
さ
れ
る
」
領
域
と
し
て
残
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
が
残
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
か
っ
た
理
由
は
、

で
あ
り
、
い
ま
一
つ
は
「
科
学
の
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
問
い
が
答
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、

い
う
不
満
で
あ
る
。

一
つ
は
論
理
学
が
絶
対
的
で
、
水
品
の
よ
う
な
透
明
さ
と
堅
留
さ
を
も
っ
、
科
学
を
超
越
し
た
絶
対
的
規
準
で
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う
要
請

わ
れ
わ
れ
の
人
生
の
問
題
は
ま
っ
た
く
手
を
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
」
(
∞
・

3
)
と

論
理
学
は
そ
の
意
味
で
、
倫
理
と
と
も
に
、
超
越
的
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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Logic Is Not a Science 

一一-WittgensteinAgainst Science一一一一

哲
学

Shingo FU JIT A 

As was made explicit by Lay Monk， Wittgenstein opposed the public tendency to 

regard scientific explanation as the sole way of understanding the world. 1n this essay 

we will trace his antiト-s託ciencebコack tωo t出heTra匂αa的αt印Mμ，ふふ』

cerns the log噌i比ca心1theory of the Traciゴtaωhω4ωS，i.e. the truth-function theory of propositions， 

while the most disputable theory of 'showing' is discussed in the second half (sections 

4 to 6) in cotrast to Russell's criticism against it. 

Wittgenstein's theory of truth司functiondemarcates what is within the world from 

what is outside the world. The latter alone belongs to God， whereas the former is to 

be completely described by the natural sciences in order to be abandoned. As to the 

forms of sentences which do not look analyzable， e.g. quantified statements， proposi-

tional attitudes and identity statements， he took another bold step in presenting the 

World/God dichotomy， declaring that a11 sentences are truth-functions of elementary 

propositions. Logic is not a science in the Tractatus because it is not what happens in 

the world but what sets a limit to '¥vhat can happen therein. 

Russe11 introduced the idea of the hierarchy of language as a way out of the docto-

rine of 'showing'. Self-reference is forbidden by his vicious circle principle. 1n this 

respect his alleged solution of the liar paradox is quite different from Tarski's， which 

also requires the hierarchy of language. We will argue， however， that the idea of the 

hierarchy of language is not the final answer to the paradox and therefore to the 

problem of 'showing' even when we accept the Tarsl王ianidea of hierarchy. As far as 

we confine ourselves to the Realist picture of language， the doctorine of ‘showing' is 

as reasonable (or unreasonable) as the idea of the hierarchy of language. Realists who 

are not satisfied with the natural sciences will be willing to agree that logic is not a 
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